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占
領
政
策
と
し
て
の
祝
日
名
称
変
更

勤
労
感
謝
の
目

先

　

田

　

賢

紀

智

本
紙
の
読
者
の
皆
様
に
は
　
「
釈
迦
に
説
法
」
　
で
は

あ
る
が
私
の
勉
強
の
た
め
に
整
理
し
て
み
た
い
。

大
東
亜
戦
争
以
前
は
白
人
が
世
界
を
支
配
し
て

き
た
。
そ
れ
に
真
っ
向
か
ら
勝
負
を
挑
ん
だ
の
が
日

本
。
米
英
は
見
下
し
て
き
た
有
色
人
種
代
表
の
日
本

に
初
戦
で
負
け
た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
わ
が
世
の
春
を

謳
歌
し
て
い
た
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
日
本
軍
の
急
襲
に

部
下
を
捨
て
敵
前
逃
亡
。
こ
の
時
の
恨
み
を
戦
後

様
々
な
形
で
晴
ら
し
て
い
く
。
日
本
の
強
さ
を
知
っ

た
ア
メ
リ
カ
は
　
「
禁
じ
手
」
　
（
戦
争
犯
罪
）
を
繰
り
出

し
勝
利
し
た
。
東
京
大
空
襲
で
は
一
晩
で
十
万
人

も
の
女
子
供
を
焼
き
殺
し
た
。
ヒ
ロ
シ
マ
、
ナ
ガ
サ

キ
へ
の
原
爆
投
下
は
紛
れ
も
な
い
戦
争
犯
罪
で
あ

る。

し
か
し
　
「
勝
て
ば
官
軍
」
　
が
歴
史
の
常
。
戦
中
は

武
力
で
禁
じ
手
を
用
い
、
戦
後
は
洗
脳
と
い
う
禁

じ
手
を
連
発
す
る
。
白
中
堂
々
と
行
っ
た
禁
じ
手
が

「
極
東
国
際
軍
事
裁
判
」
　
と
い
う
名
の
茶
番
劇
。
自

ら
の
正
統
性
を
主
張
し
、
日
本
の
極
悪
性
を
日
本
人

に
叩
き
込
ん
だ
。
こ
の
裁
判
が
茶
番
で
あ
る
こ
と
は

次
の
こ
と
か
ら
明
白
で
あ
る
。
つ
ま
り
裁
判
長
が
豪

州
人
、
十
一
名
の
裁
判
官
、
検
事
が
全
て
勝
者
側
。

卑
近
な
喩
を
用
い
れ
ば
、
「
ヤ
ク
ザ
の
出
入
り
」
　
の

復
刊
第
二
十
書
下
　
　
東
京
都
教
師
会
発
行

（
専
務
局
）
横
浜
市
都
筑
区
茅
ヶ
崎
南
四
ノ
十
四
ノ
一
ノ
三
｛
○

裁
定
を
勝
っ
た
側
の
親
分
が
下
す
様
な
も
の
で
あ

る。

し
か
し
日
本
人
は
見
事
に
引
っ
掛
っ
た
。
こ
の

「
白
人
は
正
し
い
。
日
本
人
は
悪
い
」
、
所
謂
自
虐

史
観
は
令
和
の
御
世
で
も
消
え
去
ら
な
い
。
「
白
人

は
正
し
い
。
日
本
も
見
倣
お
う
」
　
と
し
た
　
「
お
べ

ん
ち
ゃ
ら
」
　
が
多
い
。
子
供
部
屋
を
キ
ッ
ズ
ル
ー
ム

（
傷
で
も
あ
る
の
か
し
ら
ん
）
、
警
報
を
ア
ラ
ー
ト
　
（
ア

ラ
ー
と
驚
く
駄
洒
落
か
し
ら
ん
）
。
こ
こ
ま
で
は
笑
っ

て
過
ご
せ
る
が
、
体
育
の
日
（
昭
和
三
十
九
年
の
ア
ジ

ア
初
の
五
輪
開
催
を
記
念
し
た
祝
日
）
　
を
　
「
ス
ポ
ー
ツ

の
日
」
　
に
言
い
換
え
た
の
に
は
怒
り
が
込
上
げ
る
。

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
泉
下
で
高
笑
い
し
て
い
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。

東
京
裁
判
と
い
う
白
昼
堂
々
の
茶
番
劇
の
裏
で
ア

メ
リ
カ
さ
ん
は
巧
妙
な
禁
じ
手
を
弄
す
る
。
こ
こ

で
は
そ
の
代
表
例
を
見
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
祝
日
の

言
い
換
え
で
あ
る
。
戦
前
の
祝
日
は
　
「
四
大
節
」
、

四
方
拝
（
一
月
一
日
）
、
紀
元
節
（
二
月
十
一
日
）
、

天
長
節
（
四
月
二
十
九
日
、
昭
和
天
皇
の
御
誕
生
日
）
、

明
治
節
　
（
十
一
月
三
日
、
明
治
天
皇
の
御
誕
生
日
）
　
に

代
表
さ
れ
る
皇
室
関
連
日
。

研
究
熱
心
な
ア
メ
リ
カ
さ
ん
は
　
「
日
本
人
の
強
さ

の
秘
訣
は
皇
室
に
あ
り
」
　
と
見
抜
い
た
。
そ
し
て
皇

室
解
体
を
模
索
し
た
。
し
か
し
天
照
大
御
神
、
神
武

天
皇
か
ら
弐
千
六
百
年
。
現
人
神
の
天
皇
を
死
刑
に

し
た
ら
日
本
国
中
に
反
乱
が
起
こ
る
。
そ
こ
で
考
え

た
。
名
前
を
変
え
よ
う
。

紀
元
節
を
建
国
記
念
の
日
に
改
名
。
春
季
皇
霊
祭

を
春
分
の
日
に
。
秋
季
皇
霊
祭
を
秋
分
の
日
に
。

明
治
節
を
文
化
の
日
に
。
新
嘗
祭
を
勤
労
感
謝
の
日

に
。
こ
れ
が
見
事
に
成
功
し
た
。

釈
迦
に
説
法
だ
が
紀
元
節
は
神
武
天
皇
御
即
位
の

日
、
こ
の
年
を
皇
紀
元
年
と
し
た
。
こ
れ
を
建
国
記

念
の
日
に
改
名
。
「
建
国
を
し
の
び
、
国
を
愛
す
る

心
を
養
う
」
ら
し
い
が
、
誰
が
建
国
し
た
か
が
消
さ

れ
て
い
る
。

春
季
皇
霊
祭
　
（
秋
季
皇
霊
祭
も
同
様
）
　
は
春
分

（
秋
分
）
　
の
日
に
皇
霊
殿
で
歴
代
の
天
皇
・
皇
后
・

后
妃
・
皇
親
の
霊
を
祭
る
儀
式
。
こ
れ
を
春
分
の

日
に
改
名
。
春
は
　
「
春
分
の
日
に
あ
た
り
自
然
を
讃

え
、
生
物
を
慈
し
む
日
」
。
秋
は
　
「
祖
先
を
敬
い
、

亡
く
な
っ
た
人
々
を
し
の
ぶ
日
」
　
ら
し
い
が
、
祖
先

が
何
方
か
は
分
ら
な
い
。
日
本
人
の
心
の
祖
先
は
建

国
以
来
皇
室
で
あ
る
。

明
治
節
は
明
治
天
皇
の
御
誕
生
日
。
激
動
の
時

代
、
明
治
維
新
、
日
清
・
日
露
戦
役
を
乗
り
越
え
昭

和
に
辿
り
着
い
た
。
国
難
を
乗
り
切
る
心
の
支
え

と
し
て
明
治
天
皇
を
戴
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を

「
文
化
の
日
」
　
に
改
名
。
「
自
由
と
平
和
を
愛
し
、

文
化
を
進
め
る
日
」
　
ら
し
い
。
こ
こ
で
も
日
本
人
の

気
力
を
挫
く
陰
謀
が
炸
裂
。
こ
の
日
は
大
切
な
祝
日

だ
が
そ
れ
を
狙
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
人
が
英
語
で
書
い

た
も
の
を
日
本
語
に
訳
し
て
新
憲
法
と
称
し
て
公

布
。
こ
れ
を
記
念
し
て
　
「
自
由
と
平
和
を
愛
す
る
」

「
文
化
の
日
」
　
と
定
め
た
。
見
事
な
お
手
並
み
で
あ
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る。

最
後
に
新
嘗
祭
は
稲
の
収
穫
を
祝
い
、
翌
年
の
豊

穣
を
祈
念
す
る
祭
儀
。
天
皇
が
新
穀
を
天
神
、
地
祇

に
供
え
、
そ
の
恩
恵
を
謝
し
、
御
自
ら
も
食
す
る
宮

中
祭
祀
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
　
「
勤
労
感
謝
の
日
」
　
に

改

名

。

ア

メ

リ

カ

や

カ

ナ

ダ

に

は

十

一

月

に

↓
h
a
n
k
s
0
0
i
＜
i
n
g
D
a
y
（
感
謝
日
）
　
が
あ
る
。
誰
が
誰

に
感
謝
す
る
の
か
。
こ
れ
に
は
諸
説
あ
る
が
そ
の
一

つ
。
欧
州
か
ら
渡
っ
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
人
た
ち
が
原

住
民
に
感
謝
し
た
と
い
う
説
。
冬
目
前
、
飢
え
死
に

寸
前
の
イ
ギ
リ
ス
人
に
原
住
民
が
手
を
差
し
伸
べ
た

と
い
う
の
で
あ
る
が
今
で
は
七
面
鳥
の
受
難
日
。

い
ず
れ
に
し
ろ
皇
室
に
は
無
関
係
、
ア
メ
リ
カ
人

に
都
合
の
良
い
日
に
架
け
替
え
た
の
で
あ
る
。

（会員）

あ
る
父
兄
と
の
会
話
－
忠
臣
蔵
異
聞
～

黒

　

羽

　

秀

　

夫

卒
業
生
の
S
君
が
久
し
ぶ
り
に
来
校
し
た
。
そ
こ

で
近
況
を
き
き
な
が
ら
話
題
を
、
彼
の
好
き
な
歌
舞

伎
の
話
へ
と
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
た
。
丁
度
私
は
十
月
三

十
日
（
令
和
四
年
）
、
N
H
K
の
E
テ
レ
で
故
中
村
吉

右
衛
門
の
一
周
忌
追
善
の
番
組
（
忠
臣
蔵
外
伝
の
松

浦
の
太
鼓
等
）
　
を
観
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
、
そ
の

こ
と
に
つ
い
て
訊
い
て
み
た
。
彼
も
又
同
じ
番
組
を

祖
父
と
共
に
観
た
と
い
う
。
彼
の
歌
舞
伎
好
き
は
祖

父
の
影
響
の
賜
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
早
速
あ

る
小
説
の
　
「
元
禄
赤
穂
事
件
」
　
に
関
す
る
逸
話
を
説

明
し
て
、
そ
の
本
の
こ
と
を
彼
に
伝
え
て
お
い
た
。

そ
う
し
た
ら
つ
い
先
日
、
彼
か
ら
連
絡
が
あ
り
、

こ
の
本
の
件
で
近
日
中
に
、
何
と
祖
父
に
会
っ
て
ほ

し
い
と
の
要
請
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
祖
父
の
方
と
三

人
で
会
い
、
「
忠
臣
蔵
異
聞
」
　
に
関
す
る
話
を
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
祖
父
の
方
は
私
が
彼
に

指
定
し
た
本
を
読
了
し
、
そ
の
内
容
が
と
て
も
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
だ
と
は
思
え
ず
、
私
に
会
っ
て
更
に
話
を

し
た
く
な
っ
た
と
い
う
。
（
私
は
こ
の
本
の
同
じ
作
者

の
関
連
本
を
購
入
し
祖
父
の
方
へ
寄
贈
す
る
こ
と
に
し

た）。

祖
父
の
方
に
か
の
本
の
ど
こ
の
件
に
注
目
し
た

の
か
と
訊
く
と
、
持
参
し
た
本
の
あ
る
頁
を
示
し

た。

「
・
‥
『
討
入
り
の
時
、
赤
穂
浪
士
た
ち
は
凝
っ

た
身
な
り
だ
っ
た
そ
う
で
す
な
。
皆
、
黒
小
袖
を
着

て
下
着
は
浅
黄
の
羽
二
重
で
緋
縮
緬
の
幣
を
締
め
、

小
袖
も
茶
裏
籍
蓑
の
も
の
、
た
凍
色
や
浅
黄
沙
壌
わ

き
タ
ツ
ツ
キ
袴
、
染
紺
色
の
足
袋
を
は
き
、
真
田
紐

や
緋
縮
緬
を
た
す
き
に
し
て
小
袖
の
両
袖
、
兜
頭
巾

に
目
印
と
し
て
白
い
布
を
つ
け
て
い
た
そ
う
で
す
。

雪
の
夜
、
黒
小
袖
に
白
い
布
を
つ
け
た
赤
穂
浪
人
達

の
姿
は
、
さ
ぞ
映
え
ま
し
た
や
ろ
』

甚
伍
が
そ
こ
ま
で
言
う
と
深
雀
は
膝
を
た
た
い

た。

『
黒
と
白
の
対
比
や
、
そ
ら
兄
貴
の
好
み
や
な
』

『
羽
倉
様
が
言
わ
は
っ
た
通
り
、
赤
穂
浪
士
の

討
入
り
装
束
は
光
琳
好
み
や
。
光
琳
は
ん
の
絵
筆

が
雪
の
日
の
討
入
り
を
描
い
た
の
か
も
し
れ
ま
へ

ん
』
‥
：
」
。

そ
こ
で
私
は
こ
の
本
の
末
尾
の
解
説
に
あ
る
こ
の

作
品
　
（
二
〇
〇
五
年
、
本
番
は
第
二
九
回
歴
史
文
学
賞

を
受
賞
）
　
の
選
評
者
の
ひ
と
り
、
作
家
津
本
陽
氏
の

評
、
「
銀
座
役
人
中
村
内
蔵
助
と
の
縁
で
大
石
内
蔵

助
ら
四
十
七
士
の
討
入
り
衣
裳
は
、
光
琳
が
黒
と
白

の
対
比
で
際
立
た
せ
て
つ
く
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い

う
推
測
は
、
興
味
深
い
。
」
　
を
示
し
て
、
こ
の
作
者

の
筆
力
を
味
わ
っ
て
下
さ
い
と
返
答
し
た
。
す
る
と

祖
父
の
方
は
も
う
ひ
と
つ
の
箇
所
の
頁
を
示
し
た
。

「
・
吉
良
が
指
導
す
る
接
待
役
の
大
名
に
、
他

の
高
家
か
ら
間
違
っ
た
儀
礼
を
ひ
そ
か
に
教
え
さ

せ
よ
う
と
い
う
の
だ
。
吉
良
は
微
岸
な
老
人
で
、

大
名
へ
の
指
導
も
お
ろ
そ
か
だ
っ
た
。
親
切
顔
を

し
た
商
家
が
、
」
　
ひ
そ
か
に
間
違
っ
た
こ
と
を
教
え

れ
ば
大
名
は
喜
ん
で
従
う
だ
ろ
う
。
吉
良
は
間
違

い
に
気
づ
い
て
大
名
を
手
厳
し
く
叱
る
に
違
い
な

い
。
そ
の
と
き
、
こ
の
商
家
は
、
吉
良
が
賄
賂
が
少

な
い
こ
と
に
腹
を
立
て
て
意
地
悪
を
し
て
い
る
と

囁
く
の
だ
。
ま
わ
り
の
者
が
同
情
す
る
ふ
り
を
す

る
と
『
い
じ
め
』
を
受
け
た
者
の
怒
り
は
倍
加
す

る
。
大
名
は
、
し
だ
い
に
吉
良
へ
の
憎
悪
を
募
ら

せ
、
吉
良
も
大
名
に
苛
立
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

大
名
と
吉
良
と
の
間
で
喧
嘩
沙
汰
が
起
き
れ
ば
式
典

そ
の
も
の
が
壊
れ
る
だ
ろ
う
。
…
吉
良
上
野
介
は

一
月
に
幕
府
の
新
年
祝
賀
使
と
し
て
京
に
上
っ
て
い

た
。
し
か
も
勅
使
接
待
の
指
導
役
も
務
め
た
。
吉
良

が
京
か
ら
戻
る
ま
で
の
間
、
浅
野
内
匠
頭
は
指
導
も

な
く
准
偏
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
御
台

所
派
に
操
ら
れ
た
商
家
が
つ
け
こ
む
隙
は
十
分
に

あ
っ
た
の
だ
。
∴
：
・
」

こ
の
様
な
指
定
し
た
箇
所
は
、
ま
だ
い
く
つ
か
あ

り
ま
し
た
が
、
時
間
も
オ
ー
バ
ー
し
た
の
で
散
会
と
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な
り
ま
し
た
。

要
は
年
末
に
な
る
と
昔
は
　
「
年
末
ら
し
い
風
物
詩

と
し
て
忠
臣
蔵
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
の
に
、
何

故
か
最
近
み
ら
れ
な
い
の
が
さ
び
し
い
で
す
。
」
　
誠

に
別
れ
際
の
祖
父
の
方
の
こ
の
一
言
が
響
き
ま
し

た。

そ
こ
で
私
は
授
業
の
工
夫
と
し
て
逸
話
を
挿
入
し

て
、
そ
れ
こ
そ
　
「
年
の
瀬
や
水
の
な
が
れ
と
人
の
身

は
」
　
（
註
①
）
　
と
、
き
た
ら
　
「
あ
し
た
待
た
る
る
そ

の
宝
船
」
　
（
註
②
）
　
と
、
返
句
し
た
私
た
ち
の
祖
先

の
心
情
を
伝
え
ら
れ
る
様
に
心
掛
け
て
ま
い
り
ま

す。

尚
引
用
し
た
文
は
作
者
と
作
品
名
は
、
葉
室
麟

「
乾
山
晩
愁
」
　
（
角
川
文
庫
二
〇
〇
八
年
刊
）
。
ま
た
寄

贈
し
た
本
（
同
じ
作
者
）
　
は
　
「
花
や
散
る
ら
ん
」
　
（
文

春
文
庫
二
〇
一
二
年
刊
）
。
因
み
に
関
連
本
　
（
同
じ
作

者
）
　
を
も
う
一
冊
　
「
は
だ
れ
雪
」
　
上
・
下
　
（
角
川
文

庫
二
〇
一
八
年
刊
）
が
あ
り
ま
す
。

（註）①
と
②
は
共
に
左
記
の
記
述
に
関
連
す
る
。

「
討
入
り
の
前
日
十
二
月
十
三
日
、
両
国
橋
の

橋
詰
で
、
其
角
は
笹
売
り
姿
の
源
五
と
ば
っ
た
り
出

会
っ
た
。

－
年
の
瀬
や
水
の
流
れ
と
人
の
身
は

と
其
角
は
詠
ん
だ
。
こ
れ
に
対
し
て
源
五
は
す
ぐ

に、
－
あ
し
た
待
た
る
る
そ
の
宝
船

と
大
望
を
待
つ
身
で
あ
る
こ
と
を
ひ
そ
か
に
伝
え

た
と
い
う
話
が
広
ま
っ
た
。
」
　
（
「
乾
山
晩
愁
」
　
の
中
の

短
編
　
「
一
蝶
幻
景
」
　
よ
り
。
）

其
角
と
は
俳
人
の
室
井
其
角
、
源
互
は
赤
穂
浪
士

の
一
人
、
大
高
源
五
の
こ
と
。
ま
た
歌
舞
伎
の
　
「
忠

臣
蔵
外
伝
　
松
浦
の
太
鼓
」
　
で
も
、
こ
の
場
面
は
と

て
も
人
気
が
高
い
。

尚
去
る
十
二
月
七
日
、
祖
父
の
方
が
七
十
八
歳
で

逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
慎
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た

し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
会
員
）

戦
前
の
中
学
国
語
の
教
科
書
を
読
む
（
十
九
）

［
次
の
文
章
は
、
八
波
則
吉
編
『
現
代
国
語
読

本
　
蕃
六
』
　
（
昭
和
十
年
修
正
七
版
・
現
在
の
中

学
三
年
後
期
相
当
）
　
所
収
の
も
の
で
あ
る
。
漢

字
は
当
時
の
正
字
、
送
り
仮
名
は
現
在
と
違
ふ

と
こ
ろ
が
多
い
が
原
文
通
り
と
し
た
。
読
み
仮

名
は
、
適
宜
新
た
に
加
へ
た
。
紙
面
の
都
合
で

二
回
に
分
け
て
掲
載
し
た
。
］

先
駆
者
（
下
）
　
　
　
　
　
水
上
瀧
太
郎

（承前）紅
葉
先
生
の
償
さ
は
解
っ
て
ゐ
て
も
、
鴎
外
先
生

の
偉
さ
は
あ
ま
り
解
ら
な
か
っ
た
。
何
か
の
折
に
、

兄
が
紙
片
に
書
い
た
小
説
家
番
附
と
い
ふ
も
の
を
見

る
と
、
睡
外
先
生
が
横
綱
か
張
出
大
聞
か
に
な
っ
て

ゐ
た
の
で
、
そ
ん
な
に
償
い
の
か
と
驚
い
て
、
先
生

の
作
品
を
繰
返
し
て

読
ん
だ
け
れ
ど
も
、

や
は
り
解
ら
な
か
っ

た
こ
と
を
斑
え
て
ゐ

る
。
ま
だ
小
学
校
時

代
の
こ
と
だ
っ
た
。

今
考
へ
て
も
、
そ
の
時
の
歓
喜
が
ま
ざ
人
〈
－
と

蘇
っ
て
、
胸
が
躍
っ
て
、
涙
を
さ
へ
催
し
か
ね
な
い

の
は
、
「
即
興
詩
人
」
を
讃
ん
だ
時
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
時
は
既
に
車
掌
に
入
っ
て
ゐ
た
。
折
々
讃
め
ぬ

字
は
あ
つ
た
が
、
曾
て
一
度
も
見
た
こ
と
の
な
い
清

新
な
文
髄
を
幾
度
朗
諦
し
た
か
解
ら
ぬ
。
好
き
な
箇

所
は
譜
記
し
た
。
恐
ら
く
は
、
自
分
蓮
と
時
代
を
同

じ
う
す
る
詩
人
・
小
説
家
、
そ
の
他
文
塾
の
愛
好
者

で
、
曾
て
　
「
即
興
詩
人
」
　
を
頼
ん
だ
こ
と
の
な
い
人

は
極
め
て
稀
で
、
ま
た
一
度
で
も
こ
れ
を
読
ん
だ
人

は
、
そ
の
若
か
つ
た
日
を
追
憶
し
て
、
歓
喜
の
波
を

胸
に
打
た
せ
ぬ
も
の
は
な
か
ら
う
。

「
即
興
詩
人
」
　
の
識
語
は
原
作
以
上
と
稀
せ
ら
れ

て
ゐ
る
。
論
を
好
む
も
の
は
　
「
醗
請
は
原
作
を
あ
る

が
ま
ま
に
僻
へ
る
べ
き
で
、
原
作
以
上
と
言
は
れ
る

翻
講
は
、
忠
貸
な
翻
講
で
も
な
く
、
名
翻
諾
で
も
な

い
。
」
　
と
言
ふ
だ
ら
う
。
現
に
そ
ん
な
こ
と
を
利
口

ぶ
っ
て
言
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
を
言

ふ
も
の
に
は
勝
手
に
言
は
ぜ
て
お
か
う
。
自
分
達

は
、
原
作
の
内
容
を
盛
る
の
に
、
更
に
適
切
な
文
鰻

を
以
て
せ
ら
れ
た
院
外
先
生
の
一
事
業
と
し
て
、
ま

た
自
分
達
の
文
筆
的
生
涯
に
於
て
比
類
の
な
い
歓

喜
に
打
た
れ
た
好
記
念
と
し
て
、
永
久
に
　
「
即
興
詩

人
」
　
を
讃
美
し
よ
う
。

ハ
ル
ト
マ
ン
の
審
美
撃
説
を
紹
介
し
て
、
洒
落
と

機
智
と
漫
馬
と
の
外
に
は
批
評
の
言
辞
を
知
ら
な

か
っ
た
人
々
に
、
厳
正
な
批
評
の
根
蝦
を
知
ら
せ
た

先
生
は
、
一
方
に
於
て
は
、
自
ら
新
髄
の
創
作
を
稜

表
し
、
世
界
各
国
の
小
説
・
戯
曲
・
詩
歌
を
翻
謹
し



令和4年12月15日育教の京東

て
、
文
学
の
模
範
を
示
さ
れ
た
。
「
水
沫
集
」
・
「
つ

き
草
」
・
「
か
げ
草
」
　
な
ど
は
、
い
づ
れ
も
文
筆
に
志

す
も
の
に
深
い
感
動
を
輿
へ
、
ま
た
彼
等
の
行
く
べ

き
道
を
指
示
し
た
債
大
な
記
念
塔
で
あ
る
。

今
更
鼓
に
先
生
の
自
分
蓮
に
残
さ
れ
た
功
績
を
事

細
か
に
述
べ
る
必
要
は
な
い
が
、
も
う
一
度
、
今
日

の
文
筆
は
先
生
に
育
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
ふ

こ
と
を
繰
返
し
て
言
っ
て
お
く
。
若
し
明
治
文
学
史

か
ら
先
生
の
存
在
を
完
全
に
消
す
こ
と
が
出
来
る
な

ら
、
そ
の
文
畢
史
の
殆
ど
全
部
が
書
直
さ
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
即
ち
今
日
の
創
作
・
評
論
の
形
式
は
、
よ
ほ

ど
現
在
の
そ
れ
と
違
っ
た
も
の
と
な
っ
て
ゐ
る
だ
ら

う
。
違
ふ
と
い
ふ
よ
り
も
、
獲
蓮
の
初
期
を
さ
ま
よ

ふ
も
の
と
い
っ
た
方
が
適
切
か
も
知
れ
ぬ
。
そ
れ
に

も
係
ら
ず
、
世
間
は
先
生
に
劃
し
て
、
眞
情
を
籠
め

て
感
謝
の
意
を
表
し
た
ら
う
か
。
先
生
の
著
作
が
専

門
家
に
輿
へ
た
倍
大
な
影
響
に
引
換
へ
て
、
一
般
受

け
の
し
な
か
つ
た
こ
と
を
以
て
す
れ
ば
、
否
と
答
へ

る
方
が
通
常
で
あ
る
。
文
境
の
人
々
さ
へ
先
生
に
退

院
す
る
こ
と
は
む
づ
か
し
か
つ
た
。
ま
し
て
所
謂
民

衆
は
先
生
を
理
解
し
味
得
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ

た
。
こ
れ
や
が
て
先
凝
着
の
免
れ
る
こ
と
の
出
来
ぬ

運
命
だ
っ
た
。

（原注）

即
興
詩
人
　
原
作
は
デ
ン
マ
ル
ク
の
童
話
作
家
ア
ン

デ
ル
セ
ン
　
（
H
∞
〇
千
－
∞
u
u
）

ハ
ル
ト
マ
ン
　
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
（
－
∞
お
⊥
g
e

□
短
信
寸
評
口

我
が
国
の
鉄
道
開
業
百
五
十
年
が
話
題
に
な
っ
て

ゐ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
百
年
を
過
ぎ
た
頃
が
国
鉄

私
鉄
共
に
最
盛
期
で
、
国
鉄
は
そ
の
後
一
部
の
労
働

組
合
の
過
激
な
行
動
や
赤
字
経
営
な
ど
の
果
て
に
、

自
滅
し
た
。
以
来
、
国
内
の
鉄
道
は
衰
頼
し
っ
つ
あ

る。

そ
の
主
な
も
の
は
、
地
方
交
通
　
（
所
調
　
「
ロ
ー
カ

ル
線
」
）
　
の
廃
止
で
あ
る
。
赤
字
で
あ
る
こ
と
を
理
由

に
、
安
易
に
路
線
を
削
減
し
て
き
た
。
辛
う
じ
て
生

き
残
っ
て
ゐ
る
区
間
も
利
用
者
は
中
高
校
生
か
車
を

使
へ
な
い
高
齢
者
や
通
院
患
者
ば
か
り
と
い
ふ
。
悪

循
環
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
裏

返
へ
し
て
み
る
と
、
さ
う
し
た
交
通
弱
者
の
最
後
の

砦
と
な
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
だ
。

さ
て
、
こ
こ
に
は
地
方
切
り
捨
て
の
構
造
が
見
え

て
ゐ
る
。
「
ロ
ー
カ
ル
線
」
　
の
衰
亡
は
そ
の
一
例
に

過
ぎ
な
い
。
東
京
へ
の
一
極
集
中
や
、
大
都
市
へ
の

人
口
偏
在
な
ど
、
過
疎
地
域
増
加
の
深
刻
な
状
況
は

続
い
て
ゐ
る
。

地
方
が
疲
弊
し
て
ゆ
く
今
日
、
例
へ
ば
、
民
間
の

営
利
企
業
が
全
国
展
開
す
る
大
型
複
合
商
業
施
設
の

厳
庖
に
よ
り
、
近
隣
の
地
元
駅
前
商
店
街
は
シ
ャ
ッ

タ
ー
通
り
に
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
に
歯
止
め
を
掛
け
ら

れ
な
い
こ
と
や
、
議
員
定
数
の
一
票
の
較
差
に
拘
っ

た
連
中
が
声
高
に
言
ひ
立
て
て
マ
ス
コ
ミ
が
そ
の
提

灯
持
ち
を
し
て
ゐ
る
う
ち
は
、
こ
の
問
題
か
ら
は
逃

れ
ら
れ
な
い
で
あ
ら
う
。

事
の
本
質
や
大
局
を
見
通
せ
な
い
大
衆
が
跳
梁
し

政
治
家
が
そ
れ
に
迎
合
し
て
ゐ
る
や
う
で
は
、
我
が

国
内
の
均
衡
を
保
つ
こ
と
は
困
難
な
状
況
と
言
は
ざ

る
を
得
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ふ
）

日
本
教
師
会
研
究
大
会
に
つ
い
て

武
漢
ウ
イ
ル
ス
病
の
蔓
延
に
よ
り
中
止
さ
れ
て
い

た
日
本
教
師
会
研
究
大
会
は
、
今
年
八
月
三
年
ぶ
り

に
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

来
年
度
は
　
「
創
立
六
十
周
年
記
念
」
　
と
し
て
第
六

十
一
回
教
育
研
究
大
会
を
、
岐
阜
県
教
育
懇
話
会
の

主
管
で
、
令
和
五
年
八
月
五
日
　
（
土
）
　
六
日
　
（
日
）

の
二
日
間
に
亘
っ
て
岐
阜
市
内
で
開
催
さ
れ
る
予
定

に
な
っ
て
い
る
。

お
願
い

「
　
会
艶
納
入

年
額
二
千
円

口
座
　
「
み
ず
ほ
銀
行
」
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
支
店

店
番
号
　
7
4
3
　
普
通
預
金
　
1
3
3
0
1
5
0

名
義
　
佐
藤
健
二

二
、
原
稿
募
集

「
東
京
の
教
育
」
　
へ
の
会
員
の
皆
様
の
ご
抜
穂
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

字
数
は
三
千
字
程
度
以
内
で
お
願
い
し
ま
す
。
た

だ
し
こ
れ
よ
り
長
い
も
の
は
数
次
に
分
け
て
掲
載
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

仮
名
遣
い
は
古
典
現
代
い
づ
れ
か
に
統
一
し
て
下

さ
い
。
ま
た
、
写
真
や
図
版
に
つ
い
て
は
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

送
り
先
は
題
字
下
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
メ
ー
ル

の
送
り
先
は
次
の
通
り
で
す
。

事
務
局
ア
ド
レ
ス
　
（
佐
藤
）
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