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今
日
は
愛
國
歌
に
つ
い
て
一
言
を
徴
せ
ら
れ
た
が
、
大
東
亞
戰
爭
の
勃
發

し
て
以
來
、
國
民
が
奮
つ
て
愛
國
歌
を
讀
み
、
朗
誦
し
、
萬
葉
集
に
載
つ
た
、

『
海
ゆ
か
ば
水
漬
く
屍
山
ゆ
か
ば
草
む
す
屍 

大  

皇 

お
ほ
き
み

の
邊
に
こ
そ
死
な
め
顧

み
は
爲
じ
』
や
、
『
け
ふ
よ
り
は
顧
み
な
く
て
大
君
の
醜
の
御
楯
と
い
で
た

つ
わ
れ
は
』
の
如
き
は
、
全
く
人
口
に
膾
炙
せ
ら
れ
る
に
至
つ
た
。
ま
た
、

私
の
先
輩
友
人
等
か
ら
、
雜
誌
に
よ
り
、
著
書
に
よ
り
、
ラ
ジ
オ
放
送
に
よ

つ
て
、
愛
國
歌
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
發
表
せ
ら
れ
た
か
ら
、
私
が
今
日
愛
國
歌
に

つ
い
て
答
へ
る
と
し
て
も
、
自
然
重
複
し
て
し
ま
ふ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と

お
も
つ
た
が
、
併
し
縱
し
ん
ば
重
複
し
て
し
ま
つ
て
も
、
或
は
幾
た
び
同
じ

歌
が
吟
誦
せ
ら
れ
る
に
し
て
も
、
あ
へ
て
餘
計
だ
と
い
ふ
わ
け
合
の
も
の
で
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は
あ
る
ま
い
か
ら
、
左
に
、
十
人
あ
ま
り
の
人
に
よ
つ
て
作
ら
れ
た
愛
國
歌

を
抽
出
し
て
置
か
う
と
お
も
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
○

　
　
　
う
ら
う
ら
と
の
ど
け
き
春
の
心
よ
り
に
ほ
ひ
い
で
た
る
山
ざ
く
ら
花

　
　
　
　
（
賀
茂
眞
淵
）

　
　
　
し
き
し
ま
の
大
和
心
を
人
と
は
ば
朝
日
に
に
ほ
ふ
山
ざ
く
ら
花
　

　
　
　
（
本
居
宣
長
）

　
こ
れ
は
お
な
じ
く
、
皇
國
の
心
の
象
徴
と
も
い
ふ
べ
き
櫻
を
讚
美
し
た
歌

で
あ
る
が
、
眞
淵
の
歌
の
方
は
、
自
然
に
無
理
な
く
出
來
て
ゐ
て
、
特
に
、

『
や
ま
と
心
』
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
露
は
に
は
云
つ
て
ゐ
な
い
。
お
な
じ

く
眞
淵
の
歌
に
、
『
も
ろ
こ
し
の
人
に
見
せ
ば
や
み
よ
し
野
の
よ
し
野
の
山
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の
山
ざ
く
ら
花
』
と
い
ふ
の
が
あ
る
が
、
こ
の
方
に
は
幾
分
、
『
や
ま
と
心
』

と
い
ふ
こ
と
を
表
面
に
出
し
て
居
る
。
宣
長
の
歌
は
、
既
に
有
名
な
歌
で
、

大
衆
化
す
べ
き
要
約
を
具
備
し
て
通
俗
的
で
あ
る
。
さ
う
し
て
こ
の
程
度
の

通
俗
性
は
宣
長
の
意
圖
と
し
て
は
、
是
非
必
要
で
あ
つ
た
こ
と
と
お
も
ふ
。

　
宣
長
に
は
、
玉
矛
百
首
の
ご
と
き
愛
國
吟
が
あ
つ
て
、
そ
の
中
に
、
『
か

し
こ
き
や
す
め
ら
御
國
み
く
に
は
う
ま
し
國
う
ら
安
の
國
く
に
の
ま
ほ
く
に
』
『
百も

八
十
も
や
そ
と
國
は
あ
れ
ど
も
日
の
本
の
こ
れ
の
倭
や
ま
とに
ま
す
國
は
あ
ら
ず
』
『
天
地

の
そ
き
へ
の
き
は
み
覓ま
ぎ
ぬ
と
も
御
國
み
く
に
に
ま
し
て
よ
き
國
あ
ら
め
や
』
等
の

歌
が
あ
る
。
こ
れ
等
の
百
首
と
餘
り
歌
ま
で
合
せ
て
、
殆
ど
全
部
が
古
語
を

縱
横
に
使
つ
た
、
い
は
ゆ
る
古
調
の
歌
で
あ
る
か
ら
、
『
朝
日
に
に
ほ
ふ
山

ざ
く
ら
花
』
の
歌
の
や
う
に
分
か
り
よ
く
な
い
。
こ
れ
も
ま
た
宣
長
自
身
さ
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う
意
識
し
て
作
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。

　
眞
淵
の
歌
は
六
十
歳
ご
ろ
か
ら
益
々
萬
葉
調
と
な
り
、
純
粹
に
古
調
と
な

つ
て
行
つ
た
が
、
宣
長
の
方
は
、
古
風
と
近
風
と
使
ひ
わ
け
を
し
て
歌
を
咏

ん
だ
。
『
朝
日
に
に
ほ
ふ
』
の
歌
は
、
そ
の
中
の
近
風
の
歌
に
屬
す
る
も
の

で
、
一
般
の
人
々
に
分
か
り
よ
い
、
大
衆
性
を
餘
計
に
持
つ
て
居
る
も
の
で

あ
る
。
か
う
い
ふ
作
歌
態
度
は
態
度
と
し
て
は
い
か
が
と
も
お
も
ふ
が
、
國

學
の
思
想
を
説
く
に
あ
た
つ
て
は
是
非
必
要
な
こ
と
で
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
○

　
　
　 

千  

萬 

ち
よ
ろ
づ

の
え
み
し
が
船
を
し
づ
め
け
む
神
の
い
ぶ
き
ぞ
あ
や
に
か
し

こ
き
　
（
中
島
廣
足
）

　
こ
れ
は
、
蒙
古
襲
來
の
繪
卷
を
見
て
作
つ
た
長
歌
の
反
歌
で
あ
る
が
、
こ
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の
弘
安
の
役
の
神
風
に
つ
い
て
長
歌
の
方
に
は
、
『
も
ろ
も
ろ
の
、
大
御
神

た
ち
、
お
も
ほ
て
り
、
い
き
ど
ほ
ら
し
て
、
神
風
の
、
い
ぶ
き
ま
ど
は
し
、

天
雲
の
、
五
百
重
む
ら
雲
、
と
こ
や
み
に
、
お
ほ
ひ
た
ま
ひ
て
、
え
み
し
ら

が
、
の
れ
る
千
船
を
、
木
の
葉
な
す
、
い
ぶ
き
は
な
ち
て
、
荒
浪
に
、
沉
め

た
ま
へ
ば
、
千
萬
の
、
え
み
し
が
と
も
は
、
わ
た
つ
み
の
、
水
屑
と
な
り
ぬ
』

云
々
と
歌
つ
て
ゐ
る
。

　
こ
の
短
歌
で
も
、
神
風
の
こ
と
を
『
神
の
い
ぶ
き
』
と
あ
ら
は
し
申
し
て

ゐ
る
。
こ
れ
な
ど
も
、
神
代
以
來
の
わ
が
國
び
と
の
表
現
で
あ
つ
て
、
只
今

そ
れ
を
讀
ん
で
も
極
め
て
適
切
の
や
う
に
聞
こ
え
る
。

　
結
句
の
、
『
あ
や
に
か
し
こ
き
』
は
、
畏
れ
敬
ふ
心
の
さ
ま
で
、
萬
葉
に

も
、
『
か
け
ま
く
も
あ
や
に
畏
か
し
こき
す
め
ら
ぎ
の
神
の
大
御
代
』
と
い
ふ
の
が
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あ
り
、
莊
重
の
ひ
び
き
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
○

　
　
　
む
ぐ
ら
刈
る
利
鎌
と
が
ま
の
か
ま
の
や
き
鎌がま
の
つ
か
の
ま
も
見
む
魂たま
あ
ひ
の

友
　
（
和
田
嚴
足
）

　
こ
の
歌
に
は
、
『
神
の
道
を
説
き
給
へ
る
こ
と
を
よ
ろ
こ
ぼ
ひ
て
よ
め
る

歌
』
と
い
ふ
題
が
あ
る
ご
と
く
、
外
國
の
思
想
に
か
ぶ
れ
て
、
皇
國
本
來
の

道
の
教
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
こ
と
を
排
撃
し
、
『 

皇  

神 

す
め
か
み

の
、 

御 

政 

事 

み
ま
つ
り
ご
と
の

 

廣  

道 

ひ
ろ
み
ち

の
道
の
大
道
に
、
導
け
よ
君
』
と
い
ふ
長
歌
が
あ
つ
て
、
そ
の
反
歌

が
こ
の
一
首
な
の
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
思
想
を
以
て
こ
の
一
首
も
貫
か
れ
て

ゐ
る
。

　
暫
し
の
間
な
り
と
も
、
心
の
合
つ
た
同
志
の
友
に
は
會
ひ
た
い
も
の
だ
、
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と
い
ふ
の
で
、
そ
の
上
は
序
詞
の
形
式
に
な
つ
て
ゐ
る
が
、
單
に
音
調
上
の

聯
絡
で
は
な
く
、
雜
草
を
刈
り
の
ぞ
く
と
こ
ろ
の
鋭
い
鎌
、
即
ち
利
鎌
と
が
ま
、
燒や

   

鎌 

き
が
ま
の
柄つか
と
い
ふ
意
味
か
ら
、
束つか
の
間ま
の
束
に
同
音
で
以
て
つ
づ
け
た
も
の

で
あ
る
。
當
時
の
歌
人
は
ま
た
國
學
者
で
も
あ
つ
た
か
ら
、
最
も
純
粹
に
自

然
に
先
學
の
心
を
ひ
い
て
、
か
う
い
ふ
歌
が
出
來
た
の
で
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
○

　
　
　
お
ほ
神
の
い
は
へ
る
國
の
ま
す
ら
を
の
矢
先
や
さ
き
に
向
ふ
敵あた
あ
ら
め
や
は

　
（
千
種
有
功
）

「
武
威
」
と
い
ふ
題
が
あ
る
。
天
照
皇
大
神
は
じ
め
奉
り
、
八
百
萬
の
神
々

の
加
護
し
た
ま
ふ
、
わ
が
皇
國
の
軍
人
の
矢
先
に
刀
向
ひ
得
る
外
敵
は
一
人

も
ゐ
な
い
、
と
い
ふ
意
味
の
歌
て
あ
る
。
『
齋いは
へ
る
』
は
此
處
で
は
、
萬
葉
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集
卷
十
九
の
、
『
大
船
に
眞
楫
ま
か
ぢ
し
じ
貫
き
こ
の
吾あ
子ご
を
韓
國
へ
遣
る
齋いは
へ
神
か
み

た
ち
』
の
例
と
同
じ
く
、
『
齋
ひ
護まも
り
て 

平  

安 

た
ひ
ら
か

に
あ
ら
し
め
給
へ
神
だ
ち

よ
』
（
古
義
）
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
日
本
は
神
代
か
ら
武
勇
の
國
で
あ
る

こ
と
を
讚
へ
た
歌
で
あ
つ
て
、
歌
調
は
稍
弱
い
が
、
そ
れ
で
も
大
東
亞
戰
爭

下
に
吟
誦
す
る
に
堪
ふ
る
も
の
で
あ
る
。

　
な
ほ
こ
の
人
の
作
に
「
武
運
長
久
」
と
い
ふ
題
に
て
、
『
治
ま
れ
る
世
に

も
忘
れ
ぬ
も
の
の
ふ
の
八や
十そ
の
街
ち
ま
たの
な
が
く
ひ
さ
し
も
』
『 

八 

幡 

山 

や
は
た
や
ま

雲
の

は
た
て
も
豐
か
に
て
と
ほ
く
榮さか
ゆ
く
も
の
の
ふ
の
道
』
と
い
う
の
が
あ
る
。

こ
こ
の
八
幡
山
は
山
城
の
岩
清
水
八
幡
宮
で
、
武
神
に
お
は
す
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
○

　
　
　 

神  

風 

か
む
か
ぜ

の
か
し
こ
き
事
を
知
ら
ず
か
も
た
は
れ
言ごと
い
ふ
た
は
れ
亞あ
米め
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利り
加か
　
（
鹿
持
雅
澄
）

　
　
　
あ
な
あ
は
れ
鈍おぞ
や
亞
米
利
加 

神  

風 

か
む
か
ぜ

の
恐
か
し
こき
こ
と
を
汝な
は
知
ら
ず
や

　
　
　
も
　
（
同
）

　
嘉
永
六
年
に
ペ
ル
リ
が
相
模
浦
賀
に
來
り
、
人
心
を
動
搖
せ
し
め
た
が
、

嘉
永
七
年
（
安
政
元
年
）
彼
は
二
た
び
浦
賀
に
來
た
。
そ
の
時
の
歌
で
あ
る
。

そ
の
年
三
月
神
奈
川
條
約
が
成
つ
た
が
、
幕
府
も
い
ろ
い
ろ
と
難
儀
し
た
。

こ
の
二
つ
の
如
き
は
、
そ
の
當
時
の
國
民
の
心
を
代
表
し
た
も
の
と
い
ふ
べ

く
、
亞
米
利
加
よ
巫
山
戲
た
こ
と
を
い
ふ
な
、
汝
等
は
皇
國
の
神
風
を
知
ら

な
い
の
か
、
と
い
ふ
の
で
、
攘
夷
の
氣
概
を
存
分
に
あ
ら
は
し
て
居
る
。
此

處
の
歌
は
七
首
の
聯
作
で
、
ほ
か
の
歌
に
は
、
『
後
悔
い
む
か
も
鈍おぞ
の
亞
米

利
加
』
と
あ
つ
た
り
、
『
罪
を
は
や
知
り
て
贖
あ
が
なひ
ま
つ
れ
亞
米
利
加
奴
や
つ
こ』
と
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あ
つ
た
り
し
て
、
堂
々
の
い
き
ほ
ひ
を
示
し
て
居
る
。
こ
れ
等
を
讀
む
と
、

ま
さ
に
大
東
亞
戰
の
直
前
に
國
民
が
き
ほ
ひ
立
つ
た
の
と
殆
ど
同
樣
の
意
氣

込
で
あ
つ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
○

　
　
　
朝
日
さ
す
す
め
ら
御
國
み
く
に
の
か
た
を
こ
そ
天あめ
の
は
じ
め
と
い
ふ
べ
か
り

　
　
　
け
れ
　
（
橘
守
部
）

　
　
　
朝
日
子
の
と
よ
さ
か
の
ぼ
る
御
國
み
く
に
こ
そ
日
の
い
る
國
の
初
め
な
り
け

　
　
　
れ
　
（
同
）

　
　
　
大
君
の
高
く
ら
山
の
高
ね
よ
り
落
つ
る
し
づ
く
や
み
め
ぐ
み
の
つ
ゆ

　
　
　
　
（
同
）

　
第
一
首
に
は
、
「
天
」
と
い
ふ
題
が
あ
る
。
さ
う
い
ふ
題
咏
で
は
あ
る
が
、
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彼
の
國
體
觀
が
反
映
し
て
ゐ
て
眞
率
な
歌
調
を
な
し
た
。
『
天
』
に
は
始
も

な
け
れ
ば
終
も
な
く
、
況
し
て
方
嚮
と
い
ふ
や
う
な
も
の
も
無
い
わ
け
で
あ

る
が
、
彼
の
信
仰
で
は
、
皇
國
の
天
が
即
ち
天
の
始
だ
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
大
き
く
て
な
か
な
か
好
い
。
第
二
首
も
同
樣
の
思
想
で
あ
つ
て
、
天

つ
日
の
豐
榮
の
ぼ
る
皇
國
は
、
日
の
入
る
國
即
ち
韓
、
諸
越
そ
の
他
萬
邦
の

さ
き
が
け
を
な
す
も
の
だ
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
「
國
」
と
い
ふ

題
が
つ
い
て
居
る
。
第
三
首
に
は
「
雫
」
と
い
ふ
題
が
あ
り
、
大
君
の
御
め

ぐ
み
の
廣
大
無
邊
を
あ
ら
は
さ
う
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
○

　
　
　
す
め
ら
ぎ
の
道
た
だ
一
つ
こ
を
お
き
て
他あだ
し
小
徑
こ
み
ち
に
よ
ら
め
や
も
人

　
　
　
　
（
平
田
篤
胤
）
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畏
く
も
わ
が 

大  

神 

お
ほ
か
み

と
も
ち
齋いつ
く
赤
き
こ
こ
ろ
を
愛は
し
く
思
ほ
せ
　

　
　
　
（
同
）

　
　
　 
天  
皇 
す
め
ら
ぎ

の
も
と
つ
御
國
み
く
に
に
古ふる
ご
と
の
み
ち
榮
ゆ
べ
き
時
は
來
に
け
り

　
　
　
　
（
同
）

　
第
一
首
は
、
『
孝
徳
天
皇
紀
の
大
詔
命
に
よ
り
て
』
と
い
ふ
詞
書
が
あ
る

が
、
孝
徳
紀
の
大
詔
に
は
、
『
告
天
神
地
祇
曰
、
天
覆
地
載
、
帝
道
唯
一
』

云
々
と
あ
る
の
に
據
つ
た
。
皇
國
民
は
た
だ
一
つ
の
こ
の
『
す
め
ら
ぎ
の
道
』

に
隨
順
し
て
、
決
し
て
傍
徑
や
、
外
道
に
據
つ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
の
で
あ

る
、
第
二
首
は
、
わ
が
國
の
大
神
を
ば
絶
待
と
し
て
齋いつ
き
ま
つ
る
、
わ
が
丹

心
の
至
誠
を
ば
、
ね
が
は
く
は
見
そ
な
は
し
給
へ
と
い
ふ
の
で
、
同
時
に
作

つ
た
歌
に
、
『
言
は
ま
く
も
ゆ
ゆ
し
畏
し
挂か
け
ま
く
も
あ
や
に
尊
き
こ
れ
の
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皇  

神 
す
め
が
み

』
と
い
ふ
の
も
あ
る
。
第
三
首
は
、
自
作
數
首
を
島
津
侯
に
獻
じ
た

折
の
も
の
で
、
皇
國
の
古
道
の
認
識
せ
ら
れ
る
氣
運
に
向
つ
た
こ
と
を
喜
ん

だ
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
○

　
　
　
み
ち
の
く
の
外そと
な
る
蝦え
夷ぞ
の
外そと
を
漕こ
ぐ
船
よ
り
と
ほ
く
物
を
こ
そ
思

へ
　
（
佐
久
間
象
山
）

　
こ
の
一
首
は
佐
久
間
象
山
の
い
は
ゆ
る
感
情
歌
の
中
の
も
の
で
、
象
山
が

皇
國
の
た
め
に
邊
防
を
策
す
る
こ
と
十
數
年
に
及
ん
だ
が
、
毫
も
當
時
の
人

々
に
理
解
せ
ら
れ
ず
、
却
つ
て
そ
の
た
め
に
罪
を
問
は
れ
た
の
で
あ
つ
た
。

象
山
は
み
づ
か
ら
題
詞
を
以
て
、
『
拳
拳
の
忠
、
閔
察
を
得
ず
』
と
云
つ
て

居
る
。
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一
首
の
意
は
、
『
と
ほ
く
物
を
こ
そ
思
へ
』
に
中
心
點
が
あ
り
、
と
ほ
く

深
く
皇
國
を
お
も
ふ
、
と
い
ふ
意
味
と
な
つ
て
、
そ
の
前
半
は
即
ち
序
詞
の

や
う
な
形
式
に
な
つ
て
ゐ
る
の
だ
が
、
併
し
意
味
の
な
い
序
詞
で
は
な
く
、

北
邊
防
備
の
畫
策
が
あ
つ
た
が
た
め
に
、
『
み
ち
の
く
の
外
な
る
蝦
夷
の
外

を
漕
ぐ
』
云
々
の
句
が
、
お
の
づ
か
ら
に
し
て
作
者
の
意
識
の
う
へ
に
浮
ん

だ
も
の
と
お
も
へ
る
。

　
象
山
は
歌
を
井
上
文
雄
に
學
ん
だ
が
、
萬
葉
調
を
取
入
れ
て
歌
を
作
つ
た

か
ら
、
こ
の
歌
も
や
は
り
そ
の
特
徴
を
有
つ
て
居
り
、
眞
率
憂
思
の
ひ
び
き

を
傳
ふ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
○

　
　
　
八
汐
路

や
し
ほ
ぢ

を
輙
た
や
すく
わ
た
る
も
ろ
こ
し
の
海
の
城
て
ふ
な
く
て
や
ま
め
や
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（
吉
田
松
陰
）

　
こ
の
歌
は
、
安
政
元
年
（
？
）
、
叔
父
の
玉
木
文
之
進
に
與
へ
た
も
の
で

あ
る
が
、
大
洋
を
も
容
易
に
渡
り
う
る
外
國
の
大
汽
船
、
大
軍
艦
も
、
わ
が

皇
國
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
も
必
ず
近
き
將
來
に
造
ら
ず
に
は
置
か

ぬ
と
い
ふ
決
心
の
一
首
で
あ
る
。

　
こ
の
外
國
を
窺
知
つ
て
、
そ
れ
に
負
け
ま
い
と
す
る
意
氣
込
は
、
前
出
の

佐
久
間
象
山
の
、
『
余
年
二
十
以
後
、
乃
ち
匹
夫
一
國
に
繋
る
こ
と
有
る
を

知
る
。
三
十
以
後
、
乃
ち
天
下
に
繋
る
こ
と
あ
る
を
知
る
。
四
十
以
後
、
乃

ち
五
世
界
に
繁
る
こ
と
有
る
を
知
る
』
云
々
と
類
似
し
て
、
松
陰
が
、
『
逸

氣
神
州
を
隘せま
し
と
し
、
乃
ち
五
州
を
窮
め
ん
と
欲
す
。
憐
む
べ
し
蹉
跌
の
後
、

一
室
に
孤
囚
と
な
る
』
と
歌
つ
た
、
五
世
界
、
五
州
と
い
ふ
意
氣
込
で
あ
つ
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た
。
そ
し
て
、
こ
の
五
州
を
窮
め
む
と
す
る
思
想
は
、
『
七
た
び
も
生
き
か

へ
り
つ
つ
夷
を
ぞ
攘
は
ん
こ
こ
ろ
吾
忘
れ
め
や
』
『
骨
を
粉
に
し
身
を
碎
き

つ
つ
大
君
に
丹
き
心
を
捧
げ
て
し
が
な
』
の
思
想
と
同
一
に
歸
著
し
て
ゐ
た

も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
○

　
　
　
お
ほ
き
み
の
御み
稜い
威つ
か
が
や
く
日ひ
の
本もと
に 

狂  

業 

た
は
わ
ざ

す
る
な
癡おそ
の 

漢  

か
ら
ひ

人 と
　
（
平
賀
元
義
）

　
こ
れ
に
、
『
か
ら
ふ
ね
』
の
題
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
題
詠
で
は
な
く
、
そ

の
こ
ろ
外
國
の
軍
艦
ど
も
が
、
し
き
り
に
我
國
に
む
か
つ
て
こ
け
威
し
を
敢

て
し
た
時
の
事
實
が
念
中
に
あ
つ
て
こ
の
歌
が
咏
ま
れ
た
も
の
に
相
違
な
い
。

　
天
皇
の
御
稜
威
の
か
が
や
く
皇
國
に
む
か
つ
て
、
何
の
ふ
ざ
け
た
眞
似
を
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す
る
か
、
承
知
を
せ
ぬ
ぞ
、
癡
呆
の
外
國
人
ど
も
よ
、
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。

萬
葉
集
に
、
『
い
ざ
子
ど
も 

狂  

業 

た
は
わ
ざ

な
せ
そ 

天  

地 

あ
め
つ
ち

の
か
た
め
し
國
ぞ
大
和

島
根
は
』
が
あ
つ
て
、 

狂  

業 

た
は
わ
ざ

の
語
が
入
つ
て
居
る
。

　
な
ほ
、
元
義
の
歌
に
は
、
『
大
君
の
御
楯
と
な
り
し 

丈  

夫 

ま
す
ら
を

の
末
は
ま
す

ま
す
い
や
榮
え
た
り
』
『
整
ひ
し
五い
百ほ
津つ
の
軍
い
く
さい
か
で
か
も
君
が
御
楯
み
た
て
と
な

ら
ざ
ら
め
や
も
』
な
ど
が
あ
つ
て
、
萬
葉
か
ら
脈
を
引
い
た
、
『
大
君
の
御

楯
』
『
君
が
御
楯
』
の
語
の
入
つ
て
居
る
の
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
○

　
　
　
と
つ
國
の
道
に
ま
ど
へ
る
世
の
人
の
や
ま
と
へ
還
る
し
る
し
し
て
ま

　
　
　
し
　
（
大
國
隆
正
）

　
　
　
四よ
方も
の
海
と
ほ
き
え
み
し
の
國
ま
で
も
我
が
大
君
の
も
の
な
ら
じ
や
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は
　
（
同
）

　
　
　
え
み
し
ら
が
寇あた
せ
む
舟
を
拂
ひ
す
て 

大 

海 

原 

お
ほ
う
な
ば
ら
に
い
ぶ
き
す
て
て
む

　
　
　
　
（
同
）

　
第
一
首
は
、
漢
學
・
佛
教
に
心
醉
し
て
し
ま
つ
て
、
皇
國
の
學
か
ら
そ
れ

て
し
ま
つ
て
ゐ
る
世
の
人
々
の
た
め
に
、
正
道
に
立
還
る
べ
き
道
し
る
べ
を

作
る
べ
き
で
あ
る
。
指
導
方
針
を
示
し
て
欲
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
の
で

あ
る
。
第
二
首
は
、
四
方
の
海
の
、
ま
た
そ
の
海
の
遠
き
彼
方
の
外
夷
の
國

々
ま
で
も
、
わ
が
大
君
の
御
め
ぐ
み
に
浴
せ
な
い
筈
は
あ
る
ま
い
、
必
ず
さ

う
に
相
違
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
第
三
首
は
、
即
ち
黒
船
以
來
の
國
民

思
想
を
歌
つ
た
も
の
で
あ
る
が
、
只
今
の
大
東
亞
戰
爭
に
當
嵌
め
て
も
毫
も

差
支
な
い
ほ
ど
の
氣
勢
を
揚
げ
た
歌
で
あ
る
。
思
想
そ
の
も
の
は
宣
長
あ
た
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り
か
ら
の
脈
を
引
い
て
ゐ
る
が
、
ペ
ル
リ
以
來
の
實
情
で
な
か
な
か
好
い
。

　
　
　
　
　
　
　
○

　
　
　
天
皇

お
ほ
き
み
は
神
に
し
ま
す
ぞ
天
皇

お
ほ
き
み
の
勅
ち
よ
くと
し
い
は
ば
か
し
こ
み
ま
つ
れ
　

　
　
　
（
橘
曙
覽
）

　
　
　 

大  

皇 

お
ほ
き
み

の
醜しこ
の
御
楯
と
い
ふ
も
の
は
か
か
る
も
の
ぞ
と
進
め
眞
前
ま
さ
き
に

　
　
　
　
（
同
）

　
　
　 

大  

皇 

お
ほ
き
み

の  

勅    
頭  

み
こ
と
か
し
ら
に
い
た
だ
き
て
揮
は
む
太
刀
に
よ
る
仇
あ
ら
め

　
　
　
や
　
（
同
）

　
右
は
、
橘
曙
覽
あ
け
み
の
作
で
、
概
ね
出
陣
す
る
人
に
贈
つ
た
も
の
が
多
い
。
さ

う
い
ふ
軍
に
い
で
た
つ
人
に
贈
つ
た
か
う
い
ふ
種
類
の
歌
は
も
つ
と
あ
る
が
、

今
は
割
愛
す
る
こ
と
と
す
る
。
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な
ほ
曙
覽
に
は
、
『
い
さ
ぎ
よ
き
神
つ 

國  

風 

く
に
ぶ
り

け
が
さ
じ
と
こ
こ
ろ
碎
く

か 
神  
國 
か
み
ぐ
に

の
人ひと
』
や
、
『 

天  

皇 

す
め
ら
ぎ

に
身
も
た
な
知
ら
ず
眞
心
を
つ
く
し
ま
つ

る
か
我
が
國
の
道
』
と
い
ふ
ご
と
き
、
一
般
的
勤
皇
を
詠
ん
だ
の
も
相
當
に

あ
る
。

　
な
ほ
、
『
た
の
し
み
は
神
の
御
國
み
く
に
の
民
と
し
て
神
の
教
へ
を
ふ
か
く
思
ふ

時
』
と
い
ふ
獨
樂
唫
な
ど
も
あ
つ
て
、
曙
覽
の
勤
皇
歌
は
な
か
な
か
多
い
。

こ
れ
は
時
勢
に
し
た
が
つ
た
せ
ゐ
も
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
○

　
　
　
大
君
の
邊へ
に
捨
て
た
り
し
も
の
の
ふ
の
命
い
の
ちは
道
の
い
の
ち
な
ら
ず
や

　
（
八
田
知
紀
）

　
こ
の
歌
は
、
元
治
元
年
、
蛤
御
門
の
戰
に
死
し
た
士
を
追
悼
し
た
歌
で
あ
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る
。
君
國
の
た
め
に
戰
つ
て
、
そ
れ
に
一
命
を
さ
さ
げ
た
士
の
命
は
、
即
ち

士
と
し
て
の
眞
の
生
命
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
、
『
道
の
い
の
ち
な
ら
ず
や
』

と
い
ふ
句
は
流
石
に
專
門
歌
人
ら
し
い
好
い
句
で
あ
る
。
幕
末
志
士
等
の
歌

は
、
感
激
に
滿
ち
、
實
行
派
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
言
葉
が
洗
練
せ
ら
れ
ぬ
た

め
に
、
折
角
の
感
激
も
充
分
に
表
現
せ
ら
れ
な
い
と
い
ふ
憾
が
あ
つ
た
。
さ

う
い
ふ
點
で
こ
の
一
首
な
ど
は
、
さ
う
い
ふ
憾
を
充
足
す
る
に
足
る
も
の
で

あ
る
。
な
ほ
こ
の
作
者
に
は
、
『
戊
辰
の
年
の
み
軍
に
御
楯
と
な
り
て
身
を

捨
て
し
人
々
の
功
を
譽
め
た
ま
ひ
魂
の
行
方
を
慰
め
給
ふ
と
て
、
い
と
も
か

し
こ
き
仰
言
ど
も
の
あ
り
け
る
由
を
承
り
て
、
萬
代
の
末
ま
で
か
か
る
御
め

ぐ
み
の
露
に
は
濡
れ
ぬ
袖
な
か
り
け
り
』
と
い
ふ
の
も
あ
る
。
こ
れ
は
内
容

は
詞
書
に
讓
つ
て
、
歌
は
感
慨
を
そ
の
儘
あ
ら
は
し
た
も
の
に
な
つ
た
。
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