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丸
　
　
田
　
　
孝
　
　
志

は

じ

め

に

中
国
共
産
党
(
以
下
、
中
共
と
略
記
)
　
の
革
命
運
動
と
民
衆
の
行
動

と
の
関
係
に
関
し
て
は
'
か
ね
て
よ
り
、
土
地
革
命
な
ど
の
社
会
経
済

政
策
へ
郷
村
防
衛
組
織
や
宗
族
な
ど
の
社
会
的
紐
帯
の
動
向
へ
均
分
思

想
や
家
族
主
義
な
ど
の
道
徳
的
規
範
の
政
治
へ
の
反
映
へ
　
党
の
組
織
力

な
ど
、
様
々
な
視
角
か
ら
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
民
衆
の
行
動
は
'

経
済
的
へ
社
会
的
様
々
な
要
因
か
ら
説
明
さ
れ
て
き
て
い
る
が
'
近
年

に
お
い
て
は
'
自
ら
の
安
全
の
確
保
へ
　
次
い
で
社
会
に
お
け
る
人
間
関

係
へ
道
徳
規
範
へ
の
配
慮
へ
最
後
に
経
済
的
得
失
を
考
慮
し
て
行
動
を

(
I
)

選
択
す
る
農
民
像
も
提
起
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
'
彼
ら
の
選
択
の
条

件
の
1
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
道
徳
規
範
の
問
題
に
は
、
民
俗
風
習
へ

民
間
信
仰
な
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
課
題
も
多
く
　
こ
れ
ら
は
社
会
経

済
的
関
係
や
政
治
的
動
員
へ
の
凝
集
力
な
ど
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
更

に
考
察
さ
れ
る
べ
き
対
象
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

近
年
、
中
共
の
秩
歌
劇
運
動
を
論
じ
た
デ
ビ
ッ
ト
・
ホ
ル
ム
氏
や
'

中
共
の
民
衆
文
化
政
策
に
詳
細
な
検
討
を
加
え
た
李
世
偉
氏
ら
に
よ
っ

て
へ
　
民
衆
文
化
と
中
共
の
革
命
運
動
に
関
す
る
研
究
が
開
始
さ
れ
て
い

る
。
ホ
ル
ム
氏
は
'
秩
歌
劇
の
宣
伝
活
動
が
「
封
建
迷
信
」
へ
　
狽
雑
の

要
素
を
改
造
し
て
進
め
ら
れ
な
が
ら
も
へ
　
伝
統
的
宇
宙
観
や
易
姓
革
命

の
思
想
を
継
承
L
へ
　
中
共
の
威
信
確
立
に
貢
献
し
て
い
く
状
況
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。
李
氏
は
'
民
衆
の
文
化
的
時
好
に
配
慮
し
た
中
共
の

文
化
政
策
の
有
効
性
を
指
摘
し
っ
つ
も
う
民
衆
文
化
の
「
か
す
」
を
取

り
去
り
、
優
れ
た
も
の
を
発
展
さ
せ
る
と
い
う
方
針
が
、
実
際
に
は
'

革
命
の
必
要
に
応
じ
た
臨
機
応
変
の
対
応
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘

す
る
。
こ
こ
に
は
'
容
易
に
改
造
さ
れ
え
な
い
民
衆
文
化
の
根
強
い
自

(
2
)

律
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
小
論
で
は
、
先
行
研
究
が
直
接
に
取
り
上

げ
な
か
っ
た
'
民
衆
の
生
活
の
拠
り
所
と
な
る
農
暦
の
時
間
を
素
材
と

し
て
'
中
共
の
最
も
安
定
的
な
根
拠
地
で
あ
っ
た
陳
甘
寧
辺
区
(
以
下
へ

陳
区
と
略
記
)
　
を
対
象
に
、
中
共
が
民
衆
の
生
活
リ
ズ
ム
と
ど
の
よ
う

な
関
係
を
も
と
う
と
し
た
の
か
を
検
討
す
る
。
そ
の
際
へ
　
中
共
が
革
命

運
動
の
中
で
社
会
に
浸
透
さ
せ
よ
う
と
し
た
新
暦
の
諸
記
念
日
お
よ
び

新
暦
の
生
活
リ
ズ
ム
と
の
関
係
を
み
て
い
く
。
こ
の
作
業
を
通
じ
て
へ



陳甘寧辺区の記念日活動と新暦・農暦の時間(丸田)

民
衆
の
行
動
規
範
と
中
共
の
政
策
と
の
関
わ
り
の
1
端
を
明
ら
か
に
し

た
い
。

一
陳
甘
寧
辺
区
の
記
念
日
と
新
暦
の
時
間

中
国
に
お
い
て
新
暦
が
公
的
に
採
用
さ
れ
る
の
は
t
 
l
九
l
二
年
元

日
　
(
以
下
へ
　
西
暦
の
上
二
桁
は
省
略
)
　
の
中
華
民
国
成
立
か
ら
で
あ
る

が
'
周
知
の
と
お
り
社
会
的
に
は
農
暦
の
影
響
力
が
長
-
保
た
れ
て
お

り
へ
　
陳
区
に
お
い
て
も
ち
　
中
共
政
権
が
公
的
に
使
用
す
る
新
暦
の
時
間

と
'
社
会
的
に
使
用
さ
れ
る
農
暦
の
時
間
と
が
併
存
し
て
い
た
。
新
暦

は
'
現
実
的
必
要
性
ば
か
り
で
な
-
'
国
際
共
産
主
義
運
動
の
理
念
の

上
か
ら
も
重
視
さ
れ
た
。
新
暦
に
よ
っ
て
刻
ま
れ
た
国
内
外
の
革
命
運

動
へ
　
労
働
運
動
へ
　
国
際
共
産
主
義
運
動
な
ど
に
関
す
る
諸
事
件
は
'
中

共
の
指
導
す
る
革
命
の
意
義
を
過
去
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
確
認
す
る

た
め
に
へ
　
記
念
日
と
し
て
人
々
の
共
通
の
記
憶
と
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ

た
。表

I
は
陳
区
政
府
が
'
三
七
年
か
ら
四
七
年
三
月
の
延
安
撤
退
に
か

け
て
記
念
活
動
を
行
っ
た
主
な
記
念
日
と
そ
の
活
動
状
況
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
　
(
三
七
年
九
月
以
前
は
'
陳
甘
寧
ソ
ビ
エ
-
政
府
)
。
抗
日

民
族
統
一
戦
線
の
成
立
を
受
け
て
'
記
念
日
の
構
成
は
'
中
共
独
自
の

革
命
路
線
を
反
映
し
た
記
念
日
と
'
中
華
民
国
の
擁
護
お
よ
び
国
内
外

の
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
統
l
戦
線
に
関
す
る
記
念
日
が
共
存
す
る
形
と
な
っ

て
い
る
。
新
暦
に
は
中
華
民
国
の
擁
護
と
い
う
意
義
が
加
わ
り
'
陳
区

の
機
関
紙
の
日
付
は
'
三
九
年
二
月
の
『
新
中
華
報
』
改
訂
版
よ
り
'

そ
れ
ま
で
の
西
暦
か
ら
中
華
民
国
年
を
採
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
延
安
撤
退
に
と
も
な
う
『
解
放
日
報
』
　
の
停
刊
ま
で
維
持

さ
れ
た
。
ま
た
、
統
一
戦
線
の
記
念
日
に
は
、
表
に
示
し
た
も
の
以
外

に
'
国
内
少
数
民
族
と
周
辺
諸
民
族
に
関
す
る
も
の
も
含
ま
れ
'
こ
れ

ら
は
日
本
の
少
数
民
族
工
作
に
対
抗
す
る
意
義
を
も
つ
と
同
時
に
へ
　
日

本
帝
国
主
義
支
配
地
域
の
民
族
矛
盾
へ
　
階
級
矛
盾
に
矛
先
を
向
け
た
も

の
で
あ
る
。
三
九
年
よ
り
モ
ソ
ゴ
ル
族
の
ジ
ソ
ギ
ス
カ
ソ
公
祭
(
四
〇

年
以
降
、
旧
三
月
二
一
日
に
挙
行
)
　
が
、
そ
の
後
へ
　
回
族
の
伝
統
的
祝

日
　
(
回
暦
)
へ
　
朝
鮮
へ
　
台
湾
の
反
目
闘
争
へ
　
日
本
共
産
党
弾
圧
事
件
な

ど
の
記
念
活
動
が
行
わ
れ
る
よ
-
に
な
っ
て
い
る
。

各
記
念
日
に
お
い
て
'
中
共
は
そ
の
政
治
的
意
義
と
当
面
の
政
治
情

勢
に
対
す
る
自
ら
の
立
場
を
宣
伝
L
へ
　
国
内
外
に
向
け
た
ア
ピ
ー
ル
を

発
す
る
と
と
も
に
へ
　
各
種
動
員
目
標
を
設
定
し
て
い
る
。
記
念
日
を
動

員
や
生
産
競
争
の
時
間
的
起
点
や
終
点
と
し
へ
　
余
暇
や
娯
楽
の
時
間
と

す
る
こ
と
で
'
政
治
意
識
を
共
有
し
'
政
権
の
時
間
的
規
律
に
従
う
辺

区
の
動
員
体
制
の
確
立
が
目
指
さ
れ
た
。
ま
た
へ
　
記
念
日
の
活
動
は
、

複
雑
に
変
化
す
る
政
治
情
勢
の
中
で
'
国
民
党
へ
　
国
民
政
府
を
含
む
国

内
外
の
諸
勢
力
の
支
持
へ
　
支
援
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
陳
区
内
の
反

共
勢
力
の
活
動
に
対
抗
し
て
'
社
会
各
層
に
政
権
の
正
統
性
を
主
張
す

る
上
で
も
重
要
で
あ
っ
た
。
抗
戦
初
期
に
は
、
国
民
党
の
駐
留
軍
や
国

民
党
党
部
代
表
な
ど
を
招
い
た
大
会
も
行
わ
れ
、
国
民
党
の
県
長
や
「
頑

固
派
L
　
の
妨
害
に
対
抗
し
て
'
大
会
を
開
催
し
て
い
る
例
も
確
認
さ
れ

(
3
)

る
。
大
会
会
場
に
は
'
中
華
民
国
と
陳
区
社
会
の
統
合
の
象
徴
と
し
て
、
1
 
7

孫
文
へ
蒋
介
石
ら
の
画
像
が
'
中
共
の
指
導
者
像
と
と
も
に
掲
げ
ら
れ
'



表1陳甘寧辺区の主な記念日と記念活動(1937年から47年3月延安撤退まで)
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*元日(民国成立)  1月1日

レ一二ソ逝去　　1月21日

一・二八事変　　1月28日

二・七惨案　　　　2月7日

ソ連紅軍創設　　　2月23日

国際婦人デー　　　3月8日

十孫文逝去　　　　　3月12日

マルクス逝去　　　3月14日

パリ　コ　ミ

北平惨案つ 3月18日

国際児童デー　　　4月4日

*メーデー　　　　　5月1日

中国青年節　　　　5月4日

マルクス生誕　　　5月5日

ナイチソゲ-ルデー　5月12日

五・三〇惨案

ゴーリキ逝去

i siia関田

*抗戦建国記念日

*紅軍創設

国際反戦デー

八・一宣言

国際青年デー

5月30日

6月18日

7I 1 II

7月7日

8月1日

9月上旬

十九・一八事変　　　9月18日

*国慶節　　　　　10月10日

魯迅逝去　　　　10月19日
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『新中華報』, 『解放日報』, 『辺区群衆報』, 『共産党人』などから作成
記念日名の下線は,主な休日

* :44年5月19日「陳甘寧辺区政府弁公庁通知」により国旗を掲揚する日　+ :同上により半旗を掲揚す
る日

(陳西省構案館,陳西省社会科学院『陳甘寧辺区政府文献選編』第8輯, 18ト3頁　棺案出版社,
1990年)

- :言及無し　/: 『新中華報』停刊中のため不明　△:機関紙面での言及など
○:小規模の個別集会,記念活動　◎:各地区,機関等での同時の個別集会,記念活動
㊨ :延安での千人程度の代表大会(各地区大会等を含む)
㊨ :延安での数千～数万人規模の大会,各界連合大会(各地区大会等を含む)
(ただし, ◎には数千人規模の各地区での大会も含む)
(㊨)1ほ「紅軍抗日戦争勝利祝賀大会」 (◎)2は「彰雪楓追悼大会」
(○)3は解放区代表大会の予定,実施されたかは不明　(㊨)4は「延安防衛大会」

右側のアルファベットは, S :節句, 24節気, M:廟会, J :集市の利用が確認できるもの

18



陳甘寧辺区の記念日活動と新暦・農暦の時間(丸田)

(
4
)

大
会
の
名
誉
主
席
団
に
は
蒋
介
石
も
選
出
さ
れ
て
い
る
。
三
八
年
の

メ
ー
デ
ー
ま
で
は
う
　
国
共
両
党
の
旗
が
会
場
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
が
'

そ
の
後
、
国
旗
が
主
要
な
記
念
日
や
臨
時
の
諸
大
会
に
お
い
て
'
街
頭

や
会
場
に
掲
揚
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
国
共
関
係
が
極
度
に
緊
張
し
た

四
三
年
の
抗
戦
建
国
記
念
日
の
大
会
に
お
い
て
も
'
国
旗
は
街
頭
に
掲

げ
ら
れ
る
と
と
も
に
入
場
の
先
導
に
使
用
さ
れ
'
中
共
が
国
民
党
に
対

抗
す
る
上
で
も
'
中
華
民
国
政
府
と
い
う
枠
組
み
を
強
-
意
識
し
て
い

(
5
)

た
こ
と
が
伺
え
る
。

記
念
日
の
式
典
へ
の
参
加
や
記
念
活
動
の
構
成
は
'
学
校
へ
　
工
場
へ

軍
隊
、
青
年
組
織
、
婦
女
組
織
な
ど
の
帰
属
集
団
に
分
け
て
行
わ
れ
て

い
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
諸
式
典
は
'
職
業
へ
　
身
分
構
成
を
排
除
L
へ

(
6
)

参
加
者
を
年
齢
構
成
の
み
で
区
分
し
た
行
列
を
組
織
し
た
と
さ
れ
へ
　
均

質
な
国
民
と
い
う
理
念
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
伺
え
る
が
'

陳
区
の
式
典
に
お
い
て
は
'
各
帰
属
集
団
の
抗
戦
と
革
命
に
お
け
る
役

割
を
意
識
し
た
構
成
が
と
ら
れ
'
そ
の
下
で
の
諸
階
層
の
統
合
が
意
図

さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
四
二
年
以
前
の
大
会
や
記
念
活
動
に
お
い
て

農
民
は
'
一
都
が
青
年
、
婦
女
、
児
童
の
組
織
に
帰
属
し
て
参
加
し
て

い
る
他
に
は
'
基
本
的
に
自
衛
軍
も
し
-
は
「
武
装
し
た
民
衆
」
と
し

(
7
)

て
参
加
し
て
お
り
へ
　
彼
ら
自
身
の
職
能
団
体
や
帰
属
集
団
は
確
認
で
き

な
い
。
陳
区
に
は
組
織
上
へ
　
辺
区
民
衆
敵
後
後
援
会
の
下
に
へ
　
辺
区
青

年
救
国
会
へ
　
辺
区
婦
女
連
合
会
な
ど
と
並
ん
で
'
貧
農
会
を
改
組
し
た

'
S
-
,

辺
区
農
民
会
(
会
員
四
〇
万
程
度
)
　
と
い
う
農
民
組
織
が
あ
る
が
、
農

民
が
実
際
に
こ
の
よ
う
な
組
織
を
通
じ
て
記
念
活
動
に
参
加
し
て
い
な

い
こ
と
は
へ
　
こ
の
時
点
で
の
政
権
の
農
民
把
捉
が
専
ら
自
衛
軍
と
し
て

動
員
で
き
た
範
囲
に
止
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
へ
　
工
場
労
働
者
が
し
ば
し
ば
休
日
か
ら
部
分
的
に
除
外
さ

れ
る
一
方
で
'
婦
人
、
児
童
へ
　
青
年
の
み
の
休
日
が
存
在
す
る
な
ど
へ

休
日
に
つ
い
て
も
帰
属
集
団
を
意
識
し
た
編
成
が
伺
え
る
。
こ
の
他
へ

記
念
日
の
構
成
に
は
'
農
民
固
有
の
祝
日
が
な
い
こ
と
も
確
認
で
き
る
。

辺
区
社
会
の
精
神
的
統
合
と
現
実
の
動
員
の
必
要
か
ら
'
l
週
間
の

生
活
リ
ズ
ム
を
含
む
新
暦
の
時
間
は
'
行
政
組
織
へ
　
工
場
へ
　
学
校
へ
　
農

(
9
)

村
教
育
組
織
へ
　
自
衛
軍
組
織
な
ど
を
通
じ
て
浸
透
が
図
ら
れ
て
い
く
。

記
念
日
の
休
暇
に
関
す
る
明
確
な
規
定
を
陳
区
の
機
関
紙
で
確
認
で
き

る
の
は
'
三
九
年
の
メ
ー
デ
ー
以
降
で
あ
る
が
'
そ
れ
以
前
か
ら
記
念

日
に
は
、
体
育
大
会
へ
　
演
劇
へ
　
宴
会
そ
の
他
の
娯
楽
活
動
が
催
さ
れ
て

い
る
。
農
村
で
は
、
自
衛
軍
訓
練
や
「
冬
学
」
(
農
閑
期
の
教
育
組
織
)
へ

「
ク
ラ
ブ
」
　
(
教
育
へ
　
余
暇
、
宣
伝
組
織
)
　
に
関
す
る
政
令
や
政
策
な

ど
に
お
い
て
'
記
念
日
や
一
週
間
ご
と
の
抗
属
(
八
路
軍
な
ど
の
軍
隊

へ
兵
士
を
送
り
出
し
て
い
る
家
庭
)
　
へ
の
援
助
へ
　
慰
問
活
動
、
一
週
間

2

の
リ
ズ
ム
に
よ
る
訓
練
へ
　
学
習
等
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
へ
　
四
四

年
五
月
の
　
「
陳
甘
寧
辺
区
政
府
弁
公
庁
通
知
」
　
(
表
-
参
照
)
　
に
お
い

て
は
、
国
旗
は
記
念
日
ば
か
り
で
な
-
日
曜
日
に
も
'
機
関
へ
　
学
校
へ

部
隊
へ
　
工
場
、
商
店
に
掲
揚
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
本
来
民
衆
の
生
活
と
の
関
わ
り
を
持
た
な
い
新
暦
の
-
ズ

ム
は
へ
　
そ
の
浸
透
が
容
易
で
は
な
-
'
冬
学
に
関
す
る
政
令
は
三
八
年

よ
り
'
徴
根
の
指
示
と
合
作
社
の
会
計
年
度
は
三
九
年
よ
り
農
暦
に
よ

〓
、

る
時
期
設
定
が
行
わ
れ
て
い
る
。
陳
学
昭
に
よ
れ
ば
、
延
安
に
お
い
て
　
1
 
9

も
各
機
関
が
一
斉
に
新
暦
を
採
用
す
る
の
は
'
三
九
年
の
元
旦
か
ら
で



あ
っ
た
と
い
う
.
陳
は
こ
れ
に
よ
り
「
l
般
民
衆
も
新
暦
を
用
い
る
よ

う
に
な
」
り
'
「
暦
に
つ
い
て
の
習
慣
は
す
っ
か
り
統
一
さ
れ
た
」
と

し
て
い
る
が
へ
　
こ
の
状
況
は
、
む
し
ろ
社
会
に
お
け
る
農
暦
の
支
配
力

2

の
強
さ
を
想
像
さ
せ
る
。
政
権
が
社
会
と
の
関
わ
り
を
深
め
て
い
-
ほ

ど
へ
農
暦
の
時
間
へ
の
対
応
は
避
け
て
通
れ
な
い
問
題
と
な
る
。

二
　
院
甘
寧
辺
区
に
お
け
る
農
暦
の
民
間
活
動
と
政
治

動
員

表
2
は
、
陳
区
に
お
け
る
代
表
的
な
農
暦
の
節
句
へ
　
二
十
四
節
気
の

一
部
と
一
年
の
農
作
業
へ
　
お
よ
び
代
表
的
な
新
暦
の
記
念
日
の
位
置
関

2

係
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
農
暦
の
各
節
句
は
'
農
作
業
の
進
行
と
密

接
な
結
び
つ
き
を
も
ち
'
作
業
の
節
目
に
、
天
候
の
安
定
と
豊
穣
へ
一

族
の
無
病
息
災
と
繁
栄
な
ど
を
祈
り
へ
　
あ
る
い
は
感
謝
す
る
た
め
、
祖

先
や
各
領
域
を
支
配
す
る
神
仏
を
祭
る
も
の
で
あ
り
、
余
暇
や
娯
楽
の

時
間
と
も
な
る
。
黄
道
を
二
十
四
等
分
し
て
設
け
ら
れ
た
二
十
四
節
気

は
'
一
年
の
太
陽
の
動
き
を
忠
実
に
反
映
し
て
お
り
へ
農
作
業
の
進
行

の
基
準
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
に
は
清
明
へ
　
冬
至
な
ど
の

・
〓

よ
う
に
節
句
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
も
の
も
あ
る
。
な
お
へ
　
中
国
の
農

暦
は
太
陰
太
陽
暦
で
あ
り
、
二
十
四
節
気
を
基
準
に
し
て
約
三
十
四
カ

月
に
一
度
閏
月
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
　
季
節
感
と
十
二
カ
月
の
関

係
の
ず
れ
を
最
大
一
カ
月
程
度
に
収
め
る
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
。
二
十

四
節
気
の
各
節
気
に
該
当
す
る
日
は
'
農
暦
で
は
最
大
l
カ
月
程
度
の

(S)

ず
れ
を
生
じ
る
が
'
新
暦
で
は
毎
年
ほ
ぼ
同
じ
日
に
あ
た
る
。
故
に
二

十
四
節
気
に
よ
っ
て
農
作
業
を
進
め
る
こ
と
は
、
事
実
上
新
暦
に
依
拠

す
る
こ
と
に
等
し
い
が
、
こ
の
よ
う
な
関
係
は
暦
に
関
す
る
知
識
が
な

け
れ
ば
明
確
に
意
識
さ
れ
え
な
い
。

各
地
の
廟
会
へ
　
集
市
も
ま
た
、
農
暦
に
よ
っ
て
日
取
り
が
決
め
ら
れ

て
い
る
。
廟
会
は
'
神
仏
の
生
誕
日
な
ど
に
会
期
が
設
け
ら
れ
'
加
護

を
求
め
る
民
衆
が
集
ま
る
と
い
う
信
仰
活
動
の
性
格
の
他
に
へ
　
集
市
と

し
て
の
経
済
的
な
機
能
を
も
果
た
し
て
い
る
。
節
句
の
年
中
行
事
の
多

く
が
各
家
庭
規
模
で
行
わ
れ
る
の
に
対
し
'
廟
会
へ
集
市
は
'
大
規
模

な
も
の
で
は
数
千
か
ら
数
万
に
上
る
人
々
が
'
人
口
が
ま
ば
ら
で
分
散

し
た
陳
区
の
農
村
数
十
里
周
辺
か
ら
集
ま
り
へ
　
遠
隔
地
の
商
人
な
ど
も

訪
れ
る
。
こ
の
他
へ
　
職
業
神
の
生
誕
日
は
、
各
職
業
に
従
事
す
る
人
々

2

に
と
っ
て
重
要
な
祭
把
の
目
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
民
衆
は
、
生
活
の
様
々
な
分
野
に
お
い
て
農
暦
に
依
拠

L
へ
　
自
ら
の
生
活
規
範
へ
　
習
慣
に
基
づ
い
て
'
あ
る
共
通
の
期
待
や
願

望
を
も
っ
て
自
発
的
に
定
め
ら
れ
た
行
動
を
行
う
。
民
衆
の
自
律
的
な

行
動
と
心
性
を
把
握
し
て
'
行
動
が
行
わ
れ
る
時
間
と
場
所
に
対
し
て
'

適
切
な
宣
伝
、
動
員
を
行
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
'
多
-
の
成
果
を
期
待

(=)

で
き
る
。
し
か
し
'
こ
れ
を
利
用
す
る
に
は
、
農
暦
の
活
動
に
伴
う
民

間
信
仰
の
要
素
、
伝
統
的
社
会
秩
序
や
社
会
道
徳
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
封

建
」
的
要
素
へ
の
対
応
が
同
時
に
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
農
暦

の
時
間
へ
の
対
応
の
問
題
は
'
日
中
全
面
戦
争
以
来
議
論
の
な
さ
れ
て

き
た
「
民
俗
様
式
の
利
用
と
改
造
」
問
題
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ソ
ビ
エ
ト
政
権
時
代
よ
り
民
謡
や
旧
劇
な
ど
の
民
俗
の
利
用
と
改
造

を
試
み
て
い
た
中
共
は
'
陳
区
に
お
い
て
も
'
新
暦
の
新
年
を
含
む
記

20



陳甘寧辺区の記念日活動と新暦・農暦の時間(丸田)

表2　陳甘寧辺区における24節気の農作業/新暦記念日/農暦活動

24節気(一部)の農作業と新暦記念日 主な農暦の節句と新暦の該当時期

し即H; )

立春　2月5日ごろ　春耕準備

〔二七惨案〕

啓聾　3月6日ごろ　春耕開始

〔国際婦人デー〕

春小麦など播種開始

清明　4月5日ごろ　墓参　植樹　播種

〔メーデー〕 〔中国青年節〕

立夏　5月6日ごろ　春小麦播種終了

だ種　6月6日ごろ　黍など播種開始

夏至　6月22日ごろ　夏収開始　　～小暑

鋤事　変エー～立秋

〔中共成立記念〕 〔抗戦建国記念〕

小暑　7月7日ごろ　春小麦など収穫

大暑　7月23日ごろ　冬小麦播種　～秋分

立秋　8月8日ごろ　(鋤草　～秋分)

〔九一八事変〕

秋分　9月23日ごろ　秋収開始

〔国慶節〕

霜降10月23日ごろ　秋収終了

〔十月革命〕

冬至12月22日ごろ　新春起点(81日後)

〔新暦元旦〕

12月23日　竃爺昇天(47.1.14/39.2.ll)年越し準備

1月1日　春節(47.1.22/39.2.19)　　春節活動

1月15日　元宵節(47.2.5/39.3.5)

2月2日　龍拾頭(47.2.22/39.3.22)　春耕開始

4月8日　浴仏節(41.5.3!39.5.26　　廟会

5月5日　端午節(41.5.30/44.6.25)　厄除け

変工開始

6月6日　麦収節(41.6.30!44.7.25)　小麦収穫祭

7月15日　中元節(38.8.10/41.9.6)　秋収祈願

墓参

8月15日　中秋節　6.9.10/8.10.8)　家人団襲

9月9日　重陽節(46.10.3!38.10.31)秋収祝賀

10月1日　寒衣節(46.10.25./38.ll.22)墓参

12月8日　臓八節(46.12.30/39.1.27)豊作祈願

農暦節句の数字(左/右)は, 37年7月～47年3月で最も(早い/遅い)年の新暦日付

農作業日程は地域により一カ月はどのずれがあるが,延安地区を中心に整理した

節句の名称,意味には地域によりずれがあるが,代表的なもので整理した

念
日
に
旧
劇
や
灯
龍
行
列
な
ど
の
民
俗

様
式
を
使
用
し
て
お
り
、
春
節
に
は
抗

属
慰
問
や
下
郷
宣
伝
も
行
っ
て
い
る
。

ま
た
へ
　
三
八
年
か
ら
は
民
衆
劇
団
そ
の

他
の
職
業
劇
団
及
び
機
関
団
体
の
劇
団

が
'
記
念
日
な
ど
に
旧
劇
を
改
造
し
た

(
2
)

宣
伝
劇
を
公
演
し
て
い
る
。
し
か
し
'

こ
れ
ら
の
活
動
が
全
辺
区
的
な
動
き
と

し
て
展
開
す
る
に
は
、
整
風
運
動
を
通

じ
て
へ
　
民
俗
様
式
に
固
有
の
価
値
を
認

め
る
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
中
国
化
」
　
の

方
針
が
確
定
さ
れ
'
文
芸
の
「
工
農
兵
」

へ
の
普
及
と
向
上
の
た
め
に
、
幹
部
が

組
織
的
に
動
員
さ
れ
る
の
を
待
た
な
け

(S)

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

日
中
全
面
戦
争
開
始
後
の
数
年
間
、

陳
区
の
機
関
紙
に
お
い
て
は
'
農
暦
に

依
拠
し
た
可
能
性
が
強
い
に
も
関
わ
ら

ず
'
こ
れ
に
言
及
し
な
い
例
が
多
-
見

受
け
ら
れ
る
。
四
一
年
ま
で
の
春
節
期

の
労
働
英
雄
大
会
、
生
産
運
動
な
ど
は

と
も
に
春
節
に
言
及
し
て
い
な
い
。
三

九
年
春
節
の
『
新
中
華
報
』
　
l
面
の
角
　
2

に
は
'
「
中
国
人
民
の
領
袖
」
と
し
て



毛
沢
東
の
画
像
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
欄
は
'
新
暦
の
記
念
日
を

絵
と
ス
。
-
ガ
ン
で
示
す
の
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
'
明
ら
か
に

春
節
を
意
識
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
紙
面
は
ソ
連
紅
軍
創
設
記

念
日
に
際
し
て
の
毛
の
論
評
を
掲
載
す
る
に
止
ま
り
'
春
節
に
は
言
及

(s)

し
て
い
な
い
。
ま
た
、
国
民
政
府
が
清
明
節
に
行
っ
て
い
た
黄
帝
陵
で

の
「
民
族
掃
墓
節
」
式
典
へ
の
中
共
へ
　
ソ
ビ
エ
-
政
府
へ
　
陳
区
政
府
の

代
表
派
遣
(
三
七
年
か
ら
三
九
年
)
　
や
'
四
〇
年
の
延
属
分
区
に
お
け

る
清
明
節
前
後
の
植
樹
活
動
に
関
し
て
も
'
清
明
節
へ
の
言
及
は
み
ら

(
5
)

れ
な
い
。

整
風
運
動
の
発
動
期
に
あ
た
る
四
二
年
二
月
の
春
節
よ
り
'
中
共
の

農
暦
の
時
間
の
利
用
は
明
確
な
形
を
と
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の

年
の
春
節
は
五
日
間
の
休
日
と
な
り
へ
　
延
安
市
政
府
は
「
民
間
の
習
慣

を
尊
重
し
て
各
種
娯
楽
宴
会
を
禁
止
せ
ず
」
へ
　
公
安
局
は
「
爆
竹
を
特

に
許
可
L
L
て
い
る
。
元
宵
節
に
は
十
里
周
囲
の
農
民
が
妻
子
を
連
れ

て
市
内
に
流
入
し
'
「
九
年
来
、
な
か
っ
た
賑
わ
い
」
を
呈
し
た
。
毛

沢
東
の
「
延
安
幹
部
会
議
で
の
講
話
」
は
'
旧
一
二
月
二
三
日
　
(
年
越

し
準
備
開
始
の
日
)
　
に
行
わ
れ
へ
除
夕
(
大
晦
日
)
　
よ
り
各
種
劇
団
に

ょ
る
新
旧
劇
の
公
演
や
機
関
へ
　
団
体
へ
　
ク
ラ
ブ
の
娯
楽
活
動
が
繰
り
広

げ
ら
れ
る
。
延
安
市
文
化
ク
ラ
ブ
は
'
農
暦
元
日
を
「
毛
沢
東
デ
ー
」

と
し
、
毛
の
経
歴
へ
著
作
等
に
つ
い
て
の
講
演
会
を
行
い
へ
　
中
共
中
央

宣
伝
部
の
会
議
で
は
'
康
生
が
'
後
に
整
風
文
献
に
指
定
さ
れ
る
「
反

主
観
主
義
へ
　
セ
ク
ト
主
義
問
題
」
　
の
講
話
を
行
っ
て
い
る
。
辺
区
の
暗

部
を
一
面
的
に
強
調
し
た
と
し
て
後
に
批
判
さ
れ
た
風
刺
画
展
も
'
春

節
活
動
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
『
解
放
日
報
』
は
'
旧

一
月
四
へ
　
五
日
に
は
'
「
中
国
の
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
」
で
あ

る
「
毛
沢
東
主
義
」
の
学
習
を
訴
え
た
張
如
心
の
「
毛
沢
東
の
理
論
と

戦
術
を
学
び
掌
握
せ
よ
」
を
、
元
宵
節
(
春
節
活
動
最
終
日
)
　
翌
日
の

旧
一
月
一
六
日
に
は
'
中
共
中
央
「
在
職
幹
部
教
育
の
決
定
」
を
掲
載

3
砺
E

し
て
い
る
。
整
風
運
動
は
'
ま
ず
春
節
の
祝
賀
活
動
を
利
用
す
る
形
で

本
格
的
に
発
動
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

四
三
年
以
降
へ
　
中
共
中
央
へ
　
八
路
軍
総
司
令
部
へ
　
陳
区
政
府
は
'
春

節
期
を
擁
政
愛
民
・
擁
軍
運
動
月
に
指
定
し
'
軍
隊
へ
　
政
府
へ
　
民
衆
へ

抗
属
の
合
同
宴
会
へ
　
相
互
慰
問
、
軍
へ
の
慰
労
品
、
慰
労
金
の
供
出
な

ど
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
年
賀
状
、
民
家
の
掃
除
、
春
聯
書
き
な

ど
'
春
節
の
習
俗
に
あ
わ
せ
た
民
衆
へ
の
奉
仕
活
動
や
宣
伝
も
'
軍
隊

や
各
機
関
へ
　
学
校
に
よ
っ
て
広
範
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
綴
徳
分

区
で
は
'
春
節
の
廟
会
で
政
府
の
劇
団
が
演
劇
を
行
い
へ
　
お
布
施
的
な

募
金
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。
民
衆
は
春
節
に
縁
起
の
悪
い
こ
と
を
言
う

の
を
禁
忌
と
し
て
い
た
の
で
'
擁
政
愛
民
運
動
の
中
で
軍
へ
の
意
見
へ

批
判
を
聴
取
す
る
際
に
も
'
軍
民
団
結
の
雰
囲
気
を
作
り
上
げ
る
の
に

有
利
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
春
節
な
ど
の
節
句
を
豊
か
へ
　
賑
や
か

に
過
ご
す
の
は
、
民
衆
の
幸
福
の
尺
度
で
あ
り
へ
　
こ
の
時
期
の
娯
楽
活

動
へ
　
奉
仕
活
動
を
通
じ
て
へ
　
八
路
軍
進
駐
に
よ
る
生
活
の
向
上
を
印
象

づ
け
る
目
的
が
あ
っ
た
。
『
解
放
日
報
』
　
で
は
、
こ
の
意
図
に
則
し
た

(S)

民
衆
の
発
言
が
宣
伝
さ
れ
て
い
る
。

民
衆
が
一
年
の
豊
穣
と
幸
福
を
祈
る
春
節
は
、
生
産
運
動
に
も
重
要

な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
四
三
年
よ
り
労
働
英
雄
運
動
が
発

動
さ
れ
へ
　
労
働
英
雄
や
機
関
団
体
へ
　
農
村
の
生
産
計
画
へ
生
産
競
争
が
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陳甘寧辺区の記念日活動と新暦・農暦の時間(丸田)

(
S

発
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
年
画
は
「
竃
の
神
」
や
「
門
神
」
な
ど
を

改
造
し
て
'
労
働
英
雄
へ
農
業
生
産
へ
自
衛
軍
、
八
路
軍
な
ど
を
モ
チ
ー

(
2
5
)

フ
に
描
か
れ
'
延
安
地
区
に
移
民
し
た
綴
徳
地
区
出
身
の
農
民
が
春
節

に
帰
省
す
る
機
会
を
利
用
し
て
'
更
な
る
移
民
の
奨
励
が
行
わ
れ
て
い

s
:

る
。四

四
年
以
降
の
春
節
に
は
'
市
民
代
表
、
労
働
英
雄
な
ど
が
毛
ら
中

央
指
導
者
に
大
会
へ
　
宴
会
な
ど
で
年
始
挨
拶
の
会
見
を
し
、
娯
楽
へ
　
宣

伝
活
動
に
お
い
て
民
衆
へ
　
労
働
英
雄
の
秩
歌
隊
な
ど
の
活
動
が
み
ら
れ

(
2
7
)

る
よ
う
に
な
る
。
春
節
は
新
暦
の
記
念
日
の
構
成
に
加
え
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
農
民
の
代
表
が
登
場
す
る
農
民
の
祝
日
と
し
て
の
意
義
も
持
つ

こ
と
に
な
る
。
ま
た
へ
　
四
四
年
の
元
宵
節
前
後
に
は
'
各
県
で
大
規
模

・y-

な
自
衛
軍
検
閲
大
会
が
開
か
れ
て
い
る
。
春
節
期
は
'
こ
の
他
へ
　
重
要

政
策
へ
　
方
針
が
発
表
へ
　
宣
伝
さ
れ
る
時
期
と
し
て
重
視
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
四
四
年
よ
り
開
始
さ
れ
た
機
関
職
員
や
民
間
の
長
寿
者
へ
の

祝
寿
活
動
は
'
四
五
年
の
春
節
以
降
へ
大
規
模
に
組
織
さ
れ
て
い
る
が
'

こ
れ
は
民
衆
の
長
幼
秩
序
意
識
に
訴
え
て
'
党
へ
　
政
府
へ
　
軍
は
民
衆
の

「
子
供
」
へ
　
民
衆
は
党
へ
　
政
府
へ
　
軍
の
　
「
父
」
で
あ
る
と
い
う
形
で
、

民
衆
の
支
持
を
取
り
つ
け
る
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
へ

過
去
の
擁
軍
運
動
が
物
資
供
出
に
偏
重
し
へ
　
民
衆
が
負
担
を
感
じ
て
い

る
と
の
報
告
が
出
さ
れ
て
お
り
へ
　
よ
り
民
衆
を
尊
重
す
る
形
式
を
と
る

?.,

必
要
が
感
じ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

前
述
の
よ
う
に
二
十
四
節
気
は
農
作
業
の
進
行
に
重
要
な
意
味
を
持

つ
が
'
中
共
は
四
二
年
秋
以
後
へ
　
生
産
の
指
示
の
中
で
こ
れ
を
強
調
す

る
よ
う
に
な
り
'
そ
の
際
へ
　
「
農
諺
」
と
呼
ば
れ
る
農
作
業
へ
　
農
業
技

術
へ
　
天
候
に
関
す
る
民
間
の
諺
も
多
用
し
て
い
る
。
二
十
四
節
気
に
よ

る
農
作
業
は
'
労
働
英
雄
の
一
年
の
生
産
経
験
、
生
産
計
画
な
ど
を
通

じ
て
へ
　
実
践
へ
　
宣
伝
さ
れ
へ
　
柿
や
ジ
ャ
ガ
イ
モ
な
ど
新
た
な
作
物
の
導

(
S

入
を
含
め
へ
　
節
気
ご
と
の
細
か
な
作
業
日
程
が
示
さ
れ
て
い
る
。
生
産

運
動
は
'
こ
れ
ら
の
民
間
の
生
産
知
識
と
時
間
の
感
覚
を
利
用
し
な
が

ら
進
め
ら
れ
た
。
幹
部
学
習
の
計
画
も
'
二
十
四
節
気
に
よ
る
農
作
業

の
進
行
を
念
頭
に
作
ら
れ
る
も
の
が
現
れ
へ
　
機
関
へ
　
学
校
の
休
暇
は
'

四
四
年
以
後
へ
　
鋤
草
や
秋
収
を
援
助
で
き
る
よ
う
な
時
期
設
定
が
行
わ

(
」
)

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
中
共
は
'
二
十
四
節
気
は
新
暦
に
よ
っ
て

容
易
に
把
握
で
き
る
点
を
強
調
し
、
迷
信
的
性
格
の
強
い
農
暦
を
排
し

s

て
新
暦
を
普
及
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
春
耕
の
到
来
を
告
げ

る
啓
聾
と
龍
拾
頭
の
う
ち
、
二
十
四
節
気
の
啓
聾
は
非
常
に
重
視
さ
れ

生
産
運
動
の
日
程
に
取
り
入
ら
れ
た
が
'
迷
信
的
要
素
が
強
-
毎
年
新

暦
と
ず
れ
を
生
じ
る
龍
拾
頭
は
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。

新
華
書
店
発
売
の
カ
レ
ン
ダ
ー
は
'
四
二
年
に
は
新
旧
暦
と
二
十
四

節
気
を
併
記
し
た
も
の
を
発
行
し
て
お
り
へ
ま
た
『
解
放
日
報
』
と
『
辺

区
群
衆
報
』
　
は
'
そ
れ
ぞ
れ
四
四
年
と
四
五
年
の
一
月
よ
り
'
日
付
に

新
旧
暦
と
二
十
四
節
気
を
併
記
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
四
三
年
以
後
に

な
る
と
う
　
農
業
以
外
に
も
各
種
動
員
工
作
や
事
件
へ
　
事
故
の
報
道
へ
　
広

告
へ
農
村
党
支
部
の
会
合
日
程
な
ど
に
も
農
暦
や
二
十
四
節
気
の
記
録
へ

日
程
が
大
量
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。

清
明
節
は
四
二
年
以
降
へ
　
農
作
業
の
l
過
程
と
し
て
言
及
さ
れ
る
他

に
へ
桑
へ
果
樹
へ
棉
な
ど
の
植
樹
の
日
と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
'
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(
3
3
)

労
働
英
雄
と
模
範
郷
を
中
心
に
植
樹
運
動
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
　
(
墓

参
な
ど
の
側
面
に
つ
い
て
は
後
述
)
。
端
午
節
は
、
四
〇
年
に
は
綴
徳

分
区
に
お
い
て
'
塩
採
取
労
働
者
を
組
織
へ
　
動
員
す
る
「
塩
工
節
」
と

し
て
利
用
さ
れ
、
四
1
年
、
四
二
年
に
は
'
文
芸
界
に
お
い
て
民
族
的

英
雄
へ
屈
原
記
念
の
日
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
四
三
年
以
後
は
'

労
働
互
助
を
推
進
す
る
政
府
の
意
図
の
下
へ
　
民
間
の
労
働
互
助
で
あ
る

変
工
へ
　
乱
工
の
開
始
時
期
と
し
て
も
言
及
さ
れ
へ
　
学
校
の
体
育
大
会
へ

娯
楽
会
、
駐
留
部
隊
の
農
村
援
助
の
例
も
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
、
四
五

年
に
は
'
曲
子
県
政
府
が
、
端
午
節
を
非
常
食
糧
と
し
て
の
南
瓜
を
植

5
)

え
る
「
種
瓜
節
」
と
す
る
試
み
を
行
っ
て
い
る
。
秋
の
収
穫
を
祝
う
家

族
団
輿
の
日
で
あ
る
中
秋
節
は
'
四
三
年
以
降
へ
擁
政
愛
民
へ
擁
軍
運

動
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
軍
、
党
へ
　
政
府
へ
　
民
衆
な
ど
の
相
互
慰
労

活
動
へ
　
娯
楽
活
動
の
日
と
な
り
へ
　
軍
へ
の
物
資
供
出
に
利
用
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
活
動
に
よ
っ
て
家
族
主
義
的
な
団
結
の
雰
囲
気

を
盛
り
上
げ
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
。
節
句
を
豊
か
に
送
れ
る
こ
と
は
'

春
節
同
様
へ
　
辺
区
経
済
の
発
展
や
八
路
軍
の
貢
献
に
よ
る
も
の
と
し
て

(
3
5
)

宣
伝
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
へ
　
組
織
化
が
困
難
な
小
規
模
な
農
暦
の
節

句
も
、
個
別
の
農
村
の
慣
習
に
従
い
'
基
層
工
作
に
利
用
さ
れ
る
よ
う

(
3
6
)

に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
時
期
の
民
謡
改
造
は
'
十
二
カ
月
の
節

句
な
ど
を
歌
い
出
し
に
す
る
民
謡
に
'
労
働
互
助
を
含
む
一
年
間
の
生

f
t

産
指
示
を
盛
り
込
む
形
も
と
ら
れ
て
い
る
。

廟
会
は
'
迷
信
に
よ
っ
て
時
間
と
財
貨
を
浪
費
し
'
古
い
社
会
秩
序

を
正
当
化
す
る
と
い
う
面
か
ら
'
中
共
政
権
に
と
っ
て
本
来
的
に
否
定

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
て
　
災
厄
を
免
れ
現
世
で
の
幸
福

を
得
よ
う
と
す
る
民
衆
の
信
仰
活
動
を
強
制
的
に
排
除
す
る
こ
と
も
容

易
に
は
で
き
ず
、
廟
会
を
主
幹
事
す
る
現
地
の
有
力
者
が
存
在
す
る
場

合
、
そ
の
排
除
は
更
に
困
難
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
廃
廟

は
学
校
や
工
場
な
ど
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
い
た
が
'
三
九
年
か
ら
四

二
年
に
か
け
て
へ
辺
区
各
地
の
軍
や
政
府
機
関
な
ど
が
、
自
給
の
た
め

に
廟
を
破
壊
し
て
材
木
を
売
却
し
'
民
衆
と
対
立
す
る
状
況
が
生
じ
へ

辺
区
政
府
と
八
路
軍
総
司
令
部
は
'
こ
の
よ
う
な
行
為
の
禁
止
を
命
令

(
3
8
)

し
て
い
る
。
こ
の
状
況
は
'
廟
や
廟
会
を
利
用
す
る
と
い
う
発
想
が
'

党
へ
　
政
府
へ
軍
の
当
事
者
に
希
薄
で
あ
っ
た
こ
と
を
伺
わ
せ
へ
　
こ
の
時

期
へ
廟
会
を
利
用
し
た
宣
伝
や
大
会
は
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
な
い
。

上
述
の
よ
う
な
性
格
を
持
ち
な
が
ら
も
へ
廟
会
は
'
分
散
し
た
農
村

か
ら
多
-
の
人
々
が
共
通
の
願
望
を
も
っ
て
集
ま
る
機
会
で
あ
り
'
そ

の
中
に
は
'
普
段
外
出
す
る
機
会
の
な
い
農
村
女
性
が
'
子
供
の
出
産

や
成
長
な
ど
を
祈
願
す
る
た
め
に
集
ま
る
も
の
も
多
く
平
素
へ
動
員
へ

組
織
が
困
難
な
人
々
を
把
握
す
る
こ
と
の
で
き
る
好
機
で
も
あ
っ
た
。

ま
た
、
経
済
活
動
を
活
発
化
L
へ
辺
区
の
危
機
を
克
服
す
る
と
い
う
面

か
ら
も
'
集
市
の
機
能
を
も
つ
廟
会
の
利
用
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
活
動
を
停
止
し
て
い
た
廟
会
も
'
四
四
年
ご
ろ
に
は
大
半
が
復

活
し
た
と
さ
れ
へ
　
四
四
年
の
「
不
完
全
な
統
計
」
で
は
'
陳
東
分
区
で

二
七
一
カ
所
へ
　
三
辺
分
区
で
三
六
七
カ
所
へ
綴
徳
四
県
で
演
劇
の
あ
る

も
の
だ
け
で
五
〇
〇
カ
所
余
り
の
廟
会
が
開
か
れ
て
い
る
。
人
口
二

万
余
り
の
綴
徳
県
で
一
年
間
に
廟
会
に
詣
で
る
者
の
延
べ
人
数
は
三
五

万
人
で
'
女
性
を
含
め
て
毎
年
一
人
平
均
三
回
以
上
参
会
し
て
い
る
計

(S)

算
に
な
る
。
四
二
年
以
降
へ
中
共
は
廟
会
の
こ
の
よ
う
な
性
格
に
着
目
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陳甘寧辺区の記念日活動と新暦・農暦の時間(丸田)

表3　陳甘寧辺区の代表的廟会(数千人～数万人規模)とその利用

場所, 名称 会期 (農暦) 内容

慶陽県桃花山 3 月 1 日 43年 労働英雄, 植棉模範奨励

44年 植棉教育宣伝

45年 植桶 , 衛生教育宣伝

綴徳 県合龍 山 1=1 3 11 43年 労働英雄奨励 , 戦闘劇社な ど公演

淳陽 県香 山 3 月15 日 42年ごろ～ 関中八一劇 団等

10月 15 日 47年 ごろ 宣伝工作

米脂 県娘娘廟 3 月 18 日 43年 婦女労働 英雄奨励大会

(祈子節) 45年 衛生, 育児教 育宣伝

子長県楊家園子 3 月 18 日 45年 衛生, 育児教育宣伝

甘泉六聖廟香火大会 3 月20 日 43年 退役軍人模範 ら奨励

綴徳市 3 月28 日 42年 辺区銀行懸賞金付貯蓄 券当選 発表

安塞 自楊樹湾 4 月 ごろ 45年 衛生, 育児教育宣伝

志丹市 H 8 口 37年 . 救 国宣伝

延安市清涼 山 4 月 8 日 A 4年 衛生拳育宣伝 , 迷信打破

45年 衛生教育 , 凶作へ の対応宣伝

蔭県白雲 山 J n s h 43年 労働英雄 , 模範工属奨励

45年 綴徳文芸工作 団など宣伝工作

延長 県 蝣1 4 8 U 43年 婦女紡 織運動宣伝

米脂県青雲 山香煙会 I I' 8 11 44年 印斗区生産業 余劇 団公演

延安県播龍 香煙大 会 4 月27- 30 日 37年 普通選挙, 生活改善 等の宣伝

慶陽県 6 月23 日 44年 文教工作, 生産教 育, 時事宣伝

慶陽県三十舗里高廟 7 月12 - 30 日 44年 衛生, 育児, 文教宣 伝

延安県鳥陽区娘娘廟 7 月15 日 46年 時事, 衛生宣伝

米脂県 7 月 46年 時事宣伝

靖辺県僅羊美山 7 月 46年 時事宣伝

同宜輝県大香山 10月中旬 42年 時事宣伝

『新中華報』, 『解放日報』, 『辺区群衆報』などから作成

し
っ
つ
'
積
極

的
な
工
作
を
進

め
て
い
く
。

表
3
は
う
　
陳

区
の
代
表
的
廟

会
と
そ
の
利
用

を
示
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の

他
に
も
規
模
の

不
明
な
廟
会
二

〇
カ
所
余
り
で

の
活
動
が
、
機

関
紙
上
で
確
認

さ
れ
る
。
三
七
へ

八
年
の
廟
会
利

用
は
'
集
ま
っ

た
人
々
を
廟
か

ら
移
動
さ
せ

て
、
廟
会
の
趣

旨
や
人
々
の
願

望
と
は
直
接
関

係
の
な
い
政
治

宣
伝
を
行
っ
た

り
'
廟
会
に
決
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定
的
な
役
割
を
も
つ
劇
団
の
組
織
も
不
十
分
で
'
技
術
的
に
洗
練
さ
れ

(
4
0
)

て
い
な
か
っ
た
。
四
二
年
以
降
は
'
学
校
、
軍
隊
へ
政
府
機
関
な
ど
の

劇
団
が
'
改
造
し
た
秩
歌
劇
な
ど
を
上
演
し
て
'
各
種
宣
伝
を
行
う
よ

ぅ
に
な
り
へ
　
宣
伝
の
内
容
も
'
集
ま
る
人
々
の
願
望
に
配
慮
し
た
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
女
性
が
集
ま
る
各
地
の
娘
々
廟
会
な
ど
で
は
、
婦
女

労
働
英
雄
の
表
彰
へ
紡
織
の
奨
励
へ
衛
生
へ
　
出
産
、
育
児
に
関
す
る
科

学
的
知
識
の
宣
伝
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
。

四
四
年
か
ら
の
疫
病
の
大
流
行
に
際
し
て
は
'
迷
信
に
頗
ら
ず
'
医

療
を
受
け
る
こ
と
の
重
要
性
を
民
衆
に
理
解
さ
せ
る
た
め
に
へ
衛
生
所

の
医
師
な
ど
が
廟
会
に
出
向
き
'
医
療
知
識
の
宣
伝
と
患
者
の
治
療
に

あ
た
る
よ
う
に
な
り
'
こ
れ
を
契
機
に
廟
会
工
作
は
よ
り
広
範
に
展
開

さ
れ
て
い
-
。
こ
の
後
へ
　
同
年
二
月
の
辺
区
文
教
大
会
に
お
い
て
、

廟
会
工
作
の
重
要
性
は
更
に
強
調
さ
れ
'
「
廟
会
を
利
用
し
'
廟
会
を

消
滅
さ
せ
る
」
方
針
の
下
へ
廟
会
に
は
'
社
会
教
育
、
衛
生
宣
伝
へ
生

産
宣
伝
、
模
範
奨
励
、
時
事
宣
伝
な
ど
、
様
々
な
役
割
が
期
待
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
。
廟
会
工
作
の
模
範
例
と
し
て
は
、
慶
陽
県
三
十
里
舗
高

廟
に
お
け
る
「
文
化
棚
」
(
仮
設
の
大
衆
教
育
館
)
　
の
活
動
が
あ
げ
ら

れ
'
同
廟
で
は
、
臨
時
助
産
訓
練
班
へ
識
字
輿
医
務
所
な
ど
の
活
動

が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
廟
会
へ
の
喜
捨
や
劇
団
の
費
用
を
合
作
社
や
民

間
学
校
の
資
金
と
し
て
使
用
し
て
い
る
例
も
見
受
け
ら
れ
'
廟
に
貼
ら

れ
る
宣
伝
用
の
対
聯
も
、
「
民
衆
の
不
満
を
引
き
起
こ
」
す
「
中
国
を

救
え
」
へ
　
「
日
本
を
打
倒
せ
よ
」
な
ど
の
政
治
宣
伝
か
ら
'
「
金
の
な
る

樹
の
裏
を
植
え
よ
う
」
、
「
労
働
力
を
交
換
す
れ
ば
'
四
方
の
財
が
集
ま

る
」
な
ど
、
民
衆
の
発
財
志
向
に
沿
う
形
で
の
生
産
指
示
に
変
え
ら
れ

=
・

た
例
が
確
認
さ
れ
る
。

集
市
は
廟
会
同
様
へ
　
四
二
年
以
降
へ
各
種
宣
伝
に
活
用
さ
れ
る
一
方

で
'
大
規
模
な
動
員
大
会
の
場
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。
廟
会
に
比

】
隅
四

し
て
民
間
信
仰
に
配
慮
す
る
必
要
が
少
な
く
商
業
政
策
に
よ
っ
て
政

府
の
管
理
下
に
お
け
る
こ
と
が
へ
　
そ
の
理
由
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
へ
　
日
本
や
国
民
党
の
封
鎖
に
対
抗
し
て
辺
区
内
の
商
業
網
を
強
化

し
'
自
給
で
き
な
い
必
需
品
を
確
保
す
る
た
め
に
も
へ
　
そ
の
活
性
化
が

求
め
ら
れ
た
。
伝
統
的
な
集
市
ば
か
り
で
な
く
中
共
政
権
下
で
復
活
へ

創
設
さ
れ
た
集
市
も
'
三
五
年
以
後
へ
集
期
が
確
認
で
き
る
も
の
全
て

が
農
暦
で
運
営
さ
れ
て
い
る
。
民
衆
の
基
本
的
な
経
済
活
動
で
あ
る
集

市
は
'
彼
ら
固
有
の
時
間
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
な
け
れ
ば
成
立
し
え
な

い
上
へ
辺
区
外
の
客
商
な
ど
を
招
致
す
る
必
要
か
ら
も
う
農
暦
に
よ
る

集
市
は
現
実
に
規
定
さ
れ
た
選
択
で
あ
っ
た
。

陳
区
の
大
規
模
集
市
は
喋
馬
大
会
と
呼
ば
れ
へ
家
畜
交
易
を
中
心
と

し
た
こ
と
に
名
前
が
由
来
す
る
が
'
家
畜
に
限
ら
ず
農
産
物
へ
　
日
用
雑

貨
を
始
め
様
々
な
商
品
が
取
り
引
き
さ
れ
て
い
る
。
駿
馬
大
会
は
年
に

二
　
二
回
へ
数
週
間
か
ら
一
カ
月
の
会
期
で
'
陳
区
各
地
の
代
表
的
市

場
に
お
い
て
開
催
さ
れ
'
最
大
規
模
の
も
の
で
は
辺
区
内
外
よ
り
毎
日

数
千
人
か
ら
一
万
人
が
集
ま
る
と
さ
れ
る
。
騨
馬
大
会
は
、
清
末
ま
で

遡
る
伝
統
的
集
市
で
あ
る
が
'
陳
区
の
梯
関
紙
に
そ
の
活
動
が
報
道
さ

れ
る
の
は
四
二
年
以
降
か
ら
で
'
中
共
が
封
鎖
に
対
抗
し
て
'
陳
区
の

商
業
活
動
を
活
性
化
さ
せ
る
政
策
に
転
じ
た
時
期
に
ほ
ぼ
一
致
し
て
い

る
。
途
絶
し
て
い
た
延
安
や
延
長
の
大
会
が
復
活
L
へ
各
地
に
新
た
な

大
会
が
創
設
さ
れ
'
各
種
宣
伝
や
模
範
奨
励
の
場
な
ど
と
し
て
利
用
さ
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陳甘寧辺区の記念日活動と新暦・農暦の時間(丸田)

表4　陳甘寧辺区の馬累馬大会(数千人～数万人規模)とその利用

場所 , 名称 会期 (農暦 ) 内容

延安市南 門外 春節 44年 延安 市民の秩歌 隊活動

芭県 2 月 13- 18 日 45年 文教宣伝 , 生産展 覧会 , 劇 団公演

延川県文 安駅 2 月24 日 42年 労働 英雄奨励大会

2 月 13 日 44年 国際婦人デ ー記念大会 , 3 月 7 日

慶陽市駅 馬関 4 月28 日 42年 劇団の時事宣伝等

～ 5 月 7 日 44年 毛沢東画像販売 , 劇団公演

慶陽県 6 月 27 日～ 7 月 4 日 42年 七七宣言 , 各種法律宣伝

9 月 27 日～ 10月 3 日 43年 分区労働英雄大会 , 生産展覧会

6 月 23 日 44年 文教生産時事宣伝 (廟会工作 )

10月 1 日 4 4年 分 区労働英雄大会 と同時開催

国臨県臨鎮 6 月 4 4年 中心 小学放歌隊 の衛生宣伝

環 県 7 月 12- 18 日 42年 各種政策 の宣伝

延安市新市場 7 月 15 日～ 8 月 1 日 44年 延安 各劇 団公演

8 月 20 日～ 45年 抗戦勝利祝 賀大会 , 劇 団公演

10月 11 日～ 11月 3 日 43年 辺区労働 英雄大会 , 生産展覧会

志丹県 7 月 15 日 43年 運塩英雄奨励大会

44年 延安保安処秩歌隊な ど公演

安塞碕蜜湾 7 月 15 日～ 44年 難民工場秩歌公演 , J盛神 目自大 会

米脂県 7 月 25 日 46年 時事宣伝

接穂 '!,'.蝣 8 月 2 ～ 7 日 44年 魯迅芸術学院劇団公演

10月 10- 11 日 4 3年 分 区労働英雄大会 , 生産展覧会

馬欄市 9 月 30 日～ 4 3年 分 区労働英雄大会 , 生産展覧会

『解放日報』各所より作成

3
)

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

特
に
四
三
年
の
第
l
回
辺
区
労
働
英

雄
大
会
は
、
旧
九
月
へ
一
〇
月
に
開
催

さ
れ
た
陳
区
主
要
市
場
の
七
つ
の
駿
馬

大
会
と
連
動
し
て
準
備
へ
開
催
さ
れ
た
。

こ
の
内
、
三
辺
分
区
を
除
-
陳
区
各
分

区
と
延
安
の
蝶
馬
大
会
は
'
各
分
区
お

よ
び
延
安
各
系
統
の
生
産
展
覧
会
・
労

働
英
雄
大
会
と
同
時
開
催
さ
れ
'
辺
区

レ
ベ
ル
の
大
会
に
参
加
す
る
労
働
英

雄
へ
模
範
生
産
者
が
選
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
続
き
へ
　
延
安
駿
馬
大
会
の
期
間

中
に
第
三
回
辺
区
生
産
展
覧
会
と
第
一

回
辺
区
労
働
英
雄
大
会
が
延
安
で
開
会

さ
れ
て
い
る
　
(
表
4
参
照
)
。
労
働
英

雄
、
模
範
生
産
者
中
へ
　
農
民
は
七
六
%

を
占
め
へ
　
業
種
区
分
に
お
い
て
も
農
業

労
働
英
雄
が
全
体
の
五
二
%
を
占
め
て

お
り
へ
　
新
暦
の
記
念
活
動
に
お
い
て
帰

属
集
団
や
職
業
代
表
と
し
て
見
出
す
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
農
民
が
、
こ
の
大

会
で
自
ら
を
代
表
し
て
参
加
し
て
い

る
。
ま
た
、
市
場
を
管
理
へ
　
経
営
す
る

商
人
層
も
'
合
作
事
業
英
雄
な
ど
と
し
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3

て
大
会
の
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
。

労
働
英
雄
は
「
新
社
会
」
　
の
　
「
状
元
」
と
称
さ
れ
へ
　
彼
ら
の
延
安
行

き
と
毛
沢
東
ら
と
の
面
会
は
状
元
の
上
京
よ
り
も
名
誉
な
こ
と
と
讃
え

ら
れ
て
お
り
へ
　
こ
こ
に
は
「
昇
官
発
財
」
　
の
伝
統
的
価
値
観
の
利
用
が

(S)

伺
え
る
。
大
会
終
了
後
へ
　
彼
ら
は
各
地
に
戻
り
へ
　
生
産
に
励
む
と
と
も

に
へ
　
基
層
に
お
け
る
政
策
推
進
者
と
し
て
働
-
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。

ま
た
、
四
四
年
の
労
働
英
雄
大
会
は
'
一
二
月
始
め
の
予
定
が
延
期
さ

れ
て
'
新
暦
一
二
月
二
二
日
に
開
会
さ
れ
て
い
る
が
'
こ
の
日
は
冬
至

に
当
た
り
へ
　
冬
が
極
ま
り
、
春
を
迎
え
る
日
と
し
て
伝
統
的
に
重
視
さ

れ
て
い
る
日
で
あ
る
。
旧
時
へ
　
紳
士
は
衝
門
に
出
向
い
た
り
'
相
互
に

訪
問
し
合
い
へ
　
こ
の
目
を
新
年
の
よ
う
に
祝
っ
た
と
さ
れ
、
農
民
は
こ

(S)

の
日
を
起
点
と
し
て
八
十
1
日
後
に
春
耕
を
本
格
的
に
開
始
す
る
。
生

産
運
動
の
優
秀
者
を
「
状
元
」
と
し
て
讃
え
っ
　
新
た
な
生
産
運
動
の
起

点
と
な
る
日
と
し
て
、
冬
至
は
最
も
ふ
さ
わ
し
い
目
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

陳
区
の
数
千
か
ら
数
万
人
規
模
の
駿
馬
大
会
の
内
へ
　
宣
伝
へ
　
大
会
な

ど
の
利
用
内
容
が
明
ら
か
な
も
の
は
、
表
4
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ

以
外
に
も
規
模
や
利
用
内
容
の
不
明
な
も
の
が
多
数
確
認
さ
れ
る
が
'

一
般
的
に
大
集
市
に
は
演
劇
が
と
も
な
う
の
で
'
こ
れ
ら
の
大
会
で
も

各
種
劇
団
の
宣
伝
劇
が
公
演
さ
れ
た
こ
と
は
推
察
で
き
る
。
こ
の
他
へ

各
地
の
大
小
多
数
の
集
市
が
、
模
範
奨
励
大
会
へ
　
生
産
宣
伝
な
ど
に
利

用
さ
れ
て
い
る
。
表
5
は
つ
安
塞
県
真
武
洞
集
市
(
同
県
政
府
所
在
地
)

を
例
に
、
そ
の
状
況
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
へ
　
国
民
党
と
の
軍

事
緊
張
が
高
ま
っ
た
四
三
年
七
月
へ
　
各
地
で
緊
急
の
辺
区
防
衛
民
衆
大

表5　安塞県真武洞市場の集市利用(旧4,9日集期)

41年 7 月 24 日 新 9 月 15 日 「九一八」事変 , 国際青年 デ ー記 念大会

4 2年 5 月 24 日 新 7 月 7 日 各界連合の抗戦建国記念大 会

4 2年 7 月 24 ,26 ,27 日 塚馬大会 にお いて , 民衆 , 公根 を送 付

4 2年 12月 19 日 擁軍生産大会 500 余人参 加

4 3年 2 月 4 日 新 3 月 9 日 労働英雄 , 春 耕動 員大 会 国際婦人 デー大会

43年 3 月 ごろ 労働英雄奨励大会

43年 9 月 14 日 運塩模範 , 模 範牒馬店 の奨励

43年 10月 9 日 新 11月 6 日 10月革 命記念 大会 今年 の徴根公布

43年 10月 24 日～ 辞馬大会 県代表労働英雄 の延安行 き歓送 , 公根納付 の例

44年春節 県労働 英雄大 会 安塞保育 院小学牧歌懐 , 平劇院 の活動 .

44年 8 月 24 日 国慶節 市郷 労働英雄選挙

46年 7 月 24 日 螺馬大 会

『解放日報』各所より作成　目付は農暦
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陳甘寧辺区の記念日活動と新暦・農暦の時間(丸田)

会
へ
自
衛
軍
検
閲
大
会
が
開
か
れ
る
が
、
こ
の
う
ち
延
安
、
延
長
県
の

三
つ
の
地
区
の
大
会
は
集
市
に
乗
じ
て
民
衆
を
動
員
し
て
お
り
、
集
市

s
o

の
凝
集
力
が
活
用
さ
れ
た
こ
と
が
伺
え
る
。

集
市
は
民
衆
の
生
活
サ
イ
ク
ル
の
単
位
で
も
あ
り
へ
大
会
の
形
式
で

な
く
と
も
'
生
産
や
学
習
、
宣
伝
等
に
お
い
て
へ
そ
の
-
ズ
ム
が
組
入

れ
ら
れ
て
い
る
。
安
塞
県
真
武
洞
へ
綴
徳
県
義
合
区
な
ど
の
集
市
に
は

「
黒
板
報
」
が
導
入
さ
れ
'
ニ
ュ
ー
ス
や
生
活
に
関
わ
る
知
識
が
提
供

(
4
8
)

さ
れ
て
い
る
。
延
長
県
城
内
で
行
わ
れ
た
区
級
幹
部
の
整
風
学
習
に
お

い
て
は
、
城
内
集
市
の
日
を
利
用
し
て
'
区
級
幹
部
が
集
市
に
出
向
い

た
自
分
の
区
の
民
衆
を
指
導
す
る
計
画
が
立
て
ら
れ
、
子
洲
県
の
一
村

落
で
は
'
集
市
を
代
表
に
よ
る
買
付
け
と
下
肥
拾
い
の
日
と
し
て
組
み

込
ん
で
運
営
さ
れ
る
生
産
へ
学
習
組
織
の
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
な

お
へ
集
市
と
の
関
係
ほ
不
明
で
あ
る
が
'
綴
徳
県
の
二
つ
の
村
落
で
は
、

農
暦
の
十
日
間
の
リ
ズ
ム
で
運
営
さ
れ
る
学
習
組
織
の
例
も
報
告
さ

れ
'
綴
徳
分
区
で
は
四
五
年
に
学
校
教
育
の
l
週
間
の
-
ズ
ム
が
農
村

s

に
そ
ぐ
わ
な
い
と
し
て
'
見
直
し
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。

三
　
新
暦
の
記
念
日
活
動
と
農
暦
活
動
の
相
互
浸
透

四
二
年
以
降
へ
農
暦
の
諸
活
動
は
積
極
的
に
利
用
さ
れ
て
い
-
が
、

中
共
政
権
は
新
暦
の
記
念
活
動
も
同
様
に
組
織
し
続
け
て
お
り
へ
そ
の

重
要
性
が
減
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
陳
区
の
危
機
克
服
の

過
程
に
お
い
て
'
政
治
的
宣
伝
に
比
し
て
生
産
や
民
生
改
善
に
関
わ
る

宣
伝
へ
　
工
作
が
充
実
さ
れ
'
当
面
の
政
治
情
勢
と
辺
区
社
会
の
問
題
に

接
点
を
持
ち
に
-
い
記
念
日
や
'
大
規
模
な
大
会
は
次
第
に
整
理
さ
れ

て
い
く
。
各
郷
村
一
律
の
同
時
大
会
も
放
棄
さ
れ
へ
関
係
機
関
や
職
場
へ

地
域
へ
郷
村
ご
と
の
実
質
的
な
動
員
を
重
視
し
た
記
念
活
動
に
取
っ
て

代
わ
ら
れ
る
。
l
部
の
宣
伝
へ
動
員
工
作
は
農
暦
の
節
句
や
廟
会
、
集

市
に
譲
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
方
、
記
念
活
動
に
お
け
る
民
俗
様
式

の
使
用
は
'
民
衆
に
新
暦
の
記
念
日
を
自
身
の
も
の
と
し
て
認
識
さ
せ

る
上
で
重
視
さ
れ
る
と
と
も
に
'
新
暦
の
記
念
日
と
農
暦
の
重
要
な
時

間
が
重
な
っ
た
り
接
近
し
て
い
る
場
合
へ
農
暦
の
時
間
を
利
用
し
て
'

新
暦
の
記
念
日
の
意
義
を
浸
透
さ
せ
て
い
-
方
策
が
と
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
(
表
I
も
参
照
)
。
中
共
政
権
は
、
新
暦
の
記
念
日
を
浸
透
さ
せ

よ
う
と
す
る
一
方
で
'
民
衆
の
心
性
に
合
致
L
へ
自
発
的
に
民
衆
を
動

員
へ
と
向
か
わ
せ
る
可
能
性
を
も
っ
た
農
暦
の
利
点
を
知
り
へ
　
こ
の
二

つ
の
時
間
を
動
員
工
作
の
中
で
充
分
に
活
用
し
ょ
う
と
し
て
い
た
。
こ

の
よ
う
に
し
て
'
新
暦
の
記
念
日
活
動
と
農
暦
活
動
は
相
互
に
浸
透
し

て
い
く
。

整
風
運
動
期
に
は
、
魯
迅
芸
術
学
院
を
中
心
に
開
始
さ
れ
た
政
歌
劇

の
改
造
運
動
が
全
辺
区
に
広
が
り
へ
党
へ
政
府
へ
軍
隊
へ
学
校
へ
商
会

そ
の
他
の
団
体
や
民
衆
が
'
広
範
に
秩
歌
隊
や
劇
団
を
組
織
し
て
'
新

暦
の
記
念
日
や
そ
の
他
の
重
要
な
大
会
で
宣
伝
劇
や
娯
楽
活
動
を
行
う

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
新
暦
の
新
年
に
も
、
旧
劇
へ
春
聯
'
講
談
へ
年

賀
状
、
清
掃
な
ど
の
春
節
の
民
俗
様
式
が
よ
り
豊
富
に
取
り
入
れ
ら
れ
、

秩
歌
隊
な
ど
に
よ
る
中
央
指
導
者
へ
の
年
始
挨
拶
や
'
党
へ
政
府
に
よ

(
5
0
)

る
民
衆
へ
の
祝
寿
活
動
も
'
春
節
と
同
様
に
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

国
際
婦
人
デ
ー
や
中
国
青
年
節
へ
抗
戦
建
国
記
念
日
へ
一
〇
月
革
命
記
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念
日
な
ど
多
く
の
記
念
大
会
に
お
い
て
'
民
衆
は
春
節
な
ど
の
節
句
と

同
様
に
新
し
い
服
を
身
に
つ
け
て
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

(S)
る
。安

塞
県
真
武
洞
に
お
け
る
四
三
年
の
国
際
婦
人
デ
ー
記
念
大
会
は
'

集
市
の
目
の
旧
二
月
四
日
(
新
暦
三
月
九
日
)
に
労
働
英
雄
奨
励
大
会
へ

春
耕
動
員
大
会
と
し
て
開
催
さ
れ
、
四
〇
里
周
囲
の
青
年
農
民
や
新
服

を
着
た
農
村
女
性
と
子
供
を
含
む
五
千
人
が
動
員
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

日
の
二
日
前
は
春
耕
開
始
を
告
げ
る
啓
塾
(
新
暦
三
月
七
日
)
と
龍
拾

頭
(
旧
二
月
二
日
)
　
に
あ
た
り
、
大
会
で
は
'
啓
聾
の
春
耕
開
始
の
儀

礼
と
同
様
に
角
に
赤
い
布
を
纏
っ
た
耕
牛
が
牽
き
出
さ
れ
'
労
働
英
雄

に
賞
品
と
し
て
渡
さ
れ
て
い
る
。
正
業
に
励
ま
な
い
「
ご
ろ
つ
き
」
に

指
定
さ
れ
た
者
は
'
自
ら
の
「
悪
事
」
が
書
か
れ
た
自
札
を
首
に
下
げ

て
批
判
を
受
け
へ
大
会
の
夜
に
は
'
元
宵
節
や
龍
拾
頭
の
夜
に
行
わ
れ

(
5
2
)

る
「
転
九
曲
」
と
呼
ば
れ
る
灯
龍
の
く
ぐ
り
抜
け
が
行
わ
れ
て
い
る
。

真
武
洞
で
は
'
こ
の
他
に
も
新
暦
の
各
記
念
大
会
が
集
市
の
日
に
開
か

れ
て
い
る
　
(
表
5
)
。
こ
の
他
へ
集
市
を
利
用
し
た
各
地
の
記
念
大
会

に
は
、
四
二
年
へ
清
澗
県
の
抗
戦
建
国
記
念
日
へ
　
四
四
年
へ
新
正
県
の

中
国
青
年
節
へ
延
安
県
文
安
駅
螺
馬
大
会
の
国
際
婦
人
デ
ー
の
大
会
が

確
認
さ
れ
る
。
ま
た
へ
　
四
三
年
の
各
地
騨
馬
大
会
へ
労
働
英
雄
大
会
へ

生
産
展
覧
会
の
会
期
は
一
〇
月
革
命
記
念
日
に
重
な
り
へ
記
念
大
会
も

MP.ど

開
か
れ
て
い
る
。

四
五
年
の
国
際
婦
人
デ
ー
の
記
念
活
動
は
'
気
候
が
安
定
せ
ず
農
繁

期
に
か
か
る
新
暦
三
月
八
日
に
民
衆
大
会
を
開
-
形
式
を
や
め
て
'
元

宵
節
前
後
三
日
間
の
農
村
女
性
が
家
を
出
て
遊
興
に
赴
-
目
や
'
旧
三

月
八
日
へ
　
四
月
八
日
の
各
地
の
子
宝
祈
願
等
の
廟
会
を
利
用
し
て
、
宣

3

伝
へ
展
覧
会
な
ど
を
開
催
す
る
方
法
に
転
換
し
て
い
る
。
辺
区
保
育
院

小
学
校
は
、
四
三
年
の
国
際
児
童
デ
ー
に
春
季
郊
外
旅
行
を
組
織
し
て

い
る
が
へ
　
こ
の
日
程
は
清
明
節
に
重
な
っ
て
お
り
へ
清
明
節
に
郊
外
で

」

遊
興
す
る
民
間
の
習
慣
に
依
拠
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
へ
新
暦
と
農
暦
の
二
つ
の
時
間
に
よ
っ
て
へ
宣
伝
へ
動
員
工
作

の
時
間
的
根
拠
が
増
加
し
、
新
暦
新
年
と
春
節
は
'
徴
根
や
生
産
計
画

を
含
め
て
連
続
し
た
宣
伝
へ
動
員
期
間
と
し
て
重
視
さ
れ
た
。
特
に
生

産
運
動
は
へ
　
こ
の
二
つ
の
時
間
を
徹
底
的
に
利
用
し
て
生
産
を
強
調
し

て
い
る
。
衛
生
工
作
で
は
、
春
節
や
清
明
節
の
民
俗
に
依
拠
し
て
民
家

や
街
の
清
掃
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
新
暦
の
諸
記
念
日
に
も
清
掃
が

S
)

行
わ
れ
て
い
る
。
四
四
、
四
五
年
の
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
デ
ー
の
活
動
は
、

前
述
の
廟
会
活
動
と
連
動
し
て
行
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
農
暦
の
時
間

は
'
民
衆
の
効
率
的
な
動
員
に
積
極
的
に
活
用
さ
れ
た
が
へ
中
共
政
権

は
'
民
俗
様
式
を
利
用
し
な
が
ら
も
へ
農
暦
に
関
わ
り
な
-
重
要
な
記

念
大
会
を
多
-
開
催
し
て
お
り
へ
新
暦
の
時
間
浸
透
の
方
針
は
維
持
さ

れ
て
い
た
。
集
市
の
日
に
多
-
の
記
念
大
会
を
組
織
し
た
安
塞
県
真
武

洞
に
お
い
て
も
つ
集
市
に
関
わ
ら
な
い
記
念
大
会
が
多
数
開
催
さ
れ
て

い
る
。基

層
に
お
い
て
も
記
念
日
は
、
労
働
互
助
組
織
へ
学
習
組
織
へ
民
間

学
校
へ
労
働
英
雄
な
ど
を
通
じ
て
へ
娯
楽
会
へ
模
範
奨
励
、
学
校
や
合

作
社
設
立
の
日
な
ど
と
し
て
つ
　
ま
り
実
質
的
な
形
で
の
浸
透
が
図
ら
れ

(
5
7
)

て
い
る
。
ま
た
へ
　
三
七
年
ご
ろ
の
1
般
的
な
l
週
間
の
リ
ズ
ム
に
よ
る

動
員
の
指
示
は
'
個
別
の
郷
村
の
教
育
へ
自
衛
軍
訓
練
の
具
体
的
計
画
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陳甘寧辺区の記念日活動と新暦・農暦の時間(丸田)

と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
。
毎
年
の
冬
学
の
開
始
日
は
基
本
的
に
農
暦
で

示
さ
れ
て
い
る
が
'
運
営
に
お
い
て
は
一
週
間
の
リ
ズ
ム
が
多
-
確
認

さ
れ
る
。
米
脂
県
印
斗
区
高
家
溝
の
民
間
学
校
は
、
四
四
年
の
旧
三
月

三
日
に
設
立
さ
れ
た
が
へ
　
や
は
り
l
週
間
の
リ
ズ
ム
で
運
営
さ
れ
て
お

り
へ
　
こ
れ
ら
の
一
週
間
リ
ズ
ム
の
計
画
は
'
集
市
や
農
暦
-
ズ
ム
の
計

3
照
刑

画
よ
-
も
具
体
例
が
豊
富
で
あ
る
。
ま
た
へ
　
前
述
の
集
市
を
組
み
込
ん

だ
学
習
へ
　
生
産
計
画
な
ど
で
は
'
経
済
上
へ
　
宣
伝
上
の
効
果
が
望
ま
れ

な
い
小
集
市
が
時
間
と
財
貨
の
浪
費
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
さ

れ
て
お
り
へ
　
利
用
価
値
の
な
い
小
廟
会
も
同
様
に
制
限
、
禁
止
さ
れ
て

(
5
9
)

い
た
。
『
解
放
日
報
』
紙
上
で
は
、
春
節
な
ど
の
労
働
禁
忌
を
破
っ
て

働
-
労
働
英
雄
や
模
範
幹
部
、
模
範
郷
の
例
が
多
-
報
道
さ
れ
て
お
り
へ

時
間
に
関
す
る
禁
忌
を
破
る
上
で
も
'
彼
ら
の
中
心
的
役
割
が
期
待
さ

(S)

れ
て
い
た
。

農
暦
活
動
の
活
発
な
利
用
の
背
後
に
は
'
こ
の
よ
う
な
新
暦
浸
透
の

意
図
を
み
る
こ
と
が
で
き
、
政
権
の
新
暦
定
着
の
努
力
は
'
農
暦
の
時

間
と
矛
盾
を
生
じ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
詳
細
な
状
況
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
'
農
作
業
の
組
織
に
お
い
て
そ
の

一
端
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
農
暦
と
二
十
四
節
気
の
ず
れ
は
、
民
間

に
お
い
て
も
農
諺
と
暦
に
よ
っ
て
調
整
可
能
で
は
あ
る
が
'
主
に
労
働

強
化
と
労
働
力
の
組
織
化
に
よ
る
増
産
を
奨
励
し
て
い
た
政
権
は
'
農

暦
の
要
素
を
で
き
る
限
り
排
除
し
て
'
時
間
的
に
よ
り
正
確
な
作
業
慣

行
を
普
及
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
'
農
作
業
の
進
行
を
二
十

四
節
気
の
み
で
組
織
す
る
こ
と
は
で
き
ず
'
労
働
英
雄
や
模
範
郷
な
ど

の
生
産
記
録
に
も
農
暦
の
日
付
や
龍
拍
頭
へ
　
端
午
節
へ
　
麦
収
節
へ
　
中
元

(
6
1
)

節
な
ど
の
節
句
が
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
へ
　
農
暦
の
一
定
の
合
理
性
、

信
仰
や
慣
習
上
の
問
題
の
他
に
へ
農
暦
で
の
み
磯
能
す
る
労
働
互
助
へ

集
市
な
ど
の
農
村
の
社
会
的
な
生
活
の
リ
ズ
ム
が
影
響
し
て
い
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
陳
北
の
農
民
は
一
般
に
龍
拾
頭
に
春
耕
を
開
始
す
る

s

と
さ
れ
へ
　
四
四
年
に
さ
ほ
ど
強
調
さ
れ
な
か
っ
た
啓
聾
が
四
五
年
に
再

び
強
調
さ
れ
る
の
ほ
う
　
こ
の
年
の
龍
拾
頭
が
例
年
よ
り
も
遅
い
新
暦
三

月
l
五
目
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
労
働
互
助

を
通
年
の
安
定
的
な
組
織
に
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
政
権
に
と
っ

て
、
端
午
節
の
変
工
、
孔
工
は
満
足
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
た
め

か
'
『
解
放
日
報
』
　
で
は
こ
の
消
息
を
新
暦
の
み
で
伝
え
へ
　
端
午
節
に

(S)

触
れ
な
い
例
も
見
受
け
ら
れ
る
。

四
　
民
間
信
仰
と
農
暦
の
時
間

本
節
に
お
い
て
は
'
農
暦
活
動
に
関
わ
る
民
間
信
仰
の
問
題
に
つ
い

て
へ
　
中
共
の
対
応
を
見
て
い
-
。
中
共
は
'
後
進
農
村
地
域
を
根
拠
地

と
し
て
抗
戦
と
革
命
を
遂
行
す
る
困
難
な
状
況
の
中
で
'
民
衆
の
迷
信

打
破
を
最
優
先
の
課
題
と
す
る
よ
う
な
状
況
に
は
な
か
っ
た
。
宗
教
l

般
に
対
し
て
、
中
共
は
'
状
況
に
よ
っ
て
は
必
要
な
協
力
関
係
を
結
び
へ

政
権
の
安
定
と
政
治
目
的
の
達
成
を
図
っ
て
い
た
。
ソ
ビ
エ
ト
期
に
は

寄
老
会
と
同
盟
L
へ
　
統
l
戦
線
転
換
後
は
'
三
九
年
の
　
「
施
政
綱
領
」

で
人
民
の
信
仰
の
自
由
の
保
障
を
う
た
い
へ
　
少
数
民
族
の
宗
教
活
動
を

支
援
し
'
四
四
年
以
降
は
キ
リ
ス
ト
教
会
の
社
会
教
育
活
動
を
政
府
の
　
3
 
1

文
教
工
作
に
取
り
込
ん
で
い
る
。
宗
教
な
い
し
迷
信
へ
の
対
抗
が
組
織



(
6
4
)

的
に
行
わ
れ
る
の
は
'
反
共
組
織
の
宗
教
利
用
へ
の
対
抗
や
、
四
四
年
へ

四
五
年
の
疫
病
大
流
行
下
の
反
喪
神
運
動
な
ど
の
よ
う
に
'
抗
戦
動
員

や
政
権
の
安
定
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
る
場
合
に
お
い
て
の
み
で
あ
っ

た
。
民
衆
も
'
貧
困
へ
　
医
療
施
設
の
不
足
へ
　
相
次
ぐ
天
災
や
疫
病
の
中

で
'
現
実
的
な
救
済
策
が
早
急
に
と
ら
れ
な
い
限
り
へ
信
仰
に
す
が
る

他
は
な
か
っ
た
。
四
四
年
の
衛
生
工
作
の
目
標
は
'
五
年
内
に
各
区
に

一
つ
の
医
療
所
へ
　
各
郷
に
助
産
婦
一
人
を
置
-
と
い
う
水
準
で
あ
り
'

四
四
年
一
二
月
の
段
階
で
'
医
者
は
漢
方
医
が
質
を
問
わ
ず
全
辺
区
で

千
人
へ
機
関
、
部
隊
の
西
洋
医
が
二
百
人
で
あ
る
の
に
対
し
て
'
薮
神

は
二
千
人
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
「
政
府
は
我
々
に
歪
神
の
治
療
を
受

け
さ
せ
な
い
が
'
薬
屋
も
増
や
さ
ず
'
医
者
も
養
成
し
な
い
。
」
と
民

(
6
5
)

衆
に
批
判
を
受
け
る
所
以
で
あ
る
。

基
層
幹
部
自
身
も
ま
た
へ
　
民
間
信
仰
の
世
界
に
生
き
る
人
々
で
あ
る

こ
と
が
'
政
権
の
民
間
信
仰
へ
の
対
応
を
複
雑
に
し
て
い
た
。
四
四
年

の
調
査
に
よ
れ
ば
、
延
安
県
の
区
級
幹
部
の
大
多
数
が
神
仙
を
信
じ
て

い
た
と
さ
れ
へ
　
そ
の
他
の
地
区
で
も
幹
部
が
雨
乞
い
に
参
加
し
た
り
'

労
働
英
雄
が
こ
れ
に
期
待
を
か
け
る
な
ど
へ
　
民
間
信
仰
に
生
き
る
多
く

の
幹
部
の
姿
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
更
に
へ
　
盛
神
の
役
割
を
演
じ
る
駐

(&)

軍
の
獣
医
や
行
政
村
主
任
な
ど
の
例
も
確
認
さ
れ
る
。
廟
会
や
集
市
で

秩
歌
劇
な
ど
の
新
し
い
内
容
の
宣
伝
劇
を
演
じ
る
こ
と
の
で
き
る
劇
団

は
'
絶
対
数
が
不
足
し
て
い
た
。
民
間
の
秩
歌
隊
は
'
四
四
年
1
二
月

段
階
で
'
全
辺
区
の
秩
歌
隊
九
九
四
隊
中
へ
古
い
も
の
は
六
一
八
隊
、

完
全
に
新
し
い
も
の
は
わ
ず
か
七
七
隊
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
の

た
め
へ
廟
会
や
集
市
へ
　
春
節
の
活
動
な
ど
で
は
、
往
々
に
し
て
改
造
さ

れ
た
新
劇
と
「
封
建
迷
信
」
　
の
旧
劇
が
抱
き
合
わ
せ
で
上
演
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
、
そ
の
後
も
こ
の
状
況
が
急
速
に
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
へ
　
中
共
政
権
は
民
間
信
仰
と
も
1
定
の
妥
協
を

(S)

し
な
が
ら
へ
　
そ
の
改
良
を
進
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

農
暦
の
活
動
と
の
関
係
に
お
い
て
う
ま
ず
明
ら
か
な
こ
と
は
'
死
者
へ

祖
先
崇
拝
に
関
す
る
も
の
の
利
用
が
慎
重
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ

る
。
「
民
族
掃
墓
節
」
参
列
が
途
絶
え
て
か
ら
の
清
明
節
の
利
用
は
'

墓
参
に
は
触
れ
ず
に
植
樹
運
動
に
集
中
し
て
い
る
。
清
明
節
に
つ
い
て

墓
参
や
死
者
に
関
す
る
も
の
は
'
陳
区
内
で
は
四
五
年
四
月
の
綴
徳
駐

留
軍
の
革
命
烈
士
墓
へ
の
墓
参
と
'
四
四
年
清
明
節
の
『
解
放
日
報
』

に
掲
載
さ
れ
た
'
母
を
回
顧
す
る
朱
徳
の
文
章
を
み
る
の
み
で
あ
る
。

『
辺
区
群
衆
報
』
で
は
'
墓
参
よ
り
も
開
墾
が
重
要
だ
と
し
て
'
清
明

(
6
)

節
に
開
墾
を
行
う
農
民
開
墾
組
の
姿
も
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
秋
の
豊
作

を
祈
願
L
へ
　
大
規
模
集
市
が
集
中
す
る
中
元
節
は
'
「
鬼
節
」
と
し
て

の
祖
先
崇
拝
の
側
面
が
取
り
上
げ
ら
れ
ず
'
純
粋
な
墓
参
の
日
で
あ
る

(
8
)

寒
衣
節
は
完
全
に
無
視
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
抗
戦
と
革
命
に
よ
る
犠
牲
者
の
追
悼
は
基
本
的
に
新

暦
の
記
念
日
に
行
わ
れ
、
毎
年
の
抗
戦
建
国
記
念
日
に
追
悼
式
典
が
挙

行
さ
れ
て
い
る
　
(
三
八
年
は
'
孫
文
逝
去
の
日
に
も
挙
行
)
。
四
l
年

に
は
'
陳
区
政
府
に
よ
る
革
命
公
墓
建
設
が
進
め
ら
れ
'
毎
年
の
抗
戦

建
国
記
念
日
に
墓
前
で
の
公
祭
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
慶
陽
県

で
は
'
抗
戦
建
国
記
念
日
に
烈
士
記
念
碑
へ
　
記
念
塔
が
設
立
さ
れ
て
い

(
g

る
。
ま
た
へ
　
陳
北
ソ
ビ
エ
-
の
指
導
者
へ
劉
志
丹
の
公
祭
は
'
四
二
年

の
1
0
月
革
命
記
念
日
前
後
に
予
定
さ
れ
'
そ
の
後
へ
　
四
三
年
の
メ
-
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陳甘寧辺区の記念日活動と新暦・農暦の時間(丸田)

(C)

デ
ー
に
延
期
さ
れ
て
い
る
　
(
実
際
に
は
五
月
二
日
開
催
)
。
な
お
へ
　
清

明
節
が
革
命
烈
士
墓
の
墓
参
の
日
と
し
て
正
式
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の

(
7
2
)

は
、
四
九
年
三
月
の
陳
区
政
府
の
条
例
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
へ

抗
戦
建
国
記
念
日
が
抗
戦
勝
利
に
よ
っ
て
意
義
を
失
っ
た
こ
と
以
外

に
'
陳
区
が
内
戦
の
戦
場
と
な
り
へ
　
多
-
の
死
者
を
出
す
に
及
ん
で
、

死
者
を
祭
る
民
間
の
慣
習
に
配
慮
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
生
じ
た
こ

と
を
推
測
さ
せ
る
。
前
線
の
根
拠
地
で
は
'
抗
戦
期
よ
り
清
明
節
の
革

命
烈
士
墓
へ
の
墓
参
が
始
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
こ
の
点
を
示
唆
す

w
k生

産
意
欲
を
刺
激
す
る
信
仰
は
む
し
ろ
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ

た
。
啓
聾
の
春
耕
に
お
い
て
'
鋤
で
耕
地
に
円
と
十
字
を
描
き
四
方
の

神
を
祭
る
儀
礼
は
'
『
解
放
日
報
』
　
で
は
農
民
が
生
産
に
励
む
一
コ
マ

(
7
3
)

と
し
て
の
み
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
へ
　
四
三
年
よ
り
毎
年
へ
　
新
暦
新

年
や
春
節
へ
春
耕
期
に
'
1
年
の
豊
作
を
予
兆
す
る
「
瑞
雪
」
の
ニ
ュ
ー

ス
が
繰
り
返
し
報
道
さ
れ
て
い
る
。
春
節
期
の
雪
は
、
冬
小
麦
の
成
長

を
助
け
る
と
い
う
科
学
的
根
拠
も
あ
る
が
、
農
民
に
l
年
の
豊
作
を
信

じ
さ
せ
る
心
理
的
効
果
の
意
義
が
大
き
-
'
元
旦
に
樹
の
上
に
落
ち
た

」

雪
の
形
で
豊
凶
を
占
う
習
俗
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
へ
　
前
述
の

「
転
九
曲
」
は
、
本
来
一
年
の
天
候
の
安
定
を
神
に
祈
る
も
の
で
あ
っ

た
。民

衆
の
心
性
に
訴
え
へ
　
民
衆
に
理
解
し
や
す
い
形
で
宣
伝
を
行
う
中

で
'
迷
信
の
要
素
が
許
容
さ
れ
て
い
-
例
も
見
受
け
ら
れ
'
ま
た
政
権

の
権
威
確
立
の
た
め
に
民
間
信
仰
を
利
用
す
る
状
況
も
認
め
ら
れ
る
。

農
諺
の
中
に
は
'
生
産
運
動
で
引
用
さ
れ
た
科
学
的
根
拠
を
持
つ
も
の

以
外
に
、
早
魅
へ
冷
害
な
ど
を
節
句
の
天
候
な
ど
で
予
想
す
る
よ
う
な

迷
信
も
あ
り
へ
中
共
政
権
が
強
調
す
る
農
諺
と
こ
れ
ら
迷
信
の
農
諺
は
、

(
7
5
)

民
衆
の
中
で
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
四
五
年
に

は
'
政
府
が
迷
信
を
提
唱
し
て
い
る
と
疑
わ
れ
る
よ
う
な
「
半
神
半
人
」

の
年
画
が
作
ら
れ
、
新
華
書
店
な
ど
を
通
じ
て
売
ら
れ
た
こ
と
や
'
雨

乞
い
の
無
益
さ
を
理
解
さ
せ
る
た
め
へ
　
区
級
幹
部
が
民
衆
と
と
も
に
龍

(S>

王
の
神
輿
を
担
い
だ
こ
と
が
議
論
を
巻
き
起
こ
し
て
い
る
。
中
共
の
政

策
を
受
け
入
れ
て
多
数
の
改
良
講
談
を
創
作
し
た
民
間
講
釈
師
の
韓
祥

超
は
、
自
ら
も
民
間
信
仰
の
世
界
に
留
ま
り
な
が
ら
へ
　
中
共
の
政
策
意

図
を
伝
え
よ
う
と
し
へ
　
民
衆
の
祭
把
に
際
し
て
、
位
牌
に
「
土
地
労
働

(E)

大
神
」
や
共
産
党
へ
　
解
放
軍
の
　
「
神
さ
ま
」
を
呼
び
出
し
て
い
る
。
こ

の
他
へ
　
廟
会
な
ど
で
治
療
に
あ
た
る
衛
生
工
作
員
が
民
衆
に
「
生
き
菩

薩
」
へ
　
「
生
き
娘
娘
」
と
称
せ
ら
れ
'
春
節
の
大
会
で
八
路
軍
、
共
産
党

が
「
生
き
た
神
仙
」
な
ど
と
讃
え
ら
れ
て
お
り
へ
　
中
共
政
権
も
そ
れ
を

(
7
8
)

民
衆
の
支
持
の
現
れ
と
し
て
宣
伝
し
て
い
る
。
擁
軍
運
動
そ
の
他
の
負

担
も
信
仰
を
媒
介
と
す
る
こ
と
で
'
民
衆
の
抵
抗
を
和
ら
げ
よ
う
と
す

る
意
図
が
伺
え
る
。

前
述
の
劉
志
丹
の
公
祭
で
霊
枢
の
行
列
が
各
地
を
通
過
す
る
際
へ
　
多

く
の
民
衆
が
自
発
的
に
路
傍
に
祭
壇
を
設
け
線
香
を
あ
げ
て
劉
を
把
っ

て
い
る
が
'
陳
区
の
機
関
紙
は
こ
れ
を
む
し
ろ
そ
の
人
望
の
高
さ
を
示

す
証
明
と
し
て
宣
伝
し
て
い
る
。
延
安
で
は
'
こ
の
よ
う
な
行
為
が
迷

信
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
と
相
談
に
訪
れ
た
鉄
工
職
人
に
対
し
'
区

長
が
　
「
自
分
た
ち
の
や
り
た
い
方
法
で
'
気
持
ち
を
表
せ
ば
よ
い
。
」

(K)

と
許
可
を
与
え
て
い
る
。
紙
銭
や
線
香
の
使
用
も
'
一
般
に
は
浪
費
や
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迷
信
と
し
て
批
判
さ
れ
た
が
へ
革
命
烈
士
の
墓
参
や
追
悼
に
関
し
て
の

み
へ
肯
定
的
扱
い
を
受
け
て
い
る
。

整
風
運
動
を
契
機
に
高
ま
る
毛
沢
東
個
人
崇
拝
の
機
運
は
'
上
述
の

よ
う
な
民
衆
の
心
性
と
中
共
の
宣
伝
工
作
の
有
り
方
に
も
支
え
ら
れ
て

い
た
。
毛
沢
東
ら
指
導
者
の
画
像
は
'
四
四
年
の
メ
ー
デ
ー
よ
り
一
般

へ
の
販
売
が
確
認
さ
れ
る
が
'
四
五
年
の
春
節
期
に
は
年
越
し
の
年
画

8

と
と
も
に
各
地
で
販
売
さ
れ
て
い
る
。
毛
を
太
陽
に
な
ぞ
ら
え
'
五
穀

豊
穣
を
も
た
ら
す
そ
の
指
導
力
を
「
人
民
の
救
い
の
星
」
と
讃
え
る
民

謡
が
労
働
英
雄
や
移
民
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
毛
へ
の
信
仰
に
近
い
民
衆

の
感
情
が
宣
伝
さ
れ
続
け
る
o
そ
の
一
つ
で
あ
る
「
東
方
紅
」
の
原
歌

で
は
'
「
毛
主
席
は
治
国
に
功
労
が
あ
り
」
へ
「
民
衆
は
唐
亮
と
し
て
讃

(=)

え
る
」
と
も
歌
わ
れ
て
い
る
。
四
五
年
に
は
'
大
岳
区
の
龍
拾
頭
の
廟

会
で
'
神
を
祭
る
代
わ
り
に
毛
へ
の
敬
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
伝

、-A'

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
へ
　
「
毛
主
席
は
言
っ
た
こ
と
は
何
で
も
実

現
さ
せ
る
。
」
、
「
凶
作
と
言
え
ば
凶
作
に
な
る
。
今
年
は
凶
作
と
い
う

か
ら
凶
作
だ
。
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
考
え
が
陳
区
の
l
部

(
8
3
)

民
衆
に
広
ま
っ
た
と
い
わ
れ
へ
毛
沢
東
の
指
導
力
が
'
天
候
と
豊
凶
を

も
司
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
伺
わ
せ
る
。

内
戦
期
に
入
る
と
、
中
共
は
民
衆
の
威
信
を
か
ち
取
り
へ
　
国
民
党
と

の
闘
争
に
勝
利
す
る
た
め
に
へ
民
間
信
仰
に
関
わ
る
民
俗
の
利
用
を
更

に
進
め
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
四
六
年
七
月
の
『
解
放
日
報
』
の
一

面
で
は
、
減
租
減
息
で
豊
か
に
な
っ
た
晋
巽
魯
預
辺
区
長
治
新
区
の
農

民
が
'
「
書
目
佳
節
」
ご
と
に
毛
沢
東
の
画
像
を
拝
ん
で
い
る
こ
と
が

報
じ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
記
事
で
は
村
幹
部
が
中
共
成
立
記

念
日
に
毛
の
画
像
を
購
入
し
て
き
た
こ
と
も
伝
え
ら
れ
、
新
暦
の
時
間

も
強
調
さ
れ
て
い
る
。
四
七
年
春
節
に
は
'
晋
巽
魯
譲
辺
区
左
権
県
竹

寧
村
の
全
民
衆
か
ら
'
毛
の
「
長
生
不
老
」
、
「
万
万
年
」
の
長
寿
を
祈

る
手
紙
が
届
け
ら
れ
'
「
精
算
闘
争
」
に
よ
り
旧
〓
l
月
二
三
日
に
豊

か
な
年
越
し
準
備
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
感
謝
し
'
蒋
介
石

打
倒
と
生
産
に
励
む
決
心
が
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
へ
　
こ
の
目
の
集
市

'
-
J
-
.
'

に
お
い
て
皆
が
毛
の
画
像
を
買
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

お

あ

り

に

中
共
は
'
特
に
四
二
年
以
後
へ
農
暦
の
時
間
を
利
用
す
る
こ
と
で
'

民
衆
の
組
織
へ
動
員
に
一
定
の
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
農
暦

の
時
間
は
'
人
々
の
心
性
に
沿
う
形
で
'
各
種
宣
伝
、
生
産
の
発
展
へ

民
生
の
改
善
へ
政
権
の
権
威
確
立
な
ど
が
達
成
さ
れ
る
範
囲
に
お
い
て

利
用
さ
れ
'
民
間
信
仰
の
要
素
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、

困
難
な
闘
争
を
戦
い
技
-
中
で
、
利
用
で
き
る
も
の
を
全
て
利
用
す
る

と
い
う
中
共
の
現
実
主
義
的
な
対
応
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
'
中
共

政
権
が
新
暦
に
よ
る
辺
区
社
会
の
組
織
化
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
を
考

慮
す
る
な
ら
ば
へ
農
暦
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
動
員
が
困
難
な
辺
区
社
会

の
状
況
が
'
改
め
て
確
認
さ
れ
る
。
小
論
で
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
へ

社
会
経
済
関
係
と
の
関
わ
り
の
中
で
農
暦
の
問
題
を
充
分
に
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
廟
会
や
節
句
の
活
動
を
主
宰
す
る
地
域

の
有
力
者
や
'
廟
会
へ
集
市
に
お
い
て
活
動
す
る
商
人
層
な
ど
と
農
暦

利
用
の
政
策
と
の
関
係
、
農
作
業
や
労
働
互
助
に
お
け
る
農
暦
の
時
間
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の
社
会
的
実
態
と
辺
区
の
生
産
運
動
の
関
わ
り
な
ど
へ
　
明
ら
か
に
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
課
題
は
多
い
。
特
に
'
家
父
長
的
経
営
の
強
化
に
よ
っ

て
増
産
を
図
る
労
働
英
雄
や
、
血
縁
の
紐
帯
に
よ
っ
て
移
民
や
労
働
互

助
を
進
め
る
農
民
に
と
っ
て
'
農
暦
の
時
間
は
個
別
経
営
の
基
礎
と
し

て
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
'
増
産
奨
励
の
た
め

の
こ
の
よ
う
な
生
活
の
リ
ズ
ム
の
利
用
と
新
暦
の
浸
透
の
方
針
が
ど
の

よ
う
に
関
わ
っ
て
い
-
の
か
へ
　
更
に
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

ま
た
へ
　
時
間
と
民
俗
に
関
し
て
人
生
儀
礼
の
問
題
に
つ
い
て
も
検
討
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

陳甘寧辺区の記念日活動と新暦・農暦の時間(丸田)

註

使
用
頻
度
の
多
い
史
料
に
つ
い
て
は
へ
　
以
下
の
よ
-
に
略
号
を
用
い
る
。

A
‥
『
新
中
華
報
』
へ
　
B
‥
『
解
放
日
報
』
へ
　
C
‥
『
辺
区
群
衆
報
』
へ

D
‥
陳
西
省
樽
案
館
へ
陳
西
省
社
会
科
学
院
『
陳
甘
寧
辺
区
政
府
文
献
選
編
』

第
1
-
三
l
輯
(
a
-
-
2
と
略
)
、
槍
案
出
版
社
へ
　
八
九
年
～
九
一
年
O

(
-
)
　
田
中
恭
子
『
土
地
と
権
力
』
へ
　
名
古
屋
大
学
出
版
会
へ
　
九
六
年
六
月
。

(
N
)
　
D
a
v
i
d
 
H
o
l
m
,
A
r
t
 
a
n
d
 
l
d
e
o
b
g
y
 
i
n
 
R
e
v
o
l
u
t
i
o
n
a
r
y
 
C
h
i
n
a
,

C
l
a
r
e
n
d
o
n
 
P
r
e
s
s
 
O
x
f
o
r
d
,
1
9
9
1
へ
　
李
世
偉
『
中
共
与
民
間
文
化
』
へ

知
書
房
出
版
社
へ
　
九
六
年
六
月
。

(
c
o
)
　
<
三
八
年
七
月
l
五
日
へ
　
三
九
年
三
月
1
六
日
、
五
月
二
三
日
へ
　
四

〇
年
九
月
一
五
日
。

O
)
　
<
三
七
年
五
月
九
日
へ
　
三
八
年
七
月
一
〇
日
へ
　
三
九
年
五
月
七
日
へ

九
月
八
日
、
B
四
二
年
七
月
八
日
な
ど
。

(
蝣
"
)
　
<
三
八
年
五
月
五
目
'
七
月
1
0
日
へ
　
二
月
l
 
O
日
へ
　
B
四
三
年

七
月
六
日
へ
一
〇
日
。

(
6
)
　
モ
ナ
・
オ
ズ
ー
フ
　
『
革
命
祭
典
』
　
(
立
川
孝
1
訳
)
へ
　
岩
波
書
店
へ
　
八

九
年
七
月
、
H
Ⅶ
頁
。

(
サ
)
　
<
三
七
年
一
月
三
〇
日
へ
　
五
月
l
三
日
へ
　
三
八
年
二
月
五
日
な
ど
。

(
8
)
　
『
陳
甘
寧
辺
区
民
衆
敵
後
後
援
会
工
作
概
況
』
へ
　
三
九
年
1
0
月
　
(
輿

付
な
し
)
0

(
9
)
　
陳
区
社
会
へ
の
新
暦
の
浸
透
に
つ
い
て
は
へ
　
中
共
政
権
以
前
の
状
況

を
含
め
て
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
小
論
で
は
明
ら
か
に
で

き
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

(
2
)
　
陳
甘
寧
辺
区
中
央
教
育
部
「
関
於
冬
学
的
通
令
」
へ
　
三
七
年
一
〇
月

一
三
日
へ
　
呂
良
「
辺
区
的
社
会
教
育
」
へ
中
央
教
育
科
学
研
究
所
編
『
老

解
放
区
教
育
資
料
』
　
(
二
)
　
抗
日
戦
争
期
下
冊
　
(
以
下
『
教
育
資
料
』

2
抗
下
と
略
記
)
へ
　
教
育
科
学
出
版
社
へ
　
八
六
年
〓
l
月
、
二
へ
　
二

頁
。

(
-
)
　
陳
甘
寧
辺
区
教
育
庁
第
十
言
号
通
令
「
関
於
冬
学
問
題
」
へ
　
三
八
年

九
月
六
日
、
『
教
育
資
料
』
　
2
抗
下
へ
　
二
一
頁
へ
　
辺
区
政
府
「
徴
収
五

万
石
救
国
公
根
的
訓
令
」
へ
　
三
九
年
二
一
月
二
六
日
へ
　
陳
甘
寧
辺
区
財

政
経
済
史
編
写
組
へ
　
陳
西
省
棺
案
館
『
抗
日
戦
争
時
期
陳
甘
寧
辺
区
財

政
経
済
史
料
摘
編
』
第
六
編
へ
　
陳
西
人
民
出
版
社
　
(
以
下
'
『
財
政
史

料
』
6
と
略
記
)
へ
　
八
〇
年
五
月
、
二
〇
頁
へ
　
「
保
証
責
任
陳
甘
寧
辺

区
合
作
社
聯
社
章
程
」
へ
　
三
九
年
一
〇
月
一
七
日
へ
　
『
財
政
史
料
』
7
'

五
二
七
頁
。

(
2
)
　
陳
学
昭
『
延
安
訪
問
記
』
　
(
中
野
美
代
子
訳
)
へ
　
小
野
忍
編
『
延
安
の

思
い
出
』
、
平
凡
社
、
七
二
年
四
月
所
収
へ
一
五
六
頁
。

(
2
)
　
表
2
の
作
成
に
は
'
『
延
安
市
志
』
へ
九
四
年
二
一
月
へ
『
安
塞
県
志
』
、

九
三
年
五
月
へ
　
『
米
脂
県
志
』
へ
　
九
三
年
三
月
へ
　
『
甘
泉
県
志
』
へ
　
九
三
年

一
〇
月
へ
『
子
長
県
志
』
へ
九
三
年
1
二
月
(
以
上
へ
陳
西
人
民
出
版
社
)
ち
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『
塩
池
県
志
』
、
八
六
年
三
月
へ
　
『
鋲
原
県
志
』
　
(
上
へ
　
下
)
へ
　
八
七
年
四

月
(
以
上
、
寧
夏
人
民
出
版
社
)
へ
『
慶
陽
県
志
』
へ
　
九
三
年
二
月
(
甘

粛
人
民
出
版
社
)
　
な
ど
の
陳
区
該
当
地
域
の
地
方
志
を
使
用
し
た
　
(
編

者
は
各
書
の
編
纂
委
員
会
)
。
以
下
の
農
暦
の
節
句
の
説
明
等
も
う
　
特

に
こ
と
あ
り
の
な
い
限
り
こ
れ
ら
に
よ
る
。
ま
た
へ
　
新
暦
と
農
暦
の
対

照
へ
　
曜
日
の
検
索
に
は
、
黒
坂
紘
一
へ
　
河
村
真
光
『
2
0
世
紀
の
暦
』
(
光

村
推
古
書
院
へ
　
九
四
年
二
月
)
　
を
使
用
し
た
。

(
2
)
　
「
陳
甘
省
雇
農
工
会
簡
章
及
闘
争
綱
額
」
へ
　
三
六
年
九
月
二
四
日
　
(
陳

西
省
総
工
会
工
運
史
研
究
室
編
『
陳
甘
寧
辺
区
工
人
運
動
史
料
選
編
』

〔
上
〕
'
九
九
頁
へ
　
工
人
出
版
社
へ
　
八
八
年
三
月
)
　
で
は
'
清
明
節
へ

端
午
節
へ
　
中
秋
節
へ
　
冬
至
の
　
「
四
節
」
　
の
休
暇
要
求
が
提
示
さ
れ
て
い

り

r

/

-

1

(
」
)
　
内
田
正
男
『
暦
と
時
の
事
典
』
　
二
1
九
～
二
四
頁
へ
　
雄
山
闇
へ
　
八
六

j
r
-
 
'
-
c
j
T
'

(
2
)
　
李
喬
『
中
国
行
業
神
崇
拝
』
へ
　
中
国
華
僑
出
版
公
司
へ
　
九
〇
年
六
月
。

(
t
;
)
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
へ
　
民
衆
の
　
「
集
合
的
心
性
」
と
革
命
運
動
の
関

わ
り
を
論
じ
た
'
ジ
ュ
ル
ジ
ュ
・
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
　
『
革
命
的
群
衆
』
(
二

宮
宏
之
訳
へ
　
創
文
社
へ
　
八
二
年
)
　
も
参
照
。

(
2
)
　
<
三
七
年
二
月
九
日
へ
一
九
日
へ
　
三
月
六
日
へ
　
六
月
一
六
日
へ
　
三
八

年
一
月
一
五
日
へ
　
六
月
一
五
日
へ
　
三
九
年
二
月
一
三
日
、
二
八
日
、
三

月
三
日
、
四
〇
年
三
月
一
五
日
、
四
月
二
六
日
な
ど
。

(
2
)
　
こ
の
間
の
民
俗
様
式
と
文
芸
政
策
を
巡
る
議
論
に
つ
い
_
て
は
う
ホ
ル

ム
前
掲
書
八
三
～
一
〇
l
頁
へ
　
李
世
偉
前
掲
書
六
八
～
二
二
頁
を
参

照
。

(
g
)
　
<
三
八
年
l
月
l
 
O
日
へ
　
三
九
年
二
月
二
二
日
へ
　
二
八
日
へ
　
四
〇
年

三
月
二
六
日
。

(
S
)
　
<
三
七
年
四
月
六
日
へ
三
九
年
四
月
一
〇
日
へ
　
四
〇
年
四
月
二
三
日
へ

柏
明
へ
　
李
穎
科
『
黄
帝
与
黄
帝
陵
』
　
二
五
～
六
頁
へ
　
西
北
大
学
出
版

社
へ
　
九
〇
年
九
月
な
ど
。
な
お
へ
　
三
八
年
の
「
民
族
掃
墓
節
」
は
'
張

国
表
逃
亡
事
件
の
舞
台
と
な
っ
た
た
め
へ
　
報
道
自
体
が
行
わ
れ
て
い
な

ヽ

　

0

_
>

(
S
3
)
　
ォ
四
二
年
二
月
l
五
目
、
l
六
日
へ
一
七
日
へ
　
l
八
日
へ
一
九
日
へ

二
一
日
へ
　
三
月
二
日
へ
　
三
日
な
ど
。

o
a
四
三
年
一
月
二
l
日
へ
　
二
四
日
へ
　
二
月
一
五
日
へ
　
二
月
1
八
目
へ

二
月
二
四
日
へ
　
四
月
九
日
へ
　
四
四
年
1
月
二
六
日
へ
　
二
月
四
日
へ
　
二
月

八
日
へ
　
四
五
年
二
月
l
三
日
へ
　
二
月
一
九
日
な
ど
'
B
各
所
。

(
S
)
　
m
四
三
年
二
月
一
日
へ
一
四
日
、
二
八
日
、
三
月
一
日
、
四
四
年
一

月
二
六
日
へ
　
二
月
三
日
な
ど
。

m
四
三
年
一
月
三
〇
日
へ
　
四
五
年
三
月
二
二
日
へ
　
四
月
二
一
日
な
ど
0

ま
た
へ
李
世
偉
前
掲
書
一
六
四
～
八
四
頁
参
照
。

(
」
)
　
m
四
三
年
一
月
二
二
日
へ
　
二
月
二
二
日
へ
　
四
五
年
三
月
六
日
な
ど
。

(
&
)
　
o
q
四
四
年
二
月
l
〇
日
へ
一
二
日
へ
　
四
五
年
二
月
一
九
日
へ
　
l
七
日
へ

四
六
年
二
月
1
三
日
へ
　
四
七
年
一
月
二
八
日
へ
　
C
四
六
年
一
l
月
l
七
日

な
ど
。
春
節
の
秩
歌
劇
運
動
に
つ
い
て
は
へ
　
ホ
ル
ム
前
掲
書
を
参
照
。

p
a
四
四
年
一
月
九
日
、
二
月
八
目
へ
一
〇
日
、
二
五
日
へ
　
二
九
日
へ

C
四
四
年
三
月
一
九
日
。

p
Q
四
五
年
二
月
一
三
日
へ
一
五
日
へ
　
1
八
目
へ
　
二
〇
日
、
二
二
日
へ

三
月
一
日
へ
　
四
日
へ
　
四
六
年
二
月
二
一
日
な
ど
。

(
g
)
　
m
四
二
年
九
月
二
l
日
へ
　
四
三
年
二
月
一
日
へ
　
三
月
六
日
へ
　
七
日
、

九
月
七
日
へ
一
二
月
一
八
日
へ
　
四
四
年
二
月
一
六
日
へ
　
三
月
一
四
日
へ
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四
五
年
八
月
二
二
日
へ
三
〇
日
へ
　
C
四
四
年
四
月
三
〇
日
へ
　
五
月
一
四

日
へ
八
月
二
二
日
へ
　
二
九
日
へ
四
六
年
三
月
1
七
日
な
ど
B
へ
C
各
所
へ

「
陳
甘
寧
辺
区
政
府
指
示
信
」
四
四
年
一
一
月
二
六
日
へ
D
8
八
一
～
八

二
頁
。
陵
区
の
代
表
的
農
諺
ほ
、
『
安
塞
県
志
』
八
〇
～
一
頁
へ
　
二

四
～
七
頁
へ
　
『
米
脂
県
志
』
五
九
一
～
三
頁
へ
　
『
慶
陽
県
志
』
三
一
三
～

五
頁
を
参
照
。

(
ォ
)
　
f
f
l
四
三
年
四
月
二
四
日
、
四
四
年
七
月
二
六
日
へ
　
八
月
二
二
日
へ
　
四

五
年
七
月
七
日
へ
　
四
六
年
七
月
1
日
な
ど
。

p
Q
四
三
年
一
月
三
〇
日
へ
　
四
四
年
四
月
五
目
。

(
へ
。
聖
　
B
四
1
年
二
月
一
八
日
へ
四
二
年
二
月
一
八
日
、
四
三
年
四
月
五
日
、

四
四
年
四
月
六
日
、
二
六
日
へ
　
四
五
年
四
月
一
四
日
な
ど
。

(
x
)
　
趨
平
「
開
展
警
備
区
工
会
工
作
的
経
験
」
'
四
〇
年
七
月
七
日
へ
『
陳

甘
寧
辺
区
工
人
運
動
史
料
選
編
』
　
(
上
)
　
四
六
〇
頁
へ
　
B
四
一
年
六
月

三
日
へ
　
五
日
へ
　
四
二
年
六
月
一
八
日
へ
　
四
三
年
六
月
一
六
日
へ
　
八
月
一

五
日
へ
　
四
四
年
七
月
二
四
日
へ
　
四
五
年
六
月
二
九
日
な
ど
。

(
翌
　
B
四
三
年
九
月
九
日
へ
一
七
日
へ
　
四
四
年
1
0
月
二
三
日
へ
　
四
五
年

九
月
二
二
日
へ
　
四
六
年
九
月
六
日
'
一
三
日
へ
一
四
日
な
ど
。
ま
た
へ

四
三
年
へ
　
綴
徳
分
区
の
ス
パ
イ
摘
発
の
動
員
大
会
は
'
中
秋
節
前
日
よ

り
開
か
れ
て
い
る
が
'
自
白
後
の
団
結
を
強
調
す
る
当
時
の
ス
パ
イ
摘

発
の
方
針
か
ら
推
察
す
る
と
'
中
秋
節
の
家
族
主
義
的
団
結
を
前
提
と

し
て
'
日
程
が
決
め
ら
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
(
B
四
三
年
一
〇

月
二
目
)
0

(
」
)
　
p
a
四
四
年
八
月
一
六
日
へ
九
月
六
日
へ
四
五
年
二
月
二
一
日
な
ど
。

(
」
)
　
「
聞
変
工
」
へ
　
華
池
県
志
縮
写
領
導
中
絶
『
華
池
県
志
』
へ
　
二
六
一
～

二
頁
へ
甘
粛
人
民
出
版
社
、
八
四
年
二
月
へ
B
四
四
年
四
月
五
日
な
ど
。

(
一
望
　
「
陳
甘
寧
辺
区
政
府
便
函
」
へ
　
三
九
年
五
月
九
日
、
陳
西
省
棺
案
館
、

B
四
二
年
1
二
月
一
九
日
な
ど
。

蝣
m
四
四
年
七
月
1
五
日
。

(
ァ
)
　
<
三
七
年
六
月
三
日
へ
　
三
八
年
一
二
月
一
九
日
。

0
5
0
　
f
f
l
四
四
年
五
月
五
日
へ
　
l
〇
月
六
日
へ
　
四
五
年
二
月
二
〇
日
、
五
月

五
日
へ
　
C
四
五
年
五
月
一
三
日
へ
　
四
六
年
一
月
二
日
な
ど
。

(
3
)
　
大
集
市
は
一
般
に
廟
会
か
ら
発
展
し
た
た
め
へ
廟
を
中
心
に
節
句
に

開
か
れ
'
劇
団
を
招
い
て
成
立
す
る
な
ど
へ
民
間
信
仰
の
要
素
を
残
し

て
い
る
。

(
3
)
　
m
四
三
年
八
月
六
日
へ
　
七
月
二
六
日
、
四
四
年
九
月
二
三
日
へ
　
『
子

長
県
志
』
三
六
三
～
四
頁
へ
呉
旗
県
地
方
志
編
纂
委
員
会
『
呉
旗
県
志
』

三
九
五
頁
へ
　
三
秦
出
版
社
へ
九
1
年
l
二
月
な
ど
。
こ
の
時
期
の
陳
区

の
商
業
活
性
化
政
策
に
つ
い
て
は
へ
今
井
駿
「
辺
区
政
権
と
地
主
階
級
」
へ

『
講
座
中
国
近
現
代
史
』
6
'
東
京
大
学
出
版
会
へ
　
七
八
年
を
参
照
。

(
5
)
　
ォ
四
三
年
七
月
一
五
日
'
一
〇
月
二
日
へ
一
三
日
、
二
一
日
、
二

八
日
へ
一
一
月
三
日
へ
一
二
日
へ
一
六
日
へ
一
二
月
五
日
へ
一
〇
日
へ

・

-

f

-

i

*

(
3
)
　
m
四
三
年
二
月
二
七
日
へ
　
二
八
日
'
〓
l
月
三
日
へ
一
三
日
な
ど
。

O
S
)
　
『
群
衆
』
四
五
年
四
月
三
〇
日
へ
　
丁
世
良
へ
趨
放
主
編
『
中
国
地
方

志
民
俗
資
料
嚢
編
』
西
北
巻
へ
　
八
六
へ
　
i
 
i
 
r
 
i
一
三
、
二
一
〇
へ

一
九
一
頁
へ
書
目
出
版
社
へ
　
八
九
年
九
月
へ
烏
丙
安
『
中
国
民
俗
学
』

三
〇
一
頁
へ
遼
寧
大
学
出
版
社
へ
　
八
五
年
八
月
へ
　
『
安
塞
県
志
』
八
〇

山
な
-
J
-

(
S
O
 
t
e
四
三
年
七
月
二
〇
日
へ
　
二
八
日
、
三
〇
日
。
延
安
地
区
の
集
市
の

日
取
り
に
つ
い
て
は
、
『
延
安
市
志
』
三
二
1
-
二
頁
を
参
照
。
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(
3
)
　
m
四
四
年
五
月
二
一
日
へ
　
1
0
月
九
日
.

(
S
O
 
n
四
三
年
五
月
二
二
日
、
四
四
年
九
月
二
四
日
へ
一
一
月
二
三
日
へ

四
五
年
三
月
二
四
日
。

(
g
)
　
m
四
l
年
一
二
月
l
九
日
へ
　
四
二
年
l
二
月
三
〇
日
へ
　
四
四
年
一
月

一
〇
日
へ
　
四
五
年
一
月
二
日
へ
　
三
日
へ
一
二
月
二
九
日
へ
　
四
六
年
一
月

二
目
な
ど
。

t
e
)
　
<
四
〇
年
五
月
七
日
へ
B
四
一
年
三
月
一
三
日
へ
　
四
三
年
二
月
一

八
日
へ
　
四
四
年
三
月
l
七
日
へ
　
二
〇
日
へ
　
七
月
八
日
な
ど
。

(
m
聖
　
B
四
三
年
三
月
五
日
へ
一
七
日
へ
　
二
四
日
。
「
転
九
曲
」
　
に
つ
い
て

は
へ
　
『
安
塞
県
志
』
五
七
九
頁
へ
　
ホ
ル
ム
前
掲
書
1
九
四
～
七
頁
を
参

照
。

(
」
)
　
p
Q
四
二
年
七
月
一
四
日
へ
一
五
日
へ
四
三
年
二
月
　
m
'
一
五

日
へ
一
六
日
へ
　
四
四
年
五
月
一
五
日
O

(
S
)
　
m
四
五
年
二
月
一
八
日
へ
　
二
八
日
。
陳
区
の
l
部
で
は
旧
一
月
l
六

日
に
外
出
す
る
と
へ
一
年
の
健
康
が
得
ら
れ
る
と
い
う
信
仰
が
あ
る
。

『
呉
旗
県
志
』
八
六
八
頁
へ
延
長
県
地
方
志
編
纂
委
員
会
『
延
長
県
志
』

五
七
六
頁
へ
　
陳
西
人
民
出
版
社
へ
　
九
l
年
二
月
へ
　
『
慶
陽
県
志
』
四

六
八
頁
。

(
」
)
　
f
f
l
四
三
年
四
月
六
日
。
四
三
年
の
山
東
根
拠
地
に
お
け
る
児
童
デ
ー

の
児
童
植
樹
運
動
も
ま
た
へ
清
明
節
を
意
識
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

(
B
四
三
年
四
月
七
日
)
0

(
」
)
　
m
四
〇
年
四
月
l
六
日
へ
　
四
四
年
三
月
一
七
日
へ
　
六
月
一
六
日
'
九

月
二
七
日
へ
　
C
四
五
年
一
月
七
日
な
ど
。

M
四
四
年
五
月
七
日
へ
一
五
日
へ
　
六
月
一
日
へ
　
九
日
へ
一
〇
月
一
九

日
へ
　
「
介
紹
大
衆
合
作
社
」
へ
　
四
四
年
六
月
へ
　
『
財
政
史
料
』
7
'
三
七

f
O
O
¥

¥
i
n
)

(5 9)

(
g
)

(
S
)

/
c
s
n

v
<
x
>
J

f
c
n
¥

(
S
)

K
t
r
>
)

(
6
6
)

(
」
)

f
a
o
¥

k
i
d
) 八

頁
。猶

芋
生
「
辺
区
延
川
党
支
部
教
育
的
概
況
」
、
四
一
年
三
月
二
四
日
へ

『
共
産
党
人
』
第
一
七
期
へ
　
四
一
年
四
月
へ
　
B
四
四
年
二
月
六
日
へ

二
三
日
へ
　
四
五
年
二
月
一
目
へ
一
二
月
二
七
日
へ
郭
林
「
延
属
分
区
冬

学
総
決
材
料
」
へ
　
四
五
年
六
月
1
八
日
へ
　
『
教
育
資
料
』
2
抗
下
へ
　
七
七

～
八
五
頁
な
ど
。

B
四
四
年
四
月
二
日
へ
　
五
月
二
八
日
へ
　
六
月
四
日
へ
一
一
月
二
三

日
へ
　
四
五
年
五
月
二
五
日
、
C
四
五
年
七
月
一
日
な
ど
。

B
四
三
年
四
月
三
一
日
へ
　
八
月
四
日
へ
　
四
四
年
四
月
一
七
日
へ
　
四
五

年
三
月
一
七
日
、
四
月
一
日
な
ど
B
各
所
。
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B
四
四
年
一
月
一
日
へ
　
二
八
日
へ
　
二
月
二
一
日
、
四
五
年
四
月
四
日

s
e
nB

四
四
年
一
月
二
八
日
。

B
四
三
年
六
月
二
二
日
へ
　
七
月
一
四
日
。

「
陳
甘
寧
辺
区
布
告
　
禁
止
仏
教
会
へ
一
心
会
活
動
」
へ
　
三
八
年
七
月

一
五
日
へ
　
D
l
へ
　
八
二
～
八
三
頁
。
A
三
八
年
一
〇
月
二
〇
日
な
ど
。

B
四
四
年
四
月
二
目
へ
　
1
二
月
一
〇
日
へ
　
四
五
年
二
月
二
一
日
。

B
四
五
年
一
一
月
二
一
日
へ
　
二
一
月
二
日
へ
　
C
四
五
年
七
月
八
日
な

ど
。B

四
四
年
一
二
月
一
〇
日
へ
　
四
五
年
一
月
二
日
へ
　
二
月
二
〇
日
な

ど
。B

四
四
年
四
月
五
日
へ
四
五
年
四
月
一
七
日
へ
C
四
五
年
五
月
七
日
。

な
お
へ
　
四
三
年
と
四
六
年
の
中
元
節
に
は
、
林
森
国
民
政
府
主
席
と

陶
知
行
の
追
悼
大
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
が
'
こ
れ
ら
の
日
は
日
曜
日

で
も
あ
り
、
中
元
節
へ
の
言
及
も
特
に
み
ら
れ
な
い
　
(
B
四
三
年
八
月
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72　71 7076　75　　　74　73
)　　　　　　)　　　　　　　　　、　J　　　　　)

(fc)

f
O
D
¥

v
t
-
'

(ァ)

へ

H

l

1
七
日
へ
　
四
六
年
八
月
一
二
日
)
0

B
四
一
年
八
月
一
五
日
へ
　
二
七
日
へ
『
慶
陽
県
志
』
三
〇
四
頁
。

B
四
二
年
1
0
月
五
日
へ
　
四
三
年
四
月
二
〇
日
へ
五
月
三
日
.

「
陳
甘
寧
辺
区
政
府
関
於
民
政
工
作
方
面
条
例
へ
提
案
へ
意
見
等
給

民
政
庁
的
画
し
'
D
E
'
一
〇
六
頁
へ
「
陳
甘
寧
辺
区
政
府
民
政
庁
通
知
」
、

四
九
年
三
月
三
一
日
へ
陳
西
省
棺
案
館
。
『
延
長
県
志
』
五
六
四
頁
に

よ
る
と
'
同
県
で
は
'
陳
区
政
府
期
よ
り
清
明
節
の
烈
士
陵
墓
参
が
行

わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
が
'
こ
れ
が
抗
戦
期
を
含
む
も
の
か
は
不
明
。

B
四
三
年
三
月
一
六
日
へ
　
四
六
年
三
月
一
〇
日
。

B
四
三
年
l
月
二
二
日
へ
　
三
月
六
日
へ
　
七
日
へ
　
四
四
年
l
月
八
目
へ

二
月
二
目
へ
　
二
四
日
な
ど
B
各
所
。

『
安
塞
県
志
』
　
二
四
～
七
頁
へ
　
『
延
長
県
志
』
七
五
頁
な
ど
。

B
四
五
年
三
月
二
二
日
、
四
月
l
二
日
へ
　
五
月
l
八
日
へ
七
月
九
日
へ

一
九
日
、
九
月
二
一
一
一
日
。
ま
た
へ
李
世
偉
前
掲
書
一
六
四
～
八
四
頁
参

照
。杓

藍
『
延
安
十
年
』
へ
　
四
九
年
九
月
(
新
島
淳
良
訳
)
へ
前
掲
『
延
安

の
思
い
出
』
所
収
へ
　
二
四
九
～
五
一
l
頁
。

B
四
四
年
四
月
二
九
日
へ
　
四
三
年
二
月
二
〇
日
へ
　
C
四
四
年
六
月
一

八
日
へ
　
l
二
月
三
l
日
な
ど
。

B
四
三
年
三
月
二
三
日
へ
　
二
四
日
、
二
五
日
へ
　
二
七
日
へ
五
月
六
日
。

B
四
五
年
一
〇
月
七
日
。

B
四
四
年
三
月
一
日
。
「
東
方
紅
」
の
成
立
に
つ
い
て
は
へ
李
世
偉

前
掲
書
一
五
四
～
五
頁
へ
楊
興
「
《
東
方
紅
》
和
宅
的
作
者
李
有
源
」

二
三
八
～
五
一
頁
(
中
国
民
間
文
芸
研
究
会
上
海
分
会
、
上
海
文
芸
出

版
社
編
『
中
国
民
間
文
学
論
文
選
』
中
へ
上
海
文
芸
出
版
社
へ
　
八
〇
年

五
月
)
を
'
易
姓
革
命
思
想
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
ホ
ル
ム
前
掲
書
三

三
三
頁
を
参
照
。

B
四
五
年
四
月
一
八
日
。

C
四
五
年
六
月
一
二
日
。

B
四
六
年
七
月
八
日
へ
四
七
年
一
月
二
五
日
へ
C
四
七
年
二
月
五
日
。
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Sangowakuran (三業惑乱) -a characteristic of

Buddhism in the Edo period de上ived

from a study of ianjin(異安心)

K. Hikino

This article deals with the structure of the opposition of sangowakuran(三業惑乱)

called the biggest case of ianjin(異安心) an expulsion of a heterodoxy-in Jodoshin-

shu(浄土真宗). In an ordinary case of ianjin, honzan(本山トthe head temple-sup-

preses lanjm. B叫in sangowakuran, priests in local areas object to the theory of hon-

zan-sangokimyo-setu(三業帰命説トand finally their objection is accepted. S。 far

this strange case of ianjin has been interpreted as the opposition between priests in local

areas who intend to keep the classical theory, and the honzan which intend to introduce

new theory. But, in this article, I intend to prove that priests in local areas and the

honzan tended to accept sangokimy0-setu as the orthodoxy, and that only a few priests

in local areas objected to sangokimyo-setu. So I conclud that sangowakuran was due to

a new interpretation by a few priests in local areas under ambiguous interpretation in

the public. This conclusion also points out that the Edo period, called the period of

corruption of Buddhism, is in fact the period of establishment of various Buddhist sects.

陳甘寧辺区的紀念日活勤与新暦・農暦的時間

丸　田　孝　志

対於中国共産党領導的革命運動与民衆的行動之間的関係,巳有各種角度的研究成果。併最

近的研究提起,以自己的安全為第一,其次考慮人際関係和道徳規範,最後権衡経済上的得失

而行動的農民模式。但是,関於道徳規範的問題,還有民俗、民間信仰等尚末討探的課題。為

了進~歩考察此問題,拙文分析了中共在陳甘寧辺区推広的新暦的時間与農暦之問的関係。新

暦的紀念日,不僅因国内外政治上的需要受到重視之外,而且在加強民衆対於革命的認同感上

甚為重要o新暦的生活節奏也在提高政治動員的効率上受到重視。而農暦是民衆進行信仰、農

事、経済等各種活動的時間根拠,即民衆自己的生活節奏。中共尤其是在一九四二年以後,積

極利用了這些民衆自発性的農暦活動(節令活動、廟会、集市)与包括民間信仰在内的民間意

識形態,得到了政治動員上的一定的成果.但息推広新暦的方針併投放棄.中共除了利用民

間形式和農暦的時間組織許多紀念日活動之外,還要通過各種組織和典型貫徹新暦的意義和節
奏。
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