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本
書
は
「
あ
と
が
き
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
六
八
年
に
発

表
さ
れ
た
『
日
本
帝
国
主
義
と
旧
植
民
地
地
主
制
一
台
湾
・
朝
鮮
・
満
州

に
お
け
る
日
本
人
大
土
地
所
有
の
史
的
分
析
』
　
（
御
茶
の
水
書
房
、
以
下
前

著
と
略
記
す
る
）
の
続
編
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
　
「
前
著
の
主
要
な

課
題
は
、
日
本
帝
国
主
義
の
鰯
植
民
地
へ
の
地
主
的
侵
略
－
1
日
本
地
主
制

の
植
民
地
的
移
植
と
そ
の
展
開
一
の
具
体
的
様
相
を
、
日
本
地
主
制
の
全

生
涯
把
握
、
と
い
う
視
点
か
ら
史
的
に
分
析
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
」
　
（
四
八

七
頁
）
が
、
本
書
は
こ
の
よ
う
な
日
本
帝
国
主
義
の
侵
略
史
的
側
面
と
蓑
裏

一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
抵
抗
史
的
側
面
・
抗
日
民
族
運
動
に
焦
点
を
あ
て
て
、

侵
略
史
と
抵
抗
史
を
相
互
関
係
の
下
で
検
討
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

日
本
に
お
け
る
歴
史
研
究
の
中
で
も
最
も
後
れ
た
分
野
の
一
つ
で
あ
る
旧
植

民
地
史
研
究
を
、
｝
憎
し
て
追
求
さ
れ
て
き
た
著
者
の
並
々
な
ら
ぬ
熱
情
に

敬
意
を
表
す
と
と
も
に
、
最
近
の
帝
国
主
義
・
軍
国
主
義
復
活
と
言
わ
れ
る

政
治
状
況
の
一
環
と
し
て
、
意
識
的
に
流
布
さ
れ
て
い
る
日
誌
の
暇
植
民
地

支
配
賛
美
論
に
対
す
る
科
学
的
批
判
と
し
て
、
本
書
の
も
つ
意
義
は
大
き
い

と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
特
に
、
日
帝
の
旧
植
昆
地
に
お
け
る
農
民
闘
争
の

個
別
的
な
事
例
分
析
や
、
特
定
の
時
期
を
対
象
と
し
た
研
究
は
従
来
か
ら
も

行
な
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
を
全
体
的
に
把
握
し
、
各
植
民
地
に
共
通
し

た
抗
日
農
民
運
動
の
一
般
的
特
徴
と
、
植
民
地
ご
と
の
特
殊
性
を
抽
出
し
た

業
績
と
し
て
は
初
め
て
の
も
の
で
あ
り
、
い
く
つ
か
の
貴
重
な
事
実
関
係
の

確
定
と
と
も
に
、
今
後
の
研
究
の
礎
石
を
築
い
た
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
画
期
的
意
味
を
も
つ
本
書
を
評
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
朝
鮮

近
代
経
済
史
を
学
び
始
め
た
ば
か
り
の
私
に
は
正
直
な
と
こ
ろ
重
荷
で
あ
る

が
、
敢
え
て
そ
れ
を
試
み
よ
う
と
し
た
の
も
、
著
者
と
同
様
に
霞
本
に
お
け

る
韻
植
民
地
研
究
の
立
後
れ
と
、
そ
の
克
服
の
必
要
性
を
、
常
日
頃
筆
者
な

り
に
感
じ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
以
下
、
遍
く
簡
単
に
内
容
の
紹

介
を
行
な
っ
た
う
え
で
、
著
老
が
本
書
に
お
い
て
自
ら
課
せ
ら
れ
た
課
題
が

ど
こ
ま
で
果
た
さ
れ
て
い
る
の
か
を
ま
ず
検
討
し
、
次
い
で
本
書
の
課
題
設

定
そ
の
も
の
の
是
雰
を
検
討
し
て
み
た
い
。

工

　
「
第
一
章
　
課
題
と
方
法
」
に
お
い
て
著
者
は
、
植
民
地
・
従
属
国
に
お

け
る
民
族
問
題
は
本
質
的
に
は
農
民
問
題
な
の
で
あ
り
、
日
帝
の
旧
植
民
地

に
お
い
て
も
そ
れ
は
例
外
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
理
論
的
前
提
を
明
ら
か
に

さ
れ
た
後
に
、
次
の
よ
う
な
四
つ
の
課
題
を
設
定
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
第

一
に
、
抗
日
農
民
運
動
を
植
民
地
人
民
の
民
族
的
抵
抗
運
動
の
有
力
な
構
成

部
分
と
し
て
究
閉
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
植
民
地
小
作
農
民
の
日
本
人
と
い

う
帝
国
主
義
者
地
主
に
対
決
す
る
抗
日
小
作
争
議
を
歴
史
具
体
的
に
分
析
す

る
こ
と
、
第
三
に
、
原
住
民
大
地
主
階
級
に
対
す
る
小
作
農
民
の
闘
争
を
、
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評書

抗
日
農
斑
運
動
の
有
力
な
構
成
部
分
と
し
て
具
体
的
に
分
析
す
る
こ
と
、
第

四
に
、
日
帝
の
農
民
収
奪
政
策
に
反
対
す
る
抗
日
闘
争
を
実
証
的
に
究
明
す

る
こ
と
、
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
際
の
分
析
視
角
と
し
て
は
、
抗
日
農
昆
運

動
を
発
生
せ
し
め
た
社
会
的
・
経
済
的
基
盤
　
　
可
能
性
の
究
明
、
可
能
性

を
現
実
化
せ
し
め
た
諸
条
件
の
把
握
、
各
植
民
地
に
お
け
る
抗
日
農
民
運
動

の
同
一
性
と
差
甥
性
を
摘
出
す
る
こ
と
、
更
に
運
動
の
時
期
別
・
地
域
別
の

検
討
を
通
じ
て
段
階
規
定
と
地
域
的
特
質
の
抱
握
を
行
な
う
こ
と
、
の
四
点

を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
「
第
二
章
　
台
湾
に
お
け
る
抗
日
農
民
運
動
の
展
開
過
程
」
で
は
、
最
初

に
日
本
資
本
主
義
に
よ
る
土
地
収
奪
の
状
況
が
土
地
調
査
工
業
、
林
野
調
査
・

官
有
林
野
整
理
事
業
、
官
有
地
払
下
げ
処
分
制
度
、
の
三
つ
の
側
面
か
ら
分

析
さ
れ
、
次
い
で
抗
日
農
民
運
動
の
一
般
的
動
向
が
台
湾
農
民
組
合
に
焦
点

を
あ
て
て
概
観
さ
れ
て
い
る
。
第
三
節
で
は
抗
日
農
民
運
動
の
発
展
に
と
っ

て
画
期
的
意
味
を
持
っ
た
と
さ
れ
る
闘
争
が
個
別
的
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。

即
ち
、
台
湾
に
お
け
る
日
本
人
土
地
所
有
の
大
ぎ
な
部
分
を
占
め
て
い
た
官

有
林
野
の
払
下
げ
に
反
対
す
る
二
つ
の
闘
争
、
日
本
人
巨
大
地
主
の
代
表
的

存
在
で
あ
っ
た
製
糖
会
社
の
所
有
地
に
お
け
る
経
済
構
造
と
農
民
運
動
、

「
三
年
輪
作
式
給
水
方
法
」
を
テ
コ
と
し
た
国
家
に
よ
る
二
塁
と
稲
作
の
栽

培
強
制
を
意
図
し
た
嘉
南
大
洲
工
事
に
反
対
す
る
農
民
の
闘
争
、
の
四
つ
の

事
例
に
つ
い
て
で
あ
る
。
特
に
後
二
者
の
闘
争
分
析
は
、
本
書
全
体
の
中
で

も
最
も
生
彩
を
放
っ
て
い
る
部
分
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

　
「
第
三
章
　
朝
鮮
に
お
け
る
抗
日
農
民
運
動
の
展
開
過
程
」
で
は
、
ま
ず

朝
鮮
に
お
け
る
地
主
小
作
関
係
の
特
質
の
中
で
小
作
争
議
発
生
の
条
件
と
な

っ
た
点
が
、
高
額
高
率
の
小
作
料
、
小
作
権
の
不
安
定
性
、
中
間
搾
取
機
構

た
る
舎
音
制
度
、
小
作
料
以
外
の
負
担
の
過
重
、
の
四
点
に
亙
っ
て
抽
出
さ

れ
、
更
に
日
本
人
地
主
の
小
作
農
支
配
の
苛
酷
性
が
、
　
「
小
作
規
定
」
の
分

析
を
通
じ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
次
い
で
抗
撲
農
民
運
動
の
展
開
に
つ
い
て
、

第
二
節
で
は
労
働
共
済
会
の
下
で
の
小
作
人
組
舎
の
設
立
主
農
民
慈
心
盟

を
頂
点
と
し
た
農
民
組
合
↓
赤
色
農
民
組
合
、
と
い
う
組
織
的
発
展
の
面

か
ら
考
察
が
加
え
ら
れ
、
第
三
節
の
前
半
部
分
で
は
各
時
期
の
闘
争
の
概
観
、

及
び
門
別
・
鑑
別
の
分
析
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
代
表
的

な
資
本
地
主
で
あ
っ
た
迫
間
農
場
に
お
け
る
争
議
と
、
赤
色
農
民
組
合
の
典

型
例
と
し
て
の
定
平
農
民
組
合
の
闘
争
の
二
例
に
つ
い
て
、
擬
別
的
分
析
が

な
さ
れ
て
い
る
。

　
「
第
四
章
『
満
州
』
に
お
け
る
抗
日
民
族
運
動
の
展
開
過
程
」
の
構
成
は

前
二
章
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
前
二
章
は
日
本
の
植
民
地
支
配
が
確
立
し
た

後
の
暗
期
を
対
象
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
本
章
で
は
最
初
に
「
満
州
属
」

成
立
以
前
に
お
け
る
日
帝
の
土
地
所
有
へ
の
進
出
と
、
そ
れ
に
対
す
る
反
対

運
動
が
、
土
地
商
版
権
問
題
を
通
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

然
る
後
に
「
満
州
国
」
成
立
後
に
お
け
る
土
地
商
租
権
整
理
事
業
と
農
業
移

民
用
地
収
奪
、
及
び
そ
れ
へ
の
反
対
闘
争
を
不
可
欠
の
構
成
部
分
と
し
た
反

満
抗
日
運
動
の
分
析
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

　
「
第
五
章
　
日
本
帝
国
主
義
下
の
抗
日
農
民
運
動
の
特
質
」
は
全
体
の
ま

と
め
で
あ
り
、
各
植
民
地
に
お
け
る
里
長
農
民
運
動
の
一
般
的
特
徴
並
び
に

植
民
地
ご
と
の
独
自
的
特
徴
が
総
括
さ
れ
て
い
る
。
一
般
的
特
微
と
し
て
挙

げ
ら
れ
て
い
る
の
は
次
の
五
点
で
あ
る
。
e
農
民
の
抗
日
闘
争
は
初
期
に
は

日
帝
の
植
罠
地
的
土
地
収
奪
に
反
対
す
る
闘
争
と
し
て
展
開
さ
れ
た
こ
と
、

⇔
抗
日
農
民
運
動
中
の
対
地
主
閾
争
が
攻
撃
の
鉾
先
を
集
中
し
た
の
は
日
本

人
∬
帝
国
主
義
考
地
主
で
あ
り
、
対
帝
国
主
義
老
地
主
闘
争
は
同
一
民
族
間

で
の
小
作
争
議
よ
り
遙
か
に
巨
大
な
政
治
的
・
社
会
的
意
味
を
も
っ
て
い
た
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こ
と
、
鱒
小
作
争
議
は
経
済
要
求
か
ら
出
発
し
て
も
必
然
的
に
日
捲
の
植
民

地
支
配
政
策
に
反
対
す
る
政
治
闘
争
へ
発
展
し
、
そ
の
段
階
で
は
小
作
農
の

み
な
ら
ず
自
作
農
・
富
農
を
も
巻
込
ん
だ
闘
争
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
、
㈱
台

湾
・
朝
鮮
に
お
い
て
は
党
組
織
が
破
壊
さ
れ
た
後
も
、
共
産
主
義
者
は
農
村

に
積
極
的
に
は
い
り
込
み
、
合
法
的
・
非
合
法
的
闘
争
を
持
続
し
た
こ
と
、

㊧
闘
争
形
態
と
し
て
は
、
嘆
願
・
陳
情
と
い
う
合
法
的
形
態
か
ら
大
衆
的
示

威
行
動
・
大
衆
的
抗
日
暴
動
と
い
う
非
合
法
形
態
へ
と
発
展
し
た
こ
と
。

　
以
上
が
本
書
の
概
要
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
お
断
わ
り
し
て
お
き
た
い
の
は
、

以
下
の
書
評
で
は
第
四
章
を
考
察
の
対
象
か
ら
除
外
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
理
由
は
第
四
章
の
一
・
二
節
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
原
載
さ
れ
て
い
る

『
日
本
帝
扇
主
義
下
の
満
州
』
　
（
満
州
史
研
究
会
篇
、
一
九
七
二
年
、
御
茶

の
水
書
房
）
に
対
す
る
西
村
成
雄
（
隣
、
副
本
史
研
究
』
一
一
一
五
）
、
鈴
木
隆
史

（『

�
j
学
研
究
』
三
八
七
）
、
古
厩
忠
夫
（
㎝
．
歴
史
評
論
』
二
六
六
）
　
三
氏

の
書
評
の
中
で
既
に
論
評
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
由
る
が
、
よ
り
主

要
に
は
第
四
章
の
本
書
全
体
の
中
で
の
位
観
づ
け
が
筆
者
に
は
よ
く
理
解
で

き
な
か
っ
た
こ
と
に
由
る
も
の
で
あ
る
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
第
四
章
で

は
「
満
州
国
」
成
立
前
に
お
け
る
日
本
入
の
土
地
所
有
へ
の
進
出
の
策
動
と
、

そ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
中
国
官
民
の
抵
抗
運
動
に
大
き
な
重
点
が
贋
か

れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
同
様
の
事
態
は
、
例
え
ば
旧
業
國
時
期
の
日
本
人

の
土
地
所
有
へ
の
進
出
を
め
ぐ
る
反
対
運
動
に
も
見
ら
れ
る
と
思
う
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
著
者
が
な
ぜ
「
満
州
」
に
つ
い
て
だ
け
こ
の
よ
う
な
動
き
を
重

視
さ
れ
る
の
か
、
筆
者
と
し
て
は
理
解
に
苦
し
む
の
で
あ
る
。

で
は
次
に
、
著
考
が
第
一
章
で
掲
げ
ら
れ
た
四
つ
の
課
題
が
第
二
章
以
下

の
叙
述
の
中
で
ど
の
よ
う
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
か
を
、
課
題
ご
と
に

検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
第
一
の
課
題
に
つ
い
て
は
台
湾
・
朝

鮮
・
「
満
州
ト
に
お
け
る
大
衆
的
な
抗
日
農
民
運
動
の
発
展
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
地
に
お
け
る
民
族
独
立
運
動
の
発
展
、
前
衛
組
織
の
成
立
と
そ
の
指
導
、

抗
日
武
装
闘
争
の
展
闇
等
と
の
関
連
を
通
じ
て
手
際
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
、
著
者
自
身
も
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
（
四
八
九
～
四
九

〇
頁
）
、
抗
日
民
族
運
動
の
指
導
理
論
の
鯉
…
明
や
、
労
働
者
階
級
の
独
自
の

形
成
の
ざ
れ
方
と
そ
の
運
動
の
あ
り
方
の
解
明
は
、
第
一
の
課
題
を
果
た
す

う
え
で
不
可
欠
の
作
業
で
あ
り
、
そ
れ
が
殆
ん
ど
行
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と

は
確
か
で
あ
る
が
、
現
在
の
研
究
水
準
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
こ
ま
で
本
書

に
要
求
す
る
の
は
離
と
雷
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
の
課
題
腫
日
本
人
地
主
に
対
す
る
抗
日
小
作
争
議
の
分
析
は
、
台
湾
・

朝
鮮
を
取
扱
っ
た
二
・
三
章
に
お
い
て
最
も
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
お
り
、
本

書
の
中
心
部
分
を
成
す
も
の
と
言
え
よ
う
。
台
湾
・
朝
鮮
に
お
け
る
日
本
人

地
主
の
存
在
形
態
は
前
著
に
お
い
て
類
型
荊
に
把
握
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
内
容
を
著
者
の
言
葉
に
即
し
て
ま
と
め
る
と
、
台
湾
に
お
い
て
は
e
製

糖
資
本
を
中
核
と
し
た
独
占
資
本
地
主
・
産
業
資
本
地
主
が
日
本
人
地
主
の

大
部
分
を
占
め
て
い
た
こ
と
、
◎
こ
の
ほ
か
に
稲
作
の
小
作
制
大
農
場
を
経

営
す
る
地
場
資
本
地
主
が
存
在
し
た
こ
と
、
⇔
日
本
人
地
主
定
書
化
の
た
め

の
半
国
家
下
身
は
独
自
に
は
設
け
ら
れ
ず
、
糖
業
独
占
資
本
が
そ
の
代
行
の

役
割
を
果
た
し
た
こ
と
、
で
あ
り
、
朝
鮮
に
お
い
て
は
e
国
家
・
半
圏
家
地

主
が
一
貫
し
て
臼
本
人
臣
大
地
主
の
代
表
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
他
に
も
財
閥

地
主
・
本
国
地
主
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
、
⇔
日
本
入
地
主
の

殆
ん
ど
は
稲
作
中
心
の
小
作
制
大
縷
場
を
経
営
し
た
こ
と
、
㊧
商
業
資
本
地

主
の
調
合
が
高
か
っ
た
こ
と
、
で
あ
っ
た
　
（
前
著
二
五
九
～
二
六
一
頁
）
。
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評書

こ
の
よ
う
な
日
本
人
地
主
の
存
在
形
態
を
前
提
と
し
て
抗
日
小
作
争
議
が
分

析
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
次
の
よ
う
な
疑
問
が
残
る
。
台

湾
に
つ
い
て
は
日
本
人
巨
大
地
主
．
の
代
表
た
る
糖
業
資
本
に
よ
る
地
主
経
営

の
特
徴
と
、
そ
れ
に
対
抗
し
た
小
作
農
民
の
闘
争
が
描
か
れ
て
お
り
、
非
常

に
興
味
深
く
読
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
朝
鮮
に
つ
い
て
は
藩
邸
・
半
国
家
地
主

の
下
で
の
小
作
争
議
の
分
析
が
な
く
、
こ
の
点
で
は
や
は
り
、
朝
鮮
に
お
け

る
抗
日
農
民
運
動
の
発
展
に
非
常
に
重
要
な
意
味
を
毛
つ
た
と
思
わ
れ
る
東

洋
拓
殖
会
社
に
反
対
す
る
腿
争
の
事
例
分
析
が
是
非
と
も
必
要
で
は
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
第
一
の
疑
問
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
疑
問
点
は
、

日
本
人
に
よ
る
地
主
経
営
と
い
う
も
の
は
そ
れ
以
前
の
原
住
民
地
主
に
よ
る

経
営
と
ど
の
よ
う
な
点
で
異
な
っ
て
お
り
、
両
表
の
相
異
が
農
民
運
動
に
ど

の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
説
得
的
な
解
明
が
な

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
日
本
人
の
地
主
化
が
可
能
に
な
っ
た
経
済
的

背
景
と
し
て
台
湾
・
朝
鮮
の
場
合
は
「
土
地
調
査
事
業
」
が
第
一
に
挙
げ
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
日
華
に
よ
る
「
土
地
調
査
事
業
」
を
「
植
民
地

的
な
原
始
的
蓄
積
」
　
（
三
二
、
四
八
○
頁
）
の
有
力
な
一
環
と
捉
え
る
著
者

の
立
場
に
は
賛
成
し
う
る
と
し
て
も
、
　
「
植
民
地
的
な
原
始
的
蓄
積
」
と
い

う
概
念
の
内
容
規
定
が
行
な
わ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
こ
と
が
前
述
の
よ
う
な

疑
問
を
生
じ
さ
せ
る
原
因
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
原
始
的
蓄
積

の
過
程
こ
そ
が
前
近
代
社
会
と
近
代
社
会
と
を
分
つ
分
水
嶺
で
あ
る
と
い
う

立
場
か
ら
す
れ
ば
、
台
湾
・
朝
鮮
・
「
満
州
」
に
お
い
て
原
始
的
蓄
積
過
程

は
い
っ
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
（
日
帝
の
植
民
地
に
な
る
以
前
か
ら
か
、
以
後

か
ら
か
）
、
ま
た
、
日
溜
の
植
民
地
支
配
の
下
で
の
原
始
的
蓄
積
の
独
自
の

あ
り
方
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
に
つ
い
て
の
著
者
な
り
の
考
え
を
示
し
て
お

く
こ
と
は
、
本
書
の
テ
ー
マ
と
の
関
連
で
必
須
の
作
業
で
は
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
植
罠
地
的
原
籍
過
程
の
究
明
な
し
に
、
日
本
人
地
主
の
存
在
形
態

の
特
徴
（
例
え
ば
台
湾
で
は
な
ぜ
國
家
・
半
国
家
地
主
が
存
在
し
な
か
っ
た

の
か
、
朝
鮮
で
は
な
ぜ
そ
れ
が
前
面
に
出
て
来
ね
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
の
か
）
、

分
布
状
況
（
著
老
は
日
本
人
地
主
の
分
布
を
規
定
し
た
原
因
と
し
て
、
臼
本

側
の
一
方
的
な
条
件
し
か
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
）
等
を
科
学
的
に
把

握
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
激
闘
農
民
運
動
の
歴
史
的
意
義
及
び

そ
の
勝
利
へ
の
展
望
も
明
ら
か
に
し
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
確
か

に
こ
う
し
た
作
業
は
現
在
の
研
究
水
準
か
ら
み
て
、
一
人
の
研
究
者
の
よ
く

成
し
得
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
植
民
地
的
原
蓄
過
程
の
分

析
の
欠
如
と
い
う
問
題
は
単
に
「
な
い
も
の
ね
だ
り
」
と
了
う
だ
け
で
は
済

ま
さ
れ
な
い
、
著
者
の
方
法
論
的
弱
点
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る

（
こ
の
点
後
述
）
。

　
次
に
第
三
の
課
題
翻
原
住
民
地
主
に
対
す
る
闘
争
に
つ
い
て
は
断
片
的
に

触
れ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
殆
ん
ど
ス
ペ
ー
ス
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
こ

れ
は
三
植
民
地
に
お
け
る
農
民
運
動
を
抗
日
農
民
運
動
と
し
て
捉
え
よ
う
と

す
る
著
者
の
方
法
か
ら
み
て
、
或
る
意
味
で
は
当
然
の
こ
と
か
も
知
れ
な
い

が
、
抗
日
の
側
面
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
原
住
民
地
主
に
対
す
る

農
民
闘
争
に
つ
い
て
の
や
や
強
引
な
解
釈
が
臼
に
つ
く
。
例
え
ば
、
八
五
頁

に
お
い
て
、
台
湾
に
お
け
る
最
初
の
農
民
争
議
が
、
形
式
上
で
は
あ
れ
台
湾

人
の
経
営
す
る
製
糖
会
社
を
対
象
と
し
て
闘
わ
れ
た
理
由
と
し
て
、
日
帝
権

力
が
直
接
背
後
に
控
え
て
い
な
い
た
め
饗
民
が
自
己
の
要
求
を
貫
徹
し
や
す

い
と
判
断
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
実
証
ぬ
き
で
こ
の

よ
う
に
速
断
し
う
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
二
六
六
、
二
七
二
～
三
頁
で
は
朝
鮮

の
全
羅
南
北
道
に
お
け
る
郡
別
の
小
作
争
議
状
況
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
の
記
述
に
依
れ
ば
朝
鮮
人
大
地
主
に
対
す
る
小
作
争
議
が
先
導
的
役
割
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を
果
た
し
た
郡
が
か
な
り
あ
る
こ
と
に
な
る
の
に
、
そ
の
こ
と
の
意
味
は
全

く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
強
引
さ
の
問
題
は
別
と
し
て
も
、
台

湾
と
朝
鮮
を
比
較
し
た
場
合
、
前
者
の
方
が
対
日
本
人
地
主
闘
争
が
全
農
民

運
動
の
中
で
よ
り
決
定
的
意
味
を
も
っ
た
よ
う
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者

に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
そ
う
は
言
え
な
い
の
は
な
ぜ
か
、
ま
た
よ
り
基
本
的

に
は
、
原
住
民
地
主
と
小
作
人
間
の
闘
争
の
全
体
像
を
控
観
す
る
の
に
、
果

た
し
て
日
本
人
の
手
に
な
る
史
料
の
み
に
依
拠
す
る
の
が
正
し
い
方
法
な
の

か
と
い
う
よ
う
な
点
が
、
疑
問
と
し
て
残
る
。
特
に
後
者
の
問
題
は
非
常
に

重
要
な
問
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
ま
で
全
く
と
雷
っ
て
よ
い
ほ
ど

手
が
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
原
住
民
間
に
お
け
る
地
主
・
小
作
関
係
、
階

級
対
立
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
カ
て
い
な
い
現
段
階
で
は
、
対
日
本
人
地
主

闘
争
と
対
原
住
民
地
主
闘
争
の
正
当
な
位
置
づ
け
、
及
び
両
者
の
ダ
イ
ナ
ミ

ズ
ム
は
把
握
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
第
四
の
課
題
は
、
台
湾
に
お
い
て
は
嘉
南
大
洲
工
事
反
対
闘
争
や
、
甘
蘇

の
自
由
販
売
を
要
求
す
る
小
地
主
ま
で
も
含
め
た
闘
争
の
分
析
を
通
じ
て
、

ま
た
朝
鮮
に
お
い
て
は
水
利
組
合
反
対
闘
争
や
定
平
農
民
組
合
の
納
税
拒
否

闘
争
の
分
析
等
を
通
じ
て
、
一
定
の
追
求
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
日

新
に
よ
る
租
税
政
策
や
垂
耳
施
設
整
備
の
た
め
の
諸
事
業
が
、
植
民
地
に
お

け
る
原
始
的
嬉
戯
の
有
力
な
横
紆
と
し
て
作
用
し
た
こ
と
、
甘
簾
や
綿
花
・

繭
の
自
由
販
売
禁
止
政
策
が
商
業
的
農
業
の
自
由
な
展
開
を
抑
圧
し
た
こ
と
、

更
に
こ
れ
ら
の
政
策
が
小
作
農
民
の
み
な
ら
ず
自
作
・
窟
農
層
や
一
部
の
地

主
層
の
利
害
と
も
矛
盾
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、

植
民
地
に
お
け
る
農
畏
運
動
を
特
徴
づ
け
る
決
定
的
要
覧
の
一
つ
と
し
て
第

四
の
課
題
に
つ
い
て
は
も
っ
と
系
統
的
な
追
求
が
な
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

　
以
上
、
四
つ
の
課
題
の
各
々
に
つ
い
て
問
題
点
を
指
摘
し
て
き
た
わ
け
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
上
述
の
諸
問
題
点
が
生
じ
た
原
因
を
考
え
て
み
る
こ
と

に
し
よ
う
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
も
は
や
著
者
の
課
題
設

定
の
枠
内
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
で
き
ず
、
著
者
の
課
題
設
定
そ
の
も
の

を
無
上
に
上
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
著
者
は
前
著
の
「
あ
と
が
き
」
に
お
い
て
今
後
の
課
題
を
六
点
に
亙
っ
て

列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
本
書
は
そ
の
う
ち
の
第
三
の
課
題
、
　
「
植
民
地
小
作

農
民
の
斑
族
運
動
・
農
民
運
動
の
展
開
過
程
を
、
日
本
帝
国
主
義
の
植
民
地

弾
圧
体
系
と
の
構
造
的
関
連
の
も
と
に
検
討
す
る
こ
と
」
（
前
著
二
六
七
頁
）

を
目
的
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
六
つ
の
課
題
の
う
ち

第
三
の
課
題
を
優
先
的
に
取
上
げ
ら
れ
た
著
者
の
積
極
的
意
図
は
ど
こ
に
あ

る
の
か
、
ま
た
そ
う
し
た
半
里
の
課
題
認
識
は
妥
当
な
も
の
で
あ
る
の
か
否

か
こ
そ
が
、
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

の
著
老
の
考
え
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
筆
者
と
し
て
は
前
著
の
成

果
を
抗
日
農
民
運
動
の
研
究
に
活
か
す
た
め
に
は
、
い
く
つ
か
の
媒
介
項
が

必
要
で
あ
り
、
両
者
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
直
結
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
る
。
筆
者
は
前
著
で
今
後
の
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
次
の

二
点
に
注
目
し
た
い
。
一
つ
は
、
植
民
地
小
作
農
民
の
農
業
経
営
の
展
開
溝

造
・
生
産
力
的
基
礎
の
分
析
の
必
要
性
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
植
民
地
の
日

本
地
主
制
と
警
手
民
相
互
間
の
地
主
制
と
の
相
互
作
用
的
関
連
の
検
討
の
必

要
性
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
課
題
に
つ
い
て
一
定
の
見
通
し
を
持
っ
て
お
く

こ
と
は
、
綿
織
農
民
運
動
の
研
究
に
際
し
て
不
可
欠
の
作
業
で
あ
る
と
考
え

る
の
は
筆
者
の
独
断
で
あ
ろ
う
か
。
否
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
著
者
自
身
、
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評書

本
書
に
お
い
て
「
旧
植
民
地
農
民
の
降
級
構
成
の
分
析
は
、
抗
日
農
民
運
動

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

検
討
の
基
本
的
前
提
で
あ
る
」
　
（
四
九
〇
頁
。
傍
点
引
用
者
）
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
農
民
の
階
級
構
成
の
分
析
と
い
う
基
本
的
前
提
作

業
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
原
因
は
、
単
に
現
在
の
研
究
水
準
や
史
料

の
制
約
と
い
う
要
因
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
著

者
の
方
法
論
自
体
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
前
著
に
お
い
て
も
本
書
に
お
い
て
も
、
何
度
も
繰

返
さ
れ
て
い
る
シ
ェ
ー
マ
、
即
ち
植
民
地
に
お
い
て
は
民
族
矛
盾
が
階
級
矛

盾
を
覆
い
尽
く
す
と
い
う
著
者
の
シ
ェ
ー
マ
で
あ
る
。
確
か
に
植
民
地
に
お

い
て
は
、
支
配
属
と
被
支
配
国
の
民
族
矛
盾
が
矛
盾
の
主
要
な
側
面
を
な
す

の
で
は
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
民
族
矛
盾
の
み
を
一
動
的
に
重
視
す
る

の
は
誤
り
で
あ
る
。
本
書
の
最
初
の
所
で
強
調
さ
れ
て
い
る
、
植
民
地
に
お

け
る
民
族
問
題
は
本
質
的
に
は
農
民
聞
題
で
あ
る
と
い
う
命
題
の
真
髄
は
、

植
民
地
に
お
け
る
民
族
問
題
を
世
界
的
規
模
に
お
け
る
階
級
矛
盾
の
一
環
と

し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
各
植
民
地
に
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ヘ
　
　
　
へ

お
け
る
階
級
矛
盾
と
民
族
矛
盾
の
独
自
な
絡
み
合
い
方
こ
そ
が
、
七
時
社
会

の
分
析
や
民
族
解
放
運
動
の
戦
略
に
と
っ
て
決
定
的
意
味
を
も
つ
と
理
解
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
著
老
の
シ
ェ
ー
マ
の
た
て
方
で
は
、
階
級
矛

盾
と
民
族
矛
盾
の
絡
み
合
い
の
究
弱
と
い
う
視
野
は
後
景
に
退
い
て
し
ま
う

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
著
者
の
方
法
論
的
誤
り
の
も
う
一
つ
の
原
因
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
現
在

の
日
本
に
お
け
る
旧
植
民
地
史
研
究
の
意
義
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
　
「
満

州
レ
を
除
い
て
台
湾
∵
朝
鮮
の
場
合
は
、
瞬
帝
に
よ
る
侵
略
の
問
麺
が
反
省

す
べ
き
過
去
の
問
題
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
す
ぐ
れ
て
現
在
的
な
問
題
で
あ

る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
旧
植
民
地
時
代
の
農
業
・
農
民
運
動
の
分
析
と
難
も
、

解
放
後
の
襲
民
闘
争
や
土
地
改
革
及
び
そ
の
後
の
農
業
構
造
の
変
動
等
の
問

題
を
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は

植
民
地
時
代
に
お
け
る
中
國
人
・
朝
鮮
人
地
主
の
存
在
構
造
や
農
罠
の
階
級

構
成
の
分
析
が
必
要
で
あ
る
し
、
癖
豊
前
に
お
い
て
農
民
た
ち
が
ど
れ
だ
け

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

階
級
的
に
成
長
し
て
い
た
の
か
を
確
定
し
て
お
く
こ
と
は
、
解
放
後
の
歴
史

研
究
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
視

野
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
植
民
地
時
代
と
現
在
に
お
け
る
日
本
と

申
国
・
朝
鮮
と
の
民
族
的
矛
盾
の
相
違
を
明
確
に
掘
等
し
う
る
で
あ
ろ
う
し
、

現
在
の
旧
植
民
地
支
配
賛
美
論
を
根
底
的
に
批
判
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
　
（
台

湾
に
つ
い
て
は
よ
く
知
ら
な
い
が
、
最
近
韓
国
で
は
日
里
下
の
農
業
史
と
解

放
後
の
農
業
史
と
を
一
貫
し
た
論
理
の
下
で
把
握
し
よ
う
と
す
る
研
究
が
進

め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
浅
鴎
氏
の
前
著
に
製
す
る
金
文
植
氏
の
書
評
1

『
韓
国
史
研
究
』
四
庸
収
、
｝
九
六
九
年
、
ソ
ウ
ル
ー
や
、
李
英
墨
跡
の

『
寸
法
近
代
土
地
制
度
史
研
究
』
一
｝
九
六
八
年
、
ソ
ウ
ル
ー
等
に
そ

の
よ
う
な
問
題
意
識
が
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
）

　
以
上
、
筆
者
の
本
書
に
対
す
る
批
判
点
を
再
度
要
約
し
て
お
く
と
、
第
一

に
蓬
田
農
民
運
動
の
前
提
と
し
て
の
「
植
民
地
的
な
原
始
的
蓄
積
」
の
あ
り

方
と
、
そ
の
下
で
形
成
さ
れ
て
く
る
農
民
の
階
級
構
成
の
究
明
の
必
要
性
、

第
二
に
旧
植
民
地
史
研
究
に
お
け
る
現
在
的
視
点
の
確
立
の
必
要
性
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
何
れ
も
筆
者
も
含
め
た
研
究
者
全
体
の
課
題
で
あ
る
と
言

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
（
A
5
判
・
四
九
〇
頁
・
一
九
七
三
年
九
月
刊
・
架
来
社
・
三
五
〇
〇
円
）
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