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は
じ
め
に

　

一
九
九
六
年
に
抗
戦
期
の
国
民
党
系
の
文

学
・
芸
術
、
学
術
活
動
を
解
明
し
た
『
十
五
年

戦
争
期
の
中
国
文
学
』（
以
下
『
戦
争
期
』
と
略

称
）
を
世
に
問
う
た
阪
口
直
樹
氏
が
、
こ
の
度

『
中
国
現
代
文
学
の
系
譜―

―

革
命
と
通
俗
を

め
ぐ
っ
て
』（
以
下
『
系
譜
』
と
略
称
）
を
上
梓
し

た
。
こ
れ
は
、
五
年
前
に
胃
の
全
摘
手
術
を
行

な
っ
て
か
ら
、
一
進
一
退
す
る
病
状
と
格
闘
す

る
傍
ら
、三
十
年
余
に
及
ぶ
探
究
の
成
果
を「
革

命
と
通
俗
」
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
現
代
文
学
の

系
譜
と
し
て
秩
序
づ
け
た
、
阪
口
氏
の
研
究
の

集
大
成
と
い
え
る
。
中
国
文
芸
研
究
会
と
い
う

場
を
通
じ
て
、
阪
口
氏
の
研
究
を
時
に
は
舞
台

裏
も
含
め
て
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
で
観
察
す
る
機

会
を
得
て
き
た
評
者
と
し
て
も
、『
系
譜
』
と

と
も
に
来
し
方
を
振
り
返
っ
て
や
は
り
感
慨
を

禁
じ
え
な
い
。

阪
口
直
樹
著

中
国
現
代
文
学
の
系
譜

―
―

革
命
と
通
俗
を
め
ぐ
っ
て
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現
代
中
国
文
学
研
究
三
十
年
の
軌
跡

斎
藤
敏
康

　

こ
こ
で
は
、
こ
の
三
〇
年
間
の
現
代
中
国
文

学
研
究
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
問
題
状
況
に
阪

口
氏
の
研
究
を
位
置
づ
け
な
が
ら
、『
系
譜
』

が
明
ら
か
に
し
た
も
の
を
考
え
て
み
た
い
。

（
一
）『
系
譜
』
の
構
成

　
『
系
譜
』
の
全
体
像
を
窺
う
た
め
に
、
ま
ず

第
四
編
を
除
く
目
次
を
紹
介
す
る
。

第
一
編　

総
論

Ⅰ
現
代
中
国
文
学
研
究
の
五
〇
年
①

Ⅱ
〝
民
国
文
学
史
〞
の
構
想
と
課
題
②

Ⅲ
〝
救
国
〞
と
〝
通
俗
〞
の
相
克―

―

二
〇

世
紀
前
半
の
小
説
③

第
二
編　

民
国
期
の
文
学

Ⅰ
反
〝
俗
〞
の
文
学
集
団―

―
学
衡
派
④

Ⅱ
〝
文
芸
大
衆
化
論
争
〞
と
瞿
秋
白
の
位
置

⑤

Ⅲ
比
較
〝
大
衆
の
文
学
〞
論―

―

日
本
と

中
国
の
場
合
⑥

Ⅳ
二
つ
の
〝
救
国
〞
宣
言
を
め
ぐ
っ
て

―
―

文
学
界
の
上
海
事
変
へ
の
対
応
か

ら
⑦

Ⅴ
〝
民
族
形
式
〞
を
め
ぐ
る
論
争―

―

文

芸
大
衆
化
問
題
の
再
燃
と
〝
発
展
〞
⑧

Ⅵ
陳
蝶
衣
の
通
俗
文
芸
論
を
め
ぐ
っ
て
⑨

Ⅶ
四
〇
年
代
抗
戦
文
学
と
「
特
務
」
形
象

―
―

通
俗
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
⑩

Ⅷ
〝
国
統
区
〞
文
化
活
動
に
お
け
る
〝
西

南
劇
展
〞
の
位
置
⑪

第
三
編　

建
国
後
の
文
学

Ⅰ
蕭
也
牧
と
〝
建
国
初
期
〞
の
中
国
文
芸

界
⑫

Ⅱ
中
国
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
体
制
の
確

●
『
東
方
』
二
八
五
号
よ
り
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立
へ―

―

胡
風
批
判
の
一
側
面
⑬

Ⅲ
茅
盾
と
青
年
作
家
育
成
政
策―

―

劉
紹
棠

へ
の
対
応
を
中
心
に
⑭

Ⅳ
一
九
五
八
年
中
国
新
民
歌
運
動
の
再
検
討

―
―

文
芸
大
衆
化
の
視
点
か
ら
⑮

Ⅴ
李
建
の
『
劉
志
丹
』
を
め
ぐ
っ
て―

―

一

九
六
二
年
中
国
当
代
文
学
の
一
状
況
⑯

Ⅵ
文
革
後
期
に
お
け
る
文
学
の
様
相

一
、
復
刊
『
人
民
文
学
』
第
一
〜
一
四
期

の
〝
評
論
〞
に
み
る
い
く
つ
か
の
特
徴

⑰
二
�
紹
介
『
輝
か
し
い
道
』
⑱

Ⅶ
湖
北
文
学
事
情
⑲

     (

※
①
〜
⑲
は
便
宜
的
な
通
し
番
号)

　

第
四
編
に
は
、「
書
評
そ
の
他
」
と
題
し
て

樽
本
照
雄
著
『
初
期
商
務
印
書
館
研
究
』
書
評

を
は
じ
め
九
篇
の
文
章
が
収
め
ら
れ
て
い
て
、

一
連
の
書
評
を
通
じ
た
台
湾
文
学
に
つ
い
て
の

考
察
な
ど
見
る
べ
き
指
摘
も
存
在
す
る
が
、
こ

こ
で
は
省
略
し
た
い
。

（
二
）
阪
口
直
樹
氏
の
研
究
生
活
三
十
年
と
二

つ
の
研
究
書

　
『
系
譜
』
に
収
め
ら
れ
た
最
も
初
期
の
論
文

は
、
文
芸
大
衆
化
論
争
に
お
け
る
瞿
秋
白
の
役

割
を
論
じ
た
⑤
で
あ
り
、
七
二
年
八
月
に
発
表

さ
れ
て
い
る
。
七
〇
年
代
前
半
は
ま
だ
文
化
大

革
命
が
続
い
て
い
た
。
多
く
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ

ア
が
文
革
礼
讃
に
走
る
な
か
で
、
現
代
文
学
研

究
に
お
い
て
は
文
革
勢
力
が
「
暴
い
た
」
三
〇

年
代
文
学
論
に
対
す
る
批
判
的
検
証
な
い
し
実

証
的
反
論
が
大
き
な
課
題
と
し
て
意
識
さ
れ
て

い
た
。
こ
の
課
題
意
識
の
も
と
で
、『
東
洋
文

化
』
四
四
号
や
五
二
、
五
六
号
の
「
一
九
三
〇

年
代
中
国
文
学
特
集
」
所
載
の
充
実
し
た
論
稿

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、左
翼
作
家
連
盟
（
左
連
）

を
中
心
と
す
る
三
〇
年
代
文
学
に
関
す
る
優
れ

た
研
究
は
む
し
ろ
日
本
で
展
開
さ
れ
て
い
た
。

七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
の
阪
口
氏

の
文
芸
大
衆
化
論
争
に
関
す
る
研
究
（
⑤
⑥
⑧

八
二
、
八
六
、
八
七
）
も
、
こ
う
し
た
文
脈
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

文
革
の
た
だ
な
か
に
在
っ
て
そ
れ
に
同
調

せ
ず
、
そ
こ
で
起
こ
っ
て
い
る
文
化
芸
術
を
め

ぐ
る
事
態
に
つ
い
て
も
批
判
的
な
眼
差
し
を
注

い
で
い
た
研
究
者
に
と
っ
て
、
中
国
革
命
が
文

革
と
い
う
カ
タ
ス
ト
ロ
ー
フ
に
帰
着
し
た
、
そ

の
現
実
を
前
に
し
て
、
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
問

題
が
見
え
隠
れ
し
て
い
た
〝
解
放
後
〞
一
七
年

の
文
学
・
芸
術
に
批
判
的
視
座
が
溯
及
す
る
こ

と
も
ま
た
当
然
で
あ
っ
た
。
文
革
勢
力
が
、
一

七
年
の
文
学
を
基
本
的
に
「
二
つ
の
路
線
の
闘

争
」
と
し
て
描
き
出
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ

の
意
味
か
ら
も
建
国
後
文
学
の
再
検
討
は
不
可

避
で
あ
っ
た
。
三
〇
年
代
研
究
と
同
時
に
進
め

ら
れ
た
阪
口
氏
の
一
七
年
の
文
学
に
対
す
る
実

証
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
、
と
り
わ
け
胡
風
批
判
を

始
め
と
す
る
五
〇
年
代
の
一
連
の
文
芸
批
判
運

動
に
関
す
る
研
究
も
、
そ
の
よ
う
な
課
題
意
識

に
基
づ
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

企
図
は
、中
国
的
な「
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
」

論
の
検
討
と
も
絡
め
て
胡
風
批
判
を
論
じ
た
⑬

や
、
早
く
も
五
一
年
の
蕭
也
牧
「
私
達
夫
婦
の

間
」
批
判
に
、
そ
の
後
の
批
判
闘
争
の
雛
形
を

認
め
た
⑫
等
、
八
〇
年
代
中
葉
ま
で
に
執
筆
さ

れ
第
三
編
に
収
録
さ
れ
た
論
文
に
お
い
て
達
成

さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
阪
口
氏
の
研
究
が
躍
動
感
を
帯
び
て

く
る
の
は
、
八
〇
年
代
後
半
に
い
た
っ
て
か
ら

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
氏
の
三
〇
年
代
文

学
研
究
が
進
展
し
、
学
界
で
も
一
定
の
解
明
が

な
さ
れ
る
中
で
、「
左
連
中
心
史
観
」
は
三
〇
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年
代
文
学
の
実
相
を
捉
え
て
い
る
か
と
い
う
疑

問
が
氏
の
研
究
課
題
に
昇
華
す
る
こ
と
か
ら
始

ま
る
。
す
で
に
文
革
勢
力
が
暴
露
・
批
判
を
繰

り
広
げ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
〇
年
代
を
「
輝

か
し
い
左
連
の
十
年
」
と
す
る
そ
れ
ま
で
の

権
威
的
な
学
説
は
崩
れ
て
い
た
が
、
竹
内
実
氏

の
第
三
種
人
論
争
（
六
六
）
や
丸
山
昇
氏
の
国

防
文
学
論
争
研
究
（
七
二･
七
六
）
を
通
じ
て
、

三
〇
年
代
論
争
を
そ
こ
に
内
在
し
て
い
た
論
理

に
よ
っ
て
捉
え
る
と
同
時
に
、
対
象
を
左
連
の

周
辺
へ
広
げ
よ
う
と
す
る
動
向
が
生
ま
れ
て
い

た
。
そ
の
際
に
着
目
さ
れ
た
の
が
『
現
代
』
と

い
う
雑
誌
で
あ
っ
た
。
一
九
七
〇
年
頃
に
は
左

連
系
の
雑
誌
を
除
け
ば
、
三
〇
年
代
初
頭
の
文

壇
状
況
を
曲
が
り
な
り
に
も
俯
瞰
で
き
る
資
料

と
い
え
ば
『
現
代
』
く
ら
い
し
か
見
当
た
ら
な

か
っ
た
と
い
う
面
も
あ
る
が
、
特
定
の
政
党
政

派
の
主
張
に
従
わ
な
い
こ
と
を
謳
っ
た『
現
代
』

は
当
時
の
研
究
者
に
三
〇
年
代
文
学
の
広
や
か

な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
示
し
て
も
い
た
。
こ

う
し
て
、
三
〇
年
代
研
究
か
ら
民
国
期
全
体
を

視
野
に
置
き
な
が
ら
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
、
鴛

鴦
蝴
蝶
派
、
国
統
区
・
国
民
党
系
文
学
、
淪
陥

区
文
学
等
へ
と
広
が
っ
て
い
っ
た
研
究
の
成
果

が
八
〇
年
代
に
い
た
っ
て
現
れ
は
じ
め
る
。

　

阪
口
氏
も
ま
た
こ
の
時
期
の
問
題
状
況
を

非
常
に
鋭
く
共
有
し
た
一
人
で
あ
る
。
こ
う
し

た
問
題
状
況
へ
の
氏
独
自
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
跡

は
、
す
で
に
七
四
年
に
書
か
れ
た
⑧
の
論
文
に

見
る
こ
と
が
で
き
る
。八
〇
年
代
に
は
い
っ
て
、

阪
口
氏
は
こ
こ
か
ら
扇
形
に
い
く
つ
か
の
テ
ー

マ
を
同
時
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
現
代

文
学
像
の
再
構
築
を
め
ぐ
る
課
題
で
あ
っ
た
。

当
時
、
中
国
で
も
「
流
派
文
学
史
観
」
な
ど
が

現
れ
、
続
い
て
「
重
写
現
代
文
学
史
」
の
議
論

が
起
こ
っ
て
く
る
こ
と
も
、
阪
口
氏
に
と
っ
て

刺
激
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
阪
口（
八
一
）

は
、
中
国
文
芸
研
究
会
有
志
が
初
め
て
中
国
旅

行
を
行
な
い
、
中
山
大
学
で
陸
一
帆
教
授
と
現

代
・
当
代
文
学
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
し
た
時

の
記
録
で
あ
る
が
、
阪
口
氏
が
そ
れ
ま
で
の
氏

自
身
の
研
究
も
踏
ま
え
て
、
現
代
文
学
史
全
体

を
、
こ
れ
ま
で
の
革
命
運
動
史
か
ら
パ
ラ
ダ
イ

ム
・
シ
フ
ト
し
う
る
と
確
信
す
る
端
緒
は
こ
の

あ
た
り
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
テ
ー
マ
は
後
述
す

る
国
民
党
系
文
化
思
潮
研
究
を
経
て
、
九
五
年

の
『
図
説　

中
国
二
〇
世
紀
文
学
』
に
及
び
、

さ
ら
に
近
年
に
も
の
さ
れ
た
①
②
③
の
仕
事
へ

と
、
文
学
史
と
し
て
は
未
完
成
で
は
あ
る
が
、

一
つ
の
結
実
を
見
る
の
で
あ
る
。

　

阪
口
氏
が
、
こ
の
よ
う
に
独
自
に
現
代
文
学

展
開
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
構
想
す
る
上
で
大
き

な
影
響
を
受
け
た
の
は
、
李
沢
厚
の
所
謂
「
啓

蒙
と
救
国
の
二
重
変
奏
」（
李
沢
厚
八
七
、
翻
訳

は
坂
元
ひ
ろ
子
他
八
九
）
で
あ
る
。
中
国
の
危

機
が
招
い
た
中
国
人
の
「
文
化
心
理
構
造
」
に

お
い
て
、「
救
国
」
は
「
啓
蒙
」
を
圧
倒
し
た
。

救
国
の
思
想
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
も
哲
学

的
、
理
論
的
に
深
化
す
る
の
で
は
な
く
、
戦
略

的
、
実
用
的
に
採
用
さ
れ
た
、
と
い
う
李
沢
厚

の
理
論
を
経
て
、
阪
口
氏
は
一
つ
に
は
圧
倒
さ

れ
た
「
啓
蒙
」
の
分
野
に
研
究
の
方
向
を
定
め

た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
国
民
党
系
の
文
化
潮
流

を
追
っ
た
前
著
『
戦
争
期
』
と
し
て
ま
と
め
上

げ
ら
れ
る
。
今
一
つ
は
、「
救
国
」
と
「
啓
蒙
」

の
二
重
変
奏
を
「
革
命
」
と
「
通
俗
」
の
二
重

変
奏
と
し
て
リ
ラ
イ
ト
し
た
。
こ
れ
は
、
三
〇

年
代
大
衆
文
学
論
、民
族
主
義
文
学（
⑭
⑯
⑱
）、

建
国
初
期
の
文
学
と
革
命
を
め
ぐ
る
摩
擦
、
鴛

鴦
蝴
蝶
派
（
⑮
）
等
の
幅
広
い
対
象
へ
の
関
心

と
研
究
に
立
脚
し
た
阪
口
氏
の
、
中
国
現
代
文
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学
展
開
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
関
わ
る
独
自
な
着

想
で
あ
り
、「
発
見
」
で
あ
る
。『
系
譜
』
の
副

題
は
勿
論
単
な
る
思
い
つ
き
で
は
な
く
、
現
代

文
学
が
そ
の
よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
お
い
て

把
握
さ
れ
う
る
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
が
、
そ

れ
は
阪
口
氏
の
よ
う
に
一
貫
し
た
視
点
に
よ
る

多
方
面
の
蓄
積
が
あ
っ
て
こ
そ
初
め
て
可
能
に

な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

阪
口
氏
の
固
有
の
角
度
か
ら
い
え
ば
、
氏
は

「
左
連
中
心
史
観
」
へ
の
疑
問
に
発
し
、
茅
盾

の
国
防
文
学
論
戦
へ
の
関
わ
り
や
『
腐
蝕
』『
子

夜
』
の
検
討
を
通
じ
て
本
格
的
な
国
民
党
文
化

思
潮
研
究
へ
と
進
ん
で
い
る
。
他
方
、
八
〇
年

代
以
降
は
民
国
史
研
究
の
飛
躍
的
な
進
展
と
い

う
学
界
の
研
究
状
況
の
変
化
が
あ
り
、
阪
口
氏

の
研
究
（『
戦
争
期
』）
も
、
民
国
史
の
「
革
命

パ
ラ
ダ
イ
ム
か
ら
の
離
脱
の
試
み
」（
西
村
茂
雄

（
九
八
））の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
も
で
き
る
。

そ
の
『
戦
争
期
』
が
阪
口
氏
の
最
も
独
創
的
な

研
究
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
そ

の
研
究
に
と
っ
て
転
機
に
な
っ
た
の
が
、
八
七

年
の
武
漢
大
学
に
お
け
る
研
修
で
あ
っ
た
こ
と

も
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
当
時
の
「
中
国
文
芸
研

究
会
会
報
」
に
載
っ
た
「
珞
珈
山
の
麓
よ
り
」

（
第
四
編
所
収
）や
⑪
か
ら
は
、エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ

に
奮
闘
す
る
阪
口
氏
の
熱
気
が
生
き
生
き
と
伝

わ
っ
て
く
る
。

　

ま
た
『
戦
争
期
』
に
お
け
る
国
民
党
文
化
思

潮
研
究
の
熱
気
は
『
系
譜
』
に
も
引
き
継
が
れ

て
い
て
、
④
⑨
⑩
⑪
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
特
に

④
は
学
衡
派
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
、『
戦

争
期
』
に
収
め
ら
れ
た
戦
国
派
研
究
と
と
も
に

文
学
研
究
の
観
点
か
ら
民
国
期
の
学
術
に
踏
み

込
ん
で
時
代
の
文
化
潮
流
の
特
徴
を
明
ら
か
に

し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
今
後
の
深
化
が
期
待

さ
れ
る
。
か
つ
て
五
四
運
動
の
中
で
作
家
と
し

て
の
出
発
を
と
げ
た
謝
冰
心
は
、
当
時
を
振
り

返
っ
て
「
大
学
の
門
を
入
る
と
、
私
の
足
は
教

室
へ
は
向
か
わ
ず
に
、
い
つ
も
学
生
会
の
部
屋

へ
と
向
か
っ
て
い
た
」
と
述
べ
た
が
、
比
喩
的

に
い
え
ば
、
そ
の
時
教
室
で
は
ど
の
よ
う
な
講

義
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の
か
を
視
野
の
外
に
置

い
た
ま
ま
で
「
民
国
期
の
文
化
潮
流
」
を
論
ず

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
次
の
こ
と
も
一
言
し
て
お
く
べ
き
だ

ろ
う
。
そ
れ
は
、
阪
口
氏
の
国
民
党
文
化
思
潮

研
究
は
確
か
に
「
左
連
離
れ
」
に
は
違
い
な
い

け
れ
ど
も
、
一
般
に
は
「
左
連
離
れ
」
か
ら
社

会
文
化
史
を
ベ
ー
ス
に
し
た
研
究
へ
シ
フ
ト
す

る
傾
向
が
強
く
な
る
中
で
、阪
口
氏
の
場
合
は
、

三
〇
年
代
の
文
学
や
学
術
の
磁
場
に
お
け
る
政

治
権
力
の
問
題
を
決
し
て
捨
象
し
て
い
な
い
こ

と
で
あ
る
。
時
代
の
政
治
権
力
の
移
動
や
帰
趨

を
研
究
の
視
野
の
内
に
捉
え
て
い
る
そ
の
視
線

は
、
氏
が
研
究
の
対
象
と
し
て
い
る
当
時
の
中

国
の
文
学
者
や
文
化
人
が
保
持
し
て
い
た
視
線

と
も
重
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
『
系
譜
』
の
全
体
を
通
観
し
て
み
て
、
第
二

編
の「
民
国
期
の
文
学
」に
配
さ
れ
た
論
文
は
、

国
民
党
と
共
産
党
、
あ
る
い
は
革
命
と
通
俗
の

複
雑
な
絡
み
に
分
け
入
っ
て
い
て
、
重
厚
な
読

後
感
が
残
る
。
し
か
し
、
第
三
編
の
「
建
国
後

の
文
学
」
は
、
蕭
也
牧
に
関
す
る
論
文
な
ど
、

評
者
に
は
好
も
し
い
と
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
も
あ

る
が
、
全
体
と
し
て
〝
状
況
整
理
〞
の
域
を
出

な
い
。
そ
れ
は
、
七
〇
年
代
の
比
較
的
早
期
の

著
作
が
多
数
を
占
め
る
と
い
う
理
由
の
他
に
、

阪
口
氏
に
毛
沢
東
「
文
芸
講
話
」
に
対
す
る
正

面
か
ら
の
分
析
が
欠
け
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と

い
う
気
が
す
る
。
氏
が
個
別
に
積
み
上
げ
た
建

国
時
期
の
諸
論
考
を
踏
ま
え
て
、「
文
芸
講
話
」

の
歴
史
的
意
味
に
つ
い
て
論
じ
て
お
く
必
要
が
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あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　
〝
資
料
〞
を
追
い
か
け
〝
資
料
〞
と
格
闘
し

つ
つ
齷
齪
と
日
を
過
ご
す
の
が
、
い
つ
の
世
も

変
わ
ら
ぬ
研
究
者
の
定
め
で
は
あ
ろ
う
が
、
阪

口
氏
を
含
め
て
文
革
と
そ
の
後
の
四
半
世
紀
を

中
国
と
付
き
合
っ
て
き
た
者
に
は
、〝
資
料
〞

に
つ
い
て
ま
た
ひ
と
し
お
の
想
い
が
あ
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
文
革
時
代
は
資
料
封
鎖
・

凍
結
の
時
代
、
書
店
に
は
魯
迅
と
毛
語
録
し
か

な
か
っ
た
。
漸
く
文
革
が
終
了
し
、
竹
の
カ
ー

テ
ン
の
綻
び
か
ら
出
始
め
た
資
料
や
情
報
に

一
喜
一
憂
し
た
八
〇
年
代
、
そ
し
て
洪
水
の
よ

う
に
情
報
が
溢
れ
る
九
〇
年
代
か
ら
こ
の
方
。

そ
の
中
で
、
阪
口
氏
は
〝
資
料
〞
に
つ
い
て
人

一
倍
敏
感
で
あ
っ
た
と
い
う
印
象
が
あ
る
。
文

学
（
史
）
研
究
も
実
証
科
学
と
し
て
の
側
面
を

持
つ
以
上
、
多
く
の
資
料
・
情
報
を
ど
う
選
択

し
解
釈
す
る
か
は
研
究
の
生
命
線
で
あ
る
。
昨

夜
立
て
た
論
理
が
、
今
朝
公
に
さ
れ
た
資
料
に

よ
っ
て
、
烏
有
に
帰
す
る
と
い
っ
た
事
態
も
な

く
は
な
か
っ
た
時
期
、
抜
き
刷
り
を
「
秘
匿
」

し
た
く
な
る
気
持
ち
は
分
か
ら
ぬ
で
は
な
い

し
、
論
文
イ
コ
ー
ル
〝
ウ
ン
コ
〞
だ
と
斜
に
構

え
た
い
気
持
ち
も
よ
く
分
か
る
。
し
か
し
栄
養

素
を
吸
収
し
た
後
の
カ
ス
と
違
っ
て
、
論
文
は

そ
の
人
の
脳
味
噌
を
絞
っ
た
思
考
の
成
果
で
あ

り
認
識
の
到
達
点
で
あ
る
。
存
在
意
義
が
あ
る

限
り
適
切
な
位
置
づ
け
の
下
で
そ
れ
を
主
張
す

る
権
利
が
論
文
た
ち
に
は
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の

意
味
で
『
系
譜
』
に
収
め
ら
れ
た
阪
口
氏
の
論

文
は
「
著
者
の
コ
メ
ン
ト
」
に
エ
ス
コ
ー
ト
さ

れ
て
、
古
く
は
三
〇
年
以
上
前
の
論
文
ま
で
が

ほ
と
ん
ど
元
の
ま
ま
で
そ
の
存
在
意
義
を
今
日

に
主
張
し
え
て
い
る
こ
と
は
驚
き
で
あ
る
。

　

六
〇
年
代
後
半
に
中
国
文
学
研
究
を
志
し
、

文
革
批
判
を
己
の
研
究
者
と
し
て
の
原
点
に
据

え
た
者
の
小
気
味
よ
い
首
尾
一
貫
の
姿
勢
を
、

評
者
は
こ
こ
に
認
め
た
い
（
拙
文
は
中
国
文
芸

研
究
会
六
月
例
会
で
の
報
告
を
基
に
、
当
日
の
出

席
者
の
意
見
も
加
え
て
纏
め
た
も
の
で
あ
る
）
�

〔
付
記
〕阪
口
直
樹
氏
は
八
月
二
九
日
逝
去
さ
れ
た
。

六
月
の
例
会
が
氏
の
出
席
し
た
最
後
の
研
究
会
に

な
っ
た
。

【
関
連
論
文
】

阪
口
直
樹
（
八
一
）「
当
代
文
学
再
評
価
の
視
点
」

（『
野
草
』
二
八
号
）
／
（
八
二
）「
茅
盾
と
〝
文

芸
工
作
者
宣
言
〞」（『
野
草
』三
〇
号
）／（
八
六
）

「『
文
学
』と
茅
盾―

―

国
防
文
学
論
争
に
関
わ
っ

て
」（『
伊
藤
漱
平
教
授
退
官
記
念
中
国
論
集
』

汲
古
書
院
）
／
（
八
七
）「
初
期
国
防
文
学
論
争

に
お
け
る
徐
懋
庸
の
位
置―

―

〝
論
争
〞
時
期

区
分
の
試
論
を
か
ね
て
（『
同
志
社
外
国
文
学
研

究
』
四
五
・
四
六
号
）

李
沢
厚
（
八
七
）『
中
国
現
代
思
想
史
論
』

坂
元
ひ
ろ
子
他（
八
九
）『
中
国
の
文
化
心
理
構
造
』

（
平
凡
社
）

西
村
成
雄
（
九
八
）「
方
法
と
し
て
の
中
国
二
〇
世

紀
史
の
試
み―

―

阪
口
直
樹
著
『
十
五
年
戦
争

期
の
中
国
文
学
』
の
叙
述
に
即
し
て
」（『
野
草
』

六
一
号
）

竹
内
実
（
六
六
）「〝
第
三
種
人
〞
を
め
ぐ
る
論
争
」

（『
東
洋
文
化
』
四
一
号
）

丸
山
昇
（
七
二
）「〝
国
防
文
学
論
戦
〞
に
つ
い
て
」

（『
東
洋
文
化
』
五
二
号
）

丸
山
昇（
七
六
）「
周
揚
ら
に
よ
る
〝
歴
史
の
歪
曲
〞

に
つ
い
て―

―

国
防
文
学
論
戦
と
文
化
大
革
命
・

Ⅲ
」（『
東
洋
文
化
』
五
六
号
）

(

立
命
館
大
学)


