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は
じ
め
に

　
一
九
八
八
年
、
涯
暉
は
「
魯
迅
研
究
歴
史
批
判
」
と
い
う
論
文
の
中
で
、

一
九
八
〇
年
代
以
前
の
魯
迅
研
究
史
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
振
り
返
っ

て
い
る
。

　
魯
迅
像
は
中
国
政
治
革
命
の
指
導
者
に
よ
っ
て
、
革
命
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
も
し
く
は
文
化
的
権
威
と
し
て
打
ち
建
て
ら
れ
た
。
基
本
的
に
、

そ
の
後
の
一
切
の
魯
迅
研
究
は
、
わ
ず
か
に
こ
の
「
新
文
化
」
に
お
け

る
権
威
と
し
て
の
形
象
を
豊
か
で
確
固
た
る
も
の
に
し
た
に
す
ぎ
ず
、

そ
の
結
果
、
政
治
的
権
威
の
そ
れ
に
相
応
し
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
権

威
に
対
す
る
要
求
が
魯
迅
研
究
の
最
終
的
結
論
と
な
っ
た
。
魯
迅
研
究

そ
の
も
の
は
、
研
究
者
が
自
覚
す
る
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
あ
る
種
の
政

治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
性
質
を
備
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
（
－
）

　
一
九
八
〇
年
代
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と

い
う
概
念
は
、
党
派
も
し
く
は
政
治
勢
力
の
あ
る
種
の
理
論
体
系
を
意
味

し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
一
切
を
包
括
し
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
に
対
し
て
ア
プ

リ
オ
リ
で
、
権
威
的
、
聾
断
的
な
解
釈
を
与
え
た
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対

す
る
服
膚
は
、
人
々
が
独
自
に
思
考
す
る
権
力
を
放
棄
す
る
こ
と
、
思
想

の
能
力
を
喪
失
す
る
こ
と
す
ら
意
味
し
た
。
そ
の
た
め
、
「
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
」
は
、
人
々
の
想
像
力
や
創
造
力
を
束
縛
す
る
、
人
と
世
界
の
間
に
虚

構
さ
れ
た
「
想
像
上
の
関
係
」
を
提
供
し
た
。
し
か
し
、
「
新
時
期
」
の

知
識
人
に
関
し
て
言
え
ば
、
い
か
に
し
て
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
束
縛
か



ら
逃
れ
、
一
つ
の
真
実
の
世
界
、
真
の
魯
迅
を
見
つ
け
出
す
か
と
い
う
こ

と
が
、
魯
迅
研
究
の
核
心
的
任
務
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
人
々
は
こ
れ
ま

で
の
魯
迅
研
究
の
偏
向
を
強
調
し
、
「
党
の
魯
迅
」
、
「
民
族
の
魯
迅
」
つ

ま
り
十
分
に
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
」
さ
れ
た
魯
迅
に
は
、
魯
迅
の
独
自
性

も
「
魯
迅
の
実
体
」
も
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
、
歴
史
を
振
り
返
れ
ば
、
一
九
八
〇
年
代
、
「
真
の
」
魯
迅
や

「
実
体
あ
る
」
魯
迅
を
追
求
す
る
上
で
も
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
の
影
響
は

免
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
八
〇
年
代
の
魯
迅
研
究
者
は
九
〇
年
代
以
降

多
か
れ
少
な
か
れ
魯
迅
観
を
改
め
、
革
命
文
化
に
よ
る
魯
迅
に
対
す
る
権

威
的
解
釈
に
つ
い
て
の
考
え
を
も
改
め
た
。
我
々
も
、
八
〇
年
代
の
魯
迅

研
究
が
当
時
の
二
大
思
潮
で
あ
る
啓
蒙
主
義
と
現
代
主
義
の
影
響
を
受
け

て
い
た
こ
と
は
よ
く
理
解
し
て
い
る
。
現
代
主
義
は
新
し
い
魯
迅
研
究
の

動
力
を
提
供
し
た
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
魯
迅
研
究
自
体
が
八
〇

年
代
の
思
想
の
中
に
参
与
し
、
当
代
文
化
に
対
す
る
新
た
な
影
響
を
生
み

出
す
こ
と
と
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
八
〇
年
代
の
、
そ
れ
以
前
の
魯
迅
研
究
に
対
す
る
批
判
は
、

魯
迅
研
究
史
で
は
依
然
と
し
て
非
常
に
重
要
な
部
分
で
あ
る
。
江
暉
は
文

中
で
次
の
よ
う
な
非
常
に
有
効
な
指
摘
を
し
て
い
る
。
歴
史
上
、
魯
迅
精

神
に
対
し
て
深
い
体
験
や
理
解
を
も
つ
研
究
者
、
例
え
ば
漏
雪
峰
な
ど
は
、

魯
迅
精
神
の
中
の
、
あ
る
特
定
の
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
合
致
し
な
い

特
有
か
つ
複
雑
な
現
象
に
対
し
て
、
敏
感
な
発
見
を
し
た
が
、
し
か
し
、

そ
れ
は
支
配
的
な
思
想
の
影
響
を
受
け
た
た
め
に
魯
迅
の
独
特
な
精
神
現

象
、
例
え
ば
し
ば
し
ば
孤
独
や
寂
実
、
さ
ら
に
は
悲
観
や
絶
望
と
い
う
形

式
で
表
現
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
、
否
定
的
な
態
度
を
示
し
た
。
（
三
客
観

的
に
言
え
ば
、
魯
迅
の
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
解
釈
と
「
新
民
主
主
義
論
」

と
い
っ
た
、
研
究
を
指
導
す
る
綱
領
的
な
文
件
を
理
論
上
で
運
用
す
る
こ

と
と
の
間
に
は
、
革
命
時
代
に
あ
っ
て
す
ら
符
合
し
な
い
部
分
が
依
然
と

し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
革
命
時
代
の
魯
迅
に
対
す

る
解
釈
も
決
し
て
見
事
に
一
致
し
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
八
〇
年
代
に
も
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
内
部
に
お
い
て
、
硬
直
し

た
ド
グ
マ
の
束
縛
か
ら
逃
れ
、
魯
迅
に
対
す
る
評
価
を
調
整
し
よ
う
と
す

る
努
力
は
依
然
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
（
3
）
し
か
し
、
こ
れ
は
八
〇
年
代

の
魯
迅
研
究
の
進
行
過
程
と
は
一
致
し
て
い
な
か
っ
た
。
八
〇
年
代
の
魯

迅
研
究
は
、
魯
迅
の
感
性
的
な
経
験
や
精
神
的
特
質
の
全
て
を
明
ら
か
に

し
よ
う
と
、
既
存
の
大
き
な
枠
組
み
を
打
破
す
る
こ
と
に
尽
力
し
た
。

　
一
九
八
六
年
、
銭
理
群
は
五
〇
年
来
の
魯
迅
研
究
の
変
化
を
以
下
の
よ

う
に
描
い
て
い
る
。

　
も
し
も
、
一
九
四
〇
年
代
、
五
〇
年
代
、
六
〇
年
代
に
お
い
て
、

人
々
の
魯
迅
に
対
す
る
見
方
が
「
民
族
英
雄
」
と
し
て
の
魯
迅
と
い
う

一
面
に
集
中
し
、
単
方
向
的
な
思
惟
の
性
質
を
帯
び
て
い
た
と
す
る
な

ら
、
今
日
も
依
然
と
し
て
魯
迅
を
「
わ
が
民
族
の
偉
大
な
る
代
表
」
、

へ

義
主代現ろ鋤敷
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「
わ
が
民
族
の
優
れ
た
精
神
の
大
き
な
集
合
体
」
と
い
う
一
面
で
重
要

視
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
観
察
の
視
野
を
「
個
人
」
と
し
て
の

魯
迅
に
縮
小
さ
せ
て
、
「
自
我
」
つ
ま
り
魯
迅
の
独
創
的
な
思
想
形
態
、

心
理
素
質
、
性
格
、
感
情
な
ど
に
も
強
い
関
心
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
ま
た
真
理
を
探
る
人
類
の
偉
大
な
る
代
表
と
し
て
の
魯
迅
へ
と

拡
大
し
、
世
界
と
い
う
範
囲
か
ら
、
ま
た
人
類
の
思
想
発
展
史
と
い
っ

た
広
範
囲
の
時
間
、
空
間
か
ら
魯
迅
及
び
そ
の
思
想
や
芸
術
的
価
値
を

探
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

銭
理
群
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
こ
の
二
つ
の
見
方
は
、
い
ず
れ
も
自
分
た
ち
の
時
代
の
産
物
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
民
族
が
異
民
族
の
侵
略
や
外
国
勢
力
の
封
鎖
に
遭
遇
し
た
一

九
四
〇
年
代
、
五
〇
年
代
に
は
、
人
々
は
目
標
を
民
族
の
独
立
、
解
放

及
び
民
族
精
神
の
発
揚
に
集
中
さ
せ
る
し
か
な
か
っ
た
。
ま
た
、
中
華

民
族
が
も
う
一
度
目
を
覚
ま
し
奮
い
立
っ
た
一
九
七
〇
年
代
、
八
〇
年

代
で
は
、
我
々
民
族
は
再
び
民
族
精
神
を
発
揚
す
る
必
要
が
あ
っ
た
ば

か
り
か
、
歴
史
の
「
補
講
」
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、

自
我
の
価
値
と
い
う
も
の
を
再
度
認
識
し
、
評
価
し
、
発
揚
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
若
い
世
代
は
魯
迅
の
自
我
に
視
線
を
転
じ

た
の
で
あ
る
。
我
々
民
族
は
、
閉
鎖
的
で
自
分
の
世
界
に
閉
じ
籠
る
よ

う
な
窮
地
を
抜
け
出
て
、
も
う
一
度
世
界
と
向
き
合
い
、
人
類
と
い
う

大
家
族
の
一
員
と
し
て
積
極
的
に
、
世
界
文
化
の
創
造
へ
と
参
加
す
る

の
だ
、
と
。
こ
う
し
て
、
魯
迅
の
人
類
文
化
発
展
に
対
す
る
潜
在
的
な

価
値
が
注
目
さ
れ
、
人
々
が
関
心
を
寄
せ
る
中
心
の
一
つ
と
な
っ

た
。
（
↓

　
江
暉
と
銭
理
群
の
観
点
は
一
致
し
て
い
る
が
、
方
法
論
は
異
っ
て
い
る
。

江
暉
が
理
論
的
な
方
法
で
探
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
魯
迅
の
本
体
（
存

在
）
の
二
元
的
対
立
は
、
銭
理
群
に
あ
っ
て
は
、
歴
史
の
進
歩
の
問
題
に

転
化
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
魯
迅
研
究
に
相
対
的
に
合
理
的
な
歴
史
的
位
置

づ
け
を
与
え
た
。
そ
し
て
、
彼
は
一
九
八
〇
年
代
の
魯
迅
研
究
、
つ
ま
り

「
個
人
」
、
「
人
類
」
が
強
調
さ
れ
た
魯
迅
を
新
し
い
歴
史
的
背
景
に
置
い

て
理
解
し
た
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
八
〇
年
代
最
も
高
ら
か
に
響
い
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
「
ま

ず
魯
迅
の
と
こ
ろ
に
戻
ろ
う
」
と
い
う
も
の
に
な
り
、
個
人
と
し
て
存
在

す
る
真
の
魯
迅
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
見
て
取
る

べ
き
な
の
は
、
こ
の
「
魯
迅
に
戻
ろ
う
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
決
し

て
一
つ
の
、
絶
対
的
に
個
人
化
さ
れ
た
魯
迅
を
復
活
さ
せ
る
も
の
で
は
な

く
、
新
た
に
魯
迅
に
個
性
を
与
え
る
と
い
う
方
法
に
よ
り
、
魯
迅
の
個
性

を
通
し
て
「
民
族
」
及
び
「
人
類
」
と
し
て
の
魯
迅
を
描
き
出
す
も
の
だ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
作

4
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業
は
、
そ
れ
ま
で
魯
迅
に
ま
と
わ
り
つ
い
て
き
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
脱

却
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
提
示
し
た
王
富
仁
が
主
張

す
る
よ
う
に
、
新
し
い
研
究
は
「
毛
沢
東
の
統
治
の
、
中
国
新
民
主
主
義

政
治
革
命
の
旦
ハ
体
的
な
法
則
に
対
す
る
理
論
的
結
論
を
綱
領
と
す
べ
き
で

は
な
く
、
魯
迅
の
当
時
に
お
け
る
実
際
の
思
想
上
の
追
求
と
芸
術
上
の
追

求
を
綱
領
と
す
べ
き
で
あ
る
」
。
〔
5
）

一
　
王
富
仁
の
博
士
論
文
「
中
国
反
封
建
思
想
革
命
的
一
面
鏡
子
1
『
晒

戚
』
『
彷
復
』
総
論
」
（
6
）
の
短
縮
版
が
一
九
八
五
年
『
文
学
評
論
』
に
発
表

さ
れ
た
こ
と
は
象
徴
的
な
事
件
だ
っ
た
。
こ
の
論
文
は
、
魯
迅
研
究
の
主

流
が
完
全
に
歴
史
上
の
革
命
モ
デ
ル
と
は
別
れ
を
告
げ
た
こ
と
を
示
し
た
。

鏡
の
理
論
は
レ
ー
ニ
ン
の
ー
ル
ス
ト
イ
評
価
に
基
づ
い
て
い
た
。
彼
は
ト

ル
ス
ト
イ
を
ロ
シ
ア
革
命
の
鏡
と
称
し
た
の
で
あ
っ
た
。
伝
統
的
社
会
主

義
時
期
、
学
者
た
ち
は
こ
の
語
を
真
似
て
、
魯
迅
を
中
国
革
命
の
鏡
と
呼

ん
だ
。
陳
涌
が
一
九
五
四
年
に
発
表
し
た
「
論
魯
迅
小
説
的
現
実
主
義
」

の
一
文
は
、
『
晒
戚
』
、
『
彷
裡
』
は
「
中
国
革
命
や
そ
の
性
質
や
動
力
を

深
く
反
映
し
」
、
「
毛
沢
東
の
結
論
と
完
全
に
一
致
す
る
も
の
だ
」
と
述
べ

て
い
る
。
（
，
）
伝
統
的
社
会
主
義
時
期
の
学
者
の
考
え
で
は
、
中
国
新
民
主

主
義
革
命
の
目
標
は
反
帝
国
主
義
・
反
封
建
思
想
で
あ
り
、
三
つ
の
大
き

な
山
〔
三
つ
の
大
き
な
敵
で
あ
る
帝
国
主
義
・
封
建
主
義
・
官
僚
資
本
主

義
〕
を
打
ち
倒
す
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
革
命
の
動
力
は
マ
ル
ク
ス
主
義

政
党
指
導
下
の
農
民
武
装
だ
っ
た
。
王
富
仁
は
「
革
命
」
の
前
に
「
思

想
」
を
加
え
、
「
革
命
」
を
「
思
想
革
命
」
と
し
、
「
反
帝
国
主
義
・
反
封

建
思
想
」
を
「
反
封
建
」
に
改
め
た
。

　
王
富
仁
が
、
新
民
主
主
義
革
命
流
の
解
釈
体
系
か
ら
魯
迅
を
切
り
離
し

た
最
大
の
理
由
と
は
、
魯
迅
の
『
柄
戚
』
、
『
彷
復
』
は
中
国
社
会
政
治
革

命
の
視
点
か
ら
で
は
な
く
、
中
国
反
封
建
思
想
革
命
の
視
点
か
ら
現
実
を

反
映
し
表
現
し
た
も
の
と
み
な
し
た
か
ら
だ
っ
た
。
王
富
仁
は
政
治
革
命

と
思
想
革
命
が
相
関
関
係
に
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
両
者
の
違
い

を
よ
り
強
調
し
、
後
者
に
は
独
自
の
法
則
が
あ
る
と
い
う
。
政
治
革
命
の

主
な
任
務
は
反
帝
国
主
義
、
反
封
建
思
想
だ
が
、
思
想
革
命
の
任
務
は
た

だ
一
つ
、
中
国
の
封
建
的
伝
統
思
想
を
打
破
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
思
想
革
命
の
主
体
は
も
は
や
農
民
で
は
な
く
知
識
人
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
魯
迅
の
価
値
と
意
義
は
逆
転
し
た
。
陳
涌
の
研
究
と
比
較
し
て
み

る
と
、
両
者
と
も
農
民
と
知
識
人
が
魯
迅
の
小
説
の
二
つ
の
大
き
な
人
物

像
を
構
成
す
る
と
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
は
こ
れ
に
対
す
る
価
値

判
断
に
お
い
て
大
き
く
意
見
を
異
に
す
る
。
陳
涌
に
よ
れ
ば
、
魯
迅
が
当

時
の
一
般
作
家
を
超
越
し
て
い
た
こ
と
は
、
当
時
の
多
く
の
作
家
が
小
ブ

ル
ジ
ョ
ア
や
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
知
識
人
の
立
場
か
ら
反
封
建
の
問
題
を
提
示

し
て
い
た
の
に
対
し
、
魯
迅
は
抑
圧
さ
れ
た
人
々
の
立
場
か
ら
生
活
を
観

へ義主代現ろ
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察
す
る
と
い
う
点
に
体
現
さ
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
こ
れ
こ
そ
魯
迅
の
深
さ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
王
富
仁
の
考
え
で
は
、
〔
魯
迅
の
作
品
で

は
〕
農
民
の
保
守
性
や
偏
狭
性
、
封
建
性
が
中
心
的
な
位
置
を
占
め
て
お

り
、
魯
迅
は
目
醒
め
て
い
な
い
民
衆
と
い
う
も
の
を
倦
む
こ
と
な
く
表
現

し
た
と
さ
れ
る
。
陳
涌
に
よ
れ
ば
、
魯
迅
も
ま
た
抑
圧
さ
れ
た
民
衆
の
立

場
か
ら
知
識
人
の
問
題
を
考
察
し
、
魯
迅
の
知
識
人
批
判
は
毛
沢
東
の
判

断
、
つ
ま
り
、
知
識
人
は
「
常
に
主
観
主
義
、
個
人
主
義
の
傾
向
を
そ
な

え
、
彼
ら
の
思
想
は
い
つ
も
空
虚
で
、
彼
ら
の
行
動
は
い
つ
も
不
安
定
で

あ
る
」
と
い
う
判
断
を
裏
付
け
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
王
富
仁
は

「
魯
迅
は
ま
ず
目
覚
め
た
知
識
人
の
軟
弱
さ
や
孤
独
さ
を
忠
実
に
表
現
し

た
が
、
依
然
と
し
て
彼
ら
を
反
封
建
思
想
革
命
の
積
極
的
な
力
と
し
て
描

い
て
い
る
」
と
考
え
る
。
陳
涌
は
ま
た
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
。
魯
迅
は
、

農
民
の
力
を
信
頼
し
、
農
民
の
抑
圧
さ
れ
た
立
場
が
必
ず
や
彼
ら
を
革
命

へ
向
か
わ
せ
る
と
信
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
知
識
人
は
民
衆
と
手
を
結
ば

な
い
限
り
、
孤
独
で
軟
弱
で
、
出
口
は
な
い
と
信
じ
て
い
た
。
一
方
、
王

富
仁
は
こ
れ
に
真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
魯
迅
は
、

「
農
民
階
級
や
そ
の
他
の
労
働
大
衆
が
自
発
的
に
革
命
の
道
に
向
か
う
可

能
性
を
否
定
し
、
広
範
囲
に
お
け
る
社
会
や
民
衆
へ
の
思
想
啓
蒙
や
社
会

解
放
が
実
現
す
る
以
前
に
、
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
知
識
人
の
思
想
の
追
求
だ
け

が
単
独
に
実
現
す
る
可
能
性
を
否
定
し
た
。
」

　
中
国
革
命
の
成
功
と
い
う
角
度
か
ら
魯
迅
を
振
り
返
る
と
、
新
文
化
運

動
世
代
の
知
識
人
に
よ
る
思
想
啓
蒙
を
、
中
国
革
命
に
お
け
る
成
功
し
た

経
験
の
一
つ
と
総
括
す
る
の
は
難
し
い
。
逆
に
、
知
識
人
に
対
す
る
改
造

こ
そ
中
国
革
命
の
成
功
と
関
係
し
て
い
た
と
い
う
の
は
、
一
九
五
〇
年
代

に
は
一
般
的
な
考
え
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
文
革
以
降
、
そ
も
そ
も
中
国

革
命
は
成
功
し
た
か
否
か
が
問
題
に
な
っ
た
の
だ
。
一
九
八
〇
年
代
中
国

の
啓
蒙
主
義
思
潮
は
、
文
革
時
期
の
巨
大
な
災
厄
に
対
す
る
認
識
と
思
索

か
ら
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
中
国
社
会
は
一
九
七
〇
年
代
末
に
至
り
、

非
常
に
多
く
の
問
題
と
災
厄
が
重
な
り
、
啓
蒙
主
義
は
文
革
の
理
念
と
こ

れ
ら
の
災
厄
に
は
直
接
的
な
因
果
関
係
が
あ
る
と
み
な
し
た
。
啓
蒙
主
義

は
、
文
革
は
中
国
封
建
主
義
思
想
の
大
爆
発
で
あ
り
、
中
国
の
目
下
緊
急

を
要
す
る
任
務
は
、
反
封
建
思
想
及
び
そ
の
今
日
に
お
け
る
現
わ
れ
を
批

判
す
る
こ
と
だ
と
考
え
た
。
こ
れ
は
、
中
国
が
も
う
一
度
新
文
化
運
動
や

新
文
化
運
動
が
確
立
し
た
思
想
的
主
題
へ
と
立
ち
戻
る
必
要
が
あ
る
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
思
想
解
放
運
動
が
深
ま
る
に
つ
れ
て
、
啓
蒙

主
義
知
識
人
は
二
〇
世
紀
中
国
に
お
け
る
革
命
と
災
厄
の
関
係
を
察
知
す

る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
た
め
彼
ら
は
理
論
と
価
値
の
資
源
と
し
て
は
中
国

革
命
の
理
論
を
捨
て
た
。
最
初
、
彼
ら
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
マ
ル
ク
ス
主
義

を
中
国
の
革
命
理
論
と
区
別
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
を
人
道

主
義
と
し
て
理
解
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
彼
ら
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

非
マ
ル
ク
ス
主
義
の
思
潮
に
視
線
を
転
じ
、
西
欧
思
想
を
現
代
的
、
進
歩

的
思
想
と
し
て
概
括
し
た
。
こ
の
西
欧
思
想
の
核
心
的
価
値
は
、
人
道
主

4
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義
、
個
性
解
放
、
自
由
、
民
主
と
さ
れ
た
。
一
方
、
中
国
革
命
、
特
に
文

革
は
封
建
主
義
、
専
制
主
義
、
集
権
主
義
で
、
人
間
性
と
自
由
を
抹
殺
す

る
も
の
と
み
な
さ
れ
た
。
我
々
は
、
中
国
当
代
の
啓
蒙
主
義
の
思
潮
に
は
、

十
八
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
提
唱
さ
れ
た
価
値
の
特
色
が
色
濃
い
こ
と
に
気

づ
く
だ
ろ
う
。

　
王
富
仁
は
魯
迅
の
核
心
的
価
値
は
人
道
主
義
と
個
性
主
義
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。

　
興
味
深
い
の
は
、
我
々
は
王
富
仁
の
論
述
か
ら
、
魯
迅
の
作
品
と
合
致

す
る
人
道
主
義
や
個
性
主
義
の
定
義
を
な
か
な
か
見
つ
け
出
せ
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
常
に
普
遍
的
な
意
味
で
こ
の
二
つ
の
核
心
的
概
念

を
使
っ
て
い
る
。
個
性
主
義
は
お
そ
ら
く
「
世
俗
を
見
下
し
た
恐
れ
を
知

ら
な
い
態
度
」
、
「
毅
然
と
し
て
強
い
精
神
力
」
、
「
断
固
と
し
た
個
人
の
意

志
」
に
等
し
く
、
一
方
、
人
道
主
義
は
広
く
豊
か
な
同
情
心
と
同
じ
だ
と

思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
魯
迅
の
思
想
は
両
者
の
結
合
の
中
に
存
在
し
、
つ

ま
り
人
道
主
義
的
な
個
性
主
義
者
で
あ
り
、
個
性
主
義
的
な
人
道
主
義
者

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
対
立
面
に
あ
る
の
は
、
民
衆
の
肉
体
と
魂
を

奴
隷
の
よ
う
に
酷
使
す
る
、
「
人
を
食
う
」
封
建
主
義
で
あ
る
。
彼
が
批

判
す
る
の
は
人
道
主
義
を
離
れ
た
個
性
主
義
で
あ
り
、
個
性
主
義
を
離
れ

た
人
道
主
義
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
魯
迅
の
全
作
品
の
創
作
方
法
や

風
格
を
推
察
で
き
る
と
い
う
の
だ
。

　
江
暉
は
「
魯
迅
研
究
歴
史
批
判
」
で
王
富
仁
の
功
績
を
認
め
る
と
同
時

に
、
彼
の
解
釈
モ
デ
ル
に
対
し
不
満
も
示
し
て
い
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に

批
判
す
る
。
王
は
「
意
識
の
本
質
」
を
捉
え
た
だ
け
で
、
作
家
の
経
験
や

感
性
と
い
っ
た
面
に
は
注
意
を
払
わ
ず
、
二
ー
チ
ェ
な
ど
が
魯
迅
に
与
え

た
強
い
影
響
に
つ
い
て
も
研
究
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
現
代
主

義
の
非
理
性
的
な
思
想
と
理
性
的
な
啓
蒙
主
義
的
な
精
神
構
造
が
ど
の
よ

う
な
関
係
に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
も
、
王
は
答
え
て
い
な
い
。
同
様
に
、

王
は
ま
た
魯
迅
自
身
が
概
括
し
た
自
己
の
思
想
的
矛
盾
を
切
り
捨
て
て
し

ま
っ
て
い
る
。
魯
迅
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
「
実
際
、
私
の
意
見

は
す
ぐ
に
は
理
解
で
き
な
い
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
そ
こ
に
も
と
も
と
多
く

の
矛
盾
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
自
分
自
身
で
い
っ
て
み
れ
ば
、
人
道

主
義
と
個
人
主
義
と
い
う
こ
の
二
つ
の
思
想
の
消
長
起
伏
に
よ
る
も
の
か

も
し
れ
な
い
。
」
（
8
）

　
こ
の
よ
う
に
、
「
魯
迅
に
戻
ろ
う
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
も
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
束
縛
か
ら
完
全
に
は
脱
し
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
は
、

人
々
が
革
命
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
啓
蒙
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
と
向
か
う

の
を
助
け
た
に
す
ぎ
な
い
。
注
暉
は
、
王
富
仁
の
博
士
論
文
を
め
ぐ
る
論

争
は
彼
の
研
究
が
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
脱
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
し

た
と
指
摘
す
る
。
江
暉
は
ユ
ー
モ
ア
を
込
め
て
こ
の
論
争
を
次
の
よ
う
に

総
括
し
て
い
る
。
「
毛
沢
東
の
中
国
史
の
概
括
が
正
し
い
の
か
、
そ
れ
と

も
王
富
仁
の
概
括
が
も
っ
と
実
際
に
即
し
て
い
る
の
か
？
」
注
暉
は
、
こ

の
論
争
に
意
味
が
な
い
の
は
、
そ
れ
が
魯
迅
の
外
側
に
あ
る
も
の
で
、
魯

へ
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迅
精
神
に
つ
い
て
の
基
本
的
理
解
に
基
づ
い
て
い
な
い
か
ら
だ
と
述
べ
る
。

し
か
し
、
問
題
の
実
質
は
お
そ
ら
く
一
九
八
〇
年
代
の
啓
蒙
主
義
的
な
雰

囲
気
の
中
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
が
す
で
に
議
論
す
る
必
要
は
な
か
っ
た

と
い
う
点
に
あ
る
だ
ろ
う
。
個
性
主
義
と
人
道
主
義
が
伝
統
的
社
会
主
義

思
想
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
の
は
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
。
魯
迅
は
も
は
や
革

命
思
想
の
代
表
で
は
な
く
、
近
代
啓
蒙
主
義
思
想
の
代
表
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

　
し
か
し
、
一
九
八
〇
年
代
の
魯
迅
研
究
界
が
さ
ら
に
追
及
を
要
し
た
問

題
は
、
も
し
も
魯
迅
が
近
代
啓
蒙
を
代
表
す
る
と
し
た
ら
、
以
下
の
問
題

を
ど
う
捉
え
る
べ
き
か
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
魯
迅
と
同
様
、
近
代
啓
蒙

主
義
に
自
己
同
定
す
る
胡
適
や
陳
源
、
梁
実
秋
、
林
語
堂
な
ど
と
の
論
争

を
ど
う
解
釈
す
べ
き
か
。
魯
迅
が
革
命
文
学
者
と
の
論
争
後
す
ぐ
に
彼
ら

と
共
に
左
翼
作
家
連
盟
に
入
っ
た
こ
と
を
ど
う
解
釈
す
べ
き
か
。
一
九
二

八
年
以
降
頻
繁
に
階
級
闘
争
、
無
産
階
級
、
大
衆
、
革
命
な
ど
の
語
を
使

用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
ど
う
解
釈
す
べ
き
か
。
こ
れ
ら
の
内
容
を

存
分
に
体
現
し
た
雑
文
を
ど
う
解
釈
す
べ
き
か
。
一
九
八
〇
年
代
、
人
々

は
歴
史
上
無
産
階
級
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
魯
迅
に
対
す
る
解
釈
に
以
下
の

よ
う
な
不
満
を
示
し
た
。
第
一
に
、
魯
迅
の
後
期
の
思
想
や
創
作
を
十
分

評
価
す
る
が
、
前
期
の
思
想
や
文
学
に
対
し
て
は
遠
回
し
な
批
判
、
つ
ま

り
民
衆
の
力
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
観
念
論
で
あ
る
と
い
っ
た
批

判
を
示
し
た
こ
と
。
第
二
に
、
魯
迅
の
『
野
草
』
に
対
し
て
、
気
分
が
暗

く
、
意
気
消
沈
し
て
い
る
と
い
っ
た
多
く
の
批
判
が
あ
る
こ
と
。
第
三
に
、

魯
迅
と
ニ
ー
チ
ェ
や
ア
ン
ド
レ
ー
エ
フ
な
ど
の
現
代
主
義
文
学
の
思
想
家

と
の
関
係
を
議
論
す
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し

か
し
、
八
〇
年
代
、
「
魯
迅
に
戻
ろ
う
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、

次
の
よ
う
な
状
況
も
現
れ
た
。
第
一
に
、
魯
迅
の
『
咽
戚
』
や
『
彷
復
』
、

『
野
草
』
を
十
分
評
価
し
、
魯
迅
の
雑
文
に
対
し
て
は
研
究
し
な
い
。
第

二
に
、
魯
迅
前
期
の
思
想
や
文
学
を
高
く
評
価
し
、
後
期
の
思
想
や
創
作

は
研
究
し
な
い
。
第
三
に
、
魯
迅
と
西
洋
の
思
想
や
文
学
の
関
係
性
を
強

調
し
な
が
ら
、
魯
迅
と
発
展
中
の
中
国
社
会
と
の
密
接
な
関
係
に
つ
い
て

は
も
は
や
論
じ
る
こ
と
が
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
全
て
の
解
釈
モ
デ
ル

は
逆
転
し
、
魯
迅
の
全
体
性
や
彼
自
身
の
思
想
の
発
展
は
十
分
な
理
解
を

得
ら
れ
な
い
有
様
に
変
わ
っ
た
の
だ
。
こ
う
し
た
傾
向
は
啓
蒙
主
義
と
そ

れ
以
降
の
魯
迅
研
究
を
大
き
く
制
約
し
た
。

　
し
か
し
、
「
魯
迅
に
戻
ろ
う
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
決
し
て
活
力
を

失
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
魯
迅
の
主
観
的
精
神
世
界
の
発
掘
と
し

て
体
現
さ
れ
、
徐
々
に
啓
蒙
主
義
の
枠
組
み
を
乗
り
越
え
て
い
っ
た
。
銭

理
群
の
『
心
霊
的
探
尋
』
は
こ
の
点
で
す
ぐ
れ
た
著
作
で
あ
る
。
八
〇
年

代
初
め
彼
は
北
京
大
学
で
魯
迅
に
つ
い
て
の
講
義
を
持
ち
、
八
六
年
に
は

講
義
録
を
基
礎
に
し
た
『
心
霊
的
探
尋
』
が
完
成
し
た
。
そ
の
「
序
言
」

で
、
彼
が
用
い
た
「
精
神
の
弁
証
法
」
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
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一
九
四
〇
年
代
、
五
〇
年
代
、
六
〇
年
代
に
支
配
的
だ
っ
た
毛
沢
東

の
魯
迅
に
対
す
る
権
威
的
評
価
に
は
、
「
結
果
」
を
重
ん
じ
「
過
程
」

を
軽
視
す
る
と
い
う
傾
向
、
つ
ま
り
、
魯
迅
の
結
論
の
「
正
し
さ
」
に

重
き
を
置
き
、
魯
迅
が
正
確
な
結
論
を
導
き
出
す
模
索
に
お
け
る
曲
折

や
苦
痛
に
は
重
き
を
置
か
な
い
、
魯
迅
の
行
動
の
「
断
固
さ
」
、
「
勇
敢

さ
」
に
重
き
を
置
き
、
彼
が
断
固
と
し
て
勇
敢
な
行
動
を
と
る
ま
で
の

躊
躇
や
彷
裡
は
重
ん
じ
な
い
、
と
い
う
傾
向
が
あ
っ
た
。
…
…
一
九
七

〇
年
代
、
八
〇
年
代
に
な
っ
て
、
…
…
人
々
は
魯
迅
に
対
し
て
、
そ
の

「
結
果
」
よ
り
も
「
過
程
」
を
見
る
よ
う
に
な
っ
た
。
魯
迅
の
偉
大
さ

を
疑
わ
ず
、
魯
迅
の
民
族
英
雄
と
し
て
の
歴
史
的
地
位
は
否
定
せ
ず
に
、

し
か
し
な
が
ら
人
々
は
、
魯
迅
が
二
〇
世
紀
中
国
の
偉
大
な
る
先
覚
者

と
し
て
、
民
族
の
変
革
や
復
興
を
探
究
す
る
過
程
で
直
面
し
た
矛
盾

（
外
在
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
よ
り
内
在
的
で
も
あ
る
矛
盾
）
や
、
彼

の
複
雑
多
岐
に
わ
た
る
心
理
状
態
や
感
情
、
激
し
い
怒
り
や
焦
燥
、
感

傷
や
苦
痛
、
そ
し
て
彼
が
ど
の
よ
う
に
「
内
面
の
煉
獄
」
か
ら
も
が
き

出
て
正
し
い
道
を
見
つ
け
た
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
に
関
心
を
も
つ
よ

う
に
な
っ
た
。
人
々
が
魯
迅
の
思
想
や
心
理
、
感
情
の
発
展
過
程
の
探

求
に
力
を
注
ぐ
と
い
う
こ
と
は
、
実
質
的
に
、
魯
迅
の
よ
う
な
民
族
的

英
雄
・
歴
史
的
偉
人
と
平
凡
な
「
自
分
」
と
を
つ
な
ぐ
精
神
的
な
回
路

を
何
と
か
し
て
探
し
求
め
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
ま
さ
に
こ

う
し
た
人
々
の
探
求
を
通
じ
て
、
魯
迅
は
真
に
民
族
や
多
く
の
一
般
人

の
魂
の
深
層
に
入
り
込
み
、
真
の
精
神
的
な
力
に
転
化
し
た
。
過
程
を

重
ん
ず
る
こ
と
は
、
つ
ま
り
思
想
の
弁
証
法
、
魂
の
弁
証
法
を
重
ん
ず

る
こ
と
で
あ
る
。

　
魯
迅
の
「
精
神
化
」
、
及
び
魯
迅
の
内
在
的
矛
盾
、
苦
痛
と
あ
が
き
を

最
も
強
調
す
る
こ
と
は
、
啓
蒙
主
義
が
普
通
魯
迅
の
思
想
を
一
八
世
紀
の

西
欧
思
想
に
還
元
す
る
の
と
は
異
な
る
。
銭
理
群
が
示
し
た
の
は
魯
迅
思

想
の
逆
説
性
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
独
自
の
方
法
を
見
つ
け
た
。
つ
ま
り
、

魯
迅
の
作
品
、
特
に
『
野
草
』
か
ら
「
基
本
概
念
」
、
「
基
本
イ
メ
ー
ジ
」

を
取
り
出
し
、
そ
れ
を
中
心
と
し
て
、
魯
迅
の
全
て
の
作
品
か
ら
、
そ
れ

ら
基
本
的
な
概
念
や
イ
メ
ー
ジ
と
関
係
の
あ
る
段
落
を
探
し
出
し
、
魯
迅

思
想
の
多
様
性
や
矛
盾
を
広
げ
て
見
せ
た
の
で
あ
る
。
『
野
草
』
を
手
掛

か
り
と
し
て
、
『
魯
迅
全
集
』
全
体
を
眺
め
渡
し
、
一
つ
の
主
体
の
巨
大

な
精
神
世
界
を
露
に
し
た
の
だ
。
銭
理
群
は
で
き
る
限
り
を
尽
く
し
、
発

見
し
う
る
全
て
の
魯
迅
の
「
思
想
命
題
」
を
一
つ
一
つ
並
べ
、
多
く
の
命

題
と
伝
統
的
社
会
主
義
時
期
の
魯
迅
研
究
と
の
対
話
関
係
を
構
成
し
た
。

例
え
ば
、
ロ
シ
ア
革
命
に
お
け
る
エ
セ
ー
ニ
ン
の
自
殺
と
魯
迅
の
考
え
、

共
産
主
義
運
動
に
お
け
る
知
識
人
の
運
命
、
な
ど
。
し
か
し
、
こ
う
し
た

歴
史
的
・
社
会
的
な
問
題
は
常
に
「
魂
」
と
い
う
角
度
か
ら
提
示
さ
れ
、

再
び
魂
の
世
界
へ
と
回
収
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
注
暉
は
以
下
の
よ
う
に
『
心
霊
的
探
尋
』
を
評
価
し
て
い
る
。
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銭
理
群
の
「
イ
メ
ー
ジ
ー
文
化
」
と
い
う
分
析
方
法
は
伝
統
的
魯
迅

学
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
。
「
伝
統
的
魯
迅
学
」
の
最
も
重
要
な
方
法

は
、
「
歴
史
ー
現
実
」
と
い
う
方
法
だ
が
、
実
は
こ
の
方
法
は
統
一
的

な
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
支
配
下
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
伝
統
的
魯
迅
学
の
基
本
構
造
は
、
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
一
連

の
基
本
的
範
疇
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
先
験
的
に
存
在

す
る
、
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
拠
る
先
行
研
究
モ
デ
ル
で
は
、
人
々
は

魯
迅
自
身
の
精
神
上
の
特
色
か
ら
出
発
す
る
の
で
は
な
く
、
一
連
の
一

般
的
で
、
定
義
を
下
さ
ず
と
も
前
提
と
な
る
概
念
、
例
え
ば
、
民
主
主

義
、
人
道
主
義
、
個
性
主
義
、
共
産
主
義
な
ど
に
よ
っ
て
、
極
め
て
複

雑
な
魯
迅
の
精
神
世
界
や
芸
術
世
界
を
概
括
す
る
た
め
、
先
ず
研
究
の

結
論
あ
り
き
で
、
結
局
は
権
威
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
示
す
一
連
の
命
題

の
論
証
と
な
っ
て
い
た
。
銭
理
群
は
魯
迅
に
お
け
る
独
特
の
イ
メ
ー
ジ

か
ら
着
手
し
、
魯
迅
研
究
に
お
け
る
先
験
的
な
前
提
や
概
念
を
極
力
捨

て
去
り
、
魯
迅
の
精
神
そ
の
も
の
に
よ
り
近
づ
こ
う
と
し
た
。
そ
の
　

方
で
、
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
の
解
釈
は
明
ら
か
に
作
者
自
身
の
精
神

に
お
い
て
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
生
ま
れ
た
も
う
一
つ

の
新
し
い
イ
メ
ー
ジ
に
依
存
し
て
お
り
、
銭
理
群
の
独
自
の
人
格
の
力

や
、
そ
の
生
の
経
験
と
融
合
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
精
神
的
な
交
流

は
魯
迅
研
究
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
、
人
格
の
平
等
意
識
を
明
示
し
、

研
究
者
の
個
性
に
富
ん
だ
魯
迅
像
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
民
族

の
魯
迅
」
、
「
階
級
の
魯
迅
」
、
「
党
派
の
魯
迅
」
と
い
っ
た
単
純
な
魯
迅

像
と
は
異
な
る
。
銭
理
群
が
我
々
に
提
示
し
て
い
る
の
は
、
複
雑
で
深

遠
な
個
人
の
姿
で
あ
り
、
こ
れ
と
社
会
や
歴
史
、
民
族
と
の
豊
か
な
関

係
は
ま
さ
に
個
人
独
特
の
人
格
を
通
じ
て
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
魯
迅
に
戻
ろ
う
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
銭
理
群
の
も
と
で
王
富
仁

の
研
究
モ
デ
ル
よ
り
成
功
し
た
表
現
を
見
せ
た
。
し
か
し
、
銭
理
群
の
研

究
が
観
念
の
上
で
、
王
富
仁
の
思
想
革
命
と
い
う
主
題
、
す
な
わ
ち
個
性

主
義
と
人
道
主
義
を
超
え
た
と
は
言
い
難
い
。
銭
理
群
の
貢
献
は
、
彼
が

描
き
出
し
た
魯
迅
の
様
々
な
逆
説
を
含
む
思
想
に
、
魯
迅
の
よ
り
豊
か
な

感
性
と
体
悟
が
あ
る
の
に
比
べ
て
、
啓
蒙
主
義
思
想
は
い
よ
い
よ
、
あ
ま

り
に
大
き
く
、
あ
ま
り
に
外
在
的
な
価
値
判
断
と
な
っ
て
、
そ
れ
に
拠
っ

て
し
て
は
、
魯
迅
の
魂
の
深
部
に
密
着
し
よ
う
も
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
点
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
よ
り
重
要
な
の
は
、
銭
理
群
は
魯
迅
の
「
中

間
物
」
と
い
う
思
想
を
発
見
し
た
が
、
こ
れ
は
啓
蒙
主
義
に
対
す
る
内
在

的
な
突
破
口
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
江
暉
は
深
い
理
解
を
示
し
て
い

る
。
以
下
の
文
章
は
、
銭
理
群
の
研
究
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
江
暉
の

魯
迅
研
究
の
特
色
も
明
示
し
て
い
る
。

彼
の
こ
の
本
を
読
ん
で
、
私
が
感
じ
た
の
は
、
こ
の
深
い
自
己
省
察
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の
気
質
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
本
の
核
心
は
二
〇
世
紀
の
中
国
の

先
覚
者
の
精
神
を
探
る
こ
と
で
、
命
題
そ
の
も
の
は
作
者
の
内
省
的
な

精
神
上
の
特
色
を
体
現
し
て
い
る
。
銭
氏
の
本
著
に
お
け
る
、
中
国
社

会
と
文
化
に
対
す
る
批
判
と
指
摘
、
様
々
な
角
度
か
ら
陰
に
陽
に
放
た

れ
る
攻
撃
の
矢
に
対
す
る
思
索
は
、
彼
の
人
生
に
つ
い
て
の
知
恵
が
、

魯
迅
の
批
判
精
神
と
独
特
な
融
合
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
よ
り
印
象
的
な
の
は
、
現
実
世
界
に
身
を
置
い
た
孤
独
な
闘

士
の
内
面
的
な
感
情
、
例
え
ば
孤
独
感
、
寂
蓼
感
、
絶
望
と
反
抗
、
未

練
と
復
讐
、
自
己
犠
牲
と
悲
劇
感
…
…
こ
れ
ら
の
繊
細
で
曲
折
し
た
心

理
体
験
に
つ
い
て
の
描
写
や
解
釈
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
人
の
生
き
生
き

と
し
た
人
間
と
し
て
の
魯
迅
の
豊
か
な
内
面
世
界
を
描
き
出
し
た
だ
け

で
な
く
、
ま
た
研
究
者
自
身
の
精
神
的
傾
向
も
明
ら
か
に
提
示
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
魯
迅
の
種
々
の
精
神
現
象
に
対
す
る
銭
理
群
の
把
握
が
、

な
ぜ
「
歴
史
的
中
間
物
」
と
い
う
中
心
概
念
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
て
い

る
の
か
、
と
い
う
こ
と
の
深
い
理
由
で
あ
る
。
…
…
銭
理
群
と
魯
迅
は

同
じ
よ
う
に
、
二
つ
の
時
代
も
し
く
は
二
つ
の
時
代
が
入
れ
替
わ
る
時

期
を
生
き
た
人
間
で
あ
る
。
彼
ら
は
安
心
感
を
失
い
、
潔
白
で
無
罪
だ

と
い
う
感
覚
を
失
い
、
古
い
政
治
秩
序
、
道
徳
秩
序
、
心
理
秩
序
を
疑

い
な
が
ら
も
、
何
揮
る
こ
と
な
く
新
た
な
混
乱
を
抱
擁
す
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
統
一
専
制
は
彼
ら
の
憎
悪
の
対
象
で
あ
る
が
、
し
か
し

彼
ら
が
直
面
し
、
楽
し
げ
に
話
す
「
二
〇
世
紀
」
も
ま
た
、
実
際
に
は

彼
ら
に
未
知
と
困
惑
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
限
り

な
い
孤
独
感
と
世
界
の
秩
序
に
よ
る
「
追
放
感
」
の
中
で
は
、
絶
望
と

自
己
の
運
命
に
対
す
る
痛
切
な
体
験
以
外
に
、
何
が
人
に
は
残
さ
れ
て

い
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
？
　
こ
の
絶
望
と
自
己
に
対
す
る
認
識
は
、

決
し
て
人
間
の
消
極
的
で
受
動
的
な
態
度
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
と
は
逆
に
、
絶
対
と
究
極
の
中
に
存
在
し
よ
う
と
試
み
る
秩
序
、

価
値
、
知
識
、
感
情
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
疑
わ
し
く
、
表
面
的
で
、
相

対
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
旧
伝
統
、
旧
秩
序
だ
け
が
疑
わ
し

い
の
で
は
な
く
、
自
己
と
、
自
己
が
否
定
し
よ
う
と
す
る
対
象
と
の
関

係
、
自
己
が
旧
世
界
を
批
判
し
、
新
た
な
生
活
を
創
造
し
よ
う
と
す
る

際
に
拠
り
所
と
す
る
価
値
理
想
で
す
ら
検
討
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。
覚
醒
、
幸
福
、
期
待
、
民
族
を
救
う
使
命
な
ど
、
究

極
の
誠
実
か
ら
み
る
と
い
ず
れ
も
幻
想
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
1
9
…

魯
迅
と
こ
の
ま
じ
め
な
魯
迅
研
究
者
は
、
こ
れ
を
憂
慮
し
て
憔
梓
し
、

灼
け
る
よ
う
な
絶
望
の
経
験
の
中
で
、
自
ら
の
「
安
住
の
地
を
持
た
な

い
恐
れ
と
惑
い
」
と
い
う
状
況
を
深
く
知
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は
気

力
を
失
っ
た
り
、
畏
縮
し
た
り
、
意
気
消
沈
し
た
り
は
し
な
か
っ
た
。

そ
う
し
た
自
ら
の
精
神
上
の
傾
向
に
頑
強
に
反
対
し
、
自
ら
の
旧
秩
序

と
の
関
係
に
お
け
る
汚
辱
感
（
有
罪
の
感
覚
）
を
晴
ら
そ
う
と
努
め
る

内
面
の
願
望
が
、
彼
ら
に
「
絶
望
的
な
反
抗
」
と
い
う
生
き
方
を
選
ば

せ
た
の
だ
っ
た
。
（
旦
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二
　
銭
理
群
は
『
心
霊
的
探
尋
』
の
中
で
、
魯
迅
の
「
中
間
物
」
思
想
を
以

下
の
よ
う
に
描
き
出
し
て
い
る
。
伝
統
か
ら
現
代
ま
で
、
一
国
か
ら
世
界

ま
で
、
魯
迅
は
「
中
間
物
」
と
い
う
立
場
で
、
伝
統
か
ら
や
っ
て
き
て

「
一
撃
を
返
し
た
」
、
封
建
文
化
の
批
判
者
で
あ
る
。
最
も
早
く
覚
醒
し
、

新
し
い
声
を
発
し
、
勇
敢
に
探
究
し
た
、
偉
大
な
る
先
覚
者
で
あ
る
。
し

か
し
、
魯
迅
は
ま
た
、
自
分
は
無
限
の
動
き
の
中
の
、
一
つ
の
有
限
の
一

部
分
だ
と
認
識
し
て
い
た
。
こ
こ
に
魯
迅
の
、
新
旧
の
狭
間
に
あ
る
矛
盾

と
苦
痛
、
及
び
未
来
に
向
き
合
う
際
の
犠
牲
精
神
と
、
自
己
の
過
渡
的
な

性
質
に
対
す
る
自
覚
が
存
在
す
る
。

　
こ
う
し
た
描
述
は
、
決
し
て
啓
蒙
主
義
の
歴
史
進
歩
論
か
ら
脱
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
逆
で
、
歴
史
進
歩
論
を
展
開
さ
せ
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
そ
れ
は
ま
た
、
啓
蒙
主
義
の
観
点
を
複
雑

に
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
通
常
の
啓
蒙
主
義
的
進
歩
観
に
お
い
て
設
定
さ
れ

て
い
る
の
は
、
一
連
の
二
項
対
立
、
例
え
ば
新
と
旧
、
開
放
と
閉
鎖
、
現

代
と
伝
統
、
個
人
主
義
及
び
人
道
主
義
と
封
建
主
義
と
い
っ
た
対
立
だ
が
、

「
中
間
物
」
と
い
う
考
え
方
は
、
そ
こ
に
第
三
の
項
目
を
は
め
込
ん
だ
。

つ
ま
り
、
「
中
間
物
」
は
後
者
に
対
し
て
は
進
歩
的
だ
が
、
前
者
に
対
し

て
は
後
進
的
で
あ
る
。
し
か
も
、
魯
迅
は
「
進
化
の
鎖
に
お
い
て
全
て
は

中
間
物
で
あ
る
L
（
m
）
と
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
い
か
な
る
進
歩
的
、
先

駆
的
な
も
の
も
後
進
的
、
保
守
的
な
も
の
を
否
定
し
た
後
は
、
自
ら
も
否

定
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て

「
中
間
物
」
に
つ
い
て
の
自
覚
は
、
い
か
な
る
思
想
や
価
値
の
永
久
性
も

認
め
ず
、
新
し
さ
を
伝
え
、
古
さ
を
否
定
す
る
と
同
時
に
、
未
来
と
い
う

観
点
か
ら
は
目
下
唱
道
さ
れ
て
い
る
新
し
さ
全
て
が
否
定
さ
れ
う
る
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
注
暉
は
　
九
八
六
年
か
ら
八
七
年
に
『
反
抗
絶
望
』
を
完
成
さ
せ
、
次

の
よ
う
に
考
察
し
て
い
る
。
「
自
己
と
社
会
伝
統
の
悲
劇
的
な
対
立
、
自

己
と
社
会
伝
統
と
の
断
ち
難
い
関
係
を
意
識
し
て
こ
そ
、
自
己
否
定
理
論

を
包
摂
し
た
『
中
間
物
』
意
識
が
生
ま
れ
う
る
の
で
あ
る
。
」
（
u
）
魯
迅
の
最

初
の
覚
醒
は
二
〇
世
紀
初
期
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
哲
学
と
西
欧
ロ
マ
ン
主

義
文
学
の
影
響
を
受
け
て
生
じ
た
が
、
そ
れ
は
、
自
己
と
社
会
伝
統
を
悲

劇
的
に
対
立
さ
せ
た
。
二
度
目
の
覚
醒
は
一
九
二
〇
年
代
半
ば
の
こ
と
で
、

魯
迅
は
自
己
と
伝
統
と
の
深
い
関
係
に
気
づ
い
た
。
そ
の
た
め
、
彼
の
伝

統
に
対
す
る
批
判
は
、
同
時
に
、
自
己
に
対
す
る
批
判
で
も
あ
り
、
「
中

国
現
代
知
識
人
特
有
の
『
罪
悪
感
』
を
浸
透
さ
せ
て
い
た
。
」
（
旦

「
中
間
物
」
は
、
新
旧
と
い
う
座
標
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
位
置

を
確
立
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
一
九
八
〇
年
代
の
魯
迅
研
究
に
お
け

る
共
通
認
識
で
は
、
「
中
間
物
」
と
「
新
」
の
関
係
は
積
極
的
な
も
の
で
、

「
新
」
は
西
洋
思
想
を
指
し
て
い
る
、
「
中
間
物
」
の
苦
痛
や
矛
盾
は
、

5
2
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「
知
識
人
が
、
歴
史
の
発
展
過
程
と
新
し
い
価
値
基
準
と
を
深
く
理
解
し

な
が
ら
、
自
己
と
そ
の
発
展
過
程
、
価
値
基
準
と
が
背
離
し
て
い
る
こ
と

を
意
識
し
て
い
る
が
た
め
の
心
理
的
矛
盾
」
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
（
B
）

「
中
間
物
」
と
「
旧
」
と
の
関
係
は
消
極
的
な
も
の
で
、
魯
迅
の
言
葉
を

借
り
れ
ば
、
自
己
の
魂
に
は
「
毒
」
、
「
邪
気
」
が
あ
り
、
（
u
）
「
こ
れ
ら
の

古
い
亡
霊
を
背
負
っ
て
」
お
り
、
思
想
上
は
「
荘
周
韓
非
の
毒
に
中
っ
て
、

時
に
自
在
、
時
に
峻
烈
と
な
る
」
⑮
、
「
狂
人
日
記
」
の
「
四
千
年
人
間
を

食
べ
て
き
た
自
分
が
い
た
」
こ
と
へ
の
自
省
の
念
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
中
間
物
」
と
「
旧
」
の
こ
の
負
の
関
係
は
、
決
し
て
確
か
な

分
析
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
魯
迅
の
見
解
を
出
来
合
い
の
結
論
と
し
て

い
る
の
で
、
作
品
分
析
に
用
い
る
に
は
実
際
無
理
が
あ
る
。
我
々
は
一
体

ど
う
す
れ
ば
『
野
草
』
、
「
孤
独
者
」
、
「
酒
楼
に
て
」
な
ど
の
作
品
の
主
人

公
と
伝
統
と
の
間
に
あ
る
、
強
大
な
負
の
関
係
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

の
だ
ろ
う
。
研
究
者
が
「
中
間
物
」
の
「
使
命
感
、
責
任
感
、
崇
高
感
と

悲
劇
感
、
孤
独
感
、
世
俗
へ
の
憤
り
が
互
い
に
因
果
関
係
を
成
す
心
理
構

造
」
（
芭
を
審
美
的
に
強
調
し
た
こ
と
に
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　
魯
迅
の
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
す
る
解
釈
の
パ
タ
ー
ン
に
も
ま
た
新
旧
の

関
係
が
あ
る
。
概
括
す
る
と
、
中
国
の
伝
統
的
封
建
思
想
、
及
び
こ
の
思

想
の
影
響
下
に
い
た
旧
文
人
、
彼
ら
と
同
様
に
影
響
を
受
け
、
ま
だ
目
醒

め
て
い
な
い
民
衆
は
、
「
旧
」
の
軸
の
側
に
あ
る
。
「
新
」
の
軸
に
は
、
西

洋
近
代
思
想
、
後
に
は
マ
ル
ク
ス
主
義
や
人
民
意
識
が
存
在
す
る
。
魯
迅

思
想
は
、
前
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
、
西
洋
近
代
思
想
を
超
越
す
る
も
の

と
し
て
体
現
さ
れ
、
彼
は
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
解
釈

は
「
中
間
物
」
に
言
及
し
て
い
な
い
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場
か
ら
魯

迅
前
期
に
対
し
て
歴
史
的
分
析
を
行
お
う
と
す
る
自
覚
が
見
ら
れ
、
そ
れ

は
魯
迅
前
期
の
思
想
が
や
は
り
批
判
的
に
総
括
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を

説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
九
八
〇
年
代
の
解
釈
の
う
ち
、
「
新
」
の
軸

も
同
様
に
複
雑
さ
を
具
え
て
い
た
。
そ
れ
は
西
洋
近
代
思
想
と
、
マ
ル
ク

ス
主
義
の
前
者
に
対
す
る
超
越
と
し
て
体
現
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
マ
ル

ク
ス
主
義
を
含
む
西
洋
近
代
思
想
と
西
洋
現
代
主
義
思
想
の
間
の
関
係
と

し
て
体
現
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
注
暉
は
こ
れ
を
総
括
し
て
以
下
の

よ
う
に
述
べ
る
。

　
人
の
個
体
性
や
主
観
性
、
自
由
の
本
質
、
選
択
と
否
定
、
超
越
性
か

ら
、
孤
独
な
個
の
孤
独
、
憂
諺
、
絶
望
、
反
抗
に
発
展
し
、
そ
し
て

「
死
に
向
か
っ
て
生
き
る
こ
と
」
や
、
罪
悪
感
の
感
受
と
体
験
と
い
っ

た
、
こ
う
し
た
思
考
の
道
筋
は
個
の
生
を
出
発
点
と
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
そ
の
文
化
的
背
景
に
あ
る
の
は
ス
テ
ィ
ル
ナ
ー
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ

ウ
ア
ー
、
二
ー
チ
ェ
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
ア
ン
ド
レ
ー
エ
フ
、
ガ
ル
シ

ン
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、
厨
川
白
村
で
あ
る
。
一
方
、
科
学
的
理
性
、

進
化
論
、
民
主
共
和
か
ら
民
主
と
科
学
、
文
明
批
評
、
社
会
批
評
ま
で
、

さ
ら
に
経
済
制
度
、
無
階
級
社
会
に
至
る
ま
で
、
こ
う
し
た
思
考
の
道
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は
社
会
集
団
、
「
類
」
及
び
そ
の
自
然
な
関
係
を
出
発
点
と
し
、
そ

文
化
理
論
の
背
景
に
は
ベ
ー
コ
ン
、
デ
カ
ル
ト
、
啓
蒙
哲
学
、
マ
ル

ス
主
義
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
面
は
魯
迅
の
反
封
建
社
会
実
践
に
お

て
、
類
似
し
た
実
践
上
の
意
義
を
獲
得
し
て
き
た
が
、
魯
迅
自
身
の

神
構
造
に
お
い
て
は
一
種
逆
説
的
な
存
在
と
な
っ
た
。
（
U

江
暉
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
現
代
の
非
理
性
主
義
哲
学
の
先
駆
者

魯
迅
に
強
い
影
響
を
与
え
た
、
し
か
し
、
中
国
の
現
実
社
会
の
立
ち
遅

に
よ
り
、
そ
う
し
た
思
想
は
「
実
践
の
過
程
に
お
い
て
、
徐
々
に
一
八

紀
以
来
の
理
性
的
啓
蒙
の
伝
統
に
近
づ
き
、
だ
ん
だ
ん
と
民
族
精
神
を

造
し
よ
う
と
す
る
理
性
主
義
の
思
想
体
系
を
引
き
出
し
た
。
」
（
旦
し
か
し
、

代
主
義
哲
学
に
お
け
る
憂
雀
、
絶
望
、
反
抗
、
罪
悪
感
は
ま
た
、
「
中

物
」
の
新
旧
関
係
に
お
け
る
体
験
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
悲
劇
感
、
孤
独

、
反
発
感
と
極
め
て
一
致
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
魯
迅
の
形
而
上

な
文
化
哲
学
と
具
体
的
な
歴
史
条
件
下
（
立
ち
遅
れ
た
中
国
の
現
実
）

お
け
る
生
の
体
験
と
は
高
度
の
一
致
を
示
し
た
。
そ
の
た
め
、
魯
迅
は

方
で
は
反
封
建
の
戦
士
で
あ
り
、
一
方
で
は
中
国
現
代
文
化
史
上
初
の

現
代
」
思
想
家
及
び
文
学
者
と
な
っ
た
。
（
9
1
）
彼
は
、
同
じ
よ
う
に
遅
れ
た

史
条
件
下
に
い
た
ア
ン
ド
レ
ー
エ
フ
と
非
常
に
似
て
い
る
。
「
ア
ン
ド

ー
エ
フ
は
個
の
生
存
に
お
け
る
荒
唐
無
稽
な
形
而
上
的
体
験
を
、
帝
政

ロ
シ
ア
社
会
に
お
け
る
人
々
の
客
観
的
な
生
の
境
遇
と
交
錯
さ
せ
た
。

の
実
存
化
さ
れ
た
孤
独
、
煩
悶
、
沈
黙
、
恐
怖
、
絶
望
や
不
可
思
議
な

が
個
の
生
存
を
取
り
巻
き
、
ま
た
暗
黒
時
代
の
陰
影
を
反
射
し
て
い

。
L
＾
2
。
）

こ
こ
か
ら
、
我
々
は
啓
蒙
主
義
的
魯
迅
と
は
異
な
る
、
「
現
代
主
義
的

迅
」
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
両
者
は
魯
迅
の
身
の
上
で
逆
説
的

統
一
さ
れ
て
い
る
。
啓
蒙
主
義
が
魯
迅
を
十
分
に
説
明
で
き
な
い
の
は
、

迅
の
さ
ら
に
深
い
思
想
が
現
代
主
義
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、

の
現
代
主
義
は
非
常
に
独
特
で
、
啓
蒙
主
義
と
協
調
し
、
ま
た
啓
蒙
主

戦
士
の
独
特
の
心
境
を
現
代
主
義
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
と
吸
収
し
て
し
ま

の
だ
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
個
」
の
魯
迅
は
、
「
人
類
」
の
魯
迅
と
統

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

啓
蒙
主
義
者
も
ま
た
同
様
に
、
魯
迅
の
現
代
主
義
的
特
色
を
発
見
し
た
。

九
八
六
年
十
月
、
中
国
啓
蒙
主
義
思
潮
の
傑
出
し
た
代
表
で
あ
る
李
沢

は
『
中
国
現
代
思
想
史
論
』
を
完
成
さ
せ
た
。
（
烈
）
彼
の
魯
迅
に
対
す
る

本
的
な
判
断
は
、
魯
迅
は
「
啓
蒙
を
提
唱
し
啓
蒙
を
超
越
し
た
」
と
い

も
の
で
あ
る
。
李
沢
厚
が
考
え
る
に
は
、
魯
迅
の
基
本
的
な
思
想
と
主

は
、
そ
の
深
さ
と
い
う
点
で
は
、
他
の
多
く
の
人
間
を
は
る
か
に
超
え

も
の
だ
が
、
基
本
的
に
は
啓
蒙
主
義
者
と
大
体
同
じ
で
、
決
し
て
何
か

4



特
有
な
点
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
魯
迅
の
本
当
に
独
特
な
点
は

「
一
貫
し
て
見
え
て
い
た
孤
独
感
と
悲
哀
が
示
し
た
現
代
の
内
実
と
人
生

の
価
値
」
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
彼
は
、
二
つ
の
異
な
る
面
の
融
合
が
、

魯
迅
特
有
の
孤
独
と
悲
哀
を
構
成
し
て
い
た
と
考
え
る
。
一
つ
は
、
形
而

上
的
な
、
人
生
の
意
義
に
対
す
る
感
受
と
追
求
で
あ
る
。
魯
迅
は
真
剣
に

仏
典
を
研
鐙
し
、
二
ー
チ
ェ
な
ど
の
現
代
西
洋
文
化
の
中
か
ら
現
代
意
識

を
感
受
し
た
が
、
さ
ら
に
は
日
本
文
学
が
伝
え
る
人
生
の
は
か
な
さ
の
影

響
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
一
方
で
魯
迅
は
実
際
の
闘
争
に
身
を
投
じ

た
が
、
様
々
な
思
潮
や
人
々
と
の
論
争
に
お
い
て
、
敵
だ
け
で
な
く
青
年

や
革
命
家
、
仲
間
の
背
後
か
ら
浴
び
せ
ら
れ
る
攻
撃
も
、
全
て
彼
に
孤
独

と
悲
涼
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
。
李
沢
厚
は
魯
迅
の
生
と
死
に
対
す

る
思
考
や
表
現
に
実
存
主
義
的
な
風
格
を
見
た
が
、
彼
を
実
存
主
義
者
と

み
な
す
こ
と
に
は
反
対
だ
っ
た
。
結
局
、
李
は
魯
迅
の
精
神
を
伝
統
的
儒

家
や
仏
教
精
神
が
、
現
代
意
識
に
よ
り
洗
礼
を
受
け
、
昇
華
し
た
も
の
と

み
な
し
、
最
終
的
に
次
の
よ
う
に
称
え
た
。
「
こ
れ
は
二
ー
チ
ェ
と
中
国

伝
統
精
神
と
の
奇
異
な
融
合
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
は
人
の
主
体
性
の
超
人

的
な
高
ま
り
で
あ
り
、
芸
術
が
表
現
し
た
と
こ
ろ
の
巨
大
な
心
理
存
在
で

あ
る
。
」

　
李
は
、
魯
迅
と
様
々
な
思
潮
と
の
間
に
起
こ
っ
た
論
争
に
言
及
は
し
た

も
の
の
、
そ
の
よ
う
な
思
想
論
戦
を
通
し
て
、
魯
迅
の
啓
蒙
主
義
と
そ
の

他
の
人
々
と
の
違
い
を
検
討
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
魯
迅
が
啓
蒙
主
義
を

超
越
し
よ
う
と
す
る
思
想
観
念
が
一
体
何
で
あ
っ
た
か
を
論
じ
る
こ
と
に

つ
い
て
は
思
い
及
ば
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
、

そ
も
そ
も
マ
ル
ク
ス
主
義
モ
デ
ル
が
魯
迅
思
想
の
超
越
性
を
解
釈
す
る
際

の
主
た
る
方
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
逆
に
、
李
は
魯
迅
の
思
想
と
そ
の
他

の
人
々
の
思
想
が
お
お
よ
そ
同
じ
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
八
〇
年
代
の

魯
迅
研
究
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
手
の
問
題
を
議
論
し
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、

啓
蒙
と
啓
蒙
の
超
越
と
の
関
係
は
、
「
基
本
的
な
思
想
」
と
「
現
代
的
な

体
験
」
の
関
係
と
な
っ
た
。
李
は
審
美
的
な
観
点
か
ら
魯
迅
の
「
現
代
主

義
」
を
理
解
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
思
想
で
は
な
く
、
体
験
で
あ
る
と
見

な
さ
れ
た
。

　
魯
迅
思
想
を
啓
蒙
主
義
と
位
置
付
け
な
が
ら
、
魯
迅
の
形
而
上
的
な
体

験
は
、
啓
蒙
主
義
を
超
越
す
る
も
の
で
あ
り
、
魯
迅
の
文
学
が
到
達
し
た

極
致
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
八
〇
年
代
の
啓
蒙
主
義
者
も

ま
た
、
啓
蒙
主
義
は
魯
迅
の
全
て
を
解
釈
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
魯
迅

作
品
の
中
に
は
現
代
主
義
に
よ
っ
て
の
み
説
明
さ
れ
う
る
空
間
が
存
在
す

る
こ
と
に
気
付
い
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
啓
蒙
主
義
者
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
魯
迅
思
想
が
啓
蒙
主
義
で
あ
る
と
い

う
前
提
は
捨
て
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
八
〇
年

代
の
魯
迅
研
究
の
趨
勢
は
、
も
は
や
魯
迅
が
啓
蒙
主
義
で
あ
っ
た
か
否
か

と
い
う
問
題
を
確
認
す
る
こ
と
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。

　
　
九
八
八
年
江
暉
は
『
反
抗
絶
望
』
の
あ
と
が
き
で
こ
の
よ
う
に
述
べ

へ

義
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カ

義主蒙
啓

5
5

一
一

＝
∴
鼈
黶
∴
鼈
黶
＝
@
＝

＝
＝
≡
一
一
≡
一
≡



　
＝
＝
＝
＝
＝
一
＝
一
＝

＝
一
一
≡
≡
一
一
一
≡

て
い
る
。

　
前
の
世
代
の
人
々
は
、
主
に
魯
迅
を
社
会
の
精
神
的
指
導
者
と
し
て

認
識
し
て
き
た
。
し
か
し
、
私
は
激
し
い
文
化
変
容
に
お
け
る
魯
迅
の

内
面
の
分
裂
や
精
神
的
苦
痛
に
対
し
て
、
よ
り
強
い
関
心
が
あ
る
。
私

が
注
目
す
る
の
は
い
つ
で
も
、
魯
迅
が
社
会
生
活
に
お
い
て
ど
の
よ
う

な
態
度
を
と
っ
た
か
で
は
な
く
、
彼
が
な
ぜ
、
ま
た
は
ど
の
よ
う
な
文

化
心
理
的
背
景
に
お
い
て
、
様
々
な
感
情
的
な
姿
勢
を
見
せ
た
か
、
で

あ
る
。

　
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
研
究
上
の
傾
向
が
あ
り
え
た
の
だ
ろ
う
か
？

は
率
直
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

注
暉

　
常
に
、
人
は
私
や
私
の
同
世
代
の
人
間
を
幸
せ
者
だ
と
み
な
す
。
ま

る
で
人
生
の
苦
難
は
た
っ
た
一
つ
し
か
な
い
よ
う
に
。
し
か
し
、
思
想

の
廃
嘘
に
立
っ
た
深
刻
な
疑
念
、
帰
る
場
所
も
な
く
そ
れ
で
も
懸
命
に

探
究
す
る
こ
と
の
言
葉
に
で
き
な
い
不
安
、
現
代
観
念
に
身
を
献
げ
な

が
ら
、
伝
統
の
圧
力
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
た
め
に
生
じ
る
不
安
と
内
面

の
分
裂
…
…
こ
う
い
っ
た
全
て
が
長
い
間
私
の
魂
に
ま
と
わ
り
つ
き
、

安
ら
ぎ
を
奪
っ
て
い
っ
た
。
…
…
我
々
の
世
代
は
、
精
神
解
放
時
代
の

落
と
し
児
だ
が
、
同
時
に
精
神
解
放
の
代
価
も
引
き
受
け
て
い
る
。
つ

ま
り
、
思
想
の
多
元
化
は
選
択
の
困
難
を
伴
い
、
伝
統
へ
の
懐
疑
は
拠

り
所
の
な
い
苦
痛
を
深
め
、
強
い
不
信
感
は
、
比
較
的
単
純
な
人
生
を

歩
む
べ
き
知
識
人
を
、
精
神
的
に
は
最
も
単
純
で
は
な
く
、
最
も
複
雑

で
、
最
も
矛
盾
に
満
ち
混
乱
に
満
ち
た
世
代
に
し
た
。

　
精
神
の
解
放
が
も
た
ら
し
た
結
果
は
、
な
ぜ
帰
宿
の
不
在
感
や
内
面
の

不
安
や
分
裂
と
し
て
表
れ
、
こ
の
よ
う
な
大
き
な
苦
痛
や
混
乱
を
与
え
た

の
だ
ろ
う
？
　
こ
れ
は
啓
蒙
主
義
者
に
は
答
え
よ
う
が
な
い
問
題
で
あ
り
、

ま
た
啓
蒙
主
義
的
な
魯
迅
研
究
者
と
注
暉
な
ど
と
が
異
な
る
点
で
あ
る
。

精
神
解
放
の
落
と
し
児
は
、
な
ぜ
解
放
さ
れ
た
世
界
で
身
を
落
ち
着
か
せ
、

心
の
拠
り
所
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
？

　
李
沢
厚
が
魯
迅
に
つ
い
て
考
え
を
発
表
す
る
以
前
の
一
九
八
五
年
に
、

王
暁
明
は
「
現
代
中
国
最
苦
痛
的
霊
魂
」
を
書
い
た
。
こ
れ
は
啓
蒙
主
義

者
が
魯
迅
を
理
解
す
る
た
め
に
よ
く
使
っ
て
き
た
概
念
（
進
化
論
、
国
民

性
の
改
造
、
個
性
主
義
と
人
道
主
義
）
の
分
析
か
ら
始
め
な
が
ら
も
、
矛

盾
や
苦
痛
に
満
ち
た
魯
迅
像
を
描
き
出
し
た
も
の
だ
っ
た
。
王
暁
明
は
進

化
論
と
国
民
性
改
造
の
思
想
が
何
ら
か
の
関
連
を
持
つ
と
は
考
え
な
い
。

彼
に
よ
れ
ば
こ
の
二
つ
は
相
矛
盾
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
進
化
論
思
想

は
物
質
的
環
境
の
民
族
生
存
に
対
す
る
決
定
的
な
影
響
を
明
ら
か
に
す
る

が
、
国
民
性
改
造
と
い
う
概
念
は
精
神
の
作
用
を
強
調
す
る
も
の
だ
か
ら

だ
。
も
し
も
、
前
者
が
西
洋
の
理
論
に
来
源
を
持
つ
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
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後
者
は
魯
迅
の
全
て
の
経
験
に
源
を
発
す
る
も
の
で
あ
る
。
魯
迅
は
暗
い

面
か
ら
世
事
を
理
解
す
る
習
慣
を
身
に
つ
け
、
病
的
状
態
に
あ
る
人
の
心

に
注
意
を
払
う
こ
と
が
、
彼
の
最
も
基
本
的
な
認
識
上
の
習
慣
と
な
っ
た
。

魯
迅
は
論
理
的
判
断
と
経
験
的
感
受
の
間
で
、
両
者
の
矛
盾
を
調
和
さ
せ

る
こ
と
に
尽
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
は
ま
た
、
彼
が
後
期
に
「
人

民
」
に
対
し
て
抽
象
的
な
肯
定
を
抱
き
、
民
衆
に
頼
る
よ
う
精
一
杯
自
分

を
納
得
さ
せ
よ
う
と
し
な
が
ら
、
し
か
し
精
神
の
病
的
状
態
に
対
す
る
敏

感
さ
を
取
り
去
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
も
現
れ
て
い
た
。

魯
迅
が
自
分
で
概
括
す
る
と
こ
ろ
の
「
人
道
主
義
と
個
人
主
義
と
い
う
二

つ
の
思
想
の
消
長
」
は
、
も
は
や
啓
蒙
主
義
の
思
想
体
系
を
構
築
す
る
の

に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
魯
迅
の
世
間
に
対
す
る
二
つ
の
態
度
、
つ

ま
り
人
を
愛
す
る
こ
と
と
憎
む
こ
と
を
表
現
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
魯
迅
の
矛
盾
は
、
自
己
の
悪
魔
の
よ
う
な
感
情

を
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
暗
黒
社
会
に
対
す
る
憤

り
を
隠
す
術
も
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
し
、
魯
迅
の
借
用
し

た
進
化
論
は
、
実
際
、
自
己
の
暗
い
部
分
や
矛
盾
し
た
心
理
を
克
服
す
る

た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
王
暁
明
は
魯
迅
が
自
ら
を
た
と
え
た
「
中
間

物
」
に
つ
い
て
、
個
人
主
義
を
抑
制
す
る
た
め
、
人
道
主
義
の
た
め
、
自

己
犠
牲
の
意
味
を
探
す
た
め
に
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
自
ら
を
励
ま

す
た
め
の
考
え
だ
と
捉
え
る
。
し
か
し
、
全
て
の
努
力
は
魯
迅
の
精
神
の

危
機
を
克
服
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
魯
迅
は
現
代
中
国
の
最

も
苦
痛
に
満
ち
た
魂
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
魯
迅
が
基
本
的
な
思
想
に
お
い
て
は
、
啓
蒙
主
義
に
自
己
同

定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
啓
蒙

主
義
は
、
彼
が
自
分
の
苦
し
い
魂
の
均
衡
を
保
つ
た
め
の
唯
一
の
方
法
だ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
（
2
）
し
か
し
、
魯
迅
は
ま
た
啓
蒙
主
義
を
乗
り
越
え

る
思
想
真
理
を
探
し
当
て
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
王
暁
明
は
次
の
よ
う
に

強
調
す
る
。
真
理
の
追
求
に
つ
い
て
言
え
ば
、
人
々
は
し
ば
し
ば
、
魯
迅

が
早
い
時
期
に
は
ど
の
よ
う
に
進
化
論
を
信
じ
、
ま
た
晩
年
に
は
ど
の
よ

う
に
歴
史
唯
物
論
を
称
え
た
か
と
い
っ
た
こ
と
に
思
い
を
致
す
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
魯
迅
の
目
標
は
現
実
の
暗
黒
の
根
源
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
彼
は
既
存
の
理
論
の
中
に
答
え
を
見
つ
け
よ
う
と

は
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
理
論
の
信
徒
に
な
る
つ
も
り
も
、
暇
も
な
か
っ
た
。

現
実
社
会
の
観
察
が
日
々
深
ま
る
に
つ
れ
て
、
既
存
の
答
え
が
全
て
一
面

的
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
の
は
必
至
で
あ
り
、
常
に
疑
い
、
こ
れ
を
正
す

こ
と
で
、
彼
は
よ
う
や
く
現
実
に
対
す
る
洞
察
感
を
維
持
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
た
と
え
最
先
端
の
社
会
思
想
を
見
つ
け
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
中

国
の
長
い
歴
史
と
暗
黒
の
現
実
を
理
解
す
る
た
め
に
用
い
る
の
に
、
彼
は

ま
た
そ
れ
に
適
応
す
る
苦
し
い
過
程
を
経
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　
そ
の
た
め
、
彼
の
真
理
の
追
求
は
、
あ
る
信
仰
か
ら
も
う
一
つ
の
信

仰
へ
と
い
う
、
信
仰
心
の
高
ま
り
と
し
て
表
現
さ
れ
な
か
っ
た
ば
か
り

へ
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か
、
あ
る
困
惑
か
ら
も
う
一
つ
の
困
惑
へ
の
深
化
と
し
て
表
現
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
歴
史
発
展
の
曲
折
性
は
、
人
間
の
精
神
の
木
が
、
常
に
希

望
と
信
念
と
い
う
水
の
灌
概
に
頼
る
だ
け
で
な
く
、
失
望
と
懐
疑
と
い

う
土
壌
か
ら
も
栄
養
を
吸
収
す
る
こ
と
を
つ
と
に
明
ら
か
に
し
て
い

る
三
狛
）

　
こ
れ
こ
そ
、
魯
迅
が
現
代
中
国
の
最
も
苦
痛
に
満
ち
た
精
神
と
し
て
描

か
れ
た
理
由
だ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
既
存
の
思
想
は
魯
迅
の
経
験
を
表
現

で
き
な
い
、
も
し
く
は
彼
の
精
神
の
深
刻
と
複
雑
は
、
既
成
の
思
想
で
は

解
釈
し
よ
う
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
矛
盾
と
苦
痛
に
苦
し

め
ら
れ
た
魯
迅
は
歩
み
を
止
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
理
性
的
思
考
が
自
己
を
支
え
き
れ
な
い
時
、
彼
は
よ
り
自
己
の
人
格
に

依
拠
し
、
全
て
の
感
情
や
気
質
、
精
神
上
の
習
慣
を
動
員
し
、
魂
の
全
て

を
も
っ
て
叫
び
の
言
葉
を
創
り
出
し
た
。
こ
れ
こ
そ
、
「
絶
望
の
抗
戦
」

の
本
来
の
意
味
で
あ
り
、
そ
れ
が
主
に
示
し
て
い
る
の
は
、
理
論
に
よ
っ

て
組
み
立
て
ら
れ
た
勇
気
で
は
な
く
、
心
理
、
情
緒
に
よ
っ
て
凝
集
さ
せ

ら
れ
た
意
思
な
の
で
あ
る
。
〔
峯

「
絶
望
の
抗
戦
」
、
「
絶
望
へ
の
反
抗
」
は
、
八
〇
年
代
の
魯
迅
研
究
の
、

魯
迅
作
品
に
対
す
る
哲
学
的
な
概
括
で
あ
る
。
江
暉
は
魯
迅
作
品
の
精
神

的
特
徴
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

　
全
て
の
叙
述
は
一
歩
ず
つ
踏
み
込
ん
で
、
「
希
望
」
の
消
滅
及
び

「
虚
無
」
の
真
実
な
る
存
在
や
、
そ
の
絶
対
的
権
威
と
し
て
の
地
位
を

解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
る
独
特
な
魂
の
弁
証
法
は
、
ま
さ
に
こ

の
よ
う
な
「
絶
望
と
虚
無
」
を
起
点
と
し
て
、
生
命
を
創
造
す
る
こ
と

の
意
味
を
必
死
に
追
求
し
て
お
り
、
そ
し
て
中
国
人
及
び
そ
の
社
会
を

改
造
す
る
こ
と
の
歴
史
的
な
責
任
を
苦
し
み
な
が
ら
も
堅
く
守
っ
て
い

る
三
お
）「

絶
望
の
抗
戦
」
を
行
う
孤
独
者
の
姿
、
深
い
闇
夜
に
消
え
去
る
、
あ

る
い
は
光
明
に
呑
み
込
ま
れ
て
遠
い
旅
に
出
る
戦
士
、
一
切
の
天
国
や

地
獄
、
黄
金
世
界
を
拒
み
、
黄
昏
の
中
を
振
り
返
る
こ
と
な
く
墓
場
に

向
か
っ
て
「
歩
く
」
「
行
人
」
、
四
千
年
の
重
荷
を
背
負
い
、
贈
罪
の
自

覚
を
抱
き
、
暗
黒
の
堰
を
担
っ
た
歴
史
の
「
中
間
物
」
…
…
全
て
の

「
絶
望
へ
の
反
抗
」
と
い
う
弛
ま
ぬ
努
力
に
お
い
て
、
魯
迅
は
自
己
の

人
格
形
成
を
完
成
さ
せ
た
。
（
蓼

　
精
神
、
意
志
、
人
格
、
魂
の
弁
証
法
は
、
「
絶
望
へ
の
反
抗
」
に
お
い

て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
あ
る
い
は
、
主
体
性
の
選
択
こ
そ
が
最
も

重
要
で
、
唯
一
決
定
的
な
作
用
を
生
じ
る
も
の
、
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
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な
い
。
外
界
の
援
助
も
な
く
、
伝
統
か
ら
の
支
持
も
な
く
、
他
人
も
お
ら

ず
、
既
存
の
理
論
も
な
く
、
信
仰
も
な
く
、
た
だ
困
惑
、
孤
独
、
絶
望
が

あ
る
だ
け
で
、
そ
れ
で
も
魯
迅
は
耐
え
続
け
た
1
　
我
々
は
、
僅
か
に
人

格
と
意
志
だ
け
が
魯
迅
の
生
存
や
闘
争
、
創
作
を
支
え
続
け
る
こ
と
が
で

き
た
な
ど
と
信
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
こ
の
よ
う
に
概
括
す

る
こ
と
で
、
魯
迅
の
作
品
中
の
ど
れ
だ
け
の
要
素
を
無
視
す
る
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
明
ら
か
な
こ
と
に
、
魯
迅
の

『
野
草
』
は
魯
迅
の
全
て
で
は
な
い
の
だ
か
ら
。
『
野
草
』
か
ら
魯
迅
を
解

釈
す
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
見
落
と
さ
れ
た
内
容
は
非
常
に
多
い
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
解
釈
の
進
展
か
ら
、
我
々
は
む
し
ろ
、
八
〇
年
代
に
お
け
る

知
識
人
の
深
刻
な
思
想
状
況
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

『
反
抗
絶
望
』
の
序
文
で
、
注
暉
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
あ
る
張
り
詰
め
た
身
体
は
何
度
も
同
じ
動
作
を
繰
り
返
す
。
巨
大
な

岩
を
運
び
、
転
が
し
て
山
頂
ま
で
動
か
す
が
、
そ
れ
は
頂
上
に
着
い
た

瞬
間
、
下
の
世
界
へ
と
転
が
り
落
ち
て
し
ま
う
…
…
彼
は
再
び
山
の
麓

へ
向
か
っ
て
下
り
て
ゆ
く
。
（
カ
ミ
ュ
『
シ
ー
シ
ュ
ボ
ス
の
神
話
』
）

　
も
う
一
人
の
疲
労
困
態
し
な
が
ら
も
掘
強
な
、
暗
い
目
つ
き
を
し
て

い
る
行
人
は
、
墓
場
へ
の
道
の
り
を
永
遠
に
歩
き
続
け
る
。
彼
は
た
っ

た
一
人
、
精
神
的
な
傷
と
肉
体
的
な
苦
痛
と
を
受
け
止
め
て
い
る
。
彼

は
歩
を
休
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
果
て
し
な
い
前
方
か
ら

は
し
き
り
に
彼
を
催
促
し
呼
び
か
け
る
声
が
鳴
り
続
け
、
彼
を
休
ま
せ

な
い
か
ら
だ
…
：
・
。
（
魯
迅
「
過
客
」
）

　
こ
の
よ
う
に
休
む
こ
と
な
く
無
限
の
苦
痛
へ
と
「
向
か
わ
せ
る
」
過

程
は
、
私
の
心
を
震
憾
さ
せ
る
。
そ
の
重
い
旅
程
は
希
望
に
よ
っ
て
支

え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
主
人
公
は
自
己
の
逃
れ
ら
れ
な
い
苦
痛

と
災
難
を
完
全
に
理
解
し
て
い
る
の
だ
が
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
こ
の
「
絶

望
」
に
対
す
る
熟
知
と
反
抗
が
、
彼
ら
を
自
己
の
運
命
の
主
人
に
さ
せ

て
い
る
の
だ
。
（
乙

　
魯
迅
と
カ
ミ
ュ
（
シ
ー
シ
ュ
ボ
ス
）
の
比
較
を
通
し
て
、

代
は
魯
迅
の
現
代
主
義
的
解
釈
を
完
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。

四

一
九
八
〇
年

　
魯
迅
に
対
す
る
現
代
主
義
的
解
釈
に
示
さ
れ
た
状
況
の
よ
う
に
、
一
九

八
〇
年
代
文
学
に
お
け
る
現
代
主
義
運
動
も
ま
た
同
様
に
、
遍
在
す
る
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
危
機
や
絶
望
感
、
及
び
そ
れ
ら
の
上
に
立
っ
て
の
困
難

な
探
策
を
示
し
て
い
た
。
七
〇
年
代
末
の
『
今
天
』
に
始
ま
り
、
八
〇
年

代
後
期
ま
で
、
絶
望
と
否
定
、
反
抗
と
探
求
が
形
而
上
的
な
宗
教
性
へ
の

渇
望
を
喚
起
し
た
。
人
々
も
カ
ミ
ュ
の
シ
ー
シ
ュ
ボ
ス
に
よ
っ
て
自
己
の

主
張
を
解
釈
し
、
当
代
作
品
に
お
け
る
人
物
像
を
概
括
し
た
が
、
こ
れ
は

へ義主代現ろ
カ

義主
蒙

啓5
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魯
迅
研
究
の
状
況
と
非
常
に
一
致
し
て
い
た
。
現
代
主
義
に
よ
る
魯
迅
解

釈
は
、
八
〇
年
代
後
期
の
精
神
の
あ
り
よ
う
に
密
接
に
呼
応
し
た
も
の
だ

っ
た
。

　
学
術
面
で
、
八
〇
年
代
の
現
代
主
義
に
対
し
て
高
度
な
反
応
を
示
し
た

の
は
、
劉
小
楓
が
一
九
八
七
年
に
完
成
さ
せ
た
『
抵
救
与
遣
遥
』
だ
っ
た
。

彼
は
時
代
の
精
神
的
危
機
を
よ
く
悟
り
、
当
時
の
人
々
が
よ
く
口
に
し
た

不
条
理
感
や
、
人
と
世
界
の
乖
離
と
対
立
、
生
存
意
義
の
欠
乏
と
世
界
の

空
虚
な
ど
、
全
て
に
対
し
て
非
常
に
敏
感
だ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
決
し

て
人
々
が
常
に
称
賛
し
た
悲
壮
な
シ
ー
シ
ュ
ボ
ス
精
神
に
立
ち
止
ま
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
世
界
の
空
虚
を
指
摘
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
問
題
の
解
決

で
は
な
く
、
問
題
の
始
ま
り
に
過
ぎ
な
い
。
人
が
確
立
す
べ
き
な
の
は
、

世
界
の
意
味
で
あ
り
、
世
界
の
空
虚
で
は
な
い
。
我
々
は
、
世
界
が
虚

無
な
も
の
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
人
の
現
世
の
意
味
へ
の
要
求
を
否
定
す

る
こ
と
な
ど
、
当
然
な
が
ら
で
き
な
い
。
さ
も
な
く
ば
、
我
々
は
、
現

世
の
生
命
そ
の
も
の
が
虚
妄
で
あ
り
、
世
界
の
外
に
あ
る
絶
対
的
価
値

が
全
く
こ
の
世
界
に
入
り
込
む
余
地
が
な
い
こ
と
を
肯
定
す
る
こ
と
に

な
る
2
⑦

こ
の
一
段
に
は
劉
小
楓
の
、
現
代
主
義
の
苦
境
に
対
す
る
解
決
法
が
明

示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
世
界
の
外
の
絶
対
的
価
値
に
よ
り
世
界
の
危

機
を
解
決
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
劉
小
楓
の
全
著
書
に
お

け
る
主
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
主
題
を
確
立
さ
せ
て
い
る
前
提
は
、

世
界
を
判
断
す
る
こ
と
の
無
意
味
と
空
虚
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
前
提

は
八
〇
年
代
の
現
代
主
義
が
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
も
し
く
は
、
現
代
主

義
こ
そ
が
劉
小
楓
に
恰
好
の
立
論
の
基
礎
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
世
界
が

こ
の
よ
う
に
無
意
味
で
虚
無
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
詩
人
や
詩
人
の
自
殺
が

う
ま
れ
、
絶
望
的
な
世
界
で
生
き
る
意
味
を
絶
望
的
に
問
う
詩
人
が
現
れ

た
。
劉
は
「
絶
望
感
」
に
よ
っ
て
詩
人
を
描
写
し
て
い
る
。

　
絶
望
感
は
、
厭
世
感
と
も
虚
無
感
と
も
異
な
る
。
厭
世
主
義
や
虚
無

的
な
態
度
の
、
不
遜
で
冷
淡
な
心
理
状
態
と
は
逆
に
、
絶
望
感
は
価
値

の
真
実
の
意
味
を
堅
持
す
る
。

　
絶
望
感
は
、
価
値
の
虚
無
の
中
に
身
を
置
き
、
価
値
の
真
実
の
た
め

に
心
を
労
す
詩
人
の
内
面
に
の
み
生
ま
れ
る
。
解
脱
の
価
値
に
よ
っ
て

価
値
の
束
縛
に
取
っ
て
代
え
る
詩
人
は
絶
望
感
を
超
越
す
る
。

　
絶
望
感
は
、
価
値
と
意
味
の
崩
壊
の
中
で
の
、
価
値
と
意
味
に
対
す

る
真
の
固
執
で
あ
る
。
こ
の
固
執
と
い
う
の
は
当
然
逆
説
で
あ
る
。
絶

望
は
絶
望
感
と
は
異
な
る
。
絶
望
は
し
ば
し
ば
価
値
と
意
味
の
真
実
に
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対
す
る
根
本
的
な
失
望
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、

説
を
生
む
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
（
頒
）

こ
の
よ
う
な
固
執
の
逆

　
精
神
、
心
、
魂
を
極
め
て
重
要
視
す
る
傾
向
は
、
一
九
八
〇
年
代
後
期

の
雰
囲
気
に
合
い
、
ま
た
魯
迅
研
究
の
示
し
た
問
題
の
方
向
性
と
も
非
常

に
合
致
し
て
い
た
。
「
絶
望
感
」
に
つ
い
て
の
説
明
の
ほ
と
ん
ど
は
、
そ

の
ま
ま
現
代
主
義
に
よ
る
魯
迅
解
釈
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

劉
小
楓
は
審
美
的
な
態
度
で
絶
望
感
を
称
賛
し
、
こ
れ
に
自
己
同
定
し
よ

う
と
は
し
な
か
っ
た
。
彼
は
、
絶
望
感
に
は
方
向
性
が
な
い
、
な
ぜ
な
ら

絶
望
感
の
中
で
は
、
超
歴
史
的
な
絶
対
的
価
値
も
懐
疑
の
対
象
に
な
る
か

ら
で
あ
り
、
そ
の
た
め
絶
望
感
は
同
時
に
詩
人
を
呑
み
込
み
、
詩
人
の
自

殺
の
意
味
も
ま
た
、
神
か
ら
遠
く
離
れ
た
人
間
世
界
は
暗
黒
の
深
淵
で
あ

る
と
宣
言
し
た
こ
と
に
あ
る
か
ら
だ
と
考
え
た
。
こ
の
推
論
の
過
程
に
お

い
て
は
、
絶
望
感
に
苛
ま
れ
た
魯
迅
の
最
後
の
選
択
に
し
て
も
、
暗
い
精

神
の
象
徴
と
な
り
、
魯
迅
は
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
負
の
人
間
像
と
な

っ
た
。

　
こ
れ
は
、
一
九
四
九
年
以
来
中
国
出
版
界
が
公
に
出
版
し
た
も
の
の
中

で
、
初
め
て
魯
迅
を
全
面
的
に
否
定
す
る
も
の
だ
っ
た
。
劉
小
楓
の
描
く

魯
迅
は
虚
無
主
義
者
で
あ
り
、
外
部
の
暗
黒
に
屈
服
し
、
悪
で
も
っ
て
悪

に
抗
う
。
そ
の
た
め
、
自
己
の
感
情
と
思
想
を
暗
黒
世
界
の
論
理
に
従
わ

せ
て
い
る
。
劉
小
楓
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
や
カ
フ
カ
な
ど
と
の
比
較
に

よ
っ
て
、
世
界
に
相
対
す
る
二
つ
の
全
く
異
な
る
態
度
を
示
し
た
。
　
一
つ

は
、
謙
虚
に
祈
り
を
捧
げ
、
神
の
加
護
を
頂
く
と
い
う
も
の
で
、
西
洋
の

詩
人
は
二
つ
の
真
の
、
永
遠
で
、
純
粋
な
温
情
と
善
良
に
満
ち
た
世
界

が
存
在
し
、
そ
の
世
界
は
彼
岸
か
ら
人
間
の
魂
に
呼
び
か
け
る
L
も
の
だ

と
信
じ
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
、
魯
迅
が
代
表
す
る
態
度
で
、
た
だ
一
つ

の
世
界
を
信
じ
、
そ
れ
以
外
に
真
実
で
永
久
の
世
界
が
あ
る
こ
と
を
信
じ

な
い
。
そ
の
た
め
、
空
虚
や
冷
淡
さ
、
虚
無
は
そ
の
必
然
の
論
理
的
帰
結

と
み
な
さ
れ
る
。

　
劉
小
楓
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
魯
迅
が
身
を
置
い
て
い
た
文
化
伝
統
は
、
そ
れ
ま
で
彼
に
愛
や
祈
り

に
無
限
の
信
頼
を
寄
せ
る
と
い
う
信
念
を
与
え
た
こ
と
は
一
度
も
な
く
、

そ
の
よ
う
な
魯
迅
に
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
心
情
や
気
質
が
具
わ
っ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
理
解
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
魯
迅
は
西
洋
の
学

問
に
精
通
し
て
い
た
と
さ
れ
、
実
際
、
彼
は
確
か
に
「
ユ
ダ
ヤ
人
に
よ

る
礫
に
あ
っ
た
」
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
知
っ
て
お
り
、
西
欧

精
神
が
深
淵
の
中
で
祈
り
を
捧
げ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
の
信
念
も
知
っ

て
い
た
。
し
か
も
、
中
国
の
国
民
性
に
「
最
も
欠
如
し
て
い
る
の
は
誠

意
と
愛
で
あ
る
」
こ
と
も
認
識
し
て
い
た
。
問
題
は
、
魯
迅
は
決
し
て

キ
リ
ス
ト
を
認
め
、
受
け
入
れ
る
よ
う
な
信
念
を
信
じ
ず
、
悪
と
い
う

事
実
が
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
信
じ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
あ
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こ
の
よ
う
な
判
断
は
人
々
を
驚
か
せ
た
し
、
一
九
八
〇
年
代
の
魯
迅

研
究
者
に
も
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
我
々
は
や
は

り
八
〇
年
代
の
魯
迅
研
究
が
劉
小
楓
の
魯
迅
批
判
に
多
く
の
基
礎
を
与

え
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
劉
小
楓
は
中
国
の
文
化
や
伝
統
を
批
判
す

る
際
、
魯
迅
の
伝
統
に
対
す
る
批
判
的
な
言
説
を
多
く
用
い
て
い
る
し
、

魯
迅
の
言
う
自
己
の
「
毒
」
や
「
邪
気
」
が
伝
統
文
化
と
密
接
な
関
係

に
あ
る
こ
と
も
認
め
て
い
る
。
こ
れ
は
八
〇
年
代
魯
迅
研
究
の
共
通
認

識
で
あ
る
。
劉
小
楓
の
描
く
魯
迅
の
苦
悶
、
彷
裡
、
閉
塞
感
も
、
八
〇

年
代
の
魯
迅
研
究
と
非
常
に
合
致
し
て
い
る
。
も
し
も
魯
迅
の
カ
ミ
ュ

（
シ
ー
シ
ュ
ボ
ス
）
化
が
八
〇
年
代
の
魯
迅
研
究
の
一
つ
の
大
き
な
結

論
で
あ
る
な
ら
、
劉
小
楓
は
ま
さ
に
こ
の
結
論
を
出
発
点
と
し
て
い
る
。

彼
は
次
の
よ
う
に
問
う
。

　
岩
を
持
ち
上
げ
た
英
雄
は
、
岩
の
重
さ
に
捻
じ
曲
げ
ら
れ
、
ひ
い
て

は
同
化
し
て
岩
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
が
全
て
の
岩
を
担
ぎ
だ
し

た
と
き
、
彼
は
岩
に
呑
み
こ
ま
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
〔
1
3
）

　
こ
の
よ
う
な
問
い
は
、
一
九
八
〇
年
代
の
現
代
主
義
に
よ
る
魯
迅
解
釈

の
結
論
に
対
す
る
質
疑
に
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
し
も
魯
迅
が

見
た
も
の
全
て
が
暗
黒
で
虚
無
だ
と
し
た
ら
、
も
し
も
魯
迅
が
外
部
の
世

界
と
い
か
な
る
積
極
的
な
価
値
あ
る
関
係
も
築
き
あ
げ
な
か
っ
た
と
し
た

ら
、
も
し
も
魯
迅
に
は
絶
望
感
し
か
な
く
、
自
己
の
人
格
の
み
に
よ
っ
て

絶
望
に
抵
抗
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
我
々
は
い
か
に
し
て
魯
迅
流
の
抵
抗

の
価
値
を
定
め
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
劉
小
楓
は
た
や
す
く
魯
迅
を
暗

黒
精
神
の
代
表
の
側
に
推
し
や
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
彼
は
魯
迅
と

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
比
較
し
、
「
彼
ら
は
ど
ち
ら
も
同
様
の
歴
史
的
事

実
を
見
て
い
た
」
（
2
3
）
が
、
両
者
を
区
別
す
る
の
は
、
魯
迅
が
歴
史
的
事
実

し
か
考
慮
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
最
終
的
に
は
岩
を
も
っ
て
岩
に
抵
抗

し
、
暗
黒
を
も
っ
て
暗
黒
に
抵
抗
し
、
悪
を
も
っ
て
悪
に
抵
抗
す
る
と
い

う
方
向
へ
向
か
っ
た
の
に
対
し
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
超
越
的
な
、
善

の
世
界
と
の
強
固
な
関
係
を
維
持
し
て
い
た
点
で
あ
る
と
考
え
た
。

　
現
象
学
者
で
あ
る
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
鋭
い
指
摘
を
し
て
い
る
。
報
復
の

衝
動
と
は
あ
る
特
定
の
精
神
が
自
ら
を
損
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ

の
ま
ま
あ
る
永
続
的
な
心
理
状
態
、
つ
ま
り
怨
恨
を
導
き
出
す
。
…
…

魯
迅
は
暗
黒
の
堰
を
肩
に
担
う
際
に
用
い
た
の
は
こ
の
早
熟
な
精
神
だ

っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
現
存
の
世
界
の
汚
濁
と
歴
史
や
国
民
性
の
劣
悪

さ
の
全
て
に
対
す
る
暴
露
と
攻
撃
を
、
い
つ
の
間
に
か
怨
恨
の
発
散
に

し
て
し
ま
っ
た
し
、
さ
ら
に
人
々
の
苦
難
や
不
幸
へ
の
「
同
情
」
に
対

し
て
軽
蔑
し
た
態
度
を
と
る
よ
う
に
さ
せ
た
。
心
の
毒
素
が
人
の
魂
の

6
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中
の
全
て
の
善
良
と
愛
を
蝕
み
尽
く
し
て
し
ま
え
ば
、

や
愛
を
語
れ
る
だ
ろ
う
か
。
（
田
）

ど
う
し
て
同
情

　
こ
れ
は
す
で
に
痛
罵
で
あ
る
。
し
か
も
八
〇
年
代
の
魯
迅
研
究
が
魯
迅

の
偉
大
な
る
人
格
を
尊
崇
し
た
こ
と
へ
の
全
否
定
と
嘲
弄
で
も
あ
る
。
劉

小
楓
は
魯
迅
の
雑
文
の
中
の
片
言
隻
語
を
大
量
に
引
用
す
る
こ
と
で
自
ら

の
観
点
を
支
え
た
。
劉
の
キ
リ
ス
ト
教
文
化
の
絶
対
的
な
価
値
に
関
す
る

主
張
は
、
知
識
界
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
け
れ
ど
も
、
彼
の
魯
迅
批
判

は
八
〇
年
代
後
期
に
は
ま
だ
稀
少
な
も
の
で
、
こ
れ
に
呼
応
す
る
者
も
ほ

と
ん
ど
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
九
〇
年
代
半
ば
に
な
る
と
、
彼
の
魯
迅

批
判
は
よ
り
多
く
の
人
か
ら
反
響
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
は
シ
ェ
ー

ラ
ー
の
学
説
を
援
用
し
て
平
等
主
義
思
想
に
対
し
て
強
烈
な
批
判
を
展
開

し
た
。
平
等
は
普
遍
的
な
怨
恨
の
情
緒
を
も
た
ら
す
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
見
解
を
用
い
て
魯
迅
を
批
判
す
る
こ
と
は
非
常
に
妥
当
な
も
の
の
よ

う
に
思
わ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
魯
迅
は
中
国
現
代
の
怨
恨
の
伝
統
の
代
表

と
な
っ
た
。
あ
る
人
は
魯
迅
は
怨
恨
政
治
学
の
伝
統
を
切
り
開
い
た
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
毛
沢
東
の
政
治
実
践
方
式
と
非
常
に
合
致
し
て
い
る
と
考

え
た
。
こ
の
見
解
は
啓
蒙
主
義
を
非
常
に
驚
か
せ
た
。
な
ぜ
な
ら
一
九
八

〇
年
代
の
啓
蒙
主
義
の
重
要
な
役
割
は
、
毛
沢
東
伝
統
の
外
に
魯
迅
を
代

表
と
す
る
伝
統
を
切
り
開
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
毛
伝
統
に
対
抗
し
よ
う
と

す
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

註
（
1
）

（
2
）

（
3
）

注
暉
「
魯
迅
研
究
歴
史
批
判
」
（
『
文
学
評
論
』
一
九

八
八
年
第
六
期
）
。

注
暉
「
魯
迅
研
究
歴
史
批
判
」
。

以
下
に
代
表
的
な
論
文
を
挙
げ
る
。
王
揺
「
魯
迅
研

究
的
准
縄
和
指
針
－
学
習
毛
主
席
関
於
魯
迅
的
光

輝
論
述
」
（
『
魯
迅
研
究
集
刊
』
第
一
輯
、
上
海
文
芸

出
版
社
、
一
九
七
九
年
）
。
石
汝
祥
「
進
向
完
備
的

（
4
）

（
5
）

唯
物
主
義
和
弁
証
法
－
論
魯
迅
前
期
世
界
観
兼
与

陳
涌
等
同
志
商
権
L
（
魯
迅
誕
生
百
周
年
学
術
討
論

会
へ
の
提
出
論
文
）
。

銭
理
群
『
心
霊
的
探
尋
』
（
上
海
文
芸
出
版
社
、
一

九
八
八
年
八
月
）
、
「
引
言
」
、
一
二
～
＝
二
頁

王
富
仁
「
『
晒
威
』
『
彷
復
』
総
論
」
（
『
文
芸
評
論
』

一
九
八
五
年
第
三
期
）
。

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

北
京
師
範
大
学
出
版
社
、
一
九
八
六
年
九
月
。

陳
涌
「
論
魯
迅
小
説
的
現
実
主
義
」
（
『
人
民
文
学
』

一
九
五
四
年
第
十
［
期
）
。

『
両
地
書
・
二
四
』
。

江
暉
「
銭
理
群
与
他
対
魯
迅
心
霊
的
探
尋
」
（
『
読

書
』
一
九
八
八
年
第
十
二
期
）
。

魯
迅
「
写
在
『
墳
』
後
面
」
、
『
墳
』
。
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（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
）

（
1
6
）

（
1
7
）

（
1
8
）

（
1
9
）

（
2
0
）

（
2
1
）

（
2
2
）

注
暉
『
反
抗
絶
望
』
（
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
九

一
年
八
月
）
、
　
一
三
六
頁

注
暉
『
反
抗
絶
望
』
、
　
一
三
五
～
＝
二
七
頁

江
暉
『
反
抗
絶
望
』
、
一
四
二
頁

魯
迅
が
一
九
二
四
年
九
月
二
十
四
日
に
李
乗
中
宛
に

書
い
た
手
紙
の
一
文
。

魯
迅
「
写
在
『
墳
』
後
面
」
、
『
墳
』
。

注
暉
『
反
抗
絶
望
』
、

注
暉
『
反
抗
絶
望
』
、

江
暉
『
反
抗
絶
望
』
、

注
暉
『
反
抗
絶
望
』
、

注
暉
『
反
抗
絶
望
』
、

東
方
出
版
社
、

一
五
三
頁

六
〇
頁

四
八
頁

六
二
頁

五
六
頁

　
　
　
　
　
　
一
九
八
七
年
六
月
。

一
九
九
〇
年
代
初
頭
の
王
暁
明
が
見
た
と
こ
ろ
、
魯

迅
の
晒
戚
は
仮
面
を
被
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
魯
迅
の
暗
黒
世
界
に
対
す
る
巨
大
な

感
情
は
、
啓
蒙
主
義
が
国
民
を
呼
び
覚
ま
し
う
る
と

信
じ
る
こ
と
を
支
え
て
は
く
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

（
『

ｳ
法
直
面
的
人
生
－
魯
迅
伝
』
、
上
海
文
芸
出

版
社
、
一
九
九
三
年
十
二
月
、
を
参
照
せ
よ
）
。
彼

の
「
双
駕
馬
車
的
傾
覆
」
と
い
う
長
編
論
文
は
、
魯

迅
の
創
作
目
的
を
以
下
の
よ
う
に
描
き
出
し
て
い
る
。

一
つ
は
明
白
な
社
会
目
的
を
持
っ
た
も
の
で
、
人
生

を
改
造
し
、
国
民
性
を
改
造
す
る
と
い
う
も
の
。
も

う
一
つ
は
、
感
情
的
、
心
理
衝
動
的
な
も
の
で
あ
る
。

彼
は
こ
の
二
つ
の
目
的
を
相
反
す
る
も
の
だ
と
考
え

る
が
、
こ
れ
は
思
想
的
逆
説
と
は
異
な
る
。
思
想
的

逆
説
は
い
く
つ
か
の
思
想
が
合
理
的
で
あ
る
こ
と
を

意
味
す
る
が
、
王
暁
明
の
叙
述
で
は
啓
蒙
主
義
思
想

は
魯
迅
の
文
学
者
と
し
て
の
偉
大
な
価
値
を
妨
害
す

る
も
の
と
さ
れ
る
（
『
潜
流
与
游
渦
－
論
二
十
世

紀
中
国
小
説
家
的
創
作
心
理
障
碍
』
、
中
国
社
会
科

（
2
3
）

（
2
4
）

（
2
5
）

（
2
6
）

（
2
7
）

（
田
）

（
2
9
）

（
3
0
）

（
3
1
）

（
3
2
）

（
3
3
）

学
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
。

王
暁
明
『
所
羅
門
的
瓶
子
』
（
漸
江
文
芸
出
版
社
、

一
九
八
九
年
五
月
）
、
三
〇
頁

王
暁
明
『
所
羅
門
的
瓶
子
』
、
三
〇
頁

注
暉
『
反
抗
絶
望
』
、
二
六
九
頁

注
暉
『
反
抗
絶
望
』
、
二
九
七
頁

注
暉
『
反
抗
絶
望
』
、
序
文
。

劉
小
楓
『
握
救
与
遣
遥
』
（
上
海
人
民
出
版
社
、
一

九
八
八
年
四
月
）
、
五
四
頁

劉
小
楓
『
極
救
与
遣
遥
』
、

劉
小
楓
『
丞
救
与
迫
遥
』
、

劉
小
楓
『
挺
救
与
適
遥
』
、

劉
小
楓
『
抵
救
与
遣
遥
』
、

劉
小
楓
『
挺
救
与
遣
遥
』
、

六
四
頁

四
〇
二
頁

三
九
四
頁

四
〇
一
頁

四
一
六
頁
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