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尾
上
兼
英
『
魯
迅
私
論
』
を
通
し
て
語
る

溝
口
雄
三
の
竹
内
好
像
に
対
す
る
一
考
察

王

品

は
じ
め
に

一
九
八

O
年
か
ら
一
九
八
一
年
ま
で
、
溝
口
雄
三
は
四
回
に
わ
た
っ
て

「
「
中
国
の
近
代
」
を
み
る
視
点
」
を
雑
誌
『
U
P
』
に
連
載
し
て
い
る
。

こ
れ
を
は
じ
め
と
し
て
、
自
ら
の
中
国
研
究
方
法
を
め
ぐ
る
議
論
を
展
開

し
は
じ
め
る
。
そ
の
中
で
竹
内
好
の
魯
迅
観
お
よ
び
近
代
中
国
観
を
一
つ

の
典
型
と
し
て
取
り
上
げ
て
批
判
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
批
判
を
一
九
八

0
年
代
を
通
じ
て
一
貫
し
て
行
っ
て
い
る
が
、
一
九
九

0
年
代
の
後
半
に

入
る
と
、
議
論
の
展
開
に
変
化
が
見
ら
れ
る
。
本
論
文
で
は
、
そ
う
し
た

変
化
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一
九
八

0
年
代
か
ら
始
ま
る
中
国
研
究
方
法
に
関
す
る
議
論
を
初
期
段

階
と
す
れ
ば
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
竹
内
好
に
対
す
る
反
発
が
基
調
と

な
る
。
そ
し
て
一
九
九

0
年
代
後
半
に
至
る
と
、
竹
内
好
に
対
す
る
批
判

が
ま
っ
た
く
消
え
る
と
い
っ
た
急
展
開
を
見
せ
る
。
本
論
文
で
検
討
す
る

こ
の
変
化
は
、
そ
の
初
期
段
階
か
ら
急
展
開
を
す
る
ま
で
の
過
渡
期
の
も

の
と
も
言
え
る
。

従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
、
溝
口
雄
三
の
竹
内
好
に
対
す
る
批
判
も
し

く
は
批
判
的
継
承
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
穐
山
新
は
「
中
国
を
語
る
作
法

と
「
近
代
」
」
に
お
い
て
、
「
溝
口
雄
三
は
竹
内
の
課
題
を
多
元
的
な
「
近

代
」
の
理
解
枠
組
み
の
中
で
引
き
継
ぎ
、
中
国
に
お
け
る

「
中
国
に
お
け

る
「
近
代
過
程
」
の
内
部
に
西
洋
的
な
「
近
代
」
を
超
え
た
普
遍
性
を
も

っ
た
「
近
代
」
を
見
出
そ
う
と
す
る
溝
口
の
姿
勢
は
、
実
の
と
こ
ろ
竹
内

好
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
」
（
注
1
）
と

述
べ
て
、
近
代
と
い
う
テ

l
マ
を
め
ぐ
る
竹
内
と
溝
口
の
共
通
性
あ
る
い

は
継
承
関
係
に
注
目
し
て
い
る
。
ま
た
、
八
官
僚
牽
は
『
溝
口
雄
三
的
中
園

方
法
｜
超
克
亜
洲
的
知
識
脈
絡
』
に
お
い
て
「
竹
内
と
溝
口
の
知
識
体
系

は
実
は
相
似
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
」
〔
原
文
｜
｜
竹
内
輿
溝
口
的
知
識
種
系

責
有
許
多
高
度
相
似
之
慮
〕
（
注
2
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
溝

口
の
知
的
営
為
は
竹
内
に
対
す
る
批
判
的
継
承
で
あ
る
こ
と
は
定
論
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
批
判
的
態
度
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
か
は
、
詳
細
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
本
論
文
は
、
溝
口
の
竹

内
批
判
が
た
ど
っ
た
具
体
的
な
過
程
を
明
確
に
し
、
そ
れ
が
複
雑
な
変
化

を
含
む
過
程
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
れ
は
後
に
溝
口
に
よ
っ

て
発
起
さ
れ
る
「
日
中
・
知
の
共
同
体
」
活
動
を
理
解
す
る
重
要
な
一
環
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で
も
あ
る
。

「
夕
、
ダ
の
中
国
」
に
対
す
る
注
目

一
九
八
八
年
八
月
に
、
溝
口
雄
三
は
「
「
夕
、
ダ
の
魯
迅
」
と
「
私
」
の

対
話
l
尾
上
兼
英
著
『
魯
迅
私
論
』
に
よ
せ
て
l
」
（
『
中
国
研
究
月
報
』

四
八
六
号
）
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
一
九
八
八
年
六
月
に
出
版
さ

れ
た
佐
藤
慎
一
訳
『
知
の
帝
国
主
義
｜
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
中
国
像
』

が
引
用
文
献
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
引
用
し
た
の
は
、
本
文
で
は
な

く
訳
者
あ
と
が
き
の
中
の
「
夕
、
ダ
の
中
国
」
と
い
う
言
葉
で
あ
り
、
「
夕

、
ダ
」
は
文
中
十
回
も
現
れ
、
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。



「
「
タ
ダ
の
魯
迅
」
と
「
私
」
の
対
話

i
尾
上
兼
英
著
『
魯
迅
私
論
』
に

よ
せ
て

i
」
に
お
け
る
最
初
の
部
分
は
次
の
通
り
に
な
っ
て
い
る
。

中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
以
来
の
四

O
年
を
区
分
し
て
み
る
と

「
（
イ
）
建
国
か
ら
文
革
開
始
一
九
六
六
年
ま
で
の
十
数
年
、
（
ロ
）

七
六
年
四
人
組
逮
捕
ま
で
の
文
革
の
十
年
、
（
ハ
）
そ
れ
以
後
現
在
ま

で
の
十
余
年
、
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
を
か

り
に
、
（
イ
）
「
新
」
中
国
の
時
期
、
（
ロ
）
中
国
が
「
新
」
を
脱
い
だ

時
期
、
（
ハ
）
列
列
叫
判
聞
と
な
っ
た
時
期
、
と
よ
ん
で
お
こ
う
。
（
注

3 
文
化
大
革
命
が
終
わ
っ
た
後
の
中
国
を
指
す
時
期
の
区
分
と
し
て

ダ
の
中
国
」
を
溝
口
は
使
っ
て
い
る
。
「
夕
、
ダ
の
中
国
」
と
い
う
言
い
方
は

佐
藤
慎
一
の
訳
書
『
知
の
帝
国
主
義
l
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
中
国
像
』

の
あ
と
が
き
の
中
の
用
語
で
あ
り
、
時
期
の
区
分
を
表
す
た
め
に
使
わ
れ タ

て
い
る
。

佐
藤
慎
一
は
一
九
六
九
年
に
東
京
大
学
法
学
部
を
卒
業
し
、
そ
の
後
近

代
中
国
政
治
思
想
史
を
専
攻
す
る
。
一
九
七
三
年
四
月
東
北
大
学
法
学
部

比
較
政
治
学
担
当
の
助
教
授
と
な
る
。
一
九
七
九
年
か
ら
一
九
八
一
年
ま

で
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
客
員
研
究
員
と
し
て
二
年
間
ア

メ
リ
カ
に
滞
在
し
た
。
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
で
体
験
し
た
中
国
研
究
に
つ
い

て
一
九
八
二
年
に
「
ア
メ
リ
カ
の
中
国
研
究
」
書
い
て
い
る
。
そ
の
六
年

後
の
一
九
八
八
年
に
ア
メ
リ
カ
の
中
国
研
究
者

p
．
A
．
コ
！
エ
ン
（
注
4

）

の
b
E
8・足立
s
h
hな
さ
ミ
宮
内
砕
き
R
K
Aき
雪
向
。
Q
S
同
な
さ
ミ
ミ
～
司
立
さ
目
的
。
W
M
H
p
h
w

h
R
S
H
h
p
刊
誌
色
町
、
む
と
を
翻
訳
し
て
『
知
の
帝
国
主
義
｜
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ

ム
と
中
国
像
』
と
い
う
題
で
出
版
し
て
い
る
。
こ
れ
は
中
国
語
版
の
林
同

奇
訳
『
在
中
国
発
見
歴
史
』
（
一
九
八
九
年
中
華
書
局
）
よ
り
も
早
い
。

佐
藤
は
、
ア
メ
リ
カ
の
中
国
研
究
に
触
発
さ
れ
て
、
中
国
研
究
方
法
論
の

問
題
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
コ
！
エ
ン
の
著
書
を
い
ち
早

く
訳
す
ま
で
に
な
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
中
国
研
究
に
大

い
に
刺
激
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

『
知
の
帝
国
主
義
l
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
中
国
像
』
の
訳
者
あ
と
が

き
の
最
初
の
と
こ
ろ
で
、
佐
藤
慎
一
は
東
北
大
学
法
学
部
に
勤
め
て
い
た

時
に
、
学
生
に
竹
内
好
を
は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
な
世
代
の
中
国
論
を
読
ん
だ

上
で
「
私
た
ち
の
中
国
観
」
と
い
う
題
で
レ
ポ
ー
ト
を
書
か
せ
た
こ
と
を

語
り
、
そ
の
中
の
特
に
印
象
に
残
っ
た
も
の
の
一
部
を
抜
粋
し
て
い
る
。

詳
細
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

文
革
当
時
の
日
本
人
が
中
国
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
思
い
入
れ
を

見
る
と
、
そ
う
い
う
共
感
を
抱
き
う
る
対
象
が
あ
っ
た
だ
け
幸
福
な

世
代
だ
っ
た
と
も
思
う
け
れ
ど
、
反
面
、
ま
る
で
「
信
仰
告
白
」
を

読
ま
さ
れ
る
よ
う
な
や
り
き
れ
な
さ
も
感
じ
る
。
「
信
仰
」
を
共
有

し
な
い
人
間
に
は
全
く
説
得
力
を
持
た
な
い
と
い
う
点
で
は
空
し
い

し
、
「
信
仰
」
を
異
に
す
る
人
の
意
見
が
全
否
定
さ
れ
る
と
い
う
点

で
は
空
恐
ろ
し
い
。

幸
か
不
幸
か
、
ぼ
く
た
ち
の
世
代
に
と
っ
て
は
、
中
国
は
「
夕
、
ダ

例
判
国
叶
ー
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
中
国
に
刻
刻
附
闘
剖
剖
樹
パ
刈
と
い

う
こ
と
な
く
な
っ
た
反
面
、
嗣
醐
剖
劃
パ
寸
中
国
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
距
離
を
置
く
と
い
う
こ
と
は
、
「
こ
の
視
点

か
ら
、
こ
れ
だ
け
の
材
料
を
も
と
に
し
て
見
れ
ば
、
こ
の
程
度
の
こ

と
は
ほ
ぼ
確
実
に
言
え
る
」
と
い
う
、
自
分
の
中
国
観
の
妥
当
性
の

-72一



限
界
に
対
す
る
自
覚
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
ぼ
く
た
ち
の
世
代

の
中
国
観
は
、
「
中
国
観
」
と
い
う
ほ
ど
の
大
げ
さ
な
も
の
に
は
な

ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
か
わ
り
他
人
の
中
国
観
と
は
競
争

的
に
「
平
和
共
存
」
で
き
る
だ
ろ
う
。

列
列
叫
判
国
叶
ー
に
な
っ
て
も
、
中
国
と
中
国
史
は
や
は
り
面
白

い
。
い
や
、
「
夕
、
ダ
の
中
国
」
に
な
っ
て
ま
す
ま
す
面
白
く
な
っ
た
。

さ
｜
剖
剖
刻
刻
樹
劇
科
剖
剖
卦
寸
寸
劇
劇
リ
、
叶
斗
剖

A
d叫
叶
斗
ろ

副
剣
山
制
矧
倒
川
d
判
国
制
剖
剖
寸
d
劃
倒
叶
樹
利
洲
同
d
対
叫
副

射
叫
刻
引
制
こ
と
が
ハ
ツ
キ
リ
し
た
か
ら
だ
。
そ
の
意
味
で
は
、
中
国

が
」
列
外
叫
判
副
叶
ー
に
な
っ
た
の
は
、
ぼ
く
た
ち
の
世
代
の
不
幸
と

い
う
よ
り
は
、
幸
せ
の
よ
う
な
気
が
す
る
。
（
注
5

）

佐
藤
が
こ
の
学
生
の
「
夕
、
ダ
の
中
国
」
を
わ
ざ
わ
ざ
引
用
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
こ
の
言
い
方
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
原
文
の

中
で
言
わ
れ
る
「
夕
、
ダ
の
中
国
」
と
は
、
文
化
大
革
命
後
の
中
国
を
指
し
、

社
会
主
義
の
中
国
が
崩
壊
し
て
変
化
が
起
こ
っ
た
後
の
中
国
を
捉
え
る
、

つ
ま
り
時
期
を
区
分
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
「
夕
、
ダ
の
中
国
」
を
研
究
す
る
研
究
者
と
し
て
、
熱

狂
的
で
な
く
「
距
離
を
置
い
て
」
、
自
ら
に
よ
っ
て
客
観
的
に
中
国
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
、
「
夕
、
ダ
の
中
国
」
に
な
っ
た
と
い

う
変
化
に
伴
う
日
本
の
中
国
研
究
方
法
の
今
後
の
行
方
に
つ
い
て
も
言
及

し
て
い
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
西
洋
資
本
主
義
に
対
抗
す
る
と
い
っ
た

特
定
の
権
威
あ
る
い
は
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
る
の
で
は
な
く
「
自
分
に
納

得
の
い
く
中
国
観
を
き
づ
く
」
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

佐
藤
慎
一
は
、
な
ぜ
上
述
し
た
内
容
を
『
知
の
帝
国
主
義
l
オ
リ
エ
ン

タ
リ
ズ
ム
と
中
国
像
』
の
あ
と
が
き
で
取
り
上
げ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、

社
会
主
義
の
新
中
国
か
ら
「
夕
、
ダ
の
中
国
」
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
変

化
に
伴
っ
て
、
日
本
に
お
け
る
近
代
中
国
研
究
方
法
も
調
整
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
を
引
き
出
す
た
め
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
佐

藤
の
以
下
の
言
葉
か
ら
分
か
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
に
見
て
、
中
国
近
代
史
研
究
は
新
た
な
段
階
に
さ
し

か
か
っ
て
い
る
。
第
一
に
、
中
国
近
代
史
研
究
の
主
た
る
生
産
国
は

中
国
・
ア
メ
リ
カ
・
日
本
だ
が
、
中
国
（
と
日
本
）
の
場
合
で
あ
れ

ば
文
化
大
革
命
の
挫
折
、
ア
メ
リ
カ
の
場
合
で
あ
れ
ば
ヴ
エ
ト
ナ
ム

戦
争
の
挫
折
と
、
い
ず
れ
も
従
来
の
認
識
枠
組
み
の
根
本
的
再
検
討

を
迫
る
体
験
を
し
た
ば
か
り
で
あ
る
。
第
二
に
、
文
化
大
革
命
以
後

の
中
国
で
、
洪
水
と
も
言
え
る
よ
う
な
勢
い
で
お
び
た
だ
し
い
史
料

の
公
刊
が
な
さ
れ
、
従
来
の
枠
組
み
で
は
説
明
で
き
な
い
新
事
実
が

次
々
に
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
従
来
の
研
究
の
批
判
的

再
検
討
と
膨
大
な
新
史
料
と
を
踏
ま
え
た
中
国
近
代
史
研
究
が
、
ア

メ
リ
カ
の
み
な
ら
ず
、
日
本
で
も
中
国
で
も
、
同
様
に
求
め
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。
（
中
略
）
コ
！
エ
ン
が
ア
メ
リ
カ
の
中
国
研
究
者

に
突
き
付
け
た
問
題
は
、
決
し
て
他
人
事
で
は
な
い
。
私
た
ち
は
ど

の
よ
う
な
前
提
に
も
と
＊
つ
い
て
中
国
研
究
を
行
っ
て
き
た
の
か
、
私

た
ち
の
中
国
研
究
も
「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
性
の
十
分
な
自
覚
を
欠

い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
今
後
の
研
究
戦
略
は
如
何
に
あ
る
べ
き

か
等
、
日
本
の
中
国
研
究
に
即
し
て
私
た
ち
が
み
ず
か
ら
考
え
な
く

て
は
な
ら
な
い
問
題
は
決
し
て
少
な
く
な
い
は
ず
で
あ
る
。
（
注
6

）

文
革
後
「
タ
ダ
の
中
国
」
に
な
っ
た
と
い
う
変
化
に
触
発
さ
れ
て
、
日
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本
の
近
代
中
国
を
捉
え
る
視
座
の
変
化
を
痛
感
す
る
佐
藤
が
『
知
の
帝
国

主
義
』
を
－
訳
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
『
知
の
帝
国
主
義
』
に
お
け
る

コ
！
エ
ン
に
よ
る
一
九
七

0
年
代
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
新
た
な
中
国
研

究
の
潮
流
（
つ
ま
り
汁
中
国
自
身
に
即
す
る
」
ア
プ
ロ
ー
チ

（の
E
ロ
守

g
D
H
2
a
m
W
3
8
8
F）
を
通
し
て
、
日
本
に
お
け
る
近
代
中
国
研

究
方
法
の
再
検
討
の
必
要
性
を
自
覚
さ
せ
、
顕
著
化
さ
せ
よ
う
と
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
佐
藤
の
動
き
に
溝
口
雄
三
は
独
特
な
形
で
応
答
す
る
。
佐
藤

の
取
り
上
げ
て
い
る
「
タ
ダ
の
中
国
」
と
い
う
語
句
を
そ
の
ま
ま
自
ら
の

論
文
「
「
夕
、
ダ
の
魯
迅
」
と
「
私
」
の
対
話
！
尾
上
兼
英
著
『
魯
迅
私
論
』

に
よ
せ
て

i
」
の
中
で
使
用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
形
の
応
答
は
、
『
知

の
帝
国
主
義
l
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
中
国
像
』
に
対
す
る
他
の
書
評
（
注

7
）
と
は
異
な
り
、
そ
の
関
心
は
訳
書
全
体
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
訳
者

あ
と
が
き
の
「
夕
、
ダ
の
中
国
」
と
い
う
言
葉
に
集
中
す
る
。
溝
口
と
佐
藤

の
両
名
は
、
中
国
に
起
こ
っ
た
変
化
に
緊
張
感
を
持
ち
、
こ
う
し
た
動
き

に
対
応
し
て
日
本
に
お
け
る
中
国
研
究
方
法
も
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
点
に
お
い
て
認
識
が
一
致
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
と

ど
ま
る
こ
と
な
く
、
溝
口
は
「
夕
、
ダ
の
中
国
」
を
通
し
て
「
夕
、
ダ
の
魯
迅
」

を
引
き
出
し
、
自
ら
の
議
論
を
展
開
し
て
い
こ
う
と
す
る
こ
と
を
次
章
で

検
討
す
る
。

典
型
へ
の
反
発
お
よ
び
そ
の
対
立
面
の
構
築

溝
口
は
尾
上
兼
英
の
『
魯
迅
私
論
』
を
通
し
て

「
夕
、
ダ
の
魯
迅
」
を
引
き
出
す
。
そ
の
呂
的
は
竹
内
好
に
よ
る
魯
迅
解
釈

「
タ
ダ
の
中
国
」

か
ら

と
対
立
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
溝
口
、
が
竹
内
好
に
よ
る
魯
迅
像
を
批
判
す

る
の
は
決
し
て
は
じ
め
て
の
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
竹
内
好
に
よ
る
魯

迅
像
と
の
対
立
面
を
明
確
に
す
る
の
は
初
め
て
で
あ
る
。
本
章
は
そ
う
し

た
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
。

尾
上
兼
英
『
魯
迅
私
論
』
に
対
す
る
溝
口
の
注
目
点

尾
上
兼
英
は
、
一
九
四
九
年
四
月
東
京
大
学
文
学
部
中
国
文
学
科
に
入

学
し
、
一
九
五
二
年
に
卒
業
す
る
。
卒
業
す
る
一
九
五
二
年
に
魯
迅
研
究

会
を
設
立
し
た
。
こ
の
研
究
会
発
足
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
経
緯
が

あ
る
。
一
九
五
二
年
の
五
月
一
日
の
メ
ー
デ
ー
事
件
（
注
8
）
に
お
い
て
は
、

「
墨
で
書
か
れ
た
デ
マ
は
、
血
で
書
か
れ
た
真
実
を
覆
え
な
い
」
「
血
債
は

血
を
以
っ
て
償
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
魯
迅
の
言
葉
（
注
9
）
が
ス
ロ

ー
ガ
ン
と
し
て
使
わ
れ
た
。
こ
の
使
用
に
対
し
て
、
尾
上
は
魯
迅
が
、
ど

う
い
う
状
況
の
中
で
言
っ
た
の
か
、
考
え
て
み
る
必
要
を
感
じ
、
安
易
な

使
用
を
批
判
し
た
。
「
有
名
人
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
事
柄
に
対
す
る
判
断

の
正
し
さ
が
立
証
さ
れ
た
と
す
る
考
え
方
、
教
養
主
義
と
で
も
い
う
の
で

し
ょ
う
か
、
そ
う
い
う
読
ま
れ
方
に
直
感
的
に
反
発
を
感
じ
」
（
注
叩
）
て
、

魯
迅
を
正
確
に
読
ま
な
け
れ
ば
と
思
っ
て
、
一
九
五
二
年
に
魯
迅
研
究
会

を
設
立
し
た
と
さ
れ
る
。
後
に
溝
口
も
魯
迅
研
究
会
の
一
員
と
な
っ
た
。

尾
上
と
溝
口
二
人
に
つ
い
て
は
、
年
譜
に
よ
れ
ば
、
一
九
六
八
年

l
一
九

六
九
年
の
聞
と
も
に
東
京
大
学
文
学
部
助
手
を
担
当
し
て
い
た
。
ま
た
、

『
中
国
の
革
命
と
文
学
』
全
二
ニ
巻
の
第
一
巻
尾
上
兼
英
・
丸
山
昇
編
『
魯

迅
集
』
（
平
凡
社
一
九
七
一
年
）
に
お
い
て
、
溝
口
は
「
薬
」
、
「
ト
ロ
ツ

シ
ュ
！
？
オ
ヨ
ン

キ
イ
派
に
答
え
る
手
紙
」
、
「
徐
懇
庸
に
答
え
あ
わ
せ
て
抗
日
統
一
戦
線
開

1 
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題
に
関
し
て
」
の
三
篇
の
翻
訳
を
担
当
し
て
い
る
。

尾
上
兼
英
の
『
魯
迅
私
論
』
は
、
一
九
五

0
年
代
か
ら
書
い
た
論
文
を

集
め
て
一
九
八
八
年
に
汲
古
書
院
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。
初
出
情

報
の
詳
細
は
次
の
資
料
一
の
よ
う
で
あ
る
。

魯
迅
私
論
初
出
一
覧

IU S芯 ;i;;: Q.) 

芸書蓄

古
川
哲
史
館
『
人
聞
の
教
師
東
洋
書

喜
迅
一
樹
容
第
一
章
一
九
乏
一
年

『
東
京
支
部
学
報
』
第
四
号
一
九
五
八
年

一
九
五
八
年
大
医
数
育
園
・

－骨迅と－一

1
チ
且

造
花
酋
と
Z
E
チ

魯
迅
と
文
体

魯
迅
に
お
け
る
畠
ヒ
F
ズ
ム

魯
迅
の
「
個
人
主
輯
」
と
「
人
道
古
車
」

国
共
分
裂
時
期
の
魯
迅
の
位
相

情
・
道
・
轟
と
作
家

魯
迅
の
自
に
う
世
之
ん
一
同
日
本
人

「
軍
強
者
」
私
曲

『
日
本
中
国
学
会
報
』
十
一
z

一
九
六
一
年

尾
上
・
丸
山
躍
『
現
代
中
国
文
学
選
集
』
同
一
九
六
一
一
平
平
凡
社

中
国
語
学
一
世
究
会
届
『
中
国
語
学
新
辞
典
』
一
九
六
九
年
光
企
画

（
原
題
「
魯
迅
何
日
芭
〉

東
京
五
A

学
中
国
哲
学
研
究
害
偏
『
中
国
の
思
想
家
』
下
一
九
六
＝
平
動
車
・
房

（
原
題
「
魯
岳
u

空
木
基
て
竹
内
藷
『
重
と
現
代
』
蕗
慰
際
松
動
車
婁

野
原
四
郎
他
蝿
『
鯵
底
近
代
ア
ジ
7
思
想
史
』
付
一
九
六
O
年
弘
文
蛍

議
題
「
文
努
界
の
思
想
闘
争
」
）

1

東
京
大
学
中
国
文
学
研
究
室
鋪
『
近
代
中
国
の
思
想
と
文
学
』
一
九
六
七
年
大
安

冒
斐
苦
一
五
警
一
号
一
九
さ
一
年

J

＼
『
中
文
学
会
報
』
第
九
号
盤
底
麿

あとがき275 

（
資
料
一
『
魯
迅
私
論
』
あ
と
が
き
よ
り
）

最
初
の
論
文
は
、
一
九
五
三
年
に
『
魯
迅
研
究
』
に
掲
載
さ
れ
、
そ
の

後
他
の
論
文
が
続
々
と
発
表
さ
れ
て
い
る
。
管
見
の
限
り
そ
れ
ら
を
め
ぐ

る
関
連
の
議
論
は
見
当
た
ら
な
い
。
一
九
八
八
年
に
書
籍
と
し
て
『
魯
迅

私
論
』
と
い
う
題
で
出
版
さ
れ
て
も
、
そ
れ
に
対
す
る
注
目
は
、
溝
口
雄

三
の
「
「
タ
ダ
の
魯
迅
」
と
「
私
」
の
対
話

l
尾
上
兼
英
著
『
魯
迅
私
論
』

に
よ
せ
て
！
」
以
外
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
尾
上
の
魯
迅
論
は
、
当
時
そ

れ
ほ
ど
広
く
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
垣
間
見
え
る
。
し
か
し
、
溝
口

に
と
っ
て
尾
上
の
『
魯
迅
私
論
』
は
特
別
な
意
味
が
あ
っ
た
。
溝
口
は
「
「
新
」

中
国
の
時
期
、
す
な
わ
ち
魯
迅
が
「
新
」
に
お
い
て
こ
そ
「
魯
迅
」
で
あ

っ
た
時
期
に
、
じ
つ
は
氏
は
、
す
で
に
早
く
魯
迅
を
夕
、
ダ
の
魯
迅
と
し
て
、

こ
れ
に
対
し
て
い
た
」
（
注
目
）
と
述
べ
、
尾
上
は
先
見
性
が
あ
る
と
評
価

し
て
い
る
。
夕
、
ダ
の
魯
迅
と
い
う
視
点
を
も
っ
点
に
よ
っ
て
、
溝
口
は
尾

上
を
「
氏
は
む
し
ろ
魯
迅
研
究
会
の
実
を
代
表
し
た
人
で
あ
っ
た
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
」
（
注
口
）
と
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

溝
口
は
『
魯
迅
私
論
』
全
体
の
中
か
ら
「
魯
迅
の
「
個
人
主
義
」
と
「
人

道
主
義
」
」
と
い
う
一
篇
の
中
の
次
の
部
分
を
特
に
注
目
し
て
取
り
上
げ
て

い
る
。
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と
に
か
く
我
々
の
生
き
方
に
か
か
わ
る
作
家
で
あ
る
と
い
う
自
覚

が
友
人
た
ち
の
間
で
も
共
通
に
な
っ
て
降
り
ま
し
た
の
で
、
：
：
：
ス

ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
で
は
な
く
、
も
っ
と
深
い
所
で
自
分
の
生
き
方
と

か
か
わ
る
よ
う
に
読
む
と
い
う
方
法

l
そ
れ
を
」
劉
到
「
と
い
う
こ

と
ば
で
表
現
し
、
そ
の
た
め
の
論
争
も
あ
り
ま
し
た
。
考
え
て
み
れ

ば
、
側
吋
矧
同
州
詞
刻
対
剖
刻
刻
吋
叫
吋
斗
J
銅

る
の
で
は
な
い
カ



と
思
う
の
で
ず
が
、
：
：
：
｛
し
カ
し
）
刻
討
（
観
点
は
原
克
の
ま
ま

け
銅
剥
「

d
劇
到
剖
対
珂
叫

U
判
外
剖
劇
寸
刻
謝
刈
叫
剥
刈
寸
同
封

洲
ォ
ベ
寸
社
斗
州
同
副
淵
例
捌
劃
リ
寸
同
利
引
引
け
升
引
札
斗
引
料
創

る
」
竹
内
好
氏
と
の
）
や
は
り
分
か
れ
目
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
（
注
目
）

魯
迅
を
読
む
と
き
、
「
な
ま
の
感
動
」
を
大
切
に
す
る
尾
上
の
姿
勢
に
溝

口
は
大
い
に
賛
同
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
だ
が
こ
れ
よ
り
も
っ
と
重

要
な
一
点
が
あ
る
。
そ
う
し
た
姿
勢
が
竹
内
好
と
の
分
か
れ
目
と
な
る
と

い
う
点
で
あ
る
。
上
述
の
尾
上
の
言
葉
を
引
用
し
て
か
ら
、
溝
口
は
す
ぐ

竹
内
好
の
魯
迅
観
を
取
り
上
げ
て
対
比
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
素
直
に
読
ん
で
読
み
取
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
個
人
の
読

者
と
し
て
の
こ
と
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
魯
迅
に
対
す
る
「
素

人
っ
ぽ
い
」
「
な
ま
の
感
動
」
が
、
こ
の
『
私
論
』
の
根
底
に
た
し

か
に
流
れ
て
い
る
。
側
州
同
州
創
剖
叫
寸
パ
寸
寸
削
叶
叫
刻
州
叫
↓

（注
M
）
に
も
っ
ぱ
ら
こ
だ
わ
り
、
日
本
の
近

叫
科
料
材
川
町

代
の
意
識
や
主

4

こ
こ
が
も
っ
と
も
大
き
付
↓
材
対
判
叶
｜
引

た
の
と
、

と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
注
目
）

「
素
人
っ
ぽ
い
」
と
「
な
ま
の
感
動
」
が
な
ぜ
溝
口
に
重
要
視
さ
れ
た

か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
竹
内
好
に
よ
る
「
「
旧
」
の
な
か
か
ら
の
「
新
」
」

あ
る
い
は
「
日
本
の
近
現
代
の
意
識
や
主
体
」
と
連
動
す
る
魯
迅
観
と
ま

っ
た
く
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
溝
口
に
よ
っ
て
尾
上
の

魯
迅
私
論
対
竹
内
の
魯
迅
論
と
い
う
対
立
構
図
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

溝
口
、
が
竹
内
好
を
批
判
す
る
の
は
初
め
て
で
は
な
い
。
一
九
八

O
年
の

コ
中
国
の
近
代
」
を
み
る
視
点
」
に
お
い
て
既
に
竹
内
好
を
批
判
し
て
い

る

わ
た
く
し
た
ち
戦
中
・
｜
戦
後
育
ち
の
中
国

究
宥
の
ほ
と
ん
ど
の

究
起
点
に
、
中
国
へ
の
判
的
視
点
と
い
う
も
の
は
な
カ
っ
た
。

む
し
ろ
中
国
に
批
判
的
か
つ
蔑
視
的
で
あ
り
、
そ
の
た
め
お
の
ず
と

中
国
侵
略
に
加
担
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
戦
前
・
戦
中
の
例
え
ば
津

田
左
右
吉
ら
の
近
代
主
義
的
中
国
観
を
否
定
的
に
批
判
も
し
く
は
排

除
す
る
と
こ
ろ
こ
そ
が
起
点
で
あ
っ
た
。
引
例
場
制
引
例
制
対
刻
H利

引
斗
U
4叫
寸
寸
洲
1
州
内
矧
同
叫
斗
樹
剖
叶
寸
斗
判
闘
訓
創
刊
M
U

同
柄
引
制
倒
寸
同
羽
引
利
引
制
闘
制
司
刻
寸
対
引
引
。
そ
れ
は
日
本

の
い
わ
ゆ
る
脱
亜
的
な
近
代
主
義
を
自
己
批
判
し
、
そ
の
反
面
そ
れ

の
対
極
に
押
し
や
ら
れ
て
い
た
中
国
に
か
え
っ
て
あ
る
べ
き
ア
ジ
ア

の
未
来
を
閣
倒
U
剖
叫
叫
で
あ
り
、
端
的
に
い
う
な
ら
ば
私
た
ち
の

中
国
研
究
の
起
点
に
は
基
本
的
に
こ
の
憧
憶
が
ま
ず
あ
っ
た
。
こ
の

憧
僚
な
る
も
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
日
本
内
的
自
己
意
識
、
す
な
わ
ち

日
本
の
近
代
百
年
に
か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
の
反
あ
る
い
は
非
日
本
意

識
の
対
極
に
、
い
わ
ば
反
自
己
意
識
の
投
影
と
し
て
自
己
内
に
結
ぼ

れ
た
そ
れ
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
、
だ
か
ら
引
同
刻
引
州
叫
削
封

的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
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（注凶）

竹
内
好
の
中
国
観
を
「
憧
憶
」
と
か
「
主
観
的
な
も
の
」
「
中
国
へ
の
批
判

的
視
点
と
い
う
も
の
は
な
い
」
と
批
判
し
て
い
る
こ
と
は
上
述
し
た
内
容

か
ら
分
か
る
。
し
か
し
一
九
八

O
年
の
一
方
的
な
批
判
と
は
異
な
り
、
一

九
八
八
年
に
至
っ
て
溝
口
は
尾
上
の
『
魯
迅
私
論
』
と
の
比
較
を
通
し
て
、

竹
内
好
の
魯
迅
像
の
対
立
面
を
確
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。



対
立
構
図
の
確
立

尾
上
の
『
魯
迅
私
論
』
の
中
に
「
「
孤
独
者
」
私
論
」
と
い
う
一
篇
が
あ

る
。
こ
こ
で
の
「
私
」
は
作
品
の
中
の
主
人
公
で
あ
る
「
私
」
を
指
し
て

い
る
（
注
打
）
。
つ
ま
り
、
魯
迅
の
作
品
の
主
人
公
「
私
」
に
対
す
る
著
者

尾
上
の
分
析
や
見
方
が
『
魯
迅
私
論
』
の
「
私
論
」
の
意
味
で
あ
る
。
溝

口
も
も
ち
ろ
ん
こ
の
意
味
で
使
う
が
、
そ
れ
以
外
に
も
う
一
つ
、
著
者
尾

上
の
「
私
」
を
引
き
出
し
て
い
る
。

『
私
論
』
の
「
私
」
は
、
読
め
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
魯
迅
の
作

品
に
し
ば
し
ば
真
の
主
人
公
と
し
て
隠
然
ま
た
顕
然
と
登
場
す
る

「
私
」
で
あ
り
、
要
す
る
に
『
私
論
』
と
は
、
そ
の
魯
迅
の
「
私
」

と
周
』
同
司
↓
刻
「
の
「
深
い
所
」
で
の
対
話
で
も
あ
る
。
（
注
目
）

溝
口
の
重
点
は
『
魯
迅
私
論
』
に
お
い
て
、
尾
上
が
ど
れ
ほ
ど
作
品
中
の

「
私
」
と
対
話
で
き
て
い
る
か
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
尾
上
個
人
の
私
見

の
「
私
」
と
い
う
姿
勢
に
あ
る
こ
と
は
伺
え
よ
う
。
溝
口
に
と
っ
て
こ
の

姿
勢
は
魯
迅
研
究
の
「
実
」
と
つ
な
が
り
、
「
タ
ダ
の
魯
迅
」
と
い
う
視
点

に
立
脚
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
根
拠
と
な
る
と
言
っ
て
も
よ
か

ろ
う
。

2 

名
を
旧
」
な
り
「
近
代
」
「
意
識
」
「
、
一
二
手
」
な

り
斗
ヨ
ア
」
な
り
「
解l
到

羽

川

量

制

」

割

引

ヨ

川

叶

刈

ゴ

刻
則
、
と
す
れ
ば
（
中
略
）
そ
れ
ら
の
名
を
脱
い
で
し
ま
え
ば
、
期

計
同
列
列
叫
創
剖
す
な
わ
ち
文
学
者
魯
迅
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な

か
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

溝
口
は
、
「
名
」
と
「
実
」

注
19 

の
対
立
構
図
を
作
り
、

そ
し
て
尾
上
「
氏
は

む
し
ろ
魯
迅
研
究
会
の
実
を
代
表
し
た
人
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う
」
と
し
て
、
尾
上
を
実
の
ほ
う
に
分
け
て
い
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、

『
魯
迅
私
論
』
に
は
、
溝
口
が
も
っ
と
も
批
判
す
る
「
名
」
つ
ま
り
「
「
新
」

な
り
「
旧
」
な
り
「
近
代
」
「
意
識
」
「
主
体
」
な
り
「
ア
ジ
ア
」
な
り

「
解
放
」
な
り
「
革
命
」
な
り
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
な
り
」
な
ど
の
言
説
が

一
切
な
い
か
ら
で
あ
る
。

溝
口
は
尾
上
が
『
魯
迅
私
論
』
で
展
開
す
る
「
素
人
っ
ぽ
い
」
と
「
な

ま
の
感
動
」
と
い
う
一
人
の
読
者
と
し
て
の
私
見
の
姿
勢
を
肯
定
し
て
、

「
実
」
の
ほ
う
に
ふ
り
分
け
る
。
根
本
的
な
基
準
と
は
、
「
新
」
や
「
旧
」

な
ど
の
言
説
が
入
っ
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
こ
と
は
分
か
ろ
う
。
入
っ

て
い
れ
ば
「
名
」
と
な
り
、
入
っ
て
い
な
け
れ
ば
「
実
」
と
な
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、
竹
内
好
に
よ
る
魯
迅
像
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
入
れ
ば
、
そ
れ
は

「
名
」
と
な
り
、
「
私
」
の
姿
勢
で
は
な
く
な
る
と
い
う
明
快
な
構
図
を

溝
口
は
作
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
尾
上
の
『
魯
迅
私
論
』
が
溝
口
に

高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
理
由
は
、
竹
内
好
の
魯
迅
観
と
関
係
す
る
形
容
詞

が
一
切
入
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
溝
口
の
こ
の
構
図
は
、
か
な
り
明
快
且
つ
簡
易
な
構
図
で
あ
る
と
言

え
よ
う
。
竹
内
好
の
魯
迅
解
釈
と
関
係
す
る
形
容
詞
が
入
っ
て
い
る
か
ど

う
か
を
基
準
に
す
る
と
い
う
溝
口
の
極
端
な
方
式
を
み
れ
ば
、
竹
内
好
に

よ
っ
て
築
き
上
げ
ら
れ
た
魯
迅
像
を
徹
底
的
に
拒
否
し
よ
う
と
し
て
い
る

こ
と
が
う
か
が
え
る
。



も
う
一
つ
の
問
題
意
識

l
時
代
と
意
識
の
ず
れ

本
章
で
は
『
魯
迅
私
論
恒
に
対
す
る
評
価
を
通
し
て
、
研
究
対
象
で
あ

る
中
国
の
現
在
置
か
れ
て
い
る
状
況
と
そ
う
し
た
事
態
に
対
応
で
き
る
意

識
を
研
究
主
体
と
し
て
持
つ
で
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
溝
口
が
問

題
と
し
て
い
く
こ
と
を
考
察
す
る
。
こ
の
問
題
意
識
は
溝
口
の
強
烈
な
竹

内
批
判
に
隠
さ
れ
て
、
見
逃
さ
れ
や
す
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
す
る
こ

と
で
、
な
ぜ
「
「
夕
、
ダ
の
魯
迅
」
と
「
私
」
の
対
話
｜
尾
上
兼
英
著
『
魯

迅
私
論
』
に
よ
せ
て
｜
」
の
最
初
の
と
こ
ろ
で
溝
口
、
が
「
（
イ
）
「
新
」
中

国
の
時
期
、
（
ロ
）
中
国
が
「
新
」
を
脱
い
だ
時
期
、
（
ハ
）
夕
、
ダ
の
中
国
」

（
注
却
）
と
い
っ
た
三
つ
の
時
期
を
ま
ず
取
り

4

上
げ
て
い
る
の
か
、
そ
の
理

由
、
が
わ
か
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

反
感
か
ら
反
発
へ

溝
口
は
一
九
六
三
年
六
月
か
ら
一
九
六
六
年
五
月
ま
で
四
回
に
わ
た
っ

て
、
論
文
を
『
魯
迅
研
究
』
に
連
載
し
て
い
る
（
注
幻
）
。
一
九
六

0
年
代

か
ら
竹
内
好
に
よ
っ
て
築
き
上
げ
ら
れ
た
魯
迅
像
に
不
満
を
持
っ
て
い
た
。

昌
一
件
小
事
』
を
め
ぐ
っ
て

l
『
同
削
減
』
覚
え
書
き
（
2
）
｜
」
に
お
い

て
「
私
が
（
中
略
）
所
謂
魯
迅
読
者
の
ゆ
が
ん
だ
対
魯
迅
観

l
制
劃
例
制

期
計
川
外
調
剖
創
剖
叫
矧
樹
詞
例
斗
外
吋
リ
剖
利
引
刻
刻
刻
劇
倒
附
創
剖

観
川
叫
制
叫
珂
劇
剖
剣
刻
寸
川
引
か
ら
で
あ
る
」
（
注
泣
）
と
述
べ
て
い
る
。

魯
迅
と
い
え
ば
絶
望
や
暗
黒
な
ど
を
結
び
つ
け
る
安
易
な
図
式
に
溝
口
は

反
発
じ
て
い
る
。
こ
う
し
た
図
式
が
固
定
し
て
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
に

さ
ら
な
る
不
満
を
感
じ
、
そ
の
根
源
と
な
る
竹
内
好
を
よ
り
厳
し
く
批
判

す
る
よ
う
に
な
る
。

1 

る
組
望
」
あ
る
い
ば
「
全
会
と
人
間
の
組
後
に

で
あ
る
こ
と
か
！
）
悲

「
中
国
人
に
対

対
引
引
け
利
岡
川
（
ナ
ン
ト
学
的
表

日
倒
矧
「
が
、
魯
迅
に
は
あ
っ
た
、
と
い
う
前
提
を
出
発
点
に
し
て

い
る
点
で
、
両
者
（
細
谷
正
子
と
伊
地
智
善
継
を
指
す
l
筆
者
に
よ

る
）
は
共
通
し
て
い
る
。
（
中
略
）
私
は
細
谷
、
伊
知
地
（
伊
知
地
は

間
違
い
で
あ
る
。
正
し
い
の
は
伊
地
智
で
あ
る
l
筆
者
に
よ
る
。
）
両

氏
の
見
解
に
同
意
で
き
な
い
。
斗
利
同
川
材
州
司
↓
矧
州
観
到
｜
制

覇
U
剖
財
鎖
倒
謝
料
刻
例
外
叫
リ
制
刻
川
叶
（
注
お
）

一
九
六

0
年
代
か
ら
、
溝
口
は
暗
黒
・
絶
望
・
悲
観
な
ど
の
形
容
詞
イ

コ
ー
ル
魯
迅
像
と
い
っ
た
研
究
傾
向
の
根
源
を
竹
内
好
に
よ
る
魯
迅
像
に

帰
結
す
る
と
し
、
そ
れ
に
対
す
る
不
満
を
述
べ
て
い
た
。
た
だ
、
そ
れ
は

ま
だ
反
感
を
表
明
す
る
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。

し
か
し
一
九
八

O
年
に
な
る
と
、
よ
り
明
確
な
形
で
批
判
を
展
開
し
、
反

発
す
る
対
象
も
一
九
六

0
年
代
よ
り
も
増
え
る
の
で
あ
る
。
一
九
八
一
年

に
至
っ
て
、
溝
口
は
「
八
中
国
の
近
代
vを
み
る
視
点
」
を
書
き
、
そ
の
中

で
竹
内
の
『
魯
迅
』
以
外
に
「
中
国
の
近
代
と
日
本
の
近
代
｜
魯
迅
を
手

が
か
り
に
し
て
｜
」
も
取
り
上
げ
て
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
九
六

0

年
代
の
暗
黒
や
絶
望
と
言
っ
た
こ
と
ば
に
代
表
さ
れ
る
竹
内
好
の
魯
迅
像

の
ほ
か
に
、
近
代
中
国
観
を
も
批
判
す
る
よ
う
に
な
る
。

」
刻
淵
叶
封
倒
制
叫
判
闘
湖
付
に
対
す
る
「
何
物
で
も
な
い
」
没

主
体
的
の
日
本
近
代
と
し
て
そ
れ
は
立
ち
現
れ
た
わ
け
だ
が
、
思
え

ば
こ
の
ひ
ず
み
は
、
ア
ジ
ア
を
「
非
」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
し
て
峻
立
さ

せ
た
い
と
い
う
わ
た
く
し
た
ち
の
大
げ
さ
に
言
え
ば
百
年
来
の
劃
観

附
劇
劃
料
引
寸
引
叫
叫
寸
刻
川
、
材
対

q
u対
叫
叫
制
闘
湖
倒
叫
川
市
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る
自
己
奇
的
出
国
僚
と
い
う
の
も
、
突
き
詰
め
て
い
け
ば
「
非
」

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
憧
僚
で
あ
っ
た
と
極
言
で
き
る
。
（
注
M
）

一
九
六

0
年
代
か
ら
一
九
八

0
年
代
に
至
っ
て
、
溝
口
の
竹
内
好
に
対

す
る
批
判
の
対
象
の
中
に
、
そ
の
魯
迅
観
に
加
え
て
近
代
中
国
観
を
も
入

っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
過
程
に
お
い
て
、
竹
内
好
に
対
す
る

批
判
は
一
貫
し
て
い
て
、
一
九
八
八
年
の
「
「
夕
、
ダ
の
魯
迅
」
と
「
私
」
の

対
話

l
尾
上
兼
英
著
『
魯
迅
私
論
』
に
よ
せ
て
！
」
に
お
い
て
も
、
引
き

続
き
竹
内
好
を
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
竹
内
好
批
判
に
は
、
溝
口
の
も

う
一
つ
の
問
題
意
識
が
隠
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
時
代
と
意
識
の
ず
れ
で
あ

る。

も
う
一
つ
の
問
題
意
識
！
記
号
化
・
実
体
化
批
判
の
顕
著
化

一
九
八
八
年
に
な
っ
て
、
溝
口
は
竹
内
好
へ
の
一
方
的
な
反
発
か
ら
視

点
を
移
し
、
「
夕
、
ダ
の
中
国
」
に
な
っ
た
と
い
う
変
化
と
研
究
者
の
意
識
の

ず
れ
の
方
に
批
判
の
重
点
を
置
く
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
変
化
は
、
尾

上
の
『
魯
迅
私
論
』
に
対
す
る
評
価
か
ら
も
垣
間
見
え
る
。
溝
口
は
、
尾

上
が
竹
内
好
魯
迅
の
よ
う
に
「
旧
」
や
「
新
」
な
ど
の
「
名
」
に
こ
だ
わ

ら
な
い
こ
と
を
賛
同
す
る
と
同
時
に
、
「
「
新
」
中
国
の
時
期
、
す
な
わ
ち

魯
迅
が
「
新
」
に
お
い
て
こ
そ
「
魯
迅
」
で
あ
っ
た
時
期
に
、
じ
つ
は
氏

は
、
す
で
に
早
く
魯
迅
を
夕
、
ダ
の
魯
迅
と
し
て
、
こ
れ
に
対
し
て
い
た
」

こ
と
に
特
に
注
目
し
て
評
価
し
て
い
る
。
溝
口
は
尾
上
に
は
先
見
性
が
あ

っ
た
と
言
お
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
読
み
取
れ
る
。
こ
の
先
見
性
は
他
で

2 な
く
、
「
新
」
の
時
期
に
「
夕
、
ダ
」
の
視
点
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
夕
、
ダ
」
の
視
点
と
は
竹
内
の
魯
迅
像
か
ら
は
出
て
こ
な
い
こ
と
を

こ
の

繰
り
返
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

中
国
が
「
新
」
を
脱
ぎ
捨
て
、
タ
ダ
の
発
展
途
上
国
中
国
に
な
っ

た
と
き
、
「
魯
迅
」
も
「
夕
、
ダ
の
魯
迅
」
に
な
っ
た
。
（
中
略
）
日

本
人
の
中
国
の
近
現
代
に
対
す
る
か
か
わ
り
の
特
殊
性
、
中
国
の

「
旧
」
と
「
新
」
、
あ
る
い
は
「
旧
」
か
ら
「
新
」
へ
を
み
る
眼
の

特
殊
性
と
い
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
相
手
が
夕
、
ダ
の

魯
迅
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
メ
ン
ド
ウ
も
い
ま
や
自
然
と
消
滅
し
た
。

読
者
も
タ
ダ
の
外
国
人
の
読
者
と
な
っ
た
。
嗣
期
計
料
倒
削
叶
州
制

到
叶
料
凶
1
当
封
叫
判
闘
叫
斗
叶
寸
刻
寸
寸
ー
パ
剖
叫
同

一
川
の
’
f

る
一
人
の
言
者
と
し
て
の
個

人
の
内
面
関
係
に
お
｜
け
寸
付
こ
と
で
あ
る
。
（
注
お
）

「
新
」
の
時
期
と
「
夕
、
ダ
」
の
時
期
が
明
確
に
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
、

中
国
に
対
す
る
認
識
も
「
新
」
と
「
夕
、
ダ
」
で
き
っ
ち
り
分
け
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
溝
口
の
述
べ
た
い
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

暗
黒
や
持
札
、
革
命
や
解
放
と
言
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
新
」
の
時
期
に

お
い
て
は
よ
い
け
れ
ど
も
、
「
夕
、
ダ
」
の
時
期
に
な
っ
た
一
九
八

0
年
代
の

時
点
で
は
、
尾
上
『
魯
迅
私
論
』
の
よ
う
に
「
夕
、
ダ
の
中
国
人
と
の
個
人

レ
ベ
ル
、
内
面
レ
ベ
ル
の
「
私
」
の
付
き
合
い
を
根
幹
と
す
る
の
が
も
っ

と
も
よ
い
、
と
こ
の
書
物
は
つ
い
で
に
教
え
て
く
れ
て
い
る
」
（
注
お
）
と

溝
口
は
述
べ
て
い
る
。
中
国
で
変
化
が
起
こ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
竹

内
好
に
よ
る
魯
迅
像
と
近
代
中
国
像
を
一
つ
の
基
準
と
し
て
墨
守
し
、
永

続
的
、
実
体
的
で
堅
固
な
枠
組
み
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
に
溝
口
は
批
判
の

矛
先
を
向
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
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溝
口
が
、
竹
内
好
の
魯
迅
論
を
批
判
し
て
い
る
の
は
コ
タ
ダ
の
魯
迅
」

と
「
私
」
の
対
話
｜
尾
上
兼
英
著
『
魯
迅
私
論
』
に
よ
せ
て
i
」
を
読
め

ば
分
か
る
が
、
そ
の
射
程
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
『
魯
迅
私
論
』
が
示
し

て
い
る
よ
う
に
、
「
タ
ダ
」
の
時
期
に
な
っ
た
の
に
、
そ
れ
に
先
立
つ
「
新
」

の
時
期
の
認
識
を
依
然
と
し
て
持
っ
た
ま
ま
で
よ
い
の
か
と
い
う
疑
問
が

突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
溝
口
は
「
新
」
を
脱
い
だ
中
国
か
ら

「
夕
、
ダ
」
に
な
っ
た
中
国
と
い
う
変
化
に
応
じ
る
認
識
・
考
え
方
の
変
化

を
も
っ
と
も
要
求
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
竹
内
好
に
対
す
る

激
し
い
反
発
、
お
よ
び
尾
上
兼
英
に
対
す
る
高
い
評
価
と
い
う
形
で
表
わ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
溝
口
の
一
つ
の
典
型
を
実
体
化
、

神
話
化
す
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
意
識
が
、
後
の
「
日
中
・
知
の
共
同
体
」

活
動
と
繋
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

竹
内
好
に
よ
る
魯
迅
観
お
よ
び
近
代
中
国
観
が
、
時
代
の
変
化
を
無
視

し
て
恒
久
的
な
図
式
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
溝
口
は
強
く
批
判

し
た
。
そ
の
批
判
は
、
対
立
構
図
と
基
準
を
明
快
な
形
で
展
開
す
る
こ
と

で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
本
論
文
で
考
察
し
た
。
ま
た
、
尾
上
兼
英
『
魯

迅
私
論
』
に
対
す
る
溝
口
の
評
価
か
ら
、
中
国
が
お
か
れ
て
い
る
時
代
の

変
化
と
そ
う
し
た
変
動
に
対
応
し
た
中
国
研
究
者
た
ち
の
意
識
と
い
う
問

題
を
溝
口
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
う
し
た
問
題
意
識

に
基
づ
い
て
、
も
う
一
度
溝
口
の
竹
内
好
に
対
す
る
批
判
を
振
り
返
っ
て

み
れ
ば
、
溝
口
が
反
発
し
て
い
る
の
は
、
竹
内
好
個
人
の
見
解
だ
け
で
は

な
く
、
竹
内
好
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
モ
デ
ル
が
一
種
の
仮
説
と
な
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
一
種
の
実
体
的
な
永
続
的
な
枠
組
み
と
見
な
し

て
、
時
代
の
変
化
に
応
じ
て
変
更
す
る
こ
と
も
考
え
ず
、
そ
う
し
た
枠
組

み
を
固
持
し
て
い
こ
う
と
す
る
体
制
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

｛
付
記
］

一
中
国
語
引
用
文
の
訳
は
引
用
者
に
よ
る
。

引
用
文
の
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
。

注（
注
1
）
穐
山
新
「
中
国
を
語
る
作
法
と
「
近
代
」
」
『
社
会
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』

三

二

二

O
O七
年
八
八
頁
。

（注

2
）
ハ
官
僚
牽
『
溝
口
雄
三
的
中
園
方
法
｜
超
克
亜
洲
的
知
識
脈
絡
』
園

立
台
湾
大
息
子

4

政
治
撃
系
中
園
大
陸
聾
雨
岸
関
係
教
皐
輿
研
究
中
心

二
O
O八
年
一
一
一
頁
。

（
注
3
）
溝
口
雄
三
「
「
夕
、
ダ
の
魯
迅
」
と
「
私
」
の
対
話
｜
尾
上
兼
英
著
『
魯

迅
私
論
』
に
よ
せ
て
｜
」
『
中
国
研
究
月
報
』
四
八
六
号
一
九
八

八
年
三
三
頁
。

（
注
4
）
一
九
三
四
年
生
ま
れ
。
シ
カ
ゴ
大
学
を
卒
業
し
、
一
九
五
五
年
に

ハ
l
ヴ
ァ

l
ド
大
学
大
学
院
に
入
学
し
、
当
時
中
菌
研
究
の
中
心
的

指
導
者
と
な
る
フ
ェ
ア
パ
ン
ク
や
シ
ュ
オ
ル
ツ
の
も
と
で
中
国
史

を
専
攻
す
る
。
一
九
六
一
年
に
一
八
六

0
年
代
の
キ
リ
ス
ト
教
布
教

に
対
す
る
中
国
人
の
反
応
を
分
析
し
た
論
文
を
執
筆
し
て
博
士
号

を
授
与
さ
れ
る
。
著
書
に
は
匂
ミ
ミ

S
R
Eミ
ミ

S

S札
さ
ミ
ミ
ミ
守
一
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口
EJ詰
沼
山
件
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司
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な
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叫
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句
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宮
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守
嗣
4
2
m
u
－
喝
唱

M
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伶
4
、
伶
『
柚
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陀
W
U円
、
mw、
叫
伶
『
同
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Q
司
叫

h

叫き｝、
H
F匂
（
リ
。
】
己
同
旦
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ω
c巳〈
σ叫
ω円
件
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『
司
円
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∞
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】
叫
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な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
以
上
取
り
上
げ
た
著
書
の
い
ず
れ
も
中
国
語

に
－
訳
さ
れ
て
い
る
。
日
本
語
に
－
訳
さ
れ
て
い
る
の
は
『
知
の
帝
国
主

義
』
だ
け
で
あ
る
。

（注
5
）
佐
藤
慎
一
訳
『
知
の
帝
国
主
義
l
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
中
国
像
』

平
凡
社
一
九
八
八
年
二
八
三
頁
。

（注
6
）
前
掲
（
注
5
）
二
九

0
1
二
九
一
頁
。

（注
7
）
書
評
は
具
体
的
に
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

①
並
木
頼
寿
「
『
知
の
帝
国
主
義
』
を
読
ん
で
」
『
中
国
研
究
月
報
』

四
八
五
一
九
八
八
年
。

②
張
士
陽
「
ポ

i
ル
・

A
・コ

i
エ
ン
著
／
佐
藤
慎
一
訳
『
知
の
帝

国
主
義
』
」
『
史
皐
雑
誌
』
九
七
一
九
八
八
年
。

③
井
尻
秀
憲
書
評
「

p
．コ

l
エ
ン
著
佐
藤
慎
一
訳
『
知
の
帝
国

主
義
｜
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
中
国
像
』
」
『
国
際
問
題
』
三
四

五

一
九
八
八
年
。

④
河
田
悌
一
書
評
「
『
知
の
帝
国
主
義
』
」

九
八
九
年
。

⑤
今
沢
紀
子
書
評
「
P
．
A
．コ

1
エ
ン
著
佐
藤
慎
一
訳
『
知
の

帝
国
主
義
！
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
中
国
像
』
」
『
歴
史
学
研
究
』

『
思
想
』
六
月
号

五
九
五

一
九
八
九
年
。

（注
8
）
血
の
メ
ー
デ
ー
事
件
は
、
一
九
五
二
年
五
月
一
日
に
東
京
の
皇
居

外
苑
で
発
生
し
た
、
デ
モ
隊
と
警
察
部
隊
と
が
衝
突
し
た
騒
乱
事
件

で
あ
る
。
事
件
は
一
部
の
左
翼
団
体
が
暴
力
革
命
準
備
の
実
践
の
一

環
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。

（注
9
）
こ
の
言
葉
は
、
一
九
二
六
年
の
三
月
一
八
日
に
魯
迅
の
教
え
子
た

ち
が
素
手
で
請
願
に
行
き
、
衛
兵
の
発
砲
で
死
者
四
七
人
、
負
傷
者

一
五

O
余
人
に
の
ぼ
る
犠
牲
者
を
出
し
た
三
・
一
八
事
件
の
後
に
書

か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

注
叩
）
尾
上
兼
英

三
頁
。

『
魯
迅
私
論
』

汲
古
書
院

一
九
八
八
年

の
対
話

l
尾

（
注
目
）
前
掲
論
文
溝
口
雄
三
「
「
夕
、
ダ
の
魯
迅
」
と
「
私
」

上
兼
英
著
『
魯
迅
私
論
』
に
よ
せ
て
l
」
三
四
頁
。

（
注
ロ
）
同
右
。

（
注
目
）
同
右
。

（
注
日
）
旧
と
新
に
つ
い
て
、
竹
内
好
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

「
魯
迅
の
よ
う
な
人
聞
が
生
ま
れ
て
く
る
の
は
、
激
し
い
抵
抗
を
条

件
に
し
な
け
れ
ば
考
え
ら
れ
な
い
。
（
中
略
）
あ
ら
ゆ
る
進
歩
へ
の
道

が
閉
ざ
さ
れ
、
新
し
く
な
る
希
望
が
砕
か
れ
た
と
き
に
、
あ
の
よ
う

な
人
格
が
固
ま
る
の
だ
ろ
う
。
古
い
も
の
が
新
し
く
な
る
の
で
な
く
、

古
い
も
の
が
古
い
ま
ま
で
新
し
い
、
と
い
う
ぎ
り
ぎ
り
の
存
在
条
件

を
備
え
た
人
間
が
可
能
に
な
る
の
だ
ろ
う
」
（
竹
内
好
「
中
国
の
近
代

と
日
本
の
近
代
｜
魯
迅
を
手
が
か
り
に
し
て
｜
」
『
日
本
と
ア
ジ
ア
』

竹
内
好
評
論
集
第
三
巻
一
九
六
六
年
筑
摩
書
一
房
三
九
頁
）
。
竹

内
好
に
お
い
て
旧
と
新
が
魯
迅
の
性
質
を
現
す
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
。
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（
注
目
）
同
前
掲
注
（
日
）
。

（
注
凶
）
溝
口
雄
三
「
「
中
国
の
近
代
」
を
み
る
視
点
」
『
U
P
』
九
六
号

九
八

O
年
三
頁
。

（
注
げ
）
原
文
の
中
で
「
私
」
は
次
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
。
「
視
点
に
設
定

さ
れ
た
「
私
」
は
、
貌
連
交
に
対
し
て
ど
う
い
う
位
地
を
占
め
て
い

る
か
。
最
初
は
傍
観
者
と
し
て
登
場
す
る
が
、
失
業
中
に
連
交
の
客

簡
を
訪
れ
る
一
人
と
な
っ
て
接
近
す
る
。
深
入
り
す
る
の
は
、
連
安

が
失
業
し
て
か
ら
で
あ
る
。
要
路
者
か
ら
攻
撃
さ
れ
、
す
べ
て
の
人

か
ら
敬
遠
さ
れ
て
失
意
の
ど
ん
底
に
い
る
彼
を
、
土
産
を
も
っ
て
訪

れ
、
ま
る
で
寄
り
添
う
よ
う
に
苦
悩
を
共
感
し
慰
め
熱
い
同
情
を
寄

せ
る
が
、
「
私
」
に
は
救
い
だ
す
力
は
な
い
。
（
中
略
）
こ
の
よ
う
に
、

戦
い
、
傷
つ
き
、
倒
れ
た
一
人
の
イ
ン
テ
リ
を
作
者
魯
迅
は
ど
う
見

て
い
る
か
。
早
く
目
覚
め
て
戦
い
、
敗
れ
て
戦
線
か
ら
退
き
、
あ
る

い
は
堕
落
し
た
イ
ン
テ
リ
た
ち
を
、
作
者
は
「
私
」
の
目
を
通
し
て

批
判
し
て
い
る
。
自
分
の
中
に
も
あ
る
苦
悩
を
す
っ
か
り
さ
ら
け
出

し
て
か
み
締
め
な
が
ら
、
正
し
い
道
を
見
つ
け
出
そ
う
と
努
力
す
る

誠
実
さ
を
出
発
点
と
し
て
、
連
安
と
「
私
」
の
目
を
通
し
て
現
実
を

分
析
し
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
も
前
進
の
方
向
を
見
つ
め
て
い
る
。
そ

れ
は
「
人
生
の
浮
沈
は
定
ま
り
な
く
、
失
意
の
人
と
い
っ
て
も
、
永

久
に
失
意
の
人
で
あ
る
わ
け
は
な
い
。
」
と
い
う
確
信
の
上
に
立
っ

て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
尾
上
兼
英
『
魯
迅
私
論
』
汲
古
書
院

一
九
八
八
年
二
五
八

1
二
六

O
頁。

（
注
目
）
前
掲
論
文
溝
口
雄
三
「
「
タ
ダ
の
魯
迅
」
と
「
私
」

上
兼
英
著
『
魯
迅
私
論
』
に
よ
せ
て
l
」
三
五
頁
。

の
対
話
｜
尾

（
注
円
）
前
掲
注
（
印
）
三
四
頁
。

（
注
加
）
前
掲
注
（
印
）
三
三
頁
。

（
注
幻
）
一
九
六
三
年
か
ら
一
九
六
六
年
ま
で
溝
口
は
『
魯
迅
研
究
』
に
連

載
し
て
い
る
。
取
り
上
げ
た
（
2
）
以
外
に
他
の
論
文
を
以
下
で
取

り
上
げ
る
。

①
「
『
哨
械
』
！
覚
え
書
き
（
1
）
l
」
『
魯
迅
研
究
』
二
二
号

九
六
三
年
六
月

②
「
『
一
件
小
事
』
を
め
ぐ
っ
て
i
『
哨
城
』
覚
え
書
き
（
2
）
i
」

『
魯
迅
研
究
』
三
二
号
一
九
六
三
年
一

O
月

③
「
『
頭
髪
的
故
事
』
を
め
ぐ
っ
て
｜
『
哨
械
』
覚
え
書
き
（
3
）
｜
」

『
魯
迅
研
究
』
三
三
号
一
九
六
三
年
二
一
月
。

④
溝
口
雄
三
「
魯
迅
に
お
け
る
知
識
人
と
民
衆
l

『
哨
械
』
覚
え
書

き
（
4
）
l
」
『
魯
迅
研
究
』
三
五
号
一
九
六
六
年
五
月
。

連
載
以
外
に
「
中
国
の
魯
迅
研
究
と
日
本
の
魯
迅
研
究
」
『
魯
迅
研
究
』

三
四
号
一
九
六
五
年
四
月
と
い
う
論
文
も
あ
る
。

（
注
泣
）
溝
口
雄
コ
二
『
一
件
小
事
』
を
め
ぐ
っ
て
」
『
哨
城
』
覚
え
書
き
（
2
）

『
魯
迅
研
究
』
三
二
号
一
九
六
三
年
三
頁
。

（
注
幻
）
前
掲
注
（
幻
）
四
頁
。

（注
M
）
溝
口
雄
三
コ
中
国
の
近
代
」
を
み
る
視
点
」
『
U
P
』
九
九
号
一

九
八
一
年
二
九

1
三
O
頁。

（
注
お
）
前
掲
論
文
溝
口
雄
三
「
「
夕
、
ダ
の
魯
迅
」
と
「
私
」
の
対
話

i
尾

上
兼
英
著
『
魯
迅
私
論
』
に
よ
せ
て

l
」
二
一
三

i
三
四
頁
。

（
注
お
）
前
掲
注
（
お
）
三
五
頁
。
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