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上
海
の
魯
迅
公
園
に
は
今
も
魯
迅
の
銅
像
が
あ
り
、
大
き
な
池
で
睡
蓮
が
風
に
揺

れ
て
い
る
。
彼
は
そ
こ
で
何
を
見
つ
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

本
特
集
「
魯
迅
の
描
く
人
物
像
」
は
四
篇
の
文
章
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
度

の
「
宇
野
木
洋
教
授
退
職
記
念
論
集
」
で
の
掲
載
に
あ
た
っ
て
、
本
特
集
が
生
ま
れ

た
経
緯
に
つ
い
て
記
し
て
お
き
た
い
。

本
特
集
は
も
と
も
と
、
教
科
書
的
な
書
籍
の
刊
行
用
に
作
成
し
た
文
章
が
元
と

な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
頃
、
あ
る
出
版
社
の
依
頼
を
受
け
た
宇
野
木
先
生
を
中

心
に
、魯
迅
お
よ
び
作
品
に
つ
い
て
解
説
す
る
書
籍
作
成
の
企
画
が
立
ち
上
が
っ
た
。

そ
の
企
画
と
は
、
中
国
文
学
に
関
心
を
持
つ
大
学
生
や
社
会
人
を
対
象
に
、
新
し
い

時
代
に
お
け
る
魯
迅
の
魅
力
を
提
示
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
本
特
集
の
執
筆
者

は
、
こ
の
書
籍
作
成
の
一
環
と
し
て
声
を
か
け
て
も
ら
っ
た
。

そ
の
企
画
で
我
々
に
課
せ
ら
れ
た
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
、「
魯
迅
の
描
く
人
物
像
」
と
い

う
テ
ー
マ
で
文
章
を
書
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
時
の
我
々
は
、
い
ず
れ
も
大
学
院
を

出
て
間
も
な
い
新
人
で
あ
っ
た
。中
国
近
現
代
文
学
研
究
を
志
し
て
は
い
た
も
の
の
、

知
識
も
経
験
も
乏
し
い
。
ま
し
て
や
魯
迅
の
専
門
家
で
は
な
い
。
そ
ん
な
い
わ
ば
読

者
に
近
い
立
場
の
人
間
が
作
品
を
読
ん
で
見
せ
て
、
魯
迅
研
究
に
新
し
い
視
点
を
持

ち
込
ま
せ
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。

残
念
な
が
ら
、
企
画
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
二
〇
二
〇
年
現
在
も
頓
挫
し
た
ま

ま
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、「
魯
迅
の
描
く
人
物
像
」
に
つ
い
て
は
、
執
筆
者
同
士
で
議

論
を
交
わ
し
た
り
研
究
会
を
開
い
た
り
し
て
、不
完
全
な
が
ら
も
形
に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
ま
ま
お
蔵
入
り
に
な
っ
て
し
ま
う
の
も
ど
う
も
も
っ
た
い
な
い
。
な
ん
と
か
し

て
日
の
目
を
浴
び
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
か
。
そ
う
こ
う
思
案
し
て
い
る
う

ち
に
、
こ
の
度
の
「
宇
野
木
洋
教
授
退
職
記
念
論
集
」
の
お
話
を
い
た
だ
い
た
。

以
上
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
り
、
本
特
集
の
文
章
は
、
論
文
と
い
う
よ
り
も
エ
ッ
セ

イ
の
よ
う
な
趣
と
な
っ
て
い
る
。
繰
り
返
す
が
、
本
特
集
の
執
筆
者
は
魯
迅
の
専
門

家
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
先
行
研
究
を
丹
念
に
追
っ
た
り
、
実
証
的
に
何
か
を

明
ら
か
に
し
た
り
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
自
分
の
普
段
の
関
心
、
あ

る
い
は
専
門
領
域
に
引
き
付
け
た
上
で
自
由
に
文
章
を
書
い
て
い
る
。

次
に
四
篇
の
論
文
の
内
容
に
つ
い
て
記
す
。

本
特
集
「
魯
迅
の
描
く
人
物
像
」
所
収
の
文
章
は
、
い
ず
れ
も
「
魯
迅
の
描
く
人

物
像
に
は
、
い
か
な
る
特
徴
が
あ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
に
答
え
よ
う
と
し
た
も
の

で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
縦
の
軸
と
し
て
、
知
識
人
像
と
大
衆
像
。
横
の
軸
と
し
て
、

男
性
像
と
女
性
像
。
こ
の
四
つ
の
視
点
か
ら
、
小
説
に
お
け
る
人
物
像
の
特
徴
を
、

多
角
的
に
照
ら
し
出
そ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。

あ
く
ま
で
も
一
般
論
と
し
て
、
小
説
と
い
う
媒
体
に
お
い
て
は
、
あ
る
人
物
像
は

ス
レ
テ
オ
タ
イ
プ
な
人
物
像
を
逸
脱
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
望
ま
し
い
。
頭
の
良
く
な
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い
知
識
人
の
方
が
よ
り
人
間
ら
し
い
し
、
利
口
な
大
衆
の
姿
は
物
語
に
意
外
性
を
与

え
る
。
女
々
し
い
男
性
は
時
に
読
者
の
共
感
を
呼
び
、
筋
肉
モ
リ
モ
リ
で
男
勝
り
の

女
性
が
登
場
す
る
小
説
な
ど
も
痛
快
で
あ
ろ
う
。

知
識
人
は
大
衆
で
あ
り
、
男
性
は
女
性
で
あ
る
。
そ
の
逆
も
然
り
（
あ
る
い
は
、
こ

う
し
た
考
え
方
こ
そ
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
）。

だ
と
す
れ
ば
、「
魯
迅
の
描
く
人
物
像
に
は
、
い
か
な
る
特
徴
が
あ
る
の
か
」
と
い

う
問
い
は
、「
魯
迅
の
描
く
人
物
像
に
は
、
い
か
な
る
揺
ら
ぎ
が
あ
る
の
か
」
と
い
う

問
い
へ
と
す
り
替
わ
る
。
今
回
の
文
章
で
目
的
と
し
た
の
も
、
魯
迅
の
描
く
「
人
物

像
の
揺
ら
ぎ
」
に
注
目
し
、
そ
の
意
味
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。

城
山
拓
也
「【
知
識
人
像
】
誰
の
た
め
に
尽
く
す
の
か
？
」
で
は
、魯
迅
の
新
文
学

第
一
作
目
の
「
狂
人
日
記
」
と
最
晩
年
の
「
非
攻
」
の
比
較
検
討
を
通
じ
て
、
二
〇

世
紀
中
国
に
お
け
る
知
識
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
曖
昧
さ
に
つ
い
て
議
論
し
て

い
る
。
大
野
陽
介
「【
大
衆
像
】
キ
ャ
ラ
と
し
て
の
阿
Ｑ
」
は
、日
本
人
に
も
馴
染
み

深
い
「
阿
Ｑ
正
伝
」
を
取
り
上
げ
、
大
衆
の
典
型
人
物
＝
キ
ャ
ラ
で
あ
る
阿
Ｑ
が
、

大
衆
と
し
て
の
役
割
を
逸
脱
し
て
い
る
理
由
を
考
察
し
て
い
る
。
こ
の
二
篇
の
エ
ッ

セ
イ
で
前
提
と
し
て
い
る
の
は
、
作
品
に
お
い
て
、
知
識
人
と
大
衆
と
い
う
関
係
性

が
揺
ら
ぎ
続
け
て
い
る
事
態
に
他
な
ら
な
い
。

つ
づ
く
【
男
性
像
】
と
【
女
性
像
】
で
は
、
い
ず
れ
も
恋
愛
小
説

―
魯
迅
唯
一

の
恋
愛
小
説
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い

―
「
傷
逝
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

城
山
拓
也
「【
男
性
像
】
男
か
ら
父
へ
」
で
は
、「
涓
生
」
と
い
う
男
性
か
ら
「
子
君
」

と
い
う
女
性
へ
の
啓
蒙
の
失
敗
に
注
目
し
、一
方
の
鳥
谷
ま
ゆ
み
「【
女
性
像
】
少
女

か
ら
母
へ
」
で
は
、
女
性
「
子
君
」
が
逆
に
男
性
「
涓
生
」
を
啓
蒙
し
て
い
た
可
能

性
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
二
篇
に
お
い
て
も
、魯
迅
の
小
説
に
お
け
る
人
物
像
が
、

男
性
／
女
性
の
二
項
対
立
に
解
消
で
き
な
い
揺
ら
ぎ
の
中
に
あ
る
と
示
唆
し
て
い

る
。

本
特
集
を
作
成
す
る
上
で
改
め
て
分
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
中
国
近
現

代
文
学
の
中
で
、
魯
迅
ほ
ど
誰
も
が
読
む
作
家
は
い
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

中
国
近
現
代
文
学
は
も
ち
ろ
ん
、
現
在
の
文
学
研
究
は
対
象
が
非
常
に
拡
散
し
て

い
る
。
今
や
研
究
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ
っ
て
も
、
読
ん
で
当
た
り
前
の
作
品
は
少

な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
け
れ
ど
も
、
魯
迅
だ
け
は
、
若
い
大
学
生
か
ら

ベ
テ
ラ
ン
の
先
生
ま
で
、
必
読
書
の
カ
テ
ゴ
リ
を
外
れ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

い
や
、
研
究
者
だ
け
で
は
な
く
、
一
般
の
読
書
人
で
も
、
そ
し
て
中
国
語
圏
は
も
ち

ろ
ん
、
日
本
語
圏
で
も
韓
国
語
圏
で
も
、
さ
ら
に
英
語
圏
で
あ
っ
て
も
愛
さ
れ
る
対

象
で
あ
り
続
け
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
世
界
中
に
大
量
の
読
者
が
い
る
だ
け
に
、
研
究
を
す
る
と
な
れ
ば
少

し
敷
居
が
高
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
世
界
中
の
人
々
の
中
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
孔
乙
己
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
阿
Ｑ
が
存
在
す
る
と
い
う
の
は
、
な
ん
と
も
素
敵

な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
か
し
て
、
韓
国
の
人
も
酒
席
で
「
茴
香
豆
」
を

前
に
、
孔
乙
己
を
思
い
浮
か
べ
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
地
球
の
裏
側
に
い

る
人
も
、
勝
負
事
で
負
け
て
し
ま
っ
た
時
、
阿
Ｑ
の
「
精
神
勝
利
法
」
で
乗
り
切
っ

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

魯
迅
の
小
説
に
生
き
る
人
々
は
、あ
た
か
も
神
話
の
中
の
睡
蓮
の
妖
精
の
よ
う
に
、

こ
ち
ら
か
ら
近
づ
け
ば
睡
蓮
の
花
へ
と
姿
を
変
え
る
。
睡
蓮
は
今
も
ゆ
ら
り
ゆ
ら
り

と
風
に
揺
れ
て
い
る
。
我
々
執
筆
者
は
無
数
の
読
者
と
と
も
に
、
同
じ
睡
蓮
を
見
な

が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
妖
精
を
想
像
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

※
本
特
集
で
は
、
魯
迅
の
小
説
、
散
文
は
増
田
渉
、
松
枝
茂
夫
、
竹
内
好
編
訳
『
魯
迅
選

集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
年
、
改
訂
版
）
か
ら
引
用
し
た
。

（
本
学
言
語
教
育
セ
ン
タ
ー
外
国
語
嘱
託
講
師
）


