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一　

魯
迅
の
顔

ま
ず
は
写
真
を
見
て
み
た
い
（
図
①
）。
こ
の
写
真
は
一
九
三
〇
年
の
上
海
で
撮
ら

れ
た
も
の
で
、日
本
で
も
よ
く
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
魯
迅
の
肖
像
写
真
で
あ
る
。

す
ぐ
に
目
に
入
る
の
は
印
象
的
な
口
髭
で
あ
ろ
う
。
髭
は
分
厚
く
真
っ
黒
で
、
い

か
に
も
男
性
的
な
印
象
を
与
え
る
。
髪
形
は
角
刈
り
で
、渋
い
表
情
が
よ
く
似
合
う
。

顔
に
は
ほ
と
ん
ど
贅
肉
が
付
い
て
お
ら
ず
、
頬
骨
が
う
っ
す
ら
と
見
え
る
ほ
ど
で
あ

る
。
太
い
眉
に
ど
こ
か
を
見
据
え
る
よ
う
な
眼
差
し
は
、
何
ら
か
の
切
実
な
想
い
を

示
し
て
い
る
よ
う
だ
。
さ
す
が
に
頭
で
っ
か
ち
の
頑
固
親

に
は
見
え
ず
、
カ
リ
ス

マ
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ

取
る
こ
と
が
出
来
る
気
も

す
る
。
他
国
の
近
代
文
学

の
雄
、
例
え
ば
デ
ィ
ケ
ン

ズ
（
英
）、
ゾ
ラ
（
仏
）、
ト

ル
ス
ト
イ
（
露
）
ら
の
顔

と
並
ん
で
い
て
も
、
ま
っ

た
く
遜
色
が
な
い
。

こ
う
し
た
顔
は
、
肖
像

写
真
は
も
ち
ろ
ん
、版
画
、

油
絵
、
彫
刻
、
そ
し
て
上
海
の
魯
迅
公
園
に
あ
る
銅
像
な
ど
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
が
あ
る
。
日
本
の
教
科
書
に
も
登
場
す
る
た
め
、ご
存
知
の
読
者
も
多
い
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
多
く
の
魯
迅
は
、
こ
の
写
真
の
よ
う
な
キ
リ
ッ
と
し
た
顔
立
ち
と
な
っ
て

お
り
、「
中
国
近
代
文
学
の
父
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
（
誰
が
最
初
に
言
っ
た
の

か
は
不
明
）
や
、「
魯
迅
の
骨
は
も
っ
と
も
硬
い
」①
と
い
っ
た
評
価
を
補
強
す
る
役
割

を
持
た
さ
れ
て
い
る
。

あ
る
い
は
、
写
真
を
見
て
、
次
の
よ
う
に
感
じ
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
彼

の
よ
う
な
「
男
ら
し
い
」
人
物
が
リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
て
中
国
を
革
命
に
導
い
て
き
た

の
だ
な
、
と
。

し
か
し
な
が
ら
、
魯
迅
の
肖
像
写
真
や
ブ
ロ
ン
ズ
像
を
見
て
「
男
ら
し
さ
」
を
感

じ
た
り
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
あ
り
そ
う
だ
と
想
像
し
た
り
す
る
の
は
思
い
込
み
に

過
ぎ
な
い②
。

す
で
に
多
く
の
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、「
男
ら
し
さ
」、
あ
る
い
は

そ
れ
に
対
立
す
る
「
女
ら
し
さ
」
と
い
っ
た
観
念
は
、
時
と
場
所
に
よ
っ
て
変
化
し

続
け
て
い
る③
。
今
日
で
は
、
髭
面
だ
か
ら
と
い
っ
て
生
物
学
的
に
男
性
で
あ
る
必
然

性
は
な
い
し
、
男
性
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
結
び
つ
け
る
考
え
方
も
時
代
遅
れ
で
あ

る
。
む
し
ろ
問
題
な
の
は
、
男
は
「
男
ら
し
く
」、
女
は
「
女
ら
し
く
」
と
い
っ
た
思

い
込
み
が
、
暴
力
的
に
個
々
人
の
人
生
を
決
め
つ
け
て
い
る
状
況
で
あ
ろ
う
。
し
た

が
っ
て
、
文
学
作
品
を
考
え
る
際
に
は

―
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
思
想
や
社
会
を
考
え

【
魯
迅
の
描
く
男
性
像
】
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図①　魯迅の肖像写真
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る
際
に
は

―
そ
う
し
た
思
い
込
み
を
出
来
る
だ
け
相
対
化
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
れ
で
は
、「
男
ら
し
さ
」、「
女
ら
し
さ
」
の
二
項
対
立
を
相
対
化
す
る
中
で
、
魯

迅
を
い
か
に
読
め
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
が
注
目
し
た
い
の
は
、
魯
迅
が
過
剰
な
ま
で
に
、「
男
ら
し
さ
」
を
演
じ
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
点
で
あ
る
。確
か
に
、髭
面
で
キ
リ
っ
と
し
た
表
情
だ
か
ら
と
言
っ

て
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
あ
り
そ
う
だ
と
感
想
を
漏
ら
す
の
は
正
し
く
な
い
。
け
れ

ど
も
、
い
か
に
も
「
男
ら
し
い
」
表
情
を
誇
示
し
て
い
る
の
は
、
当
の
魯
迅
自
身
で

は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
本
稿
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
小
説
の
主
人
公
た
ち
は
、
過

剰
な
ほ
ど
「
男
ら
し
さ
」
を
重
ん
じ
た
行
動
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
肖
像

写
真
、
そ
れ
に
作
品
に
接
し
て
い
る
と
、「
男
ら
し
さ
」
と
い
う
も
の
に
、
複
雑
な
態

度
を
取
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
行
い
た
い
の
は
、
小
説
に
見
え
る
男
性
像
に
注
意
し
な
が
ら
、
魯
迅
作
品

に
お
け
る
が
「
男
ら
し
さ
」
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
に
あ
る
。
具
体
的
に
検
討
対
象

と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、短
編
小
説
「
傷
逝
」
と
「
孤
独
者
」
で
あ
る
。
特
に
「
傷

逝
」
は
、
都
市
を
舞
台
に
し
た
恋
愛
小
説
で
あ
り
、
現
在
の
日
本
の
読
者
に
と
っ
て

も
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
小
説
に
お
け
る
男
性
像
の
検
討

を
通
じ
て
、
魯
迅
が
い
か
に
し
て
「
男
ら
し
さ
」
と
向
き
合
い
、
い
か
に
し
て
「
中

国
近
代
文
学
の
父
」
と
な
っ
た
の
か
検
討
し
て
み
た
い
。

二　

失
敗
す
る
男

―
「
傷
逝
」

短
編
小
説
「
傷
逝

―
涓
生
の
手
記
」
は
、
二
作
目
の
短
編
小
説
集
『
彷
徨
』（
北

新
書
局
、
一
九
二
六
年
）
の
中
の
一
篇
と
し
て
発
表
さ
れ
た
。
執
筆
時
期
は
一
九
二
五

年
一
〇
月
二
一
日
で
、単
行
本
書
き
下
ろ
し
作
品
で
あ
る
。「
傷
逝
」
は
雑
誌
に
掲
載

し
て
い
な
い
が
、
後
に
『
魯
迅
自
選
集
』（
天
馬
書
店
、
一
九
三
三
年
）
に
再
録
し
て
い

る
た
め
、
他
の
作
品
と
異
な
る
何
ら
か
の
想
い
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

魯
迅
が
こ
の
「
傷
逝
」
で
具
体
的
に
描
い
て
い
る
の
は
、涓
生
と
い
う
若
い
男
と
、

そ
の
妻
子
君
と
の
結
婚
生
活
の
破
綻
で
あ
る
。以
下
に
あ
ら
す
じ
を
記
し
て
お
こ
う
。

涓
生
と
子
君
の
二
人
は
、
伝
統
社
会
の
し
が
ら
み
を
嫌
い
、
新
し
い
街
で
新
し
い

暮
ら
し
を
始
め
る
。
親
や
家
か
ら
解
き
放
た
れ
た
、愛
に
満
ち
た
二
人
だ
け
の
生
活
。

彼
ら
は
貧
し
い
な
が
ら
も
、
数
羽
の
鶏
、
そ
れ
に
愛
犬
と
と
も
に
理
想
に
満
ち
た
生

活
を
送
る
の
だ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ま
も
な
く
涓
生
に
職
が
な
く
な
る
と
、
理

想
は
現
実
か
ら
乖
離
し
て
い
く
。
彼
ら
は
極
貧
の
あ
ま
り
、
鶏
を
ま
な
板
に
乗
せ
、

愛
犬
ま
で
手
放
し
、
さ
ら
に
は
涓
生
の
子
君
へ
の
愛
も
薄
れ
て
、
最
終
的
に
は
死
へ

と
至
ら
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
本
稿
で
ま
ず
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
副
題
に
「
涓
生
の
手
記
」
と
あ

る
よ
う
に
、
こ
の
小
説
が
語
り
手
、
涓
生
の
独
白
体
と
い
う
形
式
を
取
っ
て
い
る
点

で
あ
る
。

一
九
二
〇
年
代
中
頃
の
中
国
は
、
多
く
の
知
識
人
が
小
説
を
通
じ
て
自
己
表
現
を

行
い
始
め
る
時
期
に
当
た
る
。
比
較
文
学
者
の
大
東
和
重
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
新

文
学
初
の
白
話
小
説
「
狂
人
日
記
」（『
新
青
年
』
第
四
巻
第
五
号
、
一
九
一
八
年
）
が
登

場
し
た
一
九
一
〇
年
代
後
半
は
、
小
説
創
作
の
機
運
が
高
ま
っ
て
い
た
も
の
の
、
い

ま
だ
実
作
を
行
う
者
は
少
な
か
っ
た④
。
し
か
し
な
が
ら
、数
年
後
に
短
編
小
説
集『
吶

喊
』（
新
潮
社
、
一
九
二
三
年
）
を
出
る
頃
に
は
、
数
多
く
の
若
者
が
実
際
に
小
説
を
書

き
始
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
で
一
大
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
の
が
、
自
分
と
は
何
か
を

小
説
を
書
く
こ
と
で
模
索
し
、
表
現
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
自
己
表
現
と
い
う
方
法
で

あ
っ
た
。

例
え
ば
、
郁
達
夫
（
一
八
九
六
〜
一
九
四
五
）
の
短
編
小
説
「
沈
淪
」（
単
行
本
『
沈

淪
』
泰
東
書
局
、
一
九
二
一
年
）
は
、「
狂
人
日
記
」
の
「
狂
人
」
と
異
な
り
、
作
者
自

身
を
モ
デ
ル
と
し
た
小
説
で
あ
る
。「
沈
淪
」
の
主
人
公
は
、祖
国
中
国
へ
の
救
国
運

動
に
対
す
る
熱
意
を
抱
き
つ
つ
も
、
一
方
で
女
性
に
対
す
る
性
欲
を
隠
せ
な
い
。
郁

達
夫
は
こ
の
小
説
に
お
い
て
、
自
ら
を
モ
デ
ル
と
し
た
主
人
公
に
赤
裸
々
な
独
白
を
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行
わ
せ
て
、
自
己
を
客
観
的
に
見
つ
め
直
そ
う
と
し
て
い
た
。
多
く
の
文
学
者
は
、

郁
達
夫
の
試
み
に
影
響
さ
れ
て
自
己
表
現
を
行
い
、
新
し
い
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
人

間
が
い
か
な
る
も
の
か
模
索
し
て
い
た
の
で
あ
る⑤
。

魯
迅
は
、
こ
う
し
た
ブ
ー
ム
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、「
傷
逝
」
で
独
白
体
小
説

を
取
り
入
れ
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
と
い
う
の
も
、
一
人
称
独
白
体
は
、
自
己
表

現
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
多
く
の
若
手
知
識
人
が
好
ん
で
採
用
し
た
形
式
で
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る⑥
。

実
際
に
「
傷
逝
」
の
冒
頭
を
見
て
み
よ
う
。
魯
迅
は
、
あ
た
か
も
当
時
の
多
く
の

文
学
者
に
賛
同
す
る
か
の
よ
う
に
、
主
人
公
涓
生
に
独
白
を
行
わ
せ
て
い
る
。

も
し
も
私
に
で
き
る
な
ら
ば
、
私
は
私
の
悔
恨
と
悲
哀
を
、
書
い
て
み
た
い
。

子
君
の
た
め
に
、
自
分
の
た
め
に
。⑦

こ
こ
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
、
語
り
手
涓
生
が
手
記
を
通
じ
て
、
自
ら
の
「
悔
恨
」

と
「
悲
哀
」
を
解
決
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
涓
生
は
当
時
の
若
者

と
同
じ
く
、
一
人
の
自
立
し
た
知
識
人
を
任
じ
て
、
社
会
や
自
己
を
救
済
し
よ
う
と

し
て
い
た
。

そ
れ
で
は
、
魯
迅
は
、
涓
生
を
具
体
的
に
い
か
な
る
男
と
し
て
作
り
上
げ
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
。こ
こ
で
は
二
つ
の
観
点
か
ら
彼
の
性
格
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
こ
う
。

一
つ
目
は
、彼
の
理
想
に
対
す
る
態
度
で
あ
る
。
涓
生
は
、新
し
い
生
活
の
ス
タ
ー

ト
に
際
し
て
、
妻
の
子
君
に
次
の
よ
う
な
言
葉
を
か
け
て
い
た
。

家
庭
の
専
制
に
つ
い
て
、
古
い
習
慣
の
打
破
に
つ
い
て
、
男
女
の
平
等
に
つ
い

て
、
イ
プ
セ
ン
に
つ
い
て
、
タ
ゴ
ー
ル
に
つ
い
て
、
シ
ェ
レ
ー
に
つ
い
て
…
…

彼
女
は
微
笑
し
な
が
ら
う
な
づ
く
だ
け
。⑧

こ
こ
で
は
涓
生
が
、「
家
庭
の
専
制
」、「
習
慣
の
打
破
」、「
男
女
の
平
等
」
と
い
う

社
会
問
題
と
と
も
に
、「
イ
プ
セ
ン
」
や
「
タ
ゴ
ー
ル
」、
そ
し
て
「
シ
ェ
レ
ー
」
を
、

近
代
的
な
文
化
を
体
現
す
る
固
有
名
詞
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
英
国
の「
シ
ェ
レ
ー
」

（
シ
ェ
リ
ー
）
を
除
く
と
、「
イ
プ
セ
ン
」
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、「
タ
ゴ
ー
ル
」
は
イ
ン
ド

と
、
い
わ
ゆ
る
先
進
国
出
身
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
詳
し
く
は
問
わ
な
い
。
注
意

し
た
い
の
は
、
彼
が
、
近
代
的
な
思
想
の
紹
介
者
を
自
認
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

当
時
の
文
学
者
は
、
一
九
一
七
年
の
五
四
新
文
学
運
動
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
中

国
の
封
建
的
、
伝
統
的
社
会
を
打
倒
し
、
西
洋
的
、
近
代
的
な
文
化
を
確
立
さ
せ
よ

う
と
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
下
で
、
涓
生
も
ま
た
、
新
文
化
建
設
の
担
い
手

と
し
て
、
女
性
で
あ
る
子
君
を
啓
蒙
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
彼
は
、
子
君

や
愛
犬
と
と
も
に
幸
福
の
絶
頂
に
あ
っ
た
と
き
、次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
こ
れ

ぞ
ま
こ
と
に
、
愛
情
は
絶
え
ず
更
新
し
、
育
成
し
、
創
造
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
私

が
子
君
に
そ
の
こ
と
を
話
す
と
、
彼
女
は
了
解
し
て
う
な
ず
い
た
。
／
あ
あ
、
そ
れ

は
何
と
い
う
平
安
と
幸
福
の
夜
だ
っ
た
ろ
う
！
」⑨
こ
こ
か
ら
分
か
る
の
は
、
彼
が
、

近
代
的
な
生
活
の
実
践
に
対
す
る
、
新
し
い
時
代
の
知
識
人
と
し
て
の
矜
持
を
隠
し

て
い
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
涓
生
が
、
醜
い
現
実
か
ら
目
を
背
け
よ
う

と
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

二
人
の
新
し
い
生
活
は
、涓
生
の
失
職
に
よ
り
、す
ぐ
に
現
実
の
壁
に
付
き
当
た
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
、「
外
か
ら
の
打
撃
は
、
む
し
ろ
私
た
ち
に
新
た
な
元
気

を
振
い
お
こ
さ
せ
た
」⑩
と
、厳
し
い
現
実
に
対
し
て
決
し
て
意
気
消
沈
し
て
い
な
い
。

む
し
ろ
、「
は
じ
め
て
さ
と
っ
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
半
年
あ
ま
り
、
私
は
た
だ
愛
情

―
盲
目
的
な
愛
情

―
の
た
め
に
、
そ
の
ほ
か
の
人
生
の
根
本
義
を
一
切
お
ろ
そ

か
に
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
ま
ず
生
活
が
第
一
で
あ
る
。
人
間
は
生
活
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
⑪
と
、
理
想
主
義
で
あ
っ
た
過
去
の
自
己
を
反
省
し
、
現
実
を
見

据
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
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特
に
顕
著
な
の
は
、
彼
が
自
己
の
愛
情
の
欠
如
に
目
を
背
け
て
い
な
い
こ
と
で
あ

ろ
う
。
次
の
引
用
を
見
て
み
た
い
。

新
し
い
希
望
は
、
二
人
が
別
れ
る
こ
と
に
し
か
な
い
、
と
私
は
考
え
た
。
彼
女

は
断
乎
と
し
て
出
て
行
く
べ
き
だ

―
私
は
突
然
、
彼
女
の
死
を
想
像
し
た
。

が
、
す
ぐ
に
自
分
を
責
め
、
後
悔
し
た
。⑫

以
上
の
よ
う
な
言
葉
か
ら
は
、
涓
生
は
、
理
想
と
現
実
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
中
で
、
自

己
の
醜
さ
に
向
き
合
っ
て
い
る
と
い
う
事
態
が
浮
か
び
上
が
る
。
悲
し
さ
も
グ
ッ
と

こ
ら
え
て
現
実
を
見
据
え
る
…
…
。
本
稿
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
彼
は
ま
さ
に
「
男

ら
し
さ
」
溢
れ
る
男
、
い
わ
ば
男
の
中
の
男
と
し
て
振
舞
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見

え
る
。

先
に
見
た
よ
う
に
、
郁
達
夫
は
「
沈
淪
」
の
主
人
公
を
、
性
欲
と
い
う
現
実
に
向

き
合
い
つ
つ
、
社
会
改
革
へ
の
熱
意
を
燃
や
す
人
物
と
し
て
描
い
て
い
た
。
同
じ
よ

う
に
涓
生
も
、
悲
惨
な
現
実
の
中
で
も
、
理
想
に
生
き
よ
う
と
す
る
男
と
看
取
で
き

る
。「
傷
逝
」
で
は
、
最
後
に
子
君
の
死
が
告
げ
ら
れ
る
も
の
の
、「
新
し
い
生
命
の

道
へ
第
一
歩
を
踏
み
入
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。私
は
真
実
を
心
の
傷
に
深
く
秘
め
て
、黙
々

と
し
て
前
進
し
よ
う
。
忘
却
と
虚
言
と
を
私
の
道
案
内
に
立
て
て
…
…
」⑬
と
、「
手

記
」
を
「
書
く
こ
と
」
に
よ
っ
て
、
新
た
な
道
を
歩
む
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
見
る
と
、「
傷
逝
」
は
一
九
二
〇
年
代
中
頃
に
お
け
る
、
い
か
に
も
独
白

体
小
説
ら
し
い
独
白
体
小
説
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
理
想
に
燃
え
る
男
、
涓
生
が
、

徹
底
的
に
新
し
い
生
活
に
失
敗
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

当
時
の
多
く
の
文
学
者
は
、
冷
徹
な
眼
差
し
で
自
己
を
解
剖
し
、
鍛
錬
を
積
む
こ

と
で
、
社
会
を
見
極
め
よ
う
と
奮
闘
し
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
青
年
涓
生
は
同
じ

試
み
を
経
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
職
を
失
い
、
家
庭
を
失
い
、
そ
し
て
愛
す
べ
き
子

君
を
死
に
追
い
や
る
な
ど
、
自
ら
の
理
想
の
実
現
に
完
全
に
失
敗
し
て
し
ま
っ
て
い

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
、
最
後
の
最
後
に
「
忘
却
と
虚
言
」（
つ
ま
り
、
一
切

を
忘
れ
て
、
嘘
を
つ
く
こ
と
）
を
「
道
案
内
に
立
て
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
言
葉
の
上

で
は
理
想
を
実
現
し
て
い
る
よ
う
に
装
う
の
で
あ
っ
た
。

当
時
の
中
国
の
多
く
の
文
学
者
に
と
っ
て
は
、
自
己
表
現
が
理
想
の
実
現
へ
と
つ

な
が
っ
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
魯
迅
は
「
傷
逝
」
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
行
為
の

実
践
が
失
敗
に
繋
が
る
と
訴
え
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
あ
た
か
も
、
新
文
化
建

設
を
目
指
し
て
奮
闘
す
る
こ
と
そ
の
も
の
が
、
根
本
的
に
間
違
っ
て
い
る
と
で
も
言

う
か
の
よ
う
に
。

三　
「
男
ら
し
さ
」、「
女
ら
し
さ
」
の
罠

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、魯
迅
は
涓
生
と
い
う
若
い
知
識
人
の
姿
を
借
り
て
、

新
し
い
生
活
の
失
敗
を
描
き
出
し
て
い
た
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
失
敗
の
最
大
の
原
因
は
、
新
し
い
生
活
を
構
築
す
る
に

あ
た
っ
て
、
涓
生
が
無
自
覚
に
「
男
ら
し
さ
」、「
女
ら
し
さ
」
を
反
復
し
て
い
る
点

に
あ
る
。

涓
生
は
も
と
も
と
、
西
洋
的
で
、
近
代
的
な
生
活
を
理
想
と
考
え
て
、
伝
統
中
国

に
お
け
る
家
父
長
制
を
批
判
す
る
人
物
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
し
い
生
活

を
目
指
す
中
で
、
当
の
彼
自
身
が
新
た
な
家
庭
の
長
と
な
っ
て
い
る
事
実
に
、
彼
自

身
ほ
と
ん
ど
気
づ
い
て
い
な
い
。
例
え
ば
、「
傷
逝
」
を
読
め
ば
、
涓
生
が
子
君
に
対

し
て
対
等
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
い
う
よ
り
も
、
一
貫
し
て
啓
蒙
の
対
象
と
し
て
接
し
て

い
る
こ
と
が
す
ぐ
に
分
か
る
。
ま
た
、
生
活
費
が
な
い
か
ら
と
言
っ
て
子
君
の
「
死

を
想
像
」
し
て
し
ま
う
あ
た
り
、
か
な
り
精
神
的
に
未
熟
で
、
な
お
か
つ
自
己
中
心

的
な
性
格
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う⑭
。
彼
は
伝
統
中
国
に
お
け
る
男
女
不
平
等
を
批
判

す
る
一
方
で
、
自
分
が
新
た
な
男
女
不
平
等
に
寄
与
し
て
い
る
行
為
に
は
極
め
て
無



二
三

男
か
ら
父
へ

―
「
傷
逝
」、「
孤
独
者
」
を
読
む

―

1593

自
覚
な
人
間
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
涓
生
の
行
動
は
、
近
代
中
国
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
を
見
事

に
体
現
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
涓
生
が
「
家
庭
の
専
制
」
と
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、
伝
統
中
国
で
は
家
父
長
制
の
下
で
女
性
が
抑
圧
さ
れ
て
い
た
。
け
れ

ど
も
、
中
国
で
近
代
化
が
進
む
中
で
も
、「
男
女
の
平
等
」
が
も
た
ら
さ
れ
な
か
っ
た

事
実
は
強
調
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
女
性
は
近
代
化
の
中
で
、
あ
る
時
に
は
家
を

守
ら
さ
れ
た
り
、
あ
る
時
に
は
男
性
の
よ
う
に
振
舞
わ
さ
れ
た
り
と
、
新
た
な
男
女

不
平
等
の
中
で
生
き
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
魯
迅
が
描
き
出

し
て
い
る
の
は
、
若
い
知
識
人
の
「
男
ら
し
さ
」
へ
の
無
自
覚
な
志
向
が
い
か
に
危

険
な
も
の
な
の
か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
事
態
を
形
容
す
れ
ば
、
涓
生
は
「
男
ら
し
さ
」、「
女
ら
し
さ
」
の
罠
に
、

見
事
な
ま
で
に
陥
っ
て
い
る
と
で
も
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
な
が
ら
、
同
時
に
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
作
者
の
魯
迅
自
身
が
、
そ

ん
な
涓
生
を
単
純
に
批
判
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、「
傷
逝
」
に
お
け
る
涓
生
の
考
え
方
は
、
非
常
に
未
熟
で
幼
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
子
君
を
死
に
ま
で
追
い
や
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
私
は
私
の
悔
恨
と

悲
哀
を
、
書
い
て
み
た
い
」
と
恰
好
を
つ
け
て
い
る
と
こ
ろ
、
か
な
り
救
い
が
な
い
。

そ
の
一
方
で
、
た
と
え
精
神
的
に
未
熟
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
理
想
を
追
い
求

め
る
姿
に
切
実
さ
を
看
取
で
き
る
の
も
ま
た
事
実
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
子
君
も
当

初
は
涓
生
と
同
じ
よ
う
に
、
新
し
い
生
活
の
構
築
に
理
想
を
燃
や
し
て
い
た
こ
と
を

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
魯
迅
は
、彼
ら
二
人
の
未
熟
さ
を
浮
き
彫
り
に
す
る
一
方
で
、

未
熟
さ
そ
の
も
の
を
批
判
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

も
し
か
し
て
、
涓
生
を
批
判
的
に
描
い
て
い
な
い
点
を
取
り
上
げ
て
、「
傷
逝
」
の

「
政
治
的
正
し
さ
（
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
コ
レ
ク
ト
ネ
ス
）」
の
欠
如
が
指
摘
で
き
る
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
一
〇
代
後
半
か
ら
二
〇
代
前
半
の
若
さ
で
他
者

を
完
璧
に
思
い
や
り
、
完
璧
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
ラ
ン
ス
を
把
握
で
き
る
人
間
な
ど
い

る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
生
活
の
失
敗
を
現
実
的
な
手
段
で
対
処
し
、
誰
一
人
傷
つ
け

ず
、
誰
か
ら
も
愛
さ
れ
る
人
間
に
、
小
説
と
し
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
取
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
か
（
そ
の
よ
う
な
人
間
の
方
が
、あ
る
意
味
で
危
う
い
存
在
だ
と
思
わ
れ

る
）。
む
し
ろ
魯
迅
が
関
心
を
示
し
て
い
る
の
は
、
表
面
的
な
「
男
ら
し
さ
」、「
女
ら

し
さ
」
の
二
項
対
立
の
解
消
で
は
な
く
、
そ
の
二
項
対
立
が
い
か
に
強
固
な
の
か
暴

き
出
す
点
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
魯
迅
が
「
傷
逝
」
で
示
し
て
い
る
の
は
、
当
時
の
若
い
知

識
人
た
ち
が
、
無
自
覚
に
「
男
ら
し
さ
」、「
女
ら
し
さ
」
の
罠
に
陥
っ
て
い
る
事
態

だ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

四　

男
は
つ
ら
い
よ

―
「
孤
独
者
」

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
魯
迅
は
肖
像
写
真
に
お
い
て
、
過
剰
な
ほ
ど
「
男
ら

し
さ
」
を
誇
示
す
る
よ
う
な
顔
を
示
し
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
写
真
と
異

な
り
、
彼
自
身
が
「
男
ら
し
さ
」
か
ら
遠
い
文
学
人
生
を
送
っ
て
い
た
こ
と
も
事
実

で
あ
る
。

例
え
ば
、
今
日
に
お
い
て
、
小
説
ら
し
い
小
説
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
は
、『
吶

喊
』、『
彷
徨
』、『
故
事
新
編
』
と
い
う
三
つ
の
短
編
小
説
集
だ
け
で
あ
る
。
長
篇
小

説
は
一
篇
も
な
い
。
は
じ
め
に
挙
げ
た
国
の
文
学
者
の
よ
う
に

―
例
え
ば
、
デ
ィ

ケ
ン
ズ
『
大
い
な
る
遺
産
』、
ゾ
ラ
『
ナ
ナ
』、
そ
し
て
ト
ル
ス
ト
イ
『
戦
争
と
平
和
』

な
ど

―
迫
力
の
あ
る
長
編
小
説
を
残
し
て
い
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
数
少
な
い
短

編
小
説
は
、魯
迅
研
究
の
先
駆
者
、竹
内
好
（
一
九
一
〇
〜
一
九
七
七
）
が
主
著
の
『
魯

迅
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
四
四
年
）
で
「
魯
迅
の
小
説
は
ま
ず
い
」⑮
と
評
し
て
い
る
よ

う
に
、
い
わ
ゆ
る
近
代
文
学
の
枠
組
み
か
ら
見
れ
ば
お
粗
末
に
見
え
る
も
の
で
あ
っ

た
。実

際
に
作
品
を
読
ん
で
み
て
も
、「
傷
逝
」
の
ほ
か
に
、「
男
ら
し
さ
」
を
打
ち
消
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す
も
の
が
多
い
こ
と
が
分
か
る
。

例
え
ば
、
短
編
小
説
集
『
吶
喊
』
の
「
狂
人
日
記
」
の
主
人
公
は
、
啓
蒙
者
と
し

て
の
自
覚
を
備
え
る
一
方
で
、社
会
か
ら
排
除
さ
れ
る
「
狂
人
」
で
あ
っ
た
。「
孔
乙

己
」
の
孔
乙
己
は
、
知
識
人
と
し
て
誇
り
高
く
振
舞
う
も
の
の
、
時
代
に
取
り
残
さ

れ
た
人
物
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
故
郷
」
の
「
私
」
は
、
幼
馴
染
の
閏
土
の
変
化
に
戸

惑
う
ば
か
り
で
、
ど
う
に
も
考
え
が
ま
と
ま
ら
な
い
。『
彷
徨
』
を
見
て
も
、
巻
頭
作

品
「
祝
福
」
の
語
り
手
「
私
」
は
、
寡
婦
の
祥
林
嫂
の
「
い
っ
た
い
、
人
間
が
死
ん

だ
あ
と
で
、
魂
と
い
う
も
の
は
、
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
」⑯
と
い
う
問
い
か
ら
逃
走
し

て
し
ま
う
。
さ
ら
に
「
酒
楼
に
て
」
の
「
私
」
や
呂
韋
甫
は
、
い
ず
れ
も
新
文
化
建

設
と
い
う
理
想
に
挫
折
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。

国
破
れ
て
山
河
あ
り
。
ざ
っ
と
有
名
な
作
品
を
見
た
限
り
で
も
、
魯
迅
の
小
説
に

登
場
す
る
人
物
は
、
ど
こ
か
悲
哀
に
満
ち
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
魯
迅
は
、
彼
ら
の
よ
う
な
哀
愁
漂
う
男
を
描
き
続
け
て
い
た
の

か
。
そ
し
て
、
彼
自
身
は
「
男
ら
し
さ
」
か
ら
遠
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
「
男

ら
し
さ
」
を
重
ん
じ
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
ヒ
ン
ト
を
探
る

べ
く
、「
傷
逝
」
の
四
日
前
に
書
か
れ
た
短
編
小
説
「
孤
独
者
」
を
読
ん
で
み
た
い⑰
。

「
孤
独
者
」
は
、
語
り
手
「
私
」
の
友
人
、
魏
連
殳
が
、
中
国
の
社
会
変
革
の
挫
折

に
つ
い
て
語
っ
た
小
説
と
言
え
る
。
彼
も
ま
た
、
多
く
の
魯
迅
の
小
説
の
登
場
人
物

と
同
じ
く
、
新
文
化
建
設
に
邁
進
す
る
も
の
の
、
夢
破
れ
て
故
郷
に
戻
っ
て
き
て
い

た
。さ

て
、
こ
の
小
説
の
特
徴
の
一
つ
は
、
夢
破
れ
た
魏
連
殳
に
、
新
文
化
建
設
に
従

事
し
た
人
間
の
誇
り
さ
え
な
く
な
っ
て
い
た
点
に
あ
る
。
例
え
ば
、
彼
の
祖
母
の
葬

式
に
際
し
て
、
村
人
た
ち
は
彼
が
旧
文
化
の
作
法
に
反
対
し
て
、
何
か
新
奇
な
葬
儀

を
行
う
だ
ろ
う
と
想
像
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
、
多
く
の
人
々
の
意
に
反
し

て
、
完
璧
に
旧
文
化
の
作
法
に
則
っ
て
葬
式
を
行
う
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
数
日
後

に
は
、
彼
自
身
が
最
も
唾
棄
し
て
い
た
は
ず
の
軍
閥
官
僚
の
職
に
就
く
と
い
う
、
信

じ
ら
れ
な
い
行
動
を
と
る
。
魏
連
殳
は
、
語
り
手
の
目
か
ら
見
て
も
、
完
全
に
堕
落

し
き
っ
た
人
物
へ
と
変
化
し
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
魏
連
殳
の
行
動
は
実
は
独
特
な
思
想
に
基
づ
い
て
い
た
。
次
の

引
用
は
、「
魏
連
殳
」
が
、
語
り
手
「
私
」
に
贈
っ
た
手
紙
の
中
の
一
節
で
あ
る
。
彼

に
よ
れ
ば
、
若
き
日
の
挫
折
な
ど
、
真
の
意
味
で
の
挫
折
に
値
し
な
い
。
む
し
ろ
本

当
の
挫
折
を
経
験
す
る
こ
と
が
、
勝
利
に
近
づ
く
と
説
く
。

ぼ
く
は
、
む
か
し
自
分
が
憎
み
、
反
対
し
た
一
切
の
行
為
を
実
行
す
る
の
だ
。

む
か
し
尊
敬
し
、
主
張
し
た
一
切
の
も
の
を
排
斥
す
る
の
だ
。
ぼ
く
は
今
度
こ

そ
、
ほ
ん
と
う
に
失
敗
し
た

―
そ
し
て
勝
利
し
た
の
だ
。⑱

魏
連
殳
は
、「
む
か
し
自
分
が
憎
み
、
反
対
し
た
」
旧
文
化
の
側
に
、
あ
え
て
自
ら

の
身
を
置
く
。
そ
し
て
、
自
ら
旧
文
化
の
人
間
と
し
て
振
る
舞
い
、
堕
落
し
続
け
る

こ
と
で
、
旧
文
化
を
自
爆
的
に
失
敗
さ
せ
る
。
新
文
化
の
側
に
い
る
自
分
が
旧
文
化

を
敵
と
見
な
し
て
戦
う
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
自
分
が
敵
そ
の
も
の
と
な
り
、
そ
の

上
で
敗
北
し
続
け
る
こ
と
で
、
逆
説
的
な
勝
利
（「
ほ
ん
と
う
に
失
敗
し
た

―
そ
し
て

勝
利
し
た
」）
を
も
た
ら
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

中
国
の
思
想
家
、
汪
暉
は
『
反
抗
絶
望

―
魯
迅
的
精
神
結
構
与
『
吶
喊
』『
彷

徨
』
研
究
』（
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
の
中
で
、
こ
う
し
た
魯
迅
の
小
説
に

登
場
す
る
人
物
像
を
「
歴
史
的
中
間
物
」
と
表
現
し
て
い
る
。
よ
く
指
摘
さ
れ
る
よ

う
に
、
魯
迅
は
、「
人
間
は
動
物
と
超
人
の
間
に
張
り
渡
さ
れ
た
一
本
の
綱
で
あ
る
」

（
ニ
ー
チ
ェ
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
書
く
語
り
き
』）
と
い
う
思
想
に
影
響
を
受
け
て
い
た
。

ニ
ー
チ
ェ
の
示
す
「
人
間
」
と
は
、
理
性
な
く
功
利
主
義
に
生
き
る
「
動
物
」
で
は

な
く
、
か
と
い
っ
て
何
も
か
も
を
自
己
完
結
で
き
る
「
超
人
」
で
も
な
い
存
在
、
い

わ
ば
過
渡
期
的
な
存
在
に
他
な
ら
な
い
。
汪
暉
に
よ
れ
ば
、魯
迅
は
、こ
の
ニ
ー
チ
ェ

の
思
想
に
影
響
を
受
け
つ
つ
、
自
ら
を
旧
文
化
の
側
で
も
新
文
化
の
側
で
も
な
い
、
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歴
史
的
に
中
間
的
な
存
在
と
し
て
見
て
い
た
ら
し
い
。

以
上
の
研
究
を
参
考
に
す
る
と
、
魯
迅
は
魏
連
殳
を
、
未
来
へ
と
繋
ぐ
過
渡
期
的

な
人
物
、「
歴
史
的
中
間
物
」
と
し
て
形
作
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
有
名
な
事
実
で
は
あ
る
が
、
魏
連
殳
と
い
う

人
物
に
魯
迅
自
身
の
影
を
看
取
で
き
る
点
で
あ
る
。魯
迅
と
魏
連
殳
は
年
齢
が
近
く
、

旧
文
化
の
教
育
を
受
け
て
い
た
も
の
の
、
新
文
化
建
設
に
邁
進
し
た
と
い
う
経
歴
が

共
通
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
作
品
の
舞
台
「
Ｓ
市
」
は
ど
う
し
て
も
紹
興
を
想
起

さ
せ
る
し
、
魯
迅
自
身
も
祖
母
の
葬
式
で
帰
郷
し
、「
主
人
公
が
祖
母
の
葬
式
を
い
と

な
む
と
こ
ろ
な
ど
は
、魯
迅
の
場
合
に
そ
っ
く
り
だ
と
い
う
近
親
者
の
証
言
が
あ
る
」⑲

ほ
ど
ら
し
い
。
魯
迅
は
「
孤
独
者
」
に
お
い
て
、
魏
連
殳
を
通
じ
て
自
ら
の
立
場
を

表
明
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

先
に
見
た
よ
う
に
、「
傷
逝
」
で
は
、
若
い
涓
生
の
愚
か
な
行
動
を
描
き
出
し
つ
つ

も
、
批
判
的
な
眼
差
し
を
投
げ
か
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
関
心

の
的
は
、「
男
ら
し
さ
」
に
こ
だ
わ
り
、
主
体
的
に
新
文
化
建
設
を
行
い
続
け
る
こ
と

が
、
実
は
新
文
化
建
設
そ
の
も
の
を
失
敗
さ
せ
て
し
ま
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
あ
っ
た

よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
魯
迅
が
「
孤
独
者
」
で
行
っ
て
い
る
の
も
、

魏
連
殳
の
よ
う
な
堕
落
し
た
人
物
を
批
判
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
本
稿
の
文
脈
で
解

釈
す
れ
ば
、
あ
え
て
魏
連
殳
を
徹
底
的
に
「
男
ら
し
い
」
人
物
に
形
作
り
、
そ
の
上

で
自
己
破
滅
さ
せ
る
こ
と
で
、旧
来
の
「
男
ら
し
さ
」「
女
ら
し
さ
」
の
二
項
対
立
を

無
効
化
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

あ
え
て
旧
文
化
の
人
間
と
し
て
堕
落
す
る
こ
と
で
、自
爆
的
に
旧
文
化
を
破
壊
し
、

希
望
を
未
来
に
繋
ぐ
こ
と
。
過
剰
に
「
男
ら
し
さ
」
を
演
じ
続
け
る
こ
と
で
、「
男
ら

し
さ
」
の
虚
構
性
を
浮
き
彫
り
に
し
て
、
新
し
い
価
値
観
を
創
造
す
る
こ
と
。
魯
迅

は
こ
の
よ
う
に
、
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
に
「
動
物
と
超
人
の
間
に
張
り
渡
さ
れ
た
一

本
」
の
上
で
、「
人
間
」
で
あ
り
続
け
よ
う
と
し
て
い
た
。

五　

男
か
ら
父
へ

中
国
に
お
け
る
小
説
は
、
五
四
新
文
化
運
動
以
降
、
近
代
国
家
を
成
立
さ
せ
る
た

め
の
ツ
ー
ル
と
し
て
一
貫
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
二
〇
年
代
前
半
に
は
、
多
く
の
知
識
人
が
、「
反
伝

統
」「
反
封
建
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
、
自
己
を
客
観
的
に
見
つ
め
直
し
、「
男
ら
し

い
」、
強
い
主
体
形
成
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
た
。
一
九
二
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
受
容
が
盛
ん
に
な
り
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
ブ
ー
ム
と
な
る
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
で
は
、階
級
性
に
則
っ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
立
場
に
立
ち
、

ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
を
打
倒
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
戦
争
の
続
く
中
国
で
は
、
自
己

表
現
で
あ
れ
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
で
あ
れ
、
何
か
を
打
倒
す
る
主
体
が
求
め
ら
れ
て

い
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

魯
迅
の
小
説
も
、『
吶
喊
』
や
『
彷
徨
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
だ
け
を
見
れ
ば
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
あ
ふ
れ
る
「
吶
喊
」
の
声
、
そ
れ
に
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
魂
の
「
彷
徨
」
を
見

る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
エ
ッ
セ
イ
で
検
討
し
た
の
は
、

涓
生
や
魏
連
殳
ら
の
「
男
ら
し
い
」
態
度
を
、
む
し
ろ
社
会
的
に
失
敗
す
る
根
源
と

し
て
示
し
て
い
る
点
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
新
文
化
の
担
い
手
と
し
て
、
世
界
を
科

学
的
に
把
握
し
は
し
な
い
。
そ
の
反
対
に
、
旧
文
化
に
帰
り
、
文
言
の
文
章
を
書
い

た
り
、
旧
白
話
の
物
語
を
書
い
た
り
も
し
な
い
。
魯
迅
は
、
彼
ら
ど
っ
ち
つ
か
ず
の

人
々
を
、
ま
さ
に
い
か
な
る
世
界
に
も
属
さ
な
い
「
歴
史
的
中
間
物
」
と
し
て
提
示

し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
魯
迅
が
、
涓
生
や
魏
連
殳
の
よ
う
な
男
た
ち
を
、
決

し
て
批
判
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
が
行
っ
て
い
る
の
は
、

過
剰
な
ま
で
に
「
男
ら
し
い
」
男
と
い
う
形
象
を
形
作
り
、逆
説
的
に
「
男
ら
し
さ
」

の
虚
構
性
を
暴
く
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。「
傷
逝
」
は
、当
時
に
お
け
る
典
型
的

な
青
年
を
描
き
、
当
時
の
青
年
た
ち
の
苦
境
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
、「
孤
独
者
」
で
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示
し
て
い
る
の
も
、
新
文
化
建
設
を
行
お
う
と
す
る
知
識
人
に
待
つ
破
滅
の
道
で

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
作
品
に
お
け
る
魯
迅
の
筆
数
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
、彼
ら「
歴

史
的
中
間
物
」
に
対
す
る
愛
情
の
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
魯
迅
自
身
も
、
過
渡
期
的
な
存
在
、「
歴
史
的

中
間
物
」
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
一
九
二
六
年
に
『
彷
徨
』
を
上
梓
し
た
後
、

十
年
も
の
後
に
歴
史
小
説
集
『
故
事
新
編
』（
文
化
生
活
社
、
一
九
三
六
年
）
を
完
成
さ

せ
た
だ
け
で
、
つ
い
に
小
説
ら
し
い
小
説
は
書
か
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
彼
が
小

説
を
書
い
た
時
期
は
、
そ
の
五
五
年
の
生
涯
の
う
ち
十
年
に
も
満
た
な
い
。
普
通
に

考
え
て
、
彼
の
創
作
人
生
の
中
で
は
、
こ
の
十
年
弱
の
期
間
が
例
外
と
考
え
た
く
も

な
る
だ
ろ
う
。
中
国
近
代
文
学
を
立
ち
上
げ
た
瞬
間
に
、
彼
は
そ
の
中
国
近
代
文
学

を
後
世
に
託
そ
う
と
し
て
い
た
。

今
日
、
魯
迅
が
「
中
国
近

代
文
学
の
父
」
と
し
て
、
多

く
の
人
々
に
敬
愛
さ
れ
て

き
た
理
由
の
一
端
も
、
こ
の

辺
り
に
あ
り
そ
う
で
は
な

い
か
。
彼
は
、「
男
ら
し
い
」

主
体
と
し
て
、
新
し
い
文
学

世
界
を
切
り
開
い
た
り
、
中

国
革
命
を
リ
ー
ド
し
た
り

は
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
魏

連
殳
が
「
ほ
ん
と
う
に
失
敗

し
た

―
そ
し
て
勝
利
し

た
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
よ

う
に
、
自
ら
を
否
定
す
る
こ

と
で
、
未
来
へ
の
可
能
性
を

切
り
開
こ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

「
動
物
と
超
人
の
間
に
張
り
渡
さ
れ
た
一
本
」
の
上
で
「
人
間
」
と
な
る
こ
と
。
過

剰
に
「
男
ら
し
さ
」
を
演
出
す
る
こ
と
で
、「
人
間
」
の
男
と
な
る
こ
と
。
そ
ん
な

「
人
間
」
に
残
さ
れ
て
い
る
道
と
は
何
か
。
そ
れ
は
も
し
か
し
て
、「
父
」
と
い
う
役

割
な
の
か
も
し
れ
な
い⑳
。

最
後
に
も
う
一
枚
だ
け
写
真
を
見
て
お
こ
う（
図
②
）。
こ
ち
ら
も
有
名
な
写
真
で
、

一
九
三
六
年
一
〇
月
、
魯
迅
が
亡
く
な
る
直
前
に
、
写
真
家
の
沙
飛
（
一
九
一
二
〜

一
九
五
〇
）
に
よ
っ
て
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
緒
に
写
っ
て
い
る
の
は
、木
刻

（
新
興
版
画
）
の
芸
術
家
た
ち
。
彼
ら
若
い
芸
術
家
た
ち
は
、
魯
迅
を
前
に
し
て
変
に

緊
張
す
る
様
子
は
見
せ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
和
気
藹
藹
と
し
た
表
情
で
向
き
合
っ
て

い
る
。
こ
う
し
た
写
真
か
ら
は
、
魯
迅
が
、
若
者
を
優
し
く
見
守
る
「
父
」
の
よ
う

な
姿
で
微
笑
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

男
か
ら
父
へ
。
彼
は
男
で
あ
る
以
上
に
、
人
間
で
あ
り
、
そ
し
て
父
だ
っ
た
。「
中

国
近
代
文
学
の
父
」
は
、
自
己
の
存
在
を
否
定
し
て
ま
で
、「
子
供
を
救
お
う
」㉑
と
し

た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

【
図
版
出
典
】

図
①　

黄
喬
生
編『
魯
迅
影
集
一
八
八
一
〜
一
九
三
六
』（
人
民
文
学
出
版
社
、
二
〇
一
八

年
）、
一
二
七
頁

図
②　

黄
喬
生
編『
魯
迅
影
集
一
八
八
一
〜
一
九
三
六
』（
人
民
文
学
出
版
社
、
二
〇
一
八

年
）、
二
一
三
頁

注①　
毛
沢
東
「
新
民
主
主
義
論
」（
一
九
四
〇
年
）
に
見
え
る
言
葉
で
あ
る
。

②　

中
国
モ
ダ
ニ
ズ
ム
研
究
会
編
『
中
国
近
代
文
化
一
四
講

―
ド
ラ
ゴ
ン
解
剖
学
・
登

竜
門
の
巻
』（
関
西
学
院
大
学
出
版
会
、二
〇
一
四
年
）「
第
四
章　

こ
ん
な
は
ず
じ
ゃ

図②　若者と語り合う魯迅
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な
か
っ
た
文
学
史
」
の
図
四-

一
一
（
五
六
頁
）
で
は
、「
男
ら
し
さ
」
か
ら
離
れ
た
、

面
白
い
表
情
の
魯
迅
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

③　

一
般
論
と
し
て
、
生
物
学
的
な
性
別
を
セ
ッ
ク
ス
、「
男
ら
し
さ
」、「
女
ら
し
さ
」

の
よ
う
な
社
会
的
、
心
理
的
な
性
別
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
呼
ぶ
。
中
国
を
対
象
と
し
た

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
を
考
え
る
に
は
、『
中
国
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
研
究
入
門
』（
京
都
大
学

学
術
出
版
会
、
二
〇
一
八
年
）
が
有
用
で
あ
る
。

④　

大
東
和
重
「
魯
迅
『
吶
喊
』
と
近
代
的
作
家
論
の
登
場

―
一
九
二
〇
年
代
前
半
の

中
国
に
お
け
る
読
書
行
為
と
『
吶
喊
』「
自
序
」」（『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
五
八
集
、

二
〇
〇
六
年
）
参
照
。

⑤　

大
東
和
重
『
郁
達
夫
と
大
正
文
学
―
〈
自
己
表
現
〉
か
ら
〈
自
己
実
現
〉
の
時
代

へ
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）
参
照
。

⑥　

陳
平
原
『
中
国
小
説
叙
事
模
式
的
転
変
』（
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）
参

照
。
中
里
見
敬
『
中
国
小
説
の
物
語
論
的
研
究
』（
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
年
）
は
ナ

ラ
ト
ロ
ジ
ー
か
ら
「
傷
逝
」
を
読
み
解
い
て
い
る
。

⑦　
『
魯
迅
選
集
』
第
二
巻
、
一
二
六
頁
。

⑧　
『
魯
迅
選
集
』
第
二
巻
、
一
二
七
頁
。

⑨　
『
魯
迅
選
集
』
第
二
巻
、
一
三
二
頁
。

⑩　
『
魯
迅
選
集
』
第
二
巻
、
一
三
六
頁
。

⑪　
『
魯
迅
選
集
』
第
二
巻
、
一
三
九
頁
。

⑫　
『
魯
迅
選
集
』
第
二
巻
、
一
四
一-

一
四
二
頁
。

⑬　
『
魯
迅
選
集
』
第
二
巻
、
一
四
九
頁
。

⑭　

永
井
英
美
「
魯
迅
『
傷
逝
』
論
（
上
）」（『
野
草
』
第
六
八
号
、
二
〇
〇
一
年
）
で

も
、
涓
生
の
欺
瞞
、
お
よ
び
精
神
的
な
弱
さ
に
注
目
し
て
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

⑮　

竹
内
好
『
魯
迅
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
四
四
年
、
初
出
。
未
来
社
、
一
九
六
一
年
）

一
七
頁
。
引
用
の
続
き
は
、「
魯
迅
の
小
説
は
ま
ず
い
。
近
代
文
学
の
伝
統
の
浅
い
中

国
で
は
、
小
説
は
一
般
に
ま
ず
い
が
、
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
魯
迅
の
小
説
は
ま
ず

い
」（
一
七
頁
）
と
踏
ん
だ
り
蹴
っ
た
り
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
竹
内
の
指
摘
の
特
徴

は
、
こ
の
「
小
説
の
ま
ず
さ
」
に
魯
迅
の
本
質
を
見
よ
う
と
し
て
い
た
点
に
あ
る
。

⑯　
『
魯
迅
選
集
』
第
二
巻
、
七
頁
。

⑰　
「
傷
逝
」
と
「
孤
独
者
」
を
比
較
す
る
試
み
と
し
て
は
、
下
出
宣
子
「
魯
迅
『
孤
独

者
』
と
『
傷
逝
』」（『
季
刊
中
国
』
第
八
九
号
、
二
〇
〇
七
年
）
が
あ
る
。

⑱　
『
魯
迅
選
集
』
第
二
巻
、
一
一
七
頁
。

⑲　
『
魯
迅
選
集
』
第
二
巻
、
二
八
二
頁
の
「
解
説
」
か
ら
引
用
し
た
。

⑳　
「
わ
れ
わ
れ
は
今
日
ど
の
よ
う
に
父
親
と
な
る
か
」（
原
題
「
我
們
現
在
怎
做
父
親
」

『
新
青
年
』
第
六
巻
第
六
号
、
一
九
一
九
年
、
初
出
。『
墳
』
未
明
社
、
一
九
二
七
年
、

所
収
）
で
は
、「
要
す
る
に
、
覚
醒
し
た
父
母
は
、
完
全
に
、
義
務
的
で
、
利
他
的
で
、

犠
牲
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
な
か
な
か
行
い
難
い
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
中

国
で
は
こ
と
に
行
い
難
い
も
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。『
魯
迅
選
集
』
第
五
巻
、
一
二
六

頁
参
照
。

㉑　
「
狂
人
日
記
」
の
末
尾
は
「
子
ど
も
を
救
え
…
…
」
で
あ
る
。『
魯
迅
選
集
』
第
一

巻
、
二
七
頁
。

（
本
学
言
語
教
育
セ
ン
タ
ー
外
国
語
嘱
託
講
師
）


