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翻
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竹
内
好

『
魯
迅』

こ
の
心
の
動

揺
、

ア
ジ
ア
か
ら
の
言
葉
が
、
日
本
近
代
の
精神
を
震
憾
さ
せ
る
主
き
、
い
っ
た
い
何
が
起
こ
る
の
カ。

抑
え
ら
れ
な
い
動
惇
、
心
身
を
横
断
す
る
情
動
は
ど
こ
か
ら
来
毛

の
か
。

竹
内
好
の
『
魯
迅
』
は
、
端
々
ま
で
、
こ
の
よ
う
な
問
い
に
責
か
れて
い
る
。
そ
し
て
、
この
よ
う
な
存
在
の
戦
傑

を
、
今
な
お
伝
え
て
い
る
。
こ
の
作
品
は一
九
四三
年
に
書
か
←
れ
た
。
出
版
は
その
翌
年
で
あ
る。
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦

争
の
、
日
本
の
中
園
侵
略の
さ
な
か
の
こ
と
だ。
竹
内
好
は当
蒔
三
O
代
前
半
、
少
壮の
中
国
文
学
者
だつ
た。
お
よ

そ
日
本の
外
国
文
学
研
究
者で
、
課
題
の
選
択
に
お
い
て
、
研
h
究
が
行わ
れ
た
時
代の
環
境
に
お
い
て
、
対
象
との
、

こ
れ
ほ
ど
ぬ
き
さ
し
な
ら
な
い
関
係
を
、
そ
れ
も
み
ず
か

ら
望
'ん
で
生
き
た
ケ
|
ス
は
ま
れ
だろ
う
。
同
時
代
の
中
国

最
大
の
知
識
人
の
足
跡
を
、
力
の
及
ぶ
限
り

徽
密
に
た
ど
る
知ι
的・
倫
理
的
燃
焼
の
果
て
に
残
さ
れ
た
濃
密
な
テ
ク
ス

卜
。
そ
の
意
味
で
本
書
は
、
ま
ち
が
い
な
く、
言
葉
の
強
い
意ι
味
で
記
念碑
的
な
書
物
で・
あ
る。

し
か
し
、
この
本
は
「
記
念碑
」
で
あ
っ
て
「
古典
」
で
は
且
ない
。
な
ぜ
な
ら
本
書
は
、
多
く
の
実
際
の
記
念
碑と

同
様
、
ま
た
魯
迅の
評
論
「
忘
却
の
た
め
の
記
念
」
と
同
じ
意
斗
味
で
、
ま
た
逆
の
意
味

で
、
殺
数
の
「
記
念碑
」
で
あ

り
、
傷
だ
ら
け
の

「記
念
碑
」
で
も
あ
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
そ

-の
傷
は
、
単
に
過
去
に
向
か
っ
て
ば
か
り
で
な
く
、
未

来
に
向
か

っ
て
も
開
か
れ
た
ま
ま
だ
か
ら
だ

。

そ
の
よ
う
な
傷
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
本
書
に

戦
後
、

一
九
五
三
年
と

六
一
年
に
加
え
ら
れ
た

「
自
註
」

て
い

る
。

そ

の

(註

四
)

に
は
、

こ
う
書

か
れ

て

い
る
。

の
形
で

現
れ

こ
こ
だ

け
見

る
と
、
当
時
私
が
「

日
本
文
学
報
国
会
」
に

加
わ

っ
て
い
な
か
っ

た
よ
う

に
取
れ
そ
う

だ
し
、
事

実
ま
た
そ

う
取

つ
た
人
が
あ

る
が
、
そ

う
で
は
な
い

。
私

{
は
こ
の
会
を
職
業
組
合
と
し
て
認
め
た
の

で
、
平
会
員

と
し
て
加
入
し
て
い
る

。
し
か
し
、
そ
の
会
が
主
催
し
た

ι
「
大
東
亜
文
学
者
大
会
」
に
は

、

(
註
二
)
の
理

由
に

よ

つ
て
一
度
も
参
加
し
な
か

っ
た
。

(
註
二)
に
は
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る

。

当
時
、
中
国
の
文
学
同

中
共
〔
中
国
共
産
党
支
堅

地

区
の
も
の

と
、
面

民
党
致
府
の
臨
時
首
都
〕
重
慶
地
区

の
も
の

と
、
日
本
軍
占
領
下

の
諸
都
市

の
協
力
者
文
学
と

』
が
あ
り
、

最
後
の
も
の
が

日
本

の
文
壇
で

大
々

的

に
も

て
は
や
さ
れ

て
い
た
。
そ
れ
は
伝
統
と
無
縁
で
あ
り
、
正

ι
統
の
文
学
で
な
い
と
私
は
考

え
た
。
し
か
し

、
そ
れ
を

主
張
す
る
こ
と
は
偉
ら
れ
た
し

、
そ
れ
を
論

証
す

る
だ
け

ソ
十
分
な
自
由
中
国

の
作
品
を
手

に
入
れ
る
こ
と
も
で
き

な
か

っ
た
。
そ
の
修
屈
し
た
気
持
を
魯
迅
研
究
に
託
し
て
、
こ
こ
に
吐

い
た

の
で
あ

る
。

そ
し
て

(註
四
)
が
付
さ
れ
て
い
る
本

文
の
個
所
に
は
こ
ち
述

ベ
ら
れ
て
い
る

。

， 8。
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魯
迅
の
文
学
は、
現
れ
と
し
ては
い
ち
じ
る
し
く
政
治
的
一
で
あ
り、
彼
が
現
代中
国
の
代
表
的
文
学
者
で
あ
る

と
称
さ
れ
る
の
も
そ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
そ
の
政
い
治
性
は、
政
治
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よつ
て
与
え
ら

れ
た
政
治
性
で
あ
る
。彼
は
「光
復
会
」
に加
わ
ら
な
か
っ
た
(
そ
れ
は
今
日
わ
れ
わ
れ
が
「日
本
文
学報
国
会
」

に
加
わ
ら
ぬ
よ
り
重
大
な
こ
と
であ
る
1

(
一三
頁
)

こ
の
作
品
に
刻
印
さ
れた
傷
、
あ
る
い
はむ
し
ろ
、
こ
の
作
口田
が
そ
こ
か
ら
生
成
した
と
こ
ろ
の
傷
は、

な
、
き
わ
め
て苛
酸
な、
そ
し
て
錯
綜
し
た
政
治
的
、
歴
史
的
文
〈脈
と
不可
分
だ
っ
た。
若
き竹
内
好
は
大
日
本
大政

翼
賛
会
の
下
部組
織
「
日
本
文
学報
国
人E
の
会
員
だ
つ
た。
こ
}
の
組織
の
政
治
的
主張
、
特
に
日
本
文
学と
中
国
文

学
の
関
係
の
理解
に
つ
い
て
は
、彼
は
、
占領
地
区
の
対日
協
力
H
文
学
が「
伝統
と
無
縁
で
あ
り、
正
統
の
文
学
で
な

い
」
と
い
う理
由
で
不
同
意
だ
つた
。
し
か
し
、
弾
圧
を
恐
れ
て
、
そ
の
こ
と
を
公
言
は
せ
ず
、
文
学
報
国
会
の
存
在
を

「職
業
組
合
」
と
し
て
認
知
し
て
い
た
。

本
書
は
そ
の
よ
う
な
ポ
ク
シヨ
ン
にい
た
研
究
者
の
筆
の
も
さ
に
生
ま
れ
た。
そ
し
て
そ
の研
究
者
は
、
み
ず
か
ら

の
現
在
の
立
場
と
の
対
比
か
ら、
魯
迅
の
政
治
的
選
択
の
意味
か
乞推
し
は
か
つ
た。
光
復
会
と
は
一九
O
四
年
、漸
江

省
出
身
の
人
々
に
よ
つ
て
結
成さ
れ
た清
王
朝
打
倒
を
目
標と
寸3
る
革
命
的
政治
結
社
で
あ
る
。
現
在
の
研
究で
は
魯

迅
が
光
復
会
会
員
だ
つた
こ
と
は
定説
だ
が
、
竹
内
は
こ
こ
主
反
対
の
仮
説
に
立
つ
て
、
魯
迅
の
そ
の選
択
を
、
一
九

四
三
年
の日
本
の
文
学
者
が
文
学
報
国
会
に
入
ら
な
い
こ
と
よ9
も
「
重
要
ヘ
言
い
換
え
れ
ば
、
いっ
そ
う
厳
し
く

深
い
覚
悟
を
必
要
と
す
る
挙措
だ
つ
た
と断
定
す
る
の
で
あ
る。ω
そ
れ
が、
「
そ
れは
今
日
わ
れ
わ
れ
が「日
本
文
学

こ
の

よ
う

報
国
会
」

に
加
わ
ら
ぬ
よ
り
重
大
な

こ
と
で
あ

る
」
と

い
う
文
章

の
意
味
で
あ

る
。

革
命
結

社

に
加
わ
ら
な

い
こ
と
が
、

フ
ァ
シ
ス
ト
文
化

団
体

佐
加

わ
ら
な

い
こ
と
以

上

に
深

い
思
想
的
表
現

で
あ

る

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か

。
「
政
治
を
拒
否
す
る
こ
と
で
与
え
ら
れ

U
る
政
治
性
」
と
は

何
か

。
こ
う
し
て

私
た
ち
は

、
本

書
の
核
心
的
主
張
の
入
り
口
に
立
つ

。
こ
の
主

張
は
後
に

、
五
O
年
代
以
後
の
日
本
の
文
学

H
政
治
思
想
に
、
あ
る

形

で
大
き
な
影
響
を
与
え
る

こ
と
に

な
つ

た
。

文
学
は

無
力
で

あ
る
。
魯
迅
は
そ
う
見
る
。
無
カ

と
い
〉
勺
フ
の
は、
政
治
に
対

し
て
無
力
な
の
で

あ
る
。
そ

れ
は
、

裏
か
ら
云
え
ば

、
政
治
に
対

し
て
有
力
な

も
の

は
文
学
で
は
な
い

、
と
い
う
こ
と
で
あ
る

。
こ
れ
は

文
化
主

義
だ

ろ
う
か

。
確
か
に
そ
う

で
あ

る
。
魯

迅

は
文
化

主
義
者
で

盃
乏
し

か
し
、
こ
の
文

化
主

義
は
、
文

化
主

義

に
対

立
す
る
文

化
主
義
で
あ
る

。
「
文
学
文
学

と
騒
ぐ
」
こ
と
、
文
学
が

「
偉
大
な
力
を
持
つ
」
と
信
ず
る
こ
と

、
そ

れ
を
彼
は
否
定
し

た
の
で
あ
る

。
文
学
が

政
治
と
無
関
係
が
~
と
云
お
う
と
す
る
の
で
は
な
い

。
関
係
の
な
い
と
こ

ろ
に
は

、
有
力
も

無
力
も
生
ず
る
は
ず
が
な
い

か
ら
で
あ

λ
弓

政
治
に
対
し
て
文
学
が
無
力
な
の
は

、
文
学
が
み

ず
か
ら
政
治
を

疎
外
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
政
治
と
の
対

決
を
通
じ
て
そ

う
な
る
の
で
あ
る

。
政
治
に

遊
離
し
た

も
の
は

、
文
学
で
な
い

。
政
治
に

お

い
て
自
己
の
影
を

見
、
そ
の
影
を
破
掬
す
る
こ
と
に

よ

つ
て
、
云
い
か
え

れ

ば
無
力
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
つ
て

、
文
学

は
文
学
と
な

一
る
の
で
あ
る
。

(中
略
)
政
治
と
文
学
の
関

係
は

、
従

属
関
係

や
、
相
到
関
係

で
は
な

い
。
政
治
に
迎
合

し
、
あ

λ
。
い
は
政
治
を
白
眼
視
す

る
も
の
は
、
文
学

で
は
な
い

。

真
の
文
学
と
は
、

政
治
に

お
い
て
自
己
の
影

を
破
却
す
る
乙
と
で
あ
る

。
い
わ
ば

政
治

と
文
学
の

関
係
は

、
矛

盾

的
自
己
同

一

(註

一
三

の
関
係

で
あ

る
。

(
中
略)
文
学

e
生
ま

れ
る
根
元

の
場

は
、
常

に
政
治

に
取
巻
か
れ

て

孟 8 2
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い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

。
そ
れ
は
、
文
学
の
花
を

咲

か
せ
る

た
誌
の
苛

烈
な
白
然
条
件
で
あ
る

。
ひ
よ
わ
な

花
は
育

た
ぬ
が
、
秀

勤
な

花

は
長
い
生
命
を
得
モ
私
は

そ
れ
を
、
現

代
中
国
文
学

と
、
魯

迅
と
に
見
る

。

二

七
四
i

七
五
頁
)

竹
内
好

の
世
代
は
、

そ

の
学

生
時
代

に
、
日

本

の
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
/
文
学
が
、
権

力

の
弾
庄

に
よ

つ
て
、

ま

た
、

運
動
に
加
わ

っ
た
作
家
た
ち
の
多
か
れ
少
な
か
れ
内
発
的

な
思
想
的
変

質
に
よ

つ
て
、

一
気

に
崩
壊
し
て
い
く
様
を
目

の
当
た
り
に
し
た

。

「
私
は
そ
れ

を
、
現
代
中

国
文

学

と
、

魯

迅

井
乙
に
見

る
」
と

い
う

一
文

は
、

現
代

日
本
文

学

と

臼

本
の
作
家
た
ち

に
は
見
ら
れ
な
か

っ
た
も

の
を
現
代

中
国
文
学
と
魯

迅

に
見

る
と

い
う
こ

と
で
あ
る
。

「
ひ
よ
わ
な
花
」

と
い
う

表
現

は
、
前

者

の
文
学

と
作

家

た
ち
を
暗

示

し

て

い
る
。

「
文

学

は
無

力

で
あ

る
」

と

は
、

若

き
竹

内

好

が
、

日
々

反
錦

し

、

噛

み

し

め

て

い
た
命

題

だ

つ
た

に
違

い
な

い
。

こ
の
命
題

が
意
味
し
て
い
る
か
に
み
え
る
単
な
る
諦
念
を
突
き
抜
比
り
て

、
そ
の
彼
岸
に
あ
る
は
ず
の

も

の
に
迫
り
た
い

|
|
彼
の
思
想
上
の
格
闘
と
中
国

研
究
は
、
こ
の
よ
う
な
欲
求
の

内
つ
ち
で

一
つ
に
溶
け
合

っ
て
い
た
だ

ろ
う
。
そ

の
な

に
も
の

か
を
言
い

当
て
よ
う
と
す
る
彼
の
努
カ
は
、
し
か
し
、
そ
の
た
め
の

言
葉
が
自
分

に
は
欠
け
て
い
る
と
い

う
認

識
に

、
絶
え
ず
差
し
戻
さ
れ
て
い
た
よ

う
に
思
わ
れ
る

。
か

く
し
ず
\
本
書
の
核

心
的
主
張
は

、
あ
る
種
の
哲

学

言
語

を
取
り
込
む
こ
と
な
く
し
て
は
言
表
さ
れ
え
な
か

っ
た
。

「政
治

に
お

い
て
自
己

の
影
を
見
、

そ
の
影
を
破
却
す

る
こ
と

ι

よ

つ
て
、

云

い
か
え
れ
ば
無
カ
を
自
覚
す
る
こ
と

に
よ
つ
て
、
文

学

は
文
学
と
な
る
の
で
あ
る

勺

「
真
の
文
学
と
は

、

政
治
に
お

い
て
自
己
の
影
を
破
却
す

る
こ
と

で
あ

る
。
い
わ
ば

政
治
と
文
学
の
関
係
は
、
矛
盾

的
自
己
同

一
の
関
係

-
であ
る
勺
先

の
引
用
中
に

二
度
現
れ
る
こ
の
ほ
ぼ に

の

同
趣
旨
の
表
現
に
は
、
西悶
幾
太
郎
の
著
作
か
ら
の
明
白
な
影
響
る
跡
が
あ
る
。
「矛
盾
的
自
己
同
ご

は
も
ち
ろ
ん
、

「無
力
を
自
覚
す
る
」
と
い
う
言
い
方
に
も
、
西
回
的
な
行
為
的
官直
観
と
し
て
の
「自
覚
」
の
思
想
の
反
響
が
あ
る
。

(
註
ゴC
で
戦
後
の
竹
内
は
、
コ
本
書
に
は
〕
こ
の
種
の
西
回
哲
栄
子
か
ら
借
り
た
用
語
が
散
在
す
る
が
、
こ
れ
は
当
時

の
読
書傾
向
か
ら
の
影
響
で
あっ
て、
今
日
から
見
れ
ば
思
想
的i
在
貧
し
さ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る

。
酋
回
哲
学
に
お
け

る
用
語
例
に
厳
密
に
従
つ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い」
と
述
ベ
て
い
工
令。
こ
の
回
顧
の
言
葉
は
、
例
え
ば一
九
四
八
年
の

「中
国
の
近
代
と
日
本
の
近
代
」
で
、
日
本
の
近
代
文
化
の
欠
陥
字

』
「古
い
も
の
を
捨
て
て
新
し
い
も
の
を
取
り
入
れ

る
」
の
に
急
なf
の
思
想
的
体質
に
求
め
、
そ
の例
と
し
て
西
田
者
学
も
、
あ
る
時
代
の「
新
し
い
もの
」
の
う
ち
に

数
え
入
れ
ら
れ
て
い
る
令
唯
物
弁
証
法
がダ
メ
な
ら
絶
対
矛
盾
的
自
己
-
同一
己
こ
と
と
符
合
す
る
。

し
か
し
、
私
は
、
今
回
読
み
直
し
て
み
て
、
こ
の
種
の
哲
学
用
霊
問が
、
本
書
か
ら
、
そ
の
核
心
的
主
張
を
損
な
う
こ

と
な
く
す
っ
か
り
引き
去
る
こ
と
が
で
き
ると
は
思
え
な
か
っ
たg

「絶
対
矛
盾
的
自
己同
ご
や
「
自
円z
や

「
場

所
」
の
論
理
は
、
そ
の
程
度
に
は

、
若
き竹
内
好
の
思
考
を
規
定
し
て
い
た
の
で
あり
、
こ
れ
ら
の
論
理
に
対
す
る
依

拠
の
水
準
は
、
単
な
る
借
用
の
域
を
超
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
λ句

し
か
し
同
時
に
、
先
の
引
用
個
所で
、
こ
れ
ら
の
概
念
語
が
、
ワ
ね
に
、
「云
い
か
え
れ
ば
」「
いわ
ば
」
と
い
つ
た

言
葉
に
続
い
て
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
本
書
の
テ
ク
ス
ト
の
・
な
か
に
、
あ
る
種
の
断
層
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
も
示

唆
し
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
テ
クス
ト
と
同様
、
本
書
の
テ
ク
ス
ト
も
、
複
数
の
テ
ク
ス
卜
か
ら
織
り
上げ
ら
れ
て
い
る
o

そ
の
テ
ク
ス
ト
と
テ
ク
ス
卜
の
間
に
、
こ
の
テ
ク
ス
卜
な
ら
で
は
の
特
異
な
翻
訳
の
運
動
が
あ
る
。

「政
治
に
お
い
て
自
己
の
影
を見
、
そ
の
影
を破
却
す
る
こ
と
に一
よ
つ
て
、
云い
か
えれ
ば
無
力
を
自
覚
す
る
こ
と

に
よ
つ
て
、
文
学
は
文
学
に
な
る
の
で
あ
る
勺
こ
の
一
文
に
は
、
き
わ
め
て
強
い
目
的
論
的
な
ド
ラ
イ
ブ
が
か
か
つ
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「文
学
が
文
学
に
な
る
」
と
い
う
テロ
ス
を
目
指
し
て
、一
た
だ
一
文
の
な
か
で、
い
く
つ
も
の飛
躍
が
行
わ

と
い
う
の
も
、
「
政
治に
お
い
て
自
己
の
影
を
見
る」
と
ド
う
こ
の
文
の
冒
頭
で
喚
起さ
れ
る
経
験
は
、
「そ
の

影
を
破
却
す
る
」
と
い
う
決
断
を
、
必
然
的
に
生
み
出
す
わ
け
で
、
は
な
いか
ら
だ
o
そ
し
て
、
「影
を
破
却
す
る
」
こ

と
が
、
多
少
と
も
暴
カ
的
な
翻
訳
に
よ
つ
て
、
「無
力
を
自
覚
す
ヲ
る
」
こ
とと
等
置
さ
れ
る
た
め
に
は、
そ
の
決
断
の

主
体
は
、
お
の
れ
の
「無
力
」
を
、
す
で
にな
ん
ら
か
の
形
で
知
つ
て
い
な
くて
は
な
ら
な
い
は
ず
だ
か
ら
だ
。
す
な

わ
ち
、
「自
覚
」
以
前
の
「
知
」
を
、
あ
ら
か
じ
め
持
つ
て
い
な←
く
て
はな
ら
な
い
は
ず
だ
か
ら
だ
。
逆
に
言
え
ば
、

「政
治
に
お
い
て
自
己
の
影を
見
る
」
と
い
う経
験
の
う
ち
で、
胃
要
す
る
に、す
べ
て
は
す
で
に起
き
て
い
る
は
ず
な

の
で
あ
る

。

て
い
る
。

れ
る

。
本
書
の
言
葉
の
う
ち
で、
西
回
哲
学
に
限
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
哲
]
学
的
概
念
や
論
理
に
も
っ
と
も
執
勘
に
抵
抗
す
る
も

の
、
そ
れ
ら
を
否
応
な
く
惹
き
つ
け
な
が
ら、
そ
れ
ら
に
よ
つ
て
け
っ
し
て翻
訳
さ
れ
る
が
ま
ま
に
な
ら
な
い
も
の
、

そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
「
影
」
と
い
う
言
葉
だ
ろ
う
。
本
書
で
こ
の

一
言
薬
は、
き
わ
め
て
多様
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。

ほ
と
ん
ど
正
反対
の
意
味
さ
え
帯
ぴ
る
こ
と
が
あ
る。
そ
れ
で
いv
て、
そ
れ
ら
の用
法
の
間
に
は
、
明
ら
か
に
あ
る
磁

場
が
形
成
さ

れ
て
い
る

。

彼

〔
魯
迅〕
の
文
章
を
読
む
と
、
き
ま
つ
て
あ
る
影
の
よ
一う
な
も
の
に
ぶ
つ
か
る
。
そ
の
影
は
、
い
つ
も
同
じ

場
所
に
あ
る
。
影
そ
の
も
の
は
存
在し
な
い
の
だ
が
、
光
・
か
そ
こ
か
ら
生ま
れ
、
そ
こ
へ
消
え
入
り
、
そ
の
こ
と

に
よ
つ
て
存
在
を暗
示
さ
せ
る
よ
う
な
あ
る一
点
の暗
黒
e
か
あ
る。
う
か
つ
に読
み
過
ご
せ
ば
気づ
か
ず
に
済
ま

せ
る
が
、
一
度気
が
つ
く
と
気
に
な
つ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
E
華
や
か
な
舞
踏
場
に
暢
穣
が
踊
つ
て
い
る
よ
う
に
、

し
ま
い

に
は
燭
緩

の
方
が
実
体

に
思
え

て
く

る
。
魯

迅

は
、

そ

の
よ
う
な
影
を
負

つ
て

一
生
を
過

ご
し
た
。
私

が

彼
を
賊
罪

の
文
学
と
呼
ぶ
の
は
、
そ
の
意
味

で
あ
る
。
そ
し

て
、
彼
が
罪

の
自
覚
を
得
た
時
機
は
、
彼

の
伝
記

に

お
け
る
こ
の
不
明
な
時
期

ご

九

一
入
年
の

『
狂
人
日
記
』
発
ん表
に
先
立
つ
六
年
間
の
北
京
在
住
期
〕
を
措

い
て
他

に
な

い
よ
う
に
思

わ
れ

る
。

(
五
九
頁
)

こ
の

「
影
」
は
ま
ず
、
読
者
で
あ
り
翻
訳
者
で
も
あ
る

竹
内
の
心
の

「
限
」
に
映
る
。
そ
れ
は

「
い
つ
も
同
じ
場
所

に
あ
る
1
そ
れ
自
体
存
在
で
は
な
い
が
、

あ
ら
ゆ
る
存
在

、
あ

ら
ゆ
る
光
が
そ
こ
か
ら
生
じ
そ
こ

に
消
え
去
る

暗
黒

で
あ
り
深
淵
で
あ
る

。
だ
が

、
そ
の

よ
う
な

「
影
」
を
、
暗
黒
宇
六
深

淵
を
、
魯

迅
は
限
前
に
見

据
え
て
い
る
の
で
は

な
い
。
竹
内
の

心
の

「眼
」
に

映
る
魯
迅
は
、
「
影
」
を
追
う

4
人
で
は
な
く
、
「影
を
負
う

」
人
で
あ
る

。
「
影
」
を

、

暗
黒
を
、
見
え

な

い
も
の
を

「負
う
」
魯
迅
を
竹
内
は

「見
る
ヒ
。

そ
こ
か
ら

た
だ
ち
に

、
「
購
罪
の
文
学
」

と

い
う
規
定
が
引
き
出
さ
れ
る

。
先
に

は

「
影
」
が
そ
の

「
破
却
」
に
お

い
て

「無
力
の
自
覚
」
を
生
み

出
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は

2
影
」
は

「
煩
罪
の
自

覚
」
の
隠
喰
と
な
る

。
「
影
」
と

は
あ
る
負

債

で
あ
り

、
お
そ
ら
く

は
無
限
の
負

債
の
よ

う
に
背

h
負
わ
れ
る
も
の
だ

。

「
影」
の
揺
曳
を
、

一
つ
の
強
力

な
解
釈
が

取
り
押
さ
え
よ
う
と
す
る

瞬
間
。
私
た
ち
は
こ
こ
で

、
-
竹
内
が

「
罪
」
と
い
う

言
葉
で

示
唆
し
て
い
る
も
の

を
吟
味

し

て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

「序
章
|
|
死
と
生
に
つ
い
て
」
で
、
竹
内
は
早
〈
も
こ
の
弓

膜
罪
」
と
い
う
モ
チ
ー

フ
を
焦
点
化
し
て
い
る
。
魯

迅
の
死
と
い
う
出
来
事
の
特

異
性
を
言

い
表
そ
う
と

し
て
い
く
弓
も
の

補
助
線
が
引
か
れ
て
い
く
な
か
で
、

一
つ
の
方

向
は
、
す
で
に
あ
ら
か
じ
め
選
び
取

ら
れ
て
も
い

る
印
象
を
受
昨

，る
。
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散
文
詩
集
『
野
草』
に
は
「
影
の
告
別
」
と
い
う
一
編
が
あ
る
。
ぞ
こ
で
は
人
の
睡
眠
中
に
本
体

に
別
れ
を
告
げ
る

「
影」
が
一人
称
で
語
る
。
「影
」
は
「明
暗
の
境
を
さ
ま
よ
う
」
こ
主
を
き
ら
い
、
い
つ
そ
「
賭
黒
に
沈
む
ほ
う
が
i

ど

と
言
う
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
只

竹
内
同

魯
迅
の
内
な
る
、
丞
る
自
己
処
断
の
つ
ぶ
やき
を
聞
き
取
っ
て
し
l

の
だ
と
思
う
。
魯
迅
に
お
け
る
「
影
」
を

「嫡
罪
の
白
覚
」
に
結
ぴ

一つ
け
る
根
拠
は
、
た
ぶ
ん
こ
の
あ
た
り
に
あ
る
c

し
か
し、
私
は
こ
の散
文
詩
に
、
む
し
ろ
ニ
|
チ
エ
の
「漂
泊
者
と
t
そ
の
影」
や
『
ツ
7
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
』
のい
く
つ

(
・
)
当
面
の
私
の
目
標
は
、
思
想
家
と
し
て
の
魯
迅
で
な
'く
、
文
学
者
と
し
て
の
魯
迅
で
あ
る
。
私
は
、

魯
迅
の
文
学
を
ある
本
源
的
な
自
覚
、
遁
当
な
言
葉
を欠
く
が
強
い
て
云
え
ば
、
宗
教
的
な
罪の
意
識
に
近
い
も

の
の
上
に
置
こ
う
と
す
る
立
場
に
立
つ
て
い
る
。
魯
迅
に
は
た
I
じか
に
、
そ
の
よ
うな
止
み
が
た
い
も
の
があ
つ

た
こ
と
を
私
は
感
ず
る。
(
・
)
魯
迅
は、
自
分
を
殉
教
者
に
嘉J
え
た
こ
とは
な
く
、
む
し
ろ
そ
う
見
ら
れ
る

こ
と
を
嫌
悪
して
い
る
。
彼
は
先
覚
者
で
な
かっ
た
よう
に
、
殉
教
者
で
も
な
か
っ
た。
し
か
し
、
その
現
れ
方

は
、
私
に
は
殉
教
者
的
に
見
え
る
。
魯
迅
の
根
抵
に
ある
も
の
は
、
あ
る
何
者
か
に
対
す
る
購
罪の
気
持
で
ι

か
つ
た
か
と
私
は
想
像
す
る。
何
者
に
対
し
て
で
ある
か
は
、
魯
迅
も
は
っ
き
り
と
は
意
識
し
な
か
っ
た
ろ
う
c

た
だ
彼
は
、
深
夜に
時
と
して
、
そ
の
何
者
か
の
影
と
対坐
し
υ
た
だ
けで
あ
る
(
散文
詩集
「
野草
」
そ
の
他コ

そ
れ
が
メ
フ
イ
ス
ト
で
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
中
国一
藷の
「
鬼」
は
、
そ
れ
に近
い
か
も
し
れ
ぬJ
あ

る
い
は
更
に
、
周
作
人
の
云
う
「東
洋
人
の
悲
哀
」
と
い
う語
合竺
こ
こ
に
註
釈
と
し
て
援用
す
る
こ
とは
註釈

ご

一
|
一
二
頁
。
竹
内
に
よ
る
強
調
)

で
あ
る
限
り
差
支
え

な

い
。

い-

か
の
断
章
と
の
近
さ
を
感
じ
る
。

こ
の
角
度
か
ら
は
、
「
績
罪
の
自
賞

」
と
は
ま
た
別
の
、
も
う

一
つ
の
分
身
の
経
験

が
魯
迅
の
う
ち
に
求
め
ら

れ
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う

。
言

う
ま
で

も
ι
な
く
、
そ
の
よ
う
な

意
識
か
ら
の

解
放
が
、

ニ
l

チ
エ
の
思
想
の

と
り
わ
け

強
力
な
モ
チ

ー
フ
だ
か
ら
だ
。
と

は
い
s
央、
私

は
こ
の

ニ
つ
の
読

み
が
た
が
い
に

排
除
す
る

も
の
だ

と
は
考
え

な
い
。

こ
こ
に
あ
る
の

は
竹
内
好
の

「翻
訳

者
」
'と
し
て
の
た
め

ら
い
、
い
く
つ
も
の

翻
訳
可
能
性

7

フ
イ
ス
へ

中
国
語
の

「鬼
h

「東
洋
人
の
悲
表
己

の
間
で
の
た
め
士h
J
い
と
、

「
文
学
者
」

た
ら
ん
と
す

る
彼

の
決
断

的
解
釈

の
間
の
、
言

い
換
え
れ
ば
、

一
破
却
」
不
可
能
な

影

に
魅
惑
さ
れ

た
ま
ま
の
心
の

「
眼
」
と
、
そ
の
正
体
を

一

義
的
に
決
定

し
て

「破
却
」
し
よ
う
と
す
る

「
手
」

の
意
志
の

間
の
、
、
徴
妙
な
関

係
で

あ
る
と
言

つ
て
い
い
。
本
書
の

魯
迅
像

の
、
デ

ッ
サ

ン
と
し
て
の

美
し
さ
は

、

お
そ
ら

く
、
こ
の

た
リ
め
ら

い
と
決

断

の
、
措
抗
す

る
強
度

に
由
来
し

て

い
る

。

竹
内
好

は
翻
訳

者
で

あ
る
。
事
実

に
即
し
て
言
え
ば
、
、
こ
の
命
題
に
は

疑
問
の
余

地
が
な
い

。
魯
迅
の

作
品
ば
か
り
で
な
く
、
他

の
少
な
か
ら
ぬ
中
国
語

の
文
献

を
も
、
竹
占
内
は
翻
訳

し
た
。
だ

が
、
私
た
ち
の
意
識

の
な
か

に
は
、
竹
内
好

を
翻
訳
者
と
考
え
る

こ
と
に
対
す
る
強

い
違
和
感
が
ふ
あ
る
。
彼
は
単
な
る

翻
訳
者
で
は
な

い
、
彼
の

仕

事
は
翻
訳
を
超
え
て
い

た
、
翻
訳
は
魯
迅
に
つ
い
て
の
彼
の
仕
事
の

一
部
で
あ
り
、
そ
の
真

髄
は
翻
訳

以
外
の
、
彼
自

身
の
魯
迅
研
究
の
う
ち
に
こ
そ
表
現
さ
れ

て
い
る
|
|
竹
内
好

の
思
絹
仙
的
遺産
に
関
心
を
寄
せ
る
多
く
の
人
が
、
言
わ

ず
も
が
な

に
、
そ

う
考
え
て

い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か

。

一
方
、
魯
迅
も
翻
訳
者
で

あ
る
。

こ
の
命
題

に
も
、
事
実
に

即
し
モ

言
え
ば

、
疑
問
の
余

地
は
な
い

。
ロ
シ

ア
、
東

欧
、

バ

ル
カ

ン
諸
国

の
、
ま
た
日
本
の
作
家

た
ち
の
作
品
を
、
だ
が

L
ま
た
、
ニ
|

チ

エ
の

『
ツ

7
ラ
ト

ウ
ス
ト
ラ

』

の

序
文
を
も

、
魯
迅
は

翻
訳
し
た
。
彼
は
一
生

翻
訳
し
統
け
た
。
著
作
・
と
ほ
ぼ
同
量

の
翻
訳
作
品
を
遺
し
た

。
翻
訳
を
論

と

こ

ろ

で
、
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じ
、
擁
護
す
る
評
論
も
書い
た
。
死
の
前
年
、
五
五
歳で
、
彼
ほ
ゴ
|
ゴ
リ
の
『
死
せ
る
魂』
の
翻
訳
を
始
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
翻
訳
者
と
し
て
の
魯
迅
を
、
竹
内
好
は
ど
う
考
占
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
先
に
触
れ
た
政
治
と
文
学
の
弁

証
法
と
深
く
か
か
わ
り
な
が
ら
、
彼
の
魯
迅
像
は
二
つ
の
極
の
g
間で
形
成
さ
れ
る
。
「
文学
者
」
魯
迅
と
「
啓蒙
者
」

魯
迅
の
間
で
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
ニ
つ
の
極
の
閉
で
、
弓
翻
訳
者
」
魯
迅
は
ど
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の

だ
ろ
う
。
翻
つ
て
、
彼
白
身の
魯
迅
作
品
の
翻
訳
作
業
は
ど
の
主
う
に
捉
え
返
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
「
自
覚
」
さ
れ
て

い
た
の

だ

ろ
う
。

こ
こ
で
私
た
ち
は
、
魯
迅
に
と
っ
て
も
、
ま
た
竹
内
に
と
つ
吃
も
、
翻
訳
が
単
な
る
技
術
の
問
題
、
中
立
的
な
作
業
、

罪
の
な
い
営
み
で
は
あり
え
な
か
っ
た
事
実
を
想
起
し
な
くて
ほ
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
本
書
で
竹
内
が
、
魯
迅の
思
想

形
成
に

「
何
かの
意
味
で
務
り
を
与
え
て
い
そ
う
に
思
わ
れ
る
も
の
」
六
つ
の
う
ち
の
一
つ
に
数
え
た
清
末
民
初
の
大

思
想
家
章
痢
麟
が
、
か
つ
て
激
烈
な
言
業
で
指
叫
押
した
事
柄
に
hか
か
わ
つ
て
い
る
。

今
の
人
の
道
徳
は
お
お
む
ね
職
業
に
よ
つ
て
変
る
。
職
業
を
総
計
す
る
と
一
六種
類
の
人
が
い
る
。
第
一
が
農

人
、
第
二
が
工
人
〔
手工
業
者可
第

三
が
稗
販
〔行
商
可

一
第
四
が
坐
質〔店
を
持
つ
商
人「
第
五
が
学
究

〔む
ら

の
先
生
可
第
六
が
芸
土

〔
芸術
家
て
第
七
が
通
人
〔
学
問
w
に通
じ
た
人
「
第
入
が
行
伍

〔
兵隊
「
第
九
が
脅
徒

〔下
級
役
人
可

第
一
O
が
幕
客
〔
高
官
の
願
問
可
第

一
一
が
N職
商
〔
権
カ
に
直
結
し
た
御
用
商
人
円
第

一
ニ
が
京
朝

官

〔
中
央
の
高
官
可
第
三
が
方
面
官

(
地
方の
高
官
「
第

一
四
が
軍
官
〔高
級
軍
人円
第

一
五
が差
除
官
、
第

一
六
が
雇
訳
人

〔通
訳
〕
で
あ
る
。
職
業
は
全
部
で
一
六
筆
寸
で
あり
、
そ
の
道
徳
の
程
度
も
一
六
等
で
あ
る
。
画

一
的
に

い
う
の
で

は
な

い
が
、
概
略
を
得

る
こ
と

は
で
き
毛

。

q
革
命
の
道
徳
h

‘
一
九
O
宍

年
、
叫
傘
痢
麟
集
h

西
順
蔵

・
近
藤
邦
康
訳
、
岩
波
文
庫
)

「麗
訳
人
」
は
章
柄
麟
に
と

つ
て
、
道
徳
的
に
最
低
の
職
業
、
総
管

と
「
起
居
を
共
に

し
、
で
き
も
の
の
う
み
を

吸

い
痔
を
な

め
る
こ
と
を
、

天
職
の
ご

と
く
や

つ
て
の
け
る
」
地
官
力
の
下
級
官
吏

「差
除
官
」
以
下

の
存
在
だ

つ
た
。
彼

は
吐
き
捨

て
る
よ
う
に
言
う
。
「
し
か
し
そ
の

〔差
除
官
の
〕
次

ι
ま

だ
雇
訳
人

が
お
り
、
白
人

の
た
い
こ
も

ち
に
さ
え

な

つ
て
い
る
。
単
に
督
撫

〔総
督
と
巡
撫
〕
に
よ
り
か
か
っ
て
い
暢る
だ
け
で
は
な
い
勺

こ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
通
訳

の
道
徳
的
地
位
か
ら
翻
訳
者
の
そ
れ

が
さ
ほ
ど
遠

く
な
い
こ
と
ほ
、

「
知
識
が
進
む
程
、
権
力
・
地
位
が
上

昇
す
る
程
、

道
徳
か
ら
ま
す
ま
す
遠

く
離
れ

る
」
と
続
け
て
言
わ

れ
て
い
る
舟
乙
こ
ろ
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

翻
訳
者
は
民
族
内
部
の
権
力
に
寄
生
す
る
者
よ
り
た
ち
の
悪
ド
民
族
の
裏
切
り
者
だ
。

一
言
で
言
え
ば
そ
う
い
う
こ

と
に
な
る
。
魯
迅
が
翻
訳
を
始
め
た

の
は
、
こ
の
よ
う
な
弾
劾
が
切

実
な
意
味
を
持

つ
歴
史
的
、
文
化
的
緊
張

の
中
で

だ
つ
た
。
東
京
小
石
川
で
彼
が
章
痢
麟
の
国
学
講
義
を
聴
講
し
た

一
九
O
八
年
は
、
弟
周
作
人
と
共
同
で

『
域外
小
説

集
』
を
出
版
し
た
年
の
前
年
に

当
た
る
。
一
方
竹
内

が
、
翻
訳

に
対
す
る

こ
の
よ
う
な
道
徳
的
弾
劾

に
人

一
倍
敏
感

だ

っ
た
こ
と
は
、
彼
の

生
涯
の
全
言
行
、
と
り
わ

け
戦
後
、
先

ι

も
挙
げ
た

「
中
国
の
近
代
と
日
本
の
近
代
」
な
ど
で

彼
が
展
開

し
た
輸
入
文
化
批
判
か

ら
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。

本
書
に
は
竹
内
が
、
翻
訳
を
主
題
化
す
る
こ
と
は
し
な

い
ま
主
、
魯
迅
に
お
け

る
翻
訳
の
動
機
を
問
題
に
し

て
い
る

個
所
が
あ

る
。
医
学
か
ら
文
学

へ
の
転
換
、
『
域
外
小
説
集
』
出
{
版の
経
緯
、
そ
し
て
梁
啓
超
の
思
想
、
と
り
わ
け
そ

の
政
治
小
説
論
か
ら
の
魯
迅
の
訣
別
に

つ
い
て
、
周
作
人

の
証
言
宍

さ
ら
に
は
魯
迅
自
身
の
述
懐

に
ま
で
彼
が
留
保
を

つ
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
梁
啓
超
と
魯
迅
の
隔
た
り
を
最
大
限
ι
み
つ

も
る
こ
と
、
そ
れ
は
啓
蒙
と
文
学
を
、
そ
し
て
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ま
ず
翻
訳
を
、

は
っ
き
り
切

断
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

。

と
も
か
く
、

魯
迅
と
梁
啓
超
と
の
間
に
は
、

決
定
的
な
対
守
斗
が
あ
り
、

そ
の
対
立
は
魯
迅
そ
の
も
の
の
内
面
的

矛
盾
を
対
象化
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
も
の
で
、
従
つ
て
魯
羽泊
が
梁
啓
超
の
影
響
を
受
け
た
と
云
う
よ
り
、

魯
迅

は
梁
啓
超
に
おい
て
対
象化
さ
れ
た
自
己
の
矛
盾
を見
た
と
い
う
よ
う
な
関
係
で
は
な
か
っ
た
か
と
私
は
考
え
る

。

云

い
換
え

れ
ば

、

そ
れ
は

、

政
治
と
文
学
の
対
立
と
も
云
う
ペ
き
関
係
で
あ
る
。
魯
迅
が
梁
啓
超
の
影
響
を
受
け
、

彼
が
梁
啓
超
に
お
い
て
自
己
の
影

を
破
却
し
、
自
己
を
洗
つ
た
と
い
う

意
味
に
解
す
ベ
き
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
。
そ
の
こ
と
は
、E
彼
が
そ
の
後
に
、
章
痢
麟
と
、
ニ
イ
チ
エ
と
、
弱

小
民
族
の
文
学
を
選
択
し
た
こ
と
に
よ
つ
て
証
明
さ
れ
る
の
ネ
、は
な
い
だ
ろ
う
か
。

の
ち
に
そ
れ
を

脱
し
た
と
い
う
こ
と
は

、

入
九
頁
)

文
学
は
、
翻
訳
も
ま
た
、
啓
蒙
で
は
な
い
。
啓
蒙
で
あ
っ
て
はι
な
ら
ない
。
啓
蒙
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
ら
は
章
柄

麟
の
批
判
の
圏
内
に
落
下
す
るo
一
般
に
流
布
し
て
い
る
、
す
な
】わ
ち
そ
れ
自
体
西
洋
から
翻
訳
さ
れ
輸
入
さ
れ
た
啓

蒙
の
概
念
、
そ
の
運
動
と
は
隔
絶
し
た
文
学
が
ひ
と
た
び
成
立
し
モ
は
じ
め
て、
よ
う
や
く
真
の
啓
蒙
は
可
能
に
な
る。

「
文
学
者
魯
迅
が
啓
蒙
者
魯迅
を
無
限
に
生
み
出
す
窮
極
の
場
所
「

、
そ
れ
が
本書
が
探
り
当
て
よ
う
と
目
指
し
た
地
点

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
切断
作
業
の
重
要
性
は
お
の
ず
か
ら
理
町
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
梁
啓
超
の
政
治
小
説
論
を
否
定
し
非
政
治
的
素
材
を
い文
学
の
主
題
に
選
ぶ
こ
と
に
よ
つ
て
魯
迅
が
文
学
を

啓
蒙
か
ら
切
断
した
と
い
う
説
明
は
、
今
日
の
読
者
に
と
つ
て
、
お
そ
ら
く
は
あ
ま
り
に
理
解
し
や
す
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
逆
に
言
え
ば
、
魯
迅
自
身
が
直
面
し
て
い
た
困
幾
の
・
大
き
さ
は

、
そ
れ
だ
け
想
像
し
に
く
レ
の
で
は
な
い

だ
ろ

う
か

C
そ
れ
に
対
し
、
翻

訳

を
啓

蒙

か
ら
切
断
す

る
こ
と
は
勺

当
時
も

今
も
、
思
考

す

る

こ
と
も
実
践

す

る
こ

と

も
、

よ
り
難

し

い
よ
う
に

思

わ
れ
る
。

中
園
の

近
代
に
と
っ
て

も
ヘ

日
本

の
近
代
に
と
っ
て
も
、

社
会
か
ら

、

国
家

か

ら
の

翻

訳

の
要
求

は
、
閏
民
国
家
形
成
と

軌
を

一
に
し
た

翻

訳
入
の

欲
望
は

、
西
洋

起
源
の
啓
蒙
の
運

動
と
不

可
分

だ
っ
た

。
そ
の

事

情
は
今
な
お
さ

し
て
変
わ
っ
て
い
な
い

。
だ
か

吋
ら
こ
そ

、

私

た
ち
は

、
本
書
を
読
む
と
き
、
同
時
に

次
の

問

い
を
立
て
な
く
て
は
な
ら
な
い

u
本
質

的
に
反
啓
蒙
的
な
ぺ
啓
蒙
の
力
に
抗
う
よ
う
な

翻
訳
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
か
。

翻
訳
の
歴
史
的
実

践
の
う
ち
に

、
啓
蒙
の
運
動
と
は

別
山
の
、
よ
り
古
く
、
よ
り
広
い
あ
る
膚
を

、
い
か
に
掘

り
当
て
る
ベ
き
か

。
将
来
そ
の
よ
う
な
翻
訳
が

到
来
す
る
条

件
を

ヘ
今
、
ど
の

よ
う
に
準

備
す
る
ベ
き
か

。

あ
る
い
は

、
そ
の
よ
う
な

翻
訳
は
、
本
番
の
な
か
で
、
お
そ
ら

J
く
す
で
に

到
来
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か

。
そ
ん
な

こ
と
を
、
こ
の

「
記
念
碑
」
的
作
品
の
傷
の
ひ
と
つ
に

触
れ
る
》
ζ
き
、
私
は
ふ
と
夢
見
る
の
で
あ
る

。
(
註
二
に
は

こ
う
書

か
れ

て

い
る
。

「
持
礼

n
志
認
』
♀
曲
と

い
う
中

国
語

は
、

が
ま

ん
す

る
、

堪

え

る
、

も

が

く
な

ど

の
意
味

を

持

つ
て
い

る
。

魯
迅
精

神

を
解

く
手

が

か
り

と

し

て
重

要

だ

と
思
ο
う

の
で
、

原
語

の
ま

ま
、

し
ば

し
ば
引
用

し

て
あ

る
。

強
い
て
日
本
語
に
訳

せ
ば
今
日

の
用
語
法
で

「抵
抗
」
と
い
う
号

に
近
い
コ

「抵
抗
」

と

い
う
言
葉
が

、

こ
の

言
葉
を
め
ぐ
る
思

考
、

そ
し
一
て
実
践
が
、
竹
内
に
お
い
て
、
つ
ね
に
す
で
に

翻
訳

の
運
動
の
う
ち
に
あ
つ
た
こ

と
を
、

こ
こ
か
ら
私

た
ち

は
知
る

こ
と
が
で
き
る

。
本
書

で
竹
内

が
抱

え
た
課
題
と
は
、

他
者
の
抵
抗
を
、

「
抵
抗
」
と

い
う
言
葉

さ
え
正

し
い
翻
訳
で
あ

一
る
か
ど
う
か

わ
か
ら
な

い
そ

の
姿
を
、

い
か

に
翻
訳

す
ベ

き

か
、

と

い
う
こ
と
だ
つ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ

し

て
、

そ
」
の
と
き
翻
訳

は
、
狭
い
意
味
で
の

言
語
に
も

、

作

品

に
も
、
個
人
の
思

想
に
も
も

は
や
限
定
さ
れ
な
い

、
異
な
る
民

族
の

、
二
つ
の
集
団
的
、
歴
史

的
経
験
の

間
の

翻
訳
で

あ
る
ほ

か
な
い
も
の
に
変

化
す
る
。
そ
れ
は
不
可

能
な
出
来
事
で

、
あ
り
、
翻
訳
者
に
と

つ
て
は
不

可
能
な
任
務
だ
ろ
う
。

19l
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そ
れ
が
抑
圧

民
族
と
被
抑
圧

民
族
の
間

の
翻
訳
で
あ
る
場
合
に

柱
い
っ

そ
う

不
可
能
だ
ろ
う

。
そ
の

よ
う
な
任
務
を

担

つ
た
と
き
、

翻
訳
者

の
意
識

は
、
本

書

で
魯
迅
に
即
し

て
竹
内

吋
か

「
蹟
罪

の
自
覚
」
と
呼

ん
だ
も

の
に
か
な
り
近
い

も
の
に
な
る
だ
ろ
う

。
し
か
し
、
そ
の

よ
う

な
翻
訳
だ

け
が
章

柄
麟
の

批
判
に

事
え

う
る
と
、
魯
迅
も

、
竹
内
も
、
考

え
て
い
た
だ
ろ
う

。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
翻
訳
は
、

ま
ず
翻
訳
者
自
身
が

、
あ
ら
ゆ
ヲ
る
啓
蒙
の
運

動
の
彼
方
で

、
先

進
的
な
も
の

、
強
カ

な
も
の
に
対

す
る

摂
取
、
我
有
化
、

同
一

化
、

同
化
の

欲
望
の

彼
土
刀
で
、
他
者
に
よ

つ
て
翻
訳
さ
れ
る
が

ま
ま
に
な

る

よ
う
な
、
自

分
が
、
自

分

の
経
験
が
翻
訳
さ
れ
る
の
を
、
白

分
が
ヲそ
の
他
者

の

「影
」

で
あ

る
の
を

「見
る

」
よ
う
な

と
き
に

し
か

起
こ
ら
な
い

。
し
か

し
、

そ

の
と
き
、

ど

ん
な
心
身
お

動
揺
が

、
情
動
が

、
地
震
の

よ
う
に

存
在

を
襲

う

も
の
か

、
そ
の
よ
う
な

情
動
が
い

か
に

時
間
を
超
え
て
お
の

れ
を

F
伝
え
る
も
の
か

、
そ
れ
を

、
本

書
の

読
者

は
き
つ

と

感
じ

取
ら
れ
る
に
違

い
な
い

。

(竹
市
内
好
コ

新
版
〕
魯
迅
h
未

来
社
、

ニ
O
O

ニ
年
、
解
説
)

歴
史
を
書
き
か
え
る
と
い
う
こ
と

竹
内
好
函
固
の
近
代
と
日
本
の
近

笠

言
う
ま
で
も
な
い
が
、
「歴
史
の
書
き
か
え
」
と
い
う
表
現
は
、

こ
れ
ま
で
も
け
っ
し
て

一
義
的
に
用
い
ら
れ
て
き

た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
表
現
は
、
原
義
に
解
せ
ば
、
歴
史家
p
作
業
の
ほ
ぼ
す
べ
て
を
指
す
だ
ろ
う
。
「ほ
ぼ
す
ベ

て
」
と
は
、
つ
ま
り
、
公
認
の
歴
史
の
反
復
に
甘
ん
じ
る
こ
と
な
ノ
く過
去
に
つ
い
て
の
新
た
な
解
釈
を
提
出
し
よ
う
と

す
る
多
少
と
も独
創
的
な
歴
史
家
の
作
業
の
す
べ
て
と
い
う
こ
と
宅
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
表
現
は
、
あ
る
出
来
事
が
、

そ
れ
自
体
と
し
て
、
そ
れ
以
前
の
歴
史
の
根
本
的
な
見
直
し
を
強
い
る
ほ
ど
の
影
響
を
後世
に
及
ぼ
す
よ
う
な
事
態
を

意
味
す
る
場
合
も
あ
る。
時
間
の
流
れ
に
断
絶
を
刻
む
そ
の
よ
う
h
な出
来
事
も
、
厳
密
に
い
え
ば
エ
ク
リ
チ
ユ
|
ル
の

作
用
を
媒
介
す
る
こ
と
な
く
生
起
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
が
、
号言
業
の
用
法
と
し
て
は
、
こ
れ
を
原
義
と
区
別
す
る

こ
と
に
さ
し
て
不
都
合
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
さ
ら
に
、
こ
の
占
う
な
出
来
事
が
、
た
だ
ひ
と
り
の
人
物
の
出
現
と

等
価
で
あ
り
う
る
と
す
る
立
場も
あ
る
。
ひ
と
り
の
人
が
存
在
し
・
た
と
いう
こ
と
が
そ
の
ま
ま
「歴
史
の
書
き
か
る
三

を
意
味
す
る
と
い
う
こ
の
よ
う
な
発
想
は
、
特
に
今
日
で
は
、
あ
毛

種
の
反
発
を
引
き
起
こ
さ
ず
に
い
な
い
。
し
か
し
、

近
年
、
欧
米
や
日
本
で
問
題
と
な
つ
て
い
る

「
歴
史
修
正主
義
」
ι
的な

「
歴
史の
書
き
か
‘三
、
文
書
の
操
作
と
証
言

の
否
認
に
よ
つ
で
あ
った
こ
と
を
な
か
っ
た
と
言
い
く
る
め
よ
う
'
とす
る
哀
れ
な
ほ
ど
姑
息
な
「
歴
史
の
醤
き
か
え
」
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