
〈
研

究

論

文

７

〉

竹
内

好

と

保

田
與

重

郎

―
―
絶
対
的
な
る
も
の
へ
の
意
識
を
め
ぐ
っ
て
―
―

は

じ

め

に

竹
内

好
は
中

国
文
学

の
研
究

、
翻
訳
か
ら
時
代
状
況

論
に
至

る
ま
で

多
様

な
仕
事
を
残
し
た
が
、
そ
こ
に
は
常
に
日
本
近
代
批
判

の
貫

徹
が
見
ら
れ
る
。

そ
れ
は
例
え
ば
「
学
問

の
進
歩
と
は
、
よ
り
新
し
い
学
説
を
さ
が
す
こ
と
で

あ
り
、
文
学
の
進
歩
と
は
、
よ
り
新
し

い
流
派
を
見
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
」

と
い
う
形

で
日
本
文
化

に
お
け

る
既
成
の
成
果
を
移
植
す
る
こ
と
に
よ
る
外

在
的
「
進
歩
」
へ
の
批
判
と
し
て
表
れ
て

い
る
。
こ
こ
で

竹
内

が
見
据
え
て

い
る
の
は
、
学
問
や
文

学
の
内

容
以

前
に
、
そ
れ
を
支
え

た
精
神
の
あ
り
方

で

あ
る
。
時
代

の
中
で
文

化
を
支
え
る
根
底
的
な
精
神
態
度
を
見
据
え

よ
う

と
す
る
の
は
、
彼
の
文

学
者
と
し
て
の
自
覚
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
、
本
稿

で

は
そ
れ
を
「
文

学
精
神
」

と
呼
ぶ
。

竹
内

の
文
学
精
神

は
一
九
四

三
年
に
執
筆
さ
れ
た

『
魯
迅
』

に
お
い
て
成

岡
　
山
　

麻
　
子

立

し

た

。

魯

迅

を

語

る

こ

と

を

通

し

て

示

さ

れ

た

そ

れ

は

、

次

の

よ

う

に

表

現

さ

れ

て

い

る

。

「

文

学

者

を

可

能

に

す

る

も

の

は

、

あ

る

自

覚

で

あ

ろ

う

。

宗

教

者

を

可

能

に

す

る

も

の

が

罪

の

自

覚

で

あ

る

よ

う

に

、

あ

る

自

覚

が

必

要

で

あ

ろ

う

。

そ

の

自

覚

に

よ

っ

て

、

宗

教

者

が

神

を

見

る

よ

う

に

彼

は

言

葉

を

自

由

に

す

る

。

言

葉

に

支

配

さ

れ

る

の

で

な

く

、

逆

に

言

葉

を

支

配

す

る

位

置

に

立

つ

。

い

わ

ば

彼

自

身

の

神

を

創

造

す

る

。
」

こ

こ

で

は

文

学

者

の

成

立

が

、

罪

の

自

覚

を

通

し

て

絶

対

者

を

見

い

だ

す

宗

教

者

の

回

心

に

喩

え

ら

れ

て

い

る

。

宗

教

者

が

絶

対

者

と

の

関

係

の

把

持

に

よ

っ

て

既

存

の

価

値

か

ら

自

由

に

な

る

こ

と

と

の

類

比

に

お

い

て

、

文

学

者

が

時

代

の

言

語

秩

序

と

そ

れ

を

支

え

る

価

値

を

転

倒

さ

せ

る

も

の

と

し

て

意

味

づ

け

ら

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

竹

内

の

日

本

近

代

批

判

を

基

礎

づ

け

る

文

学

精

神

は

、

な

ぜ

絶

対

者

を

見

い

だ

す

宗

教

者

の

レ

ト

リ

ッ

ク

で

表

現

さ
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れ

ね

ば

な

ら

な

か

っ

た

の

で

あ

ろ

う

か

。

こ

の

問

題

を

解

く

手

が

か

り

と

し

て

、

竹

内

の

次

の

よ

う

な

発

言

に

注

目

し

た

い

。

「

保

田

與

重

郎

の

た

め

に

ち

ょ

っ

と

弁

護

す

る

と

ね

、

天

皇

を

言

い

出

し

た

の

は

後

の

段

階

な

ん

で

す

。

最

初

考

え

て

い

た

の

は

、

神

と

い

う

と

大

袈

裟

に

な

る

ん

だ

が

ね

、

何

か

そ

う

い

う

絶

対

的

な

も

の

を

追

求

し

て

た

ん

で

す

よ

。

中

間

の

ヒ

エ

ラ

ル

キ

イ

を

排

除

し

て

草

莽

の

民

と

し

て

直

接

つ

な

が

る

も

の

を

追

求

し

た

。

そ

れ

が

彼

の

場

合

天

皇

に

く

っ

着

い

た

わ

け

で

す

。

天

皇

と

い

う

よ

り

皇

室

の

血

統

な

ん

だ

な

。

中

間

の

近

代

的

あ

る

い

は

封

建

的

ヒ

エ

ラ

ル

キ

イ

を

排

除

し

て

原

始

的

な

形

態

に

憧

れ

る

と

こ

ろ

か

ら

入

っ

た

ん

で

す

。

そ

こ

の

分

析

が

日

本

フ

ァ

シ

ズ

ム

論

と

し

て

ま

だ

で

き

て

な

い

ん

じ

ゃ

な

い

か

と

い

う

気

が

す

る

。
」

竹

内

と

同

時

代

を

や

は

り

文

学

者

と

し

て

生

き

た

保

田

與

重

郎

へ

の

理

解

の

視

角

が

示

さ

れ

て

い

る

発

言

で

あ

る

。

竹

内

と

保

田

は

旧

制

大

阪

高

校

の

同

級

生

だ

が

、

精

神

史

的

に

は

、

竹

内

が

文

学

精

神

の

形

成

の

途

上

で

、

保

田

の

認

識

世

界

に

深

い

関

心

を

向

け

、

そ

れ

を

彼

自

身

の

文

学

の

希

求

と

重

ね

て

意

識

し

て

い

た

こ

と

が

重

要

で

あ

る

。

ま

た

戦

後

に

な

る

と

国

民

文

学

論

提

起

の

文

脈

の

中

で

、

保

田

を

中

心

と

し

た

『

日

本

浪

曼

派

』

の

初

期

の

問

題

意

識

を

「

近

代

主

義

の

ア

ン

チ

・

テ

ー

ゼ

」

と

し

て

評

価

し

て

い

る

。

竹

内

は

自

己

の

精

神

形

成

期

か

ら

戦

後

に

至

る

ま

で

関

心

を

向

け

て

き

た

保

田

の

問

題

意

識

の

中

に

、

絶

対

者

へ

の

意

識

を

指

摘

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

彼
が
保
田

に
見

い
だ
し
て
い
る
絶
対

的
な
る
も
の
の
追
求
の
あ
り
様
を
合

わ

せ
て
考
え

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
竹
内
自
身
の
文
学
精
神
が
絶
対
者
の
措
定

を

通
し
て
成

立
せ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
要
因

を
、
単
に
竹
内
自
身
の
発

想
に
帰

す

る
の
で

は
な
く
、
日
本
近
代
に
お
け
る
文
学
思

想
の
性
質
の
問
題
と
し
て

明
ら
か

に
し
た
い
。

一
　
竹
内
好
の
文
学
精
神

－

自
律
性
と
絶
対
者
の
措
定
―

竹

内

好

は
、

自

ら

の

文

学

精

神

を

成

立

さ

せ

た

一
九

四

三

年

執

筆

の

『
魯

迅

』

に

お

い
て

、

中

国

民

衆

へ

の

啓

蒙

の

た

め

の
文

学

と

考

え

ら

れ

て
き

た

魯

迅

の

文

学

を

、
「
宗

教

的

な

罪

の

意

識

に
近

い
も

の
」

に
基

づ

く

贖

罪

の

文

学

と

す

る
理

解

を

示

し

た

。

本

稿

の

冒
頭

に
見

た
よ

う

に

、
文

学

者

を

宗

教

者

に
な

ぞ

ら

え

、

文

学

者

の

成

立

を

「
回

心
」

と
表

し

、

魯

迅
文

学

の
根

底

に

「
罪

」

を

見

る
と

い

う

宗

教

的

用

語

の

レ

ト

リ

ッ

ク

に
よ

っ
て
魯

迅

の

文

学

を

解

い
た

こ

と

が

、

こ

の

書

に
お
け

る

竹

内

の
方

法

的

特

質

で

あ

る

。

竹

内

は

魯

迅

の

「
罪

」

に

つ
い

て

「
中

国

語

の

「
鬼
」

は

、

そ

れ

に

近

い

か

も

し

れ

ぬ
」

と

述

べ

て

、

中

国

革

命

の

過

程

で

犠
牲

に
な

っ
た

教

え

子

ら

へ

の
負

い
目

を

、

魯

迅

が

贖

お
う

と

し

た

「
罪

」

と

考
え

、

魯

迅
文

学

を

そ

う

し

た

「
罪

」

を

負

っ
た

自

己

の

生

命

を

一

義

的

に
凝

視

す

る
も

の

と

し

て

、

次

の
よ

う

な

理

解

を

示

し

て

い

る

。

「
魯

迅

の
文

学

の

根

源

は

、

無

と

称

せ

ら

る

べ
き

あ

る
何

者

か

で
あ

る

。

そ

の
根

柢

的

な

自

覚

を

得

た

こ

と

が

、

彼

を
文

学

者

た

ら

し

め

て

い

る



の
で
、
そ
れ
な
く
し
て
は
、
民
族
主
義
者
魯
迅
、
愛
国
者
魯
迅
も
、
畢

竟
言
葉
で
あ

る
。

魯
迅
を
贖
罪

の
文

学
と
呼
ぶ
体
系

の
上

に
立
っ
て

。

私

は
私

の
抗
議
を
発
す
る
の
で

あ
る
。
」

こ
こ
で

は
民

族
主
義
、
愛
国
主
義
等
の
一
切

の
政
治

的
立
場

を
無
化

し
、

そ
れ
を
支
え

る
政

治
的

価
値
秩
序

を
無
に
帰
す

る
場
所

に
魯
迅

の
文

学
が
考

え
ら
れ
て

い
る
。

政
治
的
価
値
が
他
の
一
切

の
価

値
の
排
除
あ
る
い
は
序
列

化

に
よ

っ
て
秩
序

を
形

成
す
る
も
の
で

あ
る
な
ら

ば
、
そ
う
し
た
政
治
的
価

値
を
無

に
帰
し

た
場
所

に
成
立
す
る
魯
迅

の
贖
罪

の
文

学
と
は
、
既
存
の
政

治
秩
序

に
対
し
て

「
自

律
」

し
た
も
の
で

あ
る
。
こ

う
し
た
自
律
的
な
文

学

の

あ
り
方
は
、

魯
迅

の
生
き
た
革
命

の
直
中

の
中
国
、

更

に
竹
内

が

『
魯

迅
』
を
執
筆
し

た
「
大
東
亜
戦
争
」
下

の
日
本
と

い
う
時
代
背
景

を
考
え

合

わ
せ
る
と
、
政
治

に
よ

る
強
制

か
ら
自
律
す

る
た
め
の
論
理
を
探
る
、
実
践

的

な
要
求

に
支
え

ら
れ
た
も
の
と
い
え

る
。

こ
の
よ

う
に
魯
迅
文

学
の
本
質
に
「
罪
」
を

負
っ
た
生
命
の
凝
視
を
考
え

る
竹
内

は
、
魯
迅

は
啓
蒙
の
た
め
に
文

学
を
手

段
と
し

た
の
で
は
な
く
、
既

存

の
政
治
秩
序

と
自
己

自
身
を
厳
し
く
否

定
す

る
文

学
精
神
を
展
開
さ
せ
た

結
果
と
し
て
、

啓
蒙
的
機
能
を
果
た
し
た
の
だ
と
指
摘
す
る
。
し
た
が

っ
て

竹
内
の
考
え

る
魯
迅

の
啓
蒙
と
は
、
自
己

の
体
質

批
判

を
通
し
た
自
律
的
な

性
質
を
持
つ
も

の
で

あ
る
。
そ
の
論
理
は
中
国
近

代
史

の
理
解
に
も
応
用
さ

れ
、
ア

ヘ
ン
戦
争
以

来
西

欧
近
代

に
対

し
て
受
動

的
位
置
に
立
だ
さ
れ
た
中

国
が
、
西
欧

に
包
摂

さ
れ
る
自
己
を
否
定

し
て
自

律
的
近

代
を
可

能
に
し
た

精
神
的
画
期
と
し
て
、
文

学
精
神
を
位
置

づ
け

る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
竹
内

の
考
え

る
文
学
精

神
と
は
、
ア
ジ
ア
が
西

欧
に
よ

る
近
代
の
強
制
か
ら
自
律

を
得

る
た
め
の
根

拠
で
も
あ

っ
た
の
で
あ

る
。

こ

の
よ

う
に
『
魯
迅
』
を
通
し
て

竹
内

が
成
立
さ
せ

た
文
学
精
神
は
、
一

方
で
政
治

か
ら

、
他
方
で
西
欧
近
代
の
強
制

か
ら

の
自
律
を
得
よ
う
と
す
る

性
質

を
持

っ
て

い
る
。
こ
う
し
た
自
律
性

は
、
本
稿

の
冒
頭

に
見
た
よ
う
な
、

文
学
者

を
宗

教
者
に
類
比
す

る
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ

っ
て
導

か
れ
て

い
た
。
罪

の
自
覚

を
通

し
て

絶
対
者

を
見
い
だ
し
、
既

存
の
秩
序

か
ら

の
内
的
自
律
性

を
獲

得
す

る
信
仰

者
と
類
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

、
「
言
葉
を
自
由
に
す
る
」

つ
ま
り
既
存

の
言
語
秩
序

か
ら
自
律
す
る
文

学
者

を
表
現
し
て

い
る
の
で
あ

る
。

た
だ
信

仰
者

が
見
い
だ
す
絶
対

者
と
区
別

さ
れ
る

の
は
、
「
い
わ
ば
彼

自
身

の
神
を

創
造

す
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、

竹
内
が
絶
対
者

に
相
当
す
る
価

値

の
源
泉

を
自
ら

創
り
出
そ
う
と
す
る
点
で

あ
る
。
彼
が
魯
迅

に
お
け
る
絶

対
者

と
し
て

措
定
し
て
い
る
も
の
は
、
先

に
引
用
し

た
絶
対
者
の
創
造
の
叙

述
に
続
く
文

章
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

「
彼
（
魯
迅
）
は
無
限
の
道
を
行
く
一
人
の
過
客
に
過

ぎ
な
い
。
し
か

し
そ
の
過
客
は
、
い
つ
か
無
限
を
極
小

的
に
彼
一
身

の
上

に
点
と
化
し
。

そ
の
こ
と
に
よ

っ
て

彼
自
身
が
無
限
と
な
る
。」
（
括

弧
内

は
引
用
者
。

以
下
同

じ
）

こ
こ
で

竹
内

は
文

学
者
魯
迅
を
「
過
客
」

に
喩
え

て

い
る
。
こ

の
「
過

客
」

と
い
う
言
葉
に
は
、
魯
迅
が
一
九
二
五

年
に
執
筆
し

、
竹
内
が
最
も
重

視
す

る
作

品
集

『
野
草
』

に
収
め
ら
れ
た
戯
曲
「
過

客
」

に
登
場
す
る
旅
人

の
イ

メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
戯
曲

の
中
で
、
「
私

は
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行

く
ほ
か
あ
り
ま

せ
ん
。
ま
し

て
や
、

い
つ
も
声
が
前
方

か
ら
せ
き
立
て
、

呼

び
か
け

、
私

を
休
ま

せ
て
は
く
れ
な

い
の
で
す
」
と
言
う
旅
人

は
、
道

の

前
方

に
あ
る
墓

の
方
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
声
に
逆
ら
え
ず
、
疲
れ
た
身
体
を

ひ
き
ず

っ
て

そ
の
声
に
従

っ
て

歩
き
続
け
る
。
そ
う
し
た
過
客
に
喩
え
ら
れ

た
魯
迅

に
と
っ
て

、
墓

か
ら
聞

こ
え
る
死
者
の
声
と
は
、
彼
が
罪
の
意
識
を

持

っ
て

い
た
革

命
の
犠
牲
者
で

あ

っ
た
。
魯
迅
に
は
革
命
の
過
程
で
死

ん
だ

教
え
子

や
若
い
作
家
ら

を
追
悼
す
る
文
章
が
多
く
、
竹
内
は
そ
れ
ら
を
重
視

し
て

い
た
。
『
魯
迅
』

の
結
び
に
引

用
し
た
の
も
、
失
わ
れ
た
「
青
年
の
血
」

に
「
呼

吸
も
困

難
に
」

さ
れ
る
と
綴
ら
れ
た
文
章
で
あ
る
。
そ
う
し
た
犠
牲

者

を
絶
対

者
と
し
て
措

定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
他
の
一
切
の
政
治
的
価
値

や

社
会
秩
序

か
ら
の
自

律
性

を
保
証
す

る
と

い
う

構
造

が
、
竹

内
の

『
魯

迅
』

に
お
け

る
文
学
者

の
自
律

性
を
成
り
立
た
せ
て

い
る
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
文
学
精

神
の
自
律
性
を
、
絶
対

者
の
措
定
を
通
し
て
論
理
的

に
獲

得
し
よ
う
と
す

る
竹
内
の
発
想
は
、
出
征
期
間
を
挟
ん
で

書
か
れ
た
戦

後

の
魯
迅

論
に
も
継

承
さ
れ
て

い
る
。
復
員

後
魯
迅

を
再

執

筆
す

る

に
あ

た
っ
て

、
テ
ー
マ
と
し
て

「
無

か
ら
の
創
造
、
自
律
性
、

ヨ
オ

ロ
ッ

パ
の
影

響
と
し
て

近
代

の
成
立
を
考
え

る
の
で
な
く
、
旧
時
代
そ
の
も
の
の
発
展
と

し
て
の
新
精
神
成
立
の
法
則
を
探
る
」
こ
と
を
考
え
た
竹
内
は
、
魯
迅
を
書

く
こ
と
を
通
し
て

中
国
近
代
の
自
律
性
を
理
論
的
に
提
示

す
る
意
図
を
、
戦

時
下

の
そ
れ
に
比

べ
て

よ
り
明
確

に
し
て

い
た
。
そ
の
結
果
描
か
れ
た
文
学

者
と
し
て

の
魯
迅
の
仕
事
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
暗
黒
と

の
絶
望

的
な
抵
抗

感
を
も
ち
こ

た
え

る
こ

と

に
よ

っ
て
、

徐

々

に

、

暗

黒

が

目

に

見

え

る

よ

う

に

な

る

。

暗

黒

か

ら

逃

れ

た

わ

け

で

は

な

い

が

、

主

客

未

分

の

抵

抗

感

か

ら

、

暗

黒

と

、

そ

れ

と

格

闘

す

る

自

分

と

が

、

お

ぼ

ろ

げ

に

識

別

で

き

る

よ

う

に

な

る

。

つ

ま

り

、

そ

れ

だ

け

自

分

が

客

観

で

き

る

よ

う

に

な

っ

た

わ

け

だ

。

混

沌

の

な

か

に

、

薄

明

に

似

た

秩

序

が

、

混

沌

そ

の

も

の

の

分

化

と

し

て

、

あ

ら

わ

れ

る

。

」

「

そ

れ

は

外

か

ら

価

値

を

加

え

る

こ

と

で

は

な

く

、

内

部

か

ら

価

値

を

変

革

す

る

こ

と

で

あ

る

。

暗

黒

と

の

格

闘

か

ら

生

れ

る

叫

び

が

制

作

で

あ

っ

た

と

す

れ

ば

、

そ

の

制

作

を

媒

介

し

て

暗

黒

が

主

客

に

分

裂

し

た

い

ま

、

自

分

の

暗

黒

で

対

象

の

暗

黒

を

破

る

行

為

が

批

評

で

あ

る

。

」

こ

こ

で

は

「

薄

明

に

似

た

秩

序

」

と

い

っ

た

新

し

い

価

値

世

界

を

内

的

に

獲

得

し

て

い

く

魯

迅

の

生

き

様

が

説

明

さ

れ

て

い

る

。

戦

後

に

再

執

筆

さ

れ

た

魯

迅

論

は

、

中

国

が

自

律

的

に

近

代

化

し

て

い

く

際

の

内

的

な

価

値

変

革

の

構

造

に

焦

点

を

絞

っ

て

書

か

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

こ

こ

で

注

目

し

て

お

き

た

い

の

は

、

戦

後

魯

迅

論

の

執

筆

前

後

の

時

期

に

、

竹

内

が

神

学

的

著

作

を

集

め

て

読

ん

で

い

る

こ

と

で

あ

る

。

特

に

北

森

嘉

蔵

の

『

神

の

痛

み

の

神

学

』

に

対

し

て

は

、

「

北

森

嘉

蔵

『

神

の

痛

み

の

神

学

』

を

よ

み

読

了

、

い

ろ

い

ろ

の

点

で

有

益

だ

っ

た

。

ｂ

ａ

ｒ

ｔ
ｈ

，

Ｌ

ｕ

ｔ
ｈ

ｅ

ｒ

な

ど

に

つ

き

概

念

が

え

ら

れ

、

同

時

に

魯

迅

の

方

法

と

の

類

似

点

［

痛

み

の

本

質

と

し

て

の

「

病

に

よ

る

病

の

克

服

」

行

為

の

意

味

、

自

己

主

張

よ

り

自

己

犠

牲

へ

、

隠

さ

れ

た

神

な

ど

の

諸

点

。

む

ろ

ん

ち

が

う

と

こ

ろ

も

あ

る

。

終

末

観

、

近

代

主

義

の

誤

り

な

ど

に

つ

い

て

は

教

え

ら

れ

た

」

」

（

角

括

弧

内

は

原

執

筆

者

。

以

下

同

じ

）

と

し

て

共

感

を

示

し

て

い

る

。

竹

内

が

方

法

的

類

似

を

感



じ
て
い
る
北
森
神
学
の
主
題
で
あ
る
「
痛
み
に
お
け

る
神
」

に
つ

い
て
、
北

森
の
著
書
で

は
次
の
よ
う

に
説
明
さ
れ
て

い
る
。

「
痛
み

に
お
け
る
神
は
、
御
自
身
の
痛
み
を
も

っ
て
我

々
人
間
の
痛
み

を
解
決
し
給
う
神
で
あ
る
。
イ

エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
は
、
御
自
身
の
傷
を

も

っ
て
我

々
人
間
の
傷
を
癒
し
給
う
主
で
あ

る
［
ヘ

テ

ロ
前
書
二
・
二

四
］
。
（
中
略
）
「
神
は
言
う

べ
か
ら
ざ

る
苦
痛

を
嘗
め
、
傷
ま

し
き
手

続
を

経
、
身
を
犠

牲
に
供
し
て

、
人
の
為

め

に
赦
罪

の
道

を
開
き

た

り
」
［
植
村
全
集
第
四
巻
三
三
一
頁
］
。
こ
の

「
傷
ま
し
き
手
続
」
の
解

明
こ
そ
贖
罪
論
に
外
な
ら
ぬ
。
」

こ
こ
で
は
、
神
の
「
痛
み
」
に
よ
る
人
間
の
「
痛
み
」
の
克
服
と
い
う
こ

と
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
戦
後
魯
迅
論
の
中
で
竹
内
が
、
魯
迅
の
内

的
な
価
値
変
革
の
た
め
の
行
為
を
「
自
分
の
暗
黒
で
対
象
の
暗
黒
を
破
る
」

と
考
え
た
こ
と
と
、
論
理
と
し
て

重
な
る
。
魯
迅
論
脱
稿
の
数
週
間
後
に
こ

う
し
た
読
み
方
を
示
し
た
竹
内
は
、
北
森
の
提
示
し
た
神
学
的
構
造
の
中
に
、

自
己
の
求
め
た
内
的
変
革
の
論
理
を
確
認
し
て

い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
竹

内

自
身
は
生
涯
信
仰
を
持
つ
こ
と
が
な
か

っ
た
が
、
彼

の
求

め
る
内
的
な
自

己
変
革
を
遂
げ
る
精
神
の
自
律
性
と
は
、
処
女
作

『
魯
迅
』

か
ら
戦
後
に
中

国
の
自
律
的
近
代
を
意
図
的
に
描
き
出
す
段
階

に
至
る
ま
で
、
常

に
宗
教
的

な
世

界
を
通
し
て

求
め
る
ほ
か
な
い
よ
う
な
性
質
の
自
律
性
だ

っ
た
の
で
あ

る
。

つ
ま
り
竹
内
は
、
絶
対

者
を
方
法
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
を
通
し
て
、

自
律

的
な
価
値
変
革
の
可

能
性
を
追
求
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

考
え

る
と

、
戦
後
に
な
っ
て

竹
内

が
保
田
の
問
題
意
識
の
中
に
、
絶
対
者
へ

の
意
志
を
感
じ
取

っ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
大
き

い
と

い
え

る
。
日
本
近
代

に
お
け
る
両
者
の
問
題
意
識
の
近

さ
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要

が
あ

る
で
あ

ろ
う
。

二
　

保

田

與

重

郎

の
文

学

概
念

と

表

現

論

本
項
で

は
、
竹
内
好
が
戦
後
に
な
っ
て
再
評
価
の
視
角
を
提
示
し

た
保
田

與
重
郎
の
文
学
概
念
の
内
実
と
絶
対

的
な
る
も
の
と
の
関
係
性
に
つ

い
て
考

え
て

い
き
た

い
。
保
田
は
日
本
浪

曼
派
を
称
す

る
自
己
が
、
「
藝
術
す
る
自

覺
の
切
迫
の
極
點
」
に
形
成
さ
れ
た
と
言
い
、
一
貫
し
て
自
ら
の
考
え

る
真

正
の
芸
術
の
内
容
を
、
既
存

の
文
学
と

の
間

に
争

っ
て
い
る
。
彼
が
自
己
の

考
え
る
真
の
芸
術
家
像
を
打
ち
出
し

た
も

の
に
、
『
日
本
浪
曼
派
』

創
刊
の

前
年

に
書

か
れ
た

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
論
が

あ
る
。
そ
こ
で
は
既
存

の
文
学
と
の

間
で
リ
ア
リ

ズ
ム
の
性
質
を
争
い
、
次

の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

「
後
者

（
作
家
的
意
識
の
苦
悩
）

を
私

は
か
り

に
作
家
の
デ
ー
モ
ン
と

呼
ん
で
き
た
。
こ
の
紳
話
的
宗

教
的
な
こ
と
ば

は
、
元

来
的
に
本
質
的

に
も
っ
て
う
ま
れ
た
―
し
か
も
す
べ
て
の
人
が
、
で
あ
る
―
不
安
で
あ

る
。

た
だ
な
ら

ぬ
漠
然
と
し
た
気
分
、
し

か
も
つ
ね
に
人
を
か
つ
て
馳

せ
ら
せ

る
。
そ
し
て
そ
れ
に
最
も
深
く
眼
を
む
け
ね
ば
な
ら
な

い
の
は

作
家
の
場
合
で
あ
る
。
（
中
略
）
作

家
は
、
書
く
生
活
と

そ
の
外

部
の

生
活
と
の
區
別
を
も
た
な
い
。

リ
ア
リ

ズ
ム
も
本
来
は
こ

の
精
榊

に
於

て
成
立
す
る
。
」

保
田
が
言
及
し
て
い
る
「
不
安
」
、
「

た
だ
な
ら
ぬ
漠
然
と
し

た
気
分
」
と
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は
、
人
間

の
内
面

に
混
沌
と
し
た
状
態
で

存
在
す
る
極

め
て
実
存
的
な
意
識

で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
た
だ

な
ら
ぬ
」
と

か
「
漠
然

と
し
た
」

と
い
う
言

葉
で
表
現

す
る
ほ

か
な
い
よ
う
な
、
言
語
化
し
難

い
内
面

の
表
現
こ
そ
を
本

来

的
な
リ
ア
リ
ズ

ム
で
あ
る
と
主
張
し
て

い
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
保
田

は
、

文

学
理
論
に
一
義
的

に
依
拠
し
て
完
成
さ
れ
る
既
存
の

リ
ア
リ
ズ
ム
文
学

を

全
否
定
し
、
文
学
者

に
と

っ
て
真

に
「
リ
ア
ル
」
な
表
現
対
象
と

は
何

か
を

示

そ
う
と
し
て

い
る
。
そ
し
て
「
唯
物
論
の
論
理

か
ら
で

な
く
、

唯
物
論

の

要

請
と
な
り
、
前
提
と
な
っ
た
も
の
か
ら
こ
そ
、
文
學

の
出

發
は
あ

る
」
と

し
て
、
理
論
成
立
以
前
の
場
所

に
回
帰
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
自
己

の
求

め

る
文
学
表
現
が
可
能

に
な

る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
保

田
は
自
己

の
文
学

を
実
現
す

る
た

め
に
、
言
語
化
し

難

い
内
面

性

を

描
き
出

す
「
表

現

」
と
、
そ
れ
を
可
能

に
す
る
理
論
以

前
の
混
沌
と
し

た
「
場
所
」
を
求

め

て

い
る
の
で
あ
る
。

『
日
本
浪
曼
派
』

に
至

る
過
程
で
既
存
の
表
現

の
否
定

と
し
て
語

ら
れ
て
き

た
保
田
の
文
学
概
念

の
形

象
化
が
実
際

に
試
み
ら

れ
、

ま
た
そ
う
し
た
文

学

が
実
現
す

る
た
め
の
回
帰

す
ぺ
き
場
所
が
示

さ
れ

た
書
と
し
て

、
一
九
三
六

年

の
「
戴
冠
詩
人

の
御
一
人
者
」
を
指
摘
し

た
い
。
こ
の
論
文

は
保
田
が
ヤ

マ
ト
タ
ケ
ル
の
叙
述
を
通
し
て

、
自
己

の
文
学

を
実
現

す
る
「
表
現
」

を
希

求
し

た
も

の
と
考
え

ら
れ
る
。
保

田
は
「
日
本

の
藝
術
を
西
洋
の
借
用

論
理

で

か
た
る
」

こ
と
で

は
「
つ
ひ

困
る
」
と

言
い
、
自
己
の
内
面
が
既
存
の
近

代

的
な
論
理
表
現
か
ら
疎
外
さ
れ
て

い
る
こ
と

を
訴
え

て
い
る
。
そ
し
て

論

理
で
語

り
得
る
領
域
の
外
に
あ
る
と
彼

が
考
え

る
日
本
の
芸
術
と
つ
な
が
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
自
己
の
疎
外
さ
れ
た
内
面

を
満

た
す
表
現
を
創
出

し
よ
う

と
す

る
の
で

あ
る
。

保
田
が
こ

の
論
文

の
中
で
自
己
の
内
面

を
満
た
す
表
現
の
創
出
の
た
め
に

つ
な
が
り

を
希
求
し

た
の

は
、
記
紀
に
お
け

る
「
自
然
」
で
あ

っ
た
。
「
「
自

然
」

を
具
體

的
に
云

へ
ば
、
同
毆
共
床
で

あ
る
。

紳
皇
の
區
別
未
だ
定
か
な

ら

な
か
っ

た
こ
ろ

の
雄
大

な
宇
宙
観
を
、
原
始
粗
野
と
し

た
も
の
が
往
時
の

「
漢
心
」
で

あ
る
。
今
日

の
言
葉
で
云

へ
ば
「

わ
れ

わ
れ
イ

ン
テ
リ

ゲ
ン
チ

ャ
」

の
借
用

論
理

に
當
る
の
で
あ
る
」
と
言
う
保

田
は
、
自
己
の
内
面
を
疎

外
し
て
き

た
論
理

に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て

記
紀
の
「
自
然
」
を
求
め
て

い

る
の
で
あ

る
。
彼

は
そ
れ
を
神
と
人
が
共

に
あ
る
よ
う
な
原
始
的
混
沌
と
し

て
捉
え
、
そ

れ
と

の
つ
な
が
り
を
回
復
す

る
こ
と

を
試
み

る
。
保
田
に
と
っ

て
そ

の
手
が

か
り
と

な
る
の
が
、
「
上
代
人

の
自
然
を
闡
明
す

る
」
こ
と

を

目
指
し

た
国

学
、
特

に
「
上
代
人
は
人
事
を
人
に
よ
っ
て
語
ら
ず
内
な
る
榊

に
か
り
て
諷

し
又

歌
っ

た
」
と
考
え
た
富
士
谷
御
杖
の
国

学
で
あ

っ
た
。
保

田

に
お
い
て

は
「
語

る
」
と

「
歌
う
」
と
い
う
表
現
方
法

の
違

い
に
よ
っ
て

示

さ
れ
る
世

界
の
違

い
が
決

定
的
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て

お
り
、
御
杖

の
説
に
従

っ
て
相
聞

歌
の
文

学
表
現
と
し
て
の
可
能
性
に
注
目
し
て

い
る
。

「
日
本
の
秀
れ
た
歌
は
す
べ
て
戀
愛
歌
で
あ
っ
た
、
す
べ
て
が
相
聞
歌

で

あ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
上
代
人
の
自
然
と
藝
術
を
考
へ
る
上
で
必

要
で

あ
る
。
日
本
の
藝
術
の
抽
象
と
象
徴
の
精
紳
の
た
め
に
必
要
で
あ

る
。
倒
言
、
諷
、
歌
、
と
言
語
表
現
の
藝
術
を
組
織
し
て

、
か
＆
る
つ

ね
に
以

上
な
も
の
へ
の
變
革
し
開
花
し
て
ゆ
く
藝
論
體
系
を
作
つ
て
ゐ



た
の
は
、
日
本
の
上
代
人

だ
け
で

あ
る
。
（
中
略
）
た

ゞ
直
き
を

直
き

と
い
ふ
は
許
さ
れ
な
い
。
許
さ
れ
ぬ
と
い
ふ
よ
り
も
、
そ
の
力
な
く
意

味
な
い
こ

と
を
上
代

の
人
は
知
つ
て

ゐ
た
の
で
あ
る
。
理
窟
の
た
め
な

ら
ば
藝
の
表

現
は
い
ら
な
い
の
で

あ
る
。
」

保
田
に
と
っ
て
つ

な
が
る
べ
き
場
所
と
実
現
す
べ
き

表
現
が
「
上
代
人
の

自
然
と
藝
術
」

と
し
て

求
め
ら
れ
。
歌
と
い
う
表
現
が
表
現
方
法
と
し
て
そ

れ
を
創
出
し
な
け

れ
ば
存
在
す
る
こ
と
の
で

き
な
い
世
界

を
示

す
た
め
の
方

法
と

し
て

捉
え

ら
れ
て

い
る
。
よ

り
言

語
化

し
難

い
世

界
、
「
直

言
」

や

「
理
窟
」

の
届

か
な
い
と
こ

ろ
に
あ

る
も
の
の
存
在

を
示

す

た
め
の
表
現

と

し
て

考
え
ら
れ
て

い
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
「
西

洋
の
借
用
論

理
」

か
ら
疎

外
さ
れ

た
保
田

の
内
面
を
表
現

し
得
る
方
法

と
し
て
発
見

さ
れ

、
更

に
次
の

よ
う
に
追
求
さ
れ
て

い
る
。

「
表
現
が
模
寫
的

精
榊
に
お
う
て

ゐ
る
と
安
心
し
て

ゐ
ら

れ
ぬ
の
で
あ

る
。

表
現
と

創
造

を
か
り
そ
め
に
も
二
物
と
考
へ
る
こ
と
は
出
来
な
い

の
で

あ
る
。

表
現

を
既

存
の
何
か
に
た
よ
り
得
る
も
の
と
し
て
安
心
で

き

ぬ
の
で
あ

る
。
混

沌
の
住
家
と
し
て
の
人
間
を
考
へ
た
の
で
あ
る
。

純
一
箪
純

な
表
現

の
模
寫
説
を
日
本
の
上
つ
代
の
思

想
は
一
度
も
思
は

な
か
っ

た
。
彼
ら

は
表
現

す
べ
き

も
の
は
創
造
に
よ
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
こ

と

を
知
つ
て
ゐ

た
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
表
現

そ
の
も

の
が

無
な
る
と
こ

ろ

の
創
造
と
考
へ

た
。

考
へ
る
さ
き
に
強
ひ

ら
れ
た
。
混
沌

を
住
家
と

し
て
、
混
沌

の
住
家

を
深

く

Ｉ
歩

も
ゆ
づ
ら
ず

に
考
へ
た
か
ら
で

あ
る
。

創
造
が
形
な
す
も

の
と
し
て

安
じ

ら
れ
な
い
。
一
切

の
限
界

を
こ
乂
に

限

つ

て

み

と

め

な

か

っ

た

、

永

久

に

追

は

れ

て

ゐ

た

の

で

あ

る

。

本

来

の

戰

ひ

の

精

神

で

あ

る

。

つ

ね

に

形

な

い

も

の

に

追

は

れ

る

、

近

代

が

發

見

し

た

鬪

ひ

の

精

紳

で

あ

る

。

こ

れ

は

も

の

を

三

つ

の

形

で

思

考

す

る

考

へ

方

で

な

い

。

従

っ

て

上

つ

代

の

言

霊

の

説

は

絶

對

に

辯

證

法

で

は

な

い

の

で

あ

る

。
」

保

田

に

お

い

て

は

、

表

現

す

る

と

い

う

こ

と

は

、

既

存

の

言

葉

を

使

用

し

て

事

柄

を

写

し

取

る

こ

と

と

は

全

く

別

の

こ

と

と

し

て

求

め

ら

れ

て

い

る

。

彼

に

と

っ

て

は

、

混

沌

の

中

か

ら

自

ら

の

内

面

を

造

型

す

る

こ

と

が

、

既

存

の

表

現

手

段

や

論

理

か

ら

外

れ

る

こ

と

で

あ

り

、

そ

れ

こ

そ

が

記

紀

に

お

い

て

な

さ

れ

て

い

た

表

現

と

し

て

求

め

ら

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

そ

れ

は

言

語

化

し

難

い

も

の

を

表

現

す

る

こ

と

を

求

め

る

彼

の

文

学

概

念

の

展

開

の

結

果

で
あ
る
。
論
理
に
よ
る
直
接
的
説
明
を
拒
み
つ
つ
自
己
の
真
実
な
る
も
の
の

表

現

を

求

め

て

い

く

そ

れ

は

。
「

一
切

の

限

界

」

を

認

め

ず

、
「
永

久

に

追

は

れ

て

ゐ

た

」

も

の

と

し

て

、

つ

ま

り

不

断

に

追

求

さ

れ

る

も

の

と

し

て

理

解

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

こ

と

は

、

論

理

に

よ

る

思

考

や

表

現

か

ら

疎

外

さ

れ

る

も

の

の

認

知

を

求

め

る

文

学

的

行

為

と

し

て

、

保

田

が

そ

の

文

学

活

動

の

初

期

か

ら

提

起

し

て

い

た

問

題

の

、

一

つ

の

答

え

の

形

と

い

え

る

。
「
單

な

る

模

冩

説

に

た

よ

つ

て

、

こ

と

ば

の

完

全

無

敵

な

現

れ

を

信

じ

る

に

は

、

上

代

「
自

然

」

の

考

へ

は

、

あ

ま

り

に

心

の

表

情

と

魂

の

陰

影

の

自

覺

に

と

み

す

ぎ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
た
だ
古
に
失
っ
た
も
の
だ
け
は
常
に
魂

の

中

に

同

想

さ

れ

る

」

と

言

う

保

田

は

、

記

紀

の

「
自

然

」

に

お

け

る

原

始

的

混

沌

を

一

種

の

絶

対

的

な

る

も

の

と

し

て

常

に

回

帰

す

べ

き

場

所

と

し

、
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そ
れ
に
つ
な
が
る
こ
と
に
よ

っ
て

、
既
存
の
論
理
的
表
現
の
回
路
を
通
す
こ

と

に
よ
っ
て

は
表
現
で
き

な
い
世
界

を
提
示

す
る
こ
と
を
試
み
た
の
で

あ
る
。

お

わ

り

に

竹
内
好
は
魯
迅
を
書
く
こ
と
を
通
し
て

、
政
治
的
論
理
や
西
欧
近
代
の
強

制
か
ら
自
律
す
る
文
学
精
神
を
構
想
し
た
。
保
田
無
重
郎
は
自
己
の
内
面
が

近
代
の
論
理
的
表
現
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
と
い
う
強
烈
な
意
識
の
も
と
に
、

日
本
近
代
に
お
い
て
疎
外

さ
れ
た
も
の
の
自
己
主
張
を
表
現
し
う
る
文
学
を

求
め
た
。
つ
ま
り
両
者
の
文

学
は
共
に
、
西
欧
近
代
の
基
準
や
論
理
に
包
摂

さ
れ
て
い
く
日
本
近
代
を
否

定
し
、
自
律
性
を
希
求
す
る
も
の
で

あ
っ
た
の

で

あ
る
。

本
稿
で
は
、
彼
ら
の
求
め
る
自
律
性
を
実
現
さ
せ
る
も
の
と
し
て

、
そ
れ

ぞ
れ
の
文
学
概
念
の
中
に
絶
対

的
な
る
も
の
へ
の
意
識
が
組
み
込
ま
れ
て

い

た
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。
竹
内
の
場
合
そ
れ
は
方
法
と
し
て
の
絶
対
者
の

措
定
で
あ

っ
た
。
彼
の
自
律
性
は
絶
対
者
と
の
関
係
を
把
持
す
る
宗
教
者
の

論
理
構
造

の
レ
ト
リ
ッ

ク
の
中
か
ら
引
き
出
さ
れ
て

い
た
。
し
か
し
そ
れ

は

信
仰
と

は
対
極
の
、
無
限
の
道
を
歩
く
「
過
客
」
と

い
う
相
対
的
な
場

に
徹

す

る
強

い
自
覚

に
支
え
ら
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ

る
。

そ
こ

に
は
絶
対
的
な

る
も
の

の
存
在
が
自
明
で

は
な

い
日
本

に
お
い
て
、
絶
対
者
の
不
在
を
受
け

入
れ
て

自
覚
的

に
歩
む
彼
自
身
の
態
度
が

う
か
が

わ
れ

る
。

他
方

保
田
無
重
郎

は
自
己

の
内
面

を
満
た
す

表
現
の

た
め
に
、
「
神
皇
未

分
」

の
混
沌
に
回
帰
す
る
こ
と
を
必
須
と
し
て

い
た
。

そ
の
意
味
で
記
紀

の

自
然
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
た
原
始
的
混
沌
は
、
彼

に
と

っ
て

絶
え
ざ

る
回
帰

の
対
象
と
し
て
一
種
の
絶
対

的
な
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
、
し

か
も

「
血
統
」
を
通
し
た
即
自
的
な
つ

な
が

り
の
意
識
を
持

っ
て

い
る
点
で
、
竹

内
の
場
合
よ
り
も
絶
対
者
と
の
直
接
的
な
つ
な
が
り
の
中
に
生
き
よ
う
と
し

て

い
る
と

い
え
る
。
竹
内
と
保
田
の
そ
れ
ぞ
れ
の
形
で
の
絶
対

的
な
る
も
の

と
の

か
か
お
り
方
は
、
絶
対
者
の
問
題
が
曖
昧
な
日
本
の
中
に
あ
っ
て

、
文

学
の
自
律
性
を
追
求
す
る
行
為
の
中
か
ら
あ
み
出

さ
れ
た
方
法
で

あ
っ
た
の

で
あ

る
。

（
―
）
　
竹
内
好
「
中
国
の
近
代
と
日
本
の
近
代
―
魯
迅
を
手
が
か
り
と
し
て
」
（
東

京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
編

『
東
洋
文
化

講
座
』
第
三
巻
、
「
東

洋
的
社
会
倫

理
の
性
格
」
、
白
日
書

院
、

一
九
四

八
年
。
『
竹
内
好
全
集
』
第
四

巻
、
一
九

八

〇
年
）
　一
四
八
頁
。

（
２
）
　
拙
著

『
竹
内
好
の
文
学
精
神
』
（
論
創
社
、
二
〇
〇

二
年
）
第

二
章
第

二
節

参
照
。

（
３
）
　
竹
内

『
魯
迅
』
（
日
本
評
論
社
、

一
九
四
四
年
。
『
竹
内
好
全
集
』
第
一
巻
、

一
九

八
〇
年
）
　一
一
四
頁
。

（
４
）
　
竹
内
「
座
談
会
　
国
民
文
学
に
つ
い
て
」
（
『
近
代
文
学
』
第
九
巻
第
一
二
号
、

一
九
五
四
年
一
二
月
。
）

（
５
）
　
竹
内

は
一
九
四
〇
年

二
月
四
日

の
日
記
に

お
い
て
、
「
真
実
か
な

わ
ぬ
気
が

し

、
保

田
と

い
う
男
、
並

々
な
ら

ぬ
え
ら
さ
が
あ
る
と
感
じ

た
。
も
の
を
全
体

的
に
感
じ
、
鋭
く
判
断
し
、
そ

の
判
断
が
人
間
的
基
調
に
立

っ
て

い
る
感
じ
で

あ
っ
た
。
俺
な
ど

よ
り

は
る
か
に
広

い
感
じ
で
あ

っ
た
」
と
保
田

へ
の
関
心
を

示

し
た
上
で
、
自
ら

の
今
後

に
つ
い
て

「
生
命
を
全
部
吐
き
出
し

た
仕
事
を
し

た
い
」
、
「
も
や
も
や
し

た
も

の
を
形
象
し
た

い
」
と
記
し
て
、
北
京
で
の
思
想



形
成

体
験

を
基
礎
と
し
て
、
自
身

の
文
学
の
確

立
へ
の
希

求
を
示

し
て

い
る
。

（
「
北

京
日
記

」
一
九
四
〇
年

二
月
四
日
。
『
竹
内
好

全
集
』
第

一
五
巻
、
一
九

八
一
年
、
三

八
七

～
三
八
八
頁
。
）

（
６

）
　
竹
内

「
近
代

主
義
と
民
族
の
問
題
」
（
『
文

学
』
一
九
五

一
年
九

月
。
『
竹
内

好
全
集
』
第
七
巻
、

一
九

八
一
年
）
三
二
頁
。

（
７

）（
８
）
　
竹
内
、
前
掲

『
魯
迅
』
、
七
頁
。

（
９

）
　
竹
内
、
同
、
六

一
頁
。

（
1
0）
　
拙
著
、
前
掲

『
竹
内
好
の
文
学
精
神
』
第
二
章
第

二
節
第
三
項
参
照
。

（
1
1）
　
竹
内
、
前
掲

『
魯
迅
』
、
一
一
四
頁
。

（
1
2）
　
魯
迅
「
過
客
」
（
『
語
絲
』
、
一
九
二
五

年
。
竹
内

好
訳

『
魯
迅

文
集
』
二
、

ち
く
ま
文
庫
、
一
九
九
一
年
）
四
六
頁
。

（
1
3）
　
竹
内
、
前
掲

『
魯
迅
』
、

一
五
四

～
一
五
五
頁
。

（
1
4）
　
竹
内

「
浦
和
日
記
」
一
九
四
七

年
一
〇
月

一
七

日
（
『
竹
内

好
全
集
』
第

一

五

巻
）
五

二
二
頁
。

（
1
5）
　
竹
内

『
魯
迅
』
（
世
界
評
論
社
、
一
九
四

八
年
。
『
竹
内
好
全
集
』
第
二
巻
、

一
九
八
一
年
）
五
四
頁
。

（
1
6）
　
竹
内

、
同
、
五
七

～
五
八
頁
。

（
1
7）
　
竹
内

、
前
掲
「
浦
和
日
記
」

一
九
四

八
年

二
月

二
五

日

（
『
竹
内
好

全
集
』

第

一
六
巻
、

一
九
八
一
年
）
　一
三
頁
。

（
1
8
）
　
北
森
嘉
蔵
『
神
の
痛
み
の
神
学
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
八
六
年
）
二

五

～
二
八
頁
。

（
1
9）
　
保

田
與
重
郎

「
『
日
本
浪
曼
派
』
廣

告
」
（
『
コ
ギ
ト
』
一
九
三
四
年
一
一
月
。

『
保
田
與
重
郎
全
集
』
第
四
〇

巻
、
講

談
社

、
一
九
八
九
年
）
三
二
八
頁
。

（
2
0）（
2
1）
　
保
田

「
清
ら

か
な
詩
人
」
（
『
文
学
界
』

一
九
三
四

年
四
月
。
『
保
田
與

重
郎
全
集
』
第
三
巻
、
一
九

八
六
年
）
二
〇
四
頁
。

（
2
2
）
　
保
田
「
戴
冠
詩
人
の
御
一
人
者
」
（
『
コ
ギ
ト
』
第
五
〇
～
五
一
号
、
一
九
三

六
年
七

～
八
月
。
『
保

田
與
重
郎
全
集
』
第
五
巻

、
一
九

八
六
年
）
四

一
頁
。

（
2
3）
　
保
田
、
同
、
二
五
頁
。

（
2
4）
　
保
田
、
同
、
二
七
頁
。

（
2
5）
　
保
田
、
同
、
二
六
頁
。

（
2
6）
　
保
田
、
同
、
四
〇
～
四
一
頁
。

（
2
7）
　保
田
、
同
、
五
七
～
五
八
頁
。

（
2
8）
　保
田
、
同
、
六
二
頁
。

（
お
か
や
ま
・
あ
さ
こ
、
近
代
日
本
思
想
史
、

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）

（
付
記
）

本
稿
の
作
成
に
関
し
て
は
、
平

成
一
七
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特

別
研

究
員
奨
励
費
）
の
一
部
を
使
用
し

た
。
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