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は
じ
め
に

　

中
野
重
治
が
魯
迅
に
つ
い
て
言
及
し
た
文
章
は
、『
中
野
重
治
全
集
第
二
十
巻
』

に
て
収
録
さ
れ
て
お
り
、
全
部
で
十
四
あ
る
。
本
論
文
で
は
そ
の
中
か
ら
「
魯
迅
先

生
の
日
に
」
を
中
心
に
中
野
重
治
の
魯
迅
観
を
検
証
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

中
野
重
治
に
つ
い
て
の
研
究
の
多
く
が
時
代
性
か
ら
考
察
す
る
こ
と
を
中
心
と
し

た
も
の
で
あ
り
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
の
関
連
や
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
の
転
向
を

論
点
と
し
て
い
る
も
の
が
多
い（
１
）。
こ
の
よ
う
な
論
点
を
提
示
し
た
同
時
代
評
や

同
時
代
と
の
人
物
に
お
け
る
比
較
は
佐
々
木
基
一
、
吉
本
隆
明
、
亀
井
勝
一
郎
、
小

田
切
秀
雄
、
窪
川
鶴
次
郎
、
鹿
地
亘
、
小
林
多
喜
二
、
宮
本
顕
治
、
宮
本
百
合
子
、

蔵
原
惟
人
ら
を
中
心
と
し
た
も
の
や
、「
政
治
と
文
学
」
に
つ
い
て
の
荒
正
人
、
平

野
謙
と
中
野
重
治
と
の
間
に
起
こ
っ
た
論
争
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る（
２
）。
ま
た

中
野
重
治
の
作
品
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
『
甲
乙
丙
丁
』、『
五
勺
の
酒
』、

『
梨
の
花
』、『
歌
の
わ
か
れ
』、『
斎
藤
茂
吉
ノ
オ
ト
』、『
む
ら
ぎ
も
』
等
が
挙
げ
ら

れ
る
が
、
中
野
重
治
の
魯
迅
観
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
で
大
々
的
に
論
じ
ら
れ
て
お

ら
ず
、
同
時
代
の
日
本
人
の
魯
迅
観
と
の
比
較
や
そ
れ
に
関
す
る
第
一
次
資
料
か
ら

の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
綿
密
に
行
わ
れ
て
い
な
い
部
分
が
多
い
。
本
多
秋
五
は
『
第
三
版

　

転
向
文
学
論
』
の
中
で
、
中
野
重
治
と
魯
迅
の
両
者
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、

直
接
比
較
し
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い（
３
）。
ま
た
汾
浩
介
は
堀
田
善
衞
を
論

点
と
し
て
挿
入
し
、
中
野
重
治
と
魯
迅
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
中
野

重
治
と
魯
迅
の
作
品
に
お
け
る
相
違
点
と
し
て
両
者
の
作
品
へ
の
ま
な
ざ
し
と
文
学

者
と
し
て
の
差
異
を
論
じ
て
い
る（
４
）。
引
合
い
に
出
さ
れ
た
堀
田
善
衞
本
人
は
中

野
重
治
『
梨
の
花
』
と
魯
迅
『
故
郷
』
を
比
較
し
、
中
野
重
治
と
魯
迅
の
文
学
者
と

し
て
の
生
い
立
ち
に
着
目
し
二
つ
の
作
品
に
お
け
る
成
立
の
相
違
点
を
生
ま
れ
育
っ

た
環
境
か
ら
考
察
を
し
、
中
野
重
治
に
お
け
る
文
学
の
始
点
を
『
梨
の
花
』
だ
と
し

て
い
る（
５
）。
河
口
司
は
転
向
と
い
う
文
学
に
お
け
る
現
象
に
つ
い
て
海
外
の
文
学

に
注
目
し
、
ロ
シ
ア
文
学
に
お
け
る
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
正
当
な
評
価
が
日
本
国

内
で
は
看
過
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
中
国
に
お
い
て
は
魯
迅
の
評
価
は
高
い
の
だ
が
、

拮
抗
す
る
形
で
存
在
し
て
い
た
郭
沫
若
に
対
す
る
評
価
の
低
さ
を
指
摘
し
、
日
本
文

学
に
お
け
る
評
価
は
「
倫
理
的
」
な
部
分
を
軸
に
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
河
口
司
は
中
野
重
治
の
文
学
が
文
学
史
上
に
お
い
て
の
評
価

を
問
う
時
に
一
方
的
な
側
面
の
み
で
位
置
付
け
ら
れ
な
い
こ
と
を
論
じ
て
い
る（
６
）。

藤
森
節
子
は
魯
迅
の
書
簡
に
て
の
中
野
重
治
に
つ
い
て
言
及
し
、
魯
迅
の
視
点
か
ら

中
野
重
治
を
論
じ
よ
う
と
し
て
お
り
、
さ
ら
に
中
野
重
治
の
転
向
に
つ
い
て
、
そ
の

心
境
に
焦
点
を
当
て
て
い
る（
７
）。
竹
内
栄
美
子
は
中
野
重
治
の
「
中
国
の
旅
」、
魯

迅
関
係
書
籍
を
中
心
に
中
野
重
治
の
魯
迅
論
を
独
自
の
視
点
で
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
お

り
、『
中
野
重
治
全
集
』
か
ら
引
用
を
し
て
分
析
を
試
み
て
い
る（
８
）。
総
じ
て
先
行

研
究
で
の
中
野
重
治
と
魯
迅
と
の
比
較
研
究
は
手
薄
な
部
分
が
多
く
、
今
後
さ
ら
に

深
い
研
究
を
行
う
余
地
が
あ
る
と
言
え
る
。
本
論
文
で
は
、
中
野
重
治
の
魯
迅
受
容

の
尺
度
と
し
て
竹
内
好
と
武
田
泰
淳
の
二
人
に
お
け
る
魯
迅
観
を
介
し
て
考
察
を
試

―
研
究
ノ
ー
ト
―

中
野
重
治
と
魯
迅
に
つ
い
て
の
試
論

─
竹
内
好
と
武
田
泰
淳
を
介
し
て
─

土
佐
　
圭
司
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中野重治と魯迅についての試論―竹内好と武田泰淳を介して―

み
た
い
。
そ
れ
に
よ
り
中
野
重
治
の
文
学
者
と
し
て
の
再
評
価
を
試
み
る
。

本　
　
　

論

　
「
魯
迅
先
生
の
日
に
」
は
一
九
四
九
（
昭
和
二
十
四
）
年
に
『
新
日
本
文
学
』（
第

四
巻
第
十
一
号
、
十
二
月
一
日
発
行
）
の
十
二
月
号
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

中
野
重
治
が
四
十
七
歳
の
時
の
も
の
で
あ
る
。
元
来
、
こ
の
論
文
の
タ
イ
ト
ル
は
論

文
の
ベ
ー
ス
と
な
っ
た
講
演
「
魯
迅
精
神
と
日
本
文
学
」（
一
九
四
九
年
十
月
一
九

日　

明
治
大
学
講
堂
に
て
中
国
留
日
学
生
同
学
総
会
、
中
国
研
究
全
国
学
生
連
合

会
、
明
治
大
学
東
洋
思
想
研
究
会
共
催
「
魯
迅
祭
」
に
お
い
て
）
が
あ
り
、
論
文
も

こ
の
講
演
を
活
字
と
し
て
上
梓
し
た
も
の
と
判
断
で
き
る（
９
）。

　

ま
ず
テ
キ
ス
ト
の
冒
頭
で
中
野
重
治
自
身
の
魯
迅
認
識
に
つ
い
て
語
り
、
深
い
魯

迅
へ
の
畏
敬
を
表
す
と
共
に
、
日
本
の
文
学
者
は
魯
迅
に
つ
い
て
言
及
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
責
任
が
あ
る
と
断
言
し
て
い
る
。
そ
れ
は
日
本
の
帝
国
主
義
が
魯

迅
と
い
う
偉
大
な
文
学
者
の
誕
生
に
関
与
す
る
こ
と
を
中
野
重
治
は
指
摘
し
、
魯
迅

を
考
え
る
こ
と
は
日
本
の
帝
国
主
義
自
体
を
考
え
る
こ
と
に
も
繋
が
る
と
論
じ
て
い

る
。
そ
の
部
分
を
引
用
し
て
お
く
。

　
　

 　
も
と
も
と
、
魯
迅
先
生
の
よ
う
な
方
に
つ
い
て
語
る
に
は
、
語
り
手
自
身
偉

大
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
し
ょ
う
。
私
ど
も
は
決
し
て
偉
大
で
あ
り
ま
せ
ん

し
、
い
ま
ま
で
も
、
多
く
の
魯
迅
研
究
の
先
輩
た
ち
か
ら
学
ん
で
き
た
も
の
で

あ
り
、
む
し
ろ
こ
れ
か
ら
こ
そ
魯
迅
を
勉
強
し
て
行
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
す

か
ら
、
私
自
身
、
き
ょ
う
こ
こ
で
、
魯
迅
精
神
に
つ
い
て
多
く
語
る
こ
と
の
で

き
ぬ
の
を
恥
か
し
く
思
い
ま
す
。
た
だ
私
は
、
ひ
と
り
の
日
本
人
と
し
て
、
ま

た
日
本
文
学
を
仕
事
と
す
る
も
の
と
し
て
、
多
か
れ
少
な
か
れ
魯
迅
に
つ
い

て
自
己
の
考
え
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
、
ま
た
そ
れ
を
持
つ
義
務
が
あ
る
と
考
え

る
も
の
の
一
人
で
す
。
な
ぜ
か
と
言
い
ま
す
と
、
魯
迅
は
偉
大
な
中
国
革
命
の

生
み
だ
し
た
作
家
で
す
が
、
若
か
つ
た
先
生
を
革
命
の
方
へ
、
ま
た
文
学
の
方

へ
押
し
や
つ
た
も
の
は
、
直
接
に
は
、
中
国
に
た
い
す
る
日
本
帝
国
主
義
の
魔

の
手
、
ほ
か
な
ら
ぬ
わ
れ
わ
れ
の
国
の
侵
略
と
圧
迫
と
の
手
で
あ
つ
た
か
ら
で

す（
10
）。

　

こ
の
文
章
を
解
読
す
る
前
提
と
し
て
、
同
時
代
に
お
け
る
日
中
の
文
学
状
況
を
考

慮
す
る
必
要
が
あ
る
。「
魯
迅
先
生
の
日
に
」
か
ら
は
、
中
野
重
治
の
魯
迅
へ
の
深

い
畏
敬
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
近
代
中
国
に
お
い
て
魯
迅
が
一
貫
し
て
「
抵
抗
」

す
る
姿
勢
を
示
し
転
向
を
し
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
所
以
で
あ
る
。
ま
た
、
中
国

で
は
日
本
の
侵
略
が
あ
っ
た
た
め
に
文
学
に
お
い
て
も
「
抵
抗
」
す
る
こ
と
が
日
本

の
文
学
に
お
け
る
状
況
と
異
な
る
た
め
、
そ
れ
が
容
易
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
し
か

し
、
日
本
は
同
時
期
に
大
陸
へ
の
侵
略
を
し
て
い
た
た
め
に
、
大
陸
侵
略
を
肯
定
し
、

戦
争
に
は
勝
利
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
世
相
に
お
け
る
国
民
意
識
と
日
本
と

い
う
国
家
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
文
芸
や
文
学
に
お
い
て
「
抵
抗
」
を
す
る
こ
と

が
困
難
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
当
時
に
お
け
る
日
本
の
作
家
は
転
向
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
。
つ
ま
り
、
中
国
と
日
本
の
同
時
代
の
差
異
を
こ
の
観
点
か
ら
認
識
す
る
こ
と

が
可
能
と
な
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、「
魯
迅
先
生
の
日
に
」
で
中
野
重
治
が
指
摘
し
た
い

点
は
大
き
く
分
け
て
三
つ
あ
る
。

　

最
初
の
論
点
と
し
て
日
本
に
お
け
る
魯
迅
研
究
は
個
々
に
お
け
る
研
究
が
独
立
し

た
形
式
で
成
立
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
個
々
の
研
究
を
結
合
さ
せ
て
い
く
べ
き
だ
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と
中
野
重
治
は
述
べ
て
お
り
、
日
本
の
大
陸
侵
略
に
つ
い
て
の
一
方
的
な
帝
国
主
義

支
配
へ
の
反
省
点
を
、
魯
迅
文
学
を
介
す
る
こ
と
に
よ
り
学
ぶ
べ
き
だ
と
指
摘
し
て

い
る
。

　

次
の
論
点
で
は
魯
迅
文
学
の
普
遍
性
が
革
命
を
意
識
し
て
お
り
、
魯
迅
が
様
々
な

面
で
社
会
的
不
可
抗
力
か
ら
「
た
た
か
う
」
姿
勢
を
示
し
て
お
り
、
魯
迅
文
学
が
人

を
惹
き
つ
け
て
や
ま
な
い
理
由
を
そ
こ
に
依
拠
す
る
と
指
摘
し
、
魯
迅
の
文
学
か
ら

恣
意
的
に
そ
の
よ
う
な
精
神
を
受
け
取
っ
て
い
る
な
ら
ば
何
ら
か
の
形
で
読
者
自
身

も
社
会
的
改
革
に
参
加
す
る
必
要
性
や
社
会
問
題
へ
の
意
識
の
向
上
が
は
か
ら
れ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

最
後
に
短
編
小
説
『
故
郷
』
に
お
い
て
流
布
す
る
作
品
観
念
で
あ
る
美
し
い
故
郷

を
読
者
な
ら
誰
も
が
思
い
描
け
る
こ
と
か
ら
、
仮
に
故
郷
が
衰
退
し
て
い
る
な
ら
自

分
自
身
が
改
良
に
加
わ
ろ
う
と
い
う
意
識
を
喚
起
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
魯
迅
の
精
神
に
お
け
る
成
立
は
帝
国
主
義
的
支
配
か
ら
の
抵
抗
で
あ

り
、
そ
の
姿
勢
は
祖
国
の
完
全
な
独
立
、
祖
国
の
民
主
革
命
の
完
全
な
徹
底
へ
と
向

か
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
姿
勢
は
日
本
に
お
け
る
当
時
の
現
状
か
ら
分
析

し
て
、
日
本
人
も
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
姿
勢
で
あ
る
と
中
野
重
治
は
指
摘
す

る
。
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
『
想
像
の
共
同
体
―
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

起
源
と
流
行
』（
11
）
で
国
家
と
は
国
民
が
想
像
す
る
こ
と
の
で
き
る
範
疇
と
し
て
の

共
同
体
で
あ
り
、
国
民
の
意
識
に
お
い
て
帰
属
意
識
と
は
想
像
さ
れ
た
国
家
で
あ
る

と
し
た
。
魯
迅
の
『
故
郷
』
に
お
け
る
読
者
の
意
識
を
自
ら
の
故
郷
に
導
入
す
る
こ

と
は
、
そ
の
点
で
近
代
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
、
合
理
的
な
意
味
合
い
を
表
し

て
い
る
。
魯
迅
の
『
故
郷
』
と
い
う
作
品
が
も
つ
意
味
と
し
て
、
単
に
郷
愁
を
促
す

だ
け
に
留
ま
ら
ず
国
家
と
国
民
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

そ
れ
自
体
に
大
き
な
テ
ー
マ
を
孕
ん
で
お
り
中
野
重
治
は
そ
の
よ
う
な
点
で
社
会
体

制
、
国
家
へ
の
抵
抗
を
文
学
に
お
い
て
行
う
こ
と
を
魯
迅
か
ら
精
神
的
な
側
面
で
受

容
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

要
約
す
れ
ば
上
記
の
三
つ
の
論
点
は
中
野
重
治
の
魯
迅
観
を
端
的
に
表
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
中
野
重
治
の
作
品
の
特
徴
は
先
行
研
究
が
重
視
し
て
き
た
よ
う

な
、
社
会
体
制
へ
の
辛
辣
な
批
判
や
、
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
の
転
向
で
あ
る
こ
と

は
前
述
し
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
点
を
考
慮
し
て
中
野
重
治
の
作
品
を
捉
え
る
と
、
文

学
へ
の
姿
勢
や
意
識
が
魯
迅
精
神
な
い
し
、
魯
迅
文
学
と
相
通
じ
る
部
分
が
多
い
こ

と
が
指
摘
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
魯
迅
の
『
故
郷
』
と
、
そ
の
作
品
観
念
に

つ
い
て
述
べ
た
中
野
重
治
の
論
点
は
、
両
作
家
に
お
け
る
共
通
点
で
あ
る
社
会
体
制

へ
の
批
判
と
い
う
形
で
表
出
し
影
響
関
係
が
あ
る
と
言
え
る
。
魯
迅
の
マ
ル
ク
ス
主

義
へ
の
傾
倒
や
転
向
に
お
け
る
具
体
的
な
論
考
は
本
論
文
で
は
詳
述
し
な
い
が
、
中

野
重
治
の
魯
迅
受
容
が
同
時
代
の
文
学
者
と
の
間
に
ど
の
よ
う
な
共
通
点
と
特
徴
が

あ
っ
た
か
を
こ
こ
で
は
論
じ
て
い
き
た
い
。

　

竹
内
好
は
自
ら
の
著
書
『
魯
迅
』（
12
）
で
決
定
的
な
魯
迅
論
を
展
開
し
た
。
竹
内

好
は
魯
迅
精
神
と
し
て
根
底
に
「

扎
」
と
い
う
用
語
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ

の
解
説
を
以
下
の
よ
う
に
展
開
し
た
。

　
　

 　
彼
が
好
ん
だ
「

扎
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
激
し
い
悽
愴
な
生
き
方
は
、
一

方
の
極
に
自
由
意
志
的
な
死
を
置
か
な
け
れ
ば
私
に
は
理
解
で
き
な
い
。
魯
迅

は
一
般
に
、
中
国
的
な
文
学
者
と
見
ら
れ
て
い
る
。
中
国
的
と
い
う
の
は
、
伝

統
的
と
い
う
意
味
だ
と
思
う
が
、
も
し
反
伝
統
的
を
こ
め
て
、
中
国
的
を
否
定

す
る
の
も
ま
た
中
国
的
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
と
れ
ば
、
私
も
こ
の
説
に
異
議

は
な
い
。
そ
れ
と
、
彼
が
攻
撃
し
た
小
品
文
派
の
こ
と
、
お
よ
び
彼
の
思
慕
し

た
魏
晉
文
人
の
生
活
な
ど
を
考
え
あ
わ
せ
て
み
る
と
、
や
は
り
そ
れ
は
中
国
人
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の
知
慧
と
呼
ん
で
い
い
も
の
か
も
し
れ
ぬ
と
い
う
気
は
す
る
の
で
あ
る（
13
）。

　

竹
内
好
は
魯
迅
の
精
神
が
中
華
思
想
を
超
越
し
、
近
代
に
お
い
て
本
当
の
意
味
で

の
自
己
更
新
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
竹
内
好

の
魯
迅
受
容
は
近
代
の
本
質
を
抉
り
だ
す
こ
と
を
意
味
し
、
東
洋
に
お
い
て
の
近
代

化
に
お
け
る
欠
陥
を
浮
彫
に
し
た
と
言
え
る
。
詳
述
す
れ
ば
近
代
化
す
る
過
程
で
東

洋
で
も
中
国
は
近
代
化
へ
抵
抗
す
る
姿
勢
が
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
日
本
は
中

国
と
異
な
り
近
代（
14
）
を
一
方
的
に
受
容
す
る
こ
と
し
か
出
来
ず
、
内
部
に
お
け
る

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
構
築
が
外
発
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
魯
迅
は
中

国
と
日
本
の
二
つ
の
国
に
お
け
る
近
代
化
に
お
け
る
双
方
の
欠
陥
を
否
定
し
、
東
洋

の
近
代
化
が
果
た
せ
な
い
の
は
個
人
に
お
い
て
の
精
神
の
確
立
で
あ
り
、
人
間
と
し

て
の
自
己
更
新
を
す
る
べ
き
だ
と
し
た
。
竹
内
好
は
こ
の
よ
う
な
魯
迅
の
精
神
を
そ

の
本
質
と
か
な
り
接
近
し
た
形
で
受
容
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
竹
内
好
は
中
野

重
治
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

　
　

 　
中
野
の
本
質
は
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
で
あ
る
と
私
は
思
う
。
日
本
の
ナ
ロ
ー
ド
ニ

キ
を
伝
統
化
す
る
こ
と
が
彼
の
実
践
目
標
で
あ
る（
15
）。

　

ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
が
意
味
す
る
共
同
体
社
会
主
義
思
想
か
ら
、
中
野
重
治
の
文
学
に

お
け
る
特
質
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
。
ナ
ロ
ー
ド
ニ
キ
を
伝
統
化
す
る
と
い
う
漠

然
と
し
た
観
点
に
着
目
す
れ
ば
、
た
だ
単
に
共
同
体
社
会
主
義
思
想
を
日
本
に
定
着

さ
せ
る
こ
と
だ
け
を
意
味
す
る
も
の
と
は
考
え
づ
ら
い
。
つ
ま
り
、
竹
内
好
は
中
野

重
治
の
文
学
に
お
け
る
、
現
状
で
あ
る
社
会
体
制
に
つ
い
て
懐
疑
的
な
視
点
を
設
け

て
批
判
を
試
み
る
こ
と
へ
の
重
要
性
を
強
調
し
た
い
は
ず
だ
。
竹
内
好
は
そ
こ
に
中

野
重
治
に
お
け
る
文
学
の
優
越
性
を
見
出
し
、
そ
の
姿
勢
が
日
本
に
お
け
る
文
学
に

お
い
て
も
特
殊
性
が
あ
る
と
言
い
た
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
加
え
て
言
え
ば
、
魯

迅
の
「

扎
」
と
い
う
観
念
が
中
野
重
治
の
文
学
に
も
類
似
し
た
形
で
成
立
し
て
い

た
と
考
え
れ
ば
、「

扎
」
と
は
中
野
重
治
、
魯
迅
、
竹
内
好
の
三
者
の
文
学
に
お

け
る
姿
勢
に
共
通
し
て
成
立
し
て
い
た
と
い
う
指
摘
が
可
能
に
な
る
。

　

で
は
、
中
野
重
治
と
竹
内
好
に
つ
い
て
両
者
を
知
る
武
田
泰
淳
は
中
野
重
治
及
び

魯
迅
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る
か
を
述
べ
た
い
。
ま
ず
武
田
泰
淳

と
竹
内
好
は
「
中
国
文
学
研
究
会
」
と
い
う
組
織
に
て
共
に
活
動
を
し
て
い
た
メ
ン

バ
ー
で
あ
り
、
そ
の
際
に
武
田
泰
淳
は
竹
内
好
か
ら
頻
繁
に
叱
咤
激
励
を
さ
れ
二
人

の
関
係
は
一
つ
の
師
弟
関
係
で
あ
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
武

田
泰
淳
は
「
Ｌ
恐
怖
症
」
と
い
う
自
ら
の
作
品
で
中
野
重
治
と
魯
迅
に
つ
い
て
直
接
、

言
及
し
て
い
る
。「
Ｌ
恐
怖
症
」
と
い
う
作
品
の
設
定
は
一
人
の
Ｌ
恐
怖
症
と
い
う

症
候
に
か
か
っ
た
患
者
の
視
点
に
て
展
開
さ
れ
て
お
り
短
編
小
説
と
い
う
よ
り
は
武

田
泰
淳
自
身
の
エ
ッ
セ
イ
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。「
Ｌ
恐
怖
症
」

の
構
成
自
体
が
魯
迅
の
『
狂
人
日
記
』
と
の
関
連
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
が
、「
Ｌ

恐
怖
症
」
の
註
に
Ｌ
恐
怖
症
の
「
Ｌ
」
と
は
魯
迅
の
頭
文
字
と
リ
テ
ラ
チ
ュ
ア
の
意

味
を
含
有
し
て
い
る
と
さ
れ
て
お
り
、
魯
迅
と
リ
テ
ラ
チ
ュ
ア
（
文
学
）
か
ら
怯
え

る
患
者
の
告
白
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
中
で
主
題
と
な
っ
て
い
る
の

は
魯
迅
の
死
後
に
つ
い
て
の
武
田
泰
淳
の
感
想
が
主
に
な
っ
て
い
る
が
、
武
田
泰
淳

の
魯
迅
へ
の
認
識
が
受
容
の
域
を
超
え
て
お
り
、
も
は
や
畏
敬
を
超
え
て
畏
怖
す
ら

感
じ
る
と
い
う
心
境
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
魯
迅
の
死
後
、
日
本
で
は
そ
の
精

神
を
文
学
作
品
に
よ
っ
て
体
現
、
あ
る
い
は
表
現
す
る
中
野
重
治
に
つ
い
て
も
言
及

さ
れ
て
お
り
、
魯
迅
の
精
神
を
中
野
重
治
が
色
濃
く
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
を
端
的

に
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
武
田
泰
淳
は
中
野
重
治
に
つ
い
て
も
魯
迅
に
対
す
る
よ
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う
な
感
情
と
相
似
し
た
感
情
を
抱
い
て
い
る
こ
と
を
作
品
中
で
述
べ
て
い
る
。

　
　

 　
も
う
十
数
年
か
ね
。
あ
い
つ
が
死
ん
で
か
ら
、
ロ
ジ
ン
が
死
ん
で
か
ら
さ
、

あ
い
つ

0

0

0

、
ひ
で
え
奴
だ
っ
た
が
ね
。
と
う
と
う
死
ん
じ
ま
っ
て
、
今
や
聖
人
に

近
く
な
っ
た
し
、
僕
の
恐
怖
心
も
い
く
ら
か
う
す
ら
い
だ
。
だ
が
想
い
出
す
と
、

ど
う
も
い
け
な
い
、
飯
が
ま
ず
く
な
る
ん
だ
。
え
、
君
は
ど
う
か
ね
、
ロ
ジ
ン

が
生
き
て
い
る
こ
と
の
圧
迫
か
、
そ
ん
な
の
感
じ
な
い
か
ね
。（
中
略
）
ナ
カ

ノ
ジ
ュ
ー
ジ
と
か
い
う
う
る
さ
い
の
生
き
て
る
が
、
こ
り
ゃ
中
国
文
学
じ
ゃ
な

し
ね
。
だ
か
ら
僕
は
大
い
に
彼
を
記
念
す
る
よ
。
あ
あ
、
か
ま
う
こ
と
な
い
、

耳
も
割
れ
ん
ば
か
り
に
大
声
も
発
し
り
ゃ
い
い
ん
だ
。
ロ
ジ
ン
の
精
神
は
永
久

に
生
き
る
！
（
傍
点
武
田
）（
16
）

　

こ
の
こ
と
か
ら
武
田
泰
淳
の
中
野
重
治
と
魯
迅
に
対
す
る
畏
敬
を
通
り
越
し
た
畏

怖
が
感
じ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
武
田
泰
淳
は
「
魯
迅
と
中
野
重
治
」
で
以
下
の
よ
う
な

感
想
も
寄
せ
て
い
る
。

　
　

 　
中
野
さ
ん
の
文
章
を
読
む
と
、
魯
迅
を
思
い
出
す
。
す
っ
か
り
同
じ
だ
と
言

う
わ
け
で
は
な
い
。
魯
迅
を
読
む
と
中
国
の
知
識
人
が
好
き
に
な
る
が
、
中
野

重
治
を
読
む
と
、
日
本
の
知
識
人
に
も
い
い
と
こ
ろ
が
あ
る
な
と
思
う
。
こ
の

二
人
は
生
き
て
い
る
だ
け
で
、
こ
っ
ち
を
肌
寒
く
さ
せ
る
。
ぬ
る
ま
湯
に
つ
か

ろ
う
と
し
て
い
る
の
に
、
氷
の
棒
か
焼
火
箸
を
突
き
出
さ
れ
た
よ
う
で
、
安
閑

と
し
て
い
ら
れ
な
く
な
る
。
こ
っ
ち
が
甘
っ
た
れ
た
気
分
で
い
る
と
き
は
、
憎

ら
し
く
な
る
存
在
、
こ
っ
ち
が
絶
望
し
て
い
る
と
き
は
た
の
も
し
い
奴
な
の

だ
。
と
き
ど
き
、
心
の
狭
い
田
舎
者
め
と
見
下
げ
て
や
ろ
う
と
す
る
が
、
妙
に

文
化
の
精
髄
を
つ
か
ま
え
て
い
る
ら
し
く
、
か
え
っ
て
見
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
結
果
に
な
る
。
魯
迅
、
重
治
も
、
は
た
し
て
小
説
家
で
あ
る
か
ど
う
か
、
こ

れ
は
わ
か
り
に
く
い
こ
と
だ
。
と
も
か
く
、
ま
ち
が
い
な
く
文
学
者
で
あ
っ
て
、

ス
キ
キ
ラ
イ
の
ひ
ど
い
が
ん
こ
者
だ
。
私
は
、
彼
の
よ
う
な
文
学
者
が
日
本
に

生
存
し
て
い
て
く
れ
た
こ
と
を
、
神
か
仏
に
感
謝
し
た
い（
17
）。

　

以
上
の
よ
う
な
点
で
武
田
泰
淳
は
中
野
重
治
と
魯
迅
に
つ
い
て
深
い
畏
敬
の
念
を

抱
い
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
武
田
泰
淳
の
魯
迅
受
容
に
関
し
て
は
武
田
泰
淳

の
『
ひ
か
り
ご
け
』
が
魯
迅
の
『
狂
人
日
記
』
か
ら
強
い
影
響
の
基
で
執
筆
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
明
ら
か
な
こ
と
で
は
あ
る
が（
18
）、「
Ｌ
恐
怖
症
」
に
て
表
現
さ
れ
て

い
る
武
田
泰
淳
の
魯
迅
観
は
畏
怖
す
ら
う
か
が
え
る
ほ
ど
で
あ
り
、
武
田
泰
淳
は
魯

迅
に
畏
敬
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
絶
対
的
に
超
克
で
き
な
い
偉
大
な
存
在
と
し
て
受

容
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

で
は
、
前
出
の
三
者
で
あ
る
中
野
重
治
、
竹
内
好
と
武
田
泰
淳
の
魯
迅
受
容
の
共

通
点
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
三
者
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
共
に
魯
迅
へ
の
深
い
畏

敬
の
念
を
表
し
て
お
り
、
ま
ず
そ
の
点
で
三
者
の
見
解
が
一
致
し
て
い
る
と
言
え

る
。
中
野
重
治
の
魯
迅
受
容
は
前
述
し
た
が
、
今
回
、
中
野
重
治
に
お
け
る
魯
迅
受

容
の
尺
度
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
が
竹
内
好
と
武
田
泰
淳
だ
が
、
竹
内
好
の
魯
迅
受

容
は
先
行
研
究
に
お
い
て
深
く
研
究
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
成
果
は
広
く
紹
介
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
り
日
本
や
中
国
を
含
め
る
東
洋
に
お
い
て
の
普
遍
的
な

観
念
の
抽
出
に
成
功
を
収
め
て
お
り
、
高
い
評
価
を
様
々
な
側
面
で
得
て
い
る
。
竹

内
好
は
魯
迅
か
ら
形
而
上
学
的
な
観
念
を
受
容
し
て
お
り
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
が

前
出
の
「

扎
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
中
野
重
治
、
魯
迅
、
竹
内
好
に
共
通
し
た
観
念

で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
も
う
一
方
で
は
武
田
泰
淳
だ
が
、
武
田
泰
淳
の
魯
迅
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受
容
は
中
野
重
治
と
竹
内
好
と
同
様
に
魯
迅
へ
の
深
い
畏
敬
が
う
か
が
え
る
が
、
武

田
泰
淳
の
場
合
は
畏
敬
を
通
り
越
し
て
畏
怖
す
ら
感
じ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
言

え
る
。
武
田
泰
淳
は
中
野
重
治
と
同
様
に
作
家
で
あ
り
、
武
田
泰
淳
の
文
学
観
の
生

成
に
お
い
て
魯
迅
か
ら
の
影
響
は
無
視
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
直
接
的

に
作
品
の
中
に
見
ら
れ
る
も
の
は
少
な
い（
19
）。
そ
の
原
因
と
し
て
武
田
泰
淳
の
魯

迅
受
容
が
す
で
に
畏
怖
の
領
域
に
踏
み
込
ん
で
お
り
、
武
田
泰
淳
は
自
ら
の
作
品
で

そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。「

扎
」
と
い
う
観
念
に
お

い
て
も
作
品
中
で
そ
れ
が
直
接
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
『
ひ
か
り
ご
け
』
が
指

摘
で
き
る
が
、『
ひ
か
り
ご
け
』
の
構
成
は
戯
曲
的
で
あ
り
、「

扎
」
の
表
現
手
法

が
直
接
的
で
な
く
作
品
に
お
い
て
そ
の
観
念
の
表
現
が
滑
ら
か
で
な
い
。
さ
ら
に
武

田
泰
淳
の
魯
迅
受
容
は
浦
和
高
校
時
代
に
親
し
ん
だ
中
国
文
学
に
始
点
が
あ
り
、
魯

迅
に
つ
い
て
は
間
接
的
受
容
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
こ
に
武
田
泰
淳
の

魯
迅
受
容
に
お
け
る
一
つ
の
限
界
が
見
て
取
れ
る
。

　

以
上
、
本
論
が
見
て
き
た
点
を
踏
ま
え
る
と
中
野
重
治
の
文
学
が
魯
迅
の
精
神
的

な
側
面
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
成
立
し
て
お
り
、
そ
の
点
が
中
野
重
治
文
学
の
特

殊
性
と
し
て
表
出
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

今
後
の
課
題
と
し
て
、
中
野
重
治
の
研
究
動
向
と
し
て
上
記
の
よ
う
に
先
行
研
究

が
あ
ま
り
重
視
し
て
こ
な
か
っ
た
同
時
代
の
作
家
や
文
学
者
と
の
差
異
を
分
析
し
、

な
お
か
つ
中
野
重
治
の
魯
迅
受
容
、
中
野
重
治
と
魯
迅
と
の
差
異
を
理
解
し
て
い
く

必
要
性
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
中
野
重
治
の
魯
迅
受
容
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
り
彼

自
身
の
作
家
と
し
て
の
姿
勢
を
多
角
的
に
分
析
す
る
こ
と
と
な
り
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

文
学
や
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
の
転
向
に
お
け
る
問
題
に
つ
い
て
先
行
研
究
か
ら
は
異

な
っ
た
視
点
で
そ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ

の
比
較
の
対
象
が
中
国
で
活
躍
し
た
魯
迅
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
日
中
間
に
お
け
る

共
通
の
問
題
の
捉
え
方
に
お
い
て
の
差
異
や
、
そ
の
時
代
に
お
け
る
日
中
の
歴
史
認

識
に
つ
い
て
新
た
な
側
面
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

終
わ
り
に

　

中
野
重
治
と
魯
迅
を
中
心
に
論
じ
て
き
た
が
、
本
論
文
で
介
在
と
し
た
竹
内
好
と

武
田
泰
淳
以
外
の
作
家
、
文
学
者
と
の
比
較
や
、
あ
る
い
は
哲
学
の
領
域
に
ま
で

踏
み
込
ん
で
中
野
重
治
の
研
究
を
す
る
こ
と
は
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
今
日
的
に

は
中
野
重
治
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
昭
和
時
代
の
終
焉
と

共
に
、
現
在
で
は
完
全
に
風
化
し
人
々
か
ら
忘
却
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
状
況
で
あ

る
。
文
学
は
国
家
を
維
持
し
て
国
民
と
い
う
意
識
を
喚
起
さ
せ
る
媒
体
と
し
て
現
在

で
も
機
能
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
点
を
肯
定
的
に
捉
え
て
広
範
に
文

学
が
読
ま
れ
て
い
く
こ
と
は
重
要
性
が
高
い
と
言
え
る
。
日
本
の
近
代
か
ら
現
代
へ

の
移
行
期
に
あ
た
る
時
代
の
文
学
が
再
発
掘
、
再
評
価
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
混
乱
を

極
め
る
現
代
社
会
に
お
い
て
こ
そ
日
本
を
生
き
た
先
人
達
の
情
熱
を
我
々
も
理
解

し
、
受
け
と
め
て
い
く
こ
と
は
一
つ
の
義
務
と
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ

る
と
思
う
。
中
野
重
治
と
魯
迅
の
文
学
に
は
国
境
を
越
え
て
、
近
代
と
い
う
一
つ
の

時
空
間
に
跨
る
ア
ポ
リ
ア
に
果
敢
に
立
ち
向
か
っ
た
両
者
の
悽
愴
な
生
涯
が
投
影
さ

れ
て
い
る
。
完
全
に
近
代
化
さ
れ
た
現
代
を
生
き
る
我
々
は
注
意
し
て
い
な
い
と
こ

の
よ
う
な
先
人
達
の
苦
悩
す
ら
忘
れ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
大
事
な
要
素
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
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〈
注
〉

（
１
） 
佐
々
木
基
一
は
「
中
野
重
治
」（
平
野
謙
（
編
）『
中
野
重
治
研
究
』
筑
摩
書
房　

一
九
六
〇
年
）
に
お
い
て
中
野
重
治
の
作
品
に
お
け
る
転
向
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

（
２
） 

小
田
切
進
（
編
）『
日
本
近
代
文
学
大
事
典
第
二
巻
』
講
談
社　

一
九
七
七
年　

五
一
七
ペ
ー
ジ
を
参
照

（
３
）
本
多
秋
五
『
第
三
版　

転
向
文
学
論
』
未
来
社　

一
九
八
五
年
を
参
照

（
４
） 

汾
浩
介
「『
梨
の
家
』
の
「
村
」
と
「
家
」」
汾
浩
介
・
大
牧
富
士
夫
・
岡
田
孝
一
・
清

水
昭
三
（
著
）『
研
究　

中
野
重
治
』
神
無
書
房　

一
九
七
四
年
を
参
照

（
５
） 

堀
田
善
衞
「
良
平
と
重
治
―
『
梨
の
花
』
中
野
重
治
―
」
堀
田
善
衞
『
彼
岸
繚
乱　

忘

れ
得
ぬ
人
々
』
筑
摩
書
房　

一
九
八
〇
年
を
参
照

（
６
） 

河
口
司
「
日
本
文
学
に
お
け
る
中
野
重
治
」
河
口
司
『
中
野
重
治
論
』
オ
リ
ジ
ン
出
版

セ
ン
タ
ー　

一
九
七
八
年
を
参
照

（
７
） 

藤
森
節
子
「〈
彼
も
転
向
し
ま
し
た
〉
魯
迅
―
中
野
重
治
と
魯
迅
―
」『
雑
談　

第

四
十
一
号
』　

一
九
九
九
年
七
月
を
参
照

（
８
） 

竹
内
栄
美
子
「
魯
迅
へ
の
視
線
―
中
野
重
治
の
魯
迅
論
―
」
竹
内
栄
美
子
『
批
評
精
神

の
か
た
ち　

中
野
重
治
・
武
田
泰
淳
』
イ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ア
イ　

二
〇
〇
五
年
を
参
照

（
９
） 「
魯
迅
先
生
の
日
に
」
の
冒
頭
で
中
野
重
治
自
身
が
講
演
の
タ
イ
ト
ル
が
手
ち
が
い
か

ら
定
ま
っ
た
も
の
で
、
た
だ
単
に
新
日
本
文
学
会
員
の
一
人
と
し
て
魯
迅
に
つ
い
て
言

及
す
る
旨
を
記
し
た
前
置
き
が
あ
る
。

（
10
） 

中
野
重
治
「
魯
迅
先
生
の
日
に
」
中
野
重
治
『
中
野
重
治
全
集
第
二
十
巻
』
筑
摩
書
房   

一
九
七
七
年　

六
二
九
ペ
ー
ジ
か
ら
引
用

（
11
） 

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
（
著
）
白
石
さ
や
・
白
石
隆
（
訳
）『
増
補　

想
像

の
共
同
体
―
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
起
源
と
流
行
』
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版　

一
九
九
七
年

（
12
）
竹
内
好
『
魯
迅
』
未
來
社　

一
九
六
一
年

（
13
）
注
12
と
同
文
献　

十
二
―
十
三
ペ
ー
ジ
か
ら
引
用

（
14
） 

西
洋
の
自
民
族
中
心
主
義
に
基
づ
く
東
洋
へ
の
進
出
に
伴
う
、
文
化
、
思
想
等
の
流
入

を
意
味
す
る
。

（
15
） 

竹
内
好
「
思
想
家
と
し
て
の
中
野
重
治
」
平
野
謙
（
編
）『
中
野
重
治
研
究
』
筑
摩
書

房   

一
九
六
〇
年　

三
十
一
―
三
十
二
ペ
ー
ジ
か
ら
引
用

（
16
） 

武
田
泰
淳
「
Ｌ
恐
怖
症
」
武
田
泰
淳
『
武
田
泰
淳
全
集
第
一
巻
』
筑
摩
書
房　

一
九
七
一
年　

二
三
三
―
二
三
四
ペ
ー
ジ
か
ら
引
用

（
17
） 

武
田
泰
淳
「
魯
迅
と
中
野
重
治
」
武
田
泰
淳
『
武
田
泰
淳
全
集
第
十
三
巻
』
筑
摩
書
房   

一
九
七
二
年　

三
五
八
ペ
ー
ジ
か
ら
引
用

（
18
） 

兵
藤
正
之
助
は
「
泰
淳
と
魯
迅
―
「
北
京
の
暗
黒
」
と
「
東
京
の
暗
黒
」
に
み
な
ぎ
る

秋
霜
の
気
」（
兵
藤
正
之
助
『
武
田
泰
淳
論　

昭
和
史
に
閃
鑠
す
る
作
家
』
冬
樹
社　

一
九
七
八
年
）
に
お
い
て
、
両
作
品
の
因
果
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
19
） 『
武
田
泰
淳
全
集
』
所
収
の
魯
迅
関
連
文
献
は
「
Ｌ
恐
怖
症
」、『
ひ
か
り
ご
け
』、「
魯

迅
と
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
」、「
魯
迅
と
中
野
重
治
」、「
魯
迅
と
は
何
者
な
の
か
」、「
魯

迅
死
後
三
十
年
に
思
う
」、「
魯
迅
先
生
と
私
」
と
竹
内
好
と
の
対
談
「
薇
を
喰
わ
な
い

―
魯
迅
文
学
を
め
ぐ
っ
て
―
」
が
あ
る
が
数
値
か
ら
考
察
し
て
中
野
重
治
の
魯
迅
関
連

文
献
と
比
較
し
て
少
な
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

〈
主
要
参
考
文
献
〉

小
川
重
明
『
中
野
重
治
拾
遺
』
武
蔵
野
書
房　

一
九
九
八
年

桶
谷
秀
昭
『
中
野
重
治　

自
責
の
文
学
』
文
藝
春
秋　

一
九
八
一
年

小
田
切
秀
雄
『
中
野
重
治
―
文
学
の
根
源
か
ら
』
講
談
社　

一
九
九
九
年

亀
井
秀
雄
『
中
野
重
治
論
』
三
一
書
房　

一
九
七
〇
年

河
口
司
『
中
野
重
治
論
』
オ
リ
ジ
ン
出
版
セ
ン
タ
ー　

一
九
七
八
年

北
川
透
『
中
野
重
治　

近
代
日
本
詩
人
選
15
』
筑
摩
書
房　

一
九
八
一
年

木
村
幸
雄
『
中
野
重
治
論　

詩
と
評
論
』
桜
楓
社　

一
九
七
九
年

小
林
広
一
『
中
野
重
治
論
―
日
本
へ
の
愛
と
思
索
』
而
立
書
房　

一
九
八
六
年

杉
野
要
吉
『
中
野
重
治
の
研
究　

戦
前
・
戦
中
篇
』
笠
間
書
院　

一
九
七
九
年

竹
内
栄
美
子
『
批
評
精
神
の
か
た
ち　

中
野
重
治
・
武
田
泰
淳
』
イ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ア
イ   

二
〇
〇
五
年

竹
内
好
『
魯
迅
』
未
來
社　

一
九
六
一
年

武
田
泰
淳
『
武
田
泰
淳
全
集
第
一
巻
』
筑
摩
書
房　

一
九
七
一
年
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中野重治と魯迅についての試論―竹内好と武田泰淳を介して―

武
田
泰
淳
『
武
田
泰
淳
全
集
第
十
三
巻
』
筑
摩
書
房　

一
九
七
二
年

中
野
重
治
『
中
野
重
治
全
集
第
二
十
巻
』
筑
摩
書
房　

一
九
七
七
年

日
本
文
学
研
究
資
料
刊
行
会
（
編
）『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書　

中
野
重
治
・
宮
本
百
合
子
』

有
精
堂
出
版　

一
九
八
一
年

兵
藤
正
之
助
『
武
田
泰
淳
論　

昭
和
史
に
閃
鑠
す
る
作
家
』
冬
樹
社　

一
九
七
八
年

平
野
謙
（
編
）『
中
野
重
治
研
究
』
筑
摩
書
房　

一
九
六
〇
年

汾
浩
介
・
大
牧
富
士
夫
・
岡
田
孝
一
・
清
水
昭
三
（
著
）『
研
究　

中
野
重
治
』
神
無
書
房　

一
九
七
四
年

堀
田
善
衞
『
彼
岸
繚
乱　

忘
れ
得
ぬ
人
々
』
筑
摩
書
房　

一
九
八
〇
年

本
多
秋
五
『
第
三
版　

転
向
文
学
論
』
未
来
社　

一
九
八
五
年

松
下
裕
『
評
伝　

中
野
重
治
』
筑
摩
書
房　

一
九
九
八
年

満
田
郁
夫
『
増
訂　

中
野
重
治
論
〈
近
代
文
学
研
究
双
書
〉』
八
木
書
店　

一
九
八
一
年

（
と
さ　

け
い
じ
・
城
西
国
際
大
学
修
士
課
程
人
文
科
学
研
究
科
国
際
文
化
専
攻
）


