
国
民
の
肖
像

魯
迅

「
車
夫
」
と
国
木
田
独
歩
の

は
じ
め
に

文
学
の
「
近
代
」
を
考
え
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
二
つ
の
陥
穿
に
陥

り
が
ち
で
あ
る
。
一
つ
は
、
欧
米
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
「
近
代
」
文
明

の
一
環
と
し
て
の
、
西
欧
的
な
「
近
代
」
文
学
を
前
提
的
な
モ
デ
ル
と

す
る
た
め
に
、
「
伝
統
」
文
学
と
断
絶
し
て
「
近
代
」
文
学
が
成
立
し
た
、

と
判
断
し
て
し
ま
う
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
す
で
に
完
成
さ
れ
た
「
近

代
」
国
民
国
家
や
国
語
の
枠
組
み
か
ら
、
「
伝
統
」
文
学
が
内
的
な
連
続

性
・
必
然
性
を
も
っ
て
「
近
代
」
文
学
へ
と
発
展
し
た
と
見
て
し
ま
う

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
も
な
い
所
に
、
あ
る
時
突
然
外
部
か
ら
の

刺
激
で
「
近
代
」
文
学
が
生
じ
る
は
ず
は
な
く
、
ま
た
文
学
が
社
会
的

な
制
度
か
ら
自
由
に
、
そ
れ
自
体
で
発
展
を
つ
づ
け
て
い
る
と
い
う
の

も
文
学
の
神
聖
化
に
す
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
小
論
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
西

欧
の
衝
撃
」
に
よ
り
「
近
代
」
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
二
つ
の
園
、
中

国
と
日
本
の
「
近
代
」
小
説
を
取
り
あ
げ
、
共
通
し
て
見
ら
れ
る
特
徴 「

山
林
海
浜
の
小
民
」

大

東

手口

重

を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
を
も
た
'
り
し
た
「
近
代
」
社
会
の
制
度
に
つ
い
て

考
察
す
る
と
い
う
順
を
と
る
。
具
体
的
に
は
、
魯
迅
の
『
一
件
小
事
』
と

国
木
田
独
歩
の
『
忘
れ
え
ぬ
人
々
』
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
二
つ
の
特

徴
、
俗
な
も
の
に
お
け
る
価
値
の
発
見
と
、
事
件
・
光
景
の
普
遍
性
へ

の
信
頼
が
、
そ
れ
ぞ
れ
国
語
運
動
と
出
版
資
本
主
義
(
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・

ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
『
想
像
の
共
同
体
』
中
の
用
語
に
よ
っ
て
資
本
主
義
化

さ
れ
た
出
版
を
こ
う
呼
ぶ
)
の
成
立
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
を

考
察
し
、
「
近
代
」
小
説
が
「
国
民
を
描
く
」
と
い
う
制
度
に
従
属
し
て

い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
れ
ら
の
制
度
は
、
「
近
代
」
国
民
国
家

形
成
の
た
め
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
る
。
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魯
迅
『
一
件
小
事
』

一
九
一
九
年
(
民
国
八
年
)
、
紹
興
出
身
の
魯
迅
と
い
う
筆
名
の
作
家

(
一
八
八
一
ー
一
九
一
二
六
)
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
た
短
編
小
説
『
一
件
小

事
』
(
邦
題
『
小
さ
な
出
来
事
』
)
は
、
お
そ
ら
く
現
代
の
大
多
数
の
読



者
に
と
っ
て
、
「
人
間
」
と
は
、
「
人
間
」
で
あ
る
こ
と
と
は
何
か
に
つ

い
て
、
文
学
の
側
か
ら
の
真
撃
な
問
い
掛
け
が
な
さ
れ
て
い
る
と
映
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
文
学
」
や
「
中
国
」
へ
の
思
い
入
れ
な
し
に
読

む
読
者
に
は
、
こ
の
作
品
は
あ
る
居
心
地
の
悪
さ
を
感
じ
さ
せ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
作
品
は
、
作
者
の
分
身
と
お
ぼ
し
き
、
あ
る
い
は
読
者
に
対
し

生
身
の
人
間
と
し
て
の
作
者
魯
迅
を
想
定
さ
せ
か
ね
な
い
「
我
」
と
い

う
語
り
手
が
、
一
九
一
七
年
に
経
験
し
た
と
さ
れ
る
ご
件
小
事
」
を

回
想
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
感
想
を
述
べ
る
と
い
う
枠
組
み
の
も
と
で

書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
「
一
件
小
事
」
の
内
容
と
い
う
の
は
、
あ
る
朝

「
我
」
の
乗
り
あ
わ
せ
た
人
力
車
が
、
櫨
棲
を
ま
と
っ
た
老
婆
に
突
き
当

た
り
、
人
力
車
の
車
夫
が
転
ん
で
怪
我
を
し
た
と
い
う
老
婆
を
助
け
て

最
寄
り
の
派
出
所
に
向
か
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
自
体
に
つ
い

て
は
取
り
立
て
て
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。
居
心
地
の
悪
さ
を
感

じ
さ
せ
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
取
り
立
て
て
い
う
ほ
ど
の
こ
と
も
な
い

「
一
件
小
事
」
が
、
わ
ざ
わ
ざ
取
り
立
て
て
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま

り
、
ど
こ
に
で
も
あ
り
そ
う
な
事
件
に
、
特
別
な
意
味
が
付
与
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
あ
る
。

車
夫
が
老
婆
を
助
け
て
派
出
所
に
向
か
う
の
を
見
送
っ
た
あ
と
に
、
次

の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。

私
は
こ
の
時
突
然
に
あ
る
異
様
な
感
覚
を
お
ぼ
え
た
、
彼
〈
H

車

夫
、
引
用
者
注
)
の
ほ
こ
り
ま
み
れ
の
う
し
ろ
姿
が
、
急
に
大
き
く

な
り
、
し
か
も
遠
ざ
か
る
に
つ
れ
て
よ
り
大
き
く
、
仰
が
な
く
て
は

見
え
な
い
ほ
ど
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
し
か
も
、
彼
は
私
に
対
し
、

徐
々
に
あ
る
威
圧
の
よ
う
な
も
の
に
変
わ
っ
て
い
き
、
は
て
は
防
索
、

服
の
下
に
隠
さ
れ
た
「
卑
小
さ
」
を
搾
り
出
さ
ん
ば
か
り
に
な
っ
た
。

引
用
は
『
魯
迅
選
集
』
(
一
九
九
一
)
か
ら
、
拙
訳
に
よ
る
、

以
下
同
じ

こ
こ
で
ま
ず
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
当
時
人
力
車
の
「
車
夫
」
と

い
う
職
業
が
、
社
会
の
底
辺
に
位
置
す
る
階
層
に
属
す
る
人
々
の
も
の

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
「
近
代
」
中
国
に
お
い
て
、
お
よ

そ
「
車
夫
」
と
い
う
職
業
に
従
事
す
る
も
の
が
、
「
人
権
」
は
も
ち
ろ
ん

「
人
間
」
で
あ
る
と
さ
え
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ

る
と
、
「
我
」
が
「
ぼ
こ
り
ま
み
れ
」
の
車
夫
の
「
う
し
ろ
姿
」
に
「
大
」

H

「
人
間
」
性
を
認
め
、
同
時
に
士
大
夫
階
級
に
麗
す
る
ら
し
い
「
我
」

が
自
身
の
な
か
に
あ
る
「
小
」

H

「
卑
小
さ
」
を
告
白
す
る
と
い
う
の

が
、
い
か
に
異
常
な
事
態
で
あ
る
か
が
わ
か
る
。

例
え
ば
、
一
九
三

O
年
前
後
の
上
海
を
舞
台
に
綴
ら
れ
た
金
子
光
晴

(
一
八
九
五
ー
一
九
七
五
)
の
自
伝
『
と
く
ろ
杯
』
に
は
、
魯
迅
や
郁
達

夫
(
一
八
九
六
ー
一
九
四
五
)
ら
中
国
の
文
学
者
ら
と
の
親
交
と
と
も

に
(
こ
の
二
人
が
親
し
く
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
繰
り
返
し
記
述
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が
あ
る
)
、
「
黄
鞄
車
苦
力
」
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。

碍
頭
の
苦
力
ば
か
り
で
は
な
い
。
税
関
の
外
に
、
な
が
い
梶
棒
の

先
を
ぶ
つ
け
あ
っ
て
、
下
船
の
客
の
出
て
く
る
の
を
待
っ
て
ひ
し
め

き
あ
っ
て
い
る
黄
鞄
車
苦
力
も
な
つ
か
し
い
。
ー
略
l
文
字
通
り
彼

ら
は
、
じ
ぶ
ん
の
い
の
ち
を
削
っ
て
生
き
る
。
厳
寒
で
も
裸
足
で
、
腫

物
の
つ
ぶ
れ
た
き
た
な
い
背
中
を
、
雨
に
洗
わ
せ
て
走
る
。
客
は
、
そ

の
河
童
あ
た
ま
を
靴
の
先
で
蹴
り
な
が
ら
、
ゆ
く
方
向
を
教
え
る
。
人

力
車
は
、
も
と
日
本
か
ら
わ
た
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
日
本
の
車
夫

の
よ
う
な
き
れ
い
ご
と
で
は
立
ち
ゆ
か
ぬ
ほ
ど
、
た
っ
た
二
十
枚
の

銅
貨
を
稼
ぐ
こ
と
が
む
ず
か
し
い
の
だ
。
ー
略
ー
た
し
か
に
苦
力
た

ち
は
、
欲
望
の
世
界
で
、
欲
望
を
抑
庄
さ
れ
た
危
険
な
か
た
ま
り
で
、

そ
の
発
火
を
、
自
然
発
火
に
し
ろ
、
放
火
に
し
ろ
、
お
そ
る
る
あ
ま

り
、
周
囲
の
人
た
ち
は
、
彼
ら
が
じ
ぶ
ん
た
ち
を
同
等
の
人
間
で
あ

る
こ
と
を
意
識
し
て
不
逗
な
観
念
を
抱
く
よ
う
な
こ
と
の
な
い
よ
う

に
、
人
間
以
下
の
も
の
で
あ
る
ら
し
く
、
ぞ
ん
ざ
い
に
、
冷
酷
に
、
非

道
に
あ
つ
か
っ
て
、
そ
う
あ
っ
て
ふ
し
ぎ
は
な
い
も
の
と
本
人
が
進

ん
で
お
も
い
こ
む
よ
う
に
し
む
け
た
。
そ
う
い
う
変
質
的
な
ま
で
あ

く
ど
い
こ
と
に
就
い
て
は
、
中
国
人
は
天
才
で
あ
っ
た
。

か
つ
て
心
を
ひ
ら
い
て
交
際
っ
た
文
士
の
郁
達
夫
の
よ
う
な
、
も

の
わ
か
り
の
い
い
イ
ン
テ
リ
で
も
、
う
る
さ
く
車
を
す
す
め
る
苦
力

を
追
い
払
う
と
き
、
犬
で
も
追
う
よ
う
に
足
を
ひ
ら
い
て
、
蹴
散
ら

し
、
蹴
散
ら
し
し
て
私
を
お
ど
ろ
か
せ
た
。

引
用
は
『
金
子
光
晴
全
集
第
七
巻
』

(
一
九
七
五
〔
一
九
七
二
)
に
よ
る

『
ど
く
ろ
杯
』
は
一
九
三

O
年
前
後
の
、
そ
れ
も
上
海
を
描
い
て
い

る
の
で
あ
り
、
『
一
件
小
事
』
は
一
九
一
七
年
の
北
京
を
描
い
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
・
土
地
の
車
夫
を
一
概
に
同
一
視
し

て
論
じ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
時
代
的
に
『
一
件
小
事
』
の
北
京

が
よ
り
前
「
近
代
」
に
近
い
こ
と
、
当
時
の
上
海
が
欧
米
の
「
近
代
」
思

潮
の
受
入
れ
窓
口
に
な
っ
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
前
「
近
代
」
中
国
社

会
に
お
け
る
階
層
秩
序
が
、
都
市
に
よ
っ
て
極
端
に
異
な
っ
て
い
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
考
え
る
に
、
両
者
の
聞
に
そ
う
大
き
な
差
が

あ
ろ
う
と
は
思
わ
れ
な
い
。
当
時
の
車
夫
は
、
北
京
に
お
い
て
も
上
海

に
お
い
て
も
、
「
人
間
以
下
の
も
の
で
あ
る
ら
し
く
」
思
い
込
ま
せ
る
と

い
う
よ
り
は
、
そ
も
そ
も
当
人
も
周
囲
も
(
「
近
代
」
的
な
意
味
で
の
)

「
人
間
」
で
あ
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
郁
達
夫
の
よ

う
な
当
時
の
進
歩
的
な
士
大
夫
階
層
に
あ
っ
て
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

『
一
件
小
事
』
に
お
け
る
、
賎
民
階
層
に
属
す
る
車
夫
H

「
大
」
日
「
人

間
」
性
に
対
す
る
、
士
大
夫
階
層
に
属
す
る
ら
し
い
「
我
」
の
内
面
目

「小」

H

「
卑
小
さ
」
と
い
う
構
図
は
、
意
識
的
に
せ
よ
無
意
識
的
に
せ

よ
創
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
現
代
の
読
者
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
が
『
一

件
小
事
』
に
深
い
「
人
間
」
性
を
感
じ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
『
一
件
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小
事
』
が
書
か
れ
た
以
降
の
価
値
観
、
つ
ま
り
塵
史
的
に
形
成
さ
れ
た

「
近
代
」
の
価
値
観
の
中
に
生
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
『
一
件
小
事
』
の

一
つ
め
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
社
会
的

階
層
の
底
辺
に
位
置
す
る
、
賎
し
く
俗
な
も
の
に
価
値
が
見
い
だ
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
も
う
一
つ
、
居
心
地
の
悪
さ
を
感
じ
さ
せ
る
の
は
、
「
我
」
が

ご
件
小
事
」
を
語
る
の
に
、
こ
れ
が
た
ん
に
取
る
に
足
ら
な
い
事
件
と

し
て
で
も
な
く
、
あ
る
い
は
こ
の
時
・
こ
の
場
所
か
ぎ
り
の
、
一
回
か

ぎ
り
の
事
件
と
し
て
で
も
な
く
、
あ
り
ふ
れ
た
事
件
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
特
権
化
さ
れ
た
事
件
と
し
て
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
「
一
件
小
事
」
と
は
、
あ
り
ふ
れ
て
い
る
こ
と
H
普
遍
的
で
あ
る

こ
と
と
、
特
別
で
あ
る
こ
と
と
が
混
在
し
て
い
る
事
件
な
わ
け
で
あ
り
、

そ
の
特
別
さ
は
普
遍
に
通
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
べ
き
「
人
間
」
性

を
備
え
た
社
会
や
人
聞
の
縮
図
と
し
て
、
「
一
件
小
事
」
は
描
か
れ
て
い

る
。
作
品
の
最
後
で
、
「
我
」
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

こ
の
事
件
は
今
に
い
た
る
ま
で
、
折
り
に
触
れ
て
は
思
い
出
す
。
私

は
こ
の
た
め
、
苦
し
み
に
耐
え
、
努
力
し
て
、
私
自
身
に
つ
い
て
思

い
を
め
ぐ
ら
そ
う
と
す
る
。
数
年
来
の
政
治
も
軍
事
も
、
私
に
と
っ

て
は
幼
い
こ
ろ
読
ん
だ
「
子
日
く
」
や
「
詩
に
云
ふ
」
と
同
じ
で
あ

っ
て
、
ほ
と
ん
ど
記
憶
に
な
い
。
た
だ
こ
の
小
さ
な
出
来
事
だ
け
が
、

い
つ
も
私
の
眼
前
に
浮
か
び
、
と
き
に
は
い
っ
そ
う
鮮
明
に
な
っ
て
、

私
を
悪
憶
さ
せ
、
私
を
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
私

の
勇
気
を
希
望
を
高
め
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

当
時
の
士
大
夫
階
級
に
属
す
る
大
多
数
の
人
々
が
、
実
際
の
事
件
と

し
て
「
一
件
小
事
」
に
道
遇
し
た
な
ら
ば
、
恐
ら
く
、
何
の
感
慨
も
抱

か
ず
、
当
初
の
「
我
」
の
よ
う
に
「
車
夫
は
余
計
な
こ
と
を
す
る
、
お

せ
っ
か
い
と
い
う
も
の
だ
、
好
き
な
よ
う
に
し
ろ
」
と
感
じ
、
た
ん
に

取
る
に
足
ら
な
い
事
件
に
終
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
も
し
こ

の
事
件
が
一
回
か
ぎ
り
の
事
件
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
事

件
自
体
に
つ
い
て
で
は
な
く
「
私
自
身
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
」
せ

た
り
、
「
私
の
勇
気
を
希
望
を
高
め
て
く
れ
」
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と
は

な
い
は
ず
で
あ
る
。
「
我
」
は
事
件
に
よ
っ
て
、
事
件
自
体
に
つ
い
て
で

は
な
く
、
「
我
」
自
身
の
「
小
」
、
つ
ま
り
「
我
」
の
内
面
に
つ
い
て
考

え
る
が
、
そ
の
き
っ
か
け
と
し
て
、
「
我
」
は
車
夫
の
「
う
し
ろ
姿
」
に

そ
の
「
大
」

H

「
人
間
」
性
を
発
見
す
る
。
こ
の
「
う
し
ろ
姿
」
と
は
、

一
般
化
・
普
遍
化
さ
れ
た
車
夫
、
大
勢
い
る
な
か
で
ひ
と
り
の
「
人
間
」

と
し
て
の
車
夫
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
車
夫
が
こ
の
中
国
に
は
存
在
す

る
と
考
え
る
か
ら
こ
そ
「
私
自
身
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
」
せ
た
り
、

「
一
件
小
事
」
が
「
私
の
勇
気
を
希
望
を
高
め
て
く
れ
」
る
の
だ
。
例
え

ば
、
前
年
の
一
九
一
八
年
魯
迅
に
よ
り
発
表
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
『
随
感

録
四
十
』
で
は
、
毎
日
数
通
来
る
手
紙
の
文
面
が
決
ま
り
文
句
ば
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か
り
の
口
先
だ
け
で
あ
り
、
な
ん
の
感
慣
も
な
い
と
し
て
、
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。

た
だ
、
見
も
知
ら
ぬ
若
者
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
詩
だ
け
が
、
私
に

と
っ
て
意
味
が
あ
る
。

愛
情

私
は
可
哀
相
な
中
国
人
。
愛
情
!

分
か
ら
な
い
。

私
に
は
両
親
が
あ
る
、
私
を
導
き
育
て
て
く
れ
た
、
私
に
よ
く

し
て
く
れ
た
、
私
も
同
じ
よ
う
に
よ
く
し
て
あ
げ
た
。

l
略
ー
だ

が
誰
も
私
を
「
愛
」
し
て
は
く
れ
ず
、
私
も
誰
も
「
愛
」
さ
な
か

っ
た
。

私
は
お
前
が
な
ん
な
の
か

十
九
の
年
、
両
親
が
私
に
妻
を
見
つ
け
て
く
れ
た
。
ー
略
l
彼

ら
の
ち
ょ
っ
と
し
た
戯
れ
言
が
、
私
た
ち
の
生
涯
の
縁
結
び
と
な

る
。
ま
る
で
二
匹
の
家
畜
が
飼
い
主
に
命
令
さ
れ
た
よ
う
な
も
の
、

「
さ
あ
、
お
前
ら
仲
良
く
暮
ら
せ
よ
!
」

可
哀
相
な
私
は
お
前
が
な
ん
な
の
か
分
か
ら
な
い
。

愛
情
!

詩
の
出
来
不
出
来
、
意
味
の
深
浅
は
、
し
ば
ら
く
置
い
て
お
こ
う
。

た
だ
私
は
、
こ
の
詩
は
血
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
目
覚
め
た

人
間
の
本
当
の
声
で
あ
る
こ
と
を
言
い
た
い
。

愛
情
と
は
ど
ん
な
も
の
か
?
私
に
も
分
か
ら
な
い
。

l
略
l

し
か
し
東
の
空
は
明
る
み
は
じ
め
た
、
人
類
が
す
べ
て
の
民
族
に

求
め
る
の
は
「
人
間
」
で
あ
る

1
1
当
然
「
人
間
の
子
」
で
も
あ
る

ー
ー
が
、
我
々
す
べ
て
は
人
の
子
に
す
ぎ
な
い
、
息
子
の
嫁
や
嫁
の

夫
に
す
ぎ
な
い
、
そ
れ
で
は
人
類
の
前
に
捧
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
悪
魔
の
手
に
は
、
つ
い
に
光
の
漏
れ
る
場
所
が
で
き
、
光

明
を
覆
い
き
れ
な
く
な
っ
た
。
人
の
子
は
目
覚
め
た
。
彼
は
人
類
の

聞
に
は
愛
情
が
あ
る
べ
き
だ
と
気
付
い
た
。
か
つ
て
よ
り
老
い
も
若

き
も
が
犯
し
て
き
た
罪
に
気
付
い
た
。
そ
の
た
め
苦
闘
が
起
こ
り
、
大

き
く
口
を
聞
け
て
こ
の
叫
び
声
を
発
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
こ
で
も
、
車
夫
の
「
う
し
ろ
姿
」
に
「
大
」

H

「
人
間
」
性
が
発

見
さ
れ
た
よ
う
に
、
「
見
も
知
ら
ぬ
若
者
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
詩
」
に
「
目

覚
め
た
人
聞
の
本
当
の
声
」
が
発
見
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
「
見
も
知
ら

ぬ
若
者
」
が
「
人
類
が
す
べ
て
の
民
族
に
求
め
る
」
「
人
間
」
、
こ
こ
で

は
つ
ま
り
「
目
覚
め
た
人
間
」

H

「
中
国
人
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、

こ
の
詩
を
送
っ
て
き
た
生
身
の
若
者
自
体
に
興
味
は
な
い
。
ど
こ
か
に

必
ず
い
る
普
遍
的
な
「
目
覚
め
た
」
「
中
国
人
」
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
意

味
を
持
つ
の
だ
。
「
一
件
小
事
」
を
た
ん
に
取
る
に
足
ら
な
い
事
件
と
し

て
見
る
に
し
て
も
、
一
回
か
ぎ
り
の
事
件
と
し
て
見
る
に
し
て
も
、
と

も
に
、
前
「
近
代
」
的
な
認
識
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
車
夫
と
己

と
の
聞
に
決
定
的
な
階
級
の
断
絶
を
見
て
い
る
ご
と
に
な
る
。
そ
れ
で
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は
、
こ
の
作
品
は
4

脅
か
れ
よ
う
が
な
く
、
「
一
件
小
事
」
が
、
以
上
の
よ

う
に
ま
こ
と
に
あ
り
ふ
れ
た
、
ど
こ
に
で
も
起
こ
り
う
る
事
件
で
あ
る
、

つ
ま
り
中
国
の
国
家
内
で
、
中
国
人
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
「
一

件
小
事
」
が
普
遍
的
で
あ
る
と
信
じ
る
か
ら
こ
そ
こ
の
作
品
は
成
り
立

つ
の
だ
。
『
一
件
小
事
』
の
二
つ
め
の
特
徴
は
、
中
国
の
ど
の
場
所
で
も

起
こ
り
う
る
と
い
う
普
遍
性
へ
の
信
頼
が
、
こ
の
事
件
を
支
え
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

国
木
田
独
歩
『
忘
れ
え
ぬ
人
々
』

以
上
に
指
摘
し
た
特
徴
は
、
し
か
し
中
国
の
「
伝
統
」
文
学
か
ら
、
中

国
「
近
代
」
文
学
が
成
立
す
る
過
程
で
、
中
国
独
自
の
も
の
と
し
て
生

ま
れ
た
の
で
は
な
い
。
一
八
九
八
年
(
明
治
三
一
年
)
に
書
か
れ
た
国

木
田
独
歩
(
一
八
七
一
ー
一
九

O
八
)
の
『
忘
れ
え
ぬ
人
々
』
に
も
、
直

接
の
影
響
関
係
が
想
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
魯
迅

の
『
一
件
小
事
』
に
見
ら
れ
る
二
つ
の
特
徴
、
俗
な
も
の
に
お
け
る
価

値
の
発
見
と
、
事
件
の
普
通
性
へ
の
信
頼
が
見
ら
れ
る
。

『
忘
れ
え
ぬ
人
々
』
は
、
「
大
津
」
と
い
う
「
無
名
の
文
学
者
」
が
、

「
溝
口
と
い
ふ
宿
場
」
で
「
秋
山
」
と
い
う
「
無
名
の
函
家
」
に
出
会
い
、

自
作
の
原
稿
「
忘
れ
得
ぬ
人
々
」
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
枠
組
み
の
も

と
で
書
か
れ
て
い
る
。
「
大
津
」
の
言
う
「
忘
れ
得
ぬ
人
々
」
と
は
、
「
恩

愛
の
契
も
な
け
れ
ば
義
理
も
な
い
、
ほ
ん
の
赤
の
他
人
で
あ
っ
て
、
本

来
を
い
ふ
と
忘
れ
て
了
っ
た
と
こ
ろ
で
人
情
を
も
義
理
を
も
欠
か
な
い

で
、
而
も
終
に
忘
れ
て
了
ふ
こ
と
の
出
来
な
い
人
」
の
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
の
例
と
し
て
、
「
大
津
」
は
次
の
よ
う
な
「
人
々
」

H

「
光
景
」
を
挙

げ
る
。

そ
の
う
ち
船
が
或
る
小
さ
な
島
を
右
舷
に
見
て
其
磯
か
ら
十
町
と

は
離
れ
な
い
処
を
通
る
の
で
僕
は
欄
に
寄
り
何
心
な
く
其
島
を
挑
め

て
ゐ
た
。
ー
略
ー
と
見
る
う
ち
退
潮
の
痕
の
日
に
輝
っ
て
ゐ
る
処
に

一
人
の
人
が
ゐ
る
の
が
目
に
つ
い
た
。
た
し
か
に
男
で
み
る
、
又
た

子
供
で
も
な
い
。
何
か
頻
り
に
拾
っ
て
は
寵
か
桶
か
に
入
れ
て
ゐ
る

ら
し
い
。
二
三
歩
あ
る
い
て
は
し
ゃ
が
み
、
そ
し
て
何
か
拾
っ
て
ゐ

る
。
自
分
は
此
淋
し
い
島
か
げ
の
小
さ
な
磯
を
漁
っ
て
ゐ
る
此
人
を

ぢ
っ
と
眺
め
て
ゐ
た
。
船
が
進
む
に
つ
れ
て
人
影
が
黒
い
点
の
や
う

に
な
っ
て
了
っ
た
、
そ
の
う
ち
磯
も
山
も
島
全
体
が
震
の
彼
方
に
消

え
て
了
っ
た
。
そ
の
後
今
日
が
日
ま
で
殆
ど
十
年
の
問
、
僕
は
何
度

此
島
か
げ
の
顔
も
知
ら
な
い
此
人
を
憶
ひ
起
こ
し
た
ら
う
。
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『
暫
く
す
る
と
朗
々
な
澄
む
だ
声
で
流
し
て
歩
る
く
馬
子
唄
が
空
車

の
音
に
つ
れ
て
漸
々
と
近
づ
い
て
来
た
。
ー
略
|

『
人
影
が
見
え
た
と
思
ふ
と
「
宮
地
ゃ
ょ
い
と
こ
ろ
ぢ
や
阿
蘇
山
ふ

も
と
」
と
い
ふ
俗
謡
を
長
く
引
い
て
丁
度
僕
等
が
立
て
ゐ
る
橋
の
少
し

手
前
ま
で
流
し
て
来
た
其
俗
謡
の
意
と
悲
壮
な
声
と
が
甚
膝
に
僕
の
情

を
動
か
し
た
ら
う
。
二
十
四
五
か
と
思
は
れ
る
屈
強
な
壮
漢
が
手
綱
を



牽
い
て
僕
ら
の
方
を
見
向
き
も
し
な
い
で
通
っ
て
ゆ
く
の
を
僕
は
ぢ
っ

と
蹄
視
め
て
ゐ
た
。
タ
月
の
光
を
背
に
し
て
ゐ
た
か
ら
其
横
顔
も
明
喜

と
は
知
れ
な
か
っ
た
が
其
逗
し
げ
な
体
躯
の
黒
い
輪
郭
が
今
も
僕
の
自

の
底
に
残
っ
て
ゐ
る
。

引
用
は
『
定
本
国
木
田
独
歩
全
集
』
に
よ
る
、
以
下
閉
じ

さ
ら
に
「
大
津
」
は
「
四
国
の
三
津
が
浜
」
の
魚
市
場
で
見
か
け
た

「
琵
琶
僧
」
・
「
北
海
道
歌
志
内
の
鉱
夫
、
大
連
湾
頭
の
青
年
漁
夫
、
番
匠

川
の
癌
あ
る
舟
子
」
な
ど
を
「
忘
れ
得
ぬ
人
々
」
と
し
て
挙
げ
る
が
、
こ

れ
ら
の
人
々
が
当
時
の
社
会
に
お
い
て
農
民
よ
り
も
さ
ら
に
低
い
階
層
、

も
し
く
は
賎
民
階
層
に
属
し
て
い
る
こ
と
は
、
『
一
件
小
事
』
の
車
夫
に

同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
独
歩
の
日
記
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
明

治
二
十
六
年
三
月
二
十
一
日
に
記
さ
れ
た
「
人
類
真
の
歴
史
は
山
林
海

浜
の
小
民
に
問
へ
」
と
い
う
有
名
な
一
節
の
「
山
林
海
浜
の
小
民
」
に

相
当
す
る
。

「
大
津
」
は
、
そ
れ
ら
の
人
々
を
「
櫨
ひ
起
こ
す
」
理
由
と
し
て
次

の
よ
う
に
語
る
。

『
要
す
る
に
僕
は
絶
え
ず
人
生
の
問
題
に
苦
し
む
で
ゐ
な
が
ら
文
た

自
己
将
来
の
大
望
に
圧
せ
ら
れ
て
自
分
で
苦
し
ん
で
ゐ
る
不
幸
な
男

で
あ
る
。

『
そ
こ
で
僕
は
今
夜
の
や
う
な
晩
に
独
り
夜
更
て
燈
に
向
っ
て
ゐ
る

と
此
生
の
孤
立
を
感
じ
て
堪
え
難
い
ほ
ど
の
哀
情
を
催
ふ
し
て
来
る
。

そ
の
時
僕
の
主
我
の
角
が
ぽ
き
り
折
れ
て
了
っ
て
、
何
ん
だ
か
人
懐

か
し
く
な
っ
て
来
る
。
色
々
の
古
い
事
や
友
の
上
を
考
へ
だ
す
。
其

肱
吋
油
然
と
し
て
僕
の
心
に
浮
む
で
来
る
の
は
則
ち
此
等
の
人
々
で
あ

る
。
さ
う
で
な
い
、
此
等
の
人
々
を
見
た
時
の
周
囲
の
光
景
の
裡
に

立
つ
此
等
の
人
々
で
あ
る
。
我
れ
と
他
と
何
の
相
違
が
あ
る
か
、
皆

な
是
れ
此
生
を
天
の
一
方
地
の
一
角
に
享
け
て
悠
々
た
る
行
路
を
辿

り
、
相
携
へ
て
無
窮
の
天
に
帰
る
者
で
は
な
い
か
、
と
い
ふ
や
う
な

感
が
心
の
底
か
ら
起
っ
て
来
て
我
知
ら
ず
一
保
が
頬
を
っ
た
ふ
守
」
と
が

あ
る
。
其
時
は
実
に
我
も
な
け
れ
ば
他
も
な
い
、
た
V

誰
れ
も
彼
れ

も
懐
か
し
く
っ
て
、
忍
ば
れ
て
来
る
、

『
僕
は
其
時
ほ
と
心
の
平
穏
を
感
ず
る
こ
と
は
な
い
、
其
時
ほ
と
自

由
を
感
ず
る
こ
と
は
な
い
、
其
時
ほ
ど
名
利
競
争
の
俗
念
消
え
て
総

て
の
物
に
対
す
る
同
情
の
念
の
深
い
時
は
な
い
。
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『
一
件
小
事
』
の
「
我
」
に
し
て
も
、
『
忘
れ
え
ぬ
人
々
』
の
「
大
津
」

に
し
て
も
、
い
わ
ば
当
時
の
社
会
に
お
い
て
知
識
人
の
階
級
に
属
す
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
俗
的
な
成
功
を
収
め
て
い
る
身
で
は
な
い
。
た

だ
し
、
彼
ら
は
そ
の
立
身
出
世
や
社
会
的
な
事
件
か
ら
意
図
的
に
眼
を

逸
ら
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
名
目
と
な
る
の
が
、
「
私
自
身
に
つ
い
て

患
い
を
め
ぐ
ら
」
す
こ
と
や
「
人
生
の
問
題
」
で
み
の
る
。
彼
ら
は
い
わ



ば
「
人
間
」
と
は
、
「
人
間
」
性
と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
面
す
る
こ
と

を
至
上
の
使
命
と
考
え
た
の
だ
。
彼
ら
は
自
己
の
内
面
を
探
究
す
る
こ

と
で
そ
の
問
い
に
応
え
よ
う
と
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
ま
っ
た
く
の

孤
独
な
作
業
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
『
一
件
小
事
』
の
「
我
」

は
、
「
苦
し
み
に
耐
え
、
努
力
し
」
な
く
て
は
「
私
自
身
に
つ
い
て
思
い

を
め
ぐ
ら
」
す
こ
と
が
で
き
ず
、
『
忘
れ
え
ぬ
人
々
』
の
「
大
津
」
は
「
生

の
孤
立
を
感
じ
て
堪
え
難
い
ほ
ど
の
哀
情
を
催
ふ
し
て
来
る
」
の
で
あ

り
、
彼
ら
の
内
面
探
究
に
は
自
身
の
行
為
が
ま
っ
た
く
の
孤
独
な
作
業

で
は
な
い
こ
と
を
確
信
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
が
、

『
一
件
小
事
』
の
「
我
」
に
と
っ
て
「
車
夫
」
で
あ
り
、
『
忘
れ
え
ぬ
人
々
』

の
「
大
津
」
に
と
っ
て
磯
を
漁
る
漁
夫
や
馬
子
で
あ
る
が
、
「
車
夫
」
が

「
ぼ
こ
り
ま
み
れ
の
う
し
ろ
姿
」
に
お
い
て
見
出
さ
れ
た
よ
う
に
、
『
忘

れ
え
ぬ
人
々
』
に
お
い
て
も
「
顔
も
知
ら
な
い
」
「
此
淋
し
い
島
か
げ
の

小
さ
な
磯
を
漁
っ
て
ゐ
る
こ
の
人
」
や
、
「
横
顔
も
明
喜
と
は
知
れ
な
か

っ
た
」
「
馬
子
」
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
そ
れ
ぞ

れ
が
個
別
に
認
識
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
独
歩
の
い
う
「
山
林
海
浜
の

民
」
(
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
)
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
し
か
も
、
記
櫨
さ
れ

る
の
は
こ
れ
ら
の
人
々
自
体
で
す
ら
な
い
、
「
さ
う
で
な
い
、
此
等
の
人
々

を
見
た
時
の
周
囲
の
光
景
の
裡
に
立
つ
此
等
の
人
々
で
あ
る
」
。
『
忘
れ

え
ぬ
人
々
』
に
約
五
年
先
立
つ
独
歩
の
日
記
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
明
治

二
十
六
年
五
月
十
四
日
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

吾
が
心
を
し
て
躍
ら
し
む
る
一
種
の
響
あ
り
、
日
く
人
類
進
運
の

壮
調
之
れ
な
り
。
世
界
人
類
の
人
類
的
発
達
変
化
の
高
壮
偉
大
な
る
希

望
的
張
胆
的
音
調
之
れ
な
り
。

吾
が
心
耳
は
多
く
の
幽
音
に
接
し
て
其
の
真
消
息
に
通
ぜ
ざ
る
可

か
ら
ず
、
科
学
者
、
天
文
学
、
物
理
学
者
の
心
の
壮
音
を
も
聞
か
ざ

る
可
か
ら
ず
。
詩
人
、
哲
学
者
、
宗
教
家
が
心
に
響
く
幽
音
玄
調
を

も
聞
か
ざ
る
可
か
ら
ず
、
大
航
海
家
、
大
商
業
家
の
心
を
打
つ
偉
調

を
も
聞
か
ざ
る
可
か
ら
ず
、
山
間
田
野
の
民
が
心
に
響
く
幽
音
玄
調

を
も
聞
か
ざ
る
可
か
ら
ず
、
車
夫
貧
民
等
の
心
を
打
つ
調
を
も
聞
か

ざ
る
可
か
ら
ず
。
又
か
か
る
個
人
的
の
み
に
非
ず
し
て
、
社
会
な
る

者
、
国
家
な
る
者
、
国
民
な
る
者
、
人
種
な
る
者
が
叫
ぶ
音
に
も
接

せ
ざ
る
可
か
ら
ず
。

- 17 

ヒ
ユ
マ
ニ
テ
ィ
!
の
真
音
は
一
方
に
偏
せ
ず
。

「
人
類
進
運
の
壮
調
」
つ
ま
り
「
ヒ
ユ
マ
ニ
テ
ィ

l
の
真
音
」
は
、
社

会
的
に
大
事
業
を
成
し
遂
げ
た
人
々
に
だ
け
で
な
く
、
「
山
間
岡
野
の
民
」

や
「
車
夫
貧
民
」
か
ら
も
「
心
耳
」
を
通
し
て
聞
か
れ
る
の
で
あ
り
、
そ

の
「
響
」
は
「
国
民
」
の
「
叫
ぶ
音
」
に
も
通
じ
る
。
「
人
類
真
の
歴
史

は
山
林
海
浜
の
小
民
に
問
へ
」
に
集
約
さ
れ
る
独
歩
の
「
小
民
」
発
見

の
過
程
は
、
「
小
民
」
に
「
ヒ
ユ
マ
ニ
テ
ィ

l
の
真
音
」
つ
ま
り
「
人
間
」

性
が
見
出
さ
れ
る
過
程
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
「
国
民
」
の
「
ヒ
ユ



マ
ニ
テ
ィ

l
の
真
音
」
と
連
動
し
て
い
る
。

「
車
夫
」
と
の
事
件
が
、
中
国
の
ど
の
場
所
で
も
お
こ
り
う
る
と
い

う
普
通
性
へ
の
信
頼
に
支
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
『
忘
れ
え
ぬ
人
々
』

の
「
光
景
」
は
、
「
我
れ
と
他
と
何
の
相
違
が
あ
る
か
、
皆
な
是
れ
此
生

を
天
の
一
方
地
の
一
角
に
享
け
て
悠
々
た
る
行
路
を
辿
り
、
相
携
へ
て

無
窮
の
天
に
帰
る
者
で
は
な
い
か
、
と
い
ふ
や
う
な
感
」
に
支
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
間
違
っ
て
も
「
老
荘
思
想
の
影
響
」
な
ど
と
い
う

よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
当
時
の
賎
民
層
で
あ
る
「
忘
れ
得
ぬ
人
々
」
が

「
大
津
」
に
よ
っ
て
「
人
間
」
で
あ
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な

「
人
間
」
が
「
天
の
一
方
地
の
一
角
」
を
「
大
津
」
と
共
有
し
な
が
ら
生

き
て
お
り
、
「
無
窮
の
天
に
帰
る
」
と
い
う
、
同
一
の
共
同
体
へ
の
帰
属

意
識
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
忘
れ
得
ぬ
人
々
」
は
も
は
や

「
人
間
」
と
い
う
よ
り
は
「
国
民
」
な
の
で
あ
り
、
「
光
景
」
は
「
国
民
」

的
「
光
景
」
な
の
だ
。
「
忘
れ
得
ぬ
人
々
」
の
「
光
景
」
は
当
時
の
日
本

の
ど
の
場
所
で
も
、
「
大
連
」
で
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
近
代
」
小
説
を
支
え
る
ニ
つ
の
装
置

|
|
国
語
運
動
と
出
版
資
本
主
義

直
接
の
影
響
関
係
が
想
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
魯
迅
の
『
一
件
小

事
』
お
よ
び
国
木
田
独
歩
の
『
忘
れ
え
ぬ
人
々
』
に
見
ら
れ
た
特
徴
を

整
理
す
る
と
、
一
つ
に
は
俗
な
も
の
に
お
け
る
価
値
の
発
見
、
二
つ
に

は
事
件
・
光
景
の
普
遍
性
へ
の
信
頼
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
で
は
、
こ

の
二
つ
の
特
徴
は
文
学
が
「
近
代
」
化
す
る
過
程
で
、
必
然
的
に
生
じ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
文
学
に
と
っ
て
内
的
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

『
一
件
小
事
』
に
お
い
て
俗
な
も
の
に
価
値
が
発
見
さ
れ
る
の
は
、
一

九
一
九
年
と
い
う
、
中
国
文
学
が
「
文
学
革
命
」
に
さ
し
か
か
っ
た
時

期
で
あ
っ
た
。
『
忘
れ
え
ぬ
人
々
』
は
、
一
八
九
八
年
の
発
表
で
あ
り
、

日
本
文
学
が
最
初
に
「
言
文
一
致
」
を
達
成
し
た
と
さ
れ
る
一
八
八
七

年
第
一
編
刊
行
の
二
葉
亭
四
迷
(
一
八
六
四
ー
一
九

O
九
)
の
『
浮
雲
』

よ
り
一

O
年
余
を
経
て
は
い
る
が
、
『
浮
一
骨
一
一
宮
』
以
降
「
言
文
一
致
」
が
一

頓
挫
し
て
い
た
こ
と
、
あ
る
い
は
「
言
文
一
致
」
の
先
駆
で
あ
る
『
浮

雲
』
そ
の
も
の
が
が
未
完
に
終
わ
っ
た
こ
と
は
周
知
で
あ
る
。
二
葉
亭

四
迷
に
よ
る
清
新
な
翻
訳
『
あ
ひ
び
き
』
『
め
ぐ
り
あ
ひ
』
が
国
木
田
独

歩
を
し
て
武
蔵
野
の
美
を
発
見
せ
し
め
た
こ
と
は
有
名
だ
が
、
二
葉
亭

四
迷
に
は
翻
訳
で
し
か
出
来
な
か
っ
た
「
言
文
一
致
」
を
、
国
木
田
独

歩
が
実
作
に
お
い
て
完
成
し
た
の
だ
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
中
国
お
よ
び
日
本
に
お
い
て
国
語
と
い
う
概
念
が
成
立
し

て
く
る
の
も
、
「
文
学
革
命
」
や
「
言
文
一
致
」
の
渦
中
で
両
作
品
の
書

か
れ
た
時
期
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
は
一
八
九
四
年
の
日
清
戦
争
以

降
、
「
近
代
」
国
民
国
家
形
成
が
急
速
に
進
み
、
国
語
運
動
が
本
格
化
し

て
、
「
小
学
校
令
」
改
正
(
一
九

O
Oて
国
語
調
査
委
員
会
結
成
(
一

九
O
二
)
と
な
っ
て
結
実
す
る
。
そ
の
理
念
は
、
前
島
密
(
一
八
三
五

一
九
一
九
)
の
建
議
以
来
懸
案
で
あ
っ
た
綴
り
方
の
制
定
と
、
「
言
文
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一
致
」
で
あ
っ
た
。

中
国
で
は
、
変
法
運
動
(
一
八
九
八
)
以
降
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
日
本
へ
の
留
学
生
に
よ
り
、
「
国
語
が
如
何
な
る
形
を
と
る
に
せ
よ
、

そ
れ
は
新
し
い
民
族
国
家
の
運
営
の
う
え
で
不
可
欠
の
要
素
と
な
る
」

(
ラ
ム
ゼ
イ
『
中
国
の
諸
言
語
』
)
と
み
な
さ
れ
、
辛
亥
革
命
(
一
九
一

一
)
以
降
「
近
代
」
国
民
国
家
整
備
の
一
環
と
し
て
、
国
語
運
動
が
本

格
化
し
、
読
音
統
一
会
(
一
九
一
三
)
・
国
語
統
一
準
備
会
(
一
九
一
九
)

の
審
議
を
経
て
、
「
国
音
」
の
統
一
が
図
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
政
府
の
推
進

し
た
国
語
制
定
は
、
文
字
の
音
声
化
に
重
点
が
あ
り
、
「
国
語
」
お
よ
び

「
白
話
」
を
規
範
と
し
た
俗
語
革
命
と
し
て
の
国
語
運
動
は
民
間
の
知
識

人
、
主
に
文
学
者
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
。
そ
れ
を
劇
的
に
示
す
の
が
、
周

樹
人
と
い
う
日
本
へ
の
留
学
生
で
あ
り
、
彼
は
一
九

O
二
年
か
ら
一
九

O
九
年
ま
で
日
本
に
滞
在
、
帰
国
後
は
一
九
一
二
年
よ
り
民
国
の
教
育

部
に
勤
め
、
や
が
て
北
京
に
赴
き
教
育
部
社
会
教
育
司
第
二
科
科
長
・
第

一
科
科
及
び
余
事
を
歴
任
、
翌
年
読
音
統
一
会
に
参
加
す
る
。
い
わ
ば

民
国
政
府
に
よ
る
国
語
制
定
の
中
心
に
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
の
ち
に

魯
迅
と
い
う
筆
名
で
「
文
学
革
命
」
を
実
践
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。
こ
の
よ
う
に
体
制
の
側
か
ら
な
さ
れ
た
国
語
制
定
が
、
民
聞
の

側
か
ら
「
言
文
一
致
」
・
「
文
学
革
命
」
と
い
う
形
で
補
完
さ
れ
、
両
者

の
完
成
を
待
っ
て
国
語
が
成
立
す
る
。

「
近
代
」
国
民
国
家
に
提
供
さ
れ
た
言
語
H
国
語
は
、
そ
れ
が
俗
語

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
最
大
の
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
権
威
あ
る
文
言

に
対
し
、
卑
俗
で
は
あ
る
が
よ
り
如
実
に
内
面
を
描
写
で
き
る
と
考
え

ら
れ
た
「
白
話
」
・
「
口
語
」

H

俗
語
を
自
在
に
操
っ
た
最
初
が
、
魯
迅

と
国
木
田
独
歩
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
小
説
内
容
に
お
い

て
も
俗
な
も
の
に
価
値
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
と
平
行
し
て
い
た
。
つ
ま

り
、
国
語
の
成
立
と
『
一
件
小
事
』
や
『
忘
れ
え
ぬ
人
々
』
に
お
い
て

俗
な
も
の
に
価
値
が
発
見
さ
れ
る
H
国
民
が
発
見
さ
れ
る
過
程
は
不
可

分
に
結
び
つ
い
て
い
た
。

『
一
件
小
事
』
が
事
件
の
普
遍
性
へ
の
信
頼
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
し
て
も
、
文
学
外
の
要
因
が
働
い
て
い
る
。
中
国
の
出
版
、
特
に

新
聞
が
、
こ
の
時
期
に
至
っ
て
よ
う
や
く
企
業
の
独
立
採
算
に
よ
る
、
政

党
の
宣
伝
道
具
か
ら
の
自
立
が
は
じ
ま
り
、
小
説
も
、
特
定
の
政
治
的

立
場
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
功
利
的
な
小
説
か
ら
、
芸
術
と

し
て
の
小
説
、
小
説
の
た
め
の
小
説
が
生
ま
れ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な

新
聞
・
小
説
は
、
一
見
小
説
以
外
の
な
に
も
の
に
も
従
属
し
な
い
と
見

え
な
が
ら
、
実
は
「
近
代
」
化
に
よ
る
国
民
国
家
の
形
成
を
強
力
に
推

進
す
る
た
め
の
、
表
面
に
は
現
れ
な
い
原
理
に
忠
実
で
あ
る
。
佐
藤
成

基
は
「
近
代
」
国
民
国
家
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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「ネ
l
シ
ョ
ン
」
が
近
代
的
な
意
味
あ
い
で
用
い
ら
れ
る
と
き
、
そ

の
「
ネ
l
シ
ョ
ン
」
へ
の
身
分
や
地
域
差
を
越
え
た
「
人
民
」
全
般
の

平
等
な
帰
属
、
お
よ
び
そ
の
一
つ
の
政
治
的
単
位
と
し
て
の
「
ネ
l
シ



ヨ
ン
」
の
「
主
権
」
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

「ネ
l
シ
ョ
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ

|
|
歴
史
社
会
学
的
考
察
|
|
」

『
一
件
小
事
』
で
あ
れ
ば
、
「
う
し
ろ
姿
」
の
車
夫
と
士
大
夫
ら
し
き

「
我
」
の
聞
に
前
「
近
代
」
的
な
階
層
の
相
違
を
見
る
の
で
は
な
く
、
車

夫
も
「
我
」
も
同
じ
よ
う
に
「
人
間
」
性
を
備
え
た
、
中
国
人
と
い
う

範
鴎
に
属
す
る
こ
と
が
描
か
れ
る
の
で
あ
り
、
『
随
感
録
』
に
し
て
も
、

筆
者
と
「
見
も
知
ら
ぬ
若
者
」
と
は
、
同
じ
く
「
目
覚
め
た
人
間
」
と

し
て
、
「
中
国
人
」
と
し
て
連
帯
を
結
ぶ
。
あ
る
い
は
『
忘
れ
え
ぬ
人
々
』

に
お
い
て
も
、
瀬
戸
内
の
小
島
で
磯
漁
り
を
す
る
人
、
宮
地
の
馬
子
、
「
四

国
の
三
津
が
浜
」
の
魚
市
場
で
見
か
け
た
「
琵
琶
僧
」
、
「
北
海
道
歌
志

内
の
鉱
夫
、
大
連
湾
頭
の
青
年
漁
夫
、
番
匠
川
の
癒
あ
る
舟
子
」
な
ど
、

主
人
公
「
大
津
」
と
は
階
層
も
郷
里
も
直
接
に
関
係
し
な
い
、
当
時
と

し
て
は
賎
民
層
の
人
々
が
、
「
大
津
」
と
い
う
文
学
青
年
に
よ
っ
て
、
「
わ

れ
と
他
と
何
の
相
違
が
あ
る
か
、
み
な
こ
れ
こ
の
生
を
天
の
一
方
地
の

一
角
に
享
け
て
悠
々
た
る
行
路
を
た
ど
り
、
相
携
え
て
無
窮
の
天
に
帰

る
者
で
は
な
い
か
」
と
し
て
表
象
さ
れ
る
。
彼
ら
は
、
階
層
ゃ
、
郷
里

や
言
語
を
異
に
し
て
い
て
も
、
そ
れ
は
も
は
や
彼
ら
を
隔
て
る
こ
と
に

は
な
ら
ず
、
こ
こ
で
は
「
「
ネ
l
シ
ョ
ン
」
へ
の
身
分
や
地
域
差
を
越
え

た
「
人
民
」
全
般
の
平
等
な
帰
属
」

H

国
民
の
登
場
が
実
現
さ
れ
て
い

る
。
「
近
代
」
国
民
国
家
の
領
域
内
の
均
質
性
と
、
「
近
代
」
国
民
国
家

の
構
成
員
が
、
特
定
の
地
域
政
権
や
派
閥
に
で
は
な
く
、
国
家
に
お
し

な
べ
て
直
接
に
従
属
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
「
近
代
」
国
民
国
家
の

原
理
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
濃
厚
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ

う
し
た
新
聞
・
小
説
の
政
論
か
ら
の
自
立
H

「
近
代
」
国
民
国
家
の
原

理
へ
の
従
属
は
、
出
版
と
い
う
形
式
が
資
本
主
義
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
る
。

む
す
び

小
論
で
は
残
念
な
が
ら
、
「
近
代
」
小
説
を
支
え
る
二
つ
の
装
置
、
国

語
運
動
と
出
版
資
本
主
義
に
つ
い
て
は
詳
述
で
き
な
か
っ
た
が
、
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
要
請
に
応
じ
て
国
語
が
成
立
す
る
経
緯
、
資
本
主
義
の

発
達
に
伴
う
出
版
産
業
、
と
く
に
新
聞
産
業
の
発
達
お
よ
び
「
近
代
」
小

説
の
構
造
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
補
強
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
ず

れ
の
機
会
を
待
っ
て
論
じ
た
い
。
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-
魯
迅
『
魯
迅
選
集
』
人
民
文
学
出
版
社
一
九
九
一
北
京

-
国
木
田
独
歩
『
定
本
国
木
田
独
歩
全
集
』
学
習
研
究
社
一
九
七
八

・
北
野
昭
彦
『
国
木
田
独
歩
の
文
学
』
桜
楓
社
一
九
七
四

-
R
・
ラ
ム
ゼ
イ
『
中
国
の
諸
言
語
』
大
修
館
書
庖
一
九
九
O
〔
一
九
八

七



-
村
田
雄
二
郎
「
「
文
白
」
の
彼
方
に
|
|
近
代
中
国
に
お
け
る
国
諮
問
題

|
|
」
『
思
想
』
一
九
九
五
年
七
月
号
岩
波
書
庖

-
柄
谷
行
人
『
日
本
近
代
文
学
の
起
源
』
講
談
社
一
九
八

O

-
酒
井
直
樹
「
死
産
さ
れ
る
日
本
語
・
日
本
人
|
|
日
本
語
と
い
う
統
一
体

の
制
作
を
め
ぐ
る
(
反
)
歴
史
的
考
察
」
『
思
想
』
一
九
九
四
年
一
一

月
号
岩
波
書
庖

-
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
白
石
降
・
白
石
さ
や
訳
『
怨
像
の
共

同
体
|
|
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
起
源
と
流
行
|
|
』
リ
プ
ロ
ポ
l
ト

一
九
八
七
ご
九
八
三
〕

-
佐
藤
成
基
「
ネ
l
シ
ョ
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
エ
ス
子
ン
テ
ィ
|
|
歴

史
社
会
学
的
考
察

l
l
」
『
思
想
』
一
九
九
五
年
八
月
号
岩
波
書
庖
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