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こ
の
頃
は
「
国
民
文
学
」
と
い
う
声
が
い
ろ
い
ろ
な
場
面
に
響
い
て
い
て
、

日
本
文
学
の
明
日
の
姿
と
し
て
或
る
意
味
で
は
文
書
的
な
性
質
を
も
つ
方
向

づ
け
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
ど
う
い
う
の
が
国
民
文

学
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
な
っ
て
来
る
と
、
各
人
各
説
で
あ
っ
て
、
と
も
か

く
そ
れ
は
現
実
を
超
え
た
文
学
で
な
く
て
は
な
る
ま
い
、
と
い
う
説
（
青
野

氏
）
或
は
偽
せ
も
の
か
ら
本
も
の
を
見
わ
け
る
文
学
と
い
う
論
が
あ
り
、
或

は
万
民
の
心
を
つ
か
む
文
学
を
、
と
い
う
要
望
も
国
民
文
学
の
声
に
こ
め
ら

れ
て
い
る
。

　
日
本
文
学
者
会
と
い
う
新
し
く
組
織
さ
れ
た
団
体
も
、
新
た
な
る
国
民
文

学
建
設
を
意
企
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
け
れ
ど
、
そ
の
組
織
の
中
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心
的
な
構
成
分
子
を
な
す
作
家
の
顔
ぶ
れ
を
見
て
も
決
し
て
単
一
で
は
な
く
、

そ
の
会
の
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
た
作
家
た
ち
が
新
聞
の
文
芸
欄
に
よ
せ
た
そ
の

動
き
に
関
す
る
感
想
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
皮
相
的
な
ま
と
ま
ら
な
い
も

の
で
あ
っ
た
。
今
日
ま
で
の
日
本
文
学
の
歴
史
と
、
そ
の
歴
史
の
中
に
あ
っ

て
成
育
し
て
来
た
自
分
た
ち
作
家
一
人
一
人
の
文
学
業
績
の
内
部
か
ら
追
求

し
た
発
展
の
足
ど
り
と
し
て
、
そ
れ
等
の
所
感
は
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。

い
ず
れ
も
、
時
代
の
急
転
を
切
迫
し
て
肌
に
感
じ
、
作
家
も
今
ま
で
の
よ
う

に
し
て
い
る
時
代
で
は
な
い
、
と
い
う
感
じ
に
つ
き
動
か
さ
れ
、
そ
の
動
き

を
今
日
に
あ
っ
て
最
も
一
般
的
な
形
で
あ
る
団
体
の
く
み
た
て
の
方
向
に
結

び
つ
け
て
行
っ
た
過
程
で
あ
る
と
思
え
る
。

　
日
本
の
社
会
生
活
の
変
化
は
、
実
に
ど
ん
な
人
の
身
に
も
及
ぼ
し
て
い
て
、
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現
在
の
日
本
に
生
き
て
い
る
者
は
只
の
一
人
も
こ
の
空
気
の
外
に
存
在
し
て

い
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
日
本
が
世
界
史
的
な
変
転
の
時
期
に
さ
ら
さ
れ
て

い
る
現
実
は
、
極
め
て
リ
ア
ル
に
私
た
ち
の
日
常
に
映
っ
て
い
て
、
感
情
と

心
理
の
翳
と
は
複
雑
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
現
実
を
土
台
と
し
て
、
文
学
が
変
化
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、

一
人
一
人
の
作
家
の
内
部
に
立
ち
入
っ
て
み
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心
は
、
決

し
て
去
年
の
心
の
ま
ま
で
は
な
い
の
だ
と
思
う
。
「
炭
」
と
い
う
一
字
は
、

か
つ
て
大
多
数
の
文
学
者
に
と
っ
て
何
事
で
も
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

ど
ん
な
反
応
も
そ
の
精
神
に
目
ざ
ま
せ
な
か
っ
た
と
思
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ

の
初
冬
、
「
炭
」
と
き
い
て
何
か
の
生
活
的
感
覚
に
刺
戟
を
う
け
な
い
作
家

が
唯
一
人
で
も
日
本
に
在
る
だ
ろ
う
か
。
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文
学
が
変
化
し
て
ゆ
く
現
実
の
底
に
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的
な
生
活
の

感
覚
の
推
移
、
変
化
が
そ
の
根
本
の
動
力
と
な
っ
て
ゆ
く
。
文
学
の
題
材
と

し
て
す
ぐ
そ
れ
が
作
品
化
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
に

し
て
変
化
し
て
ゆ
く
生
活
の
感
情
が
、
日
本
の
文
学
の
全
歴
史
と
そ
れ
ぞ
れ

の
作
家
の
文
学
的
経
歴
と
に
多
岐
多
様
な
作
用
を
及
ぼ
し
て
行
っ
て
、
そ
の

結
果
と
し
て
文
学
は
種
々
の
変
化
と
飛
躍
と
を
示
し
て
ゆ
く
わ
け
な
の
で
あ

る
。

「
炭
」
と
い
う
一
字
に
対
す
る
今
日
の
感
覚
の
変
化
か
ら
み
て
も
、
作
家
が

一
般
国
民
と
し
て
の
生
活
感
情
の
う
ち
に
自
身
を
織
り
こ
ま
せ
ざ
る
を
得
な

く
な
っ
て
来
て
い
て
、
従
来
の
よ
う
に
知
識
人
的
、
或
は
職
業
人
的
ポ
ー
ズ

の
枠
内
に
止
っ
て
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
現
実
に
偽
り
は
な
い
と
思
う
。
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小
市
民
風
な
小
さ
い
個
人
的
主
観
的
解
決
は
、
炭
の
問
題
に
対
し
て
力
を
も

っ
て
い
な
い
と
同
じ
く
、
社
会
的
現
実
の
矛
盾
の
全
般
に
対
し
て
今
日
は
そ

の
力
の
も
つ
限
界
を
明
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
学
は
、
小
市
民
的

な
身
辺
小
説
の
歴
史
的
な
塒
ね
ぐ
らか
ら
、
よ
し
や
今
宵
の
枝
の
あ
り
か
を
知
ら
な

い
で
も
、
既
に
飛
び
立
た
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
来
て
い
る
。

　
国
民
文
学
の
声
々
は
、
そ
れ
ら
の
飛
び
立
っ
た
作
家
た
ち
が
、
群
を
は
な

れ
ぬ
よ
う
心
を
つ
か
い
つ
つ
而
も
そ
の
群
の
範
囲
で
は
め
い
め
い
の
方
向
で

羽
ば
た
い
て
い
る
、
そ
の
歴
史
的
な
物
音
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
国
民
文
学
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
字
が
語
っ
て
い
る
と
お
り
、
国
民
の
文

学
で
あ
り
、
国
民
の
文
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
と
り
も
直
さ
ず
国
民
生
活

の
日
々
に
経
つ
つ
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
生
活
の
文
学
で
あ
る
と
い
う
本
質
は
、
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一
見
全
く
明
瞭
の
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
民
文
学
と

い
う
題
目
を
か
か
げ
て
作
家
た
ち
が
語
る
と
き
、
そ
の
感
想
の
大
部
分
は
ど

う
し
て
、
そ
の
わ
か
り
や
す
く
自
然
な
文
学
の
本
質
に
立
っ
て
自
身
の
成
長

を
願
う
言
葉
と
し
て
あ
ら
わ
れ
ず
、
何
か
文
学
の
外
の
力
、
例
え
ば
政
治
へ

の
協
力
へ
の
歩
み
出
し
と
い
う
面
の
強
調
に
熱
心
な
の
だ
ろ
う
。

　
政
治
と
文
学
と
い
う
二
つ
の
質
の
異
っ
た
も
の
が
真
に
協
力
し
得
る
場
面

は
、
国
民
の
現
実
に
お
け
る
生
活
の
内
に
し
か
あ
る
ま
い
。
そ
れ
も
、
あ
な

た
は
そ
ち
ら
か
ら
、
私
は
こ
ち
ら
か
ら
と
い
う
工
合
に
国
民
生
活
の
内
部
で

政
治
と
文
学
と
が
両
方
か
ら
歩
み
よ
る
と
い
う
よ
う
な
形
式
的
な
関
係
で
は

な
く
、
国
民
の
一
人
一
人
の
生
活
の
運
転
の
血
肉
と
し
て
、
そ
の
生
活
意
欲

の
表
現
と
し
て
の
政
治
と
文
学
と
が
各
人
の
中
に
相
互
的
統
一
に
お
か
れ
た
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と
き
、
言
葉
の
偽
り
な
い
意
味
で
の
政
治
と
文
学
と
の
協
力
が
い
わ
れ
る
の

だ
と
思
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
や
さ
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
将
来
の
永

い
永
い
見
と
お
し
に
立
っ
て
、
国
民
の
政
治
的
成
長
へ
の
期
待
と
と
も
に
の

み
語
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
迄
の
歴
史
的
な
幾
波
瀾
を
凌
い
だ
社
会
史
的

成
長
の
彼
方
に
期
待
さ
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
今
日
響
い
て
い
る
国
民
文
学
の
声
に
あ
る
政
治
へ
の
文
学
の
協
力
は
、
従

っ
て
、
そ
れ
よ
り
ず
っ
と
ず
っ
と
手
前
の
、
現
在
の
日
本
を
こ
め
た
世
界
の

大
多
数
の
社
会
が
お
か
れ
て
い
る
矛
盾
、
混
乱
、
撞
着
の
中
で
い
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
り
、
そ
の
実
際
条
件
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
そ
の
呼
び
声
に
も

様
々
の
過
渡
的
な
制
約
を
加
え
ざ
る
を
得
な
い
。

　
日
本
の
今
日
の
文
学
が
、
国
民
文
学
と
い
う
響
は
総
量
的
で
あ
る
声
の
前
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に
一
層
ま
と
ま
り
な
い
自
身
の
姿
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
は
、
一
朝
一
夕
で

な
い
理
由
が
あ
る
と
思
う
。

　
小
市
民
的
な
発
生
の
歴
史
を
も
っ
た
日
本
の
純
文
学
と
い
う
も
の
が
、
そ

の
文
学
の
世
界
の
核
心
で
あ
っ
た
主
観
的
な
自
我
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
揺
が
さ

れ
は
じ
め
た
の
は
凡
そ
今
か
ら
十
五
年
程
前
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の

時
期
に
、
日
本
の
文
学
に
は
、
第
一
次
欧
州
大
戦
後
の
社
会
事
情
の
大
変
動

に
つ
れ
て
、
新
興
の
文
学
運
動
が
お
こ
り
、
従
来
の
諸
流
派
と
は
全
然
異
っ

た
文
学
の
世
界
を
示
し
は
じ
め
た
。
こ
れ
ま
で
の
純
文
学
が
一
個
人
内
面
的

経
緯
を
孤
立
的
に
追
求
し
て
来
た
の
に
対
し
て
、
新
た
な
文
学
は
、
こ
の
社

会
に
一
定
の
関
係
を
も
っ
て
生
活
し
歴
史
と
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る
人
間
群

の
悲
喜
を
そ
の
文
学
の
内
容
と
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
作
品
に
あ
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ら
わ
れ
る
主
人
公
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
多
数
の
も
の
の
集
約
的
な
人
格
化
で
あ

り
、
歴
史
の
局
面
へ
積
極
的
に
働
き
か
け
よ
う
と
す
る
時
代
の
典
型
で
あ
る

と
い
う
文
学
の
世
界
の
現
実
で
、
広
汎
な
読
者
の
生
活
に
結
ば
れ
て
ゆ
く
も

の
で
あ
ろ
う
と
し
た
。

　
こ
の
文
学
の
動
き
の
方
向
で
、
日
本
の
近
代
文
学
の
自
我
は
初
め
て
複
合

的
な
集
団
的
な
歴
史
的
に
動
く
自
我
へ
成
長
発
展
す
る
可
能
を
示
さ
れ
た
の

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
独
特
の
せ
わ
し
く
迅
い
時
代
の
推
移
は
、
十

分
そ
の
動
き
を
成
熟
さ
せ
な
い
う
ち
、
そ
の
文
学
の
方
向
を
と
ざ
す
こ
と
と

な
っ
た
。
新
し
い
文
学
そ
の
も
の
が
自
身
の
未
熟
さ
を
脱
し
切
れ
な
い
ま
ま

発
育
の
方
向
を
か
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
文
学

の
動
き
が
継
続
し
て
い
た
十
年
の
間
、
依
然
旧
態
に
と
ど
ま
っ
て
、
集
約
的
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自
我
に
対
抗
し
、
個
的
な
自
我
を
純
文
学
の
名
に
お
い
て
固
守
し
て
来
た
作

家
た
ち
も
、
本
質
的
展
開
の
な
い
ま
ま
、
更
に
一
層
萎
靡
し
た
自
我
を
抱
い

て
、
満
州
事
変
の
開
始
さ
れ
た
日
本
の
現
実
の
中
に
つ
き
放
た
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

　
当
時
の
文
学
的
混
乱
が
ど
ん
な
に
激
し
か
っ
た
か
は
、
今
更
く
り
か
え
す

必
要
も
な
く
、
私
た
ち
の
記
憶
に
新
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　
民
衆
の
文
学
と
い
う
声
が
あ
げ
ら
れ
た
の
は
今
日
か
ら
凡
そ
三
年
ば
か
り

前
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
呼
び
声
は
、
主
と
し
て
従
来
か
ら
の
所
謂
純
文
学
作

家
・
評
論
家
た
ち
、
即
ち
新
し
い
文
学
が
小
市
民
的
な
個
的
な
自
我
を
、
よ

り
多
数
・
広
汎
な
綜
合
的
我
の
歴
史
的
登
場
の
う
ち
に
解
放
し
成
育
さ
せ
よ

う
と
し
た
期
間
、
そ
れ
に
対
し
て
、
種
々
な
文
学
的
表
現
の
下
に
や
は
り
個
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的
な
我
を
主
張
し
つ
づ
け
て
来
た
人
々
に
よ
っ
て
あ
げ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と

は
、
今
日
の
国
民
文
学
の
声
の
発
生
の
場
所
と
思
い
合
わ
せ
て
実
に
意
味
ふ

か
く
考
え
ら
れ
る
。

　
当
時
い
わ
れ
た
民
衆
の
文
学
の
本
質
の
特
徴
は
、
そ
の
文
学
の
世
界
を
つ

く
り
出
す
因
子
と
し
て
、
そ
の
文
学
の
運
命
の
担
い
て
と
し
て
の
民
衆
生
活

と
作
家
の
内
的
世
界
と
の
統
一
の
こ
と
は
い
わ
れ
な
い
で
、
こ
れ
ま
で
そ
れ

等
の
作
家
・
評
論
家
た
ち
が
、
一
握
り
の
知
識
人
と
し
て
庶
民
の
く
ら
し
と

は
隔
絶
し
た
日
常
の
な
か
で
語
り
書
き
し
て
来
た
文
学
的
所
産
の
単
な
る
読

者
と
し
て
、
そ
の
消
費
者
、
購
買
者
と
し
て
の
多
数
人
へ
示
さ
れ
た
関
心
で

あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
民
衆
の
文
学
が
、
わ
か
り
や
す
く
書
く
と
か
、

民
衆
が
浅
草
の
漫
才
を
見
て
笑
っ
て
い
る
顔
を
見
よ
現
実
の
批
判
精
神
な
ど
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を
彼
ら
は
必
要
と
し
て
い
な
い
、
と
い
う
風
に
云
い
出
さ
れ
た
所
以
も
そ
こ

に
あ
っ
た
。

　
社
会
的
要
素
の
導
き
入
れ
の
要
求
か
ら
長
篇
小
説
の
こ
と
が
い
わ
れ
、
そ

れ
は
作
品
行
動
で
も
十
分
つ
き
つ
め
ら
れ
な
い
う
ち
に
生
産
文
学
に
す
り
か

わ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
お
こ
っ
た
文
学
の
文
学
性
の
擁
護
の
動
き
と
併
行
し

て
、
今
や
国
民
文
学
の
声
が
あ
ま
ね
く
聞
え
て
い
る
事
情
で
あ
る
。

　
こ
の
三
四
年
間
、
日
本
の
文
学
の
面
は
何
と
忙
し
く
波
立
ち
つ
づ
け
て
来

た
だ
ろ
う
。
国
民
文
学
と
い
う
声
が
起
っ
た
今
日
の
日
本
の
社
会
が
当
面
し

て
い
る
世
界
史
の
局
面
は
、
明
ら
か
に
画
期
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

国
民
文
学
の
翹
望
は
、
近
代
の
日
本
文
学
に
一
つ
の
時
期
を
画
す
性
質
を
も

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
一
応
肯
定
さ
れ
る
が
、
社
会
の
歴
史
の
い
か
な
る
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高
ま
り
も
そ
れ
以
前
の
数
々
の
必
然
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
と
お
り
、
文
学
に

お
け
る
そ
の
声
が
或
る
画
期
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
一
つ
の
事
実

は
、
そ
の
事
実
の
内
に
、
あ
ら
ゆ
る
従
前
か
ら
の
諸
問
題
の
経
過
の
本
質
を

含
有
し
て
来
て
い
る
と
い
う
事
実
を
抹
殺
す
る
も
の
で
は
な
い
。
具
体
的
な

発
展
は
、
実
に
、
そ
の
よ
う
に
し
て
内
包
さ
れ
て
い
る
諸
要
因
を
、
率
直
に

作
家
自
身
、
自
身
の
課
題
と
し
て
自
身
の
内
面
か
ら
と
り
あ
げ
て
吟
味
し
直

し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
か
ら
し
か
期
待
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
国
民
文
学
と
い
う
声
の
中
に
は
、
嘗
て
民
衆
の
文
学
を
唱
え
た
と
き
、
自

身
た
ち
の
文
学
的
要
素
の
歴
史
的
な
吟
味
に
向
う
よ
り
も
、
民
衆
と
文
学
と

の
関
係
で
は
文
学
を
外
か
ら
の
教
化
資
料
と
し
扱
お
う
と
し
た
考
え
に
結
び

つ
い
て
行
っ
た
文
学
放
棄
の
態
度
も
自
然
の
成
り
ゆ
き
と
し
て
加
わ
っ
て
い
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る
わ
け
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
よ
り
た
や
す
い
血
路
を
求
め
て
、
真
の
骨
身
を

削
る
煩
悶
と
そ
こ
か
ら
の
脱
皮
と
を
経
な
い
で
す
ま
し
た
文
学
的
な
諸
因
子

が
、
国
民
文
学
の
提
唱
に
あ
た
っ
て
、
果
し
て
、
新
し
い
文
学
の
実
体
と
し

て
の
国
民
の
生
活
諸
々
相
を
リ
ア
ル
な
な
り
に
作
品
の
世
界
に
把
握
し
再
現

し
て
ゆ
き
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
か
ら
の
文
学
が
、
そ
の
成
長
と
拡
大
の
道
で
迎
え
克
服
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
雑
多
の
困
難
の
源
も
、
そ
こ
に
ひ
そ
め
ら
れ
て
在
る
と
云
い
得
る

と
思
う
。

　
作
家
一
人
一
人
へ
文
学
が
そ
の
健
全
な
成
長
の
た
め
に
求
め
て
い
る
精
励

は
益
々
大
き
く
深
ま
っ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
何
故
な
ら
、
私
た
ち
が
日
本

の
国
民
と
し
て
、
日
々
を
現
実
が
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
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る
世
界
史
的
規
模
で
感
覚
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
一
層
は
っ
き
り
と
自
分
た

ち
の
歴
史
の
独
自
性
に
及
ん
で
現
象
を
捕
え
る
力
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

し
か
も
政
治
の
感
覚
は
未
だ
若
く
て
、
現
実
を
直
視
し
て
お
そ
れ
な
い
と
い

う
文
学
の
本
質
と
一
致
す
る
よ
う
な
成
熟
に
達
し
て
い
な
い
。
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
反
射
的
に
な
り
や
す
い
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
。
文
学
は
、
自
身
の

母
胎
で
あ
る
社
会
の
そ
の
よ
う
な
若
さ
の
特
徴
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
よ
ろ
こ

び
と
悲
し
み
の
全
部
を
、
そ
の
肉
体
の
あ
ら
ゆ
る
屈
折
で
語
り
つ
つ
、
明
日

へ
前
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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