
長
志
珠
絵
著

『
近
代
日
本
と
国
語
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」

｝

安
　
田
　
敏
　
朗

本
書
裏
表
紙
の
カ
バ
ー
の
文
章
に
、
こ
う
あ
る
。

「
国
語
」
と
は
自
明
の
存
在
で
は
な
く
、
近
代
形
成
期
に
創
ら
れ
た
歴

史
的
構
築
物
で
あ
る
。
そ
の
実
相
を
、
国
語
国
字
論
争
な
ど
の
さ
ま
ざ

ま
な
政
治
文
化
運
動
・
論
争
か
ら
探
り
、
「
国
語
」
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

形
成
の
場
と
そ
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
ま
た
、
著
者
の
雷
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
日
本
の
〈
近
代
〉
形
成
期
で
あ
る

～
九
世
紀
末
～
二
〇
世
紀
に
お
い
て
、
「
国
語
」
と
称
さ
れ
る
規
範
の
形
成

過
程
を
明
ら
か
に
す
る
」
（
一
頁
）
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
の
が
、
こ

の
本
で
あ
る
。

　
近
年
、
近
代
日
本
の
「
国
語
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
の
議
論
が
活

発
に
な
さ
れ
て
お
り
、
研
究
書
・
研
究
論
文
も
揖
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

　
こ
う
し
た
議
論
に
お
い
て
、
「
国
語
」
と
い
う
も
の
は
歴
史
的
に
決
し
て

自
明
の
存
在
で
な
い
ば
か
り
か
、
そ
れ
が
国
民
国
家
の
構
成
要
素
と
し
て
不

可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
で
「
構
築
し
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
と
い
う
政
治
性
を
帯
び
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
「
国
語
」
が
、
台
湾
・
朝
鮮
・
「
満
洲
国
」
な

ど
へ
の
日
本
の
帝
国
的
拡
張
の
な
か
で
果
た
し
た
役
割
と
も
連
関
を
保
た
せ

な
が
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
国
語
」
の
も
つ
問
題
性
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
だ
け
に
、
よ
り
強
調
さ

れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
こ
う
し
た
形
で
研
究
書
が
公
刊
さ
れ
る
の

は
よ
ろ
こ
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
は
、
基
本
的
に
歴
史
学
研
究
者

の
乎
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
て
い
な
い
傾
向
も
あ
わ
せ
持
っ
て
い
る
。
そ
れ

ゆ
え
に
、
資
料
操
作
上
の
問
題
や
、
調
査
不
足
な
ど
と
い
っ
た
限
界
が
あ
り
、

歴
史
学
か
ら
の
検
証
に
ど
れ
だ
け
耐
え
う
る
も
の
な
の
か
と
い
う
疑
問
も
、

特
に
歴
史
学
研
究
者
の
あ
い
だ
に
は
持
た
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
そ
う
し
た
な
か
で
公
刊
さ
れ
た
本
書
は
、
日
本
近
代
史
を
専
攻
す
る
著
者

が
こ
の
数
年
間
発
表
し
て
き
た
論
文
、
公
表
予
定
の
論
文
を
ま
と
め
た
博
士

論
文
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
先
行
研
究
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
特
に
著

者
が
評
者
の
作
業
（
拙
著
『
帝
国
日
本
の
醜
語
編
鯛
隔
世
織
書
房
、
　
一
九
九

七
年
な
ど
）
に
加
え
た
露
悪
か
ら
も
う
か
が
え
る
が
、

こ
の
観
点
か
ら
辿
ら
れ
る
国
〈
内
〉
の
「
国
語
」
は
、
～
九
世
紀
後
半

の
日
本
社
会
の
思
想
状
況
や
政
治
状
況
、
近
世
社
会
と
の
関
連
を
問
う

と
い
っ
た
関
心
は
稀
薄
で
あ
っ
て
、
皇
民
化
政
策
の
前
史
を
摸
索
す
る

と
い
う
、
や
や
構
造
的
な
評
価
に
終
始
す
る
方
法
的
な
規
定
を
抱
え
て

い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
（
五
頁
）
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評書

　
と
い
う
よ
う
な
、
や
や
理
念
型
が
先
行
し
て
定
形
化
し
つ
つ
あ
る
と
い
え

る
。
そ
の
意
味
で
は
本
書
は
、
こ
の
種
の
諸
議
論
を
も
う
一
度
土
台
か
ら
き

ち
ん
と
見
つ
め
直
す
こ
と
の
重
要
性
を
迫
る
も
の
だ
と
い
え
る
。

　
と
も
あ
れ
、
確
実
な
実
証
と
目
配
り
の
き
い
た
論
述
の
仕
方
、
さ
ら
に
は

先
行
研
究
が
触
れ
て
こ
な
か
っ
た
視
点
の
導
入
な
ど
も
あ
り
、
本
書
は
近
代

日
本
の
門
国
語
」
を
め
ぐ
る
諸
議
論
に
お
け
る
、
信
頼
す
べ
き
一
冊
に
な
る

こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

　
著
者
の
手
法
か
ら
す
れ
ば
、
評
者
の
行
な
っ
た
作
業
は
歴
史
学
的
で
な
い

研
究
動
向
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
し
、
歴
史
学
研
究
の
訓
練
を

受
け
て
い
な
い
評
者
自
身
も
そ
の
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
意
味

で
、
本
書
の
論
証
の
仕
方
に
評
者
自
身
学
ぶ
と
こ
ろ
が
非
常
に
多
か
っ
た
。

　
た
だ
、
実
証
面
は
と
も
あ
れ
、
立
場
と
し
て
は
「
国
語
」
を
歴
史
的
構
築

物
で
あ
る
と
規
定
す
る
著
者
と
評
者
と
の
距
離
は
さ
ほ
ど
な
い
の
で
は
な
い

か
と
勝
手
に
考
え
て
い
る
。

　
門
国
語
」
と
い
う
、
歴
史
的
に
も
「
伝
統
」
が
あ
り
、
「
民
族
精
神
」
を

宿
す
も
の
だ
と
、
さ
も
自
明
の
よ
う
に
信
じ
ら
れ
て
き
た
ひ
と
つ
の
同
語
体

系
は
、
そ
の
成
立
か
ら
高
度
な
政
治
性
を
帯
び
、
近
代
臼
本
の
歩
み
に
従
っ

て
展
開
し
て
い
く
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
、
や
が
て
敗
戦
を
経
て

大
き
な
変
化
を
蒙
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
歴
史
的
事
象
を
い
か
に
整
理

し
、
総
括
し
て
い
く
か
と
い
う
作
業
は
、
（
や
や
時
代
遅
れ
の
感
も
あ
る
が
）

門
国
際
化
」
を
め
ざ
す
「
日
本
語
」
を
考
え
る
際
の
課
題
で
あ
る
し
、
敗
戦

後
「
民
族
国
家
」
に
た
ち
か
え
っ
た
と
す
る
こ
と
で
こ
う
し
た
総
括
を
な
い

が
し
ろ
に
し
て
き
た
「
国
語
学
」
（
だ
け
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
が
）
と
い

う
学
問
の
あ
り
よ
う
を
考
え
て
い
く
た
め
に
不
可
欠
な
作
業
で
あ
る
。

工

　
そ
れ
で
は
、
著
者
が
と
る
戦
略
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
本
文
の
引
用
を
す
れ
ば
、

一
九
世
紀
末
の
「
国
語
」
が
制
度
化
さ
れ
る
時
期
に
お
け
る
言
語
に
ま

つ
わ
る
議
論
と
そ
の
せ
め
ぎ
あ
い
1
漢
字
問
題
二
竃
文
｝
致
・
方
書
、

台
湾
領
有
初
期
に
お
け
る
「
国
語
」
教
育
、
こ
れ
ら
を
原
理
的
に
支
え

る
音
声
言
語
主
義
の
形
成
、
こ
の
音
声
主
義
と
相
互
補
完
的
に
形
成
さ

れ
て
い
く
、
政
治
文
化
と
し
て
の
国
歌
構
想
を
取
り
上
げ
、
「
国
語
」

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
形
成
の
場
と
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
捉
え
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
（
六
頁
）

　
と
い
う
よ
う
に
、
中
心
を
貫
く
問
題
関
心
は
右
の
引
用
に
十
分
あ
ら
わ
れ

て
い
る
。
「
音
声
言
語
主
義
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
軸
に
、
形
成
期
の

「
国
譜
」
を
読
み
解
い
て
い
く
立
場
に
立
っ
て
い
て
、
扱
わ
れ
る
事
象
も
多

岐
に
わ
た
り
、
魅
力
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
簡
単
に
そ
の

内
容
を
紹
介
し
て
み
た
い
。

　
「
第
一
章
　
国
語
と
国
歌
一
国
民
国
家
形
成
と
い
う
戦
略
一
」
で
は
、

政
治
文
化
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
「
国

旗
・
国
歌
」
の
問
題
と
「
国
語
国
字
」
の
問
題
を
関
連
づ
け
て
論
じ
て
い
る
。

両
者
を
結
ぶ
も
の
は
、
「
音
の
近
代
化
」
と
い
う
言
説
で
あ
る
。
「
国
歌
」
と

い
う
全
国
民
に
均
質
に
発
声
を
強
い
る
装
置
の
設
定
・
展
開
と
、
「
国
語
国

字
」
論
が
ロ
ー
マ
字
・
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ
採
用
論
と
し
て
展
開
し
て
い

っ
た
明
治
初
期
の
状
況
を
克
明
に
追
っ
て
お
り
、
大
変
刺
激
的
な
、
本
書
を
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最
も
特
徴
づ
け
る
章
で
も
あ
る
。
詳
細
な
議
論
は
紹
介
で
き
な
い
が
、
「
国

歌
」
を
め
ぐ
る
議
論
か
ら
は
、
「
技
術
的
な
音
声
言
語
と
し
て
の
役
割
を
特

化
さ
せ
た
「
日
本
語
」
」
（
五
一
頁
）
と
い
う
概
念
が
導
き
出
さ
れ
、
「
文
化

的
概
念
」
と
は
異
な
る
「
教
化
の
装
置
」
と
し
て
の
「
国
語
」
、
い
い
か
え

れ
ば
「
技
術
と
し
て
の
国
語
」
と
い
う
考
え
方
が
こ
こ
で
提
出
さ
れ
て
い
る
。

　
「
音
声
欝
語
主
義
」
と
い
っ
た
場
合
、
問
題
に
な
る
の
は
漢
字
の
扱
い
方

で
あ
る
。
「
第
一
　
章
　
「
国
語
」
の
成
立
－
日
清
戦
後
の
国
語
国
字
論
争

一
」
で
は
、
近
代
国
民
国
家
形
成
期
に
漢
字
文
明
圏
の
得
心
で
あ
る
中
国

と
の
戦
争
に
勝
利
し
た
後
、
一
種
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
表
出
と
し
て
隆
盛

し
た
漢
字
排
除
の
議
論
を
主
に
追
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
上
田
万
年
と
い
う

「
音
声
言
語
主
義
」
の
西
洋
書
語
学
の
議
論
を
学
ん
で
帰
国
し
た
国
語
学
者

の
議
論
も
扱
わ
れ
て
い
る
。

　
一
方
で
、
「
第
三
章
　
欝
文
一
致
運
動
と
漢
学
者
懇
親
会
」
で
は
、
同
時

期
の
漢
字
擁
護
の
議
論
を
追
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
話
す
ま
ま
を
音
写
す
る

こ
と
が
必
ず
し
も
「
音
声
隠
語
主
義
」
と
は
な
ら
な
い
こ
と
を
、
言
文
一
致

を
め
ぐ
る
議
論
の
な
か
に
確
認
し
て
い
く
。

　
続
く
「
第
四
章
　
方
善
…
口
問
題
の
生
成
　
　
「
地
方
」
の
創
造
一
漏
で
は
、

「
国
語
扁
の
形
成
過
程
に
お
け
る
「
方
言
」
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。
書
記
雷

語
と
し
て
の
「
伝
統
」
が
基
本
的
に
は
な
か
っ
た
「
方
言
」
を
い
か
に
扱
う

か
は
、
「
音
声
言
語
主
義
」
の
あ
り
方
に
も
影
響
を
与
え
る
も
の
な
の
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
、
「
方
言
」
に
「
古
語
」
が
残
る
と
と
ら
え
る
こ
と
が
実

は
「
国
語
」
の
通
馬
性
を
保
証
す
る
語
り
方
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
「
近

代
」
的
「
方
醤
」
調
査
が
、
「
国
語
」
内
部
の
問
題
と
し
て
「
方
言
扁
を
取

り
込
ん
で
い
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
う
し
た
「
国
語
」
内
部

の
序
列
化
の
な
か
で
「
地
方
」
と
い
う
概
念
が
創
出
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
も

筆
が
及
ん
で
い
く
。

　
「
第
五
章
　
教
化
と
文
化
の
間
1
「
国
語
」
問
題
と
予
想
初
期
－
」

に
お
い
て
は
、
形
成
途
上
の
「
国
語
」
が
異
言
語
の
地
、
台
湾
を
包
摂
せ
ね

ば
な
ら
な
く
な
っ
た
時
期
、
異
民
族
を
「
教
化
」
す
る
「
技
術
と
し
て
の
国

語
」
と
い
う
問
題
が
浮
上
し
て
き
た
が
、
そ
の
な
か
で
は
「
伝
統
性
、
固
有

性
」
と
い
う
「
文
化
と
し
て
の
国
語
」
と
い
う
問
題
は
重
要
視
さ
れ
ず
、
技

術
と
し
て
植
民
地
に
お
い
て
確
立
さ
れ
る
「
国
語
」
が
、
逆
に
「
国
語
」
の

内
部
的
同
一
性
を
脅
か
す
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
視
点
を
取
り
出
し
て
く
る
。

　
「
第
六
章
　
言
語
学
の
「
受
容
」
」
で
は
、
明
治
期
に
酋
洋
か
ら
妻
入
さ

れ
た
最
新
の
需
語
学
理
論
で
あ
る
比
較
言
語
学
が
、
や
や
定
型
的
な
議
論
で

は
あ
る
が
、
「
国
語
」
と
「
周
辺
」
諸
言
語
と
の
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」

的
視
線
か
ら
の
再
編
成
に
与
っ
て
い
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
欲
を
い
え
ば
、

明
治
期
の
巳
本
の
雷
語
学
者
の
う
ち
、
当
時
の
先
端
雷
語
理
論
で
あ
っ
た
比

較
言
語
学
を
、
誰
が
誰
の
著
作
に
基
づ
き
、
ど
の
よ
う
に
受
容
し
て
い
っ
た

の
か
を
よ
り
個
別
に
検
証
し
て
い
く
必
要
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
感
じ

た
。　

最
終
章
「
文
字
と
音
声
　
　
一
九
世
紀
言
語
論
の
相
剋
i
」
で
は
、

「
音
声
言
語
主
義
」
と
、
そ
れ
に
対
す
る
「
音
義
言
霊
派
」
の
両
者
の
相
剋

を
、
「
五
十
音
図
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
展
開
か
ら
追
っ
て
い
る
。

　
以
上
が
全
体
の
大
ま
か
な
構
成
で
あ
る
。
こ
う
書
く
と
、
や
や
散
漫
な
印

象
を
与
え
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
ど
の
よ
う
な
個
々
の
事
象
が

「
国
語
砿
と
い
う
統
括
概
念
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
に
関

心
の
ウ
エ
イ
ト
」
（
二
七
五
頁
）
を
置
い
て
い
る
著
者
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

形
成
期
「
国
語
」
を
め
ぐ
る
個
々
の
問
題
を
、
う
ま
く
す
く
い
上
げ
得
て
い
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評煽

る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

三

　
本
書
の
持
つ
実
証
性
の
高
さ
、
資
料
の
豊
富
さ
、
魅
力
的
な
議
論
の
展
淵

を
認
め
た
う
え
で
、
や
は
り
、
著
者
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
＝
貫
性
に

お
い
て
必
ず
し
も
十
全
で
は
な
い
扁
（
二
七
五
頁
）
と
い
う
感
が
ぬ
ぐ
え
な

い
こ
と
を
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
先
に
評
者
は
、
本
書
に
一
貫
す
る
の
は
、
「
音
声
書
画
主
義
」
と
い
う
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
と
述
べ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
貫
性
に
お
い
て
必

ず
し
も
十
金
で
は
な
い
と
い
う
著
者
の
謙
虚
な
告
白
に
同
意
し
て
し
ま
う
の

は
、
思
う
に
、
「
音
声
言
語
主
義
」
の
内
容
が
十
全
に
説
明
し
き
れ
て
い
な

い
点
に
存
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
つ
ま
り
、
「
音
声
言
語
主
義
」
と
い
っ
た
場
合
に
、
具
体
的
に
何
を
想
定

し
た
ら
よ
い
の
か
、
や
や
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
た
と
え
ば
一
九
〇
〇
年
前
後
に
輸
入
の
学
と
し
て
成
立
し
た
日
本

の
言
語
学
の
特
徴
を
門
音
声
雷
語
主
義
的
路
線
」
と
し
た
う
え
で
、
そ
の
内

容
が
コ
署
語
を
め
ぐ
る
事
象
を
人
間
の
意
志
や
社
会
・
文
化
と
は
切
り
離
さ

れ
た
も
の
と
捉
え
た
点
、
表
記
さ
れ
る
文
字
の
本
質
を
音
声
に
求
め
た
点
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
る
」
（
七
三
頁
）
と
い
っ
た
形
で
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
音
声
雷
語
主
義
」
を
中
心
的
に
挺
つ

た
と
さ
れ
る
上
田
万
年
や
保
科
孝
一
が
、
は
た
し
て
「
書
語
を
め
ぐ
る
事
象

を
人
間
の
意
志
や
社
会
・
文
化
と
は
切
り
離
」
し
て
考
え
、
「
文
字
の
本
質

を
音
声
に
求
め
』
て
い
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
言
語
と
は
社
会
的
な
制

度
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
こ
そ
、
他
の
社
会
的
な
政
策
と
同
様
な
意
味
で
の

「
醤
語
政
策
」
（
も
っ
と
も
、
当
時
は
「
国
語
政
策
」
と
い
う
語
が
一
般
的

で
あ
っ
た
が
）
と
い
う
形
で
言
語
の
管
理
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
上
田
万
年
は
教
育
の
場
で
の
「
表
音
仮
名
遣

い
扁
の
採
用
を
主
張
し
て
い
た
。
そ
・
の
意
味
で
は
「
音
声
言
語
主
義
」
で
は

あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
初
等
教
育
に
限
定
し
た
話
で
あ
っ
て
、
中
等
教
育
以

上
に
は
「
伝
統
的
」
な
「
歴
史
的
仮
名
遣
い
扁
で
の
ぞ
む
べ
き
だ
と
論
じ
て

い
た
（
た
と
え
ば
上
田
欄
普
通
教
育
の
危
機
』
冨
山
房
、
｝
九
〇
五
年
な
ど

を
参
照
）
。
そ
の
根
拠
は
、
中
等
教
育
へ
の
進
学
率
の
圧
倒
的
低
さ
に
あ
っ

た
。
初
等
教
育
の
た
か
だ
か
三
、
四
年
だ
け
し
か
学
校
に
行
か
な
い
の
で
あ

れ
ば
、
そ
の
問
に
で
き
る
だ
け
効
率
的
に
読
み
書
き
を
習
わ
せ
る
べ
き
だ
と

い
う
の
が
上
田
の
主
張
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
「
効
率
」
を
重
視
し
た
わ
け

で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
主
張
は
中
等
教
育
へ
の
進
学
率
が
上
が
る
よ

う
に
な
る
と
、
上
田
の
口
か
ら
は
出
て
こ
な
く
な
る
。

　
ま
た
、
　
九
〇
〇
年
に
文
部
省
が
初
等
教
育
の
字
音
仮
名
遣
い
で
の
み
実

施
し
た
「
棒
引
き
仮
名
遣
い
」
を
、
後
に
国
語
仮
名
遣
い
、
そ
し
て
中
等
教

育
に
ま
で
広
げ
よ
う
と
し
た
の
は
、
棒
引
き
仮
名
遣
い
を
国
語
仮
名
遣
い
に

ま
で
「
援
用
」
す
る
例
が
増
し
た
こ
と
や
、
教
育
現
場
か
ら
の
強
い
要
望
が

あ
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
声
が
中
央
に
は
十
分
に
届

か
ず
に
、
「
表
音
仮
名
遣
い
」
は
｝
九
〇
八
年
に
は
全
廃
さ
れ
、
そ
の
復
活

は
敗
戦
を
待
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
事
象
を
「
音
声
言
語
主
義
」
と
し
て
揺
る
こ
と
で

見
え
て
く
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
別
の
連
連
で
括
る
こ
と
も
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
も
う
少
し
踏
み
込
ん
で
み
た
い
。

　
「
音
声
言
語
」
の
反
意
語
は
、
「
文
字
言
語
」
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
が
、

著
者
の
い
う
「
音
声
震
語
主
義
」
と
は
「
文
字
客
語
」
の
「
文
字
」
の
位
置
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づ
け
を
め
ぐ
る
議
論
の
一
変
種
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
た
と
え
ば
、
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
漢
字
廃
止
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

「
漢
字
」
と
い
う
文
字
に
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、
「
極
出
澱
を
仮
名
な
い
し

ロ
ー
マ
字
で
表
記
す
る
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
表

音
仮
名
遣
い
」
と
「
歴
史
的
仮
名
遣
い
」
の
二
種
類
が
あ
り
、
ロ
ー
マ
字
表

記
に
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仮
名
遣
い
の
転
写
と
い
う
形
で
の
み
成
立
し
て

い
る
。
こ
れ
を
「
音
声
蓄
語
主
義
」
と
仮
構
す
る
こ
と
で
、
そ
の
内
実
が
表

記
法
を
め
ぐ
る
諸
議
論
で
あ
り
、
「
器
文
～
致
」
や
「
方
欝
」
研
究
と
い
っ

た
一
見
「
音
出
置
重
視
の
手
法
が
、
実
は
「
音
声
」
と
い
う
均
質
な
一
体
性

を
構
築
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
同
時
に
「
音
声
至

上
」
で
あ
る
西
洋
言
語
学
の
β
本
で
の
受
容
の
さ
れ
方
を
明
示
す
る
こ
と
に

は
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
基
本
的
に
は
「
表
記
論
」
を
追
求

す
る
こ
と
で
、
形
成
期
「
国
語
」
の
具
体
相
を
「
十
全
に
」
明
ら
か
に
し
得

る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
か
つ
評
者
自
身
の
こ
と
を
棚
に
あ
げ
て
い
え

ば
、
評
者
ら
の
先
行
研
究
に
加
え
た
批
判
、
つ
ま
り
、
近
世
社
会
と
の
連
続

性
、
明
治
杜
会
の
実
相
と
の
関
連
を
問
う
方
向
性
が
稀
薄
で
あ
る
と
い
う
点

が
、
本
書
に
お
い
て
い
か
よ
う
に
克
服
さ
れ
て
い
る
の
か
、
読
み
方
が
浅
い

せ
い
か
、
い
ま
ひ
と
つ
明
確
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
た
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
著
者
が
「
音
声
言
語
主
義
」
を
重
視
す
る
理
由
は
ど

こ
に
あ
る
と
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
緑
台
初
期
の
「
国
語
し
論
の
検

討
に
見
る
よ
う
に
、
「
音
声
奮
語
」
と
し
て
「
国
語
」
を
設
定
し
た
こ
と
を
、

「
教
化
の
手
段
」
と
し
て
と
ら
え
、
「
伝
統
的
」
な
「
国
語
」
の
表
記
に
こ

そ
「
国
民
精
神
」
が
宿
る
と
す
る
「
文
化
」
の
問
題
と
し
て
「
国
語
」
を
取

り
扱
っ
て
い
く
よ
う
に
な
る
後
代
の
議
論
と
の
相
異
を
際
だ
た
せ
よ
う
と
著

者
は
試
み
て
い
る
。
答
え
は
こ
の
あ
た
り
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、

「
音
声
言
語
主
義
」
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
植
民
地
異
言
語
と
対
上
し
た
場

合
の
「
国
語
」
が
採
り
得
た
戦
略
に
新
た
な
光
を
あ
て
る
と
こ
ろ
に
著
者
の

ね
ら
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
門
技
術
」
と
し
て
植
民

地
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
「
国
語
」
が
今
度
は
逆
に
「
内
地
」
の
「
国
語
」

を
脅
か
す
存
在
と
な
っ
て
い
っ
た
と
す
る
こ
と
で
、
両
者
の
緊
張
関
係
を
描

き
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
野
台
初
期
の
言
語
論
ば
か
り
で
は
な
く
、
〈
外
〉

と
く
内
〉
が
そ
れ
ぞ
れ
含
み
込
む
範
囲
を
拡
張
し
て
い
き
な
が
ら
、
さ
ま
ざ

ま
に
形
を
変
え
つ
つ
、
基
本
的
に
は
敗
戦
ま
で
続
い
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ

う
。　

「
教
化
扁
と
「
文
化
」
と
い
う
用
語
に
や
や
問
題
が
あ
る
よ
う
な
感
じ
も

す
る
の
で
あ
る
が
（
両
者
は
本
来
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
対
立
す
る
概
念
で
は

な
い
は
ず
で
あ
る
）
、
こ
う
し
た
考
え
方
は
今
後
よ
り
深
め
ら
れ
て
い
く
べ

き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
に
は
、
「
教
化
」
か
ら
「
文
化
」
へ
と
「
国
語
」
論

が
変
化
し
て
い
く
の
は
何
故
な
の
か
、
つ
ま
り
「
国
語
」
と
い
う
も
の
に
過

度
な
歴
史
性
が
付
与
さ
れ
、
植
民
地
も
含
め
た
教
育
の
場
な
ど
で
「
儀
礼
の

一
環
」
と
し
て
定
位
し
て
い
く
理
由
と
そ
こ
に
は
た
ら
く
力
は
何
か
、
と
い

う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
同
様
に
、
何
故

「
教
化
」
が
優
先
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
し
て
、
本
当
に
〈
内
〉
を
脅
か

す
存
在
と
し
て
〈
外
〉
が
意
識
さ
れ
て
い
た
の
か
、
も
し
さ
れ
て
い
た
と
す

れ
ば
そ
う
意
識
し
て
い
た
の
は
ど
う
い
っ
た
立
場
の
人
聞
で
あ
っ
た
の
か
、

と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
〈
内
〉
の
強
固
さ
は
、
も

ち
ろ
ん
比
較
の
問
題
で
は
あ
る
が
、
あ
な
ど
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
そ
し
て
こ
う
し
た
感
覚
は
抜
き
が
た
く
存
在
し
、
い
ま
で
も
存
在
す
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る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
以
上
、
や
や
強
引
に
「
問
題
点
」
を
作
り
禺
し
て
し
ま
っ
た
が
、
本
書
を

読
む
と
明
治
初
期
の
「
国
語
」
論
の
多
様
性
を
あ
ら
た
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ

る
。
本
書
は
、
日
本
の
場
合
に
限
ら
ず
、
「
近
代
」
と
「
欝
語
」
に
つ
い
て

考
え
て
み
よ
う
と
す
る
際
の
良
質
な
必
読
書
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。
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