
27　　魯迅『野草』の中を透過した日本その他

　

魯
迅
の
『
野
草
』
を
語
る
と
き
、
論
者
の
口
調
は
と
も
す
れ
ば
熱
を

帯
び
ま
す
。
作
品
の
も
つ
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
引
き
込
ま
れ
る
せ
い
か
と
思

わ
れ
ま
す
が
、
秋
吉
收
氏
は
意
識
し
て
そ
う
し
た
磁
場
か
ら
距
離
を
お

き
、
も
っ
ぱ
ら
『
野
草
』
が
生
み
出
さ
れ
た
周
辺
世
界
を
手
探
り
す
る

こ
と
に
力
を
注
い
で
い
ま
す
。

　

そ
の
構
成
は
、
序
章
を
含
む
全
四
部
一
三
章
、
そ
れ
に
『
雑
草
』
と

し
て
訳
さ
れ
た
全
編
の
新
訳
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
主
な
意
図

を
著
者
の
こ
と
ば
で
示
せ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

第
Ⅰ
部
「『
野
草
』
論
」
＝
『
野
草
』
を
構
築
す
る
要
素
と
し
て
は

従
来
全
く
注
意
が
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
文
芸
新
聞
、
北
京
『
晨
報
副

刊
』
の
発
見
を
主
軸
と
し
つ
つ
、
徐
玉
諾
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
、
与
謝
野

晶
子
ら
の
関
与
に
つ
い
て
子
細
に
繙
き
な
が
ら
、『
野
草
（Y

e-cao

）』

成
立
の
蔭
に
埋
も
れ
て
き
た
新
事
実
を
発
掘
す
る
。

魯
迅
『
野
草
』
の
中
を
透
過
し
た
日
本
そ
の
他

吉
田　

富
夫
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第
Ⅱ
部
「﹁
影
の
告
別
﹂論
」＝
タ
ゴ
ー
ル
、徐
志
摩
、周
作
人
と
い
う
、

魯
迅
と
の
関
係
が
決
し
て
良
好
と
は
言
え
な
い
（
む
し
ろ
敵
対
関
係
に
あ

る
）
文
人
た
ち
と
魯
迅
が
、
文
学
の
上
で
は
意
外
に
深
い
交
流
を
有
し

て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
。

　

第
Ⅲ
部
「『
野
草
』
と
日
本
文
学
」
＝
与
謝
野
晶
子
、
佐
藤
春
夫
、

芥
川
龍
之
介
の
順
に
、
魯
迅
及
び
『
野
草
』
と
の
接
点
を
探
求
し
た
。

そ
の
結
果
、
魯
迅
と
日
本
と
の
関
係
が
こ
れ
ま
で
認
識
さ
れ
て
い
た
以

上
に
深
く
濃
密
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
解
明
で
き
た
。

　

第
Ⅳ
部
「﹁
詩
人
﹂
魯
迅
」
＝
こ
れ
ま
で“
詩
人
”の
称
号
が
“
献
上
”

さ
れ
て
き
た
魯
迅
の
文
学
に
つ
い
て
、
魯
迅
自
身
の
意
識
を
検
証
す
る

こ
と
で
、
そ
の
実
像
に
回
帰
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

ぼ
く
は
若
い
頃
に
『
野
草
』
に
つ
い
て
論
文
を
一
編
書
い
た
き
り
で
、

そ
の
後
は
何
も
や
っ
て
き
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
本
書
に
書
か
れ
て
い
る

秋
吉
收
著

魯
迅　

野
草
と
雑
草
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こ
と
は
す
べ
て
初
見
で
、
そ
の
意
味
で
感
想
め
い
た
こ
と
を
言
う
こ
と

し
か
で
き
ま
せ
ん
が
、「
序
章
」
で
い
き
な
り
、『
野
草
』
執
筆
に
先
立

つ
四
年
も
前
の
一
九
二
〇
年
に
魯
迅
の
弟
の
周
作
人
が
『
晨
報
副
刊
』

に
与
謝
野
晶
子
の
「
雑
草
」
と
題
す
る
詩
を
「
野
草
」
と
訳
し
て
載
せ

て
い
た
り
、
魯
迅
自
身
も
菊
地
寛
の
小
説
「
三
浦
右
衛
門
の
最
後
」
の

翻
訳
で
「
雑
草
」
を
「
野
草
」
と
訳
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
示
さ
れ
る

と
、「
野
草
」
と
い
う
あ
り
き
た
り
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
言
葉
に
あ

る
種
の
歴
史
的
来
歴
が
あ
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
の
と
こ
ろ

を
著
者
は
「
魯
迅
の
中
の
日
本
を
透
過
し
た
研
究
」
と
い
う
風
に
呼
ぶ

の
で
す
。

　

魯
迅
や
周
作
人
が
日
本
留
学
時
代
か
ら
、
当
時
日
本
に
翻
訳
・
紹
介

さ
れ
た
西
洋
思
想
を
懸
命
に
吸
収
し
、
あ
る
場
合
に
は
ほ
と
ん
ど
そ
の

一
部
を
引
き
写
す
よ
う
に
し
て
論
文
を
書
い
た
り
し
た
こ
と
は
こ
こ
最

近
随
分
研
究
が
進
ん
で
い
ま
す
。
本
書
も
広
い
意
味
で
は
そ
の
流
れ
に

あ
り
ま
す
が
、
こ
と
散
文
詩
集
『
野
草
』
に
限
っ
て
言
え
ば
こ
れ
ほ
ど

ま
と
ま
っ
た
仕
事
は
ほ
と
ん
ど
始
め
て
で
、
著
者
に
は
開
拓
者
の
苦
心

が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
こ
で
は
与
謝
野
晶
子
、
佐
藤
春
夫
、
芥

川
龍
之
介
の
三
人
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
ぼ
く
と
し
て
興
味

深
か
っ
た
の
は
第
三
部
に
収
め
ら
れ
た
「
魯
迅
『
野
草
』
と
芥
川
『
わ

が
散
文
詩
』」、「
魯
迅『
野
草
』と
芥
川『
春
服
』」あ
た
り
で
し
た
。『
野
草
』

の
「
秋
夜
」
と
芥
川
「
椎
の
木
」、『
野
草
』
の
「
過
客
」（
著
者
は
「
旅

人
」
と
訳
し
て
い
ま
す
）
と
芥
川
の
「
往
生
絵
巻
」
と
を
比
較
・
検
討
し
、

一
九
二
三
年
五
月
に
出
版
さ
れ
た
『
春
服
』
が
一
九
二
四
年
九
月
以
降

に
書
か
れ
た
『
野
草
』
の
「
主
要
な
素
材
の
一
つ
で
あ
っ
た
」
と
推
定

す
る
も
の
で
す
。
む
ろ
ん
、
直
接
そ
の
つ
な
が
り
を
示
す
根
拠
な
ど
あ

り
ま
せ
ん
が
、
著
者
の
指
摘
す
る
作
品
世
界
の
響
き
に
耳
を
傾
け
る
と

き
、
確
か
に
呼
応
す
る
も
の
が
あ
り
そ
う
に
感
じ
ら
れ
て
き
ま
す
。

　

む
ろ
ん
、
こ
う
し
た
日
本
の
文
学
者
だ
け
に
著
者
の
注
意
は
向
け
ら

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
同
時
代
の
中
国
文
学
界
の
動
向
が
視
野
に

入
る
の
は
当
然
で
す
が
、
な
か
で
も
ぼ
く
の
注
意
を
ひ
い
た
の
は
、
第

一
部
第
一
章
の
「
徐
玉
諾
と
魯
迅
」
で
し
た
。
徐
玉
諾
と
い
う
詩
人
は

ぼ
く
が
知
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
広
く
文
学
界
で
長
く
忘
れ
ら
れ
た
存

在
で
し
た
。
し
か
し
、
彼
は
一
九
二
〇
年
代
初
頭
に
は
独
特
の
暗
い
詩

を
書
い
て
活
躍
し
、
一
九
二
三
年
に
は
一
時
期
、
北
京
の
魯
迅
兄
弟
の

家
に
出
入
り
し
、
兄
弟
に
請
わ
れ
て
ロ
シ
ア
の
盲
目
詩
人
エ
ロ
シ
ェ
ン

コ
の
帰
国
に
付
き
添
っ
た
人
で
し
た
。
本
書
で
著
者
は
、
い
く
つ
か
の

例
を
挙
げ
て
そ
の
詩
の
発
想
が
『
野
草
』
の
作
品
に
通
底
す
る
と
こ
ろ

が
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
論
点
の
提
起
も
著
者
に
よ
る

初
め
て
の
そ
れ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
む
し
ろ
、
本
書
自
身
が
徐
玉

諾
な
る
忘
れ
ら
れ
た
詩
人
の
発
掘
と
し
て
も
意
味
を
も
つ
も
の
だ
っ
た

と
言
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
し
か
も
、
後
に
な
っ
て
魯
迅
が
作
家
蕭

軍
宛
の
手
紙
で
、
徐
に
は
会
っ
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
謎
め
い
た
こ
と
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を
述
べ
た
（
一
九
三
四
年
）、
と
い
う
お
ま
け
付
き
で
。　
　

　

し
か
し
、発
掘
と
言
え
ば
、最
終
の
第
四
部
第
一
二
章
が
白
眉
で
し
ょ

う
。
こ
こ
で
著
者
は
、
創
造
社
の
成
仿
吾
が
一
九
二
三
年
五
月
、『
創

造
週
報
』
創
刊
号
に
発
表
し
た
「
詩
之
防
御
戦
」
な
る
評
論
に
目
を
つ

け
ま
し
た
。
雑
誌
誌
面
で
一
一
頁
、
約
一
万
字
に
も
お
よ
ぶ
こ
の
長
編

評
論
で
、
成
仿
吾
は
「
試
み
に
私
た
ち
の
詩
の
王
宮
が
い
ま
ど
う
な
っ

て
い
る
か
見
て
み
よ
う
。
か
つ
て
の
腐
敗
し
き
っ
た
宮
殿
を
私
た
ち
が

打
倒
し
、
こ
こ
数
年
か
け
て
新
た
に
建
造
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
王
宮

を
。
何
と
い
う
こ
と
だ
、
王
宮
の
内
外
至
る
所
に
野
草
（Y
e-cao

）
が

蔓
延
っ
て
し
ま
っ
た
」（
ロ
ー
マ
字
は
著
者
の
訳
文
の
も
の
―
―
吉
田
）
と

し
て
、
胡
適
『
嘗
試
集
』、
康
白
情
『
草
児
』、
兪
平
伯
『
冬
夜
』、
周

作
人
、
徐
玉
諾
『
将
来
之
花
園
』
な
ど
の
新
詩
の
試
み
を
お
し
な
べ
て

「
野
草
」
と
し
て
く
そ
み
そ
に
叩
い
た
の
で
し
た
。

　

つ
づ
い
て
翌
一
九
二
四
年
二
月
発
刊
の
『
創
造
』
季
刊
二
巻
二
期
で
、

成
仿
吾
が
「『
吶
喊
』
の
評
論
」
で
魯
迅
の
処
女
小
説
集
『
吶
喊
』
を
、

「
凡
庸
」「
拙
劣
」「
一
文
の
価
値
も
な
い
」
な
ど
と
し
て
け
な
し
、「
不

周
山
」
の
み
に
多
少
の
価
値
を
認
め
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
の
ち
に
、魯
迅
は
『
吶
喊
』
一
三
版
か
ら
「
不
周
山
」
を
削
除
し
、

「
補
天
」
と
改
題
し
て
『
故
事
新
編
』
に
収
録
し
、
そ
の
序
文
で
か
つ

て
の
成
仿
吾
の
攻
撃
に
手
厳
し
い
反
撃
を
加
え
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
後
の
こ
と
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
点
か
ら
み
て
、

「
詩
之
防
御
戦
」
と
「『
吶
喊
』
の
評
論
」
は
魯
迅
の
中
で
成
仿
吾
な
る

人
物
に
お
い
て
一
繫
が
り
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

果
た
せ
る
か
な
、『
創
造
週
報
』
が
廃
刊
に
な
っ
た
一
九
二
四
年
五

月
か
ら
半
年
後
に
創
刊
し
た
『
語
絲
』
創
刊
号
で
魯
迅
は
「
文
壇
上
の

一
切
の
野
草
を
一
掃
す
れ
ば
、当
然
、気
分
は
壮
快
だ
ろ
う
」と
皮
肉
り
、
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そ
の
三
号
か
ら
『
野
草
』
の
掲
載
を
開
始
し
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、
著
者

は
、「“
野
草
”
を
自
己
の
詩
集
に
冠
し
た
こ
と
で
、
成
仿
吾
に
よ
っ
て

最
も
拙
劣
な
も
の
と
さ
れ
た
そ
の
“
野
草
”
こ
そ
が
（
自
分
に
と
っ
て
）

唯
一
の
“
詩
草
”
で
あ
る
こ
と
を
、
高
ら
か
に
宣
言
し
た
の
で
あ
る
」

と
し
、「『
野
草
』
の
命
名
も
、『
三
閑
集
』
等
他
の
作
品
集
と
同
様
に

そ
れ
自
体
が
闘
争
の
宣
言
で
あ
り
、
諷
刺
と
機
知
に
富
ん
だ
、
魯
迅
ら

し
い
命
名
で
あ
っ
た
」
と
し
ま
す
。
こ
の
指
摘
も
あ
る
意
味
で
は
文
学

史
上
の
〈
発
掘
〉
と
も
い
う
べ
き
で
、こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、『
華
蓋
集
』

に
始
ま
る
と
さ
れ
る
〈
雑
感
〉
に
よ
る
魯
迅
の
〈
挣
扎
〉
の
助
走
は
『
野

草
』
で
す
で
に
始
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

　
〈
雑
感
〉
を
通
じ
て
見
て
と
れ
る
テ
ー
マ
の
一
つ
は
若
い
世
代
と
の

論
争
で
す
が
、
自
分
を
〈
時
代
の
落
伍
者
〉
と
罵
る
若
い
世
代
の
未
熟

さ
が
透
け
て
見
え
、
彼
ら
を
信
じ
切
れ
な
い
と
こ
ろ
に
魯
迅
の
絶
望
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
流
れ
の
源
流
に
『
野
草
』
を
置
い
て
み
れ
ば
、

こ
の
散
文
詩
集
の
こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
側
面
が
見
え
て
く
る
か
も
知

れ
な
い
―
―
著
者
の
仕
事
は
、
そ
う
し
た
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
い
る
よ
う

に
見
え
ま
す
。

　

い
ま
は
亡
き
畏
友
杉
本
秀
太
郎
は
詩
人
論
『
伊
東
静
雄
』
で
、
擬
態

の
あ
る
詩
人
の
あ
る
詩
句
（「
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
」）
に
騙
さ
れ
て
、

あ
り
も
し
な
か
っ
た
伊
東
の
恋
人
探
し
を
繰
り
返
し
て
虚
構
の
〈
静
雄

伝
〉
を
重
ね
る
お
び
た
だ
し
い
伊
東
静
雄
論
を
皮
肉
っ
て
「
ト
マ
ト
の

連
作
」
と
呼
び
ま
し
た
。
明
け
暮
れ
お
な
じ
ト
マ
ト
ば
か
り
植
え
て
い

て
、
ま
す
ま
す
味
が
落
ち
る
の
謂
い
で
す
。
ぼ
く
ら
の
魯
迅
論
に
も
ト

マ
ト
の
連
作
の
気
味
が
あ
り
は
し
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

た
と
え
ば
、
あ
ま
り
に
も
有
名
に
な
っ
た
「
横
眉
冷
対
千
夫
指
、
俯

首
甘
為
孺
子
牛
」
の
句
に
し
て
も
、
毛
沢
東
の
断
章
取
義
に
よ
っ
て
あ

く
ま
で
人
民
に
奉
仕
す
る
意
思
を
示
す
と
さ
れ
、
い
ま
で
も
そ
の
線
上

で
ト
マ
ト
が
植
え
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
あ
れ
は
本
来
は
題
名
の
と

お
り
「
自
嘲
」
の
詩
で
、
世
間
の
前
で
は
つ
ん
と
し
て
格
好
つ
け
て
見

せ
て
は
い
ま
す
が
ね
、
な
に
、
家
に
も
ど
れ
ば
こ
の
年
で
で
き
ち
ゃ
っ

た
ガ
キ
を
背
中
に
乗
せ
て
這
い
這
い
さ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
の
さ
、
と
い

う
ほ
ど
の
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
た
情
況
の
な
か
で
、
自
分
も
か

つ
て
ト
マ
ト
を
植
え
た
覚
え
の
あ
る
一
人
と
し
て
、
本
書
の
よ
う
な
地

味
な
仕
事
が
魯
迅
論
に
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
喜
ぶ
べ
き
こ
と
に
思
え

ま
す
。
た
と
え
あ
れ
こ
れ
と
熟
さ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ

こ
そ
が
開
拓
者
の
名
誉
で
す
。（

よ
し
だ
・
と
み
お　

佛
教
大
学
名
誉
教
授
）


