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〈
瞬
間
の
王
〉
の
文
学

一

「
文
学
の
責
任
」
（昭
３２
・
３
）
は
、

高
橋
和
巳
が
ま
だ
作
家
と
し

て
無
名
で
あ
っ
た
二
十
代
の
時
に
書
か
れ
た
評
論
だ
が
ゴ
▼
」
に
は
、

そ
の
後
の
作
家
活
動
を
通
し
て
終
生
変
わ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、

文

学
に
つ
い
て
の
彼
の
基
本
的
な
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
評
論
の
中
で
、

高
橋
和
巳
は
、

文
学
、
と
り
わ
け
小
説
は
価

値
の
領
域
と
関
わ
り
を
持

つ
も
の
で
あ
り
、

小
説
の
基
底
が
想
像
力

に
あ
る
と
し
て
も
、
日
常
的
な
論
理
や
社
会
倫
理
か
ら
隔
絶
す
る
こ

と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、

ま
た
、

小
説
は
根
本
的
に
は
認
識

論
と
し
て
の
性
格
を
持

つ
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

価
値
領
域
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、

「
戦
後
文
学
私
論
」
（
昭
３８

・
７
）
で
は

「
相
依
」
の
理
論
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

人
間
は

一
つ
の
行
為
に
お
い
て
も
、

そ
の
中
に

一
つ
の
目
的
、
も
し

く
は

一
つ
の
意
味
の
み
を
持
た
せ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

そ
こ
に
は

芥口

綾

目

広

様
々
な
意
味
や
目
的
が
混
在
す
る

「
目
的
経
済
性
」
が
あ
る
以
上
、

そ
の
人
間
の
行
為
を
扱
う
小
説
は
、

人
間
の
あ
ら
ゆ
る
価
値
領
域
に

関
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う

「
万
物
相
依
」
の
考
え
方
で
あ
る
。

「
戦
後
文
学
私
論
」
は
、

戦
後
文
学
論
争
の
中
で
書
か
れ
た
も
の
で

あ
り
、

高
橋
和
巳
は
、
こ
の

「
相
依
」
の
理
論
に
も
と
づ
い
て
、

文

学
か
ら
政
治
を
排
除
す
る
こ
と

へ
の
批
判
を
語
っ
て
い
る
わ
け
だ

が
、

政
治
の
領
域
を
も
含
め
て
様
々
な
価
値
領
域
を
取
り
込
も
う
と

す
る
全
体
小
説
志
向
の
い
ち
は
や
い
表
明
が
、

「
文
学
の
責
任
」
に

お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

小
説
が
認
識
論
の
側
面
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、

高
橋

和
巳
は
、

そ
れ
は
け
っ
し
て
事
実
の
伝
達
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、

「
日
常
性
の
殻
を
や
ぶ
り
、

思
惟
の
慣
性

・
イ
メ
ー
ジ
連
鎖
の
惰
性

を
つ
き
や
ぶ
る
」
こ
と
、

「
読
者
の
日
常
自
足
的
な
形
相
を
ゆ
り
う

ご
か
す
」
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

小
説
が
虚
構
で
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
、

今
あ
る
現
実
も
人
々
が
思
っ
て

い
る
ほ
ど
に
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、

「
わ
れ
わ
れ
の

治

―-245-一



日
常
生
活
的
存
在
形
式
が
ひ
と
つ
の
虚
構
で
あ
る
」
と
も
言
え
る
の

で
、

小
説
は
、

そ
の
独
自
の
虚
構
の
方
法
で
も

っ
て
現
実
を
、
も
し

く
は
人
々
の
現
実
観
を
相
対
化
す
る
視
点
を
読
者
に
提
示
す
る
、
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

小
説
は
、

人
々
の
常
識
的
な
考
え
方

の
、

そ
の

「
意
識
の
座
標
変
動
」
を
ひ
き
起
こ
す
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
政
治
を
も
含
ん
だ
現
実
の
総
体
に
立
ち
向
い
、

そ
れ

を
相
対
化
し
て
い
く
こ
と
が
文
学
の
任
務
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
だ
か

ら
、

「
文
学
の
責
任
」
は
重
た
い
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
だ

が
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、

現
実
を
相
対
化
す
る
と
い
う
場
合
、

想
像
力
の
発
動
に
よ
っ
て
架
空
の
視
点
か
ら
そ
れ
を
行
う
と
い
う
こ

と
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

む
し
ろ
、

高
橋
和
巳
の
場

合
は
、

過
去
の
あ
る
時
点
の

「
残
像
に
固
執
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

現
実
を
批
判
す
る
」
翁
現
代
に
お
け
る
想
像
力
の
問
題
」
昭
４６
・
３
）
と

い
う
方
法
が
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、

各
人
の
生
死
に
か
か
わ
る
体
験
内
の
〈
瞬
間
の
王
〉

と
で
も
い
う
べ
き
も
の
に
固
執
し
、

あ
る
い
は
武
装
さ
れ
て
い

た
政
治
的
理
念
が
突
如
ひ
ん
む
か
れ
無
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
っ

た
際
の
、

個
人
の
概
念
を
絶
対
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

あ
る

ご
と
く
あ
り
そ
れ
以
外
に
あ
り
よ
う
の
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え

る
歴
史
を
、

逆
に
虚
構
視
す
る
こ
と
で
あ
る
。

翁
戦
争
文
学
序

説
―
―
運
命
に
つ
い
て
十
１
」
昭
３９
・
‐２
）

全
体
小
説
志
向
や
、

あ
る
い
は
惰
性
化
し
た
日
常
的
思
考
に
揺
さ

ぶ
り
を
か
け
る
こ
と
に
文
学
の
機
能
を
見
る
考
え
方
な
ど
は
、

今
日

で
は
と
り
た
て
て
珍
し
い
も
の
と
は
言
え
な
い
が
、

高
橋
和
巳
の
場

合
、

特
徴
的
な
の
は
、
こ
の
引
用
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、

〈
瞬

間
の
王
〉、
つ
ま
り
過
去
の
あ
る
時
点
に
固
執
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

今
あ
る
現
実
の
虚
構
性
を
暴
こ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、

高
橋
和
巳
に
と
っ
て
そ
の
過
去
と
は
、

「
各
人
の
生
死
に
か
か
わ
る

体
験
」
す
な
わ
ち
戦
争
体
験
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
、

「
政
治
的
理
念
」

が
無
に
帰
す
る
よ
う
な
体
験
に
多
く
の
青
年
が
直
面
せ
ざ
る
と
え
な

か
っ
た
、

昭
和
二
十
年
代
の
革
命
運
動
で
あ
っ
た

（
と
い
っ
て
も
、

彼
は
運
動
の
周
縁
に
い
た
だ
け
の
よ
う
だ
が
）。

つ
ま
り
、

戦
争
や

革
命
と
い
う
限
界
状
況
の
体
験
に
固
執
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

戦
後

の
社
会
を

「
虚
構
視
」
し
よ
う
と
し
た
の
が
高
橋
和
巳
の
文
学
で
あ

っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

た
と
え
ば
、

評
論

「
極
限
と
日
常
」

（
昭
４３
９
８
）
で
は
、

人
々
が
戦
争
時
の

「
極
限
」
の
体
験
の
意
味

を
深
め
る
こ
と
が
な
く
、

「
日
常
」
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ

と
が
批
判
さ
れ
て
い
る
が
、

高
橋
和
巳
の
小
説
の
多
く
は
、

そ
う
い

う
戦
後
社
会
の
あ
り
方
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
で
あ
っ
た
。

以
下
、

こ
の
観
点
か
ら
、

彼
の
主
要
作
品
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
見
て
い
こ

，■ノ。

二

「
あ
の
時
は
皆
が
お
か
し
か
っ
た
。

忘
れ
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
。

お

た
が
い
そ
の
時
に
ど
う
し
た
か
な
ど
あ
ば
き
あ
う
ま
い
ｏ」
―
―
戦
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争
体
験
を
忘
却
し
よ
う
と
す
る
、
こ
の
戦
後
の
風
潮
に
対
し
て
、

『
日

本
の
悪
霊
』
（
昭
４４
・
‐０
）
の
落
合
刑
事
は
、

次
の
よ
う
な
思
い
を
抱

い
て
い
る
。

そ
し
て
正
直
者
が
馬
鹿
を
み
、

最
も
真
摯
な
る
者
が
も

っ
と

も
手
非
道
く
愚
弄
さ
れ
、

腹
の
に
え
く
り
返
る
ほ
ど
く
や
し
い

こ
と
な
が
ら
、

そ
こ
で
立
ち
ど
ま
っ
て
考
え
つ
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
訂
正
す
べ
き
、
日
本
人
の
心
情
の
根
本
的
な
ず
る
さ
が
そ

の
ま
ま
看
過
さ
れ
た
の
だ
。

特
攻
隊
の
生
き
残
り
で
あ
り
、

戦
後
社
会
か
ら
取
り
残
さ
れ
て
い

る
落
合
巡
査
と
、
自
己
の
過
去
の
行
為

（革
命
運
動
）
が
た
だ
無
意

味
に
風
化
し
て
い
く
こ
と
に
た
え
ら
れ
ず
、

故
意
に
奇
妙
な
強
盗
事

件
を
引
き
お
こ
し
て
逮
捕
さ
れ
た
村
瀬
狙
輔
と
は
、

そ
れ
ぞ
れ
が
こ

だ
わ
る
過
去
に
は
相
違
が
あ
る
も
の
の
、

同
じ
心
情
の
中
に
あ
る
と

一言
え
よ
う
。

そ
れ
は
、

「
転
換
す
る
時
代
の
裂
け
目
に
は
ま
り
込
み
、

不
意
に
自
己
の
価
値
を
剥
奪
さ
れ
た
者
」
の
持

つ
遣
り
場
の
な
い
怒

り
で
あ
る
。

村
瀬
は
、

革
命
運
動
で
殺
人
を
犯
し
て
い
る
の
だ
が
、

そ
の
罪
に
見
合
っ
た
正
当
な
懲
罰
さ
え
与
え
ら
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、

そ
こ
に
は
そ
の
事
件
の
真
相
が
暴
か
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
支
配

層
の
思
惑
が
か
ら
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、

そ
の
こ
と
よ

り
も
む
し
ろ
、

時
代
そ
の
も
の
が
す
で
に
そ
の
事
件
を
も
は
や
過
去

の
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
無
か
っ
た
こ
と
と
し
て
葬
り
去
ろ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
日
本
の
悪
霊
』
は
、

革
命
運
動
に
お
け
る
リ
ン
チ
殺
人
の
問
題

も
扱
わ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
必
ず
し
も
十
分
に
発
展
さ
せ
ら
れ
て

い
る
と
は
言
え
ず
、

そ
の
問
題
よ
り
も
、

過
去
の
出
来
事
が
持

つ
意

味
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
な
く
移
ろ
い
で
い
く
戦
後
社
会
に
対
す
る
告

発
の
方
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
ま
た
、
日
本
人
の
健
忘

症
に
対
す
る
批
判
で
も
あ
っ
た
の
だ
が
、
さ
ら
に
言
え
ば
、

個
人
の

生
死
や
個
々
の
出
来
事
を
無
雑
作
に
押
し
流
し
て
行
く
歴
史
に
対
す

る
告
発
で
も
あ
っ
た
と
言
え
る
。

『
日
本
の
悪
霊
』
よ
り
以
前
に
書

か
れ
た

『
憂
鬱
な
る
党
派
』
（
昭
４０
。
１‐
）
で
は
、

そ
の
問
題
が
正
面

に
据
え
ら
れ
て
い
る
。

『
憂
鬱
な
る
党
派
』
の
主
人
公
達
も
、

「
転
換
す
る
時
代
の
裂
け

目
に
は
ま
り
込
」
ん
だ
青
年
で
あ
り
、

過
去
の
体
験
に
こ
だ
わ
る
ゆ

え
に
、

い
わ
ば
現
実
不
適
応
の
状
態
に
陥

っ
て
い
る
。

『
日
本
の
悪

霊
』
の
主
人
公
達
と
同
じ
く
、

戦
争
の
影
を
ひ
き
ず
る
か
、
も
し
く

は
、

戦
後
の
革
命
運
動
時
代
の
エ
ア
ー
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
抜
け
出
せ
な

い
で
い
る
の
で
あ
る
。

後
者
の
側
の
人
間
で
、

そ
の
才
気
に
よ
っ
て

と
も
か
く
も

一
応
の
現
実
適
応
を
果
た
し
て
い
る
、

元
学
生
運
動
の

リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
古
在
で
さ
え
、

次
の
よ
う
な
述
懐
を
し
て
い
る
。

「
歴
史
と
い
う
や
つ
は
冷
酷
な
も
の
で
ね
。

歴
史
が
進
行
し
て

ゆ
く
過
程
で
ど
ん
な
犠
牲
が
生
れ
て
も
、

歴
史
そ
の
も
の
は
無

雑
作
に
そ
の
欠
損
を
補
っ
て
流
れ
て
ゆ
く
。」

歴
史
の
無
慈
悲
さ
を
噛
み
し
め
て
い
る
の
は
、

古
在
ら
革
命
運
動

家
達
だ
け
で
は
な
い
。

戦
争
体
験
に
固
執
せ
ざ
る
を
え
な
い
元
特
攻

隊
員
の
藤
堂
や
、

広
島
の
原
爆
に
あ
っ
た
西
村
も
、

歴
史
の
苛
酷
さ
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を
味
わ
わ
さ
れ
て
い
る
。

西
村
は
、
こ
う
語
っ
て
い
る
。

「
歴
史
と
い
う
も
の
が
私
た
ち
に
対
し
て
持

つ
意
味
が
、

納
得

で
き
る
か
で
き
な
い
か
も
、

結
局
、

応
報
の
観
念
が
成
り
立
つ

か
成
り
立
た
な
い
か
に
よ
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

（略
）
だ
が
、

現
代
の
地
獄
は
、

応
報
の
観
念
か
ら
は
み
出
し
て
い
ま
す
。

な

ぜ
罰
せ
ら
れ
た
の
か
？
　
罰
せ
ら
れ
た
か
ら
だ
。
こ
れ
が
現
代

の
地
獄
の
原
理
な
の
で
す
。」

広
島
の
被
爆
者
達
が
本
気
で
自
ら
の
考
え
に
よ
っ
て
鬼
畜
米
英
を

唱
え
て
い
た
の
な
ら
、

そ
の
報
い
と
し
て
の
死
と
い
う
意
味
で
ま
だ

し
も
救
い
は
あ
る
が
、

彼
ら
の
多
く
は
、

ほ
と
ん
ど
無
意
味
な
事
故

死
の
よ
う
に
死
ん
で
い
っ
た
。

そ
こ
に
は
因
果
応
報
の
観
念
は
成
り

立
た
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
こ
の
西
村
の
言
葉
は
、
自

分
達
の
過
去
の
行
為
が
時
の
流
れ
の
中
で
空
無
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た

革
命
運
動
家
達
の
無
念
さ
と
は
異
な
っ
て
、

あ
る
歴
史
上
の

一
事
件

が
、

個
人
の
生
か
ら
見
れ
ば
正
当
な
応
報
性
を
持
た
な
い
こ
と
に
対

す
る
怒
り
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
よ

り
大
き
な
観
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、

両
者
の
言
葉
は
と
も
に
、

個
々

人
の
生
死
や
行
為
に
対
し
て
正
当
な
意
味
づ
け
や
理
由
づ
け
の
な
い

ま
ま
、

そ
れ
ら
飲
み
込
ん
で
流
れ
て
い
く
歴
史
の
無
慈
悲
さ
が
語
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

歴
史
は
、

戦
争
も
革
命
も
、

そ
の
中
で
傷

つ
き
死
ん
で
い
っ
た
多

く
の
人
達
の
こ
と
も
忘
れ
去
り
、

そ
の
よ
う
な
過
去
の
出
来
事
を
気

に
か
け
な
い
新
し
い
世
代
を
確
実
に
生
み
出
し
て
行
く
。

『
憂
鬱
な

る
党
派
』
の
中
で
、

西
村
達
の
乗
っ
た
車
を
颯
爽
と
追
い
越
す
オ
ー

ト
バ
イ
の
太
陽
族
の
少
年
達
が
登
場
す
る

一
場
面
が
あ
る
。
ン」
れ
は
、

石
原
膜
太
郎
の

『
太
陽
の
季
節
』
に
衝
撃
を
受
け
た
高
橋
和
巳
自
身

の
体
験
が
反
映
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、

そ
れ
と
と
も
に
、

過
去
の

体
験
に
こ
だ
わ
り
、

歴
史
に
応
報
の
観
念
を
求
め
る
が
ゆ
え
に
、

そ

の
よ
う
な
も
の
は
無
視
し
て
流
れ
て
い
く
歴
史

（
戦
後
史
）
か
ら
取

り
残
さ
れ
た
者
達
の
無
念
さ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
と

も
言
え
よ
う
。

『
憂
鬱
な
る
党
派
』
の
中
で
破
滅
し
な
い
の
は
、

諦
め
の
結
婚
を

す
る
日
浦
朝
子
以
外
で
は
、

放
送
局
に
勤
め
る
蒔
田
と
大
学
の
研
究

室
に
残
っ
た
青
戸
の
二
人
だ
け
で
あ
る
。

彼
ら
が
と
も
か
く
も
自
分

達
の
生
活
を
破
壊
し
な
い
の
は
、

蒔
田
が
軽
薄
才
子
で
世
渡
り
が
う

ま
く
、

青
戸
が
学
者
と
し
て
厳
し
く
自
己
限
定
し
て
い
る
た
め
と
い

う
よ
り
も
、

む
し
ろ
、

彼
ら
が
過
去
の
体
験
に
固
執
す
る
生
き
方
を

し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

他
の
青
年
達
は
、

す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、

戦
争
や
革
命
と
い
う
極
限
状
況
の
中
で
時
は
停
止
し

た
ま
ま
、
巳
常
の
繁
栄
を
謳
歌
す
る
戦
後
の
歴
史
か
ら
置
き
去
り
に

さ
れ
て
破
滅
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
こ
の
小
説
は
、

そ
う

い
う
時
の
推
移
か
ら
脱
落
し
た
敗
残
者
達
の
愚
痴
を
エ
レ
ジ
ー
に
包

ん
で
歌
う
こ
と
に
主
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
。

そ
れ
ら
破
滅
し
て
い

っ
た
青
春

へ
の
鎮
魂
の
歌
が
流
れ
て
い
る
こ
と
も
た
し
か
だ
が
、

戦

争
も
戦
後
の
革
命
運
動
も
、

そ
の
意
味
を
曖
味
に
し
た
ま
ま
、

浮
薄

に
時
を
刻
ん
で
い
く
戦
後
の
社
会
に
対
す
る
批
判
の
方
に
、

作
者
の
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意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

『
日
本
の
悪
霊
』
や

『
憂
鬱
な
る
党
派
』
で
は
、

特
攻
隊
帰
り
の

人
間
も
い
る
も
の
の
、

今
述
べ
た
よ
う
な
問
題
は
、

戦
後
の
左
翼
青

年
達
の
方
を
主
人
公
に
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
が
、

『
散
華
』
（
昭

４２
・
７
）
や

『
堕
落
』
（
昭
４４
・
２
）
で
は
、

戦
前
に
は
右
翼
で
あ

っ

た
人
物
達
を
主
人
公
に
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、

「
堕
落
』

の
主
人
公
青
木
隆
造
は
、

か
つ
て
満
州
国
建
国
に
携
わ
り
、

戦
後
は

混
血
児
の
施
設
を
営
ん
で
い
る
人
間
で
あ
る
。

施
設
の
経
営
は
、

敗

戦
時
に
自
己
の
身
替
り
に
自
分
の
子
供
を
見
殺
し
に
し
た
こ
と
に
対

す
る

一
種
の
罪
滅
ぼ
し
と
も
見
ら
れ
る
が
、

戦
後
の
青
木
は
、

い
わ

ば

「
内
な
る
暖
野
」
を
心
の
中
に
抱
い
た
ま
ま
、

か
ろ
う
じ
て
残
っ

て
い
る

「
共
同
体
人
」
と
し
て
の
自
覚
に
支
え
ら
れ
て
、

内
部
の
虚

無
を
包
み
隠
し
て
生
き
て
き
た
人
間
で
あ
る
。

そ
う
い
う
彼
が
、

施

設
経
営
の
社
会
事
業
と
し
て
の
功
労
を
表
彰
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ

の
時
か
ら
、

彼
は
内
部
の
バ
ラ
ン
ス
を
失
い
、
こ
ろ
げ
落
ち
る
よ
う

に
堕
落
し
て
い
く
。

こ
の
小
説
は
、

戦
争
中
の
自
ら
の
行
為
の
意
味
も
、

そ
の
責
任
も

十
分
突
き
詰
め
る
こ
と
な
く
戦
後
を
生
き
て
き
た
人
間
が
、
自
ら
破

滅
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

す
な
わ
ち
、

そ
う
い
う
戦
後
の
自
分
の
あ

り
方
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

彼
と
同
様
に
戦
争
の
問
題
を
援

昧
に
し
た
ま
ま
復
興
し
た
戦
後
の
日
本
国
家
に
対
し
て
、

そ
の
戦
争

責
任
を
、

そ
し
て
そ
れ
を
不
間
に
付
し
て
き
た
戦
後
責
任
を
突
き
つ

け
た
作
品
と
言
え
よ
う
。

そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、

表
題
に
な
っ
て
い

る

「
堕
落
」
と
い
う
言
葉
は
、

青
木
隆
造
の
表
彰
後
の
転
落
だ
け
を

さ
す
の
で
は
な
く
、

青
木
の
戦
後
の
全
体
を
、
さ
ら
に
は
日
本
の
戦

後
全
体
を
も
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

三

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
作
品
は
、

歴
史
か
ら
脱
落
し
て
い
く
人
間
の

目
を
通
し
て
、
日
本
の
戦
後
を
批
判
す
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て

い
た
が
、

小
説
の
虚
構
性
を
最
大
限
に
生
か
し
な
が
ら
、

戦
後
日
本

を
相
対
化
す
る
観
点
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
の
が
、

『
邪
宗
門
』
（
昭

４‐
．
１０
、
‐１
）
と

『
我
が
心
は
石
に
あ
ら
ず
』
（
昭
４２
・
‐０
）
で
あ

っ

た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

高
橋
和
巳
は
、

「
文
学
思
想
史
」
（
昭
３９
・
‐１
）

の
中
で
、

人
間
が
現
実
の
中
で
相
対
的
な
存
在
に
す
ぎ
な
い
の
は
言

う
ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
、

歴
史
の
方
も
ま
た
相
対
的
な
も
の
で

は
な
い
か
と
疑
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

人
々
は
普
通
、

歴
史
は
、

か
く
あ
っ
た
も
の
、
ま

た
、

か
く
あ
る
も
の
、

そ
し
て
そ
れ
以
外
に
は
な
い
も
の
と
い

う
ふ
う
に
思
い
こ
ん
で
い
る
が
、

実
は
、
こ
の
歴
史
の
ほ
う
が

間
違

っ
て
お
り
、

あ
る
い
は
他
に
も
あ
り
よ
う
が
あ
っ
た
可
能

性
の
、

た
だ

一
つ
の
現
象
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、

と
い
っ
た
疑
念
で
す
。

「
邪
宗
門
』
と

『
我
が
心
は
石
に
あ
ら
ず
』
は
、
日
本
の
宗
教
運

動
史
や
労
働
運
動
史
に
は
実
在
し
な
か
っ
た
出
来
事
が
、

「
他
に
も
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あ
り
よ
う
が
あ
っ
た
可
能
性
」
と
し
て
追
求
さ
れ
た
小
説
で
あ
る
。

そ
し
て
、

注
意
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
二
つ
の
小
説
に
は
、

高
橋
和
邑

が
お
そ
ら
く
抱
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
変
革
の
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
と
と
も
に
、

彼
の
中
に
あ
る
性
向
が
よ
く
現
わ
れ
て

い
る
こ
と
で

あ
る
。

『
邪
宗
門
』
で
は
、

教
主
が
二
つ
の
遺
書
を
残
す
が
、

そ
の
一
つ

は
、

男
女
が
陸
み
合
い
、

牛
馬
な
ど
の
動
物
や
、

山
野
、
日
畑
な
ど

の
自
然
を
い
た
わ
り
、

互
い
に
許
し
合
う
こ
と
で
穏
和
な
日
々
が
も

た
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
説
い
た
、

許
し
と
愛
の
教
え
で
あ
り
ヽ

も
う

一
つ
は
、

嬌
れ
る
者
、

富
め
る
者
、

そ
し
て
権
力
の
座
に
あ
る

者
に
怒
り
と
裁
き
を
も
た
ら
す
呪
認
と
復
讐
の
教
え
で
あ
る
。

登
場

人
物
で
は
、

前
者
を
代
表
す
る
の
が
松
葉
幸
太
郎
と
阿
貴
で
、

後
者

は
、

阿
礼
、

足
利
正
、

そ
し
て
千
葉
潔
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
。

作
者
は
、

最
終
的
に
阿
貴
を
生
か
す
こ
と
で
、

穏
和
な
愛
の
宗
教
に

か
す
か
な
期
待
を
か
け
て
い
た
と
も
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
ヽ
そ
れ

は
作
品
全
体
の
中
で
は
い
わ
ば
微
光
に
す
ぎ
ず
、

作
者
の
筆
は
、

ひ

の
も
と
教
を
呪
記
の
宗
教
と
し
て
描
き
出
す
方
に
傾
い
て
い
っ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、

そ
の
方
向
に
お
い
て
、

ひ
の
も
と
教
は
、

門
外
不
出
の
奥
義
書
に

「
救
済
と
は
何
ぞ
や
、

死
な
り
／
死
と
は
何

ぞ
や
安
楽
な
り
」
と
見
ら
れ
る
よ
う
な
虚
無
的
な
思
想
を
根
幹
に
持

つ
邪
教
と
し
て
性
格
ゃつ

け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

結
局
、

ひ
の
も
と
救
霊
会
は
、

「
支
配
と
は
何
ぞ
や
、

悪
業
な
り
」

（奥
義
書
）
と
い
う
、

人
の
支
配
に
対
し
て
、

〈
世
直
し
〉
の
絶
望
的

な
蜂
起
を
行
い
、

壊
滅
し
て
い
く
の
だ
が
、

興
味
深
い
の
は
、

生
き

残

っ
た
者
達
も
、

動
植
物
を
食

っ
て
生
き
て
き
た
こ
と
の
贖
罪
と
し

て
、

飢
餓
行
の
う
ち
に
死
ん
で
い
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
ジ
ャ
イ

ナ
教
の
影
響
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

ひ
の
も
と
教
の

呪
誼
は
、

単
に
世
俗
社
会
の
権
力
者
の
み
に
投
げ

つ
け
ら
れ
る
の
で

は
な
く
、
自
ら
を
も
含
め
た
人
間
存
在
の
全
体
に
対
し
て
突
き
付
け

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
絶
望
的
な
蜂
起
も
、

人
間
存
在
で
あ
る
自
己
そ
の
も
の
を
も
抹
殺
し
よ
う
す
る
自
己
否
定

的
な
情
熱
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
趣
き
さ
え
あ
る
。

そ
の
教
義

が
最
終
的
に
は

〈
死
〉
に
救
い
を
見
出
し
て
い
る
の
も
、

〈
死
〉
が

自
己
否
定
の
極
限
の
か
た
ち
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
と
り
あ
げ

て
き
た
小
説
に
も
、
自
己
処
罰
的
な
否
定
衝
動
に
駆
ら
れ
る
主
人
公

達
が
登
場
し
て
い
た
が
、

『
邪
宗
門
』
で
は
扱
わ
れ
て
い
る
題
材
が

宗
教
で
あ
る
た
め
、

そ
の
否
定
は
、

歴
史
社
会
的
な
次
元
を
越
え
て
、

人
間
存
在
そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
こ
の
否
定
の
情
熱
に
高
橋
和
巳
の
基
本
的
な
性
向
を

見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
っ
と
も
、

彼
自
身
の
意
識
の
中
で
は
、

否
定
は
単
に
否
定
に
終

っ
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
。

吉同
橋
和
巳
は
、

自
分
の
発
想
を
説
明
す
る
際
に
、

マ
イ
ナ
ス
の
カ
ー
ド
を
全
部
集
め

る
と
そ
れ
ら
が
全
て
プ
ラ
ス
に
転
化
す
る
ト
ラ
ン
プ
ゲ
ー
ム
の
例

を
、

評
論
な
ど
で
よ
く
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
が
、

『
邪
宗
門
』

に
お
い
て
も
、

そ
の
自
己
破
滅
的
な
蜂
起
は
、

「
否
定
の
契
機
、　

一

つ
の
媒
介
項
と
し
て
生
か
さ
れ
る
」
、

「
組
織
と
し
て
の
救
霊
会
は
滅
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び
て
も
、

志
を
継
ぐ
人
間
は
必
ず
出
て
く
る
」
と
い
う
よ
う
に
、

肯

定

へ
と
転
化
す
る
も
の
だ
と
少
な
く
と
も
指
導
者
達
に
は
考
え
ら
れ

て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。

「
邪
宗
門
』
は
、
こ
の
よ
う
に
作
者
が
そ
の
自
己
否
定
的
な
資
質

を
宗
教
の
教
義
に
ま
で
高
め
、
さ
ら
に
そ
れ
を
歴
史
的
な
事
件
に
ま

で
押
し
広
げ
た
小
説
で
あ
る
が
、

物
語
の
時
期
が
昭
和
六
年
か
ら
昭

和
二
十

一
年
ま
で
、

す
な
わ
ち
満
州
事
変
か
ら
終
戦
直
後
ま
で
の
間

に
設
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
、

や
は
り
、

戦
争
と
戦
後
革
命
と

い
う
作
者
年
来
の
モ
チ
ー
フ
に
支
え
ら
れ
た
小
説
で
あ
る
と
言
え
よ

う
。
と
り
わ
け
、

最
後
の
武
装
蜂
起
は
、

そ
の
章
題
の
通
り

「
あ
り

得
ざ
り
し
歴
史
」
で
あ
っ
て
、

全
く
架
空
の
事
件
を
構
成
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、

戦
後
史
の
、
も
っ
と
言
う
な
ら
戦
後
革
命
の
も
う

一
つ

の
可
能
性
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
可
能
性
を
宗
教
運
動
で
は
な
く
、

労
働
運
動
を
題
材
に
し
て

追
求
し
た
の
が

『
我
が
心
は
石
に
あ
ら
ず
』
で
あ
る
。

そ
こ
に
お
け

る
変
革
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、

『
邪
宗
門
』
の
よ
う
な
壮
大
さ
は
持

っ

て
い
な
い
が
、

そ
の
反
面
、

扱
わ
れ
て
い
る
の
が
労
働
運
動
と
い
う

こ
と
も
あ
っ
て
、
よ
り
現
実
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

主
人
公
信

藤
誠
が
組
織
す
る
、

あ
る
地
方
の
労
働
組
合
の
連
合
体
は
、

科
学
者

同
志
の
協
力
形
態
を
労
働
組
合
に
応
用
し
た
組
織
原
理
で
結
ば
れ
、

互
い
に
苦
し
み
を
分
か
ち
あ
う
「
共
苦
」
の
思
想
と
政
治
的
に
は
「
平

和
革
命
」
と
を
理
念
と
し
て
持

っ
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
は
、

『
邪

宗
門
」
で
一亨
え
ば
阿
貴
の
系
列
に
属
す
る
穏
和
な
変
革
思
想
で
あ
り
、

高
橋
和
巳
の
実
際
の
政
治
理
念
も
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

し
か
し
、

作
者
は
、

そ
の
変
革
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
作
中
で
十
分
実

ら
せ
る
こ
と
な
く
、

他
の
小
説
と
同
様
、

結
局
は
主
人
公
を
破
滅
の

情
熱
に
駆
り
立
て
さ
せ
、

主
人
公
の
変
貌
に
よ
っ
て
穏
和
な
集
団
か

ら
先
鋭
的
な
集
団
に
な
っ
た
労
組
の
連
合
体
も
、

争
議
に
敗
北
し
て

解
体
し
て
い
く
と
い
う
筋
書
き
に
し
て
い
る
。
こ
の
主
人
公
の
変
貌

の
過
程
に
は
女
性
問
題
が
か
ら
ま
っ
て
い
た
り
、
ま
た
、
こ
の
特
攻

隊
帰
り
の
主
人
公
が
、

他
の
小
説
の
作
中
人
物
に
も
し
ば
し
ば
見
ら

れ
る
よ
う
に
、

戦
後
社
会
に
対
し
て
違
和
感
を
持

っ
て
い
て
、

そ
れ

が
危
機
的
な
状
況
で
噴
出
す
る
と
い
う
よ
う
な
、

高
橋
和
巳
ら
し
い

人
物
設
定
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
問
題
も
あ
る
が
、
と
も
か
く
も
、

『
我
が
心
は
石
に
あ
ら
ず
』
は
、

高
橋
和
巳
の
抱
懐
す
る
現
実
的
な

変
革
理
念
が
、

戦
後
の

「
あ
り
得
ざ
り
し
歴
史
」
と
し
て
語
ら
れ
た

作
品
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

四

駆
け
足
で
高
橋
和
巳
の
主
要
作
品
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
見
て
き

た
わ
け
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
瞥
見
か
ら
で
も
高
橋
和
巳
の
文
学
の
特

徴
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、

彼
の
文
学

上
の
師
で
あ
っ
た
埴
谷
雄
高
と
の
相
違
で
あ
る
。

そ
れ
に
つ
い
て
は
、

高
橋
和
巳
自
ら
、

「
私
の
文
学
を
語
る
」
（
昭
４３
・
‐０
）
な
ど
の
対
談
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で
、

埴
谷
雄
高
の
文
学
は
架
空
凝
視
の
文
学
で
あ
り
、
自
分
の
文
学

も
ま
た

「
妄
想
型
」
で
あ
る
点
で
共
通
し
て
い
る
が
、

そ
れ
と
と
も

に
仏
教
で
言
う

「
還
行
」
が
あ
る
と
こ
ろ
が
埴
谷
雄
高
と
の
相
違
で

あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

非
現
実

一
点
張
り
で
は
な
く
、

現
実
に

「
還
行
」
す
る
側
面
も
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

た
し
か

に
、

両
者
と
も
に

「
妄
想
型
」
の
文
学
を
自
称
し
な
が
ら
も
、

埴
谷

雄
高
の
場
合
は
、

ひ
た
す
ら

「
Ｆ
ｏ電
Ｆ
ｏヽ
ｐ

ｐ
ｏ
げ
ｏ
ａ
く

の
場
所

翁
死

霊
』
自
序
）
に
そ
の
妄
想
が
の
び
て
い
く
の
に
対
し
て
、

高
橋
和
巳

の
文
学
は
、

「
あ
り
得
ざ
り
し
歴
史
」
の
場
合
で
も

一
応
現
実
の
中

に
小
説
の
時
空
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、

両
者
の
相
違
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

現
実
を
相
対
化

す
る
と
い
う
と
き
、

埴
谷
雄
高
は
、

い
わ
ば
未
来
を
同
盟
者
に
し
て

そ
の
祝
点
か
ら
行
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

未
来
を
志
向
す
る
こ
と

自
体
、

そ
こ
に
あ
る
種
の
明
る
さ
が
伴
っ
て
く
る
が
、
し
か
も
埴
谷

雄
高
の
場
合
、

そ
の
未
来
が
無
階
級
社
会
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
て
い

る
の
だ
か
ら
、

そ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
は
、

通
常
と
は
異
な
っ
て
オ
プ

テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
色
合
い
さ
え
あ
る
の
で
あ
る
。埴

谷
雄
高
は
、

高
橋
和
巳
と
の
対
談
で
、

「
僕
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
支
え
に
し
て
い
る

け
れ
ど
、

そ
の
本
質
は
人
間
信
仰
、
と
い
う
よ
り
人
間
の
思
考
信
仰

の
極
致
み
た
い
な
と
こ
ろ
に
あ
る
。」

（「
夢
と
想
像
力
」
昭
４３
・
‐０
）

と
語
っ
て
い
る
が
、

彼
の
未
来
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
イ
ッ
ク
な
希
望

は
、

そ
の

「
人
間
の
思
考
信
仰
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
も
言
え
よ

予ｎノ。

一
方
、

高
橋
和
巳
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、

過
去
の
あ

る
時
点
に
と
ど
ま
っ
て
、

今
あ
る
現
実
を
指
弾
す
る
と
い
う
方
法
を

と
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

そ
の
視
点
は
、

歴
史
か
ら
脱
落
し
て
い

っ
た
者
や
死
者
達
の
視
点
で
あ
る
か
ら
、
ど
う
し
て
も
そ
こ
に
は
あ

る
種
の
暗
さ
と
悲
友
の
色
調
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、

人

間
や
そ
の
思
考
に
対
す
る
信
仰
と
い
う
点
で
は
、

埴
谷
雄
高
と
は
逆

に
む
し
ろ
。ヘ

シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

遺
稿

『
逢
か

な
る
美
の
国
』
は
、

高
橋
和
巳
の
意
図
と
し
て
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
小
説

と
な
る
予
定
で
あ

っ
た
ら
し
く
、
し
た
が

っ
て
、

あ
る
い
は
そ
こ
で

未
来

へ
の
希
望
も
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
し

か
し
、

残
さ
れ
た
断
片
を
読
む
限
り
で
は
、

そ
の
出
だ
し
は
夢
と
憧

憬
が
喪
わ
れ
て
い
く
、

や
は
り
脂
い
色
調
の
話
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
特
徴
の
上
に
、
も
う

一
つ
付
け
加
え
る
な
ら
、

『
邪

宗
門
』
の
中
の
蜂
起
に
典
型
的
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

そ
こ
に

は
現
実
的
で
具
体
的
な
展
望
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、

ひ
た
す
ら
破
滅
や

死
に
よ
っ
て
人
々
に
覚
醒
を
促
す
と
い
う
発
想
が
あ
る
が
、
力」
れ
は
、

高
橋
和
巳
の
抱
懐
す
る
政
治
思
想
と
は
逆
に
む
し
ろ
右
翼
的
な
心
性

に
近
い
も
の
と
も
言
え
る
。

竹
内
好
は
高
橋
和
巳
と
の
対
談
で
、

「
あ

な
た
に
は
戦
後
文
学
プ
ラ
ス
日
本
浪
漫
派
が
あ
る
よ
う
な
気
が
す

る
。

」
（「
文
学
　
反
抗
　
革
命
」
昭
４４

・
３
）
と
語

っ
て
い
る
が
、

た
し

か
に
高
橋
和
巳
に
は
そ
う
い
う

一
面
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、

そ
の
ほ
か
、

高
橋
和
邑
の
小
説
を
論
じ
る
と

き
、
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
、

作
中

で
の
女
性
の
扱

い
方

の
問
題
、
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ま
た
、

小
説
の
方
法
に
関
し
て
言
え
ば
、

文
体
の
問
題
な
ど
が
あ
る

だ
ろ
う
。

そ
れ
ら
の
問
題
を
あ
げ

つ
ら
う
こ
と
は
、

か
つ
て
は
い
た

高
橋
信
者
の
熱
を
冷
ま
す
こ
と
に
は
役
立
つ
が
、

今
日
再
び
取
り
上

げ
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
よ
り
も
今
日
の
時
点
か
ら
振
り

返

っ
て
興
味
を
ひ
か
れ
る
の
は
、

彼
が
終
生
こ
だ
わ
っ
た
知
識
人
の

問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
論
述
で
は
、

そ
の
問
題
に
触
れ
る
こ
と

が
な
か
っ
た
が
、

高
橋
和
巳
の
小
説
の
主
人
公
達
は
ほ
と
ん
ど
す
べ

て
い
わ
ゆ
る
知
識
人
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
も
彼
の
文
学
は
知
識
人

文
学
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
り
わ
け
、

彼
の
出
世
作
で
あ
る
『
悲

の
器
』
（
昭
３７
・
Ｈ
）
で
は
、

知
識
人
の
問
題
が
正
面
に
据
え
ら
れ
、

高
橋
和
巳
が
抱
い
て
い
た
知
識
人
像
が
、

そ
の
正
負
の
両
面
を
あ
わ

せ
て
主
人
公
正
木
典
膳
の
う
ち
に
造
型
さ
れ
て
い
る
。

正
の
面
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
、

正
木
典
膳
が
、

大
学
の
最
終
講

義
で
、

知
識
人
と
は
、

専
門
的
な
領
域
で
の
文
化
の
推
進
者
で
あ
る

と
と
も
に
、

「
世
界
を
鳥
敏
で
き
る
」
視
点
を
も

っ
て
正
義
に
寄
与

す
る
人
間
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、

作

者
自
身
が
持

っ
て
い
た
、

あ
り
得
べ
き
知
識
人
像
で
あ
っ
た
と
言
え

よ
う
。
も
っ
と
も
、

「
世
界
を
鳥
搬
で
き
る
」
云
々
と
い
う
よ
う
な
、

サ
ル
ト
ル
的
に
言
う
な
ら
ば
、

普
遍
的
な
問
題
に
関
わ
ら
ざ
る
を
え

な
い
主
体
と
し
て
の
知
識
人
と
い
う
ふ
う
な
概
念
自
体
が
、

今
日
で

は
成
り
立
ち
に
く
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

知
識
人
の

終
焉
が
語
ら
れ
る
の
も
、

無
理
か
ら
ぬ
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
今
日
の
状
況
を
視
野
に
置
き
な
が
ら
、

知
識
人
文
学

と
し
て
の
高
橋
和
巳
の
作
品
や
評
論
か
ら
ど
れ
だ
け
の
も
の
が
残
る

の
か
、

あ
る
い
は
残
ら
な
い
の
か
、
ま
た
、

知
識
人
文
学
の
系
譜

（
便

宜
上
そ
う
言

っ
て
お
く
）
の
中
で
ど
う
い
う
位
置
を
占
め
る
の
か

―
―
さ
き
に
、

興
味
を
ひ
か
れ
る
と
述
べ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
モ

チ
ー
フ
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
問
題
は
、

稿
を
改
め
て
論
じ
る
と
し
て
、

最
後
に
触
れ
て
お

き
た
い
の
は
、

高
橋
和
巳
の
命
を
縮
め
る
こ
と
に
な
っ
た
、　

一
九
六

〇
年
代
末
の
大
学
紛
争
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。

五

全
共
闘
運
動
に
つ
い
て
は
様
々
な
見
方
が
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。

最
後
の
大
規
模
な
左
翼
運
動
と
い
う
見
方
も
あ
る
だ
ろ
．う

し
、

管
理

社
会
に
対
す
る
最
初
の
大
規
模
な
反
乱
と
い
う
捉
え
方
も
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。

そ
の
認
定
は
歴
史
家
に
任
せ
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、

全
共
問
運
動
が
提
起
し
た
問
題
や
、

そ
れ
の
運
動
体
と
し
て
の
特
質

な
ど
に
つ
い
て
簡
単
に
見
て
お
こ
う
。

全
共
闘
運
動
が
突
き
付
け
た
の
は
、

戦
後
的
秩
序
と
呼
ば
れ
て
い

る
も
の
が
、

実
は
欺
肺
的
な
も
の
で
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
問
題
で
あ
っ
た
。

平
和
は
形
骸
化
し
、

学
問
の
自
由
は
産
学
協

同
路
線
で
骨
抜
き
に
さ
れ
、

民
主
主
義
も
戦
後
社
会
の
矛
盾
を
覆
い

隠
す
制
度
に
堕
し
て
い
る
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
問
題
提
起
で
あ

る
。

そ
し
て
、

そ
の
欺
踊
の
典
型
が
大
学
な
の
で
は
な
い
か
、
と
問
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い
か
け
た
の
で
あ
る
。

大
学
を
問
題
と
す
る
以
上
、

当
然
、

全
共
闘
運
動
は
政
治
運
動
の

側
面
と
と
も
に
、

大
学
と
は
何
か
、

学
問
の
自
由
と
は
何
か
、
と
い

う
こ
と
を
問
題
に
す
る
文
化
運
動
の
性
格
も
持

っ
て
い
た
。
ま
た
、

大
学
を
批
判
の
俎
上
に
乗
せ
る
こ
と
は
、

ひ
る
が
え
っ
て
そ
の
大
学

に
学
ぶ
自
分
と
は
何
か
と
い
う
ふ
う
に
、

相
手
に
対
し
て
だ
け
で
な

く
、
自
ら
を
も
批
判
の
対
象
に
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、

そ
こ
に

「
自
己
否
定
」
と
い
う
こ
と
が
叫
ば
れ
る
理
由
が
あ
っ
た
。

あ
る
い

は
、
自
己
自
身

へ
の
問
い
か
け
が
重
視
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
運

動
の
実
存
的
な
性
格
が
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。

そ
し
て
、

そ
の
性

格
が
組
織
、

運
動
体
に
も
反
映
し
て
、

全
共
闘
運
動
は
、

個
々
人
の

自
発
的
な
参
加
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
、
自
由
な
連
合
体
と
し
て
の
運

動
を
展
開
し
た
。

前
衛
が
指
令
を
出
す
の
で
は
な
く
、

学
生
大
衆
の

直
接
民
主
主
義
が
そ
の
行
動
原
理
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

戦
後
的
秩
序
に
対
す
る
批
判
、
自
己
否
定
、

運
動
に
お
け
る
個
人

の
自
由
の
尊
重
―
―
こ
の
よ
う
に
そ
の
特
質
を
あ
げ
て
み
る
と
、

高

橋
和
巳
が
全
共
闘
運
動
に
共
感
を
寄
せ
た
の
も
納
得
で
き
よ
う
。

た

と
え
ば
戦
後
的
秩
序
に
対
す
る
批
判
は
、

戦
争
責
任
を
曖
味
に
し
て

き
た
戦
後
責
任
の
問
題
と
も
関
わ
っ
て
く
る
わ
け
で
、
こ
の
問
題
が

高
橋
和
巳
年
来
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き

た
と
お
り
で
あ
る
。

高
橋
和
巳
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
戦
中
世
代
の

助
教
授
層
が
、

戦
争
当
時
す
で
に
教
官
で
あ
っ
た
人
々
の
責
任
を
追

求
す
る
こ
と
を
し
な
い
で
、
自
分
達
も
そ
の
問
題
を
避
け
て
通
っ
て

き
た
こ
と
に
触
れ
な
が
ら
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

教
授
層
を
問
い
つ
め
な
か
っ
た
思
い
遣
り
は
、

そ
れ
自
体
悪
く

は
な
い
が
、
し
か
し
、

相
手
を
問
い
つ
め
る
こ
と
は
自
分
を
斬

り
き
ざ
む
こ
と
で
あ
る
こ
と
の
内
面
の
阿
修
羅
を
避
け
た
こ
と

で
、
自
分
た
ち
が
敗
戦
後
に
戦
場
か
ら
復
帰
し
た
時
、

ほ
と
ん

ど
無
葛
藤
的
に
学
園
に
す
べ
り
込
み
、
自
己
の
内
部
で
も
、

極

限
的
体
験
を
学
問
の
過
程
（
略
）
に
生
か
そ
う
と
し
な
か
っ
た
。

そ
の
報
い
が
、

戦
後
二
十
数
年
た
っ
て
、

戦
後
民
主
主
義
に
よ

っ
て
育
て
ら
れ
た
学
生
た
ち
の
問
い
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
き

た
の
だ
と
も
言
え
る
。

Ｓ
わ
が
解
体
』
昭
４６
・
３
）

ま
た
、
自
己
否
定
の
論
理
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
語

っ
て
い

え０
。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

全
共
闘
運
動
と
い
う
の
は
、

い
ろ
い
ろ
定
義
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
が
、

単
純
に

一
語
で
言
っ
て
し
ま
え
ば
、

拒
否
の
精
神

で
あ
り
、

全
否
定
の
精
神
で
す
。
こ
れ
は
自
分
の
属
し
て
い
る

現
実
世
界
を
全
否
定
し
た
ら
、

そ
の
矛
盾
は
自
分
に
帰
っ
て
き

て
、

論
理
的
に
い
え
ば
自
殺
に
ま
で
い
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
と

い
う
こ
と
は
、

誰
に
も
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、

そ
れ
を

あ
あ
や
っ
て
、

あ
る
程
度
ま
で
や
ろ
う
と
し
た
運
動
が
、

全
共

闘
運
動
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

翁
自
殺
の
形
而
上
学
」
昭
４６

・
２
）

自
己
否
定
が

「
論
理
的
に
い
え
ば
自
殺
に
ま
で
い
た
ら
ざ
る
を
得

な
い
」
と
い
う
の
は
、

い
か
に
も
高
橋
和
巳
ら
し
い
解
釈
と
言
え
る
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が
、
自
己
否
定
と
い
う
発
想
そ
の
も
の
が
、

高
橋
和
巳
自
身
の
も
の

で
も
あ
っ
た
こ
と
は
贅
言
す
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
付
け

加
え
て
言
う
な
ら
、

全
共
闘
に
は
、

良
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
、

ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
が
あ
っ
た
が
、

そ
う
い
う
と
こ
ろ
も
高
橋
和
巳
を

引
き
付
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、

具
体
的
な

展
望
を
示
す
こ
と
な
く
、

ひ
た
す
ら
封
鎖
を
貫
徹
し
よ
う
と
し
た
り
、

戦
術
的
に
は
無
効
と
わ
か
っ
て
い
て
も
、

敗
北
覚
悟
で
い
ち
ず
に
正

面
突
破
に
こ
だ
わ
っ
た
り
し
た
と
こ
ろ
な
ど
、

高
橋
和
巳
の
小
説
中

の
人
物
達
の
行
動
に
似
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

高
橋
和
巳
は
、

全
共
闘
運
動
を
終
始
全
面
的
に
認
め
て

い
た
の
で
は
な
い
。
さ
き
に
、

全
共
闘
運
動
に
は
個
人
の
自
由
の
尊

重
が
あ
っ
た
と
述
べ
た
が
、

そ
の
尊
重
は
個
人
の
存
在
の
掛
け
替
え

の
無
さ
と
い
う
も
の
の
認
識
が
前
提
に
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、

そ
れ
は
や
が
て
崩
れ
て
い
っ
た
。

運
動
が
沈
滞
を
余
儀
な

く
さ
れ
、

運
動
の
場
は
大
学
か
ら
街
頭

へ
と
移
り
、

運
動
の
主
導
権

も
無
党
派
層
か
ら
党
派
に
渡
り
、

運
動
そ
の
も
の
が
内
攻
し
て
い
っ

て
、

や
が
て
数
々
の
悲
劇
を
生
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

高
橋
和

巳
は
、

「
内
ゲ
バ
の
論
理
は
こ
え
ら
れ
る
か
」
（
昭
４５
。
‐０
、
‐１
）
な

ど
で
、

未
来
を
担
，
運
動
は
必
ず
そ
の
過
程
の
中
で
新
し
い
道
義
性

を
築
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、

内
部
の
査
間
に
は
必
ず

一
人
で
い
い
か
ら
大
衆
を
加
え
て
公
開
性
を
維
持
す
べ
き
で
あ
る
こ

と
な
ど
を
提
言
す
る
が
、

多
少
な
り
と
も
彼
の
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ

と
の
で
き
た
無
党
派
層
が
運
動
か
ら
離
脱
し
て
い
っ
た
時
点
で
は
、

も
は
や
、

何
の
効
力
も
持
た
な
か
っ
た
。

し
か
し
、

そ
う
い
う
問
題
は
あ
る
も
の
の
、

戦
後
社
会
に
対
す
る

批
判
に
し
ろ
、
自
己
否
定
の
論
理
に
し
ろ
、
こ
れ
ら
は
ま
さ
に
高
橋

和
巳
の
文
学
の
主
題
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
現
実
の
運
動

と
し
て
展
開
さ
れ
た
わ
け
だ
か
ら
、
こ
の
全
共
問
運
動
の
時
期
が
、

高
橋
和
巳
が
も
っ
と
も
時
代
と
と
も
に
共
振
し
た
時
期
で
あ
っ
た
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。

高
橋
和
巳
は
、

大
学
紛
争
の
渦
中
で
病
い
に
倒
れ
、　

一
度
は
回
復

す
る
も
の
の
、

遂
に
は
逝
っ
て
し
ま
っ
た
が
、

そ
の
病
中
に
書
か
れ

た
エ
ッ
セ
イ
に

「
三
度
目
の
敗
北
―
―
闘
病
の
記
」
（
昭
４５
・
９
）
が

あ
る
。

そ
の
中
で
小
松
左
京
の
言
葉
を
引
き
な
が
ら
、

一向
橋
和
巳
は
、

自
己
の
生
涯
の
中
で
の
三
つ
の
敗
北
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

そ
の

敗
北
と
は
、　

一
度
目
は
昭
和
二
十
年
の
敗
戦
、

三
度
目
は
昭
和
二
十

年
代
の
革
命
運
動
、

そ
し
て
三
度
目
が
こ
の
度
の
病
い
で
あ
る
、
と
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
三
度
目
の
敗
北
は
、

単
に
病
い
を
指
す
だ
け
で
な

く
、

全
共
闘
運
動
に
関
わ
っ
た
自
己
の
敗
北
と
し
て
の
病
い
と
い
う

意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

高
橋
和
巳
の
小
説
が
、　

一
度
目
と
二
度
目
の
敗
北
の
体
験
に
固
執

す
る
こ
と
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

す
で
に
見
て
き
た
と

お
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
病

い
以
後
の
作
品
も
、

や
は
り
、
こ
の
三
度
目
の
敗
北
の
時
点
を

〈
瞬

間
の
王
〉
と
し
て
、

そ
れ
以
降
移
り
変

っ
て
い
っ
た
日
本
の
社
会
を
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「
虚
構
視
」
す
る
よ
う
な
も
の
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。　

一

度
目
の
敗
北
も
、

二
度
目
の
敗
北
も
、

過
去
の
も
の
と
し
て
押
し
流

し
て
行

っ
た
日
本
の
社
会
や
そ
の
歴
史
に
対
し
て
異
議
申
し
立
て
を

し
た
の
が
高
橋
和
巳
の
文
学
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
も
し
彼
が
生
き
て

い
た
ら
、

三
度
目
の
敗
北
―
―
単
に
高
橋
和
巳
個
人
の
敗
北
で
は
な

く
、

全
共
問
運
動
の
敗
北
で
も
あ
る
が
―
―
を
遠
い
過
去
の
出
来
事

と
し
て
忘
れ
去
っ
て
い
る
現
在
の
状
況
に
対
し
て
も
異
議
申
し
立
て

を
行

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

む
ろ
ん
、

そ
れ
は
想
像
の
限
り
で
し
か
な
い
が
、

早
い
テ
ン
ポ
で

変
化
し
て
い
く
時
代
に
対
し
て
、

過
去
の
あ
る
時
点
に
視
点
を
と
ど

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
相
対
化
し
て
い
く
と
い
う
彼
の
方
法

が
、　

一
つ
の
有
効
な
方
法
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

〔
付
記
〕
引
用
は
、

『
高
橋
和
巳
全
集
』
（
河
出
書
房
新
社
）
に
よ
っ

た
。

高
橋
和
巳
の
作
品
の
発
表
年
月
に
つ
い
て
は
、

原
則
と

し
て
、

小
説
は
単
行
本
発
刊
の
年
月
を
、

評
論
は
雑
誌
発
表

時
の
も
の
を
記
載
し
た
。

（
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
）
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