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本
論
文
は
、
坂
口
安
吾
の
戦
間
期
に
お
け
る
小
説
や
評
論
、
随
筆
な
ど
の

テ
ク
ス
ト
を
対
象
に
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
安
吾
は
戦
後
の
「
堕
落
論
」

（
一
九
四
六
）
、「
白
痴
」（
一
九
四
六
）
に
よ
っ
て
脚
光
を
浴
び
、
以
降
は
人

気
作
家
と
し
て
大
量
の
文
章
を
書
く
こ
と
に
な
る
が
、
本
論
で
は
無
頼
派
と

し
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
坂
口
安
吾
の
、
文
学
論
を
確
立
す
る
た
め
の
初

期
の
思
考
の
遍
歴
や
、
小
説
の
表
現
を
模
索
す
る
中
で
書
か
れ
た
フ
ァ
ル
ス

や
随
筆
、
歴
史
小
説
な
ど
を
対
象
に
「
坂
口
安
吾
」
と
い
う
作
家
が
構
成
さ

れ
て
い
く
過
程
を
描
き
出
す
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
た
。 

 

第
一
章
で
は
坂
口
安
吾
の
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
の
契
機
と
な
っ
た
「
風
博
士
」

（
一
九
三
一
）
に
つ
い
て
論
じ
た
。
既
に
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
る
中
で
、

こ
れ
ま
で
問
題
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
観
点
と
し
て
演
説
調
の
語
り
と
探
偵

小
説
の
よ
う
な
構
成
に
注
目
し
た
。
前
者
に
は
坪
内
逍
遥
『
ジ
ュ
リ
ヤ
ス
シ

ー
ザ
ー
』
、
後
者
に
は
芥
川
龍
之
介
「
開
化
の
殺
人
」
と
い
う
先
行
す
る
テ
ク

ス
ト
を
参
考
に
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
式
に
よ
っ
て
語
る
こ
と
が
却

っ
て
形
式
自
体
の
空
虚
さ
を
顕
に
し
て
い
る
こ
と
を
読
み
解
い
た
。
さ
ら
に
、

「F
A
R
C
E

に
就
て
」（
一
九
三
二
）
、「
茶
番
に
寄
せ
て
」（
一
九
三
九
）
に
書
か

れ
た
フ
ァ
ル
ス
（
「
道
化
」
）
に
つ
い
て
の
議
論
を
も
と
に
、「
風
博
士
」
と
い

う
テ
ク
ス
ト
が
合
理
的
な
語
り
の
形
式
を
敢
え
て
用
い
る
こ
と
で
、
フ
ァ
ル

ス
の
主
題
で
あ
る
「
笑
ひ
」
を
高
め
、
深
め
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。
そ
の
上

で
、
風
博
士
が
突
然
失
踪
す
る
と
い
う
こ
の
小
説
の
結
末
が
、
後
の
「
文
学

の
ふ
る
さ
と
」（
一
九
四
一
）
や
そ
の
他
の
小
説
に
通
じ
て
い
る
こ
と
を
結
論

付
け
た
。 

 

第
二
章
は
坂
口
安
吾
の
初
期
評
論
で
あ
る
「F

A
R
C
E

に
就
て
」
を
中
心
に
、

こ
の
文
学
論
が
同
時
代
の
文
脈
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
か
、
ま

た
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
文
学
論
や
小
説
の
文
章
に
つ
い
て
の
議
論
が
ど
の
よ

う
な
射
程
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
論
じ
た
。
ま
ず
、
先
行
研
究
を
参
考
に
し

な
が
ら
「F

A
R
C
E

に
就
て
」
に
は
二
つ
の
系
列
の
文
学
的
志
向
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
内
の
一
つ
は
、『
日
本
現
代
文
章
講
座
』
に
書

か
れ
た
「
意
欲
的
創
作
文
章
の
形
式
と
構
成
」（
一
九
三
四
）
に
引
き
継
が
れ

て
い
く
小
説
の
文
章
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
。
こ
こ
で
取
り
沙
汰
さ
れ
た
、

新
し
い
「
現
実
」
を
い
か
に
表
現
す
る
か
と
い
う
課
題
は
、
同
時
代
の
文
学

場
で
共
有
さ
れ
た
〈
新
し
い
文
章
論
〉
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
芭
蕉
の
俳

句
を
例
に
し
て
述
べ
ら
れ
る
「
純
粋
な
言
葉
」
に
つ
い
て
の
思
考
を
萩
原
朔

太
郎
と
の
類
似
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
散
文
詩
に
近
い
文
章

表
現
へ
近
づ
き
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
も
う
一
つ
の
文
学
論
的
志

向
は
、
「F

A
R
C
E

に
就
て
」
の
後
半
で
述
べ
ら
れ
た
フ
ァ
ル
ス
に
つ
い
て
の
議

論
で
あ
る
。「
現
実
」
の
全
て
を
肯
定
し
「
笑
ひ
」
に
よ
っ
て
昇
華
さ
せ
る
と

い
う
、
後
に
「
茶
番
に
寄
せ
て
」
へ
と
引
き
継
が
れ
た
こ
の
議
論
が
、〈
新
し

い
文
章
論
〉
か
ら
派
生
し
た
散
文
詩
的
傾
向
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
か
を

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
『
笑
の
哲
学
』
を
参
照
項
に
し
て
「
笑
ひ
」
と
「
夢
」
と
い
う

観
点
か
ら
考
察
し
た
。 

 

第
三
章
は
坂
口
安
吾
の
小
説
と
並
ん
で
評
価
の
高
い
エ
ッ
セ
イ
や
随
筆
類

に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
問
題
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
『
都
新
聞
』
の
「
文
芸
」

欄
に
掲
載
さ
れ
た
雑
文
的
「
随
筆
」
の
い
く
つ
か
を
対
象
と
し
た
。
こ
れ
ま

で
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
「
日
本
文
化
私
観
」（
一
九
四
二
）
や
「
文
学
の
ふ

る
さ
と
」（
一
九
四
一
）
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
書
か
れ
た
文
明
批
評
や
文
学
論

な
ど
の
内
容
が
問
題
と
さ
れ
る
先
行
研
究
に
対
し
、
エ
ッ
セ
イ
や
随
筆
と
い

っ
た
形
式
自
体
を
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
。
安
吾
の
小
説
以
外
の
テ
ク
ス

ト
を
整
理
し
「
文
明
評
論
」
や
「
文
芸
評
論
」
以
外
の
雑
文
的
な
文
章
を
〈
随

筆
〉
と
し
て
定
義
し
た
上
で
、
牧
野
信
一
の
死
を
め
ぐ
る
一
連
の
〈
随
筆
〉

と
、
そ
れ
以
前
の
「
文
芸
評
論
」
と
の
間
に
あ
る
「
私
」
と
い
う
主
語
の
差
異

に
注
目
し
た
。〈
随
筆
〉
の
文
章
に
見
出
さ
れ
る
「
私
自
身
の
生
活
」
を
語
る

再
帰
的
な
構
造
を
持
つ
〈
私
〉
が
、
牧
野
信
一
の
死
や
京
都
で
の
生
活
を
〈
随

筆
〉
と
し
て
語
り
、
さ
ら
に
「
小
説
」
や
「
文
明
評
論
」
の
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル

に
お
い
て
語
り
直
す
こ
と
で
、
語
る
主
体
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
く
経
緯
を

考
察
し
た
。
そ
の
一
方
で
、〈
私
〉
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
強
度

を
増
し
前
景
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
語
る
〈
私
〉
が
後
景
化
し
、「
誰
に
向
か
っ

て
語
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
い
」（
安
藤
宏
）
が
見
え
に
く
く
な
る
事
態

に
注
目
し
た
。「
ラ
ム
ネ
氏
の
こ
と
」（
一
九
四
一
）
に
お
い
て
見
ら
れ
る
、
既

に
語
ら
れ
た
／
後
に
語
ら
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
と
い
う
様
態
か



ら
、
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
テ
ク
ス
ト
を
ま
た
い
で
語
る
〈
私
〉
の
存
在
に
つ
い

て
考
察
し
た
。 

第
四
章
で
は
、「
イ
ノ
チ
ガ
ケ
」（
一
九
四
〇
）
に
つ
い
て
論
じ
た
。
こ
の
小

説
は
、
坂
口
安
吾
の
歴
史
小
説
の
嚆
矢
と
し
て
扱
わ
れ
、
先
行
研
究
で
は
本

文
の
典
拠
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
前
後
篇
の
差
異
を
解
消
す
る
こ
と
が
問

題
と
さ
れ
て
き
た
。
本
章
で
は
、
前
篇
・
後
篇
の
そ
れ
ぞ
れ
を
分
析
し
た
上

で
、
同
時
代
の
歴
史
小
説
文
脈
の
中
に
「
イ
ノ
チ
ガ
ケ
」
を
位
置
付
け
直
す

こ
と
で
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
何
を
表
現
し
何
を
実
現
し
て
い
る
の
か
を
考
察
し

た
。
ま
ず
前
篇
で
は
、
史
実
上
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
フ
ェ
レ
イ
ラ
と
い
う

宣
教
師
が
「
イ
ノ
チ
ガ
ケ
」
に
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
目
し
、
前
篇
の

結
末
で
キ
リ
シ
タ
ン
史
上
唯
一
の
事
件
と
し
て
語
ら
れ
た
「
棄
教
」
が
合
理

的
な
解
釈
を
拒
む
事
実
と
し
て
語
り
直
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。
新
井

白
石
「
西
洋
紀
聞
」
を
下
敷
き
と
し
て
構
成
さ
れ
た
後
篇
で
は
、
白
石
の
科

白
に
見
ら
れ
る
性
格
付
け
に
着
目
し
、「
イ
ノ
チ
ガ
ケ
」
に
お
い
て
白
石
が
合

理
的
な
人
物
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、

出
来
事
を
因
果
関
係
に
基
づ
い
て
合
理
的
に
語
ろ
う
と
す
る
語
り
手
の
趣
向

に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
後
篇
が
一
つ
の
物
語
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

見
出
し
た
。
次
い
で
、
同
時
代
の
「
歴
史
文
学
」
に
つ
い
て
、
岩
上
順
一
と
高

木
卓
と
の
間
の
論
争
を
中
心
に
考
察
し
た
。
岩
上
は
高
木
の
「
現
在
相
応
」

と
い
う
主
観
的
な
歴
史
観
を
否
定
し
、
森
鴎
外
に
見
ら
れ
る
客
観
的
な
歴
史

観
に
収
ま
ら
な
い
、
両
者
を
止
揚
す
る
「
歴
史
の
実
体
」
を
主
張
し
た
が
、
そ

れ
も
や
は
り
一
つ
の
「
物
語
化
」
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
柄
谷
行
人
の
議
論
を

参
考
に
し
た
上
で
明
確
に
し
た
。
そ
の
上
で
「
イ
ノ
チ
ガ
ケ
」
と
い
う
テ
ク

ス
ト
の
前
篇
・
後
篇
に
お
け
る
矛
盾
を
、
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
語
り
の
間
を

架
橋
す
る
よ
う
な
一
貫
し
た
解
釈
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
断

絶
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
問
う
こ
と
の
重
要
性
を
主
張
し
た
。

そ
の
よ
う
に
見
て
い
く
こ
と
で
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
同
時
代
の
歴
史
小
説
や

「
近
代
の
超
克
」
に
至
る
よ
う
な
歴
史
観
に
対
す
る
批
評
性
を
備
え
て
い
る

こ
と
を
結
論
づ
け
た
。 

 

第
五
章
は
一
九
四
一
年
一
二
月
八
日
の
太
平
洋
戦
争
開
戦
と
い
う
出
来
事

と
、
そ
こ
で
戦
死
し
た
「
特
別
攻
撃
隊
」
の
軍
人
た
ち
を
題
材
に
し
た
小
説

「
真
珠
」（
一
九
四
二
）
を
対
象
に
論
を
展
開
し
た
。
近
年
頓
に
注
目
を
集
め

既
に
多
く
の
先
行
研
究
が
存
在
す
る
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
、
「
〈
十
二
月

八
日
〉
小
説
」
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
伊
藤
整
「
十
二
月
八

日
の
記
録
」
を
改
め
て
俎
上
に
上
げ
、
同
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
私
」
と
「
真

珠
」
の
語
り
手
で
あ
る
「
僕
」
の
視
点
の
違
い
に
つ
い
て
考
察
し
た
。「
十
二

月
八
日
の
記
録
」
に
お
け
る
「
私
」
が
市
井
の
人
々
を
見
る
の
み
に
留
ま
る

の
に
対
し
、「
真
珠
」
の
「
僕
」
が
見
る
主
体
で
あ
る
の
に
加
え
て
、
生
活
の

当
事
者
と
し
て
見
ら
れ
る
対
象
で
も
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
二

重
化
さ
れ
た
視
点
に
つ
い
て
、
野
家
啓
一
『
物
語
の
哲
学
』
に
お
け
る
「
話

す
」
と
「
語
る
」
と
い
う
言
語
行
為
の
差
異
に
つ
い
て
の
議
論
を
参
考
に
、

〈
ハ
ナ
シ
〉
と
〈
カ
タ
リ
〉
と
い
う
概
念
に
整
理
し
た
上
で
「
真
珠
」
の
二
種

類
の
語
り
を
分
析
し
た
。
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
自
由
な
「
僕
」
と
ガ

ラ
ン
ド
ウ
の
道
行
き
の
〈
ハ
ナ
シ
〉
に
、
ラ
ジ
オ
放
送
に
感
動
す
る
「
僕
」
の

〈
カ
タ
リ
〉
的
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
を
、
二
重
化
し
た
「
僕
」

の
視
点
の
反
転
可
能
性
に
よ
る
も
の
と
し
て
論
じ
た
。
さ
ら
に
、
新
聞
報
道

か
ら
の
「
引
用
」
で
織
り
な
さ
れ
る
「
特
別
攻
撃
隊
」
の
歴
史
的
出
来
事
が

「
あ
な
た
方
」
と
い
う
対
話
の
地
平
で
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
矛
盾
に
つ
い

て
、
固
有
名
の
問
題
を
中
心
に
据
え
て
考
察
し
た
。「
特
別
攻
撃
隊
」
と
い
う

呼
称
を
「
固
有
名
」
と
し
て
用
い
る
よ
う
通
達
し
た
新
聞
記
事
に
つ
い
て
、

そ
こ
に
日
露
戦
争
の
旅
順
港
閉
塞
作
戦
で
戦
死
し
た
廣
瀬
武
夫
の
「
肉
片
」

と
い
う
文
脈
が
あ
っ
た
こ
と
を
見
出
し
、
さ
ら
に
固
有
名
で
語
ら
れ
た
兵
士

の
死
が
型
ど
お
り
の
物
語
と
し
て
固
有
性
を
失
っ
て
し
ま
う
と
い
う
パ
ラ
ド

ク
シ
カ
ル
な
事
態
を
確
認
し
た
。
そ
の
上
で
、「
真
珠
」
で
語
ら
れ
た
「
あ
な

た
方
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
固
有
性
を
奪
う
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
還
元

さ
れ
な
い
よ
う
な
「
事
実
」
＝
「
個
性
」
と
し
て
の
「
破
片
」
で
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
「
僕
」
の
視
点
の
二
重
性
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス

ト
の
上
で
し
か
存
在
し
得
な
い
彼
ら
の
「
個
性
」
を
リ
ア
リ
テ
ィ
の
あ
る
「
事

実
」
と
し
て
表
現
す
る
た
め
に
要
請
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。 

 

第
六
章
は
「
黒
田
如
水
」（
一
九
四
四
）
を
対
象
と
す
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト



に
は
戦
後
『
二
流
の
人
』
の
一
部
と
し
て
収
録
さ
れ
た
複
雑
な
経
緯
が
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
講
談
の
よ
う
な
語
り
の
文
体
で
成
立
し
た
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
、

一
九
四
四
年
と
い
う
時
代
状
況
の
中
で
発
表
さ
れ
た
と
い
う
事
実
に
意
義
を

認
め
、
単
独
の
短
編
小
説
と
し
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
。
ま
ず
、
冒
頭
部
の

文
章
を
分
析
す
る
こ
と
で
、「
歴
史
を
見
て
き
た
」
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
こ

と
や
音
読
を
意
識
し
た
よ
う
な
語
り
か
ら
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
「
講
談
先
生
」

（
一
九
四
三
・
三
）
で
述
べ
ら
れ
た
「
講
談
の
技
法
」
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い

る
と
仮
定
し
た
上
で
考
察
を
進
め
た
。
近
代
以
降
の
講
談
の
歴
史
を
通
覧
し
、

大
正
末
年
の
「
新
講
談
」
か
ら
「
大
衆
文
学
」
へ
つ
な
が
る
経
緯
の
中
で
講
談

が
徐
々
に
衰
退
し
て
い
っ
た
こ
と
、
戦
時
下
に
お
い
て
「
皇
国
」
の
歴
史
を

語
る
名
目
で
復
活
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
上
で
、
安
吾
の
「
黒
田
如

水
」
と
同
時
期
の
吉
川
英
治
「
黒
田
如
水
」
（
一
九
四
三
）
を
見
る
こ
と
で
、

そ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
の
が
「
武
士
道
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
い

た
行
動
を
と
る
人
物
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
安
吾
版
「
黒

田
如
水
」
で
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
無
縁
の
人
物
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
因
果
関
係

に
よ
っ
て
脈
絡
づ
け
ら
れ
な
い
ま
ま
、
断
片
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。「
事
実
そ

の
も
の
が
物
語
る
」
と
い
う
〈
講
談
の
技
法
〉
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
「
黒
田
如

水
」
は
、
講
談
の
形
式
を
用
い
な
が
ら
内
容
が
形
式
を
裏
切
る
よ
う
な
構
成

を
な
し
て
お
り
、
同
時
代
の
講
談
や
歴
史
に
つ
い
て
の
議
論
を
相
対
化
す
る

批
評
性
を
持
っ
て
い
る
と
結
論
付
け
た
。 
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