
1 変動する時代と人間を描いた文学 

五
十
一 

変
動
す
る
時
代
と
人
間
を
描
い
た
文
学 

―
―
『
夜
明
け
前
』 

 

人
間
は
、
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
い
く
歴
史
的
な
社
会
に
あ
っ
て
、
世
代
を
継
承
す
る
家
族
を
構
成

し
、
食
を
求
め
衣
と
住
も
得
な
が
ら
生
き
る
動
物
だ
が
、
と
り
わ
け
人
間
に
特
別
な
の
は
、
高
度
な
精
神

の
働
か
せ
方
が
で
き
て
、
自
己
を
意
識
し
つ
つ
ど
の
よ
う
に
行
動
す
る
か
を
思
考
し
選
択
す
る
こ
と
で
あ

る
。
人
間
は
、
単
に
動
物
的
に
生
き
る
の
で
は
な
く
、
精
神
世
界
と
呼
べ
る
も
の
を
伴
い
な
が
ら
生
き
る

の
で
あ
る
。
文
筆
家
が
そ
の
文
章
に
あ
る
人
物
や
群
像
を
登
場
さ
せ
て
、
性
格
や
情
動
な
ど
人
間
の
精
神

面
か
ら
そ
の
言
動
ま
で
を
表
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
登
場
人
物
た
ち
の
生
活
条
件
か
ら
社
会
の
状
況
ま
で

多
か
れ
少
な
か
れ
記
述
す
る
こ
と
に
な
る
。
人
間
に
か
か
わ
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
さ
ま
ざ
ま
に
表
現
す
る

多
様
な
文
学
が
生
ま
れ
る
の
は
必
然
で
あ
る
。 

  
 

 
 

 

＊ 

 

最
近
、
現
代
中
国
の
小
説
『
老
生
』
を
読
む
機
会
が
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
感
想
の
一
端
を
「
蝶
の

雑
記
帳
四
十
八
」
に
記
し
た
。
『
老
生
』
は
、
そ
れ
以
前
の
混
乱
に
触
れ
ず
一
九
三
〇
年
代
か
ら
し
か
語

ら
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
お
よ
そ
七
十
年
間
に
四
度
も
大
き
な
変
動
を
経
験
し
た
中
国
に
題
材
を
と
っ
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た
小
説
で
あ
る
。
そ
れ
を
読
ん
で
わ
た
し
の
関
心
は
、
文
学
作
品
は
大
き
く
動
い
た
歴
史
と
ど
の
よ
う
に

連
関
し
て
い
る
か
と
い
う
問
い
に
向
か
っ
た
。
と
く
に
、
欧
米
に
比
較
し
て
近
代
的
な
社
会
制
度
が
整
っ

て
い
ず
経
済
的
に
も
遅
れ
て
い
た
国
々
で
、
第
二
次
大
戦
後
の
混
乱
が
小
説
に
ど
の
よ
う
な
差
を
生
み
出

し
た
か
と
い
う
問
い
だ
っ
た
。
し
か
し
、
文
学
を
批
評
す
る
力
の
な
い
わ
た
し
に
は
、
作
品
の
文
学
的
特

徴
を
論
じ
る
こ
と
は
手
に
余
る
こ
と
で
、
わ
ず
か
に
知
っ
て
い
る
『
百
年
の
孤
独
』
や
『
真
夜
中
の
子
供

た
ち
』
を
挙
げ
て
、
そ
れ
ら
の
小
説
の
歴
史
的
背
景
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
。 

 

そ
れ
で
も
、
『
老
生
』
を
『
百
年
の
孤
独
』
・
『
真
夜
中
の
子
供
た
ち
』
と
並
べ
、
そ
こ
へ
比
較
の
た

め
に
バ
ル
ガ
ス=

リ
ョ
サ
の
『
緑
の
家
』
を
置
く
と
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
相
対
的
な
距
離
が
わ
た
し
に
も

見
え
て
く
る
。
同
じ
南
米
の
作
品
で
あ
る
『
百
年
の
孤
独
』
と
『
緑
の
家
』
は
な
に
か
し
ら
近
い
。
〝
新

大
陸
〟
へ
植
民
し
た
イ
ス
パ
ニ
ア
人
た
ち
が
四
百
年
か
け
て
築
い
た
社
会
は
、
中
国
や
イ
ン
ド
の
よ
う
に

何
度
も
大
き
な
変
化
を
こ
う
む
っ
た
古
い
社
会
と
は
ち
が
う
の
だ
。
社
会
に
堆
積
し
た
文
化
の
差
異
を
過

大
に
評
価
し
て
は
い
け
な
い
と
思
う
が
、
文
化
の
差
異
が
し
み
こ
ん
で
い
る
作
家
が
、
異
な
る
背
景
を
つ

く
る
社
会
と
文
化
の
中
に
人
間
を
置
い
て
描
け
ば
、
異
な
る
小
説
が
生
ま
れ
る
の
は
当
然
な
の
で
あ
る
。

こ
う
考
え
れ
ば
、
同
じ
東
洋
で
も
異
な
る
文
化
圏
を
形
作
る
イ
ン
ド
と
中
国
の
作
品
、
『
真
夜
中
の
子
供

た
ち
』
と
『
老
生
』
と
が
、
ち
が
っ
た
ス
タ
イ
ル
の
小
説
に
な
る
の
も
ま
た
当
然
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

し
か
し
、
だ
れ
も
が
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
こ
と
を
こ
う
大
雑
把
に
言
っ
て
み
て
も
、
こ
れ
ら
の
文
学
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作
品
を
十
全
に
味
わ
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
わ
た
し
の
中
に
は
、
漠
然
と
し
た
未
熟
な
感
想
が
表
現

で
き
ず
に
あ
る
だ
け
と
い
う
こ
と
だ
。 

  

そ
う
だ
け
れ
ど
も
、
外
国
で
は
な
く
日
本
の
近
代
化
と
敗
戦
・
復
興
と
い
う
二
度
の
大
き
な
変
動
期
を
、

小
説
が
ど
の
よ
う
に
描
い
た
か
と
い
う
わ
た
し
の
関
心
は
依
然
と
し
て
残
る
。
「
蝶
の
雑
記
帳
四
十
八
」

で
は
、
歴
史
的
背
景
が
意
識
に
の
ぼ
る
『
老
生
』
な
ど
の
作
品
と
対
照
で
き
る
も
の
と
し
て
、
二
つ
三
つ

読
ん
だ
大
江
健
三
郎
の
作
品
を
思
い
浮
か
べ
た
の
で
あ
っ
た
。
考
え
直
し
て
み
る
と
、
大
正
期
か
ら
敗

戦
・
戦
後
ま
で
の
比
較
的
長
い
時
代
が
題
材
の
作
品
と
し
て
、
北
杜
夫
の
『
楡
家
の
人
々
』
が
あ
っ
た
。

だ
が
、
そ
の
記
憶
も
薄
れ
て
し
ま
っ
て
、
わ
た
し
の
思
索
を
助
け
て
く
れ
な
か
っ
た
。
い
く
ら
か
読
ん
だ

ほ
か
の
戦
後
小
説
は
短
期
的
な
時
期
を
対
象
に
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
敗
戦
・
復
興
の
時

代
と
小
説
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
群
を
合
わ
せ
て
考
察
す
る
の
が
よ
い
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
こ
こ
で
、
こ
の
問
い
を
果
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 

も
う
一
つ
、
現
代
の
日
本
人
が
思
索
を
巡
ら
す
べ
き
時
代
は
、
第
一
次
の
近
代
化
を
な
ん
と
か
果
た
し

た
幕
末
・
維
新
の
変
動
期
だ
と
思
う
。
そ
し
て
、
そ
の
時
代
に
生
き
た
人
間
を
書
こ
う
と
し
た
小
説
で
先

頭
に
挙
げ
る
べ
き
な
の
が
島
崎
藤
村
の
『
夜
明
け
前
』
だ
と
い
う
こ
と
は
知
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
な

さ
け
な
い
こ
と
に
そ
れ
を
読
ん
で
は
い
な
か
っ
た
。
わ
た
し
の
問
い
を
少
し
で
も
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
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そ
れ
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
わ
け
で
、
今
回
、
書
き
と
め
る
の
は
『
夜
明
け
前
』
を
読
ん

で
考
え
た
こ
と
が
中
心
に
な
る
。 

  
 

 
 

 

＊ 

 

文
学
を
批
評
す
る
力
が
な
い
の
に
小
説
の
こ
と
を
考
え
よ
う
と
い
う
の
だ
。
手
が
か
り
に
な
る
も
の
が

必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
当
代
屈
指
の
読
み
手
で
あ
る
松
岡
正
剛
の
「
千
夜
千
冊
」
を
検
索
し
て
、
『
夜

明
け
前
』
の
批
評
を
読
ん
だ
。
そ
こ
に
は
、
『
夜
明
け
前
』
の
評
価
が
「
『
百
年
の
孤
独
』
な
ど
に
匹
敵

す
る
も
の
で
も
あ
る
は
ず
な
の
だ
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
あ
り
、
「
歴
史
の
本
質
に
挑
ん
だ
文
学
」

と
い
う
と
ら
え
方
が
中
心
に
据
え
て
あ
る
。 

 

そ
れ
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。
松
岡
は
、
―
―
藤
村
は
、
日
本
人
の
す
べ
て
に
「
或
る
お
お
も
と
」
を
問

う
た
の
で
あ
る
。
そ
の
「
或
る
お
お
も
と
」
が
は
た
し
て
日
本
が
必
要
と
し
た
「
歴
史
の
本
質
」
だ
っ
た

の
か
ど
う
か
、
そ
こ
を
描
い
た
の
だ
。
そ
れ
を
一
言
で
い
え
ば
、
い
っ
た
い
「
王
政
復
古
」
と
は
何
な
の

か
と
い
う
こ
と
だ
―
―
と
論
じ
始
め
る
。
そ
し
て
、
摘
録
す
れ
ば
、
―
―
王
政
復
古
は
変
転
し
維
新
の
の

ち
に
歪
ん
で
、
た
だ
の
西
欧
主
義
に
な
っ
た
。
何
が
歪
ん
だ
の
か
、
日
本
の
挫
折
の
歴
史
を
凝
視
し
、
父

の
挫
折
、
王
政
復
古
を
夢
み
た
群
像
の
挫
折
、
さ
ら
に
は
藤
村
自
身
の
魂
の
挫
折
を
塗
り
こ
め
た
。
こ
の



5 変動する時代と人間を描いた文学 

こ
と
を
藤
村
ほ
ど
真
剣
に
か
つ
深
刻
に
か
つ
自
分
の
血
を
通
し
て
考
え
た
作
家
は
稀
有
で
あ
る
。
日
本
の

近
代
に
「
過
誤
」
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
問
う
て
、
…
青
山
半
蔵
の
挫
折
が
答
え
で
あ
っ
た
。
―
―

な
ど
の
言
葉
を
つ
づ
っ
て
論
述
し
、
お
し
ま
い
に
、
―
―
こ
の
作
品
は
日
本
の
近
代
文
学
史
上
の
唯
一
の

実
験
を
果
た
し
た
作
品
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
半
蔵
の
挫
折
を
通
し
て
、
日
本
の
意
味
を
知
る
。

も
う
一
度
く
り
か
え
て
し
て
お
く
が
、
そ
の
〝
実
験
〟
と
は
、
い
ま
な
お
日
本
人
が
避
け
つ
づ
け
て
い
る

明
治
維
新
の
意
味
を
問
う
と
い
う
も
の
だ
っ
た
―
―
と
い
う
結
論
的
な
言
葉
で
結
ん
で
い
る
。 

  

松
岡
正
剛
は
、
「
『
夜
明
け
前
』
は
明
治
維
新
の
意
味
を
問
う
た
」
と
言
う
。
し
か
し
、
そ
こ
ま
で
の

論
述
は
言
葉
に
的
確
さ
が
欠
け
必
ず
し
も
論
理
的
に
つ
な
が
ら
な
い
、
と
感
じ
た
。
わ
た
し
の
不
満
は
、

幕
末
・
維
新
の
変
動
の
歴
史
が
「
た
だ
の
西
欧
主
義
に
歪
ん
で
し
ま
っ
た
王
政
復
古
」
だ
っ
た
か
の
よ
う

な
狭
い
論
じ
方
に
あ
る
。
作
家
は
、
小
説
の
中
に
自
己
の
思
想
を
に
じ
ま
せ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
登
場
人

物
に
語
ら
せ
る
。
し
か
し
、
記
述
の
内
容
が
そ
の
ま
ま
作
家
の
思
想
で
は
な
い
（
作
家
島
崎
藤
村
の
人
生

と
思
想
を
理
解
す
る
こ
と
は
も
う
一
つ
の
課
題
で
あ
る
）
。
藤
村
の
思
想
の
変
化
を
述
べ
る
松
岡
の
見
方

の
よ
う
に
、
藤
村
に
揺
ら
ぎ
の
な
い
思
想
が
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
藤
村
を
、
西
洋
思
想
も

採
り
入
れ
た
明
治
初
期
の
教
育
を
受
け
て
、
優
れ
た
教
養
を
身
に
つ
け
た
人
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ

う
で
な
け
れ
ば
、
『
破
戒
』
ほ
ど
の
近
代
的
な
小
説
を
人
に
先
駆
け
て
書
け
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
『
夜
明
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け
前
』
の
主
人
公
の
モ
デ
ル
は
藤
村
の
父
だ
が
、
考
え
方
の
古
か
っ
た
時
代
が
対
象
で
あ
る
。
作
者
の
思

想
を
そ
の
ま
ま
昔
の
人
の
言
動
に
か
ぶ
せ
て
書
い
て
は
、
小
説
は
成
功
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。 

 
た
し
か
に
藤
村
は
、
父
の
人
生
に
肉
薄
し
よ
う
と
し
て
、
父
の
傾
倒
し
た
平
田
国
学
を
軸
に
『
夜
明
け

前
』
を
書
い
た
。
父
の
考
え
は
こ
う
だ
っ
た
ろ
う
か
と
想
像
し
、
そ
の
破
局
に
終
わ
っ
た
人
生
を
痛
切
に

身
に
引
き
受
け
な
が
ら
書
い
た
。
平
田
国
学
に
沿
う
主
人
公
の
考
え
は
、
古
代
の
巧
ま
な
い
人
の
在
り
方

と
、
古
代
に
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
た
純
朴
な
王
政
（
共
同
体
）
を
尊
重
す
る
も
の
で
あ
る
。
主
人
公
の
そ

の
思
想
が
彼
の
人
生
を
ど
の
よ
う
に
左
右
し
た
か
を
描
く
物
語
で
、
「
純
朴
な
王
政
へ
の
復
古
」
の
希
求

が
浮
き
出
て
、
そ
れ
か
ら
の
逸
脱
を
批
判
す
る
主
人
公
の
思
い
の
高
ま
り
が
ド
ラ
マ
を
導
く
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
物
語
の
こ
の
主
旋
律
か
ら
、
藤
村
が
こ
う
い
う
側
面
に
お
い
て
だ
け
明
治
維
新
の
意
味
を
問
う

た
、
と
単
純
化
す
る
こ
と
に
わ
た
し
は
疑
問
を
抱
く
。 

 

と
は
い
え
、
松
岡
正
剛
の
批
評
に
は
参
考
に
す
べ
き
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
批
評
を
参
照
基
準

に
す
れ
ば
、
な
に
ご
と
か
が
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。 

  
 

 
 

 

＊ 

 

わ
た
し
は
、
島
崎
藤
村
は
も
っ
と
広
い
観
点
か
ら
幕
末
・
維
新
の
変
動
の
歴
史
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
、
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と
考
え
る
。
そ
の
歴
史
記
述
は
、
た
だ
、
平
田
国
学
的
な
観
点
か
ら
世
の
動
き
を
観
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、

ま
た
、
小
説
の
域
を
も
超
え
て
い
く
。
政
治
・
社
会
の
動
き
か
ら
、
経
済
の
情
況
、
文
化
や
生
活
や
習
俗

の
変
化
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
幕
末
・
維
新
の
変
動
全
体
に
及
ぼ
う
と
す
る
。 

 

そ
の
よ
う
な
『
夜
明
け
前
』
の
徹
底
し
た
歴
史
の
記
述
は
、
『
堺
事
件
』
な
ど
の
「
歴
史
の
部
分
」
を

素
材
と
し
た
森
鴎
外
の
作
品
と
は
（
松
岡
説
と
異
な
る
意
味
合
い
で
）
ち
が
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

考
え
を
わ
た
し
に
起
こ
さ
せ
る
。
今
回
の
思
索
の
冒
頭
の
文
章
は
そ
う
い
う
見
方
へ
の
伏
線
と
し
て
置
い

た
の
で
あ
る
。
島
崎
藤
村
は
、
一
人
の
人
間
の
一
生
を
、
そ
の
生
活
と
行
動
を
条
件
づ
け
た
同
時
代
の
社

会
と
人
の
動
き
全
体
と
仔
細
に
関
連
づ
け
て
考
え
、
描
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
藤
村

は
、
一
方
に
個
人
の
人
生
を
置
き
、
他
方
に
そ
の
個
人
を
動
か
す
歴
史
を
置
い
て
、
二
つ
を
縦
横
に
織
り

な
し
て
人
間
と
い
う
存
在
の
総
体
を
構
成
し
て
み
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
主
人
公
の
モ
デ
ル
で
あ

る
父
の
全
生
涯
を
生
き
直
そ
う
と
す
る
強
い
熱
意
が
、
七
年
か
け
て
出
来
上
が
っ
た
作
品
を
そ
の
よ
う
な

も
の
に
し
た
、
と
わ
た
し
に
は
見
え
る
。
こ
う
考
え
れ
ば
、
『
夜
明
け
前
』
は
、
世
界
文
学
史
上
で
も
ほ

と
ん
ど
類
例
の
な
い
小
説
で
あ
り
、
貴
重
な
力
作
だ
と
言
え
る
。 

 

こ
の
見
方
で
は
、
『
夜
明
け
前
』
は
狭
い
意
味
の
小
説
の
枠
を
超
え
た
文
学
で
あ
る
。
こ
の
文
学
は
、

小
説
と
し
て
人
生
を
描
く
こ
と
と
、
そ
の
人
生
が
置
か
れ
て
い
た
歴
史
を
記
述
す
る
こ
と
と
を
、
二
つ
な

が
ら
主
題
と
し
て
書
い
て
い
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
記
述
は
、
歴
史
自
体
の
解
明
に
迫
る
ほ
ど
の
も
の
で
、
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多
く
の
読
者
を
得
て
い
る
歴
史
物
は
も
ち
ろ
ん
、
森
鴎
外
の
歴
史
小
説
と
も
一
線
を
画
す
る
も
の
だ
、
と

わ
た
し
は
思
う
。 

 
一
九
二
九
年
に
『
夜
明
け
前
』
を
連
載
し
始
め
た
と
き
、
藤
村
の
前
に
は
、
近
代
西
洋
思
想
の
洗
礼
を

受
け
た
作
家
の
歴
史
小
説
の
お
手
本
と
し
て
、
一
九
一
〇
年
代
に
書
か
れ
た
森
鴎
外
の
作
品
が
あ
っ
た
。

五
十
六
歳
ま
で
そ
れ
を
眺
め
て
い
た
藤
村
は
、
鴎
外
が
史
料
を
収
集
整
理
し
て
考
察
し
な
が
ら
書
い
た
方

法
を
学
ん
で
、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
藤
村
は
、
世
の
中
を
見
る
目
の
修
練
を
積
ん
で
い
た
。

政
治
・
社
会
な
ど
の
大
き
な
歴
史
の
推
移
を
か
な
り
的
確
に
把
握
し
た
だ
け
で
な
く
、
社
会
の
現
場
の
動

き
を
明
ら
か
に
し
、
交
通
の
歴
史
的
な
実
態
を
知
ら
し
め
、
街
道
筋
の
人
々
や
農
民
か
ら
江
戸
の
庶
民
ま

で
人
々
の
経
済
的
状
態
の
記
述
も
漏
ら
す
こ
と
が
な
い
。
さ
ら
に
、
平
田
国
学
に
注
目
す
る
こ
と
で
思
想

の
成
り
行
き
を
考
察
し
、
文
化
・
生
活
の
変
化
な
ど
、
数
え
上
げ
た
ら
き
り
が
な
い
ほ
ど
広
く
歴
史
を
見

渡
し
て
記
述
し
て
い
る
。
こ
の
視
野
の
広
が
り
は
、
父
の
こ
と
を
知
る
た
め
に
馬
籠
宿
に
残
っ
て
い
た
文

書
類
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
『
夜
明
け
前
』
の
歴
史
記
述
は
父
の
物
語
が

要
求
す
る
の
で
あ
る
。
藤
村
の
関
心
は
、
歴
史
の
教
科
書
で
も
ほ
と
ん
ど
明
示
的
に
は
書
か
れ
て
い
な
い

こ
と
に
ま
で
及
ぶ
。
た
と
え
ば
、
神
奈
川
開
港
の
状
況
や
、
そ
の
影
響
が
木
曾
山
中
ま
で
達
し
て
物
価
が

上
が
っ
た
こ
と
な
ど
を
臨
場
的
に
描
写
し
て
、
西
洋
資
本
の
運
動
が
日
本
の
社
会
を
変
え
て
い
っ
た
こ
と

を
示
す
。
さ
ら
に
、
木
曽
や
江
戸
の
景
観
の
変
化
か
ら
、
照
明
器
具
の
進
化
、
髪
型
の
変
化
、
お
歯
黒
が
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す
た
れ
た
こ
と
な
ど
ま
で
、
日
常
生
活
に
密
着
し
た
こ
と
が
ら
の
描
写
も
尽
き
な
い
。
こ
の
大
小
の
事
物

に
広
く
目
配
り
し
た
記
述
は
、
歴
史
家
の
記
述
法
で
は
な
い
が
、
幕
末
・
維
新
の
変
動
期
を
概
説
す
る
立

派
な
歴
史
の
記
述
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
『
夜
明
け
前
』
は
単
な
る
小
説
で
は
な
い
。 

  
 

 
 

 

＊ 

 

『
夜
明
け
前
』
の
価
値
を
見
極
め
る
た
め
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
他
方
の
小
説
の
面
を
鑑
賞
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
前
に
、
主
人
公
の
思
想
や
行
動
に
影
響
を
与
え
た
「
歴
史
」
は
、
達
意
の
文
章
で
適
切

に
物
語
の
中
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
も
う
一
度
言
っ
て
お
こ
う
。
歴
史
記
述
は
徹
底
し
て
い
て
、

う
か
つ
な
ブ
ロ
ガ
ー
が
、
文
庫
本
の
第
一
部
上
巻
だ
け
を
読
ん
で
、
こ
の
小
説
に
は
ス
ト
ー
リ
ー
が
な
い

と
見
誤
る
ほ
ど
だ
が
、
そ
の
大
部
分
は
、
人
と
情
報
の
行
き
交
う
宿
駅
馬
籠
と
い
う
定
点
で
、
主
人
公
が

見
聞
き
で
き
た
と
い
う
表
現
に
し
て
、
小
説
の
結
構
は
崩
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
織
り
込
ま
れ
た
「
歴

史
」
は
、
一
人
の
人
間
の
日
々
の
生
活
に
影
響
を
与
え
て
人
生
を
形
成
す
る
環
境
で
あ
る
。
そ
う
し
て
形

成
さ
れ
た
人
生
の
物
語
を
小
説
は
語
る
。
『
夜
明
け
前
』
は
、
歴
史
の
本
質
に
挑
ん
だ
と
言
う
よ
り
も
、

人
間
と
い
う
存
在
の
条
件
と
あ
り
よ
う
を
尋
ね
た
と
言
う
方
が
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
。 

 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
文
学
か
ら
学
ん
だ
日
本
の
近
代
小
説
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
潮
流
が
あ
っ
た
が
、
島
崎
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藤
村
は
、
そ
の
中
で
自
然
主
義
の
作
家
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
の
流
れ
は
日
本
に
特
有
の
私
小
説
を

生
ん
だ
。
藤
村
も
処
女
作
『
破
戒
』
の
あ
と
は
そ
う
い
う
作
品
を
書
い
た
け
れ
ど
、
読
書
量
の
少
な
い
わ

た
し
は
読
ん
で
い
な
い
。
反
自
然
主
義
の
夏
目
漱
石
や
森
鴎
外
も
い
な
く
な
り
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が

現
わ
れ
た
あ
と
、
日
本
文
学
の
潮
流
は
変
化
の
潮
時
に
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
そ
う
い
う
時
期
に
藤
村

は
、
自
己
の
行
為
に
よ
っ
て
深
刻
な
危
機
に
陥
っ
た
。
そ
の
危
機
を
克
服
す
る
の
に
作
家
と
し
て
歩
む
ほ

か
に
道
は
見
つ
か
ら
な
い
。
模
索
の
中
、
老
齢
に
さ
し
か
か
っ
た
藤
村
に
は
も
う
一
度
新
し
く
文
体
を
形

成
す
る
力
は
湧
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
鴎
外
流
の
歴
史
小
説
に
活
路
を
求
め
た
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
選
ば
れ
た
テ
ー
マ
は
父
の
生
涯
を
理
解
す
る
こ
と
で
、
そ
の
仕
事
は
自
身
を
再
生
さ
せ
る
た
め

に
も
お
そ
ら
く
必
死
の
作
業
だ
っ
た
。
そ
れ
が
、
（
父
の
考
え
を
た
ど
る
の
に
必
要
と
考
え
ら
れ
た
）
歴

史
の
状
況
を
丸
ご
と
含
め
て
、
人
生
の
総
体
を
描
く
と
い
う
そ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
誰
も
試
み
な
か
っ
た
文

学
へ
向
か
わ
せ
た
と
思
わ
れ
る
。
『
夜
明
け
前
』
に
は
以
前
の
文
体
が
残
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
鴎
外

作
『
渋
江
抽
斎
』
の
品
格
に
倣
う
よ
う
に
、
「
歴
史
」
の
部
分
と
同
じ
く
物
語
は
抑
え
気
味
に
淡
々
と
書

か
れ
た
。 

 

し
か
し
、
そ
の
語
り
に
不
足
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
『
夜
明
け
前
』
の
藤
村
は
経
験
を
積
ん
だ
熟
練

し
た
小
説
家
だ
っ
た
。
全
体
の
構
想
は
し
っ
か
り
と
組
み
立
て
ら
れ
、
ど
の
場
面
の
描
写
も
行
き
届
い
て

い
る
。
同
じ
く
作
家
の
大
佛
次
郎
が
、
歴
史
上
の
出
来
事
の
馬
籠
宿
で
の
実
況
が
生
き
生
き
と
写
さ
れ
て
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い
る
と
し
て
、
藤
村
の
文
章
を
引
用
し
て
い
る
ほ
ど
だ
。
そ
し
て
、
情
景
を
語
る
文
章
の
ど
こ
に
も
、
若

い
こ
ろ
詩
集
『
若
菜
集
』
や
『
千
曲
川
の
ス
ケ
ッ
チ
』
を
編
ん
だ
詩
人
の
抒
情
が
現
わ
れ
る
。
「
歴
史
」

の
叙
述
を
融
合
し
て
ず
い
ぶ
ん
長
い
物
語
の
展
開
も
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
語
り
口
は
静
か
で
同
時
代
の

『
魔
の
山
』
ほ
ど
感
興
を
盛
り
上
げ
な
い
け
れ
ど
も
、
話
題
は
適
切
に
切
り
換
え
ら
れ
て
読
者
は
事
態
の

進
行
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
。
藤
村
の
父
の
尋
常
に
は
終
わ
ら
な
か
っ
た
生
涯
は
、
も
と
も
と
小
説
の
条

件
を
具
え
て
い
た
。
熟
練
し
た
作
家
の
技
量
が
そ
れ
を
成
功
し
た
小
説
に
し
な
い
は
ず
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
歴
史
の
叙
述
が
中
心
の
と
こ
ろ
で
も
語
り
は
巧
み
だ
。
内
外
騒
乱
の
危
機
に
あ
っ
た
一
八
六
五
年
、

英
仏
米
蘭
の
軍
艦
が
大
阪
湾
に
迫
っ
た
際
か
ろ
う
じ
て
対
外
交
渉
を
切
り
抜
け
た
状
況
は
、
そ
の
大
任
を

果
た
し
た
外
国
奉
行
山
口
駿
河
の
物
語
と
し
て
語
ら
れ
る
。
最
後
の
一
節
が
、
身
の
危
険
を
逃
れ
て
木
曽

街
道
へ
下
り
馬
籠
本
陣
に
宿
泊
し
た
駿
河
の
よ
う
す
を
、
窺
い
に
行
っ
た
主
人
公
半
蔵
が
「
部
屋
の
内
に
、

激
し
く
す
す
り
泣
く
客
人
を
見
つ
け
た
」
と
描
い
て
閉
じ
ら
れ
た
と
き
、
一
瞬
わ
た
し
の
体
に
電
流
が
走

っ
た
。
そ
の
よ
う
な
珠
玉
の
短
編
が
お
そ
ら
く
い
く
つ
も
こ
の
長
編
に
は
埋
め
こ
ま
れ
て
い
る
。
物
語
全

編
の
読
後
感
は
ず
っ
し
り
と
重
い
。 

 

同
時
代
の
二
十
世
紀
前
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
、
こ
の
世
紀
最
高
の
小
説
と
さ
れ
る
『
失
わ
れ
た
時
を

求
め
て
』
・
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
・
『
審
判
』
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
文
体
や
斬
新

な
感
覚
や
人
間
内
面
の
型
破
り
な
表
現
を
創
始
し
て
、
小
説
を
革
新
し
た
。
遅
れ
て
近
代
化
さ
れ
た
日
本



12 

で
は
、
そ
れ
ほ
ど
新
し
い
小
説
は
生
み
出
せ
な
か
っ
た
と
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
『
夜
明
け
前
』

は
、
一
人
の
人
間
の
生
涯
を
そ
の
生
活
と
行
動
を
条
件
づ
け
た
社
会
と
人
の
動
き
全
体
と
関
連
づ
け
て
描

い
た
文
学
作
品
と
し
て
屹
立
し
、
十
分
な
重
量
を
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
人
間
を
描
い
た
小
説(

の
一
つ)

と
し

て
あ
る
。
世
界
文
学
を
見
渡
す
人
が
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
力
作
だ
、
と
わ
た
し
は
思
う
。
そ
れ
が

十
指
の
う
ち
に
入
る
と
は
言
う
ま
い
。
け
れ
ど
も
、
Ｓ
・
モ
ー
ム
が
十
冊
に
入
れ
た
十
九
世
紀
の
『
高
慢

と
偏
見
』
と
比
較
し
て
、
読
後
の
感
動
は
『
夜
明
け
前
』
が
勝
る
。
『
ゴ
リ
オ
爺
さ
ん
』
と
で
も
対
抗
し

て
立
つ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
モ
ー
ム
が
一
人
の
画
家
を
モ
デ
ル
に
し
て
書
い
た
『
月
と
六
ペ
ン
ス
』
と

く
ら
べ
て
も
、
人
生
を
十
全
に
書
き
き
っ
た
と
い
う
点
で
『
夜
明
け
前
』
に
軍
配
を
挙
げ
た
い
。
わ
た
し

の
思
索
は
、
二
十
世
紀
中
葉
の
変
動
の
時
代
を
観
た
作
家
の
書
い
た
作
品
、
『
百
年
の
孤
独
』
、
『
真
夜

中
の
子
供
た
ち
』
、
『
老
生
』
を
比
較
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
が
、
『
夜
明
け
前
』
が
変
動
の
時
代
と

人
間
を
描
き
き
っ
て
独
立
峰
を
な
し
て
そ
び
え
て
い
る
こ
と
を
知
る
。 

  

読
後
の
興
奮
が
残
っ
た
ま
ま
に
文
章
を
つ
づ
っ
た
の
で
、
た
い
そ
う
な
賛
辞
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
冷

静
な
人
が
こ
の
作
品
を
ど
う
見
る
の
か
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
作
品
の
欠
点
を
見
つ

け
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
一
人
の
人
生
を
描
く
の
に
も
っ
ぱ
ら
主
人
公
の
心
の
動
き
を
追
い
、
ほ
か

の
人
物
は
良
い
面
だ
け
に
触
れ
て
人
間
の
葛
藤
が
明
示
的
に
描
か
れ
な
い
の
で
、
不
満
を
も
つ
読
者
が
あ
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る
だ
ろ
う
。
わ
た
し
は
、
欧
米
の
小
説
・
文
学
と
く
ら
べ
る
と
、
藤
村
の
作
品
に
明
る
さ
が
足
り
な
い
と

感
じ
る
。
総
じ
て
日
本
の
文
学
が
力
強
さ
や
乾
い
た
闊
達
さ
の
点
で
弱
点
を
も
つ
か
ら
だ
が
、
こ
の
国
の

文
化
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る
性
向
か
ら
来
る
の
だ
ろ
う
。 

 

と
も
か
く
わ
た
し
は
、
い
く
ら
か
新
し
い
視
点
を
提
出
し
て
『
夜
明
け
前
』
の
評
価
を
正
す
試
み
を
し

た
つ
も
り
で
い
る
。
そ
の
結
果
、
『
夜
明
け
前
』
は
読
む
べ
き
優
れ
た
文
学
だ
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。

戦
争
へ
の
迷
路
に
入
り
込
む
時
期
に
書
か
れ
た
こ
の
作
品
は
、
敗
戦
・
復
興
の
激
動
に
覆
い
隠
さ
れ
て
、

今
で
は
、
藤
村
の
思
想
は
古
く
そ
の
作
品
も
古
い
と
思
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も

こ
の
作
品
は
そ
う
で
は
な
い
。
人
の
人
生
を
全
面
的
に
描
い
た
類
例
の
な
い
小
説
と
し
て
、
ま
た
、
変
動

の
時
代
に
正
面
か
ら
と
り
く
ん
だ
貴
重
な
歴
史
文
学
と
し
て
、
長
い
年
月
に
耐
え
ぬ
く
力
を
も
つ
だ
ろ
う
。

い
ま
だ
に
対
象
化
で
き
て
い
な
い
敗
戦
・
戦
後
の
苦
難
は
、
幕
藩
体
制
の
崩
壊
・
維
新
の
変
動
を
舐
め
た

社
会
に
起
き
た
の
で
あ
る
。
二
度
の
変
動
の
動
因
を
引
き
ず
る
そ
の
社
会
の
体
制
が
三
度
目
の
機
能
不
全

に
陥
っ
た
今
、
日
本
人
の
行
動
様
式
を
知
る
た
め
に
『
夜
明
け
前
』
を
読
む
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
。 

  
 

 
 

 

＊ 

 

最
後
に
、
『
夜
明
け
前
』
と
い
う
作
品
の
位
置
を
測
る
の
に
役
立
つ
と
思
う
の
で
、
「
歴
史
」
の
面
に
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つ
い
て
も
う
一
言
つ
け
く
わ
え
た
い
。
『
夜
明
け
前
』
と
同
じ
く
幕
末
・
維
新
の
変
動
期
を
描
く
の
に
、

個
人
の
人
生
を
描
く
小
説
の
側
面
を
捨
象
し
て
、
「
歴
史
」
の
記
述
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
歴
史
文
学
が

あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
大
佛
次
郎
の
『
天
皇
の
世
紀
』
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
長
大
な
書
物
は
、
歴
史
に

登
場
し
た
人
々
の
行
動
と
出
来
事
を
詳
細
に
叙
述
し
て
立
派
な
文
学
作
品
で
あ
る
。『
天
皇
の
世
紀
』
は
、

読
む
者
に
、
日
本
が
近
代
化
し
よ
う
と
し
た
と
き
歴
史
が
ど
の
よ
う
に
動
い
た
か
、
そ
の
変
動
す
る
時
代

に
人
々
は
ど
の
よ
う
に
考
え
行
動
し
た
か
を
反
省
さ
せ
、
日
本
に
生
き
る
者
が
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
行

動
す
る
だ
ろ
う
か
を
考
え
さ
せ
る
力
を
も
つ
。 

 

大
佛
次
郎
は
、
父
に
、
こ
の
著
作
を
『
太
平
記
』
に
相
当
す
る
も
の
だ
と
語
っ
た
そ
う
だ
。
そ
う
、
わ

た
し
も
、
『
天
皇
の
世
紀
』
が
日
本
文
学
の
古
典
で
あ
る
『
太
平
記
』
に
匹
敵
す
る
も
の
だ
と
思
う
。
南

北
朝
の
動
乱
を
「
太
平
」
と
い
う
皮
肉
な
書
名
で
よ
び
、
そ
の
変
転
極
ま
り
な
い
人
間
た
ち
の
う
ご
め
き

を
突
き
放
し
て
描
い
た
著
者
は
す
ご
い
人
物
だ
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
未
完
の
書
物
を
『
天
皇
の
世
紀
』

と
名
づ
け
た
大
佛
の
意
図
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
と
も
か
く
、
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
を
題
材
に
ノ

ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
を
書
い
た
経
験
を
も
つ
作
家
は
、
も
う
半
世
紀
も
前
に
な
る
け
れ
ど
、
史
料
も
十

分
に
手
に
入
る
自
国
の
歴
史
を
、
現
代
的
に
客
観
的
に
し
か
も
文
学
の
香
り
を
籠
め
て
叙
述
し
た
。
大
佛

次
郎
の
歴
史
の
書
き
方
は
、
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
『
歴
史
』
に
似
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
比
較
す
れ
ば
、

大
佛
は
、
島
崎
よ
り
も
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
に
近
い
歴
史
文
学
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
る
。 



15 変動する時代と人間を描いた文学 

 
 

 
 

 

＊ 

 
長
く
な
る
と
い
け
な
い
の
で
こ
の
辺
で
切
り
上
げ
よ
う
。
初
稿
が
で
き
た
あ
と
に
、
Ｍ
・
ブ
ロ
ッ
ク
の

「
歴
史
の
固
有
の
対
象
を
な
す
人
間(

た
ち)

の
諸
活
動
の
光
景
」
と
い
う
言
葉
に
出
会
い
、
わ
た
し
の
考

え
た
こ
と
が
的
外
れ
で
な
い
こ
と
を
知
っ
て
意
を
強
く
し
た
。
こ
の
言
葉
を
よ
く
体
現
し
て
い
る
と
い
う

意
味
で
、
『
天
皇
の
世
紀
』
は
、
『
平
家
物
語
』
と
『
太
平
記
』
に
連
な
る
こ
と
の
で
き
る
歴
史
文
学
だ
、

と
わ
た
し
は
考
え
る
。
そ
し
て
『
夜
明
け
前
』
は
、
そ
う
い
う
歴
史
文
学
の
特
質
を
も
ち
、
小
説
の
方
法

で
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
言
う
「
当
事
者
で
あ
っ
た
人
間
と
そ
の
環
境
を
な
す
文
明
と
の
運
命
の
曲
線
」
を
描
く

こ
と
に
挑
戦
し
て
成
功
し
た
の
だ
、
と
考
え
る
。 

  

ま
た
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
島
崎
藤
村
は
、
日
本
が
敗
戦
へ
の
道
を
歩
み
始
め
た
こ
ろ
に
、
幕
末
・
維

新
の
変
動
期
の
人
物
と
歴
史
を
考
え
、
大
佛
次
郎
は
、
敗
戦
を
見
た
あ
と
に
、
同
じ
時
代
の
人
々
と
歴
史

を
考
え
た
。
日
本
人
は
、
近
代
化
の
た
め
の
苦
闘
を
経
験
し
た
あ
と
に
、
も
う
一
度
敗
戦
と
復
興
の
苦
労

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
二
人
の
作
家
が
自
分
の
同
時
代
を
見
つ
め
な
が
ら
前
の
時
代

を
考
え
た
よ
う
に
、
わ
た
し
は
、
ほ
ん
と
う
は
、
こ
の
二
度
目
の
変
動
に
つ
い
て
も
も
っ
と
知
り
た
い
。

そ
れ
が
十
分
で
き
な
い
一
因
は
、
そ
れ
を
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
『
天
皇
の
世
紀
』
や
『
夜
明
け
前
』
ほ
ど
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の
著
作
が
な
い
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
近
い
時
代
の
歴
史
は
今
の
時
代
を
つ
く
り
そ
の
推
移

の
底
流
を
な
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
「
過
誤
」
や
「
挫
折
」
も
含
め
て
、
そ
れ
を
精
確
に
と
ら
え
る
努
力

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
歴
史
と
人
間
の
動
き
を
学
ん
で
お
く
こ
と
は
、
も
う
足
音
の
聞
こ
え
る

三
度
目
の
変
動
の
時
代
を
迎
え
た
と
き
、
う
ろ
た
え
ず
行
動
す
る
た
め
に
必
要
だ
と
思
う
。 

 

だ
か
ら
わ
た
し
は
、
現
代
日
本
に
暮
ら
す
孫
の
世
代
に
、
ど
ち
ら
も
長
編
だ
け
れ
ど
、『
天
皇
の
世
紀
』

を
ぜ
ひ
読
み
、
『
夜
明
け
前
』
も
ま
た
読
ん
で
ほ
し
い
と
願
う
。 

   
 

付
言 

 
 

 

松
岡
正
剛
は
、
二
十
世
紀
最
後
の
年
末
に
『
夜
明
け
前
』
の
批
評
を
書
き
、
そ
の
文
末
で
、
不
満
を
か
か
え

 
 

て
二
十
世
紀
が
終
わ
る
こ
と
に
、
と
く
に
日
本
の
二
十
世
紀
が
議
論
さ
れ
ず
に
済
ま
さ
れ
る
こ
と
に
強
い
苛
立

 
 

ち
を
表
明
し
、
わ
れ
わ
れ
は
「
夜
明
け
前
」
に
い
る
の
で
は
な
い
か
と
問
う
て
い
る
。 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
〇
一
六
年
十
二
月
末
、
初
稿
。
二
〇
一
七
年
二
月
、
修
正
稿
。 

 


