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『
戦
後
文
学
は
生
き
て
い
る
』

海
老
坂　

武
著
、
２
０
１
２
年
、
講
談
社
現

代
新
書　

８
０
０
円+

税
高
橋
武
智

集
英
社
か
ら
刊
行
中
の
『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
〈
戦
争

×
文
学
〉』
は
「
日
本
戦
争
文
学
全
集
」
と
い
っ
て

も
い
い
ほ
ど
内
容
が
豊
富
だ
。
こ
れ
に
対
し
、
本
書

は
わ
ず
か
20
の
作
品
を
と
り
あ
げ
た
だ
け
だ
が
、
た

と
え
ば
鶴
見
俊
輔
『
転
向
研
究
』、
小
田
実
『
何
で

も
見
て
や
ろ
う
』、
永
山
則
夫
『
無
知
の
涙
』
の
よ

う
な
通
常
「
文
学
」
と
は
見
な
さ
れ
な
い
も
の
が
含

ま
れ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
文
学
史
に
は
、
独
自
の
文
体
を
も
ち
、

時
代
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
歴
史
書
や
哲
学
書
も

登
場
す
る
が
、
そ
う
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
問
題
と
い

う
よ
り
、
一
般
に
文
字
で
書
か
れ
た
著
作
、
も
っ
と

広
く
読
書
人
の
対
象
と
し
て
の
書
物
を
指
し
て
、
こ

こ
で
は
「
文
学
」
と
呼
ん
だ
と
理
解
す
れ
ば
よ
い
の

だ
ろ
う
。

戦
争
中
の
軍
国
少
年
、
戦
後
い
ち
は
や
く
反
戦
少

年
と
な
り
、フ
ラ
ン
ス
文
学・思
想
の
研
究
者
と
な
っ

た
海
老
坂
は
、
初
読
で
強
い
印
象
を
受
け
た
の
ち
、

繰
り
返
し
読
み
、
そ
の
た
び
に
読
み
が
深
く
な
っ
て

い
っ
た
作
品
に
つ
い
て
、
時
々
の
感
想
を
自
己
分
析

し
な
が
ら
、
若
い
読
者
向
け
に
簡
明
率
直
な
言
葉
で

語
り
か
け
る
。

サ
ル
ト
リ
ア
ン
ら
し
く
、
発
表
さ
れ
た
と
き
、
あ

る
い
は
読
み
直
し
た
と
き
の
「
状
況
」
の
な
か
に
そ

の
書
物
を
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
、
全
体
と
し
て
著

者
が
体
験
し
た
ま
ま
の
一
つ
の
現
代
史
像
が
浮
か
び

あ
が
っ
て
く
る
思
い
が
す
る
。

戦
後
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
１
９
７
２
年

に
発
表
さ
れ
た
作
品
ま
で
を
扱
い
、「
戦
後
」
の
節

目
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
現
在
入
手
可
能
な
版
を

示
し
て
い
る
の
は
読
者
に
親
切
だ
。

全
体
を
５
章
に
分
か
ち
、
戦
争
を
め
ぐ
る
章
で

は
、『
き
け
わ
だ
つ
み
の
こ
え
』、原
民
喜
『
夏
の
花
』、

大
岡
昇
平
『
野
火
』
な
ど
が
、
戦
後
の
カ
オ
ス
期
で

は
、坂
口
安
吾
『
堕
落
論
』、中
野
重
治
『
五
勺
の
酒
』、

堀
田
善
衛
『
広
場
の
孤
独
』
な
ど
が
、
転
向
や
主
体

の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
前
記
『
転
向
研
究
』、
丸

山
真
男『
日
本
の
思
想
』、高
橋
和
巳『
わ
が
解
体
』が
、

〝
世
界
を
異
化
す
る
〟
章
で
は
、
前
記
『
何
で
も
見

て
や
ろ
う
』、
安
部
公
房
『
砂
の
女
』、
大
江
健
三
郎

『
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
』
な
ど
が
、〝
辺
境
か

ら
〟
の
章
で
は
、深
沢
七
郎
『
楢
山
節
考
』、前
記
『
無

知
の
涙
』
な
ど
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
著

者
自
身
が
認
め
て
い
る
と
お
り
、
女
性
作
家
の
書
物

は
一
冊
も
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
も
特
記
し
た
い
。

で
き
れ
ば
触
れ
た
か
っ
た
作
家
と
し
て
、
野
間

宏
、
武
田
泰
淳
、
埴
谷
雄
高
、
加
藤
周
一
、
竹
内
芳

郎
、
花
田
清
輝
、
吉
本
隆
明
、
谷
川
雁
の
名
を
あ
げ

て
い
る
が
、
こ
れ
以
外
に
も
そ
う
そ
う
た
る
戦
後

文
学
の
旗
手
が
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
小
田
の

『H
IRO
SH
IM
A

』
は
言
及
さ
れ
て
は
い
る
が
、
も

う
少
し
つ
っ
こ
ん
で
ほ
し
か
っ
た
な
ど
、
作
品
の
選

択
へ
の
注
文
は
つ
き
な
い
。

ほ
ん
と
う
は
一
冊
を
と
り
あ
げ
詳
し
く
紹
介
し
た

い
と
こ
ろ
だ
が
、
残
念
な
が
ら
紙
幅
が
な
い
。
今
の

時
点
で
見
る
と
、
存
命
の
作
家
は
大
江
健
三
郎
、
大

城
立
裕
（『
カ
ク
テ
ル
・
パ
ー
テ
ィ
ー
』）、
鶴
見
俊
輔
、

安
岡
章
太
郎
（『
海
辺
の
光
景
』）
の
４
名
だ
け
と
な
り
、

「
戦
後
は
遠
く
な
り
に
け
り
」
の
感
慨
を
い
だ
か
ざ

る
を
え
な
い
。

気
安
く
読
め
る
本
な
の
で
、
ご
一
読
の
の
ち
、
読

者
の
皆
さ
ん
が
、
思
い
思
い
に
20
册
の
戦
後
文
学
作

品
を
選
び
、
そ
れ
と
関
連
づ
け
て
ご
自
身
の
現
代
史

を
検
証
さ
れ
て
み
て
は
い
か
が
だ
ろ
う
か
。

（
た
か
は
し
・
た
け
と
も
／
本
誌
編
集
委
員
）

本

の

紹

介

ル
ジ
ェ
リ
ア
の
味
方
で
あ
り
、
二
つ
の
民
族
は
平
和

に
対
等
に
生
き
る
べ
き
だ
と
思
う
。
だ
が
無
差
別
テ

ロ
に
は
反
対
す
る
。
街
角
で
盲
目
的
に
起
こ
る
爆
発

は
、
い
つ
か
愛
す
る
者
に
襲
い
か
か
る
か
も
知
れ
な

い
。
私
は
正
義
を
信
じ
る
が
、
そ
れ
は
母
を
敵
と
し

な
い
限
り
だ
。
母
を
傷
つ
け
る
者
は
、
私
の
敵
だ
」。

◆
こ
の
会
見
が
世
界
中
に
大
き
く
報
じ
ら
れ
る
と
、

再
び
批
判
の
声
が
高
ま
っ
た
。「
カ
ミ
ュ
は
比
較
で

き
な
い
価
値
を
対
置
し
た
」、「
彼
は
所
詮
コ
ロ
ン（
植

民
者
）
の
立
場
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」、

「
対
独
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
で
は
対
抗
暴
力
の
正
当
性
を

認
め
た
の
に
」
等
々
。
カ
ミ
ュ
は
い
ち
い
ち
反
論
し

な
か
っ
た
が
、
あ
る
新
聞
記
事
の
筆
者
あ
て
の
手
紙

で
、
こ
う
書
い
た
。「『
正
義
の
人
び
と
』
の
主
題
は

ま
さ
し
く
今
日
わ
れ
わ
れ
が
直
面
し
て
い
る
主
題
で

あ
り
、私
の
考
え
は
今
も
当
時
も
変
り
ま
せ
ん
」「
女

性
と
子
ど
も
を
殺
す
者
に
対
し
て
は
、
嫌
悪
感
し
か

覚
え
ま
せ
ん
」。（
注
・
カ
ミ
ュ
の
戯
曲
『
正
義
の
人
び
と
』

の
主
人
公
は
暴
虐
な
帝
政
ロ
シ
ア
の
大
公
の
馬
車
を
狙
う
が
、

２
人
の
子
ど
も
が
同
乗
し
て
い
た
た
め
爆
弾
を
投
げ
る
の
を

や
め
る
）

◆
カ
ミ
ュ
の
発
言
や
行
動
が
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
戦
争
の

帰
趨
に
ど
れ
ほ
ど
の
影
響
を
与
え
た
か
と
い
え
ば
、

そ
れ
は
ゼ
ロ
に
近
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
作
家
の

死
か
ら
２
年
後
、
数
十
万
人
の
血
を
代
償
と
し
た
ア

ル
ジ
ェ
リ
ア
の
独
立
は
達
成
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
は
広

大
な
植
民
地
を
失
っ
た
。
30
年
後
、
軍
部
と
ア
ラ
ブ

原
理
派
と
の
対
立
が
激
化
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
は
再
び

内
戦
状
態
と
な
り
流
血
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
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