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死

ぬ

こ
と

の

〈
意

味

〉

小
林
秀
雄

「実
朝
」
を
読

む五

味

渕

典

嗣

花
も
鳥

も
美
し
け
れ
ど
き
は
ま
れ
ば

い
の
ち
を
死
な
す
母
国

の
た
め

何
を
も
て
わ
れ
や
み
国
に

つ
く
す
ら
む
今
を
山
吹
咲
き
て
乱

る
る

し
み
じ
み
と
物
言

ふ
人
も
な
く
な
り
て
言
挙
げ
ば

か
り
由
々
し
か
る
世
ぞ

 
 
 

1

前
川
佐
美
雄

「晩
春
雑
歌
」

(「
文
学
界
」

一
九

四
三

・
六
)

問
題
の
所
在

 
き

ち
ん

と
そ

の
始

ま

り
を
告
げ

ら

れ
た

こ
と
も

な

く
、
そ

も

そ
も

い

っ

た

い

い

つ
誰

が
最
初

の
引

き
金

を
引

い
た

の

か
さ
え
曖

昧
な

ま

ま

に
開

始

さ
れ

て
し

ま

っ
た
全

面
戦

争
を

め
ぐ

っ
て
、

小
林

秀
雄

は
、
著

名

な

ひ
と

つ
の
概

念
を

発
明

し

て

い
る
。

彼

は

い
う
。

だ

い
た

い

「
国

民

の
大
部

分

が
行

っ
た
事

も
見

た
事
も

な

い
国

で
、

宣
戦

も

し
な

い
で
、

大
戦

争
を

や

り
、
新

政
権

の
樹
立

、
文

化

工
作
、
資

源
開

発
を

同
時

に
行

い
、

国
内

で

は
精
神

動
員
を
や
り

経
済
統

制
を
や
り
、
と

い
う
様
な

事
態

は
、
歴

史
始

っ

て
以
来

何
処

の
国

民
も
経

験
し

た
事

な
ど

あ
り

は
し

な

い
」
。

「
事
変

の
最

大
特
色

」

は
、

「
そ

の
性

質

の
全

く

の
新

し

さ
」

に
こ
そ

あ

る

の
だ
、

と

(「
疑
惑

H
」

〔「
文

藝
春
秋

」

一
九

三
九

・
八
〕
)
。

 
た

し

か

に
小

林

は
、

〈
東

亜
共

同

体
〉

論

に
象

徴

さ
れ

る
、

雨
後

の
タ

ケ

ノ

コ
の
ご

と
く
出

現

し
た
事
変

に
か
ん

す
る
言

説

の
最
も

鋭

い
批
判

者

と
し

て
あ

っ
た
。

す
な
わ

ち
、
自

分

が
勝

手

に
泥
棒

に
入

っ
て

お

い
て
入

ら
れ

た
方
が
悪

い
と
居
直

り
、

あ
ま

つ
さ
え
己

は
善
意

の
泥
棒

だ

、

と
強

弁

す

る
論
理

の
片
棒

を

か

つ
い
で
し

ま

っ
た

よ
う
な

イ
デ

オ

ロ
ー
グ

本

人

の
主
観
的

な
意

図

は
ど
う

あ
れ
 

 

か

ら
は
、

あ
た

う

か
ぎ

り
遠

い

と

い
え
る
。

 

し

か
し
、

こ

こ
で
注
意

す

べ
き

こ
と
が

ひ

と

つ
あ

る
。

そ

れ
は

、
す

で

に
開
戦

後

三
年

近

く
経

過

し

て
も

な

お
小

林

は
、
「
事

変

の
新

し

さ
」

を

語

り
続

け

て

い
る
、

と

い
う

こ
と

で

あ

る

(
「事

変

の
新

し

さ

」

〔
「
文

学

界

」

一
九

四
〇

・
八
〕
)
。

山
城

む

つ
み
が

的
確

に
指
摘

し

た

よ
う

に
、

小

林

は

「
事

変
」

に

つ
い
て
、

「
言

葉

で

は

い

い
あ

ら

わ
し

え

な

い
も

の
、

は
か
り

し

れ
ず

巨

き
な
沈

黙

で
あ

る
こ

と

の
方

を
強

調
」

す

る
だ

け

で
、

決

し

て

「
み
ず

か

ら

の
言

葉

で
書

き
あ

ら

わ

す
」

こ
と

を

し

な

か

っ
た

〔
山

城
、

一
㊤
㊤
仰
。。
凸
。

お
そ

ら

く

こ

の

よ
う

な

点

に

こ
そ

、

〈
戦

争

〉

を

め
ぐ

る
小
林

の
不
徹
底

・
あ

き
ら

め

・
ご

ま

か
し
が
存

在

す

る
。

 

小
林

は
、
〈
戦

争
〉

の
さ

ま
ざ

ま

な
意

味

づ

け
を
拒

否

し

て

い
る
。

だ

が
、

そ
れ

は
必
ず

し
も

〈
戦
争

〉

そ

の
も

の
の
拒

絶

と
等
価

で
は

あ
り

え

な

い
。

む

ろ
ん

べ

つ
に
わ
た

し
は
、

小
林

を
戦

争
協

力
者

と

し

て
否
定

し

葬

り
去

っ
て
し
ま

お
う

と
し

て

い
る
わ

け

で
は
な

い
。

む
し

ろ

い
ま
本

当
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に
為

す

べ
き
な

の
は
、
も

し
小
林

が

〈
戦
争

〉
を

肯
定

し

て
し

ま
う
瞬

間

が
あ

る
と

し
た
ら
、

そ
れ

は

い

っ
た

い
ど

ん
な
場

所

に
お

い
て

な

の
か
、

と

い
う

こ
と
を

き
ち
ん

と
、
分
析

11
記
述

す
る

こ
と

で
あ

る
は
ず

だ

。
本

稿

は
、
小

林
が

も
の
し

た
古
典
批

評

の
悼

尾
を
飾

る
文
章

「
実
朝

」

(「
文

学

界
」

一
九

四
三

・
二
～

六
)

を
詳

細

に
読

み
解

く

こ

と
か
ら

、
戦

時
下

に
お
け

る
彼

の
文

学
的
実

践
が

持

つ
意

味

の

一
端

を
探

ろ
う

と
す

る
も

の

で
あ
る
。

一
九

四
三
年

の
小
林

は
、

い

っ
た

い
何

を
感

じ
何

を

語

ろ
う

と

し

て

い
た

の

か
。

二
 
憂
穆
な

「
青
年
」

 

小
林

に
と

っ
て
の
実
朝

は
、

ま
ず

第

一
に
、
自

分

が

い

つ
か
殺

さ
れ

る

と

い
う

こ
と
を
知

っ
て

い
た
人

物

と
し

て
顕
在

化
す

る
。

み
ず

か
ら

の
あ

ず

か
り
知

ら

ぬ
ま
ま
十

三
歳

で
将
軍

位

に
就

け
ら

れ
て

し
ま

い
、

翌
年

に

は
兄

・
頼

家
が
見

る
も
無

惨

な
姿

で
殺

さ
れ

る
。
し

か
も

形
式

的

・
結
果

的

に
は

「
そ

の
惨

殺
を
密

命

し
た

も

の
が
じ

ぶ
ん

で
あ

る
と

い
う

こ

と

に

な

る
政
治

的

論

理
」

〔
吉

本
、

お
㊤
O
"躍
。。
〕

の
中

に

い
る
自

己

自

身

を

発

見

す

る
。

さ
ら

に
あ

ろ
う

こ
と

か
祖

父

・
北
条

時
政

が
自

分

の
暗
殺

を

企

て

て
い
た
、

と

い
う
事
態

が
露

見

し
さ

え
す

る
。

か
く

の
ご

と
く
、

実
朝

の
身
辺

に
は

〈
死
〉

の
影
が
離

れ

る

こ
と
な

く

つ
き
ま

と
う
。

小
林

は
、

こ
う
書

い
て

い
る
。

み
ず

か
ら
が

「
暗
殺

叙
事

詩

」

の
主
人

公
た

る

べ
き

運
命
を
、

「
実
朝

は
幾
時

頃

か
ら
感

じ
始

め

た
だ

ろ
う

か
」
。

 

小
林
秀

雄

は
、

賀
茂
真

淵

が
提

唱

し
正
岡

子
規

が
再

発
見

11
再

提

示
し

た
、

そ
し

て
以
後

主

と
し

て
ア

ラ
ラ
ギ

派

の

「
現
代

歌

人
」

や

「
実
朝

研

究
家
」

た

ち
に
よ

っ
て

か
た
ち

つ
く

ら
れ

て
き

た
実
朝

に
か
ん

す

る
諸

々

の
物

語

を
、
執

拗

な
ま

で
に
否

定

し

て

い
く
。

決

し

て
実
朝

は
、

「
万
葉

ぶ
り

の
歌

人

と

い
う

様

な

も

の
で

は
な

か

っ
た

」
。

そ
も

そ

も
実

朝

の
歌

は
、
彼

ら

の
い
う
よ
う

な

「
お
お
し

い
歌

で
も

お

お
ら

か
な
歌

」

で
も
な

け
れ
ば

、
「
明

る
く

も
、
大

き
く

も
、

強
く

も
な

い
」
。
そ

の
例

証

と
し

て

小
林

は
、
実
朝

の
歌

の
ひ
と

つ
を
評

釈

し
て

み
せ

る
。

 
 

 
 
世

の
中

は
鏡

に
う

つ
る

か
げ

に
あ

れ
や
あ

る

に
も

あ
ら
ず

な

き

 
 

 

に
も

あ
ら
ず

 
 

 
こ
う

い
う
歌

が
、

概
念

の
歌

で
詰

ら

ぬ
と

い
う
風

に
は
僕

は
考

え

 
 

な

い
。

現
実

の
公
暁

は
、

少
し

ば

か
り
雪

に
足

を
、た
ら

し
さ

え
し

た

 
 

ら
失
敗

し
た

で
あ

ろ
う
。

併

し
、
自

分

の
信

じ

て

い
る
亡
霊

が
、

そ

 
 

ん
な

へ
ま
を
す
る

と
は
、
実

朝

に
は
全

く
考

え
ら

れ
な

か

っ
た
ろ
う

。

 
 

(中
略

)
実
朝

の
歌

は
悲

し

い
。

お

お
し

い
歌

で

も

お
お
ら

か
な
歌

 
 

で
も
な

い
の
だ

か
ら
。

万
葉
を

学
び

、
遂

に

「
け

が
れ

た

る
物

皆

は

 
 

ら

い
す
て

〉
、
清

き
瀬

に

み
そ
ぎ

し
た

ら
ん
」

が
如

き

歌
境

に
達

し

 
 

た
と

す
る
真

淵

の
有

名

な
評
言

に
し

て
も
、

か
な

り
出
鱈

目

な
も

の

 
 

で
あ

る
。
恐

ら
く

、
実

朝

の
憂

悶

は
、

遂

に
晴

れ
る
期

は

な
か

っ
た

 
 

の
で
あ
り
、

そ

れ
が
、

彼

の
真

率

で
切
実

な
秀

歌

の
独

特

な
悲
調

を

 
 

な
し

て

い
る

の
で
あ

る
。

 

『
金
塊
和

歌
集

』
本
文

で
は

「大

乗

 
中

道
観

を
作

る
歌

」

と
題

さ
れ

た
当

該
歌

を
、
小

林

は
、
仏

教
哲

理

に

つ
い

て
の
釈
教

歌

か
ら
、

ひ
と
り

の
若
者

の
心
象
風

景

を
示

す

〈
詩

〉

へ
と
読

み

か
え

て

い
く
。
実

朝

は
、

自
分

が
そ

う
遠

く
な

い
う

ち

に
死

ぬ
こ
と
、

し

か
も
病

そ

の
他

の
自
然

死

で
は
な
く
他

者

に
突
然

命

を
奪

わ
れ

る
と

い
う

か
た

ち
で

死

ぬ
こ
と

を
、

本
能

的

に
感
じ
取

っ
て

い
た
。

た
と

え
公
暁

が
失

敗

し
た

と
し

て
も

、
別

の
誰

か
が
実
践

す

る
で
あ

ろ
う

こ

と
を
熟

知

し
て

い
た
。

し

か
し
、

だ

か

ら
と

い

っ
て
彼

は
、
い

つ
到

来

す

る
か

わ
か
ら

な

い

〈
死
〉

の
恐
怖

か
ら

、

一23一



ま

っ
た
く
自

由

で
あ

っ
た

わ
け

で
は
な

い
。

む
し

ろ
実

朝

は
、
表

象
し

た

り
理
解

し

た
り

す

る

こ
と

の

で
き
な

い
絶

対

的
な
観

念

(「
あ

る

に
も

あ

ら
ず

な

き

に
も
あ

ら

ず
」
)

と
し

て
彼

に
迫

る

〈
死

〉

の
不
気

味

さ

と
、

目

を

そ

む
け
ず
向

き
あ

っ
て

い
た
。

実

朝

の

〈
詩
〉

に

「
真
率

で
切
実

な

秀

歌

の
独
特

な
悲

調
」

が
通

底

し

て

い
る

の
は
、

そ

の
た
め

で
あ

る
。

 

詩

人
実

朝

の
こ

の
よ

う
な

規

定

は
、

『
金
塊

和
歌

集
』

中

で
も

こ

と

に

有

名

な
、
次

の
歌

を

め
ぐ

る
解
釈

に
も

変
更

を
迫

ら
ず

に
は

い
な

い
。

 

 
 

 
大

海

の
磯

も

と

ど
ろ

に
よ
す

る
波

わ
れ

て
く
だ

け

て
さ
け

て
散

 

 
 

る
か
も

 

 

に
し

て
も
、
何

が

壮
快

な
歌

で
あ

ろ
う

か
。
大
海

に
向

っ
て
心
開

け

 

 

た
人

に
、

こ
の
様

な
発

想

の
到

底

不
可
能

な
事

を
思

う
な

ら
、
青
年

 

 

の
殆
ど
生

理
的

と
も
言

い
た

い
様

な
憂
悶

を
感
じ

な

い
で
あ

ろ
う

か
。

 

 
恐

ら
く

こ

の
歌

は

、
子
規

が
驚

嘆

す

る
ま
で

(真

淵

は

こ
れ
を
認

め

 

 

な
か

っ
た
)
孤

独

だ

っ
た

ろ
う
が
、

以
来

有
名

に
な

っ
た

こ

の
歌

か

 

 

ら
、
誰

も
直

か

に
作
者

の
孤
独

を

読

も

う
と

は
し

な

か

っ
た
。

(中

 

 
略

)
い
か

に
も
独

創
的

な
姿
だ

が
、
独
創

は
彼

の
工
夫

の
う

ち

に
あ

っ

 

 

た
と

い
う

よ
り
寧
ろ
彼

の
孤
独

が
独
創
的
だ

っ
た
と
言

っ
た
方
が

い
〉

 

 
様

に
思

う
。
自

分

の
不
幸

を
非

常

に
よ
く

知

っ
て

い
た

こ
の
不
幸

な

 

 
人

間

に
は
、
思

い
あ

ぐ

む
種

は
あ

り
余

る
程

あ

っ
た
筈

だ
。
こ
れ

が
、

 

 
或

る
日
悶

々
と
し

て
波

に
見

入

っ
て

い
た
時

の
彼

の
心

の
嵐

の
形

で

 

 
な

い
な

ら
ば
、

た

ゴ

の
洒

落

に
過
ぎ

ま

い
。

 

か

つ
て
島
木
赤

彦

が

「
波

の
鞘
轄

と
寄

せ

か
え
す
景

情

に
対

し
て
、
割

れ

て
と

い
い
、

砕

け

て
と
重

ね
、
裂

け

て
と
畳

ん

で
、
そ

の
重
畳

の
勢

い

を

『
か
も
』

と

い
う

強

い
響

き

で
結

ん
だ

力
」

〔
島
木

、
一
霧

ら
日命

〕

を
見

る

べ
き
だ
と

い
い
、

斎
藤

茂
吉

が

「
真

に
天
然

の
無
常

相

に
観

入
し

た
」

〔斎

藤

、
一
零

ω
"念

巳

と
評

し

た

こ

の
歌

に
、
小
林

は
ひ

た
す

ら

「
作
者

の
孤

独
」

の
み
を

見

る
。

こ
の
解

釈
が
果

た

し
て
正
鵠

を
射

て

い
る

か
に

つ
い
て
は
、

さ
し

あ
た

り
問
題

で
は
な

い
。

む
し

ろ
わ
た

し

た
ち

が
注
意

す

べ
き

は
、

小
林

の
描

き
出

す
実

朝
が
、

ひ
と

つ
の

〈
問

い
〉

を
抱

え

こ

み
考
え

を
巡

ら

せ
続

け
て

い
る
青

年

の
姿

を

し

て

い
る
、

と

い
う

こ

と
の

方

で
あ

る
。

小
林

に
よ

れ
ば

、
実

朝

は
単

に
、

眼
前

に
展

開

す

る
大
海

原

に
目

を
凝

ら

し

て

い
た

わ

け

で
は
な

い
。

「
悶

々

と
し

て
波

に
見
入

っ
て

い
る
」

彼

は
、

「
自

分

の
不
幸

」

を
誰

よ

り
も
熟

知

し

て

い
た

。
そ

ん

な

実
朝

が

見

て

い
た

の
は
、
実

は
若

く
し

て
終
焉

と

し
て

の

〈
死
〉

を
突

き

つ
け
ら

れ

て
し

ま

っ
た

、
他

な
ら

ぬ
自
身

の
運

命

の
あ
り

よ

う
だ

っ
た

の

で
は
な

い
か
。

 

「
青
年

の
殆

ど
生

理

的

と
も
言

い
た

い
様

な
憂
悶

」
、

「何

か
物
狂

お
し

い
悲

し

み
」

に
捉

え

ら

れ

「
眼
を

空

に
し

た

人
間
」
、

ま

る

で

「
懊

悩

す

る

」
自
己

の

「
体

温
と

脈
拍

の
グ

ラ

フ
」

を

き
ざ

む
よ
う

に
神

仏

へ
の
祈

り

を
繰

り

返

す
人

物
。

か

つ
て

一
九

三
六
年

の
三
木

清

は

、
「
現
代

社
会

の
不
安
、

現
代

文
化

の
混
乱

の
中

に
あ

っ
て
、

敏
感

な
青
年

自

身

が

か
く

の
如

き

不
安

と
混

乱

の
象
徴

で
あ

る
」

〔
三
木

、
一
㊤
①
刈
"N
ω
昌

と

書

い
た

が

、
小
林

秀
雄

の
追

い
求
め

る

「実

朝

と

い
う

一
思
想

」

か

ら
浮
上

す

る

の
は
、

ま

さ

に
等

身
大

の
、
〈
死
〉

を
前

に
思

い
悩

む

ひ
と

り

の
若

者

の

姿

に
他

な
ら

な

い
。

 

か

つ
て
吉
本

隆

明
は

「
な

に
よ

り
も
小

林

の
実
朝
論

が

わ

た
し
を

驚

か

し

た

の
は
、
古

典

を
身

近

に
呼

び

よ
せ

て
し

ま
う

そ

の
手
腕

に
あ

っ
た

と

い

っ
て
よ

い
」

〔吉

本
、

一
8
0
"。。
〕

と
書

い
た

が
、
古

典
作

品

に

「身

近

」

な

人
物

を
発

見
し
再

構
成

し

て
み
せ

る
試

み

は
、
当
時
腐

る

ほ
ど

あ

っ
た
。

三

好
達

治
が

「
我

ら

は
そ

こ

に
あ

ま
り

に
我

ら

に
と

っ
て
の
過

分

の
意
味

一24一



を
読

み
と

り
す
ぎ

て
、

そ
れ
が

我
ら

に
む

か

っ
て
語
ら

な

い
と

こ
ろ

の
も

の
を

ま
で

そ
こ

に
読

み
と
る
牽

強
付
会

に
陥

っ
て
は
な

ら
な

い
」

〔
三
好

、

一
零
り
"置
8

と
窟

め

ね
ば

な
ら

な

か

っ
た
ほ

ど
あ

っ
た
。

で
は
、

な
ぜ
作

品

「実

朝
」

だ

け
が
、
特

権
的

に
1

吉

本

の
よ
う

な
人
物

に
と

っ
て
ー

ー

記

憶
さ

れ
る

べ
き
対
象

と

し

て
あ
る

の
だ

ろ
う

か
。

そ

の
問
題

の
射

程

を
見

定
め

る
た

め

に
も
、

わ

た
し

た
ち

は
ま
ず

「
実
朝

」

に
先
だ

っ
て
発

表

さ
れ
た

エ
ッ
セ
イ
、

「
西
行

」

(
「文

学
界

」

一
九

四
二

・
一

一
～

一
二
)

を
分
析

す

る
必
要

が
あ

る
。

三
 
西
行
も
し
く
は
思
想
と
肉
体

 
前

田
英

樹

は
、

「
小

林

に
と

っ
て
、

た

と

え
ば

ひ

と

り

の

芸

術

家

の

〈
作

品
〉

は
、

そ

の
芸
術

家

が
強

い
ら

れ
、
発

明
し

た
完
全

に
新

し

い
問

い

へ
の

回
答

の
形

を

取

っ

て
顕

わ

れ

る
」

と

い

っ
て

い
る

〔
前

田
、

一
8
α
"卜。
一
N
〕
。
そ

し

て
前

田
自

身

も

示
唆

し

て

い
る
よ

う

に
、

小
林

に

お

け

る
実
朝

が

〈
死
〉

と

い
う

〈
問

い
〉

に
直
面

し

て

い
る

の
と
同
様

、
西

行

も
ま
た

、
あ

る

ひ
と

つ
の
問
題

を
抱

え
込

ん
だ
詩

人

と
し

て
提
出

さ
れ

る
。

端
的

に

い

っ
て
そ
れ

は
、
以

下

の
よ
う

な

〈
問

い
〉

で
あ

る
。

 

 

 
如
何

に
し

て
歌

を
作

ろ
う

か

と

い
う
悩

み
に
身
も

細

る
想

い
を
し

 

 

て
い
た
平

安
末
期

の
歌

壇

に
、
如
何

に
し

て
己

を
知

ろ
う

か

と

い
う

 

 
殆
ど

歌

に
も
な

ら

ぬ
悩

み

を
提
げ

て
西

行

は
登

場

し
た

の
で
あ

る
。

 

 
彼

の
悩

み
は
専

門
歌
道

の
上

に
あ

っ
た

の

で
は
な

い
。
陰

謀
、
戦

乱
、

 

 
火
災

、
飢

饅
、

悪
疫
、

地
獄

、
洪
水

、

の
間

に

い
か

に
処

す

べ
き

か

 

 
を
想

っ
た

正
直

な

一
人

の
人

間

の
荒

々
し

い
悩

み
で
あ

っ
た
。

彼

の

 

 
天
賦

の
歌

才

が
練

っ
た
も

の

は
、

新

し

い
粗

金

で
あ

っ
た
。

事
も

な

 

 
げ

に
古
今

の
風

体
を
装

っ
た
が
、

彼

の
行

く
と

こ
ろ
、
当

時

の
血

膣

 

 

い
風

は
吹

い
て

い
る
の

で
あ
り
、

其
処

に
、

彼

の
内

省

が
深

く
根

を

 

 
下

ろ
し

て

い
る
点

が

、
心

と
歌
詞

と

の
関

係

に
想

い
を

ひ

そ
め

た
当

 

 
時

の
歌

人
等

の
内
省

の
傾
向

と

は
全

く
違

っ
て
い
た

の

で
あ

っ
て
、

 

 
彼

の
歌

に
於

け

る
、

わ

が
身

と
か

わ
が
心

と

か
い
う
言

葉

の
、
強

く

 

 
大

胆

な
独
特

な
使

用
法

も
其
処

か
ら

来

る
。

 

う
ち

つ
づ

く
戦

乱

・
次

々
に
起

こ
る
天
変
地

異
が

圧
倒
的

な
力

と
し

て
、

人

々

の
行
く

手

に
立

ち

は
だ

か
る
。

み
ず

か
ら

の
能
力

で
は

い
か
ん

と
も

し
が
た

い
そ
ん
な

現
実

を
前

に
、
多

く

の
ひ
と

は
、
途

方
も

な

い
無
力

感

に
打

ち

ひ
し
が
れ

、
た

だ
立

ち

つ
く

す

の
み

で
あ
る
。

そ

し

て
、

そ

の
無

力
感

に
耐

え
ら
れ

な

い
者

た

ち
は
、

た
だ

「
想

い
を

ひ
そ

め
」

て

「審

美

家

」
や

「
美
食

家

」

に
成

り
下

る
他

に
な

い
。

 

こ

こ

で
小

林

が

「
陰

謀

、
戦

乱
」

の
た

ぐ

い
と
、

「
火

災
、

飢

鐘
、

悪

疫

、
地

震
、
洪
水
」
と

い
う

い
わ

ゆ
る
天
災

と
を

等
し

い
も

の
と
し

て
扱

っ

て

い
る

の
は
、

ひ
と

つ
の
重

要
な
問

題
系

を

か
た

ち
つ
く

る

の
だ

が
、

こ

こ

で
は
措

く
。

ま
ず
第

一
に
わ
た

し
た

ち
が
確

認
す

べ
き
な

の
は
、

小
林

の
西
行

が
時

代

と

い
う

暴
風

に
正
面

か
ら
立

ち
向

か

っ
た
存

在

と

し

て
素

描

さ
れ

て

い
る
、

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

「
前

人
未
到

の
境

に
分
け

入

っ

た
」

「
空
前

の
内
省

家

」

西
行

が
記

憶

さ

れ

る

べ
き
な

の

は
、

そ

の
飛
び

抜

け
た

才
能

や

鋭

い
批

評
精

神

ゆ

え

で
は
な

い
。

逆

に
、

「
血

腹

い
風
」

の
吹

き
荒

れ

る
時

代

に
生

き
た

み
ず

か
ら
を

偽

る
こ
と

な
く
、

そ

こ

で
自

分

は

「
い
か

に
処

す

べ
き

か
」

と

い
う

〈
問

い
〉

に
誰

よ
り

も
誠
実

に
ぶ

つ
か

っ
た

か
ら

こ
そ

な

の
だ

。

 

 

 

「
地
獄

絵

を
見

て
」

の
連
作

か
ら
、

「
黒

き

ほ

む
ら

の
中

に
、

を

 

 

と

こ
を

み
な
燃

え

け
る

と
こ

ろ
を
」

の
詞
書

あ

る
も

の
を
挙

げ

て
置

 

 

こ
う
。

「
わ
が

心
」

を
持

て
余

し
た
人

の
自
虐

が

よ
く
解

る
だ

ろ
う
。
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自
意
識
が
彼
の
最
大
の
煩
悩
だ
っ
た
事
が
よ
く
解
る
と
思
う
。

 
 

(歌
三
首
略
ー

引
用
者
)

 

 
 

 
あ

は

れ
み
し

乳
房

の

こ
と
も
忘

れ

け
り
我
悲

し

み

の
苦

の

み
お

 

 
 

ぼ
え

て

 

 
 

 
た

ら

ち
を

の
行

方

を
わ

れ
も
知

ら

ぬ
か
な

お
な
じ
焔

の
尾

に
む

 

 
 

せ

ぶ
ら

め

 

 
 

「
い
か

に
か
す

べ
き
我

心

」

こ
れ
が
、

西
行

が
執
拗

に
繰

り
返

し

 

 
続

け
た

呪
文

で
あ

る
。

彼

は
、

そ

う
し

て
何

処

に
連

れ
て
行

か

れ
る

 

 

か
は
知

ら

な
か

っ
た
が

、
歩

い
て
行
く
果

て

し
の
な

い

一
筋

の
道

は

 

 

恐
ら
く

は

っ
き
り

と
見

え

て

い
た

。

 

ほ

と
ん
ど
花

が
散

り

枯
葉

の
落

ち

る
よ
う

に
人
が

死
ぬ
時

代

に
生
き

た

彼

で
あ

っ
て
み
れ
ば

、

あ
ち

こ

ち
で
ま

さ

に
地

獄
絵
図

の
よ
う
な

光
景

を

見

せ

つ
け
ら

れ
た

こ
と

だ
ろ

う
。
小

林

に

お
け

る
西
行

は
、

し

か
し
、

そ

れ
で
も

「
自
意

識
」

と

い
う

「
煩
悩

」

か
ら
解

脱
す

る
こ

と
が

で
き
ず

に

い
る
。

「
い

か

に
か
す

べ
き
我

心
」

と

い
う

〈
問

い
〉

を
、

手

放
す

こ
と

が

で

き
な

い
の

で
あ

る
。

 

そ

ん
な
彼

に
と

っ
て
、

花
鳥

風
月

は
心

を
や

り
和
ま

せ

る

「
す

さ
び

」

な

ど

で

は
あ

り
え

な

い
。

「
自

然

は
、

彼

に
質

問
し
、

謎

を

か
け
、

彼

を

苦

し

め
、

い
よ

い
よ
彼

を

孤
独

に
し

た
だ

け

で
あ

る
」
。
遂

に
七
十

三

才

で
死

を
迎

え

る
ま

で
、

西

行

は
、

〈
問

い
〉

を
背

負

い
つ

つ
、

ひ

た
す

ら

に
歩

き
続

け

ね
ば

な
ら

な

い
。

 

 

だ
が
、

こ

の
己

れ

を
知

り
尽

く
し

た
詩
人

が
自
讃

歌

の
第

一
と

し
た

 

 

も

の
を
彼

の
第

一
の
傑
作

と
し

て
置
く

の
が
よ

ろ
し

い
。

 

 
 

(あ
づ

ま

の
方

へ
修
業

し
侍

り

け
る

に
、

富
士

の
山

を
よ

め

る
)

 

 
 

風

に
な
び
く

富

士

の
煙

の
空

に
き
え

て
行
方

も
知

ら
ぬ
我

が
思

ひ

 

 

か
な

 

 
西

行

は
遂

に
自
分

の
思

想

の
行

方

を
見
定

め
得

な
か

っ
た
。
併

し

、

 

 
肉
体

の
行
方

は
は

っ
き
り
と
見

定

め
た
。

 

 
 

願

は
く

は
花

の
下

に
て
春

死
な

ん
そ

の
き
さ

ら
ぎ

の
望

月

の

こ
ろ

 

 
彼

は
翌

々
年

の
二
月
十

六
日

に
死

ん
だ
。

こ

〉
に
偶

然

を

見

る
も

の

 

 

は
西
行

を
知

ら
な

い
の
で
あ

る
。

 

た

し

か

に
西
行

は
、
「
い
か

に
か
す

べ
き
我
心

」

と

い
う
句

に
象

徴

さ

れ
る

よ
う
な

〈
問

い
〉

そ

の
も

の
に
解
決

11
解
答

を
考

え
出

す

こ
と
が

で

き
な

か

っ
た
。
彼

が

ひ
た
す

ら

に

「
よ

ほ
ど

の
精

力

と
意
志

」

と

を
も

っ

て
歩

ん

で
き
た

「
果

て
し

の
な

い

一
筋

の
道

」

が

い

っ
た

い
ど

こ
に
向

う

も

の
な

の
か
、
見

極

め
る

こ
と
は

で
き

な
か

っ
た
。
結

局

の

と

こ
ろ
彼

が

了
解

し

え

た
も

の
は
、
自

分

の
足

が

い

つ
止
ま

る

の
か
、

と

い
う

こ
と

だ

け

で
あ

っ
た
。

 
各

個

人

の
生

理

的

・
肉

体
的

な

〈
死
〉

と
、
〈
問

い
〉

の
解

決

11
終
焉

と

は
、

ま

っ
た
く
別

の
こ
と

が
ら

で
あ

る
、

と

い
う

こ
と
。

あ

る
意

味

で

馬
鹿

馬
鹿

し

い
ほ
ど
当
然

で
あ

る

は
ず

の
こ

の
命

題

は
、

し

か
し
、

わ

た

し

た
ち

に
と

っ
て
き
わ

め

て
重

要
な

問
題
系

を
形

成

す
る
。

 

た
し

か

に
、
肉
体

的

な

〈
死
〉

に
よ

っ
て
西
行

は
、

生
涯

彼

を

さ

い
な

み
続

け

て

い
た

〈
問

い
〉

か

ら
解

放

さ

れ

る
だ

ろ

う
。

し

か
し

、

そ

の

〈
問

い
〉

そ

れ
自

体
、

「
い

か

に
か
す

べ
き
我

心

」

と

い
う

「
思

想

の
行

方

」
そ

れ
自

体

は
、
決

し

て
終

わ

り

11
解

決

さ
れ

た
わ
け

で

は
な

い
。
逆

に

い
え
ば
、

西
行

の

〈
問

い
〉
は

、
西
行

以
外

の
何
者

か
が
受

け
取

り

、

引

き
受

け
、

再
び

考
え

る

こ
と

の
で
き

る
よ
う

な
も

の
と

し

て
あ

る
は
ず

な

の
だ
。

 

ひ

と

つ
の

〈
問

い
〉

の
中

に
あ

る
自
己
自

身

を
見
出

す

こ

と
。
解

消

・
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解
決

さ
れ

る

べ
き

〈
問

い
〉
と
直

面

せ
ね
ば

な

ら

ぬ
存

在

と
し

て
自

己
を

規
定

す
る

こ
と
。

そ

れ
は
、

本
質

的

に
未
来

へ
の

〈
投

企
〉

を
意
味

し

て

い
る
。
な
ぜ

な

ら
、

あ
ら

ゆ

る
ひ

と
に

と

っ
て

〈
問

い
〉

と
は
、
彼

/
彼

女

が

こ
れ
か
ら
歩

み
を
進

め

て

い
く

う

え
で
乗

り
越

え

て

い
く
必
要

が
あ

る
何

ら

か
の
困

難

・
障

碍

で
あ

る

か

ら

こ
そ
、

〈
問

い
〉

と
し

て
現

前

す

る
の
だ

ろ
う

か
ら
。

晴

れ
そ
う

で
晴

れ
な

い
窺

の
ご

と
く

の
し

か
か

っ
て

く

る

〈
問

い
〉

の
重

み

と
、
な

り

ふ
り

か
ま
わ
ず

格
闘

す

る

こ
と
。

視
界

を

さ
え
ぎ

る
も

の
を
少

し

で

も
払

い
の

け
る

た
め

に
知

識
経

験

そ
の
他

あ

ら

ゆ
る
武

器
を

総
動

員
す

る

こ
と
。

な

る
ほ
ど

、
そ

の
結

果
見
え

て
く

る

の
は
、
偽

り

の
光
景

で
あ

る

か
も
知

れ
な

い
。

ま
た
、

各
個

人
が
直

面

す

る

〈
問

い
〉

の
質

に
は
相

対
的

に
大

き

な
難
易

多
少

が
存
在

す

る
で
あ

ろ

う
。

だ

が
、

そ

れ
ら

の
こ

と
は
、

〈
問

い
〉

の
本

質

を
変
更

す
る
も

の
で

は

い
さ

さ
か
も

あ
り

え
な

い
。

そ
う

で

な
け

れ
ば
、

い

っ
た

い
誰

が
も

の

を

考
え

た
り
知

ろ
う

と

し
た

り
す

る
も

の

か
。

 

「
実
朝

」

の
中

で
小
林

は
、

西
行

・
実

朝

は
と
も

に

「
同
じ
星

の
下

に

生

ま

れ

た
、
暗

い
、

鋭

い
、

孤

独

な
詩

魂

」

で
あ

り
、

「
非

凡
な
歌

才

に

恵

ま

れ
な

が

ら
」

も

そ
れ

に
安

住

せ
ず

、

「
周

囲

の
騒
擾

を
透

し

て
遠

い

地

鳴
り

の
様

な
歴
史

の
足

音
」

を
聞

き

分
け

る

こ
と

の
で
き

た

「
詩
魂

」

だ

と
規
定

し

て

い
る
。
西

行

の

〈
問

い
〉

に
比

し

て
実

朝

の
そ
れ
が
後

退

し
て

い
る
と

は

い
え

、
小

林

の
描
く

ふ

た
り

は
ほ

ぼ
同
じ

時
代

に
、

ひ
と

つ
の

〈
問

い
〉

に
囚

わ

れ
た
詩

人

と
し

て
あ

っ
た

こ
と

に
変

わ
り
な

い
、

と

い
え
ば

い
え
る
。

 

に
も

か
か

わ
ら

ず

小
林

の
描

く
西

行

と
実

朝

に

は
、

〈
問

い
〉

に
対

す

る
応
接

の
し

か

た

に
、
決

定

的
な
差

異

が
存
在

し

て

い
る
。
と

い
う

の
も
、

作

品

「実

朝

」

の
主

人

公

の
姿

は
、
論

の
進

行

・
深
ま

り

に

つ
れ

て
微

妙

で
は
あ

る
が

見
逃

し

え
な

い
変
容

を
蒙

っ
て

い
る
か
ら

な

の
だ

。

い

っ
た

い
実
朝

に
、

あ

る

い
は

「実

朝

」
を
書

き
記

す
小
林

に
、
何

が

あ

っ
た

と

い
う

の
か
。

四
 
「
少
年
」
の
悲
劇

 

つ
と

に
鎧

坂

昭
江

が
気

づ

い
て

い
た

よ
う

に
、

「
実
朝

」
は

「
『
文
学

界
』

に
三
回

に
わ
た

っ
て
連

載

さ

れ
た
が

詩
人
像

に
も
だ

い
た

い
三
期

に
わ
け

て
変

化
が

生
じ

て

い
る
」

〔鎧

坂
、

一
㊤
ミ
b
宅
〕
。
よ
り

具
体

的

に

い
え
ば

、

「
歴
史

と

い
う
巨

人

の
見

事
な

創
作

に
な

っ
た

ど
う

に
も
な

ら

ぬ
悲
劇

」

と
形

容

さ
れ
た

そ

の
死
が

近
づ

く

に

つ
れ
、
実
朝

は
単

に
思

い
悩

む

「
青

年
」

か
ら

、
無

垢

で
無
邪
気

な

「
少

年
」

へ
と
、
退
行

し

て
し

ま

っ
て

い

る
。

そ

の
さ
ま

は
、

以
下

の
く

だ

り

に
端

的

に
あ
ら

わ
れ

て

い
る
。

 
 

才
能

は
玩

弄
す

る
事

も
出

来

る
が
、

ど

ん
な
意
識
家

も

天
稟

に
は
引

 
 

摺

ら
れ

て
行

く
だ

け
だ
。

平

凡
な
処

世

に
も
適

さ
ぬ
様

な
持

っ
て
生

 
 

ま

れ
た
無

垢

な
心

が
物
心

と

も

に
紛

糾
を

極

め
た
乱
世

の
間

に
、

実

 
 

朝

を
引
摺

っ
て
行

く
様

を
僕

は
想

い
描

く
。
彼

に
は
、

凡

そ
武
装

と

 
 

い
う

も

の
が

な

い
。

歴
史

の
澗
濁

し
た
陰

気
な
風

が
、

は

だ
け

た
侭

 
 

の
彼

の
胸

を
吹

き
抜

け

る
。

こ

れ
に
対

し
彼

は
何

ら

の
術
策

も
空

想

 
 

せ
ず

、
ど

の
様

な
思

想

も
案
出

し

な

か

っ
た
。
そ
う

い
う

人
間

に
は
、

 
 

恐

ら
く
観

察
家

に
も
理
論

家

に
も

行
動
家

に
も

見
え

ぬ
様

な
歴
史

の

 
 

動

き
が
感

じ

ら
れ

て

い
た

の
で

は
あ

る
ま

い
か
と
さ

え
考

え

る
。
奇

 
 

怪

な
世
相

が
、
彼

の
汚

れ

の
な

い
心

を
次
第

に
不
安

に

し
苦

し
め
る
。

 

な

ん

の

「
武
装

」
も

持

た
ず

た
だ

「
引
摺

ら
れ
」

る
ま

ま
、

い
か
な

る

「
術
策

」

・

「
思

想
」

を
考

え

る

こ
と
も

し
な

い
実

朝
。

も

は
や

「
観
察

家

」

で
も

「
理
論

家
」

で
も

「行

動
家

」

で
も
あ

り
え
な

い
実

朝
。

す

な
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わ
ち
、

こ

こ
で

の
彼

は
、

み
ず

か
ら
周

囲

に
起

こ
る
事

象
を
自

分

な
り

に

把

握

し
得

心

す
る
た

め

の

「
理
論

」
を
持

っ
て

い
な

い
し
、

そ
も

そ
も
事

象

そ

の
も

の
に
目
を
凝

ら
し

「
観
察

」

す
る
能

力

す
ら
与

え
ら

れ

て

い
な

い
。

で
あ

る

か
ら
当
然

、

み
ず

か
ら

の
意

志

で

「行

動

」
を
起

こ
す

こ
と

な
ど

で
き
は
し

な

い
。

こ
こ

に
お

い
て
実

朝

は
、

人
間

に

お
け
る
あ

ら

ゆ

る
能

動
的

な
要
素

を
失

っ
て
し
ま

っ
て

い
る
。

た

だ
時
代

の

「
風
」

が
吹

き
抜
け

る
だ

け

の
、

そ

の

「
風
」

を

〈
詩

〉

へ
と
翻
訳

11
言
説

化

す
る
だ

け

の
、

ほ
と

ん
ど
空
虚

な
無
能

力
者

へ
と

い
わ
ば
、

退
行

さ

せ
ら

れ

て

い

る
の
だ
。

 

決
し

て
晴

れ
る

こ
と

の
な

い

「
憂
悶
」

を
抱

え

た

「自

分

の
不
幸

を

よ

く
知

っ
て

い
た

人
間

」
、

「
責
任

と
自

負

と

に
揺

れ
動

く
」

「
青
年

将

軍
」

か
ら
、

「
無
邪
気
な
好
奇

心

に
光

っ
た
子
供

の
様

な
正
直
な

」
「
眼

」
を
も

っ

た

「
青
年

に
さ

え
成

り

た
が

ら
ぬ
様

な
、
完

全

に
自

足
し

た
純
潔

な
少

年
」

へ
の
、
テ

ク
ス
ト
内

に
お
け

る
実

朝

の
年

齢

的
な
後

退

が
意
味

す

る
の
は
、

も

の
ご
と

を
自

分

の
目

で
見
、

考

え

・
判

断
し

、

し
か

る

の
ち

行
為

す
る

と
い
う
、
人
間
的

な
と
仮

に
名

づ
け
ら

れ
る
で
あ

ろ
う

わ
た
し
た

ち
に
と

っ

て
根

本
的

な
能

力

そ

の
も

の
の
喪
失

11
消

滅

に
他
な

ら

な

い
。

い

っ
て

み

れ
ば

、
も

は
や
小
林

の
実

朝

は
、
〈
死

〉
と

い
う

〈
問

い
〉

の
前

か
ら

そ

っ

と
身

を
退

い
て

し
ま

っ
て

い
る
。

も
は

や
実
朝

に
は

〈
問

い
〉

を
引

き
受

け
考

え

る
能

力
が
存

在

し
な

い
の
で
あ

る
。

 

で
は
、

な
ぜ

小
林

は

こ
う

し
た
論

理
的

な
操

作
を

行

わ
ず

に
は

い
ら
れ

な

か

っ
た

の
か
。

お
そ

ら
く

そ

れ
は
、

「
実

朝

」

の
名
高

い
結

末

の

一
文

が

は
ら
む
問

題

へ
と
、
直

結

す
る
。

 

 
 

 
山

は
裂

け
海

は
あ

せ
な

む
世
な

り
と

も
君

に

二
こ

こ
ろ
吾
あ

ら

 

 
め
や
も

 

 

 
金

塊
集

は
、

こ

の
有

名

な
歌

で
終

っ
て

い
る
。

こ

の
歌

に
も
何

か

 

 

し
ら

永
ら

え
る

に
不
適

当

な
無
垢

な
魂

の
悲

調
が

感

じ
ら

れ

る
の
だ

 

 

が
、
彼

の
天

稟
が

、
遂

に
、

そ
れ

を
生

ん
だ
、

巨
大

な

伝
統

の
上

に

 

 

眠

っ
た
事
を

信

じ
よ
う

。

こ

・
に
在

る
わ
が

国
語

の
美

し

い
持
続

に

 

 
驚

嘆

す
る
な

ら
ば

、
伝

統

と
は
現

に
眼

の
前

に
見

え

る
形
あ

る
物

で

 

 
あ

り
、
遙

か

に
想

い
見

る
何

か

で
は
な

い
事

を
信

じ
よ

う
。

 

か

つ
て
橋

川
文

三
は
、

「
小

林

に
お

け

る
現
実

は
、
懐

疑

と

い
う
意

識

解

析
的

な
方

法

の
駆
使

の
あ
げ

く

に
、

究
極

的
な

決
断

の
姿

と

し

て
あ
ら

わ

れ

て
く

る
」

〔橋

川

、
お
。。
①
一ト。
。。。。
〕

と
書

い
た
が

、

い
ま

や

わ

た
し

た

ち

は
、

こ

れ
を

も
う

少

し
厳

密

に
書

き

か
え
る

必
要

が
あ

る
。

「
実
朝

」

を
綴

る
小
林

は
決

し

て

「
懐

疑
」

を
徹

底
的

に

「
駆
使

」
し

た

わ
け

で
は

な

い
。

む

し
ろ

「懐

疑

」

そ

の
も

の
を

宙

に
吊
り
、

そ

の

「懐

疑

」

を
め

ぐ

る
諸

々

の
判
断

を

停

止

す
る

こ

と

こ
そ
、

「
究
極

的

な
決

断

」

つ
ま
り

〈
死
〉

へ
と
至

る
道

筋

で
あ

る
、

と

示
唆

し

て

い

る

の
だ

。

〈
私
〉

の
個

別

的

な

〈
死
〉

を

め
ぐ

る

〈
問

い
〉

を

そ

の

ま
ま

に
、

「
巨

大

な
伝

統

の

美

し

さ
」

に
殉

じ

る

こ
と
。

そ

こ
で
は

じ

め
て
、

人
間

の
死

と

い
う

ひ
と

つ
の
単

純

な
事

実

に
、

あ

る
種

の

〈
意
味

〉

が
与

え
ら

れ

る
。
ま

さ

に
、

「
こ
こ
で
、
僕

等

は
、

因
果

の
世
界

か
ら
意
味

の
世

界

に
飛
び

移

る
」

の

だ
。
酒

井
直
樹

は
、
戦
時

中

の
詩
的

言

語
が

こ

と
さ
ら

に
伝

統
的

な
意
匠

を
ま

と

っ
て

い
た

こ

と
を
指

摘
し

、
以

下

の
よ
う

に
書

い
て

い
る
。

 

 
死

は

か
よ
う

に
意
味

あ

る
死

と
し

て
表

現

さ
れ
た

が
、

し

か
し

こ

の

 

 
意

味

は
共
同

的
表

象
体
系

の
内
部

で

し
か
与

え
ら

れ

る

こ
と

の
な

い

 

 

も

の
で
あ

っ
た
が
故

に
、
ネ

ー

シ

ョ
ン

(国
民

と
し

て
の
国

)
に
と

っ

 

 

て
の
意
味

で
し

か
あ

り
得
な

か

っ
た

。
つ
ま
り
、
ネ

ー
シ

ョ
ン

に
と

っ

 

 

て
意
味

あ

る
死

で
あ

っ
た
。

そ

の
上

さ
ら

に
、

か
よ
う

に

一
般
化

さ
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れ

た
死

は
そ
れ
自

体

が
目
的

を
意

味

す
る

と
理
解

さ
れ

た
。

死

は
も

 

 
は
や
死
以

外

の
何

ら

か

の
価
値

の
実

現

を
目

ざ

し
た

一
連

の
行
為

の

 

 
な

か
で
起

こ
る
偶
発
事

、

理
解

の
及
ば

ぬ
出
来
事

で
は
な

か

っ
た
。

 

 
だ
か
ら
、

い
わ

ゆ

る
伝

統
的

な
詩

的
言

語

は
、
個

人

と
し

て

の
人

間

 

 
の
命

と
ネ
ー

シ

ョ
ン
の
主
体

と

し

て
の
人
間

の
ア
イ
デ

ン
テ

ィ
テ

ィ

 

 
の
分
裂

が
、
究

極
的

に
統
合

さ

れ
る
特

権
的

瞬
間

と

し
て

の
死

の
イ

 

 
メ
ー
ジ

に
絶
え
ず

訴

え

か
け
た

の

で
あ

る
。

こ
の

こ
と
が
言

わ

ん
と

 

 
す
る

の
は
、
死

の

一
般

化

を
通

じ

て
、

い
わ
ゆ

る
戦
時

中

の
詩

は
、

 

 
人

間

は
死

に
よ

っ
て
最

終
的

に
自

ら

を
ネ

ー

シ

ョ
ン
と

一
体

化

し
得

 

 
る

の
だ

と

の
虚

構
を

で

っ
ち
上
げ

た

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

 

 

〔酒
井
、

一
㊤
零

め
爵
〕

 

き
わ

め

て
逆

説
的

な

こ
と

に
、

小
林

的

な

「詩

人
」

の

「
天
稟

」

は
、

〈
誌
〉
そ
れ
自

体
を
作

る
能

力

と
は
直

結

し
な

い
。
そ
も

そ
も

『
金
塊
集

』

は

「
凡
庸

な
歌

に
充

ち

て
」

お
り
、

「
そ

の
中

か
ら

十
数

首

の
傑

作
」

が

「
立

ち
現
れ

て
来

る
様

は
、
殆

ど
奇
蹟

」

に
似

て
い
る
く

ら

い
な

の
だ

か

ら
。
実
朝

に
は
、
自

分

の
作

っ
た

「
秀
歌

」
が

、
「
時

流
を

抜

い
た
秀

歌
」

だ

と

い
う

「
は

っ
き

り
し

た
自
覚

」
が
あ

っ
た

わ
け

で
は

ま

っ
た

く
な

く
、

た
だ

「
一
心

に
念
じ

た
」
結

果

、
勝
者

の
歴
史

を
書

く

こ
と
を
職

務

と
す

る

「
吾
妻

鏡
編

纂
者

」

た

ち
さ

え

も
、

「
禁

忌

の
歌
」

を

手
向

け
ず

に

お

れ
な

い
よ
う

な

「
当

時

の
歴
史

に
於

け

る
象
徴

的
な
意

味

」
を
、

す

な
わ

ち

そ
の
時

代

を
代
表

ーー
代

行
す

る

に
足

る
象
徴

性
を

獲
得

し

て
し
ま

っ
た

の
だ

(む

ろ

ん
そ

れ

は
、
「
世

の
動

き

に
邪

念

な
く
随

順

し

た
素

朴

な
無

名
人
達

の
嘆

き
」

を

「
純

化
」

し

た
、

と
さ

れ
る

「実

朝
」

に
お
け

る
西

行

に
も
、
あ

て
は
ま

る
)
。

 

ま
さ

に

〈
詩
〉

に
よ

っ
て
、

い
ま

こ
こ

に
お

い
て
拝
情

す

る
個
別

的
主

体

と
し

て

の
自

己
自
身

と
、

は

る
か
遠

い
過

去

か
ら
綿

々
と
持

続

し

て
お

り
将

来
も

ま
た

そ
う

で
あ

る
と

こ
ろ

の

〈
伝
統

〉

の
中

に
生

き
る

日
本

国

民

11
臣
民

と

し
て

の
自

己
自

身

を
統
合

す

る

こ
と
。
逆

に
い
え
ば

、
〈
死
〉

を

選
択

11
決
断

す

る
こ
と

で
、

現
在

に
生

き

る
自

己
自

身
を

「
伝
統

的

な

詩

的
言

語

」

(酒

井
)

11

「
わ
が

国
語

の
美

し

い
持
続

」

の
連
続

性

の
中

に
生

ま
れ
変

わ
る
存

在

へ
と
転

化

さ

せ
る

こ

と
。
「
実

朝
」

の
結

末

部

分

は
、

(戦
時

下

と

い
う

現
実

の
中

で
)

〈
死

〉

の

〈
意
味

〉
が

ど

こ

に
あ

る

か
を
、

あ
る

い
は

〈
死
〉

ぬ

こ
と

で
何

が
実

現

さ
れ

る

の
か
を
見

事
な

ま

で

に
提

示
し

て

い
る
。

い

っ
て
み
れ
ば

小
林

は
、

み
ず

か
ら

の

〈
死
〉

の

意
味

を
見

い
だ

せ
ず

に
身

も
だ

え
し

て

い
た
青
年

た

ち

に
と

っ
て
、
最

上

で
は
な

い
に
し
ろ
き

わ
め

て
良
質

な
教

師

だ

っ
た

の
で
は
な

か

っ
た

か
。

〈
死
〉

ぬ

こ

と

の

「
意

味
」

は
、

〈
歴
史

〉
/

〈
詩
〉

/

〈
死
〉

の
重

畳

に

お

い
て
こ

そ
、
開

示

さ

れ

る
。

ま
さ

し

く

く
死
V

は
、

「
特

権
的

な

瞬

間

」

と
な

っ
た

の
で
あ

る
。

 
神

宮

外

苑

で
挙
行

さ
れ

た
出

陣

学
徒

壮
行

会

の
場

で
、

「
生

ら

も

と
よ

り

生
還

を

期

せ
ず
」

と

い
う

〈
声

〉

が

響

き
わ

た

っ
た

の
は
、

「実

朝

」

の
連

載

が
終

わ

っ
て
か
ら

、
約

四

ヶ
月
後

の

こ
と

で
あ

っ
た

。

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

*

 

だ
が

、

こ
こ

で
わ
た
し

た

ち
は
、

少

し
く
立

ち
止

ま

る
必

要

が
あ

る
。

 

な

ぜ

「
実

朝

」

の
結
末

部

分

で
小

林

は
、

「
信

じ

よ
う

」

と

い
う
対

他

的

な
呼
び

か
け
を
、

切
迫

し

た
物
言

い
を

、

二
度

も
重

ね

て
行

わ
な

け

れ

ば

な
ら

な

か

っ
た

の
か
。

そ

れ
は
、

読
者

を

み
ず

か
ら

の
論

理

の
側

へ
と

引

き
込

ん
で
い
く
た
め

の
単
な
る
修
辞
的

な
文
彩

で
し
か
な

い
の
だ
ろ
う

か
。

 

い
さ
さ

か
深
読

み

で
あ
ろ

う
と

は
自
覚

し

て

い
る
が
、

わ

た
し

は

お
よ

そ
次

の
よ
う

に
疑

っ
て

い
る
。

本

当

の
と

こ
ろ
小
林

秀

雄

は
、

〈
歴
史

ー

一29一



詩
-

死

〉
と

い
う
相

互

の
連

関
を

、
心
底

か
ら

信
じ

る
こ
と
が
で
き
な

か

っ

た

の
で
は
な

か

っ
た

か
、

と
。

「
西
行

」

に

お

い
て
、
「
い
か

に
か
す

べ
き

我

心
」

と

い
う
彼

の

「
思

想
」

の
行

方

は
決
し

て
見

定

め
ら
れ

な

い
と
言

表

し
た

、
あ

る

い
は

「
実
朝

」

で

〈
死
〉

に
か
ん
す

る

〈
問

い
〉

を
放
棄

し

て
し

ま

っ
た

と

い
う

こ

と
は
、

逆

に

い
え

ば

小
林

は
、

こ

の

二

つ

の

〈
問

い
〉
が
容

易

に
解
消

し
え

な

い

こ
と
、

こ

の

〈
問

い
〉
を
抱

え

た
ら

最

後
、
納

得

の

い
く

よ
う

な
解

答
な

ど
到
底

出

し

え
な

い
こ
と

を
、
他

の

誰

よ
り

も
知

っ
て

い
た

の
で
は

な

い
か
。

 

一
般

的

に

い

っ
て
、

〈
呼

び

か
け
〉

表

現

は
、

書

き
手

と
読

み
手

と

の

間

に
暗
黙

の
共

犯
関

係
を

取
り

結

ぼ
う

と
す

る
と

き
用

い
ら
れ

る
。

す
な

わ
ち
、

そ
れ

は
書
記

主
体

と
読
者

と

の

一
対

一
の
関
係

性
ー

近

代

の
、

孤

独

に
黙

読
す

る
読
者

と
作

者

と

の
本

質
的

な
関

係

で
あ

る
 

 

を

さ
ら

に
強
調

す
る
働

き
を

す

る
。

し

か
も

こ

こ
に

お

い
て

〈
呼
び

か

け
〉

は
、

単

に
み
ず

か
ら

の
見
解

・
論

理

に
対

す
る
、

読
者

と

い
う
他

者

の
同
意

や

協

調
を
求

め
る

た
め

に

の
み
提

示
さ

れ

て

い
る

の

で
は
な

い
。
そ

う

で
は

な

く
、

(
こ

の

「実

朝
」
を
物

語

る

「
僕

」

と
と

も

に
)

「
信

じ
」

る

こ
と

、

わ
き
上
が

っ
て
く
る
疑

念

そ

の
他

を
宙

に
吊

り
、

飛

躍
を

す
る

こ
と
を
要

請

し

て

い
る

の
だ
。

ヤ

ー

コ
ブ

ソ

ン

は
、
「
受
信

者

へ
の
志
向

」

は

「
呼

格

お

よ

び

命

令

法

に
純

粋

な

表

現

を

見

出

す
」

と

い

っ

て

い
る

が

[冒

評
o
げ
ω
o
P

H
雪
も。
"一
り
O
]
、
ま

さ

に

こ

こ
に
お

い
て

〈
呼

び

か
け
〉

は
、

読
者

に
対

す

る
遠

ま

わ
し

の
、

ひ
そ

か
な
強

制

・
命
令

と

し
て
機
能

し
て

い
る
、

と

い

っ
て
よ

い
。

 

と

い
う

こ
と

は
、

し

か
し

、
逆

に

い
え
ば

、

「実

朝

」

の
結

末

の

一
文

は
、

書
き
手

小
林

に
と

っ
て
も
、

十
全

た

る
確

信

を
持

っ
て
提
示

で
き

る

よ

う
な
も

の
で

は
な

か

っ
た

、

と

い
う

こ

と
で
も

あ

る
。

つ
ま
り

、
読
者

の
同

意

を
得

る
た

め

に
は
、
あ

る
程

の
強

制

と
と
も

に
語

ら
ね

ば

な
ら
な

い
、

と
小

林
自

身
、

ど

こ
か

で
感

じ

て

い
た

の

で
は
な

い
か

(
い
う

ま

で

も
な

く
、
自

分

の
文
章

の
最
初

の
読

者
、

す

な
わ

ち
説
得

し
な

け

れ
ば

な

ら

ぬ
最
初

の
他
者

と
は
、
自

己
自

身

で
あ

る
)
。

 
も

ち

ろ
ん
、

上
記

の
よ

う
な
解

釈

H
改

釈
を

す

る
こ
と

は
、

小
林
秀

雄

が

口

に
し
書

い
て

し
ま

っ
た

こ
と

の
責
任

を
免

罪
す

る

こ
と

で
は
少

し
も

な

い
。

た
だ
、

小
林

の
転

倒
を

こ

の
よ
う

に
捉

え

る
こ
と

は
、

の

ち

に

つ

づ
く

わ
た
し
た
ち

に
と

っ
て
重
要

な
意

味
が
あ

る
よ
う

に
思
う

。
フ
ィ
リ

ッ

プ

・
ラ
ク

ー

1ー
ラ

バ

ル
ト

は
、

「
内

在

主
義

」

と

い
う
J

.
L
.
ナ

ン
シ
ー

の
概

念

を
引
用

し

つ
つ
、

以
下

の
よ
う

に
書

い
て

い
る
。

 
 

 

「内

在

主
義

」

と

い
う

語

に
よ

っ
て

ナ

ン
シ
ー
が
言

わ

ん

と
し

て

 
 

い
る

の
は
、

「
本

質

か

ら
し

て
自

己

自

身

の
本
質

を
自

ら

の
作

品

と

 
 

し

て
産

出

し
、

さ
ら

に

は
こ

の
本
質

を

ま
さ
し

く
共
同

体

と
し

て
産

 
 

出
す

る
人

々

か
ら
な

る
共

同
体

の
ね
ら

い
」

で
あ
る
。

言

い
か
え
れ

 
 
ば

、
主

体

と
し

て

の
作

品

で
あ

っ
て
作

品

と
し

て

の
主

体

で
あ

る
と

 
 

い
う

ロ

マ
ン
主
義

的

な
仮
定

に
し
た

が
え
ば

、
作

品

で
あ

る

の
は
、

 
 

内
在

主
義

に

お

い
て
は
共

同
体

そ

の
も

の
、

つ
ま
り
民

族
、

あ

る

い

 
 

は

国
民

で
あ

る
。

実

際
、

「
生

き
た

芸
術

作

品
」

な

の
だ

。

こ

の

こ

 
 

と

は
、

逆

に
、

死

の
作

品

を
作

る

〔
死

と
し

て
ふ
る

ま
う
〕

こ
と
を

 
 

妨
げ

る
も

の

で
は
少

し
も

な

い
。

〈
近

代

人
〉

の
形

而

上
学

の
根

源

 
 

に
あ

る
主
体

の
無

限
化

あ

る

い
は
絶

対
化

は
、

そ

こ
に
文
字

通

り
実

 
 

行

へ
の
活
路

を
見

出

す

の
で
あ

る
。

作
品

と
労
働

へ
の
共
同

体

(国

 
 
家
ー

唯

美
主

義

と
し

て

の
国
家
-

社
会

主
義

)

は
、

こ
う

い

っ
た
表

 
 

現
が

可
能

で
あ

れ
ば
、

自

ら
が
作

品

と
化

し
、
自

己
を

自
己
自

身

の

 
 

労
働

の
対
象

と

す
る

の

で
あ

る
。

か
く
し

て
、

す
ぐ
れ

て
主

体
的

な

一30



 

 
プ

ロ
セ

ス
、

つ
ま
り
自

己
ー

形
成

と
自

己
-

生
産

の
プ

ロ
セ
ス
を

完

 

 
成

す

る

の
で
あ

る
。
そ

れ

ゆ
え

に
、

こ
の
プ

ロ
セ

ス
は
自

ら

の
真

理

 

 

を

「交

感

的

融
合

」

(祝

祭

あ

る

い
は

戦
争

)

の
な

か

に
、

あ

る

い

 

 

は

〈
指
導

者
〉
、

つ
ま
り

い
か
な

る
種

類

の
超
越

性

も
表

現

し

て

い

 

 

る

わ
け

で
は
な

い
が
、

内
在

的
な

し

か
た
で
共

同
体
的

内
在

主
義

を

 

 

体
現

し

て

い
る

〈
指
導

者
〉

へ
の
脱
自

的

同

一
化

の
な
か

に
見
出

す
。
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も

ち

ろ
ん
ラ

ク
ー

1ー
ラ

バ

ル
ト
は
、

ド

イ
ツ

に
お
け

る
ナ
チ
ズ

ム
の
問

題
を

念
頭

に
置

い
て

い
る
。

だ

が

こ
の
議
論

は
、
形
式

的

・
論

理
的

に

は

わ

た
し

た
ち

の
文

脈

に
も
あ

て

は
め

る

こ
と
が

で
き
る
。

ひ

る
が
え

っ
て

み

れ
ば

小
林

の
実

朝

は
、
「
当

時

の
歴

史

に
於

け

る
象
徴

的

な
意

味
」

を

持

っ
た

人
物

で
あ

る

と
同
時

に
、

「
新

旧

の
思
想

の
衝

突

す

る
世

の
変

り

目
」

に
あ

っ
て

「
た

だ
純
真

に
習
作

し
模
索

し
、
幾

多

の
凡
庸

な
歌

」
を

作

り
そ

の
中

か

ら
ほ

と
ん

ど

「奇

蹟
」

の
よ
う

に
傑

作
を

得

た
ひ
と

り

の

青
年

詩

人

で
あ

っ
た
。

つ
ま
り

小
林

は
、

「実

朝
」

に
お

い
て

「
い
か

な

る
種

類

の
超

越

性
も
表

現

し

て

い
る
わ
け

で
は
な

い
が
、

内
在

的
な

し

か

た

で
共

同
体

的

内
在

主

義

を
体

現

し

て

い
る

〈
指

導
者

〉
」

を
造

型

す

る

こ
と
で
、
戦

時

下

に
生

き

る
人

々
、

と
く

に

こ
の
戦

争

で

〈
死
〉

ぬ

こ
と

を

運
命

づ
け
ら

れ
た

と
少

し

で
も
考

え
た

人

々
に
対

し
、

具
体

的

に
は

こ

の
テ

キ
ス
ト

の
中

の
ど

こ
に
も

記

さ
れ

て

い
な

い

「
巨
大

な
伝

統

の
美

し

さ
」
「
わ
が
国
語

の
美

し

い
持
続

」
に

「
脱
自

的
同

一
化

」
す

る
よ
う

誘

っ

た
の

で
あ

る
。
大

げ

さ

に

い
え
ば

、
当

時

に
あ

っ
て

「
実

朝
」

を

〈
読

む
〉

行
為

そ

れ
自

体

が
、
自

己
自

身

を
素
材

と

し
た

「
〈
死
〉

の
作

品
を

作

る
」

決

断

へ
の
訓
練

だ

っ
た

の
だ
。

 

ひ
と
が
、

み
ず

か
ら

を

「
作

品

」
と

し

て
生
産

す

る

こ
と
。

も

っ
と
厳

密

に

い
え
ば

、

「主

体
的

な
プ

ロ
セ
ス
」
を
経

て
、

「
共

同
体

そ

の
も

の
、

つ
ま

り
民
族

、
あ

る

い
は
国
民

」

と
の

「
交

感
的
融

合

」
を

行

い
う

る
存

在

と

し

て
の
自

己
を
形

成

す
る

こ
と
。
こ
の
よ
う

な

「実

朝

」

の
文
意

が

、

「
国
家
ー

唯

美

主
義
」

的

な
理
想

を
明
瞭

に
物
語

っ
て

い
る
、

と

い
う
点

に

お

い
て
小
林
秀

雄

は
、

フ

ァ
シ
ズ

ム
に
加

担

し

て

い
る

と

い
え

る
。

 

だ

が
、

わ
た

し
た

ち
は
同
時

に
、

小
林

が
、

あ

る

い
は

「
実
朝

」

と

い

う
文
章

が

な
ぜ
、

そ

し

て
ど

こ
に
お

い
て

「
国
家
i

唯

美
主

義

」
的

な

理

想

へ
と
堕

し

て
し

ま

っ
た

か
を
知

っ
て
い
る
。

い
い
か
え

れ
ば

、
主

体

の

「
作

品
」
化

の
た

め
に
は

、
ど

ん
な
も

の
を
投
げ

出

さ
ね
ば

な
ら

な

か

っ

た

か
を
知

っ
て

い
る
。

さ

き

に
見

た
よ

う

に
小

林

は
、

絶

え
ず
自

己

に
突

き

つ
け
ら

れ

て

い
る

〈
死

〉

の

「
運
命
」

と
向

き
合

い
、

思

い
悩

む

こ
と

が

「精

神
生

活

の
中
心

部
」

で
あ

り

「歌

の
真

の
源
泉

」

で
あ

っ
た
青
年

実

朝

の

〈
問

い
〉
を

宙

に
吊

り
投

げ
出

す

こ
と
な

し

に
、

〈
死
〉

の

〈
意

味
〉

に

つ
い
て
語

る
こ
と

が

で
き
な

か

っ
た

は
ず

で
あ

る
。
青

年
実

朝

か

ら
主

体
的

・
積

極
的

な
行

為

に
必

要
な

あ
ら

ゆ
る
能

力
を

少

し
ず

つ
は
ぎ

取

る

こ
と

な

し

に
小
林

は
、
「
伝

統
」

へ
の
没

入

を
説

く

こ
と

が

で
き

な

か

っ
た

は
ず

で
あ

る
。
と

い
う

こ
と

は
す
な

わ
ち
、
小
林
秀

雄

の

「
作
品

」

は
、

「
国

家
ー

唯

美

主
義

」

的

な
想
像

力

の
誘
惑

に
あ

ら
が

う

た

め

に
必

要

な
も

の
を
、

無
意

識

の
う

ち
に
示
唆

し

て

い
る
の

で
は
な

い
か
。

 

わ
た

し

は
、

「
西

行
」

「
実
朝

」
を
詳

細

に
読

み
込

む
こ
と

で
、

小
林

秀

雄

の
言

説

の
方

向

を

ね

じ
曲

げ

る

こ

と
が

で

き

る
、

と
考

え

て

い
る
。

「
人

類

が
自
分

自
身

の
全

滅
を
第

一
級

の
美

的
享

楽

と
し

て
体
験

す

る

こ

と
」

(じu
①
且
鋤
自

p

這
㊤
仰
①
b。
㊤
〉
自

己

疎
外

が

そ

の
ま

ま

自

己

実

現

で
あ

る
よ
う

な

く
死
V

の
美

学
化

の
過
程

を
あ

と
づ

け

て

い
く

こ
と

が

で
き

る

の

で
あ

る
。

戦
時

中

の
小

林

の

「作

品

」

に
は
、

〈
文

学
〉

に
内

在

す

る
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危

険

と
、
〈
文

学
〉

が
持

ち

う

る
可
能

性

と

が

ふ
た

つ
な
が

ら
刻

印

さ

れ

て

い
る
。

そ

れ
ら

は
、

一
方

の
み
を

分
離

し
抽
出

す

る
こ
と

が

で
き
る

よ

う

な
代
物

で
は
な

い
。

む
し

ろ
、
可
能

性

の
中

に
危
険

が
あ

り
、
危

険

の

中

に
こ
そ
最

も
可
能

性
が

ひ
そ

ん

で

い
る
、

と

で
も

い
う

べ
き
も

の
だ
。

だ

か
ら

こ
そ

ひ
と

は
小
林

を
読

む

の
だ
し
、

テ

ク

ス
ト
を
読

ん

で

い
か

ね

ば

な
ら

な

い
の

で
あ

る
。

 
付

記
 
小
林

の
文
章

に
つ
い
て
は
、

し
、
「
実
朝
」
「
西
行
」

に

つ
い
て
は
、

初
出
本
文

に
も

と
つ
い
て
い
る
。

基
本
的

に
新

潮
社
版
全
集

を
参

照
し
た
。

た
だ

一
九
四

二
年
～

四
三
年

に
執
筆

・
掲
載
さ

れ
た

註
(1
) 

植
田
康
夫
が
指
摘

し
て

い
る
よ
う

に
、

一
般
的
な
通
念

と
は
違

っ
て
、

日
中

 
 

開
戦
直

後
の
時
期
は
メ
デ
ィ
ア

・
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
拡
大

・
隆
盛
期

に
あ
た

っ

 
 

て

い
る

(事
実

、
雑
誌

の
発
行
点
数

は

一
九

四
〇
年

ま
で
増
加

し
て

い
る
)
。

 
 

植

田
康
夫

は
、

「
こ
の
年

(
一
九

三
七
年
ー

引

用
者
注
)

は
既
成

の
雑
誌

が

 
 

別

冊
や
臨
時
増
刊

の
形
で
競

っ
て

『戦
争

に
乗
ず

る
機
運
』
を
示

し
始

め
た
。

 
 

即
ち

『ア
サ

ヒ
グ

ラ
フ
』
、
『
サ

ン
デ
ー
毎
日
』

の

『支
那
事
変
画
報
』
等
が

相

 
 

次

い
で
特
集
さ

れ
た
。

七
月
三
〇
日
号

の

『週
刊
朝
日
』
、
『
ア
サ
ヒ
グ

ラ
フ
』

 
 

の
北
支
事
変
画
報
第

一
集

、
八
月

一
〇
日
号

『日
本
評
論
』

の
抗

日
支
那

の
解

 
 

剖
、

八
月

一
五
日
附

『文
芸

春
秋

』

の
第

一
臨
時
増
刊
日
支

の
全
面
的
激
突

を

 
 

最
初

と
し
て
、
以
来
事
変

を
扱

っ
た
臨
時
増
刊
や
特
集
号
が
続

々
と
市
場
を

賑

 
 

わ
し
た
。

『文
芸
春

秋
』
は

一
二
月

一
五
日
附

の
支
那

か
ら
見

た
事
変
号

ま
で

 
 

五
冊
を
発
行

し
、

又

『中

央
公
論
』

『改
造
』
、

『日
本
評
論
』

も
そ
れ
ぞ

れ
二

 
 

回
発
行
し
た
。
他

に

『モ
ダ

ン
日
本
』、

『新
青
年
』
、
『婦
人
公
論
』
等

が

一
回

 
 

発
行
し
た

の
で
あ

る
。

更
に

『理
想
』

の
よ
う
な
哲
学
雑
誌

や

『大
義
』

そ

の

 
 

他

の
国
家
主
義
系
統

の
も
の
ま
で
が
特
集
や
増
刊
を
出

し
た
の
は
か

つ
て
例

の

 
 

な

い
こ
と
だ

っ
た
。」

〔植
田
、

一㊤Q。
刈…Q。
に
〕
と
指
摘

す
る
。
ま
さ

に

マ
ス

・
メ

 
 

デ

ィ
ア
は

「
事
変
」
を
奇
貨
と
し
た

の
で
あ

る
。

(2
) 

小
林

は

「事

変

は
、

日
本
を
見

舞

っ
た
危
機

で
は
な
」
く

、
「寧

ろ
歓
迎

す

 
 

べ
き
試
煉
で
あ
る
」
と
書

い
た
が

(「事
変

と
文
学
」

〔「新
女
苑

」

一
九

三
九

・

 
 
七
〕
)
、

こ
れ
は
文
学

だ
け

に
限

ら
れ
な

い
。
伊
藤

公
雄
は
、

「日
本

の
国
策
戦

 
 
争

映
画

の
基
本
的

パ
タ
ー

ン
を
形
成
し
た
」

と
さ
れ

る
田
坂

具
隆
監
督

『
五
人

 
 
の
斥
候
兵
』

(
一
九
三
八
)

に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
書

い
て

い
る
。
「そ

こ
に

 
 
描

き
出
さ
れ
た
世
界

は
、
日
本
人

に
と

っ
て
の

『理
想
的
な
戦

争
』
像
を
提
供

 
 
し
て
も

い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
戦
争

は
、
敵
が
憎

い
が

た
め
に
行
わ

れ
る
の
で

 
 
は
な

い
。
戦
争

は
悪
な

の
だ
。
し

か
し
、
未
来

の
た
め
に
、

こ

の
必
要
悪

を
遂

 
 
行

す
る
必
要
が
あ

る
。
戦
争

は
、
道

徳
的
行
為
な
の
だ
。
」

〔伊
藤
、

一〇㊤
卜。"一
㊤己

 
 
も
ち
ろ
ん
わ
た

し
た
ち
は
、

こ
の
表
象

に
よ

っ
て
隠
蔽

さ
れ
る
も

の
を
問

う
必

 
 
要

が
あ
る
。

(3
) 

『無
常

と

い
う

事
』

に
ま
と
め
ら
れ

た
諸
作

の
改
稿

・
加
筆

に

つ
い
て
詳
細

 
 
な
研
究

を
行

っ
た
鎧

坂

に
よ

れ
ば

、
「
こ
の
初
出

の
三
期

と

(
一
九

四
六
年

の

 
 
単

行
本
収
録
時

に
お
け
る
 

 
引
用
者
注
)
改
稿

と
の
合
計

四
期

に
わ
た
る
過

 
 
程

に
は
、

『悲
し
み
』

・

『憂
悶
』

↓

『沈
欝
』

・

『純
粋
』
↓

『無

邪
気
』

・

 
 

『無

垢
』
↓

『優

し

さ
』

・

『
精
妙

な
音
楽
』
と
、

『孤
独
』

が
次
第

に
濾
過

 
 
さ
れ
て

い
く
の
が
伺
え

る
」
と

い
う

〔鎧

坂
、
ち
ミ

"謡
ゆ
〕。

(4
) 

し
か
も

こ
の
こ
と
が
、
和
歌

ほ
短
歌

と
い
う
、
音
声

の
痕
跡

を
色
濃
く
残

し

 
 
て

い
る

(と
さ
れ

る
)
、
そ

し
て
奈

良
時
代

か
ら

一
貫

し
て
継

承

さ
れ
て
き

た

 
 

(と
さ
れ
る
)
形
式

に
お

い
て
語
ら
れ

て
い
る
と
い
う

こ
と
に
注
意
を
向
け

ね

 
 
ば

な
ら
な

い
。
当
時

に
あ

っ
て
、
そ
し

て
か
な
り

の
程
度

で
現
在
も
、
五
七

五

 
 
七

七
と

い
う
形
式

は
、
二
重
の
意
味

で
の
共
同
性
を
仮
構
す

る
。
㈲
共
時
的
平

 
 
面

に
お

い
て

(わ

た
し
は
あ
な
た

に
会

っ
た

こ
と
も
な

い
し
、

あ
な
た
が
誰

か

 
 
も
知

ら
な

い
け
れ

ど
、
あ
な
た
と
わ
た
し

は
同
じ
形
式

・
律
動

に
お

い
て
心
を

 
 
動

か
さ
れ
て

い
る
は
ず
だ
)。

㈲
通
時
的

平
面

に
お
い
て

(わ

た
し
は
平
安
時

 
 
代

や
室
町
時
代

に
生

き
た
人
々

に
つ
い
て
少

し
も
知

ら
な
い
が
、
し

か
し
わ
た

 
 
し
は
、
等
し
く

<
日
本
人
〉
で
あ

る
彼

ら
と
同
じ
形
式

で
拝
情

す
る

こ
と
が
で

 
 
き
る
し
、
彼
ら
の
思

い
を
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
)。

 
 

『斎
藤
茂
吉

ノ
オ

ト
』

に
お
け

る
中
野
重
治

の
名
高

い
言
明
、

「事

変
は
国

民

 
 
の
歌
口
を
国
民
的
規
模

に
お
い
て
開

か
せ
た
」
と
い
う

こ
と
ば

に
象

徴
さ
れ
る
、

 
 

〈
昭
和

一
〇
年
代

〉
に
お
け
る
短
歌

の
問
題

に

つ
い
て
考
え
る

こ
と

は
、

わ
た
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し

の
こ
れ

か
ら

の
課
題

で
あ

る
。

(5
) 

山
城

む

つ
み
は

「安
吾
は
、
爆
撃
下

の
日
本

に

『理
想
郷
』
や

『美

し
さ
』

 
 
を
目
撃

し
、
戦

き
な
が
ら
そ

れ
に
み
と
れ

て
い
た
」
が
、

「『
人
間

』
と

『考
え

 
 
る
』
と
い
う
二
点

を
忘

れ
る
こ
と
が

で
き
な
」
か

っ
た
ゆ
え

に

「安

吾
は
、

フ
ァ

 
 
シ
ズ

ム
の
魅

惑

の
ほ

ぼ
中
心
部

に
い
な
な

が
ら
、

そ
こ
か
ら
距
離

を
と

っ
て
い

 
 
た
」

の
だ
、

と
的
確

に
指
摘

し

て
い
る

〔山
城
、
一㊤
0
9
ざ
〕

坂

口
は
、

小
林

 
 

へ
の
痛
烈
な
批
判
書

の
文
学

の
著
者

で
も
あ
る
。

ピ
β。
8
ロ
Φ
・ピ
筈

国
3
ρ

℃
三
一嵩
薯

o

 
虚
構
』
藤

原
書
店

(浅
利

・
大
谷

訳
)、
お
露

(δ
。。
刈)

『
政
治

と

い
う

(ご

み
ぶ
ち
 

の
り

つ
ぐ
)

参

照
文
献

伊
藤

公
雄

、
一〇爲

「
戦
時
下
日
本

に
お
け
る
戦
争
映
画

の
考
察
」

(『戦
時
下

の
日
本

』

 

〔行
路
社
〕
所
収
)

植

田
康
夫
、
一
〇。。
『
「
出
版
」

(南
博

+
社

会
心
理
研
究

所
編

『昭
和

文
化
』

〔勤
草
書

 
房

〕
所
収

)

斎
藤

茂
吉
、
一㊤
記

(お
N
①)

「金
塊
集
私
紗
」

(『斎
藤
茂
吉
全
集
』
第

九
巻

〔岩
波
書

 
店

〕
所
収

)

酒
井
直
樹

、
一㊤
O刈

『日
本
思
想
と

い
う
問
題
』
、
岩
波
書
店

島

木
赤
彦

、
一㊤
鰹

(一㊤
漣
)
「
歌
道
小

見
」
(
『歌
道
小
見

・
随
見
録
』

〔岩

波
文
庫
〕

 
所
収

)

橋

川
文
三
、
一
〇。。
O

(這

謬
)
「私
的
回
想
断
片
」

(『橋
川

文
三
著
作
集

』
第
六
巻

〔ち

 

く
ま
書

房
〕
所
収
)

前

田
英
樹

、
お
綜

「小
林
秀
雄
」

(「批
評
空
間
」
第

二
期
七
号

〔お
㊤
切
μ
O
〕)

三
木
清
、
一〇
零

(一㊤
ω
O
)
「青
年

に
就

い
て
」
(
『三
木

清
著
作

集
』
第

一
三
巻

〔岩
波

 
書

店
〕
所
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