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そ
の
歴
史
思
想
を
由
女心

に

山

田

輝

彦

一
、

源

泉

へ

の
遡

及

「
思
想

」

と
は

、
常

に
海

の
彼

方

か
ら
舶

来

さ
れ

る
も

の
で
あ

り

、
品

物

の
よ
う

に
玩

弄

さ
れ

て
は

、

た
ち
ま

ち
捨

て
ら
れ

て
ゆ
く

。

こ
れ
が

近

代

日
本

の
知
的

風

土
で

あ
り

、

そ

こ
は
、
し

た

り
げ

な
饒

舌

と
不

毛

の
観

念

論

が
跳

梁
す

る

異
様

な
世

界
で

も
あ

っ
た
。

し
か

し
、

鋭
敏

で

強
烈

な

魂

が

、

こ
う

い
う

狼
雑

さ

に
屈
従

す

る
筈
が

な

い
。
小

林

秀
雄

の
批
評

活

動

の
す

べ
て
は

、

こ
う

い
う

「
観

念
論

」
と

の
激

し

い
、

宿
命

的

な
闘

い

で

あ

っ
た
。

《
あ
ら
ゆ
る
思
想
は
通
貨
の
様
な
も
の
で
、
人
手
か
ら
人
手
に
渡

っ
て
薄
機
く

汚
れ
る
も
の
で
す
。
仏
教
思
想
も
例
外
で
は
な
い
。
仏
教
の
厭
世
思
想
と
か
虚
無

思
想
と
か
言
は
れ
る
も
の
も
、
そ
の
汚
れ
を
言
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
芭
蕉
が
、
貫

道
す
る
処
は

一
な
り
と
言

っ
た
意
味
は
、
何
々
思
想
と
か
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
か
い

ふ
通
貨
形
態
を
と
ら
ぬ
以
前
の
、
言
は
ば
思
想
の
源
泉
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
で
、

達
人
達
の
手
に
よ
っ
て
捕

へ
ら
れ
た
と
い
ふ
意
味
で
あ
ら
う
。
》

(
「
私
の
人
生

観
」

一
九
四
九

・
昭
二
四
)
傍
点
筆
者
、
以
下
同
断

一
切

の
既
成
概
念

の
喫

祓

、
源

泉

へ
の
遡

及

、

こ
れ
が
彼

の

一
貫

し
た

姿

勢

で
あ

る
。

あ

る
思
想

が

思
想

で
あ

る
限

り

、
そ
れ

は

通
貨
形

態

と

い

う
抽
象

性

を
持

た
ざ

る
を

得

な

い
の
が
宿

命

だ
が

、
抽

象
化

さ

れ
公
式

化

さ
れ

て
教

養
目

録

の
中

に
整

理
さ

れ

て
し
ま

っ
た
思
想

に
は
、
既

に
誕
生

の
時

の
鮮

烈
な

生
命

は

な

い
。

《
僕
等
が
担

っ
た
教
養

の
重
荷
は
、
僕
等
を
駆

っ
て
難
問
に
対
し
て
武
装
さ
せ
、

無
邪
気
な
質
問
に
対
し
て
は
目
を
つ
ぶ
ら
せ
る
。
何
故
人
間
は
死
ぬ
ん
だ
ら
う
、

な
ど
と
い
ふ
愚
問
は
、
文
明
人
は
抱
い
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
》

(
「文
芸
批

評
の
行
方
」

一
九
三
七

・
昭

一
二
)

と

い
う
よ

う
な
空

気

の
中

で

、

「
思

想

の
源

泉
」

に
遡

る

の
は

一
つ
の
異

常

な

行
為
で

な

け
れ

ば
な

ら

な

い
。

亀
井

勝

一
郎

の
よ

う

に
、

そ
れ
を

「

原

始

へ
の
復

帰

」
と

呼

ん
で
も

よ

い
の
だ

。

(
註

1

)

《
知

識

の
う
ち

に
は
文

明

人
が
ゐ

る
が

、
覚

悟

の
裡

に
は

、

い
く
ら

文

明

が
進

ん

で
も
依

然

と
し

て
原
始

人

が
棲

ん
で

ゐ

る
。
》

(
「
文

学
と

自

分

」

一
九

四
〇

・
昭

一
五

)
と
小

林
が

言

う
と
き

、
彼

は

衰
弱

し
た

知
性

を

ふ
り
捨

て

て
原

始

人

に
な
ら

ね
ば

な
ら

ぬ

こ
と

の
必
要

を
強

調

し

て

い

る

の
で

あ

る
。



《
現
代
の
知
識
人
に
は
、
簡
単
明
瞭
な
物
の
道
理
を
侮
る
風
が
あ
る
が
、
簡
単

明
瞭
な
物
の
道
理
と
い
ふ
も
の
が
、
実
は
本
当
に
恐
い
も
の
な
の
で
、
複
雑
精
緻

な
理
論
の
厳
し
さ
な
ど
見
掛
け
倒
し
な
の
が
普
通
で
あ
り
ま
す
。
》

(
「文
学
と

自
分
」
)

こ

こ
で

「
簡

単

明
瞭

な
物

の
道

理

」
を

弁

え

て
い

る
の

は
、
小

林

の
好

む
語
彙

に
従

え
ば

「
生

活

人
」
で

あ

り

「
実

行
家

」
で

あ

る
。

(
註

2
)

「
複

雑
精

緻
.な
理

論
」

に
す
が

っ
て
し
か

生
き

得
な

い
も

の
は

、

「
現
代

の
知

識
人

」
で

あ

る
。

前
者

は

「
体
験

」

と

「
行
為

」

に
賭

け

る
者

で
あ

り
、

後
者

は

「
観
念

」

と

「
思
弁

」

に
生
き

る
も

の
で

あ

る
。

い
ず

れ

に

せ

よ
、
小

林

ほ
ど

の
本

物

の
知
性

の
持
主

が
、

原
始

へ
の
復

帰
と

い
う
反

知
性
的

姿

勢

に

よ

っ
て
し

か
真
実

を

語
り
得

な

い
と

こ
ろ

に
、
近

代

日
本

の
知

識

や
教
養

の
異
常

さ
が

あ

る
。

「
通
貨

形

態

」
と

し

て

の
思

想

を
峻

烈

に
拒

否

す

る
彼

が
、

政
治

の
欺

隔

を
嗅
ぎ

と

り

、
直

接
経

験
を

座
標

に

据

え

る

の
は

、
論

理
的

に
は
極
め

て
必
然

の
帰

結
で

あ

る
。

《
政
治
の
取
扱
ふ
も
の
は
い
つ
も
集
団
の
価
値
だ
。
個
人
の
価
値
に
深
い
関
心

を
持

っ
た
あ
ら
ゆ
る
政
治
思
想
は
決
し
て
成
り
た
た
な
い
と
こ
ろ
に
、
こ
の
思
想

の
根
本
的
欺
隔
が
あ
り
、
そ
の
欺
隔
を
現
在
か
ら
計
算
し
た
近
い
将
来
の
目
的
故

に
是
認
す
る
と
こ
ろ
に
、
政
治
思
想
本
来
の
現
実
的
な
価
値
が
生
ず
る
。
だ
が
、

文
学
は
総
じ
て
さ
う
い
ふ
政
治
の
止
む
を
得
な
い
欺
隔
に
は
堪
へ
ら
れ
な
い
も
の

だ
。
》

(
「
文
芸
批
評
の
行
方
」
)

《文
学
者
は
己
れ
の
世
界
か
ら
外

へ
は
出
ま
せ
ぬ
。
己
れ
と
い
っ
て
も
、
観
念

上
の
自
我
と
い
ふ
様
な
も
の
で
は
な
い
事
は
既
に
お
話
し
し
た
通
り
で
す
。
己
れ

の
世
界
と
は
言
ふ
迄
も
な
く
自
分
が
直
接
経
験
す
る
世
界
の
事
で
す
。

(中
略
)

こ
の
狭
い
世
界
だ
け
を
確
実
な
も
の
と
信
じ
、
こ
の
世
界
の
中
.て
自
得
す
る
よ
り

正
し
い
道
は
な
い
と
覚
悟
す
る
、
そ
れ
が
文
学
者
の
覚
悟
だ
と
思
ふ
。
》

(
「文

学
と
自
分
」
)

「
私
小

説
論

」

に
於

て
、

公
式

主
義

の
威

力

と
不

毛
を

二

つ
な
が

ら
読

み
と

っ
て

い
た
桐

眼

に
、

「
社
会

」
が

見

え
ぬ
筈

は

な

い
。
し

か
し

、
彼

は
外

へ
拡
散

す

る

エ
ネ

ル
ギ

ー

の
す

べ

て
を

「
直

接
経

験

」

の
世

界

に
収

敏

し

、

そ

の
密

度

の
高

い
体

験
と

「
思

想

の
源
泉

」
を

真
直

ぐ

に
結
び

つ

け

よ
う
と

す

る
。

(
人
間
は
正
確
に
見
よ
う
と
す
れ
ば
、
生
き
る
方
が
不
確
か
に
な
り
、
十
分
に

生
き
よ
う
と
す
れ
ば
、
見
る
方
が
曖
昧
に
な
る
。

(中
略
)
見
る
事
と
生
き
る
事

と
の
丁
度
中
間
に
い
つ
も
精
神
を
保
持
す
る
事
、
ど
ち
ら
の
側
に
精
神
が
屈
服
し

て
も
、
批
評
と
い
ふ
も
の
は
な
い
。
こ
れ
は
理
智
の
上
の
仕
事
と
い
ふ
よ
り
、
寧

ろ
意
志
の
仕
事
で
あ
る
。
》
(
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ィ
の
問
題
」

一
九
四

一
・
昭

■
ハ
)

批

評
と

は
彼

に
と

っ
て

「
生
ぎ

る
事

」
と

「
見

る
事

」

の
緊
張

関
係

の

上

に
行
わ

れ

る

「
意
志

の
仕
事

」
で

あ

っ
た

わ
け

だ
が

、

そ
れ
か

ら
八

年

後

、
彼

は
次

の
よ
う

に
言

う

の
で
あ

る

。

《大
切
な
事
は
真
理

(註
3
)
に
頼

っ
て
現
実
を
限
定
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

在
る
が
ま
ゝ
の
現
実
体
験
の
純
化
で
あ
る
。
見
る
と
こ
ろ
を
、
考

へ
る
事
に
よ

っ

て
抽
象
化
す
る
の
で
は
な
い
。
見
る
事
が
考
へ
る
事
と
同
じ
に
な
る
ま
で
、
視
力

を
純
化
す
る
の
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
》

(
「私
の
人
生
観
」
)

前
掲

「
イ
デ

オ

ロ
ギ

ィ
の
問

題
」

に
於

て
、

「
生
き

る
事

」

と
対

照

さ

れ
た

「
見

る
事

」
は

、

い
ま

だ

「
観
察

」

の
域

に
と

ゞ
ま

っ
て

い
た

が

、

こ

こ
で

は

、

「
考

へ
る
事

」
と

対
照

さ
れ

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

明
ら

か

に

「
行
為

」

と
な

っ
た

。

《
念
仏
と
見
仏
と
は
同
じ
事
で
あ
る
。仏
と
い
ふ
ア
イ
デ
ィ
ア
を
持

っ
た
だ
け

で
は
駄
目
だ
。
そ
れ
が
体
験
で
き
る
様
に
な
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
。
》
(
「
私

の
人
生
観
」
)
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と

小

林
が

い
う

と
き

、

「
見

る
事
」

は
ま

さ

し
く

「
体

験

」

の

シ

ノ

ニ
ム

で

あ
り

、
精

神

の
眼

が
事

物

に
衝
突

す

る
時

の
た

し
か

な
手

ご

た

え
を
意

味

す

る

の
で

あ

る
。

行
為

と
体
験

の
中
で

た
し

か

め
ら

れ

た
も

の
以

外

は

信

じ
な

い
。

そ
れ

を

通
じ

て
し
か

普

遍

の
も

の
に

は
到

り
得

な

い
と

す

る

小
林

は

、
言
葉

の
最
も

本
質

的

な
意
味

に
於

て
リ

ア
リ

ス
ト
で
あ

る

。

(註
1
)
角
川
文
庫

「
私
の
人
生
観
」
解
説

(註
2
)
江
藤
淳

「小
林
秀
雄
」

(講
談
社
)

一
〇
七
貢
、

「実
行
家
」
の
語
は

岩
野
泡
鳴
訳

シ
モ
ン
ズ

「表
象
派
の
文
学
運
動
」
に
よ
る
。

(註
3
)
こ
ゝ
で
は
仏
教
の

「
因
果
律
」
を
さ
し
て
い
る
。

二

、

自

然

と

歴

史

小

林

の
歴
史

論

は
唯

物
史

観

に
対

す

る
最
も

本

質
的

な

、
最

も
果
敢

な

挑

戦

で
あ

っ
た
。

「
環
境

」

「
歴

史

に

つ
い

て
」

(
「
ド

ス
ト

エ
フ

ス
キ

ー

.

の
生
活

」

の
序

)
「
歴

史

と
文

学
」
等
を

経

て
、

「
無

常

と

い
ふ
事

」

に
至

る

一
連

の
評
論

に
於

て
彼

の
歴
史

像

は

ほ

ゞ
完

成

す

る
。

「
環
境

」

は

一

九

三
七
年

(
昭

一
二

)
で
あ

り

、

「無

常

と

い
ふ
事

」

は

一
九

四

二
年

(

昭

一
七

)
で
あ

る

か
ら

、

こ

の
期

間

は
国

家
が

生

死
を
賭

し

て
戦

争
を

戦

っ
て
い
た

時
期

と

一
致

す

る

こ
と
は
注

目

に
価

す

る
。
戦

争

中

に
記
さ

れ

た
歴
史

論

の
多

く

は
、

戦
後

の
激

動
期

の
試
煉

に
耐

え

な
か

っ
た

が
、

小

林

の
所
論

は
微

動

だ

に
し
な

か

っ
た
。

そ

れ

は
、
戦

慶

の

「
私

の
人
生

観

」

と

つ
き
合

わ

せ

て
見

れ
ば

明
瞭

で
あ

る

。

歴
史

に
関
す

る

ま
と

ま

っ
た
見

解
が

最
初

に
示
さ

れ

る

の
は
、

テ

エ
ヌ

の
方
法

論

に
ふ

れ

て
語

ら
れ

る

「
環
境

」

に
於

て
で

あ

る
。

《
併
し
、
自
然
の
事
実
を
己
れ
を
空
し
く
し
て
見
る
や
う
な
工
合
に
歴
史
の
事

実
を
見
る
事
が
出
来
る
で
あ
ら
う
か
。
僕
等
は
現
在
を
離
れ
て
ど
う
し
て
過
去
に

移
り
ゆ
く
事
が
出
来
る
で
あ
ら
う
か
。
現
在
を
離
れ
ら
れ
ぬ
こ
と
は
、
己
れ
を
空

し
く
す
る
わ
け
に
は
参
ら
ぬ
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
言
葉
を
換

へ
て
言
ふ
と
、
現
在

僕
等
が
生
き
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
は
、
歴
史
を
日
に
新
た
に
創
り
出
し
て
ゐ
る
と
い

ふ
事
に
他
な
ら
ず
、
こ
の
歴
史
を
創
る
現
在
の
立
場
を
離
れ
て
、
過
去
の
歴
史
を

振
返
る
と
い
ふ
事
は
考

へ
ら
れ
ぬ
。
其
処
に
歴
史
の
時
間
と
い
ふ
も
の
の
本
質
的

な
意
味
が
あ
る
の
で
あ

っ
て
、
僕
等
生
活
人
に
と

っ
て
は
自
明
な
、
さ
う
い
ふ
現

実
の
歴
史
時
間
を
離
れ
よ
う
と
す
れ
ば
、
当
然
こ
れ
を
自
然
科
学
的
時
間
に
置
さ
、

代

へ
て
、
そ
の
な
か
に
歴
史
事
実
の
因
果
関
係
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
歴
史

の
塒
外
に
身
を
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
》

(
「
環
境
」
)

生
活

人

に
と

っ
て
自
明

な

「
歴
史

時
間

」
と

「
自

然
科

学
的

時

間
」

の

本

質
的

違

い
も
、

一
度

思

考

の
領
域

に
入

る
と

必
ず

し
も

自

明
で

は
な

く

な

る
。

こ
の
問

題
を
徹

底
的

に
深
め

て
行

っ
た

の
が

「
歴

史

に

つ
い

て
」

で

あ
り

、

こ

の
評

論

に

ア

ラ
ン
や

ベ

ル
グ

ソ

ン
の
投

影
を

指
摘

す

る
評
家

も

あ

る
。

(
註
1

)

《
自
然
は
人
問
に
は
関
係
な
く
在
る
も
の
だ
が
、
人
間
が
作
り
出
さ
な
け
れ
ば

歴
史
は
な
い
。
歴
史
は
人
間
と
と
も
に
始
ま
り
人
間
と
と
も
に
終
る
、
と
言
は
れ

る
が
、
こ
の
事
は
徹
底
し
て
考
へ
る
必
要
が
あ
る
。
》

(
「
歴
史
に
つ
い
て
」
)

自

然

の
機

制

に
は
、

自
己

運
動

は
あ

る
が
意

志

は
な

い
σ

人

間
と
全

く

無

関

係

に
存
在

し
得

る
も

の
で
あ

る
。

そ
う

い
う

世
界

に
対

し

て
は

、
人

間
は

自

己
を
純

粋

な
測
定

者

、
観
察

者

の
立
場

に
置
く

こ
と

が
で

き

る
。

自

然

に
対
応

し

て

「
人

間
が
自

ら
厳

密
な

尺
度

と
化

す

る
能
力

」

を
強

い

ら

れ

る
。

こ
の
能

力

は
知
性

又

は
悟
性

と

考

え

て
よ
か

ろ
う
。

そ

れ
は

無

限

の
空

間
と

時

間

に
対

し

て

「
僕
等

が
取

っ
た

自
己

防
衛

の
精

錬

さ
れ

た

一
手

段
」

で
も

あ

る
。

知
性

の
最
も

純
粋

な
働

き

は
、

人

間
が
自

然

、
物
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質

に
対

応

す

る
時

で
あ

ろ

う
。

こ
れ

に
対

し
、

歴
史

は

わ

れ
わ

れ

に
ど
う

い
う

「
能

力

」
を

強

い
る
か

。

《自
然
は
疑
い
も
な
く
僕
等
の
外
部
に
あ
る
。
少
く
と
も
、
自
然
と
は
、
こ
れ

を
一対
う象
と
し
て
僕
等
の
精
神
か
ら
切
離
さ
な
け
れ
ば
考
へ
ら
れ
な
い
あ
る
物
だ
。

だ
が
、
歴
史
が
僕
等
の
外
部
に
在
る
と
い
ふ
事
が
言
へ
る
だ
ら
う
か
。
僕
等
は
史

料
の
な
い
処
に
歴
史
を
認
め
得
な
い
。
そ
し
て
史
料
と
は
、
そ
の
在
る
が
侭
の
姿

で
は
、悉
く
物
質
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
に
よ
っ
て
蒙

っ
た
自
然
の
傷
に
過
ぎ
ず
、

傷
た
る
限
り
、
自
然
と
は
別
様
の
運
命
を
辿
り
得
な
い
。
自
然
は
傷
を
癒
さ
う
と

す
る
の
に
人
間
の
手
を
借
り
や
し
な
い
。
岩
石
が
風
化
を
受
け
る
様
に
、
史
料
は

絶
え
ず
浬
滅
し
て
ゐ
る
。
浬
滅
が
人
間
の
手
で
早
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

自
然
に
と

っ
て
勿
怪
の
幸
に
過
ぎ
ま
い
。
さ
う
い
ふ
在
る
が
侭
の
史
料
と
い
ふ
も

の
が
、
自
然
と
し
て
し
か
在
り
様
が
な
い
な
ら
ば
、
其
処
に
自
然
で
は
な
く
歴
史

を
読
む
の
は
、
無
論
僕
等
の
能
力
如
何
に
だ
け
関
係
す
る
。
そ
し
て
こ
の
能
力
は
、

史
料
と
い
ふ
言
葉
を
発
明
し
た
能
力
と
同

一
で
あ
る
他
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
能
力

に
は
史
料
を
自
然
の
破
片
と
し
て
感
ず
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
な

ら
、
史
料
を
自
然
の
破
片
と
観
ず
る
も
う

一
つ
の
能
力
に
対
す
る
或
能
力
が
あ
る

わ
け
で
、
古
寺
の
瓦
を
手
に
す
る
人
間
は
、
そ
の
重
さ
を
積
る

一
方
、
そ
こ
に
人

間
の
姿
を
想
ひ
描
く
二
重
人
な
の
で
あ
る
。
》

(
「歴
史
に
つ
い
て
」

)

「
史
料

を

自
然

の
破

片

と
観
ず

る

」
能
力

と

は
、

小
林

が

「
人

間
を
自

然

化
し

よ
う

と
す

る
能

力

」
と
概

括

す

る
も

の
で
あ

っ
て
、

そ
れ

は
知
性

で

あ

ろ
う
。

「
瓦

の
重

さ

を
積

る
」
能

力

が
知

性
な

ら
ば

、

「
そ

こ
に
人

間

の
姿

を
想

ひ
描
く

」
能
力

と

は
何

か
。

こ
の

「
自

然

を
人

間
化

し

よ
う

と

す

る
能

力

」

と
概
括

さ

れ
る

も

の
は
、

「
言

は
ば

存
在

し

な

い
も

の
に

関

す

る
能

力

」
で

あ

り
、
想

像
力

と

呼
ば

れ

る
も

の
に
外

な

ら
な

い
。

(
自
然
を
人
間
化
す
る
能
力
は
、
言
は
ば
生
き
物
を
求
め
る
欲
望
に
根
ざ
す
、

本
質
的
に
曖
昧
な
力
で
あ
る
。
無
論

こ
れ
は
非
合
理
的
な
力
で
あ
り
、
自
然
は
元

来
人
間
化
な
ぞ
に
応
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
従

っ
て
人
間
化
さ
れ
た
自
然
と
は
、

そ
の
純
粋
な
形
で
は
神
話
に
他
な
ら
ず
、
言
ひ
換

へ
れ
ば
僕
等
の
言
葉
に
支

へ
ら

れ
た
世
界
で
あ
る
。

歴
史
は
神
話
で
あ
る
。
史
料
の
物
質
性
に
よ

っ
て
多
か
れ
少
か
れ
限
定
を
受
け

ざ
る
を
得
な
い
神
話
だ
。
》

(
「
歴
史
に
つ
い
て
」
)

自
然

に
対

応

す
る

人
間

の
異
質

の
二

つ
の
能

力

は
、

一
方

の
極

限

に
於

て
自
然
科

学

を
生

み

、

一
方

の
極
限

で
神

話
を

生
む

。
「歴

史

は
神

話

で
あ

る
」

と

い
う
美
し

い
断
定

は
、

現
実

に
存
在

し

な

い
も

の
に
関

す

る
能
力

が

な

け
れ
ば

歴
史

は

あ
り

得
な

い
と

い
う

こ
と

の
詩

的
な

表

現
で
あ

る

。

し

か
も

、

「
史
料

の
物

質
性

に
よ

っ
て
多

か
れ

少
か

れ
限

定
を
受

け
ざ

る

を

得

な

い
」
と

い
う

言
葉

は
、
実

証
性

を
排

除

し

て
は
ま

た
歴
史

は

あ
り

得

な

い

こ
と

を
示

し

て

い
よ
う

。

こ

こ
で
も

う

}
度

うリ環
境

」

の
中

の
言
葉

に
注
目

し
よ

う
。

「
こ
の
歴

史

を
創

る
現

在

の
立
場

を
離

れ

て
、
過

去

の
歴
史

を
振

返

る
と

い
ふ

事
は

考

へ
ら

れ

ぬ
」
と

い
わ

れ

る
が

、
近
代

の
歴

史
主

義

に
馴
致

さ
れ

た
我

々

は
、

こ

の
自

明

の
道

理
さ

え
観
念

の
迷
路

の
中
で
忘

れ

て
し

ま

う
。
我

々

の
頭

の
中

に
あ

る
歴
史

図
式

の
呪

縛
か

ら
逃

れ

る

の
は
意
外

に

困
難

な

の

だ

。

そ
の

こ
と
を

彼

は
次

の
よ

う
に
言

う
。

《
外
物
の
検
証
に
よ
っ
て
次
第
に
真
理
の
世
界
を
築
い
て
行
く
能
力
に
と

っ
て

は
、
自
然

へ
の
屈
従

こ
そ
、
そ
の
絶
対
の
条
件
な
の
だ
が
、
言
ひ
換

へ
れ
ば
、
自

然

へ
の
屈
従
に
よ
っ
て
、
自
然
の
認
識
は
そ
の
純
粋
を
期
す
る
の
で
あ
る
が
、
歴

史

の
認
識
は
ど
う
し
て
も
純
粋
な
姿
を
取
り
得
な
い
。
言
は
ば
歴
史
を
観
察
す
る

条
件
は
、
又
こ
れ
を
創
り
出
す
条
件
に
外
な
ら
ぬ
と
い
ふ
様
な
不
安
定
な
場
所
で
、

僕
等
は
歴
史
と
い
ふ
言
葉
を
発
明
す
る
。
生
き
物
が
生
き
物
を
求
め
る
欲
求
は
、
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自
然
の
姿
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
て
、
到
る
処
で
史
料
と
い
ふ
抵
抗
物
に
出
会

ふ
わ
け
だ
が
、
欲
求
の
力
は
、
抵
抗
物
に
単
純
に
屈
従
し
て
は
ゐ
な
い
。
こ
の
力

に
と
っ
て
、
外
物
の
検
証
は
、
歴
史
の
世
界
を
創

っ
て
行
く
上
で
、
消
極
的
な
条

件
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
ど
ん
な
に
史
料
が
豊
富

に
な

っ
て
も
、
そ
の
網
の
目
の
な
か

で
僕
等
の
想
像
力
は
ど
こ
ま
で
も
自
由
で
あ
ら
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
》

(
「歴
史

に
つ
い
て
」
)

こ
こ
で

は
、
「生

き

物
が

生
き

物

を
求

め

る
欲
求

」

の
力

に
、
つ
ま
り
、
生

き

た

人
間

の
生

々
し

い
過

去

へ
の
思
慕

に

歴
史

の
根

源
を

認

め

て

い
る
。

知

性

と
自
然

の
間

に
は
、

「
自

然

常
数

」

が
あ

り
得

て
も
、

欲
求

の
強

さ

と
史
料

の
物
質

性

の
間

の
均

衡

は
千
差

万

別
で

あ

ろ
う

。
小

林

は

こ

ゝ
に

様

々
な
史

観

の
発
生

す

る
契

機
を

み

と
め

る
。

そ

れ
は

や
が

て
、

「
人
間

は
歴
史

の
尺
度

で

は
な

く
、

歴
史

が

人
間

の
尺
度
で

あ

る

」

(註

2

)
と

い
う
倒

錯

し
た

妄
想

に
対

す

る
激

し

い
攻

撃

と
な

る
。

こ

ゝ
で

「
歴
史

」

と

い
う

の
は
、

厳
密

に
言

え
ば

「
史

観
」

で

あ

っ
て
、

人

間

の
理
智

の
構

成

し

た
史

観
が

逆

に

人
間

を
呪

縛
し

て
ゆ
く
危

機

を
述

べ
て

い
る

の
で

あ

る
。

(註
1
)
江
藤
淳

「
小
林
秀
雄
」
二
八
四
貢

(註
2
)

「歴
史
と
文
学
」
第

一
章

三
、
歴
史
の
客
観
性

「
歴
史

の
客

観
性

」

と

は
、

そ

こ
に
石

が
あ

る

と

い
う

の
と

同
じ

意
味

で

「
歴

史

が
存

在

す

る
」

と
考

え

る

こ
と

な

の
で

あ

ろ
う
か

。

小
林

は

こ

れ

に

つ
い
て
次

の
よ
う

に
言

う
。

《客
観
的
と
い
ふ
言
葉
が
極
め
て
簡
単
な
歴
史
事
実
も
覆
ふ
に
足
り
な
い
事
を
、

僕
等
は
日
常
経
験
に
よ

っ
て
よ
く
知

っ
て
ゐ
乍
ら
、
ど
う
し
て
、
限
り
な
い
歴
史

事
実
の
集
り
流
れ
る
客
観
的
な
歴
史
世
界
と
い
ふ
様
な
も
の
を
信
ず
る
に
至
る
の

で
あ
ら
う
か
。
き

っ
か
け
は
恐
ら
く
、
疑
ひ
や
う
も
な
く
客
観
的
な
自
然
と
い
ふ

も
の
に
衝
突
せ
ず
に
、
そ
こ
に
何
等
か
の
刻
印
を
遺
さ
ず
に
、
歴
史
は
現
れ
る
事

も
出
来
ず
、
進
行
す
る
事
も
出
来
な
い
と
い
ふ
事
情
が
与

へ
る
の
で
あ
る
。
言
は

ば
歴
史
と
い
ふ
河
が
、
自
然
の
上
に
彫
ら
ざ
る
を
得
な
い
河
床
に
、
歴
史
と
い
ふ

生
き
物
が
、
自
然
の
上
に
投
げ
ざ
る
を
得
な
い
影
に
、
客
観
的
と
い
ふ
言
葉
が
纏

ひ
付
き
、
影
に
よ

っ
て
実
物
が
類
推
さ
れ
る
の
だ
。
こ
の
無
邪
気
な
類
推
が
歴
史

的
存
在
と
い
ふ
概
念
を
生
む
。
唯
物
史
観
と
い
ふ
擬
科
学
の
土
台
で
あ
る
。
》

(

「
歴
史

に
つ
い
て
」
)

歴
史

は
自
然

の
空

間

と
時

間

の
中
で

創
ら

れ

る
外
は

な

い
。
人

間

の
意

志

は

「自
然

の
傷

」
と
し

て
残

る
。

そ
れ

が
史
料

で

あ
り

遺
跡

で
あ

ろ
う

。

し

か
し

、
歴
史

事

実
と

い
う
も

の
は
完

結
し

た
瞬

間

に
消
滅

す

る
。
自

然

と
同
じ

意
味

で

は
ど

こ

に
も

「
存

在
」

し

な

い
。
人
間

が

「
与

え
ら

れ
た

史

料
を

き

っ
か

け
と
し

て
歴
史

事
実
を

創

っ
て
ゐ
る
」

の
だ

か
ら

。
史

料

や
遺
跡

は

、
あ

り

の
ま

ゝ
の
姿

で

は
物

質

で
あ

る
。
物

質

は
客

観

的
存

在

で

あ

る
。

「
客
観

的

」
と

い
う

言
葉

は
、

最
も
純

粋

な
形
で

は
、

人

間
が

物

質

に
対

す

る
関
係
で

あ

ろ
う

。
小
林

は

「
歴
史

的
存

在

」
と

い
う
概

念

は
誤

り
で

あ

る
と
す

る
。

そ
れ

は
歴

史
認

識
が

自
然

認
識

と
全

く
同
次

元

で

行
わ

れ
る
と

こ
ろ
に
生

ず

る
誤
謬

で
あ

る
。

林
房

雄

の
「
西

郷
隆

盛

」
の
批

評
文

の
中

で
、

彼

は

こ
の
問
題

に
触

れ

て

次

の

よ
う

に
述

べ
る
。

(
歴
史
を
知
る
の
も
、
人
間
を
知
る
の
と
同
じ
事
だ
ら
う
。
こ
ち
ら
か
ら
こ
と

さ
ら
観
察
眼
を
働
か
し
て
、
隙
の
な
い
判
断
だ
と
か
解
釈
だ
と
か
を
得
よ
う
と
し

て
み
て
も
決
し
て
巧
く
行
く
も
の
で
は
な
い
。
歴
史
も
亦
人
間
の
や
う
に
問
ふ
に
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落

ち
ず

語
る

に
落
ち

る
も

の
で
あ

る
。
》

(
「林

房
雄

の

「
西
郷
隆
盛
一

」
)

《
歴
史

観

の
上
で
客

観
主
義
と

い
ふ
様
な
も

の
に

ご
だ

は

っ
て
ゐ

る
の
は
、
人

に
対

し
て
胸
襟
を

開
く

こ
と
が
出
来

ぬ
や
う
な

も
の
で
、
外
見

は
虚

心
に
み

え
て
、

実

は
少
し
も
虚

心
と
い
ふ
も

の
の
真

意
を
解

せ
ず
、
思

ひ
上

っ
て
ゐ

る
の
で
あ

っ

て
、
本
当

の
意
味

で
客
観
的
な
態
度

て
も
な

け
れ
ば
、
実

証
的
な
態
度

と
も
言

へ

な
い
と
思
ふ
。

こ
の
態
度
と

い
ふ
言
葉

に
注
意

す
る
が

よ
い
。
物

か
ら
離
れ

、
心

を
空
し
く
す

る
時
に
、
物

の
客

観
性
と

い
ふ
も
の
が
、

自
ら
現
れ

て
来

る

の
で

は

な

い
。
物

に
対

し

て
透
徹
し

た
関
心
を
努
力

し

て
工
夫

し
て
、

は
じ

め

て
物

の
客

観
性
を
得

る

こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る

。
》

(
「林

房
雄
の

「西

郷
隆
盛
』
」

)

客

観

主

義

と

い

う

立

場

に

固

執

す

る

こ

と

は

、

思

い

上

り

で

あ

っ
て

勿

論

虚

心

で

は

な

い
。

か

と

い

っ
て

、

完

全

に

う

つ
ろ

な

、

受

動

的

な

心

が

虚

心

と

い

う

わ

け

で

も

な

い

。

虚

心

と

は

「
物

に

対

し

て

透

徹

し

た

関

心

を

努

力

し

て

工

夫

」

す

る

こ
と

で

あ

り

、

「
常

に

努

力

し

て

己

れ

の

鏡

を

磨

い

」

て

ゆ

く

ポ

ジ

テ

ィ

ヴ

な
姿

勢

で

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

。

「
問

ふ

に
落

ち

ず

語

る

に
落

ち

」

た

歴

史

と

は

、

うリ
歴

史

の
客

観

性

」

を

語

る

卓

抜

し

た

比

喩

で

あ

る

。

こ

う

い

う

鋭

い
比

喩

に

よ

っ
て

、

歴

史

の

客

観

性

と

い

う

言

葉

は

初

め

て

科

学

主

義

の

ヴ

ェ
ー

ル
を

は

ぎ

と

ら

れ

、

そ

の

微

妙

な

真

の
意

味

を

回

復

す

る

の

で

あ

る

。

《
現
代

人
は
、
何

は
と
も

あ
れ
、
歴
史

の
客
観
性

だ
と
か

必
然
性
だ

と
か

い
ふ

言
葉
を
、
実

に
よ
く
覚

え
込
ん
で
し
ま

っ
た
の
で
あ
り
ま

す
。

そ
し
て
歴
史
を
冷

た

い
眼
で

、
ジ

ロ
ジ

ロ
眺
め

て
ゐ

る
。
暖

い
眼
で
も
向

け
た
ら
、

歴
史

の
客

観
性

が
台
無

し
に
な

っ
て
し
ま
ふ
と
で
も
思

っ
て
ゐ
る
ら
し

い
。
そ
し

て
無
論
心
楽
し

ん
で
ゐ
る
わ
け
で

は
な
い
。
し
た
が

っ
て
皮

肉
屋

に
な
る
。
し
か
も

、
単
な

る
皮

肉

屋
に
堕
し

て
ゐ
る

こ
と

に
は
、

な
か
な
か
気
が

つ
か

な

い
、
自

分
は
歴
史
を

正

し

く
見

て
ゐ

る
と
思

い
込
ん
で
を

り
ま
す
か
ら
。

は
た
し

て
正
し

く
見

て
ゐ

る
の

だ
ら
う
か
。
そ
れ
と
も
、
た
だ
冷
淡
に
構

へ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
か
。
》

(
「歴
史

と
文
学
」
)

武
装

し

た
冷

た

い
眼
が

「
客
観
性

」

を
得

る

の
で

は
な

い
。

そ
う

い

う

眼

は

「
歴
史

の
峙
外

に
身

を
置
」

い
た
眼
で

あ

る
。

そ
う

い
う

眼

の
と
ら

え
る

歴
史

と

は
、
自

然
科

学
的

時

間

の
中

に
置
か

れ

た
図
式

に
過

ぎ

ぬ
で

は
な

い
か

。
小

林

は
ま

た

、

(
歴
史
は
眼
を
う

つ
ろ
に
し
て
ゐ
さ

へ
す
れ
ば
、
誰
に
も
見
は
る
か
す
こ
と
の

で
き
る
、
平
均
に
な
ら
さ
れ
、
整

然
と
区
別
の
つ
い
た
平
野
の
や
う
な
も
の
で
は

な
い
。
》

(
一女歴
史
と
文
学
」
)

と
も

言
う
。

そ
し

て
、

「う
う

つ
ろ
な
眼

」
で

も
、

「
冷

た

い
眼

」
で
も

な

い

「
暖

い
眼

」

の
必

要

を
説
く

の
で

あ

る
。

《
歴
史
を
貫
く
筋
金
は
、
僕
等
の
愛
惜
の
念
と
い
ふ
も
の
で
あ

っ
て
、
決
し
て

因
果
の
鎖
と
い
ふ
や
う
な
も
の
で
は
な
い
と
思
ひ
ま
す
。
》

と
断

定

す

る
時
、

「
歴
史

は
思

い
出
で

あ

る
」

と

い
う
独

創
的

な
発
想

が

生

れ

る

の
で

あ

る
。

四

、

歴

史

の

一
回

性

小

林

の
歴
史

論

に

「
思

い
出
」

と

い
う
言

葉

が
最
初

に
現
わ

れ

る

の
は

次

の
部

分
で

あ

る
。

(
歴
史
は
繰
り
返
す
、
と
は
歴
史
家
の
好
む
比
喩
だ
が
、

一
度
起

っ
て
了

っ
た

事
億
、
二
度
と
取
返
し
が
付
か
な
い
と
は
、
僕
等
が
肝
に
銘
じ
て
承
知
し
て
ゐ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
僕
等
は
過
去
を
惜
し
む
の
だ
。
歴
史
は
人

類
の
巨
大
な
恨
み
に
似
て
ゐ
る
。
若
し
同
じ
出
来
事
が
、
再
び
繰
り
返
さ
れ
る
様

な
事
が
あ

っ
た
な
ら
、
僕
等
は
、
思
ひ
出
と
い
ふ
様
な
意
味
深
長
な
言
葉
を
、
無
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論
発
明
し
損
ね
た
で
あ
ら
う
。
後
に
も
先
に
も
唯

一
回
限
り
と
い
ふ
出
来
事
が
、

ど
ん
な
に
深
く
僕
等
の
不
安
定
な
生
命
に
繋
っ
て
ゐ
る
か
を
注
意
す
る
の
は
い
い

事
だ
。
》

(
「,歴
史
に
つ
い
て
」
)

歴
史

的

な
事

件

と

い
う

も

の
は
、

す

べ

て
、
は

か
な

い
生

に
於

け

る
換

置
す

べ
か

ら
ざ

る
邊

遁
で

あ

る
。
歴

史

の

}
回
性

は
、

生

そ

の
も

の
の
不

安
定

に

よ

っ
て
そ

の
厳

粛

さ
を

倍
加

す

る
。
彼

は

こ
こ
で
も

、

日
常

経
験

の
中

か
ら

、
歴
史

に
関
す

る
根

本

の

「
技

術

」
を

さ
ぐ

っ
て
ゆ
く

。

(

子
供
が
死
ん
だ
と
い
ふ
歴
史
上
の

一
事
件
の
掛
替

へ
の
無
さ
を
母
親
に
保

証
す
る
も
の
は
、
彼
女
の
悲
し
み
の
他
は
あ
る
ま
い
。
ど
の
様
な
場
合
で
も
、
人

間
の
理
智
は
、
物
事
の
掛
替

へ
の
無
さ
と
い
ふ
も
の
に
就
い
て
は
、
為
す
処
を
知

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
悲
し
み
が
深
ま
れ
ば
深
ま
る
ほ
ど
、
子
供
の
顔
は
明
ら
か

に
見
え
て
来
る
。
恐
ら
く
生
き
て
ゐ
た
時
よ
り
も
明
か
に
。
愛
児
の
さ
さ
や
か
な

遺
品
を
前
に
し
て
、
母
親
の
心
に
、
こ
の
時
何
事
が
起
る
か
を
仔
細
に
考

へ
れ
ば

さ
う
い
ふ
日
常
の
経
験
の
裡
に
、
歴
史
に
関
す
る
僕
等
の
根
本
の
知
恵
を
読
取
る

だ
ら
う
。
そ
れ
は
歴
史
事
実
に
関
す
る
根
本
の
認
識
と
い
ふ
よ
り
も
、
寧
ろ
根
本

の
技
術
だ
。
其
処
で
、
僕
等
は
与

へ
ら
れ
た
歴
史
事
実
を
見
て
ゐ
る
の
で
は
な
く

与

へ
ら
れ
た
史
料
を
き

っ
か
け
と
し
て
、
歴
史
事
実
を
創

っ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
。

》

(
うう歴
史
に
つ
い
て
」
)

古

人

へ
の
愛
惜

の
情
が

深

け
れ
ば

深

い

ほ
ど
、

歴
史

は

明
確

な

姿
を

見

せ

る
の
で

あ

る
。

「
与

へ
ら

れ
た
史

料
を

き

っ
か

け
と

し

て

、
歴
史

事
実

を
創

る

」
と

い
う

の
は

、
歴
史

の
秘
密

に
迫

る
的
確

な

言
葉

で
あ

る

。

「

見

る
」

こ
と

は
単

な

る
認
識
だ

が

、

「
創

る

」

こ
と

は

一リ技
術

」
で
あ

る

そ
し

て

、

こ
の

一女技

術
」

の
最
も
原
初

的

な
形

は

、

「
さ

さ
や
か

な
遺

品

と
深

い
悲

し
み

と

さ

へ
あ

れ
ば

、

死
児

の
顔

を

描

く

に
事
を

歓
か

ぬ
あ

の

母
親

の
技

術
」

つ
ま

り

「
思

い
出

」
と

い
う
能

力
な

の
で
あ

る
。

し

か
し

、
複

雑
精
徴

な

理
論

で
武

装
し

た
様

々

の
史
観

の
洪

水

は
、

こ

の
最

も
素
朴

な

「
思

い
出

」

の
技
術

の
行
使

を

さ
ま

た
げ

る
。

戦
後

、
小

林

は

こ
の
問
題

に

ふ
れ

て
次

の
よ

う

に
言

う
。

(
歴
史
の
見
方
が
発
達
し
て
来
ま
す
と
、
.過
去
の
時
間
を
知
的
に
再
構
成
す
る

と
い
ふ
事
に
頭
を
奪
は
れ
、
言
は
ば
時
間
そ
の
も
の
を
見
失
ふ
と
い
っ
た
事
に
な

り
勝
ち
な
の
で
あ
る
。
私
達
が
、
少
年
の
日
の
楽
し
い
思
ひ
出
に
耽
る
時
、
少
年

の
臼
の
希
望
は
蘇
り
、
私
達
は
未
来
を
目
指
し
て
生
き
る
。
老
人
は
思
ひ
出
に
生

き
る
と
い
ふ
。
だ
が
、
彼
が
過
去
に
賭
け
て
ゐ
る
も
の
は
、
彼
の
余
命
と
い
ふ
未

来
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
が
、
時
間
と
い
ふ
も
の
の
不
思
議
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

様
な
場
合
、
私
達
は
、
過
去
を
作
り
直
し
て
ゐ
な
い
と
は
言
は
ぬ
。
過
ぎ
た
時
間

の
再
構
成
は
必
ず
行
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
ま
こ
と
に
微
妙
な
、

そ
れ
と
気
付
か
ぬ
自
ら
な
る
創
作
で
あ
り
ま
す
。

(中
略
)
私
達
の
思
ひ
出
と
い

ふ
心
の
動
き
の
う
ち
に
、
深
く
隠
れ
て
ゐ
る
、
こ
の
様
な
技
術
が
、
歴
史
家
達
に
、

過
去
に
あ

っ
た
他
人
達
を
思
ひ
出
す
時
に
、
応
用
出
来

ぬ
わ
け
が
あ
り
ま
す
ま

い
。
》

(
一,私
の
人
生
観
」
)

い
ず

れ

に
せ

よ
、
過

去

の
時
間

の
再
構

成

が
な

け
れ

ば
歴
史

は
あ

り

得

な

い
。
そ

の
場
合

「
知
的

な

再
構

成
」
と

「
そ
れ
と

気
付

か

ぬ
自
ら

な

る
創

作

」

と
は

い
ず

れ
が

「
客

観
的

」
で
あ

り

得
る

か
。

勿
論

後
者

で
あ

る

。

そ
し

て
、
後

者
が

「
思

い
出

」

の
技
術
で

あ

る
。

こ
こ

に
は
、
し
ば

し
ば

誤

解

さ
れ

る
感

傷

的
な

観
念

論
と

は
全

く
別

の
、

極
め

て
リ

ア
ル
な
歴
史

へ
の
接

近
、

或

い
は
歴

史

の
喚
起

が
と

か
れ

て

い
る

の
で
あ

っ
て
、

そ
れ

は
デ

ィ
ル
タ
イ

の

「
追
体

験

」

に
似

た
思

想
で

あ

る
。
丸

山
真

男

は

「
日

本

の
思

想
」

に
於

て
、

日
本

人

の
精
神
生

活

に
於

け

る
思
想

の

「
継

起

」

の
パ

タ

ー

ン
と
し

て

(
過
去

は
過
去

と
し

て
自

覚
的

に
現
在

と
向
き

あ

わ

ず

、
傍

に
お

し
や

ら
れ

、
あ

る

い
は
下

に
沈

降
し

て
意
識

か
ら

消
え

「
忘
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却

」

さ

れ

る
の
で

、

そ
れ
は
時

あ

っ
て
突

如

と
し

て

「
思

い
出

」
と

し

て

噴

出

す

る

こ
と

に
な

る
》

と
述

べ
、

「
思

い
出

」
を

「
忘
却

」

の
反
対

概

念
と

し

て
提

示
し

て

い
る

の
は
、
小

林

の

「
思

い
出

」

の
全

く
恣

意

的
な

歪
曲

で
あ

る

(註

1

)
。

小

林

の

「
思

い
出
」

と

い
う
言

葉

は
、
歴
史

と

は

「
掛

け
替

へ
の
な

い

そ

の

日
そ

の

日
」

で
あ

っ
た

と

い
う
痛
感

に
裏

づ

け
ら

れ

て

い
る
。

彼

の

歴
史

観

の
底

に
は
、

人
生
と

は

「
二
度

と
生

き

て
み

る
事

は
、

決
し

て
出

来

ぬ
命

の
持

続
」

だ

と

い
う

強
烈

な
生

の
燃

焼
が

あ

る
。
宮

本

武
蔵
の

「リ

我
事

に
於

て
後
悔

ぜ
ず

」
と

い
う
言
葉

に
註

し

て

「
自

分

の
生

き

て
来

た

こ
と

に

つ
い

て
、

そ

の
掛
げ

替

へ
の
な

い
命

の
持

続
感

を

持

て
」
(註

2

)

と

言

い
、

「
行
為

は

別

々
だ
が

、
そ

れ

に
賭

け
た

命

は

い

つ
も

同
じ

だ

、

そ

の
同

じ
姿

を

行
為

の
緊

張
感

の
裡

に
悟

得

す

る
」
(註

3

)
と

言

う
時

、

日
々
は

絶
対

で
あ

り

、
全

過
去

は
肯
定

さ
れ

る
。

「
あ

ら

ゆ

る
歴
史

事
実

を

、
合

理
的

な

発
展

図
式

の
諸
項

目

と
し

て
し
か

考

へ
ら

れ

ぬ
」
(註

4

)

歴
史

発

展

の
理
論

は

、

日
々
が
窮

極

の
目
標

へ
の
段

階
で

あ

り
、
相

対
的

価

値
し

か

持
た

ぬ
と

い
う
意

味

で
小
林

の
峻
拒

す

る
と

こ
ろ

と
な

る
。

既

に
は

や
く

、
有

名
な

「
近

代

の
超

克

」
座
談

会

二

九

四

二

・
昭

一
七

)

に
於

て
、(近

代
の
史
観
と
い
ふ
も
の
を
、
大
ざ

っ
ぱ
に
言
え
ば
、
歴
史
の
変
化
に
関
す

る
理
論
と
言
え
る
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
れ
に
対
し
て
歴
史
の
不
変
化
の
理
論
と

い
う
も
の
も
可
能
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
す
。
》

(註
5
)

と

い
う
発

言
が

見

ら
れ

る
。

い
う
ま

で
も

な

く
、

「
近
代

の
超

克

」
は

、

戦
時

下

の
政

治
的
要

請

に

こ
た
え

て
、

ヨ
r

ロ

ッ
パ
的

な
も

の
を
克

服

し

て
、

日
本

的

な
も

の
を

再
確

認
し

よ
う

と
す

る
、
別

の
意

味

の
発

展
史

観

で
あ

っ
た
が

、
彼

は

そ
れ
を
逆

手

に
と

っ
て
発
展
史

観

そ

の
も

の

の
虚

偽

を

た

た

い

た

の

で

あ

る

。

(註

1
)
丸

山
真
男

「
日
本

の
思

想
」

一
一
頁
=

一
二
頁

(註

2
)

(註
3

)

「私

の
人
生

観
」

(註

4
)

「
歴
史
と
文
学
」

(註

5
)

「
反
近
代

の
思
想
」

(現
代
日
本
思
想
天

系

)
四
八
頁

五
、

形

と

し

て

の

歴

史

小

林

は

日
本

の
古

典
文

学

に

つ
い

て
、

《
自
分
は
古
典
を
読
ん
で
知
る
と
い
ふ
よ
り
も
、
む
し
ろ
古
典
を
眺
め
て
感
ず

る
術
を
お
ぼ
え
た
気
が
し
て
ゐ
る
。
》

(
「年
齢
」

一
九
五
〇

・
昭
二
五
)

と

言

っ
て

い
る
。
古

典

の

こ
う

い
う
と
ら

え
方

は
歴

史

に
於

て
も
全

く

同

じ
で

あ

る
。

「
歴
史

に

つ
い
て
」
に
於

て
述

べ
ら
れ

た

「
思

い
出

」

の
技

術

は
、

「
歴
史

と
文

学
」

に
於

て
は
次

の
よ

う

に
な
る
。

《
歴
史
事
実
と
は
か

っ
て
或
る
出
来
事
が
あ

?
た
と
い
ふ
だ
け
で
は
足
り
ぬ
。

今
も
な
ほ
そ
の
出
来
事
が
在
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
仕
方
が
な
い
。
母
親

は
そ
れ
を
知

っ
て
ゐ
る
は
ず
で
す
。
母
親
に
と

っ
て
、
歴
史
事
実
と
は
、
子
供
の

死
で
は
な
く
、
む
し
ろ
死
ん
だ
子
供
を
意
味
す
る
と
言

へ
ま
せ
う
。
》

「
子

供

の
死

」

は
抽

象

的
事

件
だ

が
、

「
死

ん
だ

子
供

」
と

は
具

体
的

な

形
で

あ

る
。

歴
史

は
具

体
的

な

「
形
」
と
し

て
感

じ

ら
れ

な
け

れ
ば

な

ら

ぬ
も

の
な

の
だ
。

江
藤
淳

が

、
こ
の
部
分

を
引

用
し

て
、

「
彼

は

既

に
歴

史

を
生

き
は
じ

め

て
ゐ

る
」

と
言

い
「
「
実

証
」

す

る
観
照

家
か

ら

行
動
家

に
変
身

し
」

た
と

い
う

の
も

、

こ
の
限
り

に
於

て
は
充
分

首
肯

で
き

る
。

(
註
1

)

「
形
」

と
は
勿

論

「
観
念

」

の
対
照

語
で

あ

っ
て
、

こ
の
言
葉

は

小
林

の
歴
史

観

を
解
く

鍵

の

一
つ
で
あ

る
。
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「
無

常

と

い
ふ
事

」

の
冒

頭

は
美

し

い
が
、

そ

こ
で

彼
は

一
言

芳

談
抄

の
な

か

の
短

文

を

《
当
時

の
絵

巻
物

の
残

欠

で
も
見

る
様

》

に
思

い
出
し

文

の
節

々
を

《
古
び

た
絵

の
細

勤

な
描
線

を
辿

る
様

に
》

辿

つ
た
と
書

い

て

い
る
。
小

林

に
と

っ
て
、
歴

史

に
ふ

れ
る

と
は

、
色

彩
と

線

に

よ

っ
て

作

ら

れ
た

具
体
的

な
形

に
ふ

れ
る

こ
と
で

あ

っ
た

。

そ

の
時

の
感

動

を

ふ

り
か

え

っ
て
、

彼

は
更

に
次

の
よ

う

に
続

け

る
。

《
僕
は
た
だ
あ
る
充
ち
足
り
た
時
間
が
あ

っ
た
事
を
思
ひ
出
し
て
ゐ
る
だ
け
だ
。

自
分
が
生
き
て
ゐ
る
証
拠
だ
け
が
充
満
し
、
そ
の

一
つ
一
つ
が
は

っ
き
り
と
わ
か

っ
て
ゐ
る
様
な
時
間
が
。
無
論
、
今
は
う
ま
く
思
ひ
出
し
て
ゐ
る
わ
け
で
は
な
い

の
だ
が
、あ
の
時
は
、実
に
巧
み
に
思
ひ
出
し
て
ゐ
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
。
何
を

鎌
倉
時
代
を
か
。
さ
う
か
も
知
れ
ぬ
。
そ
ん
な
気
も
す
る
。
》

[う
思

い
出

す

」

と

い
う

こ
と

は
、

具
体
的

な

イ

メ
ー
ジ

と
し

て
換

起

さ

れ

る

こ
と

だ
。

観

念
と

し

て

の
歴

史

は
、

理
解

す

る

こ
と

は
出

来

て
も

、

感

じ

る

こ
と

は
出

来
ま

い
。

形
と

し

て
体
験

さ

れ
た
時

、

始
め

て
歴
史

は

生
き

ら

れ
、
生

は

充

足
す

る
。
恐

ら

く
彼

の
歴
史

の
追

求

が

行
き

つ
い
た

窮
極

と

思
わ

れ

る
次

の
言
葉

に

注
目
し

よ

う
。

《
歴
史
の
新
し
い
見
方
と
か
新
し
い
解
釈
と
か
い
ふ
思
想
か
ら
は
っ
き
り
逃
れ

る
の
が
、
以
前
に
は
大
変
難
か
し
く
思

へ
た
も
の
だ
。
さ
う
い
ふ
思
想
は
、

一
見

魅
力
あ
る
様
々
な
手
管
め
い
た
も
の
を
備

へ
て
、
僕
を
襲

っ
た
か
ら
。

一
方
歴
史

と
い
ふ
も
の
は
、
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
動
か
し
難
い
形
と
映

っ
て
来
る
ば
か
り
で
あ

っ
た
。
新
し
い
解
釈
な
ぞ
で
び
く
と
も
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
ん
な
も
の
に
し

て
や
ら
れ
る
様
な
脆
弱
な
も
の
で
は
な
い
、さ
う
い
ふ
事
を
い
よ
い
よ
合
点
し
て
、

歴
史
は
い
よ
い
よ
美
し
く
感
じ
ら
れ
た
。
》

歴
史

を

形
と

し

て
感

ず

る

こ
と

が
で
き

た
時

、

「
歴
史

の
魂

に
推

参
す

る
」

行
為

は
、

は
じ

め

て
完
了

す

る
。

こ
う

い
う

思
想

は
、

戦
争

の
劫

火

の
中

を

く
ぐ

っ
て
も
全

く
変

ら

な
か

っ
た

。
先

に
あ

げ
た

「
年
齢

」
と

い

う
短

文

の
中

で
、
彼

は

(
上
手
に
思
ひ
出
す
と
は
、
過
去
が
見
え
て
来
る
、
或
る
形
と
し
て
感
じ
ら
れ

て
来
る
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
伝
統
と
は
習
慣
の
様
に
、
誰
も
そ
の
中
に
ゐ
る
と
い

ふ
様
な
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
寧
ろ
各
人
が
そ
の
能
力
に
応
じ
て
創
り
出
す
過
去

の
形
で
あ
ら
う
が
、そ
の
形
は
誰
に
も
定
義
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
》

と
述

べ
て

い
る
。

小
林

に
と

っ
て
、

歴
史

と

は
必
寛

「
解

釈

を
拒
絶

し

て

動

じ
な

い
」

美
し

い

形
で
あ

る

。

こ
う

い
う
発
想

は

、
恐

ら

く
造
型

美

術

に
よ

っ
て
練
麿

さ

れ

た
彼

の
視

覚
と
無

関

係
で

は
あ

る
ま

い
。

「
物

を

作

ら

ぬ
人

に
だ

け
、

美

は
観
念

な

の
で

あ

る
」

(
註
2

)
と

彼

は

い
う

の
だ

が

、

「
歴
史

を
創

ら

ぬ
人

に
だ

け
、

歴
史

は
観

念

な

の
で

あ

る
」

と

い
う

の
が
、

小
林

の
歴

史
論

か

ら
自

然

に
導

き

出

さ
れ

る
結
論

で

あ

る
。

(註
1
)
江
藤
淳

「
小
林
秀
雄
」
三
〇
八
頁
-
三
〇
九
頁

(註
2
)

「私
の
人
生
観
」

六

、

追

記

小
林

秀
雄

は

昭
和

の
最

も
独

創
的

な
思

想
家

と

い
わ

れ
る

。
し

か
し

、

そ

の

「
独
創

」

は
常

に
自

明

の

一,常

識
」

の
徹

底
的

深

化
と

い
う

点

に
あ

る

の
で
、
晦

渋

な
文

体

の
底

に
鉱
脈

の
よ
う

に
輝
く

美
し

さ

は
、
感

傷

や

虚

偽

の
影

が
全

く
な

い
と

こ
ろ
か

ら
来

る
。
彼

の
評

論

の
中

に

は
、

昭
和

の
時

代
が

直
面

し

た
思
想

の
本

質
的

問
題

の
す

べ
て
が
包

括

さ
れ

る
。

彼

ほ
ど

時
代

の
返
り
血

を
満

身

に
浴
び

た
思

想
家

は
あ

る

ま

い
。

マ
ル
キ

シ

ズ

ム
、
私

小
説

、
思

想

と
生
活

、
戦

争

、
歴
史

、

こ
う

い
う

大
き

な
問

題

を
強

い
気

魂
で

論
断

し

て
行
く

彼

の
姿

は
、
ま

さ

に

「
思
想

の
武

士
」

(
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角

川
文

庫

「
私

の
人
生

観
」
解
説

)
に
ふ

さ
わ
し

い
。
特

に
歴
史

の
問
題

は

理
論

化

の
困

難
を

宿
命

と
し

て
背
負

っ
て

い
る
。
ま

し

て
小

林

の
歴
史

論

は
記
述

で

は
な

い
。
表

現
で
あ

る
。

時

に
は
歌

で

さ
え
あ

る

。

そ
の
鋭

利

直

戯

な
文
体

の
き

ら
め

く

よ
う
な
硬

質

の
美
し

さ
を

感
ず

る

こ
と

な
く

し

て
、
論

理

の
筋
だ

け
追

う

の
は
無
意

味
で

あ

る
。

こ
の
小

論

は
表

題

の
ご
と
く

「
ノ
ー

ト
」
.て
あ
り

、
彼

の
歴
史
像

の
輪

郭

を
私

な
り

に
納

得
し

た

い
欲

求

に
駆
ら

れ

て
書

い
た
。

こ
の
種

の
文
と

し

て
、

原
文

の
持

つ
生
命

感
が

分
解

さ
れ

て
し

ま
う

の
は
残
念

で
あ

る
。

小

林

の
文

に
は
、

た
け
だ

け
し

い
叫
喚

は
全

く

な

い
が
、

読
む

こ
と

に

よ

っ
て
生
を

鼓
舞

さ

れ
る
と

い
う
意

味

で
、

や
は

り
現
代

に
於

け
る
稀

有

の

名

文

で
あ

る
。

そ
れ

は
常

に
緊
張

し

た
生
命

が
対

象

に
切

り

こ
む
衝
撃

を

伝

え

て
来

る
か

ら
で

あ

る
。

彼

の
眼

は

い

つ
も

生

の
根

源
を

凝
視

す

る
。

人
間
が

人

間
で
あ

る

限
り

生

そ

の
も

の

の
根

源

は
時
代

に
よ

っ
て
変

る
は
ず

が

な

い
。

そ

れ
故

、
歴

史

と

い
う

ご
と
き

、
時

代

の
政
治

の
影

響
を

最
も
敏

感

に
受

け

る
も

の
を

対

象

と
し

て
も

、
そ

の
時
代

を
超

え

る

こ
と

が
で

き
た

。

人
皆

争

っ
て

「

真
」
を

求
め

た
戦

後

の
混
乱
期

に
、
彼

は

「
美
は

真

の
母
か

も
知

れ
な

い

の
だ

」

(
「女
モ
ー

ツ
ア
ル
ト
」

一
九

四
六

・
昭

二

一
)
と
言

つ
て
い

る
。

「
真

」
は
遂

に
相

対
的

な
も

の
だ

が
、

「
美

」
と

は
人

を
沈
黙

さ

せ

る
絶

対

的
体

験
で

あ

る
。
小

林

の
す

べ

て
の
評
論

の
中

に
鳴

り
響

い

て

い
る
主

調

低
音

は
、

こ
の
短

い
言
葉

の
中

に
凝
縮

さ

れ
た
思

想

で
あ

る
。

二

九

六

五

・
七

・
二
六

)

▼
受

贈

雑

誌

昭

和
41

年

7
月

～
12
月

(
そ

の

二
)

(
四

一
頁

よ

り

つ
づ
く

)

日
本

文
学

誌

要

(
法
政

大

学

)
15

、
短

大
論

.
叢

(関
東

学
院

短
大

)
器

・
29
、

社
会

科
学

(
同
志

社

大
学

人
文

科
学

研

究

所

)
3

・
4
、

東
北

大
学

教
養
部

紀

要

4
、

日
本

大

学
人

文
科

学

研
究

所

研
究
紀

要

8
、

中
世

文
芸

(
広
島

大

学
中

世

文
芸

研
究

会

)
35

・
36
、

語
文

(
日
本
大

学

国
文

学
会

)
24

、
国

語

国
文

研
究

(
北
海

道
大

学

国
文

学

会

)
詔

、
国

語
学

(国

語
学
会

)
茄

・
66

、
文

化

(
東
北

大

学
文

学
部

)

1

.
2
、

軍
記

と
語

り
物

3

、
言
語

と
文

芸

47

・
娼

、
古

典

論
叢

10

、
国

文

(
お
茶

の
水

女

子
大

学
国

語
国
文

学
会

)
25
、

語
学

文
学

会
紀

要

(
北

一海

道
学

芸
大

学

)
4

、
能
楽

思

想
37
、
音

声
学

会
会

報

伽
、

▼
受
贈
抜
刷

近
松

の
道
行

(筑

紫
女

子
短

大

紀

要

1

)

黄
表

紙

「
黒

白
水

鏡

」

評
説

(九

州
女

子
大

学
紀

要

)

露

伴

の
名

人
も

の
と
禅

ー

「
一
口
剣

」
「
五
重
塔

」
「
風
流

仏

」
　

真

名
本

伊
勢

物

語
ー

助
動

詞

の
表

記
を

め
ぐ

っ
て
ー

(
北
九

州
大

学

開
学

二
十

周

年
記

念
論

文

集

)

奈
良
絵
本
と
丹
緑
本

橘

英
哲

市
場
直
次
郎

瀬
里

広
明

佐
田

智
明

天
理
図
書
館
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