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戦
後
日

本
精
神
史
の

な

か
の

昭
和
二

十
三

年

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
〔
1）

ー
『

菊
と

刀
』

と

東
京
裁
判
と

ー

世
紀
末
に

現
わ

れ
た
日

本
論

牛

村

圭 ，

　

米

国
の

日

本
近
現
代
史
家
ジ

ョ

ン

・

W
・

ダ

ワ

ー

の

肉
ミ
O

§
鳥

鑓
b
ミ
篝
野

誉−

暦

§

§
、

書

蕁
ぎ

ミ

ぎ
憶

ミ

蕁
丶

鵠
（
→

冨
Z
Φ

≦

掣
Φ
ω

ρ

Z
Φ

芝

輯
o

蒔
」
り

8
）

が

『

敗

北
を

抱
き

し

め

て
』

（

上
・

F
）

と

題
さ

れ

わ

が

国
で

刊
行
さ

れ

た

の

は、

世
紀
が

変
わ

っ

て

間
も

な
い

こ

ろ

だ
っ

た。
一

九
九

九

年
の

ピ

ュ

リ

ッ

ツ

ァ

ー

賞
を

獲
得
し

た

こ

と

が
、

翻
訳
刊
行
前
か

ら

前
評
判
に

な
っ

て

い

た

だ

け

に
、

H
本
の

読

書
界
は
乙

そ

っ

て

こ

の

大
部
な

歴
史
書
を

採
り

上

げ、

多
く

の

史
料
を

渉
猟
し

た

労

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
（
2

）

作
で

あ

る

と

し

て

迎
え

た
。

そ

し
て

讚
え

た
。

全
体
に

わ

た

る

批
判
的
な

書
評
は、

皆
無
と
い

っ

て

よ

か

っ

た
。

第
二

次
世

界
大

戦
の

敗
戦
か

ら

す
で

に

半
世

紀
以
上

の

時
を

閲
し
、

「

戦
争
を

知
ら

な
い

子

ど

も

た

ち
」

が

圧
倒
的
多
数
派
と

な
っ

て

い

る

二

十
］

世
紀
の

日

本
で

は
、

自
分
た

ち

が

知
ら

な

い

過

去
の

歴
史
を

教
え

て

く

れ

る

史

書
と

し

て、
『

敗
北
を

抱
き

し

め

て
』

は

受
け

入

れ

ら

れ

た

よ

う

で

あ

る
。

著
者

が

い

か

に

目

本
の

近
現
代
を

専
攻

す

る

歴

史
学
者
と

い

う
専
門
家
で

あ

れ、

自

国
の

歴

史
を

他
国
の

人

に

よ

っ

て

教
え

ら

れ

た

と

い

う
読
後
感
を

持
つ

こ

と

で、

自
ら

の

無
知

を

恥
じ

る

よ

り

む

し

ろ、

膨

大

な

史
料
を

見

事
に

捌
い

て

提
出
し

た

そ
の

力
技

を

賛
嘆
す

る

ほ

う
へ

、

二

十
一

世
紀
の

わ

が

国

の

読
書
界
は

向

か
っ

た

よ

う

に

思
え

る
。

　

戦
後
間
も

な

い

口

本
を

研
究
対
象
と

し

た

こ

と

か

ら

考
え

て、
『

敗
北
を

抱
き

し

め

て
』

は

歴

史
書
で

あ

る
。

し
か

し、

同

じ

史

料
を

題

材
に

し

て、

も

し

日

本
人
学

者
が

似
た

よ

う
な

内
容
の

書
物
を

表
わ

し

て

い

た

な

ら

ば、

こ

れ

ほ

ど
の

評
判
を

得

て

い

た

か

と

い

う

少
々

意
地

悪
い

疑
問

さ

え

生

じ

て

く

る

と

い

う、

江

湖
の

読
書
人

た

ち

の

歓
迎

ぶ

り

だ
っ

た
。

と
い

う
の

も、

か

つ

て

昭

和
の

終
わ

り

頃、

日

本

文

学

研

究
者
ド

ナ

ル

ド
・

キ

ー

ン

が

日

本
人
の

日

記

を

取
リ

ヒ

げ

た

『

百

代
の

過
客
』

を

表
わ

し、

や

は

り

読
書
人
の

話
題
を

さ

ら
っ

た

と

き、

辛
口

の

書
評
家
百

目

鬼
恭
三

郎
が

「

も

し
こ

れ

が

日

本
人

の

著
作
だ
っ

た

ら、

賞
は

愚
か、

活
字
に

す
る

こ

と

さ

え

む

ず
か

し

か

っ

た

ろ

う
」

（

『

解
休
新
著
』）

と

書
い

た

こ

と

が

あ
っ

た

か

ら

で

あ

る
。

　
『

敗
北
を

抱
き

し

め

て
』

は、

確
か

に

多
く
の

史

料
を

叙
述

の

基
礎
に

お

い

た

労

作
で

あ

る
。

そ

し

て
、

従
来
の

外
国

人
に

よ

る

日

本
研

究

と

い

う
歴

史
の

な
か

で、

新
鮮
で

か

つ

鋭
利
な

視
点
を

見
せ

て

い

る

点
も

多
分
に

あ

る
。

こ

れ

に

つ

い

て

は、

の

ち

に

少
々

触
れ

た

い
。

し

か

し、

膨
大

な

史
料
を

次
々

に

ま

と

め

な

が

ら

展

開
さ

れ

る

語
り

を

目

の

当

た

り
に

す
る

と、

史
料
批
判
が

き

ち

ん

と
さ

れ

て

い

る

か
、

と

い

う

疑
問
は

随
所
に

残
る

。

こ

れ

は、

稿
を

改
め

て

論
じ

る

べ

き

課
題
で

あ

ろ

う
。

研
究
書
と

い

う
よ

リ

ノ

ン

フ

ィ

ク

シ

ョ

ン

と

い

う

印
象
を

持
た

さ

れ

る

の

は
、

お

そ

ら

く
こ

こ

に
一

因
が

あ

る

と

思
わ

れ

る
。

そ

れ

ゆ

え、

読
み

物
と

し

て

誉
め

そ

や

さ

れ

た

ば

か

り

か、

大

佛
次
郎
論
壇
賞
の

特
別
賞
受
賞
（

平

成
十
三

年
）

に

際
し
、

選

戦
後
口

本
精
神
史
の

な
か

の

昭

和、一
十．一ゴ
年

牛

村

　
辛．
＊

　一
般
教
育

　
助

教
授

　
近

現

代
比

較

日

本
文
明
論
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明
星

大
学
研
究
紀
要
【
口

本
文

化
学

部

二一
ヨ

語

文

化
学
科
】

第
十
二

号

　
二

〇
〇
四

年

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
ヨ　

考
委
員
の

外
交
史
や

経
済
学
を

専
門
と

す
る

学
者
ま
で

が

最
大

の

賛
辞
を

呈

し

た
こ

と

は、

い

さ

さ

か

度
を
こ

し

た
こ

と

に

さ

え

思

え

て

く

る
。

歴
史
は

繰
り

返

す

　
『

敗
北
を

抱
き

し

め

て
』

に

向
け

ら

れ

た、

絶
賛
と

も

呼
べ

る

わ

が

国
で

の

歓
迎

ぶ

り

を

見
て

い

る

と
、

以
前
に

も

似

た

よ

う

な
一

件
が

あ
っ

た

こ

と

を

想
起

せ

ず

に

は

い

ら

れ

な
い
。

歴
史
は

繰
り

返

す、

の

思

い

に

駆
ら
れ

る
。

　

何
よ

り

も

ま

ず
本

書
に

つ

い

て

言

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

こ

と

は、
（

中
略）

、

こ

れ

ほ

ど

多
く
の
、

し

か

も

重
要
な

　
　一

見

し

た

と

こ

ろ

ご

く

些
細
な

日

常
的

な

も

の

で

あ

る

に

か

か

わ

ら

ず
、

ほ

ん

と

う
は

き

わ

め

て

重
要

な

−
事
實
を

集

め、

し

か

も

そ

れ

に

も

と

つ

い

て

日

本
入
の

精
紳
生

活
と

文
化
に

つ

い

て、

こ

れ

ほ

ど

生

き

生

き

と

し

た

全

體
像
を

描
き

出
し、

且
つ

こ

れ

を

分

析
し

て、

基

本
的

な、

全

體
に

對
し

て

決
定
的
な

意
味
を

も
つ

よ

う

な

諸
特
徴
を

導
き

出

し

た

と
い

う、

著
者
の

全

く

驚
く

べ

き

學
問

的
能
力
に

つ

い

て

で

あ

る
。

も

と

よ

り、

個
々

の

事
實
の

中
に

は

幾
つ

か

の

誤

解
も

な
い

わ

け

で

は

な

い

し
、

ま

た

そ

の

分

析
に

も、

後
に

述
べ

る

よ

う

に

不

十
分
な

點
が

な

く

は

な

い
。

し

か

し

そ

れ

に

も

か

か

わ

ら

ず、

著
者
が

こ

れ

ほ

ど

の

深

い

分
析
を

な

し

え

た

と
い

う
こ

と

が、

ま
さ

に

驚
嘆
に

値
す
る

も

の

で

あ

る

と
い

う
こ

と

に

は

變

わ

り

は

な

い
。

　

ダ

ワ

ー

の

著
書
に

向
け

ら

れ

た

の

か

と

見
間

違

う

ば

か

り
の

こ

の

書
評
の

書
き

手

は、

川
島
武
宣、

法
社
会

学
専
攻
の

東
京
大

学
法
学

部
教
授
で

あ

る。

時
は

今
か

ら

半
世

紀
以
前
に

遡
る。

一

九

四

九

（

昭

和
二

十
四
）

年
、

学
術
誌
『

民

族
學
研

究
』

（

第
十
四

巻
第
四

号
）

に

掲
載
さ

れ

た

論
考
の
一

部
に

ほ

か

な

ら

な
い

。

右
の

引
用

128

（
「

評
價
と

批
判
」

同
誌
二

六
三

頁
）

中、
（

中
略
）

と

付
し

た

部
分
に、
「

著
者
が

ま

だ
一

度
も

日

本

に

來
た

こ

と

が

な

い

に

も

か

か

わ

ら

ず
」

の

一

文
が

あ
っ

た

こ

と

を

書
け

ば

お

お

よ

そ

見
当

が

つ

く

よ

う

に、

昭

和
二

十
四

年
と

い

う

ま

だ

占
領
下
の

日

本
で
、

話
題

を

呼
ん

だ

外
国
人
研

究
者
に

よ

る

日

本
論
に

関
し

て

書
か

れ

た

論
考
だ

っ

た
。

『

敗
北
を

抱
き

し

め

て
』

の

先
例
と

も

呼
べ

る

こ

の

日

本
論
は、

米
国

の

文

化

人

類

学

者
ル

ー

ス

・

ペ

ネ

デ

ィ

ク

ト

の

『

ぎ
O
譜

遷
逵
ミ
書
ミ
竃

ミ

§
織

ミ
鳴

ω

竃
o

戔
−

黜
、

鷺

§
恥

ミ

§
黛

謹
器
O
黛
h

ミ

惹
（
Z
Φ

毛

く
o

爵
』
潔
 
）

の

翻
訳、
『

菊

と

刀

ー
日

本
文
化
の

型
』

（

社

会

思
想
社、
　一

九

四

八

年
）

だ
っ

た
。

　

翻
訳
刊
行
の

翌

年、
『

民

族
學
研
究
』

は
、

「

ル

ー

ス

・
ベ

ネ

デ

ィ

ク

ト

『

菊
と

刀
』

の

興
え

る

も

の
」

と

い

う
特
集
を

組
ん

だ
。

川

島
の

文

章
は
、

こ

の

号
に、

和

辻

哲
郎、

柳
田

國
男、

南
博、

有
賀
喜
左
衛
門
た

ち

の

『

菊
と

刀
』

論
と

と

も

に

掲

載
さ

れ

た
。

も

ち

ろ

ん、

こ

の

特
集
号
で

ベ

ネ

デ
ィ

ク

ト

へ

の

評
価
は、

絶
賛
に

収

斂
し

た

の

で

は

な
い

。

た

と

え

ば、

和

辻

哲
郎
は

「

こ

の

書
に

も

い

ろ

い

ろ

な

價
値

は

あ

り

ま

せ

う

が、

少

く

と

も

學
問
的
な

價
値
だ

け

は

な
い
、

と

わ

た

く

し

に

は

思

へ

る

の

で

あ

り

ま

す
」

（

「

科
學
的
價
値
に

對
す
る

疑
問
」

同
誌
二

八

五

頁
）

と

言

い

切
っ

て、

か

な

り

感
情
的
と

も

言

え

る

批
判
論
を

展
開

し

た

こ

と

は

よ

く

知
ら

れ

て

い

る
。

し

か

し、
「

果
し

て
、

わ

れ

わ

れ

日

本
の

學
者
の

中
の

誰
が、

幾
人
が、

ア

メ

リ

カ

に

行
か

な

い

で

ア

メ

リ

カ

人
の

精
神
生

活
や

そ

の

文
化
を

こ

れ

ほ

ど
の

成
功

を

も
つ

て

描
き

ま

た

分
析
し

う
る

で

あ

ろ

う
か
」

（
同
誌
二

六一．一
頁
）

と

も

書
い

て、

『

菊
と

刀
』

を

高
く

評
価
し

た

川
島
東
大

教
授
の

論
に

は
、

ダ

ワ

ー

の

近
著
へ

の

反

応
に

も

見

ら

れ

た、

自
国
の

こ

と

を

自
分

た

ち

よ

り

詳
し

く

知
っ

て

い

る

と

い

う

賛

嘆
の

念
を、

日

本
思

想
史
の

な

か

に

見

ら

れ

る、

外
国
人
に

よ

る

口

本
論
へ

の

き

わ

め

て

好

意
的
な

典
型
的
な．
反

応

を、

見

て

と

る

こ

と

が

で

き

よ

う。

　

長

谷
川
松
治
に

よ

る

翻
訳

は、

昭

和
二

十
三

年
十
一

月

上

梓
さ

れ

た。

ア

メ

リ

カ

入
類

学
の

祖
フ

ラ

ン

ツ

・

ボ

ア

ス

の

高
弟
で

あ

る
ベ

ネ

デ
ィ

ク

ト

は、

す
で

に

建
琳，
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尉

§
°。

ミ
O
ミ
ミ

鳶
的

（

Z
Φ

鬢

宅
o
同

評甲
一

 

゜。

繕
）

と

い

う

著
作
を

持
つ
、

文
化

人

類
学
者

と

し

て
一

家
を

な

す

女
流
学
者
だ
っ

た
。

だ

が、

『

菊
と

刀
』

は

純
粋
な

学
問
研
究

で

は

な
か

っ

た。

内
な

る

学
問

上

の

知

的
好
奇
心

に

駆

ら
れ

て

取
り

組
ん

だ

研
究
で

は

な

か

っ

た。

ア

メ

リ

カ

軍
の

戦
時
情

報
局
（

○

臨
ooo

｛

名
帥

二
巨
o
「

日
鋤

ユ
o
コ

）

か

ら

の

委
託

を

受
け

て

の

研

究、

す

な

わ

ち

専
門
知
識
で

あ

る

文

化
人

類
学
を

国

策

へ

生

か

す

よ

う

に

と

い

う
依
頼
に

、

そ

も

そ

も

の

起
源
を

持
つ
、

国

策
と

し

て

の

国

民

性
研

究
だ

っ

た

の

で

あ

る
。

　

こ

れ

は、

同

時
代
の

日

本
と

は

好
個
の

対
象
を

な

す。

戦
時
下
の

口

本
で

は、

お

よ

そ

ア

メ

リ

カ

的
な

も

の
、

イ

ギ

リ

ス

的
な

も
の

は

国
民

の

暮
ら

し

か

ら

は

意
図
的

に

遠
ざ

け

ら

れ

て

い

た
。

敵
で

あ

る

英
米
を、

知
ろ

う
と

す
る

よ

り、

拒
み、

貶

し、

罵

倒
す
る
こ

と

に

意
は

注
が

れ

た
。

「

米
英
」

に

付
す

形

容
と

し

て

「

鬼

畜
」

で

は

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

け

も

のへ
ん

足

ら

ず、

米
英
の

字
そ

れ

ぞ

れ

に

獣
偏
を

つ

け

た
。

ま

た、

ア

メ

リ

カ

起
源
の

ス

ポ

ー

ツ
、

野
球
で

は
、

英
語
表
現
の

日

本
語
へ

の

言
い

換
え

を

行
な

う
な

ど
、

今

日

で

は

滑
稽
と

感
じ

ら

れ

る

逸

話

は

少
な

く

な
い
。

　一

方、

国

策
決
定
レ

ベ

ル

で

も
、

高

木
八

尺、

あ

る
い

は

清
沢

冽

と

い

っ

た

学
者
や

ジ

ャ

ー

ナ

リ

ス

ト

の

ア

メ

リ

カ

通

の

人

た

ち

は、

政
策
を

決
め

る

場
で

重

用

さ

れ

る

こ

と

な

ど

な

く、

む

し

ろ

遠
ざ

け

ら

れ

て

い

た
。

英
米
を

相
手
に

戦
っ

て

い

る

陸
軍

に

お

い

て

さ

え
、

主

流
は

ド

イ

ッ

通

や

支
那
通

で

あ
っ

て
、

フ

ィ

リ

ピ

ン

攻
略
時
の

最
高
司

令
官
本
間
雅
晴
中
将
の

よ

う

な

巧

み

に

英
語

を

操
る

軍
人

は、

疎
ん

じ

ら

れ

て

い

た
。

　一

汝
の

敵
を

知
れ
L

と
い

う
ア

メ

リ

カ

合

衆
国

の

国
策
の

一

環
と

し

て

行
な

わ

れ

た

国

民
性
研

究
が

結
実
し

た

『

菊
と

刀
』

は、

戦
争
終
結
に

は

間
に

合
わ

ず
、

英
文

原
著
の

刊
行

は

終
戦
の

翌

年
一

九
四

六

年
に

な

っ

た
。

今

冂、

北

米
の

そ

れ

な

り

の

大

き

さ

を

持
つ

書
店
に

出
向
き、

日

本
関
係
の

著
作
コ

ー

ナ

ー

へ

足

を

運
べ

ぼ
、

今

な

お

葦
邸

6
討

遣゚。
§
ミ
鳴

§
袋

ミ

§
織

鮭

譜
僑

 

建
o

ミ
を

た

い

て

い

は

日

に

す

る
。

そ

し

て、

二

年
後
に

邦
訳
が

出
版
さ

れ

た

日

本
で

は、

原
著
以
L
に

版
を

重

ね

続
け
て

戦
後
日

本
精
神
史
の

な
か

の

昭

和
二

士

年

牛
村

　
表

き

た
。

『

ア

ン

ネ

の

日

記
』

と

並

ん

で、

戦
後
最
も

売

れ

た

翻
訳

書
の
一

つ

で

は

な

い

か

と
の

見
解
も

あ

る
。

題

名

に

見

ら

れ

る

菊
と

は

美
し

い

も

の

を

愛
で

る

冂

木
人

の
一

面
、

刀
は

好
戦
的

な

軍

国

主

義
者
の
一

面、

を

そ

れ

ぞ

れ

表
わ

す
。

こ

の

相
反

す

る

と

思
わ

れ

る

日

本
人
の

二

面

性
を

分

析
す

る

こ

と

を、

著
者
ベ

ネ

デ
ィ

ク

ト

は

考
察
の

目

的
と

し

た
。

も

ち

ろ

ん
ベ

ネ

デ
ィ

ク

ト

は

日

本
人
読
者
の

た

め

に

書
い

た

の

で

は

な

い
。

し

か

し

翻
訳
『

菊
と

刀
」

に

よ
っ

て、

汝
ら

は

こ

う

い

う

国
民
だ

と

終
戦
直
後
の

日

本
人

は

知
ら

さ

れ

た。

し

か

も

そ
の

説

明
が

好
意
的

に

受
容

さ

れ

て

き

た

か

ら
こ

そ
、

ベ

ス

ト

セ

ラ

ー

と

し

て

戦
後
史
を

飾
っ

て

き

た

の

で

あ

ろ

う
。

日

本
論
の

古
典
と

な
っ

た

『

菊
と
刀
』

　

川

島
と

同
じ

『

民

族
學
研
究
』

の

特
集
で

民

俗
学
者

の

柳
田

國
男

は、

ベ

ネ

デ

ィ

ク

ト

の

こ

の

書
が

及

ぼ

す
で

あ

ろ

う

影
響
を

予

測
し

て

書
い

た

（一
，

尋

常
人

の

人

生

觀
一

前
掲
誌
二

九
四

頁
）

。

　
人

が

李
生

大

い

な

る

用
意
も

な

し

に、

頻
り

に

使
つ

て

居
る

言
葉
の

中
か

ら、

底
に

横
た

は

る

人

生

觀、

も

し

く

は

杜

會
法

と

も

い

ふ

べ

き

も

の

を、

掬
み

上

げ

よ

う
と

す

る

學
風

は、

恐

ら

く

は

こ

の

記
念
す
べ

き
一

著
に

よ
つ

て
、

徐
に

日

本

に

も

入

つ

て

來
る

こ

と

」

思

は

れ

る
。

　

も

ち

ろ

ん

戦
前
の

日

本
に

も、

九
鬼
周

造
の

『

「

い

き
」

の

構
造
』

の

よ

う
な

日

本
論
は

存
在
し

た
。

だ

が
、

九
鬼
の

論
は

江

戸

時
代
末
期
の

美
意

識
論
で

あ

り、

外

国

を

批
判
や

比

較
の

対
象
と

し

て

積
極
的
に

取
り

入

れ

よ

う

と

い

う
姿
勢
を

有
し

て

は

い

な
い
。

戦
後
の

日

本
論、

日

本
文

化
論
の

歴
史
を

振
り

返

る

と

き、

柳
田

國
男

の

予
言
は

見
事
に

的
巾
し

た、

と

結
ん

で

よ

い

だ

ろ

う
。

た

と

え

ば、

高
度
成
長
期129
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明
星
大

学
研
究
紀
要
【

日

本
文

化
学
部
・
言
語
文
化
学
科
】

第
十
二

号

　
二

〇

〇

四

年

の

一

九

七

〇
（

昭

和
四

十
五
）

年
初
版
刊
行
さ

れ

た

土

居
健
郎
『

「

甘
え
」

の

構
造
』

（

弘
文
堂、

一

九
七
〇
年
）

を

筆
頭
に、
「

平

生

大
い

な

る

用
意
も

な

し

に、

頻
り

に

使
つ

て

居
る

言
葉
」

を

キ

ー

ワ

ー

ド

と

し

た

日

本
論、

日

本
人
論
の

隆

盛
に

至
っ

た

か

ら

で

あ

る
。

こ

う
し

て

『

菊
と

刀
』

は、

著
者
ベ

ネ

デ
ィ

ク

ト

の

意

図
と

は

関
係

な

く、

戦
後
の

外
国
人

に

よ

る

日

本
研

究
だ

け

で

な

く、

日

本
人

に

よ

る

日

本
研
究、

日

本
人

論
の

規
範
と

も

な

っ

た
。

敗
戦
直
後、

国

民

と

し

て

の

ア

イ

デ
ン

テ

ィ

テ

ィ

を

失
い
、

新
た

な

自
己

規
定
を

で

き

ず
に

い

た

口

本
国
民

に、

日

本
入

と

は
こ

う
い

う

国
民
で

あ

る
、

と

い

う

視
点
を

提
供
し、

そ

れ

が

期
せ

ず
し

て

戦
後
精
神
史
の

上

で

大
き

な

役
割
を

演
ず
る

こ

と

と

な

っ

た

の

で

あ

る
。

　

も

ち
ろ

ん、
『

菊
と

刀
』

が

戦
後
の

半
世
紀
の

時
の

中
で、

絶
え

ず
高
い

評
価
を

受
け

て

き

た

わ

け
で

は

な
い
。

お

そ

ら

く

最
も

頻

繁
に

見

ら

れ

た
べ

ネ

デ
．

ク

ト

批

判
は、

彼
女

が

「

罪
の

文
化
」

と
「
恥
の

文

化」

に

世

界
の

文

化
を

二

分
し、

そ
の

際
日

本
は

後
者
に

属
す

る

と

し

た

う

え

で、

こ

の

二

つ

の

文
化
の

型
を

価
値
判
断
し、

一

罪
の

文
化
」

の

ほ

う
が

「

恥
の

文
化
」

よ

り

優
位
に

立

つ
、

と

主
張
し

て

い

る

点

で

あ

る、

と

い

う

も

の

で

あ

ろ

う
。

自
著
『

「

甘
え
」

の

構
造
』

で

ベ

ネ

デ

ィ

ク

ト

に

し

ば

し
ば

言
及

し

て

い

る

土

居
健
郎
も、

言
葉
遣
い

は

穏
や
か

な

が

ら
、

「

彼
女

の

考
え

方
に

お

い

て

罪
と

恥
の

感
情
が

相
互

に

全

く

無
関
係

で

あ

る

か

の

ご

と

く

前

提
さ

れ

て

い
」

て

「

そ

の

考
え

方
に

価
値
判
断
を

し

の

び

こ

ま
せ

て

い

る
こ

と

が

問

題
で

あ

る

と

思

う
」

（

四

十

八

頁
）

と

し

て、
「

罪

の

文
化
」

が

「

恥
の

文

化
」

よ

り

優
位
に

あ

る

と

ベ

ネ

デ

ィ

ク

ト

が

主

張
し

て

い

る

の

は

明
ら
か

だ、

と

書
い

た
。

　

戦
後
日

本
に

お

け

る

ー
と

い

っ

て

も

昭

和
五

十
年

代
ま

で

だ

が

ー
『

菊
と

刀
』

受
容
の

変
遷
は、

西
義
之

『

新
・
「

菊
と

刀
」

の

読
み

方
』

（

PHP

研
究
所、

一

九

八

三

年）

で

知
る

こ

と

が

で

き

る
。

二

分
し

た

文
化

を

価
値
判
断
し

て

い

る

と

い

う
批
判
は、

常
に

『

菊

と

刀
』

に

向
け

ら

れ

て

き

た

よ

う

で

あ

る
。

た

と

え

ば、

日

本
と
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

文

化
文
明
へ

の

深
い

理

解
を

も

と
に
、

数
々

の

論
考
を

発
表

130

し

て

き

た

竹
山

道

雄
も、

そ
の

最
晩
年、
『

菊
と

刀
』

に

触
れ

（

「

外
国
人
の

日

本
文

化
批
判
」 、
『

主

役
と

し

て

の

近

代
』

講
談
社
学
術
文
庫

、

一

九

八

四

年
に

所
収）
、

「

ベ

ネ

デ
ィ

ク

ト

の

す
べ

て

は

学
問
的
方
法

と

し

て

は

態
を

な

さ

ぬ

も

の

で

あ

る
」

と

断
じ

、

「

諸
文
化
は

相
対
的

で

あ

る
」

（

二

四

〇
頁）
、

「

諸
文

化
に

は

そ

れ

ぞ

れ

の

個
性
が

あ

り、

優
劣
は

い

え

な

い

」

（

二

四

四

頁）

と

反

駁
し

た。

し

た

が
っ

て、

こ

う
い

う

批
判
に

対
し

て

少
々

検
討
を

加
え

て

お

く

必

要
は

あ

る
。

　

竹
山
の

主

張
は、

文
化
の

相
対

主

義
の

主

張

と

読
め

る
。

と
こ

ろ

が
、

ル

ー

ス

．

ベ

ネ

デ
ィ

ク

ト

そ

の

人
こ

そ、

文

化
の

相
対

主

義
を

終
生
主

張
し

続
け

た

研
究
者
で

あ

っ

た
。

学
者

と

し

て

の

地

位
を

確

立

し

た

碧
譜
§
°。

ミ
O
ミ
ミ
誌
9・

（

Z
 

≦

ko

長旧

お
認
）

に

お

い

て、

ベ

ネ

デ

ィ

ク

ト

は

「

今

日
、

社
会
を

研
究
す
る

に

あ

た

っ

て

文
化
の

相
対

主

義
を

十
分
考

慮
に

入

れ

る
こ

と

以

上

に

重

要
な

作
業
は

な

い
」

（

二

七

八

頁）

と

は
っ

き

り

記
し

た
。

そ

し

て、

こ

の

ぎ妹
鷺

ミ
の

ミ．
6
ミ
欝

越
の

の

方
法
論
を、

初
め

て

近
代
社
会
に

応
用
し

た

成
果
が
、

『

菊
と

刀
』

だ

っ

た。

実
際

『

菊
と

刀
』

の

中
で

、

ベ

ネ

デ

ィ

ク

ト

は

何
回

も

相
対
主

義
の

重

要
性
を

力
説
し

て

い

る
。

そ
の

う

ち

最
も

は
っ

き

り

と

し

た
一

節
は、

次
の

も
の

で

あ

ろ

う
。

　

異
文
化
の

研
究
が

客
観
的
に

行
な

わ

れ

る

今
日、
「

真
の

尊
厳
」

と

は、

次
の

よ

う
に

考
え

ら

れ

る
。

す

な

わ

ち、

国

が

変
わ

れ

ば

見
方
も

変
わ

る

と
い

う
こ

と

だ
。

ち
ょ

う

ど、

不

面

目

な

こ

と

の

定
義
が、

国
が

変
わ

れ

ば

異
な

る

よ

う

に
。

ア

メ

リ

カ

流
の

平
等
主

義
の

原
則
を

押
し
つ

け
な

い

か

ぎ

り

目

本
は

自
尊
心

を

持

て

な

い、

と

声
高
に

主

張
す
る

ア

メ

リ

カ

人
が

い

る

が、

そ

う

い

う

人

は

白
民

族

中
心

主

義
の

誤
謬
を

犯
し

て

い

る
。

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　
（

原
著
一

五

〇
頁
）

文
化
相
対
主

義
者
と

し

て

の

自
負
が

う

か

が

え

る

一

節
で

あ

る
。

『

菊
と

刀
』

全
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編
を

通

し

て

ベ

ネ

デ
ィ

ク

ト

は、

実
は
一

度
も

述
べ

て

は

い

な

い
。

に

過

ぎ

な
い

。

「

罪

の

文
化
」

が

「

恥
の

文
化
」

に

優
る

と

は
、

わ

ず
か

に

次
の

一

節
を

見
つ

け

る

こ

と

が

で

き

る

　

合

衆
国

で

は

恥

が

次
第
に

重
み

を

増
し

て

き

て

お

り、

罪

は

か

つ

て

ほ

ど

極
端

に

感
じ

ら

れ

て

い

な

い
。

こ

れ

は

道
徳
の

弛
緩
と

解
釈
さ

れ

て

い

る
。

こ

う
い

っ

た

見

方
に

は

多
分

の

真
理

が

あ

る

も
の

の
、

そ

れ

は

恥

に

は

道

徳
と

い

う

よ

う

な

重

大

な

仕
事
を

果
た

す
こ

と

を

期
待
し

な

い

か

ら
で

あ

る

…

…

日

本
人
は

恥
を

原

動

力

と

し

て

い

る
。

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　
（

原

著
二

二

三

−
四

頁
）

　
ベ

ネ

デ
ィ

ク

ト

に

向
け

ら

れ

た、

価
値
判
断
を

行
な
っ

て

い

る

と
い

う
批
判
は

的

外
れ

だ

っ

た

と

結
ん

で

よ

か

ろ

う
。

ア

メ

リ

カ

人

学
者
の

中
に

も、

違
ワ

た

種
類
な

が

ら
ペ

ネ

デ
ィ

ク

ト

批
判
は

見
ら

れ
る
。

た

と

え

ば、

研
究
中
は

日

米
が

交
戦
中
だ

っ

た

か

ら

致
し
方
な

い

が
、

対
日

戦
勝
利
の

の

ち

も

研

究
続
行
の

た

め

に

訪
日

し

な

　
　

　

　

　
　
　

（
4｝

か
っ

た、

と

い

う

批
判
も

あ

る
。

し

か

し

今
日

か

ら

振
り

返
っ

て
、

著
者

の

「

限

界
」

を

指
摘
す
る

よ

う

な

研
究
は、

余
り

生
産
的
で

は

な

い
。

今
や

古
典
と

な
っ

た

著
作
を

吟
味
す

る

た

め

に

は
、

同
時
代

の

文
脈
に

お

い

て

見

る

こ

と
こ

そ

肝．
要

な

作

業
で

あ

る
。

　
「

文
化
相
対
主

義
」

は

…

…

そ

れ

ま

で

の

西

欧
文

化
中
心

主
義
の

上

に

立
っ

て、

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　し
　
　へ
　　
ち

そ

の

尺

度
で

も
っ

て

他
の

文
化
を
一

方
的
に

評
価
し

て

き

た

文
化
理

解
を

批
判
す

る

と

こ

ろ

か

ら

出
発

し

て

い

る
。

こ

の

立

場
は

『

菊
と

刀
』

に

も

反
映
し

て

い

て、

敵
国

日

本
を

と

ら

え

る

場
合

に

も、

な

る

べ

く

「

欧
米
」

人
の

い

だ

く

偏

見
や

価

値
観
か

ら

の

が

れ

よ

う

と

し

て

い

る

…

…
ベ

ネ

デ
ィ

ク

ト

の

理
解
の

仕
方

は

外
国

戦

後

ロ

本
精
神
史
の

な
か

の

昭

和
ニ

ー
−

三

年

牛

村
　
圭

人

に

よ

る

日

本

研
究
と

し

て

ま
こ

と

に

「

偏
見
」

　

　

　

　

　
　
〔
5）

の

薄
い

も

の

で

あ

る
。

　
共

時
的
視
点
か

ら

文
化
相
対
主

義
を

解
説
し

て

い

る

青
木
保
の

こ

の

言
を

引
く

こ

と

で、

締
め

く

く

る

こ

と

と

し

た

い
。

戦
後
の

日

本
文
化

論
の

な

か

で

古
典
の

地

位

を

獲
得
し

た

『

菊
と

刀
』

は、

絶
え

ず
日

本
を

考

え

る

視
点
を

提
供
し

て

き

た
。

こ

の

著
に

対
す

る

主

た

る

批
判
は
、

ベ

ネ

デ
ィ

ク

ト

は

世

界
の

文

化
を

「

罪
の

文

化
」

と

「

恥
の

文

化
」

と

に

二

分
し
、

相
互

に

無
関
係
と

し

た

う

え

で

前
者

が

後
者
に

優

る

と

し

た、

そ

し

て

そ
の

視
点
は

西

欧
優
位
を

前
提
と

し

た

外
国
人

に

よ

る

口

本
論

で

あ
っ

た、

と

い

う
も

の

で

あ
っ

た
。

だ

が

そ

う
い

っ

た

批
判
は、

い

さ

さ

か

不

当

な

解
釈、

誤
読
と

い

っ

て

差
し

支
え

な
い

。

　
『

菊
と

刀
』

が

蒔
い

た

日

本
人

論、

日

本
文
化
論
の

論
調
は、

そ

の

後
一

九
七

〇

年
代
の

高
度
成
長
期
か

ら

次
第
に

目

本
優
位
を

主

張
す

る

も

の

へ

と

姿
を

変
え

て

い

っ

た
。

ハ

ー

バ

ー

ド

大

学
の

日

本
研

究
者
エ

ズ

ラ
・

ボ

ー

ゲ
ル

の

『

ジ

ャ

パ

ン

・

ア

ズ
・

ナ

ン

バ

ー

ワ

ン

』

（

一

九
七

九
）

と

い

う

応

援
も

得
て、

口

本
文

化
論
は
一

大

ジ

ャ

ン

ル

化
し

た

の

で

あ
っ

た。

『

菊
と

刀
』

の

負
の

遺
産

　

文
化
相
対
主

義
と

い

う
き

わ

め

て

偏
見
の

少
な

い

理

論
を

日

本
社
会
に

応
用
し

て、

対

日

戦
遂
行
の

た

め
に
、

そ

し

て

日

本

占
領
を

円

滑
に

実
行
で

き

る

よ

う

に、

を

目

的

に

進
め

ら

れ

た

ベ

ネ

デ
ィ

ク

ト

の

研

究
『

菊
と

刀
』

は
、

し

か

し

な

が

ら、

著
者

の

意
図

と

関
係

な

く

負
の

遺
産
と

呼
べ

る

も

の

を

残
し

た
。

一

つ

は、

柳
田

國
男

が

予
言

し

た

「

平

生

大
い

な

る

用

意
も

な

し

に、

頻
り

に

使
つ

て

居
る

言
葉
」

に

着
目

し

た

だ

け
の
、

安
易
な

日

本
文

化
論
の

流
行
で

あ

り、

も

う
］

つ

は、

そ

の

論
述
に

あ

た

っ

て、

日

本
を、

そ

し

て

日

本
人

を、

多
様
性
を

も

た

な

い

冖
つ

の

同
「

集
団131
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明
星

大

学

研

究
紀

要
【

日

本
文

化
学
部

二冠口
語
文
化
学
科
】

第

卜
二

号

　
二

〇
〇

四

年

と

し

て

論
じ

る

と

い

う

手
法
で

あ

っ

た
。

す

な

わ

ち、

各
入

の

個
性
を

前
提
と

す

る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
エ　
　も
　　
ぬ
　
　

ヘ
　
　へ

富

冨
ロ
 

ω

Φ

O
Φ

o

覧
Φ

で

は

な

く、

み

ん

な
一

緒
を

連
想
さ

せ

る

夢
Φ

蜜
〇
四
口
o
ω

Φ

と

し

て、

日

本
人
は

描
か

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

の

で

あ

る
。

汝
の

敵
を

知

れ、

と
い

う

対
日

戦
遂
行
の

た

め

に

は

事
足
り

る

手

法

も
、

平
時
の

学
問
と

し

て

は

問
題
点
を

有

し

て

い

た

の

で

あ

る
。

　

そ

し

て、

日

本
人

を

同
一

集
団
と

し

て

論
じ
る

と

い

う

手

法
は、

実
は

き

わ

め

て

異
様
な

研
究
で

も

あ
っ

た
。

と

い

う

の

も
、

典
型
的
な

ア

メ

リ

カ

人
を

連

想
で

き

な

い

ゆ

え

に

ア

メ

リ

カ

入
論
を

論
ず
る

こ

と

は

で

き

な
い

一

方、

日

本
人

論
は

展
開
で

き

る

と

い

う
主
張
と
表
裏
一

体
だ

か

ら

で

あ

る
。

こ

の

論
は、

突
き

詰
め

れ

ば、

日

本
人
は

他
に

例
が

な
い

独
特
な

国
民

で

あ
る
、

と

い

う

主
張
に

も
つ

な

が

る
。

そ

し

て

そ
こ

に

優
位
性
を

感
じ

さ

せ

れ

ば、

た

ち
ま

ち

海
外
か

ら

は

日

本
優
位
の

ナ

シ

ョ

ナ

リ

ズ

ム

の

展
開
で

あ
る
、

と

い

う

批
判
が

突
き
つ

け

ら

れ

る

の

で

あ

る
。

実
際

、

一

九

八

〇

年

代
に

刊
行
さ

れ

た、

ピ

ー

タ

ー

・

デ

ー

ル

の

『

ミ

さ
ミ

ミ
丶

§
蠱，

蠹
恕

§
封
袋

§
毳
恥

（

Z
 

亳・
団
o

美
」
¢

°。

 
）

は、

こ

う
い

う

日

本
優
位
を

連
想
さ

せ

る

日

本
論
を
一
つ

一

つ

実
証
的
に

論
破
し

て

い

く
こ

と

を

目

指
し

た

著
作
だ

っ

た
。

た

だ

し、

ポ

リ

グ
ロ

ッ

ト

で

あ

る

著
者
の

衒
学
趣
味
が

か

な

り

鼻
に

つ

く

う
え

に
、

そ

の

論
述
は

執
拗
と

い

う
形
容
が

似
付

か

わ

し

い

も

の

だ

っ

た

た

め

か、

学
術
的
な

反
論
は

ほ

と

ん

ど

出
さ

れ

な
い

ま

ま

に

終
わ
っ

て

し

ま
っ

た
。

し

か

し、

デ

ー

ル

の

書
が
、

安
易

な

日

本
人
論、

日

本

文

化
論
に

警
告
を

与
え

た

意
義
は
、

い

く

ら

強
調

し

て

も

し

す
ぎ

る

こ

と

は

な

い
。

　

さ

き

に、

ダ

ワ

ー

の

『

敗
北

を

抱
き

し

め

て
』

に

は

鋭
利
な

視
点

が

見

ら

れ

る

旨

を

記

し

た
。

そ

の

特
徴
は、
『

菊
と

刀
』

の

方
法

論
と

対
照
的
で

さ

え

あ

る
。

そ

の

た

め

か、

大

部
な

著
作
の

中
で、

ダ

ワ

ー

は
ベ

ネ

デ
ィ

ク

ト

の

名
こ

そ

挙
げ

る

も

の

の
、

『

菊
と

刀
』

そ

の

も
の

に

つ

い

て

は

何
ら

言

及
し

て

い

な
い

。

占
領
期
の

日

本

を

論
じ

る

著
作
で

あ

り

な

が

ら、

意
図

的
に

無
視
し
て

い

る

か

の

よ

う

な

印
象
さ
・
凡

132

与

え

る
。

あ

る

い

は

『

菊
と

刀
』

に

は

意
義
を

認
め

な

い
、

と

言
っ

て

い

る

か

の

よ

う
で

あ

る
。

占
領
期
に

お

い

て
、

そ

し

て

戦
後
日

本

に

お

い

て、

ル

ー

ス

・
ベ

ネ

デ

ィ

ク

ト

が
、

敗
戦
国
民
に

自
己

規

定
の

枠
組
み

を

付
与

し

た

と

い

う

「

功
績
」

に

全

く

言
及
が

な

い

の

は
、

い

さ

さ

か

解
せ

な

い

思

い

が

す
る

。

　

し

か

し、

ダ

ワ

ー

が

提
起
し

た

視
点
の

重

要
性
は、

こ

の

欠
落
を

補
っ

て

余
り

あ

る

と

さ

え

言

え

る
。

そ

れ

は、

一

元
的
な

日

本
を

描
く
こ

と

を

意

識
し

て

避
け

た、

と
い

う
視
点

で

あ

る
。

そ

の

訳
書
冒
頭
に

掲
げ

ら

れ

た

「

日

本

の

読
者
へ

」

に

見
ら

れ

る

以

下
の
一

節
は

、

あ

り

き

た

り
の

日

本
文

化
論
の

弊
を

知
っ

て

い

る

者
に

は、

実
に

力

強
い

宣
言
と

さ

え

思

え

て

く

る
。

　
「

日

本
文
化
」

だ

と

か

「

日

本
の

伝
統
」

だ

と

か
、

そ

う
い

う
も

の

は

実
際
に

は

存
在
し

な

い

の

で

す
。

実
を

い

う

と、
「．
日

本
」

で

さ

え

存
在
し

ま

せ

ん
。

逆

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

セ
　
　も

に、

私
た

ち

が

語
ら

ね

ば
な

ら

な

い

の

は、
「

日

本
文
化
た

ち

冒
℃

穹
Φ

ω

Φ

〇

三，

ε
器
・゚

」

で

あ

り、
「

日

本
の

伝
統
た

ち
』

騨
℃
帥
ロ
 

ω

¢

口
四

巳
江
o
コ
の

」

な

の

で

す
、

　

　

　

　

　

　

　

　あ
　　　セ

私
た

ち

は、
「

日

本
た

ち

富
b

穹
ω

」

と

言
う
べ

き

な
の

で

す
。

そ

の

ほ

う
が

日

本

の

歴
史

の

事
実
に

近
い

し
、

今
日
の

日

本
社
会
の

実
情
に

も

近
い

。

そ

う
表
現
す

る
こ

と

に

よ
っ

て
、

日

本
を

世
界
の

な
か

で

比
較
す
る
こ

と

が

で

き、

本
当
に

新

し
い
、

目
の

覚
め

る

よ

う

な
日

本
理

解
が

可

能
に

な

る

し、

今

後
も

そ

う
す

る

よ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ら　

う
に

わ

れ

わ

れ

は

促
さ

れ

る
二

と

に

な

る

の

で

す・
：

…

　

英
文

原
著
で

六

六

〇
ペ

ー

ジ

に

及

ば

ん

と

す
る

大

著
が、

戦
後
日

本
文
化
論
の

古

典
に

つ

き

全
く

触
れ

て

い

な

い

の

は、
『

菊
と

刀
』

の

手
法
か

ら

の

決
別
の

気
持
ち

の

現

わ

れ

だ
っ

た

と

さ

え

読
め

る

件
り
で

あ

ろ

う
。

日

本
を

論
じ

る

研

究
の

手
法
と

し

て、

『

敗
北

を

抱
き

し

め

て
』

は

確
実
に
一

歩
前
進

し

た

論
考
で

あ

っ

た

と

結
論

し

て

よ

い

だ

ろ

う
。
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同
じ

よ

う

な

賛
辞
の

書
評
を

受
け
つ

つ

も、
『

菊
と

刀
』

は
】

元

的
な

目

本
を

描

く

と

い

う

負
の

遺
産
を

残
し

た
。

そ

れ

で

も

『

菊
と

刀
』

は、

戦
後
日

本
の

精
神
史

を

考
え

る

う

え

で
、

看
過
で

き

な
い

重
要

性
を

有
し

て

い

る

こ

と

も

ま

た

事
実
で

あ

る
。

繰
り

返

し

て

書
く

な

ら

ば、

敗
戦
直
後
の

日

本
国

民
に

自
己

規

定
の

枠
組
み

を

付
与
し

た

と

い

う

機
能
の

持
つ

重

要
性
で

あ
る
。

そ

し

て、

戦
後
の

日

本
人

が

白
己

規
定

の

材
料
を

与
え

ら

れ

た

の

は、

こ

の

外
国

人

研
究
者
に

よ

る

口

本
文

化
論
だ

け

で

は

な

か
ワ

た
。

『

菊
と

刀
』

の

翻
訳
刊
行
と

ほ

ぼ

同

じ

昭

和
二

卜、【、
年
十
一

月

半

ば

の

「

事
件
」

に

よ

っ

て

も、

日

本
国
民

は、

汝

ら

は

か

よ

う
な

国
民
で

あ

る、

と

の

解
釈

を

突
き
つ

け

ら

れ

た
の

だ
っ

た
。

東
京
裁
判
の

精
神
史

　

そ

れ

は
、

極
東
国

際
軍
事
裁
判
（
東
京
裁
判
）

の

判
決
（

多
数
派
判
決
）

だ
っ

た
。

　
一

九

四

五

（
昭

和
二

十
）

年

七

月
二

十
六

日、

米

英
中一、．
国
の

名

の

も

と

に

発

せ

ら

れ

た

対
日

降
伏
勧
告
共

同

宣

言、

ポ

ツ

ダ

ム

穴
言

は

そ

の

第
十

項

で、
一−
…

…

吾

等
ノ

俘
虜
ヲ

虐
待
セ

ル

者
ヲ

含
ム

一

切

ノ

戦
争
犯
罪

入
二

対
シ

テ
ハ

厳
重
ナ

ル

処
罰

ヲ

加
ヘ

ラ

ル

ペ

シ・
…・．

L

と

述
べ
、

戦
争
犯
罪

人

の

処

罰
を

降
伏
条
項
の
一

つ

と

し

て

明

示

し

た
。

こ

こ

に
、

東
京
裁
判
の

起
源
が

あ

る
。

こ

う

し

て

連
合

軍
の

占

領
政

策
の
一

環
と

し

て

実
施
が

決
ま
っ

た
こ

の

「

勝
者
の

裁
き

」

は、

昭

和
二

十
一

年
五

月一、一
日、

二

十

八

名
の

戦

時
指
導
者
た

ち
を

被
告
と

し

て

開

廷
し

、

途
中一．一
名
の

欠

落
（

二

名
病
死

、

　］

名
免
訴
）

を

見

た
の

ち、

二

卜
三

年
十
一

月
−

「

二

日

に

二

十

五

名
全

員
に

有
罪
の

判
決
（
絞
首
刑
七、

終
身
禁
錮
十
六、

有
期
刑
二
）

を

ド

し

閉
廷

し

た
。

ナ

チ

ス

を

被
告
と

し

て

実
施
さ

れ

た

国

際
軍
事
裁
判
（
ニ

ュ

ル

ン

ベ

ル

ク

裁

判
）

と

は

異

な

り
、

お

そ

ら

く

唯
一

の

例
外

東
條
英
機
を

除
け

ば

被
告
は

さ

ほ

ど

知

ら

れ

た

存
在
で

は

な

か
っ

た
こ

と

も

あ
っ

て、

開

廷

当
時
も

そ

し

て

そ

の

後
の

歴

史

戦
後
H
本

精

神
史
の

な

か

の

昭
和
二

十一、一
年

牛
村

　
毛

に

お

い

て

も、

世
界
史
と
い

う

文

脈
の

中
で

は、

東
京
で

の

国
際
軍
事
法
廷
は

あ

ま

り

注

目
さ

れ

な

い

存
在
で

あ

り

続
け
て

い

る
。

　

し

か

し

な

が

ら、

口

本
国
民
に

与
え

た

影
響
に

は、

お

よ

そ

看
過

し

え

な

い

も

の

が

あ

っ

た
。

昭

和
二

十
「

年
六

月

四

日
、

検
察
側
冒
頭
陳
述
の

場
で

首
席
検
察
官
ジ

ョ

ゼ

フ

．

キ

ー

ナ

ン

は、
「

世
界
を

通
じ

て

被
告
を

含
む

極
め

て

少
数
の

人
間

が

私

刑
を

加
え

自
己
の

個
入
的
意
志
を

人
類
に

押
し

つ

け
ん

と

し

た

の

で

し

た
。

彼
等
は

文
明

に

対
し

宣
戦
を

布
告
し

ま

し

た
」

と

宣
し

た
。

こ

の

裁
き
が
、
「
文

明
の

裁
き
」

で

あ

り、

自
分
た

ち

連

合
国
こ

そ

「

文
明．一

で

あ

る

と

形

容
し

た

ば

か

り

か
、

そ

の

「

文

明
」

に

宣
戦
布
告
し

た
の

は、

冂

本
人

全

体
で

は

な

い
、

「

被
告
を

含
む

極
め

て

少

数
の

人
間
」

だ
っ

た

と「．
口

っ

た

の

だ

っ

た。

さ

ら

に
、

「

彼
等
が

同
胞
の

上

に

何

を

齎
ら

し

た

か

を

見

ん

と

欲
す

る

な

ら

ば

我
々

は

単
に

こ

の

建

物
の

階
」

に

数
歩
を

運
べ

ば

足
り

る

の

で

あ

り

ま

す。

人

が

記

述
に

依
り

為
し

得
る

よ

り

事
実
は

さ

ら

に

雄
弁
に

語
つ

て

居
り

ま
す
」

と

も

述
べ
、

空

襲
に

よ

る

惨
害
を

も

た

ら

し

た

の

は、

元

を

辿

れ

ば

被
告
席
に

座
る
こ

の

「

極
め

て

少
数
の

人
間
」

た

ち

だ、

と
い

う

指

弾

を

も

加

え

た
。

自
分
た

ち
で

日

本
を

無
差
別
空
襲
し

て

お

き

な

が

ら、

そ

う
い

う

事

態
を

引

き

起
し

た

の

は

こ

の

被
告
た

ち
の

せ

い

だ、

と
い

う

の

は

何
と

も

勝
手
な

理

屈

で

は

あ

る
。

だ

が

と

も

か

く

日

本
入
「

般
も

ま

た

犠

牲
者
だ、

と

い

う
枠
組
み

を

は
っ

き

り

提
示

し

て

み

せ

た

発、
言

だ

っ

た
。

　
戦
争
中
は、

ジ

ャ

ッ

プ

は
ジ

ャ

ッ

プ

だ
、

あ
る

い

は
、

死

ん

だ
ジ

ャ

ッ

プ

だ

け

が

良
い

ジ

ャ

ッ

プ

だ、

と
い

う

よ

う

に

日

本
人

は

み

な

ひ

と

括
り
に

し

て
、

連
合
国

側

で

扱
わ

れ

て

い

た

こ

と

を

考
え

る

と
、

こ

れ

は

極
め

て

政
治

的
意
図

を

持
っ

た

発

言

だ
っ

た
。

「

極
め

て

少
数
の

人

間
」

の

戦
争
責
任

を

問
い

、

そ

の

他
の

日

本
人

を

事

実
土

免
責
す

る

こ

と

で

占

領
軍
の

施
政
へ

の

協
力

が

得

ら

れ、

ま

た

軍

国
日

本
を

舎

定
す

る

よ

う

国
民
一

般
を

仕
向
け

る

こ

と

が

容
易

に

な
っ

た
。

こ

う
い

う
枠
組
み

を
、

敗
戦
か

ら
一

年
も

経
た

な

い

日

本
国
民
は

提
示
さ

れ

た

の

で

あ

る
。
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明
星

大

学
研
究
紀
要
【

日

本
文
化
学

部
・
言

語

文

化
学
科
】

第
十
二

号

　
二

〇
〇
四

年

　
こ

う
し

て

開
始
さ

れ

た

対
日

国
際
軍

事
裁
判
は、

さ

ら

に

別
の

一

面

を

も

持
つ

に

至
っ

た
。

そ

も

そ

も

占
領
軍
の

政
策
の
一

部
と

し

て

実

施
さ

れ

た
の

だ

が、

訴
追
の

期
間
を

昭

和
三

年
一

月
一

日

以

降
と

し

た

た

め、

戦
中、

戦
後
と

史
実
を

知

ら

さ

れ

て

い

な

か

ク

た

日

本
国

民

に

向
け、
「

真
相
は

こ

う
だ
」

の

よ

う

に

歴
史
解
釈
作
業

を

も

施

す

場
と

も

な
っ

た
。

法
廷
で

は

原
告
で

あ

る

連

合
国
側
の

過
去
の

行
動
は

不

問
に

付
さ

れ

た

た

め、

そ

の

作
業

は、
「．
孛
つ

ま

で

も

な

く

敗
者
の

日

本
を
一

方

的
に

断
罪
す
る

も

の

に

終
始
し

た
。

こ

う

し

て

得
ら

れ

た

昭
和
二

十
三

年
十
一

月

の

多
数

派
公
式
判
決
は、

日

本
の

近
現

代
史
へ

の

歴

史
解
釈
を

も

施
し

た。

敗
者
日

本
を

断

罪
す

る

と

い

う

た
っ

た
一

つ

の

史
観
の

提
示

だ

っ

た
。

だ

が、

議
論
の

余
地

を

残
さ

な
い

一

元

的
な

歴

史
解
釈

と

い

う

も

の

は、

ど
こ

か

健
全

さ

を

欠

く。

思
考
の

健
全

さ

を

保
と

う
と

す
る

の

な

ら
、

歴
史
解
釈
は

多
元
的
で

あ

る

の

が

本
来
望
ま

し

い
。

　

昭

和
二

十
七

年
の

占
領
解
除
と

と

も

に

言
論
の

自
由
は

回

復
さ

れ、

東
京
裁
判
へ

の

批
判
を

有
す

る

解
釈

も

可

能
と

な
っ

た
。

そ

の

雰
囲
気
の

中
で

多
元

的
で

あ

る

こ

と

を

念
頭
に

置

い

て

言

い

出
さ

れ

た

表
現

も、

裁
判
史
観
へ

の

反

発
の

気
持
ち

が

強

い

あ

ま

り

瞬
く

問
に

二

元

化
さ

れ、

思
考
は

硬
直

化
し

て

し

ま

う
き

ら

い

が

あ
っ

た
。

　

た

と

え

ば

「

東
京
裁
判
史
観
」

と

い

う
表
現

も、

巷
間
に

紹
介
さ

れ

た

当

時
は

新

鮮
に

思

え

た

も

の

の、

い

つ

し

か

東
京
裁
判
の

信
奉
者

か、

反
対
者

か、

と

い

う

不

毛

な

二

項
対
立

を

招
く
一

因
に

な
っ

て

い

る
。

当

初
は、

裁
判
の

内
容
を

検
討
し

た

う
え

で

の

賛
同
な

り

批
判
だ
っ

た

も

の

が、

速
記

録
と

い

う
一

次

史
料
に

何
ら

目

を

通
す
こ

と

も

な

く、

感
情
的
に

既

成
の

解
釈
を

振
り

回

す
だ

け
の

論
者

が

生

ま

れ

て

い

る

に

過
ぎ

な
い

。

「

東
京
裁
判
史
観
」

の

語
を
一

例
に

と

る

な

ら

ば、

こ

の

表

現

を

も
っ

て、

検
察
側
の

冒
頭
陳
述
並
び

に

多
数
派
判
決
で

示

さ

れ

た

よ

う
な

歴
史
解

釈、

と

称
さ

れ

る

こ

と

は

多
い

。

だ

が、

こ

れ

は

初
歩
的

な

誤
り

を

含
む。

と
い

う

の

も、

起
訴
状
と

判
決
で

は

内
容
が

か

な

り

の

部
分
違

っ

て

い

る
。

そ

れ

に

起
訴
状

で

五

十
五

あ
っ

た

訴
因
は、

判
決
で

は

十
に

減
ら

さ

れ

た

う

え

で

各
被
告
へ

の

断
罪

134

が

下
さ

れ

た
。

批
判
者
も、

擁
護
者
も、

も

う

少
し

事
実
を

知
っ

た

上

で

討
議
を

し

な

け
れ

ば、

い

く

ら

時
を

経
て

も

生

産
的
な

議
論
に

は

つ

な

が

る

こ

と

は

な

い
。

　
ま

た

近
年
論
壇

に

提
出
さ

れ

た

「
自
虐
史
観
」

と
い

う

言

葉
も

、

同

様
に

い

つ

し

か

自
虐
史
観
か、

非

自
虐
史
観
か
、

と

い

う
二

項

対
立

を

招
い

て

い

る
。

こ

う
い

う

こ

と

も

あ

る

た

め

で

あ

ろ

う、

雑
誌
の

東
京
裁
判
特
集
は、

占

領
解
除
直
後
も、

記

録
映
画

「

東
京
裁
判
」

が

完
成
し

L
映
さ

れ

た

昭

和
五

卜
八

年
も

、

ま

た

二

十
一

世

紀
に

な
っ

た

今

日

も
、

い

つ

読

ん

で

も

新
鮮
に

思
え

る
。

こ

れ

は
、

　一

般
理

解
に

進

歩
が

な

い

証
し

で

あ

ろ

う

と

考
え

ざ

る

を

得
な
い
。

結
び
に

か

え

て

　
敗
戦
か

ら
三

年
少
々

経
っ

た

昭

和
二

十
三

年
十
一

月、

日

本
国
民

は
、

東
京
裁
判

の

公

式
判
決
に

よ

り

自
国
の

歴

史
解
釈
を
一

方
的
に

与
え

ら

れ
、

そ

し

て

文
化
人

類

学
と

い

う

目

新
し
い

学
問
の

成

果
と

し

て

の

『

菊
と

刀
」

と

い

う

翻
訳

書
か

ら、

自

分
た

ち
の

国
民

性
を

知
ら

さ

れ、

結
果
と

し

て

自
己

規

定
の

機
会
を

得
る

に

至
っ

た
。

敗
戦
国

史
観
を

強
要
さ

れ

た

国
民

は、

そ

の

後
こ

の

『

菊
と

刀
』

を

無
意
識
の

う

ち

に

規
範
と

し

て

日

本
人

論
を

書
き

、

溜
飲
を

下

げ

て

来
た

か

の

よ

う

な

様
相
を

呈

し

て

い

る

と

も

い

え

る

の

が
、

戦
後
日

本
の

精
神
史

の
一

面
だ

っ

た

の

で

あ

る
。

　
昭

和
二

十
三

年
秋
に
、

こ

う

し

て

二

つ

の

外
来
思
想
が

日

本
を

襲
っ

た
。

そ

れ

は、

他
者
に

よ

る

自
己

規
定
と

い

う

共
通
点

を

持
っ

て

い

た。

そ
の

外
来
思

想
は、

思

想

闘
争
も

な

く

日

本
人
に

受
容
さ

れ、

戦
後
と
い

う

空
気
が

作
ら

れ

た
。

そ

し

て

そ

の

外
来
思

想
は

今
な

お

清
算
さ

れ

て

は

い

な
い

。

戦
後
史
の

生

み

出
し

た

諸
問
題
を

考

え

る

と

き
、

こ

の

昭
和
二

十
三

年
秋
の

持
つ

大

き

さ

を

考
え

ざ

る

を

得
な

い

の

で

あ

る
。
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註
（
1）
　

本
稿
を、

平
成
−
六

年．
二

月

を

も
っ

て、

本
学
青
梅
校
の

教
育
を

離
れ

ら

れ

る

小

堀

桂
，

郎、

田

　

　
中
敏
の、
［
教
授
に

献
じ

る。

比
較
の

視
点
を

絶
え

ず
意
識
し

つ

つ

深
い

学
識
と

広
い

視

野
で

日

本

を

　

　
論
じ

て

こ

ら

れ

た

小
堀
教
授、

そ

し

て

ド

イ

ツ

語

の

達
人

と

し

て

外
国

語
を

通
し

自

国

を

世

界

に

発

　

　
信
す
る

こ

と

を

務
め

と

さ

れ

た

田

中

教
授、
の

お

二

方
に、

現
在
私
が

抱
い

て

い

る

戦

後
日

本

の

精

　

　
神
史
の

枠
組
み
の

概
略
の

｝
端
を

報

告
す
る

こ

と

で、

退
任
に

際
し

て

の

ご

挨
拶
と

さ

せ

て

い

た

だ

　

　
く。
お
二

方
の

今
後
の

ご

活
躍
を

切

に

お

祈
り

申
し

あ．
げ
た

い。
な

お、

四

半
阯

紀

に

わ

た

る

小

堀

　

　
師
へ
の

学
恩
は、

と

う

て

い

一
文

を

草
し

た

だ

け
で

は

謝
す
こ

と
は

か

な

わ

な
い

。
今

後
の

勉

強
を

　

　
も
ワ
て

そ

れ

を

果
た

し

た
い

と

考

え

る。
研

究
を

活
字
と

し

て

発
表
せ
ぬ

大
学

教

師

は

教

育
者
の

資

　

　
格
な
し、

と
い

う
k
張
を

身
を

も
っ

て

実
践

さ

れ、

後
進
に

範
を
垂

れ

て

下

さ
ワ
た

同

教

授
の

お

姿

　

　
を、

不
断
の

鏡
と

し

た
い

。

私
事
に

わ

た

る

が、

か

つ

て

ド

イ

ツ

語
の

初
歩．
文
法

を

英

語

文

法

と

の

　

　
比

較
対
照
の

も

と
で

教
え

て
い

た

だ

い

た
こ

ろ

の

先
生
は、

十

数
巻
の

「
鴫
外

選

集』
の

解
説
を

ま

　

　
さ

に

執
筆
中
で

あ
っ
た。

ま

た、

そ

の

二

年

後、

大
学
三

年
生

と
し

て

比

較
文．
学
の．
授
業
を

聴
講
し

　

　
た

折
に

は、

鈴
木
貫

太

郎
論
を

書
い

て

い

ら
っ

し

ゃ

る

時
で

あ
っ
た。

知

的
活
火

山

状

態
の

師
か

ら

　

　
習
う
授
業
の

知
的
興

奮
は、

今
な

お

記
憶
に

新
し

い。

そ
の

よ

う

な

知

的

興

味
を

我

が

学
生

に

少
し

　

　
で

も
感
じ
さ

せ
る

こ

と

を

も

今

後
の

課
題
と

し

た

い．

（
2）
　
日

本
語
で

書
か

れ

た、

お

そ

ら

く

唯一
の

本
質
を
突
い

た

批
判
の

文

章
は、

平
川

紡
弘
「

比

較
史

　

　
家
の

断
想一
（
『

諸
君
1・

』

二

〇
〇．…．
年．
二

月

号）。

（
3）
　
た
と

え

ば

岩

井
克
人

は

コ
今

回

ダ

フ

ー

氏

の

著
作
が

特
別
賞

に

選

ば

れ

ま

し

た

が、

候
補
に

な

ワ

　

　
た

ど
の

作
品

も、

そ
の

横
に

並
べ

て

み

る

と、

単
に

分
量
だ

け

で

な

く、

内

容
に

お

い

て

も

見
劣
り

　

　
し
て

し

ま

う

の

は、

残

念
な
こ

と

で

し

た
」

（
「

朝
口

新
聞
』

二

〇
〇
一
年

十．
 
月

四

日

二

十
三

面）

　

　
と

評
を

書
い

て

い

ろ。

（
4）

蜜
゜

冨
こ

≦
き
貝
．．

→

冨

芝
穹冖
巨
ゆ

蜂

鼠凶
霧

亀
一

p

冨
皀
器

Z

き
8
巴

9
胃
固
08

「 、
」
コ

　

　
『
ぎ

書
9
器

貯
匙
導

蕊
鷺
3

＜
o
鬥

図

日
Zo

」
（一
¢

G。

O）．
U°
鼻

c．鹽

（
5）
　
青
木

保

『

「

目

本
文

化
論
」

の

変
容

I−
戦
後
凵

本
の

文

化

と

ア

イ

デ
ン

テ

f

テ

ィ

ー
」

（
中
央

公

　

　
論
社、
　一
九

九

〇
年）
三

四

1．一．
五

頁。

（
6）
　

訳
彑凵
（
岩

波
煮
目

巾旧、

二

〇
〇
一
年）

上、
「

日
太．
の
少

削

者u
へ

」

　．
三

ー
一
四

百ハ。
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