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或
る

文
學
者
の

覺
書

ー
福
田
恆
存
素
描
ll

和
田

正

美

で

あ
り、

福
田

の

や

う
な

人

が

そ
れ

を
受
け

つ

け

な

か

つ

た

と

し

て

も
不
思
議
は

な
い
。

或

は

考
を
一

歩
進

め

て、

う
が

つ

た

解
釈
を
す
れ
ば、

彼
の

死
後、

よ
り

完
全
な、

新
し
い

福
田

恒
存
全
集
が

出
版
さ

れ
た

時、

そ
こ

に

他
人
の

「

解
説
」

が

附
せ

ら

れ

る

の

は

確
実
な

こ

と

で

あ
る
か

ら、

福
田

は

先
手
を
打
つ

て、

そ
の

内
容
に

歯
止
め

を

掛
け

よ

う
と
し

た

の

で

は

な
か

つ

た
だ

ら

う
か

。

．

そ

ん

な

こ

と
を

考
へ

な

が

ら
「

覺
書
」

を
読
ん

で

行
つ

た

ら、

そ

の

終

り

近
く

で

次
の

や

う
な
文
に

出
会
つ

た。
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一

　
昭
和
六

十
二

年
か

ら

六
十
三

年
に

か

け
て

刊
行
さ
れ
た

福
田

恒
存
全

集
全

八

巻

は

著
者
生

前
の

自
選

集
で

あ
る

か

ら、

「

全
集
」

と

し

て

の

完
成
に

は

ほ

ど

遠
い

が、

そ

れ

で

も、

福
田

の

仕
事
の

内
実
を
知
り
た

い

と

願
ふ

読
者
に

と

つ

て

は

今

の

所
こ

れ

が

最

上
の

資
料
で

あ

ら
う。

所
で

こ

の

全

集
に

は

甚
だ

面
白
い

特
徴
が

一

つ

あ

る
。

そ

れ

は

こ

の

種
の

著

作
物
に

つ

き
も
の

の

「

解
説
」

が

な
く、

そ

の

代
り

に、

著
者
自

身
の

手
に

な

る

「

覺
書
」

が

第
七

巻
と

第
八

巻
を

除
い

た

各
巻

に

附
せ

ら

れ
て

ゐ

る

こ

と

で

あ
る

。

（
第
七

巻
と

第
八

巻
の

「

覺

書
」

は

紙

幅
の

関
係
か

ら

第
六

巻
に

繰
上

げ
て

書
い

て

あ
る

。

V

　

福
田

は

何
故
か

う
い

ふ

こ

と

を
し

た

の

だ

ら
う。

そ

れ

は

彼
の

自
認
す
る

職
人

気
質
が

「

解
説
」

と
い

ふ

名
の

夾

雜
物
を

嫌
つ

た

か

ら
な
の

か
。

他
人
の

書
い

た

解
説
は

ど

れ

ほ

ど

よ

く
出
来
て

ゐ

て

も
読
者
の

鑑
賞
の

自
由
を
縛
り

が

ち

な

も
の

満
遍
な
く
私
の

書
い

た

も
の

に

そ

れ
相
應
に

附
合
つ

て

く
れ

る

ほ

ど

親
切
な

人
は

ゐ

さ
う
も
な
い
、

戯
曲
も
書
き、

劇
評
も
し、

小

説

に

も
手
を

出
し、

文
學
論
も
や

る、

飜
譯
に

ま
で

手
を

延

ば

す
か

と

思
へ

ば、

そ

の

他、

國

語、

文
化
は

も
ち
ろ

ん、

政
治、

社
會
現

象
に

至
る
ま

で

何
に

で

も

口

を
出

す、

さ

う
い

ふ

男
の

相
手
な

ど

誰
も
面

倒
臭
が

つ

て

し

て

く
れ

は

し
な
い
、

「

自
分

の

手
で

用

意
し

た
寝
床
な
ら

自
分
で

寝
る

し
か

な
い
」 、

そ

れ

ゆ

ゑ、

か

う
し

て

「

覺
書
」

を
自
分
で

書
い

て

ゐ

る

の

で

あ
る

。

（

註
1V

　
福
田

が

全

集
の

「

解
説
」

を
他
人

の

手
に

委
ね

ず、

自
ら

の

「

覺
書
」

を
以

て

そ
れ

に

代
へ

た

理

由
が

こ

こ

に

は

余
す
所
な
く
與
へ

ら
れ
て

ゐ

る

と

言
ひ

た

い

所

だ

が

さ

う
も

行
か

な
い

。

そ
れ

は

彼
が

心

に

も
な
い

嘘
を
吐
い

た

と
い

ふ

こ

と

で

は

な

い
。

右
の

述
懐
は

そ
の

ま
ま

受
取
つ

て

差
支
へ

あ
る
ま
い

が、

し

か

し

私
達

は

彼
の

文
の

二

義
性
に

注

意
し

な
け
れ
ば

な
ら
な
い

の

で

あ

る
。

　
福
田

の

仕
事
が

多
岐
に

渡
つ

て

ゐ

る

た

め、

そ

れ

に

満
遍

な
く
附
合
は

う
と

す

る
人

が

ゐ

な

い

の

は

必

ず
し

も
彼

等
が

「

親
切
」

で

な

い

か

ら

で

も、

「

面
倒
臭

が

つ

て
」

ゐ

る

か

ら
で

も
な
い

で

あ

ら
う。

端
的
に

言
へ

ば

さ

う
い

ふ

こ

と

は

し

た

く
て

も
出
来
な
い

の

で

あ
り、

福
田

自
身、

そ

の

こ

と

は

承

知

し

て

ゐ

る

に

違

或
る

文
學

者
の

覺
書

和
田
正

美
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明

犀
大

学
研
究

紀
要

【
日

本
文

化

学
部・
言
語
文

化
学

科】
第
一
号

一
九

九
三

年

ひ

な

い

の

で

あ
る

。

　
し

か

し

そ

れ
は

ど

う
で

あ
れ、

福
田
恒
存
全

集
が

著
者
の

「

覺
書
」

で

貫
か

れ

た

こ

と
は

甚
だ
よ

か

つ

た

と
思
ふ

。

私
達
は

そ

れ
の

御
蔭
で

福
田
恒
存
と

い

ふ

風

変
り
な

ー
こ

の

「

風
変
り

な
」

と

い

ふ

言
葉
を
私
は

最
も

肯
定
的

な
意
味
で

使

つ

て

ゐ

る

1
文
学
者
或

は

（
こ

れ

も
言
葉
の

最
上

の

意
味

で
）

藝
術
家
の

世

界

に

何
ほ

ど

か

参
入

せ

し
め

ら

れ
る

。

彼
の

「

覺
書
」

は

凡
百
の

「

解
説
」

の

あ
つ

か

り
知
ら

な

い

功
徳
を
施
し

た
と
い

ふ
べ

き
で

あ
ら

う
。

　
勿
論、

こ

の

「

覺
書
」

は

全
集
の

本
文
に

附
せ

ら

れ

た

も
の

で

あ
り、

本
文
を

読
ん

だ

上
で

そ

れ
に

眼
を
通

す
こ

と

こ

そ

正

統
的
な
や

り

方
で

は

あ
る

が、

す
ぐ

れ
た

批
評
は

そ

の

対
象
と

し

て

扱

は

れ

た

作
品
か

ら
独
立
し

た
一

箇
の

「

作
品
」

と
見
做
す
こ

と

が

出
来
る

の

と
同
じ

見
地

か

ら、

こ

の

「

覺
書
」

だ

け
を
頼
り
に

し
て

福
田
の

精

神
と

生
活
の

軌
跡

を
辿
る

こ

と

も
或
る
程
度
ま
で

可
能
な

筈
で

あ

る。　
私
は

さ
う
考
へ

て

以

下
に

「
覺
書
」

の

さ
さ
や

か

な
分
析
を
試
み

る

こ

と

に

し

た。　
こ

こ

で

も
う
一

度、

右
の

引
用
文
に

戻
る

こ

と

に

し
た

い
。

福
田
は

「

解
説
」

な
ら
ぬ

「

覺
書
」

を
自

分

で

書
い

て

ゐ

る
理

由
を
説
明

し
た

後、

以
前
に

著
作
集

と

評

論
集
を
出
し

た

時
に

も
全
部
自
分
の

手
で

始
末
し

た
と

付
加
へ
、

「

以
上、

威
張
つ

て

ゐ

る

の

で

は

な
い
、

こ

の

年
に

な

つ

て

少

々

く
た

び

れ
た
と

愚
痴
を
零

し

て

ゐ

る

の

で

あ
る

」

と

述
べ

て

ゐ

る

が
、

こ

れ
を

弱
気
の

告
白
と

見
て、

そ
れ

に

引
き
ず
ら

れ

る
や

う
な
愚

を
犯
し

て

は
な

ら

な
い

。

そ
れ
ど

こ

ろ

か、

第
一

の

引
用
文
に

並
々

な
ら

ぬ

自
信
が

現
れ

て

ゐ
る

こ

と
は

私
が

そ

の

文

と

の

関
連
で

指

摘
し

た

所
か

ら
明
ら

か

で

あ
ら

う。

　

自
信
と

書
い

た
が、

実
際、

私
達
は

そ

れ
を
「
覺
書
」

の

随
処
に

見
出
だ

す
こ

14

と

が

出
来
る

。

す
で

に

述
べ

た
通
り、

「

覺
書
」

は

第
六

巻
で

終

つ

て

ゐ

る

が、

福
田

は
そ

の

末
尾
の

一

節
の

中
で、

読
者
に

呼
び

掛

け

て、

次
の

や

う
に

記

し

た
。

折
角、

こ

こ

ま
で

讀
ん

で、

と

は

言

は

ぬ
、

買
つ

て

來
て

く
れ

た

以

上、

「

覺
書
」

が

終
つ

た

か

ら

と
い

つ

て、

こ

れ

で

打

切

ら

ず
に、

後
の

二

冊

に

も
附
合
つ

て

戴
き
た

い、

一

つ

に

は

年
譜
が

附「
い

て

を
り、

他
の
一

つ

は

私

に

は

珍
し

い

創
作
集
で

あ
る、

意
外
な
拾
ひ

物
に

な
る
か

も
知

れ
な
い
。

そ

れ
に

こ

こ

で

後
を
缺
い

て

し

ま
ふ

と

大
事
な

と

こ

ろ

を
讀
み

落
す。
（
傍
點、

福
田

。

註

2
）

　
少
な
く
と

も

日

本
の

文
学
者
の

中
で

果
し

て

何
人

が

こ

れ

だ

け

の

自
信
か

ら
読

者
に

接
す
る

こ

と
が

出
来
た

だ

ら
う
と

思

は

せ

ら
れ
る
一

方、

私
は
一

部
の

ナ
イ

ー

ヴ
な
ら
ざ
る

読
者
が

こ

の

文
に

接
し

て

微
笑
し

た

り

苦
笑
し
た

り

し

て

ゐ

る

情

景
を
も
想
像
し

な
い

で

は

ゐ

ら

れ
な
い

。

こ

の

文
に

は

遊
び

の

要
素
が

含
ま
れ

て

ゐ

る
。

だ

か

ら

私
達
は

筆
者
に
一

応
の

敬

意
を
表
し

た

上
で、

こ

れ

を
読
み

流
し

て

も
よ

い
。

し
か

し
次
の

や

う
な
文

に

な

る

と

さ

う
は

行

か

な
い

で

あ
ら
う。

私
は

も
う
何
十
年
も
前
に

政
治
と
文
學
と

の

峻
別
を

説
い

た
。

少
々

間
違
つ

て

受
取
ら

れ
た

や

う
で

あ
る。
（
註

3V

が、

そ

れ

は

「

平
和
論
に

た

い

す
る
疑

問
」

は、

讀
ん

で

も
ら゚
へ

ば

分
る

だ

ら

う
が、

今

日

の

目
か

ら
見
れ

ば
至
極
當
り
前
の

こ

と

を
言
つ

た
に

過
ぎ
な
い

。

（

註
4）

福
田

は

こ

こ

で

自
ら

の

「

何
十
年
も
前
」

の

言
論
を
い

さ

さ
か

と

言
へ

ど

も
修

N 工工
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正
す

る

必
要
を
認
め

て

ゐ

な
い

。

念
の

た

め

に

記
す
と、

こ

の

第
二

の

引
用
文
は

福
田
が

そ

の

「

平
和
論
に

た
い

す
る

疑
問
」

の

せ

ゐ

で、
「

『

保
守
反
動
』

呼
ば

は

り

さ
れ、

論
壇
か

ら
い

は

ゆ

る

『

村
八
分
』

の

処
遇

を
受
け
る

に

至

つ

」

て

か

ら

三
十
数
年
後
に

書
か

れ
た

も
の

で

あ
る。

　
い

ふ

ま
で

も

な
く
私
達
は

或
る

人
に

自
信
が

あ
る
と
い

ふ、

そ
の

こ

と

だ

け

で、

そ

の

人
を
評
価
す
る

こ

と

は

出
来
な

い
。

自
信
が

無
知、

傲
慢、

お

め

で

た

さ

な
ど
の

別
名
に

過

ぎ
な

い

こ

と

が

多
い

の

は

誰
し

も
知
る

所
で

あ
ら

う
。

要
す

る

に

自
分

の

本
当
の

姿
が

見

え
て

ゐ

な
い

の

だ。

こ

れ

は

ど

ん

な
才
人
に

も
つ

い

て

ま
は

る

危
険
で

あ
る

と

さ
へ

言
へ

る

か

も
知
れ
な

い
。

　
し
か

し

幸
か

不
幸
か

福
田

の

自
信
を
そ

の

や

う
に

あ
し

ら

ふ

こ

と

は

出

来
さ
う

も
な
い
。

私
達
は

彼
に

お

け

る

断
定
的
な
自
信
を
支
へ

て

ゐ

る
も
の

に

眼
を
注
ぐ

べ

き
で

あ
る。

私
に

は

そ
れ

は

過
去
の

自
分
と

「

覺
書
」

を
書
い

て

ゐ

る

現

在
の

自
分

と

の

間
の

距
離
の

無
さ

で

あ
る

や

う
に

見

え

る
。

と

言
つ

て

し
ま
へ

ば

如
何

に

も
表
現
が

拙
劣
な
の

で、

言

ひ

方
を
変
へ

る

と、

福
田

は
過
去

の

ど

ん

な
時
期

に

お

け

る
自
分

を
も
現

在
の

自
分

に

直
接
つ

な

が

る
も
の

と

意
識
す
る
所
か

ら
そ

の

「

覺
書
」

を

書
い

て

ゐ

る
。

そ

れ
は

彼

に

進
歩、

発
展

が

な
か

つ

た

と

い

ふ

こ

と

で

な

く、

問
題
の

在
り

処
が

常
に

同
一

な
の

で

あ
る

。

　

「

覺
書
」

だ

け
を
読
ん

で

ゐ

て

も
判
る

こ

と

で

あ
る

が、

彼
の

論
調
は

終

始、

も
の

の

見
事
に、

遣
切
れ
な
く
な

る
位、

一

貫
し

て

ゐ

る

の

だ。

　

福
田

の

さ

う
い

ふ

精
神
は

当
然
の

こ

と

な
が

ら

生
得
の

も
の

で

あ
る
が、

興
味

深
い

の

は

彼
が

そ

の

淵
源
を
自
ら

の

生

れ

育
つ

た

環
境
と

周
囲
の

状
況
と

の

か

か

は

り

の

中
に

も

求
め

て

ゐ
る
こ

と

で

あ

る。
「

気
質
的
に

は

良
く

も
悪

く
も
職
人

で

あ
り、

下
町

人
種
で

あ
つ

た
」

福
田
は

学
校
生
活
を
送
り
な
が

ら、

「

擬
似
イ

ン

テ

リ
族

と

の

論
争
は

私
の

生

活
環
境
か

ら
す
れ

ば
全
く
足

が

地
に

つ

い

て

ゐ
な

或

る
文

學
者
の

覺
書

和
田

正
美

い

や

う

に

見

え
て、

何
と

も

空
し

か

つ

た
」

と

感
じ

た

さ

う
で

あ
る

が、

こ

こ

で

注

目
す
べ

き
は、

彼

が

当

時
の

自
分
を
顧
み

て、

「

孤
独
」

と

い

ふ

言
葉
を

持
出

し

て

ゐ

る

こ

と

で

あ
る。

（
大
學
で

は
）

あ
た

り

を
取
巻
く
「

知

識
階
級
」

と
い

ふ

異
人

種
の

包
圍
網

に

遭
ひ、

さ

う
か

と

い

つ

て

身
方
の

下
町

人
種
は

大
震
火
災
後、

も

は

や
周

圍
に

な
く、

ど

つ

ち

へ

轉
ん

で

も
孤

獨
で

あ
つ

た
の

だ
。

（
傍
點、

和
田

。

註
5

）

（
恒
存
と

い

ふ

名
の

い

は

れ
を

説
明
し

て）

私
は

捨
て

ら
れ

た

臣
で

も
妾
の

子
で

も
な
い

が、

彼
等
が

い

つ

れ

も
孤

獨
で

あ
り、

私
も
孤
獨
だ

つ

た
こ

と

だ
け

は

當
つ

て

ゐ

る
。

（
傍
點、

和
田。

註

6）

　

福
田

の

い

は

ゆ
る

「

孤
独
」

に

注
目
し
た

方
が

い

い

と

思

ふ

理

由
は

二

つ

あ

る
。

そ
の
一

つ

は

こ

の

「

孤

独
」

を

「

孤
立
癖
」

に

置
換
へ

れ
ば、

こ

れ

こ

そ
福

田

の

精
神
の

在
り
方
を
側
面
か

ら
、

し

か

し

最
も
端
的
に

言
ひ

あ

ら

は

す
言
葉
に

な

る

こ

と

で

あ
る

。

実
際、

彼
の

孤

立
癖
と

そ

れ
が

発
揮
す
る

力
は

ほ

と

ん

ど

無

気

味
と

さ
へ

言
ひ

た

い

ほ

ど

で

あ
り、

さ

う
考
へ

れ

ば、

彼
の

青
少

年
時
代
の

「

孤

独
」

は

そ
の

生

涯
の

最
後
ま
で

ー
と

言
つ

て

も
彼
は

ま
だ

健

在
で

あ
る

が

　
　

続
い

た

こ

と

に

な
ら

う
。

　

福
田
の

「

孤
独
」

に

注
目

し

て

お

き
た

い

も
う
一

つ

の

理

由
は

そ

こ

に

感
傷
的

な

意
味
合
ひ

も
否
定
的
な
意
味
合
ひ

も
全

く

籠
め

ら

れ
て

ゐ

な
い

こ

と

で

あ
る

。

彼
は

不
具
な、

或
い

は

不
毛
な
孤
独

と

い

ふ

近
代
病
に
つ

ひ

そ
陥
る

こ

と

が

な
か

つ

た

の

で

は

な
い

か
。

後
年
の

彼
が

こ

の

病
の

所
在
を
知
悉
す
る

に

至

つ

た

に

も

か

か

は
ら

ず
で

あ
る

。

15
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紀
要

【
日
本

文
化

学
部

二
召

語
文

化

学
科】
第
一
号
　一
九
九
三

年

　

そ

の

点
が

こ

の

「

覺
書
」

の

中
で

度
々

引
合
ひ

に

出
さ

れ

て

ゐ

る

小
林
秀
雄
や

中
村
光
夫
と

福
田
恒
存
の

違
ふ

所
で

あ
ら
う

。

小
林
と

中
村
も
福
田

と

同
じ

く
近

代
病
の

諸
相
に

通
じ

て

ゐ

る

が、

彼

等
の

場
合
に

は、

文
学
に

身
を
誤
ら

さ

れ

て

薄
汚
い

青
年
時
代
を

送
つ

た

こ

と
へ

の

苦
い

反
省
が

そ

の

文
学
活
動
の

発
条
の
一

つ

に

な

つ

て

ゐ

る
。

し

か

し

福
田
に

は
さ

う
い

ふ

趣

は

見
出
だ

せ

な
い

の

で

あ

る。
　

突
放
し

た

見
方
を
す
れ
ば、

青
年
時
代
の

福
田
に

は

若
さ
が

な
か

つ

た
。

か

う

言
へ

ば

福
田

の

愛
読
者
は

怒
り
出
す
で

あ
ら

う
が、

私
は

こ

の

若

さ
と

い

ふ

言
葉

を
限
定
的
な
意
味
で

使
つ

て

ゐ

る

の

で

あ
る。

そ

し

て

驚
い

た

こ

と

に

若
さ

の

欠

如
は

老

の

欠
如

で

も
あ
る

。

　

生
涯
の

あ
ら

ゆ

る

時
期
に

お

け

る
自
分

を
そ
の

ま

ま
現
在
の

自
分

で

あ
る

と
す

る

精
神
は

老
を
知

ら

な
い

精
神
で

あ
る

と

言
へ

よ
う。

福
田

に

は

青
年
に

通
有

の
、

未
熟
な、

そ

れ
だ

け

に

か

へ

つ

て

た

の

も
し

い

若
さ

が

な
か

つ

た
代
り
に、

そ

れ
を

越

え
た、

全
生

涯
的
な、

い

ふ

な

ら

ば
永
遠
の

若
さ

が

あ
つ

た

や

う
に、

い

や、

あ

る

や

う
に

見
え

る
。

　

私
は

「

覺
書
」

を
読
み

な
が

ら、

そ

れ

を
七

十
六

、

七

歳
の

老
人
の

手
に

な
る

も
の

と
は

ど

う
し

て

も
思
へ

な
か

つ

た
。

何
か

只

事
で

は

な
い

と

い

ふ

気
が

す

る
。

　
　

　
　
＝

　
前
章
で

取

上

げ
た

見
せ

る。

「

孤
独
」

の

意
識
に

つ

い

て

の

回
想
は

次
の

や

う
な
展

開
を

さ
う
い

ふ

孤
獨
な
人
間
に

事
件
は

起
ら
な
い

。

事
件
は

す
げ
な

く
私
の

そ
ば

を
素
通
り
し
て

行
つ

て

し

ま
ふ
。

戰

争
も
さ

う
だ
つ

た
。

あ
れ

ほ

ど
世
界
を

16

動
か

し

た

大
戰
争
だ
が、

和
田。

註

7）

私
の

關

心

は

全

く
そ
こ

に

は

な

か

つ

た
。

（
傍
點、

　

仮
に

こ

の

箇
所
だ

け
を、

筆
者
名
を
伏

せ

て

見

せ

ら

れ

た

ら、

誰
も
こ

れ
を
書

い

た
の

が

福
田
恒
存
で

あ
る

と

は

答
へ

ら

れ

な
い

で

あ

ら

う
。

福
田

と
言
へ

ば

戦

争
の

問
題
を
含
め

た
政
治
的、

社
会
的
発
言

に

よ

つ

て

有
名
で

あ
り、

さ

う
い

ふ

人

が

現
実
の

戦
争
に

無
関
心

で

あ
つ

た
と

は

信
じ

難
い

か

ら
で

あ
る

。

　

私
自
身、

初
め

て

こ

の

文
に

接
し

た
時
に

は

驚
い

た

が、

福
田

に

見

ら
れ

る

激

し

い

政
治
的、

社
会
的
関
心

と

そ
れ
を
一

見
裏
切

る

か

の

如

き
戦
時
中
の

戦

争
無

視
の

態
度
と

の

間
に

横
た

は

る

溝
を
埋

め

る
の

は

お

そ

ら

く

次
の

や
う
な
思
考
方

式
で

あ

ら
う
と

思
は

れ

る。

私
は

す
べ

て

の

問
題
を
平
和
と
戰
争
と
い

ふ

二

つ

の

因
子

だ

け

で

解
か

う
と

す
る

風
潮
に

反
對
し

て

ゐ

る

の

で

す。

平
和
と

戰
争

と

の

い

つ

れ

の

時
世

に

も
か

か

は

ら

ず
一

貫
し

て

私
た

ち

の

人
間
の

心

を
領
し
て

ゐ

る

問
題
が

あ

る

は

ず
で、

そ

れ

こ

そ

も
つ

と

も
重
要
な
こ

と

が

ら

で

あ
る

と
い

つ

て

ゐ

る

の

で

す
。

（

註

8）

　

平
和
と

戦
争
を
問
ふ

の

な
ら、

そ
の

間
を
発
す
る

場
所
に

こ

そ

意
を
用

ひ、

心

を
労
さ

な
け
れ

ば
な
ら

な
い

と

い

ふ

意
識
が

こ

こ

に

あ
る

と

言
へ

よ

う。

そ
れ

を

し

な

い

で

た

だ

単
に

平
和
と

戦
争
の

二

者
択
一

を
突
き
つ

け
る

知
識
人
を

福
田

は

繰
返
し

攻
撃
し

た。

　

そ
れ

で

は
福
田

が

平
和
と
戦
争
を
論
じ、

社
会
の

病
巣
を
抉
り

出
す
時、

そ
の

発
言
の

根
底
に

当
然
な
く
て

は

な
ら

な
い

も
の
、

彼

の

表
現
を
借
り

れ

ば

「

い

つ

れ

の

時
世

に

も
か

か

は

ら
ず
］

貫
し

て

彼
の

心

を
領
し
て

ゐ

る
問
題
」

は

何
で

あ

N 工工
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る

の

か
。

　

私
見
に

よ

れ
ば、

人
間
と

は

何
か、

文
化
と

は

何
か

と

い

ふ

問
題
が

そ

れ
で

あ

り、

福
田

に

お
い

て

こ

の

二

つ

の

問
は

同
じ

も
の

で

あ
る
。

　

福
田
を

論
ず
る
の

な
ら、

彼

の

こ

の

や
う
な
二

重
性
に

よ

く
注

意
し
て

掛
ら

な

け

れ

ば

な
ら

な
い

。

さ
も
な
い

と
彼
に

反
対
す
る

場
合
に

も、

ま

た、

賛
成
す
る

場
合
に

す
ら、

彼
の

手
玉
に

取

ら
れ

て、

翻
弄
さ
れ

る
の

が

落
ち

で

あ
ら
う

。

　
日

本
の

反
體
制
的
知
識
人

の

多
く
が

真
面
目
な
入
達
で

あ
り、

彼

等
の

間
に

も

ニ

ュ

ア

ン

ス

の

相
違
が

多
々

あ
る
こ

と

を
思
ふ

時、

福
田

の

肩
だ

け

を
持
つ

の

は

危
険
だ

と
い

ふ

気
も
す
る
が、

さ

う

考
へ

て

も
尚、

彼
等
の

や

う
な
政
治
化
し

た

知
識
人

よ

り

も
福
田

の

方
が

日

本
社
会
の

姿

を
正
確
に

見
て

ゐ

る

と
い

ふ

印
象
は

拭
ひ

難
い

、

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　

う

な
　

だ

戰
争
中
は

誰
も
何
も
言
へ

ず
項
垂
れ

て

「

暗
い

谷

間
」

を
歩
い

て

ゐ

た
や

う

な

殊
勝
な

こ

と
を

言
ふ

者
が

多
い

が、

そ

れ

は

眞
赤
な
嘘
で

あ
る

。

今
の

若

い

人
た
ち

に

話
し

て

聞
か

せ

る

「

戰
前
」

と

は

こ

の

や
う
な
虚
偽
が

少
く
な

い
。

一

度、

座
談
會
で

も

し

て
、

事
の

眞
偽
を
確
か

め

た
方
が

い

い
。

忘

れ

つ

ぽ

い

私
に

し
て

も、

ま

だ

ま
だ

「

自
由
」

だ

つ

た

實
例
を
知
つ

て

ゐ

る
。

そ

の

手
で

行
け
ば
「

戰
後
」

の

嘘
も
ま
た

幾
ら
で

も

出
て

く

る

だ

ら

う
。

（
註
9）

　

戦
前
の

日

本
は

自
由
の

な
い

暗
黒
時
代
だ

つ

た

が

戦
後
に

な
つ

て

や
う
や

く
国

民
の

自
由
が

取

戻
さ

れ

た

と

い

ふ、

私

達
が

い

や

と

い

ふ

ほ

ど

聞
か

さ

れ

た

神
話

か

ら

福
田
は

完
全
に

解
き
放
た

れ

て

ゐ

る
。

そ
し

て

戦
前
と

戦
後
の

連
続
性
を
回

復
す
る

こ

と

は

私
達
に

と

つ

て

急
務
な
の

で

あ

る
。

過
去
へ

の

反

省
は

そ

れ

が

行

或

る

文
學
者
の

覺

書

和
田
正

美

は

れ

た
上
で

の

話
で

あ
ら

う
。

　
戦
前
の
一

時
期
に

軍
部
の

強

権
が

国
民

の

自
由
に

様
々

な
制
約
を
加
へ

た

こ

と

は

残
念
な

が

ら
事
実
で

あ

つ

た

ら

う
が、

戦
後
に

は

ア
メ

リ
カ

占
領
軍
の、

そ

れ

を
上
回
る

権
力
が

国
民

に

擬
似
的
な

自
由
を
与
へ
、

し

か

も
（

こ

れ

は
］

概
に

ア

メ

リ
カ

だ

け

の

責
任

と
は

言
へ

な

い

が）

国
民
の

大

多
数
は

そ

れ
を
真
の

自
由
と

錯
覚
し、

そ

の

や

う
な
心

理

的
習
慣
は

占
領
が

終
つ

た

後
も

し

ぶ

と

く
生

き
延
び

た。　
福
田
は
そ

の

こ

と

を
鋭
く
見
抜
い

て、

占
領
下
の

昭
和
二

十
二

年
に

お

け

る

二
．
一

ゼ

ネ
ス

ト
が

マ

ッ

カ
ー

サ

ー
の

命
令
で

中
止
さ

れ

た

こ

と

を
取
上
げ、

そ

の

ゼ

ネ

ス

ト

の

「

首
謀
者
諸
氏
の

迂
闊
な
意
識
」

を
指
摘
し
て

ゐ

る
。

彼

等
が

占
領
下
に

お

い

て

ゼ

ネ
ス

ト
な
ど

と

い

ふ

も
の

が

可

能
だ

と

考
へ

た

の

も、

詰

り
は

「

最
強
の

敵
」

を
「

最
大
の

身
方
」

だ

と

思
ひ

込

ん

だ

か

ら

に

ほ

か

な
ら

な

い
。

（
註
10
）

　
同
じ

昭

和
二

十
二

年
の

雑
誌

「

近
代
文
学
」

の

座

談
会
「

平
和
革
命
と

イ
ン

テ

リ

ゲ

ン

チ

ャ
」

の

中
で

荒

正

人
が

「

今
わ

れ

わ
れ

が

當
面
し

て

ゐ

る

革
命
」

と

言

つ

た

こ

と

を
問
題
に

し

て

福
田

は

「

覺
書
」

の

中
で

次
の

や

う
に

記
し

た。

「
革
命
」

に

も
何
に

も、

わ
れ

わ

れ

は

當
面
し
て

ゐ

は

し

な
い
、

今
の

「

變

化
」

は

す
べ

て

占
領
軍
に

よ
つ

て

當
面
さ

せ

ら
れ

て

ゐ

る

だ

け

の

こ

と

で

は

な
い

か
。

河
上

徹
太
郎
が

言
つ

た

や

う
に

所
詮
は

「

配
給
さ

れ

た
自
由
」

で

あ
る、

言
ひ

換
へ

れ

ば
「

配
給
さ
れ
た
革
命
」

で

あ
る

。

（
中
略）

手

取

り

早
く
言
へ

ば、

「

イ
ン

テ

リ

ゲ

ン

チ

ャ
」

も
民
衆
も
本
當
に

何
が

欲
し

い

か

解
ら
ず、

た
だ

何
も
彼

も
ア
メ

リ

カ

の

指
圖
を
待
つ

て

ゐ

た

だ

け
で

は

な
い17
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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
一
号

　一
九

九
三

年

の

か
。

（

註

11
）

　
ア

メ

リ
カ

占
領
軍
の

意
の

ま

ま
に

動
か

さ

れ

る

日

本
の

姿
が

こ

こ

に

描
か

れ、

そ

の

現
実
か

ら

と
か

く
浮
き
上

つ

て

革
命
幻
想
に

し
が

み

つ

き
が

ち

な
知
識
人
の

姿
が

そ
れ

に

対
比
さ
れ

て

ゐ

る

が、

そ
れ

よ
り

も
つ

と

重
要
な
の

は、

日

本
に

と

つ

て

の

ア

メ

リ
カ

を
福
田

が

ど

う
考
へ

て

ゐ

る

か

と

い

ふ

こ

と

で

あ

る
。

二
・
一

ゼ

ネ
ス

ト
で

は

「

最
強

の

敵
」

が

「

最
大
の

身
方
」

に

誤
認
さ

れ
た

の

だ

と
い

ふ、

そ
の

「

最
強
の

敵
」

は

ゼ

ネ
ス

ト
の

「

首
謀
者
諸
氏
」

に

と

つ

て

の

「

敵
」

で

あ
る

の

み

な
ら

ず、

福
田

に

お
い

て

も
」
「

敵
」

と

感
知

さ

れ
て

ゐ

る

の

で

は
な

い

か
。

　

福
田

恒
存
と

言
へ

ば
一

頃、

そ

の

「

親
米
」

的
言
辞
に

よ
つ

て

反
米
的
知
識
人

か

ら

忌
み

嫌
は
れ
た

も
の

で

あ
る

が、

福
田

は

（
少
し
皮
肉
な
言
ひ

方
を
す
れ

ば）

戦
後
の

平
均
的
日

本
人
の

意
識
を
よ
く
代
表
す
る

親
米
派
で

は

決
し

て

な

い
。

福
田

は

む

し
ろ

言
葉
の

徴
妙
な

意
味
に

お

け
る

反
米
意
識
の

持
主
で

あ
り、

そ
れ

だ

け

に

か

へ

つ

て、

「

ア
メ

リ

カ

は

そ
れ
に

ど

れ

ほ

ど

楯
突
い

て

も
結
局
日

本
の

面
倒
を
見
て

く
れ
る
」

と

い

ふ

甘
え
を
底
に

忍

ば
せ

た

反
米
の

軽
薄
さ

に

腹

を
立

て

た

も
の

と

考
へ

ら
れ
る

。

　

全
集
の

第
六

巻
に

は

有
名
な
「

當
用

憲
法
論
」

が

収

め

ら
れ

て

ゐ
る

が、

こ

の

巻
の

「

覺
書
」

は

三
巻
分

を
ま
と

め

て

書
か

な
け
れ
ば

な

ら
な
か

つ

た

せ

ゐ

で

あ

ら

う
か、

そ

こ

に

は

現

行
憲
法
の

意
味、

無
意
味
に
つ

い

て

の

言
及
が

な
い

。

し

か

し

福
田

の

憲
法
談
義
は
日

本
国
憲
法
を
日

本
国
民
の

生

き

方
と

は

縁
も
ゆ

か

り

も
な
い
、

ア

メ

リ

カ

製
の

翻
訳
憲
法
に

過

ぎ
な
い

と

す
る

も
の

だ

つ

た

筈
で

あ

る
。

以
上

の

こ

と

か

ら、

福
田

は

戦
後
の

日

本
に

だ

け
難
癖
を
つ

け
て

戦
前
の

日

本

18

に

は

郷
愁
を
感
じ

て

ゐ

る

の

だ

ら

う
と

考
へ

る

人
が

あ
れ

ば、

ふ

も
の

で

あ
る．

そ
れ

は

誤

り

と

い

日

頃
か

ら

「

マ

ス

・
コ

ミ
」

を
個
人
の

生

活
の
一

部
に

位
置
づ

け、

集
團
的

自
我

に

そ

の

つ

き

あ
ひ

を
さ

せ

て、

個
人

的
自
我

は

深
部
に

取
つ

て

お

く

と

い

ふ

近
代
人

の

「

精
神
の

政

治
學
」

を

心
得
て

ゐ

な
い

こ

と

に、

日

本
の

近

代
史
の

弱
點
が

あ
る
の

だ。

　

そ
し

て

皮
肉
な
こ

と

に、

明

治
以
來
の

「

近
代
化
」

は

さ

う
い

ふ

弱
點
を

利
用

す
る

こ

と

に

よ
つ

て、

世
界
史
に

類
の

な
い

大
成

功
を
収

め

た

の

で

あ

る
。

が、

そ

れ
は

あ
く
ま

で

制
度、

經
濟
な
ど
の

物
質
面
に

お

け
る
「

近
代

化
」

に

過
ぎ

ず、

そ

れ

が

異
常
な
成

果
を
も
た

ら

し

た

だ

け

に、

そ
の

蔭
で

は

精
神
が

未
熟
の

ま

ま

放
置
さ

れ
て

ゐ

た

の

だ
。

そ
し

て、

そ

の

兩
者
の

矛

盾
を
維

持
す
る

こ

と

の

辛
さ
が、

時
折、

國
民
を
輕
擧
妄
動
に

走
ら

せ

る。

か

う
し

て

私
達
の

歴
史
は

右
か

ら

左
へ
、

左
か

ら

右
へ

と、

事
前
に

は

全

く

豫
期
で

き
ず、

事
後
に

は

夢
と
し

か

思

は

れ

ぬ

ほ

ど

の、

そ

し

て

外
國
人

に

は

決
し

て

理

解
で

き

な
い

や

う
な
極
端
な
轉
換、

な

い

し

は

「

盛
上
り

」

を

示
し

て

き
た

。

（
註

12
）

　

こ

れ

は
昭
和
三

十
五

年
の

安
保
騒
動
に

際
し

て、

進
歩
派
の

論
客
で

あ

る

丸
山

眞
男
の

意
見
へ

の

批
判
と

し
て

書
か

れ
た

文
の
一

節
で

あ

る
が、

一

読
し

て

判
る

通
り、

福
田

は

人
間
の

自
我

を
集
団
的
な
そ

れ

と

個
人
的
な
そ
れ

に

分
け

て、

両

者
の

バ

ラ

ン

ス

を
計
る

こ

と

が

出
来
な
い

精
神
の

未
熟
に

「
日

本
の

近
代
史
の

弱

点
」

を
見
て

ゐ

る
。

そ

の

「

弱
点
」

が

戦
前
と

戦
後
を

貫
い

て

ゐ

る

こ

と

に

私
達

は

注
意
し

な
け

れ

ば
な

ら

な
い

。

　

福
田

は
こ

の

や

う
に

自
ら
の

二

十
数
年
前
の

文

を
引
用
し

た

後、
「

覺
書
」

の

N 工工
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地
の

文

を
次
の

や

う

に

記
し
て

ゐ

る
。

だ

が
、

そ

の

「

政

治
主
義
の

惡
」

の

代
り

に
、

今
私
た

ち

の

前
に

は

主

義
の

惡
L

が

立

ち

は

だ

か

つ

て

ゐ

は

し

な
い

だ

ら
う
か

。

（

註

13
）

「

經
濟

　
日

本
が

経
済
大
国
に

な

つ

た

か

ら
と

言
つ

て

喜
ん

で

は
ゐ

ら

れ

な
い
。

要
は

国

民
の

精
神
の

あ

り

方
だ

と

福
田

は

言
ひ

た

い

や

う
に

見

え
る。

　
も
つ

と

も
明

治
以
来
の

「

私
達
の

歴
史
」

が

「

極
端
な
転
換、

な
い

し

は

『

盛

上
り

』

を
示
し

て

き
た
」

こ

と

が

事
実
と

し

て

も、

そ

の

原
因
を
国
民
の

精
神
の

未

熟
と

い

ふ
一

点
に

絞
つ

て

よ

い

も
の

か

ど

う
か
、

検
討
を
要
す
る

で

あ
ら
う。

　

　
　
　
三

　

福
田

恒

存
が

国
語

国
字
に

お

い

て

正
統
表
記

を
主
張

し、

実
践
し
て

ゐ

る

こ

と

は

よ
く
知

ら
れ

て

ゐ

る

で

あ
ら

う
。

彼
は

戦

後
の

国
語
国
字
の

改

革
を

問
題
に

し

て

次
の

や

う
に

述
べ

て

ゐ

る
。

幾
多
の

先
學
の

血

の

滲
む

や

う
な
苦
心

努
力
に

よ

つ

て

守
ら

れ
て

來
た
正

統

表
記
が、

戦
後
倉
皇
の

間、

人
々

の

關

心

が

衣
食
の

こ

と

に

か

か

づ

ら
ひ、

他
を

顧
み

る
余
裕
の

な
い

隙
に

乘
じ
て、

慌
し

く
覆
さ
れ

て

し
ま

つ

た、

ま

こ

と

に

取
返
し

の

つ

か

ぬ

痛
恨
事
で

あ
る

。

し

か

も
一

方
で

は

相
も
變
ら

ず

傳
統
だ

の

文
化
だ

の

と
い

ふ

お

題
目
を
竝
べ

立

て

る、

そ

の

依
つ

て

立
つ

べ

き
「

言
葉
」

を

蔑
ろ
に

し

て

お

き
な
が

ら、

何
が

傳
統、

何
が

文

化
で

あ

ら

う。

な
る

ほ

ど、

戰

に

敗
れ

る

と

い

ふ

の

は

か

う
い

ふ

こ

と

だ

つ

た

の

か
。

（
傍
點、

和
田

。

註
14）

　

全

く
そ

の

通

り

で

あ

る

が、

こ

の
一

節
の

結
び

の

文

の

中
に

は

何
と

も
言
へ

な

い

味
ひ

が

あ
る

。

読
む

人
に

よ
つ

て

は

こ

れ
を
唐
突
と

感
じ

も
し

よ

う
し、

中
に

は

こ

れ

を
単
な
る

現
状
不

満
派
の

い

や

が

ら
せ

と

し
て

受
取

る

人

も
あ
ら

う
が、

私
に

言
は

せ

れ

ば

決
し

て

そ
ん

な
こ

と

は

な
い
。

こ

こ

で

敗
戦
は

政
治
的、

社
会

的
事
件
た

る

に

と
ど

ま

ら
ず、

私
達
の

伝
統、

文
化
の

根
幹
を

揺
が

し

た

事
件
と

し

て

も
把
握
さ

れ
て

ゐ

る

の

だ
。

　

言
葉
は

道
具、

符
牒
と

い

ふ

や

う
な、

私

達
の

外
側
に

位
す
る

も
の

で

は

な

く、

私
達
の

内
側
で

息
づ

い

て

ゐ

る
。

少

し
大
袈
裟
な

言
ひ

方
を
す
れ

ば、

福
田

に

あ
つ

て

言
葉
は

私
達
の

生
そ

の

も
の

で

あ
る

。

と

す
れ

は

言

葉
は

人

間
と

同
じ

く
手

に

負
へ

な
い

生

き

物
で

あ

る
こ

と

に

な
ら

う
。

　

私
は

前
章
で

福
田

恒

存
論
の

筆
者
は

福
田
の

二

重
性
に

注
意
す
る

必

要
が

あ

ら

う
と

言
つ

た

が
、

同
じ

こ

と

を
こ

こ

で

繰
返
し

述
べ

て

お

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

福
田

に

お

け
る

正

統
表
記

の

主
張
を
論
破
し
よ
う
と

す
る

の

な

ら、

彼

が

言

葉
を、

文
化
を、

人

間

を
ど

う
考
へ

て

ゐ

る

か

と

い

ふ

こ

と

に

着
目

し

て、

そ

れ

ら

も
ろ

も
ろ

の

論
に

矢
を
放
た

な
け
れ

ば

な
ら

な
い

の

で

あ

る。

　

「

私
は

い

つ

も
言
葉
の

こ

と

が

気
に

な
つ

て

仕
方
が

な
い
」

と

言
ふ

福
田
は、

「

覺
書
」

の

中
で

も
言
葉
の

問
題
に

多
く
の

言
葉
を
費
や
し

た
。

そ

の

中
に

は

次

の
一

節
が

兇

え
る

。

私
は

文
法
と

い

ふ

も
の

が

初
め

に

話
し

言
葉
が

あ
つ

て、

そ

れ
か

ら

出
て

來

た

「

言

葉
の

法
」

だ
と

は

思
ひ

た

く
な
い
、

「

初
め

に

法
あ
り
き

」

と

い

ふ

觀
念
論
の

方
を
信
じ

た

く
な
る

。

普
段
使
つ

て

ゐ

る
話

し

言

葉
は

そ

の

法
を

目
指
し、

法
に

引
き

ず
ら
れ

な

が

ら、

法
に

合
は

ぬ

道
を
ふ

み

迷

ふ

惡

戰
苦

闘
の

姿
な
の

で

は

な

い

か
。

　
（
註
15V
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私
達
は

と

か

く
言
葉
が

あ
つ

て

文
法
が

あ
る
の

で

あ
り、

そ
の

逆

で

は

な

い

と

考
へ

が

ち
で

あ

る

が、

さ

う
い

ふ

考
へ

方
は、

文
法
の

た

め

の

文
法、

す
な
は

ち

そ

れ

自
体
と

し

て

は

正

し

い

の

か

も
知
れ
な
い

が

言

葉
の

運
用

に

何
等
働
き
掛
け

る

所
が

あ
る

ま

い

と

思
は

れ

る

文
法
に

は

当
て

は

ま
る

と
し

て

も、

一

般
的
に

は、

む
し

ろ
福
田
の

や
う
に

き
つ

ば

ウ
考
へ

た

方
が

よ
い

の

で

は

な
い

だ

ら

う

か
。

こ

こ

で

説
か

れ

て

ゐ

る

「

観
念
論
」

は

幼
児
の

成

長
過
程
を
観
察
す
る

こ

と

か

ら

も
納
得
出
来
る

や
う
に

思

は
れ

る
。

　

當
面
の

問
題
に

関
係
は
す
る

が、

そ

こ

か

ら

何
ほ

ど

か

離
れ
た

事
柄
を
こ

こ

で

取

上

げ

る

と、

福
田

は

昭
和
二

十
年
代
の

チ

ャ

タ

レ

イ
裁
判

よ
り
得
た

教
訓
と
し

て、

「

話
は

す
べ

て

相
手
の

誰
に

も
通
じ
る

や

う
に

せ

ね

ば

な

ら

な

い

と

い

ふ

こ

と

が

解
つ

た
」

さ
う
で

あ

り、

「

も
し

さ
う
で

な
い

文
章
が

あ

つ

た

と

し

て

も、

そ

れ
は

話

そ
の

も
の

が

相
手
に

通
じ
に

く
い

場
合
だ

け

で

あ
ら

う
」

と

述
べ

て

ゐ

る

が、

彼

の

文

章
は

そ

れ

ほ

ど

通
じ
や
す
く、

判
り
や

す
い

で

あ
ら
う
か

。

確
か

に

彼
は

ジ

ャ

ー

ゴ

ン

を

使
は

な
い

の

で、

そ
の

文
章
は
一

見
し

た

所
で

は

誰
に

で

も
楽
に

意
味
が

取
れ

さ

う
で

あ
る

が、

そ
の

実、

そ
れ

は

時
と

し

て、

晦
渋
と

ま

で

は

言
へ

な
い

に

し

て

も、

脈
絡
を
推
し

量
る

こ

と
が

容
易
で

は

な
い
、

さ
う
い

ふ

類
の

文

章
で

あ
る

。

こ

れ

は

私
が

迂
闊
な
読

者
で

あ
る
か

ら
か

も
知

れ

な

い

し、

福
田
の

文
章
は

常
に

何
か

を
引
き

ず
る

形
で

書
か

れ
て

ゐ

る
所
か

ら、

さ

う

な
ら

ざ
る
を
得
な
い

の

で

も
あ
ら
う
が、

私
の

や

う
に

「

迂

闊
」

な

読
者
は

他
に

も
ゐ

る

だ
ら

う
と

思
は

れ
る

の

で

敢
へ

て

書
く
こ

と

に

す
る

。

　

た

と
へ

ば

次
の

文
は

ど
う
か

。

「

軍
事
大
國
」

に

も
「

經
濟
大
國
」

に

も
成
ら

う
と

思
へ

ば

す
ぐ
成

れ
る、

そ

の

誘
惑
に

は
つ

ひ

に

克
て

ず、

己
が
一

生
を
二

色
に

染
め

分
け
て

生
き
よ

う
と

し
た
の

が

近
代
日

本
の

姿
で

あ
つ

た、

そ
れ

が

今、

や

う
や
く
私
た

ち

20

の

意
識
に

上
り
つ

つ

あ
る、

假
に

さ
う
だ

と
し

て

も、

日

本
の

た

め

に

そ

れ

が

良
い

こ

と

か

惡
い

こ

と

か

は

別

箇
の

問
題
で

あ
ら
う。
（
傍
點、

和
田。

註

16
）

　
実
を
言
へ

ば
こ

の

文
は

前
章
で

引
用

し

た

か

つ

た

の

で

あ
る

が、
・

内
容
に
つ

か

み

あ
ぐ
ね

る

と

こ

ろ

が

あ
つ

た

の

で、、

本
章
に

ま
は

し

た
。

　
傍
点
を

打
つ

た

三

つ

の

箇
所
の

内、

第
一

の

「

そ

れ
」

は、丶
「

軍
事
大
国
」

で

始
ま

り

「

近
代
日

本
の

姿
で

あ

つ

た
」

で

終
る

部
分
全
体
を

指
し

て

ゐ

る

の

で

あ

ら
う
が、

「

仮
に

さ

う
だ
と
し
て

も
」

と
い

ふ

仮
定
が

蔽
ふ

部
分

は

ど

れ
で

あ
ら

う。

「

軍
事
大
国
」

か

ら

「

近

代
日

本
の

姿
で

あ

つ

た
」

ま
で

の

断
定
的
な

調
子

は

仮
定
に

そ
ぐ
ひ

さ

う
も
な
い

と

い

ふ

見
地

よ
り

す
れ

ば、
「
仮
に

さ

う

だ

と

し

て

も
」

の

「

さ
う
だ
」

は

「

そ

れ

が

今、

や

う
や
く

私
た

ち
の

意
識
に

上
り

つ

つ

あ

る
」

を
受
け

る

こ

と

に

な

り、

第
二

の

「

そ

れ
」

の

指
示

内
容
も
や
は

り

同
じ

と

い

ふ

こ

と

に

な

ち
う
が、

「

そ
れ

が

今、

や

う
や

く
私
た

ち

の

意
識
に

上

り

つ

つ

あ

る
」

こ

と

が

「

日

本
の

た

め

に

良
い

こ

と

か

悪
い

こ

と

か
」

と

問
ひ

か

け

る

の

は

少
し

妙
で

あ
る

。

む

し

ろ
こ

の

「

さ
う
だ
」

は

「

軍
事
大
国
」

以
下、

「

私

た
ち

の

意
識
に

上
り

つ

つ

あ
る

」

ま
で

の

全
文
を
指
す
も
の

と

考
へ

た
い

が、

そ

の

場
合、

第
二

の

「

そ
れ
」

は

こ

の

仮
定
か

ら

離
れ

て、
「

私
た

ち

の

意
識
」

を

除

外
し
た

「

近
代
日

本
の

姿
」

を
指
示

す
る

も
の

と

考
へ

な
け
れ

ば

な
る

ま
い
。

し

か

し
「

近
代
日

本
の

姿
」

で

あ
つ

た

と

さ

れ

る

「
そ

の

誘
惑
に

は

つ

ひ

に

克
て

ず
」

の

否
定
的
な
調
子
は、

「

良
い

こ

と

か

悪
い

こ

と
か
」

と
い

ふ

二

者

択
一

に

す
ん

な
り

と

は

結
び

つ

か

な
い

や

う
な
気
が

す
る

。

　

か

う

書
い

た

か

ら
と

言
つ

て、

福
田
の

文
に

時
と

し

て

現

れ

る

判
り

に

く

さ

を

咎
め

て

ゐ

る

の

で

は

な
い

。

も
つ

と

「

判
り

や
す
く
」

書
い

て

く
れ
と

求
め

て

ゐ

る

の

で

も
な
い
。

福
田

の

や

う
な
人

に

向
つ

て、

そ
ん

な
こ

と

は

口

が

裂
け

て

も

N 工工
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言
へ

な
い

。

た

だ、

彼
の

文

章
の

呼
吸

は

そ

の

微
妙

さ
の

あ

ま

り、

読
者
を

混
乱

に

誘
ひ

こ

む

こ

と

が

あ
る

の

で

は

な

い

か

と

い

ふ

印

象
を
率
直
に

述
べ

た

ま
で

で

あ
る

。

　

そ

の

点、

福
田

は

彼
が

讃
嘆
し

て

や
ま

な
い

小
林
秀
雄
に

似
て

ゐ

る

と

思

ふ。

彼
等
は

二

人
と

も
曰

く
言
ひ

難
い

こ

と

を
言
ひ

あ
ら
は
さ

う
と

し

て、

時
々
、

読

者
に

首
を
傾
げ
さ

せ

る

文

を
書
か

ざ

る
を
得
な
か

つ

た
。

彼

等
の

文
に

は

「

筆
者

の

息
遣
ひ
」

（
註
17
）

が

感
じ

ら

れ

る
、

そ

れ

は

悪
文
に

見

え
る

こ

と

も
あ
ら

う

が、

事
実
は

そ
の

逆
で

あ
る

、

後
世
の

読
者
が

昭

和

時
代
の

文
学
を
概
括
す
る

時、

福
田

恒
存
は

小
林
秀
雄
に

並
び

称
さ
れ
る

か

も
知

れ

な
い
。

　

「

覺
書
」

の

中
に

は

興

味
深
い

話
題
が

ま
だ

幾
つ

も
含
ま
れ

て

ゐ

る

が、

所
定

の

枚
数
に

近
づ

い

た

の

で、

も
う
打
切
る

こ

と

に

し
た

い
。

以

上、

大
学
の

研
究

紀
要
に

発
表
す
る

論
文
と

し

て

は
い

さ

さ
か

非

学
問
的
な、

評

論
風
の

も
の

に

な

つ

て

し

ま
っ

た

が、

福
田
の

や

う
な
現
役
の

文

学
者
は

単
刀

直
入

に

扱
つ

た

方
が

い

い

や
う
に

思
は

れ

る
。

そ

う
言
へ

ば、

最
近、

福
田

恒
存
論
が

ほ

と
ん

ど

書
か

れ

て

ゐ

な
い

や

う
に

見

え
る

の

は

淋
し

い

こ

と

で

あ
る。

人

は

福
田

を
お

そ

れ

て

ゐ

る
の

で

あ
ら

う
か

。

確
か

に

福
田

を
論
ず
る

こ

と

は

そ
れ

相
当
の

覚
悟
を
必

要

と
す
る。

俳
優
の

芥
川

比
呂

志
は

福
田

と
一

緒
に

演
劇
の

仕
事
を
し

て

ゐ

た

頃、

彼
を
評
し
て、

「

福
田

さ

ん

は

ド

ラ

イ・
ア

イ

ス

の

や

う
な
人

だ、

冷
た

い

が

そ

れ

　
さ

は

　
　

　

　
　

や

け

ど

に

触
れ

ば
火

傷
す
る
」

と

言
つ

た

さ

う
だ

が、

適
評
と

い

ふ

べ

き

で

あ
ら

う
。

が
、

火

傷
を

お

そ
れ

て

ゐ

て

は

何
も
出
来
は

し

な
い

。

福
田

を
敬
し
て

遠
ざ
け

て

お

く
法

は

な
い
。

彼
は

私
達
の

文

学
世
界
の

中
に、

或
は

精
神
世

界
の

中
に

位
置

づ

け

ら

れ

な
け

れ

ば
な
ら

な
い

の

で

あ
る

。

私
は

ど
ち

ら
か

と

言
へ

ば

福
田

に

肩

入

れ

す
る

立
場
か

ら、

こ

の

論
文
を
書
い

た

が、

彼
の

す
べ

て

を
受
入

れ
よ

う
と

ま

で

考
へ

て

ゐ

る

わ
け
で

は

な
い
。

し

か

し

私
が

も
つ

と
本
格

的
に

福
田

を
論
じ

或

る
文

學
者
の

覺
書

和
田

正
美

る
こ

と

が

あ

つ

た

と

し

て

も、

そ

れ

は

先
の

話

で

あ
る

。

そ

れ
よ

り

早
く
誰
か

の

手
で

福
田
恒
存
論
が

あ
ら

は

さ
れ
た

ら、

そ

れ

が

福
田

と

全

面

的
に

対
決
す
る

も

の

で

あ
つ

て

も、

私
は

喜
ん

で

そ
れ

に

眼
を
通
す
で

あ
ら

う。

　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　

（
言

語

文

化
学

科

　
教

授
　
日

欧
近

代

文

学）

註

株
式

会
社
文

藝
春
秋
よ

り
刊

行
さ
れ

た

櫃
田
恒
存

全

集
全
八

巻
の

第一
巻
か
ら

第
六

巻
ま

で

の

各
巻
の

末
尾
に
記

さ
れ

た

コ

覺
書
」

に

よ
つ

て
の

み

記
し
た。
次
に

掲

げ

る
ア

ラ

ビ

ア

数

字
の

下
の

漢
数

字
は

全
集
の

巻
数
番

号
で
あ

り．

同

時
に

「
覺
皇卩」
の

番
号
で

も
あ
る。

17　16　15　14 　13　12　11　10　9　　　　8　　7　　6　　5　　4　　3　　2　　1
　 　 　 　 　 　 　 　 あ
六 五 三 四 五 五

一一一
る

一 ・一一・一
三 六 六 六　 　 　 　 　 　 　　 　〇

656666666
820422576
637044803

ぺ ぺ ぺ ぺ ぺ ペ ペ ペ ペ

ll 】 Illll 亅
ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ

66665676
05559918
08888216
ぺ ぺ ぺ ぺ ベ ペ ペ ペ

lllllli 「
ンン ンン ン ン ン ン

尚、
こ

れ

の

初

出
は

昭
和
三

十
年
］
平
和

論
に

た
い

す
る

疑
問」
の

「
あ
と
が

き」
で

尚、
こ

れ
の

初
出

は
昭

和
三
十
五

年
「

政

治
主

義
の

悪」
で

あ
る。

　
　
　
　
　

　

尚．

引
用
文
の

註
は

独
立
し

た

引

用
文
の

場
合
だ

け

に

限
つ

て、
引

用
文
を

地
の

文
の

一
部
と

し

て
扱
ふ

時
に

は

註

記
し
な

い

方
針
で

通

し
た
が、
こ

の

箇

所
だ

け

は

例
外
と

し．
左
に

こ

の

「

筆
者
の

息

遣
ひ」
を
含
む

文
の

一
部
を

記
し

て

お

く。

わ

れ
わ
れ

は

文
章
と
い

．巾
も
の

を

す
べ

て

他
人
の

せ

り

ふ

で

書
い

て

ゐ

る

の

だ、
そ

れ

を
如

何
に

自
分

の

せ

り

ふ

に

す
る

か
が

聞
題
な
の

で

あ

る。
さ

う
い

ふ

こ

と

を
少
し

も
考
へ

に

入
れ

て

ゐ

な

い

筆
者
の

書
い

た
も
の

はー21
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明

星
大

学
研

究
紀
要

【
日

本
文

化
学
部
・
言

語
文

化

学
科一
第一
号
　一
九

九
三

年

22

そ
の

文
章
の

脈

絡

を
ひ
と
へ

に
一
語一
語
の

概

念
の

結

び
つ

き

だ
け
に

頼
ら

ね
ば

な
ら

ず、
幾
ら

「
て
に

を

は
」

を

用
ゐ

て

あ
ら

う
と、
そ

こ

に

は

筆
者
の

息
遣

ひ
と
い

ふ
も
の

が
全

く
感
ぜ

ら

れ
な
い

。
　（
傍
點、
和
田）
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