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醤
評村

松
剛

『

西
欧
と

の

対
決
』

（

新
潮
社
）

ll
著
者
へ

の

追
悼
を
兼
ね
て

ー

　

　
　
　
　
ば

和
田
正

美

独
自
の

非
西
欧
的
世
界
を

開
い

た
文

学
者
の

系
譜
を
追
う

」

と
い

ふ

謳

ひ

文
句
に

は

必

ず
し

も
そ
ぐ
は

な
い

。

内
容
的
に

見
て

も、

村
松
剛
の

作
物
と

し

て

は

第
一

級
の

そ

れ

が

収
め

ら
れ
て

ゐ

る

と
は

思
へ

な
い

が、

そ
れ
で

も、

そ
こ

か

ら、

著

者
の

精
神
の

軌
跡
が

浮
び

上

つ

て

來
る

こ

と

は

事
實
で

あ
る

。

以

下
に

多
少
の

不

滿
を
交
へ

な
が

ら

書
評
を

試
み

る

こ

と

に

す
る。

不
滿、

と

書
い

た

が、

そ

れ

を

表
明

す
る

こ

と
は

死
者
へ

の

冒

漫
に

は

な
ら

な
い

で

あ
ら
う

。

む

し
ろ、

拙
文
の

讀
者
が

村
松
の

志
を
見
直
す
よ

す
が

に

そ

れ
が

な
れ
ば、

と

い

ふ

や
う
な
願
ひ

を

籠
め

て

書
く
つ

も
り
で

あ
る

。
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こ

れ
か

ら

取

上
げ
る

本
に

は
一

寸
し

た

因
縁
が

あ
る

。

我
が

國

で

は

小

説
家
や

詩
人
だ

け
で

な
く、

批
評
家
も
よ
く
論
じ
ら
れ

る

と
い

ふ

の

に、

村
松
剛
論
が

現

れ
な
い

の

は、

不
當
な

こ

と

だ

と

考
へ

て

ゐ
た

私
は、

そ

れ
な
ら

い

つ

そ
の

こ

と

自
ら

そ

れ
を
書
か

う
と

思
つ

て、

さ
う
す
る
た

め

の

手
掛
り

を
作
る
べ

く、

た

ま

た

ま

新
聞
廣
告
で

見
掛
け
た

村
松
の

近
著

『

西
欧
と
の

対
決
』

を
取

寄
せ

た

が、

そ
れ

を
入

手
し

た
そ
の

日

に、

私
が

こ

の

本
を
持
ち
歩
い

て

ゐ

る

の

を
目
に

留
め

た
某
氏
か

ら、

著
者
の

訃
を
聞
か

さ
れ

た
の

だ

つ

た。

村
松
氏
の

告

別
式
は

六

月

四
日

に

青
山
葬
儀
所
で

行
は

れ

た
が、

私
は

そ
の

式
場
に

赴
く
電
車
の

中
で

も、

こ

れ
を
開
け
た

。

や
が

て

同
氏
未
亡
人
の

順
子
さ

ん

か

ら

私

家
版

『

西
欧
と

の

対

決
』

が

送

ら
れ

て

来
た

。

以
上

の

や
う
な
經
緯
か

ら、

私
に

と

つ

て

こ

れ
は、

ま

こ

と

に

忘

れ
難
い

本
で

あ
る。

　
『

西
欧
と
の

対

決
』

は

著
者
の

近
業
及
び

少
し
古
い

文
章
を
集
め

た

評
論
集

、

隨
想

集
で

あ
り、

帯
封
に

あ
る、

「

避
け

が

た

い

ヨ

ー
ロ

ッ

パ

の

影
の

な
か

か

ら

　
こ

の

本
に

収

録
さ

れ
た

作
家
論
も
し

く
は

隨
想
的
作
家
論
を
一

暼
す
る

と、

そ

こ

で

取
上

げ
ら

れ

た

入
々

の

中
に

は

（
取
敢
へ

ず
話
を

同
時

代
人
に

限
定
す
れ

ば）

著
者
村
松
剛
の

知
入、

友
人
が

思
ひ

の

外
多
い

こ

と

に

氣
付
か

さ
れ

る
。

小

林
秀
雄、

川
端
康
成、

三

島
由
紀
夫
の

や

う
な
先

輩
と
遠
藤

周
作、

北
杜
夫、

開

高
健、

立
原
正

秋
ま
た

（
こ

れ
は

獨
立

し

た
論
で

は

な
い

が
）

服
部
達
と

い

ふ

が

如
き
文
學
上

の

友
人
が

そ

れ
ぞ
れ、

そ
の

人
物
像
と
共
に

論
じ

ら
れ

て

ゐ

る

の

で

あ
り、

村
松
の

こ

の

や

り
方
を
批
評
す
れ
ば、

私
達
は

そ
こ

か

ら、

知
己
で

あ
る

作
家
を
論
じ
る

こ

と

に

伴
ふ

強
み

ま
た
は

弱
み

と

い

ふ
一

の

文
學
的
課
題
を
引
き

出
す
こ

と
が

出
來
る

や

う
に

思
は

れ
る

。

　
右
に

名
を
擧
げ
た
遠
藤
以
下
の

友
人
に

つ

い

て

言
へ

ば、

彼
等
の

人

物
像
を
描

く
手
腕
は

な
か

な
か

の

も
の

で

あ
リ、

彼
等
の

作
品

に

つ

い

て

も、

そ

れ
と

の

關

係
で
一

應
の

所
納
得
の

行
く
説
明
が

與
へ

ら

れ

て

ゐ

る

の

で

あ
る

が、

し
か

し、

友

情
と

そ

れ
に

基
く
配
慮
が

作
家
論、

作
品

論
の

足
を
何
が

し
か

引
つ

ば
つ

て

ゐ

る

と

言
へ

は

し
な
い

か
。

　
た

と
へ

ば
遠
藤
周
作
の

項
で

は、

遠
藤
に

お

け
る

キ
リ
ス

ト
が

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

人

の

場
合
と

は

違
つ

て、

父
で

は

な
く
母
の

イ

メ

ー

ジ

に

重
な

り

合
ふ

こ

と

を
著
者

村
松
剛
『
西

欧
と

の

対

決』
和
田
正

美

＊

言

語
文
化

学
科

日

欧
近

代
文
学
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明

星
大
挙

研
究

紀
要
【
日

本

文
化

学

部
二
言

語
文
化

学
科】
第
三

号

一
九
九
五

年

は

遠
藤
の

母
親
體
驗
を
引
合
ひ

に

出
し

な
が

ら、

縷
々

と

説
い

て

ゐ

る

が、

村
松

自
身
は

（
キ
リ

ス

ト
教
の

理

解
者
で

あ
り
な
が

ら、

或
は

そ

れ
故
に

こ

そ）

反

キ

リ

ス

ト

教
的
感
性
の

持
主
の

筈
で

あ
り、

そ

の

こ

と

が

何
等
か

の

形
で

生
か

さ

れ

て

ゐ

て

も
よ
か

つ

た
と

思
ふ
。

　
無

宗
教
献
花
式
で

行
は

れ
た

村
松
氏
の

葬
儀
で、

誰
か

が、
　

「

生

前
の

村
松
先

生
は

自
分
の

葬
儀
が

キ

リ

ス

ト
教
で

行
は

れ
る

こ

と
は

村
松
剛
の

人
格
を
侮
辱
す

る
も
の

だ

と

言
つ

た
」

と

い

ふ

意
味
の

こ

と

を
述
べ

て

ゐ

た。

　
三

島
由
紀
夫
論
に

な
る

と、

こ

と

は

も
つ

と

重

大
で

あ
る。
　

「

三

島
の

死
と

川

端
康
成
」

は

三
島
論
と
い

ふ

よ

り

も、

三

島
晩
年
の

姿
を
川
端
と

の

對
比
に

お

い

て

描
か

う
と

し
た

も
の

で

あ
る

が、

そ
れ

を
讀
む

と
、

お

そ
ら
く
著
者
の

意
鬪
に

反
し
て、

三

島
由
紀
夫
の

み

な
ら

ず
川
端
康
成
や

平
岡
梓
（
三
島
の

父
君）

の

人

間
的
弱
點
が

私
達
の

前
に

姿
を
現

は

す
。

村
松
が

こ

こ

で

書
い

た

通
り
で

あ
る

と

す
れ
ば、

彼

等
は

三

人
と

も
子

供
つ

ぽ

い

人
達
だ

つ

た

と

言
は
ざ

る

を
得
な
い
。

か

う
い

ふ

文
は
身
近
か

な

人
で

な
け
れ

ば

絶
對
に

書
け
ず、

讀
み

物
と
し

て

は

た

し

か

に

面
白
い

の

で

あ
る

が、

そ

こ

に

は

ど

れ

ほ

ど

の

文
學
的
價
値
が

含
ま

れ
て

ゐ

る
の

だ
ら
う
か

。

　
人
間
は

誰
し

も
ぎ
り
ぎ

り

の

所
で

は

子

供
つ

ぽ
い

も
の

だ、

と

い

ふ

確
信
が

こ

の

文
を
支
へ

て

ゐ

る

の

な
ら
話

は

別
で

あ
る

が、

多
分

さ

う
で

は
な
い

で

あ
ら

う。　
他
の

三

篇
の

三

島
論
は

三

島
に

對
す
る

村
松
の

行
き
届
い

た

理

解
を
物
語
つ

て

ゐ

る

も
の

で

は

あ
る
が、

以
前
に

同
じ
著
者
の

『

三

島
由
紀
夫
の

世
界
』

を
讀
ん

だ
時
に

も
感
じ

た
こ

と

で

あ
る
け

れ

ど、

村
松
の

三

島
理

解
は

そ

の

重
心

が

三
島

讃
美
に

傾
き
過
ぎ
て

ゐ

る

や
う
に

思
ふ

。

村
松
ほ

ど

の

讀
者
量
を
以
て

す
れ

ば、

「

三

島
由
紀
夫
の

世
界
」

に

文
學
全
体
の

光
を
も
つ

と

當
て

て、

そ
れ

を

客
觀
視

62

す
る

こ

と
が

出
來
た

だ

ら
う
に

と
い

ふ

氣
が

す
る

。

　
思

ふ

に

こ

れ
は

村
松
が

生

身
の

三

島
を
知
り

過
ぎ
て

ゐ

た

か

ら

で

あ

ら

う
。

村

松
剛
論
の

著
者
は
こ

の

批
評
家
に

三

島
由
紀
夫
が

落
し

て

ゐ

る

影
を
見

落
す
べ

き

で

は

な
い

。

村
松
に

と

つ

て

そ

の

影
は

望
外
の

幸
せ

で

あ
る

と

同
時
に
、

息
苦

し

さ

と

う
つ

た

う
し
さ

を
も
味
は

せ

る

も
の

で

あ
つ

た
ら

う
。

　
し
か

し

著
者
は
三

島
に

ど

れ
ほ

ど

親
炙
し

て

も、

彼
に

屈
從
す
る

こ

と

か

ら

は

免
れ
て

ゐ

る
。

そ
れ

を
可
能
な
ら
し

め

た

の

は
小
林
秀
雄
の

存
在
だ
つ

た

ら

う
と

思
は
れ

る
。

村
松
は

「

わ
が

文
学
的
青
春
」

の

中
で、

二

十
五
歳
の

頃
の

自
分
を

顧
み

て、

當
時
の

自
分

は、

「

同
人

雑
誌
に

小
林
秀

雄
論
と

三

島
由
紀
夫
論
と

を

書
い

た

の

が、

唯
一

の

文
学
的
閲
歴
（

2
）

だ
っ

た
」

と

記
し
て

ゐ

る

が、

こ

の

や

う
に

小
林
と

三

島
を
同
時
に

強

く
意
識
し

な

が

ら

批
評
家
と

し

て

出

發
し

た

こ

と

は、

明

ら
か

に

村
松
の

精
神
を

健
康
な
状
態
に

保
つ

た
。

い

ふ

ま
で

も
な
く
そ

れ

は

小

林
と

三

島
が

全
く
異
な
る

タ

イ
プ
の

文
學
者
だ
つ

た

か

ら

で

あ
る

。

　
追
悼
文
で

あ
る

「

小
林
秀
雄

ー
『

無

垢
』

の

思

想
家
」

は、

論
の

對

象
の

小

林
と

の

個
人
的
な
つ

き
あ
ひ

が

ほ

ど

ほ

ど
で

あ
る

こ

と
も
手
傳
つ

て

か、

か

ら

り

と

し

た、

い

い

文
章
で

あ
る

。

こ

こ

に

見
ら

れ

る

小
林
讃
美
は

三

島
讃
美
の

場
合

の

や
う
な
抵

抗
感
を
抱
か

せ

な
い
。

著
者
は

こ

の

文
の

締
括
り
と

し

て
、

「

〔
小

林
〕

氏
を
論
じ

た

評
論
は

多
い

。

だ

が

国
際
的
な

精
神
史
の

視

野
の

な

か

で

氏
の

仕
事
を

考
え

た

論
文
は

ひ

と

つ

も
な

く、

ま

だ

当
分

は

あ
ら

わ
れ

な
い

の

で

は

な

い

か
」

と
述
べ

て

ゐ

る

が、

村
松
は

「

国
際
的
な

精
神
史
の

視

野
」

を

念
頭

に

置

く
こ

と
が

出
来
た
人
で

あ
り、

思
ふ

に、

そ

の

や

う
な

「

論
文
」

の

書
き
手
と

し

て

は

彼
が

最
も
ふ

さ

は

し
か

つ

た
の

で

は

な
い

だ

ら

う
か

。

し

か

し

私

の

希
望
が

実
現

す
る
機
會
は

、

村
松
氏

の

死
に

よ
つ

て、

永

久
に

失
は

れ
て

し

ま
つ

た
。
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こ

こ

ま
で

書
き

進
め

て

來
て

或
る

こ

と

に

氣

付
い

た
。

小
林
秀
雄
も
三

島
由
紀

夫
も

言
葉
に

や

か

ま
し
く、

執
筆
に

際
し
て

は

歴
史
的
假
名
つ

か

ひ

を
押
し

通
し

た

が、

村
松
剛
に

も、

そ
れ

と
同
じ

意
識
が

頒
ち

持
た
れ

て

ゐ

た

や
う
に

思
は

れ

る
。

今、

手
元

に

資
料
が

な
い

の

で、

正
確
な
引
用
は

出
來
な
い

が、

村
松
は

或

る
論
文
の

中
で

國
語
に

お

け

る

正

統
表
記

の

復
活
を
強
く
訴
へ

て

ゐ

た
。

が、

そ

れ
で

ゐ
て、

『

西

欧
と

の

対
決
』

は

現

代
假
名
つ

か

ひ

で

書
い

て

あ
る

。

村
松
は

（
少

な
く
と

も
假
名
つ

か

ひ

の

面
で

は
）

そ

の

主

張
或
は

氣
持
を
實
踐

に

移
す
に

は
至

ら

な
か

つ

た
と

い

ふ

こ

と

で

あ
ら

う
か。

　

告
別
式

の

場
で

某
氏
が、
　

「

村
松
さ

ん

は

今
頃
天

國

で

赤
ワ

イ
ン

で

も
飲
ん

で

ゐ

る

の

で

は

な
い

か
」

と

言
つ

た

時、

私
の

隣
に

腰

掛
け
て

ゐ

た
共
立
女
子
大
學

の

太
田

和
子

助
教
授
が、

「

村
松
先
生
は

決
し

て

ワ

イ
ン

と
は

言
は

ず
、

い

つ

も

葡
萄
酒
と

お

つ

し

や
つ

て

ゐ

た
」

と
呟
い

た

の

が

強

く
印
象
に

残
つ

た
。

　
先
に

著
者
の

小
林
秀
雄
論
の

結
び

の
一

文
の

中
に

見
ら
れ

る

「

国
際
的
な
精
神

史
の

視
野
」

と
い

ふ

表
現
を
取
上

げ
た
が
、

こ

れ
を
も
つ

と

簡
潔
な
「

国
際
的
視

野
」

に

變
へ

れ
ば、

私
の

中
で、

村
松
剛
と

い

ふ

批
評
家
に

絶
え

ず
結
び

つ

い

て

ゐ

た

名
稱
は

正
し

く
そ
れ

だ

つ

た
。

實
際、

村
松
は

物
事
を
國
際
的
視
野
か

ら
考

察
す
る

こ

と

が

出
來
る
所
の
、

數

少
な
い

知
識
人
の
一

人
だ

つ

た
や

う
に

見、
託

る
。

何
も
そ
れ
は

村
松
が

フ

ラ
ン

ス

文
學
を
初
め

と

す
る

西
歐
文

學
に

詳
し
か

つ

た

こ

と
だ

け
を
意
味
す
る
の

で

は
な
い
。

彼
は

古

代
オ
リ
エ

ン

ト

以

來
の

世
界
史

に

關
す
る

知
識
を
背
景
に

し

て、

或
は

國
家
の、

或
は

國
際
社
會
の

在
り
方
を
半

ば
直
觀
的
に

把
握
し

て

ゐ

た

人
で

あ
る

。

そ
こ

か

ら
五

十
年
來
の

日

本
に

著
し
い

觀
念
論
的
平
和
主
義
へ

の

批
判
と
攻
撃
が

生
れ

た
。

　

村
松
剛
の、

右
に

記
し
た

や
う
な
側
面
は、

日

本
の

言
論
界
の

受
入
れ

る

所
に

は
必

ず
し

も
な
ら

な

か

つ

た
。

村
松
が

餘
り
論
じ

ら

れ
な
か

つ

た

理

由
の

少
な
く

村

松
剛

『
西
欧
と

の

対
決』
和
田

正

美

と

も
一

つ

は

そ
の

こ

と

で

あ
つ

た

と

し

か

思
へ

な
い

。

村
松
は

日

本
と

い

ふ

島
國

の

平
均
的
感
性
を
擢
ん

で

て

ゐ

た

だ

け

に、

か

へ

つ

て

疎
ま
れ

た

の

で

あ
ら

う。

そ

の

意
味
で

彼
は

不
幸
な
文
學
者
で

あ
り、

思
想
家
で

あ

つ

た

と

言
へ

る

か

も

知

れ

な
い

。

　
し
か

し

村
松
は

そ
の

代
償
で

あ
る
か

の

如
く、

外
國
に

數
多
の

知

己
を

持
つ

て

ゐ

た
の

で

は

な
か

つ

た
だ

ら
う
か
。

告
別
式
に

は

駐

日

イ
ス

ラ
エ

ル

大
使
が

參
列

し

て

ゐ

た

し、

入

江
隆
則
氏
に

よ
つ

て

讀
み

上

げ
ら

れ
た

弔
電
の

中
に

は、

中
華

民
國
の

李
登
輝
總
統、

イ
ス

ラ
エ

ル

の

副
首
相、

南
ア

フ

リ

カ

共

和
國

の

政

府
要

人
の

名
が

あ
つ

た
。

（

公
平
を
期

す
る

た
め

に

書
い

て

お

く
と

蘊
田
糾
夫
氏
の

名

も
あ
つ

た
。

V

　
日

本
の

文
學
者
の

中
に、

外
國
の

指
導
的
政

治
家
か

ら
こ

れ
ほ

ど

の

弔

意
を
示

さ

れ
た

人
が

か

つ

て

あ
つ

た

だ

ら
う
か

。

表
層
的
な
ジ

ャ

ー

ナ
リ
ズ

ム

の

外
側
で

評
價
さ

れ、

尊
敬
さ
れ
て

ゐ

た

こ

の

人

を
「

不
幸
」

と

決
め

つ

け
る

の

は

速
斷
と

い

ふ

も
の

で

あ
る
の

か

も
知

れ

な
い

。

　
と

は

い

へ

、

私
は

問
題
を
こ

こ

で

終
ら
せ

よ
う
と
は

思

は

な
い

。

　
『

西
欧
と

の

対
決
』

の

著
者
は
言
ふ

ま
で

も
な
く
文
學
者
で

あ
り、

彼
は

記

紀
以

來
の

日

本
文

學
の

傳
統
に

通

曉
し

て

ゐ

た

の

で

あ
る

。

「

詩
の

栄
光
」

の

中
の
一

節
で

あ
る、

「

古
代
の

日

本
人
は、

白
装
束
に

杖
を
ひ

い

て、

山

に

死
者
の

魂
を
た
ず
ね

た
」

は
少
し

も
独
創
的
な

指
摘
で

は

な
い

が、

そ

れ
に

し
て

も、

か

う
い

ふ

文
が

必

要

に

應
じ

て

さ

ら

り
と

書
け
る

こ

と

は

明
ら

か

に

何
か

を
物
語
つ

て

ゐ

る。

文

學
者

と
し

て

の

村
松
剛
は

何
よ
り

も
先
に、

千

數
百
年
來
の

日

本
文
學
の

流
れ
に

身
を

涵
し

て

ゐ
た

と

考
へ

ら

れ
よ
う

。

　
記
紀、

萬
葉
に

始
ま

る

日

本
文
學
が

そ

れ

に

よ
つ

て

培
は

れ

た

感
性
は

お

そ

ら

く
當
代
の
、

國
際

社
會
の

常
識
に

盲
ひ

た

觀
念
論
的

平
和
主
義
に

通
底
し
て
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五
年

る。

多
く
の

文
學
者
或
は

知
識
人

が

平
和
憲
法
と
い

ふ

ム

ー
ド
に

醉
ひ

た

が

る

の

は、

敢
へ

て

彼

等
に

好
意
的
な
言
ひ

方
を

す
れ

ば、

彼
等
が

糧
先
よ
り
受
け

繼
い

だ

感
性
が

そ

の

中
で

安
全

に

守
ら

れ
る
か

ら

に

他
な

る

ま
い
。

と

す
れ

ば、

そ
の

ム

ー

ド
を
拒

絶
す
る

村
松
の

中
に

は、

二

つ

の

容
易
に

相
容
れ

な
い

極
が

存
在
し

て

ゐ

た

こ

と

に

な
ら

な
い

で

あ
ら

う
か
。

　

私
が

か

ね
が

ね
村
松

剛
に

期
待
し

て

ゐ

た

の

は

そ

れ

ら
の

極
を
統
合
す
る

こ

と

だ

つ

た
。

そ

れ
が

首
尾
よ

く
行
は

れ
た

曉
に

は

未
聞
の

ド
ラ
マ

が

幕
を
開
け

る
だ

ら

う
と

考
へ

て

ゐ

た
。

し
か

し

私
が
苗
歹

を
託

し

た
相
手
は

も
う
ゐ

な
い
。

　

村
松
は

未
成
の

人
だ
つ

た

と

思

ふ
。

こ

の

こ

と
に

お

い

て

六

十

五
歳
と

い

ふ

享

年
は

何
の

意
味
を
も
持
た

な
い

。

　
こ

の

高
貴
な
精
祕
の

持
主
は

私
達
に

或
る

大

き
な

課
題
を
残
し
て、

永
遠
の

彼

方
に

旅
立
つ

た
の

で

あ
る。

　
告
別
式

の

歸
り
に

青
山

通

り
を
歩
い

て

ゐ

た

時、

横
町
か

ら

長
身
の

村
松
氏
が

ひ

よ
い

と

出
て

來
る

や
う
な

錯
覺
に

何
度
か

襲
は

れ

た
。
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