
〈
研

究

論

文

３

〉

三
島
由
紀
夫
と
ミ

シ
ェ
ル

ー
フ
ー
コ
ー

―
〈
自
己
鍛
錬
〉
の
倫
理
に
つ
い
て
の
比
較
―

は
じ

め

に

三
島
由
紀
夫
（
一
九
二
五
―
七
〇
年
）
と
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
（
一
九
二

六
―
八
四
年
）
と
の
あ
い
だ
に
は
交
流
も
言
及
も
な
い
。
そ
う
で
は
あ
る
も

の
の
両
者

は
、
以
下

の
よ
う
な
位
相
に
お
い
て
共

通
し
て

い
る
。
前
者
は
日

本

の
近
代

・
戦
後

社
会
に
お
い
て

、
後
者

は
キ
リ
ス
ト
教
社
会
・
西

洋
近
代

社
会
に
お

い
て

、
ニ
ー
チ
ェ
を
そ
の
思

想
の
源
流

と
し

な
が
ら

、
既
成
の
道

徳
が
人
間

の
個
性

・
多

様
な
価

値
を
実
現
す
る
積

極
的

な
倫
理
で

あ
る
ど
こ

ろ

か
、
形
骸
化
し

た
規
則

、
受
動

的
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
に
陥

っ
て

い
る
こ
と

を
批

判
し
た
。
さ
ら

に
、
〈
自
己
鍛

錬
〉

に
よ
る
自

己
の
主

体
化
を
あ

ら
た
な
倫

理
と
し
て

提
示
し

た
。
そ
こ
で
、
両
者
の

〈
自
己
鍛
錬
〉

の
倫
理

と
そ

の
背

景
・
帰
結
と
に
つ

い
て
議
論
す

る
こ
と

に
し
た
い
。

福
　
井
　

裕
　
之

一
　

三

島

由
紀

夫

の

〈
自

己

鍛

錬
〉

三
島

は
、
人
生
と
い
う
の
は
、
舞
台
、
演
技
で

あ
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
。

三
島

に
と

っ
て

、
人
生
と
は
、
自
己
の
生
を
芸
術
作
品

に
高

め
る
こ
と
な
の

で
あ

る
。

そ
し
て

、
そ
れ
自
体
演
技
で
あ
る
自
己
の
人
生
を
告
白
す
る
こ
と

に
よ

っ
て

、
自
己

の
真
実
と
自
己
の
虚
構
と
の
二
項
対

立
を
撹
乱
し
よ
う
と

す

る
。

こ

の
自
己

の
生
の
芸
術
作
品
化
は
、
文
学
青
年
に
よ

る
耽
美
的
な
妄
想
に

は
還
元
で
き

な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
、
あ
る
種

の
積
極
的
な
倫
理
、

本
稿
が

〈
自
己
鍛
錬
〉
の
倫
理
と
呼
ぶ
も
の
に
達
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

三
島

は
、
こ

う
書

い
て

い
る
。

「
少
年
時
代

の
自
己
鍛
錬
の
つ
づ
き

と
し
て

、
私

は
煮
え
切
ら
な
い
人
間
、

男
ら
し
く
な

い
人
間
、
好
悪

の
は
っ
き
り
し

な
い
人
間
、
愛
す
る
こ
と

を
知



ら
な
い
で
愛
さ
れ
た
い
と
ば

か
り
願

っ
て

い
る
人
間

に
は
、
死

ん
で
も

な
り

た
く
な

い
と
考
え
て

い
た
」
［
３：
３１
１
］
°

こ
の
文
章
か
ら

は
、
三
島
が

「
社
会
」

と
呼
ぶ
も

の
の
よ
り
具

体
的
な
内

容
が
う

か
が
え
る
。
三

島

に
と

っ
て
。
「
社

会
」

と
は
、
道

徳
上

の
積
極

的

な
目
標
を
見
失

っ
て

い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
生
殖
中

心
主
義
、
異
性
愛
と

い
う
画

一
的
な
観
念

に
盲

目
に
寄
り
か
か

っ
て

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
蔑
視
す
る

（
『
禁
色
』
[
5
:
3
2
8
-
2
9
]
）
人
々
、
あ
る
い
は
「
愛
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
で
愛

さ

れ
た

い
と
ば
か
り
願

っ
て

い
る
」
［
３：１
７４
］
人
々
、
の
集

ま
り
で

あ
る
。

こ

の
よ

う
な
「
社
会
」

に
対

し
て

抵
抗
す

る
も
の

が
、
三

島
の

〈
自
己

鍛

錬
〉
で

あ
る
。

そ
の
か
ぎ
り

に
お
い
て

、
そ
の

〈
自

己
鍛
錬
〉
は
、
「
欲

求
す
る
も

の
を

欲

求
し

な
い
」
、
す

な
わ
ち
一
次
的

な
欲
求
を
禁
欲

的
に
抑

え
る
の
で

は
な

く
、
「
欲
求
せ
ぬ
も

の
を
欲
求
す

る
」

す
な

わ
ち

欲
せ
ぬ
対

象
へ
の

一
次
的

な
嫌
悪

感
・
偏
見
を
捨
て
、
欲
望
の
新
た
な
対
象
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
『
仮
面
の
告
白
』

に
お
い
て
、
三

島
が
な
り

た
い
と
願

う
も
の
。

す
な
わ
ち
演
技
の
対
象
と
な
る
も

の
は
多
岐

に
わ
た
る
。
し

か
し
、
同
性
愛
、

サ
ド
=

マ
ゾ
ヒ
ズ

ム
、

ス
カ
ト
ロ
ジ
ー
と

い
っ
た
、
生
殖
上
不
毛

な
性
現
象

に
ま
つ

わ
る
も
の
を
含

め
、
「
社
会
」

か
ら

疎
外
さ
れ

た
物
・
者

ば
か
り
で

あ

る
。

三
島

は
、
そ
う

い
っ
た
他
者

と
の
関
係

を
求

め
て
や
ま

な
い
。
し

か
し

な

が
ら
、
三
島

は
、
同
時

に
、
そ
う
い

っ
た
対
象
と
自
己
と
が
完
全

に
重

な
り

合

い
、

他
者

に
な

る
と

い
う
願

望
が
満
た
さ
れ

る
と

は
考
え

な
か
っ
た
。
す

な

わ

ち
、

そ

の

対

象

は

、

ニ

ー

チ

ェ
的

な

「
悲

劇

的

な

も

の

」
（
デ

ィ

オ

ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
）
、
「
よ
そ
よ
そ
し
い
充
溢
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
．

あ
く
ま
で
、
三
島
は
、
「
私
は
決
し
て
近
江
[
な
り
た
い
、
愛
さ
れ
た
い
と

願
う
対
象
・
他
者
]
に
似
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
［
３
:
２
２
２
］
と
い
う
確
信

（
『
仮
面

の
告
白
』
）

に
立

っ
て

い

る
。

以

上

か
ら

、

さ

し

あ

た

り

三

島

の
自

己

鍛

錬

に

つ

い

て

は

こ

う

言

え

る
。

そ

れ

は
．

他

者

と

の

同

一

化

を

遂

げ

る
こ

と

が

不

可

能

で

あ

る

こ

と

を

知
悉

し

な

が
ら

も

、

な

お

も

他

者

と

の

関
係

に

お
け

る

演

技

に

お

い

て

自
己

を
鍛

錬

し

て

い

く

倫

理
．

ニ
ー

チ

ェ
の

言
葉

で

い
え

ば

能

動

的

ニ
ヒ

リ

ズ

ム
の

一

種

だ

、
と

。

な

お
、

こ

の

能

動

的

ニ
ヒ

リ

ズ

ム
は
、

ニ

ー
チ

ェ
同

様

、

精

神
主

義

へ
の

批

判

と

ギ

リ

シ
ア

的

な

も

の

の

肯

定

へ

と

行

き

着

く

。

三

島

に

よ

れ

ば

、

「
キ

リ

ス

ト

教

の

考

え

る

よ

う

な

精
神

的

な

も

の

は

何

一

つ

な
」

い

。
「

希
臘

人

の

考

え

出

し

た

美

の

方

法

は

、

生

を

再

編

成

す

る

こ

と

で

あ

る
」

［
２
６
:１
０
５
］
。

ア

ポ

ロ
的

な

生

の

個

体

化

、

自
己

の

生

の

作

品

化

を

倫

理

の
基

準

に

し

よ

う

と

決

心

す

る
。

三

島

に

よ

れ
ば

、
三

島

自

身

の

古

典

主

義

的

傾

向

は

、

最

終

的

に

「
美

し

い
作

品

を

作

る

こ

と
と

、

自

分

が

美

し

い

も

の

に

な

る
こ

と

と

」

を

、
「
同

一

の

倫

理

規

準

」

と

し

て

発

見

す

べ

き

で

あ

り

、

「
希

臘

人

は

そ

の
鍵

を

握

っ

て

い

た

」
［
３
４
:４
７
４
］
°

三

島

自

身

が

、
「

文

体
」

の

「
自

己

改

造

」
［
２
７
:２
８
５
］
に

引

き

続

き

、
「
肉

体

的

な

存

在

感
」

を

求

め

て

．

ボ
デ

ィ

ビ

ル
、

ボ

ク

シ
ン

グ
を

通

じ

た

自
分

の

「
肉

体

」

の

「
改

造

」

（
［
３
１：
３
３
４
］
）

に
取

り

組

ん

だ

（
「
実
感
的
ス
ポ
ー
ツ
論
」
六
四
年
）
。



ニ
　

フ
ー

コ
ー

に

よ

る

道

徳

批

判

さ
て
、
こ
こ
で
い

っ
た
ん
議
論
の
対

象
を

フ
ー
コ
ー
へ
と
移
そ
う
。
フ
ー

コ
ー
流
の
道
徳
批
判
は
、
考
古
学

的
手
法

と
い
う
方
法
論
に
も
と
づ
い
て

い

る
。

そ
の
考
古
学
的
手
法

に
つ
い
て
乱
暴

に
ま
と

め
て
し
ま
え

ば
、
そ
れ

は
、

（
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
・
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
的
）
狂
気
・
倒
錯
の
立
場
か
ら
近

代
的

理
性

（
キ
リ
ス
ト
教

、
デ
カ
ル
ト
哲

学
、
精
神

分
析
学
な
ど
）

の
言
説

の
集
蔵
庫
を
分
析

・
相
対
化
す
る
だ
け
で

は
な
く

、
そ
れ
を
通
し
て

、
現
代

あ
る

い
は
現
代
人
が

知
に
よ

っ
て
人
間

へ
と
弁
証
法

的
に
形

成
さ
れ

る
に
あ

た

っ
て
、
必
然

的
に
非
知

・
狂

気
と
し

て
排
除

さ
れ
忘

却
さ
れ

る
必
要

の

あ

っ
た
地
層
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
に
な
る
作
業
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の

フ
ー
コ
ー
の
方
法
論

か
ら
は
、
六
三
年
に
お
け
る
彼

の
以
下
の
言
葉
の
と
お

り
、

ニ
ー
チ

ェ
か
ら
の
強

い
影

響
が
う

か
が
え

る
。
「
弁
証

法
と
人

間
学
と

の
絡
み
合

っ
た
眠
り

か
ら
わ
れ
わ
れ
を
目
覚

め
さ
せ

る
た

め
に
は
、
悲
劇
的

な
る
も

の
と

デ
ィ
オ

ニ
ユ
ソ
ス
、
神
の
死

、
哲
学

者

の
槌
、
鳩

の
歩
み

を

も
っ
て
近
づ
く
超
人
、
そ
し
て
〈
永
遠
回
帰
〉
と
い

っ
た

ニ
ー
チ

ェ
的
な
形

象
が
必
要

だ

っ
た
」
［
Ｄ
Ｅ
Ｉ
:　２
３９
］°

で

は
、
こ
の
考
古
学
が
明

ら
か
に
し
た
も
の
は
な
ん
だ

っ
た
の
か
。
こ
の

方
法

か
ら
書
か
れ

た
フ
ー
コ

ー
の

著
作

に
は

『
狂
気

の
歴
史
』
（
六
一
年
）、

『
臨
床
医

学
の
誕

生
』
（
六
三
年
）
な
ど
が
あ

る
。
が
、
こ
こ
で

は
、
『
性

の
歴

史
Ｉ
　

知
へ
の
意
志
』
（
七
六
年
）
に
か
ぎ

っ
て
そ
の
所
説
を
ま
と
め
る
こ
と

と
し
た

い
。

一

九

世

紀
以

降

の

知

＝
権

力

に
よ

る
性

の

言

説

化

は

、

あ

る
基

本

的

な

配

慮

に

従

っ
て

、

現
実

の

世
界

か

ら

、

生

殖

と

い

う

厳

密

な

運
用

構

造

に

従

わ

な

い
性

的

欲

望

の
形

態

を
追

い

出

す

。

倒

錯

は

、

こ

れ

ま
で

の

よ

う

に

倒

錯

と
し

て

観
念

的

に
軽

蔑

的

な

評

価

を

受

け

排

除

さ

れ

る

の
で

は
な

く

、

知

の

多
種

多

様

な

装
置

に

よ

っ
て

、

身

体

や

快

楽

そ

の

も

の

に
干

渉

さ

れ

、

細

分

化

さ

れ

、
定

義

（
少

年

の

性

欲

、

同

性

愛

、

露

出

狂

、

な
ど

）

を

与
え

ら

れ

る
。

そ

う
す

る
こ

と

で

、

人

間

は

、

唯

一

の
正

し

い
性

現

象

を

中

心

と
し

た

生

産

管

理

の
体

系

に
組

み

込

ま

れ

、

主

体

化

＝

従

属
化

さ

れ

て

い

く
。

そ

の

際

、

そ

も

そ

も

キ

リ

ス

ト

教

の

告

解

と

そ

の

〈
牧

人

―
司

祭

型

権

力

〉

［
Ｄ
Ｅ
ｌ
:５
６
０
-６
６
］

に
そ

の

源

を
発

す

る
告

白

が
、

精

神

分

析

に

よ

っ
て

性

の

科

学

と

し

て

高

め

ら

れ

た

告

白
が

、
正

常
／

倒

錯

の

区

別

を

人

間

に

言
説

化

さ

せ

る

と

と

も

に

主

体

化

―
従
属

化

の
装

置

を
成

立
さ

せ

る

。

さ

て

、

考

古

学

の

批

判

の
対

照

は
明

確
で

あ

る
。

フ
ー

コ

ー

は

、
三

島

の

文

学

的

想

像

力

が

「
社

会
」

と

表

象

し

た
も

の

の
根

底

に

権

力

を
見

出

し

て

い
る

と

言

え

る
。

た

だ

し

、

考
古

学

は

、
知

＝
権

力

の

外

に

、

そ
れ

が

排

除

し

た

が

、

か

つ

て

は

自

分

の

一
部

で

あ

っ

た
非

知

を

見

出

す

、
と

い
う

意

味

で

は

、

実

践

上

な

に

か

積

極
的

な

倫

理

を

提

示

す

る
も

の

で

は

な

い
。

し

か

し

、

フ

ー

コ

ー

は

、

系

譜
学

的

手

法

へ

の

転

回

を

経

た

の

ち
、

理

論

的

な

位

相

上

で

三

島

の

〈
自
己

鍛
錬

〉

の

倫

理

と

期

せ

ず

し

て

重

な
り

合

う

よ

う

な

〈
自

己

鍛

錬

〉

を
見

出

す
こ

と

に
な

る
。



三
　

フ

ー

コ

ー

の

〈

自

己

鍛

錬

〉

の

倫

理

『
性

の

歴
史

Ⅱ
　

快

楽

の

活

用

』
『
性

の

歴

史

Ⅲ
　

自

己

へ

の

配

慮

』
（
八
四

年
）
以

降

、

フ

ー

コ

ー

は

、

系

譜

学

的

手

法

を

採

る

。

考

古

学

と

の

対

比

に

お

い

て

系

譜

学

を

定

式

化

す

る

と

、

そ

れ

は

、

知

の

系

譜

上

の

起

源

で

は

あ

っ
た

が

、

現

代

あ

る

い

は
現

代

人

が

人

間

へ

と

弁

証

法

的

に
形

成

さ
れ

る

に

あ

た

っ
て

、

今

は

忘

却

・
排

除

さ

れ

た

。

知

の

原

点

を

た
ど

る
作

業

、

で

あ

る

。

フ
ー

コ
ー

は

、

知

＝

権

力

の

起
源

に

お

い

て

見

失

わ

れ

た
知

、
「
生

存

の

美

学

」

と

い
う

〈
自

己

鍛

錬

〉

の

倫

理

を

系

譜

学

に

よ

っ
て

見

出
そ

う

と

す

る

。

フ

ー

コ
ー

に
よ

れ

ば

、

ま
ず

、

一
方

に

、

キ
リ

ス

ト
教

＝
西

洋

近
代

テ

ク

ノ

ロ
ジ

ー

の

性

道

徳

が

あ

る
。

そ

れ

は
、

欲

望

と

そ

れ

を

め

ぐ

る
浄

化

本

意

の

解

釈

学

を

問

題

構

成

と

す

る
。

し

か

し

な

が

ら

、

他

方

。

そ

れ

以

前

に

遖

っ
て

、

古

代

ギ

リ

シ
ア

（
・

ロ
ー

マ
）

的

「
生

存

の
美

学
」

が

存

在
す

る

。

そ

こ

で

重

視

さ

れ

る

の

は

、
「
自

己

と

の

関

係

の
形

式

で

あ

り

、

そ

れ

を

磨

き

上

げ

る

さ

い

の

手

順

や

技

術

で

あ

り

、

認

識
す

べ

き

客

体

と

し

て

の

自

己

へ
専

念

す

る

さ

い

の

鍛

錬

で

あ

り

。

自

己

自

身

の

存

在

様

式

の

変

革

を

可

能

に

し

て

く

れ

る
実

践
」
［
Ｈ
Ｓ
２
:３
７
　
= ４
０
］
で

あ

る
。

す

な

わ

ち

、
「

生

存

の

美

学

」

と

は

、

キ
リ

ス

ト
教

と

は
異

な

り

、

権

力

と

規

範

に

よ

っ
て

欲

望

を

禁

止

・

排

除

す

る
こ

と

に
よ

っ
て

主

体

を

従

属

さ

せ

る
の

で

は

な
く

、

自

己

が

自

己

自

身

に
よ

り

よ

き

生

を

営
む

た

め
の

、

快

楽

の

節

制

・
調

整

・
活

用

の

技

術

を

通

じ

て

自

己

を

主

体

化

す

る

た
め

の

も

の

で

あ

る
。

「
生
存
の
美
学
」
は
、
四
つ
の
次
元

に
お

い
て
問
わ
れ
る
。
以
下
列
挙
す
る
。

ま
ず
、
自
己
へ
の
関
係
に
お
い
て
は
、
治
療
法
で

は
な
く
養
生
法

、
次

に
、

自
己
と
異
な
る
性
へ
の
関
係
（
異
性
愛
）

に
お

い
て
は
、
夫
婦
間
の
忠
実
貞

節
、
す
な
わ
ち
他
の
女
と
の
快
楽
の
断
念
で

は
な
く
、
家
庭
管
理
の
術
、
妻

の
特
権

の
維
持

。
第
三
に
、
自
己
と
同
じ

性

へ
の

関
係

（
同

性
愛
－

若
者

愛
）
に
お
い
て

は
、
同
性
愛
の
禁
止
に
対
し
て

、
若
者
と

い
う
快
楽
の
客
体

を
自
分
の
快
楽
の
ま
ま
客
体
に
し
て
お
く
の
で

は
な
く
、
青
年
を
快
楽
の
主

体
へ
と
形
成
し
て
や
る
恋
愛
術
、
最
後
に
、
真

理
へ
の
関
係

に
お

い
て
は
、

キ
リ

ス
ト
教
的
な
自
己
告
白
／

自
己
の
解
読
に
対

し
て

、
自
分
自
身
に
対

す

る
生
存
の
節
度
、
妻

に
対
す
る
生
存
の
節
度
、
若

者
に
対
す
る
生
存
の
節
度
、

と
い
う
以
上
三
点
へ
の
問
い
、
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
。
こ
の
よ
う
な
倫
理
は
、
ご
く
少

数
の
自
由

な
青
年
男
性
に
し

か
許
さ
れ
な

か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
女
性
や
奴
隷
に
つ
い
て
の
「
苛
酷
な
体

系
」

に
立
脚
し
て

い
た
こ
と

に
、
そ
の
限
界
が
あ
っ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て

は
、

フ
ー
コ
ー
も
認

め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
で

に
見
た
よ
う
な
快
楽
の
活
用

に
つ
い
て
の
熟
慮

に
富
む
自
己
鍛
錬
は
。
ま
ず

自
己

の
自
己
に
対
す
る
関
係
を
目
的
と
し
な
が
ら
も
。
愛
欲
の
営
み
と
結
び

つ
い
た
他
者
へ
の
関
係
を
も
本
質
的

に
内
包
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
フ

ー
コ
ー
に
と

っ
て
、
自
己
の
生
を
芸
術
作
品

に
す
る
こ
と
は
、
当
然
、
成
人

男
性
が
自
身
の
特
権
的
な
自
由
や
権
力
が
社
会
的
弱
者
／

相
手
の
自
由
や
権

力
や
快
楽
を
蹂
躙
せ
ぬ
よ
う
に
、
自
身

に
厳
し
く
掣
肘
を
加
え
る
も
の
で
も

あ
る
。

フ
ー
コ

ー
は
、
こ
の
よ
う

な
倫
理
が
、
紀
元

後
の

ロ

ー
マ
を
経

て



徐

々
に
変
容
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の

ロ
ー

マ
へ
の
登
場
に
よ

っ
て
道
徳
に
よ

っ

て
決
定
的
に
取

っ
て
代
わ
ら
れ
た
も
の
の
、
た
し
か
に
西

洋
近
代
の
源
流
で

あ

っ
た
と
結
論
づ
け
た
。
さ
ら
に
、
そ
こ

か
ら
。
現
代
の
わ
れ
わ
れ
が
近
代

的
な
知
＝
権
力
へ
と
抵
抗
す
る
た

め
の
有
効
な
倫
理
を
も
導
き
出
せ
る
と
考

え
た
の
で
あ
る
。

四
　

三

島

に

お

け

る

〈
自

己

鍛

錬

〉

上

の

転

回

も
ち
ろ
ん
、
二
人
の
依
拠
す
る
も
の
が

か
た
や
文
学
的
な
想
像
・
直
観
、

か
た
や
歴
史
学
的
な
実
証

と
い
う
違
い
こ
そ
あ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
看
取
で

き
た
の
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
道
徳
批
判
を
源
流
と
し
、
以
下

の
よ
う
な
諸
要
素

を
共
有
す
る
〈
自
己

鍛
錬
〉

の
倫
理
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず

、
「
精
神
」

や

「
真
理
の
告
白
」

と
い
う
禁
欲
的
道
徳
原
理
か
ら
の
肉
体
、
行

動
や
快
楽

の
解
放
、
第
二
に
、
夫
婦
中
心
・
生
殖
中
心
の
家
庭
観
念
・
性
道
徳
の
批
判
、

第
三
、
現
代
の
性
道
徳
に
管
理
・
抑
圧
さ
れ
た
同
性
愛
あ
る
い
は
同
性
愛
的

共
同
体
の
復
権
、
第
四
に
、
ギ
リ

シ
ア
的
な
も
の
へ
の
憧
憬
、
第
五
に
、
自

己
鍛
錬
の
美
学
性
、
と
い
う
諸
要
素
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
三
島
に
は
そ
の
後
変
化
が
訪
れ
る
。
以
下

、
そ
れ

に
つ
い
て

『
太
陽
と
鉄
』

を
中
心
に
ま
と
め
て
い
く
。

ま
ず
、
三
島
は
、
言
葉

を
用

い
た
文

学
に
よ

る
自
己

作
品
化

、
「
知
的
教

養
」
と
い
う
形

式
だ
け

の
自
己
鍛
錬
に
限
界
を
見
出
し
、
す
で
に
見
た
よ
う

に
、
「
造
形
美

に
充

ち
た
無

言
の
肉

体
」
［
３２
:７１
］
を
求

め
、
「
鉄
」

に

よ
る

自
己
の
肉
体
の
鍛

錬
、
「
肉
体
的

教
養
」
を

決
意
し

た
。
し

か
し

な
が
ら
、

〈
肉

体

は

精

神

を

超

え

ら

れ

な

い
〉

と

い

う

結

論

、

三

島

み

ず

か

ら

が

「
肉

体

的

教

養
」

を

行

い

続

け

る
こ

と

に

限
界

を

感

じ

る

。

次

に

、

そ

れ

と

関

連

し
て

。

三
島

は

、
以

下

の

よ

う

に

考
え

る

よ
う

に
な

る

。

す

な

わ

ち

、

死

を
暗

示

す

る

肉

体

の

「
受

苦
」
［
３
２
:８
７
］
の

経

験

こ

そ

が

、
（
デ

ィ
オ

ユ

ユ
ソ

ス

的

）

生

と

陶

酔

に
つ

い

て

の

意

識

を

最

後

ま

で

つ

な

ぎ

と

め

る

も

の

で

あ

り

、

自

己

を

芸
術

作

品

に

す

る

間
道

で

あ

る
、

と

。

そ

し

て

、

三

島

は

、

男

と

い

う
主

体
と

美

と

い

う

客

体
と

は

そ
も

そ

も

相

反

す

る

、

と

も

考

え

る
よ

う

に

な

る
。

そ

し

て
、
「
男

の

美
」

や

「

行

動

の

美

」

と

い

う

逆

説

的

な

事
態

、
男

が

美

と

い

う

客

体

に

な

る
と

い
う

事

態

は

、

か

ろ

う

じ

て

「
絶

対

の
孤

独

、

悲

劇

性
」

や

「
壮

烈

な

死

」

と

い

う

「
花

火
」
に
現
れ
る
に
す
ぎ
な
い
［
３
２
:
９
９
］
　
［
３
４
:
２
３
２
-
３
４
］
、
と
い
う
。

以

上

の
三

点

の

か

ぎ

り

で

、
三

島

の

〈
自

己

鍛

錬

〉

の

美

学

は

、
『
仮

面

の

告

白

』

や

そ

れ
以

前

に
も

ま

っ

た

く
見

ら

れ

ぬ

傾
向

で

は

な

か

っ
た

も

の

の

、

当

初

見

ら

れ

た

の

と

は

ま

っ

た

く
異

な

り

、

人

間

の
生

を

完

全

に
否

定

的

に

と

ら

え

て

い

く

こ

と

に

な

る
。

す

な
わ

ち

、

三

島

に
と

っ
て

、

自

己

の

生

を

芸

術

作

品

と

し

て

生
き

抜

く

〈

自
己

鍛

錬

〉

を

成

し
遂

げ

る

た

め

に
は

、

早

め

に

死

を

迎

え

る

こ

と

、

精

神

が

肉
体

に
死

を
与

え

る
こ

と

が
必

須

の
条

件

と

な

る

。

さ

ら

に

。

三

島

の

〈
自
己

鍛

錬
〉

に
見

ら

れ

る
死

へ

の
欲

動

は
、

日

本

回

帰

と

平

行

し

て

進

ん

で

い

る

。
三

島

は
、

ボ

ク

シ
ン

グ
で

の
挫

折

以

後

、

剣

道

の

野

卑

な
叫

び

声

に

「
『
日

本
』

の
叫

び

」

と

「
『
精

神

主

義

』

の

風

味

」

［
３
１
:３
４
０
］
を

見

出

し

て

い

く

。

こ

こ

で
三

島

の

い
う

精

神

と

は
、

自

意

識

と



行

動

。

認

識

・

芸

術
と

実

践

、

虚

構
と

真

実

、

と

い

う

西

洋

的

二

項

対

立

以

前

に

あ

る

よ

う

な

精
神

の
こ

と

で

あ

る

。

三

島

は

、

そ

の

よ

う

な

日
本

を

、

日

本

の

近

代

の

イ

ン
テ

リ

が

き

わ

も

の

と

し
て

排

除

し

た

思

想

（
日
本

陽

明

学

や
平

田

篤

胤

の

国

学

）

に

求

め

、

そ

れ

ら

の

積

極

的

な
再

読

を
図

る
。

と
り

わ

け

、

自

ら

「

ウ
ト

ー

ピ

ッ

シ

ュ
な

思

想
」

と

い

う

、

狂
死

と

行

動

の

美

学

、
『
葉

隠

』

の

世

界

に

理

想

郷

を

求

め

る

。
「
ギ

リ

シ

ャ
時
代

に
美

が
倫

理

と

結

合

し

た

よ

う

に

、
「
葉

隠
」

の

世

界

で

も

、

こ

こ

に

至

っ
て
美

と

い

う

こ

と

が

道

徳

の

基

本

的

な

性

格

を

規

定

す

る

の

で

あ

る
」
［
３
３
:１
０
３
］
°

「

日
本

文

化

は

行

動

様

式

自

体

を

芸

術

作

品

化

す

る

特

殊

な

伝

統

を

持

っ
て

い

る

。
（
中
略
）

武

士

道

は
、

こ

の

よ

う

な

、

倫

理

の

美

化

、

あ

る

い

は
美

の

倫

理
化

の

体

系

で

あ

り

、

生
活

と

芸
術

の

一

致

で

あ

る
」
［
３
３
:３
７
３
］
°

こ

の

点

、

三

島

は

、

明

治

の

文

明

開

化

以

後

、

モ

ダ

ニ
ズ

ム
が
浸

透

す

る

な

か
、

日

本
人

が

忘

れ

去

っ
た

〈
自

己

鍛

錬
〉

の

倫

理

、

の

地

層

を

掘

り

起

こ

す
と

い

う

意

味

で

。

彼

な

り

の

考

古

学

を

行

っ
て

い

る

と

言

っ
て

よ

い

だ

ろ

う
。

そ

の

過

程

で

三

島

が

結

局

た
ど

り

着

い

た

の

は

、
「
文

」

＝
知

的

教

養

も

「
武

」

＝

肉

体

的

教

養

も

実

際

は

「
自

分

を

滅

ぼ

す

よ

う

に
な

る
技

術

」

に
す

ぎ

な

い

と

い
う

こ

と

だ

っ

た
。

そ

れ

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

か

つ

て

の

自

分

は

「
自

己

を

い
か

に
あ

ら

わ

す

か

、

と

い

う

こ

と

よ

り

も

、

い

か

に

隠

す

か

、

と

い

う

方

法

」
［
３
２：
１
１
２
］
を

考

え

て

い

た

。

そ

れ

ゆ

え

、

三

島

は

こ

う

言
う

、
「
私

は

独

創

性

を

否

定

し

な

が

ら

、

ど

こ

か
で
私
の
生
自
体
の
独
自
性
を
肯
定
す
る
矛
盾
を
犯
し
て
い
た
」
[
同
‥
同
]
、

と

。

す

な

わ

ち

、

三

島

は

、

か

つ

て

の

自

身

の

〈
自

己

鍛

錬

〉

の

あ

り

方

を

は

っ
き

り

と

批

判

す

る
。

そ

れ

に

伴

っ
て

、
「
悲

劇

的

な

も

の
」

の

概

念

も

、

三

島

の

な

か

で

は

っ

き

り

と

変

化

し

て

い

く
。

い

ま

や

、

そ
れ

は

、
神

輿

担

ぎ

の
陶

酔
や

軍

隊
経

験

の

陶

酔

の

な

か

に

表
れ

る

、
「

定
着

さ

れ

た
同

一

性

」
、

ア

ポ

ロ
的

な
言

葉

と

個

性

の

喪

失

、
「

絶
対

」
、
「

陶

酔
」
、
「
同

苦

」
、
「
集

団

の

悲
劇

」
「
戦

士

共

同

体

」
［
３
２
:１
２
３
-２
５
］
と

規

定

さ

れ

る

。

そ

れ

は

、

定

着

し

た

自

己

の

同

一

性

で

あ

る

だ

け

で

は

な

く

、

他
者

と

の
あ

る
種

の

和

解

で

あ

る
。

こ

こ

で

は

天

皇

の

占

め

る

位

置

に

つ

い

て

は
詳

し

く

議

論

で

き

な

い

。

が

、
そ

う

い

っ

た

前

提

の

も

と

で

、
三

島

の

究
極

の

目
的

が

、

肉

体

の

鍛
錬

と

そ
こ

か
ら

生

じ

る

受

苦

の

経

験

に

よ

っ
て

自
ら

の
自

意

識

を

最

高

度

に
ま

で

つ
な

ぎ

と

め

る

と

と

も

に

破

綻

さ

せ
、

彼

が

「
見

返

す

存

在

」

と

い

う
死

と

、

集

団

の

ほ

か

の

成
員

と

に

見
守

ら

れ

る

な

か
で

、
「

造
形

美

に

充

ち

た

無

言

の

肉

体

」

［
３
２
:７
１
］

と

し
て

自

己

を

完

成

す

る
こ

と

に
移

り

変

わ

っ

た
と

は

言

え

る

。

お

わ

り

に

思

想

史

学

の

次

元

で

の

学

究

性

の

有
無

は

さ
て

お

い
て

も

、

そ
れ

ぞ

れ
が

ど

の

程

度

初

発

の

動

機

を
貫

徹

し
え

た

の

か

、

い
わ

ぱ

、

ニ
ー

チ

ェ

の

道
徳

批
判
の
可
能
性
を
ど
の
程
度
開
花
さ
せ
、
一
元
的
な
価
値
観
と
そ
れ
へ
の
従

属

と

に
抵

抗

し

、

そ

の

な

か

で

自
分

を

そ
れ

と
異

な

る

倫

理

の

主
体

と

し

て

構

成

し

え

た

か

、

と

い

う

観

点

か
ら

、
三

島

、

フ

ー

コ
ー

そ

れ

ぞ
れ

に
対

す

る

本

稿

の

評

価

を

簡

潔

に

述

べ

て

拙

稿

を

締

め
く

く

り

た

い

。

三

島

に

つ

い

て

は

、

こ

れ

ま

で

も

し
き

り

に

「
死

の

美

学
」

と
し

て

論
じ



ら
れ
て
き
た
。
そ

れ
に
対
し
て

、
本
稿

は
，
『
仮
面

の
告
白
』
や

『
禁
色
』

を
中
心
と
し
て
、

フ
ー

コ
ー
と
の
比

較
を
通
じ
、
三

島
の
な

か
に
、
〈
自
己

鍛
錬
〉
と
い
う
あ
る
積
極
的
な
倫
理
を
見
出
そ
う
と
試
み
た
。
三
島

は
、
生

と
死
、
文
学
の
訓
練
と
肉
体
の
訓
練
、
言
葉
と
沈
黙
、
個
別
と
普
遍
、
文
と

武
、
見
る
と
見
ら
れ

る
、
認
識
と
行
動

、
男

と
美

（
女
）
、
西
洋

と
日
本

な

ど

さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
、
対

立
を
議

論
し
た
。
し
か
し
，
そ

の
な

か
で
三
島
が

最
後

に
た
ど
り

つ
い
た
思

考
方
法

は
、
そ
れ
が
転
覆
し
て
み
せ
よ

う
と
し

た

価
値
観

に
順
応
し
て
し
ま

っ
て

い
る
。
そ
う
本
稿
が
判
断
す

る
根

拠
は
，
以

下

の
と
お
り
で
あ

る
。

ま
ず
、
三
島

の
美
と
狂
死

の
美

学
は
、

二
項
を
明
瞭

に
対

立
さ
せ
て

し
ま

う
こ
と
の
正

統
性
そ
の
も

の
を
斥
け
ら
れ
ず
、
劣
等
感
を
抱
き

な
が
ら

、
死

を
通
じ
て
、
そ

の
う
ち

の
貶

め
ら

れ
て

い
た
ほ
う

を
逆

に
も
ち
あ
げ
て
い
る

に
す
ぎ

な
い
。

そ
れ
が

端
的
に
表
れ
て

い
る
の
は
、
三

島
が
、
結
局
、
若
さ

と
老
い
、
男
と
女
，

認
識
と
行
動
、
常
識
と
倒
錯
と
い
う
二
項
対
立
的
階
層

秩
序
を
愚

直
に
信
じ
込
ん
で
自
ら
を
前
者
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
人
間
と
み
な

し
て
卑
下

し
て

し
ま
う
点
に
お
い
て
、
で
あ
る
。
次
に
、
そ
の
結
果
、
そ
の

思
考
方
法
の
根
底
は
、

ニ
ー
チ

ェ
『
悲
劇
の
誕
生
』
の
言
葉
で

い
え
ば
、
意

外
に
も
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
美
学
」
、

お
そ
ら
く
弁
証

法
に
非

常
に
近

い
。
そ
れ

が
端
的
に
表
れ
て
い
る
の
は
、
三
島
が
。
死
の
共
同
体

に
陶
酔
す
る
永
遠
の

瞬
間
と
い
う
終
局
の
同
一
性
に
お
い
て
両
者
の
対
立
を
超
克
・
統
一
し
よ
う

と
す

る
と

い

う

点
や
、

ド

イ

ツ
語

の

ｂ
ｉｌｄｕ
ｎ
ｇ

を

思

わ

せ

る

「
教
養
」

（
[
3
2
:
7
7
]
）
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
〈
自
己
鍛
錬
〉
を
と
ら
え
て
い
く
点
に

お

い

て

、

で

あ

る

。

そ

れ

ゆ

え

に

、

三

島

の

〈

自

己

鍛

錬

〉

は

、

表

面

上

は

破

壊

的

に

見

え

て

も

、

自

身

が

当

初

問

題

に

し

た

二

項

対

立

的

階

層

秩

序

、

す

な

わ

ち

「

社

会

」

を

正

統

化

し

て

い

る

。

そ

の

う

え

で

、

「

社

会

」

と

そ

れ

を

超

え

ら

れ

な

い

自

分

と

へ

の

無

意

識

の

苛

立

ち

の

結

果

と

し

て

自

己

の

生

存

を

放

棄

す

る

が

ゆ

え

に

、

現

実

上

有

効

な

倫

理

と

は

な

り

え

な

い

だ

ろ

そ

れ

に

対

し

て

、

フ

ー

コ

ー

の

「

自

己

形

成

の

系

譜

学

」

に

お

い

て

は

、

〈

自

己

鍛

錬

〉

の

倫

理

は

、

ま

ず

、

あ

く

ま

で

自

己

の

生

存

に

根

ざ

し

な

が

ら

他

者

と

の

関

係

に

か

か

わ

っ

て

実

践

さ

れ

る

。

さ

ら

に

、

た

え

ず

自

己

を

適

宜

微

妙

に

変

革

し

て

い

く

そ

の

実

践

の

主

体

は

、

抑

圧

的

な

二

項

対

立

的

階

層

秩

序

に

従

属

す

る

こ

と

な

く

抵

抗

し

続

け

る

。

以

上

の

点

で

、

フ

ー

コ

ー

の

〈

自

己

鍛

錬

〉

の

ほ

う

が

、

よ

り

積

極

的

な

倫

理

で

あ

り

続

け

る

だ

ろ

＊

三

島

由

紀

央

の

著

作

か

ら

の

引

用

・

参

照

は

、

『

三

島

由

紀

夫

全

集

』

（

全

三

六

巻

、

新

潮

社

、

一

九

七

三

－

七

六

年

）

に

よ

り

、

ロ

ー

マ

字

で

巻

数

、

算

数

字

で

頁

数

を

文

中

に

示

し

た

。

旧

仮

名

遣

い

は

新

仮

名

遣

い

に

改

め

た

。

＊

ミ

シ

ェ

ル

・

フ

ー

コ

ー

の

著

作

か

ら

の

引

用

・

参

照

は

、

以

下

の

略

号

を

用

い

、

ロ

ー

マ

字

で

巻

数

，

算

数

宇

で

原

書

の

頁

数

と

邦

訳

の

あ

る

も

の

に

つ

い

て

は

子

の

頁

数

を

符

号

に

続

け

て

文

中

に

示

し

た

。

Ｈ
Ｓ
=
　
Ｈ
ｉ
ｓ
ｔ
ｏ
ｉ
ｒ
ｅ
　
ｄ
ｅ
　
ｌ
ａ
　
ｓ
ｅ
ｘ
ｕ
ａ
ｌ
ｉ
ｔ
ｅ
，
　
Ｐ
ａ
ｒ
ｉ
ｓ
:
　
Ｅ
ｄ
ｉ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｓ
　
Ｇ
ａ
ｌ
ｌ
ｉ
ｍ
ａ
ｒ
ｄ
,
 
Ｉ
　
-
Ⅲ
,

１
９
７
６
-
８
４
.
　
=
渡
辺
・
田
村
訳
『
性
の
歴
史
』
全
三
巻
、
新
潮
社
、
一
九
八
六
―

八

七

年

。



D
E
=
　
Ｄ
ｉ
ｔ
ｅ
ｓ
　
ｅ
ｔ
　
ｅ
ｃ
ｒ
ｔ
ｔ
ｓ
：
　
１
９
５
４
-
１
９
８
８

，

Ｐ

ａ
ｎ

ｓ
:
　

Ｅ

ｄ
ｉ
ｔ
ｉ
ｏ

ｎ

ｓ

　
Ｇ

ａ

ｌ
ｌ
ｉ
ｍ

ａ
ｒ

ｄ

， 　

１
９

９
４
.

「

参

考

文

献

」

Ｈ
ａ
ｌ
ｐ
ｅ
r
i
ｎ
,
　
Ｄ
ａ
ｖ
ｉ
ｄ
　
Ｍ
.
　
Ｓ
ａ
ｉ
ｎ
ｔ
　
Ｆ
ｏ
ｕ
ｃ
ａ
ｕ
ｌ
ｔ
：
　
Ｔ
ｏ
ｗ
ａ
ｒ
ｄ
ｓ
　
ａ
　
Ｇ
ａ
ｙ
　
Ｈ
ａ
ｇ
ｉ
ｏ
ｇ
ｒ
ａ
ｐ
ｈ
ｙ
,

ｏ

ｘ

ｆ
ｏ
ｒ

ｄ
:
　

Ｏ

ｘ

ｆ
ｏ
ｒ

ｄ

　
Ｕ

ｎ

ｉ
ｖ

ｅ
ｒ
ｓ

ｉ
ｔ
ｙ

　
Ｐ

ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
,
　

１
９

９
５
.

河

村

政

敏

『

滅

び

の

美

学

―

太

宰

治

と

三

島

由

紀

夫

』

至

文

堂

、

一

九

九

四

年

。

村

松

剛

『

三

島

由

紀

夫

の

世

界

』

新

潮

文

庫

、

一

九

九

六

年

、

初

版

一

九

九

〇

年

。

永

井

均

『

〈

魂

〉

に

対

す

る

態

度

』

勁

草

書

房

、

一

九

九

一

年

。

青

海

健

『

三

島

由

紀

夫

と

ニ

ー

チ

ェ

』

青

弓

社

、

一

九

九

二

年

。

田

坂

昴

『

三

島

由

紀

夫

入

門

－

三

島

美

学

の

核

心

と

作

品

に

み

る

そ

の

構

造

』

オ

リ

ジ

ン

出

版

セ

ン

タ

ー

、

一

九

八

五

年

。

山

崎

正

夫

『

三

島

由

紀

夫

に

お

け

る

男

色

と

天

皇

制

』

海

燕

書

房

。

一

九

七

八

年

、

第

二

版

。

渡
辺
み
え
こ
『
女
の
い
な
い
死
の
楽
園
―
供
儀
の
身
体
・
三
島
由
紀
夫
』
バ
ン
ド

ラ

、

一

九

九

七

年

。

（

ふ

く

い

・

ひ

ろ

ゆ

き

、

近

世

・

近

代

日

本

思

想

史

。

日

本

学

術

振

興

会

特

別

研

究

員

）
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