
〈
研

究

論

文
９

〉

伝
統
と
創
造

シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
と
加
藤
周
一

は

じ

め

に

シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
（
一
九
〇
九
～
四
三
年
）
を
日
本
に
は
じ
め
て

紹
介

し
た

の

は
、
加

藤
周

一
（
一

九
一

九
～
二

〇
〇

八

年
）
で

あ

る
。

加

藤

は
、
『
重
力

と
恩

寵
』
（
一

九
四

七
年
）

が
フ
ラ

ン

ス
で

ベ
ス
ト

セ
ラ

ー

と
な
っ
て
か
ら
お
よ
そ
一
〇
年
後
、
「
新
し
い
人
間
と
い
う
問
題
」

（
一
九
五

六
年

）
お
よ

び
「

シ
モ

ー
ヌ

ー
グ
ェ
ー
ユ
と
工
場

労
働

者

の
問

題
」

（
一

九
五
七

年
）

と

い
う

ふ

た

つ
の
論

考
を
著

し
て

い
る
。

こ
こ
で

重
要

な

の
は
、

単

に
加

藤

が
ヴ

ェ
イ

ユ
の
日

本

へ
の
紹

介
者

と

な
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
「
焼
け
跡
の
東
京
に
は
、
見

せ

か
け

の
代

り

に
、

真

実

が
あ
り

、

と
り

つ

く
ろ

っ
た

体
裁

の
代

り

に
、

生
地
の
ま
ま
の
人
間
の
欲
望
が
―
―
食
欲
も
、
物
欲
も
、
性
欲
も
、
無
遠

慮

に
、

す
さ
ま

じ

く
渦

を
巻

い
て

い
た

」
と
加

藤
自

身
回

想

す

る
よ

う
な

敗
戦

直
後

を
経

て
高

度
経

済

成
長

期
に

さ
し

か
か

っ
た

一
九
五

〇

年
代

な

今
　
村
　
純
　
子

か
ば
に
、
加
藤
が
ヴ
ェ
イ
ユ
の
言
葉
に
魅
了
さ
れ
、
そ
れ
を
他
者
に
伝
達

す
べ
き
義
務
を
感
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
少
し
く
両
者
の
生
い
立
ち
を
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。
ヴ
ェ
イ
ユ

も
加
藤
も
と
も
に
開
業
医
の
家
庭
に
生
ま
れ
育
ち
、

ヴ
ェ
イ
ユ
は
哲
学
、

加
藤
は
医
学
と
い
う
よ
う
に
、
学
校
教
育
で
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
学
問
分

野
を
専
攻
す
る
も
の
の
、
両
者
と
も
、
歴
史
的
・
社
会
的
自
己
を
堅
持
し

つ
つ
、
そ
こ
か
ら
物
事
を
捉
え
、
そ
れ
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
貫

い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
科
学
技
術
と
生
身
の
人
間

が

交
差
す
る
、
医
術
と
い
う
き
わ
め
て
特
殊
な
世
界
に
日
常
的
に
触
れ
つ
つ

成
長
し
た
こ
と
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。
科
学
技
術
と
生
身
の
人
間
と
い

う
互

い
に
相
矛
盾
す
る
両
者
が
そ
の
ま
ま
共
存
す
る
医
術

の
世
界
は
、
世

界
の
矛
盾
へ
の
類
比
を
可
能
と
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
ヴ
ェ
イ
ユ
と

加
藤
が
、
価
値
判
断
と
事
実
判
断
を
混
同
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
両
者
を

明
晰
に
見
極
め
る
洞
察
力
を
身
に
つ
け
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
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に

難

く

な

い

。

と

こ

ろ

で

、

右

記

の

ふ

た

つ

の

論

考

で

加

藤

が

着

目

し

て

い

る

の

は

、

ヴ

ェ

イ

ユ

が

「

不

幸

ほ

ど

知

る

も

の

の

困

難

な

も

の

は

な

い

」

と

後

年

（

一

九

四

一

～

四

二

年

）

述

べ

る

「

工

場

生

活

の

経

験

」

（

一

九

三

四

～

三

五

年

）

と

い

う

自

ら

の

「

事

実

の

直

接

的

な

経

験

」

か

ら

人

間

の

「

生

の

創

造

」

と

は

何

か

を

問

い

、

そ

の

核

に

愛

を

据

え

て

い

る

と

い

う

点

で

あ

る

。

加

藤

は

ヴ

ェ

イ

ユ

が

一

女

生

徒

に

宛

て

た

手

紙

を

引

用

し

つ

つ

こ

う

述

べ

て

い

る

。

「
…
…
」
「
わ
た
し
に
は
、
愛
の
な
か
に
、
自
己
の
存
在
を
盲
目
的

に

束

縛

す

る

と

い

う

こ

と

よ

り

も

、

も

っ

と

お

そ

ろ

し

い

危

険

が

含

ま

れ

て

い

る

よ

う

に

思

わ

れ

ま

す

。

そ

れ

は

、

深

く

愛

さ

れ

て

い

る

と

き

に

は

、

他

人

の

存

在

を

左

右

す

る

立

ち

場

に

た

つ

と

い

う

危

険

で

す

・

…

：

」

－

お

そ

ら

く

こ

の

言

葉

は

、

シ

モ

ー

ヌ

ー

ヴ

ェ

イ

ユ

が

工

場

で

の

労

働

を

つ

づ

け

て

い

た

当

時

に

書

き

誌

し

た

す

べ

て

の

言

葉

の

な

か

で

も

、

い

ち

ぱ

ん

深

い

も

の

の

ひ

と

つ

だ

ろ

う

と

わ

た

し

は

思

う

。

彼

女

は

、

愛

を

通

し

て

の

他

人

と

の

関

係

の

な

か

で

、

自

己

の

自

由

を

徹

底

的

に

主

張

し

な

が

ら

、

し

か

も

そ

の

自

己

の

自

由

を

失

う

こ

と

よ

り

、

他

人

の

運

命

を

左

右

す

る

立

場

に

た

つ

こ

と

の

ほ

う

が

、

も

っ

と

お

そ

ろ

し

い

、

と

い

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。

ヴ

ェ

イ

ユ

、

加

藤

、

両

者

と

も

に

生

硬

さ

が

残

る

こ

の

文

章

の

う

ち

に

わ

た

し

た

ち

は

、

ヴ

ェ

イ

ユ

が

後

に

そ

の

思

想

の

核

に

据

え

る

「

遠

近

法

の

錯

覚

」

お

よ

び

「

愛

は

や

わ

ら

か

い

心

に

宿

る

」

と

い

う

ふ

た

つ

の

視

点

を

読

み

と

る

こ

と

が

で

き

よ

う

。

す

な

わ

ち

、

他

人

か

ら

愛

さ

れ

て

い

る

と

い
う
自

覚

の

う
ち

に
生

き

る

こ
と

は
、
「
洞

窟
」

の
壁

に
次

々

に
映

し
出

さ
れ

て
ゆ

く
影

を
見

る
よ

う
に

、
リ
ア
リ

テ

ィ
の
欠
如

し

た
生

を
生

き

る
と

い
う
こ

と
で

あ

る
。

さ
ら
に

そ
こ
に

は
あ

る
種
の
執

着

が
生

み
出

さ

れ
、
そ

の
と

き
わ

た
し

た

ち
の
心

は
「
硬

い
心
」

と
な

っ
て

い

る
と

い

う
こ

と
で

あ
る
。

こ

の
こ

と

は
、
た

と
え
ば
加

藤
晩
年

の

「
愛
国

心
」

を

め
ぐ

る
洞
察

と
重

ね
合

わ
せ
て
考

察

す
る
こ

と
が
で

き
よ

う
。

わ

た
し

は

「
愛

国

心
」

に
つ

い
て
考
え

る
。
国

の
場

合

に
か

ぎ
ら

ず
、
そ
の
対
象
が
何
で
あ
っ
て
も
―
―
神
で
も
、
人
で
も
、
樫
の
木

で

も
菩

提
樹

で

も
、

す

み
れ

で
も

野

ば
ら

で
も

、
「
愛

」

は
外

か

ら

強

制

さ
れ
な

い

も
の
で

あ
り

、
計
画

さ
れ

、
訓
練

さ

れ
、
教
育

さ
れ

る
も
の
で

さ
え
な

い
。

ソ

ロ
モ

ン
の
「
雅
歌

」
に

も

「
愛

の
お

の
ず

か
ら
起

こ
る

と
き

ま
で

こ
と

さ
ら
に
呼

び
起

こ
し

か
つ
醒

ま

す
な

か

れ
」
と
い
う
（
第
二
章
七
、
第
八
章
四
）
。
「
愛
」
は
心
の
な
か
に
「
お

の
ず
か
ら
起
こ
る
」
私
的
な
情
念
で
あ
り
、
公
権
力

が
介
入
す
べ
き

領
域
に
は
属
さ
な
い
。

善

と
正
義
と
同

じ
く
愛
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
に
は
、

い
か
な
る
働
き

も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
プ
ラ
ト

ン
は
神
話
に
お
い
て
愛
を
イ
メ
ー
ジ
と
し
て

映
し
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
ヴ
ェ
イ
ユ
は
プ
ラ
ト
ン
を
継
承
し
つ

つ
、
古
代
の
神
話

の
み
な
ら
ず
近
現
代
に
継
承
さ
れ
る
民
話
に
お
い
て
、

自
己
自
身
に
突
き
刺
さ
る
「
事
実
の
直
接
的
な
経
験
」
を
反
省
す
る
際
に

醸
し
出
さ
れ
る
比
喩
を
紡
ぎ
上
げ
、
そ
の
比
喩
が
比
喩
と
し
て

ど
れ
ほ
ど

の
高
み
に
至
り
う
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
比
喩
が
生
々
し
い
具
体
と
ど

の
よ
う
な
緊
張
を
保
ち
う
る
の
か
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
他
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方

で
加
藤
は
、
自
伝
的
作
品
『
羊
の
歌
』
（
一
九
六
八
年

）
に
お
い
て
、

自

ら
の
経
験
を
二
〇
年
以
上

も
の
年
月
を
経
て
反
省
し
言
葉
に
「
移
す
／

映
す
」
と
い
う
営
み
の
な
か
で
、
ひ
と
つ
の
物
語
で
あ
り
寓
話
で
あ
る
も

の
を
提
示
し
、
そ
の
虚
構
と
生
々
し
い
歴
史
的
事
実
―
―
と
り
わ
け
、
彼

自
身
の
第
二
次
世
界
大
戦
と
戦
後
―
―
と
の
緊
張
を
イ
メ
ー
ジ
化
し
よ
う

と
し
て

い
る
。
そ
こ
で
は
、
両
者
に
お
い
て
つ
ね
に
、
社
会
的
・
政
治
的

自
己
で
あ
る
の
と
同
時
に
、
ひ
と
り
の
生
活
者
と
し
て
の
自
己

が
浮
き
彫

り
に
さ
れ
て
い
る
。

一
　

知

性

と

感

性

美
徳

は

し
ば

し
ば
悪

徳

と
表

裏

一
体

で

あ

る
。
そ

れ

は
な

ぜ
で

あ
ろ

う

か
。

そ

れ
は

善

や
正

義

に

お

い
て
、
「
善

で

あ

る
こ

と
」

は

「
善

と
認

め

ら

れ
る
こ

と
」
に

、「
正

義
で

あ

る
こ

と
」
は
「
正

義

と
認

め

ら
れ

る
こ

と
」

に
、

す
ぐ

さ
ま

と

っ
て
代

わ

ら
れ

る
か

ら
で
あ

る
。

と

い
う

の

も
、
社
会

と

い
う

「
巨
獣

」

が

わ
た
し

た
ち

を
縛

る
力

は
わ
た

し

た
ち

の
想

像
を

は

る
か
に
超

え
て

お

り
、

そ

れ
ゆ
え
善

と
正

義

は
社
会

的
威

信

と
瞬

く
間

に

密
接

し
、

他
方

で
、

社

会

か
ら

の
放
擲

を
意
味

す

る
恥
辱

を

排
除

し
よ

う

と

す
る
。

こ

の
よ

う
に

「
あ

る
こ

と
」

か
ら

「
認

め
ら

れ

る
こ
と

」
　へ
の

転
倒

を
可

能

と

さ
せ

て

し
ま

う
最

た
る

も
の
に

、
「
宣
伝

＝

ス

ロ
ー

ガ
ン
」

の
存

在

が
挙
げ

ら

れ
よ

う
。

ヴ

ェ
イ
ユ

は
戦
中

、
加

藤

は
戦

後
と

い
う
違

い
が
あ

る
と

は

い
え

、
両

者

と
も

に
こ

の
宣
伝

＝

ス

ロ
ー

ガ
ン

の
恐
ろ

し

さ

に
つ

い
て
言

及

し
て

い

る
。
宣

伝
＝

ス
ロ

ー

ガ
ン
は

き
わ

め
て

個
人
的

な
感

情

の
な

か
に
あ

た

か
も
普

遍
的

な
真

実

が
生

き
ら

れ
感

じ
ら

れ

る
か

の
よ
う
な
錯
覚
を
わ
た
し
た
ち
に
与
え
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
メ
ー
ジ
に
代

わ
っ
て
「
イ
メ
ー
ジ
の
紛
い
物
」
が
わ
た
し
た
ち
の
心
を
満
た
す
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
、
と
加
藤
は
指
摘
す
る
。

人
間
精
神
の
多
様
性
は
、
主
と
し
て
知
的
な
面
に
あ
ら
わ
れ
る
。

ゆ
え
に
大
衆
の
指
示
を
求
め
る
政
治
的
煽
動
家
は
、
大
衆
の
感
情
面

に
訴
え
か
け
て
き
た
。
し
か
も
し
ば
し
ば
そ
の
訴
え
の
効
果
を
、
特

定
の
身
体
的
運
動
と
そ
の
感
覚
に
よ
っ
て
強
化
し
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。

プ
ラ
ト
ン
の
「
洞
窟
」
の
壁
に
映
し
出
さ
れ
て
ゆ
く
影
は
影
の
よ
う
に

そ
こ
に
あ

る
の
で
は
な
く
、
あ
た
か
も
実
在
の
よ
う
に
そ
こ
に
あ
る
。
だ

か
ら
こ
そ
わ
た
し
た
ち
は
こ
の
影
に
取
り
込
ま
れ
る
。
そ
し
て
感
性
に
深

く
刻
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
だ
け
は
ど
う
に
も
揺
る
が
な
い
実
在
と

し
て
そ
こ
に
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
厄
介
な
こ
と
に
、

戦
争
や
公
害
や
原
発
と
い
っ
た
問
題
は
す
べ
て
特
定
の
個
人
で
は
な
く
得

体
の
知
れ
な
い
「
非
人
格
的
な
も
の
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
が
ゆ
え
に
、

逆
説
的
に

も
、
ヴ
ェ
イ
ユ
が
わ
た
し
た
ち
の
心
の
奥
底
に
あ
る
「
非
人
格

的
な
も
の
」
と
呼
ぶ
も
の
と
い
と
も
容
易
く
呼
応
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

た
だ
こ
の
影
に
決
定
的
に
欠
如
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
影

は
け

っ
し
て
わ
た
し
た
ち
の
愛
の
対
象
と
は
な
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
で
は
愛
の
対
象
と
な
る
も
の
と
は

い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。

加
藤
は
こ
う
述

べ
る
。

組
織
は
絵
に
も
描
け
ず
、
写
真
に
も
撮
れ
な
い
。

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦

争
の
視
覚
化
が
成
功
し
た
の
は
、
戦
争
の
主
体
と
は
か
か
わ
り
の
な
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い
、
焼
け
出
さ
れ
た
裸
の
子
ど
も
の
泣
き
叫
ぶ
顔
を
、
従
軍
写
真
家

が
撮
っ
た
と
き
で
あ
っ
た
。

科
学
技
術
の
専
門
化
は
芸
術
ひ

い
て
は
生
の
創
造
と
は
無
関
係
の
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
こ
に
は
愛

が
介
在
し
な
い
。
だ
が
芸
術
家
の
愛
の

眼
差
し
に
よ
る
一
枚
の
写
真
は
、
逆
説
的
に
も
戦
争
の
醜
悪
さ
を
イ
メ
ー

ジ
化
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
枚
の
写
真
は
強
烈
な
美
の
感
情
に
お
い
て

わ
た
し
た
ち
の
拠
っ
て
立

つ
大
地
を
喚
起
せ
し
め
、
し
た
が
っ
て
過
去

が

活
き
活
き
と
現
在
に
宿
り
未
来
を
思
い
描
く
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
、

個
々
人
の
心
の
う
ち
に
湧
き
起
こ
る
。
こ
の
心
の
震
え
を
通
し
て
、
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
現
実
へ
の
抵
抗
が
、
写
真
を
見

る
ひ
と
り
ひ
と
り
の
内
側

か
ら
芽
生
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
科
学
技
術
の
専
門
家
に

よ
る
全
体
性
の
欠
如
と
は
対
照
的
に
、
芸
術
は
つ
ね
に
全
体
性
に
お
い
て

し
か
表
現
し
え
な
い
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
よ
う
な
芸
術

家

の
眼
差
し
だ
け
が
、
わ
た
し
た
ち
の
生

の
創
造
と
密
接

す
る
の
で
あ

る
。

素
人
と
専
門
家
と
が
違
う
の
は
、
芸
術
作
品
に
対
す
る
根
本
的
な

態
度
に
お
い
て
で
は
な
く
て
、
芸
術
作
品
に
関
す
る
知
識

の
量
に
す

ぎ
な
い
。
し
か
し
芸
術
家

の
態
度
と
は
、
根
本
的
に
異
な
る
。
す

べ

て
の
他
人
を
受
け
入
れ
な
が
ら
、
自
己
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
か
ら
で
あ
る
。
【
…
…
】
桂
離
宮

も
よ
く
で
き
て
い
る
が
、
東
照

宮
も
お
も
し
ろ
い
と
い
う
態
度
か
ら
、
『
バ
ウ
・
ハ
ウ
ス
」
は
け
っ

し
て
生

ま
れ

な
い
。
そ
の
意
味

で
、
芸
術

に
関
す

る
情
報
の
増
加

は
、
大
衆
を
美
術
史
家
に
近
づ
け
る
ば
か
り
で
な
く
、
美
術
史
家
に

近
づ
け
ば
近

づ
く
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
芸
術
家
か
ら
は
遠

ざ
け
る
。

知
識
を
得
る
こ
と
と
、
そ
の
得
た
知
識
が
そ
の
人
を
動
か
す
か
否

か
は

ま
っ
た
く
別
の
事
態
で
あ
る
。
さ
ら
に
芸
術
が
い
つ
芸
術
と
な
る
か
と
問

う
な
ら
ば
そ
れ
は
、
作
品
が
誰
か
の
心
に
届
き
、
そ
の
人
の
存
在
を
震
わ

せ
、
そ
の
人
の
何
か
を
変
え
た
と
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
動
き
、
そ
の
震
え

と
は
愛
の
働
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
わ
た
し
た
ち
の
生

も
ま
た
、

愛
の
み
を
原
動
力
と
し
て
創
造
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
専
門
化

が
進
み
、

専
門
家
を
重
宝
す

る
時
代
は
必
然
的
に
わ
た
し
た
ち
の
生
の
創
造
を
止
め

る
時
代
と
な
る
。
後
の
時
代
に
な
っ
て
考
察
す
る
と
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な

大
義
名
分
を
人

々
は
生
き
え
た
の
か
、
に
わ
か
に
は
信
じ
難

い
出
来
事

―
―
戦
争
、
公
害
、
原
発
促
進
と
い
っ
た
―
―
が
起
こ
る
そ
の
大
方
の
理

由
も
こ
の
点
に
よ
っ
て
い
る
。

二
　

創
造
力

の
ゆ
く
え

「
専
門
化
」
は
わ
た
し
た
ち
の
思
考
を
停
止
さ
せ
、
自
ら
の
生
の
創
造

を
停
止

さ
せ
る
方
向
に
働
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
専
門
家
」
は
社
会
的

威
信
を
背
景
に
し
て
い
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
医
者
や
専
門
的

な
科
学
技
術
者
が
、
一
般
の
市
民
よ
り
は
る
か
に
低
い
知
性
を
生
き
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
こ
と
に
盲
目
的
に
な

っ
て

い
る
の
み
な
ら

ず
、
一
般
市
民
よ
り
も
は
る
か
に
高
い
知
性
を
生
き
て

い
る
か
の
ご
と
き

錯
覚
に
わ
た
し
た
ち
は

い
と
も
容
易
く
陥
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
起

こ
る
科
学
技
術
を
背
景
に
し
た
悲
劇
―
―
ユ
ダ
ヤ
人
大
虐
殺
、
七
三
一
部

隊
、
水
俣
病
、
オ
ウ
ム
真
理
教
、
原
子
力
発
電
所
事
故
等
々
―
―
は
枚
挙
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に
い
と
ま
が
な
い
。
さ
ら
に
そ
の
と
き
彼
ら
の
知
性
の
低
さ
を
説
明
し
よ

う
と
し
た
者
は
、
狂
人
扱
い
さ
れ
、
社
会

か
ら
放
擲
さ
れ
、
と
き
に
世
界

か
ら
抹

殺
さ
れ
る
と
い
う
辛
酸
を
な

め
て
き
た
の
で

あ
る
。
ま
さ
し
く

「
正
義
で
あ
る
」
の
に
「
不
正
義
で
あ
る
」
と
の
最
大

の
汚
名
を
着
せ
ら

れ
、
社
会

な
い
し
世
界
か
ら
放
擲
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

わ
た
し
た
ち
の
生
は
「
具
体
的
な
も
の
」
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
生
を

認
識
す

る
た
め
に
は
あ

る
種
の
抽
象
性

が
不
可
欠

で
あ
る
。
だ
が
問
題

は
、
抽
象
が
抽
象
に
留
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
思
考
が
そ
の
ま
ま
具
体

的
な
生
に
適
用
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
ど
の
よ
う
な
専

門
化
が
な
さ
れ
よ
う
と
も
、
芸
術
家
だ
け
は
、
自
己
が
直
面

す
る
対
象
の

全
体
性
を
捉
え
、
そ
の
抽
象
性
を
ふ
た
た
び
具
体
へ
と
還
元

せ
ね
ば
な
ら

な

い
。

セ
ザ
ン
ヌ
は
、
リ
ン
ゴ
の
美
的
な
一
面
に
注
意
し
て
い
た
の
で
は

な
く
、
リ

ン
ゴ
の
具
体
的
な
特
殊
性
の
全
体
に
注
意
し
、
そ
の
全
体

を
知
ろ
う
と
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

普
仏
戦
争
の
さ
な
か
に
も
、
リ
ン
ゴ
を
描
き
続
け
て
少
し
も
動
じ
な

か
っ
た
は
ず
が
な
い
だ
ろ
う
。
彼
の
リ
ン
ゴ
は
、
全
世
界
に
値
し
た

の
だ
。

社
会

が
専
門
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
芸
術
家

お
よ
び
芸
術
的
思
考
は
排
除

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
科
学
者
が
科
学
者
で
あ
る
こ
と

を
も
許

さ
ぬ
こ
と
に
な
る
。
だ
が
芸
術
は
つ
ね
に
わ
た
し
た
ち
に
わ
た
し

た
ち
の
拠
っ
て
立
つ
場
所
を
知
ら
し
め
る
。
こ
こ
に
、
巨
獣
に
け
っ
し
て

食

い
尽
く
さ
れ
え
な
い
わ
た
し
た
ち
の
心
の
う
ち
な
る
一
点
が
見
出
さ
れ

る
。
「
人
間
は
、
過
去
の
あ
る
種
の
富
や
未
来
へ
の
予
感
を
生
き
生
き
と

保

持

し

て

い

る

集

団

の

存

在

に

、

現

実

的

に

、

積

極

的

に

、

か

つ

自

然

な

か

た

ち

で

参

加

す

る

こ

と

を

通

じ

て

根

を

お

ろ

す

」

と

い

う

ヴ

ェ

イ

ユ

の

章

句

に

思

い

を

馳

せ

る

な

ら

ば

、

た

と

え

ば

、

原

子

力

発

電

政

策

が

わ

た

し

た

ち

か

ら

奪

っ

た

最

た

る

も

の

と

は

何

か

が

見

え

て

く

る

。

そ

れ

は

、

そ

の

人

に

と

っ

て

の

山

、

そ

の

人

に

と

っ

て

の

河

、

そ

の

人

に

と

っ

て

の

畑

で

あ

る

。

つ

ま

り

、

何

に

も

代

え

難

い

そ

の

人

自

身

で

あ

る

。

そ

し

て

ま

た

、

こ

の

よ

う

な

根

を

も

つ

者

は

他

者

の

根

を

奪

う

こ

と

は

な

い

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

三
　

芸
術

と
科

学
技
術

現
代
の
科
学
技
術
を
背
景
と
し
た
悪
や
不
正
義
は
、
善
や
正
義
の
相
貌

を
も
っ
て
わ
た
し
た
ち
の
目
の
前
に
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の

悪

や
不
正
義
を
名
指
し
す

る
、
な

い
し
表
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近

い
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
宣
伝
＝
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
イ
メ
ー
ジ
に
と
っ
て
代
わ

り
、
「
イ
メ
ー
ジ
の
紛
い
物
」
に
蹂
躙
さ
れ
た
わ
た
し
た
ち
の
生
は
そ
の

創
造
を
止

め
て
し
ま
う
。
加
藤
は
、
美
の
感
情
を
惹
起
し
イ
メ
ー
ジ
に
お

い
て
醜
悪

さ
を
捉
え
る
難
し
さ
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
【
一
八
六
七
～
一
九
四
五
年
】
は
労
働
者
の
悲
劇

を
描

き
、
グ
ロ
ス
【
一
八
九
三
～
一
九
五
九
年
】
は
実
業
家
や
高
位

高
官

の
下
品

さ
と
高
慢
さ
を
描
い
た
。
し
か
し
、

い
か
な
る
画
家
に

と
っ
て
も
、
労
働
者
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
化
」
や
、
悪
魔
的
な
政
策
を

決
定
す
る
上
品
で
穏
や
か
な
人

々
を
描
き
出
す
こ
と
は
、
は
る
か
に
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困
難
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
現
代
求
め
ら
れ
て
い
る
「
反
芸
術
」
と
は
い
か
な
る
も
の

で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
ヴ
ェ
イ
ユ
は
、
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
（
一
八
八
九
～

一
九
七
七
年
）
に
着
目

し
、
「
不
幸
は
沈
黙
の
島
を
つ
く
っ
て
し
ま
う
」

と
彼
女
自
身
述

べ
る
「
不
幸
」
を
、
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
が
笑

い
に
よ
っ
て
本

来
不
可
能
な
「
や
わ
ら
か
い
心
」
を
生
み
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
可
視
化
さ

せ
、
さ
ら
に
、
「
不
幸
」
を
生

み
出
す
社
会
を

も
笑
う
こ
と
に
よ
っ
て
こ

の
巨
獣
か
ら
逃
れ
る
手
立
て
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
に
見
て
い
る
。
そ
こ

で
は
生
活
者
と
し
て
の
社
会
的
・
歴
史
的
自
己
、
す
な
わ
ち
大
地
に
根
を

も
つ
わ
た
し
た
ち
の
姿
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
く
る
。
だ
が
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
こ
で
描

か
れ
る
の
は
生
活
で
も
社
会
で
も
な
い
ま
っ
た
く

新
た
な
精
神
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
世
界
的
に
影
響
を

与
え
た
映
画
監
督
・
小
津
安
二
郎
（
一
九
〇
三
～
六
三
年
）
を
め
ぐ
る
加

藤
の
次
の
指
摘
へ
と
連
な
る
。

小
津
安
二
郎
は
外
国
人
の
観
客
を
期
待
し
た
こ
と
が
な
く
、
日
本

社
会
の
ほ
か
に
彼
の
世
界
は
な
か
っ
た
か
ら
、
「
日
本
的
」
な
映
画

を

つ
く
ろ
う
と
し
た
は
ず
が
な
い
。
た
だ
「
映
画
」
を
つ
く
ろ
う
と

し
、
し
か
も
彼
自
身
の
感
受
性
を
映
画
的
に
表
現
す
る
能
力
を
備
え

て

い
た
か
ら
、
そ
の
映
画
が
独
創
的
（
小
津
に
固
有
の
も
の
）
で
あ

る
と
同
時
に
、
「
日
本
的
」
（
日
本
文
化
に
固
有
の
も
の
）
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

小
津
は
日
本

と
い
う
大
地
に
根
ざ
し
た
家
族
を
徹
底
的
に
描
く
。
そ
う

す
る
こ
と
で
、
逆
説
的
に
も
、
家
族
と
い
う
も
の
一
般

が
捨
象
さ
れ
た
後

に
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
ま
っ
た
く
新
た
な
人
間
の
関
係
性
を
実

の
と
こ
ろ

小
津
は
描

い
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
小
津
の
作
品
は
、
日
本

の

み
な
ら
ず
海
外
の
人
々

が
拠
っ
て
立
つ
大
地
を
喚
起
さ
せ
る
力
を
も
ち
う

る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
作
者
自
身
の
自

ら
の
義
務
を
果
た
す
姿
と
作

品
に
お
い
て
登
場
人
物
の
義
務
を
果
た
す
姿

が
共
振
す
る
。
翻
っ
て
、
宣

伝
な

い
し
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
は
つ
ね
に
権
利
要
求
と
密
接
す
る
。
だ
が
権
利

や
人
格

や
民
主
主
義
は
わ
た
し
た
ち
の
生
の
創
造
の
核

と
は
な
り
え
な

い
。
植
物
の
種
は
芽

を
出

し
、
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
受

け
留

め
て
成
長

し
、
や
が
て
大
樹
と
な
る
。
わ
た
し
た
ち
の
生
の
創
造
も
ま
た
こ
の
よ
う

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

結
び
に
代

え
て

高
度
に
専
門
化
さ
れ
た
技
術
に
た
け
て
い
る
人
々
が
同
時
に
戯
画
的
な

生
を
享
受
し
て

い
る
有
り
様
を
。
と
り
わ
け
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
以

降
を
生
き

る
わ
た
し
た
ち
は
、
日

々
目
の
当

た
り
に
し
て
い
る
。
そ
れ

は
、
ヴ
ェ
イ
ユ
が
叙
事
詩
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
の
う
ち
に
読
み
取
っ
た
よ
う

に
、
「
人
を
モ
ノ
と
し
て
扱
う
こ
と
で
そ
の
人
自
身
が
モ
ノ
と
な
っ
て
い

る
」
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
人
が
自
分
自
身
の
「
生
の
創
造
」

を
放
棄
し
、
そ
の
代
わ
り
に
実
在
か
ら
か
け
離
れ
た
「
虚
構
の
生
」
を
紡

い
で
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
負
の
連
鎖
を
停
止
さ
せ
る
唯
一

の
鍵
が
芸
術
的
な
眼
差
し
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ヴ
ェ
イ
ユ

と
加
藤
は
、
科
学
者
で
あ
る
の
と
同
時
に
芸
術
家
で
あ
る
と
い
う
困
難
に

挑
戦
し
よ
う
と
し
て

い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
科
学
を
技
術
か
ら
切
り
離



し
、
逆
説
的
に
も
、
科
学
に
よ
っ
て
芸
術
的
眼
差
し
を
見
出
そ
う
と
し
て

い
る
の
だ
。

そ
こ
に
は
、
「
わ
れ
イ
メ
ー
ジ
す
る
、

ゆ
え
に
わ
れ
あ
り
」

と
い
い
う
る
「
イ
メ
ー
ジ
す
る
コ

ギ
ト
」
が
見
出
さ
れ
る
。

パ
レ
ス
チ
ナ
の
難
民
収
容
所
に
は
［
…
…
]
、
た
だ
ア
ラ
ビ
ア
語

が
あ
り
、
そ
こ
で
生
き
て
い
る
す

べ
て
の
人
々
を
し
て
、
詩
人
と
同

じ
よ
う
に
、
一
人
の
少
女
の
瞳
の
な
か
に
無
限
の
意
味
を
ふ
く
ま
せ

ず
に
は
お
か
な
い
よ
う
な
現
実

が
あ
る
…
…
。

こ
の
加
藤
の
言
葉
に
は
、
時

と
場
所
を
隔
て
て
、
「
労
働
者
に
必
要
な

の
は
美
で
あ
り
、
詩
で
あ
る
」
と
い
う
ヴ
ェ
イ
ユ
の
言
葉
が
照
応
す
る
。

こ
の
よ
う
な
「
イ
メ
ー
ジ
す
る
コ

ギ
ト
」
に

お
い
て
こ
そ
、
〈
い
ま
、
こ

こ
〉
の
具
体
的

か
つ
切
実

な
問
題
を
解
く
鍵
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ

（
１
）
　
岩
波
講
座
『
現
代
思
想
』
第
五
巻
、
一
九
五
六
年
。
加
藤
周
一
『
現
代
ヨ
ー

ロ
ヅ
パ
の
精
神
』
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
一
〇
年
、
八
五
－
一
一
三
頁
。

（
２
）
　
『
世
界
』
　
一
九
五
七
年
一
二
月
号
。
加
藤
周
一
、
前
掲
書
、
二
〇
七
－

二
二
四
頁
。

（
３
）
　
加
藤
周
一

「
信
条
」
『
続
　

羊

の
歌

』
岩
波
新
書
、
一
九

六
八

年
、
三
頁

。

（
４
）
　
シ
モ

ー
ヌ
・
ヴ

ェ
イ
ユ
の
姪
で

作
家

の

シ
ル

ヴ
ィ

ー
ヴ
ェ

イ
ユ
（

一
九
四

二

年
～
）
は
、
シ
モ
ー
ヌ
ー
ヴ
ェ
イ
ユ
の
「
ノ
ー
ト
」
を
清
書
す
る
祖
父
［
シ
モ

ー
ヌ
の
父
］
の
姿
を
こ
う
記
し
て
い
る
。
「
身
体
と
こ
の
世
の
財
産
へ
の
拒
否
の

な
か
で

、
不

幸
と
欠

乏
の
な
か
で

、

い
か
に
喜

び
を
見
出
す

の
か
が
、
唯
一

の

主
題
で
あ

っ
た
多

く
の
【

シ
モ
ー
ヌ

の
】
文

章
を
写

す
と
き
、
医
師

の
祖
父
は
、

自
分
の
天

職

が
、

い
た
わ
り
、
治
療

す

る
こ
と
で

あ
る
の
に
、

い
っ
た

い
何

を

考
え
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
」
（
シ
ル
ヴ
ィ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
、
稲
葉
延
子
訳

『
ア

ン
ド

レ
と

シ
モ

ー
ヌ
ー

ヴ

ェ
イ
ユ
家

の
物
語
』
春

秋
社
、
二
〇
一

一
年
、

四

四

頁

）

。

（

５

）
　

こ

の

価

値

判

断

と

事

実

判

断

に

つ

い

て

加

藤

は

こ

う

回

想

し

て

い

る

。

「
［

敗

戦

の

色

が

濃

く

な

っ

て

き

た

時

期

に

、

同

僚

が

加

藤

を

敗

北

主

義

だ

と

揶

揄

し

た

の

に

対

し

て

一

病

人

に

癒

っ

て

も

ら

い

た

い

と

い

う

願

い

と

、

そ

の

病

気

が

お

そ

ら

く

癒

る

だ

ろ

う

か

癒

ら

ぬ

だ

ろ

う

か

と

い

う

判

断

と

を

、

は

っ

き

り

区

別
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
医
学
は
成
り
立
た
な
い
。
[
…
…
]
病
気
と
戦
争

が

ち

が

う

位

の

こ

と

は

、

わ

か

り

切

っ

て

い

る

、

し

か

し

そ

の

ち

が

い

の

た

め

に

、

事

実

判

断

と

価

値

判

断

と

の

区

別

が

、

一

方

で

必

嬰

で

、

他

方

で

不

必

嬰

に

な

る

と

い

う

こ

と

は

け

つ

し

て

な

い

。

そ

の

程

度

の

こ

と

さ

え

は

っ

き

り

考

え

ら

れ
な
い
で
、
学
問
は
で
き
な
い
よ
」
（
加
藤
周
一
　
「
内
科
教
室
」
『
羊
の
歌
』
岩

波

新

書

、

一

九

六

八

年

、

二

〇

三

－

五

頁

）
。

（
６
）
　
Ｓ
ｉ
ｍ
ｏ
ｎ
ｅ
　
Ｗ
ｅ
ｉ
，
,
　
”
Ｅ
ｘ
ｐ
ｅ
ｒ
ｉ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ
　
ｄ
e
　
ｌ
ａ
　
ｖ
ｉ
ｅ
　
ｄ
'
ｕ
ｓ
ｉ
ｎ
ｅ
”
,
 
L
ａ
　
Ｃ
ｏ
ｎ
ｄ
ｉ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ｏ
ｕ
ｖ
ｒ
ｉ
ｅ
ｒ
ｅ
,

Ｐ
ａ
ｒ
ｉ
ｓ
,
　
Ｇ
ａ
ｌ
ｌ
一
ｍ
ａ
ｒ
ｄ
,
　
ｆ
ｏ
ｌ
ｉ
ｏ
,
　
２
０
０
２
,
　
ｐ
.
３
４
１

．

シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
、
黒
木
義
典
・

田
辺
保
訳
「
工
場
生
活
の
経
験
」
『
労
働
と
人
生
に
つ
い
て
の
省
察
』
勁
草
轡
房
、

二

四

六

頁

。

（
７
）
　
Ｓ
ｉ
ｍ
ｏ
ｎ
ｅ
　
Ｗ
ｅ
ｉ
ｌ
,
　
"
L
ｅ
ｔ
ｔ
ｒ
ｅ
　
ａ
　
Ｓ
ｉ
ｍ
ｏ
ｎ
ｅ
　
Ｇ
ｉ
ｒ
ｂ
ｅ
ｒ
ｔ
”
,
　
ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
.
,
　
ｐ
・
７
０

．

シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ

ェ

イ

ユ

「

あ

る

女

生

徒

へ

の

手

紙

」

同

前

、

二

四

頁

。

（

８

）
　

加

藤

周

一
　

「

新

し

い

人

間

と

い

う

問

題

」

『

現

代

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

精

神

』

岩

波

現

代

文

庫

、

二

〇

一

〇

年

。

九

五

－

九

六

頁

。

（

９

）
　

シ

モ

ー

ヌ

・

ヴ

ェ

イ

ユ

は

「

遠

近

法

の

錯

覚

」

に

つ

い

て

こ

う

述

べ

て

い

る

。

「

中

国

で

十

万

人

の

大

虐

殺

が

起

こ

っ

て

も

。

自

分

が

知

覚

し

て

い

る

世

界

の

秩

序

は

何

の

変

化

も

こ

う

む

ら

な

い

。

だ

が

一

方

、

隣

で

仕

事

を

し

て

い

る

人

の

給

料

が

ほ

ん

の

少

し

上

が

り

、

自

分

の

給

料

が

変

わ

ら

な

か

っ

た

ら

、

世

界

の

秩

序

は

一

変

し

て

し

ま

う

で

あ

ろ

う

。

そ

れ

を

自

己

愛

と

は

言

わ

な

い

。

人

間

は

有

限

で

あ

る

。

だ

か

ら

、

正

し

い

秩

序

の

観

念

を

、

自

分

の

心

情

に

近

い

と

こ

ろ

に

し

か

用

い

ら

れ

な

い

の

で

あ

る

」

（

Ｓ

ｉｍ

ｏ

ｎ

ｅ

　
Ｗ

ｅ

ｉ
ｌ

，
　
”
Ｉ

ｎ

ｔ
ｕ
i
ｔ
ｉｏ

ｎ

　
Ｐ

ｒ
ｅ
-

ｃ
ｈ
ｒ
ｅ
ｔ
ｉ
ｅ
ｎ
ｎ
ｅ
ｓ
”
,
　
（
Ｅ
ｕ
ｒ
ｒ
ｅ
ｓ
　
Ｃ
ｏ
ｍ
ｐ
ｌ
ｅ
ｔ
ｅ
ｓ
,
　
Ｉ
Ｖ
-
２

，

Ｐ
ａ
ｒ
ｉ
ｓ

，

Ｇ
ａ
l
l
m
a
r
d
,
　
２
０
０
９
,
　
ｐ

．
２

１

１
.

シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
、
今
村
純
子
訳
『
前
キ
リ
ス
ト
教
的
直
観
―
―
甦
る
ギ

リ

シ

ア

』

法

政

大

学

出

版

局

、

二

〇

一

一

年

、

八

四

頁

）

。

（

1 0

）
　

「

夕

陽

妄

語

」

『

朝

日

新

聞

』

夕

刊

、

二

〇

〇

六

年

三

月

二

二

日

号

。

『

加

藤

伝統と創造117



周

一
　

自

選

集

』

第

一

〇

巻

、

平

凡

社

、

二

〇

一

〇

年

、

三

六

四

頁

。

（

Ｈ

）
　

現

在

も

っ

と

も

必

要

と

さ

れ

て

い

る

言

葉

は

、

抽

象

が

具

体

的

な

現

場

で

閧

花
す
る
「
比
喩
の
言
葉
」
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
「
こ

っ

け

い

に

見

え

る

こ

と

。

甘

っ

た

れ

た

ど

う

し

よ

う

も

な

い

人

問

だ

と

い

う

ふ

う

に

社

会

的

に

報

道

さ

れ

る

と

き

に

こ

そ

社

会

構

造

の

真

の

問

題

が

隠

さ

れ

て

い

る

こ

と

を

、

直

感

で

感

じ

取

っ

た

人

間

が

い

た

と

い

う

こ

と

で

あ

る

」

（

栗

田

隆
子
「
神
と
笑
い
あ
う
こ
と
―
―
『
こ
っ
け
い
（
r
i
d
i
c
u
l
e
）
』
か
ら
『
ユ
ー
モ

ア
（
h
u
m
o
r
）
」
へ
」
今
村
純
子
責
任
編
集
『
現
代
詩
手
帖
特
集
版
　
シ
モ
ー
ヌ
・

ヴ
ェ
イ
ユ
』
思
潮
社
、
二
〇
一
一
年
、
五
八
頁
）
。
「
壁
の
染
み
や
ら
落
ち
た
髪

の

毛

や

ら

が

無

意

味

に

物

質

と

し

て

切

り

立

っ

て

み

え

て

く

る

よ

う

な

世

界

だ

。

端

的

に

『

生

き

る

意

味

』

を

失

う

と

き

つ

い

の

は

そ

の

せ

い

だ

」

（

鳥

居

万

由

実

「

大

地

の

匂

い

、

ぶ

ど

う

酒

、

と

り

と

め

も

な

く

」

同

前

、

一

六

〇

頁

）

。

（

1 2

）
　

辻

井

喬

（

一

九

二

七

年

～

）

の

明

晰

な

比

喩

に

倣

う

な

ら

ぱ

、

「

核

兵

器

を

使

用

す

る

」

と

い

う

の

は

「

想

像

力

＝

イ

メ

ー

ジ

す

る

力

」

を

捨

て

た

人

に

し

か

で

き

な

い

が

、
「

核

兵

器

を

創

造

す

る

」

と

い

う

と

こ

ろ

ま

で

は

、

科

学

者

の

「

想

像

力

＝

イ

メ

ー

ジ

す

る

力

」

が

不

可

欠

で

あ

る

（

辻

井

喬

イ

ン

タ

ビ

ュ

ー

「

詩

と

哲

学

を

結

ぶ

た

め

に

」

同

前

、

二

〇

頁

）
。

（

1 3
）
　
た
と
え
ば
、
映
画
『
阿
賀
に
生
き
る
』
の
監
督
・
佐
藤
真
（
一
九
五
七
～

二
〇
〇
七
年
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
人
は
社
会
問
題
や
テ
ー
マ
の
た

め

に

生

き

て

い

る

の

で

は

な

い

。

い

か

に

社

会

的

テ

ー

マ

を

か

か

え

て

い

よ

う

と

、

人

の

日

常

は

平

凡

で

あ

り

き

た

り

な

も

の

だ

。

［

…

…

］

こ

の

世

に

障

害

者

や

水

俣

病

患

者

が

存

在

す

る

の

で

は

な

く

、

人

が

そ

う

呼

ん

で

区

別

す

る

か

ら

障
害
者
や
水
俣
病
患
者
が
生
ま
れ
る
」
（
佐
藤
真
『
日
常
と
い
う
名
の
鏡
』
凱
風

社

、

一

九

九

七

年

、

一

四

頁

）

。

（

1 4
）
　
「
藝
術
と
現
代
」
『
ブ
リ
タ
ニ
カ
国
際
百
科
事
典
　
参
考
文
献
』
Ｔ
Ｂ
Ｓ
プ
リ

タ
ニ
カ
、
一
九
七
五
年
。
『
加
藤
周
一
著
作
集
』
第
一
一
巻
、
一
九
七
八
年
、

一

九

頁

。

（

1 5
）
　
「
聖
な
る
も
の
、
そ
れ
は
人
格
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
人
間
の
な
か
の
非
人
格

的
な
も
の
な
の
で
あ
る
」
（
Ｓ
ｉ
ｍ
ｏ
ｎ
ｅ
　
Ｗ
ｅ
ｉ
ｌ
,
　
"
L
ａ
　
ｐ
ｅ
ｒ
ｓ
ｏ
ｎ
ｎ
ｅ
　
ｅ
ｔ
　
L
ｅ
　
ｓ
ａ
ｃ
ｒ
e
”
,
　
Ｅ
ｃ
ｒ
ｉ
ｔ
ｓ

ｄ
ｅ
　
L
ｏ
n
d
ｒ
ｅ
ｓ
　
ｅ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｒ
ｎ
ｉ
ｅ
ｒ
ｅ
ｓ
　
ｌ
ｅ
ｔ
ｔ
ｒ
ｅ
ｓ
,
　
Ｐ
ａ
ｒ
ｉ
ｓ
,
　
Ｇ
ａ
ｌ
ｌ
ｉ
ｍ
ａ
ｒ
ｄ
,
　
１
９
５
７
,
　
ｐ
.
 
１
６

．
　

シ

モ

ー

ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
、
田
辺
保
・
杉
山
毅
訳
「
人
格
と
聖
な
る
も
の
」
『
ロ
ン
ド
ン
論

集

と

さ

い

ご

の

手

紙

』

勁

草

書

房

、

一

九

六

七

年

、

九

頁

）

。

（

1 6

）
　

「

藝

術

と

現

代

」

前

掲

『

加

藤

周

一

著

作

集

』

第

一

一

巻

、

六

頁

。

（

1 7

）
　

若

き

科

学

者

・

山

本

義

隆

（

一

九

四

七

年

～

、

当

時

二

六

歳

）

は

滝

沢

克

己

に
宛
て
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
『
専
門
家
』
と
い
う
者
を
け
っ
し
て
信

用

し

て

は

い

け

な

い

、

と

い

う

の

が

東

大

闘

争

の

ひ

と

つ

の

教

訓

で

し

た

。

実

存

哲

学

の

『

専

門

家

』

が

学

生

の

〈

実

存

的

〉

問

い

に

何

ら

答

え

ら

れ

ず

、

ま

た

は

官

僚

的

に

対

応

し

、

マ

ル

キ

シ

ズ

ム

の

『

専

門

家

』

が

も

っ

と

も

反

動

的

で

あ

っ

た

り

、

倫

理

学

者

が

倫

理

を

か

な

ぐ

り

捨

て

て

居

直

り

、

は

て

は

『

革

命
運
勣
』
の
『
専
門
家
』
（
？
）
た
る
『
革
命
』
党
の
官
僚
が
、
大
衆
の
革
命
的

情

熱

を

理

解

し

な

い

、

と

い

っ

た

こ

と

は

。

い

や

と

い

う

ほ

ど

見

せ

つ

け

ら

れ

ま

し

た

。

だ

か

ら

私

は

、

少

な

く

と

も

こ

と

〈

人

間

〉

に

か

か

わ

る

間

題

に

お

い

て

は

け

っ

し

て

『

専

門

家

』

に

ま

か

せ

て

お

く

わ

け

に

は

ゆ

か

な

い

と

思

い

ま

す

』
（

山

本

義

隆

「

未

だ

見

ぬ

先

逮

へ

」

、
山

本

義

隆

・

滝

沢

克

己

往

復

書

簡

（

上

）

、

『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
　
一
九
六
八
年
六
月
、
二
九
号
）
。

（

1 8

）
　

加

藤

は

、

科

学

者

で

あ

る

こ

と

が

同

時

に

芸

術

家

で

あ

る

と

い

う

自

ら

の

生

き
ざ
ま
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
わ
た
し
は
血
液
学
の
専
門
家
か
ら
文
学

の

専

門

家

に

な

っ

た

の

で

は

な

い

。

専

門

の

領

域

を

変

え

た

の

で

は

な

く

、

専

門

化

を

廃

し

た

の

で

あ

る

。

そ

し

て

ひ

そ

か

に

非

専

門

化

の

専

門

家

に

な

ろ

う

と

志

し

て

い

た

」

（

加

藤

周

一

「

格

物

致

知

」

前

掲

『

続
　

羊

の

歌

』

一

八

四

頁

）

。

（

1 9

）
　

「

藝

術

と

現

代

」

前

掲

『

加

藤

周

一

著

作

集

』

第

一

一

巻

、

三

一

頁

。

（

2 0

）
　

こ

の

点

に

関

す

る

加

藤

に

よ

る

オ

ウ

ム

真

理

教

に

お

け

る

科

学

技

術

者

の

指

摘
に
つ
い
て
は
、
「
「
オ
ウ
ム
」
と
科
学
技
術
者
」
「
夕
陽
妄
語
」
『
朝
日
新
聞
』

夕

刊

、

二

〇

〇

四

年

三

月

一

六

日

号

。

前

掲

『

加

藤

周

一

自

選

集

』

第

一

〇

巻

。

二

九

七

－

三

〇

〇

頁

、

参

照

。

（

2
1
）
　
「
藝
術
と
現
代
」
前
掲
『
加
藤
周
一
著
作
集
』
第
一
一
巻
、
一
二
頁
。

（
2
2
）
　
Ｓ
ｉ
ｍ
ｏ
ｎ
ｅ
　
Ｗ
ｅ
ｉ
ｌ
,
　
”
L
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｒ
ａ
ｃ
ｉ
ｎ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
”
,
　
Ｌ
Ｅ
ｎ
ｒ
ａ
ｃ
ｉ
ｎ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
,
　
Ｐ
ａ
ｒ
ｉ
ｓ
,
　
Ｇ
ａ
ｌ
ｌ
ｉ
m
ａ
ｒ
ｄ
,

ｆ
ｏ
ｌ
ｉ
ｏ
,
　
２
０
０
７
,
　
ｐ

．
６
１

．

シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
、
山
崎
庸
一
郎
訳
「
根
こ
ぎ
」
『
根

を

も

つ

こ

と

』

春

秋

社

、

一

九

六

七

年

、

七

三

頁

。

（

2 3

）
　

た

と

え

ば

、

小

出

裕

章

（

一

九

四

九

年

～

）

講

演

「

終

焉

に

向

か

う

原

子

力

」
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於
・
明
治
大
学
、
二
〇
〇
一
年
四
月
二
九
日
ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
：
／
w
w
w
.
.
ｙ
ｏ
ｕ
ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
・
ｃ
ｏ
m
／

w
ａ
ｔ
ｃ
ｈ
？
ｖ
=
Ｏ
Ｎ
ｍ
ｒ
ｏ
ｌ
Ｇ
Ｎ
Ｗ
７
Ａ
（
0
0
:
３
６
:
２
０
-
０
０
:
４
２
：
１
７
）
に
お
い
て
小
出
が
提

示

す

る

「

ネ

コ

と

ヤ

カ

ン

を

も

っ

て

非

難

す

る

ロ

シ

ア

人

女

性

」

の

映

像

お

よ

ぴ

サ

ン

＝

テ

グ

ジ

ュ

ペ

リ

『

星

の

王

子

さ

ま

』

（

二

一

章

）

に

お

け

る

キ

ツ

ネ

の

セ

リ

フ

「

小

変

畑

を

見

る

た

ぴ

に

君

の

こ

と

を

思

い

出

す

。

小

麦

畑

の

上

を

わ

た

る

風

を

好

き

に

な

る

」

な

ど

を

象

徴

的

に

捉

え

る

の

な

ら

ば

、

原

子

力

発

電

政

策

が

わ

た

し

た

ち

か

ら

奪

っ

た

も

の

と

は

、

わ

た

し

た

ち

の

愛

し

た

記

憶

の

宝

庫

と

な

る

こ

の

「

小

麦

畑

」

だ

と

い

う

こ

と

が

見

え

て

く

る

で

あ

ろ

う

。

（

2 4

）
　

「

藝

術

と

現

代

」

前

掲

『

加

藤

周

一

著

作

集

』

第

一

一

巻

、

ニ

ー

頁

。

（

2 5

）
　

Ｓ

ｉｍ

ｏ
ｎ

ｅ

　Ｗ

ｅ

ｉ
ｌ

，
　
”
Ｅ

ｘ

ｐ

ｅ
ｒ

ｉｅ
ｎ

ｃ

ｅ

　
ｄ
ａ

　
ｌａ

　ｖ

ｉｅ

　
ｄ

’ｕ
ｓ

ｉｎ

ｅ

”
，

　
ｉ
ｂ

ｉ
ｄ

・
，
　ｐ

．
３
４

２
・

シ

モ

ー

ヌ

・

ヴ

ェ

イ

ユ

「

工

場

生

活

の

経

験

」

前

掲

「

労

働

と

人

生

に

つ

い

て

の

省

察

」

二

四

七

頁

。

（

2 6

）
　

こ

の

点

に

関

し

て

、

京

都

学

派

の

新

た

な

パ

ラ

ダ

イ

ム

を

提

示

し

て

い

る

批

評

家

に

若

松

英

輔

（

一

九

六

八

～

）

が

挙

げ

ら

れ

る

。

若

松

は

自

ら

「

己

れ

に

親

し

き

者

」

を

失

っ

た

経

験

に

、

震

災

で

「

己

れ

に

親

し

き

者

」

を

失

っ

た

ひ

と

り

の

他

者

を

重

ね

合

わ

せ

、

さ

ら

に

西

田

、

大

拙

、

田

辺

に

お

け

る

同

様

の

経

験

を

合

わ

せ

る

こ

と

で

、

思

想

の

色

彩

を

変

え

て

ゆ

く

。

若

松

英

輔

『

魂

に

ふ
れ
る
』
ト
ラ
ン
ス
ピ
ュ
ー
、
二
〇
一
二
年
、
参
照
。

（

2 7
）
　
「
藝
術
と
現
代
」
前
掲
『
加
藤
周
一
著
作
集
』
第
一
一
巻
、
四
〇
―
四
一
頁
。

（

2 8
）
　
Ｓ
ｉ
ｍ
ｏ
ｎ
ｅ
　
Ｗ
ｅ
ｉ
ｌ

，

”
L
’
ｌ
ｌ
ｉ
ａ
ｄ
ｅ
　
ｏ
ｕ
　
ｌ
ｅ
　
ｐ
ｏ
ｅ
ｍ
ｅ
　
ｄ
ｅ
　
ｌ
ａ
　
ｆ
ｏ
ｒ
ｃ
ｅ
”

，
（
Ｅ

ｕ
ｒ
ｒ
ｅ
ｓ

　
Ｃ
ｏ

ｍ

ｐ

ｌｅ

ｔ
ｅ
ｓ

，

Ｉ
Ｉ
・
３
,
　
Ｐ
ａ

ｒ
ｉｓ

，
　
Ｇ

ａ

ｌ
ｌ
ｉｍ

ａ

ｒ
ｄ

，
　
１

９
８

９
「
　ｐ

． ２

４

５
,

シ

モ

ー

ヌ

・

ヴ

ェ

イ

ユ

、

冨

原

真

弓

訳

「

イ

ー

リ

ア

ス

、

あ

る

い

は

力

の

詩

篇

」

『

ギ

リ

シ

ヤ

の

泉

』

み

す

ず

書

房

、

四

二

頁

。

（

2 9

）
　

「

藝

術

と

現

代

」

前

掲

『

加

藤

周

一

著

作

集

』

第

一

一

巻

、

三

五

頁

。

（

3 0

）
　

Ｓ

ｉｍ

ｏ

ｎ

ｅ

　
Ｗ

ｅ

ｉ
ｌ
,　
”
Ｃ

ｏ

ｎ

ｄ

ｉ
ｔ
ｉｏ

ｎ

　
ｐ

ｒ
ｅ
ｍ

ｉｅ

ｒ
ｅ

　
ｄ

，ｕ

ｎ

　
ｔ
ｒ
ａ
ｖ

ａ

ｉ
,
　

ｎ

ｏ
ｎ

　ｓ
ｅ

ｒ
ｖ

ｉ
ｌｅ

”
,　

ｉ
ｂ
ｉ
ｄ

・
，

ｐ

． ４

２
４
,

シ

モ

ー

ヌ

・

ヴ

ェ

イ

ユ

「

奴

隷

的

で

な

い

労

働

の

第

一

条

件

」

前

掲

『

労

働

と

人

生

に

つ

い

て

の

省

察

』

二

五

七

頁

。

（

い

ま

む

ら

・

じ

ゅ

ん

こ

、

宗

教

哲

学

、

立

教

大

学

兼

任

講

師

）
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