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二

十

世

紀

は

戦

争

と

革

命

の

世

紀

だ

と

言

は

れ

て

ゐ

ま

す

。

二

つ

の

世

界

大

戦

、

イ

タ

リ

ア

の

エ

チ

オ

ピ

ア

侵

略

、

日

本

の

中

国

侵

略

、

朝

鮮

戦

争

、

そ

し

て

世

紀

末

に

は

湾

岸

戦

争

が

あ

り

ま

し

た

。

そ

れ

に

、

こ

れ

は

別

格

と

し

て

、

冷

戦

と

い

ふ

戦

争

も

あ

り

ま

し

た

。

二

十

世

紀

の

百

年

間

に

お

い

て

戦

争

ら

し

い

戦

争

が

無

か

つ

た

の

は

、

一

九

二

〇

年

代

だ

け

だ

つ

た

、

な

ん

て

言

ふ

学

者

も

ゐ

る

く

ら

ゐ

で

す

。

革

命

の

ほ

う

も

す

ご

か

つ

た

で

す

ね

。

ロ

シ

ア

革

命

、

ス

ペ

イ

ン

内

乱

、

中

国

革

命

。

 

 

こ

の

戦

争

と

革

命

の

世

紀

に

お

い

て

じ

つ

に

多

く

の

人

が

殺

さ

れ

ま

し

た

。

あ

る

ア

メ

リ

カ

の

学

者

に

よ

る

と

、

一

八

一

六

年

か

ら

一

九

六

五

年

に

か

け

て

の

国

際

間

の

、

国

と

国

と

の

戦

争

が

七

十

四

回

あ

る

。

そ

の

七

十

四

の

戦

争

で

死

ん

だ

人

、

死

者

の

数

が

一

番

多

い

の

を

番

付

に

す

る

と

、

上

位

の

四

つ

、

す

な

は

ち

二

つ

の

世

界

大

戦

、

一

九

三

七

年

か

ら

三

九

年

ま

で

の

日

本

の

対

中

国

戦

争

、

そ

れ

か

ら

朝

鮮

戦

争

、

こ

の

四

つ

の

戦

争

で

そ

れ

ぞ

れ

百

万

人

以

上

の

人

間

が

戦

場

で

亡

く

な

つ

た

と

言

は

れ

て

ゐ

ま

す

。

戦

場

で

と

い

ふ

条

件

つ

き

で

す

か

ら

、

つ

ま

り

、

た

と

へ

ば

広

島

、

長

崎

の

死

者

は

勘

定

に

入

れ

て

な

い

し

、

東

京

大

空

襲

も

除

い

て

の

話

で

せ

う

ね

。

 

 

こ

れ

は

、

す

ご

い

こ

と

で

し

た

。

こ

れ

に

比

べ

れ

ば

、

ナ

ポ

レ

オ

ン

戦

争

、

ナ

ポ

レ

オ

ン

戦

争

後

の

十

九

世

紀

最

大

の

国

際

紛

争

と

言

は

れ

て

ゐ

る

普

仏

戦

争

、

こ

れ

は

一

八

七

〇

年

か

ら

七

一

年

に

か

け

て

お

こ

な

は

れ

た

プ

ロ

シ

ア

と

フ

ラ

ン

ス

の

戦

争

で

す

が

、

こ

の

普

仏

戦

争

で

は

、

お

そ

ら

く

十

五

万

人

が

死

ん

だ

だ

け

だ

つ

た

。

十

九

世

紀

の

戦

争

が

い

か

に

お

つ

と

り

し

た

、

規

模

の

小

さ

い

も

の

で

あ

つ

た

か

、

よ

く

わ

か

る

で

せ

う

。
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つ

ま

り

、

第

一

次

世

界

大

戦

の

は

じ

ま

り

の

一

九

一

四

年

と

い

ふ

の

は

、

大

量

殺

人

時

代

の

は

じ

ま

り

の

年

な

の

で

す

。

か

う

い

ふ

戦

争

と

革

命

に

よ

る

死

者

は

累

々

た

る

死

人

の

山

な

ん

で

す

が

、

そ

れ

に

加

ふ

る

に

ナ

チ

ス

の

お

こ

な

つ

た

虐

殺

が

あ

る

。

そ

れ

か

ら

ロ

シ

ア

共

産

党

と

コ

ミ

ン

テ

ル

ン

が

お

こ

な

つ

た

粛

正

が

あ

る

。

か

う

い

ふ

わ

け

で

二

十

世

紀

は

む

ご

た

ら

し

い

殺

戮

の

世

紀

で

も

あ

り

ま

し

た

。

こ

の

二

十

世

紀

の

大

量

死

者

数

は

、

一

億

八

千

七

百

万

人

に

の

ぼ

る

と

見

積

ら

れ

て

ゐ

る

の

で

す

が

、

こ

の

一

億

八

千

七

百

万

人

と

い

ふ

の

は

、

こ

れ

は

一

九

〇

〇

年

 

…

二

十

世

紀

の

は

じ

ま

る

前

の

年

、

十

九

世

紀

の

最

後

の

年

で

す

ね

 

…

一

九

〇

〇

年

に

お

け

る

世

界

人

口

の

一

割

以

上

に

の

ぼ

る

ん

で

す

。

十

九

世

紀

の

最

後

の

年

の

一

割

以

上

の

人

が

二

十

世

紀

の

戦

争

で

亡

く

な

つ

た

。

つ

ま

り

、

二

十

世

紀

は

人

間

は

極

め

て

残

酷

な

状

態

、

本

来

な

ら

ば

耐

へ

ら

れ

な

い

状

態

に

あ

つ

て

も

生

き

て

ゆ

く

こ

と

が

で

き

る

と

い

ふ

こ

と

を

我

々

に

教

へ

た

し

、

今

も

ま

た

教

へ

て

ゐ

る

。

か

う

い

ふ

こ

と

を

言

つ

た

学

者

が

ゐ

る

く

ら

ゐ

で

す

。

 

 

二

十

世

紀

に

ど

う

し

て

こ

ん

な

む

ご

た

ら

し

い

こ

と

が

起

つ

た

か

、

と

い

ふ

第

一

の

条

件

、

こ

れ

は

科

学

技

術

の

発

達

の

せ

い

で

す

ね

。

十

九

世

紀

の

後

半

に

科

学

技

術

は

飛

躍

的

に

向

上

し

て

、

生

産

力

を

一

挙

に

高

め

ま

し

た

。

一

八

五

〇

年

ま

で

、

世

界

に

お

け

る

鋼

鉄

の

生

産

は

、

総

産

出

額

は

八

万

ト

ン

だ

つ

た

。

そ

れ

が

、

ニ

ッ

ケ

ル

製

鋼

と

い

ふ

製

鋼

法

が

発

明

さ

れ

て

、

一

九

〇

〇

年

ま

で

に

鋼

鉄

の

生

産

は

二

八

〇

〇

万

ト

ン

に

達

し

ま

し

た

。

も

の

す

ご

い

発

達

ぶ

り

で

す

。

そ

れ

で

、

ア

ル

ミ

ニ

ウ

ム

の

生

産

、

こ

れ

も

一

八

八

六

年

に

開

発

さ

れ

た

電

気

分

…

 

…
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解

法

と

い

ふ

方

法

が

導

入

さ

れ

た

わ

け

で

、

急

激

に

上

昇

し

ま

し

た

。

そ

し

て

ち

ょ

う

ど

こ

の

こ

ろ

、

ア

メ

リ

カ

の

自

転

車

屋

の

兄

弟

で

あ

る

ラ

イ

ト

兄

弟

が

飛

行

機

の

発

明

に

成

功

し

た

ん

で

す

。

ラ

イ

ト

兄

弟

が

は

じ

め

て

空

を

飛

ん

だ

の

は

、

一

九

〇

三

年

十

二

月

十

七

日

で

あ

り

ま

し

て

、

二

十

世

紀

は

、

ま

あ

こ

の

時

点

で

始

ま

る

と

言

つ

て

い

い

で

せ

う

。

こ

の

飛

行

機

の

出

現

 

…

飛

行

機

と

い

ふ

の

は

ア

ル

ミ

ニ

ウ

ム

で

作

る

わ

け

で

す

か

ら

、

ア

ル

ミ

ニ

ウ

ム

の

生

産

が

増

し

た

こ

と

と

非

常

に

関

係

が

あ

る

ん

で

す

が

 

…

こ

の

飛

行

機

の

出

現

の

せ

い

で

、

や

が

て

一

九

四

三

年

の

ハ

ン

ブ

ル

ク

市

の

全

滅

と

い

ふ

事

件

が

あ

り

、

四

五

年

の

東

京

大

空

襲

、

広

島

、

長

崎

の

原

子

爆

弾

投

下

が

起

つ

た

こ

と

は

言

ひ

添

へ

る

ま

で

も

な

い

で

せ

う

。

こ

の

広

島

、

長

崎

の

原

爆

が

代

表

的

で

あ

り

ま

す

が

、

戦

争

は

在

来

の

あ

り

か

た

と

は

桁

違

ひ

の

大

量

消

費

と

な

り

ま

し

た

。

物

量

戦

争

と

い

ふ

言

葉

が

生

れ

た

の

も

、

も

つ

と

も

な

こ

と

で

あ

り

ま

す

。

ナ

ポ

レ

オ

ン

は

一

八

〇

六

年

の

イ

エ

ナ

の

会

戦

に

お

い

て

、

わ

づ

か

一

五

〇

〇

発

の

砲

弾

で

勝

利

を

得

、

プ

ロ

イ

セ

ン

の

権

力

を

破

壊

さ

せ

ま

し

た

。

と

こ

ろ

が

、

第

一

次

世

界

大

戦

に

お

い

て

フ

ラ

ン

ス

は

、

一

日

に

二

〇

万

発

の

砲

弾

を

作

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

つ

た

。

ナ

ポ

レ

オ

ン

の

イ

エ

ナ

の

会

戦

で

の

一

五

〇

〇

発

の

砲

弾

と

、

フ

ラ

ン

ス

が

二

十

世

紀

に

一

日

二

〇

万

発

に

の

ぼ

る

砲

弾

を

作

つ

て

第

一

次

大

戦

を

戦

つ

た

と

い

ふ

数

字

の

比

較

は

、

十

九

世

紀

と

二

十

世

紀

の

戦

争

の

違

ひ

が

ど

ん

な

に

大

き

い

か

を

、

じ

つ

に

雄

弁

に

示

す

も

の

で

せ

う

。

 

 

か

う

い

ふ

二

十

世

紀

を

総

括

し

て

ア

イ

ザ

イ

ア

・

バ

ー

リ

ン

と

い

ふ

イ

ギ

リ

ス

の

哲

学

者

は

、

「

私

は

個

人

と

…

 

…
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し

て

は

何

の

苦

し

み

も

受

け

ず

に

二

十

世

紀

の

大

部

分

を

生

き

抜

い

た

も

の

で

あ

る

。

し

か

し

こ

の

一

世

紀

は

西

洋

の

歴

史

に

お

い

て

最

も

恐

し

い

世

紀

と

し

て

し

か

回

想

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

」

と

言

つ

て

ゐ

ま

す

。

ま

た

、

リ

ュ

メ

・

デ

ュ

ボ

ン

と

い

ふ

フ

ラ

ン

ス

の

農

学

者

が

、

「

私

は

二

十

世

紀

を

虐

殺

と

戦

争

の

世

紀

と

し

て

し

か

見

る

こ

と

が

で

き

な

い

」

と

言

つ

て

ゐ

ま

す

。

ウ

ィ

リ

ア

ム

・

ゴ

ー

ル

デ

ィ

ン

グ

と

い

ふ

イ

ギ

リ

ス

の

作

家

 

…

こ

れ

は

例

の

『

蠅

の

王

』

と

い

ふ

長

篇

小

説

の

作

者

で

す

が

 

…

こ

の

ウ

ィ

リ

ア

ム

・

ゴ

ー

ル

デ

ィ

ン

グ

は

「

今

世

紀

は

人

類

の

歴

史

に

お

い

て

最

も

暴

力

的

な

世

紀

で

あ

っ

た

」

と

言

つ

て

ゐ

る

。

も

つ

と

他

に

い

ろ

い

ろ

言

は

れ

て

ま

す

が

、

も

う

い

い

で

せ

う

。

 

 

 

と

に

か

く

む

ご

た

ら

し

く

て

血

な

ま

ぐ

さ

い

百

年

間

、

そ

れ

が

二

十

世

紀

で

あ

り

ま

し

た

。

と

こ

ろ

が

、

い

く

ら

二

十

世

紀

で

も

長

所

が

な

い

わ

け

で

は

な

い

。

ほ

ん

の

少

し

功

績

は

あ

つ

た

。

ピ

ー

タ

ー

・

ゲ

イ

と

い

ふ

ユ

ダ

ヤ

系

の

ド

イ

ツ

人

で

、

若

い

こ

ろ

ア

メ

リ

カ

に

脱

出

し

て

歴

史

学

者

に

な

つ

た

人

が

ゐ

ま

す

。

た

い

へ

ん

優

秀

な

歴

史

学

者

で

あ

り

ま

し

て

、

日

本

で

も

た

く

さ

ん

の

翻

訳

が

出

て

ゐ

ま

す

が

、

彼

が

こ

ん

な

こ

と

を

言

つ

て

ゐ

る

。

「

暗

澹

た

る

二

十

世

紀

が

誇

り

う

る

ほ

ん

の

僅

か

の

事

柄

の

一

つ

が

、

モ

ー

ツ

ァ

ル

ト

の

音

楽

を

そ

れ

に

ふ

さ

わ

し

い

栄

光

の

位

置

に

押

し

上

げ

た

と

い

う

こ

と

で

あ

る

」

。

こ

れ

は

本

当

な

ん

で

す

ね

。

十

九

世

紀

は

ロ

マ

ン

主

義

の

時

代

で

し

た

し

、

市

民

社

会

の

勃

興

期

な

い

し

最

盛

期

で

あ

り

ま

し

た

か

ら

、

ベ

ー

ト

ー

ヴ

ェ

ン

が

圧

倒

的

…

 

…
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に

尊

敬

さ

れ

、

崇

拝

さ

れ

て

ゐ

て

、

モ

ー

ツ

ァ

ル

ト

は

影

が

薄

か

つ

た

。

世

紀

末

に

は

ワ

グ

ナ

ー

が

人

気

を

博

し

、

そ

の

あ

ふ

り

で

モ

ー

ツ

ァ

ル

ト

の

評

判

は

そ

れ

ほ

ど

で

な

か

つ

た

。

モ

ー

ツ

ァ

ル

ト

の

優

雅

な

宮

廷

主

義

が

軽

ん

じ

ら

れ

て

ゐ

た

ん

で

す

ね

。

そ

し

て

彼

の

オ

ペ

ラ

は

、

露

骨

な

、

か

な

り

露

骨

な

好

色

趣

味

の

せ

い

で

、

軽

薄

と

か

、

淫

蕩

と

か

な

ん

と

か

悪

口

を

言

は

れ

て

貶

め

ら

れ

て

ゐ

ま

し

た

。

な

に

し

ろ

十

九

世

紀

は

、

こ

れ

は

イ

ギ

リ

ス

十

九

世

紀

の

ヴ

ィ

ク

ト

リ

ア

リ

ズ

ム

が

代

表

で

あ

り

ま

す

が

、

道

学

的

、

倫

理

的

、

偽

善

的

風

潮

の

時

代

で

あ

り

ま

し

た

。

有

名

な

話

な

ん

で

す

け

れ

ど

も

、

ヴ

ィ

ク

ト

リ

ア

朝

の

こ

ろ

は

、

ピ

ア

ノ

の

足

に

覆

ひ

を

か

ぶ

せ

て

ゐ

た

。

む

き

出

し

に

す

る

と

下

品

だ

と

い

ふ

の

で

、

覆

ひ

が

つ

い

て

ゐ

た

と

い

ふ

話

が

あ

り

ま

す

。

そ

の

く

ら

ゐ

、

礼

儀

正

し

い

と

い

ふ

の

か

お

上

品

と

い

ふ

の

か

、

さ

う

い

ふ

時

代

だ

つ

た

の

で

す

。

そ

れ

で

、

モ

ー

ツ

ァ

ル

ト

の

や

う

な

、

ま

あ

天

真

爛

漫

と

い

ふ

の

か

、

さ

う

い

ふ

人

に

と

つ

て

は

非

常

に

不

利

だ

つ

た

わ

け

で

す

ね

。

さ

う

い

ふ

い

は

ば

逆

境

に

あ

つ

た

モ

ー

ツ

ァ

ル

ト

を

、

二

十

世

紀

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

は

救

ひ

出

し

た

。

二

十

世

紀

に

お

い

て

は

直

前

の

時

代

、

十

九

世

紀

に

対

す

る

反

動

が

出

て

き

て

、

い

ろ

ん

な

面

で

の

反

省

が

生

じ

た

。

文

学

で

も

、

絵

で

も

、

い

ろ

ん

な

面

で

十

九

世

紀

へ

の

反

動

が

生

じ

た

。

そ

の

一

つ

の

あ

ら

は

れ

と

し

て

モ

ー

ツ

ァ

ル

ト

を

救

ひ

出

す

と

い

ふ

こ

と

が

起

つ

た

わ

け

で

す

。

こ

の

二

十

世

紀

が

モ

ー

ツ

ァ

ル

ト

を

発

見

し

た

こ

と

、

少

な

く

と

も

再

評

価

し

た

こ

と

は

、

誰

も

文

句

を

つ

け

る

こ

と

が

で

き

な

い

で

せ

う

。

ヘ

ル

マ

ン

・

ヘ

ッ

セ

と

い

ふ

ド

イ

ツ

の

小

説

家

は

、

モ

ー

ツ

ァ

ル

ト

の

オ

ペ

ラ

「

ド

ン

・

ジ

ョ

ヴ

ァ

ン

ニ

」

に

つ

い

て

、

「

人

間

に

よ

っ

て

作

ら

れ

た

最

後

の

お

と

し
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完

璧

な

も

の

」

と

言

つ

た

さ

う

で

す

が

、

今

日

、

文

学

の

天

才

の

代

表

が

シ

ェ

イ

ク

ス

ピ

ア

で

あ

る

と

す

れ

ば

音

楽

の

そ

れ

は

モ

ー

ツ

ァ

ル

ト

で

あ

る

と

相

場

が

決

つ

て

し

ま

つ

た

や

う

で

す

。

そ

し

て

、

こ

の

発

見

な

い

し

再

評

価

は

、

そ

れ

を

お

こ

な

つ

た

時

代

 

…

つ

ま

り

二

十

世

紀

で

す

ね

 

…

二

十

世

紀

が

醜

悪

で

あ

り

凶

悪

で

あ

り

悲

惨

で

あ

つ

た

せ

い

で

、

い

よ

い

よ

輝

か

し

く

見

え

る

と

い

ふ

皮

肉

な

話

に

な

つ

て

ゐ

ま

す

。

 

 

 

こ

こ

で

思

ひ

出

話

を

一

つ

。

私

は

一

九

三

七

年

、

昭

和

十

二

年

で

す

ね

、

つ

ま

り

日

中

戦

争

の

始

ま

り

や

、

上

海

事

変

や

、

ソ

ヴ

ィ

エ

ト

の

大

粛

正

の

こ

ろ

、

こ

の

こ

ろ

に

生

れ

て

は

じ

め

て

モ

ー

ツ

ァ

ル

ト

の

交

響

曲

を

聴

い

て

 

…

こ

れ

は

確

か

『

ジ

ュ

ピ

タ

ー

』

か

『

プ

ラ

ハ

』

あ

る

い

は

そ

の

両

方

だ

つ

た

と

思

ひ

ま

す

が

 

…

モ

ー

ツ

ァ

ル

ト

の

音

楽

を

初

め

て

聴

い

た

。

そ

し

て

現

実

と

い

ふ

も

の

 

…

政

治

的

現

実

と

い

ふ

も

の

が

、

こ

ん

な

に

悪

質

で

無

惨

で

き

た

な

く

て

、

そ

の

く

せ

藝

術

と

い

ふ

も

の

が

こ

ん

な

に

美

し

い

と

い

ふ

対

比

に

、

茫

然

と

し

た

記

憶

が

あ

り

ま

す

。

そ

の

と

き

の

び

つ

く

り

し

た

や

う

な

困

つ

た

や

う

な

、

な

に

か

変

な

感

じ

、

忘

れ

ら

れ

ま

せ

ん

。

あ

れ

は

物

心

つ

い

て

最

初

の

じ

つ

に

困

つ

た

、

途

方

に

暮

れ

る

く

ら

ゐ

変

な

感

じ

で

あ

り

ま

し

た

。

 

 

こ

こ

で

話

は

お

の

づ

か

ら

昭

和

と

い

ふ

時

代

と

私

と

の

関

係

の

こ

と

に

移

り

ま

す

。

私

は

一

九

二

五

年

、

大

正

十

四

年

の

生

れ

で

あ

り

ま

し

て

、

そ

の

男

の

子

が

持

つ

最

初

の

記

憶

、

日

付

の

あ

る

記

憶

は

一

九

三

一

年

、

昭

和

六

年

九

月

十

九

日

の

こ

と

で

す

。

満

で

六

歳

に

な

つ

た

ば

か

り

の

こ

ろ

で

す

。

私

が

生

れ

た

の

は

雪

国

の

小

さ

な

…

 

…

 

…

 

…

 

…
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城

下

町

で

あ

り

ま

し

て

、

こ

れ

が

近

頃

は

藤

沢

周

平

さ

ん

の

お

書

き

に

な

る

海

坂

藩

の

モ

デ

ル

で

あ

る

庄

内

藩

の

城

下

町

鶴

岡

と

い

へ

ば

、

ぱ

つ

と

意

味

が

通

じ

る

や

う

に

な

つ

て

非

常

に

便

利

に

な

つ

た

ん

で

す

が

、

こ

の

鶴

岡

で

生

れ

ま

し

た

。

そ

の

町

の

町

医

者

の

息

子

な

ん

で

す

。

そ

の

一

九

三

一

年

九

月

十

九

日

、

六

歳

の

子

ど

も

は

、

午

後

、

祖

母

に

連

れ

ら

れ

て

呉

服

屋

に

ゆ

き

、

退

屈

し

て

ゐ

ま

し

た

。

さ

う

す

る

と

と

つ

ぜ

ん

通

り

が

騒

が

し

く

な

つ

て

、

鈴

の

音

が

す

る

。

呉

服

屋

の

小

僧

た

ち

が

出

て

ゆ

く

。

や

が

て

一

人

の

小

僧

が

号

外

を

手

に

し

て

戻

つ

て

来

て

、

「

戦

争

だ

、

戦

争

だ

、

オ

イ

チ

ニ

、

オ

イ

チ

ニ

」

と

、

は

し

や

い

で

ゐ

ま

し

た

。

私

は

そ

れ

を

見

て

、

あ

あ

厭

な

こ

と

だ

な

あ

、

と

思

つ

た

。

そ

の

こ

と

が

忘

れ

ら

れ

ま

せ

ん

。

考

へ

て

み

れ

ば

、

そ

の

と

き

私

は

、

出

し

抜

け

に

歴

史

的

世

界

の

な

か

へ

、

引

き

ず

り

込

ま

れ

た

の

で

あ

り

ま

す

。

言

ふ

ま

で

も

な

く

、

こ

れ

が

満

洲

事

変

勃

発

の

第

一

幕

と

な

る

第

一

報

で

す

ね

。

私

は

世

界

情

勢

と

か

な

ん

と

か

は

ま

つ

た

く

知

ら

な

い

子

ど

も

で

あ

り

ま

し

た

が

、

ど

う

や

ら

生

れ

つ

き

大

変

な

平

和

主

義

者

、

か

つ

軍

人

嫌

ひ

で

あ

つ

た

や

う

で

あ

り

ま

す

。

こ

れ

は

家

庭

の

環

境

と

い

ふ

こ

と

も

あ

つ

た

か

も

し

れ

ま

せ

ん

が

、

さ

う

い

ふ

個

性

で

あ

つ

た

と

も

言

へ

る

で

せ

う

。

ま

あ

そ

の

両

方

で

す

ね

。

そ

ん

な

男

の

子

が

生

き

る

に

は

、

日

本

の

昭

和

十

年

代

は

向

い

て

ゐ

ま

せ

ん

で

し

た

。

そ

の

辺

の

こ

と

を

詳

し

く

申

上

げ

る

の

は

、

今

日

は

ふ

さ

は

し

い

席

で

は

あ

り

ま

せ

ん

の

で

、

こ

れ

き

り

に

い

た

し

ま

す

。

 

 

で

も

、

と

に

か

く

私

は

昭

和

前

半

は

、

非

常

に

不

愉

快

で

あ

り

ま

し

て

厭

で

あ

り

ま

し

た

し

、

戦

争

が

終

つ

て

う

な

さ

か
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か

ら

も

、

こ

れ

は

ま

あ

戦

前

よ

り

は

少

し

マ

シ

に

な

り

ま

し

た

け

れ

ど

も

、

し

か

し

、

非

常

に

愉

快

と

い

ふ

わ

け

で

は

な

い

。

私

に

と

つ

て

昭

和

と

い

ふ

の

は

、

厭

な

時

代

で

あ

り

ま

し

た

。

こ

れ

は

た

い

て

い

の

日

本

の

知

識

人

に

と

つ

て

さ

う

だ

つ

た

の

で

は

な

い

で

せ

う

か

。

 

 

 

非

常

に

大

雑

把

な

言

ひ

方

を

し

ま

す

と

、

戦

前

も

戦

後

も

昭

和

は

暗

か

つ

た

。

そ

の

暗

澹

た

る

昭

和

期

に

い

さ

さ

か

の

功

績

が

あ

つ

た

と

す

れ

ば

、

そ

れ

は

『

源

氏

物

語

』

を

花

や

か

に

讃

へ

た

時

代

で

あ

つ

た

こ

と

だ

と

思

ふ

の

で

あ

り

ま

す

。

か

う

い

ふ

風

に

言

ふ

と

び

つ

く

り

な

さ

る

か

も

し

れ

ま

せ

ん

が

、

昭

和

以

前

に

お

い

て

『

源

氏

物

語

』

は

す

こ

ぶ

る

閑

却

さ

れ

無

視

さ

れ

蔑

視

さ

れ

て

ゐ

ま

し

た

。

あ

る

い

は

故

意

に

忘

れ

た

ふ

り

を

さ

れ

て

ゐ

た

。

三

矢

重

松

と

い

ふ

国

文

学

者

が

ゐ

ま

す

。

こ

れ

は

私

と

同

郷

の

人

で

あ

り

ま

し

て

、

つ

ま

り

山

形

県

鶴

岡

の

人

で

す

。

こ

の

先

生

は

國

學

院

大

學

の

教

授

で

、

折

口

信

夫

の

師

匠

筋

に

あ

た

る

。

で

す

か

ら

今

お

話

し

な

さ

つ

た

岡

野

弘

彦

さ

ん

の

先

生

の

ま

た

先

生

で

す

ね

。

岡

野

さ

ん

は

、

こ

の

三

矢

重

松

先

生

の

孫

弟

子

に

あ

た

る

わ

け

で

す

。

こ

の

三

矢

重

松

の

和

歌

に

、

 

 

 
 

 

価

な

き

珠

を

い

だ

き

て

知

ら

ざ

り

し

た

と

ひ

お

ぼ

ゆ

 

 
 

 

る

日

の

本

の

人

 

み

つ

や

し

げ

ま

つ
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と

い

ふ

一

首

が

あ

り

ま

す

。

こ

れ

は

非

常

に

貴

重

で

値

段

を

つ

け

る

こ

と

が

で

き

な

い

く

ら

ゐ

貴

重

な

珠

を

持

つ

て

ゐ

る

く

せ

に

、

そ

れ

を

粗

末

に

し

た

中

国

の

人

が

ゐ

た

と

い

ふ

、

さ

う

い

ふ

譬

へ

話

が

中

国

に

あ

る

の

で

す

ね

。

そ

の

譬

へ

話

の

こ

と

は

日

本

人

は

知

つ

て

ゐ

る

が

、

し

か

し

、

そ

の

く

せ

価

な

き

珠

、

値

段

の

つ

け

や

う

が

な

い

く

ら

ゐ

貴

重

な

珠

に

も

比

す

べ

き

『

源

氏

物

語

』

を

持

つ

て

ゐ

な

が

ら

、

『

源

氏

物

語

』

の

価

値

を

知

ら

な

い

で

ゐ

る

の

も

日

本

人

で

あ

る

、

と

ま

あ

、

さ

う

い

つ

た

や

う

な

意

味

で

す

ね

。

こ

の

歌

碑

を

三

矢

重

松

の

故

郷

の

鶴

岡

に

建

て

た

と

き

に

折

口

信

夫

は

除

幕

式

に

祝

詞

を

宣

り

ま

し

た

。

こ

れ

は

近

代

の

祝

詞

の

傑

作

だ

と

思

ひ

ま

す

。

し

か

し

、

こ

こ

で

は

祝

詞

の

話

は

し

な

い

で

、

こ

の

歌

に

戻

り

ま

す

が

、

日

本

人

が

『

源

氏

物

語

』

を

持

ち

な

が

ら

、

そ

の

真

価

を

知

ら

ず

に

ゐ

る

と

い

ふ

こ

と

を

三

矢

重

松

は

た

い

へ

ん

慨

嘆

し

た

し

、

折

口

信

夫

は

そ

れ

に

共

感

し

た

。

そ

の

こ

ろ

、

三

矢

重

松

が

嘆

い

た

り

、

折

口

信

夫

が

憤

慨

し

た

り

し

た

と

い

ふ

の

は

決

し

て

誇

張

の

言

で

は

あ

り

ま

せ

ん

で

し

た

。

 

『

源

氏

物

語

』

は

、

国

文

学

者

の

間

で

は

圧

倒

的

に

位

置

が

高

か

つ

た

け

れ

ど

も

、

そ

れ

以

外

で

は

ほ

と

ん

ど

知

ら

れ

て

ゐ

な

か

つ

た

、

軽

ん

じ

ら

れ

て

ゐ

ま

し

た

。

し

か

も

、

そ

の

軽

ん

じ

る

理

由

が

、

は

な

は

だ

非

文

学

的

な

も

の

だ

つ

た

。

皇

子

が

天

子

の

后

と

恋

仲

に

な

り

、

子

が

生

れ

、

そ

の

子

が

帝

に

な

る

と

い

ふ

筋

で

す

か

ら

、

倫

理

上

お

も

し

ろ

く

な

い

。

け

し

か

ら

ぬ

と

い

ふ

儒

者

た

ち

の

言

ひ

分

が

通

つ

て

、

そ

れ

で

源

氏

は

貶

め

ら

れ

て

ゐ

の

り

と

の

き

さ

き

み

か

ど

た

と
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た

の

で

あ

り

ま

す

。

こ

れ

は

江

戸

時

代

の

通

り

相

場

で

あ

り

ま

し

て

、

た

と

へ

ば

本

居

宣

長

の

一

生

は

、

こ

の

誤

つ

た

考

へ

方

、

誤

解

と

戦

ふ

た

め

の

一

生

で

あ

つ

た

と

言

つ

て

い

い

で

せ

う

。

文

学

作

品

を

倫

理

的

に

見

て

、

主

人

公

が

立

派

な

人

で

あ

る

と

か

、

親

孝

行

す

る

と

か

、

さ

う

い

ふ

、

つ

ま

り

美

談

の

持

主

で

あ

る

、

だ

か

ら

そ

の

文

学

作

品

は

尊

い

と

い

ふ

や

う

な

考

へ

方

は

、

幼

稚

な

文

学

観

と

し

て

非

常

に

あ

る

も

の

な

ん

で

す

け

れ

ど

も

、

そ

の

文

学

的

偏

見

の

一

番

大

々

的

な

の

が

、

こ

の

『

源

氏

物

語

』

否

定

論

で

す

ね

。

 

 

中

国

人

は

儒

教

の

せ

い

で

、

文

学

に

お

い

て

恋

愛

と

い

ふ

も

の

を

非

常

に

軽

ん

じ

て

ゐ

る

ん

で

す

。

日

本

の

代

表

的

な

和

歌

の

名

作

選

、

こ

れ

は

ま

あ

『

古

今

集

』

に

し

て

も

『

新

古

今

集

』

に

し

て

も

、

ほ

と

ん

ど

大

部

分

は

恋

の

歌

、

恋

歌

で

あ

り

ま

す

。

春

夏

秋

冬

と

恋

と

、

こ

の

四

季

と

恋

、

こ

れ

が

歌

の

大

部

分

を

占

め

て

ゐ

る

わ

け

で

す

け

れ

ど

も

、

恋

歌

以

外

の

春

夏

秋

冬

の

か

な

り

の

部

分

も

恋

が

ら

み

の

歌

が

非

常

に

多

い

。

そ

れ

以

外

の

、

た

と

へ

ば

雑

の

部

で

あ

る

と

か

、

あ

る

い

は

神

祇

と

か

釈

教

と

か

、

さ

う

い

ふ

歌

で

あ

つ

て

も

、

恋

が

ら

み

の

も

の

が

多

い

。

そ

れ

が

日

本

の

歌

の

伝

統

な

ん

で

す

。

と

こ

ろ

が

漢

詩

の

名

作

選

に

な

る

と

、

た

と

へ

ば

『

唐

詩

選

』

、

あ

る

い

は

『

三

体

詩

』

、

さ

う

い

ふ

漢

詩

の

名

作

選

に

は

、

恋

の

こ

と

を

詠

ん

だ

漢

詩

は

ほ

と

ん

ど

あ

り

ま

せ

ん

。

わ

づ

か

に

夫

婦

の

あ

ひ

だ

の

愛

情

を

詠

ん

だ

も

の

が

、

ほ

ん

の

少

し

あ

る

程

度

で

、

そ

の

夫

婦

の

愛

情

を

詠

ん

だ

詩

で

も

、

非

常

に

味

が

淡

い

。

さ

う

い

ふ

の

が

中

国

文

学

の

伝

統

で

あ

り

ま

し

た

。

『

詩

経

』

と

い

ふ

、

中

国

の

大

古

典

、

こ

れ

は

儒

教

以

前

の

も

の

で

、

恋

愛

の

詩

が

い

つ

ぱ

い

は

い

つ

て

ゐ

ま

す

が

、

そ

れ

を

儒

者

た

ぞ

う

じ

ん

ぎ

し

ゃ

く

き

ょ

う

 

こ

ひ

か
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ち

は

、

恋

の

詩

を

い

ち

い

ち

読

み

替

へ

て

、

君

主

と

家

来

と

の

あ

ひ

だ

の

愛

情

の

詩

だ

、

忠

義

の

詩

だ

と

い

ふ

ふ

う

に

解

釈

し

直

し

て

、

そ

れ

で

講

義

し

て

き

ま

し

た

。

さ

う

い

ふ

ま

こ

と

に

滑

稽

な

文

学

解

釈

を

や

つ

た

。

 

 

こ

の

恋

愛

文

学

の

否

定

と

い

ふ

の

は

、

今

の

中

国

で

も

あ

り

ま

す

。

中

国

の

現

代

小

説

を

読

ん

で

面

白

く

な

い

の

は

、

恋

愛

と

い

ふ

こ

と

が

大

変

否

定

的

に

捉

へ

ら

れ

て

ゐ

る

、

あ

る

い

は

、

多

少

は

描

か

れ

て

ゐ

て

も

、

な

ん

だ

か

か

う

咎

め

る

べ

き

も

の

、

非

難

さ

れ

る

べ

き

も

の

と

し

て

つ

か

ま

へ

ら

れ

て

ゐ

る

気

配

が

強

い

か

ら

で

す

ね

。

一

般

に

そ

ん

な

傾

向

が

あ

る

や

う

な

気

が

い

た

し

ま

す

。

 

魯

迅

と

い

ふ

小

説

家

は

、

中

国

の

現

代

小

説

を

は

じ

め

た

大

変

偉

い

人

と

な

つ

て

ゐ

て

、

そ

の

人

の

書

い

た

『

阿

Ｑ

正

伝

』

と

い

ふ

短

篇

小

説

、

こ

れ

は

中

国

の

現

代

小

説

の

代

表

み

た

い

な

も

の

に

な

つ

て

ゐ

る

ん

で

す

が

、

こ

の

『

阿

Ｑ

正

伝

』

と

い

ふ

の

を

読

ん

で

ゐ

る

と

、

な

か

に

一

人

村

中

か

ら

馬

鹿

に

さ

れ

て

ゐ

る

変

な

男

、

つ

ま

り

阿

Ｑ

が

出

て

く

る

。

こ

の

阿

Ｑ

が

な

ぜ

そ

ん

な

に

馬

鹿

に

さ

れ

て

悪

い

や

つ

と

し

て

攻

撃

さ

れ

る

か

と

い

ふ

と

、

恋

愛

し

て

ゐ

る

、

彼

が

惚

れ

て

ゐ

る

女

の

人

に

付

け

文

を

し

た

、

そ

れ

が

物

笑

ひ

の

種

と

な

つ

て

軽

蔑

さ

れ

る

か

ら

で

あ

る

。

さ

う

い

ふ

小

説

な

ん

で

す

。

そ

の

く

ら

ゐ

中

国

文

学

の

恋

愛

否

定

は

は

な

は

だ

し

か

つ

た

。

中

国

の

大

古

典

で

恋

愛

を

扱

つ

た

の

は

、

『

紅

楼

夢

』

と

い

ふ

小

説

、

こ

れ

は

清

代

に

な

つ

て

か

ら

の

小

説

で

す

け

れ

ど

も

、

こ

れ

が

一

つ

あ

る

き

り

で

、

そ

れ

以

外

に

は

、

恋

愛

を

扱

つ

た

大

古

典

は

あ

り

ま

せ

ん

。

な

ぜ

『

紅

楼

夢

』

と

い

ふ

恋

愛

文

学

が

成

立

し

た

か

と

い

ふ

と

、

こ

れ

は

清

朝

の

文

学

で

す

か

ら

、

満

洲

族

の

恋

愛

肯

定

の

風

俗

が

と

が
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反

映

し

て

ゐ

る

、

そ

の

せ

い

で

『

紅

楼

夢

』

と

い

ふ

恋

愛

小

説

の

傑

作

、

中

国

文

学

と

し

て

は

傑

作

が

で

き

た

と

、

か

う

言

は

れ

て

ゐ

ま

す

。

中

国

文

学

と

し

て

は

面

白

い

も

の

で

す

が

、

わ

れ

わ

れ

の

や

う

に

日

本

の

恋

愛

小

説

を

読

ん

で

ゐ

る

、

あ

る

い

は

西

洋

の

恋

愛

小

説

を

読

ん

で

ゐ

る

、

さ

う

い

ふ

人

間

か

ら

見

る

と

、

ま

あ

大

し

た

こ

と

は

な

い

。

別

に

、

ぜ

ひ

読

ま

な

き

や

な

ら

な

い

も

の

だ

、

と

い

ふ

感

じ

は

し

ま

せ

ん

。

 

 

こ

の

や

う

に

江

戸

時

代

に

は

、

儒

者

た

ち

が

し

き

り

に

『

源

氏

物

語

』

を

攻

撃

し

た

。

そ

れ

に

対

し

て

国

学

者

た

ち

が

、

非

常

に

が

ん

ば

つ

て

応

援

し

た

。

か

う

い

ふ

ふ

う

な

対

立

が

あ

つ

た

の

で

あ

り

ま

す

が

、

さ

う

い

ふ

儒

教

的

な

『

源

氏

物

語

』

に

つ

い

て

の

考

へ

か

た

、

こ

れ

は

明

治

に

な

つ

て

も

盛

ん

で

、

た

と

へ

ば

、

森

鷗

外

、

夏

目

漱

石

、

こ

の

二

人

は

ど

ち

ら

も

明

治

時

代

最

高

の

文

学

の

目

利

き

な

ん

で

す

が

、

両

人

と

も

源

氏

に

対

し

て

冷

淡

で

す

。

森

鷗

外

は

「

源

氏

は

悪

文

で

あ

る

」

な

ん

て

言

つ

て

ゐ

ま

す

。

そ

し

て

夏

目

漱

石

は

『

源

氏

物

語

』

を

問

題

に

し

て

ゐ

ま

せ

ん

。

明

治

期

に

お

い

て

注

目

す

べ

き

こ

と

は

、

尾

崎

紅

葉

が

『

源

氏

物

語

』

を

読

ん

で

、

こ

れ

に

触

発

さ

れ

て

『

多

情

多

恨

』

と

い

ふ

名

作

を

書

い

た

こ

と

で

す

。

こ

の

『

多

情

多

恨

』

は

、

奥

さ

ん

に

死

な

れ

た

男

が

、

そ

れ

を

悲

し

み

、

悩

み

に

悩

ん

で

、

泣

い

て

ば

か

り

ゐ

て

、

そ

の

う

ち

に

友

達

の

奥

さ

ん

に

惚

れ

て

し

ま

ふ

と

い

ふ

、

さ

う

い

ふ

筋

の

小

説

な

ん

で

す

が

、

こ

れ

が

ま

つ

た

く

例

外

と

な

る

く

ら

ゐ

明

治

時

代

の

文

学

者

た

ち

は

源

氏

を

毛

嫌

ひ

し

て

ゐ

ま

し

た

。

 

 

あ

の

こ

ろ

西

鶴

は

、

淡

島

寒

月

が

発

見

し

た

せ

い

で

、

非

常

に

人

気

が

あ

つ

た

の

に

、

ど

う

し

て

『

源

氏

物

語

』

あ

は

し

ま

か

ん

げ

つ
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の

光

源

氏

が

遇

さ

れ

な

か

つ

た

の

か

。

こ

れ

は

、

や

は

り

、

江

戸

時

代

以

来

の

儒

教

的

な

大

義

名

分

論

の

せ

い

で

あ

つ

た

。

殊

に

天

皇

の

后

と

恋

を

し

て

、

そ

れ

で

生

れ

た

子

供

が

帝

の

位

に

つ

く

と

い

ふ

こ

の

筋

が

、

非

常

に

具

合

が

悪

く

て

、

そ

れ

で

ま

あ

あ

れ

だ

け

虐

待

さ

れ

た

ん

で

せ

う

ね

。

 

 

昭

和

八

年

に

『

源

氏

物

語

』

を

芝

居

に

す

る

と

い

ふ

試

み

が

さ

れ

か

け

て

公

演

直

前

ま

で

行

つ

た

の

に

、

警

視

庁

が

禁

止

し

た

と

い

ふ

事

件

が

あ

り

ま

し

た

。

こ

れ

は

、

こ

の

辺

の

事

情

を

大

変

よ

く

示

す

も

の

で

せ

う

。

こ

の

『

源

氏

物

語

』

劇

化

中

止

事

件

と

い

ふ

の

は

、

坂

東

簑

助

と

い

ふ

歌

舞

伎

役

者

が

中

心

に

な

り

、

番

匠

谷

英

一

と

い

ふ

、

こ

れ

は

立

教

大

学

の

ド

イ

ツ

文

学

の

先

生

で

す

ね

、

こ

の

番

匠

谷

英

一

が

脚

色

し

た

も

の

を

上

演

し

よ

う

と

し

て

、

前

売

り

の

切

符

一

万

枚

を

売

つ

た

の

に

、

警

視

庁

検

閲

課

に

出

し

て

あ

つ

た

台

本

が

、

よ

ろ

し

く

な

い

と

さ

れ

た

事

件

で

あ

り

ま

し

て

、

そ

の

理

由

は

も

ち

ろ

ん

、

国

体

を

乱

す

と

い

ふ

の

で

し

た

。

 

 

い

つ

た

い

に

戦

前

の

日

本

は

、

国

体

と

か

、

天

皇

と

か

を

持

出

せ

ば

、

必

ず

勝

て

る

や

う

な

国

柄

で

あ

り

ま

し

た

。

こ

れ

を

出

せ

ば

勝

負

は

も

う

つ

い

た

、

さ

う

い

ふ

変

な

国

だ

つ

た

ん

で

す

。

こ

の

こ

と

は

、

こ

の

あ

ひ

だ

の

あ

の

大

戦

争

が

、

は

つ

き

り

負

け

戦

と

わ

か

つ

て

ゐ

る

の

に

、

国

体

を

ど

う

す

る

か

、

そ

れ

で

モ

タ

モ

タ

し

て

交

渉

し

て

、

そ

れ

で

ポ

ツ

ダ

ム

宣

言

受

入

れ

が

遅

れ

た

と

い

ふ

、

あ

の

こ

と

で

も

わ

か

る

で

せ

う

。

国

体

な

ん

か

ど

う

で

も

い

い

、

と

に

か

く

負

け

ま

し

た

、

と

い

ふ

ふ

う

に

言

へ

ば

、

あ

の

戦

争

の

終

り

方

は

も

う

す

こ

し

決

着

が

ス

ッ

キ

リ

し

て

ゐ

た

の

に

、

そ

こ

の

と

こ

ろ

を

国

体

に

こ

だ

は

つ

て

ま

づ

い

こ

と

を

や

つ

た

ん

で

す

ね

。

あ

の

戦

ば

ん

ど

う

み

の

す

け

ば

ん

し

ょ

う

や

え

い

い

ち
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争

の

終

り

方

で

も

、

国

体

と

い

ふ

も

の

に

み

ん

な

が

あ

ん

な

ふ

う

に

こ

だ

は

る

く

ら

ゐ

で

す

か

ら

、

『

源

氏

物

語

』

な

ん

か

ひ

と

た

ま

り

も

な

か

つ

た

ん

で

す

。

『

源

氏

物

語

』

は

国

体

を

乱

す

も

の

だ

か

ら

、

さ

う

い

ふ

も

の

を

芝

居

に

仕

組

む

の

は

け

し

か

ら

ん

、

そ

れ

で

上

演

禁

止

に

さ

れ

ま

し

た

。

こ

の

『

源

氏

物

語

』

劇

化

上

演

禁

止

事

件

は

、

戦

前

に

お

け

る

『

源

氏

物

語

』

の

位

置

を

ま

こ

と

に

よ

く

示

す

も

の

で

あ

つ

た

。

 

 

そ

ん

な

ふ

う

に

、

昭

和

に

な

つ

て

も

、

な

ほ

か

つ

『

源

氏

物

語

』

は

位

置

が

低

か

つ

た

。

価

な

き

珠

を

持

ち

な

が

ら

、

日

本

人

は

み

ん

な

そ

の

価

な

き

珠

の

す

ば

ら

し

さ

を

知

ら

な

い

で

ぼ

ん

や

り

し

て

ゐ

た

。

こ

の

形

勢

を

打

開

し

、

打

破

す

る

き

つ

か

け

を

作

つ

た

の

は

、

イ

ギ

リ

ス

人

ア

ー

サ

ー

・

ウ

ェ

イ

リ

ー

で

あ

り

ま

し

た

。

彼

は

語

学

の

天

才

で

、

ま

た

文

学

的

感

受

性

が

大

変

鋭

か

つ

た

。

中

国

語

、

日

本

語

を

よ

く

し

て

、

両

国

文

学

の

名

作

の

す

ば

ら

し

い

翻

訳

を

し

ま

し

た

。

そ

れ

で

、

イ

ェ

イ

ツ

と

か

エ

ズ

ラ

・

パ

ウ

ン

ド

と

か

、

さ

う

い

ふ

英

米

の

偉

い

文

学

者

た

ち

に

東

洋

の

文

学

、

東

洋

の

詩

の

富

を

教

へ

た

ん

で

す

。

こ

こ

で

は

、

彼

の

仕

事

の

な

か

で

の

、

『

源

氏

物

語

』

の

翻

訳

に

話

を

絞

り

ま

す

が

、

Ｃ

・

Ｐ

・

ス

ノ

ー

と

い

ふ

作

家

に

言

は

せ

る

と

、

イ

ギ

リ

ス

で

は

一

九

二

〇

年

代

の

終

り

近

い

こ

ろ

、

彼

の

知

つ

て

ゐ

る

文

学

好

き

の

若

い

人

た

ち

は

、

ほ

と

ん

ど

、

当

時

進

行

中

で

あ

つ

た

ウ

ェ

イ

リ

ー

訳

の

せ

い

で

『

源

氏

物

語

』

に

夢

中

に

な

つ

て

ゐ

た

。

こ

の

ウ

ェ

イ

リ

ー

訳

の

『

源

氏

物

語

』

は

一

九

一

〇

年

代

か

ら

は

じ

ま

つ

て

ゐ

た

ス

コ

ッ

ト

・

モ

ン

ク

リ

ッ

フ

訳

の

プ

ル

ー

ス

ト

『

失

は

れ

た

時

を

求

め

て

』

の

影

響

を

受

け

た

訳

し

方

で

あ

つ

た

。

こ

の

英

訳

は

一

九

一

〇

年

代

か

ら

出

て

ゐ

た

ん

で

す

が

、

そ

の

英

訳
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の

『

失

は

れ

た

時

を

求

め

て

』

の

せ

い

で

、

英

米

の

若

い

読

者

た

ち

の

文

学

的

感

受

性

が

洗

練

さ

れ

ま

し

た

。

そ

の

せ

い

で

、

ア

ー

サ

ー

・

ウ

ェ

イ

リ

ー

の

『

源

氏

物

語

』

の

英

訳

を

受

入

れ

る

こ

と

が

で

き

た

。

さ

う

い

ふ

事

情

が

あ

る

。

ウ

ェ

イ

リ

ー

は

明

ら

か

に

モ

ン

ク

リ

ッ

フ

訳

の

プ

ル

ー

ス

ト

に

影

響

さ

れ

る

か

た

ち

で

、

源

氏

を

訳

し

た

し

、

そ

し

て

モ

ン

ク

リ

ッ

フ

と

ウ

ェ

イ

リ

ー

が

感

じ

た

や

う

に

、

プ

ル

ー

ス

ト

と

、

紫

式

部

に

は

同

じ

や

う

な

文

学

的

資

質

が

あ

つ

た

ん

で

す

。

『

源

氏

物

語

』

に

は

、

二

十

世

紀

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

モ

ダ

ニ

ズ

ム

文

学

と

通

じ

合

ふ

、

知

的

で

批

評

的

で

詩

的

な

、

反

十

九

世

紀

文

学

的

な

、

モ

ダ

ニ

ズ

ム

文

学

的

な

要

素

が

あ

り

ま

し

た

。

あ

れ

は

十

一

世

紀

の

文

学

で

あ

り

ま

す

が

、

モ

ダ

ニ

ズ

ム

文

学

で

し

た

。

 

 

ア

ー

サ

ー

・

ウ

ェ

イ

リ

ー

訳

の

『

源

氏

物

語

』

、

こ

れ

を

日

本

の

あ

る

文

学

者

が

読

ん

で

絶

讃

し

た

ん

で

す

ね

。

そ

の

絶

讃

し

た

人

間

が

、

と

て

も

変

な

話

な

ん

で

す

け

れ

ど

も

、

例

の

自

然

主

義

文

学

の

大

家

で

あ

る

と

こ

ろ

の

正

宗

白

鳥

。

彼

は

昭

和

初

年

に

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

に

ゆ

く

と

き

に

船

の

中

で

英

訳

の

『

源

氏

物

語

』

を

読

ん

で

、

多

大

の

感

銘

を

受

け

、

絶

讃

の

文

章

を

公

表

し

ま

し

た

。

こ

れ

は

人

が

人

だ

け

に

意

外

性

が

強

く

て

、

日

本

全

国

に

大

変

な

衝

撃

を

与

へ

た

ん

で

す

。

そ

の

衝

撃

の

結

果

の

最

大

の

も

の

は

中

央

公

論

社

の

社

長

嶋

中

雄

作

が

谷

崎

潤

一

郎

に

『

源

氏

物

語

』

の

現

代

語

訳

を

作

ら

せ

た

こ

と

で

あ

り

ま

す

。

こ

れ

は

最

初

の

版

で

は

、

例

の

皇

統

の

乱

れ

の

こ

と

を

ぼ

や

か

す

と

か

、

い

ろ

い

ろ

問

題

が

あ

つ

た

ん

で

す

が

、

な

に

し

ろ

谷

崎

の

訳

が

中

央

公

論

社

か

ら

出

る

と

い

ふ

の

で

、

世

間

は

大

変

な

興

奮

ぶ

り

を

示

し

、

た

ち

ま

ち

に

し

て

『

源

氏

物

語

』

は

現

代

日

本

文

学

の

地
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つ

づ

き

の

古

典

と

い

ふ

、

さ

う

い

ふ

格

の

高

い

も

の

に

な

つ

た

。

親

し

み

の

深

い

も

の

に

な

つ

た

。

そ

し

て

敗

戦

と

と

も

に

、

軍

人

が

威

張

る

こ

と

が

で

き

な

く

な

り

、

皇

室

関

係

の

タ

ブ

ー

が

解

け

た

と

き

に

、

源

氏

は

天

下

晴

れ

て

日

本

文

学

最

高

の

長

篇

小

説

と

い

ふ

こ

と

に

な

り

ま

し

た

。

も

ち

ろ

ん

こ

の

間

に

い

ろ

ん

な

こ

と

が

あ

つ

た

わ

け

で

す

ね

。

た

と

へ

ば

一

九

六

〇

年

代

の

全

世

界

的

な

性

の

開

放

。

『

チ

ャ

タ

レ

イ

夫

人

の

恋

人

』

も

『

ユ

リ

シ

ー

ズ

』

も

、

そ

の

他

、

い

ろ

ん

な

性

、

セ

ッ

ク

ス

を

扱

つ

た

文

学

が

解

禁

さ

れ

た

と

い

ふ

や

う

な

形

勢

、

そ

れ

が

作

用

し

た

こ

と

も

確

か

で

あ

り

ま

す

。

そ

れ

か

ら

モ

ダ

ニ

ズ

ム

文

学

と

い

ふ

も

の

が

、

全

世

界

的

に

認

め

ら

れ

た

。

ソ

ヴ

ィ

エ

ト

・

ロ

シ

ア

も

長

い

あ

ひ

だ

禁

じ

て

ゐ

た

ジ

ョ

イ

ス

『

ユ

リ

シ

ー

ズ

』

を

認

め

る

し

か

な

か

つ

た

。

モ

ダ

ニ

ズ

ム

が

全

世

界

の

文

学

を

支

配

す

る

や

う

に

な

つ

た

。

ま

あ

、

い

ろ

ん

な

条

件

が

あ

り

ま

し

た

け

れ

ど

、

と

に

か

く

、

『

源

氏

物

語

』

は

日

本

文

学

の

大

古

典

で

あ

る

と

い

ふ

こ

と

に

な

つ

て

、

み

ん

な

が

親

し

む

や

う

に

な

つ

た

。

戦

後

、

昭

和

日

本

は

、

や

う

や

く

『

源

氏

物

語

』

を

発

見

す

る

こ

と

が

で

き

た

。

そ

の

や

う

に

な

る

に

当

つ

て

は

、

た

と

へ

ば

中

村

真

一

郎

、

円

地

文

子

、

瀬

戸

内

寂

聴

、

竹

西

寛

子

な

ど

と

い

ふ

小

説

家

た

ち

が

、

あ

る

い

は

『

源

氏

物

語

』

を

論

じ

、

あ

る

い

は

『

源

氏

物

語

』

を

訳

し

た

と

い

ふ

こ

と

を

無

視

し

て

は

な

ら

な

い

で

せ

う

。

国

文

学

者

た

ち

や

国

語

学

者

の

力

も

大

き

い

。

 

 

も

ち

ろ

ん

サ

イ

デ

ン

ス

テ

ッ

カ

ー

や

ド

ナ

ル

ド

・

キ

ー

ン

な

ど

と

い

ふ

外

国

の

日

本

文

学

研

究

者

た

ち

の

寄

与

も

見

落

し

て

は

な

り

ま

せ

ん

。

今

は

英

語

だ

け

で

な

く

、

サ

イ

デ

ン

ス

テ

ッ

カ

ー

の

新

し

い

英

訳

が

出

て

、

こ

れ
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は

モ

ダ

ン

・

ラ

イ

ブ

ラ

リ

ー

に

は

い

つ

て

ゐ

ま

す

が

、

そ

れ

だ

け

ぢ

や

な

く

て

、

フ

ラ

ン

ス

語

訳

も

あ

る

し

、

独

訳

も

あ

る

し

、

い

ろ

ん

な

国

で

、

『

源

氏

物

語

』

の

翻

訳

が

出

て

ゐ

ま

す

。

し

か

し

、

最

も

大

き

く

作

用

し

た

の

は

、

モ

ダ

ニ

ズ

ム

文

学

と

い

ふ

二

十

世

紀

文

学

の

力

、

こ

れ

が

じ

つ

に

大

き

く

作

用

し

た

と

言

は

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

『

源

氏

物

語

』

に

は

モ

ダ

ニ

ズ

ム

文

学

と

通

じ

合

ふ

も

の

、

た

と

へ

ば

時

間

を

扱

ふ

と

い

ふ

も

の

、

詩

や

評

論

を

小

説

自

体

の

な

か

に

織

り

込

む

仕

掛

け

、

あ

る

い

は

多

様

な

文

体

を

併

せ

用

ゐ

て

ゐ

て

し

か

も

そ

の

文

体

が

大

変

き

れ

い

だ

と

い

ふ

、

さ

う

い

ふ

要

素

が

あ

つ

て

、

そ

の

せ

い

で

現

代

日

本

文

学

の

読

者

た

ち

の

心

に

徹

底

的

な

反

応

を

与

へ

る

こ

と

が

で

き

た

の

で

す

。

千

年

前

の

文

学

者

紫

式

部

は

、

そ

の

長

篇

小

説

に

よ

つ

て

、

千

年

後

の

読

者

た

ち

の

心

を

動

か

す

こ

と

が

で

き

た

し

、

今

も

生

き

て

ゐ

る

。

か

う

い

ふ

千

年

前

の

文

学

を

、

現

代

の

読

者

た

ち

が

こ

ん

な

に

読

ん

で

親

し

ん

で

お

も

し

ろ

が

つ

て

ゐ

る

と

い

ふ

こ

と

は

、

世

界

中

の

他

の

国

に

は

め

づ

ら

し

い

こ

と

ぢ

や

な

い

で

せ

う

か

。

さ

う

い

ふ

点

で

わ

れ

わ

れ

は

、

こ

の

日

本

文

学

の

持

続

性

、

伝

統

性

を

大

い

に

誇

つ

て

い

い

と

思

ひ

ま

す

。

 

 


