
三
島
由
紀
夫

『
春

の
雪
』
と

『
更
級

日
記
』

―

い
ま

一
つ
の

「
典
拠

」
―

竹

原

崇

雄

序

三
島
由

紀
夫

の

『
豊

饒

の
海
』
第

一
巻

『
春

の
雪
』

の
冒
頭

部

に
近

い

一
文

に
次

の
よ
う

な
記
事

が

あ

る
。

「
私

が
も

し
急

に
ゐ
な

く
な

つ
て
し
ま

つ
た
と

し
た

ら
、

清
様

ど

う

ハ
 

 

な

さ

る
?
」

（
三

八
頁
）

右

引
用

の
記
事

に
接

し
た
時

、

『
更
級

日
記
』

の
次

の

一
文

が
頭

を

か

す

め

た
。

 こ

「
た

y
今
ゆ

く

ゑ
な

く
飛
び
失

せ
な
ば

い
か

父
思

べ
き
」

（四
九
六
頁
）

『
春

の
雪

』

で
は
、

聡

子

が
清

顕

に
対

し

て
、

自
ら

の
喪

失

の
予
感

を

仮

定

の
条
件

に
提

示

し

て
清

顕

の

反
応

を

問

う

て

い
る

の
に
対

し

て
、

『
更

級
』

の
方

で
は
、

「
姉
な

る
人
」

が
孝
標

女

に
対

し

て
、

同
じ

よ
う

に
喪

失

の
予
感
を

仮
定

の
条
件

に
提

示
し

て
、

そ

の
反
応

を

問
う

て

い
る
。

し

か
も

、

そ

の
表

現

が
、

「
も

し
急

に
」
1

「
た

ゴ
今

」

・

「
ゐ

な
く

な

つ
て
し
ま

つ
た
と

し
た

ら
」

「
ゆ

く

ゑ
な

く
飛

び
失

せ

な
ば
」

・

「
ど

う
な
さ

る
」
ー

「
い
か

父
思

べ
き
」

と
な

っ
て

い
て
、
形

式

に
お

い

て
す

べ
て
対
応

し

て

い
る
。

以
上

の
指
摘

の
み

で
、
両
者

の
関

係

の
深

さ
を

云

々
す

る

つ
も

り

は
な

い
が
、

『
春

の
雪
』

の
上

記
引
用

の

一
文

に
接

し
た
時

に
感
じ

た

『
更

級
』

と

の
類

似
性

は
、

そ

の
時

以
来

強

く
印
象

に
残

っ
た
。

こ
の
表
現

の
類
似

性

を
感
ず

る

に

つ
い

て
は
次

の
よ

う
な

前
提

と
な

る

事

項
が

あ

っ
た
。

そ
れ

は

三
島

の
絶

筆

と
な

っ
た

『
豊
饒

の
海

』

の
成

立

に
関

わ

っ
て

い
る
。

三
島

は

そ
れ
を

執
筆

す

る

に
あ

た

っ
て
、

作

品

の
完

成

と
自

己

の
肉

体

の
喪
失

と
を

一
体

の
も

の
と
し

て
意

図
し

て
い
た
。

そ

れ

は
、
残

酷

こ
そ
美

の
本

質

で
あ

る
と

い
う
逆

説
的

命
題

を
貫

い
て
き

た

芸
術

家

と
し

て
、

三
島

は
そ

の
総

決
算

を

こ
の

『
豊

饒

の
海
』

で
実

現
す

る

こ
と

を
図

っ
て
い
た

と

い
う
説
明

に
置

き
換

え
る

こ
と
が

で
き

る
。

だ

か

ら

こ
そ

「
実

の
と

こ
ろ
、
私

は

こ
の
小

説
を
完

結

さ

せ
る

の
が
怖

い
。

一
つ
は

そ
れ
が

半
ば

私

の
人
生

に
な

つ
て
し
ま

つ
た

か
ら

で
あ
り
、

一
つ

ハ
ヨ

 

は
、

こ

の
小
説

の
結

論
が
怖

い

の
で
あ

る
。
」

と
述

べ
て
い
る

の

で
あ

る
。

「
こ

の
小

説

の
結

論
」

こ
そ

三
島

の
芸

術

的
人
生

の

「
結

論
」

で
も
あ

っ

た
。

そ

の
悲

壮

な
思
想

を
背

後

か
ら
支

え

る

の
が
転

生

の
論

理

で
あ

っ
た
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に
相

違

な

い
。

『
豊

饒

の
海
』
第

一
巻

『
春

の
雪
』
巻
末

に
次

の
よ
う

に
記
し

て

い
る
。

後

註
ー

『
豊

饒

の
海
』

は

『
濱
松

中
納

言
物

語
』

を

典

拠
と

し

た
夢

と

転

生

の
物

語

で
あ
り
、

因

み

に
そ

の
題

名

は
、

月

の
海

の

一
つ
の
ラ

テ

ン
名
な

る
ζ
胃
Φ
聞
o
e
o
仁
コ
臼
鼠
け尻
の
邦
訳

で
あ

る
。

（
三
九

四
頁
）

こ
れ

に
よ

っ
て
み
れ
ば

、

『
浜
中

中
納

言
物

語
』

に
描

か
れ

た

「
夢
と

転

生
」

の
世

界

を
主

題

と
し

て

『
豊

饒

の
海
』

四
巻

の
構
想

を
練

り
、

第

一
巻

『
春

の
雪
』
を
執

筆

し
た

の
で
あ

っ
た
。

こ

の
と

こ
ろ

に
、

『
浜

松
』

と
同

じ
作
者

、
菅

原

孝
標

女

の
作
品

で
あ

る

『
更
級

日
記
』

が
関

係

し

て

く
る

理
由

が
求

め
ら

れ

る

の
で
あ

る
。

『
浜
松
』

と

『
更
級
』

と

の
関
係

に

つ
い
て
は
、

御
物

本

『
更

級

日
記
』

の
奥
書

に
藤

原
定

家

が
次

の
よ

う

に
記
し

た
と

こ
ろ

に
由
来

す
る
。

ひ
た
ち

の
か

み
す

か
は
ら

の
た

か
す

ゑ

の
む
す

め

の

日
記
也

倫
寧

朝

臣

の
と

の
ゝ
は

ゝ
う

へ
の
め

ひ
也

よ
は

の
ね
さ
め

み

つ
の
は

ま

ゝ

つ

み

つ
か

ら
く

ゆ
る

あ

さ
く

ら
な

と
は

こ

の
日
記

の
人

の

つ
く

ら

ハ
る

け

れ
た

る
と

そ

こ

の
定

家

の
奥

書

に
記
さ

れ

た

『
浜

松
』

と

『
更
級

』

と

の
関

係

に

つ

い
て

の
論

は
、

こ
れ
ま

で
多

く

の
先
学

の
方

々
に
よ

っ
て
な
さ

れ
、
定

家

の
奥

書

の
信
愚

性

は
高

い
。

三
島

も
ま

た
、

「
旧
師
松

尾
聰

先

生

の
校

注

に
な

る

『
浜
松

中
納

言
物

語
』

の
、

全

幅
的

に
信
頼

し
う

る

テ
キ

ス
ト
が

岩
波

か
ら

出

た
。

こ
れ
を

何
度

も
読

む

う
ち

に
、

私

の
小
説

は

こ
れ

に

ご

ロ
ら

り

そ
依
拠

す

べ

き
だ

と
考

へ
た
。

」

と
述

べ

て
い
る

と

こ
ろ

か
ら
す

る

と
、

そ

の
作

者

に
擬

せ

ら
れ

て

い
る
孝
標

女

の
日
記

で
あ
る

『
更

級
』

を
読

む

と

い
う

こ
と
は
、

資
料

考
証

の
緻

密

な

三
島

に
あ

っ
て
は
当

然

な
さ

れ

て

い
た

こ
と

で
あ

ろ
う
と

推
察

さ
れ

る
。

そ
う

だ
と

す
れ

ば
、

『
春

の
雪

』

の

一
節

を
書

く
際

に
、

『
更
級

』

の

一
情

景

が
念

頭

に
浮

か
ん

で
、
小

説

の
構
…想

に
関

わ

っ
て
く

る

と

い
う

こ
と

は
十
分

あ

り
得

る

こ
と
と

思

わ
れ

る
。
本

稿

は
以
上

の
推

論
を
実

証

し

て
み
た

い
と

思

っ
て
試

み

る
も

の

で

あ

る
。

『
春

の
雪
』

の
冒

頭

は
、

「
日
露

戦
役

写
真

集
」

の

「
『
得

利
寺

付

近

の
戦

死
者

の
弔
祭

』

と
題

す

る
写
真
」

の
持

つ
限
り

な

い

「
悲

哀
」

の
感

覚

が
漂

う
世
界

を
描

く
。

こ
れ

は
、

『
春

の
雪
』

の
主
題

で
あ
る
松

枝

清

顕

と
綾
倉

聡
子

と

の
悲

恋

の
世

界
を
暗

示

す

る
も

の

で
あ

る

と
同
時

に
、

『
豊

饒

の
海

』
第

四
巻

『
天
人

五
衰
』

の
空

漠

た

る
無

の
世
界

を
終

局

と

し

て
導
き
、

更

に
は
、
作
者

三
島

の
死

の
運
命
を
象
微

す
る
描
写

と
も

な

っ

て
い
る
。

こ
の

「
写
真
集

」

に
描

か
れ
た

「
小

さ
な
白

い
祭

壇
と
、

花

と
、

墓

標
」

こ
そ
、

三
島

そ

の
人

が

そ
れ

へ
向

か

っ
て

「
し
め

つ
け
」

ら

れ

て

い
く
終
着
点

を
示
す
も

の
で
あ

っ
た
。
佐
伯
彰

一
氏

は
こ

の
情
景

の
イ

メ
ー

ジ

に

つ
い
て

=

切
を

ひ
た
す
ら

死
者

に
、

死

の
方
向

に

『
集
中

』

し

て

い
る
」

と

し

て
、
・
こ
れ

ら

は

「
巻

末

に
お

け
る
主

人
公

松
枝

清

顕

の
死

と

照
応

し

て
い
る
ば

か
り

で
な

く
、

四
部

作
全

体
を

つ
ら

ぬ

く
死

の

テ
ー

マ

ハ
 

 

を

い
ち

早
く
鋭

利

な

か
た
ち

で
告
知

す

る
も

の
」

と
分

析

さ
れ

た
。

小
説

の
世

界

は

こ
の
巻

頭

に
描
か

れ
た

「
墓

標
」

へ
向

か

っ
て
収

敏

し

て

い
く
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の

で
あ

る
。

こ

の
冒

頭

の
暗

い
幕

が
上

が

っ
て
、

舞

台

の
上

の
主

人
公

清
顕

と
聡

子

と

に
照
明

が
あ

て
ら

れ

る
。

紅
葉

の
美

し

い
十

月

の
あ

る

日
曜

日
、
十

四

万
坪

の
松
枝

公
爵

邸

の
池

に
浮

か
ぶ

ボ

ー
ト

を
見

な
が

ら
、
清

顕

は
訪

ね

て
き

た
友

人

の
本
多

と
次

の

よ
う
な
会

話

を
交

わ

し

て

い
る
。

①

貴
様
は
何
か
運
動
を
は
じ
め
る
と
い
い
ん
だ
が
な
。
本
を
読
み
す
ぎ

る

わ
け

で
も

な

い
の

に
、
万
巻

の
書

を
読

み
疲

れ
た

や
う

な
顔

を

し

て

ゐ

る
。

と
本
多

は

づ
け
づ

け

言

つ
た
。

清

顕

は
黙

つ
て
微

笑

し

て
ゐ
た
。

な

る

ほ
ど
本

は
読

ま

な

い
。

し

か

②

か
な

し
夢

は
頻

繁

に
見

る
。

そ

の
夜

毎

の
夢

の
彩

し

さ
は
、

万
巻

の
書
も
敵

は

ぬ

ほ
ど

で
、

い
か

に
も
彼

は
読

み
疲

れ

た

の
だ
。

…

…
昨
夜

は
昨
夜

で
、
彼

は
夢

の
な

か

で
自
分

の
白

木

の
枢

を
見

た
。

（
中

略

）

…
…
さ

う

い
ふ
焦

燥

が
と

め
ど
も

な

く
募

る

に

つ
れ

て
、

目
が
さ

め

③

た
。

そ
し

て
清

顕
は

ひ

そ
か

に

つ
け

て
ゐ
る

夢

日
記

に
、
昨

夜

の
そ

の

夢

を
誌

し

た
。

（
二
五
頁

）

右

の
引
用
文

中

の
傍
線

①

で
は

「
万
巻

の
書

を
読

み
疲

れ

た
」
、
②

で

は

「
夜
毎

の
夢
」
、
③

で
は

「
夢

日
記
」

が

要

と
な

っ
て

い
る
。

こ

の
傍

線

①

・
②

・
③

を

た
ど

っ
て

い
く

と
、
偶

然

か

も
し

れ

ぬ
が
、

『
更

級
』

の
内

容

と
重

な

っ
て
く

る
。

『
更
級
』

の
作

者

が

「
を
ば

な

る
人
」

か

ら

「
源

氏

の

五
十

余
巻

、

ひ

つ
に
入

り
な

が
ら

、

…
…
物

語

ど

も
、

一
袋

と

り

い
れ

て
」

も
ら

っ
て
帰
り
、

「
は
し

る

ー

、

わ

つ

か
に
見

つ

ゝ
、

心

も
得

ず
心
も

と
な

く
思

ふ
源

氏
を
、

一
の
巻

よ
り

し

て
、

人
も

ま
じ

ら
ず
、

几
帳

の
内

に
う
ち
臥

し

て

ひ
き

出

つ
ゝ
見

る

心
地
、

后

の
く

ら

ひ
も
何

に

か
は
せ

む
。

昼

は

日
ぐ
ら

し
、

夜

は
目

の
さ

め
た

る
か

ぎ
り
、

火

を
近

く

と
も

し

て
、

こ
れ
を

見

る
よ

り

ほ
か
の

こ
と
な

け
れ

ば
」

（
四
九

二
頁
ー

四
九

三
頁

）
と

記

さ
れ

て

い
る
孝
標

女

の

『
源

氏
物

語
』

に
熱

中

す
る
姿

は
、

ま

さ

に

「
万
巻

の
書

を
読

み
疲

れ
た

や

う
な
顔
」

と
表
現

す

る

に
相

応

し

い
と
言

い
得

よ
う
。

孝
標

女
は
読

む
、

清

顕
は
読

ま

な

い
と

い
う
点

で
は
必
ず

し
も

一
致

す
る

わ
け

で
は

な

い
が
、

「
読

み
疲

れ
」

て
と

い
う

構
想

の
断
片

が
作

者

の
創
作

意
識

の
中

に
醸

さ

れ

て

い
た

と

い
う
点

で
は

一
致

す

る
と
考

え

て
よ

い
の

で
は
な

か
ろ

う
か
。

逆

に
考

え
れ

ば
、

「
読

ま
な

い
」

と
し

て

こ
と
さ

ら

に

『
更
級

』

と
同

一
の
形

に
し

て

い
な

い
と

こ
ろ

に
、

三
島

の
意

図
的

な
構
想

が
跡

を
残

し

て
い
る
と

と

る

こ
と
も

で

き
る
。

『
更

級
』

は

以
上

の
表
現

に
続

け

て
、

『
春

の
雪
』

と

同
様

に

「
夢

」

を
語

る
。

夢

に

い
と
清

げ

な
る
僧

の
袈

裟
着

た

る
が
来

て
、

「
法

華

経

五
巻

を

と

く
な

ら

へ
」

と

い

ふ
と
見
れ

ど
、

人

に
も
語

ら
ず

、

な
ら

は
む

と
も

思

ひ

か
け
ず

（
四
九

三
頁

）

こ
の
よ

う
な
夢

を
見

た

こ
と
を

孝
標

女

は

こ
の

『
日
―記
』

に
記
し

て

い

る
。

そ
れ

は
、
清

顕
が

「
夢

日
記
」

に
そ

の

「
夢

を
誌

し
た

」

の
と
同

じ

で
あ

る
。

『
更
級
』

に
は
十

一
の
夢
が

記
さ
れ

て

い
る

こ
と
を
考

え
れ
ば
、

『
更
級

日
記
』

は
孝

標

女

の

「
夢

日
記
」

で
も
あ

っ
た
。

三
島

が
依
拠

し

た
と

い
う

『
浜
松
』

に
は
、
転

生

の
夢

は
語

ら
れ

て

い

て
も

、

「
夢
」

と
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「
日
記
」

が
結

び

つ
く
内

容

は
何

も
な

い
。

「
夢

日
記

」

級
』

に
基

づ

く
も

の
と
考

え

ら

れ
る

の
で
あ

る
。

二

序

の
と

こ
ろ

で
述

べ
た

一
文

を
含

む

『
更
級

』

て
考

え

て
み

た

い
。

①

の
構
想
は

『
更

の
問
題
の
箇
所
に
つ
い

そ

の
十

三
日

の
夜
、

月

い
み
じ
く
隈

な
く

あ

か
き

に
、

皆
人

も
寝

た

 

る
夜

中

許

に
、
緑

に

い
で
ゐ

て
、

姉

な
る
人

、

そ
ら

を

つ
く

ー

と
眺

 

め

て
、

「
た

黛
今

ゆ

く
ゑ

な
く

飛
び
失

せ
な

ば

い

か

父
思

べ
き

」

と
問

④

ふ

に
、

な
ま

お

そ
ろ

し
と

思

へ
る
け

し
き
を

見

て
、

こ
と

事

に

い
ひ
な

し

て
笑

ひ
な

ど

し

て
聞

け
ば

（
四
九

六
頁
）

右
引

用

の
傍
線

部

の
表

現

と
関
係

が
あ

る

の

で
は
な

い
か
と
推
察

さ

れ

る

『
春

の
雪
』

の
記

事

は
次

の
よ

う

に
辿

る

こ
と
が

で
き
る
。

清

顕
と
友

人

の
本

多

は
、

ボ
:

ト
を
漕

い
で
中

ノ
島

へ
渡

っ
た
。

そ

こ

か
ら

は
池

を
隔

て
て
遠

く
見

え
る

母
屋

の
大

広

間

の
前
庭

に
女
達

の
姿

が

見
ら

れ
た
。

そ

の
中

に
聡

子
を

認

め
た
清

顕
は

そ

こ

へ
赴

き
、

母

と
次

の

よ
う

な
言
葉

を

交
わ

し

て

い
る
。

「
お

ど
ろ

き
ま

す

ね
。
あ

な

た
方
は
島

で
何
を

し

て
ゐ

た

の
?
」

「
ぼ

ん

や
り
空

を
眺

め

て
ゐ

た
ん

で
す

。
」

（
三
四
頁

）

右
引

用

の
傍
線

部

「
ぼ

ん

や
り
空

を
眺

め

て
ゐ

た
ん

で
す
。

」

の
記
事

と

『
更
級
』
の
傍
線
②

「空
を
つ
く
ー

と
眺
め
て
」
の
記
事
と
が
重
な
っ

て

い
る
。

こ
れ

は
、

ス
ト
ー

リ
ー

の
展
開

に
直

接
影
響

を

与

え
る
表

現

で

ご

ざ

い
ま
せ

う

き

つ
と
来

世

は
人

間

に
生

れ
変

る

こ
と

で
ご
ざ

い
ま

せ
う

よ
」

（
三
七
頁

）

右

引
用

の
傍
線

部

に
転
生

の
こ
と

が
描

か
れ

て
い
る
。

こ
こ

に
描

か
れ

た
転

生

は
、

『
浜

松
』

で
中

納
言

の
父
が
唐

の
御

子

に
転

生
す

る

と

い
う

構

想

と

の
近

似
性

よ

り
も
、

『
更

級
』

の
大
納

言
殿

の
姫

君
が

猫

に
転
生

す

る

こ
と

を
描

い
た
場

面

の
ほ

う
に
近

い
と
思

わ
れ

る
。
松

枝

清
顕

が
飯

沼
勲

に
、
勲

が

ジ

ン

・
ジ

ャ
ソ
姫

に

と

い
う
基
本

線

は

『
浜

松
』

に
則

っ

た
も

の
と

言
え

る
が
、

犬

が
人

に
と

い
う

の

は
、

『
更

級
』

の
人

が
猫

に

と

い
う
形
を

と

っ
て
き

た
も

の
と

思

わ
れ

る
。

『
更
級

』

の
猫

を
描

い
た

は

な

い
が
、
場

面

を
構

成

す

る
要

素

の

一
っ
に

「
空

を
眺

め

て
」

と

い
う

「
謎

の
や
う

な
返
事

」
を

組

み
入
れ

て
、

清

顕

の
心
の
深

み
を

描

い
た

と

こ
ろ

に
は
、
案

外
、

『
更

級
』

の

「
姉

」

の
喪

失

の
予
感

を
湛

え

た
傍
線

部
②

の
よ
う
な

不
気
味

な

姿
勢

と
共

通
す

る

と

こ
ろ

を
意

図

し
た

も

の

で

あ

っ
た

の
か
も

し
れ

な

い
。

「
空

」

に
あ

る

「
目

に
見

え
な

い
も

の
」

の

中

に
清

顕
が
見

た
も

の
は
果
た

し

て
何

で
あ

っ
た

の
か
。

『
更

級
』

の
姉

の

「
ゆ

く
ゑ
な

く
飛

び
失

せ
」

る
世
界

と

重

な
る
と

こ
ろ

が
あ

る

よ
う

に

も
思

え

て
く

る
の

で
あ

る
。

聡

子
達

一
行

に
清
顕

と
本

多
が
加
わ

り
紅
葉
を
愛

で
な
が
ら

山
道
を
登

っ

て
い
く
。

九
段

の
滝

の
第

一
の
滝

口
の
あ

た

り
か
ら
滝

を

ふ
り

仰

い
だ
清

顕

は
、

そ

こ
に
黒

い
犬

の
屍
を
見

た
。

そ

の
場

に
居

合
わ

せ
た

月
修

寺
門

跡

の

「
回
向
し

て
進
ぜ

ま

つ
さ

か

い
に
」

の
言
葉

を

承
け

て
、

清
顕

の
母

が
次

の
よ
う

に
言

っ
て

い
る
。

「
御
前

様

に
回
向

し

て

い
た
だ

く
な

ん

て
、

何

と

い
ふ
果

報

な
犬

で
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部

分

は
、

前

に
引

用

し
た

「
そ

の
十

三
日

の
夜
」

の

一
段
を

挟

ん

で
そ

の

前
後

に
位

置

し

て

い
る
。

因

み

に
、

こ
の
大

納

言
殿

の
姫
君

が
転

生

し
た

猫
は
焼

死
す

る
。

そ
れ
は
、

『
豊
饒

の
海
』

の
各
巻

の
主
人
公
が
死

で
も

っ

て
結

末
を

迎

え
る

の
と
轍

を

一
に
す

る
0

犬

の
屍

を
葬

っ
た
後
、

聡

子
は
手

向

け

の
花
を
摘

み

に
行

く

と
言

っ
て

清
顕

を
誘

っ
た
。
竜

胆

を
見

つ
け

て
摘

む

聡

子

の
、
着
物

の
裾
を

透

し

て

感

じ
ら
れ

る

「
健

や
か

な
腰

の
稔
り
」

を

清

顕
は
意

識

す

る
。

こ

の

一
節

に
次

の
記
事

が

あ

る
。

か
た

数
本

の
竜

胆
を
摘

み
終

へ
た
聡

子

は
急

激

に
立
上

つ
て
、

あ

ら

ぬ
方

を

見
な

が
ら

従

つ
て
来

る
清

顕

の
前

に
立
ち

ふ
さ
が

つ
た
。

そ

こ
で
清

顕

に
は
、

つ
ひ
そ
敢

て
見
な

か

つ
た
聡

子

の
形

の
よ

い
鼻

と
、

美

し

い

大

き
な

目
が
、
近

す
ぎ

る
距
離

に
、

幻

の
や

う
に
お
ぼ

ろ
げ

に
浮

ん
だ
。

「
私
が

も
し
急

に
ゐ
な

く
な

つ
て
し
ま

つ
た
と

し
た

ら
、
清

様

、
ど

う

な

さ
る

?
」

く
ち

ど

と
聡

子

は
抑

え

た
声

で

口
迅

に
言

つ
た
。

（
三
七
頁
-

三
八
頁

）

右

の
引

用
文
中

の
傍

線

部

の
表

現

が
、

『
更

級
』

の
前

記
引

用

の
傍
線

③

の
部
分

と
内
容

.
形

式

と
も

に
相
似

た
表

現

と

な

っ
て

い
る

こ
と

に

つ

い

て
は
す

で

に
述

べ
た
。

こ
こ
で
今
す

こ
し
詳

細

に
検
討

し

て

み
る
と

共

通

点

は
次

の
よ

う
な
点

に
も
見

い
だ

さ
れ

る
。

そ

れ
は
両

者

と
も

に
、

な

ん
ら

こ
の
よ

う
な

言
葉

、
す

な

わ
ち
喪

失

の

気

配
を

漂
わ

せ

た
言
葉

が

言
わ
れ

る
情

況

で
は
な

い
と

こ
ろ

に
唐

突

に
言

い
出

さ
れ

て

い
る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

『
春

の
雪

』

で
は

花
を
摘

み
終

え
た
聡

子
が

「
急

激

に
立

上

っ
て
」

言

い
、

『
更
級
』

で
は
、

月

が
出

て

い
る
夜
中

縁

に
出

て

い
る
時
、
空

を

見

な
が
ら

言

っ
て
い
る
。

「
あ
ら

ぬ

方

を
見

な
が

ら
」
来

る
清

顕

に
と

っ
て
、

前

に

「
立

ち

ふ
さ

が
」

る
よ

う

に
し

て
言
う
聡

子

の
動
き

そ

の
も

の
も
唐

突

で
あ

っ
た
。

孝
標

女

の
場

合

も
、

「
皆

人
も

寝

た
る
夜
中

」

に
月

の
風

情
を
楽

し

ん

で

い
る
と

き

の
唐

突

な
言
葉

で
あ

っ
た
。

こ

の
よ
う
な

形

で
な
さ

れ
た

問

い
か
け

に
対

し

て
は
、

そ

の
内
容

が
内

容

だ
け

に
、

そ
れ
を
聞

く
側

の
対

応

に
も
留

意

し

て
み
な

け
れ

ば

な
ら

な

い
。

『
更
級

』

の
方

で
は
傍

線
④

の
よ
う

に

「
な
ま

お

そ
ろ
し

」

と
不
気

味

な

言
葉

と

し

て
受

け
と

っ
て

い
る
様

子
が
描

か
れ

て

い
る
。

『
春

の
雪
』

で
は
、
次

の
よ

う

に
表

現

さ
れ

て

い
る
。

こ
と
さ

尤
も
聡

子

は
昔

か
ら

そ
ん
な

風

に
、
故

ら
人

を

お
ど

ろ
か

す

口
ぶ

り

を

す

る
こ
と

が
あ

つ
た
。

…

…
…

（
中
略

）

…
…

…

馴
れ

て
ゐ

る
筈

な

の
に
、

清

顕

も
、

つ
い
か
う
訊

か
ず

に
は
ゐ

ら
れ

な

い
。

「
ゐ
な

く
な

る

つ
て
、
ど

う
し

て
?

」

無
関

心
を
装

ひ
な

が
ら

不
安

を
孕

ん
だ

こ
の
反
問

こ
そ
、
聡

子

が
欲

し

が

つ
て
ゐ

た
も

の
に
他

な
ら

な

い
。

「
申

上
げ

ら
れ

な

い
わ
、

そ

の
わ

け
は
」

か

う
し

て
聡

子
は
、
清

顕

の

コ
ッ
プ

の
透

明
な

水

の
中

へ

一
滴

の
墨

汁

を

し
た

た
ら
す
。

防

ぐ

ひ
ま
は

な

か

つ
た
。

（
三

八
頁
）

清

顕
は
聡

子

の
言
葉

に
対

し

て
、
水

中

に
滴

る

=

滴

の
墨
汁

」

の
よ

う
な

「
不
安

」

を

覚

え

た

と
描

か
れ

て
い

る
。

「
な

ま

お

そ
ろ

し

」

と
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「
不
安

」

と
は
相

似

た
感
情

を

表
現

し
た
も

の
と
と

る

こ
と

が

で
き
る
。

こ
の
点

で
も

両
者

は

共
通

し

て

い
る
。

以
上

の
よ

う

に
、

表

現

上

の
照
応

関

係

を
検

証

し

て

く

る
と

、

こ
の

『
春

の
雪
』

の
冒

頭
近

い
部
分

に
位

置
す

る
清

顕
と

聡

子
と

の
紹

介
を

兼

ね

た

二
人

の
関
係

を

描
く

一
連

の
記

事
は
、

『
更
級
』

の

「
そ

の
十

三
日

の
夜

」

の
記
事

と
、

そ
れ

を
挟

む

よ
う

に
し

て
記
さ

れ

て

い
る
大

納
言

殿

の
姫

君

の
猫

へ
の
転

生
を

描

い
た
部

分
と

を
素

材
と

し

て
構

成
さ

れ

て

い

る

の

で
は
な

い
か
と

の
感

を
深

く
す

る

の
で
あ

る
。

三

孝

標
女

が

「
な
ま

お

そ
ろ

し
」

と

い
う
感

情

を
抱

い
た

の
は
、

喪
失

の

予
感

を
秘

め
た
姉

の
言
葉

の
内

容

が
直
接

の
原

因

で
あ

ろ

う
が
、

前
節

に

お
け

る
引
用
文

の
傍
線
①

・
②

に
述

べ
て
い
る

「
隈

な

く
あ

か
き
」

「
月
」

を

「
つ
く
ー

と
眺

め

て
」

言

っ
た

こ
と

と
も

関
係

し

て

い
る
。

平
安

時
代

の
人

々
は
、
和

歌

や
物

語

に
月
影

の
隈

な

き
美

し
さ
を
称

え
、

山

の
端

に
隠
れ

る
月

を
惜

し

ん
だ
。

し

か
し
、

月

は
、

単

に
情

趣

本
位

の

美

し

い
感
懐

を
抱

か
せ

る
だ

け

の
も

の
で
は
な

か

っ
た
。

『
竹

取
物

語
』

三
年

ば

か
り
あ

り

て
、
春

の
は
じ

め
よ

り
、

（
か

ぐ

や
姫

）
月

の
お

も

し

ろ

（く

）
出

（
で
）

た

る
を
見

て
、

常

よ

り
も
物

思

ひ
た
る
さ

ま

な
り
。

あ

る
人

の
、

「
月

（
の
）
顔
見

る

は
忌

む

こ
と
」

（
と
）
制

し

け
れ
共
、

と
も

す
れ
ば

人
ま

に
も
月
を
見

て
は
、

い
み
じ

く
泣
き
給

ふ
。

 
ア

 

（
五
八
頁

）

『
紫
式

部

日
記
』

も

の
思

ひ
ま
さ

る
秋

の
夜
も
、

は

し

に
出

で
ゐ

て
な
が

め
ば

、

い
と

ど
、

月

や

い

に
し

へ
を

め

で
け
む
と

、
見

え

た
る
有

様
を

、
も

よ

ほ
す

や
う

に
侍

る

べ
し
、

世

の
人

の
忌
む

と

い

ひ
侍

る
餐

を
も

、

か
な

ら
ず

ハ
 

り

わ

た

り
侍

り
な
む

と
、

は
ば

か
ら
れ

て
、

（
四
九

六
頁

）

右

の
引

用
文

に
よ

っ
て
み
れ
ば
、
月
光

を
忌
む
と

い
う
風
習
が
当
時

あ

っ

た

こ
と
が

わ

か
る
。

神

田
秀

夫
氏

は
、

以

上

の
他

『
伊

勢
物

語
』

・

『
後

撰
和

歌
集
』

・

『
源

氏
物
語

』

の

「
宿

木
」

の
例
を
引

い
て
、

「
月

の
顔

見

る
は
忌
む

こ
と
」

と

い
う

の
は
単

な
る
俗
信

で
は
な
く
、

『
白
氏

文
集
』

ハ
 

り

の

「
贈

内
」

と

い
う

律
詩

が
影
響

を
与

え

た
も

の
と
説

い
て
お

ら
れ

る
0

あ
 

ハむ

熊
谷

直
春

氏

・
青
井

紀
子

氏
も
、

月

の
面

を
見

る

こ
と
は

不
吉

な

こ
と
だ

と
す

る
習

俗

に

つ
い

て
詳
細

な
考

察

を
加

え

て
お
ら

れ
る
。

青

井
氏

は
、

「
神

代

の
昔

か
ら
、

文
明

以
前

の
闇

の
中

か
ら

、
人

々
の
心

の
中

に
あ

っ

バリ
ね

た
月

は
、

火
葬

の
煙

と
共

に
空

に

の
ぼ

っ
た
魂

の
行

き
着

く
と

こ
ろ
」

と

し

て
、

『
源
氏

物
語
』

の
女
君

の
死

と
月

と

の
関
係

の
深

さ
を

指
摘

し
、

物
語

世
界

の
構

造

の
中

に
月
と

死

に
よ

っ
て
紡

ぎ
出

さ
れ

る
美

的
情

趣

の

世
界

が
組

み

込
ま
れ

て
い
る

こ
と
を

論
じ

て
お
ら
れ

る
。

『
更
級

』

に
お

い

て
も
、

こ
の

不
吉

な

気
配

を
漂

わ
す

月

は
次

の
よ

う

に
描

か

れ

て
い
る
。

そ

の

五
月

の
朔

日

に
、
姉

な

る
人
、

子

う
み

て
な

く
な

り

ぬ
。

（中

略

）

母
な

ど
は

み
な

な
く
な

り

た
る
方

に
あ
る

に
、
形

見

に
と

ま
り

た

る
お
さ
な
き
人
ー

を
左
右
に
臥
せ
た
る
に
、
荒
れ
た
る
板
屋
の
隙
よ
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り
月

の

洩
り

来

て
、

ち
こ

の
顔

に
あ

た
り

た

る
が
、

い
と
ゆ

ゝ
し

く
お

ぽ

ゆ

れ
ば
、
袖

を

う

ち
お

ほ
ひ

て
、

い
ま

一
人

を
も

か

き
寄

せ

て
、

思

ぞ

い
み
じ
き

や
。

（
四
九

八
頁

）

姉

の
死
後

、

そ

の
遺

児
を
愛

し
む
孝

標

女

の
姿

が
描

か
れ

て
い
る
場

面

で
あ

る
が
、
傍
線

部

は
、

月
光

を
顔

に
受

け
る

こ
と
を

不
吉

と
す

る
習

俗

・
,

知

識

が
孝
標

女

に
あ

っ
た

こ
と
を
証
す

る
も

の
と

し

て
よ

い

で
あ

ろ

う
。

こ
の

一
文
を

前
提

と

し

て
、

「
な
ま
お

そ

ろ

し
」

と

い
う
孝

標
女

の
感

情

の
内
実

を
探

っ
て
み

る

と
、

「
月

い
み
じ

く
隈

な

く
あ

か
き
」

時

に

「
そ

ら

を

つ
く

ー

と

眺

め

て
」

い
た
と

い
う
情

況

も
原

因

と
し

て
挙

げ
る

こ

と
が

で
き
る
。

青

井
氏

の
表

現
を

借
用

す

れ
ば

、

そ

こ
に
、

「
『
死
』

の

場

に

つ
な
が
」

る

気
配

を
感

じ

た
か
ら

こ
そ

そ

こ
に
起

因
し

た

「
な
ま

お

そ
ろ

し
」

き

感

情

で
あ

っ
た

に
相

違

な

い
。

『
更

級

』

に
お

い

て
も
、

「
月

の
顔

見

る
は

忌
む

こ
と
」

の
習

俗

は
生

き

て
い
る

の

で
あ

る
。

『
春

の
雪
』

に
お

い

て
は
、
前
記

引

用

の
場

面

か
ら
十

日
ほ
ど
経

過

し

た

時
点

で
、

二
人

の
会

話

の
内
容
を

承

け

た
形

で
月

を
中

心

と
し

た
記
事

が
位

置

し

て
い
る
。

し
か
も

、

『
更

級
』

の
場

合
と

同
様

に
、

不
吉

な

月

光

を
描

く

こ
と

で
そ

の
場
を
構

成

し

て

い
る
。

そ
れ

は
、

清
顕

が
十

五
歳

お

た
ち
ま
ち

に
な

っ
た

「
『
御

立
待
』

の
祝

ひ
」

を

回
想

す

る
場

面

で
あ

る
。

そ
れ

は

旧
暦

八
月

十
七

日
夜

の
月

を
、

庭

に
置

い
た
新

ら

し

い
盟

の

水

に
映

し

て
、
供

へ
物

を

す
る
古

い
し
き

た

り

で
あ

つ
た
が

、
十

五
歳

の
夏

の
そ

の
夜

空

が

曇

る

と
、

一
生

運

が

悪

い
と

云
は

れ

て
ゐ

た
。

（
中
略

）

清
顕

は
し

か

し
、

天

に
か
か

る
月

の
原
像

を

仰

ぐ

の
が
怖

か

つ
た
。

丸

い
水

の
形
を

し
た
自

分

の
内

面

の
奥

深

く
、

ず

つ
と
深

く

に
、
金

い

ろ

の
貝
殻

の

や
う

に
沈

ん
で
ゐ

る
月

の
み

見

て
ゐ
た
。

つ
ひ

に
か

う
し

て
個

人

の
内

面

が
、

一
つ
の
天
体

を
捕

獲

し
た

の
だ
。

彼

の
魂

の
捕

虫

網
が

、
金

い
う

に
輝

く
蝶
を
。

し
か
し
、

そ

の
魂

の
網

目
は
粗

く
、

一
度

捕

え
た
蝶

は
、

又
す
ぐ

飛

び
翔

つ
て
ゆ
き
は

し

な

い
だ

ら

う
か
?

十

五
歳

の
彼

は
、

早
く

も
喪

失

を
怖

れ

て
ゐ
た

の
だ
。
得

る

が
早

い
か
喪
失

を
怖

れ

る
心

が
、

こ

の
少

年

の
性

格

の
特
徴

を
な

し

て
ゐ
た
0

一
旦
月

を
得

た
以

上
、
今

後

月

の

な

い
世

界

に
住
む

や
う

に
な

つ
た

と
し

た
ら
、

そ

の
恐
怖

は

ど

ん
な

に

大

き

い
だ
ら
う
。

た
と

へ
彼

が

そ
の
月
を
憎

ん

で
ゐ
た
と

し

て
も

…

…
。

（
四

四
頁
―

四
五
頁

）

三
島

は
小
説

の
中

に
ょ

く
月

の
描
写

を

と
り

入
れ

る
。

そ
れ

は
月
光

の

純

粋

さ

・
妖
艶

さ

・
希

薄
さ

と
も
関

係

し

て

い
る
。

月

光
姫

の
登
場

も
毒

蛇

に
噛

ま

れ

て
果

て
る
と

い
う
結

末
を

考

え
る

と
美
し

く
優

い
運

命

を
象

徴

し

て
い
る
も

の
と
解

す

る
こ
と

が

で
き

よ
う
。
右

引

用

の
月

の
描
写

も

一
つ
の
行
事

と

し

て
の
意

義

の

み

で
は

な
く

、
主

人
公
清

顕

の

「
内
面

」

世

界

の
象
徴

で
あ

り
、

そ

の
運

命

を
予

兆
す

る
も

の
で
あ

っ
た
。

更

に
次

の
よ

う

に
続

く
。

1

十

五
歳

の
十
七
夜

の
御

立
待

の
こ
と

を
考

へ
て
ゐ
る

う
ち

に
、

い

つ
の
ま

に
か
聡

子

の

こ
と
を

か

ん
が

へ
て
ゐ
る
自

分

に
気

づ

い

て
、

清

顕

は
愕
然

と
し

た
。

（
四
六
頁

）

月
を

聡
子

と
し

て
読

め
ば
、

そ
れ

は

「
金

い
う

に
輝

く
蝶
」

と

し

て
、

清

顕

の

「
内

面
」
深

く
棲

む

べ
き
も

の
で
あ

っ
た
。

そ

の

「
蝶

」

は
、

し
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か
し

、

「
喪

失
」

の
予
感

を
清

顕

の
心

に
抱

か
せ

た
。

そ
し

て
、

傍
線

部

に
表
現

さ

れ
た

「
月

の
な

い
世

界

に
住
む

や

う

に
な

つ
た
と

し
た

ら
」

と

い
う

思

い
は
、

「
月
、

即

ち
聡

子

の

い
な

い
世

界

に
住
む

よ

う

に
な

つ
た

と
し

た
ら
」

と

い
う

不
安

に
置

換

さ
れ

る
。

こ

の
不
安

こ
そ
、

数

日
前

聡

子
が

「
私

が
も

し
急

に

ゐ
な
く

な

つ
て
し

ま

つ
た
と

し

た
ら
」

と

言

っ
た

言
葉

に
覚

え
た
喪

失

の

「
不
安

」

そ

の
も

の
を

示
す

も

の

で
あ

っ
た
。

月

は

や
は
り
、

「
忌
む
」

べ
き

不
吉

な
運
命

を
予

兆
す

る
も

の
で
あ

っ
た
。

『
春

の
雪

』

の
結
末

で
、

聡

子

は
仏
門

に
帰
依

し
剃

髪

し

て
尼

と
な

っ

た
。
清

顕
が

い
か

に
思

い
を

深

め

て
も
、
手

の
届

か

ぬ
存
在

と

な

っ
た
。

「
ゐ

な
く

な

つ
て
し

ま

つ
た
と

し
た

ら
」

と

い
う

「
不
安
」

の
予

兆
は
現

実

と

な

っ
て
清
顕

を

「
恐
怖

」

の
底

へ
突
き

落

と
す
。

「
飛
び

翔

つ
て
ゆ

き

は

し
な

い
だ
ら

う

か
」

と

「
怖

れ

て
ゐ

た
」

こ
と

が
現
実

と

な

っ
て
清

顕

を

圧
倒
す

る
。

「
月
」

は
清

顕

の

「
内
面
」

で
あ

り
、

「
彼

の
魂
」

で

あ

っ
た
。

同

じ
意

味

で
、

聡

子

は
彼

の

「
内

面
」

で
あ
り

「
彼

の
魂
」

で

あ

っ
た
。

聡

子
を

喪

う

こ
と

は

「
彼

の
魂
」

を
喪

う

こ
と

と
な

る
。

月
が

象
徴

す

る
死

の
予

兆

は

こ
こ

に
実

現
す

る

の

で
あ

る
。

月

を

見

な
が

ら

「
た

ゞ
今

ゆ

く

ゑ
な

く
飛

び

失

せ
な

ば
」

と

い

っ
た

『
更

級
』

の

「
姉
」

は
死

に
、

『
春

の
雪
』

で
は
、

「
も

し
急

に
ゐ

な
く

な

っ
て
し
ま

つ
た

と

し
た
ら
」

と
言

っ
た
聡

子

の
言
葉

を
月

光

の
夜

の
情

景

と
と

も

に
思

い
起

こ
し
た
清

顕

の
喪
失

の
予
感

は
実
現

す

る
。

単

な
る

偶
然

と

だ
け

で
は

片
づ

け
ら

れ

ぬ
も

の
が
潜

ん

で
い
る

ら
し

く
思

え

て
く

る

の

で
あ
る
。

更

に
付

加

す
れ
ば

、

三
島

の
小

説

の

一
般
的

な
型

と

し

て
、
冒

頭

と
結

末

と
が

呼
応

し

て
い
る
場
合
が

多

い
。

こ
の
場

合
も

そ
れ
が

あ

て
は

ま
る
。

『
春

の
雪
』

は
次

の
記
事

で
幕

を
閉

じ

る
。

「
今
、
夢

を
見

て
ゐ
た
。

又
、
会

ふ
ぜ
。

き

つ
と
会

ふ
。
滝

の
下

で
」

本

多

は
き

つ
と
清

顕

の
夢

が
我
家

の
庭

を

さ
す

ら
う

て
ゐ

て
、
侯

爵

家

の
広
大

な
庭

の

一
角

の
九
段

の
滝

を
思

ひ

え
が

い
て
ゐ
る

に
ち

が

ひ

な

い
と
考

へ
た
。

―

帰

京

し

て

二
日
の
ち

に
、

松

枝
清

顕

は

二
十

歳

で
死

ん
だ
。

（
三
九

四
頁
）

第

二
巻

『
奔
馬
』

に
お

い

て
、
本

多

は
滝

の
下

で
飯

沼
勲

に
会

っ
て
転

生

し

た
清
顕

だ
と

確
信

す

る
。

こ

の
点

で
、
巻

末

の
記

事

は
第

二
巻
を

導

く

も

の
と
な

っ
て

い
る
と
同
時

に
、

右
引

用
文

中

の

「
九
段

の
滝

」
が

、

冒

頭

の

一
段

に
応

じ

て
転

生

の
場
を

導

く
も

の
と

し

て
位
置

づ
け

ら
れ

て

い
る

こ
と

に
注

意

し

た

い
。
滝

口
の
と

こ
ろ

で
屍

に
な

っ
た
犬

が

「
来

世

は
人
間

に
生

れ
変

る
」

と
す
れ

ば
、

こ
の
巻
末

の
記
事

は
、

九
段

の
滝

を

思

い
描

き
な

が
ら

世
を
去

っ
た

で
あ

ろ

う
清

顕

の
転

生

を
予

兆
す

る
も

の

と

し

て
記
さ
れ

、

日目
頭

と
結
末

を
結

ぶ
呼

応

の
構

図

に
よ

っ
て
組

み

た

て

ら

れ

て

い
る

と
考

え

る
こ
と

が

で
き

る
。

『
春

の
雪
』

冒

頭
近

い
部
分

の
表

現

が
、

こ

の
小

説

の
構
成

の
中

で
占

め

る
位
置

は
大

き

い
。

こ

の
重

要
な

一
節

を
、

三
島

は
、

『
浜

松
』

の
作

者

そ

の
人

が

、

自

ら

の
実

人

生

の
思

い
出

の
記

録

と

し

て
書

き

残

し

た

『
更

級

日
記
』

の

一
節
を

「
夢

日
記
」

と
し

て
そ

の
構
想

の
基

底

に
据

え

な
が

ら
、
創

作

の
筆

を
執

っ
た

に
違

い
な

い
と
推
察

す

る

の

で
あ

る
。
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四

『
豊
饒
の
海
』
と
そ
の

「典
拠
」
と
な

っ
た

『浜
松
』
と
の
関
係
を
具

体
的
に
指
摘
さ
れ
る
先
学
の
中
で
、
封
馬
勝
淑
氏
は
、
三
島
自
身
が

「積

極
的
に
自
作
と
藍
本
と
の
比
較
検
討
を
す
る
よ
う
に
要
求
し
て
い
る
と
解

ハほ
け

釈

す

べ
き

で
は

な

い
だ

ろ
う

か
」

と

し

て
、

「
積
極

的
」

に

『
浜

松
』

と

の
関
係

を
分

析

し

て
お
ら

れ

る
。

こ
の
封

馬
氏

の
方

法

は
高

く
評

価
さ

れ

る

べ
き

で
は
な

か
ろ

う

か
。

な
ぜ

な

ら
ば
、

小

説

の
構

成

に
緻

密

さ
を

要

求

す

る
三
島

だ

か
ら

こ

そ

「
典
拠
」

を

示

す

こ
と

で
、

そ

の
典

拠

と

の
関

係

の
謎
解

き

を
読
者

に
迫

っ
て
い
る

と
も

と
れ

る

か
ら

で
あ

る
。

そ

の
謎

の

一
つ
に
組

み
込

ま
れ

て

い
た

の
が
隠

さ

れ
た

『
更

級
』

で
あ

っ
た

の
で

は
な

か
ろ
う

か
。

三
島

は
、

岩
波

の
古

典
文

学
大
系

の

『
浜

松
中

納

言
物

語
』

の
月
報

に

「
夢

と

人
生
」

と
題

し
た

一
文
を
寄

せ
、

そ

の
冒
頭

に
次

の
よ
う

に
記

し

て

い
る
。

松
尾

先
生

は
す

ぐ

る
戦

争

の
時

代

に
、

悠

々
と
、

王

朝

の
散
侠

し

た

物

語

の
研
究

を

つ
づ

け

て
お
ら

れ
た
。

徒

然
草

の

『
不
具

な
る

こ
そ

よ

け
れ
』

で
は
な

い
け

れ

ど
も
、

の

こ
る
断

片

か
ら

あ
り

し
全

容

の
美

し

さ
を
偲

ぶ

と

い
ふ

こ

の
作

業

に
は
、
戦

争

中

の
誰
も

知

ら

な
か

つ
た
ダ

ン
デ

ィ

ス
ム
が
あ

っ
て
、

私
は
保

存

の
完

全

な
物

語

類

よ

り
も
、

先
生

の
研
究

に

よ

つ
て
知

つ
た
物

語

の
類

に
、

一
層

の
想

像

力
を

掻

き
立

て

 
リ
リ

ら

れ
た

の

で
あ

つ
た
。

「
夢

と
転
生

」

を

モ
チ
:

フ
と

し

て
、

と

く

に

『
浜
松

』

の

「
侠
亡

首

巻
」

を
藍

本

と
し

た

の
は
、

こ
れ
ま

た
封

馬

氏
が
述

べ
ら
れ

る

よ
う

に
、

「
他

の
資

料
」

か

ら

「
『
あ

る

べ
き

姿
』

を
想

像
す

る
」

と

い
う
創

作

方

法

と
直
結

し
、

こ
れ

こ
そ

「
の

こ
る
断
片

か

ら
あ

り
し
全

容

の
美

し
さ

を

偲

ぶ
」

と

い
う

三
島

の

ロ
マ

ン
に
支

え
ら

れ

た
も

の

で
あ

っ
た
と

言
う

こ

と
が

で
き

る

で
あ

ろ
う
。

以

上

の
よ

う
な
視
点

に
立

て
ば

、

『
浜

松
』

の
作
者

の

「
日
記
」

で
あ

る

『
更
級
』

の
中

か
ら
、

「
喪
失

」

と

「
転
生
」

を

描

い
た
印

象
的

な

一

場
面
を
、

「
あ
り
し
全

容
」

（
『
浜
松
』

）
に
深

く
関

わ

る
も

の
と
し

て
、

「
典

拠
」

に
絡

ま

せ

て
構
想

の
中

に
組

み
入
れ

る

こ
と
は

容
易

に
あ

り
得

る

こ
と

と
思
わ

れ
る
。

三
島

が
遺

し

た
も

の

の
中

で
、

『
更

級
』

に
関

す

る
も

の
と

し

て
は
、
学

習
院

に
在

学
中

に
図
書
館

懸
賞

論
文

に
入
選

し
た

ハけ
ソ

「
王
朝

心

理
文
学

小
史

」

が
あ

る
。

そ

こ
で

『
更

級
』

に

つ
い
て

「
強

烈

な
憧

れ
、

し
か

も
遂

に
実
現

さ
れ

る

こ
と

の
な

か

っ
た
熱
情

的

な
夢

の
叙

述

」

と
説

き
、

「
こ
の
夢
幻

と
憧

憬

は
、

王
朝

ぶ
ん
げ

い
の
最
後

の
赫

灼

た
る
光

輝

で
あ

り
、
頽

廃

の

一
歩

手
前

の
理
想

の
窮

極
」

を

表
現

し

た
も

の
と
論

じ

て

い
る
。

三
島

は

『
更

級
』

の
夢

幻

の
美

に
陶
酔

し

て

い
る
。

更

に
当

時
、

清
水

文
雄

・
松

尾
聰

と

い
う
平

安
時

代

の
日
記

・
物
語

を

研

究

し

て
お
ら

れ

た
両
先

生

に
師

事

し

て

い
た

こ
と

を
考

え

る
と
、

そ

の
講

義

の
中

で
、

『
更

級
』

に

つ
い
て
言
及

さ
れ

る
と

こ
ろ

は
あ

っ
た
と
推

測

で
き

る
。

因

み

に
、
松

尾
氏

が

『
更

級
』

の
中

に
書

名

が

で

て
く

る

『
か

ば

ね
尋

ぬ
る
宮

の
物

語
』

に

つ
い
て

の
考

証

を

「
文

芸
文

化
」

に
発

表

さ

れ

た

の
は
、

昭
和

十

五
年

五
月

で
あ
る
。

学
習

院
中

等
科

在
学

中

の

三
島
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が
、

そ

の
師
清

水
文

雄

氏

の
紹

介

で
同

じ

「
文
芸

文
化

」

に

「
花
ざ

か

り

の
森
」

を
連

載

し
始

め

た

の
が
十

六
年

九
月

か

ら

で
あ

る
。

両

先
生

の
影

響

は

強

い
。

『
か
ば

ね
尋

ぬ
る
宮

の
物
語

』

は
、

『
更

級
』

の

「
姉

な

る

人
」

が
読

み
た

く
思

っ
て

い
な
が

ら
果

た
せ

ず
、

そ

の
死
後

に
な

っ
て
届

け
ら

れ

た
も

の
と

し

て
印

象
的

に
記
さ

れ

て

い
る
。

ハめ
り

『
三
島

由
紀

夫
書

誌
』

に
掲

載

さ
れ

て

い
る

「
年

譜
」

に
よ

れ
ば
、

昭

和

十

九
年
十

月

の
項

に

「
処
女

作

品
集

『
花
ざ

か
り

の
森

』

が

七
丈
書

院

よ
り

出
版

さ
れ

る
。
初

版

四
千

部

が

一
週

間

で
売

り
切

れ
た
。

印

税

で
古

本

を
買

い
集

め

る
。
」

と

あ

る
。

二
十
年

五
月

の
頃

に

「
大
学

の
勤
労

動

員

で
神

奈
川

県
海

軍
高

座

工
廠

の
寮

に
入
る
。

そ

の

こ
ろ
、

『
和

泉
式

部

日
記
』

『
上

田
秋

成
全

集
』

『
古

事

記
』

『
日
本
歌

謡
集

成
』

『
室
町

時

代

小
説

集
』

『
泉

鏡

花
』

な
ど

の
書
物

に
親

し
む
。
」

と
あ

る
。

「
買

い

集

め
」

た

「
古
本
」

の
中

に

『
更
級
』

も
含
ま

れ

て

い
た
か
も

し
れ

な

い
。

三
島

の
作
品

と
古

典

と

の
関

係

は
深

い
の
で
あ

る
。

ま
た
、

「
夢

と
人
生
」

の
、
前

に
引

用

し
た

部
分

に
続

い
て
、
次

の
よ

う

に
記

し

て

い
る
0

私
は

そ

の

一
つ

『
朝

倉

の
物

語
』

か
ら
、

先
生

の
考
証

を

た
よ
り

に
、

小

さ

な
自
分

用

の

「
朝

倉
」

と

い
ふ
物

語

を
組

立

て
た

り
し

た
。ハめ

り

松
尾
聰
氏
の
散
株
物
語
の
研
究
の
一
つ
で
あ
る

「朝
倉
の
物
語
」
は
、

「文
芸
文
化
」
に
昭
和
十
六
年
十
月
か
ら
十
七
年
六
月
ま
で
の
間
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
散
侠
物
語
の

『朝
倉
の
物
語
』
は
、

『
更
級
』
に
記

さ
れ
て
い
る
定
家
の

「奥
書
」
の
中
に
も

『
あ
さ
く
ら
』
と
し
て
出
て
い

る
物
語
の
名
で
、

『
更
級
』
と
同
様
に
孝
標
女
の
作
と
し
て
伝
え
ら
れ
て

い

る
も

の

で
あ

る
。

松

尾

氏

は

そ

の
論
文

の
中

で

『
朝

倉

の
物

語
』

と

『
更
級
』

と

の
類

似
点

を
列

挙
し

て
お

ら
れ

る
。

こ

の

『
朝

倉

の
物

語
』

パリ
ね

を

「
典

拠
」

と

し

て
、

三
島

が

『
朝

倉
』

を
創

作
す

る

に
当

た

っ
て
、

そ

の
作
者

の
日
記

で
あ

る

『
更

級
』

に
触
れ

て
い
た

で
あ

ろ
う

と

い
う
可
能

性

は
強

い
。

と

こ
ろ

で
、

三
島

の

『
朝

倉
』

の
中

に
、

典
拠

と
し

た

『
朝
倉

の
物
語
』

と

は
関
係

の
な

い

一
挿

話
が
組

み

込
ま
れ

て
い
る
。

そ

れ
は

『
朝
倉

』

の

主

人
公

三
位

の
中
將

の
同
僚

が
語

っ
た
話

と

し

て
記

さ

れ

て

い
る
。

語

り

出

し

の

一
節

は
次

の
よ

う

に
な

っ
て

い
る
。

ー

そ

の
同
僚

に
は

一
人
娘
が

い
る
。

や

つ
と

十
歳

で
あ
る
。

秋

の

こ
ろ

か
ら
む

す

め
が
籠

も

り
勝
ち

に
な
る
。

父
は

不
審

に
思

つ
た
0
乳

人

の

話

で
は
密

か

に
通

ふ
人
が
あ

る

と

い
ふ
。

し

か

し
女

に
は

そ

ん
な
様

子

も

み

え
な

い
。

あ

ま

り
幼
な

く

て
本
当

の

こ
と
と

も
思

は

れ

ぬ
。

は

し

た
な

い
仕

業

と
思

ひ
な
が
ら

父

は
か
く

れ

て
隙

見

し

て
ゐ

た
。
月

の
明

る

い
晩

で
、
庭

に
は
薄

雪
が

斑

に

の
こ

つ
て
ゐ
る
。

笛

を
吹

い
て
く

る

も

の
が

あ
る
。

し

か

し
笛

の
音

は
息

が
長

く

つ
ゞ
か

ぬ

や
う

で
す

こ
し

か
す
れ

て
き

こ
え

る
。

そ
れ

が
大

へ
ん

可
愛

ら
し

く
き

こ
え
た
。

入

つ
て
く

る

の
を

み
る
と
本

当

に
幼

な
げ

な

の

で

一
段

と
微
笑

ま

し

く
思

ふ
。

（
中

略

）
あ

と

で
わ
か

つ
た

こ
と

だ
が
何

で
も

や
ん
ご

と
な

い
あ

た

り

の
若

者

だ
と

い
ふ
。

…
…

「
月

の
明

る

い
晩
」

に

「
笛
を

吹

い

て
く

る
」

と

い
う

発
想

は
、

ど

こ

に

で
も

見
ら

れ

る
描
写

の

一
つ
で
は
あ

ろ

う
が
、

『
更

級
』

の

「
十

三

日

の
夜

、

月

い
み
じ

く
隈

な
く

あ

か
き

に
」

の
段

と
奇
妙

に
似

て

い
る

と

こ
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う
が

あ

る
。

姉

の

「
た

ゞ
今

ゆ
く

ゑ
な

く
飛

び
失

せ
な

ば
」

の

一
節

に
続

い
て
、

一
人

の
貴

人

が

「
荻

の
葉
」

な

る
女

性
を
訪

れ

る
場

面
が

描

か
れ

る
。

男
は
女

に
会

え

ず

に
笛
を

吹

い

て
立

ち
去

っ
て

い
く
。

「
荻

の
葉

ー

」

と
呼
ば

す
れ

ど
、

答

へ
ざ

な
り
。

呼

び
わ

づ

ら

ひ

て
笛
を

い
と

お
か

し
く

吹
き

澄
ま

し

て
過

ぎ

ぬ
な

り
。

（
四
九

六
頁

）

一
方
は

「
笛
を

吹

い

て
く
る
」

、
他

は

笛
を

吹

い

て
去

る
、

異

な

っ
た

設

定

で
は
あ

る
が

、
男

と

女

.
月

・
笛

と

い
う
情
況

を
構

成

す

る
素
材

は

相

似

た
と

こ
ろ
が

あ

る
。

こ
の
挿

話

が

い
ま

一
つ

『
更
級
』

と
重

な

る
内
容

を
具

え

て
い
る
点

を

見

落

と

し

て

は
な

ら

な

い
。

こ
こ

に
登

場

す

る
人

物

は
、

「
十

歳

」

の

「
女
」

で
、

「
秘

か

に
通

ふ
人

が
あ

る
」

に
し

て
は

、

「
あ

ま
り

幼
な

く

て
本

当

の

こ
と
と

も
思

は
れ

ぬ
」

と
紹

介

さ
れ

て
い
る
。

通

っ
て
来

る
若

者

も

「
幼

な
げ

な
」

と

説
明

さ

れ

て
い
る
。

『
更

級
』

に
描

か
れ

た
内
容

で
、

こ
の

二
人

の
人
物

の
描

写

に
関

係

が

あ
る

よ
う

に
思

わ
れ

る

記
事

は

次

の

一
節

で
あ
る
。

又
き

け
ば

、
侍

従

の
大

納
言

の
御

む
す

め

な
く

な

り
給

ひ

ぬ
な
り
。

殿

の
中

将

の
お

ぼ
し

嘆
く

な

る
さ
ま

わ
が

も

の

の
悲

し

き
を

り

な
れ
ば

い

み
じ
く
あ

は

れ
な

り
と

聞
く
。

（
四
九

一
頁

）

右

の

一
文

は
、
藤

原
行

成

の
娘

と
道

長

の
子
息

長
家

の

こ
と

に

つ
い
て

ハ 
 

記

し
た
件

で
あ

る
。

こ
の

二
人

の
こ
と

に

つ
い
て
は
、

『
栄
花

物
語

』

に

詳

し
く
描

か
れ

て
お
り
、

そ

れ

に
よ
れ
ば

、

二
人

の
結

婚

の
時

の
年

齢

は

「
女

君
は

十

二
、
男

君

は
十

五
」

（
「
も
と

の
し
つ

く
」

）

で
あ

り
、

そ

れ

は

「
雛
遊

の
や

う
」

（
「
あ
さ

み
ど

り
」

）

で
あ

っ
た

と

い
う
。

二
年

後

姫
君

は
死

去
す

る
。

三
島

の

『
朝

倉
』

と

表
現

の
上

で
似

通

っ
て
い
る

の
は
、

『
朝

倉
』

の

二
人

の
描
写

が

「
幼
く

て
」

・

「
幼

な
げ
な
」

に
な

っ

て
い
る

の

に
対

し

て
、

『
栄
花
』

で
は

二
人

を
、

「
女

君

い
と
稚

く
お

は

す
れ

ど
」

・

「
ま
だ

こ
れ

（男

君

）
も
稚

く

お
は
す

れ
ば

」

（
「
あ
さ

み

ど

り
」

）
と
説

明

し

て
い
る
点

で
あ

り
、
更

に
、

『
朝
倉
』

で
は
男

君

が

「
や
ん

ご
と

な

い
あ

た

り

の
若

君
」

と
さ

れ

て

い
て
、
道

長

の
子
息

長
家

の

こ
と
を

記

し
た

『
更
級
』

・

『
栄
花

』

の
内

容
と

符
合

す

る
。

以

上

の

こ
と
か
ら

推
論

す
れ

ば
、

三
島

は
、

『
更

級
』

の

「
侍

従

の
大

納
言

の
御

む
す

め
」

の
話

を
読

み
、
更

に

『
栄

花
物
語

』

に
あ

た

っ
て
調

べ
た

上

で
、

こ

の
挿

話
を
創

作

し
、

「
右

は
朝
倉

君

と
は
関

係

の
な

い
話

だ
け

れ
ど
」

と

こ
と

わ

っ
て
、
物

語

に
情
趣

を

加
え

る

べ
く
挿

入
し

た
も

の
と

思
わ

れ

る
。

こ
の
よ
う
に
考

え

て
く

る
と
、

三
島

は

『
朝

倉
』
を
執

筆
す
る

に
あ
た

っ

て
、

そ

の
作

者

が
書

い
た

日
記

で
あ

る

『
更

級
』

を
読

ん

で

い
た

で
あ
ろ

う
と
推

定

す
る

こ
と

は

で
き

る

で
あ
ろ

う
。

『
栄

花
』

に
依

っ
た
と

し

て

も
、

そ

こ

へ
行

く
ま

で

に
は

『
更
級

』

を
経

由

し
た

は
ず

で
あ

る
。

月

夜

の
笛

の
音

と

い
う
発
想

が

『
更

級
』

に
基

く

も

の
と
す

れ
ば
、

幼

い
恋

人

の
話

も
、

や
は

り

『
更

級
』

の
記
事

が
端

緒

に

な

っ
て

い
る
と
考

え

て
よ

い

の
で
は

な
か

ろ
う

か
。

付

言
す

れ
ば
、

死

去

し
た
侍
従

の
大
納

言
殿

の

姫

君

は
猫

に
転
生

し

て

「
姉
」

の
夢

の
中

に
現

れ

て
夢
告

を

す

る
の

で
あ

る
。佐

藤

秀
明

氏

は
三
島

の
作

品
と
藍

本

と

の
関

係

に

つ
い
て

「
横
温

す

る

観

念
を

枠
組

み

に
追

い
込
む
事

で
構

造
化

し
、

具
体

的

な
事
物

を
先

行
作
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品

か
ら

〈
引

用
〉

す

る

こ
と

で
、
作

品

の
リ

ア
リ

テ

ィ
を

強
化

し
、

同

時

ハお
り

に

そ

の
事

物

に
新

た
な

観

念

を

付
着

さ

せ
る

」

と
述

べ

て
お

ら

れ

る
。

『
更
級

』

と

の
関

係

は
深

い
。

そ
れ

は
作

品

の

「
枠

組

み
」

に
影
響

を
与

え
、
作

品

の
成

立

の
根

幹

た

る
主
題

と
も
密

接

に
関

わ

っ
て
い
る

と
考

え

ら
れ

る

の
で
あ

る
。

五

『
朝

倉
』

を
執

筆

し
た

の
が

昭
和
十

九
年

、

『
春

の
雪
』

と

の
間

に

は

二
十
年

余

の
年
月

の
隔

た

り
が

あ
る
。

し

か
し
、

こ
の
年

月
は
、

三
島

の

『
更

級
』

に
寄

せ
る
思

い
の
強
弱

と

は
関

係

が

な

い
よ
う

に
思

え
る
。

小

高
根

二
郎

氏

が
昭
和

四
五
年

三
月

に

『
蓮

田
善

明
と

そ

の
死
』

を

刊
行

さ

れ

た
。

三
島

の
自
決

の
年

で
あ

る
。

三
島

は

そ
れ

に
序

文
を
寄

せ

て
次

の

よ

う

に
記
し

て
い
る
。

雷

が
遠

い
と

き
、
窓

を
射

る
稲

妻

の
光

と
、

雷
鳴

と

の
間

に
は
、

思

は
ぬ
永

い
時

間

が
あ

る
。
私

の
場
合

に
は

二
十
年

が

あ

つ
た
。

そ
し

て

在

世

の
蓮

田
氏

は
、
私

に
は
何

や
ら

目
を

つ
ぶ
す

紫

の
閃
光

と

し

て
現

は

れ

て
消

え
、

二
十
数

年
後

に
、

本
書

の
み
ち

び
き

に
よ

つ
て
、

は

じ

め

て
手

ご

た

へ
の
あ

る
、
腹

に
響

く
な

つ
か
し

い
雷
鳴

が
、

野

の
豊
饒

ハ 
い

を
約

束

し

つ
つ
、
轟

い

て
来

た

の

で
あ

つ
た
。

三
島

は

二
十
数

年

前

の
善

明

の
声

を

、

自

決

を
数

箇

月

後

に
控

え

て

「
腹

に
響

く
な

つ
か
し

い
」

も

の
と
し

て
聞

い

て
い
る
。

そ
し

て
、

そ

の

「
な

つ
か
し

い
」

感
情

は
善

明

の
自
決

と
自

身

の
自
決

と

を

一
本

の
紐
帯

で
結

び
、

そ

の
芸

術
的

人

生

の
総

決
算

と

し

て
の

「
豊
饒
」

を

夢

み

つ

つ

人
生

の
幕

を
引

く

の

で
あ

る
。
善

明

が

三
島

の
心

に
生
き

る
人

で
あ

っ
た

と
す

る

な
ら
ば
、

自

己

の
作

家

と
し

て

の
記

念

す

べ
き
出
発

点

と

し

て
の

学
習

院
中

等
科

・
高
等

科
時

代

の
恩
師

清
水

・
松

尾

両
先
生

の
講
義

の
お

声

も

「
な

つ
か
し

い
」
も

の
と
し

て

『
更
級

日
記
』

の

一
節

と

と
も

に
甦

っ

て
き

た
も

の

で
あ

っ
た

に
相

違

な

い
。

『
浜
松
』

の
転

生

の
論

理

に
加

え

て
、

『
更
級
』

の
思

い
出

に
残

る

一

節

を

「
腹

に
響

く
」

も

の
と

し
て
、
最
後

の
作

品
と
す

べ
き

『
豊
饒

の
海
』

第

一
巻

『
春

の
雪
』

の
冒

頭
を
構

成
す

る

「
典
拠
」

と
し

て
、

巧
み

に
採

り
入

れ
た

の

で
あ

っ
た

と
推
定

す

る

こ
と
は
許

さ

れ

よ
う
。

『
朝

倉
』

執

筆

の
場

合
も

、

『
春

の
雪
』

も
、

と
も

に
同

一
箇
所

を

と

っ
て
き

て
い
る

こ
と
を
考

え

る
と
、

三
島

に
と

っ
て
、

『
更
級

』

に
描

か
れ

た
侍

従

の
大

納

言

の
姫
君

の
話

・
物
語

に
耽

溺

す
る
話

・
姫
君

が
転

生
し

た
猫

の
話

・

月
夜

の
姉

の
話

・
荻

の
葉

の
話

と

い
う

一
連

の
内
容

は
、

特

に
印

象
深

い

も

の

で
あ

っ
た

の
で
は

な
か

ろ
う

か
。

三
島

に
と

っ
て
最

期

で
あ

る
と

の
思

い
を
も

っ
て
と

り
組

ん

で

い
る
作

品

に
、
純

粋

に
美

を

求

め
た
若

き

日

へ
の
思

い
が
甦

っ
て
き

た
と

し

て
も

何
も

不
思
議

で
は
な

い
。

清
顕

や
本
多

に
は
若

き

三
島

が

投
影

さ

れ

て
い

る
。

そ

こ
で
は
、

『
朝

倉
』

も
、
学
習

院
時
代

の
講

義
も
、

善
明

の
声
も

、

『
更

級
』

に

つ
い
て
の
記
憶

も

、

一
如

と

な

っ
て
物
語

り

の
世

界

を
構
成

す

る
核

と

な

っ
て

い

る

の

で
は

な

か

ろ
う

か
。

そ
れ

ら

の
延

長

線

上

に

『
浜
松

』

は
位
置

づ

け
ら

れ

て

い
る
0

『
浜
松
』

が

「
典

拠
」

と

さ
れ

て

い
る

と

こ
ろ

に
は
、

そ

こ
に

「
転

生
」

が

描

か
れ

て

い
る
と

い
う
意

味

だ
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け

で
は
な

い
。

そ
れ

へ
至

る
ま

で

の
当

然

の
道

程
を
辿

る

こ
と

が

で
き

る

の

で

あ
る
。

そ

の
過

程

を

考

え

る
と

、

三
島

に

と

っ
て

の

『
更

級

』

と

『
浜

松
』

は
因
縁

と
呼

ん
で
も
よ

い
よ
う

な
糸

に
よ

っ
て
結

ば

れ

て

い
る

よ
う

に
も
思

え

て
く

る
。

『
春

の
雪
』

を
書

く

三
島

に
よ

っ
て
、

『
更
級

日
記
』

が

「
夢
と
転

生

」

を
語
る

い
ま

一
つ
の

「
典
拠
」

と
し

て
定
位

さ

れ

た

の
は
、

ご
く
自

然

な
選
択

で
あ

っ
た

と
言

え
る

の

で
あ
る
。

〔

注
〕（1）

『
春
の
雪』

（
『
三
島
由
紀
夫
全
集
』

第十

八
巻

昭
和
四
八
・六新潮社）引用にあたって漢字の表記を改めた箇所がある。傍線等は筆者による。

（

2
）

『
更

級
日

記
』

（

『
日

本

古
典

文
学

大
系
』

昭

和
三
二
・
一

二岩波書店）

（

3
）

三

島

由紀

夫

「

『
豊

饒
の

海』

に
つ

い

て
」

（

『
全

集
』

第
三

十四巻昭和五一・二）

（

4
）

橋
本
不
美
男
編
『
御
物

更
級
日
記』

（
昭
和
五
二
・

四

笠
間書院）

（

5
）

前

掲
注
（

3
）

（

6
）

佐
伯
彰一

「
解
説」

（
『
春
の
雪』

新
潮
文
庫

昭
和
五
二
・七新潮社）

（

7
）

『
竹
取
物
語
』

（
『
日
本
古
典
文
学
大
系』

昭
和
三
二
・
一

〇岩波書店）

（

8
）

『
紫
式
部
日
記』

（
『
日
本
古
典
文
学
大
系』

昭
和
三
三
・

九

（

9
）

岩
波

書
店
）神田秀夫「

『
月
の

顔

見
る
は

忌
む
』

と
い

う
こ

と
に
つ

い

て
」

（
『
古
今
和
歌
集』

『
日
本
古典

文
学
大
系』

月
報

昭
和
三
三・

八

岩
波
書
店）

（

10
）

熊
谷

直

春
「

『
月
の

顔
見
る

は
、

忌

む
こ

と
』

私
考
」

（

「

芸

文

東
海
1

」

昭

和
五
八
・

六
）

「

深

刻
と
は

言
え

な
い

ま
で

も
、

か

な

り

気
に

し
て

い
た

俗

信
で
あ
っ

た
」

と

述
べ

て
お

ら
れ

る
。

青

井

紀
子

「

月
の

顔
に

向

ひ

た

る
や

う

な

る

―
落

葉
の

宮

―
」

（

「

中
古

文
学

論
孜
」

第
十

〇

号

平
成

元
・
一

二
）

（

11
）

青
井

紀
子
「

月

と
死
と
」

（

「

中古

文
学
論

孜
」

第
十
一

号
）

（

12
）

封
馬
勝
淑
「
『
豊
饒
の
海』

と
『
浜
松
中
納
言
物
語』
」

（
「
三

島
由

紀
夫

『
豊

饒
の

海』

論
」

昭
和
六
三
・
一

海
風
社
）

（

13）

三

島

由
紀
夫

「
夢
と

人
生」

（

『
全

集』

第
三
一

巻

昭

和
五

〇
・

一
一

新

潮
社）

（

14
）

三
島
由
紀
夫
「
王
朝
心
理
文
学
小
史」

（
「
輔
仁
会
雑
誌」

昭

和
五
五
・

二
）

論文

末
尾
に
「

〔

完〕

昭

和
十
七

年
一

月
三

十
日
」

の
日

付
が

あ
る。

学
習
院
の

図
書
館

懸賞

論

文
に
入

選
し
た

も
の
。

（

15
）

三
島
瑞
子

島
崎
博
共
編
『
定
本
三
島
由
紀
夫
書
誌』

（
昭
和
四

七
・
一

薔

薇
十

字
社）

（

16
）

松
尾

聰
「
朝
倉
の
物
語」

（
『
平
安
時
代
物
語
の
研
究』

昭

和
三

〇
・

六

東

宝
書

房）

（

17
）

三
島
由
紀
夫
『
朝
倉』

（
『
全
集』

第
一

巻
三
九
七
頁

昭
和
五

○
・
一

新

潮
社）



（

18
）

『

栄
花

物
語
』

（

松
村

博
司

『
栄

花物

語
全

注
釈
』

三

昭

和
四七・六『全注釈』四昭和四九・一角川書店）（19）佐藤秀明「解説1『三島由紀夫』という問題」（『三島由紀夫美とエロスの論理』日本文学研究資料新集平成三・五有精堂）（20）三島由紀夫「序」（小高根二郎『蓮田善明とその死』昭和四五・三筑摩書房）（第五回卒・熊本県立大学）
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