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2 坂の上の雲 1969 1976

3 街道をゆく 1971 1219

4 翔ぶが如く 1975 1202

5 国盗り物語 1965 755

6 項羽と劉邦 1980 725

7 関ヶ原 1966 626

8 功名が辻 1965 531

9 世に棲む日々 1971 523

10 菜の花の沖 1982 513
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本号では福間良明『司馬遼太郎の時代 歴史と大衆教養主義』（中公新書 2720）を、本文の興味深い箇所を

抜粋転載するという形で紹介いたします。遼太郎の「遼」は公式の表記では「 辶 」（二点しんにょう）です。

なお、同著「あとがき」に、「2022年秋、司馬遼太郎生誕百年を前にして」とあります。

■司馬遼太郎 / 1923.8.7-96.2.12 （編集委員 橘雄三）

『
竜
馬
が
ゆ
く
』
『
坂
の
上
の
雲
』
な
ど
、

売
上
げ
が
累
計
１
億
冊
を
超
え
る
大
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
作
家
司
馬
遼
太
郎
。
日
本
史
を
主
た

る
テ
ー
マ
に
、
人
物
を
個
性
豊
か
に
、
現
代

へ
の
教
訓
を
を
込
め
て
記
し
た
作
品
は
、
多

く
の
読
者
を
獲
得
。
「
司
馬
史
観
」
と
呼
ば

れ
る
歴
史
の
見
方
は
論
争
と
も
な
っ
た
。
本

書
は
、
司
馬
の
生
涯
を
辿
り
、
作
品
を
紹
介

し
つ
つ
、
そ
の
歴
史
小
説
の
本
質
、
多
く
の

人
を
魅
了
し
た
理
由
を
20
世
紀
の
時
代
と
と

も
に
描
く
。
国
民
作
家
の
入
門
書
で
も
あ
る
。

戦
国
期
や
幕
末
・
明
治
期
を
扱
っ
た
司
馬

の
主
要
長
編
や
史
論
集
を
読
み
返
し
て
み
る

と
、
乱
読
で
終
っ
て
い
た
若
い
こ
ろ
に
は
気

づ
か
な
か
っ
た
こ
と
も
、
目
に
つ
い
た
。

そ
の
ひ
と
つ
は
、
司
馬
の
戦
争
体
験
と
の

関
わ
り
だ
っ
た
。
こ
こ
二
〇
年
ほ
ど
、
戦
争

体
験
論
や
戦
争
観
の
変
容
に
つ
い
て
研
究
す

る
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め
、
お
の
ず
と
司
馬

の
戦
車
兵
体
験
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
作

品
を
読
み
進
め
た
。
そ
れ
ゆ
え
か
、
幕
末
を

扱
っ
た
『
竜
馬
が
ゆ
く
』…

、
戦
国
・
織
豊

期
を
テ
ー
マ
に
し
た
『
国
盗
り
物
語
』…

、

さ
ら
に
は
鎌
倉
幕
府
成
立
期
を
描
い
た
『
義

経
』
な
ど
、
い
ず
れ
も
、
そ
の
物
語
に
司
馬

の
昭
和
陸
軍
へ
の
憤
り
が
投
影
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
主
人
公
の
ヒ
ロ
イ
ズ

ム
ば
か
り
に
目
が
行
き
が
ち
だ
っ
た
若
い
頃

に
は
、
そ
の
こ
と
は
あ
ま
り
見
え
て
い
な
か
っ

た
。
ち
な
み
に
、
か
つ
て
は
、
『
坂
の
上
の

雲
』
に
そ
れ
ほ
ど
興
味
を
持
た
な
か
っ
た
が
、

こ
う
し
た
視
点
で
読
み
解
い
て
み
る
と
、
昭

和
陸
軍
に
対
す
る
司
馬
の
怨
念
を
裏
側
か
ら

照
ら
し
出
す
作
品
に
思
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

む
ろ
ん
、
司
馬
の
歴
史
叙
述
は
、
ア
カ
デ

ミ
ッ
ク
な
歴
史
学
に
照
ら
せ
ば
、
必
ず
し
も

正
確
で
は
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
が
史
実
に
適

う
か
ど
う
か
よ
り
も
、
な
ぜ
司
馬
が
そ
の
よ

う
な
物
語
を
あ
え
て
選
び
取
ろ
う
と
し
た
の

か
。
そ
こ
に
、
昭
和
に
対
す
る
司
馬
の
憤
り

が
、
ど
う
込
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。
言
い
換

え
れ
ば
、
作
品
に
お
け
る
明
治
・
幕
末
・
戦

国
の
像
を
「
ネ
ガ
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、

司
馬
が
い
か
な
る
「
ポ
ジ
」
を
な
ぜ
描
こ
う

と
し
た
の
か
、
そ
の
こ
と
へ
の
関
心
が
、
自

分
の
な
か
で
徐
々
に
鮮
明
に
な
っ
て
い
っ
た
。

生誕百年を見据えた 福間良明著『司馬 太郎の時代』

福
間
良
明
著
『
司
馬
遼
太
郎
の
時
代

歴
史
と
大
衆
教
養
主
義
』

傍
線
は
編
集
委
員
の
加
筆

キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー

目

次

は
じ
め
に

序
章

国
民
作
家
と
傍
流
の
昭
和
史

第
１
章

傍
系
の
学
歴
と
戦
争
体
験

ー
昭
和
戦
前
・戦
中
期

第
２
章

新
聞
記
者
か
ら
歴
史
作
家
へ

ー
戦
後
復
興
期

第
３
章

歴
史
ブ
ー
ム
と
大
衆
教
養
主
義

ー
高
度
成
長
と
そ
の
後

第
４
章

争
点
化
す
る
「
司
馬
史
観
」

ー
「
戦
後
五
〇
年
」以
降

終
章

司
馬
遼
太
郎
の
時
代

ー
中
年
教
養
文
化
と
「昭
和
」

あ
と
が
き

中公新書表紙

「
あ
と
が
き
」
よ
り

同著より抜粋加工転載
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【
『
坂
の
上
の
雲
』
】

■
『
産
経
新
聞
』
夕
刊
に
、
一
九
六
八
年

（
昭
和
43
年
）
４
月
22
日
か
ら
七
二
年

（
昭
和
47
年
）
８
月
４
日
ま
で
一
二
九
六

回
に
わ
た
り
連
載
さ
れ
た
。

明
治
は
、
極
端
な
官
僚
国
家
時
代
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
と
す
れ
ば
二
度
と
経
た
く

な
い
制
度
だ
が
、
そ
の
当
時
の
新
国
民
は
、

そ
れ
を
そ
れ
ほ
ど
厭
う
て
い
た
か
ど
う
か
、

い
と

…

。
社
会
の
ど
う
い
う
階
層
の
ど
う
い
う

家
の
子
で
も
、
あ
る
一
定
の
資
格
を
取
る

た
め
に
必
要
な
記
憶
力
と
根
気
さ
え
あ
れ

ば
、
博
士
に
も
官
吏
に
も
軍
人
に
も
教
師

に
も
な
り
え
た
。
そ
う
い
う
資
格
の
取
得

者
は
常
時
少
数
で
あ
る
に
し
て
も
、
他
の

大
多
数
は
自
分
も
し
く
は
自
分
の
子
が
そ

の
気
に
さ
え
な
れ
ば
い
つ
で
も
な
り
う
る

と
い
う
点
で
、
権
利
を
保
留
し
て
い
る
豊

か
さ
が
あ
っ
た
。

し
か
も
一
定
の
資
格
を
取
得
す
れ
ば
、

国
家
生
長
の
初
段
階
に
あ
っ
て
は
重
要
な

部
分
を
ま
か
さ
れ
る
。
大
げ
さ
に
い
え
ば

神
話
の
神
々
の
よ
う
な
力
を
も
た
さ
れ
て

国
家
の
あ
る
部
分
を
つ
く
り
ひ
ろ
げ
て
ゆ

く
こ
と
が
で
き
る
。…

。

こ
の
時
代
の
あ
か
る
さ
は
、
こ
う
い
う

楽
天
主
義
か
ら
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
な
が
い
物
語
は
、
そ
の
日
本
史
上

類
の
な
い
幸
福
な
楽
天
家
た
ち
の
物
語
で

あ
る
。
や
が
て
か
れ
ら
は
日
露
戦
争
と
い

う
と
ほ
う
も
な
い
大
仕
事
に
無
我
夢
中
で

く
び
を
つ
っ
こ
ん
で
ゆ
く
。
最
終
的
に
は
、

こ
の
つ
ま
り
百
姓
国
家
が
も
っ
た
こ
っ
け

い
な
ほ
ど
に
楽
天
的
な
連
中
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
け
る
も
っ
と
も
ふ
る
い
大
国
の
一

つ
と
対
決
し
、
ど
の
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
た

か
と
い
う
こ
と
を
書
こ
う
と
お
も
っ
て
い

る
。
楽
天
家
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
時
代

人
と
し
て
の
体
質
で
、
前
の
み
を
見
つ
め

な
が
ら
あ
る
く
。
の
ぼ
っ
て
ゆ
く
坂
の
上

の
青
い
天
に
も
し
一
朶
の
白
い
雲
が
か
が

い

ち

だ

や
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
の
み
を
み

つ
め
て
坂
を
の
ぼ
っ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。

（
「
あ
と
が
き
一
」
）(p.127-128)

【司
馬
作
品
中
、随
所
に
入
る
「余
談
だ
が
」】

司
馬
作
品
は
見
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
さ

ほ
ど
読
み
や
す
い
も
の
で
は
な
い
。
司
馬

の
歴
史
小
説
で
は
、
主
人
公
の
勇
躍
や
軌

跡
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、

随
所
で
「
余
談
だ
が
」
と
い
っ
た
断
り
が

な
さ
れ
、
史
的
背
景
の
説
明
が
多
く
挿
入

さ
れ
る
。
そ
れ
も
、
物
語
と
同
時
代
の
歴

史
ば
か
り
を
扱
う
わ
け
で
は
な
い
。
幕
末

維
新
期
を
主
題
と
す
る
作
品
で
あ
っ
て
も
、

戦
国
期
や
昭
和
戦
前
期
、
さ
ら
に
は
中
国

史
・
欧
州
史
に
話
が
及
ぶ
こ
と
も
多
い
。

司
馬
は
作
品
を
構
想
し
始
め
る
と
、
史

料
を
膨
大
に
買
い
漁
る
た
め
、
各
地
の
古

あ
さ

書
店
か
ら
関
連
史
料
が
消
え
て
し
ま
う
と

い
う
逸
話
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
に
基
づ
く
「
余
談
」
が
、
作
品
中
に
ち

り
ば
め
ら
れ
て
い
た
。
読
者
は
必
然
的
に
、

人
物
譚
へ
の
没
入
を
、
た
び
た
び
余
談
に

た
ん

よ
っ
て
断
ち
切
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

だ
が
、
む
し
ろ
そ
の
余
談
が
、
多
く
の

読
者
を
惹
き
つ
け
た
。
作
家
の
田
辺
聖
子

は
、
司
馬
の
一
連
の
作
品
を
振
り
返
り
な

が
ら
、
そ
の
余
談
に
触
れ
る
愉
し
み
を
綴
っ

て
い
る
。
元
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
社
社
長
の
作

家
・
諸
井
薫
も
、
「
司
馬
作
品
は
小
説
で

は
な
く
、
傑
れ
た
歴
史
読
物
と
し
て
読
ま

す
ぐ

れ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
だ
け
幅
広
い
ビ
ジ

ネ
ス
マ
ン
層
の
強
い
支
持
を
得
ら
れ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
述
べ
、
余
談
に

魅
了
さ
れ
る
読
者
の
存
在
を
示
唆
し
て
い

る
。
（p.4-5

）

【
司
馬
作
品
は
細
切
れ
の
読
書
向
き

書
籍
の
文
庫
化
も
そ
れ
を
後
押
し
】

司
馬
の
歴
史
小
説
の
多
く
は
、
一
九
六

〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
執
筆
さ

れ
た
が
、
多
く
の
読
者
を
持
続
的
に
獲
得

す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
文
庫
化
が
進

ん
だ
一
九
七
〇
年
代
半
ば
以
降
で
あ
る
。

（p.8

）

司
馬
作
品
は
主
と
し
て
一
九
七
〇
年
代

半
ば
以
降
、
新
潮
社
や
文
藝
春
秋
か
ら
続
々

と
文
庫
化
さ
れ
た
。
単
行
本
が
一
定
期
間

を
経
て
版
元
に
返
品
さ
れ
る
か
、
棚
に
埋

も
れ
て
し
ま
う
の
に
対
し
、
文
庫
本
の
場

合
、
出
版
社
ご
と
の
文
庫
の
コ
ー
ナ
ー
に

持
続
的
に
陳
列
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
文
庫
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
が
、
司

馬
の
読
者
を
ど
う
生
み
出
し
て
き
た
の
か

を
問
う
必
要
も
あ
る
。
（p.10

）

断
片
的
に
余
談
が
差
し
挟
ま
れ
た
司
馬

作
品
は
、
乗
り
換
え
や
下
車
の
た
め
に
短

時
間
で
本
を
閉
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
た
ち
に
と
っ
て
、
細
切
れ
の

読
書
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

通
勤
ス
タ
イ
ル
に
適
し
て
い
た
。
さ
ら
に

言
え
ば
、
そ
う
し
た
読
書
が
可
能
に
な
っ

た
の
も
、
廉
価
で
携
帯
し
や
す
い
文
庫
と

い
う
メ
デ
ィ
ア
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
。

（p.177

）

本
文
よ
り
抜
粋
転
載

小
見
出
し
及
び
傍
線
は
編
集
委
員
の
加
筆

福間良明著『司馬遼太郎の時代』 内容紹介

文春文庫版表紙



年　月 事　　　　　　　項

1943年9月 大阪外国語学校を仮卒業(翌年９月に正式卒業)

1943年12月 兵庫県加東郡河合村（現：小野市）青野が原の戦車第19連隊に入隊。初年兵教育を受ける

1944年4月 満州の四平陸軍戦車学校に入校

1944年12月 四平陸軍戦車学校を卒業し、見習士官として戦車第一連隊(満州・牡丹江)に配属

戦争最末期 司馬が所属した戦車第一連隊は、本土決戦に備えて栃木県佐野に移る。陸軍少尉で終戦

司馬遼太郎、入営から終戦まで　（　『司馬遼太郎の時代』をもとに編集委員作成）

1943年９月　東条英機内閣は理科系・教員養成系以外の大学・旧制高校・旧制専門学校在学生の徴兵猶予措
の停止を決定し、満20歳に達した学生・生徒は同年12月に入営(陸軍)・入団(海軍)することとなった。

2023.1.10 陳舜臣さんを語る会通信 NO.96 ＜３＞

【司
馬
遼
太
郎
の
兵
役
体
験
】

司
馬
は
大
阪
外
国
語
学
校
を
繰
り
上
げ

卒
業
し
、
一
九
四
三
年
十
二
月
、
入
営
す
る
。

一
年
半
余
で
あ
っ
た
が
、
戦
車
兵
と
し
て

の
兵
役
体
験
の
中
で
軍
の
技
術
軽
視
や
組

織
病
理
に
憤
り
を
感
じ
る
よ
う
に
な
る
。

戦
車
兵
と
し
て
の
体
験
が
、
司
馬
の
戦

後
の
著
述
を
大
き
く
規
定
付
け
る
こ
と
に

な
る
。
（p.60

）

【ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
、執
筆
を
断
念
】

■
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件

ノ
モ
ン
ハ
ン
は
中
国

東
北
部
の
北
西
辺
、
ハ
ル
ハ
河
畔
の
地
。

満
州
国
と
モ
ン
ゴ
ル
国
と
の
国
境
紛
争
で
、

一
九
三
九
年
五
月
か
ら
九
月
、
関
東
軍
は

ソ
連
軍
と
激
突
、
大
敗
を
喫
す
。

文
藝
春
秋
で
司
馬
の
担
当
編
集
者
だ
っ

た
半
藤
一
利
に
よ
れ
ば
、
司
馬
は
「
参
謀

本
部
を
主
人
公
に
す
る
作
品
を
書
こ
う
か

と
思
っ
て
い
る
ん
だ
が
ね
」
と
い
っ
た
ア

イ
デ
ア
を
語
っ
て
お
り
、
そ
の
後
、
ノ
モ

ン
ハ
ン
事
件
に
特
化
し
た
作
品
を
考
え
る

よ
う
に
な
っ
た
。
関
係
の
資
料
も
、
一
通

り
見
渡
し
て
い
た
と
い
う
。

だ
が
、
司
馬
は
そ
の
後
、
「
も
う
ノ
モ

ン
ハ
ン
事
件
の
小
説
は
書
か
な
い
」
と
言

う
よ
う
に
な
っ
た
。
半
藤
は
、
「
自
分
で

調
べ
ら
れ
、
事
変
や
戦
車
や
参
謀
本
部
と

関
東
軍
の
参
謀
た
ち
の
愚
劣
さ
、
悪
質
さ

に
つ
い
て
は
、
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
話
し

て
く
れ
る
の
に
、
つ
い
に
話
だ
け
で
、
ペ

ン
を
と
ろ
う
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
」
と
記

し
て
い
る
。
半
藤
が
な
お
も
つ
よ
く
執
筆

を
求
め
て
も
、
寂
し
く
笑
い
な
が
ら
「
ノ

モ
ン
ハ
ン
を
書
け
と
い
う
こ
と
は
、
私
に

死
ね
と
い
う
の
と
同
じ
こ
と
だ
よ
」
と
答

え
て
い
た
。

半
藤
は
そ
の
要
因
と
し
て
、
鍵
と
な
る

取
材
対
象
者
と
の
関
係
悪
化
を
あ
げ
て
い

る
。
司
馬
は
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
当
時
の
作

戦
課
長
・
稲
田
正
純
（
当
時
大
佐
）
や
対

ソ
情
報
担
当
・
完
倉
寿
郎
（
当
時
大
尉
）
、

技
術
本
部
（
戦
車
担
当
）
の
原
乙
未
生

（
当
時
大
佐
）
の
ほ
か
、
前
線
で
戦
っ
た

歩
兵
第
二
十
六
連
隊
長
・
須
見
新
一
郎

（
当
時
大
佐
）
に
聞
き
取
り
を
重
ね
て
い

た
。須

見
は
、
軍
上
層
部
が
机
上
で
作
戦
を

立
て
る
ば
か
り
で
、
現
地
か
ら
の
情
報
を

顧
み
ず
、
結
果
、
甚
大
な
損
害
を
招
い
た

こ
と
に
、
激
し
い
憤
り
を
覚
え
て
い
た
。

そ
れ
だ
け
に
、
司
馬
が
元
大
本
営
参
謀
・

瀬
島
龍
三
と
『
文
藝
春
秋
』
（
一
九
七
四

年
一
月
号
）
誌
上
で
対
談
し
た
こ
と
に
立

腹
し
、
「
よ
く
も
あ
ん
な
卑
劣
な
奴
と
楽

し
そ
う
に
対
談
を
し
て
、
私
は
あ
な
た
を

見
損
な
っ
た
」
と
司
馬
に
絶
縁
を
伝
え
た

と
い
う
。
そ
の
こ
と
が
引
き
金
に
な
っ
て

司
馬
は
書
く
意
欲
を
失
い
、
こ
の
主
題
に

つ
い
て
筆
を
折
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
の

が
、
半
藤
の
推
測
で
あ
る
。…

…

。

司
馬
が
、
戦
国
や
幕
末
・
維
新
、
明
治

と
い
う
遠
い
時
代
を
選
び
、
そ
こ
か
ら
昭

和
を
照
ら
し
返
そ
う
と
し
た
の
も
、
時
間

的
な
近
さ
ゆ
え
の
「
な
ま
乾
き
」
を
回
避

し
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（p.132-134

）

近
藤
史
人
著
の
《
藤
田
嗣
治
「
異
邦
人
」

の
生
涯
》
に
よ
る
と
、
藤
田
は
、
こ
の
戦

い
に
参
加
し
た
陸
軍
中
将
・
荻
州
立
兵
か

ら
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
」
の
実
相
を
聞
か

さ
れ
、
戦
死
し
た
部
下
の
霊
を
慰
め
る
た

め
に
画
を
描
い
て
く
れ
と
依
頼
さ
れ
た
。

こ
の
た
め
藤
田
は
満
蒙
国
境
を
訪
れ
て
、

こ
の
画
を
描
き
、
一
九
四
一
年
七
月
の
第

二
回
聖
戦
美
術
展
に
出
品
し
、
非
常
に
高

い
評
価
を
受
け
た
。

と
こ
ろ
が
藤
田
は
同
名
の
画
を
も
う1

枚

描
い
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
を
実
際
に
見

た
荻
州
中
将
の
息
子
・
荻
洲
照
之
に
よ
る

と
、
そ
れ
は
ソ
連
の
戦
車
か
ら
は
発
射
さ

れ
る
銃
弾
に
よ
っ
て
、
死
体
が
累
々
と
積

み
重
な
っ
て
い
く
画
だ
っ
た
。

「
藤
田
嗣
治
《
哈
爾
哈
河
畔
之
戦
闘
》

ハ

ル

ハ

の
２
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
」
よ
り
転
載

ca
rd
ia
c.ex

b
log
.jp
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【教
養
主
義
及
び
大
衆
教
養
主
義
】

司
馬
遼
太
郎
作
品
の
読
者
獲
得
に
は
、

高
度
成
長
期
以
降
の
大
衆
教
養
主
義
を

読
み
込
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
（
文
学
・

思
想
・
歴
史
な
ど
の
）
読
書
を
通
じ
た
人

格
陶
冶
」
と
い
う
教
養
主
義
の
規
範
は
、

と

う

や

大
正
期
か
ら
一
九
六
〇
年
代
の
旧
制
高
校
・

大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
で
広
く
見
ら
れ
た
。
だ

が
そ
の
価
値
観
は
、
学
歴
エ
リ
ー
ト
や
知

識
人
の
み
な
ら
ず
、
義
務
教
育
を
終
え
た

だ
け
の
勤
労
青
年
た
ち
の
あ
い
だ
で
も
、

少
な
か
ら
ず
共
有
さ
れ
て
い
た
。
難
解
な

哲
学
書
や
思
想
書
を
手
に
は
し
な
い
ま
で

も
、
文
学
や
思
想
、
社
会
批
判
に
触
れ
よ

う
と
す
る
営
み
が
あ
っ
た(

大
衆
教
養
主

義)

。
司
馬
作
品
を
め
ぐ
る
読
者
た
ち
の

受
け
止
め
方
も
、
こ
れ
に
連
な
る
も
の
が

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
教
養
主
義
は
一
九
六
〇
年
代
末

に
も
な
る
と
明
ら
か
に
衰
退
の
一
途
を
た

ど
っ
た
。
大
学
知
識
人
を
糾
弾
し
た
大
学

紛
争
を
通
じ
て
、
「
知
」
「
教
養
」
へ
の

憧
憬
は
社
会
的
に
衰
退
し
、
消
費
文
化
の

浸
透
が
そ
れ
に
拍
車
を
か
け
た
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
司
馬
作
品
は
そ
の
後
も
多
く

の
読
者
を
獲
得
し
、
「
歴
史
と
い
う
教
養
」

へ
の
関
心
を
か
き
立
て
た
。

折
し
も
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
は
、
大

衆
歴
史
ブ
ー
ム
が
盛
り
上
が
り
を
見
せ
た

時
代
だ
っ
た
。
（p.6-7

）

二
十
数
年
前
の
若
い
時
分
を
振
り
返
っ

て
、
当
時
浸
っ
た
教
養
を
懐
か
し
く
思
い

返
す
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
「
か
つ
て

の
若
者
」
の
教
養
へ
の
憧
憬
は
「
昭
和
五

〇
年
代
の
中
年
」
の
大
衆
歴
史
ブ
ー
ム
に

溶
け
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
（p.169-

170

）

【
司
馬
作
品
の
主
人
公
は
従
来
の
し
が
ら
み

に
囚
わ
れ
ず
の
び
や
か
に
行
動
】

司
馬
の
主
要
作
品
の
多
く
は
、
高
度
成

長
中
後
期
に
刊
行
が
集
中
し
て
い
た
。

そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
偶
然
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
坂
本
竜
馬
、
斎
藤
道
三
、
羽
柴
秀

吉
が
、
従
来
の
し
が
ら
み
に
囚
わ
れ
る
こ

と
な
く
、
の
び
や
か
に
行
動
し
、
自
由
な

交
易
や
社
会
を
切
り
拓
こ
う
と
す
る
さ
ま

は
、
経
済
水
準
の
向
上
と
消
費
文
化
の
広

が
り
が
顕
著
で
、
経
済
状
況
が
右
肩
上
が

り
の
一
九
六
〇
年
代
の
日
本
の
社
会
に
重

な
っ
て
い
る
。
（p.140

）

司
馬
の
歴
史
小
説
は
生
活
水
準
の
上
昇

を
実
感
し
、
今
後
の
経
済
的
な
進
展
を
期

待
で
き
た
時
代
状
況
に
通
じ
る
も
の
が
あ
っ

た
。
（p.141

）

【映
画
化
、テ
レ
ビ
化
】

司
馬
作
品
の
映
画
化
も
進
ん
だ
。
『
燃

え
よ
剣
』(

松
竹
、
一
九
六
六
年)

、
『
尻

啖
え
孫
市
』(

大
映
、
六
九
年)

、
『
幕
末
』

(

東
宝
、
七
〇
年)

な
ど
、
司
馬
作
品
を
原

作
と
し
た
映
画
は
、
一
九
七
〇
年
ま
で
に

一
一
本
に
も
の
ぼ
っ
た
。

む
し
ろ
、
司
馬
作
品
が
広
く
知
ら
れ
る

う
え
で
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
の
原
作

と
な
っ
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
。
一
九
六

八
年
の
『
竜
馬
が
ゆ
く
』
を
皮
切
り
に
、

『
国
盗
り
物
語
』(

七
三
年)

、
『
花
神
』

(

七
七
年)

が
放
映
さ
れ
た
。
そ
の
後
も

『
翔
ぶ
が
如
く
』(

九
〇
年)

、
『
徳
川
慶

喜
』(

九
八
年)

、
『
功
名
が
辻
』(

二
〇

〇
六
年)

が
大
河
ド
ラ
マ
化
さ
れ
、
司
馬

原
作
の
作
品
は
計
六
本
に
及
ぶ
。…

。

必
然
的
に
、
司
馬
作
品
の
大
河
ド
ラ
マ

化
は
、
全
国
の
幅
広
い
層
に
そ
の
知
名
度

を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。(p.148

-149

）

【ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
の
「ガ
ス
抜
き
」
】

プ
レ
ジ
デ
ン
ト
社
社
長
の
諸
井
薫
は
、

司
馬
作
品
を
「
辛
い
浮
世
を
生
き
抜
く
現

代
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
に
と
っ
て
、
こ
ん
な
格

好
な
カ
タ
ル
シ
ス
も
な
い
」
と
評
し
て
、

以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
は
心
な
ら
ず
も
周
囲
に

気
兼
ね
し
て
自
分
を
殺
す
日
常
の
中
で
生

き
て
い
る
だ
け
に
、
マ
イ
ペ
ー
ス
を
貫
く

偏
執
狂
に
近
い
人
間
の
生
き
方
に
憧
れ
る

傾
向
が
あ
る
が
、
司
馬
作
品
の
主
人
公
に

は
そ
の
タ
イ
プ
が
多
い
。
竜
馬
し
か
り
、

土
方
歳
三
、
河
井
継
之
助
、
大
村
益
次
郎
、

数
え
上
げ
れ
ば
、
司
馬
好
み
の
男
達
に
は

あ
き
ら
か
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。

だ
が
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
は

し
が
ら
み
の
多
い
会
社
生
活
を
め
ぐ
る

「
ガ
ス
抜
き
」
を
促
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。

現
実
の
企
業
勤
め
の
な
か
で
、
大
村
益
次

郎
や
坂
本
竜
馬
の
よ
う
に
「
マ
イ
ペ
ー
ス
」

や
「
合
理
性
」
に
固
執
す
る
こ
と
は
困
難

だ
っ
た
。
だ
が
、
そ
う
し
た
願
望
を
司
馬

作
品
の
主
人
公
に
投
影
す
る
こ
と
で
、
ま

だ
し
も
救
わ
れ
る
気
持
ち
を
抱
く
む
き
が

あ
っ
た
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。

読
者
た
ち
は
、
自
ら
の
願
望
を
司
馬
作

品
に
重
ね
る
こ
と
で
、
現
実
社
会
と
の
折

り
合
い
を
つ
け
て
い
た
。
（p.186-187

）

【
『
坂
の
上
の
雲
』
は
小
説
で
も
史
伝
で
も

な
く
、単
な
る
書
き
も
の
】

『
坂
の
上
の
雲
』
と
い
う
作
品
が
、
小

説
で
も
史
伝
で
も
な
く
、
単
な
る
書
き
も

の
で
あ
る
と
私
が
し
ば
し
ば
、
そ
れ
も
く

ど
い
ほ
ど
断
っ
て
き
た
の
は
、
自
分
自
身

が
小
説
と
い
う
概
念
か
ら
解
放
さ
れ
た
い

た
め
で
あ
っ
た
。
（『
歴
史
の
な
か
の
日
本
』
）

こ
の
作
品
は
、
小
説
で
あ
る
か
ど
う
か
、

じ
つ
に
疑
わ
し
い
。
ひ
と
つ
は
事
実
に
拘

束
さ
れ
る
こ
と
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
に
ち
か

い
か
ら
で
あ
り
、
い
ま
ひ
と
つ
は
、
こ
の

作
品
の
書
き
手
ー
私
の
こ
と
だ
ー
は
ど
う

に
も
小
説
に
な
ら
な
い
主
題
を
え
ら
ん
で

し
ま
っ
て
い
る
。(

「
あ
と
が
き
四
」)
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