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特
別
寄
稿

　
拙
著
﹃
青
春
の
こ
と
ど
も
︱
︱
梶
井
基
次
郎
の
時
代
の
生
と
死
﹄（Stephen 

D
odd, T

he Youth of T
hings, Life and D

eath in the A
ge of K

ajii M
otojir ō, U

niversity 

of H
aw

ai‘i press, 2014

）
に
つ
い
て
鈴
木
貞
美
先
生
か
ら
頂
戴
し
た
貴
重
な
論

評
（﹃
日
本
研
究
﹄
第
五
十
六
集
収
載
）
と
識
見
に
ま
ず
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
︒

鈴
木
先
生
の
よ
う
な
卓
越
し
た
学
者
の
方
が
︑
こ
れ
ほ
ど
の
時
間
と
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
割
い
て
︑
詳
細
な
概
説
と
分
析
を
お
寄
せ
く
だ
さ
っ
た
こ
と
を
光
栄

に
思
っ
て
い
る
︒
先
生
か
ら
は
拙
著
の
肯
定
的
な
面
と
併
せ
て
︑
至
ら
ぬ
点

に
つ
い
て
も
︑
徹
底
を
極
め
た
ご
指
摘
を
い
た
だ
い
た
︒
望
む
ら
く
は
︑
私

た
ち
双
方
が
こ
れ
ま
で
梶
井
研
究
に
注
い
で
き
た
努
力
が
︑
近
代
日
本
の
文

学
史
に
重
大
な
役
割
を
果
た
し
た
梶
井
基
次
郎
と
い
う
作
家
の
価
値
と
意
味

に
対
し
て
私
た
ち
双
方
が
与
え
る
高
い
評
価
に
匹
敵
す
る
よ
う
願
っ
て
や
ま

な
い
︒

　
拙
著
に
お
け
る
私
の
結
論
お
よ
び
省
略
さ
れ
た
点
に
対
し
て
︑
鈴
木
先
生

が
時
と
し
て
厳
し
く
批
判
を
加
え
て
お
ら
れ
る
こ
と
︑
ま
た
結
果
と
し
て
本

作
が
一
層
深
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
数
々
の
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
示
し
て

く
だ
さ
っ
た
こ
と
は
︑
よ
く
承
知
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
ご
指
摘
を
私
は
真

剣
に
受
け
止
め
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
先
生
が
近
代
日
本
文
学
を
専
門
と
す
る

学
者
と
し
て
高
い
評
価
を
得
て
お
ら
れ
る
か
ら
だ
け
で
な
く
︑
先
生
ご
自
身

が
同
じ
梶
井
基
次
郎
を
テ
ー
マ
に
広
範
な
研
究
・
執
筆
を
続
け
て
こ
ら
れ
た

方
だ
か
ら
で
あ
る
︒
お
よ
そ
学
者
な
ら
ば
︑
こ
の
よ
う
な
批
判
は
い
か
な
る

も
の
も
積
極
的
に
受
け
入
れ
︑
今
以
上
の
努
力
と
熱
意
を
傾
け
て
今
後
の
業

績
に
活
か
す
た
め
の
奇
貨
と
す
べ
き
だ
と
思
う
︒
こ
う
し
た
考
え
に
立
っ
て
︑

そ
の
素
晴
ら
し
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
英
語
圏
で
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
知
ら
れ

て
こ
な
か
っ
た
梶
井
文
学
に
拙
著
が
一
石
を
投
じ
︑
将
来
に
わ
た
っ
て
内
外

梶
井
基
次
郎
研
究
を
深
化
さ
せ
る
た
め
に

―
―
鈴
木
貞
美
氏
の
書
評
論
文
に
こ
た
え
て

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ド
ッ
ド
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の
学
者
に
よ
る
梶
井
研
究
の
継
続
の
一
助
と
な
る
よ
う
願
っ
て
い
る
︒

　
私
の
見
解
に
つ
い
て
は
す
で
に
︑
上
梓
し
た
二
七
〇
頁
に
お
よ
ぶ
拙
著
に

述
べ
て
い
る
の
で
︑
鈴
木
先
生
の
提
起
さ
れ
た
点
す
べ
て
を
こ
こ
で
網
羅
し

よ
う
と
は
思
わ
な
い
し
︑
こ
の
返
答
も
ご
く
短
い
も
の
に
留
め
た
い
と
思
う
︒

総
じ
て
︑
先
生
の
お
考
え
と
私
の
考
え
に
さ
ほ
ど
の
違
い
が
あ
る
と
は
思
え

な
い
気
も
す
る
が
︑
論
旨
を
も
っ
と
明
確
に
で
き
た
は
ず
だ
と
思
え
る
と
こ

ろ
も
あ
る
の
で
︑
そ
れ
に
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
︒
例
え
ば
鈴
木
先
生

は
︑
私
が
日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
日
本
回
帰
運
動
で
﹁
終
焉
﹂
し
た
と
述
べ

て
い
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
（p. 177
）︒
私
が
言
い
た
か
っ
た
の
は
︑
日

本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
一
九
三
〇
年
代
に
止
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
︒
そ
う
で
は
な
く
︑
私
自
身
の
議
論
を
進
め
る
た
め
に
︑
こ
の
こ
ろ
文

化
の
力
点
が
変
化
し
た
こ
と
︑
具
体
的
に
は
︑
日
本
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ

の
関
心
が
日
本
回
帰
運
動
を
通
じ
て
︑
さ
ら
に
内
向
し
て
い
っ
た
こ
と
に
注

意
を
向
け
直
し
て
み
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
鈴
木
先
生
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の

諸
相
が
今
日
に
至
る
ま
で
い
か
に
持
続
し
て
き
た
か
を
詳
細
に
た
ど
っ
て
み

せ
て
く
だ
さ
っ
た
が
︑
私
は
こ
れ
に
異
議
を
唱
え
る
も
の
で
は
な
い
︒
ど
ん

な
文
学
運
動
︑
文
化
運
動
も
︑
時
代
の
あ
る
時
点
で
忽
然
と
消
滅
す
る
な
ど

あ
り
得
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
し
︑
あ
る
時
代
の
概
念
や
文
学
の
ト
レ
ン

ド
が
︑
フ
ロ
イ
ト
の
言
う
﹁
抑
圧
さ
れ
た
も
の
の
回
帰
﹂
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
ご

と
く
︑
後
世
の
文
学
作
品
に
再
登
場
す
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
︒
モ
ダ
ニ
ズ

ム
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
︑
総
じ
て
私
た
ち
の
見
解
が
必
ず
し
も
対
立
す
る

と
は
思
え
な
い
︒

　
鈴
木
先
生
は
ま
た
︑
よ
り
説
得
力
の
あ
る
議
論
を
導
け
た
か
も
し
れ
な
い
︑

い
く
つ
か
の
文
学
的
に
重
要
な
文
献
を
︑
私
が
検
討
し
て
い
な
い
こ
と
と
と

も
に
︑
特
定
の
文
学
作
品
の
広
範
な
文
化
的
︑
文
学
的
背
景
を
全
面
的
に
考

慮
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
︒
先
生
の
ご
助
言
を
私
は
真
剣

に
受
け
止
め
て
い
る
し
︑
も
ち
ろ
ん
自
分
の
研
究
が
至
ら
な
い
こ
と
も
自
覚

し
て
い
る
︒
実
の
と
こ
ろ
︑
著
作
や
評
論
を
い
っ
た
ん
仕
上
げ
る
と
︑
私
も

自
分
の
研
究
を
さ
ら
に
深
め
る
べ
き
で
あ
り
︑
ま
た
そ
う
で
き
た
は
ず
だ
と

い
つ
も
感
じ
る
︒
敢
え
て
自
己
弁
護
さ
せ
て
も
ら
え
ば
︑
ど
ん
な
著
者
も
時

間
と
分
量
の
制
約
の
中
で
︑
何
を
含
め
︑
何
を
排
除
す
る
か
︑
選
択
を
迫
ら

れ
ざ
る
を
得
な
い
︒
完
璧
な
本
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
︒
た
だ
︑
私
の

見
解
に
明
確
な
欠
陥
が
あ
る
に
し
て
も
︑
拙
著
が
批
判
的
な
執
筆
者
を
少
な

く
と
も
刺
激
し
︑
そ
の
人
々
が
こ
れ
を
引
き
継
い
で
︑
今
後
も
梶
井
研
究
を

続
け
て
い
っ
て
欲
し
い
と
考
え
て
い
る
︒

　
こ
の
機
会
に
も
う
一
点
だ
け
明
確
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
︒
私
は
学
術

文
書
を
書
く
と
き
︑
言
葉
の
選
択
に
極
め
て
慎
重
で
あ
ろ
う
と
心
が
け
て
い

る
︒
お
よ
そ
文
学
を
愛
す
る
者
は
誰
で
も
一
言
一
句
に
こ
だ
わ
る
べ
き
だ
が
︑

時
に
は
そ
れ
が
叶
わ
ぬ
こ
と
も
あ
る
︒
例
え
ば
︑
鈴
木
先
生
ご
自
身
の
著
作

﹃
梶
井
基
次
郎
の
世
界
﹄
に
つ
い
て
︑
私
が
﹁
ど
こ
か
の
領
域
を
深
く
掘
り
下

げ
る
も
の
で
は
な
い
﹂（p. 175

︱176

）
と
述
べ
て
い
る
点
に
︑
先
生
は
言
及
さ

れ
て
い
る
︒
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
︑
こ
の
文
言
は
私
が
先
生
の
ご
著
書
を
あ
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た
か
も
﹁
浅
い
﹂
か
の
よ
う
に
︑
否
定
的
文
脈
で
と
ら
え
て
い
る
か
に
見
え

る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
私
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
︒
私
が
こ
こ
で
言

お
う
と
し
た
の
は
︑
学
者
は
自
身
の
選
ん
だ
分
野
に
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
的
視

点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
こ
こ
で
は
先
生
が

梶
井
作
品
に
﹁
よ
り
広
く
概
括
的
な
﹂
視
野
か
ら
迫
ろ
う
と
し
て
お
ら
れ
る

こ
と
を
︑
も
っ
と
正
確
な
言
葉
で
伝
え
ら
れ
た
は
ず
だ
っ
た
︒
私
の
意
図
を

理
解
い
た
だ
く
た
め
に
申
し
上
げ
る
が
︑
先
生
の
﹃
梶
井
基
次
郎
の
世
界
﹄

を
ま
だ
お
読
み
に
な
っ
て
い
な
い
読
者
の
方
々
は
︑
先
生
の
今
回
の
評
論
を

お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
︑
拙
著
に
込
め
た
私
の
考
え
を
先
生
が
ど
れ
ほ
ど
見

事
に
﹁
よ
り
広
く
概
括
的
﹂
に
ま
と
め
て
お
ら
れ
る
か
分
か
る
は
ず
で
あ
る
︒

　
な
お
︑
鈴
木
先
生
の
評
論
に
対
し
て
こ
の
小
文
を
掲
載
す
る
機
会
を
い
た

だ
け
た
こ
と
を
︑
前
編
集
長
の
坪
井
秀
人
先
生
に
お
礼
申
し
上
げ
る
と
と
も

に
︑
こ
れ
か
ら
も
様
々
な
角
度
か
ら
近
代
日
本
文
学
研
究
を
続
け
て
い
こ
う

と
志
を
新
た
に
し
て
い
る
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
き
た
い
︒

（
翻
訳
：
朝
倉
和
子 

翻
訳
家
（
Ｓ
Ｗ
Ｅ
Ｔ
所
属
））




