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キ
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ワ

ー

ド
囗
一
、

天
秤
座
　
二
、

読
む
楽
し

み

　
三、

父
と

母

一
、

は
じ

め

に

　

こ

こ

数
年
来、

辻
邦
生

の

作
品
論
を

発
表
し
て

き

た

が、

あ

る

方
面
か

ら

の

依

頼
に

よ

り、

急
遽、

辻

邦
生
の

作
家
評
伝
を

書
く

こ

と

と

な
っ

た。

し

か

し、

辻

邦
生
の

評
伝
は、

現
在
の

と

こ

ろ
ほ

と

ん

ど

出
版
さ

れ

て

お

ら

ず、

第
三

者
に

よ

る

資
料
は

極
め
て

乏
し
い

状
態
で

あ

る。

　

し

か

し、

幸
い

な
こ

と

に、

二

〇

〇

六
年
に

『

辻
邦
生

全
集
』

全
二

十
巻
が、

妻
の

辻
佐
保
子
の

編
集
に

よ

り

新
潮
社
か

ら

出
版
さ

れ、

そ

の

第
十
六

巻
は

辻
邦

生

の

自
伝
的
エ

ッ

セ

イ

や

小

説

が
収

録
さ

れ

て

い

る。

ま

た、

第
二

十
巻
に

は、

詳
細
な

年
譜
が
記
載
さ

れ

て

い

る。

そ

の

他、

辻

邦
生
の

歴
史
小
説
の

中
に、

父

と

の

思
い

出
や、

家
系

の

ル

！

ツ

を

辿
っ

た

も

の

が

あ
り、

妻
佐
保
子
が
書
い

た

伝
記
的
な

エ

ッ

セ

イ
も

出

版
さ

れ

て

い

る

の

で、

こ

れ

ら

を

た

よ

り
に

ま

と
め

て

い

き

た

い

と

思
う。

　

今
回
は、

紙
数
や
時
間
の

制
限
も

あ

る

の

で、

出
生
か

ら

旧

制
中
学
校
ま
で

を

ま

と

め

る

こ

と

と

し

た
。

二
、

出
生

と

幼
児
期

　

辻
邦
生
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駒
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三
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六
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亡
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た

め
に、
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上
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男

と
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育
し

て
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に

お

　

邦
生
の

命
名
は、

生
誕
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の

九
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二

十
四

日、

即

ち
九
・

二

・

四

か

ら

ご

く

単

純

に

と

ら

れ
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そ
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で

あ
る

が、
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辻」

姓
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ま
っ

て、

小

学
校
の

頃
か
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い
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い

ろ
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人

に

ペ

ン
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ー
ム
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そ
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時
代
は
ち

ょ

う

ど

二

十
世
紀
の

最
初
の

四

分
の
一

を

終
っ

た

と

こ

ろ

で

あ
り、

九
月
二

十
四

日

は

秋
季
皇
霊
祭
（
秋
分
の

日）

に

当

り
、

昼

と

夜
の

長
さ

は

そ

れ

ぞ
れ
正

確
に
一

日

を

等
し

く
分
割
し

て

い

た。

母
の

話
に

よ

る

と、

九

月
二

十
三

日

が

終
り

、

九

月
二

十
四

日
が

ま

さ

に

は
じ

ま

ろ

う

と

し

て、

真
夜
中
の

時
計
が
鳴
っ

て

間
も

な

く
私
が

こ

の

世
に

現
れ
て

き

た

の

だ
そ

う
で

あ
る。

安

産
で

あ
っ

た。

　

星

座
か

ら

み

る

と、

乙

女
座
か

ら

ヴ
ィ

ー

ナ
ス、

つ

ま

り

金

星
が

天
秤
座
に

移
っ

て

い

っ

た

そ

の

勢
に

ひ

か

れ

て、

私
は

こ

の

地
上

に

生

み

だ
さ

れ
た

と

い

う
こ

と

に

な

る。

し

た

が
っ

て

私
の

星
座
は
天

秤
座
で

あ

り、

守
り

神
は
ヴ
ィ

ー

ナ
ス

で

あ
り、

そ

の

時
刻
に

真
二

つ

に

分
割
さ

れ

た

昼

と

夜
は、

等
し

い

量
の

光
と

闇
を

私
に

与
え

た

の

で

あ
っ

た。

　

こ

の

事
実
は

た

し

か

に

そ
の

後、

私
の

運
命
を

明
瞭
に

司
っ

て

い

る

よ

う

に

　

　ハ
　ロ

見
え

る。

　

こ

れ

に

よ

る

と
、

邦
生

は
自
分
の

生
年
の

星

座
を

強
く

意
識
し

て

い

る

よ

う

に

　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
ハ
ど

思

わ
れ

る

が、

さ

ら

に、

「
自
伝
抄
−
小
説
ま

で」

の

中
に

も

次
の

よ

う

に

書
い

て

い

る。

　

こ

う
な
る

と、

私
は、

そ
れ
を

世
紀
の

四

半
分
と

か
、

昼

夜
二

分
と

か、

天

秤
座
と

か

い

う

も

の

に、

多
少
責
任
を
負
っ

て

も

ら
い

た

い

よ

う

な

気
に

な

る
。

お

そ

ら

く
体
内
感
覚
の

な
か

に
、

均
衡
と

か、

数
秩
序
と

か、

明
晰
と

か

に

対

す

る

好
み

が

あ
る

の

だ
ろ

う

が
、

そ

れ

が
果
た
し

て

ど

こ

か

ら

く
る

の

か。

　

そ

れ

で

も

私
は

、

自
分
が

金
星
（
ヴ
ィ

ー

ナ
ス
）

に

導
か

れ

て

い

る

と
、

時

ど

き

強
く
感
じ

る

こ

と

が
あ

る
。

金
星

は、

明
け
方
に

上
っ

て

明
け
の

明
星

に

な

り、

夕
ば
え

の

空

に
一

番
に
輝
い

て

宵
の

明
星
と

な
る

が、

私
が

最
も

好
ま

し

い

美
的
映
像
と

考
え
る

も

の

も
、

同
じ

く

明
け
方
の

自
然
の

な
か

の

透
明
な

雲
で

あ

り、

ま

た、

宵
明
り
の

残
る

大
都
会
の

き
ら

め

き

で

あ

る。

　
こ

の

二

つ

の

好
み

は

ま
っ

た

く

相
反
す
る

よ

う
に

見
え
る。

静
と

動、

朝
と

夕、

透
明
と

多
彩、

孤
独
と
歓
楽
1

そ

れ

は

た

し

か

に

対
立
す
る

も

の

で

あ

り

な
が

ら、

美
神
ヴ
ィ

ー
ナ
ス

は

そ

の

ど

ち

ら
へ

も
私
を

導
く。

昼
夜
を

正

確
に

二

分
さ

れ、

等
分
に

そ

れ

に

惹
か

れ

る

ほ

か

な

い

私
に

と
っ

て、

昼

と

夜
の

あ

わ
い

が、

も
っ

と

も

心
の

落
ち

着
く

時
で

あ

る

と

し

て

も、

そ

れ

は

当

然
か

も

し

れ
な

い
。

　
福
音
記
者
な

ら

「
熱
か
ら
ず
冷
た

か

ら

ず」

は

よ

い

こ

と
で

な

い

と

言
う

だ

ろ

う

が、

た

し

か

に

私
は、

明
晰
な

数
の

秩
序
が

好
き
な

く
せ

に、

ど

ち
ら

か

一

方
に

決
断
す
る

こ

と
は

得
手
で

は

な

い。

実
に

し

ば
し

ば
昼

で

も

よ

く
夜
で

も

い

い
。

旅
に

出
る

の

に、

北
で

も

よ

く

南
で

も
い

い
。

簡
素
で

も

よ

く、

豪

華
で

も

い

い
。

　
若
い

と

き

に

は、

こ

う
し
た

性
質
を

優
柔
不
断
と

思
っ

て、

悩
ん

だ
こ

と

も

あ
っ

た

が、

い

ま

は
む

し

ろ

ア

イ
ロ

ニ

ー

の

源
泉
と

し

て

そ

れ

を

愛
す
る

よ

う

に

な
っ

て

い

る。

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

ぼレ

　
「
星
座
で

知
る

子
ど

も

の

基
本
性
格」

に

よ

る

と、

乙

女
座
の

子
供
は

潔
癖
で、

繊
細
な

神
経
を

持
っ

て

生
ま
れ
る

が、

天
秤
座
の

子
供
は

客
観
的
な
思
考
力
と

強

い

正

義
感
の

持
ち
主

で

あ
り、

物
事
の

さ

ま

ざ
ま
な
面
が

見
え

す

ぎ
る

た
め

に

優

柔
不

断
に

な
る

こ

と

も
あ
る

が、

美
と

調
和
を

愛
す
る

平
和
主
義
者
と

な

り

や
す

い
、

と

書
い

て

あ
る。

　
辻
邦
生

の

中
に

は、

た

し

か

に

天

秤
座
生
ま

れ

の

人
の

持
つ

「
美
と

調
和
を

愛

す
る

平
和
主
義
者
」

の

血
が
認
め

ら

れ

る

の

で

は

な
か
ろ

う

か。

　
中
間
的
存
在
と

し

て

の

辻
邦
生
を

示

す
一

例
と

し
て、

兄
弟
姉
妹
の

構
成
が

あ

げ
ら

れ
る。

邦
生

は

二

人
の

兄
と
二

人

の

妹、

一

人
の

弟
と

い

う

六
人

兄
弟
の

ま

ん

な

か

に

生
ま

れ

て

い

る
。

し
か

し、

先
に

述
べ

た
よ

う
に、

長
男
守
彌
は

生

後

間
も

な
く

死
亡

、

次
男
の

春
生
は

六

歳
で

夭
逝
し、

邦
生
の

す
ぐ
下
に

生

ま
れ

た

三

枝
子
も

春
生
の

死
の

直
後
に

亡
く

な
っ

て

い

る。

生

き
残
っ

て

成
長
し

た

の

は
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一Eleotronio 　Library 　



Kurume SHIN-AI women's College

NII-Electronic Library Service

Kurume 　SH 工N −A 工　womenTs 　College

辻 邦生 　評伝 （
一

）84

　
　

　

　
　
よ

し

や

　
　

　
　
　
　
れ

い

こ

邦
生

と
弟
の

愛
也、

妹
の

禮
子

の

三

人

で

あ
っ

た。

　
次
兄
春
生
は

昭

和
三

年
の

ク

リ
ス

マ

ス

の

日

に

心
臓
麻
痺
で

急
死

し

た。

当
時、

三

歳
だ
っ

た

邦
生
は、

亡
く

な
っ

た

兄
の

そ

ば
に

じ

っ

と
一

緒
に

寝
て、

何

か

慰

め

よ

う

と

し

て

い

た。

母
が、

「
春
ち
ゃ

ん

は

も

う
亡

く

な

っ

た
の

よ。

も

う
一

緒
に

い

て

あ

げ
な
く
て

い

い

の
」

と

言
っ

て

も、

兄
の

そ

ば
を
離
れ

な

か
っ

た

と

　
ぽロ

い

う。

幼
い

邦
生
を

襲
っ

た

こ

の

喪
失
体
験
は、

ど

ん

な

に

か
深
い

心

理
的
影
響

を

与
え
た

こ

と

だ
ろ

う
。

　
三

歳
年
長
の

兄
春
生

は、

邦
生

に

と
っ

て

「
何
か
に

つ

け
て

〈
私
以
上
の

も
の〉

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　
ハ
　ソ

と
い

う
映
像
を

与
え
つ

づ

け
た

存
在
」

で

あ
っ

た。

兄
が

誠
之
幼
稚
園

の

園
庭
で、

大
勢
の

子
供
た

ち
と

縄
と

び
や

鬼
ご

っ

こ

を

し

て

遊
ん

で

い

る

「
輝
か

し

い
」

情

景
を、

ま

だ
仲
間
に

入
れ

て

も

ら

え
な

い

小

さ

な

邦
生
は、

感
嘆
と

羨
望
の

思
い

で

眺
め

て

い

た。

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
ハ
こ

　
春
生
の

た

め

に

買
っ

た

「
ア

ル

ス

児
童
文
庫
」

は、

兄
の

死
後
邦
生

の

少

年
期

の

財
産
と

な

っ

た
が、

そ

の

「

児
童
文
庫
」

に

対
す
る
一

種
壮
麗
な
も

の

を

見
て

い

る

よ
う

な
感
情
は、

兄

に

対

す

る

邦
生
の

思
い

を

映
し

出
し

た
も
の

に

相

違
な

い
。

　
「
ア

ル

ス

児
童
文
庫
」

は

大
正

末
期
か

ら

昭

和
初
期
に

か
け
て

急
速
に

発

展
し

た

日

本
の

出
版
業
界
の

ひ

と

つ

の

シ

ン

ボ
ル

で

あ
っ

た。

『

銀
杏
散

り

や

ま

ず
』

の

「
第
十
七

章
　
回

想
の

な

か

の

肖
像」

に

も、

幼
少
期
の

邦
生
の

家
庭
の

雰
囲

気
を

表
わ

す
重

要
な
フ

ァ

ク

タ

ー

と

し

て

登
場
す
る。

　

私
が

生

ま

れ

た

大
正

十
四

年
は、

父
三

十
三

歳、

母
二

十
五

歳
だ
っ

た

か

ら、

い

ろ
い

ろ

と

家
庭
的
な
理

想
も

描
け
た
に

違
い

な

い
。

兄
の

た
め
に

当
時
出
版

さ

れ
た

「

ア

ル

ス

児
童
文
庫
」

が

揃
え
ら

れ
て

い

た

の

も、

オ
ル

ガ
ン

が

置
か

れ

た

の

も、

こ

の

理
想
を

実
現
し

よ

う
と

す
る

若
い

夫
婦
の

気
持
ち

に

な
っ

て

み

れ

ば、

よ

く

解
る

気
が

す
る。

当
時
は

大
正

デ
モ

ク

ラ

シ

ー

の

結
果、

「

赤

い

鳥
」

が

出
た
り、

白
秋
や

雨
雀
の

童
謡
が

流
行
し

た

り

し

て、

社
会
主

義
的

な

ロ

マ

ン

テ

ィ

シ

ズ

ム

と

重
な
っ

て

〈
文
化〉

と

い

う

よ

う

な
雰
囲

気
が

作
り

出
さ

れ

て

い

た。

児
童
文
化
も

そ

の
一

環
と

し

て、

あ

る

新
し

さ

を

も
っ

て

い

た
。

あ
の

頃
は

円
本
の

流
行
も

あ
っ

て、

ど

こ

の

家
に

い

っ

て

も
改
造
社
の

日

本
文
学
全
集
と

新
潮
社
の

世
界
文
学
全
集
が

あ
っ

た。

そ

し

て

考
え
て

み

れ

ば、

私
た

ち

世
代
の

精
神
形

成
の

基
盤
の

か

な

り

の

部
分
は

「
ア

ル

ス

児
童
文
庫」

と

前
記
二

全
集
に

よ
っ

て

形
づ

く

ら

れ

て

い

る

の

で

あ
る。

「

ア

ル

ス

児
童

文

庫
」

は

児

童
向
け
の

百

科
叢
書
の

趣
が
あ

り、

古
今
東
西
の

小

説、

童
話、

歴

史
物
語、

お
伽
話
か

ら
科
学、

動
植
物
記
ま

で

含
ま

れ

て

い

た。
（
三

五

九

ペ

ー

ジ
）

　
そ

う

い

え

ば、

私
の

家
に

も、

こ

れ

ら

の

全

集
が

揃
え

て

あ

り、

「
ア

ル
ス

児

童

文
庫」

に

よ
っ

て

私
た
ち
は、

「
ア

ン

デ
ル

セ

ン

童
話」

や

「

グ
リ

ム

童
話」

あ

る

い

は

「

ア

ラ

ビ

ヤ
ン

ナ
イ

ト」
、

「

イ
ソ

ッ

プ
物
語
」

等、

東

西
の

物
語
を

は

じ

め、

ギ
リ

シ

ア

神
話
や

新
旧

約
聖
書
物
語
に

も
出
会
っ

て

い

た

よ

う

に

思
う。

　
現
代
の

よ

う

に

大
量
の

出
版
物
の

他、

電
子
機
器
に

よ
る

メ

デ
ィ

ア

の

氾
濫
の

波
に

呑
み

込

ま

れ
て、

価
値
あ
る

も

の

が

見
失
わ
れ

て

い

る

状
況

と

は

異
り、

い

わ

ば
古
典
と

も

い

え

る

精
選
さ

れ

た

出

版
物
が

子
ど
も

達
の

精
神
の

糧
と

し
て

供

給
さ

れ

て

い

た

の

で

あ

る
。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
ぽソ

　
亡
く

な
っ

た

春
生

に

対
す
る

父
と

母
の

気
持
ち

は、

『

銀
杏
散
り

や

ま
ず
』

の

「

第
十
七

章
　
回
想
の

な
か

の

肖
像」

に

も

記
さ

れ
て

い

る
。

　
昭

和
三

年
夏

、

（

邦
生
三

歳、

春
生

六

歳
の

時）

母
が

春
生

と

邦
生
を

連
れ

て

故
郷
の

鹿
児

島
へ

里

帰
り
し

た
帰
途、

関
門
連
絡
船
で

門
司
か

ら

下
関
に

渡
っ

た

と

き
、

た

ま

た

ま
東
京
か

ら

迎
え
に

来
た

父
と

ぱ
っ

た
り
出
会
っ

た

の

で

あ
る。

そ

の

く
驚
き
V

の

感
情
は、

嬉
し

さ．

安
堵
感
な

ど
も

加
わ

り、

い

ま

な

お

鮮
明

に

残
っ

て

い

る

と

い

う。

そ

し

て

邦
生
は、

父
が
東
京
か
ら

下
関
ま

で

わ

ざ

わ

ざ

迎
え
に

来
た

理

由
を

「

兄
春
生
が

可
愛
く

て

た

ま

ら
ず、

そ

れ
で、

迎
え

に

き

た

の

で

は

な

い

か」

（

三

五

七
ペ

ー

ジ）

と

推
察

す
る

の

で

あ
る。

　
「
兄

春
生
は

大
正

十
二

年
に

生
ま

れ

て

い

る

か
ら、

い

わ

ば
我
家
の

好
況
期
に

際
会
し

た

わ

け
で、

生

命
力
に

溢
れ

た

憎
た

ら

し

い

私
な
ど
よ

り
、

よ

ほ

ど

お
っ

N 工工
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と

り

し

た

可

愛
い

少
年
で

あ
っ

た

兄
は、

父
の

鐘
愛
の

的
で

あ
っ

た

ろ

う
」

（
三

五

八

ぺ

ー
ジ）

と

も

記
さ

れ

て

い

る。

　

「

生

命
力
に

溢
れ

た
憎
た
ら

し

い

私
」

と

書
い

て

い

る

幼
児

期
の

邦
生
は、

兄

と

妹
が
つ

づ

け
て

病
死
し

て
一

人
っ

子

に

な

っ

た

た

め、

一

時、

「
家
の

な
か

の

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　
　ロ
　ロ

柱
に

紐
で

熊
の

子
の

よ

う

に

つ

な

が
れ

る

羽
回」

に

な
っ

た。

そ

し

て、

「

辻
さ

ん

の

お

宅
で

は

子
供
を
熊
の

子
の

よ

う

に

綱
を

つ

け

て

飼
っ

て

い

る。

可
哀
そ

う

に。

可
哀
そ
う
に。
」

（

同
上）

と

い

う

噂
は

ま

た
た

く
間
に

拡
が
り、

母

は

そ

の

た
め

に

ノ

イ
ロ

ー
ゼ

気
味
に

な
っ

た
ほ

ど

で

あ
っ

た。

三、

名
古
屋
時
代

　

春
生

の

死
後

、

邦
生
は

父
の

転
勤
で

名
古
屋
に

移
り、

鶴
舞
公
園

の

ぞ

ぱ
に

住

ん

だ。

昭

和
五

年
四

月
頃
で

あ
る。

不
思
議
な

こ

と

に、

丁
度
そ
の

年
の

十
一

月

二

十
一

日

に

邦
生

の

未
来
の

妻
と

な

る

後
藤
佐
保
子
が

鶴
舞
公
園
の

そ

ば
で

生
ま

れ

て

い

る。

こ

の

偶
然
の
一

致
を、

邦
生

が

「

ヴ
ィ

ー
ナ

ス

の

導
き

で

未
来
の

妻

の

誕
生

を

見
守
る

た

め、

わ

ざ
わ

ざ

鶴
舞
公
園
ま

で

や
っ

て

き

た
。

」
（
同

上
一

八

ぺ

！

ジ
）

と

い

う
の

も
あ
な

が

ち

こ

じ

つ

け
と

は

思

え
な

い
。

後
藤
佐
保
子
は

後

に

東
京
大
学
で

美
術
史
を

専
攻
し

て

い

る

時
に、

大
学
院
生
の

辻
邦
生
と

出
会
う

の

で

あ

る。

　

幼
い

邦
生
は

こ

の

公
園

の

花
吹
雪
の

下
で、

花
び
ら

を

糸
で

つ

な
い

で

レ

イ

の

よ

う

な

も

の

を

作
ろ

う
と

し

た

け

れ

ど
も、

う

ま
く

い

か

ず、

一

時
間
ほ

ど

で

放

棄
し

て

し
ま
っ

た。

そ
の

上、

い

つ

も

持
ち

歩
き

、

近
所
の

悪
童
た

ち
の

羨
望
の

的
で

あ
っ

た
空
気
銃
を
花
吹
雪
の

中
に

置
き

忘
れ
て

し

ま
っ

た。

家
に

帰
っ

て

か

ら

は
っ

と

思
い

出
し

て

駆
け
て

行
っ

た

が

も

う

な
か
っ

た
。

　

こ

の

空
気
銃
の

喪
失
体
験
は、

相
当
に

こ

た

え
た

ら

し

く、

そ
れ
か
ら

後
の

人

生

の

折
々

に、

こ

れ

に

よ

く

似
た

思
い

を

味
わ
っ

た

が、

「
あ

の

空

気
銃
ほ

ど

に

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
ロ
　ザ

ロ

惜
し

い

思
い

を

呼
び
起
こ

さ

な
い

よ

う

だ。
」

と
述
べ

て

い

る。

　

も

う
一

つ
、

邦
生

の

名
古
屋
時
代
の

悪
童
ぶ

り
を

示
す
エ

ピ

ソ

ー
ド
が

あ

る。

邦
生
は

近
所
の

茶
の

湯
の

お

師
匠
さ

ん

の

家
で

猫
を

追
い

か

け、

炉
の

中
に

足

を

踏
外
し、

茶
釜
の

煮
え
湯
を

足
に

か
け

た

こ

と

が
あ
っ

た
。

五
歳
児
と

は

い

え、

羽
目
の

外
し

方
は

相
当
な

も

の

と

い

え

る。

　
以

前
に
住
ん

で

い

た

東
京
本
郷
西
片
町
は

東
京
帝
大
界
隈
の

学
者
町
で、

祖
母

久
子
が

孟
母
三

遷
の

教
え

に

従
っ

て、

子
供
を

育
て

る

上

に

理
想
的
な

場
所
と

し

て

選
定
し
た

閑
静
な

と

こ

ろ

で

あ
っ

た
。

　
そ

れ

に
反
し、

名
古
屋

の

家
は、
「
日

刊
自
動
車
新
聞
」

の

支
社
と

な

り、

「

朝

か

ら
電
話
は

鳴
る、

大
勢
の

人

が

出
た

り

入
っ

た
り

す
る、

郵
便
物
が

ど
っ

と

く

る、

と

い

う

有
様
で、

も

う

私
な

ど
は

誠
之
幼
稚
園
ど

こ

ろ

か、

そ
の

辺

の

幼
稚

園
に

ゆ

く
こ

と

も

で

き

ず、

ほ

と

ん
ど
う
っ

ち

ゃ

ら

か
さ

れ

て

暮
ら

し

た。
」

（

同

上

三

六

三
ペ

ー

ジ）

と
い

う

状
況

で

あ
っ

た

が、

こ

の

よ

う

な
「
エ

ネ

ル

ギ
ー

の

奔
騰
す

る

庶
民

的
環
境
の

な

か

に

ほ

う

り

こ

ま

れ
た

こ

と
」

（
同
上

三

六
三

−

三

六

四

ぺ

ー
ジ）

は

邦
生
の

旺

盛
な

生
命
力
に

見
合
っ

て

い

て、

生

来
の

野
性
を

思

う

存
分
発
揚
さ

せ

た

に

違
い

な
い
。

通

常
私
た

ち
の

想
像
す
る

作
家
辻

邦
生
の

端

正

な
イ

メ

ー

ジ

と

は

相
反
す
る、

野
性
的
で

エ

ネ
ル

ギ
ッ

シ

ュ

な

側
面
を

生
ま

れ

な

が

ら

に

具
え

て

い

た
の

で

は

な

か

ろ

う

か
。

四、

家
系
と

父
母
の

こ

と

　
辻
邦
生
の

先
祖
は、

代
々

甲

州

石

和

の

医

家
で

あ
っ

た。

し
か

し、

明
治
三

十

九
年

、

か

な

り
大
き
な

病
院
を

経
営
し

て

い

た
祖
父
直
記
が

四

十
五

歳
で

胸
を
患
っ

て

亡
く
な
っ

た
後、

祖
母
久
子

は

故
郷
を

棄
て、

四

人

の

子
供
を

抱
え
て

上

京
し、

当

時
と

し

て

は

珍
し

か
っ

た

女
性
の

事
務
員
と

な
っ

て、

子

供
を

育
て

た。

『

銀

杏
散
り

や

ま

ず
』

に

は、

こ

の

よ

う

な

「

父
の

死
を

契
機
と

し
て

初
め

て

振
り

返
っ

　
　
　

　

　ハ
けソ

た
一

族
の

歴
史」

が

熱
い

思
い

を

込
め

て

つ

づ
ら
れ

て

い

る。

　
注
目

す
べ

き

こ

と

は、

初
代
辻
保
順

守
瓶
は、

医
家
と

し

て

の

新
し

い

辻
家
家

譜
の

創
始
者
と
な
っ

た
人
で

あ

る

が、

天
明
八

年
に

本
居
宣
長
の

弟
子
と

な
っ

た。

守
瓶
三

十
九
歳、

師
宣
長
五

十
九
歳
の

時
で

あ

る
。

甲
府
の

辻
保
順
病
院
に

保
存

N 工工
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さ

れ
て

い

る

辻
守
瓶
の

歌
稿
に

は
、

宣
長
が

添
削
を

加
え

た
筆
あ
と

が

残
っ

て

い

る
。

『

銀
杏
散
り

や

ま

ず
』

の

中
で

筆
者
は
宣

長
と

守
瓶
の

師
弟
間

の

温

か
い

交

流
の

あ
と

を

書
簡
や
歌
稿
か

ら
じ
か

に

触
れ、

そ
の

思
い

を

味
わ
っ

て

い

る
。

そ

し

て、

当
時

宣
長
の

「

弟
子

た
ち
が

全
国
に

千
人
い

た
と

す
れ

ば、

本
居
先
生

も

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　

　
　ロ
リソ

か

な
り
気
骨

の

折
れ

る

仕
事
を
引
受
け

な

け
れ

ば
な

ら
な

か
っ

た
わ

け
で

あ
る。
」

と

感
嘆
し

て

い

る。

　
ま
た、

保

順
の

「
医
は

仁
術
で

あ

る」

と
い

う
思

い

は
、

八

代
あ

ま
り

を

通

じ

て

保
順
病
院
を

貫
く

倫
理
的
体
質
と

な
っ

た
。

こ

の

初
代
辻
保
順
の

文
学
へ

の

嗜

好
と

倫
理
性
は、

遠
い

子
孫
の

辻
靖
剛、

邦
生

父
子

に

ま

で

受
け
継
が
れ

て

い

る

と

い

え

よ

う。

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　
　
　ハ
はソ

　
邦
生

の

父

靖
剛

に

つ

い

て

は、

「

幼
年
期
の

自
画

像」

や、

「

自
伝
抄
」

に、

か

な

り
克
明
に

記
さ

れ

て

い

る

が、

父

の

死
後
に

書
か

れ

た

『

銀
杏
散
り
や

ま
ず
』

は、

父
の

死

を

契
機
と

し

て

見
出
し

た

く

内
な

る

故
郷
V

を

描
い

た

作
品
と

し

て

貴
重
な

も
の

と
い

え

る。

邦
生

は、

夫
の

死
後
故
郷
を

棄
て

た

祖
母
久
子
の

息
子

で

あ
る

父
の

内
面
に、

今
な
お

脈
々

と

生

き
続
け
る

懐
郷
の

情
と

祖
先
累

代
の

血

を
、

辻
家
の

ル

ー

ツ

を

辿
る

こ

と
に

よ
っ

て

発
見
し

て

い

く

の

で

あ

る。

　
父
靖
剛
の

生
涯

の

中
核
と

な

る

も

の

は、

全
生
涯

を

か

け

て

取
り

組
ん

だ
薩
摩

琵

琶
の

弾
奏
と、

日
本
の

伝
統
音
楽
を

守
り

抜
こ

う
と

す
る

情
熱、

努
力

で

あ
っ

た
。

生
業
と

し

て

の

自
動
車
ジ

ャ

ー
ナ

リ

ズ
ム

（
新
聞
発
行）

の

事
業
も

父
に

と
っ

て

重

要
な

仕
事
で

あ
っ

た

が、

靖
剛
は

最
後
の

最
後
ま

で、

琵
琶

楽
の

究
極
の

境

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　ハ
ビ

位
を

求
め

て

「

修
業
に

つ

ぐ

修
業
の

生

活
」

を

つ

づ

け

た

求
道
者
で

あ
っ

た。

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　
おり

　
『

二

十
世
紀
日

本
人

名
事
典』

に

は

下

記
の

よ

う
な

記
述
が

み

ら

れ

る
。

　

大
正
・

昭
和
期
の

薩
摩
琵

琶
弾
奏
者

　
日

本
琵
琶

楽
協
会
副
会
長、

元
・

日

本
新
聞
協
会
修
練
部
長
　
 
明
治
二

十
五

（

一

八
九
二
）

年
六

月
二

十
七

日

 
昭
和
五

十
六
（

一

九
八
一
）

年
十
一

月
二

十
五

日

　
 
山

梨
県
　
本
名
11
辻

三

寿
吉
　
 
生
家
は

本
居
宣
長
門
下
の

辻

保
順
守
瓶
が

開

い

た

保
順
病
院。

幼

少
か

ら

薩
摩
琵
琶

を

愛
好、

児
玉
天
南

、

池
田
天
舟
に

師
事。

大
正

五

年
天
舟

ら

と

東
京
に

薩
摩
琵
琶
正

弦
会
を

創
設、

同
会
委
員
長
と

し

て

正

派
薩
摩
琵
琶

の

振
興
に

尽
力。

第
二

次
大
戦
後
は

琵
琶
界
復
興
の

指
導
者
と

し

て

活
躍。

昭

和
三

十
四

年
日

本
琵
琶
楽
協
会
を

設
立

し

理

事
長、

ま

た

虎
ノ

門
に

薩
摩
琵
琶

古
典
研
究
所
を

開

い

て

後
継
者
の

養
成
に

あ

た
り、

門
下
生
に

須
田

誠
舟、

清

川
嵐
舟、

吉
田

央
舟
ら

が

い

る。

作
曲
に

「

明

暗
」

「
明

暗
崩
れ」
「

追
慕
の

曲」
。

演
奏

家
と

し

て

も
優
れ、

妙
寿
風

弾
法
を

よ

く

し、

得
意
曲
は

「
武
蔵
野」

「
吉
野
落」
「
錦
の

御
旗」

な

ど。

著
書
に

「

精
神
修
養
読
本
心

の

糧
」

「
琵
琶

楽
器
と

そ
の

製
作
者」

な

ど
。

　
私
た

ち

は、

「

琵
琶」

と

聞
く
と、

す
ぐ
に

『

平

家
物
語
』

を

弾
き

語
り

し

て

い

た

盲
法
師
を

思

い

出

す
が、

薩
摩
琵
琶

は

十
六

世
紀
後
半
に

「

薩

摩
藩
の

島
津

忠
良
が

武
士

の

士

気
を

鼓
舞
す
る

目

的
で

盲
僧
の

楽
器
を

借
用
し
て

教
訓
歌
を

歌

わ

せ

た

こ

と」

か
ら

始
ま
っ

た
と

い

わ
れ

て

い

る
。

江
戸
時
代
に

は

〈

士
風

琵

琶〉

と
く

町
風

琵

琶
V

と

が

様
式
的
に

区

別
さ
れ

た
が、

明
治
以
後
は

こ

れ

ら

を

ま

と

め
て

〈
薩
摩
琵
琶
〉

の

名
称
の

も
と

に

男
性
的
な

た

し
な

み

と

し

て

全
国

に

　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　
ホリ

広
ま
っ

た

と

い

う

こ

と

で

あ

る。

　
邦
生
は、

息
子

を

琵

琶
楽
の

後
継
者
に

し

た
い

と

い

う

父
の

願
い

に

応
え

る

こ

　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　
ハ
じ

と

は

出
来
な
か
っ

た

が、
「

〈

物
事
に

打
ち

込
む
〉

と

い

う
態
度
を

父
か

ら

学
ん

だ
」

と

書
い

て

い

る
。

ま

た、

父
は、

邦
生

の

行
動
に

干
渉
す
る

こ

と

な

く、

「

あ
え

て

黙
っ

て

見

守
る

と

い

う

態
度
を

と
っ

た」

（
同
上

二

九
ペ

ー
ジ）

と
も
述
べ

て

い

る。

邦
生

は

そ

れ

を

「
無
言
で

教
え

る

『

自
由

と

責
任
』

」

（

同
上
）

と

と

ら

え

て

い

る。

　
ま

た、

父
の

琵
琶
楽
は

邦
生

の

文
学
に

本
質
的
な

影

響
を

与
え

て

い

る

と

も

考

え

ら

れ

る
。

「
幼
年
期
の

自
画

像
」

の

中
で

、

「
私
は

母
の

子
守
唄
を

聞
い

た

の

が

先
か、

『

平
家
物
語
』

を

聞
い

た
の

が

先
か

わ

か

ら

な

い

と

お
も
っ

て

い

る」
（
同

上
一

八

ペ

ー

ジ
）

と

述
べ

て

い

る

が、

事
実、

邦
生
が

生
ま

れ

た

夜
中
も
父
は
一

心
に

琵
琶

を

弾
い

て

い

た

と

い

う。

ま
さ

に

辻
邦

生
の

文
学
は、

「

無
意
識
の

深

み
で

は、

日

本
の

古
典
の

伝
統
に、

骨
の

髄
ま
で

浸
っ

て

い

る。
」

（

同
上
．

五

ぺ

i
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一Eleotronio 　Library 　



Kurume SHIN-AI women's College

NII-Electronic Library Service

Kurume 　SH 工N −A 工　womenTs 　College

81久 留 米 信 愛 女 学 院 短 期大 学 研 究紀 要，第 31号

ジ）

と

い

え
る

の

で

あ
る。

　

後
年、

小

説

家
と

な
っ

た
辻

邦
生
が、

西
欧
を

舞
台
と

し

た
ス

ケ

ー
ル

の

大
き

い

歴

史
小
説
（
例
え

ば、

『

春
の

戴
冠
』

や
『

背
教
者
ユ

リ
ア
ヌ

ス
』

等
）

を

創

作
す
る

と

と

も

に、

日
本
古
典
の

伝
統
的
芸
術
に

関
す
る

『

嵯
峨
野
明
月

記
』

や、

『

西

行
花
伝
』

を

書
い

た
の

も、

父

の

琵
琶
楽
と

深
い

と

こ

ろ

で

つ

な

が
っ

て

い

る

の

で

は

な
か

ろ

う

か
。

そ

れ

を

邦
生

は
「

自
画
像」

の

中
で

次
の

よ

う

に

述
べ

て

い

る。

　

零
歳
か
ら
二

歳
ま
で

の

脳

の

発
達
は、

二

歳
か

ら

二

十
歳
ま

で

の

脳
の

発
達

と

等
し

い

そ

う

で

あ

る

か
ら

、

父
の

琵
琶
楽
や、

琵
琶
と

と

も
に

語
ら

れ

る

『

平
家
物
語
』

や

『

太
平
記』

な

ど

が、

私
の

脳
の

形
成
に

無
関
係
で

あ
る

と

は

考
え

ら

れ
な

い
。

子
守
歌
の

か

わ

り

に
、

『

平
家
物
語』

を

聞
か
さ

れ

て

い

る

と、

脳
の

ひ

だ
の
一

番
深
い

部
分
に、

ど

う
し

て

も、

語
り

と

し

て

の

日
本

語
が
沁
み

込
ん

で

く
る。

そ

し

て

こ

れ

が
、

意
識
す
る

以
前
に、

〈
物
語〉

に

対
す
る

愛
情
を

私
に

植
え

つ

け
な

か

っ

た
と

は

誰
が
い

い

き

れ

よ

う。

（
同
上

六
一

ペ

ー
ジ）

　

こ

の

よ
う

な、

父
の

琵
琶

楽
か

ら

の

影
響
と

と

も

に、

幼
児

期、

母
か

ら

与

え

ら

れ

た
影
響
も

看
過

で

き

な

い

も

の

で

あ
ろ

う。

　

母
は

母
で、

私
が
言
葉
を

理

解
す

る

よ

う
に

な

る

と、

寝
る

前
に

、

か

な

ら

ず
「
ア

ル
ス

児
童
文
庫」

か

ら

何
か

を
取
り
出
し

て

読
ん

で

く

れ

た
。

私
は

今

も、

母
が

読
ん

で

く

れ

た
一

種
独
特
の

単
調

な

声
を
覚
え
て

い

る

が、

そ

れ

は、

い

か

に

も

眠
り
に
入
る

前
の
、

心
地
よ

い

音
楽
の

か
わ
り

だ
っ

た
よ
う
に

思
う。

（

同
上

六
一

ぺ

！
ジ
）

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

まレ

　

童
話
作
家
の

た

か

し

よ

い

ち
氏
は、

自
分
が
童
話
作
家
を

志
す
よ

う
に

な
っ

た

動
機
を、

幼
児
期、

毎
晩
の

よ

う

に

寝
物
語
に

聞
か

せ

て

く

れ

た

母
の

昔
話
「

鬼

ば

ば
あ
」

に

求
め

て

い

る

が、

幼
児
の

魂
に

刻
印
さ

れ
た

も

の

は
、

生
涯
生
き

つ

づ

け

る

も
の

な
の

で

あ
る。

　
　

　

　
　
　
ハ
にソ

　
「

“
悲
し
め

る

母
”

の

記
憶」

は、

母
亡
き
あ

と
の

追
憶
の

情
が

色
濃
く

漂
っ

て

い

る

文
で

あ
る。

「
幼
年
期
の

自
画
像」

に

記
さ

れ

た

「
悲
し

み

に

沈
む、

若

い
、

寂
し

げ
な

女
性」

（

五

歳
の

可

愛
い

盛
り
に

急
性
の

心
臓
マ

ヒ

で

亡

く

な

っ

た
春
生

の

こ

と

を、

満
月

を

見
る

た

び
に

涙
を

浮
か
べ

て

思

い

出
す
母
の

イ
メ

ー

ジ
∀

と

は

う
っ

て

変
わ
っ

た

〈
強
い

母〉

に

変
身
し
た

の

で

あ

る。

　
夫
靖
剛
の

事
業
は

浮
き

沈
み

が

多
く、

時
代
の

波
は

容
赦
な

く

襲
い

か

か

る。

ま
た、

薩
摩
琵
琶
と
い

う
伝
統
芸
能
に

「

心
底
か

ら

惚
れ

込

ん

で
」

い

る

芸
術
家

肌
の

夫
の

下
で、

家
計
の

や

り

く

り

に

は、

さ

ぞ
苦
労

し

た

こ

と

だ
っ

た

ろ

う
と

邦
生

は

推
察
し

て

い

る。

し

か

し、

母
は

幼
い

子
供
た

ち

に

「
そ

う

し

た

苦
労
を

気
取
ら

せ

ぬ

こ

と

が
一

番
大
変
だ
っ

た
」

そ
う

で

あ
る。

そ

し

て、

戦
中、

戦
後

の

過

酷
な

生
活
が、

〈

悲
し
み

の

母
〉

を

〈

強
い

母〉

に

変
身
さ

せ

た

の

で

あ
る

。

　
終
戦
後、

疎
開
先
の

湯
河
原
か

ら

東
京
に

戻

り、

生

活
が

安
定
し

た
の

ち、

日

本
人

形

造
り
を

習
い、

み

る

み

る

う

ち

に

上

達
し

て

「

師
匠

の

代
り

に

人

形
を

専

門
店
に

納
め

る

よ

う

に」

（
同
上
一

二

四

ペ

ー
ジ）

な
り

、

何
年
か

後
に

は

独
立

し

た
。

単
な

る

趣
味
の

域
を

脱
し、

母
も

又、

そ

の

道
の

プ
ロ

に

な
っ

た

の

で

あ

る
。

　
人

形

造
り
と

の

関
連
で、

せ
っ

せ

と

歌
舞
伎
を

見
る

よ

う

に

な
っ

た
の

は、

母

の

内
部
に

「
潜
在
的
に、

物
語
や、

芝
居
へ

の

愛
好
が

あ

っ

て、

そ

れ
が

突
然
目

覚
め

た
と

い

う

感
じ
で

あ
っ

た。
」

（

同
上）

と
邦
生
は

書
い

て

い

る

が、

辻
邦
生

の

〈
物
語〉

志
向
性
は、

母

か

ら

も

受
け

継
い

で

い

る

と

い

え

よ
う。

母

の

後
半

生
に

つ

い

て

邦
生
は

次
の

よ

う

に

書
い

て

い

る
。

　

し

か

し、

母
の

後
半
生
は、

む

し

ろ

積
極
的
な

人

で

あ
っ

た。

松
原
湖
の

避

暑
先
に

遊
び

に

き

て、

い

っ

し
ょ

に

裏
八

ケ

岳
に

登
山
し、

白
駒
の

池
ま

で

行
っ

た

こ

と

が

あ
る。

ア

ポ
ロ

の

月

着
陸
の

テ
レ

ビ

は

深
夜、

夢
中
に

な
っ

て

見
て

い

た

し、

万

博
に

は

わ
ざ
わ

ざ
大
阪
ま

で

行
っ

て、

ア

ー
ム

ス

ト

ロ

ン

グ
船
長

の

持
ち
帰
っ

た
月
の

岩
石

を

見
て

き

た

り

し

た。

（

同
上
）
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ハ
の　

　

辻
邦
生
が

急
死
す
る

直
前

ま

で

書
い

て

い

た

『

の

ち

の

思
い

に
』

の

中
の

「
不

意
の

お

と
ず
れ
」

に

は、

松
原
湖
に

遊
び
に

来
た

母

と

と

も
に

二

人

で

試
み

た

裏

八

ケ
岳
登
山

の

思

い

出
が

記
さ

れ

て

い

る。

年
譜
を

調
べ

て

見
る

と

昭

和
三

十
年

（

一

九

五

五

年）

七
月、

「
は

じ

め

て

北
八

ケ
岳
稲
子
に

暑
を
避
け

る。
」

と

記

さ

れ

て

い

る

の

で、

こ

の

時
の

思
い

出
と
思
わ
れ

る

が、

母
は
五

十
五

歳、

邦

生

は

三

十
歳
の

夏
も
半
ば
を

過
ぎ
た
頃
の

こ

と

で

あ

る。

　

昔
は

「

ど
ち

ら

か

と

い

う
と

陰
気
で

内
気
な

性
格
で

あ
っ

た
」

（

同
上
一

五

ニ

ペ

ー
ジ
）

の

に、

戦
時
中
の

生
活
で

す
っ

か

り

変
わ
り、

「
行
動
的
で

さ
っ

ぱ
り

し

た

性
格
に

な
っ

た
」

（

同
上
）

母
は、

邦
生

が

立

て

た

計
画、
「
八

ケ

岳
連
峰
の

硫
黄
岳
か

ら

天

狗
岳
に

つ

づ

く

あ

た
り
か

ら

入
る

ブ
ナ
の

原
始
林
を

通
り、

白
駒

の

池
に

至
る

コ

ー

ス
」

（

同
上
一

五

三
ぺ

ー
ジ
）

を

聞
い

て

小

躍
り

し

て

喜
ん

だ。

妻
の

佐
保
子
は

気
を

利
か

せ

て

家
に

残
っ

た
。

そ

し

て

二

人
は

翌
朝
早
く
弁
当

を

持
っ

て

出
発
し
、

正

午
過

ぎ
に

は
目

標
の

白
駒
の

池
に

着
き

、

池
の

そ

ば
で

お

握

り
を

食
べ

て

下
山
し

た。

母
は

「
こ

ん

な
き

れ

い

な

池
に

き

た

こ

と

が

な
い

わ」

（
同
上
一

五

五

ペ

ー
ジ）

と、

湖
畔
の

景

色
を

見
て

喜
ん

だ
。

　

昼
す
ぎ
に

風
が

出
て、

池
の

そ

ば
の

白
樺
が

ざ
わ

ざ

わ

揺
れ

は

じ

め

た。

私

た

ち

は

池
の

そ

ば
を

離
れ

た。

私
は

白
駒
の

池
を

離
れ
る

と

き、

ふ

と、

母
と

こ

の

池
を
見
に

く

る

こ

と

は
二

度
と

あ
る

ま

い

と

思
っ

た。

母

が

こ

ん

な

山

奥

に

ま

で

登
っ

て

き

た

こ

と

は、

こ

の

生
の
一

回
き
り

の

営
み

な

の

で

あ

り、

母

も

こ

れ

を
両
手
で

受
け

と

め

る

よ

う

に

喜
ん

だ
に

違
い

な

い
。

（

同
上
）

　
こ

の

母
も、

父
の

死

後
五

年
を
経
た
一

九

八
六

年
（
昭

和
六

十
一

年）

十
二

月

一

日
に

亡
く

な
っ

た。

邦
生
は

「
幼
児

じ

み

た、

あ
ど

け
な

い

寝

顔
に

見」

（
同

上
→

二

ニ

ペ

ー

ジ
）

え

る

美
し

い

母
の

死
顔
を
見
て、

「

あ
あ、

母
は、

や
っ

と

春
生

ち
ゃ

ん
の

と

こ

ろ

に

還
る

の

だ
な」

（

同
上
∀

と

思
っ

た

と

書
い

て

い

る。

五
、

小
・

中
学
校
時
代

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　

ノ

ス

タ

ル

ジ

　

　
小

学
校
時
代
の

思

い

出
を

書
い

た
エ

ッ

セ

イ
の

中
で

は、
「
図
書
館
へ

の

郷
愁」
、

「

赤
坂
慕
情
」

な
ど
が、

作
家
辻
邦
生
に

直
結
す
る

文
章
で

あ
ろ

う。

　
当
時、

邦
生

は、

地

元
の

赤
坂
小
学
校
へ

通
っ

て
い

た。

四

年
生

の

時、

一

時、

東
中
野
の

「
ヒ

マ

ラ

ヤ

杉
に

囲
ま

れ

た

西
洋
風
の

広
い

家」
（

「

自
画

像」

二

〇
ペ

ー

ジ）

に

引
越
し

た
が、

赤
坂
小

学
校
に

愛
着
を

持
っ

て

い

た
邦
生

は

電
車
通
学
ま

で

し

て

赤
坂
の

小

学
校
に

通
っ

た。

　
二

年
ほ

ど
し

て

住
い

は

再
び

赤
坂
に

戻
り、

氷
川

神
社
の

裏
手
に

あ
る

手
狭
な

家
に

住
ん

だ。

そ
の

頃
氷
川
図
書
館
の

児
童

閲
覧
室
に

通
い、

読
書
に

熱
中
し

た。

　
当
時
は

「
赤
い

鳥」

や
「

ア

ル

ス

児
童
文
庫
」

な

ど
大
正、

昭
和
初
期
の

理

想
主

義
的
な
児
童

文
学
活
動
が

終
っ

て、

大
衆
的
な

「

少
年
倶
楽
部」

が

全
盛

期
を

迎
え

て

い

た。

佐
藤
紅
緑、

山
中
峯
太
郎、

海
野

十
三、

高
垣

眸、

南
洋

一

郎、

吉
川
英
治、

サ

ト
ウ

ハ

チ
ロ

ー
な
ど

の

少
年
小

説
が

友
達
の

あ

い

だ
で

む

さ

ぼ
り

読
ま
れ

た
。

田
河
水
泡
の

『
の

ら

く

ろ
』 、

島
田

啓

三

の

『

冒
険
ダ

ン

吉
』

な

ど

の

漫
画

本
や、

真
田

十
勇
士
を

扱
っ

た

少
年
講
談
な
ど
は

教
室
の

中
で

廻

し

読
み

さ

れ

た。

私
は

次
の

番
が

待
ち
き

れ

ず
休
み

時
間
に

友
達
と

並

ん

で

こ

う

し
た

本
に

読
み
ふ

け
っ

た

こ

と
を

覚
え

て

い

る。

（

同
上
）

　

同
時
代
の

者
に

と
っ

て

は、

懐
か

し

い

作
者、

作
品
名
が

出
て

く
る

が、

辻

邦

生

に

も、

「

固
苦
し

い

良
書」

（

同
上
）

で

は

な

く
、

大
衆
的、

娯
楽
的
な
少
年
小

説、

冒
険
小

説
に

よ

っ

て、

「

子
供
が

本
来
持
っ

て

い

る

旺

盛
な
読
書
力
」

を

「
十
全

に

燃
え
立
た」

（

同
上

二
一

ペ

ー

ジ
）

せ

た

時
代
が

あ
っ

た

の

で

あ
る

。

　

こ

の

経
験
か

ら、

子

供
に

と
っ

て

最
も

大
事
な

の

は

A

読
む
こ

と
〉

の

楽
し

さ

を

知
り

、

「

読
書
が

生

活
の

一

部
に

な

っ

て

く

る

と、

子

供
は

自
分
で

自
ず
と

良

書
を

求
め

る

よ

う

に

な

る。
」

（

同
上
）

と

考
え

る
。

つ

ま

り、

〈
読
書
〉

は、

〈
お

勉
強〉

や

〈
お
け

い

こ
〉

の

よ

う
な

も

の

で

は

な

く、

食
事
や

お

三

時
や
遊
び
の
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よ

う

な

日

常
的
な

も

の

に

な

る

の

で

あ

る。

　

小

学
校
時
代
の

邦
生
は、

氷
川

図
書
館
の

児
童
閲
覧
室
で

〈

読
む

こ

と〉

の

楽

し

さ

を

知
り、

日

が

な
物
語
の

世
界
に

没
入

し、

閉
館
時
間
が

来
て

外
へ

出
た

後

も、

ま

だ
夢
か
ら

醒
め

や
ら

ぬ

人

の

よ

う

に

物
語
の

世
界
を
さ

ま

よ
っ

て

い

た
。

「

地
上

に

こ

れ

ほ

ど

の

至

福
が

あ
ろ

う
か

、

と

子
供
心
に

何
度
も

思
っ

た
も

の

で

あ

る
。

」

（
同
上
）

と

書
い

て

い

る

が、

こ

こ

に

も、

辻
邦
生
に

お

け

る

強
い

物
語

志
向
性
を

見
出
す
こ

と
が

で

き

そ

う

で

あ

る。

　

辻
邦
生
に

と
っ

て、

氷
川

図
書
館
で

の

読
書
は、

は

じ
め

て

の

図

書
館
体
験
で

あ
り

、

「

読
む

楽
し

み

が

こ

う
し

た
純
粋
な

く

読
む

状
態
V

に
よ

っ

て

強
化
さ
れ

る

こ

と

を

自
然
と

体
得」

（

同
上
）

さ

せ

て

く

れ
た

貴
重
な
体
験
で

あ
っ

た。

事

実、

そ

れ

は、

中
学
時
代、

大
学
時
代
の

熱
心

な

図
書
館
通
い

に

つ

な

が

り、

ひ

い

て

は

パ

リ

留
学
時
代
の

国
立

図
書
館
体
験
へ

と

結
実
す
る

の

で

あ

る。

　

辻
邦
生

が

「
赤
坂
慕
情」

を

書
い

た
一

九
九

二

年
の

三

月、

邦
生

が

愛
着
し、

一

時
期
電
車
通
学
ま

で

し

て

通
っ

た

赤
坂
小

学
校
は
一
一

八

年
の

歴

史
を
終
え
て

閉
校
し
た。

生

ま
れ

故
郷
と
い

う

わ

け
で

も
な

く、

特
別
に

ゆ
か

り

の

あ
る

人
物

や
建
物
が

あ
っ

た
わ

け
で

も
な

い

赤
坂
の

町
が

、

邦

生

の

子
供
心

に

な

ぜ

か

好
き

だ
っ

た
の

で

あ

る。

　

赤
坂
は

コ

完
全
に

下
町
で

は
」

（

同
上
）

な
く

、

「

他
方、

赤
坂
は、

青
山

に

つ

づ

く

山
の

手
の

雰
囲
気
を

持
つ

町
々

を

抱
え
て

い

た。
」

（
同
上）

そ

の

た

め、

ク

ラ
ス

の

中
に

は

役
人、

会
社
員

、

弁
護
士、

医

師
の

子

弟、

主

流
と

な
る

商
人
の

子
供
の

他、

左
官、

石
工、

大
工、

仕
立

屋

な
ど
の、

職
人

の

子
弟
も

い

た。

「
ま

さ
に

下
町
と

山
の

手
の

ぶ

つ

か

る

接
点
と

言
っ

て

よ

く、

後
年、

私
の

よ

う

に

小

説
家
を
稼
業
と

す
る

人
間
に

は、

さ

ま

ざ

ま

な

家
庭
を

見
る

機
会
が

あ
っ

た

点
で、

文
字
通
り

天

の

配
慮
と
い

う

べ

き
場
所
だ
っ

た
。

」

（
同
上
）

の

で

あ
る。

　

も

し

邦
生

が、

出
生

地
の

本
郷
に

住
み

つ

づ

け
て

い

た

ら、

小
説
家
辻
邦
生

は

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
ハ
む

こ

の

世
に

存
在
し

な

か
っ

た
に

違
い

な
い
。

そ
れ

を

彼
は
「

自
伝
抄
−
小
説
ま

で」

の

中
に

次
の

よ
う

に

記
し

て

い

る
。

　
私
が

屋

敷
町
に

育
ち、

受
験
校
で

有
名
だ
っ

た

誠
之

と

か

青
南
と

か

高
師
付

属
と

か

に

入

れ
ら

れ

た

ら、

お

そ

ら

く、

官
僚
の

端
く

れ

ぐ
ら

い

に

は

な
っ

て

い

た

だ

ろ

う

が
、

小

説
家
と

な

る

こ

と

は

な

か
っ

た

ろ

う。

自
分
で

い

か

に

小

説
を

書
こ

う

と
思
っ

て

も、

魂
の

基
底
を
形

成
す

る

部
分
に、

生
命
の

躍
動
を

養
う

こ

と
が

で

き

ず、

結
局

は、

長
大
な
作
品
を

書
く

力
を
持
つ

こ

と

は

で

き

な
か
っ

た

は

ず
だ。

　
私
は

今
も、

芸

術
制
作
の

根
源
力
は、

生

命
の

躍
動
に

あ
る、

と

信
じ

て

い

る。

そ

れ
も、

ご
く

素
朴
な、

飾
り

の

な
い
、

健

全

な
躍
動
で

あ
る

。

　

こ

の

引
用
文
の

末
尾
の

「
芸
術
制
作
の

根
源

力
は

、

生
命
の

躍
動
に

あ

る
」

と

い

う

こ

と

ば
は、

辻

邦
生

の

旺
盛

な

筆
力
と
グ
ロ

ー
バ

ル

な

作
品

世
界
を

解
き

あ

か

す
鍵
と

も
い

え
る

も

の

で

あ
ろ

う。

　

小
学
校
時
代
に

開

花
し

た

読
書
へ

の

興
味
と

と

も

に、

邦
生

は

〈
書
く

こ

と
〉

へ

の

楽
し

み

を

生
ま

れ

な

が

ら
に

持
っ

て

い

た

よ

う
に

思
わ

れ

る。

　

彼
は、

「

書
く

こ

と

だ
け
が

好
き

で、

た

だ
快
楽
の

た

め

に

書
い

て

い

る

人
」

（
「

自
画

像」

三

〇
ぺ

ー

ジ
）

の

代

表
と

し

て

ス

タ

ン

ダ
ー

ル

を

あ
げ、

自
分
自
身

は

大
別
す
る

と、

「

お

そ

ら
く

ス

タ

ン

ダ
ー
ル
型

に

入
る

か

も

し

れ

な
い
。

」
（
同

上）

と

述
べ

て

い

る
。

　

し

か

し、

ス

タ
ン

ダ
ー

ル

の

よ

う

に
一

挙
に

作
品
を

書
き

上

げ
る

タ
イ

プ
で

は

な
く、

「
三

年
な

り
五

年
な
り

書
き

つ

づ

け

て、

よ
う
や

く

長
編
小
説
を

仕
上

げ

る

型」

（
同

上

三

〇
1

三
一

ぺ

ー
ジ）

と

い

う
点
で

は、

ト
ー

マ

ス
・

マ

ン

の

影

響
を

受
け
て

い

る

か
も

し
れ

な

い、

と

も

書
い

て
い

る
。

　

ま

た、

〈

書
く

こ

と
〉

の

楽
し

み

に

つ

い

て

は、

「
小

学
校
の

こ

ろ

か
ら

何
か

を

空
想
し

て

書
く

と

楽
し
く、

多
少
で

も

写

実
的
な

気
持
が

混
じ

る

と、

筆
が

重
く

な
っ

た。
」

（

同
上

三
一

ぺ

ー
ジ）

「

写

実
的
な

テ

ー

マ

を

与
え
ら

れ

る

と、

私
は、

勝
手
に

空
想
し

た

こ

と

を

実
際
に

あ
っ

た

こ

と

の

中
に

混
ぜ
て

書
い

た。

要
す
る

に

う
そ

を
書
い

た

わ

け
だ

が、

う

そ

を

書
く

と

筆
勢
に

は

ず
み

が

つ

く

し、

書
く

楽
し

さ

が
倍
加
す
る

の

で、

多
少
の

疾
し

さ

が

あ
っ

た
に

も

か

か

わ

ら

ず、

そ

れ
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を

抑
制
す
る

こ

と

が

で

き

な

か
っ

た。
」

（
同
上

　
傍
点
は

原
文
の

ま

ま
）

と
も

書

い

て

い

る。

　
つ

ま

り、

小

学
校
時
代
の

邦
生
は、

「
書
く

こ

と
」

と

「
空

想
す
る

こ

と
」

が

融
け
合
っ

た

「

書
く

楽
し
さ
」

を

享
受
し

て
い

た

の

で

あ

る

が
、

中

学
時
代
以
後、

そ

の

二

つ

は

は
っ

き
り

と

分
か

れ

て

し

ま

い、

「
文
章
道
を

修
業
す
る

人

の

よ

う

に」

（

同
上

三

ニ

ペ

ー

ジ
）

書
く

こ

と、

い

わ
ゆ
る

「
名
文
」

を
意
識
し

は

じ

め

る

と、

「
書
く

楽
し

さ」

は
失
わ
れ

て

し

ま
っ

た。

　
「
書
く

こ

と
」

に

つ

い

て

は、

こ

の

先、

紆
余
曲
折
を

経
て、

作
家
辻
邦
生

の

人

生

の

中
核
を
占
め

る

こ

と

と

な
る

の

で

あ
る。

　
小

学
校
時
代
を

こ

こ

で

終
え、

旧

制
中
学
校

時
代
に

つ

い

て

は
、

ご

く

簡
単
に

述
べ

て

お

き

た
い

。

　
当

時、

旧

制
中
学
校
へ

の

受
験
競
争
は、

現

在
と

同
様
に

相
当

激
し

い

も

の

で

あ
っ

た．

が、

邦
生

は

「
生
来
の

の

ん

気
な

性
分
か

ら、

何
と
か

な

る

だ
ろ

う

と

高
を

く

く
っ

て

い

た
」

（
同
上

六

五

−

六

六

ペ

ー

ジ
）

た

め
、

志
望
校

に

は

入

れ

ず
、

日

大
三

中
に

首
席
で

合
格
し

た。

　
中
学
時
代
に

も
好
き

な

山
歩
き
を

し
た

り、

読
書
や
A

書
く
〉

こ

と

を

つ

づ

け

て

い

た

が、

特
筆
す
べ

き

こ

と

は

少
な
い

の

で、

邦
生

の

人

生
に

圧
倒
的
影
響
を

与
え

た

旧
制
松
本
高
等
学
校
時
代
に

移
る

こ

と

と

す
る。

　
以
上
で

こ

の

稿
は

い

ち

お
う

筆
を

お
く

が、

辻
邦
生

の

幼
少
年
期
の

境
遇
は、

相
次
ぐ
兄
妹
の

死
な

ど
の

不

幸
は

あ
っ

た

が、

概
し

て

恵
ま

れ
た

も

の

で

あ
っ

た

と

思
う。

特
に、

父
母
の

子
ど
も
へ

の

愛
情、

「

無
言
で

教
え

る」

家
庭
教
育

の

あ

り

方、

積
極
的
な

求
道
的
な

生
き

方
に

は

教
え

ら
れ
る

と

こ

ろ

が

大
き
か
っ

た。

こ

こ

に

は、

現
在
の

日

本
人
が

見
失
っ

て

い

る

モ

ラ

ル

を
再
発
見
で

き

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か。
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（
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初
出
『

作
家
の

世

界
』

番
町
書
房
　
昭
和
五

三

年
二

月

三

日

『

辻
邦
生
全

集
一

六
』

「

自
画

像」

＝
ニ

ペ

ー

ジ

『

全
集
一

六
』

五

九

ぺ

ー

ジ

（
以

下、

『

辻
邦
生
全

集
』

を

『

全
集
』

と

略
記
す
る）

『

星
座
が

教
え

る

子
育
て

術
』

岩
瀬
恭

子
　
サ
ン

マ

ー
ク

出
版

　
一

九

九
三

、

四
、

五

「
自
画
像
」

一

七
ペ

ー
ジ

同
上

ア

ル

ス

社
出
版
『

日
本
児
童

文
庫
』

の

こ

と
。

全

七

六

巻。

総
合
的
な

児
童
文
化
叢
書。

刊
行
は
一

九
二

七
年
（
昭
二
）

五

月

〜
三

〇
年
（
昭

五）

＝

月
。

北
原
白
秋
の

弟
鉄
雄
が

経
営
す
る

出
版
社
ア

ル

ス

発
行

。

新
潮
社
　
一

九

八

九、

九、

二

〇

「

自
画
像
」

　一

七
ペ

ー
ジ

『

銀
杏
散
り

や

ま

ず
』

三

六

五

ペ

ー
ジ

初
版
オ

ビ

の

こ

と

ば

『

銀
杏
散
り

や

ま

ず
』

一

二

四

1

＝
一
五

ぺ

ー

ジ

『

全
集
一

六

巻
』

「

自
画
像
」

　一

四
ペ

ー
ジ

日
外
ア

ソ

シ

エ

ー
ト

　
ニ

○

〇
四、

七
、

一
、

五

『

世
界
大
百

科
事
典
二

四

巻
』

平
凡
社

　
→

九

八

八、

四、

二

八

「

自
画

像
」

六
一

ぺ

ー
ジ

児
童
文
学
作
家。

考
古
学
フ

ィ

ク

シ

ョ

ン、

創
作
民
話
な
ど

の

ジ
ャ

ン

ル

で

数
多
の

優
れ
た

児
童
文
学
作
品
を

出

版
。

椋
鳩
十
の

研
究
家。

現

在、

久
留
米
信
愛
女
学
院

短
期
大
学
名
誉
教
授、

図
書
館
長

『

全
集
一

六

巻
』

　一

二

ニ

ペ

ー

ジ

日
本
経
済
新
聞
社
　
一

九

九

九、
　一

二、

七

『

全
集
一

六

巻
』

六
ニ

ペ

ー

ジ
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