
立
原
正
秋

の
こ
と

兵

藤

正
之
助

今

度
、
新
潮

社

刊

の

『
新
潮

日
本

文

学

ア

ル
バ

ム
』

に
、
新

し
く
十
九
巻
が
追
加

さ
れ
、
そ

の
十

八

巻

目
に
立
原

正
秋
が
入
り
、
評
論

、
年

譜
な
ど

の
す

べ
て
を
、
思

い
が
け
ず
も
担
当

す
る
こ
と
と
な

っ
た
。

一
日
が

か
り
、
あ

る
日
書
庫

か
ら
、
彼

の
二
十

四

巻
本

の
全
集

や
、
生
前
寄
贈

さ
れ
た
小
説

・
評
論

・

エ
ッ
セ
イ
集

な
ど
を
机
辺

に
移

し
変

え
た
。

そ
し
て
そ

の
後
、
大
正
十

五
年

一
月
六

日
生

れ
、

昭
和

五
十
八
年

八
月
十

三
日
、
五
十
四
歳

で
死
去

し

た
彼

の
年
譜

に
ざ

っ
と
眼

を
通
し
な
が
ら
、

さ
ま
ざ

ま
な
感
慨

に
ふ
け

っ
た
。

昭
和

三
十
九
年
以
来
、

死
に
近

い
頃
ま

で
、
あ

れ

こ
れ
と
彼

と

の
交
渉
が
あ

っ
た
か
ら
だ
。

そ

の
第

一
に
あ
げ
ら

れ
る

の
は
、
昭
和

三
十
九
年

十

一
月
創

刊
、

四
十

二
年

九
月
、
十
号

で
終
刊

と
な

っ
た

同
人
誌

「犀
」

で
あ

る
。
「
近
代

文

学
」

の
終

,
刊
が
予
測
さ

れ
る
中

で
、
山
室
静

や
埴
谷
雄
高

の
意

図

で
、
そ
れ

ま
で
集

ま

っ
て
い
た
若

い
書
き

手

に
よ

っ
て
刊
行
が
企

て
ら
れ
、
立
原
正
秋

を
中

心

に
創

刊

さ
れ
た

こ
の
雑
誌

は
、
終
刊
後
、
時
が

た

つ
に
つ
れ

て
、
文
学
史
的

に
も
珍

し

い
も

の
と
し
て
、
文
学
辞

典
な
ど

で
特
筆
評
価

さ
れ

る
よ
う

に
な

っ
て
い
る
。

そ
れ

は
当
初
無
名

の
新
人
と

し
て
集

っ
た
同
人

の

中

か
ら
、

ま
ず

立
原
が

直
木
賞
を
、
次

い
で
高
井
有

一
が
芥
川
賞
、

そ
し

て
加
賀

乙
彦

の
太
宰

治
賞
と

い

う

ふ
う

に
、
続

々
と
作
家

の
輩
出

し
て

い

っ
た

こ
と

で
、
さ

ら
に
そ

の
後

も
、
後
藤
明
生
、

佐
江
衆

一
、

そ

し
て
芥
川
賞

の
岡
松
和
夫

と
続

い
た

の
で
あ

る
。

ま

た
四
名

の
批

評
家
を
生

ん
だ

こ
と
も

つ
け
加
え

て

お

こ
う
。

彼

ら

の
末
席

に

つ
ら

な

っ
た
ぼ

く

は
、
「
犀
」
同

人

に
な

る
ま

で

は
、

お
よ

そ

二
十
年

ほ
ど
、

ロ

マ

ン

・
ロ
ラ

ン
と

い
う

フ
ラ

ン
ス
の
作
家
研
究

を
や

っ

て
き

て

い
た

の
で
、
「
犀
」

に

「
正
宗

白
鳥

論
」

を

九

回
連
戴

す

る
こ
と
を
機

に
、
日
本

の
近
代
文
学

の

評

論

へ
と
変

っ
た
。

そ

の
点

か
ら

も
、
「
犀
」

は
、

ぼ

く
に
と

っ
て
意
味
深

い
も

の
で
あ

っ
た
。

雑
誌

を

め
ぐ

っ
て
、
印
象

に
残

る
こ
と

の
、

一
つ

二

つ
書

い
て
み
よ
う
。

第

一
は
、
雑
誌
刊
行
後

、
追

々
に
同
人

の
中

に
文

学
賞
候

補

に
ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ
れ

る
も

の
が

ち
ら

つ
き

は
じ
め
た

こ
と
も
あ

り
、
時
と
共

に
緊
張
感

も
高

ま

け
ん

こ
う

り
、
全
体

の
空
気

は
、

ま

こ
と

に
意
気
軒
昂

、
酒

の

度

合

の
高
ま

る
に

つ
れ
て
、
同
人
会

の
席

は
と
か
く

真

剣
白

刃
取

り
も

か
く
や
と
思
わ
れ

る
よ
う
な
場
と

な
る

こ
と
が

ま
ま
あ

っ
た
。

立
原

は
な

か
で
も
、
そ

の
急
先
峰
。

こ
と
文
学

に
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関

し
、
僅

か
の
こ
と
も
容
赦

せ
ず
酷
評
、
追

究
し
た
。

ぼ

く
な
ど
、

そ
れ

ま
で

の
、
と

か
く
甘

い
文

学
青
年

の
姿
勢

は
、
根
も

と
か
ら
ゆ
ら

い
だ
。

と

こ
ろ

で
、
ぼ

く
は

二
十
歳
代

か
ら
、
ブ

ン
ガ

ク
、

ブ

ン
ガ

ク
、

と
念
仏

を
と
な
え

る
み
た

い
に
し

て
き

て

い
た

の
で
、
同

人
雑
誌
も
何

回
か
経
験

し
、
ま
じ

わ

っ
た
文
学
仲
間

は
相

当

の
数

に
上

っ
た
。

そ
し

て

彼

ら

の
中

に
、
文
字

通
り
、
文
学

一
筋

、
生
命
を

か

け

て
い
た
者
も

い
た

の
は
、
当
然

の
こ
ろ
だ

っ
た
。

だ
が
、
現
実

に
、
そ
う
し

た
仲
間

の
中
か
ら
、

一

人

の
人
物
が
、

プ

ロ
の
作
家
と

し
て
あ
ざ

や
か

に
飛

び
立

っ
て
い
く

の
を
見
た

の
は
、
立
原

正
秋
が
最
初

だ

っ
た
。

「
あ
ざ
や

か
に
」

と
言

っ
た
の
は
、
作

品
を
産
む
度

合

い
が
、
徐

々
に
等
差
級
数
的

に
増

加
し

て
い
く

の

は
自
然

で
あ

る
が

、
そ
れ
が
あ

る
時

を
境

に
し

て
、

等
比
級
数
的

に
増

大
し

て
、
あ

れ
よ
あ
れ
よ
と

い
う

問
も
あ
ら
ぽ

こ
そ
、
次

々
と
小
説
集
が

産
出
さ
れ

て

い
く

の
を
見

た
か
ら

で
あ

る
。

そ

し
て
ま
た
立
原

の
場
合

は
、
流

行
作
家

の

一
人

と
な

っ
て

い
っ
た

の
だ

か
ら
、

そ

の

「
あ
ざ
や

か
」

さ

は

一
き

わ
き
わ
だ

っ
て
い
た
。

ち
な

み

に
、
昭
和

四
十

五
年

六
月
、

『薪

能
』

を

角
川
文
庫

の

一
冊
と

し
て
出

し
て
か
ら
、
死

の
年

を

こ
え

た
昭
和

五
十
九
年

二
月
、

『
日
本

の
庭
』

(新
潮

文
庫
)

ま

で
、
文
庫
本

だ
け
で
も
刊
行
数
が

五
十

五

点

の
多

き

に
到

っ
て
い
た
こ
と
は
、
そ

の
こ
と
を
よ

く
物
語

っ
て
い
る
。

そ

の
後

、
前
述

の
よ
う
に

「犀

」

の
旧
同
人

か
ら

は
、
作

家
が
次

々
と
出

て

い

っ
た

の
で
、
同
様

の
風

景

は
し
ぼ

し
ば
見

る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
。

な
る
ほ
ど
、
作
家

と
は
か
く
し

て
生

い
立

っ
て
行

く
も

の
か
、
痛
感
さ

せ
ら
れ
た
。

立
原
年
譜

は
さ
ら

に
も
う

一
つ
、
ぼ
く

の
記
憶

を

あ

ら
た

に
呼
び
起

し
た
。

そ
れ
は
彼
が
編
集
長

を
や

っ
て

い
た
第

七

次

「
早

稲

田

文
学
」

に
、
ぼ

く

の

「
野
間
宏
論
」

を
、
四
十

四
年
十

一
月

か
ら

翌
年

十

一
月
ま

で
、
前
後
十

回
、
約

一
千
枚

の
評
伝

の
連

戴

を
可
能

に
し
て
く

れ
た
こ
と
だ
。

彼

は
時

に

は
、
電

話

で
、

「今

度

の
は
何

枚

く
ら

い
に
な

る
か
な
」

と
き
き
、

「あ

な

た

の
ペ

ー
ジ
を

確

保
し

て
、
全
体

の
掲

戴
計
画
を
き

め
る
か
ら
」

と

ま

で
言

っ
て
く

れ
た
。

い
ま
読

ん
で
も
生

硬

で
拙

い
あ

の
論
稿

を
と
、
感

佩

の
気
持
を
あ

ら
た
に
す

る
次
第
だ
。

今
年
平
成

四
年
、

八
月
十

二
日
、

そ

の
立
原

の
十

三
回
忌

の
会
が
、
鎌
倉

の
華
正
楼

で
開

か
れ
た
。
ぼ

く

は
あ

い
に
く
他

用

の
た

め
出
席

し
な
か

っ
た
が
、

岡
松
和
夫

の

「古
典

と
現
代
」

六
〇

号

の

「
立
原
正

秋
」

に
よ
る
と
、
「
立

原

の
文

壇

登
場

を
支
え

た
大

事
な
応
援
者

で
あ

っ
た
本
多
秋

五
氏
」

や
李
恢
成
、

旧
同
人

た
ち
、

そ
れ

に
立
原
文
学

の

「
愛
読
者
だ

と

い
う
吉
本
ぽ

な
な
さ

ん
」
も
参
会

、
静

か

に
故
人

に

つ
い
て
思

い
を
は
せ

る
ふ
ん
い
き

の
良

い
会

で
あ

っ

た
よ
う
だ
。

あ
あ
、
も

う
、
十

三
回
忌

か
!

感
慨

の
終

り
は
、

こ
の

一
語

に

つ
き
る
。

『文
学

ア

ル
バ

ム
』

は
、

ま
だ

ま
だ
書

き

た
い
も

の

の
多
く

を
抱

い
た
ま
ま
、
無
念

の
死
を
む

か
え
ざ

る

を
得

な
か

っ
た
彼
を
中
心

に
、

昭
和
四
十
年
代

の
文

学
状
況

に
お
け

る
、
他

の
同
人

た
ち
と

の
、
ま

こ
と

に

ユ
ニ
ー

ク
な
交
わ
り

の
さ
ま
も
書

き
入
れ

た
鎮
魂

の
書

に
し
た

い
も

の
と
、

ひ
そ
か

に
考
え

て
い
る
次

第

で
あ

る
。

一31一


