
戦
後
派
の
終
焉

堀
田
善
衛
さ
ん
と
私

古

山

登

堀

田
善
衛

さ

ん
が

亡

く

な

っ
た

(
一
九

九

八

・

九

・
五
)
。
訃
報

に
接

し
た
瞬
間
、
「
鳴
呼

、
戦
後
派

も
遂

に
完
全

に
終

っ
た
か
」
と

い
う
感
慨
が
沸

々
と

湧

い
て
き
た
。

戦
後

派
と

は

「
第

一
次
戦
後

派
」

と
称

さ
れ
た

一

種

の
文

学
的

エ
コ
ー

ル
で
、
梅

崎
春
生

(
一
九

一
五

ー

一
九

六
五
)
、
椎
名

麟

三

(
一
九

一
一
～

一
九

七

三
)
、
武

田
泰
淳

(
一
九

一
二
～

一
九
七

六
)
、

野
間

宏

(
一
九

一
五
～

一
九
九

一
)
、
埴
谷

雄
高

(
一
九

一
〇

～

一
九
九
七
)

の
諸
氏

と
堀
田
さ

ん

(
一
九

一

八
生
れ
)
達

、
明
治
末
年

か
ら
大
正
初
期

に
か
け

て

生
れ
、
戦
前
何

ら
か

の
形

で

マ
ル
ク
ス
主
義

に
係

り
、

厳
し

い
思
想
統
制

と
弾
圧

に
屈

す
る

こ
と
な
く

ひ

っ

そ
り
と
信
念

を
守

り

つ
づ
け

た
作

家
群
を
指

し
て

い

た
。

私

の
少
年
時
代

は
、
学
齢

に
達

し
た
昭
和

七
年

に

は
既

に
そ

の
前
年

の
上
海

事
変

・
満
洲
事
変

に
象
徴

さ
れ
る
、
や
や
生
硬

な
云

い
方

に
な

る
が
、

日
本

の

軍

国
化

・
フ
ァ

ッ
シ
ョ
化

は
大
き
く
第

一
歩

を
踏

み

出

し
て
居

り
、
そ

の
後
も

日
中

戦
争
、
太
平
洋
戦
争

と
戦
域

の
拡
大

に

つ
れ
て
そ

の
度
合

い
は
強

ま
る

一

方
、
戦
争

に
疑
問
を
抱

い
た
り
体
制
を
批
判
す

る
声

や
雰

囲
気

は
学
校

に
も

一
般
社

会

に
も
全
く

な
か

っ

た
。一

方
、
中

学
生

に
な

っ
て
文

学
書

を
読

み
漁

る
よ

う

に
な

っ
た
私

は

『現

代

日
本
文

学
全
集

』
(
改
造

社
版
)

の

『
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文

学
集

』

で
日
本

に
も

僅

か
十
数
年
程
前

に
真
向

か
ら

天
皇
制

や

フ
ァ
シ
ズ

ム
と
対
決

し
た
人

々
が
居

た
こ
と
を
知

っ
た
。

そ
し

て
そ
う

い
う
人

た
ち
が
、
結
果
的

に
は
う
ま
く

日
本

"
帝

国
"
圏
外

に
脱
出

で
き

た
人

々
を

除

い

て
は
獄

舎

に
ほ
う

り
こ

ま
れ

て
呻

吟

す

る
か
、
"
転
向
"

し

て
沈
黙

を
強

い
ら
れ

る
か
、
或

い
は

フ
ァ
シ
ス
ト
に

変
身

し
て
し
ま
う

か
、
何
れ

に
し

て
も
辛

い
屈
辱
的

な

日

々
を
送

っ
て
い
た
こ
と
も

同
時

に
知

っ
た
。

私
自
身

も
、
年
を
追
う
毎

に

"
聖
戦
"

に
疑
惑

を

持
ち
、
皇

国
史

観

に

マ
ヤ
カ

シ
を
感

じ
、
天
皇
制

に

批
判
的

に
な
り
、
学
校
教
練

を
サ
ボ

ル
よ
う

に
な

っ

て
行

っ
た
が
、

現
状
と
心
中

の
蟠

り

の
矛
盾
を

口
に

し

た
り
書

い
た
り
す
る

こ
と

に
は
憶

病
だ

っ
た
。
学

校
だ
け

で
な
く
警
察

の
加
わ

っ
た
処

罰
が

恐
く
、
勇

気
が
な

か

っ
た

の
で
あ

る
。

戦
争
が
終

っ
て
取
締

法
規
が
撤
廃

さ
れ
、
思
想

・

言
論

・
表
現

・
出
版

の
自

由
が
認

め
ら
れ

て
、
戦
時
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中
沈
黙

を
強

い
ら
れ

て

い
た
言
論
界

・
文
学
界

・
出

版
業
界
が
俄

に
生
気

を
取

り
戻

し
、

一
斉

に
活

動
し

始

め

た
中

で
、
学

生

で
あ

っ
た
私
が

「
桜
島

」
「
日

の
果

て
」

「
ル
ネ

タ

の
市
民
兵

」
(
梅
崎

春
生

)
「
重

き
流

れ

の
な

か
に
」

「深

尾
正
治

の
手
記
」

「永

遠
な

る
序
章
」

(椎

名
鱗

三
)

「蝮

の
す
ゑ
」
「
愛

の
か

た

ち
」

「
異
形

の
者
」

(
武
田
泰
淳
)
「
暗

い
絵
」
「
顔

の

中

の
赤

い
月
」
「
崩
解

感
覚
」

(
野
間

宏
)
「
死

霊
」

(
埴
谷
雄
高
)

な
ど

を
眩

し
い
思

い
で
読

ん
だ

の
も
、

中
学
時
代

の
鬱

屈
し
た
思

い
が
下

地

に
な

っ
て
い
た

の
か
も
知

れ
な

い
。

だ

か
ら
、

昭
和

二
十

五
年
、
改

造
社

に
入
社

し
、

『改
造
』
編

集
部

で
創
作
欄

を
担

当
す

る

こ
と

に
な

っ
た
私

は
早
速

こ
の
人
達

を
訪
ね

て
原
稿

を
依
頼

し

た
の
だ

っ
た
が
、
堀

田
さ
ん
だ
け

は
私

の
執
筆

依
頼

リ

ス
ト
か
ら
洩
れ

て

い
た
。

と

い
う

の
は
、

敗
戦
後

も
堀

田
さ

ん
は
上
海

で
昭
和

二
十

一
年
末

ま

で
中
国

国
民
党

に
留
用

さ
れ
た
た

め
帰
国
が
遅

れ
た
上

に
、

当

時

の
堀

田
さ
ん
は
作

家
と

し
て
で
な
く
詩
人
と

し

て
評
価
さ
れ

て
い
る
と
思

っ
て
い
た
か
ら

で
あ

る
。

し

か
し
堀

田
さ
ん
と

は
程
な

く
知

り
合
う

こ
と
に

な

っ
た
。
新
宿

の
通
称

「
ハ
モ

ニ
カ
横
町
」

に
在

っ

た
屋
台

「
ナ

ル
シ
ス
」
と

い
う
酒
場

に
私

は
よ
く
飲

み
に
行

っ
て

い
た
が
、

そ
セ

は
草

野
心
平

(
一
九
〇

三
～

一
九
八
八
)
さ

ん
を
は
じ
め
詩
誌

『
歴
程

』
同

人

の
溜

り
場

の
よ
う

に
な

っ
て
居
り
、
そ

の
店

で
た

ま
た
ま
来

合
わ

せ
て
い
た
堀

田
さ

ん
を
草
野

さ
ん
か

ら
紹
介

さ
れ

た
。

ま
た
、

同
じ
新
宿

の
紀
伊

國
屋
書

店

の
茶
房

で
毎
月
催

さ
れ
て

い
た

「
三
田
文
学

会
」

の
例
会

「
紅
茶

の
会
」

で
も
親
し
く
言
葉

を
交

わ
す

よ
う

に
な
り
、
会

の
後

「
ナ
ル
シ

ス
」

に
連

れ
立

っ

て
飲

み

に
行
く

こ
と
も
あ

っ
た
。

ま
た
、
堀

田
さ

ん

さ
ま

よ

ユ
ダ

ヤ

は

こ

の
年

「祖

国
喪

失
」
「
彷
徨

え

る
猶
太

人
」
と

い
う
作

品

を

『
群
像
』

『
人
間
』

と

い
う

そ
れ

ぞ
れ

に
権
威

の
あ

る
新

興

の
二

つ
の
文
芸

雑
誌

に
発
表

し

(
昭

25

・
五
月
号
)
、
埴
谷
さ

ん

の
云
う

「
遅
れ

て
来

た
戦
後
派
」

と
し

て
既

に
注

目
さ
れ

て
い
た
が
、

全

く
気
負

っ
た
と

こ
ろ
が

な
く
、
茫

洋
と

い
う
表
現
が

ぴ

っ
た
り

の
挙
措

・
口
調

に
は
魅

力
が
あ

っ
た
し
、

話

の
内
容

も
的
確

で
含
蓄
が

あ

っ
た
。

し
か
し
、
堀

田
善
衛

の
名

を
決
定
的

に
し
た

の
は

「広

場

の
孤
独
」

で
あ

っ
た
。

こ

の
作

品

は
、

『人

間
』
昭
和

二
十

六
年

八
月

号

に
前
半
が
発
表

さ
れ
、
次

い
で

『中
央
公

論
文
芸
特

集

』

二
十

六
年
秋
季

号

に
既
発
表

の
前
半

も
含

め
て

全
篇
が

一
挙
掲
載

さ
れ

て
文
壇

・
出
版
界

の
話
題

に

な

っ
た
。

『文
芸

特
集

』
と

い
う

の
は

『
中
央
公
論
』

の
別
冊
増
刊
季

刊
文
芸
誌

で
、

こ

の
号
は
多
分
本
誌

の
九
月
号

と
十
月
号

の
中
間

に
発
売

さ
れ

た
よ
う

に

覚
え

て

い
る
が

、

一
度
他
誌

に
掲
載
さ
れ

た
作
品

を

再
録
す

る
と

い
う

こ
と

は
雑
誌
編
集

の
常
識

に
反

し

た
行
為

と
し
て
話
題

に
な

っ
た

の
で
あ

る
。

作

品
内
容

は
、
米

ソ
が
厳

し
く
対
立

し
て
い
た
冷

戦
時
代

の
真

只
中

に
起

っ
た
朝

鮮
戦
争
を
背
景

に
、

一
人

の
ジ

ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
を
通
じ

て

「
日
本

の
知

的

現
実

の

一
横

断
面

を
描

い
た
も

の
」

(平

野
謙
)

で

あ

っ
た
が

、
国
際
的

に
は
資

本
主
義
対
共
産
主
義

、

国
内

で
は
旧
連
合

国
と

の
講
和
を
巡

っ
て
単

独
か
全

面

か

の
選
択
を
迫

ち
れ
て

い
た
知
識
人

の
間
で
大
評

判

に
な

っ
た
。
そ

う

云
え

ぽ
、
あ

の
頃

は

「
知

識

人
」
と

い
う
階
層
が
厳

と
し

て
実
在

し
、
知
識
人

は

知
識
や
娯
楽
だ

け
で
な
く
教
養

や
思
想

を
主
と

し
て

雑
誌
書
籍

か
ら
得

て
い
た
。

そ

し
て

「広

場

の
孤
独
」

の
評

判
が

高
ま

る
に

つ

れ

て

"
中
央

公
論

の
非
常
識
"

は
快
挙

に
変
わ

り
、

単
行
本

と
し
て
発
行

(昭

26

・
11

・
中
央
公
論
社
)

さ
れ

る
や
忽
ち

ベ

ス
ト

セ
ラ
ー
に
な

る
と
共

に
芥

川

賞

の
絶

対
本
命
と
目

さ
れ
る
こ
と

に
な

っ
た
。

私
が

、
堀

田
さ
ん
を
柱

に

『改
造
』

で

「新

進
作

家
特

集
」
を
組
も
う

と
思

い
立

っ
た
の
も

こ

の
作
品

を
読

ん
だ
直
後
だ

っ
た
。

し

か
し
思

い
は
同
じ

ラ
イ

バ

ル
誌

『中
央

公
論

』
本
誌

で
も
堀

田
さ
ん

の
起
用

を
決
定

し
て

い
て
、
私
よ
り

一
足
早

く
堀
田
さ

ん
に

昭
和

二
十

七
年

二
月
号

に
寄
稿

を
依

頼
し

て
い
た
。
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『
改
造
』

と

『
中
央

公
論
』

は
発
売

日
が

同

日

で
、

従

っ
て
原
稿
締
切
も

ほ
ぼ

同
じ
、

ま
た
、
総
合
雑
誌

の
場
合
新
人
作
家

の
登
用
は

二
月
号

と

い
う
慣
例

に

な

っ
て

い
た

か
ら
完

全
に
搗
ち
合

っ
た
わ
け

で
あ

る
。

当
然

の
こ
と
な
が
ら
堀

田
さ
ん
は
私

の
依
頼

を
断
わ

っ
た
。

し
か
し
断
わ
ら
れ

た
理
由
が

ラ
イ
バ

ル
誌

に

あ

る
と
あ

っ
て
は
私
も
引
き
退

る
わ
け

に
は
い
か
な

い
。
私

は
粘

り

に
粘

っ
て
何

と
か
承
諾
ま

で
漕
ぎ

つ

け

た
。

し

か
し
無

理
は
や

は
り
無
理

で
締

切
り
が
迫

っ
て

や
は
り
書
け

な

い
と
堀
田
さ

ん
か
ら
断

わ
り

の
連
絡

が

あ

っ
た
。
私

は
取

る
も

の
も
取
り
あ

え
ず

逗
子

の

堀

田
邸

へ
、

そ
し
て
ど
れ
位

の
時
間

「書

け
な

い
」

「
何

と

か
」

の
押

問
答

を
繰

り
返

し

た
ろ
う

か
、
堀

田
さ
ん
は

一
端
書
斎

に
引

っ
込

ん
だ
後

一
束

の
原
稿

を
持

っ
て
現
れ

「
こ
れ
、
随

想
な
ん
だ
が
、
読

ん
で

み
て
く

れ
な

い
か
」
と
言

っ
た
。

内
容

は
、
戦
時

下

の
上
海

の
、
武

田
泰
淳

さ
ん
や
堀

田
さ

ん
の
鬱
屈

し

た
青
春
像

を
描

い
た
随
想
と

し
て
は
長

め
の
文
章

で

あ

っ
た
。

私

は
読

み
終

る
な

り
言

っ
た
。
「
行

け

ま

す
よ
。
手

を
入
れ

て
小
説
仕
立

て
に
す
れ
ぽ
好

い
短

篇

に
な

り
ま
す

よ
」
。

堀

田
さ
ん

は
暫
く
考

え

て

い

た
が

「
や
れ

る
だ

け
や

っ
て
み
よ
う
」

と
答

え

て
く

れ
た
。

こ
れ
が

「
断
層
」

で
あ

る
。

「断
層
」

は
三
十
枚
許

り

の
短

い
小
説
だ

っ
た
が
、

た

っ
た

一
日
で
書
き
上
げ

最
終
締
切

り
に
辛

う
じ

て

間

に
合

っ
た
。
じ

っ
く
り
腰
を
落

ち
着

け
て
、

一
字

一
句

を
丁
寧

に
選

ん
で
書

く
堀
田
さ

ん
と
し
て
は
離

れ
業

と
云

っ
て
よ
い
だ

ろ
う
。

明

け

て
昭

和

二
十

七

年

正

月

明
け

『改

造
』

も

『中
央

公
論
』
も

そ
れ
ぞ

れ

二
月

号
が
初

荷

と
し

て

書
店

に
並

べ
ら
れ
た
。
両
誌

を
較

べ
る
と
、

『改
造
』

の
創
作
欄
が

二
本

の
連
載
小
説

(火

野
葦

平

「
盲

目

の
暦
」
、
村
上

元
三

「
ふ
ら

ん
亭
物
語
」
)

と
堀

田
善

衛

(
「
断

層
」
)

辻

亮

一

(
「
漂

泊
」
)
島

尾

敏

雄

(
「
旅

は
妻

子
を
連

れ

て
」
)

の
若

手

三
人
、
前

月
号

か
ら
零
れ

た
武
者
小
路

実
篤

(
「
罪

の
子
」
)

で
在
り

来

り

の
構

成
だ

っ
た

の
に
対

し

て
、

『中

央
公

論
』

は

「
精

鋭
競

作
集
」

と
題

し

て
武

田
泰

淳

(
「
美

貌

の
信

徒

」
)
井

上

靖

(
「
北

の
駅

路
」
)

田

宮

虎

彦

(
「
異

端

の
子
)
」
堀

田
善
衛

(
「潜

函
」
)

を
ず

ら

り

と
並

べ
た
見
事

な
も

の
だ

っ
た
。

私
は

は

っ
き

り
敗

け

た
と
思

っ
た
。

し

か
し
、
堀

田
さ
ん

に
関

し
て
は
、
潜
函
工
法

と

い
う
ビ

ル
建
築

で
は
革
命
的
と
も

云
え
る
新

工
法

と

そ
れ

に
挑
戦
す

る
建

築
技
師
を
描

い
た

「潜

函
」

は

斬
新

な

テ
ー

マ
で
確

か

に
野
心
作

で
は
あ

っ
た
が
、

主
題
が

工
法
と
技
師

に
や
や
分
極

し
て
い
る
よ
う

に

感

じ
ら

れ

た

の
に
対

し
、
「
断

層
」

は
、
舞

台
が

堀

田
さ
ん
自

身
が
書

い
て

い
る

「
私

の
、
特

に
戦
後

の

生
き
方

そ

の
も

の
に
決
定
的

な
も

の
を
も

た
ら
し

て

し
ま

っ
た
」

コ

九

四
五
年

三
月

二
十

四

日
か
ら

一

九

四
六
年

十

二
月

二
十

八
日
ま

で
、

一
年
九

ヵ
月
ほ

ど

の
上
海

生
活

」

(
『上
海

に
て
』

昭
34

・
7
、
筑
摩

書
房
刊
、

「序

文
」

よ
り
)

で
あ

り
、
作
中
人
物
も

、

原
形
が
御
本

人
、
武
田
泰
淳
氏

な
ど
熟
知

の
人
物

で

こ
な

あ

っ
た
か
ら
、

全
体

が
よ
く
熟
れ

て
お
り
人
物
も
実

在
感
が
生
き
生
き

と
描
か
れ

て
い
て
、
作

品
と
し

て

は

「
断
層
」

の
方
が

よ
く
出
来

て
る
な
と
私
が
窃

か

に
思

っ
た

の
は
担
当
者

の
欲
目
だ

っ
た
ろ
う
か
。

そ
し

て
、

こ
の
二
誌
が

発
売

さ
れ

た
数

日
後

に
下

馬
評

ど
お
り

「
広
場

の
孤

独
」

が

「
漢
奸
」

(
『
文
學

界
』

昭
26

・
九
月
号
)

と
共

に
第

26
回
芥
川
賞
受
賞

が
決
定

し
た
。

『改
造
』

『中
央

公
論
』
と

云
え
ぽ

、

戦
前

の
権
威

は
大
き
く
下
落

し
て
し
ま

っ
て
い
た
が

そ
れ

で
も

ま
だ

「
文
壇

の
登
龍
門
」

と
し

て
の

一
角

に
在

っ
た

し
、
「
芥

川
賞
」

は
今

ほ
ど

に

マ
ス

コ
ミ

や
世
間
が
騒
ぎ

立
て
る

こ
と
も
贈
賞
社

が

パ
ー
テ

ィ

ー
を
設
営

し
て
文
壇

人

・
出
版
社

・
文
化

学
芸
部
記

者

を
招

い
て
受
賞
者

を
賑

々
し
く
顕
彰

す
る
と

い
う

こ
と
も
な

か

っ
た
が

「芥

川
賞
」

は
誰

も
が

認

め
る

文
壇

.
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム

へ
の
最
も
権
威
あ

る

「
登

龍
門
」

で
あ

っ
た
か
ら
、
堀

田
さ

ん
は
ほ
ぼ
完
璧

な

形

で

「
登
龍
門
」
を
駆

け
抜

け

て
し
ま

っ
た
こ
と

に

な

る
。
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し
か

し
、
-
そ

の
後

も
、
堀

田
さ

ん
は
決
し

て
所
謂

"
流

行
作
家

"

に
な

ら
な

か

っ
た
。
着

実

に
撓

ま
ず

(煩

雑

に
な
る

の
で
初
出
誌

記
載

は
省
略

す

る
が
)

『
歴
史
』
(
昭

28
、
新
潮

社
)

『時
間
』

(
昭
30
、
新
潮

社
)

『
記
念
碑
』

(第

1
部

昭

30
、
第

2
部

昭

31
、

中

央
公
論
社
)

『鬼
無
鬼

島
』

(昭

32
、
新
潮

社
)
堀

田
文
学

の

一
つ
の
頂

点
を
示
し

た
と
さ
れ

る

『海
鳴

り

の
底

か
ら
』

(
昭

36
、
朝

日
新

聞
社
)

等

の
意
欲

的

話
題
作
を
刊
行

、
そ

の
後
も
書
き

下
し
長
編

『橋

上
幻

想
』
(
昭

45
、
新

潮

社
)

『方

丈
記

私

記
』

(昭

46
、
筑
摩
圭
里
房
)

等
を
発
表

し
て
問
題

意
識

の
健
在

を
示
し

て
く

れ
た
。

『
改
造
』

に
も
そ

の
後

「
砕

か
れ
た
顔

」
(
昭
和

28
、

八
月

号
)
「
山

川
草

木
」

(昭

29
、
七

月
号
)

「玄

浄

遺
言
」

(
昭

30
、

一
月

号
)
と

『改

造
』
終

刊

(昭

30
、

二
月
号
)

ま

で

一
年

に

一
作

は
力
作
を
頂
戴

し
、

ど

の
作

品
も
新

聞

の
文
芸
時
評

な
ど

に
採
り
上
げ

ら

れ
担
当
者

と
し

て
面
目
を
施

し
た
。
普
通
小
説

を
依

頼

・
頂
戴
す

る

の
は
大
体

一
年
半

か
ら

二
年

に

一
作

と

い
う

の
が

ほ
ぼ

ロ
ー
テ
ー

シ

ョ
ン
に
な

っ
て
い
た

か
ら
、
堀

田
さ

ん
の

一
年

に

一
作

と

い
う

の
は
有
難

か

っ
た
。

ま

た

『改

造
』
が
廃
刊

さ
れ
改

造
社
が
倒
産

し

て

堀

田
さ
ん
と
私

の
作
家

と
編
集

者
と

い
う
関
係
が
実

質

的

に
無

く

な

っ
た
後

も
、
堀

田
さ

ん
が

(
夫

人

共

々
)

私

に
示

し
て
く
れ

る
態
度

は
変

ら
ず

、
後

に

就
職

し
た
集
英
社

で
も
、
私
が
直
接
担
当

で
も
な

い

『新

日
本
文
学
全
集
』

(
全
38
巻
、
昭

37
、

2
～

40

・

5
)
や

「
集
英
社
文
庫

」
.の
難
渋

し
て

い
た
収
録
作

品

の
版
権
交
渉

で
は
直

接
出
版
社

に
掛

け
合

っ
て
く

れ
る
等
大

い
に
協
力

し

て
い
た
だ

い
た
も

の
で
あ

る
。

堀
田
さ

ん
に
最
後

に
御
目

に
掛

か

っ
た

の
は
今

か

ら
四
年
程
前

の
平

成
六
年
十
月
、
堀

田
さ
ん

の
二
回

目

の
全
集

(全

16
巻

、
平

5

・
5
～
6

・
8
、
筑
摩

書

房
)

の
完
結
記
念

パ
ー
テ

ィ
ー

の
会

場

で
で
あ

っ

た
。
会

の
主
旨

は

「
長
年
堀

田
善
衛

の
作

家
活
動

に

協

力

し

て
く
れ

た
人

た

ち

に
感

謝

の
意

を
表

し

た

い
」
と

い
う

こ
と

で
、
出
席
者
も
、
多

く
は
も
う
現

役
を
引
退

し
た
元
編
集
者

・
堀

田
担
当

で
あ

っ
た
。

参
会
者
同

士
も

互

い
に
旧
知

の
者
が
多

く
、
会
場

は

堀

田
夫
妻

を
中

心

に
終
始
近
親
者

の
集

ま
り

の
よ
う

な
雰
囲
気

に
包

ま
れ

て
い
た
。
堀

田
さ
ん
と
私

た
ち

の
問

に
あ

る
独
特

な
信
頼
感
が
醸

し
出
す
雰
囲
気

で

あ

っ
た
。

作
家

と
編
集

者
と

は
相
互

に
信
頼

感

で
結
ば

れ
て

い
な
け

れ
ば
好

い
仕
事

は
出
来

な

い
、
と

は
よ
く
言

わ
れ

る
こ
と
だ
が
、
実
際

に
は
、
若

い
編
集
者

を
子

分

の
よ
う
に
思

っ
て
い
る
流
行
作
家

や
ま

る
で
自
分

が
プ

ロ
デ

ュ
ー
サ
ー
で
あ

る
か

の
よ
う

に
思

い
上

っ

て

「書

か
し

て
や

る
ん
だ
」

と

い
う
態
度

で
あ

れ

こ

れ
注
文

を

つ
け

る
ヴ

ェ
テ

ラ
ソ
編
集
者

の
言
葉

を
そ

の
ま
ま
受

け
入
れ

る
売
文

業
者
も
少
な

く
な

い
だ
け

に
、
自

己

に
は
あ
く

ま
で
誠
実

で
あ

り
な
が

ら
、
担

当
編
集

者

に
対

し
て
は
会

社

で
の
ポ

ス
ト
や
年

齢

に

関

り
な
く
常

に
あ
く

ま
で
対
等

の
パ
ー
ト
ナ

ー
と
し

て
遇
し

て
く
れ

た
堀

田
さ
ん

(
夫
妻
)

の
対
応

は

い

や
で
も
信
頼
感
を
増
強

さ
せ
た
も

の
だ

っ
た
。
`

し

か
し
、

そ

の
堀

田

さ

ん
も
、
も

う

居

な

い
。

「戦
後

派
」

と

い
う
呼
称

も
今

で

は
文

学
史

の
中

に

埋
没
し

て
し
ま

っ
て

い
る
。
ま

た

「
戦
後

派
作

家
」

の

一
人

一
人
皆

「戦
後

派
」

で
括

る
に
は
大
き
な
名

前

に
な

っ
て

い

る
。
が

、
私

に

と

っ
て

「
戦

後

文

学
」
は
青
春

の
文
学

で
あ
り
、
堀

田
さ
ん
は
私

の
三

十
年
間

に
及
ぶ
編
集
者

生
活

の
中

で
最

も
信
頼
し
共

感

す

る
こ
と

の
多

か

っ
た
作
家

の

一
人

で
あ

っ
た
。

嘗

て
埴
谷

さ
ん
が

二
十
年

(
昭

21

・
1
～
平

7

・
11
)

の
歳

月
を

か
け

て

「
死
霊
」

(
全

9
章
)

を
完

成

し

た
時

に

「
こ
れ

で
や

っ
と

『戦
後
文
学
』

も
終

っ
た

な
」
と
思

っ
た
も

の
だ

っ
た
が
、
今

回
堀
田
さ

ん
を

喪

っ
て

「
堀

田
善
衛

別
れ

の
会
」

(
一
九

八

八

・

十

・
十

四
)

に
出
席

し
、
四
年
前

の

「
全
集
完
結
記

念

パ
ー
テ

ィ
ー
」

と
変
ら

ぬ
参
会
者

の
顔

触
れ
を
眺

め
な
が
ら
、
改

め

て

「
鳴
呼
、
戦
後

派
も
遂

に
完
全

に
終

っ
た
か
」

と

い
う
感
懐

に
耽

っ
た

こ
と
だ

っ
た
。
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