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斎
藤
茂
吉
の

老
い

の

諸
相

小

　
泉

　
博
　
明

　
老
い

は
な

か

な
か

自
覚
で

き

な

い
。

家

族
や

周
り
の

年

下
の

人
た

ち
が

本
人
の

老
い

を
早
く
認

識
す
る
。

入
間
は

他
人
の

目
の

な
か

で

老
い

、

そ

し
て

ゆ

っ

く
り
と

自
ら
の

老
い

を
受

容
し
て

い

く
。

疾
病
の

場

合
は

、

治

癒
の

可
能
性
が

あ
る

が
、

老
い

は

加
齢
に

従
い

進
行
し
治
癒
す
る

こ

と

は

な
い

。

し
か

し、

高
齢

者
は

、

老
化
現
象
に

対
し

て

病
名
を
付
け

ら
れ、

病
人
で

あ
る

こ

と

を
期

待
す
る

。

老
い

と
は、

老
衰、

老
残、

老

醜
に

代

表
さ

れ

る
よ

う
に

、

死
へ

の

近
さ

が
、

否

定
的
な

イ
メ
ー
ジ

を

増
幅
さ

せ

る
。

し

か

し
、

老

成、

老

熟
、

老
実
な
ど
老
い

に

対
し、

肯
定

的
な

意
味

を
も
つ

言
葉
も
あ
る

。

一

人
ひ

と

り
の

長
い

人
生
の

経
験
の

蓄
積
の

上
に

構
築
さ

れ
た
、

老
い

の

知
を

発
掘
し
、

老
い

の

価
値
を
見
出
す
こ

と
が

必

要
で

あ
る

。

こ

こ

で

は
、

歌
人
で

、

精
神

科
医
で

あ
る
斎
藤
茂
吉
の

老
い

の

諸
相
を
凝
視
し

、

そ
の

底
流
に

あ
る
生
死

観
や

宗
教
観
を
考
察
す
る

も

の

で

あ
る

。

　
茂

吉
が

欧
州
へ

留
学
す
る

前
の

体
調
は
極
め
て

悪

く
、

イ
ン

フ

ル

エ

ン

ザ

（

ス

ペ

イ

ン

風
邪）

に

罹
患
し

生
死
を

彷
徨
し

、

恢
復
後
に

は

喀
血
と

血

痰
が

続
き
、

尿

検
査
で

蛋
白
が

検
出
す
る

よ

う
な

状
況
で

あ
っ

た
。

し

か

し
、

長
崎
医
学
専
門

学
校
教

授
を

辞
任
し、

留
学
を
敢
行
し

た

の

は、

一

九
二
→

年
一

月
二

〇
日

付、

久
保
田
俊
彦
（
島
木
赤
彦）

宛
の

書

簡
に

あ
る

「

（

當
分
以

下
他
言
無
用）

茂

吉
は

医
学
上
の

事
が

到
々

出
来
ず

に

死
ん
だ
と

言
わ
れ
る

の

が
、

男
と

し

て
、

そ
れ
か

ら

専
門
家
と

し

て

残
念

で

な

ら
ぬ
」

と

い

う
決
意
に

収
斂
さ

れ
る
。

そ
し

て
、

一．一
か

年
に

及
ぶ

ウ

イ

ー
ン

と
ミ
ュ

ン

ヘ

ン

へ

の

留
学
41
に

は
、

血
痰
が

出
て

も

「

秘
め

て

お

か

む
」

と

し、

刻

苦
精
励
し

研
鑽

を

積
み、

「

麻
痺

性
癡
呆
者
の

脳

図
」

の

論
文
で

学
位
を

取
得
し

た
。

帰
国
後
は

、

研
究
者
と

な
る

「

淡
き

淡
き

予
感
」

を

感
じ、

自
信
と

期
待
を
の

ぞ

か

せ

る

の

で

あ
っ

た
。

し
か

し、

ミ
ュ

ン

ヘ

ン

の

ド

イ

ツ

精
神
病
学
研
究
所
留
学
中
に

、

夜
ふ

け

に

「

陰
の

白
毛

を

切
り
て

棄
て

に

き
」

と

は、

老
い

の

ま

ぎ
れ

も

な
い

象

徴
で

あ

り
、

老
い

を
意

識
し
た

眼
差
し

で

あ
っ

た
。

ま

さ

に
、

老
い

の

徴
候
で

あ

り、

あ
る
い

は
「

老
い

の

坂
」

の

起

点
と

い

え
る

で

あ
ろ

う
。

四
〇
代
で

の

早
熟
な

老
い

は、

茂
吉
の

病
歴
か

ら

納

得
せ

ざ
る

を
え
な
い

。

　
一

九
二

四
年

卜
二

月
二

九

日、

茂
吉
は

留
学
の

帰
途、

船
上
に

て

青
山

脳
病
院
焼
失
の

電

報
を
受
け

た
。

先
に

自
宅
へ

送
っ

て

い

た

留
学
中
に

倹

約
し

購
入
し
た

書
物
も、

す

べ

て

焼
失
し、

研
究
者
へ

の

道
を

放
棄
し

、

院
長
で

あ
る

養
父
紀
一

に

代
わ

り
病
院
再
建
へ

と

邁
進
し
た

．

資
金
難
の

た
め

金

策
に

奔
走
し、

肺
腔
を

抉
る

よ

う
な

負
担
が

茂
吉
に

か

か

り、

よ

り
一

層
老
い

を

加
速
さ
せ

た
。

ま

さ

に

「

苦
し

み

は

白
ひ

げ
と

な

り

て
」

あ
ら

わ

れ
た

。

そ

の

後、

｝

九
二

七

年
四

月
か

ら
、

敗
戦
直
前
の
］

九
四

五
年
四

月
に

病
院
が

東
京

都
に

譲
渡
さ

れ

る

ま

で

長
期
間、

茂
吉
は

青
山

脳
病

院
院
長
と

し

て
、

病
院
経
営
と

臨
床
医
と

い

う
重

責
を
全
う
し

た
の

で

あ
っ

た
。

そ

の

間
に
、

十
分
な

養
生
を

し
な
か
っ

た

腎
臓
は

慢
性
腎
炎

と
悪

化
し
た

。

そ

の

後、

腎
臓

病
よ
り

高
血

圧
症、

動
脈
硬
化
症
へ

と

病

像
を
完

成
さ

せ

て

い

っ

た
。

茂
吉
と
言
え
ば、

洩
瓶
の

代
用
で

あ
る

「

極

楽
」

を
思
い

浮
か

べ

る

が
、

五

〇

代
半
ば
か

ら
使
用
し
て

い

た
。

茂
吉
の

老
い

と

人

間
性
を

語
る

に

は

不
可
欠
な

も
の

で

あ
る

。

　
戦
時

中
は

郷
里
の

山
形
県
金
瓶
に

疎

開
し
、

敗
戦
を
迎
え
た
。

翌

年
に
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は

大
石
田

に

転
居
し
た

が
、

そ

こ

で
、

左
湿

性
勘
膜

炎
と

い

う
大
患
に

な

り、

肋
膜
に

溜
ま

っ

た

二

千
CC

余
の

水
を

採
取
し
た

。

晩
年
茂
吉
の

老

い

は、

門
弟
の

板
垣

家
子
夫
『

斎
藤
茂
吉

随
行

記
』

、

佐
藤
佐
太

郎
「

斎

藤
茂
吉
言
行
』

、

田

中
隆

尚
「

茂
吉
随
聞
』

の

凵

録
に

よ

り

肌
で

感
ず
る

。

そ

の

後、

帰

京
す
る

が
、

茂

吉
は

医
学
者
ら

し

く
「

わ
が

細
胞
は

刻
々

死

す
る

を
」

と

自
己
の

肉
体
を

冷
徹
に

見
つ

め
、

老
い

を
あ
る

が
ま

ま

に

受

容
す
る

諦
念
が

凝

縮
さ

れ
て

い

る

よ

う
だ

。

そ

し

て
、

脳

軟
化

症
に

よ

る

左

半
身
不
全
麻
痺
と

な
り、

さ

ら

に

認
知
症
が

茂
吉
を
襲
っ

た
。

茂
士

冂

の

記

憶
力
は

低
下
し、

「

手
帳
の

置
場

所
を
幾
度
に

て

も
」

忘
れ、

そ

の

姿

を
周

囲
に

も

示
す
が
、

作
歌
の

創
作
意
欲
は

衰
え
な
か

っ

た
。

茂
吉
は、

身

体
を

襤
褸
と

な
る

ま
で

酷
使
す
る

が
、

作

歌
す
る

こ

と

で

自
己
の

老
い

を

解
放
し

昇
華
し

て

い

っ

た
。

プ

リ
ッ

チ
ョ

フ

・

シ
ュ

オ

ン

と

井
筒
俊
彦

中
　
村

廣

治

郎

　
シ

ュ

オ

ン

に

つ

い

て

は

前
回
報

告
し

、

井
筒
に

つ

い

て

は

日

本
で

は

よ

く
知
ら
れ
て

い

る
の

で、

そ

の

紹
介
は

省
略
す

る
。

両
者
と

も
二

十
世
紀

を

ほ

ぼ

カ
バ

ー

す
る

同
世

代
人
で

あ
り、

問
題

関
心
も

近
く、

共

通
点
も

多
い
。

し
か

し
、

片
や
ス

ー

フ

ィ

ー
教
団
の

シ

ャ

イ

フ

（
教
主）

と

し

て

の

身
分
を
も
つ

学
者
と

し

て

の

シ

ュ

オ
ン

と
、

片
や
イ
ス

ラ

ム

神

秘
哲
学

を

中
心
と

す
る

東
洋
哲
学
や

言
語
学
・

比

較
哲

学
の

研
究
者
・

哲

学
者
と

し

て

の

分
に

徹
し
た

井
筒、

と
い

う
牛

活
ス

タ
イ
ル

の

違
い

か

ら

か
、

そ

こ

に

何
ら
か

の

関
係
が
あ
っ

た

と

は

思
え

な
い

。

諸
宗
教
は

そ

の

深
奥
の

根
元

に

お

い

て

は

皆
一

つ

で

あ
る、

と

い

う
の

が
シ

ュ

オ

ン

の

基
本
的
思

想
で

あ
る

が
、

そ
の

こ

と

を

彼
は

神
道
や

北
米
イ

ン

デ
ィ

ア

ン

の

宗
教
も

含
め

た

さ

ま
ざ

ま
な

宗
教
に

つ

い

て

検
証
し
よ

う
と

し

て

多
く
の

著
作
を

残
し

た
。

　
シ

ュ

オ

ン

は、

こ

の

現
象

的
存

在
の

根
元
に

あ
る

不
可

知
の

も

の

を

臼
Φ

〉
び
。。

O

ぼ
叶

ρ

じU
 

団
o
冨
良−
bd
Φ

ヨ
舮q

な
ど
と

呼
ぶ

が
、

そ

れ
は

そ
の

ま

ま

の

形
で

存
在
す

る

の

で

は
な

く、

常
に
一

定
の

順
序
の

下
に

自
己

を

外
化

顕
現
し

、

現

象
世
界
に

至

る
。

こ

の

こ

と

は

諸
宗

教
に

共
通
す
る

も
の

で、

こ

れ

を

Φ
ω

o
け

興
δ
B
と

呼
ぶ

。

諸
宗
教
の

違
い

は

た
だ
絶
対
者
が

自

己
を

分
節
化
し

て

い

く
そ
の

象

徴
的
形
式
だ
け

で

あ
る。

こ

の

形
式
的
側

面
を

シ

ュ

オ

ン

は

Φ
×
o

言
居

冨

讐、

な
い

し

は
＝

8
《

o

と

呼
び、

ま
た

人

間
は

こ

の

形
式
を
絶
対
者
の

顕

現
と

し
て

で

は

な
く、

実
在
そ

の

も

の

と

見
誤
っ

て

し

ま

う
こ

と

か

ら

筥

碧
鋤

と

も

呼
ん
で

い

る
。

　
井

筒
の

「

東
洋
哲
学
」

も
基

本
的
に

は

同
様
で、

一

切
の

言
語
的
差
異

化
・

分
節

化
を

超
越
し
た
絶
対
不
可
知
の

境
位、

彼
の

い

う
「

存
在
の

ゼ

ロ

・

ポ
イ
ン

ト
」

「

絶
対
的
神
秘
」

の

段
階
的
な

存
在
顕

現
の

結

果
と

し

て

円
常
的

現
象

世
界
を
捉
え

る
。

ま
た
、

シ

ュ

オ
ン

も
、

不
二
一
．

兀

論
に

お

け
る

ア
ー
ト
マ

ン

と

し
て

の

人
問
の

主
観
的
側
面
に

つ

い

て

も

議
論
し

て

は

い

る
が、

井
筒
の

特
徴
は

、

そ
の

よ

う
な
リ
ア

リ

テ

ィ

の

展
開
を

人

間
意
識
の

認
識

論
的
変
化
に

明
確
に

対
応
さ
せ

て

論
じ

て

い

る

こ

と

で

あ

る
。

「

存
在
の

ゼ

ロ

・

ポ

イ
ン

ト
」

に

対
応
す
る

「

意

識
の

ゼ
ロ

・

ポ

イ

ン

ト
」 、

個
我

意
識
・

主

客
の

区

別
が

完
全
に

消
滅
し
、

す
べ

て

が
一

つ

に

な
っ

た

無
・

意

識
は

や

が

て

日
常
的
意
識
へ

と

下
降
す
る

の

で

あ
る。

そ

れ

を

井

筒
は

次
の

よ

う

に

図

式
化

す

る

晶
分

節
（

こ

ー
↓

無
分

節

330｛1422）
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