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平
成
と
い
う
廃
墟
か
ら
…
…

平
成
と
い
う
三
十
年
あ
ま
り
の
時
代
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
き
、
筆
者
の
な
か
に
広
が
る
の
は
、「
廃

墟
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
そ
れ
は
戦
争
に
よ
っ
て
見
渡
す
か
ぎ
り
瓦
礫
の
山
と
な
っ
た
焼
跡
の
風
景
で

は
な
く
、
高
層
ビ
ル
が
林
立
し
街
は
繁
栄
し
喧
噪
を
き
わ
め
る
な
か
で
、
そ
こ
に
居
る
は
ず
の
人
間
が
消

え
去
っ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
荒
涼
と
し
た
、
空
虚
さ
に
み
ち
た
光
景
で
あ
る
。「
人
間
」
と
い
う
い

い
方
は
よ
く
な
い
だ
ろ
う
。
日
本
人
と
は
っ
き
り
い
っ
た
方
が
い
い
。

平
成
三
（
一
九
九
一
）
年
の
四
月
か
ら
翌
年
三
月
末
ま
で
、
筆
者
は
ド
イ
ツ
の
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
に

滞
在
し
、
帰
国
す
る
と
バ
ブ
ル
崩
壊
と
い
う
聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
が
国
中
を
踊
っ
て
い
た
。
平
成
元
（
一

九
八
九
）
年
十
一
月
に
ベ
ル
リ
ン
の
壁
が
市
民
の
手
に
よ
っ
て
崩
さ
れ
、
翌
九
〇
年
に
は
東
西
に
分
断
し

て
い
た
「
ド
イ
ツ
国
家
」
が
統
一
す
る
。
奇
蹟
と
い
わ
れ
た
統
一
ド
イ
ツ
実
現
の
熱
狂
の
さ
な
か
に
か
の

地
に
い
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
年
の
十
二
月
二
十
五
日
に
は
ソ
連
最
高
会
議
共
和
国
会
議
が
ソ
連
消
滅
宣
言

を
採
択
し
、
文
字
通
り
東
西
の
冷
戦
構
造
が
崩
れ
去
っ
た
。

世
界
は
第
二
次
大
戦
後
の
米
ソ
両
大
国
の
「
戦
後
」
体
制
の
激
変
期
を
む
か
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
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し
か
し
、
日
本
は
そ
の
大
き
な
歴
史
の
波
に
乗
る
こ
と
も
で
き
ず
、
政
治
は
混
迷
し
経
済
は
次
々
と
破

綻
を
き
た
し
て
い
っ
た
。
平
成
四
年
の
非
自
民
の
細
川
護も
り
ひ
ろ煕
政
権
、
平
成
六
年
の
自
民
党
、
社
会
党
、
さ

き
が
け
三
党
に
よ
る
村
山
富と
み
い
ち市
社
会
党
委
員
長
に
よ
る
内
閣
な
ど
、
政
治
上
の
混
乱
と
椿
事
は
、
国
家
の

漂
流
を
も
た
ら
し
、
日
本
人
が
冷
戦
崩
壊
や
経
済
の
崩
落
に
何
ひ
と
つ
対
処
で
き
な
か
っ
た
こ
と
の
無
惨

な
あ
か
し
と
な
っ
た
。

そ
し
て
二
十
一
世
紀
に
入
っ
た
平
成
十
三
（
二
〇
〇
一
）
年
に
は
、
小
泉
純
一
郎
内
閣
が
誕
生
し
、

「
構
造
改
革
」
と
い
う
名
の
「
日
本
」
破
壊
は
さ
ら
に
進
み
、
米
国
の
9
・
11
テ
ロ
事
件
な
ど
世
界
の

〈
戦
争
〉
状
態
の
な
か
で
、
こ
の
国
は
政
治
も
経
済
も
失
速
し
、
景
気
の
急
落
に
よ
っ
て
文
化
も
永
い
停

滞
期
に
入
る
。
そ
の
後
の
民
主
党
政
権
の
亡
国
内
閣
下
で
の
東
日
本
大
震
災
は
、
自
然
の
災
害
と
近
代
文

明
が
つ
く
り
出
し
た
原
子
力
と
い
う
究
極
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
が
、
巨
大
な
災
厄
と
し
て
結
び
つ
い
た
と
い

う
点
で
、
ま
さ
に
未
曾
有
の
出
来
事
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
現
在
も
進
行
中
の
危
機
で
あ
る
。

平
成
か
ら
令
和
に
な
っ
て
も
、
こ
の
三
十
年
と
い
う
時
間
の
な
か
で
露
わ
と
な
っ
た
日
本
人
の
「
廃

墟
」
と
も
い
う
べ
き
状
況
は
、
何
ひ
と
つ
変
わ
っ
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
御み

よ代
が
わ
り
や
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

な
ど
と
い
う
狂
騒
曲
に
よ
っ
て
、
戦
後
の
〈
危
機
〉
を
、「
き
れ
い
ご
と
」
に
よ
っ
て
、
見
よ
う
と
し
な

い
方
向
に
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
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本
書
は
、
平
成
十
七
（
二
〇
〇
五
）
年
か
ら
平
成
二
十
一
（
二
〇
〇
九
）
年
に
か
け
て
、
漫
画
家
の
小

林
よ
し
の
り
氏
が
責
任
編
集
を
す
る
総
合
雑
誌
『
わ
し
ズ
ム
』
に
連
載
し
た
エ
ッ
セ
イ
を
集
め
た
も
の
で

あ
る
。
同
誌
で
は
各
号
ご
と
に
特
集
テ
ー
マ
が
設
定
さ
れ
、
筆
者
も
そ
れ
に
合
わ
す
か
た
ち
で
書
い
た
が
、

一
貫
し
て
い
る
の
は
、
平
成
と
い
う
時
代
の
内
包
す
る
危
機
の
諸
問
題
を
、
主
に
文
学
作
品
を
軸
に
論
ず

る
こ
と
で
あ
っ
た
。

昭
和
四
十
五
（
一
九
七
〇
）
年
十
一
月
二
十
五
日
に
、
作
家
の
三
島
由
紀
夫
は
市
ヶ
谷
の
陸
上
自
衛
隊

東
部
方
面
総
監
室
に
、
彼
の
主
宰
す
る
「
楯
の
会
」
の
青
年
五
人
と
共
に
入
り
、
当
時
の
益ま
す

田だ

兼か
ね

利と
し

総
監

を
人
質
に
し
、
バ
ル
コ
ニ
ー
か
ら
自
衛
隊
員
に
演
説
の
後
、
割
腹
自
決
を
し
た
。
三
島
の
主
張
は
、
占
領

下
に
つ
く
ら
れ
た
日
本
国
憲
法
（
九
条
）
改
正
の
た
め
立
ち
上
が
れ
と
い
う
も
の
だ
っ
た
が
、
そ
れ
は
戦

後
の
日
本
人
が
高
度
成
長
に
よ
る
虚
妄
の
平
和
の
な
か
で
、
自
分
の
存
在
そ
の
も
の
に
噓
を
つ
き
続
け
る

こ
と
へ
の
苛
烈
な
る
批
判
で
あ
っ
た
。
自
衛
隊
員
に
自
ら
を
否
定
す
る
憲
法
を
な
ぜ
護
ろ
う
と
す
る
の
か
、

と
問
い
か
け
た
三
島
は
、
政
治
問
題
で
も
な
く
、
憲
法
の
条
文
の
こ
と
で
も
な
く
、
何
よ
り
も
〈
言
葉
〉

が
真
実
を
裏
切
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
を
先
鋭
化
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
戦
後
二
十
五
年
、
四
半
世
紀

目
に
起
こ
っ
た
真
の
意
味
で
文
学
的
な
事
件
で
あ
っ
た
。
筆
者
は
当
時
中
学
一
年
で
あ
り
、
三
島
の
こ
と

も
文
学
の
こ
と
も
何
も
知
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
の
「
事
件
」
を
き
っ
か
け
に
文
学
に
の
め
り
込
ん
で
い
く
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こ
と
に
な
っ
た
。

自
決
の
年
の
七
月
に
、
三
島
は
「
私
の
中
の
二
十
五
年
」
と
い
う
文
章
を
新
聞
に
発
表
し
、
そ
の
最
後

を
次
の
よ
う
に
結
ん
だ
。

私
は
こ
れ
か
ら
の
日
本
に
大
し
て
希
望
を
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
ま
ま
行
っ
た
ら
「
日

本
」
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
を
日
ま
し
に
深
く
す
る
。
日
本
は
な
く
な
っ

て
、
そ
の
代
わ
り
に
、
無
機
的
な
、
か
ら
っ
ぽ
な
、
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
、
中
間
色
の
、
富
裕
な
、
抜

目
が
な
い
、
或
る
経
済
的
大
国
が
極
東
の
一
角
に
残
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
い
い
と
思
っ
て
い

る
人
た
ち
と
、
私
は
口
を
き
く
気
に
も
な
れ
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
島
の
自
裁
か
ら
来
年
の
令
和
二
（
二
〇
二
〇
）
年
で
五
十
年
、
半
世
紀
の
時
が
経
つ
。
平
成
の
三
十

年
間
と
は
、「
或
る
経
済
的
大
国
」
を
ふ
く
め
た
「
日
本
」
が
「
な
く
な
っ
て
」
い
く
時
間
で
あ
っ
た
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
の
平
成
と
い
う
時
代
の
崩
壊
し
腐
食
し
て
ゆ
く
「
日
本
」
を
文
学
の
言
葉

に
よ
っ
て
と
ら
え
て
み
た
い
、
そ
れ
が
本
書
の
試
み
に
他
な
ら
な
い
。
政
治
学
で
も
経
済
学
で
も
社
会
学

で
も
な
く
、
文
学
が
放
つ
言
葉
の
力
だ
け
を
信
じ
た
い
と
の
思
い
も
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
取
り
あ
げ
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第
一
論
　
文
学
に
お
け
る
「
戦
争
」
と
「
平
和
」

吉
田
満
『
戦
艦
大
和
ノ
最
期
』、
大
岡
昇
平
『
野
火
』

た
文
学
作
品
は
、「
平
成
」
期
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
明
治
以
降
の
作
家
、
と
り
わ
け
昭
和
の
文
学
、

戦
後
文
学
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
自
明
の
理
で
あ
ろ
う
。「
平
成
椿
説
文
学
論
」
な
る
タ
イ
ト
ル
の
由
来
も
、

ま
た
こ
の
時
代
の
イ
ロ
ニ
ー
の
結
果
と
申
し
述
べ
て
お
き
た
い
。
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争
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吉
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満
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戦
艦
大
和
ノ
最
期
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大
岡
昇
平
『
野
火
』
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『
戦
艦
大
和
ノ
最
期
』
の
今
日
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

大
東
亜
（
太
平
洋
）
戦
争
の
終
結
か
ら
七
十
四
年
、
戦
争
を
体
験
し
た
日
本
人
の
数
も
少
な
く
な
っ
た
。

日
本
の
戦
後
の
文
学
で
、
あ
の
戦
争
を
描
き
、
死
ん
で
い
っ
た
同
胞
へ
の
鎮
魂
と
し
て
描
か
れ
た
一
篇

の
特
筆
す
べ
き
作
品
が
あ
る
。

吉
田
満
の
『
戦
艦
大
和
ノ
最
期
』
で
あ
る
。

昭
和
二
十
（
一
九
四
五
）
年
三
月
二
十
九
日
、
世
界
最
大
の
不
沈
戦
艦
と
い
わ
れ
た
「
大
和
」
は
、
沖

縄
へ
の
特
攻
作
戦
に
参
加
し
て
、
日
本
海
軍
最
後
の
艦
隊
出
撃
を
し
た
。
吉
田
満
は
、
学
徒
出
身
の
海
軍

少
尉
と
し
て
、
こ
の
「
大
和
」
に
乗
り
こ
み
、
哨
し
ょ
う
か
い戒
当
直
（
敵
を
監
視
す
る
）
と
し
て
、
そ
の
戦
い
の
一

部
始
終
を
大
局
的
に
捕
捉
し
、
そ
し
て
九
死
に
一
生
を
得
て
帰
還
し
た
の
で
あ
る
。
す
ご
い
と
思
う
の
は
、

吉
田
満
が
、
終
戦
の
直
後
に
、
こ
の
自
ら
の
体
験
し
た
「
大
和
」
の
最
期
を
記
し
た
草
稿
を
、
雄ゆ
う
こ
ん渾
な
文

語
体
の
文
章
で
ほ
と
ん
ど
一
日
で
書
き
あ
げ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

「
大
和
」
の
出
撃
の
場
面
は
こ
う
で
あ
る
。
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一
五
〇
〇
「
大
和
」
出
港
、
艦
静
カ
ニ
前
進
ヲ
始
ム
出
港
ハ
港
内
ニ
本
艦
一
艦
ノ
ミ　

秘ひ
そ

カ
ニ
シ

テ
悠ゆ
う

容よ
う

タ
ル
出
陣

碇
泊
ノ
中
ノ
僚
艦
ヨ
リ　

千
万
ノ
眼
ま
な
こ
、
無
言
ノ
歓
呼
ヲ
コ
メ
テ
我
ラ
ニ
注
グ　

ワ
レ
コ
ソ
彼
ラ
ガ

輿よ

望ぼ
う

ヲ
担
ウ
モ
ノ　

一
兵
マ
デ
モ
誇
ラ
カ
ニ
胸
張
ッ
テ
甲
板
ニ
整
列
ス　

想
エ
バ
、
巨
艦
往い

ッ
テ
再

ビ
還
ラ
ザ
ル
最
後
ノ
出
港
ナ
リ
キ

「
大
和
」
の
司
令
長
官
は
伊
藤
整
一
中
将
。
第
二
水
雷
戦
隊
所
属
の
九
隻
、
巡
洋
艦
「
矢や

矧は
ぎ

」、
駆
逐
艦

「
冬
月
」「
涼
月
」「
雪
風
」「
磯
風
」「
浜
風
」「
初
霜
」「
朝
霜
」「
霞
か
す
み

」。
こ
れ
ら
の
精
鋭
が
、「
大
和
」
を

中
心
に
輪
型
の
陣
を
布し

い
て
出
港
し
た
の
で
あ
る
が
、
港
内
を
出
て
ゆ
く
と
き
の
「
大
和
」
は
た
だ
「
一

艦
ノ
ミ　

秘
カ
ニ
シ
テ
悠
容
タ
ル
出
陣
」
で
あ
っ
た
。

大
東
亜
戦
争
の
緒
戦
に
お
い
て
、
日
本
海
軍
が
パ
ー
ル
ハ
ー
バ
ー
攻
撃
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
航
空
機

に
よ
っ
て
多
大
な
成
果
を
あ
げ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
終
的
に
は
“
大
艦
巨
砲
”
の
旧
式
の
考
え
方
か

ら
脱
皮
し
え
ず
、
ア
メ
リ
カ
軍
の
航
空
機
攻
撃
の
ま
え
に
、「
大
和
」
と
い
う
巨
艦
を
た
だ
さ
ら
す
こ
と

に
な
っ
た
の
は
、
た
し
か
に
歴
史
の
皮
肉
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
明
治
維
新
以
来
、
西
洋
の
文
明
を
受
け
入

れ
る
こ
と
に
や
っ
き
と
な
り
、「
文
明
開
化
」
を
お
し
す
す
め
て
近
代
文
明
と
技
術
の
結
晶
と
し
て
つ
く
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り
あ
げ
た
「
大
和
」
の
最
期
が
、
特
攻
と
い
う
、
必
敗
を
覚
悟
し
て
滅
び
る
と
い
う
古
い
日
本
的
な
精
神

主
義
に
殉
じ
る
他
は
な
か
っ
た
こ
と
も
、
歴
史
の
運
命
の
よ
う
に
思
え
る
。

し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
大
和
」
と
い
う
巨
大
戦
艦
に
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
未み

ぞ

う
曾
有
の
、
あ
の

戦
争
の
ひ
と
つ
の
真
実
が
表
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。
吉
田
満
は
、
こ
の
「
大
和
」
と
運

命
を
共
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
生
き
残
る
こ
と
で
、
そ
の
真
実
を
後
世
に
書
き
遺の
こ

す
こ
と
に

な
っ
た
の
だ
。
も
し
こ
の
作
品
が
書
か
れ
な
か
っ
た
ら
、
戦
後
の
日
本
人
は
、
戦
勝
国
ア
メ
リ
カ
の
情
報

に
よ
っ
て
し
か
、「
大
和
」
の
最
期
を
知
り
え
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
作
品
が
世
に
出
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
言
及
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
『
戦
艦
大
和
ノ
最
期
』
は
、
文
芸
批
評
家
の
小
林
秀
雄
の
編
集
に
よ
る
『
創
元
』
昭
和
二
十

一
（
一
九
四
六
）
年
十
一
月
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
小
林
秀
雄
は
亡
き
友
人
の
中
原
中

也
の
詩
と
、
自
ら
の
評
論
「
モ
オ
ツ
ア
ル
ト
」
と
と
も
に
、
無
名
の
吉
田
の
こ
の
作
品
を
掲
載
し
よ
う
と

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
小
林
秀
雄
は
、『
戦
艦
大
和
ノ
最
期
』
が
日
本
人
に
と
っ
て
い
か
に
大
切
な
、
決

定
的
な
作
品
で
あ
る
か
を
、
そ
の
慧け
い
が
ん眼
に
よ
っ
て
と
ら
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
は
G
H
Q
に
よ
っ
て
何
と
全
文
削
除
の
指
令
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
日
本
を
占
領
し
た
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連
合
国
総
司
令
部
は
、
米
軍
の
「
民
間
検
閲
支
隊
」（
C
C
D
）
を
中
心
に
、
当
時
徹
底
し
た
検
閲
を
お

こ
な
い
、
新
聞
・
雑
誌
・
出
版
は
も
と
よ
り
、
そ
れ
は
個
人
の
私
信
に
ま
で
及
ん
だ
。「
大
和
」
の
最
期

を
ま
さ
に
レ
ク
イ
エ
ム
（
鎮
魂
）
と
し
て
描
き
あ
げ
た
こ
の
作
品
は
、
戦
争
を
肯
定
す
る
文
学
で
あ
る
と

見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
戦
艦
大
和
ノ
最
期
』
が
完
全
な
か
た
ち
で
刊
行
さ
れ
る
に
い

た
る
の
は
、
占
領
が
終
結
し
た
後
の
、
昭
和
二
十
七
年
の
八
月
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
初
版
の
あ
と
が
き
で
、
吉
田
満
は
こ
う
記
し
て
い
る
。

私
は
戦
場
に
参さ
ん

ず
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
戦
争
は
、
学
生
で
あ
っ
た
私
の

生
活
の
全
面
を
破
壊
し
、
終
戦
の
廃
墟
の
中
に
私
を
取
り
残
し
て
い
っ
た
。
―
―
し
か
し
、
今
私
は

立
ち
直
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
し
く
生
き
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
単
な
る
愚
痴
も
悔
恨

も
無
用
で
あ
る
。
―
―
そ
の
第
一
歩
と
し
て
、
自
分
の
偽
ら
ぬ
姿
を
み
つ
め
て
み
よ
う
。
如
何
に
戦

っ
て
き
た
か
の
跡あ
と

を
、
自
分
自
身
に
照
ら
し
て
見
よ
う
―
―
こ
う
し
た
気
持
で
、
筆
の
走
る
ま
ま
に

書
き
上
げ
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、『
戦
艦
大
和
ノ
最
期
』
は
、
た
ん
に
作
者
自
身
の
個
人
的
な
動
機
に
も
と
づ
い
て
書
か
れ
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【資　料】＊はエピソード

吉田 満
　よしだ・みつる。1923 ～ 1979 年。大正
12（1923）年東京生まれ。昭和 17（1942）
年東京大学入学、翌年学徒出陣で海軍予備学
生、昭和 19 年に予備少尉、戦艦大和に副電
測士として乗艦。昭和 20 年天一号作戦（坊
ノ岬沖海戦）に参加し生還し、高知の人間魚
雷回天の基地に。敗戦後、『戦艦大和ノ最期』
執筆。カトリック世田谷教会で洗礼を受け
る。のちにプロテスタントの信仰を得る。日
本銀行に入りニューヨーク駐在員、青森支店
長、仙台支店長、国庫局長、監事を歴任。昭
和 54（1979）年肝不全で死去。
【主な著作】

『戦艦大和ノ最期』＊ 1946 ～ 1974 年。当
時、GHQ の検閲で全文削除され、口語体に
したものを細川宗吉の筆名で発表し、昭和
49（1974）年まで改稿を重ねた。

『散華の世代』
『鎮魂戦艦大和』
『提督伊藤整一の生涯』
『平和への巡礼』
『戦中派の死生観』遺稿集
『特攻体験と戦後』島尾敏雄と共著
『ドキュメント戦艦大和』原勝洋と共著
『吉田満著作集』上・下、文藝春秋社
【作品解説】

『戦艦大和ノ最期』
　吉田満が体験した天一号作戦（坊ノ岬沖海
戦）の戦艦大和の出撃から沈没までを描いた
戦記文学。
【映像作品】

『戦艦大和』監督：阿部豊、1953 年
『終戦 45 周年記念 3 時間ドラマスペシャル　
戦艦大和』テレビドラマ。監督：市川昆、出
演：中井貴一、1990 年

大岡昇平
　おおおか・しょうへい。1909 ～ 1988
年。明治 42（1909）年東京生まれ。大正 8

（1919）年『赤い鳥』に童謡を投稿・入選。
大正 10 年青山学院中学部でキリスト教の感
化を受ける。大正 15 年成城高等学校入学。
昭和 2（1927）年アテネ・フランセでフラ
ンス語を学ぶ。昭和 3 年小林秀雄からフラ
ンス語個人教授。＊小林を通じて中原中也
と知り合う。昭和 4 年京都大学文学部入学。
卒業後、国民新聞社、帝国酸素、川崎重工業
を経て、昭和 19 年教育召集で東部第二部隊
に入営。昭和 20 年米軍捕虜になり、フィリ
ピンレイテ島の俘虜病院に収容され、敗戦
後帰国。昭和 24 年『俘虜記』横光利一賞。
昭和 27 年『野火』読売文学賞。昭和 53 年

『事件』日本推理作家協会賞。昭和 63 年脳
梗塞で死去。翌年『小説家夏目漱石』読売文
学賞。＊『武蔵野夫人』は『ボヴァリー夫
人』にならう姦通小説でベストセラー。＊文
壇有数の論争家の「ケンカ大岡」として江藤
淳『漱石とアーサー王伝説』を厳しく批判。
＊昭和 47 年日本芸術院会員に選ばれたが

「捕虜になった過去がある」と辞退。
【主な著作】

『俘虜記』
『武蔵野夫人』
『野火』
『花影』
『レイテ戦記』
『事件』
『成城だより』
『小説家 夏目漱石』
『大岡昇平全集』全 16 巻、中央公論社
『大岡昇平集』全 18 巻、岩波書店
『決定版 大岡昇平全集』全 23 巻・別巻 1、
筑摩書房
【作品解説】

『野火』
　太平洋戦争末期、敗北が決定的になったフ



平成椿説文学論

2019 年 10 月20日　初版第 1 刷印刷
2019 年 10 月30日　初版第 1 刷発行

著　者　富岡幸一郎
発行人　森下紀夫
発行所　論 創 社
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 2-23　北井ビル2F

TEL : 03-3264-5254　FAX : 03-3264-5232　振替口座  00160-1-155266

装幀／奥定泰之
印刷・製本／中央精版印刷
組版／フレックスアート
ISBN978-4-8460-1848-1　© Koichiro Tomioka 2019, printed in Japan

落丁・乱丁本はお取り替えいたします。

富岡幸一郎（とみおか・こういちろう）
関東学院大学国際文化学部比較文化学科教授、鎌倉文学館館長。1957 年生まれ。
中央大学文学部仏文科卒業。第 22 回群像新人文学賞評論部門優秀作受賞。著
書『戦後文学のアルケオロジー』（福武書店 1986 年）『内村鑑三 偉大なる罪人
の生涯』（シリーズ民間日本学者 15：リブロポート 1988 年 / 中公文庫 2014
年）『批評の現在』（構想社 1991 年）『仮面の神学 三島由紀夫論』（構想社 1995
年）『使徒的人間 カール・バルト』（講談社 1999 年 / 講談社文芸文庫 2012 年）

『打ちのめされるようなすごい小説』（飛鳥新社 2003 年）『非戦論』（NTT 出版 
2004 年）『文芸評論集』（アーツ・アンド・クラフツ 2005 年）『スピリチュアル
の冒険』（講談社現代新書 2007 年）『千年残る日本語へ』（NTT 出版 2012 年）

『最後の思想 三島由紀夫と吉本隆明』（アーツアンドクラフツ 2012 年）『北の
思想一神教と日本人』（書籍工房早山 2014 年）『川端康成　魔界の文学』（岩波
書店〈岩波現代全書〉2014 年）『虚妄の「戦後」』（論創社 2017 年）『生命と直
感 よみがえる今西錦司』（アーツアンドクラフツ 2019 年）他、共編著・監修
多数。


