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「
鼻

」

論

「
羅

生

門

」

を

媒

介

と

し

て

扁

、

め

「
撚

石

を

第

一

の

読

者
"

と

し

て

刊

行

済

れ

た

第

四

次

『
新

思

潮

』

に

は

、

芥

川

も

か

な

り

意

気

込

ん

で

参

加

し

た

模

様

で

あ

る

。

そ

し

て

、

「
鼻

」

(

『

新

思

潮

』

大

5

・

2

>

は

、

果

し

て

そ

の

第

一

の

読

者

で

あ

る

夏

目

激

石

に

よ

つ

て

周

知

の

よ

う

に

高

い

評

価

が

与

え

ら

れ

た

。

後

に

こ

の

「
鼻

」

執

筆

時

の

回

想

を

記

し

た

「
あ

の

頃

の

自

分

の

事

(
別

稿

〉

」

(

『
中

央

公

論

』

大

8

・

1

)

が

発

表

さ

れ

る

。

そ

れ

に

よ

る

と

、

「
羅

生

門

」

(

『
帝

国

文

学

』

大

4

・
口

)

、

「
鼻

」

は

失

恋

の

所

産

で

あ

り

、

そ

の

痛

手

か

ら

逃

れ

る

た

め

に

「
な

る

可

く

現

状

と

懸

け

離

れ

た

、

な

る

可

く

愉

快

な

小

説

が

書

き

た

か

つ

た

」

と

、

そ

の

動

機

を

述

べ

て

い

る

。

確

か

に

そ

の

③

頃

の

苦

悩

は

、

書

簡

に

沈

痛

な

言

葉

を

も

っ

て

綴

ら

れ

て

い

る

。

し

か

し

、

だ

か

ら

と

い

っ

て

二

作

品

を

同

列

に

扱

い

、

し

か

も

失

恋

の

み

の

所

産

と

す

る

の

は

早

計

す

ぎ

よ

う

。

な

ぜ

な

ら

「
羅

生

門

」

「
鼻

」

の

作

品

世

界

の

相

違

は

芥

川

の

創

作

意

識

の

相

違

で

あ

り

、

二

作

品

の

執

筆

以

前

に

も

芥

川

の

精

神

の

変

革

を

示

す

書

馬

を

見

い

だ

せ

る

か

ら

で

あ

る

・

そ

れ

ら

の

書

簡

か

ら

考

え

て

も

、

す

で

に

大

正

三

年

初

頃

に

は

芥

川

の

芸

術

に

対

す

る

目

覚

め

は

始

ま

っ

て

い

る

。

海

老

井

英

次

氏

の

指

摘

す

る

大

正

三

年

秋

に

お

け

る

芸

術

観

上

の

〈

精

神

的

革

鬼

〉

を

考

慮

に

入

れ

て

芥

川

の

芸

術

へ

の

意

識

の

経

緯

を

要

約

す

れ

ば

・

〈

芸

術

に

対

す

る

意

識

の

目

覚

め

〉

(
大

正

三

年

初

頃

〉

ー

〈
大

き

な

芸

術

に

対

す

る

精

神

的

革

倫

〉

(
大

正

三

年

秋

〉

ー

〈

失

恋

を

契

機

と

す

る

芸

術

に

対

す

る

一
層

の

覚

銭

^
大

正

四

年

初

頃

〉

ー

・
騒

生

門

二

大

4

・
u

>

「

「

鼻

」

(
大

5

・
2

>

と

い

う

状

況

に

な

ろ

う

。

失

恋

事

件

を

こ

の

二

作

晶

に

ど

こ

ま

で

連

関

さ

せ

て

考

え

る

か

は

論

者

に

よ

・

て

見

解

の

異

な

る

・

,三

で

あ

ろ

神

齢
「
羅

生

門

」

は

・

三

好

行

雄

氏

の

「

失

恋

の

体

験

は

〈
柔

か

な

引

き

金

〉

で

あ

・

た

」

と

い

う

見

為

が

妥

当

な

指

摘

下

野

孝

文
㈹

と

考

え

ら

れ

、

ま

た

「
鼻

」

は

当

時

の

書

簡

や

メ

モ

に

窺

え

る

芥

川

の

心

理

を

考

慮

す

れ

ば

そ

の

関

わ

り

は

極

め

て

希

薄

な

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

そ

の

よ

う

な

経

過

を

経

て

描

か

れ

た

「
な

る

可

く

現

状

と

懸

け

離

れ

た

、

な

る

可

く

愴

快

な

小

説

」

と

な

る

は

ず

の

「
羅

生

門

」

「
鼻

」

で

あ

っ

た

が

、

結

果

は

「

一
向

愉

快

と

も

思

は

れ

な

」

い

も

の

に

な

っ

て

し

ま

っ

た

。

間

題

は

こ

の

「
愉

快

」

と

な

る
,べ

き

は

ず

の

小

説

が

「
愉

快

」

な

も

の

に

な

ら

な

か

っ

た

と

い

っ

た

時

の

「
愉

快

」

と

い

う

言

葉

を

、

芥

川

が

ど

う

い

う

ニ

ュ

ア

ン

ス

を

も

っ

て

使

っ

た

か

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

は

た

し

て

こ

の

言

葉

を

文

字

通

り

の

楽

し

い

と

か

心

地

良

い

と

か

い

う

質

の

意

味

に

解

せ

る

だ

ろ

う

か

。

そ

こ

で

、

本

稿

で

は

「
羅

生

門

」

の

中

で

の

「
愉

快

」

の

意

味

を

媒

介

と

し

て

「
鼻

」

の

中

で

の

「
愉

快

」

の

状

況

を

考

え

、

「
鼻

」

の

原

拠

と

さ

れ

る

作

品

と

の

比

較

か

ら

そ

の

独

自

性

を

検

討

し

、

更

に

、

「
鼻

」

に

潜

む

芥

川

の

意

識

を

作

品

の

経

緯

に

そ

っ

て

考

え

て

み

る

。

二

、

「
羅

生

門

」

は

道

徳

、

倫

理

と

い

う

社

会

の

枠

組

が

取

り

払

わ

れ

、

髪

を

抜

か

れ

た

死

人

、

老

婆

、

下

人

の

行

為

の

連

鎖

が

〈
悪

〉

と

い

う

形

容

を

も

つ

て

表

現

さ

れ

る

、

そ

し

て

そ

の

各

々

の

行

為

が

す

べ

て

生

き

る

た

め

と

い

う

前

提

に

お

い

て

許

容

さ

れ

る

世

界

が

描

か

れ

た

も

の

で

あ

る

。

下

人

の

〈
悪

〉

を

働

く

こ

と

へ

の

道

徳

的

な
躊
ッ痛

は

、

老

婆

の

生

き

る

た

め

に

感

傷

的

な

感

情

な

ど

断

ち

、

悪

を

許

す

こ

と

で

自

己

の

悪

を

是

認

し

よ

う

と

す

る

論

理

に

よ

っ

て

払

拭

さ

れ

る

。

下

人

は

死

人

の

悪

を

許

す

こ

と

で

自

身

の

悪

を

肯

定

す

る

老

婆

か

一1一



ら

、

や

は

り

生

き

る

た

め

に

着

物

を

は

ぎ

と

る

.

下

人

は

老

婆

の
'論

理

を

そ

の

ま

ま

受

容

し

、

老

婆

の

忍

を

許

す

こ

と

で

自

身

の

悪

を

肯

定

し

よ

う

と

す

る

の

で

あ

る

。

芥

川

は

、

行

動

の

止

め

金

と

な

っ

て

い

た

道

徳

や

倫

理

を
・珠

閑

し

、

た

だ

生

き

る

た

め

に

「
黒

洞

々

た

る

夜

」

の

中

へ

強

盗

を

働

き

に

急

ぐ

下

人

の

姿

を

描

く

こ

と

で

常

に

様

々

な

思

惑

や

感

情

に

束

縛

さ

れ

て

い

る

人

間

を

観

念

の

上

で

超

越

し

、

解

き

放

と

う

と

し

た

の

だ

。

関

口

安

義

氏

も

こ

の

点

に

つ

い

て

、

「

そ

れ

は

失

恋

事

件

を

通

し

て

実

磁

し

た

わ

ず

ら

わ

し

い

人

間

関

係

や

人

閲

倫

理

の

否

定

、

つ

ま

り

己

を

纏

る

律

法

か

ら

の

完

全

な

解

放

に

こ

そ

あ

っ

た

の

で

あ

る

」

と

、

「
現

状

と

懸

け

離

れ

た

、

な

る

可

壬

檎

快

な

小

説

」

と

い

う

輔
節

の

意

味

を

・
羅

生

門

」

と

の

関

連

で

説

い

て

い

㌔

・

そ

れ

で

は

、

そ

の

様

々

な

要

因

に

就

縛

さ

れ

て

い

る

〈
人

間

〉

の

解

放

と

い

う

モ

チ

ー

フ

は

、

輔
体

ど

こ

か

ら

生

じ

て

き

た

の

だ

ろ

う

か

。

こ

れ

は

、

周

知

の

芥

川

の

複

雑

な

家

庭

環

境

に

そ

の

源

を

見

る

こ

と

が

で

き

よ

う

。

そ

れ

は

、

こ

の

時

期

の

彼

の

手

記

の

中

に

周

囲

の

束

繕

に

対

す

る

反

抗

や

そ

の

束

縛

を

解

こ

う

と

し

な

が

ら

結

局

な

し

え

か

っ

た

心

情

を

吐

露

し

た

も

の

を

見

い

だ

せ

る

か

ら

だ

。

そ

れ

は

、

具

体

的

に

は

士戸
田

弥

生

と

の

結

婚

を

家

族

に

反

対

さ

れ

断

念

し

た
睡

緯

を

述

べ

た

書

簡

で

あ

㌔

・

ま

た

・

・
鼻

」

執

筆

時

の

も

の

を

含

め

た

メ

モ
ぜ

あ

る

・

周

知

の

複

雑

な

愛

情

の

中

で

ど

う

す

れ

ば

芥

川

と

家

族

と

の

関

わ

り

が

円

滑

に

営

ま

れ

る

か

と

な

れ

ば

、

各

々

の

注

ぐ

愛

情

に

芥

川

が

応

え

る

事

で

あ

り

、

彼

ら

の

感

情

に

自

ら

を

ま

か

す

こ

と

で

あ

る

.

そ

う

考

え

て

く

る

と

、

失

恋

事

件

に

限

ら

ず

芥

川

が

自

身

の

感

情

を

抑

制

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

っ

た

事

態

が

し

ば

し

ば

あ

っ

た

の

で

は

な

い

か

と

推

測

さ

れ

る

。

そ

の

点

か

ら

も

「
羅

生

門

」

執

筆

の

動

機

は

失

恋

事

件

に

も

頒

在

し

て

き

た

周

囲

の

彼

へ

の

束

縛

や

自

己

犠

牲

的

に

振

る

舞

っ

て

し

ま

う

自

身

の

性

情

で

あ

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

.

そ

れ

ゆ

え

に

、

生

き

る

た

め

に

道

義

的

束

縛

や

感

傷

的

な

感

情

を

捨

象

す

る

こ

と

が

で

き

た

と

い

う

意

味

で

、

「
羅

生

門

」

に

お

け

る

下

人

の

造

型

は

、

芥

川

に

と

っ

て

「
愉

快

」

な

像

に

成

り

得

た

で

あ

ろ

う

。

つ

ま

り

、

芥

川

の

「
籍

生

門

」

に

求

め

た

「
愉

快

」

さ

の

内

実

は

、

た

ん

に

楽

し

い

と

か

面

白

い

と

か

い

う

質

の

も

の

で

は

な

く

て

、

人

間

を

様

々

な

形

で

束

繕

し

て

い

る

も

の

か

ら

解

き

放

つ

こ

と

、

日

常

性

の

中

に

あ

る

煩

わ

し

い

L和

を

超

越

す

る

状

況

で

あ

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

.

し

か

し

.

「
鼻

」

の

「
内

供

」

は

下

人

と

違

い

自

己

の

諭

理

に

従

う

ど

こ

ろ

か

、

常

に

周

囲

の

挙

動

に

精

神

の

安

定

を

揺

ら

さ

れ

対

他

的

〈
生

〉

を

営

む

人

間

で

あ

る

.

高

徳

の

僧

と

し

て

そ

の

権

威

に

安

住

す

る

こ

と

も

で

き

ず

に

周

囲

の

挙

動

に

敏

感

に

反

応

し

、

そ

れ

に

あ

わ

せ

て

自

己

を

対

応

さ

せ

て

ゆ

く

と

い

う

自

己

の

核

を

持

ち

え

な

い

人

間

で

あ

る

。

「
羅

生

門

」

が

少

な

く

と

も

「
愉

快

」

な

作

品

だ

っ

た

と

す

る

な

ら

ば

、

「
鼻

」

は

と

て

も

芥

川

の

志

向

に

応

じ

た

作

品

と

は

考

え

ら

れ

な

い

。

結

局

、

「
鼻

」

こ

そ

芥

川

が

「

一

向

愉

快

と

も

思

は

れ

な

」

い

と

述

べ

た

作

品

だ

つ

た

の

で

あ

る

。

三

、

「
鼻

」

は

こ

れ

ま

で

も

多

く

の

論

及

が

な

さ

れ

、

典

拠

と

さ

れ

た

も

の

も

『

今

昔

物

語

』

を

始

め

と

し

て

ゴ

ー

ゴ

リ

ー

の

戸
↓

『
①

Z
Oい
Φ

』

・

シ

ン

グ

の

『
罫

。

≦

。
=

呈

も。
・
三

篭

な

ど

が

指

擁

さ

れ

て

い

る

.

そ

..
で

、

各

典

拠

と

「
鼻

」

と

の

類

似

、

相

違

点

を

検

討

し

て

「
鼻

」

の

独

自

性

を

明

ら

か

に

し

、

「
愉

快

」

と

い

う

表

現

と

「
鼻

」

と

の

関

わ

り

を

考

え

て

み

る

。

ま

ず

、

「
-
「
ア
㊦

Z
。
い
Φ

』

と

「
鼻

」

と

の

関

わ

り

を

検

討

す

る

。

こ

の

作

品

に

潜

む

も

の

は

、

奇

抜

な

設

定

と

構

成

を

も

っ

て

描

か

れ

る

主

人

公

コ

ワ

リ

ョ

ー

フ

の

愚

行

に

託

さ

れ

た

官

僚

貴

族

へ

の

痛

罵

で

あ

ろ

う

。

彼

ら

は

官

等

だ

と

か

地

位

だ

と

か

と

い

う

も

の

に

固

執

し

、

そ

の

晶

位

と

か

威

厳

と

か

を

保

つ

こ

と

を

第

一
義

と

し

て

い

る

。

ゴ

ー

ゴ

リ

ー

は

、

そ

の

よ

う

な

支

配

階

級

に

あ

。

る

者

達

の

愚

か

し

さ

を

鼻

の

得

失

に

憂

喜

す

る

コ

ワ

リ

ョ

ー

フ

の

姿

を

通

し

て

軽

妙

な

筆

致

で

あ

り

な

が

ら

、

鋭

い

視

点

を

も

っ

て

支

配

階

級

に

あ

る

者

達

の

内

貌

を

暴

い

で

い

る

。

こ

の

作

品

で

そ

の

銀

目

と

な

っ

て

い

る

の

は

、

コ

ワ

リ

ョ

ー

フ

が

八

等

官

で

あ

る

の

に

対

し

、

彼

の

顔

を

離

れ

た

鼻

は

五

等

官

の

装

い

で

町

を

歩

い

て

い

た

と

い

う

点

で

あ

ろ

う

。

鼻

が

彼

の

精

神

の

象

徴

で

あ

る

と

す

る

な

ら

ば

、

す

で

に

コ

ワ

リ

ョ

ー

フ

は

五

等

官

の

気

位

で

い

た

と

い

う

こ

と

一2一



に

な

る

。

こ

の

状

況

を

鼻

を

失

っ

て

狂

奔

す

る

コ

ワ

リ

ョ

ー

フ

の

盗

と

重

ね

て

考

え

る

な

ら

ば

、

い

か

に

そ

の

等

官

と

い

う

〈
権

威

〉

が

彼

の

生

に

と

っ

て

重

要

で

あ

っ

た

か

が

理

解

さ

れ

る

。

ま

た

、

そ

の

等

官

の

高

低

に

の

み

自

己

の

価

値

を

見

い

だ

そ

う

と

す

る

態

度

に

彼

の

内

部

の

偏

狭

さ

を

窺

う

こ

と

が

で

き

よ

・つ

。次

に

.」
の

『
↓

y
Φ

Z

。
8

』

に

お

い

て

コ

ワ

リ

ョ

ー

フ

の

顔

を

離

れ

服

を

着

て

あ

ち

ら

こ

ち

ら

出

歩

く

鼻

と

「
内

供

」

の

長

大

な

鼻

と

の

意

味

の

相

違

を

考

え

て

み

喝

.

『
↓

ぼ

z

§

』

に

お

い

て

、

鼻

が

八

等

官

樗

リ

ョ

ー

・

よ

り

官

位

の

高

い

五

等

官

の

装

い

で

馬

車

に

乗

り

町

を

駆

け

る

《

鼻

の

な

い

コ

ワ

リ

ョ

ー

フ

が

い

つ

も

通

り

に

威

厳

を

持

つ

て

振

る
.舞

え

な

い
ぜ

を

考

え

れ

ば

、

彼

の

鼻

を

〈
権

威

〉

、

そ

こ

か

ら

生

じ

る

〈
自

尊

心

〉

の

象

徴

と

し

て

捉

え

て

も

よ

い

だ

ろ

う

。

一
方

、

「
内

供

」

は

、

彼

が

「
内

道

場

供

奉

の

載

」

と

い

う

〈
権

威

〉

を

所

持

し

て

い

た

こ

と

で

鼻

が

奇

型

で

あ

る

と

い

う

苦

悩

か

ら

逃

れ

ら

れ

て

い

た

わ

け

で

は

な

い

。

「
内

供

」

は

、

「
沙

弥

の

昔

か

ら

内

道

掲

供

奉

の

職

に

霞

つ

た

今

日

ま

で

、

内

心

で

は

始

終

・

の

鼻

を

苦

に

病

ん

で

来

た

」

わ

け

で

あ

り

、

「
日

常

の

談

話

の

中

に

、

鼻

と

云

ふ

語

が

出

て

来

る

の

を

何

よ

り

も

倶

れ

」

「
自

分

が

僧

で

あ

る

為

に

、

幾

分

で

も

こ

の

鼻

に

煩

さ

れ

る

事

が

少

く

な

つ

た

と

は

思

つ

て

ゐ

な

い

」

の

で

あ

る

。

「
内

供

」

の

奇

型

の

鼻

に

対

す

る

苦

慮

は

彼

の

内

部

深

く

及

ん

で

お

り

、

そ

れ

は

コ

ワ

リ

ョ

ー

フ

の

鼻

の

よ

う

な

〈
権

威

〉

の

象

徴

と

い

う

よ

り

も

、

も

っ

と

「
内

供

」

の

自

己

意

識

に

近

い

も

の

の

象

徴

と

し

て

続

み

と

る

べ

き

で

あ

る

。

コ

ワ

リ

ョ

ー

フ

が

鼻

を

な

く

し

て

何

を

失

っ

て

い

た

か

と

い

う

と

彼

を

支

え

て

い

た

〈
権

威

〉

ハ

更

に

は

身

の

程

以

上

の

〈

自

尊

心

〉

で

あ

る

。

近

代

管

理

社

会

の

中

で

、

〈
権

威

〉

と

い

う

も

の

に

自

己

の

存

在

意

義

を

見

い

だ

し

、

彼

自

身

の

内

面

の

本

質

を

裂

失

し

て

い

た

の

だ

.

一

方

「
内

供

」

も

確

固

た

る

意

志

や

姿

勢

を

持

つ

て

生

き

ら

れ

な

か

っ

た

状

況

は

類

似

し

て

い

る

が

、

し

か

し

、

彼

が

鼻

の

奇

型

を

も

つ

て

失

つ

て

い

た

も

の

が

高

徳

の

僧

で

あ

る

と

い

う

・

所

謂

〈
権

威

〉

そ

の

も

の

で

な

く

不

安

定

な

自

己

意

識

で

あ

っ

た

と

い

う

相

違

は

、

「
鼻

」

の

主

題

を

考

え

る

上

で

重

要

で

あ

る

。

こ

の

虚

弱

な

自

己

意

識

は

、

後

に

芥

川

の

当

時

の

内

部

と

の

関

わ

り

で

考

え

て

ゆ

く

。

四

、

ま

た

、

・

れ

も

芥

川

の

旧

蔵

本

魂

中

に

あ

る

シ

ン

グ

の

・
ゴ

。

乏

。

=

亀

の
9
;

↓
砺

」

と

の

検

討

が

中

村

友

氏
q
に

よ

っ

て

な

さ

れ

た

。

大

正

三

年

初

頃

の

の

書

簡

や

翻

訳

な

ど

か

ら

考

え

る

と

、

芥

川

は

シ

ン

グ

や

イ

エ

ー

ッ
γ
を

始

め

と

す

る

ア

イ

ル

ラ

ン

ド

文

学

へ

の

興

味

を

多

分

に

持

っ

て

い

た

よ

う

㍉

。

氏

に

よ

る

と

、

両

者

の

掲

面

設

定

(

「
内

供

」

の

鼻

の

変

化

が

〈
異

常

ー

正

常

ー

異

常

〉

と

い

う

展

開

に

な

っ

て

い

る

の

と

同

様

、

・
ゴ

'
①

乏

Φ
二

亀

9ら
9
ヨ

誌

』

も

そ

の

変

化

に

お

い

て

〈

異

常

ー

正

常

ー

具

常

〉

と

い

う

三

段

階

の

掲

面

の

展

開

が

な

さ

れ

て

い

る

と

い

う

状

況

)

の

〈
異

ー

正

ー

異

〉

の

型

態

上

の

三

段

階

の

変

化

と

そ

の

段

階

に

お

け

る

心

情

の

変

化

が

類

似

し

て

い

る

と

い

う

の

で

あ

る

。

確

か

に

、

第

一

段

階

か

ら

第

二

段

階

に

展

開

す

る

場

面

に

お

い

て

、

マ

ア

チ

ン

夫

婦

が

光

を

得

る

前

後

の

周

囲

の

態

度

に

「
傍

観

者

の

エ

ゴ

イ

ズ

ム

」

に

近

い

も

の

を

見

い

だ

す

こ

と

は

で

き

よ

う

。

ま

た

、

第

二

段

階

で

正

常

に

も

ど

っ

た

後

、

か

え

つ

て

以

前

よ

り

辛

い

心

持

ち

を

味

わ

う

点

や

、

第

三

段

階

で

元

の

異

常

な

状

態

に

安

堵

す

る

点

な

ど

そ

の

類

似

性

を

指

摘

す

る

こ

と

も

で

き

る

。

し
.
か

し

、

二

作

品

の

相

違

点

も

少

な

く

な

い

。

第

一

段

階

に

お

け

る

異

常

な

状

態

が

「
内

供

」

に

と

つ

て

切

実

な

問

題

で

あ

る

の

に

対

し

、

マ

ア

チ

ン

夫

婦

は

聖

人

の

持

つ

「
聖

泉

の

水

」

の

霊

力

を

聞

く

ま

で

は

盲

目

の

状

態

に

そ

れ

程

切

迫

し

た

も

の

を

感

じ

て

い

な

い

。

第

二

段

階

で

も

「
内

供

」

は

鼻

が

正

常

に

な

っ

た

時

し

ば

ら

く

は

は

れ

ば

れ

と

し

た

心

持

ち

を

感

じ

て

い

た

の

に

対

し

、

マ

ア

チ

ン

夫

婦

は

光

を

得

た

と

た

ん

真

実

を

ま

の

あ

た

り

に

し

、

そ

の

現

実

に

幻

滅

を

感

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

つ

た

。

第

三

段

階

で

、

「
鼻

」

で

は

「
内

供

」

が

鼻

の

元

に

戻

っ

た

こ

と

に

安

堵

し

そ

れ

か

ら

時

を

経

て

状

況

が

ど

う

変

化

し

て

ゆ

く

の

か

を

示

さ

ず
痩

昧

な

結

末

に

な

っ

い

る

の

に

対

し

、

・
,

。

ミ
。
=

亀

蜜

吾

・

で

は

マ

ァ

チ

ン
夫

婦

は

再

び

光

を

得

る

こ

と

に

動

掻

し

な

が

ら

も

そ

れ

を

自

ら

の

意

志

で

断

ち

南

へ
新

天

地
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を

求

め

て

旅

立

つ

と

い

う

正

の

方

向

性

と

未

来

が

与

え

ら

れ

て

い

る

。

典

拠

と

さ

れ

る

二

作

品

と

の

相

違

点

を

媒

介

と

し

て

「
内

供

」

の

挙

動

や

心

理

を

鼻

と

の

関

わ

り

か

ら

考

え

る

と

、

「
内

供

」

の

鼻

が

象

激

す

る

も

の

が

明

ら

か

に

な

つ

て

く

る

。

「
内

供

」

の

鼻

は

コ

ワ

リ

ョ

ー

フ

の

よ

う

に

突

発

的

に

生

じ

た

も

の

で

な

く

、

ま

た

「
内

供

」

の

心

理

も

マ

ア

チ

ン

夫

婦

の

よ

う

に

偶

然

に

「
聖

泉

の

水

」

が

与

え

ら

れ

る

ま

で

何

の

手

段

も

こ

う

じ

な

い

と

い

う

余

裕

の

あ

る

状

況

で

は

な

い

,

「
内

供

」

に

と

っ

て

、

奇

型

の

鼻

は

始

絡

彼

を

悩

ま

せ

正

常

な

鼻

に

な

る

こ

と

は

非

常

に

切

実

な

問

題

で

あ

っ

た

。

ま

た

、

コ

ワ

リ

ョ

ー

フ

が

鼻

が

正

常

に

戻

っ

た

こ

と

で

彼

の

す

べ

て

と

書

っ

て

良

い

く
権

威

、y

を

取

り

戻

せ

た

の

に

対

し

、

「
内

供

」

は

正

常

に

な

っ

た

鼻

に

さ

え

悩

ま

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ

た

。

こ

れ

は

、

「
内

供

」

の

苦

渋

が

鼻

の

外

形

的

な

奇

型

だ

け

に

起

因

す

る

も

の

で

な

く

、

彼

の

内

面

的

な

歪

み

が

大

き

く

作

用

し

て

い

た

こ

と

を

意

味

す

る

も

の

で

あ

る

。

そ

し

て

、

マ

ア

チ

ン

夫

婦

が

再

び

光

を

得

る

こ

と

を

自

ら

の

意

志

で

断

ち

盲

目

の

ま

ま

自

分

達

の

未

来

を

築

い

て

ゆ

こ

う

と

し

た

の

に

対

し

、

「
内

供

」

は

奇

型

に

戻

っ

た

鼻

に

「
晒

は

れ

ま

い

」

と

い

う

対

他

的

な

視

点

か

ら

満

足

す

る

。

「
内

供

」

に

と

っ

て

、

笑

わ

れ

な

い

と

主

観

的

に

思

え

る

こ

と

で

苦

悩

は

癒

え

る

の

で

あ

る

。

結

局

、

鼻

の

奇

型

に

よ

る

「
内

供

」

の

苦

悩

は

、

外

形

的

な

問

題

よ

り

も

「

封

供

一

の

周

囲

の

挙

動

を

通

し

て

自

己

を

計

ろ

う

と

す

る

虚

弱

な

自

己

意

識

に

端

を

発

し

て

お

り

、

そ

し

て

、

そ

の

歪

ん

だ

自

己

意

識

が

改

め

ら

れ

な

い

限

り

披

の

鼻

を

め

ぐ

る

苦

悩

が

癒

さ

れ

な

い

事

も

自

明

で

あ

る

。

そ

れ

で

は

、

こ

の

よ

う

な

鼻

の

存

在

は

ど

の

よ

う

に

「
内

供

」

の

日

常

に

関

わ

(

て

い

た

の

だ

ろ

う

か

。

そ

し

て

、

そ

れ

を

描

い

た

芥

川

の

意

識

は

い

か

な

る

形

で

「
内

供

」

の

心

理

に

反

映

し

て

い

る

の

か

。

「
鼻

」

の

ス

ト

ー

リ

ー

を

追

い

な

が

ら

、

「
鼻

」

の

重

要

な

テ

ク

ス

ト

と

さ

れ

る

『
今

昔

物

語

』

と

の

比

較

を

通

し

て

、

更

に

検

討

を

進

め

て

ゆ

く

,

6

.五

、

芥

川

が

初

出

の

末

尾

で

そ

の

典

拠

と

し

た

も

の

に

・
今

昔

物

語

』

と

・
宇

冶

拾

遺

物

語

』

を

挙

げ

て

い

る

。

そ

し

て

、

多

く

取

材

さ

れ

た

の

は

長

野

三

即

に

よ

っ

て

。
ム.
昔

物

語

・

(
巻

二

十

八

「
池

尾

禅

珍

内

供

鼻

語

第

二

十

」

〉

の

方

で

あ

ろ

う

と

推

定

さ

れ

て

い

る

。

『
今

昔

物

語

』

の

冒

頭

部

は

「
内

供

」

の

身

辺

か

ら

描

か

れ

、

「
鼻

」

で

は

奇

型

の

鼻

の

説

明

か

ら

始

ま

る

。

『
今

昔

物

語

』

の

冒

頭

部

は

最

後

の

中

童

子

の

機

知

と

呼

応

し

て

お

り

、

そ

の

た

め

、

ま

ず

「
内

供

」

が

い

か

な

る

人

物

か

を

強

調

す

る

必

要

が

あ

っ

た

。

そ

の

「
内

供

」

の

地

位

と

最

後

の

自

己

を

顧

み

な

い

愚

か

な

発

言

と

の

落

差

が

『
今

昔

物

語

』

で

は

軽

妙

な

話

の

中

心

と

な

つ

て

い

る

た

め

に

そ

の

よ

う

な

書

き

だ

し

に

な

っ

て

い

る

の

だ

ろ

う

。

}
方

「
鼻

」

は

ま

ず

奇

型

の

鼻

を

強

調

す

る

こ

と

で

そ

こ

に

注

意

を

ひ

き

彼

が

高

徳

の

僧

で

あ

る

こ

と

は

印

象

の

薄

い

も

の

に

な

つ

て

い

る

。

両

「
内

供

」

の

挙

動

を

比

較

し

て

も

、

奇

型

の

鼻

は

だ

い

ぶ

精

神

的

な

面

に

お

い

て

そ

の

意

味

が

異

な

る

。

『
今

昔

物

語

』

の

「
内

供

」

は

、

自

己

の

権

威

に

ど

っ

か

り

と

す

わ

り

鼻

の

奇

型

な

ど

気

に

す

る

様

子

も

な

い

。

少

な

く

と

も

表

面

的

に

は

、

無

感

覚

を

装

っ

て

い

る

。

一

方

、

「
鼻

」

の

「
内

供

」

は

無

駄

と

も

思

え

る

治

療

に

す

が

り

つ

き

、

何

と

か

精

神

の

安

定

を

は

か

ろ

う

と

苦

心

し

て

い

る

。

こ

の

「
内

供

」

の

世

俗

を

超

越

す

べ

き

僧

で

あ

る

こ

と

と

人

並

の

鼻

に

な

り

た

い

と

す

る

希

求

の

不

均

衡

は

、

さ

り

げ

な

く

挿

入

さ

れ

た

「

五

f

歳

」

と

い

う

年

齢

と

相

乗

し

て

「
内

道

場

供

奉

の

職

」

と

い

う

権

威

を

印

象

の

薄

い

も

の

に

し

、

奇

型

の

鼻

に

悩

む

一
人

の

老

人

の

姿

を

強

く

印

象

づ

け

る

。

鼻

の

奇

型

に

と

も

な

う

「
内

供

」

の

苦

悩

は

、

僧

と

い

う

脱

俗

か

ら

も

「
内

道

塔

供

奉

の

職

」

と

い

う

権

威

か

ら

も

何

の

救

済

も

得

ら

れ

て

い

な

い

。

こ

の

よ

う

な

状

況

か

ら

考

え

て

も

、

〈
偶

像

破

壊

〉

の

モ

チ

ー

フ

(
権

威

あ

ろ

も

の

の

・

権

威

を

失

墜

さ

せ

る

と

い

う

意

図

〉

は

、

「
鼻

」

で

は

そ

れ

程

強

く

感

じ

ら

れ

な

い

、

ま

た

、

『
今

昔

物

語

』

で

は

常

時

く

り

返

さ

れ

る

治

療

を

「
鼻

」

で

は

弟

子

の

僧

が

京

か

ら

聞

い

て

き

た

}

度

の

治

療

に

設

定

し

、

鼻

を

め

ぐ

っ

て

憂

喜

す

る

「
内

供

」

の

姿

を

舞

台

の

中

心

に

す

え

た

。

そ

し

て

、

こ

の

弟

子

の

僧

が

「

内

供

」

に

冶

療

を

、施

す

鴇

面

に

は

、

「
で内

供

」

の

精

神

の

歪

み

を

見

る

こ

と

が

一・4一



で

き

る

。

そ

の

歪

み

と

は

、

鼻

の

外

形

的

な

奇

型

に

よ

る

劣

等

意

識

か

ら

派

生

し

た

彼

の

内

部

の

偏

狭

さ

で

あ

る

。

「
或

年

の

秋

、

内

供

の

用

を

兼

ね

て

、

京

へ

上

つ

た

弟

子

の

僧

が

、

知

己

の

医

者

か

ら

長

い

鼻

を

短

く

す

る

方

を

教

つ

て

ゐ

た

」

と

い

う

よ

う

に

、

「
内

供

」

の

苦

悩

は

、

少

な

く

と

も

弟

子

の

僧

に

は

看

破

さ

れ

て

い

た

。

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

「
内

供

」

は

弟

子

の

僧

が

自

分

を

説

き

伏

せ

て

こ

の

方

を

試

み

さ

せ

る

の

を

待

つ

。

気

に

し

て

い

る

だ

け

表

面

的

に

無

感

覚

を

装

う

こ

と

で

、

〈
自

尊

心

〉

と

〈
劣

等

意

識

〉

の

均

衡

を

保

と

う

と

す

る

の

で

あ

る

。

そ

う

し

て

、

や

つ

と

「
不

承

不

承

一

に

治

療

を

受

け

る

「
内

供

」

の

姿

に

は

、

自

身

を

受

身

に

す

る

こ

と

で

精

神

の

安

定

を

は

か

り

自

己

の

立

掲

を

確

保

し

よ

う

と

す

る

自

尊

心

の

強

固

さ

、

屈

折

し

た

自

己

防

製

の

姿

勢

を

見

る

こ

と

が

で

き

る

。

更

に

、

弟

子

の

僧

が

治

療

の

た

め

に

鼻

を

を

踏

む

場

面

に

は

、

「
内

供

」

と

周

囲

各

々

の

お

互

い

へ

の

心

理

の

暗

示

が

潜

ん

で

い

る

。

は

げ

頭

は

僧

で

あ

る

こ

と

の

証

で

あ

り

、

ま

た

世

俗

を

離

れ

た

権

威

を

象

徴

す

る

も

の

で

あ

る

。

そ

し

て

、

そ

れ

が

今

見

下

さ

れ

て

い

る

の

だ

。

こ

れ

は

、

明

ら

か

に

彼

の

高

徳

の

僧

と

し

て

の

尊

厳

の

喪

失

を

意

味

す

る

も

の

で

あ

る

。

先

に

「
内

供

」

が

高

徳

の

僧

で

あ

る

こ

と

は

印

象

の

薄

い

も

の

に

な

っ

て

い

る

と

述

べ

た

が

、

高

徳

の

僧

で

あ

る

と

い

う

〈
権

威

〉

は

何

ら

鼻

の

奇

型

に

よ

つ

て

生

じ

る

彼

の

苦

渋

を

癒

す

こ

と

が

で

き

な

い

。

逆

に

そ

の

〈
権

威

〉

は

、

弟

子

の

僧

に

よ

っ

て

見

下

さ

れ

て

い

る

の

だ

。

そ

し

て

、

「
内

供

」

が

弟

子

の

僧

の

足

に

見

た

あ

か

ぎ

れ

も

、

「
内

供

」

が

周

囲

の

者

達

に

見

い

だ

し

て

い

る

人

間

性

の

亀

裂

(

こ

れ

は

、

あ

く

ま

で

も

常

に

被

害

者

意

識

に

包

ま

れ

て

い

る

「

内

供

」

か

ら

の

偏

狭

な

対

人

間

観

か

ら

生

じ

た

も

の

で

あ

る

)

を

暗

示

す

る

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

好

意

を

示

す

人

間

に

対

し

て

も

屈

折

し

た

見

方

し

か

で

き

な

い

、

彼

の

目

に

映

っ

た

周

囲

の

人

間

全

般

に

対

す

る

評

価

で

あ

ろ

う

。

こ

の

よ

う

に

弟

子

の

僧

が

見

下

す

「
内

供

」

の

は

げ

頭

と

「
内

供

]

が

弟

子

の

僧

の

足

に

見

つ

け

た

あ

か

ぎ

れ

は

、

た

ん

に

鼻

を

踏

む

弟

子

と

踏

ま

れ

る

「
内

供

」

の

位

置

を

示

す

役

割

の

み

を

負

っ

て

い

る

の

で

臨

な

い

。

こ

の

や

り

と

り

に

お

け

る

は

げ

頭

と

あ

か

ぎ

れ

と

い

う

語

に

は

、

芥

川

に

よ

る

意

味

付

け

が

あ

つ

た

と

考

え

ら

れ

る

。

弟

子

の

僧

が
・
【
気

の

毒

さ

う

な

顔

を

し

て

」

見

下

す

は

げ

頭

と

親

切

な

弟

子

ρ

の

治

療

に

「
不

足

」

「
不

愉

快

」

「
不

服

」

さ

覚

え

る

「
内

供

」

の

見

る

あ

か

ぎ

れ

が

意

味

す

る

も

の

は

、

い

わ

ば

、

周

囲

の

「
内

供

」

に

対

す

る

対

「
内

供

」

観

で

あ

り

、

「
内

供

」

の

周

囲

に

対

す

る

対

人

間

観

で

あ

る

。

こ

れ

は

、

治

療

の

前

の

二

人

の

心

理

に

如

実

に

あ

ら

わ

れ

て

い

る

。

鼻

な

ど

気

に

か

け

な

い

風

で

わ

ざ

と

そ

の

方

を

す

ぐ

に

や

ろ

う

と

し

な

い

「
内

供

」

の

「
策

略

」

に

「

反

感

よ

り

は

、

内

供

の

さ

う

云

ふ

策

略

を

と

る

心

も

ち

の

方

が

よ

り

強

く

こ

の

弟

子

の

僧

の

同

情

を

動

か

し

た

」

よ

う

に

「
内

供

」

の

挙

動

は
櫨

一欄
日
の

情

か

ら

擁

護

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

そ

し

て

、

「
内

供

」

は

、

そ

の

弟

子

の

善

意

に

も

「
予

期

通

り

、

口

を

極

め

て

、

こ

の

法

を

試

み

る

事

を

勧

め

だ

し

た

」

と

屈

折

し

た

受

容

を

な

す

の

で

あ

っ

た

、

こ

の

状

況

は

、

先

の

見

下

さ

れ

る

は

げ

頭

と

あ

か

ぎ

れ

の

暗

示

を

充

分

に

裏

付

け

る

も

の

で

あ

ろ

う

。

六

、

「
内

供

」

は

治

療

の

か

い

あ

つ

て

正

常

に

近

い

鼻

に

な

る

。

し

か

し

、

し

ば

ら

く

す

る

と

周

囲

の

態

度

の

お

か

し

い

の

に

気

づ

く

。

そ

の

「
内

供

」

が

周

囲

に

感

じ

た

今

迄

と

違

う

笑

い

の

質

は

、

作

中

「
傍

観

者

の

エ

ゴ

イ

ズ

ム

」

と

い

う

表

現

で

説

明

さ

れ

る

。

こ

の

唐

突

す

ぎ

る

解

釈

は

、

ハ
応

は

納

得

し

て

聞

け

る

も

の

の

そ

れ

だ

け

で

は

芦

決

で

き

な

い

も

の

が

こ

の

場

面

に

は

潜

ん

で

い

る

。

芥

川

も

認

め

て

い

る

よ

う

に
q
正

常

に

な

つ

て

も

尚

笑

わ

れ

る

展

開

は

、

た

ん

に

「
傍

観

者

の

エ

ゴ

イ

ズ

ム

」

に

よ

つ

て

の

み

説

明

で

き

る

も

の

で

は

な

い

。

つ

ま

り

、

こ

の

笑

い

の

原

因

は

「
内

供

」

の

外

形

と

し

て

の

鼻

の

変

化

に

と

ど

ま

る

問

題

で

は

な

い

と

い

う

こ

と

だ

。

笑

う

周

囲

だ

け

で

な

く

笑

わ

れ

る

と

感

じ

る

「
内

供

」

の

内

部

に

も

多

く

そ

の

原

因

が

あ

る

の

で

は

な

い

か

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

「
内

供

」

の

内

で

〈
劣

等

意

識

〉

が

強

く

な

れ

ば

な

る

程

そ

れ

を

覆

い

隠

そ

う

と

す

る

〈
自

尊

心

〉

が

強

く

な

っ

て

ゆ

く

。

揺

れ

動

く

そ

の

不

安

定

さ

が

ナ

イ

ー

ブ

な

「
内

供

」

の

心

情

を

苛

む

の

だ

。

.「
内

供

」

は

、

常

に

対

他

的

に

自

分

で

自

分

を

認

め

ら

れ

ず

に

生

き

て

い

る
.
。

鼻

の

大

き

さ

は

変

わ

つ

て

も

、

彼

の

精

神

は

何

耐

つ

変

わ

る

こ

と

な

く

周

囲

の

相

対

的

な

視

野

の

中

で

翻
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弄

さ

れ

る

の

で

あ

る

(
少

な

く

と

も

「
内

供

」

は

、

そ

の

よ

う

な

思

い

を

払

拭

で

き

な

い

)

。

「
傍

観

者

の

エ

ゴ

イ

ズ

ム

」

と

い

う

観

点

は

、

「
内

供

」

の

鼻

め

ぐ

つ

て

の

長

短

に

憂

喜

す

る

ス

ト

ー

リ

ー

の

進

行

上

非

常

に

大

き

な

役

割

を

占

め

て

い

る

。

し

か

し

、

そ

の

根

底

に

は

「
内

供

」

の

精

神

の

問

題

が

潜

ん

で

い

る

。

ど

ん

な

些

細

な

こ

と

で

も

、

彼

の

精

神

の

安

定

を

揺

ら

す

こ

と

が

で

き

た

。

そ

れ

程

「
内

供

」

の

劣

等

意

識

、

被

喜

者

意

識

は

内

部

深

く

根

づ

い

て

い

た

の

で

あ

る

。

そ

し

て

、

「
内

供

」

の

奇

型

の

鼻

に

よ

る

弊

害

は

、

「

一

つ

は

実

際

的

に

、

鼻

の

長

い

の

が

不

便

だ

つ

た

」

こ

と

と

、

そ

れ

に

よ

っ

て

被

る

「
自

尊

心

の
敦

蝋

」

と

さ

れ

て

い

る

。

つ

ま

り

、

奇

型

ゆ

え

に

そ

の

鼻

を

他

人

に

委

ね

な

い

と

食

事

が

で

き

な

い

、

そ

の

こ

と

で

告

つ

け

ら

れ

る

〈

自

尊

心

〉

の

た

め

に

精

神

の

安

定

を

揺

ら

さ

れ

る

の

が

不

快

で

あ

る

と

い

う

の

で

あ

る

。

そ

れ

は

、

他

人

の

手

に

委

ね

ら

れ

る

鼻

が

実

際

に

不

便

で

あ

る

以

上

に

、

鼻

が

自

己

意

識

の

象

徴

と

し

て

存

在

し

た

こ

と

が

密

接

に

関

係

し

て

い

る

。

元

来

〈
自

尊

心

〉

の

強

い

「
内

供

」

に

と

っ

て

他

人

の

手

を

煩

わ

す

こ

と

、

つ

ま

り

自

己

の

肉

体

を

自

身

で

統

制

で

き

な

い

こ

と

は

何

よ

り

も

彼

の

〈
自

尊

心

〉

を

痛

め

つ

け

る

も

の

だ

つ

た

の

で

あ

る

.

こ

れ

ら

の

感

情

は

、

鼻

が

奇

型

で

あ

る

と

い

う

特

殊

性

か

ら

生

じ

た

劣

等

意

識

に

由

来

す

る

も

の

で

あ

る

。

ゆ

え

に

、

「
内

供

」

は

そ

う

い

う

意

識

を

払

拭

す

る

た

め

に

人

間

と

し

て

の

外

形

の

一
般

性

を

得

た

い

と

希

求

す

る

の

だ

。

「

内

供

」

が

効

果

の

な

い

積

極

的

・
消

極

的

治

療

に

苦

心

し

た

の

も

、

そ

の

一

般

的

な

外

形

を

得

る

た

め

の

も

の

だ

っ

た

の

で

あ

る

。

「
内

供

」

は

、

少

な

く

と

も

そ

う
.な

る

ご

と

で

彼

の

意

識

を

悩

ま

す

す

べ

て

の

も

の

が

解

決

で

き

る

と

思

つ

た

の

だ

。

作

中

の

食

事

の

際

の

弊

害

と

連

関

さ

せ

て

考

え

る

な

ら

ぱ

、

も

う

誰

に

も

自

身

の

柔

ら

か

な

心

情

の

象

徴

で

あ

る

鼻

を

触

れ

ら

れ

る

こ

と

が

な

く

・な

る

こ

と

で

、

自

己

喪

失

の

状

況

も

「
自

尊

心

の
籔

頼

」

も

な

く

な

る

と

思

っ

た

の

で

あ

る

。

し

か

し

.

そ

の

思

い

は

い

と

も

た

や

す

く

打

ち

砕

か

れ

る

。

そ

れ

も

「
内

供

」

が

自

尊

心

の

強

い

ゆ

え

に

奇

型

の

鼻

に

悩

ま

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ

た

の

と

同

様

に

、

そ

の

被

害

者

意

識

や

自

己

意

識

の

過

剃

ゆ

え

に

正

常

に

戻

っ

た

鼻

に

も

悩

ま

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ

た

と

い

う

状

況

を

自

ら

創

り

だ

し

た

た

め

で

あ

る

。

七

、

鼻

が

短

く

な

つ

て

、

「
内

供

」

が

心

静

か

に

い

ら

れ

た

の

は

僅

か

で

あ

つ

た

・

「
内

供

」

は

、

正

常

に

戻

つ

た

鼻

に

さ

え

周

囲

の

も

の

た

ち

に

以

前

に

も

ま

し

て

「

つ

け

つ

け

と

」

笑

わ

れ

て

い

る

よ

う

な

気

が

す

る

。

こ

こ

に

は

、

常

に

自

身

の

被

告

者

意

識

に

お

ど

ら

さ

れ

自

己

の

本

然

を

見

失

っ

て

い

る

人

間

の

姿

が

あ

る

。

鼻

の

奇

型

は

精

神

の

歪

み

を

生

じ

さ

せ

、

そ

の

歪

み

は

「
内

供

」

自

身

が

自

分

を

客

観

的

に

観

察

で

き

な

い

ま

で

に

昂

じ

て

い

る

。

「
内

供

」

は

、

自

身

を

自

己

の

主

体

と

し

て

確

立

で

き

な

い

で

い

る

の

だ

。

「
内

供

」

の

鼻

は

、

再

び

元

の

奇

型

の

鼻

に

戻

る

。

そ

し

て

、

「
内

供

」

が

長

い

鼻

を

明

け

方

の

秋

風

に

ぶ

ら

つ

か

せ

な

が

ら

「
か

う

な

れ

ば

、

も

う

誰

も

猶

ふ

も

の

は

な

い

の

に

ち

が

ひ

な

い

」

と

心

の

内

で

つ

ぶ

や

く

掲

面

を

も

っ

て

「
鼻

」

は

結

ば

れ

る

。

し

か

レ

、

は

た

し

て

最

後

の

文

章

が

示

す

よ

う

に

「
内

供

」

は

「
は

れ

ば

れ

と

し

た

心

も

ち

」

の

ま

ま

、

誰

に

も

笑

わ

れ

る

こ

と

な

く

こ

れ

か

ら

の

日

々

を

送

っ

て

ゆ

け

た

だ

ろ

う

か

。

こ

の

文

章

に

関

し

て

、

三

好

行

雄

氏

は

「
明

ら

か

に

錯

覚

で

あ

る

。

今

日

か

ら

は

ま

た

、
ー
長

く

な

っ

た

鼻

を

内

供

は

笑

わ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

は

ず

で

あ

る

」

と

い

う

見

肇

示

し

た

・

そ

れ

に

対

し

、

平

岡

敏

夫

氏

は

・
た

と

え

晒

わ

れ

よ

う

と

も

、

『
長

い

鼻

を
Lあ

け

方

の

秋

風

に

ぶ

ら

つ

か

せ

な

が

ら

』

生

き

て

行

く

ば

か

り

で

あ

る

」

と

説

い

て

、

三

好

氏

に

反

諭

し

て

い

る

。

「
内

供

」

が

「
か

う

な

れ

ば

.

も

う

誰

も

繭

ふ

も

の

は

な

い

の

に

ち

が

ひ

な

い

」

と

つ

ぶ

や

い

た

の

は

、,
こ

の

時

ば

か

り

で

は

な

い

。

「
内

供

」

は

奇

型

の

鼻

が

治

療

の

か

い

あ

っ

て

正

常

に

戻

っ

た

時

に

も

同

じ

言

葉

を

心

の

内

で

つ

ぶ

.

や

い

て

い

る

。

正

常

に

な

つ

た

時

、

「
内

供

」

の

安

堵

は

錯

覚

に

終

わ

っ

た

。

再

び

奇

型

に

戻

っ

た

時

、

前

の

状

況

を

考

え

れ

ば

「
内

供

」

の

安

堵

も

錯

覚

と

な

る

か

も

し

れ

な

い

。

し

か

し

、

そ

こ

に

「
内

供

」

の

〈

こ

れ

か

ら

〉

を

見

る

必

要

が

あ

る

だ

ろ

う

か

。

そ

れ

よ

り

も

、

む

し

ろ

、

そ

の

よ

う

な
境

昧

な

形

で

し

か

「
内

供

」

の

こ

れ

か

ら

を

収

束

で

き

な

か

っ

た

芥

川

の

創

作

意

識

の

方

に

注

意

を

む

け

る

べ

き

で

あ

ろ

う

。
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、

先

に

「
羅

生

門

」

の

下

人

の

姿

を

、

あ

る

意

味

で

は

芥

川

の

あ

り

た

い

姿

で

は

な

か

っ

た

か

と

述

べ

た

、

そ

れ

は

、

す

べ

て

を

自

己

の

諭

理

で

決

定

し

迷

う

こ

と

な

く

自

己

の

〈

生

〉

を

貫

く

下

人

の

姿

で

あ

る

。

そ

れ

に

対

し

て

「
内

供

」

は

何

一

つ

自

分

の

内

で

決

定

で

き

な

い

。

常

に

奇

型

の

鼻

を

も

て

あ

ま

し

周

囲

の

相

対

的

な

視

野

の

中

で
痘

㎝臓

・左

酒

し

て

い

る

人

閥

で

あ

る

。

し

か

し

、

そ

の

「
内

供

」

が

「
嚢

す

べ

き

」

対

象

で

あ

つ

た

こ

と

は

、

芥

川

の

内

に

「
内

供

」

の

苦

渋

を

共

有

で

き

る

同

賞

の

虚

弱

な

部

分

が

あ

っ

た

こ

と

を

示

し

て

い

よ

う

.

「
明

が

欠

け
で

ゐ

た

」

「
内

供

」

と
朗
芯
町
.な

芥

川

を

重

ね

る

こ

と

は

で

き

な

い

.

し

か

し

、

「
内

供

」

が

被

害

者

意

識

や

自

己

意

識

の

過

剰

ゆ

え

に

自

己

の

本

然

を

見

失

っ

て

い

た

の

と

同

様

、

冒

頭

で

ふ

れ

た

よ

う

に

芥

川

も

複

雑

な

家

族

の

愛

情

に

自

己

の

本

然

を

就

縛

さ

れ

、

そ

の
L和

を

解

く

こ

と

が

で

き

な

か

つ

た

の

で

あ

る

。

肉

体

に

限

ら

ず

精

神

的

な

も

の

で

も

、

そ

し

て

、

そ

れ

が

ど

ん

な

些

細

な

こ

と

で

も

〈

劣

等

意

識

〉

を

も

て

ば

苦

悩

は

同

様

で

あ

ろ

う

。

後

に

、

芥

川

が

「

芋

粥

」

(

『
新

小

説

』

大

5

・
9

)

、

「
猿

」

(

『
新

思

潮

』

大

5

・

9

>

、

「
毛

利

先

生

」

(

『
新

潮

』

大

8

・

1

〉

と

同

系

列

の

作

品

を

執

筆

し

、

状

況

は

異

な

る

も

の

の

彼

ら

の

〈

こ

れ

か

ら

〉

を

同

質

の
{曖

.昧

な

結

末

で

し

か

作

品

を

収

束

で

き

な

か

つ

た

ゆ

え

ん

も

こ

こ

ら

あ

た

り

に

あ

る

の

で

は

な

い

か

。

こ

れ

は

、

周

囲

の

心

な

い

対

応

に

翻

弄

さ

れ

確

固

た

る

自

己

意

識

を

持

て

な

い

虚

弱

な

生

に

通

じ

る

血

脈

を

芥

川

自

身

も

保

持

し

て

い

た

こ

と

を

示

そ

う

。

迫

害

は

別

と

し

て

、

周

囲

に

対

し

て

奔

放

な

自

我

を

も

て

な

か

っ

た

状

況

は

、

決

し

て

芥

川

の

日

常

と

慧

縁

で

は

な

か

つ

た

は

ず

で

あ

る

。

芥

川

は

「
内

供

」
,
の

こ

れ

か

ら

を

充

分

に

理

解

し

な

が

ら

、

あ

え

て

そ

れ

を

描

か

な

か

っ

た

。

そ

れ

は

、

芥

川

が

弟

子

の

僧

な

ど

の

誰

よ

り

も

「
内

供

」

の

真

実

の

苦

悩

を

理

解

し

て

い

た

か

ら

で

あ

る

。

そ

の

真

実

の

苦

悩

と

は

、

〈

自

鱒
む
厳

驚

畷

能

鷺

麓

冠

て
生
じ
る
壽

の
問
題
で
あ

鼻

の

奇

型

と

い

う

特

殊

性

に

よ

っ

て

負

わ

ね

ば

な

ら

な

か

っ

た

〈
劣

等

意

識

〉

を

覆

い

隠

そ

う

と

す

る

く
§

一ぐ

が

働

く

、

そ

し

て

、

そ

の

〈
劣

等

意

識

〉

を

払

拭

で

き

な

い

限

り

、

そ

れ

を

包

も

う

と

す

る

≦

コ
ニ
＼

は

「
内

供

」

の

内

部

で

屈

折

し

た

周

囲

や

自

己

に

対

す

る

見

方

を

形

成

し

、

常

に

周

囲

の

挙

動

を

観

癖

し

、

自

己

に

対

す

る

反

応

を

通

し

て

自

己

の

存

在

を

確

か

め

よ

う

と

す

る

.

芥

川

は

、

「
内

供

」

の

そ

の

よ

う

な

不

安

定

な

精

神

を

充

分

に

理

解

し

て

い

た

。

そ

れ

ゆ

え

に

、

た

と

え

外

形

の

奇

型

が

治

っ

て

も

「
内

供

」

の

精

神

の

歪

み

が

癒

え

な

い

限

り

、

「
内

供

」

の

こ

れ

か

ら

が

こ

れ

ま

で

と

同

様

で

あ

る

こ

と

を

芥

川

は

了

解

し

て

い

た

の

だ

。

だ

か

ら

こ

そ

、

芥

川

は

そ

こ

に

何

の

注

釈

も

加

え

る

こ

と

な

く

作

品

を

結

ん

だ

の

で

あ

る

。

結

局

、

芥

川

が

〈
劣

等

意

識

〉

と

〈
自

尊

心

〉

と

の

不

均

衡

、

そ

し

て

そ

こ

か

ら

生

じ

る

く
9
三
寸
、
に

悩

む

「
内

供

」

の

内

に

自

ら

と

同

じ

血

脈

を

感

受

し

、

ま

た

、

そ

の

よ

う

な

「
内

供

」

の

所

業

に

「
愛

す

べ

き

」

と

い

う

形

容

を

吐

露

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

・

た

と

こ

ろ

が

・
内

供

」

の

・

れ

か

ら

を
曖

味

に

描

く

に

至

っ

た

ゆ

え

ん

で

あ

る

。

そ

し

て

、

結

果

的

に

は

「
内

供

」

を

鼻

の

奇

型

な

ど

何

ら

意

に

介

す

る

様

子

が

な

い

下

人

的

人

物

に

造

型

で

き

な

か

つ

た

と

い

う

意

味

で

、

「
鼻

」

は

「
愉

快

」

と

も

思

わ

れ

な

い

小

説

に

終

わ

っ

て

し

ま

っ

た

の

だ

.

八

、

,

我

々

は

大

正

三

年

か

ら

大

正

四

年

初

頃

の

失

恋

事

件

を

一

つ

の

契

機

と

し

て

大

正

五

年

に

至

る

ま

で

・

書

簡

で

自

己

を

核

と

し

て

様

・

な

問

題

に

対

時

し

悩

む

芥

川

の

自

己

確

立

の

過

程

を

読

み

と

る

こ

と

が

で

き

る

。

芸

術

に

対

す

る

意

識

が

次

第

に

能

動

的

具

体

的

に

な

っ

て

ゆ

く

状

況

の

中

で

、

芥

川

は

失

恋

を

体

験

す

る

◎
一
こ

れ

を

「
柔

か

な

引

き

金

」

と

し

て

、

芸

術

に

対

す

る

一

層

明

確

な

姿

勢

が

確

立

さ

れ

て

ゆ

く

一

方

で

、

家

族

に

対

す

る

不

信

や

就

繕

を

明

確

に

感

じ

る

よ

う

に

な

る

。

い

わ

ば

、

こ

の

状

況

は

後

年

出

生

や

複

雑

な

家

庭

の

内

面

を

描

き

、

そ

れ

を

自

己

の

宿

命

の

根

源

と

し

て

捉

え

る

心

理

の

端

緒

を

垣

間

見

た

と

い

う

こ

と

に

な

ろ

う

。

ま

た

、

そ

れ

は

家

族

と

い

う

狭

い

世

界

で

の

束

縛

と

い

う

問

題

に

と

ど

ま

ら

ず

、

エ

ゴ

イ

ズ

ム

や

・ウ

ア

ニ

テ

ィ

ー

と

い

う

人

間

そ

れ

自

体

の

か

か

え

込

む

問

題

と

し

て

芥

川

の

内

に
胚

瞼

し

て

ゆ

く

。

し

か

し

、

こ

の

間

題

は

、

未

だ

深

刻

な

虚

無

や

厭

世

へ

と

派

生

し

て

ゆ

く

の

で

は

な

く

、

一7一



そ

の

認

識

の

始

ま

り

と

い

う

段

階

に

と

ど

ま

つ

て

い

た

と

考

え

ら

れ

る

.

そ

の

よ

う

に

様

々

な

間

題

を

か

か

え

込

む

人

間

の

存

在

を

自

己

の

問

題

と

し

て

捉

え

、

芥

川

の

内

に

様

々

な

制

約

か

ら

の

解

放

と

い

う

モ

チ

ー

フ

が

生

じ

て

く

る

・

そ

し

て

、

芥

川

が

こ

の

解

放

の

モ

チ

ー

フ

の

作

品

化

に

よ

つ

て

束

縛

さ

れ

る

「
現

状

」

か

ら

懸

け

離

れ

る

こ

と

に

「
愉

快

」

さ

を

得

よ

う

と

し

た

の

が

「
羅

生

門

」

と

「
鼻

」

で

あ

っ

た

。

「
羅

生

門

」

の

下

人

は

芥

川

の

解

放

の

モ

チ

ー

フ

を

体

現

し

、

道

徳

的

な

一塀

躇

や

感

傷

的

な

感

情

を

払

拭

し

意

志

を

持

つ

て

自

己

の

生

の

方

向

を

定

め

得

た

。

し

か

し

、

「
鼻

」

の

内

供

は

自

尊

心

の

強

さ

に

と

も

な

う

鼻

に

対

す

る

劣

等

感

に

よ

り

安

定

し

た

自

己

意

識

を

持

て

ず

、

周

囲

の

挙

動

と

い

う

よ

り

も

猜

疑

心

か

ら

生

じ

る

自

己

喪

失

の

状

況

を

常

に

も

て

あ

ま

し

て

い

る

。

つ

ま

り

、

「
鼻

」

は

、

意

志

に

よ

る

自

己

決

定

も

な

し

え

ず

、

対

他

的

に

自

己

を

対

応

さ

せ

る

解

放

と

は

逆

の

束

縛

さ

れ

る

「
内

供

」

を

描

く

に

終

わ

つ

た

の

で

あ

る

。

芥

川

が

「
内

供

」

の

造

型

に

志

向

し

た

「
愉

快

」

さ

を

感

じ

よ

う

と

す

る

な

ら

ば

、

『

今

昔

物

語

隠

の

内

供

の

よ

う

に

鼻

な

ど

気

に

す

る

様

子

も

な

い

人

物

に

造

型

す

る

か

、

「
内

供

」

の

愚

行

を

侮

蔑

す

る

状

況

を

創

る

べ

き

で

あ

っ

た

の

だ

。

下

人

と

い

う

〈
仮

面

〉

は

、

周

囲

の

束

縛

を

解

く

こ

と

も

で

き

ず

自

己

犠

牲

的

に

振

る

舞

っ

て

し

ま

う

芥

川

の

素

顔

を

隠

し

、

芥

川

の

志

向

し

た

解

放

と

い

う

「

愉

快

」

さ

を

体

現

し

た

、

い

わ

ば

、

観

念

の

内

で

彼

の

求

め

た

様

々

な

束

縛

か

ら

の

解

放

と

い

う

状

況

が

形

象

化

さ

れ

た

の

で

あ

る

。

し

か

し

、

「
内

供

」

と

い

う

〈
仮

面

〉

は

、

時

折

自

尊

心

や

虚

栄

心

と

い

う

芥

川

の

素

顔

の

問

題

を

の

ぞ

か

せ

、

解

放

と

い

う

「
愉

快

」

さ

を

体

現

し

て

く

れ

る

に

は

至

ら

な

か

つ

た

。

つ

ま

り

、

観

念

の

内

で

様

々

な

伽

を

超

越

す

る

と

い

う

芥

川

の

志

向

を

達

成

し

得

ず

、

結

局

、

自

己

の

性

情

の

一
断

面

を

確

認

す

る

こ

と

に

な

つ

た

の

だ

。

そ

し

て

、

結

果

的

に

「
鼻

」

は

、

芥

川

の

志

向

し

た

も

の

と

は

逆

の

「
現

状

」

に

近

い

状

況

を

描

く

に

纏

わ

っ

た

た

め

に

「
愉

快

」

と

も

思

わ

れ

な

い

小

説

と

な

つ

て

し

ま

つ

た

の

で

あ

る

。

一
注

一

(
1

〉

欺

石

を

第

一

の

読

者

に

し

て

雑

誌

を

出

す

、

こ

の

ア

イ

デ

ァ

は

名

案

だ

『
第

四

次

新

思

潮

』

(
松

岡

譲

『
新

思

潮

』

復

刻

版

別

冊

・

昭

42

.
10

)

(

2

〉

(
3

>

芥

川

な

ど

も

「
羅

生

門

」

を

『
帝

国

文

学

』

に

発

表

し

て

い

た

し

『
帝

国

文

学

』

な

ら

い

つ

で

も

書

け

た

の

だ

が

、

や

は

り

自

分

達

の

雑

誌

で

な

い

と

張

り

切

ら

な

い

と

口

癖

に

善

つ

て

い

た

。

(
注

1

に

同

じ

〉

あ

る

女

を

昔

か

ら

知

つ

て

い

た

そ

の

女

が

あ

る

男

と

約

婚

し

た

僕

は

そ

の

時

に

な

つ

て

は

じ

め

て

僕

が

そ

の

女

を

愛

し

て

ゐ

る

事

を

知

つ

た

ー

略

ー

僕

は

求

婚

し

や

う

と

思

つ

た

ー

中

略

ー

家

の

も

の

に

話

を

も

ち

出

し

た

そ

し

て

烈

し

い

反

対

を

受

け

た

伯

母

が

夜

通

し

泣

い

た

僕

も

夜

通

し

泣

い

た

あ

く

る

朝

む

ず

か

し

い

顔

を

し

な

が

ら

僕

が

思

い

切

る

と

云

つ

た

そ

れ

か

ら

不

愉

快

な

気

ま

ず

い

日

が

何

日

も

つ

づ

ゐ

た

(
大

4

・

2

・
22

恒

藤

恭

宛

書

簡

〉

。

こ

れ

を

始

め

と

し

て

、

:

大

4

・
3

・

9

恒

藤

恭

宛

書

簡

:

大

4

・

3

・
12

恒

藤

恭

宛

書

簡

:

大

4

・

4

・
23

山

本

喜

誉

司

宛

書

簡

、

等

々

の

書

簡

に

失

恋

の

痛

手

を

綴

つ

て

い

る

。

(
4

)

自

分

は

「
こ

の

も

の

」

の

信

仰

あ

り

、

こ

は

「
芸

術

」

の

信

仰

な

り

こ

の

信

仰

の

下

に

感

ず

る

法

悦

が

他

の

信

仰

の

与

ふ

る

法

悦

に

劣

れ

り

と

も

思

は

れ

ず

(
大

3

・
1

・
烈

恒

藤

恭

宛

書

簡

〉

。

こ

の

書

簡

か

ら

注

5

の

海

老

井

英

次

氏

の

考

察

の

論

拠

と

な

っ

て
い

る

芸

術

に

対

す

る

確

固

た

る

姿

勢

を

示

す

大

正

三

年

秋

の

書

簡

に

至

る

ま

で

、

具

体

的

に

.

芸

術

と

い

う

言

葉

は

で

て

こ

な

い

が

彼

の

精

神

の

葛

藤

や

自

己

の

内

部

を

諦

観

す

る

芥

川

の
真

勢

・
な

自

己

確

立

①

過

程

を

見

る

こ

と

が

で

き

る

(
5

>

海

老

井

氏

は

、

芥

川

の

佐

佐

木

茂

索

宛

書

簡

(
大

8

,

7

.
31

〉

の

「

僕

一
時

(

二

十

三

歳

前

後

)

精

神

的

に

革

命

を

受

け

始

め

て

ゲ

ェ

テ

の

如

き

ト

ル

ス

ト

イ

の

如

き

巨

匠

を

正

眼

に

見

得

た

り

と

信

ぜ

し

時

あ

り

」

と

い

が

一
節

に

注

目

し

、

芥

川

の

作

家

と

し

て

の

成

長

の

実

体

を

「

一8一



、

私

と

し

て

は

、

芥

川

の

自

我

へ

の

覚

醒

が

核

心

で

あ

る

と

捉

え

、

そ

れ

…

に

関

与

し

た

事

柄

と

し

て

、

大

正

三

年

秋

に

お

け

る

芸

術

観

上

の

〈
精

…

神

的

革

命

〉

と

、

周

知

の

〈
初

恋

の

破

綻

〉

と

を

前

者

に

重

き

を

口

く

形

で

考

え

て

い

る

」

「

『
老

年

』

か

ら

『
羅

正

門

』

へ

1

大

正

三

年

秋

の

〈

精

神

的

な

革

命

〉

に

よ

る
鷹

・翔

ー

」

(

『
国

文

学

』

昭

蛇

・

3

>

と

芥

川

の

こ

の

期

の

精

神

の

核

を

考

察

し

て

い

る

。

(
6

)

私

拡

二

十

年

を

あ

げ

て

軽

薄

な

生

活

に

没

頭

し

て

ゐ

た

事

を

恥

か

し

く

思

ひ

ま

す

さ

う

し

て

ひ

と

り

芸

術

に

対

し

て

の

み

な

ら

ず

生

活

に

対

し

て

も

不

真

面

目

な

態

度

を

と

つ

て

ゐ

た

自

分

を

大

馬

鹿

だ

と

思

ひ

ま

す

は

じ

め

て

私

に

は

芸

術

と

云

ふ

事

が

如

何

に

偉

大

な

如

何

に

厳

粛

な

事

業

だ

か

わ

か

り

ま

し

た

(
大

4

・

4

・
23

山

本

喜

誉

司

宛

書

簡

)

。

こ

の

書

簡

を

始

め

と

し

て

、

こ

の

後

に

も

自

己

を
t
ハ督

に

見

つ

め

、

思

索

す

る

芥

川

の

姿

を

書

簡

に

見

る

こ

と

が

で

き

る

。

(
7

)

海

老

井

英

次

氏

は

、

「
私

の

踏

ん

で

来

た

道

/

『
羅

生

門

』

の

後

に

」

(

『
時

事

新

報

』

大

6

・

5

・

6

〉

の

「

一
度

『
帝

国

文

学

』

の

新

年

号

へ

原

稿

を

持

ち

こ

ん

で

、

返

さ

れ

た

覚

へ

が

あ

る

が

、

ー

後

略

ー

」

と

い

う

一
節

に

注

目

し

、

「
同

誌

の

大

正

四

年

新

年

号

用

に

持

ち

込

ん

で

結

局

採

用

さ

れ

な

か

っ

た

と

い

つ

て

い

る

そ

の

作

品

が

、

実

は

「
羅

生

門

」

の

初

稿

だ

っ

た

こ

と

が

、

こ

こ

に

十

分

に

示

唆

さ

れ

て

い

る

の

で

は

あ

る

ま

い

か

。

」

(
注

5

に

同

じ

〉

と

失

恋

事

件

の

前

に

す

で

に

「
羅

生

門

」

の

初

稿

は

で

き

て

い

た

と

し

て

、

「
羅

生

門

」

と

失

恋

事

件

と

の

関

わ

り

の

希

薄

さ

を

説

い

て

い

る

。

(
8

〉

「
芥

川

龍

之

介

論

」

・・
i

小

説

家

の

誕

生

ー

(
昭

51

・
9

筑

摩

書

房

〉

(
9

)

失

恋

の

痛

手

を

綴

っ

た

書

簡

か

ら

時

を

置

か

ず

、

「
文

ち

や

ん

は

勿

論

僕

の

所

へ

来

る

人

で

は

な

い

で

せ

う

し

か

し

そ

の

理

由

は

君

の

云

ふ

正

反

対

で

す

僕

の

カ

が

無

資

格

で

す

」

「
Y

の

事

は

一

日

一

日

忘

れ

て

ゆ

き

ま

す

」

(
大

4

・

5

・

2

山

本

喜

誉

司

宛

書

簡

〉

や

「
殆

、

無

(

0工

)

意

志

的

に

、

僕

の

愛

を

文

ち

や

ん

に

向

け

る

も

の

を

要

求

(
特

に

君

か

ら

と

云

ふ

訳

で

な

く

と

も

〉

し

て

ゐ

た

」

(
大

4

・
11

・
21

山

本

喜

誉

司

宛

書

簡

〉

を

始

め

と

し

て

、

「
鼻

」

執

筆

中

の

メ

モ

と

思

わ

れ

る

も

の

に

・

∴

昼

九

日

.

・

の

事

を

考

え

る

.

m
Q
。
望

。
由

圭

①

警

ア
9
ミ

。

・二

月

二

+

日

。

『
鼻

・

を

書

き

上

げ

る

。

久

米

と

成

瀬

と

夜

お

そ

く

6
9
も
ゆ

じ

o
コ

で

は

な

す

。

か

へ

り

に

C

(
新

原

家

の

女

中

で

あ

っ

た

吉

村

千

代

一
注

下

野

)

の

事

を

考

へ

る

。

か

は

い

さ

う

に

な

る

。

・・

一

月

二

二

日

。

山

本

へ

の

手

紙

を

出

す

(

塚

本

文

へ

の

興

味

や

愛

を

述

べ

た

書

簡

一
注

下

野

)

。

F

を

思

ふ

。

・・

一

月

二

四

日

。

小

説

を

か

く

。

C

を

思

ふ

。

さ

び

し

く

な

る

。

;

吋
月

二

六

日

。

間

歌

・的

に

く

る

Y

の

ヨ
Φ∋
o
ッ
×

に

圧

倒

さ

れ

た

。

」

な

ど

を

見

る

と

、

芥

川

の

失

恋

の

痛

手

を

ど

こ

ま

で

計

量

し

て

作

品

と

関

わ

ら

せ

て

ゆ

く

か

疑

問

の

残

る

と

こ

ろ

で

あ

る

。

「
批

評

と

研

究

芥

川

龍

之

介

」

・・
ー

羅

生

門

・
芋

粥

ー

(

『
文

芸

批

評

の

会

編

』

昭

好

・
11

芳

賀

書

店

〉

(
n

>

注

3

の

恒

藤

恭

宛

書

簡

(
大

4

・

2

・
22

>

を

始

め

と

し

て

、

「
如

何

に

血

族

の

関

薦

ガ

稀

薄

な

も

の

で

あ

る

か

・

如

何

に

イ

ゴ

イ

ズ

ム

を

離

れ

た

愛

が

存

在

し

な

い

か

。

如

何

に

相

互

の

理

解

が

不

可

能

で

あ

る

か

」

(
大

4

・

4

・
23

山

本

喜

誉

司

宛

書

箇

〉

等

に

も

家

族

へ

の

不

信

を

述

べ

て

い

る

。

(

12

〉

今

ま

で

僕

は

彼

ら

の

愛

の

中

に

生

き

た

。

こ

れ

か

ら

は

彼

ら

を

僕

の

愛

の

中

に

生

か

・

て

や

る

(
手

帳

=

-

「
§

二
＼

連

い
↓
雪

房

藝

・

而
・
ミ

ヨ
。
3

『
孚

。
哨

9

婁

二
×

い
9
。
雪
手

亀

。
コ
。
の①
;

ミ

①

。
二

。
ω
ω

も
♀

ま

雪

受

ミ

藝

9

岱
吻姿

⑦
↓
、
(手

巌

五
)

こ

の

よ

う

に

家

族

に

対

し

て

束

縛

感

を

感

じ

て

い

る

メ

モ

が

残

つ

て

い

る

。

(
B

>

共

に

日

本

近

代

文

学

館

の

『
芥

川

龍

之

介

文

庫

』

に

収

蔵

さ

れ

て

い

る

一9一



(
欝

)

(
19
〉

(
娼

も

の

で

あ

る

.

『
,

。

Z
秦

」

は

、

「
芋

粥

」

と

』

7
侮

ヱ

8

ま

隔

」

と

の

密

接

な

関

係

を

考

慮

す

れ

ば

、

こ

の

時

期

に

芥

川

が

読

ん

だ

こ

と

は

ま

ち

が

い

あ

る

ま

い

。

ま

た

、

『ゴ

'①

蓄

=

。
も

鴇

「募

』

も

注

将

の

芥

川

の

ア

イ

ル

ラ

ン

ド

文

学

へ

の

興

味

を

考

慮

す

れ

ば

、

や

は

り

芥

川

の

目

に

触

れ

た

と

考

え

ら

れ

る

。

し

か

し

、

両

作

品

と

も

「
鼻

」

と

の

具

体

的

な

描

写

や

壕

面

の

類

似

が

乏

し

い

た

め

ど

こ

ま

で

典

拠

と

し

て

扱

う

か

難

し

い

と

こ

ろ

で

あ

る

。

》

喘
御
①
「

僧
畷
O

碧
一
昌
鱈

齢
①
い

件
7
0

コ

O
い

O

薗
O
ρ
ロ
国
「
一
緒

O
勉
ヨ
O

O
ロ

ρ

薗
oo
"
一
ロ
.

一
辞

`
O

「
O

暫

ロ
O

一
自
O
寄
σ
「
O

剛
α
㊦

「
O
畠

二
5

一
h
O
「
ヨ

畷

一
榊
7

鋤

肋

貯
一
h
h
●
7

一
〇鴨
ず

O
O

一
1

【
卸

「
噛
戸
「
O
`
ω
O
「
い

O
陥

0

7
"
召
O
一
ω

一
〇
曽
一
7
0

「

卸
コ
島

勉
唖
O
「
二

7
口
啓
σ隔

"
一

一
戸
肋

い

一
α
O
●

門
7
㊥

7

"
ρ

.
"
畠

O
「
=
㊦
畠

奄

一
ρ
7

拶

で

}
昌
ヨ
O
噛
い
7
0
6
畠
。
」

7
暫

ρ

一
。
」
7
①
一
畠

一
7
㊦

「
暫
コ
置

O
隔

9

ω
'
暫

一
〇
ー
O
O
`
コ
O

一
一
[
O
「
●

(
」
H
7
0

三
鋤
コ
戸
一
〇9

"
5
窪

O
。
」7
①
「

い

ρ
O
ロ
「

一
①
の
)
)

州
O

㎞
コ
O
「
O
陶
肋
O

げ

一
U

ヨ

一
切

{
O
「

"
漏
コ
O
.
コ
O
戸

拶

の

一
=
oq
一
㊦

畠
「
O
い
7
『
尾

響
9
切

辞
O

σ
①

ψ
O
O
コ

剛
昌

帥
7
①

肋

ρ
h
①
Φ

r

加
訂
」

の
0

7
①

嘩
勉
切

O
σ

一
}
α◎
Φ
α

仲
O

灯

㌧
O
O
O
①
O

o
コ

陥
O
O

ρ
・
露
O

奄

「
"
"
"
O

α

7

助
ヨ
い
O

一
h

隅
コ

7

一
い

O
一
〇
〇
渥
ゆ
9"
コ
自

7
①

【
α

7

一
い

7
曽
=
二
『
O

「
0
7

一
〇

n

7

一
召
い
O

P
隔

門
0

7

騨
い

h
勉
い
O

暫
の

片
7
0
`
o◎
7

7

剛
切

コ
O
い
O

σ

一
口降
α
・
(

〔
↓
7
0

=
騨
=
一
「
O

国
冨
畠

0

8
ゴ
①
「

ω

一
〇
己
「
一
〇
駒
)
)

)

「
鼻

」
.
私

考

ー

シ

ン

グ

の

戯

曲

「
聖

者

の

泉

」

を

起

点

と

し

て

ー

(
昭

'
和

女

辛

大

『
学

苑

』
號

昭

秀

・

1

>

^
珊

〉

「
鼻

・

の

曲

折

が

ミ

馨

≧

で

な

い

と

云

ふ

非

覆

当

た

つ

て

い

る

、

(
マ
で
》

そ

れ

は

綿

抜

瓢

剛
郎

も

指

適

し

て

く

れ

た

重

々

尤

に

思

つ

て

い

る

。

(
大

5

・

3

・
踏

恒

藤

恭

宛

書

簡

)

(
20

>

注

(
8

)

に

同

じ

(
刻

〉

.
芥

川

寵

之

介

ー
仔

癬

の

美

学

ー

・

(
昭

31

・
9

大

倍

館

書

店

〉

^
22

>

僕

を

苦

し

ま

せ

る

ヴ

ァ

ニ

チ

ー

と

性

欲

と

イ

ゴ

イ

ズ

ム

と

僕

の

ヂ

ヤ

ス

チ

フ

ァ

イ

し

得

べ

き

も

の

に

向

上

さ

せ

た

い

(
大

4

・

3

・
12

恒

藤

恭

宛

書

遭

3
、

あ

る

単

純

な

感

情

の

中

で

さ

へ
蚕

ぐ

は

無

限

に

あ

る

ま

し

て

復

雑

な

感

情

を

や

(
大

4

・
12

・

3

恒

藤

恭

宛

書

簡

〉

.

こ

れ

ら

の

書

簡

か

ら

も

芥

川

が

念
ワ

ァ

ニ

チ

ー

〉

の

問

題

を

切

実

な

も

の

と

し

て

捉

え

て

い

た

こ

と

が

理

解

さ

れ

よ

う

。

芥

川

の

作

品

や

書

簡

の

引

用

は

す

べ

て

『
芥

川

龍

之

介

全

集

』

全

十

二

巻

(
昭

52

・

7

～

協

・
7

岩

波

書

店

〉

に

拠

り

、

ま

た

、

旧

字

体

は

新

字

体

に

改

め

た

。

ー

九
州
大
学
文
学
部
研
究
生

1

一10一

 

(
π

〉

実

際

に

「

『
ケ

ル

ト

の

薄

明

』

よ

り

」

(

『
新

思

潮

』

大

3

・

4

)

、

「
春

の

心

臓

」

(

『
新

思

潮

』

大

3

・

6

>

な

ど

、

イ

ェ

ー

ツ

の

翻

訳

を

柳

川

寵

之

介

の

筆

名

で

発

表

し

て

お

り

、

ま

た

、

垣

藤

恭

宛

書

簡

(

大

3

.

3

・

2

ー

大

3

・
3

・
19

〉

を

始

め

と

し

て

こ

の

期

の

書

簡

に

は

ア

イ

ル

ラ

ン

ド

文

学

に

関

わ

る

事

項

が

多

く

見

ら

れ

る

。

(
21

)

「
占

典

と

近

代

作

家

ー

芥

川

龍

之

介

ー

」

(
昭

42

・

4

有

朋

堂

)


