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「
袈

裟

と

盛

遠

」

論

下

野

孝

文

人

物

造

型

へ

の

一
考

察

蝉

「
袈

裟

と

盗

遠

」

(

「
中

央

公

諭

」

大

7

・

4

>

は

、

直

後

「
地

獄

変

」

(
.

『
大

阪

毎

日

新

聞

」

大

7

・

5

>

の

、

ま

た

α
「o
ヨ
ゆ
二

〇

∋
O
コ
O
δ

oQ
`
Φ

(
独

白

体

〉

に

よ

る

作

品

で

は

「
薮

の

中

」

(

『
新

小

説

」

大

・

1

>

の

影

に

隠

れ

て

括

発

な

芥

川

研

究

の

中

で

も

取

り

残

さ

れ

て

い

る

作

晶

で

あ

る

。

い

か

に

作

品

を

解

説

し

て

い

く

か

、

芥

川

の

意

識

を

汲

み

取

る

か

そ

の

あ

た

り

の

難

解

さ

が

論

考

の

停

滞

に

結

び

つ

い

て

い

る

の

か

も

し

れ

な

い

。

そ

こ

で

こ

の

論

考

も

袈

裟

・

盛

遠

の

人

物

遣

型

が

芥

川

の

い

か

な

る

意

識

を

反

映

し

て

い

る

の

か

を

中

心

に

検

討

し

て

み

た

い

,

二

こ

の

作

品

に

お

い

て

も

他

の

作

品

同

様

、

比

較

文

学

的

見

地

か

ら

、

作

品

解

明

の

糸

口

と

な

る

重

要

な

考

察

が

な

さ

れ

て

い

る

.
'
「
袈

裟

と

盛

遠

」

の

原

典

と

な

っ

て

い

る

も

の

が

、

「
源

平

盛

衰

記

」

巻

十

九

「
文

覚

発

心

附

東

帰

節

女

事

」

で

あ

る

こ

と

は

周

知

の

と

お

り

で

あ

る

.

「
源

平

盛

衰

記

」

の

袈

裟

・
盛

遠

の

人

物

係

は

、

宗

教

色

の

強

い

作

品

世

界

の

内

で

、

自

身

の

恋

の

成

就

の

た

め

に

袈

裟

の

夫

ま

で

殺

害

せ

ん

と

す

る

盛

遠

の

剛

途

な

情

念

と

、

そ

の

身

代

わ

り

と

な

つ

て

ま

で

貞

節

を

守

ろ

う

と

す

る

袈

裟

の

意

志

、

各

々

が

強

烈

な

印

象

を

読

者

に

与

之

る

。

そ

の

よ

う

な

原

典

の

二

人

の

像

に

、

盛

遠

が

文

覚

に

至

る

発

心

諏

も

加

わ

り

後

世

に

は

そ

れ

を

題

材

に

し

た

作

品

が

生

ま

れ

、

文

飾

,

潤

色

が

加

わ

り

伝

説

化

さ

れ

偶

僚

化

さ

れ

流

布

し

て

い

っ

た

。

当

時

の

巷

間

の

袈

裟

・

盛

遠

へ

の

意

識

も

「
袈

裟

と

盛

遠

の

情

交

」

の

芥

川

に

対

す

る

読

者

の

抗

晦

を

見

れ

ば

類

推

出

来

よ

う

.

長

野

嘗

一
氏

は

、

両

者

の

詳

細

な

比

較

の

後

、

原

典

と

の

相

違

点

を

挙

げ

「

こ

れ

ら

の

違

い

は

、

す

で

に

何

回

か

評

家

に

よ

っ

て

説

か

れ

た

よ

う

に

、

貞

女

袈

裟

を

平

凡

な

女

に

化

す

る

た

め

に

、

採

ら

れ

た

処

置

と

い

う

こ

と

が

で

き

る

」

と

述

べ

て

い

雛

。

し

か

し

、

は

た

し

て

芥

川

の

の

造

型

は

、

巷

間

の

袈

裟

伝

説

を

「
平

凡

な

女

」

・

「

一

介

の

人

妻
d

に

化

し

、

更

に

そ

こ

か

ら

〈

偶

像

破

壊

〉

と

い

う

解

釈

ま

で

延

長

し

て

ゆ

け

る

も

の

な

の

か

、

そ

の

疑

問

か

ら

論

を

進

め

て

ゆ

き

た

い

。

長

野

氏

も

拳

げ

て

い

る

が

、

原

典

を

ヒ

ン

ト

に

し

な

が

ら

原

典

の

構

図

を

転

換

さ

せ

て

作

品

に

活

か

さ

れ

て

い

る

事

項

が

あ

る

.

.
・

原

典

で

は

袈

裟

の

美

し

さ

が

事

件

の

発

端

に

な

っ

て

い

る

が

、

こ

の

作

品

で

は

袈

裟

の

容

貌

の

衰

え

が

二

人

の

独

白

の

展

開

に

大

き

く

作

用

し

て

い

る

,

・

原

典

で

は

袈

裟

が

渡

を

殺

す

ご
.と
ーを

言

い

だ

す

が

、

作

品

で

は

盛

遠

の

方

か

ら

言

い

だ

す

。

右

に

示

し

た

も

の

は

、

た

ん

に

物

語

の

進

行

上

の

素

材

と

し

て

変

更

さ

れ

た

も

の

で

は

な

"

.

そ

の

転

換

に

ぼ

作

品

世

界

の

構

築

・

人

物

造

型

に

連

関

し

て

ゆ

く

芥

川

の

重

要

な

操

作

が

加

え

ら

れ

て

い

る

よ

う

で

あ

る

。

原

典

で

は

三

年

ぷ

り

の

再

開

(
盛

遠

側

か

ら

の

偶

然

的

な

〉

で

袈

裟

の

美

し

さ

が

盛

遠

の

狂

気

的

な

行

動

に

結

び

つ

い

て

ゆ

く

が

、

こ

の

作

品

で

は

袈

裟

の

一50一



容

貌

の

衰

え

が

二

人

の

独

白

の

展

開

に

大

き

く

関

わ

っ

て

く

る

。

そ

の

衰

え

が

盛

遠

に

と

っ

て

は

肉

欲

化

さ

れ

た

袈

裟

に

対

す

る

愛

の

退

歩

に

つ

な

が

り

、

そ

し

て

「
欲

望

の

た

め

の

欲

望

」

か

ら

情

を

交

わ

し

て

し

ま

っ

た

こ

と

が

袈

裟

に

対

す

る

煩

悶

の

契

機

と

な

る

の

で

あ

る

.

ま

た

袈

裟

も

何

よ

り

も

頼

み

に

し

て

い

た

容

貌

が

衰

え

て

い

た

こ

と

を

盛

遠

の

心

に

読

み

取

り

衝

撃

を

受

け

、

盛

遠

の

蔑

す

む

心

を

知

り

な

が

ら

情

を

交

わ

す

.

そ

し

て

同

様

に

そ

こ

か

ら

盛

遠

に

対

す

る

煩

悶

が

始

ま

る

.

二

人

の

独

白

の

経

緯

を

見

れ

ば

わ

か

る

よ

う

に

容

貌

の

衰

え

は

外

形

的

な

も

の

に

留

ま

ら

ず

、

彼

等

の

内

面

的

な

も

の

の

崩

壊

を

暗

示

し

、

そ

し

て

二

人

の

内

省

の

契

機

と

な

っ

て

い

る

.

つ

ま

り

袈

裟

の

容

貌

の

衰

え

は

盛

遠

自

身

の

内

部

の

歪

み

を

映

し

出

し

た

も

の

で

あ

り

、

袈

裟

が

盛

遠

の

心

に

見

た

、

自

身

の

容

貌

の

衰

え

も

そ

れ

は

袈

裟

自

身

の

内

部

の

歪

み

に

他

な

ら

な

い

の

だ

.

三

年

と

い

う

時

の

経

過

は

、

彼

等

の

内

部

を

変

貌

さ

せ

て

い

た

の

で

あ

る

.

袈

裟

の

容

貌

の

衰

え

に

象

徴

さ

れ

る

二

人

の

内

実

は

独

白

に

よ

っ

て

次

第

に

鮮

明

に

な

り

、

更

に

そ

の

独

白

は

、

原

典

の

色

彩

か

ら

遠

ざ

か

る

よ

う

に

独

自

の

世

界

を

創

っ

て

い

く

.

原

典

で

は

袈

震

の

美

し

さ

に

魅

か

れ

た

盛

遠

は

無

体

な

求

愛

の

行

為

に

で

る

.

更

に

母

へ

の

情

愛

か

ら

惑

遠

に

身

を

任

せ

た

袈

裟

は

、

渡

へ

の

愛

の

た

め

に

自

ら

を

犠

牲

に

す

る

艦

そ

の

袈

裟

の

心

に

盛

遠

、

渡

と

も

出

家

し

そ

の

菩

提

を

弔

う

.

そ

し

て

各

々

が

相

手

に

対

す

る

一

念

に

よ

っ

て

行

動

を

お

こ

し

て

い

る

の

で

あ

る

.

し

か

し

、

そ

れ

は

愛

と

だ

け

呼

べ

る

も

の

で

は

な

い

.

た

と

.え

ば

袈

裟

の

身

代

わ

り

な

ど

.

渡

の

た

め

で

あ

り

な

が

ら

ー自

分

の

た

め

と

い

日つ

過

ち

の

消

去

が

漕

ん

で

い

る

の

で

は

な

い

か

.

そ

こ

に

は

時

」代

の

続

つ

秩

序

・

愉

理

・

道

義

な

ど

の

就

縛

が

存

在

し

て

い

る

の

で

は

な

い

か

.

そ

う

い

う

疑

同

か

ら

芥

川

は

二

人

の

独

白

を

抱

み

込

む

世

昇

を

設

定

し

て

ゆ

く

の

で

あ

る

.

そ

れ

ゆ

え

「
袈

裟

と

盛

這

」

の

独

白

に

は

倫

理

的

観

点

か

ら

の

就

縛

は

な

い

。

袈

裟

は

身

代

わ

り

に

な

る

こ

と

に

対

し

て

、

「
あ

の

人

に

体

を

任

し

た

私

の

算

の

償

ひ

を

し

よ

う

と

云

う

気

を

も

つ

て

い

た

」

と

い

う

内

省

の

後

「
私

は

私

の

た

め

に

死

な

う

と

す

る

」

と

言

い

切

り

自

身

の

行

動

に

ま

つ

わ

る

対

他

的

な

要

素

を

削

り

取

っ

て

ゆ

く

の

で

あ

る

.

そ

こ

か

ら

芥

川

の

独

自

性

が

築

か

れ

て

ゆ

く

.

作

品

に

お

け

る

袈

裟

と

盛

遠

は

、

理

性

的

で

あ

る

が

ゆ

え

に

み

ず

か

ら

の

愛

の

認

識

に

臆

病

で

あ

る

.

原

典

の

感

情

の

直

線

的

な

提

示

に

対

し

て

、

か

え

っ

て

愛

の

周

囲

に

あ

る

不

純

物

を

見

極

め

よ

う

と

す

る

.

し

か

し

.

そ

の

こ

と

は

よ

り

純

粋

に

自

身

の

内

部

を

確

認

し

よ

う

と

す

る

模

索

で

も

あ

る

の

だ

.

ま

た

、

芥

川

は

原

典

の

袈

裟

か

ら

成

さ

れ

る

殺

害

の

提

言

を

盛

遠

か

ら

に

変

更

し

た

.

原

典

に

お

け

る

袈

裟

か

ら

の

殺

害

の

提

言

は

、

巷

間

の

評

価

の

契

機

と

な

る

「
長

き

契

り

」

を

求

め

る

盛

遠

を

欺

く

機

知

的

な

行

為

と

し

て

掛

か

れ

て

い

る

.

で

は

.

こ

の

作

品

で

原

典

と

は

逆

に

盛

遠

か

ら

袈

裟

に

な

さ

れ

た

渡

殺

害

の

携

い

は

、

た

ん

に

巷

間

の

貞

女

袈

裟

の

像

を

消

し

去

る

操

作

と

な

っ

た

も

の

な

の

だ

ろ

う

か

.

結

果

的

に

そ

う

い

う

形

と

な

っ

て

も

芥

川

の

意

識

は

更

に

歩

を

進

め

た

新

し

い

二

人

の

遣

型

に

向

か

っ

て

い

る

.

提

言

の

転

摂

は

、

二

人

に

彼

等

を

就

縛

す

る

も

の

か

ら

の

脱

出

と

意

志

を

付

与

し

た

こ

と

を

意

味

す

る

.

だ

か

ら

袈

裟

は

、

先

述

.し

た

よ

う

に

夫

の

た

め

で

な

く

く

私
〉

の

た

め

に

死

を

選

ぷ

、
.
し

か

し

袈

裟

は

自

ら

の

命

を

も

っ

て

罪

の

償

い
.を

行

う

よ

う

な

古

色

を

帯

び

た

道

義

に

就

縛

さ

れ

て

は

な

ら

な

い

飢

つ

ま

ヶ

そ

れ

ら

を

捨

象

し

た

所

か

ら

芥

川

の

創

造

す

る

裳

震

が̀

発

現

し

始

め

る

の

で

あ

る

」

「
亘

が

渡

を

殺

そ

う

と

言

っ

た

.

」

と

述

べ

る

よ

う

に

、

盛

遠

は

自

身

の

た

め

に

殺

害

を

提

言

し

、

そ

し

て

「
自

分

の

夫

を

殺

し

て

ま

で

も

、

猶

人

に

愛

さ

れ

る

の

が

嬉

し

く

感

ぜ

ら
,れ

る

」
.
袈

裟

も

自

身

の

た

め

に

そ

れ

を

受

け

た

の

だ

.

芥

川

は

、

原

典

の

二

人

に

ま

つ

れ

る

貞

節

・

発

心

を

支

柱

と

す

る

像

を

消

し

、

更

に

彼

等

の

内

部

に

在

る

宗

教

的

道

義

性

か

ら

の

就

縛

を

解

き

、

対

他
、的

要

素

の

削

ら

れ

た

世

界

を

構

築

し

た

の

で

あ

る

.
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三

で

は

そ

の

よ

う

な

世

界

の

な

か

で

、

独

白

を

続

け

る

二

人

を

芥

川

は

ど

の

よ

う

に

造

型

し

て

い

っ

た

の

だ

ろ

う

力

盛

遠

の

心

に

映

る

自

ら

の

醜

さ

を

知

っ

た

袈

裟

は

そ

の

落

胆

し

た

気

持

ち

か

ら

体

を

任

せ

て

し

ま

っ

た

.

ま

た

そ

の

契

機

も

.
あ

の

人

同

様

、

私

も

唯

汚

ら

は

し

い

心

も

ち

に

動

か

さ

れ

て

ゐ

た

の

で

あ

ら

う

か

・

と

、

原

典

と

は

遠

い

衝

動

的

な

欲

望

に

み

て

い

る

.

更

に

夫

の

身

代

わ

り

と

な

っ

て

死

を

選

ぽ

う

と

す

る

『

袈

護

自

己

を

詰

問

す

る

、

「
果

し

て

夫

を

愛

し

て

ゐ

る

か

ら

だ

ら

う

か

」

と

・

し

か

し

袈

裟

の

心

奥

の

声

は

、

『
私

は

夫

の

為

に

死

ぬ

の

で

は

な

い

・

私

は

私

の

為

に

死

な

う

と

す

る

・

と

応

え

る

の

で

あ

る

.

そ

し

て

袈

裟

の
・

内

か

ら

渡

の

影

は

消

え

る

。

原

典

の

袈

裟

は

、

母

衣

川

の

た

め

に

盛

遠

と

共

に

臥

居

し

、

夫

の

た

め

に

身

代

わ

り

と

な

っ

た

。

が

、

こ

の

作

品

の

袈

裟

は

、

衝

動

的

欲

望

か

ら

盛

遠

と

情

を

交

わ

し

〈

私

〉

の

為

に

死

の

う

と

す

る

の

で

あ

る

。

前

者

の

対

他

的

.

献

身

的

造

型

に

対

し

、

後

者

は

自

己

を

自

己

に

よ

っ

て

統

治

す

る

理

性

と

意

志

を

持

つ

て

い

る

。

盛

遠

も

同

様

で

あ

る

。

「
恋

に

は

人

の

死

ぬ

も

の

か

は

」

と

い

う

思

い

、

情

交

後

の

「
今

よ

り

後

は

長

き

契

」

と

い

う

一

途

な

心

情

を

持

つ

盛

遠

は

、

作

品

で

は

袈

裟

へ

の

愛

を

肉

欲

を

美

し

い

言

葉

で

ご

ま

か

し

た

も

の

に

す

ぎ

な

い

と

理

性

的

に

整

理

し

え

る

意

識

の

力

を

持

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。

芥

川

の

造

型

は

、

た

ん

に

袈

裟

を

「
平

凡

な

女

」

.

「

一
介

の

人

妻

」

と

化

す

る

よ

う

な

単

縄

な

も

の

で

は

な

い

。

原

典

の

二

人

に

与

え

ら

れ

た

貞

節

と

発

心

と

い

う

像

の

消

去

は

、

ま

っ

た

く

異

な

る

新

し

い

像

を

形

成

し

た

。

そ

れ

は

、

自

己

の

た

め

に

行

動

し

得

る

意

志

と

内

省

で

き

る

理

性

を

得

た

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

そ

れ

に

よ

っ

て

作

品

は

、

相

手

を

否

定

し

な

が

ら

そ

れ

を

触

媒

と

し

て

自

己

の

意

識

を

模

索

す

る

と

い

う

心

理

劇

ど

し

て

成

立

し

得

た

の

で

あ

る

。

し

か

し

、

そ

う

い

う

造

型

を

抱

え

込

む

作

品

世

界

は

、

芥

川

の

独

創

に

よ

つ

て

の

み

形

成

さ

れ

た

も

の

な

の

だ

ろ

う

か

。

そ

れ

は

、

芥

川

自

身

が

こ

の

作

品

と

の

関

わ

り

を

述

べ

て

い

る

ブ

ラ

ウ

ニ

ン

グ

か

ら

少

な

か

ら

ず

そ

の

教

示

を

得

て

い

る

よ

う

に

思

え

る

。

四

芥

川

が

、

ブ

ラ

ウ

ニ

ン

グ

に

い

か

な

る

教

示

を

得

た

か

、

出

会

い

、

そ

し

て

具

体

的

に

作

品

を

検

討

す

る

こ

と

か

ら

そ

の

関

わ

り

を

探

っ

て

み

た

い

,

芥

川

の

ブ

ラ

ウ

ニ

ン

グ

に

対

す

る

関

心

は

早

く

大

正

二

年

に

は

始

ま

つ

て

い

る

,

ぶ

ら

う

に

ん

ぐ

は

や

め

に

致

し

候

ぶ

ら

う

に

ん

ぐ

さ

い

く

ろ

ぴ

ぢ

あ

に

よ

つ

て

読

む

つ

も

り

に

候

上

田

敏

氏

の

す

き

な

「
彫

像

と

半

身

像

」

は

何

度

か

よ

み

か

へ

し

候

外

の

よ

り

も

や

さ

し

い

様

な

気

が

致

し

候

大

2

・

8

・

広

瀬

雄

宛

書

簡

こ

の

中

の

「
上

田

敏

氏

の

す

き

な

『
彫

像

と

半

身

像

』

」

と

い

う

一

節

は

、

芥

川

自

身

が

「
袈

裟

と

盛

遠

」

と

の

関

わ

り

を

述

べ

て

い

る

..
=
㊦
コ

凶
乙

ぎ

ヨ
。
コ

,

の

中

の

詩

で

あ

る

。

「
う

ず

ま

き

」

に

刺

激

さ

れ

、

更

に

「
ぶ

ら

う

に

ん

ぐ

さ

い

く

、ろ

ぴ

ぢ

あ

」

(

.
↓
7
①

切
;

{
三

二

〇
同
。
一
。
℃
①
畠
一
曽

,

)

に

よ

っ

て

ブ

ラ

ウ

ニ

ン

グ

の

作

品

を

読

も

う

と

す

る

芥

川

で

あ

る

が

、

そ

れ

ら

以

上

に

彼

に

と

っ

て

示

唆

的

な

ブ

ラ

ウ

ニ

ン

グ

の

紹

介

が

あ

っ

た

の

で

は

な

い

か

と

思

わ

れ

る

.

そ

れ

は

・

安

田

保

雄

駈

に

よ

・

て

・
藪

の

申

」

の

素

材

と

し

て

挙

げ

ら

れ

た

r
魍
汀

曽
α
一
。

圭
①
"
;

の

コ
》
で
℃
;

。
訂

二

:

ω

。
圃

で
:

一
こ

,
の

中

の

コ
ω
;

α
冨

ω

一
=

.

ロ
「
鋤
ξ

一
二

,

で

あ

る

。

氏

は

、

芥

川

の

「
余

の

愛

読

書

と

其

れ

よ

り

受

た

る

感

銘

」

へ
大

・

8

・

4

『
中

央

文

学

』

〉

の

「
此

の

一
週

間

ば

か

り

に

床

に

て

読

み

し

小

泉

八

雲

氏

の

;

ρ
①
;

;

;

二

:

。
h

=

一
。
;

;

;

二

巻

及

び

〉
℃
-

℃
「
:

ご

二

:

ω

。
圃

}、:

ρ
二

一

巻

を

近

来

に

な

い

好

著

と

存

じ

」

と

い

う

一
節

を

傍

証

に

『
指

輪

と

本

』

と

「
藪

の

中

」

と

の

関

わ

り

を

論

証

し

て

い

る

、

し

か

し

、

氏

も

「

こ

の

講

義

集

が

』
。
};

国
「
ω
=

:

の

手

に

よ

っ

て

編

纂

さ

れ

世

に

送

ら

れ

た

の

は

、

一

九

一

六

年

す

な

わ

ち

大

正

五

年

の

こ

と

」

と

述

べ

て

い

る
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よ

う

に

、

す

で

に

「
袈

裟

と

盛

遠

」

が

発

表

さ

れ

る

二

年

前

に

,
〉

で
で
哨
:

7

薗
二

:

ω

。
隔

℃
。
。
一
二

.

は

発

表

さ

れ

て

い

た

の

で

あ

る

.

芥

川

は

、

大

正

四

年

七

月

、

親

友

恒

藤

恭

の

実

家

松

江

を

訪

れ

、

そ

の

際

触

発

酵

れ

た

の

か

、

翌

年

に

か

け

て

ハ

↓

に

関

す

る

事

柄

を

述

べ

た

幾

つ

か

の

書

簡

が

見

ら

れ

る

。

そ

の

よ

う

な

ハ

ー

ン

へ

の

関

心

か

ら

考

え

て

も

・

芥

川

の

感

銘

を

受

け

た

と

い

う

。
》
℃
三

。
。
一
暫
二

。
コ
ω

。
一

℃
。
①
ρ
二

,

は

、

「
袈

裟

と

盛

遠

」

執

筆

ま

で

声

興

味

深

い

所

を

読

み

、

そ

の

後

の

小

島

政

二

郎

宛

(
大

8

・

2

.

23

)

の

書

簸

に

あ

る

同

書

を

読

ん

だ

と

い

う

状

況

は

・

病

床

に

ま

か

せ

て

再

読

し

た

こ

と

を

述

べ

た

も

の

と

考

え

た

方

が

良

い

の

で

は

な

い

か

。

自

ら

ブ

ラ

ウ

ニ

ン

グ

・

の

関

わ

り

を

述

べ

脅

よ

う

な

作

品

を

描

き

な

が

ら

・
袈

裟

と

盛

遠

・

よ

り

二
年

も

前

に

出

版

さ

れ

た

本

を

作

品

発

表

後

;

も

後

に

読

む

と

い

う

の

も

却

っ

て

不

自

然

な

事

態

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

、

大

正

二

年

に

ブ

ラ

ウ

ニ

ン

グ

へ

の

興

味

を

述

べ

、

後

し

ば

ら

く

時

を

経

て

、

突

如

と

し

て

大

正

七

年

に

ブ

ラ

ウ

ニ

ン

グ

に

対

す

る

高

揚

し

た

気

持

ち

を

綴

っ

て

い

る

状

況

を

考

え

る

な

ら

ば

、

大

正

二

年

か

ら

大

正

七

年

の

間

、

芥

川

の

ブ

ラ

ウ

ニ

ン

グ

熱

を

再

燃

さ

せ

る

も

の

が

あ

っ

た

と

考

え

た

方

が

自

然

で

あ

ろ

う

と

思

わ

れ

る

。

そ

し

て

、

そ

の

再

燃

さ

せ

る
,契

機

と

な

っ

た

も

の

が

ハ

ー

ン

の

.
書

で
「
。

。
h
貰

一
:

ω

。
h

℃
。
。
一
「
望

,

の

中

の

{
ら◎
ε

画
一
①
。・

一
5

ロ。
;

{
5
一
罫
。・

コ

だ

っ

た

の

で

あ

る

・

』
0
7
5

ヨ

ω
=

コ
。
に

よ

っ

て

、

発

表

さ

れ

た

雪
;

ρ
。
鴇
℃
「
¢
ρ
帥
二

:

。
h

r
一
一
。
富

ε

↓
。
,

(
大

4

.
11

〉

コ
》
"
昭
「
:

り
9
二

。
5
ω

。
楠

で
。
。
=

儲

3

(
大

5

・

に

)

は

、

文

芸

評

論

家

と

し

て

の

ハ

ー

ン

の

一

面

を

あ

ら

わ

す

も

の

で

、

,,
書

コ

:

ご

二

。
5
ω

。
{

℃
。
①
一
「
望

,

の

中

の

,
ω
;

畠
一
雰

ぎ

国
;

:

;

。。

,

も

ブ

ラ

ウ

ニ

ン

グ

の

持

つ

魅

力

を

興

味

深

く

解

説

し

て

暁

る

.

そ

し

て

そ

の

書

に

凝

縮

さ

れ
・
た

魅

力

が

「
ブ

ラ

ウ

ら
刷
ン

グ

信

者

に

な

っ

た

」

と

述

べ

る
,芥

川

の

感

銘

に

つ

な

が

っ

て

い

っ

た

の

で

あ

ろ

う

。

五

②

ハ

ー

ン

は

同

書

の

中

で

ブ

ラ

ウ

ニ

ン

グ

の

芸

術

に

対

し

て

、

ブ

ラ

ウ

ニ

ン

グ

は

大

芸

術

家

で

あ

る

か

ら

、

善

行

と

同

じ

く

悪

行

か

ら

も

全

く

同

じ

位

良

い

教

訓

性

を

引

き

出

し

得

る

事

を

了

解

し

て

居

り

、

そ

し

て

彼

の

無

意

識

の

目

的

は

、

い

つ

も

教

訓

的

で

あ

る

.

と

そ

の

傾

向

を

の

べ

る

。

ま

た

ブ

ラ

ウ

ニ

ン

グ

の

詩

の

特

質

に

つ

い

て

も

、

彼

は

常

に

、

或

は

殆

ど

常

に

、

一

人

称

で

書

く

の

で

あ

る

。

彼

の

詩

は

例

外

は

少

く

、

殆

ど

皆

独

語

で

あ

る

、

無

論

、

話

す

の

は

彼

で

は

な

く

、

誰

か

他

人

の

霊

の

「
私

」

で

あ

る

。

と

彼

の

詩

が

「
独

白

体

」

を

駆

使

す

る

も

の

で

あ

る

こ

と

を

説

い

て

い

る

。

前

者

の

〈

教

訓

的

〉

と

い

う

ブ

ラ

ウ

ニ

ン

グ

の

芸

術

の

持

つ

有

効

性

は

、

た

と

え

ば

芥

川

が

ふ

れ

て

い

る

,
=
⑦
=

"
コ
畠

竃
。
∋
。
コ

,

の

中

の

.
↓
7
。

。。
冨

;

①

暫
コ
傷

司
7
0

切
`
ω
ρ

,

の

中

に

も

見

る

こ

と

が

で

き

る

。

こ

の

詩

は

、

フ

ァ

ー

ジ

ナ

ン

ド

公

爵

と

貴

族

リ

カ

ー

ジ

の

夫

人

と

の

「
憲

ε

三

6

な

愛

を

発

端

に

、

公

爵

と

夫

に

幽

閉

さ

れ

た

夫

人

と

幾

つ

か

の

心

理

の

曲

折

を

経

て

そ

の

精

神

愛

の

ま

ま

老

人

と

な

っ

て

ゆ

く

時

間

の

中

で

互

い

の

心

の

揺

ら

ぎ

を

詠

ん

だ

も

の

で

あ

る

。

=
鋤
ア
O

ヨ
¢

9

n
暫
O
㊥

o
=

ρ
7
①

{
剛
5
α
o
{

ρ
7
0
「
o
り

{
脚
一
ρ
一
コ
o。

9
の

o
く
"◎
「
リ

ヨ
ロ
ρ
o

ρ
7
0

{
7
=

①
り

=
騰

一
〇
《
o

戸
o

で
暫
ω
ψ

σ
㊦

一
〇
{

一
コ

ρ
7
㊦

肋
2
`

塑
「
o

榑

と

い

う

夫

人

の

公

爵

へ

の

〈
愛

〉

の

情

念

か

ら

建

て

ら

れ

た

半

身

像

と

ξ
7

一
一
〇

紳
げ
o

§
o
⊆

一
7

煙

冨
〇

一
ぴ

0

7

同
o
{

切

一
"
緒

げ
「
o
く
㊦

一
5

ロ
「
o
=
N
o

議
島
ヨ

=

0

9
コ
島

胎
9
ご

,

餐
7
0
3

7
①

巽
9
の

魯

=

く
o

=
O
`

7
0

`
O
鐸

一
α

ρ
甥
ア
①

7

剛
の

℃

一
①

拶
い
`

同
O

o
コ
。
」
O

怖
響

と

い

う

公

爵

の

死

後

の

賞

賛

を

望

む

功

名

心

か

ら

建

て

ら

れ

た

騎

馬

姿

の

青

銅

像

が

残

り

、

二

人

は

近

く

の

教

会

へ

葬

ら

れ

る

。

そ

し

て

、

そ

の

後

に

茄

え

ら

れ

る

の

が

ブ

ラ

ウ

ニ

ン

グ

の

教

訓

で

あ

る

。

」

一

ご
o
恥
「

ヤ
o
`
同

「
o
℃
h
o
奮
0
7

9
ヲ
ニ

畠
o
一
魍
黛

{
拶
ψ

げ
o
。噂
二
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「
o
馬

;

o
ご

㊦
=
亀

{
製
ω

暫

o
=

ヨ
㊦
讐

コ
ー

0
3

簿

o
「
ご
;

縄
=

一

α
o
'

♪
い

餐
o
=

'
閏

馬
o
で
こ

.
一
〇

い
o
「
<
¢

h
o
「

曽

3

い
ρ

'

>
m

馳

く
一
二

ζ
o

σ。
。
こ

。
コ

;

馬
。
ζ
σ。
7

船
=
α

;

「
o
⊆
σ。
7

●

♪
5
0

℃
「
o
く
o

=

ω

{
o
「
ρ
7

鋤
一

跨

ヨ
o
ヨ
0
5
ρ
.
ω

<

一
¢
寝

煽

と

〈

愛

〉

を

含

め

た

人

間

の

行

為

全

般

に

対

す

る

彼

の

積

極

的

な

姿

勢

を

示

し

な

が

ら

、

更

に

=

《
o
⊆

0
7
0
0
防
①

ρ
o

"
一
鋤
く

ー

一
ω

ヨ
閥

"
「
一
5
0

ぞ

一
①

傅

r
①

一

薗

ヨ
讐
コ

6
0
コ

一
〇
=
α

ρ
〇

一
7
0

召

ρ
一
㊦

「
ヨ
O
い

一

「
O

「

7

一
の

一
一
{
O

.
い

い
O

停

で

「
一
N
①

》

げ
㊦

一
ρ

{
7
薗

一

一
ρ

霜

一
一
一
●

。

と

述

べ

て

、

い

か

な

る

障

害

が

あ

ろ

う

と

も

心

の

お

も

む

く

方

へ

自

ら

を

導

い

て

い

く

意

志

の

強

さ

を

、

そ

の

姿

勢

を

、

肯

定

し

て

ゆ

く

も

の

で

あ

る

。

し

か

し

そ

れ

は

、

既

成

の

道

徳

の

躁

調

を

、

あ

る

い

は

二

人

が

過

ち

を

犯

す

こ

と

を

謂

い

あ

げ

て

い

る

わ

け

で

は

な

い

,

そ

の

こ

と

は

、

つ

ま

り

、

,
r
㊦
一

鋤

5
勉
コ

。
。
=
一
。
5
脳

ρ
。

;

。

=
=

。
h
∋
。
肋
一
,

と

い

う

よ

う

な

ブ

ラ

ウ

ニ

ン

グ

の

〈

寓
望

"
二

5
。
ぢ

一
。。
〉

な

の

で

あ

る

。

既

成

の

道

徳

律

(
宗

教

的

側

面

か

ら

も

〉

を

超

越

し

た

、

更

に

〈
大

な

る

法

則

〉

を

も

っ

て

人

間

の

内

実

を

つ

つ

み

込

ん

で

い

こ

う

と

す

る

態

度

な

の

だ

.

そ

れ

が

彼

が

詩

を

創

作

す

る

上

で

の

立

脚

点

な

の

で

あ

る

。

そ

れ

ゆ

え

に

彼

は

、

様

々

な

状

況

で

異

な

る

型

を

示

す

人

間

の

内

部

を

こ

の

手

法

に

よ

っ

て

捉

え

描

こ

う

と

し

た

の

だ

。

.

こ

の

よ

う

な

,
し。
;

畠
一
①
ω

一
コ

国
;

{
5
置

σ。

,
に

み

ら

れ

る

ブ

ラ

ウ

ニ

ン

グ

の

詩

篶

や

芸

術

観

を

「
袈

裟

と

盛

遠

」

や

芥

川

自

身

と

か

ら

め

て

考

え

て

み

る

と

、

漠

然

と

し

た

イ

メ

ー

ジ

の

形

で

そ

の

共

有

す

る

も

の

を

見

い

だ

せ

ら

れ

よ

う

.

そ

し

て

「
,独

白

体

」

と

い

う

表

現

形

式

以

外

に

芥

川

が

ブ

ラ

ウ

ニ

ン

グ

の

詩

篇

の

中

に

魅

せ
「ら

れ

る

[
何

か

」

を

探

り

あ

て

た

と

す

る

な

ら

ば

、

そ

れ

は

ブ

ラ

ウ

ニ

ン

グ

の

芸

術

に

対

す

る

意

識

で

は

な

か

っ

た

だ

ろ

う

か

.

ブ

ラ

ウ

ニ

ン

グ

の

著

作

及

び

生

活

の

凡

て

の

目

的

は

、

人

間

の

性

格

が

非

常

に

驚

嘆

す

べ

き

、

複

雑

な

、

理

解

し

難

い

物

で

あ

る

事

と

、

又

、

そ

れ

だ

か

ら

、

凡

て

の

研

究

中

最

も

必

要

な

の

は

人

生

の

研

究

で

あ

る

事

を

人

々

に

告

げ

る

こ

と

で

あ

っ

た

.

こ

の

よ

う

に

説

か

れ

る

ブ

ラ

ウ

ニ

ン

グ

の

芸

術

に

対

す

る

意

識

に

、

芥

川

の

人

間

内

部

の

財

り

に

焦

点

を

あ

て

、

そ

れ

と

彼

の

問

題

意

識

を

重

ね

な

が

ら

、

不

可

解

な

人

間

の

心

像

を

描

く

姿

勢

と

そ

の

類

似

を

見

る

こ

と

が

で

き

よ

う

、

ブ

ラ

ウ

ニ

ン

グ

の

作

品

か

ら

の

反

映

は

.

菊

田

茂

男

氏
畑
に

よ

っ

て

発

想

に

お

け

る

、

↓
7
Φ

匂D
片
Φ
含

①

O
=
二

↓
7
㊦

ロコ
ζ
ω
8

"

の

影

響

、

主

題

.

構

想

に

お

け

る

、

P
O
「
℃
7
<
ユ

o
、
oo

　
O
<
Φ
『
"

の

影

響

が

詳

細

な

調

査

を

も

っ

て

論

証

さ

れ

て

い

る

。

確

か

に

そ

れ

ら

の

作

品

か

ら

「
袈

裟

と

盛

遠

」

に

つ

な

が

る

要

素

を

見

い

だ

す

こ

と

は

出

来

よ

う

。

し

か

し

、

ど

こ

ま

で

「
袈

裟

と

盛

遠

」

の

創

作

に

ブ

ラ

ウ

ニ

ン

ダ

の

個

々

の

詩

篇

が

援

用

さ

れ

て

い

る

か

を

具

体

的

に

示

す

こ

と

は

難

し

い

問

題

で

あ

ろ

う

。

芥

川

と

ブ

ラ

ウ

ニ

ン

グ

と

の

関

わ

り

は

、

具

体

的

に

表

現

と

い

う

形

で

あ

ら

わ

れ

る

外

形

よ

り

も

作

品

の

内

部

に

潜

む

意

識

の

面

で

深

く

関

わ

っ

て

い

る

の

で

は

な

い

か

と

思

わ

れ

る

。

そ

れ

は

、

先

に

述

べ

た

袈

裟

・

盛

遠

の

造

型

の

背

後

に

あ

る

道

義

性

か

ら

の

解

放

と

関

わ

る

も

の

で

あ

る

。

つ

ま

り

、

二

人

の

独

白

に

た

い

し

て

倫

理

的

観

点

か

ら

の

就

縛

に

と

ち

わ

れ

な

い

自

由

な

告

白

を

な

さ

せ

る

状

況

を

設

定

し

た

こ

と

で

あ

る

。

そ

の

状

況

の

設

定

は

、

先

に

、

↓
7
Φ

ω
富

ε

o

鋤
コ
α

↓
,
Φ

qσ
二
肋
戸
、

を

例

に

取

っ

て

整

理

し

た

よ

う

に

ブ

ラ

ウ

ニ

ン

グ

の

芸

術

に

対

す

る

意

識

、

ま

た

創

作

の

立

脚

点

と

も

な

る

〈

大

な

る

法

則

〉

を

も

っ

て

人

間

の

内

実

を

と

ら

え

て

ゆ

こ

ヶ

と

す

る

態

度

と

重

な

る

も

の

で

あ

る

。

芥

川

は

、

二

,人

を

倫

理

的

観

点

か

ら

そ

の

是

非

を

説

こ

う

と

し

て

い

る

の

で

は

な

い

。

彼

は

.

そ

の

原

典

に

根

強

く

広

が

り

袈

裟

と

盛

遠

の

動

き

を

統

治

し

て

い

る

も

の

を

取

り

除

き

、

自

由

な

告

白

を

な

さ

せ

る

世

界

を

構

築

し

た

の

で

あ

る

。
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六

更

に

、

草

稿

や

メ

モ

な

ど

を

手

が

か

り

に

現

行

の

袈

裟

・

盛

遠

の

造

型

に

至

る

経

緯

を

整

理

し

て

い

っ

て

み

た

い

.

こ

の

作

品

は

、

実

生

活

上

の

転

鵜

と

な

る

幾

つ

か

の

局

面

を

汐

か

え

な

が

ら

、

'6

機

充

汽

し

文

学

に

よ

り

積

極

的

に

対

し

て

ゆ

こ

う

と

す

る

期

に

書

か

れ

た

も

の

で

あ

り

、

構

想

か

ら

発

表

に

至

る

ま

で

「
O
「
9p
ヨ
⇔

O
h

ズ
Φ
匂o
帥

」

・

「
亘

の

日

記

」

↓

「

三

つ

の

独

白

」

↓

「
袈

裟

と

盛

遠

」

と

い

う

構

想

の

変

遷

が

な

さ

れ

て

い

る

。

「
α
『
ゆ
∋
⇔

O
h

『
①
Qo
ロ
」

は

、

芥

川

が

残

し

た

多

く

の

メ

モ

の

中

の

も

の

で

あ

り

、

ま

た

「
大

阪

毎

日

は

今

書

い

て

ゐ

る

奴

が

失

敗

し

た

の

で

新

規

に

亘

の

日

記

と

云

ふ

の

を

書

き

ま

す

」

(
大

7

・

1

・
23

岡

栄

咽

郎

〉

と

あ

る

よ

う

に

、

亘

(

渡

〉

の

視

点

か

ら

物

語

を

構

築

し

て

ゆ

こ

う

と

す

る

意

図

も

あ

つ

た

ら

し

い

。

い

ず

れ

が

先

に

楕

想

さ

れ

た

か

は

判

断

し

難

い

が

、

大

阪

毎

日

新

聞

に

発

表

す

る

予

定

で

あ

っ

た

ら

し

い

.

し

か

し

、

そ

の

執

筆

は

思

う

よ

う

に

な

ら

ず

「
私

の

新

規

に

書

き

だ

し

た

の

は

十

回

か

十

五

回

の

短

篇

で

す

題

は

「
地

獄

変

』

と

し

ま

し

た

」

(
大

7

・

3

・

1

薄

田

淳

介

〉

と

述

べ

て

い

る

よ

う

に

大

阪

毎

日

新

聞

へ

は

「
地

獄

変

」

を

発

表

す

る

こ

と

に

な

る

。

更

に

「
戦

後

ま

も

な

い

頃

、

東

京

の

デ

パ

ー

ト

で

古

書

即

売

展

が

催

さ

れ

た

際

、

芥

川

の

「
袈

裟

と

盛

遠

」

の

原

稿

が

出

品

さ

れ

て

い

た

こ

と

'が

あ

る

。

1

略

-

原

稿

の

題

が

、

初

め

か

ち

「
袈

裟

と

盛

遠

」

と

あ

っ

た

の

で

は

な

く

、

た

し

か

「
三

つ

の

独

白

」

と

題

さ

れ

て

い

た

の

を

消

し

て

現

在

の

題

名

に

書

き

変

え

ら

れ

て

い

た

こ

と

で

あ

る

」

(

「

「
袈

裟

と

盛

遠

」

か

ら

「
薮

の

中

」

へ

」

「
国

文

学

」

昭

競

・

9

>

と

い

う

安

田

保

雄

氏

の

証

言

か

ら

考

え

る

な

ら

ば

、

「

地

獄

変

」

の

執

筆

と

重

な

り

な

が

ち

「

三

つ

の

独

白

」

と

い

う

多

分

「
渡

の

独

白

」

を

加

え

て

三

者

を

か

ら

め

る

物

語

に

仕

上

げ

る

つ

も

り

だ

っ

た

の

だ

ろ

う

。

し

か

し

、

結

果

的

に

は

渡

の

影

は

物

語

か

ら

遠

い

所

に

お

か

れ

た

「
袈

裟

と

盛

違

」

と

い

う

現

行

の

袈

裟

.

盛

遠

の

心

理

劇

の

形

に

ま

と

め

て

「
中

央

公

論

』

か

ら

発

表

す

る

こ

と

に

な

る

。

こ

の

よ

う

に

芥

川

の

視

点

は

、

現

行

の

作

品

に

至

る

ま

で

四

転

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

次

に

残

さ

れ

た

草

稿

を

見

て

見

る

。

中

村

友

氏

は

、

岩

森

亀

噌
氏

の

コ

レ

ク

シ

ョ

ン

の

中

の

草

稿

を

挙

げ

て

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。

こ

の

草

稿

で

注

目

す

べ

き

は

、

衣

川

が

約

束

を

違

え

袈

裟

を

渡

(
草

稿

の

用

字

は

亘

〉

に

嫁

が

せ

た

こ

と

を

怒

り

、

恨

む

盛

遠

の

台

詞

で

盛

遠

が

命

を

か

け

た

女

を

人

に

と

ら

れ

て

堪

忍

な

り

ま

せ

う

か

広

い

世

界

に

袈

裟

は

盛

遠

が

愛

し

た

た

だ

一
人

の

女

で

ご

ざ

い

ま

す

死

な

う

と

も

こ

の

恋

に

か

は

り

や

う

は

ご

ざ

い

ま

せ

ぬ

袈

裟

ひ

と

り

の

為

に

は

百

の

叔

母

を

殺

さ

う

と

も

悔

い

る

や

う

な

盛

遠

だ

と

思

召

し

ま

す

かさ

あ

御

称

名

な

さ

い

ま

し

袈

裟

の

為

に

捨

て

る

命

某

は

少

し

も

惜

し

く

は

思

い

ま

せ

ぬ

と

あ

る

よ

う

に

、

袈

裟

を

真

底

か

ら

愛

す

る

も

の

と

し

て

盛

遠

を

描

い

て

い

る

点

で

あ

ろ

う

か

。

「
源

平

盛

衰

記

」

の

盛

遠

像

に

近

く

、

そ

の

分

だ

け

現

行

作

品

と

大

き

く

隔

た

っ

て

い

る

。

「

「
袈

裟

と

盛

遠

」

ー

そ

の

構

図

に

関

す

る

覚

え

書

き

ー

」

(

「
信

州

白

樺

」

軒

・
磐

合

併

号

昭

髭

・
2

>

確

か

に

氏

も

述

べ

て

い

る

よ

う

に

、

原

典

の

盛

遠

の

刀

を

衣

川

に

つ

き

付

け

て

袈

裟

と

の

会

見

を

求

め

る

狂

気

じ

み

た

場

面

を

彷

佛

さ

せ

る

、

原

典

の

人

物

遣

型

を

脱

し

得

て

い

な

い

盛

遠

の

姿

を

見

る

こ

と

が

で

き

る

。

ま

た

「
芥

川

醜

之

介

未

定

稿

集

」

(
葛

巻

義

敏

編

・
岩

波

書

店

・

昭

菊

・

2

>

の

中

に

も

草

.稿

と

見

ら

れ

る

「
袈

裟

御

前

の

独

白

」

が

あ

る

。

a

そ

の

私

が

い

な

く

な
、
つ

て

し

ま

つ

た

ら

け

れ

ど

も

あ

の

方

も

矢

張

私

を

い
.じ

ち

し

く

思

召

し

て

お

泣

き

に

な

る

ば

か

り

に

ち

が

い

な

い

私

の

心

は

誰

に

も

知

ら

れ

ず

に

心

で

し

ま

う

の

か

b

あ

の

人

が

私

に

恋

し

て

い

ら

っ

し

や

る

の

は

よ

く

し

つ

て

い

る

け

れ

ど

も

あ

の

方

が

ど

れ

だ

け

私

に

恋

し

て

い

ら

つ

し

や

つ

た

ら

う
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c

け

れ

ど

も

私

の

恋

は

五

月

の

紫

の

花

の

や

う

に

い

つ

ま

で

も

う

つ

く

し

く

の

こ

る

の

に

ち

が

い

な

い

さ

う

す

れ

ば

死

ぬ

の

が

な

ん

で

こ

は

い

事

が

あ

ら

う

ほ

ん

に

不

思

儀

な

の

は

死

だ

死

ね

ば

す

ベ

て

が

亡

び

る

や

う

に

人

は

思

う

け

れ

ど

私

の

恋

は

死

ん

で

何

時

ま

で

(
も

)

生

き

る

の

だ

丁

度

・

…

こ

れ

は

、

原

典

の

袈

裟

が

衣

川

に

残

し

た

消

息

の

条

を

ヒ

ン

ト

に

描

か

れ

た

も

の

で

あ

る

。

こ

の

抜

粋

し

た

文

章

を

見

て

も

現

行

の

袈

裟

の

独

白

と

は

だ

い

ぶ

趣

を

異

に

す

る

も

の

で

あ

る

。

原

典

の

貞

操

を

守

る

貞

女

・

烈

女

た

る

像

は

消

え

、

逆

に

盛

遠

と

の

〈

愛

〉

の

完

結

の

為

に

死

を

む

か

え

よ

う

と

す

る

。

現

行

の

も

の

の

よ

う

な

執

拗

な

心

理

分

析

は

な

い

。

ま

た

草

稿

に

は

、

盛

遠

に

対

す

る

意

識

の

蹟

蹄

な

く

、

渡

は

遠

く

置

か

れ

盛

遠

に

対

す

る

心

持

ち

が

は

っ

き

り

と

示

さ

れ

て

い

る

。

具

体

的

に

見

て

み

る

と

、

b

の

文

章

で

は

「
あ

の

方

」

は

渡

を

「
あ

の

人

」

は

盛

遠

を

示

し

、

現

行

の

「
夫

は

私

を

愛

し

て

ゐ

る

。

け

れ

ど

、

私

に

は

そ

の

愛

を

、

ど

う

し

よ

う

と

い

う

力

も

な

い

。

昔

か

ら

私

に

は

た

つ

た

一

人

の

男

し

か

愛

せ

な

か

つ

た

」

と

重

な

っ

て

ゆ

く

も

の

で

あ

ろ

う

。

明

ら

か

に

袈

裟

の

意

識

は

、

盛

遠

の

方

に

傾

い

て

い

る

。

更

に

c

の

「
死

ね

ば

す

べ

て

が

亡

び

る

や

う

に

人

は

思

う

け

れ

ど

私

の

恋

は

死

ん

で

何

時

ま

で

(
も

生

き

る

の

だ

」

と

い

う

文

章

は

、

死

に

よ

っ

て

盛

遠

愛

が

成

就

す

る

こ

と

を

述

べ

た

も

の

で

、

現

行

の

「
昔

か

ら

私

燭に

は

た

つ

た

一

人

の

男

し

か

愛

せ

な

か

つ

た

。

さ

う

し

て

そ

の

一
人

の

男

が

、

今

夜

私

を

殺

し

に

来

る

の

だ

し

に

延

長

さ

れ

て

ゆ

く

も

の

と

思

わ

れ

る

。

こ

の

袈

裟

の

草

稿

は

盛

遠

の

も

の

と

比

べ

る

と

原

典

か

ら

の

脱

皮

が

な

さ

れ

て

い

る

よ

う

で

は

あ

る

が

.

共

に

原

典

の

残

り
ー番

が

強

く

現

行

の

も

の

の

よ

う

な

明

白

な

原

典

離

れ

の

意

識

示

が

さ

れ

て

い

な

い

そ

こ

で

先

に

述

ベ

た

四

転

し

た

楕

想

の

経

緯

を

追

い

な

が

ら

、

草

稿

か

ち

現

行

の

作

品

へ

の

移

行

を

考

え

て

み

た

い

。

「
O
「の
ヨ
拶

O
門

「
㊦
Uq
"
」

・

「
亘

の

日

記

」

は

、

「
袈

裟

と

盛

遠

」

の

原

型

と

な

る

も

の

で

、

直

接

的

に

は

「
三

つ

の

独

白

」

に

連

関

し

て

ゆ

く

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

〈

O
O
『
o
ヨ
o

>

と

さ

れ

る

袈

裟

の

物

語

は

、

ド

ラ

マ

で

あ

る

以

上

現

行

の

よ

う

な

心

理

の

起

伏

の

み

綴

っ

た

も

の

で

は

な

く

原

典

の

事

件

を

含

む

何

ら

か

の

動

き

が

あ

る

も

の

と

し

て

構

想

さ

れ

て

い

た

も

の

で

あ

ろ

う

。

「
亘

の

日

記

」

も

日

記

仕

立

て

で

あ

る

こ

と

か

ら

、

亘

の

目

を

通

し

た

や

は

り

原

典

の

事

件

に

関

わ

る

物

語

で

あ

っ

た

と

思

わ

れ

る

。

い

ず

れ

に

し

て

も

、

原

典

を

あ

る

程

度

ふ

ま

え

た

各

々

を

主

人

公

と

す

る

物

語

を

創

作

す

る

つ

も

り

で

あ

つ

た

の

だ

ろ

う

。

構

想

自

体

ど

こ

ま

で

現

行

の

も

の

と

重

な

る

か

推

測

し

難

い

が

、

こ

の

段

階

で

は

袈

裟

と

盛

遠

の

心

理

の

葛

藤

を

独

白

体

で

描

く

意

識

は

な

か

つ

た

ら

し

い

。

次

の

「
三

つ

の

独

白

」

と

い

う

原

題

の

段

階

に

な

っ

て

「
盛

遠

の

独

白

」

も

構

想

さ

れ

る

。

草

稿

も

独

白

体

の

形

式

を

と

っ

て

い

る

こ

と

か

ら

、

こ

の

前

後

の

も

の

で

あ

ろ

う

。

「

三

つ

の

独

白

」

か

ら

「
袈

裟

と

盛

遠

」

へ

の

移

行

は

、

粉

忽

忙

か

ら

く

る

時

間

的

猶

予

の

な

さ

と

、

原

典

離

れ

の

意

識
、が

大

き

く

作

用

し

て

い

る

と

思

わ

れ

る

。

海

軍

機

関

学

校

の

公

務

に

加

え

て

「
地

獄

変

」

と

の

執

筆

の

重

な

り

は

、

だ

い

ぶ

頭

を

悩

ま

し

て

い

た

よ

う

で

あ

る

。

独

自

の

造

型

の

た

め

に

は

、

ま

ず

巷

間

に

根

づ

く

袈

裟

の

貞

女

・

烈

女

た

る

印

象

を

消

し

、

ま

た

原

典

の

主

軸

と

な

っ

て

い

る

盛

遠

の

発

心

諏

を

除

か

ね

ば

な

ら

な

い

。

前

者

は

衣

川

の

た

め

・

夫

の

た

め

と

い

う

対

他

的

な

要

素

を

、

後

者

は

袈

裟

が

身

代

わ

り

と

な

り

お

お

す

状

況

を

除

く

こ

と

が

そ

の

手

段

と

な

る

。

事

実

現

行

の

作

品

は

、

そ

の

点

を

考

慮

し

た

構

成

が

な

さ

れ

て

い

る

。

し

か

し

渡

を

登

場

さ

せ

る

に

は

、

ど

う

し

て

も

袈

裟

が

身

代

わ

り

と

な

る

ま

で

筋

を

進

め

て

ゆ

か

ね

ば

な

ら

な

い

。

時

間

的

猶

予

の

な

い

状

況

で

は

原

典

に

あ

る

宗

教

色

を

払

拭

し

て

「
渡

の

独

白

」

を

描

く

こ

と

は

難

し

か

っ

た

の

で

あ

ろ

う

。

そ

し

て

「
渡

の

独

白

」

の

行

方

は

、

具

体

的

な

形

に

な

ら

ず

そ

の

模

糊

と

し

た

案

の

ま

ま

「
薮

の

中

」

の

原

型

と

な

つ

て

芥

川

の

中

で

留

保

さ

れ

て

い

た

の

で

は

な

い

か

と

思

わ

れ

る

。

ま

た

「
改

窟

す

る

し

な

い

は

格

別

問

題

と

心

得

て

い

な

い

」

と

い

う

芥
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川

の

意

識

は

、

原

典

か

ら

草

稿

を

経

て

現

行

の

作

品

に

至

る

。

芥

川

の

造

型

は

、

原

典

の

像

を

払

拭

す

る

所

か

ら

始

ま

る

の

だ

。

芥

川

の

原

典

離

れ

の

意

識

は

、

独

自

の

人

物

を

造

型

す

る

と

い

う

意

識

に

拍

車

を

か

け

、

構

想

を

四

転

さ

せ

や

っ

と

自

身

の

描

く

像

を

形

成

で

き

た

の

で

あ

る

。

現

行

の

作

品

は

、

構

成

面

で

は

時

間

的

抑

制

が

加

わ

り

「
渡

の

独

白

」

が

形

成

さ

れ

ず

袈

裟

と

盛

遠

の

独

白

に

ま

と

め

あ

げ

る

形

と

な

り

、

内

容

の

面

で

は

特

に

造

型

に

お

い

て

こ

の

時

期

彼

の

内

で

高

ま

っ

て

い

た

原

典

離

れ

の

意

識

が

十

分

に

反

映

さ

れ

た

も

の

と

言

う

こ

と

カ

て

き

よ

う

七

こ

の

作

品

は

、

言

う

な

れ

ば

「
女

と

共

に

臥

居

た

り

」

と

い

う

巷

間

で

は

捨

象

さ

れ

た

一
節

か

ら

芥

川

の

独

創

を

も

っ

て

構

築

さ

れ

た

小

説

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

巷

間

の

評

価

と

は

異

な

る

視

点

か

ら

創

ら

れ

た

小

説

は

、

果

し

て

い

か

鴎

な

る

評

価

を

得

た

の

だ

ろ

う

か

。

同

時

代

評

と

し

て

南

部

修

太

職

の

次

の

よ

う

な

も

の

が

あ

る

。

洗

練

さ

れ

た

落

ち

着

い

た

詞

が

隙

も

な

く

論

理

化

さ

れ

て

ゐ

る

。

と

長

所

を

指

摘

し

な

が

ら

因

習

を

快

よ

く

砕

い

た

氏

の

解

釈

は

非

常

に

輿

味

が

深

い

。

し

か

し

独

り

こ

の

作

の

み

な

ら

ず

氏

の

作

品

の

殆

ど

総

て

は

真

に

肉

迫

す

べ

く

何

物

か

を

欠

い

て

ゐ

る

や

う

な

惑

じ

が

私

ほ

す

る

。

私

は

氏

の

作

品

に

対

し

て

、

ぎ

け
㊦
=

㊦
0
8

と

と

も

に

7
①
o
「
。
」を

求

め

て

い

る

。

と

作

品

の

物

足

り

な

さ

を

述

べ
・て

い

る

.

ま

た

こ

の

南

部

の

評

は

、

当

時

芥

川

の

作

品

全

般

に

与

え

ら

れ

た

評

価

で

も

あ

る

。

巷

間

に

在

る

袈

裟

・

盛

遠

像

に

対

す

る

「
新

し

い

心

理

解

剖

」

と

い

う

試

み

の

新

奇

さ

と

功

繊

な

技

巧

と

い

う

表

現

を

一
義

と

す

る

芥

川

の

論

理

的

筆

致

が

肯

定

的

な

評

価

の

対

象

と

な

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。

言

葉

を

変

え

れ

ば

手

慣

れ

た

仕

事

と

言

う

こ

と

も

で

き

よ

う

。

果

し

て

時

を

経

た

論

考

に

お

い

て

も

あ

ま

り

か

ん

ば

し

い

評

価

は

受

け

て

い

な

㈹い

。

吉

田

精

一

氏

な

ど

も

原

作

の

単

純

な

貞

女

と

勇

士

と

が

、

こ

こ

で

は

近

代

的

な

男

女

と

し

て

、

そ

れ

ぞ

れ

微

細

な

心

理

を

告

白

の

形

で

語

つ

て

い

る

が

、

こ

の

よ

う

な

苦

心

を

つ

ま

ら

ぬ

と

笑

う

前

に

、

こ

の

時

代

が

こ

う

し

た

偶

像

破

壊

を

、

歴

史

の

新

解

釈

と

し

て

目

新

し

く

感

じ

た

の

で

あ

る

。

と

南

部

と

同

じ

よ

う

に

「
歴

史

の

新

解

釈

」

と

し

て

そ

の

目

新

し

さ

に

着

目

し

な

が

ら

も

、

そ

れ

程

高

い

評

価

は

与

え

て

い

な

い

。

確

か

に

同

時

期

の

佳

作

「

戯

作

三

昧

」

や

「
地

獄

変

」

と

比

べ

れ

ば

そ

の

は

ざ

ま

に

在

つ

て

、

力

不

足

を

感

じ

な

い

で

は

な

い

。

し

か

し

こ

こ

で

考

え

て

み

た

い

の

は

、

吉

田

氏

に

限

ち⑧

ず

袈

裟

と

盛

遠

の

造

型

が

〈

偶

像

破

壊

〉

と

い

う

表

現

で

整

理

さ

れ

て

い

る

点
、

で

あ

る

。

芥

川

が

歴

史

の

改

窺

に

何

の

蹟

蹄

。も

な

い

こ

と

は

、

「
袈

裟

と

盛

遠

の

情

交

の

中

で

述

べ

て

い

る

通

り

で

あ

る

。

し

か

し

、

そ

の

改

窟

を

短

絡

的

に

〈

偶

像

破

壊

〉

と

い

う

表

現

に

結

び

つ

け

て

は

、

芥

川

の

述

べ

て

き

た

よ

う

な

造

型

に

託

し

た

意

識

を

黙

殺

す

る

こ

と

に

な

ろ

う

。

『
源

平

盛

衰

記

』

の

逸

話

は

、

あ

く

ま

で

も

素

材

と

し

て

の

物

語

で

あ

り

、

巷

間

の

の

袈

裟

と

盛

遠

へ

の

意

識

と

自

己

の

作

品

と

の

落

差

を

計

算

し

た

上

で

の
、も

の

と

は

思

わ

れ

な

い

。

芥

川

の

残

し

た

多

く

の

メ

モ

の

中

に

次

の

よ

う

な

も

の

が

あ

る

。

女

の

愚

。

1

吝

商

。

下

ら

ぬ

道

義

心

。

甘

い

セ

ン

チ

メ

ン

タ

ル

。

た

と

え

ば

、

こ

の

よ

う

な

女

性

に

対

す

る

否

定

的

な

要

素

を

示

し

た

メ

モ

を

作

中

の

二

人

の

独

白

に

重

ね

て

み

る

な

ら

ば

、

盛

遠

が

袈

裟

の

内

に

見

た

情

念

や

袈

裟

自

身

の

心

情

の

吐

露

な

ど

芥

川

の

そ

う

い

う

意

識

を

読

み

取

る

こ

と

は

で

き

よ

う

。

し

か

し

、

た

と

え

こ

れ

を

体

現

し

た

の

が

袈

裟

で

あ

る

と

し

て

も

、

芥

川

の

意

識

は

、

そ

れ

を

作

品

の

底

部

に

据

え

否

定

す

る

方

向

へ

む

か

つ

て

い

る

と

は

解

せ

な

い

。

芥

川

の

造

型

は

.
も

う

一
歩

奥

へ

進

み

.
そ

う

な

ち

ざ

る

を

え

な

い

〈

人

間

〉

の

姿

ま

で

い

た

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。

」
一57一



日

注

11

①

「
袈

裟

と

盛

遠

の

情

交

」

(

『
新

潮

』

大

7

・
12

〉

で

芥

川

が

そ

の

事

情

に

つ

い

て

述

べ

て

い

る

。

「
東

大

阪

の

人

か

ら

こ

ん

な

手

紙

を

も

ら

つ

た

」

と

い

う

前

置

き

か

ら

、

「
袈

裟

は

亘

の

義

理

と

盛

遠

の

情

と

に

迫

ら

れ

て

、

操

を

守

る

為

に

死

を

決

し

た

烈

女

で

あ

る

。

そ

れ

を

盛

遠

と

の

間

に

情

交

の

あ

つ

た

如

く

書

く

の

は

、

烈

女

袈

裟

に

対

し

て

も

気

の

毒

な

ら

、

国

民

教

育

の

上

に

も

面

白

か

ら

ん

結

果

を

来

す

だ

ろ

う

」

と

い

う

抗

議

で

あ

る

。

そ

れ

に

続

け

て

「
袈

裟

と

盛

遠

と

の

間

に

情

交

が

あ

つ

た

事

は

、

自

分

の

創

作

で

も

何

で

も

な

い

。

源

平

盛

衰

記

の

文

覚

発

心

の

条

に

、

『
は

や

来

て

女

を

共

に

臥

し

居

た

り

、

狭

夜

も

漸

更

け

行

き

て

云

々

』

と

、

ち

や

ん

と

書

い

て

あ

る

事

で

あ

る

」

と

述

ぺ

、

更

に

「
改

窺

す

る

し

な

い

は

格

別

大

間

題

だ

と

も

心

得

て

ゐ

な

い

が

、

事

実

と

し

て

こ

の

機

会

に

こ

れ

だ

け

の

事

を

発

表

し

て

置

く

」

と

歴

史

に

対

す

る

芥

川

の

意

識

を

述

べ

て

結

ん

で

い

る

。

②

長

野

嘗

一

「
古

典

と

近

代

作

家

ー

芥

川

龍

之

介

」

(
有

朋

堂

・
昭

9

・

4

)

③

坊

間

に

伝

へ

ら

れ

て

ゐ

る

「
烈

婦

袈

裟

」

を

恋

の

恨

み

に

生

死

す

る

一

介

の

人

妻

に

描

き

な

ほ

し

て

ゐ

る

。

宮

本

顕

治

「
敗

北

の

文

学

」

(

『
改

造

』

昭

4

.

8

〉

④

安

田

保

雄

「
芥

川

龍

之

介

の

比

較

文

学

的

研

究

「

『
薮

の

中

』

を

中

心

と

し

て

i

」

(

『
解

釈

と

鑑

賞

』

昭

33

・

8

〉

⑤

大

4

・
8

・

14

藤

岡

蔵

六

宛

大

5

・
3

・

11

恒

藤

恭

宛

大

5

・
5

・
2

恒

藤

恭

宛

な

ど

ハ

ー

ン

に

ふ

れ

た

文

章

の

み

ら

れ

る

書

簡

が

在

る

。

特

に

大

5

.
3

.

11

恒

藤

恭

宛

の

も

の

は

、

「
あ

れ

(
荒

川

重

之

介

)

と

ヘ

ル

ン

氏

と

を

材

料

に

し

て

出

雲

小

説

を

書

き

た

い

」

と

ま

で

述

べ

て

い

る

。

⑥

大

8

・
2

・
23

小

島

政

二

郎

宛

僕

は

ま

だ

ね

て

ゐ

る

ん

だ

か

ら

好

い

加

減

辟

易

し

ち

ま

ひ

ま

し

た

君

は

何

日

位

ね

ま

し

た

か

ど

う

も

僕

の

は

た

ち

が

悪

い

ん

ぢ

や

な

い

か

と

思

つ

て

大

に

神

経

を

悩

ま

せ

て

ゐ

ま

す

尤

も

熱

は

余

り

な

い

か

ら

床

の

上

で

大

分

書

物

を

読

み

ま

し

た

就

中

ヘ

ル

ン

先

生

の

大

き

な

本

を

二

冊

読

破

す

る

事

が

出

来

た

の

は

全

く

風

の

お

か

げ

で

す

⑦

大

7

・

9

・

19

江

口

換

宛

僕

は

「
袈

裟

と

盛

遠

」

式

の

も

の

を

書

き

た

め

て

=
雪

睾

α

ぎ

ヨ
。
コ

の

や

う

な

も

の

に

し

た

い

と

思

つ

て

ゐ

る

計

画

ば

か

り

色

々

立

て

て

ゐ

る

が

一
向

実

行

さ

れ

そ

う

も

な

い

こ

の

頃

す

つ

か

り

ブ

ラ

ウ

ニ

ン

グ

信

者

に

な

つ

た

。

⑧

同

書

の

翻

訳

は

、

『
小

泉

八

雲

全

集

』

第

一

書

房

昭

2

・

4

の

第

十

四

巻

林

並

木

訳

「
ブ

ラ

ウ

ニ

ン

グ

の

研

究

」

を

参

考

に

さ

せ

て

い

た

だ

い

た

。

⑨

菊

田

茂

男

「
芥

川

龍

之

介

と

ブ

ラ

ウ

ニ

ン

グ

ー

『
袈

裟

と

盛

遠

』

を

中

心

に

し

て

」

(
『
東

北

大

学

文

学

部

研

究

年

報

』

9

・
10

昭

鈴

・
12

、

35

・

2

}

0Φ

そ

れ

は

、

婚

約

中

の

塚

本

文

と

二

月

二

日

に

結

婚

を

し

た

こ

と

で

あ

り

、

ま

た

か

ね

て

の

希

望

で

あ

っ

た

文

筆

業

一
本

に

し

ぼ

る

こ

と

が

大

7

、

2

・

13

薄

田

淳

介

宛

書

簡

に

も

見

ら

れ

る

よ

う

に

大

毎

の

社

友

に

な

る

こ

と

が

具

体

化

さ

れ

て

き

た

こ

と

で

あ

る

。

.叫

「
僕

も

生

活

上

『

一

身

が

き

ま

る

』

や

う

な

時

期

へ

来

た

」

(
大

7

・

2

・

(

15

松

岡

譲

宛

書

簡

〉

と

い

う

書

簡

や

、

⑧

の

状

況

を

ふ

ま

え

る

と

芥

川

の

意

気

込

み

を

推

察

す

る

こ

と

が

で

き

よ

う

。

ロ

・

僕

は

新

思

潮

創

刊

当

時

の

情

熱

が

又

か

へ

つ

て

来

た

や

う

な

気

が

す

る

一

し

よ

に

や

ら

う

や

ー

中

略

ー

新

婚

当

時

の

癖

に

生

活

よ

り

芸

術

の

方

が

ど

の

位

つ

よ

く

僕

を

グ

ラ

ス

プ

す

る

か

わ

か

ら

な

い

」

(
大

7

・

2

・

5

松

岡

譲

宛

)

と

い

う

『

ユ

ー

デ

イ

ツ

ト

』

の

感

銘

に

ま

か

せ

た

芸

術

に

対

す

る

高

揚

し

た

意

識

は

、

⑧

・

⑨

の

状

況

と

も

重

な

っ

て

こ

の

時

期

芥

川

が

い

か

に

充

実

し

た

状

態

で

あ

っ

た

か

が

う

か

が

わ

れ

る

。

13

芥

川

は

、

こ

の

時

期

自

己

の

歴

史

小

説

に

対

す

る

意

識

が

明

確

に

な

っ

て

き

(

た

時

期

で

あ

る

。

「
西

郷

隆

盛

」

(

『
新

小

説

』

大

7

・

1

>

、

「
昔

」

(

初

出

未

詳

、

文

末

日

付

大

正

七

年

一

月

〉

な

ど

彼

の

原

典

離

れ

の

意

識

を

述

べ

た

作

品

が

あ

り

、

ま

た

、

こ

の

作

品

を

は

さ

ん

で

「
或

日

の

大

石

内

蔵

之
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助

」

(
『
中

央

公

論

』

大

6

・
9

〉

「
枯

野

抄

」

(

『
新

小

説

』

な

ど

。

そ

の

意

識

を

反

映

し

た

作

品

が

書

か

れ

て

い

る

。

大

7

16

》

14

「
白

木

蓮

の

樹

蔭

か

ら

i

五

月

号

創

作

の

印

象

(
三

〉

」

(

『
時

事

新

報

』

(

大

7

・

4

・

10

〉

均

「
盛

衰

記

と

芥

川

の

作

品

と

を

読

み

比

べ

て

み

た

場

合

、

前

者

に

安

.定

感

が

(

あ

る

の

は

是

非

も

な

い

。

1

略

ー

か

え

っ

て

蒼

然

た

る

古

色

に

つ

つ

ま

れ

て

見

え

る

の

だ

」

と

い

う

長

野

氏

の

見

解

(
①

と

同

じ

〉

を

始

め

、

海

老

井

英

次

氏

な

ど

も

伝

説

を

完

全

に

超

克

し

て

い

る

わ

け

で

は

な

い

、

と

い

う

見

解

(

『
別

冊

国

文

学

--
芥

川

龍

之

介

必

携

』

昭

騒

・
2

>

を

示

し

て

い

る

。

16

吉

田

氏

の

見

解

(

「
芥

川

龍

之

介

』

三

省

堂

・
昭

17

・
12

〉

を

始

め

、

鈴

木

(

美

知

子

氏

も

「
袈

裟

と

盛

遠

」

試

論

の

中

で

、

「
こ

の

作

品

に

お

い

て

芥

川

は

偶

像

破

壊

と

い

う

手

段

を

も

っ

て

袈

裟

と

盛

遠

を

描

き

上

げ

た

(

『
国

文

白

百

合

」

3

号

・
昭

覗

・
3

〉

と

述

べ

て

い

る

。

九

州

大

学

大

学

院

修

士

課

程

ー
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