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朔
太
郎

に

つ

い

て

な
に

か

書
こ

う

と

す
る

と
､

ぼ

く
は

い

つ

も

あ

る

途
惑
い

の

よ

う

な

も
の

を

感
じ

て

し

ま

う
｡

そ

れ

は

ど

う
い

っ

た

ら
い

い

か
､

確
か

に

血

縁
に

つ

な
が

る

も
の

で

あ

り

な
が

ら

ど
こ

か

し
っ

く
り

し

な
い

｡

し
つ

く

り
し

な
い

な
が

ら

も

ど

う

し

て

も

振
り

切
る

こ

と

が

で

き

な
い

｡

ど
こ

ろ

か

む

し

ろ
､

す
で

に

遠
い

過

去
の

方
に

置
い

て

き

た

つ

も

り
が

､

気
が

つ

い

て

み

る

と

相

変
ら

ず
そ
こ

に
､

す
ぐ

眼
の

前
に

､

超
え

る

こ

と

の

で

き

な
い

巨

大

な

存
在
を
つ

き

つ

け

て

く

る
｡

確
か

に

な
に

か

｢

蒼
古
+

と

し

た

感
じ

は

否
定
し
ょ

う
も

な
い

の

だ

が
､

そ

う
か

と
い

っ

て

そ

れ

を

古
い

と
い

い

切
っ

て

し

ま

う
に

は
､

こ

ち

ら
の

歩
み

が

ま

だ

あ

ま

り
に

も

相

手
の

手
の

う

ち
に

あ

る
｡

そ

ん

な

感

じ
だ

｡

な

ん

と

も

も

ど

か

し
い

か

ぎ

り

だ

が
､

要
す
る

に

ぼ

く

は
､

朔
太

郎
を

前
に

し

て
､

相

手
と
の

距
離
を

測
り
か

ね

て

い

る

の

で

あ
る

｡

渋

沢

孝

輔

こ

れ

が

た

と

え

ば
ポ

1

と
か

ボ

ー

ド

レ

ー

ル

と

か

マ

ラ

ル

メ

な

ど

と
い

っ

た

外

国
の

詩
人
の

場
合
な

ら
､

分

析
に

必

要
な

距
離
ほ

ほ

と

ん

ど

自
明
の

前
提
と

し

て

あ

る
｡

そ

れ

が

自

明
で

あ

る

だ

け

に
､

感
動
す
べ

き

点
に

は

素
直
に

感
動
し

､

限

界
線
を

引
き

た

け

れ

ば

ま

た

た

い

し
た

抵
抗
も

な

く

引
く
こ

と
が

で

き
る

｡

そ

れ

と

ヽ

ヽ

い

う
の

も
､

も

と

も

と

そ

れ

は

他
人

と

の

関
係
だ

か

ら
だ

｡

こ

の

関
係
は

必

ず
し

も

外

国
の

詩
人
の

場
合
に

か

ぎ

ら

な
い

｡

藤
村
と

か

有

明
と

か
､

白
秋

や

三

木
露
風
で

さ

え
､

少
な

く

と

も

ぼ

く
の

場
合
に

は

あ

る

程
度
他

人

と

し
て

眺

め
て

い

る

こ

と

が

で

き
る

よ

う
な

気
が

す
る

｡

む

ろ

ん

他

人

な
る

が

ゆ
え

に
､

場
合
に

よ
っ

て

は

か

え
っ

て

熱
烈
な

関
係
を

結
ぶ

こ

と

も
で

き

る

と
い

う

留
保

条

件
を
つ

け

た

う
え

で

の

こ

と

だ
｡

外

国
語

と
日

本

語
な
ら

は

じ

め

∂

か

ら

完
全
に

異
質
の

世

界
の

も

の

だ

か

ら
､

こ

ち

ら
の

血

と

肉
の

舶
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な
か

に

食
い

入
っ

て

い

る
､

と
い

う

よ

り

も

む
し

ろ
こ

ち
ら
の

血

と

肉
そ

の

も

の

に

他

な

ら

な
い

言

語

感

覚
を

一

応
お

預
け
に

し

た

ぅ
ぇ

で
､

さ

ら

に

い

え

ば
お

の

れ

を

空

し
く

し

て
､

望
み

の

ま

ま

に

没
入

し
､

あ

る

い

は

見
る

こ

と

も
で

き

る

だ

ろ

う
｡

見
ら

れ

た

も

の

が

本
当

は
一

種
の

錯
覚
に

す
ぎ

ず
､

外

国

語
で

も
日

本

語
で

も

な
い

影
の

よ

う

な
も

の
､

あ

る

き

わ

め
て

無
機
的
な

感
動
の

流

れ

の

よ

う

な

も
の

に

す

ぎ
な
い

と

し

て

も
､

そ

れ

は

こ

の

際
ど

う

で

も
い

い

こ

と

だ
｡

ぼ

く
が

問
題
に

し
て

い

る

の

は

見
ら

れ

た

も

の

の

真
実

性
如
何
よ

り

も
､

ま

ず
第

一

に

確
か

に

な

に

か

を

見
て

い

る

と
い

う

実
感
が

も

て

る

か

ど

う
か

と
い

う
こ

と

だ

か

ら
で

あ

る
｡

同
じ

日

本

語
同

士
で

も

藤
村
や

有
明
や

の

そ

れ

は
､

す
で

に

ぼ

く
ら
の

も
の

で

は

な
い

と

い

う

感
じ

が

は
っ

き

り

と

あ
る

｡

し

た

が
っ

て

こ

ち

ら
の

生

き

た

血

と

肉
で

あ
る

言
語

感
覚
を

絶
え

ず

意

識
に

の

ぼ

せ
､

無
理

に

も

反
姦
し

な
が

ら

対
さ

な
け

れ

ば

な

ら

な
い

と
い

う
よ

う
な

厄
介
な

這

を

通

ら

な

い

で

す

む
｡

と
こ

ろ

が
､

朔
太

郎
の

場
合
に

は

違
う
の

だ
｡

す
で

に

あ

る

種
の

距
離
は

ぁ

る

こ

と

は

あ

る

の

だ

が
､

彼
の

作
品

に

対

し

て

は
､

そ

の

距
離

､

ヽ

ヽ

ヽ

む

か

か

え

た

ま

ま
､

自
分

自
身
の

言

語
感
覚
を

絶
え

ず
今
更
の

よ

ヽ

ヽ

ぅ
に

検
証
し

反

褒
し

な
が

ら
で

な

け
れ

ば

向
い

合
う
こ

と
が

で

き

な
い

｡

端
的
に

い

え
ば

､

彼
を

分

析
し

批
判
す
る

こ

と
は

､

そ

の

ま
ま

自
己

分

析
､

自
己

批
判
に

通

じ
て

し

ま

う
と
い

っ

た

事
情
が

粥
一

.⊥

そ

こ

に

は

あ

る

と
い

う
こ

と

に

な
る

が
､

し

か

も

そ

れ

は

あ

る

不

思
議
な

迂
路

を

通

り

な
が

ら

な
の

で

あ

る
｡

い

っ

そ
､

そ

こ

に

｢

距
離
+

が

全
く

な

け

れ

ば

ど

ん

な
に

い

い

か
､

と

ぼ

く

は
い

ま

思

う
｡

彼
の

詩
語
が

い

ま
ぼ

く

ら
と

全

く
同

じ

血

と

肉
を

生
き

続
け

て

い

る

の

だ
っ

た

ら

ど
ん

な
に

い

い

か
､

と

思

う
｡

そ

う

す
れ

ば
､

共

感
に

せ

よ

憎
悪
に

せ

よ
､

と

に

か

く

同

じ

悩
み

を

悩
ん

で

い

る

と
い

う

実

感
を

も
っ

と

は
っ

き

り

と

も

っ

こ

と

が

で

き
る

｡

必

要
と

あ

れ

ば

ぼ

く

ら

は

彼
か

ら

直
接
出
発

す
る

こ

と

も
で

き
る

｡

し
か

し
､

朔
太

郎
は

あ

く

ま
で

も
ぼ

く
ら

ヽ

ヽ

ヽ

に

と
っ

て

は

先

人
､

と

い

う
よ
り

も

な

ま

じ

先

人

な
の

だ
｡

こ

の

先

人
が

､

も

し
そ

れ

な

り
の

権
威
と

完
結
性
を

､

あ
る

い

は

む

し

ろ

本

来

性
と

で

も
い

う
べ

き

も
の

を

そ

な

え
て

そ

こ

に

い

て

く

れ

る

の

だ
っ

た

ら
､

こ

ち

ら
の

態
度
も

自

然
に

き

ま
っ

て

き

た

か

も

し

れ

な
い

｡

け
れ

ど

も

朔
太

郎
に

は
､

先

人
と

し

て

も

ど

こ

か

い

か

が

わ

し
い

と
こ

ろ
が

あ

る
｡

単
に

時
代

的
な

位

置
の

せ

い

ば
か

り

で

は

な
い

､

本

質
的
に

そ

ん

な
と
こ

ろ

が

あ

る

と

ぼ

く
に

は

み

え

る

の

で

あ

る
｡

先

人
に

さ

え

な

り
そ

こ

な
っ

て

い

る

の

だ

と

し

た

ら
､

朔
太

郎
と
は

い

っ

た

い

何
者
な
の

か
｡

朔
太

郎
は

､

は

た

し

て

言

葉
の

正

当

な

意
味
で

ぼ

く

ら

に

と
っ

て

の

通
産
と
い

え

る

曲
7

山

甲
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.

何
で

だ

ろ

う
か

｡

通
産
と
い

う

よ

り

は
､

む
し

ろ
､

呪

縛
､

悪
夢
の

よ

う

な

も
の

な

の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

｡

見
よ

!

人

生

ほ

過

失
な

り
｡

そ

の

過

失
の

人

生

は

朔
太

郎
個
人
の

も
の

で

は

な

く
､

い

か

に

も

わ

れ

わ

れ

自
身
の

運

命
を

も

巻
き
こ

ま

ず
に

は

置
か

な
い

よ

う

な

調

子
で

吐

き

出
さ

れ

て

い

る
｡

彼
の

全

詩
業
を

そ

の

背
景
に

置

い

て

み

る

と

き
､

確
か

に

こ

の

一

句
は

そ

の

よ

う
な

ひ

ろ
が

り

を

も
っ

て

迫
っ

て

く
る

､

と

ぼ

く
に

は

思
え

る

の

だ

が
､

も

し
そ

う

な

ら
､

過

失
の

人
生
へ

の

予

告
を

､

仮
り

に

も

遺
産
な

㌢

と
は

い

え

な
い

だ

ろ

う
｡

朔
太

郎
と

は

個
人

的
な

ケ

ー

ス
､

び

と
つ

の

特

殊
な

ケ

ー

ス

に

す
ぎ

な
い

の

だ

ろ

う

か
｡

そ

れ

と

も
､

本

当
に

わ

れ

わ
れ

の

近

代

の

問
題
を

引

受
け

て

立
っ

て

い

る

普
遍
的
な

存

在
な

の

だ

ろ

う

か
｡

ぽ

く
が

朔
太

郎
へ

の

距
離
あ

る

い

は

無
距
離
を

測
り

か

ね

て

い

る

理

由
の

ひ

と
つ

も
､

ま
さ

に

そ

の

点
の

不

明

確
さ

に

あ

る
｡

最
初
の

近

代

詩
人

ら

し
い

近

代

詩
人

､

と

ほ

よ

く
い

わ

れ

る

と
こ

ろ
だ

｡

彼
は

ボ

ー

ド

レ

ー

ル

が

そ

う

し

た

よ

う
に

､

わ

れ

わ

れ

の

近

代
詩
に

新
し
い

戦
懐
を

創
造

し

た
｡

『

月
に

吠
え
る
』

を

見
よ

｡

『

青
猪
』

を

見
よ

｡

な

る

ほ

ど

そ

う
か

も

し

れ

な
い

｡

し
か

し
こ

の

判

断
は

､

は

た

し

て

単
純
な

感

性
的

次

元
を

ど

れ

だ

け

超
え

て

い

る

か
｡

最
初
の

口

語

詩
ら

し
い

口

語

詩
の

完
成
者

､

と

も

ま
た

よ

く
い

わ

れ

る
｡

確
か

に

そ

う
に

ち
が

い

な
い

｡

ぼ

く

ら
に

は

す

で

に

う
ま

く
想

像
す
る

こ

と
が

で

き

な

く

な
っ

て

い

る

が
､

『

月

に

吠
え

る
』

を

白

秋
や

露
風
や

の

詩
語

､

そ

れ

に

当

時
の

い

わ

ゆ

る

民

衆
詩
派
の

そ

れ

の

傍
ら
に

置
い

て

み

る

な

ら
､

こ

の

詩
集
が

現
わ

れ

た

と

き
の

詩
壇
人
あ

る

い

ほ

文
壇
人

た

ち
の

驚
き

や

熱
狂

ぶ

り

も

も
っ

と

も
で

あ
る

と

思
わ

れ

る

と
こ

ろ
が

確
か

に

あ

る
｡

し

か

し
､

も

し
こ

れ

を

後
代
へ

の

影

響
と
い

う

観
点
か

ら

眺
め

る

な

ら
､

朔
太

郎
の

口

語

詩
の

達

成
は

､

孤
立
し

た

過

去
の

文

学

史

上
の

一

事
実
た

る

こ

と

を

超
え
て

､

は

た

し

て

ど

れ

だ

け
の

び

ろ

が

り

を

も
っ

て

い

る

だ

ろ

う
か

｡

最
初
の

ヨ

ー

ロ

ブ

パ

的
詩
人

｡

ヨ

ー

ロ

ブ

パ

的
で

あ

る

と

い

う

意
味
に

お

い

て

の

世

界
的
詩
人

｡

朔
太

郎
ほ

ど

ヨ

一

口

7

パ

的
な

詩
あ

る

い

は

詩
人

概
念
を

憧
れ

鼓

吹

し

た

詩
人
ほ

い

な
い

が
､

し
か

し

彼
の

ヨ

一

口

ブ

パ

体

験
と
も

い

う
ぺ

き
も

の

は

ほ

た

し
て

本

物
だ
っ

た

の

か
｡

そ

れ

は

単
な
る

観
念
的
な

憧
れ

の

範
囲

を

超
え

て
､

ど

れ

だ

け

実
質
を

も
つ

体

験

だ

っ

た

の

か
｡

最
後
に

彼
の

い

わ

ゆ

る

(

日

本
へ

の

回

帰
)

｡

文

▲7

語

詩
集
『

氷
島
』

の

問
題

｡

問
題
を

挙
げ

れ

ば

ま
だ

い

ろ
い

ろ

と

畑
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あ

る

だ

ろ

う
｡

そ

し
で

そ

の

い

ず
れ

も

が
､

ぽ

く
に

と
り

て

も
､

お

そ

ら

く

は

ま

た

現

代

詩

全

体
に

と
っ

て

も

未
解

決
の

ま
ま

な
の

で

あ

る
｡

む

ろ

ん
､

こ

れ

ら
の

問
題
が

い

ま

直
ち
に

解

決
で

き

る

だ

ろ

う

と

ほ

ぼ

く

も

思
わ

な
い

｡

朔
太

郎
白
身
く

り

返

し

て

い

っ

て

い

る

よ

う
に

､

時
代
は

な
お

過

渡
期
の

う
ち

に

あ

る
｡

朔
太

郎
の

詩

業

自
体
が

流
動
す
る

現

実
の

う
え

に

築
か

れ

た

も
の

で

あ

り
､

そ

の

朔
太

郎
を

め

ぐ
る

評
価
の

現

状
に

ほ
､

わ

れ

わ
れ

自

身
の

流
動
し

つ

つ

あ

る

状
況
の

反
映
が

あ

る
｡

こ

ち

ら

も

動
き

､

対

象
も

ま

た
､

い

わ

ば

そ

れ

自
身
意

識
的
に

動
き
の

な

か

に

身
を

委
ね

て

い

る

の

だ
｡

と

す

れ

ば
､

問

題
の

解
決
で

ほ

な

く
､

そ

れ

ぞ

れ

に

そ

の

と

き

必

要
な

態
度
決
定
が

な
さ

れ

る

だ

け

だ

と

し
て

も
､

止

む

を

得
ぬ

と

こ

ろ
だ

ろ

う
｡

■
ぼ

く
ら

に

い

ま

為
し

う
る

こ

と

は
､

解

決
の

た

め

の

な
に

ほ

ど

か

の

手

掛
り

を

つ

か

む
こ

と
と

､

必

要
な

場
合

､

そ

の

手

掛
り

を

も

と

に

し

て

個
人

的
な

態
度
決

定
を

す
る

こ

と

だ

け
で

あ

る
｡

も
し

朔
太

郎
に

な

お

現

代

的
な

意
義
が

あ

る

と

す
れ

ば
､

彼
が

わ

れ

わ

れ

に

こ

の

よ

う

な

態

度

決
定
を

迫
る

も

の

を

も
っ

て

い

る

と
い

う
､

ま

さ

に

そ

の

点

を

措
い

て

は

な
い

｡

い

い

か

え

れ

ば
､

朔
太

郎
は

､

単
な
る

鑑
賞
の

対

象
と

し
て

祭
り

上
げ

る

に

ほ
､

ま

だ

あ

ま
り

に

も

生
々

し

す

ぎ

る

と

い
ゝ

つ

こ

と

だ
ひ

詩
の

問
題
は

い

つ

だ
っ

て

そ

う
で

は

な
い

か

と
い

う
な

ら
､

畑

そ

ん

な

ら
な

お

の

こ

と

朔
太

郎
に

つ

い

て

も

同

じ

態
度
で

臨
む
の

が

最
も
正

当
な

道
で

は

な
い

か
､

と

で

も

答
え

て

お

こ

う
か

｡

し

か

し
､

こ

う
し

た

設

問
自
体
が

､

わ
れ

わ

れ

の

時
代
の

過

渡
期

性

の

証

し

以

外
の

何

物
で

も

な
い

の

で

あ

る
｡

朔
太

郎
の

問
題
は

わ

れ

わ

れ

に

と
っ

て

ま

だ

生
々

し
い

｡

け
れ

ど

も
､

彼
の

詩
的

世

界
そ

の

も
の

は

意
外
に

閉
鎖
的
な

も
の

か

も

し

れ

な
い

と

ぼ

く
は

思

う
｡

と

り

わ
け

『

月
に

吠
え

る
』

や

『

青

猫
』

の

世

界
は

､

そ

れ

が

最

初
の

口

語

詰
ら

し
い

口

語

詩
の

成

果

で

あ

る

と
い

う

点
を

除
け

ば
､

は

た

し
て

ど

れ

だ

け

普
遍
性
を

も

ち

え

て

い

る

か

い

さ

さ

か

疑
問

な
の

で

あ

る
｡

朔
太

郎
の

詩
の

世

界
に

は

他

者
が

い

な
い

｡

彼
の

自
我
の

志

向
を

受
け

と

め
■
る

べ

き

客
体
が

な
い

｡

詩
人

自
身
は

こ

の

状

態

を

指

し

て
､

｢

し
づ

か

な

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

塞
魂
の

の

す
た

る

ぢ
や
+

で

あ

り
､

｢

遠
い

遠
い

賓
在
へ

の

涙

ぐ

ま

し
い

あ
こ

が

れ
+

を
こ

そ

歌
っ

て

い

る

の

だ

と
い

う

だ

ろ

う
｡

作
者
の

主

観
の

状
態
と

し

て

ほ

こ

の

言

葉
に

偽
り

の

あ

ろ

う

は

ず

も

な
い

け

れ

ど

も
､

朔
太

郎

は

こ

の

言

葉
の

内

容
を

そ

れ

以

上
に

は

明

確
に

も
せ

ず
､

深
め

も

し

な

か
っ

た
｡

｢

遠
い

遠
い

賓
在
+

は
､

そ

れ

自
体
と

し
て

の

存
在
性
を

､

必

ず
し
も

ま

だ

十

分

に

確

立

し

え

て

ほ

い

な
い

の

で

あ

る
｡

し

た

が

っ

て

朔

太

郎
の

言

葉

由
一
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一句
-

勾

は
､

結
局
の

と
こ

ろ
､

現

実

的
な

も
の

に

せ

よ

非
現

実
的
な

も
の

に

せ

よ
､

と

に

か

く

彼
の

自

我
を

超
え

て

な

お

存
在
す

る

客

体
を

具
体

的
に

は

な

に

も

も

た

な

い

こ

と

の

裏
返
し
の

表
現
に

し
か

す

ぎ

な
か
っ

た

と

い

わ

な

け

れ

ば

な

ら
な
い

｡

信
じ

ら

れ

た

の

は

彼

自
身
の

｢

あ

こ

が

れ
+

で

あ
っ

て
､

｢

あ

こ

が

れ
+

の

先
に

あ

る

実

在
で

は

な
い

｡

と
こ

ろ
で

､

具
体

的
な

客
体
を

な

に

も

も

た

な
い

と

き
､

詩
人
の

自
我

ほ
､

そ

し
て

詩
は

､

ど
こ

に

そ

の

存
立
の

基

盤
を

見

出
す
の

か
｡

｢

遠
い

遠
い

賓
在
へ

の

涙
ぐ

ま

し

い

あ
こ

が

れ
+

と

ほ

言

葉
と

し
て

は

美
し
い

が
､

そ

れ

が

実
際
に

作
品
に

対

象
化
さ

れ

よ

う
と

す
る

と

き
､

い

っ

た

い

何
を

拠
り

ど

こ

ろ

と

し
､

何
に

結
び

つ

く
こ

と
に

な
る

の

か
｡

す
で

に
､

あ

る

い

は

未

だ

自
己
の

外
に

は

何
物
も

も

た

な
い

の

で

あ

る

以

上
､

言
語
自
体

か
､

さ

も
な

け
れ

ば
､

意
外
に

も

そ

れ

は

き

わ

め

て

素
朴
な

意
味

で

の

感
情
と

か

生

理

と

か

個
人

的
な

気
質
と
い

っ

た
､

あ

た

う
る

か

ぎ

り

生

来
の

自

然
的
な

要
素
に

す

ぎ

な
い

の

で

ほ

な
い

か
｡

朔

太

郎
の

詩
語
に

対

す
る

執
着
と

追
求

､

単
な

る

レ

ト

リ
ッ

ク

の

問

題
を

超
え

た

執
着
と

追
求
も

そ

う

考
え

れ

ば
一

応
(

一

応
で

あ

る
)

わ

か

る

し
､

ま

た
一

方
に

お

い

て
､

彼
が

『

月
に

吠
え

る
』

の

序

文
で

､

詩
の

本
来
の

目

的
は

｢

人
心

の

内

部
に

顛

動
す
る

所
の

感

情
そ

の

も
の

の

本

質
を

凝

視

し
､

か

つ

感
情
を

さ

か

ん
に

流
露
さ

せ

る

こ

と
で

あ
る
+

と

述
べ

､

さ

ら

に

は

後
に

､

自
分
の

個
人
麓

誌
の

題

名
を

『

生

理
』

と
つ

け
た

の

も

理

由
の

な

い

こ

と

で

は

な
い

､

と

思
わ

れ

て

く
る

｡

｢

生

理
+

の

藷
に

彼

は
､

西
洋
流
の

廿

首
巴
○
-

O
g

叫

の

意
の

ほ

か

に
､

東
洋

風
の

人

間
生

活
の

原

理
､

人
生
の

実
相
の

意
味
を

も

含
ま
せ

て

考
え

て

い

た

よ

う

で

あ

る

が
､

そ

れ

に

し
て

も
こ

う
し

た

語
の

選

択
に

､

出
発
当

初
か

ら

の

一

貫
し

た

好
み

を

見
る

こ

と

は

許
さ

れ

る

だ

ろ

う
｡

｢

遠
い

遠
い

茸
在
へ

の

涙
ぐ
ま

し
い

あ

こ

が

れ
+

と
い

う

言

葉

の

う
ち

､

下

半
分
の

｢

涙
ぐ

ま
し
い

あ

こ

が

れ
+

は

本

物
だ
っ

た

と

し

て

も
､

上

半
分
の

｢

遠
い

遠
い

茸
在
+

の

方

は
､

少
な

く
と

も

さ

し

当
っ

て

は

虚
妄
に

す

ぎ
な

か
っ

た

か

ら
､

朔
太

郎
の

あ
こ

が

れ

は

事
実

上

ど
こ

に

も

行
き

場
の

な
い

も
の

だ
っ

た

と

い

っ

て

い

い
｡

そ

れ

は

あ
て

ど

も

な

く
生

ま

れ
､

あ

て

ど

も

な

く
び

ろ

が

り
､

あ

て

ど

も

な

く

腐
り

､

つ

い

に

最

後
ま
で

こ

う

し
た

自
己

増

殖
の

過

程
を

く

り

返
し
て

い

く
よ

り

仕
方
の

な
い

も
の

だ

っ

た

の

で

あ

る
｡

動
機
も

目

的
も

帰
す
る

と
こ

ろ

自

分

自

身
に

し

か

な

い
｡

そ

の

無

償
性
と
で

も
い

う
ぺ

き

も
の

は

ま
こ

と
に

徹
底
し

た

も

の

で
､

『

月
に

吠
え
る
』

や

『

育
猪
』

の

世

界
が

戦
懐
に

満
ち
て

み

え

た

の

も
､

も

と
は

と
い

え

ば
こ

の

徹
底
し
た

無
償
性
に

発
し

て

い

た

と
い

っ

て

い

い

く
ら
い

で

あ

る
｡

少
な

く

と
も

､

例
え

ば

脚
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よ

く

知
ら

れ

た

｢

竹
+

と

題
す
る

つ

ぎ
の

よ

う

な

作
品

を

説

明

す

る

と

し

た

ら
､

そ

ん

な

風
に

し

か

い

い

よ

う
が

な
い

と
ぼ

く
に

は

思
わ

れ

る

の

だ
｡

光
る

地

面
に

竹
が

生

え
､

青
竹

が

生

え
､

地

下
に

ほ

竹
の

根
が

生
え

､

根
が

し

だ

い

に

ほ

そ

ら
み

､

根
の

先

よ

り

繊
毛
が

生
え

､

か

す
か

に

け
ぶ

る

繊
毛
が

生
え

､

か

す
か

に

ふ

る

え
｡

か

た

き

地

面

に

竹
が

生

え
､

地

上

に

す
る

ど

く

竹
が

生
え

､

ま
っ

し

ぐ

ら
に

竹
が

生
え

､

凍
れ

る

節
節
り

ん

り

ん

と
､

青
室
の

も

と
に

竹
が

生
え

､

′

竹
､

竹
､

竹
が

生

え
｡

こ

こ

に

ほ

｢

生

え
+

る

と

い

う
生

命
の

動
き

そ

の

も
の
･
が

あ

る

が
､

そ

れ

以

外
に

は

な
に

も
一
な
い

｡

生

え

た

も
の

が

ど
こ

に

行
き

加

つ

く

か

な

ど
は

全

く

関
心

の

外
な
の

だ
｡

む

ろ
ん

､

竹
に

事
寄
せ

て

の

人

道
主

義
的
感
懐
の

吐

露
が

あ

る

わ

け
で

も

な

く
､

官
能
的

陶
酔
が

あ
る

わ

け
で

も
､

遁
世
の

哲
学
が

あ

る

わ

け
で

も

な
い

｡

強
い

て

い

え

ば

言

葉
の

イ

マ

ー

ジ

ュ

と
リ

ズ

ム

の
､

無
償
で

全

く

自
律
的

な

動
き
だ

け
が

あ

る
｡

そ

の

動
き

を

支

え

て

い

る

も

の

は
､

詩
人
の

精
神
あ

る

い

は

｢

感
情
+

の
､

や

は

り

無
償
で

自

律

的
な

緊
張
の

よ

う
な
も
の

だ

ろ

う
｡

た

だ
､

こ

の

緊
張
の

ま

わ

り

ヽ

ヽ

を
､

微
妙
な

均
衡
を

保
ち
な

が

ら
､

世

界
が

緊
甥
に

取
■
り

囲
ん

で

い

る
｡

な

ぜ

な

ら
､

こ

の

作
品

自
体
が

世

界
な

わ

け
で

は

な

く
､

む

し

ろ

そ

れ

は

あ

る

潜
在
的
な

カ
､

無
形
の

重

心
の

よ

う
な

も
の

で

あ

り
､

世

界
は

作
品
の

外
側
か

ら
､

こ

の

重

心
に

か

か

る

重

力

の

よ

う

な

も
の

と

し
て

感
じ
ら

れ

て

く
る

だ

け
だ

か

ら
で

あ

る
｡

重

心

は

言

葉
の

カ
に

よ

っ

て
､

吉
日

に
､

受
身
に

､

そ

の

世

界
を

支
え
て

い

る
｡

｢

生

え
+

と
い

う

言

葉
の

響
き

は

い

か

に

も

積
極

性
を

に

な
っ

た

も
の

の

よ

う
に

聞
え
る

が
､

生
え

れ

ば

生

え

る

ほ

ど
､

そ

れ

に

比

例
し

て

世

界
の

重

力
は

増
す
は

ず
な

の

だ
｡

だ

が

そ

れ

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

詩
人
の

精
神
の

緊
張
が

続
く
か

ぎ

り
､

そ

れ

は

｢

生
え
+

続
け

る

だ

ろ

う
｡

そ

し
て

､

も

し
こ

の

ほ

と

ん

ど

盲
目
の

衝
動
の

よ

う
な

カ
が

､

伸
展
の

は

て

に

お

の

れ

の

受
動

血
r

J

由
マ
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山
r

勿

性
と

空

虚
に

気
付
く

と

き
が

あ
る

と

す

れ

ば

(

そ

れ

は

必

ず
や
っ

て

く

る

は

ず
だ

が
)
､

つ

ぎ

に

は

そ

れ

自
体
の

世

界
を

形
作
る

ぺ

く
､

お

の

れ

の

な
か

に

細
胞
を

生

み

出
し

､

そ

の

細
胞
の

自
己

増
殖
を

図
る

こ

と

に

な

る

だ

ろ

う
｡

空

虚
な

自
己
を

何
物
か

に

よ
っ

て

満

た

さ

な

け

れ

ば

な
ら

な
い

わ

け

だ

が
､

そ

の

何

物
か

は

外
か

ら
は

来
な
い

｡

た

だ

お

の

れ

自

身
の

細
胞
分

裂
に

よ

っ

て

の

み

満
ち
る

の

で

あ

る
｡

ば

く

て

り

や

の

足
､

ば

く
て

り

や

の

ロ
､

ば

く
て

り

や

の

耳
､

ば

く
て

り

や

の

鼻
､

ば

く
て

り

や

が

お

よ

い

で

ゐ

る
｡

あ

る

も
の

は

人

物
の

胎
内
に

､

あ
る

も
の

は

見
る

ゐ

の

内

臓
に

､

あ

る

も
の

は

玉

葱
の

球
心

に
､

あ

る

も
の

ほ

風
景
の

中
心

に
｡

ば

く

て

り

や

が

お

よ

い

で

ゐ

る
｡

ば

く

て

り

や

の

手
は

左

右
十

文
字
に

生

え
､

手
の

つ

ま

さ

き
が

根
の

や

う
に

わ

か

れ
､

そ

こ

か

ら

す

る

ど

い

爪
が

生

え
､

毛

細
血

管
の

顆
は

べ

た

い

ち
め

ん

に

び

ろ
が

つ

て

ゐ

る
｡

ば

く
て

り

や

が

お

よ

い

で

ゐ

る
｡

1
｢

ば

く

て

り

や

の

世

界
+

こ

れ

が

そ

の

証

拠
だ

｡

生

え
､

わ

か

れ
､

生

え
､

び

ろ
が

る

運

動
は

細
胞
分

裂
の

様

相

を

如
実
に

示
し

て

い

る

が
､

傍
点
を

附
さ

れ

た

(

と
い

っ

て

も

強

調
の

た

め
で

は

な
い

が
)

｢

べ

た

い

ち

め

ん
+

と
い

う

言

葉
は

と

り

わ

け

印
象
的
で

あ

る
｡

つ

ぎ
の

場
合
は

さ

ら

に

十

全
に

満
た

さ

れ

た

世

界
を

示

し
て

い

る
｡

か

ず
か

ぎ

り

も

し
れ

ぬ

点
け

ら
の

卵
に

て
､

春
が

み

つ

ち

り
と

ふ

く
れ

て

し

ま
つ

た
､

げ

に

げ
に

眺

め
わ

た

せ

ば
､

2 0J
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ど

こ

も

か

し
こ

も
こ

の

窺
の

卵
に

て

ぎ
つ

ち
り

だ
｡

櫻
の

は

な

を
み

て

あ
れ

ば
､

櫻
の

は

な
に

も
こ

の

卵
い

ち

め

ん

に

透
い

て

み

え
､

や

な

ぎ
の

枝
に

も
､

も

ち
ろ

ん

な

り
､

た

と
へ

ば

蛾

燥
の

ご

と

き

も
の

さ
へ

､

そ

の

う

す

き

羽
は

卵
に

て

か

た

ち
づ

く

ら
れ

､

そ

れ

が

あ

の

や

う
に

､

ぴ

か

ぴ
か

ぴ
か

ぴ

か

光
る

の

だ
｡

め

あ

あ

睦
に

も
み

え

ざ

る
､

こ

の

か

す
か

な

卵
の

か

た

ち

は

楕
固

形
に

し

て
､

そ

れ

が

い

た

る

と

こ

ろ

に

押
し

あ

び

へ

し

あ

ひ
､

室

気

中
い

つ

ぱ
い

に

ひ

ろ

が

り
､

ふ

く

ら
み

き
つ

た

ご

む

ま

り

の

や

う
に

固
く
な
つ

て

ゐ

る

の

だ
､

よ

く
よ

く

指
の

さ

き

で

つ

つ

い

て

み

た

ま
へ

､

春
と

い

ふ

も
の

の

賽
億
が

お

よ

そ

こ

の

へ

ん

に

あ

る
｡

-
｢

春
の

箕
懐
+

い

っ

て

み

れ

ば
､

朔
太

郎
の

精
神
の

運

動
の

実
体
が

お

よ

そ

こ

の

へ

ん

に

あ

る
｡

｢

よ

く

よ

く

指
の

さ

き

で

つ

つ
+

か

れ

る

も

の

は
､

春
で

あ

る

と

同

時
に

詩
人
の

自
我
の

内

包
で

も

あ

る

だ

ろ

ぅ
｡

こ

れ

は

朔
太

助
に

と
ゥ

て

の

は

と

ん

ど

唯
一

の

充

足
あ

る

い

淵

は

充

溢
の

か

た

ち
だ

っ

た

と
い

っ

て

い

い

よ

う
に

思

う
が

､

こ

の

満
た

さ

れ

た

世

界
が

､

一

種
の

嫌
悪

､

嘔
吐

感
の

よ

う
な

も
の

を

こ

め

て

歌
わ

れ

て

い

る

の

は

注

目

す
べ

き
こ

と

で

あ

る
｡

も

し

先

の

｢

遠
い

遠
い

資
在
L

へ

の

あ
こ

が

れ

が

何
ら
か

の

意
味
を

も
っ

て

く
る

と

す

れ

ば
こ

の

と

き

で

あ

る

が
､

こ

の

嘔
吐

感
は

朔
太

郎

の

気

質
の

な
か

に

あ

る

根
汝
的
な

精
神
性
の

よ

う
な

も
の

を

示

し

て

い

る
｡

現

実
の

充

足
は

た

ち

ま

ち

彼
に

嘔
吐

感
を

も

よ

ほ

さ

せ

ず
に

は

い

な
い

｡

彼
ほ

ふ

た

た

び

非
在
の

方
へ

と

押

し

だ

さ

れ

る
｡

充

溢
の

は

て

に

あ
っ

て
､

こ

の

と

き

彼
の

な

か

に

あ

の

腐
敗

し
､

崩
壊
す
る

も
の

へ

の

限

が

生

ま

れ

る
｡

彼
の

｢

イ
マ

デ

ス

テ

ナ

ッ

ク

の

ヴ
ィ

ジ

ョ

ン

+

の

世

界
ほ

､

ほ

と

ん

ど

自
然
の

勢
い

で

餞

え

て

く
る

の

だ
｡

そ

の

菊
は

酵
え

､

そ

の

菊
は

い

た

み

し

た

た

る
､

あ

は

れ

あ

れ

粛
つ

き

は

じ

め
､

わ

が

ぷ

ら

ち

な
の

手
は

し

な
へ

､

す

る

ど

く

指
を
と

が

ら

し

て
､

菊
を

つ

ま

む
と

ね

が

ふ

よ

り
､

骨

ポ
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)

伺
r

出
で

▲

血

叩

そ

の

菊
を

ば
つ

む
こ

と

な
か

れ

と

て
､

か

が

や

く

天
の

一

方
に

､

菊
は

痛
み

､

す
饉
え
た

る

菊
は

い

た

み

た

る
｡

-
｢

す
え

た

る

菊
+

｢

そ

の

菊
を

ば
つ

む
こ

と

な

か

れ
+

と
い

う

声
が

ど

こ

か

ら

聞
え

て

く
る

も
の

か

定
か

で

は

な
い

が
､

こ

の

一

行
を

決
定
的
な

転
回

点
と

し

て

菊
は

詩
人
の

手
を

離
れ

､

｢

か

が

や

く

天
の

一

方
+

に
､

一

種
の

客
体

と

な
っ

て
､

痛
み

餞
え

た

ま

ま
の

危
う
い

安
定

を

獲

得
す
る

｡

そ

し

て

そ

の

菊
が

､

い

っ

そ

う
完
全
に

詩
人
の

自
我
を

に

な

う
こ

と

に

な

る
｡

少
な

く
と

も
そ

う
な

る
ぺ

き
ほ

ず
の

も
の

だ
っ

た
の

だ
｡

と
こ

ろ
が

､

朔
太

郎
は

､

こ

の

地

点
に

も

長
ノ

～

は

と

ど

ま

ら
な

か
っ

た
｡

菊
は

こ

こ

で

は

ま

だ
一

種
の

充

実
と

安
定

を

保
っ

て

い

る

が
､

朔
太

郎
に

と
っ

て

は
､

こ

の

安
定
を

横
取

で

睨
み

な

が

ら

通

り

過

ぎ
た

向

う
に

､

な

お

い

っ

そ

う

｢

憺
俸
し

た

方

角
+

が

待

っ

て

心
た

か

ら
で

あ

る
｡

イ

マ

ー

ジ
ュ

は

次

第
に

稀

薄

性

を

帯

び
､

気
化

し
て

く
る

｡

｢

た

と
へ

ど

ん

な

こ

と

が

あ

つ

て

も
､

/

お

れ

の

歪
ん

だ

足
つ

き
だ

け
は

見

な
い

で

お

く
れ

｡

/
お

れ

は

ぜ

っ

七
い

ぜ

つ

め

い

だ
､

/
お

れ

は

病
気
の

風
船
の

り
み

た

い

に
､

/
い

つ

も

憺
怪
し

た

方

角
で

､

/
ふ

ら

ふ

ら

ふ

ら
ふ

ら

あ

る

い

て

ゐ

る

の

だ
｡

+

(

｢

危

険

な

散
歩
+

)

｢

こ

ん

な
さ

び

し
い

風
景
の

中
に

う
き

あ

が

つ

て
､

白
つ

ぽ

け

た

殺
人

者
の

責
が

､

/
草
の

や

う
に

ぴ

ら
ぴ

ら

笑
つ

て

ゐ

る
｡

+

(

｢

酒

精
中

毒
者
の

死
+

)

｢

と

ほ

く

渚
の

方
を

見

わ

た

せ

ば
､

/
ぬ

れ

た

渚
路
に

は
､

/
腰
か

ら

下
の

な
い

病
人
の

列
が

あ

る

い

て

ゐ

る
､

/
ふ

ら

り

ふ

ら

り

と

歩
い

て

ゐ

る
｡

/
あ

あ
､

そ

れ

ら

人

間
の

髪
の

毛
に

も
､

春
の

夜
の

か

す
み

い

ち
め

ん

に

ふ

か

く
か

け
…

…
…

…

…
+

(
｢

春
夜
+

)

｢

ぼ

ん

や

り

し

た

景
色
の

な

か

で
､

/
白
い

く
る

ま

や

さ

ん

の

足
は

い

そ

げ
ど

も
､

/
ゆ

く
ゆ

く

車
輪
が

さ

か

さ

に

ま

わ

り
､

/
し

だ

い

に

棍
棒

ヽ

ヽ

が

地

面

を
は

な
れ

出
し

､

/
お

ま

け
に

お

客
さ

ま
の

腰
が

へ

ん
に

ふ

ら
ふ

ら

と

し
て

､

/
こ

れ

で

は

と
て

も
あ

ぶ

な

さ

う
な

と
､

/

と

ん

で

も

な
い

時
に

寿
が

ま
つ

し

ろ
の

欠

伸
を

す
る

｡

+

(

｢

陽
春
+

)

｢

な
が

れ

て

ゆ

く

砂
と

砂
と

の

隙
間
か

ら
､

蛤
は

ま

た

舌
べ

ろ

を

ヤ

つ

ち
ら

ち

ら

と

赤
く

も

え

い

づ

る
､

/
こ

の

蛤
は

非
常
に

惟
件
れ

て

ゐ

る

の

で

あ

る
｡

/
み

れ

ば

ぐ
に

や

ぐ
に

や

し
た

内

臓
が

く
さ

り

か

か

つ

て

居
る

ら

し
い

､

/
そ

れ

ゆ

ゑ

哀
し

げ

な

晩
か

た

に

な

る

と
､

/
青
ざ

め

た

海
岸
に

坐
つ

て

ゐ

て
､

/
ち

ら
､

ち
ら

､

ち

ら
､

ち

ら
と

く

さ

つ

た

息
を

す
る

の

で

す
よ

｡

+

(

｢

く
さ

つ

た

蛤
+

)

こ

れ

湖
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ら
の

詩
句
に

あ

る

｢

ふ

ら
ふ

ら

ふ

ら

ふ

ら
+

､

｢

ぴ

ら
ぴ

ら
+

+

｢

ふ

ら
り

ふ

ら

り
+

､

｢

ち

ら
､

ち
ら

､

ち

ら
､

ち

ら
+

な
ど

の

オ

ノ
マ

ト
ぺ

を
､

先
に

挙
げ

た

｢

ば

く
て

り

や

の

世

界
+

の

｢

ぺ

た

い

ち

め

ん
+

や
､

｢

春
の

茸

膿
+

の

｢

み

つ

ち

り
+

､

｢

ぎ

つ

ち

り
+

､

｢

ぴ

か

ぴ

か

ぴ

か

ぴ

か
+

な

ど

と

較
べ

七
み

れ

ば
､

そ

の

対
照
の

意
味
す
る

と
こ

ろ
は

一

見
し

て

明

ら

か

だ

ろ

う
｡

む

ろ

ん

こ

の

気

化
は

充
溢
の

あ

と
か

ら
､

そ

れ

の

発
展
と

し

て

や

っ

て

き

た

も
の

で

あ

り
､

や

が

て

ほ

そ

れ

は
､

『

青

猫
』

を

通
り

､

『

｢

青
猫
+

以

後
』

の

諸
詩
篇
に

特
に

著
し

い

詩
境

､

｢

猫
の

死

骸
+

に

あ

る

言
葉

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

で

い

え

ば

｢

現

賓
の

も

の

か

ら

滑
え

て

し

ま
+

い

た

い

と
い

う

欲

求
に

行

き
つ

く
ほ

ず
の

も
の

で

あ

る
｡

朔
太

郎
の

詩
の

世

界
に

は

他

者
が

い

な
い

と

ぼ

く

は

い

っ

た
｡

そ

の

点

を

納
得
し

て

も

ら

う

た

め
に

､

以

上
に

述
べ

た

よ

う

な

彼

の

詩
の

イ

マ

ー

ジ
ュ

の

推
移
発

展
が

､

も
っ

ぱ

ら

自
分

自
身
に

し

か

そ

の

動
機
を

も

た

な
い

も
の

で

あ
る

こ

と

を

も

う
一

度
確
認

し

て

お

こ

う
｡

イ

マ

ー

ジ

ュ

は

徹
底
し
た

無
償
性
の

空

間
に

突
然
現

わ

れ
､

細
胞
分

裂
を

起
し

､

充
溢
し

､

饉
え

､

気
化

し

て

ゆ

く
｡

こ

の

過

程
は

個
々

の

詩
の

内

部
に

お

い

て

も

し

ば

し

ば

見

ら

れ
､

ま
た

､

『

月
に

吠
え

る
』

か

ら

『

青
猫
以

後
』

へ

の

詩

作
の

進
行

過

笹
に

も
あ

て

ほ

ま

る

も
の

だ
｡

こ

の

後
者
の

過

凝
に

即
し
て

い

え

ば
､

『

月
に

吠
え
る
』

が

主

と

し
て

イ
マ

ー

ジ
ュ

の

突
然
の

出
現
か

脱

ら

充

溢
の

段
階
を

代

表
し

て

い

る

の

に

対
し

て

(

む

ろ

ん

そ
こ

に
､

饉
え

､

気

化
し

て

ゆ

く

段

階

も

十

分
に

含
ま
れ

て

い

る

こ

と

は

す

で

に

見

た

通
り

で

あ

る

が
)

､

『

青
猫
』

ほ

酸
化
の

段
階
を

代

表
す

る

も
の

で

あ

り
､

『
｢

青
猫
+

以

後
』

の

諸
詩
篇
は

､

気
化
の

段
階
と

作
品
の

詩
的
成

熟
と

が
一

致

し

た

稀
な

瞬
間
を

示

す
も
の

で

あ

る
｡■

と
こ

ろ
で

､

こ

の

よ

う
な

過

程
を

踏
む
こ

と

に

な
っ

た

そ

も

そ

も
の

も

と
に

は
､

朔
太

郎
に

お

け
る

詩
的
イ

マ

ー

ジ

ュ

の

出
現
の

仕
方

､

出
発
の

仕
方
そ

の

も
の

の

特

異

性

が

あ
っ

た
｡

『

月
に

吠

え
る
』

に

非
常
に

特
徴
的
な
こ

と
の

び

と
つ

は
､

そ

の

な

か

の

か

な

り

多

く
の

詩
篇
に

お

け
る

､

第
一

行
か

ら
し

て

の

あ

の

イ

マ

ー

ジ
ュ

の

い

か

に

も

唐
突
な

出
現
の

仕
方
で

あ

る
｡

そ

れ

は

な

に

か

が

現
わ

れ

た

と

い

う
よ

り

も
､

む

し

ろ

な
に

か

を

切

り

捨
て

た

と
い

っ

た

感
じ
の

も
の

だ
｡

た

と
え

ば
､

そ

の

最
初
の

一

､

二

行
ず
つ

を

列

挙
し

て

み

れ

ば
､

｢

地

面
の

底
に

顔
が

あ

ら

は

れ
､

/
さ

み

し
い

病

人
の

顛
が

あ

ら

は

れ
｡

+

(

｢

地

面
の

底
の

病
気
の

顔
+

)

｢

ま

す

ぐ

な

る

も
の

地

面
に

生

え
､

/
す
る

ど

き

肯
き

も
の

地

面

に

生

え
､

+

(

｢

竹
+

)

｢

光
る

地

面
に

竹
が

生

え
､

/
青
竹
が

生

え
､

+

(

｢

竹
+

)

｢

林
あ

り
､

/
沼
あ

り
､

/
蒼
天
あ

り
､

+

(

｢

亀
+

)

｢

つ

み

と

が

の

し

る

し

天
に

あ

ら

ほ

れ
､

+

(

｢

冬
+

)

｢

つ

め

た

き

も

の

生

れ
､

+

ポ
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用
J

.

由ヽ

▲

叩

(

｢

貝
+

)

と
い

っ

た

具
合
で

あ

る
｡

こ

の

手

法

が

『

青
猪
』

で

は

す
で

に

全

く

影
を
び

そ

め

て

し

ま
っ

て

い

る

と
こ

ろ
を

み

る

と
､

そ

れ

は

朔
太

郎
の

最
初
の

覚
醒

､

彼
の

詩
人

と

し

て

の

個
性
の

確

立

そ

の

も
の

に
､

な
に

か

特

別

密
接
な

関
係
を

も
つ

も
の

だ
っ

た

に

ち
が

い

な
い

｡

そ

し
て

､

お

そ

ら

く
こ

こ

で
､

習
作
時
代
の

朔

太

郎
に

お

け

る
､

白
秋
や

室
生

犀
星
や

､

山

村
暮
鳥

､

大

手
拓

次

ら
の

影
響

､

と
い

う
よ

り

も

影
響
か

ら
の

離

脱
の

必

要
を

想

起

す

る

こ

と

は

理

由
の

な
い

こ

と

で

は

な
い

だ

ろ

う
｡

残
さ

れ

て

い

る

｢

草
稿
詩

篇
+

の

数
々

に

は
､

三

好
達
治
の

言

葉
を

借
り
て

い

う

な

ら

｢

八
つ

嘗
り

式
の

無

闇
な

試
み
+

の

跡
歴
然
た

る

も
の

が

あ

る

が
､

と

り

わ

け

室

生

犀
星
の

圧

倒
的
な

影
響
下

に

あ
っ

た

朔
太

郎
と
し

て

は
､

な

に

よ

り

も

ま

ず
そ

の

影
響
を

脱
す
る

こ

と

が

焦

眉
の

急
だ
っ

た

の

で

あ

る
｡

後
に

こ

の

当

時
の

こ

と

を

回

想

し

て
､

彼
自
身

､

｢

前
に

は

や

つ

と

白
秋

氏
の

影
響
か

ら

脱

し

た

僕

が
､

今
度
は

ま

た

室
生

君
の

捕
虜
に

な
つ

た

わ

け

で
､

そ

の

後
の

僕
の

苦
悩
は

ひ

と
へ

に

そ

の

影
響
を

脱

す
る

こ

と

に

の

み

か

か

つ

て

居
た

｡

そ

し

て

割
合
に

早

く
､

そ

の

方
の

切

り

捨
て

ほ

成
功
し

た

が
､

そ

の

短
い

間
が

苦
し
か

つ

た
｡

+

(

｢

詩

壇
に

出

た

頃
+

)

と

香

い

て

い

る

が
､

自
分
の

個
性
の

確
立
と

は
､

す
な

わ

ち

他
人
の

影

響
の

切

り

捨
て

に

他
な

ら

な
い

と
い

う
よ

う
な

事
情
が

そ

こ

に

は

あ
っ

た

の

で

あ

る
｡

こ

う

し

た

事
情
に

､

生

来
の

気
質
に

基
く

環

境
と

の

異
和
感
や

憎
悪

､

そ

し
て

や

は

り

そ

こ

か

ら
の

脱
出
へ

の

要
請
な

ど
が

相

倹
っ

て
､

あ

の

特

異

な

語

調
､

手

法
と

な
っ

た

も

の

で

あ

ろ

う
｡

室
生

犀
星
の

影
響
と

と

も

に

切

り

捨
て

ら
れ

た

も
の

は
､

い

わ

ば

自
然
発
生

的
な

抒
情
の

基

盤
そ

の

も
の

で

あ
っ

た
｡

朔
太

郎
が

彼
の

イ
マ

ー

ジ
ュ

を
､

｢

純
粋
に

イ

マ

ヂ

ス

チ

ッ

ク

の

ヴ
ィ

ジ

ョ

ン
+

と

し
て

､

ほ

と

ん

ど

缶
空
に

突
然
の

よ

う
に

し

て

出
現

さ

せ

ね

ば

な

ら

な
か

っ

た

の

も

そ

の

た

め
で

あ

る
｡

先

に

ぼ

く

は
｢

竹
+

に

つ

い

て
､

作
品
の

ま

わ

り

を

世

界
が

取

り

囲
ん

で

い

る

と

い

っ

た

が
､

そ

れ

は

無
が

取
り

囲
ん

で

い

る

と
い

っ

て

も
同

じ

こ

と

な

の

だ
｡

こ

の

国
の

文

学
､

い

や
､

広
く

芸
術
の

伝
統
の

本

来
の

在

り

方
に

対

比

し
で

み

る

な
ら

､

そ

こ

に

は
､

近

代

芸
術

家
と

し

て

の

朔
太

郎
の

栄

光

と

悲

惨
に

か

か

わ
る

さ

さ

ま
ざ

ま
の

問
題
が

含

ま

れ

て

い

る

だ

ろ

う
｡

し
か

し

さ

し

当
っ

て

重

要
な
こ

と

は

勢
い

の

お

も

む

く

と
こ

ろ
､

朔
太

郎
が

第
一

の

出
発
点
に

お

い

て
､

抒

情
詩
の

基

盤
そ

の

も
の

の

意
識
化
を

迫
ら

れ

た
､

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

彼
が

生

硬
な

科

学

用

語
な

ど

を

も

ち
こ

み

な

が

ら
､

｢

詩

と

は

感
情
の

神
経
を

掴
ん

だ

も
の

で

あ

る
｡

生

き
て

働
く
心

理

学

で

あ

る
｡

+

(

『

月
に

吠

え
る
』

序

文
)

と
い

う
よ

う

な
い

い

方
で

伝
え

鮒
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よ

う
と

し

た

の

も
､

そ

う
い

う
こ

と

で

は

な

か
っ

た

の

か
｡

も

し

朔
太

郎
を

近

代

詩
人

と

呼
ぶ

な

ら
､

な

に

よ

り

も

ま

ず
こ

の

点
を

挙
げ

な

け

れ

ば

な
る

ま
い

し
､

さ

ら

に

い

え

ば
､

他
な

ら
ぬ

こ

の

点
に

よ
っ

て
､

日

本
の

近

代
詩
の

流
れ

の

な

か

で
､

彼
は

ボ

ー

や

ボ

ー

ド

レ

ー

ル

と
ほ

ぼ

同
じ

位
置
に

立
っ

た

の

で

あ
る

｡

彼
は

や

が

て

『

詩
の

原

理
』

を

書

き
､

『

純
正

詩
論
』

を

書
く
だ

ろ

う
｡

詩
論
活
動
は

､

彼
に

と
っ

て
､

詩
の

意
識
化
の

努
力

以

外
の

何

物

で

も

な

か
っ

た
｡

彼
の

エ

ッ

セ

ー

を

読
ん

で

い

る

と
､

自
分
は

ソ

ク

ラ

テ

ス

的
啓

蒙
家
で

あ

る
､

と
い

う
よ

う

な

言
葉
に

し
ば

し

ば

ぶ

つ

か

る

が
､

こ

の

い

い

方
は

､

自
分
の

目

指
し
て

い

る

も

の

こ

そ

近

代
詩
の

正

道
で

あ

る

と

い

う

自
負
と

同

時
に

､

彼
の

置
か

れ

た

悲
痛
な
立

易
を

よ

く

説
明

し
て

い

る
｡

拝
借
詩
の

基
盤
の

意
識

脱

化
､

と
い

う

意
味
で

は
ポ

ー

や

ボ

ー

ド

レ

ー

ル

と

同

じ

位
置
に

立

っ

た

と

は

い

え
､

そ

の

意
識
を

支
え
る

ぺ

き

(

近

代
)

の

実
暦

只

の

方
は

､

彼
ら
の

場
合

と

遠
く

隔
た
っ

て

い

た

か

ら

で

あ

る
｡

そ

れ

ほ

必

然
的
に

､

伝
統

と
の

あ

ま

り
に

も

画

然
た

る

断
絶
を

背
負
わ

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

も
の

だ
っ

た

の

だ
｡

近

代
芸

術
と

は

も

と

も

と

孤

独

者
の

道
だ

が
､

朔
太

郎
の

孤

独
ほ

､

そ

の

意
味
で

は

二

重

だ
っ

た

と

い

っ

て

い

い
｡

(

未
完
)

(

明

大

助

教

授
･

一

橋
大

学

非
常

勤
講
師
)




