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堀
辰
雄
に

お

け

る

リ

ル

ケ

1
一

転
期
を

中
心

に

1

堀
辰

雄
は

一

九
二

九

年
(

昭

和

四

年
)

､

東
大

国

文
科
の

卒
業

論

文
『

芥

川

龍

之

介
論
』

で
､

芥
川
の

｢

本
に

対
す

る

情
熱
+

に

つ

い

て

述
べ

､

芥
川

ほ

｢

あ

ら

ゆ

る

も
の

を

本
の

中
に

学
ん

だ
+

と

し

て
､

｢

『

本

か

ら

現

実
へ

』

は

つ

ね

に

彼
の

真
理

だ
っ

た
+

と

論

じ
て

い

る
｡

こ

の

｢

本

か

ら

現

賓
へ

+

は

後
年
の

彼
を
し

て

｢

垂
術
に

依

つ

て

聾
術
を

作
り

出
す
+

作
家
の
一

人

た

ら

し

め
た

｡

彼
は

途

0

0

0

(

原
文
)

に

彼
固
有
の

傑
作
を

持
た

な
か

つ

た

と

断
言

し

て

よ

い
｡

彼
の

､
い

か

な
る

傑
作
の

中

に

も
､

前
世

紀
の

傑
作
の

影
が

落
ち
て

ゐ

る

の

で

あ
る

｡

(

略
)

彼
は

あ

ら

ゆ
る

種
類
の

傑

作
を

愛
し

､

理

解
し

得
た

｡

そ

し

て

彼
は

彼
の

よ

き

才
能
を

そ

れ

ら
の

も
の

に

萩
め

込

ん

だ

の

で

あ

る
｡

し

か

し
､

そ

の

や

う
に

｢

垂
術
に

依

杉

浦

博

つ

て
+

作
り

上

げ
ら

れ

た

彼
の

作
品

も

ま
た

､

そ

れ

自
身

､

人

生

を

深
く

呼
吸

し

て

ゐ

る
｡

そ

れ

ほ

彼
も

亦
､

眞
の

深
い

萄
衝

ヽ

ヽ

(

原
文
)

家
で

あ

る

が

た

め
に

他

な

ら

な

い
｡

こ
･
の

彼
の

例
は

､

｢

垂
術

に

依
つ

て

萄
術
を

作
り

出
し
+

得
る

確
置
を

我
々

に

輿
へ

る
｡

文

中
､

｢

前
世

紀
の
+

を

｢

過

去
お

よ

び

当

代
の
+

と

置
き

か

え
､

｢

あ

ら

ゆ
る

種
類
の
+

の

上

に

｢

彼
の

資
質
の

う
け
つ

け
る
+

と
で

も

限

定

旬
を

挿
入

す
る

な

ら
､

こ

れ

は

そ

の

ま

ま
､

ほ

か

な

ら

ぬ

堀

自
身
の

文
学
の

本
質
を

言
い

あ

て

る

も
の

に

な

ら

な
い

で

あ

ろ

う

か
｡

こ

の

点
､

芥
川

は

ま
さ

に

堀
の

師
で

あ
っ

た

よ

う
で

(

1
)

あ

る
｡

師
の

終
っ

た

と
こ

ろ

か

ら

始
め

る

の

が

真
の

弟
子
だ

､

と

言
っ

た

の

も

堀
で

あ

る

け
れ

ど

も
｡

堀
辰

雄
が

そ

れ

ぞ

れ

に

ふ

さ

わ

し
い

時
間
を
か

け

て

丹
楷
し
て
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増
.

･切
叩
-

血

】
叩
′

花
咲

か

せ

た

仕
事
の

園
を

ひ

と

わ

た

り

眺

め

て

見
れ

ば
､

一

応
小

説
ら

し
い

小

説
の

形
を
と
っ

た

作
品

が
､

比

較
的
大

き
な

花
を

開

い

て

い

る

合

間
合
間
に

､

い

か

に

多
く
の

､

海
外
の

文

学

者
の

諸

作
品

に

仮

託
し

た

小

品
､

エ

ァ

セ

イ

の

類
が

､

彼
の

文

学
創
造
の

税

額
を

う

ち

明

け
る

が

ご

と

く

に

そ

の

い

く
ぶ

ん

小

ぶ

り

な

花
を

咲

か

せ
､

ま

た

そ

れ

ら
に

寄
り

そ

う

か

の

よ

う
に

､

か

ず
か

ず
の

翻

訳
が

こ

れ

ま
た

ま
る

で

彼
自

身
の

言
葉
で

も
っ

て

綴
ら

れ

た

か

の

よ

う
に

つ

つ

ま
し

く

色
と

り

ど

り
に

並
ん

で

い

る

こ

と
で

あ

ろ

う
｡

堀

辰

雄
の

い

く
つ

か

の

傑
作
に

も
､

多
く
の

先

人
の

､

ま

た

同
時
代

者
の

､

影
が

落

ち

て

い

る
｡

『

聖
家

族
』

に

は

ラ

デ
ィ

ゲ

の
､

『

美
し

い

村
』

に

は

プ

ル

ー

ス

ト

の
､

『

菜
穂
子
』

に

は
モ

ー

リ

ア

ッ

ク

の
､

『

風
立

ち
ぬ
』

や

『

か

げ

ろ

ふ

の

日

記
』

な
ど

に

は
リ

ル

ケ

の
､

と
｡

彼
に

と
っ

て

も

ま
た

､

｢

本
か

ら

現

実
へ

+

は
､

彼
が

病
が

ち
で

あ
っ

た

た

め
に

そ

の

現
実

体

験
が

貧
し

け
れ

ば

貧
し
い

は

ど
､

い

よ

い

よ

つ

ね

に

真
理

で

あ

り
､

た

と
え

ば
､

『

風
立
ち

ぬ
』

の

終
章
に

は

さ

み

込
ま

れ

た

リ

ル

ケ

の

『

レ

ク

イ

エ

ム

』

の

諸
行

を

思
い

起
こ

す
だ

け

で

も
､

彼
が

｢

芸
術
に

よ

る

芸
術
+

創
造
の

一

面

を

も
っ

た

作
家

で

あ
っ

た
こ

と
に

､

ま

ず
異

論
は

な
い

で

あ

ろ

う
｡

堀
の

小

品
､

エ

ッ

セ

イ
､

■
翻
訳
の

類
が

彼
の

文

学
世

界
の

中

で

持
つ

意
味
は

意
外
に

大

き

く

重
い

｡

そ

れ

ら
は

そ

れ

ら

自
体
で

そ

れ

ぞ

れ

小

宇
宙
を

持
つ

と

同

時
に

､

書
翰
や

ノ

ー

ト

な

ど

と

と

も

に

他
の

本

格
的
な

作
品
へ

の

さ

ま
ざ

ま
な

角
度
か

ら
の

補
助

照

明

の

光

源
と

な
り

う
る

か

ら
で

あ
る

｡

そ

れ

ら
の

多
く
で

作
者
は

他

を

語

り
つ

つ

自
己

を

表

現

し
て

い

る
｡

あ

る

い

は
､

堀
は

自
己
を

通

し
て

し

か

他

を

語
れ

な
い

作
家
で

あ
っ

た

と
い

っ

た

ほ

う
が

正

し
い

か

も

知
れ

な
い

｡

堀

は

日

本
の

現
代

作
家

と

し
て

稀
な

ほ

ど

一

つ

一

つ

の

作
品
に

時
間
を
か

け
た

｡

彼
は

つ

ね

に

次
に

書
か

れ

る

べ

き

作
品
の

た

め
の

雰
囲

気
づ

く
り

に

腐
心

し
､

作
品
の

お

の

ず
か

ら

な

成

熟
を

待
っ

た
｡

彼
の

小

品
､

エ

ッ

セ

イ
､

翻
訳
の

顆

は

み

な
､

そ

う
い

う

忍

耐
の

さ

な
か

に

お

け
る

彼
の

文

学
的
精
進

の

証

拠
で

あ

る
｡

小

品

類
は

､

比

較
的
大

き
い

作
品

た

ち
の

滋
養

と

な
っ

て

い

る
｡

日

本
の

ジ

ャ

ー

ナ

リ

ズ

ム

の

な
か

で

の
■
発
表
機

構
を

考
え

れ

ば
､

経

済

的
な

意
味
で

､

そ

れ

ら

は

作
者
の

滋
養
に

も

な
っ

た

は

ず
で

あ

る

が
｡

そ

れ

は

と

も
か

く
､

あ

る

書
翰
の

さ

り

げ

な
い

一

節
は

､

彼
の

文
学

的
営
み
へ

の

覚
悟
の

ほ

ど

を

示

し

て

い

る
｡

僕
も

自
分
の

仕
事
の

上
で

､

い

ろ
い

ろ
と

欲

張
つ

た

計
童
ば

か

り

立
で

て

ゐ

て
､

な

か

な

か

貴
行
で

き

な
い

『

菜
穂
子
』

な

ど

も
(

略
)

出
来
上
る

ま
で

に

五

六

年
か

か

つ

た

わ

け

だ

爪
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い

ま

僕
が

考
へ

て

ゐ

る

こ

と

な

ど

も
､

本
官
に

形
髄
を

と

る

の

は

そ

の

位
-
-
-

或
は

も
つ

と

そ

れ

以

上

-
か

か

る

の

か

と

息

ふ

と
､

そ

れ

を

果
た

さ

な
い

で

は

死
に

た

く

な
い

や

う
な

束
が

し
､

や

は

り

病
身
で

ゐ

て

も
､

出
来
る

だ

け

病
気
に

ま
い

ら

な

い

で
､

長
生

き

し
て

ゐ

た

い

も
の

だ

と

思
は

ず
に

は

ゐ

ら

れ

な

ヽ
ヽ

h
Y

し

か

し

仕
事
は

ど

ん

な

小

さ

い

の

で

も
､

し
て

お

い

た

方
が

い

い

ど

ん

な

小
さ

い

も

の

に

で

も

自
分
の

何
か

は

残
る

そ

の

自
分
の

何
で

あ

る

か

は

神
様
に

任
し
て

､

残
す

努
力
を

我
々

は

す

れ

ば
い

い

遅
ま
き

な

が

ら

そ

ん

な

事
に

も

束
が

つ

い

て

(

2
)

ゐ

る

堀
辰
雄
の

よ

き

解
説
者
で

あ

る

河

上

徹
太

郎
は

､

そ

の

文
学
を

端
的
に

｢

影
響
の

文

学
+

と

呼
ん

で
､

そ

れ

を

彼
へ

の

讃
辞
と

し

(

3
)

て

い

る
｡

堀
が

す

す
ん

で

影
響
に

身
を

さ

ら

し
､

ほ

と

ん

ど

模
写

す
る

ば

か

り
に

文

体
を

ま
ね

､

語
学
の

勉
強

と

称
し
っ

つ

翻
訳
に

精
を

出
し

､

そ

こ

か

ら

己
れ

の

文

学
の

成
長
と
ス

タ

イ

ル

の

成

熟

に

寄
与
す

る

と
こ

ろ

を

獲
得
し
て

き

た

態
度

を
､

創
造

性
の

貧
困

に

帰
せ

し

め

ず
に

一

性
格
と

し

て

指
摘
し

､

近

代

日

本

中
稀
有
の

あ

り

方
と

し

て

む

し

ろ

讃
え

る

の

で

あ

る
｡

そ

し
て

こ

の
一

見
受

動
的

な

精
神
の

な

か

に

潜
む

一

種
強
勒
な

執
念
を

認
め
て

､

彼
の

∽

ご

と

き

存
在
が

生

ま

れ

た

こ

上

を
､

近

代
日

本

文
学
史
に

と
っ

て

の

必

然
と
も

し
､

ま

た

好
運

と

も

し
て

､

そ

の

意
味
を

高
く

評
価

し
て

い

る
｡

す
な

わ

ち
､

｢

堀
の

出
現

が

丁

度
わ
が

文

学
で

の

近

代
の

誕

生
と

ぶ

つ

か
っ

た
+

点

を

強

調

し
､

｢

彼
は

こ

の

幸

運

と

使
命
を

､

そ

れ

に

ふ

さ

わ

し
い

慎
重

さ

と

責

任

を

も
っ

て

果

し

(

4
)

た
+

と

賞
揚
す
る

｡

河

上

は

昭

和
文

学

を

明

治
大
正
の

文

学
と

は

っ

き

り

区

別

す
る

も
の

と

し
て

､

一

九
二

三

年
の

寅
災
後
の

変
転

期
を

境
に

､

西

洋
文

学
が

文
学
様
式
と

し
て

の

み

な

ら

ず
生

活

感

情
と

し
て

取

り

入

れ

ら

れ

始
め

た

こ

と
､

西

洋
の

二

十

世
紀
初

頭

の

近

代
文

学
が

日

本
に

輸
入

さ

れ

て

よ

う
や

く
(

ほ

ぼ

四

半

世

紀
お

く

れ

て
)

根
づ

き
か

け

た
こ

と
､

そ

れ

と

と
も

に

同

時
代

の

新
文

学
(

酪
現

実

主

義
や

表

現
主

義
な

ど
)

の

は

し

り

も

入
っ

て

く

る

よ

う
に

な
っ

た

こ

と
､

の

三

点

を

あ

げ
､

こ

れ

ら
の

要
素
が

こ

ん

が

ら
か

っ

て

い

た

｢

こ

の

時
代
の

ア

ナ

ク

ロ

ニ

ズ

ム

を
一

身
に

引

受

け
､

こ

れ

を

イ

ズ

ム

と

し

て

で

な

く

実

践
的
に
+

表
現

し

た

の

が

堀
で

あ

る

と

し
て

､

彼
を

昭

和
初
期
の

新
文

学

運

動
の

な

か

で

の

(

5
)

｢

実
暦

只

的
な
チ

ャ

ン

ピ

オ

ン

+

だ
っ

た

と

見
な

し
て

い

る
｡

た

と

え

ば

『

聖
家

族
』

と
い

う
､

今

日

の

わ
れ

わ

れ

に

は

と

く

に

と

り

た

て

て

ど

う
と
い

う
こ

と

も

な
い

よ

う
に

思

え

る

作

品

瞭
一

彬

唯
一
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血
川

t

細
叩

l -

J
r

も
､

そ

れ

が

発
表
さ

れ

た

当

時
(

一

九
三

〇

年
､

昭

和

五

年
)

に

人

人
が

お

ぼ

え

た

印

象
に

は

驚
き
に

近
い

も

の

が

あ
っ

た

こ

と

は
､

多
く
の

人

の

と

も
に

語
る

と
こ

ろ

で

あ

る

が
､

吉
田

健
一

も

そ

う

い

う

当
時
の

驚
き

を

回

想
し
っ

つ
､

日

本
の

現

代

文

学
は
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

か

ら

文

学

そ

の

も
の

の

観

念
が

移
入
さ

れ

て

は

じ

め

て

出
発

し

た

の

で

あ

り
､

｢

明

治

以

後
､

堀
が

書
き

出
す

頃
ま

で

の

日

本

文

学
の

大

部
分
は

文

学
で

は

な

か
っ

た
+

と

ま

で

断

定

し

て

い

る
｡

吉
田

は

こ

こ

で

び

と

り

堀
の

み

な
ら

ず
､

堀

と

相

通

ず
る

仕

事
を

し
た

何
人

か

の

人
々

､

｢

外
国

文

学
に

も
､

日

本
の

古

典
に

も

実
際
に

接
し

て

そ

の

精
神
を

､

と
い

う
の

は
､

結
局
は

文

学
と

い

う
も
の

に

対

す
る

理

解
を

､

身
に

付

け

て

い

た

人

達
+

､

｢

梶
井

基
次

郎
と
か

､

牧
野
信

一

と

か

の
､

や

は

り

ま
だ

一

般
に

は

傍
系

に

入

れ

ら

れ

て

い

る

人
々

+

の

こ

と

を

思
い

浮
か

べ

て

い
.
る

の

で

あ

る

が
､

そ

の

観
点
に

立

て

ば
､

鴎
外

や

漱

石

で

さ

え
､

｢

そ

の

仕
事
は

例

え
ば

､

一

つ

の

忘

れ

難
い

人

間
像
を

作
り

出
す
と

い

う

よ

う

な
こ

と

よ

り

も
+

(

す

な

わ

ち
､

真
に

小

説
と

呼
ぺ

る

小

説

を

書

い

た
と

い

う
よ

り

も
)

｢

そ

う
い

う
こ

と

を

す
る

の

に

堪
え

る

も

の

に

今
日

の

日

本

語
を

鍛
え

る

こ

と

に

あ
っ

た
+

､

日

本

語
に

｢

精

密
と

か
､

微
妙
と

か

の

性
格
+

を
つ

け

加
え

､

ま

た

そ

う
い

う

性

格
が

日

本
語

に

あ

る

こ

と

を

示

す
こ

と

に

あ
っ

た
､

の

で

あ

る

と

さ

れ
､

｢

そ

の

仕
事
が

一

応

終
っ

た

所
か

ら

堀

は

始

め

て

い

る
+

へ

6
)

こ

と

に
､

堀
の

現

代
的

意
味
が

見

ら
れ

て

い

る

の

で

あ
■
る

｡

要
す
る

に
､

堀
の

文

学
史
上

占
め

る

位

置
の

特
異

性
は

､

日

本

の

近

代

文

学
が

自

然
主

義
の

不

全
な

発
達
の

あ

げ

く
に

い

わ

ゆ

る

私
小

説
の

方

向
に

逸

脱

し
て

い

っ

た

の

に

対

し
､

も
っ

ぱ

ら

作
家

の

想

像
力

と

構
成

力
と

に

よ
っ

て

純

粋
な

仮
構
世

界
を

生

み

出
す

こ

と

を

文

学

的
努
力
の

方

向

に

置
い

た

数

少

な
い

先

駆
者
の

一

人

で

あ
っ

た

こ

と

に

あ

る

と

考
え

て

よ

い

で

あ

ろ

う
｡

彼
は

こ

の

本

希
小

説
の

創
造
と
い

う
意
図

を

あ

る

程

度
成

功
さ

せ

た

が
､

そ

の

後
の

日

本
の

文

学
ほ

､

残

念
な
が

ら
､

そ

の

場
所
か

ら

そ

れ

ほ

ど

目

立
っ

た

進
展
を

見
せ

て

は

い

な
い

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

堀
の

意
図
を

､

い

っ

そ

う
堀

流
の

言

葉
に

近
づ

け
る

な

ら
､

｢

ロ

マ

ネ

ス

ク

な

世

界
の

創
造
+

と
い

う
こ

と

に

な

ろ

う
｡

ロ

マ

ネ

ス

ク

な

世

界
は

､

い

う

ま
で

も

な

く

想
像
力
の

所
産
で

あ

る
｡

人

間

は

誰
し

も

想

像
の

カ
に

よ
っ

て

仮
設
の

世

界
を

脳

裏
に

浮
か

ば

せ

る

こ

と

が

で

き
る

が
､

そ

の

世

界
が

自
立

し
､

存
続
す
る

た

め

に

は
､

す

な

わ

ち

文

学
の

世

界
と

し

て

び

と

り

歩
き
で

き

る

た

め
に

は
､

こ

の

想

像
世

界
が

あ

る

種
の

秩
序

と
い

う
も

の

に

貫
か

れ

て

い

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

こ

の

秩
序
の

付

与
に

成

功
す
る

か

香
か

は
､

そ

の

作
家
の

構
成

力
に

帰
せ

ら
れ

る
｡
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と

こ

ろ
で

作
家
の

想

像
力

と

構
成
力
に

よ
っ

て

紡
ぎ

出
さ

れ

る

ロ

マ

ネ

ス

ク

な

世

界
も
い

わ

ば

変
形
さ

れ

た
一

つ

の

人

生

で

あ

り
､

仮
構
さ

れ

た
一

つ

の

現

実
で

あ

る
｡

し
か

し
わ

れ

わ

れ

の

世

界
に

は

も

う
一

つ

も
っ

と

身
近

か

な

日

常
の

現

実

世

界
が

あ

る
｡

こ

の

二

種
の

世

界
は

互
い

に

ど

の

よ

う
な

形
で

関
わ

り

あ

う
の

で

あ

ろ

う
か

｡

作
家
お

の

お

の

に

お

い

て
､

日

常
の

現

実
と

作
品

世

界
の

現

実
と

の

関
わ

り

方
は

､

い

わ

ゆ

る

創
造
の

秘
密
に

属
す
る

領
域
に

生

起
す
る

こ

と
が

ら
で

あ

り
､

容
易
に

は

解

き

明
か

し

難

い

が
､

堀
辰

雄
の

場
合

､

日

常
の

事
物
や

体

験
は

彼
の

想

像
世

界

を

統
べ

る

秩
序
に

従
っ

て
､

あ

る

決
定

的
な

質
の

転

換
挽
作
を

う

け
､

一

種
の

抽
象

性
を

帯
び

た

い

わ

ば

新
し

い

資
希
で

彼
の

ヴ
ィ

ジ

ョ

ン

の

中
に

そ

の

位
置
を

得
る

｡

そ

こ

に

生

ま

れ

る

新
し
い

現

実
は

､

も

は

や

外

的

現

実
そ

の

ま

ま

で

は

な
い

｡

一

切

は

内

部
現

実
と

化
し

て
､

い

っ

そ

う

純
粋
な

い

っ

そ

う

本
源
的
な

姿
で

い

っ

そ

う
生

き
生

き

と

呼
吸

し
て

い

る

の

で

あ

る
｡

こ

こ

に

佐
々

木
基

(

7
)

一

に

よ

っ

て

命
名

さ

れ

た

｢

内

的
リ

ア

リ

ズ

ム

+

の

世

界
が

ひ

ら

か

れ

る
｡

あ

る

い

は

堀
辰

雄
の

終
生
の

友
で

あ

り
､

最
も

よ

き

理

解
者

､

批
評
者
で

あ
っ

た

神
西

汚
が

､

｢

彼
は

そ

の

瞬

間
の

自

分

の

生

命
の

全

量
(

生

活
現

象
で

は

な
い

)

に

あ

る

整
理

を

加
へ

て
､

(

8
)

そ

れ

を

等
価
の

影
像
に

置
き

換
へ

よ

う
と

試
み

る

の

で

あ

る
+

と

説
明

す
る

の

も
こ

の

辺
の

事
情
で

あ

る
｡

堀

辰

雄
が

本

来

的
に

生

悶
ィ

･⊥

き
る

の

は

こ

の

想

像
世

界
に

お

い

て

で

あ
っ

て
､

現

実

世

界
は

そ

れ
.へ

至
る

た

め

の

い

わ

ば

足
場
に

す
ぎ

な
い

｡

英
人

生
か

ら

作
品

が
一

種
の

余
剰
と

し

て

こ

ぼ

れ

落
ち
る

の

で

は

な
い

｡

文

学
世

界

を

追

う

彼
の

う
ち
の

芸

術
家
が

､

生

活

者
と

し

て

の

己
れ

の

日

常

を

逆
に

規
定
し

て

く
る

､

と
い

う
彼
の

生

き

方
の

特

異
な

あ

り
よ

う

は

こ

こ

に

起

因
し

て

い

る
｡

も
っ

と

も

彼
の

場
合
こ

の

消
息
に

は

あ

る

推
移
が

見
ら

れ
､

初
期
に

お

い

て

は

現

実

世

界
と

想

像
世

界
の

懸
隔
は

比

較
的

僅
少
で

､

小

説
の

衣

裳
ほ

多
分

に
ハ

イ

カ

ラ

で

実

験
的
で

あ
っ

た

け

れ

ど
､

そ

の

内

実
は

自
己

に

即
し

た

告
白

的
な

も
の

で

あ

っ

た
｡

そ

れ

が

あ

る

時
期
以

後
､

こ

の

両

世

界
の

間
の

距
離
ほ

み

る

み

る

離
れ

､

芸
術
家
と

し
て

想

像
世

界
に

生

き

る

本
質
的

な

彼
と

､

結
婚
し

病
い

が

ち

な

身
を

信
州
の

高
原
に

養

う
生

活
人

と

し
て

の

彼
と

の

間
は

､

微
妙
に

関
わ

り

あ

い

な
が

ら

も
へ

だ

た

り

を

見
せ

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

転
期
に

つ

い

て

考
察
す

る

こ

と

が

こ

の

小

論
の

本

来
の

目

的
で

あ
っ

て
､

後
に

も

う
一

度

こ

の

問
題
に

立

ち

帰
る

こ

と

に

な

る

が
､

と
に

か

く
､

何
ら

か

の

意
味
で

の

生
の

体

験
を

そ

の

よ

う
に

作
品

世

界
の

な
か

に

昇
華
さ

せ

る

挽
作
は

決
し
て

容
易
な

も
の

で

あ

る

は

ず
ほ

な

く
､

彼
は

己

れ

の

棉
神
の

す
べ

て

を

あ

げ
て

こ

の

転

換
に

カ
を

尽

く
さ

ね

ば

な

崎
一

畔

地
T
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血
叩

､

u
甲

ら
な

か
っ

た
｡

結
局

､

堀
が

海
外
の

作
家
た

ち
の

影
響
に

､

み

ず
か

ら

好
ん

で

浸
潤
さ

れ

た

こ

と
の

根
本
の

理

由
ほ

､

た

だ

単
に

ハ

イ

カ

ラ

趣
味

と
い

う
よ

う
な

表
面

的

な
も

の

を

こ

え
て

､

先
に

述
べ

た

自
立

す

る

世

界
と

し
て

の

文
学
と

い

う
も
の

の

手

本
が

日

本
に

は

な

か
っ

た

と
い

う
､

深
刻
な

､

し
か

し

簡
単
明

瞭
な

､

事
実
に

帰
着
す
る

の

で

あ

る
｡

た

だ

そ

の

場
合

注

意
す
べ

き

は
､

彼
が

影
響
に

対

し

て

受
動
的
に

身
を

開
き
つ

つ
､

同

時
に

あ

く

ま
で

彼
自
身
を

失
わ

な

か
っ

た

こ

と
で

あ

る
｡

彼
は

そ

の

点

実
に

芯
が

強
か
っ

た

と

言

っ

て

い

い
｡

あ

る

い

は

狭
か
っ

た

と

言

う
ぺ

き
か

も

知
れ

な
い

｡

彼
は

も

ろ

も

ろ
の

作
家
か

ら
､

己

れ

の

資
質
に

あ

う
も

の
､

そ

れ

を
こ

や

し
て

く
れ

る

も
の

､

己

れ

の

感
性
が

う
け
つ

け

る

も

の
､

を

敏
感
に

臭
ぎ
わ

け
､

そ

れ

の

み

を

吸

収
し

､

他
を

捨
て

る

と
い

う
す
べ

を

知
っ

て

い

た
｡

一

般
に

､

コ

ク

ト

1

や

ア

ポ

リ

ネ

ー

ル

は

彼
に

文

体
上
の

影
響
を

与

え
､

ラ

デ
ィ

ゲ

や

プ

ル

ー

ス

ト

や

ゲ

ー

テ

や

モ

ー

リ

ア

ッ

ク

は

彼
に

小

説
の

方

法
や

文

学
の

あ

り

方
を

示

唆
し

､

リ

ル

ケ

や

折
口

信
夫
は

彼
の

魂
に

痕
を

残

し
て

芸
術
家

と

か

人

間

存
在
そ

の

も
の

の

把
捉
に

深
み

を

与

え

た
､

と
い

わ

れ

(

9
)

る

が
､

た

と

え

ば

そ

の

リ

ル

ケ

と

の
､

ま

た

折
口

を

通

じ
て

の

日

本

古
典
と

の

接
触
が

､

そ

の

当

時
の

わ

が

国
の

い

わ

ゆ

る

リ

ル

ケ
･

ブ

ー

ム

(

ほ

ぼ
一

九
三

〇
年
代

と

四

〇

年
代
)

や

古

典

復

帰
の

風
潮
(

一

九
三

七

年
前

後
)

と
い

っ

た

世

間
の

一

時
期
の

流
行
と

ほ

ぼ

時

を

合
わ

せ

な

が

ら

も
､

ま

た
､

堀

自
身
そ

う
い

う
ブ

ー

ム

や

風
潮
に

触
発
も
さ

れ
､

同

時
に

そ

れ

ら

を

助

長
さ

せ

る

功
罪
の

一

半
を

に

な
い

な
が

ら

も
､

結
局

そ

の

な
か

か

ら

自
己

独

自
の

も
の

を

掴
み

取
っ

て
､

亜

流
に

堕
す
る

こ

と

を

免
れ

得
て

い

る

の

は
､

つ

ま

り

は

彼
が

つ

ね

に

中
核
に

自
己
の

文

学
の

問
題
を

か

か

え
､

そ

こ

か

ら

内

発
的
に

触
手

を
の

ば

す
こ

と

に

よ
っ

て

摂
取

す
べ

き

も
の

を

正

し

く

撰
り

わ

け
る

才
能
を

持
っ

て

い

た

か

ら
に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

さ

て
､

本

題
に

入
っ

て
､

多
く
の

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

作
家

､

詩
人

に

ま
じ
っ

て
､

リ

ル

ケ

は

堀

辰

雄
に

ど

の

よ

う
に

影
響
し
た

だ

ろ

う
か

｡

あ

る

人

は

右
に

も

触
れ

た

よ

う

に

｢

リ

ル

ケ

は

堀
の

魂
に

あ
と症

を

残

し

た
+

と

言
い

､

ま

た

あ

る

人

は

『

風
立

ち
ぬ
』

に

お

け

る

リ

ル

ケ

と
の

類
似
に

言
及
し
っ

つ
､

そ

の

類
似
は

｢

堀
と

リ

ル

ケ

が

気

質
的
に

似
て

い

た

こ

と

を

示

す
に

す

ぎ

な
い

｡

手
法

的
な

影
響
は

何
も

な
い

｡

似
て

い

る

の

ほ

運

命
に

対

す
る

考
え

か

た
､

(

1 0
)

あ

る

い

は

芸

術
家
の

孤
独

に

対

す
る

認

識
で

あ

る
+

と

述
べ

て

い

る
｡

だ

が
､

魂
に

残
し

た

痕
と

は

ど
の

よ

う
な

種
類
の

痕
で

あ
っ

和
一

.⊥
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た

か
､

あ

る

い

は
､

『

風
立

ち
ぬ
』

に

は

手

法
上
の

影
響
は

な
い

と

し

て

も

他
の

作
品
に

対

し
て

は

ど

う

か
､

文
学
は

手

法
の

み

で

は

な
い

の

だ

と

す
る

と

他
の

面
に

影
響
は

な
い

の

だ

ろ

う
か

､

両

者

が

互
い

に

似
か

よ
っ

て

い

る

気

質
と

ほ

ど
の

よ

う
な

も
の

で

あ

る

の

か
｡

ヽ

ヽ

ヽ

私
見
に

よ

れ

ば
､

リ

ル

ケ

の

堀
へ

の

影
響
は

､

そ

の

人

と

文

学

の

両

方
の

領
域
に

か

な

り

根
深
い

刻
印
を

残
し

､

そ

の

痕
跡
は

そ

の

両

面
で

か

な

り

明

瞭
に

顕
現
し

て

い

る

と

思

わ

れ

る
｡

堀
が

リ

ル

ケ

に

は

じ

め
て

接
す
る

の

は
一

九

三

四

年
(

昭

和
九

年
)

の

初
夏
の

頃
で

あ
っ

た

と

推
定

さ

れ

る
｡

そ

の

六

月
､

『

｢

ス

タ

グ
ロ

ギ

ン

の

告
白
+

の

作
者
に
』

で
､

い

ま

雑
誌
『

四

季
』

の

た

め

に

リ

ル

ケ

の

『

M

･

L
･

ブ

リ
γ

ゲ

の

手

記
』

を

訳
し

か

け

て

い

る

と
こ

ろ

だ
､

と

書
き

､

｢

偶
然
自
分
の

手
に

こ

ろ

が

り

込

ん

で

き

た

や

う

な
+

そ

の

本
と

の

出
会
い

の

エ

ピ

ソ

ー

ド

を

語
っ

て

い

る
｡

同

じ
こ

ろ
の

『

ハ

イ

ネ

が

何
処

か

で
』

で

原
書
と

と

も

に

モ

ー

リ

ス

･

ベ

ア

ツ

の

フ

ラ

ン

ス

語

訳
を

傍
に

置
い

て

｢

独

逸

(

1 1
)

語
の

勉
強
か

た

が

た
+

訳
し

出
し

て

い

る
､

と
い

い
､

ジ

イ

ド

の

『

地
の

糧
』

と

比

較
し
っ

つ

マ

ル

テ

の

境
遇
な
ど

に

触
れ

て

い

る

が
､

同

年
秋

刊
行
さ

れ

出
し

た

芥
川
の

全

集
の

月

報
に

書
い

た

『

高
原
に

て
』

で

も

リ

ル

ケ

の

こ

の

作
品
に

言
及

し
て

､

こ

れ

を

｢

ス

カ

ン

ヂ

ナ

ダ
イ

ア

的
要
素
+

を

仲

立

ち
に

し

て

芥
川
の

『

歯

畑

車
』

と

較
ぺ

て

み

た

い
､

な

ど

と

述
べ

て

い

る
｡

そ

し
て

こ

う

し

た

『

マ

ル

テ

の

手

記
』

の

読
書
お

よ

び

試
訳
の

結
果
は

､

そ

の

秋

十

月
か

ら

堀
を

中
心
に

再
刊
さ

れ

た

月

刊
『

四

季
』

の

十

月
､

十

二

月
､

翌
一

月
の

各
号
へ

の

『

マ

ル

テ
･

ロ

オ

リ
ア

ツ
･

ブ

リ

ッ

ゲ

の

手
記
』

と

題
す
る

､

こ

の

作
品

全

七

十
一

段
の

う
ち

冒
頭
の

十
三

段
の

翻
訳
の

掲
載
と

な
っ

て

現

わ

れ

て

い

る
｡

因
み

に
､

わ

が

国
に

お

け
る

『

マ

ル

テ

の

手

記
』

■
の

翻
訳
と

し
て

は
､

堀
の

こ

の

仕
事
ほ

五

年
ほ

ど

後
の

大
山
定

一

に

よ

る

完
訳
に

先

立
っ

て
､

は

じ

め
て

の

も

の

で

あ

る
｡

彼
の

リ

ル

ケ
ヘ

の

関
心

は

翌

年
も
い

よ

い

よ

衰
え

ず
､

『

マ

ル

テ
』

に

触
発
さ

れ

た

の

で

あ

ろ

う
､

ち
ょ

う
ど

そ

の

作
品

執
筆
当

時
の

リ

ル

ケ

に

焦
点

を

合
わ

せ

て
､

『

巴

里
の

手
紙
』

(

ル

ウ
･

ア

ン

ド
レ

ア

ス

‖

サ

ロ

メ
､

妻
ク

ラ

ラ
､

ロ

ダ
ン

､

に

あ
て

た

リ

ル

ケ
の

書
翰
の

翻

訳
)

､

『

日

時

計

の

天

使
』

(

ク

ラ

ラ

に

あ

て

て
､

ロ

ダ

ン

と
シ

ャ

ト

ル

の

本

寺
を

訪
れ

た
こ

と
を

報
じ

た

リ

ル

ケ

の

書

翰
を

中
心

に

し

た
エ

ッ

セ

イ
｡

こ

の

中
で

礪
は
ロ

ダ
ン

と

リ

ル

ケ
の

離
反
の

悲

劇
的

な

過

鍵
を

小

説
の

主

題
に

し

て

み

た

い
､

な

ど

と

書
い

て

い

る
)

､

『

或
女

友

達
へ

の

手

紙
』

(

リ

ル

ケ

が
バ

ラ

デ

ィ

ー

ヌ

に

あ

て

､

､

(

原
文
)

た

フ

ラ

ン

ス

語
の

手

紙
の

翻
訳

｡

｢

私
が

運
命
と

呼
ぶ

の

は
､

不

可

避

的

に
､

精

神
の

整

理
だ

の
､

本

爽

孤

濁
で

あ

る
ぺ

き

高
揚
だ

の

を

中

層
せ

し

瞭
･
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通
叩
し

姐
サ

ム

叩

め
､

廃
止

せ

し
め

に

凍
る

と
こ

ろ
の

､

あ

ら

ゆ
る

外

部
の

出

来
事

(

例
へ

ば

病

気
な
ど

を

も

含
め
て
)

を

指

す
の

で

す
｡

セ

ザ

ン

ヌ

は

そ

れ

を

よ

く

知
つ

て

ゐ

ま

し

た
｡

彼
は

そ
の

後
半
生

､

三

十
年
間

と
い

ふ

も
の

､

彼
の

言

葉
を

便
へ

ば

『

鈎

を
び

つ

か

け

に
』

彼
の

と
こ

ろ

に

や

つ

て

凍
る

す
べ

■
て

の

も
の

か

ら

遠
ざ

か

つ

て

ゐ

ま

し

た
+

と
い

う
､

堀

と
の

関
連
か

ら

見

て

の

ち

に

述
べ

る

よ

う

な

意
味
で

重

要

と

思

わ
れ

る

箇

所
を

含
ん

で

い

る
)

､

『
(

リ

ル

ケ
)

年
譜
』

､

な

ど

が

書
か

れ

て

い

る
｡

こ

れ

ら

は

い

ず
れ

(

1 2
)

(

1 3
)

も

後
年
『

リ

ル

ケ

雑
記
』

､

さ

ら
に

『

リ

ル

ケ

私

記
』

の

標

題
の

も

と

に

集
め

ら
れ

る

リ

ル

ケ

に

つ

い

て

の

い

く
つ

か

の

エ

ッ

セ

イ

の

中
に

収

め

ら
れ

る

が
､

こ

と
に

『

或
女

友

達
へ

の

手

紙
』

と
『

年

譜
』

と
は

同

年
六

月

に

出
た

『

四

季
』

の

リ

ル

ケ

研
究
号
に

掲
載

さ

れ

た

も

の

で
､

同

冊

子
は

同
じ

く

堀
の

手

に

な

る

短

い

解

説

『

リ

ル

ケ

書

翰
(

ロ

ダ
ン

宛
)

』
､

『

旗
手
ク

リ

ス

ト

フ

･

リ

ル

ケ

の

愛
と

死
の

歌
』

を

収
め
て

い

る
｡

最
後
の

解

説
は

当

時
礪
が

読
ん

(

1 4
)

で

ノ

ー

ト

を

取
っ

て

い

た

ビ

ア

ン

キ

の

書

物
に

よ

る

も

の

で

あ

る
｡

こ

の

『

四

季
』

の

リ

ル

ケ

研

究
号
は

日

本
に

お

け
る

最
初
の

リ

ル

ケ

特
輯
の

鯉
誌
で

あ
っ

た
｡

こ

う

し
て

堀
辰

雄
の

な

か

に

ご

く

急

速
に

､

そ

し

て

そ

の

ま
ま

生

涯
続
く

影
響
を

与

え
る

リ

ル

ケ

と

の

ふ

れ

合
い

が

始
ま
る

の

で

あ

る

が
､

こ

の

ふ

れ

合
い

が

ど
こ

か

宿

命

的
な

色

合

い

を

も
っ

た
､

｢

出
会
い
+

と

で

皇
一口
っ

た

ら
い

い

よ

う

な

趣
き
の

も
の

で

あ

っ

た

こ

と

に

ほ
､

二

つ

の

要
素
が

重

な
っ

た

結
果

と

考
え

る

こ

と

が

で

き

る

と

思

う
｡

そ

の
一

は
､

出
会
い

の

時
期
が

ち
ょ

う

ど

堀

の

一

転
期
に

さ

し
か

か
っ

て

い

た
､

と
い

う
こ

と

で

あ

り
､

そ

の

二

は
､

は

じ

め

て

接
し

た

作

品

が

『

マ

ル

テ

の

手

記
』

で

あ
っ

ヽ

ヽ

ヽ

た
､

と
い

う
こ

と
で

あ

る
｡

こ

の

時
に

こ

の

相

手
と

ぶ

つ

か
っ

た

こ

と

が

真
に

運

命
的
で

あ
っ

た

と

思
わ

れ

る

の

だ

が
､

そ

れ

ぞ

れ

､

ヽ

ヽ

い

か

な
る

時
で

あ

り
､

い

か

な

る

相

手
で

あ
っ

た

か
｡

ま

ず
､

堀
が

あ

る

転

期
に

さ

し
か

か
っ

て

い

た

と
い

う

事
態
の

内

容
は

､

先
に

も
ご

く

簡
単
に

触
れ

た

よ

う
に

､

こ

の

前

後
(

堀

が

リ

ル

ケ

を

読
み

始
め

る

の

は

前

述
の

通

り
一

九
三

四

年
､

昭

和

九

年
の

こ

と
で

あ
る
)

の

時
期
を

境
に

､

堀
は

｢

自
己

に

即

し

た

文

学
+

の

時
代
か

ら
､

｢

他

者
の

う

ち

に

人

間
の

運
命
を

見
つ

め

る

文
学
+

の

時
代
に

移
り

変
わ

る

の

で

あ

る
｡

堀
が

リ

ル

ケ

に

接

す

る

の

は
､

こ

の

推
移
の

過

程
の

兵
只

中
に

お

い

て

な
の

で

あ
っ

た
｡

ゎ

れ

わ

れ

は

こ

の
一

九
三

四

年
の

前
後

､

す

な

わ

ち
そ

の

前
年

の
一

九
三

三

年
(

昭

和
八

年
)

に

書
か

れ

た

『

美

し
い

村
』

と
､

同

じ

く

そ

の

翌
々

年
の
一

九
三

六

年
(

昭

和
十

一

年
)

に

生

ま

れ

た

『

風
立

ち
ぬ
』

の
､

こ

の

二

つ

の

連
作
が

､

堀
文

学
の

中
で

占
め

る

特
異
な

位
置
に

注
目

し

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

こ

と

に

『

風
立

脱
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ち
ぬ
』

の

終
章
『

死
の

か

げ
の

谷
』

は
一

年
の

空

白
､

い

な
､

そ

の

間
に

堀
は

は

じ

め
て

京

都
､

大
和
方

面

を

旅
し

､

ま

た

『

か

げ

ろ

ふ

の

日

記
』

を

書
い

て

い

る
､

こ

の

こ

と
の

も
つ

今
の

わ

れ

わ

れ

に

と
っ

て

重

大
な

意
味

､

し

か

し

と
に

か

く
一

年
の

遅

滞
の

の

ち

に
､

し
か

も

リ

ル

ケ

の

『

レ

ク

イ
エ

ム

』

の

詩
行
に

支
え

ら

れ

て

成
る

､

こ

の

こ

と
の

意
味

､

こ

れ

ら
の

こ

と

を

考
え

合
わ

せ

な

が

ら
､

上

記
二

つ

の

連
作
の

持
つ

特
異
な

性
格
を

考
え
て

み

ょ

う
｡

そ

の

第
一

は
､

結
局

両

作
品

と

も
に

｢

芸
術
家

小

説
+

で

あ

る

と
い

う
こ

と
で

あ

る
｡

と

も
に

主

人

公
の

｢

私
+

ほ

何

か

の

物
語

を

書
き
つ

つ

あ
る

､

も
し

く

は

書
こ

う
と

し
て

い

る

の

で

あ

る
｡

『

美
し
い

村
』

で

は
､

そ

の

｢

私
+

は

は

じ

め
ほ

自
分
の

身
を

最

近
ま

で

苦
し

め
て

い

た

恋

愛
事
件
を

主

題
に

し

て

物
語
を

書

く
つ

も

り
で

あ

る

高
原
の

正

村
へ

や
っ

て

来
る

の

だ

が
､

や

が

て

こ

の

田

舎
で

の

日

毎

日

毎
の

さ

び

し
い

が

お

だ

や

か

な

風
物
に

慰
め

ら

れ
､

胸
の

痛
み

を

癒
や

さ

れ

て
､

こ

の

｢

村
+

そ

の

も
の

を

主

題

に

し

た

｢

美
し
い

村
L

と

い

う

牧
歌
的
な

作
品

を

描
く
こ

と

に

予

定
を

改
め
て

､

こ

の

村
の

あ

ち
こ

ち

を

散
歩
し

な

が

ら

目
に

ふ

れ

る

さ

ま
ざ

ま

な

も
の

と
の

交
感
を
ア

ラ

ベ

ス

ク

風
に

､

あ
る

い

は

ま
る

で

シ

ュ

ー

マ

ン

の

あ

る
一

つ

の

和
音
を

分

解
し

展
開

さ

せ

て

(

1 5
)

つ

な

げ
て

ゆ
く

よ

う

な

持
続
の

仕
方
で

つ

ぎ
つ

ぎ
に

書
き
つ

い

で

ゆ

く
｡

た

だ
､

後
半

一

人
の

未
知
の

少

女
と

知
り

あ

う
こ

と
に

よ

甜7

-

っ

て
､

主

人

公
に

新
た

な

運

命
の

開
か

れ

る

の

が

予

感

さ

れ

る

が
､

こ

こ

に

至
っ

て

示
さ

れ

る

こ

の

作
品
の

主

題
の

二

重

性
は

､

こ

の

作
品
が

あ

る

過

渡
期
に

あ

る

こ

と

を

証

し
て

い

る

も

の

で

あ

(

1 6
)

る
｡

そ

の

運

命
の

予

感
は

そ

の

ま

ま

『

風
立

ち

ぬ
』

に

ぴ

き
つ

が

れ

て

現

実

と

な
る

が
､

こ

こ

で

も

主

人

公
の
一

人

｢

私
+

は

仕
事
を

か

か

え

て

女

主

人

公
｢

節
子
+

に

療
養
所
へ

付
き

添
っ

て

ゆ

く
｡

そ

の

生

活
の

な
か

で

し

ば

ら

く

放
棄

っ

て

い

た

仕
事
に

立

帰
ろ

う

と

し

て
､

急
に

｢

い

ま
の

日

ご

と

日

ご

と
を

一

つ

の

異
常
な
パ

セ

テ

ィ

ッ

ク

な
､

し

か

も

物
静
か

な

物
語
に

置
換
へ

+

だ

そ

う

と

し

は

じ

め

る
｡

｢

私
+

は

い

つ

か

｢

そ

の

物
語
自
身
が

あ

た

か

も

さ

う
い

ふ

結
果
を

欲

し
で

も

す
る

か

の

や

う
に

､

病
め

る

女

主

人

公

の

物

悲
し

い

死
を

作
為
し
だ

し
て

ゐ

た
｡

-
+

引

用

は
こ

れ

以

上
さ

し

控
え

て

結
論

だ

け

を

言
え

ば
､

｢

私
+

は
い

く
ら

｢

節
子
+

を

愛
し
て

い

よ

う
と

､

二

人
の

間
に

は

大
き

な

ギ

ャ

ッ

プ

が

あ

る

の

で

あ

る
｡

死
を

前
に

し

て

生

き

る

こ

と
と

愛
す
る

こ

と

が

∵

致

す
る
｢

節
子
+

､

そ

れ

に

対

し

て

仕
事
と
い

う

も
の

に

気
を

と

ら

れ

て

い
■
ま
の

悲
し

み

そ

の

も

の

を

も

意

識
的

無
意
識
的
に

仕
事
の

対

象
に

し
ょ

う
と

す
る

｢

私
+

と

の

由
に

は
､

先

取

り

し
て

言
う
な

舟
J

血
り

血
¶
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膚
し

由
Y

ら

ば
､

リ

ル

ケ

が

男
と

女

と
の

間
に

見
て

い

た

と

同

種
の

宿
命
的

な

断
層
が

あ

る
｡

『

マ

ル

テ

の

手

記
』

に

こ

の

主

題
が

色

濃
く

影
を

落
と

し

て

い

る

こ

と

は

の

ち
に

述
べ

る

と
お

り

で

あ

る

が
､

『

レ

ク

イ
エ

ム

』

も

ま

た

同
じ

主

題
を

含
ん

で

い

る
｡

ほ

ぼ
一

年
の

の

ち

書
き
つ

が

れ

る

璧
早

『

死
の

か

げ
の

谷
』

で

こ

の

断
層
は

よ

う

や

く

消

滅
す
る

｡

こ

の

中
で

果
た

し
て

い

る

リ

ル

ケ

の

『

レ

ク

イ

エ

ム
』

の

詩
節
の

役
割
は

一

目

際
然
で

あ

る

か

ら
こ

こ

に

改

め

て

(

1 7
)

述
べ

な
い

が
､

要
す
る

に

｢

節
子
+

と

｢

私
+

と

は

｢

節
子
+

の

死

を

通
し

て

は

じ

め

て
､

｢

私
+

が

そ

の

死
の

意

味
を

と

り

出

す
こ

と
が

で

き

て

は

じ

め
て

､

一

体

と

な
る

こ

と
が

で

き

る

の

で

あ

る
｡

福
永
武
彦
が

｢

も

し

も

『

死
の

か

げ
の

谷
』

が

『

私
』

の

悔
恨
を

照
し

出
さ

な
か

っ

た

な

ら
ば

､

こ

の

小

説
は

も
っ

と

救
い

の

な

(

1 8
)

い
､

後
味
の

悪
い

も

の

に

な
っ

た

か

も

知
れ

な
い

+

と

言
っ

て

い

る

の

は

お

そ

ら

く
正

し
い

｡

そ

し
て

『

美
し
い

村
』

と

『

風
立

ち
ぬ
』

と

が

共

通
に

持
つ

第

二

の

点
は

､

と

も
に

作
者
の

日

常
的
現

実
界
で

の

体

験
を
そ
っ

く

り

そ

の

ま

ま

素
材
に

し
て

い

る
､

す
な

わ

ち

あ

る

意
味
で

非

常
に

｢

私

小

説
的
+

で

あ

る

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

『

美
し
い

村
』

の

前
半
に

お

け
る

主

題
の

要
因

で

あ

る

｢

恋
愛
事
件
+

は

『

ル

ー

ベ

ン

ス

の

偽
画
』

以

来
た

び

た

び

堀
の

作
品
の

モ

チ

ー

フ

と

な
っ

た

｢

母

と

娘
+

の

主

題
の

娘
の

原

型
で

あ

る

宗
瑛
に

対

す
る

堀

白
身

の

感
情
体

験
で

あ

る

ら

し
い

こ

と
は

推
測
に

難
く

な
い

し
､

そ

の

後
半
に

現
わ

れ

る

｢

貴
い

ろ
い

蓼
藁

帽

子

の

少

女
+

が

や

が

て

『

風

立

ち
ぬ
』

の

ヒ

ロ

イ

ン

と

な
る
べ

く
､

現

実
に

お

い

て

も

堀

の

婚

約
者
と

な
っ

た

矢

野
綾
子
で

あ

り
､

そ

の

悲
劇
が

作
品

に

書

か

れ

た

と

ほ

ぼ

同

様
の

経
緯
を

辿
っ

た

こ

と

は

む

ろ
ん

も

は

や

周

知
の

こ

と

で

あ

ろ

う
｡

こ

の

二

つ

の

作
品
に

見
ら

れ

る

ご

と

き

｢

芸
術
家

小

説
+

の

形

態
の

作
品

､

あ

る

い

は

｢

私

小

説
的
+

な

内

容
の

作
品

は
､

以

後

の

堀
の

文
学
に

は

現

わ

れ

な
い

｡

･
か

つ

て

の

『

ル

ウ
ペ

ン

ス

の

偽

画
』

や

『

聖
家

族
』

の

素
材
と

主

題
が

展
開
し

､

.
わ

れ

わ

れ

が

今

問
題
に

し

て

い

る

ま
さ

に

こ

の

時
期
に

書
か

れ

た

『

物
語
の

女
』

か

ら

は
､

や

が

て

長
年
の

懸
案
で

あ
っ

た

『

菜
穂
子
』

が

導
き

出

さ

れ

て
､

■
こ

こ

に
一

応
の

完
結
を

見
る

わ

け

で

あ

る

が
､

『

物
語

の

女
』

と

『

菜
穂
子
』

は

全
く

作
者
の

想
像
裡
に

展
開

す
る

物
語

で

あ
っ

て
､

『

ル

ウ

ペ

ン

ス

の

偽
画
』

や

『

聖
家

族
』

が

自
己

告
白

的
で

あ

る

の

と

ほ

本
質
的
な

差
違
を

示

し
て

い

る
｡

こ

の

観
点
に

立
っ

て

『

美
し

い

村
』

よ

り

以

前
の

作
品

群
を

ふ

り

か

え
る

と
､

そ

れ

ら
は

い

ず
れ

も
ア

ポ

リ

ネ

ー

ル

や

ヲ

デ
ィ

ゲ

な

ど
の

フ

ラ

ン

ス

新
文

学
の

影

響
を

顕
著
に

う
け
て

さ

ま

ざ

ま
の

実

験
的
な

衣

裳

湖
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を

つ

け

て

は

い

る

が
､

そ

の

下
の

素
顔
は

と
い

え

ば

そ

れ

ら
の

ほ

ぼ

す
べ

て
､

先
に

述
べ

た

よ

う
な

｢

芸

術
家
+

に

や

が

て

成

長
す

る

で

あ

ろ

う
よ

う
な

一

文

単

音
年
の

自
伝
的
な

青
春
の

記
録

､

と

い

っ

た

趣
き
の

も

の

で

あ

る

こ

と
が

わ

か

る
｡

ふ

つ

う

古
典
主

義

的

作
品

と

い

わ

れ

る

『

聖
家

族
』

の

私

小

説

的

性

椿
に

つ

い

て

(

1 9
)

は

す
で

に

村
松
剛
の

論
考
が

あ

る

が
､

『

ル

ウ
ペ

ン

ス

の

偽

画
』

と

と

も
に

そ

の

素

材
は

い

わ

ゆ
る

｢

一

九
二

五

年

夏
+

体

験
(

こ

の

夏
､

堀
は

軽
井
沢

で

芥

川

や

片
山

広
子

､

宗
瑛
母

娘
と

と

も

に

暮

し
た
)

に

由
来
す
る

の

で

あ

り
､

『

燃
ゆ

る

屑
』

､

『

奔
藁

帽

子
』

な

ど

は

そ

れ

よ

り

さ

ら
に

以

前
の

体

験
の

文

学
化
で

あ

る
｡

い

ず
れ

も

作

品
の

構
成

は

意
識
的

､

審
美
的
で

あ

る

が
､

題
材
は

告
白
的

､

私

小

説
的
で

あ

る
｡

も
っ

と

も
､

そ

れ

ら
の

場
合
は

原

体

験
と

執
筆

年
代
の

へ

だ

た

り
が

『

美
し

い

村
』

や

『

風
立

ち
ぬ
』

ほ

ど

近

く

な
い

た

め

に
､

｢

私

小

説

性
+

は

そ

れ

だ

け

薄
ら
い

で

い

る
｡

こ

れ

が

す
な

わ

ち
､

初
期
か

ら

『

風
立

ち
ぬ
』

ま

で

を

先
に

｢

自
己

に

即
し

た

文

学
+

の

時
代

と

呼

び
､

中
で

も

と

く

に

『

美

し

い

村
』

と

『

風
立

ち
ぬ
』

の

時
期
を

｢

私
小

説
的
+

な

時
代
と

呼
ぶ

ゆ
え

ん

で

あ
る

｡

彼
の

文

学
が

こ

の

よ

う

な

軌
跡
を

描
く
に

は
､

そ

れ

な
り

の

内

的

必

然
が

あ
っ

た

は

ず
で

あ

る

が
､

簡
単
に

い

え

ば
､

ど

ち

ら
か

と
い

う

と

技
法
や

形
式
美
を

追
求
し

た

初
期
の

文

学
の

あ

り

方
へ

焔

の

反
省
と

し
て

人

間
の

内

面
の

様

相
に

見
入

ろ

う

と

す
る

欲

求
が

起
こ

り
､

そ

れ

と

自
己
の

悲

痛
な

恋
愛
や

死
の

体

験
と

結
び

あ
っ

て
､

自
然
己
れ

の

生

命
を

見
守
る

と
い

う

｢

私
小

説
的
+

な

形
態

(

2 0
)

を

と

る

に

至
っ

た

の

だ

と

見

ら

れ

よ

う
｡

た

だ
､

堀

自
身
己

れ

の

そ

れ

ま
で

の

私

小

説
性
を

反
省
し

た
､

や

は

り

こ

の

時
期
の

エ

ァ

セ

イ

『

小

説
の

こ

と
な

ど
』

の

な

か

で
､

｢

私
の

こ

れ

ま

で

書
い

て

来
た

も
の

は

所
謂
『

私
小

説
』

と

呼
ば
る

べ

き

も
の

で

あ

る

か

ヽ

ヽ

､

(

原
文
〕

も

知
れ

な
い

が
､

私
ほ
つ

び

ぞ
一

度
も

､

私

小

説

本

束
の

特
性
で

あ
る

と
こ

ろ

の
､

他

人
の

前
に

何
も
か

も

告

白
し

た

い

と
い

ふ

痛

切

な

欲

求
か

ら
そ

れ

を

書
い

た

こ

と
は

な
か

つ

た
+

と

言
っ

て

い

る

こ

と
の

妥
当

性
は

､

ふ

つ

う
に

い

う

自
然
主

義
の

一

変
形
と

し

て

の

私
小

説
と

較
べ

た

場
合

､

認

め

ら

れ

る

ぺ

き

で

あ

る
｡

堀

辰

雄
に

あ
っ

て

は

題
材
が

｢

私

小

説
的
+

で

あ
っ

て

も
､

そ

の

処
理

に

は

つ

ね

に

｢

フ

ィ

ク

シ

ョ

ン

を

組
み

立
て

る
+

の

だ

と
い

う
構

成
の

意
識
が

働
い

て

い

る

こ

と
は

香
定

で

き

な
い

か

ら
で

あ

る
｡

｢

私
は

一

度
も

私
の

経
験
七

た

と

ほ

り

に

小

説
を

書
い

た
こ

と
は

な
い

｡

(

さ

う

か

と
云

つ

て

ま

た
､

自
分
の

感
じ

も

し

な

か

つ

た

こ

と

は
一

ぺ

ん

も

書
い

た

こ

と

は

な
い

が

…
)

+

と

は

同

じ
エ

ッ

セ

イ

中
の

言

葉
で

あ

る
｡

そ

し
て

､

短
篇
の

な
か

に

う
ま

く

収
め

血
7

山
呵
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る

に

は
､

感

情
な

ら

感
情
の

一

部
を

｢

孤

立
さ

せ
､

誇
張
し

､

純

粋
に

さ

せ

て
+

措
く

よ

り

ほ

か

仕
方
が

な
い

と
､

そ
こ

に
一

種
の

歪
曲
の

振

作
が

働
く
こ

と

を

述
べ

て

い

る

が
､

こ

こ

に

い

わ

ゆ
る

堀
の

｢

内

的
リ

ア

リ

ズ

ム

+

の

世
界
構
築
の

砲

塔
の

一

つ

が

語

ら

れ

て

い

る
｡

さ

ら
に

わ

れ

わ

れ

は

同
エ

ッ

セ

イ

中
の

次
の

言

葉
に

と

く
に

注
意
し

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

だ

ろ

う
｡

-
｢

し

か

し

今

ま

で

の

ま

ま
で

ほ
､

も

う
に

つ

ち

も

さ

つ

ち
も

行

け
な

く
な
つ

て

ゐ

る

こ

と

を
､

つ

い

で

に

告

白
し

て

置
き

た

い

の

で

あ

る
｡

+

っ

ね

に

自

己
の

正

確
な

批
判

者
で

あ

り

得
た

堀

辰

雄
は

､

こ

の

と

き

も

自
分
が

あ

る

転
期
に

さ

し
か

か

っ

て

い

る

こ

と

を

正

し

く

見

抜
い

て

い

た
｡

彼
は

ど

こ

へ

行

く
べ

き
で

あ

る

の

か
｡

彼
に

そ

へ

2 1
)

の

道
を

示
し

た

も

の

が
､

モ

ー

リ

ア

ッ

ク

と

リ

ル

ケ

で

あ

る
｡

実
は

今
右
に

引

用
し

た
エ

ッ

セ

イ

『

小

説
の

こ

と

な

ど
』

は
､

モ

ー

リ

ア

ブ

タ

の

小

説

論
『

作
家
と

作

中
人

物
』

に

刺

戟
さ

れ

て

成
っ

た

も
の

な

の

で

あ

る
｡

堀
は

モ

ー

リ

ア

ッ

ク

に

は

リ

ル

ケ

と

ほ

ぼ

時
期
を

同
じ

く

し
て

親
し
み

出
し
て

い

る
｡

こ

の

こ

と

か

ら

も

堀
が

い

か

に

鋭
敏

な

触
手
を

も
っ

て

自
己
の

文

学
の

展

開
に

必

要
な

養
分
を

探
索
し

､

そ

れ

の

発

見
に

成

功
し

て

い

た

か

が

わ

か

る

の

で

あ

る
｡

彼
は

そ

の

エ

ッ

セ

イ

に

モ

ー

リ

ア

ブ

ク

の

右
の

小

説

論

中
の

｢

わ

れ

わ

れ

の

中
に

小

説

家
が

形

態
を

具
へ

出
す

の

は
､

わ

れ

わ

れ

が

わ

れ

わ

れ

自

身
の

心

情
か

ら

わ

れ

わ

れ

を

引

き

離
し

得
る

や

う
に

な
つ

て

か

ら
で

あ

る
+

､

｢

最
も

客

観
的

な

小

説

の

背
後
に

も
､

…
=
･

小

説

家

自
身
の

活
き

た

悲
劇
は

揺
さ

れ

て

ゐ

る
｡

…

…

し

か

し
､

そ

の

私

的
な

悲

劇
が

す
こ

し

も

外

側
に

漏
れ

て

居
な

け
れ

ば

居
な
い

ほ

ど
､

天
才
の

成

功
は

あ

る

の

だ
｡

(

略
)

『

ボ

ブ
ァ

リ

イ

夫

人
』

が

傑
作
で

あ

る

の

は
､

即
ち
そ

の

作
品
が

､

そ

の

作
家
か

ら

切

り

離
さ

れ

た

全

燈
と

し

て
､

世

界
と

し
て

､

一

塊
と

な

り
､

位
置
し
て

ゐ

る

か

ら

で

あ

る
｡

わ

れ

わ

れ

の

作
品

が

不

完
全

で

あ

れ

ば

あ

る

ほ

ど
､

そ

の

割
れ

目
か

ら
そ

の

不

幸
な

作

家
の

苦
し

め
る

魂
が

漏
れ

る

の

で

あ
.

る
+

な

ど

と
い

う

箇
所
を

引

用
し

､

最
後
に

モ

ー

リ

ア

ブ

タ

の

テ

ー

ゼ

と

し
て

｢

一

方

で

は

論

理

的

な
､

理

智

的

な
小

説
を

書
き

た

い

と
い

ふ

欲

求
､

ま

た
一

方

で

は
､

不

合
理

､

不

確
か

さ
､

複
雑
さ

を

も
つ

た

生

き

た

人

物

を

描
か

う

と

い

ふ

欲

求
､

-
わ

れ

わ

れ

は

そ

の

二

つ

の

欲

求
の

戦

場
で

あ

る

が

い

い
+

と
い

う

言

葉
を

書
き

と

め

て

い

る
｡

堀
が

モ

ー

リ

ア

プ

ク

か

ら

得
た

も
の

は
､

こ

れ

を

要
す
る

に
､

作
者
の

自

己
と

は

関
わ

り

の

な
い

登

場
人

物
と
い

う

他

者
の

な

か

に
､

混

沌
の

ま

ま
､

矛

盾
の

ま

ま
の

､

人

間
の

運

命
を

盛
る

､

と

い

う
こ

と

で

あ
っ

た

の

だ

と

思

わ

れ

る
｡

こ

れ

を

言
い

直
せ

ば
､

ご

J

純
粋
な

フ

ィ

ク

シ

ョ

ン

の

う

ち
に

､

作
者
の

持
つ

人

間
の

運

命
に

畑
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つ

い

て

の

イ

デ
ー

を

代

弁
す
る

他

者
を

創
造

す
る

､

と

い

う
ほ

ど

の

こ

と

に

な

ろ

う
｡

こ

こ

で
､

あ

の

過

渡
期

以

後
の

作
品
に

わ

れ

わ

れ

の

目
を

向
け

る

こ

と
に

な

る
｡

そ

こ

に

は

大

き

く
二

つ

の

系
列
が

あ

る
｡

一

つ

ほ
､

こ

こ

に

い

わ

ゆ

る

過

渡
期
(

す

な
わ

ち

『

美
し
い

村
』

や

『

風

立

ち

ぬ
』

の

時

期
)

の

其
最
中
に

書
か

れ

て

次
の

段
階
へ

の

橋
渡
し

的

な

役
割
を

果
た

し

て

い

る

『

物

語

の

女
』

に

は

じ

ま
っ

て
､

『

菜

穂
子
』

､

『

稔
の

家
』

､

『

ふ

る

さ

と

び

と
』

と

続
く

､

い

わ

ば

｢

菜

穂
子
+

も
の

の

系
列

｡

も

う
一

つ

は
､

『

か

げ

ろ

ふ

の

日

記
』

､

『

ほ

と

と

ぎ

す
』

､

『

頻
捨
』

､

『

境
野
』

と

続
く

､

い

わ

ゆ

る

王

朝

物
の

系
列
で

あ

る
｡

だ

が
､

こ

れ

ら
二

つ

の

系
列
の

す
ぺ

て

の

作

品
を

通
じ

て

共
通

な
こ

と
が

あ

る
｡

そ

れ

は

こ

れ

ら
が

｢

私

小

説

的
+

な

も

の

の

混
入

の

な
い

､

純
粋
な
フ

ィ

ク

シ

ョ

ン

､

ま

た

は

仮
託
的
フ

ィ

ク

シ

ョ

ン

(

目
頭

に

『

芥

川

論
』

よ

り

引

用
し

た

｢

垂

術

に

よ

る

萎

術
+

と
い

う

表

現
を

思
い

起
そ

う
)

で

あ

り
､

こ

こ

で

は

専

ら

｢

他

者
+

が

描
か

れ

て

い

る

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

こ

の

｢

他

者
+

の

創
造
と
い

う
こ

と

は
､

例
の

モ

ー

リ

ア

ッ

ク

以

来
､

彼
の

文

学

的

創
作
に

際
し

て

の

第
一

義
的

な

意
図
に

な
っ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

『

物
語
の

女
』

に

つ

い

て
､

｢

そ

れ

は

私
が

自

分
白

身
で

は

な
い

或
物
の

裡
に

自

分
を

置
い

て

書
か

う
と

試
み

た

最

初

の

作

(

2 2
)

品

で

あ

る
｡

+

『

か

げ

ろ
ふ

の

日

記
』

に

つ

い

て
､

｢

(

こ

の

作
品

は
)

朝一
⊥

私
に

と

つ

て

は
､

ま

ず
何
よ

り

も

自

分
以

外
の

も
の

へ

の

熱
心

な

話
し

か

け
で

あ

り

ま

し

た
｡

(

略
)

こ

の

私
の

は

じ

め
て

の

他

人
へ

の

話
し

か

け
で

あ

つ

た

作
品

､

及
び

こ

れ

か

ら
の

私
の

し
ょ

う
と

､

､

､

､

､

､

,

,

(

原
文
)

し

て

ゐ

る

長
い

他

人

と
の

封
話
で

あ

る
ぺ

き

新

し
い

仕
事
か

ら

見

れ

ば
､

こ

れ

ま
で

の

『

美

し

い

村
』

や

『

風

立

ち

ぬ
』

な

ん

ぞ

(

23
)

ほ
､

ほ

ん

の

私
の

モ

ノ

ロ

ー

グ

に

過
ぎ

ぬ

で

せ

う
｡

+

『

菜
穏
子
』

に

つ

い

て

｢

そ

の

や

う
に

し
て

作
者
の

私
か

ら

さ
へ

牛
ば

忘

れ

ら

れ

て

ゐ

た

菜
穂
子
と

い

ふ

若
い

女

が
､

再
び

私
の

前
に

ち

ら

ち

ら

と
そ

の

姿
を

現

は

し

出
し
て

き

た

の

は
､

こ

こ
一

二

年
前
の

事
だ

つ

た
｡

そ

れ

が

い

つ

か

ら
だ

つ

た

か

は
､

今
は

も

う

は

つ

き
り

と

は

覚
え

て

も
ゐ

な
い

が
､

既
に

こ

れ

ま
で

の

詩
的
才
能

だ

け
で

書

け
る

だ

け
の

も
の

を

殆
ど

書
き

表
し

て

し

ま
び

､

猶
も
こ

れ

以

上

自
分
が

作
家

と

し
て

伸
び

ら
れ

る

か

香
か

の

試
練
と

し
て

､

自
分

以

外
の

も

の

の

眞
只

中
に

自
分
自
身
を

投
げ

入

れ

て

見
る

こ

と

の

必

要
を

痛
感
す
る

や

う

に

な
っ

て

き
た

一

昨

年
あ

た

り

か

ら
､

私

は

自

分
み

づ

か

ら
を

新
し

く
生

か

す

た

め
に

､

嘗
つ

て

の

自
分
に

と

つ

て

は

大

き

な

難
題
の

一

つ

で

あ

つ

た

『

乗
積
子
』

を

思
び

切

つ

て

再
び

手

近
か

い

封
象
と

し
て

取
り

上

げ

る

こ

と

に

決
心
し

出

(

2 4
)

し

て

ゐ

た
｡

+

→
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こ

の

よ

う
に

度
々

語
ら

れ

る

｢

自

分

以

外
の

存

在
に

自
分

自

身

を

投
げ

入

れ

る
+

と

い

う
思

念
に

お

け
る

｢

白

分

自
身
+

は
､

も

は

や

日

常
現

実
界
の

自
分

､

私

小

説
的

な

白

分
で

あ

り

得
る

わ

け

は

な

く
､

自
分
が

自
分
の

う
ち

に

懐

胎
し

､

文

章
化
し

た

い

と

念

願
し

て

い

る

イ

デ
ー

の

よ

う
な

も

の

で

あ

る

は

ず
で

あ

る
｡

堀
辰

雄
は

そ

の

よ

う

な

イ

デ
ー

と
し

て
､

何
を

選

ん

で

い

た

で

あ

ろ

う

か
｡

そ

れ

は

｢

不

幸
な

女

性
の

宿
命
+

と

い

う
こ

と

で

あ

り
､

あ

る

い

は

｢

女

性
の

宿
命
的
な

不

幸
+

と

言
い

直
し

て

も
い

い
｡

前

記

『

物

語
の

女
』

か

ら

『

ふ

る

さ

と
び

と
』

ま
で

､

『

か

げ

ろ

ふ

の

日

記
』

か

ら

『

境
野
』

ま

で
､

お

し

な
べ

て

主

人

公
は

｢

女

性
+

で

あ

り
､

そ

の

女

性
は

｢

不

幸
+

で

あ

る
｡

そ

し

て

そ

の

場
合

｢

不

幸
な
+

ほ

｢

女

性
+

の

限

定
的

形
容
で

は

な

く
て

､

本

来
的

属

性
の

よ

う

に

響
い

て

い

る
｡

こ

こ

に

堀

ほ

｢

人

間
の

運

命
+

の

(

2 5
)

一

つ

の

究

極

的
な

姿
を

見
て

い

る

よ

う
で

あ

る
｡

こ

こ

で
､

リ

ル

ケ

が

再
び

登

場
す
る

｡

堀
は

明
ら

か

に

こ

の

イ

デ
ー

を
リ

ル

ケ

に

負
う

て

い

る

の

で

あ

る
｡

そ

し

て

わ

れ

わ

れ

は

こ

こ

で

再
び

『

マ

ル

テ

の

手
記
』

に

戻
る

こ

と

に

な

る
｡

｢

女

性
の

不

幸
と

そ

の

不

幸
を

通

じ
て

の

浄

福
+

は
､

リ

ル

ケ

の

い

わ

ば

終
生
の

イ

デ
ー

の
一

つ

で

あ

る

が
､

こ

の

イ

デ

ー

は

『

マ

ル

テ

の

手

記
』

の

後
半
の

幾
段
葺
か

に

き

わ

め
て

明

瞭
に

現

わ

れ

て

い

る

も
の

で

あ

る
｡

そ

の

う

ち
最
も

集
約
的
な

表
現
と

な

っ

て

い

る

段
革
を

取

り

出
し

て

み

ょ

う
｡

堀
に

と
っ

て

の

『

マ

ル

テ
』

は
､

言
う
な

れ

ば
こ

の

短
い

一

段
さ

え

あ

れ

ば
い

い
､

と
い

え

る

ほ

ど

の

箇
所
な

の

で

あ

る
｡

残

念
な

が

ら

堀
は

こ

こ

ま

で

は

翻
訳
の

筆
を

進
め
て

い

な
い

の

で
､

拙

訳
で

掲

げ

て

み

る
｡

『

手

記
』

第

五

十

八

段
の

全

文
で

あ

る
｡

運

命
は

文

様
や

国

柄
を
つ

く
り

出
し

た

が

る
｡

そ

の

む
つ

か

し

さ

は

複
雑
さ

に

あ
る

｡

し
か

し

生

そ

の

も
の

は
､

単
純
さ

の

ゆ

え

に

む
つ

か

し

い
｡

そ

れ

ほ

わ

れ

わ

れ

に

は

不

相

應
な
ほ

ど

大

き
な

､

二

三

の

も
の

か

ら
の

み

成
り

立
つ

の

だ
｡

聖
者
は

運

命
を

拒
み

つ

つ
､

神
に

向

か

う
べ

く
こ

の

わ

ず
か

な

も
の

を

選

ぶ
｡

し
か

し
､

女

性
も

ま

た
､

生

ま
れ

な
が

ら
の

本

性
か

ら
､

男
に

封
し

て

こ

れ

と

似
た

選
揮
を

す
る

よ

り

ほ

か

は

な

い
｡

こ

の

事

茸
が

､

あ

り

と

あ

ら

ゆ

る

愛
の

関
係
の

不

幸
を

呼
び

起

す
｡

女

性
は

決
然
と

運
命
を

離
れ

､

永
遠
者
の

如

く
､

欒
韓
す

る

男
の

か

た

わ

ら
に

立
つ

｡

愛
す
る

女

性
は

つ

ね

に
､

愛
さ

れ

る

男
性
を

凌

駕
す
る

｡

生

は

運

命
よ

り

い

っ

そ

う
偉
大

だ

か

ら

だ
｡

彼
女
の

献
身
は

､

無
際
限

な
も

の

で

あ

り

た

い

と

願

う

〃

/

-
そ

れ

が

彼
女
の

幸
頑
な
の

だ
｡

そ

し

て

彼
の

言
う

に

言

わ

畑
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れ

ぬ

苦
し
み

は
､

つ

ね

に

こ

の

一

事
に

あ

る

-
こ

の

献
身

を

抑
制

す
る

よ

う

要
求
さ

れ

る
､

そ

の

こ

と
に

｡

か

つ

て

女
た

ち
の

あ

げ

た

嘆
き

は
､

こ

の

嘆
き
を

お

い

て

ほ

か

に

な
か
っ

た
､

-
エ

ロ

イ

ー

ズ

の

最
初
の

二

邁
の

手

紙
を

満
た

す
の

も
ひ

た

す
ら

に

こ

の

嘆

き

で

あ

り
､

五

百

年
の

の

ち
､

あ

の

ポ

ル

ト

ガ

ル

の

女
の

手
紙
か

ら

立

ち
の

ぼ

る

の

も
､

こ

の

同

じ

嘆
き
だ

｡

人
は

ふ

た

た

び
､

鳥
の

鳴
き

音
の

よ

う
な

そ

の

聾
を

聞
き

分
け
る

｡

ふ

と

思
い

知
る

こ

の

認
識
の

明
る

い

客

間

を
､

忽
然
と

あ

の

サ

フ

ォ

ー

の
､

は

る

か

に

遠
い

委
が

ゆ

く
｡

幾
世

紀
も
の

人
々

が
､

運
命
の

な

か

に

捜
し

求
め
た

ゆ

え

に

見

出
す
こ

と
の

な
か
っ

た
､

あ
の

姿
が

｡

こ

の

文

章
の

構
造

は
､

ま

ず
｢

運

命
+

と

｢

生
+

と

を

対

比
さ

せ

て
､

｢

生
+

の

い

っ

そ

う

大
い

な

る

も

の

で

あ

る

こ

と

ロ
P
払

J
e

訂
n

訂
t

g

誌

穿
→

已
∽

d

監

哲
E
O

打
払

巴
･

を

述
べ

､

さ

ら

に

こ

の

｢

運

命
+

と

｢

生
+

の

対

立
と

等
価
の

も

の

と

し

て

｢

男
性
+

と

｢

女

性
+

､

も
っ

と

正

確
に

は
｢

愛
さ

れ

る

男
性
+

と

｢

愛
す
る

女

性
+

と
い

う
対

立

関
係

を

持
ち

出
す

｡

そ

し

て

最
後
に

､

｢

愛
す
る

女

性
+

の

典
型
的
な

形
姿
の

い

く
つ

か

を

あ

げ

て

讃
美
し

て

い

る

の

で

あ

る
｡

｢

一

運

命
+

と
は

日

常
生

活
の

上
で

外
か

ら
や

っ

て

く

る

さ

ま
ざ

ま
の

有
為
変
転
の

謂
で

あ

り
､

｢

生
+

は

そ

の

底
を

不

易
に

流
れ

る

朗
一
.

⊥

根
源
的

､

恒
常
的
な

も
の

､

自
然
そ

の

も
の

の

よ

う
に

そ

れ

自
体

の

内

部
に

存
在
の

中

核
を

も

ち
､

つ

ね

に

全
き

あ

り

か

た

で

自
己

回

帰
す
渇

も
の

と

し

て

把

握

さ

れ

て

い

る
｡

前
者
は

建

多
な

様
相

を

示

し
､

後
者
は

ご

く

わ

ず
か

な
エ

レ

メ

ン

ト

か

ら

成
る

｡

前
者

が

よ

り

人

間
的
で

あ

る

と

す

れ

ば
､

後
者

は

よ

り

自
然
に

属
し

て

い

る
｡

そ

し

て

そ

の

生

は

運

命
よ

り

大
で

あ
る

｡

リ

ル

ケ

に

特
徴

的
な
こ

と
は

､

こ

の

｢

運

命
+

対
. ｢

生
+

の

図

式
が

直
ち
に

｢

男
+

対

｢

女
+

の

図

式
に

重

ね

合
わ

さ

れ

る

こ

と
で

､

こ

の

思

想

構
造

は
一

種
の

パ

タ

ー

ン

と

し

て

リ

ル

ケ

に

度
々

現
わ

れ

る

も
の

で

あ

る
｡

男
が

世

間
の

変
転
す
る

運

命
の

動
き
に

み

ず
か

ら

好
ん

で

飛

び

入

り
､

そ

の

渦
に

翻
弄
さ

れ

て

落
ち

着
き
が

な
い

の

に

対

し
､

女

は

自

己
の

内

部
に

安
住
の

基
盤

を

も
っ

て
､

つ

ね

に

す
こ

や

か

に

生

き
つ

づ

け
る

｡

そ

う
い

う
リ

ル

ケ

の

女

性
観
の

理

想

的
形

姿

が
､

い

わ

ゆ
る

愛
の

女
､

愛
す
る

女

性
と

い

う

イ

メ

ー

ジ

で

あ

る
｡

彼
女

は

愛
と
い

う
､

も

し

く

ほ

愛
す
る

と
い

う

能
動

的
な

姿

勢
の

う

ち
に

心

情
の

炎
を

ど
こ

ま

で

も

燃
や

し
つ

づ

け
て

､

全

的

な

生
の

成

就
を

め
ざ

す

も
の

の

こ

と

だ
､

と

『

マ

ル

テ
』

の

ほ

か

の

箇
所
で

言
っ

て

い

る
｡

そ

の

愛
の

過

程
で

彼
女
は

い

つ

か

相

手

の

男
を

乗
り

こ

え
､

た

と

え

相

手
に

捨
て

去
ら

れ

て

も
､

そ

の

愛

ノ
ケ

ン
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は

す
で

に

相

手

を

越
え

た

と
こ

ろ
､

い

わ

ば

方

向
と

し

て

の

神
に

の

み

向

か

う

も
の

と

な
っ

て
､

相

手
の

無
関
心

､

冷
淡
さ

に

関
わ

り

な

く
､

そ

の

悲
し
み

そ

の

も
の

を

糧
と

し
て

上
へ

上
へ

と

昇
っ

へ

2 6
)

て

ゆ

く
｡

エ

ロ

イ

ー

ズ

も
､

ポ

ル

ト

ガ

ル

の

尼

僧
も

､

サ

フ

ォ

ー

も
､

み

な
そ

う
い

う
愛
の

女

性
の

典
型
と

し

て

あ

げ

ら

れ

て

い

る
｡

｢

愛
の

女

た

ち
+

と

は

つ

ま

り

は

｢

捨
て

ら
れ

た

女

た

ち
+

の

別

称
で

も

あ

る

の

だ

が
､

リ

ル

ケ

は

そ

の

マ

イ

ナ

ス

を
､

リ

ル

ケ

流
の

変
換
式
に

あ
て

ほ

め

る

こ

と

に

よ
っ

て
､

す

な
わ

ち

心

情

の

純
粋
さ

と
い

う

点
に

光
を

あ

て

る

こ

と

に

よ

っ

て
､

プ

ラ

ス

の

も

の

に

価
値

変
革
す
る
.
の

で

あ

る
｡

堀

が

『

マ

ル

テ

の

手

記
』

の

こ

の

箇
所

を
､

ほ

と

ん

ど

そ

の

ま

ま

己

れ

の

う

ち
に

取
り

入

れ

た

こ

と

は
､

か

ず
か

ず
の

彼

自

身
の

言

葉
に

照

ら

し
て

明
白
で

あ

る
｡

そ

し
て

彼
も

リ

ル

ケ

に

な

ら
っ

て

歴

史
の

な
か

か

ら
､

す

な
わ

ち

堀
の

場
合
は

日

本
の

古

典
の

世

界
か

ら
､

自
分
の

好
み

に

あ

う

愛
の

女
た

ち
を

発
掘

し

た
｡

彼
が

王

朝
物
に

向
か

う

と

き
の

視
線
は

つ

ね

に

こ

の

｢

女
の

宿
命
+

と

い

う
主

題
に

注
が

れ
､

原

典
に

よ

り

つ

つ

も

な

お

堀

独

白
の

も
の

を
つ

け

加
え

得
て

い

る

の

も
､

こ

の

主

題
の

展
開
に

関
わ

る

部
分

に

お

い

て

で

あ

る
｡

た

と

え

ば
､

『

か

げ

ろ
ふ

の

日

記
』

.
執
筆
の

計
画
が

熟

す

る

こ

′

ノ

/

ろ
(

一

九
三

七

年
､

昭

和

十
二

年
の

夏
か

ら

秋
に

か

け

て
)
､

彼
の

書
翰

に

は

た

び

た

び

そ

の

作
品
に

関
連
し
て

そ

の

女
主

人

公
と

と

も
に

ェ

ロ

イ

ー

ズ

や

ポ

ル

ト

ガ

ル

の

尼

僧
が

引
き

あ

い

に

出
さ

れ

て

い

(

27
)

る
｡

同

じ

く
そ

の

こ

ろ
､

や

が

て

妻
と

な
る

加
藤

多
恵
に

あ

て

た

書
翰
は

､

翌

年
に

書

翰
体
の

エ

γ

セ

イ

『

七
つ

の

手

紙
』

と

し
て

作
品
に

ま
と

め

ら

れ

た

が
､

そ

の

な
か

に

も

同

趣
旨
の

言

及
が

見

ら
れ

る

の

で

少

し

く

引

用

し

て

み

よ

う
｡

｢

あ

の

エ

ロ

イ

ィ

ズ

の

純
粋
な

場
合

､

-
既
に

も

う
ア

ベ

ラ

ア

ル

と
の

間
に

一

人
の

子

ま
で

な
し

な

が

ら
､

妻
た

ら
ん

よ

り

は
､

懸
人

た

ら
ん

こ

と

を

欲

し
て

ア
ベ

ラ

ア

ル

の

求

婚
を

一

時
斥
け

よ

う

と

ま
で

し
た
エ

ロ

イ

ィ

ズ

の

心

意

気
や

､

(

略
)

相

手
を

思

ひ

切

ら
せ

て

神
の

み

に

仕
へ

よ

う

と

し

な
が

ら
､

し

か

も

自
ら

相

手

を

思
ふ

の

を

禁
じ

得
ず
し

て

悩
み

も
だ

え
る

彼
女
の

切

な

げ

な

姿
､

-
さ

う
い

ふ

エ

ロ

イ

ィ

ズ

の

欺
か

び

が
､

数
世

紀
後

､

そ

の

中
に

再
び

同

種
の

小

禽
の

叫
び

の

や

う
に

認
め

ら

れ

る
､

あ

の

葡
萄

芽

尼

の

苦

し

げ

な

手

紙
､

事
そ

ん

な

昔
の

不

幸
な

懸
人

た

ち
+

に

似
た

女

た

ち
が

､

王

朝

時

代
の

日

記

や

家

集

を

残
し

た

女
た

ち
の

な
か

に

い

そ

う

な

束
が

す
る

､

｢

さ

う
い

ふ

彼
女
た

ち
の

欺
か

ひ

が

そ

つ

く

り

そ

の

ま
ま

､

見

知
ら
ぬ

小

禽
の

叫
び

に

も

似
て

､

一

節
々

々

く
つ

き

り

と

認
め

ら

れ

る

と

云

つ

た
や

う
な

も
の

が
､

か

う
い

ふ

私
の

た

め

β
n

｢レ

､

､
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に

残
つ

て

ゐ

て

呉
れ

さ

う
+

な

気
が

す
る

と
い

う
の

で

あ

る
｡

こ

こ

に

二

度
も

現

わ

れ

る

｢

小

禽
の

叫
び

に

似
て
+

と
い

う

表
現

を

含
め

て

文

脈
は

リ

ル

ケ

の

前
掲
の

文

章
と
そ

っ

く
り

で

あ

る
｡

リ

ル

ケ

の

場
合

､

こ

の

w
岩

.

e
i

n
e

ゴ

ぎ
的
e
】

邑
と

い

う

表

現

は
､

｢

愛
の

女

性
+

の

あ

り

か

た

が

｢

自
然
+

そ

の

も
の

に

属
し

て

い

る

も
の

で

あ

る

こ

と

を

言
お

う

と

す
る

も
の

で

あ

る
｡

さ

て

堀

は

つ

い

に

『

蛸
蛤
日

記
』

の

う
ち
に

自
分
の

欲

す
る

題
材
の

あ

る

こ

と

を

発
見

す
る

｡

｢

い

は

ば
､

そ

れ

が

燈
す
る

女
た

ち
の

永
遠

の

委
で

も

あ

る

か

の

や

う
に

1
愛
せ

ら

れ

る

こ

と

は

出
爽
て

も

自

ら

愛
す
る

こ

と

を

知
ら

な
い

男
に

執
拗
な

ほ

ど

愛

を

求

め

つ

づ

け
､

そ

の

求
む
ぺ

か

ら
ざ

る

を

身
に

し
み

て

知
る

に

及
ん

で

は

せ

め

て

自

分
が

そ

の

た

め
に

こ

れ

ほ

ど

苦
し

め

ら

れ

た

と
い

ふ

事
だ

け
で

も

男
に

分
か

ら

せ

よ

う
と

し
､

そ

れ

に

も

遂

に

絶
望
し

て
､

自
ら
の

苦
し

み

そ

の

も
の

の

中
に

一

種
の

慰

籍
を

求

め

る

に

至

る
､

不

幸
な

女
の

日

記
+

を

そ

こ

に

見
､

｢

し
か

し

彼
女
ら
の

死
後

さ

う
い

ふ

皮
肉
を

極
め

た

運
命
を

も

超
え

て

彼
女

ら
の

生
の

は

げ

し
か

つ

た
一

瞬
の

い

つ

ま
で

も

赫
き
を

失
せ

な

い

で

ゐ

る

事
､

常

に

わ
れ

わ
れ

の

生

は

わ

れ

わ

れ

の

運

命
よ

り

以

上
の

も

の

で

あ

る

事
､

1
『

風
立

ち
ぬ
』

以

来
私

に

課
せ

ら
れ

て

ゐ

る
一

つ

の

主

題
の

嶺
展
が

思

ひ

が

け

ず
此

虞
に

お

い

て

可

能

で

あ

る

か

も

知
れ

な
い
+

と

期

待
す
る

の

で

あ

る
｡

そ

の

後
堀
は

こ

の

原

典
が

｢

愛

加

に

く

ど

く

ど

と

し
て

ゐ

て
､

(

略
)

あ

ま

り

感
じ

の

い

い

も
の

で

は

な
い
+

こ

と

に

気
づ

き
､

論
理

的

秩
序
に

よ
っ

て

で

は

な

く
心

理

的

秩
序
に

ょ
っ

て

書
か

れ

て

あ

る

こ

と

か

ら

す
る

前

後
の

矛

盾
､

そ

れ

に

も

拘
ら

ず
存
在
す
る

独

特
の

統
一

､

そ

う
い

う
も
の

を

認

め

て

こ

れ

に

手

を

入

れ

る

余
地

な

ど

な
い

と

困

惑

し

な

が

ら
も

､

つ

い

に

最
後
の

と

こ

ろ
で

､

女

主

人

公
が

い

つ

か

そ

の

昔
し
み

を

貴

重

な

も
の

に

思
い

は

じ

め
､

男
が

み

ず
か

ら

そ

れ

を

与

え

な

が

ら

そ

れ

に

気
づ

く
こ

と

も

な
い

こ

と

を
､

か

え
っ

て

男
の

た

め

に

気

,

､

､

､

､

(

庶
文
)

の

毒
の

よ

う
に

思

う
､

そ

う
い

う
｢

一

種
の

浪
漫
的

反
語
+

､

｢

自

分
を

苦
し

め

た

男
を

､

い

ま
は

反
つ

て

見

下
ろ

し

て

ゐ

ら

れ

る

や

う

な
､

高
揚
し

た

心
の

妖
艶
+

を
､

女

主

人

公
に

与
え

る

こ

と

に

よ
っ

て
､

原
文
に

は

な
い

堀
独

白
の

も

の

を

つ

け

加
え

得
た

､

と

言
っ

て

い

る

が
､

こ

の

解

決
こ

そ

極
め

て

リ

ル

ケ

的
な

把

握
に

近

い

と

言
っ

て

い

い

で

あ

ろ

う
｡

右
の

引

用
文
に

も

現
わ

れ

た

｢

生

は

運

命
よ

り

い

つ

そ

う
偉
大

で

あ

る
+

と

い

う

思

念
こ

そ

は
､

堀
に

あ
っ

て

｢

不

幸
な

愛
の

女
+

の

イ

デ
ー

の

さ

ら
に

奥
に

横
た

わ

る

根
底
的
な

イ

デ
ー

な
の

で

あ

り
､

そ

れ

あ

る

が

ゆ

え

に

｢

不

幸
な

愛
の

女
+

も

具
体
を

超
え

た

思

想

に

な

り

得
て

い

る

の

で

あ

る

が
､

こ

れ

が

元

来
は

リ

ル

ケ

の

/
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思

想
で

あ

る

こ

と

は
､

先

程
来

､

わ

れ

わ

れ

の

見

て

来
た

と

お

り

で

あ

る
｡

そ

し

て

こ

の

根
本

思

想

は
､

先
に

｢

菜
穂
子
の

系
列
+

と

呼
ん

だ

堀
の

一

群
の

作
品
の

場
合
も

同

様
に

基
底
の

モ

チ

ー

フ

と

な
っ

て

い

る
｡

『

ふ

る

さ

と

び

と
』

に

つ

い

て

語
っ

た

妻
あ

て

の

書
翰
の

一

節
は

､

こ

の

命
題
が

は
っ

き

り

と

彼
の

内

部
に

す
で

に

イ

デ
ー

と

な
っ

て

住
み

つ

い

て

い

る

こ

と

を

改
め
て

語
っ

て

い

る
｡

｢

は

げ
し
い

周

囲
の

世

間

の

欒

様
と

､

静
か

な

充

資
し

た

生

と

の

封
此
に

お

い

て
､

或
小

さ

な

人

生
の

蛮
を

描
き

た

い
､

す
こ

し
も

宗
教
的
な

匂
び

が

な

く
て

､

し
か

も

眞
に

宗
教
的
な

諦
め

を

も
つ

た

や

う
な

人
々

が

措
き

た
い

､

-
そ

ん

な
こ

と

を

考
へ

て

ゐ

る

と
､

又
い

つ

も

の

や

う
な

僕
の

小

説
の

主
題
に

な
つ

て

し

ま

ふ

や

う

な

菊
が

し

て
､

又
､

首
を

ふ

つ

て

最
初
か

ら

考
へ

な

ほ

す
､

主

題

-
と
い

ふ

よ

り
も

そ

れ

は

も

う
僕
の

哲
学
の

や

う

な
も

の

だ

が

-
は

同

じ
で

も
､

何
か

攣
化
を

輿
へ

た
い

､

そ

の

欒
化
を

(

2 8
)

い

ま

求
め

て

ゐ

る

…

…
+

と
｡

先
に

引

用
し

た

リ

ル

ケ

『

マ

ル

テ

の

手

記
』

第
五

十

八

段
の

文

中
､

｢

女

性
は

決
然
と

運
命
を

離
れ

､

…

…
+

と
い

う

箇
所

が

あ

っ

た

こ

と

に

遵
関
し

て

付

言
す
る

と
､

｢

運
命
を

離
れ

る
+

邑
F
-

｡

F

邑
賢
∽

と
い

う
こ

と

は

詩
人
と

し
て

の

リ

ル

ケ

が

最
も

願
っ

た

こ

′
軸

r

と

で

あ

り
､

ま

た

自
分

を

み

ず
か

ら

孤

独
の

う
ち
に

置
く
こ

と
に

よ

っ

て
､

あ

る

程
度
わ

が

身
に

達
成
し

得
た

こ

と

で

あ
っ

た
｡

リ

ル

ケ

は

｢

ど

ん

な

運

命
を

も

持
た

な

い

こ

と

が
､

私
の

運

命
で

(

2 9
)

す
+

と

言
っ

た

と
い

う
｡

彼
は

ま

た
､

｢

詩
人

は
で

き

る

だ

け

燈

(

3 0
)

験
か

ら

遠
ざ

か

ら
ね

ば

な

ら

な
い
+

と

旦
一

日

っ

た

と
い

う
が

､

こ

(

3 1
)

の

場
合
の

｢

髄
験
+

は

｢

詩
ほ

感
情
で

は

な

く
て

慣
験
な
の

だ
+

と

言
っ

た

場
合
の

｢

慣
験
+

で

は

な

く
､

む

し

ろ

今
問
題
に

し
て

い

る

｢

運
命
+

と
い

う
に

ほ

ぼ

等
し
い

｡

と

こ

ろ

で

文
学
の

内

部
の

問
題
か

ら
は

や

や

逸
れ

る

が
､

こ

の

｢

運

命
を

避
け

る
+

態
度
ほ

､

堀
辰
雄
の

生
き

か

た

に

非
常
に

強

く

影
響
し

て

い

る
｡

も

と

も

と

彼
は

病
身
で

あ
っ

た

こ

と

を

思
え

ば
､

｢

運

命
+

を

避
け
ざ

る

を

得
な
い

と
い

う

事

情
は

あ
っ

た

か

も

知
れ

な
い

｡

し

か

し
､

第
二

次

世

界
大
戦
の

勃
発
時
に

も

終
結

時
に

も
､

時
局

的
な
こ

の

激
動
に

対

し

て

生

活
の

上
で

も

仕
事
の

上

で

も
､

全
く

何
一

つ

言
い

も

書
き

も

し

て

い

な
い

と

い

う

事
実

ほ

ど

う
い

う
こ

と
で

あ

ろ

う
｡

そ

れ

の

み

か
､

た

と
え

ば

終
戦
の

直
前
の

手
紙
も

直
後
の

手
紙
も

一

向
に

普
段
の

彼
と

変
わ
っ

て

は

い

な
い

｡

こ

れ

に

は

や

ほ

り

｢

運
命
+

に

対

し

て

ど
こ

か

リ

ル

ケ

と

似
た

態
度
を

積
極
的
に

と
っ

て

い

た

の

で

ほ

な
い

か
､

と

思
わ

せ

ら

れ

る
｡

仕
事
を

第
一

義
に

考
え

る

堀
の

日

常
を

思

え

ば

そ

れ

脱
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も

納
得
で

き

る

が
､

そ

れ

に

し
て

も
あ

の

当

時
に

そ

の

儀
度
は

か

ぇ
っ

て

た

い

へ

ん

な

勇
気
と

強
さ

を

必

要
と

し

た

だ

ろ
ゝ

}

と

息

ぅ
｡

そ

う
い

え

ば

彼
は

昭

和
十
二

年
十

月
の

荘

詩
『

文
垂
』

･
の

巻

頭
言

と

し
て

､

｢

リ

ル

ケ

は

大

戦
常
時
終

始

沈

獣

を

争
つ

て

ゐ

た

や

う
で

す
｡

や

は

り

さ

う
す

る

の

が
一

番
い

い

の

で

は

な
い

か

と

考
へ

ま

す
｡

カ

ロ

ツ

サ

は

『

ル

ウ
マ

ニ

ア

日

記
』

な

ど

書
い

て

ゐ

ま

す
が

､

あ

れ

も

大

戦
が

終
り

､

そ

れ

に

つ

い

て

あ

ら

ゆ
る

騒
が

し
い

戦
争
文
学
が

氾
濫
し

た

あ
と

で
､

静
か

に

現

れ

ま

し
た

｡

本

官
の

文

革
と
い

ふ

も
の

は

さ

う
い

ふ

風
に

し

か

生
れ

ぬ

も
の

だ

と

確
信
い

た

し

て

居
り

ま

す
+

と

書
い

て

い

る
｡

そ

ん

な

礪
は

､

モ

ー

リ

ス

･

ド
･

ゲ
ラ

ン

の

『

サ

ン

ト

オ

ル
』

の

放
と
し

て

付

さ

れ

て

い

た

リ

ル

ケ

の

文

章
を

訳
し

た

と

き
､

そ

の

な
か

に

｢

お

そ

ら

く

詩
人

と
い

ふ

も

の

を

誤
り

な

く

見
よ

う
と

す
る

な

ら

ば
一

切
の

運

命
の

外
に

立
た

せ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

(

略
)

英
雄
が

運

命
に

ょ

っ

て

は

じ

め

て

眞
賓
な

も
の

と

な
る

ご

と

く
､

詩
人

は

運
命
に

(

3 2
)

よ

つ

て

虚
妄
な

も
の

と

な
る
+

と

い

う
よ

う

な

言

葉
を

発

見

し

て
､

い

か

に

も

同

感
の

念
を

禁
じ

得
な

か
っ

た

で

あ

ろ

う
｡

こ

う
し
て

､

堀
辰

雄
の

転
期
を

な

し

た
一

時
期
と

リ

ル

ケ

(

と

く

に

『

マ

ル

テ

の

手

記
』

)

と

の

関
わ

り

あ

い

の

核
心

は

ほ

ぼ

捉

え

得
た

と

思
う

｡

し
か

し

堀
は

お

そ

ら

く

も

う
一

皮
転
期
を

迎
え

て

雅
一.

･⊥

い

る
｡

こ

と

に

晩
年
の

彼
は

長
く

病
床
に

臥
し
て

､

そ

の

た

め

新

た

な

次

元
の

世

界
は

作
品

と

し
て

開

花
し

な
い

ま

ま
に

終
っ

た
｡

し
か

し
そ

の

昔
し
い

忍

耐
と

､

結
局
は

む
な

し

か
っ

た

待
望
の

日

日

に
､

彼
の

う
ち
に

ほ

己
れ

の

文

学
の

上
に

さ

し
か

け
る

べ

き

新

し
い

思
念
の

光
が

と

も
さ

れ

は

じ

め

て

い

た

よ

う
に

思

う
｡

そ

の

堀

辰

雄
と

､

今
度
は

主
と

し

て

『

ド

ゥ

イ

ー

ノ

の

悲

歌
』

の

リ

ル

(

3 3
)

ケ

と
の

関

わ

り
に

つ

い

て

は
､

機
会
を

改

め
て

考
え

て

み

た

い
｡

(

1
)

『

萄
術
の

た

め
の

萄
衝
に

つ

い

て
』

角
川

書
店

版
『

堀

辰

雄

全

集
』

(

コ

ン

パ

ク

ト

版
)

第
二

巷
(

以

下

『

全

集
』

二
､

の

よ

う

に

略
す
)

六

三

ペ

ー

ジ
｡

(

2
)

一

九
四

一

年
(

昭
･

十

六
)

一

月

十

七

日

付
､

葛

巻

義

敏

宛

『

全

集
』

九
､

一

六
一

ペ

ー

ジ
｡

(

3
)

河

上

徹
太

郎

『

堀

辰
應

の

位
置
』

(

『

新

潮
』

昭
･

三

六
･

五
)

『

全

集
』

十
､

二

〇
三

ペ

ー

ジ
｡

(

4
)

『

全

集
』

一

､

解

説
､

三

八
三

ペ

ー

ジ
｡

(

5
)

河

上

徹
太

郎

前
掲

論

文

(

注
3
)

『

全

集
』

十
､

二

〇

六
ペ

ー

ジ
｡

(

6
)

吉
田

健
一

『

堀

辰

雄
の

現

代

的

意

味
』

角
川

書

店

版

『

近

代

文

学

鑑
賞

講
座
』

第

十

四

巻
『

堀

辰

雄
』

三

二

四
ぺ

1

ジ
｡

(

7
)

佐
々

木
基

一

『

現

代

作

家

論
』

未
来

社

七

九
ペ

ー

ジ
｡

な

お
､

堀
の

｢

内

的
リ

ア

リ

ズ

ム

+

と

リ

ル

ケ
の

｢

世

界
内

面
空

間
+

と
の

此

較
が

な
さ

れ

る

べ

き

で

あ

る

が
､

こ

こ

に

簡

単
に

予

感

的

に

ゆ
ノ

出
町
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触
れ

る

と
､

日

常

現

実

界
に

対

し
て

堀
の

世

界
が

平

行
で

あ

る

と

す

る

と
､

リ

ル

ケ
の

そ

れ

は

垂

直
で

あ

る
｡

リ

ル

ケ

に

あ
っ

て

は

現

実

か

ら

切

り

離
さ

れ

た
い

わ

ば

｢

虚
+

の

世

界
と

で

も
い

う
ぺ

き

無
時

間
的
な

空

間

が

生

ま

れ
る

が
､

堀
の

湯
合

､

そ

の

文

学
世

界
に

は

現

実

世

界
と

同

種
の

時

間
が

流
れ

て

い

る
｡

詩

人
と

散

文

作
家
の

差

違

が

考

え

ら
れ

る
｡

(

8
)

神
西

清

『

堀

辰

雄

著

風

立

ち
ぬ
』

(

『

文

畢
界
』

昭
･

十
二

･

八
)

『

全

集
』

十
､

一

〇
一

ペ

ー

ジ
｡

(

9
)

中

央

公

論
社

版
『

日

本
の

文

学
』

第
四

十

二

巻

『

堀

辰

雄
』

解

説
(

遠

藤
周

作
)

五

〇

七
ペ

ー

ジ

参
照

｡

(

1 0
)

集
英
社

版
『

日

本

文

学

全

集
』

第
五

十

巷
『

堀

辰

雄

集
』

解

説

(

福

永

武

彦
)

四
二

六
ペ

ー

ジ
｡

(

1 1
)

こ

れ
に

連
関

し
て

､

堀

自

身
の

外

国
文

学

撤

取

が

主

と

し
て

フ

ラ

ン

ス

語
を

通

じ
て

行

な
わ

れ

た

事

情
を

考
慮

す
る

と

と

も
に

､

リ

ル

ケ

そ
の

も
の

と
フ

ラ

ン

ス

と

の

密

接
な

関

係
､

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

ひ

い

て

は

日

本
へ

の

リ

ル

ケ

伝

播
の

経

路
や

歴
史
を

追
究

す

る

必

要
が

あ

る
｡

な

お

モ

ー

リ

ス

･

ベ

ア

ツ

仏
訳

『

マ

ル

テ

の

手

紙
』

は
､

一

九

二

三

年
抄

訳
､

二

六

年

完
訳

刊
｡

(

1 2
)

一

九

四

〇

年
(

昭
･

十
五
)

刊

河

出

書

房
版

『

妹
子
日

記
』

に

収
む

｡

(

1 3
)

一

九

五
一

年
(

昭

二
一

十
六
)

刊

角
川

書
店

版
小

品

集
別

冊

『

薔

薇
』

に

収

む
｡

(

1 4
)

G
e

ロ
e

已
㌢
1

e

望
a

β

q

已
∽
‥

ト
P

や
Q

計
訂

P

邑
→

訂
已

3
莞

計

書
申

さ
声

監

ぎ
〔

む

ね
監

む
也

-

-

諾
か

.

リ

ル

ケ

に

関
す

る

堀
の

ノ

ー

ト

顆
に

つ

い

て

は

『

全

集
』

十
に

所

収
の

田

口

義
弘

『

堀

辰

應

と
リ

ル

額

ケ
』

参
照

｡

(

15
)

河
上

徹
太

郎
『

美
し
い

村
』

(

『

ヴ
ァ

リ

ュ

テ
』

6

昭
･

九
･

六
)

『

全

集
』

十
､

五

五
ペ

ー

ジ

参
照

｡

(

1 6
)

『

美
し
い

村
』

の

な
か

の

｢

夏
は

も

う

何

虞
に

で

も

見
つ

け

ら

れ

る

が
､

そ

れ

で

ゐ

て

ま
だ

何

虞
と

い

ふ

的

(

あ

て
)

も

な
い

で

ゐ

る

と

言
つ

た

や

う

な

自

然
の

中
を

…
+

(

『

全

集
』

三
､

一

八

四
ペ

ー

ジ
)

の

箇
所

は

明

ら
か

に

茅
野

粛
々

訳

『

リ

ル

ケ

詩

抄
』

(

一

九

二

七

年
､

第
一

書

房

刊
)

所
収
の

詩

『

少

女
の

歌
』

の

｢

春
は

数
多
の

路
の

上

に

あ
る

が
､

/
な
ほ

何

虞
と

め

あ
て

も

な

い

｡

+

と

い

う

詩

行

を

ほ

と

ん

ど

無

意

識
の

う

ち
に

下

敷
き

に

し

て

い

る

と

考

え

ら
れ

る

が
､

こ

う
い

っ

た

種

顆
の

影

響
と

い

う
こ

と

に

な

る

と

堀
の

場
合

は
フ

ラ

ン

ス

の

作

家
た

ち

(

た

と

え

ば
プ

ル

ー

ス

ト
)

の

そ

れ

が

極

め

て

多
い

だ

ろ

う
｡

(

1 7
)

リ

ル

ケ

の

『

レ

ク

イ
エ

ム

ー
あ

る

女

友

達

の

た

め

に
』

(

一

九

〇

八

年
)

は
､

友

人
で

あ
っ

た

女

流

画
家
パ

ウ

ラ
･

ベ

ッ

カ

ー

‖

モ

ー

ダ
ー

ゾ

ー

ン

が

産

樽

熱
で

死
ん

だ

の

を
い

た

ん

だ

長

詩
で

､

死

の

国

に

お

け
る

死

者
の

あ

り

方
､

芸

術
と

凝

視
､

男
性

と

女

性
､

女

性
の

宿
命

､

生

活
と

仕

事
な

ど
､

リ

ル

ケ

に

お

け
る

重

大

な

主

題
の

か

ず
か

ず
を

含
ん

で

い

る
｡

堀
が

こ

の

作
品

を

知
っ

た
の

は

ま

ず
一

九
三

六

年
(

昭
･

十
一

)

夏
､

英

訳

本

に

よ
っ

て

で

あ

り
､

の

ち

『

風

立

ち
ぬ
』

に

書
き

入
れ

る

に

際

し

て

は

原

文

を

も

見
た

よ

う
で

あ

る
｡

こ

の

リ

ル

ケ

の

詩
に

つ

い

て
､

堀

は

さ

ら

に

『

銭

魂

曲
』

(

一

九

三

六
)

､

『

閑

古

鳥
』

(

一

九
三

七
)

の

エ

ッ

セ

イ

で

触
れ

て

い

る
｡

(

1 8
)

前

掲

(

注
1 0
)

集

英

社

版

解
説

四

二

七
ペ

ー

ジ
｡
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(

1 9
)

村
松
剛

『

堀

辰

雄
-
-
-

｢

聖

家
族
+

に

つ

い

て

ー
』

『

文

学

と

詩
精

神
』

南
北

社

二

三

二

ペ

ー

ジ
｡

(

2 0
)

こ

の

点
に

つ

い

て

は

神
西

清
が

前

掲
の

批
評

(

注
8
)

の

中

で

分

析
し

て

い

る
｡

(

2 1
)

こ

の

時
期
の

堀
に

も

う
一

人

大
き

な

影

響
を

与

え
た

も
の

に

ゲ

ー

テ

が

あ

る
｡

佐
々

木
基

一

の

前

掲
論

文

(

注
7
)

が

こ

の

問
題
に

き

わ

め

て

示

唆
的
で

あ

る
｡

(

22
)

『

聖

家
族
』

序

『

全

集
』

六
､

二

七

九
ペ

ー

ジ
｡

(

2 3
)

『

美
し
か

れ
､

悲
し

か

れ
』

『

全

集
』

六
､

一

六
二

ペ

ー

ジ
｡

(

2 4
)

『

菜

穂
子

(

覚
書
)

』

『

全

集
』

七
､

二

六
五
ペ

ー

ジ
｡

(

2 5
)

堀

は

あ
る

ノ

ー

ト

に

モ

ー

リ

ア

ツ

タ

日

く

と

し

て
､

｢

も

し

も

一

つ

の

作
品
が

そ

の

中
に

一

つ

の

運

命
が

反

映

し
て

ゐ

れ

ば

ゐ

る

ほ

ど

償
借
あ

る

と

言
ふ

の

が

眞

賓
で

あ

る

な

ら

ば

巴
-

吋
e

の

作

品

こ

そ

文

学
の

最
高
に

位

す
る

で

あ

ら

う
+

と

書

き

写

し
て

い

る
｡

こ

と

の

当

香

は

別
と

し
て

､

い

か

に

も

堀
の

関
心

を
び

き
そ

う
な

言

葉
で

あ

る
｡

『

全

集
』

四
､

三

二

〇
ペ

ー

ジ
｡

(

2 6
)

有

名

な

『

ポ

ル

ト

ガ

ル

文

(

ぷ

み
)

』

の

作
者

｡

ス

タ

ン

ダ

､ -

ル

は

そ
の

『

橙
愛
論
』

の

屏
に

｢

情
熱
の

女

性
+

と

し
て

そ
の

名

を

か

か

げ
て

い

る
｡

(

2 7
)

た

と

え
ば

佐

藤
恒
子

宛

(

八

月
三

十

日
､

九

月

十

二

日

付
)

､

加

藤
多
畜

宛

(

八

月
三

十
一

日

付
)

な

ど
｡

『

全

集
』

九
､

九

五
ペ

ー

ジ

以

降
｡

(

2 8
)

一

九

四
二

年
(

昭
･

十
七
)

十

月
一

日

付
､

『

全

集
』

九
､

一

九
五

ペ

ー

ジ
｡

(

2 9
)

(

3 0
)

キ

ッ

ペ

ン

ベ

ル

ク

『

リ

ル

ケ
』

に

よ

る
｡

(

3 1
)

『

マ

ル

テ

の

手
記
』

第
十

四

段
｡

(

3 2
)

『

モ

オ

リ

ス

･

ド
･

ゲ

ラ

ン

と

そ
の

姉
ユ

ゥ

ジ

ェ

ニ

イ
』

の

付

記
『

全

集
』

八
､

一

四

八
ペ

ー

ジ
｡

(

3 3
)

こ

の

小

論
で

と

く

に

問
題
に

し

た
一

時

期
に

も
､

こ

こ

に

は

取

り

上
げ

得
な

か
っ

た

け

れ

ど

も

何

ら
か

の

意

味
で

リ

ル

ケ

に

関

係
の

あ

る

作
品

(

主

と

し

て

小

品

や

翻
訳
)

を

堀
は
い

く
つ

か

書
い

て

い

る
｡

そ

れ

ら

は

主

に

リ

ル

ケ
の

生

き

方
に

つ

い

て

の

堀
の

関

心
か

ら

生

ま

れ

た

も

の

と

考

え

ら

れ
る

が
､

こ

れ

ら

に

つ

い

て

も

次
の

機

会

に

言

及
し

た

い
｡

(

一

橋
大

学

講
師
)
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