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申
村
光
夫
の

ボ
ヴ
ァ

リ
ス

ム

ー
ー
そ

の

小
林
秀
雄
論
を
中
心

に

し
て

i

　

　
　
　
　
　

ぷ

和
田

正

美

　
一

　
こ

と

ば

に

つ

い

て

　
こ

の

論
文
に

取
掛
ら

う
と
し

な

が

ら、

ふ

と
、

地

下
の

中
村
光
夫
が

拙
稿
の

表

題

を
知

つ

た

ら

何
と

言
ふ

だ
ら

う

と

思
つ

た。

彼
は

私
に、

そ

の

論
文
は

文

學
の

専
門

家
だ

け

に

讀
ま
せ

る

つ

も
り

か

と

間
ふ

か

も
知

れ
な
い

。

私
が

そ
れ

に

答
へ

て、

必

ず
し

も
さ

う
で

は

な
い

と＝．
爵

ふ

と、

中
村
は、

そ
れ

な
ら

ボ

ヴ

ァ

リ

ス

ム

と
い

ふ

特
殊
な

用
語
を

使
ふ

の

は

止
め

た

方
が

い

い

と

忠
告
す
る

や

う
な

氣
が

す

る
．

私
は

問
ひ

返

す。

あ

な
た

だ

つ

て

「

日

記
文
學
に

つ

い

て
」

の

中
で

こ

の
憂 、
口

葉
を
使
つ

た

ち

や

な

い

で

す
垣、

あ
れ

は
．

般
讀
者
の

た
め

に

書
い

た

論
文
で

は

な
か

つ

た

の

で

す
か、

と
。

中
村
は

少

し

考
へ

て

か

ら、

し

か

し

あ
の

場
合
の

ボ

ヴ
ァ

リ

ス

ム

は

表
題
で

は

な
く

本
文
の

中
に

あ

し

ら
つ

て

あ
る

の

で

前
後
の

文

章
を
丁

寧
に

讀
み

さ
へ

す
れ

ば

誰
に

で

も
大
膿
の

意
味
の

晃

當
が

つ

け

ら

れ

る

筈

だ

と

容
へ

る
。

中

封
肥
丸
の

ボ
ヴ

ッ
リ

ス

ム

頻
田

配
箕

＊

．．
犠旧
文

化
学

科

教
授

疑

欧
近

代
文

掌

　
解
り

ま
し

た
。

私
も
こ

の

言
葉
の

意
味
が

ど

ん

な
讀
者
に

も
つ

か

め

る

や

う
に

し
ま

せ

う。

そ

れ
も
私
の

場
合
に

は

こ

れ

を
表
題
の
一

部
に

し

た

關
係
上、

文
脈

か

ら

の

類
推
と

い

ふ

こ

と
で

は

な
く、

ボ

ヴ
ァ

リ

ス

ム

の

何

た

る

か

を
き

ち
ん

と

説
明

し

て

か

ら

本
論
に

入
る

こ

と

に

し

ま
す。

　
中
村
は
頷
く
が

そ

の

後
か

う
付
加
へ

る

こ

と

が

想
像
さ

れ

る
。

つ

い

で

に

も
う

】

？．＝
口

は

せ

て

も
ら

ふ

と
研
究
紀
要
だ

か

ら
と
い

つ

て

こ

と

さ

ら

む

つ

か

し
く

書

い

て

は

い

け

な

い

よ、

文
學
の

世
界
に

學
術
論
文
と

い

ふ

も
の

は

あ
つ

て

な
い

や

う
な

も
の

な

ん

だ
か

ら

ね、

と
。

　
以
上、

中
村
光
夫
と

の

聞
に

架
空
の

對
話
を
試
み

た

が、

特
定
の

作
家
を
對

象

に

し

た

文
學
の

研
究
は、

論
者
の

主
體
を
只

管
滅
却

し

た

實
證

的
な

研
究
は

い

ざ

知
ら

ず
（
さ

う
い

ふ

研

究
の

成
果
が

「

學
術
論
文」

と

言
へ

る

か

ど

う
か

は

と

も

か

く）

多
少

な

り

と

も
批
評

的
要
素
を
含
む

場
合
に

は、

そ
の

作
家
と

の

對
話
が

そ
こ

に

見
え

隠
れ
し

て

ゐ

る

の

で

は

な
い

だ

ら

う
か
。

中
村
自
身、

數
多
の

作
家

論
を

手

が

け

な
が

ら、

何
等
か

の

程
度
に

お
い

て、

そ

の

や

う
な
對

話

を
樂
し

ん

だ
の

で

あ
つ

た

ら
う
と

思
は

れ
る。

　
勿
論、

中
村
に

何
の

根
據
も
な
い

こ

と

を

喋
ら

せ

た

わ

け

で

は

な
い
。

彼

の

有

名
な、

で

す
調、

ま

す
調
の

美
文
は、

少
な

く
と

も
第
一

義
的
に

は、

話

を
解
り

や
す
く

し
た

い

と

い

ふ

配
慮
か

ら

生

み

出
さ

れ

た
に

違
ひ

な
い

の

で

あ
る

。

　
早
く

も
昭

和
十
年
代
の

．
戰
爭
ま

で
』

の

中
で

使
用

さ

れ

た

こ

の

文
體
が

中
村

の

文

藝
評
論
に

定
着
し

た

の

は

昭

和
二

十

五

年
の

『

風

俗

小

説
論』

に

お
い

て

で

あ
つ

た

ら

う

が、

彼

は

こ

の

評
論
を

發
表
し

た

直
後
に、

そ

の

文
章
の

ス

タ

イ
ル

に

つ

い

て、

三

好

達
治
か

ら、
「
あ

れ

は、

ど

う
い

ふ

お

考
な
ん

で

す
か
」

と

訊

か

れ

て、
「

ど

う
い

ふ

ッ

て、
　｝

ト

ロ

に

い

つ

て、

評
論
を

や
さ
し

く

し

よ

う

と

い

ふ

考
へ

で

す

ね
」

と

答
へ

て

ゐ

る。

以

下、

こ

の

問

答
は、

「

や

さ

し

く

な

リ

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　
ヱ　

ま
す

か

ね
え
」
、
「
や

さ

し

く

な
る

ん

ぢ

や

な
い

か

と

思
ふ

の

で

す
が
」

と

續
い
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明
星

大
学

研
究
紀

要
【
日

本
文

化
学
部

二
葺

語

文

化
学
科一
第
二

号

一
九
九

四
年

て

ゐ

る
。

　

中
村
の

か

う
い

ふ

態

度
に

つ

い

て

は
河
上

徹
太

郎
に

次
の

や
う
な
證
言
が

あ

る。

あ
る

座
談
會
で、

顔
觸
れ

が

私
に

と

つ

て

ご

く
内
輪
で

話
が

通
じ
る

も
の

だ

か

ら、

つ

い

氣
を
許
し
て

仲
間
う
ち

の

ス

ラ

ン

グ

で

し
や
べ

り
出
し

た。

す

る
と

中
村
君

は、

こ

・

は

座
談
會
で

す
よ、

も
少
し

説
明
的
に

發
言
し

な
け

り
や

讀
者
に

通
じ

な
い
、

と

私
を
た

し

な

め

た。

何
で

も
な

い

こ

と

の

や
う

だ
が、

こ

の

配
慮
は
い

つ

も
彼
が

獨
り
で

も
の

を
書
く
時
自
戒
と

し

て

座
右

　
　
　
　
　

　

　
　
　
ハ
ヨレ

か

ら

離
さ
な
い

態
度
で

あ
る

。

　
文

藝
評
論
と

い

へ

ど

も
そ

の

文
章
は

讀
者
に

廣
く
開
か

れ
て

ゐ

な
け
れ

ば

な
ら

な

い
、

彼
等
の

理

解
を
拒

む

や
う
な
も
の

で

あ
つ

て

は

い

け

な
い

と

い

ふ

の

が

中

村
の

基
本
的
な
心

構
へ

で

あ
つ

た
。

彼
が

そ
れ
に

何
處
ま

で

成
功
し
た
か

と

い

ふ

問
題
は

殘
る

と
し

て

も、

で

あ
る

。

　

さ

て、

問
題
の

ボ

ヴ

ァ

リ
ス

ム

で

あ
る
が、

フ

ラ

ン

ス

語
の

σ
o
＜
口

量
ω

ヨ
 

は

今
日

で

は

佛
佛
辭
典
は
も
と

よ
り、

大
型
の

佛
和
辭
典
に

も
載
つ

て

ゐ
る

單
語
で

あ
る

。

左
に

そ

の

實
例
を
三

つ

ほ

ど

示
す
こ

と

に

し
た

い
。

　

　
い
 

勺
 
叶

詳

門

贄
o
＝

羅

−（
α
ロ

ロ

」
巴．
ほ
「
o

ぎ
Φ

匹
ロ

「

o
日
動

ロ

畠
Φ

コ
旬

ロ
び

霞
广

　

　
　

さ
§
ミ
鴨

しロ
o

ミ
韓
γ

Oo

ヨ
Oo

洋
Φ

ヨ
Φ
⇒
け

O
巳

8
房
δ

8
帥

貯
妥

量
コ

巴
 

　

　
　
諭
く
 

一．
ぎ
ω

餌

二
ω

貯
O
嵩
O
コ

9
『

O
口
く
伽
Φ

9
磊

訂

≦
 ゜
（
〔
フ

ロ

ー
ベ

ー

ル

の

　

　
　
小
説

『

ボ

ヴ

ァ

リ

ー

夫
人
』

の

女
主
人
公
の

名
か

ら
〕

現
實
生
活
の

中
で

　

　
　
味
は

せ

ら

れ

る

不

滿
か

ら
逃

れ
て

夢
に

遊
ば

う
と

す
る

と

こ

ろ

に

存
す
る

　

　
　
行
動）

12

　
　

大
修
館
書
店
・

新
ス

タ
ン

ダ
ー

ド

佛
和
辭

典
il

感
情
的
・

肚

會
的
欲
求
不

　
　

　

滿
を
解
消
す
る

た

め

自
分

を
小
説
的
に

空
想
す
る

傾
向。

　
　

白
水
社
・

佛
和
大
辭

典

1
〔
じU
母
げ
 
賓

亀

〉

弓
 

≦
＝
《

の

造

語
（
一

八

六

　
　

　

五
V

で

後
に

哲
學
者

冒
器
ω

匹
Φ

Og
。

巳
二

 

が

論
文

の

主
題
と

し

た

も
の

　
　

　

（
一

八

九

二
）
〕

　
（
ボ

ヴ

ァ

リ

ー

夫
人

の

や

う
に
）

自
分

を
現

實
の

自
分

　
　

　

以
上
の

も
の

と

錯
覺
す
る
一

種
の

誇
大
妄
想

。

　
以
上
の

通
り
で

あ
る

が、

私
は

こ

れ

ら
の

説
明

に

い

さ
さ

か

不
滿
で

あ
る。

ボ

　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
ペ

ジ

ヨ

ラ

テ

イ

フ

ヴ

ァ

リ

ス

ム

と

い

ふ

言
葉
は

ど
ん

な
場
合
に

も
か

う
い

ふ

當
初
の、

輕

蔑

的
な

意
味
で

し

か

使
へ

な
い

で

あ
ら

う
か
。

　
こ

こ

で

中
村
光
夫
の

使
用

例
を
見
る

こ

と

に

し

よ
う

。

彼
は

す
で

に

名
を

擧
げ

た

「

日

記

文
學
に

つ

い

て
」

の

中
で、

ゴ

ン

ク
ー

ル

の

日

記
の

内
に

描
か

れ

た

フ

ロ

ー
ベ

ー

ル

の

姿
に

着
目
し、

ゴ

ン

ク

ー

ル

の

「

フ

ロ

オ
ベ

ル

凡
人

説、

あ
る

ひ

　
ブ

ル

ヂ

ヨ

ア

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　〔
4冒

は

俗

物

説
」

に

共

感
す
る

立
場
か

ら、

次
の

や
う
に

述
べ

て

ゐ

る
。

　
「

ボ

ヴ
ァ

リ

イ
夫
人
」

の

著
者
が

フ

ラ

ン

ス

の

田

舎
風
俗
を

あ
れ

ほ

ど

生

き
生

き

描
き
得
た

の

は、

そ
の

な
か

の

俗
物
ど
も
と

彼

自
身
が

共
通

の

も
の

を
多
く
持
つ

て

居
り、

彼
等
の

「

思
想、

趣
味、

習
慣、

偏
見
」

な
ど

が

フ

ロ

オ
ベ

ル

の

う
ち

に

あ
つ

た

か

ら

だ

と

云
つ

て

も、

今
で

は

誰
も

驚
か

な
い

で

せ

う
。

　
或

る

人
が

指
摘
し

た

や

う
に、

ボ

ヴ

ァ

リ
イ
夫
人
を
動
か

し

た

最
大
の

情

熱
が、

自
分
が

實
際
さ
う
で

な
い

者
に

な
り

た

い

願
望
で

あ

る

と

す
れ
ば、

ブ

ル

ヂ

ヨ

ア

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

@
プ

ル

ヂ

ョ

俗

物
に

た
い

す
る
嫌

惡

ほ

ど

俗
物

的
な

も

の
は

な

い

こ

と

は

フ
ロ

オ

ル

も

知

つ

て
ゐ

た
筈

す
。

　
お

そ

ら
く

ゴ

ン

ク
ー
ル

の
癇
に

一

番

さ

はつ

た
の
は

、
俗

物
に

い
す
る

憎

悪

が
そ
れ

へ
の

愛
着

と
紙

一

重

の

も

の

で

あ
る
こ

とに

氣

付

ず、こ
の N 工 工 一 Eleotronio 　 Library 　
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素
朴
な

情
熱
に

身
を

委
す
こ

と

が

で

き

た
フ

ロ

オ
ベ

ル

の

ム
し

で

あ
つ

た

の

で

す
。

（

傍
點、

引
用
者）

　
　
　

　

マ
マ

「

ボ

ヴ

ァ

リ

ズ

　

幾
分
曖
昧
な
文
で

あ
る
が、

そ
れ

は

と

も
か

く、

文
中
の

「

自
分

が

實
際

さ
う

で

な

い

者
に

な
り

た

い

願
望
」

と

い

ふ

箇
所
に

は

注
意
を
引
き
寄
せ

ら
れ

る
。

こ

れ

こ

そ
ボ

ヴ
ァ

リ

ス

ム

の

（
誤
解
さ
れ
や

す
い

表

現
で

あ

る

が）

文

學
的
な
定
義

で

は

な
い

の

か
。

　

中
村
光
夫
が

こ

こ

で

問
題
に

し

て

ゐ

る

の

は

ボ

ヴ
ァ

リ

i
夫
入

と

そ
の

作
者
フ

ロ

ー

ペ

ー

ル

の

精
神
的
傾
向
で

あ

り、

そ

れ
を
す
ん

な
り
と

は
承

認

し
な

い

地
點

か

ら

論
が

發
せ

ら

れ
て

ゐ

る

こ

と

は

事
實
で

あ

る
。

も
し

こ

の

「

自

分
が

實
際
さ

う
で

な
い

者
に

な
り

た

い

願
望」

を
「

身
の

ほ

ど

知
ら
ず
の

高
望

み
」

と
い

ふ

卑

俗
な
意
味
に

と

ら
な
け
れ

ば
な
ら

な
い

の

な
ら、

そ
れ
は

辭
書
の

記

述
を
補
強
す

る

こ

と

に

な
る

が、

こ

の

表
現
は

そ

れ

に

接
す
る

人

々

に

揶
揄
嘲

笑
の

契
機
し

か

も
た

ら

さ
な
い

代
物
で

あ

ら
う
か

。

さ

う
と

は

言
へ

な
い

で

あ
ら

う。

　

中
村
が

「

日

記
文
學
に

つ

い

て
」

を

發
表
し

た

の

は

昭

和
四
十

四

年
で

あ
り、

彼
が

フ

ロ

ー

ベ

ー

ル

を

愛
讀
し

た

時
期

か

ら

三

十

何
年
か

た

つ

て

ゐ

る
。

青
年
時

代
に

は

フ

ロ

ー
ベ

ー

ル

を
ほ

と

ん

ど

偶
像
視
し

て

ゐ

た

中
村
が、

當
時
は

む

し

ろ

輕
蔑
し

て

ゐ

た

と

い

ふ
ゴ

ン

ク

ー

ル

に

今
や

「

繊
細
な
パ

リ

ッ

子
」

を
見

て、

彼

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　
ブ

レ

ヂ

ヨ

ア

と

共

に、

フ

ロ

ー

ベ

ー

ル

の

俗

物

性
を
指
摘
す
る

に

至
つ

た

こ

と

は

興

味

津
々

た

る

事
實
で

あ
り、

こ

れ

は

拙

稿
の

趣

旨
に

無
關
係
で

は

な

い

の

で

あ
る

が、

こ

の

問
題
を
今
こ

れ

以

上

論
じ

る

こ

と

は

残
念
な
が

ら

出
來
な

い
。

　

い

ふ

ま

で

も
な

く、
召

葉
は

歴
史
的、

耐
會
的
な
も
の

で

あ

る
、

そ

れ

ぞ

れ

の

言

葉
の

意
昧

は

無
數
の

人
々

の

使
胴

に

よ
つ

て

自
ら

限

定
さ

れ、

私
達
が

そ

れ

を
恣

意
的
に

解

釋
す
る

こ

と

は

許
さ
れ

な
い
。

私

達
の

個
を
超
え
た

生
命

を
湛
へ

て

ゐ

牢
村
比・
犬

の

ホ

ツ
ァ

リ

ス

ム

和

醍．
“

丈

炉

る

言
葉
に

對

し
て

私
達
に

出
來
る

こ

と
は、

意
識
的
な

努
力
に

よ
り、

そ

れ

に

向

つ

て

成
熟
す
る
こ

と

だ

け
で

あ
ら

う。

言
葉
が

人

間
の

上
に

あ

る

の

で

あ

つ

て、

そ

の

逆
で

は

な
い
。

（
そ
の

こ

と
を
忘
れ

て

言

葉
い

ぢ

め

に

狂

奔
し、

た

と
へ

ば

日

本
語
の

缺
陥
と

日

本
人

の

精
榊

生
活
の

缺
陥
の

間
を

行
き
つ

戻

り
つ

す
る

や

う

な
論
者
は

現

は

れ

よ
！）

し
か

し

私
は
そ

れ
を
百

も
承

知
の

上
で、

當
面
の

問
題

に

關
し

て

次
の

や

う
に

考
へ

て

見

よ
う
と

思
ふ

。

　

ボ

ヴ
ァ

リ

ス

ム

の

や
う
な
言
葉
は
日

本
語
の

み

な

ら

ず、

お

そ

ら

く
本
家
本
元

の

フ

ラ
ン

ス

語
の

世
界
で

も、

未
だ

十
全
な
市

民
權
を
獲
得
し

て

は

ゐ

な
い

で

あ

ら
う。

こ

の

言
葉
に

は

變
化
の

餘

地
が

充
分
に

あ
る

。

辭
書
が

傳
へ

る

こ

れ

の

原

義
と
文
學
者
が

こ

れ
に

持
た

せ

る

含
み

の

間
に

微
妙

な
差
違
が

感
知

さ
れ

る

こ

と

に

つ

い

て

は

す
で

に

述
べ

た
。

そ

し

て

ボ

ヴ
ァ

リ
ス

ム

が

形
成

の

途
」

L

に

あ

る

言

葉
で

あ
れ

ば、

私
達
は、

丁
度

親
が

子
供
の

進

路
に

干
渉
す
る

や
う
に、

こ

の

言

葉
の

用
法
に

自
ら

の

意
思

を
反

映
さ

せ

て

も
よ
い

の

で

は

な
い

だ

ら

う
か
。

　

そ
の

成

否
は

さ

て

お

き、

こ

の

論
文
で

は、

ボ

ヴ
ァ

リ

ス

ム

と

い

ふ

言
葉
に

或

る

振
幅
を
與
へ

よ

う
と

す
る

こ

と
が

私

の

さ

さ

や

か

な
も
く
ろ

み

で

あ

る
。

そ
の

振
幅
の
一

方
の

極
に

は、

ボ

ヴ
ァ

リ

ス

ム

に

取

憑
か

れ

た

八

（
す
な
は

ち

ボ

ヴ

ァ

リ

ス

ト
）

を
貶

め

る
意
昧
合
ひ

を
据

ゑ

ざ
る

を
得
な
い

が、

他
方
の

極

に

は、

彼

へ

の

賞
讃
が

現

れ

る

で

あ
ら

う。

　

中
村
光
夫
の

ボ

ヴ

ァ

リ

ス

ム

に

お

け

る

他
方
の

極

と

は

何
か。

そ

れ

は

自
ら

の、

或

は

自
他
の

現
状

に

焦
立
つ

と

こ

ろ
か

ら、

そ

れ

を
超

え

た

何
物
か

を
求
め

た

が

る

性
癖
で

あ
る

。

も
つ

と

正
確
に．
言
へ

ば、

そ
の

性
癖
を

文
學
的
表

現
の

域

に

ま

で

高
め

よ

う
と

す
る、

た

ゆ

み

な
い

努
力
の

謂
で

あ

る
。

二

　
青
春
の

重
靦

中
村
光
夫
の

用

語
の

中
で

特
に

目

肱

つ

の

は

青
春
と

文

明

批
評
で

あ

る。

こ

の
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明

星
大

学
研
究

紀
要
【
日

本
文

化

学
部

二
言
語
文

化
学

科】
第

二
号
　一
九

儿
隅

年

内、

青
春
は

屡
々
、

論
の

對

象
に

さ
れ
る
が、

文
明

批
評
は

ど

う
い

ふ

わ
け

か、

そ
れ
に

言
及
さ
れ

る

こ

と

が

少
な

い
。

し
か

し

私
見

に

よ
れ

ば

こ

の

二

つ

は

同
じ

根
か

ら

分
れ

た

も
の

で

あ

り、

中
村
を
論
じ

る

た
め

に

は、

彼
の

文
明

批
評
家
と

し
て

の

側
面
を
見
落
し

て

は

な
ら

な
い

の

で

あ
る。

　

中
村
に

お

け
る

青
春
と

文
明

批

評
に

共
通
す
る
要
素
を
あ
ら
は
す
に、

「

自
分

が

實
際
さ
う
で

な
い

者
に

な
り

た

い

願
望
」

と

い

ふ

表
現

を
以
て

す
る
こ

と

は
適

當
で

は

な
い

。

私
達
は

こ

れ

を
修
正

し

て、

「

自
分
が

（
或
は

も
つ

と

廣
く

當
事

者
が
）

現
に

所
有
し
て

ゐ

な
い

も
の

へ

の

希
求
」

と

で

も
言
は
な

け

れ
ば

な
ら
な

い
。

實
際、

中

村
は

文
學
者
に

と

つ

て

の

青
春
の

意
味

を
説
く

場
合
に

も、

ま

た、

文
明

批

評
の

名
に

お

い

て

現
代
日

本
の

文
化
を
批
判
す
る

場
合
に

も、

仰
ぎ

見
る

べ

き
何
か

を

持
つ

人
間
と
し
て、

そ
れ

を
忘
れ

た
く
て

も
忘
れ

ら
れ
な
い

入

間
と

し
て

振
舞
つ

た
。

彼
の

作
家
論
は

時
々
、

對
象
の

多
樣
性
を
無
硯
し
て

論
者

の

側
の
一

方
的
な
基
準
を
押
し
つ

け
た

も
の

と

し
て

非

難
さ

れ

る
が、

彼
の

そ

の

や
う
な
態
度
も、

か

か

る

精
神
の

や

や

性
急
な

あ
ら

は

れ
で

あ
つ

た

ら

う
と

思
は

れ
る

。

　

以
上、

「

自
分

が

實
際
さ

う
で

な
い

者
に

な
り

た

い

願
望
」

を
「

自
分
が

現

に

所
有
し

て

ゐ

な

い

も
の

へ

の

希
求
」

に

置
換
へ

て

見

た

が、

こ

の

二

つ

の

間
に

ど

れ

ほ

ど

の

違
ひ

が

あ
る

と

い

ふ

の

か
。

ボ

ヴ

ァ

リ

ス

ム

と
い

ふ

言
葉
を
そ

の

生

み

の

親
た

る

ボ

ヴ
ァ

リ

ー

夫
人
に

密
着
さ
せ

る

こ

と

を
止
め

て、

一

人
歩
き

さ

せ

よ

う
と

す
る
意
圖
か

ら
言
へ

ば、

こ

こ

に

は

中
村
光
夫
の

ボ

ヴ

ァ

リ

ス

ム

が

ほ

と
ん

ど

輝
き
出
て

ゐ

る
と

言
つ

て

よ
い

。

　

中
村
を
論
じ
る
の

な
ら
彼

の

文
明

批
評
を
取

上
げ
る

必

要
が

あ
る、

そ
れ

を
し

な
い

と

片
手
落
ち
に

な
る
と

い

ふ

意
味
の

こ

と

を
書
い

た

が、

私
自
身、

こ

の

小

論
の

中
で

特
に

述
べ

よ

う
と

し

て

ゐ

る

の

億

青
春
の

方
で

あ
り、

文
明

批
評
に

は

觸
れ
る

こ

と

が

出

來
な
い

。

中
村
の

文
明
批
評
に

つ

い

て

は

い

つ

れ
稿
を
改
め

14

て、

と
い

ふ

の

が

か

う
い

ふ

場
合
の

常
套
句
な
の

か

も
知

れ
な

い

が、

そ

の

機
會

が

め

ぐ
つ

て

來
る

か

ど

う
か

解
ら
な

い

の

に、

さ

う
言
つ

て

し

ま
ふ

こ

と

は

好

ま

し
く
な

い

と

思

ふ
。

私
に

は

そ

れ

を
檢
討
す
る

意
欲
が

あ
る

と

だ

け、

こ

こ

で

は

記
し
て

お

か

う
。

拙
稿
の

讀
者
の

中
か

ら、

私
の

言
説
に

誘
は

れ

て、

中
村
の

文

明

批
評
に

興
味
を

覺
え、

そ
れ

に

取
組
ん

で、

一

つ

の

論
を

展
開

す
る

人

が

現
れ

た

と

し

て

も
一

向
差
支
へ

な
い

の

で

あ
る

。

　

中
村
光
夫
の

全
著
作
の

中
か

ら

青
春
の

語
を
拾

ひ

出
せ

ば

夥

し

い

數
に

上

る

で

あ
ら

う。

彼

は

そ
れ

ほ

ど

こ

の

言
葉
を
愛
し、

そ

れ

に

執
し

た
。

　

中
村
の

二

十
代
の

作
品
で

あ
る
『

戰

争
ま
で
』

は

彼
の

フ

ラ
ン

ス

留
學
の

ま

こ

と

に

ユ

ニ

ー

ク

な
報
告
書
で

あ
る

が、

早
く
も
そ
の

中
で、

後
年
の

彼

が

愛
用
す

る

に

至
る

青
春
の

語
が

堂
々

と

使
は

れ

て

ゐ

る

こ

と

は

興
味

深
い
。

中
村
は

數
百

年
前
の

「

イ
タ

リ

ー

の

ル

ネ
ッ

サ

ン

ス

に

は

近
代
ヨ

ー
ロ

ッ

パ

の

本
當
の

青
春
が

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
ハ
ら　

あ
る
」

と
い

ふ

覗

點
か

ら、

た

と
へ

ば、

次
の

や
う
に

書
い

て

ゐ

る
。

　
實
際、

イ
タ

リ
ー

の

ル

ネ
ッ

サ

ン

ス

は、

地
球
上
の

ど
の

民

族
に

も、

何

百
年
に
一

度
し
か

廻
つ

て

來
な
い

青
春
の

時
代
で

は

な
い

で

せ

う
か。

　
青
春
に

生

き
る
と

い

ふ

こ

と

が、

現
代
の

や
う
に

個
人
的
な
冒
險
で

な

く、

國
家
そ
の

も
の

が

健
康
な

若
さ

に

醉
つ

て、

未
知
の

世

界
へ

敢
へ

て

足

を
踏
み

入

れ
る

こ

と

を
恐

れ
な
か

つ

た

時
代
と

い

ふ

氣
が

し

ま

す。

　
中
村
は

こ

の

後、

「

ル

ネ

ッ

サ

ン

ス

時
代
の

最
盛
期
に、

フ

ロ

レ

ン

ス

の

政

權

を
握
つ

て

ゐ

た

ロ

ー

ラ

ン
・

ド
・
メ

デ

ィ

シ

ス
」

の
、
「
美
し

き
青
春
は

束
の

間
に

過
ぎ
行
く

　
樂
あ

れ
ば

須
ら
く
樂
し

め

　
誰
か

明

日

の

日

を
知
ら

ん
」

と

い

ふ

「

唄
」

を
紹
介
す
る
の

で

あ
る。

右
の

引
用
文
の

中
の、
「

青
春
に

生
き
る

こ

と

N 工工
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は

現
代
で

は

個
人
的
な
冒

險
で

あ

る
」

と
い

ふ

指
摘
は

中
村
の

後
年
の

青
春
論
か

ら
見
る

と

い

さ
さ

か

妙
で

あ
る

が、

そ
れ

は

（
こ

の

文
脈

で

は

さ

う
書
か

ざ

る
を

得
な

か

つ

た

か

も
知

れ

な
い

の

で）

重
要
な
こ

と

で

は

な
い
。

重

要
な
の

は

ル

ネ

リ・
サ

ン

ス

と

い

ふ

歴

史
上
の
一

蒔．
期
が

青
春
の

名
に

お

い

て

理

想
化
さ

れ、

二

十

世

紀
の

現
蜜
が

そ

の

理

想
の

光
に

照
さ

れ

て

ゐ

る

こ

と

で

あ

る
。

　

ル

ネ
ッ

サ

ン

ス

の

美
と

輝
き
を
發
見
し
て、

そ
れ

に

陶
醉
し

た
若
い

日

本
入

の

新
鮮

な
驚
き
と

喜
び

を
傳
へ

る
文
を

前
に

し

な
が

ら、

ボ

ヴ

ァ

リ

ス

ム

と

い

ふ

が

如

き、

否

定
的
ニ

ュ

ア
ン

ス

を
消
去

す
る
こ

と

の

出
來
な
い

言
葉
に

思

ひ

を
致

す

の

は

私
と

し
て

も
後
め

た

い

が、

も
し
こ

の

や

う

に、

過
ぎ
去
つ

た

青
春
を
規
範

に

し

て

現

實
に

臨
む

態
度
が
、

精
神
の

パ

タ

ー

ン

に

化
し

た

と
し

た

ら、

そ
れ
は

ボ

ウ

ァ

リ

ス

ム

を
以

て

遇

し

て

も
よ
い

の

で

は

な
い

か
。

そ
し

て

そ

の

傾
向
は

『

戰

争
ま
で
』

よ
り
ほ

ぼ

十
年
後
の

『

風

俗
小

説

論
』

の

中
に

感
じ

ら
れ

る

の

で

あ
る

。

　

日

本
の

近
代
小

説
の

ーー

ア

リ

ズ

ム

の

技
法
の

分

析
と

批
判
を
主
眼
に

し

た

『

風

俗
小
説
論』

の

ほ

と

ん

ど

冒
頭
に

近
い

箇
所
で

私
達
は

次
の

や

う
な
一

節
に

出
會

》ザ　
　

　

お

そ

ら

く
ひ

と

り

の

入
間

の

生
涯
に

も、

彼

が

後
に

實
現
し

得
た
よ
り、

　
　

は

る

か

に

多

く
の

可
能
性
を
孕

ん

で

生

き
る

青
春
の

一

時
期
が

あ
る
や
う

　
　

に、

時
代
精
神
の

巨
大
な

流
れ
の

な

か

に

も、

や

が

て

歴

史
の

必

然
に

よ

つ

　
　

て

刈
り

と

ら
れ

る

幾
多
の

不
運
な
芽
が

並
ん

で

萌
え

育
つ

青
春
期
が

何
卜

年

　
　

に
一

度
か

つ

つ

は

め

ぐ
つ

て

く
る

の

で

す
。

我
國
の

明
治
文
學
で、

も
つ

と

　
　

も
そ
の

名
に

價
す
る

時
期
は、

漱
石

が

「
猫
」

を

發
表
し

た

明

治
三

十

八

年

　
　

か

ら．

花
袋
の

「

蒲
團
」

ま

で

の

二

年
あ
ま
り
で

あ
つ

た

と

思
は

れ

ま
す

。

　
　

　

青
春
が

お

の

お

の

の

個
入

に

と

つ

て、

悔
恨
と

哀
惜
の

對

象
に

な
る

の

中

村
光
夫
の

ポ
ヴ
β

り

又

ム

和

田
正

美

は、

そ
こ

で

實
現
の

機
を
見

掲
せ

な

か
つ

た

幾
多

の

生
へ

の

可

能
性
に

よ

る

の

で

あ

る

と
す
れ

ば、

僕
等
は

す
で

に

人

間

の

生

涯
に

近
い

時
間
を
經

過
し

た

我
國
の

近
代
文
學
史

の

或
る

モ

メ

ン

ト

に

對
し

て、

眞
劍
な
悔
恨

の

情
を

抱
く
べ

き
で

は

な
い

で

せ

う
か

。

　

文
藝
評
論
や

文
學
史
の

記

述
に

は

本
來
な
じ

み

さ

う
も

な
い

青
春
の

語

が

こ

の

や

う
に、

一

國
の

小
説
の

歴
史
と

運
命
を
辿
る

文
の

中
に

位
置

づ

け

ら

れ
た

こ

と

は、

そ
れ

自
體
と

し
て

は

壯
觀
と

言
つ

て

よ

い
。

こ

れ

を
書
い

た

中
村
の

心

情
に

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
な

よ

酬
し
て

考
へ

れ

ば、

お

そ

ら

く
こ

こ

に

は、

と

か

く
入

間
の

生
の

感
情
や

生

活
か

ら

離
れ

て

單
な

る

學
識
の

集
積
と

そ

の

誇
示

に

走
り

が

ち

な

文
學
論
を

再
び

人

間

化
し
た

い

と

い

ふ

欲

求
が

働
い

て

ゐ

る
の

で

あ
ら
う。

し
か

し
一

面
か

ら

言
へ

ば、

評
論
へ

の

「

青
春
」

の

侵
入

を
許
容
す
る

こ

と

は、

そ

こ

に
一

つ

の

職
業
的

習
性
が

出
來
上
る

危
險
に

曝
さ
れ
る

こ

と
で

も
あ
る。
　

『

戰
争
ま

で
』

に

お
い

て

は

感
動
の

率

直
な
表
現

で

あ
つ

た

も
の

が

『

風

俗
小
説
論
』

で

は

微
妙

に

變
質
し

始
め

て

ゐ

る

と
い

ふ

印
象
を
拭
ふ

こ

と

が

出
來
な
い
。

　

事
實、

こ

の

頃
を
境
目
に

し

て、

中
村
は

そ
の

青
春
理

論

を
個
別
的

な

作
家
論

に

適
用
す
る

や
う
に

な
つ

た。

な

る
ほ

ど

そ

の

は

し

り

と

も
い

ふ

べ

き

「

漱
石
の

青
春
」

は

『

風
俗

小
説
論
』

以

前
の

昭
和
二

十
年
の

作
品

で

あ

る

が、

他

は

お

ほ

む

ね

そ

れ

以
後
で

あ
る

。

中

村
の

本
格
的
な
作
家
論
は

多

分
そ

の

ど

れ

に

も

青
春

と

い

ふ

謡
葉
が

含
ま

れ

て

ゐ

る

だ

ら

う
と

思
は

れ

る。

意
地
悪
な

言
ひ

方
を
す
る

と

中
村
は

自
ら

が

手
掛

け

る

作
家
達
を

そ

れ

ぞ

れ

の、

今
や

後
に

し

た

筈
の

青
春

の

嚴

重
な
監

硯
の

下
に

置
い

た。

も
つ

と

お

だ

や

か

な

言
ひ

方
を
す

る

と

彼
は

論

の

對

象
と

し

て

選

ん

だ
作
家
達
を、

實
現
し

得
た

か

も

知

れ

な
い

可
能
性
と

共
に

あ

つ

た
青
春
に

も

う
｝

度
向
ひ

合
せ

た

の

で

あ

る。

丁

度、

彼

自
身、

或

は

イ
タ

リ

ー

の

フ

ィ

レ

ン

ツ
ェ

に

始
ま

つ

た
ル

ネ
ッ

サ

ン

ス

を、

或
は

明
治
文

學
に

お

け15
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明

星

大
学
研

究
紀

要
【
日

本
文
化

学
部
・
言
語

文

化
学
科｝
第
二

号

一
九
九

四

年

る

「
猫
」

か

ら

「

蒲
團
」

ま

で

の

二

年
間
を、

そ

れ
が

内
包
し
て

ゐ

た
豊
か

な
可

能
性
の

故
を
以

て

愛
慕
し

た

や

う
に

。

　
そ

れ

ら
青
春
を
核
と

し

た

作
家
論
の

中
で

最
も
有
名
な

の

は
昭
和
二

十
六

年
の

「

荷
風
の

青
春
」

で

あ

ら

う
が、

む

し

ろ

そ

れ
よ
り

は、

中
村
の
一

種
獨
特
の

小

林
秀
雄
論
に

さ

さ
や
か

な

考
察
を
加
へ

る

こ

と

に

し

た
い

。

そ

こ

に

は

青
春
論
と

い

ふ

ボ
ヴ

ァ

リ
ス

ム

の

長
所
も
短
所
も、

肯
定
面
も
否
定
面
も
存
分
に

現
れ
て

ゐ

る

や

う
な
氣
が

す
る。

　
三

　
小

林
秀
雄
に

見
た

青
春

　
中
村
光
夫
は

書
評
風

の

文
ま

で

含
め

る
と

小
林

秀
雄
論
を
隨
分

書
い

て

ゐ

る

が、

こ

こ

で

取

上

げ
る

の

は、

昭
和
三

十
一

年
に

筑
摩
書
房
か

ら

出
版
さ

れ

た

現

代
日

本
文
學
全

集
42
の

『

小
林
秀
雄
集
』

の

「

解
説
」

で

あ
り、

中
村
光
夫
全
集

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　　
アソ

に

は

「

小
林
秀
雄
小
論
11
」

と

し

て

収
録
さ
れ
て

ゐ

る

所
の

も
の

で

あ

る
。

左

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
お　

に

掲
げ
る

の

は

そ

の

最
終

章
「

青

春
」

の

全
文
で

あ
る

。

　
氏
（
引
用
者
註
。

小
林
秀
雄
氏
の

こ

と）

と

志
賀
直
哉
と

の

第
二

の

共
通

點
は、

青
春
が

兩
者
の

生

活
と

文
學
に

果
し
た

役
割
の

重
要
さ

で

す。

も
つ

と

も
こ

の

共
通
點
は

同
時
に

相
違
點
で

も
あ
り、

文
學
者
の

あ
ひ

だ

に

見

ら

れ
る
影
響
が、

本
質
的
な
も
の

で

あ
る

ほ

ど、

兩
者
を
ど

ん

な
違
つ

た

存
在

に

育
て

る
か

に

つ

い

て

の

見
事
な
例
證
と

思
は

れ

ま
す

。

　
氏
と

志
賀
直
哉、

そ

の

直
哉
に

短
篇
の

技
術
と

文
體
の

上

で

大
き

な
影
響

を
與
へ

た

國
木
田

獨
歩
を

並
べ

て、

僕
等
は

明

治
以

來
の

詩
的
モ

ラ

リ

ス

ト

あ
る

ひ

は

人
院
を
唱
つ

た

詩
入

の

系
譜
を
考
へ

る

こ

と

が

で

き
ま

す
。

　
彼

等
は
い

つ

れ

も
熱
烈
な
藝
術
の

使
徒
で

あ
り
な
が

ら、

い

は

ゆ

る

藝
術

至

上

主
義
者
で

な
く、

廣
い

意
味
で

の

人
生

の

教
師
た

る
こ

と

を
理

想
と

し

16

た
點
で

も、

ま

た

そ

の

詩
的
素
質
を
表
現

す
る

に

散
文

を
決
定
的
な

手
段
と

し
た
點
で

も
共
通
點
を

も
つ

て

ゐ

ま
す

。

　
し

か

し

そ

の

も
つ

と

も
興

味
あ

る

類
似
と
對
比

と

は、

彼

等
が
い

つ

れ

も

短
命
を
本
質
と

し

た

青
春
作
家
で

あ
る

點
で

す
。

　

作
家
の

長

命
あ
る

ひ

は

短
命
と

彼

の

制
作
と
の

關
係
は、

お

そ
ら
く
文
學

の

も
つ

と

も
神
祕
な

部
分
で

せ

う
。

　

長
生
き
を
し
な
け

れ
ば
で

き

な
い

仕
事
が
一

方
で

あ
る

と

同
時
に、

短

命

な
人

だ
け
が

捕
へ

得
る

眞
實
を
も
ら

れ

た
作
品

が、

苦
が

い

寶
と

し

て

我
々

の

間
に

つ

た
へ

ら
れ

る

の

も
事
實
で

す
。

　

文
學
は

天
才
の

事
業
で

あ
り、

そ
こ

で

結
局
も
の

を

云
ふ

の

は

生

れ

つ

き

で

あ
る

以

上、

作
家
の

仕
事
が

彼

の

生

き
た

時
間
の

函
數
で

な
い

こ

と

は

明

か

で

す
。

　

作
家
の

名
に

値
す
る

作
家
に

あ

つ

て

短
命
と

は

た

ん

に

長
命
な
入

間
の

何

分

の
一

の

時
間
を
生
き
る

こ

と
で

な
く、

何
倍
か

の

速
度
で

生

き
る

こ

と

な

の

で

す。

青

春
の

表
現
を
全

人
生

と

ひ

き
か
へ

に

生

き
る

こ

と、

こ

こ

に

作

家
の

短
命
の

本
質
が

あ
る

と
い

へ

ま

せ

う。

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
マ

マ

　

小
林
氏
の

評

論
の

對

象
が、

短
命
な
藝
術
家
へ

偏
愛
と

熱
烈
な
共
感

を
特

色
と

し
て

ゐ

る

こ

と

は、

龜
井
勝
一

郎
氏
も
指
摘
し
て

ゐ

ま

し
た

が、

ラ

ン

ボ

オ、

モ

ツ

ァ

ル

ト、

實
朝、

ゴ

ッ

ホ

な
ど、

氏
の

す
ぐ
れ

た

評
論
の

對
象

に

な

つ

た

も
の

に
、

健
全
で

長
命
な
藝
術
家
が

ひ

と

り
も
ゐ

な
い

こ

と

は、

注
目
す
べ

き
特
色
で

す
。

「

短
命
を
賭

け
ね

ば

得
ら
れ

な
い

様
な
青
春
の

姿
」

は

氏
に

人
生

の

唯
一

の

美
と

映
つ

て

ゐ

る

の

で

す
が、

お

そ
ら

く
氏
臼
身
も

ほ

と

ん

ど
そ
れ
を
生

き
た

の

で

す
。

　

氏
の

青
年
期
の

友
人
が、

富
永
太
郎、

中
原

中
也
な
ど、

た

ん

に

短

命
で

あ
つ

た

だ

け
で

な
く、

短

命
で

な

け

れ
ば

な

ら
な
か

つ

た

や

う
な
印
象
を
あ
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た
へ

る

詩
人
た

ち

で

あ
つ

た

の

も
こ

れ

を
傍
證
す
る

も
の

で

せ

う
。

　
　
　
氏
は

こ

の

青
春
に

つ

い

て

は

ほ

と

ん

ど

何
も
書
き
の

こ

さ
ず、

わ
つ

か

に

　
　
「
X
へ

の

手
紙
」

な
ど

で

抽
象
的
に

ほ

の

め

か

し

て

ゐ

る

だ

け
で

す。

氏
の

　
　

「

ラ

ン

ボ

オ

論
」

「

中
原
中
也
」

な

ど

の
、

背
後
に

ど

ん

な
現
實
の

生
活
と

　
　
想
念
が

あ
つ

た

か、

僕
等
は

傳
説
以

外
の

形

で

は

知

り

得
な
い

し、

今
後
も

　
　
お

そ

ら

く
同
じ

こ

と

で

あ
ら

う
と

思

は

れ
ま
す。

　
　
　
こ

の

こ

と

は

お

そ
ら

く、

氏
が

そ

の

表
現

に

文
字
通
り

「

短
命
を
賭
け
」

　
　
な
け
れ

ば

な
ら

ぬ

こ

と

を
本
能
的
に

感
じ

て

ゐ

た

た

め

で、

氏
の

評

論
は

そ

　
　
の

青
春
を
逃
れ

る

た

め

に、

或
ひ

は

そ

の

終
つ

た

と

こ

ろ

か

ら

書
き

始
め

ら

　
　
れ
た
の

で

す。

　
　
　
獨
歩
に

と

つ

て

は

青
春
の

危
機
は

人
生

の

自
覺
と

同
義
語

で

あ
り、

文

學

　
　
に

肉
體
的
な
短

命
を
か

け

た

彼
の

青
春
に

は、

人

生

と

肚

會
の

現
實
に

對

す

　
　
る

本
質
的
な
背
離
は

な
か

つ

た

の

で

す。

　
　
　
こ

れ

に

對
し

て

志
賀
直
哉
の

青
春
は、

人

生
へ

の

反
抗
を
通
じ

て

彼
の

う

　
　
ち
に

無
類
の

藝
術
家
を
育
て

た
代
償
に

そ
の

終
焉
と

と

も
に

彼
の

な

か

の

藝

　
　
術
家
を

殺
し、

こ

の

長

壽
な

作
家
に

異

様
な
制
作
力
の

短

命
と

い

ふ

不
幸
を

　
　
負
は

し

て

ゐ

ま
す。

　
　
　
青
春
が

た

ん

に

人

生
の

序
幕
で

な
く、

入

生

と

相
容
れ

ぬ

別
の

人

生

で

あ

　
　
る

や
う
な
資
性
は、

小
林
氏
の

場
合
他
の

二

人

と

比
較
に

な
ら

ぬ

強

さ

に

達

　
　
し

て

ゐ

た

の

で

す
が、

ま
さ

に

そ
の

た

め

に、

氏
の

青
春
は

表
現

に

絶
し

た

　
　
場
所
で

生

き
ら

れ

て

し

ま
ひ、

氏
の

評

論
は、

氏
と

入
生

と

の

開
の

破
れ

た

　
　
平
衡
を

恢
復
し

よ

う

と

す
る

念
願
の

も
と

に

書
か

れ

て

ゐ

ま

す
。

昭

和
初
期

　
　
の

文
學
が

脱
會
化
す
る

こ

と

に

よ
つ

て

俗
化
し

た、

あ
る

ひ

は

肚

會
化
す
る

　
　
た

め

に

俗
化
し

な

け
れ
ば

な

ら

な
か
つ

た

運
命
を、

氏
は

氏
な
り

の

個
性
を

　
　
通
じ

て、

誠
實
に

辿
つ

た

の

で

す
。

巾

村
肥

夫
の

ボ

ウ
ァ

リ

ス

ム

和
闘

配

美

　
氏
と

人
生
と

の

平
衡
は

今
日

で

は

見
事
に

恢
復
さ

れ

た

や

う
に

見
え

ま

す。

し

か

し
生

き

る
と
い

ふ

退
屈
な

義
務
に
つ

い

て

は、

も

は

や

見
透
し

の

つ

く
と

こ

ろ
ま

で

歩
ん

で

き

た

氏
の

心
が、

「

人
生
の

戸

口

に

立

つ

て

ゐ

る

こ

と

に

つ

い

て
」

思
ひ

知
ら

ね
ば
な
ら

な
か

つ

た

當
時
と、

そ

れ

ほ

ど

異
つ

た

も
の

で

な
い

こ

と

は、

氏
が

最
近

心

血

を
注

い

で

ゐ

る

「
近
代
繪
書

論
」

か

ら
察
せ

ら
れ

ま
す

。

　
「

あ

の

頃、

僕
に

は

既
に

何
も
彼

も
解
つ

て

は

ゐ

な

か

つ

た

の

か
。

若

し

さ

う
で

な

け

れ
ば、

今
で

も
ま

だ
何
一

つ

知

ら

ず
に

ゐ

る

と

い

ふ

事
に

な

る
。

」

と

氏
が

モ

ツ

ァ

ル

ト

に

つ

い

て

云
ふ

と

き、

こ

の

言
葉
は

氏
の

半

生

に

お

け

る

青
春
の

位
置
を
象
徴
す
る

や

う

に

僕
に

は

思

は

れ
ま

す。

　
こ

こ

で

言
葉
は

見

事
に

決
つ

て

ゐ

る
。

い

や、

決
り

過

ぎ

て

ゐ

る
。

そ

し

て

ど

ん

な
場
合
に

も、
「
過
ぎ
た

る

は

及
ば

ざ

る

が

如
し

」

な
の

で

あ
る。

右
に

記
し

た

中
村
光
夫
の

一

見

隙
の

な
い

小

林
秀
雄
論
は、

そ

の

完

成
の

故
に

か

へ

つ

て、

そ

の

眞
實
性
に

何
が

し
か

の

疑
問
を
抱
か

せ

ず
に

は

お

か

な
い

。

　
中
村
は

太

宰
治
の

「

入
間
失
格
」

を

評
し

て、

「

こ

の

ユ

ニ

ッ

ク

な
告

白
小

説

に

漂
ふ

不

思
議
な
鬼
氣
は、

異
様
な
一

人

物
の

内
面

生
活

が、

馴
れ
て

飽
き

飽
き

ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　へ
　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　

　
　
　

　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　

　
　
　

　

　
ヘ
ヨサ

し

た

素
材
を

扱

ふ

や

う
な

平
靜
な
手
法

で

語

ら

れ

る

點
か

ら

き

て

ゐ

ま
す
」

（
傍

點、

引

用

者∀

と

述
べ

て

ゐ

る
が、

こ

の

文
中
の

表
堤
を
借
り

れ

ば、

中
村
に

と

つ

て

小
林
の

青
春
は

「

馴
れ
て

飽
き
飽
き
し

た

素
材
」

を
扱
ふ

や

う
な

も
の

だ

つ

た

と

ま
で

は

言
へ

な
い

で

あ
ら
う。

し

か

し

幾
分
そ

れ
に

近

い

も

の

だ
つ

た

や

う

に

も
思

は

れ

る。

昭

和
三

卜
一

年
頃
の

中
村
光

夫
は

作
家
の

青
春
を
論
じ

る

こ

と

に

長

廿

て

ゐ

た。

彼

の

青
春
的
小
林
秀
雄
論
の

中
に

は、

繰
返

す
こ

と

に

よ
つ

て

熟
達
し

た

職
業
的
技
法
の

現

れ
が

感
じ

ら
れ

る

の

だ
．

　
中
村
が

こ

こ

に

描
い

た

小
林
の

姿
が

虚
像
だ
つ

た

と

書
ひ

た

い

の

で

は

な
い
。
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明

星
大

学
研

究
紀
要
【
日

本
文

化

学
部
・
言

語
文
化

学
科｝
第
二

号
　一
九

九

四
年

文
學

者
に

な
る

前
の

小

林
に、

青
春
と

し

か

名
付
け
よ
う
が

な
い

か

も
知

れ

な

い
、

一

種
名
状
し
難
い

時
期
が

あ
つ

た

こ

と

も、

そ
の

頃
の

「

生
活
と

想
念
」

が

文
學
者
に

な
つ

て

か

ら

の

彼
を
多
か

れ

少

な
か

れ

追
ひ

か

け

廻
し
た

こ

と

も

お

そ

ら

く
事
實
で

あ
ら
う。

し
か

し

そ
れ
が

小
林
の

す
べ

て

だ

つ

た
の

で

あ
ら
う
か

。

こ

の

ま
ま

で

は

小
林
は

そ

の

青
春
の

機
能
に

縛
ら

れ

過
ぎ
て

ゐ

る。

彼
は

そ

の

青

春
の

中
に

閉

ぢ
籠
め

ら

れ
て

ゐ

る

や
う
に

見
え
る。

　
小

林
が

「

そ
の

表
現
に

文
字
通
り
『

短
命
を
賭
け

』

な
け

れ
ば
な
ら

ぬ

こ

と

を

本
能
的
に

感
じ
て

ゐ

た
」

の

な
ら、

何
故、

彼

は

や

は

り
文
字
通
り
の

意
味
で

の

短
命
の

作
家
に

な

ら

な
か

つ

た

の

か
。

そ
れ

が

出

來
な
い

の

で

あ

れ
ば、

何
故、

「

そ

の

青
春
を
逃

れ
る
た

め
に、

或
ひ

は

そ
の

終
つ

た
と

こ

ろ

か

ら
」

評
論
を
書

き
始
め

た

り

す
る

の

で

は

な

く、

文
學
者
に

な
る

こ

と

を

斷
念
し

な

か

つ

た

の

か
。

　

中
村
は

こ

の

文
を
作
品

集
の

解
説
と

し

て

書
い

た

の

で

あ
り、

解
説
は
素
人

の

讀
者
へ

の

サ

ー
ヴ

ィ

ス

だ

か

ら

本
當
の

批
評
と

は

違
ふ

の

だ

と
い

ふ

反

論
も
豫
想

さ

れ
る

が、

そ

れ

は

當
ら

な
い

と

思
ふ

。

こ

の

「

解
説
」

の

引
用
文
に

先
立

つ

部

分
は

明
ら

か

に

讀
者
の

或
る

程
度
の

文
學
的
素
養
を
前

提
に

し
て

ゐ

る

し、

ま

た、

中
村
は

昭
和
三

十
三

年
の

「
小
林
秀
雄
論
」

の

中
で

も
こ

の

「

青
春
」

の

章

と

同
じ

趣
旨
の

こ

と

を
も
う
少
し
控
へ

目

に

で

は

あ
る

が

述
べ

て

ゐ

る

か

ら

で

あ

る
。

　

引
用
文
の

中
に

は

中
村
の

本
音、

そ
れ

も
職
業
化
さ
れ
た

本
音
が

あ

る

と

考
へ

て

よ

い

で

あ

ら
う

。

い

つ

れ
に

し

て

も
私
は
こ

こ

に、

作
家
の

青
春
を

過
大
幌

す

る
と

こ

ろ
に

生
じ

た

こ

は

ば
り
を
感
じ

る。

中
村
の

ボ

ヴ
ァ

リ

ス

ム

の

一

つ

の

あ

ら
は

れ

を
見

て

ゐ

る。

小

林
秀
雄
に

は

「

短
命
な
藝
術
家
へ

の

偏
愛
と

熱
烈
な
共

感
」

が

あ
る
と
い

ふ

18

中
村
光
夫
の

指
摘
は

そ
の

限
り

に

お
い

て

は

正
し

い
。

し

か

し

中
村
が

そ

れ

に

續

け
て、

「

ラ

ン

ボ

オ、

モ

ツ

ァ

ル

ト、

實
朝、

ゴ

ッ

ホ

な
ど、

氏

の

す
ぐ
れ
た

評

論
の

對
象
に

な
つ

た

も
の

に、

健
全
で

長
命
な
藝
術
家
が

ひ

と

り

も
ゐ

な

い

こ

と

は、

注
目
す
べ

き

特
色
で

す
」

と
言
ふ

時、

こ

こ

に

名
を
擧
げ
ら

れ

た

藝
術
家
の

中
に

ド
ス

ト
エ

フ

ス

キ
ー

が

含
ま
れ
て

ゐ

な
い

こ

と

を
見
落
し

て

は

な
ら

な
い

で

あ
ら

う
。

い

ふ

ま
で

も
な
く
そ
れ
は

ド

ス

ト
エ

フ

ス

キ
ー
が

短
命
で

は

な
く、

そ

の

反
對
に

長

命
な

藝
術
家
だ
つ

た

か

ら

で

あ
る。

　
小
林
が

ド

ス

ト
エ

フ

ス

キ
ー

の

研
究
に

打
ち
込
ん

だ
こ

と

は

「

自
然
詩
人
」

の

章
で

説
か

れ

て

ゐ

る

が、

引
用
し

た
「

青
春
」

の

章
で

は、

小
林
を
短
命
な
藝
術

家
の

グ
ル

ー

プ

に

入

れ
た

關
係
上、

ド

ス

ト
エ

フ

ス

キ
ー
は

排
除
さ

れ

ざ
る

を

得

な
か

つ

た
。

し
か

し

小
林
の

ド
ス

ト
エ

フ

ス

キ
ー

へ

の

傾
倒
の

激
し
さ

は

ラ

ン

ボ

オ、

モ

オ

ツ

ァ

ル

ト、

實
朝、

ゴ

ッ

ホ
へ

の

そ

れ
を
上
回
つ

て

ゐ

る

の

で

あ

る
。

　
小
林
を
強
く
と

ら

へ

た
長
命
な
藝
術
家
と
し

て

は

そ

れ

以

外
に

も
彼
が

そ

の

「

モ

オ
ツ

ァ

ル

ト
」

の

中
で

言
及
し
て

ゐ

る
ゲ
エ

テ、

ト
ル

ス

ト
イ
の

名
を

擧
げ

る

こ

と

が

出
來
よ

う
。

ま

た

（
こ

れ
は

中
村
が

こ

の

文
を
發
表
し

た
昭
和
三

十
一

年
以

後
の

こ

と

で

あ
る
が）

小

林
は

等
し

く
長

命
な
正
宗
白
鳥
と

本
居
宣
長

に

も

並
々

な
ら

ぬ

關
心

を
寄
せ

た
。

　
も
つ

と

も

小
林
と

中
村
の

た

め

に

ひ

と

こ

と

言
つ

て

お
い

た
方
が

よ
い

と

思

ふ

の

は、

宕
に

記
し

た

長
命
な
藝
術
家
達
（
宣
長

は

藝
術
家
と

い

ふ

よ

り

は

學
者
で

あ

つ

た

が）

の

中
に、

長

生

き
を
し

て

功
成
り

名
を
遂
げ

た

と
い

ふ

趣
を

感
じ

さ

せ

る

人
は

ゐ

な
い

こ

と

で

あ
る

。

彼
等
は

終
生、

み

ず
み

ず
し
い

若

さ

に

惠
ま
れ

て

ゐ

た
。

或

は

そ

れ

に

呪

は

れ

て

ゐ

た
。

そ

の

點、

彼

等
は

た
し
か

に

ラ
ン

ボ

オ

以

下

の

短

命
な
藝
術
家
達
に

通
じ

合
ふ

と

こ

ろ

を
持
つ

て

ゐ

る。

そ

れ

は

認
め

な

け

れ
ば
な
ら

な
い

が、

小

林
の

青
春
を
重

親
す
る

の

餘
り、

彼
と

短

命
な
藝
術
家

の

結
び

つ

き

を
強

調
し
過
ぎ

る
こ

と

は

早
計
と

言
は

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
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、

青
春
が

た

ん

に

人

生

の

序
幕
で

な

く、

八

生

と

相
容
れ
ぬ

別
の

入

生

で

あ
る

や

う
な

資
性
」

と
い

ふ
二、
薗

葉
は

ま
こ

と

に

英
し

い

が、

小

林
の

中
に

は

そ
れ
に

相
反

す
る

資
性
も
あ

つ

た

の

で

は

な
い

か
。

そ

し

て

そ

れ

が

彼

を
生

き
延

び

さ
せ

た

の

で

は

な
か

つ

た

だ

ら

う
か。

彼
は

富
永
太
郎
や

中
原
中
也

と

は
違
つ

て、

「

た

ん

に

短
命
で

あ
つ

た

だ
け

で

な
く、

短
命
で

な
け

れ

ば

な
ら

な
か

つ

た

や
う
な
」

青

春
を
遂
に

生
き
切

れ

な
か

つ

た

や

う
に

見
え
る
。

そ
の

代
り、

そ

れ

以
後
の

小
林

は

そ

の

青
春
か

ら、

中
村
が

考
へ

て

ゐ

た

よ
り
も
ず
つ

と

自
由
で

あ
つ

た

ら

う
。

こ

の

混
沌
と

し

て

ゐ

た
一

時
期
の

思
ひ

出
が

時
と

し

て

小

林
の

申
で

蘇
り、

彼

に、

今
の

自
分
は

「

『

入

生
の

戸

口

に

立

つ

て

ゐ

る

こ

と

に

つ

い

て
』

思

ひ

知
ら

ね

ば

な
ら

な
か

つ

た

當
時
と、

そ
れ

ほ

ど

異

つ

た

も
の

で

な
い

こ

と
」

を
痛
感
さ

せ

た、

と

し

て

も
で

あ
る

。

　

中
村
光
夫
の

小

林
秀
雄
評
の

中
で
一

番
問．
題

な
の

は、

彼

の

文
が

讀
者
に、

小

林
の

青
春
は

何
か

途

方
も
な
く
す
ば

ら

し

い

も
の

で

あ
り、

小
林
は

そ

れ

を
懸
替

へ

の

な
い

財
産
と

し

て

慈
み

續
け

た

と
い

ふ

印

象
を

興
へ

か

ね
な
い

こ

と

で

あ
る

と

思
ふ。

小

林
に

し

て

兄
れ

ば
そ
れ

は、
配

し

く

な
い

こ

と

で

あ
つ

た

ら
う。

彼

は

自
ら

の

過
ぎ
た
青
春
を
或
る

時
に

は

自

分

の

方
へ

引
寄
せ、

或
る

時
−
・

一

は

そ
れ

を

愚
行
と

し

て

し

り

ぞ

け

た、

字
義
上

の

矛
后
さ
へ

犯

し

て

さ

う

し
た、

と

い

ふ
の

が

私
の

考
で

あ
る
。

そ

れ
は

小
林
が

こ

の
、
　
と

で

誠
實
さ
を

缺
い

て

ゐ

た

の

で

は

な
く、

青
春
の

方
が

彼
の

中
で
一

定
の

形

を
取
ら

う

と

し

な

か

つ

た

か

ら

だ

と

思

は

れ
る。

　

た

と
へ

ば

小
林
は

昭

和
二

十
三

年
發
表
の

「

ラ

ン

ボ

オ

m
」

の

中
で、

學
生

時

代
に

ラ

ン

ボ

オ

の

飜

譯
を
手
が

け

た

「
向
う
見
ず
」

を
想
起

し

て、

「

想
へ

ば

青

春
と

い

ふ

も
の

は、

向

う

見
ず
と

と

も
に

實
に

澤
山

な
寶
を
抱
い

て

逃
げ

去
る

も

　

　

　
　
いワ

の

で

あ

る
」

と

述
べ

た

が、

同
じ

ラ

ン

ボ

オ
論
で、

死

の

床
に

あ

る

富
水
太

郎

中

村．
忙

た
の

ポ

ヴ

．，
」

ス

ム

翻
識、
止

奏

　

　
　
　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　
　

　
ハ
ヨワ

を
訪
れ

た

時
の

こ

と

を

次
の

や

う
に

書
い

て

ゐ

る。

（
僕
は

富
永
に
）

何
や
彼
や

日
下
の

苦
衷
め

い

た

事
を

喋
つ

た

様
だ

が、

記

憶
し

な
い
。

僕
の

方
が

間
達
つ

て

ゐ

た

事
だ

け

は

確
か

で

あ
る。

何

も
の

も、

自
分
さ
へ

信
用
出
來
な

い

有
様
だ
つ

た

當
時
の

僕
の

言
葉
に、

何
の

意

味
が

あ
つ

た

だ
ら

う
か
。

　

こ

の

文
の

悲
痛
な
自
己
否
定
の

調
子

は、

ラ
ン

ボ

オ

と

共

に

過

し

た

「

青
春
」

は

「

澤
山

な
寶
を
抱
い

て

逃

げ
去
し

つ

た

と
い

ふ

同

想
に

見

ら
れ

る

愛
惜
の

調
子

に

は

重
な
り

合
ふ

べ

く
も
な
い
。

紙
數
の

關
係
か

ら

こ

れ

以

上
の

引
用
は

差
控
へ

る

が、

こ

の

種
の

實
例
は

小
林
の

文
章
に

幾
つ

か

見
つ

け
ら

れ
る

の

で

あ
る。

　

ラ

ン

ポ

オ

も
モ

オ

ツ

ァ

ル

ト
も
「
向
う
か

ら
や
つ

て

來
て
」

小
林
を

鷲
づ

か

み

に

し

た
の

だ

か

ら、

彼
が

こ

れ
ら

の

天

才
の

（
申
村
が

小

林
か

ら

借
り

た

表
現
を

更
に

借
り

れ

ば、

精
靈
の
）

壓
倒
的
な
影
響
の

下

に

置

か

れ

て

自．
分

を

見

失
つ

た

こ

と

は

彼
の

責
任
で

は

な
い
、

と
…

應
の

と

こ

ろ

言
へ

る
。

し

か

し

小

林
が

そ

の

　

　

　

　
　
　

　

　
せ

ゆ

結
果
と

し

て

生

じ

た

生
の

状
態
に

強

ひ

ら

れ

て

臼

分

か

信
じ

ら

れ

な

く

な
つ

た

り、

何
等
か

の

悪
徳
に

手
を
染
め

た

り

し

た

と

し

て

も、

そ
の

責
任

を
ラ

ン

ボ

オ

や

モ

オ

ツ

ァ

ル

ト

に

取

ら

せ

る

わ

け

に

は

行
く
ま
い

。

そ

の

す
べ

て

は

自、
分

の

責

任
で

あ

る，

私
達
は

小

林
の
主

ー4

春
を
檢
證

す

る

時、

こ

の

や

う
な．

思
想、

觀

今
心 、

美
と
入

間
の

關

係
辷

い

ふ

微゚
妙
な
問．
題

に

逢

着
せ

ざ

る

を
得
な
い
。

小

林

が

そ

の

青
春
を
な
つ

か

し

ん

だ

り、

そ

の

逆
に

拒
ん

だ

り

し

た

こ

と

を

矛

盾
と

し

て

［

蹴
す
る

わ

け

に

は

行

か

な
い

の

で

あ
る

。

し

か

し

小

林
の

青
春
を

中
村
の

や

う

に

論
じ

て

し

ま

ふ

と、

少
な

く
と

も
鈍
感
な
讀
者
は

さ

う
い

ふ

問
題

が

存
在
す

る

こ

と

に

さ
へ

氣
付
か

な

い

で

あ

ら

う。
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明

星
大

学
研
究

紀
要
【
日

本
文

化
学

部・
．　．

H

語
文
化

学
科】
第
二

号

一
儿
九

四

年

　
四

　
中
村
光

夫
の

青

春

　

中
村
光

夫
は

作
家
の

青
春
を
繰
返
し

論
じ

る

こ

と

か

ら

身
に

つ

け

た

巧
み

な

技

法
を
驅
使
し
て

小
林
秀
雄

の

青
春
を
文

學
的
に

料
理

し

た、

し

か

し
彼
は

心
に

も

な
い

嘘
を

吐
い

た

わ
け

で

は

な
く
そ
こ

で

説
か

れ
た

こ

と

は

彼
の

本
音
だ

つ

た、

と
い

ふ

の

が

以

上

に

述
べ

た

私
の

考
の

骨
子
で

あ
る

が、

小
林
の

青
春
に

對
す
る

中
村
の

熱
つ

ぽ

い

讃
美
は

何
か

そ

れ

だ

け

で

は

片
付
か

な
い

や

う
な
氣
も
す
る
。

小
林
の

青
春
を

こ

の

や

う
な
も
の

と

し

て

と

ら
へ

た

中
村
の

心

理

の

奥
底
に

は

未

だ

何
か

あ

る

の

で

は

な
い

か
。

私
に

は

そ

れ

は

中
村
の、

彼
自
身
の

青
春
へ

の

態

度
で

あ
つ

た
や

う
に

思

は

れ
る

。

　

す
で

に

述
べ

た

通
り、

前
掲
の

引
用
文
は

昭
和
三

十
一

年
の

『

小
林
秀
雄
集』

の

「

解
説
」

の

最
終
章
で

あ
る

が、

こ

の

「

解
説
」

の

冒
頭

の

部
分

は、

　
小

林
氏
の

三
十

年
に

わ

た

る
著
作
を、

か

う
し

て
一

巻
に

ま
と

め

て

讀
む

と、

氏
の

半
生
の

さ

ま
ざ

ま

な
姿
が、

思
ひ

だ

さ

れ

ま
す

。

　
こ

れ

は

た

ん

に

氏
が

僕
の

青
春
に

と

つ

て

き
は

め

て

大
切

な
人
で

あ
つ

た

た

め

で

は

な
く、

氏
の

評
論
の

性
格
か

ら

も
き
て

ゐ

ま

す
。

（

傍
點、

引
用

者）

　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
むり

と

い

ふ

書
出

し
で

始
ま

つ

て

ゐ

る。

中
村
の

青
春
的
小

林

秀
雄

論
の

基
底
に

「

中
村
光
夫
の

青
春
」

が

う
つ

く
ま
つ

て

ゐ

る

こ

と

が

こ

こ

か

ら

察
せ

ら

れ

よ
う

と
い

ふ

も
の

で

あ
る。

　
そ

れ
で

は

中
村
が

「

僕
の

青
春
」

と

言
ふ

時、

そ

れ
は

い

つ

か

ら

い

つ

ま
で

の

時
期
を
指
す
の

か
、

勿
論、

か

う
い

ふ

こ

と

は

當
の

中
村
に

も
は

つ

き
り

答
へ

ら

れ

る

わ

け
の

も
の

で

は

あ
る

ま
い
。

彼
は

四
十
二

歳
の

頃、

次
の

や
う
に

書
い

　
ロソた

。
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人
生

の

な
か

で

た
だ

自
分
は

青
春
に

つ

い

て

だ
け

何
か

を
知
つ

て

ゐ

る

筈

だ

と

信
じ

て

ゐ

る

う
ち

に、

い

つ

か

青
春
と

云

は
れ

る

年
齢
を
す
ぎ
て

見
る

と、

か

つ

て

掌
に

握
つ

て

ゐ

た

や

う
に

思
へ

た

青
春
と

は

何
で

あ
つ

た

か

却

つ

て

疑
は

し

く
思
は

れ

ま
す

。

　

果
し

て

自
分
は

若
か

つ

た
こ

と

が

あ
る

か、

あ
る

ひ

は

今
の

自
分

が

失
つ

た

に

違
ひ

な
い

若
さ
と

は
一

體
な
ん

で

あ
つ

た

か

な
ど

と

い

ふ

愚

問
が

と

き

ど

き
心
を
か

す
め

ま
す。

　

中
村
は

こ

こ

で、

自
分

に

は

青
春
と

言
へ

る

ほ

ど

の

も
の

は
あ
つ

て

な
か

つ

た

に

等
し

い

と

述
べ

て

ゐ

る

わ
け
で

あ
り、

小

林
が

か

つ

て

ラ

ン

ボ

オ

を

愛
讀
し
て

ゐ

た
時
期
を
顧
み

て

そ
れ

を
き
つ

ば

り
青
春
と

言
ひ

あ
ら
は

し
た

こ

と、

そ

し
て

中
村
の

小

林
論
が

そ
の

や

り
方
を
踏
襲
し

て

ゐ

る

こ

と

が

想
起
さ

れ

る
。

中
村
に

と

つ

て

の

「

僕
の

青
春
」

の

質、

或
は

彼
に

お

け

る

そ
の

意
味
が

こ

の

こ

と

か

ら

も
朧
氣
な
が

ら

解
る

や
う
に

思
ふ

。

　

右
の

文
で

は

若
さ
と

青
春
が

同
義
語
と

し

て

使
は

れ

て

ゐ

る

が、

中
村
が

小

林

と

の

關
係
で

「

僕
の

青
春
」

と

い

ふ

時、

そ

れ
は

も
つ

と

狭
い
、

限

ら
れ

た
一

時

期
を
指
し

て

ゐ

る

の

で

あ

ら
う

。

　

何
度
か

言
及
し

た
『

戰
争
ま
で
』

は

私
に

は

何
の

皮
肉
も
な
く
中
村
の

青
春
の

美
し
い

記
念
碑
に

見
え
る

が、

昭
和
十
三

年
か

ら

十

四
年
ま
で

の

フ

ラ
ン

ス

留
學

が

彼
の

狭
義
の

青
春
の
一

部
を
な
し

て

ゐ

た

と

は

考
へ

難
い

。

そ
れ

に

し

て

も

『

戰
争
ま

で
』

は

形
式
だ

け
に

も
せ

よ
小

林
秀
雄
宛
て

の

私

信
で

あ
る。

青
春
讃

歌
と

し

て

の

側
面
を
持
つ

こ

の

作
品

が

小

林
を
意
識
し
な
が

ら

書
か

れ

た

こ

と

は、

こ

の

二

人
の

文
學
者
の

類
縁
を
考
へ

る

際
に

私
達
の

興

味
を
惹
く

事
實
で

は

な
い

だ

ら

う
か
。

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Meisei University

NII-Electronic Library Service

Meisei 　university

「

小

林
氏

は

僕
の

青
春
に

と

つ

て

き
は

め
て

大
切

な
八

で

あ
つ

た
」

と

書
い

た

中

村
が

漠
然
と

思
ひ

浮
べ

て

ゐ

た

の

は

高
等
學
校
か

ら
大

學
に

か

け

て

の

學
生

と

し

て

の

臼
分
の

こ

と

だ

つ

た

の

で

は

な
い

か

と

想
像
さ
れ

る。

中
村
が

小
林
の

知
遇

を
得
た

の

は

高
等
學
校
時

代
で

あ
つ

た

と
い

ふ

が、

彼
は

東
京
帝
國
大
學
入

學
後

に

外
交
官
志
望
を

棄
て

て

文
學
部

佛
文
學
科
に

轉
じ

た

事
の

次
第
を
昭

和
四
十
五

　

　

　
　
　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　
　

　

　
　
けり

年
の

「

今
は

む

か

し
」

で

次
の

や

う

に

回
想
し

て

ゐ

る
。

　

高
等
學
校
の

三
年
間
に、

か

な
り

強

く
文

學
に

ひ

か

れ

な
が

ら、

大
學
は

法
學
部
を
一

年
や
つ

た

の

も、

自
分

の

文
學
的
資
質
に

た

い

す
る

疑

ひ

の

ほ

か
、

一

生

外
國

ぐ
ら

し

を
す
る

資
格
が

手
に

入

れ
ら

れ

る

な

ら、

三

年
ぐ

ら

ゐ

は

い

や

な
勉
強
を
し

て

も
い

い

と

い

ふ

幼
稚
な
打

算
が

あ
つ

た

や

う
で

す
．

　

そ

れ

が、

實
際、

は

ひ

つ

て

晃
る

と、

法
學
部
の

勉
強
は、

そ

ん

な
甘
い

考
へ

で

追
ひ

つ

く
も
の

で

な
い

こ

と

が

わ
か

つ

た

の

で、

仕
方
な
く
文
學
部

に

う
つ

る

決
心

を
し

ま

し

た
。

　

こ

の

決
心
を

う
な
が

し

た

動
機
は、

そ

の

年
の

秋
滿
洲
事
變
が

お

こ

つ

た

こ

と、

フ

ロ

オ
ベ

ル

の

書
簡
を
よ

ん

だ

こ

と、

前
年
か

ら
小

林
秀
雄
氏
を
知

つ

た

こ

と、

な

ど

で

あ
つ

た

と

思

ひ

ま

す
が、

こ

れ
ら

は、

い

つ

れ

も
外
的

な
偶
然
と

云
へ

な

い

こ

と

は

あ
り

ま
せ

ん。

　
私
達
は

こ

こ

に

フ

ロ
・
1

べ

ー

ル

と

小

林
秀
雄

の

名
が

記

さ

れ
て

ゐ

る

こ

と

に

注

目
し
な
け

れ

ば

な
ら

な

い
。

こ

の

二

入

の

文
學
者
が

中
村
光
夫
の

文
學
部
へ

の

移

籍
の

こ

と

で

果
し
た

役
割
は
と

も
か

く

と

し
て、

彼
等
は

青
年
期
の

中
村
の

文

學

を

支
へ

、

彼
の

「

青
春
」

を
正

當
化
し

た

だ

ら

う
と

思

は

れ

る

か

ら

で

あ
る
．

フ

ロ

f
べ
・
ー

ル

の

書

簡
に

つ

い

て｛
ぎ
へ

は、

中
村
は、
「

人
生
の

日
的
を
す
べ

て

見

中
吋
光
尺

の

ボ

ヴ
厂

11・
ス

ム

柑
幽
止

業

失
つ

た

や
う

な

顔
を
し
た

貧
し

い

病
身
な
學
生
」

と

し

て

の

生．
活

の

中
か

ら

そ

れ

を
讀
ん

で

冖、
復
活
の

歓
び
」

を

感
じ

た

こ

と

を
『

フ

ロ

オ
ベ

ル

と

モ

ウ
パ

ッ

サ

　

　

　
　
　

　

　

　

　
　
　

　

　

　
ぞ

ご

ン
』

の

「

後
記
」

の

中
で

述

べ

て

ゐ

る．

し

か

し

そ
の

「

歓
び
」

か

ら
三

十

數

年
を

隔
て

た

中
村
が

フ

ロ

ー
ベ

ー

ル

に

對
し

て

當
時
と

は

異
な
る

態
度
を

執
る

や

う
に

な
つ

た

こ

と

は

拙
稿
の

第
一

章
の

中
で

手
短
か

に

薄
い

た

通

り

で

あ

る。

そ

れ
で

は

も
う
｝

人
の

小
林
は

ど
う

だ

つ

た

の

か
。

　・
甲

村
は

こ

れ

も
三

十

數
年
後
の

「

師
と

私
」

の・
甲

で、
　

『

本
居

宣
長
』

執

筆
中

　

　

　
　
　

　

　

　

　
　
　

　

　

　
ら
めぜ

の

小

林
の

姿
を
次
の

や

う
に

描
い

て

ゐ

る
。

小

林
氏
の

頭

は

も
う
眞
つ

臼
に

な
り、

僕
も
遠
か

ら

ず
さ

う
な

り

さ

う
で

す
。

お

互

に

歳
を

と
つ

た

も
の

と

思
ひ

ま

す
が、

い

つ

も
前
方
を

歩
い

て

行

ノ

＼

及
び

が

た

い

入
と

い

ふ

印
象
は

か

は

り

ま
せ

ん
。

　

青
年
期
の

中
村
は

フ

ロ

ー
ベ

ー
ル

と

小
林
ほ

ど

で

は

な
い

に

し

て

も

二

葉

亭
四

迷

に

も
親
炙
し、

昭

和
十
一

年
に

は

二

葉
亭
研
究

で

池
谷

賞
す
ら

受
賞

し

て

ゐ

る

が、

そ
の

二

葉
亭
が

世
を
去
つ

た
の

と

同
じ

四

十

六

歳

に

な

つ

た

時、

彼
の

墓
詣

り

を
し

て、

む

か

し

は

伯

父

さ

ん

ぐ
ら

ゐ

の

つ

も
り
で

ゐ

た

彼

が、

い

つ

の

ま

に

か

自

分

よ
り

若

死
に

し

た

入

に

な

つ

て

し

ま
つ

た

と
い

ふ

事

實
は、

、

面
に

お
い

て

は

彼
と

別．
れ

る

と

き

が

き

た

の

を

意
味．
し

ま

す。

　

　

　
　

　
ひ

じ

と

書
き

記

し

た
、

そ

れ

は

中
村
が

二

葉

亭
よ
り．
長
生

き

を

し

た
た

め

に

過
ぎ

な

い
、

と
い

ふ

や

う
な

悪
い

酒
落
は、
菖

は

な
い

こ

と

に

し

よ

う
。

か

う
い

ふ

こ

と

が

年
齢
の

上

下
だ
け

で

決
め

ら

れ

る

筈
は

な
い

。

私
達
と

し

て

は

中
村
光

夫

が

入

生
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明

星

大
学
研

究
紀

要
【
日
本

文
化

学
部

二
言
語
文

化
学

科】
第
二

号

一
九
九

四

年

の

途
上
で、

青
春
の

偶
像
た
る

フ

ロ

ー
ベ

ー
ル

と

も
二

葉
亭
四
迷
と

も
別
れ
た

と

い

ふ

の

に、

小
林
秀
雄
と

は

遂
に

別
れ

な
か

つ

た

こ

と

の

意
味
を
思
へ

ば
足
り
る

の

で

あ
る。

　

中
村
に

と

つ

て

小
林
が

「

及
び

が

た

い

人
」

で

あ
る
と

い

ふ、

そ

の

「

印
象
」

の

淵
源
を
こ

こ

で

明

ら
か

に

し

な

け
れ

ば

な
ら

な
い
。

中
村
は

小
林
と

の

出
會
ひ

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
ハ
ヨ

を
樣
々

に

描
い

て

ゐ

る
が、

そ
の

中
に

は

次
の

や

う
な
文
が

あ
る。

文
鱧
と

か

精
神
と
い

ふ

言
葉
を
意
味
も
わ

か

ら
ぬ

ま

ま
に

輕
蔑
し

て、

い

は

ば

文
學
の

な
い

文
學
青
年
と

い

つ

た

い

ら

だ

た
し
い

觀
念
的
生

活
を
送
つ

て

ゐ

た

當
時
の

僕
は、

同
じ
惡
徳
を、

お

そ
ら

く
幾
倍
か

の

強

さ

で

生
き
な
が

ら、

そ
れ

を
根
に

し
て

立
派
な
表
現
を
つ

く
り

上
げ
て

ゐ

る

氏
に

驚
異
の

念

を

抱
く
ほ

か

は

な
か

つ

た、

と

云
ふ

よ
り
氏
の

書
く
も
の

が

心

に

ふ

れ
る
唯

一

の

文
章
で

あ
つ

た
の

で

す
。

　
こ

れ

こ

そ
私
に

は、

中
村
光
夫
の

熱
烈
な
青
春
本
位
の

小
林
秀
雄
論
の

裏
に

働

く
心
理

を
説
き
明

す
文
で

あ
る
も
の

の

や
う
に

思
は

れ
る

。

中
村
は

彼
の

そ

れ
と

「

同
じ

惡
徳
を、

お

そ

ら
く
幾
倍
か

の

強
さ
で

生

き
」

抜
い

た
同
類
を
九
歳
年
上

の

青
年
の

中
に

發
見
し
て、

そ
の

「

悪
徳
」

か

ら

脱
け
出
す
緒
を
つ

か

ん

だ
の

で

は

な
か

つ

た
だ

ら

う
か。

　
文
體
や

精
神
と

い

ふ

言
葉
へ

の

い

は

れ
の

な
い

輕
蔑
は

中
村
の

青
春
ら

し
く
な

い

青
春
の
、

ほ

ん

の
一

つ

の

現
れ
で

あ
つ

た
ら

う
。

彼
の

「

い

ら

だ

た

し

い

觀
念

的
生
活
」

の

内

實
を
私
な
り

の

や
り

方
で

再
構
成
す
れ
ば

そ

れ
は

次
の

や

う
に

な

る。　
文
學
を、

た

だ

そ
れ

だ

け

を
後
生

大
事
に

か

か
へ

こ

み

な
が

ら、

そ
こ

か

ら

何

一

つ

生

み

出
せ

な
い

こ

と。

文
學
と

い

ふ

觀
念
を
手
に

入

れ
た
ば

か

り
に

他
の
一

22

切

を
見

失
つ

た

こ

と
。

世
俗
を
侮
り

な
が

ら、

氣
が
つ

い

て

見

る

と、

そ
の

世
俗

か

ら
逆

に

侮
ら

れ

て

ゐ

る

こ

と。

　
資
料
か

ら

離
れ

て

勝
手
な
想
像
を
し

た

と

言
は

れ
さ
う
だ

が、

中
村
が

あ

ち

こ

ち
に

書
き
散
ら

し

た

も
の

か

ら
判
斷
し

て、

彼
の

「

青
春
」

は

か

う
い

ふ

も
の

で

あ
つ

た

と

し

か

思
へ

な
い

。

そ

し
て

こ

れ
は

中
村
の

こ

と

だ

け

で

な
く、

日

本
の

鋭
敏
な

文
學
青
年
を、

と
い

ふ

よ
り

は、

知
的
に

も
精
神
的
に

も
衆
に

擢
ん

で

て

ゐ

な
が

ら

或
る

決
定
的
な
一

點
で

缺
け

た

と

こ

ろ

の

あ
る

文
學
青
年
を
待
ち

構
へ

て

ゐ

る

陷
穽
で

あ
る

。

こ

の

種
の

青
年
が

か

つ

て

輩
出
し

た

こ

と、

今
日

で

も

出

現
し
得
る

こ

と

の

中
に

は

近
代
日

本
文
化
の

基
本
的
性
格
が

横
は

つ

て

ゐ

る
や

う

に

思
は

れ

る
。

　
青
年
期
の

中
村
は

小
林
が

ど
ろ
ど

ろ

し
た、

形
を
な
さ

ぬ

青
春
を

後
に

し
た

こ

と
を
直
覺
し

た

の

で

あ
ら
う

。

そ
れ

に

く
ら
べ

れ

ば

中
村
の

「

觀
念
的
生

活
」

は

微
温
的
な
も
の

で

し

か

な
か

つ

た
。

そ

し
て

中
村
は

小
林
が

彼
自
身
の

惡
徳
を
逆

用

し
て、

文
學
的
表
現

の

華
を
咲
か

せ

つ

つ

あ
る

こ

と
に

驚
異
の

眼
を
瞠
つ

た

の

で

あ
つ

た

ら

う
。

　
か

う
見

て

來
る

と、

小
林
の

青
春
に

對
す
る

中
村
の

態
度
に

は、

青
春
そ

の

も

の

を
過
大
硯
す
る

ボ

ヴ

ァ

リ

ス

ム

の

他
に、

小
林
を
「

及
び

が

た
し

」

と

し

て

見

上
げ
る

も
う
一

つ

の

ボ

ヴ

ァ

リ

ス

ム

が

作
用
し

て

ゐ

る

こ

と

が

感
じ

ら

れ

る。

こ

の

や
う
に

二

つ

の

ボ

ヴ

ァ

リ

ス

ム

が

か

ら
み

合
ふ

形

で

中
村
は

小
林
の

青
春
を
美

化
し
た、

と

い

ふ

の

が

私
の

見
立
て

で

あ
る

。

　
以
上、

ボ

ヴ

ァ

リ

ス

ム

と

い

ふ、

讀
者
が

聞
き
慣
れ
な
い

で

あ
ら

う
言
葉
を
強

引
に

利
用

し

な
が

ら

中
村
光

夫
を
論
じ

て

來
た

が、

私
は

こ

の

言
葉
を

辭
書
的
な

意
味
の

ま
ま

で

使
は

う
と
し

て

ゐ

る

の

で

は

な
い
、

と

述
べ

た

こ

と

を
想
ひ

起
し

て

頂
き

た

い
。

も
し

中
村
が

文
學
者
の

故
郷
は

青
春
に

あ
り

と

か、

小

林
秀
雄
は
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す
ば

ら
し

い

と

か

口

走
る

だ
け
の

人
間
で

あ
れ
ば、

彼
は

嘲

笑
さ

れ

て

然

る
べ

き

で

あ

る
が、

さ

う
い

ふ

感
覺
か

ら

發
し

て
｛

箇
の

文
學
的
生

涯
を

實
現
さ

せ

る
の

は

並

大
抵
の

こ

と

で

は

な
い
。

そ
し

て

中
村
は

そ
れ

を
や

つ

て

の

け、

小

林
と
は

違
ふ

タ

イ

プ
の

文
學
者
に

な
つ

た

の

で

あ
る。

　

そ
れ

に

し

て

も
中

村
光
夫
を

繼
承

す
る
と

は
ど

う
い

ふ

こ

と

な

の

で

あ
ら

う

か
。

そ

れ

は

彼
の

ボ

ヴ
ァ

リ

ス

ム

の

こ

は

ば

り

を
解
き
ほ

ぐ
す
こ

と

な
の

で

は

あ

る

ま
い

か。

私
の

見

る

所、

中

村
の

青
春
論
は

い

さ

さ

か

空

疎
で

あ
り、

ま

た

（
本
稿
で

は

取
上
げ

ら
れ
な

か

つ

た

が）

彼
の

文
明

批
評
は

幾
分
大
仰
で

あ
る。

私

達
は

そ

れ
を
も
つ

と
内
面
化
す
る

こ

と

に

努
め

な

け

れ
ば

な
ら

な
い
。

そ
の

後

に

残
る

も

の

が

尚
ボ

ヴ
ァ

リ

ス

ム

の

名
で

呼
ば

れ
る

こ

と

に

ふ

さ
は

し
い

と

し

て

も、

私
達
は

そ

れ

を
文

學
の

宿
命
と

し

て

甘
受
し

な
け

れ

ば

な

ら

な
い

で

あ
ら

う．。
今、

そ

の

課

題
が

私
達
に

負
は

さ

れ

て

ゐ

る
。

〔
こ

の

論
文
は

明

星

大
學
特
別
研
究
助
成

費
の

援
助

を

得
て

書
い

た
も
の

で

あ

　
「
日
記

文
擧
に

つ

い

て」
を

収

録
し

た

『
時

代
の

感

觸』
　（
文
藝
春
秋

　
昭
組
四

十
五

年り
の

中
で
も

岡
じ

で

あ

　
る．
た

し
か

に

英
語
の

び

O
く

贄［ω
ヨ

の

仮

名
表
記

は
ボ

ヴ

ァ

ーー

ズ

ム

で

あ
る

が．
こ

れ
は

も
と
も

七

7
ラ

ン

ス

語

　
で

あ
り、
し

か

も
（
た

と
へ

ば、
7
エ
ミ
ニ

ズ

ム

の

や

う

に）
日

本

語
と

し
て
…
般
侘
し

て

ゐ

る

の

で

は

な
い

こ

　
と、
ま

し
て．
甲

村
が

譲
じ
て

ゐ
る

の

は

7
ラ

ン

ス

の

文
學
者
で

あ
る

こ

と

なけ
こ

の

理

山
か

ち．
嚢

記
は

ポ

ヴT．
∴

リ

　
ス

ム

と

し
た

カ
が
い

い

や

う

に

思
は

れ

る、．
少
な
く．レ」
も
私
は

ボ

ヴ

ァ

リ
ス

ム

で

通
す
こ

と

に

す
る．
ま
な

中
材

　
は

こ

の

言
葉

を
他
の

箇

所
で

も

使
用
し

て

ゐ
る

で

あ
ら

う
が、
畢

二．「
ま
で

は
調

査
が

及
ぼ

な
か

つ

た。

5
　
全

集
 

　一
〇
ペ

ー
ジ

6
　
全

集
 
　

五

二

七

べ

ー
ジ

7
　
以

下
の

引

用
文
は

「
小

林
秀

雄
集」
四
二、一一
ー

囚一．
四
ぺ

ー

ジ

に

據

る。

8
　
こ

の

見
轟
し

は

中
村
児

夫
全

集
で

は

省
か

札

て

ゐ

る。

窪

　
全

集

 
　
閣．
「
ペ

ー
ジ

齢

　
司
小
林
秀

雄
集』
　

二

三

〇
ペ

ー
ジ

n
　
同
右

　
二

二

四
ぺ・
ー

ジ

ー2
　
同
右

　
解

説
四
一
九．
べ

ー

ジ。
尚、

全
集

 

＝
八

四
ぺ

ー

ジ

で

は

こ

の

引
晴

文
の

巾
の

「
か

う
し

て一
卷

に

ま

　
と
め

て」
の

部
分
が

削

除
さ
れ
て

ゐ
る。

16　17　16　1i　14　13

全
集

 

全
集

 

全
集

 

全
集

 

全
集

 

全
集

 

二 五 六 四 五
．．一

三 べ o 辜 ぺ 悶

五 1 一二 】 二

ベ ジ ペ 1 ジ …

1 　 1 四 　
．．一

ジ 　 ジ 三 　 四
　 　 四 　 三
　 　 ぺ 　 　・F《
　 　 　 l 　 l
　 　 ン 　 　 ン

N 工工
一Eleotronio 　Library 　Servioe

る
。

）
駐底

本
は

次

の

二

種
頚
で

あ

る。

　
巾・
廿

η

光
土
八

全

集
ム
土

十
⊥ハ
巷
　ハ竹
肌
麻
崢

皇
旦

居
　

@
昭
甜

脚

四レ轟
ハ鉦
−ー

 

閏
十
八征1

　
小
林
秀

雄
集
（

筑
摩
書
房

・
現

代
日
亟

文

墨
全集

42

　昭和．
．一
十、

｝

柘
に
全

集

 
辷

あ
れ
ば

そ

れ
は

中
村

光
夫
全
集
第

一
巻

のこ
ン
鼻、

る ． Meisei 　 univer

ty
− ⊥3

4

こ

れ
に

つ

い

て
は
4

を

参照

こ

と
。

全
集

 
　

月
報
の

中
の

「
對

談
再
録
　

削

作

批評

に

よ
る

．

条

集
工
　

解

説

〇
見

ぺ

ー
ジ

棄

集 
菰八
ヒ

ペ

ー

ジ
。
尚

、

こ

の
全

集

版

で

は

ボ

ヴ
ァリ
ス
ム

は

ボ
ヴ

ァ
．

リズ

と

表
記
さ
れ

、

中村光夫
のボ
プ

ァ
n
．

．

7
．

ム

塀配


