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「

五

十

篇

」

と

「

一

百

篇

」 

―

賢

治

は

「

一

百

篇

」

を

七

日

で

書

い

た

か

― 

（

上

）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

信

時 

哲

郎

◆

の

ぶ

と

き

・

て

つ

ろ

う 

    

賢

治

が

最

晩

年

に

編

ん

だ

「

文

語

詩

稿 

五

十

篇

」

と

「

文

語

詩

稿 

一

百

篇

」

に

つ

い

て

、

筆

者

は

十

数

年

か

け

て

注

釈

を

施

し

て

き

た

が

、

一

五

一

篇

の

注

を

付

け

終

わ

っ

た

と

こ

ろ

で

、

い

く

つ

か

気

に

な

る

こ

と

が

出

て

き

た

。
ど

れ

も

些

細

な

こ

と

だ

が

、

先

行

研

究

を

踏

ま

え

な

が

ら

考

え

て

み

る

と

、
「

五

十

篇

」
と
「

一

百

篇

」

の

編

集

過

程

を

考

え

る

た

め

の

ヒ

ン

ト

に

な

る

か

も

し

れ

な

い

と

思

う

よ

う

に

な

っ

て

き

た

。

そ

れ

ぞ

れ

の

集

が

ど

の

よ

う

な

意

識

で

編

ま

れ

た

も

の

な

の

か

は

わ

か

ら

な

い

ま

ま

だ

が

、

少

し

で

も

文

語

詩

の

謎

を

解

明

す

る

手

が

か

り

に

な

っ

て

く

れ

れ

ば

と

思

う

。 

  

１

．

対

に

つ

い

て 

 

「

五

十

篇

」

と

「

一

百

篇

」

に

は

、

タ

イ

ト

ル

が

共

通

す

る

も

の

が

三

組

あ

る

。

「

悍

馬

」

「

〔

秘

事

念

仏

の

大

師

匠

〕

」

「

車

中

」

で

あ

る

。

「

〔

秘

事

念

仏

の

大

師

匠

〕

」

は

、

タ

イ

ト

ル

が

書

か

れ

て

い

な

い

た

め

に

全

集

編

者

が

、

冒

頭

の

言

葉

を

仮

に

つ

け

た

も

の

だ

が

、

冒

頭

の

言

葉

が

同

じ

で

あ

る

と

い

う

こ

と

は

、

タ

イ

ト

ル

が

同

じ

で

あ

る

の

と

同

じ

く

ら

い

の

重

み

が

あ

る

と

思

う

の

で

、

考

察

に

加

え

て

お

い

て

も

よ

い

よ

う

に

思

う

。 

 

ま

ず

「

悍

馬

」

か

ら

見

て

い

こ

う

。 

  
 

悍

馬

〔

一

〕 

五

 
 

毛
布
の
赤
に

づ頭
を
縛
び
、 

 
 
 
 

陀
羅
尼
を
ま
が
ふ
こ
と
ば
も
て
、 

罵
り
か
は
し
牧
人
ら
、 

 
 
 
 
 

 

貴
き
ア
ラ
ヴ
の
種
馬
の
、 

息
あ
つ
く
し
て
い
ば
ゆ
る
を
、 

 

ま
も
り
か
こ
み
て
も
ろ
と
も
に
、 

雪
の
火
山
の
裾
野
原
、 

 
 
 
 

 

赭
き
柏
を
過
ぎ
く
れ
ば
、 

山
は
い
く
た
び
雲
滃
の
、 

 
 
 

 

藍
の
な
め
く
ぢ
角
の
べ
て
、 

お
と
し
け
お
と
し
い
よ
い
よ
に
、 

馬
を
血
馬
と
な
し
に
け
り
。 

  
 

悍

馬

〔

二

〕 

百

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

こ

え

廐

肥

を

は

ら

ひ

て

そ

の

馬

の

、 

ま

な

こ

は

変

る
べ

に
紅

の

竜

、 

け

い

け

い

碧

き

び

い

ど

ろ

の

、 
 

天

を

あ

が

き

て

と

ら

ん

と

す

。 
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黝

き

菅

藻

の

袍

は

ね

て

、 
 

 

叩

き

そ

だ

た

く

封

介

に

、 

雲

の

の

ろ

し

は

と

ゞ

ろ

き

て

、 

こ

ぶ

し

の

花

も

け

む

る

な

り

。 

  

「

五

十

篇

」

所

収

の

「

悍

馬

〔

一

〕

」

は

、

馬

を

大

切

に

育

て

る

牧

人

た

ち

を

書

い

た

作

品

で

あ

る

。
一

方

、
「

一

百

篇

」
の
「

悍

馬

〔

二

〕

」

は

、

飼

い

主

の

封

介

の

言

う

こ

と

を

聞

か

な

い

暴

れ

馬

を

描

い

て

い

る

。

舞

台

も

違

う

し

、

詩

形

も

ず

い

ぶ

ん

と

異

な

っ

て

い

る

。

し

か

し

、

『

新

校

本

全

集

』

で

下

書

稿

の

推

敲

過

程

を

見

て

み

る

と

、

「

悍

馬

〔

一

〕

」

は

、

鉛

筆

で

○写
が

書

か

れ

た

下

書

稿

㈤

、

つ

ま

り

定

稿

に

書

き

写

す

直

前

の

段

階

の

原

稿

で

、

「

牧

人

」

だ

っ

た

タ

イ

ト

ル

を

「

悍

馬

図

」

に

修

正

し

、

さ

ら

に

定

稿

に

な

っ

て

「

悍

馬

」

に

置

き

換

え

て

い

る

こ

と

が

分

か

る

。

「

悍

馬

〔

二

〕

」

の

方

は

、

先

行

作

品

が

口

語

詩

の

「

一

〇

四

六 

悍

馬

」

で

あ

り

、

文

語

詩

の

下

書

稿

の

段

階

か

ら

「

悍

馬

」

の

タ

イ

ト

ル

が

あ

っ

た

の

で

、

賢

治

は

定

稿

を

書

く

際

に

、

二

つ

の

作

品

を

同

タ

イ

ト

ル

に

し

た

と

い

う

こ

と

に

な

る

。 

 

気

を

付

け

て

お

き

た

い

の

は

、

賢

治

が

タ

イ

ト

ル

を

同

じ

に

す

る

だ

け

で

な

く

、

「

悍

馬

〔

一

〕

」

の

○写
稿

の

段

階

で

、

「

お

と

し

け

お

と

し

」

と

い

う

フ

レ

ー

ズ

を

導

入

し

、

漢

詩

に

お

け

る

対

句

の

よ

う

に

、

二

作

を

ペ

ア

に

し

よ

う

と

し

た

こ
（

１

）

と

だ

。

賢

治

は

「

悍

馬

〔

二

〕

」

に

お

い

て

、

「

叩

き

そ

だ

た

く

」

を

、

お

そ

ら

く

は
「

叩

き

に

叩

く

」
と

い

っ

た

意

味

で

書

い

て

い

る

よ

う

だ

が

、

「

悍

馬

〔

一

〕

」

に

も

、

「

お

と

し

け

お

と

し

」

を

「

落

と

し

に

落

と

し

」

と

い

っ

た

意

味

で

、

○写
の

付

い

た

下

書

稿

㈤

の

手

入

れ

段

階

で

新

た

に

登

場

さ

せ

て

い

る

。

文

法

的

に

は

、

ど

ち

ら

も

う

ま

く

説

明

の

で

き

な

い

「

け

」

や

「

そ

」

だ

が

、

賢

治

は

調

子

を

整

え

る

た

め

に

加

え

、

タ

イ

ト

ル

だ

け

に

留

ま

ら

な

い

対

の

詩

に

し

よ

う

と

し

た

こ

と

が

う

か

が

え

る

。 

 

続

い

て

「

〔

秘

事

念

仏

の

大

師

匠

〕

」

を

見

て

み

よ

う

。 

  

〔

秘

事

念

仏

の

大

師

匠

〕

〔

一

〕 

五

 
 

秘

事

念

仏

の

大

師

匠

、 
 
 
 
 

元

真

斉

は

妻

子

し

て

、 

北

上

岸

に

い

そ

し

み

つ

、 
 
 

い

ま

ぞ

昼

餉

を

し

た

ゝ

む

る

。 

 

卓
の
さ
ま
し
て
緑
な
る
、 

 
 
 

小
松
と
紅
き
萓
の
芽
と
、 

雪
げ
の
水
に
さ
か
ら
ひ
て
、 

 
 

ま
こ
と
睡
た
き
南
か
ぜ
。 

 

む
し
ろ
帆
張
り
て
酒
船
の
、 

 
 

ふ
と
あ
ら
は
る
ゝ
ま
み
ま
じ
か
、 

を
の
こ
は
三
た
り
舷
に
、 

 
 

 

こ
ち
を
見
お
ろ
し
見
す
く
む
る
。 

 

元
真
斉
は
や
る
せ
な
み
、 

 
 
 
 

眼
を
そ
ら
す
川
の
は
て
、 

塩
の
高
菜
を
ひ
た
噛
め
ば
、 

 
 

妻
子
も
こ
れ
に
な
ら
ふ
な
り
。 
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〔

秘

事

念

仏

の

大

師

匠

〕

〔

二

〕 

百

 
 

秘

事

念

仏

の

大

師

匠

、 
 

 
 

元

信

斉

は

妻

子

も

て

、 

北

上

ぎ

し

の

南

風

、 
 

 
 
 

け

ふ

ぞ

陸

穂

を

播

き

つ

く

る

。 

 

雲

紫

に

日

は

熟

れ

て

、 
 

 
 

青

ら

み

そ

め

し

野

い

ば

ら

や

、 

川

は

川

と

て

ひ

た

す

ら

に

、 
 

八

功

徳

水

な

が

し

け

り

。 

 

た

ま

た

ま

そ

の

子

口

あ

き

て

、

楊

の

梢

に

見

と

る

れ

ば

、 

元

信

斉

は

歯

軋

り

て

、 
 

 
 

石

を

発

止

と

投

げ

つ

く

る

。 

 

蒼

蠅

ひ

か

り

め

ぐ

ら

か

し

、
ダ

ラ

 
 

練

肥

を

捧

げ

て

そ

の

妻

は

、 

た

ゞ

恩

人

ぞ

導

師

ぞ

と

、 
 
 

お

の

が
つ

ま
夫

を

ば

拝

む

な

り

。 

  

「

一

百

篇

」

所

収

の

「

〔

秘

事

念

仏

の

大

師

匠

〕

〔

二

〕

」

の

先

行

作

品

は

口

語

詩
「

一

〇

五

六 

〔

秘

事

念

仏

の

大

元

締

が

〕
」

で

、

花

巻

周

辺

の

信

仰

で

あ

っ

た

隠

し

念

仏

の

大

元

締

を

描

い

て

い

る

。
「

五

十

篇

」
の

方

の
「
〔

秘

事

念

仏

の

大

師

匠

〕
〔

一

〕
」

の

先

行

作

品

は

、

「

憎

む

べ

き

「

隈

」

辨

当

を

食

ふ

」

で

あ

る

。

自

炊

生

活

を

送

る

賢

治

に

対

し

て

、

さ

ま

ざ

ま

な

噂

を

ひ

ろ

め

た

な

ど

と

書

か

れ

て

い

る

人

物

と

、

視

線

で

の

対

決

を

描

い

た

文

語

詩

も

「

隈

」

を

書

く

こ

と

か

ら

始

ま

っ

て

い

る

の

だ

が

、

ブ

ル

ー

ブ

ラ

ッ

ク

イ

ン

ク

で

○写
が

付

け

ら

れ

て

い

る

下

書

稿

㈡

の

段

階

で

、

秘

事

念

仏

の

大

師

匠

を

扱

う

詩

に

な

っ

て

い

る

。

「

悍

馬

」

の

時

と

同

じ

で

、

「

一

百

篇

」

の

方

の

タ

イ

ト

ル

や

状

況

に

合

わ

せ

て

改

変

し

、

取

材

時

の

事

実

よ

り

も

、

二

作

を

対

に

す

る

こ

と

を

選

ん

だ

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

こ

れ

だ

け

で

な

く

元

真

斉

（

元

信

斉

）

、

北

上

岸

（

北

上

ぎ

し

）

な

ど

の

共

通

性

か

ら

も

、

対

を

意

識

し

て

い

た

と

考

え

て

よ

い

だ

ろ

う

。 

 

次

い

で

「

車

中

」

を

見

て

み

よ

う

。 

  
 

車

中

〔

一

〕 

五

 

夕
陽
の
青
き
棒
の
な
か
に
て
、
開
化
郷
士
と
見
ゆ
る
も
の
、 

葉
巻
の
け
む
り
蒼
茫
と
、 

 
 

森
槐
南
を
論
じ
た
り
。 

 

開
化
郷
士
と
見
ゆ
る
も
の
、 

 

い
と
清
純
と
よ
み
し
け
る
、 

寒
天
光
の
う
ら
青
に
、 

 
 
 
 

お
も
て
を
か
く
し
ひ
と
は
ね
む
れ
り
。 

  
 

車

中

〔

二

〕 

百

 

稜
堀
山
の
巌
の
稜
、 

 
 

 
 
 
 
 

一
き木

を
宙
に
旋
る
こ
ろ 

ま
な
じ
り
深
き

は

く

ら

く

伯

楽
は
、 

 
 
 
 
 
 

し
ん
ぶ
ん
を
こ
そ
ひ
ろ
げ
た
れ
。 

 

地
平
は
雪
と
藍
の
松
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

氷
を
着
る
は
七
時
雨
、 

ば
ら
の
む
す
め
は
く
つ
ろ
ぎ
て
、 

 

け
い
と
の
ま
り
を
と
り
い
で
ぬ
。 
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「

車

中

〔

二

〕

」

の

下

書

稿

㈠

㈢

に

は

「

開

化

郷

士

」

の

語

が

あ

っ
（

２

）

た

が

、

こ

れ

は

「

車

中

〔

一

〕

」

の

定

稿

に

流

用

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

と

、
「

車

中
〔

二

〕
」
か

ら

は

消

え

て

い

る

。
逆

に
「

車

中

」

と

い

う

タ

イ

ト

ル

は

、

「

車

中

〔

一

〕

」

の

下

書

稿

㈠

か

ら

あ

っ

た

も

の

だ

が

、
そ

れ

ま

で

タ

イ

ト

ル

が

な

か

っ

た
「

一

百

篇

」

作

品

に

「

車

中

」

の

タ

イ

ト

ル

を

、

定

稿

の

段

階

で

付

け

さ

せ

る

こ

と

に

な

っ

て

い

る

。

「

五

十

篇

」

と

「

一

百

篇

」

の

「

車

中

」

が

、

お

互

い

に

影

響

し

合

い

な

が

ら

定

稿

が

生

れ

て

い

る

こ

と

が

確

認

で

き

よ

う

。 

 

こ

れ

ま

で

あ

ま

り

こ

う

し

た

過

程

に

つ

い

て

言

及

さ

れ

る

こ

と

は

な

か

っ

た

よ

う

に

思

う

が

、

お

互

い

の

作

品

が

影

響

し

合

っ

て

定

稿

に

至

っ

て

い

る

こ

と

は

疑

え

な

い

。

た

だ

、

賢

治

が

意

識

的

に

「

五

十

篇

」

と

「

一

百

篇

」

に

そ

れ

ぞ

れ

対

の

作

品

を

振

り

分

け

た

と

断

言

で

き

る

わ

け

で

は

な

い

。

と

い

う

の

も

「

一

百

篇

」

に

は

「

病

技

師

」

と

い

う

タ

イ

ト

ル

の

二

作

品

が

収

録

さ

れ

て

い

る

か

ら

だ

。 

  
 

病

技

師

〔

一

〕 

百

 

こ

よ

ひ

の

闇

は

あ

た

た

か

し

、 
 

風

の

な

か

に

て

な

か

ん

な

ど

、 

ス

テ

ッ

キ

ひ

け

り

に

せ

も

の

の

、

黒

の

ス

テ

ッ

キ

ま

た

ひ

け

り

。 

 

蝕

む

胸

を

ま

ぎ

ら

ひ

て

、 
 

 
 

こ

ぼ

と

鳴

り

行

く

水

の

は

た

、 

く

ら

き

炭

素

の
ひ燈

に

照

り

て

、 
 

け

か

つ

飢

饉

供

養

の
お

ほ

い

し

巨

石
な並

め

り

。 

  
 

病

技

師

〔

二

〕 

百

 

あ

へ

ぎ

て

く

れ

ば

丘

の

ひ

ら

、 

地

平

を

の

ぞ

む

天

気

輪

、 

白

き

手

巾

を

草

に

し

て

、 
 
 
 
 

を

と

め

ら

み

た

り

ま

ど

ゐ

し

き

。 

 

大

寺

の

み

ち

を

こ

と

と

へ

ど

、 
 
 

い

ら

へ

ず

肩

を

す

く

む

る

は

、 

は

や

く

も

死

相

わ

れ

に

あ

り

や

と

、

粛

涼

を

ち

の

雲

を

見

ぬ

。 

  

た

だ

、

こ

の

「

病

技

師

」

に

関

し

て

は

タ

イ

ト

ル

以

外

に

あ

ま

り

対

と

思

え

る

要

素

が

な

く

、

二

作

の

影

響

関

係

も

明

確

と

は

言

い

に

く

い

。
た

だ

、
敢

え

て

言

え

ば
「

巨

石

」
と
「

天

気

輪

」
（

も

と

は

五

輪

塔

）
に

似

た

要

素

を

見

出

す

こ

と

が

で

き

る

く

ら

い

で

、

も

し

か

し

た

ら

、

偶

然

に

同

タ

イ

ト

ル

に

な

っ

て

し

ま

っ

た

と

い

う

こ

と

も

あ

る

か

も

し

れ

な

い

。 

 

で

は

、

こ

う

し

た

二

つ

の

「

病

技

師

」

を

ど

う

考

え

る

か

と

い

っ

た

問

題

も

あ

り

な

が

ら

、

な

ぜ

「

五

十

篇

」

と

「

一

百

篇

」

に

対

が

あ

る

な

ど

と

考

え

る

よ

う

に

な

っ

た

か

と

言

え

ば

、

木

村

東

吉
（
「
《

五

輪

峠

紀

行

詩

群

》
と
「

岩

手

軽

便

鉄

道

の

一

月 

『

春

と

修

羅

』

（

第

一

集

）

と

の

対

称

性

に

注

目

し

て

」

『

宮

沢

賢

治

《

春

と

修

羅 
第

二

集

》

研

究 

そ

の

動

態

の

解

明

』

渓

水

社 

平

成

十

二

年

二

月

）

が

、

『

春

と

修

羅

（

第

一

集

）

』

に

お

け

る
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「

冬

と

銀

河

ス

テ

ー

シ

ョ

ン

」
と
「

春

と

修

羅 

第

二

集

」
の
「

岩

手

軽

便

鉄

道

の

一

月

」

が

対

応

し

て

お

り

、

ま

た

、

「

第

二

集

」

の

五

輪

峠

詩

群

が

『

第

一

集

』

の

冒

頭

の

詩

群

と

対

応

し

て

い

る

と

指

摘

し

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

ま

た

、

天

沢

退

二

郎

（

「

詩

と

童

話

の

は

じ

ま

り

」

『

宮

沢

賢

治

の

世

界

』

日

本

放

送

出

版

協

会 

昭

和

六

十

三

年

一

月

）

も

、

『

春

と

修

羅

（

第

一

集

）

』

の

冒

頭

の

作

品

「

屈

折

率

」

に

「

郵

便

脚

夫

」

が

登

場

し

、

『

注

文

の

多

い

料

理

店

』

の

冒

頭

の

作

品

「

ど

ん

ぐ

り

と

山

猫

」

に

「

お

か

し

な

は

が

き

」

が

登

場

し

、

と

も

に

郵

便

の

テ

ー

マ

が

登

場

す

る

こ

と

を

指

摘

し

て

い

る

。

そ

う

思

う

と

、

成

立

時

期

も

近

接

し

て

い

る

「

五

十

篇

」

と

「

一

百

篇

」

の

間

に

も

対

の

意

識

が

あ

っ

た

よ

う

に

思

え

て

な

ら

な

い

の

で

あ

る

。 

 

２

．

も

う

一

つ

の

対 

 

「

五

十

篇

」

と

「

一

百

篇

」

に

は

、

二

つ

の

詩

集

に

ま

た

が

る

対

と

い

っ

た

意

識

が

あ

っ

た

の

で

は

な

い

か

と

仮

定

し

て

話

を

進

め

て

い

る

の

だ

が

、

「

五

十

篇

」

の

作

品

ど

う

し

、

ま

た

「

一

百

篇

」

の

作

品

ど

う

し

で

も

対

と

も

言

う

べ

き

関

係

が

た

く

さ

ん

あ

る

。 

 

例

え

ば

、

同

じ

日

の

で

き

ご

と

・

同

じ

場

所

で

の

で

き

ご

と

が

複

数

の

詩

に

な

っ

て

い

る

例

は

、
「

五

十

篇

」
で

言

え

ば

、
「
〔

夜

を

ま

青

き

藺

む

し

ろ

に

〕
」
と
「

雪

の

宿

」
、
「

来

賓

」
と
「
〔

さ

き

立

つ

名

誉

村

長

は

〕

」

な

ど

が

あ

り

、

共

通

す

る

フ

レ

ー

ズ

を

使

っ

た

も

の

に

は
「

一

百

篇

」
の
「

退

耕

」
と
「

巨

豚

」
、
「
〔

う

た

が

ふ

を

や

め

よ

〕

」

と

「

嘆

願

隊

」

な

ど

が

あ

る

。

こ

れ

ら

の

関

係

は

一

つ

の

集

に

留

ま

る

傾

向

が

多

い

よ

う

だ

が

、

そ

の

追

究

は

今

後

の

課

題

に

す

る

と

し

て

、

そ

う

し

た

関

係

詩

篇

群

が

あ

り

な

が

ら

、

そ

れ

で

も

「

五

十

篇

」

と

「

一

百

篇

」

で

対

を

構

成

し

て

い

る

の

で

は

な

い

か

と

考

え

て

し

ま

う

の

は

、

前

章

で

あ

げ

た

も

の

と

も

違

っ

た

奇

妙

な

対

を

み

つ

け

て

し

ま

っ

た

か

ら

だ

。 

 

「

五

十

篇

」

に

収

録

さ

れ

て

い

る

「

〔

き

み

に

な

ら

び

て

野

に

た

て

ば

〕
」
と
「

一

百

篇

」
の
「
〔

遠

く

琥

珀

の

い

ろ

な

し

て

〕
」

を

見

て

み

た

い

。 

  
 

〔

き

み

に

な

ら

び

て

野

に

た

て

ば

〕 

五

 
 

き

み

に

な

ら

び

て

野

に

た

て

ば

、 

風

き
ら

ら

か

に

吹
き

き

た

り

、 

柏

ば

や

し

を

と

ゞ

ろ

か

し

、 
 
 
 
 

枯

葉
を

雪

に

ま

ろ
ば

し

ぬ

。 

 

げ

に

も

ひ

か

り

の

群

青

や

、 
 
 
 

山

の
け

む

り

の

こ
な

た

に

も

、 

鳥

は

そ

の

巣

や

つ

く

ろ

は

ん

、 
 
 

ち

ぎ
れ

の

艸

を

つ
い

ば

み
ぬ
。 

  
 

〔

遠

く

琥

珀

の

い

ろ

な

し

て

〕 

百

 
 

遠
く
琥
珀
の
い
ろ
な
し
て
、 

 
 

春
べ
と
見
え
し
こ
の
原
は
、 

く

さ

枯
草
を
ひ
た
し
て
雪
げ
水
、 

 
 

さ
ゞ
め
き
し
げ
く
奔
る
な
り
。 



- 6 - 

 
峯
に
は
青
き
雪
け
む
り
、 

 
 
 

裾
は
柏
の
赤
ば
や
し
、 

雪
げ
の
水
は
き
ら
め
き
て
、 

 
 

た
ゞ
ひ
た
す
ら
に
ま
ろ
ぶ
な
り
。 

  

「

〔

き

み

に

な

ら

び

て

…

〕

」

で

は

、

き

ら

ら

か

な

の

が

風

だ

っ

た

の

が

「

〔

遠

く

琥

珀

の

…

〕

」

で

は

水

に

な

り

、

ま

ろ

ば

し

て

い

た

の

が

枯

葉

だ

っ

た

の

が

水

に

な

り

、

ま

た

、

山

の

け

む

り

が

青

き

雪

け

む

り

に

な

っ

た

り

と

微

妙

に

変

化

し

て

お

り

、
た

だ

、

両

作

を

通

じ

て

、
柏

ば

や

し

だ

け

が

ど

ち

ら

に

も

登

場

し

て

い

る

。

ど

ち

ら

が

ど

ち

ら

に

影

響

を

与

え

た

の

か

は

原

稿

を

見

て

も

わ

か

り

に

く

い

の

だ

が

、

お

互

い

が

複

雑

に

影

響

し

合

っ

て

成

立

し

た

こ

と

だ

け

は

確

か

だ

ろ

う

。 

 

「

〔

き

み

に

な

ら

び

て

野

に

た

て

ば

〕

」

に

は

、

同

じ

よ

う

な

関

係

に

あ

る

作

品

が

も

う

一

つ

あ

る

。 

  
 

〔

き

み

に

な

ら

び

て

野

に

た

て

ば

〕 

五

 
 

き
み
に
な
ら
び
て
野
に
た
て
ば
、
風
き
ら
ら
か
に
吹
き
き
た
り
、 

柏
ば
や
し
を
と
ゞ
ろ
か
し
、

 
 
 
 

枯
葉
を
雪
に
ま
ろ
ば
し
ぬ
。 

 

げ
に
も
ひ
か
り
の
群
青
や
、 

 
 

山
の
け
む
り
の
こ
な
た
に
も
、 

鳥
は
そ
の
巣
や
つ
く
ろ
は
ん
、 

 

ち
ぎ
れ
の
艸
を
つ
い
ば
み
ぬ
。 

 

 
 

賦

役 

百

 
 

み
ね
の
雪
よ
り
い
く
そ
た
び
、 

 

風
は
あ
を
あ
を
崩
れ
来
て
、 

萌
え
し
柏
を
と
ゞ
ろ
か
し
、 

 
 
 

き
み
か
げ
さ
う
を
軋
ら
し
む
。 

 

お
の
れ
と
影
と
た
ゞ
ふ
た
り
、 

 

あ
れ
と
云
は
れ
し
業
な
れ
ば
、 

ひ
ね
も
す
白
き
眼
し
て
、 

 
 
 
 
 

の

が

ひ

放

牧
の
柵
を
つ
く
ろ
ひ
ぬ
。 

  

柏

ば

や

し

は

こ

こ

で

も

や

は

り

両

作

に

共

通

し

、

風

や

青

に

関

連

す

る

語

が

使

わ

れ

て

い

る

と

こ

ろ

で

も

共

通

性

が

感

じ

ら

れ

る

。

ダ

ジ

ャ

レ

め

く

が

、

「

き

み

に

な

ら

び

て

」

と

「

き

み

か

げ

そ

う

」

も

意

識

的

で

あ

る

よ

う

に

思

え

る

し

、

「

〔

き

み

に

な

ら

び

て

…

〕

」

で

は

、

き

み

と

私

が

並

び

立

っ

て

い

る

す

ぐ

前

で

鳥

が

巣

を

「

つ

く

ろ

は

ん

」

と

あ

っ

た

の

に

対

し

て

、

「

賦

役

」

で

は

、

お

の

れ

と

影

の

「

ふ

た

り

」

が

「

柵

を

つ

く

ろ

ひ

ぬ

」

と

あ

る

こ

と

な

ど

も

、

偶

然

の

一

致

だ

と

は

考

え

に

く

い

。 

 

さ

ら

に

お

か

し

な

対

は

、

「

五

十

篇

」

の

「

〔

血

の

い

ろ

に

ゆ

が

め

る

月

は

〕
」

と

「

一

百

篇

」

の
「
〔

〔

日

本

球

根

商

会

が

〕

〕

で

あ

る

。 

  
 

〔

血

の

い

ろ

に

ゆ

が

め

る

月

は

〕 

五

 
 

血
の
い
ろ
に
ゆ
が
め
る
月
は
、 

今
宵
ま
た
桜
を
の
ぼ
り
、 

患
者
た
ち
廊
の
は
づ
れ
に
、 

 

凶
事
の
兆
を
云
へ
り
。 
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木
が
く
れ
の
あ
や
な
き
闇
を
、 

声
細
く
い
ゆ
き
か
へ
り
て
、 

熱
植
ゑ
し
黒
き
綿
羊
、 

 
 
 
 

そ
の
姿
い
と
も
あ
や
し
き
。 

 

月
し
ろ
は
鉛
糖
の
ご
と
、 

 
 
 

柱
列
の
廊
を
わ
た
れ
ば
、 

コ
カ
イ
ン
の
白
き
か
ほ
り
を
、 

い
そ
が
し
く
よ
ぎ
る
医
師
あ
り
。 

 

し
か
も
あ
れ
春
の
を
と
め
ら
、 
な
べ
て
且
つ
耐
え
ほ
ゝ
え
み
て
、 

水
銀
の
目
盛
を
数
へ
、 

 
 
 
 

玲
瓏
の
氷
を
割
き
ぬ
。 

  
 

〔

日

本

球

根

商

会

が

〕 

百

 
 

日
本
球
根
商
会
が
、 

 
 

 
 
 
 

よ
き
も
の
な
り
と
販
り
こ
せ
ば
、 

い
た
つ
き
び
と
は
窓
ご
と
に
、 

 
 

春
き
た
ら
ば
と
ね
が
ひ
け
り
。 

 

夜
す
が
ら
温
き
春
雨
に
、 

 
 
 
 
 

風
信
子
華
の
十
六
は
、 

黒
き
葡
萄
と
噴
き
い
で
て
、 

 
 
 
 

雫
か
ゞ
や
き
む
ら
が
り
ぬ
。 

 

さ
も
ま
が
つ
び
の
す
が
た
し
て
、
あ
ま
り
に
く
ら
き
い
ろ
な
れ
ば
、 

朝
焼
け
う
つ
す
い
ち
い
ち
の
、 

 
 

窓
は
む
な
し
く
と
ざ
さ
れ
つ
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

七
面
鳥
は
さ
ま
よ
ひ
て
、 

 
 
 
 

ゴ
ブ
ル
ゴ
ブ
ル
と
あ
げ
つ
ら
ひ
、 

小
き
看
護
は
窓
に
来
て
、 

 
 
 
 

あ
な
や
な
に
ぞ
と
い
ぶ
か
り
ぬ
。 

  
 

ど

ち

ら

も

舞

台

は

病

院

だ

が

、

前

者

は

賢

治

が

浪

人

時

代

に

入

院

し

て

い

た

岩

手

病

院

、

後

者

は

賢

治

が

花

壇

設

計

し

た

花

巻

共

立

病

院

で

あ

っ

て

、

取

材

時

も

賢

治

の

立

場

も

ま

る

で

違

っ

て

い

る

。

「

〔

血

の

い

ろ

…

〕

」

は

、

黄

砂

で

赤

く

見

え

て

い

る

不

気

味

な

月

の

夜

に

医

師

や

看

護

師

た

ち

が

あ

わ

た

だ

し

く

働

く

姿

を

描

き

、

「

〔

日

本

球

根

商

会

が

〕

」

は

病

院

の

花

壇

に

咲

い

た

ヒ

ヤ

シ

ン

ス

が

真

っ

黒

で

、

そ

の

不

吉

さ

に

皆

が

お

ど

ろ

い

た

と

い

う

内

容

だ

。

し

か

し

、

そ

れ

ぞ

れ

に

患

者

と

看

護

師

が

登

場

す

る

の

は

よ

い

と

し

て

も

、

黒

い

綿

羊

が

鳴

き

な

が

ら

さ

ま

よ

う

と

い

う

内

容

と

七

面

鳥

が

ゴ

ブ

ル

ゴ

ブ

ル

と

鳴

い

て

い

る

内

容

の

共

通

性

、

し

か

も

ヒ

ヤ

シ

ン

ス

の

色

は

黒

で

あ

り

、

「

凶

事

」

（

下

書

稿

（二）

に

は

「

ま

が

ご

と

」

）

と

「

ま

が

つ

び

」

の

語

の

共

通

性

も

偶

然

に

生

じ

た

も

の

と

は

考

え

に

く

い

。 

 

さ

ら

に

「

五

十

篇

」

の

「

〔

氷

雨

虹

す

れ

ば

〕

」

と

「

〔

燈

を

紅

き

町

の

家

よ

り

〕

」

の

下

書

稿

㈠

の

お

か

し

な

類

似

も

偶

然

だ

と

は

考

え

に

く

い

。 

  
 

〔

氷

雨

虹

す

れ

ば

〕 

五

 
 

氷

雨

虹

す

れ

ば

、 

時

針

盤

た

ゞ

に

明

る

く

、 

い

た

つ

き

病

の

今

朝

や

ま

さ

れ

る

、 

青

き

套

門

を

入

る

な

し

。 
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二

限

わ

が

な

さ

ん

、 

き

み
公

 

五

時

を

補

ひ

て

ん

や

、 
火

を

あ

ら

ぬ

ひ

の

き

づ

く

り

は

、 

か

む

ほ

ぎ

神

祝

に

ど

よ

も

す

べ

け

れ

。 

  
 

 

僚

友 
百

 
 

高

書

記

よ 

電

話
よ

ば
呼

へ

り 

和

賀

郡

の

郡

役

所

よ

り 

  

和

賀

郡

の

灯

あ

る

家

よ

り 

 
 

（

う

み

え

よ

り

う

ら

れ

し

そ

の

こ

） 

 

あ

や

し

く

も

な

ま

め

け

る

声 

 

連

綿

と

ひ

と

を

も

と

め

ぬ 

  

夕

陽

い

ま

落

ち

な

ん

と

し

て 

 

ち

ゞ

れ

雲

四

方

に

か

ゞ

よ

ひ 

 

雪

の

面

に

低

く

霧

し

て 

 

桑

の

群

影

を

こ

そ

ひ

け 

 

高

書

記

よ

簿

は

わ

が

な

さ

ん 

な

れ

は

去

れ

五

時

に

間

も

な

き 

  

ど

ち

ら

も

タ

イ

ト

ル

案

に

は

「

僚

友

」

と

あ

っ

た

の

も

共

通

し

て

い

る

の

だ

が

、

両

作

品

と

も

に

花

巻

農

学

校

時

代

の

同

僚

を

書

い

た

も

の

で

、

「

わ

が

な

さ

ん

」

「

五

時

」

と

視

点

人

物

が

言

っ

た

相

手

は

、

と

も

に

賢

治

が

苦

手

と

し

て

い

た

人

物

で

、

前

者

は

白

藤

慈

秀

、

後

者

は

高

橋

書

記

で

あ

る

。 

 

も

う

一

例

、
お

か

し

な

対

に

つ

い

て

指

摘

す

れ

ば

、
「

五

十

篇

」

の

中

に

北

海

道

が

舞

台

と

な

っ

た

作

品

が

一

篇

あ

り

、
「

一

百

篇

」

の

中

に

も

一

篇

だ

け

北

海

道

を

舞

台

に

し

た

作

品

が

あ

る

こ

と

だ

。

「

五

十

篇

」

の

「

民

間

薬

」

に

は

、

「

羆

熊

の

皮

は

着

た

れ

ど

も

」

と

い

う

農

夫

が

登

場

す

る

が

、

ヒ

グ

マ

の

皮

を

着

た

農

夫

は

、

よ

ほ

ど

例

外

的

な

場

合

を

考

え

な

い

限

り

北

海

道

に

し

か

い

な

い

。

ま

た

、

「

一

百

篇

」

の

「

牛

」

は

、

修

学

旅

行

引

率

中

の

苫

小

牧

で

作

ら

れ

た

作

品

で

、

岩

手

県

外

を

舞

台

に

し

た

と

思

わ

れ

る

作

品

は

こ

れ

以

外

に

な

い

こ

と

か
（

３

）

ら

も

、

何

や

ら

作

為

的

な

も

の

を

感

じ

て

し

ま

う

。 

 

な

ぜ

賢

治

は

こ

う

い

う

こ

と

を

し

た

の

だ

ろ

う

。

ま

ず

考

え

ら

れ

る

の

は

、

遊

び

と

し

て

や

っ

た

可

能

性

で

あ

る

。

「

一

百

篇

」

に

収

め

ら

れ

た

「

〔

水

楢

松

に

ま

じ

ら

ふ

は

〕

」

に

は

「

ク

ロ

ス

ワ

ー

ド

」

と

い

う

言

葉

も

あ

っ

た

が

、

自

分

が

楽

し

ん

だ

可

能

性

が

ま

ず

あ

る

。

そ

し

て

、

面

白

く

て

た

め

に

な

る

大

衆

娯

楽

雑

誌

「

キ

ン

グ

」

の

時

代

に

生

き

た

賢

治

で

あ

れ

ば

、

ク

イ

ズ

や

探

偵

小

説

の

延

長

と

し

て

、

近

世

的

に

言

え

ば

判

じ

物

の

お

も

し

ろ

さ

を

狙

お

う

と

し

た

と

考

え

ら

れ

る

。

文

語

詩

を

一

人

で

も

多

く

の
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人

に

楽

し

ん

で

読

ん

で

も

ら

う

よ

う

に

、

賢

治

が

こ

う

し

た

要

素

を

含

め

た

と

考

え

る

こ

と

は

可

能

だ

ろ

う

。 

 

あ

る

い

は

言

語

実

験

、

心

理

的

な

実

験

で

読

者

に

サ

ブ

リ

ミ

ナ

ル

的

な

効

果

（

意

識

に

は

の

ぼ

ら

な

い

が

、

潜

在

意

識

に

働

き

か

け

る

こ

と

に

よ

っ

て

影

響

を

与

え

よ

う

と

す

る

こ

と

）
を

使

っ

て

、

文

語

詩

の

作

品

世

界

に

引

き

ず

り

込

も

う

と

い

う

戦

略

を

取

っ

た

と

も

考

え

ら

れ

そ

う

だ

。

サ

ブ

リ

ミ

ナ

ル

の

研

究

は

十

九

世

紀

に

は

始

ま

っ

て

い

た

と

い

う

が

、

賢

治

が

ど

れ

く

ら

い

の

知

識

を

持

っ

て

い

た

の

か

は

定

か

で

な

い

に

せ

よ

、

「

銀

河

鉄

道

の

夜

」

に

テ

レ

パ

シ

ー

を

登

場

さ

せ

、

『

春

と

修

羅

（

第

一

集

）

』

に

つ

い

て

「

或

る

心

理

学

的

な

仕

事

の

支

度

」

と

書

い

た

賢

治

が

、

全

く

こ

う

し

た

こ

と

を

知

ら

ず

に

い

た

と

言

い

切

る

こ

と

も

で

き

な

い

よ

う

に

思

う

。 

 

ま

た

、

賢

治

が

な

に

か

し

ら

の

こ

だ

わ

り

を

も

っ

て

い

た

可

能

性

も

あ

る

。

作

家

の

京

極

夏

彦

は

、

自

著

の

ペ

ー

ジ

の

最

後

を

必

ず

句

点

で

終

わ

ら

せ

、

文

庫

本

に

す

る

時

に

は

、

新

し

く

句

点

を

調

整

す

る

の

だ

と

い

う

が

、

大

変

な

手

間

が

か

か

る

わ

り

に

、

作

家

に

も

読

者

に

も

そ

れ

ほ

ど

の

メ

リ

ッ

ト

が

あ

る

と

も

思

え

な

い

。

ま

た

、

大

リ

ー

グ

の

イ

チ

ロ

ー

選

手

が

バ

ッ

タ

ー

ボ

ッ

ク

ス

ル

ー

テ

ィ

ー

ン

と

呼

ば

れ

る

一

連

の

動

作

を

行

う

が

、

直

接

、

集

中

力

や

打

率

ア

ッ

プ

に

関

わ

る

も

の

で

は

な

い

が

、

賢

治

も

こ

の

よ

う

に

他

人

か

ら

は

分

か

ら

な

い

こ

だ

わ

り

を

発

揮

し

て

い

た

可

能

性

も

考

え

ら

れ

て

よ

い

か

も

し

れ

な

い

。 

 

さ

ら

に

非

合

理

的

、

そ

し

て

神

秘

主

義

的

な

理

由

も

考

え

ら

れ

る

。

呪

術

的

な

仕

掛

け

を

、

自

ら

の

作

品

に

込

め

た

可

能

性

だ

。

賢

治

が

晩

年

に

使

用

し

て

い

た

「

雨

ニ

モ

マ

ケ

ズ

手

帳

」

に

は

、

「

咳

喘

左

の

法

に

て

直

ち

に

之

を

治

す

」

「

左

の

文

に

て

悪

し

き

幻

想

尽

く

去

る

」

と

い

っ

た

メ

モ

と

共

に

法

華

経

の

一

部

が

書

か

れ

て

い

た

し

、

「

経

埋

ム

ベ

キ

山

」

と

し

て

三

十

二

の

山

の

名

が

記

さ

れ

て

も

い

た

。

そ

ろ

そ

ろ

自

分

の

死

期

に

つ

い

て

考

え

な

い

わ

け

に

い

か

な

か

っ

た

賢

治

が

、

こ

う

し

た

呪

術

め

い

た

仕

掛

け

を

作

っ

た

可

能

性

も

十

分

に

考

え

て

お

く

べ

き

だ

ろ

う

。 

 

３

．

「

一

百

篇

」

の

み

に

登

場

す

る

語

・

イ

メ

ー

ジ

な

ど 

 

こ

れ

ま

で

「

五

十

篇

」

と

「

一

百

篇

」

に

ま

た

が

る

対

に

つ

い

て

考

え

て

き

た

が

、

注

釈

を

施

す

う

ち

に

気

づ

か

さ

れ

た

の

は

、

両

詩

集

の

共

通

性

と

と

も

に

「

一

百

篇

」

の

み

に

登

場

（

ま

た

は

集

中

）

す

る

語

や

イ

メ

ー

ジ

に

つ

い

て

で

あ

る

。 

 

「

一

百

篇

」

の

み

に

登

場

す

る

語

に

「

ま

が

つ

び

」

が

あ

る

。

こ

れ

は

災

禍

を

ひ

き

お

こ

す

と

い

わ

れ

る

神

の

こ

と

で

、

「

一

百

篇

」

の

み

に

登

場

す

る

（

『

新

校

本

全

集

』

の

索

引

に

は

載

っ

て

い

な

か

っ

た

が

、
「

未

定

稿

」
の
「

秘

境 

下

書

稿

㈠

」
に

も
「

か

し

こ

に

ま

が

つ

み

は

あ

れ

／

塩

魚

の

頭

を

食

み

て

」
と

あ

っ

た

）
。 
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〔

み

ち

べ

の

苔

に

ま

ど

ろ

め

ば

〕 

百

 
み

ち

べ

の

苔

に

ま

ど

ろ

め

ば

、 
 

日

輪

そ

ら

に

さ

む

く

し

て

、 

わ

づ

か

に

よ

ど

む

風

く

ま

の

、  

き

み

が

頬

ち

か

く

あ

る

ご

と

し

。 

 

ま

が

つ

び

こ

こ

に

塚

あ

り

と

、 

お

ど

ろ

き
か離

る

ゝ

こ

の

森

や

、 

風

は

み

そ

ら

に

遠

く

し

て

、 
 
 

山

な

み

雪

に

た

ゞ

あ

え

か

な

る

。 

  
 

 

旱

倹 

百

 

雲

の

鎖

や

む

ら

立

ち

や

、 
 
 
 
 

森

は

た

森

の

し

ろ

け

む

り

、 

鳥

は

さ

な

が

ら

禍

津

日

を

、 
 

は

な

る

と

ば

か

り

群

れ

去

り

ぬ

。 

 

野

を

野

の

か

ぎ

り

旱

割

れ

田

の

、

白

き

空

穂

の

な

か

に

し

て

、 

術

を

も

し

ら

に

家

長

た

ち

、 
 

む

な

し

く

風

を

み

ま

も

り

ぬ

。 

  
 

 

〔

日

本

球

根

商

会

が

〕 

百

 

日
本
球
根
商
会
が
、 

 
 
 
 
 
 
 

よ
き
も
の
な
り
と
販
り
こ
せ
ば
、 

い
た
つ
き
び
と
は
窓
ご
と
に
、 

 
 

春
き
た
ら
ば
と
ね
が
ひ
け
り
。 

 

夜
す
が
ら
温
き
春
雨
に
、 

 
 
 
 

風
信
子
華
の
十
六
は
、 

黒
き
葡
萄
と
噴
き
い
で
て
、 

 
 
 

雫
か
ゞ
や
き
む
ら
が
り
ぬ
。 

 

さ
も
ま
が
つ
び
の
す
が
た
し
て
、 

あ
ま
り
に
く
ら
き
い
ろ
な
れ
ば
、 

朝
焼
け
う
つ
す
い
ち
い
ち
の
、 

 
 

窓
は
む
な
し
く
と
ざ
さ
れ
つ
。 

 

七
面
鳥
は
さ
ま
よ
ひ
て
、 

 
 
 
 
 

ゴ
ブ
ル
ゴ
ブ
ル
と
あ
げ
つ
ら
ひ
、 

小
き
看
護
は
窓
に
来
て
、 

 
 
 
 
 

あ
な
や
な
に
ぞ
と
い
ぶ
か
り
ぬ
。 

  

ま

た

、

「

ま

が

つ

び

」

、

つ

ま

り

災

禍

を

も

た

ら

す

神

で

は

な

い

が

、

「

ま

が

つ

」

の

語

も

登

場

す

る

。 

  
 
 

〔

猥

れ

て
あ

ざ

嘲

笑

め

る

は

た

寒

き

〕 

百

 

猥

れ

て
あ

ざ

嘲

笑

め

る

は

た

寒

き

、 
 

凶

つ

の

ま

み

を

は

ら

は

ん

と 

か

へ

さ

ま

た

経

る

し

ろ

あ

と

の

、

天

は

遷

ろ

ふ

火

の

鱗

。 

 

つ

め

た

き

西

の

風

き

た

り

、 
 
 

あ

ら

ら

に

ひ

と

の

秘

呪

と

り

て

、 

粟

の

垂

穂

を

う

ち

み

だ

し

、 
 
 

す

す

き

を

紅

く
か

が
燿

や

か

す

。 

  

「

〔

日

本

球

根

商

会

が

〕

」

に

つ

い

て

は

、

さ

き

に

「

〔

血

の

い

ろ

に

ゆ

が

め

る

月

は

〕

」

と

の

比

較

で

例

に

挙

げ

た

が

、

「

五

十

篇

」

の

「

〔

血

の

い

ろ

…

〕

」

に

も

、

「

凶

事

の

兆

」

と

し

て

登

場

し

て

い

た

（

対

に

す

る

た

め

か

？

）

。 

 

文

語

詩

を

収

め

て

い

た

和

紙

表

紙

に

付

さ

れ

た

日

付

に

よ

れ

ば

、

「

五

十

篇

」

は

八

月

十

五

日

に

編

ま

れ

、

「

一

百

篇

」

は

八

月

二

十

二

日

に

編

ま

れ

た

と

い

う

こ

と

に

な

っ

て

い

る

。
し

か

し

、
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わ

ず

か

七

日

間

の

う

ち

に

賢

治

が

「

ま

が

つ

び

」

と

い

う

言

葉

に

突

然

興

味

を

も

ち

、

ま

た

、

何

ら

か

の

呪

術

的

な

配

慮

か

ら

こ

の

語

を

使

い

始

め

た

と

い

う

こ

と

が

あ

る

だ

ろ

う

か

？ 

ま

た

、

そ

の

使

用

例

を

見

て

も

、

こ

の

場

面

で

そ

の

言

葉

を

出

す

必

然

性

が

あ

ま

り

感

じ

ら

れ

な

い

。

も

っ

と

も

必

然

性

で

い

え

ば

、

文

語

詩

以

外

で

は

唯

一

の

用

例

で

あ

る

歌

曲

「

い

さ

を

か

ゞ

や

く 

バ

ナ

ナ
ン

軍

」

に

登

場

す

る

際

も

、

あ

ま

り

「

ま

が

つ

み

」

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ

た

意

味

は

感

じ

ら

れ

な

い

の

だ

が

… 

 

や

む

な

く

食

み

し 

将

軍

の 

か

ゞ

や

き

わ

た

る 

勲

章

と 

ひ

か

り

ま

ば

ゆ

き 

エ

ボ

レ

ッ

ト 

そ

の

ま

が

つ

み

は 

し

る
録

さ

れ

ぬ 

（

部

分

引

用

） 

  

ま

た

、

「

ま

が

つ

び

」

の

よ

う

な

特

殊

な

も

の

で

は

な

い

が

、

逆

に

特

殊

で

は

な

い

か

ら

こ

そ

「

一

百

篇

」

の

み

に

登

場

す

る

こ

と

の

説

明

が

難

し

い

も

の

も

あ

る

。
「

酸

」
と

い

う

文

字

で

あ

る

。 

  
 
 

〔

南

風

の

頬

に

酸

く

し

て

〕 

百

 

南

風

の

頬

に

酸

く

し

て

、 

シ

ェ

バ

リ

エ

ー

青

し

光

芒

。 

 

天

翔

る

雲

の

エ

レ

キ

を

、 

と

り

も

来

て

蘇

し

な

ん

や

、

い

ざ

。 

  
 
 

心

相 

百

 

こ
こ
ろ
の
師
と
は
な
ら
ん
と
も
、
こ
こ
ろ
を
師
と
は
な
さ
ざ
れ
と
、 

い
ま
し
め
古
り
し
さ
な
が
ら
に
、
た
よ
り
な
き
こ
そ
こ
ゝ
ろ
な
れ
。 

 

は
じ
め
は
潜
む
蒼
穹
に
、 

 
 

あ
は
れ
鵞
王
の
影
供
ぞ
と
、 

面
さ
へ
映
え
て
仰
ぎ
し
を
、 

い
ま
は
酸
え
し
て
お
ぞ
ま
し
き
、 

澱
粉
堆
と
あ
ざ
わ
ら
ひ
、 

い
た
ゞ
き
す
べ
る
雪
雲
を
、 

く

だ
腐

せ
し
馬
鈴
薯
と
さ
げ
す
み
ぬ
。 

  
 
 

コ

バ

ル

ト

山

地

。 

百

 

な

べ

て

吹

雪

の

た

え

ま

よ

り

、

は

た

し

ら

く

も

の

き

れ

ま

よ

り

、 

コ

バ

ル

ト

山

地

山

肌

の

、 
 

ひ

ら

め

き

酸

え

て

ま

た

青

き

。 

  
 
 

酸

虹 

百

 

鵞

黄

の

柳

い

く

そ

た

び

、 
 

窓

を

掃

ふ

と

出

で

た

ち

て

、 

片

頬

む

な

し

き

郡

長

、 
 

 

酸

え

た

る

虹

を

わ

ら

ふ

な

り

。 

  
 
 

眺

望 

百

 

雲

環

か

く

る

か

の

峯

は

、 
 
 

古

生

諸

層

を

つ

ら

ぬ

き

て 

侏

羅

紀

に

凝

り

し

塩

岩

の

、 
 

蛇

紋

化

せ

し

と

知

ら

れ

た

り

。 
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青

き

陽

遠

く

な

ま

め

き

て

、 
 

右

に

亙

せ

る

高

原

は

、 
花

崗

閃

緑 

削

剥

の

、 
 

 
 

時

代

は
も

ろ
諸

に
あ

げ

つ

ら

論

ふ

。 

 

ま

白

き

波

を

な

が

し

く

る

、 
 

か

の

峡

川

と

北

上

は

、 

か

た

み

に

時

を

異

に

し

て

、 
 

と

も

に

一

度

老

い

し

な

れ

。 

 

砂

壌

か

な

た

に

受

く

る

も

の

、

多

く

は

酸

え

ず

燐

多

く 

洪

積

台

の
は

に

ひ

ぢ

埴

土

壌

土

と

、 
 

フ

ロ

ラ

植

物

群

お

の

づ

と

わ

か

た

れ

ぬ

。 

  
 
 

山

躑

躅 

百

 

こ

は

や

ま

つ

つ

じ

丘

丘

の

、

栗

ま

た

楢

に

ま

じ

は

り

て

、

熱

き

日

ざ

し

に

咲

き

ほ

こ

る

。 

 

な

ん

た

る

冴

え

ぬ

な

が

紅

ぞ

、

朱

も

ひ

な

び

て

は

酸

え

は

て

し

、

ラ

テ

ラ

イ

ト

紅

土

に

も

ま

ぎ

る

な

り

。 

 

い

ざ

う

ち

わ

た

す

銀

の

風

、

無

色

の

風

と

ま

ぐ

は

へ

よ

、

世

紀

の

末

の

児

ら

の

た

め

。 

 

さ

は

云

へ

ま

こ

と

や

ま

つ

つ

じ

、

日

影

く

も

り

て

丘

ぬ

る

み

、

ね

む

た

き

ひ

る

は

か

く

て

や

す

け

き

。 

 

 

「

〔

南

風

の

頬

に

酸

く

し

て

〕

」

は

、

先

行

作

品

で

あ

る

口

語

詩

「

七

一

四 

疲

労

」

に

「

南

の

風

は

酸

っ

ぱ

い

し

」

と

あ

っ

た

も

の

を

そ

の

ま

ま

文

語

化

し

た

も

の

で

あ

り

、

こ

こ

で

登

場

す

る

の

は

自

然

だ

。
「

酸

虹

」
に

つ

い

て

も

、
先

行

作

品

で

あ

る
「
〔

冬

の

ス

ケ

ッ

チ

〕

」

に

「

光

酸

」

と

い

う

文

字

と

と

も

に

載

っ

て

お

り

、

こ

こ

で

使

う

の

も

自

然

で

あ

る

。

「

眺

望

」

に

先

行

作

品

は

な

い

が

、

「

多

く

は

酸

え

ず

」

は

岩

手

県

の

土

壌

が

酸

性

か

ど

う

か

を

論

議

し

て

い

る

箇

所

な

の

で

、

「

酸

」

が

登

場

す

る

必

然

性

が

あ

る

。

そ

の

他

の

作

品

で

も

、

「

酸

」

が

登

場

す

る

こ

と

に

、

特

に

不

自

然

な

点

は

な

い

。

が

、

逆

に

、

ど

う

し

て

「

一

百

篇

」

に

六

回

も

登

場

す

る

自

然

な

言

葉

が

、

「

五

十

篇

」

に

は

た

だ

の

一

度

も

登

場

し

な

い

の

か

と

い

う

こ

と

が

不

自

然

で

あ

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

。 

 

小

沢

俊

郎

（

「

「

疾

中

」

と<

文

語

詩>

」

『

小

沢

俊

郎

宮

沢

賢

治

論

集

３ 

文

語

詩

研

究

・

地

理

研

究

』

有

精

堂 

昭

和

六

十

二

年

六

月

）

は

、

「

五

十

篇

」

に

恋

愛

を

扱

っ

た

詩

篇

が

多

い

と

指

摘

し

た

が

、

そ

う

し

た

傾

向

に

つ

い

て

な

ら

高

等

農

林

の

先

生

が

「

五

十

篇

」
に

は

多

く

登

場

し

て

い

た

こ

と

な

ど

も

思

い

浮

か

ぶ

。

し

か

し

「

一

百

篇

」

の

み

に

頻

出

す

る

語

や

テ

ー

マ

と

い

え

ば

、

何

と

い

っ

て

も

キ

リ

ス

ト

教

徒

が

五

回

も

登

場

す

る

こ

と

だ

。

「

岩

手

公

園

」

の

タ

ッ

ピ

ン

グ

一

家

、

「

〔

け

む

り

は

時

に

丘

丘

の

〕

」

の

ミ

ス

・

ギ

フ

ォ

ー

ド

、

「

暁

眠

」

の

斎

藤

宗

次

郎

。

も
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っ

と

も

、

こ

れ

は

キ

リ

ス

ト

教

を

思

わ

せ

る

詩

句

も

な

く

、

「

贋

物

師

、

加

藤

宗

二

郎

」

と

い

う

下

書

稿

の

言

葉

か

ら

、

モ

デ

ル

と

し

て

キ

リ

ス

ト

教

徒

だ

っ

た

斎

藤

が

擬

せ

ら

れ

て

い

る

だ

け

の

話

で

、

定

稿

を

読

ん

だ

だ

け

で

キ

リ

ス

ト

教

を

イ

メ

ー

ジ

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

し

か

し

「

浮

世

絵

」

で

は

カ

ト

リ

ッ

ク

の

プ

ジ

ェ

ー

神

父

が

登

場

し

、

「

羅

紗

売

」

は

、

当

時

、

日

本

に

多

く

滞

在

し

て

い

た

ロ

シ

ア

人

の

羅

紗

売

り

を

描

い

た

も

の

で

、

革

命

で

国

を

追

わ

れ

た

ロ

シ

ア

人

が

「

バ

ビ

ロ

ニ

柳

」

の

脇

の

井

戸

で

休

息

す

る

と

い

う

内

容

は

、

聖

書

に

あ

る

バ

ビ

ロ

ン

捕

囚

を

モ

チ

ー

フ

に

し

て

い

る

の

だ

ろ

う

。 

 

さ

ら

に

細

か

い

こ

と

を

言

え

ば

、
「

岩

手

公

園

」
で

は

鉛

筆

の

○写

が

つ

け

ら

れ

た

後

に

な

っ

て

タ

ッ

ピ

ン

グ

一

家

が

登

場

し

て

定

稿

と

な

り

、

「

浮

世

絵

」

は

島

田

隆

輔

（

「<

写

稿>
論

」

『

宮

沢

賢

治

研

究 

文

語

詩

稿

叙

説

』
朝

文

社 

平

成

十

七

年

十

二

月

）
に

よ

れ

ば

、

「

一

百

篇

」

収

録

作

品

の

み

に

付

け

ら

れ

て

い

る

と

い

う

青

イ

ン

ク

○写
稿

か

ら

定

稿

が

生

れ

て

い

る

。

つ

ま

り

「

一

百

篇

」

を

編

集

す

る

大

詰

め

の

段

階

に

な

っ

て

、

二

つ

の

キ

リ

ス

ト

教

徒

が

登

場

す

る

詩

が

組

み

込

ま

れ

た

こ

と

に

な

る

。 

 

ま

た

、

外

国

人

も

「

一

百

篇

」

の

み

に

登

場

す

る

。

キ

リ

ス

ト

教

徒

の

タ

ッ

ピ

ン

グ

一

家

、

ミ

ス

・

ギ

フ

ォ

ー

ド

、

プ

ジ

ェ

ー

神

父

、

ロ

シ

ア

人

に

加

え

て

、

ラ

ー

メ

ン

屋

の

中

国

人

・

林

光

文

も

登

場

す

る

。
「

五

十

篇

」
の
「
〔

い

た

つ

き

て

ゆ

め

み

な

や

み

し

〕
」

に

は

朝

鮮

人

飴

売

り

が

登

場

し

て

い

た

が

、

当

時

は

日

本

統

治

下

な

の

で

厳

密

に

言

え

ば

外

国

人

で

は

な

い

。 

 

ま

た

、
意

外

な

こ

と

に
「

五

十

篇

」
に

も
「

一

百

篇

」
に

も
「

サ

ム

サ

ノ

ナ

ツ

」
は

登

場

し

て

も

、
「

五

十

篇

」
に
「

ヒ

デ

リ

」
は

、

少

な

く

と

も

文

字

の

上

で

は

登

場

し

な

い

。
し

か

し

、
「

一

百

篇

」

に

は

「

旱

倹

」

や

「

旱

害

地

帯

」

と

い

っ

た

タ

イ

ト

ル

の

作

品

、

ま

た

、
「

旱

割

れ

そ

め

に

し

」
と

い

う

句

の

あ

る
「

朝

」
も

あ

る

。 

 

そ

の

他

、

「

一

百

篇

」

に

は

歌

詞

が

二

回

（

「

種

山

ヶ

原

」

、

「

ポ

ラ

ン

の

広

場

」

）

、

聾

唖

者

が

二

回

（

「

崖

下

の

床

屋

」

、

「

〔

雪

げ

の

水

に

涵

さ

れ

し

〕

」

）

、

ま

た

、

「

女

性

岩

手

」

に

発

表

し

た

文

語

詩

の

五

作

品

中

の

四

作

（

う

ち

「

民

間

薬

」

の

み

「

五

十

篇

」

に

収

め

ら

れ

て

い

る

が

、

こ

れ

は

先

述

し

た

北

海

道

を

舞

台

に

し

た

対

で

あ

る

た

め

の

例

外

だ

っ

た

か

も

し

れ

な

い

）

が

登

場

し

て

い

る

。 

 

こ

れ

ま

で

見

て

き

た

よ

う

に

、

「

五

十

篇

」

と

「

一

百

篇

」

に

は

対

の

詩

集

に

す

る

意

識

が

あ

っ

た

ふ

し

も

あ

り

、

推

敲

過

程

か

ら

す

る

と

、
ど

ち

ら

が

先

行

し

て

い

た

と

も

言

え

な

い

こ

と

か

ら

、

二

つ

の

詩

集

は

同

時

並

行

で

編

ま

れ

て

い

た

可

能

性

が

指

摘

で

き

る

。

ま

た

、

「

一

百

篇

」

の

み

に

登

場

す

る

語

や

テ

ー

マ

な

ど

が

あ

る

こ

と

か

ら

、
今

は

ま

だ

明

確

に

指

摘

こ

そ

で

き

な

い

も

の

の

、

「

五

十

篇

」

と

「

一

百

篇

」

に

は

、

そ

れ

ぞ

れ

何

か

独

自

の

編

集

方

針

が

あ

り

、

そ

れ

が

こ

う

し

た

偏

り

と

な

っ

て

表

れ

て

い

る

よ
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う

に

も

思

え

る

の

で

あ

る

。 

 

（

１

）

以

前

、

こ

の

「

お

と

し

け

」

を

「

落

と

し

毛

」

と

解

し

、

抜

け

た

冬

毛

を

落

と

し

て

や

っ

て

い

る

の

で

は

な

い

か

と

書

い

た

が

（

「

１２ 

悍

馬

〔

一

〕

」

『

宮

沢

賢

治

「

文

語

詩

稿 

五

十

篇

」

評

釈

』

朝

文

社 

平

成

二

十

三

年

十

二

月

）

、

そ

の

可

能

性

は

ゼ

ロ

で

は

な

い

も

の

の

、

「

悍

馬

〔

二

〕

」

と

対

に

な

っ

た

作

品

で

あ

る

点

を

重

視

す

れ

ば

、

「

け

」

は

調

子

を

整

え

る

た

め

に

挿

入

さ

れ

た

も

の

だ

と

考

え

た

方

が

よ

い

か

も

し

れ

な

い

。 

（

２

）
島

田

隆

輔
（
「

伯

楽

と

ば

ら

の

む

す

め

と

／
「

車

中

」
〔

二

〕
」
『

宮

沢

賢

治

研

究

 

文

語

詩

稿

叙

説

』

）

は

『

新

校

本

全

集

』

の

校

異

に

対

し

て

異

論

を

提

示

し

て

お

り

、

下

書

稿

㈢

と

さ

れ

て

い

る

も

の

は

、

下

書

稿

㈡

に

あ

た

る

の

で

は

な

い

か

と

す

る

。

妥

当

な

判

断

だ

と

思

わ

れ

る

が

、

混

乱

を

避

け

る

た

め

に

、

本

稿

で

は

『

新

校

本

全

集

』

で

の

呼

び

方

に

従

っ

た

。 

（

３

）
「

五

十

篇

」
の
「
〔

打

身

の

床

を

い

で

き

た

り

〕
」
の

定

稿

に

は
「

蛎

殻

町

」

が

登

場

し

、

下

書

稿

㈤

に

は

「

東

京

市

」

「

蛎

殻

」

と

い

っ

た

メ

モ

が

あ

る

こ

と

か

ら

、

杉

浦

静

（

「

〔

打

身

の

床

を

い

で

き

た

り

〕

」

『

宮

沢

賢

治 

文

語

詩

の

森 

第

二

集

』

柏

プ

ラ

ー

ノ 

平

成

十

二

年

九

月

）

は

、

東

京

市

の

日

本

橋

蛎

殻

町

の

こ

と

を

言

う

の

で

は

な

い

か

と

す

る

が

、

栗

原

敦

（

「

「

文

語

詩

稿

」

試

論

」

『

宮

沢

賢

治 

透

明

な

軌

道

の

上

か

ら

』

新

宿

書

房 

平

成

四

年

八

月

）

は

、

「

雪

げ

の

川

の

音

」

と

も

出

て

く

る

の

で

、

東

京

で

は

な

い

虚

構

の

別

の

土

地

を

想

定

し

て

い

る

だ

ろ

う

と

思

わ

れ

る

」

と

し

て

い

る

。 

 

※

本

稿

は

平

成

二

十

九

年

二

月

四

日

、

宮

沢

賢

治

研

究

会

で

の

発

表

に

基

づ

く

。

発

表

後

に

質

疑

や

コ

メ

ン

ト

を

い

た

だ

い

た

こ

と

に

感

謝

し

た

い

。 

※

文

語

詩

の

引

用

に

際

し

て

は

で

き

る

だ

け

見

や

す

く

、
一

行

に

収

め

た

い

と

考

え

た

た

め

、
句

と

句

の

間

の

空

白

、
行

と

行

の

間

の

空

白

等

は

、
『

新

校

本

全

集

』

に

も

、

ま

た

原

稿

コ

ピ

ー

に

も

従

っ

て

い

な

い

。 

          

 


