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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

― 

（

下

）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

信

時 

哲

郎

◆

の

ぶ

と

き

・

て

つ

ろ

う 

   

４

．

「

五

十

篇

」

と

「

一

百

篇

」

に

つ

い

て

の

先

行

研

究 

 

そ

れ

で

は

、

「

五

十

篇

」

と

「

一

百

篇

」

に

つ

い

て

、

先

行

研

究

は

ど

の

よ

う

に

考

え

て

い

た

の

だ

ろ

う

か

。

ま

ず

和

紙

表

紙

に

書

か

れ

て

い

た

言

葉

か

ら

振

り

返

っ

て

み

よ

う

。 

 

文

語

詩

稿 

五

十

篇 

本

稿

集

む

る

所

、

想

は

定

り

て

表

現

未

だ

足

ら

ざ

れ

ど

も 

現

在

は

現

在

の

推

敲

を

以

て

定

稿

と

す

。 

 

昭

和

八

年

八

月

十

五

日 
 

 
 

宮

澤

賢

治 

 

文

語

詩

稿 

一

百

篇

、

昭

和

八

年

八

月

廿

二

日

、 

本

稿

想

は

定

ま

り

て

表

現

未

だ

定

ら

ず

。 

唯

推

敲

の

現

状

を

以

て

そ

の

時

々

の

定

稿

と

な

す

。 

 

 

前

者

は

今

は

行

方

が

わ

か

ら

な

い

と

さ

れ

て

お

り

、

「

未

だ

足

ら

ざ

れ

ど

も

」

は

、

も

し

か

し

た

ら

「

未

だ

定

ら

ざ

れ

ど

も

」

で

あ

っ

た

か

も

し

れ

な

い

と

言

わ

れ

て

い

る

。 

 

入

沢

康

夫
（
「

解

説

」
『
新

修 

宮

沢

賢

治

全

集 

第

六

巻

』 

筑

摩

書

房 

昭

和

五

十

五

年

二

月

）

は

、

次

の

よ

う

に

書

い

て

い

る

。 

 

「

五

十

篇

」

を

す

っ

か

り

書

き

上

げ

て

か

ら

「

一

百

篇

」

に

と

り

か

か

っ

た

と

す

る

な

ら

ば

、

実

に

こ

の

百

篇(

実

際

に

は

百

一

篇

）

の

清

書

は

一

週

間

で

な

さ

れ

て

い

る

こ

と

に

な

る

が

、

こ

れ

は

、

死

を

ひ

と

月

後

に

迎

え

る

こ

と

に

な

る

病

者

の

仕

事

と

し

て

は

（

単

に

筆

写

す

れ

ば

よ

い

と

い

う

も

の

で

は

な

く

、

下

書

稿

の

最

終

形

か

ら

さ

ら

に

詩

句

を

案

じ

、

行

の

布

置

を

定

め

な

が

ら

行

わ

れ

た

作

業

で

あ

る

）

き

わ

め

て

過

重

な

も

の

と

言

わ

ね

ば

な

ら

ず

、

そ

れ

な

れ

ば

こ

そ

、

こ

こ

に

賭

け

ら

れ

て
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い

た

作

者

の

熱

意

の

大

き

さ

が

つ

く

づ

く

感

じ

ら

れ

る

の

で

あ

る

。 

  

明

言

は

し

て

い

な

い

も

の

の

、
和

紙

表

紙

の

言

葉

を

受

け

、
「
五

十

篇

」

を

ま

と

め

た

後

、

「

一

百

篇

」

を

続

け

て

書

い

た

可

能

性

を

、

か

な

り

高

く

考

え

て

い

る

よ

う

に

思

え

る

文

章

だ

。

か

つ

て

賢

治

は

一

ヶ

月

に

三

千

枚

の

ス

ピ

ー

ド

で

原

稿

を

書

い

た

な

ど

と

も

言

わ

れ

る

が

、

最

晩

年

の

賢

治

に

、

そ

れ

だ

け

の

体

力

や

集

中

力

を

要

求

す

る

の

は

、

常

識

的

に

考

え

て

も

む

ず

か

し

い

の

で

は

な

い

か

と

思

う

。 

 

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

）
は

、
文

語

詩

の

生

成

過

程

に

つ

い

て

次

の

よ

う

に

書

い

て

い

る

。 

 

詩

人

宮

沢

賢

治

の

手

に

よ

っ

て

、

定

稿

に

至

っ

た

最

終

草

稿

の

相

当

数

に

、

〇

で

囲

ん

だ

「

写

」

と

い

う

符

号

と

横

線

と

が

与

え

ら

れ

て

い

る

（

４

種

の

筆

具

に

よ

る

）

。

最

終

草

稿

の

詩

想

と

形

式

の

到

達

点

が

、

定

稿

に

ほ

ぼ

引

き

受

け

ら

れ

て

い

る

と

こ

ろ

か

ら

、

定

稿

直

前

稿

と

も

い

え

る

場

合

が

ほ

と

ん

ど

で

、

こ

れ

ら

「

写

」
印

付

与

稿

―<

写

稿>

は

、

定

稿

の

「
ウ

ル
原

」

段

階

稿

、

す

な

わ

ち

ウ

ル

定

稿

と

呼

ん

で

も

、

差

し

支

え

な

い

で

あ

ろ

う

。 

  

島

田

の

調

査

に

よ

れ

ば

、
鉛

筆

○写
稿

や

赤

イ

ン

ク

○写
稿

は

比

較

的

初

期

の

も

の

で

、

島

田

は

そ

こ

に

集

ま

っ

た

百

篇

ほ

ど

の

詩

篇

か

ら

原

詩

集

と

も

呼

ぶ

べ

き

も

の

を

ま

と

め

た

の

で

は

な

い

か

と

い

う

。

百

篇

ほ

ど

と

い

う

の

は

、

た

し

か

に

集

を

編

む

に

は

ち

ょ

う

ど

よ

い

分

量

に

も

思

え

る

も

の

の

、

散

逸

し

た

○写
稿

も

あ

っ

た

だ

ろ

う

し

、

廃

棄

し

た

も

の

、

焼

失

し

た

も

の

も

あ

っ

た

か

も

し

れ

な

い

。

ま

た

、

○写
印

の

付

い

て

い

な

い

原

稿

か

ら

二

十

数

篇

の

定

稿

が

生

ま

れ

た

こ

と

に

つ

い

て

ど

う

考

え

る

か

と

い

っ

た

問

題

も

あ

る

こ

と

か

ら

、

ウ

ル

定

稿

を

想

定

す

る

に

は

、

も

う

あ

と

い

く

つ

か

の

補

助

線

が

必

要

で

あ

る

よ

う

に

思

う

。

た

だ

、

最

晩

年

の

賢

治

の

部

屋

に

百

篇

ほ

ど

の

○写
印

の

原

稿

が

あ

っ

た

こ

と

は

確

か

で

、

な

ん

と

か

そ

れ

ら

を

定

稿

と

呼

べ

る

ま

で

の

も

の

に

仕

上

げ

よ

う

と

い

う

意

識

が

あ

っ

た

こ

と

も

ま

た

、
確

か

だ

と

思

わ

れ

る

。

さ

ら

に

島

田

（

同

前

）

は

こ

う

書

く

。 

 

４

種

の<

写

稿>

は

、

再

編

稿

の

各

構

成

稿

か

ら

ほ

ぼ

ま

ん

べ

ん

な

く

採

用

さ

れ

て

、

特

に

偏

っ

た

と

こ

ろ

は

な

い

。

そ

の

う

え

で

、
定

稿

集

へ

の

配

分

に

つ

い

て

、
青

イ

ン

ク

の<

写

稿>

が
『

文

語

詩

稿

一

百

篇

』

の

み

に

向

か

っ

て

い

る

こ

と

、

ブ

ル

ー

ブ

ラ

ッ

ク

イ

ン

ク

の<

写

稿>

は

や

や

『

文

語

詩

稿

五

十

篇

』

に

厚

い

こ

と

、

と

い

う

特

徴

が

指

摘

で

き

よ

う

。 
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比

較

的

遅

く

に

ブ

ル

ー

ブ

ラ

ッ

ク

イ

ン

ク

に

よ

る

○写
稿

が

生

れ

た

こ

と

、

最

終

的

に

は

青

イ

ン

ク

に

よ

る

○写
稿

が

で

き

て

、

こ

の

青

イ

ン

ク

○写
稿

の

全

て

が

「

一

百

篇

」

の

定

稿

と

な

っ

て

い

る

こ

と

か

ら

、

最

終

段

階

で

採

用

さ

れ

た

の

が

、

こ

の

青

イ

ン

ク

○写
稿

だ

ろ

う

と

言

う

。

違

う

時

期

に

同

じ

筆

記

用

具

を

使

っ

て

○写
印

を

付

し

た

可

能

性

は

な

い

の

か

、

な

ど

と

言

い

出

せ

ば

き

り

は

な

い

が

、

現

段

階

で

は

概

ね

こ

う

し

て

推

敲

が

進

め

ら

れ

て

き

た

と

考

え

て

よ

い

と

思

う

。 

 

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

、

「

「

一

百

篇

」

の

場

合

は

「

五

十

篇

」

に

比

べ

る

と

表

題

を

持

た

な

い

作

品

の

比

率

は

落

ち

て

い

る

」

と

し

、

ま

た

「

宮

沢

賢

治

は

、

表

題

そ

の

も

の

も

可

能

な

限

り

消

去

し

た

か

っ

た

の

で

は

な

い

か

と

思

わ

れ

る

」

と

も

書

い

て

い

る

。

確

か

に

「

五

十

篇

」

に

お

け

る

タ

イ

ト

ル

な

し

作

品

比

率

は

六

十

四

％

で

あ

る

の

に

対

し

、

「

一

百

篇

」

で

は

三

十

三

％

で

あ

る

か

ら

、
「

一

百

篇

」
は

、
賢

治

に

と

っ

て

、

ま

だ

ま

だ

未

完

成

部

分

の

残

る

詩

集

だ

っ

た

と

い

う

こ

と

に

な

り

そ

う

だ

。 

 

ま

た

、

「

「

五

十

篇

」

の

定

稿

は

、

清

書

時

に

お

け

る

書

き

損

じ

の

訂

正

と

思

わ

れ

る

も

の

の

他

に

は

、

手

直

し

や

表

現

、

修

辞

上

の

迷

い

を

う

か

が

わ

せ

る

よ

う

な

部

分

は

稀

な

の

に

対

し

て

、

「

一

百

篇

」

に

は

清

書

後

に

お

い

て

二

ヶ

所

ま

た

は

二

段

階

以

上

の

直

し

を

加

え

た

作

品

が

か

な

り

あ

り

、

し

か

も

修

辞

上

の

迷

い

や

疑

問

を

記

し

た

メ

モ

さ

え

見

出

せ

る

」

と

指

摘

し

、 

 

八

月

十

五

日

、

「

五

十

篇

」

の

清

書

を

終

え

た

宮

沢

賢

治

は

、

「

表

現

」

に

「

足

ら

ざ

」

る

思

い

を

残

し

な

が

ら

も

、

ま

ず

こ

の

段

階

の

「

現

在

の

推

敲

」

で

「

定

稿

」

と

思

い

決

め

た

。

こ

の

時

、

こ

の

「

五

十

篇

」

に

つ

い

て

は

当

面

新

た

な

推

敲

を

重

ね

る

予

定

を

持

た

な

か

っ

た

。

と

い

う

の

も

、

ひ

き

つ

づ

い

て

「

一

百

篇

」
の

推

敲

、
清

書

に

う

ち

込

ん

で

い

っ

た

か

ら

。
「
い

わ

ば

病

躯

を

鞭

打

つ

よ

う

に

し

て

」

（

前

掲

入

沢

）

、

彼

は

八

月

二

十

二

日

に

「

一

百

篇

」

（

実

は

百

一

篇

）

の

清

書

を

終

え

た

。

賢

治

に

は

、

自

分

に

い

く

ら

も

余

力

が

残

さ

れ

て

い

な

い

こ

と

が

よ

く

わ

か

っ

て

い

た

。

も

し

わ

ず

か

で

も

与

え

ら

れ

た

時

が

あ

る

の

な

ら

、

許

さ

れ

る

限

り

手

を

加

え

た

い

、

推

敲

不

足

の

思

い

は

「

五

十

篇

」

の

側

よ

り

「

一

百

篇

」

の

側

に

一

層

強

く

感

じ

ら

れ

て

い

た

。 

 
と

し

て

、
「

現

在

の

推

敲

」
（

五

十

篇

）
と
「

推

敲

の

現

状

」(

一

百

篇

）

と

い

う

表

現

の

差

を

、

賢

治

自

身

が

意

識

し

て

書

き

分

け

た

も

の

で

は

な

い

か

と

し

て

い

る

。

こ

の

二

つ

が

意

識

的

に

書

き

分

け

ら

れ

た

も

の

な

の

か

ど

う

か

は

微

妙

だ

と

思

う

も

の

の

、

指
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摘

さ

れ

て

い

る

現

象

自

体

は

二

つ

の

詩

集

を

考

え

る

う

え

で

重

要

な

点

で

あ

る

と

思

う

。 

 

島

田

（

「

『

文

語

詩

稿

』

構

想

試

論 

『

五

十

篇

』

と

『

一

百

篇

』

の

差

異

」

「

国

語

教

育

論

叢

４

」

島

根

大

学

教

育

学

部

国

文

学

会 

平

成

六

年

二

月

）

は

、 

 

詩

人

が

か

か

わ

っ

た

農

村

社

会

・

生

活

に

お

け

る

、

さ

ま

ざ

ま

な

人

物

・

光

景

を

と

り

あ

げ

つ

つ

、

『

一

百

篇

』

に

お

け

る

批

判

の

過

程

が

お

お

む

ね

受

容

的

・

共

感

的

・

自

省

的

で

あ

る

と

す

れ

ば

、

『

五

十

篇

』

に

お

け

る

批

判

の

過

程

は

さ

ら

に

、

よ

り

鋭

意

で

強

く

深

い

も

の

が

あ

る

。

そ

の

深

さ

が

至

る

さ

き

は

、

お

そ

ら

く

自

ら

を

含

め

た

人

間

性

の

真

実

、

あ

る

い

は

そ

の

修

羅

性

を

凝

視

す

る

方

向

で

あ

ろ

う

と

推

察

は

さ

れ

る

。 

 

と

書

い

て

い

る

。

た

し

か

に

そ

の

よ

う

に

思

え

る

部

分

も

少

な

く

な

い

。

栗

原

の

指

摘

を

併

せ

て

考

え

て

も

、

「

五

十

篇

」

が

或

る

程

度

の

余

裕

を

も

っ

て

書

か

れ

た

も

の

で

あ

る

の

に

対

し

て

、「
一

百

篇

」

の

方

は

い

さ

さ

か

雑

な

仕

事

ぶ

り

だ

っ

た

と

い

う

こ

と

に

な

り

そ

う

だ

。 

 

５

．

先

に

編

ま

れ

た

の

は

「

五

十

篇

」

な

の

か

？ 

 

ざ

っ

と

入

沢

以

来

の

「

五

十

篇

」

「

一

百

篇

」

に

つ

い

て

の

論

を

見

て

き

た

が

、

共

通

し

て

言

え

る

の

は

、

八

月

十

五

日

と

八

月

二

十

二

日

と

い

う

そ

れ

ぞ

れ

の

集

の

和

紙

表

紙

に

書

か

れ

た

文

字

を

基

本

的

に

信

用

し

て

い

る

と

い

う

こ

と

だ

。

も

ち

ろ

ん

、

そ

れ

は

当

然

の

こ

と

な

の

だ

が

、

中

に

は

「

一

百

篇

」

に

収

録

さ

れ

た

定

稿

の

方

が

「

五

十

篇

」

収

録

の

定

稿

よ

り

も

先

行

す

る

と

思

わ

れ

る

例

も

あ

る

。 

 

「

五

十

篇

」
の
「
〔

打

身

の

床

を

い

で

き

た

り

〕
」
に

つ

い

て

、

『

新

校

本

全

集

』

の

校

異

は

、

次

の

よ

う

に

書

い

て

い

る

。 

 
 

 
 

表

の

よ

う

に

し

て

、

定

稿

に

至

っ

て

い

る

と

考

え

ら

れ

る

が

、

「

下

書

稿

（ 二 ’ ）
」
に

は

、
○写

の

文

字

が

あ

り

、

他

に

○写
は

な

い

。
○写

は

、

他

例

か

ら

推

す

と

、

下

書

稿

最

終

段

階

で

、

定

稿

の

直

前

の

も

の

に

書

か

れ

て

い

る

。

つ

ま

り

定

稿

へ

写
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し

た

の

意

と

見

ら

れ

る

。 

 
本

稿

の

場

合

、

途

中

段

階

に

○写
が

あ

る

こ

と

は

、

こ

こ

か

ら

定

稿

が

作

ら

れ

た

と

見

て

い

い

で

あ

ろ

う

。

そ

れ

が

「

〔

商

人

ら 

や

み

て

い

ぶ

せ

き

わ

れ

を

あ

ざ

み

〕

」

の

定

稿

と

考

え

ら

れ

る

。 

  

た

し

か

に

○写
は

、

下

書

稿

（ 二 ’ ）
に

し

か

な

い

の

で

、

こ

こ

か

ら

定

稿

が

書

か

れ

た

と

す

べ

き

だ

ろ

う

。

し

か

し

、

次

の

よ

う

な

定

稿

が

下

書

稿

㈢

の

影

響

な

し

に

書

か

れ

た

と

い

う

の

は

難

し

い

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。 

  
 

〔

商

人

ら 

や

み

て

い

ぶ

せ

き

わ

れ

を

あ

ざ

み

〕

百

 

商

人

ら

、

や

み

て

い

ぶ

せ

き

わ

れ

を

あ

ざ

み

、 

川

は

は

る

か

の

峡

に

鳴

る

。 

 

ま

し

ろ

き

そ

ら

の

蔓

む

ら

に

、 

雨

を

い

と

な

む

み

そ

さ

ゞ

い

、 

黒

き

砂

糖

の

樽

か

げ

を

、 
 

 

ひ

そ

か

に

わ

た

る

昼

の

猫

。 

 

病

み

に

恥

つ

む

こ

の

郷

を

、 

つ

め

た

く

す

ぐ

る

春

の

風

か

な

。 

  

続

い

て

下

書

稿

（ 二 ’ ）
を

示

す

。 

 

商

人

ら 

や

み

て

い

ぶ

せ

き

わ

れ

を

あ

ざ

け

り 

川

は

は

る

か

の

峡

に

鳴

る 

 

ま

し

ろ

き

そ

ら

の

蔓

む

ら

に 

雨

を

い

と

な

む

み

そ

さ

ゞ

ゐ 

や

が

て

ち

ぎ

れ

ん

土

い

ろ

の 

 

か

ば

ん

つ

る

せ

し

赤

髪

の

子 

 

恥

い

や

積

ま

ん

こ

の

春

を 

つ

め

た

く

す

ぐ

る

春

の

風

か

な 

  

下

書

稿

㈢

は

紙

面

を

改

め

、

タ

イ

ト

ル

も

新

し

く

付

け

ら

れ

て

い

る

。 

  
 

病

起 
商

人

ら 

疾

み

て

は

か

な

き

わ

れ

を

嘲

り 

川

は

は

る

か

の

峡

に

鳴

る 

 



- 6 - 

ま

し

ろ

き

そ

ら

の

蔓

む

ら

に 
雨

を

い

と

な

む

み

そ

さ

ざ

い 

黒

の

砂

糖

の

樽

か

げ

を 

さ

び

し

く

わ

た

る

ひ

る

の

猫 

げ

に

恥

つ

ま

ん

こ

の

春

を 

つ

め

た

く

過

ぐ

る

西

の

風

か

な 

  

下

書

稿

㈢

と

定

稿

で

は

、

書

き

出

し

も

同

じ

だ

し

、

そ

の

後

に

続

く

句

も

そ

の

ま

ま

定

稿

に

生

か

さ

れ

て

お

り

、

下

書

稿

㈢

を

無

視

す

る

の

は

む

ず

か
（

１

）

し

い

。 

 

『

新

校

本

全

集

』

に

は

、

下

書

稿

（ 二 ’ ）
の

と

こ

ろ

に

「

詩

稿

中

央

に

太

い

鉛

筆

で

○写
と

書

か

れ

、

左

右

に

横

線

が

引

い

て

あ

る

」

と

し

て

○写
の

存

在

を

書

い

て

い

る

が

、

下

書

稿

㈢

に

つ

い

て

も

「

太

い

鉛

筆

の

横

線

が

詩

稿

上

に

引

い

て

あ

る

。

こ

の

稿

を

他

へ

移

し

た

意

味

の

印

で

あ

ろ

う

か

」

と

書

い

て

い

る

。

下

の

図

版

（p
d
f

で

は

非

表

示

）
を

見

て

も

わ

か

る

よ

う

に

、
下

書

稿

㈢

の

横

線

は

○写

の

文

字

こ

そ

な

く

て

も

、

書

か

れ

た

場

所

や

角

度

か

ら

○写
稿

に

お

け

る

線

と

同

じ

タ

イ

プ

の

も

の

で

あ

り

、

筆

記

用

具

も

同

じ

で

あ

る

こ

と

か

ら

、

下

書

稿

（ 二 ’ ）
の

内

容

を

わ

か

り

や

す

く

書

き

改

め

、

そ

れ

を

定

稿

に

移

し

た
（

移

そ

う

と

し

た

）
と

い

う

意

味

で

あ

り

、

○写
印

の

な

い

○写
稿

と

で

も

い

う

べ

き

も

の

だ

と

思

う

。 

 

さ

ら

に

『

新

校

本

全

集

』

の

校

異

は

、

こ

う

続

け

る

。 

  

「

〔

商

人

ら 

や

み

て

い

ぶ

せ

き

わ

れ

を

あ

ざ

み

〕

」

の

方

が

先

に

書

か

れ

た

と

す

る

方

が

、

右

の

逐

次

形

の

配

列

か

ら

は

自

然

で

あ

る

が

、
「
文

語

詩

稿 

一

百

篇

」
と
「

文

語

詩

稿 

五

十

篇

」

の

ま

と

め

ら

れ

た

時

点

か

ら

見

る

と

「

〔

打

身

の

床

を

い

で

き

た

り

〕

」

の

方

が

先

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

し

い

て

、

そ

う

な

る

た

め

に

は

、

順

を

た

ど

っ

て

「

〔

打

身

の

床

を

い

で

き

た

り

〕

」

ま

で

ま

と

め

て

「

文

語

詩

稿 

五

十

篇

」

へ

組

み

入

れ

た

後

、
Ｂ

群

の

要

素

捨

て

が

た

く

、
「

下

書

稿

（二’）

」
か

ら

、

「

〔

商

人

ら 

や

み

て

い

ぶ

せ

き

わ

れ

を

あ

ざ

み

〕

」

が

書

か

れ

た

、

と

考

え

ら

れ

よ

う

。 

 

 

つ

ま

り

「

五

十

篇

」

が

先

に

書

か

れ

た

と

い

う

大

原

則

に

基

づ

い

た

た

め

に

、

「

自

然

」

で

あ

る

こ

と

を

後

回

し

に

し

て

、

「

し

い

て

」

「

五

十

篇

」

を

先

に

成

立

さ

せ

、

そ

の

後

で

○写
の

付

け

ら

れ

た

下

書

稿

（ 二 ’ ）
か

ら

「

一

百

篇

」

所

収

の

「

〔

商

人

ら

…

〕

」

が

書

か

れ

た

と

解

釈

し

よ

う

と

し

て

い

る

、

と

い

う

わ

け

で

あ

る

。

か

な

り

苦

し

い

説

明

に

思

わ

れ

る

が

、

本

当

に

そ

う

な

の

だ

ろ

う

か

。 

  
 

米

穀

肥

料

商 

打

身

の
と

こ
床

を

い

で

き

た

り 
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人

な

き

店

の

箱

火

鉢 
も

ろ

手

に

つ

き

て

う

ち
ゐ座

れ

ば 

川

は

は

る

か

の

峡

に

鳴

る 

 

黒

き

砂

糖

の

樽

か

げ

を 

ひ

そ

か

に

わ

た

る

ひ

る

の

猫 

 

は

か

な

き

か

な

や

粉

煙

草 

つ

ま

み

て

指

を

は

じ 

  

下

書

稿

㈣ 
(

掲

げ

た

の

は

初

期

形

態

）

は

下

書

稿

㈢

の

裏

面

に

書

か

れ

た

も

の

だ

が

、

そ

れ

ま

で

は

肥

料

セ

ー

ル

ス

マ

ン

の

視

点

で

書

か

れ

て

い

た

の

が

、

批

判

の

対

象

で

あ

っ

た

肥

料

商

の

側

に

立

っ

て

詩

篇

を

成

立

さ

せ

よ

う

と

し

て

い

る

。

実

は

こ

れ

が

先

に

定

稿

が

で

き

た

と

さ

れ

る

「

五

十

篇

」

の

「

〔

打

身

の

床

を

い

で

き

た

り

〕

」

の

最

初

の

形

態

で

、

「

打

身

の

床

」

か

ら

商

人

が

店

に

出

て

く

る

と

い

う

設

定

は

、

こ

の

段

階

で

初

め

て

登

場

し

て

い

る

。

し

か

し

、

せ

っ

か

く

新

し

い

視

点

で

詩

篇

を

書

き

始

め

た

の

に

、

「

川

は

は

る

か

の

峡

に

鳴

る

」

も

「

黒

き

砂

糖

の

樽

か

げ

」

も

「

ひ

そ

か

に

わ

た

る

ひ

る

の

猫

」

も

、

○写
稿

を

経

て

「

〔

商

人

ら

…

〕

」

の

定

稿

の

方

に

移

し

た

は

ず

の

も

の

ば

か

り

が

並

ん

だ

ま

ま

で

あ

る

。 

 

「

〔

打

身

の

床

…

〕

」

下

書

稿

㈤

に

な

っ

て

も

、

賢

治

は

「

川

は

は

る

か

の

」

「

黒

き

砂

糖

」

「

ひ

る

の

猫

」

の

登

場

す

る

順

番

を

入

れ

替

え

た

だ

け

で

、
次

の

段

階

で

あ

る
「
〔

打

身

の

床

…

〕
」

の

清

書

稿

に

な

っ

て

、

よ

う

や

く

「

川

は

は

る

か

の

峡

に

鳴

る

」

を

「

雪

げ

の

川

の

音

す

な

り

」

に

変

更

す

る

。

し

か

し

、

そ

れ

で

も

「

砂

糖

」

と

「

猫

」

は

消

せ

て

い

な

い

。 

 

清

書

稿

は

次

の

よ

う

な

も

の

だ

。 

  
 

米

穀

商 

打

身

の

床

を

い

で

き

た

り 

箱

の

火

鉢

に

う

ち

ゐ

れ

ば 

人

な

き

店

の

ひ

る

す

ぎ

を 

雪

げ

の

川

の

音

す

な

り 

 

こ

な
粉

の

た

ば

こ

を

ひ

ね

り

つ

ゝ 

見

あ

ぐ

る

そ

ら

の

雨

も

よ

ひ 

黒

き

砂

糖

の

樽

蔭

を 

ひ

そ

か

に

わ

た

る

白

の

猫 

  

定

稿

で

は

、

よ

う

や

く

「

砂

糖

」

か

ら

も

「

猫

」

か

ら

も

解

放

さ

れ

、

次

の

形

に

な

る

が

、

こ

れ

は

つ

ま

り

「

一

百

篇

」

所

収

の

定

稿

「

〔

商

人

ら 

や

み

て

い

ぶ

せ

き

わ

れ

を

あ

ざ

み

〕

」

に

、
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お

気

に

入

り

の
「

川

は

は

る

か

の

」
「
黒

き

砂

糖

の

樽

か

げ

」
「
昼

の

猫

」

を

奪

わ

れ

た

結

果

だ

と

い

う

こ

と

に

な

ろ

う

。 

  
 

〔

打

身

の

床

を

い

で

き

た

り

〕 

五

 

打

身

の

床

を

い

で

き

た

り

、 

箱

の

火

鉢

に

う

ち

ゐ

れ

ば

、 

人

な

き

店

の

ひ

る

す

ぎ

を

、 

雪

げ

の

川

の

音

す

な

り

。 

 

粉

の

た

ば

こ

を

ひ

ね

り

つ

ゝ

、

見

あ

ぐ

る

そ

ら

の

雨

も

よ

ひ

、 

蛎

殻

町

の

か

な

た

に

て

、 
 

人

ら

ほ

の

か

に

祝

ふ

ら

し

。 

  

『

新

校

本

全

集

』

が

「

し

い

て

」

考

え

て

み

せ

た

の

は

次

の

よ

う

な

過

程

だ

。

下

書

稿

（ 二 ’ ）
に

○写
を

書

い

て

か

ら

（

あ

る

い

は

本

論

で

提

示

し

た

よ

う

に

下

書

稿

㈢

に

鉛

筆

で

横

線

を

引

い

て

か

ら

）
、

そ

の

ま

ま

「

一

百

篇

」

所

収

の

定

稿

を

書

く

こ

と

な

く

、

下

書

稿

㈣

で

視

点

人

物

を

セ

ー

ル

ス

マ

ン

か

ら

肥

料

商

に

変

え

る

ア

イ

デ

ィ

ア

を

思

い

つ

き

、

紆

余

曲

折

の

末

に

○写
も

付

い

て

い

な

い

原

稿

か

ら

「

五

十

篇

」

の

定

稿

「

〔

打

身

の

床

…

〕

」

を

仕

上

げ

た

。

そ

こ

で

よ

う

や

く

○写
稿

で

あ

る

下

書

稿

（二’）
（

あ

る

い

は

○写
印

な

き

○写

稿

で

あ

る

下

書

稿

㈢

）

に

戻

っ

て

、

「

〔

商

人

ら

…

〕

」

の

定

稿

を

書

い

た

… 

 

も

ち

ろ

ん

、

こ

の

可

能

性

も

、

絶

対

に

な

い

わ

け

で

は

な

い

。

こ

の

立

場

に

立

て

ば

、

「

川

は

は

る

か

の

」

「

砂

糖

」

「

猫

」

と

い

っ

た

お

気

に

入

り

の

フ

レ

ー

ズ

は

、

「

〔

商

人

は

…

〕

」

に

奪

わ

れ

た

の

で

は

な

く

、

「

〔

打

身

の

床

…

〕

」

で

使

う

つ

も

り

で

温

存

し

て

い

た

と

こ

ろ

を

定

稿

の

段

階

で

棄

て

、

そ

れ

を

「

〔

商

人

は

…

〕

」

の

定

稿

を

書

く

段

階

に

な

っ

て

拾

い

あ

げ

た

の

だ

、

と

い

う

こ

と

に

な

る

。 

 

し

か

し

、
そ

う

な

る

と
「
〔

打

身

の

床

…

〕
」
の

清

書

稿

で
「

ひ

そ

か

に

わ

た

る

ひ

る

の

猫

」

を

「

ひ

そ

か

に

わ

た

る

白

の

猫

」

に

変

更

し

な

が

ら

、

「

〔

商

人

ら

…

〕

」

の

定

稿

に

、

清

書

稿

以

前

の

「

ひ

る

の

猫

」

（

定

稿

で

は

「

昼

の

猫

」

）

を

復

活

さ

せ

て

い

る

こ

と

の

説

明

が

し

に

く

く

な

る

。

そ

れ

で

も

可

能

性

は

ゼ

ロ

で

は

な

い

だ

ろ

う

が

、

や

は

り

不

自

然

な

考

え

方

で

あ

る

と

言

わ

ざ

る

を

得

な

い

。

「

五

十

篇

」

か

ら

「

一

百

篇

」

と

い

う

流

れ

を

固

守

し

す

ぎ

た

た

め

、

説

明

が

つ

け

ら

れ

な

く

な

っ

て

し

ま

っ

て

い

る

の

で

は

な

い

だ

ろ
（

２

）

う

か

。 

 

６

．

「

五

十

篇

」

と

「

一

百

篇

」

の

成

立

過

程 

 
 

長

々

と

論

じ

て

き

た

が

、

こ

こ

で

ま

と

め

て

み

る

こ

と

に

し

た

い

。

ま

ず

大

前

提

と

し

て

、

和

紙

表

紙

に

書

か

れ

た

文

字

に

つ

い

て

、

そ

の

事

実

を

抑

え

る

必

要

が

あ

ろ

う

。 

 

①

「

五

十

篇

」

の

表

紙

に

「

昭

和

八

年

八

月

十

五

日

」

、

「

一

百

篇

」
の

表

紙

に
「

昭

和

八

年

八

月

廿

二

日

」
と

あ

る

こ

と

。 
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こ

の

大

前

提

は

疑

え

な

い

に

し

て

も

、

常

識

的

に

考

え

て

、

次

の

事

実

も

認

め

ざ

る

を

得

な

い

よ

う

に

思

う

。 

 

②

一

ヶ

月

後

の

死

を

前

に

し

て

、

賢

治

が

「

一

百

篇

」

を

編

む

体

力

や

集

中

力

が

維

持

で

き

た

と

は

考

え

に

く

く

、

砕

石

工

場

や

農

民

か

ら

の

相

談

な

ど

も

あ

っ

た

だ

ろ

う

こ

と

を

考

え

る

と

、

時

間

の

確

保

が

で

き

た

か

も

疑

問

。 

 

 

次

に

島

田

に

よ

る

○写
稿

の

成

立

順

序

に

つ

い

て

も

お

さ

え

て

お

く

べ

き

だ

と

思

う

。

青

イ

ン

ク

○写
稿

が

「

一

百

篇

」

に

し

か

使

わ

れ

て

い

な

い

こ

と

を

思

え

ば

、

「

一

百

篇

」

は

、

や

は

り

後

に

成

立

し

た

ら

し

い

。 

 

③

こ

れ

ら

「

写

」

印

付

与

稿

―<

写

稿>

は

、

定

稿

の

「
ウ

ル
原

」

段

階

稿

、

す

な

わ

ち

ウ

ル

定

稿

と

呼

ん

で

も

、

差

し

支

え

な

い

で

あ

ろ

う

。

（

島

田

） 

④

青

イ

ン

ク

の<

写

稿>

が

『

文

語

詩

稿

一

百

篇

』

の

み

に

向

か

っ

て

い

る

こ

と

、

ブ

ル

ー

ブ

ラ

ッ

ク

イ

ン

ク

の<

写

稿>

は

や

や

『

文

語

詩

稿

五

十

篇

』

に

厚

い

こ

と

、

と

い

う

特

徴

が

指

摘

で

き

よ

う

。

（

島

田

） 

 

 

ま

た

、

栗

原

や

島

田

の

指

摘

し

た

「

五

十

篇

」

と

「

一

百

篇

」

の

差

に

つ

い

て

も

再

確

認

し

て

お

き

た

い

。 
 

 

⑤

「

一

百

篇

」

の

場

合

は

「

五

十

篇

」

に

比

べ

る

と

表

題

を

持

た

な

い

作

品

の

比

率

は

落

ち

て

い

る

。

（

栗

原

） 

⑥

「

一

百

篇

」

に

は

清

書

後

に

お

い

て

二

ヶ

所

ま

た

は

二

段

階

以

上

の

直

し

を

加

え

た

作

品

が

か

な

り

あ

り

、

し

か

も

修

辞

上

の

迷

い

や

疑

問

を

記

し

た

メ

モ

さ

え

見

出

せ

る

。
（
栗

原

） 

⑦

『

一

百

篇

』

に

お

け

る

批

判

の

過

程

が

お

お

む

ね

受

容

的

・

共

感

的

・

自

省

的

で

あ

る

と

す

れ

ば

、

『

五

十

篇

』

に

お

け

る

批

判

の

過

程

は

さ

ら

に

、

よ

り

鋭

意

で

強

く

深

い

も

の

が

あ

る

。

（

島

田

） 

  

「

五

十

篇

」
の

方

が

先

に

成

立

し

、
後

に

成

立

し

た
「

一

百

篇

」

は

、

い

さ

さ

か

雑

な

作

り

で

あ

っ

た

、

と

い

う

こ

と

の

よ

う

だ

。 

 

し

か

し
「
〔

打

身

の

床

を

い

で

き

た

り

〕
」
と
「
〔

商

人

ら 

や

み

て

い

ぶ

せ

き

わ

れ

を

あ

ざ

み

〕

」

の

改

稿

過

程

を

検

証

す

る

限

り

、

次

の

事

実

も

認

め

ざ

る

を

得

な

い

よ

う

に

思

う

。 

 

⑧

「

一

百

篇

」

に

収

録

さ

れ

た

定

稿

の

方

が

「

五

十

篇

」

収

録

の

定

稿

よ

り

も

先

行

す

る

例

が

あ

る

。 
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ま

た

、

た

ま

た

ま

そ

う

な

っ

た

だ

け

な

の

か

も

し

れ

な

い

が

、

以

下

の

事

実

か

ら

す

る

と

、

「

五

十

篇

」

が

先

に

成

立

し

た

に

せ

よ

、

編

集

は

並

行

し

て

行

わ

れ

、

そ

れ

ぞ

れ

の

集

に

独

自

の

編

集

方

針

が

あ

っ

た

可

能

性

が

あ

る

。 

 

⑨

「

五

十

篇

」

と

「

一

百

篇

」

に

は

対

を

意

識

し

た

と

思

わ

れ

る

作

品

群

が

あ

り

、

○写
稿

を

書

く

前

後

か

ら

対

が

意

識

さ

れ

て

い

た

。 

⑩

「

ま

が

つ

び

」

「

酸

」

な

ど

、

「

一

百

篇

」

の

み

に

登

場

す

る

語

が

あ

る

。 

⑪

取

材

日

を

同

じ

く

し

な

い

キ

リ

ス

ト

教

、

外

国

人

、

旱

害

、

歌

詞

、

雑

誌

発

表

詩

等

が

「

一

百

篇

」

だ

け

に

登

場

（

ま

た

は

集

中

）

す

る

。 

  

以

上

を

ま

と

め

る

と

、

次

の

よ

う

な

こ

と

が

言

え

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。 

 

○写
稿

が

百

ほ

ど

集

ま

る

頃

か

ら

「

五

十

篇

」

と

「

一

百

篇

」

と

し

て

、

そ

れ

ぞ

れ

の

集

の

選

別

が

始

ま

っ

た

。

「

五

十

篇

」

と

「

一

百

篇

」

は

互

い

に

影

響

し

合

い

な

が

ら

（

タ

イ

ト

ル

や

テ

ー

マ

、

語

句

の

影

響

。

「

五

十

篇

」

収

録

か

ら

「

一

百

篇

」

収

録

に

、

ま

た

「

一

百

篇

」

収

録

か

ら

「

五

十

篇

」

収

録

に

。

収

録

順

序

の

入

れ

替

え

、
な

ど

）
、
作

品

数

の

少

な

い
「

五

十

篇

」

の

定

稿

が

ま

と

ま

り

、

そ

の

段

階

で

表

紙

が

付

け

ら

れ

て

「

八

月

十

五

日

」
の

日

付

が

書

か

れ

た

。
作

品

数

の

多

い
「

一

百

篇

」

の

定

稿

は

、

青

イ

ン

ク

○写
稿

な

ど

を

加

え

、

遅

れ

て

完

成

し

、

「

八

月

廿

二

日

」

に

表

紙

が

付

け

ら

れ

て

日

付

も

書

か

れ

た

。 

  

た

だ

、

「

五

十

篇

」

と

「

一

百

篇

」

の

編

集

過

程

で

、

仮

に

⑨

⑩

⑪

の

よ

う

な

事

実

が

あ

っ

た

と

し

て

も

、

こ

れ

だ

け

で

「

五

十

篇

」

や

「

一

百

篇

」

が

ど

う

い

う

詩

集

で

あ

っ

た

か

の

説

明

は

で

き

そ

う

に

な

い

。

例

え

ば

「

五

十

篇

」

は

岩

手

県

内

を

舞

台

に

し

た

も

の

、

「

一

百

篇

」

は

岩

手

県

外

を

舞

台

に

し

た

も

の

、

と

い

っ

た

区

別

で

も

で

き

れ

ば

よ

い

の

だ

が

、

今

の

と

こ

ろ

、

そ

う

し

た

明

確

な

区

別

は

な

い

よ

う

に

思

え

る

。

ど

の

よ

う

な

基

準

で

区

分

け

し

て

い

る

の

か

わ

か

ら

な

い

よ

う

な

編

集

方

針

で

、

二

つ

の

詩

集

を

編

む

と

い

う

こ

と

な

ど

、

考

え

に

く

い

こ

と

の

よ

う

に

思

わ

れ

る

か

も

し

れ

な

い

が

、

同

時

編

集

が

あ

り

得

な

い

と

い

う

こ

と

も

、

ま

た

で

き

な

い

よ

う

に

思

う

。 

 
と

い

う

の

も

、

八

月

十

五

日

に

「

五

十

篇

」

の

定

稿

を

書

き

終

わ

り

、

そ

の

次

の

日

あ

た

り

か

ら

、

賢

治

は

「

一

百

篇

」

を

編

も

う

と

思

い

立

っ

た

の

で

は

な

い

か

と

い

う

イ

メ

ー

ジ

が

共

有

さ

れ

て

い

る

よ

う

だ

が

、

確

か

に

表

紙

に

は

そ

う

書

か

れ

て

い

た

に

し

て

も

、

「

五

十

篇

」

を

編

み

終

わ

っ

た

直

後

、

立

て

続

け

に

「

一
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百

篇

」

を

編

も

う

と

し

た

の

は

な

ぜ

な

の

か

の

理

由

が

、

明

瞭

に

説

明

さ

れ

て

い

な

い

か

ら

だ

。 

 

採

用

す

べ

き

詩

が

ま

だ

残

っ

て

い

た

の

か

も

し

れ

な

い

が

、

そ

れ

な

ら

ば

な

ぜ

「

七

十

五

篇

」

に

し

な

か

っ

た

の

だ

ろ

う

か

。

あ

る

い

は

採

用

し

た

い

詩

篇

が

思

っ

た

よ

り

多

か

っ

た

の

で

あ

れ

ば

、

何

も

二

つ

の

詩

集

に

す

る

必

要

な

ど

な

く

「

百

五

十

篇

」

に

し

て

も

よ

か

っ

た

し

、

「

五

十

篇

」

を

第

三

集

ま

で

作

っ

て

も

よ

か

っ

た

は

ず

で

、

同

時

編

集

説

を

批

判

す

る

こ

と

は

、

ブ

ー

メ

ラ

ン

と

な

っ

て

連

続

編

集

説

を

も

揺

る

が

せ

る

こ

と

に

な

る

か

と

思

う

。 

 

と

は

い

え

、

こ

こ

に

ま

と

め

た

の

は

、

現

段

階

で

の

読

み

解

き

か

ら

す

る

ほ

ん

の

仮

説

に

す

ぎ

な

い

。

た

だ

、

「

五

十

篇

」

所

収

の

定

稿

だ

け

先

に

ま

と

ま

っ

た

と

考

え

続

け

る

こ

と

に

よ

る

不

都

合

、

ま

た

、

最

晩

年

の

賢

治

に

七

日

で

百

枚

以

上

の

定

稿

を

書

か

せ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

い

っ

た

不

都

合

か

ら

解

放

す

る

こ

と

が

で

き

る

の

だ

と

す

れ

ば

、

さ

ほ

ど

悪

い

提

案

で

も

な

い

よ

う

に

思

う

の

だ

が

、

い

か

が

で

あ

ろ

う

か

。 

 

（

１

）

島

田

隆

輔

（

「

『

文

語

詩

稿

』

構

想

試

論

」

）

も

、

こ

の

改

稿

過

程

に

つ

い

て

異

議

を

唱

え

、

「

お

そ

ら

く

定

稿

用

紙

に

記

入

さ

れ

た

『

一

百

篇

』

の

作

品

「

〔

商

人

ら

 

や

み

て

い

ぶ

せ

き

わ

れ

を

あ

ざ

み

〕

」

と

、

そ

の

の

ち

下

書

稿

５

か

ら

７

及

び

清

書

稿

を

経

て

成

立

し

た

『

五

十

篇

』

の

作

品

「

〔

打

身

の

床

を

出

で

き

た

り

〕

」

が

あ

る

」

（

下

書

稿

の

表

記

は

『

校

本

全

集

』

に

従

っ

て

い

る

た

め

、

『

新

校

本

全

集

』

の

も

の

と

異

な

っ

て

い

る

）

と

し

て

い

る

が

、

そ

れ

以

上

に

論

を

進

め

よ

う

と

は

し

て

い

な

い

よ

う

だ

。 

（

２

）

宮

沢

賢

治

研

究

会

で

の

発

表

の

後

、

『

新

校

本

全

集

』

の

編

集

に

携

わ

っ

た

杉

浦

静

氏

よ

り

、

「

〔

打

身

の

床

を

い

で

き

た

り

〕

」

の

下

書

稿

（ 二 ’ ）
の

右

下

に

あ

る

筆

慣

ら

し

の

跡

と

も

思

わ

れ

る

ブ

ル

ー

ブ

ラ

ッ

ク

イ

ン

ク

の

跡

（

「

〔

打

身

の

床

：

〕

」

も

「

〔

商

人

ら

…

〕
」
も

定

稿

は

ブ

ル

ー

ブ

ラ

ッ

ク

イ

ン

ク

。
詩

句

や

○了
は

全

て

青

イ

ン

ク

）

が

あ

る

こ

と

か

ら

、

定

稿

は

こ

の

下

書

稿

（ 二 ’ ）
か

ら

発

展

し

た

の

で

は

な

い

か

と

推

定

し

た

と

伺

っ

た

。

た

し

か

に

「

〔

商

人

ら

…

〕
」
の

定

稿

に

は

、
下

書

稿

㈢
か

ら

で

は

な

く

、
下

書

稿

（ 二 ’ ）

か

ら

受

け

継

が

れ

て

い

る

と

思

わ

れ

る

「

や

み

て

い

ぶ

せ

き

わ

れ

を

あ

ざ

け

り

」

（

下

書

稿

㈢

で

は

「

疾

み

て

は

か

な

き

わ

れ

を

嘲

り

」
）
の

句

も

あ

る

。
し

か

し

、
「

黒

の

砂

糖

の

樽

か

げ

」
や
「

ひ

る

の

猫

」

の

句

は

下

書

稿

㈢

か

ら

登

場

す

る

句

で

あ

る

こ

と

か

ら

、

下

書

稿

（ 二 ’ ）
と

下

書

稿

㈢

の

両

方

を

参

照

し

て

定

稿

が

書

か

れ

た

と

す

る

方

が

理

に

か

な

っ

て

い

る

よ

う

に

思

う

。

と

す

れ

ば

ブ

ル

ー

ブ

ラ

ッ

ク

イ

ン

ク

の

跡

が

下

書

稿

（ 二 ’ ）
に

残

さ

れ

て

い

る

こ

と

に

つ

い

て

も

説

明

は

可

能

で

あ

る

と

思

う

。 

 

※

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
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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

。 

※

原

稿

は

宮

沢

賢

治

記

念

館

所

蔵

の

カ

ラ

ー

コ

ピ

ー

か

ら

複

製

し

た

。

使

用

許

可

を

与

え

て

下

さ

っ

た

宮

沢

賢

治

記

念

館

に

御

礼

申

し

上

げ

た

い

。 

    


