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「

高

野

線

」

論

ー

織

田

作

之

助

の

虚

無

ー

宮

川

康

〈

掲

載

『

国

語

と

教

育

』

第

一

三

号

一

九

八

〉
七

年

三

月

二

〇

日

大

阪

教

育

大

学

国

語

教

育

学

会

発

行

１

「

高

野

線

」

は

、

昭

和

十

九

年

十

一

月

『

新

文

、

学

』

創

刊

号

に

発

表

さ

れ

た

。

織

田

作

之

助

に

は

珍

し

い

、

私

小

説

的

な

色

彩

の

濃

い

作

品

で

あ

る

。

織

田

は

、

こ

の

年

の

八

月

六

日

に

糟

糠

の

妻

・

一

枝

を

子

宮

癌

に

よ

っ

て

失

っ

て

い

る

。

九

月

に

は

、

一

枝

と

の

思

い

出

を

時

代

物

の

中

に

強

く

投

影

し

た

佳

編
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「

蛍

」

を

発

表

し

た

。

し

か

し

、

直

接

的

に

一

枝

の

こ

と

を

作

品

化

し

て

み

た

の

は

「

高

野

線

」

が

初

、

め

て

だ

っ

た

。

そ

の

後

は

、

時

局

の

変

転

の

渦

中

に

自

ら

の

運

命

を

投

じ

る

よ

う

に

「

猿

飛

佐

肋

「

十

、

」

五

夜

物

語

」

ま

た

西

鶴

作

品

の

現

代

語

訳

な

ど

と

い

う

、

大

衆

的

で

、

明

る

い

、

一

見

お

よ

そ

織

田

自

身

の

悲

劇

的

な

実

生

活

の

局

面

と

は

無

縁

な

作

品

を

書

き

は

じ

め

る

の

だ

。

一

枝

の

思

い

出

が

ど

の

よ

う

な
、

形

に

し

ろ

作

品

の

中

で

語

ら

れ

る

よ

う

に

な

る

に

は

敗

戦

を

待

た

ね

ば

な

ら

な

い

。

こ

の

よ

う

に

見

る

と

「

高

野

線

」

は

、

織

田

に

、

と

っ

て

、

戦

中

に

お

け

る

最

後

の

真

情

吐

露

の

小

説

と

い

う

こ

と

が

で

き

よ

う

。

の

み

な

ら

ず

、

ま

た

戦

後

に

お

い

て

も

、

織

田

は

、

こ

れ

ほ

ど

作

家

の

実

生

活

に

寄

り

添

っ

て

い

る

ご

と

く

に

見

え

る

作

品

を

書

い

て

は

い

な

い

「

競

馬

」

の

元

中

学

教

師

で

麻

薬

。

と

競

馬

に

溺

れ

る

主

人

公

の

亡

妻

・

一

代

の

人

物

造

形

に

、

一

枝

の

色

濃

い

面

影

を

認

め

得

る

程

度

で

あ

る

。し

か

し

、

一

見

作

家

の

感

情

の

流

露

に

浸

さ

れ

て
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い

る

か

の

よ

う

な

「

高

野

線

」

も

、

一

歩

踏

み

込

ん

で

読

ん

で

み

る

と

、

そ

こ

に

、

作

者

・

織

田

作

之

助

に

よ

る

い

く

つ

か

の

作

為

の

あ

と

を

発

見

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

い

ま

、

織

田

が

「

可

能

性

の

文

学

」

を

標

榜

し

た

作

家

で

あ

り

「

嘘

の

可

能

性

」

を

小

説

、

の

「

本

能

」

と

し

て

捉

え

た

作

家

で

あ

っ

た

こ

と

を

考

え

る

と

き(

註

一)

、

溢

れ

る

ご

と

く

の

叙

情

よ

り

も

、

む

し

ろ

こ

れ

ら

の

作

為

の

あ

り

か

た

に

こ

そ

、

こ

の

作

品

に

作

者

の

託

そ

う

と

し

た

も

の

が

よ

り

深

く

表

現

さ

れ

て

い

る

と

言

い

得

る

だ

ろ

う

。

こ

の

作

、

、

品

を

読

み

解

こ

う

と

す

る

場

合

そ

の

よ

う

な

作

為

つ

ま

り

作

品

の

構

成

、

叙

述

の

特

徴

、

あ

る

い

は

レ

ト

リ

ッ

ク

の

あ

り

か

た

、

語

の

選

択

の

あ

り

か

た

な

ど

を

ま

ず

把

握

し

、

そ

の

の

ち

に

作

品

全

体

の

叙

情

性

の

意

味

を

明

ら

か

に

し

て

い

く

と

い

う

過

程

が

必

要

と

な

る

と

思

え

る

。

本

論

で

は

、

と

く

に

作

品

の

構

成

、

叙

述

の

特

徴

を

指

標

と

し

て

、

こ

の

作

品

の

読

解

を

試

み

て

み

た

い

。
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２

、

〈

〉

ま

ず

こ

の

作

品

に

書

か

れ

て

い

る

こ

と

が

ら

の

配

列

の

し

か

た

か

ら

、

作

品

の

構

成

を

見

る

こ

と

に

す

る

〈

こ

と

が

ら

〉

は

次

の

よ

う

に

並

べ

ら

れ

。

て

い

る

（

）

で

く

く

ら

れ

て

い

る

の

は

、

前

の

。

〈

こ

と

が

ら

〉

と

次

の

〈

こ

と

が

ら

〉

を

結

ぶ

媒

介

の

役

割

を

果

た

し

て

い

る

〈

こ

と

が

ら

〉

で

あ

る

。

①

高

野

線

事

故

の

遺

族

の

よ

う

す

(

枢)

②

死

ん

だ

妻

の

回

想

(

電

車

で

眠

る

妻

を

叱

っ

た

こ

と)

③

電

車

で

駅

を

寝

過

ご

し

て

、

線

路

を

辿

っ

て

家

に

帰

ろ

う

と

す

る

私
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(

気

が

か

り

な

仏

壇

の

燈

明)
④

死

の

直

前

、

仏

壇

に

手

を

合

わ

せ

た

妻

(

妻

の

癌

の

苦

し

み)

⑤

妻

の

病

を

癒

す

た

め

の

私

の

努

力

(

病

院

・

運

命

・

得

体

の

知

れ

ぬ

も

の

へ

の

怒

り)

⑥

点

呼

予

習

で

い

つ

に

な

く

気

合

い

の

入

る

私

⑦

鉄

橋

の

上

に

自

分

を

見

出

す

私

⑧

知

ら

な

か

っ

た

薬

を

見

つ

け

、

感

じ

る

寂

し

さ

こ

れ

を

見

る

と

、

こ

の

作

品

の

構

成

が

、

い

わ

ば

〈

し

り

と

り

遊

び

〉

の

よ

う

に

、

連

想

に

よ

っ

て

話

題

を

転

換

発

展

さ

せ

て

い

く

形

式

と

な

っ

て

い

る

こ

と

が

分

か

る

。

こ

の

よ

う

な

形

式

は

、

物

語

の

流

れ
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を

自

然

に

す

る

効

果

を

作

品

に

与

え

て

お

り

、

読

者

を

主

人

公

の

「

私

」

に

感

情

移

入

さ

せ

、

線

路

の

上

を

歩

い

た

り

、

過

去

を

回

想

し

た

り

し

て

い

る

よ

う

な

気

持

ち

に

さ

せ

る

の

に

都

合

の

よ

い

形

式

で

あ

る

と

い

え

る

だ

ろ

う

。

右

に

見

た

作

品

の

構

成

で

指

摘

で

き

る

も

う

一

つ

の

特

徴

は

、

時

間

の

流

れ

の

ニ

重

性

で

あ

る

〈

こ

。

と

が

ら

〉

の

①

・

③

・

⑦

は

「

妻

」

を

失

っ

た

現

、

在

に

お

け

る

「

私

」

の

生

き

て

い

る

時

間

で

あ

り

、

電

車

で

眠

り

込

ん

で

降

り

る

は

ず

の

駅

を

や

り

す

ご

し

、

自

分

の

家

ま

で

線

路

伝

い

に

歩

い

て

帰

る

、

二

時

間

余

り

の

流

れ

に

す

ぎ

な

い

。

一

方

〈

こ

と

が

、

ら

〉

の

②

・

④

・

⑤

・

⑥

に

は

「

妻

」

が

お

そ

ら

、

く

は

健

康

だ

っ

た

こ

ろ

か

ら

、

病

に

苦

し

み

、

死

に

至

る

ま

で

の

出

来

事

の

回

想

が

、

断

片

的

に

描

か

れ

て

い

る

。

そ

の

時

間

の

流

れ

の

長

さ

は

「

妻

」

が

、

「

」

、

こ

と

し

の

三

月

癌

の

手

術

を

受

け

た

と

き

か

ら

「

八

月

の

六

日

」

に

死

亡

し

「

五

日

目

の

夜

」

に

、

「

私

」

が

「

点

呼

予

習

」

に

参

加

し

た

と

き

ま

で

と

考

え

て

も

五

か

月

余

り

「

妻

」

が

「

よ

く

電

車

の

。
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中

で

居

眠

り

を

し

た

」

と

い

う

話

も

含

め

る

と

、

さ

ら

に

長

い

も

の

と

な

る

。

し

か

も

、

そ

の

長

期

間

に

わ

た

る

回

想

の

断

片

と

し

て

の

〈

こ

と

が

ら

〉

は

、

自

然

的

な

時

間

の

流

れ

に

そ

っ

て

並

べ

ら

れ

て

い

る

わ

け

で

は

な

い

。

こ

の

時

間

の

流

れ

の

二

重

性

は

、

読

者

に

対

し

て

ど

の

よ

う

な

効

果

を

与

え

る

の

だ

ろ

う

か

。
人

間

の

回

想

と

は

断

片

的

な

も

の

で

あ

る

。

し

か

も

、

そ

れ

は

自

然

的

な

時

間

の

流

れ

ど

お

り

に

順

序

よ

く

並

べ

ら

れ

て

あ

る

も

の

で

は

な

い

。

我

々

は

い

つ

も

非

常

に

恣

意

的

な

順

序

で

過

去

を

回

想

す

る

。

か

り

に

回

想

さ

れ

た

過

去

の

出

来

事

の

断

片

を

、

回

想

し

た

当

人

が

自

然

的

な

時

間

の

流

れ

ど

お

り

に

並

べ

か

え

る

作

業

を

行

っ

た

と

し

て

も

、

客

観

的

に

そ

れ

ら

が

正

し

い

順

序

で

並

べ

ら

れ

る

と

は

か

ぎ

ら

な

い

。

こ

れ

が

人

間

の

回

想

の

あ

り

か

た

の

実

際

で

あ

る

。と

こ

ろ

が

ま

た

、

人

間

は

、

今

こ

の

瞬

間

の

現

在

を

積

み

重

ね

て

生

き

て

い

る

。

過

去

が

あ

り

、

現

在

が

あ

り

、

未

来

が

あ

る

。

三

次

元

の

空

間

に

生

き

る
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我

々

は

、

当

然

の

こ

と

な

が

ち

、

未

来

の

次

に

過

去

を

生

き

、

そ

れ

か

ら

現

在

を

生

き

る

と

い

う

よ

う

な

器

用

な

ま

ね

は

で

き

な

い

。

こ

れ

が

我

々

人

間

の

現

在

の

過

ご

し

か

た

の

実

際

で

あ

る

。

も

し

断

片

的

な

回

想

を

自

然

的

な

時

間

の

流

れ

ど

お

り

に

書

き

並

べ

る

こ

と

が

で

き

た

と

し

て

も

、

そ

れ

は

回

想

そ

の

も

の

を

文

章

化

し

た

こ

と

に

は

な

る

ま

い

。

そ

れ

は

文

章

の

書

き

手

が

そ

の

話

題

を

自

ら
、

の

過

去

の

実

体

験

の

中

か

ら

取

材

し

て

き

た

か

否

か

と

い

う

と

こ

ろ

に

し

か

、

文

章

化

さ

れ

た

回

想

と

し

。

、

て

の

根

拠

を

持

ち

得

な

い

か

ら

で

あ

る

読

み

手

は

彼

が

文

学

作

品

の

読

者

で

あ

れ

ば

な

お

の

こ

と

、

そ

の

よ

う

な

こ

と

は

知

る

べ

く

も

な

い

。

こ

の

作

品

に

お

い

て

回

想

が

リ

ア

リ

テ

ィ

を

持

ち

得

た

の

は

、

そ

れ

が

自

然

的

な

時

間

の

積

み

重

ね

で

あ

る

し

か

な

い

現

在

と

対

置

さ

れ

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

ま

た

、

現

在

の

リ

ア

リ

テ

ィ

も

回

想

と

の

対

置

に

よ

っ

て

生

ま

れ

て

く

る

と

言

っ

て

い

い

だ

ろ

う

。

作

者

は

回

想

を

回

想

と

し

て

突

き

放

し

、

現

在

を

現。

在

と

し

て

突

き

放

し

て

描

く

こ

と

に

成

功

し

て

い

る
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つ

ま

り

こ

の

作

品

の

構

成

に

お

け

る

時

間

の

流

れ

の

二

重

性

は

、

現

在

と

回

想

と

の

間

に

、

そ

れ

ら

を

明

瞭

に

区

分

す

る

隔

壁

を

作

り

出

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

回

想

は

確

実

に

過

去

と

し

て

位

置

づ

け

ら

れ

て

し

ま

っ

た

。

も

は

や

現

在

に

は

な

り

得

な

い

過

去

と

し

て

。

読

者

は

「

私

」

の

現

在

を

生

き

つ

つ

「

妻

」。

の

思

い

出

を

過

去

の

出

来

事

と

し

て

回

想

す

る

の

だ

過

去

を

回

想

す

る

こ

と

は

、

た

と

え

そ

れ

が

断

腸

の

思

い

を

喚

起

す

る

も

の

だ

っ

た

と

し

て

も

、

ど

こ

か

甘

い

叙

情

性

を

帯

び

る

。

逆

に

現

在

は

、

深

夜

の

闇

の

中

を

一

人

と

ぼ

と

ぼ

と

線

路

を

伝

っ

て

歩

き

つ

づ

け

る

暗

さ

の

中

に

沈

み

こ

む

。

こ

の

作

品

は

二

重

の

時

制

を

持

つ

こ

と

に

よ

っ

て

、

暗

い

主

調

低

音

を

引

き

ず

り

な

が

ら

、

過

去

の

悲

し

み

を

叙

情

す

る

こ

と

に

な

る

。

以

上

に

触

れ

な

か

っ

た

〈

こ

と

が

ら

〉

の

⑧

は

、

実

は

、

こ

の

作

品

の

二

重

の

時

制

か

ら

さ

ら

に

隔

絶

し

た

別

の

時

制

を

持

っ

て

い

る

こ

の

時

制

を

作

、

。

〈

者

の

現

在

〉

と

名

付

け

て

も

よ

い

か

も

し

れ

な

い

。

①

か

ら

⑦

ま

で

の

現

在

と

回

想

の

入

り

混

じ

っ

た

物
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語

を

、

さ

ら

に

物

語

と

し

て

突

き

放

す

役

割

を

担

っ

て

い

る

と

い

う

こ

と

が

で

き

る

。

作

者

の

目

は

、

実

は

こ

こ

に

位

置

し

て

い

る

。

青

野

季

吉

が

「

若

さ

で

失

敗

し

た

方

の

例

」

と

し

て

、

こ

の

最

後

の

段

落

を

作

者

が

わ

ざ

わ

ざ

設

け

た

こ

と

に

対

し

て

非

難

を

加

え

て

い

る

の

も(

註

二)

、

作

者

の

目

の

位

置

を

不

用

意

に

読

者

に

さ

ら

し

て

し

ま

っ

て

い

る

こ

と

へ

の

非

難

だ

と

解

す

れ

ば

、

納

得

が

い

く

。

３

こ

の

作

品

の

叙

述

の

大

き

な

特

徴

は

、

作

者

自

身

に

寄

り

添

っ

て

い

る

か

に

見

え

る

「

私

」

の

心

情

を

解

説

す

る

叙

述

の

中

で

「

妻

」

の

死

に

よ

っ

て

無

、

防

備

に

流

露

し

よ

う

と

す

る

「

私

」

の

悲

し

み

の

叙

述

と

、

そ

の

悲

し

み

を

批

判

的

に

取

り

扱

お

う

と

す

る

叙

述

と

が

、

た

え

ず

桔

抗

し

て

い

る

と

い

う

事

実

だ

。

作

者

は

「

私

」

の

悲

し

み

に

同

調

す

る

か

に

見

せ

て

、

そ

の

感

情

を

別

の

視

点

か

ら

突

き

放

し

て

解
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釈

し

よ

う

と

す

る

こ

と

を

た

え

ず

試

み

て

い

る

。

以

下

に

そ

の

例

を

あ

げ

て

み

る

。

傍

線

部

分

が

批

判

的

叙

述

と

思

わ

れ

る

も

の

で

あ

る

(

註

三)

。

今

に

し

て

思

え

ば

電

車

の

中

に

居

眠

っ

た

り

す

る

点

が

妻

の

魅

力

で

あ

っ

た

か

も

知

れ

な

い

。

ひ

と

つ

に

は

居

眠

る

ほ

ど

疲

れ

て

い

た

の

か

と

い

う

今

更

の

同

情

で

あ

ろ

う

。(

五

一

頁

下

段

一

三

行)

せ

め

て

死

ん

で

か

ら

で

も

家

を

明

け

ず

に

置

い

て

や

ろ

う

と

い

う

気

持

が

、

妻

の

想

い

を

身

近

に

引

き

寄

せ

る

わ

け

だ

と

い

う

こ

の

甘

さ

を

、

ひ

と

は

嗤

う

だ

ろ

う

か

。(

五

二

頁

上

段

二

一

行)

も

っ

と

も

、

恐

怖

の

念

は

不

思

議

に

そ

の

夜

す

こ

し

も

感

じ

な

か

っ

た

。

死

者

の

想

い

と

共

に

歩

い

て

来

た

故

で

あ

ろ

う

。(

五

四

頁

下

段

五

行)

た

し

か

に

こ

の

作

品

の

主

調

は

「

私

」

の

主

情

的

な

叙

情

で

あ

る

。

し

か

し

、

作

者

は

そ

の

流

露

の

思
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う

が

ま

ま

に

任

せ

て

は

い

な

い

。

あ

え

て

叙

情

す

る

こ

と

を

拒

否

す

る

〈

作

者

の

目

〉

と

も

呼

ぶ

べ

き

視

点

を

作

品

中

に

投

げ

入

れ

て

い

る

。

こ

れ

は

、

在

り

「

」

、

「

」

し

日

の

妻

を

回

想

し

死

を

悼

も

う

と

す

る

私

の

叙

情

の

純

粋

性

に

、

あ

た

か

も

故

意

に

不

純

物

を

混

入

し

て

い

る

よ

う

な

印

象

を

与

え

る

。

こ

の

よ

う

な

心

情

の

叙

述

の

二

面

性

と

い

う

点

か

ら

見

る

と

、

こ

の

作

品

の

中

で

「

私

」

と

作

者

と

は

寄

り

添

っ

て

い

る

ど

こ

ろ

か

、

む

し

ろ

叙

情

と

散

文

精

神

と

を

も

っ

て

真

っ

向

か

ら

対

峙

し

て

い

る

と

い

え

よ

う

。

し

、

、

、「

」

か

し

実

の

と

こ

ろ

問

題

は

は

た

し

て

こ

の

私

の

叙

情

に

対

峙

す

る

作

者

の

作

為

を

〈

作

者

の

目

〉

、

あ

る

い

は

散

文

精

神

と

い

う

一

般

的

な

概

念

に

全

面

、

。

的

に

帰

着

し

て

し

ま

え

る

の

か

と

い

う

点

に

あ

る

４

い

ま

一

度

、

こ

の

作

品

「

高

野

線

」

が

書

か

れ

た

背

景

を

別

の

角

度

か

ら

考

え

て

み

た

い

。

こ

の

作

品
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が

発

表

さ

れ

た

の

は

、

昭

和

十

九

年

十

一

月

の

こ

と

で

あ

っ

た

。

発

表

誌

『

新

文

学

』

は

地

方

文

芸

誌

を

統

合

す

る

と

い

う

為

政

者

の

政

策

か

ら

間

接

的

に

生

ま

れ

た

も

の

で

あ

っ

た

と

い

う(

註

四)

。

当

時

す

で

に

第

二

次

世

界

大

戦

に

お

け

る

日

本

の

敗

色

は

、

濃

厚

な

も

の

と

な

り

つ

つ

あ

っ

た

。

全

体

主

義

の

思

想

は

よ

り

重

苦

し

く

人

々

の

上

に

の

し

か

か

っ

て

い

た

こ

と

だ

ろ

う

。

作

品

中

の

次

の

よ

う

な

箇

所

も

、

そ

の

よ

う

な

時

代

背

景

、

倫

理

の

あ

り

か

た

を

念

頭

に

置

か

な

け

れ

ば

、

充

分

に

理

解

し

が

た

い

。

眼

前

の

七

十

い

く

つ

の

枢

よ

り

も

脳

裡

に

あ

る

一

つ

の

枢

の

方

に

涙

を

注

ぐ

と

い

う

の

は

、

こ

れ

は

一

体

何

で

あ

ろ

う

。

妻

の

死

は

哀

れ

と

は

い

う

も

の

の

、

わ

が

家

の

床

の

上

で

私

の

手

に

抱

か

れ

て

息

を

引

き

取

っ

た

の

で

あ

り

、

紀

見

峠

の

谷

底

へ

電

車

も

ろ

と

も

墜

落

し

て

死

ん

だ

そ

の

人

た

ち

に

較

べ

る

と

は

る

か

に

幸

せ

な

死

に

方

に

は

違

い

な

い

が

、

け

れ

ど

も

私

は

そ

の

七

十

幾

人

の

人

た

ち

よ

り

も

妻

の

方

が

真

実

か

わ

い

そ

う

で

な

ら

な
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。

。

い

の

で

あ

る

夫

婦

の

情

の

不

思

議

さ

で

あ

ろ

う

(
五

一

頁

下

段

三

行)
こ

こ

に

お

い

て

対

置

さ

れ

て

い

る

の

は

〈

七

十

幾

人

の

他

人

の

死

を

悲

し

む

心

〉

と

〈

ひ

と

り

の

妻

の

病

死

を

悲

し

む

心

〉

で

あ

る

「

私

」

は

、

前

者

を

。

後

者

よ

り

も

優

先

す

べ

き

で

あ

る

と

い

う

倫

理

を

正

当

な

も

の

と

し

て

意

識

し

な

が

ら

も

、

そ

の

よ

う

な

倫

理

に

従

え

な

い

自

ら

の

思

い

を

「

夫

婦

の

情

の

不

思

議

」

と

い

う

表

現

で

遠

慮

が

ち

に

述

べ

て

い

る

。

前

者

を

〈

公

〉

の

倫

理

、

後

者

を

〈

私

〉

の

倫

理

と

考

え

る

と

き

「

私

」

は

〈

公

〉

よ

り

も

〈

私

〉

の

、

、

。

倫

理

を

選

ぶ

べ

き

立

場

を

主

張

し

て

い

る

の

で

あ

る

「

私

」

の

こ

の

主

張

は

次

の

箇

所

で

い

っ

そ

う

激

し

い

も

の

と

な

る

。

何

が

一

流

の

病

院

か

、

も

う

医

者

な

ど

信

用

し

な

い

と

、

私

は

地

団

駄

踏

ん

だ

。

高

野

線

の

椿

事

で

死

ん

で

行

っ

た

人

た

ち

の

遺

族

の

あ

の

殺

気

立
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っ

た

表

情

が

想

わ

れ

る

。

け

れ

ど

も

、

私

の

こ

の

怒

り

は

単

に

そ

の

病

院

ば

か

り

で

な

く

癌

と

い

う

。

、

病

気

そ

の

も

の

へ

の

怒

り

で

も

あ

っ

た

そ

し

て

、

ま

た

私

は

何

も

悪

い

こ

と

し

た

こ

と

は

な

い

の

に

な

ん

で

こ

ん

な

に

苦

し

ま

ん

な

ら

ん

の

や

と

妻

が

い

っ

た

そ

の

苦

し

み

を

、

妻

に

負

わ

し

た

運

命

に

対

す

る

怒

り

、

い

や

、

も

っ

と

得

体

の

知

れ

ぬ

あ

る

も

の

へ

の

得

体

の

知

れ

ぬ

怒

り

に

い

つ

か

そ

れ

は

変

じ

て

い

た

。(

五

四

頁

上

段

二

行)

「

病

院

「

医

者

」

は

〈

公

〉

の

倫

理

の

中

の

住

」

人

と

し

て

捉

え

ら

れ

て

い

る

。

彼

ら

は

「

癌

」

で

死

ん

で

い

く

多

く

の

人

々

の

こ

と

は

考

え

る

か

も

し

れ

な

い

が

「

癌

」

に

よ

る

「

私

」

の

「

妻

」

の

死

を

、

悲

し

む

こ

と

は

し

な

い

〈

七

十

幾

人

の

死

〉

は

〈

た

。〉

。

っ

た

ひ

と

り

の

妻

の

死

よ

り

も

重

大

な

の

で

あ

る

「

私

」

は

そ

の

よ

う

な

〈

公

〉

の

倫

理

に

怒

り

を

ぶ

つ

け

て

い

る

。

や

が

て

「

癌

」

そ

の

も

の

も

そ

の

、

よ

う

な

倫

理

の

中

に

組

み

込

ま

れ

て

い

る

よ

う

に

感

じ

ら

れ

「

苦

し

み

を

、

妻

に

負

わ

し

た

運

命

」

も

、

、
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「

」

、

さ

ら

に

は

も

っ

と

得

体

の

知

れ

ぬ

あ

る

も

の

も

「

私

」

と

対

立

す

る

存

在

〈

公

〉

の

存

在

と

感

じ

、

ら

れ

て

い

く

の

で

あ

る

。

つ

ま

り

「

私

」

は

、

戦

時

、〈

〉

〈

〉

下

の

全

体

主

義

が

作

り

出

し

た

私

よ

り

も

公

を

優

位

に

置

い

た

倫

理

の

延

長

線

上

に

、

人

間

の

死

と

い

う

「

得

体

の

知

れ

ぬ

「

運

命

」

を

位

置

づ

け

」

て

、

そ

れ

へ

怒

り

を

ぶ

つ

け

て

い

る

と

い

う

こ

と

に

な

る

〈

公

〉

よ

り

も

〈

私

〉

を

上

位

に

置

い

て

し

。

「

」

、

「

」

ま

わ

ざ

る

を

得

な

い

私

の

心

情

そ

こ

に

私

の

、

戦

時

下

の

全

体

主

義

と

、

そ

れ

が

作

り

出

し

た

倫

理

に

対

す

る

根

源

的

な

と

こ

ろ

で

の

反

逆

の

感

情

を

見

て

と

る

こ

と

が

で

き

る

。

し

か

し

気

が

か

り

な

の

は

、

こ

の

作

品

の

構

成

が

そ

の

怒

り

を

回

想

の

中

に

押

し

込

め

、

過

去

の

も

の

と

し

て

提

出

し

て

い

る

点

で

あ

る

。

叙

述

が

つ

ね

に

叙

情

や

真

情

吐

露

を

つ

き

は

な

し

、

第

三

者

の

視

点

か

ら

の

批

判

を

伴

っ

て

い

る

点

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

な

怒

り

の

提

出

の

し

か

た

、

こ

の

よ

う

な

真

情

吐

露

へ

の

批

判

を

、

た

だ

単

に

散

文

精

神

の

健

全

さ

と

し

て

片

付

け

る

こ

と

が

で

き

る

の

だ

ろ

う

か

。

筆

者

は
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こ

こ

に

む

し

ろ

、

ひ

ど

く

傷

つ

き

疲

れ

果

て

た

作

者

・

織

田

作

之

助

の

精

神

状

況

を

見

る

思

い

が

す

る

の

で

あ

る

。

、

こ

の

作

品

の

回

想

の

部

分

に

書

か

れ

て

い

る

の

は

〈

癌

＝

死

〉

と

い

う

ど

う

し

よ

う

も

な

い

現

実

と

、

、

「

」

そ

こ

か

ら

逃

れ

ん

が

た

め

救

わ

ん

が

た

め

の

妻

と

「

私

」

の

切

な

る

〈

合

掌

＝

祈

り)

で

あ

る

。

し

か

し

、

前

者

は

後

者

を

徹

底

的

に

打

ち

の

め

し

て

し

ま

っ

て

い

る

〈

死

〉

と

い

う

ど

う

し

よ

う

も

な

い

現

。

実

に

夫

婦

の

〈

祈

り

〉

は

無

残

に

引

き

裂

か

れ

て

し

ま

っ

た

〈

公

〉

の

リ

ア

リ

ズ

ム

は

〈

私

〉

の

ロ

マ

。

ン

チ

シ

ズ

ム

に

完

全

に

勝

利

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

〈

公

〉

の

倫

理

に

〈

私

〉

の

倫

理

が

勝

利

を

納

め

る

幻

想

は

も

は

や

高

野

線

の

線

路

を

辿

り

な

が

ら

歩

く

現

在

の

「

私

」

の

中

で

は

崩

れ

去

っ

て

し

ま

っ

て

い

る

に

ち

が

い

な

い

。

作

者

は

現

在

の

「

私

」

に

こ

う

語

ら

せ

る

。

妻

を

喪

っ

て

か

ら

の

私

は

何

も

か

も

裸

の

ま

ま

で

投

げ

出

し

て

し

ま

う

よ

う

に

な

っ

て

い

た

。

些
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細

な

体

裁

な

ど

に

こ

だ

わ

ら

な

く

な

っ

て

い

た

の

だ

。(

五

二

頁

上

段

五

行)
「

私

」

は

ど

う

に

も

な

ら

な

い

「

運

命

」

の

力

と

し

て

〈

公

〉

の

倫

理

を

受

け

と

め

、

も

は

や

あ

え

て

〈

私

〉

を

主

張

し

よ

う

と

は

し

な

い

。

そ

こ

に

は

た

だ

「

私

」

の

陥

っ

た

深

い

虚

無

が

あ

る

「

道

は

依

。

然

と

し

て

暗

く

、

遠

く

、

私

は

く

た

く

た

に

疲

れ

て

い

」

る

の

で

あ

り

「

死

者

の

想

い

と

共

に

歩

」

く

、

こ

と

の

ほ

う

に

む

し

ろ

安

ら

ぎ

を

覚

え

て

い

る

。

こ

の

よ

う

な

深

い

虚

無

に

陥

っ

た

「

私

」

を

作

品

の

暗

い

主

調

低

音

と

し

て

造

形

し

た

作

者

は

「

私

」

に

、

よ

る

叙

情

の

流

露

に

「

私

」

自

身

が

逐

一

そ

の

虚

、

無

に

よ

っ

て

歯

止

め

を

加

え

て

い

く

と

い

う

内

攻

し

た

小

説

形

式

を

作

り

上

げ

た

。

そ

し

て

そ

の

上

で

、

蛇

足

と

も

思

わ

れ

る

オ

チ

を

末

尾

に

付

け

加

え

て

、

「

私

」

の

叙

情

も

虚

無

も

と

も

に

突

き

放

し

て

し

ま

う

。

作

者

に

そ

う

さ

せ

た

の

は

、

彼

の

内

な

る

虚

無

で

あ

る

。

作

者

・

織

田

作

之

助

の

虚

無

は

、

作

品

中

の

「

私

」

が

陥

っ

て

い

た

虚

無

の

深

み

の

、

さ

ら

な
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る

深

淵

に

沈

み

こ

ん

で

し

ま

っ

て

い

た

と

思

わ

れ

る

の

だ

。

(

註

一)

評

論

「

可

能

性

の

文

学

」(

『

改

造

』

昭

和

二

十

一

年

十

二

月

改

造

社)

に

自

作

「

世

相

」

(

『

人

間

』

昭

和

二

十

一

年

四

月

鎌

倉

文

庫)

に

つ

い

て

次

の

よ

う

な

一

節

が

あ

る

。

「

あ

の

小

説

は

嘘

を

書

い

た

だ

け

で

な

く

、

ど

こ

ま

で

小

説

の

中

で

嘘

が

つ

け

る

か

と

い

う

、

嘘

の

可

能

性

を

試

し

て

み

た

小

説

だ

、

嘘

は

小

説

の

本

能

な

の

だ

、

人

間

に

は

性

欲

食

欲

そ

の

他

の

本

能

が

あ

る

が

、

小

説

自

体

に

も

し

本

能

が

あ

る

と

す

れ

ば

、

そ

れ

は

『

嘘

の

可

能

性

』

だ
」

(

註

二)

青

野

季

吉

「

文

芸

時

評

作

品

鑑

賞

」(

昭

和

十

九

年

十

二

月

『

新

文

学

』

全

国

書

房

初

出

。

昭

和

五

十

四

年

一

月

関

根

和

行

『

資

料

織

田

作

之

助

』

オ

リ

ジ

ン

出

版

セ

ン

タ

ー

に

一

部

採

録)

(

誌
三)

本

稿

の

織

田

作

品

の

テ

キ

ス

ト

は

す

べ

て

『

定

本

織

田

作

之

肋

全

集

』

(

昭

和

五

十

一

年

四

月

文
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泉

堂

書

店)

に

よ

っ

て

い

る

。

頁

数

行

数

も

こ

れ

に

よ

る

。

(

註

四)
河

原

義

夫

「

高

野

線

』

追

想

」(

昭

和

四

十

四

『

年

二

月

『

心

情

圏

』

心

情

圏

社

初

出

。

昭

和

四

十

六

年

五

月

河

原

義

夫

『

織

田

作

之

肋

研

究

』

六

月

社

書

房

所

収)

※

本

稿

は

初

め

て

公

表

し

た

織

田

に

関

す

る

論

文

で

、

誤

字

脱

字

の

訂

正

を

最

低

限

施

し

た

ほ

か

は

、

す

べ

て

発

表

時

の

ま

ま

で

す

。

◎

横

書

き

ペ

ー

ジ

へ

は

ブ

ラ

ウ

ザ

の

《

戻

る

》

を

ク

リ

ッ

ク

し

て

く

だ

さ

い

。


