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高橋 ： 太宰治の 習作に 於 け る 〈皮膚〉 の 表象一
弘前 高等学校 時代の 作 品 か ら
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は

じ

め

に

　

津
島

修

治
は
｝

朝

に

し

て
（
太

宰

治〉
と

な
り、
文

壇
の

脚
光

を

浴
び

た

の

で

は

な
か
つ

た。

津

島

が

（
太
宰

治〉

の

筆

名
を

用

い

て

最

初
に

発

表

し

た

小

説
は、

昭

和

八

年
二

月

一

九

日

付

「
東

奥
日

報」

日

曜

特
集

版

付
録
「
サ
ン

デ
ー

東
奥」

二

〇

三

号
に

「
乙

種

懸
．

賞
創
作

入

選」

と

し

て

掲

載
さ

れ

た

「
列

車」

で

あ

る。

以

後、

太
宰

治
の

署
名
の

も

と

に

書

き

継

が

れ

て

い

っ

た

作

品

は、

第
一

創

作

集
『

晩
年
』

（
砂

子

屋

書

房、

昭

和
11
・

6＞

に

所
収

さ

れ、

生
へ
の

不

安
を

モ

チ

ー

フ

と

し

た

作

品

や、

自

意
識
の

様
態
を

メ

タ

フ

イ

ジ

ッ

ク

に

描

き
出
し

て

い

く

実

験

的
手

法
を

用

い

た

作
品
の

集

成
と

し

て

結
実
し

て

い

く
こ

と

に

な

る。

　

「
列

車」

発
表

以
前、

太

宰
治

は

本
名
の

津
島

修
治

の

ほ

か

に、

い

く
つ

か

の

筆

名
を

用

い

て

作
品

を
発

表
し

て

い

る。

習
作

期
で

あ
る。

そ

の

間
の

作
品

は、

青

森
中
学

二

年

在
学

時

に

書
い

た

「
最

後
の

太

閤」
（
青

森
中

学

校
「
校
友

会

誌」

三

四

号、

大

正

14
・

3）

に

始
ま

り、

東
京

帝
国

大

学

文

学

部
仏
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在
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回
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（
「
座
標」
、

昭

和
5
・
H）

に

終
わ
る。

太

宰

は

生

前、

習

作
期
に

発

表
し

た

作

品

を、

刊
本
に

収

録

す

る

こ

と

は

な

か
っ

た。

だ

が、

こ

の

こ

と

は

太

宰
が

習
作

期
の

作

品

を
截

然

と

自
ら

の

文

学

的
営

為
か

ら

切

り

離

し

た

と

い

う
こ

と

で

は

な

い
。

『

晩

年
』

劈

頭
に

お

か

れ

た

「
葉」

の

断

章
に

は、

習
作

期

の

作
品

か

ら
幾

多
の

引
用

が

な

さ

れ
て

お

り、

そ

れ

は

「
い

く

ら

か

の

例
外

を
除

い

て

ほ

ぼ

執
筆
の

順
序
に

し

た

が

っ

て

配

列」

さ

れ、

中

学
の

時

に

作

家
に

な

る

こ

と

を

決
意

し

た

の

ち

太

宰
治

の

筆

名
で

作

録
と

し

て

自

立

す

る

ま

で

の

「
芸

術

の

思
い

出」

と

し

て

の

側

面

を
持
っ

て

い

る
の

で

あ

る。

　

習
作

と

「
列

車」

以

降
の

作
品
と。

そ

こ

に

は

連

続
と

切
断
の

両
面

が

当
然

な

が

ら

存

在
す
る。

太
宰
が

習

作

期
の

作
品

の

言
説、

あ

る

い

は

習
作
期
に

試
み

た

手

法

か

ら、

何

を

抽
象

し、

何

を

捨

象
し

た

の

か

検

証

す
る

手
続

き
は、
〈
太
宰

治〉

の

名
の

も

と

に

作

品

を

紡

い

で

い

っ

た

創

作
上

の

し

る
べ

を

解
き

明

か

す
重

要
な
手

掛
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を

我
々

に

与

え

て

く

れ

る

だ

け

で

な

く、

死

に

至

る

ま

で

の

文

学
的

営
為

の

力

動
の
一

端
を、

そ
の

始

発

点
か

ら

俯
瞰
す

る

視
点

を

も

我
々

に

供
し

て

く

れ

る

は

ず
で

あ
る。
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学
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時

代
の

作
品

は
、
「
優
劣

の

感
情
を

核

と
し、

身

体
的

欠
陥

や
顔

の

醜

さ
や

人
間

存
在
の

不

安

定
さ

な

ど

を

か

ら

ま

せ

て

展

開

し

て

い

る

も
の

が

多」

く、
「
優
越

感
の

消

滅
に

よ
っ

て
、

人
間

存

在
の

不

安
定

さ
が

あ

ら

わ

に

な

る

と

い

う

主
題」
に

貫

か

れ
て

い

る。
ま

た、

中
学
・
高

等
学
校

時
代
の

習

作
を

通

し

て

み

ら

れ

る
一
つ

の

典
型

に、

登
場
入

物
が

強

い

自
尊

心

を

持
ち、

そ
の

自
尊
心

ゆ

え

に、

疎
外

感
や

淋
し

さ

を

感
じ

る

と

い

う

作
品
構

成

　

　

　

　

　

　
　

　
や

七

の

パ

タ

ー

ン

が

あ

る
。

　

と

こ

ろ

で、

太

宰
治
の

作
品

に

は、

身
体
に

言
及

し

た

箇
所

が

多
数

現
れ

る。

こ

の

傾

向
は

既
に

中
学
時

代
の

習
作
に

認

め

る

こ

と

が

で

き

る
の

で

あ

り、

太

宰
は

身

体
の

記

述

を
】
つ

の

支

点
と

し

て

作
品

を

構

築

し

て

い

っ

た

作

家
で

あ

る

と

い

え

よ

う。

作
中
人

物

は

「
貧
し

い

身

体」
（
「
東

京

八

景」
）

の

所
有

者
で

あ

る

が、

か

と

い

っ

て

健
康

な

肉

体

を

渇

望

し

て

い

る

わ

け
で

は

な

い。

身

体
の

貧
し

さ

ゆ

え

に

生

ず

る

苦
悶

が
、

悔
悟
や

諦

念
の

契

機

を

導
き

だ

し、

や
が

て

そ

れ

は

祈
り

や

希
望
を

見

出

す

よ

す

が

と
な
っ

て

い

く

の

で

あ

る。

　

太

宰
の

描
く
身

体
に

は、

作

品

構

築
の

戦

略
上、

二

つ

の

傾

向
を

見

出
す
こ

と

が

で

き

る。

ひ

と

つ

は、

作
品
の

言

説

と

し

て、

他

者
の

視
線
に

曝
さ

れ、

ま

な

ざ
し

の

対

象

と

な

る

〈
顔〉

や

〈
皮

膚〉

が

多
く

採

用
さ

れ
て

い

る

こ

と

で

あ

る。

ふ

た
つ

目

は、
〈
顔
V

や

く
皮

膚V

と

い

っ

た

部
位
が

記

述

さ

れ

る

作
品

が、

あ

る

特

定
の

時

期
に

集
中
し

て

書

か

れ

て

い

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る。

　

本

稿
は、

太
宰

が

こ

の

戦
略

を、

習

作
期、

特
に

旧

制

弘

前

高
等
学

校
時

代
の

創

作
を

通

し

て

獲
得

し

て

い

っ

た

も

の

と

考

え、

そ

の

過
程

を

検

証

す

る

も

の

で

あ

る。

本

稿
で

は

〈
皮

膚〉

の

記

述

に

限
定
し、
「
股

を
く
〜

る
」
「
彼
等
と

其
の

い

と
し

き

母］
「
哀

蚊」

を

取
り

あ

げ、

作

品

中
の

皮

膚
の

表

象
お

よ

び

皮

膚
を

め

ぐ

る

言
説
を

考
察
し、

習

作
期

に

於
け

る

太

宰
の

思

考
形

式

の

変

遷

を

辿

る

こ

と

と

と

す

る。

2
　
「

股

を

く

竺

る
」

　

「
股

を

く
ゴ

る」
（
「
細

胞

文

芸」
、

昭

和
3
・

7）

は、

韓

信
の

股
く

ぐ
り

の

故

事
に

題

材
を

と

っ

た

作
品

で

あ

る。

韓
信

は

漢
の

高
祖
に

仕

え

た

武

将
で、

張
良、

蕭
何

と

な

ら

ぶ

漢

初
の

功
臣

の

ひ

と

り

で

あ
り
、

『

史

記
』

巻
九

二

淮
陰

侯
列

伝、
『

漢
書
』

巻

三

四

韓
彭

英
盧
呉

伝
が

そ
の

消
息
を

伝
え

て

い

る。

　

太

宰

の

「
股

を

く
ゴ

る
」
で

は
、

冒

頭
で

語

り

手

が

韓

信
を
「
信」
と

記

し、

以

後
「
彼」

と

い

う

人

称

で

そ
の

一

日

の

言

行
を

物
語
っ

て

い

く。
　…

篇
は、

途
中

で

「
作
者」

が

登

場

し

て

「
短
篇

『

股

を

く
ゴ

る
』」

の

終
わ

り

を
告

げ
る。

そ

し

て

「
作
者」

が

「
蛇
足」

と

称
し

て

付
け

加

え

た

部
分

で、

韓

信
が

大

将

軍

に

な

る

決

意
を

す
る

場

面

が

描
か

れ
る

と

い

う
構

成
に

な
っ

て

い

る。

韓
信
が

洗

濯
を

し

て

い

る

老

婆
か

ら

粟
飯

を

与

え

ら

れ

た

り、

町

で

「
屠

殺

場
の

青

年

等」

に

臆
病
を

罵

ら

れ

て

そ
の

股

下

を

く

ぐ

る

と

い

う
「
作

者」

登

場

以
前
の

筋

は、

お

お

む

ね

『

史

記
』

の

記

述
に

則
っ

て

い

る

と

言
っ

て

い

い

だ

ろ

う。

　

太

宰
が

大
き

く

書
き

換

え

た

の

は、

韓

信
が

老

婆
や
青

年
等
に

対
し

て

激
し

い

「
屈

辱

の

恨
み」

を
抱
き、

こ

の

恨

み

が

後

に

将

軍

に

な

る

意
志
を

打
ち

立

て

る

こ

と

に

な
っ

た

と

い

う

部
分

で

あ

る．

こ

れ

は
、

『

史
記
』

の

記
述
と

大

き

く

異

な
り、

若

き

日

の

韓
信

の

人

物
造

形
の

根

幹

に

か

か

わ

る

変
更

に

な
っ

て

い

る。

　

か

か

る

変
更

が

生

じ

た

の

は、

太

宰
が

韓
信

を

「
偉
大
な

る

自

尊
心」

の

持

ち

主

と

し

た

か

ら

で

あ

る。

そ

れ

と

対

を

な
す

老
婆

や
青

年
等

か

ら

受
け

る

「
敗

北
」

や

「
屈
辱」

は、
「
偉
大

な

る

自

尊
心」

が

太

宰
に

よ

っ

て

書
き

込

ま

れ

た

時

す
で

に
、

結

末
と

し

て

繰

り

込

ま

れ
て

い

た

の

だ

と

言
っ

て

よ

い
。

　

「
股

を

く
ゴ

る」

で

特

徴
的
な
の

は、

韓
信

の

自

樽
沁

が、

皮

膚
病

と

パ

ラ

レ

ル

に

語

ら

れ

て

い

る

点

で

あ

る。

作
品

冒
頭、
「
信」

が

「
疥

癬」

を
患
っ

て

い

る

こ

と

が

詳

細

に

描
か

れ

る
。

ひ

ぜ

ん

疥

癬
に

む

く

ん

だ

彼
の

手
の

甲
か

ら、

ぷ

す

く
わ

い

て

出
る、

膿
の

や

う

に

黄
い

ろ

く
濁
つ

た

汗

を、

彼

は

手

の

輪

廓
が

ぼ

う
つ

と

成
る

迄

ぢ

い

と

見

詰

め

て

居
た。

　
　

　

　

　

　

　
よけニ

腐
つ

た
肉

の

底

に

澱

ん

で

居

る

な
ま

ぬ

る

い

膿
が、

幽
か

に

白
く

透
き

通
つ

て

見

え

る

小

さ
な

貝

殻
の

や

う

な
物

は、

彼
の

指

の

股
か

ら

手

頸

に

か

け

て
、

無

数
に
べ

た

べ

た

食
つ

附
い

て

居
た、

若
し

彼
の

手

の

厚
い

皮
を

げ
う

り

と

剥

い

だ

な

ら
ば、

き

　
　
だ

　に
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

ぶ
ヒ

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　モ
　

ヘ
　

ヘ
　

へ

つ

と

扁

虱

に

似

た、

血

太
つ

て

ご

ろ

く
し

て

居

る

虫
が、

ぎ

つ

し

り

う

よ

う

よ

詰

ま

つ

て

居
る
の

が

見

え

る

に

違
ひ

無
い

と、

彼
は

何
時

も
考
へ
て

居

た。

彼
は

左

手

の

甲
の

殊
に

大

き

く

張

れ

上

つ

て

居
る

紫
色

の

貝

殻
を、

右
手

の

人

差
指

で

思

ひ

切

　
　

　
へ
　も
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

まゴド

り

強
く

ぐ

つ

と

押

し

つ

け
た。
血

の

交

つ

た

膿
が

ど
ろ

り

と

出
て

汗

と
一

緒
に

な
り、

も

ぞ

り

く
手
の

甲

を

這
ひ

流
れ
始

め

た。

　

「
疥
癬」

は

ヒ

ト

疥

癬
ダ
ニ

の

感
染
に

よ
っ

て

お

こ

る

皮

膚
病
で

あ

る。

引
用
文

中
に

あ

る

よ

う
に、

指
の

あ

い

だ

や

腕
な
ど

を

侵

し、

膿
疱

化
す

る。

そ

の

中

に

は

虫
体
・
虫

卵
・

糞
が

あ
っ

て、

激

し

い

痒
み

を

生
じ、

接

触
を

通

し

て

他

人
に

伝
染
し

て

い

く。

　

『

史
記
』

巻
九

二

淮
陰

侯
列

伝、
『

漢
書
』

巻

三

四

韓
彭

英
盧

呉
伝

に

は、

韓

信
が

「
疥
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癬」

で

あ
っ

た

と

い

う

記

述

は

な

い
。

そ
こ

で、

太

宰

が

韓

信
を
「
疥

癬」

に

罹
っ

て

い

る

者
と

し、

そ

の

患

部
で

あ

る

「
手
の

甲」

を

詳

細
に

記
述
し

て

い

る

こ

と

の

意
味

を、

作

品
に

即
し

て

考

え

て

み

る

こ

と

に

し

よ

う。

　

「

股

を

く
ゴ

る
」

で、

洗

濯

す
る

老

婆
か

ら

粟

飯
を

与
え

ら

れ

た

「
彼」

は、

空

腹
の

た

め
「
其

の

粟

飯

に

対

す
る

食
慾
を

激
し

く

感
じ
」
な

が

ら、

粟

飯

を

老

婆
に

投
げ

返

す。

　

　

　

　
　

　
だ

　ゾ

「
彼」

は

「
『

無

料
』

で

他
人

に

物

を
呉

れ

る

馬

鹿

者
」

の

存
在

を

信

じ

な

い
。
「
彼」

は

老

婆
が

無
償
で

粟

飯
を

与
え

る

こ

と

に

よ
っ

て

「
『

施

し
』

の

快
楽」

を
味
わ

お

う
と

し

て

い

る

の

だ

と

解

し
、

老

婆
の

「
彼」

に

対
す

る

侮

蔑
を

嗅
ぎ

取
る。
「
論
究
癖」

に

よ
っ

て
、
「
彼」

は

老

婆
が

自

分
に

対

し

て

と
っ

た

態
度

の

理

由

を

問
わ

ず
に

い

ら

れ

な

い

の

で

あ
り、

老

婆
の

「
目
色」

や
「
言

葉」
か

ら

老

婆
の

底

意
を

量

り

と

ろ

う
と

す

る
。

「
彼」

は、

老

婆
が

自

分
と

「
似
た

り

よ

つ

た

り

の

貧
乏

人」

で
、
「
彼」

よ

り

優

位
な

立

場

に

あ

る

の

で

は

な
い

こ

と

を
確

認
す
る

と、

自
ら

の

「
つ

ま
ら

ぬ

興
奮」

を
苦
笑

し、

老

婆
に

粟

飯

を
ね
だ

る。

　

し

か

し、

老

婆

が

再
び

粟
飯

を

与

え

る

さ

ま

は
、
「
彼」

に

は

や

は

り

「
傲

慢」

に

し

か

感
じ

ら

れ

な
い

の

だ
っ

た。

そ

の

「
傲
慢」

に

我
慢

が

な
ら

な
い

「
彼」

は

「
仕
返
へ

し
」

を
思

い

立
つ

。

だ

が

「
論
究」

に

浸
っ

て

「
仕
返
へ
し」

の

「
毒
々

し

い

幻」

を
思

い

描
い

て

い

る

間

に

老

婆
は

去
っ

て

し

ま

い
、

老
婆
へ

の

「
復

讐」

は

果

た

さ
れ

ず、
「
敗

北」

だ

け

を

味
わ

う

こ

と

に

な

る。

　

老

婆
へ

の

「
復

讐」
。

そ

れ

は

老

婆
の

股

を
く

ぐ
っ

て

驚
か

せ

て

や
る

こ

と

で

あ
っ

た

こ

と

が

結
末

で

「
彼」

に

思
い

出

さ

れ、
「
屈
辱」

を
一

層
強

く
感

じ

る

こ

と

に

な

る

の

だ

が、

老

婆
が

立

ち

去
っ

た

直

後
の

場

面

で

は、

な
ぜ

か

「
復
讐」

の

内
実

が

何

で

あ
っ

た

か
「
彼」
に

は

思

い

出

す
こ

と

が

で

き
な

い

の

で

あ

る。
「
薄
き
擽
つ

た

い

幕」
が
「
彼」

の

思

考
を

遮
る

か

ら

で

あ
っ

た。

こ

の

「
幕」

に

よ
っ

て

隔

て

ら

れ

て

い

る

も
の

は

次

の

よ

う
に

語

ら

れ

る。

　

ー

何
で

も、

ほ

の

温

い、

ど

ろ

く
し

た

も
の

で

あ
つ

た。

し

た

も
の

：・
…

…

そ

ん

な

や

う
な

気

が

す

る

な。

桃

色
で、

ど

ろ

く

　

「
幕」

が

隔
て

て

い

る

も

の

の

内

実
が

何
で

あ
っ

た

の

か

「
彼
」

に

は

判

然
と

せ

ず、

ま

た

語
り

手

も

明

示

し

な
い。

こ

う

し

た

朧

化

し

た

表

現
の

う
ち、
「
ど

ろ

く
し

た

も

の」

が

「
彼」

の

「
手

の

甲」

に

巣

食
う

「
疥
癬」

か

ら

湧

き

出

す

「
膿」

の

濁

り

と

重

ね

ら
れ

て

い

る

こ

と

は

容

易
に

察
せ

ら

れ

る。

　

「
彼」

の

（
自

尊
心〉

の

内

実
は

ど

の

よ

う

な

も
の

で

あ

る
の

か
。

そ

れ

は、

町

で

「
屠

殺

場
の

青

年
等」

に

取

り

囲
ま

れ

た
箇

所
で

明

か

さ

れ

る。

こ

の

青
年

等

は、

或
る

時

に

は

又

殆

ど

常

識
で

考
へ
ら

れ
な
い

程
の

無

作

法
も

平
気

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　
じ
さ

くど

で

や

つ

て

除

け

た

り

し

て

居
た。

だ

が

こ

れ
も、

青
年

に

は

必

ず

属

物

で

あ
る

可

愛

　

　

　

　

　

　
　

　

　

せ

い

ら

し

い

群

衆

酩
酊

心

理

の

故
だ

と

思
つ

て、

決
し

て

深

く
気

に

止

め

ぬ

方

が

い

」

の

で

あ

る。

彼

は

勿

論
こ

れ

等
の

青
年

に

満
腔
の

同
情
を

寄
せ

て

居

た。

愛
し

て

さ
へ

居

た。

だ

が

彼

は

こ

の

青
年
等

の

無

遠

慮
に

依
つ

て

彼
の

自

尊
心

を

傷
け

ら

れ
る

事

が

恐

ろ

し

か

つ

た。

彼

も
亦、

世
の

多
く

の

臆

病
者
が

そ

う

で

あ

る

や

う
に

偉
大
な

る

自
尊

心

を

持
つ

て

居

た
。

そ

れ

だ

か

ら

今
彼

は

こ

の

礼

節
を

弁

ぜ

ぬ、

貧

困
の

青

年
等

に

取

り

巻
か

れ

て、

ほ

と

く
当

惑
し

て

了

つ

た

の

で

あ

る。
（
傍

線
．

引
用

者）

　

「
彼」

の

「
偉

大

な
る

自

尊
心」

と

は、
「
論

究」

に

よ
っ

て

他

者
と

自
己

と

を
引

き

比
べ

、

他

者
に

批
評
を

加

え
ら

れ

る

自

分、

つ

ま

り

こ

と

ば
で

他

者

に

優

越
す

る

自
己

像

を

作
り

出

し、

庇

護
者
た

り

う

る

立

場
を

仮
構

す
る

こ

と

を

通

し

て

生

み

出
さ

れ
た

も

の

で

あ
っ

た
、

青
年

等
に

「
満

腔
の

同

情」

を
寄

せ
、
「
愛
し

て

さ
へ
居」

る

「
彼
」

の

胸

の

内
に

あ

る
の

は、

青

年
等
へ
の

憐

れ

み

で

あ

り、

ま

た

語

り

手

も

「
彼」

に

寄
り

添
う

よ

う

に、

青

年
等
の

「
可

愛
ら

し

い

群
衆

酩
酊

心

理」

を

「
決
し

て

深

く

気
に

止

め

ぬ

方

が

い

Σ

」

と
、
「
彼」

の

内

面
を

補
完

し

て

い

く。

　

だ

が、

こ

と

ば
で

仮
構
し

た

「
彼」

の

「
偉
大
な

る

自

尊
心」

は、

他
者
か

ら

み

れ

ば

虚

妄

に

す

ぎ
な

い
。

「
彼」

は

無

為

徒
食
の

身
で

あ

り、

寄

食
し

て

い

た

家
か

ら
は

「
今

朝」

追

い

出
さ
れ

た

ば

か

り

で

あ

る。

老

婆
は

粟

飯
を
与

え、

青
年

等
は

「
彼」

の

度

胸

を

た

め

す。

い

ず
れ

も

「
彼」

へ

の

侮

蔑
で

あ

る、
「
彼」

の

自

尊
心

が

傷
つ

き
や

す
い

こ

と

は

「
彼」

自

身

が

い

ち

ば
ん

よ

く

分
か
っ

て

い

る

の

で

あ

り、

だ

か

ら

「
彼」

は

他

者
と

の

交

渉
で

「
臆

病」

に

な
ら

ざ

る

を

え

な

い

の

で

あ

る。

　

「
疥

癬」

と

い

う
皮
膚
の

病

は、

韓
信
が

他

者
へ

の

優
越

を

意
識
し

な

が

ら、

そ

れ

ゆ

え

「
敗
北」

や

「
屈
辱」

を

味

わ

わ

な

け

れ

ば
な

ら
な

い

と

い

う、

相
反

す
る

内

面

の

煩

悶

の、

肉

体
の

表

皮
へ

の

現
出
な

の

で

あ
る
。
「
疥

癬」

に

よ

る

「
腐
つ

た

肉」

や、

そ

こ

に

巣
食
っ

て

い

る

「
虫
」、

流
れ

出

る

「
膿」

は、

い

ず
れ

も

韓
信

自
身

ど
う

す

る

こ

と

も

で

き
な
い

「
自
尊
心
」

の

隠
喩

と

し

て

描
か

れ

て

い

る。

と

り

わ

け

「
膿」

は、
「
偉

大

な
る

自
尊
心」

を
持
っ

て

い

な

が

ら、

他
者
と

の

あ

い

だ

に

屈
辱
的

な

関

係
し

か

築

く

こ

と

が

で

き

な

い

こ

と

か

ら

く

る

「
自

尊
心」
の

屈

折
を

擬
し

た

も

の

で

あ

る
。

そ

れ

は、

「
膿」

の

流

れ

出

て

い

る

部

位
が

手
と

い

う、

他
者

と

の

交
渉

を
直

接
に

媒

介
す

る

箇

所
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で

あ

る

こ

と

に
も

暗
示

さ

れ

て
い

る

の
で

あっ

て
、

自

尊

心

ゆ

え

に
他

者
に

受

け
入

ら

れ

な
い

優
越
と

挫

折
の

内

訌
の

表

出

と
して

「

膿
」
が
象

徴

的

に

描

き
込

ま

れ

て

る

と

言

よ

う
。

　

「
股

を

く

ゴ
る
」の

皮

膚

病

は

、
の

ち
に

太

宰

が
描

い

て

い

く

こ
と
にな

く

皮
膚
V

の
作

品

中
で

の

機

能

に

照ら

し

て

み

れ

ば
、
内

面

の
外

界
へ

の
一

方

通

行

露

出

と

い

う

限

定

さ

れ
た

も

の

に
と

ど
ま
って

いる

。
〈
皮

膚

V
が
、

他

者
の
ま

な

しの

対
象

と

な

り

、
接

触

に
よ
っ

て

他

者

と

交

渉

を持

つ

場

と

な

る
に

は

、
も

う
少

待
た

ば

な
ら

な

い
。

3
　

「
彼

と
其
の

い
と

し
き

母

」

　
「

等
と

其
の

い

と

し

き

母

」

尊
心
」
の

持
ち
主で

あ

る

。

（

「

細

胞

文
芸
」

、

昭

3
・

9
）

の

竜二

も

「

ひ

ど

い

彼

は

も

と
も

と

、
ひど

い

自

尊
心

を
持

つ
て
居

の
だ

が

、

其

の

自

尊

心
に

到

底

追

従

し
て
行

く
能

力
の
無

い
彼

の
肉

体

の

お

蔭

、
彼

事

実
悲

惨

な

思
ひ

をし

て

居

た

。

　
「
ひ

どい
自
尊
心
」を

容

れ

る

に
不

十

分

「

肉

体

一

。

「

肉

体

」
の
不

十

分

さ

は

兄

と
の
比

較
に
於

い

て

自
覚

さ

れ
る

の

だ
が

自

尊

心
と肉

体の

不

均

衡

か
ら

生
じ

る

「悲

惨

な

思
ひ

」
は

、

こ

の

作

品

に

於

い

て

、

竜
二

の

皮

膚の

調

と

い

うか

た

ち

で

表

皮

に
現

れ

て

く
る

。

　

七

年

前

、竜

二
の
一

家

は
東

京

庁

に
勤

め

て

い

た

父

を

亡

くす

。

東

京

で

の
生

活

に

適
応

で

き
ない

で

い
た

母
は

、

人

の
子供

を

連
れ

て

、

「

父の

故

郷

」

で

あ

る
「

東
北

の

寒
村

」に
帰
ろ
う

と
し
た

竜

二
は
母

の

言

に

従

っ
て

帰

郷

す

る

が

、

「

美
術

学
校

」

を
卒
業

し

東
京
で
働
き

始

て

い
た

兄

は

仕

事を

続

け
る

た
め

東

京

に
残

り

、

「

家

か
ら

の

僅
か

な

仕
送

り
」

「

石
膏

細

工
を

売つ

た
そ

こ

ば

く
の

金

」

で

暮

ら

し

てい

る
。

　
竜

二の

家
族

は
、

強
い

自
尊

心

の

持

ち
主 で
あ

る

。兄

も

気

が

強い
が、

母
は

兄
以

上
の

気

の

強

さ
を

持
っ

て

いた
。

父

の

後
、

　

一家

の

帰

郷
を
め

ぐ

っ

て
兄

は
母

と
「ひ

　
　

い
さ

か

ひ

ど
い

喧

嘩
」

し

「
親
子は

心

持
ち

悪

く

別
れ

」

た
の

だっ

た

。

そ

の
後
、

兄
が

腎

臓

病

で

「

重

態

と

な

っ

て
も

母

は

上

京

せ

ず、
母
が
盲
腸

炎

で
「

死

ぬ

思
ひ

」

を

し
た

時

に

兄
が帰

し

な

か
っ

た
た

め
、
「
両

方
の

心

持

が

こ

ちれ

」

て
し

ま

っ

て

い

る

。

だが

、

こ
の

の

兄

の

腎
臓
病

の
悪

化

に

際

し

て

は

、

母
が

竜
二

と
共

に

上

京
し

、東

郊

外

の

兄
の
借
家

で
｝家

三

人

し

ば

ら
く
暮

ら

す

こ

と

に

なっ

た

の

だ

っ
た

。

兄

は

母
に

「

仕
事

の

邪

魔」

な
る

か
ら

帰

っ

て
く

れ
と

言う

。
竜

二

も
「
兄と

の間

　

　
　
　

　

　

き　

ま

　

づ

が

一

日

一

日
と

気

不
味
く

な

」

る

の

に
「

閉

口

」

し

、
母

に

帰

郷

を

う

な

が

す

。
し

か

し

母は

帰

ろ
う

と

し

な

い

。
母

の

死

が

近い

こ
と

は
結
末

で

明

か

さ

れ

る

こ

と
に
なる

の

だ

が

、

帰

郷

し

た
い

の
に

そ
れ

が

で

き
ず、

母
の

真

意

が
分

か

らな

い
ま

ま

「
尊

大

」

ぶ

る

兄

の

も

と

に

あ

っ

て
、竜

の

心

情

は

、

母
へ

の
愛

情

と

軽

蔑

、

兄

へ

の
親

し

み

と
反

発

の

あ

い

だ

を
揺
れ

動

。

　

竜

二
の
自

尊

心は

、

「

生

れ

た

時

か

ら
俺

は

不

仕

合

せ
だ

つ

た

」と

い

う憂

い

コ

生

涯

こ
ん

な憂

と
戦ひ

、
そ

し

て

死
ん

で

行
く

と

い

ふ

事

に

成

るん

だ

な
、

と

思
」

う

　
　

　

　

　

　お

の

感
傷
、
そう

し

た

「

己

が

身

が
い

ち
ら

し

く

も

あ」

る

と

い
う
自
己

愛

に
縁

られ

て

い

る
。

竜

二
は「

見

栄
坊

」
で
あ
り

な
が
ら

「
意

気

地

の

無

い
奴
」で

あ

り

「

股

を

く
ゴ

る

」

で
「

偉

大

な

る

自

尊

心」

持

ち

他

者
へ

の

優
越

を

意
識

し

な

が

ら「

病
」

な

韓

信

と
同

系

列

に
あ

る
人

物
で

あ

る

と

言え

よ

う

。

　

こ

の

竜

二

あ

る

日
変

化

が

訪

れ

る

。

竜

二

は

朝

ふ

と

台
所

の

小
さな

鏡

を

覗

き

込

ん

だ

ら

、
は

た

け

が

顔

一

面

に

ほ

こ

　

　

　

　

　
　

　

　

　　
　ま
わ

り

ほ
こ

吹
き

出

て
居

た
。

殊

に口
の

囲
は
真

白

に

なつ

て

居

た

か

ら

老
人

見

た
い

で

　
　

　

　
　
　

　
ヤ

　

し

　

へ

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

こ
な

可

笑
し

か
つ

た
。

は

た
け

に
は

歯

み

が

き

粉

が

いい

と

誰
だ

か

言
つ

た

事
が

あ

る
や

う

な

気

が

し
て

毎

晩
こ

つ

そ
り

歯

み

が

き

の
粉

を顔

な

す
り

附

け
て

寝

る

事

に

し
た

　
「

は

た
け

」

は
顔

面

に

白

く粉

ふ

い
た

よ
う

な
円

形

の

斑

紋

がで

き

る

皮

膚

病
で、

　

　
　

　　

　

　

　

　

　

　

　

あ

思

春

期

前

の男

児

に

多

く

み
ら
れ

る
。

　
「

彼

等と

其

の

い
とし

き

母

」

で

皮

膚
病
は

、
「
股

を
く
ゴ

る

」

の

そ

れ

と

か
な

り

趣

を

異

に

し

て

い

る
。

い

さ

さ

か

突

と

も

思え

る

「は

た

け

」

の

出
現

は

、

はじ

め

竜

二

自

身
の

視
線

に

「老

人
見

た

で
可

笑

し

」く
映
り

、

た

い

し
て

気
に

留
め

ら

れて

い

な

か

っ
た

。

だ

が
、

母

や

兄

顔

を

見
ら

れ
、

まな

し
の

対

象

と

な

っ

た

時
、

竜

二
が

感

じ
た

の

は

、

「
余

り
に

無

智

な

判

り

切
つた

」をついて
しま
った

分

へ

の
恥

ず

か

し

さ

で

あ
っ

た

。

竜

二
は

そ
こ

そ

こ

に
食

事

を

終

へ
て、

く
づく

と

所の鏡
に
顔を 写 し て 見 た 。 ヘ　　　 ヘ 　 　 　へ は た けが 悪
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弘 前 高等学校 時 代の 作品 か ら
一

兄

に

見
つ

け

ら
れ

た

事

も

恥

し

い

に

は

違
ひ

な

い

が、

余

り

に

無

智
な

判
り

切
つ

た

嘘

を

言
つ

た

の

が、

何
に

も

増
し

て

恥
か

し

か
つ

た
の

だ。

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
つ

　

「
股

を

く
ゴ

る」

か

ら
約

ニ

ク

月

後
に

脱

稿
さ
れ

た

「
彼
等

と

其
の

い

と

し

き

母」

で

は
、

皮

膚

を

め

ぐ

る

言

説
に

変
化

が

生

ま

れ

て

い

る。

こ

こ

で

の

「
は

た

け｝
（
皮
膚

病）

は、

あ

る

日

な
ん

の

前

触
れ

も

な

く

出
現
し

て

他

者

の

ま

な
ざ

し

に

さ

ら
さ

れ、

見

ら

れ

る

者

の

心
の

動
揺

を

誘
引
す

る

契

機
と

し

て

作
品
の

中

に

描
か

れ

て

い

る。

竜
二

の

目

に

「
悪

魔
の

や
う

に」

映

る

白

い

斑

紋
が

現

れ

た

後、

竜
二

と

兄

と

の

関
係
は

「
一

日
一

ロ

　
ヤヒ
　

ま

　
づ

と

気

不

味

く
な
つ

て

行

く」

よ

う

に

な

る。

そ
し

て

竜、
一
は
つ

い

に

「
気
が

変
に

な

る

か

も

知

れ

な
い
」

と

こ

ろ

ま

で

追
い

つ

め

ら

れ

て

い

く

の

で

あ

る。

　

「
彼
ら

と

其
の

い

と

し

き

母」

で

は、

皮

膚
の

失
調

が、

作
中
人

物
の

内

面
の

揺

ら

ぎ

の

契

機
と

な
り、

情

況
と

心

理
の

函

数
と

し

て

描
か

れ

る。

そ
し

て

「

哀
蚊」

で

は、

皮

膚
の

機
能

が

極
大

化
さ

れ
て

描
か

れ

る

こ

と

に

な
る。

4

　
「

哀

蚊
」

　

「
哀

蚊」
（
「
弘

高

新
聞」

第
六

号、

昭

和
4
・
5
・
13）

は

昭

和

四

年

四

月

二

五

日

に

脱
稿

し

た

と

推
定
さ

れ、
当

時

太

宰

治
は

官
立

弘

前
高

等
学

校一．一
年

に

在

籍
中
で

あ
っ

た。

「
哀

蚊」

は

後

に
、
「
地
主
一

代」

の

第
一

回
掲

載
「
序
章

花
火

供

養」
（
「
座

標」
、

昭

和

5
・
1
）
の

中

に、
「
県
下

で
一

二

を

争
ふ

大

地
主

と

な

つ

て

る

私」

が

「
K
新
聞

社」

に

応

募
し

て

当

選

し

た

小

説

と

し

て
、

作

中

作
の

形

で

引
用

さ

れ

る
。

さ

ら

に

「
葉」

（
「
鷭
」、

昭

和
9
・
4
）

の

断

章

に

引
用

さ

れ、
「
葉」

の

語
り

手

は、
「
彼
は

十

九

の

　

　

あ

ば

れ
が

冬
、

二
展

蚊」

と

い

ふ

短

篇
を

書
い

た。

そ

れ

は、

よ

い

作
品

で

あ

つ

た
」

と

し
、
「
彼

の

生

涯

の

渾

沌
を

解
く

だ

い

じ

な

鍵

と

な
つ

た」

と

述
べ

る

こ

と

に

な

る
。

　

初

出

「

哀

蚊」

は、
「
私」

を

か

わ

い

が

っ

て

く
れ

た

婆
様
へ
の

追

憶
と

「
私」

と

婆

様
の

親

密
な

関

係

の

記

述
を

主
軸

と

し、

特
に

忘

れ

る

こ

と

の

で

き

な
い

二

つ

の

出
来

事

ー

婆

様

が

「

哀
蚊」

に

つ

い

て

語
っ

て

く

れ

た

夜

の

こ

と、

姉
の

祝

言
の

夜
に

そ

の

初

夜

の

寝
室

を

覗
く
幽

霊

を

見
た

こ

と

ー

が

語
ら

れ
る

。

　

婆

様
は

「
私
」

の

家
を

「
百

万

長
者」

に

伸

し

上

げ
た

人

物
で

あ
っ

た
が、
「
縁

遠」

か

っ

た

た

め
、

「

私」

の

父

母

は

婆

様
の

「
ほ

ん

と
う

の

御
子」

で

は

な

い
。

つ

ま

り、

「
私」

と

婆

様
は

血

の

繋

が

り

が

な

い

の

だ

が
、
「
私
」

は

「
幼
い

時
か

ら

こ

の

婆．
様

が

大

好

き」

だ
っ

た

と
回

想
す

る。

乳

母

か

ら

離
さ

れ

た

「
私」

は

「
す
ぐ

婆
様
の

御
懐

に

飛

び

込

ん

で

了
つ

た
」

の

で

あ
っ

た
。

婆

様
が

好
き

だ
っ

た

理

由

と

し

て、
「
私」

は

母

の

「
病
身」

を

挙

げ、
「
余

り

か

ま

ふ

て

呉
れ

な

か

つ

た
」

か

ら

だ

と
語

る
。

だ

が
、
「
四

　
　

　
は

　
ほ

　
れ

六

時

中
離

座

敷
の

お

部

屋

に

許

り

居｝

る

婆
様
の

そ

ば

に

い

て、

三

日

も

四

日

も

母

親
に

会
わ

な
い

こ

と

が

珍

し

く

な

か
っ

た

ほ

ど
一

緒
に

す
ご

し

た

と

い

う

婆
様
へ
の

傾
斜
の

内

実

は、

十

分
に

考
え

て

み

る

必

要
が

あ

る。

　
「
私
」

の

婆
様
へ

の

讃
辞

は、

そ
の

〈
肌〉

を

褒

め

る

こ

と

か

ら

始

め

ら

れ
る。
「
私」

は

自

分
の

「
婆
様

程
お

美

し

い

婆
様

も
そ

ん

な

に

あ

る

も
の

で

は」

な
い

と

言

う。

そ
の

美

し

さ

と

は、
〈
肌
V

の

美
し

さ
と

等

価
で

あ
る。

婆
様

の

年

老
い

て

な

お

「
輝

く

程
お

綺

麗
な
素

肌」

は、

死

後
す

ら

変
わ

ら
な

か

っ

た

よ

う
に

「
私」

に

は

見

え

た

の

で

あ
つ

た
。

「
昨
年

の

夏」

に

亡

く

な
っ

た

婆

様
の

「
御
死

顔
」

は
、
「
凄
い

程

美
し

い
」

も
の

で、

そ
の

「
白
蝋
の

御
両
頬」

に

は

「

夏
木

立

の

影

も

映

ら

む

許
り」

で

あ
っ

た

と

「
私」

は

語

る。

死

し

て

な
お

美
し

い

A

肌〉

は、
「
夏
木

立

の

影」

を

図
と

し

て

浮

か

び

止
が

ら

せ

る

地

の

白

さ

と

し

て

強

調
さ
れ

る。

　

青
森

中
学
時

代
の

習

作
か

ら
現

れ

る

醜
い

容

貌、

そ

れ

ゆ

え

に

家
族

か

ら

の

疎

外
感

を

味

わ
い
、

劣
等

意
識

を

抱
く

に

い

た

る

醜
悪

な

る

容

貌
と

対
極
に

あ

る

系
譜

が

こ

こ
17
』

お

い

て

初

め

て

立

ち

現

れ

る。

美
し

い

も
の

と

そ

れ

に

帰
属

す
る

こ

と

で

得
ら

れ

る

安
心
の

モ

チ

ー

フ

で

あ

る。

美
し

い

く
肌
V

の

持

ち

主

は
「
私」
の

庇

護

者
で

あ
っ

て
一
そ

の

〈
肌〉

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　
　
あ
は

れが

に

く

る

ま

れ

た

時

の

全

き

安
心

感

は、
「
忘
れ

る

こ

と

が

出

来
な

い
」
「
哀
蚊

の

御

寝
物

語」

と

し

て

次
の

よ

う

に

語

ら

れ

る。

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

あ

は

れ

が

『

秋
ま
で

生

き

残

さ

れ

て

る

蚊
を

哀
蚊

と

言

ふ

の

ち

や。

蚊
燻
し

は

焚

か

ぬ

も
の
。

不

憫
な
故

に

な
』

　

あ
」

、
一
⊇

兄

句
そ

の

ま

ん

ま

私

は

記

憶
し

て

居

り

ま

す
る

。

婆
様

は

寝

な
が

ら

滅

人

る

や

う

な

口

調

で

そ

う

語
ら

れ

…

…

そ

う、

そ

う

婆
様
は

私
を

抱

い

て

お

寝

に

な

ら

れ

る

時
は、

き

ま
つ

て

私
の

両

足

を

婆

様
の

太

股
の

問
に

挟
ん

で

温

め

て

下

さ

つ

た

も

の

で

ご

ざ

い

ま

す。

或
寒

い

晩

な

ぞ、

婆

様
は

私

の

寝

巻
を

皆
お

剥
ぎ
と

り

に

な
つ

て

お

r
ひ

に

な

り
、

真

裸
に

致

し

ま

し

て

婆
様

御
自
身
も

輝

く

程

お

綺
麗

な

素

肌

を

お

む

き

出
し

下
さ
つ

て
、

私

を

抱
い

て

お

寝
に

な

り、

お

温

め

な

さ

れ

て

呉

れ

た

事

も

ご

ざ

い

ま

し

た。

そ

れ

程

婆

様
は

私
を

大

切

に

し

て

居
ら
つ

し

や
つ

た

の

で

ご

ざ
い

ま

す。

　
「
私
」

は、

哀

蚊

の

物

語
を

聞
い

た

夜
の

こ

と

は

夢

で

は

な

い

と

断
じ、

婆

様
の

「

お

美
し

い

御
め

め
一

の

こ

と

を
い

う。

婆
様

は

「
お

美
し

い

御
め

め
」

で

「
私

の

顔
を
つ

く

95
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つ

く
と

見
ま
も

り」

な

が

ら
自

身
の

は

か

な

さ

を

哀

蚊
に

な
ぞ

ら

え

た

の

だ
っ

た。

婆
様

の

「
御

め

め」

は

「
お

美

し

い
」

が

ゆ

え

に

「
私
」

を

惹

き
つ

け、
「
私」

に

見

つ

め

返

さ

れ

る

対

象
と

な

る
。

婆

様
と

「

私」

の

あ

い

だ
の
、

眼

差
し、

眼

差

し

返

し

た

記
憶
と

は、
〈
家〉

の

興

隆

の

中
心

に

結

わ

え

ら

れ

て

い

た

自

分
へ

の

懐
古
で

あ
り、

父

母

と

の

血

縁
の

情
愛

と

は

別

の
、
「
百

万

長

者」

の

〈
家〉

と

い

う

権

威
へ

帰
属
し

て

い

た

自
己

の

確

認
で

あ

る
。

　

婆
様
が

「
私
」

を

抱

い

て

寝

る

時

は

「
き

ま
つ

て

私

の

両
足

を」
「
太
股

の

間

に

挟
ん

で

温

め

て

下
さ
」

り、

寒

い

晩
に

は

「
私］

を

裸

に

し

て

「
輝

く
程
お

綺
麗

な

素
肌」

を

む

き

出
し

て

抱
い

て

温

め

て

く

れ

た

の

だ
っ

た。

肌

と

肌

と

が

直
に

触
れ

合

う

こ

と

は、

　

　

　
か

　
ね

二

生

鉄

獎」

を
つ

け

る

こ

と
の

な
か
っ

た

婆
様
の

「
素

肌」

と

い

う

秘
め

ら

れ

た

美
し

さ

を

知

る

こ

と

で

あ

る、

婆
様
の

肌
に

触
れ

そ

れ

を

見

る

こ

と

は、

こ

の

家
で

「
私」

だ

け

に

許
さ

れ

て

い

た

の

で

あ

り、

こ

の

こ

と

は、

婆

様
の

美
し

さ

を

記

述

し

う

る

た

だ
…

人

の

語
り

手

と

し

て

の

「
私」

の

特
権
へ

と

転
化

さ

れ

る。

だ

か

ら

「
私」

は、

大

切
に

さ

れ

て

い

た

と

受

動

態

で

語
る

の

で

は

な

く
、
「
婆
様
は

私

を

大

切
に

し

て

居」

た

と

能

動

態

で

語

る

の

で

あ

る。

　

「
哀

蚊」

に

於

け

る

く
皮

膚
V

を

め

ぐ
る

言

説

は、
「
股

を

く

ゴ

る」
「
彼
等

と

其
の

い

と

し

き

母」

と

明

ら

か

に

異

な
っ

て

い

る
。

「
哀

蚊」

の

く
皮

膚
V

は、

ま

な

ざ
し

の

対

象
と

な
り、

か
つ

接

触
を

介
し

て、

自
己

と

他

者

と

の

関
係

を
確
認

す
る

場
な
の

で

あ

る。

婆
様
の

く
肌
V

は、

そ

こ

に

包
ま

れ
る

こ

と

に

よ

っ

て

〈
家〉

へ

の

帰

属
を

意
識
す

る、

謂
わ
ば

「
私」

の

自

己

同
一

性

を

保

証

し

て

く

れ

る

場
な
の

で

あ
っ

た
。

5

結
び

　

以

上、

太

宰
治

が

弘

前

高
等

学
校
時

代
に

発

表

し

た

三

作
品

の

〈
皮

膚〉

の

表

象
お

よ

び

（
皮

膚〉

を

め

ぐ

る

言

説
を

検

討
し

て

き

た。

そ

こ

で

は
、
〈
皮

膚
V

が

内

面
の

表
皮

へ

の

露

出
で

あ
っ

た

り、

そ

の

失

調
が

作
中

人

物
の

心

理

と
情

況
の

函

数
で

あ
っ

た

り、

（
皮

膚〉

が

自
己

同
．

性
を

支
え

る

場

な

の

で

も

あ
っ

た。
〈
皮
膚
V

を

め

ぐ

る

言

説
は

弘

前

高

等
学

校
時
代

に

発

表

し

た

作
品

に

多
く

あ

ら

わ

れ

る

よ

う
に

な

り、

太

宰

は

A

皮

膚〉

を

め

ぐ

る

言
説

を

操

る

こ

と

で、

自
己

と

他

者

と

の

関
係

を
記
述

し

て

い

く

方

法
を

獲

得
し

よ

う

と

試
み

て

い

た

と

考
え

ら
れ

る。

　

習

作
期

の

こ

う

し

た

試
み

は、
「
列

車」

発

表
以

降
の
、

い

わ

ゆ

る

前

期
の

作
品

の

方

法

と

し

て

抽

象
さ

れ

て

い

く
。

『

晩

年
』

に

所

収
さ

れ

た

作
品

に

は、
（
皮

膚〉

ま
た

は

八
肌V

の

記

述

が

多
数

散
見

さ

れ

る

が、

そ

れ

ら

は

肉

体
の

一

部

や
感

覚
器

官
と

し

て

だ

け

で

は

な
く、

例

え

ば

「
玩

具」

に

「
私

は

皮

膚
か

ら

言

葉
を

聞

い

た。
」

と

あ
る

よ

う

に、

行

為

主

体

が

世
界

を
認

識

し

て

い

く

観
念
の

場
へ
と
更

な
る

転

位
を

遂
げ

て

い

く

こ

と

に

な

る

の

で

あ

る。

さ

ら

に

中
期

で

は、

皮

膚
病
を

ひ

と

つ

の

契
機

と

し

て

他

者
と
の

関

わ

り

方

を

捉
え

直
し

て

い

く

作

品

（
「
美

少
女」
「
畜
犬

談一
）

を

書

い

て

い

く
こ

と

に

な

る
の

で

あ

り、

そ

れ

は

「
皮

膚
と

心
」
（
「
文

学

界」

昭

和

14
・

11）

を
一

つ

の

極
点

と

し

て

結

実

し

て

い

く

こ

と

に

な

る。

　
で

は、

な

ぜ

太

宰
は

皮

膚
に

こ

だ

わ
っ

た

の

か
。
「
思

ひ

出」

の

「
二

章」
（
「
海

豹」

昭

和
8
・
6）

に

は、

中
学

の

こ

ろ

吹
出

物
に

悩

ま

さ

れ、
「
吹

出
物

を

情
欲
の

象

徴
と

考
へ
て

目
の

先
が

暗
く

な
る

ほ

ど

恥

し
」

く、
「
い

つ

そ

死

ん

で

や

つ

た

ら

と

思
ふ

こ

と

さ
へ

あ

つ

た」

こ

と

が

記

さ

れ
て

い

る
。

ま

た

『

玩

具

〔
あ

つ

み

文
庫
）
』

（
あ

つ

み

書

房、

昭

和
21
・
8）

の

「
あ

と

が

き
」

で

は、
「
皮

膚
と

心］

の

執

筆
時
を

振
り

返
っ

て、

「
私
は

男

の

く

せ

に、

顔
の

吹
出

物
を

ひ

ど

く
気
に

す
る

た

ち

だ

つ

だ」

と

述
べ

て

い

る
。

太

宰
治

固
有
の

生

理

感

覚
が、

自
身

の

「
吹

出
物」

体
験
を

通

し

て．
言

語

化
さ
れ

て

い

っ

た

わ

け

だ

が、

重
要

な

の

は、

太

宰
が

感
覚
と

い

う

個
別

的

な

も

の

を、

言

語
と

い

う

普

遍

的
な

も

の

へ

と

抽
象

化
す

る

こ

と

に

意
識

的
で

あ
っ

た

と

い

う

こ

と

で

あ

る
。

太
宰

は

〈
皮
膚〉

の
二．
自

辞
を

用

い

て

情
況

を

作

り

出

し、

そ

こ

で

主

体

と

他

者
と
の

関
係

性
を

問

う

て

い

っ

た

の

で

あ
っ

た。

　

そ

う

し

た

太

宰
の

試

み
の

始
発

を

習

作
期

に

確

認
し

よ

う

と

し

た
の

が

本
稿
の

趣
旨

で

あ
っ

た
。

『

晩
年
』

所

収
の

個
々

の

作
品

に、

こ

う

し

た

習

作
期

の

手

法

が

ど

の

よ

う

に

抽
象
さ

れ

て

い

っ

た

の

か
、

そ
の

痕
跡

を

個
々

に

辿

る

検
証

作

業
が
、

今

後
の

課
題
と

し

て

残

さ

れ

た。

注

＊

−

＊

2
＊

3

現
存

す
る

資

料
で

確
認

で

き

る

も
の

の

う

ち、

津
島
修

治
が

「
太

宰
治」

の

筆
名

を

初
め

て

用
い

た
の

は、
「
田

舎

者」
（
「
海

豹
通

信」

第
四

便、

昭

和
8
・
2
・

15）

と

い

う

随

想
で

あ

る。

鳥

居
邦

朗
「
習
作
の

も
つ

意
味
ー

太

宰
治
」
（
「
解
釈

と

鑑

賞」、

昭

和
35
・
10）

に

拠

る。

山
内

祥

史

「
習
作

の

意

味
1
「
地

図」

ま

で

の

検

討

を
通

し

て
」
（
『

一

冊
の

講
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一

弘前高等学校時代σ）作品 か ら
一

＊

4．
＊

5

＊

6
＊

7
＊

8
＊

9
※

座

　

太

宰
治
』

有
精
堂、

昭

和

58
・

3）

安

藤
宏

「
〈
自

尊
心V

の

二

重

構
造

1
旧

制
中

学

時
代

の

太

宰
治

1
」
（
「
芸
術
至

上

主

義
文

芸」

23、

平

成

9・
12
）

で

は、

自
尊

心
の

実

体
が

既
に

中
学

時
代

の

習
作

に

「
確
実
に
一

つ

の

モ

チ

ー

フ

を

形
作
り

つ

つ

あ」

り、

強
い

自

尊
心

と

そ

の

対

極

を

な
す

淋
し

さ

の

両

者
を

往
還

す
る

振
幅
が

習

作

を

貫
く

極
め

て

重
要

な

核

を

な

し

て

い

た

こ

と

が

指

摘
さ

れ
て

い

る。

ま
た、

同

氏

「
「
哀

蚊」

の

系

譜

　

習
作

時
代

の

太

宰

治」
（
「
太

宰

治」

4、

洋
々

杜、

昭

和

63
・
7）

で

は、

太

宰
の

習

作
で

「
醜

悪
↓
疎

外

の

図

式
は

常
に

肉
親
へ

の

す
ね

と

甘
え

の

指
標

と

し

て

表

れ

る

こ

と」

が

指
摘
さ

れ

て

い

る。

『

ブ

リ

タ
ニ

カ

国
際
大

百

科
事

典

　
小

項

目

事

典
1

』

〔
TBS

ブ

リ
タ
ニ

カ、

平

成
3
・
10）

の

「

疥

癬」

の

項
に

拠

る。

『

ブ

リ

タ

ニ

カ

国
際

大
百

科

事
典

　
小

項

目

事

典
2

』

（
TBS

ブ

リ
タ
ニ

カ、

平

成
3
・
10）

の

「

顔
面

単
純

性
粃

糠
疹」

の

項
に

拠

る。

山

内

祥
史

「
解

題」
（
『

太

宰

治
全

集
第

十

二

巻
』

筑

摩
書

房、

平

成
3
・

6＞

に

拠
る

と、
「
股

を

く
ゴ

る」

初
出
本

文
の

末
尾

に

は

「
（
三
、

六、

十
三
）
」
、
「
彼

等
と

其

の

い

と
し

き
母一

の

初
出

本

文

末
尾
に

は

「
三
・
八
・
九
」

と

あ

る
。

い

ず
れ

も

脱

稿
目

と
推

定
さ

れ

る
。

山

内

祥
史

「
解
題
」
（

『

太

宰

治
全

集
第

十
二

巻
』

筑

摩
書

房、

平

成
3
・
6
）

に

拠
る。

同
氏

「
〔
作
品

推
敲

の

あ

と〕

哀

蚊」
（
『

太

宰

治
（
群

像
日

本
の

作

家

17）
』

小

学

館、

平

成
3
・
1）

は
、

太

宰
が

青

森
中

学
四

年
在

学

中
の

昭

和
二

年
「

月

に

「
哀

蚊」

の

初

稿
が

書
か

れ

て

い

た

可

能
性
を

指
摘

し

て

い

る。

拙

稿
「
転

位
す

る

〈
皮

膚〉

ー

太

宰

治

「
皮

膚
と

心
］

論
ー

」

（
「
文

芸

研

究」

一
五

五

集、

平

成
15
・

3）

参
照。

太

宰
治

の

作

品

本

文
の

引
用

は、

た。

第
一

〇

次

筑
摩

書
房

版
『

太

宰
治

全

集
』

に

拠
っ
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