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尾

崎
一

雄
「

虫

の

い

ろ

い

ろ
」

は
、

昭
和
二

三

年
一

月
号
の

「

新

潮
」

に

発
表
さ

れ

た
。

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　
判

脱

稿
さ
れ

た

の

は

前

年
一
二

月
一

五

日
で

あ

る
。

当
時
尾

崎
は
、

妻
と

三

人

の

子
供
と

共

に
、

郷
里

神
奈

川
県

足
柄

下

郡

下

曾
我
村

の

生

家
に

疎

開
中
で

あ
っ

た
。

昭
和
一

九

年
八

月
三

〇
日

の

胃

潰
瘍
に

よ

る

吐
血

後、

尾

崎
が

「
生
存
五

ヶ

年
計
画
」

と

称
し

て

病

気
療

養
に

努
め

て

い

た

時
期
で

あ

る
。

　

「

虫
の

い

ろ

い

ろ
」

の

「

私
」

は
、
「
四

年

目
に

入
つ

て

ゐ

る
」

病

気
の

た

め

＝

日

の

大

半
を

横
に

な
つ

て
L

い

な

け
れ

ば

な

ら
な

い

病
者
で

あ

る
。

「

虫
の

い

ろ
い

ろ
」

は
、

病
者
で

あ
る

「

私
」

の

ま

な

か

い

に

出

て

き
た
一

匹
の

蜘

蛛
の

挿

話
に

始
ま

り
、

「

私
」

の

日

常

生
活

、

虫
や

宇
宙
に

ま
つ

わ

る

断
想
が

綴
ら

れ

る
。

　

「

私
」

は

病
気
で

あ

る

自
身
の

境
遇
を

顧
み

、

己

の

生
を

つ

か

さ

ど
っ

て

い

る

超
越

的

存

在
へ
と

思

い

を

巡

ら

せ

て

い

く
。

そ

の

語
り
は
、

伴
走
し

続
け

る

死

を

傍
ら

に

し

か

と

感

じ

な

が

ら

感
傷
に

傾

舗
せ

ず、
生
へ
の

意
志
を

淡
々

と

綴
る

こ

と

に

向
け

ら

れ

て

お

り
、

作

品
は

生
と

死
を
冷

徹
に

見
つ

め

る

文
学

的
営

為
の

一
つ

の

到

達
点
と

呼
ぶ

に

ふ

さ

わ

し

い

趣
を

湛
え

て

い

る
。

尾

崎

自
身

も
「

虫

の

い

ろ
い

ろ
」

を
、
「
作

者
の

気

持
の

、

　一
つ

　
　

　

　

　
　

　

　
檀

の

ピ

ー

ク

を

な

す
も

の
」

と

述
べ

て

お

り、

尾

崎
の

創
作
上

の

展
開
を

考
え

る

う

え

で
、

重

要
な

転
換
点

と

な
っ

た

作

品

と

断
じ

ら

れ

よ

う
。

　

本

稿
は
、

昭
和
一

九

年
八

月
三

〇
臼

の

習

潰

瘍
に

よ

る

吐

血

前
に

執
筆
さ

れ

た

n

田

舎

が

た

り
」

〔
「

文

芸

春
秋
」

昭
和
19
。
8
）

を

始

発

点
と

し
、

下

曾
我

疎

開

後、

病

者
で

あ

る

自
身

を

見
つ

め

つ

つ

書

き

継
い

で

い

っ

た

「

畑
に

ゐ

る

虫
」
（
「

オ

ー

ル

読
物
」

昭

和
20
・
11
）
、

「

こ

ほ

ろ

ぎ
」

（

「

新
潮
」

昭

和
21
・

9）

の

展

開
を

逖
り
、

「

虫

の

い

ろ
い
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ろ
L

で

「

気

持
の

、

…
つ

の

ピ

ー

ク

を

な

す
も

の
」

が

完

成
さ

れ

て

い

っ

た

過
程
に

つ

い

て

明
ら

か

に

す

る

こ

と

と

し

た
い
。

｝

「

虫

の

い

ろ

い

ろ
」

の

系
譜

浅
見

淵
は

「

虫
の

い

ろ
い

ろ
」

に

連
な
る

作

品
を
次
の

よ

う
に

指

摘
し

て
い

る
。

尾

崎
は

コ

虫

の

い

ろ
い

ろ
」

の

ピ

…

ク

に

達
す
る

ま
で

の

作
品
と

し

て
、

二

つ

（

引

用
者
注
・

「

痩
せ

た

雄
鶏
臨

「

美
し
い

墓

地
か

ら

の

眺
め
」）

し

か

挙
げ

て

ゐ

な

い

が
、

僕
の

見
る

と

こ

ろ

で

は

「

贋

舎
が
た

り
」

（
昭
麹

十

九
年
）

「

畑

に

ゐ

る

虫
」

（
昭
和

二

十
年
）
、

そ

れ
か

ら
、

発

病

前
後
の

こ

と

を

取
扱
つ

た
「

こ

ほ

ろ

ぎ
」

（
昭

和一
…

十
一

年
）

、

母
の

死

を

中
心
に

し

て

そ

の

追

憶
を

描

い

た

「

落
梅
」

（
昭
和

二

十
二

年
）

あ
た

り

か

ら
、

こ

の

系

列
の

作

品
に

入
る

の

で

は

な
い

か

と

思
ふ
。

「

田

舎
が

た

り
」

を
皮

切
り

に

し

て
、

尾

崎
の

本

筋
の

心

境
小

説
は

、

一

作
毎
に

気
持
に

沈
潜

の

渡
を

加
へ

て

ゐ

る

と

共
に
、

観

察

や
思

考
が

緻
密
さ

を

増
し

て

来
て

ゐ

る

か

ら

で

あ
ひ
・

　
「

田

舎
が

た

り
」

に

始
ま
る

気

持
ち
の

「

沈

潜
」

が
、

「

観
察
や

思
考
」

の

「

緻
密
さ
」

の

度

合
い

を

深
め

て

い

る

と

い

う

浅

見
の

指
摘
は
、

語
り

手
「

私
」

の

述

懐
の

変

化
の

裡

に

明
ら
か

に

認
め

ら

れ

る

も
の

で
、

極
め

て

妥

当
な

も
の

と

言
え
よ

う
。

だ

が
、

浅
見
は

、

「

観
察

や
思

考
」

が

「

緻

密
さ
を

増
」

し

て

い

っ

た
こ

と

が
、

ど

の

よ

う
に

「
気

持
の
、

一
つ

の

ピ

ー

ク

を

な

す
」

作
品
の

完
成
を

導
い

た

か

に

つ

い

て

詳
述
し

て

い

な
い

。

本
稿

は

浅
見

論
を
指

針
と

し
、

「

虫
の

い

ろ
い

ろ
」

成
立
以

前
の

作
品

に

遡
っ

て
、

「

気

持
の
、

一
つ

の

ピ

ー

ク

を
な

す

も
の
」

が

形
成
さ

れ

て
い

っ

た

過

程
に

つ

い

て
、

作
品
の

言
説
を

検

討
す
る

こ

と

を

通

じ

て

論

ず
る

こ

と

と

し

た

い
。

　
尾

崎
は
、

「

痩
せ

た

雄
鶏
」

（
「

文

学

会

議
」

七

輯
、

昭

和

24
・
4
）
「

美

し
い

墓

地
か

ら

の

眺
め
」

（
「

群

像
」

昭

和

23
．
6

）

を

「

虫
の

い

ろ
い

乃
弋

（
「

新

潮
」

昭
和

23
．
1

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　
ゆ

）

へ

の

「

登
路
の

役
を

し

て

ゐ

る
」

作

品
と

し
て

挙
げ
て

い

る
。

だ

が
、

羅

崎
自
身

も
述

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

覧

べ

て

い

る

よ

う
に
、

作

品
の

執
筆
と

発

表
の

順
序
は

そ

の

逆
で

あ
り
、

ピ

ー

ク

の

形

成
と

い

う

発

展
段

階
を

考

察
す
る

に

あ

た
っ

て

は
、

「

虫

の

い

ろ

い

ろ
」

成
立

以

前
の

作

品
を

対
象
と

す
る

の

が

妥

当
で

あ
ろ

う
。

前

引
用

部
で

、

浅
見
は

尾
崎
の

言
を

受
け
つ

つ
、

「

田

舎
が

た

り
」
「

畑
に

ゐ

る

虫
」

「

こ

ほ

ろ

ぎ
」

「

落
梅」

を

「
虫
の

い

ろ
い

ろ
」

の

「

ピ

ー

ク

に

達
す
る

ま

で

の

作
品
」

に

挙
げ
て

い

た
。

本

多
秋
五

は

尾

崎
の

言
と

浅

見
論
の

双
方

を

踏
ま

え
た

う

え

で
、

「

田

舎
が

た

り
」

「

こ

ほ

ろ

ぎ
」

を

コ

虫
の

い

ろ

い

ろ
L

に

連
な

　

　

　
　

　

％

る

作
品
と

す
る
。

本

稿
は

、

「

私
」

の

〈

思
考
〉

の

軌

跡
を

辿
る

う

え

で

連
続

性
と

変
化

を

看

取
で

き

る

「

田

舎
が

た

り
」

「

畑
に

ゐ

る

虫
」

「

こ

ほ

ろ
ぎ
」

を

「

虫

の

い

ろ
い

ろ
」

と

同
一

の

系

譜
に

あ

る

作
品
と

し
、

以

下

論
ず
る

こ

と

と

す

る
。

　

「

田

舎
が

た

り
」

「

畑
に

ゐ

る

虫
」
「

こ

ほ

ろ
ぎ

」

「

虫
の

い

ろ
い

ろ
」

は

私

小
説
で

あ

り
、

病
者
で

あ
る

「

私
」

は

尾

崎
【

雄
本
人

と

濃
厚
に

重
な

り

合
う
。

四

作

品
の

「

私
」

を

同
【

人

物
と

規
定

し

て
、

そ

の

心

境
の

推
移
を

概
観
す
る

と

以
下

の

通
り

と

な
る

。

　

「

田

舎
が

た

り
」

の

「

私
」

は
、

郷
里

の

「

自

然
」

を

見
て

気
持

ち

が

う
ち

沈
ん

で

い

た
。

「

畑
に

ゐ

る

虫
」

の

「

私」

は
、

敗

戦
後
の

虚
無

感
で

気

持
ち
が

晟

れ

て

い

た
。

上

記
二

作
の

「

私
」

は
、

病
気
に

よ

る

気
の

弱
り

や

敗
戦

後
の

虚
無
感

か

ら

感

傷
的
に

な
っ

て

い

る
。

　

「

こ

ほ

ろ

ぎ
」

で

も

感
傷

的
な
「

私
」

が

描

か

れ

る
。

し

か

し、

感

傷
的
な

「

私
」

と

は
、

語
り

手
の

「

私」

に

よ
っ

て

語
ら

れ

た

過
去
の

自

分
で

あ
っ

て
、

語

り

手
の

「

私
」

自
体
は

感

傷
的
で

は

な
い

。

語
り
の

現

筏
に

お

け
る

「

私
」

は

感

傷
的

気
分
か

ら

抜
け
出

て

お

り
、

自
己

を

客

体
化
す
る

視
点

を
仮

設
し
、

自
然
と

の

か

か

わ

り

の

申
で

自
分
を

見

つ

め
、

生
へ

の

意

志

を

語
っ

て

い

く
。

　

コ

虫
の

い

ろ

い

ろ
L

の

「

私
」

に

感

傷
は

な
い
。
「
こ

ほ

ろ

ぎ
」

で

く

思
考
V

す
る

力

を

回

復
し

た
「

私
」

は
、

虫
や

宇
宙
の

考

察
を

通
じ
て

自

然
の

不
可

思
議
に

つ

い

て

考
え

、

理
智
的

思

考
の

う

ち

に

生
き
る

こ

と

の

意
味
を

見

出
し

て

い

く
。

虫

を

觀

察
し
、

実

験
を

企
て

、

し

ま

い

に

「

大

発
見
」

さ
え

す
る

「

私
」

は
、

自
己
の

生
を

自

然
と
い

う

普
逓
的

秩
序
の

中
に

定
位

す
べ

く

＜

思

考
〉

に

沈

潜
す
る

。

　

以
上

の

通
覧
か

ら
、

感
傷

的
気

分
へ

の

沈

滞
か

ら

脱
し

て

〈

思

考〉

す

る

力
を

回
復
し

て

い

く

「

私
し

と
い

う

大
ま
か

な

見
取
り

図
を

示
し
、

次

節
以

降
に

於
い

て
、

作

品
の

着

説
に

瑚
し

な

が

ら
、

「

私
」

の

変

遷
を

検
証
し

て

ゆ

く

こ

と

と

す
る
。
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高橋 ：思考す る 主 体の 確 立を め ぐっ て
一

尾 崎一雄 「田舎 がた り」 か ら 「虫 の い ろ い ろ 」 ま で
一

二

　
　
「

田

舎
が
た
り

」

の

「

悲

愁
」

　

「

田

舎
が

た

り
」

は
、

「

私
」

と

老
母

が
、

家
の

一

問
で
、

今
年
の

梅
干
の

出

来
に

つ

い

て
、

た

わ
い

の

な

い

話
を

す
る

と

こ

ろ

か

ら

始
ま

る
。

「

私
」

は
、

自
分
と

老
母

を

囲

繞
す

る

自
然
に

「

典
型

的
な

の

ど

か

さ
」

を

感
じ

る

が
、

「

の

ど

か

さ
」

は
、

老
母

と

話

を

し

て

い

る

あ

い

だ

に

「

ど

こ

か
へ

す

り

抜
け
て

行
」

き、

間
も

な
く
「

私
」

は
「

悲

愁
」

に

打
ち

沈
ん

で

い

く
。

　
出
ま
か

せ

を

云

ひ

乍
ら
、

私
は

ほ

の

か

な

悲

愁
と

も
云
へ

る

感
じ
に

と

ら

は

れ

て

ゐ

た
。

今
私
を

め

ぐ

る

目

前
の

姿
は
、

自
然
も

人

も

ど

れ
】
つ

と

し

て

平
明

で

単
純

で
、

そ

れ

故

美
し

く

強
く

な
い

も
の

は

な

い
。

恐
ら

く

は
、

そ

れ

ら
の

勁
さ

美
し

さ

に

圧

さ
れ

て

の
、

私
の

悲

愁
で

は

な

か

つ

た

か
。

　

「
私
」

は
、

「

ほ

の

か

な

悲
愁
と

も

云
へ

る

感
じ

」

が

何

に

由
来
し
、

ど

う

し

て

そ

の

「

感
じ

」

に

囚

わ

れ

て

し

ま

う
の

か

に

つ

い

て
、

明
快
に

言
及
し

て

い

な

い
。
「
恐
ら

く
」

と

推宀
疋

の

形
で

述
べ

る

「

悲

愁
」

の

理

由
は
、

「

自
然
」

や

「

人
」

の

「

勁
さ

美
し

さ
」

で

あ

る
。

こ

れ
か

ら
、
「
私
」

が

「

悲

愁
」

に

う
ち

沈
ん

だ

理

由
の
一
つ

と

し

て
、

自

身

の

病

気
を

挙
げ
る

こ

と

も

で

き

よ

う
。

　

「

右

肋
間
神

経
痛
」

と

「

右

腕
ロ

イ

マ

チ

ス
」

を

患
っ

て

い

る

「

私
」

の

病
勢
は

思
わ

し

く

な
い

。

コ

去

る

冬
の

盛

り
に

起
つ

た

病
気
の

執

拗
さ
」

の

た

め
、

「

私
」

は

「

空

襲

下
の

東

京
に

頑
張
る
」

つ

も
り

で

引
き

受
け

た
「

防

空
群
長
」

の

役
目
を

別
の

人

に

代
わ
っ

て

も

ら

わ
ね

ば

な

ら

な
く

な
っ

た
。

ま

た
、

原

稿
を

書
く

仕
事
も

長
く

続
け

る

こ

と

が

で

き
な

い
。

そ

の

た

め
、

「

私
」

は

コ

自

信
を

無

く

し
」

て

し

ま

っ

て

い

る
。

「

病

気
を

早

く

治
し

た
い

」

「

私
」

は
、

快
適

な

気
候
の

郷
里

で

静

養
す
る

時

間
を

増
や

し

て

い

る
。

だ

が
、

郷
里
の

「

自
然
」

は
、

「

の

ど

か

さ
」

を

感
じ

さ

せ

る

存

在
で

あ
る
一

方、

強
く

も

美
し

く

も

な
い

病
者
と

し

て

の

自

分
を
照

ら
し

出

し

て

し

ま
う

否
定

的
な

媒
介
な

の

で

あ

る
。

　
し

か

し
、

「

悲
愁
」

に

つ

い

て

語
る

「

轡
の

意

識
は
、

基

本

的
に
、

自
ら

の

心

の

状

　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　
ホ

態
を

述
べ

る

こ

と

だ

け

に

向
け
ら

れ

て

い

る
。

作
品

の

結

末
で

再
び

「

悲
愁
」

の

語
が

用

い

ら

れ

る

場

面
を

見
て

み

よ

う
。

　

さ

う
云
ふ

と

私

は
、

窓
外
に

目
を

放
つ

た
。

山
椒、

櫪

子
、

春

紫
苑
、

石

菖
ー

ま

た

し

て

も

あ

の

ほ

の

か

な

悲
愁

が

静
か

に

胸
を

ひ

た

す
の

を

覚
え

た
。

　

名
辞

を

与
え
ら

れ

た

植

物
は
、

「

自
然
」

の

「

勁
さ

美
し

さ
」

を

代

表
し

て

い

る
。

そ

の

「

勁
さ

美
し

さ
」

に

触
れ

て
、

再
び

「

私
」

は

「

悲
愁
」

と
い

う

感
傷
に

浸
る

の

だ

が
、

「

悲
愁
」

の

語
の

反

復
に

明
ら

か

な

よ

う
に
、

コ

私
」

の

心

境
は

多
分
に

感
傷
に

親

和
し

て

い

る
。

「

私
」

は

感

傷
的
に

し

か

外
部

匿
界

と

関
わ

れ

な

い

で

い

る

の

で

あ
る
。

換

言

す
れ

ば
、

「

私
」

は

明

確
に

言

語

化
で

き

な
い

気

分
の

中
に

沈

滞
し

て

い

る

の

で

あ

り
、

言
語

化
と

い

う

〈

思
考
〉

の

揚
力
を

決

定
的
に

欠
い

て

い

る

状
態
に

置
か

れ
て

い

る

の

で

あ
る
。

三

　
「

感

傷
」

と

「

思

考
」

1
「
畑

に

ゐ

る
虫
」

ー

　
「

畑
に

ゐ

る

虫
」

の

物
語

時
間
は

敗

戦
を

挟
ん

だ

前

後
に

跨
っ

て

い

る
。

敗

戦
後
ま

も

な
い

初
秋

と

思
し

き
序

章
で

は
、

一

家
の

食

糧
を

自
給

自
足
す

る

た

め

庭

木
を

切

り

出
し

て

拡

張
し

た

畑
で

の

作

業
が

記
さ

れ

て

い

る
。

畑

仕
事
は

裸

足
の

方
が
い

い

の

だ

が
、

病

気
の

「
私
」

は

体
を
冷

や
し

て

な

ら

な
い

こ

と

も
あ
っ

て
、

下

駄
を

履
い

て

畑
に

入
っ

て

い

る
。

「

私
」

は

地
元

の

農
民

の

よ

う

に

働
け

な

い

自
分
を

「

下

駄
ぱ

き

の

百
姓
」

と

称

す
る

が
、

そ

こ

に

悲
壮

感
は

な

く、

む

し

ろ

畑
作

業
を

楽
し

む

余

裕
さ
え

あ
る

か

の

よ

う

で

あ
る
。

　
「

二
」

章
で

は

「

今

年
の

春

頃
」

の

「

武
器

調
べ

」

や

コ

勤

労

奉
仕
」

が

回
想
さ

れ
、

敗
戦
の

予
感

と
、

戦
況
を

忘
却
さ

せ

た

自

然
の

葵
し

さ

に

つ

い

て

述
べ

ら

れ

る
。

　
「

畑
に

ゐ

る

虫
」

の

核
と

な
っ

て

い

る

の

は

コ
ニ

」

章
で

あ

る
。

こ

こ

で

の

「

私
」

に

は
、

序
章
の

よ

う

に

自

分
を
「

下
駄

ぱ

き
の

百
姓
」

と

称
す
る

気

持
ち
の

余

裕
は

な
い

。

「

三
」

章
で

前
景
化
さ

れ

て

い

く

の

は
、

敗

戦

後
の

虚

無
か

ら

脱
し

た

後
の

い

ら

だ

ち

で

あ
る
。
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あ

れ

も

こ

れ

も
、

と
、

頭
の

中
は

考
へ

あ
ぐ

ん

で

ゐ

る

の

で

あ

つ

た
。

気
に

入
ら

ぬ

こ

と

ば

か

り
で

あ
つ

た
。

過
去、

現
在
、
一

か

ら

十
ま

で
、

十

か

ら

百

ま
で

不

満

だ

ら

け
で

あ
つ

た
。

い

は

ゆ

る

不

平
家
を

嫌
ひ

且
つ

軽

蔑
し
て

ゐ

た

自

分
が

、

い

つ

か

不
平

家
そ

つ

く

り
に

な
つ

て

ゐ

る

の

を

発

見
し

て

私
は

驚
い

た

の

で

あ

る
。

　

裏
切

ら

れ

た

こ

と
へ

の

忿

懣、

信

ず
べ

か

ら

ざ
る

も
の

を
裏
切

ら

れ

る

ほ

ど

信
じ

込
ん

で

ゐ

た

自
分
へ

の

自
嘲
と

自

責、

ー

あ
れ

も
こ

れ

も

と

い

ふ

の

を

煎
じ

つ

め

れ

ば
、

そ
こ

へ

落
ち

つ

く

や

う

で

あ

つ

た
。

　

「

私
」

の

目
す
の

が

「

思

考
贏

す
る

自
己

像
に

あ
る

の

は

言
う

ま

で

も
な

い

が
、

「

感

傷」

的

で

あ

る
こ

と

が

「

現
在

の

私

に

は

精
い

つ

ぱ
い
」

な

の

で

あ
っ

た
。

前

引
用

部
の

あ

と
、
「
悲
し

さ
」

に

と

ら

わ

れ

る
「

私
」

が

三

回
反

復
さ

れ

て

い

る
。

そ

れ

は

「

思
考
」

す
る

力

の

回
復
を

願

い

な
が

ら
、

ま

だ

そ

れ

が

で

き

ず
に

い

る

「

私
」

の

あ

り

よ

う

を

表

し

て

い

る
D

四

　
思
考
す
る

主

体
の

確
立

1
「
こ

ほ

ろ

ぎ
」

ー
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「

私
」

は

コ

不

満
だ

ら

け
」

の

自

分
を

「

発

見
」

し
、

「

驚
い

」

て

い

る
。

こ

の

「

発

見
」

に

は
、

自
分
自

身
を

第
三

者

的
視
点
か

ら

距

離
を

置
い

て

俯
瞰
で

き
る

よ

う
に

な
っ

た

と
い

う

重

要
な
契

機
が

含
ま
れ

て

い

る
。

第
三

者

的
視
点
で

自
身
を

腑

分
け

す

る

う

ち
、

「
私
」

は

笥

思

考
L

で

き
な
い

自
分
を

見
つ

け

出
す

。

　

私
の

思

考
は

ガ

タ

く
で

大
ざ
つ

ば

で

取
乱
し

て

ゐ

て

感

傷
的
で

あ
つ

た
。

思

考

と

は

云
へ

ず、

只
の

愚

痴
と

物
思
ひ

に

過
ぎ

な
か

つ

た
。

だ

が
、

そ

れ

が

現
在
の

私

に

は

精
い

つ

ば
い

の

と

こ

ろ

で

あ

つ

た
。

　
「

私
」

の

「

頭
」

は

「

只
の

愚

痴
と

物
思
ひ
」

に

占
有
さ

れ

て

い

る。

こ

の

原
因
は
、

直
接
に

は
、

自
分
た

ち

を

戦

争
に

駆
り
立

て

た

勢
力
へ

の

怒
り

に

あ

る
。

こ

う

し

て

生
じ

た

い

ら
だ

ち
は

自

分
自
身

に

も

向
け

ら

れ

て

い

く

こ

と

に

な

る
。

戦
争
に

対
し

て

小

説
家

と

し

て

の

自

分
が

無

力
で

あ
っ

た
こ

と
、

自

身
が

病

気
で

あ
る

こ

と
、

敗

戦

後
の

現

実
に

対
し

て

為
す
す
べ

が

な

い

こ

と
、

こ

う

し

た

こ

と

が
一

層
い

ら
だ

ち

を

募
ら

せ
、

「

思
考
」

で

き
な

い

事

態
を

生
み
、

「

私
」

は

コ

感

傷

的
L

に

な

る
。

そ

し

て
、

「

感

傷

的
」

で

あ

る

限
り
、

戦
後
の

行

方

を

見
定
め

よ

う

に

も

「

頭
」

は

働
か

ず
、

「

思

考
」

は

緻
密
さ

を

欠

き
、

ま

と

ま

ら

な
い

。

　
「

私
」

の

認

識
の

裡
で

、

「

感

傷
」

と

「

思

考
」

と

は

対
を

成
し

て

い

る
。

前
引

用
部

で
、

「

感

傷
」

と

一
、

愚

痴
と

物

思
ひ
」

が

呼

応

し

て

い

た
よ

う

に
、

「

感

傷
」

的
で

あ

る

こ

と

と

は
、

現
実
に

対
し

て

有
効

な
働

き
か

け
を

持
つ

こ

と

の

で

き

な

い

心

の

状

態
で

あ

る
。

そ

れ

に

対
し

て
、

「

思
考
」

と

は
、

現

実
に

能

動
的
に

働
き
か

け

て

現

実
と

自

分
と

の

関
わ
り
を

変
え

よ

う

と

試
み

る

意
識
の

働

き
だ

と

言
え

よ

う
。

　

「

こ

ほ

ろ
ぎ
」

に

は

三

つ

の

時
間
が

流
れ

て

い

る
。

一
つ

目
は

「

二

年

前
の

八

月

末
」

に

「

上

野

の

お

う

ち
」

で

「

私」

の

容

体
が

急
変
し

た

晩
で

あ

る
。

二

つ

目
は

昨
年
の

夏

に

二

女
が

こ

お

ろ

ぎ
を

見
て

、

「

上

野
の

お

う

ち
」

で

の

出
来

事
を

思
い

出

し

た

時
で

あ

る
。

三

つ

目
が

語
り

の

現
在

で
、

茄
子

畑
で

「

私
」

の

捕
ら

え

た

幼
い

こ

お

ろ

ぎ
を

見
た

二

女

が

再
び

「

上

野
の

お

う

ち
」

で

の

出
来

事
を

口

に

し
、

「

私
」

は
二

女
と

自

分
と

の

あ
い

だ

に

あ
る

不

思
議
な

絆
を

感
じ

る
。

　

「

こ

ほ

ろ

ぎ
」

に

描

か

れ

る

「

上

野
の

お

う

ち
」

は
、

尾

崎
が

昭
和

＝
一
年
九

月
か

ら

昭

和
一

九
年
九

月
ま
で

住
ん

だ

上

野

桜
木
町
の

家
で

あ

る
。

そ

こ

で

尾

崎
は

、

昭

和
一

九

年

八

月
三

〇
日

早
朝、

胃
潰

瘍
の

た

め

吐
血

し

た
。

作
品
で

は
、

そ

の

前
夜

、

庭
で

お

し
っ

こ

を

す
ま
せ

た

娘
を

布

団
に

寝
か

し
つ

げ

る

「

私
」

が
、

「

静
か

な
か

な
し

み
」

に

沈
ん

で

い

く

さ

ま

が

描
か

れ

る
。

　

そ

れ

は
、

わ

れ

な
が

ら
、

平
凡
で

単
純
な

感

情
だ
つ

た
。

あ

ら

ゆ

る

可
能
を

信

じ
、

野
心

で

胸
を
ふ

く

ら

ま

せ

た

若
い

頃
で

あ
つ

た

ら
、

無
理

に

も

鼻
で

あ

し

ら

は

う

と

し

た

に

違
ひ

な
い

感

情
で

あ
つ

た
。

し

か

し

私

は

も

は

や
、

自
分
の

偉
く

な
い

こ

と

を

身
を

以
つ

て

知
り

抜
い

た
、

病
弱

な
初

老
の

男
な

の

だ
。

身
の

程

を

知
つ

た

か

ら

に

は
、

身
の

ほ

ど

だ

け

の

矜

恃
は

あ
つ

て

も、

そ

れ

か

ら

は

み

出
し

た

見
え
や

外
聞

は
、

自
分

自
身
に

対

し

て

す
ら

も
つ

気
が

な

く

な

つ

て

ゐ

る
。

　

引
用
部
の

「

感
情
」

は
、

後
に

同
じ

場
面
が

回
想

さ

れ

る

部
分
で

「

感

傷
」

に

置
き
換

え

ら

れ

て

い

る
。

だ

が
、

両
者
は

厳
密
に

区
別

さ
れ

て

い

る

わ

け
で

は

な

い
。

い

ず
れ
も
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雄 「田 舎が た り」 か ら 「虫 の い ろ い ろ 」 ま で
一

「

畑
に

ゐ

る

虫
」

の

〈
感

傷
〉

と

同

質
の
、

現
実
に

対
し

て

何

ら

有
効
な

働
き
か

け
を

持

つ

こ

と

の

で

き

な
い

心

の

状
態
で

あ
る
。

　

吐
血

前

夜
の

コ

私
」

は
、

「

病

弱
な

初
老
の

男
」

で

あ
る

自

分
を

見
出

し

て

い

る
。

回

想

さ
れ

た

吐

血

当

時
の

「

私
」

に

と
っ

て
、

他
の

人

間
と

は

違
う

自
分
を

無
条
件
に

思
い

描
く

特

権
を

持
ち

え

た
「

若
い

頃
」

が

過

ぎ
宏
っ

た

と

い

う

自
覚
は

諦
め

に

近
い

。

病
を

得
、

老
い

を

感

じ
、

身
の

程
を
知
っ

た

コ

私
L

は
、

自
分

を

鼓

舞
す
る

気
力

を

失
い

、

現

実
の

前
に

な

す

す
べ

が

な
い

。

「

私
」

は

¶

静
か

な
か

な

し

み
」

と

い

う

「
感
情
」

（
ロ

「

感

傷
」）

に

浸
り
、
「
愚

か
」

だ

っ

た

若
か

り

し

頃
の

自

分
を

慈
し

み

を

以
て

反

芻
す

る
o

　

し

か

し
、

「

こ

ほ

ろ

ぎ
」

の

〈

感

傷
〉

的

気

分
は
、

「

霞

舎
が

た

り
」

「

畑
に

ゐ

る

虫
」

と

異
な
り
、

過

去
の

「

私
」

の

心

情
に

限
っ

て

用
い

ら

れ

て

い

る
。
〈
感
傷
〉

に

浸
り
、

若
か

ゆ

し

頃
の

自
分
を

慈
し

む
の

は

あ
く

ま

で

過
去
の

「

私
」

で

あ
っ

て
、

現

在
の

「

私
」

（

語
り

事
の

「

私
」）

は

〈

感

傷
〉

的
で

は

な
い

。

　

「

こ

ほ

ろ

ぎ
」

の

「

私
」

は
、

〈

感

傷
〉

的

気
分

に

う
ち

沈
み
、

現

実
に

対
し

て

有

効

な
働

き
か

け

を

持
つ

こ

と

の

で

き

な
か
っ

た

「

私
」

と
、

そ

の

「
私
」

を

対
象
化
し
、

記

述
で

き

る

「

私
」

と

に

分
か

た

れ

て

い

る
。

対
象
と

関
わ

る
「

私
」

（

作

中
人

物
の

「

私
」

）

と
、

そ

の

関
わ

り

方
を

記
述

す
る

「

私
」

（
語

り

手
の

「，
私
」

）

と

の

分

化
が

截
然
と

為

さ

れ

る

に

至
っ

て
、

〈

慰
考
〉

す

る

主

体
と

し
て

の

「

私
」

が

確
立

さ

れ

た
の

で

あ

る
。

　

ハ

思

考
〉

す
る

力
を

獲

得
し

た

「

私
」

は
、

自
分
を

虫
や

植

物
と

同
様
に

自
然
を

構
成

す

る
一

員
と

し

て

見

出
す

。

（
略
）

自
分
が

こ

の

頃
、

虫
だ

と

か

草
だ

と

か
、

そ

ん

な

も

の

に

心
を

惹
か

れ

が

ち

な
こ

と

を

思
つ

て

ゐ

た
。

害

虫
駆

除
だ
、

な

ど

と

貴

ひ

な
が

ら

も
、

関
心

を

持
つ

の

は

野

菜
畠
に

か

か

は

り

の

あ
る

虫

だ
け

と

は

限
ら

な
か

つ

た
。

小
さ

な
虫
ど

も、

わ

け
の

判
ら

ぬ

雑

草
た
ち

、

そ

ん

な
、

今
ま

で

気
に

も
と

め

な

か

つ

た

小
さ
な

弱
い

者

た
ち

が
、

小
さ

い

な
り
に

元

気
よ

く

動

き
廻

り
、

生

き
て

居、

謂
は

ば

生
存
を

主
張

し

て

ゐ

る

の

を

見
る

こ

と

が
、

何
か

嬉
し

い

の

だ
。

そ

れ

を

見
る

こ

と

に

よ
つ

て
、

私
は

あ
る

安
心

を

感
じ
て

ゐ

る

ー

と
、

さ

う

云
へ

さ
う

な
の

だ
。

「

こ

ほ

ろ

ぎ
」

の

「

私
」

に

と

っ

て
、

「

自

然
」

は
、

病

気
で

気

弱
に

な
っ

て

い

る

自

分
を

反
照

す
る

否
定
的
な

媒

介
で

は

な
い
。

そ

れ

は
、

分
け
入
っ

て

積
極

的
に

観

察
し
、

探

求
し

て

同
化
す
べ

き
対

象
で

あ

る
。

　

「

私
」

は

そ

こ

で

「

小
さ

な

虫
ど

も
」

や

「

わ

け
の

判
ら

ぬ

雑

草
た

ち
」

が

「

生

存
を

主

張
し

て

ゐ

る
」

こ

と

を

発
見

す
る
。
「
自

然
」

と

い

う

生
の

集

合
体
は
、

名

前
す
ら

判

ら

ぬ

「

小
さ

な

弱
い
」

生

き
物
た
ち

の

遍
満
す

る

空
間
で

あ
る
。

そ

れ

ら
｝

個
一

個
の

生

命

活
動
が
、

「

自
然
」

全
体
の

美

し

さ

や

強
さ

を

支

え
て

い

る
。

「

今
ま

で

気
に

も
と

め

な
か

つ

た

小
さ
な

弱
い

者
た

ち
」

を

眼

差
し

な

が

ら

「

私」

が

気
づ

い

た

の

は
、

「

自
然」

の

待
つ

豊
か

さ
、

何
も
の

を

も

排

除
せ

ず
に

許

容
す

る

懐
の

深

さ
で

あ

る
。

　

「

緯
く

な
い

」

「

病

弱
な

初
老

の

男
」

で

あ

る

自
分

も
、
「
自

然
」

を

構
成

す

る

欠

く

べ

か

ら

ざ

る
｝

員
な

の

で

あ

る
。

「

私
」

は

病
気
に

よ
っ

て

社
会
と

い

う
役

割
の

網

掻
か

ら

離
脱
し

た

が
、

「

自

然
」

は

如

何
な

る

「

私
」

を

も

許
容
し
、

受
け
入

れ

て

く

れ

る
。

コ

私
」

は

自
ら

の

生
を

「

自
然
」

の

な
か

に

定

位
し
、

「

安
心
」

を

得
る

こ

と

に

成

功
す

る。
　

こ

う
し

て
、

自
分
の

生
の

紙
た

な
可

能

性
の

局
面
を

見

出
し

た

「

私
」

は
、

観

察
の

潮

を

自
分

自
身
に

向
け

る
。

　

つ

ま
り
、

俺
は
、

弱
つ

て

ゐ

る

の

だ
、

参
つ

て

ゐ

る

の

だ
、

と

私
は

思
ふ

。

一

番

判
り

易
い

と

こ

ろ

で

は
、

身

体
の

衰
へ

に

因
る

だ

ら

う
。

こ

れ

は

罠

に

見
え

る

こ

と

で
、

ご

ま
か

し

や

う

も

無
い

。

次
に

は
、

戦

争
に

敗
け
た

こ

と
、

そ

し

て

そ

の

あ

と

の

世
の

様
、

こ

れ

が

気
力
を

萎
え

さ
せ

る
。

新
生
と

再
建
が

し

き

り

と

云

は

れ
、

私

と

い

へ

ど
も

そ

れ

を

思

ふ

こ

と

で

は

人

な

み

と

信
じ
は

す
る

が
、

実

際
上
手

も
足
も

動
か

ぬ

状

態
な

の

だ
。

　
¶

身

体
の

衰
へ

」

や
「

気
力
」

の

「

萎
え
」

に

つ

い

て

述
べ

な

が

ら
、

こ

こ

に

は
、

「

田

舎
が

た

り
」

の

自
信

喪
失
、

「

畑

に

ゐ

る

虫
」

の

不

満
は

無
い
。

語
り

手
の

「

私
」

は
、

現
在
の

「

状
態
」

を

現

出
さ

せ

た

原
因
を
、

事
実
の

組
み

合
わ

せ

に

分

解
し

て

み

せ

て

い

る
。

そ

の

分
析
の

筆

致
は

淡
々

と

し

て

い

る
。

「

私
」

は

感

傷
的

言
辞
を

排
し

て

語
っ

て

い

く

こ

と

に

よ
っ

て
、

第
三

者
的
立

場
か

ら

自
分

を

客
体

化
す
る

視
点

を

確
保
し

て

い

く
。

　
こ

う
し

て

「

私
」

の

へ

思
考
〉

は

十

全
に

機
能
し

始
め

る
。

「

手

も

足
も

動
か

ぬ

状
態
」

と

述
べ

な

が
ら
、

「

私
」

の

頭
は

冴
え
て

い

る
。

そ

れ

は
、

末
尾

近
く

の

「

私
の

仲
間
は

、
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小
さ

な

弱
い

生

き

も

の

共
だ
」

と

い

う

言

明
に

見
て

と

る

こ

と

が

で

き
る
。

こ

こ

に

は
、

「

小
さ

な

弱
い

生

き
も

の

共
」

が

懸
命
に

「

生
存
を

主

張
し

て

ゐ

る
」

こ

と
へ

の

深
い

共

鳴
と

と

も
に
、

病
を

抱
え

た

自
ら

の

生
を

肯

定
し
、

生

き
て

在
る

こ

と

の

神
秘
を

見
極
め

よ

う

と

い

う

意
志

が

刻
印

さ

れ

て

い

る
。

　

「

私
」

は

自
分

の

子

供
た

ち

の

成
長
を

「

見

届
け

た

い

」

と

言
う。

そ

れ

は
、

「

俺
が

居
な
く

な

つ

た

あ
と

ど

う

な

る

か
」

と

い

う

親
と

し

て

の

「

心

配
」

か

ら

で

は

な

く
、

「

こ

い

つ

ら

が

こ

い

つ

ら

な
り

に

有
つ

い

の

ち

を
、

ど

う
生
か

し

て

い

く

か
、

そ

れ

を

見
届
け

た

い
」

か

ら

だ

と

言
う
の

だ
。

こ

こ

に

あ

る

の

は
、

子
に

対

す
る

情
愛
と

は

別
の

、

自

然

を

構
成

す
る

あ

ら

ゆ

る

も

の

の

真
理

を

探

索
し

よ

う

と

す

る

意
志
で

あ

る
。

そ

れ

を

好
奇

心

と

呼

び

換
え

て

も

よ

い

だ
ろ

う
。

「

こ

ほ

ろ

ぎ
」

で

「

私
」

は
、

好
奇
心

と

い

う

〈
思

考
〉

の

源

泉
と
、

観

察
と

い

う
く

思

考
V

の

手
段
を

獲
得

す
る

に

い

た

る

の

で

あ
る

。

五

　
「
虫
の

い

ろ

い

ろ
」

の

理

智

　

「

虫
の

い

ろ

い

ろ
」

の

n

私
」

は
、

蜘

蛛
を

観

察
し
、

実

験
を

企
て
、

そ

の

結
果
か

ら

自
然
の

普

遍
的

秩
序
に

つ

い

て

考
え

を

拡

げ
て

ゆ

く
。

「

私
」

は
、

理

性
と

自
然

科
学
の

知
を

研
ぎ

澄
ま

し

て

対

象
に

迫
ろ

う
と

し

て

い

る
。

こ

の

理

智
的
思

考
が
、

語
り

か

ら
〈

感

傷
〉

的

言
辞
と

そ

れ

が

も
た

ら

す

気

分
を

排
し

て

い

る
。

　

コ

私
」

に

と
っ

て
、

死

と

は
、

抗
う
べ

き

対
象
で

は

な

い
。

か

と
い

っ

て
、

運
命
と

し

て

諦

観
の

う

ち

に

受

け

入

れ
る

べ

き
も

の

で

も
な

い

。

「

私
」

は

死
を

蜘

蛛
と

同
じ

く

「

奴
」

と

い

う

三

人

称
で

呼
ん

で

い

る

が
、

こ

れ

は

死
と

い

う

出
来

事
を

自
然

界
の

他
の

事
象
と

同

列
に

扱
い
、

特

別
な

感

情
を

も
っ

て

関
わ

ら

な

い

こ

と

を

示
し

て

い

る
。

も
し

特
別
な

感

情
を

抱
い

て

死

に

対

峙
す
れ

ば
、

死
の

絶
対

性
に

突

き
当

た

り
、

病

者
と

し

て

の

自
分
の

生
が

常
に

死

に

脅
か

さ

れ

て

い

る

こ

と

を

意
識
せ

ざ
る

を

得
な

く

な
る

で

あ
ろ

う
。

そ

う
す

れ

ば
、

再
び

へ

感

傷
〉

に

沈

滞

す
る

契
機
を

生
ん

で

し

ま

う
こ

と

に

な
る
。

そ

れ

で

は

逆

戻
り

で

あ

る
。

気
分

の

沈

滞
と

無
縁
に

な

る

た
め

に
、
「
私
」

は

理

智
を

武

器
と

し

て

構
え

直
し

た

の

で

あ
っ

た
。

思

考
し
、

分
か

ら

な
い

こ

と

に

つ

い

て

は

判
断
を

停
止
し
、

臆
断
を

避
け

る
。

こ

う

し

て

「

私」

は

A

感

傷
V

へ

の

脈

路
を

断
つ

術
を

獲

得

し

た
。

そ

し

て
、

「

私．…

は

死
の

不

安
が

観

念
の

産

物
に

す

ぎ
な

い

こ

と

を

論
じ
て

み

せ

る

の

で

あ

る
。

　

「

虫
の

い

ろ
い

ろ
」

の

「
私
」

は
、

長

期
に

わ

た

る

病
臥
の

体

験
を

経

て
、

生

存
の

脆

さ

と

悲

哀
を

身
を

以

て

知
り

抜
い

て

い

る
。

そ

れ

だ

け
に
、

「

私
」

は

蜘

蛛
・

蚤
・

蜂
た

ち

の

生

命
の

不
思

議
を

知
っ

て

驚

き
を

新
た

に

し
、

自
然
の

真
理
を

探
究

す
べ

く
＜

思

考
〉

に

沈
潜
し
、

〈

感
傷
V

へ

の

傾

斜
を

自
ら

に

厳
し

く

禁
じ

て

い

く

の

で

あ

る
。

　

以
上
、

「

田

舎
が

た

り
」

か

ら

「

虫

の

い

ろ

い

ろ
」

ま

で

の

作

品
の

検
証
を

通
じ

、

病

者
の

「

私
」

が

〈

思
考
〉

す
る

主

体
と

し

て

の

自
己

を

確
立
し
、

生
へ

の

方

向
付
け

を

行

う

過
程
を

示
し

て

き

た
。

こ

の

「

私
」

の

軌

跡
は
、

事
実
と

描
写
の

あ
い

だ

を

最
短

距

離

で

結
ぶ

こ

と

を

常
に

意

識
し

て

い

た

尾

崎
一

雄
の

、

書
く

営

為
を

通
し
て

生
き

る

よ

す
が

を

獲
得
し

て

い

っ

た

経
過

と

重

な
る

と

考
え

ら

れ

る

の

で

あ
る

。

注

＊
1

「

虫

の

い

ろ
い

ろ
　

初
出

〔
「

新

潮
」

昭

和
23
・
1
）

末
尾
に

は

「

（
二

十
二

年

十
二

月
）
」

と

付
記
さ

れ

て

い

る

が
、

尾

崎
は

『

続
あ

の

日

こ

の

日
』
（
昭

和
57

・
9、

講
談

社）

の

コ
ニ

十
二
L

章
で
、

脱

稿
日

時
に

つ

い

て

次

の

よ

う

に

述
べ

て

い

る
。

「

二

十
二

年
度
の

実

績
と

し

て

は
、

短

篇
「

落
梅
」

三

十
四

枚
、

短

篇

「

虫

の

い

ろ
い

ろ
」

二

十

四

枚
の

二

篇
だ

け
で

あ

る
。

（
中
略）
「

虫
の

い

ろ
い

ろ
」

は

十
二

月

十
五

日

夜
脱

稿
、

翌

十
六

日
、

松

枝
が

新

潮

社
へ

持
つ

て

行
つ

て

引
換
に

原
稿
料
二

千

百
二

十
五

円
（
税
引）

を

貰
つ

て

帰
つ

た
。

L

（

＝
ハ

八

頁）

＊
2

　
「

あ
と

が

き
」

（
『

虫
の

い

ろ
い

ろ
』

昭
和

24
・
3、

留
女

書
店）

＊
3
　
「

尾

崎
…

雄
論
」

（
「

群

豫
」

昭

和
27
・
7

）

＊
4

注
2
に

同
じ
。

＊
5

　
注
2

で
、

尾

崎
は

、

コ

痩
せ

た

雄
鶏
L

「

美
し
い

墓

地
か

ら

の

眺
め
」

「

虫

の

い

ろ
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高 橋 ： 思 考 す る主 体 の 確 立 を め ぐ っ て 一尾崎一雄 「田 舎が た り」 か ら 「虫 の い ろ い ろ」 ま で
一

い

ろ
L

の

順
に

読

ん

で

貰
う

と

「

作
者
の

気

持
を

汲
ん

で

貰
ひ

易
い
」

と

述
べ

て

い

る
。

こ

の

三

つ

の

作

品
は

、

同
一

主

題
の

変
形
と

い

う

観
点
で

捉
え

た

方
が

よ

い

と

思
わ

れ

る
。

＊
6
　
「

解
説
」

（
『

尾

崎
一

雄

集
　
新

潮
目

本
文

学
19
』

昭

和
47
・
10

、

新

潮
社
）

＊

7
※

尾

崎
は

後
に

、

「

主

人
公
で

あ

る

病

弱
な
「

彼
」

は
、

山
や

木
や

草
や

小

鳥
や
、

自
然

物
で

あ

る

か

の

や
う

な
老
い

た

母
親

を

眺
め
、

椙
手
に

し

て
、

た

だ
、

深
い

静
か

な

「

悲
愁
」

を

覚
え

る

の

で

あ

る
。

」
（
『

あ
の

日

こ

の

日

　
下
』

昭

和
50
・

1
、

講
談

社、

四
一

五

頁）

と

語
り
、

た

だ

「

悲
愁
」

を
感
じ

る

こ

と

だ

け
を

強

調
し

て

い

た
。

尾

崎
一

雄
の

作
品

本
文

の

引
用
は

、

『

尾

崎
一

雄

全
集
』

第
二

巻
（
昭
和

57
・
4
、

筑

摩

書
房
）

、

第
三

巻
（
昭

和
57
・
6
、

岡
上
）

に

拠

り
、

引

用
に

際
し

て

旧

漢
字

は

顆

漢
字
に

改
め

た
。
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