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訪問者　坂崎 重盛

荷風の文芸空間に “理系感覚” という
一本の補助線を引いてみる

庭の
の庭

75

ラ
リ
ス
ト
〞
で
は
な
か
っ
た
か
。

前
号
の
巻
末
の
、

「
観
察
、
調
査
、
実
行
（
実
験
）、
そ
し
て
記
録
│
│
し
か
も

可
能
な
限
り
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
採
集
す
る
」

は
〝
理
系
〞
で
も
あ
る
し
、〝
民
俗
学
的
〞
で
も
あ
る
し
〝
文

化
人
類
学
的
〞
で
も
あ
る
が
、
永
井
荷
風
は
、
も
ち
ろ
ん
、
根

っ
か
ら
の
文
芸
の
人
に
他
な
ら
な
い
が
、
そ
の
背
骨
に
〝
ナ
チ

ュ
ラ
リ
ス
ト
〞
の
感
覚
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
、
そ
の
対
象
が
た
と
え
ば
、
な
ん
で
そ
こ
ま
で
？

と
い
う
、
女
性
と
の
交
歓
で
あ
っ
た
り
、
か
の
『
日
和
下
駄
』

に
お
け
る
「
淫
祠
」「
樹
」「
路
地
」「
崖
」
で
あ
っ
た
り
、
ま

た
庭
や
空
地
や
、
道
端
の
樹
々
や
草
花
で
あ
っ
た
り
し
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
う
で
し
た
！

忘
れ
ぬ
う
ち
に
、
そ
の
庭
や
樹
や
草
花
、

貴
重
な
荷
風
俳
句
を
（
ぼ
く
の
勝
手
な
選
で
）
既
出
の
句
も
含

め
て
、
ざ
っ
と
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
う
る
さ
い
よ
う
だ
が
、

句
中
の
草
木
、
庭
関
連
に
は
「　

」
を
つ
け
た
（
句
の
下
の
英

文
字
と
数
字
は
「
元
号
と
年
」）。

「
秋
草
」
や
む
か
し
の
人
の
足
の
跡　
（
Ｔ
14
）

載
の
、
当
初
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
と
し
て
「
し
た
た
か
な
〝
理
系

感
覚
〞
を
持
つ
」
と
い
う
言
葉
を
添
え
た
い
思
い
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

本
当
の
こ
と
を
言
え
ば
、〝
文
系
〞
と
か
〝
理
系
〞
と
か
、

あ
ま
り
意
味
は
な
い
区
分
け
だ
ろ
う
。
自
分
の
経
験
で
も
あ
る

が
、
こ
れ
は
受
験
科
目
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
。

ぼ
く
は
、
ぼ
く
な
り
の
理
由
が
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
理
系
を

受
験
し
て
、
そ
の
系
統
の
学
部
に
入
っ
た
が
、
い
ま
だ
に
パ
ソ

コ
ン
は
じ
め
デ
ジ
タ
ル
が
超
苦
手
で
、
こ
の
原
稿
も
神
楽
坂
下

の
山
田
紙
店
（
惜
し
く
も
し
ば
ら
く
前
に
閉
店
）
の
原
稿
用
紙

に
マ
ス
目
を
埋
め
て
ゆ
く
手
書
き
で
、
編
集
部
に
多
大
な
迷
惑

を
お
か
け
し
て
い
る
。

話
は
荷
風
だ
。

こ
れ
ま
で
〝
理
系
〞
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
、
か
な
り
強
引

に
、
手
形
の
裏
書
き
と
し
て
、
荷
風
の
文
芸
世
界
を
楽
し
も
う

と
目
論
ん
で
き
た
わ
け
で
、
ま
た
、
そ
れ
を
証
明
す
る
よ
う
な

材
料
を
、
あ
れ
こ
れ
を
提
示
、
と
い
う
よ
り
（
気
持
ち
と
し
て

は
）
展
示
し
て
き
た
の
だ
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
、
自
分
自
身
の

腑
に
落
ち
る
キ
ー
ワ
ー
ド
が
、
ふ
と
浮
か
ん
で
く
れ
ま
し
た
。

普
通
の
言
葉
だ
。

〝
理
系
〞
と
と
も
に
、
荷
風
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
は
〝
ナ
チ
ュ

土
手
ゆ
け
ば
夏
草
の
汁
日
和
下
駄
　
○露

ま
ず
は
楽
屋
噺
で
ご
め
ん
な
さ
い
。

こ
の
連
載
が
ス
タ
ー
ト
す
る
き
っ
か
け
は
、
世
に
よ
く
あ
る

ご
と
く
、
編
集
部
の
Ｉ
氏
の
提
案
、〝
荷
風
の
庭
〞
で
は
ど

う
？
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
現
実
と
な
っ
た
。

こ
ち
ら
と
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
、
あ
れ
こ
れ
、
考
え
あ
ぐ
ん

で
い
た
も
の
の
、
タ
イ
ト
ル
が
定
ま
ら
ず
に
連
載
な
ん
か
始
め

ら
れ
な
い
。
そ
ん
な
気
持
ち
に
な
れ
な
い
。
そ
ん
な
と
き
に
、

雑
談
の
な
か
か
ら
Ｉ
さ
ん
の
〝
荷
風
の
庭
〞
で
は
？
と
い
う

言
葉
で
、
雲
が
晴
れ
た
。

Ｉ
さ
ん
の
ア
イ
デ
ア
に
乗
っ
か
っ
て
、
そ
れ
に
〝
庭
の
荷

風
〞
と
付
け
足
し
た
。

庭
は
「
ば
」
と
も
読
み
、
単
に
庭
に
と
ど
ま
ら
ず
空
間
を
示

す
。
荷
風
研
究
の
一
級
資
料
の
著
者
、
秋
庭
太
郎
（
あ
え
て
氏

を
略
す
）
は
、
ア
キ
バ
姓
。
饗
庭
の
ア
イ
バ
も
同
様
。
こ
の
こ

と
は
連
載
の
序
で
記
し
た
よ
う
な
お
ぼ
え
が
。

そ
れ
と
い
う
の
も
、
永
井
荷
風
と
い
う
作
家
に
ふ
れ
れ
ば
ふ

れ
る
ほ
ど
、
も
ち
ろ
ん
、
世
評
の
〝
不
世
出
の
文
芸
の
人
〞
と

い
う
評
価
だ
け
で
は
な
く
、
ぼ
く
な
り
の
視
点
か
ら
、
も
う
少

し
別
な
角
度
、
ア
ン
グ
ル
と
い
う
か
偏
光
と
い
う
か
、
こ
の
連
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