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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

77

「
銅
像
以
上
の
審
美
的
価
値
が
あ
る
」
│
│
ぼ
く
が
戦
前
の
文

芸
関
係
の
思
想
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
立
場
の
人
間
だ
っ
た
ら
、
こ

の
二
つ
の
文
言
は
見
逃
さ
な
い
だ
ろ
う
。
反
国
家
、
反
体
制
の

気
配
を
発
し
て
い
る
か
ら
だ
。
銅
像
に
関
し
て
は
、
次
の
「
第

三　

樹
」
の
項
に
も
チ
ラ
っ
と
出
て
く
る
。
都
市
の
中
の
醜
さ

の
例
と
し
て
、
散
人
は
銅
像
を
か
な
り
敵
視
し
て
い
る
。
日
本

近
代
国
家
権
力
の
表
徴
と
し
て
嫌
悪
し
た
の
だ
ろ
う
。

「
淫
祠
」
は
飛
ば
し
て
…
…
な
ど
と
記
し
な
が
ら
未
練
が
ま
し

く
言
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
を
の
べ
て
し
ま
っ
た
。『
日
和
下
駄
』、

次
の
「
第
三　

樹
」
に
う
つ
ろ
う
。
こ
れ
は
ま
た
「
荷
風
の
庭   

庭
の
荷
風
」
に
恰
好
の
テ
ー
マ
で
は
な
い
か
。

「
第
三　

樹
」
は
一
片
の
俳
句
か
ら
書
き
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は

「
目
に
青
葉
山や

ま

時ほ
と
と
ぎ
す鳥

初は
つ

鰹が
つ
お」。

江
戸
中
期
の
俳
人
・
山
口
素
堂

に
よ
る
、
あ
ま
り
に
も
有
名
な
一
句
。「
目
に
は4

青
葉
」
と

「
は
」
が
入
る
の
が
正
し
い
と
さ
れ
る
。
初
夏
の
時
節
の
話
な

ど
に
、
こ
の
句
が
披
露
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

ま
た
、
こ
の
句
は
俳
句
の
常
識
的
な
型
と
し
て
は
か
な
り
例

外
的
な
も
の
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
普
通
、
一
句
の
中
に
季
語

が
二
つ
あ
る
も
の
は
、「
季
重
な
り
」
と
し
て
避
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
句
に
は
ご
覧
の
よ
う
に
「
青

│
│
裏
町
を
行
こ
う
、
横
道
を
歩
も
う
。
│
│

ま
い
り
ま
し
た
！

こ
の
十
四
字
に
、
荷
風
さ
ん
の
人
生
、

ま
た
命
そ
の
も
の
が
詠
わ
れ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
！

も
う
、
こ
れ
だ
け
で
「
第
二　

淫
祠
」
は
飛
ば
そ
う
。
こ
の

挑
発
的
に
し
て
、
あ
り
が
た
い
〝
裏
町
横
道
人
生
訓
〞
で
あ
る
。

ぼ
く
は
、
こ
の
言
葉
を
百
円
シ
ョ
ッ
プ
で
買
っ
た
短
冊
に
筆

ペ
ン
で
書
き
う
つ
し
、
積
ん
だ
岩
波
書
店
『
荷
風
随
筆
』
の
上

に
立
て
か
け
て
い
る
。

そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
。
文
庫
本
で
二
ペ
ー
ジ
ほ
ど

の
短
い
「
淫

祠
」
の
中
に
、

ち
ょ
っ
と
〝
違

和
感
？
〞
の
あ

る
言
葉
が
、
さ

り
げ
な
く
置
か

れ
て
い
る
。

淫
祠
は
「
昔

か
ら
今
に
至
る

ま
で
政
府
の
庇

護
を
受
け
た
こ

と
は
な
い
」

雨
蕭し
ょ
う

蕭し
ょ
う
根
岸
の
里
の
御お

行ぎ
ょ
う
松ま
つ

　
○露

さ
て
、
荷
風
『
日
和
下
駄
』。

小
説
で
は
な
い
、
こ
の
本
格
的
な
意
味
と
し
て
の
、
随
筆
？

エ
ッ
セ
イ
？
に
、
ど
れ
だ
け
多
く
の
物
書
く
人
が
言
及
し
た

こ
と
で
し
ょ
う
か
。
で
、
ぼ
く
も
尻
馬
に
乗
る
。
と
は
い
え
気

分
次
第
の
ぼ
く
の
玉
稿
、
す
べ
て
の
項
目
に
、
あ
れ
こ
れ
ふ
れ

る
つ
も
り
も
な
い
の
で
、
第
一
の
「
日
和
下
駄
」
の
次
、「
第

二　

淫い
ん
祠し

」
は
飛
ば
そ
う
。

好
き
な
ん
で
す
け
ど
ね
。
向
島
近
く
、
家
の
あ
っ
た
あ
た
り
、

自
転
車
で
プ
ラ
プ
ラ
し
た
り
し
て
い
る
と
、
小
さ
な
赤
い
鳥
居

が
あ
っ
て
、
そ
こ
だ
け
、
な
に
や
ら
ビ
ミ
ョ
ー
な
雰
囲
気
。
左

右
に
白
い
陶
器
や
石
で
形
ど
っ
た
狐
さ
ん
が
い
て
、
そ
の
前
に

小
さ
な
御
酒
の
杯
な
ん
か
も
置
い
て
あ
る
。

「
淫
祠
」
と
い
う
と
、
今
日
の
語
感
で
い
う
と
、
な
に
か
「
○

○
秘
宝
館
」
の
ア
ン
テ
ナ
ス
ポ
ッ
ト
み
た
い
に
受
け
と
ら
れ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
ん
な
こ
と
で
は
な
い
。
荷
風
散
人
は
、

「
石
地
蔵
」「
願
掛
け
の
絵
馬
」「
お
稲
荷
様
」「
石
の
媼ば

あ
様さ

ま
」
な

ど
な
ど
、
町
の
片
隅
に
ひ
っ
そ
り
と
あ
る
淫
祠
を
紹
介
す
る
。

ま
、
そ
れ
は
い
い
と
し
て
、
問
題
は
、
こ
の
一
文
の
書
き
出
し
。

句
読
点
を
入
れ
て
、
た
っ
た
の
十
四
字
。
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