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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

79

作
家
・
野
口
冨
士
男
は
『
わ
が
荷
風
』（
中
公
文
庫
）
で
、
戦

後
の
荷
風
の
生
き
様
に
関
し
て
、

「
芸
術
の
な
か
で
も
、
文
学
、
文
学
の
な
か
で
も
小
説
ほ
ど
な

ま
ぐ
さ
い
も
の
は
あ
る
ま
い
が
、
荷
風
は
そ
れ
を
自
己
の
一
身

に
具
現
し
た
。
文
学
の
老
醜
と
文
学
者
の
老
醜
を
、
近
代
日
本

の
作
家
た
ち
の
う
ち
荷
風
以
外
の
誰
が
私
た
ち
に
み
せ
た
か
」

と
語
り
、
ま
た
同
じ
く
岩
波
文
庫
の
『
荷
風
随
筆
集
』（
下
）

の
解
説
で
、『
葡
萄
棚
』
に
ふ
れ
な
が
ら
、

「
人
に
よ
っ
て
は
け
が
れ
た
女
と
し
か
見
な
い
は
ず
の
浅
草
の

売
笑
婦
│
│
も
っ
と
き
つ
い
言
葉
で
い
え
ば
淫
売
婦
を
こ
れ
ほ

ど
美
し
く
書
い
た
作
家
が
、
日
本
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
世

界
文
学
史
上
に
一
人
で
も
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
寡
聞
に
し
て
、

私
は
そ
う
い
う
例
を
知
ら
な
い
」

と
い
う
、
じ
つ
に
感
動
的
な
一
節
を
も
っ
て
、
こ
の
解
説
文
を

閉
じ
て
い
る
。

荷
風
散
人
の
代
表
作
と
い
え
ば
、
一
般
に
は
ま
ず
『
濹
東
綺

譚
』
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
作
品
は
、
画
家
・
木
村
荘

八
の
挿
画
史
に
残
る
挿
し
絵
と
あ
い
ま
っ
て
、
多
く
の
荷
風
フ

ァ
ン
を
生
ん
だ
、
日
本
の
近
代
文
学
史
に
残
る
傑
作
だ
が
、
描

か
れ
た
そ
の
世
界
は
東
京
の
片
隅
の
濹
東
、
原
色
の
ネ
オ
ン
ま

た
た
く
迷

ラ
ビ
リ
ン
ス路か
ら
な
る
売
笑
の
地
に
生
き
る
女
性
と
の
交
渉
を

つ
づ
っ
た
小
説
で
あ
る
。

も
と
も
と
荷
風
は
、
そ
の
デ
ビ
ュ
ー
の
こ
ろ
か
ら
発
禁
の
作

家
で
あ
っ
た
。『
ふ
ら
ん
す
物
語
』『
歓
楽
』
と
つ
づ
け
て
発
禁

処
分
を
受
け
た
後
も
、『
夏
す
が
た
』
が
発
禁
、
他
の
作
品
も

時
の
官
憲
か
ら
に
ら
ま
れ
る
世
界
を
描
く
こ
と
が
多
く
、
散
人

自
身
も
、
そ
れ
を
お
そ
れ
て
、
と
き
に
私
家
本
と
し
て
作
品
を

発
表
せ
ざ
る
を
え
な
い
境
遇
に
あ
っ
た
。
荷
風
は
〝
札
つ
き
〞

の
小
説
家
な
の
で
あ
っ
た
。

荷は
す
の
葉
や
千
年
わ
た
る
風
に
ゆ
れ
　
○露

〝
異
色
〞
の
大
作
家
・
永
井
荷
風
の
文
芸
を
〝
理
系
感
覚
〞
ま

た
〝
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ト
〞
と
し
て
の
側
面
か
ら
、
彼
の
成
し
た

文
芸
世
界
を
気
の
向
く
ま
ま
に
訪
ね
て
き
た
。

〝
異
色
の
作
家
〞
な
ど
と
称
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
陳
腐
の
よ

う
だ
が
、
た
と
え
ば
文
化
勲
章
受
章
者
（
昭
和
二
十
七
年
、
七
十

三
歳
）
で
あ
り
な
が
ら
、
荷
風
に
は
、
い
ま
だ
に
資
料
館
、
文

学
館
の
一
つ
も
存
在
し
な
い
と
い
う
事
実
が
、
言
外
、
そ
の

〝
異
色
ぶ
り
〞
の
証
し
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

鷗
外
、
漱
石
、
谷
崎
は
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
立
派
な
施

設
を
も
ち
、
そ
の
文
芸
活
動
が
多
く
の
資
料
展
示
と
と
も
に
顕

彰
さ
れ
、
来
館
者
に
供
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
全
国
で
も
、
そ

の
地
の
出
身
者
の
小
説
家
、
詩
人
、
歌
人
等
文
芸
家
、
美
術
家

等
の
資
料
館
、
記
念
館
は
数
多
く
あ
る
。

し
か
し
荷
風
に
至
っ
て
は
、
何
度
か
の
立
派
な
企
画
展
は
催

さ
れ
た
も
の
の
、
な
ぜ
か
今
日
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
ら
の
施
設

が
設
け
ら
れ
ぬ
ま
ま
放
置
さ
れ
て
き
た
。
い
ま
、
な
ぜ
か
、
と

記
し
た
が
、
こ
の
件
に
関
し
て
は
、
ぼ
く
は
か
ね
て
か
ら
〝
邪

推
〞
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
公
の
機
関
や
団
体
に
と
っ
て
、
荷

風
は
な
か
な
か
や
っ
か
い
な
作
家
だ
か
ら
で
は
な
い
か
。
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さかざき・しげもり●編集者・随文家。著書に『神保町二階世界巡り及ビ其ノ他』（平凡社）、『東京
読書──少々造園的心情による』（晶文社）など。近著に『季語・歳時記巡礼全書』（山川出版社）。

昭和22年、扶桑書房刊の『夏姿』。
大正４年、籾山書店版はただちに発
禁処分に。戦後の、この扶桑書房版
で初めて公に。特漉紙を表紙に、貼
り題簽、と物資の乏しい時代に精一
杯の造本が愛しい

中公文庫、野口冨士男『わが
荷風』（昭和59年）。野口富士
男の実証精神はすさまじい。
とにかく荷風の事跡をたずね
歩く、歩く。また荷風描く狭
斜の地の女性への野口のまな
ざしが優しい


