
三

つ

の

"原

風

景

"

槌

田

満

文

芥

川
、
漱

石

、
荷

風

の
ケ

ー

ス
を

め
ぐ

っ
て

人
は
だ
れ

で
も
、
も

っ
と
も
古

い
風
景

の
記
憶
を
持

つ
。
そ
れ
が
そ

の
人

の

一
生

に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
は
人
に
よ

っ
て
異
な
る

で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
生
涯

の
終
り

に
近
づ

い
た
と
き
、

ふ
と
そ

の
遠

い
風
景
が
、
あ

る
意
味

を
も

っ
て
蘇

っ
て
く
る
ケ
ー

ス
は
少

な
く
な
い
。

幼
年
時

に
も

っ
と
も
鮮
烈

な
印
象
を
受
け

た
風
景

は

"
原
風
景
"
と
呼

ば
れ

る
。
作
家
、
画
家
、
思
想
家
な
ど

の
場
合

"
原
風
景
μ

の
持

つ
意
味
は
、
通
常

の
人
よ
り

は
る
か

に
大
き

い
。
か

つ
て
赤
岩
栄
牧
師
は
、
落
日
が
海
に
入
る
愛

媛

の
海
岸

に
生
れ

た
こ
と
が
、
毎
朝
海
か
ら
の
日
の
出

を
見
て
育

っ
た
人

と
は

決
定
的
に
違
う
自
己
の
思
想
を
は
ぐ

く
ん
だ
と
述
懐
し
て
い
た

こ
と
が
あ

る
。

あ

る
い
は
、
来
迎
図
の
よ
う
な
入
り
日
雲

が
彼

の

"原

風
景
"

だ

っ
た
の
か
も

し
れ
な

い
。
そ
う
し

た
自
然

に
よ
る

"原

風
景
"

は
い

つ
ま
で
も
変

わ
ら
な
い

場
合
も
あ
る
が
、
都
会

で
育

っ
た
人
の
持

つ

"
原
風
景
"
は
、
ほ
と
ん
ど
が
そ

の
原
型
を
と
ど
め
な

い
。
東
京
の
よ
う
に
変
貌

の
激
し
い
都
市

に
あ

っ
て
は
、

ご
と
に
そ
の
傾
向

が
い
ち
じ
る
し
い
。

山

の
手
生

れ
の
夏

目
漱
石
、
下

町
育

ち
の
芥
川
龍
之
介
、
幼
年
時
代

を
山

の

手
と
下
町

で
す
ご
し
た
永
井

荷
風
1

こ
の
三
人

の
作
家

に

つ

い

て
、
そ

の

"
原

風

景

"

の

あ

り

か

た

を
探

っ
て

み

る

こ

と

に

し

た

い
。

飜
訳
を
除
く
と
、
芥
川
龍

之
介

が
公
表
し
た
最
初
の
文
章
は
、
雑
誌

『
心
の

花

』
大
正
三
年

四
月
号

に
掲
載
さ
れ
た
小
品

「
大
川

の
水
」

で
あ

る
。
当
時
東

大
英
文
科
在
学
中

の
芥
川

は
二
十

三
歳

だ

っ
た
が
、
実
際

に
こ
の
小
品
が
執
筆

さ
れ
た
の
は
二
年
前

の
明
治

四
十

五
年

(大
正
元
年
)
一
月

の
こ
と

で
あ

っ
た
。

「自

分
は
、
大

川
端

に
近

い
町

に
生

ま
れ

た
。
家

を
出

て
椎

の
若
葉

に
掩

は

れ
た
、
黒
塀

の
多

い
横
網

の
小
路

を
ぬ
け

る
と
、
直
ぐ
あ

の
幅

の
広

い
川
筋

の

見
渡
さ
れ
る
、

百
本
杭

の
河
岸

へ
出

る
の
で
あ

る
。
幼

い
時

か
ら
、
中
学
を
卒

業
す
る
ま
で
、
自
分

は
殆

ど
毎

日
の
や
う

に
、
あ

の
川

を
見

た
。
…
…
」
と
書

き

出
さ
れ
た

こ
の
小

品
に
は
、
常

に

「
云
ひ
難

い
慰
安

と
寂
寥
」
を
与
え

て
く

れ
る
隅
田
川
の
水

に
対
す

る
、
熱

い
思
慕

の
情
が
吐
露

さ
れ
て
い
る
。

芥

川

の

一
家

は
明
治

四
十
三
年

の
秋

に
、
大
川
端

の
本
所
小
泉
町

か
ら
山

の

手
の
内
藤
新
宿

へ
転
居
し
て
い
た
。
芥

川
は
そ
れ
で
も
、

月
に
二
、

三
度

は
大

川
の
水
を
眺
め
に
ゆ
か
な
い

で
は
い
ら
れ
な
か

っ
た
と
い
う
。

「
動
く
と
も
な
く
動
き
、
流

る
る
と
も

な
く
流

れ
る
大
川

の
水

の
色

は
、
静

寂
な
書
斎
の
空
気

が
休

み
な
く
与

へ
る
刺
戟

と
緊
張

と
に
、
切

な
い
程
あ
わ

た

だ
し
く
、
動

い
て
ゐ
る
自
分

の
心

を
も
、
丁
度
、
長
旅

に
出

た
巡
礼
が
、
漸
く

又
故
郷

の
土
を
踏

ん
だ
時

の
や
う

な
、

さ
び

し
い
、
自
由

な
、
な

つ

か

し

さ
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に
、
'と
か
し

て
く
れ
る
。
大
川

の
水
が
あ

っ
て
、
始

あ
て
自

分
は
再
び
、
純

な

る
本
来

の
感
情

に
生
き

る
こ
と
が
出
来
る
の

で
あ
る
。
…
…
」

と
い
う

一
節

を

み
れ
ば
、
芥

川

に
お
け

る

"
原
風
景
"
が

こ
こ
に
あ
る

こ
と
を
認
め
な
い
わ
け

に
は

い
か
な

い
。

と

こ
ろ

で
、
文
筆
生
活

の
出
発

に
当
た

っ
て

こ
の
小
品

「大

川
の
水
」
を
書

い
た
芥

川
が
、
そ
れ
か
ら
十
数
年

の
後
、

こ
の
世
を
去
る
直
前
に
同
じ
大

川
端

の
見
聞
記

「本
所

両
国
」
を
執
筆
し

て
い
る
事

実
は
、
果
し
て
単

な
る
偶
然

で

あ
ろ
う
か
。
当

時
田
端

に
住
ん

で
い
た
芥

川
が
書

い
た

「本
所

両
国
」

は
、
人

生
と

い
う
長
旅

に
出

て
い
た
巡
礼

が
、
も
う

一
度
故
郷

の
土
を
踏

ん
で

"原

風

景
"
を
確

か
め
て
み
た

い
と
考
え

た
ケ
ー

ス
の
よ
う
に
思
え
る
の

で
あ
る
。

「本
所
両
国
」

は
昭
和

二
年

五
月
六

日
か
ら

二
十

二
旧
ま
で
、
十

五
回
に
わ

た

っ
て

『
東
京

日
日
新
聞
』
夕
刊

に
連
載

さ
れ
た
。
大
正
十

二
年
九

月

一
日
の

関
東
大
震
災

に
よ

っ
て

一
変

し
た
東
京
風
景

を
、
高
浜
虚
子

「
丸

の
内
」
、
徳

田
秋
声

「
大
学
界
隈
」
、
小
山
内
薫

「
芝
、
麻
布
」
、
泉
鏡
花

「
深
川
浅
景
」
、

久
保

田
万
太
郎

「
雷
門
以
北
」
、
田
山
花
袋

「
日
本
橋
付
近
」

な
ど
十
七
人

に

よ
る
文
章

で
記
録

し
た
続
き
も

の

「
大
東
京
繁

昌
記
」

の
四
番
目

に
当

た
る
。

挿
画

は
芥
川

の
親
友
小
穴
隆

一
が
担
当

し
た
。

「
本
所
両
国
」

が
ま
だ
連
載
中

だ

っ
た
五
月
十
三
日
に
、
芥
川

は

改

造

社

『
現
代

日
本
文
学
全
集
』

の
宣
伝
講
演
旅
行

に
出

か
け

て
い
る
。
原
稿

は
旅
行

の
出
発
前

に
書
ぎ

上
げ

て
い

っ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

『
新
潮
』

の
同
年
六
月
号

に
発
表

さ
れ
た

「
晩
春
売
文

日
記
」

に
よ
れ
ば
、

五
月

二
日
に
第
七
回
、
三

日

に
第

八
回
を
脱
稿

し
て
い
る
。
毎

日

一
回
分
ず

つ
書

い
た
と
し
て
も
完
成

は
出

発
直
前
だ

っ
た
は
ず

で
あ

り
、
そ

の
・へ
ー
ス
で
逆
算
す

る
と
、
実
地
踏
査
と
執

筆
開
始

は
四
月
下
旬

と
推
定

さ
れ
る
。

な
ぜ

こ
の
よ
う
な
日
時

の
詮
索
を
す
る
か
と

い
え
ば
、

実
は
芥
川

が
遺
書

を

菊
池
寛

に
あ

て
て
ひ
そ
か

に
し

た
た
め

た
の
は
四
月
十
六
日
の

こ
と

で
、
小
穴

隆

一、
に
遺
書
を
書
き
残
し

た
の
も
そ
の

こ
ろ
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
芥

川

の
自
殺

は
七
月

二
十
四
日
未
明

の
こ
と
だ
か
ら
、

死
を
決
意

し
た
の
は
約

三

カ
月
前

で
あ

っ
た
。
そ

の
後

で

「
本
所
両
国
」
'の
実
地
踏
査

が
行

わ
れ
た
こ
と

に
な

る
。
芥
川

は
死
ぬ
決
心
を
し

て
か
ら
、
ふ
る
さ
と
の

"
原
風
景
"
を
確

か

め

に
い

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

震
災

に
よ

っ
て
昔
日
の
お
も
か
げ

を
失

っ
た
本
所

両
国
に
対

し
て
、
芥

川
は

次

の
よ
う
な
感
慨
を
抱
く
。

「
…
…

『
江
戸
の
横

網
鶯
の
鳴

く
』
と
北
原
白
秋

氏

の
歌

っ
た
本
所

さ

へ
今

で
は
も
う
歴
史
的
大

川
端
に
変

っ
て
し
ま

っ
た
と
言

ふ
外

は
な

い
。
如
何

に
万
法

は
流
転
す
る
と
は

い
へ
、
か
う

い
ふ
変
化

の
絶

え

間
な

い
都
会
は
世

界
中

に
も

珍
ら
し
い

で
あ
ら
う
。
」

し
か
し
そ
う
し
た
激
し

い
変
化
の
な
か
に
も
、
昔
と
同
じ
も
の
が
見

つ
か
ら

な
か

っ
た
わ
け

で
は
な

い
。

「
…
…
僕
は
震
災
前
と
い
ふ
よ
り
も
寧
ろ
二
十
年

前
と
少

し
も
変
ら
な
い
も
の
を
発
見

し
た
。

そ
れ
は
両
国
駅

の
引

込
み
線

を
抑

へ
た
、
三
尺
に
足
り
な
い
草

土
手

で
あ
る
。
僕

は
実
際

こ
の
草

土
手
に

『国
亡

び

て
山
河
在

り
』
と

い
ふ
詠

嘆
を
感

じ
ず

に
は
ゐ
ら
れ
な
か

っ
た
。

し
か
し
こ

の
小

さ
い
草

土
手

に
か
う
い
ふ
詠
嘆

を
感

じ
る
の
は
そ

れ
自
身
僕

に
は
情

な
か

っ
た
。
…
…
」

と
書

い
た
芥

川
は
、

東
京
人

の
宿
命

と
も
い
え
る
故
郷
喪
失

の

思

い
を
深
く
し
、
死

へ
の
決
意

を
強
め
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
無
常

を
感

じ
た
芥

川
は
、
こ
の
見
聞
記

を

「
方
丈
記
」

の

一
節

で
結

ん
で
い
る
の
で
あ

る
。

死
ど
直
面
し
て
い
た
芥
川

は
、
た
ま
た
ま

「
大
東
京
繁

昌
記
」
執
筆

の
依
頼

を
受
け
て
、
ふ
る
さ
と
本
所
両

国
の

"原

風
景
"

を
確

か
め
に

い
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
が
、
夏
目
漱

石
の
場
合

は
晩
年
の
住

ま
い
を
生

れ
育

っ
た
土
地

に
定

め

る
と

い
う
偶
然

に
恵
ま
れ
て
、

エ
ッ
セ
イ

「
硝
子
戸

の
中
」

で
、

幼
時

の

"
原
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風
景
"

を
つ
づ

っ
て
い
る
。

漱

石
が
本
郷
区
駒
込
西
片
町
十
番
地
か
ら
、
牛
込
区
早
稲
田
南
町
七
番
地
の

借
家

に
移

っ
た

の
は
、
明
治
四
十
年

九
月
二
十
九
日

で
あ

っ
た
。
大

正
五
年

十

二
月
九
日
に
没
す
る
ま

で
住

ん
だ
こ
の
漱

石
山

房
は
、
慶
応

三
年

一
月
五
日
に

生

ま
れ
た
牛

込
馬
場
下
横

町
か
ら
わ
ず

か
三
、

四
百
メ
ー
ト

ル
の

距

離

に

あ

る
。
漱

石
が
懐
旧
の
情

に
か
ら
れ
た
の
も
当
然

で
あ
ろ
う
。

「
硝
子
戸

の
中
」
は
大
正
四
年

一
月
十
三
日
か
ら

二
月
三

十
三
日
ま

で
、

三

十
九
回
に
わ
た

っ
て
東
京
と
大
阪
の

『
朝
日
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
の
第

十
九
回
は
次
の
ば
う
に
書
き
出
さ
れ
て

い
る
。

「私

の
旧
宅
は
今
私

の
住

ん
で

ゐ

る
処

か
ら
、
四
五
町
奥
の
馬
場
下
と
い
志
町
に
あ

っ
た
。

町
と
は
云
ひ
條
、

其
の
実
小
さ
な
宿
場
と
し
か
思
は
れ
な
い
位

、
子

供
め

時
の
私

に
は
、
寂

れ
切

っ
て
且
淋
し
く
見
え

た
。
も
と
も
と
馬
場
下
と
は
高
田
の
馬
場
の
下

に
あ

る
と

い
ふ
意
味
な
の
だ
か
ら
、
江
戸
絵
図

で
見
て
も
、
朱
引

内
か
朱
引
外

か
分
ら
な

い
辺
鄙
な
隅
の
方
に
あ

っ
た
に
違
ひ
な

い
の

で
あ
る
。
…
…
」

漱
石
が
生
ま
れ

た
馬
場
下
横
町

は
、
明
治

二
年
四
月

に
牛
込
喜

久
井
町
と

い

う
町
名
に
改
め
ら
れ
た
。
名
主

だ

っ
た
夏

目
家

の
家

紋
が
井
桁

に
菊
な
の
で
、

漱

石

の
父
夏

目
小
兵
衛
直
克
が
命
名
し

た
も
の
と

い
う
。
漱

石
は

「
私

に
縁
故

の
深

い
此
町

の
名
は
、
あ
ま
り
聞
き
慣
れ
て
育

っ
た
所
為
か
、
ち

っ
と
も
私

の

過
去
を
誘

ひ
出
す
懐

か
し
い
響
を
私

に
与

へ
て
呉
れ
な

い
。
然
し
書
斎
に
独
り

坐

っ
て
、
頬
杖
を
突

い
た
儘

、
流
れ
を
下
る
船
の
や
う
に
、

心
を
自
由

に
遊
ば

せ
て
置
く
と
、
時

々
私

の
連
想
が
、
喜
久
井
町

の
四
字
に
ぱ
た
り
出
会

っ
た
な

り
、
其
処

で
し
ば
,ら
く
低
徊
し
始
め
る
事

が
あ
る
」
と
第
二
十
三
回

で
書

い
て

い
る
。

漱
石
が

ふ
る
さ
と

の
早
稲
田

へ
戻

っ
て
き
だ
明
治
四
十
年
に
は
、
喜
久
井

町

の
漱
石

の
生
家

は
半
世
紀
近

い
歳
月
を
経
て
な
お
残
存

し
て
い
た
。

「
私

は
昔

の
早
稲

田
田
圃

が
見

た
か

っ
た
。
然

し
其
処

は
も
う
町

に
な

っ
て
ゐ
た
。
私

は

根
来

の
茶
畠

と
竹
藪
を

一
目
眺

め
た
か

っ
た
。
然
し
其
痕
迹

は
何
処

に
も
発
見

す

る
事
が
出
来
な

か

っ
た
。
多
分
此
辺
だ
ら
う
と
推
測

し
た
私

の
見
当

は
、
当

っ
て
ゐ

る
の
か
、
外

れ

て
ゐ
る

の
か
、
そ
れ
さ

へ
不
明

で
あ

っ
た
。
私
は
茫
然

と
し

て
佇
立
し

た
。
何
故
私

の
家
丈
が
過
去

の
残
骸

の
如

く
に
存
在
し
て
ゐ
る

の
だ
ら
う
。
私

は
心
の
う
ち

で
、
'
早
く
そ
れ
が
崩

れ
て
仕

舞

へ
ば
好

い
の
に
と

思

っ
た
。
…
…
」

こ
の
漱

石
の
心
理
は
、

か
な
り
複
雑

で
あ

る
。
残

っ
て
い
た
生
家

を
見
て
、

懐

し
さ
よ
り
も
先

に
異
和
感

を
お
ぼ
え

た
の
は
、

そ
こ
に
漱
石

が
抱

い
て
い
た

"原
風
景
"

と
は
別

な
も

の
を
見
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
早
稲

田
周
圃
、
根
来

の

茶

畠
、
竹

藪
な
ど
の
背
景

を
失

っ
た
生
家

の
た
た
ず

ま
い
は
、
漱
石

の
目

に
む

し
ろ
厭

う
べ
き

イ
メ
ー
ジ

と
し
て
映

っ
た
。

「
硝
子
戸

の
中
」
執

筆

の

前

年

に
、
そ
の
生
家

が
き

れ
い
に
取

り
壊

さ
れ
た
の
を
知

っ
て
、
漱
石

が
ホ

ッ
と
し

た
と
も
ら
し
て
い
る
の
も

う
な
ず

け
る
よ
う

に
思

わ
れ
る
。

人
間
心
理
の
深

い
ひ
だ

を
探

っ
て
い
た
晩
年

の
漱

石
に
と

っ
ーて

ト"原
風
景
"

と
は
、
た
と
え
ば
次

の
よ
う
な
内
面
世
界
だ

っ
た
の
噂
あ
ろ
う
。

「
…
…
此

豆

腐
屋
の
隣
に
寄
席

が

一
軒

あ

っ
た
の
を
、
私

は
夢
幻

の
や
う
に
ま
だ
覚
え
て
ゐ

る
。

こ
ん
な
場
末
に
人
寄
場

の
あ
ら
う
筈

が
な
い
と
い
ふ
の
が
、
私

の
記
憶

に

霞
を
掛
け
る
所
為
だ
ら
う
、
私

は
そ
れ
を
思

ひ
出
す

た
び

に
、

奇
異

な
感

じ
に

打
た
れ
な
が
ら
、
不

思
議

さ
う
な
眼
を
見
張

っ
て
、
遠

い
私

の
過
去

を
振

り
返

る
の
が
常

で
あ
る
。

…
…
」

ふ
る
さ
と
本
所
両

国
に

"原

風
景
μ

を
も

と
め
て
、

わ
ず

か
に
お
も
か
げ

を

と
ど
め
る

「
小

さ
い
草

土
手
」
.
に
無
常
を
感

じ
た
芥
川
、
晩
年

に
な

っ
て
生

れ

育

っ
た
早
稲
田
に
住

み
、
残
存
す

る
生
家

を
崩

れ
て
ほ
し
い

「
過
去

の
残
骸
」
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と
み
た
漱
石
1

そ
の
両
者
と
ち
が

っ
て
、
永
井
荷
風

の
場
合
は
、
東
京
と
は

ま

っ
た
く
違

っ
た
土
地

に
、
そ

の

"
原
風
景
"
を
発
見

し
て

い
る
。

荷
風
が
市

川
市
菅

野
の
杵
屋

五
叟
方

に
寄
寓

し
た
の
は
昭
和

二
十

一
年

一
月

か
ら

で
あ

っ
た
。
同

じ
く
菅
野

の
小
西
茂
也
方

に
移

っ
た
昭
和

二

十

二

年

に

は
、

エ
ッ
セ
イ

「
葛
飾

土
産
」

を
書

い
て
い
る
o

「
市

川
の
町
を
歩

い
て
ゐ
る
時
、
わ

た
く

し
は
折

々
四
五
十
年
前
、
電
車
も

自

動
車

も
走

っ
て
ゐ
な
か

っ
た
こ
ろ
の
東
京

の
町

を
思
出
す

こ
と
が
あ

る
。
…

…
」
と
書
き
出

さ
れ
た

一
章

で
、
荷

風
は
生

れ
育

っ
た
東

京

の

"
原

風

景
"

が
、
思
い
も
か
け
ず
市
川

と
い
う
近
県

の
町

に
生
き
続
け

て
い
る
こ
と
を
記
し

た
。

一
つ
は
山

の
手

の
風
景

で
あ
り
、

一
つ
は
下
町

の
風
景

で
あ

る
。

「
杉
、
柾
木
、
槇

な
ど
を
植

ゑ

つ
ら
ね
た
生
垣

つ
づ
き

の
小
道
を
、
夏

の
朝

早
く
鰯
を
売
り
あ
る
く
男
の
頓
狂
な
声
。

さ
て
は
ま
た
長
雨

の
晴

れ
た
昼
す
ぎ

に
き
く
竿
竹
売
や
、
蝙
蝠
傘

つ
く
ろ
ひ
直

し
の
声
。

そ
れ
等

は
い
つ

れ
も
わ

た

く
し
が
学

生
の

こ
ろ
東
京

の
山
の
手

の
町
で
聞
き

馴
れ
、
そ

し
て
い
つ
か
年
と

共

に
忘
れ
果
て
た
懐
し

い
巷
の
声

で
あ
る
。
」
ー

こ
れ
は
明
治
十

二
年
十

二

月

三
日
、
小
石
川
区
金
富
町
四
十
五
番
地
に
生
ま
れ
た
荷

風
に
お
け

る
山

の
手

の

.
原
風
景
"

の

一
つ
に
他
な
ら
な
い
。

「
夏

か
ら
秋

へ
か
け

て
の
日
盛

に
、
千
葉
県
道
に
面
し
た
商
ひ
舗

で
は
砂

ほ

こ
り
を
防
ぐ

た
め
に
、
長

い
柄
杓

で
溝

の
水
を
汲
ん

で
撒

い
て
ゐ
る

こ
と
が
あ

る
が
、

こ
れ
も
亦

わ
た
く

し
に
は
、
溝

の
多

か

っ
た
下
谷
浅
草

の

町

や

横

町

を
、

風
の
吹
く

日
、
人
力
車

に
乗

っ
て
通
り
過
ぎ

た
こ
ろ

の
む
か
し
を
思
ひ
出

さ
せ
ず

に
は
置

か
な
い
。
」
1

こ
れ
は
六
歳

か
ら
八
歳
ま

で
、
下
谷
区
竹
町

四
番

地
に
あ

っ
た
母
の
実
家
鷲
津
家

に
預
け
ら

れ
て
い
た
荷
風

の
瞼

に
残

る
下

町
の

"
原

風
景
"

で
あ

ろ
う
。

こ
の
場
合
、
市

川
と
い
う
町
に
東
京

の
山

の
手

と
下
町

の

"
原
風
景
"
を
、

荷
風
が
同
時

に
発
見
し
た
点

に
注
目
し
た
い
。
芥

川
や
漱

石
と
ち
が

っ
て

"原

風
景
"
が

一
つ
で
な

い
こ
と

に
、
荷
風
文
学

の
特
質
を
見

る
か
ら

で
あ
る
。

荷
風

の
父
久

一
邸

は
ア
メ
リ
カ

に
留
学
し

た
こ
と

の
あ
る
高
級
官
吏

で
、
禾

つ
ね

原
と
号
す

る
漢
詩
人

で
も
あ

っ
た
。
荷
風
の
母
恒
は
、
久

一
郎
が
師
事

し

た
尾

張
藩

の
藩
儒
鷲
津
毅
堂

の
娘

で
あ

る
。
長
唄

の
上
手
な
芝
居
好
き
だ

っ
た
ば

か

り
で
な
く
、

キ
リ
ス
ト
教

の
信
徒

で
も
あ

っ
た
。
荷
風

の
東
洋
的
好
尚
と
西
欧

的
教
養

の
素
地

は
、

こ
の
両
親
か
ら
複
雑
な
か
た
ち

で
享
け
て

い
る
と
み
る

べ

き

で
あ

ろ
う
。

し
か
し
、
幼

い
荷
風

は
官
吏

の
父

に
反
抗
し
、
芸
事
好
き
の
母

に

な

つ

い

た
。
荷
風

の
追
憶

の
な
か
で
、

た
と
え
ば
明
治
四
十

二
年
作
の
短
編

「狐

」
に

描

か
れ
た
小
石
川

の
永
井
邸
が
、
嫌
悪
す
る
父
の
風
貌

と
結

び

つ
い
て

い
る
と

す

れ
ば
、
思
慕
す

る
母

の
お
も
か
げ
は
、
明
治
四
十
四
年
作

の
小
品

「
下
谷

の

家
」

に
描

か
れ

た
床

の
間

に
甲
胄

の
あ

る
鷲
津
家
と
結
び

つ
い
て
い
る
。

下

谷
の
祖
母
の
死
に
際

し
て
、
荷
風

の
童
眼

に
映

っ
た
も

の
は

「
鎧
と
十
字

架
」

と
い
う

二
つ
の
世
界

で
あ

っ
た
。
古

い
東
洋
と
新

し
い
西
洋
が
、
山

の
手

と
下

町
と
い
う
二

つ
の

"
原

風
景
"

と
重

な

っ
て
、
荷
風

の
脳
裡

に
刻
み

こ
ま

れ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

地
方
出
身

の
作
家

は
、

た
い
て
い
精
神
形
成
期
を
す
ご

し
た
郷
土

の
影
響

を

色

濃
く
身

に

つ
け

て
い
る
。

た
と
え
ば
九
州
柳
河
生

れ
の
北
原
白
秋

と
、
東
北

津
軽

育
ち
の
太
宰
治

の
文
学

を
く

ら
べ
る
と
き
、
そ

の
違

い
が
風
土

の
差

に
負

う
と

こ
ろ
大
き

い
こ
と
は
否

定
で
き

な
い
。

東
京
の
作
家

た
ち
の
場
合
、
地
方
作
家

の
よ
う

な
郷
土

は
存
在

し

な

く

て

も
、
そ
れ
ぞ
れ
の

"原
風
景
"
を
持

っ
て
い
る
。
芥
川
、
漱
石
、
荷

風
の
ケ
ー

ス
の
よ
う
に
、
作

品
の
な
か
に
そ
う
し
た

"原
風
景
"

は
さ
ま
ざ

ま
な
あ
り
か

た

で
生
き
て

い
る
と
い
え
る
の

で
あ
る
。
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