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笹
淵
友

一
著

「
永

井

荷

風

1
『
堕
落
』
の
美
学
者
ー
」

立

川

昭

二

郎

こ
こ
に
永
井
荷

風
の
研
究

に

一
つ
の
新
し

い
世
界
が
開
け
た
。
従
来

、
荷
風

が
様
式
と
美
を
愛
す

る
耽
美
派
、
デ
カ
ダ

ン
ス
の
作
家

で
あ

る
と

こ
ろ
か
ら
、

ま
た
、
極
め
て
個
性
的
な
人
間

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
側
面

で
の
論

評
は
、

荷
風

の
持

つ
魅
力

に
心
酔
欽
慕
し
魅
了
さ
れ
て
し
ま
う
に
し
ろ
、
ま
た
逆

に
彼

の
文
学
的
な
資
質

や
思
わ
せ
ぶ
り
な
ポ
ー
ズ
、
硲
晦
性

に
反
嬢
す
る
に
し
ろ
、

荷
風
文
学

の
実
体

の
周
囲
を
低
徊
す

る
に
終

っ
て
し
ま
う
か
、
彼

の
文
学

の
本

質

に
鋭
く
迫
る
も
の
が
あ

っ
て
も

、
と
か
く
印
象
主
義
的
な
も

の
で
し
か
な

い

と
い
う
傾
き
が
あ

っ
た
。
し
か
し
こ
の
著
作

で
は
、
荷

風
文
学

の
耽
美
的
性
格

が

、

「
堕
落
」
の
実
体
が
統

一
さ
れ
た
著
者

の
論
理
と
倫
理

に
よ

っ
て
明
ら
か

に
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
具
体
的
な
博

引
勇
証
と
整
然

た
る
精
緻
な
論
理

に
よ

っ
て

裏
打
ち
さ
れ
、
間
然
す
る
と

こ
ろ
が
な

い
。

内
容
は
三

つ
の
部
分
か
ら
成

っ
て
い
る
。
第

一
部

の

「
序
説

耽
美
主
義
文

学
序
説
」

で
は
、
近
代
日
本

の
耽
美
主
義

に
関
係

の
深

い
ポ

オ
、
ボ
ー
ド

レ
ー

ル
、

ペ
イ
タ
ー
、

ワ
イ
ル
ド
と
、
荷
風
i

「無
頼
意
識
」
、
潤

一
郎
=

「
悪
魔

主
義
」
、
龍
之
介
ー

「
末

期

意

識
」

の
三
人
の
作

家
が
と
り
あ
げ
ら
れ

て
い

る
。

そ
し
て
こ
れ

は
耽
美
主
義
に

つ
い
て

「
徹
底

し
た
認
識
を
確
立
す

る
た
め

に
は
彼
ら

の
耽
美
的
意
識
を
規
定

し
て
い
る
下
部
構
造
と
し

て
の
世

界
観
を
明

ら
か
に
す

る
必
要
が
あ
る
。
」
「
耽
美
主
義
の
世
界
観
と
し
て
重
要
な

の
は

『
堕

落

」
の
観
念

で
あ
る
」
と

い
う
著
者

の
認
識

に
基
づ
い
て
の
も

の
で
あ
る
。

第

二
部

で
は
著
者
が
荷
風

の
耽
美
主
義

に
重
要
な
か
か
わ
り
を
持

つ
と
考

え

ら
れ
た
十

一
の
作
品

「
あ
め
り
か
物
語
」

「雲

(「
ふ
ら
ん
す
物
語
」)」

「
監
獄
署
の

裏

と
新
帰
朝
者
日
記
」

「
歓
楽
」

「腕
く
ら

べ
」

「
お
か
め
笹
」

「
雨
瀟

々
」

「
つ
ゆ

の
あ
と
さ
き
」

「
ひ
か
げ

の
花
」

「
渥
東
綺
諏
」

「
問
は
ず
が
た
り
」

に

つ
い
て
、
年
代
順
に
そ
れ

ぞ
れ

の
耽
美
的
性
格
が
比

較
文
学
的
な

ア
プ

ロ
ー

チ
も
交
え
な
が
ら
十
分

に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば

「
あ
め
り
か
物
語
」

に

つ
い
て

「
最
も
重
要
な
意
義
は
、
荷

風
の
文
学
が
自
然
主
義
か
ら
耽
美
主
義

に

大

き
く
傾
斜
し
た

こ
と
に
あ

る
。
比
較
文
学
的

に
云
え
ば
彼

の
関
心
は
ゾ

ラ
か

ら

モ
ー
パ

ッ
サ
ン
に
移
動
し
た
。
そ
し
て
更

に
ボ
ー
ド

レ
ー

ル
が
大
き
く
彼

の

視
野
を
占
め

る
に
至

っ
た
。
し
か
も

モ
ー
パ

ッ
サ
ン
、
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
の
理
解

に
は
荷

風
独
自

の
歪
曲
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ

っ
て
彼
の
耽
美
主
義

の
性
格

が
形

成

さ
れ
た
。

こ
の
事
実

は
荷
風
文
学

の
将
来
を
決
定
す

る
重
要
な
基
礎
作
業
と

し
て
と
く

に
注
目
を
要
す
る
。」
と
述

べ
ら
れ
新

し
い
観
点

に
立

っ
て
の

「
あ
め

り
か
物
語
」
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

「
雨
瀟
瀟
」

で
は
従
来

の

「
東

洋
文
人
的
な
美
的

」
世
界
を
そ
の
ま
ま
評
価
許
容
し
て
は
な
ら
ず
、
下
部
構
造
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と
し
て

の
ヨ
ウ
さ
ん
金
阜
山

人
の
人
間
論
的

追
求
か
ら
す
れ
ば

、
所
詮
そ
の
美

的
世
界
は

「擬
似
物
」

で
し
か
な

い
と
断
じ
、

「
「
雨
瀟
瀟
」

の

下

部

構

造

は
、
荷
風
の
知
性
と
愛
情
の
欠
乏
を
証
明
す

る
こ
の
作
品
の
恥
部

で
あ
る
。」

「
「
雨
瀟
瀟
」
は
主
観
と

自

然

現

象
と
の
間

に
お

い
て
は
調
和
が
、
そ
し
て

「
も

の
の
哀

れ
』
が
成
立

し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
よ
り
重
要
な
主
観
と

人
間
、
社
会
と

の
間
に
は
完
全
な
断
絶
、
疎
隔
が
あ
る
。
愛

の
代
り
に
軽
蔑
が

あ
る
。
こ
の
よ
う

に
社
会

に
対
し
て
孤
高

、
独
善
を
誇
示
し
よ
う
と
す
る
心
情

が

「も

の
の
哀
れ
」
と
異
質

の
も

の
で
あ

る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な

い
。
以
上

の
意
味

で

「
雨
瀟
瀟

」
は

悲

劇

的

で
も
純
粋

に

「
も

の
の
哀
れ
」
的

で
も
な

い
。
し
か
も
表
面
的

な
情
調
と
し
て
は
幾
分

そ
の
ど
ち
ら

で
も
あ
る
。
即
ち
本

物

で
は
な
い
、
擬
似
物

で
あ

る
。」
と
い
う
犀
利
峻
厳
な
批
判
が

な

さ

れ

て
い

る
。第

三
部
は
、

「総
論

永
井

荷
風
の
文
学
」
で
、
そ
の

コ

」
と
し
て

「
永

井
家
」
を
と
り
あ
げ
、

「
家
系
、
家

庭
環
境
」
が
荷

風
の

「
耽
美
主
義
」

に
与

え
て
い
る
影
響
を
重
視
し
、

「
二
」
の

「
柳
浪
か
ら
ゾ

ラ
へ
」

で
は
、

「
雨
瀟

瀟
」
以
降

の
荷
風
の
人
間
的
な
も

の
の
復
活

に
関
連
し
て
、
こ
の
習
作
時
代
が

「荷
風
文
学

の
認
識

と
評
価

に
決
定
的
意
義
を
も

つ
」
と
し

て
精
細
な
検
討
を

施

し
、

ユ
ニ
ー
ク
な
所
論
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

「
三

耽
美
主
義

の

成
立
」
を

「
あ
め
り
か
物
語
」

「
ふ
ら
ん
す
物
語
」
と
し

、
荷
風
に
と

っ
て

「

最
も
顕
著
な
る
思
想

の
変
遷
期
」
で
あ
る
と
し

て
、
以
下
戦
後

の

「
八

耽
美

主
義

の
残
照
」
ま
で
半
世
紀
を
超
え
る
荷
風
文
学

の

「
耽
美
主
義
的
個
性
を
有

機
的
連
関
性

の
も
と
に
」
荷
風
文
学
史
と
し
て

「高

い
密
度
」
を
も

っ
て
追
跡

し
て
お
ら
れ
る
。
人
間
的
な
も

の
の
復
活

に
つ
い
て
著
者
は
、

「
雨
瀟
瀟
」
か

ら

「
つ
ゆ

の
あ
と
さ
き
」

「
ひ
か
げ
の
花
」
を

「耽
美
趣
味

の
下
降
」
時
代
と

し
て
捉
え
、

「
渥
東
綺
諏
」
は
そ

の

「
下
降

の
終
点
」

で
あ
る
と
同
時

に

「
精

神
」
の
復
活

の

「
序
曲
」

で
あ
る
と
考
え
、

「
価
値
的
に
は
む
し
ろ
荷
風
文
学

の
こ
の
新

エ
ポ

ッ
ク
を
代
表
す

る
位
置
を
占
め

る
」
重
要
な
作
品
と
断
案
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら

に
第
二
部

の

「
渥
東
綺
諏
」

の
な
か

で
、
大
江
と
お
雪
の
人
間

関
係
を

「
お
雪

の
メ
イ
ー
ジ
に
対
す
る
大
江

の
反
応

の
注

目
す

べ
き
点
は
官
能

的
欲
望
の
臭
味
が
全
く
な
く
、
彼
女

の
印
象

に
よ

っ
て
過
去

の
な

つ
か
し
い
幻

想

の
再
現
と

い
う
情
緒
の
世
界

に
導

入
さ

れ
て
い
る

こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
従

来

の
荷
風
文
学

の
よ
う
な
官
能
的
価
値

認
識

で
は
な
く

、
お
雪

の
人
間
的
価
値

の
認
識
と
い
う

べ
き
も
の
で
あ
る
。」

と
書
か
れ
、
大
江
が

「
お
雪
を
他
者
と

し
て
認
識
し
た
」
も
の
と
し

て
肯
定
的

に
評
価
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
さ
ら

に

戦
後
の
作
品

「
秋

の
女
」

の
評
価
に

つ
な
が
る

の
で
あ

る
。

以
上

、
こ
の
大
著
の

一
部
を
か
い
な
で
し
て
来

た
が
、
こ
の
著
作

の
意
図
は

「荷

風
文
学

の
耽
美
的
様
式
を
確
認
し
、
そ
れ

に
よ

っ
て
そ
の
比
較
的
個
性
を

明
確
に
す
る

こ
と
」

で
あ

っ
た
が
、
荷
風
文
学
史
の
な
か

で

「
雨
瀟
瀟
」
を
そ

の

「分
水
嶺
」
と
見

、
こ
れ

に
よ

っ
て
前
期

の
文
学

は

〔
官
能
的

、
肉
体
的
、

感
覚
的

、
非
人
格

非
倫
理
的
、
形

而

下

的
、
無

思
想
不
毛
〕
な

〔
エ
ゴ

イ
ズ

ム
、
非
社
会
的
、
無
頼
性
、
都
会
性
〕
濃
厚
な

〔
若
さ

の
も

つ
好
色

、
美
的
貴

族
主
義
〕

の

「
偏
狭

か
つ
貧
し
い
耽
美
主
義
」
で
あ
り
、
後
期

の
そ
れ
は

「
官

能
主
義

の
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
」

〔
精
神
的
、
人
格
的
人
間
関
係

、
人
間
愛
的

な
拝
情
性
〕
と
、
従

っ
て

〔
他
者

の
存
在
、
田
園
性
〕
を

〔
老
化
〕

の
結
果
と

し
て
持
ち

つ
つ
あ
り
、
ま
た
所
有

し
得
た

「
豊
か
な
耽
美
主
義

へ
の
成
熟
」

の

文
学

と
し

て
、
荷

風
文
学
全
体
を
傭
磁
し
た
と
こ
ろ
に
、

こ
の
大
著

の
大
き
な

特
色

が
あ
る
と
見

る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

終

り
に
、
読
後

の
感
想

の

一
つ
と
し

て
、
荷

風
の
近
代
的
自
我

に

つ
い
て
付

言
し
て
お
き
た

い
。
著
者
は
中
村
光
夫
氏

の
荷
風
の

「
個
人
主
義
」
論

に
対
し

て
、

「
人

間

的

欲

望

の
積
極
的
主
張
と

い
う
点

に
お

い
て
は
近
代
的

で
あ
る
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が
、
自
我

の
欲
望

の
対

象
と
し

て
他
我
=
女
性
1
が
欲
望

の
手
段

に
化
し
、
真

の
他
者
性

に
欠

け
て
い
る
」

と
指
摘
さ
れ
、
そ
れ

は

「
真

の
個
人
主
義

で
も
近

代
的

で
も
な
い
」
と

い
う
考

え
方
を
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

「
第
七
章

雨

瀟
瀟
」

で
は
、
中
村
氏

の
見
解

は

「
荷
風

の
言
葉
を
額
面
通

り
に
買
い
被

っ
た

嫌

い
」

が
あ
り
、
荷
風
の

「
根

本

思

想
」

と

は

「
欲
望

の
尊
重

、
欲
望

の
自

由
」
で
あ

り
、

「
そ
し
て
そ
の
欲
望
は
何

よ
り
も
彼
自
身

の
欲
望

で
あ
る
」
と

論
じ
て
お
ら
れ

る
。
荷

風
は
鴎
外
や
漱
石
に
比

し
て
、
そ
の
洋
行

の
あ
り
方

か

ら
帰
朝
後

の
生
活
や

文

学

の

営
為

に
お

い
て
、
常

に

「
公
」
的

で
は
な
く
、

「
私
」
的

で
あ
り
得
た
気
安

さ
が
あ

っ
た
。
こ
れ

は
著
者

の
指
摘
さ
れ
る
荷
風

の

「甘

え
」

に
通
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の

「
甘
え
」
が
社
会

に
対
す
る
真

に
厳
し
い
対
決
を
生
半
可
な
も

の
に
さ
せ
た
こ
と
は
否
定
す
る
こ
と
は
出
来

な

い
。
そ
こ
か
ら
す
る
彼
独
自

の
個
性
的
な
西
欧
文
化
、
日
本
文
化

の
解
釈
、
受

け
と
り
方
も
生
じ
た
。
し
か
し
、
明
治
政
府

に
よ

っ
て
進
め
ら
れ

た
近
代
日
本

の
社
会

の
あ
り
方
、
そ

の
肢
行
性
と
擬
似
性
、
ま
た
そ
れ

に
乗

っ
て
い

っ
た
日

本

の
知
識
人
た
ち

の

「
近
代
精
神

の
歓
如
」
を
見
抜

い
て
い
た
の
は
荷
風

で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
、

「
私
」
的

で
あ

っ
た
が
故

に
日
本

の
歪
み
が
鮮

明
に
見
え

た
と

い
う
こ
と
も
あ
り
得
た
の
で
は
な
い
か
。
荷
風

の

「根
本

思
想
」
を
狭
い

「
欲
望
の
尊
重

、
欲
望

の
自
由
」

に
押
し
込
め
て
し
ま
う

の
に
は
、
い
さ
さ
か

の
逡
巡
が
あ
る
。
荷
風

の
父
親

や
国
家
社
会

へ
の
反
感
反
応

の
な
か
に
は
、
荷

風
自
身
が
そ
の
客
観
的
な
意
味
を
十
分

に
自

覚
し
得
な
か

っ
た
、
真
誠
な
自
我

が
潜
ん
で
お
り
、
そ
し
て
そ
の
自
我
を
荷
風
は
彼

の
資
質
か
ら
、
文
学

の
な
か

で
深
化
成

熟
さ
せ

る
こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
、

博
士

の
御
教
示
を
乞
う
と
同
時

に
、
こ
の
大

著

へ
の
敬
意
と
、
博
士

の
御
健
康

を
お
祈

り
す
る
次
第

で
あ
り
ま
す

。
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