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今
に
し
て
な
ほ
出
來
る
唯
一
の
事
は
、
フ
イ
ク
シ
オ
ン
の
上
で
、

時
代
を
異
に
し
た
二
人
の
詩
人
を
面
晤
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。

「
藉
す
に
少
許
の
時
を
以
て
し
た
な
ら
、
僕
が
ふ
た
り
を
お
引
合
せ

し
て
上
げ
ま
せ
う
。」                   

木
下
杢
太
郎
「
残
響
」
昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）
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一　
「
市
街
を
散
歩
す
る
人
の
心
持
」
に
感
応
す
る
若
き
詩
人
、
木
下
杢
太
郎

　

木き
の
し
た下

杢も
く
た
ろ
う

太
郎(

一
八
八
五
〜
一
九
四
五)

は
明
治
の
な
か
ば
に
生
ま
れ
、第
二
次
世
界
大
戦
の
直
後
に
亡
く
な
っ

た
詩
人
で
す
。
ま
た
、
本
名
の
太お

お
た田

正ま
さ
お雄

と
し
て
は
医
学
者
で
あ
り
、
六
十
歳
で
な
く
な
っ
た
と
き
に
は
東
京
帝

国
大
学
医
学
部
の
教
授
で
し
た
。
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
三
十
二
歳
の
と
き
、
南
満
洲
鉄
道
会
社
経
営
の
南
満

医
学
堂
教
授
兼
皮
膚
科
部
長
と
な
っ
た
と
き
か
ら
、
文
学
史
的
に
は
、
傍
系
の
人
と
い
う
扱
い
を
さ
れ
ま
す
。
文

藝
は
余
技
の
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
筆
一
本
で
立
つ
文
学
者
と
は
違
う
位
置
に
立
ち
ま
す
。
東

京
と
い
う
文
学
空
間
か
ら
離
れ
、
三
十
歳
代
の
ほ
と
ん
ど
を
中
国
や
欧
米
で
過
ご
し
、
四
十
歳
代
は
名
古
屋
や
仙

台
の
医
学
部
教
授
と
し
て
過
ご
し
た
た
め
、
東
京
の
文
壇
と
は
離
れ
た
位
置
に
居
続
け
た
と
い
う
こ
と
も
、
杢
太

郎
を
否
応
な
く
傍
流
の
人
に
さ
せ
た
よ
う
で
す
。
五
十
歳
代
に
東
大
医
学
部
の
皮
膚
科
教
授
に
な
る
の
で
す
が
、

戦
時
体
制
が
進
む
な
か
、
そ
れ
が
よ
い
選
択
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
が
残
り
ま
す
。
そ
の
後
も
東
南
ア
ジ
ア

に
積
極
的
に
出
か
け
る
、
コ
ス
モ
ポ
リ
ッ
ト
で
し
た
。
そ
う
し
た
立
ち
位
置
の
せ
い
か
、
日
本
文
学
の
世
界
で
は

孤
立
し
て
い
る
と
い
う
印
象
が
強
い
存
在
で
す
。

　

と
は
い
え
、
二
十
歳
代
の
杢
太
郎
は
、
北
原
白
秋
ら
以
上
に
未
来
を
担
う
詩
人
と
し
て
期
待
を
集
め
て
い
ま
し

た
。
森
鷗
外
の
小
説
『
青
年
』
の
医
学
生
・
大
村
荘
之
助
の
モ
デ
ル
は
杢
太
郎
だ
と
さ
れ
ま
す
。
最
初
の
小
説
集

『
唐
草
表
紙
』
に
は
森
鷗
外
と
夏
目
漱
石
の
二
人
が
序
文
を
寄
せ
て
い
て
、
次
世
代
の
エ
ー
ス
格
で
し
た
。

　

明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
の
「
市
街
を
散
歩
す
る
人
の
心
持
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で
、
都
市
を
ブ
ラ
ブ
ラ

漫
歩
し
て
、
都
市
の
つ
く
り
だ
す
「
官
能
の
雜
り
織
る
音
樂
」
を
あ
じ
わ
う
こ
と
の
楽
し
み
を
語
る
二
十
歳
代
の

杢
太
郎
は
、
ま
さ
に
都
市
生
活
の
「
情
調
」
を
う
た
う
詩
人
で
し
た
。
こ
の
少
し
軽
薄
な
「
情
調
」
は
ド
イ
ツ
語

の
シ
ュ
テ
ィ
ム
ン
グ（Stim

m
ung

）の
翻
訳
で
す
。
英
語
だ
と「m

ood

」や
音
楽
の「tuning

」を
表
す
言
葉
で
す
。

杢
太
郎
は
変
貌
す
る
大
都
市
・
東
京
か
ら
消
え
つ
つ
あ
る
も
の
、
そ
し
て
新
た
に
生
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
「
情

調
」
を
五
感
で
と
ら
え
よ
う
と
し
た
詩
人
で
す
。
た
だ
、
現
在
、
そ
の
詩
が
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
の
も
確

か
で
す
。
単
純
に
い
う
と
、
杢
太
郎
が
う
た
っ
た
明
治
四
十
年
代
か
ら
大
正
の
街
の
響
き
や
光
景
が
私
た
ち
か
ら

遠
く
な
っ
て
し
ま
い
、
同
時
代
な
ら
当
然
の
細
部
が
難
解
さ
と
な
り
、
脚
注
が
な
い
と
読
む
こ
と
が
難
し
い
詩
に

す
れ
ち
が
う
人

「
木
下
杢
太
郎
」
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な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
だ
け
が
原
因
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
抒
情
詩
と
し
て
現
在
の
読
者
の
心

に
し
み
入
る
力
が
弱
い
詩
作
品
群
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
印
象
も
否
め
ま
せ
ん
。

　

二
十
歳
代
の
杢
太
郎
は
、
確
か
に
日
本
文
学
の
期
待
の
存
在
で
し
た
。
し
か
し
、
杢
太
郎
は
、
大
正
五
年

（
一
九
一
六
）中
国
奉
天
の
病
院
に
職
を
得
た
と
き
に
、そ
の
期
待
の
場
所
か
ら
退
場
し
ま
す
。
群
衆
か
ら
離
れ
て
、

ひ
と
り
た
た
ず
ん
で
い
る
後
ろ
姿
の
男
。「
離
見
の
見
」
で
、
も
の
ご
と
を
外
側
か
ら
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ

け
れ
ど
も
、
そ
の
た
め
に
孤
独
に
な
っ
て
い
る
、
そ
ん
な
存
在
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

と
は
い
え
、
一
般
受
け
す
る
存
在
と
は
い
え
ま
せ
ん
が
、「
詩
人
」
後
の
杢
太
郎
に
は
熱
心
な
読
者
が
つ
い
て

い
ま
す
。
例
え
ば
、
三
島
由
紀
夫
、
澤
柳
大
五
郎
、
加
藤
周
一
、
富
士
川
英
郎
、
野
田
宇
太
郎
、
杉
山
二
郎
、
岡

井
隆
と
い
っ
た
人
た
ち
で
す
。
こ
の
旧
制
高
校
の
男
子
校
的
な
教
養
主
義
が
似
合
う
面
々
か
ら
、
杢
太
郎
が
ど
う

い
う
存
在
か
類
推
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
個
人
的
に
は
、
澤
柳
大
五
郎
を
心
酔
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で

も
、
杢
太
郎
は
何
か
持
っ
て
い
る
、
大
し
た
文
学
者
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

現
在
、
文
庫
化
さ
れ
て
入
手
し
や
す
い
杢
太
郎
作
品
に
岩
波
文
庫
版
の
『
百
花
譜
百
選
』
が
あ
り
ま
す
が
、
精

選
し
た
随
筆
集
は
、
い
ま
だ
文
庫
化
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
残
念
な
話
で
す
。
そ
の
テ
キ
ス
ト
に
は
、
未

開
の
鉱
脈
や
水
脈
が
ま
だ
眠
っ
た
ま
ま
で
、
放
置
し
て
お
く
の
は
惜
し
い
存
在
で
す
。

『其國其俗記』書影　右の少し背が高いほうが昭和 14 年の初版。左が昭

和 17 年の第二刷。昭和十四年の第一刷は四六判で若干縦に細長く、昭和

十七年六月の第二刷はＢ６判で若干平べったい判型になっています。文字

組は同じ版が使われています。

　書籍の活版印刷では、白井赫太郎の精興社でなくては嫌だという作家さ

んたちがいた時代もありました。『其國其俗記』の印刷も、精興社です。

小説家・演芸研究家の安藤鶴夫は、『其國其俗記』が出版された頃、精興

社に勤めており、そのときの思い出を、エッセイ集『ごぶ・ゆるね』中の

「精興社とのつながり」で書いています。そこで、斎藤正雄という社員が『其

國其俗記』の背に貼る題簽の和紙の、その貼る位置を精緻に決めている仕

事ぶりを書き残しています。この斎藤正雄さんは戦死したそうです。安藤

鶴夫は「だから、わたしは、いまでも、古本屋で、〈其國其俗記〉をみつ

けるたびに、わざわざ、奥附をしらべて、初版であるか、どうかを確かめ、

改めてまた、その背張りの位置を、たしかめる」と書いています。
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二　
『
其
國
其
俗
記
』
の
「
ク
ウ
バ
紀
行
」

　

今
回
と
り
あ
げ
る
一
冊
は
、『
其
國
其
俗
記
』
で
す
。
昭
和
十
四
年
に
第
一
刷
が
刊
行
さ
れ
、
昭
和
十
七
年
に

第
二
刷
が
で
て
い
ま
す
。
杢
太
郎
が
三
十
歳
代
か
ら
四
十
歳
代
に
か
け
て
訪
れ
た
、
ア
メ
リ
カ
、
キ
ュ
ー
バ
、
イ

ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
エ
ジ
プ
ト
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
中
国
、
シ
ャ
ム
、
マ
カ

オ
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
世
界
各
地
の
紀
行
文
を
ま
と
め
た
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
ス
ケ
ッ
チ
風

の
軽
い
読
み
物
で
す
。『
其
國
其
俗
記
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
「
そ
の
く
に
そ
の
ぞ
く
の
き
」
と
読
む
の
で
す
が
、

な
か
に
「
の
ぞ
く
」
が
隠
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
物
見
遊
山
の
雰
囲
気
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
本
を
読
み
解
き
な
が

ら
、
木
下
杢
太
郎
と
い
う
存
在
の
持
つ
可
能
性
を
押
し
広
げ
る
試
み
を
、
正
攻
法
で
は
な
く
、
か
な
り
ト
リ
ッ
キ
ー

な
や
り
方
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
試
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

三
島
由
紀
夫
は
昭
和
三
十
四
年
（
一
九
五
九
）
の
『
文
章
読
本
』
の
「
六　

最
も
美
し
い
紀
行
文
と
は
ど
ん
な

も
の
か
」
で
、
理
想
的
な
紀
行
文
と
し
て
木
下
杢
太
郎
の
文
章
を
あ
げ
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。

　

こ
の
文
章
読
本
で
紀
行
文
に
言
及
す
る
余
裕
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
私
が
い
ち
ば
ん
美
し
い
紀
行

文
と
信
ず
る
の
は
、
木
下
杢
太
郎
氏
の
文
章
で
あ
り
ま
す
。
私
は
文
章
に
よ
っ
て
見
知
ら
ぬ
他
国
に
あ
こ

が
れ
、
そ
こ
の
国
に
行
っ
て
も
、
木
下
氏
の
文
章
を
通
じ
て
物
を
見
て
ゐ
る
や
う
な
感
じ
さ
へ
し
た
の
で

あ
り
ま
す
。

　

午
後
一
旅
館
の
食
堂
に
午
餐
し
て
、
そ
し
て
同
氏
を
訪
ぬ
べ
く
街
衢
を
探
し
歩
き
ま
し
た
。
午
時
の

街
道
は
ホ
セ
・
マ
リ
ヤ
・
エ
レ
ヂ
ヤ
が
詩
句
の
如
く
激
烈
且
つ
閑
寂
で
、
鮮
碧
の
蒼
穹
を
支
配
す
る
太

陽
の
威
力
が
卵
色
の
建
築
を
壓
迫
し
、
狭
い
歩
道
に
海
洋
の
如
き
濃
綠
の
陰
を
流
し
ま
す
。
繁
瑣
な
装

飾
の
鐵
格
子
の
門
を
入
る
と
、
狹
い
前
庭
の
後
ろ
に
石
を
敷
い
た
廣
い
客
間
が
開
け
る
。
ク
ウ
バ
の
家

に
は
必
ず
明
取
り
の
中
庭
が
あ
つ
て
、
家
の
各
室
の
門
戸
は
そ
れ
に
向
つ
て
開
か
れ
ま
す
。
そ
し
て
庭

に
は
各
種
の
椰コ

コ
ス子

樹
、
葉
蘭
の
如
く
に
し
て
波
形
の
模
樣
あ
る
千

サ
ン
セ
ビ
エ
リ
ア

歳
蘭
、
又
は
紅
紫
色
美
し
き
ク
ロ
ト

『其國其俗記』第一刷の扉

『其國其俗記』第一刷の

箱　背は日に焼けて、題

簽の染料系の赤は退色し

たものが多い。
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ン
、
時
と
し
て
桂け

い
じ
ゆ樹

を
植
ゑ
ま
す
。
カ
ナ
リ
ヤ
、
文
鳥
等
が
綠
油
漆
の
飾
籠
の
裡
に
飼
は
れ
て
居
ま
す
。

午
日
は
壁
面
或
は
樹
葉
に
そ
の
金
髪
を
投
げ
て
、
空
想
的
な
光
彩
で
中
庭
が
ぎ
ら
ぎ
ら
す
る
と
、
全
く

ア
ラ
ビ
ア
夜
話
の
幻
想
が
實
現
し
た
か
の
感
を
抱
か
せ
ま
す
。（「
ク
ウ
バ
紀
行
」）

　　

こ
の
と
き
、
三
島
が
急
ぎ
足
で
な
く
、
よ
り
詳
細
に
解
説
し
て
い
た
な
ら
、
そ
の
後
、
も
っ
と
杢
太
郎
の
紀
行

文
が
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
い
ま
す
が
、三
島
由
紀
夫
の
推
薦
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

現
在
で
は
あ
ま
り
読
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
絵
に
描
い
た
よ
う
に
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
で
濃
密
な
文
章
で
、
現
在

主
流
の
、
情
報
優
先
で
軽
く
中
性
的
な
紀
行
文
か
ら
は
最
も
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
文
体
で
す
。

　

三
島
が
絶
賛
し
た
「
ク
ウ
バ
紀
行
」
は
『
其
國
其
俗
記
』
の
巻
頭
に
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
杢
太
郎
の
大
正
十

年
（
一
九
二
一
）
か
ら
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
ま
で
の
四
年
間
の
欧
米
体
験
の
中
で
、
こ
の
と
き
の
キ
ュ
ー

バ
体
験
は
、
最
も
快
い
訪
問
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
七
月
中
旬
か
ら
約
二
週
間

キ
ュ
ー
バ
を
訪
れ
た
杢
太
郎
は
、
そ
の
サ
ン
チ
ヤ
ゴ
・
デ
・
ラ
ス
・
ベ
ガ
ス
（Santiago de las V

egas

）
の
農

学
校
訪
問
の
こ
と
を
「
ク
ウ
バ
紀
行
」（
初
出
は
「
明
星
」
大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
十
二
月
で
、
そ

の
と
き
は
「
玖
瑪
紀
行
」
と
い
う
標
題
）
と
「
サ
ン
チ
ヤ
ゴ
・
デ
・
ラ
ス
・
ベ
ガ
ス
」（
初
出
は
「
セ

ル
パ
ン
」
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
八
月
）
で
、
二
度
に
わ
た
っ
て
繰
り
返
し
書
い
て
い
ま
す
。

　

実
は
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
は
、
杢
太
郎
自
身
が
意
図
し
た
も
の
で
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
場
に

「
詩ミ

ユ
ウ
ズ神

」
が
居
合
わ
せ
て
演
出
し
た
よ
う
な
偶
然
の
出
会
い

―
と
い
う
よ
り
も
出
会
い
損
ね

―
が

あ
っ
て
、
あ
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
文
学
的
挿
話
と
し
て
、
と
て
も
魅
力
的
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

今
ま
で
花
を
咲
か
す
こ
と
の
な
か
っ
た
種
子
が
隠
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
杢
太
郎
が
ク
ウ
バ
（
キ
ュ
ー
バ
）
を
訪
れ
よ
う
と
思
っ
た
の
は
、「
わ
た
く
し
は
ク
ウ
バ

で
多
分
、
亞
剌
比
亞
夜
話
に
出
て
來
る
五
色
の
魚
の
や
う
に
、
綠
、
紅
、
紫
等
の
斑
點
で
ぎ
ら
ぎ
ら
し

て
居
る
人
間
の
皮
膚
の
疾

や
ま
ひ

を
も
見
る
で
せ
う
し
、
醫
師
ド
ウ
バ
ン
の
秘
籍
に
載
せ
ら
れ
て
も
あ
る
べ
き

不
思
議
な
毒
草
を
も
採
集
す
る
こ
と
が
出
來
る
だ
ろ
う
」（「
ク
ウ
バ
紀
行
」）
と
考
え
た
か
ら
で
す
。

こ
こ
で
は
科
学
者
の
好
奇
心
と
と
も
に
、
詩
人
の
好
奇
心

―
玉
虫
色
に
メ
タ
リ
ッ
ク
に
輝
く
も
の
や

魔
法
へ
の
夢
想

―
が
同
居
し
て
い
ま
す
。
一
九
二
九
年
に
抗
生
物
質
の
ペ
ニ
シ
リ
ン
が
発
見
さ
れ
、

『其國其俗記』第一刷の奥付　著者名として、木下杢太

郎でなく、本名の太田正雄（おほたまさを）を使って

います。
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SWALLOW-DALE  01

第
二
次
世
界
大
戦
中
に
実
用
化
さ
れ
る
と
、こ
の
五
色
に
輝
く
皮
膚
病
「
ピ
ン
ト
ウ
」「
カ
ラ
テ
」

の
治
療
薬
に
も
な
っ
て
、
現
在
で
は
殆
ど
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
よ
う
で
す
。

　

キ
ュ
ー
バ
へ
の
旅
で
は
、
こ
の
五
色
に
輝
く
皮
膚
病
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
す

が
、
キ
ュ
ー
バ
の
ハ
バ
ナ
郊
外
の
田
舎
町
サ
ン
チ
ヤ
ゴ
・
デ
・
ラ
ス
・
ベ
ガ
ス
の
農
学
校
（
実

際
に
は
農
業
試
験
場
で
す
）
の
こ
と
や
、
そ
こ
で
見
か
け
た
、
満
開
の
紅
い
花
を
咲
き
散
ら
か

す
フ
ラ
ン
ボ
ワ
イ
ヤ
ン
の
樹

―
熱
帯
地
域
に
分
布
す
る
「
火
炎
樹
」

―
の
姿
を
、
杢
太
郎

は
記
憶
深
く
に
残
し
ま
す
。
こ
の
と
き
の
様
子
を
「
ク
ウ
バ
紀
行
」
か
ら
、
少
し
長
く
な
り
ま

す
が
、
引
用
し
ま
す
。

　

農
エ
ス
タ
シ
オ
ン
　
ア
グ
ロ
ノ
ミ
カ

學
校
を
捜
し
出
す
の
に
は
そ
ん
な
に
困
難
を
感
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
停
車
場
か
ら

一
人
の
靑
年
と
道
連
れ
に
な
り
、
言
葉
は
通
じ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
農
學
校
の
助
手
に
對

す
る
紹
介
者
の
上う

は
が
き書

を
示
す
と
、ず
ん
ず
ん
わ
た
く
し
を
案
内
し
て
行
つ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

彼
は
何
と
か
と
朗

ほ
が
ら
か
な
名
を
呼
ん
で
内
に
入
る
と
、
一
人
の
短
い
袴
ズ
ボ
ン
に
長
い
韈
く
つ
し
たを
し

た
靑
年
が
玉
突
臺
か
ら
離
れ
て
出
て
來
ま
し
た
。
そ
れ
が
わ
た
く
し
の
紹
介
せ
ら
れ
た 

M
erlino C

rem
ata 

と
い
ふ
漢
子
で
し
た
。
そ
し
て
二
人
し
て
農
學
校
に
往
つ
て
、
物
置

の
や
う
に
が
ら
ん
と
し
た
廣
い
研
究
室
で
一
時
間
ば
か
り
調
べ
も
の
を
し
ま
し
た
。

　

其
時
驟
雨
が
急
に
や
つ
て
き
來
て
、
家
の
中
は
暗
澹
と
し
ま
し
た
。
雨
の
や
や
小
降
り
に
な
る
の
を
待
つ

て
、
わ
た
く
し
は
再
會
を
約
し
て
歸
ら
う
と
す
る
時
に
、
一
人
の
老
人
が
や
つ
て
來
ま
し
た
。
そ
し
て
其
人

は
わ
た
く
し
の
會
は
う
と
豫
期
し
て
居
た
、
此
農
園
の
所
長
で D

r. C
alvino

と
い
ふ
人
で
し
た
。

　

わ
た
く
し
は
其
人
に
紹
介
せ
ら
れ
、
そ
し
て
其
人
は
「
自
分
の
妻
は
植
物
學
者
で
、
君
の
質
問
の
事
は
妻

が
精
し
い
か
ら
家
へ
來
給
へ
」
と
云
つ
て
、
わ
た
く
し
を
自
分
の
住
居
に
連
れ
て
行
き
ま
し
た
。

　

學
校
の
構
内
に
建
て
ら
れ
た
、
木
造
一
階
の
極
め
て
單
純
な
バ
ン
ガ
ロ
オ
風
の
家
で
し
た
。

　

廣
い
廊
下
の
卓
に
倚
つ
て
其
人
の
夫
人
が
本
を
讀
ん
で
居
ま
し
た
。
廊
下
の
軒
に
は
葛
が
纏
み
、
各
種
の

コ
コ
ス
樹
の
鉢
が
其
床
に
散
亂
し
て
ゐ
ま
し
た
。

　

折
か
ら
雨
が
沛
然
と
や
つ
て
來
て
、
高
き
「
フ
ラ
ン
ボ
ワ
イ
ヤ
ン
」
樹
の
火
の
や
う
に
紅
い
花
が
、
眞
黑

な
空
の
前
に
め
ら
め
ら
と
輝
き
ま
し
た
。

『其國其俗記』第二刷の奥付　国による出版統制がはじ

まっているので、出文協（日本出版文化協会）の承認番

号があり、配給元として日本出版配給会社が関与するよ

うになっています。部数の掲示がされるようになり、当

初 2000 部の予定が 3000 部に増えています。定価の下

の「マル停」は昭和 14 年公布の価格等統制令で値上げ

を停止された品を示していて、第二刷の定価も、第一刷

と同じ２円50銭です。昭和16年末に中央公論社から『木

下杢太郎選集』が出版されたのですが、編集者の松下秀

麿によると、《私の手がけた「木下杢太郎選集」は、「児

島喜久雄の装釘で、濃緑の匣に入り、当時としては稀な

部厚い一冊となって、十七年一月に世にでた。世評は上々

で、定価は高かった（注・5円 50 銭）が、三千部たち

まちなくなり、千部を増刷するという状態であった。杢

太郎は、「僕の本でこんなことははじめてだよ。ふしぎ

だね」と、近来ない快心事のように見受けられた》とあ

り、杢太郎の書籍のおおよその出版部数を知ることがで

きます。戦争が進むなか、真っ当な感覚を持つ人のみが

出せる「軽さ」が求められていたのかも知れません。
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夫
人
が
嘗
て
伊
太
利
亞
羅
馬
の
植
物
苑
に
學
ん
だ
時
の
こ
と
を
話
し
ま
し
た
。
そ
し
て
首
を
傾
け
た
後
、

其
時
の
同
學
で
あ
つ
た
村
岡
さ
ん
と
い
ふ
日
本
の
學
者
の
名
を
思
ひ
出
し
ま
し
た
。
そ
の
響
が
始
め
は
わ
た

く
し
に
解
し
兼
ね
ま
し
た
。
や
が
て
然
し
そ
れ
は
ア
ク
サ
ン
の
爲
め
で
あ
つ
て
綴
り
に
間
違
の
な
い
こ
と
が

解
り
ま
し
た
。

　
「
貴
方
は
御
存
じ
で
す
か
」
と
尋
ね
ま
し
た
。

　
「
わ
た
く
し
は
知
り
ま
せ
ん
。
然
し
ヌ
ウ
・
ヨ
オ
ク
に
歸
れ
ば
、
多
分
そ
の
人
の
住
所
を
尋
ね
出
す
こ
と

が
出
來
ま
せ
う
。
若
し
尋
ね
當
て
た
な
ら
ば
、
貴
君
の
こ
と
を
報
じ
ま
せ
う
」
と
云
ひ
ま
し
た
。

　

伊
太
利
亞
の
酒
が
あ
る
か
ら
と
云
つ
て
、
博
士
は
一
個
の
酒
瓶
を
取
り
出
し
て
來
ま
し
た
。（
わ
た
く
し

は
感
じ
ま
し
た
。
此
地
で
わ
ざ
わ
ざ
伊
太
利
亞
の
酒
を
飲
む
と
い
ふ
の
は
、
や
は
り
昔
、
留
學
し
た
伊
太
利

亞
の
好
聯
想
の
爲
め
で
あ
る
だ
ろ
う
と
。）
彼
等
の
極
め
て
低
き
落
付
い
た
話
し
聲
（
英
語
と
佛
語
と
を
混

用
し
た
る
）、
綠
深
き
農
苑
の
う
ち
の
バ
ン
ガ
ロ
オ
、
夏
午
後
の
驟
雨
、
殊
に
如
何
に
も
異
鄕
ら
し
い
熱
帯

の
異
鄕

―
そ
れ
等
の
要
素
が
、
わ
た
く
し
を
し
て
自
分
は
子
供
の
時
に
見
た
ぼ
や
け
た
歐
羅
巴
風
景
の
寫

眞
、
そ
の
中
の
一
人
の
人
物
に
今
な
つ
て
居
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
は
し
め
ま
し
た
。

　

雨
が
霽
れ
て
後
主
人
は
わ
た
く
し
を
裏
の
植
物
園
に
連
れ
て
行
つ
て
く
れ
ま
し
た
。
破
れ
た
木
戸
の
扉
を

開
け
て
入
る
と
、
こ
こ
に
は
ハ
バ
ナ
市
の
植
物
苑
よ
り
は
廣
い
植
物
苑
と
農
苑
と
が
あ
り
ま
し
た
。
數
多
き

異
樹
珍
草
の
中
に
は
、
竹
の
屬
、
椰
子
又
コ
コ
ス
樹
の
屬
が
目
立
ち
ま
し
た
。
雨
に
濡
れ
た
厚
い
長
大
の
葉

を
着
け
た
、
フ
イ
ク
ス
屬
、
マ
ニ
ヨ
リ
ヤ
屬
の
大
樹
は
極
め
て
爽
快
の
感
じ
を
與
へ
ま
し
た
。
確
か
に
日
本

か
ら
移
入
し
た
ら
う
と
思
は
れ
る
桐
樹
、
桑
、
枇
杷
等
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
印
度
及
び
メ
キ
シ
コ
か
ら

の
珍
ら
し
い
樹
。
そ
の
間
に
は
色
鮮
か
な
る
各
種
の
花
が
咲
き
亂
れ
て
居
ま
し
た
。
そ
し
て
皆
重
い
雨
の
珠

を
負
う
て
、
ふ
す
ふ
す
と
香
氣
を
發
散
し
て
居
ま
す
。

　

學
校
の
玄
關
側
の
鎌
型
の
臺
で
、
靴
底
の
濡
れ
た
土
を
掻
き
落
し
て
、
そ
し
て
我
我
は
別
れ
ま
し
た
。
わ

た
く
し
は
農
苑
の
馬
車
に
送
ら
れ
て
停
車
場
に
歸
り
ま
し
た
。（
七
月
廿
四
日
）（

大
正
十
年
十
二
月
「
明
星
」）

　

文
学
好
き
な
ら
、
こ
こ
に
登
場
す
る
人
物
の
名
前
に
ぴ
ん
と
く
る
方
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
杢
太
郎
が
描
写
す

る
「
一
人
の
老
人
」「
此
農
園
の
所
長
」
の
「D

r. C
alvino

」
と
い
う
人
物
で
す
。
こ
の
「D

r. C
alvino

」
は
、

『其國其俗記』第一刷の表紙

題簽の鮮やかな赤は、「クウバ紀

行」で描写されるフランボワイヤ

ンの花の赤を反映しています。

『其國其俗記』の箱

第一刷（右）・第二刷（左）

残念ながら、箱の背は退色

しているものが多いです。
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SWALLOW-DALE  01

二
十
世
紀
イ
タ
リ
ア
の
国
民
的
作
家
イ
タ
ロ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
お
父
さ
ん
で
す
。
そ
し
て
「
伊
太
利
亞
羅
馬
の

植
物
苑
に
學
ん
だ
」
夫
人
は
イ
タ
ロ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
お
母
さ
ん
で
す
。

　

十
一
年
後
に
改
め
て
書
か
れ
た
「
サ
ン
チ
ヤ
ゴ
・
デ
・
ラ
ス
・
ベ
ガ
ス
」
か
ら
も
、
同
様
の
場
面
で
す
が
、
変

奏
を
味
わ
い
つ
つ
引
用
し
ま
し
ょ
う
。

　

此
日
、
僕
は
午
後
も
少
し
遲
く
や
つ
て
來
た
の
で
、
農
學
校
に
着
い
て
何
も
せ
ぬ
う
ち
に
日
暮
に
な
つ
た
。

そ
れ
で
又
出
直
し
て
來
よ
う
と
思
つ
て
ゐ
る
所
へ
一
人
の
老
人
が
や
つ
て
來
た
。
そ
れ
が
其
農
學
校
の
長
で 

D
octor C

alvino 

と
い
ふ
の
で
あ
つ
た
。
そ
の
人
が
僕
の
來
意
を
聽
い
て
、
僕
の
妻
は
植
物
學
者
で
、
君
の

質
問
の
筋
は
妻
の
方
が
詳
し
い
か
ら
う
ち
へ
來
た
ま
へ
と
云
つ
て
僕
を
自
分
の
家
へ
連
れ
て
行
つ
て
く
れ

た
。

　

さ
し
て
廣
か
ら
ぬ
木
造
一
階
建
の
其
寓
居
は
農
園
の
う
ち
に
建
て
ら
れ
て
あ
つ
た
。
低
い
木
戸
を
越
え
て

其
客
間
ら
し
い
一
室
が
見
ら
れ
る
。
廊
下
の
軒
に
は
葛
が
か
ら
み
、
庭
に
は
い
ろ
い
ろ
の
椰
子
屬
の
矮
樹
の

鉢
が
散
亂
し
、
ま
た
ク
ロ
ト
ン
の
樣
々
の
色
の
葉
が
發
生
し
て
ゐ
た
。
屋
根
か
ら
庭
へ
と
か
け
渡
し
た
天
幕

に
は
紅
綠
の
色
の
筋
も
見
え
て
、
印
象
派
の
繪
心
が
あ
る
。

　

そ
の
廣
い
廊
下
で
は
、
卓
に
綺
つ
て
、
さ
う
年
更
け
た
と
も
見
え
ぬ
夫
人
が
本
を
讀
ん
で
ゐ
た
。
僕
は

そ
の
夫
人
に
紹
介
せ
ら
れ
た
。
顔
の
褐
色
な
下
婢
が
茶
を
運
ん
で
來
た
。

　

そ
の
時
、
忽
ち
沛
然
と
大
雨
が
降
つ
た
。
空
が
ま
つ
く
ら
に
な
つ
て
、
丈
の
高
い
「
フ
ラ
ン
ボ
ワ
イ
ヤ
ン
」

の
紅
い
花
が
火
の
や
う
に
輝
い
た
。（
樹
の
形
は
合
歡
花
の
大
木
を
想
は
せ
る
や
う
な
も
の
で
あ
る
。）
そ
の

下
に
は
一
處
そ
の
花
が
落
ち
散
つ
て
、
鮮
血
の
如
く
氣
味
悪
く
地
を
染
め
た
。

　

夫
人
は
伊
太
利
亞
羅
馬
の
植
物
苑
で
學
ん
だ
時
の
話
を
し
た
。
そ
の
時
の
同
學
に
日
本
人
の
村
岡
と
い
ふ

人
が
あ
つ
た
と
い
つ
た
。
僕
は
後
に
ヌ
ウ
・
ヨ
オ
ク
に
出
て
、
こ
の
人
の
こ
と
を
尋
ね
た
が
誰
も
識
つ
て
ゐ

る
人
が
な
く
、
夫
人
の
言
傳
を
告
げ
な
い
ま
ま
で
、
今
に
至
つ
て
ゐ
る
。

　

伊
太
利
亞
の
酒
が
あ
る
か
ら
と
云
つ
て
、
主
人
は
僕
の
爲
め
に
奥
か
ら
一
個
の
瓶
を
携
へ
て
來
た
。
ベ
ル

モ
ツ
ト
の
や
う
な
酒
で
あ
つ
た
と
覺
え
て
ゐ
る
が
、
長
く
ク
ウ
バ
に
住
ん
で
ゐ
る
人
の
身
に
な
れ
ば
壮
年
會

遊
の
歐
羅
巴
が
懐
か
し
い
の
で
あ
ら
う
と
同
情
し
た
。

第一刷の天は赤く染められています。
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『A

LB
U
M
 C
A
LV
IN
O

』
と
い
う
、
イ
タ
ロ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
没
後
十
年
に
カ
ル
ヴ
ィ
ー

ノ
の
版
元
で
あ
るM
ondadori

か
ら
出
版
さ
れ
た
伝
記
に
「
サ
ン
チ
ヤ
ゴ
・
デ
・
ラ
ス
・

ベ
ガ
ス
」
の
写
真
も
何
枚
か
載
っ
て
い
ま
す
。
杢
太
郎
の
言
う
「
木
造
一
階
の
極
め
て
單
純

な
バ
ン
ガ
ロ
オ
風
の
家
」「
綠
深
き
農
苑
の
う
ち
の
バ
ン
ガ
ロ
オ
」
の
前
に
立
つ
カ
ル
ヴ
ィ
ー

ノ
夫
妻
の
写
真
も
残
っ
て
い
ま
す
。

　
「
顔
の
褐
色
な
下
婢
」
は
右
端
に
写
っ
て
い
る
女
性
で
し
ょ
う
。「
さ
う
年
更
け
た
と
も
見

え
ぬ
夫
人
」
が
中
央
。「
一
人
の
老
人
」
が
左
に
立
っ
て
い
ま
す
。

　
「
綠
深
き
農
苑
の
う
ち
の
バ
ン
ガ
ロ
オ
、
夏
午
後
の
驟
雨
、
殊
に
如
何
に
も
異
鄕
ら
し
い

熱
帯
の
異
鄕

―
そ
れ
等
の
要
素
が
、
わ
た
く
し
を
し
て
自
分
は
子
供
の
時
に
見
た
ぼ
や
け

た
歐
羅
巴
風
景
の
寫
眞
、
そ
の
中
の
一
人
の
人
物
に
今
な
つ
て
居
る
の
で
は
な
い
か
」
と
杢

太
郎
が
白
日
夢
を
見
る
よ
う
な
心
持
ち
に
な
っ
た
、
こ
の
場
所
で
、
イ
タ
ロ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ー

ノ
は
生
ま
れ
ま
す
。
こ
の
バ
ン
ガ
ロ
ー
前
の
テ
ラ
ス
に
杢
太
郎
も
立
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

　

杢
太
郎
が
描
く
夫
妻
と
、
イ
タ
ロ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
関
連
の
書
籍
か
ら
知
る
こ
と
の
で
き

る
夫
妻
の
姿
と
で
は
、
若
干
違
い
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
と
き
の
三
人
の
年
齢
は
、
杢
太
郎
が

明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
八
月
一
日
生
ま
れ
で
、
訪
問
し
た
大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
七

月
に
満
三
十
五
歳
。「
一
人
の
老
人
」M

ario C
alvino

は
、
一
八
七
五
年
三
月
二
十
六
日
生

な
の
で
、
満
四
十
六
歳
。「
さ
う
年
更
け
た
と
も
見
え
ぬ
夫
人
」E

va M
am
eli C

alvino

は

一
八
八
六
年
年
二
月
十
二
日
生
な
の
で
、
満
三
十
五
歳
で
杢
太
郎
と
同
い
年
で
す
。

　

実
は
、C

alvino

夫
妻
は
前
年
の
一
九
二
〇
年
に
結
婚
し
て
い
る
の
で
、
杢
太
郎
と
会
っ

た
と
き
は
実
は
新
婚
さ
ん
で
す
。
研
究
者
同
士
の
結
婚
で
晩
婚
で
は
あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ

か
ら
二
年
後
に
最
初
の
赤
ん
坊
に
恵
ま
れ
る
夫
婦
で
、
杢
太
郎
が
描
く
老
夫
婦
の
よ
う
な
姿

は
詩
人
の
演
出
が
入
っ
て
い
る
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。「
長
く
ク
ウ
バ
に
住
ん
で
ゐ
る
人
の

身
に
な
れ
ば
壮
年
會
遊
の
歐
羅
巴
が
懐
か
し
い
の
で
あ
ら
う
と
同
情
し
た
」と
あ
る
よ
う
に
、

杢
太
郎
は
、
夫
妻
が
地
元
の
人
と
考
え
、
イ
タ
リ
ア
か
ら
キ
ュ
ー
バ
に
来
て
い
る
研
究
者
夫

婦
だ
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
昔
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
留
学
し
た
こ
と
を
懐
か
し
み

な
が
ら
、
熱
帯
の
地
で
自
分
の
内
生
活
に
沈
湎
し
て
ゐ
る
老
夫
婦
と
い
う
「
絵
」
で
、
杢
太

キューバのサンチヤゴ・デ・ラス・ベガスのカルヴィーノ夫妻　(“ALBUM CALVINO”Mondadori 1995)　木下杢太郎の

描写した「顔の褐色な下婢」は右端に写っている女性でしょう。「一人の老人」と描写されたMario Calvino は左、「さう年

更けたとも見えぬ夫人」Eva Mameli Calvino は中央に。テラスには「各種のココス樹の鉢」が散乱してます。背景の「木造

一階の極めて單純なバンガロオ風の家」「綠深き農苑のうちのバンガロオ」でイタロ・カルヴィーノは生まれます。全く別

の所にそれぞれ存在していた杢太郎の文章とカルヴィーノ家の写真の照応は「子供の時に見たぼやけた歐羅巴風景の寫眞、

その中の一人の人物に今なつて居るのではないか」という杢太郎の幻影を、より入り組んだものに変えていきます。
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郎
は
こ
の
夫
妻
を
描
い
て
い
ま
す
。

　

夫
人
と
同
學
の
村
岡
と
い
う
日
本
人
留
学
生
の
こ
と
も
気
に
な
り
ま
す
。
の
ち
に
杢
太
郎
の
吉
利
支
丹
文
学
研

究
に
協
力
す
る
、
歴
史
学
者
・
村
岡
典
嗣
も
欧
州
留
学
を
し
て
い
る
の
で
す
が
、
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
か

ら
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
の
間
で
す
の
で
、
別
人
で
す
。
さ
ら
に
調
べ
て
い
く
と
、
別
の
挿
話
・
逸
話
が
埋

も
れ
て
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

杢
太
郎
が
、
イ
タ
ロ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
誕
生
し
た
一
九
二
三
年
に
キ
ュ
ー
バ
を
訪
れ
て
い
た
ら
、
話
は
よ
り

劇
的
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
イ
タ
ロ
誕
生
の
年
に
は
、
杢
太
郎
は
フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ア
・
ド
イ
ツ
・

エ
ジ
プ
ト
な
ど
を
転
々
と
し
て
い
ま
す
。
イ
タ
ロ
が
生
ま
れ
た
十
月
に
は
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
の
ラ
ン
ゲ
ロ
ン
博

士
と
の
共
同
研
究
、
糸
状
菌
分
類
法
の
研
究
を
完
成
さ
せ
て
い
ま
す
。

　

杢
太
郎
が
誕
生
を
知
る
こ
と
の
な
か
っ
た
キ
ュ
ー
バ
生
ま
れ
の
赤
ん
坊
が
ど
ん
な
存
在
か
、
改
め
て
簡
単
に
説

明
す
る
と
、
イ
タ
ロ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
二
十
世
紀
イ
タ
リ
ア
を
代
表
す
る
作
家
、
イ
タ
リ
ア
の
国
民
的
作
家
と

い
え
る
存
在
で
す
。『
ま
っ
ぷ
た
つ
の
子
爵
』『
木
の
ぼ
り
男
爵
』『
不
在
の
騎
士
』か
ら
構
成
さ
れ
る『
我
々
の
祖
先
』

三
部
作
や
『
イ
タ
リ
ア
民
話
集
』
な
ど
、
日
本
で
も
多
く
の
作
品
が
翻
訳
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

杢
太
郎
は
六
十
歳
、
イ
タ
ロ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
六
十
一
歳
と
い
う
年
齢
で
亡

く
な
っ
て
い
ま
す
。
二
人
と
も
実
り
あ
る
老
年
の
可
能
性
を
見
な
い
ま
ま
亡
く
な
っ

た
作
家
で
す
。
そ
こ
に
も
共
通
性
が
あ
り
ま
す
。
イ
タ
ロ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
、

両
親
の
こ
と
を
あ
ま
り
書
き
記
し
て
い
ま
せ
ん
。
た
ぶ
ん
、
こ
れ
か
ら
の
主
題
だ
っ

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

イ
タ
ロ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
没
後
に
見
つ
か
っ
た
創
作
メ
モ
に
、
作
品
集
の
仮

目
次
が
あ
り
、
そ
れ
か
ら
推
測
す
る
と
、「C

uba

」
を
題
材
と
し
た
作
品
を
書
く
意

思
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
作
品
は
書
か
れ
な
い
ま
ま
で
し
た
が
、
そ
の
メ
モ

を
も
と
に
、『
サ
ン
・
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
道
』
と
い
う
作
品
集
を
、
夫
人
の
エ
ス
テ
ル

が
編
ん
で
い
ま
す
。
残
念
な
が
ら
、
そ
の
な
か
に
は
「C

uba

」
に
つ
い
て
の
テ
キ

ス
ト
は
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
タ
ロ
が
キ
ュ
ー
バ
に
い
た
の
は
誕
生
し
て
か
ら
、
両
親

キューバのカルヴィーノ親子

p.8 の写真は、Sanremo の Archivio Moreschi 所蔵。p.9 の写真

は、Roma の Archivio Calvino 所蔵。Luca Baranelli e Ernesto 

Ferrero 編の『ALBUM CALVINO』(Mondadori, 1995) より。
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が
イ
タ
リ
ア
・
サ
ン
レ
モ
の
植
物
園
に
転
職
す
る
一
九
二
五
年
ま
で
の
短
い
期
間
で
す
か
ら
、
本

人
の
記
憶
に
は
残
ら
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
、
ど
ん
な
テ
キ
ス
ト
と

し
て
「C

uba

」
を
構
想
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

イ
タ
ロ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
が
生
ま
れ
た
キ
ュ
ー
バ
の
サ
ン
チ
ヤ
ゴ
・
デ
・
ラ
ス
・
ベ
ガ
ス
の
バ

ン
ガ
ロ
ー
を
日
本
の
詩
人
、
木
下
杢
太
郎
が
訪
れ
て
い
た
、
と
い
う
挿
話
は
、
偶
然
に
せ
よ
、
天

恵
の
よ
う
な
偶
然
で
す
。「
も
し
も
」
を
言
い
始
め
た
ら
き
り
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
事
実
を
イ

タ
ロ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
が
知
っ
て
い
た
ら
、
あ
る
い
は
構
想
し
て
い
た
「C

uba

」
が
大
西
洋
だ
け

を
結
ぶ
作
品
で
な
く
太
平
洋
ま
で
想
像
力
を
広
げ
る
作
品
と
し
て
実
を
結
ん
で
い
た
の
で
は
な
い

か
と
空
想
し
ま
す
。
あ
る
情
報
が
あ
れ
ば
、
複
数
の
点
と
点
が
連
鎖
的
に
触
手
を
結
ん
で
、
あ
り

え
な
い
よ
う
な
物
語
に
一
気
に
結
実
す
る
寸
前
の
状
態
だ
っ
た
と
も
い
え
ま
す
。

　

カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
は
、
一
九
七
六
年
に
日
本
を
訪
れ
て
い
て
、
そ
の
時
の
体
験
か
ら
魅
力
的
な
エ
ッ

セ
イ
を
い
く
つ
か
残
し
て
い
ま
す
。
最
も
印
象
的
な
の
は
、
東
京
駅
の
新
幹
線
の
ホ
ー
ム
で
見
か

け
た
頭
を
紫
色
に
染
め
た
老
婦
人
が
若
い
娘
に
か
し
ず
か
れ
て
い
る
様
子
を
描
い
た
エ
ッ
セ
イ
「
紫

色
の
着
物
の
老
婦
人
」
で
、
そ
の
紫
色
か
ら
紫
式
部
へ
の
連
想
を
誘
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
作

品
の
連
な
り
に
、
杢
太
郎
の
キ
ュ
ー
バ
の
挿
話
が
加
わ
っ
た
可
能
性
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

さ
ら
に
杢
太
郎
と
イ
タ
ロ
の
二
人
を
結
び
つ
け
る
触
媒
に
な
る
詩
人
も
存
在
し
ま
す
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
冒
頭

に
、「
今
に
し
て
な
ほ
出
来
る
唯
一
の
事
は
、
フ
イ
ク
シ
オ
ン
の
上
で
、
時
代
を
異
に
し
た
二
人
の
詩
人
を
面
晤

せ
し
め
る
こ
と
」
と
い
う
木
下
杢
太
郎
の
こ
と
ば
を
引
用
し
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
語
ら
れ
る
二
人
の
詩
人
は
、
ポ

ル
ト
ガ
ル
の
文
学
者
エ
ン
シ
ユ
ラ
ウ
・
デ
・
ム
ラ
イ
イ
シ
ユ
（W

enceslau de M
orais

、
ヴ
ェ
ン
セ
ス
ラ
ウ
・
デ
・

モ
ラ
エ
ス
）
と
連
歌
の
宗
祇
で
す
。
そ
し
て
ま
た
、
あ
つ
ら
え
た
よ
う
な
偶
然
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
、
カ
ル

ヴ
ィ
ー
ノ
も
ま
た
、
桂
離
宮
に
つ
い
て
の
「
千
の
庭
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で
、
千
利
休
が
生
け
垣
で
海
の
眺
望
を

隠
し
た
庭
を
設
計
し
た
理
由
を
説
明
す
る
と
き
宗
祇
の
句
を
使
っ
た
と
い
う
逸
話
に
言
及
し
て
、
宗
祇
の
句
「
海

す
こ
し
庭
に
泉
の
木
の
間
か
な
」
を
引
用
し
て
い
ま
す
。
宗
祇
と
い
う
結
び
目
で
も
、
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
と
杢
太
郎

が
結
ば
れ
ま
す
。
万
葉
や
平
安
の
歌
人
で
も
な
く
、
江
戸
の
俳
人
で
も
な
く
、
中
世
の
連
歌
師
と
い
う
と
こ
ろ
も
、

こ
の
二
人
に
ふ
さ
わ
し
い
選
択
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
偶
然
の
戯
れ
の
連
続
に
は
違
い
な
い
の
で
す
が
、
な
ん

イタロ・カルヴィーノが生前に残していた作品構

想メモ　『Passaggi obbligati（強いられた道）』と題

された作品リストの中に「Cuba」というタイトル

が見えます。イタロ・カルヴィーノの夫人エステル

が、このメモをもとに、1990 年、『La Strada Di San 

Giovanni（サン・ジョヴァンニへの道）』という作品

集を編集し出版しました。残念ながら、その作品集

の中には、キューバに関する記述、キューバを描い

た作品は含まれていません。イタロ・カルヴィーノ

の「Cuba」は生前執筆されることはなく、構想だけ

が存在したテキストでした。［図版は、Italo Calvino著、

Tim Parks 訳 の『THE ROAD TO SAN GIOVANNI』

（PANTHEON 1993）より］
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だ
か
三
題
噺
か
何
か
の
よ
う
に
、
舞
台
の
準
備
が
進
ん
で
い
き
ま
す
。

　

杢
太
郎
の
「
ク
ウ
バ
紀
行
」
で
は
、
満
開
の
紅
い
花
を
咲
き
誇
る
フ
ラ
ン
ボ
ワ
イ
ヤ
ン
の
樹
の
描
写
が
印
象
的

で
す
が
、
そ
れ
が
能
舞
台
の
松
の
役
割
を
果
た
す
詩
劇
が
成
り
立
つ
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
舞
台
を
組
み
立
て
て

く
れ
と
「
詩ミ

ユ
ウ
ズ神

」
が
招
い
て
い
る
の
で
す

　

世
界
史
的
な
観
点
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
い
ろ
い
ろ
な
す
れ
違
い
に
気
づ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
自
体
は

起
こ
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
の
こ
と
を
ど
う
こ
う
言
う
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
の
無
意
味
な
遊
技
行
為
で

す
。
そ
れ
で
も
、わ
た
し
た
ち
を
夢
想
さ
せ
る
力
が
あ
り
ま
す
。
歴
史
小
説
な
ど
は
、そ
の
夢
想
が
推
進
力
に
な
っ

て
い
る
ジ
ャ
ン
ル
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
す
れ
違
い
と
い
う
も
の
は
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
も
の
で
す
か
ら
、
別
に
文
学
的
交
流
が
あ
っ
た

わ
け
で
は
な
い
二
人
で
す
が
、
偶
然
に
せ
よ
、
お
互
い
を
結
び
つ
け
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
縁
は
、
や
は
り
遅

れ
ば
せ
な
が
ら
で
あ
っ
て
も
結
ん
で
お
い
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ア
ネ
ク
ド
ー
ト
好
き
、

挿
話
・
逸
話
好
き
と
し
て
は
、
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
生
前
に
、
杢
太
郎
の
こ
と
を
知
ら
せ
る
人
が
い
た
ら
と
、
残
念

に
思
い
ま
す
。
機
会
は
失
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。

　
「
ク
ウ
バ
紀
行
」
が
最
初
に
発
表
さ
れ
た
の
が
大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
で
す
か
ら
、
そ
れ
か
ら
九
十
年
、
だ

れ
も
杢
太
郎
と
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
奇
縁
に
言
及
せ
ず
、
す
れ
違
っ
た
ま
ま
に
し
て
き
た
わ
け
で
す
。
あ
る
い
は
、

こ
の
こ
と
も
日
本
の
詩
人
知
識
人
の
孤
独
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

三　

東
京
駅
の
詩
劇

　

キ
ュ
ー
バ
だ
け
で
な
く
、
杢
太
郎
、
イ
タ
ロ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
、
宗
祇
ら
が
織
り
な
す
舞
台
の
背
景
に
な
り
え

そ
う
な
、
ま
た
別
の
挿
話
が
あ
り
ま
す
。
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
が
頭
を
紫
色
に
染
め
た
老
婦
人
が
若
い
娘
に
か
し
ず
か

れ
て
い
る
様
子
を
見
た
の
は
東
京
駅
の
新
幹
線
ホ
ー
ム
だ
っ
た
の
で
す
が
、
東
京
駅
は
杢
太
郎
の
重
要
な
作
品
の

舞
台
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

『其國其俗記』中の「クウバ紀行」

のページから　木下杢太郎が「クウ

バの夜」という挿画を寄せています。
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木
下
杢
太
郎
の
最
初
の
詩
集
『
食
後
の
唄
』
は
、
詩
人
と
し
て
も
っ
と
も
得
意
の
時
期
で
あ
っ
た
二
十
歳
代
で

な
く
、
詩
が
生
活
の
す
べ
て
で
な
く
な
っ
た
三
十
歳
代
の
な
か
ば
に
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
『
食
後
の
唄
』
の
詩
に
は
ど
こ
か
「
死
に
体
」
の
印
象
が
あ
り
ま
す
。
正
直
、
現
代
に
生
き
て
い
る
詩
と
は
思

え
な
い
詩
に
見
え
る
の
で
す
。
そ
れ
は
詩
が
書
か
れ
た
明
治
・
大
正
の
、
そ
の
背
景
を
な
す
音
や
風
景
を
聞
き
分

け
見
分
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
か
も
知
れ
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
都
市
を
遊
歩
す
る
者
が

通
り
す
が
り
に
見
た
光
景
や
微
か
に
聞
こ
え
る
音
が
も
た
ら
す
「
情
調
」
こ
そ
が
、杢
太
郎
の
詩
の
主
調
音
に
な
っ

て
い
て
、
そ
れ
に
頼
り
き
っ
た
詩
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、「
失
わ
れ
た
時
」
が
目
の
前
に
あ
る
の

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
読
み
方
、
歌
い
方
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

し
か
し
、
三
十
歳
代
の
な
か
ば
に
書
か
れ
た
『
食
後
の
唄
』
の
序
文
は
、
今
も
異
彩
を
放
っ
て
い
ま
す
。
決
し

て
現
代
的
な
テ
キ
ス
ト
で
は
な
い
の
で
す
が
、現
在
の
読
み
に
耐
え
る
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。
詩
集
『
食
後
の
唄
』

の
序
文
の
書
き
手
は
、
詩
を
な
か
ば
あ
き
ら
め
た
人
で
す
。
二
十
歳
代
の
自
分
の
放
縦
の
詩
を
苦
々
し
く
読
み
返

す
三
十
歳
代
半
ば
の
男
の
文
章
で
す
。
過
去
の
詩
を
読
み
返
す
た
び
、
顔
が
赤
面
す
る
の
を
押
さ
え
き
れ
な
い
の

と
同
時
に
、
そ
れ
で
も
過
去
の
自
分
自
身
を
完
全
否
定
し
き
れ
す
、
割
り
切
れ
な
い
感
情
が
綯
い
交
ぜ
に
な
っ
て

い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、「
情
調
」
の
詩
か
ら
違
う
次
元
へ
い
け
な
か
っ
た
両
大
戦
間
の
詩
人
の
時
代
閉
塞
感
も
表

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
綯
い
交
ぜ
の
感
情
の
場
所
を
、杢
太
郎
は
旅
慣
れ
た
も
の
の
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
で
押
し
切
っ
て
、

不
思
議
と
姿
勢
の
よ
い
、
二
十
代
の
詩
と
は
一
線
を
画
し
た
者
の
み
が
書
く
こ
と
の
で
き
た
希
有
の
序
文
を
書
き

上
げ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
は
、
今
の
時
代
、
あ
ま
り
求
め
ら
れ
て
い
な
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん

が
、
そ
こ
に
は
現
代
の
人
が
と
て
も
体
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
、
眠
れ
な
い
ま
ま
迎
え
た
「
早
朝
」
の

諦
念
と
晴
れ
晴
れ
し
さ
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
序
文
は
、
南
満
医
学
堂
教
授
兼
奉
天
病
院
長
だ
っ
た
杢
太
郎
が
出
張
で
東
京
に
出
て
き
た
と
き
、
そ
の

東
京
滞
在
中
に
書
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
序
文
の
最
後
に
「
大
正
七
年
九
月
四
日
早
朝
、
東
京
停
車
場
ホ
テ
ル

七
十
一
號
室
に
於
て　

作
者
識
す
」
と
具
体
的
に
日
付
と
場
所
を
書
き
記
し
て
い
ま
す
。

　

杢
太
郎
は
筆
ま
め
な
人
で
、
日
記
が
残
っ
て
い
ま
す
。
明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
か
ら
昭
和
二
十
年

（
一
九
四
五
）
ま
で
、
明
治
四
十
・
四
十
一
年
と
関
東
大
震
災
で
焼
失
し
た
ら
し
い
明
治
四
十
五
年
〜
大
正
四
年
の

も
の
を
の
ぞ
け
ば
、
ほ
ぼ
揃
っ
て
い
ま
す
。
全
五
巻
の
『
木
下
杢
太
郎
日
記
』
に
ま
と
め
ら
れ
て
、
岩
波
書
店
か

ら
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
序
文
を
書
き
上
げ
た
日
前
後
の
日
記
を
読
ん
で
み
る
と
、
宿
泊
し
て
い
る
ホ
テ
ル

高橋英夫選『読書清遊　富士川英郎随筆選』（講談社文芸文庫　平成 22 年）

『読書清遊』に収録されている「木下杢太郎の随筆」（昭和 59 年）のなかで、富

士川英郎は、木下杢太郎の小さなアンソロジーを夢想し、「小学校時の回想」「す

かんぽ」「僻郡記」「残響」「研究室裏の空想」「本の装釘」「あかざ（藜）とひゆ（莧）」

の七篇を選んで、次のように述べています。

私はこの七篇を、右に列挙した順序で並べた一冊の随筆集の出現をしばしば

夢想しているが、これらの随筆は、杢太郎がその幼時を回想したもの、晩年

の学究生活の日々を語ったり、自家の庭や、大学の構内などで見かけた草花

について述べたりしたものが、その大半をしめている。しかもそれは、博大

な学識と、静かな思索と、繊細な詩情が、そこで渾然と一つに溶けあってい

る杢太郎の内部から自ら滲みでたものであるので、いずれもえも言われぬ味

わいの随筆となっているのである。（中略）これは我国に稀れであった一人

のポエタ・ドクトゥスの、いわば晩年の生活記とでもいうべきものであるが、

頁数にして凡そ百五十頁の小冊子となるだろう。さて、その表題は集中の一

篇のそれを採って、『残響』と名づけたいと思う。

昭和 59 年（1984）の富士川英郎の夢想は実現していません。現在、膨大な出版

物が毎年、更新されていますが、杢太郎の随筆を文庫のような小冊子で読むこと

ができる、そうした贅沢の余地は無いような現状です。
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を
訪
ね
て
き
た
り
、
会
っ
た
り
し
た
人
々
に
大
正
の
顔
と
い
う
べ
き
人
た
ち
が
登
場
し
て
い
ま
す
。

　
　

九
月
三
日
（
火
）　

和
辻
哲
郎
、
長
田
秀
雄
、
長
田
幹
彦
、
阿
部
次
郎
、
石
井
柏
亭

　
　

九
月
四
日
（
水
）　

小
絲
源
太
郎
、
鏑
木
清
方
、
谷
崎
潤
一
郎
、
長
田

こ
れ
ら
多
く
の
人
の
出
入
り
の
流
れ
の
な
か
、
早
朝
の
孤
独
な
時
間
に
、
詩
集
『
食
後
の
唄
』
の
序
文
が
書
き
上

げ
ら
れ
た
の
か
と
思
う
と
、
感
動
し
ま
す
。

　

余
談
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
九
月
四
日
に
杢
太
郎
と
会
っ
て
い
る
谷
崎
潤
一
郎
は
、
東
京
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ホ
テ

ル
に
関
わ
る
人
と
縁
が
あ
る
人
物
で
も
あ
り
ま
す
。
谷
崎
は
、
十
代
の
と
き
父
親
の
事
業
の
失
敗
か
ら
、
築
地
精

養
軒
の
経
営
者
、
北
村
重
昌
の
家
に
家
庭
教
師
と
し
て
住
み
込
む
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
府
立
一
中
、
第
一
高

に
通
っ
て
い
ま
す
。
書
生
の
よ
う
な
待
遇
で
、
気
位
の
高
い
谷
崎
に
と
っ
て
は
屈
辱
的
だ
っ
た
よ
う
で
す
し
、
最

後
に
は
女
性
問
題
を
起
こ
し
て
北
村
家
か
ら
追
い
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
恩
人
で
は
あ
り
ま
す
。
北

村
重
昌
の
築
地
精
養
軒
が
東
京
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ホ
テ
ル
の
運
営
を
始
め
た
の
が
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
で
、
最

初
の
総
支
配
人
は
北
村
重
昌
の
も
と
で
働
い
て
い
た
五
百
木
竹
四
郎
で
し
た
。
谷
崎
は
精
養
軒
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
な
明
治
の
洋
食
や
西
洋
的
な
ホ
テ
ル
を
作
り
出
し
て
い
た
人
た
ち
の
身
近
で
育
っ
た
人
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

谷
崎
は
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
生
ま
れ
で
杢
太
郎
の
一
つ
年
下
、
ほ
ぼ
同
世
代
の
人
で
す
。
谷
崎
潤
一
郎

と
木
下
杢
太
郎
の
二
人
を
現
在
で
も
読
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
較
べ
て
み
た
ら
、
読
み
継
が
れ
て
い
る
の
は
谷
崎

な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
二
人
の
現
在
を
分
か
つ
も
の
は
何
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
と
、
単
純
に
過
ぎ
る
か
も
知
れ

ま
せ
ん
が
、
テ
キ
ス
ト
の
も
つ
色
気
み
た
い
な
も
の
の
差
の
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
杢
太
郎
は
『
其
國
其
俗
記
』
収
録
の
「
ア
マ
ル
フ
イ
」
で
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
二
月
イ
タ

リ
ア
の
ア
マ
ル
フ
ィ
の
ホ
テ
ル
・
ル
ナ
・
コ
ン
ヴ
ェ
ン
ト
に
泊
ま
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
ま
す
。

　

ヘ
ン
リ
ツ
ク
・
イ
プ
セ
ン
が
三
箇
月
か
か
つ
て
ノ
ラ
を
書
い
た
と
云
ふ
部
屋
（
第
七
及
八
號
、
わ
た
く
し

の
室
は
第
十
一
號
で
あ
る
。）
が
ぢ
き
に
こ
の
わ
き
に
あ
る
。
そ
れ
は
一
八
七
九
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
季

節
は
聞
き
漏
ら
し
た
。
多
分
冬
で
は
な
か
つ
た
ら
う
。
い
く
ら
イ
プ
セ
ン
で
も
二
月
の
雨
の
寒
さ
に
は
閉
口

し
た
ら
う
。
わ
た
く
し
は
殘
念
な
が
ら
こ
の
地
で
イ
プ
セ
ン
に
あ
や
か
る
こ
と
は
出
來
な
か
つ
た
。

杢
太
郎
は
、
わ
ざ
わ
ざ
イ
プ
セ
ン
が
『
人
形
の
家
』
を
執
筆
し
た
ホ
テ
ル
に
ま
で
行
っ
て
泊
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

も
し
、
可
能
な
ら
そ
の
第
七
號
室
か
八
號
室
に
泊
ま
り
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
ホ
テ
ル
は
映

小沢書店の杢太郎関連書籍

1972 年から 2000 年にかけて存在した小沢

書店は、活版印刷で端正な装釘の書籍を出

す出版社でした。澤柳大五郎『木下杢太郎

記』や新田義之『木下杢太郎』などもその

好例です。本の装釘についても見識の高

かった杢太郎の趣味と通じるものが感じら

れます。そうした趣味の良さが継続し得な

かったのは残念です。小沢書店の倒産後、

経営者だった長谷川郁夫は、出版人・長谷

川巳之吉の伝記『美酒と革嚢』（河出書房

新社　2006）を上梓しています。第一書房

の創始者、長谷川巳之吉は、昭和5年（1930）

に『木下杢太郎詩集』を出したこともある

人物です。この杢太郎的なものの系統を受

け継ぐものが、また、どこかに現れるのか、

それとも、途絶えようとしているのか、現

在はその分岐点にあります。
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2012年 9月

画
監
督
ロ
ベ
ル
ト
・
ロ
ッ
セ
リ
ー
ニ
と
女
優
イ
ン
グ
リ
ッ
ト
・
バ
ー
グ
マ
ン
の
カ
ッ
プ
ル
が
泊
ま
っ
た
こ
と
で
も

有
名
で
す
。

　

こ
の
歌
枕
を
求
め
る
よ
う
な
振
る
舞
い
に
倣
っ
た
わ
け
で
は
な
い
で
す
が
、十
年
ほ
ど
前
、杢
太
郎
が
詩
集
『
食

後
の
唄
』
の
序
文
を
書
い
た
東
京
停
車
場
ホ
テ
ル
に
泊
ま
る
の
も
一
興
と
思
い
、
東
京
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ホ
テ
ル
に

一
泊
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
フ
ロ
ン
ト
で
杢
太
郎
の
詩
集
『
食
後
の
唄
』
が
書
か
れ
た
部
屋
の
こ
と
を
尋
ね
ま

す
と
、
残
念
な
が
ら
、
フ
ロ
ン
ト
の
人
た
ち
は
杢
太
郎
の
こ
と
を
全
く
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
も
、
少
し

調
べ
て
か
ら
お
電
話
差
し
上
げ
ま
す
と
言
わ
れ
、
東
京
駅
の
構
内
を
見
下
ろ
せ
る
部
屋
に
入
り
ま
し
た
。

　

し
ば
ら
く
し
て
、
社
史
を
担
当
し
て
い
る
と
い
う
常
務
さ
ん
か
ら
お
電
話
い
た
だ
い
て
、
そ
の
方
の
お
名
前
は

忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、
東
京
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ホ
テ
ル
は
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
の
創
業
で
、
明
治
の

精
養
軒
の
流
れ
を
組
む
こ
と
な
ど
、
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
そ
の
常
務
さ
ん
は
、
杢
太
郎
が
詩
集
『
食
後
の
唄
』

の
序
文
を
東
京
停
車
場
ホ
テ
ル
で
書
い
た
こ
と
を
ご
存
じ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、「
東
京
停
車
場
ホ
テ
ル
」
は
東

京
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ホ
テ
ル
で
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
話
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
と
き
思
い
が
け
な
い
話

が
出
て
き
ま
し
た
。
東
京
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ホ
テ
ル
の
創
設
当
初
か
ら
続
い
て
い
る
部
屋
番
号
の
シ
ス
テ
ム
で
は
、

「
七
十
一
號
室
」
と
い
う
部
屋
は
存
在
し
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
の
で
す
。

　

予
想
外
の
話
で
し
た
。
詩
集
の
『
食
後
の
唄
』
の
序
文
に
、
真
実
ら
し
く
お
さ
ま
っ
て
い
る
「
七
十
一
號
室
」

と
い
う
数
字
が
、
ま
っ
た
く
の
仮
構
の
部
屋
番
号
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
単
に
常
務
さ

ん
の
勘
違
い
で
、
大
正
七
年
に
は
「
七
十
一
號
室
」
は
存
在
し
て
い
た
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
仮
構
の
部
屋
番
号
で
あ
っ
た
ほ
う
が
、
何
か
杢
太
郎
ら
し
い
気
も
し
ま
す
。

　

何
も
意
味
し
な
い
数
字
の
周
り
を
「
詩ミ

ユ
ウ
ズ神

」
た
ち
が
、
ざ
わ
め
い
て
い
る
よ
う
で
す
。
因
果
律
を
超
え
て
、
そ

の
出
来
の
善
し
悪
し
は
別
と
し
て
、
あ
ら
が
い
よ
う
も
な
く
、
偶
然
の
結
び
つ
き
が
絡
ん
で
き
ま
す
。
素
数
と
い

う
以
外
、
特
徴
の
な
い
七
十
一
と
い
う
数
字
で
す
が
、
こ
こ
で
、
イ
タ
ロ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
数
学
的
テ
キ
ス
ト

と
杢
太
郎
の
仮
構
の
部
屋
番
号
が
交
錯
す
る
詩
劇
の
別
の
場
面
が
成
り
立
ち
ま
す
。
あ
る
い
は
、『
七
十
一
號
室
』

と
い
う
の
は
、
二
十
歳
代
の
詩
に
別
れ
を
告
げ
る
杢
太
郎
を
主
人
公
と
し
た
詩
劇
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
、
案
外
悪

く
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
、
イ
プ
セ
ン
、
宗
祇
、
モ
ラ
エ
ス
ら
の
声
が
交
錯
し
、

そ
の
背
景
で
フ
ラ
ン
ボ
ワ
イ
ヤ
ン
の
大
樹
が
め
ら
め
ら
と
輝
き
、
紅
い
花
を
咲
き
散
ら
か
し
て
い
る
の
で
す
。

フランボワイヤン「クウバ紀行」の杢太郎のスケッチから。サンチヤゴ・デ・

ラス・ベガスで見たもの。フランボワイヤン（framboyant）は、ホウオウボク

といわれるアフリカ・マダガスカル原産の花樹。カエンボク（火炎木）、ジャ

カランダと並ぶ熱帯の三大花樹。紅い花を咲かすカエンボクとホウオウボクは

火炎樹とも称されます。熱帯地帯の旧植民地に多く植栽されました。
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《
補
遺
》『
其
國
其
俗
記
』
に
見
ら
れ
る
そ
の
他
の
逸
話
の
種

　
『
其
國
其
俗
記
』
に
は
、
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
の
話
の
ほ
か
に
も
、
す
れ
違
い
、
出
会
い
損
ね
る
事
例
や
、
別
の
逸
話
・

挿
話
へ
の
動
線
に
な
る
よ
う
な
記
述
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
出
会
い
の
チ
ャ
ン
ス
が
ご
ろ
ご
ろ
転
が
っ
て

い
る
の
に
、
す
っ
と
通
り
過
ぎ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
存
在
に
思
え
て
き
て
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
挿
話
の
い

く
つ
か
を
補
遺
と
し
て
掲
載
し
て
お
き
ま
す
。

■JU
N
G

　

大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
八
月
、
ア
メ
リ
カ
東
部
の
都
市
ボ
ル
チ
モ
オ
ア
を
訪
れ
た
と
き
の
記
述
で
す
。

　

一
昨
日
當
市
に
着
き
ま
し
た
。
昨
日
は
ジ
ヨ
ン
ズ
・
ホ
プ
キ
ン
ス
・
ユ
ニ
ワ
ア
シ
チ
イ
と
い
ふ
の
を
見
物

し
、
そ
こ
のA

bel

と
い
ふ
老
教
授
か
ら
い
ろ
い
ろ
御
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
多
く
の
日
本
人
が
そ
の
教
室

に
學
び
（
友
人
、
南
満
醫
學
堂
の
久
保
田
晴
光
君
も
そ
の
一
人
で
す
）、
そ
の
爲
め
、
日
本
人
に
は
大
に
親

切
で
す
。
殊
に
午
食
の
時
、
教
授
も
、
教
室
、
醫
局
の
人
人
も
一
緒
に
食
事
す
る
大
食
堂
で
食
事
し
ま
し
た

が
、
實
に
好
い
印
象
を
受
け
ま
し
た
。
今
日
は
ジ
ヨ
ン
ズ
・
ホ
プ
キ
ン
ス
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
と
い
ふ
の
を
訪
ね

ま
し
た
。
有
名
なG

ilchrist

と
い
ふ
皮
膚
病
學
者
は
旅
中
で
、
ま
た
紹
介
を
受
け
たJung

と
い
ふ
教
授
も

不
在
で
し
た
か
ら
、
そ
の
教
室
の
助
手
の
手
術
の
見
物
だ
け
し
た
の
で
す
が
、
四
角
巾
の
類
を
惜
し
げ
も
な

く
澤
山
使
ふ
の
を
奇
異
の
感
を
以
て
眺
め
ま
し
た
。（
一
九
二
一
年
八
月
十
五
日
「
北
米
通
信
」）

　
「
紹
介
を
受
け
たJung

と
い
ふ
教
授
」
が
不
在
で
出
会
い
損
ね
た
と
い
う
記
述
も
想
像
力
を
か
き
立
て
ま
す
。

精
神
分
析
の
カ
ー
ル
・
グ
ス
タ
フ
・
ユ
ン
グ
も
一
九
〇
九
年
以
降
、
何
度
か
渡
米
し
て
い
ま
す
が
、
こ
のJung

は
カ
ー
ル
・
グ
ス
タ
フ
・
ユ
ン
グ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
何
ら
か
の
つ
な
が
り
の
あ
る
人
の
可
能
性
も
考

え
ら
れ
ま
す
。
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ボ
ル
チ
モ
ア
の
ジ
ョ
ン
ズ
・
ホ
プ
キ
ン
ス
大
学
は
、『
存
在
の
大
い
な
る
連
鎖
』
の
著
者
で
、「
観
念
の
歴
史
（T

he 

H
istory O

f Ideas

）」
一
派
の
中
心
人
物
と
な
っ
た
ア
ー
サ
ー
・
ラ
ブ
ジ
ョ
イA

rthur Lovejoy

（
一
八
七
三
〜

一
九
六
二
）
の
本
拠
地
で
す
。
杢
太
郎
は
「
観
念
の
歴
史
」
派
の
人
た
ち
と
は
相
性
が
よ
さ
そ
う
な
の
で
、
何
も

な
い
ま
ま
通
り
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
何
だ
か
惜
し
い
気
が
し
ま
す
。

　

ま
た
、ボ
ル
チ
モ
ア
の
精
神
科
医D

r.T
rigant B

urrow

が
、治
療
法
と
し
て
「
ク
ル
ー
プ
・
サ
イ
コ
セ
ラ
ピ
ィ
」

を
始
め
た
の
が
、
こ
の
一
九
二
一
年
で
す
。
や
は
り
、
何
か
が
始
ま
る
現
場
に
近
い
と
こ
ろ
に
現
れ
る
の
で
す
が
、

通
り
過
ぎ
て
し
ま
う
タ
イ
プ
の
人
と
い
う
、
杢
太
郎
へ
の
印
象
が
強
ま
り
ま
す
。

■
ル
ノ
ワ
ー
ル
三
兄
弟

　

大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
一
月
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
記
述
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
近
く
に
カ
ア
ニ
ユ
が
あ
り
ま
す
。
正
宗
君
に
聞
い
て
居
ま
し
た
か
ら
、
午
後
そ
こ
に
ル
ノ
ワ
ア

ル
の
邸
を
見
に
ゆ
き
ま
し
た
。
同
君
が
去
年
の
冬
居
ら
れ
た
頃
は
、
こ
こ
に
人
も
棲
み
畫
も
た
く
は
へ
て
あ

つ
た
さ
う
で
す
が
、
順
は
ど
う
で
し
た
か
、
三
子
の
内
、
俳
優
な
る
人
値
は
無
論
巴
里
に
居
り
、
も
一
人
は

聯
隊
に
勤
め
、
も
一
人
は
今
巴
里
に
往
つ
て
ゐ
て
不
在
で
し
た
。
そ
し
て
殘
つ
た
繪
も
去
年
の
夏
三
人
に
分

配
せ
ら
れ
、
多
く
は
巴
里
に
運
ば
れ
、
今
こ
の
地
に
は
大
し
た
も
の
は
な
い
と
、
一
人
の
植
木
屋
が
話
し
て

き
か
せ
ま
し
た
。
去
秋
バ
ル
バ
サ
ン
ジ
ユ
の
店
で
や
つ
た
ル
ノ
ワ
ア
ル
展
覧
會
の
品
は
、
多
分
こ
の
家
か
ら

出
た
も
の
が
多
か
つ
た
の
で
せ
う
。（「
羅
馬
へ
」
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
一
月
十
日
ニ
イ
ス
に
於
て
）

　

ジ
ャ
ン
・
ル
ノ
ワ
ー
ル
が
映
画
監
督
に
な
る
の
は
一
九
二
四
年
で
す
。

■
ツ
タ
ン
カ
ー
メ
ン

　

大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
二
月
、
エ
ジ
プ
ト
で
の
記
述
で
す
。

『新編百花譜百選』と『250 quesiti di 

giardinaggio risolti』

木下杢太郎の本で、現在もっとも入手しや

すいのは岩波文庫の『新編百花譜百選』（前

川誠郎編、2007）です。2007 年の帯には

「創刊 80 年」とあって、岩波文庫としても

気合いの入った記念版アンソロジーです。

Eva Mameli Calvino と Mario Calvino の著

作も永らく絶版でしたが、2011 年に夫妻

の共著『250 quesiti di giardinaggio risolti』

（邦題をつけるとすると『園芸 250 の疑問

解決』といったところでしょうか）が、ロー

マのDonzelli Editoreから出されています。

もとは1940年に出版された本の新版です。

杢太郎とカルヴィーノ夫妻の本で、現在入

手しやすいものが、ともに戦争中に作られ

て草木についての本というのは、偶然とは

いえ、縁を感じます。
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SWALLOW-DALE  01

　

我
我
が
諸
王
陵
に
達
し
た
時
、
ち
や
う
ど
近
頃
新
に
新
掘
を
始
め
て
評
判
に
な
つ
て
ゐ
る
ツ
ウ
タ
ン
カ
モ

ン
の
古
墳
の
入
口
（
と
い
つ
て
も
井
の
如
く
深
く
掘
り
下
げ
ら
れ
て
ゐ
る
處
で
あ
つ
た
が
）
の
い
は
ば
井
桁

の
や
う
に
高
く
な
つ
た
周
縁
の
と
こ
ろ
に
人
人
が
大
勢
集
ま
つ
て
ゐ
た
。
そ
れ
は
主
と
し
て
亜
米
利
加
か
ら

の
観
光
客
で
あ
つ
た
。（「
テ
エ
ベ
ス
・
百
門
の
都
」
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
二
月
一
日
）

　

ツ
タ
ン
カ
ー
メ
ン
の
黄
金
の
仮
面
な
ど
が
発
掘
さ
れ
た
の
は
前
年
の
一
九
二
二
年
。
思
い
が
け
な
い
場
面
に
現

れ
る
才
能
も
あ
り
ま
す
。

■
関
東
大
震
災

　

杢
太
郎
は
、
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
九
月
一
日
の
関
東
大
震
災
は
、
欧
州
滞
在
時
に
知
り
ま
す
。
神
田
三

崎
町
の
留
守
宅
の
蔵
書
・
原
稿
を
焼
失
し
て
い
ま
す
。

　
『
其
國
其
俗
記
』
で
は
、
関
東
大
震
災
へ
の
言
及
が
あ
り
ま
せ
ん
。
一
九
二
三
年
八
月
三
十
一
日
と
い
う
震
災

前
日
に
書
か
れ
た
「
伯
林
よ
り
」
と
、
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
八
月
の
日
付
の
あ
る
「
チ
エ
ン
マ
イ
」
と
い
う

紀
行
の
間
の
作
品
は
、「
洛
陽
及
び
鞏
縣
」（
初
出
は
「
セ
ル
パ
ン
」
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
五
月
）
と
キ
ュ
ー

バ
の
体
験
を
再
び
書
い
た
「
サ
ン
チ
ヤ
ゴ
・
デ
・
ラ
ス
・
ベ
ガ
ス
」（
初
出
は
「
セ
ル
パ
ン
」
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）

八
月
）
を
除
い
て
、
選
ば
れ
て
い
ま
せ
ん
。
全
く
書
か
な
い
こ
と
で
の
み
、
そ
の
こ
と
が
失
わ
せ
た
も
の
を
示
し

て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。
意
識
し
た
選
択
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。



平　田　芳　樹

2012年9月22日

 《 ENVOI 》

01 「フイクシオン」として、カルヴィーノの偽作「Cuba」を構想する。

02 木下杢太郎とイタロ・カルヴィーノをワキとシテとして詩劇を構想する。

03 未刊行の文庫本『木下杢太郎随筆集』の編集企画準備が必要である。

04 九州南部の海紅豆も火炎樹に連なるものと考え、紅い花を咲かす熱帯性
の花樹との連携を図る。
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