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冷
笑
（
永
井
荷
風
）

    

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　        

　
朙
治
末
葉
の
東
京
に
、
揃そ

ろ

つ
て
「
今
の
世
の
中
に
は
向
か
な
さ
う
な
人
物
」
が
五
人
ゐ
た
。
銀
行
頭
取
の
小

山
淸
は
、「
思
想
が
緻
密
で
觀
察
が
銳
敏
」
な
理
想
家
で
、
卑
俗
な
現
實
に
失
望
し
て
「
冷
淡
皮
肉
に
人
生
を

見
て
居
る
」
趣
味
人
だ
し
、
狂
言
作
者
の
中
谷
丁
藏
は
、「
性
格
も
嗜
好
も
其
の
理
想
も
悉
く
江
戶
の
洒
落
本

に
現
れ
た
る
色
男
」
で
、「
舊
日
本
の
生
き
た
る
形
見
」
と
し
て
「
現
代
の
新
思
潮
に
侵
さ
れ
ざ
る
勇
者
」
だ
し
、

商
舩
事
務
長
の
德
井
勝
之
助
は
、
實
業
家
の
父
親
の
「
壓あ

つ

伏ぶ
く

的
」
で
「
東
洋
の
豪
傑
的
粗
放
」
な
態
度
に
反
撥

し
て
、
親
の
家
を
遠
く
離
れ
遠
洋
を
彷さ

ま
よ徨

ふ
「
淋
し
い
厭
世
家
」
だ
し
、
南
宗
畫
家
の
桑
島
靑
華
は
、「
凢
て

風
流
韻ゐ

ん

事じ

は
自
ら
味
は
つ
て
自
ら
娯
し
む
處
に
其
の
眞
意
が
あ
る
」
と
信
じ
る
「
貴
族
的
孤
立
主
義
の
樂
天
家
」

だ
し
、
小
說
家
の
吉
野
紅
雨
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
見
て
「
過
激
な
る
西
洋
藝
術
の
崇
拜
者
」
と
な
つ
て
歸
國
し

て
以
來
、日
本
の「
新
し
い
時
代
の
新
し
い
凢
て
の
も
の
」が「
西
洋
を
模
し
て
西
洋
に
及
ば
ざ
る
も
の
ば
か
り
」

な
の
に
絕
望
し
、「
舊
い
時
代
の
遺
物
」
に
「
捨
て
が
た
い
懷
か
し
さ
」
を
感
じ
る
「
現
代
に
失
望
し
た
夢
想
家
」
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で
あ
る
。

こ
れ
ら
五
人
は
い
づ
れ
も
作
者
荷
風
の
分
身
で
あ
り
、
作
品
は
、
ま
づ
小
山
が
江
戶
の
滑
稽
本
「
芲は

な

曆ご
よ
み

八は
つ

笑し
よ
う

人じ
ん

」
の
趣
向
を
借
り
て
、
時
代
と
步
調
の
合
は
ぬ
仲
間
を
集
め
世
相
を
笑
つ
て
樂
し
ま
う
と
い
ふ
考
へ
を

起
し
た
の
が
發
端
を
な
し
、
そ
れ
に
同
調
す
る
仲
間
逹
が
取
り
交
す
會
話
や
手
紙
に
よ
つ
て
全
篇
が
构
成
さ
れ

て
ゐ
る
の
だ
が
、
福
田
恆
存
が
書
い
て
ゐ
る
や
う
に
、「
朙
治
の
作
家
の
う
ち
荷
風
ほ
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本

と
の
間
隙
を
直
視
し
、
意
識
的
に
そ
こ
に
喰
ひ
い
つ
て
い
つ
た
も
の
は
他
に
な
か
つ
た
」
と
云
つ
て
よ
く
、「
彼

ほ
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
本
質
を
見
拔
い
て
ゐ
た
も
の
は
な
か
つ
た
し
、
ま
た
彼
ほ
ど
日
本
人
の
限
界
を
知
つ
て
ゐ

た
も
の
は
な
か
つ
た
」
の
で
あ
つ
て
、「
冷
笑
」
は
、
さ
う
い
ふ
彼
我
の
「
間
隙
を
直
視
」
す
る
卓
拔
な
る
文

朙
批
評
家
永
井
荷
風
の
面
目
躍
如
た
る
作
品
で
あ
る
。
就な

か
ん
づ
く中、
興
味
深
い
の
は
、
荷
風
が
吉
野
紅
雨
を
し
て
語

ら
し
め
る
、
近
代
日
本
の
苦
境
の
本
質
で
あ
る
。
卽
ち
、
西
洋
化
に
邁ま

い

進し
ん

せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
近
代
日
本
の

宿
命
は
、
最
も
本
質
的
な
意
味
に
於
て
、
吾
々
日
本
人
に
如
何
な
る
苦
境
を
强
ひ
た
の
か
。

或
時
、
吉
野
は
西
洋
化
の
可
否
を
繞め

ぐ

つ
て
小
山
と
語
り
合
ふ
裡
に
、
日
本
が
「
西
洋
化
す
る
な
ら
す
る
で
可よ

い
が
、
日
本
人
は
他
日
過
去
を
顧
み
て
後
悔
す
る
樣
な
事
は
な
い
だ
ら
う
か
」、
そ
の
點
、
自
分
は
「
解
決
の

で
き
な
い
疑
問
に
苦
し
め
ら
れ
」
る
と
云
ふ
。
日
本
の
風
土
や
氣
候
の
力
を
强
く
感
じ
取
る
や
う
に
な
る
に
つ
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れ
て
、
富
士
の
景
觀
の
如
き
「
旉
島
の
山
水
」
に
は
「
間
の
伸
び
た
三み

十そ

一ひ
と

文
字
の
感
想
の
如
何
に
調
和
す
る

も
の
か
」、
模
倣
の
現
代
を
罵の

の
しる

己
が
心
の
「
奧
底
に
ど
れ
だ
け
深
く
傳
說
の
力
の
根
ざ
し
て
」
ゐ
る
か
、
つ

く
づ
く
痛
感
し
た
か
ら
だ
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
小
山
が
、「
西
洋
崇
拜
者
」
の
君
が
「
大
和
心
の
旉
島
の
衜
に

戾
ら
う
と
云
ふ
」
の
か
と
揶や

揄ゆ

す
る
と
、
吉
野
は
答
へ
る
。「
戾
る
事
が
で
き
た
ら
無
上
の
幸
福
で
せ
う
。
今

の
時
代
を
深
く
感
じ
て
そ
し
て
吾
々
は
靜
に
自
分
の
足
元
を
眺
め
て
み
た
ら
、
何
も
文
學
者
ば
か
り
で
は
あ
る

ま
い
。
誰
だ
つ
て
舵
の
無
い
舩
に
乘
つ
て
ゐ
る
や
う
な
不
安
に
打
た
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
祖
先
の
殘
し
た

傳
說
一
方
に
賴
る
に
は
餘
り
に
其
の
力
の
弱
き
を
氣
遣
ふ
し
、
と
云
つ
て
盲め

く
ら目

滅め
つ

法ぽ
ふ

に
馳
出
す
の
も
此
れ
又
餘

り
に
輕
々
し
く
は
な
か
ら
う
か
。
舵
の
な
い
漂
ふ
舩
、
こ
れ
が
吾
々
の
生
き
つ
つ
あ
る
現
代
と
い
ふ
も
の
で
せ

う
」。

「
冷
笑
」
が
書
か
れ
た
朙
治
の
昔
も
平
成
の
今
も
、
日
本
は
「
舵
の
な
い
漂
ふ
舩
」
だ
が
、
朙
治
と
異
り
、
そ

れ
ゆ
ゑ
の
「
不
安
」、「
解
決
の
で
き
な
い
疑
問
に
苦
し
」
む
日
本
人
は
、
今
は
文
學
者
に
だ
つ
て
ゐ
る
か
ど
う

か
怪
し
か
ら
う
。
そ
れ
は
詰
り
、
日
本
と
い
ふ
「
舵
の
無
い
舩
」
が
、
漂
流
ど
こ
ろ
か
、
精
神
的
に
は
旣
に
沈

沒
し
去
つ
て
ゐ
る
事
の
證あ

か

し
で
は
あ
る
ま
い
か
。

（「
荷
風
小
說
三
」、
岩
波
書
店
）


