
を

持

つ

た

ら

し

い
。和

田

氏

も

爲

め

に

私

の

脚

本

を

幾

度

も
讀

ま

れ

た

と

い

ふ

こ

と

を

語

ら

れ

た
、「
ど
う

も

背

景

の
誂

へ

が

簡
單

過

ぎ

る

よ
」
と

云

は

れ

た
。
全

く

の

所
、
あ

の
「歌

舞

伎

物

語
」
の

背

景

は
、私

の

創

意

よ

り

は
、む

し
ろ

和

田

氏

の

創

意

に

な

つ

た

所

が

多

か

つ

た
。な

ん

で

も

な

い

垣

に

ま

で
、
下

邊

に

は

南

天

を

描

い

た
、た
ゞ

の

垣

で

は

今

ま

で

の

大

道

具

と

同

じ

に

な

つ

て

し

ま

ふ

と

い

ふ

恐

れ

か

ら

だ
。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今

ま

で

に

な

い

こ

と

を
、許

す

限

り

は

芝

居

へ

入

れ

や

う

と

し

た

先

生

た

ち

の

努

力

は
、
こ

ん

な

所

に

ま

で

及

ん

だ

の

だ
。

第

三

幕

の

清

水

舞
臺

の

道

具

は
、芝

居

開

關

以

來

と

誇
稱

さ

れ

た
、内

部

か

ら

外

面

を

見
せ

る
、清

水

の

舞
臺

を

三

角

に

切

っ

た

斜

め

に

取

つ

た
柱

か

ら

柱

へ

の

間

隔
、釣

下

が

つ

た

燈

籠

は

寂

し

い

色

を

見

せ

て
、外

の

美

は

し

い

櫻

の

花

盛

り

と
、東

洋

流

の
對

照

を

し

て

ゐ

る
。

劇

評

家

の

杉

氏

は

口

を

極

め

て
稱

さ

れ

て
、今

ま

で

に

見

た

こ

と

も

な

い

と

云

は

れ

た
。
そ

の

舞
臺

の

背

景

と

共

に

役

者

の

技

藝

も

非

常

に

賞

賛

を

受

け

た
。

こ

れ

か

ら

私

の

作

は

度

々

上
場

さ

れ

た

が
、あ

ま
り

記

憶

に

止

ま

る

ほ

ど

の

も

の

が

な

い
。
私

も

ま

た
「歌

舞

伎

物

語
」
の

贅

澤

に

馴

れ

て
、尋

常

の

も

の

で

は

飽

足

ら

ぬ

心

地

が

し

て

ゐ

た
。

こ
の

飽
滿

に

輪

を

か

け

た

の
は

、
同

じ

く

明

治

座

の
「破

戒

曾

我
」
で

あ

つ

た

が

稿

が

長

く

な

る

か

ら
、そ

の

こ

と

は

次

回

で

お

話

を

し

ま

せ

う
。

本

日

午

前

七

時
、倫

敦

ロ

ー

ヤ

ル

ア

ル

バ

ー

ト
、
ド

ツ

ク

出

帆
。
午

後

八

時

英

國

を

水

平

線

上

に

見

捨

て
、夕

陽

の

美

を

寫
生

し

て

キ

ヤ

ビ

ン

に

入
り

、
こ

の

端

書

を

認

む
。
日

本

着

は

七

月

十

五

日

前

に

御

座

候
。後

略

五

月

二

十

五

日

安

藝

丸

に

て

 
丸

 
 
山

 
 
晩

 
 
霞


