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石
川
淳
「
日
記
」
及
び
椎
名
鱗
三
の
「
講
演
メ
モ
」
の
翻
刻
を
こ
こ
に
お
届

け
す
る
。
翻
刻
の
出
版
は
、
本
文
学
館
が
立
ち
上
げ
る
新
事
業
の
一
つ
で
あ

り
、
今
後
、
こ
の
方
向
性
を
維
持
し
つ
つ
、
本
館
の
持
て
る
可
能
性
を
将
来

の
日
本
文
学
研
究
に
役
立
て
る
べ
く
大
事
に
育
て
て
い
き
た
い
考
え
で
あ
る
。

　

石
川
淳
を
め
ぐ
る
私
の
記
憶
は
、
学
園
紛
争
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
る

一
九
六
〇
年
代
の
終
り
に
ま
で
遡
る
。
そ
の
名
は
、全
共
闘
シ
ン
パ
サ
イ
ザ
ー

に
と
っ
て
は
頼
も
し
い
支
え
と
な
っ
た
が
、
私
の
よ
う
な
ノ
ン
ポ
リ
学
生
の

目
に
は
、
い
さ
さ
か
胡
乱
な
、
煙
た
い
存
在
と
映
じ
た
。
当
時
、
そ
う
し
た

石
川
の
思
想
性
を
如
実
に
示
す
作
品
と
し
て
『
天
馬
賦
』（
一
九
六
九
）
が

話
題
を
呼
ん
で
い
た
。
だ
が
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
「
学
生
運
動
」
の
型
破
り

な
パ
ロ
デ
ィ
の
み
な
ら
ず
、
石
川
の
、
和
洋
漢
に
通
じ
る
知
性
の
あ
り
よ
う

そ
の
も
の
が
、
激
動
す
る
時
代
の
空
気
に
ど
こ
か
な
じ
ま
な
い
と
い
う
雑
駁

な
印
象
を
私
は
抱
い
て
い
た
。
も
っ
と
も
当
時
、
私
自
身
、
ア
ン
ド
レ・ジ
ッ

ド
と
い
う
、
周
囲
の
友
人
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
一
顧
も
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
作

家
に
熱
中
し
て
い
た
だ
け
に
、
か
り
に
日
本
に
お
け
る
ジ
ッ
ド
の
草
分
け
的

な
紹
介
者
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
い
く
ば
く
か
の
知
識
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、

先
に
述
べ
た
よ
う
な
石
川
の
印
象
は
か
な
り
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
か

も
し
れ
な
い
。
そ
れ
か
ら
瞬
く
間
に
二
十
年
が
過
ぎ
、
大
学
の
ゼ
ミ
で
い
ち

ど
『
焼
跡
の
イ
エ
ス
』
を
取
り
上
げ
る
機
会
が
あ
っ
た
が
、
と
く
に
こ
れ
と

い
っ
た
感
慨
を
覚
え
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の
ま
ま
さ
ら
に
二
十
五
年
の
月
日

が
流
れ
た
。
そ
し
て
今
回
、
本
文
学
館
が
所
蔵
す
る
「
日
記
」
が
翻
刻
さ
れ

る
の
を
機
に
再
挑
戦
を
決
意
し
、
改
め
て
手
に
と
っ
た
作
品
が
『
紫
苑
物
語
』

だ
っ
た
。

　
和
漢
洋
と
り
ま
ぜ
て
の
豪
勢
な
食
事
に
も
似
た
、
幸
福
な
ひ
と
時
を
味
わ

う
こ
と
が
で
き
た
。
微
妙
な
リ
ズ
ム
の
変
化
を
は
ら
ん
だ
擬
古
文
に
よ
る
語

り
が
、
山
岸
凉
子
を
彷
彿
さ
せ
る
ロ
マ
ネ
ス
ク
の
美
の
世
界
を
現
出
し
て
い

る
。
何
よ
り
、
現
代
人
の
心
に
も
深
く
通
底
す
る
ニ
ヒ
ル
な
死
生
観
に
胸
を

衝
か
れ
た
。

　
だ
が
、
石
川
の
数
あ
る
小
説
か
ら
ま
っ
さ
き
に
『
紫
苑
物
語
』
を
選
ん
だ
理

由
は
、
別
に
あ
っ
た
。
昨
年
九
月
に
急
逝
し
た
作
曲
家
、
西
村
朗
氏
と
の
つ
か

の
間
の
語
ら
い
で
あ
る
。
あ
る
新
聞
社
の
企
画
に
よ
る
同
氏
と
の
対
談
の
席

上
、
西
村
氏
が
最
近
、
指
揮
者
の
大
野
和
士
と
組
ん
で
、『
紫
苑
物
語
』
の
オ

ペ
ラ
化
を
実
現
さ
せ
た
こ
と
を
知
っ
た
（
新
国
立
劇
場
）。
後
日
送
ら
れ
て
き

た
D
V
D
を
貪
る
よ
う
に
鑑
賞
し
な
が
ら
、
私
は
と
て
も
誇
ら
し
い
気
持
ち
に

な
っ
た
。
西
村
氏
の
、
鮮
烈
で
か
つ
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
音
楽
作
り
も
文
句
な

し
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
負
け
ず
劣
ら
ず
奥
深
い
内
容

を
も
つ
オ
ペ
ラ
の
素
材
が
日
本
に
も
あ
る
！

２
　
石
川
淳
「
日
記
」
は
、
大
学
ノ
ー
ト
を
縦
に
見
開
き
に
し
、
罫
線
に
沿
っ

て
書
き
記
さ
れ
て
い
る
。「
書
は
体
を
表
す
」
と
は
、
こ
の
こ
と
を
言
う
の

だ
ろ
う
か
。
読
者
は
ま
ず
、
石
川
の
ペ
ン
書
き
の
流
れ
る
よ
う
な
美
し
さ
に
、

江
戸
っ
子
ら
し
い
粋
と
潔
さ
、
そ
し
て
繊
細
優
雅
の
限
り
を
見
て
と
る
に
ち

翻
刻
で
甦
る
声
、時
代

亀
山
郁
夫



7    翻刻で甦る声、時代 6

ら
い
に
紛
れ
て
、
忘
却
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　
本
「
翻
刻
」
を
手
に
し
た
読
者
は
、
石
川
の
酒
癖
に
例
外
な
く
気
を
も
ま

さ
れ
る
は
め
に
陥
る
。
執
筆
に
あ
て
る
時
間
を
ど
こ
に
見
出
し
て
い
た
の
か
、

と
老
婆
心
な
が
ら
も
心
配
に
な
る
ほ
ど
で
あ
る
。
深
酒
へ
の
嫌
悪
に
時
と
し

て
胸
が
う
ず
く
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
、「
連
夜
の
酒
に
疲
れ
た
り
」「
大
酔
戒

し
む
べ
し　
帽
子
を
ど
こ
か
に
落
と
し
た
り
」「
わ
が
生
活
の
み
だ
れ
わ
れ

な
が
ら
目
も
あ
て
ら
れ
ず
」
な
ど
の
自
嘲
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
う
は
い
え
、

銀
座
「
は
せ
川
」
で
の
出
会
い
、
語
ら
い
こ
そ
は
、
彼
の
作
家
と
し
て
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
源
の
一
つ
だ
っ
た
こ
と
に
お
そ
ら
く
ま
ち
が
い
な
く
、「
生
活
の

み
だ
れ
」
と
い
う
自
戒
は
、
そ
れ
こ
そ
ヴ
ォ
ア
イ
ア
ン
石
川
の
好
奇
心
の
産

物
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
端
正
な
ペ
ン
書
き
の
文
字
は
、
い
ず
れ
こ
の
日

記
が
他
者
の
目
に
触
れ
る
と
き
を
作
家
が
覚
悟
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
が
、
彼
自
身
は
何
ひ
と
つ
怖
れ
る
ふ
う
も
な
く
、
交
友
に
ま
つ
わ
る
私

的
な
（
時
と
し
て
若
干
危
険
な
）
事
実
を
淡
々
と
書
き
記
し
て
い
る
。
ス
ト

リ
ッ
プ
シ
ョ
ー
見
物
や
ト
ル
コ
風
呂
の
経
験
に
つ
い
て
の
記
述
に
も
曲
が
っ

た
こ
だ
わ
り
は
な
く
、
事
実
に
対
し
て
ど
こ
ま
で
も
ド
ラ
イ
で
あ
ろ
う
と
す

る
無
頼
派
作
家
ら
し
い
潔
さ
が
そ
こ
に
見
て
と
れ
る
。
思
う
に
、
そ
の
誠
実

さ
は
、
昭
和
二
十
六
年
大
晦
日
の
記
録
が
よ
く
示
す
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。

　
「
か
へ
り
み
る
に
諸
事
力
を
つ
く
す
こ
と
十
分
な
ら
ざ
り
し
も
の
多
し　

売
文
の
毒
お
そ
る
べ
し　
意
あ
ま
つ
て
才
足
ら
ず
る
こ
と
を
か
な
し
む
」　

３
　
椎
名
鱗
三
の
講
演
メ
モ
に
つ
い
て
も
ひ
と
言
述
べ
て
お
こ
う
。

　
椎
名
は
、
石
川
と
同
じ
く
大
学
ノ
ー
ト
を
縦
に
使
用
し
、
罫
線
上
に
鉛
筆

で
彫
り
込
む
よ
う
に
書
き
込
ん
で
い
っ
た
。
石
川
と
ま
さ
に
好
一
対
を
な
す

原
稿
と
い
っ
て
よ
い
。「
講
演
メ
モ
」
と
し
て
タ
イ
ト
ル
が
付
さ
れ
て
い
る

の
は
、
五
編
（「
戦
後
文
学
の
意
味
」「
文
学
す
る
心
」「
自
由
と
倫
理
」「
人

間
の
自
由
に
つ
い
て
」「
作
家
と
生
活
」）、
そ
の
他
、
タ
イ
ト
ル
の
な
い
「
講

演
メ
モ
」
が
十
編
収
録
さ
れ
て
い
る
。
年
月
日
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
不
詳
で

あ
り
、
そ
れ
ら
の
空
白
は
将
来
の
椎
名
研
究
が
埋
め
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待

す
る
。

　
さ
て
、
計
十
五
の
講
演
メ
モ
の
な
か
で
私
が
と
く
に
注
目
し
た
の
が
、「
自

由
と
倫
理
」
で
あ
る
。
椎
名
は
ど
の
講
演
で
も
、
み
ず
か
ら
の
苦
難
に
満
ち

た
来
し
方
を
外
連
味
な
く
語
っ
て
い
る
が
、
そ
う
し
て
み
ず
か
ら
の
過
去
を

語
り
つ
ぐ
な
か
で
つ
ね
に
念
頭
に
あ
っ
た
の
が
、「
真
の
自
由
と
は
何
か
」

の
問
題
だ
っ
た
。「
自
由
」
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
時
と
し
て
堂
々
め
ぐ
り
の

観
を
呈
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
最
晩
年
の
『
懲
役
人
の
告
発
』
に
お
い
て
、

彼
な
り
に
結
論
に
辿
り
つ
い
た
と
私
は
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
今
回
、「
自

由
と
倫
理
」
の
講
演
メ
モ
を
手
に
し
、
私
の
理
解
に
大
き
な
誤
り
が
な
か
っ

た
こ
と
を
確
信
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
講
演
メ
モ
「
１
．
泥
棒
の
話
」
で
椎

名
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
『
白
痴
』
の
な
か
で
言
及
し
た
ロ
シ
ア
の
と

あ
る
田
舎
町
で
の
事
件
に
触
れ
て
い
る
。
旅
仲
間
の
一
人
が
相
手
の
所
持
す

が
い
な
い
。

　
時
代
は
、
昭
和
二
十
五
年
元
旦
か
ら
翌
年
大
晦
日
ま
で
の
二
年
間
。
こ
の

時
期
、
日
本
社
会
は
、
折
か
ら
の
朝
鮮
戦
争
に
よ
る
特
需
景
気
に
沸
き
立
ち
、

戦
後
の
混
乱
を
脱
し
て
、
高
度
成
長
期
の
前
触
れ
を
予
感
さ
せ
る
一
種
独
特

の
明
る
さ
に
包
ま
れ
て
い
た
。
す
で
に
五
十
代
に
足
を
踏
み
入
れ
た
石
川
は
、

雑
誌
「
新
潮
」
に
『
夷
齋
筆
談
』
を
連
載
中
で
あ
り
、
心
身
と
も
に
充
実
の

境
地
に
あ
っ
た
こ
と
が
ペ
ン
書
き
の
筆
勢
か
ら
も
窺
え
る
。

　
「
余
性
疎
懶
い
ま
だ
死
の
近
づ
け
る
こ
と
を
お
ぼ
え
ず
茫
々
然
と
し
て
白

昼
の
夢
に
ふ
け
る　
笑
ふ
べ
き
の
み
」（
昭
和
二
十
五
年
九
月
三
日
）

　
今
回
、
翻
刻
を
手
に
し
、
第
一
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
の
は
、
何
よ
り
石

川
の
交
友
の
広
さ
で
あ
る
。チ
ェ
ス
に
例
え
る
な
ら
、キ
ン
グ
格
の
三
好
達
治
、

小
林
秀
雄
か
ら
、
ル
ー
ク
格
の
大
岡
昇
平
、
ビ
シ
ョ
ッ
プ
格
の
三
島
由
紀
夫
、

安
部
公
房
に
い
た
る
ま
で
、
詩
人
、
作
家
、
批
評
家
、
編
集
者
ら
が
盤
上
に

浮
か
ん
で
は
消
え
て
い
く
。
ま
さ
に
壮
観
と
い
う
し
か
な
い
。
し
か
し
そ
の

壮
観
も
、
小
料
理
屋
「
は
せ
川
」
や
ク
ラ
ブ
で
顔
を
合
わ
せ
る
文
壇
人
に
限

ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
二
十
歳
代
の
若
さ
で
、
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン

ス
や
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
の
翻
訳
者
と
な
っ
た
石
川
だ
が
、
職
業
作
家
と
し

て
自
立
し
た
の
ち
も
世
界
の
文
学
に
対
す
る
関
心
が
止
み
途
絶
え
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。「
日
記
」
で
は
、
ジ
ャ
ン・コ
ク
ト
ー
（『
演
劇
』）、
ア
ル
ベ
ー
ル・

カ
ミ
ユ
（『
ペ
ス
ト
』『
シ
ジ
フ
ォ
ス
の
神
話
』）、
Ｊ
・ｐ
・
サ
ル
ト
ル
（『
シ

チ
ュ
ア
シ
オ
ン
』）、
ポ
ー
ル・ヴ
ァ
レ
リ
ー
（『
芸
術
論
』）、
ポ
ー
ル・ク
ロ
ー

デ
ル
（『
眼
は
聴
く
』）、
モ
ー
リ
ス
・
ブ
ラ
ン
シ
ョ
（『
死
の
宣
告
』）
ら
の
巨

匠
た
ち
に
交
じ
っ
て
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
（『
白
鯨
』）、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
（『
サ
ン

ク
チ
ュ
ア
リ
』）
ら
ア
メ
リ
カ
人
作
家
の
名
前
も
見
え
隠
れ
す
る
。
ま
た
、
当

時
彼
が
目
に
し
た
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
（『
イ
ヴ
の
総
て
』『
レ
ベ
ッ
カ
』『
白
い

恐
怖
』）
も
興
味
深
く
、
彼
の
作
品
や
エ
ッ
セ
ー
の
背
景
を
知
る
上
で
貴
重
な

情
報
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。

　
昭
和
二
十
五
年
と
い
え
ば
、
太
宰
治
の
死
が
、
い
ま
だ
人
々
の
心
に
濃
い

影
を
落
と
し
て
い
た
時
期
で
も
あ
る
。
な
ん
ど
か
酒
席
を
と
も
に
し
た
太
宰

へ
の
思
い
は
深
く
（
エ
ッ
セ
ー
「
太
宰
治
昇
天
」）、
六
月
に
三
鷹
禅
林
寺
で

催
さ
れ
た
第
二
回
目
の
桜
桃
忌
に
か
ん
す
る
短
い
記
述
が
目
を
引
く
。
太
宰

の
妻
、
津
島
美
知
子
か
ら
は
、
形
見
分
け
と
し
て
結
城
紬
の
ネ
ク
タ
イ
を
プ

レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
大
小
の
作
家
、
詩
人
、
批
評
家
、
編
集
者
ら

と
の
交
友
か
ら
浮
か
び
あ
が
る
の
は
、
狷
介
孤
高
と
い
う
一
般
の
印
象
と
は

異
な
る
、
江
戸
っ
子
な
ら
で
は
石
川
の
親
分
気
質
、
人
情
の
篤
さ
で
あ
る
。

　
同
時
代
の
西
欧
の
音
楽
に
対
す
る
好
奇
心
も
注
意
を
引
く
。
東
京
っ
子
と

し
て
の
特
権
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
享
受
す
る
石
川
の
姿
が
そ
こ
に
あ
る
。
当

時
、
日
本
の
ピ
ア
ノ
教
育
界
に
も
一
定
の
影
響
を
与
え
た
ユ
ダ
ヤ
人
ピ
ア
ニ

ス
ト
、
ラ
ザ
ー
ル
・
レ
ヴ
ィ
、
戦
後
初
の
大
物
演
奏
家
の
来
日
と
し
て
話
題

を
呼
ん
だ
、
ユ
ー
デ
ィ
・
メ
ニ
ュ
ー
ヒ
ン
に
よ
る
伝
説
的
な
演
奏
会
へ
の
言

及
は
、
石
川
の
研
究
者
、
一
般
の
愛
読
者
に
と
っ
て
も
得
難
い
デ
ィ
テ
ー
ル

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
惜
し
む
ら
く
は
、
こ
れ
ら
の
演
奏
会
に
関
す

る
印
象
な
り
、
コ
メ
ン
ト
な
り
が
総
じ
て
淡
泊
な
こ
と
で
あ
る
（「
た
だ
日

響
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
拙
な
る
を
憾
む
」）。
多
く
は
演
奏
会
後
の
酒
席
で
の
語
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る
時
計
に
目
を
つ
け
、
十
字
を
切
り
、
祈
り
を
唱
え
て
か
ら
相
手
を
殺
し
、

時
計
を
強
奪
し
た
実
話
で
あ
る
。
椎
名
は
講
演
で
、
こ
の
「
泥
棒
」
を
わ
が

身
に
重
ね
、
驚
く
べ
き
告
白
を
行
っ
た
。

　
「
十
字
を
切
つ
て
泥
棒
を
し
た
と
い
う
彼
の
行
為
は
、
矛
盾
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。
し
か
し
私
は
、
こ
の
彼
が
大
好
き
な
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
彼
が
、
十

字
架
の
前
で
ふ
る
え
な
が
ら
罪
を
お
か
し
つ
づ
け
て
い
る
人
間
と
い
う
存
在

の
イ
メ
ー
ジ
が
鮮
烈
な
姿
で
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
で
な
く
、

こ
の
泥
棒
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
私
自
身
で
も
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま

す
」（
傍
点
筆
者
）

　
「
人
間
の
自
由
と
い
う
も
の
は
、
罪
で
あ
る
仕
方
で
し
か
、
も
つ
こ
と
が

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
人
間
の
自
由
は
、

罪
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
、
こ
の
罪
で
あ
る
と
こ
ろ
の
人
間
の
自
由
に
ど
こ

ま
で
も
同
意
を
あ
た
え
、
心
か
ら
愛
し
た
い
と
い
う
の
が
、
私
の
キ
リ
ス
ト

者
の
、
文
学
者
と
し
て
の
立
場
な
の
で
あ
り
ま
す
」

　
こ
の
二
つ
の
引
用
に
は
、
作
家
椎
名
の
重
要
な
告
白
が
隠
さ
れ
て
い
る
、

と
一
言
述
べ
て
お
く
。『
懲
役
人
の
告
発
』
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
だ
が
、

「
自
由
と
倫
理
」、
い
や
、
自
由
と
禁
忌
の
境
界
線
上
を
歩
む
作
家
の
隠
さ
れ

た
内
面
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
椎
名
は
、

広
く
一
般
的
な
意
味
で
の
キ
リ
ス
ト
者
と
い
う
よ
り
、
親
鸞
の
悪
人
正
機
説

す
ら
想
起
さ
せ
る
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
、
い
っ
て
み
れ
ば
、
罪
の
宗
教
と

で
も
い
う
べ
き
思
想
の
殉
教
者
だ
っ
た
。
自
由
を
否
定
し
、
自
由
を
肯
定
す

る
、
そ
の
曖
昧
さ
の
う
ち
に
自
由
の
奥
義
は
あ
る
、
と
椎
名
は
訴
え
た
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
「
講
演
メ
モ
」
は
、
講
演
と
い
う
、
開
か
れ
た
、

対
話
的
場
に
臨
ん
で
、
よ
り
説
得
的
で
あ
ろ
う
と
し
た
椎
名
が
、
思
い
も
か

け
ず
み
ず
か
ら
の
内
面
に
隠
さ
れ
た
「
自
由
」
の
意
味
に
遭
遇
し
た
稀
な
る

機
会
だ
っ
た
と
見
て
い
い
。
少
な
く
と
も
私
に
と
っ
て
、
講
演
メ
モ
の
翻
刻

が
持
つ
意
味
は
こ
こ
に
き
わ
ま
る
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

�

（
世
田
谷
文
学
館
館
長
・
ロ
シ
ア
文
学
者
）本日記が書かれたころ、高輪の石川邸にて安部公房と。撮影：沼野謙

資
料
写
真

石
川
淳
日
記

昭
和
25
年
1
月
1
日
─

昭
和
26
年
12
月
31
日

〈

〉
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上　1955年11月26日、国学院大学での講演風景（本誌掲載の講演メモ「戦後文学の意味」と同講演かは不明）
下　1955年11月12日、法政大学での講演風景

資
料
写
真  

椎
名
麟
三
講
演
メ
モ
①
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椎名麟三　講演メモ「文学する心」（1枚目）

椎名麟三　講演メモ「文学する心」（4枚目）

椎名麟三　講演メモ「戦後文学の意味」

椎名麟三　講演メモ「自由と倫理（第一日）」（1枚目）

15    ［資料写真］椎名麟三講演メモ ① 14
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椎名麟三　講演メモ「人間の自由について」（1枚目）

椎名麟三　講演メモ「人間の自由について」（2枚目）
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