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世
田
谷
文
学
館
・
友
の
会
共
催
講
演 

〝
な
ぜ
人
は
文
学
に
親
し
む
の
か
〟 

小
野
正
嗣
氏
「『
巣
作
り
』
と
し
て
文
学
」
を
聴
く 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

柴
田 

光
滋 

  

―
―
小
野
正
嗣
氏
は
一
九
七
〇
年
大
分
県
生
ま
れ
。

東
京
大
学
教
養
学
部
で
比
較
日
本
文
化
論
を
専

攻
。
パ
リ
第
八
大
学
の
博
士
号
を
取
得
し
て
い
る
。

現
在
は
立
教
大
学
文
学
部
文
学
科
教
授
。 

 
 

な
ど
と
い
う
堅
苦
し
い
紹
介
よ
り
、
二
〇
〇
一

年
に
「
水
に
埋
も
れ
る
墓
」
で
第
十
二
回
朝
日
新

人
賞
、
二
〇
〇
二
年
に
「
に
ぎ
や
か
な
湾
に
背
負

わ
れ
た
船
」
で
第
十
五
回
三
島
由
紀
夫
賞
、
二
〇

一
五
年
に
「
九
年
前
の
祈
り
」
で
第
一
五
二
回
芥

川
龍
之
介
賞
を
そ
れ
ぞ
れ
受
賞
し
て
い
る
小
説

家
、
と
い
う
ほ
う
が
友
の
会
の
会
員
に
は
身
近
に

感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。 

 
 

急
い
で
付
け
加
え
れ
ば
、
そ
の
文
学
活
動
の
幅

は
広
い
。
小
説
に
限
ら
ず
、
エ
ッ
セ
イ
、
評
論
、

翻
訳
（
ナ
イ
ポ
ー
ル
『
ミ
ゲ
ル
・
ス
ト
リ
ー
ト
』

共
訳
）
、
マ
リ
ー
・
ン
デ
ィ
ア
イ
『
ロ
ジ
ー
・
カ

ル
プ
』
ほ
か
）
な
ど
に
及
ぶ
。 

 
 

今
回
の
演
題
は
「『
巣
作
り
』
と
し
て
文
学
」。

こ
の
「
巣
作
り
」
と
い
う
言
葉
が
象
徴
的
な
意
味

合
い
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
す
ぐ
に
わ
か
る

が
、
そ
こ
か
ら
先
は
や
や
わ
か
り
に
く
い
。
「
巣

作
り
」
と
「
文
学
」
が
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
の

だ
ろ
う
か
。
小
野
氏
は
冒
頭
「
二
本
立
て
で
話
し

た
い
」
と
切
り
出
し
た
。
前
半
は
「
日
本
文
学
に

お
け
る
外
国
文
学
の
影
響
」、
後
半
は
「
書
く
こ 

と
と
読
む
こ
と
」
で
あ
る
。 

外
国
文
学
の
影
響
に
関
し
て
は
、
村
上
春
樹
氏
を

例
に
こ
う
述
べ
る
。 

 
 

村
上
氏
は
処
女
作
「
風
の
歌
を
聴
け
」
を
は
じ
め

は
英
語
で
書
い
て
い
る
。
日
本
語
で
ど
ん
な
ふ
う
に

書
い
て
い
い
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。 

原
稿
用
紙
に
日
本
語
で
書
い
た
ら
ど
う
し
て
も

文
学
的
過
ぎ
る
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
あ
る
い
は

装
飾
華
美
な
文
章
に
な
る
。
母
語
で
あ
る
が
ゆ
え
に

不
自
由
な
の
だ
。
そ
こ
で
母
語
で
な
い
言
語
で
ま
ず

書
い
た
結
果
、
最
終
的
に
は
日
本
語
で
も
ニ
ュ
ー
ト

ラ
ル
な
文
体
、
独
自
の
文
体
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
逆
説
的
に
い
え
ば
、
彼
は
日
本
語
か
ら
解
放

さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

  
同
様
の
例
を
一
つ
挙
げ
て
お
こ
う
。
劇
作
家
サ
ミ

ュ
エ
ル
・
ベ
ケ
ッ
ト
は
「
ゴ
ド
ー
を
待
ち
な
が
ら
」

を
出
身
地
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
で
は
書
い
て
い
な
い
。

使
用
し
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
語
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
言

葉
が
遮
蔽
幕
に
な
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。 

 

村
上
氏
は
非
日
本
的
作
家
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

が
、
実
は
日
本
的
作
家
な
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な

ら
、
他
の
多
く
の
日
本
の
作
家
と
同
じ
よ
う
に
、
翻

訳
文
学
で
育
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

戦
前
、
第
一
外
国
語
は
英
語
一
辺
倒
で
は
な
か
っ

た
。
ド
イ
ツ
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
も
同
等
の
存
在
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
遠
藤
周
作
は
フ
ラ
ン
ス

語
を
学
ん
で
い
る
。
英
語
を
必
修
の
語
学
と
し
て
学

ぶ
の
は
大
江
健
三
郎
氏
あ
た
り
か
ら
だ
ろ
う
。実
際
、

彼
は
ダ
ン
テ
の
「
神
曲
」
を
英
訳
で
読
ん
で
い
る
と

い
う
。 

 

こ
う
し
た
流
れ
に
引
導
を
渡
し
た
の
が
村
上
春
樹

氏
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
的
世
界
を
日
本
の
文
学
に

根
付
か
せ
た
か
ら
で
あ
る
。 

  

―
―
こ
こ
か
ら
第
二
部
の
「
書
く
こ
と
と
読
む
こ

と
」
に
入
る
。 

 

作
家
と
は
単
に
書
く
人
で
は
な
い
。
書
く
人
と
同

時
に
読
む
人
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
書
く
と
い
う
ア
ウ

ト
プ
ッ
ト
と
読
む
と
い
う
イ
ン
プ
ッ
ト
を
怠
ら
な
い
。

何
に
も
読
ま
ず
に
作
家
に
な
っ
た
人
は
い
な
い
は
ず

だ
。
作
家
に
訊
け
ば
、
誰
し
も
読
む
こ
と
が
大
事
と

答
え
る
だ
ろ
う
。
読
ん
で
感
動
し
、
自
分
も
同
じ
よ

う
な
も
の
を
書
き
た
い
と
思
う
。
つ
ま
り
、
読
む
こ

と
が
作
家
の
土
壌
を
つ
く
る
の
で
あ
る
。 

 

で
は
あ
る
け
れ
ど
、
は
た
し
て
本
を
読
ま
な
い
人

は
教
養
の
な
い
人
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ま
た
別 

 

軽快に話される小野 正嗣氏 
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の
話
で
あ
る
。 

 
言
っ
て
み
れ
ば
、
人
と
は
本
な
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い

は
図
書
館
な
の
で
は
な
い
か
。
本
を
読
ま
な
い
人
で
も
、
話

は
い
っ
ぱ
い
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
口
承
的
だ
と

も
言
え
る
だ
ろ
う
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
関
係
性
）
の
な
か
で

生
き
て
い
る
の
だ
。 

 

そ
こ
に
は
「
読
む
」
文
化
の
代
わ
り
に
、「
聞
く
」
文
化
が

あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、「
語
り
」
の
文
化
、
あ
る
い

は
「
語
り
部
」
の
文
化
が
あ
る
の
だ
。 

 

話
を
戻
せ
ば
、
坪
内
逍
遥
に
し
て
も
森
鷗
外
や
夏
目
漱
石

に
し
て
も
、
西
洋
の
文
学
を
い
ち
早
く
受
容
し
て
い
る
。
彼

ら
は
外
国
語
で
読
み
、
日
本
語
に
翻
訳
し
た
。
こ
れ
は
村
上

春
樹
氏
も
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
、
全
体
で
み
る
と
、
昨
今
は

か
な
り
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

戦
後
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
、
文
学
の
中
心
は
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
で
あ
っ
た
。
大
岡
昇
平
氏
、
遠
藤
周
作
氏
、
吉
田
健
一

氏
、
辻
邦
生
氏
な
ど
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
（
念
の
た
め
に
記
せ

ば
、
吉
田
氏
は
英
文
学
だ
け
で
は
な
か
っ
た
）、
あ
る
い
は
古

井
由
吉
氏
の
ド
イ
ツ
文
学
ま
で
こ
の
流
れ
は
続
い
た
。ま
た
、

ガ
ル
シ
ア
・
マ
ル
ケ
ス
な
ど
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
学
が
注

目
さ
れ
た
時
期
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
昨
今
は
そ
の
影
は
薄

い
。
日
本
に
お
け
る
海
外
文
学
は
、
今
は
英
語
中
心
に
変
わ

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。 

 

最
後
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
本
題
に
戻
り
た
い
。 

 

人
は
何
の
た
め
に
書
く
の
か
。
私
は
「
自
分
の
居
場
所
を

つ
く
る
た
め
」
と
考
え
て
い
る
。 

 

読
ん
で
い
る
と
き
の
自
分
は
ど
こ
に
い
る
の
か
。
歴
史
の

な
か
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
実
に
は
物
語
の
な
か
に
入
っ
て

い
っ
て
、
そ
こ
が
居
心
地
の
い
い
「
巣
」
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。 

 

書
き
な
が
ら
作
っ
て
い
る
巣
あ
る
い
は
巣
穴
が
、
読
み
手

の
巣
穴
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
文
学
と 

い
う
も
の
は
ど
こ
か
子
供
の
遊
び
と
近
い
。
な
ぜ
な
ら
遊
び

と
い
う
も
の
は
居
場
所
と
な
る
空
間
を
つ
く
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

本
を
読
む
こ
と
は
自
分
の
居
場
所
を
つ
く
る
こ
と
で
あ
る
。

読
者
が
い
な
け
れ
ば
本
は
単
な
る
文
字
列
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ

う
。 

  

―
―
ま
こ
と
に
不
十
分
な
紹
介
を
棚
に
上
げ
て
い
う
が
、

文
学
論
で
あ
り
な
が
ら
か
な
り
哲
学
的
で
も
あ
り
、
実
に

刺
激
的
な
講
演
で
あ
っ
た
。 

 
 
 

(

友
の
会
会
員) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

さ
て
、
西
野
亮
廣
と
い
う
お 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

笑
い
芸
人
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

テ
レ
ビ
な
ど
で
〝
お
笑
い
芸
人 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

が
書
い
た
絵
本
〟
と
話
題
に
な

り
、
た
く
さ
ん
の
人
に
読
ん
で

も
ら
い
た
い
と
無
料
で
見
ら
れ 

る
よ
う
に
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

た
の
を
見
た
の
が
き
っ
か
け
で 

 
 
 
 
 
 
 
 

本
を
買
っ
た
。 

ま
ず
そ
の
絵
の
繊
細
さ
に
惹
か
れ
、
次
に
文
章
を
読
ん
だ

時
、
私
は
私
の
子
供
や
孫
た
ち
に
伝
え
て
や
り
た
い
と
強
く

思
っ
た
。 

場
所
は
と
あ
る
町
。
四
千
メ
ー
ト
ル
の
崖
に
囲
ま
れ
、
え

ん
と
つ
だ
ら
け
で
、
一
日
中
も
く
も
く
と
上
が
っ
て
い
る
煙

の
た
め
人
々
は
青
い
空
や
煌
め
く
星
を
見
た
こ
と
が
な
い
。

外
の
世
界
を
全
く
知
ら
な
い
の
だ
。 

 

物
語
は
こ
の
町
の
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
を
楽
し
む
日
か
ら
始
ま
る
。

各
々
仮
装
を
し
て
い
る
子
供
た
ち
が
、
お
祭
り
が
終
わ
り
仮

装
を
脱
い
で
素
の
自
分
に
戻
る
の
だ
が
、
プ
ぺ
ル
（
主
人
公

で
ゴ
ミ
人
間
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
だ
け
は
仮
装
を
し
て
い
た

の
で
は
な
く
体
が
ゴ
ミ
の
集
合
体
で
出
来
て
い
る
こ
と
が
は

っ
き
り
す
る
。
汚
さ
や
悪
臭
の
た
め
に
益
々
仲
間
外
れ
に
さ

れ
て
い
く
。
え
ん
と
つ
掃
除
を
生
業
に
し
て
い
る
少
年
ル
ビ

ッ
チ
だ
け
が
彼
の
唯
一
の
味
方
で
あ
る
。
ル
ビ
ッ
チ
も
ま
た
、

町
で
た
だ
一
人
の
漁
師
だ
っ
た
今
は
亡
き
父
親
が
以
前
見
た

星
の
話
を
し
た
こ
と
か
ら
、
町
の
人
か
ら
嘘
つ
き
呼
ば
わ
り

さ
れ
差
別
さ
れ
て
い
た
。
本
当
に
星
空
な
ん
て
あ
る
の
か
、

そ
し
て
お
父
さ
ん
は
嘘
つ
き
な
の
か
を
確
か
め
た
く
て
、
プ

ペ
ル
が
用
意
し
た
た
く
さ
ん
の
風
船
を
く
く
り
つ
け
た
船
に

乗
り
二
人
で
星
を
探
し
に
行
く
。
そ
し
て
そ
れ
を
目
の
当
た

り
に
し
た
時
の
感
動
！ 

 

こ
れ
を
読
ん
だ
と
き
、
人
間
を
差
別
す
る
愚
か
さ
を
改
め

て
感
じ
た
。
そ
し
て
地
球
温
暖
化
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
町

を
作
ら
な
い
よ
う
、
子
供
た
ち
が
い
つ
ま
で
も
青
空
と
き
れ

い
な
星
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
と
強
く
願
っ
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
友
の
会
会
員
） 

エ
ッ
セ
ー
「
わ
た
し
の
一
冊
」
の
原
稿
募
集
中
！ 

・
タ
イ
ト
ル
に
本
の
題
名
（
著
者
名
・
出
版
社
名
・
出
版
年

も
）
明
記 

・
あ
な
た
の
お
名
前
、
連
絡
先
を
明
記
・
字
数
は
六
〇
〇
字

以
内
（
厳
守
） 

・
文
意
を
損
な
わ
な
い
範
囲
で
編
集
さ
せ
て
頂
く
場
合
が
あ

り
ま
す 

・
原
稿
は
お
返
し
し
ま
せ
ん 

・
会
報
に
順
次
掲
載
し
ま
す
が
、
頁
数
の
関
係
で
掲
載
が
遅

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す 

・
原
稿
は
友
の
会
に
郵
送
か
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
お
送
り
く
だ
さ
い 

・
掲
載
は
一
人
一
回 

   

 
わたしの一冊 

『えんとつ町のプペル』 
西野亮廣著 

（幻冬舎） 
藤井保子 

                       ２ 
 



 

シ
リ
ー
ズ 

世
田
谷
と
わ
た
し 

第
四
回 

 
 

 
〝 
関
東
大
震
災
と
世
田
谷 

〟 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

磯
﨑 

憲
一
郎 

  

数
年
前
に
『
電
車
道
』
（
新
潮
社
）
と
い
う
、
東
京
近
郊

の
私
鉄
沿
線
の
百
年
の
歴
史
を
描
い
た
小
説
を
書
い
た
と

き
に
、
世
田
谷
区
が
平
成
四
年
に
発
行
し
た
『
せ
た
が
や
百

年
史
（
上
下
巻
）
』
と
い
う
資
料
を
取
り
寄
せ
て
読
ん
で
み

た
の
だ
が
、
そ
の
中
で
驚
く
べ
き
事
実
を
発
見
し
て
し
ま
っ

た
。 

 

大
正
十
二
年
九
月
一
日
午
前
十
一
時
五
十
八
分
、
関
東
地

方
南
部
一
帯
は
史
上
稀
に
見
る
激
震
に
襲
わ
れ
た
、
揺
れ
は

十
分
間
近
く
も
続
い
た
と
い
う
。
東
京
府
と
近
県
の
死
者
・

行
方
不
明
者
は
十
万
五
千
人
以
上
、
被
災
人
口
は
住
民
の
六

割
か
ら
七
割
に
も
達
し
た
の
が
関
東
大
震
災
だ
っ
た
わ
け

だ
が
、
私
が
現
在
住
ん
で
い
る
住
所
で
い
う
と
こ
ろ
の
世
田

谷
区
成
城
、
当
時
の
砧
村
（
き
ぬ
た
む
ら
）
の
被
害
は
、
死

者
は
ゼ
ロ
、
罹
災
戸
数
も
全
壊
が
三
棟
、
半
壊
が
三
棟
の
合

計
六
棟
の
み
だ
っ
た
と
、
『
せ
た
が
や
百
年
史
』
に
は
記
さ

れ
て
い
る
。
ど
う
せ
当
時
の
砧
村
に
は
住
民
な
ん
て
ほ
と
ん

ど
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
大
正
十
一
年
の
砧
村
に
は
五
百
九
十

八
戸
、
三
千
六
百
八
十
人
が
住
ん
で
い
た
と
い
う
記
録
が
残

っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
現
在
の
成
城
の
街
と
は
比

べ
る
べ
く
も
な
い
が
、
決
し
て
人
っ
子
一
人
住
ん
で
い
な
い

山
林
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
関
東
大
震
災
の
甚
大
な
被
害

を
考
え
て
み
れ
ば
、
砧
村
の
死
者
ゼ
ロ
と
い
う
の
は
奇
跡
の

よ
う
に
さ
え
思
え
て
く
る
。 

 

因
み
に
世
田
谷
六
か
町
村
全
体
の
被
害
は
、
死
者
五
名
、

負
傷
者
十
二
名
、
行
方
不
明
者
三
名
だ
っ
た
の
だ
が
、
六
か

町
村
全
人
口
三
万
九
千
九
百
五
十
二
人
に
対
し
て
見
れ
ば
、

や
は
り
明
ら
か
に
被
害
は
小
さ
い
。
良
く
知
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、
関
東
大
震
災
の
死
者
の
大
半
は
建
物
の
倒
壊
に
よ
る

圧
死
で
は
な
く
、
地
震
後
間
も
な
く
都
市
部
に
発
生
し
た
火

災
に
よ
る
焼
死
者
だ
っ
た
、
対
し
て
当
時
の
世
田
谷
に
は
密

集
し
た
住
宅
地
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
隣
家
と
の
間
隔
の
開
い

た
農
家
が
多
か
っ
た
、
加
え
て
地
震
当
日
は
朝
方
ま
で
雨
が

降
っ
て
い
た
た
め
、
雨
が
上
が
っ
た
昼
前
か
ら
農
作
業
に
取

り
掛
か
っ
て
い
た
農
民
た
ち
は
、
地
震
発
生
時
ま
だ
昼
食
の

準
備
の
た
め
の
火
を
熾
し
て
お
ら
ず
、
結
果
的
に
火
災
を
免

れ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。 

 

し
か
し
こ
う
い
う
資
料
を
読
ん
で
し
ま
っ
て
改
め
て
思

い
知
ら
さ
れ
る
の
は
、
人
間
は
都
市
化
、
近
代
化
を
進
め
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
ひ
と
た
び
天
災
が
起
こ
れ
ば
自
ら
と
家
族

の
生
命
を
失
い
兼
ね
な
い
リ
ス
ク
を
高
め
て
い
た
、
と
い
う

史
実
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
当
時
の
砧
村
に
は
ま
だ
養
蚕
農

家
が
多
く
残
っ
て
い
て
、
仙
川
へ
と
下
る
斜
面
に
は
一
面
桑

畑
が
広
が
り
、
幼
子
を
お
ぶ
っ
た
少
年
少
女
達
が
歌
を
歌
い

な
が
ら
桑
の
葉
を
摘
ん
で
い
た
の
だ
と
い
う
、
そ
の
平
穏
な

光
景
に
想
い
を
馳
せ
る
。 

 

だ
が
震
災
に
よ
っ
て
、
防
災
基
盤
の
脆
弱
な
都
市
部
で
は

な
く
、
安
全
な
郊
外
地
域
に
住
宅
を
求
め
る
機
運
が
高
ま
り
、

大
正
末
期
か
ら
昭
和
の
初
め
に
か
け
て
、
世
田
谷
地
域
の
人

口
は
急
激
に
増
加
す
る
。
そ
の
大
半
は
郊
外
に
家
を
持
ち
、

都
心
の
職
場
と
の
間
を
往
復
す
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
層
だ
っ

た
、
そ
し
て
そ
の
足
と
な
っ
た
の
が
、
小
田
急
や
京
王
と
い

っ
た
東
京
西
部
を
走
る
私
鉄
電
車
だ
っ
た
の
だ
。 

  

作
家
紹
介 

千
葉
県
生
ま
れ
。
平
成
二
十
一
年
『
終
の
住
処
』
で
、

第
一
四
一
回
芥
川
賞
受
賞
。
世
田
谷
区
在
住
。 

『
新
派
和
歌
評
論
』
の
著
者
黒

瞳
子
と
は
、
明
治
四
十
三
年
の
大

逆
事
件
に
弁
護
士
と
し
て
深
く

か
か
わ
り
、
ま
た
、
そ
の
事
件
を

題
材
に
小
説
『
計
画
』
・
『
逆
徒
』

な
ど
を
書
い
た
作
家
と
し
て
、
日

本
近
代
史
に
そ
の
名
を
留
め
る 

平
出
修
の
こ
と
で
あ
る
。
明
治
か
ら
大
正
初
期
を
疾
駆
の
後

早
世
し
た
「
理
智
の
人
」
平
出
が
、
明
治
三
十
四
年
、
『
新

派
和
歌
評
論
』
を
刊
行
し
た
目
的
は
、
歌
論
家
と
し
て
与
謝

野
鉄
幹
・
晶
子
の
作
品
を
称
揚
し
、
旧
派
和
歌
と
の
決
別
を

企
図
、
近
代
和
歌
史
の
奔
流
の
中
で
、
新
し
い
時
代
の
歌
を

牽
引
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。 

本
著
に
お
い
て
、
平
出
は
鉄
幹
・
晶
子
の
他
に
も
、
多
く

の
歌
人
と
そ
の
和
歌
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
新
し
い

時
代
の
歌
を
集
め
た
「
新
派
歌
人
曼
荼
羅
図
」
で
あ
り
、
そ

の
曼
荼
羅
図
を
内
包
し
た
和
歌
の
宇
宙
空
間
の
体
を
成
し

て
い
る
。
そ
れ
故
、
わ
れ
ら
読
者
は
こ
の
宇
宙
に
て
、
「
や

は
肌
の
」
や
「
髪
五
尺
」
な
ど
の
歌
の
魔
力
に
酔
い
な
が
ら
、

平
出
の
胸
の
す
く
よ
う
な
語
り
口
と
、
明
快
な
評
論
を
楽
し

む
こ
と
が
出
来
る
。 

し
か
し
、
同
時
に
窪
田
通
治
（
空
穂
）
の
新
詩
社
離
脱
と
、

子
規
の
重
病
の
さ
な
か
で
、
近
代
和
歌
の
未
来
を
模
索
す
る
、

平
出
の
孤
独
な
苦
悩
を
も
知
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま

た
、
実
作
の
人
と
し
て
の
平
出
は
、
多
く
の
作
品
を
『
明
星
』

や
『
ス
バ
ル
』
に
発
表
し
た
が
、
晶
子
に
傾
倒
し
そ
の
生
涯

か
け
て
、
晶
子
ば
り
の
歌
を
詠
み
続
け
た
の
は
何
故
で
あ
ろ

う
か
。
晶
子
と
い
う
天
性
（
天
然
）
の
歌
人
の
歌
を
潜
り
な

が
ら
も
、
「
理
智
の
人
」
平
出
が
、
つ
い
に
持
ち
得
な
か
っ

た
強
靱
な
歌
の
根
源
の
力
を
、
わ
が
物
と
す
る
闘
い
で
あ
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。 

 

（
友
の
会
会
員
） 

わたしの一冊 
『新派和歌評論』 

黒瞳子著 

（鳴皐書院） 

平林清江 

                        ３ 



講
座 

大
木
昭
男
氏
〝
夏
目
漱
石
と
露
西
亜
文
学
―
漱
石

の
読
ん
だ
「
露
西
亜
の
小
説
」
と
は
？
〟
を
聴
講
し
て 

 
謎
の
日
記
解
明
か
ら
「
則
天
去
私
」
へ 堀 

伸
雄 

 

漱
石
は
没
年
の
大
正
五
年
（
１
９
１
６
）
の
日
記
に
、「
○

Life 

露
西
亜
の
小
説
を
読
ん
で
自
分
と
同
じ
事
が
書
い
て

あ
る
の
に
驚
く
。
さ
う
し
て
只
ク
リ
チ
カ
ル
の
瞬
間
に
う
ま

く
逃
れ
た
と
逃
れ
な
い
と
の
相
違
で
あ
る
。
と
い
ふ
筋
」
と

い
う
謎
め
い
た
書
付
け
を
残
し
て
い
る
。
今
回
の
講
座
は
、

こ
の
日
記
の
断
片
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
読
み
解
き
、
こ
れ

を
手
掛
か
り
に
漱
石
と
ロ
シ
ア
文
学
と
の
係
わ
り
に
つ
な
げ
、

さ
ら
に
漱
石
晩
年
の
東
洋
的
世
界
観
「
則
天
去
私
」
へ
の
道

筋
を
考
察
す
る
知
的
魅
力
に
充
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

大
木
昭
男
講
師
は
丹
念
な
文
献
調
査
の
積
み
重
ね
に
よ
り
、

そ
の
謎
の
解
明
に
挑
む
。
漱
石
山
房
の
蔵
書
目
録
に
残
さ
れ

て
い
る
ロ
シ
ア
の
作
家
は
、
ア
ン
ド
レ
ー
エ
フ
、
ゴ
ー
リ
キ

イ
、
ト
ル
ス
ト
イ
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
等
十
名
に
も
上
る
が
、

意
外
な
こ
と
に
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
名
前
が
見
当
た
ら
な

い
。
し
か
し
、
漱
石
は
『
白
痴
』
の
英
訳
版
を
弟
子
の
森
田

草
平
か
ら
借
り
て
読
ん
で
お
り
、
主
人
公
の
ム
イ
シ
ュ
キ
ン

が
語
る
処
刑
場
で
の
情
景
等
を
日
記
に
書
き
残
し
て
い
る
。

『
明
暗
』
に
も
登
場
人
物
が
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
を
語
る
場

面
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
漱
石
の
読
ん
だ
「
露
西
亜
の
小
説
」

は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
『
白
痴
』
で
は
な
い
か
と
推
定
す
る

説
も
あ
っ
た
。 

大
木
氏
は
、
そ
れ
で
も
な
お
『
白
痴
』
説
へ
の
疑
念
を
捨

て
き
れ
ず
、
漱
石
が
『
明
暗
』
を
執
筆
中
の
頃
、
森
田
草
平

等
に
対
し
貸
し
て
い
た
あ
る
英
文
書
籍
の
返
却
を
要
請
し
た

書
簡
に
着
目
、
そ
れ
が
ト
ル
ス
ト
イ
の
長
編
『
ア
ン
ナ
・
カ

レ
ー
ニ
ナ
』
で
あ
り
、
自
ら
執
筆
中
の
『
明
暗
』
と
同
様
に
、

「
愛
」
が
引
き
起
こ
す
男
女
間
の
和
合
（
明
）
と
不
和
（
暗
）

の
人
生
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
漱
石
が
気
付
き
、
漱
石
が

記
し
た
〝
ク
リ
チ
カ
ル
な
瞬
間
に
う
ま
く
逃
れ
た
云
々
〟
と

は
、
登
場
人
物
す
な
わ
ち
『
明
暗
』
の
「
延
子
～
津
田
～
清

子
」、『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
の
「
カ
レ
ー
ニ
ン
～
ア
ン

ナ
～
ウ
ロ
ン
ス
キ
ー
」
の
愛
憎
の
三
角
関
係
が
決
定
的
な
破

局
を
回
避
で
き
た
か
否
か
で
あ
る
と
推
論
。
そ
の
傍
証
と
し

て
、
一
九
四
八
年
製
作
の
英
国
映
画
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ

ナ
』（
監
督
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
デ
ュ
ヴ
ィ
ヴ
ィ
エ
、
主
演
ヴ
ィ
ヴ

ィ
ア
ン
・
リ
ー
）
を
紹
介
。
ラ
ス
ト
で
ア
ン
ナ
が
鉄
道
自
殺

を
図
る
場
面
の
英
文
字
幕
に
表
示
さ
れ
た
〈
人
生
〉
を
意
味

す
る
〈Life

〉
の
単
語
と
、
原
作
の
英
訳
に
あ
る
〈D

arkness

〉

〈B
rightness

〉
の
表
記
に
着
目
、
『
明
暗
』
と
の
関
連
を

明
言
さ
れ
た
。 

さ
ら
に
氏
は
、『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
の
最
終
章
で
、

地
方
の
純
朴
な
地
主
で
あ
る
レ
ー
ヴ
ィ
ン
が
自
ら
の
生

き
方
に
覚
醒
す
る
「
己
れ
の
欲
得
の
た
め
で
は
な
く
、
神
の

た
め
に
生
き
る
」
と
い
う
農
民
の
言
葉
に
、
漱
石
が
晩
年
に

至
っ
た
「
則
天
去
私
」
の
心
境
と
共
通
し
た
も
の
を
感
じ
て

い
る
こ
と
を
読
み
取
り
、
漱
石
が
そ
の
死
の
直
前
に
「
蓋
天

蓋
地
是
無
心
」
と
心
境
を
詠
ん
だ
漢
詩
の
朗
読
を
も
っ
て
講

座
を
締
め
括
ら
れ
た
。 

大
木
氏
は
、
漱
石
未
完
の
大
作
『
明
暗
』
と
長
篇
『
ア
ン

ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
の
底
流
を
な
す
世
界
観
の
共
通
性
を
ス

ケ
ー
ル
の
大
き
な
視
点
か
ら
見
事
に
論
破
さ
れ
た
。
講
義
の

途
中
で
は
「
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
の
唄
」
の
一
節
を
口
ず
さ
む
な

ど
、
朗
朗
た
る
声
量
と
悠
揚
と
し
た
雰
囲
気
の
中
、
漱
石
生

誕
一
五
〇
年
に
ふ
さ
わ
し
い
講
座
で
あ
っ
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
友
の
会
会
員
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
平
成
二
十
九
年
六
月
十
日 

世
田
谷
文
学
館
に
て
開
催
） 

講
座 

『
夜
明
け
前
』
か
ら
『
竜
馬
が
ゆ
く
』
へ 

 
 
 
 
 

透
谷
と
子
規
を
と
お
し
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

溝
田 

誠 
 
 

  

講
師
の
高
橋
誠
一
郎
先
生
は
比
較
文
学
、
ロ
シ
ア
文
学
が

ご
専
門
で
、
今
回
は
幕
末
か
ら
明
治
初
期
ま
で
、
そ
の
時
代

を
象
徴
す
る
作
品
、
作
家
、
人
物
を
登
場
さ
せ
、
日
本
の
近

代
国
家
形
成
過
程
の
再
考
察
、
ま
た
そ
の
問
題
点
、
そ
し
て

そ
れ
が
今
日
の
日
本
の
状
況
を
把
握
す
る
上
で
ど
の
様
な
ヒ

ン
ト
に
な
る
か
の
問
題
提
起
が
な
さ
れ
た
講
義
で
し
た
。 

 

取
り
上
げ
ら
れ
た
作
品
、
作
家
、
登
場
人
物
は
書
籍
、
映

画
、
大
河
ド
ラ
マ
で
そ
れ
ぞ
れ
に
馴
染
み
は
あ
る
も
の
の
、

友
の
会
の
講
座
案
内
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
「
神
国
思
想
」
の

危
険
性
、「
憲
法
」
の
重
要
性
な
ど
か
ら
の
視
点
は
と
て
も
興

味
深
く
、
互
い
に
ど
の
様
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
今
ま

で
と
違
っ
た
解
釈
で
の
読
み
直
し
の
機
会
に
な
る
か
と
思
い

講
座
に
臨
み
ま
し
た
。 

 

今
回
の
講
義
内
容
は
最
後
に
紹
介
さ
れ
た
司
馬
遼
太
郎
の

「
明
治
国
家
の
続
い
て
い
る
八
十
年
間
は
、
そ
の
体
制
側
に

た
っ
て
も
の
を
考
え
る
こ
と
を
し
な
い
人
間
は
乱
臣
賊
子
と

さ
れ
た
」
。「
竜
馬
も
乱
臣
賊
子
の
ひ
と
り
だ
っ
た
」（
竜
馬
像

の
変
容
）
に
全
て
要
約
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
。
つ
ま

り
登
場
し
た
人
々
、『
夜
明
け
前
』
の
青
山
半
蔵
、
そ
の
作
者

島
崎
藤
村
、
北
村
透
谷
、
正
岡
子
規
、
皆
、
そ
れ
ぞ
れ
に
時

代
へ
の
処
し
方
、
考
え
の
違
い
は
あ
っ
た
に
し
て
も
、
一
様

に
明
治
か
ら
の
国
権
的
政
府
に
抗
い
、
物
を
申
し
た
人
々
で

あ
っ
た
点
で
共
通
し
て
い
る
。
坂
本
竜
馬
も
「
政
治
と
い
う

も
の
は
人
民
の
幸
福
の
た
め
に
行
う
」
と
い
う
建
前
で
書
か

れ
て
い
る
オ
ラ
ン
ダ
憲
法
に
感
動
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て

も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。 

 

で
は
そ
れ
は
何
に
対
す
る
抗
い
か
？ 

長
く
続
い
た
封
建 

 
                        ４ 



時
代
の
後
に
王
政
復
古
が
な
さ
れ
、
人
々
は
平
民
が
主
役
の

自
由
で
平
等
な
社
会
を
期
待
し
て
い
た
。
だ
が
実
際
は
そ
れ

に
反
し
、
天
皇
の
権
威
を
過
剰
に
肥
大
化
さ
せ
た
軍
人
中
心

主
義
、
そ
れ
を
強
固
に
す
る
為
の
「
軍
事
勅
令
」
や
「
教
育

勅
語
」
の
制
定
、
そ
の
中
心
に
「
神
国
思
想
」
が
あ
っ
た
事

へ
の
抗
い
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

現
在
国
内
で
は
憲
法
改
正
、「
教
育
勅
語
」
の
授
業
化
な
ど

の
議
論
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
機
会
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
作

品
を
再
読
し
、
当
時
の
彼
ら
の
思
い
を
再
考
す
る
こ
と
が
、

逆
に
今
日
の
日
本
を
考
え
る
上
で
と
て
も
大
切
で
は
な
い
か

と
考
え
さ
せ
ら
れ
た
講
義
で
し
た
。 

 
 

（
友
の
会
会
員
） 

 
 
 

（
平
成
二
十
九
年
四
月
十
六
日
、
ら
ぷ
ら
す 
に
て
開
催
。
） 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

〝
バ
ス
で
行
く
秋
の
山
梨
文
学
散
歩
に
参
加
し
て
〟 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

貴
船 

キ
ヨ 

 
 

 

台
風
も
無
事
に
去
り
、
秋
晴
れ
の
十
月
三
十
一
日
参
加
者 

五
十
一
名
を
乗
せ
て
バ
ス
は
、
新
宿
か
ら
見
学
地
の
山
梨
に 

む
か
っ
た
。
午
前
中
は
山
中
湖
文
学
の
森
の
「
三
島
由
紀
夫 

文
学
館
」
、「
徳
富
蘇
峰
館
」
そ
の
後
一
宮
で
昼
食
を
し
、
午 

後
か
ら
甲
府
市
に
あ
る
芸
術
の
森
公
園
の
な
か
の
「
山
梨
県 

立
文
学
館 

津
島
佑
子
展
」「
県
立
美
術
館 

ミ
レ
ー
館
」 

を
巡
る
内
容
豊
富
な
一
日
コ
ー
ス
で
あ
る
。 

 

ベ
テ
ラ
ン
ガ
イ
ド
さ
ん
の
説
明
を
聞
き
、
車
窓
よ
り
富
士 

の
雄
姿
を
な
が
め
つ
つ
山
中
湖
文
学
の
森
に
着
い
た
。 

 

苔
む
し
た
が
っ
ち
り
し
た
門
を
通
り
ぬ
け
、
ま
ず
落
ち
つ 

い
た
茶
色
の
建
物
・
蘇
峰
館
に
入
る
。
山
中
湖
を
愛
し
た
氏

の
別
荘
「
双
宜
荘
」
の
生
活
や
床
の
間
つ
き
の
書
斎
が
再
現

さ
れ
、
直
筆
原
稿
、
書
簡
、
絵
画
、
尊
敬
し
た
と
い
う
勝
海

舟
の
写
真
等
の
展
示
、
ま
た
た
く
さ
ん
の
愛
蔵
し
た
印
鑑
、

収
集
愛
用
し
た
お
も
し
ろ
い
形
の
杖
五
十
本
も
展
示
。
わ
が

家
の
近
く
の
盧
花
公
園
に
蘇
峰
の
書
い
た
「
徳
富
健
次
郎
墓

誌
」
が
あ
り
、
た
ま
に
参
拝
し
て
い
る
せ
い
か
何
と
な
く
親

し
み
の
あ
る
館
で
あ
っ
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

歩
い
て
す
ぐ
の
三
島
文
学
館
に
移
る
。
カ
ラ
マ
ツ
林
と
紅 

葉
の
美
し
い
ド
ウ
ダ
ン
ツ
ツ
ジ
に
囲
ま
れ
た
、
白
く
近
代
的 

な
建
物
で
あ
る
。
三
島
文
学
の
拠
点
と
し
て
、
直
筆
原
稿
、 

創
作
取
材
ノ
ー
ト
、
た
く
さ
ん
の
初
版
本
の
著
書
等
の
展
示
。 

炎
の
表
紙
の
『
金
閣
寺
』
の
本
の
前
で
、
主
人
公
溝
口
の
告 

白
に
反
発
し
つ
つ
読
み
終
え
た
こ
と
を
思
っ
た
。
ま
た
「
潮

騒
」
の
ポ
ス
タ
ー
の
青
山
京
子
、
久
保
昭
、
も
う
一
方
は
吉 

永
小
百
合
、
浜
田
光
夫
を
な
つ
か
し
く
な
が
め
た
。
こ
こ
で 

三
島
事
件
を
思
い
出
し
た
。
市
ヶ
谷
自
衛
隊
駐
屯
地
の
ベ
ラ 

ン
ダ
で
は
ち
巻
を
し
演
説
を
し
て
い
た
氏
の
映
像
。小
説
家
、 

劇
作
家
、
評
論
家
等
す
べ
て
が
超
一
流
と
い
わ
れ
た
人
が
な 

ぜ
割
腹
自
殺
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。わ
か
ら
ぬ
ま
ま
に
退
館
。 

 

紅
葉
の
山
中
湖
に
別
れ
を
告
げ
、
車
中
で
津
島
佑
子
作 

『
火
の
山
―
山
猿
記
』
の
朗
読
を
聴
く
う
ち
に
、
あ
っ
と
い 

う
間
に
「
里
の
駅 

い
ち
の
み
や
」
に
着
い
た
。
お
い
し
い 

牛
肉
の
陶
板
焼
の
昼
食
を
終
え
、
満
足
し
て
午
後
か
ら
の
見 

学
地
芸
術
の
森
公
園
に
バ
ス
移
動
。
い
ち
ょ
う
の
黄
葉
の
美 

し
い
広
々
と
し
た
公
園
。
芝
生
、
大
き
な
彫
刻
数
点
、
三
角 

形
に
き
っ
ち
り
刈
り
込
ま
れ
た
木
々
は
非
常
に
印
象
的
。 

 

壁
に
掲
げ
ら
れ
た
津
島
佑
子
展
（
メ
ガ
ネ
を
か
け
た
笑
顔 

の
写
真
）
の
大
き
な
ポ
ス
タ
ー
を
見
て
文
学
館
に
入
る
。
展 

示
の
直
筆
原
稿
は
、
青
イ
ン
ク
の
万
年
筆
で
書
か
れ
す
べ
て 

読
み
や
す
い
。
ま
た
母
方
の
系
譜
を
追
っ
た
長
編
小
説
『
火 

の
山
―
山
猿
記
』の
著
作
、母
美
知
子
と
そ
の
実
家
石
原
家
、 

父
修
治
（
太
宰
治
）
な
ど
の
関
連
資
料
の
紹
介
あ
り
。
こ
の 

本
は
や
や
こ
し
い
作
り
方
の
せ
い
か
何
回
も
母
方
の
系
図
を 

思
い
浮
か
べ
て
な
ん
と
か
読
み
終
え
た
。
展
示
物
の
中
に
戦 

時
中
の
も
の
が
あ
り
感
心
し
た
。母
美
知
子
の
妊
産
婦
手
帳
、 

叔
母
愛
子
の
着
物
と
帯
、津
島
修
治
の
地
下
足
袋
の
断
片
等
。 

津
島
佑
子
が
癌
で
逝
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
残
念
。
白
百
合
大 

学
祭
の
散
策
時
に
見
た
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
百
合
の
よ
う
な 

人
を
連
想
し
た
。 

 

最
後
に
ミ
レ
ー
館
を
見
学
。「
種
を
ま
く
人
」
の
解
説
あ 

た
り
で
残
念
な
が
ら
帰
る
時
間
と
な
っ
た
。
大
変
充
実
し
た 

一
日
で
あ
っ
た
。
下
準
備
せ
ず
に
行
っ
た
こ
と
の
み
反
省
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
友
の
会
会
員
） 

秋晴れの中、車窓から見る富士山の雄姿。 
     ２０１７年１０月３１日 
       撮影・幾田充代氏 
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講
座
〝
『
戦
争
は
女
の
顔
を
し
て
い
な
い
』
を
読
む
〟
を 

聴
い
て 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

泊 

秀
行 

 

講
師
の
安
元
隆
子
先
生
（
日
本
大
学
国
際
関
係
学
部
教
授
）

か
ら
は
、
著
者
の
人
と
な
り
、
本
作
品
の
成
立
経
緯
・
内
容

に
つ
き
専
門
的
視
点
よ
り
詳
細
な
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

ス
ベ
ト
ラ
ー
ナ
・
ア
レ
ク
シ
ェ
ー
ヴ
ィ
ッ
チ
は
ベ
ラ
ル
ー

シ
国
籍
を
持
つ
作
家
で
、
そ
の
作
風
は
人
々
の
証
言
を
元
に

戦
争
や
社
会
の
真
実
を
描
く
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
我
々
の

時
代
に
お
け
る
苦
難
と
勇
気
の
記
念
碑
と
言
え
る
多
声
的
な 

叙
述
と
し
て
評
価
さ
れ
、
二
〇
一
五
年
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を

受
賞
し
た
。 

 

本
作
品
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
独
ソ
戦
に
、
英
雄
で

は
な
く
生
身
の
人
間
と
し
て
参
加
し
た
百
万
人
を
越
え
る
ソ

連
の
元
女
性
兵
士
の
声
を
集
め
た
も
の
で
あ
り
、
愛
国
心
や

次
世
代
の
た
め
に
戦
う
こ
と
、
身
体
が
傷
つ
く
こ
と
へ
の
恐

れ
な
ど
の
女
性
兵
士
特
有
の
感
性
、
戦
い
の
中
で
の
女
性
ゆ

え
の
虐
待
、
戦
争
に
行
か
な
い
女
た
ち
に
よ
る
戦
後
の
精
神

的
虐
待
等
に
係
る
五
百
人
以
上
の
証
言
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。 

 

ま
ず
驚
い
た
の
は
、
一
九
四
一
年
か
ら
四
五
年
の
独
ソ
戦

に
百
万
人
以
上
の
ソ
連
女
性
兵
士
が
実
戦
要
員
と
し
て
参
加

し
、
女
性
な
る
が
ゆ
え
の
数
々
の
体
験
が
赤
裸
々
に
語
ら
れ

る
一
方
、
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
も
堂
々
と
展
開
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。 

 

タ
イ
ト
ル
の
『
戦
争
は
女
の
顔
を
し
て
い
な
い
』
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
は
、
戦
争
を
通
じ
彼
女
た
ち
女
性
兵
士
が
、
著

者
の
言
う
個
人
と
全
体
、
戦
中
と
戦
後
と
い
う
二
つ
の
心
、

二
つ
の
真
実
に
引
き
裂
か
れ
た
自
己
を
生
き
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
悲
し
み
や
苦
し
み
を
表
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

個
々
の
証
言
内
容
は
あ
る
程
度
理
解
で
き
る
一
方
、
深
奥
に

あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
理
解
し
づ
ら
い
面
も
感
じ
た
。 

 

ス
ベ
ト
ラ
ー
ナ
は
証
言
を
集
め
る
中
で
、
そ
の
証
言
の
意

味
の
大
き
さ
に
戸
惑
い
怖
気
づ
く
こ
と
が
あ
る
と
吐
露
し
て

い
る
が
、
そ
の
時
「
道
は
た
だ
一
つ
。
人
間
を
愛
す
る
こ
と
。

愛
を
持
っ
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
」
（「
群
像
社
」
版
、

一
八
〇
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
彼
女
の
証
言
者
に 

愛
を
持
っ
て
寄
り
添
う
姿
勢
や
独
裁
政
権
に
も
屈
し
な
い
姿

勢
が
、
こ
の
作
品
を
単
な
る
証
言
集
に
と
ど
ま
ら
ず
我
々
に

訴
え
か
け
る
「
文
学
」
へ
と
昇
華
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。 

 

翻
っ
て
、
一
九
八
五
年
の
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
ソ
連
共
産
党
書

記
長
の
登
場
や
、
一
九
九
一
年
の
ソ
連
邦
崩
壊
は
ス
ベ
ト
ラ

ー
ナ
の
作
家
人
生
に
い
か
な
る
影
響
を
も
た
ら
し
た
か
。
仮

に
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
と
表
裏
一
体
と
言
わ

れ
る
グ
ラ
ス
ノ
ス
チ
（
公
開
性
）
が
な
か
っ
た
な
ら
、
今
日

我
々
が
目
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
彼
女
の
著
作
の
多
く
は
、

そ
の
発
刊
に
更
な
る
時
日
を
要
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う 

ゆ
え
に
、
言
論
、
出
版
、
表
現
の
自
由
は
も
と
よ
り
情
報
公

開
の
大
切
さ
を
改
め
て
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
。 

 

今
年
の
夏
は
、
安
元
先
生
の
本
講
座
受
講
を
契
機
に
、
ス

ベ
ト
ラ
ー
ナ
作
品
の
う
ち
、『
戦
争
は
女
の
顔
を
し
て
い
な
い
』

（
三
浦
み
ど
り
訳
）
と
『
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
の
祈
り
』（
松
本

妙
子
訳
）
―
い
ず
れ
も
岩
波
書
店
刊
―
の
二
冊
を
久
し
ぶ
り

に
緊
張
感
を
持
っ
て
通
読
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
友
の
会
会
員
） 

（
平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
七
日 

世
田
谷
文
学
館
に
て
開
催
） 

    

ヨ
ソ
の
文
学
館
・
記
念
館 

【 

ゆ
ふ
い
ん
文
学
の
森
・
碧
雲
荘 

】 

太
宰
治
が
一
時
暮
ら
し
て
い
た
荻
窪
（
東
京
杉
並
区
天
沼
）

の
ア
パ
ー
ト
「
碧
雲
荘
」
を
ご
存
知
だ
ろ
う
か
。
昨
年
一
月
末
、

春
の
文
学
散
歩
に
と
下
見
に
訪
れ
て
み
る
と
、
碧
雲
荘
は
ま
だ

あ
っ
た
。
も
は
や
更
地
に
な
る
の
を
待
つ
ば
か
り
と
な
っ
た
二

月
に
奇
跡
が
起
き
た
。
湯
布
院
で
「
お
や
ど
二
本
の
葦
束
」
を

営
む
橋
本
律
子
さ
ん
（
六
七
歳
）
が
ご
自
身
の
土
地
に
移
築
を

決
断
、
三
月
末
に
は
解
体
さ
れ
た
資
材
が
湯
布
院
に
運
び
込
ま

れ
た
。
そ
し
て
、
あ
の
熊
本
・
大
分
地
震
が
起
こ
っ
た
。
し
ば

ら
く
は
作
業
も
無
理
で
あ
ろ
う
と
案
じ
て
い
る
と
、
本
震
か
ら

ち
ょ
う
ど
一
年
目
と
な
る
今
年
四
月
十
六
日
に
開
館
し
た
と

い
う
。 

居
て
も
立
っ
て
も
い
ら
れ
ず
夏
休
み
を
利
用
し
て
大
分
空

港
へ
飛
ん
だ
。
女
将
の
橋
本
さ
ん
は
新
聞
で
拝
見
し
た
よ
り
ず

っ
と
若
々
し
く
さ
ば
さ
ば
し
た
ウ
ー
マ
ン
で
あ
っ
た
。
移
築
さ

れ
た
碧
雲
荘
は
小
高
い
丘
の
上
に
あ
り
、
振
り
向
く
と
由
布
岳

が
一
望
で
き
る
。
「
ゆ
ふ
い
ん
文
学
の
森
」
と
い
う
名
が
つ
い

た
。
柚
野
真
也
館
長
（
橋
本
さ
ん
の
甥
）
に
案
内
さ
れ
て
館
内

に
入
り
、
二
階
に
上
が
っ
て
み
る
と
、
五
部
屋
の
間
取
り
も
、

『
富
嶽
百
景
』
に
登
場
す
る
便
所
も
そ
っ
く
り
再
現
さ
れ
て
い

る
。
便
所
の
小
窓
か
ら
は
豊
後
富
士
が
。
太
宰
関
連
の
本
や
資

料
は
も
ち
ろ
ん
、
寄
贈
さ
れ
た
文
学
全
集
な
ど
が
ず
ら
り
と
書

棚
に
並
び
、
気
に
入
っ
た
部
屋
や
場
所
で
好
き
な
だ
け
読
書
三

昧
。
本
を
無
料
で
交
換
で
き
る
古
書
店
「
輪
廻
転
読
」
（
り
ん

ね
て
ん
ど
く
）
の
シ
ス
テ
ム
も
あ
る
。 

太
宰
が
暮
ら
し
た
場
所
は
、
青
森
県
の
「
旧
藤
田
家
住
宅
」

「
斜
陽
館
」
、
山
梨
県
の
「
天
下
茶
屋
」
く
ら
い
し
か
残
っ
て

お
ら
ず
、
湯
布
院
に
太
宰
の
記
憶
を
残
せ
た
こ
と
に
感
謝
せ
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
。 

住 

所 

大
分
県
由
布
市
湯
布
院
町
川
北
字
平
原 

一
三
五
四
番
二
六 

電 

話 

〇
九
七
七
―
七
六
―
八
一
七
一 

入
館
料 

一
般
七
百
円
（
ド
リ
ン
ク
セ
ッ
ト
付
） 

休
館
日 

年
末
年
始 

（
友
の
会
会
員 

幾
田
充
代
） 

 
      

 
                        ６ 



世
田
谷
区
民
で
は
な
い
け
れ
ど
… 

 

素
敵
な
ご
縁
に
感
謝 

～
宮
崎
よ
り
～ 

堀
越 

照
代 

 
 

世
田
谷
区
民
で
は
な
い
け
れ
ど
、
私
は
世
田
谷
区
が
大
好

き
だ
。
理
由
は
幾
つ
か
あ
る
が
、
ま
ず
、
娘
が
住
ん
で
い
る

土
地
だ
か
ら
で
あ
る
。 

 

長
女
が
結
婚
し
て
世
田
谷
区
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
の
は

平
成
十
六
年
、九
州
の
中
で
も
端
っ
こ
の
宮
崎
か
ら
み
る
と
、

東
京
の
世
田
谷
区
は
憧
れ
の
都
会
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
自
分

の
娘
が
住
民
と
し
て
住
む
こ
と
は
、
こ
の
上
な
い
喜
び
だ
っ

た
。 

 

京
急
線
山
手
線
か
ら
小
田
急
線
経
堂
で
降
り
て
娘
の
家
に

着
く 

 

短
歌
作
り
を
楽
し
む
私
の
愚
作
で
あ
る
。
羽
田
空
港
か
ら

娘
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
着
く
ま
で
に
乗
り
継
ぐ
電
車
を
覚
え
よ

う
と
作
っ
た
。 

 

東
京
に
嫁
ぎ
し
娘
は
自
転
車
に
児
を
乗
せ
走
る
吾
の
夢
だ

つ
た 

 

私
は
若
い
頃
、
東
京
で
自
転
車
に
乗
っ
て
い
る
人
を
羨
ま

し
い
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
自
転
車
に
乗
り
、
近
所
の
ス 

ー
パ
ー
で
買
い
物･

･
･

と
い
う
の
は
そ
の
土
地
に
住
む
人
が

す
る
こ
と
で
あ
る
。
娘
が
自
転
車
に
子
供
を
乗
せ
、
幼
稚
園

に
送
る
姿
を
見
て
深
い
感
慨
を
覚
え
た
。 

「
世
田
谷
文
学
館
」
を
知
っ
た
の
は
こ
の
頃
だ
。
娘
に
借

り
た
自
転
車
で
通
り
か
か
っ
た
お
し
ゃ
れ
な
建
物
に
惹
か
れ
、

中
に
入
っ
た
ら
そ
れ
は
そ
れ
は
素
敵
な
空
間
だ
っ
た
。
会
報

を
頂
い
て
帰
り
、
す
ぐ
に
「
友
の
会
会
員
」
の
申
し
込
み
を

し
た
。そ
れ
か
ら
、会
報
が
届
く
の
を
心
待
ち
に
し
て
い
る
。 

 

東
京
の
文
字
を
見
る
た
び
東
京
の
音
を
聞
く
た
び
思
ふ
人

あ
り 

 

世
田
谷
区
を
好
き
な
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
短
歌
の
先
生

が
世
田
谷
区
在
住
だ
か
ら
で
あ
る
。
短
歌
結
社
「
心
の
花
」

に
入
会
し
た
の
は
二
十
二
年
前
、
主
宰
の
佐
佐
木
幸
綱
先
生

と
は
そ
の
時
ご
縁
を
頂
い
た
。 

 

短
歌
に
親
し
み
な
が
ら
私
が
目
標
と
し
て
い
る
の
は
、
幸

綱
先
生
の
お
母
様
、
由
幾
先
生
の
歌
で
あ
る
。 

 

青
嵐
の
た
だ
中
に
ゐ
て
豊
か
な
り
吾
に
子
の
あ
り
子
に
妻

の
あ
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帰
土
の
日
に
一
つ
約
束
果
し
た
り
と
告
げ
む
誇
り
を
持
ち

て
わ
が
生
く 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

佐
佐
木
由
幾 

 

由
幾
先
生
の
よ
う
な
歌
人
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

そ
の
為
に
は
『
万
葉
集
』
や
『
古
今
集
』
な
ど
の
古
典
は
勿

論
、
詩
や
小
説
な
ど
文
学
全
般
を
読
ま
な
け
れ
ば
と
、
毎
日

読
書
に
忙
し
い
。 
 

今
度
は
い
つ
、
世
田
谷
文
学
館
に
行
け
る
だ
ろ
う
。
行
く

度
に
違
う
催
し
が
あ
り
、
い
つ
も
感
動
し
、
刺
激
を
頂
い
て

い
る
。
大
き
な
楽
し
み
で
あ
る
。 

 
 

（
友
の
会
会
員
） 

   
 

 
 

せ
た
ぶ
ん
・
う
お
っ
ち
ん
ぐ 

 
 
 

 

『
虞
美
人
草
』 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

鈴
木 

美
奈
子 

 
 

『
虞
美
人
草
』
は
漱
石
の
作
品
で
も
あ
ま
り
読
ま
れ
な
い

作
品
と
言
わ
れ
ま
す
。
何
故
で
し
ょ
う
。 

 

世
田
谷
文
学
館
が
所
有
す
る
明
治
四
十
一
年
一
月
の
復
刻

版
、
橋
口
五
葉
氏
装
書
『
虞
美
人
艸
』
は
観
音
開
き
の
表
函

に
納
め
ら
れ
、
中
に
は
「
著
作
者 

夏
目
金
之
助
」
と
初
版

時
の
筆
名
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
實
價
壱
圓
五
拾
銭
、
春
陽

堂
発
行
の
一
見
の
価
値
あ
る
素
敵
な
本
で
す
。
こ
の
美
し
い

装
幀
は
、
小
説
の
主
人
公
で
あ
る
誇
り
高
き
「
我
」
の
女
、

自
ら
虚
栄
の
毒
を
仰
い
で
死
ん
だ
藤
尾
に
ふ
さ
わ
し
く
、
虞

美
人
草
は
、
こ
の
藤
尾
の
遺
体
を
囲
む
銀
屏
に
描
か
れ
て
い

ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
の
漱
石
の
最
初
の
長
編
小
説 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

は
、
朝
日
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
当

時
は
大
評
判
の
人
気
で
三
越
か
ら

「
虞
美
人
草
ゆ
か
た
」
が
売
ら
れ

た
そ
う
で
す
。
当
時
と
し
て
は
新

し
い
女
の
象
徴
で
あ
る
藤
尾
と
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

古
来
か
ら
愛
さ
れ
て
き
た
優
し
い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

女
の
糸
子
（『
坊
つ
ち
や
ん
』
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

お
清
の
系
列
）
と
の
対
比
が
話
題

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

後
世
に
な
り
敬
遠
さ
れ
て
、
あ
ま
り
読
ま
れ
な
く
な
っ
た

原
因
は
、
漱
石
の
抜
群
の
漢
文
的
教
養
に
溢
れ
た
美
文
調
に

あ
る
と
言
わ
れ
、ル
ビ
な
し
で
は
読
め
な
い
漢
字
満
載
で
す
。

稜
錘
塔
と
は
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
、
該
撒
は
シ
ー
ザ
ー
、
ス
フ
ィ
ン

ク
ス
は
獅
身
女
等
な
ど
。
明
治
の
漢
文
学
の
教
養
を
礎
に
し

た
こ
の
遊
び
心
。
江
戸
っ
子
的
な
べ
ら
ん
め
え
調
の
講
釈
、

更
に
は
「
こ
の
作
者
は
趣
な
き
会
話
を
嫌
う
」
と
作
者
自
身

を
地
の
文
に
登
場
さ
せ
て
大
演
説
。 

 

漢
字
と
仮
名
を
駆
使
す
る
わ
が
日
本
の
文
学
の
魅
力
を
と

こ
と
ん
追
求
し
た
漱
石
の
美
文
調
と
と
も
に
、
近
代
の
恋
愛

観
と
そ
こ
に
息
づ
く
女
性
像
を
描
い
た
問
題
小
説
と
し
て
魅

力
あ
る
小
説
と
言
え
ま
し
ょ
う
。 

 
 

（
友
の
会
会
員
） 
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～こういう催しがありました～（２０１７年４月～２０１７年１０月） 
【講演・講座】                                    （企画委員会） 

月 日 講演・講座名 講 師 内   容 

2017 年 

4月 16日 

 

講座 『夜明け前』から 

『竜馬がゆく』へ 

―透谷と子規をとおして 

高橋誠一郎氏 

幕末から明治初期の木曽街道・馬篭宿を舞台に

した藤村の『夜明け前』、北村透谷の苦悩、この

街道を旅した正岡子規、「憲法」の重要性を描い

た『竜馬がゆく』、それぞれの意義に深く迫った。 

5月 13日 

総会記念講演 『花あらし』   

―小説の企みと朗読の楽しみ― 

      （文学館と共催）                       

阿刀田 高氏 

阿刀田慶子氏 

自選の短編『花あらし』を最初に奥様で朗読家

の慶子氏の朗読によって耳から味わい、次いで

作者ご本人が作品の完成に至るまでの創作のヒ

ミツを明かしつつ小説の魅力をご講演。作家が

たくらむ小説の真骨頂に触れた思いであった。 

6月 10日 

講座 夏目漱石と露西亜文学

―漱石の読んだ「露西亜の小

説」とは？ 

大木 昭男氏 

漱石は２年間の英国留学中、露西亜文学（英訳

本、独訳本、仏訳本）をも読み込み、自分と同

じ事が書いてあると驚く。とりわけ漱石晩年の

未完の大作『明暗』とトルストイの長編『アン

ナ・カレーニナ』との比較考察は興味深く、漱

石生誕 150 年記念の手応えのある講座となった。 

7月 27日 

講座 ノーベル賞文学作家 

スベトラーナ・アレクシェー

ヴィッチの『戦争は女の顔を

していない』を読む 

安元 隆子氏 

ベラルーシの女性作家でジャーナリストのスベ

トラーナ・アレクシェーヴィッチは 2015年ノー

ベル文学賞を受賞、翌年来日。読み解いた著書

は、独ソ戦において戦った旧ソ連の女性たちの

「証言」を「文学」にし、人間の崇高さを描い

ていると熱く語られた。 

9月 23日 
講演 「巣作り」として文学 

（文学館と共催） 
小野 正嗣氏 

「文学作品を読む」行為を「巣を作る」という

行為になぞらえ、読む者それぞれの「場」があ

ることをお話しされた。文学が読まれなくなっ

ていると言われる現在でもなお読まれ続けてい

る証がここにあるのではないだろうか。 

【散歩】 

月 日 散 歩 名 案 内 内   容 

2017 年 

4 月 8日 

散歩 桜の名所・我孫子手賀沼 
畔に文士村あり～白樺文学館、 
杉村楚人冠記念館、旧村川別荘 
を中心に巡る～ 

平林 清江氏 
田中 宏子氏 
各館学芸員 

風光明媚な手賀沼畔にこんなにも文人が住んで

いたとは－柔道家の嘉納治五郎、白樺派を代表す

る柳宗悦、志賀直哉、武者小路実篤、柳の妻で声

楽家の柳兼子、中勘助…。桜も満開の春の穏やか

な一日、「はけの道」をしっかり歩いた。 

10月 31日 

散歩 バスで行く秋の山梨文

学散歩 ～山中湖畔の三島由

紀夫文学館・徳富蘇峰館、山梨

県立文学館「津島佑子展」を中

心に巡る～ 

各館学芸員 

頻繁に発生した台風も漸く過ぎ、快晴に恵まれ紅

葉と富士の雄姿を堪能した甲斐の旅となった。新

大型バスに参加者５１名と満席ではあったが、車

中では会員による津島佑子著『火の山－山猿記』

の朗読もあり、文学散歩らしい充実した秋の一日

であった。 
   

 

 

 
編集後記 

   
 ＜永世中立＞この言葉を今年は繰り返し思い   誰も言わない、聞かない死語になった。私はア 
出した。私は新制中学一期生で「日本はこれか   ジアの緊張やテロの恐怖を聞く毎に日本が＜永 
ら東洋のスイスのような国になる」と教えられ   世中立国＞で〈アジアのスイス〉だったらと空 
この言葉を覚えた。日本国憲法施行の頃だから   想した。山道で迷えば引き返せという、私たち 
心に刻んだ人も多かったに違いない。だが今は   は、今引き返せないのだろうか。 （糸井 久） 
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