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共
催
講
演 

文
学
と
音
楽
と
の
対
話 

 

―
白
秋
・
啄
木
の
詩
と
音
楽
― 

を
聴
講
し
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

桐
原 

義
隆 

 

啄
木
は
ワ
ー
グ
ナ
ー
が
好
き
だ
っ
た
？ 

こ
れ
が

こ
の
講
義
に
興
味
を
持
っ
た
一
番
の
理
由
で
あ
っ
た
。

私
の
中
で
は
ど
う
あ
っ
て
も
イ
メ
ー
ジ
が
結
び
つ
か

な
い
二
人
。
片
や
「
…
…
猶
わ
が
生
活
楽
に
な
ら
ざ

り
ぢ
つ
と
手
を
見
る
」
よ
う
な
、
凡
そ
西
洋
音
楽
と

は
無
縁
の
印
象
の
歌
人
で
あ
り
、
片
や
「
タ
ン
ホ
イ

ザ
ー
」
の
よ
う
な
壮
大
な
オ
ペ
ラ
を
作
出
し
た
ド
イ

ツ
の
作
曲
家
で
あ
る
。
啄
木
は
本
当
に
ワ
ー
グ
ナ
ー

が
好
き
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
…
…
と
の
疑
念
を
抱
い

た
ま
ま
、
興
味
津
々
で
細
川
光
洋
先
生
の
講
義
を
聴

講
し
た
。 

啄
木
は
与
謝
野
鉄
幹
・
晶
子
を
慕
い
、
文
学
を
も

っ
て
身
を
立
て
る
べ
く
十
七
歳
で
上
京
す
る
の
だ
が
、

こ
の
時
『
明
星
』
に
は
五
線
譜
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た

鉄
幹
の
作
詞
に
よ
る
洋
楽
風
の
歌
の
ペ
ー
ジ
が
設
定

さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
誌
面
は
当
時
と
し
て
は

か
な
り
新
鮮
で
モ
ダ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
啄
木

が
憧
れ
を
も
っ
て
こ
の
ペ
ー
ジ
に
触
れ
、
洋
楽
（
の

よ
う
な
も
の
）
を
海
綿
の
水
の
よ
う
に
吸
収
し
た
で 

あ
ろ
う
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
そ
し
て
啄
木
が
十
八

歳
と
な
っ
た
明
治
三
十
六
年
五
月
、
岩
手
日
報
に
最

初
の
評
論
『
ワ
グ
ネ
ル
（
ワ
ー
グ
ナ
ー
）
の
思
想
』

が
掲
載
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
評
論
が
生
ま
れ
る
背

景
に
は
啄
木
と
ワ
ー
グ
ナ
ー
を
結
び
付
け
る
幸
運
な

出
来
事
が
あ
っ
た
の
だ
。
翌
明
治
三
十
七
年
七
月
二

十
三
日
の
日
記
『
甲
辰
詩
程
』
に
次
の
よ
う
に
書
か 

れ
て
い
る
。
「
…
…
我
は
喜
び
を
以
っ
て
ワ
グ
ネ
ル

（
ワ
ー
グ
ナ
ー
）
の
事
書
か
ん
と
す
。
楽
劇
『
タ
ン

ホ
イ
ゼ
ル
（
タ
ン
ホ
イ
ザ
ー
）』
中
の
マ
ー
チ
が
絶
代

秀
俊
の
作
…
…
恋
し
き
妻
よ
り
き
く
を
う
べ
き
幸

運
を
荷
へ
る
者
な
り
…
…
」
と
。
な
ん
と
、
啄
木
は

こ
の
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
曲
を
彼
の
妻
で
あ
る
節
子
自
ら

が
弾
く
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
に
よ
っ
て
知
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
評
論
に
続
き
、
明
治
三
十
六
年
十
二
月

の
『
明
星
』
に
「
愁
調
」
と
い
う
詩
が
発
表
さ
れ
る

の
だ
が
（
こ
れ
は
初
め
て
「
啄
木
」
の
名
前
が
用
い

ら
れ
た
作
品
で
も
あ
る
）
、
細
川
先
生
に
よ
る
と
、

 

こ
の
詩
の
〝
そ
の
二
〟
は
「
白
羽
の
鵠
船
（
と
り
ぶ

ね
と
は
白
鳥
を
指
す
）」
と
の
題
で
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
の

歌
劇
「
ロ
ー
エ
ン
グ
リ
ン
」
か
ら
着
想
を
得
た
と
考

え
ら
れ
る
内
容
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
つ
ま
り
啄
木

は
当
時
十
八
歳
に
し
て
こ
の
物
語
を
原
書
で
読
み
、

理
解
し
、
自
身
の
作
品
に
投
影
し
て
い
た
と
思
わ
れ

る
の
だ
。 

こ
こ
で
新
た
な
興
味
が
湧
き
起
こ
る
。
啄
木
は
ワ

ー
グ
ナ
ー
の
楽
曲
を
節
子
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
以
外
に

も
聴
い
た
の
だ
ろ
う
か
…
…
？ 

実
は
そ
れ
に
応
え

る
随
筆
も
存
在
す
る
の
だ
。
啄
木
二
十
歳
の
時
の
随

筆
『
閑
天
地
』
～
（
四
）
落
人
ご
こ
ろ
（
明
治
三
十

八
年
六
月
）
に
よ
る
と
、
当
時
伯
林
（
ベ
ル
リ
ン
）

か
ら
仙
台
に
帰
朝
し
て
間
も
な
い
第
二
高
等
学
校
教 

授
の
土
井
晩
翠
を
訪
ね
、
晩
翠
が
持
ち
帰
っ
た
蓄
音

機
で
「
ワ
グ
ネ
ル
（
ワ
ー
グ
ナ
ー
）」
の
「
タ
ン
ホ
イ

ゼ
ル
第
三
齣
（
タ
ン
ホ
イ
ザ
ー
第
三
幕
）」
を
は
じ
め

と
す
る
様
々
の
西
洋
音
楽
を
し
っ
か
り
と
聴
い
て
い

た
の
で
あ
る
。
随
筆
で
は
そ
の
時
の
様
子
を
次
の
よ

う
に
綴
っ
て
い
る
。「
…
…
耳
ま
づ
し
き
我
ら
に
は
こ

の
一
小
機
械
子
の
声
さ
へ
、
猶
あ
た
た
か
き
天
苑
の

余
光
の
如
く
に
お
ぼ
え
ぬ
」
と
。 

講
義
会
場
で
は
細
川
先
生
自
ら
持
参
し
た
名
盤

の
数
々
を
実
際
に
掛
け
て
い
た
だ
き
、
特
に
ワ
ー
グ

ナ
ー
の
歌
劇
「
タ
ン
ホ
イ
ザ
ー
」
の
「
夕
星
の
歌
」

（
第
三
幕
）、つ
ま
り
宵
の
明
星
を
指
す
こ
の
美
し
い

調
べ
を
聴
い
た
際
に
は
、
詩
誌
『
明
星
』
を
も
、
そ

の
誌
名
が
語
る
通
り
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
影
響
を
受
け
て

い
た
の
だ
ろ
う
と
の
解
説
に
心
よ
り
納
得
し
つ
つ
、 

啄
木
の
繊
細
な
感
性
の
源
流
に
も
ワ
ー
グ
ナ
ー
が
寄

り
添
っ
て
い
た
は
ず
と
、
こ
の
後
に
生
ま
れ
る
珠
玉

の
作
品
の
数
々
に
思
い
を
馳
せ
る
の
だ
っ
た
。 

後
半
の
白
秋
の
講
義
と
と
も
に
、
ま
さ
に
文
学
と

音
楽
と
が
美
し
く
対
話
し
た
ひ
と
と
き
で
あ
っ
た
。 

 
 

時
に
マ
イ
ク
を
使
い
忘
れ
る
ほ
ど
熱
心
に
ご
講
義
い

た
だ
い
た
細
川
光
洋
先
生
に
心
よ
り
御
礼
を
申
し
上

げ
た
い
。 

（
友
の
会
非
会
員
・
朗
読
会
ゼ
フ
ュ
ロ
ス
代
表
） 

                         １ 
 



文
学
で
救
わ
れ
る

  
 

 
 

林イ
ム 

維
喜

ユ

ヒ 

母
が
急
に
亡
く
な
り
、
又
母
の
葬
式
が
終
わ
っ
た
三
日
後
、

親
友
さ
え
自
殺
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
、
人
生
で
も
っ
と
も
辛

い
時
期
を
過
ご
し
て
い
た
時
、
宮
沢
賢
治
の
詩
に
接
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
物
忘
れ
が
激
し
い
自
分
で
あ
る
が
、‘
～
マ
ケ

ズ
’
と
い
う
言
葉
だ
け
は
深
く
心
に
刻
ま
れ
た
。 

世
の
中
で

何
か
に
あ
る
い
は
誰
か
に
本
気
で
負
け
た
い
と
思
う
人
は
あ

ま
り
い
な
い
だ
ろ
う
が
、
詩
と
い
う
作
品
を
借
り
て
負
け
た

く
な
い
率
直
な
気
持
ち
を
そ
れ
ほ
ど
強
く
、
又
一
生
懸
命
に

伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
作
家
は
ど
ん
な
方
だ
ろ
う
か
と
、
と

て
も
好
奇
心
が
湧
い
て
き
た
。 

彼
の
作
品
を
読
ん
で
い
く
う
ち
に
、 

毎
日
嘆
く
こ
と
し
か

で
き
な
か
っ
た
自
分
に
、
‘
～
マ
ケ
ズ
’
と
い
う
気
持
ち
が

徐
々
に
染
み
て
き
た
。
賢
治
が
語
っ
て
い
た
世
界
を
救
う
ほ

ど
の
熱
望
ま
で
は
い
た
ら
な
い
、
自
分
自
身
だ
け
に
限
ら
れ

た
わ
ず
か
な
希
望
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
。 

そ
れ
で
日
本
の
文
学
、
そ
の
中
で
も
賢
治
の
作
品
を
も
っ

と
読
み
た
く
な
っ
て
、
大
学
院
に
入
る
こ
と
を
決
め
た
。
こ

れ
は
あ
く
ま
で
も
私
の
個
人
的
な
経
験
で
あ
る
が
、
文
学
に

出
会
っ
た
か
ら
こ
そ
自
分
に
起
き
た
出
来
事
で
あ
る
。 

数
年
後
父
が
死
ん
で
、
‘
～
マ
ケ
ズ
’
の
気
持
ち
に
も
変

化
が
あ
っ
た
。
‘
～
負
け
ず
に
頑
張
ろ
う
’
か
ら
‘
～
負
け

て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
’ 

へ
。
力
を
抜
い
て
父
の
死
も
毅
然

と
し
て
受
け
入
れ
よ
う
と
。
も
ち
ろ
ん
以
前
よ
り
い
い
年
に

な
っ
た
お
か
げ
で
も
あ
っ
た
と
思
う
。 

‘
～
マ
ケ
ズ
’
と
叫
ん
だ
賢
治
は
結
局
負
け
た
の
か
？ 

死
を
乗
り
越
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
負
け
た
？ 

し
か
し

彼
が
伝
え
よ
う
と
努
力
し
た
精
神
は
様
々
な
バ
ー
ジ
ョ
ン
で

国
境
さ
え
越
え
て
お
お
ぜ
い
の
人
々
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。

そ
れ
を
考
え
て
み
た
ら
、
負
け
た
と
し
て
も
負
け
て
い
な
い

と
も
言
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
、
私
も
‘
～

負
け
て
も
い
い
。
～
負
け
て
も
い
い
じ
ゃ
な
い
’
と
自
分
の

こ
と
を
自
ら
癒
す
技
を
身
に
着
け
る
こ
と
も
で
き
た
。 

ま
だ
人
生
の
最
後
で
は
な
い
の
で
語
る
の
は
早
い
か
も
し

れ
な
い
が
、
こ
れ
か
ら
も
た
く
さ
ん
の
い
い
こ
と
や
辛
い
こ

と
は
起
き
る
だ
ろ
う
。
時
に
よ
っ
て
‘
～
マ
ケ
ズ
’
の
人
生

を
選
ぶ
か
、‘
～
負
け
て
も
い
い
’
と
い
う
人
生
を
選
択
す
る

か
迷
う
時
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
中
で
一
つ
、‘
ち
ゃ
ん
と
乗

り
越
え
て
い
く
べ
き
！
’
と
今
日
も
つ
ぶ
や
い
て
い
る
。 

（
韓
国 

新
丘

シ
ン
グ

大
学 

非
常
勤
講
師 

日
本
語
担
当
、
今
夏
訪
日
の
際 

世
田
谷
文
学
館
に
て
開
催
の
講
座
、
「
木
下
杢
太
郎
と
白
秋
・
啄
木
」

に
参
加
） 

 

 

第
三
四
回
（
平
成
二
九
年
度
）
世
田
谷
文
学
賞
入
賞
作
品

 
 
 
 

 

短
歌
部
門
（
佳
作
） 

 

奈
良
雄
次 

初
め
て
の
歩
み
す
る
子
と
添
う
母
の
ひ
と
ま
と
ま
り
の
空
間

が
あ
る 

 
   

    
   

   
    

   
   

    
   

   
   

    
   

  

 
   

    
   

   
    

短
歌
部
門
（
佳
作
） 

 

堀
越
照
代 

吾
の
孫
の
寝
顔
は
娘
の
夫
に
似
る
両
手
で
そ
っ
と
毛
布
を
か

け
る 

 

俳
句
部
門
（
三
席
） 
長
谷
川  

瞳 

授
乳
室
あ
る
図
書
館
や
緑
さ
す 

す
い
と
ん
は
母
の
味
な
り
終
戦
日 

大
富
士
の
大
夕
焼
を
背
負
ひ
け
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

俳
句
部
門
（
秀
作
） 

 

藤
森
成
雄 

コ
ス
モ
ス
の
風
を
背
に
試
歩
の
妻 

時
雨
る
る
や
供
花
の
絶
え
た
る
輪
禍
跡 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

俳
句
部
門
（
佳
作
） 

長
谷
川
明
彦 

ど
ん
ぐ
り
に
し
こ
名
を
つ
け
て
紙
ず
も
う 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

川
柳
部
門
（
佳
作
） 

 

岩
崎
能
楽 

頼
り
あ
う
間
合
い
に
妻
の
一
呼
吸 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

川
柳
部
門
（
佳
作
） 

 

北
條
忠
政 

教
育
勅
語
唱
え
し
後
は
「
鳩
ぽ
っ
ぽ
」 

 

川
柳
部
門
（
佳
作
） 

 

且
味
香
子 

ラ
ジ
オ
か
ら
ど
こ
か
に
届
く
ラ
ブ
レ
タ
ー 

 

詩
部
門
（
三
席
）
（
氏
名
の
み
） 

花
潜 

幸 

詩
部
門
（
佳
作
）
（
氏
名
の
み
） 

石
川
厚
志 

詩
部
門
（
佳
作
）
（
氏
名
の
み
） 

佐
藤 

彰 

  

《
注
》
入
賞
作
か
ら
友
の
会
会
員
の
作
品
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

な
お
、
詩
等
の
作
品
は
『
文
芸
せ
た
が
や
』（
№
三
四 

二
〇
一

八
・
三
刊
行
）
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。 

世
田
谷
文
学
賞
は
、
世
田
谷
文
学
館
が
、
短
歌
、
俳
句
、

川
柳
、
詩
、
随
筆
の
部
門
で
隔
年
募
集
し
ま
す
。
応
募
資
格

者
は
、
世
田
谷
区
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
の
人
、
お
よ
び
世

田
谷
文
学
館
友
の
会
会
員
で
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         ２ 

 



シ
リ
ー
ズ 

世
田
谷
と
わ
た
し 

 

第
六
回 

〝 

ぼ
く
ら
の
原
っ
ぱ
変
遷
記 

〟 
 
 

矢
吹 

申
彦 

 

我
が
家
の
目
の
前
に
、
北
沢
公
園
と
い
う
、
住
宅
街
の
中 

の
小
さ
な
小
さ
な
オ
ア
シ
ス
が
あ
る
。
東
西
五
十
メ
ー
ト
ル 

強
、
南
北
四
十
メ
ー
ル
弱
、
後
に
西
側
の
一
軒
家
跡
も
つ
ぎ

た
し
て
、
計
二
一
七
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
の
公
園
で
あ
る
。 

 

こ
こ
が
、
子
供
の
時
に
は
、
と
て
つ
も
な
く
広
い
原
っ
ぱ 

に
思
え
た
土
地
で
あ
る
。
我
が
家
か
ら
小
学
校
ま
で
は
、
お

よ
そ
百
二
十
メ
ー
ト
ル
。
そ
れ
で
も
原
っ
ぱ
を
斜
め
に
横
切

る
方
が
よ
り
近
道
だ
か
ら
、
小
学
校
の
六
年
間
、
い
や
、
小

学
校
か
ら
西
へ
五
百
メ
ー
ト
ル
の
中
学
校
へ
の
三
年
間
も
、 

毎
日
毎
日
こ
の
原
っ
ぱ
を
横
切
っ
て
い
た
。 

 

戦
前
の
こ
と
は
知
ら
な
い
が
、
物
ご
こ
ろ
つ
い
て
原
っ
ぱ 

を
知
っ
た
頃
、
そ
こ
は
関
東
配
電
（
現
・
東
京
電
力
）
の
土

地
だ
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
。
私
が
原
っ
ぱ
を
知
る
前
、
そ

こ
は
近
所
の
人
達
の
畑
で
あ
っ
た
と
も
聞
い
た
。
終
戦
直
後

の
貧
し
い
時
代
に
、
ど
う
や
ら
勝
手
に
畑
作
を
し
て
い
た
ら

し
い
…
…
。 

 

私
が
小
学
校
に
入
学
し
た
の
は
昭
和
二
十
六
年
、
も
は
や 

近
所
の
人
達
の
畑
作
は
終
わ
っ
て
い
た
。
で
、
何
に
な
っ
た

か
と
云
え
ば
、
た
だ
の
草
っ
ぱ
ら
に
転
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

北
西
の
一
画
が
道
路
を
隔
て
た
製
材
所
の
原
木
置
場
と
し

て
使
わ
れ
て
い
た
以
外
の
た
だ
の
草
っ
ぱ
ら
が
ぼ
く
ら
の

 

原
っ
ぱ

E

●

●

●

A

だ
っ
た
。 

 

積
ま
れ
た
丸
太
の
ス
キ
マ
や
、
草
を
倒
し
て
作
っ
た
ぼ
く

ら
の
家
も
、
そ
の
草
を
輪
に
く
く
っ
て
、
引
っ
掛
か
る
人
を 

笑
う
悪
戯
も
、
何
も
か
も
が
楽
し
か
っ
た
。
中
で
、
一
番
だ

っ
た
の
は
や
は
り
野
球
だ
っ
た
。
た
だ
し
、
野
球
は
場
所
取

り
が
肝
心
。
学
校
が
終
わ
る
と
一
目
散
に
原
っ
ぱ
を
目
指
し
、 

全
員
の
ラ
ン
ド
セ
ル
を
我
が
家
の
玄
関
に
放
り
込
む
と
、
日

が
暮
れ
る
ま
で
う
つ
つ
を
ぬ
か
し
た
。
場
所
取
り
に
負
け
た

日
は
、
隅
っ
こ
で
三
角
ベ
ー
ス
。 

 

小
学
校
を
卒
業
す
る
と
、
同
級
生
も
バ
ラ
バ
ラ
と
な
り
、 

誰
も
原
っ
ぱ
に
集
ま
ら
な
く
な
っ
た
。
中
学
校
の
終
わ
り
頃

だ
っ
た
か
し
ら
ん
、
原
っ
ぱ
は
塀
で
囲
ま
れ
、
一
隅
に
社
宅

を
構
え
た
三
面
の
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
に
な
っ
た
。
無
論
、
東
京

電
力
の
管
轄
だ
。 

 

十
代
の
終
わ
り
頃
、
隣
家
の
貞
夫
ち
ゃ
ん
と
一
緒
に
コ
ー

ト
を
使
わ
せ
て
も
ら
っ
て
い
た
が
、
テ
ニ
ス
部
の
貞
夫
ち
ゃ

ん
と
は
、
と
て
も
対
等
と
は
い
か
ず
、
い
つ
の
間
に
か
ラ
ケ

ッ
ト
を
握
る
こ
と
も
な
く
な
り
、
以
来
、
こ
の
土
地
と
も
疎

遠
と
な
っ
た
。 

 

そ
れ
が
、
昭
和
五
十
年
代
の
半
ば
頃
か
ら
か
、
地
域
住
民 

と
世
田
谷
区
が
こ
こ
を
公
園
に
し
よ
う
と
東
京
電
力
と
掛

け
合
い
、
昭
和
六
十
一
年
に
世
田
谷
区
が
取
得
、
子
供
の
遊

び
場
と
し
て
開
放
さ
れ
た
。 

 
子
供
の
遊
び
場
と
云
え
ば
、
ぼ
く
ら
の
原
っ
ぱ
の
復
活
で

あ
る
。
た
だ
、
当
時
四
十
を
超
え
た
私
に
は
縁
が
な
い
。
後

は
、
願
わ
く
ば
、
今
日
の
子
供
達
の
原
っ
ぱ
に
な
る
こ
と
を

望
ん
だ
が
、
駆
け
廻
わ
る
子
の
姿
を
見
る
こ
と
は
稀
で
、
か

つ
て
の
子
供
と
今
日
の
子
供
の
違
い
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
。 

そ
し
て
、
昭
和
の
終
わ
り
の
六
十
三
年
、
晴
れ
て
北
沢
公

園
が
誕
生
し
た
。
人
工
の
小
さ
な
瀧
と
池
、
藤
棚
の
下
の
砂

場
と
遊
具
が
二
つ
、
後
は
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
用
？
の
平
地
の
公

園
だ
が
、
公
園
は
公
園
、
時
折
の
催
し
物
な
ど
も
あ
っ
て
、

原
っ
ぱ
転
じ
て
オ
ア
シ
ス
。
私
の
願
う
原
っ
ぱ
は
幻
と
な
っ

た
が
、
こ
れ
も
悪
く
は
な
い
の
だ
ろ
う
…
…
。 
（
作
家
） 

 

作
家
紹
介 

世
田
谷
生
ま
れ
。
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
。
作
品
集
に 

『
風
景
図
鑑
』、『
音
楽
図
鑑
』
、
著
作
に
『
東
京
の
１
０
０
横
丁
』
他
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                               

ヨ
ソ
の
文
学
館
・
記
念
館 

【
津
和
野
の
安
野
光
雅
美
術
館
】 

山
陽
新
幹
線
「
新
山
口
駅
」
か
ら
山
口
線
に
乗
換
え
「
津
和

野
駅
」
ま
で
は
約
一
時
間
半
。
そ
の
間
を
走
る
「
Ｓ
Ｌ
や
ま
ぐ

ち
号
」
は
郷
愁
を
醸
し
出
す
何
と
も
言
え
ぬ
汽
笛
を
響
か
せ
、

子
供
た
ち
の
夢
を
乗
せ
て
い
る
。
山
口
駅
に
途
中
下
車
す
る
と
、

日
本
三
名
塔
の
ひ
と
つ
、
檜
皮
葺
（
ひ
わ
だ
ぶ
き
）
屋
根
造
り

の
国
宝
「
瑠
璃
光
寺
五
重
塔
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
日
本

三
名
塔
の
他
二
基
は
、
奈
良
の
法
隆
寺
と
京
都
の
醍
醐
寺
に
あ

る
五
重
塔
）。 

 

「
安
野
光
雅
美
術
館
」
は
津
和
野
駅
を
降
り
る
と
斜
向
か
い

に
あ
る
。
漆
喰
の
白
壁
と
こ
の
地
方
特
有
の
赤
茶
色
の
石
見
瓦

を
葺
い
た
建
物
は
、
如
何
に
も
安
野
氏
ら
し
い
故
郷
を
知
り
尽

く
せ
ば
こ
そ
の
勢
い
と
美
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
本
館
ロ
ビ
ー

壁
面
は
不
思
議
な
「
魔
方
陣
」
の
タ
イ
ル
で
装
飾
さ
れ
て
い
る
。

第
一
展
示
室
（
常
設
展
）、
第
二
展
示
室
（
企
画
展
）
の
作
品
に

は
全
て
安
野
氏
の
文
章
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
別
館
に
渡
る
と
、

何
と
「
昔
の
教
室
」
を
再
現
し
た
部
屋
や
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
が

あ
る
。
小
さ
な
机
と
椅
子
の
並
ぶ
昭
和
初
期
の
木
造
の
教
室
は
、

今
の
大
人
た
ち
が
子
供
時
代
に
空
想
を
育
ん
だ
あ
た
た
か
な
空

間
で
あ
る
。
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
は
五
十
席
を
設
け
、
壮
大
な
宇

宙
空
間
や
津
和
野
の
四
季
の
夜
空
を
映
し
出
す
。
空
想
や
夢
が

如
何
に
大
事
か
を
素
直
に
感
じ
ら
れ
る
館
で
あ
る
。 

平
成
十
三
（
二
〇
〇
一
）
年
三
月
二
十
日
、
安
野
氏
七
十
五

歳
の
誕
生
日
に
同
館
を
開
館
、
昨
年
六
月
に
は
京
都
府
京
丹
後

市
久
美
浜
町
谷
の
和
久
傳
の
森
に
、
安
藤
忠
雄
氏
設
計
に
よ
る

美
術
館
「
森
の
中
の
家 

安
野
光
雅
館
」
を
開
館
。
今
春
九
十

二
歳
を
迎
え
、
な
お
気
負
う
こ
と
な
く
生
み
出
さ
れ
る
作
品
た

ち
の
中
に
年
輪
を
刻
み
続
け
て
い
る
。 

 

住 

所 

島
根
県
鹿
足
郡
津
和
野
町
後
田
イ
六
十
の
一 

電 

話 

〇
八
五
六
―
七
二
―
四
一
五
五 

入
館
料 

一
般
八
百
円 

休
館
日 

木
曜
、
年
末
三
日
間 （

友
の
会
会
員 

幾
田
充
代
） 

 

              ３ 
 



 
バ
ス
旅
・
初
夏
の
東
海
文
学
散
歩
に
参
加
し
て 

奥
野 

理
恵
子 

  

五
月
十
五
日
七
時
五
十
五
分
、
小
田
急
シ
テ
ィ
バ
ス
に
て 

参
加
者
四
十
一
名
新
宿
駅
西
口
を
出
発
。
東
名
高
速
は
渋
滞 

も
な
く
快
適
な
走
行
を
続
け
、
車
中
に
て
井
上
靖
の
随
筆 

「
あ
ら
し
」（
『
幼
き
日
の
こ
と
』
よ
り
）
と
長
編
小
説
『
お 

ろ
し
や
国
酔
夢
譚
』
か
ら
の
一
節
を
会
員
お
二
人
が
朗
読
さ 

れ
た
。
傾
聴
し
て
井
上
文
学
へ
誘
わ
れ
る
。
ま
た
、
日
中
文 

化
交
流
協
会
で
井
上
靖
の
中
国
の
旅
に
何
度
も
同
行
さ
れ

た
と
い
う
佐
藤
純
子
氏
よ
り
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
直
に
お
聴
き

で
き
た
こ
と
も
貴
重
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
若
山
牧
水
に
つ

い
て
は
平
出
会
長
よ
り
解
説
が
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
宮
崎
県
日

向
市
の
若
山
牧
水
の
生
家
を
訪
問
し
て
き
た
ば
か
り
と
の

こ
と
で
熱
心
に
お
話
し
さ
れ
た
。
車
中
で
の
充
実
し
た
文
学

タ
イ
ム
で
あ
っ
た
。 

十
時
十
五
分
最
初
の
目
的
地
、
駿
河
湾
と
富
士
山
を
望
む 

若
山
牧
水
記
念
館
に
到
着
。
先
々
代
ご
住
職
が
牧
水
と
親
交 

が
お
あ
り
だ
っ
た
と
い
う
乗
雲
寺
の
林
茂
樹
氏
の
解
説
を

拝
聴
。
三
十
七
歳
で
此
処
沼
津
に
永
住
を
決
め
た
牧
水
は
一

日
に
一
升
以
上
の
酒
を
楽
し
み
つ
つ
歌
の
創
作
に
励
ん
だ

と
い
う
。
ま
た
彼
が
愛
し
た
千
本
松
原
の
伐
採
計
画
に
対
し

反
対
の
檄
文
を
新
聞
に
寄
稿
す
る
な
ど
の
反
対
運
動
の
先

頭
に
立
ち
静
岡
県
に
そ
の
計
画
を
断
念
さ
せ
た
と
の
こ
と
。

展
示
物
を
閲
覧
後
、
現
在
千
本
浜
公
園
と
し
て
残
る
松
林
へ

と
歩
く
。
潮
風
を
防
ぎ
木
陰
を
作
る
松
林
の
薫
風
に
心
洗
わ

れ
る
。
こ
こ
に
は
牧
水
の
歌
碑
が
あ
る
。 

 
 

幾
山
河 

こ
え
さ
り
ゆ
か
ば 

寂
し
さ
の 

 
 

 

は
て
な
む
国
ぞ 

け
ふ
も
旅
ゆ
く 

 

同
じ
公
園
に
井
上
靖
の
詩
も
刻
ま
れ
て
い
る
。 

 
 

千
個
の
海
の
か
け
ら
が 

 

 
 

千
本
の
松
の
間
に 

 
 

挟
ま
っ
て
い
た 

少
年
の
日 

 
 

私
は 

毎
日 

 
 

そ
れ
を 

一
つ
ず
つ 

食
べ
て
育
っ
た 

 
 
 
 
 

井
上 

靖 

 

 

昼
食
後
バ
ス
に
乗
り
三
島
北
部
の
ク
レ
マ
チ
ス
の
丘
に

向
か
う
。
駿
河
平
の
気
候
に
恵
ま
れ
た
ク
レ
マ
チ
ス
は
白
、

紫
、
え
ん
じ
、
ピ
ン
ク
等
色
も
大
き
さ
も
多
種
。
薔
薇
や
忘

れ
な
草
も
あ
し
ら
わ
れ
た
美
し
い
広
大
な
庭
に
感
嘆
す
る
。

こ
の
庭
に
は
イ
タ
リ
ア
の
現
代
具
象
彫
刻
の
巨
匠
ジ
ュ
リ

ア
ー
ノ
・
ヴ
ァ
ン
ジ
の
作
品
の
展
示
も
あ
り
、
材
質
や
テ
ー

マ
の
説
明
を
受
け
な
が
ら
鑑
賞
し
た
。 

そ
の
後
井
上
靖
文
学
館
に
移
動
。
作
家
の
原
稿
、
写
真
パ 

ネ
ル
を
見
た
後
、
講
義
室
に
座
る
。
講
演
者
は
井
上
靖
の
ご 

長
女
浦
城
幾
世
氏
。
演
題
は
「
父 

井
上
靖
と
私
」
。
作
家

の
日
常
生
活
と
父
か
ら
教
え
ら
れ
た
こ
と
を
静
か
な
語
り

口
で
話
さ
れ
た
。
絵
画
に
つ
い
て
「
ゆ
っ
く
り
眺
め
、
し
っ

か
り
見
な
さ
い
。
き
れ
い
に
描
か
れ
た
絵
よ
り
も
何
か
を
感

じ
さ
せ
て
く
れ
る
絵
が
素
晴
ら
し
い
の
だ
。
」
と
教
え
ら
れ

た
と
の
こ
と
。
ま
た
自
宅
に
客
人
が
あ
れ
ば
家
族
に
同
席
さ

せ
、
多
く
の
方
と
会
話
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
で
、

物
事
を
広
く
み
る
眼
、
人
を
み
る
眼
を
育
て
ら
れ
、
「
父
に

励
ま
さ
れ
、
褒
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
家
族
そ
れ
ぞ
れ
が

成
長
し
た
と
思
う
」
と
も
話
さ
れ
、
作
家
で
あ
る
父
親
へ
の

深
い
尊
敬
を
感
じ
た
。 

講
演
後
、
花
々
に
別
れ
を
告
げ
帰
路
に
つ
き
、
六
時
半
新 

宿
に
到
着
。
爽
や
か
で
学
び
の
あ
る
企
画
に
参
加
で
き
た
こ 

と
に
感
謝
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
友
の
会
会
員
） 

 

林
芙
美
子
文
学
の
魅
力 

 
 
 
 

 
 

〜
大
陸
魂
を
持
つ
女
〜 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

志
方 

瑞
恵 

  

緑
陰
の
壇
上
、
ソ
コ
ロ
ワ
山
下
聖
美
先
生
は
熱
籠
る
語
り

よ
う
、
魅
入
ら
れ
た
。
「
コ
ン
チ
ク
シ
ョ
ウ
」
〜
「
仕
方
な

い
」
ま
で
の
林
芙
美
子
。
先
生
の
、
芙
美
子
の
知
ら
れ
ざ
る

側
面
に
重
点
を
置
き
、
御
自
身
の
足
と
目
と
耳
で
調
べ
上
げ

た
生
々
し
い
講
演
は
、
芙
美
子
の
人
生
は
日
本
近
代
史
と
密

接
に
係
わ
っ
た
一
生
で
あ
っ
た
こ
と
が
解
る
。
私
は
当
時
の

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
放
浪
記
』
は
読
ん
で
い
な
い
。
森
光
子
主

演
の
舞
台
を
堪
能
し
、
林
芙
美
子
と
出
会
っ
た
。
二
千
回
演

じ
魅
力
を
繋
ぎ
続
け
た
女
優
に
、
先
生
は
「
学
術
的
貢
献
に

価
す
る
」
と
述
べ
る
。
私
は
そ
の
恩
恵
の
一
分
を
受
け
た
一

人
で
あ
る
。 

芙
美
子
は
貧
し
く
宿
命
的
に
放
浪
者
で
あ
る
。
行
商
で
定

住
な
ど
出
来
な
い
。
母
は
道
徳
心
な
ど
な
く
欲
望
に
駆
ら
れ

行
動
す
る
。
幼
少
期
に
見
た
母
の
姿
に
、
人
間
の
性
や
人
生

の
表
裏
を
学
ぶ
。
貧
乏
な
が
ら
も
学
問
の
場
を
得
、
文
学
へ

の
野
望
を
抱
く
。「
コ
ン
チ
ク
シ
ョ
ウ
」
。
悪
た
れ
た
文
体
に

本
音
の
飾
ら
な
い
ハ
ン
グ
リ
ー
精
神
が
強
く
伝
わ
る
。
食
べ

れ
ば
治
る
。
そ
し
て
書
く
。
生
き
る
根
源
は
自
分
の
体
感
に

基
づ
く
。
「
胃
袋
作
家
」
は
貧
乏
で
あ
っ
た
こ
と
も
売
り
に

す
る
。
戦
争
に
抗
す
べ
か
ら
ざ
る
世
相
。
軍
は
ペ
ン
部
隊
と

し
て
文
士
連
隊
を
南
方
へ
派
遣
。「
目
的
は
戦
争
を
利
用
し
、

一
つ
の
旅
と
し
て
南
方
へ
行
く
。
自
分
で
確
か
め
た
い
。
」

川
端
康
成
に
手
紙
を
出
し
、
芙
美
子
も
発
つ
。
単
独
行
動
で

女
性
一
番
乗
り
の
記
事
は
朝
日
新
聞
の
ス
ク
ー
プ
に
。
だ
が

戦
争
協
力
者
と
し
て
の
悪
い
噂
。
文
壇
仲
間
の
悪
評
の
中
に

身
を
置
か
れ
る
。
そ
の
後
世
界
各
地
へ
の
旅
へ
。
「
小
さ
な

融
通
の
き
か
ぬ
大
和
魂
と
い
う
も
の
に
愛
想
が
尽
き
、
大
陸 

                    ４ 
  



魂
と
い
う
も
の
を
吸
っ
て
来
よ
う
と
思
う
。」
そ
の
土
地
を 

足
裏
と
胃
袋
で
味
わ
う
体
感
。
常
に
三
等
車
の
眼
差
し
で
、

多
民
族
国
家
で
も
言
語
を
越
え
食
で
交
わ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
能
力
は
、
ま
さ
し
く
大
陸
魂
で
あ
ろ
う
。
「
仕
方

な
い
」
は
諦
め
で
は
な
い
。
人
生
で
の
経
験
は
、
矛
盾
を
内

包
し
つ
つ
生
き
る
人
達
を
裁
く
事
で
は
な
く
許
容
す
る
こ

と
。
文
学
的
に
昇
華
し
た
視
座
で
あ
る
。
先
生
は
、
「
作
家

の
臨
終
は
イ
メ
ー
ジ
を
決
め
て
し
ま
う
」
と
述
べ
る
。
最
期

に
接
し
た
生
き
証
人
、
芙
美
子
の
無
償
の
愛
情
を
注
が
れ
た

大
泉
淵
さ
ん
の
言
。
「
静
か
に
美
し
く
亡
く
な
っ
た
、
気
高

さ
を
見
た
。
最
後
の
ご
褒
美
だ
と
思
い
ま
す
」
。
講
演
後
、

開
催
中
の
「
貧
乏
コ
ン
チ
ク
シ
ョ
ウ
」
を
観
覧
。
「
芙
美
子

死
面
素
描
」
宮
本
三
郎
作
。
眼
を
閉
じ
た
芙
美
子
と
静
謐
な

対
面
を
し
た
。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

（
友
の
会
会
員
） 

（
平
成
三
十
年
五
月
二
十
二
日 

世
田
谷
文
学
館
に
て
開
催
） 

  

・
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 

 
 

講
座
「
木
下
杢
太
郎
と
白
秋
・
啄
木 

―
明
治
末
期
に
お
け
る
交
流
を
探
る
―
」
を
聴
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

坂
谷 

貞
子 

 

芦
花
公
園
駅
か
ら
世
田
谷
文
学
館
ま
で
の
道
の
両
側
に
百 

日
紅
が
鮮
や
か
な
紅
を
揺
ら
し
て
、
乾
い
た
暑
い
日
の
講
座 

で
あ
っ
た
。 

 

講
師
の
丸
井
重
孝
氏
は
静
岡
県
伊
東
市
「
伊
東
市
立
木
下 

杢
太
郎
記
念
館
」
館
長
を
務
め
ら
れ
、
歌
人
と
し
て
も
広
く 

ご
活
躍
の
方
で
あ
る
。
近
著
『
不
可
思
議
国
の
探
究
者
・
木 

下
杢
太
郎
―
観
潮
楼
歌
会
の
仲
間
た
ち
』
は
日
本
短
歌
雑
誌 

連
盟
の
評
論
賞
を
受
賞
さ
れ
て
い
る
。 

 

詳
細
な
レ
ジ
ュ
メ
と
映
像
を
駆
使
し
て
、
『
啄
木
日
記
』
、

『
杢
太
郎
日
記
』
、「
観
潮
楼
歌
会
」
、『
ス
バ
ル
』、
「
パ
ン
の

会
」
の
活
動
な
ど
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
繋
げ
な
が
ら
語
っ
て
下

さ
っ
た
。 

 
杢
太
郎
、
啄
木
、
白
秋
は
雑
誌
『
明
星
』
を
通
じ
て
「
新 

詩
社
」同
人
と
な
り
、活
発
な
創
作
活
動
を
行
っ
て
い
る
が
、 

そ
れ
に
飽
き
足
り
な
い
文
学
に
対
す
る
意
欲
が
白
秋
、
杢
太 

郎
の
「
新
詩
社
」
脱
退
、「
パ
ン
の
会
」
の
立
ち
上
げ
へ
と
向 

わ
せ
、
や
が
て
『
明
星
』
の
終
焉
。
後
継
誌
『
ス
バ
ル
』
に 

は
啄
木
が
編
集
兼
発
行
人
と
し
て
関
わ
る
な
ど
、
こ
の
間
の 

三
人
の
交
流
は
お
互
い
の
創
作
活
動
を
触
発
し
あ
う
大
事
な 

接
点
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
た
。 

 

啄
木
に
と
っ
て
の
杢
太
郎
は
出
会
っ
て
直
ぐ
は
「
最
高
の 

友
」
や
が
て
「
も
う
敵
で
は
な
く
な
っ
た
」
と
突
き
放
す
な 

ど
し
て
も
、
生
涯
気
に
な
る
友
人
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。 

 

冷
静
沈
着
な
杢
太
郎
と
啄
木
に
つ
い
て
丸
井
氏
は
、
権
藤 

愛
順
氏
の
論
考
『
大
逆
事
件
を
契
機
と
す
る
両
者
の
再
接
近 

に
つ
い
て
』
の
一
部
分
を
引
い
て
話
さ
れ
た
こ
と
が
と
て
も 

印
象
に
残
っ
て
い
る
。「
国
家
と
個
人
と
の
関
係
に
つ
い
て 

真
面
目
に
疑
惑
を
懐
い
た
」
杢
太
郎
と
啄
木
の
思
想
は
、
対

立
よ
り
も
多
く
の
共
通
点
が
み
ら
れ
る
と
語
ら
れ
た
事
に
も

頷
け
る
。 

 

杢
太
郎
の
戯
曲
集
『
和
泉
屋
染
物
店
』
は
大
逆
事
件
を
暗 

示
さ
せ
、
国
家
観
、
道
徳
観
が
表
れ
て
い
る
作
品
と
い
わ
れ 

る
。
大
逆
事
件
は
啄
木
の
大
関
心
事
。
二
人
が
も
っ
と
語
り

合
え
た
な
ら
、
も
う
一
度
「
最
高
の
友
」
に
な
れ
た
か
も
知

れ
な
い
。 

 

晩
年
の
『
啄
木
日
記
』
に
は
「
時
々
訪
ね
呉
れ
た
る
人
に

木
下
杢
太
郎
君
あ
り
」
と
記
さ
れ
て
い
て
、
杢
太
郎
の
人
と

し
て
の
優
し
さ
も
感
じ
ら
れ
る
。 

 

多
感
な
青
年
達
が
『
明
星
』
か
ら
『
ス
バ
ル
』
へ
と
与
謝 

野
夫
妻
の
元
を
離
れ
て
も
交
流
が
続
い
て
い
た
の
は
不
思
議 

な
こ
と
で
あ
る
。
杢
太
郎
と
啄
木
の
名
前
の
詠
ま
れ
た
歌
が

思
い
出
さ
れ
た
の
で
こ
こ
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。 

 
  

杢
太
郎
大
学
や
が
て
筆
執
り
ぬ
む
か
し
恋
し
く
我
の
乞
ふ
時 

 

寛  

（
『
与
謝
野
寛
遺
稿
歌
集
』
） 

思
ふ
時
必
ず
見
ゆ
れ
微
笑
み
て
左
の
肩
を
揚
ぐ
る
啄
木 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

寛 
 

（
『
与
謝
野
寛
遺
稿
歌
集
』
） 

帰
り
き
て
わ
が
杢
太
郎
わ
す
れ
し
や
待
ち
つ
る
も
の
を
煙
草

の
話 

 
 

 
 

 
  

晶
子 

 

（
『
心
の
遠
景
』） 

し
ら
玉
は
く
ろ
き
袋
に
か
く
れ
た
り
わ
が
啄
木
は
あ
ら
ず
こ

の
世
に 

 
  
  
  
 
  

晶
子 

  

（
『
夏
よ
り
秋
へ
』） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
友
の
会
会
員
） 

（
平
成
三
十
年
七
月
二
十
七
日 

世
田
谷
文
学
館
に
て
開
催
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

                      
                                        
 
                                         ５ 
 
 



講
座
「
島
村
抱
月
と
松
井
須
磨
子
」
を
聴
く 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
口 

美
恵 

 

「
生
ま
れ
は
違
い
ま
す
が
、
育
っ
た
と
こ
ろ
は
こ
の
あ
た

り
…
…
」
ロ
シ
ア
文
学
者
、
演
劇
評
論
家
、
神
奈
川
大
学
名

誉
教
授
の
中
本
信
幸
先
生
の
講
座
が
始
ま
る
。
六
月
二
十
三

日
午
後
、
世
田
谷
文
学
館
二
階
の
講
義
室
は
ほ
ぼ
満
席
。
温

厚
な
先
生
の
お
声
は
や
や
低
い
が
演
壇
の
バ
ッ
ク
に
魅
力
的

な
須
磨
子
の
ス
ラ
イ
ド
が
大
写
し
に
な
る
の
で
、
私
た
ち
受

講
者
は
よ
そ
見
を
し
た
り
す
る
暇
は
な
い
。 

 

タ
イ
ト
ル
の
二
人
は
お
よ
そ
百
年
前
、
一
世
を
風
靡
し
た

演
劇
人
で
あ
る
。「
ホ
ー
ゲ
ツ
」「
ス
マ
コ
」
と
言
っ
て
わ
か

ら
な
い
人
も
「
い
の
ち
短
し
恋
せ
よ
乙
女
」
と
「
カ
チ
ュ
ー

シ
ャ
可
愛
や
」
の
メ
ロ
デ
ィ
を
口
ず
さ
ん
で
み
る
と
み
ん
な

頷
い
て
く
れ
る
。 

 

島
村
抱
月
は
島
根
県
生
ま
れ
（
明
治
四
年
）、
松
井
須
磨
子

は
長
野
県
生
ま
れ
（
明
治
十
年
）
、
抱
月
は
旧
東
京
専
門
学
校

（
早
稲
田
大
学
）
を
卒
業
、
講
師
と
な
る
一
方
、
坪
内
逍
遥

の
文
藝
協
会
の
講
師
も
務
め
、
小
山
内
薫
と
市
川
左
団
次
に

よ
る
自
由
劇
場
の
第
一
期
生
と
し
て
入
所
し
た
松
井
須
磨
子

と
接
点
を
も
つ
。 

 

明
治
四
十
四
年
は
須
磨
子
が
帝
国
劇
場
で
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』

の
オ
フ
ィ
リ
ア
を
演
じ
、
歌
舞
伎
な
ど
旧
派
か
ら
離
れ
、
新

し
い
演
劇
を
世
に
広
め
よ
う
と
す
る
波
が
広
が
る
一
方
、
大

逆
事
件
で
幸
徳
秋
水
ら
十
二
人
が
死
刑
執
行
さ
れ
た
年
で
も

あ
っ
た
。 

 

抱
月
、
須
磨
子
が
こ
の
よ
う
な
日
本
の
情
勢
を
ど
う
考
え

た
か
分
か
ら
な
い
が
、
二
人
の
恋
は
ど
う
や
ら
大
問
題
と
な

り
、
文
藝
協
会
を
脱
退
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
新
し
く
藝

術
座
を
創
設
。
ト
ル
ス
ト
イ
原
作
、
抱
月
演
出
の
『
復
活
』

を
全
国
巡
業
。
劇
中
で
須
磨
子
が
歌
う
『
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
の

唄
』
は
大
人
気
と
な
る
。 

 

大
正
五
年
二
人
は
同
棲
す
る
が
、大
正
七
年
十
一
月
四
日
、

抱
月
は
ス
ペ
イ
ン
風
邪
で
急
死
。
そ
の
二
カ
月
後
、
須
磨
子

は
藝
術
座
の
裏
の
道
具
部
屋
で
自
死
。 

 

後
半
は
、
中
本
先
生
の
お
嬢
さ
ん
、
須
藤
小
百
合
さ
ん
が

『
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
の
唄
』
を
歌
っ
て
く
だ
さ
る
。
プ
ロ
の
オ

ペ
ラ
歌
手
に
よ
る
『
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
の
唄
』
を
聴
き
、
抱
月
、

須
磨
子
の
舞
台
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。 

 
 

 

カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
可
愛
や 

別
れ
の
辛
さ 

 

せ
め
て
淡
雪
と
け
ぬ
間
と 

 

神
に
願
い
を 

ラ
ラ 

か
け
ま
し
ょ
う
か 

  

カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
可
愛
や 

別
れ
の
辛
さ 

 

今
宵
ひ
と
夜
に
降
る
雪
の 

 

あ
す
は
野
山
の 

ラ
ラ 

路
か
く
せ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
友
の
会
会
員
） 

  
「
文
学
に
見
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
貴
族
社
会
の
女
性
た
ち
」 

を
聴
く 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

片
江 

三
紀
子 

  

七
夕
、
西
部
日
本
は
激
し
い
豪
雨
が
降
り
続
い
て
い
ま
し 

た
が
、
関
東
地
方
は
大
し
た
影
響
も
な
く
金
沢
先
生
の
講
座

が
開
か
れ
ま
し
た
。
金
沢
美
知
子
先
生
は
東
大
名
誉
教
授
で

ロ
シ
ア
文
学
が
専
門
で
す
。 

 

十
七
世
紀
、ロ
シ
ア
は
ロ
マ
ノ
フ
王
朝
の
支
配
下
に
あ
り
、 

文
化
的
、
物
理
的
、
精
神
面
で
も
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
一
世
紀 

遅
れ
た
状
態
で
し
た
。
そ
の
ロ
シ
ア
に
劇
的
に
変
化
を
も
た 

ら
し
た
の
が
ピ
ョ
ー
ト
ル
一
世
で
、
彼
は
都
を
モ
ス
ク
ワ
か 

ら
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
に
移
し
、
様
々
な
改
革
を
し
言 

葉
、
学
問
、
技
術
面
等
々
西
欧
化
を
推
し
進
め
て
い
き
ま
し 

た
。
続
く
十
八
世
紀
、
四
人
の
女
帝
が
治
め
、
エ
リ
ザ
ヴ
ェ 

ー
タ
二
世
は
仏
文
化
に
心
酔
し
、
人
生
を
楽
し
み
、
貴
族
の 

娯
楽
文
化
が
入
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
後
に
続
く
エ
カ
チ
ェ 

リ
ー
ナ
二
世
は
啓
蒙
思
想
を
進
め
、
長
い
間
君
臨
し
た
た
め 

多
大
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
昔
か
ら
の
無
知
蒙
昧
、
自
然 

に
対
す
る
畏
怖
等
、
過
去
に
縛
ら
れ
て
い
た
時
代
か
ら
自
分 

を
見
つ
め
な
お
し
公
私
の
意
識
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
勧
め
、

上
流
階
級
で
は
舞
踏
会
も
盛
ん
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

言
葉
、
服
装
、
様
々
な
西
欧
文
化
が
入
り
こ
み
、
女
性
が
表

舞
台
に
出
る
機
会
も
増
え
て
き
ま
し
た
。
十
七
世
紀
の
仏
小

説
『
ク
レ
ー
ヴ
の
奥
方
』
に
あ
る
場
面
と
同
じ
よ
う
な
会
話

が
十
八
世
紀
ロ
シ
ア
の
小
説
に
著
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
舞
踏
会
で
の
大
事
な
要
素
と
な
る
〝
恋
愛
〟
も
今
の
も
の

と
は
異
な
り
個
人
的
な
も
の
で
は
な
く
、
衆
人
環
視
の
中
で

始
ま
り
社
会
の
評
価
に
影
響
さ
れ
た
り
、
又
寝
室
も
召
使
い

初
め
多
く
の
人
々
の
出
入
り
す
る
場
で
あ
り
、
現
在
の
も
の

と
は
か
な
り
異
な
っ
た
も
の
で
し
た
が
、
貴
族
は
余
裕
も
あ

り
知
的
な
生
活
も
し
て
い
た
た
め
、
精
神
文
化
も
受
け
や
す

い
状
態
に
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。 

 

小
説
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
あ
り
ま
す
が
、
複
数
の
文
学 

作
品
に
同
じ
よ
う
な
場
面
が
著
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
確
実
に
そ
の
精
神
的
傾
向
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

金
沢
先
生
は
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
の
正

装
姿
の
女
性
の
肖
像
画
等
も
用
意
さ
れ
、
ま
だ
ま
だ
沢
山
話

し
た
い
こ
と
も
お
あ
り
の
よ
う
で
し
た
が
時
間
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
私
も
若
い
頃
、
夢
中
で
『
ア
ン
ナ
カ
レ
ー
ニ

ナ
』
や
『
戦
争
と
平
和
』
を
読
ん
だ
時
の
事
を
思
い
出
し
て

と
て
も
楽
し
く
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

（
友
の
会
会
員
） 

（
平
成
三
十
年
七
月
七
日 

世
田
谷
文
学
館
に
て
開
催
） 

                    
                                         
                                           
     

                                                 ６ 
         



世
田
谷
区
民
で
は
な
い
け
れ
ど
…
… 

八
十
路
半
ば
の
富
山
育
ち 

～
富
山
よ
り
～ 

 

高
畑 

史
子 

 

「
幼
稚
園
か
ら
大
学
迄
全
部
富
山
で
す
。
立
山
連
峰
の
富

山
で
す
」
。
他
県
で
自
己
紹
介
す
る
時
の
口
ぐ
せ
だ
が
、
心

の
中
に
は
東
京
へ
行
き
た
い
、
東
京
に
住
ん
で
み
た
い
、
と

い
う
思
い
が
小
さ
い
頃
か
ら
い
つ
も
あ
っ
た
。
今
も
変
ら
な

い
。
こ
れ
は
幼
い
頃
、
冬
に
な
る
と
雪
に
閉
ざ
さ
れ
外
へ
出

ら
れ
ず
こ
た
つ
に
も
ぐ
り
込
ん
で
い
る
と
、
い
つ
も
母
が
傍

ら
で
「
東
京
は
雪
が
降
ら
な
い
と
こ
ろ
。
と
て
も
暖
か
く
て

い
い
と
こ
ろ
」
と
呟
く
の
を
聞
い
て
育
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

母
は
大
正
時
代
東
京
の
女
学
校
を
出
て
い
た
。 

 

昭
和
二
十
年
女
学
校
に
入
学
し
た
年
の
八
月
一
日
夜
、
富

山
は
ア
メ
リ
カ
の
Ｂ
２
９
に
よ
る
空
爆
で
市
街
は
火
の
海
と

化
し
た
。
焼
夷
弾
の
降
る
中
、
着
の
身
着
の
ま
ま
で
逃
げ
て

近
く
の
川
の
中
で
一
夜
、翌
日
歩
い
て
海
辺
の
松
林
で
二
晩
、

焼
跡
へ
戻
っ
て
三
晩
、
と
今
で
も
世
界
の
何
処
か
に
あ
る

日
々
を
過
ご
し
た
。
だ
か
ら
我
々
に
は
今
更
こ
わ
い
も
の
は

な
い
、
い
や
、
認
知
症
は
コ
ワ
イ
、
と
女
学
校
育
ち
は
盛
り

上
が
る
。
女
学
校
は
数
年
後
男
女
共
学
の
高
校
と
な
り
、
四

回
も
転
校
さ
せ
ら
れ
た
。 

東
京
へ
行
っ
て
み
た
い
と
い
う
幼
児
か
ら
の
憧
れ
が
初
め

て
実
現
し
た
の
は
大
学
時
代
二
十
歳
だ
っ
た
。
当
時
汽
車
で

東
京
迄
六
時
間
か
か
っ
た
。
今
二
時
間
。 

や
が
て
卒
業
、
就
職
（
民
間
放
送
）
、
結
婚
と
順
調
に
小

道
を
辿
っ
た
先
に
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
妻
（
雑
役
婦
）
六
十
年

と
い
う
長
い
レ
ー
ル
が
延
び
て
い
た
。
途
中
雇
い
主
の
転
勤

十
年
の
継
ぎ
目
が
あ
っ
た
が
、
残
念
な
が
ら
東
京
で
は
な
く

大
阪
十
年
だ
っ
た
。 

大
学
時
代
の
恩
師
佐
伯
彰
一
先
生
が
、
世
田
谷
文
学
館
の

館
長
に
ご
就
任
の
こ
と
を
お
聞
き
し
た
の
は
い
つ
頃
の
こ
と

だ
っ
た
ろ
う
か
。
先
生
は
時
折
御
講
演
な
ど
で
御
来
富
に
な

り
、
そ
の
夜
は
先
生
を
囲
ん
で
い
ろ
い
ろ
お
話
を
聞
く
楽
し

い
時
間
に
な
っ
た
も
の
だ
。 

東
京
へ
行
っ
て
み
た
い
、
が
い
つ
し
か
世
田
谷
に
住
ん
で

み
た
い
、
に
な
っ
て
い
っ
た
の
は
ふ
と
し
た
思
い
で
投
稿
し

た
世
田
谷
文
学
賞
随
筆
部
門
で
思
い
が
け
ず
賞
を
い
た
だ
い

た
頃
か
ら
だ
ろ
う
か
。 

い
つ
も
思
う
の
だ
が
私
に
と
っ
て
大
学
四
年
間
は
自
分
の

人
生
で
最
高
に
幸
せ
な
時
代
だ
っ
た
。
入
学
し
て
初
め
て
先

生
方
の
御
講
義
を
聞
い
た
時
の
感
動
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。
当

時
の
先
生
方
の
授
業
を
想
い
出
す
だ
け
で
若
い
日
の
空
気
に

包
ま
れ
る
よ
う
だ
。 

そ
う
し
た
想
い
出
や
東
京
へ
の
憧
れ
な
ど
で
八
十
路
半
ば

は
概
ね
明
る
い
。 

 
 
 
 
 
 
 

 

（
友
の
会
会
員
） 

せ
た
ぶ
ん
・
う
お
っ
ち
ん
ぐ 

 
『
辻
井
喬
＝
堤
清
二 

文
化
を
創
造
す
る
文
学
者
』 

 

菅
野
昭
正
編
（
世
田
谷
文
学
館
連
続
講
座
）
平
凡
社
刊 

鈴
木 

美
奈
子 

ま
ず
表
紙
の
二
枚
の
写
真
を
見
て
み
よ
う
。 

 

右
は
セ
ゾ
ン
グ
ル
ー
プ
を
率
い
て
「
無
印
良
品
」
な
ど
新 

し
い
事
業
を
展
開
し
て
い
く
企
業
家
の
、
そ
し
て
左
は
辻
井 

喬
が
『
不
確
か
な
朝
』
か
ら
出
発
し
た
詩
人
で
あ
り
、『
沈
め 

る
城
』
の
小
説
家
で
も
あ
っ
た
彼
の
生
き
た
二
つ
の
世
界
を 

物
語
っ
て
い
る
。 

 

晩
年
の
回
顧
録
、
『
叙
情
と
闘
争
』（
二
○
○
九
）
の
な
か 

で
、
堤
清
二
が
外
部
に
向
け
ら
れ
る
企
業
経
営
の
な
か
で
、 

何
か
満
た
さ
れ
な
い
も
の
が
渦
巻
き
、
わ
だ
か
ま
る
情
感
を 

詩
人
・
辻
井
喬
が
ひ
き
つ
い
で
、
そ
れ
を
慰
撫
し
鎮
め
る
道 

筋
を
見
つ
け
出
そ
う
と
す
る
、そ
れ
が
彼
の
生
き
た
「
闘
争
」 

の
内
実
で
あ
っ
た
と
書
い
て
い
る
。
彼
の
穏
や
か
な
笑
み
の 

背
後
に
抑
え
て
い
る
苦
し
み
と
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。 

 

生
母
を
知
ら
な
い
複
雑
な
家
庭
環
境
、 

 

戦
争
中
の
狂
熱
的
な
軍
国
少
年
、 

 

東
大
時
代
の
共
産
党
細
胞
活
動
（
ス
パ
イ
容
疑
で
頓
挫
）
、 

 

重
い
結
核
で
生
死
の
間
を
彷
徨
う
。 

 

人
生
前
半
の
こ
の
特
異
な
経
験
が
、「
は
げ
し
い
無
関
心
」 

を
標
榜
し
つ
つ
、
戦
争
を
知
っ
て
い
る
最
後
の
世
代
と
し
て 

の
使
命
感
に
燃
え
た
反
戦
行
動
の
最
終
ス
テ
ー
ジ
を
飾
る
。 

最
後
に
本
書
の
内
容
を
紹
介
。 

二
○
一
四
年
十
月
の
当
文
学
館
で
の
連
続
講
座
を
も
と
に 

「
ま
え
が
き
」
と
「
あ
と
が
き
」
を
加
え
て
刊
行
さ
れ
た
。 

 

ま
え
が
き 

二
つ
の
世
界
を
生
き
た
ひ
と 

 

菅
野
昭
正 

 

詩
人
・
辻
井
喬 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

粟
津
則
雄 

 

辻
井
喬
＝
堤
清
二
と
い
う
人
間 

 
 
 
 
 

松
本
健
一 

 

二
つ
の
名
前
を
持
つ
こ
と 

 
 
 
 
 
 
 

三
浦
雅
士 

 

辻
井
喬
に
と
っ
て
の
政
治
と
文
学 

 
 
 
 

山
口
昭
男 

 

創
り
続
け
ら
れ
た
時
間
と
空
間 

 
 
 
 
 

小
池
一
子 

 

あ
と
が
き 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

菅
野
昭
正 

参
考 

去
る
二
〇
一
二
年
三
月
十
一
日
に
、
辻
井
喬
氏
は
、
文
学
館

と
友
の
会
の
共
催
講
演
に
於
い
て
、
『
大
震
災
と
文
学
』
と
題
し
、

ご
講
演
な
さ
い
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
友
の
会
会
員
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                       ７ 
 



～こういう催しがありました～（２０１８年５月～２０１８年９月） 
【講演・講座】                                    （企画委員会） 

月 日 講演・講座名 講 師 内   容 

2018 年 

5月 15日 

 

 

講演  父 井上靖と私 

      於 井上靖文学館 

 

浦城 幾世氏 

北に秀麗富士、南に紺碧の駿河湾を望むクレマ

チスの丘の井上靖文学館で、お住まいの東京か

らお出掛けくださったご長女の浦城氏から、父

上と暮らしたご家庭の日常を伺えたのは、貴重

な事だった。 

5月 22日 
講座 林芙美子文学の魅力 

        ～大陸魂を持つ女～ 

ソコロワ山下

聖美氏 

あくまで庶民の目線で自らの感性に正直に作品

を書き続けた芙美子であるが、日本を飛び出す

行動力に裏付けされた「大陸魂」ともいうべき

大きな視点が確かにあり、その国際性が林芙美

子文学の魅力のひとつであると力説された。 

6月 23日  講座 島村抱月と松井須磨子 

中本 信幸氏、 

須藤小百合氏 

（オペラ歌手） 

 

藝術の革新をめざして作家・演出家の島村抱月

は芸術座を創建。看板女優の松井須磨子の魅力

によって名実ともに「新劇」が誕生した。劇中

歌の『カチューシャの唄』や『ゴンドラの唄』

は広く愛唱されていくことになった。講座内で

も講師ご長女の独唱によりご披露いただいた。 

7月 7日 

講座  

文学に見るヨーロッパ貴族

社会の女性たち 

金沢美知子氏 

18 世紀ロマノフ朝ロシアの宮廷文化を支えてい

た女性たちを中心に、貴族社会の恋愛の作法や

心理を描いた文学作品に触れ、宮廷と貴族の文

化の光と影も人間の歴史の発展の重要な足跡と

なっていることを学んだ。 

7月 27日 

講座  

木下杢太郎と白秋・啄木  

～明治末期における交流 

を探る～ 

丸井 重孝氏 

白秋と啄木は杢太郎にとって生涯気になる存在

だったという。「国家と個人」について共通の問

題意識を持っていた彼らの交流が如何に密度の

濃いものであったか、新しい時代へ向けたそれ

ぞれの情熱と真剣な生き様の一斑を伺い知った。 

9月 22日 

講演  文学と音楽との対話 

   ～白秋・啄木の詩と音楽 

      （文学館と共催） 

細川 光洋氏 

講演会場にワーグナーやショパンの音楽が実際

に流れるという斬新な講義となった。白秋や啄

木らにとって、西洋の美しい旋律と詩とは一つ

に結びついたものだったことを学び、〈文学を聴

き、音楽をよむ〉よろこびを追体験するという

極上の時間であった。 

【散歩】 

月 日 散 歩 名 案 内 内   容 

2018 年 

5 月 15日 

バスで行く初夏の東海文学散歩 
 ～沼津千本松原・若山牧水記念

館を参観、クレマチスの丘・

井上靖文学館で浦城幾世氏

（ご長女）の講演を聴く～ 

各館関係者・ 
学芸員の皆

さん 

クレマチスの丘に花が満開となった５月の晴れ

の日、折しも若山牧水歿後 90年、井上靖生誕 110

年に因む文学散歩が叶った。車中では両文人に纏

わるトークや代表作の朗読のご協力があり、井上

靖文学館では浦城氏講演も企画され、帰り着くま

で文学に浸った一日となった。    

 

 

 
編集後記 

   
友の会２０周年記念品のクリアホルダーには、   先人が長い歴史の中で築き上げてきた人類普遍   

フランスの１０人の文人が発した箴言が刷り込ま  の価値観の否定が、地球上のあちこちで蔓延し始 
れている。透明なグリーンの水底から浮かび上が  めている今だからこそ、世紀を超えて読み継がれ 
ってくるかのごときこれらの珠玉の言葉は、フラ  てきたこれらの箴言の意図するところを掘り下げ 
ンス文学の泰斗・菅野昭正世田谷文学館館長が自  てみたい。それは、わが文学館友の会の活動の真 
ら選択してくださったものである。        髄でもあるように思う。     （堀 伸雄） 

８ 
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