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二
〇
一
九
年
度

総
会
記
念
講
演

平
尾
隆
弘
氏

「
芥
川
賞
・
直
木
賞
打
ち
明
け
話
」

軽
妙
な
語
り
口
で
内
容
多
岐
に
亘
っ
た
二
時

間
近
い
お
話
を
、
こ
こ
に
再
現
は
で
き
ま
せ
ん
。

多
く
の
ト
ピ
ッ
ク
の
中
か
ら
い
く
つ
か
を
選
ん

で
、
そ
の
要
旨
を
お
伝
え
す
る
他
な
い
こ
と
を
、

ど
う
か
ご
了
承
下
さ
い
。

（
文
責

友
の
会
会
員
・
竹
内
修
司
）

・
私
は
若
い
社
員
だ
っ
た
一
九
七
四
年
か
ら
七
七

年
ま
で
、
芥
川
・
直
木
賞
の
担
当
部
署
・
日
本
文
学

振
興
会
に
属
し
、
九
七
年
か
ら
九
九
年
ま
で
文
藝
春

秋
編
集
長
と
し
て
芥
川
賞
選
考
の
司
会
役
を
務
め
、

二
〇
〇
九
年
か
ら
一
四
年
ま
で
は
社
長
と
し
て
陪
席

し
て
い
ま
し
た
。
随
分
長
く
選
考
の
現
場
に
居
合
わ

せ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
受
賞
者
が
決
ま
り
、
ご
本

人
に
そ
の
旨
お
知
ら
せ
す
る
の
は
振
興
会
。
選
に
漏

れ
た
方
へ
は
、
割
り
振
ら
れ
た
編
集
者
が
ご
連
絡
す

る
の
が
通
例
で
す
。
で
す
か
ら
振
興
会
か
ら
電
話
が

く
れ
ば
、
あ
、
受
賞
し
た
な
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

当
時
、
上
司
に
こ
う
言
わ
れ
ま
し
た
。「
賞
と
い
う
の

は
、
く
れ
て
や
る
も
ん
じ
ゃ
な
い
、
差
し
上
げ
る
も

の
な
の
だ
か
ら
、
お
知
ら
せ
す
る
と
き
偉
そ
う
に
し

ち
ゃ
い
け
な
い
よ
。『
お
受
け
頂
け
ま
す
か
？
』
と
、

は
じ
め
に
ち
ゃ
ん
と
訊
き
な
さ
い
」。初
め
て
お
知
ら

せ
役
に
な
っ
た
の
は
、
七
四
年
（
直
木
賞
第
七
十
一

回
『
鬼
の
詩
』）
の
藤
本
義
一
さ
ん
で
し
た
が
、「
日

本
文
学
振
興
会
で
ご
ざ
い
ま
す
。
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
つ
い
て
は
い
つ
い
つ
ご
来
社
い
た
だ
け
ま

す
か
？
」
と
続
け
て
し
ま
っ
て
、
最
初
の
決
め
セ
リ

フ
を
忘
れ
て
い
た
。途
中
で
は
っ
と
気
が
つ
い
て「
お

受
け
頂
け
ま
す
か
？
」「
エ
、
エ
ー
ッ
。
受
け
る
に
き

ま
っ
と
る
や
な
い
か
」
…
…
。
後
に
藤
本
さ
ん
は
「
い

き
な
り
変
な
こ
と
聞
か
れ
て
、
い
り
ま
せ
ん
ゆ
う
た

ろ
う
か
と
思
っ
た
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
ね
。

・
芥
川
賞
（
以
下
、
芥
）
と
直
木
賞
（
以
下
、
直
）

は
ど
う
違
う
の
か
、
と
よ
く
訊
か
れ
ま
す
。
賞
の
Ｈ

Ｐ
に
は
、
芥
は
そ
の
期
間
中
の
雑
誌
、
同
人
誌
に
発

表
さ
れ
た
新
人
作
家
に
よ
る
純
文
学
の
中
編
・
短
編
。

直
は
新
進
・
中
堅
作
家
に
よ
る
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ

ン
ト
長
編
、
短
編
集
（
単
行
本
）
が
対
象
と
書
か
れ

て
い
ま
す
。
た
だ
松
本
清
張
さ
ん
の
よ
う
に
直
か
ら

芥
候
補
に
回
さ
れ
て
受
賞
し
た
例
、
直
選
考
委
員
に

な
ら
れ
た
田
辺
聖
子
さ
ん
が
芥
、
芥
選
考
委
員
で
あ

る
山
田
詠
美
さ
ん
は
直
を
受
賞
さ
れ
た
例
も
あ
り
、

純
文
学
と
エ
ン
タ
メ
の
定
義
は
難
し
い
。
私
自
身
が

強
く
感
じ
る
の
は
、
芥
は
作
品
に
、
直
は
作
家
に
与

え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。芥
は
作
品
一
発
勝
負
、

直
は
プ
ロ
と
し
て
や
っ
て
い
け
る
か
ど
う
か
、
に
ウ

ェ
イ
ト
が
か
か
っ
て
い
る
。
浅
田
次
郎
さ
ん
は
『
蒼

穹
の
昴
』
が
直
の
候
補
に
な
っ
た
と
き
、
ゼ
ッ
タ
イ

こ
れ
は
！
と
思
わ
れ
た
の
に
落
選
、
次
々
回
に
短
編

集
『
鉄
道
員
（
ぽ
っ
ぽ
や
）』
で
獲
っ
た
の
は
「
プ
ロ

と
し
て
の
細
部
の
描
写
」
を
選
考
委
員
の
方
々
が
確

認
し
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
同
様
に
宮
部
み
ゆ
き

さ
ん
の
『
理
由
』
で
の
直
の
受
賞
は
、
大
傑
作
『
火

車
』
の
数
年
後
で
し
た
。
直
は
経
験
と
実
績
と
が
必

要
、
芥
の
ほ
う
は
一
作
勝
負
で
す
か
ら
、
二
十
代
の

若
い
人
も
受
賞
で
き
、
話
題
に
な
る
ケ
ー
ス
が
多
い

わ
け
で
す
。

痛
感
す
る
の
は
、
二
つ
の
賞
を
同
時
に
作
っ
た
菊

池
寛
は
天
才
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
普
通
な
ら
文
学

賞
は
一
つ
で
、
二
つ
は
作
ら
な
い
。
売
れ
な
い
純
文

学
作
家
に
絶
望
し
た
自
身
が
大
流
行
作
家
に
な
っ
た
、

そ
の
経
験
を
生
か
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
芥
川
賞
作

品
を
、
自
社
に
文
芸
雑
誌
が
あ
る
の
に
『
文
藝
春
秋
』

に
掲
載
し
た
。
〝
文
学
の
社
会
化
〟
、
先
見
の
明
で

す
。
初
め
は
「
誰
も
話
題
に
し
て
く
れ
な
い
」
と
愚

痴
っ
て
い
た
け
れ
ど
、や
が
て
社
会
的
に
認
知
さ
れ
、

一
九
五
五
年
（
第
三
十
四
回
）
の
石
原
慎
太
郎
『
太

陽
の
季
節
』
で
決
定
的
に
な
り
ま
し
た
。
史
上
初
の

学
生
作
家
、
し
か
も
ヨ
ッ
ト
や
自
家
用
車
に
乗
っ
た

り
、
派
手
に
飲
み
歩
い
た
り
の
リ
ッ
チ
な
主
人
公
の

カ
ッ
コ
よ
さ
。弟
の
裕
次
郎
の
映
画
デ
ビ
ュ
ー
…
…
。

ず
っ
と
後
に
伺
っ
た
け
ど
、
井
上
ひ
さ
し
さ
ん
も
学

生
時
代
、
流
行
の
〝
慎
太
郎
刈
り
〟
を
や
っ
て
い
た

そ
う
で
す
。
あ
ま
り
似
合
わ
な
か
っ
た
と
思
う
け
ど

（
笑
）。
慎
太
郎
さ
ん
と
五
木
寛
之
さ
ん
は
、
実
は
同

年
同
月
同
日
生
ま
れ
な
ん
で
す
。
で
、『
文
藝
春
秋
』

編
集
長
時
代
、
石
原
さ
ん
が
『
法
華
経
に
生
き
る
』

 １



を
、
五
木
さ
ん
が
『
他
力
』
を
お
書
き
に
な
っ
た
の
を
き
っ
か

け
に
対
談
し
て
い
た
だ
い
た
。
五
木
さ
ん
が
開
口
一
番
「
石
原

さ
ん
、
あ
な
た
が
ヨ
ッ
ト
や
車
で
遊
ん
で
い
た
時
、
早
稲
田
の

学
生
だ
っ
た
俺
は
、
金
が
な
く
て
血
売
っ
て
た
ん
だ
よ
ね
」
と

挑
発
気
味
。
石
原
さ
ん
は
案
外
ナ
イ
ー
ヴ
な
人
で
「
あ
、
そ
う

な
ん
だ
、
苦
労
し
た
ん
だ
ね
え
」
と
反
応
し
て
お
二
人
意
気
投

合
、
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

・
芥
川
・
直
木
賞
選
考
委
員
は
そ
れ
ぞ
れ
九
～
十
人
、
社
内

委
員
が
選
ん
だ
候
補
作
を
一
か
月
ほ
ど
前
に
お
届
け
し
て
、
選

考
日
当
日
「
先
生
、
い
か
が
で
す
か
？
」
〇
は
１
点
、
△
は
０
・

５
点
、×

は
０
点
と
し
て
集
計
し
、
１
・
５
～
２
・
０
点
の
作

は
「
落
し
て
よ
ろ
し
い
で
す
か
？
」
で
整
理
し
、
３
・
５
～
４
・

０
点
ほ
ど
で
残
っ
た
三
作
ほ
ど
に
つ
い
て
一
作
ず
つ
議
論
を
重

ね
た
上
、
二
回
目
の
採
点
で
５
～
４
・
５
点
以
上
得
た
作
が
、

司
会
者
の
「
受
賞
よ
ろ
し
い
で
す
か
？
」
で
異
議
が
な
け
れ
ば

決
ま
り
ま
す
。 

 

長
く
選
考
委
員
を
務
め
た
永
井
龍
男
さ
ん
に
は
忘
れ
ら
れ
な

い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。
一
九
七
六
年
の
第
七
十
五
回
芥

で
は
、
村
上
龍
さ
ん
の
『
限
り
な
く
透
明
に
近
い
ブ
ル
ー
』
が

圧
倒
的
支
持
を
得
て
受
賞
し
た
が
、
瀧
井
孝
作
さ
ん
と
永
井
さ

ん
は
反
対
。
次
々
七
十
七
回
で
は
三
田
誠
広
『
僕
っ
て
何
』
と

池
田
満
寿
夫
『
エ
ー
ゲ
海
に
捧
ぐ
』
が
共
に
候
補
作
に
挙
が
っ

て
い
た
。
永
井
さ
ん
は
三
田
作
品
に
は
賛
成
、
池
田
作
に
つ
い

て
は
「
こ
れ
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
僕
の
考
え
る
小
説

で
は
な
い
！
」「
絶
対
反
対
す
る
」
と
頑
張
ら
れ
た
。
表
決
で
は

お
一
人
だ
け
が×

。
司
会
の
半
藤
一
利
さ
ん
の
「
永
井
先
生
、

賛
成
多
数
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
受
賞
で
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う

か
？
」
に
、
「
わ
し
ゃ
討
死
だ
」
の
一
言
で
し
た
。
受
賞
作
が

決
ま
っ
た
の
で
、
選
考
会
か
ら
宴
会
に
切
り
替
わ
り
ま
す
。
仲

居
さ
ん
が
「
ハ
イ
永
井
先
生
」
と
盃
を
お
渡
し
す
る
と
、
お
ち

ょ
こ
を
逆
さ
に
し
、「
討
死
し
た
も
の
に
酒
は
飲
め
な
い
。
お
先

に
失
礼
」
。
翌
日
振
興
会
に
電
話
が
あ
り
ま
し
て
、「
委
員
を
辞

任
し
ま
す
」
―
―
。
文
士
の
矜
持
を
感
じ
ま
し
た
。 

 

・
私
の
学
生
に
、「『
文
藝
春
秋
』
三
月
号
は
芥
川
賞
の
二
作

を
同
時
掲
載
、
選
評
ま
で
読
め
る
。
得
だ
か
ら
買
っ
た
か
」
と

訊
く
と
「
い
や
、
雑
誌
な
ん
か
買
わ
な
い
、
余
計
な
も
の
が
入

っ
て
い
る
。
自
分
の
欲
し
い
情
報
だ
け
で
い
い
」
。
新
聞
も
雑

誌
も
売
れ
な
い
理
由
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。
ネ
ッ
ト
が
普
及
し

始
め
た
頃
、
情
報
が
質
量
と
も
に
ア
ッ
プ
し
、
誰
も
が
簡
単
に

素
早
く
ア
ク
セ
ス
で
き
る
。
社
会
の
知
的
水
準
は
上
昇
し
て
ゆ

く
と
思
っ
た
も
の
で
す
。
し
か
し
今
、
全
然
別
な
こ
と
が
起
こ

っ
て
い
る
。
情
報
が
氾
濫
し
、
つ
い
て
ゆ
く
こ
と
は
至
難
の
業
。 

脱
落
し
な
い
た
め
に
、
若
い
人
ほ
ど
情
報
を
排
除
し
限
定
し
て

い
き
ま
す
。
世
界
よ
り
自
分
。
興
味
あ
る
情
報
に
集
中
し
な
い

と
や
っ
て
い
け
な
い
の
で
す
。
二
作
の
芥
川
賞
受
賞
作
に
は
「
世

界
を
動
か
す
な
ん
て
、
頭
の
い
い
人
に
任
せ
れ
ば
い
い
」
と
か

「
世
の
中
に
は
関
心
な
い
」
と
い
っ
た
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。

文
学
は
時
代
の
鏡
で
す
。
お
薦
め
し
た
い
最
近
の
受
賞
作
は
、

村
田
沙
耶
香
『
コ
ン
ビ
ニ
人
間
』
。
言
っ
て
み
れ
ば
未
来
の
Ａ

Ｉ
人
間
が
二
十
一
世
紀
に
降
り
て
く
れ
ば
こ
う
な
る
、
と
い
う

要
素
が
こ
こ
に
…
…
と
い
う
、
突
き
抜
け
た
作
品
だ
と
思
い
ま

す
。 （

そ
の
後
も
会
場
か
ら
の
質
問
に
答
え
、
小
説
を
読
む
と
い

う
こ
と
、
村
上
春
樹
は
な
ぜ
受
賞
し
な
か
っ
た
の
か
、
〝
垂
直

に
飛
〟
ば
な
い
と
、
十
年
間
作
家
で
あ
る
こ
と
は
難
し
い
…
…

な
ど
興
味
深
い
話
が
あ
り
ま
し
た
が
―
―
残
念
な
が
ら
割
愛
） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

二
〇
一
九
年
度
友
の
会
総
会
抄
録 

 

二
〇
一
九
年
度
世
田
谷
文
学
館
友
の
会
総
会
は
四
月
十
二
日

（
金
）
午
後
一
時
か
ら
文
学
館
一
階
文
学
サ
ロ
ン
で
開
催
さ
れ

た
。
冒
頭
、
友
の
会
平
出
洸
会
長
よ
り
、
昨
年
度
は
友
の
会
発

足
二
十
年
に
当
た
り
全
会
員
及
び
「
三
館
友
の
会
交
流
会
」
に

お
い
て
記
念
品
（
ク
リ
ア
ホ
ル
ダ
ー
）
を
配
布
、
好
評
で
あ
っ

た
こ
と
、
会
員
数
は
減
少
方
向
に
あ
る
も
の
の
、
イ
ベ
ン
ト
参

加
者
数
は
延
べ
約
八
百
名
と
増
加
し
て
お
り
、
会
員
の
ご
協
力

に
感
謝
す
る
旨
の
挨
拶
が
あ
っ
た
。 

続
い
て
世
田
谷
文
学
館
菅
野
昭
正
館
長
か
ら
、
平
成
最
後
の

友
の
会
総
会
で
あ
り
、
将
来
に
亘
る
事
業
の
盛
り
上
が
り
が
期

待
さ
れ
る
と
の
ご
支
援
と
、
本
年
度
の
文
学
館
年
間
企
画
展
の

ご
紹
介
を
戴
い
た
。
世
田
谷
文
学
館
花
房
千
里
新
副
館
長
よ
り

新
任
の
ご
挨
拶
も
あ
っ
た
。 

こ
の
後
、
幾
田
充
代
企
画
委
員
を
議
長
に
指
名
し
議
事
へ
。 

一
、
二
〇
一
八
年
度
活
動
報
告
な
ら
び
に
収
支
報
告 

 
 
 

柴
田
副
会
長
の
報
告
後
、
鈴
木
廣
義
会
計
監
事
か
ら
適

正
と
の
監
査
報
告
あ
り
。
本
議
案
は
拍
手
で
承
認
。 

二
、
役
員
改
選 

 
 
 

友
の
会
役
員
は
一
期
二
年
の
任
期
を
終
了
し
改
選
年
度

と
な
っ
た
た
め
、
幾
田
議
長
か
ら
改
選
案
が
提
案
さ
れ
、

次
の
と
お
り
承
認
さ
れ
た
。
会
長
・
平
出
洸
氏
（
再
任
）
、

副
会
長
・
柴
田
光
滋
氏
（
再
任
）
、
副
会
長
・
堀
伸
雄
氏

（
新
任
）
、
会
計
監
事 

・
若
宮
利
夫
氏
（
再
任
）
、
会
計

監
事
・
神
田
康
氏 (

新
任)

。 

三
、
二
〇
一
九
年
度
活
動
計
画
案
並
び
に
収
支
予
算
案 

 
 
 

柴
田
副
会
長
の
説
明
に
対
し
拍
手
で
承
認
さ
れ
た
。 

四
、
そ
の
他 

議
題
に
挙
げ
る
事
項
な
し
。 

 
 

 

総
会
終
了
は
一
時
四
十
分
。
総
会
出
席
者
一
〇
二
名
。 

（
議
決
資
料
は
会
報
に
同
封
） 

                         ２ 

 



シ
リ
ー
ズ 

世
田
谷
と
わ
た
し 

 

第
七
回 

〝 

世
田
谷
と
僕 

〟 
 
 
 
 
 
 
 

池
辺 

晋
一
郎 

 

僕
の
本
籍
は
世
田
谷
区
北
沢
だ
。
生
粋
の
世
田
谷
っ
子
だ
。 

し
か
し
、
出
身
は
茨
城
県
水
戸
市
と
公
称
し
て
い
る
。
そ
の

辺
の
事
情
か
ら
話
を
始
め
よ
う
。 

 

僕
は
戦
争
中
の
生
ま
れ
だ
。
ま
だ
新
婚
と
い
っ
て
い
い
両

親
の
住
ま
い
は
、
北
沢
だ
っ
た
。
だ
が
、
父
は
出
征
。
母
は

自
分
の
郷
里
に
疎
開
し
、
そ
こ
で
僕
を
産
ん
だ
。
そ
れ
が
水

戸
な
の
で
あ
る
。
や
が
て
終
戦
。
父
は
帰
還
し
た
も
の
の
結

核
療
養
所
に
入
り
、
東
京
へ
戻
る
こ
と
が
し
ば
ら
く
叶
わ
な

か
っ
た
。
僕
も
病
弱
で
、
小
学
校
就
学
が
一
年
遅
れ
る
。
ま

も
な
く
父
は
東
京
の
仕
事
に
復
帰
し
た
が
、
北
沢
の
親
（
す

な
わ
ち
僕
の
祖
父
母
）
の
家
と
水
戸
の
往
復
。
僕
の
小
学
校

卒
業
を
待
っ
て
家
族
で
東
京
へ
。
前
記
祖
父
母
の
家
に
同
居

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

僕
の
世
田
谷
住
ま
い
は
、
こ
う
し
て
始
ま
っ
た
わ
け
。
転

校
す
る
こ
と
な
く
、
区
立
北
沢
中
学
へ
入
学
。
私
立
に
進
む

者
は
別
と
し
て
、
区
域
内
の
北
沢
と
東
大
原
小
学
校
の
全
員
、

守
山
と
池
ノ
上
小
学
校
の
半
数
が
集
ま
る
。
そ
の
中
で
、
僕

は
ま
さ
し
く
、
外
様
だ
。
な
の
に
、
入
学
式
の
日
に
早
く
も

幾
人
か
の
親
し
い
友
が
で
き
た
。
た
が
い
の
家
が
近
か
っ
た

せ
い
も
あ
り
、
こ
の
仲
間
と
は
、
毎
日
遊
び
呆
け
た
。
振
り

返
っ
て
驚
く
の
は
、
中
学
生
の
行
動
半
径
の
広
さ
。
北
沢
を

起
点
に
北
は
笹
塚
、
南
は
駒
場
公
園
か
ら
三
宿
近
辺
、
東
は 

 

大
山
公
園
あ
た
り
ま
で
走
り
回
っ
た
。
西
は
、
根
津
山
（
現
・ 

羽
根
木
公
園
）
だ
。
こ
の
漢
字
が
正
し
い
か
ど
う
か
、
知
ら

な
い
。
ネ
ヅ
ヤ
マ
と
呼
ん
で
い
た
だ
け
。
考
え
て
み
れ
ば
、

こ
の
う
ち
に
は
渋
谷
区
や
目
黒
区
が
含
ま
れ
て
い
る
。
世
田

谷
区
の
東
北
端
に
位
置
す
る
が
ゆ
え
に
、
活
動
領
域
は
自
然

に
区
の
境
界
を
越
え
る
。
そ
の
意
識
す
ら
、
な
い
。 

 

そ
う
い
え
ば
、
前
記
「
根
津
山
」
で
、
あ
る
時
草
む
ら
に

や
や
大
き
め
の
虫
か
ご
状
の
も
の
が
捨
て
ら
れ
て
い
る
の

を
見
つ
け
た
。
中
で
、
ハ
ツ
カ
ネ
ズ
ミ
が
一
匹
、
元
気
に
動

き
回
っ
て
い
る
。
僕
は
そ
い
つ
を
持
ち
帰
り
、
家
で
し
ば
ら

く
飼
っ
た
。
動
物
が
好
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
僕
の
部
屋
に

は
、
ジ
ュ
ウ
シ
マ
ツ
、
カ
ナ
リ
ア
な
ど
も
同
居
し
て
い
た
。

餌
の
ア
ワ
や
ヒ
エ
な
ど
は
、
近
所
の
小
母
さ
ん
の
所
で
入
手

す
る
。
今
思
え
ば
そ
こ
は
店
で
は
な
く
、
ま
さ
に
バ
ラ
ッ
ク
。

そ
ん
な
た
た
ず
ま
い
を
不
思
議
に
も
感
じ
な
い
、
戦
後
十
数

年
の
時
代
だ
っ
た
。 

 

つ
ま
り
、
自
然
が
ふ
ん
だ
ん
に
残
っ
て
い
た
水
戸
で
過
ご

し
た
小
学
生
時
代
と
、
た
い
し
て
変
わ
ら
な
か
っ
た
わ
け
だ
。 

か
つ
て
北
沢
で
は
川
で
ザ
リ
ガ
ニ
を
獲
っ
た
り
し
た
と
父

は
言
っ
て
い
た
が
、
僕
の
中
学
生
時
代
は
、
ま
だ
そ
の
延
長

線
上
だ
っ
た
と
思
う
。 

そ
ん
な
中
で
僕
は
高
校
へ
進
み
、
毎
日
東
北
沢
か
ら
新
宿

ま
で
、
小
田
急
線
で
通
っ
た
。
あ
の
こ
ろ
の
朝
の
ラ
ッ
シ
ュ

は
、
も
の
す
ご
か
っ
た
。
新
宿
に
着
く
と
人
混
み
に
カ
バ
ン 

が
ひ
っ
か
か
っ
て
下
車
で
き
ず
、
つ
い
に
手
を
離
さ
ざ
る
を

得
ず
、
人
が
ま
ば
ら
に
な
っ
て
か
ら
散
乱
し
た
道
具
を
ひ
と

り
拾
わ
ざ
る
を
得
ず
…
…
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ま
で
あ
っ

た
。
そ
の
小
田
急
も
、
今
や
地
下
で
複
々
線
化
。
ラ
ッ
シ
ュ

も
穏
や
か
に
な
り
、
も
ろ
も
ろ
隔
世
の
感
が
あ
る
。
そ
う
い

え
ば
、
先
ご
ろ
、
近
隣
の
学
校
の
統
合
で
生
ま
れ
た
「
下
北

沢
小
学
校
」
の
校
歌
を
作
曲
し
た
。
地
元
在
住
ゆ
え
依
頼
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
世
田
谷
色
の
濃
い
住
人
に
な
っ
た
な
、
と

実
感
す
る
こ
と
し
き
り
だ
。 

 
 
 
 
 
 

（
作
曲
家
） 

 

執
筆
者
紹
介 

交
響
曲
十
曲
、
オ
ペ
ラ
「
鹿
鳴
館
」「
高
野
聖
」
他
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

合
唱
曲
、
室
内
楽
多
数
。
著
書
多
数
。
世
田
谷
区
在
住
。 

                     
 
 
 

 
        

ヨ
ソ
の
文
学
館
・
記
念
館 

【
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン 

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
コ
ー
ナ
ー
】 

日
本
人
と
な
っ
た
キ
ー
ン
・
ド
ナ
ル
ド
（
雅
号
・
鬼
怒
鳴
門
）

さ
ん
は
こ
こ
に
居
る
。「
赤
レ
ン
ガ
図
書
館
」
と
呼
ん
で
地
元
の
キ

ー
ン
さ
ん
も
気
に
入
っ
て
い
た
東
京
・
北
区
立
中
央
図
書
館
の
一

階
角
部
屋
に
「
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン 

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
コ
ー
ナ
ー
」

は
あ
る
。
二
月
二
十
四
日
、
日
曜
の
朝
、
テ
ロ
ッ
プ
に
九
十
六
歳

で
逝
去
と
速
報
が
流
れ
、
思
わ
ず
「
新
元
号
を
聞
か
ず
に
…
」
と

呟
い
た
。
翌
第
四
月
曜
の
開
館
日
こ
こ
で
偲
ん
だ
。 

既
に
初
老
の
男
性
が
一
人
、
閲
覧
席
に
座
っ
て
キ
ー
ン
さ
ん
の

最
近
の
著
書
『
正
岡
子
規
』
を
読
ん
で
お
ら
れ
た
。「
寄
贈
し
た
本

に
は
私
の
書
き
込
み
が
あ
り
ま
す
が
、
図
書
館
の
本
に
書
き
込
み

し
て
は
い
け
ま
せ
ん
よ
」
と
ユ
ー
モ
ア
あ
ふ
れ
る
キ
ー
ン
さ
ん
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
の
と
お
り
、
日
本
の
参
考
文
献
な
ど
の
多
く
に
小
さ

な
英
語
の
書
き
込
み
を
見
つ
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
寄
贈
図
書
は

和
書
・
洋
書
計
七
八
八
冊
に
及
ぶ
。 

英
語
版
『
日
本
文
學
選
集
』
の
扉
に
は
「to M

other w
ith love, 

D
onald

」
と
お
母
さ
ん
に
宛
て
た
直
筆
の
サ
イ
ン
が
あ
る
。
三
十

代
前
半
、
初
め
て
京
都
大
学
大
学
院
に
留
学
し
た
時
に
書
き
上
げ

た
キ
ー
ン
さ
ん
の
熱
い
思
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
本
の
お
蔭

で
日
本
文
学
を
広
く
海
外
に
紹
介
す
る
き
っ
か
け
が
で
き
、
今
で

は
、
世
界
各
地
で
日
本
文
学
の
教
育
、
研
究
、
翻
訳
に
従
事
し
て

い
る
人
の
必
須
本
に
な
っ
て
い
る
。 

「
こ
れ
が
最
後
と
思
っ
た
こ
と
は
な
い
」
と
言
っ
て
い
た
と
い

う
キ
ー
ン
さ
ん
は
二
〇
一
一
年
か
ら
「
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
著
作

集
」（
全
十
五
巻
）
の
刊
行
を
続
け
て
き
た
。
奇
し
く
も
平
成
が
終

り
を
告
げ
よ
う
と
し
て
い
た
今
春
、
別
巻
を
出
し
て
完
結
の
時
、

誰
よ
り
も
日
本
人
で
あ
っ
た
そ
の
人
は
、
今
度
は
こ
こ
か
ら
「
怒

鳴
り
」、
励
ま
し
続
け
て
く
れ
る
。 

住 

所 

東
京
都
北
区
十
条
台
一-

二-

五 

北
区
立
中
央
図
書
館 

電 

話 

〇
三
―
五
九
九
三
―
一
一
二
五 

入
館
料 

無
料 

休
館
日 

第
一
・
三
・
五
月
曜
日 （

友
の
会
会
員 

幾
田
充
代
） 

 
 

               
                      ３ 



４ 

わたしの一冊 

『松本清張の「遺言」

―『神々の乱心』を 

読み解く』 

  原 武史 著 

  文春新書 刊 

樹所 秀子 

新
春
散
歩 

「
向
島
ゆ
か
り
の
文
人
た
ち
を
訪
ね
る
」
に
参
加
し
て 

中
山 

美
智
子 

 

向
島
へ
の
新
春
散
歩
当
日
（
平
成
三
一
年
一
月
二
三
日
）
、

曳
舟
駅
に
は
地
元
の
墨
田
区
観
光
ガ
イ
ド
の
方
々
が
迎
え

て
く
だ
さ
り
、
総
勢
四
十
一
名
に
て
出
発
。 

ス
カ
イ
ツ
リ
ー
を
眺
め
つ
つ
ま
ず
幸
田
露
伴
旧
居
跡
に

向
い
ま
す
。
途
中
墨
田
川
高
校
歌
碑
（
露
伴
作
詞
）
に
寄
る
。 

向
っ
た
蝸
牛
庵
は
今
、
児
童
公
園
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
碑 

文
に
は
露
伴
の
作
品
『
運
命
』
の
冒
頭
部
分
が
書
か
れ
て
あ 

り
、
会
員
の
堀
伸
雄
氏
が
そ
の
場
で
朗
読
し
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。 

 

次
に
隅
田
川
沿
い
の
鳩
の
街
に
向
い
ま
す
。
そ
こ
は
普
通 

の
商
店
街
と
も
住
宅
街
と
も
異
な
る
独
特
の
雰
囲
気
が
漂

っ
て
お
り
、
狭
い
道
の
両
側
に
二
階
建
て
の
長
屋
が
遠
く
ま

で
連
な
っ
て
い
ま
し
た
。
戦
前
、
戦
後
に
か
け
そ
こ
は
花
街

と
し
て
、
約
三
百
軒
も
あ
り
賑
わ
っ
て
い
た
と
の
こ
と
。
そ

の
商
店
街
の
中
、
吉
川
英
治
旧
居
跡
が
あ
り
、
案
内
板
に
は

花
街
に
住
む
女
性
と
暮
ら
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
し

た
。 

 

次
に
訪
れ
た
の
は
正
岡
子
規
が
三
カ
月
程
住
ん
で
い
た

と
い
う
長
命
寺
そ
ば
の
桜
餅
店
。
近
く
に
言
問
団
子
店
も
あ

り
ま
し
た
。
ま
た
、
森
鷗
外
が
十
歳
の
時
、
津
和
野
藩
典
医

の
父
と
上
京
し
た
と
い
う
曳
舟
川
近
く
の
旧
居
跡
を
訪
れ

ま
し
た
。
鷗
外
の
「
鷗
」
は
「
か
も
め
」
の
意
味
が
あ
り
、

曳
舟
居
士
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
と
同
じ
向
島
に
ち
な
ん
で
つ
け

た
と
の
こ
と
。 

 

 

墨
田
公
園
側
に
は
堀
辰
雄
、
佐
多
稲
子
、
二
人
の
旧
居
跡 

が
あ
り
『
驢
馬
（
ろ
ば
）
』
の
同
人
仲
間
だ
っ
た
こ
と
が
解 

り
ま
し
た
。 

 

昼
食
は
下
町
割
烹
上
総
屋
。
そ
の
後
、
す
み
だ
郷
土
文
化 

資
料
館
を
見
学
し
ま
し
た
。 

 

資
料
館
で
は
、
昭
和
二
十
年
三
月
十
日
の
東
京
大
空
襲
で 

墨
田
区
の
七
割
を
焼
失
、
そ
の
体
験
を
区
民
が
描
い
た
絵
三 

百
点
近
く
を
順
次
展
示
し
て
い
ま
す
。
当
日
、
Ｂ
２
９
は
約 

三
百
機
飛
来
、
焼
夷
弾
一
六
六
五
ト
ン
投
下
、
わ
ず
か
二
時 

間
半
で
死
者
十
万
人
以
上
と
な
り
東
京
の
空
襲
は
八
月
十

五
日
ま
で
に
合
計
百
回
に
も
及
び
ま
し
た
。 

 

ま
た
後
日
い
た
だ
い
た
資
料
の
中
に
昭
和
十
六
年
の
向

島
の
地
図
が
あ
り
改
め
て
よ
く
見
て
み
ま
し
た
。
向
島
は
隅

田
川
、
荒
川
放
水
路
、
十
間
川
、
中
川
の
四
つ
の
川
の
中
に

町
が
あ
り
、
ま
さ
に
地
名
の
通
り
島
の
様
な
所
だ
っ
た
の
で

す
ね
。
さ
ら
に
曳
舟
川
、
中
井
堀
が
町
中
を
流
れ
東
武
鉄
道
、 

京
成
電
鉄
が
走
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
国
民
学
校
十
五
校
、 

花
王
、
資
生
堂
等
の
石
鹸
工
場
、
明
治
製
菓
、
ビ
ー
ル
、
酒 

造
会
社
、
紡
績
、
革
工
場
、
二
ヶ
所
の
私
娼
街
、
大
学
艇
庫 

等
が
有
り
ま
す
。 

 
佐
多
稲
子
の
作
品
『
煙
草
工
女
』
に
は
工
場
託
児
所
に 

乳
児
を
預
け
休
み
時
間
に
乳
を
与
え
、
オ
ム
ツ
を
洗
う
女
工 

の
姿
、
工
場
の
排
液
で
の
川
の
汚
れ
な
ど
が
描
か
れ
て
い
ま

し
た
。
当
時
は
中
小
の
町
工
場
が
沢
山
あ
り
向
島
区
、
本
所

区
合
わ
せ
て
四
十
八
万
の
人
口
密
集
地
だ
っ
た
こ
と
も
知

り
ま
し
た
。 

 

今
回
の
向
島
訪
問
を
通
し
明
治
、
大
正
、
昭
和
の
時
代
を 

墨
田
区
で
暮
し
、
生
き
て
き
た
作
家
達
、
人
々
を
想
像
し
身 

近
に
感
じ
学
ぶ
、
そ
の
入
口
に
立
つ
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。 

 

敗
戦
か
ら
七
十
四
年
目
、
復
興
し
た
墨
田
区
は
現
在
マ
ン 

シ
ョ
ン
も
増
え
平
成
三
十
年
に
は
人
口
二
十
七
万
と
な
り

ま
し
た
。
春
の
隅
田
川
、
向
島
を
も
う
一
度
ゆ
っ
く
り
訪
れ

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

（
友
の
会
会
員
） 

松
本
清
張
の
遺
作
で
あ

る
『
神
々
の
乱
心
』
は
、 

上
・
下
巻
に
わ
た
り
収
め 

ら
れ
た
長
編
小
説
で
あ
る
。

未
完
で
終
わ
っ
て
お
り
、 

作
者
が
ど
の
よ
う
な
終
わ 

り
方
に
し
た
か
っ
た
か
は 

謎
で
あ
り
、
そ
こ
も
興
味 

深
い
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。 

 

そ
の
作
品
を
、
原
武
史
氏
が
こ
の
小
説
を
深
く
読
み
解
き
、

読
者
に
理
解
し
や
す
く
ま
と
め
上
げ
た
の
が
標
記
の
本
で

あ
る
。 

 

松
本
清
張
の
徹
底
し
た
調
べ
上
げ
の
作
業
に
よ
り
、
様
々

な
歴
史
的
事
実
が
浮
か
び
上
が
っ
て
い
く
。 

 

歴
史
・
地
理
・
鉄
道
な
ど
を
上
手
く
駆
使
し
た
文
章
の
流

れ
に
よ
り
、
最
後
の
ペ
ー
ジ
ま
で
飽
き
る
こ
と
な
く
読
み
終

え
る
こ
と
が
出
来
る
。 

 

原
武
史
氏
は
日
本
政
治
思
想
史
が
専
門
で
あ
る
だ
け
に
、

歴
史
的
事
実
に
沿
っ
て
『
神
々
の
乱
心
』
を
読
み
解
い
て
い

る
。 

 

ま
た
、
聖
域
と
も
い
う
べ
き
皇
室
の
エ
リ
ア
に
も
可
能
な

限
り
踏
み
込
ん
で
い
る
。
目
に
見
え
な
い
薄
い
ベ
ー
ル
が
、

一
枚
一
枚
剥
が
さ
れ
て
い
く
か
の
よ
う
な
緊
張
感
も
あ
る
。 

 

『
神
々
の
乱
心
』
は
長
編
小
説
な
の
で
登
場
人
物
が
多
い

が
、
原
武
史
氏
は
こ
の
本
の
巻
末
に
、
関
連
年
表
と
共
に
そ

れ
も
掲
載
し
て
お
り
、
と
て
も
参
考
に
な
っ
た
。 

 

二
〇
一
九
年
五
月
に
は
元
号
が
改
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
を

踏
ま
え
て
、
『
神
々
の
乱
心
』
を
読
み
解
く
作
品
と
し
て
、

実
に
良
い
機
会
な
の
で
は
な
い
か
と
痛
感
し
た
。 

 

（
友
の
会
会
員
）



講
座 

「
文
学
の
力
で
祖
国
中
国
の
改
革
を
担
っ
た
魯
迅
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

斉
藤 

明 

 
 

二
〇
一
八
年
十
月
四
日
、
早
稲
田
大
学
名
誉
教
授
岸
陽
子 

先
生
の
世
田
谷
文
学
館
で
の
講
演
テ
ー
マ
は
「
中
国
を
識
る 

た
め
に
魯
迅
を
読
も
う
！
」
で
あ
っ
た
。
先
生
は
近
現
代
中 

国
の
知
識
人
と
民
衆
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
魯
迅
の
作
品 

と
思
想
や
活
動
な
ど
に
つ
い
て
お
話
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
。 

一
三
〇
〇
年
に
渡
っ
て
中
国
の
官
僚
体
制
を
支
え
て
き
た

科
挙
制
度
は
一
九
〇
五
年
に
廃
止
さ
れ
る
が
、
そ
の
功
罪
の

中
で
魯
迅
は
特
に
知
識
階
級
の
民
衆
か
ら
の
乖
離
を
問
題
視

し
「
知
識
人
が
変
わ
ら
な
け
れ
ば
社
会
は
変
え
ら
れ
な
い
」

と
し
て
、
実
社
会
の
現
実
に
向
き
合
お
う
と
し
な
い
古
典
学

識
主
義
知
識
人
を
、
作
品
を
通
し
て
痛
烈
に
批
判
し
た
。
現

代
で
も
学
識
人
と
庶
民
と
の
思
考
落
差
は
大
き
く
、
岸
先
生

は
香
港
や
北
京
在
住
中
の
驚
き
の
体
験
実
例
を
紹
介
さ
れ
た
。

さ
ら
に
儒
教
思
想
に
よ
る
家
父
長
制
や
男
尊
女
卑
社
会
の
実

態
を
暴
い
た
作
品
な
ど
に
触
れ
た
後
、
弟
の
周
作
人
や
魯
迅

が
生
涯
尊
敬
し
続
け
た
藤
野
先
生
の
こ
と
、
魯
迅
と
生
活
を

共
に
し
活
動
を
助
け
た
新
し
い
時
代
の
女
性
許
広
平
の
こ
と
、

ま
た
中
国
文
学
の
第
一
人
者
で
魯
迅
研
究
で
も
有
名
な
恩
師

故
竹
内
好
氏
と
の
思
い
出
、
農
民
出
身
で
中
国
最
初
の
ノ
ー

ベ
ル
文
学
賞
受
賞
者
莫
言
氏
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
も
聞
か

せ
て
く
だ
さ
っ
た
。 

私
は
受
講
後
、
激
動
の
中
国
近
代
史
を
調
べ
、
魯
迅
作
品

を
改
め
て
読
み
直
し
た
。
一
八
四
〇
年
の
ア
ヘ
ン
戦
争
を
契

機
と
す
る
列
強
の
半
植
民
地
化
侵
略
は
、
幾
多
の
不
平
等
条

約
闘
争
や
内
乱
を
起
こ
す
。
武
昌
起
義
辛
亥
革
命
に
よ
っ
て

一
九
一
二
年
遂
に
清
王
朝
が
滅
び
、
ア
ジ
ア
初
の
共
和
制
国

家
中
華
民
国
が
誕
生
す
る
が
、
孫
文
の
後
を
継
い
だ
袁
世
凱

の
専
横
に
よ
っ
て
軍
閥
割
拠
の
混
乱
と
民
衆
の
貧
苦
が
続
く
。

魯
迅
は
、
医
者
と
な
っ
て
人
の
肉
体
を
治
す
よ
り
精
神
を
治

す
こ
と
が
急
務
と
考
え
、
知
識
人
の
民
衆
一
体
化
と
儒
教
思

想
か
ら
の
民
衆
解
放
を
図
る
べ
く
、
口
語
文
で
『
狂
人
日
記
』

『
阿
Ｑ
正
伝
』
や
多
く
の
雑
文
を
発
表
し
続
け
る
が
、
社
会

主
義
新
国
家
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
を
見
ず
に
一
九
三
六

年
五
十
五
歳
で
没
す
る
。 

私
は
岸
先
生
の
講
義
に
よ
り
、
文
学
者
魯
迅
の
真
の
偉
大

さ
を
理
解
し
た
。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

新
元
号
「
令
和
」
発
表
前
後
に
思
う
こ
と 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

糸
井 

久 

  

新
元
号
「
令
和
」
の
発
表
以
後
、
讃
辞
が
溢
れ
、
国
中
お

祝
い
ム
ー
ド
で
お
祭
り
騒
ぎ
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
私
に

は
ど
う
も
「
令
」
に
好
感
が
持
て
な
い
で
い
る
。 

 

幕
末
に
「
令
」
が
新
元
号
選
定
に
関
わ
っ
た
事
が
あ
る
。

孝
明
天
皇
文
久
四
年
（
一
八
六
四
）に
朝
廷
で
改
元
を
考
え
、

元
号
名
に「
令
徳
」「
元
治
」を
選
び
徳
川
幕
府
に
内
示
し
た
。

と
こ
ろ
が
老
中
の
間
で
第
一
候
補
「
令
徳
」
は
〈
朝
廷
が
徳

川
に
命
令
す
る
〉
意
が
あ
る
と
不
満
で
内
諾
を
渋
っ
た
の
で

あ
る
。
当
時
元
号
決
定
権
は
朝
廷
に
あ
っ
た
の
で
幕
府
側
で

は
表
だ
っ
て
反
対
を
表
明
で
き
ず
、
松
平
慶
永
が
関
白
に
仲

介
を
頼
み
よ
う
や
く
第
二
候
補
「
元
治
」
を
選
定
す
る
こ
と

と
な
っ
た
と
い
う
史
実
で
あ
る
。「
令
」
に
は
〈
公
的
な
組
織

が
処
分
命
令
を
伝
え
る
〉
意
が
あ
る
と
老
中
が
解
し
て
い
た

の
だ
。
私
も
幼
時
の
記
憶
に
「
召
集
令
状
」
が
あ
る
か
ら
老

中
と
同
じ
意
に
理
解
し
て
い
る
。 

 

「
令
和
」
は
万
葉
集
巻
五
に
大
伴
旅
人
の
私
邸
で
開
か
れ

た
「
梅
花
の
宴
」
の
三
十
二
首
の
和
歌
に
添
え
ら
れ
た
漢
文

の
序
中
の
「
初
春
令
月
、
氣
淑
風
和
」〈
今
は
正
月
の
め
で
た

い
月
、
風
は
心
よ
く
や
わ
ら
か
に
吹
い
て
い
る
〉
か
ら
好
字

と
し
て
〈
美
し
い
。
良
い
評
判
〉
の
意
で
と
ら
れ
て
い
る
。 

 

「
明
治
」
が
元
号
と
な
っ
た
後
、
逆
さ
に
読
み
〈
治
ま
る 

め
い
〉
と
か
ら
か
わ
れ
た
事
が
あ
り
、「
令 

ス

レ

和 

ヲ

」
と 

し
て
〈
（
お
上
が
）
美
し
い
と
思
う
平
和
を
（
国
民
に
）
命
令

す
る
〉
と
読
む
の
は
如
何
だ
ろ
う
か
。 

 

万
葉
集
よ
り
採
用
の
お
陰
で
万
葉
関
係
の
本
の
売
れ
行
き

が
好
調
だ
と
聞
く
。
文
科
省
が
大
学
の
文
系
学
部
と
く
に
文

学
部
の
縮
小
廃
止
を
率
先
提
唱
し
て
い
て
、
国
文
学
研
究
は

絶
滅
危
惧
種
の
学
と
な
り
つ
つ
あ
る
時
に
有
難
い
こ
と
で
あ

る
。
だ
が
元
号
発
表
後
俄
に
日
本
の
〝
国
書
〟
よ
り
選
定
し

た
と
政
府
が
強
調
す
る
の
は
不
思
議
で
な
ら
な
い
。
何
か
隠

れ
た
企
み
が
あ
る
か
と
私
は
勘
繰
っ
て
い
る
。 

 

元
号
は
時
代
の
理
念
を
表
わ
す
。
そ
の
実
体
化
は
時
代
を

生
き
る
人
々
の
意
志
と
行
動
に
よ
っ
て
い
る
。
こ
の
連
休
中

国
内
に
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
間
近
の
熱
気
が
満
ち
て
き
た

し
、
さ
ら
に
改
元
を
祝
っ
て
全
国
的
な
お
祭
り
騒
ぎ
が
加
わ

っ
た
。
そ
の
狭
間
に
二
〇
二
〇
年
に
改
憲
実
現
の
決
意
を
語

る
人
も
い
る
。
私
が
幕
末
の
「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」
騒
動
の

再
来
を
思
う
の
は
、
杞
憂
だ
ろ
う
か
。 

二
〇
一
九
・
五
・
五
記 

（
友
の
会
会
員
） 
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講
座 

「
啄
木
短
歌
の
魅
力
」
を
拝
聴
し
て 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北
條 

忠
政 

 
 

 

講
師
の
大
室
精
一
先
生
は
、
萬
葉
集
と
共
に
石
川
啄
木
が 

ご
専
門
。
特
に
「
国
際
啄
木
学
会
」
副
会
長
を
務
め
ら
れ
る

啄
木
研
究
の
泰
斗
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
啄
木
は
詩
、
小
説
、

評
論
等
で
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
本
講
義
は
短
歌
が
主
題
。 

 

啄
木
短
歌
と
言
え
ば
、
あ
の
「
東
海
の
小
島
の
磯
の
白
砂

に
…
…
」
や
「
た
わ
む
れ
に
母
を
背
負
い
て
そ
の
あ
ま
り
…

…
」
な
ど
、
直
ぐ
に
も
口
を
つ
い
て
出
て
来
る
歌
が
多
い
。

そ
し
て
共
感
で
き
る
歌
が
多
い
の
も
事
実
だ
が
、
一
筋
縄
で

は
い
か
な
い
作
品
も
多
い
と
い
う
の
が
啄
木
の
特
色
だ
と
い

う
前
提
で
講
義
が
始
ま
る
。 

 

前
半
は
、
啄
木
の
第
一
歌
集
『
一
握
の
砂
』
を
主
体
と
し

た
代
表
作
十
首
と
、
各
テ
ー
マ
に
関
連
し
た
二
十
首
を
鑑
賞

さ
れ
た
が
、
期
せ
ず
し
て
そ
れ
は
啄
木
の
少
年
期
か
ら
不
幸

な
流
浪
の
旅
路
に
重
な
る
。
知
っ
て
い
る
歌
で
も
作
歌
の
背

景
が
分
か
る
と
そ
の
理
解
は
格
段
に
深
ま
る
こ
と
を
改
め
て

知
ら
さ
れ
る
。 

 

後
半
は
、
先
生
の
研
究
成
果
の
真
骨
頂
と
言
う
べ
く
、
啄

木
歌
集
の
独
特
の
編
集
に
新
た
な
解
明
の
切
り
込
み
が
披
露

さ
れ
た
。
例
え
ば
、
一
頁
に
三
行
詩
二
首
が
原
則
な
の
に
、

「
節
」
の
最
終
の
歌
は
右
ペ
ー
ジ
の
右
側
に
一
首
だ
け
と
い

う
手
法
が
採
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
一
貫
す
る
た
め
に
一

首
補
填
し
た
り
、
更
に
思
い
切
っ
た
「
推
敲
」
と
い
う
よ
り

む
し
ろ
改
作
ま
で
し
て
い
る
こ
と
を
立
証
さ
れ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇ 
 

先
生
は
冒
頭
、「
私
の
顔
は
十
六
歳
の
啄
木
の
半
世
紀
後
の

顔
で
、
啄
木
そ
っ
く
り
さ
ん
と
言
わ
れ
る
の
で
す
」
と
座
を

和
ま
せ
て
く
だ
さ
っ
た
。
ま
た
、
資
料
に
は
随
所
に
ク
イ
ズ

「
三
択
」
を
混
ぜ
て
考
え
さ
せ
た
り
、
三
行
詩
を
先
生
に
つ

い
て
唱
和
さ
せ
る
な
ど
し
て
、
啄
木
の
世
界
に
自
然
に
溶
け

込
ま
せ
る
雰
囲
気
づ
く
り
を
さ
れ
た
。
貴
重
な
文
献
、
写
真

集
、
ご
自
身
の
ご
著
書
等
の
披
露
も
し
て
い
た
だ
い
た
。 

 

惜
し
む
ら
く
は
、
時
間
が
休
憩
を
含
め
て
二
時
間
は
短
か

過
ぎ
た
。
代
表
作
の
鑑
賞
自
体
、
先
生
も
時
間
が
無
い
か
ら

と
ピ
ッ
チ
を
上
げ
て
お
ら
れ
た
。
ご
事
情
が
許
せ
ば
先
生
の

今
回
の
「
続
編
」、
そ
れ
も
関
連
を
少
し
広
げ
て
後
二
、
三
回

お
願
い
し
た
い
と
こ
ろ
だ
。
最
後
に
緻
密
な
資
料
を
い
た
だ

い
た
こ
と
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。 

 
 

（
友
の
会
会
員
） 

（
平
成
三
十
一
年
二
月
一
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 

 
 

 

 

せ
た
が
や
文
化
財
団
三
館
友
の
会
交
流
会 

開
催 

平
成
三
十
年
度
「
第
十
五
回
三
館
友
の
会
交
流
会
」
は
十

一
月
十
三
日
、
世
田
谷
文
学
館
で
開
催
さ
れ
た
。
世
田
谷
パ

ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
、
世
田
谷
美
術
館
、
世
田
谷
文
学
館
の

三
館
友
の
会
会
員
を
中
心
に
六
十
余
名
の
集
い
と
な
っ
た
。 

第
一
部
で
は
、
文
学
館
友
の
会
平
出
洸
会
長
、
美
術
館
酒

井
忠
康
館
長
の
挨
拶
の
後
、
各
館
友
の
会
の
活
動
を
報
告
。 

 

次
に
、
文
学
館
「
筒
井
康
隆
展
」
を
観
覧
、
ア
ト
ラ
ク
シ

ョ
ン
へ
。
北
原
白
秋
作
詞
・
山
田
耕
筰
作
曲
に
よ
る
イ
ン
ド

民
話
「
ポ
ス
ト
マ
ニ
（
芥
子
粒
夫
人
）」
を
ソ
プ
ラ
ノ
歌
手
が

歌
い
、
そ
の
壮
大
な
バ
ラ
ー
ド
に
一
同
感
動
し
た
。 

テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
は
、
世
田
谷
区
岡
田
篤
副
区
長
、
せ
た

が
や
文
化
財
団
永
井
多
惠
子
理
事
長
を
迎
え
て
始
ま
っ
た
。

冒
頭
に
平
出
会
長
よ
り
、
文
学
館
友
の
会
二
十
周
年
を
記
念

し
て
菅
野
昭
正
文
学
館
館
長
の
協
力
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
文
人

た
ち
の
箴
言
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
ク
リ
ア
ホ
ル
ダ
ー
贈
呈
の
案

内
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
友
の
会
朝
生
公
章
会
長
の
乾
杯

挨
拶
、
来
賓
紹
介
・
挨
拶
の
後
、
他
館
と
の
情
報
交
換
や
有

意
義
な
交
流
を
行
っ
た
。
来
年
度
当
番
年
の
美
術
館
友
の
会

よ
り
庄
司
マ
サ
エ
副
代
表
が
挨
拶
、
中
締
め
と
な
っ
た
。 

  
 
 

 

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

 

 

 

右から文学館友の会平出洸会長、 

アトラクション出演のソプラノ・和泉 

純子さん、ピアノ・高瀬奈美さん、

文学館友の会柴田光滋副会長 

        （撮影・幾田充代氏） 
                    
                                         
                                           
     

                                                 ６ 

         



世
田
谷
区
民
で
は
な
い
け
れ
ど
…
… 

〝 
父
の
思
い
出
と
と
も
に 

〟
～
茨
城
県
よ
り
～ 

 
 
 

山
中 

裕
子 

 

二
月
の
あ
る
晩
、
文
学
館
友
の
会
の
森
さ
ん
か
ら
原
稿
依

頼
の
電
話
が
あ
り
ま
し
た
。
突
然
の
こ
と
で
し
た
の
で
お
断

わ
り
し
よ
う
と
思
い
ま
し
た
が
、
そ
の
時
、
父
と
友
の
会
の

案
内
役
だ
っ
た
菊
地
宗
孝
さ
ん
の
顔
が
パ
ッ
と
浮
か
ん
だ
の

で
す
。 

 

父
（
山
中
秀
夫
）
は
日
本
橋
生
ま
れ
の
世
田
谷
育
ち
、
就

職
し
て
東
京
を
離
れ
ま
し
た
が
、
生
涯
東
京
、
特
に
世
田
谷

に
愛
着
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
世
田
谷
文
学
館
が

で
き
た
こ
と
を
知
り
喜
ん
で
一
緒
に
入
会
し
ま
し
た
。
父
の

書
斎
に
は
、
友
の
会
の
講
座
や
文
学
散
歩
の
レ
ジ
メ
が
い
く

つ
も
残
っ
て
い
ま
す
。
友
の
会
か
ら
の
案
内
が
届
く
と
、
さ

っ
そ
く
往
復
は
が
き
に
申
し
込
み
を
し
、
当
日
は
、
帽
子
を

か
ぶ
り
シ
ョ
ル
ダ
ー
バ
ッ
グ
を
肩
に
嬉
し
そ
う
に
出
か
け
て

行
っ
た
姿
が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。 

「
漱
石
を
読
む
」
の
講
座
は
五
回
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
二

回
は
野
外
講
座
で
し
た
。
雑
司
ヶ
谷
霊
園
や
護
国
寺
、
ニ
コ

ラ
イ
堂
、
山
の
上
ホ
テ
ル
周
辺
を
父
と
楽
し
く
参
加
し
た
こ

と
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
い
つ
も
先
頭
に
立
っ
て
説
明
し
て

く
だ
さ
っ
た
の
は
、
友
の
会
の
会
員
の
菊
地
宗
孝
さ
ん
で
す
。

そ
の
土
地
や
建
物
な
ど
に
つ
い
て
と
て
も
詳
し
く
知
っ
て
お

り
、
お
元
気
な
菊
地
さ
ん
に
、「
お
い
く
つ
く
ら
い
か
な
、
戦

争
に
は
行
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
言
い
な
が
ら
父
は
と
て
も

感
心
し
て
い
ま
し
た
。 

ま
た
、「
世
田
谷
を
歩
く
」
の
文
学
散
歩
で
は
、
実
家
の
あ

っ
た
代
田
の
近
く
に
萩
原
朔
太
郎
の
洋
館
が
あ
っ
た
こ
と
や
、

北
杜
夫
の
『
楡
家
の
人
々
』
に
出
て
く
る
場
所
な
ど
を
父
と

お
し
ゃ
べ
り
し
な
が
ら
一
緒
に
歩
い
た
こ
と
を
昨
日
の
こ
と

の
よ
う
に
思
い
出
し
ま
す
。
世
田
谷
か
ら
地
方
の
文
学
館
へ

と
父
が
案
内
役
と
な
り
、
茨
城
県
の
古
河
市
に
あ
る
「
古
河

文
学
館
」
や
「
永
井
路
子
旧
宅
」
等
を
見
学
、
そ
し
て
は
つ

せ
の
銘
菓
「
し
ら
た
ま
」
を
紹
介
し
皆
さ
ん
に
好
評
だ
っ
た

と
喜
ん
で
い
た
こ
と
も
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
父
が
逝
っ
て
七

年
、
あ
の
お
元
気
で
大
き
な
声
で
説
明
し
て
く
だ
さ
っ
た
菊

地
さ
ん
が
父
の
す
ぐ
後
に
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
知
り
大
変
驚

き
ま
し
た
。 

 

最
近
は
文
学
に
縁
の
な
か
っ
た
夫
も
一
緒
に
世
田
谷
文
学

館
に
足
を
運
び
特
別
展
を
見
た
り
、
旅
先
で
文
学
館
を
訪
ね

た
り
し
て
楽
し
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
、
孫

た
ち
を
連
れ
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
に
参
加
し
て
世
田
谷

文
学
館
と
の
縁
を
つ
な
い
で
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

（
友
の
会
会
員
） 

   

せ
た
ぶ
ん
・
う
お
っ
ち
ん
ぐ 

 

『
マ
ル
カ
ム
Ｘ
自
伝
』 

浜
本
武
雄
訳 

河
出
書
房
刊 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

鈴
木 

美
奈
子 

「
こ
の
本
が
出
る
と
き
に
ま
だ
私
が
生
き
て
い
た
ら
奇
跡

だ
」
の
予
言
通
り
暗
殺
さ
れ
た
黒
人
解
放
運
動
家
。
本
名
は

エ
ル
ー
ハ
ジ
・
マ
リ
ク
・
エ
ル
ー
シ
ャ
バ
ー
ス
、
徴
兵
検
査

の
と
き
だ
け
名
告
っ
た
。
こ
の
自
伝
は
著
者
の
異
常
な
死
の

シ
ョ
ッ
ク
が
さ
め
切
ら
な
い
う
ち
に
出
版
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま

な
反
響
を
巻
き
起
こ
し
た
。 

 

説
教
師
の
父
を
三
Ｋ
団
ら
し
き
黒
人
排
撃
主
義
者
団
体
に

殺
さ
れ
、
一
時
は
黒
人
社
会
の
ど
ん
底
で
、
ポ
ン
引
き
、
強

盗
、
麻
薬
常
習
、
白
人
の
情
婦
を
持
つ
な
ど
、
マ
ル
カ
ム
は

黒
人
社
会
の
、
い
な
ア
メ
リ
カ
社
会
の
悪
徳
と
歪
み
を
一
身

に
集
中
し
た
よ
う
な
人
間
だ
っ
た
。
そ
の
彼
が
刑
務
所
の
中

で
文
字
を
覚
え
、
読
書
の
中
か
ら
高
度
の
知
性
を
獲
得
し
、

ブ
ラ
ッ
ク
・
ム
ス
リ
ム
の
最
も
戦
闘
的
な
リ
ー
ダ
ー
か
ら
今

ま
で
に
な
い
新
し
い
理
念
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
黒
人
の
解
放

運
動
を
展
開
し
よ
う
と
し
た
矢
先
の
非
業
の
死
で
あ
っ
た
。 

 

 

 

被
抑
圧
大
衆
の
よ
り
大
き
な
国
際
連
帯
の
自
覚
を
第
一
に
、

第
二
に
ア
メ
リ
カ
黒
人
の
集
団
と
し
て
の
経
済
的
自
立
の
重

要
性
、
第
三
に
は
、
白
人
な
ど
あ
ら
ゆ
る
人
種
と
の
交
流
は

認
め
る
が
、
他
方
、
一
切
を
黒
人
だ
け
の
力
で
取
り
し
き
っ

て
白
人
の
参
加
を
認
め
な
い
、
と
い
う
方
針
は
彼
自
ら
が
組

織
し
よ
う
と
し
た
「
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
統
一
機
構
」

の
綱
領
と
し
て
彼
の
思
想
の
根
幹
を
な
す
も
の
。
特
に
回
教

が
、
ア
メ
リ
カ
黒
人
に
と
っ
て
非
常
に
求
め
ら
れ
て
い
る
、

と
言
う
。 

 

一
読
、
テ
ー
マ
は
重
い
け
れ
ど
、
な
ん
と
言
っ
て
も
主
人

公
が
ク
ー
ル
な
ジ
ャ
ズ
マ
ン
、
生
命
力
に
溢
れ
た
ブ
ラ
ッ
ク

パ
ワ
ー
に
勇
気
を
い
た
だ
い
た
本
で
あ
っ
た
。 

（
友
の
会
会
員
） 

                       ７ 
 



～こういう催しがありました～（２０１８年１０月～２０１９年４月） 

【講演・講座】                                    （企画委員会） 

月 日 講演・講座名 講 師 内   容 

2018 年 

10 月 4日 

講座 

中国を識るために魯迅を 

読もう！ 

岸 陽子氏 

近代中国の作家・魯迅の『狂人日記』が 1918 年に

発表されて 100年の節目を迎えた。変革期の中国に

身を置き、強靭な精神と冷徹な眼差しで中国社会の

暗部を自身の痛みとして描き出し、やがて変革の旗

手は「新しい知識人」へ。農民出身の作家として誕

生した莫言は 2012年ノーベル文学賞を受賞した。 

11 月 13 日 

公益財団法人せたがや文化 

財団三館友の会交流会公演 

作詞・北原白秋、作曲・山田耕

筰によるインド民話の歌 

「芥子粒夫人（ポストマニ）」 

ｿﾌﾟﾗﾉ 

和泉 純子氏 

ﾋﾟｱﾉ 

高瀬 奈美氏 

せたがや文化財団の三館である世田谷パブリック

シアター、世田谷美術館、世田谷文学館の友の会交

流会は 15 回目を迎え、今回は文学館友の会が幹事

当番として公演を企画、好評であった。年に一度、

世田谷区、財団理事長、各館館長他の来賓を交え、

相互に支援の輪を広げる貴重な場となっている。 

11 月 27 日 

 

講座 

大伴家持（生誕１３００年） 

― 没落する名家を支えながら、        

歌に生きようとした悲運の万 

葉歌人― 

糸井 久氏 

家持は『万葉集』を編纂した歌人であるが、大伴氏

は大和朝廷以来の武門の家であり、祖父・安麻呂、

父・旅人と同じく律令制下の高級官吏として中納言

にまで昇った。武門の名家の誇りを背負いつつ歌作

に励んだ相反する内面と深い人生の機微を学んだ。 

2019 年 

2月 1日 

講座 

啄木短歌の魅力 

大室 精一氏 

 

冒頭いきなり啄木の顔写真を掲げられ自身と似て

いませんかと問われ、皆笑った。その後もクイズに

短歌唱和にと楽しく学びつつ、啄木独自の編集意識

に着目した先生の研究成果に真剣に聴き入った。 

4月 12日 

総会記念講演 

           （文学館と共催） 

芥川賞・直木賞打ち明け話 

           

平尾 隆弘氏 

元文藝春秋社長である氏は、20～30 代に芥川賞・

直木賞の事務方を務め、40 代で『文藝春秋』編集

長として芥川賞選考会の司会、社長時代は日本文学

振興会理事長を務められた。芥川直木賞受賞者と作

品一覧表を配布資料として印象に残る受賞作や受

賞作家のエピソードなどを聴講、両賞が果たしてい

る役割を再認識した。 

【散歩】  

月 日 散 歩 名 案 内 内   容 

2019 年 

1月 23日 

新春散歩   
向島ゆかりの文人たちを訪ね

る～幸田露伴、吉川英治、森鷗

外、佐多稲子…らの旧居跡など

～ 

墨田区観光協

会ガイドの皆

さん 

1月 23日大安、みぞれ予報の朝であったが、歩行中

は陽がさし、めでたく新春散歩日和となった。露伴

の蝸牛庵跡で朗読『運命』に心を研ぎ澄ました。「す

みだ郷土文化資料館」では昭和 20年の東京大空襲を

体験した墨田区民の描いた絵も展示され、昨日のこ

とのように釘付けになった。向島自体は空襲を免れ 

今でも文人墨客の集った街の面影が残っている。 
  

編集後記 

 

 
編集後記 

 
   ４月１日１１時半は、東大病院で受診中だった  だから呉音の「リョウ」を取るべきかとも思っ 

  が、ドクターから「レイワになった」「レイは令」 た。然し決まった以上は国民に好感を持って貰 

「原典は万葉集」「ネットで令和、万葉集と検索   わねばならず、｢親しみを持つ｣が６３％で「持 

したがヒットせず」と聞き、先ず「レイワ」とい  たない」２４％を大きく上回った(５月１３日・ 

う語が万葉集にあったか、との違和感を覚えた。  日経）のは先ずはご同慶の至り、というべきだ 
後で原典が報道されたが、更に発音も、奈良時代  ろうか。          （平出 洸） 

 
  
  
  

８ 
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