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「
人
生
百
年
時
代
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
」 

平
尾 

隆
弘 

  

去
る
七
月
九
日
、
文
学
館
と
友
の
会
に
よ
る
共
催

講
演
「
人
生
百
年
時
代
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
」
が

開
催
さ
れ
た
。
語
り
手
は
、
名
古
屋
外
国
語
大
学
学

長
・
当
館
館
長
の
亀
山
郁
夫
氏
で
あ
る
。 

 

長
引
く
コ
ロ
ナ
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵

攻
、
講
演
前
日
に
勃
発
し
た
安
倍
晋
三
元
首
相
銃
撃

事
件…

…

暗
い
世
相
の
続
く
中
、
勇
気
あ
る
発
言
を

続
け
て
こ
ら
れ
た
亀
山
氏
の
生
の
言
葉
を
ぜ
ひ
聞
き

た
い
。
会
場
は
、「
静
か
な
熱
気
」
と
い
う
べ
き
空
気

に
満
た
さ
れ
て
い
た
。
開
口
一
番
、
最
新
刊
の
著
書

『
人
生
百
年
の
教
養
』
に
触
れ
つ
つ
、《
教
養
は
共
有

さ
れ
て
初
め
て
教
養
と
言
え
ま
す
。
孤
独
な
知
的
快

楽
に
と
ど
ま
ら
ず
、
知
的
な
喜
び
を
共
有
し
あ
う
こ

と
が
大
切
で
、
世
田
谷
文
学
館
と
友
の
会
は
、
ま
さ

に
そ
う
し
た
場
所
だ
と
思
い
ま
す
。》
と
語
ら
れ
た
。

現
に
、「
今
・
こ
こ
」
を
共
有
し
あ
っ
て
い
る
聴
衆
へ

の
力
強
い
エ
ー
ル
で
あ
る
。（
注
・
文
中
《 

》
で
く

く
っ
た
箇
所
は
、
す
べ
て
亀
山
氏
講
演
・
著
書
か
ら

の
引
用
で
す
。） 

 

講
演
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
作
品
と
亀
山
氏

の
人
生
を
交
互
に
ク
ロ
ス
す
る
形
で
進
め
ら
れ
た
。

《
自
分
と
は
何
か
と
徹
底
的
に
考
え
る
こ
と
の
中
か

ら
〝
教
養
人
〟
は
誕
生
し
ま
す
。》こ
う
語
る
亀
山
氏

に
と
っ
て
「
自
分
が
自
分
で
あ
る
こ
と
」
を
決
定
的

に
認
識
し
た
事
件
が
、
中
学
三
年
生
、
十
五
歳
の
と

き
の
『
罪
と
罰
』
と
の
出
会
い
だ
っ
た
。 

《
と
り
こ
に
な
っ
て
読
み
、
主
人
公
の
ラ
ス
コ
ー
リ

ニ
コ
フ
に
す
っ
か
り
同
化
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
彼

が
金
貸
し
の
老
婆
を
惨
殺
す
る
場
面
で
は
、
一
種
セ

ク
シ
ュ
ア
ル
な
快
感
を
得
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
翌

朝
、
ブ
ラ
ス
バ
ン
ド
の
部
活
に
出
か
け
る
た
め
自
転

車
の
ペ
ダ
ル
を
漕
い
だ
瞬
間
、「
俺
は
逮
捕
さ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
」
と
怖
く
な
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

還
暦
前
、
故
郷
（
宇
都
宮
）
で
講
演
し
た
折
、
当
時

の
友
人
が
「
郁
夫
君
、
郁
夫
君
と
は
ブ
ラ
ス
バ
ン
ド

の
練
習
の
あ
と
一
緒
に
帰
っ
た
け
れ
ど
、
郁
夫
君
は
、

自
分
の
手
か
ら
血
の
臭
い
が
す
る
と
言
っ
て
い
た
よ
」

と
書
き
送
っ
て
く
れ
ま
し
た
。》  

 

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
還
暦
を
過
ぎ
て
か
ら
も
、

惨
殺
さ
れ
た
老
婆
の
血
の
イ
メ
ー
ジ
は
夢
に
現
れ
る

ほ
ど
だ
と
い
う
か
ら
、
亀
山
氏
の
並
外
れ
た
同
化
力

（
共
感
力
）
に
心
底
驚
嘆
す
る
。
と
同
時
に
、
若
き

日
に
書
物
か
ら
受
け
た
衝
撃
は
、
た
ん
な
る
衝
撃
に

留
ま
ら
ず
、「
自
分
を
知
る
」
最
良
の
契
機
と
な
る

（
な
し
う
る
）
こ
と
を
、
教
え
ら
れ
も
す
る
。
以
下
、

講
演
を
軸
に
そ
の
経
緯
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。 

『
罪
と
罰
』
に
続
く
《
第
二
の
憑
依
体
験
》
は
『
悪

霊
』
だ
っ
た
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
自
身
が
「
自
分

の
魂
の
中
か
ら
つ
か
み
出
し
て
き
た
」
と
い
う
悪
魔

的
主
人
公
、
ス
タ
ヴ
ロ
ー
ギ
ン
に
、
す
っ
か
り
魅
了

さ
れ
、
東
京
外
大
卒
論
の
テ
ー
マ
に
『
悪
霊
』
を
選

ぶ
（「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、
悪
の
系
譜
に
つ
い
て
」）。

し
か
し
、
卒
論
執
筆
後
、
指
導
教
官
の
評
価
に
よ
っ

て
、
深
い
反
省
が
訪
れ
た
。《
私
は
ス
タ
ヴ
ロ
ー
ギ
ン

と
の
一
体
感
の
な
か
で
、
彼
が
告
白
す
る
悪
の
世
界

に
ど
っ
ぷ
り
と
身
を
浸
し
て
い
ま
し
た
。》《
同
化
の

能
力
が
文
学
の
才
能
だ
と
思
い
込
ん
で
》《
登
場
人
物

な
り
、
テ
キ
ス
ト
な
り
を
し
っ
か
り
と
対
象
化
し
、

批
評
す
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
理
解
で
き
な
か
っ

た
の
で
す
。》《
批
評
意
識
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
自
分
に
対
し
て
無
批
判
で
あ
る
と
い
う
こ
と

と
同
義
で
す
。》―

―

こ
ん
な
率
直
な
発
言
に
出
会
う

と
、
聴
衆
も
ま
た
素
直
な
気
持
ち
に
な
り
、
亀
山
氏

に
同
化
し
た
く
な
る
か
ら
不
思
議
で
あ
る
。 

 

東
京
外
大
卒
業
後
、
亀
山
氏
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ

ー
か
ら
離
れ
、
フ
レ
ー
ブ
ニ
コ
フ
と
い
う
未
来
派
詩 

人
の
研
究
に
十
七
年
間
（
！
）
の
歳
月
を
費
や
し
た
。 

《
時
間
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
命
も
か
け

た
の
で
す
。》《
こ
の
孤
独
に
耐
え
る
こ
と
が
な
か
っ

た
ら
、
私
は
そ
の
後
何
ひ
と
つ
自
信
を
も
っ
て
語
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。》さ
ら
に
前
衛
詩

人
マ
ヤ
コ
フ
ス
キ
ー
を
は
じ
め
、
ス
タ
ー
リ
ン
体
制 

下
に
お
け
る
芸
術
家
た
ち
の
考
察
に
も
取
り
組
ん
だ
。 

そ
し
て
遂
に
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
世
界
に
再
び

帰
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
氏
は
自
ら
の
人
生
を
振 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

講演者 亀山 郁夫氏 

２０２２年７月９日 

於：世田谷文学館 
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         わたしの一冊     

  江國滋闘病日記『おい癌め酌みかはさうぜ秋の酒』 

       1997年 12月 20日 新潮社刊 

            伊藤 正明 

江國滋さんは、作家・江國香織さんの父君である。演

芸評論家で随筆家、俳人と軽妙洒脱な方だった。一度だ

けお会いしたことがある。先輩と呑んだ二軒目に、小さ

なバーに入った。先輩は座るなり「あ、先生」と声を上

げた。私の隣につくねんと江國さんが座っておられた。 

それから三人で楽しい会話が止まることなく、気づく

と江國さんがちょこちょこっと手慰みのようなことをさ

れ出した。見ると手品である。消えたり現れたり。バー

のママは「あらあら、先生、よっぽど楽しいのね。こん

なにされることないもの」と目を丸くした。マジックも

プロ並みだったのだ。それからさらに痛飲し、酩酊した。 

その後しばらくして食道癌であることが伝わり、ほど

なく亡くなられた。享年 62。私はとっくにその歳を越え

た。187日間の闘病日記と 223句が収録された本書は、没

後に上梓された。日記なので日々の行間と十七文字を

淡々と追うばかりだが、句の中から少し。 

春の闇阿鼻叫喚の記憶あり 

毎日が「以下同文」よ三月尽 

帯に瀬戸内寂聴さんが書かれたものの一部を借用させ

ていただく。 

「命かけたものは傑作に決まっていますよ」    

 「そうか、命をかけているのか」 

江國さんはそう言って、急に沈黙した。 

寂聴さんにしても、病床を見舞った小三治さん、小沢

昭一さんにしても、すでに物故された。本書の題名は、

辞世の句でもある。          （友の会会員） 

 

り
返
り
《
一
、「
私
」
へ
の
執
着 

二
、「
私
」
か
ら
の
逃
走 

三
、
「
私
」
へ
の
回
帰 

四
、「
私
」
か
ら
の
自
立
》
の
四
段

階
に
分
け
て
い
る
け
れ
ど
、
執
着
も
逃
走
も
回
帰
も
、
す
べ

て
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
と
の
関
係
と
重
な
る
と
い
え
よ
う
。

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
《
夢
想
家
か
ら
リ
ア
リ
ス
ト
へ
の
変

貌
》
を
果
た
し
た
人
だ
。
亀
山
氏
も
ま
た
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス

キ
ー
と
の
格
闘
に
よ
っ
て
、
夢
想
家
か
ら
リ
ア
リ
ス
ト
へ
の

変
貌
を
実
現
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。《
リ
ア
リ
ズ
ム
は

恐
ろ
し
い
悲
劇
を
人
間
に
も
た
ら
す
。》と
喝
破
す
る
リ
ア
リ

ス
ト
に
。 

『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
の
新
訳
が
刊
行
開
始
さ
れ
た
の

は
二
〇
〇
六
年
。
亀
山
氏
は
事
も
無
げ
に
新
訳
の
分
量
を
、

《『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
』
三
三
〇
〇
枚
、『
罪
と
罰
』
二
三
〇
〇

枚
、『
悪
霊
』
二
五
〇
〇
枚
、『
白
痴
』
二
六
〇
〇
枚
、『
未
成

年
』
二
八
〇
〇
枚
、『
賭
博
者
』
六
〇
〇
枚
、『
地
下
室
の
手

記
』
四
五
〇
枚…

…

》
と
言
わ
れ
た
。
気
が
遠
く
な
り
そ
う 

な
仕
事
量
に
、
た
め
息
（
む
ろ
ん
感
嘆
の
）
を
つ
き
た
く
な

っ
た
の
は
筆
者
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。 

 

亀
山
氏
に
よ
れ
ば
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
自
分
の
人
生

の
ト
ラ
ウ
マ
（
地
主
だ
っ
た
父
親
が
農
奴
に
殺
害
さ
れ
た
こ

と
、
革
命
勢
力
に
加
担
し
た
罪
で
死
刑
判
決
を
受
け
た
こ
と

等
）
に
こ
だ
わ
り
続
け
た
作
家
で
あ
る
。
が
、
彼
は
、
十
九

世
紀
後
半
の
ロ
シ
ア
社
会
が
直
面
し
た
、
も
ろ
も
ろ
の
危
機

と
矛
盾
の
解
決
を
目
指
す
作
家
で
も
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
ド

ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
真
に
回
帰
し
共
感
す
る
た
め
に
は
、
ロ

シ
ア
に
お
け
る
歴
史
と
文
化
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
理
解
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
加
え
て
、
小
説
中
の
描
写
に
は
相
反
し

矛
盾
す
る
表
現
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
顔
を
出
す
。
本
音
な
の

か
？ 

官
憲
を
ご
ま
か
す
演
技
な
の
か
？ 

何
し
ろ
《
ド
ス

ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
本
音
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
は
根
本

か
ら
引
き
裂
か
れ
た
人
間
だ
っ
た
か
ら
で
す
。》し
か
し
諦
め

て
は
い
け
な
い
。
命
が
け
で
読
み
込
ん
で
い
け
ば
、《
生
の
全

体
性
を
肯
定
し
た
い
》
と
す
る
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
意
図

が
確
か
に
見
え
て
く
る
は
ず
だ
。「
父
親
殺
し
」、「
模
倣
の
欲 

望
」、「
使
嗾
」（
し
そ
う
＝
そ
そ
の
か
し
）
と
い
っ
た
概
念
は
、

《
命
が
け
の
読
解
》
の
キ
イ
ワ
ー
ド
に
な
る
。
詳
述
で
き
ず

申
し
訳
な
い
の
だ
が
、
と
り
わ
け
「
二
枚
舌
」
と
「
黙
過
」

（
も
っ
か
＝
知
っ
て
い
な
が
ら
黙
っ
て
見
過
ご
す
）
は
、《
ス

タ
ー
リ
ン
時
代
の
文
化
を
考
え
る
際
に
も
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス

キ
ー
の
作
品
を
分
析
す
る
際
に
も
、
こ
の
二
つ
の
キ
イ
ワ
ー 

ド
を
繋
ぎ
合
わ
せ
る
か
た
ち
で
仕
事
を
し
て
き
た
の
で
す
。》

と
い
う
ほ
ど
重
要
な
概
念
に
な
っ
て
い
る
。 

 

残
り
時
間
が
切
迫
す
る
中
、
亀
山
氏
は
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト

で
十
二
の「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
言
葉
」を
紹
介
さ
れ
た
。

な
か
で
も
一
番
好
き
な
の
は
《
人
を
愛
す
る
も
の
は
、
人
の 

                 

喜
び
を
も
愛
す
る
。》（『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』）
だ
と
い 

う
。
氏
が
常
に
自
戒
す
る
「
驕
り
」
の
対
極
に
あ
る
言
葉
で

あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
筆
者
も
、
亀
山
氏
の
著
作
か
ら
好
き
な

言
葉
を
引
か
せ
て
い
た
だ
く
。 

《
読
書
と
は
、
要
す
る
に
他
者
を
受
け
入
れ
る
こ
と
な
の
で

す
。》（『
人
生
百
年
の
教
養
』）、 

《
結
局
、
文
学
と
い
う
の
は
、
幸
福
の
一
形
式
な
の
で
あ
っ

て
、
幸
福
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
人
に
伝
え
る
の
が
、
そ
の
使

命
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
要
す
る
に
、
生
き
る
力
を

与
え
る
の
が
文
学
な
ん
で
す
ね
。》（『
ロ
シ
ア 

闇
と
魂
の
国

家
』） 

 

亀
山
先
生
、
素
晴
ら
し
い
講
演
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
友
の
会
会
員
） 



３ 

 

 

ヨ
ソ
の
文
学
館
・
記
念
館 

【
台
東
区
立
一
葉
記
念
館
】 

 

友
の
会
の
文
学
散
歩
の
候
補
と
し
て
常
に
挙
が
る
が

中
々
実
現
し
な
い
の
が
台
東
区
竜
泉
界
隈
で
あ
る
。
何
故

な
ら
樋
口
一
葉
の
旧
居
跡
と
「
一
葉
記
念
館
」
が
あ
る
だ

け
だ
か
ら
だ
。
し
か
し
、
そ
の
記
念
館
は
実
に
飽
き
な
い
。 

一
階
は
ル
ー
ツ
、
つ
ま
り
一
葉
の
父
母
、
出
身
の
山
梨
、

樋
口
家
の
人
々
な
ど
を
紹
介
し
て
い
る
。 

二
階
に
は
展
示
室
が
二
室
。
一
室
は
萩
の
舎
時
代
か
ら

文
筆
家
を
目
指
し
紆
余
曲
折
を
経
て
奇
跡
の
十
四
カ
月

に
至
る
日
々
を
辿
る
常
設
展
。
も
う
一
室
で
は
随
時
企
画

展
が
開
催
さ
れ
る
。
以
前
訪
れ
た
時
、
一
度
目
は
「『
た
け

く
ら
べ
』
入
門
」、
二
度
目
は
「
一
葉
の
真
筆
」
で
あ
っ
た
。 

三
階
は
、
二
十
四
歳
で
夭
折
し
た
一
葉
終
焉
と
吉
原
を

取
り
巻
く
明
治
と
い
う
時
代
像
の
展
示
。『
た
け
く
ら
べ
』

文
頭
に
描
写
さ
れ
る
三
階
建
て
の
妓
楼
の
写
真
。
落
語
や

時
代
小
説
で
し
か
見
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
「
玉
菊
灯

籠
」
の
実
物
を
初
め
て
見
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
感
動
し

た
の
は
、
辻
村
寿
三
郎
の
一
葉
人
形
で
あ
る
。
皆
が
思
う

一
葉
よ
り
も
、
も
っ
と
が
っ
し
り
し
て
太
っ
て
い
て
、
で

も
確
か
に
一
葉
な
の
だ
。
も
う
少
し
長
生
き
し
て
い
て
く

れ
た
ら
と
の
彼
の
思
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
一
葉
は

こ
の
先
ど
ん
な
作
品
を
残
し
た
の
か
と
。 

友
人
は
、
三
十
年
前
卒
論
の
た
め
に
訪
れ
た
と
い
う
。

現
在
の
記
念
館
は
平
成
十
八
年
に
建
て
替
え
ら
れ
た
が
、

展
示
資
料
の
有
り
無
し
を
あ
れ
こ
れ
話
す
。
確
か
に
行
く

た
び
に
違
う
樋
口
一
葉
を
見
せ
て
く
れ
る
記
念
館
で
あ
る
。 

所
在
地 

東
京
都
台
東
区
竜
泉
三―

一
八―

四 

電 

話 

〇
三―

三
八
七
三―

〇
〇
〇
四 

入
館
料 

三
百
円(

定
休
日
月
曜
日) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
友
の
会
会
員 

坂
田
美
代
子
） 

 
シ
リ
ー
ズ 

世
田
谷
と
わ
た
し 

 

第
十
四
回 

 

〝 
道
探
検 

〟  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
野 

京
子 

 世
田
谷
に
引
っ
越
し
て
二
十
年
ほ
ど
経
つ
が
、
い
ま
だ
近

所
を
歩
い
て
い
て
さ
え
迷
子
に
な
る
の
だ
か
ら
情
け
な
い
。

理
由
は
は
っ
き
り
し
て
い
て
、
観
察
力
が
無
い
ば
か
り
か
、
方

向
感
覚
も
乏
し
い
こ
と
（
陽
が
出
て
い
れ
ば
東
は
わ
か
る
け

れ
ど
、
曇
り
空
で
は
お
手
上
げ
）。
そ
こ
へ
も
っ
て
き
て
世
田

谷
の
道
は
、
と
に
か
く
曲
線
と
凹
凸
が
多
す
ぎ
る
。 

北
海
道
の
平
坦
な
町
に
生
ま
れ
た
。
山
ら
し
い
山
は
な
く
、

高
い
建
物
も
少
な
く
、
見
晴
ら
し
が
よ
か
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
の

風
景
画
と
同
じ
で
、
空
が
画
面
の
三
分
の
二
を
占
め
る
ほ
ど

広
々
と
し
て
い
た
。
街
並
み
も
直
線
的
だ
っ
た
。
村
か
ら
町
へ

と
自
然
発
生
し
て
そ
の
ま
ま
成
長
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
、

何
も
な
い
場
所
に
計
画
的
に
作
ら
れ
た
町
な
の
で
、
中
心
部

は
特
に
平
安
京
な
み
の
直
線
と
直
角
だ
っ
た
。 

つ
ま
り
道
を
曲
が
れ
ば
、
基
本
的
に
そ
れ
は
九
十
度
で
、
も

う
一
つ
先
の
道
と
は
レ
ー
ル
の
よ
う
に
平
行―

―

そ
れ
が
道

と
い
う
も
の
だ
と
幼
い
こ
ろ
に
刷
り
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
た

め
、
世
田
谷
は
ラ
ビ
リ
ン
ス
そ
の
も
の
だ
。
窪
地
に
入
ろ
う
も

の
な
ら
、
さ
っ
き
ま
で
見
え
て
い
た
も
の
が
見
え
な
く
な
る

し
、
曲
が
り
道
が
実
は
三
十
度
だ
っ
た
り
百
二
十
度
だ
っ
た

り
し
て
、
ま
っ
す
ぐ
進
ん
で
い
る
つ
も
り
が
、
い
つ
の
ま
に
や

ら
元
の
場
所
に
た
た
ず
ん
で
い
た
、
な
ど
と
い
う
こ
と
も
起

こ
っ
て
し
ま
う
。「
こ
こ
は
ど
こ
？ 

わ
た
し
は
誰
？
」
状
態

だ
。 そ

し
て
そ
れ
こ
そ
が
面
白
く
て
し
よ
う
が
な
い
。 

大
学
で
教
え
て
い
た
こ
ろ
は
家
と
駅
と
買
い
物
の
場
所
だ

け
を
覚
え
て
、
そ
れ
で
十
分
だ
っ
た
。
そ
の
う
ち
物
書
き
の
仕

事
が
忙
し
く
な
り
、
六
年
ほ
ど
前
に
大
学
は
辞
め
る
こ
と
に

し
て
、
家
で
パ
ソ
コ
ン
と
に
ら
め
っ
こ
生
活
と
な
っ
て
運
動

不
足
を
実
感
。
そ
こ
で
散
歩
と
サ
イ
ク
リ
ン
グ
を
自
分
に
課

す
こ
と
に
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
ど
の
ス
ポ
ー
ツ
ジ
ム
も
長
続

き
し
な
か
っ
た
の
で
、
我
な
が
ら
あ
ま
り
期
待
せ
ず
の
開
始

だ
っ
た
。 

今
日
は
東
へ
走
ろ
う
、
明
日
は
あ
の
道
を
歩
こ
う
と
、
か
な

り
い
き
あ
た
り
ば
っ
た
り
の
道
探
検
で
、
何
回
も
何
回
も
迷

子
に
な
り
、
行
き
会
う
人
に
尋
ね
尋
ね
て
、
よ
う
や
く
家
に
辿

り
着
く
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
た
（
現
在
進
行
形
）。
帰
る

と
必
ず
地
図
で
確
認
し
、
ど
こ
で
迷
っ
た
か
を
チ
ェ
ッ
ク
す

る
。
最
初
の
う
ち
は
ど
の
道
を
歩
い
た
か
も
よ
く
わ
か
ら
ず
、

地
図
を
見
て
も
突
き
止
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ

た
。
そ
ん
な
場
合
は
翌
日
も
ま
た
同
じ
道
を
歩
い
た
り
、
行
き

帰
り
を
逆
コ
ー
ス
に
し
て
試
す
の
だ
が
、
す
る
と
今
度
は
違

う
箇
所
で
迷
っ
た
り…

…

。 
世
田
谷
は
名
の
と
お
り
、
田
ん
ぼ
と
谷
の
土
地
だ
っ
た
の

だ
。
農
地
と
森
と
丘
と
谷
の
、
昔
か
ら
の
古
い
土
地
。
道
は

人
が
歩
い
て
自
然
に
で
き
た
も
の
が
多
い
の
で
曲
線
に
な

る
の
は
必
然
だ
。
そ
し
て
樹
齢
数
百
年
と
い
っ
た
、
大
き
く

て
立
派
な
木
が
そ
こ
こ
こ
に
立
ち
、
城
跡
も
あ
る
。
川
は
残

念
な
が
ら
ほ
と
ん
ど
が
暗
渠
に
な
っ
て
い
る
が
、
緑
道
と
し

て
蛇
行
し
、
過
去
を
伝
え
る
。
三
叉
路
も
多
く
、
そ
こ
に
は

た
い
て
い
可
愛
ら
し
い
お
地
蔵
さ
ま
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
神

社
や
お
寺
も
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
な
ん
と
な
く
祈
り
の
地
区

と
い
う
感
じ
が
し
て
心
が
休
ま
る
。
完
全
に
世
田
谷
道
探
検
に

嵌
っ
た
私
で
す
。 

 
 
 
 

（
作
家
・
ド
イ
ツ
文
学
者
） 

執
筆
者
紹
介 

著
書
に
『
怖
い
絵
』
シ
リ
ー
ズ
、『
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
と

オ
ラ
ン
ダ
黄
金
時
代
』『
名
画
の
中
で
働
く
人
々
』
な
ど
。
月
刊
『
文
藝

春
秋
』
に
て
「
名
画
が
語
る
西
洋
史
」
を
連
載
中
。
世
田
谷
区
在
住
。 



 

 

                                               ４ 

 

文
学
散
歩 

樋
口
一
葉
生
誕
一
五
〇
年 

 
 

本
郷
で
暮
ら
し
た
時
代
を
辿
る 

～ 
桜
木
の
宿
（
少
女
時
代
）、
菊
坂
（
一
葉
の
井
戸
）
、 

丸
山
福
山
町
（
終
焉
の
地
）
～
に
参
加
し
て 

皆
越 

陽
子 

  

地
下
鉄
・
本
郷
三
丁
目
駅
か
ら
本
郷
通
り
を
北
に
歩
く
と

東
大
赤
門
が
現
れ
ま
す
。
今
回
、
講
師
の
松
山
信
洋
先
生
や

友
の
会
の
皆
様
と
と
も
に
、「
文
の
京
・
一
葉
文
学
の
ま
ち
」

を
訪
れ
ま
し
た
。 

 

は
じ
め
に
赤
門
前
か
ら
本
郷
通
り
を
渡
り
、
向
い
の
浄
土

宗
法
真
寺
の
境
内
に
は
い
り
ま
す
。一
葉
の
作
品『
ゆ
く
雲
』

の
中
に
「
上
杉
の
隣
家
は
何
宗
か
の
御
梵
刹
（
お
ん
て
ら
）

さ
ま
に
て
、
寺
内
広
々
と
桃
桜
い
ろ
い
ろ
植
え
わ
た
し
た
れ

ば
、
此
方
の
二
階
よ
り
見
お
ろ
す
に
、
雲
は
棚
曳
く
天
上
界

に
似
て
、
腰
ご
ろ
も
の
観
音
さ
ま
濡
れ
仏
に
て
お
わ
し
ま
す

御
肩
の
あ
た
り
、
膝
の
あ
た
り
、
は
ら
は
ら
と
花
散
り
こ
ぼ

れ
て…

…

」
と
あ
り
、
文
中
の
「
御
梵
刹
」
が
浄
土
宗
法
真

寺
で
す
。
ま
た
濡
れ
仏
は
、
現
在
、
本
堂
横
に
安
置
さ
れ
て

い
る
観
音
像
で
横
に
は
一
葉
銅
像
も
並
ん
で
い
ま
す
。「
此
方

の
二
階
」
と
は
、
境
内
の
す
ぐ
東
隣
に
あ
っ
た
一
葉
の
家
の

こ
と
で
す
。
樋
口
家
は
、
明
治
九
年
か
ら
明
治
十
四
年
ま
で

の
五
年
間
、
一
家
で
こ
の
地
に
移
り
住
み
、
父
の
仕
事
も
順

調
で
最
も
豊
か
で
安
定
し
た
時
代
を
過
ご
し
ま
し
た
。 

 

再
び
本
郷
通
り
に
戻
り
、
赤
門
の
は
す
向
い
に
宮
沢
賢
治

の
職
場
「
文
信
社
」
跡
を
見
て
、
菊
坂
の
入
り
口
に
向
か
い

ま
す
。
角
に
あ
る
「
勧
工
場
」
跡
は
、
現
在
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
モ
ー
ル
の
よ
う
な
施
設
で
、
一
葉
も
妹
と
共
に
付
近
を
散

歩
し
た
よ
う
で
す
。
菊
坂
を
下
っ
た
中
ほ
ど
に
は
花
巻
か
ら

上
京
し
た
宮
沢
賢
治
の
下
宿
跡
が
あ
り
、
妹
と
し
の
肺
炎
悪

化
の
知
ら
せ
が
あ
る
ま
で
の
大
正
十
年
一
月
か
ら
八
月
の
間

こ
こ
で
過
ご
し
ま
し
た
。
日
中
は
文
信
社
で
筆
耕
や
校
正
仕

事
で
自
活
、
昼
休
み
に
は
街
頭
で
日
蓮
宗
の
布
教
活
動
、
並

行
し
て
童
話
集
や
詩
集
の
原
稿
を
一
日
三
〇
〇
枚
ほ
ど
書
き

上
げ
た
そ
う
で
す
。 

 

さ
ら
に
菊
坂
を
く
だ
り
、
鐙
坂
と
交
わ
る
あ
た
り
に
一
葉

旧
居
跡
と
井
戸
が
あ
り
、
付
近
に
は
古
い
家
屋
も
多
く
、
当

時
の
面
影
を
残
し
て
い
ま
す
。
十
七
歳
の
時
、
父
と
長
兄
の

死
に
よ
り
樋
口
家
の
女
戸
主
と
な
り
、
一
葉
へ
の
期
待
が
大

き
か
っ
た
父
の
た
め
に
「
何
を
し
て
も
筆
で
家
族
を
養
わ
な

け
れ
ば
」
と
懸
命
に
働
き
ま
し
た
。
針
仕
事
の
内
職
の
か
た

わ
ら
、
萩
の
舎
で
歌
塾
生
指
導
や
作
家
半
井
桃
水
に
師
事
、

「
文
学
界
」
同
人
と
の
交
流
。
下
谷
龍
泉
寺
町
で
雑
貨
店
を

営
む
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
苦
し
い
家
計
を
や
り
く
り
す
る

た
め
、
た
び
た
び
伊
勢
屋
質
店
に
通
い
、 

終
生
縁
は
続
い
た
そ
う
で
す
。 

菊
坂
下
を
西
片
に
向
か
い
高
層 

マ
ン
シ
ョ
ン
が
立
ち
並
ぶ
風
景
の 

中
に
、
丸
山
福
山
町
一
葉
終
焉
の 

地
、
日
記
『
水
の
上
』、
そ
の
名 

の
由
来
と
な
っ
た
庭
の
東
側
の
崖 

付
近
、
こ
ん
に
ゃ
く
閻
魔
堂
の
あ 

る
源
覚
寺
や
銘
酒
屋
街
跡
（『
に 

ご
り
え
』）。 

小
説
の
場
面
を
思
い
起
こ
さ
せ 

る
場
所
や
住
居
跡
を
め
ぐ
り
、
一 

葉
・
樋
口
夏
子
の
碑
と
と
も
に
一 

葉
の
確
か
な
存
在
感
を
得
て
、
楽 

し
く
貴
重
な
時
間
を
も
つ
こ
と
が 

で
き
ま
し
た
。 

(

友
の
会
会
員
） 

  

           

  

（
国
土
地
理
院
の
地
図
等
を 

編
集
・
加
工
） 

               

小石川、源覚寺こんにゃく閻魔堂の

前で。 

「嘘をいふと盆が來るに閻魔様へお

参りが出來まいぞ」（『にごりえ』よ

り）    （撮影 2022.5.18）   
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朔
太
郎
の
「
猫
町
」
か
ら
時
空
を
超
え
て 

新
開
地
「
下
北
沢
」
を
歩
く 

秋
季
文
学
散
歩
に
参
加
し
て 

松
崎
加
寿
子 

 
 今

年
は
、
萩
原
朔
太
郎
没
後
八
十
年
、
全
国
五
十
二
か
所

の
文
学
館
な
ど
で
こ
の
イ
ケ
メ
ン
詩
人
の
企
画
展
が
開
催

さ
れ
る
と
い
う
。 

一
八
八
六
年
群
馬
で
生
ま
れ
一
九
四
二
年
世
田
谷
で
没

し
た
。
と
く
に
晩
年
十
年
間
は
世
田
谷
在
住
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
、
世
田
谷
文
学
館
企
画
展
「
月
に
吠
え
よ
、
萩

原
朔
太
郎
展
」
にA

U
TH
E
N
TIC

な
感
じ
が
し
た
。 

そ
し
て
、
秋
季
文
学
散
歩
は
案
内
人
に
文
化
探
査
者
・
作

家
・
北
沢
川
文
化
遺
産
保
存
の
会
主
幹
の
き
む
ら
け
ん
先

生
を
迎
え
『
朔
太
郎
の
「
猫
町
」
か
ら
時
空
を
超
え
て
新
開

地
「
下
北
沢
」
を
歩
く
』
と
い
う
ち
ょ
っ
と
ミ
ス
テ
リ
ア
ス

な
タ
イ
ト
ル
。
と
も
あ
れ
十
月
十
日
に
参
加
、
変
貌
し
た
下

北
沢
駅
に
一
同
集
結
。
先
生
に
よ
れ
ば
、
詩
人
吉
増
剛
造
を

し
て
「
あ
あ
下
北
沢
裂
く
べ
し
、
下
北
沢
不
吉
、
日
常
久
し

く
恐
怖
が
芽
生
え
る
、
な
ぜ
下
北
沢
、
な
ぜ
」（
『
黄
金
詩
篇
』

思
潮
社
）
と
い
わ
せ
た
下
北
沢
。
し
か
も
「
次
元
の
穴
」
な

る
も
の
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
い
よ
い
よ
ワ
ク
ワ
ク
し
な

が
ら
の
散
策
が
始
ま
る
。 

ま
ず
は
下
北
沢
駅
近
い
最
初
の
住
居
。
い
ま
は
店
舗
に

な
っ
て
い
る
。
そ
の
裏
口
か
ら
は
路
地
が
続
く
。
詩
人
は
こ

の
路
地
坂
を
下
り
、
行
き
当
た
り
の
一
番
街
タ
バ
コ
屋
に

寄
り
赤
い
ポ
ス
ト
に
怪
し
い
手
紙
を
投
函
し
、
も
し
か
す

る
と
少
し
上
り
坂
に
な
る
け
ど
、
緑
、
樹
木
多
い
御
殿
山
小

路
な
る
屋
敷
街
ま
で
散
歩
し
た
の
か
。 

道
は
不
思
議
だ
。
そ
こ
を
歩
く
だ
け
で
過
去
の
空
気
も
吸

え
る
様
な
気
が
す
る
。 

が
、「
次
元
の
穴
」
は
見
つ
か
ら
な
い
な
と
思
っ
て
い
る
と
、

こ
ん
ど
は
五
月
全
面
開
通
の
下
北
線
路
街
を
通
り
代
田
へ
向

か
う
。
一
九
三
三
年
に
朔
太
郎
は
代
田
に
移
り
住
む
。
先
生

方
が
奔
走
さ
れ
世
田
谷
地
域
風
景
資
産
と
な
っ
た
「
代
田
の

丘
の
六
一
号
鉄
塔
」
の
下
に
、
朔
太
郎
自
ら
が
設
計
し
た
三

角
屋
根
の
家
は
あ
っ
た
。
こ
の
鉄
塔
付
近
は
一
九
四
五
年
五

月
の
空
襲
で
焼
け
た
。
し
か
し
、
朔
太
郎
の
長
女
葉
子
の
著

書
『
蕁
麻
の
家
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の

地
こ
そ
が
詩
人
が
亡
く
な
る
ま
で
住
ん
で
い
た
地
で
あ
っ
た

と
。
丘
な
の
で
見
晴
ら
し
は
よ
か
っ
た
だ
ろ
う
。
今
も
多
く

の
家
が
電
線
真
下
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。 

鉄
塔
と
朔
太
郎
と
の
関
連
を
調
べ
、
記
録
し
そ
の
意
義
を 

国土地理院の地図等を編集・加工 

国土地理院の地図等を編集・加工    今回ご参加の皆さん 

風
景
資
産
と
し
て
残
せ
る
よ
う
力
尽
く
さ
れ
た
先
生
方
、
ほ

ん
と
う
に
頭
が
下
が
る
。
北
沢
川
緑
道
を
歩
き
、
作
家
・
森

茉
莉
が
通
っ
た
珈
琲
店
「
邪
宗
門
」
に
て
解
散
。
和
気
あ
い

あ
い
の
楽
し
い
散
歩
で
あ
っ
た
。 

 
 

（
友
の
会
会
員
） 

―

二
〇
二
二
年
十
月
十
日
、
十
二
日
両
日
開
催―

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

参
加
者
に
説
明
す
る 

 
 
 
 
 
 
 

き
む
ら
先
生 



６ 

 

講
座 

ア
イ
ヌ
の
苦
悩
と
誇
り―

バ
チ
ェ
ラ
ー
八
重
子
、 

違
星
北
斗
の
短
歌
を
中
心
に―

を
受
講
し
て 

若
山 

富
士
子 

 

高
峰
秀
子
の
エ
ッ
セ
イ
『
年
金
花
火
』
に
、
夫
松
山
善
三

が
船
戸
与
一
著
『
蝦
夷
地
別
件
』
に
感
動
し
た
く
だ
り
が
あ

る
。
私
も
興
味
に
駆
ら
れ
そ
の
小
説
を
読
み
感
動
し
、
そ
れ

以
来
、
少
し
で
も
ア
イ
ヌ
の
こ
と
を
知
り
た
い
と
思
っ
た
。 

九
月
一
日
、
安
元
隆
子
先
生
の
講
座
「
ア
イ
ヌ
の
苦
悩
と

誇
り
」
に
出
席
し
た
。『
蝦
夷
地
別
件
』
の
時
代
背
景
は
寛
政

元
年
頃
だ
が
、
明
治
の
時
代
に
入
っ
て
一
人
の
ア
イ
ヌ
口
承

文
芸
の
翻
訳
者
と
三
人
の
ア
イ
ヌ
歌
人
が
誕
生
し
た
。 

・
知
里
幸
恵
は
明
治
三
十
六
年
生
ま
れ
。
『
ア
イ
ヌ
神
謡
集
』

を
日
本
語
に
翻
訳
し
た
。
口
承
を
知
里
が
文
字
化
し
た
か
ら

こ
そ
ア
イ
ヌ
の
神
話
を
今
も
、
私
た
ち
は
読
む
こ
と
が
出
来

る
。
彼
女
こ
そ
が
絶
滅
の
危
機
に
追
い
込
ま
れ
た
ア
イ
ヌ
伝

統
文
化
の
復
権
・
復
活
の
先
駆
者
な
の
だ
。 

・
バ
チ
ェ
ラ
ー
八
重
子
は
明
治
十
七
年
生
ま
れ
。
彼
女
は
短

歌
に
ア
イ
ヌ
民
族
の
想
い
を
表
現
し
た
。
ア
イ
ヌ
の
誇
り
を

忘
れ
て
い
る
人
た
ち
を
励
ま
す
短
歌
と
し
て
。 

〇 

ふ
み
に
じ
ら
れ
ふ
み
ひ
し
が
れ
し
ウ
タ
リ
の
名
誰
し
か

こ
れ
を
取
り
返
す
べ
き 

八
重
子
は
ア
イ
ヌ
語
の
み
の
短
歌
も
作
っ
て
い
る
。
ア
イ

ヌ
の
声
を
か
き
集
め
、
書
き
と
め
、
声
の
力
を
短
歌
に
し
て

ア
イ
ヌ
の
心
を
日
本
人
に
伝
え
た
い
と
考
え
て
い
た
。
短
歌

に
よ
っ
て
声
の
復
権
と
日
本
人
へ
の
橋
渡
し
を
し
よ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。 

・
違
星
北
斗
は
明
治
三
十
四
年
生
ま
れ
。
彼
は
ア
イ
ヌ
民
族

の
地
位
向
上
の
た
め
に
一
生
を
捧
げ
た
。
ア
イ
ヌ
と
し
て
自

覚
を
持
ち
、
和
人
に
伍
し
て
劣
ら
な
い
立
派
な
人
間
、
社
会

に
役
立
つ
人
間
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。 

〇 

勇
敢
を
好
み
悲
哀
を
愛
し
て
た
ア
イ
ヌ
よ
ア
イ
ヌ
今
何

処
に
居
る 

・
森
竹
竹
市
は
明
治
三
十
五
年
生
ま
れ
。 

〇 

な
ぜ
こ
う
も
ウ
タ
リ
は
自
身
を
卑
下
す
る
か
平
等
に
生

き
や
う
自
尊
心
持
て 

現
実
を
嘆
く
短
歌
で
あ
る
。
し
か
し
、
竹
市
は
昭
和
四
十

一
年
に
『
ア
イ
ヌ
亡
び
ず
』
で
こ
う
述
べ
る
。「
彼
等
（
＝
ア 

イ
ヌ
）
は
祖
先
か
ら
受
け
継
い
だ
民
族
の
特
性
、（
中
略
）
ア

イ
ヌ
の
風
貌
が
現
代
か
ら
没
し
て
も
、
そ
の
血
は
！
永
遠
に

流
る
る
の
だ
、
日
本
人
の
体
内
に
」
と
。 

私
は
二
年
前
に
読
ん
だ
宇
梶
静
江
著
『
大
地
よ
！
』
を
思

い
浮
か
べ
て
い
た
。
昭
和
八
年
生
ま
れ
の
彼
女
の
人
生
こ
そ

が
森
竹
竹
市
の
云
う
通
り
、「
ア
イ
ヌ
亡
び
ず
」
で
あ
る
。
彼

女
は
民
族
の
誇
り
、
芸
術
性
、
勇
気
を
持
っ
て
日
本
の
社
会

を
生
き
抜
い
て
き
た
。私
は
彼
女
の
詩
を
最
後
に
掲
げ
た
い
。 

大
地
よ 

／ 

重
た
か
っ
た
か 

／ 

痛
か
っ
た
か 

宇
梶
静
江
氏
の
人
生
の
重
さ
を
深
々
と
感
じ
て
胸
が
痛
く
な

っ
た
。
そ
し
て
こ
の
講
座
で
知
里
幸
恵
を
は
じ
め
と
し
た
三

人
の
ア
イ
ヌ
歌
人
の
生
涯
の
重
さ
を
も
感
じ
る
こ
と
が
で
き

た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
友
の
会
会
員
） 

 
 
 
 
 

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
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講
座
「
中
勘
助
の
戦
争
児
童
文
学
」
を
聴
講
し
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
出 

洸 

  

本
年
十
月
十
六
日
、
初
め
て
の
東
京
都
市
大
学
人
間
科
学

部
と
世
田
谷
文
学
館
友
の
会
共
催
の
公
開
講
座
「
中
勘
助
の

戦
争
児
童
文
学
」
が
催
さ
れ
た
。
講
師
は
友
の
会
と
ご
縁
の

深
い
同
大
学
人
間
科
学
部
児
童
学
科
の
木
内
英
実
准
教
授
。 

ま
ず
中
勘
助
は
明
治
十
八
年
生
ま
れ
で
日
清
、
日
露
、
第

一
次
世
界
大
戦
及
び
日
中
戦
争
の
四
回
に
亘
り
戦
争
経
験
を 

し
て
い
る
が
、『
銀
の
匙
』
に
は
小
学
生
だ
っ
た
時
の
思
い

出
と
し
て
、 

 
 

先
生
は
れ
い
の
し
た
り
顔
で
「
日
本
人
に
は
大
和
魂
が

あ
る
」
と
い
つ
て
い
つ
も
の
と
ほ
り
支
那
人
の
こ
と
を
な

ん
の
か
の
と
口
ぎ
た
な
く
罵
つ
た
。(

略)

自
分
が
い
は
れ

た
や
う
に
腹
に
す
ゑ
か
ね
て
「
先
生
、
日
本
人
に
大
和
魂

が
あ
れ
ば
支
那
人
に
は
支
那
魂
が
あ
る
で
せ
う
。(

略)

」 

と
言
っ
て
非
国
民
の
レ
ッ
テ
ル
を
は
ら
れ
た
と
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
載
っ
て
い
る
。
然
し
戦
前
、
戦
中
、
戦
後
を
通
じ
『
銀

の
匙
』
は
国
語
科
の
題
材
に
も
な
り
、
大
陸
に
戦
う
兵
士
達

に
も
岩
波
文
庫
本
が
送
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
、
九

十
篇
か
ら
成
る
戦
争
詩
集
も
作
っ
て
い
る
。 

戦
後
に
は
、「
山
が
つ
と
は
し
ば
み
」（
昭
和
二
十
三
年
）

と
題
す
る
印
象
深
い
詩
が
あ
る
。
年
老
い
た
山
が
つ
（
木

樵
）
が
毎
日
山
に
行
っ
て
年
老
い
た
は
し
ば
み
の
木
を
切
り

倒
す
が
、
そ
の
樹
は 

（
略
）
夏
の
さ
か
り
に
な
つ
た
と
き
に
⁄
山
が
つ
は
斧
を

さ
げ
て
ゆ
き
⁄
薪
に
し
て
売
る
た
め
に
⁄
は
し
ば
み
を
き

り
は
じ
め
ま
し
た
⁄
か
つ
し
⁄
か
つ
し
⁄
そ
れ
で
も
は
し

ば
み
は
慈
悲
を
す
て
ず
⁄
彼
の
う
へ
に
枝
葉
を
ひ
ろ
げ
⁄

涼
し
い
蔭
を
お
と
し
ま
し
た
⁄
か
つ
し
⁄
か
つ
し
（
略
）

ず
で
ん
ど
う
⁄
あ
は
れ
な
は
し
ば
み
⁄
む
ざ
ん
な
は
し
ば

み
（
以
下
略
） 

非
常
に
感
銘
を
受
け
る
が
、
こ
の
詩
の
原
点
は
イ
ン
ド
の
二

大
叙
事
詩
の
ひ
と
つ
で
あ
る
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
の｢

怨
親
平

等｣

（
お
ん
し
ん
び
ょ
う
ど
う
＝
敵
対
し
た
相
手
に
も
親
し

い
人
同
様
に
扱
う
）
に
あ
る
と
の
指
摘
に
は
同
感
し
た
。 

 

木
内
先
生
は
最
後
に
中
勘
助
の
戦
争
児
童
文
学
の
纏
め
と

し
て
、
➀
親
族
を
看
取
る
と
い
う
観
点 

②
「
山
が
つ
と
は

し
ば
み
」
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム 

③
自
然
の
力
へ
の
敬
慕
、

を
挙
げ
て
お
ら
れ
、
強
く
印
象
に
残
っ
た
。 

（
友
の
会
会
員
） 



７ 

 

 

世
田
谷
区
民
で
は
な
い
け
れ
ど…

…
 

〝 
越
中
「
二
上
山
」
の
麓
か
ら 

〟 

～
富
山
県
よ
り
～ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

武
部 

弥
十
武 

 

 

私
は
世
田
谷
文
学
館
友
の
会
に
、
平
成
二
十
九
年
（
二
〇

一
七
年
）
か
ら
入
会
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
友
の
会
は
、 

「
文
学
散
歩
・
他
文
学
館
な
ど
の
見
学
会
の
実
施
」
な
ど
を

含
め
て
、
多
彩
な
事
業
を
展
開
し
て
い
る
。
私
も
機
会
が
あ

れ
ば
、
そ
れ
ら
の
催
し
に
参
加
し
て
み
た
い
と
思
っ
た
か
ら

で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
が
、
そ
う
思
っ
て
い
る
う
ち
に
、
次
第
に
東
京
都

内
に
コ
ロ
ナ
禍
が
広
ま
っ
て
き
て
、
参
加
し
て
感
染
し
、
周

囲
に
迷
惑
を
か
け
た
く
な
い
と
い
う
気
持
ち
が
強
ま
っ
て
き

た
。
そ
れ
で
残
念
な
が
ら
ま
だ
一
度
も
参
加
せ
ず
、
送
ら
れ

て
く
る
友
の
会
の
「
お
し
ら
せ
」
や
「
会
報
」
な
ど
で
、
色
々

と
教
え
ら
れ
、
楽
し
ま
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。 

 

私
は
富
山
県
高
岡
市
伏
木
の
地
に
住
ん
で
い
る
。
伏
木
の

地
は
、
富
山
県
は
呉
西
、
二
上
山
の
麓
に
あ
り
、
い
わ
ゆ
る

越
中
万
葉
の
故
郷
で
あ
る
。
富
山
湾
に
面
し
、
海
を
挟
ん
で 

東
に
、
白
雪
抱
く
立
山
が
見
え
る
。
奈
良
時
代
、
越
中
の
国

府
が
あ
り
、
大
伴
家
持
は
天
平
十
八
年
（
七
四
六
年
）
七
月

末
か
ら
満
五
年
間
、
越
中
守
と
し
て
在
任
し
、
約
二
二
〇
首

ば
か
り
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
。 

 
 

玉
く
し
げ
二
上
山
に
鳴
く
鳥
の 

声
の
恋
し
き
時
は
来
に
け
り 

（
万
葉 

巻
十
七
・
三
九
八
七
） 

 

伏
木
に
は
坂
本
信
幸
氏
館
長
の
「
高
岡
市
万
葉
歴
史
館
」

が
あ
り
、高
岡
市
は
毎
年
十
月
初
旬
に
、「
高
岡
万
葉
ま
つ
り
」

を
催
し
て
、「
万
葉
集
全
二
十
巻
朗
唱
の
会
」
を
行
な
っ
て
い

る
。
全
国
か
ら
の
参
加
者
も
多
い
。 

 

伏
木
に
は
ま
た
、『
広
場
の
孤
独
』
で
芥
川
賞
を
受
賞
し
た

堀
田
善
衛
氏
の
生
家
も
あ
る
。 

 

富
山
市
に
は
、
中
西
進
氏
館
長
の
「
高
志
の
国
文
学
館
」

が
あ
り
、
多
彩
な
事
業
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
平
成
三
十
年

（
二
〇
一
八
年
）
十
月
に
は
、
生
誕
一
〇
〇
年
記
念
特
別
展 

「
堀
田
善
衛―

世
界
の
水
平
線
を
見
つ
め
て―

」が
あ
っ
た
。 

 

富
山
市
は
ま
た
、
ユ
ニ
ー
ク
な
「
富
山
市
民
大
学
」
が
あ

る
が
、
そ
こ
で
私
も
講
師
と
し
て
、『
万
葉
集
』
や
『
古
今
集
』、

『
新
古
今
集
』
を
読
ん
で
い
る
。 

 

早
く
コ
ロ
ナ
禍
が
終
息
し
て
、
安
心
し
て
友
の
会
の
色
々

な
催
し
に
参
加
で
き
る
よ
う
心
か
ら
祈
る
ば
か
り
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
友
の
会
会
員
） 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

世
田
谷
文
学
館
こ
ぼ
れ
話 

 
「
没
後
十
年
井
上
ひ
さ
し
展―

希
望
へ
橋
渡
し
す
る
人
」 

（
二
〇
二
〇
年
十
月
十
日
～
十
二
月
六
日
開
催
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
垣 

理
子  

 

「
井
上
ひ
さ
し
展―
希
望
へ
橋
渡
し
す
る
人
」
の
ポ
ス
タ

ー
を
覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
か
。 

井
上
さ
ん
の
作
品
か
ら
、
三
人
の
担
当
学
芸
員
が
〈
希
望
〉

の
こ
と
ば
を
集
め
よ
う
と
決
め
、
ひ
た
す
ら
読
み
込
ん
で
選

ん
だ
そ
の
こ
と
ば
（
文
字
）
を
用
い
て
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
ア

ベ
キ
ヒ
ロ
カ
ズ
さ
ん
が
、
井
上
さ
ん
の
顔
を
描
き
ま
し
た
。

デ
ザ
イ
ン
に
使
わ
れ
た
文
字
は
す
べ
て
手
書
き
で
、
文
字
の

ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
、
館
の
総
務
部
・
学
芸
部
、
職
員
総
出
で

書
き
繋
ぎ
ま
し
た
。
こ
の
メ
イ
ン
ビ
ジ
ュ
ア
ル
こ
そ
、
あ
の

時
、
あ
の
状
況
で
、〈
せ
た
ぶ
ん
〉
に
登
場
し
て
く
れ
た
井
上

ひ
さ
し
さ
ん
へ
の
、
私
た
ち
の
想
い
そ
の
も
の
で
し
た
。 

本
展
を
企
画
し
た
開
催
の
二
年
前
、
よ
も
や
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
が
ま
ん
延
し
、
日
本
国
内
の
移
動
さ
え
困

難
な
状
況
に
お
か
れ
る
と
は
想
像
す
ら
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

二
〇
二
〇
年
は
井
上
ひ
さ
し
さ
ん
没
後
十
年
。
ふ
る
さ
と
の

山
形
・
遅
筆
堂
文
庫
を
は
じ
め
、
各
地
の
井
上
さ
ん
ゆ
か
り

の
地
で
展
覧
会
を
開
催
し
、
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
で
全
国
を
巡

っ
て
も
ら
お
う
と
、
関
係
者
一
同
張
り
切
っ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、そ
の
計
画
に
大
き
な
壁
が
立
ち
は
だ
か
り
ま
し
た
。 

世
田
谷
文
学
館
も
一
時
休
館
に
追
い
込
ま
れ
、
職
員
同
士

で
交
わ
さ
れ
る
べ
き
議
論
も
ま
ま
な
ら
な
い
中
、
館
が
再
開

さ
れ
て
久
々
に
顔
を
あ
わ
せ
た
私
た
ち
が
考
え
る
「
井
上
ひ

さ
し
展
」は
、明
ら
か
に
そ
の
前
と
は
変
わ
っ
て
い
ま
し
た
。 

井
上
さ
ん
の
最
後
の
戯
曲
『
組
曲
虐
殺
』
の
中
に
、「
絶
望

か
ら
希
望
へ
橋
渡
し
を
す
る
人
が
い
な
い
も
の
だ
ろ
う
か…

…

い
や
、
い
な
い
こ
と
は
な
い
。」
と
い
う
セ
リ
フ
が
あ
り
ま

す
。
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
世
界
的
な
困
難
、「
絶
望
」
が
覆
っ
た

こ
の
時
期
に
触
れ
る
井
上
さ
ん
の
こ
と
ば
は
、
そ
の
明
る
さ

と
深
さ
で
私
た
ち
を
包
み
、
明
日
に
向
か
う
糧
の
よ
う
に
響

き
ま
し
た
。 

「
橋
渡
し
を
す
る
人
」
そ
の
人
こ
そ
「
井
上
ひ
さ
し
」
で

あ
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
を
あ
ら
た

め
て
お
伝
え
し
た
い
と
願
い
、
私
た
ち
の
井
上
さ
ん
の
「〈
希

望
〉
の
こ
と
ば
」
集
め
が
始
ま
っ
た
の
で
す
。 

こ
の
展
示
の
あ
り
方
が
正
解
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
今
も

わ
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
ひ
と
つ
確
か
な
こ
と
は
、
困
難
を
押

し
て
ご
来
館
く
だ
さ
り
、静
寂
し
か
許
さ
れ
な
い
展
示
室
で
、

井
上
さ
ん
の
こ
と
ば
と
向
き
合
い
、
対
話
し
て
く
だ
さ
っ
た

皆
さ
ん
の
お
姿
を
、私
た
ち
は
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
す
。 

 
 
 

（
世
田
谷
文
学
館
学
芸
部
長
） 



８ 

 

「
世
田
谷
文
学
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
図
鑑
」
の
お
薦
め 

堀 

伸
雄 

 

文
学
館
一
階
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
の
一
角
に
、
グ

リ
ー
ン
の
下
地
に
文
士
た
ち
の
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
を
ち
り

ば
め
た
装
丁
の
本
が
販
売
さ
れ
て
い
る
。
昨
年
十
月
、
開

館
二
十
五
周
年
記
念
と
し
て
当
館
が
発
行
し
た
「
世
田
谷

文
学
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
図
鑑
」（
税
込
一
六
五
〇
円
）
で

あ
る
。
十
万
余
点
あ
る
と
い
う
収
蔵
品
の
中
か
ら
選
び
抜

か
れ
た
百
余
点
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。 

内
容
は
、
作
家
の
自
筆
原
稿
、
創
作
ノ
ー
ト
、
書
簡
を

は
じ
め
、
映
画
台
本
、
愛
用
の
日
用
品
な
ど
多
岐
に
亘
る
。

写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
森
茉
莉
の
犬
の
ぬ
い
ぐ
る
み

は
弟
の
森
類
に
受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
い
き
さ

つ
が
紹
介
さ
れ
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
で
の
実
物
展
示
は
注

目
に
値
し
た
。
北
杜
夫
夫
人
へ
の
ロ
ン
グ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

の
採
録
や
、
日
本
文
学
研
究
者
、
映
画
監
督
な
ど
の
寄
稿

文
は
、
世
田
谷
と
文
学
、
映
画
の
結
び
つ
き
を
歴
史
的
視

点
か
ら
俯
瞰
し
て
く
れ
る
。
さ
ら
に
心
打
つ
の
は
、
広
範

囲
の
交
流
の
証
と
も
言
え
る
十
九
通
の
書
簡
や
は
が
き
。

井
上
ひ
さ
し
、
室
生
犀
星
、
井
上
靖
な
ど
の
書
簡
類
は
特

に
印
象
深
い
。
こ
れ
ら
は
全
て
巻
末
に
読
み
下
し
文
が
併

載
さ
れ
て
い
る
の
も
有
難
い
。 

ま
た
、
各
頁
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
の
意
義
を
表
す
簡

潔
な
キ
ー
フ
レ
ー
ズ
が
付
さ
れ
て
お
り
、
欄
外
の
出
典
書

籍
や
参
考
文
献
の
記
載
も
重
宝
、
各
資
料
ご
と
に
込
め
ら

れ
た
ス
ト
ー
リ
ー
が
伝
わ
る
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
。
巻
尾

の
「
世
田
谷
文
学
年
表
」
を
見
れ
ば
、
ど
の
作
家
が
い
つ

ご
ろ
世
田
谷
の
ど
の
辺
を
徘
徊
し
て
い
た
か
も
推
測
が

つ
く
。
結
果
、
こ
の
図
鑑
は
単
な
る
図
録
を
超
え
た
総
合

的
資
料
集
と
な
っ
て
い
る
。
手
元
に
置
き
、
折
に
触
れ
繙

け
ば
、
世
田
谷
文
学
館
に
来
る
楽
し
み
も
一
段
と
増
す
こ

と
必
定
。
続
刊
を
期
待
し
た
い
。 

 

（
友
の
会
会
員
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

・
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
ご
送
付
く
だ
さ

 

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

 

 

 

 

編
集
後
記 

 
 
 
 
 
 
 

 

は
や
、
今
年
も
暮
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
皆
さ

ま
に
と
っ
て
こ
の
一
年
は
ど
の
よ
う
な
お
年
で
し
た

で
し
ょ
う
か
。 

振
り
返
る
と
、
世
界
が
大
き
く
揺
ら
ぎ
不
安
な
気

持
ち
を
抱
き
ま
す
。
私
た
ち
は
こ
れ
か
ら
も
世
界
の

動
き
に
一
層
敏
感
に
な
り
、
注
視
し
て
い
か
な
け
れ

ば
と
強
く
思
い
ま
す
。 

視
点
を
身
近
に
移
す
と
、
友
の
会
の
こ
の
半
期
は

文
学
館
と
の
共
催
講
演
、
講
座
そ
し
て
散
歩
が
そ
れ

ぞ
れ
二
つ
ず
つ
と
活
気
の
あ
る
活
動
に
戻
る
こ
と
が

出
来
ま
し
た
。 

そ
れ
ら
の
催
し
か
ら
刺
激
を
受
け
て
、
今
年
は
長

編
小
説
を
読
む
機
会
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。
落
ち
着
い

て
じ
っ
く
り
本
を
読
む
楽
し
み
は
ま
た
格
別
の
も
の

が
あ
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

（
森 

ゆ
り
子
） 

 

                      

（
森 

ゆ
り
子
） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
 

～こういう催しがありました～（２０２２年４月～２０２２年１０月） 

月 日 講演・講座・散歩 講師・案内人 

2022年 

4月 9日 

総会記念講演「ファザコンからの脱却――父・阿川

弘之の生誕１００年を迎えて」（文学館との共催） 

阿川 佐和子氏 

（作家・エッセイスト）  

5月 15日 

5月 18日 

春季文学散歩「樋口一葉生誕１５０年 本郷で暮ら

した時代を辿る」 

松山 信洋氏 

（文学遺跡探査者） 

7月 9日 
文学館との共催講演 

「人生百年時代のドストエフスキー」 

亀山 郁夫氏 

（世田谷文学館 館長） 

9月 1日 
講座「アイヌの苦悩と誇り ―バチェラー八重子、

違星北斗の短歌を中心に―」 

安元 隆子氏 

（日本大学国際関係学部特任教授） 

10月 10日 

10月 12日 

秋季文学散歩 朔太郎の「猫町」から時空を超えて

新開地「下北沢」を歩く 

きむら けん氏  

（文化探査者・作家） 

10月 16日 
東京都市大学人間科学部との共催公開文学講座 

「物語はこうして生まれた   中勘助の戦争児童文学」 

木内 英実氏   （東京都市大学

人間科学部准教授 博士・文学） 
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