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歌
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穂
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弘 

氏  

覚
え
て
お
き
た
い
究
極
の
短
歌 

鈴
木 

マ
キ
コ 

 

台
風
が
タ
イ
ミ
ン
グ
良
く
過
ぎ
た
九
月
九
日（
土
）、

た
く
さ
ん
の
方
が
ご
来
場
下
さ
い
ま
し
た
。
今
回
は

い
つ
も
よ
り
一
般
参
加
の
お
客
様
が
多
か
っ
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。あ
る
方
は「
こ
こ
で
い
い
の
か
な
？
」

と
不
安
気
に
入
館
し
、受
付
の
貼
紙
の「
穂
村
弘
氏
」

の
文
字
に
ほ
っ
と
な
さ
り
、「
あ
っ
、
こ
っ
ち
だ
わ
」

と
一
般
受
付
へ
早
足
で
向
か
わ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に

「
楽
し
み
に
文
学
館
に
来
ま
し
た
！
」
と
い
う
気
持

ち
を
感
じ
ま
し
た
。 

実
際
に
短
歌
を
作
る
方
、
穂
村
さ
ん
の
フ
ァ
ン
、

短
歌
を
よ
く
知
ら
な
い
け
れ
ど
、
お
話
に
つ
い
て
い

け
る
か
な
？ 

会
場
に
は
そ
ん
な
様
々
な
方
の
「
よ

ー
し
、
究
極
の
短
歌
を
知
り
た
い
」
と
い
う
期
待
が

満
ち
て
い
ま
し
た
。 

■
全
員
一
致
は
三
首
の
み 

今
回
配
付
さ
れ
た
資
料
は
二
種
類
、
一
つ
は
Ｎ
Ｈ

Ｋ
の
番
組
で
使
わ
れ
た
「
究
極
の
短
歌
５
０
選
」「
究

極
の
俳
句
５
０
選
」
と
、
穂
村
さ
ん
が
講
演
の
た
め

に
作
っ
て
下
さ
っ
た
「
覚
え
て
お
き
た
い
究
極
の
短

歌
」
で
す
。
あ
れ
、
タ
イ
ト
ル
が
似
て
い
ま
す
。 

「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
か
ら
、
飛
鳥
時
代
か
ら
平
成
ま
で
の
千
四

百
年
を
通
し
て
五
十
首
選
ん
で
欲
し
い
と
依
頼
さ
れ

ま
し
た
が
、
そ
ん
な
の
無
理
だ
よ
ね
。
責
任
、
重
い

し
。『
覚
え
て
お
き
た
い
短
歌
』
だ
と
い
い
と
思
い
ま

し
た
が
、そ
れ
だ
と
引
き
が
弱
く
て『
究
極
の
短
歌
』。

自
分
の
資
料
は
『
覚
え
て
お
き
た
い
究
極
の
短
歌
』

に
し
ま
し
た
」 

 

無
理
な
こ
と
は
無
理
と
言
う
、
で
も
、
相
手
の
言

い
分
も
受
け
入
れ
る
。
お
人
柄
が
伝
わ
り
ま
す
。 

 

五
十
首
の
選
者
は
、
穂
村
さ
ん
、
栗
木
京
子
さ
ん

（
歌
人
・
現
代
歌
人
協
会
理
事
長
）、
渡
部
泰
明
さ
ん

（
国
文
学
研
究
資
料
館
長
）
の
三
人
で
、
三
人
が
一

致
し
て
選
ん
だ
短
歌
は
三
首
の
み
で
し
た
。 

 

熟
田
津(

に
き
た
つ)

に
船
乗
り
せ
む
と 

月
待
て
ば
潮
も
か
な
ひ
ぬ
今
は
漕
ぎ
出
で
な 

 

額
田
王 

 

白
鳥(

し
ら
と
り)

は
哀
し
か
ら
ず
や
空
の
青 

海
の
あ
を
に
も
染
ま
ず
た
だ
よ
ふ 

 
 

若
山
牧
水 

 

君
か
へ
す
朝
の
舗
石(

し
き
い
し)

さ
く
さ
く
と 

雪
よ
林
檎
の
香
の
ご
と
く
ふ
れ 

 
 
 
 
 
 
 
 

北
原
白
秋 

   

 

各
時
代
で
「
誰
」
を
選
ぶ
か
は
比
較
的
す
ん
な
り

決
ま
っ
た
け
れ
ど
、
ど
の
「
歌
」
に
す
る
か
が
大
変

だ
っ
た
そ
う
で
す
。 

「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番
組
で
は
『
究
極
の
俳
句
５
０
選
』
も

同
時
放
映
さ
れ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
を
見
た
時
、
大

変
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ま
し
た
」 

え
、
穂
村
さ
ん
が
シ
ョ
ッ
ク
？ 

そ
れ
は
何
？ 

「
五
十
句
し
か
選
べ
な
い
の
に
、
芭
蕉
の
句
が
冒
頭

三
句
も
入
っ
て
い
る（
古
池
や
蛙
飛
こ
む
水
の
を
と
・

閑
さ
や
岩
に
し
み
入
蝉
の
声
・
荒
海
や
佐
渡
に
よ
こ

た
ふ
天
河
）。
短
歌
の
場
合
、
五
十
首
と
言
わ
れ
れ
ば

五
十
人
を
選
ん
で
一
首
ず
つ
に
す
る
。
で
も
俳
句
は

違
う
。
俳
句
を
始
め
た
芭
蕉
は
、
絶
対
の
存
在
な
の

だ
と
思
う
」 

そ
う
言
わ
れ
れ
ば
、
確
か
に
そ
う
で
す
。 

■
短
歌
と
和
歌
と
は
違
う
ん
だ
！ 

「
じ
ゃ
あ
、
短
歌
は
誰
が
始
め
た
か
？
」 

 

は
い
、
そ
れ
は
誰
で
す
か
？ 

知
り
た
い
。 

「
俳
句
の
三
倍
以
上
む
か
し
か
ら
あ
っ
て
、
微
妙
に

神
様
が
始
め
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
短
歌
に
は
そ
の

意
識
が
あ
る
」 

 

え
、
神
様
？ 

 

「
柿
本
人
麻
呂
だ
っ
て
、
今
で
い
う
な
ら
コ
ピ
ー
ラ

イ
タ
ー
み
た
い
な
も
の
で
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
天
皇

が
『
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
よ
』
と
頼
ん
だ
内
容

を
歌
に
し
て
い
る
」 

 

あ
ら
ま
、
そ
う
な
ん
で
す
か
？ 

 

東(

ひ
む
が
し)

の
野
に
か
ぎ
ろ
ひ
の
立
つ
見
え
て

か
へ
り
見
す
れ
ば
月
か
た
ぶ
き
ぬ 

 

柿
本
人
麻
呂 

解りやすく語られる歌人・穂村弘氏 
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「
こ
れ
は
自
然
を
歌
に
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
、

天
皇
に
成
り
代
わ
っ
て
祈
っ
て
い
る
の
で
す
」
と
、
お
っ
し

ゃ
い
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
、
和
歌
と
短
歌
の
違
い
を
み
な
さ

ん
ご
存
じ
で
し
た
か
？ 

「
近
代
で
は
、
自
分
の
心
を
歌
う
。
そ
れ
以
前
は
、
個
人
の

思
い
で
は
な
く
、
そ
の
時
代
の
み
ん
な
を
代
表
し
て
神
に
祈

り
を
捧
げ
て
い
る
」 

で
す
か
ら
、
柿
本
人
麻
呂
の
歌
は
「
短
歌
」
で
は
な
く
、

「
和
歌
」
な
の
で
す
。 

額
田
王
の
歌
に
出
て
く
る
「
熟
田
津
」
で
す
が
、「
現
代
人

に
と
っ
て
、
こ
の
地
名
は
謎
の
呪
文
だ
よ
ね
。か
っ
こ
い
い
。

魔
力
が
あ
る
。
人
は
自
分
か
ら
遠
い
物
を
神
秘
的
に
思
っ
て

し
ま
う
」 

の
だ
そ
う
で
す
。
和
歌
・
短
歌
を
口
に
す
る
と
、
そ
こ
に

は
文
字
を
目
で
追
う
だ
け
で
は
感
じ
ら
れ
な
い
、
言
葉
の
持

つ
力
が
出
現
す
る
。 

■
「
命
」
に
対
す
る
集
中
力 

穂
村
さ
ん
の
お
話
を
う
か
が
い
、
わ
た
し
た
ち
は
電
気
の

あ
る
生
活
を
し
て
い
る
現
代
人
な
の
だ
、
と
改
め
て
意
識
し

ま
し
た
。
闇
が
本
当
の
闇
だ
っ
た
時
、
蛍
や
月
、
星
の
あ
か

り
を
ど
ん
な
気
持
ち
で
見
た
の
か
。
恋
の
歌
で
も
、
相
手
が

自
分
の
夢
に
出
て
く
る
こ
と
が
大
事
と
思
わ
れ
た
そ
う
で
す
。

恋
の
パ
ワ
ー
が
違
い
す
ぎ
る
。で
も
、そ
の
時
代
の
和
歌
を
、

二
十
一
世
紀
の
わ
た
し
た
ち
が
鑑
賞
し
て
い
る
。
そ
れ
が
不

思
議
で
面
白
い
で
す
。 

講
演
中
、
穂
村
さ
ん
は
「
～
だ
よ
ね
」「
～
じ
ゃ
ん
」
「
～

だ
よ
」
と
い
う
話
し
方
を
さ
れ
、
短
歌
を
ほ
め
る
時
も
「
し

び
れ
る
」「
か
っ
こ
い
い
」「
た
ま
ら
ん
」「
あ
こ
が
れ
ま
す
ね
」

と
、
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
そ
の
短
歌
に
対
し

て
も
う
反
射
的
に
そ
う
言
う
し
か
な
い
、
と
い
う
ス
ト
レ
ー

ト
な
お
気
持
ち
を
感
じ
ま
し
た
。 

例
え
ば
先
に
あ
げ
た
白
秋
の
歌
に
は
、 

「
す
て
き
で
す
よ
。
ど
ん
だ
け
ロ
マ
ン
チ
ス
ト
な
ん
だ
。
や

ら
れ
て
し
ま
う
。
胸
を
撃
ち
抜
く
よ
ね
」 

「
雪
と
林
檎
の
飛
躍
に
、『
は
っ
』
と
さ
せ
ら
れ
る
。
雪
の
白

さ
と
冷
た
さ
、
林
檎
の
味
と
香
り
、
そ
し
て
さ
く
さ
く
と
い

う
響
き
。
視
覚
、
触
角
、
味
覚
、
嗅
覚
、
聴
覚
と
い
う
五
感

の
要
素
が
こ
の
歌
に
は
入
っ
て
い
る
」 

 

短
歌
の
作
り
始
め
だ
と
、
視
覚
ば
か
り
の
歌
に
な
り
が
ち

だ
そ
う
で
す
。
確
か
に
こ
の
歌
は
五
感
に
響
き
ま
す
。 

「
歌
人
は
本
当
に
不
倫
が
好
き
。
こ
の
歌
も
相
手
が
隣
家
の

人
妻
で
、
こ
の
後
白
秋
は
姦
通
罪
で
牢
屋
に
入
る
。
で
も
、

こ
の
歌
は
百
年
前
の
も
の
で
、
今
も
残
っ
て
い
る
。
牢
屋
に

入
ら
な
い
か
ら
、
こ
う
い
う
歌
が
出
来
な
い
の
か
。
歌
が
百

年
残
る
な
ら
牢
屋
に
入
っ
て
も
い
い
か
も
」 

ま
あ
、
そ
う
で
す
か
。
歌
人
っ
て
大
変
で
す
ね
。
穂
村
さ

ん
の
歌
の
説
明
は
当
然
面
白
い
の
で
す
が
、
間
に
入
る
生
の

言
葉
が
大
変
面
白
い
の
で
す
。 

「
短
歌
に
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
不
能
の
と
こ
ろ
が
あ
る
。
普

通
の
感
覚
で
は
な
い
ゾ
ー
ン
に
い
る
人
に
、
短
歌
の
神
様
は

恩
寵
を
与
え
る
」 

「
死
刑
囚
は
い
い
短
歌
を
作
る
。そ
れ
は
技
術
で
は
な
く
て
、

命
に
対
す
る
集
中
力
が
圧
倒
的
に
違
う
か
ら
。
最
も
弱
い
者

が
、
短
歌
を
最
強
の
武
器
に
す
る
。
思
春
期
の
人
、
中
二
病
、

獄
中
に
い
る
人
、
そ
し
て
ボ
ケ
て
い
る
人
。
ぼ
く
の
知
り
合

い
の
歌
人
に
、
あ
る
人
が
『
皆
、
わ
た
し
の
旦
那
さ
ん
は
、

も
う
亡
く
な
っ
た
っ
て
言
う
ん
で
す
け
ど
、
先
生
、
そ
れ
は

本
当
で
す
か
？
』
っ
て
聞
く
ん
だ
そ
う
で
す
。
そ
ん
な
こ
と

を
知
る
訳
な
い
じ
ゃ
な
い
。
で
も
、
そ
の
方
は
そ
う
い
う
意

識
の
中
で
短
歌
を
作
っ
て
い
る
。
び
っ
く
り
す
る
よ
ね
。
現

実
の
世
界
で
は
、
お
金
と
体
力
が
あ
る
人
に
価
値
を
み
る
け

れ
ど
、
短
歌
で
は
逆
転
す
る
」 

「
代
表
歌
は
若
い
時
の
作
が
、
ほ
と
ん
ど
。
残
酷
だ
ね
。
脳

が
ぐ
つ
ぐ
つ
し
て
い
る
時
の
も
の
な
ん
だ
ね
」 

「
歌
人
は
だ
い
た
い
髪
が
多
く
て
、
う
ね
っ
て
ツ
ヤ
ツ
ヤ
し

て
い
る
。
そ
れ
に
長
生
き
だ
よ
ね
。
演
劇
好
き
も
多
い
し
」 

「
短
歌
と
着
物
は
似
て
い
る
。
着
物
に
は
着
物
警
察
と
い
う

こ
わ
い
人
が
い
て
、
突
然
、
お
太
鼓
の
形
が
ど
う
の
、
着
丈

が
ど
う
の
と
、難
癖
を
つ
け
る
。定
型
だ
か
ら
批
判
さ
れ
る
」 

■
セ
ー
ラ
ー
服
の
高
校
生 

「
短
歌
は
時
間
が
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
動
画
の
よ
う
だ
」

「
他
人
の
恋
の
歌
を
、『
の
ろ
け
を
聞
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

苦
痛
だ
』
と
言
う
人
も
い
ま
す
。
も
う
そ
れ
は
リ
ミ
ッ
タ
ー

を
振
り
切
っ
た
も
の
と
思
っ
て
、
こ
わ
い
も
の
見
た
さ
の
ホ

ラ
ー
と
思
え
ば
い
い
。
人
間
は
一
体
ど
こ
ま
で
行
け
る
も
の

な
の
か
、
と
見
守
れ
ば
い
い
の
で
す
」 

「
天
才
は
一
人
い
て
も
だ
め
。
同
じ
位
の
天
才
が
い
る
か
ら

魂
が
共
鳴
し
あ
え
る
。
将
棋
の
藤
井
君
が
心
配
。
一
人
だ
け

強
い
の
は
、
か
わ
い
そ
う
」 

解
説
も
お
話
も
ず
っ
と
聴
い
て
い
た
か
っ
た
で
す
。
和
歌
、

短
歌
の
背
景
、
歌
人
の
特
徴
、
そ
の
嗜
好
を
わ
か
り
や
す
く

教
え
て
下
さ
い
ま
し
た
。
短
歌
を
も
っ
と
知
り
た
い
、
歌
集

を
ど
ん
ど
ん
読
み
た
い
と
思
い
ま
し
た
。 

講
演
の
最
後
に
は
、
エ
ッ
セ
イ
集
『
短
歌
の
友
人
』
が
十

人
に
当
た
る
抽
選
会
が
あ
り
ま
し
た
。
最
後
の
当
選
者
は
、

質
疑
応
答
の
コ
ー
ナ
ー
で
「
今
度
授
業
で
穂
村
さ
ん
の
こ
と

を
発
表
し
ま
す
」
と
、
お
っ
し
ゃ
っ
た
セ
ー
ラ
ー
服
の
高
校

生
で
し
た
。こ
れ
も
短
歌
の
神
様
な
ら
で
は
の
終
わ
ら
せ
方
、

と
い
う
気
が
し
ま
し
た
。 

（
友
の
会
会
員
） 
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シ
リ
ー
ズ 

世
田
谷
と
わ
た
し 

第
十
六
回 

 

〝
三
軒
茶
屋
の
ツ
ボ
ち
ゃ
ん
〟 

佐
久
間 

文
子  

 

今
年
六
月
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
「
よ
み
が
え
る
新
日
本
紀
行 

高

速
道
路
下
の
人
情
通
り 
東
京
・
三
軒
茶
屋
」
と
い
う
一
九

七
八
年
に
収
録
さ
れ
た
映
像
が
再
放
送
さ
れ
る
の
を
、「
ツ
ボ

ち
ゃ
ん
が
好
き
そ
う
だ
な
」
と
思
っ
て
条
件
反
射
的
に
録
画

し
た
。 

 

ツ
ボ
ち
ゃ
ん
、
坪
内
祐
三
は
二
〇
二
〇
年
一
月
に
亡
く
な

っ
た
文
筆
家
で
、
私
の
夫
で
あ
る
。
三
歳
か
ら
ず
っ
と
世
田

谷
住
ま
い
で
、
彼
が
い
た
の
で
私
も
こ
の
四
半
世
紀
、
三
軒

茶
屋
で
暮
ら
し
て
き
た
。 

 

坪
内
は
若
い
こ
ろ
「
東
京
人
」
と
い
う
雑
誌
を
編
集
し
て

お
り
、
編
集
者
を
や
め
た
あ
と
も
、
テ
レ
ビ
や
雑
誌
で
街
の

特
集
を
こ
ま
め
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
た
。
テ
レ
ビ
の
街
特
集

は
、
た
と
え
ば
豪
徳
寺
の
隣
の
街
の
店
を
豪
徳
寺
と
し
て
紹

介
し
た
り
す
る
。
そ
う
い
う
の
を
見
る
と
、「
そ
こ
は
豪
徳
寺

じ
ゃ
な
い
！
」
と
叫
ぶ
、
う
る
さ
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。 

 

番
組
で
は
、
三
軒
茶
屋
と
下
北
沢
を
結
ぶ
茶
沢
通
り
を
さ
ら

に
奥
に
入
っ
た
下
の
谷
地
区
を
お
も
に
取
り
上
げ
て
い
た
。
関

東
大
震
災
で
被
災
し
た
上
野
や
浅
草
の
人
た
ち
が
移
り
住
ん

だ
と
い
い
、
商
店
街
に
は
大
正
時
代
か
ら
続
く
蕎
麦
屋
も
あ
る
。 

 

ぼ
ん
や
り
見
て
い
た
ら
、ふ
い
に
画
面
を
牛
が
横
切
っ
た
。

牧
場
？ 

も
し
か
し
て
？ 

牧
場
主
の
名
前
が
紹
介
さ
れ
て

い
た
の
で
、
テ
レ
ビ
を
一
旦
停
止
し
て
ス
マ
ホ
で
検
索
し
た

と
こ
ろ
、
予
想
し
た
通
り
四
谷
軒
牧
場
の
牧
場
主
の
名
前
と

一
致
し
た
。 

四
谷
軒
牧
場
は
、
坪
内
が
通
っ
た
赤
堤
小
学
校
の
そ
ば
に

あ
っ
た
牧
場
だ
。
大
阪
生
ま
れ
で
東
京
を
あ
ま
り
知
ら
な
い

私
に
、
世
田
谷
と
い
う
と
高
級
住
宅
地
と
思
わ
れ
る
け
ど
、

ぼ
く
が
子
ど
も
の
こ
ろ
は
小
学
校
の
隣
が
牧
場
で
田
舎
だ
っ

た
と
話
し
て
い
た
。 

牛
を
ま
つ
っ
た
「
牛
魂
碑
」
が
あ
っ
て
、
と
い
う
あ
た
り

か
ら
だ
ん
だ
ん
話
が
物
語
じ
み
て
く
る
。
背
中
に
火
の
つ
い

た
牛
が
校
庭
に
逃
げ
込
ん
で
来
た
と
も
話
し
て
い
た
。
自
分

で
見
た
わ
け
で
は
な
く
、
先
生
か
ら
聞
い
た
ら
し
い
が
、
ま

る
で
自
分
が
こ
の
目
で
み
た
か
の
よ
う
に
語
る
の
だ
っ
た
。 

そ
ん
な
マ
ジ
ッ
ク
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
み
た
い
な
光
景
が
高

度
経
済
成
長
期
以
降
の
世
田
谷
で
？ 

ほ
ん
と
う
に
？ 

ち

ょ
く
ち
ょ
く
話
を
盛
る
人
だ
っ
た
の
で
話
半
ば
に
聞
い
て
い

た
け
ど
、
思
い
が
け
ず
目
に
し
た
四
十
五
年
前
の
映
像
は
彼

が
話
し
た
場
所
そ
の
も
の
で
、
夜
中
に
ひ
と
り
で
テ
レ
ビ
を

見
な
が
ら
、
い
ま
四
谷
軒
牧
場
見
た
よ
、
あ
な
た
が
言
っ
た

ま
ま
だ
っ
た
よ
と
、
隣
に
い
な
い
人
に
話
し
か
け
た
。 

と
こ
ろ
で
四
谷
軒
牧
場
の
所
在
地
は
赤
堤
で
あ
る
。
三
軒

茶
屋
か
ら
歩
い
て
行
け
る
距
離
で
は
な
い
。
ツ
ボ
ち
ゃ
ん
に

日
ご
ろ
文
句
を
つ
け
ら
れ
が
ち
な
街
ブ
ラ
番
組
の
三
軒
茶
屋

特
集
で
も
紹
介
し
な
い
ぐ
ら
い
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
あ

の
名
高
い
「
新
日
本
紀
行
」
が
、
た
ぶ
ん
テ
レ
ビ
的
に
面
白

い
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
赤
堤
の
牧
場
を
三
軒
茶
屋
の
一
角

に
あ
る
か
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
た
の
は
ち
ょ
っ
と
し
た
驚

き
だ
っ
た
。 

彼
が
見
た
ら
ど
ん
な
反
応
を
し
た
だ
ろ
う
と
考
え
て
し
ま

う
。
や
っ
ぱ
り
「
赤
堤
は
三
軒
茶
屋
じ
ゃ
な
い
！
」
と
叫
ん
だ

だ
ろ
う
か
。
案
外
、
懐
か
し
い
牧
場
を
見
ら
れ
た
う
れ
し
さ
で

胸
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
、
そ
ん
な
細
か
い
こ
と
は
ど
う
で
も

よ
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
も
す
る
。 

執
筆
者
紹
介 

文
芸
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
。
大
阪
市
生
ま
れ
。
朝
日
新
聞

社
退
社
後
フ
リ
ー
。
著
書
に
『「
文
藝
」
戦
後
文
学
史
』（
河
出
書
房
新
社
）

『
ツ
ボ
ち
ゃ
ん
の
話 

夫
・
坪
内
祐
三
』（
新
潮
社
）。
世
田
谷
区
在
住
。 

《
わ
た
し
の
一
冊
》 

村
上
春
樹
著 

『
猫
を
棄
て
る 

父
親
に
つ
い
て
語
る
と
き
』 

文
春
文
庫
（
二
〇
二
二
年
十
一
月
十
日
発
行
） 

岩
本 

純
恵  

 

小
説
家
・
村
上
春
樹
氏
が
、
自
身
の
父
の
記
憶
や
、
父
の

戦
争
体
験
を
語
り
な
が
ら
、
歴
史
認
識
の
問
題
や
、
記
憶
を

受
け
継
ぐ
こ
と
の
責
務
に
つ
い
て
静
か
に
綴
っ
た
エ
ッ
セ
イ

で
あ
る
。 

ま
ず
は
、
少
年
時
代
に
体
験
し
た
不
思
議
な
出
来
事
の
回

想
か
ら
。
父
と
自
転
車
に
乗
っ
て
二
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
海
岸

へ
行
き
、飼
っ
て
い
た
猫
を
棄
て
た
が
、帰
宅
し
て
み
る
と
、

棄
て
た
は
ず
の
猫
が
家
で
出
迎
え
た
。
父
の
呆
然
と
し
た
表

情
が
、
ほ
っ
と
し
た
表
情
に
変
わ
る
。
こ
の
話
は
、
か
つ
て

父
と
祖
父
と
の
間
で
起
き
た
、
あ
る
出
来
事
と
も
重
な
っ
て

い
て
、
そ
れ
が
な
ん
と
も
せ
つ
な
い
。
著
者
は
次
の
よ
う
に

考
察
す
る
。「
人
に
は
、
お
そ
ら
く
は
誰
に
も
多
か
れ
少
な
か

れ
、
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
そ
し
て
そ
の
実
態
を
言
葉

で
は
う
ま
く
人
に
伝
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
重
い
体
験
が
あ

り
、
そ
れ
を
十
全
に
語
り
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
ま
ま
生
き

て
、
そ
し
て
死
ん
で
い
く
も
の
な
の
だ
ろ
う
」(

39
頁)

 

歴
史
や
、
小
さ
な
記
憶
を
受
け
継
ぐ
こ
と
の
重
要
性
に
つ

い
て
も
、
繰
り
返
し
書
か
れ
て
い
る
。「
歴
史
は
過
去
の
も
の

で
は
な
い
。
そ
れ
は
意
識
の
内
側
で
、
あ
る
い
は
ま
た
無
意

識
の
内
側
で
、
温
も
り
を
持
つ
生
き
た
血
と
な
っ
て
流
れ
、

次
の
世
代
へ
と
否
応
な
く
持
ち
運
ば
れ
て
い
く
も
の
な
の
だ
」

（
１
２
０
頁
） 

凄
惨
な
戦
争
体
験
を
も
つ
父
と
、
戦
争
を
知
ら
な
い
息
子

で
あ
る
著
者
と
の
間
に
は
、
長
年
の
確
執
が
あ
っ
た
。
そ
れ

ゆ
え
尚
更
、
冒
頭
の
逸
話
が
、
か
け
が
え
の
な
い
共
有
体
験

と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
読
後
は
、
記
憶
の
か
け
ら
を

自
分
も
確
実
に
受
け
取
っ
た
感
覚
が
残
る
。
高
妍
（
ガ
オ
イ

ェ
ン
）
に
よ
る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
挿
画
が
、
ど
こ
か
ほ
っ

と
す
る
。  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

（
友
の
会
会
員
） 



 

４ 

 

文
学
散
歩
『
た
け
く
ら
べ
』
が
生
ま
れ
た
町
を
歩
く 

 

中
村 

千
栄
子 

 

一
葉
を
辿
る
散
歩
に
参
加
し
た
の
は
二
度
目
で
す
。
前
回

は
ち
ょ
う
ど
一
年
前
の
五
月
、
本
郷
で
し
た
。
今
回
は
一
葉

の
代
表
作
、『
た
け
く
ら
べ
』
が
生
ま
れ
た
町
、
竜
泉
を
歩
き

ま
し
た
。
本
郷
菊
坂
町
か
ら
下
谷
龍
泉
寺
町
に
引
っ
越
し
た

と
き
、
一
葉
は
二
十
一
歳
。
竜
泉
で
は
十
カ
月
ほ
ど
過
ご
し

ま
し
た
。
そ
の
後
、
終
焉
の
地
、
本
郷
丸
山
福
山
町
に
転
居

し
、
『
た
け
く
ら
べ
』
は
執
筆
さ
れ
ま
し
た
。 

今
回
の
散
歩
で
は
『
た
け
く
ら
べ
』
冒
頭
に
出
て
く
る
大 

門
、
見
返
り
柳
、
お
歯
黒
溝
、
一
葉
も
住
ん
だ
茶
屋
町
通
り

を
歩
き
ま
し
た
。
こ
こ
は
物
語
の
主
な
舞
台
で
す
。
そ
れ
か

ら
、
主
人
公
美
登
利
の
住
ん
だ
大
黒
屋
寮
の
跡
地
も
見
ま
し

た
。
も
う
一
人
の
主
人
公
信
如
の
住
む
龍
華
寺
の
モ
デ
ル
と

さ
れ
た
大
音
寺
も
近
く
に
あ
り
、
頭
の
中
で
描
い
て
い
た
町

を
実
際
に
歩
い
た
よ
う
で
し
た
。
そ
の
距
離
を
体
感
で
き
た

こ
と
は
、
楽
し
い
こ
と
で
し
た
。 

『
た
け
く
ら
べ
』
の
季
節
の
移
ろ
い
は
、
千
束
稲
荷
神
社

の
盛
夏
の
祭
り
の
直
後
か
ら
、酉
の
市
で
賑
う
初
冬
の
鷲（
お

お
と
り
）
神
社
ま
で
を
背
景
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
ふ

た
つ
の
神
社
は
と
て
も
近
い
場
所
に
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、

浄
閑
寺
、
龍
泉
寺
、
吉
原
神
社
、
吉
原
弁
財
天
に
も
立
ち
寄

り
ま
し
た
。
訪
ね
た
お
寺
、
神
社
は
ど
こ
も
き
れ
い
に
清
め

ら
れ
、
地
域
の
方
々
か
ら
大
切
に
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
ま
し

た
。『
た
け
く
ら
べ
』
の
舞
台
と
な
っ
た
下
谷
龍
泉
寺
町
は
吉

原
遊
廓
と
い
う
特
殊
な
地
域
で
育
っ
て
い
く
少
年
少
女
の
物

語
で
す
。
現
在
の
台
東
区
竜
泉
は
令
和
の
時
代
に
お
い
て
も

歓
楽
の
町
で
す
。
こ
の
地
に
は
信
仰
と
歓
楽
が
、
時
間
を
経

た
現
在
も
あ
り
ま
し
た
。 

今
回
の
散
歩
で
は
、
一
葉
記
念
館
に
も
行
き
ま
し
た
。
企

画
展
「
樋
口
一
葉
と
和
歌 

- ―

か
な
の
美- ―

」
で
は
、
一

葉
の
美
し
い
流
れ
る
よ
う
な
自
筆
の
和
歌
な
ど
が
展
示
さ
れ

て
お
り
、
興
味
深
く
拝
見
し
ま
し
た
。「
書
く
こ
と
」
を
貫
い

た
一
葉
。
そ
の
頃
の
文
壇
で
は
す
で
に
言
文
一
致
体
が
席
巻

し
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
雅
俗
折
衷
の
擬
古
的
文
語
体
を

用
い
た
一
葉
。
揺
ら
が
な
い
勁
さ
が
、
一
葉
の
文
字
か
ら
も

伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
一
葉
が
小
学
生
の
時
、
初
め
て
詠
ん

だ
と
さ
れ
る
和
歌
が
あ
り
ま
す
。
お
題
は
「
筆
」。 

ほ
そ
け
れ
ど
人
の
杖
と
も
柱
と
も 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

思
は
れ
に
け
り
筆
の
い
の
ち
毛 

こ
の
和
歌
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
一
葉
を
満
喫
し
、『
た
け 

く
ら
べ
』
を
旅
し
た
散
歩
と
な
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
友
の
会
会
員
） 

 

 

 

               

５月１４日の参加者 於：千束稲荷神社境内 

ここから、不朽の名作『たけくらべ』の物語が

始まる。 

５月１２日の参加者 於：鷲神社 

参道入口に「浅草酉乃市起源発祥乃神社」の

碑が建っている。 

巡った台東区竜泉界隈 
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世
田
谷
文
学
館
友
の
会
講
演 

 
伊
藤
氏
貴
氏
『
樋
口
一
葉
赤
貧
日
記
』
を
聴
講
し
て 

 

鈴
木 

真 

 

伊
藤
先
生
の
ご
講
演
、
興
味
深
く
聴
か
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
特
に
印
象
深
く
心
に
残
っ
た
こ
と
は
、
な
ぜ
言
文
一

致
体
で
は
な
く
一
葉
が
文
語
体
に
こ
だ
わ
っ
た
の
か
に
つ
い

て
、
売
れ
る
た
め
に
小
説
を
書
く
（
先
生
は
糊
口
的
文
学
と

言
わ
れ
ま
し
た
）
の
で
は
な
く
、
後
世
に
残
る
よ
う
な
価
値

の
あ
る
小
説
を
書
き
た
か
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

先
生
の
ご
著
書
に
も
あ
る
よ
う
に
「
生
き
る
た
め
に
書
く
」

の
で
は
な
く
、「
書
く
た
め
に
生
き
る
」
の
だ
と
い
う
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。 

こ
れ
に
つ
い
て
は
私
も
共
感
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

私
事
に
わ
た
り
恐
縮
で
す
が
、
私
は
十
年
程
、
学
習
塾
の
講

師
と
し
て
数
学
を
教
え
て
お
り
ま
し
た
。
私
は
教
育
と
い
う

も
の
は
、
全
人
格
な
完
成
を
目
指
す
も
の
で
、
教
科
指
導
は

そ
の
一
部
で
あ
っ
て
、
数
学
が
で
き
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の

で
は
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
実
際
は
、
公
共

教
育
と
違
っ
て
学
習
塾
は
サ
ー
ビ
ス
業
で
あ
り
、
第
一
に
成

績
を
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
実
が
あ
り
、
か
な

り
悩
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
い
わ
ば
「
糊
口
的
教
育
」
と

で
も
申
し
ま
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
中
で
は
、
人
に
も
よ
り
ま

す
が
、
な
か
な
か
自
分
で
教
え
る
内
容
よ
り
も
レ
ベ
ル
の
高

い
数
学
を
勉
強
す
る
余
裕
も
な
く
、
私
の
場
合
は
数
学
の
よ

さ
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
葉
も
一
時
文

学
か
ら
離
れ
三
ノ
輪
周
辺
で
店
を
出
し
ま
し
た
が
、
後
か
ら

考
え
る
と
そ
れ
で
社
会
性
が
身
に
つ
き
、
伊
藤
先
生
が
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
た
、
一
葉
し
か
書
け
な
い
『
た
け
く
ら
べ
』
の

よ
う
な
本
物
の
文
学
を
書
け
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

店
を
十
か
月
で
閉
じ
、
収
入
は
借
金
の
み
と
い
う
中
で
も
、

「
奇
跡
の
十
四
か
月
」
と
い
う
よ
う
な
時
期
を
経
て
大
成
し

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。や
は
り
お
話
を
聴
い
て
思
っ
た
の
は
、

一
葉
の
持
っ
て
い
る
芯
の
強
さ
と
い
う
も
の
が
影
響
し
て
い

る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
し
た
。 

 

さ
ら
に
驚
い
た
の
は
、
日
記
に
「
今
日
は
誕
生
日
な
の
で

魚
を
食
べ
る
」
と
書
い
て
あ
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
一
葉
の

早
世
と
貧
乏
の
因
果
関
係
が
は
っ
き
り
し
ま
し
た
。
貧
乏
で

な
け
れ
ば
、
も
っ
と
長
く
生
き
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
い

う
こ
と
で
し
た
。
現
代
に
生
き
る
私
達
に
も
身
に
つ
ま
さ
れ

る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。 

  

 

   

私
は
一
葉
の
作
品
を
現
代
語
訳
で
し
か
読
ん
で
い
ま
せ
ん

が
、『
た
け
く
ら
べ
』
は
吉
原
を
中
心
と
し
た
町
の
物
語
で
子

供
た
ち
が
中
心
で
す
が
、
暗
い
イ
メ
ー
ジ
は
な
く
、
子
供
た

ち
の
生
活
の
様
子
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
の
を
感
じ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。『
ゆ
く
雲
』
と
『
大
つ
ご
も
り
』
も
現

代
語
訳
で
読
ん
だ
の
で
す
が
、
や
は
り
一
葉
の
広
い
視
野
を

以
っ
て
し
て
書
か
れ
た
作
品
だ
と
思
い
ま
し
た
。
そ
の
他
の

作
品
も
現
代
語
訳
で
読
み
た
い
の
で
す
が
、
な
か
な
か
入
手

が
困
難
で
残
念
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

借
金
を
悪
い
こ
と
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で

す
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
気
持
ち
の
上
で
は
、
恋
愛
を
す
る

余
裕
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
吉
原
や
銘

酒
屋
の
娼
婦
た
ち
の
手
紙
の
代
筆
を
引
き
受
け
て
い
た
の
に
、

自
分
の
恋
し
い
相
手
に
は
「
兄
の
よ
う
に
」
と
し
か
言
え
な

い
初
心
な
性
格
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
戸
主
と
し
て
母
と
妹

を
食
べ
さ
せ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た

と
思
い
ま
す
。経
済
観
念
が
全
く
な
か
っ
た
と
は
言
っ
て
も
、

前
述
の
よ
う
に
誕
生
日
に
し
か
魚
を
食
べ
な
い
と
い
っ
た
と

こ
ろ
か
ら
、
食
費
は
だ
い
ぶ
切
り
詰
め
て
い
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。店
を
出
し
た
と
き
の
駄
菓
子
は
子
供
相
手
で
、

随
分
売
れ
た
そ
う
で
す
。
も
っ
と
も
、
忙
し
く
て
も
生
活
を

し
て
い
く
の
に
充
分
な
ほ
ど
の
収
入
は
な
か
っ
た
そ
う
で
す

が
、
そ
れ
で
も
忙
し
く
仕
事
を
し
て
い
た
と
い
う
体
験
が
、

『
た
け
く
ら
べ
』
の
作
品
を
完
成
さ
せ
る
要
因
に
な
っ
た
の

で
、
私
は
売
る
た
め
の
小
説
を
書
い
て
少
な
い
収
入
の
ま
ま

終
わ
る
よ
り
も
、
三
ノ
輪
で
の
店
を
出
し
た
決
断
は
成
功
だ

っ
た
と
思
い
ま
す
。
先
生
の
お
話
に
も
あ
っ
た
よ
う
な
当
時

の
女
流
作
家
や
、
男
性
の
作
家
に
は
書
け
な
い
作
品
を
書
け

た
の
も
、
一
葉
の
秘
め
た
る
大
い
な
る
志
に
よ
る
も
の
だ
と

思
い
ま
す
。 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
友
の
会
会
員
） 

 

伊藤氏貴氏講演風景 

五千円札を掲げ、お金と全く縁の 

なかった一葉だったと……。 

2023年 6月 25日 於：世田谷文学館 

 



６ 

 

世
田
谷
文
学
館
友
の
会
講
演 

深
沢
眞
二
氏
「『
お
く
の
ほ
そ
道
』「
む
ざ
ん
や
な
甲
の
下
の

き
り
ぎ
り
す
」
句
を
読
む
」
を
受
講
し
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
出 

洸 

 

令
和
五
年
十
月
八
日
、
世
田
谷
文
学
館
友
の
会
の
題
記
講

演
を
受
講
し
た
。『
お
く
の
ほ
そ
道
』
フ
ァ
ン
の
一
人
と
し
て

待
ち
兼
ね
て
い
た
講
座
で
あ
っ
た
が
、
期
待
に
違
わ
ぬ
興
味

深
い
内
容
で
あ
っ
た
。 

 

芭
蕉
は
加
賀
の
小
松
の
多
太
（
た
だ
）
神
社
で
斎
藤
実
盛

の
甲
を
見
、「
む
ざ
ん
や
な
」
の
一
句
を
捧
げ
た
。
芭
蕉
が
見

た
実
盛
の
遺
品
は
「
実
盛
（
芭
蕉
は
「
真
盛
」
と
記
す
）
が

甲
（
正
し
く
は
兜
・
冑
）・
錦
の
切
あ
り
。
往
昔
（
そ
の
か
み
）

源
氏
に
属
せ
し
時
、
義
朝
公
よ
り
給
は
ら
せ
給
ふ
と
か
や
。」

と
あ
る
が
、『
平
家
物
語
』
巻
七
で
は
平
宗
盛
に
実
盛
が
着
用

の
許
可
を
求
め
、
宗
盛
が
許
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
当

時
七
十
三
歳
の
実
盛
は
白
髪
を
染
め
て
平
家
側
の
武
将
と
し

て
木
曽
義
仲
軍
と
北
陸
で
戦
う
も
戦
死
、
幼
い
時
実
盛
に
恩

を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
義
仲
は
其
の
遺
骸
を
手
厚
く
回
向
し
、

「
木
曽
義
仲
願
状
に
そ
へ
て
」「
此
の
社
に
こ
め
ら
れ
」
た
の

で
あ
っ
た
。 

 

 

筆
者
が
多
太
神
社
を
訪
れ
た
の
は
昭
和
五
十
年
代
半
ば
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
当
時
広
島
に
単
身
赴
任
を
し
て
い
た
筆
者

は
、
家
族
を
引
き
纏
め
る
ま
で
の
間
、
中
国
一
円
の
物
見
遊

山
の
一
環
で
同
神
社
を
一
人
で
訪
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
何

と
言
っ
て
も
そ
の
時
の
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
実
盛
の
首

実
検
で
白
髪
染
め
を
洗
い
落
と
し
た
と
称
す
る
池
で
あ
っ
た
。

勿
論
冑
も
見
た
記
憶
は
あ
る
が
、
何
故
か
あ
ま
り
印
象
に
残

っ
て
い
な
い
。
白
髪
を
染
め
て
奮
戦
、
討
ち
死
に
し
た
と
い

う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
余
り
に
も
強
烈
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。 

 

そ
の
後
『
平
家
物
語
』
や
『
源
平
盛
衰
記
』
も
愛
読
し
た

が
、
広
島
時
代
の
宮
島
は
別
と
し
て
、
直
接
遺
跡
を
訪
れ
る

機
会
が
あ
ま
り
無
か
っ
た
だ
け
に
、
多
太
神
社
の
記
憶
は
今

で
も
強
烈
に
脳
裏
に
残
っ
て
い
て
、
そ
の
意
味
で
も
今
回
の

聴
講
は
極
め
て
有
意
義
で
あ
っ
た
。 

 

 

 

特
に
「
き
り
ぎ
り
す
」
に
つ
い
て
の
本
講
演
で
の
詳
細
な

解
説
は
、
印
象
的
で
あ
っ
た
。
昆
虫
の
「
こ
お
ろ
ぎ
」
の
古

名
で
芭
蕉
の
時
代
は
「
き
り
ぎ
り
す
」
が
「
こ
お
ろ
ぎ
」
か

ら
「
バ
ッ
タ
」
に
か
わ
る
直
前
で
あ
っ
た
が
、
芭
蕉
は
古
典

和
歌
の
用
語
を
尊
重
す
る
姿
勢
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、「
こ

お
ろ
ぎ
」
の
意
味
と
解
す
る
の
が
妥
当
と
指
摘
さ
れ
、
そ
の

鳴
き
声
の
録
音
を
た
っ
ぷ
り
聞
か
せ
て
頂
い
た
。 

 

続
い
て
こ
の
句
の
「
き
り
ぎ
り
す
」
の
役
割
が
諸
説
あ
る

こ
と
を
紹
介
さ
れ
、
➀
実
盛
亡
魂
説
②
実
盛
の
運
命
を
語
り

手
と
共
に
嘆
い
て
い
る
と
い
う
説
③
そ
の
哀
切
な
声
と
実
盛

最
期
の
痛
ま
し
さ
を
感
覚
的
に
取
り
合
わ
せ
た
と
の
説
、
を

紹
介
さ
れ
、
現
在
の
主
流
は
「
き
り
ぎ
り
す
」
を
「
実
盛
の

亡
魂
」
と
見
る
説
だ
が
、
そ
の
他
に
も
「
き
り
ぎ
り
す
」
が

実
盛
に
同
情
し
て
い
る
と
す
る
説
や
「
き
り
ぎ
り
す
」
と
芭

蕉
を
、
実
盛
を
慰
霊
す
る
立
場
と
し
て
同
一
視
す
る
こ
と
に

「
安
易
で
必
然
性
が
な
い
」
と
す
る
否
定
的
な
解
も
あ
る
と

の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

講
師
の
見
解
と
し
て
は
、
能
の
『
実
盛
』
は
「
鬢
鬚
を
墨

に
染
め
」
若
づ
く
り
し
て
戦
場
に
出
て
討
ち
死
に
し
た
と
さ

れ
、
実
盛
が
「
鬢
鬚
を
墨
に
染
め
」
出
陣
し
た
こ
と
か
ら
、

き
り
ぎ
り
す
の
異
名
「
筆
津
虫
」
を
踏
ま
え
た
の
で
は
な
い

か
と
さ
れ
て
い
る
。
興
味
深
い
見
方
で
は
あ
る
。 

 

最
後
に
「
芭
蕉
は
晩
年
に
な
る
に
し
た
が
い
、「
き
り
ぎ
り

す
」
に
魅
か
れ
て
い
っ
た
ふ
し
が
あ
り
、（
略
）
西
行
の
影
響

を
受
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。」と
纏
め
ら
れ
た
の
が
印
象
的

で
あ
っ
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
友
の
会
会
員
） 

  

深沢眞二氏 講演風景 

芭蕉の「むざんやな」の一句につ

いて二時間熱く深く語られた。 

2023年 10月 8日 於：世田谷文学館 

 
実盛の兜／国重要文化財 

斎藤実盛が最期の時にかぶっていた

兜と伝えられ、精緻で気品がある。 

（石川県小松市多太神社提供） 
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世
田
谷
区
民
で
は
な
い
け
れ
ど…

…
 

 
〝 
父
と
の
時
間 

〟 

～ 

神
奈
川
県 

よ
り 

～ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    

 

北
村 

暁
子 

 

こ
の
春
、
世
田
谷
文
学
館
友
の
会
に
入
っ
た
。
先
日
、
入

会
を
誘
っ
て
く
れ
た
会
員
の
友
人
か
ら
、
大
学
教
授
で
ド
イ

ツ
文
学
者
だ
っ
た
お
父
さ
ま
が
遺
さ
れ
た
原
稿
を
ま
と
め
た

本
、
ド
イ
ツ
の
思
想
家
フ
ラ
ン
ク
の
主
著
、
初
の
日
本
語
全

訳
と
い
う
『
パ
ラ
ド
ク
サ
』(

教
文
館
刊)
を
い
た
だ
い
た
。 

お
父
さ
ま
の
大
切
な
お
仕
事
を
調
査
、
編
集
、
校
閲
し
て

本
を
出
版
し
た
友
人
を
讃
え
つ
つ
読
み
始
め
、
そ
の
専
門
的

な
内
容
に
、
私
は
、
牧
師
だ
っ
た
父
と
共
に
読
み
た
か
っ
た
と

思
っ
た
。
独
自
の
神
秘
哲
学
を
説
く
フ
ラ
ン
ク
の
聖
書
研
究

に
つ
い
て
、
そ
の
位
置
づ
け
や
意
義
、
日
本
の
牧
師
と
し
て
の

読
後
感
も
聞
き
た
か
っ
た―

―

と
、
父
を
偲
び
つ
つ
ペ
ー
ジ

を
繰
り
、
胸
に
響
く
聖
書
の
言
葉
を
思
い
起
こ
し
て
い
た
。 

父
は
私
立
高
校
の
社
会
科
の
教
師
だ
っ
た
が
、
私
が
十
歳

の
と
き
、
牧
師
だ
っ
た
祖
父
が
病
に
倒
れ
た
こ
と
で
、
実
家

の
教
会
へ
戻
り
、
神
学
校
に
通
っ
て
牧
師
に
な
っ
た
。 

母
と
は
小
学
生
時
代
か
ら
祖
父
の
教
会
の
日
曜
学
校
に
通

う
幼
馴
染
で
、
当
時
は
、
牧
師
に
は
な
ら
な
い
と
言
っ
て
い

て
、
若
く
し
て
結
婚
、
二
人
で
の
生
活
を
始
め
た
と
の
こ
と

だ
っ
た
。
教
会
と
い
う
の
は
世
襲
で
は
な
い
か
ら
、
祖
父
の

代
わ
り
に
牧
師
に
な
る
と
い
う
の
は
、
定
め
ら
れ
た
道
筋
で

は
な
か
っ
た
の
だ
が
、
神
学
校
を
卒
業
し
、
祖
父
を
助
け
る

副
牧
師
と
い
う
役
割
か
ら
、
父
は
実
家
の
教
会
で
伝
道
を
始

め
た
。 

な
ぜ
、
牧
師
に
な
る
こ
と
を
決
め
た
の
？ 

―
―

私
は
、

そ
れ
を
、
ず
っ
と
訊
き
た
か
っ
た
の
だ
が
、
現
役
の
ま
ま
忙

し
い
父
は
い
つ
の
ま
に
か
八
十
歳
に
な
っ
て
い
た
。
私
の
仕

事
も
定
年
に
近
づ
き
、
互
い
に
仕
事
を
終
え
た
ら
、
ゆ
っ
く

り
話
が
で
き
る
、
と
考
え
て
い
た
。 

父
は
五
年
前
の
八
十
一
歳
の
冬
、
発
熱
し
て
検
査
入
院
、

そ
の
翌
朝
、
心
停
止
。
敗
血
症
と
の
診
断
だ
っ
た
。 

父
が
急
に
亡
く
な
っ
て
、
親
と
子
が
語
り
合
え
る
タ
イ
ミ

ン
グ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
の
時
間
の
中
で
、
な
か
な
か
持

て
な
い
こ
と
な
の
だ
と
わ
か
っ
た
。 

庭
に
綺
麗
な
蝶
が
来
て
い
る
と
、
父
か
し
ら
、
と
思
う
。

没
後
の
夏
か
ら
、
そ
ん
な
ふ
う
に
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

今
朝
、
紅
萩
が
咲
き
始
め
た
庭
に
、
ひ
ら
ひ
ら
舞
い
来
た

蝶
に
、
思
わ
ず
、「
パ
パ
⁈
」
と
呼
び
か
け
て
い
た
。 

も
っ
と
話
し
た
い
こ
と
聞
き
た
い
こ
と
が
あ
っ
た
。〈
父
娘

共
作
の
本
〉
を
読
み
な
が
ら
、
私
は
〈
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
父
と
の
対
話
〉
を
思
い
、
礼
拝
堂
で
父
が
祈
る
声
、
オ
ル

ガ
ン
を
弾
き
讃
美
歌
を
歌
う
声
を
、
久
々
に
聴
い
て
い
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

友
の
会
会
員) 

 
世
田
谷
文
学
館
こ
ぼ
れ
話 

３ 
 

開
館
前
史 

世
田
谷
文
学
館
学
芸
部 

佐
野 

晃
一
郎         

 
 
 
 
 
 
 
 

 

再
来
年
に
当
館
は
開
館
三
十
周
年
を
迎
え
ま
す
。
歴
代
の

館
長
や
副
館
長
、
そ
し
て
開
設
準
備
室
長
。
基
本
構
想
検
討

委
員
会
や
運
営
準
備
委
員
会
、
収
集
委
員
会
で
ご
尽
力
い
た

だ
い
た
方
々
。
館
設
立
に
携
わ
っ
た
あ
ら
ゆ
る
先
人
の
記
憶

を
留
め
た
く
、
開
館
前
史
を
振
り
返
り
ま
す
。 

私
は
、
平
成
四
年
の
夏
か
ら
非
常
勤
職
員
と
し
て
現
職
に

合
流
し
ま
し
た
。
そ
の
年
は
、
区
の
総
務
部
文
化
課
に
初
め

て
文
学
館
開
設
準
備*

１
の
担
当
主
査
が
配
属
さ
れ
た
年
で

し
た
。
職
場
で
は
、
上
司
や
前
任
の
先
輩
か
ら
文
学
館
準
備

に
至
る
経
緯
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
市
レ
ベ
ル
の
高

い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
目
指
す
本
区
で
は
、
美
術
館
は
も
と
よ

り
文
学
館
や
音
楽
堂
、
映
像
文
化
セ
ン
タ
ー
や
水
族
館
な
ど

の
設
立
プ
ラ
ン
も
視
野
に
入
れ
て
い
た
こ
と
。
そ
し
て
、
い

ず
れ
の
施
設
も
用
地
確
保
が
課
題
だ
っ
た
こ
と
な
ど
で
し
た
。

美
術
館
だ
け
は
都
管
轄
の
公
園
に
区
施
設
を
建
設
す
る
と
い

う
難
題
を
乗
り
越
え
て
、
昭
和
六
十
二
年
三
月
に
開
館
し
ま

し
た
。
文
学
館
に
つ
い
て
は
、
同
年
十
二
月
「
世
田
谷
文
化

会
議
」
の
提
言*

２
に
設
立
の
要
望
が
盛
り
込
ま
れ
、
翌
年
の

区
の
基
本
計
画
と
実
施
計
画*

３
で
は
館
の
開
設
を
目
指
す

こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
平
成
二
年
に
株
式

会
社
ウ
テ
ナ
の
工
場
跡
地
一
角
が
候
補
地
と
し
て
浮
上
す
る

こ
と
で
、
建
設
に
向
け
た
流
れ
が
加
速
し
ま
す
。
同
年
十
一

月
に
「
文
学
館
基
本
構
想
検
討
委
員
会
」
が
発
足
し
、
翌
年

十
二
月
の
委
員
会
が
答
申
し
た
基
本
構
想
で
、
現
在
の
世
田

谷
文
学
館
の
骨
子
が
決
ま
る
の
で
す
。 

本
題
の
「
こ
ぼ
れ
話
」
は
、
上
述
の
初
期
段
階
、
基
本
構

想
検
討
委
員
会
答
申
以
前
の
話
で
す
。
当
時
の
想
定
で
は
、

職
員
は
数
人
で
平
屋
建
、
建
物
面
積
が
現
在
の
三
分
一
の
規

模
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
ま
た
一
時
期
は
、
美
術
館
や
郷
土
資

料
館
の
収
集
対
象
か
ら
外
れ
る
文
化
資
料
を
、
文
学
に
限
定

せ
ず
に
収
集
す
る
「
世
田
谷
区
民
文
化
館
」（
仮
称
）
と
し
て

の
構
想
プ
ラ
ン
も
あ
っ
た
そ
う
な
の
で
す
。
今
で
こ
そ
、
文

学
を
軸
に
マ
ン
ガ
、
映
画
、
美
術
、
デ
ザ
イ
ン
、
音
楽
な
ど

近
接
す
る
諸
分
野
も
視
野
に
入
れ
て
、
横
断
的
に
特
色
あ
る

企
画
を
展
開
す
る
世
田
谷
文
学
館
で
す
が
、
そ
の
原
型
は
開

設
前
史
の
昭
和
時
代
に
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。 

 *

１ 

専
属
の
部
署
で
あ
る
文
学
館
開
設
準
備
室
は
平
成
五
年
設
立 

*

２ 

「
世
田
谷
文
化
会
議
（
特
別
会
議
）
提
言 

二
十
一
世
紀
の 

『
文
化
市
』
世
田
谷
を
め
ざ
す
た
め
に
」(

23
頁
よ
り) 

*

３ 

「
世
田
谷
区
基
本
計
画
」
及
び
「
同
実
施
計
画
」（
昭
和
六
十
二 

～
七
十
一
年
度
版
） 



８ 

 

ヨ
ソ
の
文
学
館
・
記
念
館 

【
大
佛
次
郎
記
念
館
】 

横
浜
山
手
の
港
の
見
え
る
丘
公
園
の
ロ
ー
ズ
ガ
ー
デ

ン
を
前
に
立
つ
瀟
洒
な
煉
瓦
造
り
の
二
階
建
て
の
洋
館

が
「
大
佛
次
郎
記
念
館
」
で
あ
る
。
春
と
秋
に
は
、
豪
華

な
バ
ラ
が
咲
き
誇
る
。
入
り
口
で
は
黒
い
猫
の
彫
像
が
出

迎
え
て
く
れ
る
。
入
る
と
す
ぐ
の
吹
き
抜
け
の
広
間
は
、

今
年
二
月
の
訪
問
時
は
猫
の
写
真
展
を
開
催
中
だ
っ
た
。 

階
段
を
上
が
る
と
右
手
は
図
書
室
で
、
大
佛
次
郎
の
書

籍
に
、
執
筆
の
た
め
に
集
め
た
資
料
の
山
、
大
佛
次
郎
賞

の
受
賞
者
の
書
籍
等
が
あ
り
、
自
由
に
手
に
取
っ
て
読
む

こ
と
も
で
き
る
。 

大
佛
次
郎
と
い
う
と
ま
ず
は
『
鞍
馬
天
狗
』
な
ど
の
時

代
小
説
か
、『
天
皇
の
世
紀
』
な
ど
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ

を
思
い
浮
か
べ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
に
と
っ
て
は
猫

の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
懐
か
し
い
童
話
『
ス
イ
ッ
チ
ョ
ね

こ
』
を
手
に
取
る
。 

二
階
左
手
の
展
示
室
で
は
企
画
展
「
美
術
の
楽
し
み
」

を
開
催
、
大
佛
次
郎
所
蔵
の
絵
画
等
を
展
示
し
て
い
た
。 

そ
の
先
の
常
設
展
示
室
の
一
室
は
寝
室
を
模
し
た
部

屋
で
、
百
貨
店
に
特
注
し
た
と
い
う
ベ
ッ
ド
を
囲
む
書
籍

の
山
と
、
た
く
さ
ん
の
猫
の
置
物
が
目
を
引
く
。
大
き
な

机
に
は
直
筆
の
原
稿
や
手
紙
が
あ
っ
た
。
鎌
倉
の
家
か
ら

持
っ
て
き
た
と
い
う
ソ
フ
ァ
セ
ッ
ト
も
。
丸
い
天
井
の
ス

テ
ン
ド
グ
ラ
ス
か
ら
は
、
柔
ら
か
い
光
が
降
り
注
ぐ
。
写

真
に
写
る
旧
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
か
ら
港
を
望
む
大
佛
夫

妻
の
眼
差
し
は
、
明
治
の
「
開
化
」
の
横
浜
を
見
据
え
る
。 

そ
れ
に
し
て
も
、
何
か
が
足
り
な
い
。
そ
う
だ
猫
、
生

身
の
猫
だ
。
大
佛
次
郎
が
来
世
に
と
望
ん
だ
身
体
の
細
長

い
白
い
猫
が
本
棚
の
上
か
ら
「
う
ろ
ろ
ろ
、
ろ
あ
ん
」
と

覗
き
込
む
の
だ
。
遠
い
異
国
の
図
書
館
の
よ
う
に
。 

所
在
地 

横
浜
市
中
区
山
手
町
一
一
三
番
地 

電 

話 

〇
四
五―

六
二
二―

五
〇
〇
二 

入
館
料 

二
百
円(

休
館
日 

月
曜
日) 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
友
の
会
会
員 

坂
田
美
代
子
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

編
集
後
記 

私
が
初
め
て
書
い
た
小
説
は
、
小
学
生
の
時
に
書

い
た
『
夏
の
霧
』
と
い
う
作
品
で
す
。
恥
ず
か
し
い
の

で
あ
ま
り
人
に
話
す
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
、
実
は
は

っ
き
り
と
内
容
を
覚
え
て
い
ま
す
。 

あ
る
夏
の
日
、
湖
畔
の
岸
か
ら
出
航
す
る
小
さ
な

ボ
ー
ト
に
乗
っ
た
私
と
一
人
の
少
女
。
湖
の
真
ん
中

に
つ
く
頃
に
は
段
々
と
霧
は
深
く
な
っ
て
ゆ
き
、
そ

の
霧
の
中
で
な
ん
と
私
は
相
乗
り
し
て
い
た
少
女
を

湖
に
突
き
落
と
し
、
何
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
そ

の
場
か
ら
離
れ
て
岸
へ
と
帰
っ
て
ゆ
く
と
い
う
不
条

理
な
作
品
で
し
た
。
一
体
全
体
ど
う
し
て
少
女
を
湖

に
突
き
落
と
す
な
ど
と
い
う
残
酷
な
物
語
を
書
い
た

の
か
今
で
も
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
幼
い
こ

ろ
か
ら
何
か
人
生
の
不
条
理
を
感
じ
て
い
た
の
は
間

違
い
な
い
気
が
し
て
い
ま
す
。 

例
え
ば
私
が
初
め
て
文
学
に
意
識
的
に
触
れ
た
の

は
、
井
伏
鱒
二
の
『
山
椒
魚
』
を
読
ん
だ
と
き
の
こ
と

で
し
た
。 

「
山
椒
魚
は
悲
し
ん
だ
」
の
一
節
で
始
ま
る
不
条
理

か
つ
美
し
い
物
語
。
今
で
も
こ
の
物
語
を
読
む
と
、

「
寒
い
ほ
ど
独
り
ぼ
っ
ち
」
に
感
じ
て
い
た
頃
の
こ

と
を
思
い
出
し
て
し
ま
い
ま
す
。
将
来
に
対
す
る
希

望
と
不
安
を
抱
え
つ
つ
過
ご
し
た
日
々
、
思
い
通
り

に
は
い
か
な
い
進
路
、
消
え
て
し
ま
い
た
く
な
る
夜
、

ど
う
し
て
こ
う
な
ん
だ
と
い
う
嘆
き
。
本
当
だ
っ
た

ら
も
う
こ
の
世
界
か
ら
居
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

た
か
も
し
れ
な
い
私
が
、
今
で
も
生
き
る
希
望
を
見

出
し
て
日
々
を
過
ご
せ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
文
学

の
お
か
げ
だ
と
お
も
う
の
で
す
。 

廻
船
孝
行  

 

                     

（
廻
船 

孝
行
） 

 

                      

（
森 

ゆ
り
子
） 

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

～こういう催しがありました～（２０２３年５月～２０２３年１０月） 

月 日 講演・講座・散歩 講師・案内人 

2023年 

5月 12日 

5月 14日 

新春散歩 

『たけくらべ』が生まれた町を歩く 

～ 台東区竜泉界隈・一葉記念館 ～ 

友の会スタッフ 

6月 25日 
友の会講演 

伊藤 氏貴氏 『樋口一葉赤貧日記』 

伊藤 氏貴氏  

（明治大学教授） 

9月 9日 

世田谷文学館・友の会共催講演 

穂村 弘氏 

覚えておきたい究極の短歌 

穂村 弘氏 

（歌人） 

10月 8日 

友の会講演  

深沢 眞二氏 

『おくのほそ道』「むざんやな甲(かぶと)の下の 

きりぎりす」句を読む 

深沢 眞二氏 

（国文学者、東洋文庫研究員） 
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