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著
作
紹
介

第
8
回

「
吉
村
・
津
村
文
学
の
魅
力
」

日
時

：

令
和
元
年
11
月
24
日（
日
）　

14
時
～
16
時

場
所

：

ゆ
い
の
森
あ
ら
か
わ 

ゆ
い
の
森
ホ
ー
ル

　　　　

お
し
ど
り
文
学
館
協
定
締
結
二
周
年
記
念
事
業

と
し
て
、
小
説
家
の
出
久
根
達
郎
氏
を
お
招
き
し
、  

「
吉
村
・
津
村
文
学
の
魅
力
」
に
つ
い
て
お
話
し

い
た
だ
き
ま
し
た
。　

　

出
久
根
氏
は
、
平
成
５
年
（
１
９
９
３
年
） 

に

『
佃
島
ふ
た
り
書
房
』（
平
成
４
年 

講
談
社
）で
第

１
０
８
回
直
木
賞
を
受
賞
し
、
平
成
28
年
よ
り
日

本
文
藝
家
協
会
理
事
長
を
務
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

文
学
館
で
は
平
成
25
年
度
か
ら
吉
村
氏
の
人
物

像
や
作
家
と
し
て
の
歩
み
等
に
つ
い
て
、
関
係
者

の
証
言
を
も
と
に
紹
介
す
る
記
録
映
像
を
制
作
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
制
作
し
た   

作
品
は
常

設
展
示
室
の
映
像
コ
ー
ナ
ー
で
視
聴
で
き
る
ほ
か
、

そ
の
総
集
編
と
し
て
D
V
D
「
小
説
家 

吉
村
昭
」

を
、
1
枚
2
千
円
で
販
売
し
て
い
ま
す
。

　

令
和
元
年
度
は
、
俳
人
、
尾
崎
放
哉
の
晩
年
を

描
い
た
『
海
も
暮
れ
き
る
』 （
昭
和
55
年 

講
談
社
）、

吉
村
昭
句
集
『
炎
天
』
と
句
会
「
石
の
会
」

 

（
後
に

改
組
「
狐
火
の
会
」） 

を
中
心
に
、
関
係
者
５
名
の

証
言
か
ら
「
吉
村
昭
と
俳
句
」
に
つ
い
て
紹
介
す

る
映
像
を
制
作
し
ま
し
た
。

　

今
後
、
常
設
展
示
室
2
階
の
映
像
コ
ー
ナ
ー
や
、

文
学
館
に
お
け
る
事
業
で
の
公
開
を
予
定
し
て
い

ま
す
。

 
お
し
ど
り
文
学
館
協
定

　 
締
結
二
周
年
記
念
講
演
会

昨
年
は
、
ふ
く
い
風
花
随
筆
文
学
賞
特
別
審
査
委

員
長
に
就
任
す
る
な
ど
、
各
方
面
で
活
躍
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

吉
村
昭
、
津
村
節
子
両
氏
と
は
、
日
本
文
藝
家

協
会
の
仕
事
を
通
し
て
親
交
が
あ
り
ま
し
た
。
新

聞
連
載
に
関
し
て
手
紙
を
出
し
た
時
に
、
吉
村
か

ら
返
っ
て
き
た
葉
書
を
、
今
で
も
大
切
に
保
管
し

て
い
る
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
披
露
さ
れ
ま
し
た
。

　

出
久
根
氏
は
、
最
も
好
き
な
吉
村
作
品
と
し
て

『
ふ
ぉ
ん
・
し
い
ほ
る
と
の
娘
』（
上
・
下 

昭
和
53
年 

毎
日
新
聞
社
）  
を
挙
げ
、 

こ
の
作
品
に
は
吉
村
の

特
徴
が
全
て
含
ま
れ
て
い
る
と
分
析
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
シ
ー
ボ
ル
ト
の
娘
で
あ
る
イ
ネ
を
主

人
公
に
描
い
て
い
る
が
、
実
際
は
江
戸
時
代
そ
の

も
の
を
描
く
こ
と
を
意
図
し
た
よ
う
に
感
じ
る
と

指
摘
さ
れ
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
通
常
書
き
手
の
思
い
入
れ
が
強
く
な

り
、
血
を
た
ぎ
ら
せ
て
執
筆
す
る
よ
う
な
場
面
で
、

吉
村
は
敢
え
て
淡
々
と
書
い
て
い
る
と
考
察
さ
れ

ま
し
た
。 

冷
静
な
表
現
は
、
読
み
手
の
想
像
力
を

掻
き
立
て
、
興
奮
さ
せ
て
い
く
と
し
て
、
吉
村
作

品
の
フ
ァ
ン
は
、
想
像
力
の
豊
か
な
人
が
多
い
の

で
は
な
い
か
、
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
事

実
と
と
も
に
小
説
に
込
め
ら
れ
た
吉
村
の
作
為
を
、

ど
こ
ま
で
が
嘘
で
、
ど
こ
ま
で
が
本
当
な
の
か
と

い
う
境
目
が
わ
か
ら
な
い
、
事
実
め
か
し
た
巧
み

な
嘘
と
し
て
絶
賛
し
ま
し
た
。

　

そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、
イ
ネ
が
暴

行
を
受
け
た
相
手
に
言
っ
た
「
人
で
な
し
」
と
い

う
言
葉
で
し
た
。
こ
の
言
葉
は
、
人
が
し
た
と
は

思
え
な
い
よ
う
な
人
間
の
仕
打
ち
に
振
り
回
さ
れ

る
イ
ネ
を
描
い
た
、
小
説
全
体
を
表
す
言
葉
だ
と

話
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
何
の
感
情
も
込
め
ず
に

書
く
か
ら
こ
そ
、
読
み
手
に
強
烈
な
印
象
を
残
す

と
指
摘
し
、
吉
村
は
そ
れ
を
狙
っ
て
「
人
で
な
し
」

と
い
う
言
葉
を
、
作
品
中
に
創
作
し
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
見
解
を
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

一
方
で
、 

津
村
に
つ
い
て
は
、
若
い
頃
に
少
女

小
説
を
執
筆
し
て
い
た
こ
と
を
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
『
智
恵
子
飛
ぶ
』（
平
成
９

年 

講
談
社
）
で
描
か
れ
た
、
自
転
車
に
乗
っ
て
得

意
気
な
智
恵
子
の
姿
に
は
、
少
女
小
説
を
書
い
て

い
た
津
村
の
面
影
を
感
じ
る
と
お
話
し
に
な
り
ま

し
た
。

　

ま
た
、  

津
村
の
『
海
鳴
』（
昭
和
40
年 

講
談
社
）

を
例
に
挙
げ
て
、
吉
村
・
津
村
作
品
の
共
通
点
は
、

同
時
代
に
生
き
る
様
々
な
人
物
の
立
場
を
す
べ
て

頭
に
入
れ
た
上
で
、
特
定
の
主
人
公
を
描
き
だ
す

と
こ
ろ
に
あ
る
と
強
調
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
日
は
、

  
 

大
勢
の
お
客
様
に
ご
参
加
い
た
だ
き

ま
し
た
。
出
久
根
氏
の
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
た
お
話

に
、
会
場
は
終
始
和
や
か
な
空
気
に
包
ま
れ
て
い

ま
し
た
。
お
客
様
か
ら
は 

「
研
究
者
以
上
の
フ
ァ

ン
の
視
点
で
様
々
な
解
き
ほ
ぐ
し
を
し
て
い
た
だ

き
、
大
変
楽
し
く
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
」

「
吉
村
氏
と
親
交
の
あ
っ
た
出
久
根
氏
の
お
話

が
聞
け
て
良
か
っ
た
」
な
ど
の
お
声
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。

貫
き
し
こ
と
に
悔
い
な
し

  

― 

吉
村
昭
と
俳
句 

―

【
新
作
紹
介
】
証
言
記
録
映
像

開
催
報
告

10

〈
学
芸
員

鈴
木
志
乃
〉

講演を行う出久根氏
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著作紹介

第8回

『
雪
の
花
』

　　
か
れ
は
、
崩
く
ず

れ
る
よ
う
に
坐
す
わ

り
こ
ん
で
い

る
一
行
を
起
こ
す
と
、
再
び
雪
の
中
を
進
ま

せ
た
。

　
よ
う
や
く
栃
ノ
木
峠
に
た
ど
り
つ
い
た
。

道
は
そ
こ
か
ら
深
い
谷
た
に

間
あ
い

に
入
っ
て
い
る
。

両
側
は
、
仰
ぎ
み
る
よ
う
な
断
だ
ん

崖
が
い

で
雪
塊
が

時
折
、
落
下
し
て
く
る
。
雪
は
、
崖

が
け

の
上
か

ら
無
気
味
に
せ
り
出
し
て
い
て
、
も
し
も
突

風
が
巻
き
起
こ
れ
ば
、
雪
が
な
だ
れ
落
ち
て

良
策
た
ち
を
圧
死
さ
せ
る
に
ち
が
い
な
か
っ

た
。

　
良
策
は
、
神
に
身
の
安
全
を
祈
り
な
が
ら

一
行
を
せ
か
せ
て
進
み
、
幸
い
に
も
そ
の
難

所
を
通
り
過
ぎ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
峠
を
越
え
れ
ば
、
福
井
藩
の
領
内
で
あ
る
。

遂
つ
い

に
良
策
は
、
種
痘
を
お
こ
な
っ
た
幼
児
を

福
井
領
内
に
も
ち
こ
む
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。

 

　

福
井
県
ふ
る
さ
と
文
学
館
と
お
し
ど
り
文

学
館
協
定
を
締
結
し
て
か
ら
２
周
年
を
迎
え

る
こ
と
を
記
念
し
て
、
令
和
元
年　

月　

日

か
ら　

月　

日
ま
で
、
第
７
回
ト
ピ
ッ
ク
展

示
「
吉
村
昭
が
描
い
た
福
井
「
雪
の
花
」 

―

笠
原
良
策
と
天
然
痘
―
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

今
回
の
著
作
紹
介
で
は
、
展
示
の
開
催
報
告

を
兼
ね
て
、
福
井
の
町
医
、
笠
原
良
策
を
主

人
公
と
し
た
小
説「
雪
の
花
」を
紹
介
し
ま
す
。

笠
原
良
策
と
は　

笠
原
良
策
（
白
翁
、
文
化

６
年
～
明
治　

年
）
は
、
死
の
病
と
し
て
恐

れ
ら
れ
て
い
た
天
然
痘
（
疱
瘡
）
か
ら
福
井

の
人
々
を
救
う
べ
く
、
種
痘
（
天
然
痘
予
防

用
ワ
ク
チ
ン
「
痘
苗
」
を
接
種
す
る
こ
と
）

の
普
及
に
奔
走
し
た
医
家
で
す
。

　

良
策
は
漢
方
医
で
あ
る
父
の
も
と
、
越
前

国
足
羽
郡
深
見
村
（
現
福
井
市
深
見
町
）
に

生
ま
れ
ま
し
た
。
天
保
11
年（
１
８
４
０
年
）、

京
都
の
蘭
方
医
日
野
鼎
哉
に
入
門
し
、
「
引

痘
新
法
全
書
」
で
種
痘
を
学
び
ま
す
。
種
痘

の
有
効
性
を
感
じ
た
良
策
は
、
弘
化
３
年（
１

８
４
６
年
）、
福
井
藩
へ
痘
苗
の
輸
入
を
嘆
願

し
ま
し
た
が
、
許
可
が
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
嘉
永
元
年
（
１
８
４
８
年
）
に
再
度
、

嘆
願
書
を
提
出
し
、
福
井
藩
医
の
半
井
元
冲

や
、
藩
士
で
側
用
人
の
中
根
雪
江
ら
の
協
力

を
得
て
、
よ
う
や
く
輸
入
の
認
可
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
雪
が
吹
き

荒
れ
る
中
、
京
都
か
ら
峠
を
越
え
て
、
痘
苗

を
福
井
へ
持
ち
帰
る
こ
と
に
成
功
し
ま
す
。

　

し
か
し
、
種
痘
の
普
及
は
困
難
を
極
め
ま

し
た
。
痘
苗
は
、
接
種
し
た
人
の
体
に
で
き

た
か
さ
ぶ
た
を
、
時
間
を
お
か
ず
に
他
の
人

の
皮
下
に
植
え
る
方
法
で
効
果
を
維
持
し
て

い
ま
し
た
。
接
種
を
す
る
人
が
い
な
く
な
れ

ば
痘
苗
も
絶
え
て
し
ま
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

予
防
接
種
が
珍
し
か
っ
た
こ
の
時
代
、
専
門

家
で
あ
る
医
家
た
ち
で
す
ら
種
痘
の
効
果
に

疑
い
を
抱
い
て
い
ま
し
た
。 

ま
た
、感
染
を
恐

れ
た
人
々
も
種
痘
を
希
望
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

吉
村
は
、
絶
苗
と
い
う
危
機
の
中
、
心
血

を
注
ぎ
種
痘
の
普
及
に
尽
力
す
る
良
策
の
姿

を
、「
雪
の
花
」
の
中
で
丹
念
に
描
き
ま
し
た
。

「
日
本
医
家
伝
」

  
の
「
笠
原
良
策
」  「
雪
の
花
」 

の
基
と
な
っ
た
の
は
、
昭
和   

年  

（  

1
9
6

9
年
） 

に
医
学
雑
誌  

「
Ｃ
Ｒ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ａ
」 

に

『雪の花』

(昭和63年 新潮文庫)

 

―
第
7

回
ト
ピ
ッ
ク
展
示

「
吉
村
昭
が
描
い
た
福
井

「
雪
の
花
」―
笠
原
良
策
と
天
然
痘
―
」

の
開
催
報
告
を
兼
ね
て

（
『
雪
の
花
』
昭
和
63

年
　
新
潮
文
庫
）

トピック展の展示風景

笠原良策

福井市立郷土歴史博物館蔵

10

18

12

18
13

掲
載
さ
れ
た「
日
本
医
家
伝
（
四
） 

笠
原
良
策
」  

で
す
。
こ
の
「
日
本
医
家
伝
」 

で
は
、
良
策

を
始
め
、
近
代
医
学
の
礎
を
築
い
た
12
人
の

医
家
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
吉
村
は
、
こ
れ

ら
の
医
家
に
つ
い
て
、

 

「
時
代
の
厳
し
い
制
約

の
中
で
、
自
己
に
忠
実
に
生
き
よ
う
と
し
た

姿
が
、
私
に
は
美
し
い
も
の
」 

と
感
じ
ら
れ

た
と
し
、
良
策
に
対
し
て
は
「
種
痘
の
普
及

に
つ
と
め
た
精
神
力
の
強
靭
な
人
物
」
で「
生

き
方
に
ひ
か
れ
た
」
と
も
述
べ
て
い
ま
す【
註

１
】
。 

ま
た
彼
ら
に
対
し
て
、
現
代
の
医
家
と

の
類
似
性
も
見
出
し
て
い
ま
し
た【
註
２
】
。　

44

「ＣＲＥＡＴＡ」 第13号

（昭和44年 日本メルク萬有株式会社）

に掲載された「日本医家伝（四）　笠原良策」

『日本医家伝』

（昭和46年 講談社）
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「
日
本
医
家
伝
」 

の
執
筆
の
際
に
は
、
医
学

史
の
専
門
家
で
あ
る
小
川
鼎
三
氏
と
酒
井
シ

ズ
氏
の
も
と
に
通
い
、
資
料
を
提
供
し
て
も

ら
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
福
井
や
長
崎
、
青

森
、
北
海
道
な
ど
で
も
資
料
調
査
を
行
い
ま

し
た
。

　

足
掛
け
４
年
に
わ
た
っ
た 

「
日
本
医
家
伝
」

の
連
載
を
終
え
、
吉
村
は
「
一
人
一
人
の
医

家
の
像
が
、
私
に
か
ら
み
つ
い
て
は
な
れ
」

ず
、   

「
こ
の
短
編マ
マ

を
基
礎
に
長
篇
を
書
き
た

い
と
思
っ
た
」
と
い
い
ま
す
【
註
１
】
。
そ
の
言

葉
通
り
、
昭
和
46
年
11
月
、
良
策
を
主
人
公

と
し
た
小
説
「
め
っ
ち
ゃ
医
者 

伝
」
を
発
表

し
ま
し
た
。

少
年
文
学
作
品
「
め
っ
ち
ゃ
医
者 
伝
」
『
め

っ
ち
ゃ
医
者 

伝
』
（
昭
和
46
年　

新
潮
社
）

は
、
児
童
文
学
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
「
少
年

文
庫
」
の
ひ
と
つ
で
す
。
出
版
社
の
広
告
に

は
「
第
一
線
作
家
が
、
伸
び
ゆ
く
世
代
に
む

け
て
書
き
お
ろ
し
た
夢
あ
ふ
れ
る
競
作
シ
リ

ー
ズ
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、  

吉

村
は
「
お
と
な
の
文
学
へ
の
足
が
か
り
に
な

る
も
の
を
と
、
こ
ど
も
の
も
の
で
あ
る
こ
と

を
意
識
し
な
い
よ
う
に
つ
と
め
、
自
分
の
こ

と
ば
で
書
い
た
」
と
述
べ
て
い
ま
す
【
註
３
】
。

決
し
て
平
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
文
章
を

子
ど
も
向
け
に
し
な
か
っ
た
こ
と
は
当
時
の

書
評
で
も
好
意
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
ま
し
た

【
註
４
】
。

　

タ
イ
ト
ル
に
あ
る
「
め
っ
ち
ゃ
」
と
は
福

井
地
方
の
方
言
で
、
天
然
痘
に
罹
患
し
た
人

の
皮
膚
に
残
る
「
あ
ば
た
」
の
こ
と
で
す
。

種
痘
の
普
及
に
対
し
て
周
囲
の
理
解
が
得
ら

れ
ず
、「
め
っ
ち
ゃ
医
者
」
と
蔑
ま
れ
た
良
策

が
医
師
と
し
て
困
難
に
立
ち
向
か
う
様
を
克

明
に
追
い
ま
し
た
。

　

こ
の
作
品
を
書
く
に
あ
た
り
、
吉
村
は
福

井
県
立
図
書
館
職
員
で
詩
人
の
広
部
英
一
氏

の
協
力
を
得
ま
し
た
。
広
部
氏
は
、
郷
土
の

雑
誌
に
連
載
し
て
い
た
「
ふ
く
い
の
本
棚
」

と
い
う
書
評
欄
で
、『
め
っ
ち
ゃ
医
者 

伝
』に

つ
い
て
「
あ
ら
ゆ
る
困
難
を
の
り
こ
え
、
ひ

と
す
じ
の
道
を
き
わ
め
庶
民
の
生
活
に
灯
を

か
ざ
し
た
郷
土
の
偉
人
の
伝
記
と
し
て
、
子

ど
も
た
ち
に
と
く
に
す
す
め
た
い
」
と
述
べ

て
い
ま
す
【
註
５
】
。

「
雪
の
花
」へ    

「
め
っ
ち
ゃ
医
者 

伝
」以
降
、

吉
村
は
数
多
く
の
長
篇
歴
史
小
説
を
手
掛
け

ま
す
。
と
り
わ
け
医
学
史
を
題
材
と
し
た
作

品
を
執
筆
す
る
過
程
で
、
良
策
と
い
う
存
在

の
重
要
性
を
改
め
て
感
じ
、「
腰
を
据す

え
て
書

き
直
し
た
い
気
持
が
強
く
」  

な
り
、
再
調
査

を
始
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
【
註
６
】
。

　

吉
村
は
、
ま
ず
広
部
氏
に
連
絡
を
と
り
、

良
策
に
関
す
る
古
文
書
が
福
井
市
立
郷
土
歴

史
博
物
館
に
寄
贈
さ
れ
た
こ
と
を
知
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
資
料
調
査
の
た
め
同
館
に
赴
き
ま

し
た
。
当
時
、対
応
に
あ
た
っ
た
⻆
鹿
尚
計
氏

に
よ
る
と
、
良
策
の
日
記  

「
戦
兢
録
」
や
記

録
「
白
神
用
往
来
留
」

 

を
黙
々
と
筆
写
し
て

い
た
と
い
い
ま
す
。
吉
村
は
古
文
書
を
読
み

解
き
、「
め
っ
ち
ゃ
医
者 

伝
」 

で
の
誤
り
を
修

正
し
て
、 

昭
和
63
年
に 

「
雪
の
花
」  

を
発
表

し
ま
し
た
。

吉
村
が
捉
え
た
良
策
像　

吉
村
は
、
講
演
で

使
用
し
た
と
思
わ
れ
る
自
筆
メ
モ
で
良
策
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。「
笠
原

は
、
西
欧
文
明
を
積
極
的
に
導
入
し
て
い
た

福
井
の
土
壌
に
輩
出
し
た
人
物
。
／
頭
脳
メ

イ
セ
キ
で
、
強
靭
な
意
志
力
。
／
ま
こ
と
に

素
晴
し
い
人
物
で
、 

そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
私

は
「
雪
の
花
」
と
い
う
小
説
を
書
い
た
。
／

福
井
の
み
な
ら
ず
、   

日
本
の
誇
る
べ
き
人
物
」。

良
策
の
人
間
性
に
惹
か
れ
た
か
ら
こ
そ
、
綿

密
に
調
査
を
続
け
て
、「
日
本
医
家
伝
」  

か
ら

 

「
め
っ
ち
ゃ
医
者 

伝
」、  

そ
し
て
「
雪
の
花
」

と
書
き
改
め
ま
し
た
。

　

吉
村
は
、「
雪
の
花
」   

に
限
ら
ず
、
確
固
た

る
意
志
を
持
ち
、
信
念
を
貫
こ
う
と
身
を
砕

く
人
物
を
多
く
描
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の

人
物
と
、
作
品
を
通
し
て
人
間
の
本
質
を
探

究
し
続
け
た
吉
村
の
姿
が
重
な
る
よ
う
に
思

え
て
な
り
ま
せ
ん
。

展
示「
吉
村
昭
が
描
い
た
福
井「
雪
の
花
」
―

笠
原
良
策
と
天
然
痘
―
」　
展
示
で
は
吉
村

の
自
筆
原
稿
や
メ
モ
、
書
籍
等
の
展
示
と
合

わ
せ
て
、
福
井
県
ふ
る
さ
と
文
学
館
や
福
井

市
立
郷
土
歴
史
博
物
館
、
歴
史
の
み
え
る
ま

ち
づ
く
り
協
会
と
い
っ
た
関
係
機
関
か
ら
写

真
等
を
提
供
し
て
い
た
だ
き
、
福
井
市
内
に

残
る
良
策
に
関
す
る
史
跡
も
紹
介
し
ま
し
た
。

　

今
後
も
、
福
井
県
ふ
る
さ
と
文
学
館
と
協

力
し
て
、
ゆ
か
り
の
文
学
を
両
地
域
内
外
に

広
く
紹
介
す
る
た
め
、
連
携
を
進
め
て
い
き

ま
す
。

〈
学
芸
員　

加
藤
陽
子
〉

自筆原稿「めっちゃ医者 伝」

津村節子氏寄託資料

『めっちゃ医者 伝』

 （昭和46年 新潮社）

吉村の自筆メモ

津村節子氏寄託資料

笠原に関する記述がある。

【
註
１
】「
文
庫
版
あ
と
が
き
」（『
日
本
医
家
伝
』昭
和
48
年

講
談
社
文
庫
）、【
註
2
】「
あ
と
が
き
」（『
日
本
医
家
伝
』昭

和
46
年　

講
談
社
）
、【
註
3
】「
水
曜
レ
ポ
ー
ト
」（
「
サ
ン

ケ
イ
新
聞
」昭
和
47
年
１
月
12
日
夕
刊
）、【
註
4
】八
杉
龍

一
「
こ
ど
も
の
本
」（
「
サ
ン
ケ
イ
新
聞
」
昭
和
46
年
12
月
22

日
）・
浜
野
卓
也
「
現
代
作
家
の
童
話
」
（「
図
書
新
聞
」昭

和
47
年
２
月
５
日
）
、【
註
5
】「
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
」
v
o
l

３
、
№
19（
昭
和
47
年
１
月　

福
井
Ｐ
Ｒ
セ
ン
タ
ー
）、【
註

6
】「
あ
と
が
き
」（『
雪
の
花
』昭
和
63
年　

新
潮
文
庫
）



　

出
演

：

橋
爪 
功
氏
（
俳
優
）

日
時

：

令
和
元
年
10
月
14
日（
月
・
祝
）

場
所

：

サ
ン
パ
ー
ル
荒
川　

　
　
　

   

3
階　

小
ホ
ー
ル

朗
読
会
「
海
も
暮
れ
き
る
」
と
ト
ー
ク 

19

［令和2年3月発行］

　

　

こ
ん
に
ち
は
。
若
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
僕
も
楽

屋
で
見
て
い
て
、
愕
然
と
し
ち
ゃ
い
ま
し
た
。
ほ

ん
と
若
か
っ
た（
笑
）。
今
は
も
う
気
持
ち
が
小
豆

小豆島での撮影について語る橋爪氏

（左）放哉を演じた橋爪氏

（右）シゲを演じた大村明美氏　

写真提供　小豆島尾崎放哉記念館

島
の
方
に
飛
ん
で
い
っ
ち
ゃ
っ
て
。
先
ほ
ど
の
ド

ラ
マ
で
シ
ゲ
さ
ん
役
の
大
村
明
美
さ
ん
か
ら
も
電

話
が
あ
っ
て
、
本
当
は
来
た
か
っ
た
の
で
、
皆
さ

ん
に
ぜ
ひ
よ
ろ
し
く
と
お
伝
え
く
だ
さ
い
と
い
う

こ
と
で
し
た
。
本
当
に
台
風
は
、
大
丈
夫
だ
っ
た

ん
で
す
か
。
皆
さ
ん
。
今
日
は
ね
、
荒
川
の
そ
ば

だ
ろ
う
、
や
め
よ
う
か
な
と
思
っ
た
の
。
2

日
3

日
た
っ
て
か
ら
水
位
が
上
が
る
と
い
う
こ
と
も
あ

る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
ま
だ
自
分
の
命
の
ほ
う
が

大
事
で
す
か
ら
、
皆
さ
ん
よ
り
。
だ
か
ら
本
当
に

思
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
ん
な
悪
天
候
の
中

と
い
う
か
、
大
変
な
時
に
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
い

た
だ
き
ま
し
て
、
本
当
に
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上

げ
ま
す
。 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

（
最
初
に
原
作
を
読
ん
だ
感
想
は
?
）
感
想
も
な

に
も
⋯
⋯
。
第
一
、  

放
哉
さ
ん
な
ん
て
予
備
知
識

も
何
も
な
い
！
で
す
か
ら
、
ひ
た
す
ら
吉
村
さ
ん

だ
の
み
な
訳
で
す
よ
。
本
当
に
困
り
ま
し
た（
笑
）。

と
こ
ろ
が
ね
、  

小
豆
島
に
着
い
た
ら
―
― 

な
く
な

り
ま
し
た
、
不
安
や
雑
念
が
。
う
ま
く
説
明
で
き
な

い
ん
だ
け
ど
、
放
哉
さ
ん
が
突
然
自
分
の
中
に
入

り
込
ん
で
き
た
と
い
う
か
⋯
⋯
。

　

最
初
に
ラ
ジ
オ
か
ら
始
ま
っ
た
ん
で
す
ね
、
こ

の
「
海
も
暮
れ
き
る
」
と
い
う
の
は
。
橘
髙
幸
三

と
い
う
N
H
K
の
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
が
突
然
電
話
を

か
け
て
き
て
「
ラ
ジ
オ
を
や
る
ん
で
、
つ
い
て
は

ロ
ケ
が
あ
る
の
で
小
豆
島
へ
来
て
く
れ
」
と
言
わ

れ
て
。 

ラ
ジ
オ
で
ロ
ケ
!?

っ
て
。
橘
髙
と
は
、
そ

の
前
か
ら
友
達
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
で
、

高
松
か
ら
高
速
艇
で
小
豆
島
に
渡
っ
た
ん
だ
け
ど
、

土
庄
港
へ
着
い
た
途
端
に
、
橘
髙
君
が
す
っ
と
寄

っ
て
来
ま
し
て
「
す
ぐ
こ
れ
に
着
替
え
て
」
と
言

う
ん
で
す
ね
。
凄
く
汚
い
浴
衣
と
下
駄
一
足
渡
さ

れ
て
、 「
何
す
る
の
」
と
言
っ
た
ら
、「
ま
あ
、
い
い

か
ら
つ
い
て
来
い
」
と
言
う
ん
で
す
よ
。

　

ラ
ジ
オ
は
、
石
屋
さ
ん
の
シ
ー
ン
か
ら
始
ま
り

ま
す
が
「
橋
爪
さ
ん
、
こ
れ
持
っ
て
」 

と
言
っ
て
。

当
時
、
こ
ん
な
大
き
い
デ
ン
ス
ケ
と
い
う
ん
で
す

が
、
そ
れ
を
担
が
さ
れ
て
、
自
分
で
持
っ
て
歩
い

て
石
屋
ま
で
。
そ
れ
で
、
石
屋
さ
ん
の
方
と
、
初

め
て
そ
こ
で
言
葉
を
交
わ
す
わ
け
で
す
が
、
も
う

そ
の
時
に
は
、
僕
は
放
哉
な
ん
で
す
ね
。
放
哉
に

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
か
。
だ
っ
て
、
変
な

も
の
を
着
て
い
て
、
下
駄
履
い
て
、
痩
せ
こ
け
て

い
て
、
何
だ
か
、
よ
ろ
よ
ろ
し
て
歩
い
て
い
る
も

の
だ
か
ら
。
こ
れ
は
も
う
、
尾
崎
放
哉
と
い
う
現

実
の
人
の
中
に
、
僕
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
逃

げ
込
む
し
か
な
い
と
思
っ
た
。
そ
れ
が
ラ
ジ
オ
の

第
一
歩
で
す
。
恥
ず
か
し
い
で
し
ょ
う
。
だ
っ
て
、

普
通
の
人
が
い
っ
ぱ
い
い
る
の
に
、
汚
い
浴
衣
を

着
て
、
デ
ン
ス
ケ
を
持
っ
て
、
下
駄
履
い
て
歩
い

て
い
る
っ
て
。
そ
れ
は
も
う
、
尾
崎
放
哉
と
い
う

登
場
人
物
に
逃
げ
込
む
以
外
、
何
に
も
で
き
な
い
。

ま
あ
そ
れ
が
結
果
的
に
は
、
僕
の
中
で
は
良
か
っ

た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

放哉が小豆島に到着したシーンで共演した

小豆島の皆さんと

2列目左から4人目が橋爪氏

写真提供　小豆島尾崎放哉記念館

　　

ラ
ジ
オ
が
終
わ
っ
て
か
ら
、「
こ
れ
、
テ
レ
ビ
で

や
れ
た
ら
い
い
ね
」
っ
て
冗
談
の
よ
う
に
言
っ
て

い
て
、
そ
れ
か
ら
、
1

年
ち
ょ
っ
と
後
に
テ
レ
ビ

ド
ラ
マ
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ラ
ジ
オ
の
時

芝
居
の
本
質-

小
豆
島
の
皆
さ
ん
と
共
演

　

令
和
元
年
度
企
画
展
関
連
イ
ベ
ン
ト
に
、
俳
優

の
橋
爪
功
氏
を
お
招
き
し
ま
し
た
。
吉
村
昭
は
、

長
篇
小
説
『
海
も
暮
れ
き
る
』（
昭
和
55
年   
講
談

社
）
で
、
俳
人
、
尾
崎
放
哉
が
最
晩
年
の
8
か
月

を
過
ご
し
た
小
豆
島
を
舞
台
に
、
自
ら
の
闘
病
体

験
を
ふ
ま
え
て
、
そ
の
生
と
死
を
描
き
出
し
ま
し

た
。
橋
爪
氏
は
、
こ
の
作
品
を
原
作
と
す
る
ド
ラ

マ
「
海
も
暮
れ
き
る
～
小
豆
島
の
放
哉
～
」（
昭
和

61
年　

N
H
K
）
で
主
演
を
務
め
、
尾
崎
放
哉
を

演
じ
ま
し
た
。
ド
ラ
マ
は
、
監
督
で
あ
る
橘
髙
幸

三
氏
の
意
向
に
よ
り
、
小
豆
島
オ
ー
ル
ロ
ケ
で
制

作
さ
れ
、
橋
爪
氏
以
外
の
出
演
者
は
、
全
て
小
豆

島
の
住
民
の
方
々
で
し
た
。

　

今
回
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
台
風　

号
の
影
響
が
残

る
中
で
開
催
し
ま
し
た
が
、
こ
の
日
を
心
持
ち
に

さ
れ
て
い
た
お
客
様
で
満
席
と
な
り
ま
し
た
。
ま

ず
、
第
一
部
で
は
、
吉
村
と
橋
爪
氏
、
病
床
の

放
哉
を
世
話
す
る
シ
ゲ
を
演
じ
た
小
豆
島
の
住
民
、

大
村
明
美
氏
に
よ
る
鼎
談
を
含
む
ド
ラ
マ
紹
介
映

像
を
上
映
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
橋
爪
氏
か
ら
、

昭
和
57
年
（
1
9
8
2
年
）
の
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ

（
N
H
K 

F
M
）
に
始
ま
っ
た
小
豆
島
で
の
オ
ー

ル
ロ
ケ
や
吉
村
と
の
思
い
出
、
吉
村
作
品
の
魅
力

に
つ
い
て
、
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

第
二
部
で
は
、「
海
も
暮
れ
き
る
」 

の
最
終
章
を
中

心
に
朗
読
い
た
だ
き
ま
し
た
。
橋
爪
氏
の
臨
場
感

あ
ふ
れ
る
軽
妙
な
ト
ー
ク
と
、
圧
倒
的
な
表
現
に

よ
る
朗
読
に
は
、
共
に
ド
ラ
マ
を
創
り
上
げ
た
小

豆
島
の
方
々
や
、
吉
村
に
対
す
る
親
愛
と
、
作
品

へ
の
深
い
思
い
が
滲
み
、
会
場
は
終
始
、
和
や
か

で
温
か
い
雰
囲
気
に
包
ま
れ
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
は
、
橋
爪
氏
の
ト
ー
ク
を
紹
介
し
ま
す
。

ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
の
第
一
歩

令
和
元
年
度
企
画
展

〈

吉
村
昭 
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も
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き
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ら
う
と
、
も
う
舌ぜ

っ

鋒ぽ
う

鋭
く
な
っ
て
、
人
の
気
持
ち

を
抉
る
よ
う
な
こ
と
を
、 

ど
ん
ど
ん
言
う
の
で
す
。 

そ
の
彼
女
相
手
に
も
僕
が
、
何
か
悪
態
を
つ
く
と

い
う
か
、

 

「
こ
れ
何
だ
よ
」「
そ
れ
は
箸
休
め
だ
」「
箸

休
め
、
上
等
な
こ
と
を
言
う
じ
ゃ
ね
え
か
」
な
ん

て
言
っ
て
、
ま
た
絡
む
ん
で
す
ね
⋯
⋯
セ
リ
フ
で

す
か
ら（
笑
）。
そ
の
シ
ー
ン
が
終
わ
り
ま
し
た
。

僕
が
控
室
へ
歩
い
て
行
く
と
、
後
ろ
の
方
か
ら
ド

タ
ド
タ
と
足
音
が
聞
こ
え
て
振
り
返
っ
た
ら
、
そ

の
マ
マ
が
、
合
わ
な
い
鬘
を
引
っ
剥
が
し
な
が
ら
、

帯
を
解
き
な
が
ら
、
突
っ
込
ん
で
来
る
ん
で
す
。

僕
の
方
へ
。
そ
れ
で
、「
あ
な
た
、
今
晩
、
う
ち
の

店
へ
い
ら
っ
し
ゃ
い
。
何
で
あ
な
た
に
、
あ
ん
な

む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
言
わ
れ
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
。
た

っ
ぷ
り
お
返
し
す
る
か
ら
」
っ
て
、
も
う
青
筋
立

て
て
怒
っ
て
い
る
の
よ
。「
あ
あ
、
芝
居
の
本
質
っ

て
こ
れ
だ
な
」
と
思
っ
て
。
恐
ろ
し
い
経
験
を
し

ま
し
た（
笑
）。 

そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
て
、お
か
げ
さ

ま
で
1

年
間
、
3

回
通
っ
て
作
品
が
で
き
た
。
本

当
に
こ
れ
は
今
で
も
上
映
の
機
会
が
あ
っ
た
ら
、

や
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
。
も
し
、
機
会
が
あ
っ

た
ら
、
ご
覧
に
な
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
こ
ん
な

幸
せ
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

放
哉
は
、
魅
力
と
い
う
よ
り
も
、
壮
絶
な
人
生

を
生
き
た
方
で
す
か
ら
。

何
と
も
言
い
よ
う
が
な

い
ん
で
す
け
れ
ど
も
。

ラ
ジ
オ
の
時
じ
ゃ
な
か

っ
た
か
な
、
放
哉
を
演

じ
る
と
い
う
の
で
、
初

め
て
小
豆
島
へ
お
邪
魔

し
て
、
急
に
偏
頭
痛
が

酷
く
な
っ
て
、
肩
が
パ

ン
パ
ン
に
凝
り
出
し
た

ん
で
す
よ
。
立
っ
て
い

る
の
も
や
っ
と
み
た
い
な
頭
痛
に
悩
ま
さ
れ
た
。

橘
髙
に
「
お
い
、
こ
う
な
っ
て
い
る
ん
だ
け
ど
、

俺
、
ま
だ
墓
参
り
に
行
っ
て
い
な
い
ん
だ
け
ど
」

と
言
っ
た
ら
、 

橘
髙
が 

「
え
っ
、
行
っ
て
な
い
の
」 

と
。

 

「
だ
っ
て
、連
れ
て
行
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
じ
ゃ

な
い
か
」
っ
て
、
慌
て
て
お
墓
参
り
を
し
て
。
お

酒
を
あ
げ
て
、
煙
草
は
お
吸
い
に
な
ら
な
か
っ
た

が
、
煙
草
も
あ
げ
て
。
帰
っ
て
き
た
ら
、
次
の
日

に
ス
ー
ッ
と
楽
に
な
っ
た
の
で
す
。
僕
は
、
放
哉

の
お
墓
の
前
で
手
を
合
わ
せ
な
が
ら
「
あ
ん
た
の

こ
と
を
今
か
ら
や
る
ん
だ
か
ら
、
間
違
え
て
も
俺

の
邪
魔
を
す
る
な
」
と
怒
っ
た
ん
で
す
よ
。
こ
れ

が
効
き
ま
し
た
ね
。
も
う
ぴ
た
っ
と
（
笑
）。

　

そ
れ
か
ら
こ
ん
な
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
道
端

で
醤
油
屋
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
、
私
を
放
哉
だ
と

間
違
え
て
「
あ
ん
た
さ
あ
、
本
当
に
酒
癖
悪
か
っ

た
よ
」な
ん
て
、
引
っ
ぱ
た
く
ん
で
す
。
も
う
素
晴

ら
し
い
経
験
で
し
た
。
だ
か
ら
芝
居
っ
て
、
映
画

も
テ
レ
ビ
も
そ
う
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
自
分
で

余
計
な
こ
と
を
し
よ
う
と
思
う
と
だ
め
な
ん
で
す

ね
。
何
か
、
そ
う
い
う
空
気
が
自
分
の
こ
と
を
つ

く
っ
て
く
れ
る
。
そ
の
辺
の
こ
と
を
、
吉
村
さ
ん

は
分
か
っ
て
く
だ
さ
っ
た
と
い
う
か
、
良
か
っ
た

よ
と
、
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
よ
う
な
気
が

し
ま
す
。

　

放
哉
の
妻
で
、
馨
さ
ん
と
い
う
人
物
が
出
て
く

る
ん
で
す
が
、
テ
レ
ビ
の
時
も
、
最
後
に
後
ろ
姿

が
出
る
だ
け
で
、
画
面
上
で
は
あ
ま
り
登
場
し
ま

せ
ん
で
し
た
。
僕
は
、
馨
さ
ん
が
、
ど
う
も
気
に

な
っ
て
い
ま
し
て
。
小
説
「
海
も
暮
れ
き
る
」
の

中
に
何
回
か
、
放
哉
の
想
念
に
馨
の
イ
メ
ー
ジ
や
、

匂
い
、佇
ま
い
が
出
て
く
る
。
そ
れ
で
、今
回
朗
読

す
る
時
に
、皆
さ
ん
の
前
で
馨
の
存
在
を
、ち
ょ
っ

と
や
っ
て
み
た
い
な
と
思
っ
て
い
た
の
で
。
恐
ら

く
吉
村
さ
ん
は
、そ
ん
な
こ
と
を
言
う
と
、作
家
の

こ
と
を
勝
手
に
想
像
し
て
は
、
も
う
い
ら
っ
し
ゃ

ら
な
い
の
で
悪
い
ん
で
す
が
、
馨
に
対
す
る
吉
村

さ
ん
の
思
い
と
い
う
か
、
感
じ
と
い
う
の
が
、
何

と
な
く
気
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
ど
う
し
て
も
朗

読
し
た
か
っ
た
。

　

そ
れ
と
、
吉
村
さ
ん
の
作
品
で
、
も
う
一
本
や

り
た
い
作
品
が
あ
り
ま
し
て
。『
仮
釈
放
』（
昭
和
63

年 

新
潮
社
） 

と
い
う
作
品
。
奥
さ
ん
が
浮
気
し
て

い
る
現
場
に
、
他
の
人
か
ら
の
投
書
で
帰
っ
て
き

た
ら
、
案
の
定
、
奥
さ
ん
が
不
倫
な
さ
っ
て
い
て
。

な
さ
っ
て
い
て
じ
ゃ
な
い
よ
ね（
笑
）。そ
れ
で
男
の

肩
を
包
丁
で
刺
し
て
、
そ
の
後
奥
さ
ん
を
見
た
ら
、

今
ま
で
見
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
無
関
心
な
冷
た

い
目
を
し
て
い
た
の
で
、
か
あ
っ
と
な
っ
て
奥
さ

ん
を
刺
殺
し
て
刑
務
所
に
入
っ
ち
ゃ
う
。
そ
れ
で

後
で
刑
務
所
か
ら
出
て
き
て
と
い
う
「
仮
釈
放
」。

ま
た
長
く
な
り
ま
す
か
ら
、
も
し
機
会
が
あ
っ
た

ら
、
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
時
の
女
性
に

対
す
る
感
覚
の
匂
い
み
た
い
な
も
の
が
、
僕
は
本

当
に
た
ま
ら
な
く
て
。
だ
か
ら
、
馨
と
い
う
人
の

佇
ま
い
と
い
う
か
、
息
遣
い
を
、
今
回
ど
う
し
て

芸者を演じた高橋弘子氏と橋爪氏　

撮影の合間
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　       を朗読する橋爪氏

空
気
が
自
分
を
つ
く
っ
て
く
れ
る

放
哉
の
妻
、
馨
の
佇
ま
い
と
息
遣
い

も
皆
さ
ん
島
の
素
人
の
方
で
す
。
そ
れ
で
橘
髙
に

「
今
度
は
僕
以
外
に
ど
な
た
が
お
出
に
な
る
の
」
と

聞
い
た
ら
、

 

「
い
や
、
こ
の
前
と
一
緒
だ
よ
」 

と
言

わ
れ
て
。「
え
っ
、
こ
の
前
と
一
緒
っ
て
、
皆
さ
ん

小
豆
島
の
人
」
と
聞
い
た
ら
「
そ
う
だ
よ
」 

と
言

う
。
ど
う
し
て
や
ろ
う
か
と
思
い
ま
し
た
ね
。
そ

の
時
本
当
に
。
後
か
ら
考
え
た
ら
、
結
果
的
に
は

そ
れ
が
良
く
て
。
島
の
皆
さ
ん
た
ち
が
、
本
当
に

素
晴
ら
し
く
て
。

　

そ
れ
で
、
順
撮
り
で
、
夏
か
ら
始
ま
っ
て
、
秋

や
っ
て
、
最
後
春
に
、
都
合
3

回
小
豆
島
に
お
邪

魔
し
ま
し
た
。
何
だ
ろ
う
、
そ
れ
は
勿
論
、
心
底
で

は
な
い
で
し
ょ
う
が
、
も
う
島
の
人
は
僕
が
放
哉

だ
と
思
っ
て
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
だ

か
ら
シ
ー
ン
、
シ
ー
ン
で
、
い
ろ
い
ろ
な
方
と
芝

居
を
や
っ
て
い
る
と
、
あ
ま
り
リ
ハ
ー
サ
ル
を
や

る
と
怖
い
で
す
ね
、
素
人
の
方
と
い
う
の
は
。
ど

ん
ど
ん
、
良
く
な
る
ん
で
す
よ
。
僕
が
良
く
な
れ

ば
、
そ
れ
は
倍
良
く
な
る
か
ら
。
橘
髙
に
「
お
い
、

も
う
リ
ハ
ー
サ
ル
は
、
適
当
に
し
て
く
れ
」
っ
て

言
っ
て
。
そ
れ
ぐ
ら
い
凄
か
っ
た
で
す
。

　

先
ほ
ど
、
小
豆
島
尾
崎
放
哉
記
念
館
の
方
か
ら

話
を
聞
い
て
思
い
出
し
ま
し
た
が
、
何
回
か
撮
影

中
に
お
邪
魔
し
た
砂
丘
と
い
う
ク
ラ
ブ
が
あ
り
ま

し
て
ね
。
そ
こ
の
マ
マ
さ
ん
が
、
ド
ラ
マ
で
は
、
飲

み
屋
の
芸
者
さ
ん
を
や
っ
て
い
ま
す
。
尾
崎
放
哉

と
い
う
方
は
、
本
当
に
酷
い
ん
で
す
ね
。
酔
っ
ぱ
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も
や
っ
て
み
た
い
な
と
思
っ
て
。
放
哉
の
臨
終
の

場
面
も
少
し
や
り
ま
す
が
、
最
終
章
は
、
ち
ょ
っ

と
長
い
で
す
が
、
そ
こ
を
選
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

人
間
の
捉
え
方
が
半
端
で
は
な
い
と
い
う
。
ど

う
い
う
風
に
で
も
、
想
像
力
で
補
え
る
と
い
う
か
。

だ
か
ら
断
定
な
さ
ら
な
い
で
す
よ
ね
、
吉
村
さ
ん

は
。
周
り
の
景
色
と
か
何
も
か
も
含
め
て
、
匂
い

を
お
書
き
に
な
る
の
が
本
当
に
長
け
て
い
る
方
で
、

つ
い
つ
い
、
そ
の
登
場
人
物
の
一
人
ひ
と
り
の
中

に
引
き
ず
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
と
い
う
か
。

　

大
体
僕
は
、
い
つ
も
家
内
に
笑
わ
れ
る
の
で
す

が
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
中
に
逃
げ
込
む
の
が
大
好

き
で
。
だ
か
ら
、
い
ま
だ
に
役
者
を
や
っ
て
い
て
、

普
通
の
社
会
人
と
し
て
は
、
非
常
に
ダ
メ
な
人
間

だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
入

り
込
め
る
、
入
り
込
め
な
い
と
い
う
の
は
、
や
っ

ぱ
り
映
画
で
あ
れ
、
も
ち
ろ
ん
小
説
で
あ
れ
、
僕

に
と
っ
て
は
、
何
か
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
吉

村
作
品
の
中
に
は
、
た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
ん
な
気

が
し
て
い
ま
す
。「
仮
釈
放
」 

は
、
機
会
が
あ
っ
た

ら
読
ん
で
く
だ
さ
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
吉

村
作
品
は
、
読
ん
で
い
る
う
ち
に
２
、 

３
ペ
ー
ジ

過
ぎ
て
く
る
と
、
ど
ん
ど
ん
引
き
込
ま
れ
る
と
い

う
、
そ
ん
な
稀
有
な
作
家
だ
と
思
い
ま
す
。

　

吉
村
さ
ん
の
ご
自
宅
へ
、
何
回
か
伺
っ
た
り
、

一
緒
に
お
酒
を
飲
ん
だ
り
し
ま
し
た
。
傍
へ
行
く

と
、
言
葉
の
端
々
ま
で
聞
き
惚
れ
て
し
ま
う
と
い

う
か
、
聞
い
て
い
た
い
な
と
い
う
、
優
し
い
だ
け

で
は
な
く
て
、
本
当
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
よ

う
な
方
で
し
た
。

　

ド
ラ
マ
の
中
で
放
哉
が
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
、
毒
舌

に
な
る
場
面
は
、
本
当
に
酷
い
ん
で
す
ね
。
私
の

師
匠
が
、
芥
川
比
呂
志
と
い
う
。
こ
の
方
は
、
私

の
演
劇
の
究
極
の
師
匠
で
す
。
古
今
東
西
の
芝
居

は
、
勿
論
よ
く
ご
存
知
で
、
普
段
は
本
当
に
紳
士

な
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、酒
を
飲
む
と
酷
い
。
も

う
何
度
地
獄
を
見
た
か
。
私
は
、
孫
弟
子
で
す
。

弟
子
筋
の
人
、
仲
谷
昇
さ
ん
や
、
小
池
朝
雄
さ
ん
、

そ
の
人
達
は
、
み
ん
な
知
っ
て
い
る
も
の
だ
か
ら

傍
へ
寄
ら
な
い
ん
で
す
。
僕
は
、
孫
弟
子
だ
か
ら 

  

「
お
前
、
行
け
」 

 

と
言
わ
れ
る
の
で
す
。
酒
も
、

適
当
に
飲
め
ま
し
た
か
ら
。
後
年
は
、
芥
川
さ
ん
が
、

ど
こ
か
へ
行
く
と
い
う
と
、
ず
っ
と
傍
に
つ
い
て

い
た
の
で
す
。
そ
れ
で
、
そ
の
時
の
酒
乱
ぶ
り
を
、

放
哉
を
や
っ
た
時
に
、
し
め
し
め
と
思
っ
て
拝
借

し
ま
し
た
。
ち
ょ
っ
と
誇
張
も
し
ま
し
た
が
、
で

も
、
本
当
に
凄
か
っ
た
の
。
人
間
、
ど
こ
で
苦
労

が
実
る
か
分
か
ら
な
い
な
っ
て
思
い
ま
し
た
（
笑
）
。

　

そ
れ
で
、
吉
村
さ
ん
は
、「
あ
ん
た
の
酒
乱
は
凄

か
っ
た
ね
」 

と
褒
め
て
く
だ
さ
っ
て
。
実
は
こ
う

で
と
話
し
た
ら
「
な
る
ほ
ど
な
」
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
。「
僕
も
、お
酒
は
大
好
き
だ
け
ど
ね
。
あ
そ
こ
ま

で
酒
乱
に
な
れ
る
人
は
、
羨
ま
し
い
な
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
。
も
う
顔
か
ら
火
が
出
る
よ
う
で
し
た
、

私
は
。
本
当
に
温
か
い
方
な
ん
で
す
ね
。
一
度
あ

の
世
ま
で
行
き
か
け
た
方
、
行
き
か
け
た
方
っ
て

変
な
言
い
方
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
っ
て
、

い
ろ
い
ろ
な
登
場
人
物
、
人
間
を
深
く
、
幅
広
く

追
究
な
さ
っ
た
方
は
、
こ
う
も
優
し
い
の
か
な
と

思
う
く
ら
い
に
。
僕
が
、
吉
村
さ
ん
に
、
芥
川
さ

ん
の
話
を
し
た
時
、「
あ
あ
、
そ
う
か
。
そ
の
こ
ろ

に
僕
と
会
っ
て
い
た
ら
、
君
も
も
う
少
し
、
ま
し

な
人
間
に
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
た
。
そ
れ
は
冗
談
で
す
け
れ
ど
も
、
本
当

に
そ
う
思
い
ま
す
。
も
う
何
度
も
飲
み
た
か
っ
た

で
す
よ
、
ご
一
緒
し
て
。
そ
れ
だ
け
が
、
今
本
当

に
心
残
り
で
す
ね
。
今
、
生
き
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ

た
ら
、
こ
ん
な
所
で
、
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る

の
を
、
何
と
お
っ
し
ゃ
る
の
か
。
ぜ
ひ
聞
い
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。
本
当
に
、
あ
り
が
た
い
人
に

会
え
ま
し
た
。
（
了
）

【写真1】「尾崎放哉生誕記念事業 放哉講話」　

で企画展資料を紹介

【写真2】句碑のための揮毫

 小豆島尾崎放哉記念館蔵

吉
村
作
品
の
魅
力
と
吉
村
と
の
思
い
出

18

1

18

　

今
回
の
企
画
展
で
は
、

長
篇
小
説
「
海
も
暮

れ
き
る
」
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
収
蔵
資
料
を
中

心
に
た
ど
り
、
吉
村
が
自
ら
の
闘
病
体
験
を
ふ
ま

え
て
ど
の
よ
う
に
俳
人
、
尾
崎
放
哉
の
心
理
を
掘

り
下
げ
、「
死
と
は
な
に
か
生
と
は
な
に
か
と
い
う

問
い
」
を
追
究
し
た
の
か
を
紹
介
し
ま
し
た
。
ま

た
、
吉
村
が
、
津
村
節
子
氏
や
親
し
い
編
集
者
、

画
家
と
28
年
間
続
け
た
句
会
「
石
の
会
」

 

（
の
ち「
狐

火
の
会
」）に
関
す
る
資
料
を
展
示
し
ま
し
た
。
展

示
を
ご
覧
に
な
っ
た
方
々
か
ら
は
、「
吉
村
氏
が
自

ら
を
重
ね
た
放
哉
の
生
き
方
に
、
も
っ
と
ふ
れ
て

み
た
い
と
思
っ
た
」「
吉
村
氏
の
俳
句
に
は
、
小
説

家
と
は
別
の
素
顔
を
感
じ
た
」
な
ど
の
感
想
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

令
和
2
年　

月　

日
（
土
） 

に
は
、  「
尾
崎
放
哉

生
誕
記
念
事
業 

放
哉
講
話
」（
主
催 

小
豆
島
尾
崎

放
哉
記
念
館 

会
場  

土
庄
町
立
中
央
公
民
館
）で
、

「
吉
村
昭
が
見
つ
め
た
尾
崎
放
哉
―
小
説
「
海
も

暮
れ
き
る
」
に
描
か
れ
た
生
と
死
―
」
と
題
し
、

企
画
展
の
内
容
を
紹
介
し
ま
し
た
【
写
真
1
】。 

こ

の
講
話
会
は
、
毎
年
、
放
哉
の
生
誕
日（
明
治　

年

1
月
20
日
）を
記
念
し
、
安
住
の
地
と
な
っ
た
土
庄

町
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
当
日
は
、
大
村
明
美
氏

を
は
じ
め
、
ド
ラ
マ
「
海
も
暮
れ
き
る
～
小
豆
島

の
放
哉
～
」
に
出
演
し
た
方
々
な
ど
、
多
く
の
方

に
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。
小
豆
島
の
方
々
が
、

撮
影
の
日
々
と
吉
村
と
の
思
い
出
を
大
切
に
さ
れ
、

作
品
に
深
い
愛
情
を
抱
い
て
い
る
こ
と
を
感
じ
ま

し
た
。「
放
哉
」 

南
郷
庵
友
の
会
幹
事
の
森
克
允
氏

に
は
、
平
成
6
年
（
1
9
9
4
年
）、
小
豆
島
尾
崎

放
哉
記
念
館
に
建
立
さ
れ
た
句
碑
「
障
子
あ
け
て

置
く
海
も
暮
れ
切
る 

放
哉
」
の
揮
毫
を
、
吉
村
に

依
頼
し
た
経
緯
を
う
か
が
い
ま
し
た
。 

吉
村
は

「
暮
れ
切
る
」
の
表
記
を
入
念
に
確
認
し
、
句
碑
除

幕
式
で
は
、

 

そ
の
大
き
さ
に
驚
き
な
が
ら
も
、
と

て
も
喜
ん
で
い
た
そ
う
で
す
。
ま
た
、 

小
豆
島
尾

崎
放
哉
記
念
館
が
所
蔵
す
る
「
海
も
暮
れ
き
る
」

関
連
資
料
の
調
査
を
行
い
ま
し
た
【
写
真
2
】。こ

の
調
査
内
容
は
、
今
後
の
展
示
な
ど
で
紹
介
予
定

で
す
。

〈
学
芸
員　

深
見
美
希
〉

　

会
期

：
令
和
元
年
10
月
13
日（
日
）～

　
　
　
　
　
　
　

  　
　

12
月
18
日（
水
）

場
所

： 

3
階 

企
画
展
示
室
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会
期
：
令
和
元
年
８
月
16
日（
金
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

～
10
月
16
日（
水
）

第
6
回
ト
ピ
ッ
ク
展
示
で
は
、
吉
村
作
品
の

一
群
を
な
す
動
物
小
説
に
焦
点
を
当
て
、
主
要

な
作
品
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
吉
村
が
動
物

に
強
い
関
心
を
寄
せ
た
背
景
に
迫
り
ま
し
た
。

本
紙
で
は
、
そ
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

　

１
、 

動
物
へ
の
関
心

　

昭
和
初
期
の
東
京
下
町
で
生
ま
れ
育
っ
た
吉

村
は
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
動
物
を

目
に
し
、
手
に
触
れ
て
き
ま
し
た
。
自
宅
の
庭

に
は
、
蟇ひ

き

蛙
が
え
る

や
蜥と

蜴か
げ

、
青
大
将
や
鼬

い
た
ち

が
い
て
、

至
る
所
で
鼠
が
走
り
回
っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

　

蛍
を
捕
ま
え
て
蚊
帳
の
中
に
放
ち
、
そ
の
明

滅
を
見
な
が
ら
眠
る
の
を
好
ん
だ
り
、
廿
日
鼠

が
籠
の
中
で
回
し
車
を
踏
み
続
け
る
姿
を
飽
き

ず
に
眺
め
て
い
ま
し
た
。
時
に
は
、
「
残
酷
な

遊
び
」
に
熱
中
し
【
註
１
】
、
ヤ
ン
マ
に
赤
蜻
蛉

や
麦
藁
蜻
蛉
を
餌
と
し
て
食
べ
さ
せ
た
り
、
蜻

蛉
の
羽
を
切
っ
て
飛
ば
せ
た
こ
と
も
あ
っ
た
と

い
い
ま
す
。

　

動
物
を
身
近
に
感
じ
な
が
ら
育
っ
た
吉
村
は
、

 「
人
間
も
動
物
の
一
種
で
あ
り
、
他
の
動
物
と

の
同
居
に
よ
っ
て
生
き
て
い
る
」 

と
い
う
考
え

を
抱
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た 

【
註
1
】
。

を
置
く
」（
羆
）、

    「
凍
っ
た
眼
」（
錦
鯉
）
が
あ
り

ま
す
。

　

吉
村
は
動
物
に
関
心
を
寄
せ
る
理
由
に
つ
い

て
、
動
物
の
秩
序
正
し
い
生
き
方
に
魅
せ
ら
れ

る
か
ら
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

季
節
の
移
行
と
と
も
に
生
活
を
律
し
て
い
る
。

　
そ
の
秩
序
正
し
い
生
き
方
の
忠
実
な
反
復
が
、　

　
私
に
は
興
味
深
い
。

   

こ
こ
で
は
、
代
表
的
な
動
物
小
説
を
刊
行
年

順
に
紹
介
し
ま
す
。

 
ト
ピ
ッ
ク
展
示
開
催
報
告

事
件
の
全
容
と
と
も
に
、
取
材
を
経
て
明
ら
か

に
な
っ
た
開
拓
民
の
苛
酷
な
生
活
や
土
地
に
対

す
る
執
着
心
な
ど
も
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

3
、 

主
な
動
物
小
説

　

２
、 

最
初
の
動
物
小
説

　　

最
初
に
書
い
た
動
物
小
説
は
、
学
習
院
大
学

文
芸
部
時
代
に
「
赤
絵
」  

10
号 

（
昭
和
27
年
10

月
） 

に
発
表
し
た  

「
金
魚
」  

と
い
う
作
品
で
す
。

吉
村
が
肺
結
核
で
病
臥
し
て
い
た
頃
の
実
体
験

に
基
づ
き
執
筆
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

病
勢
が
進
み
、
死
へ
の
恐
怖
か
ら
睡
眠
薬
を

飲
ん
で
死
の
う
と
す
る
が
、
生
き
続
け
よ
う
と

考
え
を
改
め
、
睡
眠
薬
を
枕
元
に
あ
っ
た
金
魚

鉢
に
入
れ
る
。
金
魚
は
た
ち
ま
ち
腹
部
を
横
に

し
て
水
面
に
浮
か
ぶ
、
と
い
う
話
で
す
。

　

そ
の
後
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
動
物
を
小
説
に

登
場
さ
せ
ま
す
。
蝸か

た

牛
つ
む
り

、
鼠
、
海と

馬ど

、
馬
、
牛
、   

  

羆
、
目
高
、
ハ 

ブ
、
鮪

ま
ぐ
ろ

、  

  

錦
鯉
、
鷺さ

ぎ

、
鳩
、
十

じ
ゅ
う

姉し

妹ま
つ

、

  

鵜
、
鰻
、
蜜
蜂
、
蜻
蛉
な  

  

ど
種
類
も
豊
富
で
す
。 

動 

  

物
（
生
き
物
） 

を
タ
イ
ト

  

ル
に
し
た
作
品
も
多
く
、

   

 
「
鷺
」

 
「
ハ
タ
ハ
タ
」

 

「
野
犬
狩

  

り
」「
軍
鶏
」

 

「
羆
」 「
鵜
」「
蘭ら

ん 

  

鋳
ち
ゅ
う

」「
海
の
鼠
」

 

「
鳩
」「
蝸
牛
」

  

 「
熊
撃
ち
」

 
   

「
羆
嵐
」「
蜜
蜂
乱

  

舞
」

 

「
蛍
」    「
鯨
の
絵
巻
」

 

「
蛍

  

の
舞
い
」 「
鴨
」

 

「
蜻
蛉
」

 「
油 

  

蝉
」

   

「
海
馬
」

  

「
銀
狐
」「
鶴
」 

 

な
ど
が
あ
り
ま
す
。  

ま
た
、

   

  

タ
イ
ト
ル
に
は
入
っ
て
い

　

ま
せ
ん
が
、

 

動
物
を
題
材

  

に
し
た
作
品
に
、 

 

「
魚
影
の 

  

群
れ
」（
鮪
）、

             
      　　

　「
闇
に
ひ
ら

  

め
く
」（
鰻
）、

   

「
研
が
れ
た

  

角
」

  

（
闘
牛
）、 「
光
る
鱗
」（
ハ

 

ブ
）、   「
緑
藻
の
匂
い
」

  

（
牛

 

蛙
）、「
紫 

色
幻
影
」 （
錦
鯉
）、 

「
お
み
く
じ
」  （
文
鳥
）、  

「
銃

ト
ピ
ッ
ク
展
示

第
6
回

    
動
物
へ
の
ま
な
ざ
し

【

註
1
】

②
長
篇
『
羆
嵐
』（
昭
和
52
年 

新
潮
社
）

　

書
下
ろ
し
。
大
正
4
年（
１
９
１
５
年
）に
北

海
道
苫
前
郡
苫
前
町
三
渓
で
起
き
た
三
毛
別
羆

事
件
を
題
材
に
し
た
長
篇
小
説
。
羆
が
民
家
を

襲
い
、
わ
ず
か
2
日
間
で
7
名
が
死
亡
、
3
名

が
重
傷
を
負
い
ま
し
た
。

　

吉
村
は
現
地
に
何
度
も
足
を
運
ん
で
事
件
の

生
存
者
や
記
録
類
を
丹
念
に
調
べ
、
約
3
年
の

歳
月
を
か
け
て
書
き
上
げ
ま
し
た
。作
中
で
は
、

①
短
篇
集
『
羆
』（
昭
和
46
年 

新
潮
社
）

　

昭
和
44
年
（
1
9
6
9
年
） 

か
ら
45
年
に
発

表
し
た
動
物
小
説
5
作（「
羆
」「
蘭
鋳
」「
軍
鶏
」

「
鳩
」「
ハ
タ
ハ
タ
」） 

を
収
録
。
最
も
早
い
時
期

に
発
表
さ
れ
た
「
ハ
タ
ハ
タ
」
は
、
漁
で
遭
難

し
た
仲
間
の
漁
師
を
捜
索
す
る
よ
り
も
、
ハ
タ

ハ
タ
を
獲
る
こ
と
に
没
頭
す
る
漁
師
町
の
人
々

を
描
い
た
短
篇
小
説
で
す
。

　

新
聞
記
事
に
着
想
を
得
て
執
筆
さ
れ
て
お
り
、

記
事
を
読
ん
だ
吉
村
は
「
人
間
の
生
き
る
苛
酷

な
営
み
を
感
じ
た
」
と
述
べ
て
い
ま
す
【
註
2
】
。

執
筆
に
あ
た
り
、
作
品
の
舞
台
地
で
あ
る
秋
田

県
を
訪
れ
、
ハ
タ
ハ
タ
研
究
者
や
漁
業
関
係
者
、

遭
難
死
し
た
漁
師
の
遺
族
ら
に
取
材
を
し
ま
し

た
。

③
短
篇
集
『
魚
影
の
群
れ
』（
昭
和
58
年 

新
潮
文
庫
）

　

昭
和
48
年
に
『
海
の
鼠
』
と
し
て
新
潮
社
か

ら
刊
行
し
た
単
行
本
を
『
魚
影
の
群
れ
』
と
改

題
し
て
文
庫
本
で
刊
行
。
表
題
作
の
他
、「
海
の

鼠
」「
蝸
牛
」「
鵜
」 

を
収
録
。 「
魚
影
の
群
れ
」
は
、 

青
森
県
下
北
半
島
の
大
間
町
を
舞
台
に
、
鮪
の

一
本
釣
り
を
生
業
と
す
る
漁
師
の
孤
独
な
闘
い

を
描
い
た
短
篇
小
説
で
す
。
吉
村
は
大
間
町
を

訪
れ
、鮪
の
漁
獲
方
法
な
ど
を
取
材
し
ま
し
た
。

 

「
海
の
鼠
」
は
、
昭
和
20
年
代
に
宇
和
島
市
沖

の
戸
島
、
日
振
島
で
鼠
が
異
常
発
生
し
た
事
件

を
題
材
に
し
た
短
篇
小
説
で
、
過
剰
に
繁
殖
し

た
鼠
の
群
れ
に
人
間
社
会
が
浸
食
さ
れ
て
い
く

様
を
描
い
て
い
ま
す
。

④
短
篇
集
『
海
馬
』（
平
成
元
年 

新
潮
社
）

　

昭
和
53
年
か
ら
63
年
に
か
け
て
発
表
し
た
動

物
小
説
7
作
を
収
録
。「
闇
に
ひ
ら
め
く
」
は
宇

和
島
市
の
鰻
採
り
名
人
、「
研
が
れ
た
角
」 

は
宇

和
島
市
の
闘
牛
飼
育
家
、「
蛍
の
舞
い
」
は
福
岡

県
筑
後
市
の
蛍
人
工
飼
育
家
、 「
鴨
」 

は
新
潟
県

の
信
濃
川
流
域
で
鴨
宿
を
経
営
す
る
主
人
、「
凍

っ
た
眼
」 

は
養
鯉
業
者
、「
海
馬
」
は
知
床
半
島

羅
臼
の
ト
ド
撃
ち
に
取
材
を
し
て
執
筆
し
た
虚

構
小
説
で
す
。「
銃
を
置
く
」  

は
北
海
道
苫
前
町

の
ク
マ
撃
ち
名
人
を
主
人
公
に
し
た
実
話
に
基

づ
く
小
説
で
す
。

　

展
示
で
紹
介
し
た
著
作
本
は
、
文
学
館
２
階

著
作
閲
覧
コ
ー
ナ
ー
で
常
時
ご
覧
い
た
だ
け
ま

す
。
こ
の
機
会
に
ど
う
ぞ
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ

い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

〈
学
芸
員　

鈴
木
志
乃
〉

【
註
１
】「
動
物
と
私
」（『
白
い
遠
景
』 

昭
和
54
年 

講
談
社
）、

【
註
2
】「
後
記
」 （『
吉
村
昭
自
選
作
品
集
』 

第
11
巻 

平
成
３

年 

新
潮
社
）　
　
　
　

                 　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　



［令和2年3月発行］

会
期
：
令
和
元
年
12
月
20
日（
金
）

　
　
　
　

～
令
和
２
年
２
月
19
日（
水
）

綿
密
な
取
材
と
丹
念
な
資
料
調
査
で
、
史

実
に
基
づ
く
作
品
を
数
多
く
描
い
て
き
た
吉

村
昭
。
昭
和
48
年（
１
９
７
３
年
）に
は
、「
戦

艦
武
蔵
」 

や 

「
関
東
大
震
災
」 

な
ど
、
一
連

の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
作
品
で
菊
池
寛
賞
を
受
賞

し
ま
し
た
。

今
回
の
ト
ピ
ッ
ク
展
示
で
は
、
吉
村
の
取

材
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
手
法
や
内
容
に
つ

い
て
紹
介
し
ま
し
た
。
そ
の
一
部
を
報
告
し

ま
す
。

吉
村
は「
戦
艦
武
蔵
」を
発
表
す
る
ま
で
、

実
体
験
に
基
づ
く
短
篇
小
説
や
虚
構
小
説
を

書
い
て
い
ま
し
た
。
取
材
は
す
で
に
こ
の
頃

か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
始
ま
り
は
、
昭

和
33
年
に
発
表
し
た
「
鉄
橋
」
と
い
う
作
品

で
し
た
。
ボ
ク
サ
ー
を
主
人
公
に
し
た
短
篇

小
説
で
、
吉
村
は
物
語
の
背
景
と
な
る
ボ
ク

シ
ン
グ
界
を
調
べ
る
た
め
、
ボ
ク
シ
ン
グ
ジ

ム
に
通
い
コ
ー
チ
や
ボ
ク
サ
ー
に
内
情
や
私

生
活
、
心
理
状
態
に
つ
い
て
聞
き
取
り
を
行

い
ま
し
た
。

ボ
ク
サ
ー
の
話
を
聞
い
た
吉
村
は
「
想
像

力
だ
け
で
は
及
ば
な
い
リ
ア
リ
テ
ィ
」
が
あ

る
こ
と
を
知
り
ま
す
【
註
１
】
。
そ
の
「
リ
ア
リ

テ
ィ
」 

を
求
め
て
、
当
事
者
に
直
接
話
を
聞

く
手
法
を
取
り
入
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

吉
村
は
「
戦
艦
武
蔵
」
で
初
め
て
史
実
に

基
づ
く
小
説
を
書
き
ま
す
。
1
週
間
か
け
て

「
武
蔵
」を
建
造
し
た
旧
長
崎
造
船
所
関
係
者

や
旧
海
軍
技
術
関
係
者
、
旧
武
蔵
乗
組
員
ら

に
取
材
し
、
そ
の
証
言
を
も
と
に
小
説
を
組

み
立
て
て
い
き
ま
し
た
。

  

乗
組
員
の
手
記
も
読
み
ま
し
た
が
、
中
に

は
事
実
に
反
し
た
記
述
も
あ
り
、「
参
考
資
料

を
机
上
に
つ
み
上
げ
る
」
こ
と
よ
り
も
「
外

に
出
て
歩
く
」
こ
と
に
多
く
の
精
力
を
傾
け

て
い
き
ま
し
た
【
註
２
】
。

  

「
記
録
は
素
気
な
い
が
、
証
言
者
の
語
る
事

実
は
常
に
生
々
し
く
光
彩
を
放
っ
て
い
る
」

と
す
る
吉
村
は
【
註
3
】
、

  

丹
念
に
証
言
を
収

集
し
、
そ
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
記
録
の
背

後
に
あ
る
真
実
を
描
き
出
し
て
い
き
ま
し
た
。

吉
村
は
「
戦
艦
武
蔵
」
か
ら
7
年
が
経
過

し
た
昭
和
48
年
頃
か
ら
、
戦
争
体
験
者
の
減

少
に
よ
っ
て
十
分
な
証
言
を
得
ら
れ
な
く
な

っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
戦
史
小
説
の
筆
を
お

き
、
江
戸
・
明
治
を
背
景
と
し
た
歴
史
小
説

を
書
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
戦
史
小
説
か

ら
続
く
「
史
実
を
ゆ
が
め
て
は
な
ら
ぬ
」
と

い
う
創
作
姿
勢
を
崩
さ
な
い
ま
ま  

【
註
4
】
、

そ
の
手
法
は
、
証
言
を
得
る
こ
と
か
ら
資
料

調
査
へ
と
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。

残
存
す
る
資
料
を
求
め
て
全
国
各
地
の
図

書
館
や
資
料
館
を
訪
れ
、
そ
の
度
に
新
た
な

発
見
を
得
て
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
細
部
へ
の

こ
だ
わ
り
は
情
景
描
写
に
も
表
れ
、 「
長
英

逃
亡
」 

で
は 

「
土
ぼ
こ
り
が
茶
色
か
黒
か
」 

【
註
5
】
、 

「
桜
田
門
外
ノ
変
」 

で
は
「
松
の
植

「戦艦武蔵」の取材ノート

「殉国」の取材ノート　
沖縄に1か月間滞在し、関係者80余
名に取材。ノートに記されたタイム
スケジュールを見ると、朝 8時から
夕方まで隙間なく組まれている。昼
食をとれなかった日や、夜の12時まで
話を聞いていたこともあったという。
津村節子氏寄託資料

 
ト
ピ
ッ
ク
展
示
開
催
報
告

え
ら
れ
て
い
る
あ
た
り
の
風
景
が
ど
う
な
の

か
」【
註
6
】
を
調
べ
る
た
め
現
地
に
足
を
運
び

ま
し
た
。

展
示
を
ご
覧
に
な
っ
た
お
客
様
か
ら
は
、

「
ど
れ
程
の
資
料
を
探
さ
れ
て
、
ご
苦
労
が

ど
れ
程
あ
っ
た
の
か
と
思
う
と
、
読
み
終
え

て
し
ま
う
の
が
切
な
く
な
り
ま
す
」
な
ど
の

感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

〈
学
芸
員　

鈴
木
志
乃
〉

　

１
、 

取
材
の
は
じ
ま
り

　

２
、 

証
言
を
得
る

　

3
、 

資
料
調
査
と
現
場
踏
査

「ニコライ遭難」の取材ノート
資料調査の過程で明らかになった龍の

刺青のスケッチ。  津村節子氏寄託資料

取材道具　 

取材で使用したカメラ、取材ノート、万年筆、名刺、テープレコーダー

など。

【
註
１
】
吉
原
敦
子「
訪
問「
時
代
の
本
」
11
」（「
諸
君
！
」
平

成
7
年
4
月
号 

文
藝
春
秋
）、【
註
２
】「
下
士
官
の
手
記
」

（『
戦
艦
武
蔵
ノ
ー
ト
』昭
和
45
年 

図
書
出
版
社
）、【
註
3
】

「「
冬
の
鷹
」ノ
ー
ト（
１
）」（『
白
い
遠
景
』昭
和
54
年 

講
談

社
）、【
註
4
】「
史
実
と
創
作
に
つ
い
て
」（『
白
い
道
』平
成

22
年 

岩
波
書
店
）、【
註
5
】「
ロ
ン
グ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー「
吉

村
昭
と
歴
史
小
説
」」（「
文
藝
別
冊
」平
成
20
年
２
月 

河
出

書
房
新
社
）、【
註
6
】「
戦
史
小
説
か
ら
歴
史
小
説
へ
」（
前

掲
註
4
）　

ト
ピ
ッ
ク
展
示

第
8
回

   
吉
村
昭
の
取
材
力

取材開始２日目でノート２冊を使い
果たす。ノートには、聞き取り内容
が子細に書き留められており、 「今
後蒐集する資料及び調べる事項」 な
ども書き出されている。  津村節子氏
寄託資料


