
●令和４年度第１回企画展開催報告	「吉村昭「高熱隧道」―黒部の難工事を描く―」
●友の会限定講座開催報告	 「始まりは、ひと言の言葉より―ドラマ「海も暮れきる～小豆島の放哉～」―」
●おしどり文学館協定記念講演会開催報告	「おしどり夫婦　成功の秘密―吉村昭　津村節子」
●おしどり文学館協定荒川区・福井県合同展示開催報告
・トピック展示第19回	 「吉村昭と津村節子―夫婦作家の庭、思い出の草花―」
・トピック展示第20回	 「吉村昭と津村節子―故郷と家族の記憶―」

日下部雅生海暮れきれば……
巻頭コラム

平松麻映えあう声
今号の表紙
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※	（作品展写真上段左から）「障子あけて置く海も暮れ切る」「咳をしても一人」「入れものが無い両手で受ける」「一人の道が暮れて来た」	
「とはに隔つ棺の釘を打ち終へたり」「こんなよい月を一人で見て寝る」

♦
小
豆
島
幻
想

背
の
高
い
藪
の
斜
面
を
か
き
分
け
掴
ん
で

よ
じ
登
る
。
ま
だ
初
夏
と
呼
べ
る
時
季
な
の

に
汗
が
流
れ
落
ち
蚊
が
纏
わ
り
つ
く
。
日
暮

れ
ま
で
に
何
と
し
て
も
視
界
を
確
保
し
た
く

て
ひ
た
す
ら
歩
を
進
め
る
。
漸
く
尾
根
に
出

た
。
弁べ
ん

天て
ん

島じ
ま

、
中な

か

余よ

島し
ま

、
大お

お

余よ

島し
ま

が
右
手
に

連
な
り
左
手
に
土と
の
し
ょ
う庄の
港
が
広
が
る
。
吉
村

昭
の『
海
も
暮
れ
き
る
』、
尾
崎
放
哉
終
焉
の

景
色
が
眼
下
に
広
が
っ
た
。

文
学
の
世
界
と
は
、
い
さ
さ
か
縁
遠
い
私
に

と
っ
て
吉
村
昭
は
旅
で
あ
る
。
彼
の『
羆
嵐
』に

出
会
い
羆
に
興
味
を
も
ち
、
北
海
道
三さ
ん

毛け

別べ
つ

の

六ろ
く

線せ
ん

沢さ
わ

に
８
人
殺
し
の
羆
に
消
さ
れ
た
廃
村

を
探
し
、
そ
こ
か
ら
北
海
道
に
並
々
な
ら
ぬ
思

い
を
も
っ
て『
熊
撃
ち
』『
羆
』は
勿
論『
間
宮
林

蔵
』『
万
年
筆
の
旅（
作
家
の
ノ
ー
ト
Ⅱ
）』と
読

み
進
め
、
そ
の
地
に
旅
を
し
た
。
沖
縄
県
立
芸

術
大
学
に
勤
め
て
紅
型
を
研
究
し
て
い
た
６
年

間
は
、
先
の
大
戦
に
ま
つ
わ
る
著
書
に
も
多
く

を
教
え
ら
れ
、本
島
、離
島
に
戦
跡
を
巡
っ
た
。

巻
頭
コ
ラ
ム

海
暮
れ
き
れ
ば
…
…�

日
下
部
雅
生

し
か
し
な
が
ら
、『
海
も
暮
れ
き
る
』で
描
か

れ
る
小
豆
島
に
は
手
を
出
せ
ず
に
い
た
。
吉
村

が
強
い
思
い
入
れ
を
も
っ
て
取
材
し
、
書
き
上

げ
た
自
由
律
の
俳
人
尾
崎
放
哉
、終
焉
の
8
か

月
、
そ
の
舞
台
で
あ
る
小
豆
島
。
吉
村
が
取
材

に
訪
れ
た
際
、
生
前
の
放
哉
を
知
る
人
た
ち
か

ら
は「
何
故
あ
ん
な
人
間
を
小
説
に
す
る
の

だ
？
」と
言
わ
れ
た
逸
話
は
有
名
で
あ
る
。
金

の
無
心
は
す
る
、
酒
癖
は
悪
い
、
東
大
出
を
鼻

に
か
け
る
、
と
い
っ
た
迷
惑
な
人
物
で
、
も
し

今
彼
が
生
き
て
い
た
ら「
絶
対
つ
き
合
わ
な
い

で
し
ょ
う
ね
」と
、
吉
村
自
身
も
語
っ
て
い
る
。

遡
れ
ば
父
方
に
繋
が
る
、
私
の
ご
先
祖
と
な

る
尾
崎
放
哉
。
子
供
の
頃「
あ
ん
な
人
に
な
っ

た
ら
あ
か
ん
。
あ
ん
た
ら
に
は
放
哉
さ
ん
の
血

が
ち
ょ
っ
と
ず
つ
流
れ
て
い
る
ん
や
で
」と
、癇

癪
持
ち
で
権
威
主
義
、
す
ぐ
に
手
が
出
る
父

を
、
家
族
で
遠
巻
き
に
囲
む
度
、
母
は
冗
談
と

も
本
気
と
も
つ
か
ぬ
口
調
で
囁
い
た
も
の
だ
。

今
と
な
っ
て
は「
あ
ん
な
人
」が
直
接
父
を
指
し

て
い
た
の
か
、
父
に
縁
続
く
放
哉
を
指
し
て
い

た
の
か
わ
か
ら
ぬ
が
、
こ
の
幼
少
期
の
刷
り
込

み
は
、
か
な
り
根
深
く
、
私
か
ら“
放
哉
”を
遠

ざ
け
る
こ
と
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
ん
な
私
が

今
、
小
豆
島
土
庄
の
土
を
踏
ん
で
い
る
…
…
。

♦
海
暮
れ
き
れ
ば
…
…

2
0
2
2
年
春
、原
因
の
わ
か
ら
ぬ
肝
炎
と

肺
炎
を
併
発
し
入
院
し
た
。こ
れ
ま
で
大
し
た

病
を
知
ら
ず
に
来
た
私
に
は
、生
ま
れ
て
初
め

て
深
刻
に
病
気
と
向
き
合
う
経
験
で
あ
っ
た
。

夜
に
な
る
と
熱
が
上
が
っ
て
咳
が
出
る
。

新
緑
が
薄
青
く
変
わ
っ
て
い
く
美
し
い
刻
、

そ
れ
が
安
ら
か
な
闇
で
は
な
く
苦
悩
の
時
間

と
な
り
、
身
を
硬
く
す
る
私
の
中
に
、
忘
れ

て
い
た
あ
の
句
が
過よ
ぎ

っ
た
の
で
あ
る
。「
海
も

暮
れ
き
る
」…
…
。
肋
膜
炎
か
ら
肺
結
核
を

患
っ
て
い
た
放
哉
に
と
っ
て「
暮
れ
き
る
」そ

の
果
て
は
、
安
ら
ぎ
の
刻
だ
っ
た
の
か
。
そ

れ
を
見
つ
め
た
吉
村
の
思
い
入
れ
と
共
感
と

は
、
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。

退
院
し
た
私
は
一
路
小
豆
島
を
目
指
し
た

の
で
あ
る
。

◆
今
・
今
更
に
型
紙
に
て
放
哉
を
想
う

私
は
型
紙
を
彫
り
、
そ
れ
を
基
に
作
品
を
作

り
上
げ
る
。純
粋
な“
型
絵
染
”か
ら“
型か
た

絵え

耀よ
う

変へ
ん

銀ぎ
ん

箔ぱ
く

彩さ
い

色し
き

技ぎ

法ほ
う

”（
型
紙
で
銀
箔
を
貼
り
つ
め

た
画
面
を
腐
食
さ
せ
絵
柄
を
浮
か
び
上
が
ら
せ

る
オ
リ
ジ
ナ
ル
テ
ク
ニ
ッ
ク
）で
作
品
を
描
い

て
い
る
。
2
0
2
2
年
晩
秋
、
京
都
の
古
い
町

家「
堺
町
画
廊
」で
行
わ
れ
た
個
展「
今
・
今
更
に

型
紙
に
て
放
哉
を
想
う
―
日
下
部
雅
生
作
品

展
―
」に
て
、私
は
現
時
点
で
の
放
哉
に
対
す
る

自
分
な
り
の
想
い
を
作
品
と
し
て
展
示
し
た
。

放
哉
は
世
捨
て
人
で
は
な
い
。
結
核
は
も
と

よ
り
、
様
々
な
不
安
と
不
満
に
苛
ま
れ
な
が
ら

も
、
よ
り
納
得
で
き
る
句
を
作
り
出
し
、
世
に

認
め
さ
せ
た
い
と
い
う
強
い
思
い
と
焦
り
が

あ
っ
た
。
死
を
前
に
詠
ま
れ
た
句
は
、
吉
村
が

若
い
身
を
病
床
に
横
た
え
て
い
た
時
の
思
い
と

重
な
り
、
満
を
持
し
て
小
説「
海
も
暮
れ
き
る
」

を
書
く
ま
で
の
長
い
葛
藤
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。

あ
ん
な
に
避
け
て
い
た
放
哉
に
、
今
、
私

自
身
が
少
な
か
ら
ず
同
じ
も
の
を
追
い
か
け

て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
。
表
現
者
と
し
て
の

先
輩
で
あ
る
放
哉
に
叱
咤
さ
れ
、
か
つ
て
吉

村
が
、
羞
じ
る
ま
で
に
至
ら
な
さ
を
感
じ
た

孤
高
の
狂
気
に
は
追
い
付
く
術
も
な
い
が
、

そ
の
片
鱗
に
さ
え
恐
れ
慄
き
な
が
ら
。

日
下
部
雅
生
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
6
4
年
京
都
市
生
ま
れ
。
京
都
市
立
芸
術
大
学
教
授
。

専
門
は
型
絵
染
・
染
色
造
形
。
京
都
工
芸
美
術
作
家
協
会
理
事
、

日
展
会
友
、京
都
万
華
鏡
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
運
営
同
人
。日
展
特
選
、

全
関
西
美
術
展
賞
、
国
民
文
化
祭
実
行
委
員
会
会
長
賞
ほ
か

多
数
受
賞
。東
日
本
大
震
災
被
災
地
に
お
け
る「
手
遊
び
カ
フ
ェ
」

の
開
催
な
ど
、
国
内
外
で
工
芸
を
軸
と
し
た
多
岐
に
わ
た
る

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
研
究
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
。

日下部家に伝わる尾崎放哉の写真　後列右端が放哉
日下部氏の曾祖母福間初氏（前列右から3人目）は放哉の従姉。
初氏と中谷義蔵氏（初氏の左隣）の銀婚式で撮影※。放哉31歳頃。
前列右端は放哉の妻馨。日下部氏は幼い頃、伯祖父中谷一雄氏
（元三菱銀行頭取・後列右から3人目）から様々な外国での旅話
を聞き、自身も旅好きになったという。（写真提供	日下部雅生氏）

型絵耀変銀箔採色額『海も暮れきる』

※
大
正
5
年
11
月
20
日
撮
影 

上
野
精
養
軒
で	

日
下
部
氏
が
祖
母
、父
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の

「 今・今更に型紙にて放哉を想う— 
日下部雅生作品展—」より（一部）※
放哉句を表現。町家の空間を活かした展示。
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※	このドラマは、公益財団法人放送番組センター放送ライブラリー（横浜市中区）で視聴でき
ます。詳しくは直接お問い合わせください。

ドラマの一場面
放哉役の橋爪功
氏と（右）シゲ役
の大村明美氏
放哉が、網を干
す漁師の妻シゲ
と塀越しに会話
する場面。（写真
提供	小豆島尾崎
放哉記念館）

松岡みどり氏
吉村が、放哉はどんな境遇でも「豊かさは持っ
ていた。だから作品が生まれた」と語ったイン
タビュー記事（注）も朗読いただきました。

【上・写真1】再上映会後に開催された同窓会で＊
平成4年9月19日	前列左からドラマを演出し
た橘高幸三、吉村、松岡氏。後列右が津村節子。

【下・写真2】吉村邸近くで＊平成5年10月20日
句碑揮毫依頼のため、吉村（右端）を訪ねた森克允氏（左端）と同
行の松岡氏（吉村の左）。森氏の右は津村。その隣は土庄町の喫
茶店「どんぐり」店主（当時）の松本廣子氏。森氏によると小説「海
も暮れきる」を基に、土庄町で記念館建設が計画されたという。

【写真３】（右）尾崎放哉句稿
「障子あけて置く海も暮れ切る」
（写真提供	小豆島尾崎放哉記念
館）朱の手入れは荻原井泉水に
よる。放哉原句は「すっかり暮れ
切るまで庵の障子あけて置く」。

（左）吉村揮毫の放哉句碑 
小豆島尾崎放哉記念館前に建立

▲【写真4】
吉村が松岡氏へ贈った新幹線切符に添えた手紙＊

吉
村
昭
は『
海
も
暮
れ
き
る
』（
昭
和
55
年 

講

談
社
）で
、
自
由
律
の
俳
人
尾
崎
放
哉
が
、
放

浪
の
末
に
辿
り
着
い
た
小
豆
島
を
舞
台
に
、
放

哉
最
期
の
8
か
月
を
描
き
ま
し
た
。
放
哉
と
同

じ
肺
結
核
を
患
っ
た
自
身
の
闘
病
体
験
を
掘

り
下
げ
、そ
の
生
と
死
を
描
き
出
し
て
い
ま
す
。

こ
の
作
品
は
、
昭
和
57
年（
1
9
8
2
）に
ラ

ジ
オ
ド
ラ
マ
化
さ
れ
た
後
、「
海
も
暮
れ
き
る
～

小
豆
島
の
放
哉
～
」と
し
て
ド
ラ
マ
化
さ
れ
ま

し
た（
昭
和
60
年
N
H
K
松
山
放
送
局
、
同
61

年
N
H
K
総
合
）※
。小
豆
島
で
オ
ー
ル
ロ
ケ
が

行
わ
れ
、
放
哉
役
の
主
演
、
橋
爪
功
以
外
は
、

全
て
小
豆
島
の
住
民
が
演
じ
て
い
ま
す
。
ド
ラ

マ
を
見
た
吉
村
は
、
原
作
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ

て
い
る
と
賛
辞
を
贈
り
、感
謝
を
表
し
ま
し
た
。

講
師
の
松
岡
み
ど
り
氏
は
、
ド
ラ
マ
に
感

講
師
：
松
岡
み
ど
り
氏（
俳
優
、
俳
人
）

日
時
：
令
和
４
年
8
月
28
日（
日
）14
時
～
16
時

始
ま
り
は
、
ひ
と
言
の
言
葉
よ
り

―
ド
ラマ「
海
も
暮
れ
き
る
〜
小
豆
島
の
放
哉
〜
」―

橋
爪
功
氏
の
ビ
デ
オ
レ
タ
ー
を

�

上
映
し
ま
し
た

令
和
４
年
度
友
の
会
限
定
講
座
　
開
催
報
告銘

を
受
け
、
多
く
の
人
に
見
て
ほ
し
い
と
の

一
心
で
、
平
成
4
年（
1
9
9
2
）、
自
ら
企

画
し
た
再
上
映
会
を
実
現
し
ま
し
た
。
会
場

の
N
H
K
博
物
館
に
は
、
5
0
0
人
以
上
が

来
場
し
、
ド
ラ
マ
関
係
者
に
よ
る
同
窓
会
も

盛
大
に
開
催
さ
れ
、
吉
村
と
津
村
節
子
も
出

席
し
ま
し
た【
写
真
1
】。

講
座
で
は
、
再
上
映
を
き
っ
か
け
に
、
吉
村

と
交
わ
し
た
手
紙
の
数
々
な
ど
、
貴
重
な
資
料

を
ス
ラ
イ
ド
で
解
説
い
た
だ
き
ま
し
た
。ま
た
、

吉
村
と
の
食
事
会
で
の
思
い
出
や
、
小
豆
島
の

方
々
と
の
親
交
、
ド
ラ
マ
の
魅
力
を
お
話
し
い

た
だ
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、放
哉
句
稿
15
点（
写

真
提
供 

小
豆
島
尾
崎
放
哉
記
念
館
）を
鑑
賞

し
た
上
で
、
ド
ラ
マ
の
映
像
資
料（
提
供 

松
岡

み
ど
り
氏
）を
視
聴
し
、
放
哉
の
世
界
を
た
ど

り
ま
し
た
。

最
初
に
、
松
岡
氏
は
、
昭
和
59
年
、
友
人
の

平
山
武
之
氏（
当
時
N
H
K
チ
ー
フ
デ
ィ
レ
ク

タ
ー
）か
ら「
小
豆
島
で
死
ん
だ
自
由
律
の
俳

人
は
誰
か
」と
質
問
さ
れ
た
こ
と
が
、
放
哉
を

知
る「
始
ま
り
」と
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
俳
人

池
内
恵
吾
氏
に
教
わ
っ
た
吉
村
の「
海
も
暮
れ

き
る
」を
読
み
、放
哉
の
句「
咳
を
し
て
も
一
人
」

か
ら
、
深
い
孤
独
を
感
じ
た
こ
と
を
振
り
返
り

ま
し
た
。
そ
の
半
年
後
に
は
、
新
聞
で
偶
然
、

ド
ラ
マ
放
送
を
知
り
、
視
聴
し
た
そ
う
で
す
。

松
岡
氏
は
、放
哉
を
看
取
る
シ
ゲ
を
演
じ
た

大
村
明
美
氏
を
は
じ
め
、「
役
と
し
て
自
然
に

生
き
て
い
る
」小
豆
島
の
方
々
の
存
在
感
や
、

方
言
と
即
興
を
交
え
た
演
技
に
衝
撃
を
受
け

た
と
し
た
上
で
、「
ス
タ
ッ
フ
と
キ
ャ
ス
ト
が

一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
い
る
」と
画
面
越

し
に
伝
わ
っ
て
く
る
こ
と
が
、ド
ラ
マ
の
最
大

の
魅
力
で
あ
る
と
解
説
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
平
成
6
年
4
月
7
日
、
放
哉
安
住

の
地
、
香
川
県
小
豆
郡
土
庄
町
で
開
催
さ
れ

た「
小
豆
島
尾
崎
放
哉
記
念
館
」開
館
記
念
式

へ
、
吉
村
か
ら
招
待
さ
れ
た
思
い
出
を
お
話

し
に
な
り
ま
し
た
。
放
哉
句
碑「
障
子
あ
け
て

置
く
海
も
暮
れ
切
る
」の
揮
毫
を
吉
村
に
依

頼
す
る
た
め
、
森
克
允
氏（
当
時
土
庄
町
商
工

観
光
課
長
）に
同
行
し
た
際
、「
小
豆
島
に
ま

だ
行
っ
た
こ
と
が
な
い
」と
話
し
た
こ
と
を
覚

え
て
い
た
吉
村
の
心
遣
い
だ
っ
た
と
明
か
さ

れ
ま
し
た【
写
真
2
・
3
】。
吉
村
か
ら「「
プ

レ
ゼ
ン
ト
を
素
直
に
う
け
て
下
さ
い
」【
写
真

4
】と
添
え
ら
れ
た
新
幹
線
グ
リ
ー
ン
車
の

切
符
が
届
き「
胸
が
い
っ
ぱ
い
で
涙
が
こ
ぼ
れ

た
」と
、
松
岡
氏
は
吉
村
を
偲
び
ま
し
た
。

講
座
終
了
後
は
、原
作
、ド
ラ
マ
を
通
し
た

「
出
会
い
の
素
晴
ら
し
さ
」や
、
吉
村
の「
優
し

い
心
」を
感
じ
た
、
放
哉
へ
の
関
心
が
深
ま
っ

た
な
ど
多
く
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

橋
爪
氏
を「
放
哉
だ
と
思
っ

て
」演
じ
る
小
豆
島
の
皆
さ
ん
と

の
共
演
が「
一
番
大
き
な
思
い
出
」

で
あ
り
、「
芝
居
の
原
点
」の
よ
う

な
体
験
だ
っ
た
と
し
て
、
オ
ー
ル

ロ
ケ
な
ら
で
は
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、

吉
村
の
人
柄
を「
す
―
っ
と
気
持

ち
が
吸
い
込
ま
れ
る
」よ
う
な

「
優
し
い
方
」と
表
現
さ
れ
、「
作

品
を
通
し
て
、
吉
村
さ
ん
に
お
会

い
で
き
て
、
奥
様（
津
村
節
子
氏
）

に
も
お
会
い
で
き
て
良
か
っ
た

な
っ
て
。
本
当
に
僕
の
宝
で
す

ね
」と
お
話
し
に
な
り
ま
し
た
。

橋
爪
功
氏（
俳
優
）

「
な
ん
だ
か
尾
崎
放
哉
っ
て
い
う

人
が
私
の
中
で
は
住
ん
で
い
る

よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
…
…
、し

て
い
ま
す
今
も
」と
語
る
橋
爪
氏

（
注
）「
鳩
よ
！
」（
平
成
2
年
3
月	

マ
ガ
ジ
ン
ハ
ウ
ス
）

＊
松
岡
み
ど
り
氏
所
蔵
資
料
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企画展示室入口
入口にはトンネルをイメージしたアーチを設置しました。

吉
村
昭
は
、
昭
和
42
年（
1
9
6
7
）、
富

山
県
に
あ
る
黒
部
川
第
三
発
電
所
・
仙
人
谷

ダ
ム
の
歴
史
に
残
る
難
工
事
を
描
い
た
長
篇

小
説「
高
熱
隧
道
」を
発
表
し
ま
し
た
。
昭
和

32
年
こ
ろ
、「
水
の
葬
列
」を
執
筆
す
る
た
め
、

建
設
中
の
黒
部
川
第
四
発
電
所
・
黒
部
ダ
ム

の
工
事
現
場
を
訪
れ
た
吉
村
は
、
第
三
発
電

所
建
設
時
に
作
ら
れ
た
熱
気
に
包
ま
れ
た
ト

ン
ネ
ル
に
強
い
印
象
を
い
だ
き
ま
し
た
。

こ
の
度
の
展
示
で
は
、
55
年
前
に
発
表
さ

れ
た「
高
熱
隧
道
」に
焦
点
を
当
て
、
取
材
・

会
期
：
令
和
４
年
10
月
21
日（
金
）

～
12
月
21
日（
水
）

吉
村
昭「
高
熱
隧
道
」―
黒
部
の
難
工
事
を
描
く
―
」

令
和
４
年
度
企
画
展 

開
催
報
告

調
査
内
容
を
記
し
た
自
筆
ノ
ー
ト
を
は
じ

め
、
執
筆
時
の
文
献
資
料
、
建
設
中
の
黒
部

川
第
四
発
電
所
を
訪
れ
た
際
の
写
真
な
ど
を

紹
介
し
ま
し
た
。
ま
た
黒
部
電
源
開
発
の
歴

史
を
追
い
、
木
本
正
次
の
小
説「
黒
部
の
太

陽
」関
連
資
料
や
、
三
船
敏
郎
・
石
原
裕
次
郎

主
演
の
映
画「
黒
部
の
太
陽
」関
連
資
料
も
展

示
し
ま
し
た
。

「
第
１
章
　
太
宰
治
賞
受
賞
ま
で
」で
は
、

「
高
熱
隧
道
」執
筆
ま
で
の
吉
村
の
活
躍
に
つ

い
て
取
り
上
げ
ま
し
た
。
作
品
を
掲
載
し
た

同
人
誌
・
商
業
誌
を
は
じ
め
、
吉
村
・
津
村

節
子
の
芥
川
賞
・
直
木
賞
候
補
の
通
知
や
太

宰
治
賞
の
賞
状
、
戦
艦
武
蔵
の
取
材
ノ
ー
ト

な
ど
を
紹
介
し
ま
し
た
。

ま
た「
高
熱
隧
道
」執
筆
へ
と
繋
が
っ
た

「
水
の
葬
列
」の
自
筆
原
稿
も
展
示
し
ま
し

た
。
こ
の
作
品
は
ダ
ム
の
湖
底
に
沈
む
村
を

舞
台
に
描
い
た
虚
構
小
説
で
、
建
設
中
の
黒

部
川
第
四
発
電
所
・
黒
部
ダ
ム
建
設
工
事
を

は
じ
め
色
々
な
ダ
ム
へ
調
査
に
訪
れ
書
い
た

作
品
で
す
。「
墳
墓
の
谷
」と
し
て
発
表
し
、高

見
順
よ
り
高
い
評
価
を
受
け
た
も
の
を「
水

の
墓
標
」と
し
て
太
宰
治
賞
に
応
募
し
、そ
の

後
改
め
て
発
表
す
る
際
に「
水
の
葬
列
」と
し

ま
し
た
。

「
第
２
章
　
高
熱
隧
道
を
描
く
」で
は
、「
高

熱
隧
道
」執
筆
時
の
資
料
や
作
品
世
界
に
つ

い
て
触
れ
ま
し
た
。
万
年
筆
や
自
筆
原
稿
、

取
材
ノ
ー
ト
に
加
え
、
執
筆
後
に
高
熱
隧
道

を
訪
れ
た
吉
村
・
津
村
夫
妻
に
つ
い
て
も
当

時
の
写
真
や
吉
村
の
日
記
を
通
し
て
紹
介
し

ま
し
た
。
ま
た
黒
部
川
第
三
発
電
所
・
仙
人

谷
ダ
ム
工
事
に
関
連
す
る
貴
重
な
書
籍
や
写

真
、
映
像
資
料
を
展
示
し
ま
し
た
。
映
像
は

黒
部
峡
谷
鉄
道
欅
平
駅
構
内
で
放
映
し
て
い

る「
黒
部
奥
山
を
拓
く
」（
11
分
、
製
作
著
作

関
西
電
力（
株
））で
、工
事
に
挑
む
当
時
の
様

子
や
、
黒
部
川
開
発
の
歴
史
に
つ
い
て
も
ご

覧
い
た
だ
き
ま
し
た

「
第
３
章
　
黒
部
川
の
電
源
開
発
」で
は
、

明
治
末
こ
ろ
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
た
黒
部
川

の
水
力
発
電
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
し
た
。
黒

部
ダ
ム
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
中
で
、
難
工

事
を
描
い
た
小
説
・
映
画「
黒
部
の
太
陽
」の

関
連
資
料
を
展
示
し
ま
し
た
。
展
示
ケ
ー
ス

で
は
、
単
行
本
を
は
じ
め
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

や
ポ
ス
タ
ー
、
映
画
で
着
用
さ
れ
た
衣
装
な

ど
を
紹
介
し
、
そ
の
横
に
は
1
8
0
枚
の
愛

知
県
豊
川
市
で
行
わ
れ
た
映
画
ロ
ケ
写
真
を

掲
示
し
ま
し
た
。

「
第
4
章
　
難
工
事
を
描
く
」で
は
、
ト
ン

ネ
ル
の
難
工
事
を
描
い
た
作
品
と
し
て
昭
和

61
年
に
発
表
し
た「
闇
を
裂
く
道
」に
つ
い
て

紹
介
し
ま
し
た
。舞
台
と
な
っ
た
の
は
熱
海
・

三
島
間
を
結
ぶ
東
海
道
線
の
丹
那
ト
ン
ネ
ル

で
、
自
筆
原
稿
や
ト
ン
ネ
ル
に
つ
い
て
記
し

た
メ
モ
に
加
え
、
執
筆
時
の
参
考
資
料
な
ど

を
紹
介
し
ま
し
た
。

お
客
様
か
ら
は
、小
説
の
作
品
世
界
に
つ
い

て「
よ
り
実
感
が
湧
い
た
」と
い
う
お
声
や
、高

熱
隧
道
、
黒
部
ダ
ム
、
富
山
県
な
ど
の
舞
台
地

に
、興
味
を
持
っ
た
と
い
う
お
声
を
た
く
さ
ん

い
た
だ
き
ま
し
た
。
令
和
5
年
、
黒
部
ダ
ム
は

竣
工
60
周
年
、
宇
奈
月
温
泉
は
開
湯
1
0
0
周

年
を
迎
え
ま
す
。是
非
現
地
を
訪
れ
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。�

（
学
芸
員
　
北
山
ゆ
か
り
）

●販売場所：ゆいの森あらかわ１階総合カウンター
郵送販売も承ります。詳細はHPまたはお問い合わせ
ください。

●価格：350円（税込）
●規格：B5、48ページ、オールカラー
●内容：�企画展で紹介した取材ノートや関連資

料を掲載しています。�
最相葉月氏、谷甲州氏、宮島咲氏にご
寄稿いただきました。

バーチャル展示室
展示室の様子を公開‼

企画展図録の
ご案内
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講演会の様子
ダムの役割や観光場所としての魅力な
どをたくさんの写真を紹介しながら説
明してくださいました。講演の後半に
は、映像によるダムの放流の紹介もあ
りました。

一面に並んだ関東地方のダムカード
イラストが描かれたもの、キラキラ光るものなどカードの
仕様にも、注目が集まりました。

ダムカード風メモ帳
ダムカードをイメージしたメモ帳。
メモ帳の中面には眼鏡のイラストを
プリントしました。

右）吉村昭平成３年7
月28日の日記より＊
左）延對寺荘で浴衣
を着た吉村＊＊

●
講
演
会

「
黒
部
ダム
と
ダム
の
魅
力
」

講
師 
： 
宮
島
咲
氏

日
時 

： 

12
月
3
日（
土
）14
時
～
15
時
半

ダ
ム
マ
ニ
ア
&
ダ

ム
ラ
イ
タ
ー
の
宮
島

咲
氏
に
よ
る
講
演
会

を
ゆ
い
の
森
ホ
ー
ル

で
実
施
し
ま
し
た
。

企
画
展
で
黒
部
川
に

あ
る
ダ
ム
を
取
り
上

げ
た
こ
と
か
ら
、
宮

島
氏
に
黒
部
ダ
ム
を
は
じ
め
、
ダ
ム
の
働
き

や
楽
し
み
方
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
き
ま

し
た
。
講
演
で
は
様
々
な
特
徴
を
持
つ
日
本

全
国
の
ダ
ム
を
、
ス
ラ
イ
ド
や
映
像
を
用
い

て
解
説
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

お
客
様
か
ら
は
、「
ダ
ム
に
人
格
が
あ
る
よ

う
に
思
え
る
お
話
で
し
た
」と
い
っ
た
お
声

の
他
に
も
、「
生
活
に
ダ
ム
が
密
着
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
っ
た
」な
ど
、
ダ
ム
や
水
、
資
源

に
つ
い
て
考
察
す
る
機
会
に
な
っ
た
と
い
う

お
声
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

●
ダ
ム
カ
ー
ド
展

「
関
東
地
方
の
ダム
カ
ー
ド
大
集
合
‼
」

会
期 

： 

10
月
21
日（
金
）～
12
月
28
日（
水
）

関
東
７
つ
の
都
・
県
で
配
布
さ
れ
て
い
る

ダ
ム
カ
ー
ド
を
会
期
中
ゆ
い
の
森
あ
ら
か
わ

1
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
で
展
示
し
ま
し
た
。

一
緒
に
展
示
し
た
ダ
ム
カ
レ
ー
カ
ー
ド
の

前
で
も
た
く
さ
ん
の
方
が
足
を
止
め
て
く
だ

さ
っ
て
い
ま
し
た
。

●
上
映
会

「
黒
部
の
太
陽
」

日
時 

： 

10
月
30
日（
日
）13
時
30
分
～
17
時

三
船
敏
郎
・
石
原
裕
次
郎
主
演
の
映
画「
黒

部
の
太
陽
」（
映
像
提
供
：
石
原
音
楽
出
版
社
）

を
ゆ
い
の
森
ホ
ー
ル
で
上
映
し
ま
し
た
。
会

場
は
満
席
で
し
た
が
、
大
画
面
に
映
さ
れ
る

迫
力
の
シ
ー
ン
に
、
一
時
静
ま
り
返
る
場
面

も
あ
り
ま
し
た
。

３
時
間
16
分
と
い
う
長
時
間
に
も
関
わ
ら

ず
最
後
ま
で
た
く
さ
ん
の
方
が
ご
覧
く
だ
さ

●
ク
イ
ズ
ラ
リ
ー

「
ひ
ら
め
き
探
検
!
ゆ
いの
森
あ
ら
か
わ
」

会
期 

： 

10
月
21
日（
金
）～
11
月
28
日（
月
）

�

※
限
定
1
5
0
部
配
布
に
よ
り
終
了

ゆ
い
の
森
あ
ら
か
わ
１
階
か
ら
３
階
を
巡

り
な
が
ら
ク
イ
ズ
を
解
く
ク
イ
ズ
ラ
リ
ー
を
実

施
し
ま
し
た
。
様
々
な
年
代
の
方
に
ご
参
加
い

た
だ
き
ま
し
た
。
ク
イ
ズ
を
解
き
終
わ
っ
た
方

に
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
グ
ッ
ズ
と
し
て
、「
高
熱
隧

道
」の
舞
台
地
で
あ
る
仙
人
谷
ダ
ム
の
ダ
ム

カ
ー
ド
風
メ
モ
帳
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
し
た
。

関
連
イ
ベ
ン
ト

満員のホール

い
ま
し
た
。
上
映
会
後
は
展
示
室
で
、
映
画

関
連
の
資
料
を
ご
覧
く
だ
さ
る
方
が
た
く
さ

ん
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

吉
村
が
平
成
３
年
に
宇
奈
月
温
泉
を
再
訪
し
た

際
に
宿
泊
し
た
旅
館「
延え

ん

對た
い

寺じ

荘そ
う

」は
、
昭
和
32
年

こ
ろ
、
初
め
て
来
た
時
に
も
泊
ま
っ
た
宿
で
す
。

今
回
の
展
示
で
は
、
昭
和
32
年
こ
ろ
の「
延
對
寺

荘
」の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
黒
部
市
歴
史
民
俗
資
料

館
か
ら
借
用
し
ま
し
た
。

ゆ
い
の
森
あ
ら
か
わ
名
誉
館
長
の
津

村
節
子
氏
と
長
き
に
わ
た
り
親
交
が
あ

り
、
共
著『
愛
す
る
伴ひ

侶と

を
失
っ
て 

加

賀
乙
彦
と
津
村
節
子
の
対
話
』（
平
成
25

年 

集
英
社
）も
出
版
さ
れ
た
加
賀
乙
彦

氏
が
、
令
和
5
年
1
月
12
日
に
ご
逝
去

さ
れ
ま
し
た
。
加
賀
氏
に
は
平
成
30
年

に
開
催
し
た
企
画
展「
津
村
節
子
展 

生

き
る
こ
と
、書
く
こ
と
」の
図
録
に
ご
寄

稿
を
賜
り
、
吉
村
氏
と
の
出
会
い
や
津

村
氏
と
の
共
著
の
思
い
出
な
ど
、
貴
重

な
お
話
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
こ
に
謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
申

し
上
げ
ま
す
。

加
賀
乙
彦
氏

訃
報

展示に際し、格別のご協力を賜りました関係機関に
深く感謝申し上げます。

（団体名別　敬称略）
関東地方整備局 相模川水系広域ダム管理事務所　
群馬県　栃木県　東京電力リニューアブルパワー

＊	津村節子氏寄託資料。　＊＊	津村節子氏蔵。

宮島咲氏
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お
し
ど
り
文
学
館
協
定
　
荒
川
区
・
福
井
県
　
合
同
展
示
　
開
催
報
告

吉
村
昭
氏（
荒
川
区
出
身
）と
津
村
節
子
氏

（
福
井
県
出
身
）は
、文
壇
の
お
し
ど
り
夫
婦
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
お
二
人
に
ち
な
み
、当
館

と
福
井
県
ふ
る
さ
と
文
学
館
は
、
平
成
29
年

（
2
0
1
7
）に「
お
し
ど
り
文
学
館
協
定
」を

締
結
し
、文
学
館
同
士
の
連
携
事
業
を
行
っ
て

い
ま
す
。
５
年
目
を
迎
え
、両
館
で
2
回
の
特

集
展
示
と
、
講
演
会
を
実
施
し
ま
し
た
。

（
展
示
資
料
の
＊
は
津
村
節
子
氏
寄
託
資
料
）

津
村
節
子『
紅
色
の
あ
じ
さ
い 

津
村
節
子

自
選
作
品
集
』（
令
和
4
年 

鳥
影
社
）を
中
心

に
、
吉
村
邸
の
庭
と
書
斎
、
草
花
の
写
真
や
、

草
花
が
描
か
れ
た
作
品
を
紹
介
し
ま
し
た
。

津
村
は
、
度
々
、
小
説
や
随
筆
で
、
庭
に

ま
つ
わ
る
夫
婦
の
思
い
出
を
記
し
ま
し
た
。

表
題
作「
紅
色
の
あ
じ
さ
い
」で
は
、
庭
で
花

を
愛
で
る
津
村
を
、
書
斎
の
窓
か
ら
見
た
吉

村
が「
花
の
好
き
な
女
だ
な
あ
」と
言
っ
た
そ

会
期
：
令
和
4
年
9
月
16
日（
金
）～
12
月
14
日（
水
）

吉
村
と
津
村
は
、
共
に
早
く
に
両
親
を
亡

く
し
ま
し
た
。
こ
の
体
験
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

故
郷
で
あ
る
荒
川
区
、
福
井
県
の
情
景
と
共

に
、
随
筆
や
小
説
に
描
か
れ
ま
し
た
。

今
回
は
、
吉
村
が
父
の
死
と
葬
儀
を
描
い

た
短
篇「
欠
け
た
月
」「
冬
の
道
」（『
月
下
美

人
』昭
和
58
年 

講
談
社
）や
、
津
村
の
随
筆

「
母
」「
遺
言
」（『
風
花
の
街
か
ら
』昭
和
55
年 

毎
日
新
聞
社
）を
中
心
に
取
り
上
げ
ま
し
た
。

ま
た
、
津
村
が
父
の
死
を
回
想
し
た
短
篇

「
雪
の
柩
」（『
遊
園
地
』昭
和
55
年 

中
央
公
論

社
）の
自
筆
原
稿（
写
真
提
供 

福
井
県
ふ
る
さ

会
期
：
令
和
4
年
12
月
16
日（
金
）～
令
和
5
年
3
月
15
日（
水
）

の
面
影
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
44
年（
1
9
6
9
）、
井
の
頭
公
園
に

隣
接
す
る
土
地
に
転
居
し
た
際
、津
村
は
、一

年
中
、
花
が
咲
く
庭
に
し
た
い
と
考
え
、
吉

村
と
共
に
植
物
を
選
び
ま
し
た
。
中
で
も
、吉

村
は
紅
梅
を
最
も
好
み
ま
し
た
。
鶯
が
紅
梅

に
飛
来
す
る
と
、
書
斎
か
ら
、
母
屋
に
い
る

津
村
へ
電
話
で
知
ら
せ
、
二
人
で
庭
に
出
て
、

鶯
の
さ
え
ず
り
を
聴
く
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。
他
に
も
書
斎
の
植
え
込
み
に
は
、
津
村

が
好
ん
だ
あ
じ
さ
い
や
、
し
だ
れ
桜
、
し
ゃ

く
な
げ
、
つ
つ
じ
、
さ
ざ
ん
か
、
つ
ば
き
な
ど

が
植
え
ら
れ
、
季
節
が
巡
る
度
に
花
を
咲
か

せ
ま
し
た
。
吉
村
は
、
平
成
18
年
7
月
31
日

に
永
眠
す
る
ま
で
、
こ
の
草
花
が
見
え
る
書

斎
で
執
筆
を
続
け
ま
し
た
。

今
回
は
、津
村
が
、庭
の
紅
梅
を
タ
イ
ト
ル

と
し
、吉
村
の
闘
病
と
最
期
の
日
々
を
記
し
た

長
篇「
紅
梅
」校
正
稿
と
清
書
稿
や
、
随
筆「
花

の
庭
」の
自
筆
原
稿（
以
上
津
村
節
子
氏
蔵
）、

吉
村
昭
自
筆
原
稿「
月
下
美
人＊

」な
ど
を
ご
覧

い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、吉
村
が
鶯
の
さ
え

ず
り
を
録
音
し
た
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ「
鶯
の
谷

渡
り 

昭
和
59
年
春 

我
が
家
の
庭
に
て＊

」を
放

送
し
、夫
婦
作
家
が
過
ご
し
た
憩
い
の
ひ
と
時

を
感
じ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

来
場
の
お
客
様
か
ら
は「
津
村
さ
ん
と
の

関
係
や
、
吉
村
さ
ん
の
執
筆
環
境
が
理

解
で
き
て
良
か
っ
た
」、私
的
な
写
真
を

通
し
て「
部
屋
に
招
か
れ
た
よ
う
に
明

る
い
気
持
ち
に
な
っ
た
」、
ま
た
、「
互

い
に
表
立
っ
て
見
え
る
影
響
で
は
な
い

か
も
し
れ
な
い
」が
、「
作
家
単
独
で
作
品
が

で
き
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
に
、は
っ
と
気

づ
い
た
」な
ど
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

吉村昭書斎
葉が茂る中央の樹は
紅梅
書斎窓下に咲く紅色の
あじさい
令和4年6月
撮影		吉村司氏	

吉村緑氏

（右から） 津村の父北原芳司、姉、津村、妹　 
福井県内で

子煩悩で、カメラ好きだった芳司。とよ没後、津村
の健康や、娘たちの進路を考えた芳司の判断で三姉
妹は東京へ転居。織物業を営んでいた父は、仕事の
ため勝山町で暮らし、津村が15歳の時に急死した。
（津村節子氏蔵）

津村の母北原とよ
昭和12年、とよは、津村
が9歳の時に病死した。体
が弱かった幼い頃、夜通し
看病してくれた母の温もり
は、随筆「母」に記された。
（津村節子氏蔵）

と
文
学
館
）を
紹
介
し
ま
し
た
。仕
事
の
た
め
、

織
物
産
業
の
好
景
気
に
わ
く
勝
山
町
で
暮
ら

し
、
心
臓
麻
痺
で
一
人
、
急
死
し
た
父
の
死
を

悔
や
み
、胸
を
痛
め
な
が
ら
も
、そ
の
晩
年
に

心
安
ら
ぐ
時
間
が
あ
っ
た
こ
と
を
祈
る
娘
の

心
情
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
展
示
室
で
は
、津

村
の
父
北
原
芳
司
が
撮
影
し
た「
昭
和
初
期

の
福
井
」（
映
像
提
供 

福
井
県
ふ
る
さ
と
文
学

館
）も
放
映
し
ま
し
た
。
家
族
と
過
ご
す
朗
ら

か
な
幼
少
期
の
津
村
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
吉
村
の
短
篇「
冬
の
道
」草
稿＊

と

清
書＊

や
、津
村
氏
所
蔵
ア
ル
バ
ム
よ
り
、家
族

皆
で
過
ご
し
た
幼
少
の
頃
や
、
学
習
院
大
学

文
芸
部
で
の
出
会
い
か
ら
、結
婚
ま
で
の
二
人

の
写
真
を
関
連
作
品
と
共
に
展
示
し
ま
し
た
。

一
方
、新
人
時
代
の
吉
村
と
津
村
を
評
価
し

た
福
井
県
三
国
町（
現
坂
井
市
）出
身
の
作
家

高
見
順
と
の
関
わ
り
も
取
り
上
げ
ま
し
た
。高

見
が
選
考
委
員
を
務
め
た
津
村
の
短
篇「
さ
い

果
て
」（
第
11
回
新
潮
社
同
人
雑
誌
賞
受
賞
）の

自
筆
原
稿（
津
村
節
子
氏
蔵
）と
、吉
村
の
短
篇

「
石
の
微
笑
」（
第
47
回
芥
川
賞
候
補
）の
自
筆

原
稿＊

を
中
心
に
紹
介
し
、夫
婦
作
家
の
歩
み
を

た
ど
り
ま
し
た
。�

（
学
芸
員
　
深
見
美
希
）

福
井
県
ふ
る
さ
と
文
学
館
で
は「
津
村
節
子
と
吉
村
昭
～

お
し
ど
り
文
学
館
協
定
の
歩
み
」（
令
和
4
年
10
月
28
日
～

12
月
21
日
）で
、
両
館
の
活
動
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

続
い
て
、
津
村
節
子
の
芸
術
選
奨
文
部
大
臣
賞
受
賞
作

『
智
恵
子
飛
ぶ
』（
平
成
9
年 

講
談
社
）を
取
り
上
げ
た「
津

村
節
子「
智
恵
子
飛
ぶ
」～
芸
術
家
夫
婦
を
描
い
て
～
」（
令

和
4
年
12
月
23
日
～
同
5
年
3
月
15
日
）が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
芸
術
家
夫
婦
で
あ
る
高
村
光
太
郎
と
、
妻
智
恵
子

の
葛
藤
や
苦
悩
を
描
い
た
長
篇
小
説
で
す
。
執
筆
時
の
取

材
資
料
や
、小
説
に
描
か
れ
た
荒
川
区
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

福
井
県
ふ
る
さ
と
文
学
館
特
集
展
示

第
19
回
ト
ピ
ッ
ク
展
示

吉
村
昭
と
津
村
節
子

�

―
夫
婦
作
家
の
庭
、
思
い
出
の
草
花
―

第
20
回
ト
ピ
ッ
ク
展
示

吉
村
昭
と
津
村
節
子

�

―
故
郷
と
家
族
の
記
憶
―
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講
演
会
に
参
加
の
皆
さ
ま

へ
、福
井
県
ふ
る
さ
と
文
学
館

か
ら
は
、
不
織
布
バ
ッ
グ
を
、

当
館
は
、
活
版
印
刷
で
製
作

し
た
フ
ァ
イ
ル
フ
ォ
ル
ダ
ー

と
、越
前
和
紙
の
栞
を
プ
レ
ゼ

ン
ト
し
ま
し
た
。フ
ォ
ル
ダ
ー

に
は
、
吉
村
邸
庭
の
紅
色
の

あ
じ
さ
い
と
書
斎
を
描
き
ま

し
た
。
今
後
も
、
両
館
の
活

動
に
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

お
し
ど
り
文
学
館
協
定
記
念
グッズ
を

プレゼン
ト
し
ま
し
た

お
し
ど
り
夫
婦
　
成
功
の
秘
密

�
―
吉
村
昭
　
津
村
節
子

お
し
ど
り
文
学
館
協
定
記
念
講
演
会
　
開
催
報
告

谷
口
桂
子
氏
は
、令
和
3
年
に『
食
と
酒 

吉

村
昭
の
流
儀
』（
小
学
館
文
庫
）、
翌
年『
吉
村

昭
の
人
生
作
法 

仕
事
の
流
儀
か
ら
最
期
の
選

択
ま
で
』（
中
公
新
書
ラ
ク
レ
）を
刊
行
し
て
い

ま
す
。著
名
夫
婦
3
5
0
組
を
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

し
た
経
験
か
ら
、吉
村
昭
、津
村
節
子
こ
そ
が

最
も「
お
し
ど
り
夫
婦
」だ
と
感
じ
る
理
由
と
、

二
人
の「
成
功
の
秘
密
」を
、ご
子
息
吉
村
司
氏

の
お
話
を
交
え
、講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま

た
、
週
刊
誌
や
地
方
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
夫

妻
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
随
筆
な
ど
、貴
重
な
資

料
を
ス
ラ
イ
ド
で
解
説
い
た
だ
き
ま
し
た
。最

後
に
は
、
事
前
に
行
わ
れ
た
津
村
へ
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
も
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
。

最
初
に
、谷
口
氏
は
、
吉
村
、
津
村
と
の「
ご

縁
」が
続
い
た
き
っ
か
け
と
し
て
、丹
羽
文
雄
の

存
在
に
ふ
れ
ま
し
た
。
丹
羽
は
、
夫
妻
に
と
っ

講
師
：
谷
口
桂
子
氏（
作
家
、
俳
人
）

日
時
：
令
和
4
年
11
月
20
日（
日
）14
時
～
15
時
半

て
文
学
の
師
で
あ
り
、
谷
口
氏
自
身
も
影
響
を

受
け
た
作
家
で
し
た
。
津
村
と
の
親
交
は
、
丹

羽
と
同
じ
三
重
県
四
日
市
市
の
出
身
で
あ
る

谷
口
氏
が
、
市
に
提
案
し
た「
丹
羽
文
雄
文
学

賞
」の
賛
同
人
を
依
頼
し
た
こ
と
が
始
ま
り
で

し
た
。
ま
た
、
丹
羽
が
推
薦
文
を
書
い
た
津
村

の『
銀
座・老
舗
の
女
』（
昭
和
60
年 

文
春
文
庫
）

で
俳
人
鈴
木
真
砂
女
を
知
り
、後
に
自
身
の
俳

句
の
師
と
な
っ
た
こ
と
を
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

続
い
て
、「
お
し
ど
り
夫
婦
勝
手
に
ラ
ン
キ
ン

グ
」が
あ
る
と
す
れ
ば
、
吉
村
と
津
村
が
１
位

だ
と
感
じ
る
六
つ
の
理
由
を
、
二
人
の
著
作
や

発
言
を
引
用
し
、
詳
細
に
分
析
さ
れ
ま
し
た
。

ま
ず
、
第
一
に
、
作
家
と
し
て「
両
雄
並
び

立
っ
て
い
る
」こ
と
、第
二
に
、「
創
作
と
い
う

非
日
常
と
日
常
の
生
活
を
見
事
に
両
立
」し
、

日
々
の
生
活
を
大
切
に
し
た
こ
と
を
挙
げ
ま

し
た
。
と
り
わ
け「
家
族
の
食
卓
」を
大
切
に

し
、
徹
夜
が
続
く
執
筆
の
中
で
も
、
津
村
は

必
ず
、
子
ど
も
た
ち
の
お
弁
当
を
作
っ
た
こ

と
、
吉
村
が
年
中
行
事
を
重
ん
じ
た
こ
と
な

ど
を
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
第
三
に
、
新
婚
の

頃
、
夫
婦
で
東
北
か
ら
北
海
道
の
根
室
ま
で
、

行
商
の
旅
に
出
た「
苦
労
」を
取
り
上
げ
、
津

村
の「
私
、
よ
く
つ
い
て
行
き
ま
し
た
よ
」と

い
う
言
葉
に
ふ
れ
な
が
ら
、
共
に
作

家
と
し
て
大
成
し
、
約
50
年
後
に
は
、

夫
婦
で
日
本
芸
術
院
会
員
と
な
っ
た

歩
み
を「
奇
跡
の
よ
う
な
歳
月
」と
表

現
さ
れ
ま
し
た
。
第
四
に
、「
激
し
い

夫
婦
喧
嘩
」を
挙
げ
ま
し
た
。
谷
口
氏

は
、「
完
全
無
欠
の
人
格
者
」だ
と

思
っ
て
い
た
吉
村
に「
癇
性
で
怒

り
っ
ぽ
い
」一
面
が
あ
っ
た
こ
と
を

知
っ
た
時
、「
人
間
吉
村
昭
の
体
温
に

触
れ
た
気
が
し
た
」と
語
り
、
そ
の
上
で
、
若

い
頃
に「
ご
ま
か
さ
ず
に
ぶ
つ
か
り
」あ
っ
た

か
ら
こ
そ「
真
の
お
し
ど
り
夫
婦
」に
な
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
分
析
さ
れ
ま
し
た
。
第
五

は
、「
お
子
さ
ん
」を
挙
げ
る
と
し
て
、吉
村
司

氏
の「
オ
ー
プ
ン
マ
イ
ン
ド
」で「
細
や
か
な

気
遣
い
を
忘
れ
な
い
」人
柄
を
育
ん
だ
夫
妻

の
教
育
に
言
及
さ
れ
ま
し
た
。
司
氏
に
よ
る

親
心
が
感
じ
ら
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
交
え
、

「
大
変
子
煩
悩
で
教
育
熱
心
」な
父
親
で
あ
っ

た
と
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
最
後
に
、
夫
婦
仲

が
良
く「
吉
村
家
に
は
い
つ
も
人
が
集
ま
っ

た
」こ
と
を
挙
げ
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
司
氏
の
お
話
に
基
づ
き
、
吉
村
が

抱
い
た「
深
い
家
族
愛
」に
言
及
さ
れ
ま
し
た
。

「
君
を
中
心
に
思
い
も
か
け
な
い
あ
た
た
か
い

素
晴
ら
し
い
家
庭
を
得
て
、僕
は
、幸
せ
で
す
」

と
記
し
た
津
村
へ
の
手
紙
に
ふ
れ
、
吉
村
に

と
っ
て
、
最
愛
の
妻
と
、
二
人
の
子
が
い
る
家

庭
は「
決
し
て
失
い
た
く
な
い
」も
の
で
あ
っ

た
と
お
話
し
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、「
一
家

の
主
と
し
て
の
意
識
が
と
て
も
強
い
」吉
村

が
、「
戦
艦
武
蔵
」執
筆
の
頃
、
津
村
の
姉
に
宛

て「
一
年
間
、
小
説
に
専
念
し
て
家
族
を
養
え

る
だ
け
の
収
入
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、筆
を
折

る
覚
悟
で
す
」と
記
し
た
こ
と
を
紹
介
し
、「
自

分
の
命
そ
の
も
の
」で
あ
る
小
説
へ
の
志
よ
り

も
、家
族
を
守
る
こ
と
を
一
番
に
考
え
た
愛
情

こ
そ
が
、「
ベ
ス
ト
ワ
ン
カ
ッ
プ
ル
」最
大
の
理

由
だ
と
結
ば
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
理
由
を
踏
ま
え
、
夫
婦
の「
成
功

の
秘
密
」と
し
て
は
、
第
一
に
、
困
難
な
時
期

を
共
に「
上
手
く
乗
り
越
え
、
好
機
を
逃
さ
な

か
っ
た
」こ
と
、
第
二
に
、「
互
い
の
作
品
は
読

ま
な
い
」と
い
う「
ル
ー
ル
」を
作
り
、「
距
離
の

取
り
方
が
う
ま
か
っ
た
」こ
と
を
挙
げ
ま
し

た
。
第
三
に
、
家
計
が
苦
し
い
中
、
吉
村
が

「
早
い
時
期
か
ら
お
手
伝
い
さ
ん
を
雇
い
」、津

村
が
書
き
続
け
ら
れ
る
環
境
を
作
っ
た
こ
と
、

第
四
に
、「
育
っ
た
環
境
が
似
て
い
た
」こ
と
、

ま
た
、
身
内
を
含
め「
周
囲
の
人
間
関
係
が
良

か
っ
た
」こ
と
に
言
及
さ
れ
ま
し
た
。さ
ら
に
、

互
い
へ
の「
ス
ラ
ン
プ
に
な
っ
た
時
の
思
い
や

り
」と
い
う
津
村
の
言
葉
を
挙
げ
ま
し
た
。

谷
口
氏
は
、
伴
侶
と
は「
欠
損
し
て
い
る
と

こ
ろ
を
共
有
す
る
存
在
」で
あ
る
と
し
た
上

で
、二
人
の「
置
き
換
え
の
効
か
な
い
相
性
」を

「
愛
妻
の
た
め
に
命
そ
の
も
の
の
小
説
を
捨
て

よ
う
と
し
た
夫
と
、す
べ
て
を
受
け
入
れ
た
妻

の
組
み
合
わ
せ
の
妙
で
す
」と
表
現
さ
れ
ま
し

た
。
最
後
に
は
、「
生
ま
れ
変
わ
っ
て
も
ま
た

ご
一
緒
に
な
り
た
い
で
す
か
」と
い
う
質
問

に
、
津
村
が「
も
ち
ろ
ん
、
も
ち
ろ
ん
で
す
よ
」

と
即
答
し
た
こ
と
を
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

谷
口
氏
の
細
や
か
な
読
み
解
き
や
、
豊
富
な

資
料
の
解
説
か
ら
は
、「
お
し
ど
り
夫
婦
」の
絆

と
、
家
族
へ
の
深
い
愛
情
が
感
じ
ら
れ
、
終
演

後
は
、多
く
の
感
動
の
声
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

谷口桂子氏

恩賜賞・日本芸術賞院授賞式で平成15年6月2日
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会員数500人突破!!

ゆいの森あらかわ
吉村昭記念文学館

町屋駅
町屋駅前

荒川七丁目

町屋駅（コミュニティバス「さくら」）

アクロスあらかわ

町屋文化センター

ゆいの森あらかわ
（コミュニティバス「さくら」）

区役所分庁舎
（旧防災センター）

区役所北庁舎がん予防・
健康づくりセンター

荒川区役所荒川三丁目

町屋駅

荒川区役所
（コミュニティバス「さくら」）

荒川区役所前

区立荒川公園

荒川消防署

荒川警察署
荒川郵便局

明治通り

三河島
水再生センター

荒
川
自
然
公
園

都
電
荒
川
線
（
ゆ
い
の
森
あ
ら
か
わ
前
）

荒
川
二
丁
目

荒
川
区
役
所
前

京成電鉄

東京
メト
ロ千
代田
線

平成25年3月から年2回で発行してきた「万年筆の旅」
が、今年で10周年を迎えました。これまで本誌に関
わっていただいたすべての皆様に心から感謝申し上げ
ます。そしてこれからも多くの方々に吉村作品の魅力
をお届けできるよう充実した誌面作りを目指していき
たいと思います。今後とも何卒よろしくお願いいたし
ます。過去の「万年筆の旅」は常設展示室3階で配布し
ている他、文学館HPの「刊行物」ページからもダウン
ロードいただけます。

友の会会員を募集しています。
限定グッズや各企画展の図録、各
種イベントのご案内をお送りいた
します。是非、ご入会ください！

【会員区分】
個人会員（1年）
••••••••••• 1,000円
個人会員（3年）
••••••••••• 2,500円
法人会員
••••••••••• 3,000円
賛助会員
•••• 1口2,000円から

編集後記

■	編集・発行/荒川区　登録番号（04）0099号
■	問合せ/
〒116-0002　東京都荒川区荒川2-50-1ゆいの森あらかわ内

	 TEL ：03-3891-4349　
	 FAX：03-3802-4350
	 URL：https://www.yoshimurabungakukan.city.arakawa.tokyo.jp/
	 【開館時間】9時～20時30分　		【入館料】無料
	 【休館日】毎月第3木曜日・特別整理期間・保守点検日・年末年始他

吉村昭記念文学館ニュース 
万年筆の旅　 令和5年3月24日発行20Vol.

アクセス ・都電荒川線「荒川二丁目（ゆいの森あらかわ前）」下車	 ………………………… 徒歩1分
・東京メトロ千代田線「町屋駅」2番出口、京成線「町屋駅」下車	………………… 徒歩8分
・コミュニティバス「さくら」ゆいの森あらかわ下車（土曜、日曜、祝日のみ）
・東京駅から（地下連絡通路経由）東京メトロ千代田線「大手町駅」→「町屋駅」（乗車13分）※イベント等の最新スケジュールは当館ホームページからご確認ください。

創刊10周年

詳しくはHPをチェック！

毎年好評！
卓上カレンダーが
もらえます♪

「吉村昭記念文学館友の会　会員募集」

青年期、わたしの中には何らかの「独白」が常に反響していた。それが
自身の語りなのか、はたまた他人の語りなのかは、分からなかった。
誰かの「独白」が聞こえすぎる心体はゆっくり侵蝕されはじめていて、
若いわたしは灰色がかった日々を生きていた。
　そのさなか、27歳で『星への旅』に出会った。「吉村昭」という名すら知
らなかったその日から今日までの13年間、この1冊がいつもそばにある。
　書店の文庫棚から『星への旅』を引き抜いた瞬間のことは、どうし
たって忘れることができない。体内に響いていた誰かのあの声が外へ
飛び出し、水を得た魚のように本の中に滑り込んでいくのを見たのだ。
小説の中で生きて死んでいく熱っぽい若者たちの元へ向かって。わたし
も、彼らとなら気脈を通じあわせられる予兆を感じていた。
　ことに「少女架刑」には救われた。16歳で死んだ少女が、新しく死を生き

3 3 3 3 3 3 3

始めた
3 3 3

からだ。少女の独白は、解剖されても、ホルマリン漬けにされて
も、納骨されてからも続いた。体をなくしてもなお「独白」で生きるとい
うこの矛盾が、吉村昭の瑞々しい筆致によって矛盾ではなくなってゆ
く。この姿なき声の類をわたしは随分前から体内で知っていたと、目に
見えない存在を現実として認めることができた。安堵した。
　緻密な取材で事実と対峙することに全身全霊を捧げた吉村昭は、長篇
小説では自身の声を静かにした。一方で、自由な創作の声を短篇小説の
中で生きる若者に託した。
　事実と創作を乗せたシーソーは永遠に水平になることがない。だから、
作家は、生き、書き、描く。

vol.20 今号の表紙 平松麻
映えあう声 平松麻

平松麻氏が装画を描いた 
谷口桂子『食と酒　吉村昭の
流儀』	

（令和3年 小学館文庫）
本書で感じた吉村昭の「優しさ」
をマッチ箱に描いた“手”で表現
した。＊谷口桂子氏講演内容を
7ページに掲載しています。

平松麻プロフィール
1982年、東京生まれ。画家。油彩画をメイン
に展覧会での作品発表を軸に活動する。
自身の体内に実在する景色を絵画にし、

「雲」をモチーフに据えた心象風景を描く。
新聞・雑誌・書籍の表紙画や挿画、執筆も手
掛ける。2022年挿画集「TRAVELOGUE G」
(スイッチ・パブリッシング)刊行。

吉村昭『星への旅』	
（昭和49年 新潮文庫）
平松氏が絵を製作する際、必ず
傍に置いている短篇集『星への
旅』。「少女架刑」収録。他にア
トリエには『羆嵐』もある。

吉村昭の写真（右）を待ち受け画面にしていた時期
もあったそうです。「厳しさを知っている方の笑顔
に励まされた」と語る平松氏。

平松麻氏 創刊10年の表紙絵を描いていただきました

（撮影:小澤忠恭）

令和5年1月29日

募
集

ありがとうございます！


