
　

こ
の
対
談
は
、
二
〇
一
四
年
度
・
特
別
企
画
展
「
わ
た

し
を
み
つ
け
て
～
中
脇
初
枝
・
文
学
の
軌
跡
～
」
の
関
連

企
画
と
し
て
開
催
さ
れ
た
「
第
一
回
文
学
講
座
」
で
の
も

の
で
す
。

日
時
：
２
０
１
４
・
８
・
17
（
日
）
14
：
00
～
16
：
30

会
場
：
大
方
あ
か
つ
き
館
２
Ｆ
会
議
室

　　

中
脇　

初
枝
さ
ん
（
作
家
・
横
浜
市
在
住
）

　

山
沖　

幸
喜　
　

 

（
上
林
暁
文
学
館
長
）

山
沖
：「
魚
の
よ
う
に
」
を
書
か
れ
た
き
っ
か
け
は
。

中
脇
：
中
高
（
中
村
高
校
）
の
三
年
生
の
春
で
し
た
。
受

験
勉
強
せ
ん
と
い
か
ん
か
っ
た
が
で
す
け
ん
ど
、
せ
ん

と
い
か
ん
と
思
う
た
ら
出
来
ん
も
ん
で
、
本
を
読
む
が

と
か
文
章
を
書
く
が
が
好
き
や
っ
た
け
ん
、
な
ん
か
書

い
て
み
た
い
な
あ
思
い
よ
っ
た
時
に
、
高
知
新
聞
で

「
坊
っ
ち
ゃ
ん
文
学
賞
を
募
集
し
ま
す
」
い
う
記
事
を

見
た
が
で
す
。
原
稿
用
紙
百
枚
い
う
規
定
で
し
た
。
百

枚
や
っ
た
ら
書
け
る
か
も
し
れ
ん
思
う
て
、
書
い
て
み

ま
し
た
。

山
沖
：
何
か
普
段
か
ら
そ
う
い
う
も
の
を
書
い
て
い
た
と

か
、
そ
う
い
う
こ
と
は
。

中
脇
：
文
章
書
く
が
は
大
好
き
で
、
高
校
生
の
こ
ろ
は
忙

し
い
部
活
や
の
う
て
茶
道
部
や
っ
た
け
ん
、
土
、
日
は

い
っ
つ
も
家
で
本
を
読
み
よ
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
古

典
が
好
き
や
っ
た
が
で
す
け
ん
ど
、
古
典
を
読
ん
だ
ら

そ
の
時
代
に
合
わ
せ
て
、
今
日
は
江
戸
時
代
風
に
書
い

て
み
る
と
か
、
今
日
は
平
安
時
代
風
に
書
い
て
み
る
と

か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
一
人
で
誰
に
も
見
せ
ん
と
こ
っ

そ
り
暗
う
に
や
り
よ
り
ま
し
た
。
ま
た
新
聞
を
読
ん
だ

ら
、
そ
の
記
事
に
対
し
て
、
別
に
誰
か
ら
も
求
め
ら
れ

て
も
な
い
に
、
自
分
の
意
見
を
原
稿
用
紙
二
枚
で
書
く

と
か
、
そ
う
い
う
一
人
エ
ッ
セ
イ
と
か
も
し
よ
り
ま
し

た
。

山
沖
：
作
品
、
今
で
も
読
ん
だ
り
す
る
こ
と
あ
り
ま
す
か
。

中
脇
：
は
い
。
最
近
、
デ
ジ
タ
ル
化
す
る
い
う
こ
と
で
読

み
直
し
た
が
や
け
ん
ど
、
や
っ
ぱ
り
は
ず
か
し
い
で
す

ね
え
。
気
に
入
ら
ん
と
こ
ろ
も
あ
る
け
ん
ど
、
そ
れ
は

ま
あ
17
歳
の
時
に
一
所
懸
命
書
い
た
が
や
な
あ
思
う
て
、

感
動
も
し
ま
し
た
。

山
沖
：
一
番
最
初
の
作
品
は
、
い
い
意
味
で
も
悪
い
意
味

で
も
す
べ
て
が
集
約
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
の
で
、

そ
う
い
う
意
味
で
は
中
脇
初
枝
そ
の
も
の
か
も
。

中
脇
：
そ
う
で
す
ね
。
や
け
ん
、
一
字
一
句
変
え
ん
と
そ

の
ま
ま
デ
ジ
タ
ル
化
し
ま
し
た
。

　
山
沖
： 

２
０
１
２
年
に
な
っ
て
、『
き
み
は
い
い
子
』
が
、

本
屋
大
賞
を
は
じ
め
様
々
な
賞
を
受
け
て
い
ま
す
ね
え
。

虐
待
と
い
う
悲
惨
な
テ
ー
マ
で
書
か
れ
よ
う
と
思
わ
れ

た
き
っ
か
け
と
い
う
の
は
何
だ
っ
た
ん
で
す
か
。

中
脇
：
ち
ょ
う
ど
大
阪
で
、
姉
と
弟
の
子
ど
も
が
二
人
、

マ
ン
シ
ョ
ン
に
置
い
て
い
か
れ
て
二
人
と
も
亡
い
な
っ

た
事
件
が
あ
っ
た
が
で
す
。
あ
の
事
件
の
こ
ろ
、
ち
ょ

う
ど
子
育
て
真
っ
最
中
や
っ
た
が
で
す
け
ん
ど
、
ひ
ど

い
よ
思
う
た
が
で
す
よ
。
ほ
ん
で
、
こ
う
い
う
事
件

大
方
あ
か
つ
き
館
報
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対
談
・「
作
品
の
背
景
に
在
る
も
の
」

　

－

作
家
・
中
脇
初
枝
さ
ん
に
聞
く

－
「
魚
の
よ
う
に
」
に
つ
い
て

虐
待
問
題
に
と
り
く
ん
で

対
談
者



が
起
こ
ら
ん
よ
う
に
い
う
か
、
最
悪
な
結
末
に
な
ら
ん

方
法
は
な
い
も
ん
や
ろ
う
か
と
思
う
た
が
で
す
。
小
説

や
っ
た
ら
そ
う
い
う
最
悪
や
な
い
道
を
選
ぶ
い
う
選
択

肢
が
と
れ
る
が
や
な
い
ろ
う
か
思
う
て
、
小
説
で
そ
う

い
う
可
能
性
を
追
う
て
み
た
が
で
す
。
ほ
ん
ま
は
ほ
か

に
書
か
ん
と
い
か
ん
が
が
あ
っ
た
が
で
す
け
ん
ど
、
こ

れ
は
ほ
ん
ま
に
待
っ
た
な
し
や
な
あ
思
う
て
先
に
書
い

た
が
で
す
。

山
沖
：
五
つ
の
物
語
と
も
明
る
い
展
望
が
予
感
さ
せ
ら

れ
る
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
。
中
脇
さ
ん
の
作
品
は
、

す
べ
て
最
後
の
所
で
な
ん
か
ホ
ッ
と
救
わ
れ
る
よ
う
な

場
面
に
出
会
う
の
で
す
が
、
あ
れ
は
、
中
脇
さ
ん
の
人

間
性
な
ん
で
す
か
ね
。
作
品
と
し
て
そ
う
い
う
ふ
う
に

意
図
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
。

中
脇
：
人
は
最
悪
に
な
ら
ん
道
を
取
れ
る
が
や
な
い
か
、

子
ど
も
は
無
力
な
存
在
や
け
ん
ど
う
し
よ
う
も
な
い
け

ん
ど
、
親
が
で
き
ん
か
っ
た
ら
親
の
周
り
の
人
と
か
、

親
の
親
と
か
、
他
の
人
が
助
け
て
く
れ
る
道
が
あ
る
が

や
な
い
か
、
い
う
こ
と
は
い
っ
つ
も
思
う
て
お
り
ま
す
。

突
き
放
し
て
し
ま
う
い
う
が
は
、
現
実
の
世
界
で
も
い

や
と
い
う
ほ
ど
あ
る
け
ん
、
そ
う
や
な
い
幸
福
な
結
末

を
読
ん
で
ほ
し
か
っ
た
が
で
す
。

山
沖
：
中
脇
さ
ん
の
書
か
れ
た
も
の
を
読
む
と
、「
べ
っ

ぴ
ん
さ
ん
」
い
う
一
声
を
幡
多
の
方
た
ち
が
か
け
て
い

た
と
書
か
れ
て
あ
っ
た
ん
で
す
が
。

中
脇
：
そ
う
な
が
で
す
。
こ
ん
ま
い
女
の
子
に
は
名
前
呼

ば
ん
と
「
べ
っ
ぴ
ん
さ
ん
」
言
う
て
く
れ
よ
っ
た
が
で

す
よ
。
近
所
の
ち
ょ
っ
と
手
の
空
い
た
お
ば
ち
ゃ
ん
と

か
お
ん
ち
ゃ
ん
と
か
ら
あ
が
、
学
校
か
ら
帰
り
よ
っ
た

ら
「
べ
っ
ぴ
ん
さ
ん
お
か
え
り
」
言
う
て
く
れ
よ
り
ま

し
た
。
な
ん
ち
ゃ
あ
思
わ
ん
と
大
き
い
な
っ
た
が
で
す

け
ん
ど
、
今
思
う
た
ら
、
べ
っ
ぴ
ん
さ
ん
と
呼
ば
れ
る

こ
と
で
自
分
を
認
め
て
も
ら
う
い
う
か
、
褒
め
て
も
ら

え
る
わ
け
で
す
よ
。「
あ
ん
た
え
い
子
や
ね
」
っ
て
言

わ
れ
よ
う
よ
う
な
も
ん
で
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
自
分
を

思
う
て
そ
だ
て
る
幡
多
の
子
は
、
幸
せ
や
な
あ
思
い
ま

し
た
。

山
沖
：
一
方
的
に
加
害
者
が
悪
い
っ
て
言
わ
れ
る
け
ど
、

そ
の
加
害
者
の
も
っ
て
る
弱
さ
っ
て
い
う
か
切
な
さ
と

い
う
と
こ
ろ
ま
で
切
り
込
ん
だ
作
品
で
、
と
っ
て
も
深

い
な
あ
と
思
い
な
が
ら
読
ま
せ
て
も
ら
っ
た
の
で
す
が
。

虐
待
の
連
鎖
と
か
関
連
性
を
断
ち
切
る
に
は
ど
う
し
た

ら
い
い
の
で
し
ょ
う
。

中
脇
：
虐
待
を
し
た
人
か
ら
も
さ
れ
た
人
か
ら
も
話
を

聞
き
ま
し
た
。「
べ
っ
ぴ
ん
さ
ん
」
で
は
、
さ
れ
た
人

が
二
人
お
っ
て
、
一
人
は
ま
た
虐
待
を
し
て
し
ま
う
け

ん
ど
、
一
人
は
せ
ん
。「
う
ば
す
て
山
」
で
は
、
虐
待

し
た
母
親
が
年
を
取
っ
て
わ
か
ら
ん
な
っ
て
し
も
う
て

も
、
や
り
返
さ
ん
が
で
す
。
な
ぜ
か
い
う
た
ら
、
近
所

の
人
ら
あ
に
優
し
い
に
し
て
も
ろ
う
ち
ょ
う
が
で
す
ね
、

子
ど
も
の
こ
ろ
に
。
ほ
ん
で
、
自
分
を
大
事
に
思
う
こ

と
が
で
き
ち
ょ
う
が
で
す
よ
。
自
分
が
ま
ず
大
事
に
さ

れ
ち
ょ
う
け
ん
、
他
人
を
大
事
に
で
き
る
が
で
あ
っ
て
、

他
人
を
大
事
に
し
よ
う
ば
っ
か
り
い
う
が
は
、
ち
ょ
っ

と
無
理
が
あ
る
け
ん
ね
。
や
け
ん
連
鎖
を
止
め
る
い
う

が
は
、誰
や
ち
え
え
け
ん
そ
の
人
に
「
べ
っ
ぴ
ん
さ
ん
」

言
う
ち
ゃ
っ
た
ら
え
え
が
や
な
い
ろ
う
か
っ
て
。
言
わ

れ
て
育
っ
て
も
生
活
の
苦
労
と
か
、
大
変
な
こ
と
が

あ
っ
た
り
し
て
自
信
が
揺
ら
ぐ
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

け
ん
ど
そ
う
い
う
時
も
、
や
っ
ぱ
り
誰
か
が
支
え
ち
ゃ

ら
な
あ
い
か
ん
と
思
い
ま
す
。

山
沖
：
べ
っ
ぴ
ん
さ
ん
て
い
う
言
葉
を
常
に
か
け
て
も

ら
っ
て
い
た
こ
と
が
、
ど
っ
か
で
一
歩
踏
み
と
ど
ま
る

力
に
な
っ
た
。『
き
み
は
い
い
子
』
と
い
う
言
葉
が
け

も
同
じ
こ
と
で
す
よ
ね
。
次
の『
わ
た
し
を
み
つ
け
て
』

こ
れ
も
素
敵
な
作
品
で
し
た
け
ど
、
ど
こ
か
の
取
材
で
。

中
脇
：
そ
う
で
す
ね
。
児
童
養
護
施
設
に
も
行
き
ま
し

た
。
入
所
し
ち
ょ
う
子
ど
ら
あ
は
、
金
銭
的
に
も
精
神

的
に
も
生
活
面
で
も
支
え
が
な
い
け
ん
、
落
ち
着
い
て

勉
強
す
る
が
は
難
し
い
。
女
の
子
や
っ
た
ら
看
護
師
か

美
容
師
し
か
選
べ
ん
か
っ
た
り
し
て
、
選
択
肢
が
限
ら

れ
ち
ょ
る
。
人
生
の
ス
タ
ー
ト
が
他
の
人
よ
り
も
え
ら

い
後
ろ
の
方
か
ら
に
な
る
。

　

そ
れ
か
ら
、
看
護
師
い
う
仕
事
が
い
か
に
過
酷
で
、
か

つ
、
す
ば
ら
し
い
仕
事
か
い
う
こ
と
も
伝
え
た
い
と
思

う
た
が
で
す
ね
。
登
場
す
る
、
九
九
が
で
き
ん
看
護
師

い
う
が
は
偶
然
出
会
う
た
方
で
す
。
あ
ま
り
に
医
師
が

悪
り
い
に
描
か
れ
ち
ょ
う
け
ん
、
ひ
ど
す
ぎ
る
い
う
人

も
お
る
が
で
す
け
ん
ど
、
こ
れ
で
も
う
す
め
て
書
い
た

が
で
す
。
ほ
ん
ま
の
こ
と
書
い
た
ら
、
と
て
も
小
説
に

な
ら
ん
。
で
も
、
そ
ん
な
中
で
も
も
ち
ろ
ん
、
え
え
医

師
も
お
る
し
、
一
所
懸
命
に
が
ん
ば
り
よ
う
看
護
師
さ

ん
ら
あ
も
お
る
い
う
こ
と
を
書
い
て
み
ま
し
た
。

山
沖
：
素
敵
な
看
護
師
さ
ん
が
出
ま
す
ね
。

中
脇
：
そ
う
な
が
で
す
。
あ
あ
い
う
素
敵
な
看
護
師
さ
ん
、

何
人
か
の
方
に
取
材
さ
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

山
沖
：
次
の
作
品
も
、
虐
待
の
話
が
続
く
ん
で
す
か
ね
え
。

中
脇
：「
き
み
は
い
い
子
」
は
、
実
は
、
そ
も
そ
も
、
六

つ
の
短
篇
を
書
い
ち
ょ
っ
た
が
で
す
。
ほ
ん
で
、
最

初
に
書
い
た
一
篇
だ
け
を
本
に
入
れ
ん
か
っ
た
が
で
す
。



本
が
厚
う
に
な
り
す
ぎ
ま
す
け
ん
ね
。「
わ
た
し
を
み

つ
け
て
」
は
、
そ
の
一
篇
を
膨
ら
ま
し
て
、
医
療
の
問

題
に
も
切
り
込
ん
で
み
た
も
の
な
が
で
す
。
や
け
ん
、

も
う
こ
れ
で

虐
待
の
問
題

に
つ
い
て
は

書
き
き
っ
た

よ
う
に
思
い

よ
り
ま
す
。

山
沖
：
と
こ
ろ
で
、
小
説
だ
け
で
な
く
て
、
幡
多
の
昔
話

を
た
く
さ
ん
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
が
。

中
脇
：
は
い
。
も
う
、
昔
話
は
大
好
き
で
し
た
。
テ
レ
ビ

の
「
ま
ん
が
日
本
昔
ば
な
し
」、あ
れ
で
育
っ
た
世
代
で
、

で
も
、
周
り
に
昔
話
を
し
て
く
れ
る
よ
う
な
人
は
、
も

う
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
わ
た
し
に
決
定
的
な
影
響
を

与
え
た
が
は
、
こ
の
本
で
す
（『
幡
多
の
昔
話
』
の
本

を
手
に
）こ
れ
は
、「
幡
多
国
語
の
会
」の
先
生
方
が
作
っ

て
く
れ
た
昔
話
の
本
で
す
。
こ
れ
を
読
ん
だ
と
き
、
ま

あ
幡
多
の
昔
話
や
に
、
世
界
や
日
本
の
昔
話
と
同
じ
も

ん
が
あ
る
よ
と
不
思
議
に
思
う
た
が
で
す
ね
。
自
分
が

住
み
よ
う
狭
い
世
界
で
も
、
世
界
に
広
が
っ
ち
ょ
う
が

や
な
あ
。
人
は
繋
が
っ
ち
ょ
う
が
や
な
あ
と
い
う
こ
と

を
知
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
を
勉
強
し
た
い
よ
思

う
て
、
大
学
で
民
俗
学
を
勉
強
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら

幡
多
の
昔
話
を
調
べ
て
今
の
人
ら
あ
に
伝
わ
る
よ
う
に

再
話
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
も
、
福
音
館
書

店
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
雑
誌
で
「
ち
ゃ
あ
ち
ゃ
ん
の
昔
話
」
い
う

題
名
で
幡
多
の
昔
話
を
連
載
し
よ
り
ま
す
。
幡
多
は
そ

ん
な
に
広
う
な
い
で
す
け
ん
ど
、
七
百
以
上
の
昔
話
が

伝
わ
っ
ち
ょ
り
ま
す
。

山
沖
：
一
つ
話
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
。

＊
『
じ
ゃ
ん
こ
じ
ゃ
ん
こ
』（
大
方
の
昔
話
）
を
語
る
。

　

と
ん
と
ん
そ
れ
ま
で
と
。（
拍
手
）

山
沖
：
和
や
か
な
雰
囲
気
に
な
り
ま
す
ね
。
こ
ん
な
話
の

中
で
育
っ
て
い
く
子
ど
も
達
っ
て
、
虐
待
だ
と
か
、
居

場
所
が
な
く
て
お
ろ
お
ろ
と
か
じ
ゃ
な
く
て
、
ほ
ん
と

に
し
っ
か
り
と
地
に
足
が
つ
い
て
、
前
向
き
な
気
持
ち

で
生
き
て
い
け
る
。
時
間
が
来
ま
し
た
の
で
最
後
に
。

次
回
作
、
今
ど
ん
な
も
の
を
書
か
れ
て
い
る
ん
で
す
か
。

中
脇
：
昔
話
を
教
え
て
も
ら
う
が
で
幡
多
の
あ
ち
こ
ち
を

歩
い
て
い
ろ
ん
な
方
に
お
話
を
伺
い
よ
っ
た
ら
、
西
土
佐

の
人
ら
あ
が
戦
時
中
、
満
州
に
開
拓
に
行
ち
ょ
っ
た
い

う
こ
と
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
西
土
佐
開
拓
分
村

の
み
な
さ
ん
は
四
百
人
ば
あ
お
っ
た
け
ん
ど
、
生
き
て

日
本
の
土
を
踏
め
た
が
は
百
人
ば
あ
で
、
亡
く
な
っ
た

７
割
以
上
の
人
の
ほ
と
ん
ど
は
、
引
き
揚
げ
の
と
き
に

亡
く
な
ら
れ
ち
ょ
り
ま
す
。
そ
の
開
拓
団
の
子
ど
も
ら

あ
、
満
州
に
連
れ
て
い
か
れ
た
ば
っ
か
り
に
、
亡
い
な
っ

た
り
、
両
親
も
兄
弟
も
お
じ
い
ち
ゃ
ん
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

も
満
州
で
亡
く
し
て
、
一
人
で
戻
ん
て
き
た
り
し
た
が

で
す
ね
。
一
方
で
、
中
国
の
人
ら
あ
に
し
て
み
た
ら
、
家

を
と
ら
れ
土
地
も
と
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
開
拓
団
が
入

る
前
に
、
満
州
拓
殖
会
社
が
そ
う
や
っ
て
用
意
し
ち
ょ
っ

た
が
で
す
ね
。
国
策
で
す
け
ん
。
中
国
の
人
ら
あ
に
し

て
み
れ
ば
そ
う
や
し
、
韓
国
・
朝
鮮
の
人
ら
あ
に
し
て

も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
、
上
が
っ
た
声
が
あ
る
と
思
う

ん
で
す
よ
。
そ
う
い
う
、
わ
た
し
ら
あ
の
と
こ
ろ
ま
で

届
か
ん
ま
ん
ま
消
え
て
し
ま
う
よ
う
な
、
小
さ
い
声
に

耳
を
す
ま
さ
ん
と
い
か
ん
と
、
い
っ
つ
も
思
い
よ
り
ま
す
。

開
拓
団
に
行
っ
た
西
土
佐
に
や
ち
、
予
土
線
作
る
が
に

朝
鮮
人
が
連
れ
て
こ
ら
れ
ち
ょ
っ
た
。
ち
な
み
に
わ
た

し
に
「
べ
っ
ぴ
ん
さ
ん
」
い
う
て
一
番
言
う
て
く
れ
た
人

は
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
一
世
の
お
ば
あ
さ
ん
で
し
た
。

言
葉
が
ち
ご
う
て
も
土
地
が
ち
ご
う
て
も
、
人
同
士
っ

て
い
う
が
は
つ
な
が
る
が
で
す
ね
。
思
わ
ぬ
所
で
思
わ

ぬ
人
と
出
会
う
て
、
ま
た
次
の
時
代
に
な
っ
て
い
く
が

で
す
。
そ
う
い
う
話
を
今
は
書
き
よ
り
ま
す
。

山
沖
：
一
緒
に
行
か
れ
た
と
い
う
話
を
聞
い
て
い
ま
す
が
。

中
脇
：
西
土
佐
開
拓
分
村
の
み
な
さ
ん
は
２
年
に
一
回
ば

あ
満
州
に
慰
霊
の
旅
に
行
く
が
で
す
ね
。
今
年
の
五
月

に
わ
た
し
も
ま
ぜ
て
も
ろ
う
て
行
か
し
て
も
ら
い
ま
し

た
。
こ
ん
な
と
こ
ま
で
よ
う
行
っ
た
な
あ
と
、
つ
く
づ

く
思
い
ま
し
た
。
ほ
ん
ま
に
人
い
う
も
ん
は
、
空
間
も

時
間
も
越
え
れ
る
が
で
す
ね
。
言
葉
や
っ
て
越
え
れ
る
。

山
沖
：
い
つ
ご
ろ
で
き
上
が
る
ん
で
す
か
。

中
脇
：（
戦
後
）
70
年
に
合
わ
そ
う
思
う
て
、
必
死
で
書

き
よ
う
が
で
す
け
ん
ど
、
が
ん
ば
り
ま
す
。
も
し
興
味

が
あ
っ
た
ら
読
ん
で
も
ら
え
た
ら
う
れ
し
い
で
す
。

山
沖
：
ち
ょ
っ
と
キ
ナ
臭
い
に
お
い
が
し
て
い
る
の
で
、

今
こ
う
い
う
テ
ー
マ
で
書
か
れ
る
っ
て
こ
と
は
、
ほ
ん

と
う
に
大
切
や
な
と
思
い
ま
す
。楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

＊　

対
談
時
、
執
筆
中
だ
っ
た
小
説
は
『
世
界
の
果
て
の
こ

　

ど
も
た
ち
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
２
０
１
５
年
６
月
に

　

講
談
社
よ
り
刊
行
予
定
。

　
『
き
み
は
い
い
子
』
も
映
画
化
さ
れ
、
２
０
１
５
年
６
月

　

に
公
開
さ
れ
る
。

幡
多
の
昔
話
に
魅
せ
ら
れ
て

次
回
作
は
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大
方
あ
か
つ
き
館

上
林
暁
文
学
の
ふ
る
さ
と

22
第

号

あかつき館＊催し点描
第13回上林暁忌俳句大会

図書館企画展

館長奮闘記
キャンドルとアンデス音楽の夕べ

～ブログ『クジラのあくび』より～

われはゆくなり

一粒の麦、地に落ち

2014.04.22

2014.09.12

　８月24日（日）に暁忌俳句大会が、黒潮町保健
福祉センターで開催されました。
俳誌「夏爐」主宰の松林朝蒼さんが選考を務め、
上林暁大賞には、山﨑
紀美子さん（土佐清水
市）の「倒れたる稲を
刈りをり暁忌」が、他
に一志賞、暁賞など19
句が選ばれました。

　11月15日（土）、あかつき館が「mowcandle」
さん制作の千個のろうそくの光に彩られるなか、
野外ステージでは「ロ
ス・トマテス」のケー
ナなど民族楽器を使っ
たアンデス音楽が演奏
されました。

　500名を超
える方々が、
揺れる炎と郷
愁を感じさせ
る音楽に酔い
しれました。

　『胸の上に子規の書きたるヘチマの句三句唱しつつ
われはゆくなり』　植田馨先生の辞世の歌である。入
院後、わずか数日の間に70余首の歌を詠まれたとか。
　彼がいなかったら、「大方あかつき館」はなかった
かもしれないと思う。大きな柱を失い、途方にくれて
いる。が、「この印刷を頼む。」と、ひょいっと事務室を
覗いてくれるのではないかとも。心に、ぽっかりと穴が
開いたようで・・・、何だか心もとない。

　父子らしき二人連れが常設展を観ている。一声かけ
ると、息子さんが、「小学生の時、上林さんのお葬式に
行ったんですよ。」と、お父さんは、「大方中で、薔薇盗
人を読み聞かせしてもらった。」とのこと。お年を伺う
と、一学年下。同じ時期に、柿内実先生から聞かされ
ていたのだ。50年近くたった今でも、心に刻んでいる
者がここにもいる。一粒の麦が蒔かれ、私はあかつき
館に勤め、彼は感慨深げに展示に見入っている。柿内
先生も、ここまでは予測していまい。

　６/７～８/31開催。「魚のように」で、第２回
坊っちゃん文学大賞受賞。「きみはいい子」で坪
田譲治文学賞を受賞した作家・中脇初枝さんの幼
少期の写真や作文、創作メモや最終ゲラなど50
点を展示。期間中、約900名の方々が観覧しまし
た。
　また、８月17日には、「第１回文学講座」とし
て館長との対談が行われました。

特別企画展

「わたしをみつけて」
～中脇初枝・文学の軌跡～


