
エ
ッ
セ
イ
講
座
に
出
る
た
め
に
、
冬
の
〝
あ

か
ま
つ
の
道
〟
を
歩
い
た
。
松
の
枯
葉
が
敷
き

詰
め
ら
れ
た
地
面
を
歩
く
と
、
ふ
か
ふ
か
と
し

て
足
の
裏
が
よ
ろ
こ
ぶ
。
日
陰
に
は
雪
が
残
っ

て
い
る
。

冬
の
雑
木
林
は
好
き
だ
。
昔
か
ら
好
き
だ
っ

た
。
高
校
生
の
頃
に
は
、
雑
木
林
に
設
け
ら
れ

た
公
園
の
ベ
ン
チ
に
一
日
中
座
っ
て
厭
き
な

か
っ
た
。
冬
の
林
は
、
空
気
が
澄
ん
で
い
る
し
、

落
葉
樹
が
葉
を
落
と
し
て
い
る
の
で
、
園
内
を

遠
く
ま
で
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
。
人
の
声
が

静
か
で
、
か
わ
り
に
野
鳥
の
声
が
よ
く
ひ
び
く
。

「
ヒ
ッ
ヒ
ッ
ヒ
ッ
」
ジ
ョ
ウ
ビ
タ
キ
ら
し

い
啼
き
声
が
、
か
す
か
に
聞
こ
え
る
。「
カ
ッ

カ
ッ
」
と
嘴
を
鳴
ら
し
て
い
る
よ
う
な
音
も
立

て
て
い
る
。
姿
は
見
え
な
い
が
、
啼
き
な
が
ら

尾
を
細
か
く
振
っ
て
は
頭
を
下
げ
て
お
辞
儀
を

す
る
よ
う
な
動
作
を
繰
り
返
し
て
い
る
様
を
想

い
描
く
。
黒
い
翼
の
中
央
に
あ
る
白
斑
を
袴
の

紋
に
見
立
て
て
、〝
紋
付
き
鳥
〟
と
も
呼
ぶ
鳥
だ
。

ち
が
う
方
か
ら
、「
ツ
ツ
ピ
ツ
ツ
ピ
」
と
い

う
啼
き
声
が
し
て
目
を
向
け
る
と
、
白
と
黒
の

シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
が
枝
か
ら
枝
へ
と
飛
び
渡
っ
た
。

今
度
は
「
ギ
ィ
ー
ッ
」
と
扉
が
き
し
む
よ
う

な
声
が
し
た
か
と
思
う
と
、
コ
ン
コ
ン
と
木

を
叩
く
音
が
す
る
。
コ
ゲ
ラ
だ
ろ
う
。

人
が
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
、
マ
ス
ク

を
外
し
、
深
呼
吸
す
る
。
ペ
パ
ー
ミ
ン
ト
の

よ
う
な
冷
気
が
心
地
よ
い
。
藪
で
ガ
サ
ゴ
ソ
ッ

と
生
き
物
の
気
配
が
起
こ
る
。
シ
ー
、
静
か
に
。

こ
ち
ら
が
探
っ
て
い
る
よ
う
に
、
自
分
も
さ

ま
ざ
ま
な
も
の
か
ら
見
返
さ
れ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

（
自
分
は
、な
ぜ
こ
こ
に
い
る
ん
だ
ろ
う
？
）

冬
の
林
に
あ
ま
ね
く
降
り
そ
そ
が
れ
て
い
る

柔
ら
か
な
木
漏
れ
日
は
、
そ
ん
な
未
生
以
前
を

想
わ
せ
る
懐
か
し
い
感
覚
に
い
ざ
な
う
。

し
ば
ら
く
そ
う
し
て
い
る
と
、
向
こ
う
の

曲
が
り
角
に
人
影
を
み
と
め
て
、
お
も
む
ろ
に

マ
ス
ク
を
着
け
直
す
。
近
付
い
て
き
た
男
女
も
、

こ
ち
ら
に
気
付
き
、
同
じ
動
作
を
す
る
。
す
れ

違
う
と
き
に
、
無
言
で
お
辞
儀
を
し
合
い
な
が

ら
、
ど
う
ぞ
ご
無
事
で
、
と
心
の
中
で
つ
ぶ
や

い
た
。
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点
で
庭
を
歩
く
だ

け
で
も
わ
く
わ
く

す
る
。

物
語
の
冒
頭
、

ト
ム
は
弟
の
は
し

か
の
せ
い
で
親
戚

の
家
に
預
け
ら
れ
、

い
わ
ば
隔
離
生
活

を
始
め
る
。
途
中

に
通
っ
た
イ
ー

リ
ー
大
聖
堂
の
尖
塔
に
も
も
ち
ろ
ん
登
ら
せ

て
も
ら
え
な
い
。
外
で
遊
べ
な
い
状
況
の
中
、

あ
る
夜
ア
パ
ー
ト
の
裏
で
、
あ
る
は
ず
の
な

い
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
時
代
の
庭
に
迷
い
込
む
。

そ
こ
で
ト
ム
は
み
な
し
ご
で
親
戚
に
引
き
取

ら
れ
た
少
女
ハ
テ
ィ
に
出
会
う
。
隔
離
中

で
つ
い
お
じ
さ
ん
お
ば
さ
ん
に
反
抗
的
な
態

度
を
と
っ
て
し
ま
う
ト
ム
と
、
い
と
こ
に
仲

間
は
ず
れ
に
さ
れ
る
ハ
テ
ィ
が
心
を
通
わ
せ

て
い
く
。
そ
ん
な
み
ず
み
ず
し
い
ト
ム
と
ハ

テ
ィ
の
交
流
に
、
移
ろ
う
季
節
や
時
間
が
重

ね
ら
れ
、
物
語
は
重
層
的
に
奥
行
き
を
帯
び

る
。
こ
の
作
品
は
深
く
胸
に
刻
ま
れ
、
こ
れ

か
ら
ど
ん
な
本
と
出
会
え
る
だ
ろ
う
と
想
像

し
た
。

だ
が
高
校
時
代
は
新
聞
配
達
に
部
活
動
と

い
う
生
活
で
、
さ
ら
に
受
験
勉
強
も
加
わ
っ

た
。
本
を
読
む
暇
な
ど
な
く
、
文
学
の
鉱
脈

を
前
に
指
を
く
わ
え
て
い
る
と
い
う
具
合

フ
ィ
リ
パ
・
ピ
ア
ス

『
ト
ム
は
真
夜
中
の
庭
で
』 

シ
リ
ー
ズ「
私
の
一
冊
」 

第
36
回

佐
藤
厚
志

映
画
が
一
番
の
娯
楽
で
あ
っ
た
中
学
生

の
頃
、
友
人
が
本
を
薦
め
て
く
れ
た
こ
と
で

新
た
な
鉱
脈
が
開
け
た
。
学
校
の
図
書
室
で

薦
め
ら
れ
る
ま
ま
に
『
宝
島
』
や
『
十
五
少

年
漂
流
記
』
に
出
会
い
、
小
説
の
魅
力
に
と

り
つ
か
れ
た
。
そ
の
中
で
も
生
涯
忘
れ
ら
れ

な
い
ほ
ど
の
お
も
し
ろ
さ
を
味
わ
っ
た
の
が

『
ト
ム
は
真
夜
中
の
庭
で
』
で
あ
る
。『
秘

密
の
花
園
』
を
読
ん
で
い
た
私
は
ど
う
せ
似

た
よ
う
な
話
だ
ろ
う
と
高
を
く
く
っ
て
い
た

が
予
想
外
の
衝
撃
だ
っ
た
。

作
者
は
フ
ィ
リ
パ
・
ピ
ア
ス
と
い
う
英
国

の
作
家
で
、
幼
い
時
に
広
い
庭
園
を
持
つ
邸

宅
で
育
ち
、
そ
の
記
憶
が
作
品
に
美
し
い
自

然
描
写
と
し
て
存
分
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

庭
の
イ
チ
イ
や
も
み
の
木
、
ハ
シ
バ
ミ
の
切

り
株
、
植
木
を
ア
ー
チ
状
に
切
り
抜
い
た
小

径
や
日
時
計
の
あ
る
小
径
、
レ
ン
ガ
塀
、
温

室
、
果
樹
園
、
牧
場
。
と
に
か
く
ト
ム
の
視

だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
ど
う
に
か
小
説
に
触
れ

よ
う
と
、
授
業
中
に
カ
フ
カ
や
ジ
ュ
ー
ル
・

ヴ
ェ
ル
ヌ
を
読
ん
で
教
員
に
頭
を
叩
か
れ
た

り
し
た
。
当
然
成
績
は
悪
か
っ
た
。
そ
ん
な

折
、
所
属
し
て
い
た
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
部
で
は

反
抗
的
な
態
度
を
理
由
に
顧
問
か
ら
や
め
る

よ
う
に
言
い
渡
さ
れ
た
。
ど
こ
か
の
部
へ
の

所
属
が
義
務
だ
っ
た
の
で
仕
方
な
く
美
術
部

に
入
っ
た
が
、
仕
方
な
く
来
た
も
の
に
居
場

所
は
な
か
っ
た
。
持
病
の
ア
ト
ピ
ー
の
せ
い

も
あ
っ
て
居
場
所
の
な
い
高
校
生
活
は
辛
い

も
の
で
、
本
だ
け
が
癒
や
し
に
な
っ
た
。

高
校
卒
業
後
、
ど
う
に
か
滑
り
込
ん
だ

大
学
で
も
や
は
り
居
場
所
を
見
つ
け
る
の
に

苦
労
し
、
い
つ
も
ひ
と
り
で
リ
ュ
ッ
ク
を
背

負
っ
て
キ
ャ
ン
パ
ス
を
う
ろ
う
ろ
し
て
い
た
。

あ
る
時
、
岩
波
少
年
文
庫
か
ら
新
版
と
し
て

出
た
『
ト
ム
は
真
夜
中
の
庭
で
』
に
再
び
出

会
っ
た
。
文
学
の
中
で
は
当
た
り
前
の
こ
と

が
当
た
り
前
で
な
い
。
仲
間
は
ず
れ
の
も
の
、

つ
ま
は
じ
き
も
の
、
や
っ
か
い
も
の
が
物
語

の
中
心
に
あ
っ
た
。
そ
ん
な
登
場
人
物
に
出

会
う
と
、
ど
こ
に
も
な
じ
め
な
い
自
分
を
重

ね
、
救
い
に
な
っ
た
。
い
い
本
と
出
会
う
と
、

居
場
所
を
見
つ
け
づ
ら
い
こ
の
世
に
も
、
必

ず
生
き
て
い
て
よ
い
と
思
え
る
場
所
が
あ
る

よ
う
な
気
が
し
て
く
る
。『
ト
ム
は
真
夜
中

の
庭
で
』
も
私
に
と
っ
て
そ
う
い
う
か
け
が

え
の
な
い
大
切
な
本
だ
。

私
の
初
め
て
の
単
行
本
『
象
の
皮
膚
』

（
新
潮
社
）
で
は
、
書
店
員
で
あ
り
、
ア

ト
ピ
ー
に
悩
む
主
人
公
凜
の
愛
読
書
と
し

て
『
ト
ム
は
真
夜
中
の
庭
で
』
が
登
場
す

る
。
さ
ら
に
最
終
盤
、
凜
は
痒
み
に
悶
え
な

が
ら
心
を
解
き
放
と
う
と
、
突
飛
な
行
動
へ

向
か
う
の
だ
が
、
そ
こ
で
ト
ム
と
ハ
テ
ィ
が

ス
ケ
ー
ト
で
川
を
下
っ
て
い
く
シ
ー
ン
を
重

ね
、
伸
び
や
か
な
表
現
を
目
指
し
た
。
結
果

的
に
賛
否
両
論
あ
っ
た
が
、
ア
ト
ピ
ー
患
者

が
誰
に
も
打
ち
明
け
ら
れ
ず
に
抱
え
て
い
る

感
情
を
う
ま
く
表
現
で
き
た
と
思
う
。

ト
ム
は
真
夜
中
の
庭
で
遊
ぶ
こ
と
を
、
自

分
ひ
と
り
だ
け
の
体
験
の
よ
う
に
感
じ
て
い

る
が
、
実
際
は
庭
を
通
じ
て
過
去
と
未
来
の

人
間
と
心
を
通
わ
せ
る
。
そ
の
行
為
は
読
書

と
似
て
い
る
。
私
は
一
九
五
八
年
に
英
国
で

版画：明才
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（2000年　岩波書店）

書
か
れ
た
こ
の
本
を
読
ん
で
、
知
ら
な
い
時

代
の
、
知
ら
な
い
土
地
の
、
知
ら
な
い
人
物

に
思
い
を
馳
せ
て
心
を
動
か
し
た
。
読
書
は

本
を
通
じ
て
作
者
と
読
者
が
時
空
を
超
え
て

相
互
に
イ
メ
ー
ジ
を
交
換
し
合
う
高
度
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

作
家
は
物
語
を
語
り
、
読
者
は
そ
れ
を
想
像

力
と
深
い
共
感
を
持
っ
て
受
け
と
め
る
。

と
こ
ろ
で
仙
台
城
で
は
Ｖ
Ｒ
ス
コ
ー
プ
を

使
っ
て
四
百
年
前
の
景
色
を
パ
ノ
ラ
マ
画
像

で
楽
し
め
る
そ
う
だ
。
と
い
う
こ
と
は
ヴ
ィ

ク
ト
リ
ア
朝
時
代
の
風
景
を
、
ト
ム
が
見
た

よ
う
に
再
現
す
る
こ
と
も
技
術
的
に
は
可
能

だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
ト
ム
と
ハ
テ
ィ
の
時

空
を
越
え
た
交
流
は
い
く
ら
デ
ジ
タ
ル
で
も

無
理
で
あ
る
。
我
々
は
本
を
読
ん
で
想
像
力

を
フ
ル
に
働
か
せ
て
体
験
す
る
し
か
な
い
。

そ
れ
が
読
書
の
醍
醐
味
で
も
あ
る
。

本
は
癒
や
し
だ
と
書
い
た
が
、
結
局
は
誰

し
も
本
の
世
界
を
離
れ
て
現
実
世
界
と
常
に

対
峙
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
ハ
テ
ィ
が
囲

わ
れ
て
安
全
な
庭
を
出
て
ス
ケ
ー
ト
で
川
を

下
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
。「
ト
ム
は
、
自
由

に
な
り
た
い
と
い
う
じ
ぶ
ん
の
あ
こ
が
れ
が

胸
の
な
か
で
ふ
く
れ
あ
が
り
、
部
屋
の
な
か

で
大
き
く
ふ
く
れ
あ
が
り
、
し
ま
い
に
は
爆

発
し
て
壁
を
つ
き
破
り
、
じ
ぶ
ん
を
ほ
ん
と

う
に
自
由
に
し
て
く
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い

か
と
思
っ
た
。」
感
染
症
の
拡
大
で
実
際
に

顔
を
合
わ
せ
て
の
交
流
が
か
け
が
え
の
な
い

も
の
だ
と
痛
感
せ
ら
れ
る
今
、
隔
離
中
の
ト

ム
の
そ
ん
な
呟
き
が
思
い
出
さ
れ
る
。
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３
年
前
ま
で
小
学
校
の
教
員
を
し
て
い
た
私
は
、
あ
る

時
か
ら
不
眠
症
に
陥
り
、
夜
中
の
３
時
に
は
目
を
覚
ま
し

机
に
向
か
っ
て
丸
付
け
を
し
た
り
、
教
材
の
準
備
を
し
て

か
ら
出
勤
す
る
と
い
う
の
が
日
課
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
し
て
そ
の
習
慣
が
未
だ
に
抜
け
切
ら
ず
に
い
る
。
し
か

し
日
中
の
騒
が
し
さ
と
は
対
照
的
に
、
静
か
な
明
け
方
ま

で
の
一
時
は
、
今
も
私
に
と
っ
て
は
大
切
な
時
間
と
な
っ

て
い
る
。
明
け
方
前
ベ
ラ
ン
ダ
に
出
て
夜
空
の
星
々
や
星

座
を
眺
め
た
り
、
中
で
も
東
の
空
に
三
日
月
と
は
逆
向
き

の
26
番
目
の
月
を
見
つ
け
た
時
は
、
思
わ
ず
見
入
っ
て
し

ま
い
心
和
ん
で
く
る
。

　

教
員
時
代
は
高
学
年
の
理
科
を
教
え
る
こ
と
が
多
く
、
中

で
も
月
の
学
習
に
は
自
分
な
り
に
工
夫
し
て
き
た
。
だ
か

ら
月
を
見
つ
け
る
と
嬉
し
く
な
る
。
し
か
し
26
番
目
の
月

は
嬉
し
さ
よ
り
も
、
儚
さ
、
寂
し
さ
と
い
う
も
の
を
感
じ
る
。

そ
れ
は
間
も
な
く
消
え
ゆ
く
蝋
燭
の
炎
の
最
後
の
煌
め
き

に
も
似
て
い
る
。
人
の
一
生
に
例
え
る
な
ら
ば
、
命
が
燃

え
尽
き
る
前
の
微
か
な
心
臓
の
鼓
動
、
呼
吸
に
も
似
て
い

て
、
切
な
い
気
持
ち
に
も
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
20
年
前

に
亡
く
な
っ
た
、
父
の
最
後
の
姿
と
も
重
な
っ
て
く
る
。

　

私
が
教
員
に
な
っ
た
の
は
、
父
が
小
学
校
の
教
員
を
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
が
大
き
い
。
た
だ
父
は
私
と
違
い
ハ

ン
サ
ム
で
頭
が
よ
く
、
多
才
で
、
意
志
の
強
い
人
で
あ
っ

た
。
し
か
し
若
い
頃
に
肺
を
患
い
、
片
方
の
肺
が
機
能
し

て
い
な
い
状
態
で
日
常
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め

か
、
ち
ょ
っ
と
し
た
風
邪
が
原
因
で
肺
炎
を
併
発
し
入
院

生
活
を
送
る
こ
と
と
な
っ
た
。
呼
吸
困
難
に
な
っ
た
父
は

気
管
を
切
開
し
、
チ
ュ
ウ
ブ
で
直
接
酸
素
を
送
り
込
ま
な

け
れ
ば
生
命
を
維
持
で
き
な
い
状
態
と
な
っ
て
し
ま
い
、

そ
れ
で
も
半
年
間
は
辛
う
じ
て
会
話
が
で
き
た
。
し
か
し

食
事
を
喉
に
詰
ま
ら
せ
た
こ
と
で
意
識
を
な
く
し
た
父
は
、

そ
の
後
半
年
間
、
目
を
覚
ま
す
こ
と
な
く
寝
た
き
り
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
私
は
心
配
で
毎
日
仕
事
を
早
め
に
終

え
、
病
院
に
駆
け
付
け
た
。
奇
跡
を
信
じ
て
、
目
を
覚
ま

さ
ぬ
父
の
顔
を
見
つ
め
、
酸
素
が
送
り
込
ま
れ
る
一
定
リ

ズ
ム
の
機
械
音
を
聞
き
、
心
臓
の
拍
動
を
示
す
波
動
曲
線

を
見
つ
め
る
ば
か
り
の
日
が
続
い
た
。
そ
し
て
天
気
が
良

け
れ
ば
、
帰
り
際
、
病
院
の
屋
上
に
立
ち
寄
っ
て
月
を
眺

め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
月
の
神
秘
な
光
は
奇
跡
を
起

こ
し
て
く
れ
る
よ
う
な
気
が
し
た
か
ら
だ
。
し
か
し
そ
ん

な
願
い
も
届
か
ず
、
父
は
静
か
に
旅
立
っ
て
い
っ
た
。
ち
ょ

う
ど
夜
明
け
の
光
で
消
え
て
ゆ
く
東
の
空
の
26
番
目
の
月

の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

し
ば
ら
く
し
て
父
の
遺
品
を
整
理
し
て
い
た
際
、
父
が

書
き
残
し
た
文
章
が
見
つ
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
体
の
弱
い

自
分
が
ま
さ
か
３
人
も
子
供
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
と
は

思
わ
な
か
っ
た
。
と
て
も
幸
せ
を
感
じ
る
。
と
い
う
こ
と

が
綴
ら
れ
て
い
る
文
章
だ
っ
た
。
私
は
あ
ら
た
め
て
涙
が

あ
ふ
れ
て
き
た
。

　

未
だ
コ
ロ
ナ
の
終
息
を
見
な
い
中
、
月
は
美
し
い
光
を

放
っ
て
く
れ
て
い
る
。
そ
し
て
明
け
方
久
し
ぶ
り
に
26
番

目
の
月
「
有
明
の
月
」
を
見
た
。
有
明
の
月
は
微
か
に
、

で
も
優
し
く
輝
い
て
い
た
。
私
は
父
の
こ
と
を
思
い
出
し
、

両
手
を
合
わ
せ
た
。

　
昨
年
二
〇
二
一
年
は
、
仙
台
出
身
の
詩
人
・
土
井
晩
翠
の
作
詩
に
よ
る
名
曲
「
荒

城
の
月
」
が
発
表
さ
れ
て
一
二
〇
年
、
ま
た
晩
翠
生
誕
一
五
〇
年
の
節
目
の
年
で
し

た
。
そ
れ
を
記
念
し
、
仙
台
市
・
仙
台
文
学
館
で
は
、
み
な
さ
ま
か
ら
「
月
」
に
ま

つ
わ
る
エ
ッ
セ
イ
作
品
を
募
集
し
ま
し
た
。

　
同
年
七
月
か
ら
九
月
ま
で
の
募
集
期
間
内
に
全
国
か
ら
二
〇
六
編
の
作
品
が
寄
せ

ら
れ
、
当
館
館
長
・
佐
伯
一
麦
に
よ
る
選
考
の
結
果
、
十
二
月
、
最
優
秀
賞
一
作
品
、

優
秀
賞
二
作
品
が
決
定
し
ま
し
た
。

　

こ
の
度
は
す
ば
ら
し
い
賞
を
い
た
だ

き
大
変
光
栄
に
思
っ
て
い
ま
す
。
今
回

月
に
ま
つ
わ
る
エ
ッ
セ
イ
の
募
集
を

知
っ
た
の
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
中
開
催
さ

れ
た
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
終
盤
、
ア

ス
リ
ー
ト
た
ち
の
活
躍
に
心
奪
わ
れ
て

い
た
頃
で
し
た
。
自
分
と
し
て
も
何
か

に
挑
戦
し
た
い
と
思
い
、
エ
ッ
セ
イ
を

応
募
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
季
節

は
移
り
寒
さ
厳
し
い
冬
と
な
り
ま
し
た

が
、
変
わ
ら
ず
優
し
く
光
る
月
に
も
感

謝
の
気
持
ち
を
伝
え
た
い
で
す
。
改
め

ま
し
て
こ
の
度
は
誠
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

最
優
秀
賞　

「
26
番
目
の
月
」 （「
有
明
の
月
（
26
番
目
の
月
）」
を
改
題
）

　

木
野
田 

博
彦 （
き
の
だ 

ひ
ろ
ひ
こ
）　
63
歳　

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
在
住

優
秀
賞

「
タ
マ
ち
ゃ
ん
と
満
月
」　

　

中
村 

優
子 （
な
か
む
ら 

ゆ
う
こ
）　
48
歳　

宮
城
県
仙
台
市
在
住

優
秀
賞

「
武
蔵
野
」　

　

五
十
嵐 

真
紀 （
い
が
ら
し 

ま
き
）　
48
歳　

宮
城
県
仙
台
市
在
住

2021 年 1 月下旬から 3 月下旬まで、「月にまつ
わるエッセイ」入賞作品 3 編のパネル展示を仙
台文学館と晩翠草堂で開催しました。

「
26
番
目
の
月
」
　    

木
野
田
博
彦

最
優
秀
賞
を
受
賞
し
た

木
野
田
博
彦
さ
ん
の
コ
メ
ン
ト

文学館での展示の様子

晩翠草堂は「荒城の月」の作者・土
井晩翠が晩年を過ごした家で、一般
公開されています。
仙台市青葉区大町1-2-2
開館時間9：00～17：00
月曜・年末年始は休館                         DOI B

AN

S
U

I

「
月
に
ま
つ
わ
る
エ
ッ
セ
イ
」
入
賞
作
品
決
定

作品募集概要

最
優
秀
賞
受
賞
作
品

※
入
賞
作
品
全
文
は
仙
台
文
学
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。
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土井晩翠と「荒城の月」
「春高楼の花の宴　めぐる盃かげさして」の
歌詞で知られる唱歌「荒城の月」は、1901

（明治 34）年、東京音楽学校（現在の東京藝
術大学）が中学校用の教科書として編集・発
行した『中学唱歌』に初めて登場しました。
以来、晩翠による格調高
い言葉の響きと、滝廉太
郎作曲の情感あふれるメ
ロディーによって、「日
本の歌」を代表する一曲
として親しまれています。

　

作
家
の
椎
名
誠
さ
ん
は
、
一
九
七
九
年
に
エ
ッ
セ
イ
集

『
さ
ら
ば
国
分
寺
書
店
の
オ
バ
バ
』
で
デ
ビ
ュ
ー
し
て
以
来
、

四
〇
年
以
上
に
わ
た
り
約
三
〇
〇
冊
に
の
ぼ
る
著
書
を
世

に
送
り
出
し
て
き
ま
し
た
。

　

な
か
で
も
「
旅
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品
群
は
椎
名
さ

ん
の
代
名
詞
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。
少
年
時
代
に
探
検
記

椎名 誠
1944 年、東京都生まれ。会社員を経て作家とな

り、独自の文体によるエッセイや国内外の旅行

記、私小説・SF 小説など幅広いジャンルの作品

で人気を博す。1988 年『犬の系譜』で吉川英治

文学新人賞、1990 年『アド・バード』で日本

SF 大賞受賞。写真家、映画監督としても活躍。

「椎名誠 旅する文学館」ウェブサイト

https://www.shiina-tabi-bungakukan.com/

【ご来館のみなさまへのお願い】
○体調がすぐれない場合はご来館をお控えください。
○館内ではマスクの着用をお願いします。
○ご入館の際、サーマルカメラでの検温、手洗い、手指の消毒にご協力ください。
○会場の三密（密閉・密集・密接）を避けるため、入場制限をさせていただく場合があります。

【おことわり】
新型コロナウイルス感染症の状況により、展示の予
定・内容が変更になる場合があります。
変更が生じた場合は、当館ホームページ、SNS等で
お知らせする予定です。

予
告

特
別
展

「
椎
名
誠 

旅
す
る
文
学
館

 

in 

仙
台 

２
０
２
２
」

S e n d a i
L i t e r a t u r e
M u s e um
N ew s

旅にまつわる品々　
上：楼蘭探検の際に使用した万能食器
下：インドで入手した
　  リクシャ（人力車）のラッパ　

会　　期＝2022年4月23日（土）～ 6月26日（日） 
　　　　　休館日：毎週月曜日、4月28日（木）、5月6日（金）、
                                5月26日（木）、6月23日（木）
開館時間＝9：00～17：00（展示室への入場は16：30まで） 
会　　場＝仙台文学館 企画展示室
観 覧 料＝一般810円、高校生460円、小・中学生230円（各種割引あり） 

世界各地を
歩き回った愛用の靴

旅の取材ノート

特別展「椎名誠 旅する文学館 in 仙台2022」 

を
愛
読
し
た
椎
名
さ
ん
は
、
作
家
と

な
っ
て
か
ら
国
内
外
各
地
に
足
を
運
び
、

そ
の
風
土
や
人
々
の
暮
ら
し
を
体
当
た

り
で
取
材
。
そ
れ
ら
の
体
験
を
独
自
の

文
体
で
綴
っ
た
著
作
に
は
、
多
く
の

フ
ァ
ン
が
い
ま
す
。

　

今
回
の
展
示
で
は
、
椎
名
さ
ん
の
旅

の
軌
跡
を
た
ど
り
な
が
ら
、
旅
で
手
に

入
れ
た
品
々
や
自
身
が
撮
影
し
た
写
真

な
ど
を
通
し
て
、
椎
名
作
品
の
魅
力
と

旅
の
醍
醐
味
を
お
伝
え
し
ま
す
。
ま
た
、

若
い
頃
に
制
作
し
た
雑
誌
、
取
材
ノ
ー

ト
な
ど
、
作
家
の
息
づ
か
い
が
感
じ
ら

れ
る
資
料
を
公
開
し
ま
す
。

　

自
由
な
移
動
が
い
ま
だ
困
難
な
状
況
に
あ
る

現
在
、
旅
心
を
大
い
に
刺
激
す
る
椎
名
ワ
ー
ル

ド
。
こ
の
展
示
が
、
み
な
さ
ん
の
来
た
る
旅
の

ガ
イ
ド
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

少年時代からの憧れの地であった、中国・楼蘭のストゥーパの前で（1988年）

　

月
は
四
季
を
通
し
て
私
た
ち
の
生
活
と
密
接
な
関
わ
り

を
持
つ
と
同
時
に
、
名
月
な
ど
秋
を
代
表
す
る
景
物
で
あ

る
。
ま
た
、
月
齢
に
よ
っ
て
そ
の
姿
を
変
え
る
様
は
、
古

今
東
西
、
死
と
再
生
の
象
徴
と
さ
れ
て
き
た
。

　

応
募
作
の
中
で
多
か
っ
た
内
容
は
、
子
供
の
頃
に
見
た

月
の
思
い
出
や
、
月
に
ま
つ
わ
る
身
内
や
友
人
の
死
に
つ

い
て
書
か
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
英
語
教
師
時

代
の
夏
目
漱
石
が
「I love you
」
を
「
月
が
き
れ
い
で
す

ね
」
と
訳
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
ま
つ
わ
る
話
が
数

篇
あ
り
、
興
を
惹
か
れ
た
。

　

月
に
ま
つ
わ
る
人
生
上
の
一
大
事
が
描
か
れ
た
作
品
も

い
く
つ
か
あ
っ
た
。
出
来
事
の
切
実
さ
は
強
く
伝
わ
っ
て

来
た
も
の
の
、
月
の
光
が
イ
メ
ー
ジ
に
と
ど
ま
っ
て
い
た

り
、「
そ
の
日
は
満
月
だ
っ
た
」
と
書
か
れ
る
だ
け
で
、
月

に
つ
い
て
の
観
察
や
描
写
、
考
察
が
な
い
も
の
は
、
月
が

テ
ー
マ
の
エ
ッ
セ
イ
と
し
て
は
、
や
や
物
足
り
な
い
、
と

感
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　

最
優
秀
賞
の
「
26
番
目
の
月
」
は
、
文
章
の
語
句
の
重

な
り
な
ど
が
気
に
な
っ
た
が
、
も
っ
と
も
月
に
つ
い
て
具

体
的
に
踏
み
込
ん
で
書
い
て
い
る
点
を
高
く
評
価
し
た
。

三
日
月
と
反
対
側
が
光
り
、
新
月
へ
と
細
っ
て
い
く
、
東

の
空
に
浮
か
ぶ
二
十
六
夜
の
月
の
こ
と
が
、
作
者
の
体
験

や
観
察
を
通
し
て
よ
く
描
か
れ
て
い
た
。
不
眠
症
に
か
か
っ

て
有
明
の
月
を
見
て
い
た
り
、
小
学
校
の
教
員
と
し
て
理

科
を
教
え
て
い
た
と
い
う
職
業
柄
、
科
学
的
に
も
月
を
捉

え
て
お
り
、〈
ち
ょ
う
ど
夜
明
け
の
光
で
消
え
て
ゆ
く
〉
26

番
目
の
月
を
、
父
の
最
後
の
姿
に
重
ね
合
わ
せ
る
想
念
に

は
、
深
く
感
じ
入
ら
さ
れ
た
。
ち
な
み
に
、
江
戸
時
代
に

は
二
十
六
夜
待
ち
と
い
う
風
習
が
あ
り
、
陰
暦
正
月
と
七

月
の
二
十
六
日
の
夜
に
は
、
月
光
の
中
に
弥
陀
・
観
音
・

勢
至
の
三
尊
が
現
れ
る
と
言
い
伝
え
ら
れ
、
月
の
出
る
の

を
待
っ
て
拝
む
こ
と
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
と
い
う
。

　

優
秀
賞
の
「
タ
マ
ち
ゃ
ん
と
満
月
」
は
、
子
育
て
に
ま

つ
わ
る
月
の
話
。
幼
稚
園
児
の
息
子
が
言
い
出
す
〈
我
儘

に
な
っ
た
時
は
タ
マ
ち
ゃ
ん
が
く
る
ん
だ
よ
〉
と
い
う
、
タ

マ
ち
ゃ
ん
と
い
う
存
在
そ
の
も
の
の
発
想
が
面
白
く
、
文

章
も
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
だ
っ
た
。
狼
男
な
ど
で
も
知
ら
れ
る

満
月
が
持
っ
て
い
る
不
思
議
な
力
、
人
間
や
生
き
も
の
た

ち
に
及
ぼ
す
作
用
を
、
子
供
も
感
じ
取
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

も
う
一
つ
の
優
秀
賞
の
「
武
蔵
野
」
は
、
月
と
薄
を
モ

チ
ー
フ
に
し
た
〝
武
蔵
野
〟
と
い
う
着
物
の
柄
か
ら
想
起

さ
れ
た
、
お
月
見
の
薄
と
り
を
巡
る
思
い
出
が
描
か
れ
て

い
る
。
実
家
の
隣
に
住
ん
で
い
た
〝
第
二
の
母
〟
の
よ
う

な
お
ば
ち
ゃ
ん
と
の
薄
と
り
を
母
が
断
っ
た
こ
と
と
、
そ

の
後
の
病
気
の
因
縁
な
ど
、
お
ば
ち
ゃ
ん
と
の
出
来
事
を

き
っ
か
け
と
し
て
他
者
へ
の
想
像
力
が
働
い
て
い
た
。
最

後
に
は
、
真
夜
中
に
な
っ
て
雲
間
か
ら
覗
い
た
今
年
の

十
五
夜
の
月
が
、〈
天
高
く
に
小
さ
く
、
そ
し
て
眩
し
い
ほ

ど
の
白
く
丸
い
月
が
冴
え
冴
え
と
光
っ
て
い
た
〉
と
素
直

な
文
章
で
し
っ
か
り
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。

　

惜
し
く
も
受
賞
に
は
洩
れ
た
が
、
印
象
に
残
っ
た
作
品

は
ほ
か
に
も
多
か
っ
た
。
月
に
白
く
照
ら
さ
れ
た
滑
走
路

の
よ
う
な
道
を
駆
け
る
「
月
に
鳴
く
虫
」、
山
で
月
明
か
り

に
助
け
ら
れ
た
出
来
事
を
描
い
た
「
月
夜
の
散
歩
」、
満
月

に
お
ね
し
ょ
の
思
い
出
が
蘇
る
「
お
月
さ
ま
は
知
っ
て
い

る
」、
産
婆
さ
ん
だ
っ
た
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
姿
が
印
象
的
な

「
月
の
帳
面
」、
月
に
ま
つ
わ
る
数
奇
な
運
命
を
描
い
た
「
妻

は
月
よ
り
の
使
者
」、
母
と
の
意
外
性
の
あ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
鮮
や
か
な
「
お
月
さ
ん
、
電
気
つ
い
て
る
」、
ゲ
ー
テ

に
つ
い
て
語
っ
た
中
学
校
の
国
語
教
師
を
端
正
な
文
章
で

綴
っ
た
「
月
の
光
」
な
ど
…
…
。

　

ま
た
、
若
い
世
代
か
ら
の
応
募
作
で
は
、
幼
稚
園
児
と

祖
父
と
の
月
を
巡
る
や
り
と
り
を
掌
篇
小
説
風
に
綴
っ
た

「
あ
り
あ
け
の
つ
き
」、
月
へ
の
考
察
に
独
自
性
の
あ
る
「
形

を
変
え
て
」、
太
宰
の
短
篇
の
一
節
に
出
て
く
る
月
に
目
を

と
め
た
「
潜
む
怠
惰
」
を
興
味
深
く
読
ん
だ
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
月
を
友
と
し
て
暮
ら
し
て
い
た
だ
け
ま

す
よ
う
。

土井晩翠
（1871～1952）
仙台市出身。
詩人・英文学者。

晩翠直筆
「荒城の月」の
色紙

  

佐
伯
一
麦

「
月
に
ま
つ
わ
る
エ
ッ
セ
イ
」
選
評
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JR仙台駅

仙台文学館

仙台駅

あおば通駅

北仙台駅 台原駅

勾当台
公園駅

旭ヶ丘駅

至泉中央

台原
森林
公園

JR仙山線

JR仙石線

東北新幹線●県庁

　日立
　システムズ
●ホール仙台

●

市役所●

科学館●

バス停  
（北根二丁目・文学館前）

定禅寺通り

地下鉄南北線

地下鉄東西線

青葉通り

北郵便局

N

カフェ ひざしの杜
お食事、デザート、各種お飲み物などを
ご用意しています。
お得なランチメニューもあります♪

［営業時間］
10：00～16：00（ラストオーダー15：50）
※ランチは10：00～14：00
TEL 022-219-1341

③目撃されたキツネたち（写真提供：カ
フェひざしの杜）。北根の森の豊かさ
を実感します。

文
学
館

日
誌

2021年8月～2022年2月

この印刷物はリサイクルできます。

〒 981- 0902  仙台市青葉区北根 2-7-1　
TEL 022 -271- 3020   FAX 022 -271- 3044

https://www.sendai-lit.jp/

公益財団法人
仙台市市民文化事業団

仙 台 文 学 館
第四十二号

「仙台文学館 ニュース」の
バックナンバーを
掲載しています。

交通のごあんない

■バス利用の場合
〈宮城交通バス〉
○仙台駅西口バスプール2～4番乗り場 
　仙台北・泉地区方面行
　（北山トンネル経由を除く）

〈市営バス〉
○仙台駅西口バスプール4番乗り場 
　八乙女駅行
※いずれも「北根二丁目・文学館前」下車

■地下鉄利用の場合
地下鉄南北線「台原駅」下車、
南1番出口より徒歩約25分

（台原森林公園内あかまつの道経由）
※山道です。雨天時は道が滑りやすく
　なりますので、ご注意ください。

■駐車場40台（無料）
台数に限りがございます。なるべく
公共交通機関をご利用ください。

12月 18～
26日

仙台市内のミュージアムによる展示・体験の
催し「ミュージアムユニバース」（会場：せんだ
いメディアテーク）に出展。

 23日 2階正面玄関前に毎年恒例の「伝統門松」が
設置され、お客様をお出迎え（2月13日まで）。

1月 5日 常設展示室特集展示コーナーにて、土井八枝
（土井晩翠夫人）を紹介。

10日 20回目となる「100万人の年賀状展」開幕（2
月13日まで）。

12日 館内のカフェ「ひざしの杜」のテラスでキツネ
2頭を目撃。〈写真③〉

15日 企画展「高山樗牛と土井晩翠 『瞑想の松』物
語」、同時開催展「怪談作家・杉村顕

けんどう

道 その生
涯と交友」オープン（3月21日まで）。

18日 「月にまつわるエッセイ」入賞作品を当館ホー
ムページ上で発表。その後、入賞作品パネル
展を当館および晩翠草堂で開催（3月末まで）。

2月 　4日 敷地内で再びキツネが目撃される。
11日 企画展「高山樗牛と土井晩翠 『瞑想の松』物

語」の関連イベント 朗読と音楽の調べ「土井
晩翠作品を味わう」開催。〈写真④〉

8月 1日 「こども文学館えほんのひろば　みちのく妖
怪ツアー展」関連イベントとして、佐々木ひと
みさん、野泉マヤさん、堀米薫さんによる鼎談

「東北妖怪談義」を開催。
7日 同じく「みちのく妖怪ツアー展」関連イベント

として、「北根の森の草木であそぼう」を開催。
22日 「みちのく妖怪ツアー展」会期終了。
30日 新型コロナウイルス感染症に関し、宮城県独

自の緊急事態宣言発出により臨時休館となる
（9月13日まで）。

9月 14日
　

宮城県独自の緊急事態宣言がまん延防止等
重点措置に移行したのに伴い開館。

18日 特別展「『ぼのぼの』連載35周年記念 ぼのぼ
のたちの杜」オープン（11月28日まで）。

20日 館長の佐伯一麦がホストを務めるトークイベ
ント「北根ダイアローグ」開催（ゲスト：いがら
しみきお）。

10月 1日 当館がロケ地となった映画「護られなかった
者たちへ」劇場公開。それを記念し、館内でロ
ケ地パネル展を開催（11月末まで）。〈写真①〉

9日 仙台市内の7つのミュージアムを巡る「歴ネッ
トクイズラリー」が始まる（1月30日まで）。

17日
　

小・中学生の詩作品を対象にした第62回「晩
翠わかば賞・晩翠あおば賞」の贈呈式を挙行。

11月 9～11日、
16～18日

仙台市内の中学校2校の生徒が当館で職場
体験を実施。

12日 11月9日に亡くなった作家・瀬戸内寂聴さん
の追悼コーナーを設置。〈写真②〉

19日 土井晩翠生誕150年、「荒城の月」発表120年
を記念して制作した動画「うちでうたおう荒
城の月」の配信を開始（仙台市公式YouTube
チャンネル「せんだいTube」にて）。

12月 2日 仙台で初雪を観測。今冬は雪が多く、この日
以後何度か敷地の雪かきを実施することに。

8日 仙台市名誉市民の洋画家・杉村惇の作品展
「海の韻律」を3階企画展示室で開催（12月
23日まで）。

① 宮 城 県 内で撮 影された「 護られな
かった者たちへ」。中山七里さん原作
の社会派ミステリーであり、数々の映
画賞に輝いた作品に関わることができ
たことは、良い記念となりました。

②当館では2008年、特別展「瀬戸内寂
聴展～生きることは愛すること」を開
催。会期中に実施した寂聴先生ご本人
による「ミニ説法」は、当館イベント史
上最多の観客動員数を記録しました。

④俳優の茅根利安さんによる朗読と、
橘寿好さんによるお琴の演奏で、土井
晩翠の詩の世界をたっぷりと味わって
いただきました。
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