
新 潟 市

新
潟
市
ゆ
か
り
の
作
家
で
あ
る
坂
口
安
吾
は
、

文
学
を
は
じ
め
多
く
の
分
野
に
お
い
て
何
事

に
も
一
生
懸
命
に
挑
み
続
け
る
人
で
あ
っ
た
。

坂
口
安
吾
生
誕
百
年
で
あ
る
本
年
、
挑
戦
者

を
応
援
す
る
都
市
風
土
を
育
み
全
国
に
発
信

す
る
た
め
、
安
吾
の
精
神
を
具
現
し
さ
ま
ざ

ま
な
分
野
で
挑
戦
し
続
け
る
こ
と
に
よ
り
、

わ
た
し
た
ち
日
本
人
に
喝
を
与
え
た
個
人
ま
た

は
団
体
を
表
彰
す
る
「
安
吾
賞
」
を
創
設
し
た
。



選 考 委 員

野田一夫　新井満　池田弘　猪口孝　

河田珪子　齋藤正行　坂口綱男　古海正子

新潟市長　篠田昭

宣 言 書

坂口安吾が生まれ、青春の思索を育んだ地である新潟市から

世俗の権威にとらわれずに本質を提示し

反骨と飽くなき挑戦者魂の安吾精神を発揮する

現代の安吾に光を当てたい。

日本人に大いなる勇気と元気を与え

明日への指針を指し示すことで現代の世相に喝を入れる

人物や団体に［安吾賞］を贈ることを

ここに宣言する。

2006年2月17日　安吾忌に寄せて

安
吾
賞
の
劈へ

き
と
う頭
を
飾
る
日
本
人

推
薦
人
代
表　

松
岡
正
剛　

編
集
工
学
研
究
所
所
長

　

私
は
越
後
周
辺
の
風
土
が
育
ん
だ
人
材
に
、
格
別
の
関
心
が
あ

る
。
良
寛
や
鈴
木
牧
之
や
會
津
八
一
、
山
本
五
十
六
や
大
倉
喜
八

郎
や
北
一
輝
、
そ
し
て
長
谷
川
海
太
郎
や
小
川
未
明
や
坂
口
安
吾

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
共
通
し
て
、
ど
こ
か
反
骨
と
獺だ

っ
さ
い祭
が
貫
い
た

も
の
が
あ
る
。

　

な
か
で
も
坂
口
安
吾
は
現
代
日
本
の
病
巣
に
直
裁
に
切
り
結
ぶ

人
物
と
し
て
、
特
筆
に
値
す
る
。
戦
後
社
会
に
向
か
っ
て
べ
ら
ぼ

う
な
啖
呵
を
吐
い
て
、
日
本
人
の
安
逸
の
日
々
に
警
鐘
を
鳴
ら
し

た
。
た
と
え
ば
武
士
道
に
逃
げ
こ
む
心
情
を
断
罪
し
、
フ
ォ
ー
ク

の
背
に
ご
は
ん
を
乗
せ
る
日
本
人
を
笑
っ
た
。
他
方
で
は
『
白
痴
』

や
『
夜
長
姫
と
耳
男
』、『
青
鬼
の
褌
を
洗
う
女
』
を
は
じ
め
と
す

る
妖
し
い
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
何
作
も
書
い
た
。

　

そ
の
坂
口
安
吾
を
記
念
す
る
「
安
吾
賞
」
を
新
潟
市
が
設
定
し

た
と
い
う
の
で
驚
い
た
。
血
迷
っ
た
か
、
卓
抜
し
た
英
断
か
、
つ

い
に
安
吾
に
脱
帽
し
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
選
考
委

員
長
に
野
田
一
夫
さ
ん
が
な
っ
た
と
言
う
の
で
ち
ょ
っ
と
安
心
し

た
。
野
田
さ
ん
は
、私
が
今
日
の
日
本
人
が
読
む
べ
き
は
安
吾
の『
日

本
文
化
私
観
』
と
金
子
光
晴
の
『
絶
望
の
精
神
史
』
で
し
ょ
う
と
言
っ

た
瞬
間
に
、
そ
う
だ
、
こ
の
二
人
が
こ
れ
か
ら
の
日
本
に
必
要
だ

と
大
声
を
上
げ
た
人
な
の
だ
。

　

さ
ら
に
、
そ
の
第
一
回
受
賞
者
が
野
田
秀
樹
さ
ん
に
な
っ
た
と

聞
い
て
、
こ
の
賞
が
や
っ
ぱ
り
卓
抜
な
英
断
に
も
と
づ
い
た
の
も

な
ん
だ
と
確
信
で
き
た
。
平
成
元
年
初
演
の
『
贋
作
・
桜
の
森
の

満
開
の
下
』
は
、『
夜
長
姫
と
耳
男
』
を
加
え
て
構
成
し
た
み
ご
と

な
作
品
で
、
安
吾
に
な
り
か
わ
っ
て
良
識
め
く
見
解
を
ゆ
さ
ぶ
り
、

日
本
に
眠
る
闇
の
声
を
よ
み
が
え
ら
せ
、
安
吾
に
ふ
さ
わ
し
い
平

明
な
こ
と
ば
を
縦
横
に
射
出
さ
せ
て
い
た
。

　

安
吾
夫
人
の
『
ク
ラ
ク
ラ
日
記
』
を
読
む
と
わ
か
る
の
だ
が
、

坂
口
安
吾
は
イ
ン
チ
キ
が
嫌
い
で
、「
お
も
し
ろ
い
人
」
が
め
っ
ぽ

う
好
き
だ
っ
た
の
だ
。
野
田
秀
樹
さ
ん
は
「
安
吾
賞
」
の
劈
頭
を

飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
日
本
人
で
あ
る
。

贋作・桜の森の満開の下
写真：NODA･MAP

桜
の
森
の
満
開
の
下

堕
落
論

日
本
文
化
私
観

彼
の
手
の
下
に
は
降
り
つ
も
っ
た
花
び
ら
ば
か
り
で
、

女
の
姿
は
掻
き
消
え
て
た
だ
幾
つ
か
の
花
び
ら
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
そ
の
花
び
ら
を
掻
き
分
け
よ
う
と
し
た
彼
の
手
も

彼
の
身
体
も
延
し
た
時
に
は
も
は
や
消
え
て
い
ま
し
た
。

あ
と
に
花
び
ら
と
、
冷
め
た
い
虚
空
が
は
り
つ
め
て
い
る
ば
か
り
で
し
た
。

堕
ち
る
道
を
堕
ち
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
分
自
身
を
発
見
し
、
救
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

政
治
に
よ
る
救
い
な
ど
は
上
皮
だ
け
の
愚
に
も
つ
か
な
い
物
で
あ
る
。

ど
う
し
て
も
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
書
く
必
要
の
あ
る
こ
と
、

た
だ
、
そ
の
や
む
べ
か
ら
ざ
る
必
要
に
の
み
応
じ
て
、

書
き
つ
く
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。



新
潟
市
長  

篠
田
昭

　

第
一
回
目
の
「
安
吾
賞
」
に
選
ば
れ
た

野
田
秀
樹
さ
ん
は
、
自
分
の
劇
団
を
人
気

絶
頂
の
時
期
に
解
散
し
、
英
国
に
留
学
す

る
な
ど
、
常
に
現
状
に
満
足
せ
ず
、
先
を

追
い
求
め
る
と
い
う
意
味
で
、
挑
戦
者
そ

の
も
の
と
い
え
る
人
で
す
。
安
吾
生
誕
百

年
・
安
吾
賞
元
年
に
ま
さ
に
ふ
さ
わ
し
い

人
と
言
え
ま
す
。

　
「
新
潟
市
特
別
賞
」
は
、
新
潟
市
に
ゆ

か
り
の
方
に
贈
ら
せ
て
い
た
だ
く
賞
で
、

粘
り
強
い
戦
い
を
さ
れ
て
い
る
横
田
滋
さ

ん
・
早
紀
江
さ
ん
ご
夫
妻
を
応
援
す
る
思

選
考
委
員
長

野
田
一
夫

第
一
回「
安
吾
賞
」の
選
考
を
終
え
て

　

私
の
よ
う
な
人
間
が
選
考
委
員
長
を

務
め
る
「
安
吾
賞
」は
、
文
学
賞
で
は
あ

り
得
な
い
。
篠
田
新
潟
市
長
に
よ
る
と

「
安
吾
的
生
き
方
を
し
た
人
物
を
顕
彰
し

た
い
」と
の
こ
と
だ
か
ら
、
”生
き
様
賞
“と

で
も
言
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。
文
筆
の
人

安
吾
は
、
好
ん
で
時
の
通
説
や
権
威
に

挑
戦
し
た
。
も
っ
と
重
要
な
点
は
、
多

く
の
人
々
に
共
感
を
引
き
起
こ
さ
せ
て

通
説
や
権
威
に
つ
き
も
の
の
”奢
り
“
や

”う
さ
ん
く
さ
さ
“
に
一
撃
を
く
ら
わ
し
、

時
代
に
新
し
い
風
を
吹
き
込
ん
で
く
れ

た
こ
と
だ
。「
安
吾
賞
」は
、
国
籍
・
職
業
・

年
齢
…
を
問
わ
ず
、正
に
そ
う
い
う
生
き

様
を
示
す
人
物
に
贈
ら
れ
る
賞
で
あ
る
。

横
田
滋･

早
紀
江

新
潟
市
特
別
賞

第
一
回
安
吾
賞

野
田
秀
樹

安吾との出会いは大学の頃。安吾は無頼派と呼ばれてい

たが、その生き様はとても現代人には真似できない凄み

のようなものを感じていた。当時のアングラ演劇が陳腐

に思えたものだった。安吾の原作で劇をやらせてもらっ

た上に、賞までいただけるなんて、安吾に感謝したい。

野田秀樹・年譜

劇
作
家

演
出
家
・
俳
優

い
を
こ
め
て
、
こ
の
度
お
贈
り
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

　

新
潟
市
は
こ
れ
か
ら
も
「
挑
戦
者
を
応

援
す
る
都
市
」
と
し
て
「
安
吾
賞
」
を
全

国
に
発
信
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

1955 12月20日長崎県に生まれる（崎戸島）
1971 東京教育大学附属駒場高等学校入学
1972 処女戯曲「アイと死をみつめて」自作自演
1975 東京大学入学・演劇研究会に所属
1976 劇団夢の遊眠社結成
1983 「野獣降臨」第27回岸田國士戯曲賞受賞
1986 「野田秀樹の十二夜」
1987 「野獣降臨」エディンバラ国際芸術祭参加
1988 「彗星の使者」第1回ニューヨーク国際芸術祭参加
1989 「野田版 国姓爺合戦」
1990 「半神」エディンバラ国際芸術祭参加
 「野田秀樹のから騒ぎ」
1992 「野田秀樹の真夏の夜の夢」
 劇団夢の遊眠社解散 
 　全43回公演 1,205ステージ
 文化庁芸術家在外研修制度の留学生として
 1年間英国滞在
1993 企画製作会社「NODA・MAP」設立
1994 「キル」・「虎 野田秀樹の国姓爺合戦」
1995 「贋作・罪と罰」・「し」
1996 「TABOO」・「赤鬼」
1997 「赤鬼」日・タイ現代演劇共同制作公演
1998 「ローリング・ストーン」
 「赤鬼」バンコク公演・「Right Eye」
1999 「半神」・「パンドラの鐘」
2000 「カノン」・「農業少女」
2001 「2001人芝居（にせんひとりしばい）」
 「贋作・桜の森の満開の下」
 「八月納涼歌舞伎『野田版 研辰の討たれ』」
2002 「売り言葉」
2003 「RED DEMON」英国公演・「オイル」
 「八月納涼歌舞伎『野田版 鼠小僧』」
2004 「透明人間の蒸気」・オペラ「マクベス」

「赤鬼」ロンドン・タイ・日本3バージョン連続上演
 「走れメルス」
2005 「野田版 研辰の討たれ」（再演）
 「赤鬼」韓国バージョン
 「贋作・罪と罰」
2006 「THE BEE」英国公演
 「ロープ」（公演予定‘06年12月～‘07年1月）

　

劇
団
夢
の
遊
眠
社
で
八
〇
年
代
の
若
者

に
絶
大
な
共
感
を
得
た
が
、
九
十
二
年
人

気
絶
頂
の
時
期
に
突
然
劇
団
を
解
散
、
名

声
に
く
る
り
と
背
を
向
け
て
演
劇
の
本
場

英
国
に
留
学
し
て
し
ま
う
。
帰
国
後
、
既

成
の
手
法
に
と
ら
わ
れ
ず
「
野
田
流
」
と

も
言
え
る
演
劇
手
法
で
シ
リ
ア
ス
な
テ
ー

マ
に
果
敢
に
挑
戦
し
日
本
の
演
劇
シ
ー

ン
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
が
、
〇
三
年
の
英

国
公
演
（RED

 D
EM
O
N

）
で
は

酷
評
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ

の
「
痛
手
」
が
さ
ら
に
野
田

演
劇
を
深
め
る
こ
と
に
な
っ

た
。
本
年
、
再
挑
戦
し
た
英
国

公
演
（TH

E BEE

）
が
成
功
を
収
め
、

新
聞
雑
誌
を
賑
わ
せ
日
本
に
明
る
い

ニ
ュ
ー
ス
を
も
た
ら
し
た
の
だ
。
奇

し
く
も
こ
の
安
吾
賞
選
考
の
時
期
に

あ
た
っ
て
い
る
。

　

五
十
五
年
、
坂
口
安
吾
が
急
逝
し
た

十
ヶ
月
後
に
生
ま
れ
自
ら
を
安
吾
の
生
ま

れ
変
わ
り
と
語
る
野
田
秀
樹
氏
が
、
記
念

す
べ
き
第
一
回
・
安
吾
賞
を
獲
得
し
た
こ

と
を
、
天
国
の
安
吾
も
喜
ん
で
い
る
に
違

い
な
い
。

横田滋：1932 年生まれ。北朝鮮による
拉致被害者家族連絡会（家族会）代表。
横田早紀江：1936 年生まれ。

1977.11.15 横田めぐみさん（当時13 歳） 
 　　拉致される。
1997.1 新潟で「救う会」発足。
1997.2 北朝鮮による拉致被害者家族連絡
 会（家族会）を結成。
1997.9 新潟市で「横田めぐみさん等被拉
 致日本人救出の会」結成総会。
2002.9 平壌で行われた日朝首脳会談で、
 北朝鮮は永年否定していた拉致を
 認めた。10月15日、拉致被害者
 5人帰国。
2006.4 早紀江さんら被害家族がワシント
 ンへ。米国政府、議会関係者らと
 面会。27日には早紀江さんが米議
 会で拉致問題について証言した。
 28日にブッシュ大統領とホワイトハ
 ウスの大統領執務室で面会。

　

篠
田
昭
新
潟
市
長
さ
ん
か
ら
突
然
の

お
電
話
を
い
た
だ
き
、
身
に
余
る
光
栄

で
大
変
恐
縮
し
て
お
り
ま
す
。

　

私
た
ち
は
普
通
に
生
き
て
い
る
だ
け

な
の
で
、
こ
の
よ
う
な
賞
を
も
ら
っ
て

い
い
も
の
か
躊
躇
い
た
し
ま
し
た
が
、

市
長
さ
ん
の
お
気
持
ち
も
考
え
、
快
く

受
賞
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
い
た
し
ま

し
た
。

　

私
た
ち
は
こ
の
拉
致
事
件
を
通
じ
、

国
が
国
民
を
ど
う
守
っ
て
く
れ
る
の
か

と
い
う
こ
と
で
活
動
を
続
け
て
き
ま
し

た
。
小
泉
首
相
（
当
時
）
が
北
朝
鮮
を

訪
問
し
て
、
そ
れ
以
降
は
国
も
積
極
的

に
取
り
上
げ
て
く
れ
る
よ
う
に
は
な
り

ま
し
た
が
、
そ
れ
ま
で
は
多
少
の
危
険

も
覚
悟
し
な
が
ら
、
活
動
を
続
け
て
き

ま
し
た
。

　

し
か
し
皆
さ
ん
の
支
援
の
お
か
げ

で
、
最
初
に
新
潟
で
救
う
会
が
結
成
さ

れ
、
そ
れ
が
現
在
で
は
全
国
ま
で
に
広

が
っ
て
き
ま
し
た
。
本
当
に
今
ま
で
多

く
の
人
に
助
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
も
体
の
続
く
限
り
、
皆
さ

ん
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う

活
動
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
私
た
ち
の
受
賞
が
拉
致
問
題
の

一
刻
も
早
い
解
決
に
つ

な
が
れ
ば
よ
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。



　

二
〇
〇
五
年
六
月
二
十
六
日
に
新
潟
市
な
ど

が
中
心
と
な
っ
て
開
催
し
た
、
市
民
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
「
ま
る
ご
と
安
吾
」
で
は
、「
安

吾
賞
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
賞
の
在
り
方
が

望
ま
し
い
か
、
安
吾
的
と
は
何
か
な
ど
を
探
っ

た
。
ま
た
、
作
品
に
提
示
さ
れ
て
い
る
精
神
か

ら
ふ
さ
わ
し
い
人
を
選
ん
で
ほ
し
い
な
ど
の
意

見
が
寄
せ
ら
れ
た
。

　

〇
五
年
十
月
十
五
日
、
新
潟
市
芸
術
祭

２
０
０
５
の
メ
イ
ン
ス
テ
ー
ジ
と
し
て
市
が
開

催
し
た
文
化
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
安
吾
賞
を
語
る
」

で
は
、
安
吾
賞
選
考
委
員
に
選
ば
れ
た
八
名
に

よ
り
安
吾
、
ま
た
安
吾
賞
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
思
い
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
。

　

坂
口
安
吾
の
命
日
で
あ
る
二
月
十
七
日
に
毎

年
行
わ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
「
安
吾
忌
」。
〇
六
年

の
第
五
十
二
回
安
吾
忌
に
お
い
て
「
坂
口
安
吾

が
生
ま
れ
、
青
春
の
思
索
を
育
ん
だ
地
で
あ
る

新
潟
市
か
ら
、
世
俗
の
権
威
に
と
ら
わ
れ
ず
に

本
質
を
提
示
し
、
反
骨
と
飽
く
な
き
挑
戦
者
魂

の
安
吾
精
神
を
発
揮
す
る
、
現
代
の
安
吾
に
光

を
当
て
た
い
。
日
本
人
に
大
い
な
る
勇
気
と
元

気
を
与
え
、
明
日
へ
の
指
針
を
指
し
示
す
こ
と

で
現
代
の
世
相
に
喝
を
入
れ
る
人
物
や
団
体
に

〔
安
吾
賞
〕
を
贈
る
」
と
す
る
安
吾
賞
の
宣
言

書
が
読
み
上
げ
ら
れ
た
。

　

〇
六
年
六
月
一
日
、
東
京
の
表
参
道
新
潟
館

ネ
ス
パ
ス
で
安
吾
賞
を
誰
に
あ
げ
た
ら
よ
い
か

と
い
う
テ
ー
マ
で
、
会
場
を
一
夜
限
り
の
バ
ー

に
見
立
て
安
吾
賞
創
設
記
念
イ
ベ
ン
ト
「
安
吾

賞
っ
て
ど
う
よ
」
が
、
新
潟
市
サ
ポ
ー
タ
ー
ズ

倶
楽
部
な
ど
の
主
催
で
開
催
さ
れ
た
。
こ
こ
で

は
、
安
吾
賞
に
は
日
本
人
に
元
気
を
与
え
た
人
、

器
の
大
き
い
人
に
あ
げ
た
い
な
ど
の
コ
メ
ン
ト

が
寄
せ
ら
れ
た
。

　

〇
六
年
八
月
九
日
・
十
日
の
二
日
間
、
新
潟

市
で
選
考
委
員
会
が
開
催
さ
れ
、
約
一
〇
〇
名

の
対
象
者
の
中
か
ら
選
考
が
行
わ
れ
た
。
宣
言

書
に
あ
る
「
権
威
に
お
も
ね
ら
ず
本
質
を
提
示

す
る
も
の
」「
自
ら
の
信
念
を
貫
き
挑
戦
し
続

け
る
も
の
」「
日
本
人
に
勇
気
と
元
気
を
与
え

る
も
の
」
を
も
と
に
選
考
が
行
わ
れ
、
安
吾
賞

は
野
田
秀
樹
さ
ん
に
決
定
し
た
。

　

〇
六
年
九
月
四
日
、
新
潟
市
に
お
い
て
、
篠

田
市
長
、
野
田
選
考
委
員
長
、
選
考
委
員
で
あ

り
安
吾
の
ご
長
男
の
坂
口
綱
男
さ
ん
の
三
名
に

よ
り
安
吾
賞
受
賞
者
決
定
記
者
会
見
が
行
わ
れ

た
。
こ
こ
で
「
野
田
秀
樹
さ
ん
は
夢
の
遊
眠
社

で
の
名
声
に
あ
っ
さ
り
背
を
向
け
、
ロ
ン
ド
ン

に
渡
り
、
本
場
の
演
劇
に
挑
戦
し
、
最
初
は
酷

評
を
浴
び
た
が
、
決
し
て
あ
き
ら
め
ず
、
再
挑

戦
し
続
け
高
い
評
価
を
受
け
た
。
一
度
失
敗
し

て
も
決
し
て
あ
き
ら
め
な
か
っ
た
生
き
様
が
極

め
て
安
吾
的
」
と
そ
の
選
考
理
由
が
語
ら
れ
た
。

　

ま
た
篠
田
市
長
は
、
新
潟
市
特
別
賞
に
つ
い

て
、「
め
ぐ
み
さ
ん
を
救
出
し
た
い
、
決
し
て

あ
き
ら
め
て
は
い
け

な
い
と
い
う
、
こ
れ

ま
で
の
粘
り
強
い
活

動
に
対
し
敬
意
を
表

し
、
応
援
す
る
思
い

を
込
め
横
田
夫
妻
に

贈
る
こ
と
と
し
た
」

と
述
べ
た
。

　

〇
六
年
十
月
六
日
、
東
京
に
お
い
て
、
野
田

秀
樹
氏
を
囲
み
出
版
各
社
、
関
係
者
な
ど
を
招

い
て
受
賞
発
表
会
を
催
し
た
。
野
田
氏
は
（
受

賞
に
つ
い
て
）

戸
惑
い
も
あ
る

が
、
尊
敬
す
る

安
吾
の
賞
を
い

た
だ
き
た
い
へ

ん
う
れ
し
い
と

語
っ
た
。

安吾が眺めて思索した日本海をイメージして制作された。安吾賞には贋作・桜

の森の満開の下から桜を、特別賞には日本海を越えて行く千鳥を添えている。

安吾賞の記念楯はすべて手作りです。素朴な風情が安吾の生きざま

に相応しいと考えたからです。

肖像で大切なことは制作者のデッサン力です。その制作者には、当

地で最も優れたデッサン力を持つ彫鍛金作家の亀倉康之氏に依頼し

ました。素材は銅板で彫鍛金の肉彫（ししぼり）という技法を用い

てレリーフ状に造形されています。奔放でありながら、安吾の凛と

した表情を表出するのに大変苦労したとのことです。

背景板には新潟漆器の『錦塗』を用い、キャプションの蒔絵ととも

に新潟漆器同業組合に制作を依頼しました。

監修：小磯稔（新潟大学名誉教授）

彫金：亀倉康之（日展会員、日工会理事）

上：安吾賞創設記者会見　2006/7/1

左：暗号's Bar in ネスパス　2006/6/1

明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
十
月
二
十
日
、
父

仁
一
郎
、
母
ア
サ
の
五
男
と
し
て
新
潟
市
西
大
畑

町
に
生
ま
れ
る
。（
本
名･

炳
五
）
西
堀
幼
稚
園
、

新
潟
尋
常
高
等
小
学
校
（
現
新
潟
小
学
校
）
へ
進

む
。
大
正
八
年
県
立
新
潟
中
学
校
（
現
県
立
新
潟

高
等
学
校
）
入
学
。
こ
の
頃
か
ら
学
校
に
も
あ
ま

り
登
校
せ
ず
、
ひ
と
り
日
本
海
に
面
す
る
浜
辺
に

寝
こ
ろ
ん
で
空
と
海
と
風
と
波
と
光
と
を
終
日
眺

め
思
索
し
た
。
荒
漠
た
る
風
と
日
本
海
の
風
景
は

安
吾
文
学
の
原
風
景
と
い
え
る
。

余
は
偉
大
な
る
落
伍
者
と
な
っ
て
い
つ
の
日

か
歴
史
の
中
に
よ
み
が
え
る
で
あ
ろ
う

大

正
十
一
年
、
中
学
三
年
生
の
九
月
、
落
第
が
決
定

的
と
な
り
東
京
の
豊
山
中
学
三
年
に
編
入
。
こ
の

時
、
新
潟
中
学
校
の
机
の
ふ
た
に
「
余
は
偉
大
な

る
落
伍
者
と
な
っ
て
い
つ
の
日
か
歴
史
の
中
に
よ

み
が
え
る
で
あ
ろ
う
」
と
彫
っ
た
と
い
う
。
大
正

十
四
年
豊
山
中
学
を
卒
業
。
世
田
谷
下
北
沢
の
分

教
場
（
現
代
沢
小
学
校
）
の
代
用
教
員
と
な
り
自

然
の
中
に
悪
童
た
ち
と
遊
ん
だ
。
そ
の
体
験
は

『
風
と
光
と
二
十
の
私
と
』
に
な
る
。
こ
の
頃
か

ら
求
道
の
厳
し
さ
に
対
す
る
憧
れ
が
強
ま
る
。

求
道
者
、安
吾
大
正
十
五
年
、
東
洋
大
学
印

度
哲
学
倫
理
学
科
に
入
学
。
悟
り
を
開
く
た
め
多

く
の
哲
学
宗
教
書
を
読
破
、
睡
眠
四
時
間
と
い
う

厳
し
い
修
行
生
活
を
一
年
半
続
け
神
経
衰
弱
に
陥

っ
た
が
、
そ
れ
を
梵
語
、
パ
ー
リ
語
、
チ
ベ
ッ
ト

語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ラ
テ
ン
語
な
ど
を
猛
然
と
勉

強
す
る
こ
と
に
よ
り
克
服
し
た
。

文
壇
デ
ビ
ュ
ー
昭
和
六
年
一
月
、
処
女
作

『
木
枯
の
酒
倉
か
ら
』
を
発
表
。
五
月
『
ふ
る
さ

と
に
寄
す
る
讃
歌
』、
六
月
『
風
博
士
』
を
発
表
、

牧
野
伸
一
が
激
賞
。
七
月
『
黒
谷
村
』
を
発
表
、

島
崎
藤
村
な
ど
が
賞
賛
し
、
新
進
作
家
と
し
て
文

壇
に
認
め
ら
れ
る
。
昭
和
七
年
の
夏
、
新
進
女
流

作
家
の
矢
田
津
世
子
を
知
り
烈
し
い
プ
ラ
ト
ニ
ッ

ク
・
ラ
ブ
に
陥
り
、
安
吾
は
懊
悩
し
酒
場
の
マ
ダ

ム
な
ど
と
同
棲
す
る
デ
カ
ダ
ン
ス
な
生
活
を
重

ね
、
四
年
後
よ
う
や
く
彼
女
と
袂
別
を
決
意
。
昭

和
十
三
年
、
新
た
な
決
意
の
も
と
執
筆
し
た
長

編
『
吹
雪
物
語
』
は
酷
評
さ
れ
、
安
吾
は
自
分
に

絶
望
し
、
転
居
を
繰
り
返
し
自
ら
を
孤
独
の
淵
に

置
き
な
が
ら
、
ど
ん
底
の
淪
落
の
生
活
を
送
る
。

し
か
し
『
紫
大
納
言
』（
昭
十
五
）、『
木
々
の
精
、

谷
の
精
』（
昭
十
五
）
な
ど
の
新
境
地
を
ひ
ら
く
。

小
菅
刑
務
所
・
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
工
場
・

軍
艦
に
見
い
だ
す
必
然
の
美
昭
和
十
七

年
、
国
粋
主
義
の
時
代
、
大
胆
な
『
日
本
文
化
私

観
』
を
発
表
し
、
伝
統
文
化
を
鵜
呑
み
に
す
る
こ

と
の
欺
瞞
を
指
摘
し
た
。

堕
ち
切
る
こ
と
に
よ
り
真
実
の
救
い
を

発
見
せ
よ
昭
和
二
十
一
年
、
敗
戦
後
の
昏
迷

の
中
で
い
ち
早
く
戦
後
の
本
質
を
洞
察
し
、
四
月

『
堕
落
論
』、
六
月
に
『
白
痴
』
を
発
表
。
こ
の
二

編
は
、
若
者
を
中
心
に
戦
後
虚
脱
し
て
い
た
日
本

人
に
強
い
衝
撃
を
与
え
た
。
戦
前
戦
中
の
倫
理
観

を
捨
て
新
た
な
生
き
方
を
指
し
示
す
革
命
的
宣
言

は
希
望
の
書
と
な
り
、『
堕
落
論
』
に
よ
っ
て
戦

後
の
日
本
が
再
ス
タ
ー
ト
し
た
。
昭
和
二
十
二
年

『
風
と
光
と
二
十
の
私
と
』、『
桜
の
森
の
満
開
の

下
』、『
不
連
続
殺
人
事
件
』、『
青
鬼
の
褌
を
洗
う

女
』
を
発
表
。

戦
う
安
吾
昭
和
二
十
五
年
、『
安
吾
巷
談
』

を
連
載
し
、
戦
後
の
タ
ブ
ー
に
挑
戦
す
る
。
昭
和

二
十
六
年
国
税
局
と
税
金
滞
納
、
差
押
え
を
め
ぐ

っ
て
『
負
ケ
ラ
レ
マ
セ
ン
勝
ツ
マ
デ
ハ
』
を
発
表
。

税
金
闘
争
を
ひ
と
り
戦
い
抜
き
、
同
年
九
月
に
は

競
輪
不
正
事
件
で
自
転
車
振
興
会
を
相
手
ど
り
戦

う
。『
夜
長
姫
と
耳
男
』（
昭
二
十
七
）発
表
。

急
逝　
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
二
月
十
七

日
、
古
代
史
の
雄
大
な
構
想
と
と
も
に
、
原
風
景

に
由
来
す
る
創
造
活
動
に
意
欲
を
燃
や
し
は
じ

め
た
矢
先
に
、
桐
生
の
自
宅
で
脳
溢
血
で
急
逝
し

た
。
享
年
四
十
八
歳
。

安

吾

年

譜
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内海 桂子 （社）漫才協会会長
遠藤   実 （財）遠藤実歌謡音楽振興財団理事長
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篠田 正浩 映画監督／早稲田大学特命教授
瀬戸内 寂聴 作家
檀　 ふみ 女優
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肩書きは平成18年6月16日現在のものです。


