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二
〇
〇
五
年   

し
ず
お
か�

創
作
　
二
〇
〇
五
年
十
一
月
二
十
四
日（
木
）〜
二
十
六
日（
土
）　
ホ
テ
ル
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
静
岡�

�

発
表
　
二
〇
〇
五
年
十
一
月
二
十
七
日（
日
）　
グ
ラ
ン
シ
ッ
プ

十
一
階
会
議
ホ
ー
ル
・
風�

泡
雪
の
富
士 

の
巻�

題字　大井　碧水�

そ
れ
は
ホ
テ
ル
の
最
上
階
よ
り
望
む
、�

霊
峰
へ
の
挨
拶
か
ら
始
ま
っ
た
。�

　
一
九
九
九
年
に
産
声
を
あ
げ
た
「
し
ず
お
か
連
詩
の
会
」
は
、そ
の
後
、�

五
年
に
わ
た
り
毎
年
開
催
さ
れ
、昨
年
は
、そ
の
す
べ
て
を
収
め
た
書
籍
�

『
闇
に
ひ
そ
む
光
』
も
発
行
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
積
み
重
ね
の
一
つ
の
結
�

果
、期
待
の
表
れ
だ
ろ
う
か
。一
年
の
休
み
を
経
て
再
�

開
さ
れ
た
本
会
、今
年
の
発
表
の
席
は
満
場
だ
っ
た
。
�

　
前
回
ま
で
は
、毎
回
海
外
の
詩
人
を
交
え
て
開

か
れ
て
き
た
が
、今
回
は
ま
さ
に
「
全
日
本
」
。
連
詩
の
第
一
人
者
と
い

わ
れ
る
大
岡
信
氏
を
今
年
も
さ
ば
き
手
に
、三
回
目
の
参
加
と
な
る
谷

川
氏
は
、
大
岡
氏
と
と
も
に
連
�

詩
の
創
始
に
携
わ
っ
た
一
人
で
あ
る
。
�

一
方
、他
の
三
名
は
、連
詩
初
体
験
。
�

歌
人
と
し
て
知
ら
れ
る
岡
井
隆

氏
に
、
海
外
各
地
の
長
期
滞
在

経
験
を
も
つ
井
上
輝
夫
氏
、
そ

し
て
、
今
年
度
野
間
文
芸
新
人

賞
受
賞
の
平
田
俊
子
氏
と
い
う

魅
力
の
顔
ぶ
れ
が
揃
っ
た
。
�

　
さ
て
、俳
句
の
発
句
に
あ
た
る

第
一
番
を
務
め
た
の
は
、ベ
テ
ラ
ン

谷
川
氏
だ
。
創
作
会
場
で
あ
る
�

ホ
テ
ル
の
最
上
階
の
眺
め
か
ら
、
�

当
地
と
仲
間
へ
の
挨
拶
を
兼
ね

た
一
編
が
創
作
さ
れ
、そ
の
冒
頭

よ
り
今
回
の
題
は『
泡
雪
の
富
士

の
巻
』
に
決
定
し
た
。「
こ
の
風
�

景
に
負
け
な
い
詩
が
つ
く
れ
る
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
不
安
が
あ
っ
た
と
、�

後
に
谷
川
氏
は
明
か
し
た
が
、同
じ
座
に
集
い
、互
い
の
間
合
い
、心
の
内

を
図
る
う
ち
に
、そ
の
や
り
と
り
は
と
き
に
深
く
、と
き
に
軽
や
か
に
交
�

わ
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
り
、や
が
て
眺
望
以
上
の
四
十
編
が
完
成
し
た
。
�

　
グ
ラ
ン
シ
ッ
プ
で
開
か
れ
た
発
表
会
で
は
、と
き
に
冗
談
を
交
え
な
が

ら
、終
始
、楽
し
く
和
や
か
な
ム
ー
ド
。
詩
人
に
よ
る
朗
読
発
表
の
後
に
�

は
、
詩
の
繋
が
り
を
解
く
解
説
も
行
わ
れ
、
会
場
を
訪
れ
た
人
々
は
、
�

連
詩
な
ら
で
は
の
言
葉
世
界
を
楽
し
ん
だ
。
�

�
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眺
望
の
も
と
、
五
艘
の
舟
が
出
帆
。�

波
に
ゆ
れ
て
行
き
着
く
先
は
、
さ
て
？�

【
第
一
編
〜
第
五
編
の
解
説
】�

俊
太
郎：

快
晴
の
富
士
山
の
眺
め
か
ら
、
ま

ず
は
土
地
へ
の
挨
拶
、
一
緒
に
創
作
す
る
者

へ
の
挨
拶
を
込
め
、
明
る
い
発
句
を
。「
五

艘
」は
五
人
の
詩
人
、「
大
漁
旗
」は
素
晴
ら

し
い
作
品
の
こ
と
で
、「
強
い
引
き
」は
上
手

い
言
葉
が
見
つ
か
っ
た
と
い
う
弾
み
で
す
ね
。

俊
子：

初
め
て
の
連
詩
で
頭
が
真
っ
白
に

な
っ
て
し
ま
い
、
隣
の
黙
考
部
屋
に
逃
げ
出

し
た
ん
で
す
が
、
そ
こ
は
そ
れ
ま
で
の「
大

き
な
窓
」の
景
色
と
は
違
っ
て
、「
小
さ
な
景

色
」
が
あ
り
、
そ
の
変
化
に
心
が
動
い
た
の

で
。
軽
や
か
に
次
へ
渡
し
ま
し
た
。

隆：

同
じ
ホ
テ
ル
で
食
事
も
一
緒
。
で
、
こ

ん
な
詩
に
な
り
ま
し
た
。
年
長
者
で
す
か

ら
、「
老
い
人
」の
特
権
を
交
え
て
。（
笑
）今

思
う
と
も
っ
と
軽
く
次
へ
繋
ぐ
べ
き
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
。
初
心
の
作
で
す
ね
。

輝
夫：

「
波
に
ゆ
れ
女
に
揺
れ
て
」
と
は
、

岡
井
さ
ん
は
た
い
し
た
老
人
だ
と
。（
笑
）で

も
、
名
指
す
わ
け
に
も
い
か
な
い
の
で
、「
倚

松
庵
随
筆
」
と
谷
崎
潤
一
郎
を
出
し
ま
し

た
。
こ
の
後
、
ど
こ
か
へ
行
っ
た
ほ
う
が
い
い

と
思
い「
航
空
券
」で
ど
う
ぞ
旅
に
出
て
く

だ
さ
い
と
。

信：

井
上
君
は
、
国
際
人
で
す
が
、
僕
と

し
て
は
そ
う
遠
く
へ
は
行
か
せ
た
く
な
く

て
、
大
連
に
。
目
の
前
の
辞
書
で
調
べ
た
ら
、

造
船
業
が
盛
ん
と
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
工

業
製
品
と
非
工
業
的
な
風
景
を
出
し
て
み

た
ん
で
す
。
私
は
行
っ
た
こ
と
が
な
い
け
れ

ど
。（
笑
）

詩
と
は
、
連
句
や
連
歌
の
美
学

を
ベ
ー
ス
に
し
た
創
作
現
代
詩

で
、
毎
年
さ
ば
き
手
を
担
う
大
岡
氏

は
、
そ
の
提
唱
者
で
あ
り
、
第
一
人

者
。
定
ま
っ
た
形
式
は
な
い
が
、
本
会

で
は
、
五
行
と
三
行
の
詩
を
交
互
に

繰
り
返
す
フ
ォ
ー
ム
を
と
っ
て
い
る
。

各
詩
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
、
モ
チ
ー

フ
が
織
り
込
ま
れ
、
別
の
詩
人
が
後

の
詩
を
創
作
し
繋
い
で
い
く
。
発
表
会

で
は
、
創
作
者
に
よ
る
朗
読
の
ほ
か
、

繋
が
り
を
解
く
た
め
の
解
説
が
行
わ

れ
、
以
下
は
、
作
品
全
編
と
、
そ
の
解

説
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
一
　
泡
雪
の
富
士
を
背
に�

言
葉
の
大
洋
に
漕
ぎ
出
す
五
艘
の
空
舟�

心
の
う
ち
に
大
漁
旗
を
は
た
め
か
せ�

男
波
女
波
に
揺
ら
れ
揺
ら
れ
て�

お
　
竿
に
も
う
強
い
引
き
が
あ
る�

��

　
　
二
　
小
さ
な
窓
に
は
小
さ
な
景
色�

大
き
な
窓
に
は
大
き
な
景
色�

ど
ち
ら
の
窓
も
光
に
満
ち
て�

��

　
　
三
　
変
化
の
者
　
容
れ
て
流
す
舟
の
窓
の
内
に
は�

カ
マ
ン
ベ
ー
ル
・
チ
ー
ズ
や
新
鮮
な
林
檎
が
横
た
は
り�

い
ま
す
ん
だ
朝
食
の
　
は
か
な
き
な
ご
り�

波
に
ゆ
れ
女
に
揺
れ
て
西
へ
行
く
、
あ
あ�

老
い
人
の
ゆ
ら
ぐ
臼
歯
の�

��

　
　
四
　
倚
松
庵
随
筆
の
ペ
ー
ジ
進
ま
ず
目
も
う
つ
ろ�

文
机
の
片
隅
で
ウ
イ
ン
ク
す
る
航
空
券�

耳
に
聞
こ
え
る
ロ
バ
の
蹄
　
か
つ
か
つ�

��

　
　
五
　
あ
れ
が
渤
海
湾
に
の
ぞ
む
大
連
の
港�

造
船
業
で
は
周
辺
ト
ツ
プ�

車
両
も
わ
く
わ
く
さ
せ
る
輝
き�

で
も
夕
陽
を
浴
び
て
並
木
道
を
歩
む�

金
に
燃
え
る
羊
の
群
れ
の
ふ
さ
ふ
さ
の
髪�

��
　
　
六
　
皇
帝
の
噴
墓
の
壁
の
カ
ビ
だ
ら
け
の
天
女
た
ち�

ま
あ
　
う
ち
の
孫
娘
そ
っ
く
り
の
が
一
人
い
る�

と
老
妻
が
言
う�

�

　�

　
　
七
　
女
だ
っ
て
腹
が
減
る�

死
ぬ
と
ま
す
ま
す
腹
が
減
る�

生
き
て
る
あ
い
だ
は
人
の
世
話
ば
か
り
で�

一
度
も
ゆ
っ
く
り
食
事
で
き
な
か
っ
た�

わ
た
し
　
も
う
作
り
ま
せ
ん
か
ら
ね�

����

俊
太
郎�

����

俊
子�

������

隆�

����

輝
夫�

������

信�

����

俊
太
郎�

������

俊
子�

�

う
つ
お
ぶ
ね�

へ

ん

げ

�
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��

隆�

�����

輝
夫�

���

信�

�����

俊
子�

���

輝
夫�

�����

隆�

���

信�

�����

俊
太
郎�

���

俊
子�

�

　
　
八
　
食
堂
車
は
今
し
も
黄
泉
平
坂
に
さ
し
か
か
つ
た�

静
か
に
絡
み
合
ふ
フ
オ
ー
ク
と
パ
ス
タ�

黄
泉
戸
喫
の
は
じ
ま
り
　
は
じ
ま
り�

�

　
　
九
　「
よ
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
　
よ
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い�

本
物
の
火
の
鳥
だ
よ
　
木
戸
銭
　
安
い
も
ん
だ
よ
」�

童
た
ち
は
蘆
簀
に
首
差
し
入
れ
て
「
わ
ー
い
わ
い
」�

は
た
は
た
と
炎
の
翼
は
産
声
を
あ
げ�

童
た
ち
は
下
駄
け
り
あ
げ
て
「
あ
し
た
天
気
に
な
あ
れ
」�

�

　
　
十
　
け
り
あ
げ
た
下
駄
は
三
日
月
ま
で
行
く�

桃
太
郎
と
金
太
郎
　
ど
つ
ち
が
好
男
子
？�

好
き
な
近
所
の
お
ば
さ
ん
を
質
問
攻
め
で
困
ら
せ
る�

�

　
十
一
　
月
の
と
な
り
に
「
火
星
が
出
て
ゐ
る
」�

火
星
を
見
る
た
び
に
智
恵
子
を
思
い
出
す�

月
の
と
な
り
に�

満
身
創
痍
の�

高
村
光
太
郎
が
今
夜
も
出
て
い
る�

�

　
十
二
　
十
和
田
湖
畔
に
春
が
き
て�

浮
き
雲
の
ひ
と
つ
ふ
た
つ
　
飛
び
た
つ
水
鳥�

寂
し
い
人
も
お
花
見
に
ま
た
く
る
頃
だ
よ�

�

　
十
三
　
幸
福
つ
て
　
意
外
に
　
寂
し
い
　
つ
て�

言
ふ
じ
や
あ
り
ま
せ
ん
か�

姫
は
殿
を
得
て�

紅
葉
の
な
か
の
坂
を
　
ゆ
つ
く
り
と�

上
つ
て
行
か
れ
ま
し
た
が�

�

　
十
四
　
親
御
さ
ん
が
な
く
な
ら
れ
て
　
　�

お
嬢
さ
ま
の
肩
が
　
こ
の
ご
ろ
急
に
　
　
　�

い
か
つ
く
な
つ
て
お
い
で
だ
と
女
中
た
ち
の
う
わ
さ�

�

　
十
五
　
昭
和
初
期
に
出
た
文
学
全
集
一
揃
い�

ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
で
安
く
落
と
し
て�

ア
ル
ミ
と
ガ
ラ
ス
の
シ
ェ
ル
フ
に
飾
り�

携
帯
で
撮
っ
て
Ｈ
Ｐ
に
ア
ッ
プ
す
る�

そ
れ
だ
け
で
何
故
か
心
が
や
す
ま
る
ん
だ
と�

�

　
十
六
　
朝
届
い
た
手
紙
は
朝
の
う
ち
に
読
ま
な
く
て
は
ね�

昼
に
な
る
と
萎
れ
る
か
ら
ね�

夜
に
な
る
と
散
る
か
ら
ね�

�

よ
も 

つ 

ひ
ら
さ
か�

よ
も 

つ 

へ

ぐ

ひ

�

し
お�

メ

ー

ル

�

岡井　隆
おかいたかし
1928年、名古屋市生まれ。慶應義塾
大学医学部卒業。「アララギ」を経て
「未来」創刊に参加、現在同誌編集・
発行人。歌集に『禁忌と好色』（釈迢
空賞）、『親和力』（斎藤茂吉短歌文学
賞）、『ウランと白鳥』（詩歌文学館賞）、
『ヴォツェック／海と陸』（毎日芸術賞）、
『馴鹿時代今か来向かふ』（読売文学
賞）がある。現在『岡井隆全歌集』（全
4巻）刊行中。評論・エッセイに『岡井
隆コレクション』（全8巻）、『「赤光」の
生誕』など。
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平田 俊子
ひらたとしこ
1955年、島根県生まれ。1983年「鼻
茸について」等で第一回現代詩新人
賞を受賞。詩集に『ラッキョウの恩返
し』、『（お）もろい夫婦』、『ターミナル』
（晩翠賞）、『手紙、のち雨』、『詩七日』
（萩原朔太郎賞）、『現代詩文庫・平田
俊子詩集』などがある（いずれも思潮
社）。小説や戯曲も手掛けており、小
説集に『ピアノ・サンド』（講談社）、戯
曲集に『開運ラジオ』（毎日新聞社）が
ある。他にエッセイ集『きのうの雫』
（平凡社）など。近刊は小説集『二人
乗り』（講談社）。

「
想
像
以
上
に
参
加
し
て
み
る
と
面
白
く
て
、

詩
に
浸
っ
て
い
ら
れ
た
、
幸
せ
な
三
日
間
で
し
た
ね
」

「
詩
よ
り
も
夕
焼
け
の
ほ
う
が
美
し
い
最
上
階
。

連
詩
は
、
句
会
な
ど
と
は
ま
っ
た
く
違
う
も
の
で
し
た
」

大岡　信
おおおかまこと

1931年、静岡県三島市生まれ。東京
大学文学部卒業。詩集『記憶と現在』、
『春　少女に』、『捧げるうた50篇』。
最新詩集は『旅みやげ にしひがし』。
著作『折々のうた』（通巻17冊）、『連詩
の愉しみ』、『ヨーロッパで連詩を巻く』、
『うたげと孤心』、『日本語の豊かな使
い手になるために』など。現在、日本
芸術院会員。2002年、国際交流基
金賞受賞。2003年、文化勲章受章。

「
友
人
に
F
A
X
で
資
料
を
送
っ
て
も
ら
っ
た
り
。

怠
け
て
い
る
よ
う
で
、
み
ん
な
一
生
懸
命
で
し
た
よ
」



　
十
七
　
桜
蝦
を
た
べ
よ
う
と
　�

と
う
と
う
た
ら
り
の
駿
河
の
海
ぞ
い�

ド
ラ
イ
ブ
が
て
ら
の
初
め
て
の
デ
ー
ト�

引
き
よ
せ
る
少
女
の
肩
の�

か
た
さ
知
る
茶
髪
少
年
の
驚
き�

�

　
十
八
　
銭
湯
の
煙
突
の
上
に
昼
の
月
が
出
て
ゐ
た�

こ
の
次
に
逢
つ
た
ら�

な
ら
ぬ
堪
忍
す
る
が
の
卵
を
ぶ
つ
け
て
や
り
た
い�

�

　
十
九
　
仲
良
し
の
女
の
子
が�

お
で
こ
に
こ
ぶ
を
作
つ
て
い
る�

給
食
の
先
生
の
恋
人
の
悪
口
を
い
つ
た
ら�

ゆ
で
玉
子
を
ぶ
っ
つ
け
ら
れ
た
と
い
う�

直
球
で
　
ミ
ケ
ン
は
少
し
は
ず
し
て
い
た�

�

　
二
十
　
ぽ
つ
ん
と
一
基
だ
け
立
っ
て
い
る
風
力
発
電
の
　�

動
く
と
も
な
く
動
い
て
い
る
三
枚
の
羽
根�

そ
よ
風
の
ハ
ミ
ン
グ
が
聞
こ
え
る
か
い
？�

�

二
十
一
　
冬
の
日
の
バ
ル
コ
ン
で
セ
キ
レ
イ
が
二
羽�

パ
ン
屑
を
つ
い
ば
ん
で
ゐ
る�

風
の
中
の
羽
根
の
や
う
に
ゆ
れ
動
く
こ
こ
ろ
を�

と
が
め
ら
れ
た
の
は
、
あ
れ
は�

い
つ
の
日
の
水
辺
だ
つ
た
つ
け
、
な
あ�

�

二
十
二
　
岩
魚
の
お
よ
ぐ
深
山
幽
谷�

地
蔵
さ
ま
が
笑
っ
て
い
る
峠
道�

日
暮
れ
に
泣
い
た
　
赤
子
も
子
守
り
も�

�

二
十
三
　
日
本
の
風
景
を
投
げ
捨
て
て�

明
治
の
画
家
た
ち
は
め
ざ
し
た�

セ
ザ
ン
ヌ
の
山
を
　
ゴ
ッ
ホ
の
麦
畑
を�

ど
こ
の
国
で
も
日
暮
れ
は
寂
し
く�

カ
ラ
ス
は
黒
い
声
で
鳴
く�

�

二
十
四
　
木
靴
を
は
い
て
妻
は
一
人
旅
か
ら
帰
っ
て
き
た
　�

な
ん
だ
か
吹
っ
切
れ
た
よ
う
な
顔
つ
き
で�

子
ど
も
た
ち
に
も
小
さ
な
木
靴
を
土
産
に�

�

二
十
五
　
贈
り
も
の
を
す
る
に
は�

ち
ょ
っ
と
貧
弱
な
も
の
が
い
い�

相
手
が
く
す
り
と
笑
つ
て
く
れ
れ
ば
上
出
来�

死
海
の
塩
の
ひ
と
か
け
ら
な
ん
か�

ほ
ら
話
の
種
子
を
ふ
ん
だ
ん
に
浮
か
べ
て
い
る�

�

����

輝
夫�

���

隆�

�����

信�

���

俊
太
郎�

�����

隆�

���

輝
夫�

�����

俊
子�

���

俊
太
郎�

�����

信�

�

俊
子：

十
三
、
十
四
と
続
い
た
恋
の
世
界

に
わ
く
わ
く
し
て
い
た
ら
、
十
五
で
谷
川
さ

ん
が
見
事
に
ブ
チ
ッ
と
。（
笑
）前
に
は
戻
れ

な
い
の
が
連
詩
の
ル
ー
ル
。
そ
れ
で
も
恋
に

心
が
残
っ
て
い
る
の
で
「
メ
ー
ル
」の
話
に
。

パ
ソ
コ
ン
世
界
に
な
っ
て
も
、
手
紙
が
来
る

と
う
れ
し
い
、
来
な
い
と
悲
し
い
。
心
の
動

き
は
同
じ
だ
と
。

輝
夫：
せ
っ
か
く
静
岡
に
来
た
の
で「
桜
蝦
」

を
使
お
う
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
十
五
か

ら
現
代
風
景
に
な
っ
た
の
で
、
そ
ら
、
来
た

と
、（
笑
）現
代
風
の
恋
に
し
ま
し
た
。

隆：

「
少
女
の
肩
の
か
た
さ
」っ
て
、
十
四
が

匂
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
の
と
き
は
気
づ
か

な
か
っ
た
な
。「
駿
府
」「
駿
河
」
と
い
う
言
葉

は
、
音
も
い
い
け
れ
ど
、
さ
す
が
に
そ
の
ま

ま
で
は
…
と「
な
ら
ぬ
堪
忍
す
る
が
…
」に
。

信：

前
の「
卵
」
を
ぶ
つ
け
ら
れ
た
子
を
登

場
さ
せ
て
い
ま
す
。
幼
稚
園
か
、
小
学
校
低

学
年
で
し
ょ
う
か
。
十
八
を
受
け
な
が
ら
、

別
の
方
向
に
伸
ば
し
ま
し
た
。

俊
太
郎：

い
ろ
ん
な
人
と
連
詩
を
巻
い
て
い

ま
す
が
、
今
回
の
よ
う
に
恋
が
ら
み
が
多

い
の
は
初
め
て
。
た
ぶ
ん
岡
井
さ
ん
の
せ
い

だ
け
ど
。（
笑
）
平
田
さ
ん
に
怒
ら
れ
る
け

れ
ど
、
ま
た
叩
き
切
っ
て
。
で
も
、
メ
カ
ニ
カ

ル
な
だ
け
で
な
く
、
女
の
子
の
気
配
を
出

し
た
苦
心
の
作
で
す
。（
笑
）
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古
の
恋
か
ら
、現
代
の
恋
へ
。�

満
を
持
し
て
「
駿
河
」「
桜
蝦
」
も
。�

【
第
十
六
編
〜
第
二
十
編
の
解
説
】�



二
十
六
　
塩
を
も
ら
は
な
い
生
活
も
長
く
な
つ
た�

昼
寝
か
ら
覚
め
て
曙
か
と
錯
覚
す
る
薄
く
ら
が
り
を
　�

幸
ひ
　
宵
の
明
星
が
き
ら
め
い
て
教
へ
て
呉
れ
た�

�

二
十
七
　
下
駄
を
つ
っ
か
け
　
た
ど
る
桜
上
水
　 

�

雀
た
ち
の
お
し
ゃ
べ
り
も
に
ぎ
や
か
で�

武
蔵
野
の
秋
は
か
ん
ば
し
い�

地
球
は
し
っ
か
り
夜
空
を
支
え
る�

不
運
を
鳴
く
な
よ
　
捨
て
猫
さ
ん�

�

二
十
八
　
私
の
棲
む
空
き
地
に
も
湖
が
あ
り
枯
葉
の
よ
う
な
魚
が
泳
い
で
い
ま
す�

遊
び
に
い
ら
し
て
下
さ
い�

二
十
億
光
年
ほ
ど
遠
く
あ
り
ま
せ
ん
の
で�

�

二
十
九
　
半
世
紀
ぶ
り
の
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム�

見
終
っ
て
外
へ
出
た
ら
ま
だ
真
昼
間
の
街�

小
さ
な
公
園
の
ベ
ン
チ
に
腰
か
け
て�

未
練
が
ま
し
く
ま
た
求
人
欄
を
ひ
ろ
げ
る�

こ
こ
だ
っ
て
宇
宙
の
一
隅
な
ん
だ
が�

�

　
三
十
　
私
の
介
護
し
て
い
る
お
じ
い
さ
ん
が�

飼
っ
て
い
た
ラ
ブ
ラ
ド
ー
ル
の
大
犬�

求
飼
主
の
立
札
に
応
募
し
て
き
た
　
若
い
娘
が�

�

三
十
一
　「
シ
ン
パ
イ
シ
ナ
イ
デ
ク
ダ
サ
イ�

ジ
ブ
ン
サ
ガ
シ
ノ
タ
ビ
ヲ
ツ
ヅ
ケ
テ
イ
マ
ス�

ジ
ョ
ン
モ
ゲ
ン
キ
デ
ス
　
マ
リ
コ
」�

で
も
く
た
び
れ
て
き
た
バ
ッ
ク
パ
ッ
ク�

安
食
堂
の
メ
ニ
ュ
ー
を
ま
え
に
お
金
か
ぞ
え
る�

�

三
十
二
　
灯
台
の
下
の
芝
生
に
寝
転
ん
で
読
み
始
め
た
短
篇�

な
ん
と
灯
台
が
主
題
だ
っ
た�

な
ん
だ
か
作
者
に
会
っ
て
み
た
く
な
っ
た�

�

三
十
三
　
ひ
と
つ
の
物
語
が
終
わ
り
　
ま
た
新
し
い
物
語
が
始
ま
る�

ひ
と
つ
の
旅
が
終
わ
り
　
ま
た
新
し
い
旅
が
始
ま
る�

過
ぎ
て
き
た
町
　
別
れ
た
人
の
名�

お
は
よ
う�

み
ん
な
大
好
き
だ
よ�

�

三
十
四
　
ほ
ら
あ
そ
こ
に
見
え
る
尖
つ
た
塔�

あ
の
下
に
は
お
喋
り
の
オ
ウ
ム
が
い
て�

と
も
だ
ち
み
た
い
に
　
き
み
に
話
し
か
け
る
ぜ�

�

��

隆�

�����

輝
夫�

���

俊
子�

�����

俊
太
郎�

���

信�

�����

輝
夫�

���

俊
太
郎�

�����

俊
子�

���

信�

�

サ
ラ
リ
ー�

グランシップマガジン―8

谷川俊太郎
たにかわしゅんたろう
1931年、東京生まれ。都立豊多摩高
校卒業。1952年、第一詩集『二十億
光年の孤独』出版。以後詩、エッセイ、
脚本、翻訳などの分野で文筆を業とし
て今日にいたる。詩集に『21』、『落首
九十九』、『ことばあそびうた』、『定義』、
『みみをすます』、『日々の地図』、『はだ
か』、『世間知ラズ』、『minimal』など、
エッセイ集に『散文』、『ひとり暮らし』、
絵本に『わたし』、『ともだち』、『もこ も
こもこ』などがある。谷川賢作との共
演も多く、CD『クレーの天使』、『家族
の肖像』などが出ている。最新刊は詩
集『シャガールと木の葉』、CDブック
『あのひとが来て』。

「
僕
は
、
連
詩
の
す
れ
っ
か
ら
し
だ
け
ど
、

今
回
ほ
ど
恋
が
ら
み
が
多
い
の
は
初
め
て
で
す
ね
」

井上輝夫
いのうえてるお
1940年、兵庫県西宮市に生まれ、5
歳から10歳まで広島県尾道に疎開。
慶應義塾大学卒業、故岡田隆彦、吉
増剛造などと「ドラムカン」創刊。69
～73年 フランス滞在、ニース大学
博士号取得、処女詩集『旅の薔薇窓』、
シリア、レバノン紀行『聖シメオンの
木菟』、『ボードレールにおける陶酔の
詩学』、詩集『夢と抒情と』、『秋に捧
げる十五の盃』、82～84年 フラン
ス滞在、89年 中国旅行、92年イギ
リス滞在、95年 奥武蔵、雷電山に
移住。99～01年 アメリカ、ニュー
ヨーク滞在、04年 翻訳、イグナシ
オ・ラモネ『21世紀の戦争』、05年
詩集『冬 ふみわけて』。現在、中部
大学で教鞭をとる。

「
暗
闇
か
ら
光
の
あ
る
と
こ
ろ
に
引
き
ず
り
出
さ
れ
て
、

最
初
は
、
目
が
見
え
な
い
感
じ
が
し
ま
し
た
」



天
地
間
の
「
五
行
」
と
、「
五
行
」
の
詩
。�

や
が
て
映
し
出
さ
れ
た
、自
分
の
姿
。�

【
第
三
十
六
編
〜
第
四
十
編
の
解
説
】�

三
十
五
　
雨
の
中
ミ
サ
の
鐘
が
鳴
り
始
め
た�

「
好
き
だ
」
と
い
つ
て
も
鸚
鵡
返
し
に
「
好
き
だ
よ
」�

と
は
か
へ
つ
て
来
な
い�

そ
こ
が
か
へ
つ
て
刺
激
的�

女
と
オ
レ
　
鐘
の
音
に
濡
れ
て
た
だ
よ
ふ�

�

三
十
六
　
お
ま
え
の
手
を
ひ
っ
つ
か
ん
で�

雪
の
舞
う
花
道
を
逃
げ
て
行
く
な
ん
て
さ�

そ
ん
な
こ
と
は
や
っ
ぱ
り
芝
居
な
の
さ�

�

三
十
七
　
火
と
木
と
土
と
水
そ
し
て
金�

天
地
の
間
を
め
ぐ
り
続
け
る
五
つ
の
元
気
が�

ど
の
五
行
に
も
ひ
そ
ん
で
い
る
は
ず�

揺
ら
め
く
言
葉
の
オ
ー
ラ
に�

頬
赤
ら
め
て
い
る
や
か
ら
も
い
る�

�

三
十
八
　
ギ
ク
シ
ャ
ク
　
ギ
ク
シ
ャ
ク�

貨
物
列
車
の
に
ぎ
や
か
な
歌
声�

月
齢
二
十
五
・
一
の
赤
い
月
ま
で
届
け�

�

三
十
九
　
待
ち
に
待
つ
た
船
便
が
着
い
た�

父
ち
ゃ
ん
が
送
つ
て
く
れ
た
ス
キ
ー
靴
だ�

ピ
カ
ピ
カ
の
留
め
金
も
つ
い
て
い
る�

大
滑
降
を
練
習
し
て�

ム
サ
サ
ビ
た
ち
に
い
つ
せ
い
に
拍
手
さ
せ
よ
う�

�

　
四
十
　
気
が
つ
い
た
ら
ふ
る
さ
と
の
村
言
葉
を
使
つ
て
ゐ
た�

ま
た
　
あ
の
ム
サ
サ
ビ
の
啼
く
山
へ
帰
つ
た
ら�

折
々
に
鏡
を
見
て
や
　
冬
籠�

���

創
　
作
　
二
〇
〇
五
年
十
一
月
二
十
四
日（
木
）起�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
月
二
十
六
日（
土
）満
尾�

　
於
　
　
ホ
テ
ル
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
静
岡�

　
参
加
者
　
詩
人
　
　
岡
井
　
　
隆�

                           

平
田
　
俊
子�

                           

井
上
　
輝
夫�

                           

谷
川
俊
太
郎�

                           

大
岡
　
　
信�

�

　
　
　
　
　�

発
　
表
　
二
〇
〇
五
年
十
一
月
二
十
七
日（
日
）�

　
於
　
　
グ
ラ
ン
シ
ッ
プ
十
一
階
会
議
ホ
ー
ル
・
風�

�

����

隆�

���

輝
夫�

�����

俊
太
郎�

���

俊
子�

�����

信�

���

隆�

あ

う

む

�

ふ
ゆ
ご
も
り�

テ
ノ
ー
ル�

ご
ん�

輝
夫：

三
十
五
は
、
妖
艶
な
世
界
で
す
ね
。

終
局
に
向
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
の

で
道
行
き
に
。
だ
け
ど
、「
芝
居
な
の
さ
」

と
し
て
、
軽
く
次
へ
ボ
ー
ル
を
渡
し
た
か
っ

た
ん
で
す
。

俊
太
郎：

こ
の
辺
で
視
野
を
広
げ
、
俯
瞰

的
に
。
火
や
水
な
ど
の「
五
行
」
と
い
う
古

代
的
な
世
界
観
と
、
我
々
が
書
い
て
い
る
三

行と
「
五
行
」の
詩
。
そ
し
て
、
五
人
の
詩
人
。

言
霊
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、「
気
」は
詩
の
根

本
に
あ
る
と
。
や
や
自
画
自
賛
で
す
が
。

俊
子：

前
の「
五
行
」
を
曜
日
に
置
き
換
え

た
ら
、
日
と
月
が
な
く
、
こ
こ
で
「
月
」
を
。

上
っ
た
ば
か
り
の
月
は
、
赤
い
ん
で
す
ね
。

ホ
テ
ル
の
傍
を
通
る
貨
物
列
車
を
わ
く
わ

く
し
な
が
ら
、
夜
中
の
二
時
頃
ま
で
見
て

ま
し
た
。

信：

も
う
す
ぐ
こ
の
連
詩
も
終
わ
る
の
に
、

こ
の
展
開
を
ど
う
し
よ
う
と
。（
笑
）全
体
を

童
話
的
に
持
っ
て
い
け
ば
、
何
と
か
な
る
だ
ろ

う
と「
ム
サ
サ
ビ
」に
。
そ
し
て
、
さ
す
が
岡

井
さ
ん
、
こ
の
四
十
番
の
た
め
に
こ
の
人
を

呼
ん
だ
の
だ
と
得
心
い
た
し
ま
し
た
。（
笑
）

隆：

こ
の
五
人
は
、
詩
的
に
も
文
学
的
に

も
経
歴
が
違
っ
て
い
て
、
結
局
、
故
郷
や
子

ど
も
の
頃
に
習
っ
た
言
葉
を
そ
れ
ぞ
れ
使
っ

て
作
っ
て
い
た
こ
と
が
面
白
い
な
と
思
い
ま

し
た
。
最
後
の
句
は
、
芭
蕉
の
句
の「
伊
吹
」

を「
鏡
」に
か
え
た
本
歌
取
り
で
、
こ
の
会
で

わ
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は

自
分
の
姿
で
は
な
い
か
と
い
う
わ
け
で
す
。

9―グランシップマガジン

発表 グランシップ会議ホール・風



肖像画の彼は、その甘美な旋律とは裏腹に、視線は重く思い詰める風で、何か問いたげだ。�

彼をよく知る人々によれば、彼ほど内気で謙虚、そして、己に厳しい作曲家はいないという。�

彼は言う。「悲しいこと、辛いことを我慢するのが、幸福をよぶ呼鈴になる」と。複雑な思いを

秘めていたといわれるチャイコフスキーのこと、何が彼にとっての「幸福」であったかは定かで

はないが、少なくとも我々は、彼が呼び入れた幸福の一つであったはずの「作品」を堪能する

ことで、彼の悲しみや辛さにいくらかでも報いられればと思う。となれば、いざ、チャイコフスキー�

の世界、彼のバレエ音楽の世界へ。遥かロシアから響く、幸福の呼鈴をその胸に聴こう。�

呼鈴に招かれた、幸福の音楽たち。�

チャイコフスキーの�
バレエ音楽。�

グランシップマガジン―18



悩
め
る
音
楽
家
、�

チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
。�

�

甘
く
て
優
美
、リ
リ
カ
ル
な
、�

彼
の
バ
レ
エ
音
楽
。�

　
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
は
、１
８
４
０
年
、ロ
シ

ア
の
ウ
ラ
ル
地
方
で
生
ま
れ
た
。
幼
少
の
頃

か
ら
、感
受
性
が
強
く
、と
く
に
「
音
楽
」
に

対
し
て
の
反
応
に
は
、
特
別
な
も
の
が
あ
っ

た
と
い
う
。
あ
る
と
き
な
ど
は
、
母
親
が
戸

外
に
出
て
遊
ぶ
よ
う
、ピ
ア
ノ
の
椅
子
か
ら�

彼
を
引
き
ず
り
お
ろ
す
と
、
窓
へ
と
走
り
、�

ガ
ラ
ス
を
叩
き
な
が
ら
、歌
を
歌
い
、リ
ズ
ム

を
と
り
、つ
い
に
は
窓
ガ
ラ
ス
を
割
っ
て
し
ま
っ

た
の
だ
。
ま
た
あ
る
と
き
は
、
家
庭
教
師
に

向
か
っ
て
「
こ
の
頭
の
中
に
い
る
音
楽
を
追
い

払
っ
て
く
れ
」
と
い
い
、泣
き
な
が
ら
頭
を
叩

き
続
け
た
と
い
う
。�

　
法
律
学
校
を
卒
業
し
、一
度
は
司
法
省
の

役
人
と
な
る
が
、夢
を
捨
て
き
れ
ず
に
再
び

音
楽
の
道
へ
。
し
か
し
、ピ
ア
ノ
が
非
常
に
上

手
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
生
来
の
内
気
さ

ゆ
え
、ピ
ア
ニ
ス
ト
と
し
て
の
舞
台
活
動
を
拒

否
。
音
楽
学
校
で
変
奏
曲
の
課
題
が
出
さ
れ

れ
ば
、２
０
０
曲
も
作
曲
し
て
持
ち
込
み
、先

生
を
う
ん
ざ
り
さ
せ
、
ま
た
、３７
歳
で
教
え

子
と
結
婚
す
る
が
、新
婚
旅
行
中
に
二
人
の

生
活
に
耐
え
き
れ
ず
に
神
経
衰
弱
か
ら
自

殺
を
考
え
る
な
ど
、物
静
か
な
面
差
し
か
ら

は
想
像
も
つ
か
な
い
ほ
ど
、そ
の
選
択
は
常

に
「
極
端
」
だ
っ
た
。�

　
そ
し
て
、そ
ん
な
性
格
の
一
端
を
表
す
確

か
な
「
し
る
し
」
は
、楽
譜
の
上
に
刻
ま
れ
て�

い
る
。
当
時
、
最
弱
音
、
最
強
音
は
「p

p
p

」�

「fff

」
ま
で
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
。
し
か
し
、�

彼
は
と
き
と
し
て
「p

p
p
p
p
p

」
や
「ffff

」�

と
い
う
記
号
を
用
い
た
。
演
奏
家
に
よ
る
と
、�

実
際
に
演
奏
す
る
場
合
、こ
れ
を
相
対
的
な

強
弱
と
し
て
と
ら
え
る
の
が
妥
当
な
よ
う
だ

が
、こ
う
し
た
極
端
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
も
、確�

か
に
「
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
ら
し
さ
」
の
一
つ
だ
。�

　
さ
ら
に
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
に
つ
い
て
語
る

と
き
、つ
け
加
え
ら
れ
る
言
葉
が
あ
る
。
そ

れ
は
彼
が
「
同
性
愛
者
」（
あ
る
い
は
「
バ
イ

セ
ク
シ
ャ
ル
」
）で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
当

時
の
ロ
シ
ア
に
お
い
て
、こ
れ
は
重
大
な
問
題

で
あ
り
、彼
の
死
因
に
つ
い
て
も
コ
レ
ラ
に
よ

る
も
の
と
す
る
説
と
は
別
に
、
同
性
愛
へ
の

苦
悩
の
末
の
「
自
殺
説
」
も
あ
り
、こ
の
方

面
か
ら
彼
の
作
品
を
解
釈
す
る
向
き
も
あ

る
な
ど
、い
ず
れ
に
し
ろ
、
彼
の
人
生
は
、
絶

え
ず
混
沌
の
中
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。�

　
優
美
で
叙
情
的
、甘
く
メ
ラ
ン
コ
リ
ッ
ク
な

旋
律
。
そ
し
て
、
絢
爛
豪
華
な
オ
ー
ケ
ス
ト

レ
ー
シ
ョ
ン
。
性
格
ほ
ど
気
難
し
く
は
な
い
そ

の
作
品
は
、
世
界
中
で
親
し
ま
れ
、
音
楽
の

教
科
書
や
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
入
門
的
な
コ
ン
サ
ー

ト
で
は
、必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
、彼
の
作
品

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。�

　
と
こ
ろ
で
、チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
と
い
う
名

か
ら
、ま
ず
、最
初
に
あ
な
た
が
思
い
浮
か
べ

る
曲
は
何
だ
ろ
う
か
。
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
試
金

石
と
い
わ
れ
る
「
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
第
１
番
」
だ

ろ
う
か
。「
交
響
曲
第
６
番
　
悲
愴
」
も
、誰

も
が
一
度
は
耳
に
し
た
こ
と
の
あ
る
は
ず
の

楽
曲
だ
。
し
か
し
、そ
れ
ら
と
並
ん
で
、あ
る

い
は
そ
れ
以
上
に
親
し
ま
れ
て
い
る
の
が
、彼

の
バ
レ
エ
音
楽
で
あ
る
。�

　
「
白
鳥
の
湖
」「
眠
れ
る
森
の
美
女
」「
く

る
み
割
り
人
形
」
と
い
え
ば
、チ
ャ
イ
コ
フ
ス

キ
ー
の
三
大
バ
レ
エ
。
そ
れ
ら
は
美
し
い
旋
律

と
華
麗
な
オ
ー
ケ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
、音�

楽
的
に
も
最
高
峰
の
バ
レ
エ
と
い
わ
れ
る
が
、�

そ
も
そ
も
第
１
作
「
白
鳥
の
湖
」
の
作
曲
依

頼
を
受
け
る
際
、彼
は
ま
ず
、バ
レ
エ
音
楽
の�

復
権
を
考
え
た
の
だ
と
い
う
。
と
い
う
の
も
、�

そ
れ
ま
で
バ
レ
エ
は
踊
り
手
の
も
の
、音
楽
は

単
な
る
引
き
立
て
役
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
を
彼
は
、
音
楽
は
少
な
く
と
も

舞
踊
と
対
等
に
結
び
合
い
、一
体
と
な
っ
て
劇

的
効
果
を
高
め
る
も
の
で
あ
え
る
こ
と
を
訴

え
た
か
っ
た
の
だ
。�

　
し
か
し
、当
時
と
し
て
は
、彼
の
試
み
は
や�

や
新
し
す
ぎ
た
ら
し
い
。
結
果
、
踊
れ
な
い
、�

演
奏
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
陳
腐
な

曲
に
置
き
換
え
ら
れ
て
し
ま
い
、こ
れ
に
激

怒
し
た
彼
は
、一
旦
は
バ
レ
エ
音
楽
か
ら
離
れ

る
が
、１０
年
後
に
演
出
家
マ
リ
ウ
ス
・
プ
チ
ィ

パ
と
出
会
い
、
後
の
２
作
を
生
み
出
す
こ
と

と
な
る
の
で
あ
る
。�
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氏
は
、”ク
ラ
シ
ッ
ク
は
シ
ャ
イ
な
奴
“
だ
と
言

い
、
そ
の
シ
ャ
イ
な
友
人
の
手
を
引
っ
張
っ
て
、
我
々

が
い
る
場
所
ま
で
連
れ
て
き
て
く
れ
る
。
そ
し
て
、

あ
る
と
き
は
ピ
ア
ノ
に
よ
っ
て
、
ま
た
あ
る
と
き
は

ト
ー
ク
か
ら
、
そ
の
人
柄
を
聴
く
う
ち
に
、
氏
の
友

人
は
、い
つ
の
間
に
か
我
々
の
友
人
に
な
っ
て
い
る
の

だ
。
そ
こ
に
い
る
人
を
誰
一
人
置
い
て
き
ぼ
り
に
し

な
い
の
は
、
伝
わ
る
言
葉
で
伝
え
る
か
ら
。
氏
が
音

楽
と
人
間
、
２
つ
を
同
時
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
、

バ
イ
リ
ン
ガ
ル
の
音
楽
家
だ
か
ら
な
の
だ
。

│
│
子
ど
も
の
た
め
の
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
、
音
楽
に

親
し
む
た
め
の
活
動
を
広
く
展
開
し
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
羽
田
さ
ん
で
す
が
、
と
く
に
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
を

コ
ン
サ
ー
ト
は
、構
成
が
大
事
。�
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楽
し
む
に
は
、
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
ベ
ス
ト
だ

と
お
考
え
で
す
か
。

「
や
は
り
生
の
音
楽
を
聴
く
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
な
。

そ
れ
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
で
も
ロ
ッ
ク
で
も
同
じ
だ
け
ど
、

と
り
わ
け
ク
ラ
シ
ッ
ク
は
毛
嫌
い
し
な
い
で
生
の
演

奏
を
聴
い
て
ご
ら
ん
と
言
い
た
い
で
す
ね
。
た
と
え

ば
長
く
て
難
し
い
と
い
わ
れ
る
ブ
ル
ッ
ク
ナ
ー
だ
っ

て
、
実
は
簡
単
な
ん
だ
か
ら
。
１
楽
章
に
３
つ
の
主

題
が
出
て
く
る
け
れ
ど
、
そ
れ
し
か
な
い
ん
だ
か

ら
ね
。
ま
ず
は
先
入
観
を
捨
て
て
、
生
を
聴
い
て

ほ
し
い
。
よ
く
広
告
さ
れ
て
い
る
名
曲
C
D
10
枚

セ
ッ
ト
は
、
A
社
も
、
B
社
も
似
た
り
寄
っ
た
り
で
、

「
田
園
」「
運
命
」「
未
完
成
」…
で
し
ょ
う
。
ま
る
で

デ
パ
ー
ト
の
大
食
堂
み
た
い
。
ラ
ー
メ
ン
、ハ
ン
バ
ー
グ

に
お
子
様
ラ
ン
チ
。
ほ
か
に
も
お
い
し
い
も
の
が
い
っ

ぱ
い
あ
る
よ
と
言
い
た
い
」

│
│
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
中
に
ポ
ッ
プ
ス
が
顔
を
出
し
た

り
、
ジ
ャ
ズ
が
登
場
し
た
り
。
羽
田
さ
ん
の
コ
ン
サ
ー

ト
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
ま
ず
ユ
ニ
ー
ク
で
す
ね
。

「
コ
ン
サ
ー
ト
は
構
成
が
大
事
だ
と
思
っ
て
い
る

ん
で
す
。
最
初
は
聴
く
人
も
演
奏
す
る
側
も
や
や

緊
張
し
て
い
る
か
ら
、
映
画
音
楽
か
ら
始
め
て
も
、

膝
を
割
っ
て
話
そ
う
よ
、
と
い
う
気
分
に
は
な
れ

な
い
。
そ
こ
は
”で
す
ま
す
言
葉
“
で
会
話
が
で
き

る
ク
ラ
シ
ッ
ク
か
ら
始
め
て
、
そ
の
う
ち
”今
、
お

ら
ん
と
こ
で
柿
が
な
っ
て
な
、
こ
れ
が
え
ろ
う
旨
い

ん
や
…
“
ぐ
ら
い
ま
で
和
ん
で
き
た
か
な
、
と
い
う

の
が
休
憩
前
あ
た
り
。
休
憩
後
は
”そ
の
柿
を
そ

の
ま
ま
で
も
え
え
け
ん
ど
、
縁
側
に
吊
っ
と
く
だ
、

こ
れ
が
ま
た
な
ぁ
…
“
と
い
う
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
を

つ
け
て
い
く
…
。
構
成
を
間
違
え
る
と
、
肩
に
力

が
入
っ
た
ま
ま
一
部
が
終
わ
っ
ち
ゃ
っ
た
り
す
る
ん

だ
よ
ね
」

│
│
羽
田
さ
ん
を
は
じ
め
、
ア
シ
ュ
ケ
ナ
ー
ジ
や
ア

ン
ド
レ
・
プ
レ
ビ
ン
な
ど
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
で
指
揮
も
さ

れ
る
、い
わ
ゆ
る
弾
き
振
り
さ
れ
る
方
が
多
い
よ
う

で
す
が
、
そ
れ
は
音
楽
を
つ
く
る
上
で
、
ピ
ア
ノ
が

そ
う
い
う
位
置
に
あ
る
楽
器
だ
と
い
う
こ
と
な
の

で
し
ょ
う
か
。

「
ピ
ア
ノ
を
弾
く
と
い
う
こ
と
と
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

を
振
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
つ
の
カ
ン
ヴ
ァ
ス
に
自

分
の
音
楽
を
描
く
と
い
う
点
で
は
、
結
局
、
同
じ

だ
と
思
う
ん
だ
よ
ね
。
ピ
ア
ノ
と
い
う
絵
の
具
を

使
っ
て
描
く
か
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
い
う
絵
の
具
で

描
く
か
の
違
い
だ
け
で
。
も
ち
ろ
ん
カ
ン
ヴ
ァ
ス
の

大
き
さ
は
違
う
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
。
ヴ
ァ
イ

オ
リ
ン
出
身
の
指
揮
者
に
ロ
リ
ン
・
マ
ゼ
ー
ル
や
ボ

ス
コ
フ
ス
キ
ー
な
ど
が
い
る
け
れ
ど
、
彼
ら
に
し
て

も
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
か
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
か
の
差
だ
け

な
ん
だ
と
思
う
。
た
だ
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
１
本
で

は
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
は
弾
け
る
け
れ
ど
も
、ハ
ー
モ
ニ
ー

は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
ピ
ア
ノ
は
、
メ
ロ

デ
ィ
ー
、
リ
ズ
ム
、ハ
ー
モ
ニ
ー
と
い
う
音
楽
の
３
要

素
が
す
べ
て
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
多
面
的
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
ね
」

│
│
で
は
、
自
分
の
音
楽
を
つ
く
る
上
で
、
弾
き

振
り
は
理
想
の
ス
タ
イ
ル
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

「
も
ち
ろ
ん
自
分
の
音
楽
を
理
解
し
て
、
こ
う
振
っ

て
く
れ
る
人
が
い
た
ら
い
い
な
ぁ
と
思
う
こ
と
は
あ

り
ま
す
よ
。
だ
っ
て
、
倍
の
労
力
だ
も
の
。
一
つ
の

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
で
ピ
ア
ノ
が
弾
き
振
り
す
る
の
な
ら
、

聴
衆
の
前
で
一
つ
の
曲
を
10
回
ぐ
ら
い
合
わ
せ
て
み

る
と
い
い
ん
だ
よ
ね
。
同
じ
コ
ン
サ
ー
ト
マ
ス
タ
ー
で
、

過
半
数
の
楽
員
が
同
じ
人
な
ら
、
見
事
な
ア
ン
サ

ン
ブ
ル
が
で
き
る
と
思
う
。
初
対
面
や
２
回
目
、
３

回
目
で
は
、
ま
だ
音
楽
的
に
探
り
が
あ
る
で
し
ょ

う
。
そ
れ
が
７
回
目
、
８
回
目
あ
た
り
か
ら
、
本
音

で
話
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
や
が
て
遊
び
も
で
き
る

よ
う
に
な
る
わ
け
。
お
っ
、
お
前
、
今
日
は
そ
う
き

た
か
。
じ
ゃ
あ
、
俺
は
こ
う
行
く
ぞ
、
と
か
ね
」

│
│
ク
ラ
シ
ッ
ク
か
ら
、
ポ
ッ
プ
ス
、
ジ
ャ
ズ
ま
で
、

多
彩
な
音
楽
活
動
を
展
開
す
る
中
で
、
ご
自
身
と

し
て
は
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
は
ホ
ー
ム
ベ
ー
ス
と
い
う
感
覚

な
の
で
し
ょ
う
か
。

「
音
楽
に
限
っ
て
い
う
と
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
を
勉
強
し

て
か
ら
ジ
ャ
ズ
や
ポ
ッ
プ
ス
を
や
る
よ
う
に
な
っ
て

も
、
弊
害
は
な
い
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
が
逆
は
あ

る
。
ジ
ャ
ズ
か
ら
入
っ
た
ピ
ア
ニ
ス
ト
が
、
た
と
え
ば
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シ
ョ
パ
ン
が
弾
き
た
い
と
い
っ
て
も
、
限
界
が
あ
る
。

ジ
ャ
ズ
は
、ハ
ノ
ン
や
チ
ェ
ル
ニ
ー
を
勉
強
し
て
弾
く

の
で
は
な
く
て
、
オ
ス
カ
ー
・
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
が
好
き

だ
と
か
、
そ
う
い
う
部
分
か
ら
興
味
を
持
っ
て
、
高

校
ぐ
ら
い
か
ら
ピ
ア
ノ
を
弾
き
始
め
た
り
す
る
わ
け

だ
け
ど
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
場
合
、
指
の
鍛
錬
は
、
だ
い

た
い
高
校
時
代
に
ま
で
に
ほ
ぼ
終
え
て
い
な
き
ゃ
い

け
な
い
ん
だ
よ
ね
。
ピ
ア
ノ
を
弾
く
、
と
い
う
基
本

が
ク
ラ
シ
ッ
ク
に
は
あ
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
ホ
ー
ム

ベ
ー
ス
と
い
う
言
い
方
で
、
間
違
い
は
な
い
と
思
う

け
れ
ど
も
、
ホ
ー
ム
ベ
ー
ス
の
先
に
、
１
塁
も
、
２
塁

も
、
３
塁
も
あ
る
。
そ
の
総
称
が
音
楽
と
い
う
も
の

な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
」

│
│
た
と
え
ば
ク
ラ
シ
ッ
ク
と
ジ
ャ
ズ
と
で
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
ベ
ー
ス
に
向
か
う
気
持
ち
は
ど
う
な
の

で
し
ょ
う
。

「
そ
れ
は
違
い
ま
す
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
に
は
、
作
曲
家

が
書
い
た
譜
面
を
着
実
に
再
現
す
る
と
い
う
大
前

提
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
で
き
る
こ
と
な
ら
ば
、
ミ
ス

タ
ッ
チ
と
か
ミ
ス
ト
ー
ン
が
少
な
い
方
が
い
い
わ
け

で
す
。
と
こ
ろ
が
ジ
ャ
ズ
の
場
合
、
そ
こ
は
大
目
に

み
ら
れ
る
。
そ
の
場
で
作
曲
し
、
編
曲
し
、
演
奏

す
る
と
い
う
ア
ド
リ
ブ
を
含
め
た
完
成
度
、
構
成

の
方
が
重
視
さ
れ
る
。
も
っ
と
言
え
ば
、
そ
こ
を
楽

し
む
の
が
ジ
ャ
ズ
だ
か
ら
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
は
、
チ
ャ
イ

コ
フ
ス
キ
ー
な
ら
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
の
作
品
を
ど

う
と
ら
え
て
い
る
の
か
、
作
曲
家
の
解
釈
か
ら
入
る

わ
け
で
す
ね
。
極
論
す
れ
ば
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
第

５
番
の
ジ
ャ
ジ
ャ
ジ
ャ
ジ
ャ
ー
ン
の
後
に
は
、フ
ェ
ル

マ
ー
タ
が
一
つ
あ
る
だ
け
で
、
息
が
止
ま
る
ほ
ど

伸
ば
せ
、
と
は
か
い
て
な
い
わ
け
で
す
よ
。
す
な
わ

ち
、
そ
の
長
さ
は
、
指
揮
者
や
演
奏
者
の
解
釈
で

決
ま
る
わ
け
で
す
」
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音楽学部ピアノ科4年の時、第39回「音楽
コンク－ル」ピアノ部門第3位入賞。卒業後
は、スタジオ・ミュ－ジシャンとして数多くの
歌謡曲やポップスのレコ－ディングに参加。
一方、作曲家としてもTBS系「渡る世間は鬼
ばかり」、TV朝日系「西部警察 PART�」な
どの数々のTVドラマを手掛け、アニメ「超時
空要塞マクロス」で日本アニメ大賞・音楽
賞、映画「薔薇の標的」で日本アカデミ－優
秀音楽賞等数々の賞を受賞。30代半ばよ
り、再びクラシックのピアノ演奏に傾注し、
日本の全てのプロ・オ－ケストラと共演。ま
た、モスクワ・フィルハ－モニ－交響楽団と共
演のほか、近年は指揮者としても新境地を開
拓。現在、TV朝日系「題名のない音楽会21」
の司会を務める。東京音楽大学客員教授。

ピアノとは鏡みたいなもの、と氏。「そのときの体調や心境が出てしまう。誰かの演奏
を聴いても、まるでその人の日記を見るように中身が見えてしまうことがあるよね」

13―グランシップマガジン



グランシップマガジン―14

要事前申込

ＰＭ1：30開場　PM2：00開演�

2006. 2 26

グランシップ 中ホール・大地�
参加費1,000円（要事前申込）�

日�

申込方法／P24参照

曲目／歌劇「フィガロの結婚」序曲K.492�
　　　ピアノ協奏曲第23番イ長調K.488�
　　　交響曲第25番ト短調K.183 ほか�
指揮・ピアノ・お話／羽田健太郎�
演奏／静岡交響楽団�

静鉄グループPRESENTS　�

羽田健太郎の素晴らしき世界�
～モーツァルト生誕250周年～�

少
な
い
ん
だ
け
ど
、
ど
な
た
も
知
っ
て
い
る
曲
だ
か

ら
、
生
の
演
奏
で
ぜ
ひ
聞
い
て
欲
し
い
と
。
そ
れ
か

ら『
23
番
』は
、
後
期
の
代
表
的
な
コ
ン
チ
ェ
ル
ト
で
、

め
く
る
め
く
楽
想
が
詰
ま
っ
た
曲
な
ん
で
す
よ
。

ど
う
し
て
彼
は
あ
れ
だ
け
の
楽
想
で
た
っ
た
１
曲

し
か
書
か
な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
。
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
ほ

ど
の
才
能
が
あ
っ
た
ら
、
あ
の
フ
レ
ー
ズ
で
２
〜
３

曲
書
け
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
だ
け
ど
。
そ

し
て
、『
フ
ィ
ガ
ロ
の
結
婚
』は
、
有
名
な
オ
ペ
ラ
喜
劇

で
す
ね
。
人
間
な
ん
だ
か
ん
だ
言
っ
て
い
て
も
、
日

頃
の
行
い
が
大
事
だ
と
、
日
頃
の
結
婚
、
フ
ィ
ガ
ロ

の
結
婚
と
。（
笑
）」

│
│
最
後
に
今
後
の
抱
負
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

「
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
を
書
き
た
い
、
オ
ペ
ラ
を
書
き
た

い
と
い
う
よ
う
な
壮
大
な
夢
は
な
い
ん
で
す
よ
。
出

か
け
て
行
っ
た
先
で
、
弾
い
て
、
振
っ
て
、い
ろ
ん
な

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
お
客
さ
ん
に
紹
介
し
て
、
ク
ラ
シ
ッ

ク
の
食
わ
ず
嫌
い
を
一
人
で
も
減
ら
し
た
い
、
音
楽

は
楽
し
ん
だ
よ
と
言
い
た
い
。
こ
れ
は
亡
く
な
っ
た

芥
川
也
寸
志
さ
ん
の
言
葉
の
引
用
で
申
し
訳
な
い

け
れ
ど
も
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
と
い
う
の
は
、
向
こ
う

か
ら
”
や
ぁ
や
ぁ
“
と
声
を
か
け
て
く
れ
る
友
人
だ

と
。
そ
の
点
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
と
い
う
の
は
、
こ
ち

ら
か
ら
手
を
出
さ
な
い
と
握
手
し
て
く
れ
な
い
シ
ャ

イ
な
奴
だ
け
ど
、
そ
の
か
わ
り
一
度
友
達
に
な
っ
た

ら
、
生
涯
の
友
達
に
な
る
よ
と
。
こ
れ
は
ま
さ
に
上

手
い
言
い
方
だ
と
思
い
ま
す
。
別
に
ポ
ッ
プ
ス
が
軽

い
奴
だ
と
い
う
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
今
日
は
ポ
ッ
プ
ス

君
と
飲
み
た
い
な
と
思
う
時
も
あ
れ
ば
、
今
日
は

ク
ラ
シ
ッ
ク
君
に
悩
み
を
聞
い
て
欲
し
い
な
と
い
う

時
も
あ
る
。
そ
の
時
そ
の
時
で
音
楽
と
い
う
の
は
、

最
高
の
友
人
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
僕
の
ス
テ
ー
ジ

か
ら
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
」

│
│
来
春
の
グ
ラ
ン
シ
ッ
プ
で
の
コ
ン
サ
ー
ト
は
、
モ
ー

ツ
ァ
ル
ト
生
誕
２
５
０
年
に
ち
な
ん
だ
も
の
と
う

か
が
っ
て
い
ま
す
。

「
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
、
聴
く
の
は
好
き
だ
け
ど
、
弾

く
の
は
正
直
恐
い
ね
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
自
分
で

弾
い
た
方
が
面
白
い
か
も
し
れ
な
い
け
ど
。
な
ぜ
か

と
い
う
と
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
や
バ
ッ
ハ
の
音
楽
に
は
、
ム

ダ
な
も
の
が
一
切
な
い
か
ら
。
た
だ
、
バ
ッ
ハ
と
い
う

の
は
、
合
理
的
な
頭
脳
の
持
ち
主
の
作
曲
家
な
ん

だ
け
ど
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
も
っ
と
人
間
っ
ぽ
い
ん
だ

よ
ね
。
だ
か
ら
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
ほ
ど
意
見
が
極
端

に
分
か
れ
る
作
曲
家
は
い
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

あ
る
人
は
最
高
に
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
だ
と
い
う
し
、
あ
る

人
は
天
衣
無
縫
で
子
ど
も
の
ま
ま
、
あ
っ
と
い
う
間

に
人
生
を
走
り
抜
け
た
人
だ
と
い
う
し
。
僕
に
は
、

あ
ま
り
悩
み
の
な
か
っ
た
人
の
よ
う
に
思
え
る
ね
。

後
か
ら
後
か
ら
作
品
が
沸
い
て
き
ち
ゃ
っ
て
さ
。
そ

の
点
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
苦
悩
の
人
で
し
ょ
う
。

低
い
と
こ
ろ
で
第
３
音
が
重
複
す
る
、
あ
れ
が
ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
特
徴
な
ん
だ
け
ど
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
に

そ
れ
は
絶
対
な
い
。
鈍
い
な
ぁ
、
重
い
な
ぁ
と
い
う

音
は
、
ち
ゃ
ん
と
省
い
て
あ
る
」

│
│
今
回
は
、『
フ
ィ
ガ
ロ
の
結
婚
』序
曲
と『
ピ
ア
ノ

協
奏
曲
23
番
』、『
交
響
曲
25
番
』と
い
う
ラ
イ
ン
ナ
ッ

プ
で
す
が
。

「
た
と
え
ば
今
回
、
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
の『
25
番
』を
選

ん
だ
理
由
は
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
に
は
、
短
調
の
曲
が

極
端
に
少
な
く
て
、
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
で
い
え
ば
、
41
曲

の
う
ち
、
短
調
は
有
名
な『
40
番
』と『
25
番
』だ
け
。

で
、『
40
番
』は
す
で
に
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
。

一
方
、『
25
番
』は
、
演
奏
さ
れ
る
回
数
は
比
較
的

S E R I E S

わ が 羅 針 �
Interview with Kentaro Haneda29

ク
ラ
シ
ッ
ク
は
、生
涯
の
友
。�




