
企
画
展
「
中
谷
宇
吉
郎
と
寺
田
寅
彦
」
の
話
題
か
ら 

 

神
田 

健
三 

 
一
、
寅
彦
の
名
言
「
天
災
は
忘
れ
た
頃
に
や
っ
て
来
る
」 

 

こ
れ
は
、
関
東
大
震
災
の
調
査
に
奔
走
し
た
寺
田
寅
彦
が
弟
子
た
ち
に
常
々
語
っ

て
い
た
言
葉
で
、
東
日
本
大
震
災
で
、
改
め
て
思
い
起
こ
さ
れ
て
い
ま
す
。 

自
然
は
過
去
の
習
慣
に
忠
実
で
あ
る
。
地
震
や
津
波
は
、
頑
固
に
、
執
念
深
く
や

っ
て
来
る
。
し
か
し
、
天
災
は
極
め
て
希
に
し
か
起
こ
ら
ず
、
ち
ょ
う
ど
人
間
が
忘

れ
た
頃
に
や
っ
て
来
る
。
地
震
を
な
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
地
震
に
よ
る
災
害

は
人
間
の
注
意
次
第
で
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
過
去
の
天
災
を
忘
れ
な

い
こ
と
が
大
切
な
の
だ
、
と
寅
彦
は
説
い
た
の
で
す
。 

寅
彦
の
没
後
、
宇
吉
郎
が
こ
の
言
葉
を
い
ろ
い
ろ
な
機
会
に
紹
介
し
、
広
く
世
に

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
寅
彦
の
随
筆
に
は
、
こ
れ
と
似
た
内
容

は
あ
っ
て
も
、
こ
の
通
り
の
表
現
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
、
こ
れ
は
「
ペ
ン
を
使

わ
な
い
で
書
か
れ
た
」
寅
彦
の
言
葉
と
い
え
ま
す
。 

尚
、
寺
田
寅
彦
記
念
館
の
塀
に
あ
る
牧
野
富
太
郎
筆
の
レ
リ
ー
フ
は
、「
天
災
は
忘

れ
ら
れ
た
る
頃
来
る
」
と
な
っ
て
い
て
、
独
特
な
表
現
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

そ
こ
で
、
寅
彦
の
名
言
が
ど
う
紹
介
さ
れ
て
き
た
か
を
辿
っ
て
み
ま
し
た
。
そ
の

結
果
、
下
に
整
理
し
た
よ
う
に
、
そ
の
時
々
で
表
現
が
微
妙
に
変
化
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
５
の
「
自
由
」（
１
９
６
１
）
の
記
事
で
、
宇
吉
郎
は
、

そ
れ
ま
で
書
い
て
き
た
表
現
に
二
つ
の
エ
デ
ィ
シ
ョ
ン
（「
忘
れ
た
頃
に
」
と
「
忘
れ

ら
れ
た
頃
に
」）
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
。 

司
馬
遼
太
郎
が
寅
彦
記
念
館
の
レ
リ
ー
フ
を
見
て
、「
土
佐
弁
こ
そ
日
本
語
？
」
と

賞
讃
し
た
と
い
う
話
を
樋
口
敬
二
氏
が
紹
介
し
て
い
ま
す
（「
科
学
」
１
９
９
６
・
１

０
、
火
災
研
究
の
開
拓
）
。
寅
彦
記
念
館
の
レ
リ
ー
フ
は
、
そ
の
八
年
前
に
出
版
さ
れ

た
『
国
民
座
右
の
銘
』
を
参
考
に
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
「
る
」
の
一
字
を
加
え

る
な
ど
、
独
自
の
検
討
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
ま
す
。 

                         

（
こ
の
表
の
作
成
の
た
め
、
山
崎
敏
晴
氏
、
恒
石
直
和
氏
よ
り
資
料
の
提
供
を 

得
ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



二
、
寅
彦
の
こ
と
ば
・
宇
吉
郎
の
こ
と
ば 

 
宇
吉
郎
は
、
恩
師
・
寅
彦
か
ら
、
科
学
や
芸
術
な
ど
多
く
の
面
で
良
い
影
響
を
受

け
ま
し
た
。
そ
し
て
、
宇
吉
郎
は
、
寅
彦
の
意
味
深
い
言
葉
を
紹
介
し
、
ま
た
、
自

分
の
言
葉
に
応
用
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。 

墨
絵
「
欄
の
花
」
に
、
宇
吉
郎
は
寅
彦
の
随
筆
『
触
媒
』
か
ら
「
顕
微
鏡
で
花
の
構

造
を
仔
細
に
点
検
す
れ
ば
花
の
美
し
さ
が
消
滅
す
る
と
い
う
考
え
は
途
方
も
な
い
偏
見

で
あ
る
。
花
の
植
物
生
理
的
機
能
を
学
ん
で
後
に
始
め
て
十
分
に
咲
く
花
の
喜
び
と
散

る
花
の
哀
れ
を
感
ず
る
こ
と
を
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
」
の
一
節
を
そ
の
ま
ま
書
き
写
し

て
い
ま
す
。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊ 

寅
彦
の
言
葉
を
少
し
手
直
し
し
て
書
い
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
熱
心
な
読
者
・
佐
々

光
典
の
願
い
に
応
え
て
、
宇
吉
郎
は
佐
々
が
持
参
し
た
著
書
に
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
を

サ
イ
ン
し
ま
し
た
。
そ
ん
な
著
書
が
三
十
点
余
り
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
一
つ

に
「
科
学
と
芸
術
の
境
は
一
枚
の
硝
子
板
で
あ
る
」
が
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
は
、
寅
彦
の
随
筆
『
柿
の
種
』
の
冒
頭
の
一
節
「
日
常
生
活
の
世
界
と
詩
歌
の

世
界
の
境
界
は
、
唯
一
枚
の
硝
子
板
で
仕
切
ら
れ
て
居
る
。」
を
も
と
に
し
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
『
柿
の
種
』
に
は
、
そ
の
言
葉
に
続
い
て
、
硝
子
板
に
は
、
通
例
小
さ
な

狭
い
穴
が
一
つ
明
い
て
い
る
、
ふ
た
つ
の
世
界
に
出
入
し
て
い
る
う
ち
に
穴
は
だ
ん

だ
ん
大
き
く
な
っ
た
り
す
る
、
し
か
し
こ
の
穴
の
存
在
を
知
ら
な
い
か
知
っ
て
い
て

も
捜
そ
う
と
し
な
い
人
も
い
る
、
き
わ
め
て
ま
れ
に
天
の
炎
を
取
っ
て
来
て
こ
の
境

界
の
硝
子
板
を
す
っ

か
り
溶
か
し
て
し
ま

う
人
が
い
る
、
と
い
っ

た
こ
と
が
書
か
れ
て

い
ま
す
。 

宇
吉
郎
の
サ
イ
ン

で
は
、
硝
子
で
仕
切
ら

れ
て
い
る
の
は
科
学

と
芸
術
で
あ
り
、
理
科

と
文
科
と
言
い
換
え

て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
多
く
の
人
は
硝
子
の
片
側
で
活
動
し
、
時
々
小
さ
な
穴
か

ら
出
入
す
る
こ
と
は
あ
る
。
し
か
し
、
き
わ
め
て
ま
れ
に
、
境
界
の
硝
子
板
を
す
っ

か
り
溶
か
し
て
し
ま
う
人
が
い
る
。
恐
ら
く
、
宇
吉
郎
は
、
寅
彦
こ
そ
そ
う
い
う
人

だ
、
と
考
え
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊ 

『
寺
田
寅
彦
の
追
想
』
の
扉
に
は
、
宇
吉
郎
は
、
「
花
よ
り
も
美
し
き
も
の
は 

空

の
光
で
あ
る 

空
の
光
よ
り
も
美
し
き
も
の
は
人
の
心
で
あ
る
」
と
サ
イ
ン
し
て
い
ま 

す
。
こ
の
美
し
い
表
現

は
、
宇
吉
郎
が
亡
き
恩

師
・
寅
彦
を
想
っ
て
書

い
た
も
の
だ
と
思
わ
れ

ま
す
。 

寅
彦
と
宇
吉
郎
の
、

類
ま
れ
な
良
き
師
弟
関

係
を
思
わ
せ
る
言
葉
で

す
。 

 


