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九条lさら寺号
＜1909（明治42）年12月19日、埴谷雄高の誕生日。今年は生誕百年です＞
○′J、説家、評論家の埴谷雄高はにやゆたかは、本名般若豊はんにやゆたか。台湾の新竹生まれ。日大
予科中退後、共産党に入監不敬罪などで昭和7年に検挙。獄中でカントを読み、生涯の文学的
・思想的主題を得る。敗戦直後から同人誌「近代文学」に連載され、作者の死で途絶えた長編『死
蓋』（昭和21～）では哲学的考察を′j、説の形で提起した。（東京ii F薪総合唖より）
○父方の家系は小高区の相馬藩士で、「雄高は小高より発せり」と語り、小高には生産愛惜の念

を持ち続けた。小高区の浮舟文化会館内に、立派な「埴谷・島尾（敏雄）記念文学資料館」があります。
019日、生瞥百年と棚市中央公民館開館紀念、増谷雄轟についての「小森隕十鰍漬会」が開催されます。

雲
フ
年
一
房
に
発
行
し
た
害
虫

第
十
一
巻
特
別
編
Ⅳ
「
旧
町
村
市
」
（
写
真
）
が
、

今
年
の
第
三
十
二
回
福
島
民
報
出
版
文
化
賞
の

特
別
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。
「
行
政
、
経
済
の
ほ

か
に
生
活
面
の
歴
史
に
も
光
を
当
て
内
容
の
充
実

ぶ
り
や
写
真
の
多
彩
さ
見
や
す
い
構
成
な
ど
が

秀
逸
」
と
高
く
評
価
さ
れ
て
の
受
賞
で
す
。

旧
原
町
・
高
平
村
・
太
田
村
・
大
盤
村
■
石
神

村
こ
と
に
編
纂
。
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
と
原
町

市
民
と
の
関
わ
り
も
詳
し
く
記
述
さ
れ
、
戦
争

体
験
も
数
多
く
収
集
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
か

ら
特
に
「
戦
争
に
よ
っ
て
変
え
ら
れ
た
葬
儀
」

を
コ
ピ
ー
し
ま
し
た
。
（
掲
義
に
つ
い
て
は
、
市
史

蠣
纂
事
務
局
の
ご
理
解
と
承
級
を
得
て
い
ま
す
。
）

戦
争
に
よ
っ
て
変
え
ら
れ
た
葬
儀

池田取松（池田一十位氏所蔵）

太
平
洋
戦
争
が
、
人
び
と
の

生
活
に
与
え
た
影
響
は
は
か
り

し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
で
は
、

本
巻
編
纂
に
か
か
る
聞
き
取
り

調
査
を
重
ね
る
な
か
か
ら
得
ら

れ
た
、
特
異
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

一
つ
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

太
平
洋
戦
争
も
敗
色
漉
く
な
っ
た
昭
和
二
十
年
（
l
九
四
五
）
　
七
月
二

十
八
日
、
原
町
大
字
上
渋
佐
（
現
原
町
区
上
渋
佐
）
に
住
ん
で
い
た
一
人

の
老
人
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。
彼
の
名
は
池
田
取
松
。
壮
年
時
に
は
町
会

議
員
な
ど
も
務
め
、
地
域
の
ま
と
め
孜
と
し
て
、
人
び
と
か
ら
信
頼
さ
れ

て
い
た
人
物
で
し
た
。
ま
た
、
見
識
が
高
く
気
骨
あ
る
人
柄
で
あ
っ
た
こ

と
で
も
知
ら
れ
、
太
平
諷
戦
争
が
は
じ
ま
っ
て
ま
も
な
く
、
池
田
家
の
屋

根
に
火
が
着
い
た
と
い
う
想
定
で
、
上
渋
佐
の
人
び
と
が
バ
ケ
ツ
リ
レ
ー

の
訓
練
を
行
っ
て
い
た
際
に
は
、
「
萱
屋
根
か
ら
火
が
出
た
ら
、
簡
単
に

消
え
る
わ
け
あ
ん
め
ぇ
」
と
か
、
開
戦
当
初
に
勝
利
し
た
こ
と
を
聞
い
て
、

「
『
シ
ョ
ン
ベ
ン
勝
ち
』
に
な
ら
け
れ
ば
い
い
け
ど
な
」
な
ど
と
、
居
並
ぶ

警
察
さ
え
も
気
に
せ
ず
発
言
し
て
、
周
り
を
ひ
や
ひ
や
さ
せ
た
そ
う
で
す
。

「
シ
ョ
ン
ベ
ン
勝
ち
」
　
と
は
、
地
面
に
し
た
立
小
便
が
見
る
見
る
う
ち
に

、
▲

2

乾
い
て
い
く
さ
ま
を
表
現
し
た
も
の
で
、
小
さ
な
勝
利
が
あ
っ
と
い
う
間

に
雲
散
霧
消
し
て
し
ま
う
よ
う
す
を
、
皮
肉
を
込
め
て
言
い
表
し
た
官
糞

で
す
。
取
松
は
、
太
平
洋
戦
争
開
戦
当
初
か
ら
、
勝
て
な
い
ど
こ
ろ
か

「
今
に
負
け
る
ぞ
」
と
家
族
に
話
し
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

取
松
は
た
く
さ
ん
の
息
子
や
孫
た
ち
に
恵
ま
れ
、
か
り
に
不
測
の
事
態

が
起
こ
っ
た
と
し
て
も
、
充
分
に
対
焚
で
き
る
は
ず
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

戦
時
体
制
が
こ
う
し
た
状
況
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
昔
年
に
な
っ

た
孫
た
ち
三
人
は
徴
兵
さ
れ
戦
地
に
、
も
う
一
人
は
軍
需
工
場
勤
め
に
と
、

ふ
る
さ
と
か
ら
遠
く
練
れ
た
地
へ
と
赴
い
て
い
っ
た
の
で
す
。
こ
う
し
て
、

家
に
は
取
松
の
黍
を
は
じ
め
と
す
る
女
性
た
ち
と
、
ま
だ
学
校
に
通
っ
て

い
た
小
さ
な
孫
た
ち
だ
け
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

こ
こ
で
困
っ
た
の
は
、
葬
儀
の
際
に
必
ず
必
要
な
ロ
グ
シ
ャ
ク
　
（
陸

尺
）
　
の
人
選
で
し
た
。
棺
を
運
ぶ
こ
の
役
は
、
既
婚
の
成
人
男
性
が
務
め

る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
独
身
や
与
の
若
い
男
性
は
従
事
し
な
い
慣
習
で

し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
戦
時
下
の
徴
兵
制
度
は
、
村
々
か
ら
男
性
を
奪

っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
の
が
、
取
松
の
外
孫
で
あ
る
湊
昭
男
氏

で
し
た
。
湊
氏
は
相
馬
厳
春
学
校
を
卒
業
し
、
当
時
二
九
歳
の
著
者
で
し

た
。
通
常
で
あ
れ
ば
、
未
婚
者
、
し
か
も
十
代
の
若
い
男
性
に
、
ロ
グ
シ

ャ
ク
を
依
頼
す
る
こ
と
な
ど
は
、
当
時
の
常
識
の
な
か
で
は
異
例
と
い
え

ま
し
た
が
、
適
任
の
男
性
が
ま
っ
た
く
い
な
い
と
い
う
非
常
事
態
で
は
や

む

を

得

な

い

選

択

で

し

た

。

　

　

　

　

　

　

　

ヽ



鴨
さ
ら
に
、
取
松
が
亡
く
な
っ
た
そ
の
晩
か
ら
も
、
ま
た
異
例
の
連
続
で

し
た
。
ま
ず
、
戦
時
中
と
い
う
社
会
状
況
を
考
慮
し
て
、
葬
儀
は
で
き
る

だ
け
簡
東
か
つ
速
や
か
に
行
う
と
い
う
こ
と
で
、
亡
く
な
っ
た
当
日
の
晩

が
通
夜
と
な
り
、
翌
二
十
九
日
に
告
別
式
を
執
行
す
る
と
い
う
急
ざ
ぶ
り

で
、
麦
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
て
も
瞬
く
間
の
葬
儀
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
池
田
家
の
宗
派
は
浄
土
真
宗
（
㌻
向
宗
）
で
あ
っ
た
の
で
、

連
体
は
火
葬
す
る
の
が
習
わ
し
で
し
た
が
、
戦
時
中
の
社
会
状
況
は
こ
れ

を
許
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
火
葬
す
る
時
に
立
つ
煙
が
、
空

親
の
目
標
と
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
た
め
で
す
。
こ
う
し
て
、
取
松
の
遺

体
は
火
葬
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
池
田
家
代
々
の
墓
所
に
湊
氏
ほ
か
ロ
グ

シ
ャ
ク
の
人
び
と
の
手
で
掘
っ
た
穴
に
埋
葬
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
は
、
人
の
死
を
悼
み
、
故
人
の
冥
福
を
祈
る
た

雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。

＊
1
　
本
コ
ラ
ム
は
、
平
戌

十
九
年
十
月
、
湊
昭
男

氏
か
ら
の
聞
き
取
り
調

査
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

＊
2
　
池
田
取
松
は
、
大
正

二
年
六
月
～
十
年
五
月

ま
で
と
、
大
正
十
四
年

六
月
～
昭
和
四
年
五
月

の
合
計
三
期
一
二
年
間
、

原
町
町
会
諌
員
を
務
め

祖父池田取松の思い出を語る湊昭男氏（湊民俗資料
館にて）

め
の
厳
粛
な
儀
式
で
あ
る
鼻
儀
で

さ
え
も
、
変
更
せ
ざ
る
を
得
な
い

と
い
う
、
戦
争
が
生
ん
だ
ま
っ
た

く
異
常
な
社
会
が
現
出
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、

取
松
が
こ
の
世
を
去
っ
て
約
半
月

後
の
八
月
十
五
日
、
は
た
し
て
、

日
本
は
彼
の
予
測
ど
お
り
の
遠
筋

を
歩
み
、
敗
戦
を
迎
え
た
こ
と
は
、

は
か
ら
ず
も
彼
の
見
識
の
高
さ
を

池田取松墓所（上渋佐）

て
い
る
　
（
大
正
二
、
五
、

十
四
年
『
席
町
会
々
満
録
』
）
　
ほ
か
、
新
由
川
鮭
蓉
殖
漁
業
協
同
組
合
の
役

員
な
ど
も
務
め
て
い
る
（
「
鮭
審
殖
組
合
新
役
員
」
『
福
島
民
報
』
大
正
六
年

十
一
月
二
十
五
日
付
）
。

＊
3
　
平
成
二
十
年
二
月
、
池
田
十
伍
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
。

＊
4
　
ロ
グ
シ
ャ
ク
と
は
、
「
陸
尺
」
と
も
「
六
尺
」
と
も
記
さ
れ
、
当
時
は
葬
列

で
棺
を
運
ん
だ
り
、
火
葬
の
際
に
は
火
の
番
、
土
葬
の
際
に
は
墓
穴
を
堪
っ

た
り
す
る
役
目
で
あ
る
。
当
地
域
に
お
け
る
ロ
グ
シ
ャ
ク
の
役
割
や
葬
送
習

俗
に
つ
い
て
は
、
南
相
馬
市
教
育
委
員
会
編
『
原
町
市
史
」
第
九
巻
特
別

棺
Ⅱ
民
俗
（
二
〇
〇
六
）
に
詳
し
い
の
で
、
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（
渡
部
恵
〓

’
J

っ
‘

ヽ
∠

璽
昌
は
、
市
が
市
制
五
十
周
年
を
記
念
し
平
成
9
年
度
か
ら

編
集
を
開
始
。
合
併
し
て
南
相
馬
市
と
な
っ
て
も
、
『
原
町
市
史
』
と

し
て
平
成
1
4
年
度
か
ら
2

5
年
度
ま
で
・
計
十
一
着
を
刊
行
予
定
で
す
。

l
L
れ
ま
で
刊
行
さ
れ
た
の
か
・
第
4
巷
「
古
代
・
中
世
」
姦
1

0
巷

「
野
馬
追
」
・
第
8
巷
「
自
然
」
・
第
9
巻
「
民
俗
」
・
第
5
巷
「
近
世
」

・
第
日
巻
「
旧
町
村
史
」
の
6
巷
で
、
各
巻
と
も
専
門
の
編
纂
委
員
の

万
々
の
、
長
い
歳
月
を
か
け
て
の
綿
密
な
調
査
と
こ
労
苦
と
熱
意
に
よ
り

ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。
「
な
に
も
な
い
原
町
」
で
は
な
く
、

数
千
年
に
わ
た
り
、
す
く
身
近
な
と
こ
ろ
に
こ
れ
ほ
ど
の
生

活
の
軌
跡
や
、
歴
史
が
眠
っ
て
い
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
ま
す
。

◆全国の『九染乃謎‖よ04年6月の‘アピづレ”以来7，500以上に憶も地域
園舎官・科学者・美術・スポーツの『ブ1急場ができ、家族・ひとりの会など多様で乳

◆医師や弁護士、僧侶や牧師さん力り一夕一になっていたり、宮城や高知県では自民党の旧市町村長
のⅣl急場ができ活発に活動しています。◆長野県下諏訪町は人口22，000人ですが、
『しもすわ九条の会』では9条を守る住民の過半数の署名を集めました。県内いわき・
相馬市九条の会でも発足以来、署名活動を継続中です。◆打合』の活動のあり方

，●ll▲！

●ヽ．■r“

として・ト人ひとりの創意や地域の持ち味を大切にした取り組みを」「継続的、計画鱒山一
に」「小学校区学位の『会』結成を」「交流・協力のネットワークを」とよぴかけています。1二


