
↑自宅応接室での谷崎潤一郎↑「谷崎潤一郎――愛と創作のジャンクション」なにわの語りべ公演風景

「
な
に
わ
の

語
り
べ
公
演
」

活
動
の
展
開

　
関
西
に
は
豊
穣
な
歴
史
や
文
化
が
あ
る
。

ま
ち
の
歩
み
や
物
語
を
発
掘
し
、
伝
え
、
活

用
す
る
こ
と
で
、
住
民
の
地
域
へ
の
愛
着
も

高
ま
り
、
来
街
者
も
増
え
、
賑
わ
い
づ
く
り

や
都
市
ブ
ラ
ン
ド
の
構
築
、
都
市
格
の
向
上

に
も
つ
な
が
る
。

　
そ
の
た
め
の
ひ
と
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し

て
、
大
阪
を
中
心
に
「
な
に
わ
の
語
り
べ
公

演
」
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。
ま
ち
の
歩
み

せ
て
こ
そ
、
醍
醐
味
が
よ
り
楽
し
め
る
。
資

料
や
文
献
に
導
か
れ
、
関
西
で
の
足
跡
を
ざ

っ
と
追
っ
て
み
る
と
、
作
品
と
実
生
活
が
表

裏
一
体
と
な
り
絡
み
合
っ
て
い
る
。
が
、
私

小
説
と
は
異
な
る
。
そ
の
相
関
性
こ
そ
が
、

数
多
く
の
谷
崎
研
究
家
を
生
ん
で
い
る
理
由

で
は
な
か
ろ
う
か
。
関
西
の
、
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
あ
の
ま
ち
や
こ
の
場
所
に
谷
崎
が
住

ま
い
、
有
名
作
品
の
数
々
を
生
み
出
し
て
い

た
の
だ
と
い
う
事
実
は
、
そ
の
経
緯
を
詳
し
く

知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
感
慨
深
い
も
の
が
あ
る
。

生
い
立
ち
と
デ
ビ
ュ
ー

　
谷
崎
潤
一
郎
は
、
明
治
19（
１
８
８
６
）年
、

東
京
の
下
町
、
日
本
橋
区
か
き蠣 

が
ら殻
町
、
現
在
の

人
形
町
の
あ
た
り
に
生
ま
れ
る
。
22
歳
で
東

京
帝
国
大
学
文
学
部
に
入
学
、
明
治
43
（
１

９
１
０
）
年
、
24
歳
の
時
、『
し刺 

せ
い青
』
を
発
表
。

初
期
の
谷
崎
は
、
耽
美
主
義
と
呼
ば
れ
る
ほ

ど
、
美
と
女
性
へ
の
偏
愛
、
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
と

い
っ
た
捉
え
方
を
さ
れ
て
い
る
。
大
正
12（
１

９
２
３
）
年
、
関
東
大
震
災
に
あ
っ
た
谷
崎

は
、
関
西
へ
逃
げ
延
び
る
。
真
冬
の
京
都
の

底
冷
え
に
耐
え
ら
れ
ず
、
阪
神
間
の
芦
屋
あ

た
り
は
気
候
が
温
暖
で
あ
ろ
う
と
引
っ
越
し

た
く
だ
り
で
は
、
都
会
の
ぼ
ん
ぼ
ん
育
ち
で

甘
や
か
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
想
像
に

難
く
な
い
。

　
大
正
13
（
１
９
２
４
）
年
、『
痴
人
の
愛
』

が
大
阪
朝
日
新
聞
に
発
表
さ
れ
た
。
主
人
公

の
ナ
オ
ミ
は
、
妻
・
千
代
の
妹
〝
せ
い
子
〞

を
モ
デ
ル
に
し
て
お
り
、
実
際
も
、
谷
崎
は
、

日
本
人
離
れ
し
た
容
姿
を
も
つ
こ
の
少
女
に

か
な
り
入
れ
込
ん
で
い
た
と
い
う
。
千
代
を

友
人
の
詩
人
、
佐
藤
春
夫
に
譲
る
と
約
束
し

や
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
わ
か
り
や
す
く
親
し
み
や

す
い
物
語
と
し
て
編
集
し
、
語
り
と
映
像
、

音
楽
効
果
も
入
れ
な
が
ら
紹
介
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
大
阪
以
外
の
関
西
に
お
け
る
題

材
も
あ
る
。
周
辺
の
地
域
に
活
動
を
拡
げ
て

ほ
し
い
と
い
う
要
望
も
増
え
て
き
た
。
そ
こ

で
昨
年
度
、〝
谷
崎
潤
一
郎
〞
を
テ
ー
マ
に

選
び
、「
谷
崎
潤
一
郎
―
―
愛
と
創
作
の
ジ

ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
」
と
題
し
た
新
作
を
上
演
し

た
。
本
稿
で
は
、
そ
の
制
作
プ
ロ
セ
ス
の
な

か
で
の
視
点
や
、
谷
崎
潤
一
郎
（
以
下
、
谷

崎
）
な
ら
で
は
の
逸
話
を
抜
粋
し
て
綴
っ
て

み
る
。

関
西
で
の
出
会
い
と

創
作
活
動

　
文
豪
と
し
て
の
谷
崎
の
名
前
は
あ
ま
り
に

有
名
で
あ
る
が
、
そ
の
人
間
像
は
意
外
と
知

ら
れ
て
い
な
い
。
関
東
出
身
で
あ
る
の
に
、

な
ぜ
関
西
で
文
筆
活
動
を
続
け
た
の
か
。
独

自
の
純
文
学
を
大
成
さ
せ
た
、
そ
の
作
風
の

源
は
何
だ
っ
た
の
か
。

　
谷
崎
研
究
は
以
前
か
ら
盛
ん
で
、
複
数
の

研
究
家
に
よ
っ
て
成
果
が
数
多
く
発
表
さ
れ

て
い
る
。
谷
崎
作
品
は
、
彼
自
身
の
過
ご
し

た
土
地
や
と
も
に
暮
ら
し
た
人
と
重
ね
合
わ

１
９
９
４
年
の
旗
揚
げ
公
演
以
来
、
大
阪
の
豊
富
な

文
化
的
コ
ン
テ
ン
ツ
を
発
掘
し
、

そ
の
魅
力
や
価
値
を
見
直
す
こ
と
で
、

ま
ち
の
賑
わ
い
づ
く
り
の
一
環
と
し
て

評
価
を
受
け
て
い
る
「
な
に
わ
の
語
り
べ
公
演
」。

そ
の
最
新
活
動
を
通
し
て
、

大
阪
の
ま
ち
の
魅
力
を
再
認
識
す
る
。

「
な
に
わ
の

語
り
べ
公
演
」で
の

作
品
づ
く
り
か
ら

谷
崎
潤
一
郎
と
関
西
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昭和24年撮影。前年には代
表作のひとつ『細雪』が下
巻まで刊行され、この年に
は文化勲章を受章している。

2013年3月5日「平成♪なに
わの語りべ劇場2013 早春in 
ブリーゼ」（於、サンケイホ
ールブリーゼ大ホール）より。

←『春琴抄』漆塗初版本 大阪の出版社創元社刊。本
文は変体がなによる。黒と
赤2種の豪華な漆塗り装丁
が大いに話題を呼んだとい
う。
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語りと映像、音楽、芝居も
取りいれ、演出に工夫を重
ねた。映像イラストは弓削
ナオミの描きおろし。



て
自
分
は
せ
い
子
と
結
婚
し
よ
う
と
も
く
ろ

ん
だ
が
失
敗
。
約
束
を
撤
回
し
て
、
激
怒
し

た
佐
藤
と
絶
交
し
て
い
る
。
信
じ
が
た
く
も

人
間
く
さ
い
ド
ラ
マ
が
作
品
の
背
景
に
あ
る
。

歳
月
が
事
実
を
デ
フ
ォ
ル
メ
し
た
と
し
て
も
、

そ
こ
に
谷
崎
の
創
造
力
が
加
わ
っ
て
、
後
世

に
残
る
作
品
を
生
み
出
し
た
、
と
い
う
構
造

が
面
白
い
。
実
生
活
で
の
体
験
を
作
品
に
反

映
さ
せ
る
ス
タ
イ
ル
は
以
降
も
続
く
が
、
舞

台
と
し
て
選
ば
れ
た
の
は
、
故
郷
の
東
京
で

は
な
く
関
西
で
あ
っ
た
。

関
西
に
対
し
て

批
判
的
で
あ
っ
た
谷
崎

　
大
正
14
（
１
９
２
５
）
年
10
月
に
『
文
藝

春
秋
』
に
掲
載
さ
れ
た
『
阪
神
見
聞
録
』
で
、

谷
崎
は
関
西
に
対
し
て
批
判
め
い
た
こ
と
を

記
し
て
い
る
。
見
ず
知
ら
ず
の
人
に
話
し
か

け
た
り
、
電
車
で
他
人
の
新
聞
を
借
り
て
読

む
大
阪
人
を
捕
ら
え
て
、
ず
う
ず
う
し
く
非

常
識
な
感
じ
が
す
る
と
。
東
京
人
か
ら
見
た

大
阪
人
像
は
、
昔
も
今
も
そ
う
大
き
く
は
変

わ
ら
な
い
よ
う
だ
。

　
そ
ん
な
印
象
を
が
ら
り
と
変
え
て
し
ま
っ

た
も
の
、
そ
れ
は
、
大
阪
を
代
表
す
る
老
舗

の
の暖 
れ
ん簾
の
中
の
世
界
、
女
性
た
ち
を
中
心
と

し
た
上
質
な
生
活
文
化
や
日
本
の
伝
統
美
、

そ
し
て
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
花
開
い
た

モ
ダ
ニ
ズ
ム
で
あ
っ
た
。
特
に
谷
崎
が
魅
せ

ら
れ
た
の
は
、
せ
ん船 

ば場
の
お
お大 
だ
な店
の
ご
り
ょ
ん
さ

ま
（
若
奥
様
）
で
あ
る
〝
根
津
松
子
〞（
以
下
、

松
子
）
で
あ
っ
た
。

　
松
子
の
実
家
は
大
阪
で
名
の
知
れ
た
ふ
じ藤 

な
が永

 

た田
造
船
所
の
一
族
で
、
嫁
ぎ
先
は
大
阪
屈
指

の
綿
布
問
屋
の
老
舗
で
あ
る
。
芥
川
龍
之
介

と
の
席
で
は
じ
め
て
松
子
に
会
っ
た
谷
崎
は
、

そ
の
品
性
と
知
性
を
感
じ
さ
せ
る
会
話
や
応

対
ぶ
り
に
強
く
惹
か
れ
、
こ
れ
が
大
阪
を
代

表
す
る
婦
人
な
の
か
と
感
激
し
た
と
い
う
。

　
い
わ
ゆ
る
運
命
の
出
会
い
で
あ
り
、
青
年

谷
崎
の
純
粋
な
一
面
を
感
じ
ら
れ
る
一
景
で

あ
る
。

芸
術
的
創
作
の

女
神
と
し
て
の
松
子

　
谷
崎
の
衝
撃
的
と
も
い
え
る
女
性
遍
歴
は
、

作
品
の
理
解
を
よ
り
深
め
て
く
れ
る
。
千
代

と
別
れ
、
古
川
と丁 

み未 

こ子
と
２
度
目
の
結
婚
を

し
た
谷
崎
だ
が
、
そ
の
時
発
表
し
た
『
盲
目

物
語
』
に
は
、
根
津
夫
人
で
あ
っ
た
松
子
へ

の
憧
れ
が
滲
み
出
て
お
り
、
北
野
つ
ね恒 

と
み富
に
依

頼
し
た
口
絵
も
、
当
時
の
松
子
を
モ
デ
ル
に

し
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
挙
句
、
夫
の

浮
気
に
悩
む
松
子
が
谷
崎
に
相
談
し
て
い
る

う
ち
に
、
恋
愛
感
情
が
生
じ
た
の
か
、
東
灘

区
の
魚
崎
で
隣
あ
わ
せ
の
家
を
借
り
て
逢
瀬

を
重
ね
る
。
新
婚
の
丁
未
子
に
と
っ
て
は
悲

劇
で
あ
る
。
雑
誌
記
者
の
仕
事
を
や
め
、
有

名
作
家
の
妻
に
な
っ
た
喜
び
も
束
の
間
、
打

ち
捨
て
ら
れ
た
の
だ
。
谷
崎
は
な
ぜ
丁
未
子

と
結
婚
し
た
の
か
、
松
子
へ
の
思
慕
を
よ
り

募
ら
せ
る
た
め
の
手
段
と
し
た
の
か
、
私
た

ち
の
想
像
に
委
ね
ら
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　
生
活
で
も
松
子
の
品
格
と
威
厳
を
第
一
と

し
た
。
書
生
奉
公
の
よ
う
に
下
僕
と
し
て
松

子
に
仕
え
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
る
な
ど
、

マ
ゾ
ヒ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
側
面
を
多
々
感
じ
さ

せ
る
。
谷
崎
に
と
っ
て
、
普
通
の
夫
婦
生
活

は
不
要
で
、
常
に
仰
ぎ
見
る
こ
と
の
で
き
る

女
神
が
、
芸
術
的
な
創
作
活
動
に
不
可
欠
な

の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
松
子
は
と
い
う
と
、『
い倚 

し
よ
う松 

あ
ん庵
の

夢
』
と
題
し
た
自
ら
の
手
記
の
中
で
、
ひ
と

り
の
女
と
し
て
、
普
通
の
夫
婦
と
し
て
睦
み

あ
え
な
い
寂
し
さ
や
、
念
願
の
子
ど
も
を
５

カ
月
で
中
絶
し
た
無
念
さ
を
後
に
告
白
し
て

い
る
。
松
子
が
谷
崎
の
理
想
の
女
性
で
あ
り

続
け
る
使
命
は
、
あ
る
意
味
残
酷
で
あ
り
、

そ
こ
に
谷
崎
の
強
烈
な
サ
デ
ィ
ズ
ム
が
存
在

し
て
い
た
と
理
解
し
て
い
い
だ
ろ
う
。

　
そ
ん
な
生
活
の
な
か
で
、
谷
崎
は
、
関
西

の
風
土
、
伝
統
文
化
な
ど
へ
の
し
よ
う憧 

け
い憬
を
深

め
る
。
そ
の
情
感
が
自
身
の
繊
細
な
美
意
識

を
磨
き
上
げ
、
作
品
へ
反
映
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
関
西
へ
の
賛
美
が
あ
る
。
ま
た
、

戦
争
中
に
中
断
さ
せ
ら
れ
た
『
細
雪
』
も
、

皇
室
の
タ
ブ
ー
だ
と
ぼ
か
し
を
強
要
さ
れ
た

『
源
氏
物
語
』（
現
代
語
訳
）
も
、
試
練
を
乗

り
越
え
て
完
成
さ
せ
、
晩
年
は
病
と
闘
い
な

が
ら
も
、
新
た
な
作
品
を
発
表
し
続
け
る
と

い
う
、
最
期
ま
で
創
作
家
と
し
て
貫
き
通
し

た
生
き
様
は
胸
を
打
つ
。

今
に
残
る
、

谷
崎
の
足
跡

　
関
西
で
の
谷
崎
の
足
跡
に
つ
い
て
は
、
た

つ
み
都
志
氏
の
調
査
研
究
が
詳
し
く
、
特
に
、

真
摯
に
空
間
を
た
ど
り
現
地
を
取
材
し
て
ま

と
め
た
１
冊
『
こ
こ
で
す
や
ろ
谷
崎
は
ん
』

（
広
論
社
）
に
は
、
感
動
と
感
服
の
念
を
覚

え
た
。
こ
の
よ
う
な
手
法
で
、
地
域
と
の
つ

な
が
り
を
具
体
的
に
追
う
研
究
は
貴
重
で
あ

る
。

　
例
え
ば
、『
痴
人
の
愛
』
の
舞
台
と
な
っ
た

北
畑
（
現
・
神
戸
市
東
灘
区
本
山
北
町
３
）、

谷
崎
自
身
で
デ
ザ
イ
ン
し
た
豪
邸
が
あ
っ
た

岡
本
梅
ノ
谷
（
現
・
東
灘
区
岡
本
７
）、
松

子
と
隣
居
し
た
と
い
う
魚
崎
（
現
・
魚
崎
北

町
４
）、
谷
崎
が
特
に
愛
着
を
感
じ
て
い
た

旧
邸
で
『
細
雪
』
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
「
倚

松
庵
」（
現
在
は
移
転
保
存
さ
れ
、
東
灘
区

住
吉
東
町
１
）
な
ど
、
谷
崎
が
そ
の
足
で
立

っ
た
場
所
を
確
認
で
き
、
実
際
に
暮
ら
し
て

い
た
家
屋
に
直
接
向
き
合
え
る
の
は
、
本
当

に
あ
り
が
た
い
。
特
に
「
倚
松
庵
」
は
、
も

と
の
位
置
よ
り
１
５
０
メ
ー
ト
ル
北
へ
移
築

し
た
際
、
旧
材
を
保
存
利
用
し
て
谷
崎
居
住

時
の
姿
に
見
事
に
復
元
さ
れ
た
。
土
曜
・
日

曜
日
に
見
学
が
で
き
る
。

　
谷
崎
の
世
界
は
刺
激
的
で
か
つ
趣
深
い
。

そ
ん
な
知
的
財
産
や
遺
産
の
存
在
意
義
を
地

域
に
も
っ
と
浸
透
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
関

西
人
の
誰
も
が
誇
り
を
感
じ
る
よ
う
な
、
活

用
に
向
け
た
創
意
工
夫
が
望
ま
れ
る
。

現
在
の
倚
松
庵
↓
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↑谷崎と松子、打出の家の庭で （昭和 9年 5月頃）

現在の兵庫県芦屋市宮川町
に残る「打出」の家で、谷
崎と松子は祝言をあげた。
昭和9年から11年まで住
んだという。

谷崎は昭和11年11月から
18年11月までこの家に住ん
だ。自身も昭和7年ごろには、
「松（松子）に倚（よ）る」と
の意からか、雅号として「倚
松庵」を用いていたという。

谷崎は昭和10年1月28 日、
『盲目物語』『春琴抄』など
の登場人物モデルともいわ
れる松子と祝言をあげる。

←『細雪』初版本

↑
結
婚
式
の
あ
と
で
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写
真
所
蔵
・
協
力
：
芦
屋
市
谷
崎
潤
一郎
記
念
館
、神
戸
市

昭和 18年、雑誌『中央公
論』に一部発表されたが、
奢侈（しゃし）な表現を理由
に掲載を止められる。戦後、
中央公論社から初版刊行。


