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近
代
日
本
の
文
化
を
作
っ
た

ひ
と
り
で
あ
る
長
江

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
基
調
講

演
と
し
て
、
谷
崎
昭
男
さ
ん
に
よ

る
基
調
講
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

谷
崎
さ
ん
は
相
模
女
子
大
学
教

授
。
生
田
長
江
の
門
人
で
あ
っ
た

作
家
、
佐
藤
春
夫
の
全
集
編
集
委

員
を
つ
と
め
た
ほ
か
、
評
論
家
と

し
て
も
活
躍
し
て
い
ま
す
。

■
基
調
講
演
（
要
旨
）

　

長
江
は
翻
訳
を
多
く
手
が
け
、

小
説
や
戯
曲
を
書
く
な
ど
、
文
芸

だ
け
で
は
な
く
、
文
明
批
評
な
ど

広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
評
論
活
動

を
し
て
き
た
人
で
す
。

　

し
か
し
、
長
江
の
仕
事
全
体
を

見
渡
し
て
私
が
一
番
だ
と
思
う
の

は
、
そ
う
し
た
評
論
活
動
よ
り
も
、

む
し
ろ
翻
訳
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
は
、
分
量
だ
け
で
は

な
く
、
そ
の
質
に
お
い
て
も
大
変

す
ば
ら
し
い
と
改
め
て
感
じ
て
い

ま
す
。

　

長
江
が
残
し
た
翻
訳
の
中
で

も
っ
と
も
分
量
と
し
て
も
多
い
の

は
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
ニ
ー
チ
ェ
の

作
品
。
こ
の
翻
訳
が
ど
れ
ほ
ど
近

代
の
日
本
の
文
化
発
展
に
役
立
っ

た
か
を
考
え
る
と
き
、
長
江
は
近

代
日
本
の
文
化
を
作
っ
た
恩
人
の

ひ
と
り
で
あ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

長
江
の
翻
訳
が
優
れ
て
い
る
理

由
、
そ
れ
は
長
江
の
人
物
に
よ
る

と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

長
江
は
才
気
あ
ふ
れ
る
人
。
弁
舌

さ
わ
や
か
で
演
説
が
見
事
だ
っ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
原
文
の

枠
を
出
る
こ
と
な
く
そ
の
才
能
を

存
分
に
生
か
し
た
と
い
う
こ
と
が
、

翻
訳
を
見
事
な
も
の
に
し
た
と
私

は
考
え
て
い
ま
す
。

　

今
回
、
私
も
こ
の
顕
彰
運
動
の

一
端
を
担
わ
せ
て
い
た
だ
き
、
あ

り
が
た
く
思
っ
て
い
ま
す
が
、
こ

の
運
動
が
今
後
ど
う
な
っ
て
い
く

か
が
気
が
か
り
。
長
江
の
こ
と
を

知
ろ
う
と
し
て
も
作
品
を
読
む
テ

キ
ス
ト
が
な
い
と
い
う
状
況
に
も

気
を
も
ん
で
い
ま
し
た
が
、
最
近

長
江
の
作
品
集
が
一
冊
発
行
さ
れ
、

そ
う
し
た
動
き
が
出
て
き
た
こ
と

を
う
れ
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。

　　　

日
野
町
出
身
の
文
芸
評
論
家
・
翻
訳
家
、
生
田
長
江
。

　

そ
の
業
績
に
つ
い
て
は
広
報
ひ
の
８
月
号
で
も
紹

介
し
ま
し
た
が
、
長
江
が
残
し
た
足
跡
を
検
証
し
、
後

世
に
伝
え
て
い
こ
う
と
、
長
江
の
研
究
者
ら
に
よ
る

「
～ 
真
摯 
の
ひ
と
、
光
彩
を
放
つ
～　

生
田
長
江
シ
ン

し
ん
し

ポ
ジ
ウ
ム
（
鳥
取
県
生
田
長
江
顕
彰
事
業
実
行
委
員
会

主
催
）」
が
、　

月　

日
、
町
文
化
セ
ン
タ
ー
で
開
か

１０

２９

れ
ま
し
た
。

谷崎昭男さん

生田長江（１８８２年生まれ、貝原出身）、左は長女まり子
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長
江
の
人
物
･
業
績
を
討
論

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
最
後
に
は
、

文
芸
史
家
の
竹
内
道
夫
さ
ん
の
司

会
に
よ
る
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
（
公
開
討
論
）
が
行
わ
れ
、

谷
崎
昭
男
さ
ん
、
河
中
信
孝
さ
ん

を
パ
ネ
リ
ス
ト
に
迎
え
て
長
江
の

魅
力
や
業
績
な
ど
が
語
り
合
わ
れ

ま
し
た
。

■
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
（
要
旨
）

谷
崎　

長
江
の
翻
訳
は
、
文
学
の

作
品
た
り
う
る
一
つ
の
重
さ
を

持
っ
て
お
り
、
読
む
人
を
動
か
す

力
を
蓄
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

明
治
の
女
性
解
放
運
動
の
さ
き

が
け
と
な
っ
た
『 
青
鞜 
』
の
創
刊

せ
い
と
う

に
際
し
て
、
そ
の
誌
名
を
長
江
が

付
け
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
ロ
ン

ド
ン
で「
ブ
ル
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
知
的
な
女
性
た

ち
の
こ
と
で
、
日
本
で

は
「 
紺 こ

ん 
足
袋 
党
」
と
訳

た

び

さ
れ
て
い
た
の
を
長

江
が
青
鞜
と
い
う
呼

び
方
に
変
え
た
と
い

う
も
の
。
青
鞜
が
成

功
し
た
理
由
は
い
ろ

い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
青

鞜
と
い
う
名
前
の
清

新
さ
が
ひ
と
つ
に
あ

る
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
風
に
、
言
葉
に
は
人
を
動

か
す
力
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
長
江
の
翻
訳
か
ら
大
き

な
影
響
を
受
け
た
の
は
詩
人
の
萩

原
朔
太
郎
で
、
長
江
の
ニ
ー
チ
ェ

の
訳
詩
か
ら
感
化
を
受
け
、「
漂

泊
者
の
歌
」
と
い
う
詩
の
中
に
、

長
江
訳
の
ニ
ー
チ
ェ
の
詩
の
一
部

を
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。

仏
教
、
洗
礼
、
そ
し
て
創
作

変
化
に
富
ん
だ
一
生

竹
内　

河
中
さ
ん
、
長
江
の
人
柄

に
つ
い
て
解
説
を
お
願
い
し
ま
す
。

河
中　

長
江
は
、
か
な
り
一
貫
し

た
筋
を
通
し
て
生
涯
を
終
え
た
人

だ
っ
た
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。

ど
の
局
面
を
見
て
も
、
貧
し
い
人

た
ち
、
虐
げ
ら
れ
た
人
た
ち
に
対

し
て
、
何
を
ど
う
し
て
い
け
ば
い

い
の
か
を
一
生
考
え
続
け
た
真
面

目
な
人
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

長
江
は
敬
け
ん

・

・

な
仏
教
徒
の
家

庭
に
生
ま
れ
育
ち
、
若
く
し
て
キ

リ
ス
ト
教
の
洗
礼
を
受
け
、
ま
た

社
会
主
義
運
動
に
関
心
を
寄
せ
、

文
芸
評
論
、
創
作
な
ど
の
文
筆
活

動
を
活
発
に
や
り
、
最
後
は
『
釈

尊
』
執
筆
に
全
精
力
を
傾
け
た
、

非
常
に
変
化
に
富
ん
だ
一
生
を
送

り
ま
し
た
。

　

人
柄
と
し
て
は
、
非
常
に
き
っ

ち
り
し
た
ス
タ
イ
リ
ス
ト
で
、
若

い
こ
ろ
は
カ
イ
ゼ
ル
ひ
げ
を
ピ
ン

と
生
や
し
て
い
ま
し
た
が
、
ユ
ー

モ
ア
好
き
な
一
面
も
あ
り
、
ユ
ー

モ
ア
セ
ン
ス
が
な
い
人
間
は
つ
ま

ら
ん
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

江
府
町
出
身
の
妻
・
藤
尾
と
は
、

夫
婦
と
い
う
よ
り
兄
弟
と
い
う
感

じ
だ
と
、
生
田
春
月
へ
の
手
紙
に

も
書
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
新
た

な
才
能
を
持
つ
ひ
と
を
見
つ
け
て

世
に
出
す
と
い
う
能
力
も
あ
り
、

多
く
の
後
輩
・
弟
子
を
育
て
て
い

た
人
で
す
。

ニ
ー
チ
ェ
と
の
関
わ
り

竹
内　

長
江
は
な
ぜ
全
集
を
出
版

す
る
ほ
ど
ニ
ー
チ
ェ
に 
惹 
か
れ
た

ひ

の
で
し
ょ
う
か
。

谷
崎　

長
江
初
の
ニ
ー
チ
ェ
の
翻

訳
で
あ
る『
ツ
ア
ラ
ト
ウ
ス
ト
ラ
』

　基調講演の後、生田長江の会の河中信孝さん（日吉津村）による、昭

和３１年ごろ町内で始まった長江の顕彰運動についての解説がありました。

　

　長江が亡くなったのは昭和１１年（１９３６年）。その後、貝原の遠藤一夫

さんが中心になって、まず公民館報に２度ほど長江についての文章を書

かれた。当時それほど反響はなかったが、その後昭和３１年ごろ新聞・ラ

ジオで取り上げられたのをきっかけに長江の顕彰運動が盛り上がり、生

田長江顕彰会ができました。当時の町長や県知事、地元の名士らが名を

連ね、顕彰活動が始まりました。

　また、東京にも顕彰会ができ、門人の佐藤春夫さん、伊福部隆彦さんら

が中心となって活動しました。

　顕彰会では、著名人の色紙を一人５枚ずつ、計

６００枚作り、県内各所で即売会を開いて活動資金

にあてたそうです。根雨では当時の映画館・ことぶき館で行われたということです。

　活動の中心は、延暦寺に顕彰碑を建て、長江の作品を出版すること。そのほか継続

的な勉強会もあったようですが、遠藤さんは、「記念碑を立てるだけではなく、郷土の

人々の心の中に記念碑を打ち立てなければならない」と書いています。この言葉には

私も非常に感銘を受けました。

竹内道夫さん


