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書とつかず離れずの半生
豊
と よ た

田市長（愛知県）　鈴木公平
Kohei Suzuki

と
き
ど
き
の
書（
書
と
の
遊
び
）

　

さ
て
、
気
ま
ぐ
れ
の
書
と
の
ふ
れ
あ
い
は
、

そ
の
後
長
く
続
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
時
に

書
き
、
時
に
鑑
賞
し
、
時
に
読
む
、
そ
の
時
々

の
気
の
向
く
ま
ま
の
自
由
な
時
間
が
、
ま
こ
と

に
貴
重
な
気
分
転
換
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

文
字
と
は
本
当
に
よ
く
出
来
て
い
る
と
つ
く

づ
く
思
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
意
思
を
伝
え
る
道

具
と
し
て
、
今
か
ら
４
７
０
０
年
も
の
昔
、
中

国
の
黄
帝
と
い
う
皇
帝
に
仕
え
た
臣
の
倉そ
う
け
つ頡
と

い
う
人
が
地
面
に
残
っ
た
鳥
の
足
跡
を
見
て
、

そ
れ
を
ヒ
ン
ト
に
文
字
を
発
明
し
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
東
洋
人
が
そ
の
後
用
い

る
漢
字
の
最
も
古
い
も
の
は
殷
時
代
の
甲
骨
文

で
す
が
、
そ
の
後
も
ま
た
長
い
時
を
経
て
冒
頭

の
有
名
な
蘭
亭
叙
に
至
り
ま
し
た
。

　

金
文
、
石
鼓
文
、
小
篆
、
隷
書
（
古
隷
、
漢

隷
）、
章
草
、
楷
、
行
と
さ
ま
ざ
ま
に
変
遷
を
続

け
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
文
字
文
化
の
花
を
咲

か
せ
て
き
ま
し
た
。

　

わ
が
国
に
お
い
て
文
字
が
紙
に
書
か
れ
、
そ

の
時
期
と
人
物
が
分
か
る
の
は
、
聖
徳
太
子
の

「
法
華
義
疏
」が
最
古
の
遺
例
と
い
わ
れ
ま
す
が
、

そ
の
後
、
今
も
至
宝
と
し
て
残
る
名
跡
が
数
多

く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
漢
字
か
ら
日
本
独

特
の
平
仮
名
が
生
み
出
さ
れ
、
王
朝
文
学
の
興

隆
と
相
ま
っ
て
洗
練
さ
れ
た
仮
名
美
の
世
界
が

出
現
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

文
字
を
書
く
こ
と
で
美
を
追
求
し
、
芸
術
と

し
て
そ
の
価
値
を
見
い
出
し
た
書
道
史
の
変
遷

を
た
ど
る
と
、
変
化
に
富
み
、
時
代
を
映
し
て

ま
さ
に
興
味
は
尽
き
ま
せ
ん
。
現
代
は
電
話
に

よ
る
音
声
通
話
か
ら
E
メ
ー
ル
へ
と
移
る
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
電
子
的
通
信
手
段
へ
と
変
化
し
、

一
般
化
し
ま
し
た
。
文
字
を
手
書
き
し
、
意
思

を
伝
え
る
こ
と
が
、
日
常
生
活
の
場
か
ら
も
だ

ん
だ
ん
と
消
え
て
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に

手
書
き
に
よ
る
文
字
の
持
つ
意
味
を
も
っ
と
大

切
に
す
べ
き
だ
と
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。
今
も

ま
た
、
蘭
亭
叙
が
表
紙
を
飾
る
、
北
京
故
宮
、

書
の
名
宝
展
で
買
い
求
め
た
図
録
で
名
跡
を
楽

し
ん
で
い
ま
す
。

　
「
書
、
と
い
う
も
の
は
運
動
と
も
い
う
し
、
形

と
も
い
え
る
し
、
息
だ
と
も
い
え
る
。」

手
島
右
卿
先
生
書
話
集
よ
り
。

蘭
亭
叙（
序
）

　

王
羲
之
（
３
０
７
〜
３
６
５
。
晋
代
の
書
家

で
官
名
を
右
軍
将
軍
、
書
聖
と
い
わ
れ
る
）
に

つ
い
て
は
、
書
に
興
味
の
あ
る
人
な
ら
誰
も

が
知
っ
て
お
ら
れ
ま
し
ょ
う
。
蘭
亭
叙
（
序
）

は
28
行
、
全
文
３
２
４
字
、
王
羲
之
47
歳
の

時
の
作
と
伝
え
ら
れ
、
書
道
史
上
屈
指
の
劇

跡
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

東
晋
の
永
和
９
年
（
３
５
３
年
）、
王
羲
之

は
山
陰
の
蘭
亭
（
浙
江
省
紹
興
県
）
に
当
時
の

名
士
41
人
を
招
い
た
曲
水
の
宴
で
の
詩
集
の

序
文
の
草
稿
を
書
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

逸
話
に
よ
れ
ば
真
跡
は
、
王
羲
之
の
書
を
崇

高
し
た
唐
の
太
宗
が
苦
心
の
末
に
入
手
し
、

そ
の
死
後
遺
命
に
よ
り
昭
陵
に
隨
葬
さ
れ
た

と
い
う
い
わ
く
付
き
の
も
の
で
、
当
時
の
中

国
で
は
国
宝
以
上
の
貴
重
な
も
の
と
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
完
全
複
製
さ
れ
た
当

時
の
臨
本
が
残
さ
れ
て
お
り
、
な
ん
と
こ
れ

が
展
示
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
も
東
京
で
し
た

か
ら
こ
れ
は
ど
う
し
て
も
見
な
け
れ
ば
い
け

ま
せ
ん
。
そ
れ
は
平
成
20
年
７
月
、
江
戸
東

京
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
「
北
京
故
宮
書
の
名

宝
」
展
に
お
い
て
で
し
た
。
太
宗
皇
帝
が
唐
代

最
高
の
工
匠
の
1
人
、
馮ふ
う
し
ょ
う
そ

承
素
に
複
製
さ
せ

た
と
い
わ
れ
る
傑
作
「
八
柱
第
三
本
」
と
呼
ば

れ
る
蘭
亭
叙
（
序
）
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
や
っ
と
実
物
に
巡
り
合

え
た
と
い
う
感
動
と
、「
あ
っ
そ
う
か
、
こ
れ

な
ん
だ
」
と
い

う
普
通
の
感
覚

が
交
錯
し
、
表

現
し
が
た
い
思

い
で
鑑
賞
し
た

こ
と
を
思
い
出

し
ま
す
。

不
純
な
動
機

　

最
初
に
王
羲

之
の
名
前
を

知
っ
た
の
は
高

校
生
の
時
で
し

た
。
も
う
50
年
以
上
も
昔
の
こ
と
で
す
が
、

選
択
科
目
で
比
較
的
楽
に
単
位
が
取
れ
る
と

友
人
に
誘
わ
れ
、
書
道
史
の
授
業
を
受
け
た

時
の
こ
と
で
し
た
。
そ
の
当
時
は
と
り
た
て

て
関
心
を
持
つ
こ
と
も
な
く
、
単
に
記
憶
の

隅
に
残
さ
れ
て
い
た
程
度
で
あ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
そ
し
て
い
つ
と
は
な
く
書
道
史
の
こ

と
は
忘
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
が
40
年
近
く
前
の
こ
と
、
久
し
ぶ
り

に
再
会
し
た
高
校
時
代
の
当
の
友
人
か
ら
今

も
書
の
勉
強
を
続
け
て
い
る
、
君
は
ど
う
し

て
い
る
か
、
と
問
わ
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け

と
な
っ
て
、
結
局
紹
介
を
受
け
た
師
匠
の
元

に
通
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、

ま
こ
と
に
適
当
な
動
機
と
余
暇
の
時
間
つ
ぶ

し
程
度
の
つ
も
り
で
書
と
か
か
わ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
し
た
。

　

他
人
の
尻
に
く
っ
つ
い
て
だ
ら
だ
ら
と
時

間
が
過
ぎ
て
い
た
あ
る
時
、
転
機
が
訪
れ
ま

し
た
。
文
部
省
認
定
の
書
写
技
能
検
定
を
受

け
て
み
な
い
か
と
誘
わ
れ
た
の
で
す
。
ま
た

他
人
に
声
を
掛
け
て
も
ら
っ
て
の
新
た
な
一

歩
へ
と
な
っ
た
の
で
し
た
。
今
ご
ろ
に
な
っ

て
、
自
分
で
も
あ
き
れ
て
い
ま
す
が
、
と
も

か
く
実
は
そ
れ
が
そ
の
後
も
書
と
の
つ
き
あ

い
が
続
い
て
い
く
契
機
と
な
っ
た
の
で
し
た
。

　

こ
の
審
査
試
験
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
実
技
と
、

こ
れ
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
問
題
に
答
え
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
や
っ

ぱ
り
問
題
の
一
領
域
に
書
道
史
が
あ
り
ま
し

た
。
書
道
史
は
そ
の
ま
ま
文
字
の
歴
史
で
あ

り
、
独
特
の
文
字
文
化
を
生
み
出
し
、
は
ぐ

く
ん
で
い
っ
た
歴
史
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ

れ
を
改
め
て
知
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
た
。 江戸東京博物館「北京故宮書の名宝」展チラシ

図録掲載の名跡を鑑賞する筆者
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