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宮
本
常
一
の
評
伝
『
旅
す
る
巨
人
』
を
文

藝
春
秋
か
ら
単
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た

の
は
、
平
成
八（
一
九
九
六
）年
の
こ
と
だ
っ

た
。
そ
れ
か
ら
十
二
年
後
の
こ
と
し
四
月
、

同
じ
文
藝
春
秋
か
ら
文

庫
化
し
て
刊
行
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。

　

単
行
本
と
し
て
出
版

さ
れ
た
と
き
、
宮
本
常

一
は
ま
だ
知
る
人
ぞ
知

る
民
俗
学
者
に
過
ぎ
な

か
っ
た
。
皮
肉
に
も
、

い
わ
ば
宮
本
の
代
表

作
の
『
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
』
の
領

域
扱
い
さ
れ
る
人
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
が
十
二
年
経
っ
た
現
在
、
宮
本
と
い

え
ば
、
日
本
の
村
と
い
う
村
、
島
と
い
う
島

を
隈
な
く
歩
き
、
そ
こ
に
生
き
る
人
び
と

の
暮
ら
し
を
正
確
に
記
録
し
た
比
類
な
き

「
宮
本
常
一
か
ら
学
ぶ
も
の
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
野
　
眞
一
（
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家
）

民
俗
学
者
だ
と
い
う
こ
と
が
、
ほ
ぼ
人じ

ん
こ
う口

に

膾か
い
し
ゃ炙

し
た
。

　

口
は
ば
っ
た
い
こ
と
を
承
知
で
言
わ
せ

て
も
ら
え
ば
、
十
二
年
前
に
発
表
し
た
拙

著
が
、
宮
本
常
一
の
存
在
に
人
び
と
の
関

心
を
向
け
さ
せ
、
宮

本
常
一
再
発
見
の

端
緒
に
な
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
、
ひ

そ
か
に
自
負
し
て
い

る
。

　

宮
本
へ
の
注
目
の

高
ま
り
に
呼
応
す
る

よ
う
に
、
二
〇
〇
四

年
五
月
、
宮
本
の
故
郷
の
周
防
大
島
東
和

町
（
現
・
周
防
大
島
町
）
に
「
周
防
大
島
文

化
交
流
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
施
設
が
オ
ー
プ

ン
し
た
。
こ
の
施
設
の
な
か
に
は
、
宮
本
が

七
十
三
年
の
生
涯
に
残
し
た
十
万
点
あ
ま
り

の
写
真
が
一
枚
残
ら
ず
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
宮
本
の
生
誕
百
年
に
あ
た
る

二
〇
〇
七
年
に
は
、
周
防
大
島
で
宮
本
の
業

績
を
顕
彰
す
る
盛
大
な
催
し
が
開
催
さ
れ
、

私
も
記
念
講
演
の
講
師
と
し
て
招
か
れ
た
。

　

ち
な
み
に
、
宮
本
の
命
日
の
一
月
三
十
日

に
は
毎
年
、
宮
本
の
霊
が
眠
る
周
防
大
島
の

神
宮
寺
で
関
係
者
を
集
め
た
「
水
仙
忌
」
が

行
わ
れ
て
お
り
、
私
も
所
用
が
な
い
限
り
出

席
し
て
い
る
。
こ
と
し
の
「
水
仙
忌
」
に
も

出
席
し
て
き
た
ば
か
り
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
催
し
を
運
営
す
る
中
核
メ
ン

バ
ー
は
、
宮
本
が
晩
年
、
後
進
育
成
の
た
め

故
郷
に
つ
く
っ
た
完
全
手
弁
当
の
「
郷
土
大

学
」
の
人
び
と
で
あ
る
。
そ
の
事
実
に
、
宮

本
の
精
神
が
い
ま
も
脈
々
と
受
け
継
が
れ

て
い
る
こ
と
を
い
ま
さ
ら
な
が
ら
感
じ
る
。

　

さ
て
、
私
が
宮
本
常
一
と
い
う
人
物
の
存

在
に
つ
い
て
初
め
て
知
っ
た
の
は
、
宮
本
の
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代
表
作
の
『
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
』
の
初
版

が
未
来
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
昭
和
三
十
五

（
一
九
六
〇
）
年
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

中
学
二
年
に
な
っ
た
ば
か
り
の
頃
で
あ

る
。
私
は
そ
の
頃
、
近
所
の
図
書
館
に
も
ぐ

り
こ
ん
で
は
面
白
そ
う
な
本
を
か
た
っ
ぱ

し
か
ら
読
破
す
る
ブ
ッ
キ
ッ
チ
ョ
な
中
学

生
だ
っ
た
。

　

あ
る
と
き
、
し
わ
く
ち
ゃ
な
お
ば
あ
さ
ん

の
写
真
が
表
紙
に
な
っ
た
本
が
目
に
つ
い

た
。
そ
れ
が
『
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
』
と
の

最
初
の
出
会
い
だ
っ
た
。
宮
本
常
一
と
い

う
著
者
が
ど
ん
な
人
な
の
か
も
、
民
俗
学
が

ど
ん
な
学
問
な
の
か
も
、
ま
っ
た
く
知
ら
な

か
っ
た
。

　
『
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
』
を
初
め
て
読
ん

だ
昭
和
三
十
五
年
は
、
日
本
列
島
に「
政
治
」

と
「
経
済
」
の
高
波
が
一
気
に
押
し
寄
せ
た

時
代
だ
っ
た
。

　

国
会
周
辺
で
は
「
安
保
反
対
」
を
叫
ぶ
学

生
デ
モ
が
連
日
の
よ
う
に
繰
り
返
さ
れ
て

い
た
。
敗
戦
後
十
五
年
経
っ
た
日
本
は
、
日

米
関
係
を
め
ぐ
っ
て
大
き
な
政
治
対
立
の

時
代
に
入
っ
て
い
た
。

　

一
方
、
経
済
に
目
を
転
じ
れ
ば
、
高
度
経

済
成
長
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
、“
三
種
の

神
器
”と
い
わ
れ
た
テ
レ
ビ
、
電
気
冷
蔵
庫
、

電
気
洗
濯
機
が
、
各
家
庭
に
洪
水
の
よ
う
に

な
だ
れ
こ
ん
で
い
た
。

　

そ
ん
な
「
政
治
」
と
「
経
済
」
の
季
節
に
読

ん
だ
『
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
』
に
、
私
は
子

ど
も
な
が
ら
言
い
知
れ
ぬ
衝
撃
を
受
け
た
。

世
の
中
は
政
治
に
過
熱
し
、
経
済
に
浮
か
れ

て
い
る
と
い
う
の
に
、
こ
の
著
者
は
そ
う
し

た
時
代
風
潮
に
背
を
向
け
、
辺
陬
の
地
に
生

き
る
名
も
な
き
庶
民
の
話
に
じ
っ
と
耳
を

か
た
む
け
て
い
る
。

　

私
は
ま
ず
、
そ
の
“
反
時
代
性
”
に
し
び

れ
た
。
と
り
わ
け
、
そ
の
本
の
な
か
の
一
編

の
「
土
佐
源
氏
」
の
読
後
感
は
圧
倒
的
だ
っ

た
。

　

こ
の
作
品
は
、
宮
本
が
土
佐
山
中
の
檮ゆ

す
は
ら原

と
い
う
寒
村
で
出
会
っ
た
盲
目
の
元
馬ば

く
ろ
う喰

が
語
っ
た
女
性
遍
歴
の
物
語
で
あ
る
。
冒

頭
の
場
面
を
紹
介
し
よ
う
。

　

い
ろ
り
に
は
火
が
チ
ロ
チ

ロ
と
燃
え
て
い
た
。
そ
の
そ

ば
に
八
十
を
か
な
り
こ
え
た

小
さ
な
老
人
が
あ
ぐ
ら
を
か

い
て
す
わ
っ
て
い
る
。
い
ち

じ
く
形
の
頭
を
し
て
、
歯
は

も
う
一
本
も
な
く
て
頬
は
こ

け
て
い
る
。
や
ぶ
れ
た
着
物

の
縞
も
ろ
く
に
見
え
な
い
ほ

ど
よ
ご
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
は
土
佐
の
山
中
、
檮
原
村
。
そ
し
て

こ
の
老
人
の
こ
の
住
居
は
全
く
の
乞
食
小

屋
で
あ
る
。
あ
り
あ
わ
せ
の
木
を
縄
で
く

く
り
あ
わ
せ
、
そ
の
外
側
を
む
し
ろ
で
か
こ

い
、
天
井
も
む
し
ろ
で
張
っ
て
あ
る
。
そ
の

む
し
ろ
が
煙
で
ま
っ
く
ろ
に
な
っ
て
い
る
。

　

天
井
の
上
は
橋
。
つ
ま
り
橋
の
下
に
小

屋
掛
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
土
間
に
籾
が

ら
を
ま
い
て
、
そ
の
上
に
む
し
ろ
を
し
い
て

生
活
し
て
い
る
。
入
口
も
む
し
ろ
を
た
れ

た
ま
ま
。

　

時
々
天
井
の
上
を
人
の
通
っ
て
い
く
足

音
が
き
こ
え
る
。
寒
そ
う
な
急
ぎ
足
で
あ

る
。

　

盲
目
の
元
馬
喰
は
、
こ
う
言
っ
て
長
い
身

の
上
話
を
終
え
る
。

宮本常一（撮影/芳賀日出男）
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「
あ
あ
、
目
の
見
え
ぬ
三
十
年
は
長
う
も

あ
り
、
み
じ
こ
う
も
あ
っ
た
。
か
ま
う
た
女

の
こ
と
を
思
い
だ
し
て
の
う
。
ど
の
女
も

み
な
や
さ
し
い
え
え
女
じ
ゃ
っ
た
」

　

こ
の
哀
切
な
モ
ノ
ロ
ー
グ
を
読
ん
だ
と

き
、
人
を
感
動
さ
せ
る
作
品
は
、「
安
保
反

対
」や「
高
度
経
済
成
長
」と
い
っ
た“
記
号
”

で
は
な
く
、
活
字
だ
け
で
世
界
が
く
っ
き
り

浮
か
び
あ
が
り
、
切
れ
ば
血
が
出
る“
言
葉
”

に
よ
っ
て
し
か
成
立
し
な
い
と
い
う
こ
と

が
、
子
ど
も
心
に
も
ぼ
ん
や
り
わ
か
っ
た
。

　

そ
の
違
い
を
“
大
文
字
”
と
“
小
文
字
”
と

い
う
言
葉
で
説
明
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
ず
っ
と
後
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

　
『
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
』
か
ら
、
私
の
い

ま
の
仕
事
に
つ
な
が
る
大
事
な
こ
と
を
教

え
ら
れ
た
の
は
、「
語
っ
て
説
か
ず
」
と
い

う
こ
と
だ
っ
た
。
宮
本
は
『
忘
れ
ら
れ
た
日

本
人
』
で
語
る
だ
け
語
り
尽
く
し
て
、
決
し

て
説
こ
う
と
は
し
て
い
な
い
。

　

そ
の
恰
好
の
例
が
、
や
は
り
同
書
に
収
め

ら
れ
た
「
梶
田
富
五
郎
翁
」
で
あ
る
。
こ
れ

は
対
馬
の
寒
村
に
漁
港
を
開
い
た
一
開
拓

漁
民
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
で
あ
る
。

　

昭
和
二
十
五
（
一
九
五
〇
）
年
夏
、
宮
本

は
民
俗
調
査
の
た
め
、
朝
鮮
半
島
を
の
ぞ
む

対
馬
を
訪
れ
た
。
宮
本
は
そ
こ
で
、
対
馬
南

端
の
浅
藻
と
い
う
集
落
に
自
分
と
同
じ
周

防
大
島
出
身
の
老
漁
師
が
住
ん
で
い
る
こ

と
を
知
る
。

　

物
語
は
日
差
し
の
き
つ
い
日
、
梶
田
富
五

郎
と
い
う
八
十
過
ぎ
の
老
人
を
宮
本
が
訪

ね
て
行
く
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
富
五
郎

は
同
じ
瀬
戸
内
海
出
身
の
宮
本
の
来
訪
を

目
を
細
め
て
喜
び
、
三
つ
の
と
き
両
親
に
死

な
れ
、
明
治
の
は
じ
め
、
七
歳
の
と
き
対
馬

に
渡
っ
て
き
た
と
こ
の
こ
と
か
ら
話
し
始

め
る
。

　

宮
本
は
八
十
過
ぎ
の
富
五
郎
を
七
歳
の

少
年
の
心
理
に
立
ち
戻
ら
せ
、
対
馬
に
渡
る

航
海
の
魅
力
を
実
に
生
き
生
き
と
語
ら
せ

て
い
る
。

　

ど
っ
ち
を
向
い
て
も
波
ば
か
り
で
、
船
は

ち
っ
と
も
じ
っ
と
し
ち
ゃ
お
ら
ん
。
ど
だ

い
ゆ
り
あ
げ
ら
れ
た
り
ゆ
り
お
ろ
さ
れ
た

り
、
子
供
心
に
も
こ
り
ァ
た
ま
ら
ん
思
う

て
、
船
ば
た
を
じ
い
っ
と
つ
か
ま
え
て
、
そ

の
ま
ァ
大
け
な
波
ば
か
り
を
見
ち
ょ
っ
た

も
ん
じ
ゃ
。
大
人
は
そ
れ
で
も
え
ら
い
も

ん
で
、
そ
の
大
波
の
上
を
櫓
を
押
し
て
行
く

ん
じ
ゃ
。

　

船
べ
り
を
し
っ
か
り
つ
か
ま
え
た
富
五

郎
少
年
の
ち
っ
ち
ゃ
な
手
と
、
大
波
に
驚
嘆

し
て
感
動
に
輝
く
目
が
見
え
る
よ
う
で
あ

る
。

　

対
馬
に
た
ど
り
つ
い
た
富
五
郎
た
ち
は
、

無
人
の
土
地
を
開
拓
し
て
そ
こ
に
港
を
つ

く
り
は
じ
め
る
。
入
江
に
沈
ん
だ
石
を
、
潮

の
干
満
差
を
利
用
し
て
一
つ
一
つ
外
海
に

運
び
出
す
と
い
う
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な

作
業
で
あ
る
。

　

人
間
ち
う
も
の
は
知
恵
の
あ
る
も
ん
で
、

思
案
の
末
に
大
け
な
石
を
の
け
る
こ
と
を

考
え
つ
い
た
わ
い
の
。
潮
が
ひ
い
て
海
の

宮本常一の旅の原風景　白木山からの周防大島
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■佐野 眞一（さの・しんいち）

　1947（昭和22）年、東京生まれ。
早稲田大学文学部を卒業後、出版社
勤務を経てノンフィクション作家
に。'97（平成９）年、民俗学者・宮
本常一と渋沢敬三の交流を描いた

『旅する巨人』で大宅壮一ノンフィ
クション賞を受賞。その他の著書に

『宮本常一のまなざし』『宮本常一が
見た日本』『甘粕正彦 乱心の曠野』

『沖縄 だれにも書かれたくなかった
戦後史』などがある。

浅
う
な
っ
た
と
き
、
石
の
そ
ば
に
船
を
二
は

い
つ
け
る
。
船
と
船
と
の
間
へ
丸
太
を
わ

た
し
て
元
気
の
え
え
も
の
が
、
藤
蔓
で
つ

く
っ
た
大
け
な
縄
を
持
っ
て
も
ぐ
っ
て
石

へ
か
け
る
。
そ
し
て
そ
の
縄
を
船
に
わ
た

し
た
丸
太
に
く
く
る
。
潮
が
み
ち
て
く
る

と
船
が
浮
い
て
く
る
か
ら
、
石
も
ひ
と
り
で

に
海
の
中
へ
浮
き
や
し
ょ
う
。
そ
う
す
る

と
船
を
沖
へ
漕
ぎ
出
し
て
石
を
深
い
と
こ

ろ
へ
お
と
す
。
船
が
二
は
い
で
一
潮
に
石

が
一
つ
し
か
運
べ
ん
。

　

港
ら
し
い
も
の
が
出
来
た
の
は
、
作
業
を

始
め
て
三
十
年
後
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

宮
本
は
富
五
郎
に
こ
れ
ま
で
の
人
生
を

余
す
こ
と
な
く
語
ら
せ
、
最
後
近
く
で
こ
う

言
わ
せ
て
い
る
。

　
「
や
っ
ぱ
り
世
の
中
で
一
ば
ん
え
ら
い
の

が
人
間
の
よ
う
で
ご
い
す
」

　

辛
苦
の
末
に
新
し
い
漁
村
を
切
り
拓
い

た
富
五
郎
の
こ
の
力
強
い
一
言
は
、
ま
さ
に

“
小
文
字
”
言
葉
の
典
型
で
あ
り
、「
語
っ
て

説
か
ず
」
の
見
本
で
あ
る
。

　

不
透
明
さ
だ
け
が
増
し
、
先
行
き
が
ま
っ

た
く
見
え
な
い
現
在
の
日
本
社
会
は
、
恐

ろ
し
い
ほ
ど
の
閉
塞
感
に
覆
わ
れ
て
い
る
。

派
遣
社
員
ば
か
り
か
正
社
員
ま
で
容
赦
な

く
首
切
り
し
、
毎
年
三
万
人
の
自
殺
者
が
出

る
こ
の
国
は
、
完
全
に
社
会
の
底
が
抜
け
て

し
ま
っ
た
。

　

も
っ
と
言
う
な
ら
、
日
本
社
会
は
一
種
の

「
内
戦
状
態
」
に
突
入
し
た
と
い
え
る
の
で

は
な
い
か
。
自
殺
者
三
万
人
と
い
う
数
字

は
、
阪
神
淡
路
大
震
災
ク
ラ
ス
の
大
地
震
が

一
年
間
に
五
回
起
き
て
い
る
計
算
で
あ
る
。

　

そ
の
と
き
、
日
本
列
島
の
津
々
浦
々
に
生

き
る
名
も
な
き
庶
民
の
生
活
を
記
録
し
、
明

る
く
励
ま
し
て
歩
い
た
宮
本
の
生
涯
は
、
宝

石
の
よ
う
な
輝
き
を
帯
び
て
迫
っ
て
こ
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

宮
本
は
こ
ん
な
言
葉
を
残
し
て
い
る
。

　
「
樹
を
み
ろ
、
い
か
に
大
き
な
幹
で
あ
っ

て
も
、
枝
葉
が
そ
れ
を
支
え
て
い
る
。
そ
の

枝
葉
を
忘
れ
て
、
幹
を
論
じ
て
は
い
け
な

い
。
そ
の
枝
葉
の
な
か
に
大
切
な
も
の
が

あ
る
。
学
問
や
研
究
は
あ
く
ま
で
民
衆
や

庶
民
の
生
活
を
土
台
に
築
き
上
げ
る
も
の

だ
」

　

宮
本
の
残
し
た
お
び
た
だ
し
い
著
作
と

写
真
は
、
滾
々
と
湧
き
出
る
源
泉
の
よ
う

に
、
わ
れ
わ
れ
に
生
き
る
勇
気
を
与
え
る
力

強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
り
つ
づ
け
て
い
る
。

　

宮本常一のまなざし

（みずのわ出版）


