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第
２
号

昨
年
、
韓
国
に
夢
中
の
母
と

い
っ
し
ょ
に
「
冬
の
ソ
ナ
タ
」

の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
二
度
も
観
た
。
ユ

ン
・
ソ
ク
ホ
監
督
は
、
一
九
五

七
年
生
ま
れ
。
い
ま
で
は
、
韓

国
の
文
化
や
経
済
の
中
心
を
担
っ

て
い
る
の
は
、
六
〇
年
代
に
生

ま
れ
、
八
〇
年
代
の
民
主
化
闘

争
を
身
を
も
っ
て
体
験
し
て
き

た
世
代
の
人
々
、
み
ず
か
ら
の

手
で
社
会

を
変
え
て

き
た
人
々

で
あ
る
。

集
い
で
講

演
を
し
て
く
だ
さ
る
朴
眞
秀
さ

ん
は
、
ま
さ
に
そ
の
世
代
、
一

九
六
五
年
生
ま
れ
の
文
学
研
究

者
だ
。

か
つ
て
知

り
合
っ
た
韓

国
人
留
学
生

は
、
マ
ル
ク

ス
経
済
学
を

学
び
た
か
っ

た
が
、
そ
れ

を
研
究
す
る

と
故
国
に
戻
っ

て
就
職
で
き

な
い
た
め
、

苦
渋
の
選
択

で
経
営
学
を

学
ぶ
こ
と
に

し
た
、
と
語
っ

て
く
れ
た
。

し
か
し
朴
さ

ん
は
、
指
導

教
官
に
「
将
来
就
職
に
不
利
で

は
な
い
か
」
と
心
配
さ
れ
な
が

ら
、
多
喜
二
を
論
文
の
テ
ー
マ

と
す
る
こ
と
を
変
え
な
か
っ
た

と
い
う
。
な
ぜ
そ
ん
な
に
も
多

喜
二
に
惹
か
れ
た
の
か
。
八
〇

年
代
後
半
か
ら
九
〇
年
代
初
頭
、

韓
国
の
変
革
期
の
ま
っ
た
だ
な

か
に
青
春
時
代
を
送
っ
た
朴
さ

ん
に
、
多
喜
二
の
文
学
が
ど
の

よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
。

そ
の
こ
と
を
と
て
も
知
り
た
い

と
思
う
。

朴
さ
ん
の
お
話
は
、
現
在
の

過
酷
な
日
本
社
会
の
な
か
で
労

働
運
動
に
携
わ
っ
て
い
る
青
年

た
ち
の
ト
ー
ク
と
響
き
合
う
だ

ろ
う
。
そ
し
て
、
つ
ね
に
あ
た

た
か
く
、
し
か
し
冷
静
な
作
品

批
評
を
さ
れ
る
祖
父
江
昭
二
さ

ん
の
講
演
と
も
あ
い
ま
っ
て
、

こ
の
集
い
は
き
っ
と
、
高
度
に

政
治
的
で
あ
り
な
が
ら
優
れ
て

文
学
的
な
内
容
の
も
の
に
な
る

だ
ろ
う
。
社
会
変
革
の
精
神
的

支
柱
と
な
り
う
る
文
学
の
力
に

つ
い
て
、
こ
の
機
会
に
、
あ
ら

た
め
て
真
剣
に
考
え
て
み
た
い
。

（
ひ
の
つ
め
あ
か
ね

作
家
）

※
開
催
要
項
は
４
面
に
掲
載

多
喜
二
文
学
と
真
剣
に
向
き
合
う
機
会
に

１月15日夜、豊島区南大塚の日本民主主義文学会
事務所で､第２回「多喜二の文学を語る集い｣実行
委員会が開かれました。ポスター､チラシ､｢3.15速
報」など宣伝物も揃いました。新聞紙上などの広
告掲載も行っています。しかし、大切なことはお
ひとりおひとりへの働きかけです。熱情をもって
友人、知人を積極的にお誘い下さい。ぜひ前売チ
ケットを手に持って、機会あるごとにはたらきか

けを行ってください。電話なりで宣伝材料を請求
いただければすぐにお送りします。開催日までわ
ずか２ケ月、急ピッチで前売チケットをひろめて
下さい。
朴眞秀さんは、３.15の講演のため、わざわざ韓

国から来日します。画期的な講演会です。お聴き
逃しのないよう、ぜひ早めにチケットを普及して
下さいますようよろしくお願い申しあげます。

イラスト・高山文孝

旭
爪
あ
か
ね

｢多喜二の文学を語る集い｣2008年３月
15日(土)午後１時開場 １時30分開演
会場:みらい座いけぶくろ(豊島公会堂)
■前売チケット1.500円 当日1.700円



■
ぼ
く
が
小

林
多
喜
二
の
名

を
知
っ
た
の
は

敗
戦
直
後
。
陸

軍
の
学
校
か
ら

復
員
し
旧
制
高

校
に
転
入
学
し

た
書
籍
払
底
の

時
世
だ
。
次
兄

が
残
し
た
新
潮

文
庫
『
蟹
工
船
』

を
見
つ
け
た
の

だ
。
読
み
始
め

て
数
ペ
ー
ジ
も

進
ま
ぬ
う
ち
投

げ
出
し
た
。
伏

字
が
多
く
、
暗
く
重
い
感
じ
が

先
に
立
っ
て
音
を
あ
げ
た
。

＊

＊

＊

■
級
友
か
ら
、
多
喜
二
は
戦
時

下
警
察
に
虐
殺
さ
れ
た
共
産
党

員
作
家
だ
と
き
い
た
が
、
先
行

世
代
へ
の
不
信
は
深
く
、
こ
の

人
生
果
た
し
て
生
き
る
価
値
あ

り
や
否
や
、
ニ
ヒ
ル
心
情
に
ど
っ

ぷ
り
の
ぼ
く
は
、
気
に
は
止
め

て
も
強
い
て
そ
の
著
書
を
求
め

る
気
に
は
な
れ
ぬ
ま
ま
、
東
京

の
大
学
に
入
っ
た
。
全
く
の
サ

ボ
学
生
だ
っ
た
が
、
旧
友
か
ら

学
生
劇
団
ポ
ポ
ロ
に
誘
わ
れ
、

資
本
主
義
は
階
級
社
会
で

あ
り
、
そ
の
矛
盾
が
不
合

理
の
根
本
だ
と
教
わ
っ
て
、

マ
ル
ク
ス
や
レ
ー
ニ
ン
を

ま
じ
め
に
読
む
よ
う
に
な
っ

た
。
多
喜
二
「
一
九
二
八

年
三
月
十
五
日
」
は
頂
門

の
一
針
だ
っ
た
。
拷
問
小

説
だ
と
受
け
取
っ
て
、
お

前
は
耐
え
ら
れ
る
か
！
と

自
問
し
、
確
答
を
得
ず
に
悩
む
。

更
に
友
人
に
借
り
て
「
蟹
工
船
」

「
不
在
地
主
」
を
読
む
。

＊

＊

＊

■
「
東
大
ポ
ポ
ロ
事
件
」
の
あ

と
、
何
と
か
卒
業
し
て
生
保
会

社
に
就
職
し
、

メ
ー
デ
ー
事

件
に
遭
遇
し

た
り
、
労
働

組
合
に
取
り
組
み
、
強
制
配
転

が
噂
さ
れ
た
頃
、
勇
気
を
得
た

く
て
「
党
生
活
者
」
を
読
む
。

母
と
の
別
れ
の
場
面
が
切
な
く

心
に
焼
き
つ
い
た
。
当
時
は
、

労
働
運
動
の
実
社
会
で
労
働
者

と
交
流
の
毎
日
、
多
喜
二
読
み

に
も
気
合
い
が
入
る
。
配
転
拒

否
で
懲
戒
解
雇
、
以
後
労
組
の

書
記
約
七
年
。

＊

＊

＊

■
妙
な
拍
子
で
詩
を
書
く
よ
う

に
な
り
、
多
喜
二
の
評
伝
な
ど

も
身
を
入
れ
て
読
む
よ
う
に
な
っ

た
頃
、
日
本
語
教
育
援
助
の
た

め
中
国
に
渡
る
。
赴
任
し
た
大

連
の
中
国
人
教
師
再
教
育
の
講

義
で
、
テ
キ
ス
ト
に
「
党
生
活

者
」
中
の
一
節
「
母
親
」
が
あ

り
、
そ
の
朗
読
を
求
め
ら
れ
、

読
後
ハ
ン
カ
チ
を
取
り
出
す
中

国
人
女
教
師
を
見
て
、
多
喜
二

文
学
の
生
命
力
を
再
認
識
し
た
。

＊

＊

＊

■
文
革
で
帰
国
、
赤
旗
文
化
部

記
者
に
な
る
。
折
柄
『
定
本
・

小
林
多
喜
二
全
集
』
刊
行
中
で
、

「
工
場
細
胞
」
「
オ
ル
グ
」
の

紹
介
を
す
る
役
目
を
受
け
、
こ

れ
が
ぼ
く
の
多
喜
二
に
つ
い
て

書
い
た
最
初
の
作
文
と
な
っ
た
。

亡
き
手
塚
英
孝
さ
ん
ら
先
達
の

諸
説
の
受
け
売
り
だ
っ
た
が
、

こ
の
全
集
で
ぼ
く
の
多
喜
二
読

み
は
広
が
り
、
数
歩
深
め
ら
れ

た
。
そ
の
後
幾
つ
か
の
拙
文
を

書
い
た
が
、
ま
だ
リ
ハ
ー
サ
ル

段
階
だ
。＊

＊

＊

■
今
、
ぼ
く
は
多
喜
二
文
学
の

比
喩
と
方
言
、
ユ
ー
モ
ア
に
つ

い
て
勉
強
中
だ
。｢

剃
刀
の
刃
の

よ
う
な
寒
気｣

(

「
一
九
二
八
年

三
月
十
五
日
」)

、｢

納
豆
の
糸

の
よ
う
な
雨｣(｢

蟹
工
船｣)

な
ど

多
喜
二
な
ら
で
は
の
豊
か
な
生

活
感
・
生
命
力
と
し
て
比
喩
は

随
所
に
噴
出
し
て
い
る
。
ユ
ー

モ
ア
も
単
な
る
洒
落
や
場
面
挿

入
の
工
夫
な
ど
で
は
な
く
、
人

生
の
基
本
的
な
明
る
さ
と
し
て

ま
こ
と
に
多
喜
二
的
だ
と
思
う
。

＊

*

＊

■
今
度
の
集
会
で
は
多
喜
二
文

学
の
世
界
性
、
生
命
力
に
つ
い

て
勉
強
で
き
る
、
と
今
か
ら
楽

し
み
だ
。

（
詩
人
）

小林多喜二
『小林多喜二全集』未収録小説 解説・曾根博義

2007年７月号 話題作所載
定価970円税込〒84円
日本民主主義文学会編集・発行

新発掘!! 多喜二17歳のときの短編
86年のときを経て、今甦る!申込みは電話03(5940)6335

「
多
喜
二
の
文
学
を
語
る

集
い
」
の
司
会
は
劇
団
民
藝

の
女
優
・
津
田
京
子
さ
ん
に

決
ま
っ
た
。
津
田
さ
ん
は
映

画
、
テ
レ
ビ
、
舞
台
な
ど
で

活
躍
。
今
井
正
監
督
「
小
林

多
喜
二
」
（
一
九
七
四
年
）

や
「
橋
の
な
い
川
」
な
ど
に

出
演
。
舞
台
「
オ
ッ
ト
ー
と

呼
ば
れ
る
日
本
人
」
な
ど
多

く
の
作
品
に
出
演
し
て
い
る
。

舞
台
監
督
は
劇
作
家
・
演

出
家
の
津
上
忠
（
つ
が
み
た

だ
し
）
さ
ん
。
日
本
演
劇
協

会
専
務
理
事
。
日
本
民
主
主

義
文
学
会
幹
事
。
劇
団
前
進

座
座
友
。
作
品
「
五
重
塔
」

（
幸
田
露
伴
原
作
）
、
「
阿

部
一
族
」
（
森
鷗
外
原
作
）
。

「
早
春
の
賦

小
林
多
喜
二
」

ほ
か
多
数
。

司
会
は
劇
団
民
藝
の
津
田
京
子
さ
ん

土
井
大
助

津田京子さん

随
所
に
噴
出
す
る
多
喜
二
的
比
喩
と
ユ
ー
モ
ア



こ
の
「
速
報
」
や
「
赤
旗
」

の
広
告
を
読
ん
だ
全
国
の
方
々

か
ら
、
「
楽
し
み
」

「
ど
ん
な
企
画
に
な

る
の
か
」
と
い
う
声

が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

二
月
、
三
月
は
、
小

林
多
喜
二
さ
ん
の
文

学
と
人
生
を
振
り
返

る
集
会
が
全
国
各
地

で
行
わ
れ
る
わ
け
で
、

そ
れ
に
加
え
て
東
京

の
「
集
い
」
へ
と
高

ま
っ
て
い
く
み
な
さ

ん
の
あ
た
た
か
い
期

待
。
私
た
ち
は
、
そ

れ
に
十
分
に
応
え
る

準
備
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
そ
う
気

持
ち
を
引
き
締
め
て
い
る
。

青
年
ト
ー
ク
「
『
蟹
工
船
』

を
語
る
」
を
担
当
す
る
私
は
、

現
代
日
本
を
生
き
る
若
者
た
ち

が
、
小
林
多
喜
二
さ
ん
の
傑
作

「
蟹
工
船
」
を
ど
ん
な
ふ
う
に

読
ん
で
い
る
の
か
、
そ
の
一
端

を
示
し
た
い
と
思
っ

て
い
る
。
お
り
し

も
白
樺
文
学
館
が

募
集
し
た
エ
ッ
セ
ー

コ
ン
テ
ス
ト
も
盛

況
の
う
ち
に
若
い

入
賞
者
が
決
ま
っ

た
と
聞
く
し
、

「
民
主
文
学
」
誌

の
座
談
会
に
参
加

し
た
作
家
・
雨
宮

処
凛
さ
ん
の
「
蟹

工
船
」
論
も
毎
日

新
聞
や
ブ
ロ
グ
上

で
発
表
さ
れ
て
、

こ
の
高
ま
る
機
運

の
な
か
で
、
働
く

青
年
労
働
者
が
語

る
斬
新
な
「
蟹
工

船
」
の
読
み
を
ぜ
ひ
目
の
当
た

り
に
し
て
ほ
し
い
。

司
会
の
私
と
ト
ー
ク
す
る
の

は
、
首
都
圏
青

年
ユ
ニ
オ
ン
の

組
合
員
二
人
で

あ
る
。
い
ず
れ
も
女
性
。
労
働

者
派
遣
事
業
の
全
面
解
禁
や
労

働
基
準
法
以
下
の
ひ
ど
い
企
業

が
ま
ん
延
し
て
い
る
現
実
を
直

視
し
て
き
た
仲
間
た
ち
だ
。
多

喜
二
さ
ん
が
「
糞
つ
ぼ
」
と
表

現
し
た
労
働
現
場
を
、
い
ま
労

働
組
合
と
い
う
組
織
を
テ
コ
に

し
て
変
え
よ
う
と

し
て
い
る
二
人
の

若
い
女
性
が
、

「
蟹
工
船
」
を
読

ん
だ
ら
ど
ん
な
言

葉
が
飛
び
出
す
か

…
…
。

小
林
多
喜
二
さ

ん
ほ
ど
日
本
国
民

に
こ
ん
な
に
愛
さ

れ
て
き
た
作
家
は

い
な
い
。
そ
れ
は
、
素
晴
ら
し

い
作
品
群
と
と
も
に
、
そ
れ
ら

を
愛
し
続
け
る
名
も
な
い
読
み

手
た
ち
の
熱
い
継
承
の
努
力
が

あ
っ
た
か
ら
だ
。

私
は
、
年
配
の
方
々
に
、
い

ま
絶
望
の
う
ち
に
倒
れ
よ
う
と

し
て
い
る
若
者
た
ち
を
物
心
両

面
か
ら
支
え
て
ほ
し
い
と
訴
え

た
い
。
ま
ず
は
「
集
い
」
に
参

加
す
る
こ
と
で
、
一
歩
で
も
二

歩
で
も
若
者
た
ち
に
寄
り
添
う

こ
と
が
で
き
る
と
訴
え
た
い
。

乞
う
ご
期
待
。

（
作
家
）

一
九
七
三
年
冬
に
今
井
正

監
督
、
山
本
圭
主
演
で
「
小

林
多
喜
二
」
と
い
う
映
画
が

作
ら
れ
た
。
そ
の
際
、
今
井

監
督
か
ら
、
「
小
説
に
書
か

れ
て
い
る
現
地
で
ロ
ケ
を
し

た
い
、
是
非
協
力
し
て
ほ
し

い
」
と
の
連
絡
が
、
当
時
倶

知
安
町
議
だ
っ
た
私
に
あ
っ

た
。
巨
匠
に
会
え
る
と
い
う

だ
け
で
単
純
に
喜
ん
だ
私
で

し
た
が
、
注
文
を
聞
い
て
、

は
た
と
困
っ
た
。

監
督
は
「
綺
麗
に
晴
れ
上

が
っ
た
冬
の
羊
蹄

山
を
撮
り
た
い
、

併
せ
て
猛
吹
雪
の

中
を
馬
橇
を
走
ら

せ
た
い
」
と
い
う

の
だ
。
冬
の
羊
蹄

山
が
綺
麗
に
姿
を

見
せ
る
こ
と
は
ほ

ん
と
う
に
少
な
い
。

ま
し

て
短
い
期
間
に
吹
雪
の
場
面

と
両
方
撮
影
す
る
と
い
う
の

だ
か
ら
無
理
な
注
文
だ
っ
た
。

困
っ
た
私
は
今
井
監
督
を
役

場
に
連
れ
て
行
き
町
長
に
会

わ
せ
た
。

保
守
系
の

町
長
だ
っ

た
が
、
今
井
監
督
と
聞
き
、

協
力
を
約
束
し
て
く
れ
た
が
、

や
は
り
、
「
天
候
だ
け
は
思

う
よ
う
に
は
い
か
な
い
」
と

あ
き
ら
め
顔
。
そ
れ
で
も
地

元
住
民
や
国
道
の
除
雪
を
受

け
持
っ
て
い
る
北
海
道
開
発

局
と
相
談
し
、
ロ
ケ
当
日
の

除
排
雪
は
臨
時
的
に
ス
ト
ッ

プ
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。そ

し
て
、
「
東
倶
知
安
行
」

に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
猛

吹
雪
が
羊
蹄
山
麓
を
襲
い
、

一
九
二
八
年
当
時
の
道
な
き

道
が
再
現
さ
れ
た
朝
、
山
本

圭
の
扮
す
る
多
喜
二
ら
の
馬

橇
の
場
面
の
撮
影
が
済
ん
だ
。

途
端
、
な
ん
と
天
候
急
変
、

そ
れ
ま
で
何
日
待
っ
て
も
駄

目
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
て
い
た

羊
蹄
山
の
晴
れ
姿
が
ロ
ケ
隊

の
眼
前
に
広
が
っ
た
。

私
は
こ
の
と
き
、
歴
史
に

逆
行
す
る
圧
政
の
吹
雪
の
中

で
も
、
パ
ッ
と
晴
れ
上
が
る

日
が
来
る
こ
と
を
信
じ
て
、

多
喜
二
は
闘
っ
て
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
っ
た
。

（
筆
者
は
日
本
民
主
主
義
文

学
会
会
員
。
現
在
、
東
京
・

東
久
留
米
市
に
在
住
）

今
井
正
監
督｢

小
林
多
喜
二｣

倶
知
安
ロ
ケ
秘
話

桐野 遼映画「小林多喜二」パンフレットから。1974年

首都圏青年ユニオン女性組合員とのトーク

浅
尾
大
輔



み
ら
い
座
い
け
ぶ
く
ろ
案
内
図

出
身
は
秋
田
県
横
手
市

講
談
と
い
え
ば
、

落
語
と
同
じ
く
男
の

世
界
と
決
ま
っ
て
い

た
。
そ
こ
に
女
性
が

進
出
し
た
。
先
頭
を

切
っ
た
の
が
宝
井
琴

桜
さ
ん
だ
っ
た
。
さ

ぞ
や
ご
苦
労
が
多
か
っ

た
に
違
い
な
い
、
と

思
う
が
、
直
接
お
会

い
す
る
と
、
実
に
若

く
は
つ
ら
つ
と
し
た

美
し
い
方
で
あ
る
。

今
か
ら
五
年
前
、

小
林
多
喜
二
没
後
七

十
年
の
年
に
、
大
館

市
で
先
人
顕
彰
祭
と

い
う
大
が
か
り
な
催

し
が
あ
り
、
招
か
れ

て
同
じ
舞
台
に
立
っ

た
。
こ
の
時
、
芸
歴

三
十
五
年
と
う
か
が
っ

た
が
、
見
れ
ば
見
る

ほ
ど
勘
定
が
合
わ
な

い
気
が
し
た
も
の
だ
っ
た
。

§

§

§

§

§

生
ま
れ
は
秋
田
県
横
手
市
。
地

元
の
高
校
を
卒
業
し
て
上
京
し
就

職
し
た
も
の
の
翌
年
に
は
田
辺
一

鶴
に
入
門
、
さ
ら
に
一
年
後
に
五

代
目
宝
井
馬
琴
の
門
に
移
っ
て
琴

桜
を
名
乗
っ
た
と
の
こ
と
だ
か
ら
、

十
代
の
う
ち
に
講
談
界
に
飛
び
こ

ん
だ
こ
と
に
な
る
。

女
性
で
初
め
て
真
打
に
昇
進
し

た
の
も
琴
桜
さ
ん
。
結
婚
相
手
は

宝
井
琴
梅
さ
ん
と
、
こ
の
あ
た
り

の
こ
と
は
新
聞
種
に
な
っ
て
い
た

ほ
ど
、
講
談
界
の
話
題
の
人
だ
っ

た
。
現
在
は
講
談
師
の
半
分
は
女

性
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

§

§

§

§

§

琴
桜
さ
ん
は
、
古
典
を
語
ら
せ

た
ら
右
へ
出
る
も
の
が
な
い
と
い

う
ぐ
ら
い
、
専
門
家
の
間
で
は
古

典
も
の
に
定
評
が
あ
る
と
聞
く
が
、

「
与
謝
野
晶
子
物
語
」
「
平
塚
ら

い
て
う
」
「
民
権
ば
あ
さ
ん
楠
瀬

喜
多
」
な
ど
、
先
進
的
な
女
性
を

と
り
あ
げ
た
評
伝
や
、
男
女
共
同

参
画
を
テ
ー
マ
に
し
た
「
山
下
さ

ん
ち
の
物
語
」
な
ど
が
話
題
に
さ

れ
て
き
た
。
社
会
性
の
あ
る
創
作

で
活
躍
さ
れ
て
き
た
講
談
師
な
の

で
あ
る
。

§

§

§

§

§

「
小
林
多
喜
二
の
母
」
は
、
三

浦
綾
子
の
『
母
』
を
基
に
つ
く
ら

れ
た
も
の
。
琴
桜
さ
ん
と
は
同
郷

の
人
で
も
あ
る
多
喜
二
の
母
セ
キ

を
中
心
に
し
な
が
ら
も
、
多
喜
二

の
生
き
方
、
思
想
の
根
幹
に
な
っ

て
い
る
、
愛
情
の
深
さ
、
貧
し
い

階
級
へ
の
思
い
と
、
貧
困
の
な
い

社
会
へ
の
変
革
の
こ
こ
ろ
ざ
し
を

と
ら
え
た
物
語
。

§

§

§

§

§

セ
キ
や
父
親
の
末
松
の
会
話
が

秋
田
訛
り
で
語
ら
れ
る
の
も
、
琴

桜
さ
ん
な
ら
で
は
の
聴
き
ど
こ
ろ
。

切
れ
味
の
良
い
口
跡
、
楽
し
く
て

し
か
も
味
わ
い
の
深
い
講
談
「
小

林
多
喜
二
の
母
」
を
お
た
の
し
み

に
。

（
文
芸
評
論
家
）

宝井琴桜さん

講談

■交通案内 JR、地下鉄(丸の内線 有楽町線 新線)西
武池袋線 東武東上線 各線池袋駅東口下車徒歩５分。

前売チケット発売中！お求めは文学会へ
'08年３月15日(土)開場13時開演13時30分
みらい座いけぶくろ(豊島公会堂)
入場料前売1500円発売中(当日券1700円)

申込み・問合せ／電 話03(5940)6335
(主催事務局) ＦＡＸ03(5940)6339

定員800名/全自由席
開催日時は、2008年３月15日(土)午後１時30分からで、会場

は「みらい座いけぶくろ(豊島公会堂)」です。この日は多喜二
が「一九二八年三月十五日」に描いた、3.15大弾圧事件からちょ
うど80年という日にあたります。ご来場をお待ちしています。

講
談
界
女
性
進
出
の
草
分
け

澤
田
章
子

近
代
文
学
の
研
究
者
で
永
年

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
研
究
さ

れ
て
き
た
祖
父
江
昭
二
さ
ん
に

は
、
「
い
ま
多
喜
二
の
文
学
を

読
む
」
と
題
し
て
、
日
本
文
学

全
体
の
流
れ
の
中
で
、
今
日
、

多
喜
二
を
ど
う
読
む
か
に
つ
い

て
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

暻
園
大
学
教
授
の
朴
眞
秀
さ

ん
は
、
高
麗
大
学
で
小
林
多
喜

二
を
テ
ー
マ
に
修
士
論
文
を
ま

と
め
ら
れ
た
、
数
少
な
い
韓
国

の
多
喜
二
研
究
者
で
す
。
一
九

六
五
年
生
ま
れ
、
韓
国
の
激
動

の
時
代
を
学
生
の
頃
に
体
験
し

た
世
代
で
あ
り
、
東
大
大
学
院

に
も
留
学
し
て
い
ま
す
。
多
喜

二
文
学
と
の
出
会
い
、
八
〇
年

代
の
韓
国
な
ど
に
も
ふ
れ
て
、

流
暢
な
日
本
語
で
あ
ま
す
と
こ

ろ
な
く
語
っ
て
い
た
だ
け
る
も

の
と
思
い
ま
す
。

宝
井
琴
桜
さ
ん
の
特
別
口
演

「
小
林
多
喜
二
の
母
」
も
目
玉

の
ひ
と
つ
で
す
。

作
家
の
浅
尾
大
輔
さ
ん
を
中

心
と
し
た
「
青
年
ト
ー
ク
」
で

は
、
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
難
民
を
生

み
出
し
て
い
る
こ
の
国
の
現
実

に
重
ね
て
、
「
蟹
工
船
」
を
読

ん
で
触
発
さ
れ
る
思
い
を
、
首

都
圏
青
年
ユ
ニ
オ
ン
の
若
い
世

代
が
み
ず
み
ず
し
く
語
っ
て
く

れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

司
会
は
、
劇
団
民
藝
の
津
田

京
子
さ
ん
で
す
。


