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今
年
は
、
作
家
・
太
宰
治
の
生

誕
1
0
0
年
と
い
う
記
念
の
年
で

す
。
太
宰
治
は
、
昭
和
14
（
1
9

3
9
）
年
9
月
か
ら
亡
く
な
る
昭

和
23（
1
9
4
8
）年
6
月
ま
で
三

鷹
に
暮
ら
し
、
こ
の
地
で
数
々
の

珠
玉
の
名
作
を
生
み
出
し
ま
し
た
。

三
鷹
市
が
そ
の
業
績
を
顕
彰
し
て

行
う
事
業
の
一
つ
、
太
宰
治
賞
の

贈
呈
式
に
毎
年
ご
出
席
い
た
だ
い

て
い
る
の
が
、
太
宰
治
の
長
女
と

し
て
三
鷹
に
生
ま
れ
た
、
津
島
園

子
さ
ん
。
お
父
様
の
思
い
出
や
三

鷹
で
の
生
活
、
三
鷹
市
の
文
化
事

業
な
ど
に
つ
い
て
、
市
長
を
相
手

に
な
ご
や
か
に
語
っ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

清
原

津
島
さ
ん
に
は
、
毎
年
、
太
宰
治
賞

の
贈
呈
式
で
、
受
賞
者
に
花
束
を
お
渡
し

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
賞
金
も
賞
状
も
あ

り
ま
す
が
、
や
は
り
太
宰
治
さ
ん
の
実
の

娘
さ
ん
に
祝
福
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、

受
賞
者
に
と
っ
て
は
何
よ
り
う
れ
し
い
こ

と
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

津
島

こ
ち
ら
こ
そ
、
毎
年
お
招
き
く
だ
さ

っ
て
、
父
ゆ
か
り
の
賞
の
栄
え
あ
る
場
に

臨
む
こ
と
が
で
き
て
、
と
て
も
う
れ
し
く

思
っ
て
お
り
ま
す
。

清
原

津
島
さ
ん
と
三
鷹
市
と
の
ご
縁
は
、

太
宰
治
賞
に
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
て
、

お
生
ま
れ
が
そ
も
そ
も
三
鷹
で
す
よ
ね
。

津
島

え
え
。
昭
和
14（
1
9
3
9
）年
に
結

婚
し
た
太
宰
は
、
同
年
に
下
連
雀
に
越
し

て
ま
い
り
ま
し
て
、
16（
1
9
4
1
）年
に

長
女
の
私
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で

不
安
定
な
生
活
を
し
て
い
た
太
宰
で
す

が
、
よ
う
や
く
仕
事
も
私
生
活
も
安
定
し

つ
つ
あ
っ
た
時
期
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
ん
な
と
き
に
子
ど
も
を
授
か
っ
て
、
太

宰
に
し
て
み
れ
ば
本
当
に
う
れ
し
か
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
三
鷹
で
の
健

康
的
で
家
庭
的
な
暮
ら
し
の
中
で
、
太
宰

は
次
々
と
明
る
い
作
品
を
書
い
て
い
ま

す
。

清
原

当
時
は
、
ち
ょ
う
ど
戦
争
も
あ
っ
て

大
変
な
時
期
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
三

鷹
で
過
ご
さ
れ
た
幼
少
時
代
に
は
、
ど
ん

な
思
い
出
が
あ
り
ま
す
か
。

津
島

あ
の
こ
ろ
は
ま
だ
道
路
が
舗
装
さ
れ

て
い
な
く
て
、
雨
が
降
る
と
ぬ
か
る
ん
で

い
ま
し
た
か
ら
、
い
つ
も
ゴ
ム
長
靴
を
履

い
て
遊
ん
で
い
た
よ
う
な
思
い
出
が
あ
り

ま
す
。
家
族
そ
ろ
っ
て
わ
が
家
の
庭
で
撮

っ
た
写
真
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
撮

影
の
と
き
も
家
の
近
く
で
ゴ
ム
長
靴
を
履

い
て
遊
ん
で
い
て
、「
写
真
を
撮
る
か
ら

い
ら
っ
し
ゃ
い
」と
呼
ば
れ
て
父
や
母
の

も
と
へ
駆
け
つ
け
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い

ま
す
。

清
原

ご
家
族
の
こ
と
で
、
ほ
か
に
ど
ん
な

思
い
出
が
お
あ
り
で
す
か
。

津
島

食
糧
難
の
時
代
で
も
あ
り
ま
し
た
の

で
、
わ
が
家
で
鶏
を
飼
っ
て
い
ま
し
た
。

ひ
よ
こ
を
庭
で
育
て
て
、
卵
や
肉
が
食
卓

へ
の
ぼ
り
ま
し
た
。
鶏
を
さ
ば
く
の
は
い

つ
も
父
の
役
目
で
、
そ
の
作
業
が
得
意
だ

っ
た
と
、
母
は
著
書（
津
島
美
知
子
著『
回

想
の
太
宰
治
』）に
書
い
て
い
ま
す
。

清
原

そ
う
な
ん
で
す
か
。
お
父
様
に
は
、

そ
ん
な
一
面
も
お
あ
り
だ
っ
た
の
で
す

ね
。

津
島

昭
和
23（
1
9
4
8
）年
6
月
に
父
が

亡
く
な
り
ま
す
が
、
私
は
そ
の
年
の
4
月

に
第
四
小
学
校
に
入
学
し
て
い
ま
す
。
入

学
式
は
4
月
5
日
で
し
た
が
、
こ
の
日
に

関
し
て
あ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
残
っ
て
い
ま
す
。
今
、

太
宰
治
文
学
サ
ロ
ン
に
、

太
宰
が
武
蔵
野
税
務
署
に

宛
て
た
審
査
請
求
書
が
展

示
さ
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。

あ
れ
は
昭
和
23
年
4
月
1

日
に
提
出
さ
れ
た
も
の
な

の
で
す
が
、
税
務
署
か
ら

「
金
の
出
入
り
を
細
か
く
書
い
て
く
る
よ

う
に
」と
の
指
示
が
あ
っ
て
、
5
日
の
私

の
入
学
式
の
帰
り
に
母
が
武
蔵
野
税
務
署

に
寄
っ
て
再
提
出
し
て
い
る
ん
で
す
。
太

宰
に
ど
れ
く
ら
い
収
入
が
あ
る
の
か
、
ど

れ
く
ら
い
使
っ
て
い
る
の
か
、
ま
っ
た
く

知
ら
さ
れ
て
い
な
い
母
は
、
当
時
い
ろ
い

ろ
大
変
な
思
い
を
し
た
よ
う
で
す
。
母
の

そ
ん
な
苦
労
も
知
ら
ず
、
通
い
始
め
た
学

校
が
楽
し
く
て
し
か
た
の
な
い
私
は
、
毎

日
う
き
う
き
し
た
気
持
ち
で
過
ご
し
て
お

り
ま
し
た
が
。

清
原

興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す
ね
。
し

か
し
、
お
父
様
が
早
く
に
亡
く
な
ら
れ
て
、

お
母
様
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
津
島
さ
ん

も
大
き
く
生
活
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
は
な
い
で
す
か
。

津
島

私
の
ほ
か
に
、
弟
、
妹
の
3
人
の
子

を
抱
え
て
生
活
が
大
変
だ
と
い
う
こ
と

で
、
そ
の
年
の
12
月
に
三
鷹
を
離
れ
て
文

京
区
の
母
の
弟
の
家
に
世
話
に
な
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

清
原

そ
う
で
す
か
。
そ
れ
は
、
ご
家
族
の

皆
様
も
ご
苦
労
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

津
島

で
も
、
私
に
と
っ
て
は
楽
し
い
出
会

い
も
あ
り
ま
し
た
。
今
も
趣
味
と
し
て
親

し
ん
で
い
る
ピ
ア
ノ
で
す
。
母
の
妹
で
、

私
の
叔
母
、
愛
子
は
、
私
が
三
鷹
の
家
で

生
ま
れ
た
と
き
か
ら
、
い
つ
も
親
子
の
そ

ば
に
い
て
、
身
の
回
り
の
世
話
を
し
た
り
、

た
く
さ
ん
の
写
真
を
撮
っ
て
く
れ
ま
し

た
。
そ
の
叔
母
が
、
太
宰
の
亡
く
な
る
三

カ
月
前
に
病
死
し
て
し
ま
い
、
母
は
悲
し

み
に
く
れ
ま
す
。
ピ
ア
ノ
が
大
好
き
だ
っ

た
叔
母
の
思
い
出
に
、
母
の
強
い
希
望
で
、

私
は
ピ
ア
ノ
を
習
い
始
め
ま
し
た
。
私
は
、

母
の
妹
を
想
う
気
持
ち
を
裏
切
り
、
本
格

的
に
ピ
ア
ニ
ス
ト
を
目
指
せ
る
ほ
ど
に
は

上
達
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

清
原

ご
趣
味
と
い
え
ば
、
津
島
さ
ん
は
絵

画
も
盛
ん
に
描
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
そ
う

で
す
ね
。

津
島

結
婚
後
10
年
位
経
っ
て
、
太
宰
の
生

ま
れ
故
郷
で
あ
る
青
森
の
ご
婦
人
た
ち
の

グ
ル
ー
プ
に
入
っ
て
、
油
絵
を
描
き
始
め

ま
し
た
。
徐
々
に
合
同
の
展
覧
会
や
個
展

に
も
出
品
す
る
よ
う
に
な
り
、
最
近
で
は
、

青
森
市
の
タ
ウ
ン
誌
の
表
紙
用
に
2
年

間
、
油
絵
を
描
い
て
い
ま
し
た
。

清
原

作
品
を
拝
見
す
る
と
、
本
当
に
素
晴

ら
し
い
で
す
ね
。
絵
の
才
能
と
い
う
の
は
、

お
父
様
譲
り
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
太
宰
さ

ん
は
、
絵
を
お
描
き
に
な
る
こ
と
は
あ
り

ま
し
た
か
。

津
島

才
能
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
り

ま
せ
ん
が
、
い
た
ず
ら
書
き
の
よ
う
な
父

の
作
品
が
何
点
か
残
っ
て
い
ま
す
。
自
宅

で
は
描
か
ず
に
、
お
友
だ
ち
の
ア
ト
リ
エ

を
訪
ね
て
は
筆
を
と
っ
て
い
た
よ
う
で
す

ね
。

清
原

さ
て
、
昨
年
は
、
太
宰
治
没
後
60
年

と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
業
績
を
顕
彰
す
る

事
業
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
。
3
月
に

太
宰
治
文
学
サ
ロ
ン
を
オ
ー
プ
ン
。
11
月

か
ら
12
月
に
か
け
て
は
、
太
宰
治
没
後
60

年
記
念
展
を
開
催
し
ま
し
た
。
文
学
サ
ロ

ン
は
、
太
宰
さ
ん
も
通
わ
れ
て
い
た
下
連

雀
の
酒
屋
さ
ん
の
跡
地
に
開
設
し
た
も
の

で
、
オ
ー
プ
ン
か
ら
4
カ
月
足
ら
ず
で
1

万
人
も
の
お
客
様
に
お
越
し
い
た
だ
き
、

太
宰
文
学
の
根
強
い
人
気
に
改
め
て
驚
い

て
い
る
次
第
で
す
。

津
島

太
宰
治
文
学
サ
ロ
ン
で
は
、
太
宰
ゆ

か
り
の
資
料
を
、
定
期
的
に
交
換
し
な
が

ら
展
示
な
さ
っ
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。
こ

の
サ
ロ
ン
は
、
ま
さ
し
く
太
宰
ゆ
か
り
の

地
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
大
き
な
意
味
が

あ
り
ま
す
し
、
父
の
文
学
を
愛
し
て
く
だ

さ
る
全
国
の
方
々
に
と
っ
て
の
文
字
通
り

の
サ
ロ
ン
と
し
て
、
今
後
ま
す
ま
す
発
展

し
て
い
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

清
原

今
年
生
誕
1
0
0
年
を
迎
え
、
ま
た

最
近
で
は
日
本
の
近
代
文
学
に
若
い
方
の

注
目
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
津
島
さ

ん
に
も
お
父
様
に
関
連
し
た
ご
依
頼
が
数

多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
。

津
島

出
版
を
は
じ
め
、
い
ろ
い
ろ
な
お
話

が
あ
り
、
あ
り
が
た
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

太
宰
に
関
し
て
新
た
な
企
画
が
今
な
お
生

ま
れ
た
り
、
ま
た
、
三
鷹
市
で
資
料
を
展

示
し
て
い
た
だ
け
た
り
す
る
の
も
、
父
の

死
後
、
散
逸
し
そ
う
な
原
稿
や
手
紙
な
ど

を
、
母
が
懸
命
に
集
め
て
整
理
し
て
く
れ

た
お
か
げ
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

清
原

お
父
様
は
も
ち
ろ
ん
偉
大
な
方
で
す

が
、
お
母
様
も
本
当
に
素
晴
ら
し
い
方
だ

っ
た
の
で
す
ね
。

津
島

苦
労
の
多
い
人
生
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
が
、
母
は
作
家
・
太
宰
治
の
よ
き
理
解

者
で
あ
り
、
心
か
ら
尊
敬
し
て
い
た
の
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。

清
原

こ
れ
ま
で
の
お
話
に
出
ま
し
た
よ
う

に
、
三
鷹
市
で
は
、
太
宰
治
賞
や
太
宰
治

文
学
サ
ロ
ン
を
設
け
た
り
、
記
念
展
を
開

催
し
た
り
、
ま
た
、
三
鷹
市
を
訪
れ
る
太

宰
フ
ァ
ン
の
み
な
さ
ん
の
た
め
に
、
ゆ
か

り
の
場
所
を
紹
介
す
る
案
内
板
を
設
置
す

る
な
ど
、
太
宰
治
ゆ
か
り
の
ま
ち
と
し
て

積
極
的
に
文
化
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
太
宰
さ
ん
の
生
誕
の
地
で
あ
る

青
森
県
の
旧
金
木
町
が
合
併
し
た
五
所
川

原
市
と
の
連
携
を
深
め
る
た
め
の
活
動
も

進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
五
所
川
原
市

と
は
、
生
誕
の
地
と
多
く
の
作
品
を
遺
さ

れ
た
晩
年
の
地
と
で
、
手
を
た
ず
さ
え
て

太
宰
治
文
学
の
顕
彰
を
行
っ
て
い
け
れ
ば

と
考
え
て
い
ま
す
。
津
島
さ
ん
に
も
、
こ

う
し
た
三
鷹
市
の
文
化
事
業
へ
の
ご
理
解

を
い
た
だ
き
、
引
き
続
き
ご
協
力
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
す
。

津
島

も
ち
ろ
ん
で
す
。
太
宰
治
賞
は
純
粋

な
文
化
事
業
で
あ
り
、
そ
れ
を
続
け
て
い

る
の
は
本
当
に
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
感

じ
て
い
ま
す
。
三
鷹
市
芸
術
文
化
振
興
財

団
と
い
う
し
っ
か
り
し
た
組
織
を
作
っ

て
、
文
化
事
業
に
前
向
き
に
取
り
組
ん
で

い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
に
も
、
本
当
に
感
心

し
て
お
り
ま
す
。
先
の
没
後
60
年
記
念
展

の
と
き
も
、
ス
タ
ッ
フ
の
方
が
細
か
い
作

業
を
一
生
懸
命
に
や
っ
て
く
だ
さ
り
、
ま

た
立
派
な
図
録
も
作
っ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
市
民
の
皆
様
や
三
鷹
市

の
ご
尽
力
に
対
し
て
、
心
か
ら
感
謝
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

清
原

私
は
、
文
学
と
い
う
も
の
は
、
時
を

超
え
て
永
遠
に
生
き
続
け
る
も
の
だ
と
思

っ
て
い
ま
す
。
特
に
、
太
宰
文
学
は
、
人

間
の
存
在
そ
の
も
の
に
真
摯
に
向
き
合
っ

た
文
学
で
あ
り
、
時
代
も
、
国
境
も
、
民

族
も
超
え
て
共
感
し
う
る
真
理
を
描
い
て

い
ま
す
。
そ
の
素
晴
ら
し
い
財
産
を
、

「
太
宰
治
が
生
き
た
ま
ち
・
三
鷹
」と
し
て

は
、
こ
れ
か
ら
も
末
永
く
顕
彰
し
、
ま
た

広
く
伝
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
本
日
は
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

太宰治文学サロン
昨年3月1日に、短編「十二月八日」
にも店名が登場する三鷹駅近くの伊
勢元酒店跡のビルの1階に開館。太
宰ファンの交流の場にもなってい
る。下連雀3-16-14グランジャルダ
ン三鷹1階／@26-9150／月曜日休
館（月曜日が祝日の場合は開館し、
翌日と翌々日が休館。新年は1月6
日から開館）／午前10時～午後5時
30分／入館無料

父
・
太
宰
治
と
過
ご
し
た

三
鷹
の
思
い
出

新
春
対
談
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学部教授・学部長を経て、平成15（2003）
年、第6代三鷹市長に就任（現在2期目）。社
会保障審議会少子化対策特別部会委員など
国の審議会委員を数多く務める。市民参加
と協働を地域主権の原動力とした市政運営
を進め、三鷹の自然・文化・歴史を大切に
して、太宰治文学サロンなどを生かした魅
力ある三鷹の創造に取り組んでいる。

父
の
死
、
そ
し
て

生
涯
の
趣
味
と
の
出
会
い

太
宰
治

文
学
サ
ロ
ン
へ
の
期
待

太
宰
文
学
の
素
晴
ら
し
さ
を

伝
え
る
事
業
を

（上）津島園子さんの油絵作品「紅花白花」。身
近に四季を感じることのできる花は津島さん
の好きな画題のひとつ。
（中）清原市長の案内で文学サロンをご覧にな
る津島園子さん。年譜を前に往時の三鷹の様
子に話が弾むひととき。
（下）昨年11月22日から12月21日まで開催さ
れた没後60年記念展。訪れた人は落ち着いた
雰囲気の中で太宰文学の世界に浸った。

津島園子さん
Sonoko Tsushima 
昭和16（1941）年、三鷹町下連雀に、作
家・太宰治（本名・津島修治）と妻・美知子
の長女として生まれる。三鷹には、太宰が
亡くなる昭和23（1948）年まで暮らす。幼
いころから親しんだピアノ演奏を今も趣味
とするほか、結婚後に本格的に始めた油絵
では、グループ展や、東京銀座、青森市で
の個展も開催している。これまで、太宰治
賞や太宰治展などをはじめとする太宰治関
連のさまざまな事業で三鷹市にご協力いた
だく。夫は、衆議院議員の津島雄二さん。

三鷹の自宅縁側にて。長女（園子さ
ん）、次女（里子さん）と太宰。昭和
23（1948）年4月。


