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黒澤賞論文

　

当
協
会
第
5
代
会
長　

黒
澤
清
先
生
が
遺
さ
れ
た

１
枚
の
直
筆
色
紙
（
別
掲
）
が
、
今
、
協
会
本
部
に

飾
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
に
は
、「
與
少
楽
楽　

與
衆
楽
楽　

孰
楽　

不

如
與
衆　
　

黒
澤
清
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
言
葉
は
「
少(

し
ょ
う)

と
楽(

が
く)

し
て

楽(

た
の)

し
む
と
、
衆(

し
ゅ
う)

と
楽
し
て
楽

し
む
と
、
い
ず
れ
か
楽
し
き
。
衆
と
と
も
に
す
る
に

し
か
ず
」
と
読
み
、
中
国
・
戦
国
時
代
の
思
想
家　

孟
子
（
紀
元
前
３
７
２
年
～
前
２
８
９
年
）
の
言
行

を
ま
と
め
た
書
『
孟
子
』
の
「
梁
恵
王
篇
（
り
ょ
う

の
け
い
お
う
へ
ん
）」
が
出
典
で
す
。

　

孟
子
は
諸
侯
に
向
か
っ
て
性
善
説
を
主
張
し
、
仁

義
に
よ
る
王
道
政
治
を
目
指
し
ま
し
た
。
そ
の
中
の

斉(
せ
い)

の
宣
王
と
の
や
り
と
り
の
一
節
で
す
。

音
楽
が
好
き
だ
と
い
う
宣
王
に
、
孟
子
が
尋
ね

ま
し
た
。

孟
子
「
音
楽
を
、
少
数
の
人
と
楽
し
む
の
と
、
大
勢

の
人
と
楽
し
む
の
と
、
ど
ち
ら
が
楽
し
い
も
の
で

し
ょ
う
か
」

宣
王
「
も
ち
ろ
ん
大
勢
の
ほ
う
に
か
な
わ
な
い
」

続
け
て
孟
子
が
言
い
ま
す
。「
今
、
王
様
が
演
奏
会

を
催
さ
れ
た
と
し
ま
す
。
民
は
そ
の
鐘
鼓
や
笛
の
音

を
聞
い
て
顔
を
し
か
め
、『
王
様
は
音
楽
を
楽
し
ん

で
お
ら
れ
る
が
、
な
ぜ
俺
た
ち
を
こ
ん
な
ど
ん
底
生

活
の
ま
ま
に
し
て
お
く
の
か
。
親
子
は
会
え
も
し
な

い
。
兄
弟
妻
子
は
離
れ
ば
な
れ
だ
』
と
口
々
に
不
平

を
言
う
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
王
様
が
民
と
共
に
楽
し

ん
で
い
な
い
か
ら
な
の
で
す
」。

「
王
様
が
民
と
共
に
楽
し
ん
で
お
ら
れ
る
な
ら
、
民

は
そ
の
鐘
鼓
や
笛
の
音
を
聞
い
て
欣
々
と
喜
色
を
た

た
え
、『
王
様
は
ご
病
気
で
は
な
い
よ
う
だ
。
そ
う

で
な
け
れ
ば
こ
ん
な
に
楽
し
そ
う
に
楽
器
を
演
奏
で

き
る
は
ず
は
な
い
』
と
口
々
に
言
う
で
し
ょ
う
」
等

と
述
べ
た
う
え
で
、「
楽
し
み
を
、
民
と
分
か
ち
合

え
な
け
れ
ば
、
民
は
離
反
し
ま
す
。
楽
し
み
を
、
民

と
同
じ
く
す
れ
ば
、天
下
の
王
者
に
な
れ
る
の
で
す
」

と
結
ん
で
い
ま
す
。

　

黒
澤
先
生
の
ご
逝
去
（
平
成
２
年
３
月
）
か
ら
四

半
世
紀
を
経
た
昨
年
、
協
会
創
立
60
周
年
を
迎
え
る

直
前
に
、
偶
然
に
も
こ
の
色
紙
が
見
つ
か
り
、
拝
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
「
民
」
を
「
会
員
」
に
置
き
換
え
た
と
き
、
黒
澤

先
生
は
「
協
会
は
会
員
の
た
め
に
！　

楽
し
み
を
会

員
と
共
に
！　

そ
う
す
れ
ば
・
・
・
・
・
」
と
遺
言

さ
れ
た
よ
う
な
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。
よ
く
よ
く

心
し
た
い
も
の
で
す
。　

（
引
用
参
考
文
献
：「
中
国
の
思
想
『
孟
子
』（
今
里

禎
訳
）」
徳
間
書
店
刊
）

黒澤清先生の直筆色紙を拝して

副理事長　土田　勤


