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寄　

稿
　

表
題
に
つ
い
て
書
い
て
欲
し
い
と
の
依
頼
が
有
っ
た

時
、
祖
父
に
つ
い
て
は
六
十
年
以
上
も
前
の
こ
と
で
も
あ

る
の
で
、
断
片
的
な
記
憶
を
辿
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

　

私
が
小
学
校
に
あ
が
る
前
、
町
田
に
住
ん
で
い
た
頃
、

度
々
祖
父
母
か
ら
高
円
寺
に
遊
び
に
来
る
よ
う
に
と
の

連
絡
が
あ
っ
た
こ
と
が
今
で
も
何
通
か
残
さ
れ
て
い
る

葉
書
か
ら
わ
か
る
。

　

祖
父
に
つ
い
て
か
す
か
に
覚
え
て
い
る
こ
と
は
、
母
に

連
れ
ら
れ
て
町
田
か
ら
祖
父
宅
（
旧
宅
）
を
訪
ね
た
時

の
こ
と
で
あ
る
。
家
は
中
野
駅
に
通
ず
る
細
い
通
り
に
面

し
た
路
地
奥
に
あ
り
、
引
き
戸
の
門
を
開
け
る
と
す
ぐ
に

玄
関
が
あ
っ
た
。
玄
関
奥
の
急
な
階
段
の
上
か
ら
祖
父
が

「
よ
く
来
た
」
と
声
を
か
け
て
く
れ
た
。

　

そ
の
後
、
我
家
が
町
田
か
ら
三
鷹
市
に
引
っ
越
し
た
後

に
は
祖
父
宅
が
近
く
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
学
校
が
休
み

の
日
に
は
一
人
で
訪
ね
る
よ
う
に
な
っ
た
。
小
学
二
年
の

夏
休
み
の
頃
だ
っ
た
と
思
う
が
、
祖
父
宅
に
泊
ま
っ
た
こ

と
が
あ
る
。
居
間
の
卓
袱
台
や
長
火
鉢
を
片
付
け
床
を
敷

い
て
く
れ
た
。
照
明
を
暗
く
し
た
部
屋
で
一
人
テ
レ
ビ
を

見
た
こ
と
が
あ
る
。
探
偵
番
組
で
あ
っ
た
が
、
今
程
テ
レ

ビ
が
普
及
し
て
い
な
い
時
代
で
あ
っ
た
た
め
印
象
が
深

く
、
番
組
名
が
「
日
真
名
氏
飛
び
出
す
」
と
い
う
犯
罪
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
真
夜
中
に
な
る
と
テ

レ
ビ
の
怖
い
画
像
の
記
憶
と
静
ま
り
返
っ
た
部
屋
に
響

く
柱
時
計
の
針
の
音
や
時
刻
を
鳴
ら
す
ボ
ー
ン
と
い
う

音
で
な
か
な
か
寝
付
け
な
か
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。

　

た
ま
に
親
族
一
同
で
集
ま
っ
て
食
事
会
を
催
す
こ
と

も
あ
り
、
祖
父
の
好
き
な
中
野
に
あ
る
店
か
ら
弁
当
を
取

り
寄
せ
賑
や
か
で
あ
っ
た
こ
と
が
印
象
に
あ
る
。
ア
ル

コ
ー
ル
が
入
る
と
父
や
弟
た
ち
兄
弟
間
で
飼
っ
て
い
る

動
物
自
慢
が
始
ま
り
、
犬
が
賢
い
、
猫
が
可
愛
い
、
鳥
が

利
口
だ
な
ど
と
騒
々
し
く
言
い
争
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
祖

父
母
は
子
供
の
頃
か
ら
い
つ
も
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
静
か
に
聞
い
て
い
た
。
岡
上
の
伯
母
は
ど
ち
ら
に
も
組

せ
ず
、
な
だ
め
役
を
務
め
て
い
た
。

　

記
憶
に
あ
る
最
後
の
思
い
出
は
、私
が
中
学
二
年
の
頃

だ
っ
た
と
思
う
が
祖
父
宅
に
伺
っ
た
時
、祖
父
が
家
の
近

く
を
散
歩
す
る
と
い
う
の
で
エ
ス
コ
ー
ト
す
る
よ
う
に
誰

か
に
言
わ
れ
た
。祖
父
は
着
物
に
ハ
ン
チ
ン
グ
を
被
り
、ス

テ
ッ
キ
を
持
っ
て
い
た
。
門
を
出
る
と
直
ぐ
に
舗
装
さ
れ

た
緩
や
か
な
坂
道
に
な
っ
て
い
る
た
め
、足
元
が
危
な
い
の

で
肩
を
貸
そ
う
と
し
た
時
、蹴
躓
か
れ
、起
こ
す
の
が
大
変

だ
っ
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。
そ
れ
以
来
祖
父
が
自
宅

の
外
に
散
歩
に
出
掛
け
た
と
い
う
話
は
聞
い
て
い
な
い
。

　

父
の
思
い
出
に
つ
い
て
話
そ
う
。
父
は
大
正
五
年
東
京

矢
来
町
で
生
ま
れ
た
。
子
供
の
時
分
か
ら
体
が
丈
夫
で
な

か
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

　

父
が
残
し
た
随
筆
を
見
る
と
、
祖
父
が
高
円
寺
に
引
っ

越
し
て
か
ら
、
散
歩
好
き
な
祖
父
の
供
を
し
て
、
武
蔵
野

の
風
景
が
残
る
近
辺
を
よ
く
散
策
し
、
自
然
に
向
き
合
う

心
構
え
や
祖
父
の
思
想
な
ど
多
く
の
事
柄
に
つ
い
て
話

し
て
く
れ
た
と
書
い
て
い
る
。

　

昭
和
八
年
父
が
十
七
才
の
時
、
美
術
団
体
の
公
募
展
に

入
選
し
た
こ
と
を
契
機
に
画
家
と
し
て
の
道
を
歩
み
始

め
た
。
昭
和
十
三
年
陸
軍
に
招
集
さ
れ
た
が
体
を
壊
し
暫

く
し
て
除
隊
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
本
格
的
に
洋
画
を
学
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ぶ
た
め
に
日
本
美
術
学
校
に
入
校
し
た
。

　

十
九
年
に
母
と
結
婚
し
た
後
、
町
田
に
疎
開
し
、
そ
こ

で
終
戦
を
迎
え
た
。
当
地
で
お
よ
そ
十
年
過
ご
し
、
そ
の

間
に
長
男
・
長
女
を
授
か
っ
た
。

　

戦
後
間
も
な
く
し
て
神
田
に
あ
る
小
学
館
に
就
職
し
、

編
集
部
に
お
い
て
児
童
画
の
選
定
や
出
版
物
の
挿
絵
の

指
導
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
仕
事
を
通
じ
画
家

や
詩
人
等
多
く
の
芸
術
家
と
の
出
会
い
が
あ
っ
た
と
聞

い
て
い
る
。
ま
た
仕
事
の
傍
ら
幾
つ
か
の
美
術
団
体
の
公

募
展
に
出
品
し
て
い
た
が
、
一
陽
会
の
創
立
の
主
旨
に
惹

か
れ
、
以
降
一
陽
展
を
軸
に
活
動
し
て
い
る
。
最
初
の
出

品
の
翌
年
に
は
画
壇
へ
の
登
竜
門
と
な
る
特
待
賞
を
受

賞
し
、
祖
父
が
非
常
に
喜
ん
で
く
れ
た
と
父
は
語
っ
て
い

る
。
そ
の
後
、
会
員
、
委
員
へ
と
推
挙
さ
れ
て
い
き
、
昭

和
六
十
三
年
に
常
任
委
員
に
な
っ
て
か
ら
は
会
の
運
営

に
携
わ
っ
て
い
る
。

　

一
陽
会
の
活
動
を
開
始
す
る
傍
ら
、
昭
和
二
十
八
年
に

三
鷹
市
内
の
丘
陵
部
に
居
を
構
え
町
田
か
ら
引
っ
越
し

た
。
当
時
一
帯
は
武
蔵
野
の
面
影
を
残
す
雑
木
林
・
松
林

や
畑
地
が
散
在
す
る
の
ど
か
な
土
地
で
あ
り
、
近
く
に
は

井
の
頭
池
を
水
源
と
す
る
神
田
川
や
玉
川
上
水
も
流
れ
、

自
然
豊
か
な
環
境
で
あ
っ
た
。
父
も
こ
の
環
境
に
満
足
し

て
い
た
よ
う
で
、
青
年
時
代
に
祖
父
と
散
策
し
て
い
た
風

景
を
思
い
だ
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

越
し
て
き
た
当
初
は
主
に
休
日
に
画
を
描
い
て
い
た

が
、
画
業
に
専
念
す
る
た
め
会
社
を
早
期
退
職
し
、
一
日

中
キ
ャ
ン
バ
ス
に
向
き
合
っ
て
い
た
。
私
が
就
職
し
た
後

の
休
日
に
は
、
夕
暮
れ
時
か
ら
母
の
作
っ
て
く
れ
た
肴
で

一
緒
に
晩
酌
す
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
。
そ
の
よ

う
な
折
に
は
、
父
が
趣
味
で
集
め
た
壺
や
茶
碗
な
ど
骨
董

品
の
話
や
季
節
の
自
然
に
つ
い
て
話
を
し
て
く
れ
た
。
食

事
の
支
度
を
し
て
い
る
母
も
父
と
共
通
の
趣
味
を
持
っ

て
い
る
の
で
、
時
に
は
話
の
聞
き
役
と
し
て
話
題
に
参
加

し
て
く
れ
た
。
父
の
傍
ら
に
は
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ

ど
猫
た
ち
が
控
え
て
お
り
、
お
か
ず
の
お
裾
分
け
を
待
っ

て
い
た
。
今
思
う
と
父
が
一
番
寛
い
で
い
た
時
間
だ
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
父
の
思
い
出
は
数
多
く
あ
る

が
、
子
供
の
頃
、
近
く
の
高
尾
山
や
向
ヶ
丘
遊
園
地
に
連

れ
て
行
っ
て
く
れ
た
こ
と
、
お
絵
描
き
教
室
を
開
い
て
い

た
の
で
一
階
の
ア
ト
リ
エ
が
子
供
た
ち
の
集
会
場
の
よ

う
に
な
り
父
が
大
変
だ
っ
た
こ
と
、
父
の
友
人
た
ち
が
よ

く
訪
れ
応
接
間
で
笑
い
声
が
絶
え
ず
、
母
も
加
わ
っ
て
い

た
こ
と
な
ど
も
記
憶
に
残
る
思
い
出
で
あ
る
。

　

父
は
「
冬
間
近
な
海
辺
は
清
浄
な
大
気
を
感
じ
る
。
一

番
好
む
モ
チ
ー
フ
も
こ
の
時
節
に
あ
る
」
と
し
て
取
材
へ

出
掛
け
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
取
材
を
通
じ
て
、
昭
和
五
十
年
代
か
ら
は

「
風
の
道
シ
リ
ー
ズ
」
と
題
し
、
百
号
を
越
す
青
色
を
基

調
と
し
た
自
然
画
を
連
作
で
出
展
し
続
け
た
。「
絵
描

き
っ
て
い
う
の
は
、
一
作
一
作
が
勝
負
な
ん
だ
か
ら
、
出

来
る
限
り
は
大
作
を
発
表
す
る
こ
と
が
作
家
と
し
て
大

切
だ
」
と
言
っ
て
い
た
。
平
成
八
年
頃
よ
り
体
力
が
衰
え

は
じ
め
、
大
き
な
画
は
描
け
な
く
な
っ
た
が
、
体
調
の
良

い
と
き
に
は
キ
ャ
ン
バ
ス
に
向
き
合
っ
て
筆
を
執
っ
て

い
た
。
亡
く
な
る
半
年
前
か
ら
は
自
宅
で
療
養
し
て
い
た

が
平
成
十
二
年
の
三
月
に
八
十
四
才
の
生
涯
を
閉
じ
た
。

3

未明71歳の誕生日祝いに集まった家族
（昭和28年4月12日）

左上段から
岡上忠雄（鈴江の夫）、岡上鈴江（未明次女）、
英二（未明三男）、優（未明四男）、貞子（哲郎の妻）

左下段から
哲郎（未明次男）、健一さん、未明、明美さん

（哲郎長女）、キチ（未明妻）、三方子（英二の妻）、
英晴さん（英二長男）



報
　
告

　

２
０
２
０
年
度
は
、
１
４
４
５
９
人
の
方
に

ご
来
館
い
た
だ
き
ま
し
た
。

＊
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の

た
め
、
４
月
19
日
か
ら
５
月
10
日
ま
で
休
館

し
ま
し
た
。

＊
災
害
救
助
法
が
適
用
さ
れ
た
ほ
ど
の
大
雪
に

よ
り
、
１
月
10
日
か
ら
15
日
ま
で
休
館
し
ま

し
た
。

子
ど
も
た
ち
に
未
明
童
話
に
親
し
ん
で
も
ら

う
た
め
、
画
家
の
古
志
野 

実
さ
ん
が
描
い
た

未
明
童
話
「
殿
さ
ま
の
茶
わ
ん
」「
月
と
あ
ざ

ら
し
」「
負
傷
し
た
線
路
と
月
」
の
絵
画
を
展

示
し
ま
し
た
。

　

絵
画
は
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
用
に
制
作
さ
れ
た

も
の
で
、
の
ち
に
絵
本
化
も
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
い
ず
れ
も
平
成
30
年
２
月　

架
空
社
刊
）

　

未
明
の
１
２
０
０
編
に
お
よ
ぶ
童
話
の
中
で

も
著
名
で
、
今
な
お
親
し
ま
れ
て
い
る
３
作
品

の
絵
画
約
60
点
を
、絵
と
と
も
に
文
章
も
掲
示
し
、

お
話
と
と
も
に
ご
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

あ
わ
せ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
画
家
が
描
い
た
各

時
代
の
３
作
品
の
挿
絵
を
、
書
籍
や
雑
誌
・
絵

本
を
展
示
し
て
紹
介
し
ま
し
た
。

　

来
場
者
か
ら
は
、「
や
さ
し
い
ま
な
ざ
し
で

描
か
れ
た
作
品
が
心
に
響
い
た
」、「
色
彩
が
き

れ
い
で
、
動
物
・
人
・
花
・
植
物
な
ど
が
生
き

生
き
し
て
い
て
感
動
し
た
」、「
作
品
と
と
て
も

良
い
出
会
い
が
で
き
て
、
来
て
よ
か
っ
た
。
ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
も
感
動
し
た
」
と
い
う
感
想
が

寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
関
連
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
10
月
25
日
に

は
、
未
明
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
協

力
に
よ
る
特
別
展
お
は
な
し
会
を
開
催
し
、
33

人
の
方
か
ら
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
詳
細
は
【
報
告
】
特
別
展
８
〜
10
頁
に
掲
載
）

※
４
月
に
開
催
を
予
定
し
て
い
た
特
別
展
〈
第

28
回
小
川
未
明
文
学
賞
受
賞
記
念
展
〉
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の

た
め
、
中
止
し
ま
し
た
。

特
集
展
示

　

こ
れ
ま
で
小
川
未
明
文
学
館
で
は
、
未
明
に

関
す
る
作
品
や
書
籍
、
関
連
資
料
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
資
料
を
収
集
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ

ら
の
所
蔵
資
料
を
活
用
し
た
特
集
展
示(

テ
ー

マ
展
示)
を
定
期
的
に
開
催
す
る
こ
と
に
よ
り
、

小
川
未
明
の
作
品
や
業
績
、
人
と
な
り
に
つ
い

て
紹
介
し
て
い
ま
す
。

（
詳
細
は【
報
告
】特
集
展
示
11
〜
13
頁
に
掲
載
）

【
各
種
講
座
な
ど
】

子
ど
も
た
ち
に
未
明
童
話
や
文
学
館
に
親
し

ん
で
も
ら
う
た
め
、
こ
ど
も
ク
ラ
フ
ト
体
験
を

開
催
し
ま
し
た
。

　

テ
ー
マ
を
、
発
表
か
ら
１
０
０
年
を
迎
え
た

未
明
童
話
「
野
ば
ら
」、
８
月
の
〝
未
明
童
話

と
親
し
も
う
〟
配
布
作
品
だ
っ
た
「
夏
の
日
ざ

か
り
」
と
し
、
モ
ビ
ー
ル
、
コ
ー
ス
タ
ー
、
冊

子
の
表
紙
作
り
を
楽
し
ん
で
も
ら
い
ま
し
た
。

　

参
加
者
か
ら
は
、「
５
歳
と
１
歳
の
子
が
熱

中
し
て
取
り
組
ん
で
い
た
。
素
材
が
た
く
さ
ん

あ
っ
て
楽
し
い
」「
ま
た
楽
し
い
工
作
を
し
た

い
」
と
い
っ
た
声
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

報　

告

4

【
展
覧
会
】

　

特
別
展
を
１
回
、
特
集
展
示
を
４
回
開
催
し

ま
し
た
。

特
別
展

〈
画
家
・
古こ

志し

野の 

実み
の
る

が
描
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

未
明
童
話
〉

　
　
　
〈
会　

期
〉
10
月
10
日
〜
11
月
29
日

　
　
　
〈
会　

場
〉
文
学
館
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

　
　
　
〈
来
場
者
数
〉
３
２
３
７
人

文
学
館
１
年
の
記
録

特別展〈画家・古志野 実が描いた未明童話〉

高田図書館（文学館のある建物）の
玄関への通路
左右は２ｍ近くの雪の壁

小
川
未
明
文
学
館
こ
ど
も
ク
ラ
フ
ト
体
験

　
　
　
〈
日
に
ち
〉
８
月
22
日

　
　
　
〈
会　

場
〉
文
学
館「
出
会
い
の
ロ
ビ
ー
」

　
　
　
〈
参
加
者
〉
71
人

モビール作り



橘
由
貴
氏
（
朗
読
療
法
士
・
ヴ
ォ
イ
ス
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
）
を
講
師
に
、
朗
読
研
修
会
を
開
催

し
ま
し
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
予
防
対
策
と

し
て
、
定
員
を
例
年
の
半
数
と
し
、
広
い
会
場

で
マ
ス
ク
を
着
用
し
て
の
講
座
と
な
り
ま
し
た
。

　

は
じ
め
に
基
本
的
な
声
の
作
り
方
や
表
現
力

の
磨
き
方
、
発
声
練
習
の
大
切
さ
を
学
び
、「
心

に
響
く
朗
読
を
す
る
に
は
」
と
い
う
講
義
に
耳

を
傾
け
ま
し
た
。
次
に
発
声
練
習
や
開
口
訓
練

を
行
い
、
そ
の
後
、
未
明
童
話
「
王
様
の
感
心

さ
れ
た
話
」（
大
正
９
年
）、「
山
の
上
の
木
と

雲
の
話
」（
大
正
11
年
）
を
題
材
に
し
た
実
践

的
な
朗
読
で
、
講
師
か
ら
個
々
に
指
導
を
受
け

ま
し
た
。
ま
た
、
講
師
の
朗
読
を
聴
き
、
受
講

者
の
今
後
の
朗
読
練
習
の
参
考
に
し
ま
し
た
。

　

受
講
者
か
ら
は
、「
朗
読
の
技
術
面
だ
け
で

は
な
く
、
心
構
え
な
ど
基
本
的
な
事
柄
を
教
え

て
も
ら
え
て
よ
か
っ
た
」、「
プ
ロ
の
朗
読
を
聞

い
て
勉
強
に
な
っ
た
」
と
い
っ
た
感
想
が
聞
か

れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、受
講
者
の
う
ち
３
人
の
方
が
、未
明
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
加
入
し
ま
し
た
。

佐
々
木
赫か

く

子こ

氏
（
児
童
文
学
作
家
）
を
講
師

に
、
短
編
童
話
の
書
き
方
を
学
び
ま
し
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の

た
め
１
回
目
を
通
信
講
座
と
し
、
受
講
者
が
創

作
し
た
童
話
の
講
評
を
、
講
師
か
ら
書
面
で
い

た
だ
き
ま
し
た
。　
　

　

２
回
目
・
３
回
目
の
講
座
で
は
、
ア
ド
バ
イ

ス
を
受
け
手
直
し
し
た
作
品
の
講
評
を
い
た
だ

き
、
さ
ら
に
、
受
講
者
同
士
で
お
互
い
の
作
品

に
つ
い
て
意
見
を
交
換
し
あ
い
、
今
後
の
創
作

の
参
考
に
し
ま
し
た
。

　

受
講
者
か
ら
は
、「
先
生
の
講
義
や
講
評
は

お
も
し
ろ
く
、
た
め
に
な
る
」、「
他
の
受
講
者

の
作
品
の
意
図
や
作
成
の
苦
労
な
ど
を
聞
い
て

い
る
と
、
童
話
を
書
く
こ
と
の
難
し
さ
も
楽
し

さ
も
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
、
と
て
も
う
れ
し

い
」
と
い
っ
た
声
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

　

受
講
者
の
皆
さ
ん
の
作
品
は
、「
童
話
創
作

講
座
受
講
者
作
品
集
」
と
し
て
、
文
学
館
の
図

書
コ
ー
ナ
ー
や
市
立
図
書
館
で
読
む
こ
と
が
で

き
ま
す
。

5

朗
読
研
修
会

　
　
　
〈
日
に
ち
〉
10
月
29
日
・
11
月
５
日
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

11
月
12
日
の
全
３
回

　
　
　
〈
会　

場
〉
高
田
城
址
公
園
オ
ー
レ
ン

　
　
　
　
　
　
　

プ
ラ
ザ
研
修
室

　
　
　
　
　
　
　

高
田
図
書
館
会
議
室

　
　
　
　
　
　
　

ミ
ュ
ゼ
雪
小
町
多
目
的
室

　
　
　
〈
参
加
者
〉
14
人

童
話
創
作
講
座

　
　
　
〈
日
に
ち
〉
通
信
講
座
・
11
月
22
日
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　

11
月
29
日
の
全
３
回

　
　
　
〈
会　

場
〉
高
田
図
書
館
会
議
室

　
　
　
〈
参
加
者
〉
８
人

講義の様子朗読発表

講評の様子講師の佐々木赫子氏



報
　
告

第
１
回 

小
埜
裕
二
氏
（
上
越
教
育
大
学
副

学
長
・
小
川
未
明
文
学
館
専
門
指
導
員
）、
第

２
回 

森
下
成
一
氏（
有
限
会
社
ス
タ
ジ
オ
ト
ゥ

イ
ン
ク
ル
代
表
取
締
役
）
を
講
師
に
、
未
明
や

作
品
に
つ
い
て
学
ぶ
講
座
を
開
催
し
ま
し
た
。

（
詳
細
は【
報
告
】文
学
館
講
座
14
〜
16
頁
に
掲
載
）

未
明
童
話
の
魅
力
を
伝
え
る
た
め
、
未
明
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
協
力
に
よ
り
未

明
童
話
を
中
心
と
し
た
お
は
な
し
会（
朗
読
会
）

を
17
回
開
催
し
ま
し
た
。

未
明
童
話
に
出
会
う
機
会
を
よ
り
多
く
の
方

に
提
供
す
る
た
め
、
未
明
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
協
力
に
よ
り
、
市
内
の
小
学
校
に

朗
読
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
出
向
い
て
、
お
は
な
し

会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

２
０
２
０
年
度
は
、
市
内
小
学
校
８
校
（
４

０
５
人
）
を
訪
問
し
ま
し
た
。

子
ど
も
た
ち
の
感
想

・
お
話
を
聞
い
て
、
友
情
と
か
協
力
が
大
切
と

い
う
こ
と
を
、
未
明
さ
ん
は
伝
え
た
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

・
音
楽
と
絵
で
、
お
話
に
引
き
込
ま
れ
ま
し
た
。

・
未
明
が
ど
ん
な
人
だ
っ
た
か
少
し
わ
か
り
、

別
の
お
話
も
読
ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

未
明
童
話
と
い
え
ば
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」、

「
月
夜
と
眼
鏡
」
な
ど
が
有
名
で
す
が
、
こ
の

ほ
か
に
も
素
晴
ら
し
い
童
話
が
数
多
く
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ら
を
子
ど
も
た
ち
に
読
ん
で
も
ら
う

た
め
に
、
月
替
わ
り
で
未
明
童
話
１
作
品
を
冊

子
に
し
て
無
償
配
布
し
ま
し
た
。
配
布
作
品
は
、

幼
児
か
ら
小
学
校
の
低
中
学
年
向
け
の
童
話
が

中
心
で
す
。
参
加
者
に
は
「
お
は
な
し
カ
ー

ド
」
を
配
布
し
、
集
め
た
シ
ー
ル
の
数
に
応
じ

て
、
文
学
館
オ
リ
ジ
ナ
ル
グ
ッ
ズ
を
プ
レ
ゼ
ン

ト
し
ま
し
た
。
２
０
２
０
年
度
は
、
延
べ
５
６

４
人
に
冊
子
を
配
布
し
ま
し
た
。

　

配
布
し
た
童
話
は
、
文
学
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
お
読
み
い
た
だ
け
ま
す
。

〈
配
布
童
話
〉

・
４
月
「
た
の
し
い
ち
ょ
う
た
ち
」

　
（
初
出
『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』
昭
和
９
年
４
月
）

・
５
月
「
マ
ル
は
し
あ
わ
せ
」

　
（
初
出『
セ
ウ
ガ
ク
一
年
生
』昭
和
14
年
５
月
）

・
６
月
「
な
つ
め
の
木
で
あ
っ
た
話
」

　
（
初
出
『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』
昭
和
８
年
７
月
）

・
７
月
「
年
ち
ゃ
ん
と
か
ぶ
と
虫
」

（
初
出
『
カ
シ
コ
イ
一
年
小
学
生
』
昭
和
９

年
９
月
）

・
８
月
「
夏
の
日
ざ
か
り
」

　
（
初
出
『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』
昭
和
９
年
７
月
）

・
９
月
「
お
じ
さ
ん
の
う
ち
」

　
（
初
出
『
こ
ど
も
ク
ラ
ブ
』
昭
和
23
年
２
月
）

・
10
月
「
ね
ず
み
と
ね
こ
と
こ
お
ろ
ぎ
」

　
（
初
出
『
小
学
一
年
生
』
昭
和
26
年
11
月
）

・
11
月
「
こ
が
ら
し
の
ふ
く
晩
」

　
（
初
出『
コ
ド
モ
ノ
ヒ
カ
リ
』昭
和
12
年
11
月
）

・
12
月
「
タ
マ
と
ウ
グ
イ
ス
」

　
（
初
収
録『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』昭
和
７
年
12
月
）

・
１
月
「
み
か
ん
き
ん
か
ん
」

　
（
初
出
『
コ
ド
モ
ア
サ
ヒ
』
昭
和
８
年
11
月
）

・
２
月
「
み
け
の 

ご
う
が
い
や
さ
ん
」

　
（
初
出『
コ
ド
モ
ノ
ヒ
カ
リ
』昭
和
12
年
12
月
）

・
３
月
「
窓
の
外
へ
春
が
き
た
」

　
（
初
出
『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』
昭
和
11
年
３
月
）

6

出張おはなし会（10月26日　北諏訪小学校）

文学館おはなし会

おはなしカード

文
学
館
講
座

　
　
　
〈
日
に
ち
〉
10
月
31
日
・
11
月
23
日

　
　
　
〈
会　

場
〉
高
田
城
址
公
園
オ
ー
レ
ン

　
　
　
　
　
　
　

プ
ラ
ザ
研
修
室

　
　
　
〈
参
加
者
〉
延
べ
54
人

文
学
館
お
は
な
し
会

　
〈
日　

時
〉
毎
月
第
２
・
４
日
曜
日
午
後
２
時
〜

　
〈
会　

場
〉
文
学
館
ビ
ッ
グ
ブ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー

　
〈
参
加
者
〉
延
べ
１
８
４
人

出
張
お
は
な
し
会

こ
ど
も
プ
ロ
グ
ラ
ム
　
未
明
童
話
と
親
し
も
う

—

こ
ど
も
た
ち
に
届
け
た
い
未
来
の
メ
ッ
セ
ー
ジ—



未
明
童
話
の
ぬ
り
絵

文
学
館
の
「
出
会
い
の
ロ
ビ
ー
」
で
は
、
い

つ
で
も
数
種
類
の
未
明
童
話
の
ぬ
り
絵
を
ご
用

意
し
て
い
ま
す
。
小
さ
な
お
子
さ
ん
か
ら
、
高

校
生
・
大
人
の
方
ま
で
、
大
勢
の
方
に
楽
し
ん

で
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
ぬ
っ
た
絵
は
ロ
ビ
ー

の
掲
示
板
に
展
示
し
て
い
ま
す
。

【
そ
の
他
関
連
事
業
】

「
小
川
未
明
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
２
０
２
１
春

編
」（
上
越
文
化
会
館
主
催
）
の
開
催
に
あ
わ

せ
て
、
小
川
未
明
連
絡
会
議
構
成
団
体
に
よ
る

合
同
イ
ベ
ン
ト
を
行
い
ま
し
た
。

　

当
館
で
は
「
出
張
小
川
未
明
文
学
館
」
と
し

て
、
未
明
の
紹
介
パ
ネ
ル
や
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
山
の
上
の
木
と
雲
の
話
」

の
解
説
パ
ネ
ル
の
展
示
、
未
明
童
話
集
や
小
川

未
明
文
学
賞
大
賞
作
品
の
読
書
コ
ー
ナ
ー
の
開

設
を
行
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
小
川
未
明
研
究
会
（
小
埜
裕
二
氏
主

宰
）
に
よ
る
Ｔ
シ
ャ
ツ
や
ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル
な

ど
の
未
明
オ
リ
ジ
ナ
ル
グ
ッ
ズ
の
販
売
、
高
田

文
化
協
会
に
よ
る
「
山
の
上
の
木
と
雲
の
話
」

を
テ
ー
マ
に
し
た
絵
の
展
示
が
あ
り
ま
し
た
。

　

未
明
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、「
山

の
上
の
木
と
雲
の
話
」
の
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
や
、

未
明
童
話
の
手
作
り
小
冊
子
の
配
布
を
行
い
ま

し
た
。

7

小
川
未
明
連
絡
会
議
合
同
イ
ベ
ン
ト

　

〈
未
明
童
話
の
世
界
を
感
じ
よ
う
〉

　
　
　
〈
日
に
ち
〉
２
０
２
１
年
２
月
28
日

　
　
　
〈
会　

場
〉
上
越
文
化
会
館

ぬり絵「月とあざらし」

高田文化協会
絵の展示

未明ボランティアネットワーク
パネルシアター

出張小川未明文学館（パネルコーナー）出張小川未明文学館（読書コーナー）



報
　
告

　
　
　
〈
会　

期
〉
10
月
10
日
〜
11
月
29
日

　
　
　
〈
会　

場
〉
文
学
館
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

　
　
　

　

東
京
都
西
東
京
市
に
あ
る
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

撮
影
を
メ
ー
ン
に
し
た
撮
影
会
社
・
ス
タ
ジ
オ

ト
ゥ
イ
ン
ク
ル
が
制
作
し
た
、
未
明
童
話
の
ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
使
用
さ
れ
た
原
画
を
展
示
し

ま
し
た
。

　

描
い
た
の
は
島
根
県
生
ま
れ
の
画
家
・
古
志

野 

実
さ
ん
で
す
。

　

古
志
野
さ
ん
は
昭
和
24
年
安
来
市
に
生
ま
れ
、

同
郷
の
画
家
・
丸
山
勝
三
に
師
事
し
ま
す
。
20

代
で
安
来
、
松
江
で
個
展
を
開
催
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
イ
ン
ド
や
中
国
・
西
安
に
ス
ケ
ッ
チ

旅
行
に
出
か
け
、
東
京
・
原
宿
や
銀
座
、
住
ん

で
い
た
鳥
取
県
米
子
市
で
も
数
回
個
展
を
開
き

ま
し
た
が
、
平
成
26
年
に
亡
く
な
り
ま
し
た
。

　　

　

制
作
さ
れ
た
未
明
童
話
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

は
、「
月
と
あ
ざ
ら
し
」（
平
成
18
年
）、「
負
傷

し
た
線
路
と
月
」（
平
成
22
年
）、「
殿
さ
ま
の

茶
わ
ん
」（
平
成
28
年
）
の
３
作
品
で
す
。

　

古
志
野
さ
ん
が
童
話
を
読
み
イ
メ
ー
ジ
を
ふ

く
ら
ま
せ
て
、
各
地
に
取
材
し
て
描
い
た
絵
を
、

ス
タ
ジ
オ
ト
ゥ
イ
ン
ク
ル
の
代
表
で
あ
る
森
下

成
一
さ
ん
を
始
め
に
ス
タ
ッ
フ
が
、
そ
の
ま
ま

使
用
し
た
り
組
み
合
わ
せ
た
り
、
Ｃ
Ｇ
を
使
っ

た
り
し
て
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
化
し
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
と

し
て
発
表
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
場
面
を
厳
選

し
、
平
成
30
年
に
架
空
社
か
ら
絵
本
と
し
て
刊

行
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
展
で
は
、
絵
本
に
も
使
用
さ
れ
た
原
画
を

中
心
に
、
約
60
点
を
展
示
し
ま
し
た
。
そ
の
他
、

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
の
み
使
用
さ
れ
た
絵
や
、

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
も
使
用
さ
れ
て
い
な
い
イ

メ
ー
ジ
画
が
数
多
く
存
在
し
ま
す
。
中
に
は
機

関
車
の
吐
く
煙
だ
け
を
何
枚
も
、
氷
の
上
に
た

た
ず
む
あ
ざ
ら
し
を
何
枚
も
何
枚
も
描
い
た
絵

が
あ
り
ま
し
た
。

　

古
志
野
さ
ん
の
、
力
強
く
大
胆
な
タ
ッ
チ
の

絵
は
、
見
る
人
を
引
き
込
む
力
が
あ
り
ま
す
。

来
場
者
か
ら
は
、
迫
力
の
あ
る
絵
だ
っ
た
と
い

う
感
想
や
、
不
安
な
気
持
ち
が
安
ら
い
だ
・
温

か
み
の
あ
る
す
ば
ら
し
い
絵
だ
っ
た
と
い
う
声

が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

■
「
月
と
あ
ざ
ら
し
」

　

大
正
14
年
４
月
、
雑
誌
『
愛
の
泉
』
に
発
表

さ
れ
ま
し
た
。

〝
北
方
の
海
は
銀
色
に
凍
っ
て
い
ま
し
た
。
あ

ざ
ら
し
が
、
秋
に
姿
の
見
え
な
く
な
っ
た
子
供

を
探
し
、
風
に
、
月
に
、
問
い
か
け
ま
す
。「
私

の
子
供
が
ど
こ
に
い
る
か
教
え
て
く
だ
さ
い
」

　

い
く
ら
待
っ
て
も
風
の
た
よ
り
は
な
く
、
月

は
あ
ざ
ら
し
を
な
ぐ
さ
め
る
た
め
、
南
の
方
か

ら
小
さ
な
太
鼓
を
持
っ
て
き
て
あ
げ
ま
す
。
あ

ざ
ら
し
は
太
鼓
を
気
に
入
っ
た
よ
う
で
、
月
は

氷
が
解
け
は
じ
め
た
頃
、
あ
ざ
ら
し
の
鳴
ら
す

太
鼓
の
音
を
波
の
間
か
ら
聞
き
ま
し
た
。〟
と

い
う
お
話
で
す
。
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古志野  実さん

　

２
０
２
０
年
度
特
別
展

  
画
家
・
古こ

志し

野の 

実み
の
る

が

　
　
　
描
い
た
未
明
童
話



　

古
志
野
さ
ん
は
、傍
若
無
人
に
吹
く
暴
風（
あ

ら
し
）、
ど
ん
よ
り
と
曇
っ
た
海
、
あ
ざ
ら
し

の
体
に
降
り
か
か
る
白
雪
を
暗
く
冷
た
く
描
く

一
方
で
、
南
の
方
の
野
原
で
咲
き
乱
れ
る
花
の

中
で
踊
る
男
女
を
情
熱
的
に
描
き
ま
し
た
。

■
「
負
傷
し
た
線
路
と
月
」

　

大
正
14
年
10
月
、
雑
誌
『
赤
い
鳥
』
に
発
表

さ
れ
ま
し
た
。

〝
あ
る
日
、
汽
車
が
重
い
荷
物
を
積
ん
で
過
ぎ

て
い
っ
た
と
き
、
レ
ー
ル
に
傷
が
つ
き
ま
し
た
。

自
分
の
不
運
を
嘆
い
た
レ
ー
ル
は
、
雨
の
勧
め

で
、
月
に
自
分
を
傷
付
け
た
機
関
車
の
こ
と
を

告
げ
ま
す
。
月
は
不
心
得
を
さ
と
し
て
や
る
こ

と
を
約
束
し
、
機
関
車
を
探
し
ま
し
た
。
や
っ

と
見
つ
け
た
機
関
車
は
、
沈
ん
で
、
停
車
場
で

じ
っ
と
し
て
い
ま
し
た
。
機
関
車
も
、
レ
ー

ル
と
す
れ
合
っ
て
車
輪
を
傷
付
け
て
い
た
の
で

す
。
月
は
、
機
関
車
が
積
ん
で
い
た
重
い
荷
物

が
降
ろ
さ
れ
た
港
へ
行
き
ま
し
た
。
物
思
い
に

沈
ん
で
い
た
荷
物
は
、
月
に
、
こ
れ
か
ら
ど
こ

へ
や
ら
れ
る
の
か
と
心
細
さ
を
語
り
ま
す
。
月

は
、
い
っ
た
い
誰
が
悪
い
の
か
と
考
え
ま
し
た
。

そ
こ
で
今
度
は
人
間
の
よ
う
す
を
見
に
行
く
と
、

か
わ
い
ら
し
い
赤
ん
坊
が
、
二
階
の
窓
か
ら
月

を
見
て
笑
っ
て
い
る
の
が
見
え
ま
し
た
。〟
と

い
う
お
話
で
す
。

　

古
志
野
さ
ん
は
Ｊ
Ｒ
の
車
輌
工
場
を
見
学
し

て
描
い
た
絵
に
つ
い
て
、「
真
剣
に
油
ま
み
れ
、

汗
脂
ま
み
れ
で
車
輌
修
理
工
場
で
働
く
人
が
、

こ
の
車
輪
を
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
で
観
て
納
得
し

て
く
れ
る
か
と
考
え
ま
す
」
と
、
森
下
さ
ん
に

書
き
送
っ
て
い
ま
す
。

　

絵
の
裏
面
に
、
人
物
の
配
置
に
つ
い
て
の
考

え
や
、
制
作
の
苦
労
な
ど
が
書
き
記
さ
れ
て
お

り
、試
行
錯
誤
の
跡
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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絵
本
に
は
使
用
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
客

車
の
乗
客
の
中
に
未
明
が
描
か
れ
て
い
る
絵
が

あ
り
ま
し
た
。
古
志
野
さ
ん
の
遊
び
心
あ
ふ
れ

る
仕
掛
け
に
、
子
ど
も
た
ち
は
夢
中
に
な
っ
て

未
明
を
探
し
て
い
ま
し
た
。

■
「
殿
さ
ま
の
茶
わ
ん
」

　

大
正
10
年
１
月
、
雑
誌
『
婦
人
公
論
』
に
発

表
さ
れ
ま
し
た
。

〝
昔
、
あ
る
国
に
有
名
な
陶
器
師
が
い
て
、
遠

い
他
国
に
ま
で
名
が
響
い
て
い
ま
し
た
。
あ
る

日
役
人
が
や
っ
て
き
て
、
殿
さ
ま
の
た
め
の
茶

わ
ん
を
焼
く
よ
う
命
じ
ま
し
た
。
軽
い
、
薄
手

の
上
等
な
茶
わ
ん
が
で
き
あ
が
り
ま
し
た
が
、

殿
さ
ま
は
食
事
の
た
び
に
、
手
を
焼
く
よ
う
な

熱
さ
を
我
慢
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

山
国
を
旅
行
し
た
と
き
、
泊
ま
っ
た
百
姓
家
で

出
さ
れ
た
厚
手
の
茶
わ
ん
は
、
熱
い
汁
で
も
手

を
焼
く
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
殿
さ
ま
は
大
変

お
喜
び
に
な
り
ま
し
た
。
御
殿
に
帰
っ
た
殿
さ

ま
は
、有
名
な
陶
器
師
を
呼
び
、親
切
心
を
も
っ

て
茶
わ
ん
を
作
る
よ
う
さ
と
し
ま
し
た
。〟
と

い
う
お
話
で
す
。

　

古
志
野
さ
ん
は
、
陶
器
の
絵
を
描
く
た
め
に
、

益
子
焼
で
有
名
な
栃
木
県
益
子
町
を
訪
ね
て
ス

ケ
ッ
チ
を
し
、
自
宅
の
ア
ト
リ
エ
に
あ
ふ
れ
る

ほ
ど
の
イ
メ
ー
ジ
画
を
描
き
ま
し
た
。

　

こ
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
制
作
途
中
で
古
志

野
さ
ん
は
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、
ス
タ
ジ
オ

ト
ゥ
イ
ン
ク
ル
の
ス
タ
ッ
フ
の
手
に
よ
り
、
作

品
は
完
成
し
ま
し
た
。
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小
川
未
明
文
学
館
で
は
、
未
明
に
関
す
る
資

料
の
収
集
や
調
査
を
行
い
、
そ
れ
ら
を
公
開
す

る
こ
と
に
よ
り
未
明
の
業
績
を
広
く
紹
介
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
平
成
17
年
の
開

館
以
来
、
収
集
し
て
き
た
文
学
館
所
蔵
資
料
は

約
３
０
０
０
点
に
の
ぼ
り
ま
す
。

　

本
展
で
は
、
令
和
元
年
度
に
新
た
に
収
蔵
し

た
資
料
の
中
か
ら
、
未
明
童
話
「
生
マ
レ
タ
バ

カ
リ
ノ
テ
フ
テ
フ
」が
掲
載
さ
れ
た
絵
雑
誌『
コ

ド
モ
ノ
ヒ
カ
リ
』
第
１
巻
第
３
号
（
昭
和
12
年
）

や
、
未
明
童
話
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
「
眠

い
町
」
の
初
出
誌
、『
日
本
少
年
』
第
９
巻
第

６
号
（
大
正
３
年
）
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
先
年
小
川
家
か
ら
ご
寄
贈
い
た
だ
い

た
数
十
点
に
お
よ
ぶ
自
筆
原
稿
の
中
か
ら
、
未

公
開
の「
ひ
す
い
の
玉
」（
昭
和
24
年
発
表
）、「
ざ

く
ろ
の
実
」（
昭
和
28
年
発
表
）
を
展
示
し
ま

し
た
。

　

か
わ
い
ら
し
い
挿
絵
や
、
自
筆
原
稿
の
未
明

の
特
色
の
あ
る
筆
跡
、
推
敲
の
跡
な
ど
を
ご
覧

い
た
だ
き
ま
し
た
。

未
明
童
話
の
代
表
作
の
一
つ
「
野
ば
ら
」
は
、

大
正
９
年
４
月
『
大
正
日
日
新
聞
』
に
発
表
さ

れ
て
か
ら
、
令
和
２
年
で
１
０
０
年
を
迎
え
ま

し
た
。
老
兵
士
と
青
年
兵
士
の
静
か
で
温
か
い

交
流
を
描
き
、
反
戦
的
な
テ
ー
マ
を
持
っ
た
こ

の
童
話
は
、
ど
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
書
か
れ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

大
正
９
年
は
、
前
年
に
第
一
次
世
界
大
戦
が

終
結
し
、
日
本
で
は
戦
後
恐
慌
が
起
こ
っ
た
年

で
す
。
戦
時
中
の
好
景
気
か
ら
一
転
、
株
価
暴

落
や
銀
行
取
り
付
け
騒
ぎ
な
ど
が
各
地
で
勃
発

し
、
失
業
者
が
街
に
あ
ふ
れ
ま
し
た
。
そ
の
様

子
や
、
世
界
で
１
６
０
０
万
人
と
も
言
わ
れ

る
死
者
を
出
し
た
大
戦
の
惨
状
を
報
道
で
見
た

未
明
は
、
平
和
へ
の
思
い
を
強
く
し
た
こ
と
で

し
ょ
う
。

　

ま
た
、
大
正
７
年
か
ら
世
界
中
で
流
行
が
続

い
て
い
た
流
行
性
感
冒
（
ス
ペ
イ
ン
風
邪
）
が

日
本
を
襲
い
、
多
く
の
患
者
と
死
者
を
出
し
て

い
ま
し
た
。
未
明
一
家
も
４
人
全
員
が
感
染
し
、

未
明
は
罹
患
後
も
病
を
お
し
て
原
稿
を
書
き
続

け
た
た
め
、
１
月
中
旬
か
ら
下
旬
に
か
け
て
、

一
時
は
危
篤
状
態
に
陥
り
ま
し
た
。
死
の
淵
に

立
っ
た
未
明
は
、
改
め
て
命
の
大
切
さ
を
心
に

刻
み
ま
し
た
。

　

こ
の
時
期
に
未
明
が
強
く
感
じ
た
「
平
和
」

と
「
命
の
大
切
さ
」
へ
の
思
い
が
、「
野
ば
ら
」

と
い
う
童
話
に
な
っ
て
表
れ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

こ
の
作
品
は
大
正
・
昭
和
・
平
成
と
多
く
の

童
話
集
に
収
め
ら
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
画
家
の
手

に
よ
っ
て
描
か
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
映
像
化

や
音
声
化
も
さ
れ
、
後
世
に
伝
え
た
い
作
品
と

し
て
愛
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
展
で
は
、「
野
ば
ら
」
が
収
め
ら
れ
た
童

話
集
や
紙
芝
居
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
写
真
な

ど
を
展
示
し
ま
し
た
。
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大
正
７
年
７
月
、子
ど
も
た
ち
の
た
め
に「
芸

術
と
し
て
真
価
の
あ
る
純
麗
な
童
話
と
童
謡
を

創
作
す
る
」
こ
と
を
目
指
し
、
童
話
雑
誌
『
赤

い
鳥
』
が
創
刊
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
賛
同
し

た
多
く
の
著
名
な
作
家
が
『
赤
い
鳥
』
に
作
品

を
発
表
し
、
最
盛
期
に
は
３
万
部
も
の
発
行
部

数
を
誇
り
ま
し
た
。

　
『
赤
い
鳥
』
の
成
功
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
童

話
・
童
謡
流
行
の
波
に
の
っ
て
、
大
正
期
に
は

『
お
と
ぎ
の
世
界
』、『
金
の
船
』（
の
ち
『
金
の

星
』）、『
童
話
』
な
ど
の
創
刊
が
続
き
、
日
本

の
童
話
雑
誌
は
黄
金
時
代
を
迎
え
ま
し
た
。

　

本
展
で
は
、
約
１
０
０
年
前
、
こ
れ
ら
の
童

話
雑
誌
と
未
明
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
り
、
未

明
は
ど
ん
な
作
品
を
発
表
し
た
の
か
紹
介
し
ま

し
た
。

●
未
明
と
『
赤
い
鳥
』

　

鈴
木
三
重
吉
が
主
宰
し
た
『
赤
い
鳥
』
の
創

刊
に
は
、
未
明
が
か
か
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
未

明
と
の
あ
る
会
話
が
、
三
重
吉
が
『
赤
い
鳥
』

を
創
刊
し
た
き
っ
か
け
の
一
つ
だ
と
い
う
ふ
う

に
、
の
ち
に
未
明
は
語
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

三
重
吉
か
ら
誌
名
の
相
談
を
受
け
、『
赤
い
橇そ

り

』

は
ど
う
か
と
提
案
し
た
話
は
有
名
で
す
。

　

島
崎
藤
村
、
谷
崎
潤
一
郎
な
ど
名
の
知
ら
れ

た
文
壇
人
が
童
話
を
寄
稿
し
、芥
川
龍
之
介「
蜘

蛛
の
糸
」「
杜
子
春
」、
有
島
武
郎
「
一
房
の
葡

萄
」
な
ど
数
々
の
名
作
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
未

明
も
の
ち
に
代
表
作
と
い
わ
れ
る
「
月
夜
と
眼

鏡
」「
金
魚
売
」
な
ど
の
童
話
42
編
、
童
謡
２

編
を
発
表
し
て
い
ま
す
。

●
未
明
と
『
お
と
ぎ
の
世
界
』

　

創
刊
号
か
ら
６
号
（
大
正
８
年
９
月
号
）
ま

で
、
未
明
が
監
修
（
顧
問
）
を
務
め
ま
し
た
。

表
紙
の
上
部
に
は
「
小
川
未
明
監
修
」
と
明
記

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

出
版
元
の
文
光
堂
は
、
新
潟
県
出
身
の
野
口

安
治
が
創
設
し
、
文
芸
雑
誌
『
秀
才
文
壇
』
を

発
行
し
て
い
ま
し
た
。
未
明
は
『
秀
才
文
壇
』

で
一
時
働
い
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
同
じ
越
後

人
と
い
う
縁
も
あ
っ
て
、
監
修
を
任
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
創
刊
当
初
は
応
募
童

話
や
童
謡
の
選
定
も
引
き
受
け
て
い
ま
し
た
。

　

未
明
は
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
「
牛
女
」
を

は
じ
め
、
童
話
７
編
と
童
謡
７
編
の
合
計
14
編

を
発
表
し
ま
し
た
。
監
修
を
務
め
た
創
刊
号
か

ら
６
号
ま
で
は
毎
号
に
童
話
・
童
謡
各
１
編
を

発
表
、
巻
頭
・
巻
末
に
は
常
に
未
明
の
童
話
・

童
謡
が
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

　
『
お
と
ぎ
の
世
界
』
は
、
終
刊
ま
で
の
３
年

間
に
全
44
冊
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

●
未
明
と
『
童
話
』

　

未
明
が
初
め
て
『
童
話
』
に
作
品
を
発
表
し

た
の
は
、
創
刊
か
ら
半
年
後
の
大
正
９
年
10
月

号
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
以
降
、
未
明
の
創
作
童

話
は
隔
号
か
２
号
お
き
に
『
童
話
』
の
巻
頭
を

飾
り
ま
し
た
。

　

未
明
は
創
作
童
話
30
編
と
随
筆
２
編
の
合
計

32
編
を
発
表
し
ま
し
た
が
、
そ
の
中
に
は
今
日

ま
で
親
し
ま
れ
て
い
る
「
角
笛
吹
く
子
」「
港

に
着
い
た
黒
ん
ぼ
の
話
」「
沙
漠
の
町
と
サ
フ

ラ
ン
酒
」「
雪
来
る
前
の
高
原
の
話
」
な
ど
の

代
表
作
が
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
創
作
童
話

の
発
表
数
30
編
は
、『
童
話
』
に
掲
載
さ
れ
た

作
家
の
中
で
２
番
目
に
多
い
数
で
す
。『
童
話
』

は
小
学
校
高
学
年
向
け
の
雑
誌
だ
っ
た
の
で
、

未
明
童
話
の
中
で
は
比
較
的
長
い
作
品
が
多
い

よ
う
で
す
。

　
『
童
話
』
は
、
終
刊
ま
で
の
６
年
間
に
全
75

冊
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

●
未
明
と
『
お
話
の
木
』

　

他
誌
か
ら
少
し
時
代
は
下
り
ま
す
が
、
未
明

と
童
話
雑
誌
の
関
係
を
語
る
際
に
欠
か
せ
な
い

の
が
、
未
明
が
主
宰
を
務
め
た
『
お
話
の
木
』

で
す
。

　

昭
和
11
年
、
こ
れ
ま
で
ご
紹
介
し
た
童
話
雑

誌
が
す
べ
て
終
刊
と
な
り
、
小
さ
な
子
ど
も
向

け
の
『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』
等
の
絵
雑
誌
や
個
人

雑
誌
の
ほ
か
に
は
、
童
話
作
家
の
作
品
発
表
の

場
は
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
な
中
で
『
お
話
の
木
』
は
誕
生
し
、
未
明
は

創
刊
号
に
「『
お
話
の
木
』
を
主
宰
す
る
に
当

た
り
て
宣
言
す
」
を
発
表
し
ま
す
。
そ
こ
に
は

芸
術
と
し
て
の
童
話
の
使
命
が
書
か
れ
、
子
ど

も
た
ち
に
対
す
る
真
の
愛
情
が
見
て
取
れ
ま
す
。

　

し
か
し
創
刊
か
ら
２
か
月
後
に
日
中
戦
争
が

始
ま
り
、
戦
時
統
制
経
済
下
、
採
算
が
取
れ
な

く
な
っ
た
『
お
話
の
木
』
は
、
創
刊
か
ら
１
年

余
り
で
、
全
９
冊
を
も
っ
て
終
刊
し
ま
し
た
。

12

特
集
展
示
３

〈
１
０
０
年
前
の
童
話
雑
誌
と
未
明
〉

　
　
　
〈
会　

期
〉
10
月
２
日
〜
12
月
23
日

　
　
　
〈
会　

場
〉
文
学
館
常
設
展
示
場

『赤い鳥』5巻5号
赤い鳥社　大正9年11月

『おとぎの世界』1巻1号
文光堂　大正8年4月

『童話』1巻7号
コドモ社　大正9年10月

『お話の木』1巻1号
子供研究社　昭和12年5月



小
川
未
明
、
浜
田
広
介
と
と
も
に
「
児
童
文

学
界
の
三
種
の
神
器
」
と
評
さ
れ
た
坪
田
譲
治

は
、
未
明
の
愛
弟
子
と
言
え
る
存
在
で
し
た
。

は
じ
め
は
未
明
が
坪
田
に
指
導
を
す
る
関
係
で

し
た
が
、
坪
田
の
作
家
と
し
て
の
成
長
と
と
も

に
、
坪
田
が
雑
誌
で
未
明
の
童
話
の
批
評
を
し

た
り
、
未
明
童
話
集
の
編
集
や
解
説
を
手
掛
け

た
り
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

関
東
大
震
災
直
後
、
社
会
主
義
的
思
想
を
持

つ
こ
と
で
身
の
危
険
を
感
じ
た
未
明
は
、
一
家

で
坪
田
の
家
に
数
日
滞
在
し
ま
し
た
。
ま
た
、

坪
田
が
未
明
文
学
賞
の
選
考
委
員
や
未
明
会
の

代
表
を
務
め
る
な
ど
、
未
明
が
坪
田
を
頼
り
に

す
る
こ
と
も
多
く
あ
り
ま
し
た
。

　

８
つ
の
歳
の
差
の
あ
る
二
人
で
す
が
、
互
い

を
思
い
あ
い
、
頻
繁
に
手
紙
の
や
り
取
り
を
し

て
い
た
こ
と
が
、
坪
田
譲
治
の
研
究
者
に
よ
り

わ
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。

●
二
人
の
出
会
い

　

坪
田
譲
治
は
、『
坪
田
譲
治
全
集
』第
５
巻（
昭

和
29
年
新
潮
社
）
の
あ
と
が
き
で
、
未
明
と
初

め
て
会
っ
た
日
の
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。
明

治
41
年
５
月
、
同
級
生
の
生
田
蝶
介
の
紹
介
で
、

坪
田
は
早
稲
田
南
町
の
未
明
の
自
宅
を
訪
ね
ま

し
た
。
４
月
に
早
稲
田
大
学
文
科
予
科
に
入
学

し
た
ば
か
り
の
坪
田
は
18
歳
、
前
年
に
長
女
晴

代
が
誕
生
し
た
未
明
は
26
歳
で
し
た
。

　
「
先
生
は
作
品
を
持
っ
て
行
く
と
、
い
つ
で

も
、
ニ
コ
ニ
コ
し
て
、「
読
ん
で
見
給
え
。」
と

言
わ
れ
る
の
が
、
な
ら
わ
し
で
し
た
。
そ
し
て

ど
ん
な
拙
い
作
品
で
も
、
親
切
丁
寧
大
マ
ジ
メ

に
批
評
さ
れ
ま
し
た
。」

　

坪
田
は
未
明
が
作
っ
た
創
作
合
評
会
「
青
鳥

会
」
に
参
加
し
創
作
を
続
け
ま
す
が
、
徴
兵
や

病
気
、
故
郷
で
の
就
職
な
ど
苦
労
を
重
ね
、
よ

う
や
く
作
品
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
昭
和
10
年
頃
の
こ
と
で
し
た
。
未
明
も
さ
ぞ

喜
ん
だ
こ
と
で
し
ょ
う
。
未
明
が
坪
田
の
大
学

入
学
の
際
の
保
証
人
に
な
っ
た
り
、
坪
田
が
未

明
の
長
男
哲
文
の
死
に
立
ち
会
っ
た
り
と
、
支

え
あ
っ
て
歩
ん
だ
30
年
で
し
た
。

●
二
人
の
交
流

　

未
明
が
坪
田
に
宛
て
た
手
紙
が
、
吉
備
路
文

学
館
（
岡
山
県
）
に
18
点
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
元
年
に
坪
田
譲
治
研
究
者
の
山
根
知
子
氏

（
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
教
授
）
が
発

表
し
た
論
文
「
未
発
表
資
料　

小
川
未
明
・
坪

田
譲
治
書
簡
」
に
よ
る
と
、
明
治
43
年
〜
昭
和

29
年
の
間
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
そ
こ
か
ら
は

未
明
か
ら
坪
田
へ
の
、
信
頼
と
期
待
の
思
い
や

深
い
愛
情
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

一
方
、
坪
田
か
ら
未
明
に
宛
て
た
手
紙
は
、

印
刷
の
年
賀
状
を
除
く
と
、
戦
後
に
書
か
れ
た

２
点
と
弔
詞
の
み
を
当
館
が
小
川
家
か
ら
お
預

か
り
し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
未
明
へ
の
変
わ

ら
ぬ
尊
敬
が
感
じ
取
れ
る
内
容
で
す
。

　

昭
和
36
年
に
未
明
が
亡
く
な
る
ま
で
、
二
人

の
交
流
は
50
年
余
り
続
き
ま
し
た
。
そ
の
後
も

坪
田
は
、
随
筆
に
未
明
と
の
思
い
出
を
綴
っ
た

り
、
上
越
を
訪
れ
て
未
明
ゆ
か
り
の
地
を
巡
っ

た
り
と
、
未
明
を
偲
び
ま
し
た
。
ま
た
、
小
川

未
明
生
誕
の
地
碑
の
題
字
揮
毫
を
行
い
除
幕
式

に
も
参
列
す
る
な
ど
、
未
明
顕
彰
に
も
貢
献
し
、

師
へ
の
感
謝
の
念
を
持
ち
続
け
ま
し
た
。

　

本
展
で
は
、
坪
田
か
ら
未
明
へ
の
書
簡
や
写

真
な
ど
を
展
示
し
、
二
人
の
交
友
を
紹
介
し
ま

し
た
。

13

特
集
展
示
４

〈
小
川
未
明
と
坪
田
譲
治
〉

　
　
　
〈
会　

期
〉
12
月
25
日
〜

　
　
　
　
　
　
　

２
０
２
１
年
４
月
７
日

　
　
　
〈
会　

場
〉
文
学
館
常
設
展
示
場

小川未明と坪田譲治（昭和24年２月）

坪田譲治の弔詞
昭和36年5月

小川未明生誕の地碑（上越市幸町）
昭和50年4月建立



報
　
告

 　

講　

師　

小
埜
裕
二
氏
（
上
越
教
育
大
学
副
学

長
・
小
川
未
明
文
学
館
専
門
指
導
員
）

　

日
に
ち　

10
月
31
日

　

会　

場　

高
田
城
址
公
園
オ
ー
レ
ン
プ
ラ
ザ

研
修
室

　

参
加
者　

26
人

■
は
じ
め
に

　

今
か
ら
百
年
前
の
大
正
９
年
、
小
川
未
明
は

ス
ペ
イ
ン
風
邪
に
か
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、
未

明
は
２
人
の
子
供
を
感
染
症
で
亡
く
し
て
い
ま

す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
と
い
う
未

曽
有
の
事
態
の
な
か
で
、
未
明
が
描
い
た
〈
感

染
症
小
説
〉
と
呼
べ
る
作
品
が
、
今
の
私
た
ち

の
教
訓
に
な
ら
な
い
か
考
え
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。

■
危
機
の
時
代
に
読
む
小
川
未
明

　

未
明
は
２
人
の
子
供
を
大
正
３
年
と
７
年
に

疫
痢
と
結
核
で
亡
く
し
て
い
ま
す
。
ま
た
自
身

も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
と
比
較
さ
れ

る
こ
と
の
多
い
ス
ペ
イ
ン
風
邪
に
か
か
り
、
重

態
に
陥
っ
て
い
ま
す
。

　

未
明
が
描
く
童
話
・
小
説
に
は
コ
レ
ラ
や
赤

痢
（
疫
痢
）、
ペ
ス
ト
や
結
核
、
し
ょ
う
こ
う

熱
な
ど
が
登
場
し
ま
す
。
子
供
の
死
を
描
い
た

未
明
の
作
品
は
哀
切
で
読
者
の
胸
を
打
つ
と
同

時
に
、
百
年
前
の
感
染
症
が
今
よ
り
身
近
で
危

険
が
偏
在
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
ま
す
。

　

２
人
の
子
供
を
亡
く
し
た
後
に
書
か
れ
た

「
金
の
輪
」（
大
正
８
年
）
は
、
長
い
間
病
気
で

寝
て
い
た
太
郎
が
外
へ
出
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

金
の
輪
を
回
す
不
思
議
な
少
年
に
出
会
う
話
で

す
。
太
郎
は
そ
の
こ
と
を
母
親
に
話
し
ま
す
が

信
じ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
。
そ
の
後
、
太
郎
は
熱

を
出
し
、
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
母
親
の

無
理
解
を
描
く
こ
と
を
通
し
て
、
子
供
に
寄
り

そ
っ
て
や
れ
な
か
っ
た
親
と
し
て
の
未
明
の
悲

し
み
を
刻
印
さ
せ
た
童
話
で
す
。

　

ス
ペ
イ
ン
風
邪
に
か
か
り
重
態
に
陥
っ
た
後

に
書
か
れ
た
「
野
薔
薇
」（
大
正
９
年
４
月
）
は
、

国
境
の
石
碑
を
守
る
、
隣
り
合
う
２
国
の
兵
士

の
間
に
芽
生
え
た
絆
が
戦
争
に
よ
っ
て
断
た
れ

る
話
で
す
。
野
薔
薇
が
咲
き
自
然
豊
か
な
国
境

の
地
で
、
２
人
は
敵
味
方
を
離
れ
心
を
通
わ
せ

ま
す
が
、
戦
争
が
起
こ
り
青
年
兵
は
戦
地
へ
赴

き
戦
死
し
ま
す
。
青
年
を
案
じ
る
老
人
兵
の
思

い
は
届
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

第
一
次
世
界
大
戦
や
ス
ペ
イ
ン
風
邪
に
よ
る

多
く
の
死
が
、
寄
り
そ
っ
て
も
失
わ
れ
る
命
が

あ
る
こ
と
を
未
明
に
教
え
た
の
で
し
ょ
う
。
自

身
も
患
者
と
な
り
生
還
し
た
ス
ペ
イ
ン
風
邪
の

経
験
は
、
子
供
の
死
に
こ
だ
わ
り
続
け
た
未
明

の
目
を
世
間
に
向
け
さ
せ
、
広
く
生
と
死
の
双

方
を
見
る
よ
う
に
さ
せ
ま
し
た
。
未
明
の
死
生

観
に
変
化
を
生
じ
さ
せ
た
経
験
だ
っ
た
の
で
す
。

　

物
語
の
最
後
、
国
境
に
残
さ
れ
た
老
人
兵
は

帰
郷
し
ま
す
。
こ
の
「
帰
郷
」
は
、
青
年
兵
と

心
を
通
わ
せ
た
〝
国
境
の
な
い
自
然
〟
へ
帰
る

こ
と
を
暗
示
し
て
い
ま
す
。
未
明
が
信
奉
し
た

ア
ナ
キ
ズ
ム
は
、
社
会
契
約
さ
れ
た
国
家
の
形

態
を
望
ま
し
く
な
い
と
考
え
、
自
然
状
態
に
戻

そ
う
と
し
ま
し
た
。

　

文
学
は
、
人
の
生
き
方
や
心
の
問
題
を
扱
い

ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
人
類
は
世
界
共
通
の

危
機
を
体
験
し
ま
し
た
。
国
と
国
の
利
益
関
係

よ
り
、
人
と
人
の
心
の
関
係
を
重
視
す
る
未
明

の
文
学
に
は
、
国
境
を
超
え
て
助
け
合
わ
ね
ば

な
ら
な
く
な
っ
た
危
機
の
時
代
を
生
き
る
ヒ
ン

ト
が
あ
り
ま
す
。

■
未
明
の
〈
感
染
症
小
説
〉

　

未
明
の
小
説
を
読
ん
だ
と
き
、
一
番
胸
を
打

た
れ
る
の
が
２
人
の
愛
児
を
亡
く
し
た
小
説
群

で
す
。「
未
知
の
国
へ
」
や
「
悩
ま
し
き
外
景
」

が
子
供
の
死
を
描
い
た
絶
唱
で
す
が
、
他
の
未

明
作
品
を
含
め
、〈
感
染
症
小
説
〉
の
視
点
で

捉
え
る
と
見
え
方
が
違
っ
て
き
ま
す
。

①
感
染
症
は
大
き
な
拡
が
り
を
も
つ

　

多
種
多
様
な
感
染
症
が
あ
り
、
人
々
は
感

染
症
の
危
機
の
中
で
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。

子
供
が
亡
く
な
る
深
い
悲
し
み
の
物
語
が
、

当
時
の
日
本
社
会
に
お
い
て
も
日
々
展
開
し

て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
ま
た
そ
の
視

点
を
ヒ
ン
ト
に
未
明
の
小
説
を
読
み
直
す
こ

と
も
可
能
に
な
っ
て
き
ま
す
。

②
対
応
の
仕
方
、
人
の
ふ
る
ま
い
方

　

明
治
の
人
々
は
、
玄
関
に
ま
じ
な
い
の
紙

を
貼
る
ぐ
ら
い
し
か
感
染
症
に
対
応
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
未
明
は
、
ま
じ
な
い
に
頼
っ

て
い
て
は
い
け
な
い
と
考
え
直
し
た
青
年
は

助
か
る
が
、
ま
じ
な
い
の
紙
を
家
に
ぶ
ら
下

げ
て
い
る
村
は
死
滅
し
た
と
い
う
小
説
「
こ

ん
な
村
も
あ
つ
た
」（「
科
学
」
大
正
13
年
11

月
）
を
書
い
て
い
ま
す
。
感
染
症
に
ど
う
対

応
す
べ
き
か
、
未
明
の
〈
感
染
症
小
説
〉
を

読
む
と
そ
の
ヒ
ン
ト
が
つ
か
め
ま
す
。

③
横
の
つ
な
が
り

　

ス
ペ
イ
ン
風
邪
に
は
、
志
賀
直
哉
や
斎
藤
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茂
吉
、
内
田
百
閒
、
永
井
荷
風
、
島
村
抱
月

等
も
か
か
り
ま
し
た
。（
島
村
抱
月
は
ス
ペ

イ
ン
風
邪
で
命
を
落
と
し
ま
し
た
。）
同
じ

病
気
に
対
し
、
他
の
作
家
が
ど
ん
な
対
応
を

し
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
作
品
を
残
し
た
の

か
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

④
歴
史
へ
の
注
目

　

上
越
市
高
田
に
お
け
る
過
去
の
感
染
症
の

流
行
に
目
を
向
け
る
こ
と
も
必
要
で
す
。
コ

レ
ラ
や
腸
チ
フ
ス
、
赤
痢
が
流
行
し
た
上
越

市
の
歴
史
は
『
上
越
市
史
』
な
ど
に
詳
し
く

書
か
れ
て
い
ま
す
。
ス
ペ
イ
ン
風
邪
で
は
１

５
０
人
近
い
死
者
が
出
て
い
ま
す
。

⑤
危
機
の
時
代
を
生
き
る
現
代
へ
の
教
訓

　

コ
ロ
ナ
危
機
で
は
、
医
療
現
場
と
政
治
が

大
き
な
力
を
発
揮
し
ま
し
た
が
、
歴
史
の
教

え
も
役
に
立
ち
ま
す
。
ス
ペ
イ
ン
風
邪
の
教

訓
を
今
の
私
た
ち
の
暮
ら
し
に
活
か
す
必
要

が
あ
る
で
し
ょ
う
。

■
未
明
文
学
へ
の
ス
ペ
イ
ン
風
邪
の
影
響

　

大
正
時
代
に
流
行
し
た
ス
ペ
イ
ン
風
邪
は
世

界
中
に
拡
散
し
、
日
本
で
も
推
定
45
万
人
の
命

が
失
わ
れ
ま
し
た
。
当
時
39
歳
の
未
明
も
大
正

９
年
１
月
、
第
３
波
に
感
染
し
、
新
聞
の
見
出

し
に「
小
川
未
明
氏
重
態
」「
夫
人
も
危
篤
」「
一

家
惨
た
り
」
と
書
か
れ
ま
し
た
。

　

感
想
「
死
の
凝
視
に
よ
つ
て
私
の
生
は
跳
躍

す
」（
大
正
11
年
）
に
は
、こ
う
あ
り
ま
す
。「
私

は
か
つ
て
死
に
か
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
子
供

の
死
を
見
つ
め
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
時
か
ら
、

死
を
今
ま
で
の
よ
う
に
恐
れ
な
く
な
っ
た
。
厭

世
思
想
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
。
今
ま
で
忘
れ
て
い

た
生
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
私
は
生
の
真

実
に
触
れ
た
い
と
焦
燥
す
る
。
自
分
の
生
が
ど

ん
な
に
短
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
ほ
ん
と
う
に
、

真
実
な
生
活
を
こ
の
地
上
で
営
み
た
い
。
ほ
ん

と
う
の
人
間
の
生
活
を
打
ち
た
て
る
た
め
に
働

い
た
と
い
う
満
足
を
抱
い
て
生
を
閉
じ
た
い
。」

　

未
明
は
こ
ん
な
こ
と
を
思
い
な
が
ら
力
の
限

り
を
尽
く
し
、
仕
事
を
意
義
あ
る
も
の
に
し
た

い
と
考
え
ま
し
た
。
社
会
を
変
え
る
た
め
の

様
々
な
運
動
に
参
加
し
、
童
話
を
書
き
、
小
説

を
書
き
ま
し
た
。
未
明
の
活
動
の
源
に
は
、
感

染
症
の
経
験
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
未
明

の
〈
感
染
症
小
説
〉
を
通
じ
て
、
次
の
世
代
へ

バ
ト
ン
を
渡
す
た
め
の
手
が
か
り
が
得
ら
れ
れ

ば
よ
い
な
と
思
い
ま
す
。

　

講　

師　

森
下
成
一
氏
（
有
限
会
社
ス
タ
ジ

オ
ト
ゥ
イ
ン
ク
ル
代
表
取
締
役
）

　

聞
き
手　

小
埜
裕
二
氏
（
上
越
教
育
大
学
副
学

長
・
小
川
未
明
文
学
館
専
門
指
導
員
）

　

日
に
ち　

11
月
23
日

　

会　

場　

高
田
城
址
公
園
オ
ー
レ
ン
プ
ラ
ザ

研
修
室

　

参
加
者　

28
人

　

特
別
展
「
画
家
・
古
志
野
実
が
描
い
た
未
明

童
話
」
で
展
示
し
て
い
る
絵
を
使
っ
て
未
明
童

話
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
制
作
し
た
、
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
撮
影
会
社
の
代
表
・
森
下
さ
ん
に
、

未
明
童
話
を
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
し
た
際
に
工

夫
し
た
点
や
未
明
童
話
の
魅
力
に
つ
い
て
、
小

埜
さ
ん
と
の
対
談
形
式
で
お
話
し
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

森
下
さ
ん
は
昭
和
46
年
か
ら
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ

ン
制
作
に
撮
影
セ
ク
シ
ョ
ン
で
携
わ
り
、
昭
和

48
年
に
ス
タ
ジ
オ
コ
ス
モ
ス
の
設
立
に
参
加
。

昭
和
57
年
に
ス
タ
ジ
オ
ト
ゥ
イ
ン
ク
ル
を
設
立

し
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
（
Ｅ
テ
レ
）

で
放
送
中
の
「
お
し
り
た
ん
て
い
」「
は
な
か
っ

ぱ
」
な
ど
、
子
ど
も
た
ち
に
人
気
の
番
組
を
撮

影
し
て
い
ま
す
。

　

森
下
さ
ん
の
こ
れ
ま
で
の
仕
事
や
、
制
作
さ

れ
た
未
明
童
話
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て

伺
い
ま
し
た
。

■
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
世
界

小
埜　

今
ま
で
手
掛
け
ら
れ
た
中
で
、
思
い
出

に
残
っ
て
い
る
作
品
は
何
で
す
か
。

森
下　

ス
タ
ジ
オ
コ
ス
モ
ス
時
代
だ
と
、
カ
メ

ラ
マ
ン
と
し
て
参
加
し
た
「
銀
河
鉄
道
９
９

９
」。
当
時
と
し
て
は
か
な
り
特
殊
な
撮
影
で
、

徹
夜
し
て
撮
っ
た
り
、
大
変
で
し
た
。

小
埜　

今
は
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
も
デ
ジ
タ
ル
の

時
代
で
す
ね
。
２
０
０
０
年
頃
か
ら
の
、
フ
ィ

ル
ム
作
品
か
ら
デ
ジ
タ
ル
作
品
へ
の
過
渡
期
の

ご
苦
労
は
あ
り
ま
し
た
か
。

森
下　

デ
ジ
タ
ル
化
の
波
に
乗
り
遅
れ
る
こ
と

に
対
す
る
不
安
は
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
は
で
き
な
い
く
ら
い
良
い
作

品
を
作
る
た
め
、
設
備
投
資
を
し
て
ア
ナ
ロ
グ

の
撮
影
機
械
を
開
発
し
ま
し
た
。

小
埜　

ア
ナ
ロ
グ
な
ら
で
は
の
技
術
を
投
入
し

た
ん
で
す
ね
。
お
持
ち
い
た
だ
い
た
、
フ
ィ
ル

ム
作
品
の
撮
影
風
景
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

森
下　

今
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
１
台
あ
れ
ば
、

１
人
で
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
作
れ
る
時
代
。
当

時
は
セ
ル
画
を
１
枚
ず
つ
、
ほ
こ
り
を
取
り
な

が
ら
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
押
す
。
二
人
一
組
で
仕
事

を
し
て
い
ま
し
た
。
描
か
れ
て
い
る
背
景
を
画

び
ょ
う
で
留
め
て
、
セ
ル
を
重
ね
て
、
汚
れ
が

あ
れ
ば
掃
除
し
て
。
１
枚
ず
つ
手
間
を
か
け
て

撮
影
し
て
い
ま
し
た
。
デ
ジ
タ
ル
な
ら
10
分
の
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報
　
告

１
く
ら
い
の
ス
ピ
ー
ド
で
で
き
て
し
ま
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
会
社
が
完
全
に
デ
ジ
タ
ル
化
し
て

か
ら
７
年
後
に
、
依
頼
が
あ
っ
て
ア
ナ
ロ
グ
撮

影
を
し
た
時
の
記
録
映
像
で
す
。
久
々
に
カ
メ

ラ
を
回
し
ま
し
た
。
物
珍
し
さ
に
、
撮
影
業
界

の
人
た
ち
が
こ
ぞ
っ
て
見
学
に
来
ま
し
た
。

　

デ
ジ
タ
ル
化
に
も
良
い
面
は
あ
り
ま
す
。
間

違
い
が
あ
っ
た
ら
頭
か
ら
す
べ
て
撮
り
直
し

だ
っ
た
フ
ィ
ル
ム
作
品
と
違
い
、
そ
こ
だ
け
直

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
未
明
童
話
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

森
下　

制
作
し
た
未
明
童
話
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ

ン
３
編
は
、
デ
ジ
タ
ル
作
品
で
す
。
古
志
野
さ

ん
の
手
描
き
の
絵
を
、
デ
ジ
タ
ル
で
出
力
し
ま

し
た
。

小
埜　

最
初
に
制
作
さ
れ
た
の
は
「
月
と
あ
ざ

ら
し
」
で
す
が
、
ど
う
し
て
こ
の
作
品
を
選
ば

れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

森
下　
「
月
が
移
動
す
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
感
じ
ま
し
た
。
映
像
化
し
た

ら
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、

絵
を
古
志
野
さ
ん
に
依
頼
し
ま
し
た
。

　

日
常
の
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
の
制
作
は
、
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
優
先
で
す
。
妥
協
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。
未
明
の
作
品
は
制
作
の

時
間
を
十
分
に
と
っ
て
、
芸
術
性
の
高
い
作
品

を
目
指
し
ま
し
た
。
仕
上
が
る
ま
で
に
１
年
く

ら
い
か
か
っ
て
い
ま
す
。「
銀
河
鉄
道
９
９
９
」

で
知
り
合
っ
た
、
メ
ー
テ
ル
役
の
声
優
・
池
田

昌
子
さ
ん
に
朗
読
を
依
頼
し
ま
し
た
。

小
埜　

古
志
野
さ
ん
は
、
ど
ん
な
方
で
し
た
か
。

森
下　

お
も
し
ろ
い
人
で
し
た
。
彼
か
ら
は
い

ろ
い
ろ
な
刺
激
を
受
け
ま
し
た
。
私
に
と
っ
て
、

唯
一
無
二
の
存
在
だ
っ
た
と
言
え
ま
す
。
本
当

に
、
い
い
出
会
い
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

小
埜　

未
明
童
話
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
作
る

上
で
、
最
強
の
タ
ッ
グ
で
し
た
ね
。
古
志
野
さ

ん
は
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
に
大
量
の
絵

を
描
か
れ
ま
し
た
が
、
制
作
は
ど
の
よ
う
な
順

序
で
行
わ
れ
ま
し
た
か
。

森
下　

古
志
野
さ
ん
が
未
明
の
童
話
を
読
ん
だ

イ
メ
ー
ジ
が
、
そ
の
ま
ま
絵
に
な
っ
て
い
る
。

童
話
の
１
秒
１
秒
を
絵
に
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ

う
な
と
感
じ
ま
し
た
。
似
た
よ
う
な
絵
が
何
枚

も
あ
り
、
か
な
り
の
枚
数
に
な
り
ま
し
た
。
そ

の
絵
を
童
話
の
と
お
り
の
順
番
に
し
て
、
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
を
作
り
ま
し
た
。「
月
と
あ
ざ
ら

し
」
は
、
池
田
昌
子
さ
ん
の
抒
情
的
な
語
り
に

カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
で
光
を
加
え
た
り
し
て
、
語
り

と
映
像
の
い
い
要
素
を
活
か
せ
る
よ
う
に
工
夫

し
ま
し
た
。

小
埜　
「
殿
さ
ま
の
茶
わ
ん
」の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ

ン
は
平
成
28
年
の
発
表
で
す
が
、
平
成
26
年
に

古
志
野
さ
ん
は
完
成
を
見
ず
に
亡
く
な
っ
て
い

ま
す
。

森
下　

古
志
野
さ
ん
と
の
タ
ッ
グ
も
３
作
目

だ
っ
た
の
で
、
登
場
人
物
に
も
っ
と
動
き
を
出

し
て
い
け
た
ら
い
い
と
話
し
合
っ
て
い
ま
し
た
。

ア
ト
リ
エ
に
こ
も
っ
て
、
殿
さ
ま
や
役
人
達
の

性
格
ま
で
踏
ま
え
た
顔
立
ち
を
考
え
、
ず
い
ぶ

ん
た
く
さ
ん
の
絵
を
描
い
て
く
れ
ま
し
た
。

　

ご
病
気
の
こ
と
は
知
ら
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

亡
く
な
っ
た
シ
ョ
ッ
ク
が
大
き
く
、
こ
ち
ら
が

立
ち
直
る
の
に
１
年
く
ら
い
か
か
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
古
志
野
さ
ん
の
絵
を
元
に
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
を
作
り
こ
み
、
最
後
は
Ｃ
Ｇ
の
力
を
借
り

ま
し
た
。

小
埜　

古
志
野
さ
ん
と
の
、
次
の
制
作
予
定
は

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

森
下　

未
明
の
童
話
を
気
に
入
っ
て
い
た
の
で
、

次
は
「
飴
チ
ョ
コ
の
天
使
」
に
し
よ
う
か
と
話

し
て
い
ま
し
た
。
魅
力
的
な
絵
を
描
く
人
だ
っ

た
の
で
、
私
は
彼
が
飴
チ
ョ
コ
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ

に
ど
ん
な
か
わ
い
い
天
使
の
絵
を
描
い
て
く
れ

る
か
、
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
。

小
埜　

ス
タ
ジ
オ
ト
ゥ
イ
ン
ク
ル
の
新
作
で
、

来
年
発
表
予
定
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン「
眠
い
町
」

の
制
作
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

森
下　

先
の
３
作
品
と
違
い
、
絵
本
の
た
め
に

堀
越
千
秋
さ
ん
が
描
か
れ
た
絵
を
使
っ
て
制
作

し
ま
し
た
。
小
川
英
晴
さ
ん
か
ら
お
話
を
い
た

だ
い
て
、
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
作
品
で
私

も
好
き
だ
っ
た
の
で
、
絵
本
か
ら
抽
出
し
て
動

か
し
た
画
像
を
堀
越
さ
ん
に
お
見
せ
し
た
ら
、

お
も
し
ろ
が
っ
て
く
だ
さ
っ
て
。
絵
本
は
ペ
ー

ジ
数
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
映
像
化
す
る

に
は
絵
が
足
り
ま
せ
ん
。
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
用

に
、
絵
を
描
き
足
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

小
埜　

本
日
の
お
話
で
、
改
め
て
未
明
を
別
の

側
面
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ

か
ら
も
未
明
童
話
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
見
せ

て
い
た
だ
け
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
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小
川
未
明
文
学
賞
は
、
日
本
児
童
文
学
の
父

と
い
わ
れ
る
上
越
市
出
身
の
小
川
未
明
の
文
学

精
神
「
人
間
愛
と
正
義
感
」
を
次
代
に
継
承
す

る
た
め
、
１
９
９
１
年
（
平
成
３
）
に
創
設
さ

れ
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
の
心
に
夢
と
希
望
を

育
む
よ
う
な
鮮
烈
な
児
童
文
学
作
品
を
募
集
し

て
い
ま
す
。

　

２
０
２
０
年
度
で
第
29
回
目
を
迎
え
、
こ
れ

ま
で
に
延
べ
１
４
０
０
０
編
を
超
え
る
作
品
が

国
内
外
か
ら
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

大
賞
作
品
は
単
行
本
で
刊
行
さ
れ
、
多
く
の

子
ど
も
た
ち
に
読
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

＊
受
章
の
ひ
と
こ
と
＊

　

こ
の
た
び
は
名
誉
あ
る
賞
を
い
た
だ
き
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

私
ご
と
で
す
が
、
幼
く
て
親
の
存
在
が
か
な
り
大
き
か
っ
た
時
期
か
ら
、

次
第
に
外
の
世
界
に
足
を
踏
み
込
み
始
め
る
頃
、
大
人
か
ら
み
れ
ば
些
細
な

こ
と
で
も
本
人
に
と
っ
て
は
負
担
だ
っ
た
り
不
安
だ
っ
た
り
大
変
だ
っ
た
気

が
し
ま
す
。
そ
ん
な
時
よ
く
屋
根
に
上
り
ま
し
た
。
寝
そ
べ
る
と
ぬ
く
ぬ
く

と
心
地
よ
く
幸
せ
だ
な
あ
と
思
っ
た
も
の
で
す
。
そ
の
く
せ
も
し
私
が
い
る

こ
と
を
知
ら
ず
に
は
し
ご
を
は
ず
さ
れ
た
ら
ど
う
し
よ
う
と
心
配
に
な
っ
た

り
も
し
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
思
い
出
を
書
い
て
見
よ
う
と
思
っ
て
い
た
頃
、
お
隣
の
新
築
工
事

が
始
ま
り
ま
し
た
。
高
山
か
ら
泊
ま
り
で
大
工
さ
ん
を
呼
ん
で
の
大
掛
か
り

な
も
の
で
し
た
。
見
事
な
仕
事
ぶ
り
に
大
工
さ
ん
を
登
場
さ
せ
た
く
な
り
ま

し
た
。

　

書
き
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
注
意
し
た
の
は
頭
で
は
な
く
心
で
書
く
こ
と
。

小
川
未
明
文
学
賞
第
25
回
28
回
と
優
秀
賞
を
頂
き
ま
し
た
。
大
賞
を
の
が
し

た
の
は
、
頭
で
書
い
た
か
ら
だ
と
思
っ
た
の
で
す
。
書
き
終
っ
て
心
で
書
い

た
と
思
え
ま
し
た
が
反
面
地
味
で
今
風
で
は
な
い
よ
う
な
気
も
し
て
い
て
、

ま
さ
か
大
賞
を
頂
け
る
と
は
夢
に
も
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
受
賞
の
連

絡
を
頂
い
た
時
、
何
十
年
か
ぶ
り
に
心
臓
が
バ
ク
バ
ク
い
た
し
ま
し
た
。
今

も
嬉
し
く
て
毎
日
が
ふ
わ
ふ
わ
し
て
お
り
ま
す
。

　

あ
ら
た
め
て
選
出
頂
け
た
こ
と
に
、
た
だ
た
だ
感
謝
で
す
。

◆
募
集
作
品

　

①
短
編
部
門
（
小
学
校
低
学
年
向
け
）

　
　
　
　

…
400
字
詰
め
原
稿
用
紙
20
枚
〜
30
枚

　

②
長
編
部
門
（
小
学
校
中
学
年
以
上
向
け
）

　
　
　
　

…
400
字
詰
め
原
稿
用
紙
60
枚
〜
120
枚

・
い
ず
れ
も
小
学
生
を
読
者
対
象
と
し
た
創
作
児
童
文

学
で
未
発
表
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
。
各
部
門
同
時
応

募
も
可
。

・
パ
ソ
コ
ン
等
の
場
合
は
Ａ
４
用
紙
を
使
用
。

・
表
紙
に
題
名
、
筆
名
、
本
名
（
ふ
り
が
な
明
記
）、
年

齢
、
職
業
、
性
別
、
〒
住
所
、
電
話
番
号
、
400
字
詰

め
換
算
枚
数
を
明
記
。

・
原
稿
用
紙
２
枚
程
度
の
あ
ら
す
じ
を
表
紙
の
下
に
綴

じ
る
。

◆
応
募
資
格　

　

不
問
（
た
だ
し
、当
文
学
賞
の
過
去
の
大
賞
受
賞
者
は
除
く
）

◆
応
募
方
法

　

上
越
市
文
化
振
興
課
へ
郵
送
ま
た
は
持
参

◆
締
切

　

２
０
２
１
年
10
月
31
日
（
日
）（
消
印
有
効
）

◆
入
選
作

　

・
大　

賞
（
賞
金
100
万
円･

記
念
品
）

　

・
優
秀
賞
（
賞
金
20
万
円
）

◆
発
表

　

２
０
２
２
年
３
月
上
旬
（
予
定
）

＊
詳
細
は
小
川
未
明
文
学
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い

た
だ
く
か
、
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

第
30
回
作
品
募
集

応
募
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
　

〒
943-

0832　

新
潟
県
上
越
市
本
町
３-

３-

２

　
　
　
　
　
　
　

上
越
市
文
化
振
興
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
小
川
未
明
文
学
賞
係
」

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

０
２
５-

５
２
６-

６
９
０
３

Ｆ
Ａ
Ｘ　

０
２
５-

５
２
６-

６
９
０
４

E-m
ail

・m
im
ei@
city.joetsu.lg.jp
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第29回  小川未明文学賞贈呈式（2021年3月27日 小川未明文学館）

第
29
回
小
川
未
明
文
学
賞
大
賞
受
賞

　
　

か
み
や　

と
し
こ
さ
ん

（
大
賞
作
品
「
屋
根
に
上
る
」）



vol.17
2021年５月31日

2020年度
の活動

・小川未明文学館ビッグブックシアターおはなし会……全17回、延べ参加者184人
・出張おはなし会（市内小学校） ………………………8か所、405人
・特別展おはなし会（小川未明文学館ギャラリー）……33人
・会 員 の 研 修 会（オーレンプラザ）…………………25人

出張おはなし会

文学館おはなし会

お話の会うさぎ【大島小学校】
感染対策をしっかりやってのおはなし会です。子ど
も達に小川未明のことを話し、作品を聞いてもらえ
たことは、喜びでした。送られてきた感想文では、
子ども達の感性に感動を覚えました。

シャーフの会
手作り楽器ライアーのやさしい音色にのせて「月と
あざらし」、ペープサートによる「雪だるま」、大型
絵本「ねずみのさかなつり」を朗読しました。大雪
の中の晴天で多くの方が聞きに来てくれました。

お話の会うさぎ　「赤い魚と子供」
母に叱られながらも赤い魚を捕まえたいと毎日川へ
……やっと捕まえて見せると母から思いがけない言
葉が。
子どもの心の成長を感じさせるお話です。

未明童話の会「ゆずの話」
年雄はゆずを見ると悲しくなる。子供の頃、父が大事に
しているゆずの実をもいだ年雄をかばって、父に叱ら
れた兄。その兄は亡くなった。後になってそれを聞か
された父は後悔した。
子ども達も真剣に聞いてくれました。

グループ空
パネルシアターで「きょうだいののねずみ」を楽し
んでもらいました。
子ねずみがたくさん登場するので子どもは興味を
持って聞いてくれ、とても喜んでもらえました。

令和 2 年度の会員研修会は、「未明ボランティアネットワーク
の始まりについて」と題して、高波昭子名誉会長の講演会を
実施しました。改めて未明ボランティアネットワークの発足
の経緯や、当時の会員の思いである「未明の人柄や業績を広
く世に紹介するとともに、これからを担う子ども達の心の夢
を育む」を実感することができました。
また、文学館学芸員から、未明ゆかりの地の場所や、現在の
様子を聞きました。

グループさくら【和田小学校】
体育館で「殿さまの茶わん」「月夜とめがね」「山の
上の木と雲の話」のお話を聞いてもらいました。心
暖まる感想をいただきました。

特別展おはなし会
10月25日（日）

（毎月第２、第４日曜に実施）

作　品　名

①「山の上の木と雲の話」 グループさくら

②「赤い魚と子供」 お話の会うさぎ

③「高い木とカラス」 シャーフの会

④「幸福のはさみ」 グループ空

⑤「ゆずの話」 未明童話の会

担当グループ

研修会 オーレンプラザ
11月17日（火）

上越市文化振興課
〒943－0832 上越市本町3－3－2
TEL  025－526－6903
FAX  025－526－6904
E-mail :mimei@city.joetsu.lg.jp

出張おはなし会、
会員加入の連絡先
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・出張おはなし会（市内小学校） ………………………8か所、405人
・特別展おはなし会（小川未明文学館ギャラリー）……33人
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お話の会うさぎ【大島小学校】
感染対策をしっかりやってのおはなし会です。子ど
も達に小川未明のことを話し、作品を聞いてもらえ
たことは、喜びでした。送られてきた感想文では、
子ども達の感性に感動を覚えました。

シャーフの会
手作り楽器ライアーのやさしい音色にのせて「月と
あざらし」、ペープサートによる「雪だるま」、大型
絵本「ねずみのさかなつり」を朗読しました。大雪
の中の晴天で多くの方が聞きに来てくれました。

お話の会うさぎ　「赤い魚と子供」
母に叱られながらも赤い魚を捕まえたいと毎日川へ
……やっと捕まえて見せると母から思いがけない言
葉が。
子どもの心の成長を感じさせるお話です。

未明童話の会「ゆずの話」
年雄はゆずを見ると悲しくなる。子供の頃、父が大事に
しているゆずの実をもいだ年雄をかばって、父に叱ら
れた兄。その兄は亡くなった。後になってそれを聞か
された父は後悔した。
子ども達も真剣に聞いてくれました。

グループ空
パネルシアターで「きょうだいののねずみ」を楽し
んでもらいました。
子ねずみがたくさん登場するので子どもは興味を
持って聞いてくれ、とても喜んでもらえました。

令和 2 年度の会員研修会は、「未明ボランティアネットワーク
の始まりについて」と題して、高波昭子名誉会長の講演会を
実施しました。改めて未明ボランティアネットワークの発足
の経緯や、当時の会員の思いである「未明の人柄や業績を広
く世に紹介するとともに、これからを担う子ども達の心の夢
を育む」を実感することができました。
また、文学館学芸員から、未明ゆかりの地の場所や、現在の
様子を聞きました。

グループさくら【和田小学校】
体育館で「殿さまの茶わん」「月夜とめがね」「山の
上の木と雲の話」のお話を聞いてもらいました。心
暖まる感想をいただきました。

特別展おはなし会
10月25日（日）

（毎月第２、第４日曜に実施）

作　品　名

①「山の上の木と雲の話」 グループさくら

②「赤い魚と子供」 お話の会うさぎ

③「高い木とカラス」 シャーフの会

④「幸福のはさみ」 グループ空

⑤「ゆずの話」 未明童話の会

担当グループ

研修会 オーレンプラザ
11月17日（火）

上越市文化振興課
〒943－0832 上越市本町3－3－2
TEL  025－526－6903
FAX  025－526－6904
E-mail :mimei@city.joetsu.lg.jp

出張おはなし会、
会員加入の連絡先
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5月8日 小川未明文学館  こども祭

6〜9月 朗読研修会
  6月26日㈯・7月3日㈯・7月17日㈯

 童話創作講座
  7月10日㈯・9月4日㈯・9月11日㈯

10月 特別展
 「超大型紙芝居『月夜とめがね』原画展（仮）」
  会期：10月9日㈯〜12月5日㈰

 第30回小川未明文学賞募集締切
  10月31日㈰

10〜11月 文学館講座（全３回）

３月 第30回小川未明文学賞贈呈式（東京都）

＊所蔵品を紹介する特集展示を通年で行っています

　未明ボランティアネットワークによるおはなし会
　＊毎月第２・４日曜日の午後２時から文学館で実施
　＊学校等での出張おはなし会を随時実施

   ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、延期また
は中止する場合があります。

　小川未明文学館では、未明に関係す
る文学資料の収集を行っています。下
記の資料に関する情報をお持ちの方は、
ご連絡くださいますようお願いします。
資料の寄贈については、特定の場合（す
でに複数点を所蔵している資料等）を
除きお受けしますので、ご不明の点は
お問い合わせいただけると幸いです。

【主な収集資料】

１．特別資料
小川未明原稿、書簡、遺品、その他
自筆資料（短冊・書軸等）、写真（オ
リジナル）、小川未明関係者資料（未
明書簡、献本など）

２．図書
未明作品集（未明生前・没後刊行図
書）、全集・選集（未明作品を一部
所収した資料も含む）、初出雑誌（未
明作品掲載）、未明作品の外国語訳、
絵本・紙芝居

３．参考資料
未明に関する研究論文、エッセイ、
記事（雑誌・新聞等）

小川未明関係資料の収集について
ご協力のお願い

● お知らせ ●
令和3年度　小川未明文学館カレンダー

小
川
未
明
文
学
館　

利
用
案
内

◆
開
館
時
間　

　
　

火
〜
金
曜
日　
　

午
前
10
時
か
ら
午
後
７
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
６
〜
９
月
は
午
後
８
時
ま
で
）

　
　

土
・
日
曜
日
、
祝
日　

午
前
10
時
か
ら
午
後
６
時

◆
休
館
日　

　
　

毎
週
月
曜
日
（
祝
日
の
場
合
は
そ
の
翌
日
）・

　
　

祝
日
の
翌
日
・
館
内
整
理
日
（
毎
月
第
３
木
曜
日
）・

　
　

資
料
整
理
期
間
・
年
末
年
始
（
12
／
29
〜
１
／
３
）

◆
入
館
料　

無
料

◆
問
合
せ　

　
　

〒
９
４
３-

０
８
３
５

　
　
　

新
潟
県
上
越
市
本
城
町
８-

30
（
高
田
図
書
館
内
）

　
　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

０
２
５-

５
２
３-

１
０
８
３

　
　
　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

０
２
５-

５
２
３-

１
０
８
６

　
　
　

Ｕ
Ｒ
Ｌ　

https://w
w
w
.city.joetsu.niigata.jp

　
　
　
　
　
　
　

/site/m
im
ei-bungakukan/

発行　上越市企画政策部文化振興課
　　　〒943-0832　新潟県上越市本町3－3－2（高田まちかど交流館）
　　　TEL ．025－526－6903 ／  FAX ．025－526－6904

高田城址公園


