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一

　

昨
年
十
一
月
の
文
学
館
講
座
（「
小
川
未
明
の
詩
」）
で
お
話

す
る
機
会
を
い
た
だ
い
た
。
依
頼
さ
れ
た
の
は
、
未
明
の
詩
集

『
あ
の
山
越
え
て
』に
つ
い
て
。「
え
っ
、未
明
っ
て
詩
集
が
あ
っ

た
ん
で
す
か
？
」、
恥
ず
か
し
な
が
ら
、
そ
の
時
ま
で
そ
の
こ

と
を
知
ら
な
か
っ
た
。

　

童
話
作
家
と
し
て
文
学
史
上
に
揺
る
ぎ
な
い
地
位
を
確
立
し
、

ま
た
、
出
発
期
に
は
「
ネ
オ
・
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
」
の
作
家
と

し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
未
明
に
詩
集
が
あ
る
！　

い
っ
た
い
ど

ん
な
詩
を
書
い
て
い
た
ん
だ
ろ
う
…
。
聞
け
ば
、
大
正
の
は
じ

め
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
（
大
正
三
年
一
月
刊
）。

な
る
ほ
ど
そ
れ
以
前
の
詩
で
あ
れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
私
が
研
究
対

象
と
し
て
き
た
時
代
と
重
な
る
。
未
明
の
詩
は
、
文
学
史
の
ど

の
よ
う
な
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ

に
は
、
ど
の
よ
う
な
世
界
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

に
わ
か
に
興
味
が
湧
い
て
き
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
未
明
の
詩

に
は
、
こ
れ
ま
で
お
目
に
か
か
っ
た
こ
と
が
な
い
よ
な
ぁ
…
。

　

悩
ん
だ
。
い
ろ
い
ろ
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
考
え
て
み
た
。
結
局
、

一
番
い
い
の
は
、
未
明
の
ほ
か
の
作
品
の
世
界
に
手
が
か
り
を

求
め
る
こ
と
、
そ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
内
容
に
、『
あ
の
山
越

え
て
』の
詩
の
世
界
と
の
共
通
性
を
探
る
こ
と
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。

未
明
が
こ
れ
ら
の
詩
と
同
じ
時
期
に
書
い
て
い
た
小
説
を
と
に

か
く
読
む
こ
と
。
幸
い
に
も
、
国
立
国
会
図
書
館
の
近
代
デ
ジ

タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
で
、
初
期
の
作
品
集
『
愁
人
』（
明
四
〇
・

六
）、『
緑
髪
』（
明
四
〇
・
一
二
）、『
惑
星
』（
明
四
二
・
二
）、

『
物
言
は
ぬ
顔
』（
明
四
五
・
四
）
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

驚
い
た
。
小
説
の
中
に
詩
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、「
暗
愁
」（『
愁

人
』
所
収
）
の
冒
頭
に
そ
の
ま
ま
。

　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

『
水
の
行ゆ
く
ゑ衛

に
身
の
行ゆ
く
す
ゑ末

を

　
　
　
　

思お
も

や
夕
暮
花
が
散
る
…
…
』

悲
哀
な
、
陰
気
な
鄙ひ
な

歌う
た

が
戸そ

外と

で
聞
え
る
。

『
で
は
主ぬ
し

は
行ゆ

か
し
や
ん
す
か
え
。』と
女
房
は
涙
を
落お
と

し
て
、

旅
姿
を
し
た
夫
の
袂
に
縋
る
。
夫
は
縞
の
風
呂
敷
包
を
背せ

肩お

つ
て
、
脚
絆
を
穿は

い
て
、
草
鞋
を
穿
い
て
出
か
け
た
が
、
ま

た
立
戻
る
。

　

先
の
「
唄
」（
左
ペ
ー
ジ
）
は
、
ま
さ
に
「
鄙ひ
な

歌う
た

」
だ
っ
た
。

こ
の「
鄙ひ
な

歌う
た

」に
は
、商
売
に
旅
立
つ
夫
に
一
人
残
さ
れ
る
妻
が
、

そ
の
「
身
の
行ゆ
く
す
ゑ末

を
思お
も

」
う
気
持
ち
が
重
な
っ
て
い
る
。
す
べ

て
の
詩
が
こ
う
い
う
ふ
う
に
そ
の
ま
ま
の
形
で
小
説
の
中
に
出

て
き
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
詩
と
小
説
と
の
対
応

が
、
次
々
見
つ
か
っ
て
い
っ
た
。
小
気
味
良
い
ほ
ど
だ
っ
た
。

　

併
せ
て
、
先
行
研
究
も
見
つ
け
た
（
※
）。
そ
り
ゃ
あ
、
未

明
の
小
説
を
読
ん
で
、
そ
し
て
詩
を
読
め
ば
、
両
者
の
対
応
に

気
付
く
人
が
い
る
の
は
あ
た
り
ま
え
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
先

行
研
究
で
は
、
小
説
と
の
対
応
が
明
ら
か
で
な
か
っ
た
り
、
見

落
と
さ
れ
て
い
た
り
す
る
詩
も
あ
る
。
調
査
を
進
め
、
新
た
に

　

さ
っ
そ
く
文
学
館
か
ら
詩
集
の
コ
ピ
ー
が
送
ら
れ
て
き
た（
詩

集
は
活
字
化
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、容
易
に
は
手
に
入
ら
な
い
）。

そ
れ
を
読
ん
で
、
当
惑
し
た
。「
わ
か
ら
な
い
！
」。

　

そ
う
、
言
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
詩
が
多
い
の
で
あ

る
。
中
に
は
こ
ん
な
の
ま
で
載
っ
て
い
た
。

　
　
　

唄

　

…
…
コ
レ
シ
ヨ
、

　
　

…
…
エ
イ
、
エ
ー
イ
…
…

　

何
、こ
れ
？　

そ
し
て
、そ
の
左
ペ
ー
ジ
に
は
、こ
ん
な「
詩
」。

　
　
　

唄

　

水
の
行ゆ
く
ゑ衛
に
身
の
行ゆ
く
す
ゑ末
を

　
　
　

思お
も

や
夕
暮
花
が
散
る
…
…

　

こ
り
ゃ
、
小
唄
だ
よ
ね
。

　

こ
の
詩
の
隣
に
挿
絵
が
あ
る
。
縦
長
の
画
面
下
半
分
に
機は
た

台だ
い

、
左
上
隅
に
釣
り
ラ
ン
プ
、
右
上
四
分
の
一
に
四
角
く
開
い

た
窓
、
そ
の
外
に
は
遠
く
山
の
稜
線
と
、
そ
の
上
を
小
さ
く
列

を
な
し
て
飛
ぶ
四
羽
の
雁
。

　

二

　

攻
め
あ
ぐ
ね
た
。
未
明
は
こ
の
詩
で
い
っ
た
い
何
が
言
い
た

い
ん
だ
？　

こ
れ
は
彼
の
ど
の
よ
う
な
内
面
を
表
し
た
詩
な
ん

だ
？　

私
た
ち
が
〈
近
代
詩
〉
を
読
み
解
く
し
か
た
で
近
づ
く

か
ぎ
り
、こ
れ
ら
の
詩
の
意
味
は
ま
る
で
ち
ん
ぷ
ん
か
ん
ぷ
ん
。

未
明
は
い
っ
た
い
ど
ん
な
背
景
で
「
水
の
行ゆ
く
ゑ衛

に
身
の
行ゆ
く
す
ゑ末

を

思お
も

」
っ
た
り
し
た
ん
だ
い
？

〈
寄
稿
〉

　

詩
集
『
あ
の
山
越
え
て
』

�
—

小
説
と
の
対
応—

　

�

若　
林　
　

�

敦　

�
（
長
岡
技
術
科
学
大
学
准
教
授
）



�

一
五
篇
の
詩
に
つ
い
て
、
対
応
す
る
小
説
を
見
つ
け
た
。
文
学

館
講
座
の
時
点
で
、
対
応
の
わ
か
ら
な
い
詩
が
『
あ
の
山
越
え

て
』
六
九
篇
中
一
〇
篇
。
そ
の
後
、
文
学
館
の
調
査
に
よ
り
九

篇
の
対
応
が
判
明
、
現
時
点
で
残
り
は
一
篇
で
あ
る
。（
詩
と

小
説
と
の
対
応
表
を
後
掲
。）

（
※
）
畠
山
兆
子
「
未
明
文
学
に
お
け
る
「
詩
」
の
意
味―

　
　
　
『
集詩
あ
の
山
越
え
て
』
と
小
説
「
遠
き
響
」
を
中
心
に―

」

（「
梅
花
女
子
大
学
文
学
部
紀
要　

児
童
文
学
篇
」
二
〇

号
、1985.1�

）

　

三

　

俄
然
お
も
し
ろ
く
な
っ
た
。
詩
に
込
め
ら
れ
た
気
持
ち
、
情

緒
、
思
い
が
わ
か
っ
て
き
た
。
次
の
詩
な
ん
か
、
私
は
ず
い
ぶ

ん
気
に
入
っ
た
。（
文
学
館
講
座
で
も
紹
介
し
ま
し
た
。）

　

無
題

海
が
光
る
ぞ
よ

血ち

染ぞ
め

の
帆ほ

風か
ぜ

黄
色
い
筈は
ず

だ

月
が
出
る
。

冬
の
霜
よ
り
し
ん
〳
〵
寒
い

刃
（
マ
マ
）

刃は
が
ね

に
凝こ
ゞ

つ
た
月
の
影
、

觸さ
は

れ
や
手て
く
び頭
が
落
ち
さ
う
に

色
も
な
け
り
や
味
も
な
い
、

私わ
た
し

や
、
刃は

金が
ね

に
身
を
委ま
か

す
。

　　

こ
の
詩
、
実
は
次
の
よ
う
な
物
語
の
中
で
、
男
の
一
人
が
う

た
う
歌
な
の
で
あ
る
。

　
細
く
、
物
哀
れ
に
、
情
の
こ
も
っ
た
節
が
つ
づ
く
。

　
刃は

金が
ね
の
上
に
身
を
委ま
か
す

　
捕
ら
わ
れ
た
若
者
は
、
し
み
じ
み
と
悲
し
く
な
っ
て
、
つ
か
の
間

の
自
分
の
命
の
こ
と
を
考
え
た
。

　
い
よ
い
よ
殺
さ
れ
る
時
が
来
た
。
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
鉞
、
死
骸
を

入
れ
る
箱
、
血
を
汲
む
桶
、
土
竃
の
下
に
は
と
ろ
と
ろ
と
赤
い
火
。

鉞
を
受
け
取
っ
た
男
が
、
捕
わ
れ
人
の
後
ろ
に
廻
っ
た
…
。

　
盛
ん
に
燃
え
上
が
っ
た
火
の
手
は
、
次
第
に
衰
え
、
赤
か
っ
た
炎

が
黄
色
へ
、
白
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。「
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
」
と
厭
ら

し
い
笑
い
声
が
し
た
。
再
び
沈
黙
に
返
っ
た
。
さ
ら
さ
ら
と
谷
川
の

音
が
聞
こ
え
る
。
冷
た
い
谷
風
が
吹
き
、炎
が
ま
っ
た
く
消
え
か
か
っ

た
。
折
々
ぴ
し
り
ぴ
し
り
と
生
木
の
跳
ね
返
る
音
が
し
て
、
そ
の
た

び
に
赤
い
火
花
が
散
っ
た
。

�

「
捕
は
れ
人
」（『
惑
星
』
所
収
）

�

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
「
無
題
」
と
い
う
詩
は
、
人
を
捕
ら
え

て
殺
し
、
そ
の
生
血
と
脳
み
そ
と
骨
、
そ
し
て
生
肝
で
商
売
を

す
る
男
た
ち
の
歌
だ
っ
た
。
詩
集
に
あ
る
形
で
詩
の
大
意
を
示

せ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　

海
が
光
る
。
血
染
め
の
帆
に
風
を
受
け
て
船
が
進
む
。
海
が

黄
色
く
光
る
の
は
月
が
出
る
か
ら
だ
。

　

冬
の
霜
よ
り
ず
っ
と
寒
い
感
じ
だ
、
刃
金
に
映
る
月
光
は
。

触
れ
た
だ
け
で
手
首
が
落
ち
そ
う
で
、色
も
な
け
れ
ば
味
も
な
い
。

　

私
は
、
刃
金
に
身
を
ま
か
せ
て
死
ん
で
い
く
。

　

第
一
連
は
商
い
を
す
る
海
上
の
光
景
、
第
二
連
は
研
ぎ
澄
ま

さ
れ
た
鉞
の
刃
、
第
三
連
は
捕
ら
わ
れ
人
の
運
命
。
こ
れ
は
、

　
若
い
猟
師
が
三
人
の
男
に
捕
ら
え
ら
れ
、
今
ま
さ
に
殺
さ
れ
よ
う

と
し
て
い
る
。
彼
は
猟
に
出
て
道
を
間
違
い
、
山
奥
に
迷
い
込
ん
で

二
日
野
宿
を
し
た
。そ
し
て
、今
日
の
明
け
方
、三
人
に
捕
ま
っ
た
の
だ
。

　
三
人
の
男
は
み
な
無
言
で
若
者
を
殺
す
準
備
に
取
り
か
か
っ
て
い

る
。
金
が
目
当
て
で
は
な
い
ら
し
い
。
生
胆
を
引
き
抜
き
、
骨
を
砕

い
て
、
血
潮
と
と
も
に
何
か
を
作
る
の
だ
。

　
黒
い
桶
の
よ
う
な
も
の
が
二
つ
運
ば
れ
た
。
土ど

竃が
ま

に
火
が
焚
き
つ

け
ら
れ
た
。
一
人
の
男
が
大
き
な
鉞
ま
さ
か
りを

持
っ
て
き
た
。
や
が
て
、
男

は
砥
石
で
鉞
を
磨
ぎ
始
め
た
。
三
人
の
男
は
み
な
砥
石
と
鉞
を
見
つ

め
て
い
る
。

　
両
手
を
縛
ら
れ
た
若
者
は
、
逃
げ
出
そ
う
に
も
逃
げ
出
せ
な
い
。

自
分
が
こ
う
い
う
身
に
な
る
ま
で
は
、
山
奥
に
住
む
悪
者
の
噂
を
聞

く
こ
と
が
あ
っ
て
も
信
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
人
間
の
生
血
で
染

物
を
作
っ
て
海
の
上
で
売
買
す
る
、
脳
み
そ
と
骨
で
丸
薬
を
作
り
、

生
胆
を
売
り
に
旅
に
で
る
と
聞
い
て
い
た
が
、
実
際
に
あ
る
こ
と
だ

と
は
思
わ
な
か
っ
た
。

　
ゴ
シ
リ
ゴ
シ
リ
と
鉞
を
磨
ぐ
音
に
若
者
の
思
い
は
破
ら
れ
た
。
こ

の
時
、
研
手
の
男
が
歌
い
出
し
た
。

海
が
光
る
ぞ
よ　
　
血ち

染ぞ
め
の
帆ほ

風か
ぜ　
　
黄
色
い
筈は
ず
だ　
　
月
が
出

る
　
歌
の
調
子
は
、
よ
く
里
で
聞
く
の
と
同
じ
で
懐
か
し
い
。
若
者
は

涙
ぐ
ん
だ
。
男
は
三
人
と
も
歌
に
心
を
奪
わ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
歌

は
続
く
。

冬
の
霜
よ
り
し
ん
〳
〵
浸
み
る　
　
利は
が
ね刃

に
凝こ
ゞ

つ
た
月
の
影　

觸さ
は

れ
や
手て

頭く
び

が
落
ち
さ
う
に　
　

色
も
な
け
れ
や
味
も
な
く

…
…
…
…



�

男
が
自
分
た
ち
の
仕
事
を
う
た
っ
た
歌
な
の
で
あ
る
。
小
説
の

中
で
は
、捕
ら
わ
れ
た
我
が
身
を
は
か
な
む
若
者
と
対
照
的
に
、

若
者
を
殺
す
準
備
を
黙
々
と
進
め
る
男
た
ち
の
非
情
さ
が
、
こ

の
歌
に
よ
っ
て
さ
ら
に
際
立
つ
。
そ
れ
と
と
も
に
、
静
か
な
夜

の
山
奥
で
細
く
流
れ
る
物
哀
れ
な
歌
の
節
が
、
場
面
に
し
み
じ

み
と
し
た
情
趣
を
そ
え
る
。
こ
の
歌
は
、
と
て
も
効
果
的
に
使

わ
れ
て
い
る
。

　

四

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
詩
集
で
読
ん
だ
だ
け
で
は
何
が
言
い
た

い
の
か
わ
か
ら
な
い
詩
も
、
対
応
す
る
小
説
を
見
る
こ
と
で
理

解
で
き
る
よ
う
に
な
る
。『
あ
の
山
越
え
て
』
の
多
く
の
詩
は
、

そ
う
い
う
詩
で
あ
る
。
だ
か
ら
、〈
近
代
詩
〉
を
読
む
よ
う
な

わ
け
に
は
い
か
な
い
。
例
え
ば
、
こ
の
「
無
題
」
に
は
、
未
明

自
身
の
内
面
の
直
接
の
投
影
は
な
い
。
こ
の
詩
に
込
め
ら
れ
て

い
る
の
は
、
対
応
す
る
小
説
の
登
場
人
物
の
思
い
で
あ
る
。
未

明
は
登
場
人
物
に
歌
を
歌
わ
せ
、
そ
れ
を
人
物
造
型
や
場
面
形

成
に
用
い
た
。
そ
の
歌
を『
あ
の
山
越
え
て
』に
収
録
し
た
。「
水

の
行ゆ
く
ゑ衛
に
」
の
「
唄
」
は
登
場
人
物
が
直
接
歌
っ
た
わ
け
で
は

な
い
け
れ
ど
、
思
い
が
重
な
る
歌
。
ま
だ
ほ
か
に
い
く
つ
も
の

詩
が
そ
の
よ
う
な
歌
と
し
て
小
説
中
に
見
出
さ
れ
た
。
そ
れ
を
、

未
明
自
身
の
内
面
の
直
接
の
投
影
と
読
も
う
と
し
た
の
が
、
そ

も
そ
も
見
当
違
い
で
あ
っ
た
。
未
明
が
「
水
の
行ゆ
く
ゑ衛

に
身
の
行ゆ
く

末す
ゑ

を
思お
も

」
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
あ
の
山
越
え
て
』
の
詩
と
小
説
と
の
対
応
は
、
登
場
人
物

の
歌
う
、
あ
る
い
は
登
場
人
物
に
聞
こ
え
る
歌
を
収
録
す
る
こ

の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
だ
け
で
は
な
い
。
小
説
の
文
章
の
あ
る
箇

所
が
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
詩
と
な
っ
て
い
た
り
、
小
説
の
文
章

を
何
か
所
か
切
り
取
っ
て
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
詩
だ
っ
た
り
。
そ

し
て
、
各
パ
タ
ー
ン
の
詩
が
そ
れ
ぞ
れ
何
篇
も
あ
る
。

　

そ
れ
ら
の
詩
の
出
来
不
出
来
は
さ
て
お
き
、
こ
れ
ま
で
私
が

述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
だ
け
で
も
、
詩
集
『
あ
の
山
越
え
て
』

の
特
異
な
性
格
が
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
た
と
思
う
。
だ
か
ら
、

こ
の
詩
集
の
読
解
は
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
。
ま
ず
、
詩
の
形

に
つ
い
て
、
対
応
す
る
小
説
の
初
出
、
初
版
と
詩
集
と
で
異
同

を
調
べ
る
と
い
っ
た
最
も
基
礎
的
な
作
業
が
あ
る
。
ま
た
、
そ

れ
ぞ
れ
の
詩
が
、
対
応
す
る
小
説
の
、
誰
の
ど
の
よ
う
な
気
持

ち
を
投
影
し
た
も
の
か
（
ま
た
は
、
そ
れ
と
は
別
の
タ
イ
プ
の

詩
な
の
か
）
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
お
よ
そ

他
に
例
を
見
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
の
特
異
な
詩
集
を
、
未
明
は

何
を
思
っ
て
作
っ
た
の
か
、
詩
集
自
体
に
そ
の
答
え
を
探
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
同
時
に
、
未
明
の
意
図
と
は
別
に
、

こ
の
詩
集
、
あ
る
い
は
そ
の
詩
の
価
値
を
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に

見
出
す
か
と
い
う
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
研
究
の
課
題
は
多
い
。

　

特
に
、
最
後
の
課
題
に
関
わ
っ
て
、
私
は
今
、
未
明
が
小
説

の
登
場
人
物
に
よ
く
歌
を
歌
わ
せ
て
い
る
、
ま
た
は
場
面
に
よ

く
歌
が
流
れ
て
く
る
こ
と
を
、
興
味
深
く
思
っ
て
い
る
。
考
え

て
み
れ
ば
、
当
時
、
歌
は
生
活
の
中
に
、
仕
事
と
と
も
に
、
ま

た
遊
び
の
中
に
、今
以
上
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
人
々

が
自
分
の
思
い
を
込
め
、
あ
る
い
は
気
軽
に
口
ず
さ
み
、
そ
う

し
て
感
情
を
解
放
す
る
も
の
と
し
て
、
歌
は
歌
わ
れ
、
歌
い
継

が
れ
、
ま
た
新
た
に
作
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
今

の
私
た
ち
が
商
業
化
さ
れ
た
歌
を
享
受
す
る
の
と
は
別
の
形
で
、

歌
は
明
ら
か
に
当
時
の
人
々
の
身
近
に
あ
っ
た
。
未
明
は
そ
う

い
っ
た
歌
を
好
み
、
そ
う
い
っ
た
歌
へ
の
感
受
性
を
強
く
持
ち

続
け
て
い
た
よ
う
に
、
私
に
は
思
え
る
。

　

詩
集
『
あ
の
山
越
え
て
』
を
読
み
、
そ
の
詩
と
対
応
す
る
小

説
を
読
ん
で
い
く
と
、
小
川
未
明
と
い
う
作
家
を
解
き
ほ
ぐ
す

糸
口
が
い
く
つ
か
見
え
て
く
る
よ
う
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、

「
自
然
主
義
」
の
窓
か
ら
で
は
見
え
な
い
現
実
を
、「
ネ
オ
・
ロ

マ
ン
チ
シ
ズ
ム
」
の
窓
が
開
い
て
見
せ
て
く
れ
て
い
る
こ
と
に

通
じ
る
。
そ
の
こ
と
の
意
義
を
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
た
い
と
、

私
は
思
っ
て
い
る
。

付
記　

引
用
し
た
未
明
の
テ
キ
ス
ト
は
、
総
ル
ビ
を
パ
ラ
ル
ビ
に
改

め
た
。

『あの山越えて』口絵
　　　画：樋口斧太

未明詩集『あの山越えて』
大正３年１月�/�尚栄堂
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　 『あの山越えて』 その詩を含む小説 所収作品集 初　　出 備考�
○＝畠山報告済４４篇

１ 西の空 水車場 『愁人』 早稲田文学 明４０.０１ ○　　
２ 冬 牧羊者 『愁人』 東京日日新聞 明３９.０２.１９
３ 木枯 水車場 『愁人』 早稲田文学 明４０.０１ ○
４ 唄　 幽霊船 『緑髪』 新古文林 明４０.０１
５ 白い柩 柩 『緑髪』 早稲田文学 明４０.０８ ○
６ 寂寥 寂寥 『北国の鴉より』 文章世界 明４４.０１.１５ ○　
７ 曠野 寂寥 『北国の鴉より』 文章世界 明４４.０１.１５ ○　
８ 闇 闇の歩み 『闇』 新潮 明４３.０３
９ 夜 夜の喜び 『北国の鴉より』 早稲田文学 明４４.０９
１０ 月琴 寂寥 『北国の鴉より』 文章世界 明４４.０１.１５ ○
１１ 淋しい暮方の歌 沈黙 『緑髪』 東京日日新聞 明３９.０３.１９
１２ 管笛 鉄片 『北国の鴉より』 新声 明４２.０１ ○
１３ ひまわり （未詳）
１４ 古巣 燕 『北国の鴉より』 新潮 明４５.０５ ○
１５ 白雲 雲の姿 『愁人』 中央公論 明３９.０５ ○
１６ 水星 空想家 『愁人』 早稲田文学 明３９.０８ ○
１７ 怨み 暗愁 『愁人』 ハガキ文学 明３９.０７ ○
１８ 暗愁 煎餅売 『愁人』 女子文藝 明３９.０７ ○、（注１）
１９ 梨の花 暗愁 『愁人』 ハガキ文学 明３９.０７ ○
２０ 春の夜 寂しみ 『愁人』 （未詳）
２１ 幻影 森の妖姫　 『愁人』 （未詳）
２２ 街頭 出稼人 『愁人』 趣味 明３９.０６
２３ 唄　 人生 『愁人』 早稲田文学 明３９.０３ ○
２４ 唄　 暗愁 『愁人』 ハガキ文学 明３９.０７ ○
２５ 木樵 叔母の家 『愁人』 （未詳）
２６ 糸車 盲目 『緑髪』 早稲田学報 明３９.０２
２７ 人と犬 柩 『緑髪』 早稲田文学 明４０.０８ ○
２８ 赤い旗 歌の怨 『愁人』 新古文林 明３９.０８
２９ アイルランド 老宣教師 『愁人』 太陽 明３９.０４ ○
３０ 夕暮 老婆 『愁人』 新声 明４０.０３
３１ 午後の一時頃 霰に霙 『緑髪』 新小説 明３８.０３ ○
３２ 木立 笛の声 『緑髪』 新古文林 明３９.１０
３３ 茶売る舗 漂浪児 『緑髪』 新小説 明３７.０９ ○
３４ 天気になれ 漂浪児 『緑髪』 新小説 明３７.０９ ○
３５ 童謡 憧がれ 『緑髪』 新潮 明３９.０１
３６ 水鶏 水車場 『愁人』 早稲田文学 明４０.０１ ○
３７ 古い絵を見て 盲目 『緑髪』 早稲田学報 明３９.０２
３８ 星 深林 『緑髪』 趣味 明４０.０２
３９ 菜種の盛り 深林 『緑髪』 趣味 明４０.０２
４０ おもちや店 長二 『緑髪』 読売新聞 明４０.０５.１２
４１ お母さん 遠き響 『緑髪』 新小説 明４０.０１ ○
４２ トツテンカン 遠き響 『緑髪』 新小説 明４０.０１ ○　　
４３ 沙原 日蝕 『惑星』 早稲田文学 明４１.０５ ○
４４ お江戸は火事だ 〈童謡五篇〉 『赤い船』 （未詳） ○、（注２）
４５ 童謡 〈童謡五篇〉・麗日 『赤い船』・『惑星』 少年文庫 明３９.１１ ○
４６ 烏金 烏金 『闇』 趣味 明４２.０３ ○　　
４７ 黒い鳥 不思議な鳥 『闇』 趣味 明４３.０２ ○
４８ 明日はお天気だ 遠き響 『緑髪』 新小説 明４０.０１ ○
４９ 森 森の暗き夜 『闇』 新潮 明４３.０８
５０ 景色 森の暗き夜 『闇』 新潮 明４３.０８
５１ 霙降る 雪来る前 『闇』 新小説 明４２.１０ ○
５２ 淋しい町の光景 烏金 『闇』 趣味 明４２.０３ ○　　
５３ 風景 悪魔 『闇』 新文芸 明４３.０５ ○
５４ 汽車 麗日 『惑星』 東京毎日新聞 明４１.０４.２５－０６.２４ ○、連載６１回
５５ 童謡 〈童謡五篇〉 『赤い船』 少年文庫 明３９.１１ ○
５６ 童謡 〈童謡五篇〉 『赤い船』 少年文庫 明３９.１１ ○、初出題「子守唄」
５７ 厭な夕焼 酒肆 『惑星』 新小説 明４０.０９ ○
５８ 海 麗日 『惑星』 東京毎日新聞 明４１.０４.２５－０６.２４ ○、連載６１回
５９ 上州の山 麗日 『惑星』 東京毎日新聞 明４１.０４.２５－０６.２４ ○、連載６１回
６０ 童謡 〈童謡五篇〉 『赤い船』 少年文庫 明３９.１１ ○
６１ 黄色な雲 北の冬 『惑星』 新小説 明４１.１０ ○
６２ 無題 捕はれ人 『惑星』 文章世界 明４１.１１.０１ ○
６３ 妙高山の裾野にて 麗日 『惑星』 東京毎日新聞 明４１.０４.２５－０６.２４ ○、連載６１回
６４ 解剖室 麗日 『惑星』 東京毎日新聞 明４１.０４.２５－０６.２４ ○、連載６１回
６５ ある夜 麗日 『惑星』 東京毎日新聞 明４１.０４.２５－０６.２４ ○、連載６１回
６６ 太鼓の音 鬼子母神 『緑髪』 読売新聞 明３８.０１.０８－０３.１９ 連載８回
６７ 帰途 鬼子母神 『緑髪』 読売新聞 明３８.０１.０８－０３.１９ 連載８回
６８ 草笛の音 鬼子母神 『緑髪』 読売新聞 明３８.０１.０８－０３.１９ 連載８回
６９ あの男 鬼子母神 『緑髪』 読売新聞 明３８.０１.０８－０３.１９ 連載８回

（注１）　初出は従来「女子文藝」（明39.06）とされてきたが、当該号には掲載されていないことを確認した。
他方、「女子文藝」（明39.07）の広告に「煎餅売（小説）　小川　未明」とあるので、こちらを初出年
月としておく。この号にはあたれていない。

（注２）　「童謡五篇」は童謡で、小説ではないので、〈　　〉を付けて他と区別する。

＊初出誌・紙にあたれていない作品は、網かけで示した。

『あの山越えて』　──詩と小説との対応──
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福
田
正
夫
宛
小
川
未
明
書
簡

①
福
田
正
夫
宛
小
川
未
明
葉
書

大
正
九
年
七
月
十
七
日

【
表
】
相
州
小
田
原
在
石
橋　

福
田
正
夫
様

　
　
　

東
京
牛
込
天
神
町
二
十
三　

小
川
健
作

【
裏
】

益
々
御
筆ひ
っ

硯け
ん

の
御
多た

祥し
ょ
うを
お
喜
び
申
上
げ
ま
す
。「
未
墾
地
」

拝
受
、
有
が
た
う
存
じ
ま
す
。〔
早
急
〕
に
精
読
い
た
し
ま
す
。

御
地
は
海
に
近
く
、
凌
ぎ
よ
か
ら
ん
と
存
じ
ま
す
が
、
東
京
昨

今
の
暑
さ
焼
く
か
如
く
殊
に
病
後
の
私
は
、
堪
へ
ら
れ
な
い
暑

さ
を
し
て
ゐ
ま
す
が
、
幸
に
倒
れ
ず
努
力
い
た
し
て
ゐ
ま
す
。

何
卒
、
御
自
愛
遊
さ
れ
御
労
作
の
御
大
成
を
願
っ
て
ゐ
ま
す
。

小
栗
君
に
お
あ
い
の
せ
つ
よ
ろ
し
く
。
い
づ
れ
拝は
い

眉び

の
期
萬
々

申
上
げ
ま
す　

怱そ
う

々そ
う

②
福
田
正
夫
宛
小
川
未
明
葉
書

大
正
〔
九
〕
年
十
一
月
二
十
九
日

【
表
】
相
州
小
田
原
在
石
橋　

福
田
正
夫

　
　
　

東
京
牛
込
天
神
町
二
十
三　

小
川
健
作

【
裏
】

拝
啓

益
々
御
筆ひ
っ

硯け
ん

の
御
多た

祥し
ょ
うを
祝
し
ま
す
。
先
日
は
お
は
が
き
有
が

た
う
存
じ
ま
す
。
そ
の
節
高
著
第
二
篇
お
送
り
下
さ
れ
た
や
う

に
あ
り
ま
し
た
が
、
い
ま
だ
書
物
が
着
き
ま
せ
ん
。
お
し
ら
べ

下
さ
れ
ば
幸
い
に
存
じ
ま
す
。
時
節
柄
何
卒
御
自
愛
第
一
に
遊

さ
れ
ん
こ
と
を
願
ま
す

③
福
田
正
夫
宛
小
川
未
明
葉
書

大
正
九
年
十
二
月
五
日

【
表
】

相
州
小
田
原
石
橋　

福
田
正
夫
様

　
　
　
　
　
　
　
　

小
川
未
明

拝
啓　

御
著
「
未
墾
地
」
第
二
巻
只
今
〔
至
〕
拝
受
い
た
し
ま
し
た
。

有
か
た
く
厚
く
御お

禮れ
い

申
上
げ
ま
す
。
十
二
月
五
日　

小
川
未
明

【
裏
】
レ
ー
ニ
ン
肖
像
画
（
絵
は
が
き
）

④
福
田
正
夫
宛
小
川
未
明
葉
書

大
正
十
四
年
六
月
十
一
日

【
表
】

市
外
世
田
谷
区
下
北
澤
八
〇
九
佐
藤
住
宅　

福
田
正
夫
様

小
石
川
雑
司
ヶ
谷
町
七
十
六　

小
川
健
作

【
裏
】

拝
啓　

そ
の
後
は
ご
無
沙
汰
い
た
し
ま
し
た
。
御
筆ひ
っ

硯け
ん

の
御
多た

祥し
ょ
うを

祝

し
ま
す
。
高
著
「
死
の
島
の
美
女
」
有
か
た
う
存
じ
ま
す
。
た

の
し
み
に
し
て
拝
讀
い
た
し
ま
す
。
先
は
、
と
り
あ
へ
ず
御お

禮れ
い

申
し
上
げ
ま
す　

怱そ
う

々そ
う　

六
月
十
一
日

�

※
適
宜
、
ル
ビ
を
付
記
し
た
。

収
蔵
資
料
紹
介

④福田正夫宛未明はがき
大正1�年６月11日

③福田正夫宛未明はがき
大正９年1�月５日

②福田正夫宛未明はがき
大正９年11月�9日

①福田正夫宛未明はがき
大正９年７月17日

〈
福
田
正
夫
〉（
一
八
九
三
─
一
九
五
二
）

詩
人
。
神
奈
川
県
小
田
原
市
生
ま
れ
。
処
女
詩
集
『
農
民
の
言
葉
』（
大

正
五
年
）
刊
行
以
後
、
大
正
七
年
に
雑
誌
「
民
衆
」
を
創
刊
。
詩
の
庶
民

化
に
尽
し
、
民
衆
詩
派
の
中
心
詩
人
と
し
て
活
躍
。
詩
集
『
世
界
の
魂
』

（
大
正
十
年
）、
叙
事
詩
『
高
原
の
処
女
』（
大
正
十
一
年
）
等
が
あ
る
。
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〈
民
衆
詩
派
と
の
交
錯
〉

　

右
頁
で
は
、
民
衆
詩
派
の
詩
人
と
し
て
知
ら
れ
る
福
田
正
夫

に
宛
て
た
未
明
自
筆
の
葉
書
四
通
を
紹
介
し
て
い
る
。
四
通
の

う
ち
三
通
が
書
か
れ
た
の
は
大
正
九
年
で
、未
明
が
牛
込
区（
現

新
宿
区
）
天
神
町
に
居
住
し
て
い
た
頃
の
も
の
で
あ
る
。
大
正

七
年
に
長
女
の
晴
代
を
病
気
で
失
い
、
悲
し
み
に
鞭
打
た
れ
な

が
ら
も
、「
黒
煙
」
の
創
刊
（
大
正
八
年
）、
社
会
主
義
同
盟
発

起
へ
の
参
加
（
大
正
九
年
）
と
社
会
的
に
弱
い
立
場
の
人
々
の

た
め
に
活
動
し
て
い
た
時
期
に
あ
た
る
。

　

一
方
で
当
時
、
小
田
原
の
小
学
校
で
教
職
に
つ
い
て
い
た
福

田
正
夫
は
、
前
年
の
大
正
七
年
に
文
芸
雑
誌
「
民
衆
」
を
創
刊

し
て
い
る
。
誌
名
が
表
す
よ
う
に
「
民
衆
」
は
、
大
正
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
を
背
景
と
す
る
民
衆
芸
術
論
の
高
ま
り
の
中
か
ら
生
ま

れ
、
自
然
や
民
衆
の
生
活
を
自
由
な
形
式
で
詠
い
、
詩
を
民
衆

に
近
づ
け
る
役
割
を
果
た
し
た
と
い
わ
れ
る
。「
民
衆
」
の
創

刊
を
き
っ
か
け
と
し
活
動
し
て
い
た
福
田
正
夫
、
白
鳥
省
吾
、

百
田
宗
治
、
富
田
砕
花
、
加
藤
一
夫
ら
は
、「
民
衆
詩
派
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
。

　

こ
の「
民
衆
」は
、白
鳥
省
吾
、百
田
宗
治
ら
が
協
力
し
つ
つ
も
、

福
田
の
周
辺
に
い
た
小
田
原
在
住
者
、
出
身
者
が
中
心
と
な
り

活
動
し
て
い
た
。
編
集
に
携
わ
っ
て
い
た
小
田
原
出
身
の
詩
人

井
上
康
文
の
回
想
（「
民
衆
」
創
刊
前
後
）
に
よ
る
と
、
小
栗

忠
順（
上
野
之
介
）の
孫
で
、小
説
家
志
望
で
あ
っ
た
小
栗
又
一
、

歌
人
の
花
岡
謙
二
ら
が
同
人
と
し
て
参
加
し
て
い
た
。
井
上
は

こ
の
頃
、
未
明
の
紹
介
で
「
新
小
説
」
の
編
集
部
へ
入
社
し
た

よ
う
で
あ
る
。
大
正
九
年
七
月
十
七
日
（
①
）
の
福
田
宛
の
葉

書
に
、「
小
栗
君
に
お
あ
い
の
せ
つ
よ
ろ
し
く
」
と
あ
る
の
は
、

「
民
衆
」
の
同
人
だ
っ
た
小
栗
又
一
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

　

今
回
紹
介
す
る
福
田
正
夫
と
未
明
と
の
交
友
が
ど
の
よ
う
な

か
た
ち
で
始
ま
っ
た
の
か
、
早
稲
田
大
学
出
身
で
、
同
じ
く
民

衆
派
の
詩
人
と
し
て
活
躍
し
た
白
鳥
省
吾
と
の
つ
な
が
り
か
ら

考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
白
鳥
の
回
想
に
よ
る
と
、
明
治

四
十
三
年
に
秋
田
雨
雀
ら
と
知
り
合
い
、
こ
の
頃
か
ら
早
稲
田

出
身
の
先
輩
作
家
と
交
友
が
始
ま
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
白
鳥

省
吾
大
正
三
年
の
日
記
（
白
鳥
省
吾
記
念
館
所
蔵
）
に
、「
未

明
氏
を
訪
ね
る
も
留
守
」（
十
月
十
日
）
と
あ
り
、
未
明
と
の

交
友
を
あ
ら
わ
す
記
述
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
白
鳥
と
福
田

が
知
り
合
う
の
は
、
こ
の
翌
年
の
大
正
四
年
で
あ
っ
た
。

　

大
正
八
年
七
月
、
白
鳥
の
詩
集
『
大
地
の
愛
』
の
出
版
記
念

会
で
、
未
明
と
福
田
は
席
を
同
じ
く
し
て
い
る
。
こ
の
日
、
民

衆
派
の
詩
人
た
ち
に
ま
じ
っ
て
出
席
し
た
未
明
は
、
寄
せ
書
き

に
「
詩
人
の
眼
中
に
は
階
級
な
し
」
と
記
し
た
と
い
う
（
白
鳥

省
吾
『
文
人
今
昔
』）。
同
年
四
月
に
、
未
明
主
宰
の
童
話
雑
誌

と
し
て
創
刊
さ
れ
た
「
お
と
ぎ
の
世
界
」
に
お
い
て
も
、白
鳥
、

福
田
ら
が
数
号
に
わ
た
り
童
話
、
童
謡
詩
を
発
表
し
て
お
り
、

こ
の
時
期
の
未
明
と
民
衆
詩
派
と
の
交
友
を
見
て
と
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

民
衆
詩
派
の
一
人�

加
藤
一
夫
が
中
心
と
な
り
発
行
し
た「
科

学
と
文
芸
」（
大
正
四
年
九
月
創
刊
）
も
ま
た
、
民
衆
芸
術
運

動
の
拠
点
と
な
っ
た
雑
誌
で
あ
り
、
民
衆
詩
派
、
人
道
主
義
者

な
ど
幅
広
い
作
家
た
ち
が
執
筆
し
て
い
た
。
未
明
は
、「
科
学

と
文
芸
」
に
「
戦
争
」（
大
正
七
年
一
月
）、「
靴
屋
の
主
人
」（
大

正
七
年
四
月
）
と
い
っ
た
作
品
を
発
表
し
、
小
説
「
戦
争
」
で

は
、
海
の
彼
方
で
人
と
人
が
互
い
に
殺
し
あ
う
戦
争
が
起
き
て

い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
も
、
他
人
事
と
し
て
平
気
で
生
活
し

て
い
る
人
々
へ
の
疑
問
と
憤
り
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
「
科
学
と
文
芸
」
同
様
、
民
衆
詩
派
の
作
家
た
ち
と
未
明
と

の
交
錯
が
見
ら
れ
る
場
と
し
て
、
雑
誌
「
労
働
文
学
」（
大
正

八
年
二
月
創
刊
）
や
「
種
蒔
く
人
」（
大
正
十
年
十
月
創
刊
）

が
あ
げ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
大
正
期
を
代
表
す
る
労
働
文
学
雑

誌
と
い
え
る
。
こ
の
「
労
働
文
学
」
に
、未
明
は
「
金
の
指
輪
」

（
大
正
八
年
四
月
）、「
遠
い
処
へ
」（
大
正
八
年
五
月
）
を
寄
せ
、

一
方
の
「
種
蒔
く
人
」
で
は
、
福
田
、
未
明
と
も
に
創
刊
号
に

「
執
筆
家
」
と
し
て
名
を
連
ね
、
未
明
は
、
第
二
号
に
小
説
「
火

を
点
ず
」
を
寄
せ
て
い
る
。
福
田
も
ま
た
、
白
鳥
、
加
藤
ら
と

共
に
寄
稿
し
、
創
刊
号
に
、「
種
蒔
き
車
」
ほ
か
三
篇
の
詩
を

発
表
し
た
。
大
正
十
二
年
六
月
に
は
、
こ
の
種
蒔
き
社
の
発
起

で
、
労
働
文
学
に
力
を
尽
く
し
て
き
た
未
明
、
秋
田
雨
雀
、
中

村
吉
蔵
を
慰
労
す
る
目
的
を
も
っ
て
「
三
人
の
会
」
が
開
か
れ
、

会
の
席
上
、
未
明
の
童
話
「
野
薔
薇
」
が
朗
読
さ
れ
た
。
こ
の

「
三
人
の
会
」
開
催
前
、「
種
蒔
く
人
」
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
「
苦

闘
の
三
氏
へ
」（
大
正
十
二
年
七
月
）、
で
は
、
三
人
に
対
す
る

文
壇
諸
家
か
ら
の
感
想
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
堺
利
彦
、
吉
江

喬
松
と
い
っ
た
顔
ぶ
れ
の
中
、
福
田
正
夫
は
未
明
に
つ
い
て
、

「
い
つ
も
社
会
と
人
生
と
に
高
い
標
識
を
か
か
げ
て
ゐ
る
作
家

と
し
て
尊
敬
し
て
い
ま
す
」と
書
い
て
い
る
。「
民
衆
の
代
弁
者
」

と
し
て
、「
人
類
の
生
命
の
核
心
に
徹
し
よ
う
」（
白
鳥
省
吾
「
新

詩
壇
の
覚
醒
と
民
主
的
運
動
」）
と
理
想
を
掲
げ
活
動
し
て
い

た
民
衆
詩
派
の
詩
人
た
ち
と
正
し
く
誠
実
な
生
活
の
中
に
芸
術

を
見
出
し
て
い
た
こ
の
時
期
の
未
明
と
の
間
に
は
、
思
想
的
に

も
重
な
る
部
分
が
あ
る
。

　

大
正
九
年
十
二
月
五
日
付
の
書
簡
（
③
）
で
は
、
福
田
か
ら

贈
ら
れ
た
本
へ
の
御
礼
が
簡
潔
に
記
さ
れ
、
裏
面
に
は
レ
ー
ニ

ン
の
肖
像
が
描
か
れ
た
絵
葉
書
を
使
用
し
て
い
る
。
最
高
の
芸

術
は
、「
人
間
性
の
向
上
に
あ
る
」と
考
え
て
い
た
未
明
は
、レ
ー

ニ
ン
の
思
想
を
、「
血
の
流
れ
て
ゐ
る
人
間
其
の
も
の
ゝ
哲
学
だ
」

と
言
っ
て
い
る
（「
戦
争
に
対
す
る
感
想
）。
こ
の
葉
書
が
出
さ

れ
た
四
日
後
、
未
明
は
日
本
社
会
主
義
同
盟
の
結
成
に
参
加
し

て
い
る
。
民
衆
詩
派
と
の
関
わ
り
の
中
に
も
、
童
話
、
小
説
と

も
に
数
々
の
力
作
を
生
み
出
し
た
未
明
の
豊
か
な
思
想
性
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。�

（
安
田
杏
子
）

参
考　

百
田
宗
治
編
『
民
衆
芸
術
選
』（
大
正
九
年
、
聚
英
閣
）

　
　
　

白
鳥
省
吾
『
文
人
今
昔
』（
昭
和
五
十
三
年
、
新
樹
社
）

　
　
　
『
民
衆
』（
複
製
版
）（
昭
和
五
十
八
年
、
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
）

　
　
　
『
福
田
正
夫
全
詩
集
』（
昭
和
五
十
九
年
、
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
）
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〈
開
期
〉

　
九
月
二
十
七
日（
土
）〜
十
一
月
三
日（
月・祝
）

〈
期
間
中
来
館
者
〉　
四
、
七
〇
六
人

　

明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
春
、
十
九
歳

の
未
明
は
、
文
学
へ
の
強
い
憧
れ
を
抱
い
て
上

京
し
ま
す
。
以
後
、
六
十
年
あ
ま
り
の
年
月
を

過
ご
し
、
生
活
の
場
、
創
作
の
場
で
あ
っ
た
東

京
。
特
別
展
で
は
、「
未
明
が
暮
ら
し
た
町�

東

京
」
を
テ
ー
マ
に
、
東
京
で
の
生
活
、
交
友
に

光
を
あ
て
な
が
ら
、
作
品
が
生
ま
れ
た
背
景
を

紹
介
し
ま
し
た
。

　

�

　

第
一
章　
上
野
・
浅
草

　

明
治
三
十
四
年
四
月
六
日
、
ま
だ
雪
の
残
る

故
郷
を
出
発
し
た
未
明
は
、
汽
車
の
中
か
ら
飛

鳥
山
の
桜
を
眺
め
、
夕
暮
れ
の
上
野
駅
に
着
き

ま
す
。
当
初
、
都
会
生
活
へ
の
不
安
を
抱
き
な

が
ら
降
り
立
っ
た
上
野
も
、
や
が
て
は
絵
画
展

を
見
に
出
か
け
、
公
園
内
を
散
策
し
た
り
と
、

未
明
の
生
活
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
き
ま
す
。

　

一
方
、
上
野
公
園
と
と
も
に
国
内
で
最
初
の

公
園
に
指
定
さ
れ
、
十
二
階
（
凌
雲
閣
）
を
シ

ン
ボ
ル
に
活
動
写
真
や
見
世
物
小
屋
が
立
ち
並

ぶ
浅
草
を
、未
明
は
小
説
「
空
中
の
芸
当
」（
大

正
九
年
九
月
）
に
登
場
さ
せ
て
い
ま
す
。

第
二
章　
早
稲
田
界
隈

　

東
京
専
門
学
校
（
現�
早
稲
田
大
学
）
入
学

後
に
暮
ら
し
た
早
稲
田
界
隈
の
町
は
、
未
明
に

と
っ
て
、
恩
師
、
友
人
た
ち
と
出
会
い
、
作
家

と
し
て
歩
み
始
め
た
場
所
で
し
た
。
卒
業
後
、

夜
勤
記
者
を
し
て
い
た
頃
は
、
銀
座
に
あ
っ
た

読
売
新
聞
社
に
通
い
、
真
夜
中
の
街
を
歩
い
て

帰
る
生
活
を
続
け
な
が
ら
、
日
中
の
賑
や
か
な

街
と
は
異
な
る
都
会
の
夜
の
静
寂
を
経
験
し
ま

す
。　

　

こ
う
し
た
記
者
勤
め
も
長
く
は
続
か
ず
、
文

筆
に
専
念
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
未
明
の
生
活
は

苦
し
く
、
書
い
た
も
の
が
認
め
ら
れ
ず
、
二
人

の
子
が
栄
養
不
良
に
陥
る
な
ど
苦
悩
し
ま
し
た
。

第
三
章　
牛
込
・
神
楽
坂

　

大
正
三
年
頃
か
ら
十
一
年
の
春
に
か
け
て
、

未
明
は
神
楽
坂
近
く
の
矢
来
町
、
天
神
町
に
住

ん
で
い
ま
す
。
毘
沙
門
の
縁
日
で
賑
わ
い
、
夜

店
の
燈
火
に
誘
わ
れ
る
よ
う
に
人
々
が
集
ま
る

神
楽
坂
へ
、
毎
日
の
よ
う
に
散
歩
に
出
か
け
ま

し
た
。

　

こ
の
頃
未
明
は
、「
金
の
輪
」、「
赤
い
蝋
燭

と
人
魚
」
と
い
っ
た
代
表
作
を
生
み
出
す
一
方

で
、
長
男
哲
文
と
長
女
晴
代
を
相
次
い
で
亡
く

し
ま
す
。
神
楽
坂
界
隈
の
こ
の
町
は
、
未
明
が

悲
し
み
に
耐
え
な
が
ら
、
人
生
の
矛
盾
と
不
平

等
に
対
し
て
戦
っ
て
い
く
こ
と
を
決
意
し
た
場

所
で
も
あ
り
ま
し
た
。

第
四
章　
雑
司
ヶ
谷

　

早
稲
田
、
神
楽
坂
界
隈
の
賑
や
か
な
町
を
好

ん
だ
未
明
で
す
が
、雑
司
ヶ
谷
（
現　

目
白
台
、

西
池
袋
付
近
）
に
暮
ら
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。
明
治
四
十
四
年
前
後
の
数
ヶ
月
と
大
正
十

一
年
の
夏
か
ら
昭
和
五
年
に
高
円
寺
に
家
を
持

つ
ま
で
の
間
で
、
近
く
に
は
雑
司
ヶ
谷
墓
地
が

あ
り
、
亡
く
な
っ
た
二
人
の
子
供
が
眠
っ
て
い

ま
し
た
。
雑
司
ヶ
谷
に
は
、
友
人
の
秋
田
雨
雀

が
暮
ら
し
て
お
り
、
鈴
木
三
重
吉
の
赤
い
鳥
社

も
あ
り
ま
し
た
。

　

未
明
は
こ
の
雑
司
ヶ
谷
に
比
較
的
長
く
暮
ら

し
、
や
が
て
「
童
話
作
家
宣
言
」
と
し
て
知
ら

れ
る
「
今
後
を
童
話
作
家
に
」（
大
正
十
五
年

五
月
）
を
発
表
し
、
童
話
創
作
に
専
念
す
る
こ

と
を
決
意
し
ま
す
。

第
五
章　
故
郷　
春
日
山
へ
の
手
紙

　

上
京
後
は
、故
郷
に
帰
り
住
む
こ
と
の
な
か
っ

た
未
明
で
し
た
が
、
故
郷
は
常
に
心
の
支
え
と

な
っ
て
お
り
、
そ
の
風
景
や
思
い
出
は
、
数
々

の
小
説
、童
話
作
品
の
源
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

少
年
時
代
、
春
日
山
神
社
建
立
（
父
澄
晴
の

事
業
）
の
た
め
に
移
り
住
ん
だ
春
日
山
の
自
然

の
中
で
、
未
明
は
美
し
い
も
の
や
正
し
い
も
の

を
愛
す
る
心
を
育
み
ま
し
た
。

　

春
日
山
に
住
む
両
親
を
思
う
未
明
の
気
持
ち

が
、
春
日
山
神
社
に
残
る
手
紙
の
数
々
に
表
れ

て
い
ま
す
。

協
力
者
一
覧
（
展
示
資
料
借
用
）

　

岡
上
鈴
江　

小
川
英
晴　

小
川
家

　

海
津
加
寿
子　

春
日
山
神
社

　

日
本
近
代
文
学
館

　

美
濃
加
茂
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

�

（
敬
称
略
）

収
録

■
「
岡
上
鈴
江
氏
に
聞
く
─
未
明
が
暮
ら
し
た
町
東
京
」

■
寄
稿
「
小
川
未
明
の
東
京
風
景
」
中
島
国
彦

報　

告
平
成
二
十
年
度
特
別
展
（
報
告
）

　

小
川
未
明
の
東
京　

―

童
話
作
家
宣
言
ま
で―

図録「小川未明の東京」頒布中
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文
学
館
講
座
小
川
未
明
の
詩

　　

平
成
二
十
年
度
の
文
学
館
講
座
は
、「
小
川

未
明
の
詩
」
を
テ
ー
マ
に
、
杉
み
き
子
氏
、
若

林
敦
氏
、
小
川
英
晴
氏
の
三
人
を
講
師
に
開
催

し
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
、若
林
氏
に
つ
い
て
は
、

未
明
の
詩
集
『
あ
の
山
越
え
て
』
に
つ
い
て
巻

頭
に
ご
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、一
回
目
、

三
回
目
の
講
座
内
容
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

第
一
回
「
未
明
の
童
謡
」
十
一
月
一
日
（
土
）

�

児
童
文
学
作
家　

杉　
み
き
子�

氏

　

私
は
、
未
明
の
詩
、
童
謡
は
、
そ
の
根
源
の

も
の
が
短
い
は
や
し
言
葉
み
た
い
な
言
葉
の
中

に
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
未
明
の

エ
ッ
セ
イ
「
単
純
な
詩
形
を
思
ふ
」
を
読
ん
で

お
り
ま
す
と
、
未
明
さ
ん
と
い
う
人
は
本
当
に

自
然
の
中
か
ら
沸
き
起
こ
る
、
特
に
子
供
が
自

然
に
対
し
て
受
け
止
め
る
感
情
、
そ
う
い
う
も

の
を
非
常
に
大
切
に
し
て
い
た
ん
だ
と
い
う
こ

と
が
よ
く
わ
か
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
私
は

正
直
に
言
い
ま
し
て
、
未
明
の
童
謡
を
読
ん
で

お
り
ま
す
と
、
童
話
の
方
が
ず
っ
と
い
い
な
あ

と
い
う
感
じ
が
す
る
ん
で
す
よ
ね
。
童
謡
に
は

童
謡
の
味
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ

り
童
話
の
方
が
未
明
さ
ん
本
来
の
姿
な
の
で
は

な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
と
い
い
ま
す
の
は
、

未
明
さ
ん
と
い
う
人
は
も
と
も
と
、
心
底
詩
人

だ
っ
た
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
無
理

し
て
詩
の
形
を
書
か
な
く
て
も
良
か
っ
た
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。
坪
田
譲
治
さ

ん
も
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
未
明
の
童
話
は
、

特
に
前
期
の
も
の
は
、
詩
に
近
い
も
の
、
散
文

詩
に
近
い
も
の
、
散
文
詩
の
ひ
と
つ
、
そ
う
い

う
ふ
う
に
私
は
感
じ
ま
す
。
詩
人
は
、
本
当
に

簡
潔
な
描
写
で
、
深
い
長
い
高
い
大
き
い
内
容

を
歌
い
上
げ
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
か
ら
、
形
は
普
通
の
散
文
で
も
、
そ
の
内
容

は
未
明
の
も
っ
て
い
た
詩
情
が
充
分
に
溢
れ
た

も
の
、
そ
れ
が
彼
の
童
話
だ
と
思
い
ま
す
。

第
三
回「
小
川
未
明
の
詩
」十
一
月
十
五
日
（
土
）

�

詩
人
・
未
明
孫　

小
川　
英
晴�

氏

　　　　　　　　　　

　

詩
を
作
り
始
め
た
十
八
歳
の
頃
、
未
明
の
自

宅
に
行
き
ま
す
と
、
す
で
に
祖
父
は
亡
く
な
っ

て
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
未
明
の
主
要
な
本
が
そ
の

書
棚
に
大
切
に
納
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。そ
の
中
に
、

小
さ
い
『
あ
の
山
越
え
て
』
と
い
う
こ
の
詩
集
が

あ
り
ま
し
た
。
詩
集
を
一
通
り
読
ん
だ
ん
で
す

け
ど
、
そ
の
時
私
は
現
代
詩
を
書
い
て
い
ま
し

た
の
で
ち
ょ
っ
と
違
和
感
を
覚
え
た
ん
で
す
ね
。

こ
の
『
あ
の
山
越
え
て
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
詩

は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
わ
ら
べ
唄
、
子
守
唄
的

な
作
品
が
中
心
で
、
一
般
的
な
詩
も
含
ま
れ
て
い

た
ん
で
す
け
ど
、
そ
う
い
う
も
の
が
当
時
の
私

の
心
境
と
少
し
そ
ぐ
わ
ず
、
な
か
な
か
こ
の
詩

を
理
解
す
る
事
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
、

詩
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な
り
、

『
あ
の
山
越
え
て
』
を
改
め
て
読
み
返
し
た
と
き
、

そ
こ
に
は
わ
ら
べ
唄
、
子
守
唄
の
匂
い
み
た
い
な

も
の
が
あ
る
な
、
日
本
人
の
魂
み
た
い
な
も
の
が

あ
る
な
と
感
じ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
詩
人
と
し

て
重
要
な
こ
と
は
、
詩
を
う
ま
く
書
く
こ
と
よ

り
も
、
詩
人
と
し
て
の
生
き
方
の
ほ
う
に
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

未
明
の
詩
論
で
す
け
ど
、
ま
ず
未
明
の
父
の

小
川
澄
晴
の
存
在
が
と
て
も
大
き
な
意
味
を
持
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
未

明
は
哲
学
や
英
文
学
を
勉
強
は
し
ま
し
た
け
れ
ど
、

も
っ
と
日
本
的
な
精
神
を
、
端
的
に
言
え
ば
武

士
道
に
通
じ
る
精
神
を
大
事
に
し
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
上
越
の
自
然
を
何
よ
り
も
愛
し
て
い
ま

し
た
。
今
回
こ
の『
あ
の
山
越
え
て
』を
読
ん
で
、

こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
妙
高
の
向
こ
う
に
は
東
京

が
あ
る
、
あ
る
い
は
東
京
か
ら
あ
の
山
を
越
え

て
い
け
ば
ま
た
故
郷
が
あ
る
と
い
う
二
つ
の
思
い

の
中
で
出
来
た
詩
集
だ
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、

や
は
り
上
越
の
自
然
な
く
し
て
生
ま
れ
得
な
か
っ

た
作
品
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
私
は
思
い
ま

す
。

　

未
明
は
西
洋
文
明
に
対
し
て
、
敵
意
み
た
い

な
も
の
を
感
じ
て
、
そ
れ
と
は
一
線
を
画
す
立
場

を
終
生
と
り
続
け
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
文
明

と
い
う
も
の
は
あ
る
面
で
金
持
ち
と
貧
困
の
差

を
大
き
く
作
っ
て
し
ま
い
、
そ
こ
に
階
級
を
作
っ

て
し
ま
う
と
い
う
ん
で
す
ね
。
そ
れ
に
対
し
て

未
明
は
常
に
弱
者
の
立
場
に
立
っ
て
発
言
し
て

い
た
。
そ
し
て
ひ
と
つ
の
理
想
郷
を
童
話
の
世
界

で
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
未
明
は
感
激
や
感
動
の
中
に
こ
そ
詩
が

あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
人
間
を
つ
き
動

か
す
力
こ
そ
が
詩
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。

　

最
後
に
、
祖
父�

未
明
の
思
い
出
で
す
が
、
小

川
家
は
笑
い
の
絶
え
な
い
家
で
、
祖
父
は
誰
か

の
笑
い
声
が
聞
こ
え
る
と
、
奥
の
部
屋
か
ら
出

て
来
て
話
に
ま
じ
り
た
が
る
と
い
う
寂
し
が
り

屋
の
一
面
も
あ
り
ま
し
た
。
若
い
こ
ろ
か
ら
食
欲

が
旺
盛
で
、
好
物
の
蕎
麦
を
何
杯
も
食
べ
た
り
、

よ
く
新
宿
の
方
へ
飲
み
に
行
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

骨
董
が
好
き
で
お
金
が
あ
る
と
使
っ
て
し
ま
う

の
で
、
生
活
は
一
時
期
、
大
変
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

祖
母
（
未
明
妻
キ
チ
）
は
、
一
度
も
手
を
通
し
て

い
な
い
着
物
を
お
金
に
換
え
る
な
ど
、
生
活
に

は
だ
い
ぶ
苦
労
し
た
よ
う
で
す
。
未
明
の
作
品

に
は
、
祖
母
と
二
人
三
脚
で
歩
ん
で
き
た
未
明

の
生
き
方
が
表
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
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❖ 
文
学
館
一
年
の
記
録 

❖

朗
読
研
修
会

�

五
月
三
十
一
日・六
月
二
十
一
日・七
月
十
九
日

�

参
加
者　
２９
名

　

橘�

由
貴
さ
ん
（
ヴ
ォ
イ
ス
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・

朗
読
療
法
士
）
を
講
師
に
、
朗
読
研
修
会
を
開

催
し
ま
し
た
。
研
修
会
で
は
、
声
と
発
声
の
基

礎
か
ら
魅
力
的
な
こ
と
ば
の
表
現
方
法
ま
で
学

び
、
演
習
で
は
、
未
明
の
童
話
「
月
夜
と
眼
鏡
」

の
朗
読
を
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
発
表
し
ま
し
た
。

受
講
者
は
、
朗
読
は
全
く
初
め
て
と
い
う
方
か

ら
朗
読
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
活
動
さ
れ
て
い

る
方
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
、「
朗
読
の
奥
深
さ
と

す
ば
ら
し
さ
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
」、「
声

の
持
つ
魅
力
に
驚
い
た
」
と
い
っ
た
声
が
あ
り

ま
し
た
。

文
学
館
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
①

�

消
し
ゴ
ム
は
ん
こ
で
ミ
ニ
絵
本
を
作
ろ
う
！

�

七
月
二
十
七
日

�

参
加
者　
１５
名

　

物
作
り
を
通
し
て
、
本
に
対
す
る
親
し
み
や

愛
着
を
持
っ
て
も
ら
お
う
と
、
消
し
ゴ
ム
は
ん

こ
で
ミ
ニ
絵
本
を
作
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開

催
し
ま
し
た
。
上
越
市
在
住
の
手
づ
く
り
・
イ

ラ
ス
ト
作
家� m
om
oco

さ
ん
を
講
師
に
、
消

し
ゴ
ム
は
ん
こ
（
版
画
）
を
使
っ
て
、
未
明
の

童
謡
「
古
巣
」
を
題
材
と
し
た
手
づ
く
り
絵
本

を
作
り
ま
し
た
。
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
、カ
ッ

タ
ー
を
器
用
に
使
い
な
が
ら
「
古
巣
」
に
登
場

す
る
ツ
バ
メ
や
ラ
ッ
パ
の
は
ん
こ
を
彫
り
、
最

後
に
は
十
五
冊
の
す
て
き
な
童
謡
絵
本
が
完
成

し
ま
し
た
。

童
話
創
作
講
座

�

十
月
五
日
・
二
十
六
日
・
十
一
月
九
日　

�

（
入
門
コ
ー
ス
）

�

十
月
十
二
日
・
十
九
日
（
実
践
コ
ー
ス
）

�

参
加
者　
１５
名

　

上
越
市
在
住
の
児
童
文
学
作
家　

杉
み
き
子

さ
ん
を
講
師
に
、
入
門
と
実
践
コ
ー
ス
に
分
か

れ
て
短
篇
童
話
の
書
き
方
に
つ
い
て
学
び
ま
し

た
。
受
講
者
そ
れ
ぞ
れ
が
、
日
々
の
生
活
の
中

で
感
じ
た
こ
と
、
不
思
議
に
思
っ
た
こ
と
な
ど

を
種
に
、
推
敲
を
重
ね
な
が
ら
作
品
を
創
作
し

て
い
く
姿
が
印
象
的
で
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
で
読
む
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
特
別
展

�

小
川
未
明
の
東
京―

童
話
作
家
宣
言
ま
で―

九
月
二
十
七
日
〜
十
一
月
三
日

来
館
者�

４
７
０
６
人

　

未
明
が
暮
ら
し
た
東
京
の
町
を
テ
ー
マ
に
、

「
童
話
作
家
宣
言
」（
大
正
十
五
年
）
に
い
た
る

軌
跡
と
豊
か
な
交
友
を
紹
介
し
ま
し
た
。
上
京

後
、故
郷
の
友
人
に
宛
て
た
手
紙
や
、坪
内
逍
遙
、

島
村
抱
月
、
正
宗
白
鳥
な
ど
恩
師
、
友
人
た
ち

か
ら
送
ら
れ
た
書
簡
、
未
明
の
肖
像
画
（
柳
敬

助
画
）な
ど
七
十
一
点
の
資
料
を
展
示
し
ま
し
た
。

開
催
初
日
の
記
念
講
演
会
で
は
、
栗
原
敦
さ
ん

（
実
践
女
子
大
学
教
授
）
を
講
師
に
お
迎
え
し
、

「
小
川
未
明
の
東
京
」
を
テ
ー
マ
に
ご
講
演
い

た
だ
き
ま
し
た
。
地
図
を
参
考
に
し
な
が
ら
作

品
や
さ
ま
ざ
ま
な
逸
話
に
触
れ
、
参
加
者
か
ら

は
「
上
京
し
て
人
と
の
出
会
い
が
、
自
己
の
作

品
と
し
て
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た
。」、「
未
明
の
暮
ら
し
た
町
の
お
も
む
き
を
、

身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。」と
い
っ

た
感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
特
別
展
に
つ
い

て
、詳
し
く
は
、「
特
別
展
報
告
」
の
頁
（
八
頁
）

で
紹
介
し
て
い
ま
す
。

こ
ど
も
の
た
め
の
朗
読
講
座

十
月
五
日
・
十
二
日
・
十
九
日

参
加
者　
１５
名

　

未
明
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
主
催
に

よ
る
こ
ど
も
を
対
象
と
し
た
朗
読
講
座
を
開
催

し
ま
し
た
。
未
明
童
話
「
千
代
紙
の
春
」
を
題

材
に
、
朗
読
グ
ル
ー
プ
と
紙
芝
居
グ
ル
ー
プ
に

わ
か
れ
、
登
場
人
物
の
心
情
な
ど
を
考
え
な
が

ら
、
発
声
方
法
、
表
現
方
法
を
学
び
ま
し
た
。

最
終
回
に
は
、
見
に
来
て
く
れ
た
お
客
さ
ん
の

前
で
発
表
会
を
行
い
、
最
初
は
少
し
緊
張
し
て

い
た
子
ど
も
た
ち
も
、
最
後
ま
で
し
っ
か
り
朗

読
し
、
朗
読
の
楽
し
さ
と
人
に
伝
え
る
難
し
さ

を
味
わ
っ
て
も
ら
え
た
講
座
と
な
り
ま
し
た
。

消しゴムはんこで絵本づくり 朗読研修会
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手
づ
く
り
絵
本
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

十
月
二
十
五
日

参
加
者　
３０
名

　

未
明
童
話
「
月
夜
と
め
が
ね
」
を
題
材
に
、

と
び
だ
す
絵
本
を
作
り
ま
し
た
。
手
づ
く
り
絵

本�

木
い
ち
ご
の
会
の
み
な
さ
ん
の
お
手
伝
い
で
、

色
紙
や
モ
ー
ル
、
ク
レ
パ
ス
な
ど
を
使
っ
て
の

オ
リ
ジ
ナ
ル
絵
本
を
作
り
ま
し
た
。
同
じ
材
料

を
使
っ
て
い
な
が
ら
、
一
つ
と
し
て
同
じ
も
の

は
な
く
、
子
ど
も
た
ち
の
発
想
の
す
ば
ら
し
さ

に
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。

　
童
話
が
開
く
心
の
扉

�

〜
朗
読
と
映
画
に
よ
る
小
川
未
明
の
世
界
〜

十
一
月
十
二
日
・
十
三
日
・
十
四
日

　

毎
年
、
市
内
の
小
学
六
年
生
を
対
象
に
開
催

し
て
い
る
朗
読
コ
ン
サ
ー
ト
は
、
八
回
目
を
迎

え
、
橘�

由
貴
さ
ん
の
朗
読
と
翠
川
敬
基
さ
ん

の
チ
ェ
ロ
で
未
明
童
話
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」、

「
月
夜
と
眼
鏡
」
の
幻
想
的
世
界
へ
と
誘
わ
れ

ま
し
た
。
今
年
は
五
〇
校
一
八
三
七
人
の
生
徒

が
参
加
し
ま
し
た
。

第
十
七
回　

小
川
未
明
文
学
賞
贈
呈
式

�

十
一
月
二
十
一
日

　
「
小
川
未
明
の
文
学
精
神
を
次
の
世
代
に
継

承
し
、子
ど
も
た
ち
の
心
に
夢
と
希
望
を
育
む
」

こ
と
を
目
的
に
平
成
四
年
か
ら
募
集
し
て
い
る

第
十
七
回
小
川
未
明
文
学
賞
の
贈
呈
式
を
東
京

都
内
で
開
催
。
大
賞
は
、
な
が
す�

み
つ
き
さ

ん
の「
空
と
大
地
と
虹
色
イ
ル
カ
」、優
秀
賞
は
、

森�

夏
月
さ
ん
「
七
日
七
夜
の
朝
に
」
と
、
も

り
お�

み
づ
き
さ
ん
の
「
テ
ィ
ダ
ピ
ル
マ
」
で

し
た
。
文
学
賞
の
ペ
ー
ジ
で
、
大
賞
の
な
が
す�

み
つ
き
さ
ん
か
ら
の
「
受
賞
の
言
葉
」
を
紹
介

し
て
い
ま
す
。

文
学
館
講
座　

小
川
未
明
の
詩

�
十
一
月
一
日
・
八
日
・
十
五
日

�

参
加
者
３０
名

　
「
小
川
未
明
の
詩
」
を
テ
ー
マ
に
、
連
続
講

座
を
開
催
し
ま
し
た
。
講
師
は
、
第
一
回
杉
み

き
子
さ
ん
、
第
二
回
若
林
敦
さ
ん
、
第
三
回
小

川
英
晴
さ
ん
の
三
人
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お
立
場

で
、
時
に
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
な
が
ら
、
示
唆
に

富
む
ご
講
義
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。「
未
明
に

お
け
る
詩
と
小
説
は
、
そ
の
源
流
は
一
緒
で
あ

る
い
う
こ
と
が
判
り
、
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。

作
品
な
ど
す
べ
て
に
そ
の
人
の
心
、
人
間
性
が

あ
ら
わ
れ
る
と
聞
き
、身
を
ひ
き
し
め
ま
し
た
。」

と
い
っ
た
声
も
聞
か
れ
ま
し
た
。
詳
し
く
は
、

文
学
館
講
座
の
記
録
の
頁
（
九
頁
）
で
紹
介
し

て
い
ま
す
。

文
学
館
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
②

�

消
し
ゴ
ム
は
ん
こ
で
ミ
ニ
絵
本
を
作
ろ
う
！

十
二
月
十
三
日

参
加
者　
１５
名

　

文
学
館
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
第
二
弾
と
し
て
、

未
明
の
童
話
「
酔
っ
ぱ
ら
い
星
」
を
モ
チ
ー
フ

に
冬
の
カ
ー
ド
を
作
り
ま
し
た
。
は
じ
め
に
、

「
酔
っ
ぱ
ら
い
星
」の
お
は
な
し
会
を
開
い
た
後
、

手
づ
く
り
・
イ
ラ
ス
ト
作
家
のm

om
oco

さ
ん

を
講
師
に
、
消
し
ゴ
ム
は
ん
こ
（
版
画
）
を
使

い
、
仕
掛
け
の
あ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
カ
ー
ド
を

作
り
ま
し
た
。

小
川
未
明
と
絵
て
が
み
展

二
月
二
十
一
日
〜
三
月
一
日

　

市
内
の
小
学
校
六
年
生
を
対
象
に
開
催
し
て

い
る
「
童
話
が
開
く
心
の
扉
」
朗
読
コ
ン
サ
ー

ト
を
鑑
賞
し
た
生
徒
た
ち
か
ら
小
川
未
明
に
宛

て
、
絵
手
紙
を
描
い
て
も
ら
い
ま
し
た
。
大
賞

作
品
は
、
古
川
幸
奈
さ
ん
（
北
諏
訪
小
学
校
）

の
「
あ
ら
し
の
中
」
で
し
た
。

文学館講座第２回 手づくり絵本のワークショップ
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特
別
展
「
小
川
未
明
の
東
京
」（
平
成
二
十

年
秋
）
開
催
前
の
六
月
、
未
明
が
暮
ら
し
た
雑

司
ヶ
谷
界
隈
（
現
在
の
目
白
台
、西
池
袋
付
近
）

の
町
を
歩
い
た
。
十
九
歳
で
故
郷
高
田
か
ら
上

京
し
た
未
明
は
、
母
校
早
稲
田
大
学
近
辺
の
早

稲
田
南
町
、
矢
来
町
、
天
神
町
と
い
っ
た
町
を

転
々
と
移
り
住
ん
で
い
る
。

　

親
し
い
友
人
た
ち
が
近
所
に
住
み
、
神
楽
坂

の
喧
騒
が
聞
え
る
賑
や
か
な
早
稲
田
、
矢
来
、

天
神
町
と
比
べ
、
当
時
の
雑
司
ヶ
谷
は
、
ま
だ

自
然
の
残
る
一
帯
で
あ
っ
た
。
未
明
が
雑
司
ヶ

谷
に
住
ん
だ
時
期
は
、
明
治
四
十
四
年
前
後
の

数
ヶ
月
と
大
正
十
一
年
の
夏
か
ら
の
八
年
間
に

あ
た
り
、
地
理
的
に
は
、
小
石
川
区
雑
司
ヶ
谷

（
現�

文
京
区
目
白
台
）、豊
島
郡
高
田
町
雑
司
ヶ

谷
（
現�

豊
島
区
西
池
袋
）
付
近
で
あ
る
。

　

当
時
の
面
影
を
辿
る
た
め
、
早
稲
田
か
ら
都

電
荒
川
線
に
乗
り
、
雑
司
ヶ
谷
駅
で
下
車
。
ほ

ど
な
く
雑
司
ヶ
谷
霊
園
の
北
西
に
出
た
。
明
治

七
年
に
開
か
れ
た
こ
の
墓
地
に
は
、小
泉
八
雲
、

島
村
抱
月
、
夏
目
漱
石
を
は
じ
め
と
す
る
多
く

の
文
化
人
の
墓
が
あ
る
。
未
明
に
と
っ
て
、
懐

か
し
い
恩
師
や
友
人
、
そ
し
て
幼
く
し
て
亡
く

な
っ
た
二
人
の
子
供
が
眠
る
特
別
な
場
所
で

あ
っ
た
。

　

こ
の
頃
自
分
は
、
雑
司
ヶ
谷
の
墓
地
に
行
っ
て

見
た
。
四
邊
に
は
、
無
数
の
新
し
い
墓
や
古
い
墓

が
立
っ
て
ゐ
る
。
一
面
遠
く
雑
司
ヶ
谷
の
森
が
見
え
、

赤
煉
瓦
の
巣
鴨
監
獄
が
新
緑
の
中
に
横
は
っ
て
、

白
い
光
が
キ
ラ
〳
〵
と
葉
裏
を
照
し
て
ゐ
る
。唯
寂
々

と
し
て
小
鳥
の
聲
よ
り
外
に
何
の
音
も
聞
え
な
い
。

　

自
分
は
久
し
振
り
で
ハ
ー
ン
先
生
の
墓
前
に
立
っ

た
、
今
更
な
が
ら
今
昔
の
感
に
堪
へ
な
い
。

�

未
明
随
筆
「
晩
春
の
感
慨
」
明
治
四
十
二
年
六
月

　
　

　

早
稲
田
大
学
在
学
中
、
八
雲
（
ラ
フ
カ
デ
ィ

オ
・
ハ
ー
ン
。
以
下
ハ
ー
ン
と
略
）
の
講
義
を

受
け
、
卒
論
に
ハ
ー
ン
を
取
り
上
げ
る
ほ
ど
深

い
影
響
を
受
け
た
未
明
は
、
急
死
し
た
ハ
ー
ン

の
墓
前
に
立
ち
、
思
い
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
。

　

霊
園
は
、
ケ
ヤ
キ
の
古
木
が
多
く
残
っ
て
お

り
、周
辺
の
首
都
高
速
や
高
層
ビ
ル
を
尻
目
に
、

今
も
ゆ
っ
た
り
と
し
た
空
気
に
包
ま
れ
て
い
る
。

雑
司
ヶ
谷
に
暮
ら
し
て
い
た
時
期
、
未
明
は
新

緑
の
美
し
い
初
夏
に
、
真
っ
赤
な
夕
日
が
空
を

染
め
る
冬
に
と
散
歩
へ
出
か
け
た
。

　

雑
司
ヶ
谷
霊
園
か
ら
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
程
離

れ
た
場
所
に
鬼
子
母
神
堂
が
あ
る
。
都
電
荒
川

線
の
鬼
子
母
神
駅
を
下
り
る
と
、
イ
チ
ョ
ウ
並

木
の
参
道
が
見
え
て
く
る
。
未
明
が
早
稲
田
大

学
在
学
中
、
読
売
新
聞
に
発
表
し
た
小
説
「
鬼

子
母
神
」
か
ら
は
、
学
生
時
代
、
早
稲
田
か
ら

足
を
の
ば
し
、
散
策
を
楽
し
む
未
明
の
姿
が
彷

彿
と
し
て
く
る
。

　

赤
色
だ
の
、
紫
色
の
紙
片
で
出
来
た
風
車
が
、

竹
の
尖
に
結
び
付
け
て
、
幾
本
と
な
く
店
頭
に
吹

く
秋
風
に
小
止
み
な
く
め
ぐ
っ
て
く
る
。
尾
花
細

工
の
赤
い
耳
の
あ
る
鼠
色
の
木み
み

菟ず
く

が
、
そ
れ
ら
の

う
ち
に
交
っ
て
ゐ
る
。

大
き
な
杉
の
木
立
の
下
に
ハ
、
居
並
ぶ
小
間
物
店

や
ら
、
雑
菓
店
な
ど
が
獨
り
賑
か
に
見
え
る
。

遠
方
で
聞
い
た
と
き
に
は
、
お
婆
さ
ん
み（
マ
マ
）た

や
う

に
優
し
な
音
色
だ
と
思
っ
た
太
鼓
の
音
が
、
遽
か

に
高
く
太
く
な
っ
て
、
鼓
膜
で
も
破
り
そ
う
な
。

し
か
し
な
ん
と
な
く
お
寺
の
境
内
へ
入
る
と
、
子

供
ら
し
い
気
持
に
な
っ
た
。

�

未
明
小
説
「
鬼
子
母
神
」
明
治
三
十
八
年
一
月

�

＊
尾
花
…
ス
ス
キ

　

ス
ス
キ
の
穂
で
作
ら
れ
た
郷
土
玩
具
「
す
す

き
み
み
ず
く
」
や
、
色
と
り
ど
り
の
紙
片
が
つ

い
た
風
車
を
商
う
店
で
賑
わ
う
鬼
子
母
神
境
内

の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
非
日
常
の
寺
域
に

入
り
、「
お
寺
の
境
内
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
人
は
、

善
人
で
あ
る
ら
し
い
」
と
い
う
気
持
ち
に
な
る

主
人
公
「
私
」
の
精
神
の
高
ぶ
り
が
全
編
を
覆

い
、
や
が
て
、
祖
母
に
連
れ
ら
れ
て
行
っ
た
故

郷
の
鬼
子
母
神
の
思
い
出
や
、境
内
で
す
れ
違
っ

た
娘
に
前
世
の
恋
人
の
面
影
を
見
る
と
い
う
空

想
へ
と
流
れ
て
行
く
。

　

自
伝
的
要
素
を
多
分
に
含
ん
だ
小
説
と
さ
れ

る
「
麗
日
」（
明
治
四
十
一
年
）
で
も
、
友
人

と
鬼
子
母
神
境
内
の
掛
茶
屋
で
団
子
を
食
べ
な

が
ら
休
む
様
子
が
描
か
れ
る
。
ス
ス
キ
の
郷
土

玩
具
や
名
物
の
団
子
は
、
今
も
訪
れ
る
人
を
楽

し
ま
せ
て
く
れ
る
。

　

鬼
子
母
神
近
く
に
は
、
明
治
三
十
八
年
頃
か

ら
秋
田
雨
雀
が
暮
ら
し
て
い
た
。
雨
雀
は
「
森

の
会
の
記
録
」（
明
治
四
十
五
年
四
月
「
文
章

世
界
」）
に
お
い
て
、
相
馬
御
風
、
未
明
を
は

じ
め
雑
司
ヶ
谷
の
森
に
集
ま
る
作
家
た
ち
と
、

こ
の
地
に
ア
ト
リ
エ
を
構
え
る
斎
藤
与
里
、
柳

敬
助
と
い
っ
た
画
家
た
ち
の
豊
か
な
交
友
を
記

し
て
い
る
。「
段
々
温
か
に
な
っ
た
。
己
達
の

森
へ
も
ち
ょ
い
ち
ょ
い
都
会
の
連
中
が
や
っ
て

来
る
じ
ゃ
な
い
か
。
森
の
季
節
も
来
た
の
だ
か

ら
、
何
か
一
つ
面
白
い
こ
と
を
初
め
や
う
じ
ゃ

な
い
か
、」
と
い
う
一
節
に
、
雑
司
ヶ
谷
の
自

然
へ
引
き
寄
せ
ら
れ
集
ま
っ
た
若
き
芸
術
家
た

ち
の
気
焔
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

�

（
安
田
杏
子
）

作
品
の
中
の
風
景
②　

�
東
京
・
雑
司
ヶ
谷雑司ヶ谷鬼子母神

雑司ヶ谷霊園
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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
、
平
成
四
年
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
。

　

今
年
で
十
八
回
目
を
迎
え
、
こ
れ
ま
で
に
延

べ
八
〇
〇
〇
編
を
越
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
。

第
18
回
募
集
要
項

◆
募
集
作
品

・
小
学
３
〜
６
年
生
を
読
者
対
象
と
し
た
創

作
児
童
文
学
で
、
内
容
・
形
式
は
自
由
。

・
400
字
詰
め
原
稿
用
紙
で
50
枚
〜
120
枚

・
未
発
表
作
品
に
限
り
ま
す
。

◆
応
募
資
格

　

年
齢
、
プ
ロ
・
ア
マ
を
問
い
ま
せ
ん
。

◆
応
募
方
法

上
越
市
文
化
振
興
課
へ
郵
送
ま
た
は
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

◆
締
切
り

　
　

平
成
�1
年
7
月
�1
日
（
金
）

�

（
当
日
消
印
有
効
）

◆
入
選
作

・
大
賞
１
作
（
ブ
ロ
ン
ズ
像
･
賞
金
100
万
円

･
副
賞
）

・
優
秀
賞
２
作
（
賞
金
�0
万
円
･
副
賞
）

◆
発
表

大
賞
・
優
秀
賞
の
受
賞
者
は
、
11
月
上
旬
に

本
人
に
直
接
通
知
し
ま
す
。

◆
贈
呈
式

　

平
成
�1
年
11
月
下
旬
（
予
定
）

�

（
会
場
・
上
越
市
内
）

応
募
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

〒
943−

0832　

新
潟
県
上
越
市
本
町
５
–５
–９

　
　

ラ
ン
ド
ビ
ル
２
Ｆ　

街
な
か
サ
テ
ラ
イ
ト
内

　
　

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

＊
受
賞
の
ひ
と
こ
と
＊

　

こ
の
度
、
小
川
未
明
文
学
賞
と
い
う
身
に
余
る
賞
を
戴
き
、
感
謝
の
念
に
た
え
ま
せ
ん
。

　

児
童
文
学
賞
の
中
で
も
、
受
賞
作
が
単
行
本
と
し
て
上
梓
さ
れ
る
も
の
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は

な
く
、
本
賞
は
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
書
き
手
に
と
っ
て
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ス
ト
だ

と
思
い
ま
す
。

　

長
年
こ
の
賞
を
主
催
さ
れ
て
い
る
上
越
市
並
び
に
関
係
者
の
方
々
の
努
力
と
熱
意
に
、
こ
の

場
を
借
り
て
深
謝
い
た
し
ま
す
。

　

改
め
て
未
明
童
話
を
読
み
返
し
て
み
る
と
、
短
い
話
の
中
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
深
く
鋭
い
洞

察
力
と
豊
か
な
人
間
愛
に
、
感
銘
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

　

代
表
作
「
赤
い
ろ
う
そ
く
と
人
魚
」
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
「
野
ば
ら
」、「
し
い
の
実
」、「
飴

チ
ョ
コ
の
天
使
」
等
々
、
ど
れ
も
心
に
響
く
も
の
ば
か
り
で
す
。

　

要
項
に
あ
る
よ
う
に
、
未
明
童
話
の
精
神
を
継
承
す
る
作
品
、
と
は
ま
だ
ま
だ
お
こ
が
ま
し

い
で
す
が
、
今
回
の
受
賞
作
で
腐
心
し
た
点
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ス
ト
ー
リ
ー
作
り
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
魅
力
あ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
描
き
出
す
こ
と
に
傾

注
し
ま
し
た
。
読
者
と
等
身
大
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
。
読
者
が
キ
ャ
ラ
に
感
情
移
入
し
、
一
緒
に

な
っ
て
物
語
の
世
界
を
楽
し
め
る
よ
う
な
作
品
を
理
想
と
し
、
そ
れ
を
心
が
け
ま
し
た
。

　

海
を
舞
台
に
主
人
公
の
空
と
大
地
が
、
原
稿
用
紙
か
ら
飛
び
出
す
勢
い
で
生
き
生
き
と
、
か

つ
大
胆
に
暴
れ
ま
く
っ
て
く
れ
た
お
か
げ
で
、今
回
の
受
賞
に
結
び
つ
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

今
後
は
、
未
明
賞
の
名
を
汚
さ
ぬ
よ
う
さ
ら
に
精
進
し
、
読
者
が
夢
中
に
な
れ
る
よ
う
な
作

品
が
描
け
た
ら
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　

─
応
募
さ
れ
る
方
へ
。

　

し
っ
か
り
と
子
ど
も
た
ち
を
見
つ
め
て
、
想
い
を
紡
げ
ば
、
未
明
賞
は
皆
様
に
き
っ
ち
り
と

答
え
て
く
れ
る
コ
ン
テ
ス
ト
で
す
。
ぜ
ひ
、次
回
の
幸
運
が
あ
な
た
に
舞
い
降
り
る
こ
と
を
願
っ

て
い
ま
す
。

　

ま
だ
上
越
の
地
を
訪
ね
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
受
賞
を
ご
縁
に
機
会
を
作
っ
て
、
家
族

と
一
緒
に
未
明
生
誕
の
地
を
散
策
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

�

第
１７
回
小
川
未
明
文
学
賞
大
賞
受
賞　

な
が
す　

み
つ
き　

文学賞授賞式

小
川
未
明
文
学
賞
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出張おはなし会、会員加入の連絡先　〒943-0832　上越市本町５−５−９（ランドビル２階）
上越市文化振興課
　TEL：025-52６-6903��FAX:025-526-6904
　E-mail:mimei@city.joetsu.lg.jp

学校・地域への出張おはなし会

　未明ボランティアネットワークでは、学校や地域へ出張おはなし
会に出かけています。平成20年度は、13校の小学校に出かけ、秋には、
町家交流館高田小町でおはなし会を行いました。

　未明の母校である上越市立大手町小学校へ出張おはなし会へ出かけまし
た。６月の「読書旬間」に合わせ、１年生から４年生を対象に学年ごとに
わかれ、紙しばいや大型絵本を使って「赤い蝋燭と人魚」、「月夜と眼鏡」
といった未明の童話を朗読しました。
担当の先生から
感情のこもった朗読の仕方、やさしい語り口に、普段元気な子どもたちも、
しっかり耳を傾けていました。

　町家の公開イベントに合わせ、町家交流館高田小町で、初めてのおはな
し会を開きました。パネルシアタ—、映像を使って「時計のない村」、「真
心のとどいた話」、「千羽鶴」の三作品を紹介しました。集まった方々から
は、「町家のしっとりとした雰囲気の中で、おはなしを聴くことができ良かっ
た」といった声がきかれました。爽やかな秋の日、高田の町に集まった子
どもから大人の方まで楽しんでいただきました。

大手町小
6/23

　平成20年度のボランティア研修として、６月17日、絵
本美術館 森のおうち（長野県安曇野市）を訪ねました。
高楼方子・千葉史子姉妹展を観賞後、森のおうちお話の会
の皆さんと、「交流おはなしコンサート」を実施しました。
森のおうちの皆さんからは、宮澤賢治 作「セロ弾きのゴー
シュ」、「雨ニモマケズ」など、心が透きとおるようなすば
らしい朗読があり、未明ボランティアからは、未明作「千
羽鶴」を映像と音楽で発表しました。
　おはなし会の後は、意見交換などで有意義な一日を過ご
しました。

森のおうちのみなさん

高田小町
10/12

森のおうちで　おはなし交流会

1�
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子ども朗読講座 出張おはなし会　於：大手町小 高田小町でおはなし会

　特別展開催期間中の10月５日・12日・19日の日曜日、子どを対象とした朗読講座を開きました。
小学生から大人まで15名の参加者があり、未明の童話「千代紙の春」を、紙芝居コースと朗読コー
スに分かれて練習しました。最終回は、読み手も聞き手も一体となって楽しい朗読発表会となりま
した。最後に、手づくりの修了証を受講者へ贈呈しました。

　特別展期間中の10月26日（日）、ボランティア全員でおはなし会を開催しました。オープニングは、「雲
の如く」（瀬下健二作曲）のコーラスで、フルート、キーボードの伴奏で始まり、「赤い蝋燭と人魚」（大
型紙芝居）、「月夜とめがね」（ＯＨＰ）、千羽鶴（パネルシアター）と特色ある演出で未明童話の世
界を子どもから大人まで大変楽しんでもらえました。当日は大人の参加者が多く、今後の活動の励
みになりました。

未明ボランティアネットワークだより

 

平成20年度の活動
・小川未明文学館ビックブックシアターおはなし会（毎月第２・４日曜日午後２時〜）
・小・中学校、地域への出張おはなし会
・特別展への協力（こども朗読講座、手づくり絵本ワークショップ、おはなし会、展示

監視）
・会員の研修（絵本美術館　森のおうちへ）

特別展おはなし会

子ども朗読講座

発　行：未明ボランティアネットワーク
発行日：2009年５月30日

vol.5
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小川未明関係資料の収集について
ご協力のお願い

　小川未明文学館では、未明に関係する文
学資料の収集に努めています。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、ご不明の点はお問合せいただけると幸
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）

● お知らせ ●

５月　朗読研修会　講師：橘 由貴さん
　　　５月３０日・６月２０日・７月２５日　＊いずれも土曜日

７月　小川未明文学賞締切り　３１日（金）

９月　特別展「つながるいのちー『金の輪』・
 『ものぐさじじいの来世』絵本原画展」（仮）
　　　　　　９月１２日（土）〜１０月１２日（月・祝）

１０月　童話創作講座　講師：杉みき子さん
　　　　入門コース　９月２０日・１０月１１日・１８日
　　　　実践コース　１０月４日・２５日　いずれも日曜日

１１月　文学館講座（予定）　

１２月　企画展「『よっぱらい星』小川哲郎挿絵原画展」（仮）
　　　　１１月２８日（土）〜１２月１３日（日）
２月　小川未明と絵てがみ展
　　　　２月２７日（土）〜３月７日（日）

特別展・企画展の他に、随時小企画展を開催。

毎月第２・４日曜日午後２時からおはなし会を開催。

平成21年度　小川未明文学館カレンダー

小
川
未
明
文
学
館
の
ご
利
用
案
内

開
館
時
間　

　

火
〜
金
曜
日　
　

午
前
10
時
か
ら
午
後
７
時

　
　
　
（
６
月
か
ら
９
月
の
間
は
午
後
８
時
ま
で
）

　

土
・
日
・
休
日　
　

午
前
10
時
か
ら
午
後
６
時

休
館
日　

　

毎
週
月
曜
日
（
こ
の
日
が
休
日
の
場
合
は
そ
の
翌
日
）

　

休
日
の
翌
日
・
毎
週
末
日
・
年
末
年
始（
12
／
29
〜
１
／
３
）

　

資
料
整
理
期
間

入
館
料　
無
料

お
問
合
せ

　

〒
９
４
３
‐
０
８
３
５

新
潟
県
上
越
市
本
城
町
８
‐
３
０
（
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　

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

sisetu/ogaw
a-m
im
ei/index.htm
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