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寄　

稿
　

小
川
未
明
の
童
話
を
詩
や
童
謡
に
す
る
と
い
う
の
は
、
と
て
も
む
つ
か
し
い

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
未
明
童
話
の
、
こ
と
に
初
期
の
作
品
の
多

く
は
、そ
の
内
容
自
体
が
す
で
に
詩
の
世
界
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
、

い
く
ら
手
を
加
え
て
み
て
も
、
と
い
う
よ
り
、
手
を
加
え
れ
ば
加
え
る
ほ
ど
、

か
え
っ
て
文
学
作
品
と
し
て
の
原
作
の
輝
き
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と

に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
が
も
し
、
外
国
語
で
書
か
れ
た
童
話
を
日
本
語
の
詩
に
す
る
と
い
う
の

だ
っ
た
ら
、
か
え
っ
て
楽
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
ま
あ
こ
れ

は
、
外
国
語
の
ぜ
ん
ぜ
ん
で
き
な
い
私
の
、
無
責
任
な
思
い
こ
み
と
い
う
も
の

で
し
ょ
う
。
で
き
も
し
な
い
こ
と
を
言
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

さ
て
、
そ
れ
に
し
て
も
未
明
童
話
を
、
詩
と
い
う
か
童
謡
と
い
う
か
、
と
に

か
く
〈
う
た
え
る
も
の
〉
に
す
る
と
い
う
こ
こ
ろ
み
は
、
十
分
に
魅
力
的
な
も

の
で
し
た
。
も
と
も
と
詩
的
要
素
の
濃
い
未
明
の
初
期
童
話
は
、
実
際
に
歌
え

る
〈
う
た
〉
と
し
て
音
楽
と
合
体
し
た
と
き
に
、
そ
の
美
し
さ
に
は
、
よ
り
多

く
の
も
の
が
つ
け
加
え
ら
れ
る
、
と
思
う
か
ら
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
。

　

そ
う
簡
単
に
は
、
思
い
通
り
に
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
番
の
誤
算
は
、
童

話
の
内
容
が
詩
的
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
い
や
、
原
作
が
詩
的
で
あ
れ
ば
な
お
の

こ
と
、
そ
れ
を
あ
と
か
ら
、
か
た
ち
の
上
で
も
詩
そ
の
も
の
に
す
る
と
い
う
の

は
、
い
わ
ゆ
る
〈
屋
上
、
屋
を
重
ね
る
〉
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
ど
う
も
不
遜

な
こ
と
だ
と
い
う
気
が
し
て
き
た
の
で
す
。

　
〈
童
話
〉
と
、〈
童
謡
あ
る
い
は
詩
〉
と
で
は
、
も
ち
ろ
ん
か
た
ち
が
違
い
ま

す
。
そ
れ
を
無
理
な
く
読
ん
で
（
あ
る
い
は
歌
っ
て
）
も
ら
う
に
は
、
童
話
と

い
う
一
つ
の
世
界
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
引
き
出
し
て
、
童
謡
あ
る
い
は
詩
と
い
う

べ
つ
の
か
た
ち
、べ
つ
の
世
界
の
も
の
と
し
て
ま
と
め
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

前
に
書
い
た
「
月
夜
と
め
が
ね
」
の
話
の
、
そ
も
そ
も
の
始
ま
り
を
考
え
ま

し
た
。
す
る
と
、
す
ぐ
ぽ
っ
と
出
て
く
る
の
が
〈
め
が
ね
売
り
の
男
〉
で
す
。

こ
の
男
が
出
て
こ
な
い
こ
と
に
は
、
お
話
が
は
じ
ま
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
童
謡

で
は
、
い
さ
さ
か
あ
や
し
げ
な
め
が
ね
売
り
の
男
を
、
ま
ず
登
場
さ
せ
ま
し
た
。
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す
る
と
、
そ
の
あ
と
は
、
思
い
が
け
な
い
ほ
ど
す
る
す
る
と
話
が
（
歌
が
）
は

こ
ん
で
、
め
が
ね
売
り
の
男
は
、
さ
っ
と
出
て
来
て
さ
っ
と
消
え
て
く
れ
ま
し

た
。

　

こ
の
め
が
ね
売
り
氏
の
お
か
げ
で
、
あ
と
の
登
場
人
物
は
、（
月
の
光
に
助

け
ら
れ
な
が
ら
）、
ご
く
自
然
に
出
た
り
引
っ
こ
ん
だ
り
し
て
く
れ
た
の
で
、

も
う
あ
と
は
気
ら
く
な
も
の
で
し
た
。
以
下
は
未
明
さ
ん
に
お
ま
か
せ
、
と
い

う
感
じ
で
、
お
ば
あ
さ
ん
も
ご
く
自
然
に
退
場
の
チ
ャ
ン
ス
を
つ
か
ん
だ
よ
う

で
す
。「
み
ん
な
お
や
す
み
」
と
い
う
あ
の
最
後
の
せ
り
ふ
が
、ほ
ん
と
に
ぴ
っ

た
り
と
お
さ
ま
る
締
め
く
く
り
で
し
た
。

　

未
明
童
話
の
音
楽
化
の
最
初
の
こ
こ
ろ
み
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、こ
の「
月

夜
と
め
が
ね
」
は
幾
分
も
た
つ
い
た
の
で
す
が
、
つ
ぎ
の
「
野
ば
ら
」
は
、
ふ

し
ぎ
な
く
ら
い
楽
で
し
た
。
二
度
目
な
の
で
慣
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の

で
し
ょ
う
が
、「
月
夜
と
め
が
ね
」
が
茫ぼ

う

漠ば
く

た
る
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
で
あ
っ
た

の
に
対
し
て
、「
野
ば
ら
」
の
方
は
、
野
ば
ら
と
い
う
具
体
的
な
一
つ
の
花
が

し
っ
か
り
と
中
心
に
咲
い
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
頼
っ
て
詩
を
す
す
め
て
い
け

ば
よ
か
っ
た
の
で
す
。〈
戦
争
と
平
和
〉
と
い
う
大
き
な
テ
ー
マ
を
と
ら
え
て
、

劇
的
な
要
素
も
十
分
で
し
た
。

　

そ
う
い
え
ば
、
子
ど
も
の
こ
ろ
、
こ
の
話
を
初
め
て
読
ん
だ
と
き
、
一
つ
ふ

し
ぎ
に
思
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
二
つ
の
国
が
〈
何
か
の

利
益
問
題
〉
か
ら
戦
争
を
始
め
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
私
が
こ
の
話
を
初

め
て
読
ん
だ
の
は
小
学
校
二
年
く
ら
い
で
、
中
国
と
の
戦
争
が
始
ま
っ
て
間
も

な
い
こ
ろ
で
し
た
。
当
時
は
〈
中
国
が
悪
い
こ
と
ば
か
り
す
る
の
で
、
日
本
は

正
義
の
た
め
に
立
ち
あ
が
っ
た
の
だ
〉
と
教
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
戦
争
は
正

義
の
た
め
に
始
め
る
の
だ
と
思
い
こ
ん
で
お
り
、
利
益
問
題
が
ど
う
と
か
言
わ

れ
て
も
、
ぴ
ん
と
来
な
か
っ
た
の
で
す
。
当
時
の
教
育
を
受
け
た
子
ど
も
に
は

無
理
の
な
い
こ
と
だ
っ
た
と
も
思
い
ま
す
が
、
だ
か
ら
、
こ
の
物
語
の
意
味
が

本
当
に
わ
か
っ
た
の
は
、
戦
後
の
こ
と
で
し
た
。

　

さ
て
、
こ
う
い
う
重
い
テ
ー
マ
を
含
ん
で
、
し
か
も
表
面
は
単
純
な
こ
の
童

話
を
、
童
謡
に
す
る
に
も
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
、
い
ろ
い
ろ
試
し
て
み
ま
し

た
が
、
結
局
は
物
語
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
で

も
ま
あ
、〈
国
と
国
と
の
戦
い
〉
に
か
り
出
さ
れ
て
、
大
事
な
〈
友
〉
は
二
度

と
帰
っ
て
こ
な
い
、
花
に
蜜
蜂
が
集
ま
っ
て
い
た
平
和
な
国
境
が
、〈
風
の
冷

た
い
〉
国
ざ
か
い
に
な
り
、
平
和
と
友
情
の
象
徴
だ
っ
た
野
ば
ら
も
枯
れ
て
し

ま
っ
た
と
、
一
応
は
ま
と
ま
り
ま
し
た
が

―
。

　

や
は
り
当
然
な
が
ら
、
原
作
と
く
ら
べ
る
と
恥
ず
か
し
く
な
り
ま
す
。
未
明

先
生
、
ご
め
ん
な
さ
い
。
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報
　
告

【
展
覧
会
】

　

２
０
１
９
年
度
は
、
特
別
展
を
２
回
、
特
集

展
示
を
４
回
開
催
し
ま
し
た
。

第
27
回
小
川
未
明
文
学
賞
の
応
募
作
品
５
０

３
編
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
、
大
賞
・
優
秀
賞
の

受
賞
者
の
声
と
そ
の
作
品
を
紹
介
し
ま
し
た
。

ま
た
、
文
学
館
で
開
催
さ
れ
た
贈
呈
式
の
様
子
、

こ
れ
ま
で
の
大
賞
受
賞
者
と
そ
の
作
品
、
今
回

の
最
終
選
考
ま
で
残
っ
た
作
品
の
講
評
、
書
籍

化
さ
れ
た
第
26
回
大
賞
受
賞
作
品
『
ス
ケ
ッ
チ

ブ
ッ
ク—

供
養
絵
を
め
ぐ
る
物
語—

』
の
校
正

原
稿
（
学
研
プ
ラ
ス
提
供
）
な
ど
を
紹
介
し
ま

し
た
。

　

来
場
者
か
ら
は
、「
ど
の
よ
う
な
賞
な
の
か

知
る
こ
と
が
で
き
、
興
味
を
持
っ
た
」、「
自
分

も
応
募
し
て
み
た
い
」
な
ど
の
感
想
が
寄
せ
ら

れ
ま
し
た
。

未
明
の
６
人
の
子
ど
も
た
ち
が
未
明
の
創
作

活
動
に
与
え
た
影
響
を
示
す
資
料
や
、
子
ど
も

た
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
足
跡
を
示
す
資
料
を
展
示
し
、

未
明
の
芸
術
を
愛
す
る
心
が
子
ど
も
た
ち
に
受

け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
ま
し
た
。
ま

た
、
未
明
の
書
く
童
話
や
未
明
の
人
間
性
に
共

感
し
、
そ
の
思
い
を
受
け
継
い
だ
弟
子
や
後
輩

た
ち
な
ど
「
創
作
上
の
未
明
の
子
ど
も
」
と
言

え
る
人
々
に
つ
い
て
も
紹
介
し
ま
し
た
。

　

来
場
者
か
ら
は
、「
子
ど
も
た
ち
の
自
筆
原

稿
や
絵
画
な
ど
、
そ
の
歩
み
に
つ
い
て
興
味
深

く
見
た
」、「
今
回
多
く
の
新
資
料
が
展
示
さ
れ

た
が
、
こ
れ
か
ら
も
新
資
料
の
発
見
と
展
示
に

期
待
し
て
い
る
」
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
27
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
９
〜
10
頁
「
特
別
展
」
に
掲
載
）

特
集
展
示

　

小
川
未
明
の
小
説
・
童
話
・
随
筆
等
に
は
、

故
郷
の
自
然
が
く
り
か
え
し
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

未
明
は
、「
子
供
の
時
分
は
、
親
し
い
友
達

を
自
然
の
中
に
見
出
す
。」（「
農
村
、
都
市
と

娯
楽
」『
新
小
説
』
大
正
14
年
５
月
）、「
人
間

の
母
は
、
自
然
で
あ
り
ま
す
。
ふ
る
さ
と
の
自

然
は
、
そ
の
人
を
大
き
く
育
て
て
く
れ
た
も
の

で
す
。」（「
七
月
に
題
す
」『
童
話
雑
感
及
小
品
』

昭
和
７
年
７
月
）と
述
べ
て
い
ま
す
。ま
た
、「
童

話
を
作
つ
て
五
十
年
」（『
文
芸
春
秋
』
昭
和
26

年
２
月
）
で
は
、「
雪
の
深
い
高
田
の
、
寒
い
、

貧
し
い
士
族
屋
敷
に
私
は
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ

の
時
分
の
生
活
と
か
、
見
た
り
聞
い
た
り
し
た

こ
と
が
、
い
つ
ま
で
も
変
わ
ら
ぬ
私
の
思
想
に

な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。」と
語
っ
て
い
ま
す
。

　

ひ
と
り
子
で
あ
っ
た
未
明
は
、
孤
独
の
な
か

で
自
然
を
友
と
し
、
北
国
の
美
し
く
も
厳
し
い

自
然
の
中
で
育
ち
ま
し
た
。
生
ま
れ
て
か
ら
15

歳
頃
ま
で
過
ご
し
た
幸
町
周
辺
、
そ
の
後
に
一

家
で
移
り
住
ん
だ
春
日
山
、
春
日
山
か
ら
高
田

中
学
（
現
・
高
田
高
等
学
校
）
ま
で
の
往
復
の

道
の
り
。
ふ
る
さ
と
高
田
の
自
然
は
未
明
の
心

に
深
く
刻
ま
れ
、
そ
の
文
学
に
大
き
な
影
響
を

与
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、令
和
元
年
度
の
特
集
展
示
で
は「
四

季
」
を
テ
ー
マ
と
し
、
春
・
夏
・
秋
・
冬
そ
れ

ぞ
れ
の
季
節
に
関
す
る
も
の
が
織
り
込
ま
れ
た

未
明
作
品
を
シ
リ
ー
ズ
で
紹
介
し
ま
し
た
。
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特
別
展

〈
第
27
回
小
川
未
明
文
学
賞
受
賞
記
念
展
〉

　
　
　
〈
会　

期
〉
４
月
２
日
〜
４
月
24
日

　
　
　
〈
会　

場
〉
文
学
館
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

　
　
　
〈
来
場
者
数
〉
２
３
１
７
人

特
別
展

〈
未
明
と
子
ど
も
た
ち
〉

　
　
　
〈
会　

期
〉
10
月
12
日
〜
12
月
１
日

　
　
　
〈
会　

場
〉
文
学
館
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

　
　
　
〈
来
場
者
数
〉
４
０
６
１
人

文
学
館
１
年
の
記
録

特別展〈未明と子どもたち〉 特別展〈第27回小川未明文学賞受賞記念展〉



「
春
が
、
も
う
来
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
た

だ
け
で
、
私
た
ち
の
心
は
、
喜
び
と
希
望
に
み

つ
る
。」
こ
れ
は
、
未
明
の
随
筆
「
春
、
都
会
、

田
園
」（『
童
話
雑
感
及
小
品
』
文
化
書
房　

昭

和
７
年
７
月
）
の
冒
頭
に
述
べ
ら
れ
た
こ
と
ば

で
す
。
未
明
が
子
ど
も
時
代
を
過
ご
し
た
高
田

は
、
冬
の
間
、
長
く
雪
に
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま

い
ま
す
。「
冬
と
長
い
間
戦
っ
て
、
一い

ち

陽よ
う

来ら
い

復ふ
く

の
春
に
遇
い
、
愁し

ゅ

眉う
び

を
開
く
北
国
人
の
喜
び
を
、

お
そ
ら
く
南
方
の
人
々
は
想
像
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
で
し
ょ
う
。
一
枝
の
花
に
も
、
一
茎
の

緑
色
の
芽
に
も
、
深
い
慈
愛
の
眼
を
見
据
え
て
、

彼
ら
は
、
辛
苦
を
と
も
に
し
た
、
そ
の
内
の
生

命
を
慕
う
の
で
あ
り
ま
す
。」
と
続
け
て
い
ま

す
。
ま
た
、「
冬
か
ら
春
へ
の
北
国
と
悪
魔
的

魅
力
」（『
芸
術
の
暗
示
と
恐
怖
』
大
正
13
年
７

月
）
に
は
「
土
手
に
、
土
筆
や
、
蕗
の
薹
の
出

る
時
分
は
、
北
国
情
趣
の
い
っ
そ
う
濃
や
か
な

時
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

冬
に
自
然
の
厳
し
さ
を
痛
感
す
る
か
ら
こ
そ
、

春
の
あ
た
た
か
さ
、
美
し
さ
、
生
命
の
か
が
や

き
を
よ
り
一
層
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

し
ょ
う
。
当
地
で
過
ご
し
た
未
明
に
と
っ
て
、

春
は
「
喜
び
」
と
「
希
望
」
の
季
節
で
し
た
。

　

本
展
で
は
、
小
説
・
随
筆
・
童
話
・
詩
な
ど

17
点
を
展
示
し
ま
し
た
。

「
私
の
夏
が
来
る
と
思
い
出
す
旅
の
思
い
出

は
、
子
供
の
時
分
、
よ
く
母
に
つ
れ
ら
れ
て
温

泉
に
行
っ
た
り
、
ま
た
知
ら
ぬ
田
舎
へ
行
っ
た

り
し
た
三
四
の
思
い
出
の
他
あ
り
ま
せ
ん
。」

　

未
明
は
随
筆
に
繰
り
返
し
、
子
ど
も
時
代
、

夏
に
母
に
連
れ
ら
れ
て
行
っ
た
温
泉
地
で
の
で

き
ご
と
を
記
し
て
い
ま
す
。「
大
き
く
な
っ
て
、

自
分
が
一
人
で
夏
に
旅
し
た
こ
と
は
数
あ
り
ま

す
が
、
そ
れ
ら
の
印
象
の
懐
か
し
さ
よ
り
も
、

母
に
つ
れ
ら
れ
て
旅
を
し
た
頃
の
印
象
が
も
っ

と
深
く
鮮
や
か
で
あ
り
ま
す
。」

　

ま
た
「
西
の
山
か
ら
出
る
夕
立
雲
の
色
も
、

日
の
陰
っ
た
圃
の
色
も
、
ま
た
黄
色
な
南
瓜
の

花
も
、
赤
い
桑
の
実
も
、
蜂
蜜
の
う
す
い
輝
く

翼
の
影
も
、
そ
の
頃
の
私
の
眼
に
映
っ
た
も
の

は
あ
り
あ
り
と
活
き
て
い
ま
す
」（
以
上
「
遠

き
少
年
の
日
」『
文
章
倶
楽
部
』
大
正
６
年
７

月
）、「
や
は
り
夏
の
暑
い
日
で
あ
っ
た
。
空
に

は
雲
が
な
く
て
、
木
の
葉
が
濡
れ
た
よ
う
に
輝

い
て
い
る
木あ
け
び通
の
紫
色
の
花
が
林
の
木
に
絡
ん

で
咲
い
て
い
る
の
も
見
た
。」（「
エ
ン
ラ
ン
躑つ
つ

躅じ

」『
青
白
む
都
会
』春
陽
堂　

大
正
７
年
３
月
）

と
い
う
記
述
を
見
る
と
、
未
明
の
「
夏
」
の
記

憶
は
「
色
」
で
鮮
烈
に
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

本
展
で
は
、
小
説
・
随
筆
・
童
話
・
詩
な
ど

18
点
を
展
示
し
ま
し
た
。

「
こ
と
に
、
夏
が
過
ぎ
て
、
秋
風
が
強
く
吹

き
渡
っ
た
朝
、
栗
の
実
を
拾
い
に
、
寺
の
境
内

に
行
き
、
ま
た
、
つ
い
で
に
銀
杏
の
実
を
拾
っ

た
こ
と
、
そ
し
て
、
い
よ
い
よ
秋
も
老
け
て
、

西
の
山
々
の
頂
き
に
雪
が
来
る
時
分
に
な
る
と
、

た
び
た
び
す
さ
ま
じ
い
西
風
が
夜
中
吹
い
た
の

で
あ
る
が
、
枯
れ
た
杉
の
大
き
な
落
枝
を
拾
い

に
、
冷
や
や
か
な
森
の
中
へ
は
い
っ
て
い
っ
た

気
分
は
、
い
ま
だ
に
な
つ
か
し
く
忘
れ
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。」

（「
ふ
る
さ
と
の
記
憶
」『
現
代
』昭
和
３
年
10
月
）

　

未
明
の
「
秋
」
の
随
筆
に
は
、
逝
く
夏
を
惜

し
み
、
ふ
る
さ
と
に
や
が
て
来
る
冬
の
厳
し
さ

を
思
う
秋
の
情
景
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た

一
方
で
、
秋
の
楽
し
み
や
、
秋
の
空
の
美
し
さ
、

子
ど
も
の
頃
の
い
ろ
り
端
で
の
懐
か
し
い
思
い

出
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

未
明
童
話
に
表
さ
れ
る
「
秋
」
に
は
、
コ
ス

モ
ス
が
咲
き
、
と
ん
ぼ
が
飛
び
か
い
、
こ
お
ろ

ぎ
や
キ
リ
ギ
リ
ス
な
ど
の
虫
の
音
が
今
に
も
聴

こ
え
て
き
そ
う
な
、
穏
や
か
な
も
の
が
多
く
み

ら
れ
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
原
っ
ぱ
で
遊
び
、

鳥
は
空
高
く
飛
び
ま
す
。

　

秋
に
な
る
と
仕
事
が
は
か
ど
る
と
い
う
未
明

は
、
多
く
の
「
秋
」
の
作
品
を
残
し
ま
し
た
。

　

本
展
で
は
、
小
説
・
随
筆
・
童
話
・
短
冊
な

5

特
集
展
示
１

〈
四
季
の
情
景

　
　
　

—
未
明
文
学
に
み
る
「
春
」〉

　
　
　
〈
会　

期
〉
３
月
21
日
〜
６
月
13
日

　
　
　
〈
会　

場
〉
文
学
館
常
設
展
示
場

特
集
展
示
３

〈
四
季
の
情
景

　
　
　

—

未
明
文
学
に
み
る
「
秋
」〉

　
　
　
〈
会　

期
〉
９
月
14
日
〜
12
月
12
日

　
　
　
〈
会　

場
〉
文
学
館
常
設
展
示
場

特
集
展
示
２

〈
四
季
の
情
景

　
　
　

—

未
明
文
学
に
み
る
「
夏
」〉

　
　
　
〈
会　

期
〉
６
月
15
日
〜
９
月
12
日

　
　
　
〈
会　

場
〉
文
学
館
常
設
展
示
場

特集展示１

特集展示２



報
　
告

ど
15
点
を
展
示
し
ま
し
た
。

未
明
が
畏
怖
し
た
故
郷
の
「
美
し
く
も
厳
し

い
自
然
」
は
、「
冬
」
を
描
い
た
作
品
に
最
も

多
く
表
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
の
頃
、
母

と
祖
母
と
三
人
、
雪
で
家
が
潰
さ
れ
る
脅
威
に

耐
え
た
夜
。
炬こ

た
つ燵

に
あ
た
っ
て
母
か
ら
聞
い
た

恐
ろ
し
い
話
。
都
会
に
出
て
か
ら
も
、
冬
が
来

る
と
故
郷
の
両
親
の
こ
と
を
考
え
、
烈
し
い
冬

と
の
苦
闘
を
思
い
ま
し
た
。
一
方
で
、
赤
い
夕

焼
け
、
雪
に
埋
ま
っ
た
木
立
と
い
う
穏
や
か
な

風
景
も
思
い
浮
か
べ
ま
す
。
久
し
ぶ
り
に
故
郷

の
冬
に
接
し
た
と
き
に
は
、
自
然
の
雄ゆ

う

偉い

を
感

じ
、
あ
ら
た
め
て
越
後
の
冬
の
美
を
た
た
え
ず

に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
「
凍
っ
た
雪
は
、
硝
子
を
砕
く
よ
う
に
、
足

の
下
で
鳴
り
ま
し
た
。
冬
の
夜
の
空
は
、
青
黒

く
冴
え
て
、
星
の
光
り
は
、
い
つ
も
よ
り
か
大

き
く
、
橙
だ
い
だ
いを
つ
る
し
た
よ
う
に
散
ら
ば
っ
て
い

ま
す
。
西
風
は
、
気
む
ず
か
し
げ
に
裸
に
な
っ

た
梢
で
さ
さ
や
き
ま
し
た
。」（「
雪
の
砕
け
る

音
」『
令
女
界
』
昭
和
５
年
２
月
）
未
明
が
子

ど
も
の
頃
に
出
会
っ
た
、
故
郷
の
美
し
い
冬
の

夜
の
描
写
で
す
。

　

本
展
で
は
、
小
説
・
随
筆
・
童
話
・
色
紙
な

ど
18
点
を
展
示
し
ま
し
た
。

【
各
種
講
座
な
ど
】

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
。

　

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
方
法
の
大
切
さ
を
学
び
、

「
朗
読
と
は
、
聞
き
手
が
い
て
、
相
手
の
心
を

動
か
す
こ
と
、
聞
い
て
い
る
人
の
心
に
届
く
こ

と
が
大
事
」「
気
遣
い
や
心
遣
い
が
必
要
。
相

手
に
ど
う
聞
こ
え
て
い
る
か
を
考
え
る
」「
朗

読
に
お
い
て
は
、
自
分
の
体
を
楽
器
だ
と
思
う

こ
と
。
楽
器
を
弾
く
に
は
訓
練
が
必
要
。
声
を

訓
練
す
る
」
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
「
あ
る
夜
の
星
た
ち
の
話
」（『
時
事

新
報
』
大
正
13
年
１
月
）
を
題
材
に
実
践
的
な

朗
読
を
行
い
、
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
。

小
川
未
明
文
学
賞
の
最
終
選
考
委
員
で
あ
る

佐
々
木
赫
子
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
。

　

１
回
目
の
講
座
で
は
、
初
め
に
テ
キ
ス
ト
を

用
い
た
講
義
を
受
け
、
テ
ー
マ
や
構
成
に
つ
い

て
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
た
後
、
受
講
者
各
自
が

創
作
し
た
童
話
の
講
評
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

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
。　
　

6

朗
読
研
修
会

　
　
　
〈
日
に
ち
〉
６
月
７
日
・
６
月
28
日
・

　
　
　
　
　
　
　
　

７
月
５
日
の
全
３
回

　
　
　
〈
会　

場
〉　

高
田
図
書
館
会
議
室

　
　
　
〈
参
加
者
〉
19
人

童
話
創
作
講
座

　
　
　
〈
日
に
ち
〉
６
月
15
日
・
７
月
20
日
・

７
月
27
日
の
全
３
回

　
　
　
〈
会　

場
〉
高
田
図
書
館
会
議
室
・
高
田
公

園
オ
ー
レ
ン
プ
ラ
ザ
会
議
室

　
　
　
〈
参
加
者
〉
13
人

朗読研修会

特集展示３

特集展示４

特
集
展
示
４

〈
四
季
の
情
景

　
　
　

—

未
明
文
学
に
み
る
「
冬
」〉

　
　
　
〈
会　

期
〉
12
月
14
日
〜
３
月
17
日

　
　
　
〈
会　

場
〉
文
学
館
常
設
展
示
場



　

２
回
目
・
３
回
目
の
講
座
で
は
、
ア
ド
バ
イ

ス
を
受
け
、
直
し
た
作
品
の
講
評
を
い
た
だ
き
、

最
終
的
に
作
品
を
仕
上
げ
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
。

未
明
童
話
や
文
学
館
に
さ
ら
に
親
し
ん
で
も

ら
う
た
め
、
２
０
１
７
年
度
か
ら
小
川
未
明
文

学
館
こ
ど
も
祭
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

３
回
目
と
な
る
今
回
は
、
未
明
童
話
「
月
と

あ
ざ
ら
し
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
モ
ビ
ー
ル
作
り

や
未
明
の
め
が
ね
を
探
す
ク
イ
ズ
を
実
施
し
、

幼
児
か
ら
小
学
生
を
中
心
に
大
勢
の
方
に
ご
参

加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

特
別
展
「
未
明
と
子
ど
も
た
ち
」
の
開
催
に

あ
わ
せ
て
、
未
明
や
そ
の
「
子
ど
も
た
ち
」
に

つ
い
て
学
ぶ
講
座
を
３
回
開
催
し
ま
し
た
。

　

講
師
は
、
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 

小
川
英
晴
氏
（
未
明
の
孫
・
詩

人
）、
第
３
回 

山
根
知
子
氏
（
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム

清
心
女
子
大
学
教
授
）
で
し
た
。

（
詳
細
は
11
〜
16
頁
「
文
学
館
講
座
」
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
（
朗
読
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
）
の
協
力
に
よ
り
未
明
童
話
を
中
心
と

し
た
お
は
な
し
会
を
20
回
開
催
し
ま
し
た
。

出
張
お
は
な
し
会

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
が
市
内
の
小
学
校
や
放
課
後
児
童
ク

ラ
ブ
に
出
向
い
て
、
お
は
な
し
会
を
開
催
し
ま

し
た
。

　

２
０
１
９
年
度
は
、
市
内
小
学
校
14
校
、
放

課
後
児
童
ク
ラ
ブ
16
か
所
、
合
計
30
か
所
（
１

３
１
５
人
）
を
訪
問
し
ま
し
た
。

7

小川未明文学館こども祭

出張おはなし会

童話創作講座

文学館おはなし会

こ
ど
も
プ
ロ
グ
ラ
ム
小
川
未
明
文
学
館
こ
ど
も
祭

　
　
　
〈
日
に
ち
〉
５
月
11
日

　
　
　
〈
会　

場
〉
文
学
館
「
出
会
い
の
ロ
ビ
ー
」

　
　
　
〈
参
加
者
〉
２
０
３
人

文
学
館
講
座

　
　
　
〈
日
に
ち
〉
10
月
19
日
・
11
月
16
日
・

　
　
　
　
　
　
　
　

11
月
30
日

　
　
　
〈
会　

場
〉
高
田
図
書
館
会
議
室

　
　
　
〈
参
加
者
〉
延
べ
97
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
９
８
人



報
　
告

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
と
な
っ
て
い
ま
す
。
参
加
者
に
は
ス
タ
ン

プ
カ
ー
ド
を
配
布
し
、
ス
タ
ン
プ
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
１
９
年
度
は
、
延
べ
６
０
６
人

に
冊
子
を
配
布
し
ま
し
た
。

〈
配
布
童
話
〉

・
４
月
「
ち
ょ
う
ち
ょ
う
と
ば
ら
」

　
（
初
出
『
子
供
之
友
』
昭
和
８
年
５
月
）

・
５
月
「
お
や
う
し
と
こ
う
し
」

　
（
初
収
録
『
小
豚
の
旅
』
昭
和
10
年
５
月
）

・
６
月
「
小
ぶ
た
の
た
び
」

　
（
初
出
『
コ
ド
モ
ア
サ
ヒ
』
昭
和
10
年
３
月
）

・
７
月
「
武
ち
ゃ
ん
と 

か
に
」

　
（
初
出
『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』
昭
和
８
年
８
月
）

・
８
月
「
雲
、
雲
、
い
ろ
い
ろ
な
雲
」

　
（
初
出
『
コ
ド
モ
ア
サ
ヒ
』
昭
和
５
年
７
月
）

・
９
月
「
で
ん
し
ゃ
の
ま
ど
か
ら
」

　
（
初
出
『
日
本
の
子
ど
も
』
昭
和
23
年
７
月
）

・
10
月
「
お
月
さ
ま
と
虫
た
ち
」

　
（
初
出
『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』
昭
和
７
年
10
月
）

・
11
月
「
ハ
ー
モ
ニ
カ
を
ふ
く
と
」

　
（
初
出
『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』
昭
和
８
年
10
月
）

・
12
月
「
雪
の
ふ
っ
た
ば
ん
の
は
な
し
」

　
（
初
収
録
『
未
明
カ
タ
カ
ナ
童
話
読
本
』

　

昭
和
11
年
３
月
）

・
１
月
「
や
ね
へ
あ
が
っ
た 

は
ね
」

　
（
初
出
『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』
昭
和
９
年
１
月
）

・
２
月
「
に
ら
め
っ
こ
し
ま
し
ょ
う
」

　
（
初
出
『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』
昭
和
７
年
３
月
）

・
３
月「
う
ま
れ
た
ば
か
り
の
ち
ょ
う
ち
ょ
う
」

　
（
初
出『
コ
ド
モ
ノ
ヒ
カ
リ
』昭
和
12
年
３
月
）

未
明
童
話
の
ぬ
り
絵

文
学
館
の
「
出
会
い
の
ロ
ビ
ー
」
で
は
、
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
大
人
の
方
ま
で
、

大
勢
の
方
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
い
て
お
り
、
ぬ

り
終
わ
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
】

「
未
明
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
２
０
１
９
」（
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
紹
介
パ
ネ
ル
の
展
示
、
未
明
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
来
場
者
へ
の
「
野
ば
ら
」
テ
キ
ス
ト

無
償
配
布
、
絵
本
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
、

未
明
オ
リ
ジ
ナ
ル
フ
ー
ド
（
ク
ッ
キ
ー
）
の
販

売
、
上
越
詩
を
読
む
会
に
よ
る
未
明
童
話
に
ち

な
ん
だ
詩
の
パ
ネ
ル
展
示
、
未
明
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
ペ
ー
パ
ー
ク
ラ
フ
ト

講
座
を
行
い
ま
し
た
。
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未明童話の世界を感じよう

未明童話と親しもう

未明童話のぬり絵

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—

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
〉
12
月
22
日

　
　
　
〈
会　

場
〉
上
越
文
化
会
館



　
　
　
〈
会　

期
〉
10
月
12
日
〜
12
月
１
日

　
　
　
〈
会　

場
〉
文
学
館
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

　
　
　

　

明
治
39
年
に
24
歳
で
結
婚
し
た
未
明
は
、
翌

40
年
に
長
女
晴
代
を
、
41
年
に
長
男
哲
文
を
授

か
り
ま
し
た
。
42
年
に
雑
誌
記
者
を
辞
め
文
筆

で
立
と
う
と
決
意
し
ま
す
が
、
生
活
は
困
窮
し

二
児
は
栄
養
不
良
と
な
り
ま
す
。
大
正
２
年
次

女
鈴
江
出
生
、
翌
３
年
哲
文
が
疫
痢
で
死
去
、

５
年
次
男
哲
郎
出
生
、
７
年
晴
代
が
開
放
性
結

核
で
死
去
と
、
未
明
は
立
て
続
け
に
喜
び
と
悲

し
み
を
味
わ
い
、
生
と
死
に
真
正
面
か
ら
向
き

合
い
ま
し
た
。
大
正
10
年「
赤
い
蝋ろ
う

燭そ
く

と
人
魚
」

を
発
表
し
た
２
月
に
三
男
英
二
出
生
。
大
正
15

年
四
男
優
出
生
後
の
５
月
、
未
明
は
「
今
後
を

童
話
作
家
に
」
を
発
表
し
、
小
説
の
筆
を
折
り

童
話
に
専
念
す
る
こ
と
を
決
意
し
ま
し
た
。

　

本
展
で
は
、
６
人
の
子
ど
も
た
ち
が
未
明
の

創
作
活
動
に
与
え
た
影
響
を
紹
介
す
る
と
と
も

に
、
翻
訳
家
や
作
家
と
し
て
活
躍
し
た
鈴
江
の

自
筆
原
稿
や
、
画
才
に
恵
ま
れ
一
陽
会
の
会
員

で
あ
っ
た
哲
郎
の
絵
画
、
英
二
の
子
で
詩
人
の

小
川
英
晴
氏
（
未
明
の
孫
）
の
自
筆
原
稿
な
ど

を
展
示
し
、
未
明
の
芸
術
を
愛
す
る
心
が
子
ど

も
た
ち
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て

い
た
だ
く
機
会
と
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
未
明
の
書
く
童
話
や
未
明
の
人
間
性

に
共
感
し
、
そ
の
思
い
を
受
け
継
い
だ
弟
子
や

後
輩
た
ち
＝
「
童
話
作
家
・
未
明
の
子
ど
も
」

と
言
え
る
人
々
や
、
未
明
童
話
を
読
ん
で
感
想

を
児
童
雑
誌
に
寄
せ
た
全
国
の
子
ど
も
た
ち
の

声
も
紹
介
し
ま
し
た
。

■
第
１
章　

亡
く
し
た
子
ど
も
た
ち

　

未
明
は
貧
苦
の
中
で
、
６
歳
の
長
男
と
11
歳

の
長
女
を
亡
く
し
ま
し
た
。
二
児
を
相
次
い
で

失
っ
た
未
明
の
悲
し
み
は
深
く
、
自
筆
年
譜
に

は
「
貧
困
時
代
の
二
児
を
失
う
て
、
悲
し
み
骨

に
徹
し
、
は
な
は
だ
し
く
鞭む
ち

打
た
る
。」
と
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、

大
正
８
年
１
月
『
読
売
新
聞
』
に
、
未
明
童
話

の
代
表
作
の
ひ
と
つ
と
な
る
「
金
の
輪
」
が
発

表
さ
れ
ま
す
。
こ
の
作
品
に
は
子
ど
も
の
病
気

と
死
が
描
か
れ
て
お
り
、
愛
児
の
死
を
見
つ
め

た
未
明
の
思
い
が
作
品
中
に
表
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
大
正
７
年
刊
行
の
童
話
集
『
星
の
世
界

か
ら
』
の
扉
に
「
病
床
に
あ
る
長
女
晴
代
子
の

た
め
に
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
二
児
の
存
在

が
、
そ
れ
ま
で
小
説
を
自
ら
の
中
心
に
据
え
て

い
た
未
明
を
童
話
に
向
か
わ
せ
た
一
因
で
あ
る

と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
亡
く
な
っ
た
子
ど
も
の

心
に
寄
り
添
い
子
ど
も
の
分
ま
で
精
い
っ
ぱ
い

生
き
よ
う
、
社
会
的
弱
者
が
苦
し
む
こ
の
社
会

を
変
え
た
い
と
い
う
思
い
が
、
そ
の
後
大
正
中

期
か
ら
後
期
に
か
け
て
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」

「
野
薔ば

薇ら

」「
月
夜
と
眼
鏡
」
な
ど
、
今
日
も
よ

く
知
ら
れ
る
童
話
を
次
々
と
生
み
出
し
ま
し
た
。

小
説
で
は
、
貧
し
い
人
が
生
活
に
苦
し
む
現
実

を
見
つ
め
、
そ
れ
を
作
り
出
す
社
会
の
矛
盾
を

改
め
よ
う
と
、
社
会
主
義
的
な
思
想
に
基
づ
い

た
小
説
を
多
く
発
表
し
ま
し
た
。

　

こ
の
章
で
は
、
晴
代
・
哲
文
の
遺
品
や
２
人

を
思
っ
て
創
作
し
た
未
明
の
小
説
や
童
話
、
そ

の
成
立
背
景
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　

未
明
に
は
他
に
、
三
男
一
女
が
い
ま
し
た
。

こ
の
４
人
は
無
事
に
成
長
し
、
未
明
の
作
家
活

動
の
支
え
と
な
り
ま
し
た
。
次
女
鈴
江
は
翻
訳

家
や
作
家
と
し
て
活
躍
す
る
一
方
で
、
父
未
明

に
つ
い
て
の
回
想
記
で
未
明
の
生
い
立
ち
や
人

柄
を
著
し
て
い
ま
す
。
次
男
哲
郎
は
画
才
に
恵

ま
れ
、
画
会
の
一
陽
会
で
活
躍
す
る
一
方
、
未

明
童
話
集
の
挿
絵
や
装
丁
に
も
携
わ
り
ま
し
た
。

三
男
英
二
は
製
造
業
の
会
社
を
起
こ
し
、
さ
ま

ざ
ま
な
製
品
で
特
許
を
取
得
し
ま
し
た
。
四
男

優
は
国
民
金
融
公
庫
勤
務
を
経
て
、
英
二
の
会

社
に
専
務
と
し
て
勤
め
ま
し
た
。

　
「
童
話
作
家
宣
言
」
以
前
の
未
明
の
童
話
は
、

ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
に
基
づ
く
大
人
の
た
め
の
童

話
や
、
社
会
主
義
思
想
に
基
づ
く
童
話
が
多

か
っ
た
の
に
対
し
、
宣
言
以
降
は
子
ど
も
を
対

象
と
し
た
カ
タ
カ
ナ
童
話
や
ひ
ら
が
な
童
話
の

創
作
に
も
力
を
入
れ
ま
し
た
。

　

未
明
一
家
は
昭
和
５
年
杉
並
区
高
円
寺
に
新

居
を
購
入
し
、
そ
れ
ま
で
の
手
狭
な
借
家
生
活

に
別
れ
を
告
げ
ま
し
た
。
当
時
の
高
円
寺
は
緑

豊
か
な
郊
外
で
、
転
居
は
子
ど
も
た
ち
を
の
び

の
び
と
育
て
る
た
め
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
昭

和
に
入
っ
て
か
ら
の
未
明
の
書
く
童
話
は
、
子

ど
も
の
目
線
で
日
常
を
描
く
、
純
粋
に
子
ど
も

た
ち
が
楽
し
め
る
も
の
が
増
え
て
い
き
ま
し
た
。

そ
れ
は
自
分
の
子
ど
も
た
ち
が
日
々
学
び
、
遊

ぶ
姿
を
見
て
の
変
化
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
未
明
は
、
子
ど
も
た
ち
の
進
む
道
に
つ
い

て
は
、
何
一
つ
口
出
し
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
た

だ
「
な
る
な
ら
人
間
と
し
て
し
っ
か
り
し
た
も
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未明と長女・長男
（明治44年頃）　【小川英晴氏所蔵】

長女晴代の絵（大正７年頃）　【小川健一氏所蔵】

　

２
０
１
９
年
度
特
別
展

未
明
と
子
ど
も
た
ち

■
第
２
章　

伸
び
ゆ
く
子
ど
も
た
ち



報
　
告

の
に
な
れ
」
と
だ
け
言
い
ま
し
た
。

　

こ
の
章
で
は
、
４
人
の
子
ど
も
た
ち
の
足
跡

や
そ
の
仕
事
、
未
明
の
孫
た
ち
に
つ
い
て
、
ま

た
英
二
の
子
で
詩
人
で
あ
る
小
川
英
晴
氏
の
詩

の
世
界
を
紹
介
し
ま
し
た
。

■
第
３
章　

文
学
上
の
子
ど
も
た
ち

　

明
治
41
年
、
未
明
は
新
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
文

学
研
究
の
た
め
「
青
鳥
会
」
を
起
こ
し
ま
す
。

新
井
紀
一
、
宮
地
嘉
六
、
坪
田
譲
治
、
浜
田
広

介
、
藤
井
真
澄
な
ど
、
早
稲
田
の
学
生
を
主
力

と
す
る
創
作
合
評
会
で
、
会
名
は
メ
ー
テ
ル
リ

ン
ク
の
「
青
い
鳥
」
に
ち
な
ん
で
未
明
が
命
名

し
ま
し
た
。
坪
田
譲
治
、
浜
田
広
介
は
、
の
ち

に
未
明
と
と
も
に
「
児
童
文
学
界
の
三
種
の
神

器
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
児
童
文

学
作
家
の
酒
井
朝
彦
、
奈
街
三
郎
、
宮
原
無む

花か

樹じ
ゅ

、
船
木
枳し

郎ろ
う

ら
は
、
未
明
童
話
と
の
出
会
い

が
き
っ
か
け
で
児
童
文
学
を
志
し
、
未
明
に
師

事
し
ま
し
た
。
児
童
文
学
作
家
・
評
論
の
関
英

雄
、
評
論
家
・
翻
訳
家
の
山
室
静
は
、
少
年
時

代
か
ら
の
未
明
童
話
の
愛
読
者
で
し
た
。
宇
野

千
代
は
未
明
の
作
風
や
人
柄
を
尊
敬
し
、
未
明

の
も
と
へ
通
い
ま
し
た
。
上
越
市
高
田
在
住
の

児
童
文
学
作
家
杉
み
き
子
は
、
小
学
生
の
と
き

に
未
明
が
自
分
と
同
じ
小
学
校
の
出
身
だ
と
知

り
、
童
話
作
家
を
目
指
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
人
々
は
皆
、
未
明
の
作
品
だ
け
で

な
く
、
そ
の
人
柄
を
愛
し
敬
い
、
未
明
の
も
と

へ
集
い
ま
し
た
。
未
明
も
弟
子
や
後
輩
た
ち
を

愛
し
、
酒
を
酌
み
交
わ
し
あ
っ
て
意
見
を
た
た

か
わ
せ
ま
し
た
。

　

こ
の
章
で
は
、
未
明
の
「
文
学
上
の
子
ど
も

た
ち
」
と
言
え
る
児
童
文
学
者
た
ち
の
足
跡
や
、

未
明
と
の
交
流
を
示
す
資
料
を
紹
介
し
ま
し
た
。

■
ト
ピ
ッ
ク　

未
明
を
慕
う
子
ど
も
た
ち

　

童
話
雑
誌
『
お
と
ぎ
の
世
界
』『
童
話
』『
お

話
の
木
』
に
掲
載
さ
れ
た
、
未
明
に
宛
て
た
全

国
の
子
ど
も
た
ち
か
ら
の
手
紙
を
紹
介
し
ま
し

た
。
未
明
童
話
を
心
待
ち
に
し
て
い
る
気
持
ち

を
表
し
、
未
明
の
健
康
長
寿
を
祈
る
手
紙
で
す
。
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次男哲郎画
未明童話「なまずとあざみの話」
（昭和28年）【小川健一氏所蔵】

次女鈴江自筆原稿　「回想の父未明」
（昭和41年）　【小川英晴氏所蔵】

未明が文化功労者に選ばれた際に
後輩たちから贈られた色紙

（昭和27年11月）【小川英晴氏寄託】

「未明と児童文学者たち」
（左から、楠山正雄、未明、坪田譲治、浜田広介）

（昭和24年２月）　【小川スミ子氏寄託】
『お話の木』

第２巻第２号（昭和13年）
【小川未明文学館所蔵】

『おとぎの世界』
第１年第５号（大正８年）
【小川未明文学館所蔵】

「出征する哲郎と家族」（昭和13年）　【小川健一氏所蔵】

「未明の誕生日祝いに集まった家族」
（昭和28年４月12日）　【小川スミ子氏寄託】



　

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
）

　

期
日
：
10
月
19
日
（
土
）

　

会
場
：
高
田
図
書
館
会
議
室　

■
は
じ
め
に

　
「
自
分
が
な
け
れ
ば
一
切
の
も
の
が
な
い
、

す
べ
て
の
こ
と
が
我
を
措
い
て
ほ
か
に
な
い
」

こ
の
未
明
の
言
葉
が
本
日
の
講
座
の
キ
ー
と
な

る
も
の
で
す
。「
貧
困
時
代
の
二
児
を
失
う
て
、

悲
し
み
骨
に
徹
し
、
甚
し
く
鞭
打
た
る
」
こ
の

言
葉
も
も
う
一
つ
の
キ
ー
セ
ン
テ
ン
ス
で
す
。

子
ど
も
を
亡
く
す
前
は
、「
自
分
が
な
け
れ
ば

…
」
そ
う
い
う
思
い
で
未
明
は
生
き
て
い
ま
し

た
。

　

未
明
の
生
地
は
現
在
の
上
越
市
幸
町
で
す
。

江
戸
屋
敷
に
い
た
下
級
武
士
が
大
政
奉
還
で
明

治
初
め
に
高
田
へ
戻
っ
て
き
た
さ
い
、
幸
町
に

長
屋
が
作
ら
れ
て
住
む
よ
う
に
な
り
ま
す
。
今

回
、
新
た
な
調
査
で
、
未
明
の
祖
父
平
四
郎
が

当
時
、
二
軒
分
の
長
屋
を
保
有
し
て
い
た
こ
と

が
分
か
り
ま
し
た
。
ま
た
そ
の
南
半
分
が
畑
で

あ
る
こ
と
も
分
か
り
ま
し
た
。
祖
父
母
は
一
人

娘
（
未
明
の
母
チ
ヨ
）
に
養
子
（
未
明
の
父
澄

晴
）
を
迎
え
る
た
め
、
長
屋
を
二
軒
保
有
し
た

の
で
し
ょ
う
。

　

後
に
小
川
家
は
一
家
で
春
日
山
へ
転
居
し
ま

す
が
、
明
治
38
年
、
未
明
の
父
澄
晴
は
幸
町
に

再
び
土
地
を
買
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
そ
の

土
地
の
名
義
は
大
正
４
年
に
晴
代
（
未
明
の
長

女
）
の
名
義
に
移
さ
れ
ま
し
た
。
晴
代
が
病
気

で
亡
く
な
っ
た
後
、
大
正
９
年
４
月
に
は
小
川

健
作
（
未
明
）
と
キ
チ
（
未
明
の
妻
）
の
名
義

に
な
り
、
そ
の
後
大
正
10
年
に
売
り
払
わ
れ
ま

す
。
17
年
間
、
何
の
た
め
に
こ
の
土
地
を
保
有

し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

当
時
、
東
京
に
い
た
未
明
の
家
族
は
貧
し
く

苦
し
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。
未
明
の

長
女
晴
代
を
預
か
る
こ
と
で
、
未
明
一
家
の
東

京
で
の
暮
ら
し
を
助
け
よ
う
と
思
っ
た
親
の
気

持
ち
が
察
せ
ら
れ
ま
す
。
か
つ
て
祖
父
母
が
一

人
娘
の
た
め
に
長
屋
を
二
軒
保
有
し
た
よ
う
に
、

今
度
は
父
が
一
人
息
子
の
た
め
に
土
地
を
用
意

し
た
わ
け
で
す
。

　

子
供
の
幸
せ
を
願
う
親
心
が
、
世
代
を
超
え

て
伝
わ
っ
て
い
る
の
が
分
か
り
ま
す
。
子
供
へ

の
愛
は
、
小
説
の
中
に
も
色
濃
く
表
れ
て
き
ま

す
。
子
供
が
亡
く
な
っ
た
時
の
未
明
の
痛
切
な

思
い
を
綴
っ
た
小
説
を
読
む
と
ほ
ん
と
う
に
胸

を
打
た
れ
ま
す
。

■
未
明
の
「
無
常
観
」

　

大
正
３
年
８
月
『
文
章
世
界
』
の
「
趣
味
と

好
尚
」
の
ア
ン
ケ
ー
ト
「
あ
な
た
が
一
番
幸
福

に
思
う
こ
と
は
？
」
に
対
す
る
未
明
の
回
答
は
、

「
他
人
の
死
を
聞
く
時
、
ま
た
見
た
時
、
生
き

て
ゐ
る
自
分
を
幸
福
と
感
ず
。」
で
し
た
。
い

さ
さ
か
首
を
か
し
げ
ざ
る
を
得
な
い
回
答
で
す
。

未
明
は
エ
ゴ
イ
ス
ト
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
、
最
近
は
こ
の
言
葉
に
未
明
の
当
時
の

死
生
観
の
特
徴
が
よ
く
表
れ
て
い
る
と
思
う
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　

15
歳
の
頃
、
未
明
は
父
澄
晴
が
上
杉
謙
信
を

祀
る
春
日
山
神
社
を
建
て
た
こ
と
で
、
春
日
山

へ
移
り
住
み
ま
す
。
そ
の
中
で
自
然
の
大
き
さ

と
人
間
の
小
さ
さ
を
対
比
的
に
捉
え
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
自
然
は
永
遠
、
し
か
し
人
間
は

有
限
と
い
う
わ
け
で
す
。
他
方
、
未
明
は
、
北

国
の
厳
し
い
自
然
の
前
に
沈
黙
を
強
い
ら
れ
る

人
々
、
貧
し
さ
に
あ
え
ぎ
病
を
治
す
こ
と
が
で

き
な
い
人
々
の
現
実
を
見
な
が
ら
、
無
常
の
思

い
を
強
く
し
ま
す
。
無
常
の
思
い
を
抱
く
未
明

は
二
つ
の
生
き
方
を
志
向
し
ま
し
た
。
一
つ
は

無
常
の
中
で
静
か
に
暮
ら
す
こ
と
。
も
う
一
つ

は
短
い
人
生
を
精
一
杯
生
き
る
こ
と
。

　

し
か
し
、
未
明
の
無
常
の
受
け
止
め
方
は
、

当
初
、
人
間
の
弱
さ
や
は
か
な
さ
を
宿
命
的
な

も
の
と
し
て
受
け
と
め
る
消
極
的
な
も
の
に
傾

い
て
い
ま
し
た
。
世
道
人
心
の
た
め
に
生
き
た

い
と
い
う
願
い
も
上
杉
謙
信
の
影
響
か
ら
抱
い

て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
思
い
は
先
の
宿
命
観
ゆ

え
に
実
践
に
結
び
つ
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

　

こ
の
無
常
観
や
宿
命
観
に
留
意
し
な
が
ら
、

大
正
３
年
２
月
発
表
の
小
説
「
落
日
」
を
見
て

み
ま
す
。
こ
の
小
説
で
は
、
裸
足
で
菓
子
を
売

り
歩
い
て
い
る
少
年
を
見
て
「
人
生
は
不
平
等

だ
」
と
思
う
場
面
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
青
年
が

列
車
事
故
で
唐
突
に
亡
く
な
る
場
面
も
あ
り
ま

す
。
そ
の
と
き
主
人
公
は
、
た
だ
生
き
て
い
る

だ
け
で
も
幸
福
だ
と
思
う
わ
け
で
す
。

　

先
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
は
、
エ
ゴ
イ
ス
ト

の
発
言
と
い
う
よ
り
、
今
生
き
て
い
る
こ
と
を

幸
福
に
思
う
が
そ
れ
は
永
遠
で
は
な
い
、
今
私

は
生
き
て
い
る
が
、
す
ぐ
に
自
分
の
番
が
来
る
、

と
い
う
思
い
か
ら
発
せ
ら
れ
た
言
葉
な
の
で

し
ょ
う
。
人
の
世
の
無
常
を
宿
命
と
思
い
、
今

生
き
て
い
る
の
は
奇
跡
の
よ
う
な
も
の
だ
と
い

う
思
い
が
「
落
日
」
に
は
流
れ
て
い
ま
す
。

　

未
明
は
若
い
頃
、
冒
頭
で
述
べ
た
キ
ー
セ
ン

テ
ン
ス
を
繰
り
返
し
用
い
て
い
ま
す
。「
自
分

を
離
れ
て
悲
し
み
も
な
く
、
喜
び
も
な
く
、
幸
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小
川
未
明
の
死
生
観

文
学
館
講
座
（
講
座
要
旨
）

講師の小埜裕二氏



報
　
告

福
も
な
く
、
ま
た
不
幸
福
も
な
い
。」「
人
生
は
、

自
分
を
離
れ
て
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
又
、
社

会
は
自
分
を
離
れ
て
存
在
す
る
わ
け
の
も
の
で

は
な
い
。」
こ
う
し
た
考
え
を
未
明
は
当
時
の

思
想
の
核
に
し
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
考
え
は
、
未
明
が
早
稲
田
大
学
在
学
中
、

華
厳
の
滝
に
身
を
投
げ
た
藤
村
操
の
遺
書
「
厳

頭
之
感
」
に
関
し
て
、
坪
内
逍
遥
へ
述
べ
た
未

明
の
言
葉
に
端
を
発
し
ま
す
。「
自
分
が
な
け

れ
ば
一
切
の
も
の
が
な
い
、
す
べ
て
の
こ
と
が

我
を
措
い
て
ほ
か
に
な
い
。」
の
言
葉
は
、
未

明
の
胸
に
宿
っ
た
ま
ま
長
く
影
響
を
与
え
続
け

ま
す
。
強
い
無
常
観
、
宿
命
観
の
中
で
、
強

烈
な
個
人
主
義
に
し
か
生
き
る
道
を
見
出
せ
な

か
っ
た
わ
け
で
す
。
未
明
が
愛
児
哲
文
を
亡
く

す
ま
で
、
こ
の
思
い
は
続
き
ま
す
。

■
死
生
観
の
転
換

　

長
男
哲
文
が
亡
く
な
っ
た
の
は
大
正
３
年
12

月
で
す
。
先
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
が
大
正
３

年
８
月
で
し
た
。「
他
人
の
死
を
聞
く
時
、
ま

た
見
た
時
、
生
き
て
ゐ
る
自
分
を
幸
福
と
感

ず
。」
こ
ん
な
こ
と
を
述
べ
て
い
た
人
間
が
数

か
月
後
に
自
分
の
息
子
を
亡
く
す
体
験
を
す
る
。

こ
の
落
差
が
、
未
明
の
死
生
観
に
変
化
を
も
た

ら
し
た
と
考
え
ま
す
。

　

未
明
の
子
供
は
疫
痢
で
急
逝
し
ま
し
た
。
長

男
哲
文
の
死
を
経
験
し
た
未
明
は
、
ア
ン
ケ
ー

ト
の
回
答
と
は
正
反
対
の
気
持
ち
を
抱
い
た
は

ず
で
す
。
自
分
の
息
子
の
死
に
接
し
、
生
き
て

い
る
自
分
を
幸
福
と
感
ず
と
い
う
ふ
う
に
は
思

わ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
人
の
生
死
は
宿
命
な

ん
か
で
は
な
い
、
弱
い
も
の
の
た
め
に
何
か
を

し
な
く
て
は
い
け
な
い
の
だ
と
い
う
思
い
に
変

わ
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

子
供
の
死
を
経
て
、
悲
観
的
な
宿
命
観
か
ら
、

世
道
人
心
の
た
め
に
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
思
い
を
強
く
表
し
た
の
が
、「
貧

困
時
代
の
二
児
を
失
う
て
、
悲
し
み
骨
に
徹
し
、

甚
し
く
鞭
打
た
る
」
の
言
葉
で
し
ょ
う
。（
大

正
７
年
12
月
に
未
明
は
長
女
晴
代
を
結
核
で
亡

く
し
て
い
ま
す
。）

　

春
日
山
か
ら
北
の
方
を
見
る
と
日
本
海
が
見

え
ま
す
。
日
本
海
は
未
明
に
と
っ
て
沈
黙
の
世

界
で
、
無
常
の
世
界
を
意
識
さ
せ
る
も
の
で
し

た
。
他
方
、
海
の
見
え
る
春
日
山
神
社
に
未
明

は
後
年
、
有
名
な
「
雲
の
如
く
高
く　

雲
の
ご

と
く
か
が
や
き　

雲
の
如
く
と
ら
わ
れ
ず
」
の

詩
碑
を
建
立
し
ま
す
。
宿
命
観
に
囚
わ
れ
て
い

た
も
の
の
象
徴
が
日
本
海
の
黒
く
荒
い
海
に

よ
っ
て
示
さ
れ
、
子
供
の
死
を
受
け
、
強
く
生

き
よ
う
と
す
る
思
い
が
「
雲
の
ご
と
く
」
の
詩

碑
に
よ
っ
て
託
さ
れ
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

子
供
の
死
に
よ
り
鞭
打
た
れ
た
未
明
は
、
世

道
人
心
の
た
め
に
尽
力
し
な
く
て
は
い
け
な
い

と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
子
供
の
死
は
未

明
が
幼
い
と
き
か
ら
憧
れ
て
い
た
上
杉
謙
信
の

義
の
心
を
実
践
す
る
強
い
動
機
と
な
り
、
社
会

主
義
は
義
の
心
を
実
践
す
る
思
想
的
器
と
な
り

ま
し
た
。
未
明
の
死
生
観
は
愛
児
を
喪
っ
た
時

に
社
会
主
義
を
受
け
入
れ
る
形
で
大
き
く
変
化

し
て
い
き
ま
す
。

　
「
死
の
凝
視
に
よ
っ
て
、
私
の
生
は
跳
躍
す
」

と
い
う
未
明
の
随
筆
が
あ
り
ま
す
。
未
明
は
生

の
凝
視
、
子
供
の
死
を
介
し
て
、
厭
世
思
想
か

ら
遠
ざ
か
っ
て
い
き
ま
し
た
。
二
児
を
亡
く
し

た
未
明
は
、
亡
く
な
っ
た
子
供
の
分
ま
で
生
き

よ
う
と
い
う
使
命
感
を
持
ち
、
社
会
の
姿
を
変

え
よ
う
と
い
う
実
践
的
態
度
を
示
す
よ
う
に
な

り
ま
す
。
ま
た
、
も
っ
と
子
供
の
心
や
気
持
ち

に
寄
り
添
お
う
と
す
る
思
い
を
強
く
し
、
そ
れ

が
未
明
の
童
話
創
作
へ
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
し

た
。

　

未
明
の
童
話
を
読
ん
で
い
る
と
、
戦
争
中
の

童
話
で
も
、
戦
地
に
行
く
人
の
心
に
寄
り
添
お

う
と
す
る
態
度
が
示
さ
れ
て
い
る
の
が
分
か
り

ま
す
。
小
説
世
界
に
お
い
て
も
、
本
当
の
人
の

気
持
ち
、
貧
し
い
人
達
の
現
実
を
リ
ア
ル
に
描

こ
う
と
し
ま
し
た
。

　

講　

師
：
小
川
英
晴
氏
（
未
明
の
孫
・
詩
人
）

　

聴
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
）

　

期　

日
：
11
月
16
日
（
土
）

　

会　

場
：
文
学
館
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

小
埜
：
今
日
は
、
未
明
の
孫
で
あ
る
小
川
英
晴

さ
ん
に
、
小
川
家
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
ヒ
ス
ト
リ
ー

を
お
伺
い
し
ま
す
。

　

英
晴
さ
ん
は
昭
和
26
年
、
未
明
が
69
歳
の
時

に
生
ま
れ
た
お
孫
さ
ん
で
す
。
父
で
あ
る
未
明

の
三
男
英
二
さ
ん
の
「
英
」
と
い
う
字
と
、
未

明
の
父
澄
晴
の
「
晴
」
と
い
う
字
が
使
わ
れ
て

い
ま
す
ね
。

小
川
：
僕
の
生
ま
れ
た
の
は
９
月
13
日
。
当
時

の
謙
信
祭
の
日
で
し
た
。

小
埜
：
謙
信
公
祭
は
未
明
の
父
澄
晴
が
始
め
て
、

今
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

英
晴
さ
ん
は
未
明
の
記
憶
は
あ
り
ま
す
か
。

小
川
：
小
学
校
の
３
、
４
年
く
ら
い
ま
で
存
命

だ
っ
た
の
で
、
い
く
つ
か
覚
え
て
い
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
春
に
高
円
寺
の
家
に
行
く
と
、
玄

関
に
蘭
の
い
い
香
り
が
漂
っ
て
い
ま
し
た
。
未
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明
は
蘭
と
会
話
し
な
が
ら
、
葉
の
埃
を
一
枚
一

枚
取
っ
た
り
し
て
大
事
に
育
て
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
頃
も
う
未
明
は
足
が
悪
く
て
寝
て
い
る

こ
と
が
多
か
っ
た
で
す
が
、
野
鳥
も
非
常
に
好

き
で
し
た
。

小
埜
：
未
明
は
花
や
植
物
、
骨
董
を
集
め
る
の

が
好
き
で
、
英
晴
さ
ん
は
伝
書
鳩
が
お
好
き
で

す
よ
ね
。
お
二
人
と
も
小
さ
い
も
の
へ
の
愛
情

が
あ
る
の
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

　

英
晴
さ
ん
は
、
ね
じ
め
正
一
さ
ん
（
作
家
）

と
は
い
と
こ
同
士
に
な
る
そ
う
で
す
ね
。
お
母

さ
ん
の
妹
の
子
ど
も
。
芸
術
家
の
血
筋
で
す
ね
。

　

未
明
は
英
晴
さ
ん
の
小
学
校
入
学
祝
い
に
短

冊
を
贈
っ
て
い
ま
す
ね
。

小
川
：
未
明
の
日
記
を
読
ん
だ
ら
、
英
晴
に
ラ

ン
ド
セ
ル
を
買
っ
て
、
短
冊
を
書
い
て
あ
げ
た

と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
し
た
。
私
が
肩
を
揉
ん

で
あ
げ
る
と
そ
れ
だ
け
で
も
う
涙
ぐ
ん
で
、
感

激
屋
の
祖
父
で
し
た
。

　

未
明
の
と
こ
ろ
に
は
毎
月
た
く
さ
ん
の
児
童

書
が
送
ら
れ
て
き
ま
し
て
、
好
き
な
も
の
を

持
っ
て
帰
っ
て
い
い
よ
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
毎

月
孤
児
院
に
も
送
っ
て
い
た
よ
う
で
す
ね
。

小
埜
：
未
明
は
助
け
合
い
、
相
互
扶
助
を
大
切

に
し
て
い
ま
し
た
。

　

家
族
の
皆
さ
ん
が
未
明
の
家
に
集
ま
る
機
会

は
あ
り
ま
し
た
か
。

小
川
：
未
明
は
お
酒
が
好
き
で
、
お
い
し
そ
う

に
飲
ん
で
い
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
家
族
が

未
明
の
家
に
集
ま
る
と
、
始
め
は
仲
良
く
話
し

て
い
る
の
で
す
が
、
み
ん
な
気
性
が
激
し
い
の

で
、
そ
の
う
ち
大
げ
ん
か
に
な
る
。
犬
と
猫
、

ど
ち
ら
が
良
い
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
け
ん

か
す
る
の
で
す
。
う
ち
は
犬
を
飼
っ
て
い
た
の

で
犬
派
。
僕
が
小
学
校
の
時
は
学
校
に
ま
で
付

い
て
き
て
し
ま
っ
た
兄
の
よ
う
な
存
在
で
、
一

緒
に
育
っ
た
犬
で
し
た
。

小
埜
：
未
明
の
子
ど
も
の
頃
の
話
と
同
じ
で
す

ね
。
幸
町
、
春
日
山
に
住
ん
で
い
た
時
の
未
明

も
、
行
く
と
こ
ろ
必
ず
犬
が
後
を
付
い
て
き
た

そ
う
で
す
。

　

未
明
は
優
し
い
お
じ
い
さ
ん
で
し
た
か
。

小
川
：
全
然
怖
く
な
い
、
優
し
い
お
じ
い
さ
ん

で
し
た
。
父
母
を
大
事
に
し
な
さ
い
と
毎
回
言

わ
れ
ま
し
た
。

　

未
明
の
書
く
童
話
は
暗
い
と
言
わ
れ
ま
す
が
、

家
の
中
は
笑
い
声
が
絶
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
お

ば
あ
さ
ん
（
未
明
の
妻
キ
チ
）
は
し
っ
か
り
と

し
て
い
て
、
優
し
い
け
れ
ど
厳
し
い
人
で
し
た
。

小
埜
：
英
晴
さ
ん
が
詩
を
書
く
よ
う
に
な
っ
た

き
っ
か
け
は
。

小
川
：
中
原
中
也
や
北
原
白
秋
の
詩
を
読
ん
で

言
葉
の
美
し
さ
に
心
打
た
れ
て
、
そ
の
美
し
い

世
界
の
近
く
で
仕
事
が
で
き
た
ら
、
ど
ん
な

に
す
ば
ら
し
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。
未

明
も
本
当
は
詩
人
に
な
り
た
か
っ
た
そ
う
で
す
。

だ
っ
た
ら
僕
が
詩
人
に
な
ろ
う
と
、
美
の
世
界

を
追
及
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
未
明
童
話
の

持
つ
美
し
さ
悲
し
さ
、
虐
げ
ら
れ
た
者
や
弱
い

者
を
代
弁
す
る
気
持
ち
を
持
っ
て
い
た
い
な
と

思
っ
て
い
ま
す
。

小
埜
：
そ
う
い
う
こ
と
を
伝
え
る
た
め
の
器
と

し
て
詩
が
あ
る
の
で
す
ね
。

　

未
明
は
せ
っ
か
ち
な
性
格
だ
っ
た
よ
う
で
す

が
、
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
。

小
川
：
未
明
の
父
澄
晴
も
気
が
短
か
っ
た
よ
う

で
す
が
、
春
日
山
神
社
を
作
る
た
め
に
長
年
苦

労
し
ま
し
た
。
未
明
も
せ
っ
か
ち
だ
っ
た
け
れ

ど
も
耐
え
て
、
自
分
の
仕
事
と
決
め
た
こ
と
を

一
生
か
け
て
や
り
ま
し
た
。
一
生
か
け
て
や
る
、

そ
れ
が
大
事
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

小
埜
：
伯
母
さ
ん
（
未
明
の
次
女
岡
上
鈴
江
）

の
思
い
出
は
あ
り
ま
す
か
。

小
川
：
私
は
伯
母
と
激
し
く
ケ
ン
カ
し
て
２
、

３
年
行
か
な
く
な
っ
た
こ
と
が
二
度
あ
り
ま
し

た
。
伯
父
に
、
な
ぜ
伯
母
と
結
婚
し
た
か
聞
い

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
当
時
の
女
性
に
は
な

い
自
分
な
り
の
思
想
が
あ
り
、
物
事
に
前
向
き

で
あ
っ
た
か
ら
。」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

　

伯
母
は
文
章
を
書
い
て
い
て
、
小
学
校
か
中

学
校
の
時
に
、
親
に
黙
っ
て
賞
に
応
募
し
た
の

が
入
選
し
た
ら
し
い
で
す
。
自
分
の
気
持
ち
を

す
ぐ
言
葉
に
で
き
る
力
を
持
っ
て
い
た
。
僕
が

頻
繁
に
行
き
来
し
て
い
た
頃
、
伯
母
の
家
に
は

児
童
文
学
の
作
家
が
多
く
訪
ね
て
き
て
い
ま
し

た
。

　

伯
母
は
家
族
の
中
心
的
な
人
物
で
し
た
。
未

明
は
ギ
リ
ギ
リ
の
生
活
を
し
て
い
て
子
ど
も
た

ち
に
何
も
買
い
与
え
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
伯

母
は
外
務
省
で
働
い
た
給
料
で
私
の
父
（
未
明

の
三
男
英
二
）
に
小
さ
い
カ
メ
ラ
を
買
っ
て
く

れ
ま
し
た
。
弟
の
面
倒
を
よ
く
み
た
。
自
分
の

生
活
は
慎
ま
し
か
っ
た
で
す
。

小
埜
：
未
明
も
お
金
に
強
く
執
着
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
で
す
ね
。

小
川
：
お
金
に
執
着
し
た
ら
、
作
家
活
動
は

や
っ
て
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

を
越
え
る
信
念
が
あ
っ
た
か
ら
続
け
ら
れ
た
。

お
金
よ
り
大
事
な
も
の
は
い
く
ら
で
も
あ
り
ま

す
。

小
埜
：
伯
父
さ
ん
（
未
明
の
次
男
哲
郎
）
は
ど

ん
な
人
で
し
た
か
。

小
川
：
子
ど
も
の
時
に
病
気
に
な
っ
た
た
め
、

学
校
へ
行
く
の
を
断
念
し
て
画
家
の
道
を
進
ん

だ
よ
う
で
す
。
牧
野
虎
雄
や
鈴
木
信
太
郎
な
ど

に
師
事
し
ま
し
た
。
ま
た
、
小
学
館
に
勤
務
し
、

小
学
１
〜
３
年
生
の
絵
の
選
者
を
し
て
い
ま
し

た
。

小
埜
：
哲
郎
さ
ん
の
お
宅
は
ま
だ
残
っ
て
い
て
、

未
明
や
哲
郎
さ
ん
の
資
料
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
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英
晴
さ
ん
か
ら
見
た
お
父
さ
ん
は
。

小
川
：
町
の
発
明
家
の
よ
う
な
感
じ
で
、
い
つ

も
な
に
か
考
え
て
い
ま
し
た
。
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ

の
拡
声
器
を
作
っ
て
、
選
挙
で
使
わ
れ
た
。
真

空
管
の
時
代
で
す
か
ら
、
電
池
を
使
っ
て
持
ち

運
び
が
で
き
る
製
品
は
、
当
時
と
し
て
は
画
期

的
で
し
た
。

　

巽
聖
歌
（
児
童
文
学
作
家
）
か
ら
「
英
ち
ゃ

ん
を
童
話
作
家
に
し
た
か
っ
た
の
に
」
と
未
明

が
言
っ
て
い
た
、
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

小
埜
：
未
明
の
詩
人
的
側
面
は
英
晴
さ
ん
に
、

作
家
の
才
能
は
鈴
江
さ
ん
に
受
け
継
が
れ
た
。

そ
し
て
物
を
作
る
形
で
英
二
さ
ん
が
受
け
継
い

で
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

大
正
初
期
の
未
明
童
話
に
出
て
く
る
の
は
雪

国
の
子
ど
も
で
、
未
明
の
子
ど
も
時
代
の
分
身

の
よ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
昭
和
に
入
り
、
未
明

の
子
ど
も
た
ち
が
成
長
し
て
い
く
と
、
童
話
で

描
か
れ
る
の
は
、
東
京
の
郊
外
の
原
っ
ぱ
で
遊

ん
で
い
る
子
ど
も
の
姿
で
す
。
こ
れ
は
実
際
の

未
明
の
子
ど
も
た
ち
を
描
い
た
も
の
な
の
で

し
ょ
う
か
。

小
川
：
私
の
父
が
子
ど
も
だ
っ
た
頃
、
未
明
は

自
分
の
子
ど
も
た
ち
に
、
今
日
は
何
を
し
て
遊

ん
だ
か
、
今
日
何
が
あ
っ
た
か
聞
き
た
が
っ
た

そ
う
で
す
。
現
実
の
子
ど
も
と
向
き
合
い
、
今

の
子
ど
も
は
何
を
考
え
ど
ん
な
ふ
う
に
動
い
て

い
る
の
か
を
題
材
に
し
た
と
思
い
ま
す
。

小
埜
：
未
明
童
話
「
青
空
の
下
の
原
っ
ぱ
」
は
、

英
晴
さ
ん
の
お
父
さ
ん
が
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い

る
そ
う
で
す
ね
。

　

叔
父
さ
ん
（
未
明
の
四
男
優
）
は
、
未
明
が

亡
く
な
る
ま
で
同
居
し
て
い
ま
し
た
ね
。

小
川
：
小
川
電
子
工
業
と
い
う
会
社
を
父
が

や
っ
て
い
て
、
途
中
か
ら
叔
父
が
国
民
金
融
公

庫
を
辞
め
て
入
社
し
ま
し
た
。
叔
父
さ
ん
も
小

川
家
の
特
質
を
持
っ
て
い
て
、
気
が
短
く
て
頑

固
な
の
で
、
よ
く
父
と
ケ
ン
カ
し
て
い
ま
し
た
。

最
後
は
後
継
者
が
い
な
か
っ
た
の
で
会
社
は
解

散
し
ま
し
た
。
私
に
跡
を
継
い
で
ほ
し
い
と
い

う
親
の
期
待
に
応
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
残
念

だ
け
れ
ど
、
考
え
て
み
れ
ば
父
も
未
明
の
跡

を
継
が
な
か
っ
た
し
、
未
明
も
神
社
を
継
が
な

か
っ
た
し
、
許
し
て
も
ら
い
た
い
な
と
。

小
埜
：
皆
さ
ん
信
念
を
持
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
違

う
道
を
選
ば
れ
た
の
で
す
ね
。

小
川
：
父
も
伯
母
た
ち
も
未
明
の
生
き
方
を
尊

敬
し
て
い
た
。
だ
か
ら
生
活
が
苦
し
く
て
も
、

み
ん
な
そ
れ
に
耐
え
て
応
援
し
て
き
ま
し
た
。

小
埜
：
未
明
の
50
年
以
上
に
渡
る
作
家
活
動
を
、

内
も
外
も
含
め
ご
家
族
は
見
て
き
た
。
父
母
の

生
き
方
は
尊
敬
で
き
る
、
そ
う
い
う
思
い
を
抱

い
て
い
た
の
で
す
ね
。

　

上
越
市
で
は
未
明
の
研
究
や
顕
彰
活
動
を
し

て
い
ま
す
が
、
今
後
の
市
民
の
活
動
に
期
待
さ

れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

小
川
：
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
読
み
聞
か
せ
な
ど
の

活
動
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
お
体
に
気

を
付
け
て
、
長
く
続
け
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思

い
ま
す
。
年
と
共
に
読
み
方
も
変
わ
っ
て
く
る
。

人
生
が
長
く
な
る
と
、
経
験
の
深
さ
、
思
い
の

深
さ
が
増
し
、
朗
読
に
も
そ
れ
が
表
れ
ま
す
。

そ
れ
が
長
く
生
き
る
こ
と
の
良
さ
で
あ
り
、
魅

力
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

未
明
童
話
と
向
き
合
う
と
、
さ
ら
に
深
い
世

界
が
見
え
て
き
ま
す
。
童
話
を
読
む
こ
と
に

よ
っ
て
、
未
明
を
発
見
す
る
の
で
は
な
く
て
、

自
分
の
中
の
何
か
を
発
見
す
る
、
そ
う
い
う
読

み
方
が
あ
る
の
で
す
。
未
明
文
学
賞
も
文
学
館

で
の
活
動
も
、
こ
の
ま
ま
ず
っ
と
続
け
て
い
け

た
ら
す
ば
ら
し
い
で
す
ね
。

　

講
師
：
山
根
知
子
氏

（
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
教
授
）

　

期
日
：
11
月
30
日
（
土
）

　

会
場
：
高
田
図
書
館
会
議
室

■
は
じ
め
に

　

私
は
宮
沢
賢
治
と
坪
田
譲
治
、
二
人
の
研
究

を
し
て
き
ま
し
た
。
坪
田
譲
治
は
「
日
本
児
童

文
学
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
祖
」
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
一
方
、
宮
沢
賢
治
は
「
児
童
文
学
の
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
の
祖
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
小
川
未

明
は
リ
ア
リ
ズ
ム
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
両
方
合
わ

せ
た
祖
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

　

今
日
は
、
小
川
未
明
と
坪
田
譲
治
の
関
係
性

に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。
改
め
て
諸
資
料
を

調
査
分
析
し
た
と
こ
ろ
、
私
が
思
っ
て
い
た
以

上
の
師
弟
愛
の
深
さ
を
感
じ
て
感
動
し
、
皆
さ

ん
に
お
伝
え
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

新
た
な
調
査
を
し
ま
し
た
。
二
人
が
出
会
っ

た
場
所
、
東
京
都
新
宿
区
の
早
稲
田
で
す
。
お

互
い
の
住
居
が
ど
れ
く
ら
い
の
位
置
か
、
ど
れ
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く
ら
い
の
頻
度
や
距
離
感
で
会
っ
て
い
た
か
、

実
際
歩
い
て
知
っ
て
み
た
い
と
前
か
ら
思
っ
て

い
て
、
古
地
図
を
入
手
し
て
巡
り
ま
し
た
。
私

は
岡
山
市
出
身
で
早
稲
田
大
学
に
入
り
ま
し
た
。

二
人
の
後
輩
に
な
り
ま
す
。
私
自
身
18
歳
の
頃

か
ら
15
年
間
東
京
・
早
稲
田
で
過
ご
し
ま
し
た
。

今
回
の
調
査
は
私
も
慣
れ
親
し
ん
だ
早
稲
田
が

二
人
の
交
流
の
場
で
あ
る
こ
と
を
見
直
す
こ
と

が
で
き
、
懐
か
し
く
も
あ
り
新
し
い
発
見
も
多

か
っ
た
で
す
。

　

二
つ
目
の
調
査
は
二
人
の
手
紙
で
す
。
岡
山

の
吉
備
路
文
学
館
に
、
譲
治
に
宛
て
た
未
明
の

手
紙
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
は
以
前
か
ら
確
認

し
て
い
ま
し
た
。
二
人
の
交
わ
し
た
手
紙
は
、

現
在
全
集
な
ど
に
は
発
表
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
今
回
は
そ
の
手
紙
の
内
容
に
つ
い
て
の

ご
報
告
が
で
き
る
よ
う
目
指
し
て
研
究
し
て
き

ま
し
た
の
で
、
こ
の
場
で
初
披
露
で
き
る
こ
と

を
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
し
た
。

　

今
回
の
副
題
「
私
は
君
の
こ
と
を
思
わ
な
い

日
は
な
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
未
明
の
譲
治
あ

て
の
手
紙
の
一
文
か
ら
使
い
ま
し
た
。
譲
治
が

未
明
と
出
会
っ
て
亡
く
な
る
ま
で
の
間
、
50
数

年
の
年
月
を
二
人
は
共
に
し
ま
し
た
。
今
回
の

展
示
で
は
「
未
明
の
子
ど
も
た
ち
」
の
中
に
、

弟
子
と
い
う
存
在
で
あ
る
譲
治
も
並
べ
ら
れ
て

い
ま
す
よ
う
に
、
血
の
繋
が
り
は
な
く
と
も
、

譲
治
は
未
明
の
子
ど
も
の
よ
う
に
目
を
か
け
て

も
ら
っ
て
い
た
と
、
書
簡
か
ら
も
感
じ
ま
し
た
。

■
未
明
か
ら
譲
治
へ
の
手
紙

　

ま
ず
は
未
明
か
ら
譲
治
へ
の
書
簡
を
紹
介
し

ま
す
。
吉
備
路
文
学
館
の
所
蔵
資
料
で
す
。

　

坪
田
譲
治
は
大
学
を
二
度
退
学
、
一
度
休
学

を
し
て
い
て
、
合
計
７
年
か
け
て
卒
業
し
て
い

ま
す
。
入
学
後
ま
も
な
く
作
家
を
め
ざ
し
て
未

明
に
師
事
し
た
譲
治
は
、
作
家
は
神
経
衰
弱
に

な
ら
な
い
と
深
い
文
学
が
書
け
な
い
と
思
い
込

む
な
か
で
、
精
神
的
に
病
ん
で
、
退
学
し
て
故

郷
に
帰
り
ま
す
。
し
か
し
、
19
歳
の
と
き
、
家

族
に
も
言
え
な
い
悩
み
を
未
明
に
打
ち
明
け
、

保
証
人
に
な
っ
て
も
ら
っ
て
も
う
一
度
大
学
に

籍
を
置
き
ま
し
た
。
明
治
43
年
、
20
歳
の
時
の

11
月
、
徴
兵
検
査
延
期
願
の
提
出
不
備
に
よ
る

入
営
の
た
め
に
一
時
退
学
し
て
い
ま
す
。
そ
の

時
出
さ
れ
た
譲
治
あ
て
の
未
明
の
手
紙
に
は
、

「
身
体
を
鍛
え
、
経
験
を
積
む
と
思
っ
て
行
っ

て
来
た
ま
え
。（
中
略
）
ま
ず
当
面
一
歩
一
歩

運
命
に
し
た
が
っ
て
い
く
な
り
、
人
生
は
仕
方

が
な
い
と
思
い
ま
す
。」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
頃
未
明
か
ら
受
け
た
創
作
指
導
の
思
い

出
を
、
譲
治
は
随
筆
に
書
い
て
い
ま
す
。
書
い

た
作
品
を
目
の
前
で
読
み
あ
げ
さ
せ
、
耳
で
聞

き
、
そ
れ
を
す
ぐ
に
評
価
す
る
。
未
明
は
、
譲

治
の
不
安
を
払
拭
す
る
よ
う
に
、
詠
嘆
的
な
口

調
で
激
励
し
、
譲
治
が
感
激
し
て
創
作
に
熱
中

す
る
よ
う
に
導
き
ま
し
た
。

　

大
正
元
年
９
月
、
譲
治
が
肺
尖
カ
タ
ル
で
入

院
し
た
と
き
の
手
紙
で
は
、
未
明
は
「
御
病
気

が
大
し
て
悪
く
な
い
の
で
何
よ
り
安
心
い
た

し
ま
し
た
。（
中
略
）
早
く
な
お
っ
て
帰
っ
て

来
た
ま
え
。
お
大
事
に
願
い
ま
す
。」
と
書
い

て
い
ま
す
。
翌
年
４
月
に
は
、
未
明
は
譲
治
に
、

体
を
い
た
わ
る
こ
と
と
、
ロ
シ
ア
の
小
説
の
主

人
公
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
苦
難
（
病
気
）

の
中
で
も
人
生
を
ど
う
生
き
て
い
く
べ
き
か
を

手
紙
の
中
で
語
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
同
年
６

月
の
手
紙
で
は
、「
私
は
君
の
強
い
思
想
と
作

物
に
接
す
る
心
を
期
待
し
て
い
ま
す
。」「
お
互

い
に
勇
士
と
な
っ
て
力
の
限
り
戦
い
ま
し
ょ

う
。」
と
書
き
送
っ
て
い
ま
す
。
作
家
と
し
て

ま
だ
何
者
で
も
な
い
譲
治
を
、「
私
は
君
の
こ

と
を
思
っ
て
い
な
い
日
は
な
い
。」
と
心
配
し

て
期
待
を
し
て
い
る
と
い
う
未
明
の
譲
治
へ
の

師
弟
愛
は
何
と
深
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
未
明
の

心
の
中
で
譲
治
が
ど
ん
な
存
在
で
あ
っ
た
の
か
、

偲
ば
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
生
き
る
こ
と
と
文
学

は
表
裏
一
体
。
譲
治
の
人
格
や
思
想
に
、
未
明

は
す
で
に
魅
力
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
出
会
い
の
最
初
の
数
年
の
こ
と
が
、

そ
の
後
の
生
涯
に
も
繋
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。

　

大
正
３
年
、
未
明
の
長
男
哲
文
が
６
歳
で
疫

痢
の
た
め
亡
く
な
り
ま
す
。
そ
の
時
の
こ
と
を

譲
治
は
随
筆
に
鮮
明
に
書
い
て
い
ま
す
が
、
譲

治
自
身
、
病
院
へ
駆
け
つ
け
、
涙
に
く
れ
る
未

明
を
目
の
当
た
り
に
し
ま
し
た
。
大
正
14
年
、

譲
治
は
そ
の
時
の
こ
と
を
彷
彿
と
さ
せ
る
小
説

「
コ
マ
」
を
書
き
ま
し
た
。
譲
治
は
子
ど
も
が

亡
く
な
る
作
品
を
、「
コ
マ
」
を
契
機
に
何
作

品
も
書
き
ま
す
。
子
ど
も
を
亡
く
し
た
未
明
の

姿
を
見
な
が
ら
、
ま
た
未
明
の
「
金
の
輪
」
を

読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
譲
治
自
身
は
大
き
な
刺

激
を
受
け
た
の
で
し
ょ
う
。
未
明
の
子
ど
も
観

や
創
作
姿
勢
か
ら
の
影
響
関
係
を
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

大
正
６
年
２
月
の
手
紙
は
、「（
頼
ん
だ
）
バ

ラ
を
ま
だ
買
っ
て
い
な
い
な
ら
、
買
う
の
を
見

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。」
と
い
っ
た
内
容
で
す
。

植
木
を
育
て
る
趣
味
を
共
有
し
て
い
た
、
ほ
の

ぼ
の
と
し
た
二
人
の
交
流
が
分
か
り
ま
す
。

　

関
東
大
震
災
の
際
、
身
の
危
険
を
感
じ
た
未

明
は
、
一
家
で
譲
治
の
家
に
数
日
避
難
し
ま
し

た
。
２
年
後
の
大
正
14
年
９
月
、
そ
の
こ
と
を

思
い
出
し
て
改
め
て
お
礼
を
述
べ
る
内
容
の
手

紙
を
送
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
頃
に
な
る
と
、
譲

治
が
未
明
の
作
品
の
評
価
を
雑
誌
に
書
く
と
い

う
機
会
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
譲
治
の
批
評
を
読

ん
で
未
明
が
自
省
し
た
内
容
に
つ
い
て
も
手
紙

で
書
き
記
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
譲
治
は
未
明

の
出
版
物
や
編
集
物
の
協
力
を
す
る
よ
う
に
も

な
っ
て
い
ま
し
た
。
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譲
治
は
昭
和
12
年
〜
14
年
頃
に
は
生
活
の
苦

し
さ
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
や
っ
と
旅
行
ら
し
い

も
の
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
行

き
先
が
長
野
県
野
尻
で
す
。
未
明
が
た
び
た
び

高
田
に
帰
る
話
題
を
し
て
、
そ
の
路
線
の
途
中

の
場
所
と
い
う
こ
と
で
二
人
の
共
通
の
話
題
に

な
り
う
る
野
尻
を
選
ん
だ
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
譲
治
は
あ
る
農
家
の
建
物
を
買
っ
て
、

そ
こ
で
疎
開
を
し
て
、
戦
後
ま
で
い
ま
し
た
。

黒
姫
童
話
館
に
は
、
松
谷
み
よ
子
さ
ん
ら
弟
子

た
ち
が
、
譲
治
の
碑
を
建
て
て
い
ま
す
。
譲
治

は
当
時
の
村
長
か
ら
「
野
尻
を
学
者
や
児
童
文

学
者
が
集
う
村
に
し
た
い
」
と
頼
ま
れ
、
色
々

な
児
童
文
学
者
を
紹
介
し
て
あ
の
辺
が
児
童
文

学
者
の
別
荘
地
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
う
し

た
経
緯
で
、
黒
姫
童
話
館
も
で
き
ま
し
た
。
未

明
と
の
交
流
が
発
展
し
た
地
と
言
え
ま
す
。

　

昭
和
15
年
５
月
の
手
紙
で
は
、
譲
治
が
編
集

と
解
説
を
手
掛
け
た
未
明
の
童
話
集
の
進
み
具

合
に
つ
い
て
尋
ね
て
い
ま
す
。
そ
の
童
話
集
で

あ
る
昭
和
16
年
発
行
の
未
明
著
『
大
き
な
蟹
』

の
「
あ
と
が
き
」
で
、
譲
治
は
未
明
の
書
く
童

話
の
美
し
さ
を
「
先
生
の
童
話
は
い
つ
で
も
暗

い
中
の
美
し
さ
、
不
幸
の
中
の
幸
福
が
描
か
れ

て
い
る
」
と
書
い
て
い
ま
す
が
、
私
自
身
、
譲

治
の
作
品
も
、
逆
境
や
困
難
な
状
況
下
で
の
い

の
ち
の
美
し
さ
の
ほ
と
ば
し
り
を
描
い
て
い
く
、

そ
う
い
う
作
家
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

譲
治
自
身
が
未
明
を
そ
う
捉
え
、
自
分
も
意
識

的
に
か
無
意
識
的
に
か
、
そ
の
影
響
を
受
け
て

い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

同
年
同
月
の
別
の
手
紙
で
は
、未
明
は
「（
譲

治
の
）
お
帰
り
を
待
っ
て
、
御
協
議
を
願
い
、

全
集
の
話
を
進
め
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
い

つ
頃
御
帰
京
で
し
ょ
う
か
」
と
問
い
、
編
集
を

手
伝
っ
て
い
る
譲
治
を
頼
り
に
し
て
い
る
こ
と

が
う
か
が
え
ま
す
。

　

昭
和
20
年
８
月
、
終
戦
の
４
日
前
、
疎
開
を

し
て
い
る
野
尻
の
譲
治
に
向
け
て
の
手
紙
で
は
、

人
々
の
心
が
す
さ
ん
で
い
く
様
子
を
嘆
い
て
い

ま
す
。
譲
治
が
野
尻
湖
で
釣
り
を
楽
し
ん
で
い

る
こ
と
も
、
未
明
は
手
紙
の
や
り
と
り
で
知
っ

て
い
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
、
お
互
い
の
こ
と
を
書
い
た
随
筆
の

内
容
を
紹
介
し
ま
す
。
譲
治
は
「
少
年
よ
み
も

の
研
究　

小
川
未
明
論
」
で
、
未
明
は
児
童
の

心
を
代
弁
し
て
く
れ
て
お
り
、
未
明
文
学
は
そ

う
い
う
方
向
で
の
愛
情
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る

と
述
べ
て
い
ま
す
。
一
方
未
明
は
随
筆
「
神
秘

派
作
家
の
風
貌
」
で
、
譲
治
文
学
を
「
人
と
な

り
と
文
学
の
渾
然
一
致
」
し
て
い
る
「
人
格
の

う
ら
づ
け
」
の
あ
る
「
特
異
な
文
学
」
だ
と
述

べ
、
譲
治
の
人
格
に
惚
れ
込
ん
で
い
る
さ
ま
が

う
か
が
え
ま
す
。

　

昭
和
29
年
８
月
の
手
紙
に
は
、
譲
治
か
ら
贈

ら
れ
た
岡
山
名
産
の
白
桃
へ
の
お
礼
が
述
べ
ら

れ
て
い
ま
す
。
同
年
12
月
に
も
岡
山
か
ら
お
歳

暮
を
贈
ら
れ
た
礼
状
を
書
い
て
い
ま
す
。
こ
の

と
き
未
明
は
72
歳
。
未
明
の
体
の
不
調
を
心
配

し
な
が
ら
、
郷
里
か
ら
取
り
寄
せ
た
贈
り
物
を

し
て
い
た
譲
治
の
姿
が
見
て
取
れ
ま
す
。
こ
こ

ま
で
が
小
川
未
明
が
坪
田
譲
治
に
宛
て
た
手
紙

で
す
。

　

次
に
、
未
明
に
宛
て
た
譲
治
の
書
簡
を
紹
介

し
ま
す
。
小
川
未
明
文
学
館
の
所
蔵
資
料
で
す
。

　

昭
和
28
年
の
手
紙
が
残
さ
れ
て
い
る
最
初
の

も
の
で
、
未
明
が
文
化
功
労
者
の
候
補
に
な
っ

た
こ
と
に
対
す
る
お
祝
い
の
手
紙
で
す
。
未
明

の
50
年
に
わ
た
る
骨
折
り
を
ず
っ
と
見
続
け
て

き
た
譲
治
が
未
明
の
長
寿
を
願
う
内
容
で
、
未

明
が
現
代
の
児
童
文
学
界
を
導
い
て
く
れ
て
い

る
感
謝
を
述
べ
て
い
ま
す
。

　

次
に
紹
介
す
る
の
は
、
昭
和
34
年
、
難
聴
の

た
め
未
明
文
学
賞
の
選
考
委
員
を
辞
題
し
た
い

と
い
う
内
容
で
す
。
議
論
に
つ
い
て
い
け
ず
、

苦
し
い
の
で
許
し
て
ほ
し
い
と
。
譲
治
は
未
明

文
学
会
が
創
設
さ
れ
た
頃
か
ら
選
考
委
員
を
し

つ
つ
代
表
の
立
場
も
務
め
、
色
々
と
手
と
な
り

足
と
な
り
手
伝
っ
て
い
ま
し
た
。

■
ま
と
め

　

未
明
は
譲
治
に
対
し
、
弟
子
と
し
て
多
く
は

語
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
相
手
を
思

い
合
い
、
文
学
に
人
生
を
賭
け
て
き
た
二
人
。

50
年
一
緒
に
い
て
お
互
い
に
影
響
を
受
け
な
が

ら
支
え
あ
い
尊
敬
し
あ
い
、
こ
れ
だ
け
の
理
解

者
が
い
る
こ
と
で
お
互
い
が
ん
ば
れ
た
わ
け
で

す
。
未
明
は
随
筆
を
見
る
と
、
短
気
で
あ
っ
た

り
、
飽
き
性
で
あ
っ
た
り
、
癖
の
強
い
要
素
を

持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
未
明
に
と
っ
て

年
下
で
あ
る
譲
治
が
、
人
格
的
に
も
惚
れ
込
ん

だ
ゆ
え
に
「
私
は
君
の
こ
と
を
思
わ
な
い
日
は

な
い
」
と
い
う
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
私
自

身
心
に
響
き
ま
し
た
。
文
学
的
な
影
響
も
あ
れ

ば
、
お
互
い
の
人
生
観
の
形
成
に
も
影
響
し
た
。

実
際
50
数
年
共
に
し
て
き
た
歩
み
を
総
合
的
に

見
ま
す
と
、
深
い
師
弟
愛
で
互
い
に
支
え
ら
れ

た
二
人
で
あ
っ
た
と
、
皆
さ
ん
に
お
伝
え
し
た

い
。
文
学
が
、
生
き
る
と
い
う
こ
と
を
い
か
に

深
く
支
え
、
子
ど
も
や
若
い
人
達
の
心
を
い
か

に
豊
か
に
育
て
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
。
二
人

は
、
こ
う
し
た
価
値
観
を
刺
激
し
あ
い
共
有
し

な
が
ら
、
子
ど
も
た
ち
へ
向
け
て
の
文
学
の
使

命
感
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
皆
さ
ん
と
共
有

で
き
れ
ば
う
れ
し
い
で
す
。
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■
譲
治
か
ら
未
明
へ
の
手
紙



　

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
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
１
９
年
度
で
第
28
回
目
を
迎
え
、
こ
れ

ま
で
に
延
べ
１
３
５
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
＊

　

子
ど
も
の
こ
ろ
、
じ
ぶ
ん
は
夢
を
か
な
え
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
と
気
が
つ
い
た
と
き
の

心
の
痛
み
を
ず
っ
と
覚
え
て
い
ま
す
。

　

大
人
は
子
ど
も
に
、
夢
を
も
つ
こ
と
は
素
晴
ら
し
い
と
教
え
ま
す
が
、
か
が
や
く
未
来
を
も
つ

子
ど
も
た
ち
に
、
夢
や
ぶ
れ
た
と
き
の
こ
と
な
ど
は
あ
ま
り
語
り
ま
せ
ん
。

　

パ
リ
の
理
容
店
で
働
き
な
が
ら
、
画
家
に
な
り
た
い
と
い
う
夢
を
持
つ
少
年
の
お
話
を
書
き
ま

し
た
。
少
年
は
若
く
し
て
、「
理
想
」
と
「
現
実
」
の
は
ざ
ま
で
ゆ
れ
う
ご
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
夢
を
か
な
え
た
先
で
、
ま
だ
悩
み
を
か
か
え
る
画
家
も
登
場
し
ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
が
、
い
つ
か
夢
を
あ
き
ら
め
て
し
ま
い
そ
う
に
な
っ
た
と
き
、
こ
の
物
語
が
胸
の

底
の
小
さ
な
火
を
消
さ
な
い
よ
う
に
、
強
い
風
か
ら
そ
っ
と
手
を
か
ざ
し
、
守
る
働
き
を
し
て
く

れ
た
ら
、
こ
ん
な
に
う
れ
し
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

物
語
の
少
年
と
同
じ
よ
う
に
、
私
は
ず
っ
と
絵
描
き
に
あ
こ
が
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
小
川
未

明
に
関
す
る
ほ
ろ
苦
い
思
い
出
が
あ
り
ま
す
。

　

六
年
前
に
、本
の
装
丁
画
コ
ン
テ
ス
ト
に
応
募
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
私
は『
赤

い
蝋
燭
と
人
魚
』
の
話
を
選
び
、
表
紙
の
絵
を
描
き
ま
し
た
。
そ
の
コ
ン
テ
ス
ト
で
、
審
査
員
の

方
か
ら
い
た
だ
い
た
言
葉
が
心
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　
「
人
魚
が
見
つ
め
て
い
た
海
に
は
、
ど
こ
か
に
希
望
が
あ
っ
た
は
ず
」

　
『
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
』
は
と
て
も
好
き
な
話
で
、
自
分
な
り
に
読
み
込
ん
だ
つ
も
り
で
し
た
が
、

私
が
描
い
た
の
は
、
た
だ
暗
く
さ
び
し
い
海
を
見
つ
め
る
人
魚
の
後
ろ
姿
で
し
た
。
人
魚
が
見
て

い
た
も
の
を
、
想
像
で
き
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
そ
の
時
、
未
明
文
学
の
深
さ
に
触
れ
た
気

が
し
ま
し
た
。

　

残
念
な
が
ら
そ
の
絵
は
落
選
し
、
そ
れ
以
来
小
川
未
明
の
名
前
を
見
る
と
胸
が
ち
く
り
と
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
経
験
が
あ
っ
た
た
め
に
、
今
回
の
小
川
未
明
文
学
賞
受
賞
の
よ
ろ

こ
び
は
ひ
と
し
お
で
し
た
。

　

小
川
未
明
は
人
間
を
描
い
た
作
家
で
し
た
。
人
の
美
し
さ
だ
け
で
な
く
、
弱
さ
、
醜
さ
、
矛
盾

は
、
読
ん
で
い
て
苦
し
く
な
る
ほ
ど
で
す
。
そ
れ
で
も
、
人
魚
が
見
て
い
た
で
あ
ろ
う
希
望
を
伝

え
る
未
明
の
作
品
は
、
人
間
愛
に
満
ち
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
小
川
未
明
の
名
を
冠
し
た
賞
を
い
た

だ
い
た
こ
と
は
、
大
変
な
名
誉
で
す
。

　

こ
の
賞
に
た
ず
さ
わ
る
す
べ
て
の
方
に
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
の
度
は
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

◆
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
０
年
10
月
31
日
（
土
）（
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
１
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
。

　
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

第
28
回
小
川
未
明
文
学
賞
大
賞
受
賞

　
　

北
川　

佳
奈
さ
ん

　
（
大
賞
作
品
「
シ
ャ
・
キ
・
ペ
シ
ュ

　
　
　
　
　
　

	

理
容
店
の
ジ
ョ
ア
ン
」）

第
29
回
募
集
要
項
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こう　や

vol.16
2020年５月31日

・小川未明文学館ビッグブックシアターおはなし会……全20回、延べ参加者198人
・出張おはなし会（小学校、放課後児童クラブ等））…30か所、1,315人
・特別展おはなし会（小川未明文学館未明の部屋）……参加者33人
・会 員 の 研 修 会（糸魚川児童文学セミナー）………参加者19人

2019年度
の活動

出張おはなし会

文学館おはなし会

お話の会うさぎ【牧小学校放課後児童クラブ】
「まあちゃんと　とんぼ」のお話をしました。夏休み
の１日を楽しんでもらいました。

未明童話の会　「殿様の茶碗」
有名な陶器師が、殿様のために薄手の茶碗を作った。
だが、殿様は手が熱くてたまらない。ある村の百姓
家で出された茶碗が厚手で使いやすいのを知る…。
殿様は、相手を思う心と親切心を持って作ることを
陶器師に伝えた。

グループ空　「野ばら」
老人と若者の友情のお話を、若い
感性とコンピューターグラフィッ
クスで描いた絵が盛り上げました。
小さな子供達も静かに聞いていま
した。

グループさくら「曠野」
野原に立つ一本の松の木、その成長過程
で起こる出来事。１人の旅人を通じて松
の木が曠野の王者として自然と闘い、慕
いよる者を受け入れる姿が感動的です。

グループさくら　「雪とみかん」
雪国の冬、お店に「みかん」が出始めると、この話
を思い出します。
盲目の父とその息子の少年に、まさに天からの贈り
物！心温まるお話です。

2019年度の会員研修会は、日本児童文学者協会主催の「糸魚
川児童文学セミナー　－子どもの本を読む・見る・語る－」
に参加しました。オープニングで当ネットワークの高波代表
が、杉みき子/作・黒井健/絵『月夜のバス』を朗読しました。
続いて黒井健さんの講演もありました。作者とその心を共有
し、どのように作品を作り上げていくかというお話に感銘し
ました。
翌日は、絵本読み聞かせと昔語りの部屋コーナーで「きつね
のおばさん」と「月夜とめがね」を、聞いていただきました。

（お話の会うさぎ）

シャーフの会【直江津南小学校】
手作り楽器（ライアー）の演奏と共に、「高い木とカ
ラス」「野ばら」「牛女」の朗読を行いました。音楽
とお話を、静かに聞いている姿が印象的でした。

研修会
糸魚川児童文学セミナー

特別展おはなし会
10月27日（日）

絵本

『月夜のバ
ス』

を朗読して

（毎月第２、４日曜に実施）

作　品　名

①「野ばら」 グループ空

②「りゅうの目の涙」 シャーフの会

③「泣かないキリギリス」 お話の会うさぎ

④「峠の茶屋」 未明童話の会

⑤「曠野」 グループさくら

担当グループ

Ｌ
Ｅ
Ｔ

Ｘ
Ａ
Ｆ

E
-m
ail:m

im
ei@
city.joetsu.lg.jp

〒943
-0832

出
張
お
は
な
し
会
、
会
員
加
入
の
連
絡
先

上
越
市
文
化
振
興
課

〈
募
集
し
て
い
ま
す
〉

　
・
未
明
童
話
の
読
み
聞
か
せ
を
し
て
ほ
し
い

　
・
読
み
聞
か
せ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
て
み
た
い
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こう　や

vol.16
2020年５月31日

・小川未明文学館ビッグブックシアターおはなし会……全20回、延べ参加者198人
・出張おはなし会（小学校、放課後児童クラブ等））…30か所、1,315人
・特別展おはなし会（小川未明文学館未明の部屋）……参加者33人
・会 員 の 研 修 会（糸魚川児童文学セミナー）………参加者19人

2019年度
の活動

出張おはなし会

文学館おはなし会

お話の会うさぎ【牧小学校放課後児童クラブ】
「まあちゃんと　とんぼ」のお話をしました。夏休み
の１日を楽しんでもらいました。

未明童話の会　「殿様の茶碗」
有名な陶器師が、殿様のために薄手の茶碗を作った。
だが、殿様は手が熱くてたまらない。ある村の百姓
家で出された茶碗が厚手で使いやすいのを知る…。
殿様は、相手を思う心と親切心を持って作ることを
陶器師に伝えた。

グループ空　「野ばら」
老人と若者の友情のお話を、若い
感性とコンピューターグラフィッ
クスで描いた絵が盛り上げました。
小さな子供達も静かに聞いていま
した。

グループさくら「曠野」
野原に立つ一本の松の木、その成長過程
で起こる出来事。１人の旅人を通じて松
の木が曠野の王者として自然と闘い、慕
いよる者を受け入れる姿が感動的です。

グループさくら　「雪とみかん」
雪国の冬、お店に「みかん」が出始めると、この話
を思い出します。
盲目の父とその息子の少年に、まさに天からの贈り
物！心温まるお話です。

2019年度の会員研修会は、日本児童文学者協会主催の「糸魚
川児童文学セミナー　－子どもの本を読む・見る・語る－」
に参加しました。オープニングで当ネットワークの高波代表
が、杉みき子/作・黒井健/絵『月夜のバス』を朗読しました。
続いて黒井健さんの講演もありました。作者とその心を共有
し、どのように作品を作り上げていくかというお話に感銘し
ました。
翌日は、絵本読み聞かせと昔語りの部屋コーナーで「きつね
のおばさん」と「月夜とめがね」を、聞いていただきました。

（お話の会うさぎ）

シャーフの会【直江津南小学校】
手作り楽器（ライアー）の演奏と共に、「高い木とカ
ラス」「野ばら」「牛女」の朗読を行いました。音楽
とお話を、静かに聞いている姿が印象的でした。

研修会
糸魚川児童文学セミナー

特別展おはなし会
10月27日（日）

絵本

『月夜のバ
ス』

を朗読して

講演会開始時間、会場の照明が消えた。
スクリーンに映る絵、朗読が始まる。
静かに参加者は物語の世界へと…。

（高波昭子）

（毎月第２、４日曜に実施）

作　品　名

①「野ばら」 グループ空

②「りゅうの目の涙」 シャーフの会

③「泣かないキリギリス」 お話の会うさぎ

④「峠の茶屋」 未明童話の会

⑤「曠野」 グループさくら

担当グループ

Ｌ
Ｅ
Ｔ

Ｘ
Ａ
Ｆ

E
-m
ail:m

im
ei@
city.joetsu.lg.jp

〒943
-0832

出
張
お
は
な
し
会
、
会
員
加
入
の
連
絡
先

上
越
市
文
化
振
興
課

〈
募
集
し
て
い
ま
す
〉

　
・
未
明
童
話
の
読
み
聞
か
せ
を
し
て
ほ
し
い

　
・
読
み
聞
か
せ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
て
み
た
い
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「月夜とめがね」の朗読



高田城址公園

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
・
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
）・

　
　

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

● 文学館からのお知らせ ●

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）

2020年度　小川未明文学館カレンダー

6〜10月	 童話創作講座（通信講座）

８月	 小川未明文学館こども祭
	 	 ８月22日㈯

10月	 特別展「古志野実が描く未明童話絵本原画展」
	 	 会期：10月10日㈯〜11月29日㈰

	 第29回小川未明文学賞募集締切
	 	 10月31日㈯

10〜11月頃	 朗読研修会（全３回）

	 文学館講座（全３回）

３月	 第29回小川未明文学賞贈呈式（上越市）

＊通年で所蔵品を紹介する特集展示を行っています

　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　午後２時から文学館にて実施
　＊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の影響などにより、延期または中止
する場合がありますので、ご了承ください。

※詳細は下記へ問い合わせてください。


