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平
成
二
十
三
年
三
月
の
東
日
本
を
襲
っ
た
地
震
・
津
波
・
放
射
能
漏
出
に
よ
る
災
害

は
、
一
年
を
経
よ
う
と
し
て
い
る
現
在
、
ま
だ
復
旧
の
見
通
し
も
定
か
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
早
急
な
対
策
対
応
が
待
た
れ
ま
す
。
こ
の
災
害
は
、
第
二
の
敗
戦
と
も
言
わ
れ
て

い
る
そ
う
で
す
。
私
も
敗
戦
直
後
に
体
験
し
た
状
況
の
記
憶
と
重
ね
合
わ
せ
て
そ
の
よ

う
に
感
じ
、
災
害
に
遭
わ
れ
た
方
の
大
変
さ
を
実
感
し
ま
し
た
。

終
戦
時
、
私
は
小
学
校
二
年
生
、
今
の
韓
国
釜
山
の
近
く
に
母
と
妹
二
人
の
四
人
で

住
み
、
そ
の
と
き
父
は
か
つ
て
の
ビ
ル
マ
に
出
征
中
で
し
た
。
本
国
日
本
へ
の
引
き
揚

げ
は
、
母
の
親
戚
が
広
島
県
福
山
市
の
田
舎
に
あ
っ
た
の
で
、
そ
こ
を
頼
っ
て
の
も
の

で
し
た
。
下
関
か
ら
乗
っ
た
列
車
の
窓
越
し
に
見
た
広
島
駅
前
の
建
物
の
ほ
と
ん
ど
無

い
瓦
礫
の
光
景
は
、
い
ま
で
も
は
っ
き
り
と
億
え
て
い
ま
す
。
父
が
復
員
し
て
き
た
の

は
小
学
六
年
生
の
時
で
、
そ
の
間
の
生
活
は
、
食
に
関
す
る
つ
ら
い
記
憶
が
た
く
さ
ん

あ
る
こ
と
か
ら
大
変
苦
し
い
も
の
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
東
日
本
大
災
害
を
第
二
の
敗

戦
と
い
う
の
も
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

「
衣
食
足
り
て
礼
節
を
知
る
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
応
す
る
も
の
に

「
人
は
パ
ン
の
み
に
て
生
く
る
も
の
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
今
回
の

東
日
本
大
災
害
で
多
く
の
人
の
命
が
失
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
多
く
の
日
常
生
活
を
失
っ

た
人
が
生
じ
ま
し
た
。
そ
し
て
被
災
者
に
対
し
多
く
の
善
意
あ
ふ
れ
る
生
活
支
援
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
最
初
の
生
活
支
援
に
続
い
て
芸
能
人
や
ア
ス
リ
ー
ト
た
ち
の
慰
問
が
あ

　

群
馬
県
文
化
協
会
連
合
会
会
長　
　

樽　

井　
　

哲

巻
頭
言

り「
生
き
返
っ
た
」「
元
気
が
出
た
」と
い
う
言
葉
が
よ
く
聞
か
れ
ま
し
た
。こ
の
こ
と
は
、

人
は
物
質
面
で
の
不
足
が
あ
っ
て
も
精
神
面
で
の
充
足
が
あ
れ
ば
よ
り
よ
い
生
き
方
が

で
き
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

現
在
、
社
会
で
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
景
気
の
こ
と
や
人
の
安
心
安
全

の
こ
と
な
ど
生
活
上
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
私
も
大
事
な
こ
と
で
当
然
の
こ
と
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
、
精
神
生
活
を
充
実
し
豊
か
に
す
る
の
に
大
き
な
力
を
持
っ
て
い
る
文

化
活
動
や
体
育
活
動
に
対
す
る
社
会
の
関
心
や
要
請
を
取
り
上
げ
る
の
が
少
な
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
文
化
や
芸
能
、
ス
ポ
ー
ツ
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
も
、
そ
れ
は

能
力
の
高
い
一
部
の
人
の
こ
と
で
す
。
精
神
生
活
の
こ
と
は
全
て
の
人
に
大
切
な
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
社
会
全
体
の
こ
と
と
し
て
積
極
的
に
考
え
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

群
馬
県
で
は
文
化
の
振
興
充
実
を
め
ざ
し
た
条
例
が
作
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
、

社
会
は
ほ
と
ん
ど
景
気
や
安
心
安
全
の
こ
と
な
ど
生
活
上
の
こ
と
に
関
心
が
集
中
し
て

い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
文
化
振
興
の
条
例
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
、
群
馬

県
と
し
て
の
見
識
を
示
し
た
も
の
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
条
例
に
よ
っ
て
内
容
の
濃
い
具
体
策
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
大
い
に
期
待
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

生
活
と
文
化
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土
曜
・
日
曜
日
や
祝
日
に
な
る
と
家
族
連
れ
な
ど
で
に
ぎ

わ
う
高
崎
市
綿
貫
町
の
県
立
公
園
・
群
馬
の
森
。
広
大
な
芝

生
広
場
や
シ
ラ
カ
シ
や
ク
ヌ
ギ
、
コ
ナ
ラ
な
ど
の
大
樹
が

育
つ
森
の
ゾ
ー
ン
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
。
も
と
も
と
は
旧
陸

軍
の
火
薬
製
造
所
が
あ
っ
た
場
所
で
、
一
九
六
八
（
昭
和

四
十
三
）
年
の
明
治
百
年
を
記
念
し
た
事
業
と
し
て
整
備
さ

れ
た
。

正
面
入
り
口
か
ら
公
園
に
入
る
と
、
森
を
背
に
大
き
な
芝

生
広
場
が
目
に
飛
び
込
ん
で
く
る
。
次
に
目
に
入
る
の
が
通

路
左
手
に
あ
る
大
き
な
馬
の
彫
刻
。
高
さ
は
四
メ
ー
ト
ル
以

上
あ
り
、
そ
の
名
も
《
巨お
お

き
な
馬
》、
ブ
ー
ル
デ
ル
の
作
品

だ
。
群
馬
に
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え
な
く
も
な
い
が
、
そ
れ
よ

り
何
よ
り
近
寄
る
と
そ
の
大
き
さ
に
圧
倒
さ
れ
る
こ
と
は
確

か
だ
。
県
立
近
代
美
術
館
を
初
め
て
訪
れ
る
人
に
は
、
そ
の

馬
の
彫
刻
が
目
印
に
な
る
。

国
内
外
の
近
代
・
現
代
美
術
作
品
の
収
集
、
研
究
、
展
示

を
行
う
こ
の
美
術
館
は
一
九
七
四
（
昭
和
四
十
九
）
年
十
月

に
群
馬
の
森
の
文
化
施
設
と
し
て
開
館
し
た
。
白
い
立
方
体

を
重
ね
合
わ
せ
た
よ
う
な
建
物
を
設
計
し
た
の
は
当
時
四
十

代
だ
っ
た
建
築
家
の
磯
崎
新
氏
。
開
館
翌
年
に
は
日
本
建
築

学
会
賞
作
品
賞
に
輝
い
て
い
る
。

話
は
前
後
す
る
が
、
こ
の
美
術
館
誕
生
に
は
一
人
の
実
業

家
の
力
が
あ
っ
た
。
文
化
人
と
し
て
も
高
い
評
価
の
あ
る
故

井
上
房
一
郎
氏
だ
。
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
へ
の
支
援
、
群
馬

音
楽
セ
ン
タ
ー
建
設
な
ど
で
知
ら
れ
る
同
氏
は
、
美
術
館
建

設
に
も
情
熱
を
注
い
だ
。
事
前
の
県
民
へ
の
美
術
や
美
術
館

に
関
す
る
意
識
啓
発
活
動
、
開
館
に
あ
た
っ
て
の
自
身
の
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
寄
贈
な
ど
多
大
な
貢
献
を
し
た
。
そ
の
経
緯
な

ど
は
『
井
上
房
一
郎
・
人
と
功
績
』（
熊
倉
浩
靖
著
、
み
や

ま
文
庫
）
に
詳
し
い
。

◇ 

７
つ
の
展
示
室

館
に
入
ろ
う
。
入
り
口
の
長
い
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
部
分
を
抜

け
る
と
正
面
に
大
階
段
。
こ
れ
に
は
来
場
者
の
多
く
が
驚
く

と
い
う
。
宮
殿
の
階
段
の
よ
う
に
横
幅
も
広
く
奥
行
き
も
あ

る
。「
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
舞
台
階
段
の
よ
う
だ
」
の
声
も
。

階
段
手
前
に
広
が
る
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
も
不
思
議
な
空

間
。
高
い
天
井
、
公
園
を
眺
め
る
た
め
の
よ
う
に
広
く
取
ら

れ
た
開
口
部
（
窓
）、
季
節
や
時
間
に
よ
っ
て
差
し
込
む
光

が
訪
れ
る
人
た
ち
を
癒
し
て
く
れ
る
。

同
館
は
、
二
〇
〇
六
（
平
成
十
八
）
年
末
か
ら
一
年
半
ほ

ど
か
け
て
大
幅
な
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
行
い
、
展
示
室
も
大
き

く
変
わ
っ
た
。「
展
示
室
の
白
く
て
広
い
壁
面
に
よ
る
空
間

は
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
が
高
く
、
全
国
で
も
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
だ
と

思
う
」（
館
長
）。
地
方
美
術
館
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
先
進
事
例

と
し
て
注
目
さ
れ
、
視
察
も
多
い
。
展
示
室
は
大
小
合
わ
せ

て
七
つ
。い
ず
れ
も
個
性
的
空
間
だ
。そ
こ
で
は
作
品
の
ジ
ャ

ン
ル
別
や
テ
ー
マ
に
よ
る
展
示
が
行
わ
れ
て
お
り
、
従
来
の

「
常
設
展
は
い
つ
も
同
じ
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
変
わ
っ
て
い
る
。

企
画
展
や
県
展
（
美
術
、
書
道
）
が
行
わ
れ
る
メ
ー
ン
の

展
示
室
１
。
可
動
壁
に
よ
っ
て
表
情
を
変
え
る
大
き
な
ホ
ワ

イ
ト
キ
ュ
ー
ブ
を
展
覧
会
の
内
容
に
応
じ
て
ど
う
使
う
か
が

学
芸
員
の
腕
の
み
せ
ど
こ
ろ
だ
と
い
う
。

こ
こ
で
は
、三
月
二
十
五
日
ま
で
企
画
展
「
陶
酔
の
パ
リ
・

モ
ン
マ
ル
ト
ル　

一
八
八
〇
ー
一
九
一
〇
」
が
開
か
れ
て
い

る
。
内
側
の
展
示
壁
面
が
斜
め
に
配
さ
れ
る
な
ど
展
示
も
大

胆
、
照
明
も
工
夫
さ
れ
鑑
賞
者
を
飽
き
さ
せ
な
い
。
当
時
製

作
さ
れ
た
ピ
ア
ノ
も
置
か
れ
て
い
る
。

こ
の
空
間
で
昨
年
（
二
〇
一
一
年
）
四
月
か
ら
六
月
に
か

け
て
開
催
さ
れ
た「
司
修
の
え
も
の
が
た
り
」の
際
に
は
、「
注

①「群馬県立近代美術館」（高崎市綿貫町）

人物や芸術作品、歴史遺産など豊富な文化資源、それを育む豊かな自然に恵まれた群馬県。その多彩な
恵みを素材とする美術館や博物館、史料館も数多い。それらの施設をふらりと訪問、そこで感じたミュー
ジアムの〝今〟を紹介する。初回は、群馬の森にある県立近代美術館（中山博美館長）を取り上げた。
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文
の
多
い
料
理
店
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
部
屋
（
展
示
ス
ペ
ー

ス
）
が
登
場
、
来
場
者
を
驚
か
せ
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
。

企
画
展
を
堪
能
し
た
ら
、
二
階
の
展
示
室
に
足
を
延
ば
そ

う
。
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
で
自
然
光
の
取
入
れ
な
ど
の
工
夫
が
な

さ
れ
た
、
最
も
広
い
展
示
室
２
で
は
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
「
日

本
と
西
洋
の
近
代
美
術
Ⅲ
」（
四
月
八
日
ま
で
）
を
開
催
中
。

湯
浅
一
郎
や
福
沢
一
郎
、
モ
ネ
や
ル
オ
ー
な
ど
が
並
ぶ
。
現

代
美
術
棟
部
分
に
あ
る
の
が
展
示
室
３
、４
、５
。
そ
れ
ぞ
れ

「
現
代
の
美
術
Ⅳ
」「
群
馬
の
ガ
ラ
ス
工
芸
」「
特
集
山
口
薫
」

（
い
ず
れ
も
三
月
二
十
五
日
ま
で
）
が
企
画
さ
れ
て
い
る
。

今
回
の
訪
問
で
知
っ
た
の
が
、
大
作
二
枚
程
度
で
い
っ
ぱ

い
に
な
る
展
示
室
６
の
存
在
。
日
本
画
を
主
に
展
示
す
る
展

示
室
７
入
り
口
手
前
の
ス
ペ
ー
ス
で
、
現
在
は
福
沢
一
郎
の

作
品
が
飾
ら
れ
て
い
る
。
作
品
正
面
の
位
置
に
長
椅
子
も
置

か
れ
、
休
み
な
が
ら
鑑
賞

で
き
る
。

こ
れ
だ
け
展
示
ス
ペ
ー

ス
が
多
い
と
、
来
場
者
か

ら
は
「
企
画
展
だ
け
で

十
分
」「
ど
の
展
示
か
ら

見
た
ら
い
い
の
」
な
ど
の

声
も
出
そ
う
だ
。
同
館
学

芸
係
長
の
中
島
幸
子
さ
ん

は
「
鑑
賞
に
決
め
ら
れ
た

法
則
は
あ
り
ま
せ
ん
。
企

画
展
か
ら
常
設
展
に
行
く

人
も
、
常
設
か
ら
企
画
に

足
を
運
ぶ
人
も
、
企
画
展

だ
け
見
て
帰
る
人
も
い
ま

す
。
疲
れ
た
ら
レ
ス
ト
ラ

ン
で
お
茶
を
飲
ん
だ
り
、公
園
の
景
色
を
眺
め
た
り
、ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
で
図
録
や
グ
ッ
ズ
な
ど
買
い
物
を
楽
し
む

こ
と
も
で
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
友
達
と
来
て
も
、
一
人
で
来

て
も
楽
し
め
る
の
が
美
術
館
の
良
い
と
こ
ろ
で
す
」と
話
す
。

◇ 

ア
ー
ト
を
身
近
に

同
館
で
は
、
職
員
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
作
家
ら
の
協
力
を

得
て
子
ど
も
た
ち
へ
の
ア
ー
ト
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
、
学
校

と
の
連
携
事
業
な
ど
を
実
施
し
、
子
ど
も
の
時
期
か
ら
本
物

の
美
術
作
品
に
触
れ
る
機
会
を
増
や
す
努
力
を
続
け
て
い

る
。
そ
の
一
環
と
し
て
三
年
ほ
ど
前
か
ら
取
り
組
ま
れ
て
い

る
「
美
術
館
ア
ー
ト
ま
つ
り
」（
一
月
二
十
九
日
実
施
）
を

の
ぞ
い
た
。
手
軽
な
工
作
、
美
術
作
品
の
写
真
と
解
説
の
付

い
た
ア
ー
ト
カ
ー
ド
を
使
っ
た
遊
び
、
実
際
の
作
品
鑑
賞
な

ど
に
子
ど
も
た
ち
が
楽
し
く
挑
戦
し
て
い
た
。
支
え
る
の
は

館
職
員
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
ら
大
人
た
ち
。「
こ
う

し
た
体
験
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
美
術
館
の
役
割
を
再
認
識

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ス
タ
ッ
フ
が
生
き
生
き
す
る
と
、
美

術
館
も
生
き
生
き
す
る
」（
中
島
学
芸
係
長
）
と
い
う
。

群
馬
の
森
に
来
た
親
子
連
れ
を
美
術
館
に
取
り
込
む
た
め

の
工
夫
も
始
め
た
。
絵
本
な
ど
四
〇
〇
冊
を
配
置
し
た
コ
ー

ナ
ー
「
え
ほ
ん
の
森
」
を
同
館
一
階
に
設
け
た
ほ
か
、第
二
・

四
木
曜
日
午
前
中
を
フ
ァ
ミ
リ
ー
タ
イ
ム
と
し
、
子
ど
も
連

れ
で
入
館
し
鑑
賞
し
て
も
ら
う
取
り
組
み
も
企
画
。
毎
回
十

組
く
ら
い
の
親
子
が
足
を
運
ぶ
と
い
う
。「
歴
史
あ
る
館
と

し
て
は
冒
険
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
う
し
た
活
動
を
継
続

す
る
こ
と
が
美
術
館
フ
ァ
ン
を
増
や
す
た
め
に
も
大
切
だ
と

思
う
」
と
中
山
館
長
は
強
調
す
る
。

大きな白い壁面が特徴の展示室 1

コレクションが並ぶ展示室 2

体験型企画いっぱいの美術館アートまつり

群馬県立近代美術館
高崎市綿貫町992-1群馬の森内　☎027-346-5560

休館日　月曜（休日の場合は翌日）、年末年始
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□	

再
来
年
、
開
館
四
十
年
を
迎
え
る
美
術
館
の
果
た
し
た

役
割
に
つ
い
て
。

中
山　

昭
和
四
十
九
年
、
群
馬
の
森
に
こ
の
美
術
館
が
誕
生

し
た
わ
け
で
す
が
、
当
時
は
、
全
国
的
に
見
て
も
地
方
に
専

門
の
美
術
館
は
少
な
か
っ
た
時
代
。
地
元
の
経
済
人
で
あ
り

文
化
人
で
あ
っ
た
故
井
上
房
一
郎
氏
ら
の
献
身
的
な
尽
力
に

よ
っ
て
、
明
治
百
年
記
念
事
業
と
し
て
群
馬
の
森
の
自
然
を

生
か
し
た
県
民
の
美
術
の
拠
点
が
生
ま
れ
た
の
で
す
。

私
が
県
庁
に
入
っ
て
二
年
目
の
こ
と
。
そ
の
意
味
で
は
私

の
県
庁
生
活
と
こ
の
美
術
館
は
同
じ
時
代
を
歩
ん
で
き
て
い

る
。
ま
さ
に
思
い
出
の
館
。
そ
の
こ
ろ
の
本
県
に
は
新
幹
線

も
高
速
道
路
も
通
っ
て
お
ら
ず
、
東
京
に
出
か
け
る
の
も
大

変
な
時
代
で
し
た
。
こ
の
館
が
で
き
た
こ
と
は
県
民
に
と
っ

て
大
き
な
出
来
事
で
あ
り
、
本
県
の
芸
術
文
化
振
興
に
大
き

な
意
義
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

三
十
七
年
間
の
歴
史
で
振
り
返
れ
ば
、
西
洋
近
代
美
術
の

展
覧
会
を
は
じ
め
、
古
く
か
ら
織
物
業
が
盛
ん
で
あ
っ
た
本

県
の
特
色
を
踏
ま
え
た
染
織
を
テ
ー
マ
に
し
た
企
画
も
意
識

は
、
レ
ス
ト
ラ
ン

（
こ
ろ
む
す
）。
池

に
面
し
た
席
に
座

り
、
外
を
眺
め
る

と
、
池
に
設
置
さ

れ
た
宮
脇
愛
子
さ

ん
の
作
品
「
う
つ

ろ
ひ
」
が
見
え
、

風
な
ど
の
具
合
に

よ
っ
て
は
、
水
面

に
反
射
し
た
光
が

池
に
せ
り
出
し
た

ピ
ロ
テ
ィ
部
分
に
不
思
議
な
揺
ら
ぎ
の
世
界
を
生
む
。
自
然

の
芸
術
作
品
の
よ
う
だ
と
一
人
自
慢
し
て
い
る
。

コレクションに意欲を見せる
中山館長

桑　原　高　良
（くわばら　たかよし）

群馬ペンクラブ会員、群馬県文学会議会員。
1950 年生まれ。74 年に上毛新聞社入社。藤岡支
局長、前橋支局長、編集局文化生活部長、出版局
次長、文化情報誌「上州風」編集長、編集局次長
などを経て太田支社長。館林シャトルおよび高崎
タカタイの編集長。2011 年 3 月退職。現在、中央
カレッジグループ学園新聞編集長。著書に『二足
の草鞋と本音人生―聞き書き大川栄二』『わがここ
ろ　語る上州人　塩原友子』『初代コロムビア・ロー
ズ物語―人生は歌とともに』（いずれも上毛新聞社
刊）。

し
て
取
り
組
ん
で
き
た
ほ
か
、
福
沢
一
郎
、
山
口
薫
、
鶴
岡

政
男
、
湯
浅
一
郎
ら
本
県
ゆ
か
り
の
作
家
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

と
展
示
、
さ
ら
に
地
元
の
特
色
あ
る
作
家
の
展
覧
会
も
開
い

て
き
た
。
開
館
か
ら
の
来
館
者
数
は
四
五
〇
万
人
を
超
え
て

お
り
、
そ
の
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
と
思
う
。

□	

美
術
館
の
現
状
と
今
後
に
つ
い
て
。

中
山　

現
状
は
、
東
京
ま
で
の
交
通
ア
ク
セ
ス
も
格
段
に
進

歩
し
、
話
題
を
集
め
る
大
き
な
展
覧
会
な
ど
で
都
内
に
行
く

人
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
当
館
だ
け
で
な
く
、
地
方
の
美

術
館
は
い
ず
れ
も
厳
し
い
状
況
で
、
来
場
者
数
を
増
や
す
こ

と
は
大
変
で
す
。
し
か
も
、
新
た
に
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
す
る
こ

と
も
難
し
い
時
代
。
こ
れ
ま
で
は
、
お
よ
そ
一
八
〇
〇
点
の

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
７
つ
の
展
示
室
で
工
夫
し
な
が
ら
紹
介
し

て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
っ

た
か
ら
で
き
た
こ
と
。

こ
れ
か
ら
十
年
先
、
二
十
年
先
を
考
え
る
と
、
こ
の
美
術

館
の
伝
統
を
次
の
世
代
に
、
き
ち
ん
と
渡
す
役
割
が
私
た
ち

に
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
意
味
か
ら
も
、
作
品
を
購
入
で
き

る
よ
う
に
努
力
し
て
い
き
た
い
。
本
県
出
身
作
家
の
作
品
収

集
に
加
え
、
新
人
作
家
の
発
掘
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
県

民
に
望
ま
れ
愛
さ
れ
る
美
術
館
づ
く
り
を
目
指
し
た
い
。「
群

馬
に
い
い
美
術
館
が
あ
る
」「
群
馬
の
文
化
レ
ベ
ル
は
高
い
」

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
。
も
ち
ろ
ん
、
次
世
代
の
利
用
者
を
意

識
し
、
子
ど
も
た
ち
や
保
護
者
を
対
象
に
し
た
取
り
組
み
に

も
今
以
上
に
力
を
入
れ
て
い
き
た
い
。

◎ 

館
長
の
お
気
に
入
り
ポ
イ
ン
ト

第
一
は
、
館
内
か
ら
見
た
群
馬
の
森
の
景
色
。
特
に
南
側

の
通
路
ギ
ャ
ラ
リ
ー
や
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
か
ら
の
眺
め
は
最

高
。
公
園
を
含
め
た
周
囲
の
景
色
は
も
ち
ろ
ん
、
差
し
込

む
四
季
折
々
の
光
も
心
を
和
ま
せ
る
。
次
の
お
気
に
入
り

エントランスホールから公園を望む

中
山
博
美
館
長
に
聞
く

「
作
品
購
入
め
ざ
し
た
い
」
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一
九
五
一
年
生
。
学
習
院
大
学
大
学
院
人
文

科
学
研
究
科
国
文
学
専
攻
博
士
課
程
修
了
。

同
大
学
助
手
を
経
て
、
一
九
八
五
年
群
馬
県
立
女
子
大
学
文
学
部
専

任
講
師
。
現
在
は
同
大
学
教
授
。
専
門
は
上
代
文
学
。
主
な
著
書
に

『
続
日
本
紀
宣
命　

校
本
・
総
索
引
』『
群
馬
の
万
葉
歌
』
な
ど
。

北き
た 

川が
わ 

和か
ず 

秀ひ
で

今
回
は
次
の
歌
を
よ
む
こ
と
に
す
る
。

◎
上
毛
野
伊い

な

ら
奈
良
の
沼
の
大お
ほ

藺ゐ

草ぐ
さ

他よ

そ所
に
見
し
よ
は
今
こ
そ
益ま
さ

れ
（
三
四
一
七
）

こ
こ
に
う
た
わ
れ
て
い
る
「
伊
奈
良
の
沼
」
は
今
日
の
ど
こ
に
当
た
る
の
か
明
ら
か
で
な

い
。
邑
楽
郡
に
あ
っ
た
板
倉
沼
と
す
る
説
が
あ
る
が
、
確
証
は
な
い
。

歌
の
内
容
に
入
る
前
に
、
ま
ず
は
伊
奈
良
と
大
藺
草
と
に
つ
い
て
述
べ
る
。

一
、
伊
奈
良
に
つ
い
て

明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
、
邑
楽
郡
に
伊
奈
良
村
と
い
う
村
が
あ
っ
た
。
こ
の
村
は
、
明

治
二
十
二
年
に
実
施
さ
れ
た
町
村
合
併
の
折
に
、
板
倉
村
・
籾
谷
村
・
岩
田
村
・
内
蔵
新
田

村
の
四
ヶ
村
が
合
併
し
て
成
立
し
た
も
の
で
、
伊
奈
良
と
い
う
村
名
は
、
か
つ
て
板
倉
村
の

一
部
を
伊
奈
良
の
里
と
称
し
た
こ
と
に
ち
な
む
と
い
う
。
こ
の
伊
奈
良
村
は
、
昭
和
三
十
年

に
、
西に
し

谷や

田だ

村
・
海え

老び

瀬せ

村
・
大お
お

箇が

野の

村
と
合
併
し
て
板
倉
町
と
な
り
、
今
に
至
っ
て
い
る
。

か
つ
て
板
倉
村
の
一
部
を
伊
奈
良
の
里
と
称
し
た
と
い
う
こ
と
が
確
か
で
あ
れ
ば
、
東
歌

の
伊
奈
良
の
沼
の
所
在
を
考
え
る
上
で
有
力
な
材
料
と
な
る
が
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
に
関
し

て
は
文
献
上
の
裏
付
け
が
取
れ
な
い
。

伊
奈
良
村
と
い
う
村
名
の
由
来
に
つ
い
て
は
、『
邑
楽
郡
誌
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

往
昔
板
倉
村
の
一
部
を
伊
奈
良
の
里
と
称
し
、
著
名
の
沼
も
旧
く
は
伊
奈
良
の
沼
と

呼
び
し
を
以
て
新
村
名
と
な
し
た
る
な
り
。
大
字
板
倉
村
は
往
古
伊
奈
良
の
里
と
称

せ
し
が
、
後
伊イ

ト

ラ
度
良
と
訛
り
、
更
に
伊イ

度タ
ク

良ラ

と
唱
ふ
る
に
至
り
、
大
同
元
年
以
後
文

字
を
改
め
て
板
倉
村
と
名
づ
け
た
り
と
云
ふ
。

大
同
元
年
と
い
う
の
は
平
安
初
期
の
年
号
で
西
暦
八
〇
七
年
に
あ
た
る
。
年
号
の
記
載
が

あ
る
こ
と
で
具
体
性
の
あ
る
話
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
イ
ナ
ラ
→
イ

ト
ラ
→
イ
タ
ク
ラ
と
い
う
変
化
は
平
安
初
期
ま
で
に
起
こ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
イ
ナ
ラ
→
イ

ト
ラ
の
変
化
は
、
ナ
が
ト
に
音
韻
交
替
し
た
（
ｎ
ａ
→
ｔ
ｏ
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
ｎ

→
ｄ
と
い
う
音
韻
交
替
は
考
え
ら
れ
て
も
、
ｎ
→
ｔ
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、
母
音
も
、
イ

ナ
ラ
な
ら
ば
二
音
節
目
・
三
音
節
目
が
ａ
と
い
う
同
じ
母
音
の
繰
り
返
し
（
ｎ
ａ
ｒ
ａ
）
で

安
定
し
た
形
を
と
っ
て
い
る
の
に
、
こ
の
調
和
を
あ
え
て
崩
す
よ
う
な
形
（
ｔ
ｏ
ｒ
ａ
）
に

変
化
す
る
必
然
性
が
説
明
し
が
た
い
。
そ
し
て
、
そ
の
先
の
イ
ト
ラ
→
イ
タ
ク
ラ
と
い
う
変

化
は
、
ト
の
万
葉
仮
名
と
し
て
用
い
た
「
度
」
の
字
を
タ
ク
と
誤
読
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生

じ
た
と
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
「
度
」
の
字
に
は
「
支し

度た
く

」
と
訓
む
よ
う
に
漢
音
タ
ク
と
い
う
音
が
あ
る
。「
目め

出で

度た
く

」「
申
ま
う
し

度た
く

」「
成な
し
た
く度

」
の
よ
う

に
当
て
字
で
タ
ク
と
訓
ま
せ
る
用
法
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
当
て
字
の
用
法
は
鎌
倉

時
代
以
降
に
生
じ
た
も
の
と
お
ぼ
し
く
、
上
代
に
お
い
て
万
葉
仮
名
の
「
度
」
は
ド
（
少
数

な
が
ら
清
音
の
ト
）
以
外
に
訓
ん
だ
と
は
考
え
が
た
い
。
平
安
初
期
以
前
の
人
が
「
伊
度
良
」

と
い
う
表
記
を
見
れ
ば
、
ま
ず
イ
ド
ラ
（
あ
る
い
は
イ
ト
ラ
）
と
訓
ん
だ
は
ず
で
、
こ
れ
を

イ
タ
ク
ラ
と
誤
読
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
伊イ

ナ

ラ
奈
良
→
伊イ

ト

ラ
度
良
→
伊イ

度タ
ク

良ラ

と
い
う
説
明
は
、
伊
奈
良
の
里
を
板
倉
村
と
結
び
つ
け
る
た
め
の
こ
じ
つ
け
と
思
わ
れ
る
。

板
倉
町
に
鎮
座
す
る
雷
電
神
社
の
す
ぐ
北
に
は
伊
奈
良
神
社
と
い
う
神
社
が
あ
る
。
こ
の

神
社
名
が
古
い
も
の
で
あ
れ
ば
古
地
名
を
考
え
る
上
で
手
掛
か
り
と
な
る
が
、
社
殿
の
裏
に

あ
る
碑
文
に
よ
れ
ば
、こ
の
神
社
は
こ
の
地
か
ら
出
征
し
て
い
っ
た
戦
没
者
を
祀
る
た
め
に
、

昭
和
三
十
一
年
に
建
て
ら
れ
た
も
の
と
い
う
。
伊
奈
良
神
社
と
い
う
神
社
名
は
、
伊
奈
良
村
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と
い
う
村
名
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
古
い
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
で
は
な
い
。

鎮
座
地
の
伊
奈
良
村
は
前
年
の
合
併
に
よ
っ
て
す
で
に
消
滅
し
て
い
る
が
、そ
れ
故
に
こ
そ
、

あ
え
て
伊
奈
良
の
名
を
神
社
名
と
し
て
残
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

東
歌
に
よ
ま
れ
た
伊
奈
良
の
沼
を
今
日
の
板
倉
沼
に
比
定
す
る
説
は
、
伊
奈
良
村
の
成
立

よ
り
も
さ
ら
に
古
く
、
幕
末
に
さ
か
の
ぼ
る
。
安
政
年
間
（
一
八
五
四
〜
一
八
五
九
）
に
成

立
し
た
橋
本
直
香
の
『
上
野
歌
解
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

伊
奈
良
沼
は
是
も
い
ま
だ
詳
ら
か
な
ら

ず
。（
或
い
は
曰
は
く
、
邑
楽
郡
板
倉
の

沼
な
ら
ん
か
と
云
へ
る
は
さ
も
あ
る
べ

し
。
さ
ば
か
り
な
る
大
沼
の
四
つ
ま
で

こ
の
ほ
と
り
に
あ
り
と
い
へ
ば
、
昔
は

こ
と
に
広
か
り
け
ん
を
、
い
ひ
も
ら
す

べ
き
い
は
れ
あ
ら
ね
ば
な
り
。）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
伊
奈
良
の
沼
を
板
倉
沼
に

比
定
す
る
説
が
安
政
以
前
に
存
在
し
た
ら
し

い
。
そ
の
説
に
対
し
て
橋
本
直
香
は
肯
定
的
で

あ
る
。
現
在
の
板
倉
町
の
あ
た
り
は
上
野
国
最

大
の
沼
沢
地
で
あ
り
、
古
代
に
は
さ
ら
に
大
き

な
沼
や
沢
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
い

う
地
の
最
大
の
沼
で
あ
る
板
倉
沼
が
万
葉
集
に

よ
ま
れ
て
い
な
い
わ
け
は
な
い
。
だ
か
ら
、
万

葉
集
の
伊
奈
良
の
沼
は
後
世
の
板
倉
沼
の
こ
と

で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

板
倉
沼
周
辺
の
明
治
四
十
三
年
の
地
図
と
昭

和
三
十
八
年
の
地
図
と
を
掲
げ
る
。
ど
ち
ら
も

板
倉
町
史
編
さ
ん
室
が
作
図
し
た
も
の
で
、『
板

倉
町
史
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
沼
は
江

戸
時
代
に
は
さ
ら
に
大
き
か
っ
た
よ
う
だ
が
、

干
拓
や
埋
め
立
て
が
進
ん
で
小
さ
く
な
り
、
昭
和
五
十
年
代
半
ば
に
は
完
全
に
消
滅
し
た
。

現
在
、
板
倉
沼
の
跡
は
板
倉
工
業
団
地
や
農
地
な
ど
に
姿
を
変
え
て
い
る
。

万
葉
集
に
よ
ま
れ
て
い
る
伊
奈
良
の
沼
が
巨
大
な
沼
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
板
倉
沼
は
そ

の
有
力
候
補
と
な
ろ
う
が
、
万
葉
集
の
歌
か
ら
は
、
伊
奈
良
の
沼
の
大
き
さ
は
分
か
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
な
次
第
で
、
伊
奈
良
の
沼
が
現
在
の
ど
こ
で
あ
る
の
か
、
残
念
な
が
ら
未
詳
と

す
る
ほ
か
は
な
い
。板倉沼周辺図（明治 43年）

板倉沼周辺図（昭和 38年）
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二
、
大
藺
草
に
つ
い
て

万
葉
集
の
原
文
は
「
於
保
為
具
左
」。「
お
ほ
ゐ
ぐ
さ
」
と
訓
む
。
平
安
前
期
成
立
の
分
類

体
の
百
科
事
典
『
和
名
類
聚
抄
』
の
「
草
類
」
に
「
莞
」
と
「
藺
」
と
が
並
ん
で
立
項
さ
れ

て
お
り
、「
莞
」に
は「
於お

ほ

ゐ
保
井
」、「
藺
」に
は「
為ゐ

」と
い
う
訓
が
付
い
て
い
る
。
そ
し
て
、「
莞
」

は
「
以
っ
て
席む
し
ろと

な
す
べ
き
者
な
り
」、「
藺
」
は
「
莞
に
似
て
細
く
堅
く
宜よ
ろ

し
く
席む
し
ろと

な
す

べ
し
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
莞お
ほ
ゐ
」
も
「
藺ゐ

」
も
ど
ち
ら
も
ム
シ
ロ
の

原
料
に
な
る
が
、「
莞お
ほ
ゐ」

の
方
が
「
藺ゐ

」
よ
り
も
太
い
（
あ
る
い
は
、そ
れ
に
加
え
て
大
き
い
）

の
で
、「
ゐ
」
に
対
し
て
「
お
ほ
（
大
）
ゐ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
東
歌
の
「
お

ほ
ゐ
ぐ
さ
」
は
、
こ
の
「
莞お
ほ
ゐ」

と
考
え
ら
れ
る
。「
莞お
ほ
ゐ」

は
今
日
の
フ
ト
イ
、「
藺ゐ

」
は
今
日

の
イ
グ
サ
に
比
定
さ
れ
る
。
フ
ト
イ
と
イ
グ
サ
は
『
日
本
大
百
科
全
書
ニ
ッ
ポ
ニ
カ
』（
小

学
館
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

フ
ト
イ
の
項

カ
ヤ
ツ
リ
グ
サ
科
の
多
年
草
。
茎
は
高
さ
２
メ
ー
ト
ル
内
外
、
太
さ
径
５
〜
７
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
で
丸
く
、
節
は
な
く
、
粉
緑
色
。
地
中
を
横
走
す
る
根
茎
か
ら
多
数
の
地

上
茎
が
束
状
に
生
え
る
。
…
…
池
、
沼
な
ど
浅
い
水
中
に
生
え
、
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
分
布
す
る
。
夏
に
刈
り
取
っ
て
莚
（
む
し
ろ
）
を
織
る
。
ま
た
池
に

植
え
て
観
賞
用
に
す
る
。
…
…

イ
グ
サ
の
項

イ
グ
サ
科
の
多
年
草
。
イ
ま
た
は
ト
ウ
シ
ン
ソ
ウ
（
灯
芯
草
）
と
も
い
う
。
地
下
茎

が
泥
土
中
を
は
い
、
そ
の
各
節
間
は
短
く
詰
ま
っ
て
い
る
。
地
下
茎
か
ら
多
数
の
細

い
茎
が
伸
び
立
ち
、
株
状
に
な
る
。
高
さ
２
０
〜
６
０
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
直
径
１

〜
２
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
茎
は
変
異
が
大
き
く
、
と
く
に
コ
ヒ
ゲ
と
も
よ
ば
れ
る
栽
培

品
種
は
、
高
さ
１
２
０
〜
１
５
０
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
直
径
２
〜
３
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

も
あ
る
。
…
…
北
海
道
か
ら
沖
縄
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
山
野
の
湿
地
に
自
生
し
、
さ
ら
に

東
ア
ジ
ア
に
も
広
く
分
布
す
る
。
イ
グ
サ
の
茎
は
畳
表
や
花
莚
（
は
な
む
し
ろ
）
の

材
料
と
し
て
、
ま
た
茎
の
髄
は
行
灯
（
あ
ん
ど
ん
）
な
ど
の
灯
芯
に
利
用
さ
れ
、
江

戸
時
代
に
は
各
地
で
灯
芯
用
に
栽
培
さ
れ
た
。
…
…

今
日
、
ム
シ
ロ
と
い
う
と
稲
藁
で
作
っ
た
も
の
が
思
い
浮
か
ぶ
が
、
古
代
に
お
い
て
は
、

ム
シ
ロ
に
は
様
々
な
種
類
が
あ
り
、
宮
中
や
貴
族
の
家
な
ど
で
も
屋
内
の
敷
物
と
し
て
も
用

い
ら
れ
た
。
素
材
も
莞
や
藺
の
他
に
、
蒋ま
こ
も・

蒲
・
萱か
や

・
葛
・
菅
・
竹
な
ど
、
様
々
な
も
の
が

あ
る
。
平
安
初
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
延
喜
式
』
に
は
、
税
や
貢
納
物
と
し
て
納
め
ら
れ
る
諸

国
の
物
産
や
そ
の
分
量
が
載
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
席む
し
ろ

を
納
め
た
国
を
多
い
順
に

列
挙
す
れ
ば
、
周
防
国
九
八
〇
枚
（
調
と
し
て
短
席
を
六
三
〇
枚
、
交
易
雑
物
と
し
て
席
を

三
五
〇
枚
）、
上
野
国
九
六
〇
枚
（
交
易
雑
物
と
し
て
席
を
九
〇
〇
枚
、
細
貫
席
を
六
〇
枚
）、

山
城
国
八
七
〇
枚
（
調
と
し
て
広
席
を
二
八
〇
枚
、
狭
席
を
五
九
〇
枚
）、
下
野
国
八
〇
〇

枚
（
交
易
雑
物
と
し
て
席
を
）、
常
陸
国
六
〇
〇
枚
（
交
易
雑
物
と
し
て
席
を
）、
武
蔵
国

五
六
〇
枚
（
交
易
雑
物
と
し
て
席
を
五
〇
〇
枚
、
細
貫
席
を
三
〇
枚
な
ど
）
な
ど
と
な
る
。

交
易
雑
物
と
い
う
の
は
、
諸
国
が
購
入
し
て
中
央
政
府
に
納
め
た
物
品
の
こ
と
で
あ
る
。
関

東
諸
国
が
目
立
つ
中
で
、
特
に
上
野
国
は
全
国
第
二
位
の
位
置
を
占
め
、
席
の
代
表
的
な
産

地
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
席
の
材
料
は
様
々
で
あ
る
が
、
沼
沢
や
湿
地
の
植
物
が
多

い
。さ
す
れ
ば
、上
野
国
で
有
数
の
湿
地
帯
で
あ
っ
た
邑
楽
郡
が
そ
の
主
要
な
供
給
源
で
あ
っ

た
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
伊
奈
良
の
沼
が
板
倉
沼
で
あ
る
と
い
う
確
証
は
な
い
が
、
大
藺

草
の
点
か
ら
は
、
伊
奈
良
の
沼
が
邑
楽
郡
に
所
在
し
た
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。

三
、「
伊
奈
良
の
沼
」
の
歌
に
つ
い
て

上
毛
野
伊い

な

ら
奈
良
の
沼
の
大お
ほ

藺ゐ

草ぐ
さ

他よ

そ所
に
見
し
よ
は
今
こ
そ
益ま
さ

れ
（
三
四
一
七
）

可か

み

つ

け

の

美
都
気
努　

伊い

な

ら

の

ぬ

ま

の

奈
良
能
奴
麻
乃　

於お

ほ

ゐ

ぐ

さ

保
為
具
左　

与よ

そ

に

み

し

よ

は

曽
尓
見
之
欲
波

伊い

ま

こ

そ

ま

さ

れ

麻
許
曽
麻
左
礼

上
野
国
の
伊い

な

ら
奈
良
の
沼
に
生
え
て
い
る
大
藺
草
は
、
よ
そ
目
に
見
て
い
た
と
き
よ
り
も
手

間
暇
掛
け
て
莚
に
織
り
上
げ
た
今
の
方
が
愛
着
が
増
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
、
あ
な
た
の

こ
と
を
よ
そ
な
が
ら
見
て
い
た
だ
け
の
頃
よ
り
も
、
恋
人
同
士
に
な
っ
た
今
の
方
が
、
あ
な
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た
へ
の
恋
心
は
よ
り
つ
の
っ
て
い
る
も
の
を
。

「
よ
そ
」
は
空
間
的
に
距
離
の
あ
る
所
と
い
う
よ
り
は
、
自
分
と
は
無
縁
の
所
と
い
う
心

理
的
な
要
素
が
強
い
語
。「
見
し
よ
は
」
の
「
よ
」
は
「
よ
り
」
と
同
義
の
語
で
、
こ
こ
は

比
較
を
あ
ら
わ
す
。「
雲
に
飛
ぶ
薬
食は

む
よ
は
都
見
ば
い
や
し
き
吾あ

が
身
ま
た
変を若
ち
ぬ
べ

し
（
空
を
飛
べ
る
と
い
う
魔
法
の
薬
を
飲
む
よ
り
も
、
奈
良
の
都
を
見
た
な
ら
ば
、
卑
し
い

わ
が
身
も
、
ま
た
若
返
る
こ
と
で
あ
ろ
う
）」（
巻
五
・
八
四
八
）
と
い
う
例
が
あ
る
。

上
三
句
は
「
他よ

そ所
に
見
し
」
を
導
く
序
詞
と
説
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
大
藺
草
は
沼
に
生

え
て
い
る
の
で
容
易
に
近
く
ま
で
行
く
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
で
「
外
に
見
」
る
の
で
あ
る

と
か
、
大
藺
草
に
は
節
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
で
「
節よ

」
と
同
音
の
「
よ
」
で
始
ま
る
「
よ
そ
」

を
導
く
、な
ど
と
説
明
さ
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
説
明
で
納
得
で
き
な
い
こ
と
も
な
い
が
、す
っ

き
り
し
な
い
思
い
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
右
に
示
し
た
口
語
訳
の
よ
う
に
歌
全
体
を
比
喩
の
歌

と
解
し
て
み
た
。
こ
の
歌
は
万
葉
集
で
は
譬
喩
歌
の
部
で
は
な
く
、
相
聞
の
部
に
収
め
ら
れ

て
お
り
、
万
葉
集
の
編
者
と
は
解
釈
が
異
な
る
こ
と
に
な
る
が
、
必
ず
し
も
編
者
の
判
断
を

絶
対
視
す
る
こ
と
も
な
か
ろ
う
と
考
え
る
。

万
葉
集
巻
十
一
に
、
柿
本
人
麻
呂
歌
集
を
出
典
と
す
る
同
趣
旨
の
歌
が
あ
る
。

淡あ
ふ
み海
の
海
沈し

づ着
く
白し
ら
た
ま玉
知
ら
ず
し
て
恋
せ
し
よ
り
は
今
こ
そ
益ま
さ

れ
（
二
四
四
五
）

＊
（
琵
琶
湖
に
沈
ん
で
い
る
真
珠
で
は
な
い
が
）
あ
な
た
の
こ
と
を
よ
く
知
ら
ず
に
恋
し

て
い
た
頃
よ
り
も
、
恋
人
同
士
に
な
っ
た
今
の
方
が
、
あ
な
た
へ
の
恋
心
は
よ
り
つ

の
っ
て
い
る
も
の
を
。

こ
の
歌
の
場
合
は
、
上
三
句
は
「
知
ら
ず
し
て
」
を
導
く
序
詞
に
な
っ
て
い
る
。
湖
底
に

沈
ん
で
い
る
真
珠
は
人
に
知
ら
れ
な
い
し
、
ま
た
、「
し
ら
た
ま
」
と
「
し
ら
ず
」
と
で
「
し

ら
」
が
同
音
の
反
復
に
な
っ
て
い
る
。
伊
奈
良
の
沼
の
歌
は
こ
の
人
麻
呂
歌
集
歌
を
参
考
に

し
て
作
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

な
お
、
伊
奈
良
の
沼
の
歌
に
も
「
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
の
歌
集
に
出
づ
」
と
い
う
注
記
が
あ

る
。
万
葉
集
に
は
人
麻
呂
歌
集
を
出
典
と
す
る
歌
が
三
六
〇
首
ほ
ど
収
め
ら
れ
て
お
り
、
大

部
分
は
近
畿
地
方
の
歌
と
考
え
ら
れ
る
。
東
歌
の
巻
に
も
五
首
あ
る
こ
と
は
あ
る
。
伊
奈
良

の
沼
の
歌
以
外
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

・	

ま
遠
く
の
雲
居
に
見
ゆ
る
妹
が
家
に
い
つ
か
到
ら
む
歩
め
吾
が
駒
（
三
四
四
一
）

　
　

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
の
歌
集
に
曰
は
く
、
遠
く
し
て
。
又
曰
は
く
、
歩
め
黒
駒

・	

あ
ひ
見
て
は
千
年
や
去い

ぬ
る
否い
な

を
か
も
吾あ
れ

や
し
か
思
ふ
君
待
ち
が
て
に
（
三
四
七
〇
）

・	

あ
り
衣き
ぬ

の
さ
ゑ
さ
ゑ
し
づ
み
家
の
妹
に
物
言
は
ず
来き

に
て
思
ひ
苦
し
も
（
三
四
八
一
）

・	

梓
弓
末
は
寄
り
寝
む
現ま
さ
か在

こ
そ
人
目
を
多
み
汝な

を
端
に
置
け
れ
（
三
四
九
〇
）

い
ず
れ
も
未
勘
国
歌
で
あ
り
、
地
名
も
よ
み
込
ま
れ
て
い
な
い
。
特
に
東
国
固
有
の
方
言

と
お
ぼ
し
き
語
も
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
は
本
来
は
東
歌
で
は
な
い
の
か
も
し
れ

な
い
。
た
だ
一
首
、
伊
奈
良
の
沼
の
歌
の
み
が
「
上
毛
野
」
と
い
う
東
国
の
国
名
を
よ
み
込

ん
で
い
る
と
い
う
点
で
異
質
で
あ
る
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
伊
奈
良
の
沼
の
歌
は
、
人
麻
呂
歌

集
歌
た
る
「
淡
海
の
海
」
の
歌
を
踏
ま
え
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
で
、「
柿

本
朝
臣
人
麻
呂
の
歌
集
に
出
づ
」
と
い
う
誤
伝
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
も
し
れ

な
い
。

掲
載
し
た
万
葉
歌
碑
は
、
平
成
四
年
に
板
倉
中
央
公
園
（
雷
電
神
社
の
西
隣
）
に
設
置
さ

れ
た
も
の
で
、
表
面
に
は
伊
奈
良
の
沼
の
歌
の
訓
読
文
、
裏
面
に
は
原
文
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

伊奈良の沼の歌の万葉歌碑

伊奈良神社
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の成人に限ります。）

【 申 込 期 間 】
・一次募集　平成24年 4月 18日（水）～平成24年 5月 16日（水）… 4月採用
・二次募集　平成24年 8月 22日（水）～平成24年 9月 12日（水）…10月採用　注：学校から事業団への提出期間です。

【申込先】
在学している学校で申込書を受け取り、指定された期限までに学校へ提出してください。

【 貸 与 月 額 】
公立高校等 私立高校等 ※高校1年生（一次募集・二次募集共）

を対象に、入学一時金の貸与制度があ
ります。（公立高校50,000 円、私立高
校100,000円）

自宅通学 自宅外通学 自宅通学 自宅外通学
18,000円 23,000円 30,000円 35,000円

【返還について】
返還年数は貸与を受けた金額により決まります。（6年から 14年をかけて返還して
いただきます。）　返還方法は年賦・半年賦・一括返還から選んでいただきます。
返還開始は、卒業（貸与終了）時に返還手続きを行い9か月経過後から始まります。

（中途終了者、一括返還者を除く）
※大学・専門学校等に進学した場合は、返還猶予申請を行うことにより、その期間の
返還が猶予されます。

詳しくは、在学している学校または群馬県教育文化事業団までお問い合わせください。

❖❖	第 35回県民芸術祭参加『絹の国から』演劇制作事業 アトリエ公演　 観覧者募集 	❖❖
演劇を通して舞台芸術の振興と、香り高い文化の地域づくり、創造力豊かな県民文化の向上及び人材を育成する

「演劇制作事業」の一環として、公募したキャストによる『絹の国から』～紡がれた想いを繋げるために～の演劇公
演を行います。
近代群馬の発展に寄与した養蚕 ･製糸、その時代の人々などを演劇を通して広報することで、世界遺産を目指す「富
岡製糸場と絹産業遺産群」を側面から支援していきます。
今年８月に行う本公演に先立ち、お話の一角を紹介するプレ公演を行います。

[日 時]　平成24年3月11日（日）13：00開演
[会 場]　群馬県生涯学習センター多目的ホール
[演 目]　ちーむＡ「運命られた未来」　脚本／生方保光　演出／大月伸昭
　　　　　ちーむＢ「招かれざる来賓と撰ばれし者」　脚本／生方保光
　　　　　　　　　　演出／中村ひろみ
　　　　　ちーむＣ「それぞれの決断」　脚本／生方保光　演出／生方保光
[スタッフ]　舞台監督／大月伸昭　制作／	田村千絵
　　　　　音響･照明･舞台／平成23年度舞台スタッフ養成講座
　　　　　　　　　　　　　大道具製作体験講座受講生　ほか
[入場料]　無料（申込が必要です。先着150人）
[申込･問合先]　Tel:027－224－3960　Fax:027－221－4082
[主 催]　群馬県、群馬県教育文化事業団　　[助 成]　財団法人地域創造
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奉
額
調
査

天
の
理
、
地
の
理
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま

す
が
、
人
生
に
は
、
そ
う
言
う
瞬
間
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。
そ
の
時
を
逃
せ
ば
、
も
う
二

度
と
チ
ャ
ン
ス
は
無
か
っ
た
、
そ
う
思
う
時

が
あ
り
ま
す
。

片
品
村
文
化
協
会
が
発
足
し
て
、
二
十
年

と
言
う
こ
と
で
、
な
に
か
記
念
事
業
を
し
た

い
と
言
う
声
が
会
の
中
で
起
き
、
役
員
総
会

で
い
く
つ
か
の
案
が
審
議
さ
れ
、
そ
の
中
で

文
芸
部
の
案
と
し
て
、
村
の
各
地
に
あ
る
神

社
仏
閣
の
奉
額
を
調
査
し
て
、
ま
と
め
て
み

た
ら
と
言
う
意
見
で
、
役
員
会
が
ま
と
ま
り

活
動
が
始
ま
り
ま
し
た
。

そ
う
し
た
経
過
の
中
で
、
教
育
委
員
会
文

化
担
当
の
職
員
さ
ん
か
ら
、
群
馬
県
教
育
事

業
団
か
ら
、
今
回
の
事
業
に
つ
き
、
団
の
補

助
事
業
と
し
て
後
援
す
る
、と
言
う
お
話
で
、

こ
の
活
動
に
も
弾
み
が
つ
き
ま
し
た
。

当
時
の
文
化
協
会
会
長
の
小
林
正
二
さ
ん

を
委
員
長
に
し
て
、
編
集
は
私
が
経
験
も
あ

る
と
言
う
こ
と
で
実
務
を
担
当
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

こ
う
し
て
文
芸
部
を
中
心
に
し
て
十
一
人

の
委
員
を
選
定
、
活
動
に
入
り
ま
し
た
。

毎
週
、
水
曜
日
を
活
動
日
と
決
め
て
、
村

の
中
央
公
民
館
の
一
室
を
事
務
所
と
し
て
、

朝
集
合
、
夕
方
、
時
に
は
夜
迄
か
け
て
、
各

神
社
、
仏
閣
、
個
人
の
座
額
、
句
碑
な
ど
を

調
査
、
若
い
私
た
ち
が
、
奉
額
を
地
上
に
下

げ
た
り
、
天
床
裏
な
ど
か
ら
古
い
奉
額
を
探

し
だ
し
た
り
、
年
配
者
、
も
う
八
十
歳
を
過

ぎ
て
い
る
人
も
い
ま
し
た
が
、
そ
う
し
た
人

が
大
き
な
天
眼
鏡
な
ど
を
手
に
、
難
し
い
文

字
や
、
風
雨
に
晒
さ
れ
て
、
消
え
か
か
っ
て

い
る
文
字
な
ど
を
判
読
、
又
教
育
委
員
会
の

職
員
さ
ん
が
車
の
運
転
や
奉
額
な
ど
の
写
真

を
撮
影
、
も
う
全
員
が
全
力
投
球
と
い
う
形

で
事
業
が
始
ま
り
ま
し
た
。

時
に
は
山
の
奥
な
ど
車
が
行
か
ず
、
急
な

坂
道
や
、
石
の
階
段
な
ど
も
、
皆
元
気
で
活

動
、
こ
う
し
て
約
一
年
が
か
り
で
「
ふ
る
さ

と
の
句
跡
」
と
題
し
て
、
奉
額
三
十
七
、
座

額
十
一
、
句
碑
九
基
、
片
品
村
の
俳
人
・
物

故
者
三
十
四
人
、
健
在
者
三
十
人
の
俳
歴
等

の
内
容
で
、
昭
和
六
十
三
年
に
Ｂ
５
版
、

百
三
十
五
頁
の
上
製
本
、
発
行
者
片
品
村
教

育
委
員
会
、
編
集
片
品
村
文
化
協
会
、
後
援

群
馬
県
教
育
文
化
事
業
団
と
し
て
発
刊
し
ま

し
た
。

こ
の
一
年
間
、
全
員
が
自
分
の
仕
事
を
忘

れ
て
活
動
し
た
汗
と
努
力
の
結
晶
で
す
。

そ
の
当
時
の
年
配
者
達
も
皆
亡
く
な
り
、

生
存
し
て
い
る
の
は
、
私
と
病
気
療
養
中
の

も
う
一
人
だ
け
で
す
。

も
う
今
で
は
、
一
年
間
こ
う
し
た
活
動
を

続
け
る
こ
と
や
、
奉
額
の
解
説
も
、
今
で
は

と
て
も
無
理
、夢
の
世
界
で
す
。振
り
か
え
っ

て
本
当
に
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

完
成
本
の
巻
頭
に
、
星
野
成
一
片
品
村
長

さ
ん
や
、
横
山
巌
群
馬
県
教
育
文
化
事
業
団

理
事
長
さ
ん
の
御
祝
辞
等
が
飾
ら
れ
て
お
り

ま
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
二
十
六
年
の
歳
月
が
過
ぎ

た
今
、
奉
額
の
風
化
も
進
み
、
又
、
神
社
等

の
改
築
等
で
失
わ
れ
た
奉
額
等
も
あ
り
、
今

で
は
こ
の
本
で
偲
ぶ
だ
け
の
作
品
も
で
て
ま

い
り
ま
し
た
。

で
も
こ
う
し
て
記
録
し
た
こ
と
で
、
先
代

達
の
足
跡
も
、
又
、
奉
額
に
見
る
時
代
の
大

き
な
流
れ
も
、
し
っ
か
り
と
末
来
に
つ
な
げ

て
い
け
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

片品村文化協会
会　長　千 明 政 夫

地
域
文
化
を
つ
な
ぐ
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五輪書

虎視眈々

そ
う
で
す
。
心
が
カ
ゼ
を
ひ
い
た
と
き
、
書
が
カ
ン
フ
ル

剤
に
な
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
か
つ
て
友
人
か
ら
彼
女
が

入
院
し
た
と
相
談
を
受
け
ま
し
た
。
ど
う
や
ら
う
つ
病
で
あ

る
と
。私
は
彼
に
彼
女
の
顔
写
真
を
見
せ
て
欲
し
い
と
言
い
、

す
る
と
ひ
と
つ
の
詩
が
浮
か
び
そ
れ
を
和
紙
に
表
現
。
木
の

温
も
り
の
感
じ
ら
れ
る
額
に
入
れ
彼
に
手
渡
し
ま
し
た
。「
君

の
笑
顔
っ
て
、
ま
る
で
ひ
ま
わ
り
の
よ
う
だ
ね
。」
後
日
彼

か
ら
報
告
を
受
け
ま
し
た
。
ベ
ッ
ド
で
冴
え
な
い
顔
を
し
て

横
に
な
っ
た
ま
ま
の
彼
女
へ
そ
の
詩
を
手
渡
す
と
、
そ
れ
を

じ
っ
と
見
つ
め
一
呼
吸
し
た
と
思
っ
た
ら
溢
れ
出
す
涙
に
彼

は
声
を
か
け
る
タ
イ
ミ
ン
グ
を
失
っ
た
と
。
そ
し
て
し
ば
ら

く
そ
の
状
態
が
続
い
た
こ
と
を
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

彼
は
こ
う
も
言
っ
て
い
ま
し
た
。
感
謝
と
同
時
に
人
前
で

涙
さ
え
見
せ
な
い
彼
女
が
詩
を
抱
え
な
が
ら
涙
し
た
こ
と
に

嫉
妬
心
が
芽
生
え
た
、
と
。
そ
の
後
間
も
な
く
快
復
し
、
退

院
し
た
と
報
告
を
受
け
ま
し
た
。

こ
の
様
な
事
が
幾
度
も
あ
り
、
こ
れ
が
書
で
生
き
る
決
意

に
つ
な
が
り
、ま
た
使
命
で
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
導
か
れ
る
か
の
よ
う
に
人
と
出
会
い
、
個
展
や
国
内

外
で
の
出
展
や
制
作
依
頼
を
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
人
と
は
頭
で
考
え
る
動
物
で
す
が
、
時
に
は
そ
の
考
え

が
ブ
レ
ー
キ
に
な
っ
て
し
ま
う
部
分
も
あ
り
ま
す
。
私
は
、
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百名山（妙義山）

放下着（ほうげじゃく）

風墨書家　風喜人
1961 年　群馬県出身、前橋市在住。

幼少期より太陽（アマテラス）に感謝を伝えつつ成長。

幸いにも書に親しむ環境があり、墨や筆が日常の遊び道具の一つ

でした。

青年期には仕事でインドネシアへ赴任。

2007 年 12 月、書を生業として生きる決意

2008 年 5 月　初個展（太田市）

2009 年６月　平城遷都 1300 年記念書道展（奈良県・国立博物館）

2010 年 10 月　清水寺 古と優艶の書画展（京都府・清水寺）

2011 年６月　天墨の書〜現代精鋭書聖家展（奈良県・東大寺）

頭
で
は
な
く
胸
で
感
じ
る
よ
う
心
が
け
、
タ
イ
ミ
ン
グ
を
つ

か
む
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

青
年
期
に
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
小
さ
な
島
で
１
年
半
過
ご

し
ま
し
た
。
日
本
を
出
発
し
て
か
ら
現
地
に
到
着
す
る
ま
で

五
日
間
か
ら
一
週
間
も
か
か
る
場
所
で
す
。
こ
れ
は
治
安
の

悪
さ
と
国
民
性
や
、
交
通
機
関
に
よ
る
も
の
で
、
最
後
は
三

人
乗
り
の
舟
で
六
時
間
か
け
よ
う
や
く
現
地
に
到
着
し
ま

す
。
こ
の
島
に
住
む
の
は
、
矢
族
と
原
住
民
。
医
者
も
無
く

学
校
も
無
く
水
道
も
無
く
米
も
無
く
電
気
は
自
家
発
電
…
そ

ん
な
生
活
の
体
験
が
今
日
の
私
に
役
立
っ
て
お
り
、
書
と
し

て
の
表
現
の
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
ま
す
。

現
在
ま
で
数
回
の
個
展
を
開
催
し
て
き
ま
し
た
。
毎
回
多

く
の
事
を
気
づ
か
さ
れ
、
そ
し
て
学
び
得
て
い
る
と
認
識
し

て
い
ま
す
。
人
々
の
雰
囲
気
や
つ
な
が
り
や
何
を
感
じ
何
を

求
め
何
を
思
う
の
か
、
私
は
そ
ん
な
こ
と
を
見
逃
さ
ず
次
に

向
け
て
の
課
題
と
し
、
心
し
て
い
ま
す
。

あ
る
会
場
で
、
一
人
の
女
性
が
来
観
し
一
つ
ひ
と
つ
ゆ
っ

く
り
見
て
い
る
と
在
る
作
品
の
前
で
立
ち
止
ま
り
、
そ
の
ま

ま
し
ば
ら
く
立
ち
つ
く
し
て
い
ま
し
た
。
私
は
声
を
掛
け
よ

う
と
し
ま
し
た
が
、
そ
の
女
性
の
涙
し
て
動
き
が
止
ま
っ
た

状
況
を
察
し
、
そ
っ
と
し
て
お
き
ま
し
た
。
女
性
の
方
か

ら
「
こ
の
作
品
を
見
て
い
た
ら
自
然
と
涙
が
出
て
と
ま
り
ま

せ
ん
で
し
た
」
と
言
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
私
自
身
そ
の
女

性
の
言
葉
に
と
て
も
感
動
し
ま
し
た
。
そ
の
女
性
に
は
、
わ

き
出
る
涙
の
体
験
を
日
常
生
活
に
活
か
し
家
族
や
友
人
、
会

社
等
々
に
生
か
す
こ
と
を
望
み
書
を
目
の
前
に
か
か
げ
語
り

合
っ
て
欲
し
い
…
そ
う
心
か
ら
念
じ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。

私
は
創
造
の
展
開
に
向
け
動
き
始
め
、
五
年
目
を
迎
え
ま

し
た
。
こ
ん
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
ま
わ
り
に
惑
わ
さ
れ
ず
己

の
考
え
を
貫
き
、
思
い
の
ま
ま
進
む
こ
と
を
望
み
ま
す
。
書

と
向
か
い
合
い
、
己
の
内
面
に
問
い
か
け
次
の
ス
テ
ッ
プ
の

き
っ
か
け
に
な
れ
ば
と
の
思
い
で
創
作
し
て
い
ま
す
。
人
か

ら
の
評
価
な
ど
気
に
し
な
い
、
な
ぜ
な
ら
人
に
評
価
な
ど
で

き
る
は
ず
が
な
い
。
所
詮
評
価
は
他
人
事
に
す
ぎ
な
い
。
一

人
ひ
と
り
に
存
在
意
義
が
在
り
、
そ
れ
は
誰
に
も
評
価
で
き

な
い
も
の
だ
か
ら
。



私には、二人の娘がいる。
息子のもとに嫁いできてくれた娘Ｔと、嫁いでいった娘Ｍである。
二人とも三年前に結婚し、翌年には双方に女の子が授かった。どこまでも仲のよい娘た
ちである。Ｔ夫婦は隣町に、Ｍ夫婦は東京に住んでいる。Ｍが里帰りしたおりには、Ｔも
即座に駆けつける。お互いに「お姉ちゃん」「Ｍちゃん」と呼び合い、肩を並べて授乳す
る姿を見るのは、この上ない喜びだ。
先日、知人に娘たちを紹介したおり、「あら？　娘さんは確か一人だけだったはず……」
と不思議そうな顔をされた。「お嫁にきてくれた娘と、行ってくれた娘です」と言葉を添
えると納得の笑顔をなさった。すかさずＭが「やっと（お嫁に）行けた娘です」と返すと、
笑いの渦がおこる。
何もそんなややこ しい呼び方をしなくて
も、と思われるだろ うか？　もちろん嫁と
いう言葉に特別のこ だわりがあるわけでは
ない。だが、Ｔに対 しては嫁という意識が
全くない。
彼女のお母様と私 は旧知の仲で、彼女の
伯母様にも幼いころ からよく遊んでいただ
いた。そんな経緯も あり、彼女は私にとっ
てもまた娘なのだ。
Ｔを人様に紹介するおりの言い方を思案中「新しい娘」も浮上したが、それではＭは「古
い娘」かと独り苦笑した。
「お嫁にきてくれた娘」に落ち着いたのは、もしかしたらあの歌の影響かもしれない。
そう『うれしいひな祭り』だ。

〽お嫁にいらした姉様によく似た官女の白い顔
私はこの歌が大好きで、小学校の音楽の時間は歳の離れた妹になりきり、義姉を慕うよ
うな気恥ずかしさ、誇らしさで歌ったものだ。「お嫁にいらした姉様」なんて素敵な響き
なのだろう。
さて、春のやよいは節目の季節でもある。Ｔはこの春、職場復帰する。子育てと仕事の
両立だ。一方Ｍは、お義母様が緊急入院し、子どもと共に病院に通う日々である。
人生は修行だという。二人の娘たちに、そして子育て真っ最中の全国の若いお母様たち
に、どうぞ春の神様、やさしくて強い風で後押ししてください、と祈っている。

前橋市文京町 2-20-22 群馬県生涯学習センター別館 TEL：027-224-1693

カ フ ェ の 隅 か ら

娘と娘

竹 田 朋 子

竹田 	朋子〈略歴〉
長野原町出身／群馬ペンクラブ会員
散文誌「せせらぎ」同人／短歌誌「遠天」同人
第 55 回「日本随筆家協会賞」受賞／第 46 回群馬県文学賞受賞
著書『風の吹く道』

レストラン　伊万利ダイン



群馬県渋川市伊香保町396-20

東京都台東区東上野6-10-7金子ハイツ503 〒110-0015
Tel. 03-3843-0083

埼玉県さいたま市中央区下落合4-23-10-101 〒338-0002
Tel. 048-856-1660

ローンのお申し込みは、群馬銀行へ！
住宅ローン「金利選択プラン」 マイカーローン 教育ローン「仕送り名人」
選べる魅力で快適な住まいづくり 自動車の購入・車検等に 入学金・授業料・仕送り費用に

住宅リフォームローン 「ナイスサポートカード」カードローン フリーローン「おまとめ太郎」
ご自宅の増改築・補修・改修費用に ホームページ・モバイルサイトからもお申込可能 ご返済をまとめて一本化

詳しくは窓口または、下記までお問い合わせください。

群馬銀行ダイレクトセンター

0120-139138 受付時間 9:00 ～ 20:00
土・日・祝休日．12/31～1/3は除きます。



◇	今号より編集担当となりました。作
業に取り組むにつれ、勇退した前任
の偉大さをひしひしと感じ己の力量
不足を痛感します。いつの日か辿り
着くことを目標に大先輩の背中を追
う日々です。

◇	春はすぐそこ。卒業そして入学入社
と、節目への蠢きを日増しに肌に感
じます。私も、先輩からバトンを託
された後輩としての志と、未知の場
に一歩踏み出すときめきを忘れずに
編集にあたりたいと思います。

◇	決して多くない頁数であれど沢山の
方々の協力によりこの冊子が編まれ
ているのだと、当たり前のことに改
めて気付き有り難さをかみしめてい
ます。今後ともよろしくお願いしま
す。（ＭＵ）

◇	本誌希望の方は、送料（140 円 ×希
望回数分の切手）を添えてお申し込
み下さい。また、ご要望ご意見等も
お寄せください。

上 州
文 化
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編集後記

題字・群馬県知事　大	澤	正	明


