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巻頭言　2

「
書
は
人
也
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
毛
筆
で
書
い
た
場
合
、
性
格
や
人
格
ま

で
現
れ
る
の
で
、「
読
み
・
書
き
・
算
盤
」
の
一
つ
と
し
て
社
会
で
長
く
尊
重
さ
れ
て

来
ま
し
た
。
ま
た
書
は
人
を
育
て
る
一
面
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
書
と
い
う
道
に
入
っ

て
精
進
努
力
を
し
、
文
章
、
漢
詩
・
短
歌
・
俳
句
等
に
親
し
み
、
仲
間
と
切
磋
琢
磨
を

し
て
上
達
を
す
れ
ば
作
品
に
し
て
ギ
ャ
ラ
リ
ー
等
で
展
覧
い
た
し
ま
す
。
公
募
展
、
社

中
展
、
個
展
も
今
盛
ん
で
す
。

中
国
、
日
本
、
韓
国
と
言
っ
た
漢
字
文
化
圏
の
書
は
世
界
の
中
で
は
特
殊
な
文
化
と

し
て
、長
い
歴
史
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
漢
字
の
起
源
は
今
よ
り
五
千
年
の
昔
に
遡
り
、

殷
王
朝
・
周
王
朝
で
の
亀
甲
獣
骨
文
字
や
青
銅
器
に
鋳
込
ま
れ
た
金
文
の
時
代
を
経
て
、

秦
の
始
皇
帝
が
天
下
と
共
に
、
篆
書
も
統
一
し
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
漢
代
の
隷
書
か

ら
や
が
て
現
在
の
階
書
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
四
世
紀
東
晋
の
時
代
に
王
義
之
が
現
れ
、

書
聖
と
仰
が
れ
て
お
り
ま
す
。
一
月
二
十
二
日
よ
り
三
月
三
日
ま
で
、
日
中
国
交
正
常

化
四
十
周
年
を
記
念
し
て
、
特
別
展
「
書
聖
・
王
義
之
」
が
東
京
国
立
博
物
館
で
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
千
六
百
年
の
歳
月
を
経
て
も
書
家
の
手
本
と
し
て
、
そ
の
存
在
が
耀
い

て
お
り
ま
す
。
手
紙
や
文
章
と
言
っ
た
実
用
の
書
が
高
い
芸
術
性
、
精
神
性
を
持
っ
て

い
る
事
に
改
め
て
書
の
特
異
性
を
感
じ
ま
す
。

日
本
に
お
い
て
は
、
大
和
時
代
仏
教
と
共
に
漢
字
文
化
が
移
入
さ
れ
、
聖
徳
太
子
の
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石

巻
頭
言

法
華
義
疏
が
日
本
最
古
の
肉
筆
と
し
て
残
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
頃
の
日
本
は
大
陸
や

半
島
の
技
術
や
文
化
の
導
入
が
盛
ん
で
激
動
の
時
代
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
奈
良
時

代
の
初
め
和
銅
四
年
（
七
百
十
一
年
）
に
多
胡
碑
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
多
胡
碑
は
日

本
三
古
碑
の
一
つ
で
、
書
の
評
価
は
高
く
、
書
家
が
臨
書
（
そ
っ
く
り
に
模
倣
す
る
こ

と
）
を
し
て
み
る
と
、
現
代
の
忙
し
い
時
代
と
異
な
り
、
大
ら
か
で
運
筆
が
ゆ
っ
た
り

し
て
お
り
悠
久
の
歴
史
の
重
み
を
感
じ
ま
す
。（
社
）
群
馬
県
書
道
協
会
で
は
多
胡
碑

記
念
館
の
後
援
で
三
月
九
日
よ
り
四
月
七
日
ま
で
、
第
十
回
「
群
馬
書
作
家
展
」
を
開

催
し
、
多
胡
碑
の
素
晴
ら
し
さ
を
全
国
へ
発
信
す
る
と
共
に
こ
の
碑
が
今
後
良
い
形
で

広
く
活
用
さ
れ
て
行
く
事
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。

い
ま
学
校
教
育
の
現
場
に
書
道
を
教
え
る
先
生
が
居
り
ま
せ
ん
。
詳
細
に
説
明
を
さ

れ
た
指
導
書
を
読
ん
で
も
、
地
道
な
修
練
の
積
み
重
ね
が
な
け
れ
ば
、
実
際
に
は
書
け

ま
せ
ん
。

将
来
の
文
化
人
を
育
て
る
に
は
文
字
を
正
し
く
綺
麗
に
書
く
こ
と
は
大
切
と
思
い
ま

す
。
パ
ソ
コ
ン
で
見
る
骨
だ
け
の
文
字
か
ら
、美
的
感
覚
を
育
て
る
事
は
不
可
能
で
す
。

血
も
肉
も
感
情
も
あ
る
生
き
た
字
を
教
え
る
こ
と
が
日
本
文
化
の
継
承
と
思
い
ま
す
。

即
席
と
代
用
品
に
溢
れ
て
い
る
現
代
、
将
来
を
担
う
子
供
達
に
本
物
を
教
え
る
大
人

の
責
任
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

書
家
の
思
い
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◇ 

絵
は
心
の
マ
ッ
サ
ー
ジ

「
絵
に
心
の
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
し
て
も
ら
っ
て
い
た
」。
大
川
美

術
館
創
立
者
で
初
代
館
長
を
務
め
た
大
川
栄
二
氏
は
、
よ
く
こ

の
言
葉
を
口
に
し
て
い
た
。
大
川
氏
は
元
三
井
物
産
社
員
、
大

手
ス
ー
パ
ー
の
ダ
イ
エ
ー
で
副
社
長
を
歴
任
す
る
な
ど
企
業
人

と
し
て
の
輝
か
し
い
実
績
を
持
つ
。そ
の
激
務
を
支
え
た
の
は
、

心
の
オ
ア
シ
ス
、
絵
画
へ
の
熱
い
思
い
だ
っ
た
。

そ
の
思
い
が
高
じ
て
、
自
ら
の
審
美
眼
と
直
感
を
信
じ
て
収

集
し
た
多
く
の
美
術
品
を
核
に
誕
生
し
た
の
が
大
川
美
術
館
だ
。

大
川
さ
ん
は
、
地
元
で
十
数
代
の
歴
史
を
刻
む
畳
屋
が
生
家

だ
。
絵
画
と
の
出
会
い
は
、
若
き
日
、
肺
結
核
に
侵
さ
れ
転
地

療
養
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
際
に
、
心
の
慰
め
に
始
め
た
週

刊
誌
表
紙
絵
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
が
端
緒
。
当
時
、
週
刊
誌
の
表
紙

に
は
一
流
画
家
が
表
紙
絵
を
提
供
し
て
い
た
。大
川
さ
ん
に
と
っ

て
、
表
紙
絵
は
、
暗
い
青
春
を
明
る
く
照
ら
す
灯
火
に
な
っ
た

と
と
も
に
、絵
画
の
魅
力
を
意
識
す
る
き
っ
か
け
に
も
な
っ
た
。

そ
し
て
、
現
在
の
美
術
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
核
と
な
る
松
本

竣
介
（
一
九
一
二
︱
四
八
）
の
作
品
に
遭
遇
し
た
の
は
一
九
六

○
年
代
の
初
め
。「
ニ
コ
ラ
イ
堂
の
横
の
道
」だ
っ
た
と
い
う
。

ま
だ
無
名
だ
っ
た
彼
の
作
品
に
、「
内
面
の
美
」
を
感
じ
た
大

川
氏
は
、
彼
の
作
品
の
み
な
ら
ず
、
同
時
代
を
生
き
た
画
家
、

彼
と
か
か
わ
り
の
あ
っ
た
画
家
の
作
品
に
収
集
の
幅
を
広
げ
、

結
果
的
に
膨
大
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
結
実
さ
せ
た
。
現
在
の
収

蔵
品
点
数
は
、
大
川
氏
の
活
動
に
賛
同
し
た
寄
贈
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
も
含
め
約
七
千
点
、
こ
の
う
ち
約
二
千
点
が
入
れ
替
え
展
示

さ
れ
て
い
る
。

◇ 

本
物
に
出
会
え
る
美
術
館

今
年
、
開
館
か
ら
二
十
五
年
目
と
な
る
同
館
は
、
大
川
氏
の

膨
大
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
基
本
に
、
桐
生
市
や
民
間
企
業
、
個

人
な
ど
の
支
援
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
運
営
は
公
益
財

団
法
人
「
大
川
美
術
館
」。
も
ち
ろ
ん
、
開
館
初
代
の
理
事
長

兼
館
長
は
大
川
氏
が
就
い
た
。
資
金
協
力
の
お
願
い
、
企
画
や

展
示
方
法
に
も
積
極
的
に
か
か
わ
り
、
館
内

外
で
の
絵
画
作
品
解
説
に
も
先
頭
に
立
っ
た
。

時
に
は
厳
し
く
、
時
に
は
優
し
く
、
強
烈
な

個
性
で
館
を
け
ん
引
し
、「
大
川
カ
ラ
ー
」
が

全
館
に
徹
底
さ
れ
て
い
た
。

具
体
的
に
は
、
松
本
竣
介
、
野
田
英
夫
な

ど
の
日
本
近
代
洋
画
の
常
設
展
示
、
日
本
人

画
家
に
影
響
を
与
え
た
ピ
カ
ソ
な
ど
海
外
作

品
展
示
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
企
画
展
な
ど
が
柱
。

そ
の
根
底
に
は
「
本
物
を
常
設
で
展
示
す
る

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」へ
の
強
い
こ
だ
わ
り
が
あ
る
。

同
館
学
芸
員
の
小
此
木
美
代
子
さ
ん
は
、

大
川
美
術
館
の
果
た
し
て
き
た
役
割
や
大
川

⑤「大川美術館」

桐生市民に親しまれ、自然豊かな水道山。その中腹に全国にも稀有な美術館がある。地元出身の実業家
であり、美術愛好家であった大川栄二氏（1924 ～ 2008）の長年のコレクションを核にした「大川美術館」
だ。松本竣介や野田英夫を軸に、ピカソ、ベンシャーンなどの作品まで、大川氏のこだわりのコレクショ
ンで知られる。1989（平成元）年の開館から間もなく 25 年目に入る個性的な美術館を訪ねた。

桑 原 高 良

愛と執念のコレクション
「会いたい絵」に癒される

館内には初代館長 大川栄二氏のパネル写真が
その精神は今も生き続ける

松本竣介の作品コーナーは多くのファンを集める
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氏
に
つ
い
て
、「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
研
究
・
常
設
の
展
示
な
ど
美

術
館
の
本
来
的
な
役
割
を
活
動
の
根
幹
と
し
て
貫
き
、『
逢
い

た
い
時
に
い
つ
で
も
逢
え
る
名
画
の
館
』
を
広
く
人
々
に
提
唱

し
て
く
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
大
川
館
長
か
ら
は
、
作
品
、

作
家
、
そ
の
〝
人
格
〟
と
素
直
に
真
摯
に
向
き
合
う
こ
と
の
大

切
さ
。
自
分
の
足
で
、
目
で
、
実
作
を
訪
ね
、
見
る
こ
と
な
ど
、

多
く
の
こ
と
を
学
び
ま
し
た
」
と
語
る
。

度
々
の
病
を
克
服
し
、
美
術
館
を
守
り
続
け
た
大
川
氏
が
亡

く
な
っ
た
の
は
二
○
○
八
（
平
成
20
）
年
十
二
月
。〝
強
烈
な

個
性
の
人
〟
の
死
は
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
行
く
末
も
含
め
、
注

目
を
集
め
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
関
係
者
の
尽
力
も
あ
り
、
二

代
目
館
長
に
寺
田
勝
彦
氏
が
就
任
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

寺
田
さ
ん
は
「
先
輩
が
大
川
さ
ん
の
美
術
館
構
想
に
関
わ
っ

て
い
た
経
緯
が
あ
り
、
開
館
前
か
ら
こ
の
美
術
館
の
こ
と
は

知
っ
て
い
ま
し
た
。
私
が
館
長
を
引
き
受
け
た
の
は
、
館
存
亡

の
危
機
だ
っ
た
か
ら
で
す
」
と
振
り
返
る
。

◇ 

不
思
議
な
美
の
空
間

そ
れ
で
は
、
そ
の
こ
だ
わ
り
の
美
術
館
を
紹
介
す
る
。
こ
の

館
は
不
思
議
な
建
物
だ
。
水
道
山
の
山
麓
に
あ
る
美
術
館
入
口

か
ら
見
る
と
平
屋
の
よ
う
な
造
り
。
だ
が
入
館
す
る
と
、
そ
こ

か
ら
い
く
つ
か
の
展
示
室
が
階
を
降
り
る
よ
う
に
設
け
ら
れ
て

い
る
。
か
つ
て
こ
こ
は
社
員
寮
で
、
そ
の
後
、
増
築
・
改
装
さ

れ
た
。
山
肌
の
傾
斜
を
利
用
し
て
い
る
た
め
、
平
屋
に
見
え
た

り
す
る
が
、
一
部
四
、五
階
建
て
の
構
造
だ
。
そ
こ
に
は
、
国

内
外
の
画
家
の
作
品
が
展
示
室
ご
と
に
テ
ー
マ
性
を
意
識
し
て

飾
ら
れ
て
い
る
。も
ち
ろ
ん
松
本
竣
介
の
作
品
ゾ
ー
ン
も
あ
る
。

彼
の
作
品
を
見
た
く
て
全
国
か
ら
や
っ
て
く
る「
竣
介
フ
ァ
ン
」

も
数
多
い
。

大
き
な
展
示
室
に
は
、
ソ
フ
ァ
ー
や
彫
刻
も
置
か
れ
、
個
人

の
邸
宅
の
よ
う
な
雰
囲
気
の
な
か
で
、
お
目
当
て
の
作
品
と
親

密
な
時
間
を
過
す
こ
と
が
で
き
る
。
学
芸
員
に
よ
る
解
説
会
や

移
動
美
術
館
な
ど
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
桐
生
市
の

協
力
も
あ
り
、
児
童
生
徒
の
見
学
も
目
立
っ
て
い
る
。

一
室
に
多
く
の
作
品
を
飾
る
展
示
方
法
も
、
開
館
当
初
に
比

べ
る
と
穏
や
か
に
な
っ
た
が
、「
本
物
を
数
多
く
見
て
も
ら
お

う
」
と
い
う
大
川
氏
の
方
針
が
今
も
貫
か
れ
て
い
る
。
館
内
に

は
、
前
館
長
の
生
前
の
笑
顔
の
パ
ネ
ル
写
真
も
展
示
さ
れ
て
い

る
が
、
今
も
ど
こ
か
ら
か
、
独
特
の
大
川
氏
の
声
が
聞
こ
え
て

き
そ
う
な
気
配
が
感
じ
ら
れ
る
か
ら
不
思
議
だ
。

◇ 

喫
茶
と
庭
園
も
人
気

鑑
賞
に
疲
れ
た
ら
、
下
層
の
喫
茶
室
に
足
を
運
ぼ
う
。
コ
ー

ヒ
ー
、
紅
茶
だ
け
で
な
く
ビ
ー
ル
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
軽
食
も

あ
る
。
喫
茶
室
の
外
に
は
野
外
テ
ラ
ス
も
設
置
さ
れ
自
然
の
中

で
お
茶
を
楽
し
む
こ
と
も
で
き
る
。
美
術
館
わ
き
の
石
段
を
降

り
る
と
喫
茶
室
の
み
の
利
用
も
で
き
、
絵
が
見
た
く
な
っ
た
ら

そ
こ
で
入
館
手
続
き
も
可
能
だ
。

テ
ラ
ス
前
に
は
、
四
季
折
々
の
変
化
を
見
せ
る
庭
園
が
整
備

さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
桐
生
の
市
街
地
が
一
望
で
き
る
。

公益財団法人「大川美術館」
桐生市小曽根町 3-69（水道山中腹）

☎ 0277・46・3300　Fax 0277・46・3350
開館時間：午前 10 時～午後５時
休館日：月曜日（祝日・休日の場合は開館、翌日休館）
入館料：一般 1000 円、高・大生 600 円、小・中生 300 円

【企画展・常設展共通、団体割引あり毎月第一土曜日は 2 割引】

◇ 

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
も
充
実

館
フ
ロ
ン
ト
近
く

に
あ
る
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

シ
ョ
ッ
プ
で
人
気
な
の

が
、
収
蔵
品
の
絵
葉
書

だ
。
好
み
の
画
家
の
作

品
絵
葉
書
を
ま
と
め
て

求
め
る
人
も
い
る
。
ま

た
企
画
展
の
図
録
も
美

術
愛
好
家
に
は
人
気
だ
。

織
物
の
都
、
桐
生
な

ら
で
は
の
布
製
品
も
置

か
れ
て
い
る
。

落ち着いた雰囲気の館内

庭園部から美術館や野外テラスを見る

ミュージアムショップには作品の絵葉書も

昭和橋
錦桜橋

幼稚園

桐生大橋
至足尾

阿佐美
岩宿

至高崎至高崎I.C. 至伊勢崎I.C.

赤岩橋

丸山下

至中央前橋

至赤城

至佐野・藤岡I.C.

至東松山I.C.

至足利

至小山

桐生
駅

富
士
山
下

至
浅
草

西桐
生

市役所

相老
新桐生

天王宿

122 50

50

68

JR両毛線
上毛
電鉄

東武線

渡 良 瀬
川

桐 生 川
大川美術館
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多
く
の
フ
ァ
ン
を
持
つ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
有
し
、
強
烈
な
個

性
を
持
っ
た
創
設
者
、
大
川
栄
二
氏
の
魂
が
染
み
込
ん
だ
大
川

美
術
館
。
後
継
と
し
て
二
代
目
館
長
を
務
め
る
寺
田
勝
彦
氏
に

聞
い
た
。

―
館
長
を
引
き
受
け
て
四
年
。
二
代
目
館
長
と
し
て
、
今
思
う
こ
と

寺
田　

い
か
に
三
代
目
に
つ
な
ぐ
か
が
、
私
の
使
命
で
す
。

こ
の
館
を
な
く
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
現
に
、
こ
こ
に
こ

れ
だ
け
の
美
術
館
が
出
来
て
い
て
、
大
川
さ
ん
が
二
十
年
余

守
っ
て
こ
ら
れ
、
地
元
の
市
民
に
も
、
全
国
の
美
術
愛
好
家
に

も
注
目
さ
れ
、
愛
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
を
、
煙
の
よ
う
に
消
し

て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
私
自
身
も
こ
の
美
術
館
に
魅

力
を
感
じ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
は
も
う
や
る
し
か
な
い
と
思
っ

て
、
三
代
目
へ
の
橋
渡
し
役
と
し
て
や
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
し

て
今
、
本
当
の
意
味
で
の
、
大
川
美
術
館
館
長
に
ふ
さ
わ
し
い

次
の
方
に
、
橋
渡
し
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
単
な
る
一
地

域
の
美
術
館
で
は
な
く
、
こ
こ
（
桐
生
）
に
存
在
す
る
こ
と
で
、

さ
ら
に
地
域
や
市
の
評
価
が
高
ま
る
美
術
館
に
し
た
い
。
そ
の

た
め
に
は
、
時
代
の
新
し
い
空
気
を
取
り
入
れ
て
い
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
こ
の
美
術
館
は
、
大
川
栄
二
と
い
う

非
常
に
個
性
の
強
い
人
間
の
美
術
館
で
あ
る
こ
と
は
確
か
。
そ

の
精
神
が
館
内
随
所
に
し
み
こ
ん
で
い
ま
す
。
展
示
方
法
を
少

し
変
え
た
だ
け
で
も

「
大
川
さ
ん
と
違
う
」

と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
。
そ
の
中

で
、
私
な
り
に
四
年

間
や
っ
て
き
ま
し
た
。

く
多
く
の
人
に
伝
え
る
の
に
役
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
館
同
士

の
交
流
は
、
う
ち
の
企
画
の
時
に
も
活
用
で
き
ま
す
。

◎ 

館
長
お
す
す
め
ポ
イ
ン
ト

 

市
街
地
を
一
望

私
の
お
す
す
め
は
、
喫
茶

室
テ
ラ
ス
や
庭
園
な
ど
か
ら

の
市
街
地
の
眺
め
。
そ
れ
は

そ
れ
は
素
晴
ら
し
い
。
自
然

豊
か
な
庭
園
は
、
四
季
折
々

さ
ま
ざ
ま
な
姿
を
見
せ
ま
す
。

花
が
咲
き
、
鳥
が
鳴
き
、
心

を
癒
し
て
く
れ
ま
す
。
近
県

か
ら
訪
れ
た
女
性
が
、
見
学

後
、
テ
ラ
ス
で
一
日
読
書
し

て
い
る
姿
を
見
ま
し
た
。
尋

ね
る
と
、
展
示
作
品
も
、
こ

こ
か
ら
見
え
る
景
色
も
素
晴
ら
し
い
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

見
学
に
来
た
高
校
生
が
、
喫
茶
室
前
の
庭
か
ら
市
街
地
を
眺
め
、

「
桐
生
に
こ
ん
な
い
い
と
こ
ろ
が
あ
る
な
ん
て
知
ら
な
か
っ
た
。

ま
る
で
空
中
庭
園
だ
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
日
常
生
活
か
ら

開
放
さ
れ
る
空
間
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

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）。

も
う
少
し
で
、
次
に
つ
な
げ
ら
れ
る
か
な
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で

来
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。

―
大
川
美
術
館
の
課
題
と
今
後
に
つ
い
て
。

寺
田　

大
川
さ
ん
の
理
想
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
館
は
「
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
の
常
設
展
示
を
基
本
と
し
た
美
術
館
で
い
い
。
そ
れ

を
求
め
て
人
が
来
る
」と
い
う
こ
と
で
す
。「
絵
は
人
格
で
あ
る
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
人
の
付
き
合
い
と
同
じ
で
、

深
く
付
き
合
え
ば
、
付
き
合
う
ほ
ど
良
さ
が
分
か
る
、
何
度
も

通
っ
て
も
ら
え
れ
ば
よ
り
美
術
作
品
へ
の
理
解
が
深
ま
る
と
い

う
の
が
大
川
さ
ん
の
持
論
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
現
実
は
ど
う
か
。

「
一
度
見
た
か
ら
い
い
」「
展
示
が
い
つ
も
と
同
じ
な
ら
、
行
か

な
い
」
と
い
う
声
も
多
い
。
大
川
さ
ん
の
理
想
は
よ
い
が
、
そ

こ
ま
で
は
見
る
側
（
市
民
）
の
意
識
が
到
達
し
な
い
。
な
か
な

か
入
館
者
が
増
え
な
い
。

私
た
ち
も
、
移
動
美
術
館
、
出
前
授
業
な
ど
市
民
や
学
校
、

若
者
た
ち
に
働
き
か
け
る
活
動
も
続
け
て
お
り
、
桐
生
市
も
開

館
以
来
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
支
援
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
経
済
情
勢
が
好
調
で
、
企
業
に
も
ゆ
と
り
が
あ
れ
ば
、

民
間
か
ら
も
支
援
が
受
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
は

そ
う
い
う
時
代
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
寄
付
を
し
て
く
だ
さ
る
企

業
や
個
人
も
減
っ
て
き
て
い
ま
す
。
基
本
財
産
の
果
実
が
期
待

で
き
な
い
時
代
な
の
で
す
。

で
は
、
そ
の
入
館
者
を
ど
う
増
や
す
か
。
ひ
と
つ
は
Ｐ
Ｒ
、

広
報
で
す
。
人
手
が
無
い
、
広
告
費
も
か
け
ら
れ
な
い
中
で
、

ど
う
す
る
か
、
私
は
口
コ
ミ
が
最
大
の
武
器
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。
い
ろ
ん
な
催
し
や
会
合
に
出
て
、
一
人
で
も
多
く
の
人
に

館
の
こ
と
を
紹
介
し
、
来
館
し
て
も
ら
う
こ
と
に
努
め
て
い
ま

す
。
足
を
館
に
運
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
、
必
ず
満
足
し
て
も
ら

え
ま
す
。
ま
た
、
全
国
の
美
術
館
か
ら
貸
し
出
し
要
請
の
あ
る

松
本
竣
介
な
ど
の
作
品
は
、
大
川
美
術
館
の
名
（
存
在
）
を
広

寺
田
勝
彦
館
長
に
聞
く

「
次
代
を
見
据
え
館
運
営
」

大川美術館（手前）からは市街地が一望できる

寺田勝彦館長
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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

一
、
山
名
丘
陵
の
歌
碑
に
つ
い
て
（
前
回
の
補
足
）

前
回
は
、
や
や
番
外
編
の
よ
う
な
趣
き
で
山
名
丘
陵
の
万
葉
歌
碑
を
紹
介
し
た
。
今
回
は

そ
の
補
足
や
訂
正
か
ら
始
め
た
い
。

前
回
七
ペ
ー
ジ
に
掲
げ
た
「「
石
碑
之
路
」
万
葉
歌
碑
一
覧
」
の
表
に
示
し
た
「
建
碑
年
」

の
項
は
、
古
谷
野
善
三
郎
氏
『
群
馬
の
万
葉
ー
万
葉
の
歌
碑
を
訪
ね
て
ー
』（
群
馬
出
版
セ

ン
タ
ー
。
平
成
二
十
三
年
十
一
月
）
の
デ
ー
タ
を
使
用
さ
せ
て
頂
い
た
。
学
恩
に
感
謝
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
旨
、
前
回
記
さ
な
か
っ
た
非
礼
を
古
谷
野
氏
に
お
詫
び
申
し
上
げ
る
。

同
表
で
⑱
〜
㉒
の
五
基
（
こ
れ
ら
は
古
谷
野
氏
の
著
書
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
）
に
つ

い
て
は
、
建
碑
年
を
「
未
詳
」
と
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
歌
碑
は
昭
和
五
〇
年
代
に
制
作
さ
れ
、

現
地
ま
で
運
ば
れ
た
も
の
の
、
そ
の
折
は
設
置
さ
れ
る
に
至
ら
ず
、
昨
年
、
石
碑
の
路
再
生

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
努
力
に
よ
っ
て
初
め
て
日
の
目
を
見
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
い
っ

た
経
緯
か
ら
、設
置
年
は「
平
成
24
年
」と
す
べ
き
も
の
と
思
う
。
そ
の
よ
う
に
訂
正
し
た
い
。

昭
和
天
皇
の
御
製
の
歌
碑
が
山
名
丘
陵
に
設
置
さ
れ
て
い
る
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
昭
和

九
年
の
陸
軍
特
別
大
演
習
に
際
し
て
、昭
和
天
皇
が
こ
の
地
で
演
習
観
閲
を
行
っ
て
い
る（
山

名
八
幡
宮
の
裏
手
に
「
御
野
立
所
跡
」
と
称
す
る
場
が
あ
る
）
の
で
、
そ
の
記
憶
が
重
な
っ

て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
ご
教
示
を
、
群
馬
県
立
女
子
大
学
群
馬
学
セ
ン

タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長
の
熊
倉
浩
靖
教
授
か
ら
い
た
だ
い
た
。
熊
倉
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

前
号
の
最
後
の
段
落
に
「
⑱
〜
㉒
の
五
基
」
と
い
う
大
変
に
無
様
な
誤
植
が
生
じ
て
い
る
。

こ
れ
は
当
然
「
⑱
〜
㉒
の
五
基
」
と
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
最
終
的
な
確
認
を
怠
っ
た
私

の
責
任
で
あ
り
、
何
と
も
無
残
な
誌
面
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
お
詫
び
申
し
上
げ
る
。

二
、「
八
尺
の
井
手
に
」
の
歌
に
つ
い
て

前
々
回
、「
上
毛
野
安あ

そ蘇
の
真ま

そ麻
群む
ら

か
き
抱む
だ

き
寝ぬ

れ
ど
飽
か
ぬ
を
何あ

ど
か
吾あ

が
せ
む
」

（
三
四
〇
四
）
の
歌
を
取
り
上
げ
た
。
性
愛
に
対
す
る
激
し
い
心
情
を
率
直
か
つ
大
胆
に
表

現
し
て
い
る
歌
で
あ
り
、
そ
う
い
う
点
で
中
央
の
歌
に
は
あ
ま
り
例
を
み
な
い
東
歌
ら
し
い

作
で
あ
る
。
今
回
は
、こ
の
歌
と
通
ず
る
と
こ
ろ
の
あ
る
二
首
を
取
り
上
げ
る
。
一
首
は
前
々

回
も
少
し
触
れ
た「
子こ

持も
ち

山や
ま

若わ
か

鶏か
へ
る
で

冠
木
の
黄も

み葉
つ
ま
で
寝
も
と
吾わ

は
思も

ふ
汝な

は
何あ

ど
か
思も

ふ
」

（
三
四
九
四
）
で
あ
り
、
も
う
一
首
は
「
伊
香
保
ろ
の
八や

尺さ
か

の
井ゐ

で手
に
立
つ
虹の
じ

の
顕あ
ら
はろ

ま
で

も
さ
寝
を
さ
寝
て
ば
」（
三
四
一
四
）
で
あ
る
。
ま
ず
後
者
か
ら
み
て
ゆ
く
。

伊
香
保
ろ
の
八や

尺さ
か

の
井ゐ

で手
に
立
つ
虹の
じ

の
顕あ
ら
はろ

ま
で
も
さ
寝
を
さ
寝
て
ば
（
三
四
一
四
）

伊い

か

ほ

ろ

の

香
保
呂
能　

夜や

さ

か

の

ゐ

で

に

左
可
能
為
提
尓　

多た

つ

の

じ

の

都
努
自
能　

安あ

ら

は

ろ

ま

で

も

良
波
路
万
代
母

佐さ

ね

を

さ

ね

て

ば

祢
乎
佐
祢
弖
婆

榛
名
山
麓
の
高
い
井い

堰ぜ
き

の
上
に
現
れ
る
虹
が
は
っ
き
り
と
見
え
る
よ
う
に
、
そ
の
よ

う
に
は
っ
き
り
と
二
人
の
仲
が
明
ら
か
に
な
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
、
共
寝
を
し
て
い
ら

れ
た
ら
な
ぁ
。

「
伊
香
保
ろ
」
の
「
ろ
」
は
、
名
詞
や
形
容
詞
連
体
形
に
付
く
接
尾
辞
で
、
親
愛
の
情
を
表

し
た
り
、
語
調
を
整
え
る
役
割
を
果
た
す
。
記
紀
歌
謡
に
見
ら
れ
る
他
は
、
東
歌
・
防
人
歌

や
常
陸
国
風
土
記
な
ど
、
用
例
は
東
国
の
も
の
に
集
中
し
て
い
る
。「
伊
香
保
ろ
」
自
体
も
、

（12）
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上
野
国
東
歌
に
四
例
あ
り
、
他
に
「
伊
香
保
の
嶺ね

ろ
」「
久く

ろ

ほ
路
保
の
嶺ね

ろ
」
の
例
も
あ
る
。
古

代
日
本
で
は
、
八
と
い
う
数
は
、
実
数
を
あ
ら
わ
す
他
に
、「
多
数
」「
多
量
」
の
意
味
で
用
い

ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。「
八や

尺さ
か

」
は
実
数
で
は
な
く
、「
大
き
な
」「
高
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。「
井
手
」
は
灌
漑
の
た
め
に
川
の
水
を
塞
き
止
め
た
場
所
。
井
堰
。「
泊
瀬
川
な
が
る
る

水み

を脈
の
瀬
を
早
み
井ゐ

で手
越
す
波
の
音
の
清き
よ

け
く
」（
一
一
〇
八
）
と
い
っ
た
例
が
あ
る
。「
井
手
」

を
地
名
と
見
て
、
群
馬
郡
井
手
郷
（
現
在
の
高
崎
市
井
出
町
が
遺
称
地
と
さ
れ
る
）
と
す
る
説

が
あ
る
が
、
そ
の
場
合
は
、「
八
尺
」
も
地
名
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。「
伊
香
保
」
が
大
地

名
、「
八
尺
」
が
そ
こ
に
含
ま
れ
る
中
地
名
、「
井
手
」
が
さ
ら
に
「
八
尺
」
に
含
ま
れ
る
小
地

名
、
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
古
代
、
井
手
郷
を
含
む
八
尺
と
い
う
地
名
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら

か
に
な
ら
な
い
と
地
名
説
は
成
り
立
ち
が
た
い
で
あ
ろ
う
。「
井
手
」
を
地
名
で
な
く
井
堰
と

し
た
場
合
、「
八
尺
」
が
地
名
で
あ
る
可
能
性
は
あ
る
。

「
虹
」
に
つ
い
て
は
や
や
長

く
な
る
の
で
、
節
を
改
め
て

述
べ
る
。

「
顕あ
ら
は

ろ
」
は
「
顕あ
ら
は

る
る
」
の

東
国
方
言
で
、
万
葉
集
の
用

例
は
こ
の
歌
の
み
。
上
三
句

は
「
顕あ
ら
は
ろ
」
を
言
う
た
め
の

序
詞
で
あ
る
。「
さ
寝
」の「
さ
」

は
接
頭
辞
。「
さ
寝
」
は
動
詞

の
例
と
名
詞
の
例
と
が
あ
る
。

寝
る
こ
と
で
あ
る
が
、
男
女

の
共
寝
を
い
う
場
合
が
多
い
。

万
葉
集
に
三
二
例
あ
る
う
ち
、

人
麻
呂
、
赤
人
、
憶
良
、
家

持
の
例
も
あ
る
が
、
東
歌
・

防
人
歌
に
一
三
例
あ
り
、
全

体
に
対
す
る
比
率
の
上
で
は

東
歌
・
防
人
歌
の
例
が
目
立
つ
。

万
葉
集
に
は
男
女
の
仲
が

他
人
に
知
ら
れ
る
の
を
嫌
う
歌
が
非
常
に
多
い
。
そ
れ
は
中
央
と
東
国
と
を
問
わ
な
い
。
こ

の
歌
も
人
目
を
気
に
し
て
、
十
分
に
共
寝
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
歎
き
と
、
思
う
存
分
共

寝
を
し
た
い
と
い
う
願
望
と
を
う
た
っ
て
い
る
。「
人
目
を
気
に
せ
ず
に
会
い
た
い
」
と
う

た
う
の
で
な
く
、「
人
目
を
気
に
せ
ず
に
共
寝
を
し
た
い
」
と
い
う
あ
た
り
が
ス
ト
レ
ー
ト

で
あ
る
。

写
真
は
、
水
沢
観
音
の
駐
車
場
付
近
に
あ
る
こ
の
歌
の
歌
碑
で
、
書
は
黒
澤
春
来
氏
の
手

に
な
る
。
文
字
面
の
形
状
は
虹
を
か
た
ど
っ
て
い
る
。

三
、「
虹
」
に
つ
い
て

虹
を
「
の
じ
」
と
言
う
の
は
東
国
方
言
。
時
代
は
降
る
が
、
江
戸
時
代
中
期
の
方
言
辞
書

『
物
類
称
呼
』（
安
永
四
年〈
一
七
七
五
〉刊
）に「
虹　

に
じ
○
東
国
の
小
児
○
の
じ
と
云
。」（
巻

一
「
天
地
」）
と
あ
る
。「
東
国
」
と
い
う
の
は
ず
い
ぶ
ん
広
い
範
囲
で
あ
る
が
、
こ
れ
に

「八尺の井手に」歌碑

「虹」（『日本言語地図』から）
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よ
れ
ば
、
江
戸
中
期
、
東
国
で
は
幼
児
語
に
「
の
じ
」
と
い
う
語
形
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と

が
分
か
る
。
近
代
に
な
る
と
、『
群
馬
県
邑
楽
郡
誌
』（
大
正
六
年
〈
一
九
一
七
〉
刊
）
の
前

編
附
録
「
二
、
方
言
」
に
「
の
じ　

虹
」
と
あ
る
。
大
正
時
代
、
邑
楽
郡
で
は
「
の
じ
」
と

い
う
語
形
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

図
を
示
し
た
の
は『
日
本
言
語
地
図
』（
国
立
国
語
研
究
所
編
。
昭
和
四
一
年
〜
四
九
年
刊
）

に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
虹
」
の
地
図
の
一
部
で
あ
る
。
調
査
対
象
者
は
各
地
点
一
名
で
、
明

治
三
六
年
（
一
九
〇
三
）
以
前
に
生
ま
れ
た
、
そ
の
土
地
生
え
抜
き
の
男
性
で
あ
る
。
○
は

「
に
じ
」、
△
は
「
の
じ
」、
扁
平
な
△
は
「
の
ー
じ
」
と
い
う
語
形
を
表
し
て
い
る
。
群
馬

県
内
に
一
ヶ
所
だ
け
あ
る
△
の
地
点
は
桐
生
市
梅
田
町
五
丁
目
で
あ
る
。
県
内
一
円「
に
じ
」

と
い
う
語
形
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
だ
け
「
の
じ
」
と
い
う
語
形
が
現
れ
て
い
る
。
も
う
少
し

視
野
を
広
げ
る
と
、
群
馬
県
と
境
を
接
す
る
新
潟
県
・
福
島
県
・
埼
玉
県
・
長
野
県
の
山
間

部
に
も
△
の
マ
ー
ク
が
点
々
と
見
え
る
。
こ
う
い
っ
た
状
況
か
ら
は
、
古
く
は
「
の
じ
」
と

い
う
語
形
が
こ
の
あ
た
り
一
体
に
広
く
分
布
し
て
い
た
の
が
、
や
が
て
「
に
じ
」
に
圧
迫
さ

れ
て
、「
の
じ
」
は
一
部
地
域
に
の
み
残
存
す
る
に
過
ぎ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う

こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）、群
馬
県
西
群
馬
郡
上か
み
さ
と郊

村
保ほ

ど

た
渡
田
（
現

在
の
高
崎
市
保
渡
田
）
に
生
ま
れ
た
土
屋
文
明
氏
は
、そ
の
著
書
『
万
葉
集
私
注
』
の
中
で
、

「
ノ
ジ
と
発
音
す
る
の
は
注
者
の
少
年
の
頃
に
も
村
裡
に
は
行
は
れ
た
」（
三
四
一
四
番
歌
の

語
釈
）
と
述
べ
て
お
り
、
参
考
に
な
る
。

な
お
、
万
葉
集
に
は
四
五
〇
〇
首
以
上
も
の
歌
が
収
録
さ
れ
な
が
ら
、「
虹
」
が
登
場
す

る
の
は
こ
の
歌
の
み
で
あ
る
。
万
葉
集
に
限
ら
ず
、
上
代
文
献
を
見
渡
し
て
も
、「
虹
」
は

古
事
記
に
一
例
、
日
本
書
紀
に
三
例
、
常
陸
国
風
土
記
に
一
例
、
常
陸
国
風
土
記
逸
文
に
一

例
程
度
し
か
見
当
た
ら
な
い
。
用
例
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

① 

新
羅
国
の
阿あ

具ぐ

沼ぬ
ま

の
ほ
と
り
で
昼
寝
を
し
て
い
た
女
の
陰
部
の
あ
た
り
に
、
日
光
が

虹
の
よ
う
に
射
し
た
。
女
は
妊
娠
し
赤
い
玉
を
生
ん
だ
。（
古
事
記　

応
神
）

② 

男
と
通
じ
た
と
讒
言
さ
れ
た
伊
勢
斎
宮
の
栲た
く
は
た幡

皇
女
が
、
神
鏡
を
持
ち
出
し
て
土
中

に
埋
め
、
自
殺
し
た
。
や
が
て
虹
が
蛇
の
よ
う
に
立
ち
、
虹
の
付
け
根
を
掘
っ
た
と

こ
ろ
神
鏡
が
見
つ
か
っ
た
。
そ
の
近
く
で
皇
女
の
遺
体
も
発
見
さ
れ
、
遺
体
を
調
べ

た
結
果
、
皇
女
の
潔
白
が
証
明
さ
れ
た
。（
日
本
書
紀　

雄
略
三
年
四
月
）

③ 

宮
中
の
殿
舎
の
中
に
大
き
な
虹
が
出
た
。（
日
本
書
紀　

天
武
一
一
年
八
月
五
日
）

④ 

夜
明
け
に
、
虹
が
空
の
中
央
に
、
太
陽
に
向
き
合
っ
て
出
た
。（
同　

同
一
七
日
）

⑤ 

建た
け
か
し
ま
の
み
こ
と

借
間
命
が
賊
を
討
伐
す
る
た
め
の
策
略
と
し
て
、
海
岸
や
船
を
飾
り
立
て
た
。
そ

の
時
、
虹
の
よ
う
な
旌は
た

を
張
っ
た
。（
常
陸
国
風
土
記　

行
方
郡
）

⑥ 

黒く
ろ
さ
か
の
み
こ
と

坂
命
の
葬
儀
の
際
、
雲
が
飛
び
、
虹
が
架
か
っ
て
、
野
や
路
を
明
る
く
照
ら
し
た
。

（
常
陸
国
風
土
記
逸
文　

信
太
郡
）

こ
の
う
ち
①
と
⑤
は
虹
そ
の
も
の
で
は
な
く
、「
虹
の
よ
う
に
」
と
い
う
比
喩
で
用
い
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
①
も
含
め
、①
②
の
虹
は
神
秘
的
な
存
在
で
あ
る
。
③
④
は
一
連
の
地
震
、

冷
害
、
大
風
、
異
常
な
天
体
現
象
な
ど
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
不
吉
な
存
在

と
い
う
扱
い
の
よ
う
で
あ
る
。
古
代
中
国
で
は
虹
は
不
吉
な
も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
で
、
そ

の
影
響
を
受
け
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
中
国
の
影
響
を
考
え
ず
と
も
、
虹
の
正
体
が
分
か

ら
な
い
古
代
日
本
人
に
と
っ
て
、
虹
は
素
直
に
美
し
い
も
の
と
い
う
よ
り
は
不
気
味
な
存
在

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
方
、
⑤
⑥
の
常
陸
国
風
土
記
及
び
そ
の
逸
文
の
例
か
ら
は
、

純
粋
に
美
し
い
も
の
と
い
う
認
識
も
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
地
域
差
も
あ
ろ
う
か
。

時
代
が
降
っ
て
も
、
文
学
作
品
に
現
れ
る
「
虹
」
の
用
例
は
少
な
い
。
源
氏
物
語
、
平
治

物
語
、平
家
物
語
に
は
「
虹
」
は
そ
れ
ぞ
れ
一
例
ず
つ
し
か
見
え
ず
、そ
れ
ら
は
す
べ
て
「
白

虹
日
を
貫
く
」
と
い
う
成
語
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
国
の
『
戦
国
策
』
に
出
典
の
あ
る
句
で
、

臣
下
が
反
乱
を
起
こ
し
て
君
主
に
危
害
を
加
え
る
前
兆
で
あ
る
と
い
う
。

数
は
少
な
い
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
虹
の
用
例
を
見
て
ゆ
く
と
、
ど
う
も
虹
は
単
な
る
自
然

現
象
で
は
な
く
、
何
か
神
秘
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
虹
が
こ
の
よ
う
な
存

在
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
と
、
今
回
取
り
上
げ
た
歌
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
だ
ろ

う
か
。
二
人
の
男
女
が
共
寝
を
繰
り
返
す
と
虹
が
立
つ
と
い
っ
た
俗
信
が
存
在
し
、
こ
の
歌

は
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
を
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な

い
。
あ
る
い
は
、
前
掲
⑤
⑥
の
よ
う
な
常
陸
国
の
例
を
東
国
に
拡
大
し
て
考
え
て
よ
い
の
で

あ
れ
ば
、
上
野
国
で
も
虹
に
特
段
の
意
味
は
な
く
、
単
に
美
し
く
目
立
つ
存
在
と
み
て
い
た

と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。
さ
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
も
の
か
。
判
断
に
迷
う
。
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動
詞
「
も
み
つ
」
の

名
詞
形
が
「
も
み
ち
」

で
、
の
ち
に
「
も
み

ぢ
」
と
濁
っ
て
発
音

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。「
寝
も
」の「
も
」

は
推
量
の
助
動
詞

「
む
」
の
東
国
方
言

形
。「
あ
ど
」
は
「
な

ど
」
と
同
じ
で
、
こ

れ
も
東
国
方
言
。
ど

の
よ
う
に
。

春
か
ら
秋
ま
で
半

年
間
も
こ
の
ま
ま

ず
っ
と
共
寝
を
し
た

ま
ま
の
状
態
で
い
た

い
と
い
う
途
方
も
な

い
こ
と
を
う
た
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
最

後
に
、「
私
は
こ
う

思
う
け
ど
、
あ
な
た

は
ど
う
思
う
？
」
と

尋
ね
て
い
る
と
こ
ろ

に
、
何
と
も
と
ぼ
け

た
味
が
あ
る
。
大
胆

な
内
容
で
は
あ
る

が
、
あ
っ
け
ら
か
ん

と
し
た
明
る
さ
を
感

じ
る
。

右が子持山、左が小野子山

四
、「
子
持
山
」
の
歌
に
つ
い
て

子こ

持も
ち

山や
ま

若わ
か

鶏か
へ
る
で

冠
木
の
黄も

み葉
つ
ま
で
寝
も
と
吾わ

は
思も

ふ
汝な

は
何あ

ど
か
思も

ふ
（
三
四
九
四
）

児こ

も

ち

や

ま

毛
知
夜
麻　

和わ

か

か

へ

る

で

の

可
加
敝
流
弖
能　

毛も

み

つ

ま

で

美
都
麻
弖　

宿ね

も

と

わ

は

も

ふ

毛
等
和
波
毛
布

汝な

は

あ

ど

か

も

ふ

波
安
杼
可
毛
布

子
持
山
の
若
い
カ
エ
デ
の
葉
が
秋
に
な
っ
て
色
づ
く
ま
で
、
あ
な
た
と
共
寝
を
し
て

い
た
い
と
思
う
。
あ
な
た
は
ど
う
思
う
？

こ
の
歌
は
、万
葉
集
に
は
未
勘
国
歌
（
国
名
不
明
の
歌
）
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。「
子

持
山
」
は
渋
川
市
の
子
持
山
と
考
え
る
の
が
通
説
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、確
証
は
な
い
。

渋
川
市
の
子
持
山
の
名
の
由
来
に
は
諸
説
あ
る
。
こ
の
山
は
コ
ニ
ー
デ
型
火
山
で
、
山
頂

に
カ
ル
デ
ラ
が
あ
る
の
で
、
そ
の
形
状
か
ら
、
親
が
子
を
抱
い
て
い
る
姿
に
見
立
て
た
と
す

る
説
、
そ
の
形
を
女
陰
に
見
立
て
た
と
す
る
説
、
赤
城
山
西
麓
か
ら
望
む
と
女
性
が
仰
向
け

に
横
た
わ
っ
て
い
る
よ
う
な
形
に
見
え
る
か
ら
と
い
う
説
な
ど
で
あ
る
。
最
初
の
説
は
と
も

か
く
、
他
の
二
説
は
「
子
持
」
の
説
明
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
は
、
何

の
予
備
知
識
も
な
い
頃
に
、
南
側
か
ら
こ
の
山
を
望
み
、
西
に
並
ぶ
小
野
子
山
と
セ
ッ
ト
に

し
て
、
子
持
山
を
親
、
小
野
子
山
を
子
と
見
な
し
て
の
命
名
で
あ
ろ
う
と
思
っ
た
の
だ
が
、

い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
写
真
は
、
渋
川
市
半
田
か
ら
こ
の
二
つ
の
山
を
撮
影
し
た
も
の
で
あ

る
。
二
つ
の
山
を
セ
ッ
ト
に
し
て
妹
背
山
と
命
名
し
た
り
、山
頂
が
二
つ
あ
る
山
を
二
上
山
、

二
子
山
な
ど
と
名
づ
け
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
子
持
山
と
い
う
名
も
そ
れ
に
近

い
よ
う
に
思
う
。
現
に
、群
馬
県
内
で
も
旧
碓
氷
峠
の
東
に
子
持
山
と
い
う
名
の
山
が
あ
る
。

埼
玉
県
の
秩
父
に
も
小
持
山
が
あ
る
。
普
通
名
詞
的
な
固
有
名
詞
で
あ
り
、
同
名
の
山
が
他

に
も
あ
る
と
す
れ
ば
、
渋
川
市
の
子
持
山
が
有
力
な
候
補
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
そ
こ
と
決

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
か
へ
る
で
」
は
カ
エ
デ
の
葉
。
形
が
蛙
の
手
に
似
て
い
る
こ
と
に
よ
る
命
名
。
そ
れ
が
音

韻
変
化
を
起
こ
し
て
、
の
ち
に
「
か
へ
で
」
と
な
っ
た
。「
若
か
へ
る
で
」
は
、
春
か
ら
初

夏
に
か
け
て
の
青
々
と
し
た
カ
エ
デ
の
葉
。「
も
み
つ
」
は
秋
に
な
っ
て
紅
葉
す
る
こ
と
。
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群馬県教育文化事業団　INFORMATION

平成 25年度　群馬県教育文化事業団高等学校等奨学金　奨学生募集 !!
この奨学金は、無利子です。家計のことが心配な方、先生に相談して申し込んでみませんか。

【 申 込 資 格 】
1. 父母又はこれに代わる者（親権者等）の住所が群馬県内にある人
2. 高校の学習成績が 5 段階法による評定平均で 3.0、高校の成績が未評定の場合は、中学 3 年生の学習成績が 3.5

以上（成績基準に満たない場合でも特例推薦の制度があります。）
3. 親権者等の合計所得金額が当事業団の定める基準額以下
4. 連帯保証人を 2 人立てられる人（1 人は親権者等、1 人は別生計で返還能力を有し、貸与終了時に 60 歳未満

の成人に限ります。）

【 申 込 期 間 】
・一次募集　平成 25 年 4 月 17 日（水）～平成 25 年 5 月 15 日（水）… 4 月採用
・二次募集　平成 25 年 8 月 21 日（水）～平成 25 年 9 月 11 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 50 回を迎えた平成 24 年度「群馬県文学賞」の受賞者が決定し、昨年 11 月 15 日に県庁昭和庁舎正庁の間
で授賞式が挙行されました。

この文学賞は「本県における文学活動の振興をはかるため、一年間における文学各部門の創作活動のうち、
特にすぐれたものを選奨する」もので、７部門に分かれています。短歌、俳句、詩、小説、評論、随筆、児童
文学の全ての部門で心のこもった力作が受賞されました。

平成 25年度 第50回群馬県文学賞受賞者

【短歌】 下山信行（前橋市）「日
ひびこれこうじつ
日是好日」（30首）▶日常生活の中に素材を求め、気持ちを素直に詠んでいる。作者

の人柄が伺われる。▶無所属、東京、毎日、産経新聞の投稿者である。
【俳句】 原田要三（前橋市）「良寛の風」（30句）▶日常身辺の些事を把えながら、詩性は瑞々しく、発想に意外性が

あり、古い俳句の枠を破り、伝統を重んじ乍ら、現代俳句の求める方向性を示している点は見事。新鮮な詩風
は、伝統を固執しつつ、俳句詩芸の正統を踏まえて、みづみづしさを発揮している。

【詩】 篠木登志枝（太田市）「雪晴れて」（他 4編）▶表現技術に優れ、地道な詩活動を継続するなかで培われた冷静
な視点や心情を巧くまとめて表現している。「雪晴れて」「灰燼」「夏帽子」ほか２篇。

【小説】 髙𣘺ひろし（前橋市）「山のまつり」▶赤城の北を思わせる山間の殿池村に展開する四年生の修と五年生のま
あちゃんとの友情や家庭事情からくる友との別れを山のまつりの獅子舞や笛や太鼓の響きを背景に見事に描い
た力作である。

【評論】 水野真由美（前橋市）「小さな神へー未明の詩学」▶二十年に渡って発表してきた俳句評論を一本に纏めたも
のである。「戦後俳句」を自らの出立の場所として引き受けながら、俳句が持つ様々な接点を辿るなかで、俳
句とは何か、その形式の意味を真摯に問う論集となっている。

【随筆】 岩崎利雄（伊勢崎市）「涙のシンシン」地獄の戦場東部ニューギニア戦線・ジャングルに生きる▶東部ニューギニア戦線から生
還した九十歳を越える中島松夫氏から二年に及ぶ聞き書きを行って纏めたもの。現地民とのジャングル生活を
経て、昭和二十四年に帰還した中島氏の記憶力に驚かされるが、それを丁寧に聞き取り纏めた岩崎氏の筆力は
見事。記録性の高さもさることながら、文学性も高いものである。

【児童文学】新木貴久江（伊勢崎市）「翔太とホルンじいちゃん」▶東京オリンピックが開催された時代の、利根郡の
山村の様子が心豊かに描写されている。主人公と都会からの療養生活者との交流も、会話を中心に読み
やすく書かれている。
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私
の
住
む
平
地
区
は
中
之
条
町
の
東
部
に

位
置
し
中
之
条
町
か
ら
沼
田
に
通
じ
る
国
道

一
四
五
号
線
沿
い
に
あ
り
、
戸
数
一
一
〇
戸

程
の
小
さ
な
集
落
で
あ
る
。

こ
こ
に
昔
か
ら
伝
承
さ
れ
て
い
る
平
獅
子

舞
が
あ
る
。
今
日
ま
で
古
文
書
等
を
見
出
す

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
獅
子
頭
等
を
保
管

を
し
て
置
く
箱
に
「
宝
暦
八
」
年
（
西
暦

一
七
五
八
年
）
の
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

そ
れ
以
前
か
ら
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確

実
と
み
ら
れ
て
い
る
。今
か
ら
二
五
五
年
前
。

古
老
の
話
に
よ
る
と
、
こ
の
時
代
か
ら
農

家
の
長
男
が
代
々
こ
の
舞
を
受
け
継
ぎ
、
明

治
の
神
社
合
併
に
よ
り
現
在
は
、
畑
の
中
に

礎
石
の
影
も
見
る
べ
き
も
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
が
、平
字
柳
田
に
諏
訪
神
杜
が
あ
り
、

こ
れ
に
奉
納
し
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。

現
在
は
、
五
穀
豊
穣
、
家
内
安
全
、
天
下

泰
平
、
無
病
息
災
を
願
っ
て
地
域
の
守
り
神

で
あ
る
平
毘
沙
門
天
の
祭
典
（
春
分
の
日
開

催
）、
和
利
宮
吾
妻
神
社
の
祭
典
に
奉
納
し

て
い
る
。

祭
典
に
は
多
く
の
見
学
者
や
カ
メ
ラ
マ
ン

が
来
て
大
変
賑
や
か
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
ほ
か
に
中
之
条
町
産
業
文
化

祭
の
郷
土
芸
能
発
表
会
に
出
演
し
て
い
る
。

獅
子
舞
は
、
昭
和
九
年
、
一
四
年
と
、
第

二
次
世
界
大
戦
に
よ
る
中
断
を
挟
み
三
四
年

に
と
び
と
び
に
奉
納
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和

四
六
年
平
青
年
同
志
会
（
会
員
は
一
八
才
か

ら
四
〇
才
）
が
発
起
人
に
な
り
、
平
地
区
に

再
び
獅
子
舞
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
戦
争
前
に

踊
っ
た
経
験
の
あ
る
古
老
達
に
声
を
か
け
、

笛
、
太
鼓
、
歌
、
踊
り
の
指
導
を
受
け
、
前

庭
、
後
庭
の
二
時
間
の
踊
り
を
六
ケ
月
掛
け

練
習
し
獅
子
舞
が
舞
え
る
よ
う
に
な
り
、
現

在
ま
で
継
続
さ
れ
て
い
る
。

資
金
面
で
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
た
め
、
昭

和
五
一
年
に
は
、
平
獅
子
舞
保
存
会
が
結
成

さ
れ
た
。
幸
い
に
し
て
平
地
区
に
は
、
平
協

和
会
（
平
地
区
全
戸
加
入
）
と
い
う
組
織
が

あ
り
こ
の
平
協
和
会
を
母
体
と
し
保
存
活
動

が
行
わ
れ
て
い
る
。

平
青
年
同
志
会
も
会
員
の
減
少
に
よ
り
、

後
継
者
不
足
に
な
り
、
後
継
者
育
成
を
兼
ね

て
、
五
三
年
か
ら
小
学
生
を
中
心
と
し
た
子

供
獅
子
舞
を
発
足
さ
せ
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

通
常
の
活
動
の
ほ
か
、
昭
和
五
二
年
Ｎ
Ｈ

中之条町文化協会長

角 田 浩 一

地
域
文
化
を
つ
な
ぐ

地
域
の
伝
統
文
化
平
獅
子
舞

Ｋ
テ
レ
ビ
お
国
自
慢
西
東
に
出
場
、
群
馬
県

郷
土
芸
能
発
表
大
会
参
加
、
六
三
年
群
馬
県

芸
術
祭
、
平
成
二
年
群
馬
県
少
年
文
化
祭
、

七
年
関
東
郷
土
芸
能
発
表
会
等
に
出
場
（
宇

都
宮
市
）
し
て
い
る
。

練
習
場
所
は
、
昔
は
申
し
込
み
の
あ
っ
た

家
を
宿
と
し
て
、家
の
土
間
に
「
ね
こ
」（
ワ

ラ
を
五
セ
ン
チ
位
の
厚
さ
に
編
ん
だ
一
五
〇

セ
ン
チ
×
一
八
〇
セ
ン
チ
の
大
き
さ
の
も

の
）
又
は
、「
む
し
ろ
」
を
敷
い
て
習
っ
た

も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
小
学
校
の
講
堂
を

借
り
て
練
習
を
し
て
い
た
。

平
成
二
年
に
は
、
私
が
中
心
と
な
り
、
そ

れ
ま
で
個
人
の
家
の
土
蔵
を
お
借
り
し
て
獅

子
舞
の
道
具
を
保
管
し
て
い
た
が
、
町
か
ら

の
補
助
金
と
平
地
区
民
の
寄
付
金
を
募
り
平

毘
沙
門
天
の
お
堂
の
裏
に
文
化
財
保
存
研
修

施
設
を
完
成
さ
せ
道
具
の
保
管
と
、
練
習
を

こ
こ
で
行
っ
て
い
る
。

平
成
二
三
年
に
は
、
四
〇
周
年
祝
賀
会
が

盛
大
に
開
催
さ
れ
た
が
、
少
子
高
齢
化
に
よ

り
後
継
者
の
小
学
生
が
少
な
く
な
り
、
教
え

る
人
も
又
高
齢
化
し
て
き
て
お
り
、
こ
の
存

続
が
今
後
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
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子
供
の
頃
か
ら
絵
を
描
く
こ
と
が
好
き
で
し
た
。
白
い
画

用
紙
に
自
由
に
線
を
引
き
、
色
を
塗
り
重
ね
、
思
い
浮
ん
だ

物
事
が
か
た
ち
に
な
っ
て
ゆ
く
。目
の
前
の
風
景
も
、人
物
も
、

感
動
し
た
事
も
、
想
像
の
世
界
も
、
絵
に
す
れ
ば
私
だ
け
の

色
と
か
た
ち
で
表
し
て
伝
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。子
供
だ
っ

た
私
に
と
っ
て
絵
を
描
く
こ
と
は
何
よ
り
も
楽
し
い
遊
び
で

あ
る
と
同
時
に
、
外
界
と
自
分
の
内
面
を
繋
げ
る
手
段
の
ひ

と
つ
で
し
た
。
学
校
に
行
く
、
食
べ
る
、
寝
る
、
そ
う
い
っ

た
当
た
り
前
の
日
々
の
生
活
の
中
に
「
絵
を
描
く
」
と
い
う

こ
と
も
同
じ
よ
う
に
日
常
的
な
こ
と
で
し
た
。

学
校
や
家
庭
な
ど
の
生
活
環
境
の
中
で
時
に
矛
盾
や
不
安
、

挫
折
感
に
悩
む
こ
と
が
子
供
の
頃
の
私
に
は
よ
く
あ
り
ま
し

た
。
そ
れ
は
き
っ
と
誰
で
も
そ
う
い
う
時
が
あ
っ
て
、
大
人

に
な
り
、
社
会
に
出
て
も
人
そ
れ
ぞ
れ
様
々
な
こ
と
に
悩
み

を
抱
え
な
が
ら
生
き
て
い
る
こ
と
は
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。

思
い
通
り
に
な
ら
な
い
、
し
が
ら
み
だ
ら
け
の
世
界
の
中
で
、

自
分
は
ど
う
す
れ
ば
そ
う
い
っ
た
悩
み
か
ら
解
放
さ
れ
て
自

由
に
な
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
？
そ
う
い
う
思
い
に
苛
ま
れ
、

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
確
か
に
存
在
す
る
も

の
で
あ
り
、
私
達
は
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
感
じ
た
り
、
与

え
た
り
し
な
が
ら
生
き
て

い
ま
す
。
例
え
ば
、
人
と

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
中
で
、
元
気
を
も
ら
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
美
し

い
自
然
の
風
景
に
心
を
癒

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
で

し
ょ
う
。
ま
た
、
記
憶
に

新
し
い
東
日
本
大
震
災
で

は
、
大
自
然
の
脅
威
に

人
々
は
打
つ
手
も
な
く
、

そ
の
大
き
な
力
に
私
達
は

人
間
の
築
き
上
げ
た
物
質

的
な
社
会
の
弱
さ
を
思
い

知
ら
さ
れ
ま
し
た
。
私
達
は
、
そ
う
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
エ
ネ

ル
ギ
ー
が
ぶ
つ
か
り
合
い
、
交
差
し
な
が
ら
在
り
続
け
る
宇

宙
の
中
に
存
在
し
て
、
そ
れ
を
感
じ
て
い
ま
す
。

「
宇
宙
」
と
い
う
と
、
漠
然
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
で
、
夜
空

に
輝
く
天
体
や
銀
河
を
想
像
す
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、

私
は
宇
宙
と
は
生
命
そ
の
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
ま
す
。
で
は
、
生
命
と
は
何
で
し
ょ
う
。
私
は
絵
を
描
き

な
が
ら
、
ず
っ
と
問
い
続
け
て
い
ま
す
。

絵
を
描
く
た
め
に
は
、
自
然
を
観
察
す
る
こ
と
が
重
要
で

す
。そ
う
し
て
気
付
く
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。例
え
ば
、

植
物
は
花
を
咲
か
せ
、
種
を
残
し
、
次
な
る
世
代
へ
と
生
き

よ
う
と
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
っ
て
い
ま
す
。
花
を
描
こ
う

ど
う
し
た
ら
良
い
の
か
解
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
時
は
、

無
心
に
な
っ
て
絵
を
描
き
ま
し
た
。
描
く
も
の
は
道
端
に
咲

く
花
や
、
近
所
の
野
良
猫
な
ど
の
身
近
な
も
の
か
ら
、
本
や

テ
レ
ビ
で
見
た
遠
い
国
の
風
景
、
そ
れ
か
ら
見
上
げ
れ
ば
い

つ
も
そ
こ
に
大
き
く
存
在
す
る
空
な
ど
。
目
に
と
ま
っ
た
光

景
を
心
の
中
で
大
事
に
温
め
て
お
き
、
そ
れ
を
自
分
な
り
の

色
を
使
っ
て
か
た
ち
に
し
て
い
き
ま
し
た
。
絵
は
「
小
さ
な

感
動
」
を
ず
っ
と
忘
れ
な
い
た
め
に
必
要
な
作
業
だ
っ
た
の

で
す
。

絵
は
未
完
成
に
終
わ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、そ
う
い
っ

た
作
業
を
続
け
て
ゆ
く
う
ち
に
、
違
う
視
点
か
ら
世
界
を
見

る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
、
自
分
の
悩
み
が
こ
の
世
界

の
中
で
ど
れ
だ
け
ち
っ
ぽ
け
な
も
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
、
自

分
の
知
る
世
界
が
こ
の
世
の
全
て
で
は
な
い
の
だ
と
気
付
き

ま
し
た
。
絵
を
描
く
た
め
様
々
な
も
の
を
観
察
し
て
い
く
う

ち
に
、
全
て
の
も
の
は
太
陽
の
光
を
受
け
て
七
色
に
輝
き
な

が
ら
存
在
し
て
い
る
と
い
う
、
重
要
な
発
見
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
希
望
に
繋
が
り
ま
し
た
。

現
在
の
私
は
抽
象
画
を
中
心
に
油
絵
を
描
い
て
い
ま
す
。

絵
に
あ
ま
り
興
味
の
無
い
人
か
ら
は
「
抽
象
画
は
難
し
く
て

解
か
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
は

何
故
、
私
が
、
実
際
に
目
に
見
え
る
形
で
は
な
い
抽
象
的
な

も
の
を
絵
描
く
よ
う
に
な
っ
た
か
、
こ
れ
か
ら
お
話
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

私
に
と
っ
て
絵
を
描
く
と
い
う
こ
と
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

「
研
究
」
な
の
で
す
。「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
は
目
に
見
え
る
も
の

橘
きっ

　髙
たか

　み　さ
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は
と
て
も
自
然
な
感
覚
で
、
頭
で
考
え
て
出
て
く
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
感
じ

る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
れ
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
り
、
私
の
抽

象
画
に
描
い
て
い
る
も
の
な
の
で
す
。
私
が
感
じ
た
も
の
を
、

私
を
通
し
て
色
と
形
に
し
て
生
み
出
し
て
い
る
の
で
す
。

絵
を
描
き
続
け
て
気
付
い
た
こ
と
、
そ
れ
は
、
私
達
自
身

も
宇
宙
で
あ
り
、
ま
た
宇
宙
の
一
部
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
同
じ
く
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
様
々
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

持
ち
な
が
ら
バ
ラ
ン
ス
を
保
ち
構
成
さ
れ
、
存
在
し
て
お
り
、

そ
の
全
て
は
生
命
の
力
で
ひ
と
つ
に
繋
が
っ
て
い
る
の
だ
と

考
え
ま
し
た
。
そ
の
無
限
で
永
遠
の
繋
が
り
こ
そ
が
宇
宙
で

あ
る
と
。

私
は
、
自
身
の
宇
宙
観
を
絵
描
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、

私
が
生
き
て
い
く
中
で
感
じ
た
生
命
の
力
を
表
現
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
人
の
心
を
動
か
す
よ
う
な
絵
を

描
け
た
ら
と
願
っ
て
い
ま
す
。
絵
に
は
心
を
動
か
す
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
宿
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。
人
々
の
心
が
動
く
と
い
う

こ
と
が
、
ど
の
よ
う
な
現
象
を
世
界
に
起
こ
す
こ
と
が
出
来

る
の
か
探
り
た
い
の
で
す
。
物
質
的
な
欲
に
支
配
さ
れ
た
世

の
中
で
、
絵
が
心
の
豊
か
さ
を
養
う
ひ
と
つ
の
材
料
と
な
り
、

そ
の
出
会
い
が
世
界
に
新
た
な
る
気
付
き
を
与
え
る
こ
と
が

出
来
れ
ば
と
祈
り
な
が
ら
、
そ
う
い
う
絵
が
描
け
る
よ
う
に

な
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
私
の
絵
を
描
く

理
由
で
す
。

作
品
に
様
々
な
評
価
を
す
る
人
が
い
ま
す
が
、
私
は
美
術

的
な
評
価
は
気
に
し
な
い
で
自
由
に
描
い
て
い
ま
す
。
絵
を

描
く
理
由
が
、
評
価
さ
れ
る
た
め
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
ま

し
て
や
、
お
金
の
た
め
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
も
そ
も
、
ア
ー
ト
は
評
価
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と

思
い
ま
す
。
ア
ー
ト
と
は
、
作
り
手
の
生
み
出
し
た
唯
一
無

二
の
絶
対
的
な
宇
宙
な
の
で
す
か
ら
。

私
の
研
究
は
続
き
ま
す
。

橘 髙 み さ
Kittaka Misa

▶ 1977 年 東京都出身（現在 安中市在住）
▶ 1996 年 大学で洋画を専攻　▶ 2000 年 新
生展入選（新生堂・南青山）▶ 2001 年 多
摩秀作美術展入選（青山市美術館） ▶ 2002
年 個展（ギャラリー路地裏・銀座）▶ 2006
年 群馬県に移住　前橋市中心商店街にて
シャッターアート制作　▶ 2007 年 個展（高
崎シティギャラリー）　▶ 2008 年 全国緑化
フェアぐんまシャッターアートコンテストで
NHK前橋放送局長賞受賞▶ 2012 年 
個展（高崎シティギャラリー）▶群馬県美術
展奨励賞受賞▶その他 アートグループ
「どじんじん」に参加。他、多数グループ展
等に出品

と
す
る
時
、
花
の
色
や
形
な
ど
の
表
面
的
な
姿
を
写
し
と
ろ

う
と
す
る
だ
け
で
は
表
現
力
の
弱
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
芽
吹
き
、
花
を
咲
か
せ
、
散
り
、
枯
れ
て
、
種
を
残
す
。

そ
の
全
て
の
現
象
を
含
め
た
姿
を
花
と
い
う
題
材
に
心
を
込

め
て
描
き
上
げ
る
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
、
真
の
美
し
い
花

の
絵
は
描
け
な
い
の
で
す
。
花
の
持
つ
生
命
力
を
表
現
出
来

な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
ア
ー
ト
で
は
な
い
の
で
す
。

そ
の
、
生
命
力
こ
そ
、
表
現
す
る
べ
き
も
の
だ
と
思
い
、

私
は
十
五
年
ほ
ど
前
に
、
生
涯
描
き
続
け
る
画テ
ー
マ題
は
「
生
命
」

だ
と
心
に
決
め
ま
し
た
。
自
分
の
生
命
を
含
め
、
こ
の
地
球

上
の
生
命
の
持
つ
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
謎
を
絵
画
を
通
し
て
自
分

な
り
の
方
法
で
探
り
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。

大
き
な
謎
に
向
け
て
、
私
は
あ
ら
ゆ
る
現
象
に
目
を
向
け

ま
し
た
。天
で
強
烈
な
光
を
放
つ
太
陽
や
、満
ち
欠
け
す
る
月
、

動
植
物
の
生
態
、
火
山
噴
火
、
文
明
社
会
、
戦
争
や
平
和
な

ど
の
人
間
の
持
つ
価
値
観
、
自
分
の
体
⋮
⋮
。
興
味
を
持
っ

た
事
か
ら
、
そ
こ
に
あ
る
と
感
じ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
描
き
ま

し
た
。

イ
メ
ー
ジ
を
、
よ
り
リ
ア
ル
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
ほ
ど

に
、
目
で
確
か
め
る
こ
と
の
出
来
る
形
は
崩
れ
去
り
、
対
象

そ
の
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
が
新
た
な
る
造
形
を
持
っ
て
自
分
の

中
に
ぷ
く
ぷ
く
と
泡
の
よ
う
に
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
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レストラン　伊万利ダイン

赤城覚満淵（海抜 1,360m）は、大沼の南東にある湿地帯である。覚満川を堰き止めて作られた長径約 300m
の湖沼があり、その北東部分を中心に湿原がある。湿原は、ヌマガヤの優占する中間湿原植生が広い面積を占め、
北東側の湖沼の中に張り出した部分などにイボミズゴケやムラサキミズゴケの優占する高層湿原植生がみられ
る。湿原の上部は、ススキなどの高茎草原、レンゲツツジやズミの低木林を経て、山腹のミズナラ林に続いている。

覚満淵湿原は、筆者の恩師、堀正一博士がボーリング調査を行い、その成因を考察しているが、その後の筆者
らの調査によって、成因を含め、植生や現在のような湿原になった経緯などが徐々に明らかになってきた。

ボーリング結果にもとづく断面図に示されるように、湿原は、ほとんど凹凸のない緩い傾斜の基盤上に形成さ
れ、湖沼に張り出した部分では 2.5 ～ 3.0m の泥炭層を堆積するが、泥炭層は周辺に近づくにつれて次第に薄く
なる。泥炭層中には４つのテフラ（火山灰）層と薄い粘土層があり、最下部のテフラ層と粘土層の間の泥炭層中
には湖沼堆積物の珪藻が多く含まれる。テフラ層の分布から、湿原の山側部分のフロントが、時代が新しくなる
につれ基底の緩斜面をはい上がり、湿原が上方へ生長するとともに水平方向に拡大していったことがわかる。

湖沼部分はボーリングができず、泥炭の堆積情況などは不明であったが、平成 18 年の調査時に赤城温泉御宿
総本家で見せていただいた雑誌の写真がきっかけになり、様々なことがわかってきた。写真は、明治 45 年７月
発行「山岳」第七年第二号に掲載された鳥居峠から大沼を望むもので、覚満淵には湖沼が無く、湿原と高茎草原
が広がり、周辺部の低木林やミズナラ林が見られなかった。その後の文献調査などで、これが、明治の初期頃か
ら行われていた放牧の影響であること（昭和 20 年代以降、放牧は行われていない）、築堤は大正 11 年頃（昭和
10 年秋に決壊したが、修築・改修を経て現在に至る）で、湿原を含む多くの部分が湛水し現在に近い状態になっ
たことなどがわかった。これらのことから、湖沼部分にも泥炭が堆積しており、ボーリング結果と合わせると、
覚満淵湿原は、かつての古大沼の周辺を埋めた砕屑物の堆積する斜面を流れる水をもとに、緩傾斜の基盤上に直
接泥炭を堆積してできた、沼沢化型の湿原で、形成初期の段階では一時的に湛水することもあったと考えられる。

放牧と築堤が覚満淵湿原とその周辺部に与えた影響は大きい。湛水域にならなかった湿原部分でも踏み付け等
によって植生の破壊・攪乱が起こり、湿原背部の高茎草原や低木林・ミズナラ林も大きなダメージを受けた。放
牧が行われなくなってから約 70 年が経過した現在、二次遷移が進み、湿原周辺部の高茎草原や低木林では種組
成などが徐々に変化してきている。20 年以上前まで多くみられたゼンテイカ（ニッコウキスゲ）の開花数が減
少したのも遷移の結果であり、高茎草原の一部には光量不足によって成長不良になった株がまだ多く残っている。

自然環境調査からみた群馬の湿原と植物

赤 城 覚 満 淵 湿 原
群馬県尾瀬保護専門委員　片  野  光  一　



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。



◇ 日本には四季があり、春夏秋冬それ
ぞれに季節感を感じさせるものがあ
ります。雪といえば冬の象徴のよう
ですが、立春を過ぎ春の訪れを感じ
られる頃降る雪は、なごり雪とも呼
ばれ、春をイメージするもののよう
です。

 どんな雪にせよ、子供の頃は、あん
なにワクワクするものだったのに、
今はドキドキヒヤヒヤ・・・。交通
状況を気にして楽しむ余裕などない
のは、少々寂しい気もしますが、や
はり春の訪れが待ち遠しいですね。

（ＮＨ）

◇ 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
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