
「月華」　永井 金四郎

公益財団法人　群馬県教育文化事業団　　　　　　　　　2013　No.134

contents
巻頭言／永井金四郎 ②

特集  ぐんまミュージアム散歩／桑 原 高 良 ③

上野東歌探訪／北 川 和 秀 ⑥

群馬県教育文化事業団 INFORMATION ⑩
地域文化をつなぐ／森 谷 武 竝 ⑪

ART NOW　「警告！地球人類に物申す」／きんとき星流 ⑫
カフェの隅から　小さな歓声／竹 田 朋 子 ⑭



巻頭言　2

六
十
二
歳
を
迎
え
た
連
盟
展
は
、
充
実
期
と
い
う
山
を
め
ざ
し
て
今
、
力
強
く
登
っ

て
い
ま
す
。

昭
和
二
十
六
年
、
川
隅
路
之
助
、
遠
藤
燦
果
ら
十
二
名
に
よ
り
群
馬
美
術
家
連
盟
が

結
成
さ
れ
た
事
は
周
知
の
事
と
思
い
ま
す
が
、
六
十
余
年
を
堅
実
に
歩
み
続
け
、
多
く

の
作
家
と
の
交
流
を
重
ね
つ
つ
、
豊
か
な
人
間
性
や
創
造
性
を
育
み
、
人
間
相
互
の
連

帯
感
を
生
み
出
し
歩
ん
で
き
た
道
程
は
、
限
り
無
い
薫
陶
を
受
け
て
来
た
と
言
え
ま

し
ょ
う
。

戦
後
、
日
本
の
経
済
が
著
し
く
向
上
し
、
世
界
的
な
平
穏
の
中
で
東
西
の
文
化
が
交

流
し
、
居
な
が
ら
に
し
て
外
国
の
名
画
が
見
ら
れ
る
様
に
な
り
、
海
外
に
流
出
し
た
日

本
美
術
の
名
品
の
里
帰
り
等
も
あ
り
有
難
い
事
だ
と
思
い
ま
す
が
、
私
共
絵
を
志
す
者

に
と
り
ま
し
て
は
、
心
の
底
か
ら
感
銘
を
受
け
る
様
な
作
品
に
出
合
う
事
は
め
っ
た
に

な
い
と
思
い
ま
す
。

私
共
日
本
人
は
東
洋
の
美
術
に
つ
い
て
、
相
当
深
い
と
こ
ろ
ま
で
理
解
出
来
る
と
思

い
ま
す
が
、
西
洋
人
は
ど
こ
ま
で
理
解
出
来
る
か
計
り
知
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
逆
に
西
洋
美
術
の
真
の
理
解
も
我
々
に
は
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

西
洋
の
文
明
が
入
り
込
ん
で
来
て
百
年
余
り
、
生
活
様
式
も
文
芸
も
科
学
も
世
界
は

　
　
　
　
　

群
馬
美
術
家
連
盟 

名
誉
顧
問　
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巻
頭
言

つ
な
が
り
、
国
際
交
流
な
し
で
は
一
日
も
生
き
て
行
け
な
い
現
在
、
美
術
の
面
に
お
い

て
も
外
国
の
影
響
が
果
て
し
な
く
続
い
て
い
ま
す
。
考
え
て
み
れ
ば
有
難
い
時
代
か
も

知
れ
な
い
が
、
し
か
し
別
の
考
え
で
は
我
が
国
独
自
の
個
性
は
段
々
失
わ
れ
て
行
っ
て

い
る
様
に
も
思
わ
れ
ま
す
。

私
が
連
盟
に
作
品
を
出
し
始
め
た
の
は
四
回
展
か
ら
で
あ
り
、
当
時
は
抽
象
画
全
盛

期
で
あ
り
、
老
い
も
若
き
も
抽
象
に
取
り
組
み
、
前
衛
と
い
う
渦
に
巻
き
込
ま
れ
て
、

抽
象
的
な
面
白
さ
に
翻
弄
さ
れ
た
時
代
で
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
り
表
現

の
幅
が
広
が
り
、
独
自
な
作
品
が
生
ま
れ
る
様
に
な
っ
た
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。人

は
新
し
き
に
集
ま
り
、
蟻
は
甘
き
に
集
ま
る
と
言
う
格
言
が
あ
り
ま
す
が
、
連
盟

は
今
、
新
し
き
世
代
を
迎
え
て
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

連
盟
の
伝
統
文
化
を
大
切
に
継
承
し
つ
つ
、
新
し
い
文
化
を
ど
う
為
す
べ
き
か
と
、

明
日
へ
の
指
針
を
模
索
す
る
時
期
に
来
て
い
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

そ
の
時
代
時
代
に
生
き
た
人
々
の
心
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
勇
気
を
持
っ
て
明
日
に

も
参
加
す
る
で
あ
ろ
う
若
い
人
達
の
た
め
に
、
新
し
い
文
化
を
築
く
信
念
を
持
っ
て
、

群
馬
の
文
化
振
興
の
た
め
に
努
力
す
る
こ
と
こ
そ
私
達
の
使
命
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

連
盟
と
共
に
歩
ん
で
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ぐんま

榛
名
山
麓
の
古
墳
群
地
域
、
上
毛
野
は
に
わ
の
里
公
園
の

一
角
に
、群
馬
県
立
土
屋
文
明
記
念
文
学
館
は
あ
る
。
詩
人
、

歌
人
、
俳
人
か
ら
小
説
家
ま
で
多
く
の
文
学
者
を
生
ん
だ
群

馬
の
貴
重
な
資
料
を
収
集
・
保
存
、研
究
、展
示
す
る
施
設
だ
。

１
９
９
６
（
平
成
八
）
年
七
月
の
開
館
。
地
元
出
身
の
歌

人
、
土
屋
文
明
の
遺
族
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
資
料
な
ど
を
も
と

に
誕
生
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
長
年
に
わ
た
り
群
馬
ペ
ン

ク
ラ
ブ
な
ど
が
取
り
組
ん
で
き
た
県
立
文
学
館
建
設
運
動
が

あ
っ
た
。
文
学
拠
点
の
完
成
は
、
多
く
の
資
料
寄
贈
の
動
き

も
加
速
さ
せ
、
現
在
の
所
蔵
資
料
は
約
十
九
万
点
に
も
達
し

て
い
る
。

文
学
館
な
ら
で
は
の
作
家
や
テ
ー
マ
別
の
企
画
展
示
に
力

を
入
れ
て
お
り
、
昨
年
度
ま
で
に
企
画
展
が
七
十
回
以
上
、

特
別
展
示
三
十
三
回
の
実
績
が
あ
る
。
い
ず
れ
の
展
示
も
、

伊
藤
信
吉
初
代
館
長
が
こ
だ
わ
っ
た
「
未
来
へ
語
り
継
ぐ
文

学
」「
本
物
を
公
開
す
る
文
学
館
」
の
ポ
リ
シ
ー
が
確
実
に

貫
か
れ
て
い
る
。

◇ 

歴
史
と
文
化
に
支
え
ら
れ

榛
名
山
を
遠
望
す
る
地
に
建
つ
同
館
を
訪
ね
て
み
た
。
広

い
敷
地
、
芝
生
広
場
が
施
設
前
に
広
が
り
、
来
館
者
を
迎
え

る
。
入
館
す
る
前
に
、
敷
地
内
前
庭
に
あ
る
文
学
碑
の
見
学

も
し
て
お
き
た
い
。
駐
車
場
近
く
の
公
園
部
分
に
土
屋
文
明

の
「
青
き
上
に　

榛
名
を
永
久
の
幻
に　

出
で
て
帰
ら
ぬ　

我
の
み
に
あ
ら
じ
」
の
歌
が
刻
ま
れ
た
歌
碑
や
︽
い
ち
め
ん

の
な
の
は
な　

い
ち
め
ん
の
な
の
は
な
…
︾
が
繰
り
返
さ
れ

る
山
村
暮
鳥
の
「
風
景　

純
銀
も
ざ
い
く
」
の
詩
碑
な
ど
が

設
置
さ
れ
て
い
る
。
二
人
と
も
地
域
（
旧
群
馬
町
）
ゆ
か
り

の
文
学
者
だ
。

広
場
の
先
に
あ
る
文
学
館
の
形
状
は
、
隣
接
す
る
保
渡
田

古
墳
群
に
溶
け
込
む
よ
う
に
、
古
墳
の
よ
う
な
形
を
し
て
い

る
。館

内
に
入
る
と
、
吹
き
抜
け
の
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
が
出
迎
え

る
。
右
側
に
土
屋
文
明
の
生
涯
を
作
品
な
ど
で
紹
介
す
る
常

設
展
示
室
、
好
み
の
文
学
関
係
映
像
が
楽
し

め
る
映
像
展
示
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
ゾ
ー
ン
で
は
、
文
学
や
郷
土
作
家
に
関
心

を
持
っ
て
も
ら
う
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
。

文
明
フ
ァ
ン
に
は
た
ま
ら
な
い
の
が
、
都

内
か
ら
移
築
さ
れ
た
書
斎
。
創
作
活
動
の
場

で
あ
っ
た
こ
の
書
斎
を
眺
め
て
い
る
と
、
今

に
も
作
家
本
人
が
現
れ
そ
う
な
錯
覚
に
陥
る
。

◇ 

﹁
襄
と
八
重
の
上
州
﹂

企
画
展
示
室
は
、
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
の
左
手

に
あ
る
。
平
成
二
十
五
年
度
事
業
と
し
て
六

月
十
六
日
ま
で
新
島
襄
生
誕
１
７
０
年
記
念

⑥「群馬県立土屋文明記念文学館」

榛名山を望む高崎市北部、旧群馬町の地に県立の文学館がある。地元出身の歌人で文化勲章受章者、名誉県民、土屋
文明の名を冠した県立土屋文明記念文学館（篠木れい子館長）だ。初代館長で詩人の伊藤信吉氏の尽力もあり、小説や詩、
短歌、俳句、随筆や評論など群馬ゆかりの文学資料を幅広く収集所蔵、それをもとに企画展や常設展示を行ってきた。
さらに群馬文学全集（全 20 巻）の出版を企画するなど特筆される活動でも知られる。県立文学館の〝今〟を取材した。

桑原高良

群馬の文学資料を網羅
講座や文学全集出版も

館内に移築された書斎も

土屋文明の歌碑
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「
襄
と
八
重
の
上
州　

新
島
襄
が
こ
の
地
に
播
い
た
種
」
が

開
催
さ
れ
て
い
る
。
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
動
乱
・
混

乱
期
を
個
性
的
に
生
き
、
同
志
社
英
学
校
開
設
に
こ
ぎ
つ
け

た
新
島
襄
と
八
重
、
二
人
と
群
馬
と
の
か
か
わ
り
、
影
響
を

受
け
た
人
々
な
ど
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た
も
の
。
展
示
さ
れ

て
い
る
書
簡
な
ど
か
ら
は
、
二
人
の
人
と
な
り
も
う
か
が
え

る
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
の
人
気
も
あ
り
、
入
場
者
も
多
く

な
っ
て
い
る
。
同
展
担
当
の
木
村
一
実
学
芸
係
長
は
、「
県

内
か
ら
貴
重
な
資
料
が
提
供
さ
れ
て
い
ま
す
。
二
人
は
群
馬

に
は
住
ん
で
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
資
料
か
ら
深
い
絆
が

あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
」
と
解
説
し
て
い
る
。

次
回
企
画
展
（
七
月
十
三
日
か
ら
九
月
十
六
日
）
は
、
高

崎
に
あ
っ
た
文
化
拠
点
、
名
曲
茶
房
「
あ
す
な
ろ
」
に
集
っ

た
詩
人
た
ち
を
紹
介
す
る
予
定
だ
と
い
う
。

◇ 

館
長
講
座
や
自
主
学
習
会

同
館
で
は
、
講
座
や
自
主
学
習
に
も
積
極
的
だ
。
篠
木
れ

い
子
館
長
は
、
昨
年
の
就
任
以
来
、
館
長
講
座
を
行
っ
て
い

る
。
初
年
度
は
五
回
に
わ
た
り
館
長
専
門
分
野
で
あ
る
「
こ

と
ば
」
に
こ
だ
わ
り
、
文
学
と
の
か
か
わ
り
に
言
及
し
た
内

容
を
講
義
し
た
。
本
年
度
は
春
の
館
長
講
座
と
し
て
古
代
か

ら
現
代
ま
で
の
日
本
語
の
歴
史
に
、
音
と
文
字
の
側
面
か
ら

迫
る
講
義
を
企
画
（
五
月

十
六
日
、
六
月
十
三
日
）。

ま
た
、
文
学
に
親
し
む

た
め
の
自
主
学
習
会
を
年

十
回
程
度
開
催
し
て
い
る
。

対
象
ジ
ャ
ン
ル
は
、
短
歌
、

俳
句
、
詩
、
古
典
、
絵
手
紙

な
ど
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門

家
が
講
師
と
な
っ
て
い
る

た
め
人
気
が
高
い
と
い
う
。

小
学
生
の
た
め
の
短
歌

教
室
、
夏
休
み
中
の
同
館
で

の
紙
芝
居
上
演
や
読
み
聞

か
せ
な
ど
、
次
代
を
担
う
若

者
た
ち
へ
の
取
り
組
み
も
盛
ん
だ
。
一
階
正
面
奥
に
は
、
子

供
た
ち
向
け
の
創
作
絵
本
が
並
ぶ
「
絵
本
の
ひ
ろ
ば
」
も
設

け
ら
れ
て
い
る
。
靴
を
脱
い
で
ゆ
っ
く
り
と
楽
し
む
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
、
じ
ゅ
う
た
ん
が
敷
か
れ
、
ゆ
っ
く
り
と
読

書
す
る
子
供
の
姿
も
見
ら
れ
る
。

◇ 

評
価
高
い
文
学
全
集

同
館
を
語
る
上
で
特
筆
さ
れ
る
の
が
『
群
馬
文
学
全
集
』

（
全
二
十
巻
）
の
発
行
。
伊
藤
信
吉
初
代
館
長
が
監
修
し
、

群
馬
ゆ
か
り
の
作
家
や
文
学
作
品
を
網
羅
し
た
も
の
で
、

１
９
９
９
（
平
成
十
一
）
年
か
ら
五
年
間
に
わ
た
っ
て
刊
行

さ
れ
た
。

田
山
花
袋
や
土
屋
文
明
、
村
上
鬼
城
、
山
村
暮
鳥
、
萩
原

朔
太
郎
、
萩
原
恭
次
郎
、
伊
藤
信
吉
、
司
修
の
文
学
者
か
ら

多
く
の
群
馬
の
歌
人
、
俳
人
、
小
説
家
、
詩
人
や
評
論
家
な

ど
を
幅
広
く
収
め
、
県
内
外
か
ら
高
い
評
価
を
得
た
。

「県立土屋文明記念文学館」
〒 370-3533　高崎市保渡田町 2000

☎ 027-373-7721　Fax 027-373-7725
tsuchiyakan@pref.gunma.lg.jp

開館時間：午前 9 時 30 分～午後５時
 　（観覧受付は 4 時 30 分まで）
休館日：火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始、
   燻蒸などの臨時休館日
入館料：一般 200 円、大学・高校生 100 円、
　　　　中学生以下無料（企画展は特別料金）

◇ 

売
店
や
レ
ス
ト
ラ
ン
も

館
内
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
オ
リ
ジ

ナ
ル
の
一
筆
箋
や
封
筒
、

土
屋
文
明
の
色
紙
、
絵
は

が
き
ア
ル
バ
ム
な
ど
の
ほ

か
、
企
画
展
関
連
書
籍
や

グ
ッ
ズ
な
ど
を
扱
っ
て
い

る
。
文
学
全
集
の
問
い
合

わ
せ
に
も
応
じ
て
い
る
。

来
館
者
が
、
見
学
後
や

昼
時
に
利
用
し
て
い
る
の

が
、
二
階
に
あ
る
「
農
家
れ
す
と
ら
ん
『
菜
花
』」。
新
鮮
な

地
元
野
菜
な
ど
を
使
っ
た
ヘ
ル
シ
ー
な
弁
当
類
や
お
漬
物
、

お
茶
や
デ
ザ
ー
ト
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
運
営
に
当

た
っ
て
い
る
の
は
農
事
組
合
法
人
「
国
府
野
菜
本
舗
」
の
人

た
ち
。
食
事
を
楽
し
み
な
が
ら
周
囲
の
景
色
を
楽
し
む
こ
と

も
で
き
る
。
食
事
の
み
で
の
利
用
も
で
き
る
。

企画展入口には関連書籍も

にぎわう企画展会場

ミュージアムショップ
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―
七
代
目
館
長
に
昨
年
五
月
就
任
、
一
年
が
経
過
し
た
。
研

究
者
か
ら
館
長
職
に
移
ら
れ
て
の
思
い
は
。

篠
木　

就
任
の
お
話
が
あ
っ
た
時
、
本
当
は
悩
ん
だ
の
で

す
。
そ
れ
ま
で
言
語
研
究
、日
本
語
研
究
を
し
て
き
た
私
が
、

県
立
の
文
学
館
長
に
就
任
し
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
と
迷
い
ま

し
た
。
文
学
研
究
を
専
門
に
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
の
で

す
か
ら
。

た
だ
こ
れ
ま
で
の
館
長
の
方
に
は
県
庁
出
身
の
人
も
お
ら

れ
運
営
に
あ
た
っ
て
い
た
の
も
事
実
。
私
も
県
職
員
、
た
ま

た
ま
県
立
女
子
大
の
文
学
部
教
授
（
学
部
長
）
と
い
う
職
に

い
た
わ
け
で
す
の
で
、
縁
も
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
大
学
で
は
周
囲
に
文
学
研
究
者
も
多
く
、
さ
ま
ざ
ま

な
時
代
の
文
学
を
研
究
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
人
た
ち
と
の

交
流
も
あ
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
私
の
研
究
は
音
声
な
ど
言
葉
の
音
の
部

分
か
ら
入
り
、
そ
の
後
、
徐
々
に
語
彙
、
言
葉
の
意
味
論
な

ど
に
移
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
人
間
の
営
み
が
あ
り
、

言
葉
の
背
後
に
は
歴
史
も
地
域
も
生
活
文
化
も
、
名
も
無
き

多
く
の
人
々
の
心
も
全
て
入
り
込
ん
で
い
ま
す
。
詩
や
小
説

も
言
葉
を
つ
む
ぎ
感
動
さ
せ
る
作
業
、
日
常
の
生
活
で
も
言

葉
は
重
要
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
共
感
や
感
動
を
生
み
ま
す
。

私
の
や
っ
て
き
た
こ
と
も
、
そ
の
意
味
で
は
文
学
と
も
繋

が
っ
て
い
る
、

と
い
う
風
に
自

分
で
理
解
し
て

こ
の
職
を
引
き

受
け
た
の
で
す
。

私
自
身
は
、
伊
藤
先
生
の
志
や
息
吹
を
感
じ
な
が
ら
、
群

馬
の
文
学
が
い
っ
ぱ
い
詰
ま
っ
た
こ
の
「
宝
物
」（
文
学
館
）

を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で

も
、
も
っ
と
職
員
の
人
た
ち
と
と
も
に
勉
強
し
、
言
語
学
や

方
言
研
究
と
し
て
扱
っ
て
い
た
も
の
と
も
繋
が
っ
て
い
る
で

あ
ろ
う
文
学
の
世
界
に
、
手
を
伸
ば
し
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

◎ 

館
長
お
す
す
め
ポ
イ
ン
ト

歴
史
遺
産
を
背
に

文
学
館
の
あ
る
こ
の
地
域

は
環
境
が
素
晴
ら
し
い
。
美

し
い
山
容
の
榛
名
山
は
東
歌

に
多
く
詠
ま
れ
、
そ
の
山

麓
に
は
貴
重
な
古
墳
群
が

あ
り
、
ま
さ
に
歴
史
的
、
文

化
的
環
境
に
恵
ま
れ
て
い
ま

す
。
館
長
室
の
窓
か
ら
は
、

隣
接
し
復
元
さ
れ
た
石
葺
き

の
八
幡
塚
古
墳
が
そ
の
素
晴

ら
し
い
姿
を
毎
日
見
せ
て
く
れ
ま
す
＝
写
真
。
歴
史
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
背
中
に
受
け
な
が
ら
仕
事
を
し
て
い
る
感
じ
に
な

り
ま
す
。
本
当
に
ぜ
い
た
く
な
環
境
だ
と
思
い
ま
す
。

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）。

―
初
代
館
長
、
伊
藤
信
吉
氏
と
の
縁
も
あ
っ
た
の
で
は
。

篠
木　

そ
う
で
す
。
最
も
重
要
な
の
は
初
代
館
長
の
伊
藤

信
吉
先
生
と
の
関
係
で
す
。こ
の
館
の
お
話
が
あ
っ
た
と
き
、

伊
藤
先
生
と
の
出
会
い
や
楽
し
か
っ
た
日
々
を
思
い
出
し
、

先
生
が
私
を
こ
こ
に
呼
ん
で
く
だ
さ
っ
た
の
か
と
思
い
ま
し

た
。伊

藤
先
生
の
作
品
に
出
会
い
、
大
き
な
衝
撃
を
受
け
ま
し

た
。「
私
た
ち
方
言
研
究
者
は
一
体
何
を
し
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
」
と
思
い
ま
し
た
。
先
生
の
作
品
か
ら
は
、
人
々
の
暮

ら
し
が
映
像
と
な
っ
て
瞬
間
に
動
き
出
し
、
肉
声
が
聞
こ
え

る
ん
で
す
ね
。
私
た
ち
は
、
学
問
の
レ
ベ
ル
を
高
め
た
り
、

言
語
の
成
り
立
ち
や
構
成
を
考
え
た
り
は
し
て
い
た
だ
ろ
う

け
れ
ど
、
人
々
の
生
活
や
心
の
内
ま
で
そ
の
思
い
は
至
っ
て

い
た
だ
ろ
う
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
の
こ
と
が

あ
っ
て
か
ら
、
私
の
言
葉
の
研
究
も
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

先
生
の
作
品
に
は
、
言
葉
に
リ
ズ
ム
が
あ
る
の
で
す
。

―
研
究
者
と
し
て
、
館
長
と
し
て
今
後
ど
う
館
と
関
わ
っ
て

い
く
の
か
。

篠
木　

言
葉
は
人
間
の
生
き
方
、
営
み
に
繋
が
っ
て
き
ま

す
。
昨
年
か
ら
私
は
館
長
講
座
の
中
で
、
そ
の
点
を
伝
え
て

き
ま
し
た
。
そ
れ
が
分
か
る
と
、
皆
さ
ん
が
使
っ
て
い
る
言

葉
が
ど
う
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
、
ど
う
い
う
文
学
作

品
と
関
連
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
文
学
と
言

葉
の
関
係
を
う
ま
く
理
解
し
て
も
ら
え
れ
ば
と
語
っ
て
き
ま

し
た
。
館
長
講
座
は
本
年
度
も
開
講
し
ま
す
。
私
が
出
来
る

こ
と
は
、
や
は
り
文
学
は
面
白
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
次

の
世
代
に
、
若
い
人
た
ち
に
も
伝
え
て
い
く
こ
と
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。
こ
こ
（
館
）
に
来
て
、
本
物
の
資
料
に
接
し
、

多
く
の
先
人
に
つ
い
て
知
り
、
貴
重
な
お
話
を
聴
く
。
こ
ん

な
す
て
き
な
出
会
い
を
共
有
し
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

篠
木
れ
い
子
館
長
に
聞
く

「
文
学
館
の
魅
力
を
次
世
代
に
」

「若い世代も文学館に来て
ほしい」と語る篠木館長
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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
、
誤
植
の
上
塗
り
（
前
号
の
事
情
説
明
）

前
々
号
に
生
じ
た
誤
植
の
お
詫
び
を
前
号
で
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
お
詫
び
の
文
中
に
誤
植

が
生
じ
て
し
ま
っ
た
。
東
歌
そ
の
も
の
に
関
す
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
ま
ま
に
す
る

こ
と
も
考
え
た
が
、
前
号
の
読
者
の
皆
さ
ま
に
意
味
不
明
の
文
を
お
届
け
し
た
ま
ま
と
い
う

の
も
い
か
が
な
も
の
か
と
思
い
直
し
、
簡
単
に
事
情
を
説
明
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

発
端
は
、
前
々
号
に
「
⑱
〜
＝
（
丸
囲
み
の
22
・
作
字
）
の
五
基
」
と
い
う
誤
植
が
生
じ

た
こ
と
に
あ
る
。
本
来
は
「
⑱
〜
㉒
の
五
基
」
と
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
Ｊ
Ｉ
Ｓ
の
文
字

コ
ー
ド
に
丸
囲
み
の
数
字
は
⑳
ま
で
し
か
な
く
、
㉑
以
上
は
作
字
に
な
る
の
で
、
編
集
担
当

者
に
そ
の
旨
を
伝
え
よ
う
と
し
て
、「
⑱
〜
＝
（
丸
囲
み
の
22
・
作
字
）」
と
指
示
を
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
指
示
が
そ
の
ま
ま
誌
面
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、次
の
号
（
前
号
）
に
、「
前
号
の
最
後
の
段
落
に
「
⑱
〜
＝
（
丸
囲
み
の
22
・
作
字
）

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
。」と
書
い
た
。初
校
で
は
そ
の
通
り
に
な
っ
て
い
た
。初
校
に
何
ヶ

所
か
赤
を
入
れ
て
戻
し
、
や
が
て
返
っ
て
き
た
再
校
で
、
初
校
の
赤
字
部
分
の
み
を
確
認
し

て
校
了
に
し
た
と
こ
ろ
、
発
行
さ
れ
た
誌
面
で
は
、
こ
こ
が
「
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
。」
と
い
う
意
味
不
明
な
文
に
な
っ
て
い
た
。
驚
い
て
再
校

を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
再
校
も
こ
の
通
り
の
文
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
初
校
で
私
が
赤
を
入

れ
な
か
っ
た
部
分
が
勝
手
に
改
変
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
赤
字
部
分
し
か
再
校
を
確
認
し

な
か
っ
た
私
の
責
任
で
は
あ
る
が
、
ま
さ
か
著
者
に
無
断
で
こ
の
よ
う
な
改
変
が
な
さ
れ
て

い
よ
う
と
は
思
い
も
よ
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

二
号
に
及
ぶ
失
態
を
お
詫
び
す
る
と
と
も
に
、
今
度
こ
そ
こ
れ
で
解
決
と
し
た
い
。

前
号
で
は
、
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
を
取
り

上
げ
た
。
東
歌
ら
し
い
歌
で
は
あ
る
が
、東
歌
は
そ
う
い
う
歌
ば
か
り
で
は
な
い
。
今
回
は
、

純
情
な
思
い
を
う
た
っ
た
歌
三
首
を
よ
む
こ
と
に
す
る
。
以
下
の
三
首
で
あ
る
。

◎
利
根
川
の
川
瀬
も
知
ら
ず
直た
だ

渡
り
波
に
あ
ふ
の
す
会
へ
る
君
か
も
（
三
四
一
三
）

◎
左さ

わ

た

り

和
多
里
の
手て

ご児
に
い
行
き
逢
ひ
赤
駒
が
足あ

が掻
き
を
速
み
言こ
と

問
は
ず
来き

ぬ（
三
五
四
〇
）

◎
真ま

金か
ね

吹
く
丹に

ふ生
の
真ま

朱そ
ほ

の
色
に
出で

て
言
は
な
く
の
み
そ
吾あ

が
恋
ふ
ら
く
は（
三
五
六
〇
）

二
、「
利
根
川
の
」
の
歌

利
根
川
の
川
瀬
も
知
ら
ず
直た
だ

渡
り
波
に
あ
ふ
の
す
会
へ
る
君
か
も
（
三
四
一
三
）

刀と

ね

が

は

の

祢
河
泊
乃　

可か

は

せ

も

し

ら

ず

波
世
毛
思
良
受　

多た

だ

わ

た

り

太
和
多
里　

奈な

み

に

あ

ふ

の

す

美
尓
安
布
能
須

安あ

へ

る

き

み

か

も

敝
流
伎
美
可
母

利
根
川
の
浅
瀬
が
ど
こ
な
の
か
も
考
え
ず
に
、
や
み
く
も
に
渡
っ
て
波
を
受
け
た
よ

う
に
、
突
然
ば
っ
た
り
と
出
会
っ
た
あ
な
た
だ
こ
と
。

「
川
瀬
」
は
川
が
浅
く
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
。
橋
や
船
を
使
わ
ず
に
徒
歩
で
川
を
渡
る
に
は

そ
う
い
う
場
所
を
利
用
す
る
。
こ
の
歌
に
よ
ま
れ
て
い
る
利
根
川
は
、そ
こ
そ
こ
の
上
流
で
、

徒
歩
で
渡
る
こ
と
は
可
能
で
も
、
あ
る
程
度
の
川
幅
や
深
さ
が
あ
る
よ
う
な
地
点
な
の
で
あ

ろ
う
。
写
真
は
、
み
な
か
み
町
役
場
の
裏
手
を
下
っ
て
い
っ
た
あ
た
り
の
利
根
川
で
あ
る
。

（13）
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こ
の
付
近
は
、
川
幅
は
四
〇
〜
五
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
あ
る
が
、
昭
和
の
初
期
の
頃
ま
で
対
岸

へ
の
渡
船
場
と
し
て
浅
瀬
が
あ
っ
て
、
古
来
「
徒た
だ

渉わ
た
り」

と
呼
ば
れ
、
徒
歩
で
対
岸
に
渡
れ
た

と
い
う
。利
根
川
の
歌
も
こ
の
よ
う
な
場
所
を
う
た
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
直た
だ

」は
ま
っ
す
ぐ
。

「
の
す
」
は
「
な
す
」
の
東
国
方
言
形
で
、「
〜
の
よ
う
に
」。「
な
す
」
の
例
は
万
葉
集
に

六
十
余
例
あ
る
。
次
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。

・
…
…
波
の
む
た　

か
寄
り
か
く
寄
り　

玉
藻
な
す　

寄
り
寝
し
妹
を
…
…

（
二
・
一
三
一
）
柿
本
人
麻
呂

（
…
…
波
と
と
も
に
あ
ち
ら
へ
寄
り
こ
ち
ら
へ
寄
る
美
し
い
藻
の
よ
う
に
、
私
に
寄
り

添
っ
て
寝
た
妻
を
…
…
）

・
み
熊
野
の
浦
の
浜は
ま

木ゆ

綿ふ

百も
も

重へ

な
す
心
は
思も

へ
ど
直た
だ

に
逢
は
ぬ
か
も

（
四
・
四
九
六
）
柿
本
人
麻
呂

（
熊
野
の
海
岸
に
生
え
て
い
る
浜
木
綿
の
よ
う
に
、
幾
重
に
も
深
く
心
に
は
思
っ
て
い

る
が
、
直
接
に
は
逢
わ
な
い
こ
と
だ
）

一
方
、「
の
す
」
は
八
例
あ
り
、
す
べ
て
東
歌
ま
た
は
防
人
歌
で
あ
る
の
で
、
東
国
方
言

で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

・
下
し
も
つ

毛け

野の

み
か
も
の
山
の
こ
楢な
ら

の
す
ま
ぐ
は
し
子
ろ
は
誰た

が
笥け

か
持
た
む

（
一
四
・
三
四
二
四
）
下
野
国
東
歌

（
下
野
国
の
三
毳
山
に
生
え
て
い
る
小
楢
の
よ
う
に
美
し
い
あ
の
娘
は
誰
の
食
器
を
持

つ
の
だ
ろ
う
〈
＝
誰
の
妻
に
な
る
の
だ
ろ
う
〉）

・
高
き
嶺
に
雲
の
つ
く
の
す
我
れ
さ
へ
に
君
に
つ
き
な
な
高
嶺
と
思
ひ
て

（
一
四
・
三
五
一
四
）
未
勘
国
東
歌

（
高
い
嶺
に
雲
が
寄
り
添
う
よ
う
に
、
私
も
あ
な
た
に
寄
り
添
い
た
い
。
あ
な
た
を
高

嶺
と
思
っ
て
）

利
根
川
の
歌
に
戻
っ
て
、
万
葉
集
の
特
に
相
聞
歌
で
は
、「
君
」
は
女
が
男
に
対
し
て
用

い
る
語
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
歌
は
女
の
作
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
一
句
目
か
ら
四
句
目
ま

で
は
、末
句
の
「
会
へ
る
」
の
比
喩
に
な
っ
て
い
る
。
全
く
予
期
せ
ず
に
男
と
偶
然
に
出
会
っ

た
女
の
驚
き
を
こ
の
よ
う
な
比
喩
で
う

た
っ
た
も
の
。
女
は
か
ね
て
か
ら
こ
の

男
に
心
を
寄
せ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
が
、
全
く
突
然
に
こ
の
男
と
遭
遇

し
、
嬉
し
い
よ
り
も
先
に
び
っ
く
り
し

て
し
ま
っ
た
。
話
し
か
け
る
こ
と
も
で

き
ず
、
向
こ
う
か
ら
話
し
か
け
ら
れ
て

も
満
足
な
応
答
も
で
き
な
か
っ
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
初
々
し
い
歌
で

あ
る
。

こ
の
女
は
か
つ
て
、
急
い
で
い
る
か

し
て
、
普
段
は
す
る
利
根
川
の
瀬
踏
み

を
せ
ず
に
、
構
わ
ず
川
を
渡
ろ
う
と
し

て
突
然
に
波
を
受
け
て
び
っ
く
り
し
た

経
験
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
全
く
予

期
せ
ず
に
男
と
遭
遇
し
て
び
っ
く
り
し

た
。
ど
ん
な
に
び
っ
く
り
し
た
か
を
述

べ
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
か
つ
て
の
体

験
を
比
喩
と
し
て
持
ち
出
し
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
川
の
中
で
男
と
遭
遇
し
た

わ
け
で
な
い
。
日
常
生
活
で
の
体
験
を

歌
に
よ
み
こ
ん
だ
わ
け
で
、そ
う
い
う
、

生
活
に
密
着
し
た
内
容
を
よ
ん
で
い
る

と
い
う
点
で
は
、
こ
の
歌
も
東
歌
ら
し

い
歌
と
い
え
る
。

も
う
１
枚
の
写
真
は
、
前
述
の
「
徒た
だ

渉わ
た
り」

付
近
に
あ
る
万
葉
歌
碑
で
あ
り
、

こ
の
歌
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
昭
和
九
年

の
建
碑
で
あ
る
。

「利根川の」歌碑 利根川「徒渉」付近
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三
、「
さ
わ
た
り
の
」
の
歌

左さ

わ

た

り

和
多
里
の
手て

ご児
に
い
行
き
逢
ひ
赤
駒
が
足あ

が掻
き
を
速
み
言こ
と

問
は
ず
来き

ぬ（
三
五
四
〇
）

左さ

わ

た

り

の

和
多
里
能　

手て

ご

に

い

ゆ

き

あ

ひ

児
尓
伊
由
伎
安
比　

安あ

か

ご

ま

が

可
故
麻
我　

安あ

が

き

を

は

や

み

我
伎
乎
波
夜
美

許こ

と

と

は

ず

き

ぬ

等
登
波
受
伎
奴

左さ

わ

た

り

和
多
里
の
乙
女
に
出
逢
っ
た
け
れ
ど
、
私
が
乗
る
赤
毛
の
馬
の
歩
み
が
速
い
の
で
、

言
葉
を
交
わ
さ
な
い
ま
ま
来
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
歌
は
国
名
不
明
の
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。「
左さ

わ

た

り

和
多
里
」
は
地
名
。
群
馬
県
吾
妻

郡
中
之
条
町
に
上
沢
渡
・
下
沢
渡
が
あ
り
、
上
沢
渡
に
は
沢さ
わ
た
り渡
温
泉
が
あ
る
。
そ
こ
の
可
能

性
は
あ
る
が
、
こ
の
沢
渡
の
地
名
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
文
献
的
に
は
安
土
桃
山
時
代
ま
で
し

か
遡
れ
な
い
の
で
、
こ
こ
か
ど
う
か
確
実
で
は
な
い
。

「
手
児
」
は
東
国
語
で
、
愛
し
い
女
性
、
少
女
、
乙
女
。「
手
児
名
」
と
い
う
語
形
も
あ
る
。

複
数
の
男
性
に
求
婚
さ
れ
、
進
退
窮
ま
っ
て
み
ず
か
ら
命
を
絶
っ
た
と
い
う
下
総
国
の
「
葛

飾
の
真
間
の
手
児
名
」
が
有
名
。
万
葉
集
に
は
、「
地
名
＋
手
児
」
と
い
う
形
で
は
信
濃
国

東
歌
に
「
埴
科
の
石
井
の
手
児
」（
一
四
・
三
三
九
八
）
が
見
え
る
。

「
乙
女
」
で
は
な
く
「
幼
子
」
の
意
味
で
使
わ
れ
た
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

・
剣
つ
る
ぎ

大た

刀ち

身
に
添
ふ
妹
を
と
り
見
が
ね
哭ね

を
そ
泣
き
つ
る
手
児
に
あ
ら
な
く
に

（
一
四
・
三
四
八
五
）
未
勘
国
東
歌

「
剣
大
刀
」
は
「
身
に
添
ふ
」
に
か
か
る
枕
詞
。「
と
り
見
」
は
世
話
を
す
る
こ
と
、
介
抱

す
る
こ
と
。
歌
の
意
味
は
、「
私
に
寄
り
添
う
彼
女
を
や
さ
し
く
介
抱
し
か
ね
て
、
声
を
上

げ
て
泣
い
て
し
ま
っ
た
。
幼
子
で
も
な
い
の
に
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ど
う
い
う
状
況

か
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
こ
の
歌
で
は
「
手
児
」
は
幼
子
（
あ
る
い
は
赤
ん
坊
）
の
意
で
用

い
ら
れ
て
い
る
。
ど
う
や
ら
、「
手
児
」
の
原
義
は
、「
手
の
中
に
大
切
に
包
み
込
ん
で
い
つ

く
し
む
幼
子
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
「
い
と
し
い
女
性
」
の
意
に
転
じ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
い
行
き
逢
ひ
」
の
「
い
」
は
動
詞
に
付
く
接
頭
語
。
語
調
を
整
え
る
た
め
に
付
く
、
と
説

か
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、「
い
及し

く
」（
追
い
か
け
て
い
っ
て
追
い
つ
く
）、「
い
行
く
」、「
い

行
き
憚
る
」、「
い
渡
る
」
な
ど
、
移
動
に
関
す
る
動
詞
に
付
く
こ
と
が
多
い
。

「
足あ

が掻
く
」は
、馬
や
牛
が
足
で
地
面
を
掻
い
て
進
む
こ
と
。牛
や
馬
が
歩
む
こ
と
。「
足あ

が掻
き
」

は
そ
の
名
詞
形
。「
〜
を
速
み
」
は
「
〜
が
速
い
の
で
」。「
瀬
を
速
み
」
な
ど
と
同
じ
語
法
。

「
言こ
と

問
ふ
」
は
も
の
を
言
う
こ
と
、
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
。

「
左さ

わ

た

り

和
多
里
の
手て

ご児
」は
こ
の
あ
た
り
の
男
達
に
と
っ
て
ア
イ
ド
ル
的
存
在
な
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
乙
女
に
折
角
遭
遇
で
き
た
の
に
、
何
も
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の

理
由
を
、自
分
が
乗
っ
た
馬
の
歩
み
が
速
か
っ
た
せ
い
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、自
分
が
乗
っ

て
い
る
馬
く
ら
い
、
制
禦
で
き
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
本
当
は
、
気
後
れ
し
て
言
葉
を
掛
け

そ
び
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
誰
か
に
言
い
訳
を
し
て
い
る
よ
う
な
歌
で
あ
る
。

「
俺
さ
ぁ
、さ
っ
き
左
和
多
里
の
手
児
に
行
き
会
っ
た
ん
だ
ぜ
！
」「
え
っ
！　

す
げ
ー
じ
ゃ

ん
。
そ
い
で
、
ど
う
し
た
」「
話
し
か
け
た
か
っ
た
か
っ
た
ん
だ
け
ど
、
ア
カ
（
馬
の
名
前
・

仮
称
）
の
奴
が
さ
っ
さ
と
行
っ
ち
ま
う
も
ん
で
、な
ん
も
言
え
な
か
っ
た
」「
何
だ
よ
、そ
れ
」

と
い
っ
た
、
悪
友
と

の
や
り
と
り
の
情
景

が
目
に
浮
か
ぶ
。
こ

の
会
話
は
、『
万
葉

集
全
注
』（
水
島
義

治
氏
）
を
参
考
に
想

像
し
て
み
た
も
の
で

あ
る
が
、
私
の
周
囲

に
は
若
い
男
子
が
い

な
い
の
で
、
会
話
の

リ
ア
リ
テ
ィ
に
は
自

信
が
も
て
な
い
。

連
載
の
第
二
回

目
（『
上
州
文
化
』

一
二
三
号
）
で
、「
伊

「左和多里の」歌碑
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社
名
と
し
て
は
、
大
和
国
宇
智
郡
に
丹
生
川
神
社
、
同
国
吉
野
郡
に
丹
生
川
上
神
社
、
同
国

宇
陀
郡
に
丹
生
神
社
、
伊
勢
国
飯
高
郡
に
丹
生
神
社
と
丹
生
中
神
社
、
近
江
国
伊
香
郡
に
丹

生
神
社
、
若
狭
国
遠
敷
郡
に
丹
生
神
社
、
同
国
三
方
郡
に
丹
生
神
社
、
越
前
国
敦
賀
郡
に
丹

生
神
社
、
越
後
国
古
志
郡
に
小
丹
生
神
社
、
但
馬
国
美
含
郡
に
丹
生
神
社
、
紀
伊
国
伊
都
郡

に
丹
生
都
比
女
神
社
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
多
数
の
「
丹
生
」
地
名
が
古
代
に
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら

の
中
で
東
歌
の
地
域
に
所
在
す
る
の
は
上
野
国
甘
楽
郡
丹
生
郷
（
現
在
の
富
岡
市
北
西
部
）

の
み
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
国
名
不
明
の
部
に
収
め
ら
れ
て
は
い
る
が
、
上
野
国
の
歌
で
あ
る

可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

「
真ま

朱そ
ほ

」
は
、
古
代
に
用
い
ら
れ
た
朱
色
の
顔
料
。
赤
土
。
辰
砂
。
上
二
句
は
「
色
に
出
」

を
導
く
た
め
の
序
詞
。

「
言
は
な
く
」「
恋
ふ
ら
く
」
の
「
く
」
は
「
ク
語
法
」
と
呼
ば
れ
、
動
詞
・
形
容
詞
・
助

動
詞
な
ど
を
名
詞
化
す
る
用
法
。「
〜
す
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
上
代
に
は
盛
ん

に
用
い
ら
れ
た
が
、
平
安
時
代
に
な
る
と
使
わ
れ
な
く
な
り
、
今
日
で
は
、「
曰い
わ

く
」「
恐
ら

く
」「
老
い
ら
く
（
の
恋
）」
な
ど
に
化
石
的
に
残
る
の
み
と
な
っ
た
。「
言
は
な
く
」
は
「
言

は
ず
」
の
ク
語
法
で
、「
言
わ
な
い
こ
と
」。「
恋
ふ
ら
く
」
は
「
恋
ふ
」
の
ク
語
法
で
、「
恋

し
て
い
る
こ
と
」。

男
女
い
ず
れ
の
歌
と
も
取
れ
る
。
万
葉
集
巻
十
一
に
次
の
よ
う
な
よ
く
似
た
歌
が
あ
る
。

・
白し
ら

真ま
な
ご砂

御み

つ津
の
埴は
に
ふ生

の
色
に
出
て
言
は
な
く
の
み
そ
我
が
恋
ふ
ら
く
は
（
二
七
二
五
）

「
白
真
砂
」
は
「
白
い
砂
」
で
、「
御
津
」
に
掛
か
る
枕
詞
。「
御
津
」
は
大
阪
湾
に
あ
っ
た

港
で
、「
大
伴
の
御
津
」「
難
波
の
御
津
」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
た
。「
埴
」
は
黄
赤
色
の
粘
土

で
埴
輪
な
ど
の
材
料
。「
埴
生
」
は
埴
の
あ
る
場
所
。

「
丹
生
の
真
朱
の
」
の
歌
と
比
べ
る
と
、
一
句
目
と
二
句
目
と
が
異
な
る
だ
け
で
、
三
句
目

以
下
は
全
く
同
じ
で
あ
る
。
一
句
目
・
二
句
目
も
、「
枕
詞
＋
地
名
＋
（
黄
）
赤
の
土
」
と

い
う
全
く
同
じ
構
造
を
し
て
い
る
。
偶
然
の
一
致
と
は
思
え
な
い
の
で
、
丹
生
の
真
朱
の
歌

は
、御
津
の
埴
生
の
歌
（
あ
る
い
は
さ
ら
に
別
の
類
歌
）
を
改
作
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

丹
生
の
真
朱
の
歌
に
は
東
国
方
言
は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
改
作
は
東
国
に
下
っ
て

き
た
都
人
の
手
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。 

香
保
嶺ね

に
雷か
み

な
鳴
り
そ
ね
吾わ

が
上へ

に
は
故ゆ
ゑ

は
な
け
ど
も
子
ら
に
よ
り
て
そ（
三
四
二
一
）」（
伊

香
保
の
峰
に
雷
よ
鳴
っ
て
く
れ
る
な
。
私
の
身
に
は
そ
う
願
う
理
由
は
な
い
け
れ
ど
も
、
あ

の
娘
が
怖
が
る
も
の
で
ね
）
と
い
う
歌
を
取
り
上
げ
た
。
こ
の
歌
の
「
吾わ

が
上へ

に
は
故ゆ
ゑ

は
な

け
ど
も
」
と
い
う
部
分
も
、
独
り
言
で
は
な
く
、
誰
か
に
言
い
訳
を
し
て
い
る
よ
う
な
趣
で

あ
り
、
共
通
性
を
感
じ
る
。
こ
れ
ら
は
、
東
歌
が
集
団
的
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
と
関
わ

る
特
徴
と
い
え
よ
う
。

写
真
は
、
吾
妻
郡
中
之
条
町
の
沢
渡
神
社
に
あ
る
万
葉
歌
碑
で
、
こ
の
歌
が
刻
ん
で
あ
る
。

建
碑
者
は
丸
本
旅
館
当
主
の
福
田
六
右
衛
門
。
富
田
永
世
『
上
野
温
泉
廻
』（
文
政
十
一
年

〈
一
八
二
八
〉
成
）
に
こ
の
歌
碑
の
こ
と
が
載
っ
て
い
る
由
で
あ
る
が
、
未
見
で
あ
る
。
是

非
確
認
し
た
く
思
っ
て
い
る
。
も
し
載
っ
て
い
る
な
ら
、
こ
の
歌
碑
は
文
政
十
年
建
碑
の
佐

野
の
舟
橋
の
碑
よ
り
も
古
い
可
能
性
が
あ
り
、
県
内
現
存
最
古
の
万
葉
歌
碑
と
い
え
よ
う
。

四
、
丹
生
の
真
朱
の
歌

真ま

金か
ね

吹
く
丹に

ふ生
の
真ま

朱そ
ほ

の
色
に
出で

て
言
は
な
く
の
み
そ
吾あ

が
恋
ふ
ら
く
は（
三
五
六
〇
）

麻ま

か

ね

ふ

く

可
祢
布
久　

尓に

ふ

の

ま

そ

ほ

の

布
能
麻
曽
保
乃　

伊い

ろ

に

で

て

呂
尓

弖　

伊い

は

な

く

の

み

そ

波
奈
久
能
未
曽

安あ

が

こ

ふ

ら

く

は

我
古
布
良
久
波

丹
生
の
赤
土
の
よ
う
に
は
、
は
っ
き
り
と
表
に
出
し
て
言
わ
な
い
だ
け
だ
。
私
が
あ

な
た
に
恋
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
。

「
真ま

金か
ね

」
は
鉄
。「
吹
く
」
は
金
属
を
精
錬
す
る
こ
と
。「
丹
」
は
赤
土
、
ま
た
辰
砂
（
水
銀

と
硫
黄
の
化
合
物
）。「
丹
生
」は
辰
砂
な
ど
を
含
む
赤
土
を
産
す
る
地
の
地
名
。「
真
金
ふ
く
」

は
「
丹
生
」
や
「
吉
備
」
に
か
か
る
枕
詞
。
吉
備
は
鉄
の
産
地
で
あ
る
。

丹
生
と
い
う
地
名
は
各
地
に
あ
る
。
郡
名
に
若
狭
国
小
丹
生
郡
、越
前
国
丹
生
郡
が
あ
り
、

郡
の
下
の
単
位
で
あ
る
郷
里
名
に
伊
勢
国
飯
高
郡
丹
生
郷
、
近
江
国
坂
田
郡
下
丹
生
里
、
上

野
国
甘
楽
郡
丹
生
郷
、
若
狭
国
遠
敷
郡
丹
生
郷
、
越
前
国
丹
生
郡
丹
生
郷
、
土
左
国
安
芸
郡

丹
生
郷
、
豊
後
国
海
部
郡
丹
生
郷
が
あ
る
。
ま
た
、『
延
喜
式
』
神
名
帳
に
載
っ
て
い
る
神
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石田佳奈

群馬県教育文化事業団　INFORMATION

日　時 ７月２２日（月）
 昼の部１３時００分　開演
 夜の部１８時００分　開演　開場は､開演の３０分前
演　目 毛抜口上義経千本桜　川連法眼館の場
出　演 市川猿之助、市川右近　他
会　場 ベイシア文化ホール（群馬県民会館）大ホール
入場料 Ｓ席5,000円（昼の部Ｓ席完売）、Ａ席3,500円
 Ｂ席2,000円(同学生1,000円）、友の会割引有り
 託児サービス有り（要予約500円）
着物を着て歌舞伎鑑賞・歌舞伎プレ講座・歌舞伎の舞台裏　開催

日　時 ７月２２日（月）

松竹大歌舞伎

日　時 ７月１３日（土）
 開演１５：００（開場１４：３０）
演　目 ヴェルディ／オテロ
 ドニゼッティ／愛の妙薬
出　演 構成・ナビゲーター／ウーロン亭ちゃ太郎　
 バリトン／泉　良平
 ちゃ太郎・オペラ・カンパニー
会　場 ベイシア文化ホール（群馬県民会館）
 小ホール
入場料 全席自由1,000円
　　　（未就学児入場不可）

オペラレクチャー
「知っておきたいオペラ20選」vol. 6

だまされて「よかったー」と
「最悪！」の二本立てだよ！

日　時 平成２５年８月９日（金）１８：３０開演
出演者 ピアノ：石田佳奈、サクソフォーン：板垣貴子
 ソプラノ：中野瑠璃子
会　場 群馬県生涯学習センター・多目的ホール
　　　（前橋市文京町2-20-22　027-224-5700）
入場料 無料（要電話予約）

❖ 第３７回県民芸術祭参加事業 －新進演奏家支援事業－

♩♫♩♪♩ グリーンコンサート 2013 ♩♫♩♪♩
Opus1“One Night Summer”

日　時 平成25年11月24日（日）15：00開演（14：30開場）
会　場 ベイシア文化ホール（群馬県民会館）大ホール
出　演 指　揮・ピアノ：久石　譲　管弦楽：群馬交響楽団
曲　目 ワーグナー：ニュルンベルグのマイスタージンガー
 久石　譲：天空の城ラピュタ、おくりびと、
  　魔女の宅急便、ハウルの動く城
  　ラームス：交響曲第3番
※都合により曲目を変更する場合がありますので、ご了承下さい。

　現代音楽や映画音楽で世界的に活躍している久石譲のピアノ
演奏と群馬交響楽団のオーケストラによる初のコラボレーショ
ン。県民の幅広い年齢層の方々に生の音楽の素晴らしさと迫力
と感動を体感していただくコンサートです。
入場料 全席指定（税込）Ｓ4，500円　Ａ3，500円　Ｂ2，000円
 ※友の会割引はありません。
 ■一般電話先行予約　7月14日（日）8：30～17：00
 　℡027－232－1111
 　※先行予約時の座席指定はできません。
 ■窓口・インターネット販売　7月21日（日）8：30～
 　電話予約・郵送（代引き）は、翌日22日（月）8：30～受付。
※チケット郵送サービスがあります。(別途郵送料と代引き手数料がかかります。)
※インターネット販売でお申し込みになれます。

久石譲スペシャルオーケストラコンサートwith 群馬交響楽団
❖ 第３７回県民芸術祭参加事業・メディア芸術推進オープニング記念事業

メディア芸術推進事業

日　時 平成２６年２月８日(土)
  　～１１日(火・祝)
 １０：００～１７：００
会　場 ベイシア文化ホール
 展示室・小ホール　他
部　門 マンガ部門、アニメ部門

☆ ☆ ☆ ☆ ☆募集期間☆ ☆ ☆ ☆ ☆

平成２５年１０月１日(火)
 ～１１月３０日(土)
※ 募集内容等の詳細は、７月下旬に発

表します。

賞　大賞１点賞状・賞金１０万円
　　優秀賞２点賞状・賞金５万円
　　奨励賞６点賞状・賞金３万円
※ 小・中学生が入賞した場合は賞金で

はなく図書カードになります。

第１回　GUNMA
マンガ・アニメフェスタ

❖ 第３７回県民芸術祭参加事業
　 メディア芸術推進事業

❖ 第37回県民芸術祭参加事業

ウーロン亭ちゃ太郎

泉　良平

中野瑠璃子板垣貴子

久石　譲

市川亀次郎改め
四代目市川猿之助襲名披露
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草
津
町
の
文
化
的
活
動
は
、
昔
か
ら
い
ろ

い
ろ
な
分
野
で
個
人
、
サ
ー
ク
ル
等
で
芽
吹

い
て
お
り
ま
し
た
。
三
十
数
年
前
の
、
昭
和

五
十
五
年
に
五
団
体
の
集
ま
り
で
、
草
津
町

文
化
団
体
協
議
会
が
結
成
さ
れ
、現
在
で
は
、

三
十
一
団
体
で
、
七
百
九
十
名
を
数
え
る
程

の
大
き
な
協
議
会
に
成
長
し
て
き
て
お
り
ま

す
。
団
体
部
門
の
区
分
け
と
し
て
は
、文
芸
、

手
工
芸
が
十
四
団
体
。
自
然
が
四
団
体
。
民

族
、
芸
能
、
音
楽
が
十
三
団
体
、
囲
碁
が
一

団
体
、科
学
が
一
団
体
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
中
で
二
団
体
が
現
在
休
会
扱
い
と
な
っ

て
い
ま
す
。
少
子
高
齢
化
に
伴
い
ま
し
て
、

各
団
体
を
見
て
も
平
均
年
齢
が
高
く
、
若
い

世
代
の
後
継
者
が
見
つ
か
ら
ず
、
苦
慮
し
て

い
る
の
が
現
状
で
す
。
休
会
を
し
て
い
る
団

体
も
会
員
の
高
齢
化
に
伴
い
、
活
動
不
能
の

事
態
が
起
き
て
居
る
よ
う
で
す
。
今
の
社
会

は
、
会
社
経
営
が
難
し
く
、
正
規
社
員
が
成

り
立
た
な
く
て
、臨
時
社
員
、俗
に
言
う
「
ア

ル
バ
イ
ト
」
で
な
い
と
仕
事
に
就
け
な
い
、

そ
し
て
時
間
に
制
約
が
あ
り
、
頑
張
ろ
う
に

も
頑
張
れ
な
い
。
こ
の
様
な
状
態
で
は
、
生

活
も
安
定
し
な
い
し
、
心
も
健
康
に
な
ら
な

い
と
思
わ
れ
ま
す
。

将
来
に
希
望
が
持
て
て
、
生
活
も
そ
こ
そ

こ
安
定
し
、
心
も
安
ら
い
だ
と
き
、
文
化
が

芽
生
え
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
老
い
も
若
き

も
一
緒
に
な
っ
て
、
同
じ
趣
味
を
堪
能
す
る

こ
と
が
、
自
然
で
あ
ろ
う
形
と
思
い
ま
す
。

私
は
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
を
し
て
い
て
、
ク
ラ

ブ
の
活
動
が
三
十
五
年
く
ら
い
に
成
り
ま
す
。

当
時
の
会
員
は
、
小
学
生
か
ら
六
十
歳
を

超
え
て
る
方
ま
で
お
り
ま
し
た
。
ク
ラ
ブ
活

動
で
、
白
根
山
や
、
野
反
湖
方
面
に
、
移
動

運
用
で
、
キ
ャ
ン
プ
を
計
画
し
小
学
生
や
中

学
生
の
子
供
達
を
つ
れ
て
、
一
緒
に
無
線
機

の
準
備
、屋
外
に
空
中
線
を
張
る
作
業
を
し
、

食
事
の
用
意
な
ど
を
す
る
中
で
、
子
供
と
大

人
の
交
流
が
自
然
に
出
来
て
、
友
情
が
生
ま

れ
、信
頼
が
生
ま
れ
、そ
し
て
文
化
に
繋
が
っ

て
い
た
の
で
す
。

当
時
は
、
草
津
中
学
校
に
も
、
ア
マ
チ
ュ

ア
無
線
ク
ラ
ブ
が
存
在
し
、
指
導
す
る
顧
問

の
教
員
も
居
て
、
一
般
の
私
た
ち
も
部
活
動

の
協
力
で
、
学
校
に
出
向
き
設
備
の
整
備
、

草津町文化団体協議会長

森 谷 武 竝

地
域
文
化
を
つ
な
ぐ

草
津
温
泉
の
文
化
活
動
と
こ
れ
か
ら
の
文
化空

中
線
等
の
作
業
を
協
力
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
う
ち
教
育
方
針
が
変
化
し
て
き
て
、
そ

の
様
な
交
流
が
出
来
な
く
な
っ
て
き
た
様
に

思
い
ま
す
。

文
化
の
芽
は
、
子
供
の
時
代
に
創
っ
て
お

か
な
け
れ
ば
開
花
す
る
の
は
難
し
い
、
こ
れ

は
総
て
の
文
化
活
動
に
対
し
て
言
え
る
も
の

で
し
ょ
う
。

そ
し
て
特
に
大
切
に
し
て
行
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
、
そ
れ
は
、
地
域
に
残
る
古

典
文
化
で
す
。　

先
人
が
残
し
継
承
し
て
来

た
も
の
を
大
事
に
引
き
継
ぎ
、
次
の
世
代
に

渡
し
て
行
く
事
が
現
代
人
の
勤
め
で
す
。
決

し
て
そ
の
時
折
の
風
潮
、
並
び
に
私
感
で
左

右
さ
れ
て
、
形
態
を
変
え
た
り
、
亡
く
し
た

り
し
て
は
、
い
け
な
い
で
し
ょ
う
。
今
の
時

代
が
い
ち
ば
ん
文
化
に
対
し
て
真
剣
に
考
え

る
べ
き
と
き
。
そ
し
て
教
育
の
あ
り
方
に
も

慎
重
に
方
向
性
を
審
議
す
る
と
き
。
人
間
社

会
の
中
で
文
化
は
、
必
要
不
可
欠
の
も
の
だ

か
ら
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
地
域
文
化
の
発

展
に
繋
が
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
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近
年
世
界
に
お
い
て
、
表
現
の
自
由
を
課
題
と
さ
せ
る
芸
術
が
生

み
出
さ
れ
発
表
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
本
当
の
自
由
表
現
で
あ
る
の
か
、
私
と
し
て
は
実
際
疑
問

符
が
残
っ
て
し
ま
う
感
じ
と
受
け
取
れ
る
も
の
ば
か
り
な
の
だ
。
そ

れ
は
、
ま
ず
形
及
び
色
彩
感
に
囚
わ
れ
過
ぎ
、
自
己
で
あ
る
本
性
感

性
が
描
か
れ
ず
欠
落
し
て
、
他
方
（
観
る
側
）
に
合
わ
せ
た
作
品
を

描
い
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
正
に
残
念
至
極
、

時
代
主
体
物
質
主
義
の
似
合
わ
せ
の
人
類
法
則
に
翻
弄
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
そ
の
似
合
わ
せ
の
モ
ノ
が
、
本
来
の
先
駆
け
現
し
示
す
自

体
観
念
感
性
よ
り
分
離
分
別
さ
れ
て
し
ま
い
、
作
者
の
本
来
本
性
が

作
品
か
ら
見
え
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
現
在
に
至
る
ま
で
の

絵
画
は
、
写
実
的
並
び
に
抽
象
的
描
写
し
か
捉
え
て
い
な
い
。
し
か

し
本
来
は
、そ
こ
に
己
の
自
己
表
現
描
写
（
感
性
感
）
を
付
け
加
え
、

伝
達
さ
せ
描
き
き
る
モ
ノ
で
あ
る
。
こ
れ
が
原
形
質
で
あ
り
、
色
彩

を
超
え
自
己
自
体
の
宇
宙
感
に
変
極
さ
せ
、
本
来
本
性
に
至
ら
せ
る

証
を
創
作
さ
せ
る
と
言
う
こ
と
な
の
だ
。
だ
が
、
実
情
は
ま
だ
似
た

も
の
似
せ
た
も
の
製
作
で
終
わ
ら
せ
て
い
る
。
い
わ
ば
本
来
、
絵
画

と
は
観
る
と
い
う
鑑
賞
劇
（
浅
い
嗜
み
）
か
ら
、
奥
深
い
自
然
宇
宙

観
を
検
閲
す
る
モ
ノ
を
与
え
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
残

雑
怪
奇
に
入
り
組
み
理
解
を
遠
ざ
け
過
ぎ
た
結
果
な
の
だ
ろ
う
。
こ

れ
に
付
随
し
て
食
す
る
も
の
も
民
族
様
々
な
舌
鼓
を
持
っ
て
い
る
訳

で
、
こ
れ
が
世
界
を
旅
す
る
も
の
に
と
っ
て
、
異
文
化
食
は
常
に
口

に
合
わ
ず
の
場
合
い
が
多
く
、
そ
れ
を
克
服
し
な
い
と
民
族
探
り
の

世
界
冒
険
旅
行
は
難
し
い
。
し
か
し
、
こ
の
不
味
い
食
文
化
を
体
験

慣
れ
ね
ば
、
付
随
し
た
異
文
化
並
び
に
異
質
の
人
類
と
交
流
で
き
な

い
事
も
確
か
で
あ
り
、
超
不
味
い
は
興
味
面
白
さ
が
増
す
と
い
う
事

で
あ
る
。
昨
今
の
現
状
人
類
た
ち
は
人
口
増
派
計
画
の
波
乗
り
現
象

に
従
い
、
先
進
工
業
化
を
更
に
推
し
進
め
よ
う
と
躍
起
に
な
っ
て
い

る
。
こ
の
工
業
推
進
計
画
は
す
で
止
め
よ
う
に
も
止
ま
ら
な
い
。
た

が
こ
の
先
進
と
思
わ
れ
て
い
る
利
便
の
追
及
増
派
で
、
私
た
ち
人
類

を
本
当
に
幸
せ
も
た
ら
し
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
か
？
す
で
に
、
現
時

点
の
世
界
に
散
ら
ば
る
人
間
の
目
的
は
、
正
に
金
、
金
、
金
の
一
極

集
中
に
囚
わ
れ
本
当
本
位
の
自
身
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
だ
が
、

こ
れ
も
人
口
自
然
の
便
利
追
求
の
流
れ
と
受
け
止
め
れ
ば
仕
方
の
無

い
事
で
あ
ろ
う
が
、そ
の
代
償
の
付
け
が
他
を
思
い
や
る
人
情
（
心
）

を
失
わ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
現
状
の
文
明
工
業
推

進
化
た
る
化
け
物
（
想
造
創
作
ロ
ボ
ッ
ト
過
程
）
は
、
人
類
及
び
に

地
球
自
然
生
物
全
体
に
多
大
な
弊
害
を
及
ば
し
て
い
る
。
も
し
こ
れ

ら
の
工
業
化
が
全
地
球
を
支
配
す
る
破
目
に
至
れ
ば
、
人
類
は
早
期

に
滅
亡
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
事
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
正

に
今
起
こ
っ
て
い
る
化
石
燃
料
の
奪
い
合
い
工
業
化
促

進
は
、
人
類
た
ち
を
地
球
至
上
よ
り
抹
殺
さ
せ
て
し
ま

う
早
期
計
画
と
も
思
え
る
行
為
に
他
な
ら
な
い
。
だ
が

ま
だ
間
に
合
う
は
ず
だ
！
そ
れ
は
い
と
も
簡
単
で
あ
る

ハ
ズ
の
工
業
化
文
明
を
、
こ
れ
以
上
推
進
し
な
い
事
に

尽
き
る
と
同
時
に
、
便
利
さ
も
追
わ
な
い
事
な
の
だ
。

が
、
人
間
人
類
文
明
至
上
の
現
在
欲
た
る
モ
ノ
ど
も
は
、

蓄
え
増
築
を
企
み
更
な
る
地
球
壊
し
に
取
り
掛
か
る
事

を
掲
げ
て
今
も
止
ま
ら
な
い
。
即
ち
、
地
球
地
上
人
類

念
な
が
ら
人
類
は
、
頭
脳
（
発
達
肥
大
物
）
な
ど
と
い
う
複
雑
怪
奇

な
現
象
物
に
操
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
が
素
晴
ら
し
い
こ
と
な

の
か
不
幸
な
こ
と
な
の
か
、
私
と
し
て
は
後
者
の
不
幸
を
選
任
し
て

い
る
。
現
代
通
常
の
人
間
感
覚
か
ら
す
れ
ば
頭
脳
進
化
を
と
げ
喚
起

の
喜
び
と
唱
え
る
も
、
こ
の
脳
進
化
現
象
は
益
々
増
派
す
る
情
報
伝

達
（
悩
み
）
を
も
た
ら
し
、
肥
大
（
脳
バ
ブ
ル
）
を
繰
り
返
し
や
が

て
は
縮
小
簡
素
を
ヨ
ギ
な
く
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
人
間
本
来

の
生
き
症
た
る
最
大
の
目
的
と
は
、
時
間
形
成
過
に
於
い
て
本
当
で

あ
る
己
を
表
現
し
、
自
己
に
達
す
る
こ
と
を
最
大
の
テ
ー
マ
と
し
て

生
き
描
く
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
お
き
、
私
は
四
十
年
の
年
月
を
冒
険
家
の
端
く
れ
と
し
て
旅

を
続
け
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
日
本
列
島
を
縦
断
し
て
か
ら
、ア
ジ
ア
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
中
東
、
オ
セ
ア
ニ
ア
、
ア
メ
リ
カ
、
南
米
と
、
す
で

に
四
十
五
ヶ
国
ほ
ど
彷
徨
い
続
け
て
今
に
至
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

経
験
値
こ
そ
、
現
在
の
私
を
更
と
し
て
奮
い
立
た
せ
て
く
れ
る
起
爆

剤
な
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
第
一
章
で
あ
る
旅
の
目
的
だ
が
、
当
然
と

し
て
人
類
興
味
に
引
か
れ
、
様
々
な
人
種
と
触
れ
合
い
互
い
の
歴
史

文
化
を
交
流
さ
せ
て
き
た
。
し
か
し
、
人
類
分
類
（
宗
教
、
教
則
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
化
の
理
解
に
は
興
味
の
半
面
、
融
合
は
苦
難
を

強
い
ら
れ
た
。
つ
ま
り
分
割
（
人
間
人
種
の
国
の
多
様
化
）
が
、
複

警告！地球人類に
物
申
す
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り
の
印
象
虚
無
が
頭
に
立
ち
こ
め
た
。
何
故
な
ら
、
ど
の
宗
教
教
義

並
び
に
検
索
結
果
も
私
自
身
に
付
随
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
分
析
理
由
と
し
た
モ
ノ
だ
ろ
う
が
、
私
は
子
供
の
頃
よ
り
生
ま
れ

た
地
域
の
山
岳
自
然
に
浸
し
み
、
野
山
河
を
駆
け
ず
り
回
っ
て
野
草

や
川
魚
を
獲
り
自
給
自
足
に
近
い
生
活
を
嗜
ん
で
い
た
。
勿
論
こ
の

暮
ら
し
は
家
が
貧
乏
由
縁
で
あ
っ
た
か
ら
だ
が
、
田
舎
暮
ら
し
の
自

然
気
ま
ま
暮
ら
し
に
は
自
身
と
し
て
満
足
感
に
溢
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
自
然
観
を
供
と
し
て
、
私
は
束
縛
さ
れ
ず
の
自
分
が
出
来

上
が
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
質
素
な
暮
ら
し
も
、
経

済
成
長
の
著
し
い
押
し
波
に
流
さ
れ
今
は
昔
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
感

は
否
め
な
い
。
増
し
て
こ
の
日
本
に
お
き
、
食
べ
物
並
び
に
華
燭
は

列
島
を
縦
断
さ
せ
群
集
を
呑
み
こ
ん
で
し
ま
っ
た
。
勿
論
先
進
国
と

言
わ
れ
る
飽
食
の
国
々
も
同
様
を
呈
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
余
剰
の

要
因
の
冴
え
た
る
証
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
現
象
は
心
の
破
壊
行
為
の

証
明
そ
の
モ
ノ
と
な
っ
て
い
く
の
で
る
。
い
や
！
も
う
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
残
念
な
が
ら
と
い
う
よ
り
も
、
こ
れ
ら
は
人
間
の
も
つ
知

性
的
性
質
の
時
代
計
略
の
一
環
で
あ
ろ
う
。
が
、
現
在
地
の
示
す
物

質
過
剰
（
人
口
過
剰
、
情
報
過
剰
）、
占
領
的
現
象
は
、
当
に
地
球

一
体
ゴ
ミ
計
画
の
一
環
と
捉
え
る
事
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
文
明
異

常
を
察
し
て
今
、
私
は
そ
れ
に
従
わ
な
い
事
を
あ
な
た
方
に
お
勧
め

し
よ
う
。
人
間
史
上
過
去
な
る
教
義
観
ま
た
法
儀
で
あ

る
モ
ノ
、
そ
れ
は
す
で
過
去
で
あ
っ
た
証
し
に
過
ぎ
ず

現
存
の
現
況
に
合
う
ハ
ズ
が
無
い
。
つ
ま
り
不
一
致
の

モ
ノ
で
あ
る
。
し
か
し
。
存
在
を
示
し
て
く
れ
る
大
自

然
は
ま
だ
脈
々
と
息
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
に
気
付
き
行

き
着
い
て
わ
た
し
と
す
る
原
理
（
大
自
然
説
）
は
、
内

な
る
秘
め
た
人
間
至
上
の
頭
脳
洗
脳
思
考
力
が
、
あ
ま

り
に
も
囚
わ
れ
す
ぎ
て
チ
ッ
ポ
ケ
な
モ
ノ
と
思
え
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
大
宇
宙
と
名
づ
け
て
た
だ
見
上
げ

る
だ
け
の
銀
河
の
星
座
、
こ
の
大
宇
宙
の
卵
の
配
列
一

世
に
、
何
で
生
ま
れ
て
来
た
の
か
？
何
故
に
生
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の

か
！
幸
か
不
幸
か
知
る
由
も
な
い
現
状
の
生
身
の
一
体
と
は
全
体
の

隠
れ
蓑
の
よ
う
な
モ
ノ
で
は
な
い
か
！
知
ろ
う
が
知
る
ま
い
が
私
は

生
き
る
限
り
気
ま
ま
気
楽
に
、
こ
の
地
球
時
間
計
画
の
申
し
子
の
自

然
と
し
て
、
ま
た
徘
徊
貧
乏
乞
食
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
、
こ
れ
か

ら
も
挑
戦
し
続
け
て
行
く
こ
と
が
私
の
使
命
で
あ
る
。

タダならぬ乞食　きんとき星流
▶ 1953 年 群馬県碓氷郡横川村出身。学生時代、化学及び電
気工学を専攻する。1974 年よりフォークグループを主体に
した作詞作曲活動及びにライブコンサートを行い、日本全国
を縦断する。1976 年 東芝乾電池に入社するも二年半で退社。
これより自ら有機農法の野菜作りで自給自足を目指す。1980
年から日本全国また世界各地を放浪する。1986 年 海外放浪
生活で学んだ英語を活用し、自宅にて英会話教室を始める。 
1998 年 小説出筆活動に専念。2002 年 初版本「虹の世の夢巻
物」を刊行し続いて、2005 年「原生の太鼓」を出版。2009
年宇宙哲学「天空の証」を出版する。
▶画歴：2000 年出版本の挿絵を描いていたら自然に絵が浮
かぶようになり画業になってしまった。
▶個展及びグループ展：富岡美術館、高崎市シティギャラ
リー、ギャラリーくぼにわ、新潟県池田美術館、碓氷峠くつ
ろぎの里、エジプト・カイロ「パピルスの館」など。現在アー
トグループ「どじんじん」所属

た
ち
は
進
化
を
過
剰
に
脳
肥
大
さ
せ
、
そ
の
結
果
影
響
を
大
自
然
地

球
環
境
破
壊
に
導
い
て
し
ま
う
と
い
う
事
だ
。
こ
れ
ら
の
破
壊
現
象

は
ま
だ
序
章
に
過
ぎ
ず
、
本
物
の
本
番
破
壊
は
こ
れ
か
ら
始
ま
る
は

ず
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
計
画
（
自
然
破
壊
行
為
）
は
、
人
工
知

能
計
画
の
策
略
的
実
感
（
物
質
操
作
行
為
）
に
基
づ
き
実
行
さ
れ
る

モ
ノ
で
固
体
、
液
体
、
気
体
の
混
用
に
て
実
証
実
用
さ
れ
て
い
る
。

過
去
と
す
る
人
類
至
上
に
お
き
稀
で
あ
る
操
作
想
像
粋
で
の
現
在
文

明
と
実
用
科
学
文
明
化
の
更
な
る
支
配
応
用
化
は
、
代
用
と
す
る
地

球
破
壊
現
象
を
益
々
と
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
、
人
類
た
ち
が
か
つ
て

経
験
し
得
な
か
っ
た
滅
亡
に
向
か
っ
て
突
き
進
ん
で
い
る
。ゆ
え
に
、

こ
れ
を
阻
止
す
る
か
進
行
さ
せ
る
か
は
現
在
人
間
人
類
意
志
の
自
由

で
あ
る
が
、
ま
ず
そ
の
前
に
一
人
一
人
が
地
球
及
び
に
そ
れ
を
存
在

さ
せ
て
お
く
原
理
で
あ
る
、
宇
宙
大
自
然
を
学
び
得
る
意
識
の
向
上

し
か
手
だ
て
は
無
い
と
言
え
る
。
ゆ
え
に
過
去
由
縁
に
来
た
現
在
な

る
人
間
存
在
が
こ
の
先
、
生
き
延
び
ら
れ
る
か
は
あ
な
た
方
の
意
識

の
変
革
方
向
に
任
せ
る
し
か
な
い
。
ゆ
え
に
人
類
原
理
の
行
方
は
今

損
じ
て
更
な
る
先
か
、
勇
払
し
て
途
絶
え
て
し
ま
う
か
二
者
択
一
を

選
ば
ね
ば
な
る
ま
い
。

さ
て
ち
ょ
っ
と
切
り
替
え
、
こ
こ
で
私
と
供
す
る
自
我
自
然
哲
学

論
に
話
を
切
り
替
え
て
み
る
。
何
で
私
が
こ
の
話
を
す
る
か
で
あ
る

が
、
今
か
ら
数
え
て
十
一
年
前
（
二
〇
〇
二
年
）
の
事
、
そ
の
頃
私

は
哲
学
的
密
教
学
に
凝
っ
て
い
た
。
勿
論
こ
の
前
章
段
階
よ
り
世
界

放
浪
の
途
中
、
不
思
議
な
事
に
文
明
過
去
（
神
儀
）
に
導
か
れ
る
よ

う
に
謎
め
き
持
っ
て
侵
入
し
て
い
っ
た
。
だ
が
そ
の
頃
の
私
は
、
神

へ
の
信
心
者
で
も
な
け
れ
ば
道
徳
者
で
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
何

が
そ
う
さ
せ
た
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
む
さ
ぶ
る
よ
う
に
宗
教
地

（
イ
ン
ド
、
エ
ジ
プ
ト
、
チ
ベ
ッ
ト
、
中
南
米
）
な
ど
と
徘
徊
を
重

ね
過
去
の
遺
産
寺
院
遺
跡
、
ま
た
宗
教
教
義
な
ど
に
興
味
を
注
が
れ

た
。
し
か
し
何
を
持
っ
て
神
か
？
何
を
持
た
せ
て
宗
教
か
？
探
れ
ば

探
る
ほ
ど
私
の
理
知
よ
り
離
れ
、
理
解
は
混
沌
と
し
て
謎
め
く
ば
か
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レストラン　伊万利ダイン

最近、無性にお餅が食べたくなる。
お正月につき、冷凍しておいたものは既にないので、物産店に走り、まだ柔らかいお餅

を購入してくる。
フライパンに、サラダ油を少々ひいて焼き、仕上げにおしょうゆを回し入れ、熱々を口

に運ぶ。と同時に、それがストンと吸収され、即、体の一部になっていくような気がする。
体が要求しているようだ。
私は元来、パン党で、三食パンでも平気だっ

たが、数年前から、ご飯がおいしい、と思え
るようになった。いえ、ご飯を食べなくては
いけない、と気づかされたのだ。お米を推奨
する本の影響かもしれない。
そのご飯をとび越えて、お餅を欲するのは、

いまの私の体に必要な食べ物だからだろう
か。
お餅には、ほのぼのとした思い出がある。
四十年も前、寮生活をしていた高校生の頃、お餅切り当番、になった。文化祭の前日、

模擬店で使うために朝ついたお餅を、夕方切り分けるのだ。
作業終了後、担当の教師が、砂糖しょうゆの入った器を、おもむろに取り出した。小さ

な歓声と共に、切れ端をそれにつけてこっそり食べた。
厳しかった寮生活。その一室で、数人の寮友と密やかに口にした行為が懐かしい。
もうひとつの光景は、我が子たちだ。幼かった頃、夫の生家にご年始に連れていくと、

義母は決まってお餅を焼き、砂糖しょうゆをつけて出してくれた。喜々として頬張る子ど
もたちの姿を、目を細めて見守っていた義母の笑顔は、自分が孫をもつ身になったいま、
新たな感慨と共に甦る。
お正月、お節句、祝事につくお餅。弥生、端午の節句は既に過ぎたが、迎える七夕、重

陽の節句に合わせ、今年二度めのお餅つきを厳かに、と
・

り
・

お
・

こ
・

な
・

う
・

ことにしよう。

小さな歓声

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』
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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」
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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
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◇ 梅雨が明けたら、どんな季節になる
でしょうか？その問いに私ならこう
答えます。｢ 枝豆とビールが一番似合
う季節 ｣ と．．．。

 今では、いつが旬だか分からないほ
ど、一年中多くの野菜が売られてい
ますが、やはり茹でた枝豆をつまみ
にするなら今でしょ‼ ということで
すね。

 最近は、冷凍食品の枝豆もあります
が、絶妙な茹で加減と塩加減で調理
された新鮮なものが絶対いい。

 そんな考えは、今や、ちょとしたわが
ままのように思われるかもしれませ
んが、ささやかな楽しみとして、今
年もしっかり、味わいたいものです。

（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。
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