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当
館
で
は
、
二
〇
一
九
年
度
冬
季
展
覧
会
と
し
て
「
三
島
由

紀
夫
展
―
「
肉
体
」
と
い
う

se
co

n
d

 la
n

g
u

a
g
e

―
」
を
開
催

し
、
そ
の
会
期
途
中
か
ら
、
当
館
に
寄
贈
さ
れ
た
三
島
の
未
発

表
資
料
を
初
公
開
す
る
予
定
で
し
た
。
し
か
し
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
た
め
の
臨
時
休
館
に
よ
り
実
現
で
き

な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
た
び
〈
こ
と
ば
ら
ん
ど
お
宝
紹
介
〉
第

一
二
弾
と
し
て
展
示
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

そ
の
資
料
と
は
、
三
島
か
ら
小
島
智
雄
に
宛
て
た
書
簡
と
色

紙
、
そ
し
て
三
島
邸
で
写
さ
れ
た
二
枚
の
ス
ナ
ッ
プ
写
真
の
計
四

点
。
小
島
智
雄
は
日
本
大
学
拳
闘
部
監
督
を
務
め
、
三
島
の
ボ

ク
シ
ン
グ
の
コ
ー
チ
を
務
め
た
人
物
で
す
。
生
前
、
原
町
田
五

丁
目
に
住
ん
で
い
た
と
い
う
ご
縁
で
、
ご
遺
族
か
ら
当
館
に
資

料
を
ご
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

本
稿
で
は
、
そ
の
資
料 

に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。 

 

 

 

  
 

     

【
翻
刻
】 

こ
の
間
は
試
合
に
お
招
き
下
さ
つ
て
あ
り
が
た
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
お
待
ち
し
て
ゐ
ま
し
た
が
、
お
出
で
が
な
く
、
そ 〇

の 〇

た 〇

め 〇

に 〇

石
橋
君
は
負
け
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
石
橋
君
し
か

し
い
い
試
合
だ
つ
た
と
思
ひ
ま
す
。
後
半
は
た
し
か
に
石
橋

君
が
相
手
を
自
分
の
ペ
ー
ス
に
引
き
入
れ
て
ゐ
ま
し
た
が
、

第
一
、
二
ラ
ウ
ン
ド
あ
た
り
で
、
慎
重
に
す
ぎ
て
セ
ー
ヴ
し

す
ぎ
た
の
が
、
敗
因
だ
と
思
ひ
ま
す
。
ほ
ん
の
僅
差
だ
つ
た

と
思
ひ
ま
す
が
、
し
か
し
残
念
で
し
た
。 

控
室
で
石
橋
君
と
会
つ
た
時
、
新
築
祝
を
い
た
だ
い
た
お
礼

を
言
ふ
の
を
忘
れ
ま
し
た
。
お
会
ひ
に
な
つ
た
時
、
ど
う
か

感
謝
し
て
ゐ
る
旨
お
伝
へ
下
さ
い
。 
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昭
和
三
〇
年
に
肉
体
改
造
に
目
覚
め
た
三
島
は
、

翌
年
九
月
、
三
一
歳
の
時
に
、
ボ
デ
ィ
ビ
ル
の
コ
ー

チ
だ
っ
た
鈴
木
智
雄
か
ら
小
島
を
紹
介
し
て
も
ら

い
、
若
い
こ
ろ
か
ら
憧
れ
て
い
た
ボ
ク
シ
ン
グ
を
始

め
ま
す
。
小
島
か
ら
出
た
入
門
の
条
件
は
、「
決
し
て

試
合
に
出
た
が
ら
ぬ
こ
と
」。
試
合
に
出
て
怪
我
を
さ

れ
た
ら
、
ボ
ク
シ
ン
グ
に
傷
が
つ
く
と
の
理
由
か
ら

だ
っ
た
そ
う
で
す
。 

し
か
し
、
試
合
に
出
る
以
前
に
、
三
十
路
を
迎
え

る
ま
で
虚
弱
体
質
で
ス
ポ
ー
ツ
に
縁
が
な
か
っ
た
人 

ペ
レ
ス
の
挑
戦
者
に
仕
立
て
る
と
い
う
う
さ
わ
」
が
あ

っ
た
ら
し
く
、
注
目
さ
れ
て
い
た
試
合
だ
っ
た
そ
う
で

す
。 な

お
、
同
年
九
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
鏡
子
の
家
』
に

登
場
す
る
ボ
ク
サ
ー
・
深
井
峻
吉
は
、
石
橋
を
モ
デ
ル

に
描
か
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
本
作
は
、『
金
閣
寺
』

で
作
家
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
三
島
が
次
に
執
筆

し
た
長
編
小
説
で
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
覆
わ
れ
た
同
時
代

の
東
京
を
舞
台
に
、
三
島
の
分
身
と
も
い
え
る
四
人
の

青
年
の
生
き
様
を
描
い
た
意
欲
作
で
し
た
。
脱
稿
し
た

六
月
二
九
日
に
は
疲
労
と
昂
奮
で
眠
れ
な
か
っ
た
そ
う

で
す
が
、
石
橋
の
試
合
を
観
に
行
っ
た
の
は
、
そ
の
わ

ず
か
一
週
間
後
の
こ
と
。
『
決
定
版
三
島
由
紀
夫
全
集
』

第
四
二
巻
（
二
〇
〇
五
年 

新
潮
社
）
掲
載
の
年
譜
に

は
こ
の
日
の
行
動
が
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
三
島
が
こ

の
試
合
を
観
戦
し
た
こ
と
は
本
資
料
で
初
め
て
判
明
し

ま
し
た
。 

書
簡
に
は
石
橋
か
ら
「
新
築
祝
」
を
も
ら
っ
た
と
あ

り
ま
す
が
、
三
島
は
前
年
六
月
に
結
婚
し
、
こ
の
年
五

月
に
大
田
区
南
馬
込
に
建
て
た
新
居
に
越
し
た
ば
か
り

で
し
た
。
六
月
に
は
長
女
が
誕
生
す
る
な
ど
、
私
生
活

に
大
き
な
変
化
が
訪
れ
た
時
期
で
す
。
新
居
は
ヴ
ィ
ク

ト
リ
ア
朝
風
コ
ロ
ニ
ア
ル
様
式
の
瀟
洒
な
建
物
で
、
庭

に
は
ア
ポ
ロ
像
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

今
回
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
二
枚
の
写
真
は
、
時
期
は

定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
小
島
が
そ
の
三
島
邸
を
訪

れ
た
際
に
撮
影
さ
れ
た
も
の
。
三
島
の
カ
ジ
ュ
ア
ル
な

服
装
か
ら
、
小
島
と
の
親
交
の
深
さ
が
窺
え
る
資
料
で

す
。 

 

 
 

  
 

          

          

が
す
る
競
技
と
し
て
は
、
ボ
ク
シ
ン
グ
は
厳
し
す
ぎ
る

も
の
で
し
た
。
始
め
て
一
年
足
ら
ず
の
頃
、
小
島
を
相

手
に
ス
パ
ー
リ
ン
グ
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
訪
れ
た
石

原
慎
太
郎
が
、
そ
の
様
子
を
八
ミ
リ
ビ
デ
オ
で
撮
影
し

て
い
ま
す
。
そ
の
映
像
を
客
観
的
に
見
た
三
島
は
自
分

の
哀
れ
な
姿
に
自
信
を
喪
失
、
体
力
の
限
界
を
意
識
し
、

そ
れ
以
降
ボ
ク
シ
ン
グ
を
続
け
る
こ
と
を
断
念
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。
た
だ
し
、
そ
の
後
も
ボ
ク
シ
ン
グ
熱
が

冷
め
る
こ
と
は
な
く
、
し
ば
し
ば
試
合
を
観
に
行
き
、

多
く
の
優
れ
た
観
戦
記
を
残
し
て
い
ま
す
。 

  

  

 
 

右端が小島氏、中央が三島の父・平岡梓 

憧
れ
の
ボ
ク
シ
ン
グ 

新
事
実
と
し
て
の
ボ
ク
シ
ン
グ
観
戦 

こ
の
書
簡
も
正
に
プ
ロ
の
試
合
を
観
戦
し
た
機
会
に

書
か
れ
た
も
の
で
、
招
待
者
で
あ
り
な
が
ら
当
日
来
ら

れ
な
か
っ
た
小
島
に
対
し
て
、
対
戦
の
様
子
を
伝
え
る

内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。「
石
橋
君
」
と
あ
る
の
は
、
第

一
三
代
日
本
バ
ン
タ
ム
級
王
座
の
タ
イ
ト
ル
を
獲
得

し
、
五
度
の
防
衛
を
果
た
し
た
石
橋
広
次
（1

9
3

1
-

2
0

0
2

）
の
こ
と
。
小
島
の
門
下
生
で
、
頭
脳
派
ボ
ク
サ

ー
と
し
て
人
気
を
博
し
ま
し
た
。 

「
プ
ロ
レ
ス
＆
ボ
ク
シ
ン
グ
」
第
五
巻
第
一
〇
号
に
よ

る
と
、
石
橋
は
一
九
五
九
年
七
月
六
日
、
新
宿
に
あ
っ

た
東
京
ス
ケ
ー
ト
リ
ン
ク
で
矢
尾
板
貞
雄
と
対
戦
し
、

一
〇
回
戦
で
判
定
負
け
を
喫
し
て
い
ま
す
。
同
誌
掲
載

の
郡
司
信
夫
の
観
戦
記
に
よ
れ
ば
、「
こ
の
試
合
で
、
石

橋
が
矢
尾
板
に
勝
て
ば
、
ウ
ェ
イ
ト
を
フ
ラ
イ
級
に
さ

げ
て
、
世
界
フ
ラ
イ
級
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
、
パ
ス
カ
ル
・ 
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小
山
田
村
に
生
ま
れ
る 

 

 
 

 

 

色
紙
に
は
、
墨
書
で
俳
句
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
三

島
は
、
初
等
科
か
ら
高
等
科
ま
で
通
っ
て
い
た
学
習
院

時
代
、
俳
句
や
短
歌
な
ど
短
詩
形
の
作
品
を
多
く
残
し

て
い
ま
す
が
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
は
詩
作
と
は
距
離

を
置
い
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
全
く
詠
ま
な
く
な
っ
た

わ
け
で
は
な
く
、
鉢
の
木
会
な
ど
の
集
い
の
折
に
は
句

を
書
き
連
ね
て
い
ま
し
た
。
本
資
料
も
同
じ
よ
う
に
、

ボ
ク
シ
ン
グ
仲
間
と
集
ま
っ
て
楽
し
い
時
間
を
過
ご
し

た
折
に
詠
ん
だ
の
で
し
ょ
う
。「
夜
長
」
は
秋
の
季
語
で

す
が
、
前
出
の
写
真
の
服
装
か
ら
、
あ
る
い
は
こ
の
日

に
揮
毫
し
た
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

本
資
料
の
展
示
は
、
一
一
月
三
日
か
ら
一
二
月
二
七

日
ま
で
。
会
期
中
の
一
一
月
二
五
日
に
、
三
島
由
紀
夫

は
没
後
五
〇
年
の
節
目
を
迎
え
ま
す
。
こ
の
機
会
に
ぜ

ひ
、
三
島
作
品
を
手
に
取
っ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。 

（
学
芸
員 

杉
本
佳
奈
） 

 

＊
注
記
＊ 

本
稿
に
掲
載
し
て
い
た
資
料
写
真
に
つ
い
て

は
、
著
作
権
継
承
者
か
ら
許
可
を
得
た
掲
載
期
間
を
経
過

し
た
た
め
削
除
し
ま
し
た
。 

 

多
田
茂
治
氏 

作
家
の
多
田
茂
治
先
生
が
今
年
五
月
三
日
に
ご
逝
去

さ
れ
ま
し
た
。
町
田
市
民
文
学
館
開
館
以
来
、
多
田
先
生

に
は
様
々
ご
尽
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

多
田
先
生
は
一
九
二
八
年
三
月
二
七
日
、
福
岡
県
小
郡

市
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
旧
制
福
岡
高
等
学
校
在
学
中
か

ら
小
説
を
書
き
始
め
、
九
州
大
学
在
学
中
に
「
九
州
文
学
」

「
新
日
本
文
学
会
」
な
ど
の
同
人
誌
に
作
品
を
発
表
。
大

学
卒
業
後
は
福
岡
で
新
聞
記
者
と
な
り
、
こ
の
頃
、
夢
野

久
作
の
三
男
・
杉
山
参
録
と
知
り
合
い
夢
野
久
作
に
関
心

を
持
ち
始
め
た
と
い
い
ま
す
。
そ
の
後
上
京
し
、
編
集
者
・

フ
リ
ー
ラ
イ
タ
ー
を
経
て
、
五
一
歳
の
時
に
町
田
ゆ
か
り

の
明
治
の
民
権
家
・
石
阪
昌
孝
や
細
野
喜
代
四
郎
な
ど
を

描
い
た
『
多
摩
困
民
記
』
を
刊
行
し
作
家
デ
ビ
ュ
ー
を
果

た
し
ま
し
た
。
「
自
分
の
書
き
残
し
た
い
も
の
だ
け
を
書

く
」
と
い
う
強
い
決
意
の
も
と
、
綿
密
な
調
査
と
取
材
に

基
づ
く
優
れ
た
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
や
伝
記
を
執
筆
。
昭

和
史
や
自
ら
の
信
念
を
貫
い
て
生
き
た
人
々
を
描
き
続

け
ま
し
た
。
一
九
九
七
年
に
『
夢
野
一
族
』
を
刊
行
。
ご 

遺
族
の
信
頼
を
得
る
ま
で
根
気
強
く
通
い
続
け
、

取
材
に
は
四
年
余
り
を
費
や
し
た
と
い
い
ま
す
。

そ
の
後
、
二
〇
〇
三
年
に
『
夢
野
久
作
読
本
』
を

刊
行
し
、
こ
の
作
品
で
第
五
七
回
日
本
推
作
家
協

会
賞
（
評
論
そ
の
他
の
部
門
）
を
受
賞
し
ま
し
た
。

選
考
委
員
の
一
人
、
井
上
ひ
さ
し
氏
は
本
書
に
つ

い
て
「
第
一
級
の
評
伝
。
と
に
か
く
お
も
し
ろ
い
」

と
評
し
て
い
ま
す
。
町
田
に
は
『
多
摩
困
民
記
』

取
材
の
た
め
初
め
て
訪
れ
、
こ
れ
が
き
っ
か
け
と

な
り
一
九
八
三
年
に
転
入
。
亡
く
な
る
ま
で
を
過

ご
さ
れ
ま
し
た
。 

当
館
と
の
関
わ
り
と
し
て
は
、
開
館
の
翌
年
の

二
〇
〇
七
年
に
「
我
が
文
学
、
歴
史
と
人
間
へ
の

ま
な
ざ
し
」
と
題
し
て
ご
講
演
を
い
た
だ
い
た
ほ

か
、
〇
九
年
春
季
企
画
展
「
ま
ち
だ
作
家
博
覧
会

展
」
に
て
現
役
作
家
一
四
名
の
う
ち
の
お
一
人
と

し
て
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
展
で

は
『
夢
野
久
作
読
本
』
の
関
連
資
料
を
中
心
に
、

原
稿
や
取
材
ノ
ー
ト
、
日
本
推
理
作
家
協
会
賞
等

の
貴
重
な
資
料
を
ご
提
供
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま

た
、
二
〇
一
一
年
四
月
か
ら
一
三
年
三
月
ま
で
、

町
田
市
民
文
学
館
運
営
協
議
会
の
会
長
と
し
て
当

館
の
活
動
を
支
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

お
元
気
な
頃
は
散
歩
の
足
を
の
ば
し
て
、
し
ば

し
ば
展
覧
会
を
見
に
立
ち
寄
ら
れ
、
励
ま
し
の
言

葉
を
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
懐
か
し
く
思
い
出

さ
れ
ま
す
。
心
よ
り
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ

ま
す
。 

 
 
 
 
 

（
学
芸
員 

神
林
由
貴
子
） 

 

追悼 

多田茂治（1928

～2020）作家。享

年 92。著作は紹介

されたもののほか

多数あり、図書館、

当館に所蔵。 
。 

【
翻
刻
】 

拳
闘
の 

友
ど
ち
集
ひ 

 
 

夜
長
か
な 

 

為
小
島
先
生 

三
島
由
紀
夫 
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寄贈いただいた町田在住の方の著書を中心に紹介しています。 

著者紹介は「著者略歴」などをもとに作成しています。 

 
 

 

あ
と
が
き
に
よ
れ
ば
、
小
学
生

の
頃
、
詩
を
書
く
宿
題
が
あ
り
、

星
の
ま
た
た
く
夜
空
を
見
つ
づ
け

て
い
た
と
い
う
。「
そ
の
と
き
、
自

分
の
な
か
に
言
葉
が
自
然
に
わ
き

上
が
り
、
流
れ
星
の
よ
う
に
降
り

そ
そ
い
で
く
る
ふ
し
ぎ
な
感
覚
が

あ
り
ま
し
た
」。 

 

著
者
に
と
っ
て
の
第
五
詩
集
で

あ
る
本
書
の
作
品
は
、
宇
宙
と
は
、

「
ひ
と
」
の
中
に
あ
る
、
と
い
う

こ
と
を
、
ゆ
っ
く
り
と
感
じ
さ
せ

る
。
三
・
一
一
後
に
書
か
れ
た
一

群
の
詩
も
心
を
揺
さ
ぶ
る
。 

 

 

【主な寄贈定期刊行物】 

文芸誌：「相模文芸」「文芸多摩」「ベルク（山の文芸誌）」「三田文学」 

詩  誌：「璞（あらたま）」「構図」 

短歌誌：「青垣」「歌と観照」「開耶（さくや）」 

「日本歌人クラブ 風」「玉ゆら」「はなさい」 

俳句誌：「青芝」「阿夫利嶺（あふりね）」「谺（こだま）」 

「都市」「風土」「波」「八千草」「暦日」 

その他：「多摩のあゆみ」「隣人」 

 

 

二
〇
一
三
年
か
ら
一
四
年
の
四
五

八
首
を
ま
と
め
た
著
者
の
第
八
歌

集
。
歌
は
、
帰
宅
し
た
夫
か
ら
癌
で
あ

る
こ
と
、
残
さ
れ
た
半
年
か
一
年
間

を
で
き
る
か
ぎ
り
仕
事
を
続
け
た
い

と
告
げ
ら
れ
た
夜
か
ら
始
ま
る
。「
歌

は
訴
え
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
る
が
ま

さ
に
そ
の
と
お
り
の
一
年
だ
っ
た
。

三
十
一
音
の
調
べ
に
思
い
を
述
べ
る

と
き
、
心
が
幾
度
も
立
ち
直
り
歌
の

力
と
深
い
恩
寵
を
感
じ
た
」
（
「
あ
と

が
き
」
よ
り
）
。 

 

魂
の
在
処
を
共
に
た
ど
る
よ
う
な

歌
集
で
あ
る
。 

「
命
二
つ
」
を
座 

右
の
銘
と
し
た
師 

神
蔵
器
の
俳
句
表 

現
の
変
遷
を
、
桂 

郎
と
の
出
会
い
の 

時
代
か
ら
最
後
の
境
地
ま
で
丹
念
に
た
ど
り
、「
自
在

な
発
想
と
軽
や
か
さ
」
が
「
器
の
最
後
の
俳
句
世
界
で

あ
り
」「
吾
の
魂
」
を
浄
化
す
る
こ
と
で
「
相
手
の
魂
」

と
自
在
に
ひ
び
き
合
う
道
へ
転
換
し
て
い
っ
た
」
と

す
る
結
論
に
至
る
。
優
れ
た
神
蔵
器
論
。 

著
者
の
第
四
句 

集
。
一
九
八
〇
年 

に
宮
坂
静
生
の
も 

と
で
俳
句
を
始
め
、 

以
後
藤
田
湘
子
、 

宇
佐
美
魚
目
に
師 

事
。
本
書
に
は
二
〇
一
一
年 

か
ら
の
句
が
収
め
ら
れ
て 

い
る
。「
日
の
没
り
し
後
の 

く
れ
な
ゐ
冬
の
山
」。
書
名 

は
こ
の
雄
大
な
句
か
ら
。 

 

 

  

 

 

    

 

  

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

  

新 刊 紹 介 

秋山佐和子   

1947年山梨市生まれ。岡野

弘彦氏に師事。2002年「玉

ゆらの会」結成、主宰とな

る。03年『歌ひつくさばゆ

るされむかも 歌人三ヶ島

葭子の生涯』で第１回日本

歌人クラブ評論賞受賞。12

年歌人原阿佐緒と三ヶ島

葭子の研究で第８回平塚

らいてう賞を受賞。 

 

『豊旗雲 秋山佐和子歌集』 

 秋山佐和子／著 砂子屋書房 2020.5 

『句集 くれなゐ』 

中西夕紀／著 本阿弥書店 2020.6 

中西夕紀 

1953 年東京生ま

れ。俳人。「岳」「鷹」

「晨」に参加し、

2008 年町田市で

「都市」創刊主宰。

町田市在住。 

『神蔵器の俳句世界』      

南うみを／著 ウエップ 2020.7 

南うみを 

1951 年鹿児島

生まれ。俳人。

89年「風土」入

会。2016年主宰

を継承。 

神蔵器 

（1927－2017）

町田出身の俳

人。47年石川桂

郎に師事。62年

より桂郎主宰

の「風土」所属。

79 年より主宰

を務めた。  

 

『八百号記念・合同句集 青芝十二光』 

青芝会員 100 名の合同句集。 

2020.7 ふらんす堂 
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『たまがわがくえん動植物さんぽ』 
村山尚子／著 玉川学園町内会 2020.9 

『露草ハウス』 
有働薫／著 思潮社 2020.8 

『おとうふ２ちょう』くろだかおる／作 

たけがみたえ／え ポプラ社 2020.9 

『今、もえる理由。－全日本のエースが語る、

わたしとバレーボールの熱き５０年－』 
白井貴子 山崎玲／著 愛育出版 2019.4  

一
九
七
六
年
の 

モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル 

五
輪
、
バ
レ
ー
ボ 

ー
ル
日
本
女
子
チ 

ー
ム
の
キ
ャ
プ
テ 

ン
で
あ
り
、
金
メ
ダ
リ

ス
ト
で
も
あ
る
白
井
貴

子
氏
に
、
そ
の
波
乱
万

丈
の
バ
レ
ー
人
生
を
、

山
崎
氏
が
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
。
人
気
を
博
し
た
エ

ー
ス
の
横
顔
が
今
、
浮

き
彫
り
に
さ
れ
る
。 

 
お
母
さ
ん
に
「
お 

と
う
ふ
、
も
う
一
ち 

ょ
う
買
っ
て
き
て
」 

と
頼
ま
れ
た
ケ
ン
ち 

ゃ
ん
。
友
だ
ち
と
遊 

び
た
い
ば
か
り
に
「
お
も
た

す
ぎ
て 

も
て
な
い
よ
」
と

嘘
を
つ
い
た
ら
・
・
・
大
変

な
こ
と
に
！ 

奇
想
天
外

な
お
話
を
、
力
強
い
絵
が
一

層
笑
わ
せ
て
く
れ
る
。
ド
迫

力
の
お
豆
腐
料
理
。
私
た
ち

も
ワ
シ
ワ
シ
食
べ
よ
う
！ 

 

『
玉
川
学
園 

 

町
内
会
だ
よ
り
』 

に
二
〇
一
六
年
か 

ら
連
載
さ
れ
た
エ 

ッ
セ
イ
を
ま
と
め 

た
も
の
。
身
近 

な
自
然
に
目
を
凝
ら
せ
ば
、
こ

ん
な
に
も
豊
か
な
毎
日
が
！
著

者
独
自
の
視
点
が
面
白
い
。「
え

び
ね
苑
」
は
「
日
本
一
ひ
か
え

め
な
花
畑
」、
マ
ン
ジ
ュ
シ
ャ
ゲ

に
は
「
の
ち
、
猫
の
ソ
フ
ァ
」

と
付
け
加
え
た
い
と
言
う
。
な

ぜ
か
、
は
読
ん
で
の
お
楽
し
み
。 

 

黄
昏
前
、
詩
人 

は
長
椅
子
に
座
り
、 

郷
里
の
Ｆ
Ｍ
ア
プ 

リ
を
聞
き
な
が
ら 

夕
闇
が
あ
た
り
を 

包
む
の
を
待
つ
。 

い
つ
し
か
眠
っ
て
し
ま
っ
た
り

も
す
る
。｢

灯
り
も
点
け
ず
薄
暮

の
部
屋
に
独
り
い
る
光
景
は
寂

寥
の
極
み
か
も
し
れ
な
い
が
、(

中

略)

谷
崎
潤
一
郎
の
「
陰
翳
礼
讃
」

的
な
至
福
の
ひ
と
と
き
で
あ

る｣

。
こ
う
し
て
詩
が
生
ま
れ
る
。 

『まちのかたち 凡庸な日常』 
藤森重紀／著 龍工房 2020.6 

 

  

 

  

 

 

 

    

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     

 

新 刊 紹 介 

有働薫 

1939年生まれ。詩人、翻訳者。

詩集『幻影の足』（思潮社・2010

年）で第 28 回現代詩花椿賞受

賞。町田市在住。 

村山尚子 玉川学園生ま

れ、玉川学園育ち。文筆、

イラスト、デザイン、作詞、

作曲、振付、写真、アニメ

制作なども手がける。町田

市在住。 

新 刊 紹 介 

藤森重紀 1944 年岩手県

一関市生まれ。山本健吉、

大岡信に学ぶ。横浜詩人

会、岩手県詩人クラブ会

員。町田市在住。 

たけがみたえ 1986年生まれ。

絵本作家。幼稚園から大学ま

で和光学園に通う。町田ゆか

りの作家。2013年熊谷守一大

賞入選。絵本作品は『きょう

は泣き虫』『うみのあじ』『だ

んだんだんだん』など多数。 

 

 

山崎玲 1957年生まれ。

ＴＢＳでバラエティ

や情報番組の制作を

はじめ現場周辺業務

に関わる。2017年定年

退職。町田市在住。本

作は当館閲覧室で執

筆されたもの。 

 

二
〇
一
四
年
の
『
モ
ー
ツ
ァ

ル
ト
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
』
に
次

ぐ
八
冊
目
の
詩
集
。
言
葉
と
音

楽
の
結
び
つ
き
に
魅
せ
ら
れ
て

き
た
詩
人
は
語
る
。 

「
人
は
完
成
し
て
死
な
な
い
、

途
中
で
命
が
尽
き
る
も
の
だ
。

音
楽
は
そ
の
こ
と
を
わ
す
れ
さ

せ
て
く
れ
る
。
言
葉
も
そ
う
い

う
ふ
う
で
あ
り
た
い
。
」
「
音
楽

は
感
情
よ
り
ず
っ
と
規
模
が
大

き
く
、
音
楽
は
言
葉
を
超
え
て

存
在
す
る
。」 



6 

 

一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）
年
三
月
の
第
六
号
に
、
宮

城
県
在
住
の
同
人
・
横
山
賢
一
が
、
町
田
の
宮
川
家
を

訪
ね
た
折
の
様
子
が
載
っ
て
い
ま
す
。 

「
（
一
月
）
十
三
日
、
‥
‥
小
田
急
で
新
原
町
田
へ
向

っ
た
。
信
頼
し
、
敬
愛
す
る
ラ
イ
バ
ル
、
宮
川
哲
夫
兄

訪
問
の
た
め
で
あ
る
。
省
線
を
下
車
し
て
、
バ
ス
に
揺

ら 

    

一
九
五
四(

昭
和
二
九)
年
四
月
の
「
新
歌
謡
界
」
第
一

三
号
、
主
宰
の
石
本
美
由
紀
に
よ
る
連
載
随
筆
〈
東
京
か

ら
横
浜
か
ら
〉
に
は
、
宮
川
が
ビ
ク
タ
ー
の
専
属
作
詞
家

に
な
っ
た
日
の
こ
と
が
、
感
慨
深
く
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。 

「
宮
川
哲
夫
君
が
ビ
ク
タ
ー
の
専
属
作
詩
家
に
な
り
ま

し
た
。
今
月
契
約
し
た
の
で
す
。
嬉
し
涙
が
こ
ぼ
れ
て
来

そ
う
で
す
。
十
三
日
の
午
後
、
宮
川
君
が
私
を
文
芸
部
に

訪
ね
て
来
て
呉
れ
ま
し
た
。
喫
茶
店
ブ
ル
ボ
ン
で
、
二
時

間
ば
か
り
、
コ
ー
ヒ
ー
の
冷
め
る
の
も
忘
れ
て
語
り
合

い れ
る
こ
と
丗
分
、
木
曽
の
『
や
ま
と
や
』
の
旧
家
に
ノ
ッ

ソ
リ
現
は
れ
た
僕
。
‥
‥
世
田
谷
小
学
校
に
勤
め
て
お

ら
れ
る
宮
川
兄
は
夕
刻
帰
宅
。
十
年
来
の
知
己
の
如
く
、

酒
杯
を
交
は
し
、
制
作
欲
の
旺
盛
な
、
兄
の
試
作
品
や
コ

ピ
ー
を
見
せ
て
頂
だ
き
、
談
論
風
発
、
ス
ゲ
エ
詩
論
、
恋

愛
論
を
拝
聴
し
た
。････

古
い
『
若
草
』
や
『
ロ
ー
人
形
』

（
筆
者
注
：
西
条
八
十
主
宰
の
詩
誌
『
蝋
人
形
』）
に
載
っ

て
い
る
宮
川
兄
の
純
粋
詩
や
小
曲
の
数
々
、
近
江
敏
郎

歌
う
所
の
、
兄
作
詞
上
原
げ
ん
と
先
生
曲
の
『
哀
愁
の
港

町
』
の
レ
コ
ー
ド
。
‥
‥
想
い
出
し
て
も
愉
し
い
話
題
に

満
ち
た
ひ
と
と
き
で
あ
っ
た
。
寝
た
の
は
、
確
か
二
時
頃

だ
っ
た
ろ
う
。」
当
時
宮
川
は
、
す
で
に
忠
生
小
学
校
か

ら
、
世
田
谷
の
小
学
校
へ
転
任
し
て
い
ま
し
た
。 

 

「
新
歌
謡
界
」② 

 

新歌謡界 創刊号 

1952(昭和 27)年 7月 

 

前
回
に
続
き
、
昭
和
歌
謡
史
に
大
き
な
足
跡
を
残
し

た
、
当
館
所
蔵
の
同
人
誌
「
新
歌
謡
界
」
か
ら
、
町
田
ゆ

か
り
の
作
詞
家
、
宮
川
哲
夫
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ご
紹
介

し
ま
し
ょ
う
。 

      
 

 

〈
貴
重
雑
誌
を
め
ぐ
る
物
語
〉

 

文
学
館
の
貴
重
書
庫
に
は
、
文
学
史
的
に
重
要
な
雑
誌
や
、
町
田
な
ら
で
は
の
地
域
文
芸
誌

な
ど
、
約
八
八
〇
タ
イ
ト
ル
、
一
万
一
千
冊
余
が
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
頃
、
あ
ま
り
目

に
触
れ
る
こ
と
の
な
い
そ
れ
ら
の
雑
誌
か
ら
、
主
な
も
の
を
順
次
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。 

そ
の
七 

  

ま
し
た
。
／
そ
の
時
、
上
原
げ
ん
と
先
生
も
、
丁
度
ブ
ル

ボ
ン
に
来
ら
れ
宮
川
君
の
こ
と
を
私
が
伝
え
た
ら
、
大

変
喜
ん
で
く
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
激
励
の
言
葉
を
宮
川

君
に
寄
せ
て
く
れ
た
の
で
す
。
／
上
原
先
生
と
、
お
別
れ

し
て
後
二
人
は
新
橋
に
足
を
向
け
、
酒
場
の
片
隅
に
腰

を
下
ろ
し
ま
し
た
。
／
呑
む
ほ
ど
に
、
益
々
感
激
は
つ
の

り
、
ま
た
話
は
弾
み
、
仕
事
の
話
は
勿
論
の
こ
と
、
田
舎

の
話
や
、
過
去
の
思
い
出
話
に
も
花
を
咲
か
せ
ま
し
た
。

／
腕
時
計
を
み
る
と
、
午
後
七
時
半
、
そ
れ
か
ら
宮
川
君

の
す
ゝ
め
に
よ
り
、
今
度
は
新
宿
ま
で
ハ
イ
ヤ
ー
で
飛

ば
し
ま
し
た
。･･

／
こ
れ
か
ら
は
、
歌
一
筋
の
作
詩
家
生

活
な
の
で
、
本
当
の
苦
労
は
、
こ
れ
か
ら
始
ま
る
訳
で
す

が
、
必
ず
や
試
練
に
堪
え
て
、
成
長
え
の
コ
ー
ス
を
、
前

進
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
私
は
信
じ
て
居
ま
す
。
‥
」 

 

五
四
年
一
月
、
宮
川
哲
夫
三
二
歳
。
こ
の
年
三
月
に
、

小
学
校
教
員
を
退
職
し
て
い
ま
す
。 

 

 

作
詞
家
・
宮
川
哲
夫
旧
蔵
の
歌
謡
雑
誌 

  
 

 
 

 
 「

新
歌
謡
界
」
に
は
ま
た
、〈
歌
謡
時
評
〉
と
い
う
同
人

持
ち
回
り
の
連
載
が
あ
り
、
一
九
五
二
（
昭
和
二
七
）
年

一
二
月
の
第
四
号
に
、
宮
川
は
「
流
行
歌
は
こ
れ
で
よ
い

か
」
と
い
う
一
文
を
寄
せ
て
い
ま
す
。 

「《
流
行
歌
は
詩
で
は
な
い
》
と
、
教
え
て
く
れ
る
人
も

い
ま
す
。《
い
や
、
流
行
歌
も
立
派
に
詩
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
》
と
、
強
い
言
葉
で
言
う
人
も
い
ま
す
。
‥
‥
唯

今
の
私
の
態
度
、
考
え
方
は
、
こ
の
二
つ
の
言
葉
の
中
間

を
、
右
に
左
に
往
復
し
ま
す
。
も
う
少
し
言
葉
を
進
め
ま

し
ょ
う
。
売
れ
る
唄
が
作
り
た
い
の
で
す
。
み
ん
な
が
唄

っ
て
く
れ
る
唄
を
作
っ
て
み
た
い
の
で
す
。
大
衆
に
媚

び
て
い
る
の
で
あ
り
、
大
衆
の
水
準
に
、
自
分
自
身
を
近

づ
け
よ
う
と
、
努
め
て
し
ま
う
結
果
に
な
り
ま
す
。
霧
と 

 

作
詞
家
を
目
指
す
日
々 

を
を 

ビ
ク
タ
ー
の
専
属
作
詞
家
に 

宮
川
哲
夫
の
〈
歌
謡
時
評
〉 
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「
ア
ン
コ
椿
は
恋
の
花
」（
都
は
る
み
）、「
男
は
つ
ら
い

よ
」（
渥
美
清
）、「
な
み
だ
船
」（
北
島
三
郎
）
な
ど
、
代

表
作
だ
け
で
も
十
指
に
余
る
作
品
を
残
し
た
星
野
哲
郎

を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
彼
は
、
五
二
（
昭
和
二

七
）
年
に
雑
誌
「
平
凡
」
の
懸
賞
に
応
募
し
た
「
チ
ャ
イ

ナ
の
波
止
場
」
が
入
選
し
、
選
者
の
石
本
の
勧
め
で
「
新

歌
謡
界
」
に
入
会
し
ま
す
。
五
六
（
昭
和
三
一
）
年
四
月
、

郷
里
の
山
口
県
か
ら
初
め
て
上
京
し
た
折
の
宮
川
と
の

出
会
い
を
、
同
年
九
月
の
第
二
五
号
「
東
京
巡
禮
記
」
で

次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
ま
す
。 

「
二
十
二
日
は
横
浜
に
て
『
新
歌
謡
界
』
の
詩
話
会
で
し

た
。
参
加
者
は
ビ
ク
社
の
宮
川
哲
夫
先
生
、
松
井
、
沼
、

大
桑
、
山
北
、
加
藤
、
荒
川
の
諸
兄
‥
‥
私
に
と
っ
て
は

全
部
初
対
面
、
少
し
く
固
く
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
う

し
た
時
、
酒
は
誠
に
気
の
利
い
た
ボ
ー
ド
ビ
リ
ヤ
ン
で
、

先
づ
宮
川
先
生
が
極
め
て
特
徴
の
あ
る
話
法
で
次
第
に

雄
弁
に
な
っ
て
ゆ
か
れ
ま
し
た
。『
白
い
花
が
ほ
ろ
ほ
ろ

散
っ
て
ゆ
く
の
が
恋
で
す
よ
』
と
云
っ
て
皆
を
微
笑
さ

せ
た
先
生
は
、『
歌
は
魂
で
書
く
の
で
す
、
君
は
魂
で
書

い
て
ま
す
か
、
い
な
い
で
し
ょ
う
？
』
と
私
の
肺
腑
を
え

ぐ
り
つ
け
た
も
の
で
す
。」 

 

星
野
哲
郎
は
、
そ
の
後
次
第
に
頭
角
を
現
し
、
九
六

（
平
成
八
）
年
に
は
石
本
の
後
を
継
い
で
、
日
本
作
詩
家

協
会
の
会
長
に
も
な
り
ま
す
。 

   

 
 

 
 

  

 

雨
と
、
ネ
オ
ン
の
灯
り
、
そ
れ
が
大
衆
の
好
み
で
あ
る
な

ら
ば
、
私
自
身
の
作
る
も
の
も
、
そ
の
ま
ゝ
、
霧
と
、
ネ

オ
ン
と
、
雨
に
自
然
落
着
い
て
し
ま
い
ま
す
。
或
い
は
、

こ
の
辺
に
《
乞
食
節
》（
筆
者
注
：
仏
文
学
者
の
辰
野
隆
が

戦
後
す
ぐ
に
あ
る
雑
誌
に
書
い
た
と
い
う
「
流
行
歌
は
乞

食
節
だ
」
を
指
す
）
の
生
ま
れ
て
く
る
所
以
が
あ
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
、
結
局
、
流
行
歌
に
、
趣
味

の
高
い
詩
を
求
め
る
必
要
は
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い

う
事
に
も
な
り
そ
う
で
す
が
、
そ
の
く
せ
、
私
の
心
の
何

処
か
で
は
、
そ
う
で
は
な
い
と
、
い
う
声
も
し
ま
す
。
／

作
詩
家
も
矢
張
り
詩
人
で
あ
り
、
流
行
歌
も
亦
、
詩
人
の

作
品
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
当
然
、
詩
で
な
く
て
は
な

ら
ぬ
筈
だ
と
思
う
の
で
す
。」 

 

こ
こ
に
は
終
生
、
詩
人
と
流
行
歌
の
作
詞
家
と
の
間

で
悩
み
、
揺
れ
動
い
て
い
た
宮
川
ら
し
い
、
純
な
心
情
が

吐
露
さ
れ
て
い
ま
す
。 

一
九
五
二
（
昭
和
二
七
）
年
七
月
に
創
刊
さ
れ
た
「
新

歌
謡
界
」
は
、
そ
の
後
八
二
（
昭
和
五
七
）
年
八
月
の
第

一
七
一
号
ま
で
、
実
に
三
〇
年
も
の
長
き
に
わ
た
っ
て

発
行
さ
れ
続
け
ま
す
。
そ
の
間
、
昭
和
の
歌
謡
史
を
彩
る

多
彩
な
才
能
を
、
数
多
く
世
に
送
り
出
し
ま
し
た
。
中
で

も
後
年
、「
三
百
六
十
五
歩
の
マ
ー
チ
」（
水
前
寺
清
子
）、 

そ
れ
に
し
て
も
、
一
九
七
四
（
昭
和
四
九
）
年
、
膵
臓

癌
の
た
め
五
二
歳
で
亡
く
な
っ
た
宮
川
の
、
早
す
ぎ
る

死
が
惜
し
ま
れ
ま
す
。
二
〇
〇
九
（
平
成
二
一
）
年
の
石

本
美
由
起
、
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
の
星
野
哲
郎
と
、
と

も
に
八
五
歳
ま
で
生
き
た
ふ
た
り
は
、
生
前
、
紫
綬
褒
章 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

小
山
田
村
に
生
ま
れ
る 

 

と
勲
三
等
瑞
宝
章
の
栄
に
浴
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た

彼
ら
に
比
べ
て
、
宮
川
が
残
し
た
業
績
は
勝
る
と
も
、
決

し
て
劣
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
市
井
の
名

も
な
き
人
び
と
を
歌
い
続
け
、
先
の
〈
歌
謡
時
評
〉
の
後

段
で
、
次
の
よ
う
に
書
く
宮
川
に
は
、
む
し
ろ
そ
ん
な
褒

章
な
ど
無
用
の
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

「
然
し
流
行
歌
が
、
社
会
の
あ
る
特
殊
な
大
家
だ
け
の

所
有
で
は
な
く
、
オ
フ
ィ
ス
に
通
う
お
嬢
さ
ん
も
、
希
望

に
溢
れ
る
若
い
真
面
目
な
学
生
も
、
極
め
て
地
味
な
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
も
、
赤
ち
ゃ
ん
を
背
負
っ
た
奥
さ
ん
も
、
波

止
場
で
働
く
マ
ド
ロ
ス
も
、
一
様
に
声
を
揃
え
て
唄
え

る
も
の
―
而
も
楽
し
く
、
魅
力
あ
る
も
の
―
そ
れ
が
流

行
歌
の
定
義
と
な
っ
た
時
、
流
行
歌
は
、
決
し
て
い
や
し

い
乞
食
節
で
は
な
く
な
る
時
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
‥

‥
作
詩
家
で
は
あ
る
が
、
詩
人
で
は
な
い
な
ど
ゝ
、
卑
下

に
似
た
感
情
で
唄
を
つ
ゞ
る
こ
と
を
止
め
、
大
衆
の
詩

人
と
し
て
の
誇
を
充
分
に
持
っ
て
詩
を
作
る
時
が
あ
っ

て
も
い
い
様
な
気
が
致
し
ま
す
。
大
衆
と
共
に
唄
ひ
、
大

衆
の
中
に
あ
り
乍
ら
、
大
衆
を
向
上
さ
せ
る
詩
人
、
そ
れ

が
、
流
行
歌
の
作
詩
家
で
あ
り
た
い
と
思
う
の
で
す
。」 

 

宮
川
哲
夫
の
生
涯
と
業
績
に
つ
い
て
は
、
翻
訳
家
・
作

家
で
あ
り
、
町
田
市
民
で
も
あ
る
辻
由
美
氏
の
好
著
『
街

の
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
マ
ン
ー
作
詞
家
宮
川
哲
夫
の
夢
』（
筑

摩
書
房
・
二
〇
〇
五
年
）
が
あ
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
当
館
元
館
長 

守
谷
信
二
）  

 

 
 

 
 

多
彩
な
才
能
を
輩
出 

惜
し
ま
れ
る
早
世 

宮川哲夫（1922～

1974）作詞家。東京府

大島生まれ。忠生村

木曽（現・町田市木曽

町）に住まい、８年間

を過ごした。 

『街のサンドイッ

チマン 作詞家宮

川哲夫の夢』 

辻由美／著  

筑摩書房 2005.9 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%87%B8%E8%B3%9E
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ことばらんど お宝紹介 
 

 文学サロンミニ展示今後の予定 
（原稿・原画保護など諸般の事情により 

変更される場合もあります） 

●三島由紀夫未発表資料初公開 

公開中 12/27㈰まで 
 

★追悼 大林宣彦（仮） 
収蔵品のお宝展示ではありません 

2021・1/5～2/14 
 

●石川桂郎（仮） 
2021・2/16～3/28 

    

市民の皆様の文学作品をご寄贈ください 

町田市民文学館では、市民の皆様が著した文学作品（詩歌、小説、

エッセイ、児童書や同人誌など）を収集・保存しています。ぜひご

寄贈ください。 

また、勝手ながら、貸出用と保存用の２冊をご寄贈いただけますと

幸いです。今後とも市民の著作の収集に努めてまいりますので、ご

協力くださいますよう、お願い申し上げます。 
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