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飯
島
敏
宏
氏
、
と
い
っ
て
も
、
小
説
家
と
し
て
の
飯
島
氏
を
ご

存
知
の
方
は
少
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 
し
か
し
、「
ウ
ル
ト
ラ
Ｑ
」「
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
」「
ウ
ル
ト
ラ
セ

ブ
ン
」
の
脚
本
家
、
監
督
で
あ
り
、
一
時
代
を
画
し
た
テ
レ
ビ
ド

ラ
マ
「
金
曜
日
の
妻
た
ち
へ
」
の
演
出
家
、
と
言
え
ば
、
こ
れ
ら

の
作
品
は
、
四
〇
歳
以
上
の
方
た
ち
に
と
っ
て
は
、
一
気
に
子
ど

も
の
頃
、
若
か
り
し
頃
に
引
き
戻
さ
れ
る
作
品
ば
か
り
で
し
ょ

う
。
さ
ら
に
は
町
田
市
成
瀬
台
を
舞
台
と
し
た
映
画
「
ホ
ー
ム
カ

ミ
ン
グ
」
の
脚
本
家
・
監
督
で
も
あ
る
の
で
す
。 

飯
島
氏
は
二
〇
一
七
年
に
ウ
ル
ト
ラ
シ
リ
ー
ズ
制
作
の
思
い

出
を
著
し
た
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
『
バ
ル
タ
ン
星
人
を
知
っ
て

い
ま
す
か
？
』
で
「
作
家
デ
ビ
ュ
ー
」、
一
九
年
に
は
戦
時
中
「
少

国
民
」
と
呼
ば
れ
た
子
ど
も
た
ち
を
描
い
た
小
説
『
ギ
ブ
ミ
ー
・

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
』
を
上
梓
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
二
冊
は
、

静
か
な
、
参
考
資
料
を
豊
富
に
取
り
そ
ろ
え
た
、
当
館
閲
覧
室

を
利
用
い
た
だ
き
執
筆
さ
れ
た
も
の
、
な
の
で
す
。 

今
回
は
、
最
新
作
に
し
て
、
初
の
小
説
で
あ
る
『
ギ
ブ
ミ
ー
・

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
』
を
中
心
に
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。 

 

小
説
の
舞
台
は
東
京
・
本
郷
。
主
人
公
の
小
学
生
、
ヒ
ロ
シ

は
高
級
注
文
洋
服
店
山
崎
テ
ー
ラ
ー
（
お
兄
さ
ん
に
「
高
級
」

を
忘
れ
る
な
と
言
わ
れ
て
い
る
）
の
三
男
坊
。
家
に
は
家
業

を
切
り
盛
り
す
る
職
人
あ
が
り
の
継
父
と
母
、
し
っ
か
り
し

た
二
人
の
兄
、
弟
妹
、
弟
子
の
職
人
さ
ん
た
ち
、
近
所
に
は
親

友
の
チ
ュ
ウ
、
ガ
キ
大
将
の
ベ
ン
ち
ゃ
ん
、
ち
ょ
っ
と
お
ま

せ
な
ハ
ル
エ
ち
ゃ
ん
、
チ
ュ
ウ
の
お
ば
あ
さ
ん
で
、
武
家
の

女
性
の
気
質
を
備
え
キ
リ
っ
と
し
た
「
お
た
か
お
祖
母
さ
ん
」

な
ど
、
多
彩
な
大
人
、
子
ど
も
が
暮
ら
し
て
い
ま
す
。 
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飯島敏宏氏 

1932年生まれ。慶応大学卒業後、

現在のＴＢＳ入社。66年、円谷プ

ロダクションに映画部所属の監

督として携わる。70年、木下恵介

プロダクションに出向し、「金曜

日の妻たちへ」などを演出。 
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て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
ま
す
が
、
本
物
は
に
こ
に
こ
し

て
い
る
普
通
の
お
っ
さ
ん
な
ん
で
す
。
僕
の
う
ち
に
も

寄
っ
て
、
お
茶
飲
ん
で
ご
は
ん
食
べ
た
り
し
て
、
探
っ

て
い
た
。
僕
に
「
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
」
と
い
う
文
字
の
駒

が
出
る
よ
う
な
ゲ
ー
ム
を
く
れ
て
、
昌
司
さ
ん
の
反
応

を
見
た
り
も
し
て
い
た
ん
で
す
。 

 

昭
和
一
六
年
に
学
校
の
名
称
が
「
国
民
学
校
」
に
変

わ
り
、
軍
国
教
育
が
始
ま
り
ま
す
。
那
須
へ
の
集
団
疎

開
、
担
任
が
戦
地
帰
り
で
心
を
病
ん
で
い
る
イ
タ
チ
先

生
に
変
わ
る
な
ど
、
ヒ
ロ
シ
た
ち
の
生
活
も
大
き
く
変

わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。
親
友
の
チ
ュ
ウ
は
横
暴
な
先
生

に
反
抗
的
で
、
ひ
ど
い
折
檻
を
繰
り
返
し
受
け
ま
す

が
、
い
つ
も
毅
然
と
し
て
い
る
の
で
し
た
。
そ
し
て
、

昭
和
二
〇
年
、
六
年
生
に
な
っ
た
ヒ
ロ
シ
た
ち
は
、
三

月
一
〇
日
、
東
京
大
空
襲
の
日
を
迎
え
ま
す
。 

 

飯
島 

三
月
二
日
頃
、
東
京
の
学
校
の
ほ
と
ん
ど
が
、

中
級
学
校
を
受
験
す
る
六
年
生
を
集
団
疎
開
か
ら
帰

京
さ
せ
ま
し
た
。
だ
か
ら
空
襲
の
日
に
子
ど
も
が
大
勢

東
京
に
い
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
結
局
試

験
は
定
員
に
満
た
ず
無
試
験
合
格
だ
っ
た
の
に
、
先
頭

に
立
っ
て
「
子
ど
も
た
ち
を
帰
京
さ
せ
る
の
は
や
め
よ

う
」
と
言
う
役
人
が
い
な
か
っ
た
の
で
す
。 

 

映画「ホームカミング」 
監督／飯島敏宏／ 脚本／

千束北男（飯島氏のペンネ

ーム）主演／高田純次 撮

影地／町田 「ホームカミ

ング」製作委員会 2011 

 

 
 

                    

―
―
「
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
も
の
」
で
あ
る
前
作
は
、
長
く

制
作
の
現
場
に
い
ら
し
た
方
で
は
な
い
と
書
け
な
い
内

容
が
満
載
で
、
フ
ァ
ン
に
と
っ
て
た
ま
ら
な
い
一
冊
だ

と
思
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
一
転
し
て
第
二
作
を
「
少
国

民
」「
東
京
大
空
襲
」
を
テ
ー
マ
に
、
小
説
仕
立
て
で
お

書
き
に
な
っ
た
経
緯
か
ら
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。 

飯
島 

一
つ
に
は
、
東
京
大
空
襲
と
い
う
と
、
資
料

を
基
に
お
書
き
に
な
っ
た
も
の
は
、
判
で
押
し
た
よ

う
に
「
そ
の
日
は
強
い
北
風
で
あ
っ
た
」
と
な
っ
て

い
る
ん
で
す
。
確
か
に
強
い
北
風
の
吹
く
日
で
し
た
。

で
も
僕
の
う
ち
の
東
方
に
本
所
深
川
が
あ
っ
て
、
そ

ち
ら
か
ら
燃
え
て
き
た
か
ら
、
炎
の
中
を
逃
げ
惑
っ

た
僕
に
と
っ
て
は
「
北
風
」
で
は
な
い
ん
で
す
よ
。

実
際
に
Ｂ
29
の
下
で
三
度
炎
に
追
わ
れ
た
自
分
の

経
験
で
東
京
大
空
襲
を
書
き
た
い
と
思
っ
た
の
で

す
。
焼
け
跡
の
様
子
も
記
録
で
書
か
れ
た
も
の
と
僕

が
見
た
も
の
は
違
う
。
皆
さ
ん
川
へ
飛
び
込
ん
で
、

そ
の
ま
ま
焼
け
て
い
た
。
川
に
突
き
刺
さ
っ
て
い
て
、

と
て
も
人
間
な
ん
て
思
え
な
い
。
本
当
に
見
て
は
な

ら
な
い
よ
う
な
姿
で
し
た
。 

そ
れ
と
、
本
所
深
川
の
あ
た
り
の
方
た
ち
と
比
べ

れ 

 

れ
ば
、「
本
郷
な
ん
て(

被
害
が)

甘
か
っ
た
」
と
言
わ
れ

る
。
確
か
に
、
僕
た
ち
の
小
学
校
の
犠
牲
者
は
た
っ
た

一
人
で
し
た
。
で
も
そ
の
一
人
の
子
は
、
こ
う
い
う
子

だ
っ
た
ん
だ
よ
、
と
い
う
こ
と
を
書
き
た
か
っ
た
の
で

す
。
そ
れ
が
作
中
で
は
チ
ュ
ウ
と
い
う
親
友
で
す
が
、

彼
の
中
に
は
僕
自
身
も
投
影
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

大
人
か
ら
は
「
ご
時
世
だ
か
ら
」
と
い
う
言
葉
が
流

行
語
の
よ
う
に
出
て
く
る
よ
う
な
世
情
に
な
っ
て
い

き
ま
す
。
そ
れ
で
も
小
学
生
に
は
楽
し
い
こ
と
も
、
そ

れ
な
り
に
あ
る
学
校
生
活
が
続
い
て
い
ま
し
た
。
一
方

ヒ
ロ
シ
に
は
そ
れ
と
は
別
の
、
大
人
の
世
界
を
垣
間
見

る
「
も
う
一
つ
の
学
校
」
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
に

は
水
が
浸
み
込
む
よ
う
に
、
戦
争
へ
の
態
勢
が
入
り
込

ん
で
き
て
い
ま
し
た
。 

 

飯
島 

う
ち
の
隣
は
、
当
時
は
カ
フ
ェ
と
呼
ば
れ
た
、

今
で
言
う
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
で
し
た
。
そ
こ
に
左
翼
か
ぶ

れ
の
帝
大
生
が
来
て
、
大
声
で
議
論
し
て
い
る
。
何
し

ろ
隣
と
は
板
一
枚
の
長
屋
で
す
か
ら
、
け
ん
か
の
よ
う

な
大
声
が
夜
中
に
聞
こ
え
て
く
る
ん
で
す
。
そ
う
す
る

と
、
う
ち
の
住
み
込
み
職
人
の
昌
司
さ
ん
が
行
っ
て
仲

裁
す
る
。
昌
司
さ
ん
は
独
学
で
い
ろ
い
ろ
勉
強
し
て
い

る
か
ら
、
帝
大
生
と
も
堂
々
と
渡
り
合
う
。「
コ
ミ
ン
テ

ル
ン
」（
国
際
共
産
主
義
者
同
盟
）
な
ん
て
い
う
言
葉
も

知
っ
て
い
る
の
で
、
継
父
は
ハ
ラ
ハ
ラ
し
て
い
た
よ
う

で
す
が
、
う
ち
の
お
客
さ
ん
の
大
学
教
授
や
重
役
さ
ん

に
も
「
職
人
に
面
白
い
の
が
い
る
」
っ
て
か
わ
い
が
ら

れ
て
い
た
。 

で
も
世
の
中
が
お
か
し
く
な
っ
て
く
る
と
、
目
を
つ

け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
近
所
の
本
富

士
警
察
と
い
う
の
は
当
時
特
高
の
大
元
締
め
と
言
わ

れ
た
署
で
す
。
ド
ラ
マ
で
は
特
高
と
い
う
と
怖
い
顔
し 

   

 
 

KADOKAWA 2019.8 

「「少国民」と呼ばれた、

ごく普通の子どもたちの

物語」（本の帯より） 

初
め
て
の
小
説
に
込
め
た
思
い 
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い
う
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
の
で
す
。 

  

 

小
山
田
村
に
生
ま
れ
る 

 

人
々
が
逃
げ
惑
う
中
、
チ
ュ
ウ
は
皆
に
敬
礼
し
、

教
え
込
ま
れ
た
通
り
焼
夷
弾
に
覆
い
か
ぶ
さ
っ
て
消

す
た
め
に
炎
の
中
に
消
え
て
い
き
ま
す
。
学
校
で
の

「
た
っ
た
一
人
の
犠
牲
者
」
に
な
っ
た
の
で
す
。 

そ
し
て
令
和
に
な
り
、
小
学
校
の
同
窓
会
に
旭
日

小
綬
章
を
首
か
ら
下
げ
た
イ
タ
チ
先
生
も
出
席
し
、

チ
ュ
ウ
を
「
逃
げ
遅
れ
た
」
残
念
な
生
徒
と
し
て
ス

ピ
ー
チ
を
し
ま
す
。
そ
れ
を
聞
い
た
八
七
歳
の
ヒ
ロ

シ
の
怒
り
は
頂
点
に
達
し
ま
す
。「
チ
ュ
ウ
は
逃
げ
遅

れ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
！
あ
な
た
が
、
徹
底
的
に

鍛
え
上
げ
た
通
り
、
皇
国
の
少
国
民
と
し
て
、
栄
え

あ
る
戦
死
を
遂
げ
た
の
で
す
！
」「
チ
ュ
ウ
を
殺
し
た

の
は
、
Ｂ
29
爆
撃
機
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
タ
チ
先

生
、
あ
な
た
だ
！
」 

 

飯
島 

僕
た
ち
、
昭
和
六
、
七
年
か
ら
一
〇
、
一
一

年
生
ま
れ
は
「
少
国
民
」
と
い
う
教
育
を
さ
れ
た
年

代
で
す
。
本
当
に
特
殊
な
教
育
で
し
た
。
教
え
ら
れ

た
通
り
な
ら
死
ん
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
に
、
僕

は
三
回
も
空
襲
を
逃
げ
延
び
た
。
当
時
は
「
生
き
残

っ
た
自
分
た
ち
は
卑
怯
者
だ
」
と
い
う
ト
ラ
ウ
マ
が

あ
っ
た
。
そ
こ
ま
で
徹
底
し
て
教
え
込
ま
れ
て
い
た

ん
で
す
。
こ
の
こ
と
を
今
書
か
な
け
れ
ば
と
思
っ
た

の
は
、
Ｉ
Ｓ
の
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
Ｉ
Ｓ
の

子
ど
も
た
ち
が
な
ぜ
嬉
々
と
し
て
自
爆
テ
ロ
が
で
き

る
の
か
、
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
極
端
な
教
育
し
か
受
け 

 

 

―
―
『
バ
ル
タ
ン
星
人
～
』
を
拝
読
す
る
と
、
副
題
に
あ

る
よ
う
に
、
お
仕
事
の
面
で
は
、
テ
レ
ビ
草
創
期
の
幸
せ

な
時
代
を
過
ご
さ
れ
た
の
だ
な
あ
と
、
う
ら
や
ま
し
く
思

い
ま
す
が
、
ご
自
身
で
振
り
返
ら
れ
て
い
か
が
で
す
か
。 

飯
島 

確
か
に
今
の
監
督
た
ち
の
苦
労
を
見
て
い
る

と
、
い
い
時
代
だ
っ
た
と
は
思
い
ま
す
が
、
な
ん
で
こ

ん
な
に
運
が
悪
い
ん
だ
ろ
う
と
思
う
こ
と
も
あ
る
ん

で
す
よ
。 

脚
本
・
監
督
作
品
「
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
」
は
封
切
り

が
二
〇
一
一
年
三
月
一
二
日
の
予
定
で
し
た
。
し
か
も

封
切
館
は
東
北
の
六
館
か
ら
押
さ
え
て
い
た
の
で
、
結

局
劇
場
上
映
は
ほ
ん
の
数
館
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
高
田
純
次
を
主
役
に
、
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
や
「
金
妻
」

の
役
者
た
ち
が
「
勤
労
奉
仕
」
で
出
演
し
て
く
れ
た
の

に
、
本
当
に
残
念
で
し
た
。 

そ
の
次
は
『
ギ
ブ
ミ
ー
～
』
を
書
き
上
げ
た
時
。
執

筆
の
無
理
が
た
た
っ
て
肺
炎
で
入
院
、
取
材
が
全
部
お

断
り
、
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
（
笑
）。 

―
―
次
回
作
も
準
備
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

飯
島 

ま
ず
『
バ
ル
タ
ン
星
人
～
』
の
Ｗ
ｅ
ｂ
版
の
準

備
を
し
て
い
ま
す
。
紙
の
本
以
上
の
も
の
を
出
さ
な
く

て
は
な
ら
な
い
の
で
、
記
憶
を
さ
ら
に
掘
り
起
こ
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
と
、『
ギ
ブ
ミ
ー
～
』
の
続
編

を
書
く
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

―
―
ま
た
ヒ
ロ
シ
や
ベ
ン
ち
ゃ
ん
に
会
え
る
ん
で
す
ね
。

再
び
文
学
館
か
ら
新
し
い
作
品
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
楽

し
み
に
し
て
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

（
三
月
二
三
日 

文
学
館
に
て
） 

て
な
い
か
ら
で
す
よ
ね
。
僕
た
ち
と
同
じ
で
す
。
僕
た

ち
「
少
国
民
」
に
、
当
時
い
か
に
画
一
的
な
ひ
ど
い
教

育
を
し
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
も
ら
っ
ち
ゃ
困

る
。
死
生
観
さ
え
が
違
っ
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
。 

あ
の
先
生
の
教
員
生
活
の
中
で
、
僕
た
ち
の
担
任
だ

っ
た
の
は
、
た
っ
た
三
、
四
か
月
の
こ
と
で
、
人
生
の

ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
僕
た

ち
は
あ
れ
だ
け
ひ
ど
い
目
に
あ
っ
た
の
に
、
先
生
は
覚

え
て
も
い
な
か
っ
た
。
戦
後
は
素
晴
ら
し
い
教
育
を
な

さ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
か
ら
、
全
否
定
す
る
つ
も
り

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
書
い
て
お
き
た
か
っ
た
の
で
す
。 

 

戦
後
。
世
の
中
は
一
変
し
、
教
科
書
に
墨
を
塗
ら
さ

れ
る
な
ど
「
少
国
民
」
だ
っ
た
ヒ
ロ
シ
の
心
は
「
羅
針

盤
を
失
っ
た
船
の
よ
う
に
」
な
り
、
街
を
さ
ま
よ
い
歩

く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
ん
な
あ
る
日
、
ヒ
ロ
シ
は
銃

を
持
っ
た
進
駐
軍
の
兵
士
に
道
を
聞
か
れ
ま
す
。
「
ゴ

ー
・
ス
ト
レ
イ
ト
・
オ
ン
！
」
覚
え
た
て
の
英
語
で
答

え
た
ヒ
ロ
シ
の
手
に
、
礼
と
し
て
載
せ
ら
れ
た
の
は
、

ハ
ー
シ
ー
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
で
し
た
。「
ゴ
ー
・
ス
ト
レ
イ

ト
・
オ
ン
、
ア
ン
ド
・
ユ
ー
・
キ
ャ
ン
・
フ
ァ
イ
ン
デ

ィ
ッ
ト
（
ま
っ
す
ぐ
進
み
続
け
れ
ば
、
何
か
が
見
つ
け

ら
れ
る
）」
と
い
う
言
葉
と
共
に
・
・
・
。 

 

 

小学館 2017.7 

副題は「テレビの青

春、駆けだし日記」。

ファン垂涎のクロ

ニクル。 

飯
島 

戦
争
が
テ
ー
マ

で
す
が
、
ぜ
ひ
面
白
く

読
ん
で
も
ら
い
た
い
、

中
学
一
年
生
に
分
か
る

言
葉
で
と
思
っ
て
書
き

ま
し
た
。
戦
争
と
い
う

の
は
、
普
通
に
生
活
し

て
い
る
中
に
、
あ
っ
と

い
う
間
に
来
る
ん
だ
と 

  
 

 
 

『
バ
ル
タ
ン
～
』
Ｗ
ｅ
ｂ
版
、 

『
ギ
ブ
ミ
ー
～
』
続
編
を
準
備
中 

Ⓒ円谷プロダクション 
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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
。 

 

 

桜
美
林
大
学
の
学
生
・ 

教
員
を
執
筆
者
の
中
心
と 

し
た
、
言
葉
や
文
学
を
め
ぐ
る
文
芸

誌
。
言
葉
、
本
屋
、
古
書
店
、
図
書
館

を
テ
ー
マ
に
し
た
文
章
の
ほ
か
、
短

歌
、
詩
、
小
説
、
文
学
研
究
な
ど
が
誌

面
を
彩
っ
て
い
る
。
一
号
「
編
集
後

記
」
で
、
編
集
人
の
藤
澤
太
郎
氏
は
創

刊
の
経
緯
か
ら
「
と
り
あ
え
ず
雑
誌
」

と
名
付
け
て
い
る
が
、
地
域
性
が
高

く
、
内
容
も
多
彩
で
あ
り
、
息
長
く
続

く
こ
と
を
願
う
。「
こ
と
ば
を
つ
む

ぐ
」
、
「
特
集
『
桜
美
林
文
学
』
の
時

代
」
（
一
・
二
号
）
な
ど
の
企
画
は
興
味

深
い
。
ど
う
ぞ
町
田
市
民
文
学
館
に
も

注
目
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
に
。 

国
松
俊
英
氏
に
指
導
を
仰
ぎ

つ
つ
毎
年
創
作
集
を
出
し
て
い

る
『
魔
法
の
え
ん
ぴ
つ
』。
今
号

は
創
作
、
再
話
が
六
編
収
め
ら

れ
て
い
る
。
日
常
生
活
か
ら
テ

ー
マ
を
見
つ
け
、
ま
と
ま
っ
た

文
章
と
し
て
創
作
す
る
活
動
の

一
年
間
の
集
大
成
で
あ
る
。「
上

手
に
で
き
な
く
て
も
自
然
に
笑

顔
に
な
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
は

書
く
者
の
幸
せ
な
時
間
だ
と
思

っ
て
い
ま
す
」（「
あ
と
が
き
」
よ

り
）。
こ
う
し
た
文
学
活
動
を
継

続
し
て
い
る
市
民
の
方
を
応
援

で
き
る
「
文
学
館
」
で
あ
り
た
い

と
、
私
た
ち
も
励
ま
さ
れ
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」 

 

 

 

  

 

 

    

 

  

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

  

新 刊 紹 介 

桜美林文学会  「とりあえず
・ ・ ・ ・ ・

は桜美林大学の学

生・教員が中心になるだろうということで「桜美

林文学会」とした。（略）といっても桜美林大学・

学園を代表しているわけでは全くないので、分不

相応な名称だという誹りは免れないかもしれな

い。(略)「桜美林」と不可分の関わりがある会で

もないので、学外からの寄稿も積極的に受け付け

ていく予定である。」（第１号「編集後記」より） 

 

『言葉の繭』第１号／第２号 

桜美林文学会＋桜美林大学日中文化研究会 2019.4／2019.12 

『創作童話集（九） 魔法のえんぴつ』 

童話創作の会『魔法のえんぴつ』 2019.12 

魔法のえんぴつ 

2009年、町田市公

民館での「童話創

作実践講座」受講

生によって立ち上

げられたサーク

ル。指導者は町田

ゆかりの児童文学

作家、国松俊英氏。 
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「
ふ
し
ぎ
町
の
ふ
し
ぎ
レ
ス

ト
ラ
ン
」
第
二
弾
。
ラ
イ
オ
ン

と
羊
に
変
え
ら
れ
て
し
ま
っ

た
シ
ェ
フ
と
家
族
は
魔
法
を

解
く
た
め
に
お
客
を
喜
ば
せ

る
料
理
を
作
り
続
け
る
。
今

回
の
オ
ー
ダ
ー
は
「
世
界
一

ま
ず
い
料
理
」
！ 

さ
て
・
・
・
。 

 
 
 

＊ 

 

 
  

紙芝居『コロコロサッカーボール』 
中垣ゆたか／作・絵 教育画劇 2020.1 

『詩集 どこかで 大切な人に』 
高橋しげを／著 創英社／三省堂書店 2020.3 

『ふしぎ町のふしぎレストラン２ 世界一まずい料理』 

三田村信行／作 あさくらまや／絵 あかね書房 2020.3 
    『オオカミの時間 今そこにある不思議集』  

三田村信行／著 佐々木マキ／画 理論社 2020.3   

 

し
ん
じ
の
父
さ
ん
は
サ
ッ

カ
ー
ス
タ
ジ
ア
ム
で
働
い
て

い
る
。
そ
こ
で
は
い
ろ
い
ろ

な
人
が
仕
事
を
し
て
い
る
。

チ
ケ
ッ
ト
の
も
ぎ
り
、
清
掃
、

店
員
、
も
ち
ろ
ん
選
手
。
そ
し

て
そ
の
選
手
を
サ
ポ
ー
ト
す

る
ド
ク
タ
ー
や
ト
レ
ー
ナ

ー
、
道
具
や
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム

を
管
理
す
る
ホ
ペ
イ
ロ
、
監

督
、
通
訳
・
・
・
。
そ
し
て
し

ん
じ
の
父
さ
ん
の
仕
事
は
チ

ー
ム
の
運
営
を
す
る
こ
と
。

ス
タ
ジ
ア
ム
を
支
え
る
多
く

の
人
の
仕
事
を
紹
介
す
る
紙

芝
居
。 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

『千曲川の花』加藤浩・光子／著 

ミカリノ出版 2020.1 

著
者
一
五
冊
目
の
詩
集
。
所
収

中
に
「
恩
田
川
の
サ
ク
ラ
」
と
い
う

作
品
が
あ
る
。 

（
前
略
）
恩
田
川
の
川
岸 

花
筏

と
花
筏
／
ど
ん
な 

お
話
を
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
な
ア
ー
／
さ
ざ

波
と 

さ
ざ
波
が
／
戯
わ
む
れ 

下
流
に
向
っ
て
去い

く
（
後
略
） 

  

町
田
に
住
む
者
に
と
っ
て
っ 

っ
て
誇
れ
る
こ
の
季
節 

の
恩
田
川
。
そ
こ
に
詩 

人
は
生
き
様
や
心
の
バ 

ラ
ン
ス
を
見
て
い
る
。 

 

 

 

雑
司
ヶ
谷
の
お
墓
を
移
設

し
た
折
に
古
い
石
板
が
発
見

さ
れ
た
。
そ
こ
に
記
録
さ
れ
た

祖
先
の
出
自
を
手
が
か
り
に
、

母
方
の
家
族
を
た
ど
る
旅
が

始
ま
る
。
や
が
て
そ
の
原
点
が

松
代
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

子
孫
た
ち
の
波
乱
万
丈
な
人

生
も
た
ど
り
つ
つ
、
松
代
で
主

人
公
の
夫
妻
は
感 

慨
に
浸
る
。
祖
先
た 

ち
に
思
い
を
馳
せ
つ 

つ
、
ル
ー
ツ
を
探
す 

物
語
。 

 

 

      

 

  

  

 

 

 

    

  

 

 

   

 

  

   

  

 

 

 

 

  

新 刊 紹 介 

三田村信行 

1939 年生まれ。大学在学中に創作を

始め、幅広い分野の児童文学を手がけ

る。巌谷小波文芸賞(2009）、『風の陰

陽師』で日本児童文学者協会賞(2010)

受賞。町田市在住。 

 

中垣ゆたか 

1977年生まれ。イ

ラストレーター、

絵本作家。絵本を

はじめ挿絵、雑誌

表紙など多数の作

品がある。 

町田市在住。 

高橋しげを 

東京都生まれ。本作が 1５

冊目の詩集（英文も含む）。

信条は「雑草のごとく踏ま

れても強く生きる」。町田

市在住。 

 

加藤浩 1946 年生まれ。

2006 年定年退職後、語学留

学を経て執筆活動を続ける。 

加藤光子 1948 年生まれ。

９回にわたる語学留学を経

て、夫浩氏との共著は４冊目

となる。町田市在住。 

 

「
今
そ
こ
に
あ
る
不
思
議
」
と

は
「
目
に
見
え
な
い
現
実
」

が
ち
ょ
っ
と
し
た
裂
け
目
か

ら
ち
ょ
ろ
り
と
顔
を
出
す
、

そ
れ
を
作
者
は
「
不
思
議
」

と
考
え
、
様
々
な
物
語
を
紡

い
だ
短
編
集
。
佐
々
木
マ
キ

と
は
四
五
年
ぶ
り
の
コ
ン
ビ

だ
と
い
う
。
大
人
も
十
分
楽

し
め
る
作
品
集
。 

     ら
ち
ょ
ろ
り
と
顔
を
出
す
こ
と
。
そ

の
不
思
議
を
様
々
な
物
語
に
紡
い
だ

短
編
集
。
佐
々
木
マ
キ
と
は
四
五
年

ぶ
り
の
コ
ン
ビ
だ
と
い
う
。
大
人
も

十
分
楽
し
め
る
、
ち
ょ
っ
と
コ
ワ
イ

作
品
集
。 

     

新 刊 紹 介 
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昭
和
三
〇
年
代
を
中
心
に
、「
街
の
サ
ン
ド
イ
ッ
チ

マ
ン
」（
鶴
田
浩
二
）
や
「
ガ
ー
ド
下
の
靴
み
が
き
」 

    

 （
宮
城
ま
り
子
）、「
夜
霧
の
第
二
国
道
」（
フ
ラ
ン
ク
永

井
）、「
東
京
ド
ド
ン
パ
娘
」（
渡
辺
マ
リ
）、「
湖
愁
」（
松

島
ア
キ
ラ
）、「
美
し
い
十
代
」（
三
田
明
）、「
霧
氷
」（
橋

幸
夫
・
第
八
回
日
本
レ
コ
ー
ド
大
賞
）
な
ど
、
昭
和
を

代
表
す
る
名
曲
の
作
詞
を
数
多
く
手
が
け
た
作
詞
家
・

宮
川
哲
夫
。
伊
豆
大
島
生
ま
れ
の
彼
は
、
一
九
五
〇
（
昭

和
二
五
）
年
に
教
員
と
し
て
町
田
の
忠
生
小
学
校
へ
赴

任
し
、
約
八
年
間
を
家
族
と
と
も
に
忠
生
村
木
曽
（
現

町
田
市
木
曽
町
）
の
借
家
で
過
ご
し
ま
し
た
。 

 
一
九
五
八
（
昭
和
三
三
）
年
に
、
フ
ラ
ン
ク
永
井
の

唄
で
大
ヒ
ッ
ト
し
た
「
公
園
の
手
品
師
」
に
歌
わ
れ
た

銀
杏
は
、
住
ま
い
の
目
の
前
に
あ
り
、
い
ま
「
町
田
市

名
木
百
選
」
に
も
選
ば
れ
て
い
る
、
福
昌
寺
の
大
銀
杏

が
モ
デ
ル
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

そ
ん
な
ご
縁
で
、
当
文
学
館
に
は
宮
川
の
蔵
書
や
日

記
、
レ
コ
ー
ド
や
歌
詞
草
稿
な
ど
膨
大
な
遺
品
が
、
ご

遺
族
か
ら
寄
贈
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
は
そ
の
中
か

ら
、
歌
謡
雑
誌
「
新
歌
謡
界
」
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

 

同
誌
は
、
昭
和
歌
謡
史
に
多
大
な
足
跡
を
残
し
た
同

人
誌
で
す
が
、
当
館
に
寄
贈
さ
れ
て
い
る
創
刊
初
期
の

巻
号
（
創
刊
号
、
第
三
号
、
第
四
号
～
第
七
号
、
第
九

号
、
第
一
二
号
、
第
一
三
号
、
第
一
五
号
、
第
一
七
号･･･

 

編
集
人
：
英 

玲
二 

 

発
行
人
：
植
田
哲
二 

 

 

発
行
所
：
新
歌
謡
界
詩
社
（
広
島
） 

 

 

刊
行
頻
度
：
隔
月
刊
か 

 

 

所
蔵
巻
号
：
創
刊
号
（
一
九
五
二
・
昭
和
二
七 

 

 

年
七
月
十
五
日
）
～
一
三
一
号
（
一
九
七
四
・ 
 
 

 

昭
和
四
九
年
二
月
一
日
）
の
計
四
四
冊
（
欠
号 

 

多
数
）
。 

 

「
新
歌
謡
界
」 

 
新歌謡界 創刊号 

1952(昭和 27)年 7月 

 

      
 

 

〈
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
七
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
六 

な
ど
）
は
、
調
査
の
限
り
で
は
、
国
立
国
会
図
書
館
（
第 

一
五
九
号
～
終
刊
号
）
に
も
、
同
誌
を
主
宰
し
た
石
本

美
由
起
の
郷
里
の
広
島
県
立
図
書
館
（
第
四
三
巻
～
終

刊
号
）
に
も
、
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。 

 

 
 

 

一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
八
月
一
五
日
の
終
戦
と

と
も
に
、
そ
れ
ま
で
戦
時
歌
謡
一
色
だ
っ
た
流
行
歌
の

世
界
に
も
、
大
き
な
変
化
が
訪
れ
ま
す
。
重
苦
し
い
生

活
か
ら
よ
う
や
く
解
放
さ
れ
た
庶
民
に
と
っ
て
、
明
る

く
希
望
に
満
ち
た
「
リ
ン
ゴ
の
唄
」（
並
木
路
子
・
霧
島

昇
）
は
、
新
し
い
時
代
の
到
来
を
告
げ
る
も
の
と
し
て
、

当
時
一
世
を
風
靡
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
機
に
、
各
レ
コ

ー
ド
会
社
は
、
ま
す
ま
す
ヒ
ッ
ト
曲
を
売
り
出
す
こ
と

に
し
の
ぎ
を
削
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
戦
前
か
ら
大
衆

歌
謡
の
作
詞
を
手
が
け
て
い
た
西
条
八
十

や

そ

、
佐
藤
惣
之

助
、
サ
ト
ウ
ハ
チ
ロ
ー
な
ど
の
詩
人
に
加
え
て
、
作
詞

家
を
志
す
多
く
の
若
者
た
ち
も
登
場
し
て
き
ま
す
。 

 

そ
ん
な
時
代
の
要
請
に
応
え
る
よ
う
に
、
新
し
い
流

行
歌
の
作
詞
家
を
目
指
す
同
人
誌
が
次
々
に
生
ま
れ

ま
し
た
。
中
で
も
、
後
に
「
港
町
十
三
番
地
」「
悲
し
い

酒
」（
共
に
美
空
ひ
ば
り
）、「
矢
切
の
渡
し
」（
細
川
た

か
し
）
な
ど
の
作
詞
家
と
し
て
名
を
成
す
石
本
美
由
起

に
よ
っ
て
、
一
九
五
二
（
昭
和
二
七
）
年
七
月
に
創
刊

さ
れ
た
「
新
歌
謡
界
」
は
、
そ
の
中
心
的
な
存
在
で
し

た
。 

 

石
本
は
、
一
九
二
四
（
大
正
一
三
）
年
広
島
生
ま
れ
。

幼
少
か
ら
体
が
弱
く
、
家
に
閉
じ
こ
も
っ
て
詩
歌
を
読 

  
 

宮
川
哲
夫
と
町
田 

 

石
本
美
由
起
の
「
新
歌
謡
界
」 

作
詞
家
・
宮
川
哲
夫
旧
蔵
の
歌
謡
雑
誌
① 
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（
岡
本
敦
郎
）
、
「
東
京
の
バ
ス
ガ
ー
ル
」
（
コ
ロ
ム
ビ

ア
・
ロ
ー
ズ
）、「
高
校
三
年
生
」（
舟
木
一
夫
）
な
ど
の

作
詞
が
、
代
表
作
と
な
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
石
本
に
と

っ
て
は
先
輩
格
、
板
倉
は
「
睦
ま
じ
き
悪
友
」
と
紹
介

さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

特
別
寄
稿
に
続
い
て
、
同
人
一
一
人
の
作
品
が
紹
介

さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
冒
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
が
宮
川

哲
夫
の
「
リ
ー
ナ
嘆
く
な
」
と
い
う
作
品
で
、
彼
が
創

刊
時
か
ら
同
人
と
し
て
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。
次
い
で
準
同
人
（
六
人
）、
会
員
（
二
〇
人
）

の
作
品
が
並
び
ま
す
。 

 

創
刊
号
で
は
、
主
宰
の
石
本
と
同
人
・
準
同
人
・
会

員
を
合
わ
せ
る
と
三
八
名
に
な
り
ま
す
が
、
翌
年
一
月

発
行
の
第
五
号
に
は
、
「
新
歌
謡
界
詩
社
一
同
」
と
し

て
、
石
本
を
筆
頭
に
全
国
か
ら
六
二
名
の
名
前
が
掲
げ

ら
れ
て
い
て
、
同
人
誌
と
し
て
着
実
に
裾
野
を
広
げ
て

い
る
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。 

 

ま
た
各
号
に
は
、
石
本
の
「
東
京
か
ら
横
浜
か
ら
」

と
題
す
る
連
載
随
筆
が
あ
り
、
創
刊
号
の
そ
れ
に
は
、

宮
川
と
の
交
流
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

「
今
度
、
私
が
同
人
と
し
て
紹
介
し
た
詩
友
は
、
み
ん

な
好
感
の
も
て
る
人
達
ば
か
り
で
す
が
、
特
に
宮
川
哲

夫
君
と
は
、
親
し
く
し
て
居
ま
す
。
／
時
々
、
私
の
家

に
も
遊
び
に
来
て
く
れ
て
、
歌
謡
の
話
と
な
る
や
、
御

互
に
日
の
暮
れ
る
の
も
忘
れ
て
語
り
合
う
の
が
常
で

す
。
／
先
だ
っ
て
、
宮
川
君
の
作
品
「
哀
愁
の
港
町
」

が
近
江
俊
郎
さ
ん
で
吹
込
み
さ
れ
、
私
も
吹
込
み
に
、

案
内
役
と
し
て
、
亦
、
友
人
と
し
て
立
ち
合
っ
た
け
れ 

 

 
 

 
 

  

 

 

み
ふ
け
る
よ
う
な
子
ど
も
だ
っ
た
と
言
い
ま
す
。
昭
和

初
期
の
作
詞
家
・
高
橋
掬き

く

太
郎

た

ろ

う

の
同
人
誌
「
歌
謡
文
芸
」

へ
の
投
稿
な
ど
を
経
て
、
当
時
す
で
に
キ
ン
グ
レ
コ
ー

ド
の
専
属
作
詞
家
と
し
て
、
「
長
崎
の
ザ
ボ
ン
売
り
」

（
小
畑
実
）
や
「
憧
れ
の
ハ
ワ
イ
航
路
」（
岡
晴
夫
）
な

ど
の
ヒ
ッ
ト
曲
で
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

一
九
五
一
（
昭
和
二
六
）
年
に
は
コ
ロ
ム
ビ
ア
レ
コ

ー
ド
に
移
籍
し
ま
す
が
、
翌
年
の
「
新
歌
謡
界
」
創
刊

は
、
二
八
歳
の
石
本
の
新
時
代
を
担
お
う
と
す
る
気
概

が
込
め
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

創
刊
号
は
、
Ｂ
５
判
・
孔
版
印
刷
・
二
二
頁
。
巻
頭

「
創
刊
祝
筆
」
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。 

「
私
は
、
全
国
の
詩
友
に
『
新
歌
謡
界
』
を
、
紹
介
し

て
一
人
で
も
多
く
の
仲
間
に
参
加
し
て
頂
き
た
い
と

思
っ
て
い
る
。
／
レ
コ
ー
ド
会
社
に
売
込
む
こ
と
だ
け

を
考
え
て
、
ヒ
ッ
ト
ソ
ン
グ
の
模
倣
模
写
す
る
連
中
も

少
な
く
な
い
が
、
こ
の
『
新
歌
謡
界
』
に
、
集
る
人
達

は
、
あ
く
ま
で
も
新
し
い
時
代
の
新
し
い
歌
を
生
み
出

す
べ
く
努
力
し
て
頂
き
た
い
。
／
真
面
目
に
努
力
す
る

こ
と
が
、
デ
ビ
ュ
ー
す
る
日
に
通
ず
る
道
な
の
だ
か
ら

…
」
。 

創
刊
号
に
は
、
特
別
寄
稿
と
し
て
、
丘
十
四
夫
、
和

田
隆
夫
、
石
本
、
板
倉
文
雄
の
四
人
の
歌
詞
作
品
が
掲

載
さ
れ
て
い
ま
す
。
和
田
隆
夫
に
は
す
で
に
ヒ
ッ
ト
曲

「
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
の
夜
」（
林
伊
佐
緒
）
が
あ
り
、

丘
は
後
に
丘
灯
至
夫
と
し
て
「
高
原
列
車
は
行
く
」 

て
一
年
半
あ
ま
り
の
頃
の
作
で
、
ま
だ
教
員
だ
っ
た
彼

は
小
学
校
か
ら
帰
っ
て
く
る
と
、
借
家
の
二
階
の
自
室

に
こ
も
っ
て
、
反
故
に
な
っ
た
生
徒
の
答
案
用
紙
の
裏

な
ど
に
、
せ
っ
せ
と
習
作
を
書
き
溜
め
て
い
ま
し
た
。 

 

石
本
は
、
宮
川
よ
り
二
歳
年
下
で
す
が
、
す
で
に
ヒ

ッ
ト
曲
を
も
つ
先
輩
作
詞
家
と
し
て
、
ま
た
時
に
良
き

ラ
イ
バ
ル
と
し
て
、
そ
の
後
も
し
ば
し
ば
随
想
で
彼
に

触
れ
て
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈
つ
づ
く
〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
当
館
元
館
長 

守
谷
信
二
） 

  

「哀愁の港町」原稿（当館蔵） 

 「遠く返らぬ 想い出を 

  胸に呼ぶよに ドラが鳴る 

  此処は知らない 港町 

  さすらいの涯 ゆきくれて 

涙に仰ぐ 月哀し。」 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

小
山
田
村
に
生
ま
れ
る 

 

ど
も
、
感
激
に
頰
を
染
め
た
宮
川
君
の
あ
の
日
の
姿

は
、
い
ま
も
私
の
瞼
の
中
に
は
っ
き
り
と
残
っ
て
ま

す
。
／
私
自
身
も
「
長
崎
の
ザ
ボ
ン
売
り
」
当
時
が
回

想
さ
れ
て
、
瞼
が
熱
く
な
り
ま
し
た
。
／
来
月
あ
た
り
、

亦
「
異
人
館
の
雨
」
を
吹
込
む
こ
と
に
決
定
し
た
の
で
、

私
も
宮
川
君
と
共
に
喜
ん
で
居
ま
す
。」 

「
哀
愁
の
港
町
」
は
、
上
原
げ
ん
と
の
作
曲
で
レ
コ
ー

ド
化
さ
れ
た
宮
川
の
デ
ビ
ュ
ー
作
で
す
。
町
田
に
越
し  

 

 

 
 『

新
歌
謡
界
』
と
宮
川
哲
夫 
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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） 
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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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