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今
年
度
、
当
館
で
は
遠
藤
周
作
の
直
筆
資
料
と
し
て
新
た
に

戯
曲
「
喜
劇 

新
四
谷
怪
談
」
の
草
稿
を
購
入
い
た
し
ま
し
た
。

本
作
は
一
九
七
四
年
一
〇
月
に
〈
書
き
下
ろ
し
新
潮
劇
場
〉
の

一
巻
と
し
て
発
表
さ
れ
た
、
遠
藤
に
と
っ
て
最
後
の
戯
曲
で
す
。 

 

単
行
本
刊
行
と
同
月
、
栗
山
昌
良
の
演
出
で
劇
団
「
青
年
座
」

に
よ
っ
て
渋
谷
の
西
武
劇
場
で
初
演
さ
れ
ま
し
た
。
小
説
の
仕

事
と
し
て
は
『
死
海
の
ほ
と
り
』
を
発
表
し
た
後
で
、
次
の
『
侍
』

の
た
め
の
調
査
を
始
め
た
時
期
に
当
た
り
ま
す
。 

劇
作
家
・
矢
代
静
一
が
、
本
作
の
公
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
掲
載

さ
れ
た
遠
藤
と
の
対
談
で
「
遠
藤
周
作
が
小
説
の
方
で
一
貫
し 

 

 

て
や
っ
て
い
る
、
キ
リ
ス
ト
教
が
日
本
で
は
根
付
か
な
い
の
で

は
な
い
か
と
云
う
モ
チ
ー
フ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
と
指
摘
し

て
い
る
と
お
り
、
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
問
題
が

通
底
し
て
い
る
作
品
で
す
。 

た
だ
し
、
タ
イ
ト
ル
に
「
喜
劇
」
と
あ
る
と
お
り
、
ユ
ー
モ

ア
エ
ッ
セ
イ
の
名
手
で
も
あ
っ
た
遠
藤
ら
し
い
軽
み
が
あ
り
、

そ
の
テ
ー
マ
は
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
包
む
形
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

      

  

 

「喜劇 新四谷怪談」パンフ

レット（1974年 西武劇場） 
表紙デザイン：田中一光 

イラスト：和田誠 

 

 

町田の文学 
新着案内 

資
料
の
解
説
に
入
る
前
に
、
あ
ら
す
じ
を
簡
単
に
ご
紹
介
し

て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

舞
台
は
、
建
て
た
ば
か
り
の
耕
一
・
保
子
夫
婦
の
新
居
。
新

築
祝
い
に
来
た
友
人
た
ち
が
、
酒
を
飲
ん
だ
り
歌
っ
た
り
と
楽

し
ん
で
い
る
と
、
九
時
四
〇
分
に
急
に
時
計
が
鳴
り
出
し
ま
す
。

越
し
て
き
て
か
ら
毎
夜
の
こ
と
だ
と
不
思
議
が
る
保
子
。 

実
は
こ
こ
は
曰
く
付
き
の
土
地
で
、
以
前
建
っ
て
い
た
家
で

ほ
か
に
女
が
で
き
た
夫
が
妻
を
殺
し
て
お
り
、
そ
の
事
件
の
あ

っ
た
時
刻
が
ち
ょ
う
ど
九
時
四
〇
分
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
を 

 
 

 

遠
藤
周
作
直
筆
資
料
を
新
収
蔵 

｢

喜
劇

 

新
四
谷
怪
談｣

草
稿 

三
月
二
八
日
㈰
ま
で
展
示
室
に
て
公
開 

現
代
に
よ
み
が
え
る
怪
談 
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知
っ
て
い
た
友
人
が
虫
の
知
ら
せ
を
感
じ
た
と
お

り
、
保
子
は
次
第
に
身
体
が
麻
痺
し
て
い
く
不
治
の

病
に
罹
り
、
遂
に
は
自
死
を
選
び
ま
す
。
二
年
後
、

耕
一
が
友
人
の
一
人
で
あ
っ
た
女
と
再
婚
し
て
同
じ

家
で
暮
ら
し
始
め
る
と
、
死
ん
だ
は
ず
の
保
子
の
唄

が
聞
こ
え
て
き
て
…
…
。 

言
わ
ず
と
知
れ
た
本
家
「
四
谷
怪
談
」
は
、
夫
・

伊
右
衛
門
の
身
勝
手
で
殺
さ
れ
た
お
岩
が
幽
霊
と
な

っ
て
復
讐
を
果
た
す
物
語
で
す
が
、
本
作
は
そ
の
単

純
な
現
代
版
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
伊
右
衛
門
に
当
た

る
耕
一
を
「
気
が
弱
く
妻
に
尽
く
す
夫
」
、
お
岩
に
当

た
る
保
子
を
「
わ
が
ま
ま
な
妻
」
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
設
定
に
す
る
な
ど
、
独
自
の
ア
レ
ン
ジ
が
加
え

ら
れ
て
い
ま
す
。 

 
  

本
資
料
は
、
秘
書
に
よ
る
清
書
稿
（
「
東
京
都
下
町
田

市
玉
川
学
園
」
の
住
所
が
印
字
さ
れ
て
い
る
原
稿
用
紙

の
表
面
使
用
）
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
遠
藤

の
手
に
よ
っ
て
加
筆
・
修
正
し
た
跡
が
散
見
さ
れ
ま
す
。 

秘
書
に
よ
る
清
書
稿
に
校
正
を
入
れ
る
の
は
、
一
度

書
い
た
も
の
を
他
者
の
筆
跡
で
読
む
こ
と
で
客
観
視

し
、
見
直
し
た
い
と
き
に
採
ら
れ
た
手
法
で
、
小
説
作

品
で
も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
方

法
で
書
か
れ
て
い
な
が
ら
、
全
一
一
一
枚
の
う
ち
五
九

枚
目
か
ら
六
二
枚
目
は
、
秘
書
が
書
い
た
部
分
は
な
く

丸
々
遠
藤
の
筆
跡
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

  

該
当
す
る
の
は
、
自
分
が
不
治
の
病
に
侵
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
保
子
と
、
耕
一
の
対
話
の

場
面
。
こ
の
四
枚
だ
け
が
真
筆
な
の
は
、
展
開
を
大
幅

に
修
正
し
た
た
め
に
差
し
替
え
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
こ
の
部
分
は
秘
書
の
清
書
稿
が
残
さ
れ
て
い
な

い
た
め
異
同
を
検
証
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
直

前
に
当
た
る
五
八
枚
目
の
最
後
に
書
か
れ
た
保
子
の

「
注
射
が
駄
目
な
ら
…
…
そ
こ
の
睡
眠
薬
を
と
っ
て
」

と
い
う
台
詞
が
削
除
さ
れ
て
い
る
点
は
、
注
目
に
値
す

る
で
し
ょ
う
。 

差
し
替
え
後
の
原
稿
で
は
、
保
子
が
自
分
の
苦
し
み

を
吐
露
し
、
耕
一
に
そ
れ
を
分
か
っ
て
ほ
し
い
と
訴
え

る
展
開
に
な
り
ま
す
。
睡
眠
薬
に
つ
い
て
は
、
耕
一
の

方
か
ら
「
眠
れ
ば
…
…
そ
の
苦
し
み
を
今
だ
け
で
も
忘

れ
ら
れ
る
」
と
、
医
師
の
処
方
に
沿
っ
た
服
用
を
促
す

流
れ
に
変
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
耕
一
は
自
分
の
手
で
睡

眠
薬
を
飲
ま
す
こ
と
は
し
ま
せ
ん
が
、
保
子
の
手
の
届

く
と
こ
ろ
に
薬
瓶
を
置
い
て
部
屋
を
出
て
い
き
ま
す
。 

 

「喜劇 新四谷怪談」草稿 58 枚目 

  秘書による清書稿 
 

    

「喜劇 新四谷怪談」草稿 59 枚目 

  自筆部分 
 

    

遠
藤
は
、
こ
の
よ
う
な
耕
一
の
人
物
像
を
「
善
魔
」

と
い
う
造
語
で
表
現
し
て
い
ま
す
。
本
作
を
発
表
し
た

の
と
同
時
期
に
書
か
れ
た
「
善
魔
に
つ
い
て
」
と
い
う

エ
ッ
セ
イ
に
よ
る
と
、「
善
魔
」
と
は
「
自
分
の
主
義
、

自
分
の
宗
教
だ
け
が
正
し
い
」
と
考
え
、「
そ
の
独
善
主

義
の
た
め
に
他
人
が
傷
つ
け
ら
れ
、
不
幸
に
な
っ
て
い

る
こ
と
に
も
無
神
経
」
な
人
の
こ
と
で
、
そ
の
言
動
は

「
そ
れ
が
大
義
名
分
の
旗
じ
る
し
で
行
わ
れ
る
だ
け
に 

  

  
 

                    

秘
書
の
清
書
稿
で
作
品
を
客
観
視 

 

｢

同
伴
者｣

の
対
極
に
あ
る｢

善
魔｣
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ほ
か
の
迷
惑
や
傷
よ
り
大
き
く
、
深
い
場
合
さ
え
あ

る
」
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
耕
一
は
一
見
す
る
と
善

良
な
人
物
に
思
え
ま
す
が
、
苦
し
む
姿
を
見
る
に
耐

え
な
い
と
い
う
の
は
、
相
手
を
思
っ
て
の
こ
と
で
は

な
く
、
エ
ゴ
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。 

保
子
の
心
に
寄
り
添
お
う
と
せ
ず
、
結
果
的
に
彼

女
を
追
い
詰
め
て
い
く
耕
一
は
、
遠
藤
が
『
沈
黙
』

や
『
侍
』
な
ど
で
繰
り
返
し
描
い
て
い
る
、
苦
し
み

や
哀
し
み
に
共
感
し
傍
に
い
て
く
れ
る
「
同
伴
者
」

と
し
て
の
イ
エ
ス
像
と
は
対
照
的
で
あ
り
、
こ
の
改

稿
は
、
そ
の
こ
と
を
よ
り
は
っ
き
り
と
描
き
出
す
た

め
に
さ
れ
た
も
の
だ
と
推
測
で
き
ま
す
。
作
品
の
核 

 
 

  

に
な
る
場
面
を
執
筆
す
る
際
に
、
思
索
を
巡
ら
し
た
こ

と
が
窺
い
知
れ
る
資
料
で
す
。 

な
お
、
完
成
稿
と
比
較
す
る
と
名
前
の
付
い
て
い
な

い
登
場
人
物
が
い
る
と
い
っ
た
細
か
な
差
異
が
あ
る
た

め
、
こ
の
草
稿
に
さ
ら
に
手
を
加
え
た
も
の
を
完
成
稿

に
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

『喜劇 新四谷怪談』 
（1974年 新潮社） 

『影に対して  

母をめぐる物語』 
（2020年 新潮社） 

見返し部分には２枚の自筆

原稿が印刷されており、推

敲の様子が確認できる。 

 

 小
山
田
村
に
生
ま
れ
る 

 

執
筆
時
期
は
一
九
六
四
年
後
半
か
ら
六
九
年
後
半
の

間
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
特
定
す
る
手
掛

か
り
と
な
っ
た
の
は
、
原
稿
用
紙
に
印
字
さ
れ
た
住
所

で
し
た
。 

本
作
で
使
用
さ
れ
て
い
る
原
稿
用
紙
は
、「
喜
劇 

新

四
谷
怪
談
」
と
は
異
な
り
、「
東
京
都
町
田
市
本
町
田
玉

川
学
園
」
と
書
か
れ
た
も
の
。
住
居
表
示
の
変
更
を
受

け
て
作
成
し
直
さ
れ
た
た
め
、
町
田
市
居
住
期
間
に
使

用
し
て
い
た
原
稿
用
紙
は
、
実
は
二
種
類
存
在
し
て
い

る
の
で
す
。 

遠
藤
が
市
内
に
転
入
し
た
の
は
一
九
六
三
年
三
月
、

住
居
表
示
が
「
本
町
田
字
玉
川
学
園
」
か
ら
「
玉
川
学

園
」
に
変
わ
っ
た
の
は
六
七
年
七
月
の
こ
と
で
す
が
、

き
っ
ち
り
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
切
り
替
え
た
わ
け
で
は 

 

 
あ
り
ま
せ
ん
。
六
四
年
半
ば
ま
で
は
以
前
住
ん
で
い
た

「
目
黒
区
駒
場
」
の
住
所
が
入
っ
た
も
の
を
使
用
し
、

「
本
町
田
玉
川
学
園
」
版
は
、
そ
の
後
か
ら
六
九
年
後

半
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
遠
藤
周
作
文
学
館

の
調
査
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
印

刷
済
み
の
在
庫
を
使
い
き
り
、
増
刷
が
必
要
に
な
っ
た

際
に
住
所
を
修
正
し
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

発
見
さ
れ
た
一
〇
四
枚
の
う
ち
、
二
枚
が
遠
藤
の
手

で
書
か
れ
た
第
一
稿
、
残
り
は
秘
書
に
よ
る
清
書
稿
で

す
。
そ
の
二
枚
は
原
稿
用
紙
表
面
の
升
目
で
は
な
く
、

裏
面
に
細
か
い
文
字
で
書
き
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。 

一
枚
に
書
か
れ
た
文
字
数
は
、
通
常
の
四
〇
〇
字
詰

め
原
稿
用
紙
に
換
算
す
る
と
約
六
枚
分
に
当
た
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
裏
面
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
純
文

学
作
品
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
、
頻
繁
な
用
紙
替
え
に
よ

っ
て
リ
ズ
ム
が
崩
れ
る
こ
と
を
防
ぎ
、
執
筆
に
没
入
で

き
る
環
境
を
作
る
た
め
の
独
自
の
手
法
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
影
に
対
し
て
」
は
、
純
文
学

作
品
と
い
う
意
識
で
書
い
た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。 

残
さ
れ
た
原
稿
用
紙
が
、
綴
ら
れ
た
言
葉
だ
け
で
は

な
く
、
そ
ん
な
情
報
も
伝
え
て
く
れ
た
の
で
す
。 

 「
喜
劇 

新
四
谷
怪
談
」
草
稿
は
、
二
階
展
示
室
で
開

催
中
の｢

20×

20
原
稿
用
紙
展｣

に
お
い
て
、
初
公
開

し
て
い
ま
す
（
三
月
二
八
日
㈰
ま
で
）。 

 

遠
藤
の
小
説
や
エ
ッ
セ
イ
に
は
親
し
ん
で
い
て
も
、

戯
曲
に
は
触
れ
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
方
も
多
い
と
思

い
ま
す
。
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
、
作
品
を
お
手
に
取
っ
て

み
て
く
だ
さ
い
。 

 
 
 

（
学
芸
員 

杉
本
佳
奈
） 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

遠
藤
周
作
の
原
稿
と
い
え
ば
、
昨
年
、
長
崎
市
遠

藤
周
作
文
学
館
の
収
蔵
資
料
の
中
か
ら
未
発
表
小
説

が
発
見
さ
れ
話
題
と
な
り
ま
し
た
。
タ
イ
ト
ル
は
「
影

に
対
し
て
」。
父
母
に
つ
い
て
書
か
れ
た
半
自
伝
的
な

内
容
で
あ
る
こ
と
や
、
主
人
公
の
名
字
が
、『
海
と
毒

薬
』
や
『
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
』
な
ど
遠
藤
作
品
に
お
い

て
繰
り
返
し
登
場
す
る
「
勝
呂
」
で
あ
る
こ
と
な
ど

か
ら
、
極
め
て
重
要
な
作
品
と
評
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

長
崎
で
未
発
表
作
品
発
見
！
原
稿
用
紙
が
語
る
執
筆
時
期
・
作
家
の
意
思 
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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」「あした」 

その他：「多摩のあゆみ」「隣人」 

 

二
〇
一
八
年
の
暮
れ
、 

ホ
コ
リ
を
か
ぶ
っ
た
古
い 

ノ
ー
ト
の
山
の
中
か
ら
、 

英
語
で
書
か
れ
た
一
冊
の 

日
記
が
見
つ
か
っ
た
。
詩 

人
・
八
木
重
吉
が
鎌
倉
の 

神
奈
川
県
師
範
学
校
時
代
、 

一
六
歳
か
ら
一
七
歳
の
時 

期
に
、
英
作
文
の
練
習
の 

た
め
書
い
た
も
の
が
、
一
〇
〇
余
年
の

眠
り
か
ら
覚
め
た
瞬
間
だ
っ
た
。 

一
九
六
一
（
昭
和
36
）
年
の
火
災
で
、

重
吉
の
学
生
時
代
の
日
記
や
文
章
が
消

失
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
こ
れ
は
当
時

の
重
吉
を
知
る
貴
重
な
資
料
だ
と
い

う
。
英
作
文
の
練
習
の
た
め
か
、
そ
の

日
に
起
き
た
こ
と
を
淡
々
と
綴
っ
て
い

る
が
、
そ
の
こ
と
が
か
え
っ
て
、
ま
る

で
そ
こ
に
重
吉
が
い
る
か
の
よ
う
な
臨

場
感
を
感
じ
さ
せ
る
。
時
折
、（
雪
を
解

か
す
雨
が
軒
か
ら
落
ち
る
音
に
）「
そ
れ 

１９１５（大正４）年の八木重吉英文日記（翻訳） 

―垣間見る八木重吉の詩心― 

八木重吉／著 小林正継／翻訳 佐藤ひろ子／監修 

八木重吉英文日記刊行委員会・いのちのことば社 2020.10 

は
何
か
哀
し
い
も
の
に
つ
い
て
／
僕
に
話
し

か
け
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
た
。
僕
の
周
り

を
見
た
け
れ
ど
、
僕
を
助
け
て
／
く
れ
る
も

の
は
無
く
、
僕
だ
け
だ
っ
た
。
／
孤
独
！
そ

う
思
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。」
（
一
月
一
〇

日
）
な
ど
、
詩
人
の
片
鱗
を
感
じ
さ
せ
る
記

述
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
今
日
は
何
も
特

別
な
こ
と
は
／
な
か
っ
た
。」（
一
一
月
一
九

日
）
と
い
う
日
も
あ
る
が
、
一
日
も
欠
か
す

こ
と
な
く
書
い
て
お
り
、
真
剣
に
英
語
に
向

き
合
っ
て
い
た
若
き
重
吉
を
ほ
ほ
え
ま
し
く

思
え
る
。 

 
 

こ
の
ノ
ー
ト
を
発
掘
し
、
刊
行
し
た
八
木

重
吉
記
念
館
館
長
代
行
・
佐
藤
氏
、
翻
訳
者

の
小
林
氏
の
ご
苦
労
に
改
め
て
敬
意
を
表

し
た
い
。
多
く
の
フ
ァ
ン
に
と
っ
て
貴
重
な

一
冊
と
な
る
だ
ろ
う
。 

 

  

 

  

 

 

    

 

  

 

  

 

  

 

 

    

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

  

新 刊 紹 介 

八木重吉 （1898～1927） 

詩人。南多摩郡堺村相原（現・町田市相原）の自作農の家

に生まれる。1912(明治 45)年神奈川県師範学校予科（鎌倉

校 現・横浜国立大学）入学。17(大正６)年東京高等師範

学校文科第三部英語予科に進学。在学中、北村透谷に傾倒

し、18年には未亡人である北村ミナ(町田の自由民権家・石

阪昌孝長女)を訪ねている。翌年には駒込基督会で洗礼を受

け、のちに内村鑑三の感化で、無教会主義の真摯なキリス

ト教信者となる。21(大正 10)年兵庫県の師範学校に英語教

師として就職。翌年、島田とみと結婚、長女、長男をもう

けるが、二人とも重吉没後に夭逝した。結婚した頃から詩

作に専念。25(大正 14)年に生前唯一の詩集『秋の瞳』を縁

戚でもある加藤武雄(作家)の助力を得て刊行。その後「詩之

家」をはじめとする詩誌に作品を発表したが、27(昭和２)

年、結核により死去。享年 29。 

没後、加藤武雄、妻とみ(登美子)、とみと再婚した吉野秀雄

らの尽力により、その作品が広く知られることとなった。

町田ゆかりの作家。 
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『創作童話集（十）魔法のえんぴつ』 

童話創作の会『魔法のえんぴつ』 2020.11 

『みたら みられた』たけがみたえ／著 

 アリス館 2021.1 

 

『今井正和歌論集 猛獣を宿す歌人達』 

 今井正和／著 コールサック社 2020.12 

 
 

 

樋
口
一
葉
の
許
嫁
で
あ
っ
た
渋
谷

三
郎
（
の
ち
に
秋
田
県
・
山
梨
県
知
事

を
務
め
る
）
は
町
田
市
原
町
田
出
身
。

樋
口
家
・
渋
谷
家
の
百
年
に
渡
る
絆
を

調
査
・
研
究
に
よ
っ
て
克
明
に
描
き
出

し
た
労
作
。
著
者
は
町
田
市
在
住
。 

 
つ
い
に
出
た
！ 

絵
本
作
家
、
た
け

が
み
た
え
の
真
骨
頂
！
だ
。
ふ
と
目
が

あ
っ
た
生
き
物
た
ち
と
、「
何
か
が
通
じ

た
（
気
が
す
る
）
」
瞬
間
が
大
胆
に
、
心
の

奥
に
迫
っ
て
く
る
。「
あ
る
、
あ
る
、
こ

ん
な
時
！
」
と
思
え
た
ら
、
と
て
も
シ
ア

ワ
セ
。
特
に
タ
ヌ
キ
、
あ
り
そ
う
・
・
・
。 

 

  

 

  

新 刊 紹 介 新 刊 紹 介 

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。 

今井正和 

1952 年生まれ。87 年

「未来」入会、近藤芳

美に師事。歌集に『天

路』、『聖母の砦』、『野

火』など。評論集に『無

明からの礫』がある。

「まろにゑ」同人、高

校世界史講師。町田市

在住。 

「樋口一葉と渋谷三郎―三代百年の絆―」 

  梅田素門／著 2020 

 

 

齢
九
〇
を
目
前
に
し
て
い
る
と
い
う
著

者
池
田
氏
は
、
町
田
ゆ
か
り
の
俳
諧
師
・
五

十
嵐
浜
藻
の
曽
孫
で
あ
る
。
若
い
頃
に
叔
父

の
勧
め
で
俳
句
を
始
め
、
石
川
桂
郎
、
八
幡

城
太
郎
に
も
句
会
で
ま
み
え
た
こ
と
が
あ

る
と
い
う
。 

 

胸
は
っ
て
泣
き
じ
ゃ
く
る
子
や
木
々
芽

吹
く 

 

（
あ
と
が
き
か
ら
）「
私
、
八
十
才
を
過

ぎ
ま
し
た
。
名
作
と
言
わ
れ
る
童
話
か

ら
も
、
仲
間
が
創
る
童
話
か
ら
も
、
し
み

じ
み
と
し
た
情
感
や
若
々
し
い
歓
喜

を
、
こ
の
歳
に
な
っ
た
今
、
改
め
て
新
鮮

に
感
じ
て
い
ま
す
。
／
外
出
自
粛
の
こ

の
時
期
を
、
お
蔭
様
で
、
大
切
に
愛
お
し

ん
で
過
ご
し
ま
し
た
」
。
創
作
と
い
う
行

為
の
か
け
が
え
の
な
さ
が
伝
わ
る
。 

『句集 平生』池田なほ／著 

 ブックコム 2020.12 

  

 

 

沖
縄
の
歌
誌
「
く
れ
な
い
」
に

二
〇
一
六
年
一
〇
月
か
ら
二
〇

年
一
二
月
ま
で
掲
載
さ
れ
た
全

五
〇
回
の
歌
壇
時
評
を
ま
と
め

た
も
の
。
時
評
と
い
う
も
の
に

つ
い
て
著
者
は
次
の
よ
う
に
言

う
。「
短
歌
が
内
か
ら
発
せ
ら
れ

た
言
葉
で
あ
る
以
上
、
そ
の
ぎ

り
ぎ
り
の
思
い
を
作
品
に
即
し

て
汲
み
上
げ
る
こ
と
が
、
そ
の

作
者
の
生
き
て
い
る
現
実
を
描

く
こ
と
に
も
な
る
」。
そ
の
意
味

で
「
時
評
は
作
品
と
い
う
蝋
燭

を
立
て
る
燭
台
で
あ
ら
ね
ば
な

ら
な
い
」。
内
に
猛
獣
を
宿
す
歌

人
た
ち
へ
の
、
敬
愛
に
満
ち
た

歌
論
集
。 

たけがみたえ 1986年生まれ。町田ゆかりの絵本作

家。作品に『マンボウひまなひ』『きょうは泣き虫』

『うみのあじ』『だんだん だんだん』などがある。 
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二
〇
二
〇
年
三
月
以
降
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
予
定
し

て
い
た
展
覧
会
・
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
が
不
能
と
な
る
な

か
、
文
学
館
で
は
所
蔵
資
料
の
整
理
・
登
録
を
加
速
さ

せ
、
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
通
常
は
展
覧
会

業
務
を
中
心
に
担
当
し
て
い
る
学
芸
員
も
資
料
整
理
に

回
り
、
地
下
収
蔵
庫
で
資
料
と
向
き
合
う
日
々
を
過
ご

し
ま
し
た
。 

今
回
は
、
当
館
に
一
二
年
前
に
寄
贈
さ
れ
た
、
三
井
永

一
氏
の
挿
絵
原
画
の
整
理
・
登
録
作
業
に
つ
い
て
、
利
用

者
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
文
学
館
の
地
下

階
で
の
仕
事
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。 

 
 

  

三
井
永
一
氏
（
一
九
二
〇
―
二
〇
一
三
）
は
山
形
県
鶴

岡
市
に
生
ま
れ
、
川
端
画
学
校
、
春
陽
会
洋
画
研
究
所
な

ど
で
木
村
荘
八
、
岡
鹿
之
助
ら
に
師
事
し
洋
画
を
学
び
ま

し
た
。
師
で
あ
る
木
村
荘
八
は
洋
画
家
と
し
て
、
永
井
荷

風
「
濹
東
奇
譚
」
を
は
じ
め
文
豪
の
挿
絵
を
描
き
ま
し
た
。

師
の
影
響
を
受
け
、
戦
後
、
三
井
氏
も
挿
絵
の
世
界
に
登

場
し
ま
す
。 

活
躍
の
場
は
時
代
小
説
・
剣
戟
小
説
・
ミ
ス
テ
リ
ー
小

説
が
中
心
で
し
た
。
柴
田
錬
三
郎
、
池
波
正
太
郎
、
早
乙

女
貢
、
高
木
彬
光
、
横
溝
正
史
作
品
の
挿
絵
や
カ
バ
ー
絵 

な
ど
を
多
く
手
が
け
て
い
ま
す
。
三
井
氏
が
世
田
谷
か

ら
町
田
に
転
居
し
て
き
た
の
は
一
九
七
七
年
、
五
七
歳

の
時
。
以
後
晩
年
ま
で
町
田
市
に
暮
ら
し
ま
し
た
。 

挿
絵
原
画
は
、
文
学
館
が
開
館
し
た
二
年
後
の
二
〇

〇
八
年
、
高
齢
に
な
ら
れ
た
三
井
さ
ん
ご
本
人
の
希
望

に
よ
り
、
寄
贈
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。
そ
の
数
お
よ
そ

三
百
数
十
タ
イ
ト
ル
。 

受
入
時
に
分
か
る
範
囲
で
作
品
、
出
版
社
な
ど
を
分

類
し
、
原
画
を
一
枚
ず
つ
保
存
用
の
フ
ァ
イ
ル
に
入
れ
、

保
存
の
た
め
の
作
業
は
終
え
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
そ

の
後
の
整
理
は
そ
こ
で
止
ま
っ
た
ま
ま
で
し
た
。 

   

  
 

  

文
学
館
が
所
蔵
し
て
い
る
直
筆
原
稿
等
の
貴
重
資
料

は
、
町
田
市
立
図
書
館
の
蔵
書
検
索
シ
ス
テ
ム
に
登
録

し
活
用
し
て
い
ま
す
。 

図
書
の
検
索
と
同
様
、
探
し
て
い
る
資
料
の
「
タ
イ
ト

ル
」「
著
者
」「
出
版
社
」「
出
版
年
」
な
ど
の
手
が
か
り

を
検
索
シ
ス
テ
ム
に
入
力
す
る
と
合
致
す
る
資
料
が
ど

こ
に
あ
る
か
表
示
さ
れ
ま
す
。
な
る
べ
く
多
く
の
手
が

か
り
を
正
確
に
シ
ス
テ
ム
に
落
と
し
込
む
こ
と
で
、
探

し
て
い
る
人
に
資
料
が
届
く
可
能
性
を
高
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
シ
ス
テ
ム
に
入
力
す
べ
き
情
報
が
「
な
い
」

あ
る
い
は
「
欠
け
て
い
る
」
資
料
に
つ
い
て
調
べ
て
い
く

の
が
「
不
明
資
料
」
の
調
査
で
す
。 

三
井
氏
が
故
人
の
た
め
、
多
く
の
時
間
と
労
力
を
要

し
た
の
が
、
こ
の
不
明
資
料
の
調
査
で
し
た
。
し
か
も
、

調
査
対
象
が
挿
絵
原
画
と
い
う
の
が
難
点
で
し
た
。 

こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
、
想
像
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

 

   

 

川口松太郎▶ 
『蛇姫様』挿絵 

 

◀柴田錬三郎 

『自選眠狂四郎

続』より「風流梅

花譜」口絵 

図１ 

      

 
 

 
 

画
家

三
井
永
一
資
料
登
録 

わ
ず
か
な
手
が
か
り
か
ら
挿
絵
原
画
の
文
学
作
品
を
探
索 

挿
絵
を
手
が
け
た
洋
画
家 

困
難
を
き
わ
め
た｢

不
明
資
料｣

調
査 
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一
人
の
侍
が
佇
ん
で
い
る
一
枚
の
挿
絵
原
画
が
あ
る

と
し
ま
す
。
そ
れ
だ
け
で
は
ど
う
し
よ
う
も
あ
り
ま
せ

ん
。
佇
ん
で
い
る
侍
が
何
者
で
、
い
つ
出
版
さ
れ
誰
が
書

い
た
何
と
い
う
作
品
の
一
場
面
か
、
見
た
だ
け
で
分
か

れ
ば
早
い
の
で
す
が
、
原
画
自
体
や
原
画
が
入
っ
て
い

た
封
筒
、
添
え
ら
れ
て
い
た
手
紙
な
ど
か
ら
手
が
か
り

を
か
き
集
め
、
候
補
を
絞
り
、
出
版
物
と
照
合
し
特
定
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

た
だ
、
あ
り
が
た
い
こ
と
に
三
井
氏
は
大
変
几
帳
面

な
方
で
、
多
く
の
原
画
は
掲
載
誌
名
な
ど
の
情
報
が
記

さ
れ
、
出
版
社
の
封
筒
に
入
れ
て
あ
り
ま
し
た
。 

六
ペ
ー
ジ
の
図
１
川
口
松
太
郎
著
『
蛇
姫
様
』（
立
風

書
房
一
九
七
〇
年
刊
）
の
挿
絵
原
画
は
そ
の
例
で
す
。
右

上
に
返
却
先
の
住
所
と
制
作
年
月
日
、
右
下
に
「
立
風
」

「
蛇
姫
」
の
記
載
が
あ
り
ま
す
。 

数
多
く
の
連
載
に
挿
絵
を
描
い
て
い
た
自
身
の
整
理

の
為
制
作
時
に
メ
モ
し
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、

返
却
の
願
い
を
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
当
時
は
作
家

の
原
稿
も
画
家
の
原
画
も
出
版
社
に
届
け
ら
れ
た
後
返

却
さ
れ
な
い
の
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
し
た
。 

 

   

    

Ⅲ

．
原
画
が
入
っ
て
い
た
封
筒
の
出
版
社
名 

Ⅳ

．
原
画
返
却
先
と
し
て
記
さ
れ
た
住
所 

Ⅴ

．
落
款
・
サ
イ
ン 

こ
れ
ら
が
原
画
ご
と
に
あ
っ
た
り
、
な
か
っ
た
り
。 

そ
の
他
、
絵
の
描
き
方
、
描
か
れ
た
テ
ー
マ
（
侍
、
歴

史
上
の
人
物
な
ど
）
を
整
理
し
て
き
た
自
身
の
記
憶
と 

照
合
し
、
ト
ラ
ン
プ
の
「
神
経
衰
弱
」
の
よ
う
に
バ
ラ
バ

ラ
に
な
っ
て
い
た
も
の
を
ま
と
め
る
こ
と
で
、
手
が
か

り
が
増
え
答
え
に
行
き
着
く
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。 

ど
の
出
版
物
と
照
合
す
る
か
、
本
の
候
補
が
あ
る
程

度
絞
れ
た
と
こ
ろ
で
、
国
立
国
会
図
書
館
に
行
っ
て
候

補
を
片
端
か
ら
照
合
し
、
確
認
が
取
れ
る
と
晴
れ
て
登

録
と
な
り
ま
す
。
担
当
者
二
人
が
か
り
で
雑
誌
も
含
め
、

一
日
に
三
〇
〇
か
ら
四
〇
〇
冊
に
目
を
通
し
、
資
料
と

同
じ
絵
が
載
っ
た
ペ
ー
ジ
に
つ
い
に
行
き
着
い
た
時
は

「
あ
っ
た
！
」
と
心
の
中
で
喜
び
の
声
が
湧
き
ま
し
た
。 

 

最
終
的
に
三
井
永
一
氏
の
資
料
は
約
三
〇
〇
件
登
録

し
、
公
開
し
て
い
ま
す
。
登
録
・
整
理
作
業
な
ど
本
当
は

細
か
な
作
業
も
た
く
さ
ん
あ
り
、
今
回
は
ご
く
一
部
の

紹
介
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
文
学
館
の
地
下
で

は
日
々
、
図
書
や
雑
誌
、
貴
重
資
料
の
登
録
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
検
索
機
で
図
書
を
探
す
時
な
ど
「
詳
細
検
索
」

か
ら
「
文
学
館
資
料
」
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
、
著
者
名
「
三

井
永
一
」
で
検
索
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
出
番
を
待
つ

お
宝
の
情
報
が
た
く
さ
ん
表
示
さ
れ
ま
す
。
貸
出
は
で

き
ま
せ
ん
が
、
窓
口
で
申
請
書
を
書
い
て
頂
け
れ
ば
ど

な
た
で
も
閲
覧
が
可
能
で
す
。
調
査
・
研
究
な
ど
に
ど
う

ぞ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。 

 
 

（
学
芸
員 

伊
藤
あ
や
）  

 

 

調
査
が
必
要
だ
っ
た
の
は
約
一
〇
〇
件
。
手
が
か
り

に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。 

Ⅰ

．
原
画
に
記
さ
れ
た
作
品
名
、
作
者
名
、
出
版
社
名
、

掲
載
誌
名 

Ⅱ

．
原
画
に
押
さ
れ
た
制
作
年
月
日
の
ス
タ
ン
プ 

  

小松左京 ▶
「エスパイ」 

（「週刊漫画

サンデー」掲

載）挿絵 

◀日本文芸

家協会編 

『江戸恋い

明け烏－新

選代表作時

代小説 19』 

カバー絵 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

小
山
田
村
に
生
ま
れ
る 

 

 
 

三
井
永
一
資
料
公
開
記
念
講
演
会
・
朗
読
会 

三
月
二
〇
日
㈯ 

一
四
時~

一
六
時 

講
演
会 

「
時
代
小
説
に
お
け
る
ヒ
ー
ロ
ー
像
の
系
譜
」 

三
月
二
一
日
㈰ 

一
四
時~

一
五
時
半 

朗
読
会 

「
柴
田
錬
三
郎
〈
切
腹
心
中
〉
を
読
む
」 

詳
し
く
は
町
田
市
広
報
、
ポ
ス
タ
ー
、
チ
ラ
シ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

「
あ
っ
た
！
」
と 

国
会
図
書
館
で
叫
ぶ
（
心
の
中
で
） 
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「町田の文学」のバックナンバーは町田市民文学館ＨＰ（文学館からのお知らせ）で 

ご覧いただくことができます。 

 

「町田の文学」第 48号 2021年 2月 1日発行 

編集・発行／町田市民文学館ことばらんど 

〒194-0013 町田市原町田 4-16-17 TEL 042(739)3420 

FAX 042(739)3421 

★文学館公式ツイッター 

Twitter@machida_kotoba 

町田市民文学館では、2006年の開館以降、町田ゆかりの作家の自筆原稿や旧蔵品、

絵本の原画などをはじめ様々な文学資料を収集してきました。その収蔵品の中から、

市民の皆様にぜひご覧いただきたい“お宝”をサロンにて順次公開しています。 

らんちゃん 

©中垣ゆたか ことくん 

©中垣ゆたか 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

＊この冊子は 550部作成し、１部あたりの単価は 183円です（職員の人件費を含みます）  

ことばらんど お宝紹介 
 

 文学サロンミニ展示予定 
（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） 
 

●石川桂郎 
2021・2/16～4/4 

    
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。 

桜田常久文庫蔵書目録（和書篇）ができました 
目録は館内でご覧いただくことができます。 

町田市民文学館ＨＰ（町田ゆかりの作家たち）から 

ダウンロードもできます。貴重な資料が多数ありますので、 

調査・研究・読書にご活用ください。 
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