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当
記
念
館
は
開
館
か
ら
二
十
三
回
目
の
春
を
迎
え

る
が
、
毎
年
こ
の
時
期
に
は
「
次
回
の
企
画
展
示
の

テ
ー
マ
」
に
つ
い
て
悩
む
こ
と
に
な
る
。
二
十
年
を

経
た
施
設
で
は
あ
る
が
「
運
営
の
基
本
方
針
」
が
定

か
で
な
い
こ
と
は
否
め
ず
、
専
任
職
員
の
い
な
い
中

で
長
期
展
望
を
ま
と
め
き
れ
な
い
ま
ま
と
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
。
財
政
事
情
は
厳
し
い
が
、「
今
あ
る

施
設
を
ど
う
生
か
す
か
」
は
、
市
の
特
長
を
生
み
出

す
う
え
で
も
重
要
な
こ
と
と
思
う
。

　
さ
て
、「
展
示
の
方
針
」
で
あ
る
が
、
当
記
念
館

は
ス
ペ
ー
ス
が
少
な
い
施
設
で
は
あ
る
が
、
膨
大
な

収
蔵
資
料
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
収
蔵
品
に
つ
い
て

五
年
あ
る
い
は
十
年
を
一
ス
パ
ン
と
し
て
「
展
示

テ
ー
マ
」を
設
定
し
、こ
れ
ま
で
に
展
示
で
き
な
か
っ

た
資
料
の
ほ
か
、
新
た
に
発
掘
さ
れ
た
資
料
を
加
え

な
が
ら
展
示
に
メ
リ
ハ
リ
を
付
け
、
多
く
の
皆
様
か

ら
来
館
い
た
だ
く
よ
う
に
工
夫
し
て
は
、と
考
え
る
。

　
今
年
は
終
戦
か
ら
七
十
年
。
マ
ス
コ
ミ
も
年
頭
か

ら
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
特
集
を
組
ん
で
い
る
。
あ
ら

た
め
て
平
和
の
意
義
が
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ

ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
「
戦
争
と
柊
二
」
に
関
す

る
展
示
を
し
て
き
て
は
い
る
が
、
節
目
に
当
た
る
今

回
は
、
ま
た
別
の
観
点
か
ら
と
ら
え
て
み
よ
う
と
準

備
を
進
め
て
い
る
。
戦
後
に
育
っ
た
「
戦
争
を
知
ら

な
い
世
代
」が
過
半
を
占
め
る
こ
と
と
な
っ
た
今
日
、

も
う
一
度
考
え
て
み
る
た
め
に
も･･･

。
　

あ
ら
た
め
て
戦
争
を
考
え
る
機
会
に
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区　　分 応募作品数 応募者数

一 般 の 部 ９１９首 ３８８人

ジュニアの部 １１，１３２首 ５，６８０人

（ 小 学 生 ） ３，０９９首 １，５８７人

（ 中 学 生 ） ４，５９６首 ２，２９３人

（ 高 校 生 ） ３，４３７首 １，８００人

総　　数 １２，０５１首 ６，０６８人

　
第
二
〇
回
全
国
短
歌
大
会
は
、
選
者
に

三
井
修
先
生
（
塔
短
歌
会
）、
田
宮
朋
子

先
生
（
コ
ス
モ
ス
短
歌
会
）
を
お
迎
え
し

て
行
い
ま
し
た
。
総
数
一
二
，
〇
五
一
首

に
の
ぼ
る
過
去
最
高
の
応
募
で
、
特
に

ジ
ュ
ニ
ア
部
門
の
応
募
が
急
増
し
て
い
ま

す
。
多
く
の
学
校
で
短
歌
を
学
習
し
て
い

る
成
果
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
六
日
に
は
、

堀
之
内
公
民
館
を
会
場
に
三
百
人
を
超
え

る
参
加
者
を
お
迎
え
し
て
、
盛
大
な
大
会

を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
平
成
二
十
七
年
度
も
第
二
十
一
回
と
な

る
短
歌
大
会
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
五
月

一
日
か
ら
応
募
受
付
を
開
始
し
、
一
般
の

部
は
七
月
三
十
一
日
、
ジ
ュ
ニ
ア
部
門
は

九
月
八
日
が
締
め
切
り
の
予
定
で
す
。
な

お
、
表
彰
式
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
第

三
日
曜
日
だ
っ
た
開
催
日
を
土
曜
日
に
変

更
で
き
る
か
ど
う
か
、検
討
し
て
い
ま
す
。

　
節
目
の
二
〇
年
を
こ
え
て
、
こ
れ
か
ら

も
大
き
な
大
会
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
大
勢
の
皆
様
の
参
加
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

報告 
第
二
〇
回
宮
柊
二
記
念
館
全
国
短
歌
大
会

一
二
、〇
五
一
首
の
応
募

　
最
優
秀
賞

　  

ま
っ
青
な
空
が
そ
お
っ
と
持
ち
上
げ
た
ガ
ー
ゼ
の
よ
う
な
初
夏
の
雲
　
　
　
　
　
　
　
谷
池
宏
美

　
選
者
賞
（
三
井
　
修 

選
）

　  

ヤ
ブ
ラ
カ
シ
咲
い
て
さ
ら
地
は
草
の
海
難
破
し
て
い
る
土
蔵
が
白
い
　
　
　
　
　
　
　
吉
﨑
美
沙
子

　
選
者
賞
（
田
宮
朋
子 

選
）

　  

七
メ
ー
ト
ル
の
雪
庇
落
し
の
先
揺
れ
て
上
向
け
る
顔
に
雪
降
り
掛
か
る
　
　
　
　
　
　
関
　
泰
邦

　
選
者
賞
（
三
井
　
修 

選
）

　  

読
書
は
ね
い
ろ
ん
な
世
界
へ
飛
び
こ
め
る
お
か
し
の
国
へ
出
発
進
行
　
　
　
　
　
　
　
長
谷
川
雅
奈

　
選
者
賞
（
田
宮
朋
子 

選
）

　  

秋
の
日
に
一
人
で
帰
る
電
車
内
さ
び
し
い
気
持
ち
が
ス
ピ
ー
ド
を
増
す
　
　
　
　
　
　
村
上
善
将

　
選
者
賞
（
三
井
　
修 

選
）

　  

楽
器
た
ち
ぼ
く
だ
ぼ
く
だ
と
主
張
す
る
け
れ
ど
ホ
ー
ル
に
は
一
つ
の
音
楽
　
　
　
　
　
浅
野
真
太
朗

　
選
者
賞
（
田
宮
朋
子 

選
）

　  

本
テ
レ
ビ
パ
ソ
コ
ン
電
話
カ
メ
ラ
辞
書
今
で
は
そ
れ
が
片
手
で
持
て
る
　
　
　
　
　
　
滝
澤
晋
伍

　
選
者
賞
（
三
井
　
修 

選
）

　  

花
と
人
似
て
い
る
と
こ
ろ
あ
る
ん
だ
よ
異
な
る
個
性
色
や
形
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
阿
部
麻
貴

　
選
者
賞
（
田
宮
朋
子 

選
）

　  

朝
五
時
に
弁
当
作
る
母
さ
ん
の
台
所
の
音
聴
い
て
る
枕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
多
賀
大
悟

【
一
般
の
部
】

【
ジ
ュ
ニ
ア
部
門（
中
学
生
の
部
）】

【
ジ
ュ
ニ
ア
部
門（
小
学
生
の
部
）】

【
ジ
ュ
ニ
ア
部
門（
高
校
生
の
部
）】

第２０回　短歌大会　応募状況
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本
海
に
面
し
た
雪
国
出
身
で
す
。
そ
ん
な

事
情
も
あ
っ
て
、
柊
二
に
は
大
変
親
近
感

を
持
っ
て
き
ま
し
た
。
従
っ
て
、
今
回
、

第
二
十
回
宮
柊
二
記
念
館
全
国
短
歌
大
会

の
選
者
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と

は
、
私
に
と
っ
て
大
き
な
喜
び
で
し
た
。

　
一
般
の
部
は
優
れ
た
作
品
が
多
い
と
思

い
ま
し
た
。
素
材
も
職
業
の
歌
、
家
族
の

歌
、自
然
の
歌
、恋
の
歌
、回
想
の
歌
等
々
、

広
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、

作
者
が
こ
れ
ま
で
に
積
み
重
ね
て
き
た
人

生
の
重
み
を
感
じ
さ
せ
る
作
品
も
あ
り
、

若
者
の
み
ず
み
ず
し
い
未
来
を
感
じ
さ
せ

る
作
品
も
あ
り
ま
し
た
。
選
歌
作
業
は
大

変
な
中
に
も
楽
し
さ
が
あ
り
ま
し
た
。

　
一
方
、
ジ
ュ
ニ
ア
の
部
は
そ
の
数
の
多

　
宮
柊
二
は
私
の
最
も
好
き
な
歌
人
の
一

人
で
す
。
理
由
は
い
く
つ
か
あ
る
の
で
す

が
、
一
つ
は
、
柊
二
は
製
鉄
会
社
に
勤
務

す
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
私
も
ま
た
商
社
に
勤
務
し
な
が

ら
短
歌
を
作
っ
て
き
ま
し
た
。
ど
の
よ
う

な
立
場
で
あ
れ
、
短
歌
を
作
っ
て
い
く
と

い
う
こ
と
は
困
難
が
伴
う
こ
と
で
は
あ
り

ま
す
が
、
民
間
の
営
利
企
業
に
勤
め
な
が

ら
と
い
う
の
は
、
そ
れ
な
り
の
苦
し
み
が

付
き
纏
い
ま
す
。
柊
二
は
四
十
八
歳
で
会

社
を
退
職
し
て
、短
歌
に
専
念
し
ま
す
が
、

私
も
五
十
一
歳
で
退
職
し
ま
し
た
。ま
た
、

私
は
石
川
県
の
出
身
で
、
新
潟
県
と
石
川

県
は
間
に
富
山
県
を
挟
み
ま
す
が
、「
北

陸
信
越
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
共
に
日

さ
に
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
が
、
高
校
生
、
中

学
生
、
小
学
生
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
の
感

情
や
生
活
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
て
、
こ

れ
も
ま
た
楽
し
い
作
業
で
し
た
。
高
校
生

は
勉
強
や
部
活
、
恋
の
悩
み
な
ど
が
多

か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
中
に
両
親
や
祖

父
母
を
思
い
や
る
作
品
が
散
見
さ
れ
た
こ

と
は
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。
中
学
生
の
作

品
で
は
自
我
に
眼
覚
め
た
作
品
に
注
目
し

ま
し
た
。
小
学
生
は
自
然
に
対
す
る
新
鮮

な
感
動
の
作
品
に
惹
か
れ
ま
し
た
。
選
考

す
る
数
が
決
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の

よ
う
な
結
果
に
な
り
ま
し
た
が
、
入
選
し

な
か
っ
た
作
品
の
中
に
も
素
晴
ら
し
い
作

品
が
多
か
っ
た
の
で
、
落
胆
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。。―  「

入
選
作
品
集
」
よ
り
再
掲

　
宮
柊
二
記
念
館
全
国
短
歌
大
会
の
選
者

を
つ
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
光
栄
に
存

じ
ま
す
。
私
は
当
記
念
館
内
の
コ
ス
モ
ス

魚
沼
勉
強
会
の
会
員
で
す
。
海
外
を
含
め

て
全
国
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
た
く
さ
ん
の
短

歌
を
拝
見
し
、
身
が
引
き
締
ま
る
思
い
で

選
歌
い
た
し
ま
し
た
。

　
一
般
部
門
の
作
品
の
多
く
は
、
生
き
て

い
る
人
間
の
た
し
か
な
心
の
動
き
が
作
品

の
芯
に
な
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。「
生

の
証
明
」
と
い
う
言
葉
で
示
さ
れ
た
宮
柊

二
先
生
の
短
歌
観
が
、
逝
去
後
二
十
七
年

余
り
た
っ
て
も
受
け
継
が
れ
て
い
て
、
そ

れ
が
お
の
ず
と
応
募
作
品
に
反
映
し
て
い

る
よ
う
で
す
。
私
は
こ
の
大
会
に
毎
年
出

席
し
て
い
ま
す
が
、
変
わ
ら
な
い
素
材
の

作
品
が
あ
る
一
方
で
、
以
前
と
は
違
う
今

の
時
代
が
表
れ
て
い
る
作
品
も
あ
り
、「
コ

ス
モ
ス
創
刊
の
辞
」
の
「
わ
れ
わ
れ
が
い

か
な
る
時
代
の
生
命
者
で
あ
る
か
を
、
作

品
発
想
の
基
底
に
お
い
て
自
覚
し
て
い
た

い
と
お
も
い
ま
す
」
と
い
う
言
葉
を
思
い

あ
わ
せ
ま
し
た
。

　
ジ
ュ
ニ
ア
部
門
に
は
一
万
一
千
首
を
超

え
る
作
品
が
集
ま
り
ま
し
た
。
小
学
生
の

作
品
は
、
素
直
で
純
粋
で
ほ
ほ
え
ま
し

く
、
楽
し
く
読
み
ま
し
た
。
子
ど
も
の
心

が
、
年
齢
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
で
表
現
さ

れ
て
い
る
作
品
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
た

の
は
、
う
れ
し
い
こ
と
で
し
た
。
中
学
生

の
作
品
か
ら
は
、
心
身
と
も
に
急
成
長
す

る
世
代
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
感
じ
ま
し
た
。

高
校
生
の
作
品
は
、
青
春
期
の
詩
情
が
い

ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
歌
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
学
校
の
課
題
と
し
て
取
り
組
ん
だ
人

が
多
く
、
短
歌
を
作
る
の
は
む
ず
か
し
い

と
思
っ
た
人
も
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
し

か
し
、
苦
労
し
な
が
ら
も
短
歌
を
作
る
喜

び
を
味
わ
っ
た
人
も
い
た
は
ず
で
す
。
自

分
の
心
を
、
短
歌
と
い
う
詩
の
言
葉
で
表

現
で
き
た
と
き
は
う
れ
し
い
も
の
で
す
。

作
品
が
選
ば
れ
た
場
合
は
、
多
く
の
人
か

ら
読
ん
で
も
ら
う
喜
び
も
味
わ
う
は
ず
で

す
。
ジ
ュ
ニ
ア
世
代
の
方
々
に
は
、
こ
れ

か
ら
も
お
り
お
り
の
心
を
短
歌
の
形
で

歌
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。。

―  「
入
選
作
品
集
」
よ
り
再
掲

三井　修（みつい おさむ）田宮 朋子（たみや ともこ）

田   宮　朋   子　

【選者のことば】

　 心をうたう
三   井　 修   　

【選者のことば】

　 人生の重さと眩しい未来

　1948 年金沢市に生まれ、能登で育
つ。東京外国語大学ｱﾗﾋﾞｱ語学科卒、
一橋大学大学院言語社会研究科中退。
商社勤務の後、中東経済研究所上級研
究員、日本ｴﾈﾙｷﾞｰ経済研究所研究主幹、
東京外国語大学非常勤講師等を歴任。
商社勤務時代に中東駐在延べ六年。
　現在、塔短歌会選者、北陸中日新聞
短歌欄選者、NHK 学園講師、朝日ｶﾙﾁ
ｬｰ講師他。
　著書として歌集『砂の詩学』（現代
歌人協会賞）、『洪水伝説』、『ｱｽﾃｶの王』、

『風紋の島』（日本歌人ｸﾗﾌﾞ賞）、『軌跡』、
『砂幸彦』、『薔薇図譜』（泉鏡花記念金

沢市民文学賞）、『海図』（島木赤彦文
学賞）他、評論集『永田和宏の歌』

　昭和２５年、新潟県生まれ。
東洋大学卒業。昭和５５年、コ
スモス短歌会入会。平成３年、
コスモス内同人誌「桟橋」に
参加。平成１４年、第４８回
角川短歌賞受賞。平成１５年、
第４９回 O 先生賞受賞。同年、
第５０回コスモス賞受賞。平成
１８年よりコスモス選者。現在、
宮柊二記念館運営委員、現代
歌人協会会員、NHK 学園講師。
歌集『雛の時間』、『星の供花』、

『雪月の家』。
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記
念
館  

短
歌
教
室

和
気
あ
い
あ
い
と
学
び
合
う
教
室　

宮
柊
二
記
念
館
の
取
り
組
み
と
し
て

「
記
念
館
短
歌
教
室
」
が
あ
り
ま
す
。
毎

年
四
月
に
参
加
者
を
募
り
、
年
間
九
回
の

教
室
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
平
成
二
十
六

年
度
は
、
県
内
外
か
ら
四
〇
名
の
方
が
教

室
に
登
録
さ
れ
、新
発
田
市
在
住
の
歌
人
・

岡
崎
康
行
先
生（
コ
ス
モ
ス
短
歌
会
選
者
）

か
ら
指
導
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
教
室
は
、
当
日
一
日
だ
け
参
加
す
る

降
り
立
ち
て
ゴ
ム
長
ぐ
つ
か
ら
裾
を
出
す
新
潟
駅
の
喧
騒
の
な
か　
　
　
　
　
　

韮
澤　

文
隆

ほ
ん
の
り
と
ぬ
く
む
山
墓
あ
ら
ひ
を
り
う
ぐ
い
す
の
こ
ゑ
ひ
と
り
じ
め
し
て　
　

吉
田　

初
江

板
の
間
を
素
足
で
歩
き
夏
を
知
る
私
一
人
の
歳
時
記
な
り
き　
　
　
　
　
　
　
　

五
十
嵐
ト
シ
エ

ラ
ン
ド
セ
ル
背
な
に
踊
ら
せ
駆
け
て
ゆ
く
下
校
の
子
ら
は
夕
立
の
な
か　
　
　
　

松
井　

君
子　

地
下
水
の
温
も
り
た
れ
ば
朝
晩
は
近
づ
く
秋
を
は
だ
に
か
ん
ず
る　
　
　
　
　
　

清
塚　

マ
ス

幼
子
の
眠
り
ゐ
る
ら
し
ミ
ニ
カ
ー
が
二
つ
墓
前
に
供
へ
て
あ
り
ぬ　
　
　
　
　
　

松
井　

君
子

「
冷
え
る
ね
！
」
と
夫
の
遺
影
に
語
り
か
け
寒
露
の
朝
熱
き
茶
供
ふ　
　
　
　
　

  

松
井　

君
子

幼
児
は
吾
の
居
る
の
を
確
か
め
て
に
こ
っ
と
笑
み
て
ま
た
眠
り
入
る　
　
　
　
　

上
村　

美
恵
子 も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
教
室
で
検
討
す

る
短
歌
を
事
前
締
切
日
ま
で
に
一
首
提
出

し
、
そ
の
歌
を
ま
と
め
て
岡
崎
先
生
に
送

り
、
教
室
日
ま
で
に
添
削
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。
ま
た
、
受
講
生
に
は
投
稿
者
の
作

品
を
ま
と
め
た
詠
草
を
送
り
、
そ
の
中
で

自
分
が
良
い
と
思
っ
た
歌
五
首
を
選
ん
で

記
念
館
に
提
出
し
ま
す
。
な
お
、
事
前
選

は
、
誰
の
歌
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
名
前
を

伏
せ
て
行
い
ま
す
。

　
短
歌
教
室
当
日
は
、
二
十
名
前
後
の
皆

さ
ん
が
参
加
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
付
け
た

点
数
を
集
計
し
た
表
と
岡
崎
先
生
の
添

削
を
資
料
と
し
て
、
お
互
い
に
評
価
し

あ
い
ま
す
。
名
前
は
最
後
ま
で

伏
せ
て
い
る
た
め
、
先
輩
や
初

心
者
の
別
な
く
自
由
に
発
言
が

で
き
、
教
室
は
和
気
あ
い
あ
い

の
雰
囲
気
で
進
行
し
て
い
き
ま

す
。

　
岡
崎
先
生
の
添
削
は
ど
れ
も

鋭
く
、
表
現
の
奥
深
さ
に
い
つ

も
驚
か
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
受

講
生
が
選
ぶ
高
得
点
の
歌
と
岡

崎
先
生
の
選
ぶ
歌
が
同
じ
に
な

ら
な
い
こ
と
も
多
く
、
短
歌
を

学
ぶ
こ
と
の
お
も
し
ろ
さ
を
感

じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
間
、
参
加
い
た
だ
い
て
い
る
皆
さ

ん
の
中
に
は
、
ま
っ
た
く
の
初
心
者
か
ら

始
め
て
、
短
歌
大
会
に
何
度
も
入
選
さ
れ

た
方
も
い
ま
す
。
一
年
を
通
し
て
の
活
動

は
、
最
初
は
大
変
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

充
実
し
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て

い
ま
す
。
短
歌
に
興
味
の
あ
る
方
は
、
ぜ

ひ
一
度
の
ぞ
い
て
く
だ
さ
い
。
受
講
生
と

も
ど
も
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

今
年
度
の
各
回
の
高
得
点
作
品
を
紹
介
し
ま
す

◎
「
短
歌
教
室
」
の
流
れ
（
予
定
）

　

宮
柊
二
記
念
館
で
は
平
成
二
十
七
年
度
も
短
歌

教
室
の
実
施
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

４
月
19
日　

申
込
と
同
時
に
短
歌
一
首
を
記
念
館

　
　
　
　
　

に
提
出
。

５
月
９
日　

送
ら
れ
て
き
た
詠
草
の
中
か
ら
良
い

　
　
　
　
　

と
思
っ
た
作
品
五
首
を
選
び
、
記
念

　
　
　
　
　

館
に
提
出
。

　
　

10
日　

第
一
回
短
歌
教
室
。

　
　
　
　
　

会
場
：
宮
柊
二
記
念
館　

研
究
室

　
　
　
　
　
（
十
時
～
十
二
時
）

　
　

17
日　

次
回
教
室
の
た
め
の
短
歌
一
首
を
記

　
　
　
　
　

念
館
に
提
出
。

※
以
降
は
各
月
同
様
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
進
行
し

　

ま
す
。　

◎
年
間
九
回
を
三
期
で
実
施

　

一
期　
　

５
月
、
６
月
、
７
月

　

二
期　
　

９
月
、
10
月
、
11
月

　

三
期　
　
（
平
成
28
年
）
１
月
、
２
月
、
３
月
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平成26年度事業報告
　今年度は、魚沼市誕生１０周年を記念した企画展、
第２０回を数えた短歌大会などを中心に、各種の事業
を実施しました。

◎５月２４日
　魚沼市制施行１０周年記念企画展
　「魚沼市における宮柊二の足跡」展
　オープンセレモニー（テープカット）
　記念講演「宮先生の思い出」 　講師　摩尼久晴氏
◎６月２８日～８月３１日
　第１９回全国短歌大会　ジュニア部門特別賞展
◎７月２０日
　講演会「宮柊二を語る」 　講師　岡崎康行氏
◎８月２２日　
　ジュニア短歌教室　講師　短歌教室司会者
◎１１月１６日
　第２０回宮柊二記念館全国短歌大会
　選者講評　三井修氏　田宮朋子氏

短歌セミナー 第 20 回大会特別賞受賞者展
　１月１８日、当館主要事業である短歌セミナーが開催
されました。
　今回は「コスモス」選者でもある田宮朋子先生を講師
にお迎えし「作歌のヒント」－柊二作品から学ぶ－と題
し、講演いただきました。「何を、いかに詠うか」とし
て、誰もが持っている「短歌の核としての感情」と推敲
の大切さについて、「歌作るとき思ひ出す言葉一つ泉は
自分の足元に湧く」（武田弘之）などを例にわかりやす

　第２０回宮柊二記念館全国短歌大会で選者をお勤め
いただいた三井修先生、田宮朋子先生の作品の色紙と、
今大会で特別賞を受賞された皆様の受賞短歌の自筆作
品を１１月１６日から１２月１９日まで、約２カ月に
わたり、記念館の一階ホールで展示させていただきま
した。
　降雪時期と重なりましたが、ご来館いただいた方々
からは、小学生から一般までの作品について、それぞ
れに見入っていらっしゃる姿が印象的でした。

26 年度実施事業について

◎１１月１６日～１２月１９日
　第２０回短歌大会選者・ジュニア部門特別賞受賞者展
◎１月１８日
　短歌セミナー「作歌のヒント‐柊二作品から学ぶ‐」
　講師　田宮朋子氏

　実行委員会により以下の事業が行われました。
◎８月５日～８月１７日
　小宮山政男遊戯絵本　「よく見ればこの世は浄土」展

　市内中学校の短歌出前教室に、短歌教室の三名の方が
講師としてうかがいました。
◎７月　７日　　守門中学校
◎９月１０日　　堀之内中学校

く説いてくださいま
した。
　当日は朝から風雪
が強く、荒れ模様の
天候となりましたが
受講者は２０名を超
え、盛況のうちに終
えることができまし
た。

平
成
二
十
七
年
度

　

宮
柊
二
記
念
館　

事
業
計
画

　
企
画
展
示
で
は
、
戦
後
七
〇
年
に
あ
た
り
「
戦
争

と
柊
二
」
を
テ
ー
マ
に
行
う
予
定
で
す
。
ま
た
応
募

が
増
え
て
い
る
全
国
短
歌
大
会
に
つ
い
て
も
、
円
滑

な
運
営
に
よ
る
成
功
を
目
指
し
ま
す
。

◎
平
成
二
十
七
年
度　

企
画
展
示

◎
第
21
回
全
国
短
歌
大
会

【
短
歌
大
会
】（
表
彰
式
）

・ 

テ
ー
マ
　「
戦
争
と
柊
二
」

・ 

期
　
間
　
五
月
十
六
日
（
土
）
～

・ 

募
集
開
始
　
五
月
一
日
（
金
）

・ 

締
め
切
り

　
　
一
般
の
部
　
　
　
七
月
三
十
一
日（
金
）

　
　
ジ
ュ
ニ
ア
の
部
　
九
月
八
日
（
火
）

・ 

内
　
容

　
　
作
品
は
二
首
　
　
一
、〇
〇
〇
円

　
　
海
外
か
ら
の
応
募
、
ジ
ュ
ニ
ア
部
門

　
　（
高
校
生
以
下
）
は
無
料
。

・ 

日
　
時
　
十
一
月
十
四
日
（
土
）

・ 

会
　
場
　
堀
之
内
公
民
館

　
　
　
　
　
　（
魚
沼
市
堀
之
内
一
三
〇
）

　
こ
の
他
に
も
、「
記
念
館
短
歌
教
室
」
や
「
ジ
ュ

ニ
ア
短
歌
教
室
」
な
ど
各
種
事
業
を
行
っ
て
い
く
予

定
で
す
。

日本経済新聞で宮柊二に関する記事が
　　　　　　　　　　　　　連載されました

お知らせ

　平成２７年２月から５回にわたって、ノンフィク
ション作家の梯久美子さんが、日本経済新聞に「宮柊
二 ‐ 戦場からの手紙」と題して、歌集『山西省』と
書簡集『砲火と山鳩』に関する記事を連載されました。
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宮
柊
二
記
念
館
で
は
、
会
員
を
募
集
し

て
い
ま
す
。
年
会
費
は
一
、〇
〇
〇
円
で

す
。

　
く
わ
し
い
こ
と
は
、
宮
柊
二
記
念
館
へ

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　『山西省』は主に戦地での短歌をまとめた歌集です。戦後、ＧＨＱの検
閲によりしばらくは出版できず、昭和２４年に刊行されました。過酷な戦
場の様子が一兵士としての視点で描かれており、貴重な文学作品として、
今でも多くの方から高い評価を得ています。

宮柊二記念館収蔵資料紹介　NO．４２

宮  

柊 

二  

歌
集

『 

山 

西 

省 

』

「
友
の
会
」
か
ら
の
お
知
ら
せ

新
資
料
紹
介

　
平
成
26
年
度
も
貴
重
な
資
料
を
寄
贈
い
た
だ
き

ま
し
た
。
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
今
後
も
大

切
に
保
存
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

  

安
立
ス
ハ
ル
原
稿

　
平
成
二
十
六
年
度
企

画
展
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ

レ
モ
ニ
ー
の
記
念
講
演

会
で
講
師
を
さ
れ
た
摩

尼
久
晴
さ
ん
か
ら
寄
贈

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
安
立
ス
ハ
ル
は
コ
ス

モ
ス
創
刊
か
ら
参
加
し
て
い
た
女
流
歌
人
で
す
。

こ
の
原
稿
は
、
昭
和
五
十
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
中

山
礼
治
の
歌
集
『
風
霜
の
丘
』
の
中
の
感
銘
歌
を

ま
と
め
た
も
の
で
、コ
ス
モ
ス
新
潟
支
部
報
「
河
」

に
寄
稿
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
他
に
も
、
高
林
和
子
さ
ん
か
ら
、
宮
柊
二
「
萬
葉

集
講
座
」
の
内
容
を
山
崎
千
鶴
氏
が
筆
記
し
製
本
し
た
も

の
四
冊
を
寄
贈
い
た
だ
く
な
ど
、
多
く
の
方
か
ら
寄
贈
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

※宮柊二の「柊」のつくりにある「冬」の字の下の点は、本来、はねる表記ですが、通常の書体には無いため、現在、表記方法について
　準備をしています。今号では従来の表記となってしまいましたが、ご容赦願います。


