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平
成
か
ら
次
代
へ
…

　

今
年
の
干
支
は
「
亥
」
…
、
十
二
支
で
は
十
二
番
目
と

な
り
亥
は
「　
（
が
い
）」
で
草
木
の
生
命
力
が
種
の
中

に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
状
態
を
表
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

覚
え
や
す
く
す
る
た
め
に
動
物
の
「
猪
」
が
割
り
当
て

ら
れ
、
日
本
で
は
「
猪
」
の
字
は
「
イ
ノ
シ
シ
」
を
、
中

国
で
は
「
ブ
タ
」
を
意
味
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
亥
」
と
も
さ
れ
る
動
物
の
猪
の
肉
は
、
万
病

さ
え
も
防
ぐ
予
防
す
る
力
が
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
亥
年

に
は
「
無
病
息
災
」
の
意
味
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
猪
」
の
字
の
四
文
字
熟
語
と
い
う
と
「
猪
突
猛
進
」

く
ら
い
し
か
浮
か
ん
で
き
ま
せ
ん
が
「
一
竜
一
猪
（
い
ち

り
ゅ
う
い
っ
ち
ょ
）（
い
ち
り
ょ
う
い
っ
ち
ょ
）」
も
あ
る

よ
う
で
す
。
努
力
し
て
学
ぶ
人
と
怠
け
て
学
ば
な
い
人
と

の
間
に
は
大
き
な
賢
愚
の
差
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
。
竜

は
賢
く
成
功
し
た
者
に
た
と
え
、
猪
は
豚
の
こ
と
で
無
知

な
愚
か
な
人
に
た
と
え
て
の
こ
と
で
す
。

　

少
々
湿
っ
ぽ
い
話
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
皆
さ

ん
に
と
っ
て
の「
平
成
」は
い
か
が
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
？

　

地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
に
は
じ

ま
っ
た
不
況
、
市
町
村
合
併
、
政
権
交
代
、
東
日
本
大
震

災
…
あ
ま
り
明
る
い
話
題
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
。
迎
え
る
新
し
い
「
元
号
」
は
？

　

新
し
い
元
号
に
な
っ
て
も
宮
柊
二
記
念
館
を
よ
り
皆
様

か
ら
親
し
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
努
め
て
ま

い
り
ま
す
。

　

か
わ
ら
ぬ
ご
支
援
を
お
願
い
申
し
あ
げ
ご
あ
い
さ
つ
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
あ
げ
ま

す
。
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第
二
十
四
回
全
国
短
歌
大
会
は
、
平
成
三
十
年
十
一
月
十
七
日

㈯
、
選
者
に
池
田
は
る
み
先
生
（
未
来
）、
大
松
達
知
先
生
（
コ

ス
モ
ス
短
歌
会
）
を
お
迎
え
し
、
堀
之
内
公
民
館
を
会
場
に
三
百

人
を
越
え
る
皆
様
の
参
加
を
い
た
だ
き
盛
大
に
開
催
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。応
募
総
数
は
一
二
、二
四
九
首
で
、一
般
の
部
、ジ
ュ

ニ
ア
の
部
共
に
多
く
の
応
募
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

平
成
三
十
一
年
度
も
第
二
十
五
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
の
部
は
九
月
六
日
が
締
め
切
り
の
予

定
で
す
。
な
お
、
表
彰
式
に
つ
い
て
は
、
今
回
同
様
に
開
催
日
を

土
曜
日
と
し
て
計
画
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
今
年
は
新
潟
県
内
に

お
い
て
第
三
十
四
回
国
民
文
化
祭
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

国
民
文
化
祭
の
応
援
事
業
と
し
て
開
催
す
る
予
定
で
す
。

　

短
歌
テ
レ
ビ
番
組
の
放
送
を
よ
く
見
か
け
る
よ
う
に
な
り
、
短

歌
が
身
近
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
さ
ら
に
短

報告
第
二
十
四
回
宮
柊
二
記
念
館
全
国
短
歌
大
会

一
二
、二
四
九
首
の
応
募

区　　分 応募作品数 応募者数

一 般 の 部 ９１０首 ３８６人

ジュニアの部 １１，３３９首 ５，８５０人

（ 小 学 生 ） ２，５２０首 １，３０２人

（ 中 学 生 ） ４，１０５首 ２，１３６人

（ 高 校 生 ） ４，７１４首 ２，４１２人

総　数 １２，２４９首 ６，２３６人

第24回　短歌大会　応募状況

歌
を
親
し
む
人
が
増
え
る
こ

と
を
願
い
ま
す
。
短
歌
大
会

で
は
、
各
学
校
の
力
添
え
に

よ
り
ジ
ュ
ニ
ア
の
部
で
は
多

数
の
応
募
を
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な

か
、
宮
柊
二
記
念
館
短
歌
大

会
も
、
さ
ら
に
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
。

【
一
般
の
部
】

最
優
秀
賞

　

姿
見
に
映
り
し
顔
は
考ち

ち

と
妣は
は

そ
う
だ
つ
た
の
か
こ
こ
に
ゐ
た
の
か�

愛
知
県　

岡
崎
市　
　
　
　
　
　
　

林　
　

建
生�

選
者
賞
（
池
田
は
る
み 

選
）

　

日
が
昇
り
ぴ
ち
ぴ
い
ぴ
ち
ぴ
い
啼
く
雲
雀
高
く
て
見
え
ず
ぴ
ち
ぴ
い
ぴ
ち
ぴ
い

�

和
歌
山
県　

和
歌
山
市　
　
　
　
　

新
沼
野　

乙

選
者
賞
（
大
松
達
知 

選
）

　

気
の
ぬ
け
た
ビ
ー
ル
の
よ
う
な
気
怠
る
さ
に
写
真
の
あ
な
た
は
い
つ
で
も
背
広

�

岐
阜
県　

岐
阜
市　
　
　
　
　
　
　

川
出
香
世
子�

【
ジ
ュ
ニ
ア
部
門
（
小
学
生
の
部
）】

選
者
賞
（
池
田
は
る
み 

選
）

　

夏
休
み
海
の
す
な
は
ま
あ
つ
す
ぎ
て
歩
く
す
が
た
は
え
り
ま
き
と
か
げ�

新
潟
県　

魚
沼
市
立
湯
之
谷
小　
　

星　

な
の
は�

選
者
賞
（
大
松
達
知 

選
）

　

林
で
ね
い
き
な
り
ち
ょ
う
が
通
っ
て
ね
そ
の
ま
ま
ど
こ
か
に
行
っ
ち
ゃ
う
ん
だ
よ

�

新
潟
県　

新
潟
大
学
附
属
長
岡
小　

小
林
芙
実
香�

【
ジ
ュ
ニ
ア
部
門
（
中
学
生
）】

最
優
秀
賞

　

目
を
と
じ
て
気
持
ち
静
め
て
深
呼
吸
コ
ー
ト
に
入
れ
ば
オ
レ
ジ
ョ
コ
ビ
ッ
チ

�

神
奈
川
県　

中
央
大
学
附
属
横
浜
中　

三
浦　
　

響�

選
者
賞
（
池
田
は
る
み 

選
）　

　

憧
れ
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
読
み
返
す
し
お
り
の
数
だ
け
主ヒ

ロ
イ
ン

人
公
に
な
る�

福
岡
県　

福
岡
市
立
松
崎
中　
　
　

吉
田　

陽
菜�

選
者
賞
（
大
松
達
知 

選
）

　

気
が
つ
け
ば
母
の
つ
む
じ
を
見
お
ろ
し
た
と
ど
か
ぬ
物
を
取
っ
て
と
言
わ
れ

�

東
京
都　

東
京
学
芸
大
学
附
属
小
金
井
中　

木
村
淳
之
介�

【
ジ
ュ
ニ
ア
部
門
（
高
校
生
）】

最
優
秀
賞

　

シ
ャ
ー
ペ
ン
の
ノ
ッ
ク
と
と
も
に
声
が
す
る
お
前
が
行
け
よ
お
前
が
行
け
よ�

神
奈
川
県　

神
奈
川
県
立
柏
陽
高　

佐
藤　

亮
士�

選
者
賞
（
池
田
は
る
み 

選
）

　

黒
と
白
二
人
の
私
が
住
ん
で
い
て
十
七
歳
は
ま
だ
グ
レ
ー
で
す�

新
潟
県　

東
京
学
館
新
潟
高　
　
　

今
井　

結
理�

選
者
賞
（
大
松
達
知 

選
）

　

コ
ン
ビ
ニ
に
い
つ
も
い
る
人
お
に
ぎ
り
を
あ
た
た
め
る
こ
と
覚
え
て
く
れ
た

�

新
潟
県　

長
岡
工
業
高
等
専
門
学
校　

圡
田　

晴
登
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す
。
宮
柊
二
と
い
う
名
前
の
も
と
に
ひ
と

つ
の
縁
で
結
ば
れ
た
大
き
な
家
族
と
い
う

感
じ
す
ら
し
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
の
大
会
は
多
く
の
作
品
の
中

か
ら
秀
歌
を
選
ぶ
会
で
す
。
で
は
、
秀
歌

と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に

言
え
ば
、他
の
人
と
は
違
っ
た
作
品
で
す
。

他
の
人
と
同
じ
感
じ
方
や
言
葉
の
使
い
方

で
は
な
く
、
自
分
だ
け
の
独
自
の
も
の
の

見
方
や
詠
い
方
が
で
き
れ
ば
ひ
と
つ
の
秀

歌
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
新
し

い
と
か
珍
し
い
と
か
い
う
横
の
広
が
り
だ

け
で
は
な
く
、
い
か
に
飛
躍
し
て
い
る
か

や
い
か
に
深
く
も
の
を
見
て
い
る
か
と
い

う
高
さ
や
深
さ
に
も
関
係
し
ま
す
。
そ
し

て
大
切
な
の
は
、「
他
の
人
」
に
は
こ
れ

ま
で
の
自
分
も
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
れ
ま
で
の
自
分
に
は
思
い
つ
か
な

か
っ
た
新
し
く
て
深
い
作
品
を
作
る
こ
と

　

�

歌
人
・
宮
柊
二
は
一
九
八
六
年
に
没

し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
数
年
し
て
宮
柊
二

記
念
館
が
開
館
し
、
そ
の
記
念
館
が
主
催

す
る
短
歌
大
会
が
一
九
九
五
年
に
始
ま
り

ま
し
た
。
今
年
で
も
う
二
十
四
回
目
を
迎

え
ま
す
。
い
ま
で
は
、
宮
柊
二
に
直
接
に

会
っ
た
人
は
多
く
な
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
た
く
さ
ん
の
人

た
ち
に
と
っ
て
こ
の
名
前
の
付
い
た
大
会

が
短
歌
を
作
る
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る

の
は
う
れ
し
い
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
私

も
宮
柊
二
に
直
接
に
会
っ
た
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
た
く
さ
ん
の
作

品
を
読
み
味
わ
う
う
ち
に
、
ど
こ
か
で
会

っ
た
よ
う
な
親
し
み
を
感
じ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
同
じ
よ
う
に
、
お
寄
せ
に
な

っ
た
作
品
す
べ
て
に
目
を
通
す
う
ち
に
、

み
な
さ
ん
に
も
大
き
な
親
し
み
を
感
じ
て

い
ま
す
。
短
歌
の
力
は
不
思
議
な
も
の
で

が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
が
ひ
と
り
ひ
と
り
に

と
っ
て
の
秀
歌
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
多

く
の
作
品
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
な
が
ら
、

こ
の
冊
子
に
ほ
ん
の
一
部
し
か
取
り
上
げ

ら
れ
な
い
の
は
と
て
も
残
念
で
は
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
掲
載
さ
れ
た
作
品
を
読
ん

で
み
る
と
、
短
歌
と
は
こ
ん
な
に
も
わ
れ

わ
れ
の
世
界
を
広
げ
て
深
め
て
く
れ
る
も

の
な
の
だ
と
実
感
す
る
は
ず
で
す
。
そ
れ

は
個
人
個
人
の
力
で
あ
る
と
と
も
に
短
歌

と
い
う
詩
形
の
力
で
あ
り
、
こ
こ
に
集
っ

た
縁
の
あ
る
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
の
力
で
は

な
い
か
と
も
思
う
の
で
す
。
こ
の
縁
を
た

い
せ
つ
に
し
て
今
後
も
ご
い
っ
し
ょ
に
楽

し
く
短
歌
を
作
っ
て
ゆ
け
た
ら
い
い
と
思

い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　

�

―
「
入
選
作
品
集
」
よ
り
再
掲

　

宮
柊
二
記
念
館
の
主
催
す
る
全
国
短
歌

大
会
に
お
招
き
頂
き
ま
し
て
身
の
引
き
締

ま
る
よ
う
な
思
い
が
い
た
し
ま
す
。
何
よ

り
魚
沼
市
で
み
な
さ
ま
に
お
目
に
掛
か
れ

る
こ
と
を
光
栄
に
思
っ
て
い
ま
す
。

　

選
歌
を
し
な
が
ら
ど
の
作
者
も
短
歌
の

良
さ
や
面
白
さ
を
存
分
に
知
っ
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
と
思
い
ま
し
た
。
多
く
の
良
い
歌

が
あ
り
楽
し
い
選
歌
で
し
た
。

　

一
般
の
部
の
お
も
し
ろ
さ
と
ジ
ュ
ニ
ア

の
部
の
お
も
し
ろ
さ
に
は
違
い
が
あ
り
ま

し
た
。
特
に
ジ
ュ
ニ
ア
の
部
は
小
学
生
、

中
学
生
、
高
校
生
と
成
長
の
過
程
が
見
え

る
せ
い
な
の
か
違
い
が
あ
っ
て
楽
し
み
ま

し
た
。
成
長
し
て
ゆ
く
過
程
が
眩
し
く

初
々
し
い
歌
に
表
現
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

応
募
数
の
多
さ
が
先
生
方
の
熱
意
の
証
か

も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
り
、
宿
題
の
短
歌

で
苦
戦
し
た
形
跡
も
あ
っ
た
り
し
て
微
笑

ま
し
く
思
っ
た
り
し
ま
し
た
。
き
っ
か
け

は
ど
の
よ
う
で
あ
れ
歌
を
作
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
良
き
一
首
を
得
た
人
は
幸
せ
だ
と

思
い
ま
し
た
。
短
歌
を
身
近
に
感
じ
楽
し

ん
で
頂
け
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

大
松
達
知
さ
ん
と
私
が
審
査
員
と
な
っ

て
選
ん
だ
中
に
二
人
と
も
点
数
を
入
れ
た

一
首
が
あ
り
ま
す
。

姿
見
に
映
り
し
顔
は
考ち
ち

と
妣は
は

そ
う
だ
つ
た

の
か
こ
こ
に
ゐ
た
の
か�

林　

建
生

　
「
考
」
と
「
妣
」
に
驚
き
ま
し
た
。
ル

ビ
が
あ
り
ま
す
が
妣
は
亡
く
な
っ
た
母
と

い
う
意
味
で
す
。
し
か
し
考
は
父
と
言
う

意
味
を
わ
た
し
は
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

で
も
老
人
の
こ
と
と
言
う
意
味
を
見
つ
け

ま
し
た
。
表
意
文
字
で
あ
る
漢
字
を
上
手

く
使
っ
て
、
両
親
か
ら
受
け
継
が
れ
た
命

を
歌
わ
れ
た
の
で
す
。
誰
に
も
共
通
す
る

事
で
あ
り
な
が
ら
、
私
は
改
め
て
命
と
い

う
大
き
な
も
の
に
対
し
て
敬
虔
な
気
持
ち

に
な
っ
た
の
で
し
た
。
大
松
さ
ん
の
こ
の

歌
に
つ
い
て
の
講
評
を
聞
く
こ
と
も
楽
し

み
で
す
。

　

た
く
さ
ん
の
歌
の
中
か
ら
、
ほ
ん
の
わ

ず
か
の
良
き
歌
を
選
ぶ
の
が
選
者
の
役
割

で
す
。
選
ば
れ
な
か
っ
た
歌
も
ま
こ
と
に

惜
し
か
っ
た
歌
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
短
歌

と
仲
良
く
な
っ
て
ま
た
沢
山
作
っ
て
み
て

く
だ
さ
い
ね
。

�

―
「
入
選
作
品
集
」
よ
り
再
掲

大松　達知（おおまつ　たつはる） 池田はるみ（いけだ　はるみ）

池田はるみ

【選者のことば】

短歌と仲良しになって
大 松 達 知

【選者のことば】

この縁をたいせつにして

　１９７０年、東京都文京区生まれ。芝高校
在学中に作歌を始める。１９９０年「コスモ
ス」入会（現在、選者・編集委員）。ほ
ぼ同時に、季刊同人誌「棧橋」に参加し
て研鑽を積む。２０１６年、「コスモス」内
の若手季刊同人誌「COCOON（コクー
ン）」を企画、参加。（現在、発行人・編
集委員）。上智大学外国語学部卒。都内
私立中学高校男子校の英語教員。千葉ロ
ッテマリーンズをこよなく愛する。２０１７
年度「ＮＨＫ短歌」選者を担当。歌集に『フ
リカティブ』『スクールナイト』『アスタ
リスク』『ゆりかごのうた』（若山牧水賞）
『ぶどうのことば』がある。

　１９４８年、和歌山県海南市生まれ。大阪
で育ち東京に嫁ぐ。アララギの大内豊子
に出会い、短歌の指導を受ける。１９８５年
作品「白日光」で短歌研究新人賞を受賞。
１９８７年「未来」入会、岡井隆に師事。現
在編集委員、選者。ＮＨＫ学園「友の会」
選者。現代歌人協会会員。日本文芸家協
会会員。
　歌集に『奇譚集』、『妣が国・大阪』（第
６回ながらみ現代短歌賞・現代歌人集会
賞受賞）『ガーゼ』（第１２回河野愛子賞受
賞）『婚とふろしき』、『南無　晩ごはん』、
『正座』があり、歌集文庫『池田はるみ
歌集』がある。エッセイに『お相撲さん』
『あほかいな、そうかいな』。共著に『今
日から始める短歌入門』がある。
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「
柊
二
『
小
紺
珠
』
の
こ
ろ
」
展
を
振
り
返
っ
て

歌
碑
な
ど
の
資
料
を

初
め
て
展
示
し
ま
し
た

『
小
紺
珠
』
原
稿

　

今
回
の
展
示
で
は
、『
小
紺
珠
』
原
稿

や
ゲ
ラ
な
ど
の
実
物
を
展
示
し
ま
し
た
。

　

写
真
（
上
）
は
柊
二
自
筆
の
墨
書
き
表

紙
で
す
。
発
行
月
や
定
価
な
ど
も
書
か
れ

て
お
り
、『
小
紺
珠
』
が
作
ら
れ
た
頃
の

時
代
背
景
な
ど
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
ま
た
、同
時
に
展
示
し
た『
小

紺
珠
』
ゲ
ラ
に
は
柊
二
に
よ
っ
て
朱
書
き

で
の
書
き
込
み
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
様
子
か
ら
は
、
終
戦
を
迎
え
た

後
、
結
婚
し
子
ど
も
を
授
か
り
、
ま
た
短

歌
を
発
表
す
る
慌
し
い
生
活
の
様
子
が
想

像
さ
れ
ま
す
。

　

記
念
館
で
展
示
し
て
い
る
宮
柊
二
ゆ
か

り
の
品
か
ら
は
、
柊
二
が
生
き
た
激
動
の

時
代
の
息
づ
か
い
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

平
成
最
後
の
年
と
な
る
今
年
の
企
画
展

示
で
は
、
全
国
短
歌
大
会
を
中
心
と
し
て

平
成
を
振
り
返
る
展
示
を
予
定
し
て
ま
す
。

　「柊二『小紺珠』のころ」展で展示した資料を紹介
します。

　

平
成
三
十
年
度
は
、「
柊
二
『
小
紺
珠
』
の
こ
ろ
」
展
と
し
て
、第
三
歌
集
『
小

紺
珠
』
に
関
す
る
展
示
物
を
集
め
ま
し
た
。
黒
御
影
石
製
歌
碑
板
の
展
示
や
戦

時
中
の
書
簡
な
ど
当
時
の
品
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

年
度
内
に
開
催
さ
れ
た
宮
柊
二
講
座
講
演
会
（
30
・
７
・
22
）
や
短
歌
セ
ミ

ナ
ー
（
31
・
１
・
20
）
で
は
『
小
紺
珠
』
に
関
す
る
講
演
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

戦
地
か
ら
還
っ
た
柊
二
の
戦
後
、
第
一
声
が
詠
わ
れ
た
『
小
紺
珠
』
と
そ
の
周

辺
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

比翼歌碑（軸）柊二自筆軸

戦
ひ
を
終
り
た
る

　

身
を
あ
そ
ば
せ
て

岩
む
ら
が
れ
る

谷
川
を
越
ゆ

�

宮�

柊
二

瑠
璃
色
の
珠
實
を
つ
け
し

木
の
枝
の
小
現
實
を

歌
に
せ
む
か
な

�

柊
二

　
　
　
　
　
　
　

水

せ
ま
り　
　
　
　

ひ
た
押
し
に

　

あ
ふ　
　
　
　
　
　

お
し

　

谿
の
そ
こ
ひ
に　

明
か
る
な
り

　
　
　

立
つ�

英
子

　
　
　
　

音
の

展示資料紹介
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平成30年度 事業報告
　今年度は「柊二『小紺珠』のころ」展、第
24回となる短歌大会などを中心に、各種の事
業を実施しました。

◎６月16日
　「柊二『小紺珠』のころ」展
　オープンセレモニー（テープカット）
　記念講演　「宮柊二先生の校歌」
　講　　師　橘　芳圀�氏
◎６月30日～８月19日
　第23回全国全国短歌大会ジュニア部門特別賞展
◎７月22日
　講演会　「『小紺珠』をめぐって」
　講　師　岡崎康行
◎７月７日～７月22日
　若井健一八海山写真展
◎９月８日～９月24日
　今井進陶芸小品展

30年度実施事業について
◎11月17日
　第24回宮柊二記念館全国短歌大会
　選者講評　池田はるみ��氏　　大松達知�氏
◎11月17日～12月11日
　短歌大会選者・特別受賞者直筆色紙展
◎１月20日
　短歌セミナー
　講演会　「『小紺珠』を読む」
　講　師　田宮朋子�氏

　市内学校で短歌出前教室を行いました。
　◎７月17日　　　　　堀之内中学校
　◎７月23日・24日　　小出高等学校
　◎８月30日・31日　　堀之内小学校

平
成
三
十
一
年
度

宮
柊
二
記
念
館 

事
業
計
画

　

企
画
展
示
で
は
、
第
二
十
五
回
を
迎
え
る
全
国
短

歌
大
会
を
振
り
返
っ
た
展
示
を
す
る
予
定
で
す
。
ま

た
、
短
歌
大
会
を
は
じ
め
、
多
く
の
方
々
に
当
館
を

知
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
活
動
を
展
開
し
ま
す
。

◎
平
成
三
十
一
年
度
　
企
画
展
示

・
日　

時　

十
一
月
十
六
日
㈯

・
会　

場　

堀
之
内
公
民
館

　
　
　
　
　
（
魚
沼
市
堀
之
内
一
三
〇
）

【
短
歌
大
会
】（
表
彰
式
）

・
テ
ー
マ　

宮
柊
二
記
念
館

　
　
　
　
　
　
　

平
成
の
あ
ゆ
み
（
仮
題
）

・
期　

間　

五
月
二
十
五
日
㈯
～

◎
第
二
十
五
回
全
国
短
歌
大
会

・
募
集
開
始　

五
月
一
日
㈬

・
締
め
切
り

　

一
般
の
部　

七
月
三
十
一
日
㈬

　

ジ
ュ
ニ
ア
の
部　

九
月
六
日
㈮

・
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
。

　
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
。

　１月20日、歌人の田宮朋子先生を迎え「『小紺珠』
を読む」と題して短歌セミナーを開催しました。『小
紺珠』の序文や歌について、解説いただきました。

短歌セミナー「『小紺珠』を読む」

　第24回短歌大会の選者・池田はるみ先生、大松達
知先生の作品色紙をはじめ、今大会で特別賞を受賞
された皆さまの直筆作品を11月17日から12月11日ま
で一階ホールで展示させていただきました。また、
その内の数点を目黒邸でも展示を行いました。

第24回短歌大会特別賞受賞者展
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　今回紹介する資料は、宮柊二の直筆書簡で今年度寄贈いただいた新着
資料になります。昭和２７年４月、宮柊二が詩人の別所直樹氏と別所仲子
氏あてに、当時出版された別所直樹詩集の感想をしたためたものだと思
われます。

宮柊二記念館収蔵資料紹介　№５０

柊
二
直
筆
書
簡

（
平
成
30
年
度
新
資
料
）

宮柊二記念館だより　　第50号
発　行　2019．３．31
問合せ　宮柊二記念館（〒949-7413　新潟県魚沼市堀之内117-6）　　TEL･FAX　０２５−７９４−３８００
　　　　メール　miya-museum@city.uonuma.niigata.jp� ホームページ　http://www.city.uonuma.niigata.jp/miyashuji

　

宮
柊
二
記
念
館
で
は
、「
友
の
会
」

会
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
年
会
費
は

１
，
０
０
０
円
で
す
。

　

く
わ
し
い
こ
と
は
、
宮
柊
二
記
念
館

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

「
友
の
会
」
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

Ｆ
Ｍ
新
潟（
新
潟
ロ
ー
カ
ル
ラ
ジ
オ
局
）

の
「
ヤ
ン
の
気
ま
ま
に
ド
ラ
イ
ブ
」
の
収

録
が
記
念
館
で
あ
り
ま
し
た
。
既
に
放
送

済
み
で
は
あ
り
ま
す
が
、
パ
ー
ソ
ナ
リ

テ
ィ
ー
の
ヤ
ン
さ
ん
か
ら
宮
柊
二
記
念
館

を
楽
し
く
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

記
念
館
で
Ｆ
Ｍ
ラ
ジ
オ
の

収
録
が
行
わ
れ
ま
し
た
。


