
宮柊二記念館だより
2 0 1 1 . 1 0 . 3 1
第　36　号

発行　宮柊二記念館
TEL・FAX
025ー794ー3800

1

平成２３年度企画展示「宮柊二　その埋没の姿勢」開催中

宮
柊
二
を
語
る
う
え
で
の

　
　
　
キ
ー
ワ
ー
ド
「
埋
没
」

　
平
成
二
十
三
年
度
の
企
画
展
示
は

「
宮
柊
二
　
埋
没
の
姿
勢
」
と
い
う

テ
ー
マ
で
行
っ
て
い
ま
す
。

　
宮
柊
二
は
生
涯
、
一
人
の
市
民
と

し
て
の
視
点
を
大
切
に
し
て
い
ま
し

た
。
そ
し
て
、
コ
ス
モ
ス
短
歌
会
を

は
じ
め
、
新
聞
歌
壇
な
ど
を
と
お
し

て
短
歌
の
普
及
に
努
め
て
き
ま
し

た
。
そ
こ
に
は
「
作
者
の
名
前
が
残

る
の
で
は
な
く
、
自
由
な
時
代
を
生

き
た
人
々
の
短
歌
作
品
が
、
そ
の
時

代
を
映
し
出
し
な
が
ら
将
来
に
残
っ

て
い
く
」
そ
ん
な
考
え
方
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
展
示
で
は
、
そ
ん
な
宮
柊
二
の
生

涯
に
そ
っ
て
、
埋
没
の
姿
勢
が
伝
え
ら

れ
る
関
連
資
料
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

　
北
原
白
秋
に
認
め
ら
れ
た
才
能
、
戦

場
で
の
短
歌
、
コ
ス
モ
ス
短
歌
会
の
結

成
、
晩
年
に
い
た
る
ま
で
の
埋
没
の
姿

勢
。
そ
し
て
そ
ん
な
柊
二
を
埋
没
さ
せ

ま
い
と
す
る
周
囲
の
方
々
の
応
援
に
つ

い
て
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。
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平
成
二
十
三
年
度
「
宮
柊
二
　
そ
の
埋
没
の
姿
勢
」
展

「
埋
没
の
姿
勢
」
で
の
短
歌

　
昭
和
戦
後
の
歌
壇
に
優
れ
た
業
績
を

の
こ
し
た
宮
柊
二
。
柊
二
は
生
涯
一
人

の
市
民
と
し
て
の
立
場
を
つ
ら
ぬ
き
、

そ
の
視
点
を
大
切
に
し
て
い
ま
し
た
。

短
歌
を
作
っ
た
作
者
の
名
前
に
よ
っ

て
、
い
い
歌
か
ど
う
か
を
決
め
る
の
で

は
な
く
、
多
く
の
人
に
よ
っ
て
優
れ
た

短
歌
が
た
く
さ
ん
作
ら
れ
る
な
か
で
、

自
分
自
身
の
作
品
も
埋
没
し
て
い
く
、

そ
れ
が
柊
二
の
埋
没
の
姿
勢
だ
っ
た
と

考
え
て
い
ま
す
。
今
回
の
展
示
で
は
、

そ
ん
な
柊
二
の
人
と
な
り
が
う
か
が
え

る
資
料
を
、
生
涯
を
た
ど
り
紹
介
し
て

い
ま
す
。

　
柊
二
は
長
岡
中
学
を
卒
業
後
、
進
学
を

せ
ず
家
業
を
手
伝
い
ま
す
。そ
の
後
、
短

歌
へ
の
夢
を
捨
て
き
れ
ず
、
あ
て
も
な
く

上
京
。
ア
ル
バ
イ
ト
の
よ
う
な
仕
事
を

転
々
と
す
る
な
か
、
作
品
が
北
原
白
秋
の

目
に
と
ま
り
、
本
格
的
に
短
歌
を
学
ぶ
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。歌
人
・
宮
柊
二
の
ス

タ
ー
ト
は
苦
労
の
中
で
培
わ
れ
た
と
い

え
ま
す
。

　
白
秋
は
柊
二
に
「
君
で
弟
子
を
と
る
の

は
最
後
に
す
る
」
と
言
っ
て
、
秘
書
の
仕

事
を
あ
た
え
ま
す
。柊
二
自
身
も
懸
命
に

歌
を
学
び
、
白
秋
の
主
宰
し
た
短
歌
雑
誌

「
多
磨
」の
創
刊
号
で
は
、若
手
の
筆
頭
を

飾
っ
て
い
ま
す
。し
か
し
、
柊
二
は
昭
和

十
四
年
に
突
然
白
秋
秘
書
を
辞
し
、
製
鉄

会
社
に
入
社
し
ま
す
。「
自
分
の
才
能
に

絶
望
し
た
」
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
長
男

の
責
任
を
果
た
す
た
め
に
、
老
い
た
親
た

ち
を
養
う
と
い
う
決
意
が
あ
っ
た
と
も

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
年
の
八
月
、
柊
二
の
も
と
に
召
集

令
状
が
届
き
ま
す
。そ
の
後
、
中
国
山
西

省
の
戦
場
で
丸
四
年
間
を
一
兵
士
し
て

過
ご
し
ま
し
た
。戦
場
で
短
歌
を
作
る
柊

二
に
対
し
、
白
秋
は
第
一
回
多
磨
賞
を
贈

り
ま
す
。賞
状
に
は
「
新
進
気
鋭
　
出
色

な
り
　
之
を
賞
す
」
と
あ
り
ま
す
。短
い

な
が
ら
も
期
待
と
励
ま
し
の
こ
も
っ
た
、

あ
た
た
か
い
一
文
で
し
た
。

　
戦
後
の
歌
壇
に
大
き
な
業
績
を
残
し
た
宮
柊
二
は
、
「
埋
没
の
姿
勢
」
を
貫
い

て
歌
を
作
り
続
け
ま
し
た
。
そ
の
「
埋
没
の
姿
勢
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
今
年
度

の
企
画
展
示
で
は
、
短
歌
に
つ
い
て
の
柊
二
の
考
え
方
に
迫
れ
る
よ
う
な
、
企
画

を
し
ま
し
た
。

◎
は
じ
め
に

◎
新
進
気
鋭

一人の市民としての視点を大切にした
柊二の生涯をご紹介しています。

大切にファイルに保管されていた
「孤独派宣言」のページ。

「
短
歌
雑
誌
」
掲
載

「
孤
独
派
宣
言
」

　「
孤
独
派
宣
言
」
は
、
昭
和
二
十

四
年
六
月
の
「
短
歌
雑
誌
」
に
掲
載

さ
れ
た
宮
柊
二
の
散
文
で
す
。
戦

後
、
短
歌
や
俳
句
に
批
判
的
な
第

二
芸
術
論
が
出
さ
れ
る
な
か
、
柊

二
は
反
論
を
せ
ず
黙
々
と
短
歌
を

作
り
続
け
ま
し
た
。
こ
の
文
章
は

そ
ん
な
柊
二
が
初
め
て
出
し
た
散

文
で
す
。と
て
も
難
解
な
文
章
と
し

て
有
名
で
す
が
、
最
後
の
「
歌
声
は

低
く
と
も
そ
れ
は
自
ら
の
歌
声
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
一
文

に
は
、
当
時
の
柊
二
の
思
い
が
込
め

ら
れ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

　
柊
二
の
記
事
の
掲
載
さ
れ
た
新

聞
や
雑
誌
は
、
ほ
と
ん
ど
が
き
れ

い
に
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
さ
れ
て
遺
さ

れ
て
い
ま
す
。こ
れ
ら
は
、
当
時
の

出
版
の
様
子
を
う
か
が
え
る
貴
重

な
資
料
と
な
っ
て
い
ま
す
。

展示資料から
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い
え
る
と
思
い
ま
す
。

　
敗
戦
に
よ
っ
て
日
本
は
大
き
く
変
わ

り
ま
し
た
。
文
学
の
世
界
で
は
「
俳
句

や
短
歌
は
第
二
の
芸
術
で
あ
る
」
と
い

う
第
二
芸
術
論
が
盛
ん
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
戦
時
中
の
内
容
の
と
ぼ
し
い

戦
意
高
揚
の
俳
句
や
短
歌
へ
の
批
判
で

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
「
短
歌

は
将
来
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ

な
い
」
と
言
わ
れ
た
戦
後
、
柊
二
は
声

高
に
反
論
す
る
こ
と
も
せ
ず
、
地
道
に

短
歌
を
作
り
続
け
て
い
き
ま
し
た
。

　
そ
ん
な
柊
二
が
、『
群
鶏
』
『
小
紺
珠
』

　
柊
二
が
戦
場
で
作
っ
た
短
歌
は
、「
多

磨
」
を
は
じ
め
各
短
歌
雑
誌
な
ど
で
紹
介

さ
れ
ま
し
た
。そ
れ
ら
は
、
現
地
の
生
々

し
い
様
子
を
映
し
出
し
て
い
て
、
衝
撃
的

な
印
象
を
持
っ
て
迎
え
ら
れ
ま
す
。の
ち

に
、
歌
集『
山
西
省
』の
後
書
き
の
な
か
で

「
こ
れ
は
作
品
で
は
な
く
記
録
で
あ
る
」

と
記
し
て
い
ま
す
。ま
た
、
後
に
夫
人
と

な
る
瀧
口
英
子
氏
へ
の
書
簡
に
は
「
私
は

名
前
な
ど
ち
っ
と
も
知
ら
れ
な
い
、
一
兵

士
で
あ
り
た
い
」
と
い
う
内
容
の
一
文
が

あ
り
ま
す
。

お
そ
ら
く
は
知
ら
る
る
な
け
む
一
兵
の

生
き
の
有
様
を
ま
つ
ぶ
さ
に
遂
げ
む

　
こ
れ
ら
の
思
い
が
、
有
名
な
こ
の
一

首
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

戦
争
と
い
う
歴
史
的
な
出
来
事
の
な
か

で
、
短
歌
が
「
記
録
」
と
し
て
残
り
、

そ
の
歌
の
作
者
は
一
兵
士
と
し
て
埋
没

し
て
い
く
と
い
う
決
意
。
柊
二
の
「
埋
没

の
姿
勢
」
を
か
た
ち
づ
く
る
原
点
と

『
山
西
省
』
と
、
立
て
続
け
に
三
冊
の

歌
集
を
出
版
し
ま
す
。
ど
れ
も
高
い
評

価
を
受
け
、
柊
二
は
注
目
を
浴
び
、
次

代
を
担
う
若
手
歌
人
と
し
て
期
待
さ
れ

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
昭
和
二

十
四
年
に
は
「
孤
独
派
宣
言
」
と
い
う

一
文
を
発
表
し
ま
す
。
こ
れ
は
と
て
も

難
解
な
文
章
で
す
が
、
最
後
の
一
文
は

明
瞭
で
、
柊
二
の
短
歌
へ
の
思
い
を
明

確
に
表
現
し
て
い
ま
す
。

「
歌
声
は
低
く
と
も
、
そ
れ
は
自
ら
の
歌

声
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

　
こ
れ
は
、
戦
時
中
の

誰
か
に
作
ら

さ
れ
て
い
た
よ
う
な
、
絵
空
事
の
よ
う

な
短
歌

の
こ
と
を
、
念
頭
に
お
い
て

い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
柊
二
は
戦
後
も
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
続

け
、
家
族
を
養
い
な
が
ら
短
歌
を
作
り

続
け
ま
す
。
そ
こ
に
は
戦
後
の
時
代
の

な
か
で
、
一
人
の
市
民
と
し
て
自
分
の

生
を
見
定
め
よ
う
と
い
う
意
志
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

柊二の「埋没の姿勢」を培った、魚沼の

豪雪風景

オープニングセレモニーより

テ
ー
プ
カ
ッ
ト
と

　
　
　
　
山
本
清
さ
ん
講
演
会

　
平
成
二
十
三
年
度
の
企
画
展
示

「
宮
柊
二
　
そ
の
埋
没
の
姿
勢
」
展

は
、
五
月
二
十
八
日
に
オ
ー
プ
ニ
ン

グ
を
行
い
ま
し
た
。

　
テ
ー
プ
カ
ッ
ト
の
あ
と
、
小
千
谷

市
在
住
の
歌
人
で
、
宮
柊
二
を
よ
く

知
る
山
本
清
さ
ん
か
ら
記
念
講
演
を

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
宮
柊

二
」
の
作
品
を
通
し
て
「
埋
没
」
の
情

況
を
考
え
る

と
題
し
て
、
短
歌
作

品
の
紹
介
と
い
く
つ
も
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
ま
じ
え
た
、
貴
重
な
お
話
を
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

小千谷市在住の山本先生は、宮柊二記念

館のよきアドバイザーでもあります。

◎
一
兵
の
生

◎
埋
没
の
精
神

い
っ
ぺ
い

い

と

あ
り
ざ
ま



柊二の親友、米川稔の
遺稿「陣中詠定稿」。

柊二を中心に成長していったコスモス短
歌会の創刊号

埋
没
の
歌
人
・
米
川
稔

　
「
陣
中
詠
定
稿
」

　
多
磨
短
歌
会
で
、
柊
二
に
は
十
四

歳
年
上
の
米
川
稔
と
い
う
友
人
が

い
ま
し
た
。
四
〇
歳
か
ら
短
歌
を
始

め
た
も
の
の
、
勤
勉
に
学
び
、
柊
二

が
最
も
信
頼
す
る
親
友
で
し
た
。

　
米
川
稔
は
戦
争
末
期
に
南
方
に
軍

医
と
し
て
召
集
さ
れ
、
昭
和
十
九
年

に
自
決
。
戦
後
、
遺
族
の
も
と
に

「
陣
中
詠
定
稿
」
と
い
う
戦
場
の
短

歌
を
ま
と
め
た
ノ
ー
ト
が
届
き
ま

す
。
柊
二
は
友
人
の
吉
野
秀
雄
と
遺

作
を
ま
と
め
、
昭
和
四
十
六
年
に

『
舗
道
夕
映
』
と
い
う
歌
集
を
自

費
出
版
し
ま
し
た
。

　
米
川
稔
と
い
う
歌
人
の
生
涯
は

埋
も
れ
、
戦
争
と
い
う
時
代
を
表
し

た
短
歌
は
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
刻

ま
れ
て
い
く
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

展示資料から
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白
秋
逝
去
か
ら
十
年
後
の
昭
和
二
十

七
年
に
「
多
磨
」
は
終
刊
と
な
り
ま
す
。柊

二
の
周
り
の
若
い
仲
間
た
ち
は
、
柊
二
が

中
心
と
な
っ
て
新
し
い
短
歌
会
を
結
成

す
る
こ
と
を
望
み
、
昭
和
二
十
八
年
に

「
コ
ス
モ
ス
」が
創
刊
さ
れ
ま
す
。

　
そ
ん
な
コ
ス
モ
ス
に
は
「
作
者
の
五

十
音
順
に
作
品
を
な
ら
べ
る
」
「
表
紙

に
宮
柊
二
主
宰
と
は
書
か
ず
、
宮
柊
二

編
集
と
記
す
」
な
ど
の
新
し
い
取
り
組

み
が
な
さ
れ
、
関
係
者
を
驚
か
せ
ま
し

た
。
こ
れ
ら
も
「
埋
没
の
姿
勢
」
を
象

徴
し
た
こ
と
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　
三
百
人
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
コ
ス
モ
ス

短
歌
会
は
会
員
を
着
実
に
増
や
し
て
、
三

千
人
を
こ
え
る
大
き
な
短
歌
結
社
へ
と
成

長
し
て
い
き
ま
す
。

◎
忘
瓦
亭

　
昭
和
の
歌
壇
の
中
心
的
な
一
人
と
な
っ

た
柊
二
で
す
が
、
そ
の
埋
没
の
姿
勢
は
変

わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
昭
和
五
十
三
年
に

出
版
さ
れ
た
歌
集
に
『
忘
瓦
亭
の
歌
』
と

い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
歌
集
の
後
書
き

で
は
、
三
鷹
市
の
自
宅
に
屋
根
を
ふ
く
と

き
、
瓦
屋
根
に
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら

「
瓦
を
忘
れ
た
家
」
と
表
現
し
た
と
書
か

れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
く
だ

り
が
続
き
ま
す
。

「
自
分
の
歌
は
玉
石
の
う
ち
の
瓦
石
の
よ

う
な
も
の
、
そ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
少

し
は
忘
れ
て
み
た
い
。
」

　
三
千
人
を
こ
え
る
コ
ス
モ
ス
の
会
員

た
ち
に
歌
を
指
導
す
る
立
場
に
あ
り
な

が
ら
、
自
分
の
短
歌
は
「
玉
石
」
で
は

な
く
「
瓦
石
」
の
よ
う
だ
、
と
言
っ
て

い
る
の
で
す
。

　
し
か
し
、
柊
二
自
身
が
埋
没
を
志
向
し

な
が
ら
も
、
周
囲
の
人
た
ち
は
柊
二
を
埋

没
さ
せ
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
作

者
が
埋
没
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
を
埋

没
さ
せ
ま
い
と
す
る
人
た
ち
が
い
る
。
そ

れ
こ
そ
が
、
将
来
ま
で
残
る
短
歌
を
生
み

出
す
力
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
昭
和
の
時
代
を
真
摯
に
映
し
出
し
た

柊
二
の
作
品
は
、
こ
れ
か
ら
も
大
切
に
さ

れ
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
終
）

大雪山の老いたる狐毛の白く変りてひとり

径を行くとふ

◎
生
の
証
明
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第
十
七
回
宮
柊
二
記
念
館
全
国
短
歌
大
会

八,

三
五
八
首
の
応
募

　
第
十
七
回
全
国
短
歌
大
会
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
全
国

か
ら
総
計
八 

三
五
八
首
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
、

選
者
の
御
供
平
佶
さ
ん
、
水
島
晴
子
さ
ん
か
ら
選
歌
を

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。短
歌
大
会
表
彰
式
は
十
一
月

二
十
七
日（
日
）に
堀
之
内
公
民
館
で
行
わ
れ
ま
す
。

短歌大会　応募状況

（※9月10日応募締切時の数値）

一 般 の 部

総 　 計

区 　 分 応募作品数

79 8首

7 , 5 6 0首

8 , 3 5 8首

ジュニアの部

第１７回　宮柊二記念館全国短歌大会表彰式

◎日　時　　平成２３年１１月２７日（日）

　　　　　　１２：００～１５：００

◎会　場　　魚沼市堀之内公民館　大ホール

　　　　　　※宮柊二記念館隣り

　　　　　　　の施設です。

◎内　容　　①選者講評

　　　　　　　選者先生から高得

　　　　　　　点者の作品の選評

　　　　　　　をいただきます。

　　　　　　②表彰式

　　　　　　特別賞・秀逸の方々の表彰を行います。

◎交　通　 〔自動車〕関越自動車道　　堀之内I.C　３分

　　　　　　　　　　※堀之内公民館前に駐車できます。

　　　　　 〔鉄　道〕上越線越後堀之内駅　

　　　　　　　　　　　　　　　　車で３分・徒歩１５分

◎その他　　宮柊二記念館では特別賞受賞者の短歌色紙を

　　　　　　展示します。

御 供 平 佶 さん
み とも へい きち

　１９４４年（昭和１９年）、群馬県藤岡市の農

家三男に生まれる。小学校から中学校にかけて、

学業よりも読書に興味をもち、高校まで文学書を

中心とした読書三昧に過ごす。新幹線の運転士を

目指し旧国鉄に入社するが、山手線田端駅に配

属。鉄道公安職員にて駅頭の犯罪捜査に従事。国

鉄解体後、裁判所事務官にて定年。１９６２年、

奥村晃作氏の「紫蘇の実」入会、１９６３年「国

民文学」入会。松村英一、千代国一に師事。

１９６６年、同人。現在、選者、編集人。歌集

『河岸段丘』『車站』『冬の稲妻』『神流川』。

歌書『短歌推敲のポイント』など。『神流川』で

日本歌人クラブ賞。日本歌人クラブ中央幹事を経

て本部参与。現代歌人協会会員、埼玉県歌人会副

会長。国民文化祭短歌部門選者等歴任。

水 島 晴 子 さん
みず しま はる こ

　１９３５年（昭和１０年）、大阪府豊中市に生

まれる。津田塾大学英文学科卒業。１９５４年

「コスモス短歌会」入会、宮柊二、宮英子に師

事。１９６８年、第１５回コスモス賞、８２年、

第４回評論賞を受賞。１９７０年から１９８４年

までコスモス誌上の「宮柊二作品研究」に執筆メ

ンバーとして参加。東宝読売カルチャー、ＪＴＢ

カルチャー講座、守口市公民館講座等を担当

（２００４年まで）歌集『天二上』『虹の名所』。

現在、コスモス選者、現代歌人協会会員。

短歌大会選者ご紹介

※どなたでも入場いただけます。大勢の皆様のお越しをお待ちしております。
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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

宮柊二記念館収蔵資料紹介　ＮＯ. 36

　昭和 23年に発表されたこの短歌は、戦後の作品をまとめた歌集『小紺珠』の、
タイトルのもとになっています。「瑠璃色の珠實」とはムラサキシキブの実のこと。
自分の周りの小さな現実をじっくり見届けたいという柊二の戦後の決意がう
かがえます。

中
越
大
震
災
復
興
義
援
金

  

各
事
業
を
終
了
し
ま
し
た

　
平
成
十
六
年
十
月
二
十
三
日
に
発
生
し
た
中

越
大
震
災
で
は
、
宮
柊
二
記
念
館
も
大
き
な
被

害
に
見
舞
わ
れ
、
そ
の
復
興
に
際
し
て
、
コ
ス

モ
ス
短
歌
会
を
は
じ
め
全
国
の
皆
様
よ
り
多
額

の
義
援
金
を
賜
り
ま
し
た
。

　
宮
柊
二
記
念
館
で
は
、
友
の
会
会
員
を
中
心

に
震
災
復
興
の
事
業
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま

し
た
が
、
平
成
二
十
二
年
度
の
「
宮
柊
二
ふ
る

さ
と
の
歌
写
真
集
」
の
発

刊
を
も
っ
て
終
了
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
事
業
の
終
了
に
あ
た
っ

て
、
こ
れ
ま
で
に
ご
支
援

い
た
だ
い
た
皆
様
に
、
深

く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

◎
中
越
大
震
災
復
興
義
援
金
　
三
七
四
件

　
　
総
額
　
五,

二
五
二,

二
一
五
円

◎
主
な
事
業
内
容

　
・
宮
柊
二
墓
地
階
段
修
繕
事
業

　
・
宮
柊
二
関
連
資
料
購
入
・
整
備
等

　
・
歌
集
「
青
い
春
の
か
け
ら
」
出
版
事
業

　
・
宮
柊
二
歌
碑
建
立
事
業

　
・
宮
柊
二
ふ
る
さ
と
の
歌
写
真
集
発
刊
事
業

※

「
宮
柊
二
ふ
る
さ
と
の
歌
写
真
集
」
は
宮
柊

　
　
二
記
念
館
で
販
売
中
で
す
。

宮
柊
二
記
念
館
は
来
年
度
、
開
館
二
〇
周

年
を
迎
え
ま
す
。
現
在
、
記
念
の
取
り
組

み
に
つ
い
て
検
討
を
は
じ
め
て
い
ま
す
。

お知らせ

「宮柊二記念館友の会」では会員を募集しています。年会費は1,000円です。詳しいことはお問い合わせください。

宮柊二記念館だより　　第３６号
発　行　２０１１．１０．３０　
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


