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▲祐泉寺 逍遙歌碑：野田宇太郎撮影
　（写真提供：野田宇太郎文学資料館）

野
田
宇
太
郎
の「
文
学
散
歩
」を
読
む（
１
）問みのかも文化の森

　☎28-1110

　
戦
後
、
日
本
各
地
の
文
学
に
縁
の
深
い
地
を
訪
ね
歩
き
、
紀
行
文
を
執
筆
し

た
野
田
宇
太
郎
は
、「
文
学
散
歩
」
の
創
始
者
で
す
。
野
田
が
１
９
６
２
～

１
９
６
３
年
に
東
海
地
方
の
山
野
部
を
踏
査
し
た
記
録
は『
文
学
散
歩 

第
13
巻 

東
海
文
学
散
歩 

山
道
篇（
文
一
総
合
出
版
：
１
９
７
８
年
）』で
読
む
こ
と
が
で

き
、中
山
道
を
た
ど
り
な
が
ら
太
田
を
訪
れ
た
時
の
文
章
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
太
田
に
先
ず
わ
た
く
し
の
心
を
ひ
き
つ
け
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く

太
田
代
官
所
主
席
手
代
の
子
と
し
て
生
れ
た
逍
し
ょ
う

遙よ
う

坪つ
ぼ

内う
ち

雄ゆ
う

藏ぞ
う

の
少
年
時
代
の
姿

で
あ
っ
た
。

　
近
代
文
学
史
研
究
家
の
野
田
に
と
っ
て
、坪
内
逍
遙
は
大
き
な
存
在
で
し
た
。

野
田
は
幼
少
期
の
逍
遙
に
ま
つ
わ
る
逸
話
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
、
風
景
の
中
に

逍
遙
の
面
影
を
手
繰
り
寄
せ
る
よ
う
に
書
き
進
め
ま
す
。
本
陣
・
脇
本
陣
か
ら

川
べ
り
に
曲
が
る
道
を
歩
き
、
代
官
所
の
跡
地
で
あ
る
太
田
小
学
校
に
着
き
、

「
逍
遙
顕
彰
碑
」の
碑
文
を
読
ん
で
、
虚
空
蔵
堂
か
ら
河
原
に
出
ま
す
。
逍
遙
が

詠
ん
だ「
山
椿つ
ば
きの

歌
」の
石
碑
が
あ
る
祐
泉
寺
に
向
か
っ
た
野
田
は
、
木
曽
川
の

岸
に
は
椿
が
多
い
と
気
付
き
ま
す
。
歌
碑
を
読
み
、「
山
椿
の
一
重
の
花
は
と

く
に
美
し
い
日
本
の
自
然
の
贈
り
物
で
あ
る
。
勇
藏
も
幼
心
に
椿
の
花
の
紅べ
に
い
ろ色

を
い
つ
も
滲に
じ

み
こ
ま
せ
て
い
た
に
違
い
な
い
。」と
思
い
を
巡
ら
せ
ま
し
た
。

み
の
か
も
ブ
ッ
ク
マ
ー
ク
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福岡県に生まれる。久留米で詩作を始め、東京に移住後、編集者と
して活躍。1951 年「日本読書新聞」に「新東京文學

がく
散歩」を連載。

1962 年博物館明治村の設立に携わる。1977 年紫綬褒章受章。

野
の だ
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太
た

郎
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あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
本
年
も
、
思
い
を
込
め
て
コ
ラ
ム
を
書
か

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
一
読
、
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

　
元
旦
、
私
は
近
所
の
神
社
仏
閣
へ
初
詣
に

出
か
け
ま
す
。
そ
こ
で
地
域
の
皆
さ
ん
と
顔

を
合
わ
せ
、
新
年
の
ご
あ
い
さ
つ
が
で
き
る

こ
と
で
年
明
け
を
改
め
て
実
感
し
ま
す
。
そ

こ
で
頂
く
色
々
な
お
話
は
、
自
分
の
楽
し
み

に
も
、
戒
め
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し

な
が
ら
、
コ
ロ
ナ
禍
と
な
り
も
う
３
年
、
そ

の
よ
う
な
地
域
で
の
出
会
い
の
機
会
は
大
き

く
減
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
人
は
一
人
で
は
生
き
て
い
け
ま
せ
ん
。
他

者
と
関
わ
り
な
が
ら
、
生
き
て
い
き
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
年
齢
、
価
値
観
、

境
遇
な
ど
、
自
分
と
は
異
な
る
人
々
と
共
に

私
た
ち
は
、
生
き
て
い
ま
す
。

　
現
在
の
子
ど
も
た
ち
は
、
同
じ
よ
う
な
価

値
観
や
環
境
の
人
同
士
が
つ
な
が
り
、
同
じ

よ
う
な
情
報
だ
け
が
耳
に
入
っ
て
く
る
よ
う

な
危
険
な
一
面
を
は
ら
ん
だ
情
報
社
会
で
生

き
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、

面
倒
な
こ
と
や
煩
わ
し
い
こ
と
が
あ
っ
て

も
、
自
治
会
を
は
じ
め
と
し
た
地
域
の
つ
な

が
り
を
良
い
カ
タ
チ
で
次
の
世
代
に
引
き
継

ぐ
こ
と
は
大
切
な
こ
と
だ
と
考
え
ま
す
。

　
昨
年
、
美
濃
加
茂
市
で
は〝
自
治
会
の
あ

り
方
検
討
会
議
〟が
発
足
し
ま
し
た
。
多
種

多
様
な
自
治
会
が
抱
え
る
一
つ
一
つ
の
課
題

を
地
域
の
皆
さ
ん
と
共
に
考
え
、
解
決
す
る

方
法
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
を
整
理
し
、
新
し
い
地

域
の
つ
な
が
り
の
実
現
に
向
け
、
一
歩
踏
み

出
す
１
年
に
し
て
い
き
ま
す
。

地
域
に
お
け
る
多
様
な〝
繋つ
な
〟が
り
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　『美濃加茂市史「民俗編」』
に描かれた市内の小字（こ
あざ）図を使ってデザイン
しました。文字こそはっき
りと読めませんが、いまの
自治会名につながる名称も
あり、昔から細かく区切ら
れたコミュニティが存在し
ていたことが分かります。


