
                             

    

 

「
梅
の
木
」
に
つ
い
て
は
「
か
さ
さ
ぎ
通
信
」
第
２５
号
、
７１
号
、
７９
号
で
た
び

た
び
取
り
上
げ
て
き
ま
し
た
。
『
万
葉
集
』
巻
五
の
山
上
憶
良
の
歌
を
題
材
に
し
た

話
で
す
。
元
号
「
令
和
」
の
発
表
の
時
に
話
題
に
な
っ
た
、
天
平
二
年
正
月
十
三
日

の
大
伴
旅
人
邸
で
の
梅
花
の
宴
の
際
の
歌
、 

８１８
春
さ
れ
ば 
ま
づ
咲
く
宿
の
梅
の
花 

ひ
と
り
見
つ
ゝ
や 

春
日
暮
ら
さ
ん 

「
古
日
」
と
い
う
名
の
男
の
子
の
死
を
悲
し
ん
で
詠
ん
だ
歌
、 

９０５
若
け
れ
ば
道
ゆ
き
知
ら
じ 

ま
ひ
は
せ
む 

し
た
へ
の
使 

負
ひ
て
通
ら
せ 

の
二
首
の
歌
が
話
の
中
に
出
て
き
ま
す
。 

 

「
梅
の
木
」
は
奈
良
の
郊
外
の
屋
敷
の
一
本
の
梅
の
木
が
見
た
二
つ
の
家
族
の
話

で
す
。
こ
の
屋
敷
の
持
ち
主
藤
原
冬
彰
は
梅
の
花
に
は
関
心
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
梅

の
実
が
大
好
き
で
、
熟
し
た
こ
ろ
に
は
毎
日
楽
し
み
に
食
べ
て
い
ま
し
た
。
父
親
に

似
て
六
歳
の
息
子
の
魚
麿
も
毎
年
、
竹
竿
で
梅
の
実
を
落
し
て
は
喜
ぶ
元
気
な
男
の

子
で
し
た
。
こ
の
一
家
の
転
居
の
後
、
引
っ
越
し
て
き
た
歌
詠
み
の
山
上
憶
良
の
一

家
は
、
き
れ
い
な
花
を
つ
け
た
梅
の
木
を
見
て
大
変
喜
び
ま
し
た
。
し
か
し
梅
の
実

に
は
興
味
を
示
さ
ず
、
魚
麿
と
同
じ
く
ら
い
の
年
の
少
年
・
古
日
も
実
を
落
と
そ
う

と
も
し
な
い
の
で
、
梅
の
木
は
が
っ
か
り
し
ま
す
。
次
の
年
に
花
が
咲
く
と
憶
良
は

「
春
さ
れ
ば
」
の
歌
を
詠
み
ま
す
。
生
れ
て
初
め
て
、
自
分
の
事
を
歌
に
詠
ん
で
も

ら
っ
た
梅
の
木
は
う
れ
し
く
て
た
ま
り
ま
せ
ん
。
元
々
病
弱
で
あ
っ
た
古
日
は
や
が

て
床
に
つ
き
、
秋
に
は
祈
祷
の
甲
斐
も
な
く
幼
い
命
を
落
と
し
ま
す
。
憶
良
は
そ
の

死
を
悲
し
み
、
「
若
け
れ
ば
道
ゆ
き
知
ら
じ
」
の
歌
を
詠
み
ま
し
た
。
再
び
梅
の
木

の
あ
る
屋
敷
に
戻
っ
て
来
た
冬
彰
一
家
は
、
梅
の
実
が
な
っ
て
い
る
梅
の
木
を
見
て
、

喜
び
ま
し
た
。
す
っ
か
り
大
き
く
な
っ
た
魚
麿
が
、
ま
だ
青
い
梅
の
実
を
元
気
よ
く

た
た
き
落
す
姿
に
、
梅
の
木
は
亡
く
な
っ
た
古
日
の
こ
と
を
思
い
、
涙
ぐ
み
ま
し
た
。 

Ａ
『
赤
い
鳥
』
版
と
Ｂ｢

帝
国
教
育
会
出
版
部｣

版
と
は
、
一
見
、
大
き
な
違
い
は

な
い
よ
う
で
す
が
、
比
べ
読
み
を
し
て
み
る
と
、
古
日
が
亡
く
な
っ
た
後
、
梅
の
木

の
前
に
立
っ
て
母
親
が
語
る
言
葉
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
事
に
気
づ
き
ま
し
た
。 

Ａ
「
お
父
さ
ま
、
ま
だ
申
し
あ
げ
ま
せ
ん
で
し
た
け
れ
ど
、
古
日
が
去
年
の
夏
、

梅
の
実
を
ほ
し
が
り
ま
し
て
、
い
つ
に
な
く
、
む
づ
か
り
ま
し
た
。
い
け
ま
せ
ん
、

お
な
か
に
わ
る
い
か
ら
と
、
よ
く
言
ひ
き
か
せ
ま
し
た
け
れ
ど
、
か
う
な
り
ま
す
も

の
な
ら
、
黄
色
い
の
を
一
つ
、
せ
め
て
手
に
も
た
せ
て
や
れ
ば
よ
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
」 

Ｂ
「
お
父
さ
ま
、
も
う
こ
ん
な
に
つ
ぼ
み
が
附
い
て
ゐ
ま
す
わ
。
」「
こ
の
花
の
開

く
の
を
も
う
一
度
あ
の
子
に
見
せ
て
や
り
た
う
ご
ざ
い
ま
す
。
」 

『
赤
い
鳥
』
版
で
、
病
弱
な
古
日
が
梅
の
実
を
欲
し
が
っ
て
む
ず
か
っ
た
の
は
、

子
ど
も
ら
し
い
姿
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。『
赤
い
鳥
』
の
目
指
す
方

向
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
梅
の
木
は
母
親
の
話
を
聞
き
な
が
ら
、
古
日
が
元

気
に
な
っ
て
、
魚
麿
の
よ
う
に
自
分
で
梅
の
実
を
落
と
し
て
は
し
ゃ
ぎ
、
美
味
し
そ

う
に
食
べ
る
姿
を
想
像
し
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。 

九
年
後
の
「
帝
国
教
育
会
出
版
部
」
版
の
「
梅
の
木
」
は
歌
詠
み
の
憶
良
に
対
す

る
尊
敬
の
念
が
よ
り
鮮
明
に
な
っ
て
い
て
、
大
げ
さ
な
言
い
方
で
す
が
、
三
郎
の
創

作
活
動
が
詩
情
を
大
切
に
す
る
方
向
へ
変
化
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。 

次
に
読
ん
だ
「
向
日
葵
（
ひ
ま
わ
り
）
」
は
三
郎
の
「
あ
と
が
き
」
に
よ
る
と
、「
蘆

屋
少
女
」
伝
説
と
宝
塚
少
女
歌
劇
脚
本
（
小
林
一
三
「
桃
色
鸚
鵡
」
）
に
着
想
を
得
た
、

三
郎
の
創
作
で
す
。
山
の
乙
女
の
葵
を
巡
っ
て
、
東
の
朝
日
の
国
の
殿
様
と
、
西
の

夕
日
の
国
の
殿
様
と
が
妻
争
い
を
し
ま
す
。
両
者
を
不
幸
に
し
な
い
た
め
に
葵
は
結

婚
を
断
っ
た
の
に
、
葵
の
意
に
反
し
て
両
者
が
争
い
、
何
も
か
も
無
く
な
り
ま
す
。

そ
の
後
、
山
の
上
に
は
お
日
さ
ま
の
動
き
に
合
わ
せ
て
首
を
向
け
る
黄
金
色
の
大
き

な
花
が
咲
き
ま
し
た
。
人
々
は
そ
れ
を
向
日
葵
と
呼
ん
だ
と
い
う
の
で
す
。
平
和
を

願
っ
て
ひ
ま
わ
り
が
空
に
向
か
っ
て
咲
く
姿
は
現
在
に
も
通
じ
て
印
象
的
で
し
た
。 

         かささぎ 通信  第 117号      

 毎月第 2金曜日 13：30～15：30                2022年 9月 9日 発行 

刈谷市中央図書館研修室 参加自由         森三郎刈谷市民の会「森三郎の作品を読む会」 

 

二
〇
二
二
年
七
月
「
森
三
郎
の
作
品
を
読
む
会
」
で
は
、「
梅
の
木
」
の
読
み

比
べ
（
『
赤
い
鳥
』1

9
3
3
.
1

と
少
国
民
文
芸
選
『
か
さ
ゝ
ぎ
物
語
』
［1

9
4
2
.
8

］

帝
国
教
育
会
出
版
部
）
を
し
ま
し
た
。
そ
の
後
「
向
日
葵
（
ひ
ま
わ
り
）
」（
『
う

ぐ
ひ
す
の
謡
』
［1

9
4
3
.
8

拓
南
社
］
所
収
）
を
読
み
ま
し
た
。 

次
回
予
定 

二
〇
二
二
年
十
月
十
四
日
（
金
）
午
後
一
時
半
～
三
時
半 

 
①
読
み
比
べ
「
笛
」
（
『
赤
い
鳥
』
［1

9
3
3
.
2

］
所
収
作
と
『
か
さ
ゝ
ぎ
物
語
』

［1
9
4
2
.
8

］
帝
国
教
育
会
出
版
部
所
収
作
） 

②
「
お
ど
け
百
人
一
首
」
（
『
う
ぐ
ひ
す
の
謡
』
［1

9
4
3
.
8

］
所
収
） 


