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坂
本
文
学
を
読
む
会
は
、
旧
東
条
町

時
代
の
平
成
十
六
年
に
坂
本
遼
生
誕
百

年
記
念
事
業
と
し
て
、
坂
本
遼
文
学
資

料
館
主
宰
の
山
本
英
孝
さ
ん
を
講
師
に

招
き
、
東
条
図
書
館
で
始
め
ら
れ
た
文

学
講
座
で
す
。
 

　
合
併
後
も
加
東
市
の
事
業
と
し
て
引

き
継
が
れ
、
第
四
回
を
数
え
る
今
年
の

講
座
に
も
、
加
東
市
全
域
、
ま
た
市
外

か
ら
も
参
加
者
が
集
い
開
催
さ
れ
て
い

ま
す
。
 

　
今
年
度
は
、
す
で
に
四
回
の
講
座
が

終
了
し
、
第
五
回
の
ま
と
め
を
残
す
の

み
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
参
加
者
の
み

な
さ
ん
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
坂
本
文
学

か
ら
多
く
の
こ
と
を
感
じ
て
い
た
だ
い

て
い
る
よ
う
で
す
。
 

　
来
年
度
も
、
坂
本
文
学
を
読
む
会
を

続
け
て
い
く
予
定
で
す
の
で
、
興
味
の

あ
る
方
は
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
 

（
平
成
二
十
年
度
の
坂
本
文
学
を
読
む

会
は
平
成
二
十
年
三
月
頃
に
募
集
を
行

う
予
定
で
す
。） 

　
ま
た
、
来
年
五
月
に
は
、
坂
本
遼
を

偲
ぶ
「
た
ん
ぽ
ぽ
集
会
」
の
開
催
も
検

討
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

 ■
問
い
合
わ
せ
 

　
加
東
市
東
条
図
書
館
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私
が
初
め
て
坂
本
文
学
と
出
会
っ
た
の

は
、
三
十
年
ほ
ど
前
の
第
六
回
た
ん
ぽ
ぽ

忌
を
伝
え
る
新
聞
記
事
で
し
た
。
そ
こ
に

紹
介
さ
れ
た
「
お
鶴
の
死
と
俺
」
の
一
節

に
、
私
の
母
の
姿
が
重
な
り
胸
を
打
た
れ

ま
し
た
。
 

　
そ
れ
以
来
、
こ
の
詩
人
の
作
品
と
関
係

資
料
の
収
集
を
始
め
ま
し
た
。
 

　
平
成
十
五
年
に
は
、
翌
年
の
坂
本
遼
生

誕
百
年
を
記
念
し
、
自
宅
の
一
室
に
そ
の

資
料
を
展
示
、「
坂
本
遼
文
学
資
料
館
」

を
開
設
し
ま
し
た
。
 

　
い
つ
か
、
市
の
文
化
施
策
に
よ
っ
て
、

郷
土
の
詩
人
に
ふ
さ
わ
し
い
姿
に
な
れ
ば

と
願
っ
て
い
ま
す
。
 

　
と
も
あ
れ
、
こ
の
場
所
は
、
坂
本
文
学

だ
け
で
な
く
地
域
の
文
化
、
文
学
、
人
権
、

教
育
を
語
る
小
さ
な
広
場
で
す
の
で
、
お

気
軽
に
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。
 

【
坂
本
遼
文
学
資
料
館
】
 

　
加
東
市
厚
利
一
〇
〇
番
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①
た
ん
ぽ
ぽ
　
坂
本
遼
　
著
 

 ②
た
ん
ぽ
ぽ
の
詩
〜
坂
本
遼
作
品
選
〜
 

　
坂
本
遼
　
著
　
姫
路
文
学
館
編
 

 ③
圭
よ
 
た
つ
し
や
か
〜
坂
本
遼
詩
集
〜
 

　
坂
本
遼
　
著
　
山
本
英
孝
　
編
　
 

 ④
か
き
お
き
び
よ
り
〜
坂
本
遼
児
童
文
学
集
〜
 

　
坂
本
遼
　
著
 
山
本
英
孝
　
編
 

 ⑤
き
ょ
う
も
生
き
て（
第
一
部
）
　
坂
本
遼
　
著
 

 ⑥
き
ょ
う
も
生
き
て（
第
二
部
）
　
坂
本
遼
　
著
 

 ⑦
お
か
ん
〜
こ
の
切
実
な
る
も
の
の
結
晶
〜
 

　
山
本
英
孝
　
著
 

 ⑧
た
ん
ぽ
ぽ
の
う
た
〜
坂
本
遼
の
詩
と
時
代
〜
 

　
松
尾
茂
夫
　
著
 

 ⑨
お
か
ん
の
い
る
風
景
 

 
〜
た
ん
ぽ
ぽ
の
詩
人
坂
本
遼
断
章
〜
　
 

 
高
橋
夏
男
　
著
 

 ⑩
わ
た
ぼ
う
し
 

　
坂
本
遼
生
誕
百
年
記
念
実
行
委
員
会
編
 

 

「
坂
本
遼
の
詩
は
、
息
子
の
小
学

校
の
教
科
書
で
初
め
て
知
り
ま
し

た
。
こ
の
た
び
改
め
て
勉
強
し
て
、

そ
の
深
い
思
い
を
少
し
理
解
で
き

た
様
に
思
い
ま
す
。
息
子
を
思
い

な
が
ら
孤
独
に
耐
え
働
く
母
。
ま

た
、
息
子
も
母
を
強
く
思
っ
て
い

る
。
そ
の
気
持
ち
が
方
言
に
よ
っ

て
心
の
奥
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
響
き

ま
し
た
。
ま
た
、
手
紙
と
い
う
形

式
も
そ
れ
を
倍
増
さ
せ
た
と
思
い

ま
す
。
自
慢
で
き
る
息
子
を
持
ち
、

手
紙
で
何
で
も
話
せ
る
相
手
が
あ

る
母
は
幸
せ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
の
母
の
姿
が
目
に
浮
か
ぶ
『
日

向
』
の
詩
に
心
惹
か
れ
ま
す
。
さ

さ
や
か
で
す
け
れ
ど
穏
や
か
で
温

か
な
気
持
ち
を
感
じ
ま
し
た
。」 

　
　
　
　
烏
田
敦
子
さ
ん
（
黒
谷
） 

　
詩
集
『
た
ん
ぽ
ぽ
』
が
発
刊
さ
れ
て

か
ら
八
十
年
が
過
ぎ
ま
し
た
。
 

　
そ
の
間
に
、
先
人
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力

に
よ
り
、
日
本
経
済
の
高
度
成
長
期
を

経
て
、
私
た
ち
は
い
ま
大
き
な
恩
恵
を

受
け
、
豊
か
な
暮
ら
し
を
送
る
こ
と
が

で
き
て
い
ま
す
。
 

　
し
か
し
、
経
済
成
長
の
中
で
は
、
利

益
や
利
便
性
が
最
優
先
に
追
求
さ
れ
て

き
ま
し
た
。
ま
た
、
現
代
で
は
、
豊
か

さ
と
便
利
さ
が
日
常
に
あ
ふ
れ
、
日
本

社
会
は
成
熟
期
を
迎
え
た
と
は
い
え
、

情
報
通
信
技
術
の
革
命
的
な
進
歩
に
よ

り
、
さ
ら
な
る
効
率
性
や
利
便
性
を
求

め
続
け
て
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
便
利

さ
の
中
で
私
た
ち
は
多
く
の
も
の
を
失

い
つ
つ
あ
る
と
盛
ん
に
指
摘
さ
れ
て
い

ま
す
。
 

　
一
方
、
駆
け
足
で
進
む
時
代
の
中
で
、

ふ
と
立
ち
止
ま
り
、
失
い
か
け
て
い
る

何
か
を
見
つ
め
直
し
、
取
り
戻
そ
う
と

い
う
活
動
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
も
な

っ
て
い
ま
す
。
 

　
詩
人
を
偲
び
、
そ
の
業
績
と
人
柄
を

顧
み
る
「
た
ん
ぽ
ぽ
忌
」
や
、
郷
土
の

詩
人
に
触
れ
、
そ
の
優
し
さ
を
感
じ
る

こ
と
で
、
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
何
か
を
探

そ
う
と
す
る
「
坂
本
文
学
を
読
む
会
」

（
東
条
図
書
館
主
催
）
は
そ
の
よ
う
な

活
動
の
ひ
と
つ
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま

す
。
 

 　
人
そ
れ
ぞ
れ
に
自
分
の
生
ま
れ
育
っ

た
故
郷
が
あ
り
ま
す
。
 

　
母
の
イ
メ
ー
ジ
は
何
か
故
郷
の
象
徴

で
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
方
も
多
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
 

　
そ
し
て
、
地
域
の
言
葉
「
方
言
」
も

ま
た
ふ
る
さ
と
を
強
く
意
識
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
で
す
。
 

　
坂
本
遼
の
描
く
「
お
か
ん
」
と
は
、

そ
の
両
方
を
満
た
し
て
私
た
ち
に
ふ
る

さ
と
を
再
考
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
 

　
誰
の
記
憶
の
中
に
も
、
母
や
家
族
の

愛
情
や
地
域
で
育
ま
れ
た
想
い
出
が
、

ふ
る
さ
と
の
風
景
と
と
も
に
き
っ
と
あ

る
は
ず
で
す
。
い
ま
失
わ
れ
つ
つ
あ
る

と
言
わ
れ
て
い
る
人
と
人
の
絆
が
そ
こ

に
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
 

　
『
た
ん
ぽ
ぽ
』
が
発
刊
さ
れ
た
八
十

年
前
も
今
も
、
そ
の
大
切
さ
に
変
わ
り

は
な
い
で
し
ょ
う
。
 

　
み
な
さ
ま
の
家
庭
や
地
域
に
お
い
て
、

そ
の
絆
を
も
う
一
度
見
つ
め
直
し
、
深

め
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
加
東
市
が
よ

り
心
豊
か
な
暮
ら
し
よ
い
ま
ち
へ
と
発

展
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
　
 

　
ぜ
ひ
一
度
、
坂
本
文
学
に
触
れ
て
い

た
だ
き
、
郷
土
の
詩
人
が
八
十
年
の
時

を
経
て
私
た
ち
に
語
り
か
け
て
く
れ
る

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取
っ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
 

 坂
本
文
学
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

坂
本
文
学
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
 

坂
本
文
学
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
 

急
ぎ
す
ぎ
る
時
代
の
中
で

急
ぎ
す
ぎ
る
時
代
の
中
で
 

急
ぎ
す
ぎ
る
時
代
の
中
で
 

坂本文学を読む会坂本文学を読む会坂本文学を読む会

う
た
 

坂
本
文
学
へ
の
い
ざ
な
い
 

特集：パワーアップ加東 

『
お
と
つ
つ
あ
ん
が
死
ん
で
か
ら

十
二
年
た
つ
た

鶴
が
十
二
に
な
つ
た
ん
や
も
ん
』

と
云
う
て
慰
め
ら
れ
て
を
つ
た
お
鶴
が

死
ん
で
し
も
う
た

は
じ
め
て
氷
が
張
っ
た
夜
や
つ
た

わ
か
れ
の
水
を
と
り
に
脊
戸
へ
出
て

桶
に
張
つ
た
薄
い
氷
を
ざ
つ
く
と
わ
つ
て

水
を
汲
ん
だ

お
鶴
は
お
母
ん
と
お
ら
の
心
の
中
に
は

生
き
と
る
け
ん
ど

夜
お
そ
う
ま
で
お
か
ん
の
肩
を
ひ
ね
る

ち
つ
ち
や
い
手
は
消
え
て
し
も
う
た

お
ら
六
十
の
お
か
ん
を
養
う
た
め

働
き
に
い
く

お
鶴
が
な
が
い
間
飼
ふ
た
牛
は

お
ら
の
旅
費
に
売
つ
て
し
も
う
た

お
か
ん
と
お
ら
は
索
か
れ
て
い
く
牛
見
て

涙
出
た

仏
に
な
っ
た
お
鶴
よ

許
し
て
く
れ
よ

お
ら
神
戸
へ
い
て
働
く
ど

　
　
　
　
　
　
「
詩
集
た
ん
ぽ
ぽ
」よ
り

お
鶴
の
死
と
俺

写真約30点、書籍約125点が展示された坂本遼
文学資料館。平和と人権に関する資料を展示した
分室も設けられています。 

坂本文学を読む会（東条文化会館にて） 

自
宅
に
坂
本
遼
文
学
資
料
館
を
開
設
し
、

坂
本
文
学
を
読
む
会
の
講
師
も
務
め
る
。
 山本英孝さん（厚利） 

加
東
市
の
詩
人
に
 

　
　
と
も
に
親
し
み
ま
し
ょ
う
 

 

坂
本
文
学
へ
の
い
ざ
な
い
 

坂
本
文
学
を
読
む
会
に
参
加
し
て
 

　
〜
昨
年
の
感
想
文
か
ら
抜
粋
〜
 

 

加
東
市
の
図
書
館
で
読
む
こ
と
 

の
で
き
る
坂
本
文
学
 

東
条
図
書
館
入
り
口
に
あ
る
坂
本
遼
文
学
コ
ー
ナ
ー
 

坂
本
文
学
へ
の
い
ざ
な
い
 

よ
さ

よ
さ
り


