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館長の作家対談
『
永
遠
の
都
』シ
リ
ー
ズ
に
続
く
自
伝
的
大
河
小
説『
雲
の

都
』の
第
4
部
、第
5
部
を
7
月
に
出
版
さ
れ
た
加
賀
乙

彦
氏
を
お
招
き
し
、菅
野
館
長
が
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

館
長 

▼ 

こ
の
た
び
、大
長
編
が
完
結
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。『
雲
の
都
』に
入
っ
て
か
ら
ど
の
く
ら
い
時

間
が
か
か
っ
た
の
で
す
か
？

加
賀 

▼ 『
雲
の
都
』が
12
年
ぐ
ら
い
で
す
。
2
0
0
0
年

の
新
年
号
か
ら
の
連
載
な
の
で
、
正
確
に
は
前
年
の

1
9
9
9
年
か
ら
書
い
て
い
ま
す
ね
。

館
長 

▼ 

連
載
中
1
回
も
休
ん
で
い
な
い
の
で
す
か
？

加
賀 

▼ 

一
度
も
休
ん
で
い
ま
せ
ん
。

館
長 

▼ 

偉
い
で
す
ね
。
そ
の
間
に
奥
様
が
亡
く
な
ら
れ
て

い
る
の
に
。

加
賀 

▼ 

女
房
が
亡
く
な
っ
て
、終
わ
り
に
で
き
た
ん
で
す
。

少
し
、フィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
に
で
す
け
ど
。

館
長 

▼ 

そ
の
前
の『
永
遠
の
都
』が
終
わ
っ
て
、す
ぐ
こ
ち

ら
に
と
り
か
か
っ
た
の
で
す
か
？

加
賀 

▼ 

い
や
、戦
後
ま
で
は
書
く
気
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
で
も
、「
新
潮
」が
続
編
を
書
い
て
ほ
し
い
、戦
後
の

こ
と
を
書
い
て
ほ
し
い
と
。
僕
は『
永
遠
の
都
』で
書
き

た
い
こ
と
を
全
部
書
い
た
の
で
と
、一
度
は
断
り
ま
し
た
。

で
も
色
々
な
資
料
を
出
し
て
、少
し
ず
つ
読
ん
だ
り
ノ
ー

ト
を
と
っ
た
り
し
て
い
る
う
ち
に
、資
料
を
使
い
き
れ
て

い
な
か
っ
た
こ
と
が
判
っ
て
。

館
長 

▼ 『
永
遠
の
都
』は
作
者
の
生
ま
れ
て
い
な
い
時
代
か

ら
始
ま
り
ま
す
が
、『
雲
の
都
』の
場
合
は
主
人
公
が
は
っ

き
り
大
人
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
あ
の
主
人
公
は
、加
賀

さ
ん
と
同
年
代
？

加
賀 

▼ 

生
年
月
日
で
い
く
と
同
年
代
で
す
。

館
長 

▼ 

自
分
が
生
ま
れ
る
前
や
過
去
は
聞
書
き
や
資
料
を

調
べ
て
書
く
と
思
い
ま
す
が
、『
雲
の
都
』の
場
合
は
主
人

公
自
身
が
意
識
的
に
生
き
て
い
る
し
、い
ろ
い
ろ
経
験
し

て
い
る
時
代
で
す
ね
。
ど
ち
ら
が
小
説
家
と
し
て
、書
き

や
す
い
で
す
か
？

加
賀 

▼ 

経
験
し
て
い
る
時
代
の
方
が
書
き
や
す
い
で
す
。

自
分
の
日
記
を
見
れ
ば
い
い
。
た
だ
、そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な

く
て
、や
は
り
資
料
も
必
要
で
、例
え
ば
戦
後
に
真
珠
湾

の
裁
判
が
あ
る
で
し
ょ
う
？

館
長 

▼ 

東
京
裁
判
の
こ
と
で
す
か
？

加
賀 

▼ 

い
や
、ア
メ
リ
カ
で
あ
っ
た
裁
判
で
す
。
そ
の
英
語

の
記
録
を
読
ん
だ
り
し
て
広
げ
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る

と
相
手
側
の
目
か
ら
も
見
ら
れ
る
。
自
分
の
目
か
ら
見

て
、向
こ
う
が
僕
の
方
を
見
て
い
る
。
そ
し
て
、そ
れ
を

ま
た
別
な
人
間
が
見
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
多
面
的
に

な
り
ま
す
。

館
長 

▼ 

自
伝
的
で
は
あ
る
け
れ
ど
、だ
い
ぶ
フィ
ク
シ
ョ
ン

も
ふ
く
ま
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。

加
賀 

▼ 

自
伝
で
は
な
い
で
す
よ
。
フィ
ク
シ
ョ
ン
な
の
に
、

み
ん
な
自
伝
、
自
伝
と
い
う
。
僕
が
働
い
て
い
る
病
院

の
看
護
士
た
ち
が
読
ん
で
、「
先
生
、あ
ん
な
悪
い
事
し

て
」っ
て
。「
奥
様
に
悪
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、あ
ん
な
事

を
し
ち
ゃ
」な
ん
て
、た
し
な
め
ら
れ
る（
笑
）。

館
長 

▼ 

日
本
の
伝
統
的
な
文
学
風
土
み
た
い
な
も
の
で
、

小
説
の
読
み
方
が
そ
の
よ
う
に
慣
ら
さ
れ
て
い
る
せ
い

で
し
ょ
う
。『
雲
の
都
』に
限
っ
て
お
話
し
す
る
と
、戦
後

に
我
々
が
経
験
し
た
い
ろ
い
ろ
な
社
会
的
な
事
件
が
あ

り
ま
す
ね
、メ
ー
デ
ー
事
件
か
ら
始
ま
っ
て
全
共
闘
の
運

動
と
か
、三
島
由
紀
夫
の
事
件
と
か
、阪
神
の
震
災
な
ど

も
。
戦
後
の
歴
史
の
日
本
の
変
動
の
中
で
生
き
て
い
る

主
人
公
は
も
う
自
己
形
成
と
い
う
年
齢
で
は
な
く
も
っ

と
成
熟
し
て
い
る
。
こ
の
背
景
に
な
っ
て
い
る
時
間
の
動

き
と
、一
人
一
人
の
人
物
が
社
会
の
動
き
の
中
に
う
ま
く

収
ま
っ
て
い
る
感
じ
を
僕
は
受
け
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も

う
一
度
、『
永
遠
の
都
』と『
雲
の
都
』が
そ
れ
ぞ
れ
ど
う

時
代
と
関
わ
っ
て
い
る
か
、そ
の
時
代
背
景
と
個
人
の
生

き
方
が
う
ま
く
溶
け
合
っ
て
い
る
か
と
か
、じ
っ
く
り
読

ん
で
考
え
て
み
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

加
賀 

▼ 

僕
は
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
し
て
い
ろ
い
ろ
な
新
し
い
体

験
を
し
ま
し
た
が
、こ
の
小
説
で
は
そ
れ
は
全
部
抜
い
て
、

東
京
で
の
生
活
を
中
心
に
し
て
書
き
ま
し
た
。
た
だ
、火

之
子
と
い
う
女
の
子
が
韓
国
の
お
墓
、お
寺
を
調
べ
て
先

祖
を
探
っ
て
行
っ
て
新
し
い
親
戚
が
増
え
る
と
い
う
、韓

国
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
と
こ
ろ
は
、こ
の
小
説
の
一つ
の

魅
力
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
東
京
だ
け
じ
ゃ
な
く
な
っ
て
。

館
長 

▼ 

そ
う
で
す
ね
。
戦
後
に
東
京
が
国
際
都
市
化
し
た

面
、そ
れ
が
入
ら
な
い
と
東
京
を
書
い
た
こ
と
に
な
ら
な

い
で
し
ょ
う
ね
。
あ
な
た
は
東
京
生
ま
れ
で
す
か
？

加
賀 

▼ 

三
田
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
お
爺
さ
ん
の
と
こ
ろ
で
。

館
長 

▼ 

あ
の
盲
腸
を
自
分
で
手
術
し
た
っ
て
い
う
、『
永
遠

の
都
』の
中
に
出
て
く
る
お
爺
さ
ん
で
す
ね
。

加
賀 

▼ 

そ
う
、あ
の
も
の
す
ご
い
お
爺
さ
ん
。

館
長 

▼ 

あ
れ
は
自
伝
的
で
す
か
？

加
賀 

▼ 

自
伝
的
。
母
は「
や
っ
た
」っ
て
言
う
け
れ
ど
、私

は
見
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
か
ら
本
当
か
な
と
い
う
話
は
あ

る
け
れ
ど
。

館
長 

▼ 『
永
遠
の
都
』で
、あ
の
場
面
は
す
ご
か
っ
た
。

加
賀 

▼ 

脊
髄
麻
酔
だ
け
れ
ど
、切
腹
み
た
い
に
切
開
し
て

い
る
途
中
で
麻
酔
が
切
れ
て
く
る
。
そ
の
頃
は
ど
う
い

う
麻
酔
だ
っ
た
か
外
科
医
に
も
聞
き
ま
し
た
。
み
ん
な

脊
髄
か
ら
や
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
入
信

館
長 

▼ 『
永
遠
の
都
』は
、20
年
近
く
か
か
っ
た
ん
で
す
ね
？

加
賀 

▼ 『
永
遠
の
都
』と『
雲
の
都
』と
で
25
年
く
ら
い
か

か
っ
て
い
ま
す
。
枚
数
は
大
体
9
千
枚
く
ら
い
。

館
長 

▼ 

日
本
の
戦
後
の
小
説
の
中
で
一
番
長
い
方
で
す
ね
。

並
行
し
て
と
い
う
か
、そ
の
間
に『
高
山
右
近
』な
ど
を

書
か
れ
た
わ
け
だ
。

加
賀 

▼ 

そ
れ
は
、キ
リ
ス
ト
教
に
何
か
非
常
に
動
か
さ
れ

た
と
い
う
か
。

館
長 

▼ 

キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
さ
れ
た
の
は
い
つ
で
す
か
？

加
賀 

▼ 

58
歳
の
時
で
す
。

館
長 

▼ 

と
い
う
と
、
1
9
8
7
年
く
ら
い
で
す
ね
。

加
賀 

▼ 

僕
が
58
歳
で
、女
房
が
49
歳
、そ
の
年
の
ク
リ
ス
マ

ス
に
洗
礼
を
受
け
ま
し
た
。

館
長 

▼ 

入
信
の
動
機
を
お
聞
き
す
る
の
は
ふ
さ
わ
し
く
な

い
か
な
。
カ
ト
リ
ッ
ク
に
対
す
る
関
心
は
若
い
時
か
ら

持
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
す
か
？

加
賀 

▼ 

上
智
大
学
で
10
年
教
え
て
い
た
の
で
、大
勢
の
神

父
と
知
り
合
っ
て
、
中
に
は
非
常
に
仲
の
良
い
友
達
も

で
き
ま
し
た
。
主
人
公
が
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
の『
宣
告
』

を
書
く
時
に
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
を
知
っ
て
お
こ
う
と
思
っ

て
、そ
の
中
の
一
人
、Ｋ
神
父
に
い
ろ
い
ろ
教
え
て
も
ら
い

ま
し
た
。
彼
は
哲
学
科
の
教
授
で
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
を
学

生
た
ち
に
教
え
て
い
ま
し
た
が
、工
学
部
出
身
の
理
系
の

人
だ
っ
た
。
理
系
の
人
と
は
同
じ
よ
う
な
用
語
を
使
え

る
し
、も
の
の
考
え
方
が
似
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
話

し
や
す
い
の
で
そ
の
人
に
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
が
、『
宣

告
』を
書
き
終
え
て
、
1
9
7
9
年
の
3
月
、僕
は
上
智

大
学
を
辞
め
ま
し
た
。

館
長 

▼ 『
雲
の
都
』の
中
に
も
書
か
れ
て
い
ま
す
ね
。
今
そ

う
い
う
こ
と
を
伺
っ
た
の
は
、加
賀
さ
ん
の
最
初
の
小
説

『
フ
ラ
ン
ド
ル
の
冬
』に
非
常
に
感
銘
を
受
け
た
記
憶
が

い
ま
だ
に
鮮
明
な
の
で
す
が
、ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
戦
争
に
動

員
さ
れ
て
精
神
的
に
傷
つ
い
た
人
物
の
話
で
し
た
ね
。

加
賀 

▼ 

は
い
。

館
長 

▼ 

あ
の
小
説
を
読
ん
だ
時
か
ら
、こ
の
作
者
は
、こ

の
人
物
を
通
じ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
に
対
す
る
関
心
を
小
説
化

し
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、と
い
う
読

み
方
を
し
た
ん
で
す
。
当
た
っ
て
い
る
か
ど
う
か
分
か
り

ま
せ
ん
が
、あ
の
時
か
ら
加
賀
さ
ん
の
小
説
を
読
む
と
、

こ
の
人
は
い
つ
か
カ
ト
リ
ッ
ク
に
近
づ
く
人
じ
ゃ
な
い
か

と
感
じ
て
い
た
。ど
こ
で
ど
う
い
う
ふ
う
に
罪つ

み
び
と人

が
救
済

さ
れ
る
か
、そ
う
い
う
問
題
に
光
を
当
て
よ
う
と
し
て
い

る
作
家
さ
ん
だ
な
、と
し
て
読
ん
で
き
ま
し
た
。

加
賀 

▼ 

な
る
ほ
ど
。

館
長 

▼ 

ず
っ
と
加
賀
さ
ん
の
カ
ト
リ
ッ
ク
に
対
す
る
思
い

に
関
心
を
も
っ
て
あ
な
た
の
小
説
を
読
ん
で
き
て
、今
度

の『
雲
の
都
』で
も
特
に
最
後
の
奥
さ
ん
が
亡
く
な
る
と

こ
ろ
で
は
っ
き
り
出
て
い
て
、小
説
の
質
的
な
特
徴
と
し

て
と
て
も
印
象
的
で
し
た
。
で
も
、
自
分
は
な
ぜ
カ
ト

リ
ッ
ク
に
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
、こ
う
い
う
場
で
伺

う
の
は
難
し
い
か
な
。

加
賀 

▼ 

そ
れ
は
い
く
ら
人
に
話
し
て
も
分
か
っ
て
も
ら
え

な
い
ん
で
す
よ
。
こ
の
信
仰
に
入
っ
た
の
は
な
ぜ
か
と

か
、
何
が
動
機
だ
っ
た
と
か
、い
く
ら
聞
か
れ
て
も
、
う

ま
く
答
え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、言
葉
に
し
て
言
え
る
よ

う
な
心
の
変
化
で
は
な
い
わ
け
だ
か
ら
。
心
理
と
い
う

の
は
分
か
り
や
す
い
人
間
の
心
の
動
き
で
す
が
、魂
の
方

は
人
間
の
体
と
く
っ
つ
い
て
、奥
の
方
に
あ
る
心
の
動
き
。

そ
れ
は
他
人
に
は
絶
対
分
ら
な
い
も
の
で
す
よ
ね
。

館
長 

▼ 

言
葉
の
届
か
な
い
領
域
で
し
ょ
う
か
ら
。

加
賀 

▼ 

言
葉
が
届
か
な
い
し
、そ
れ
を
表
現
す
る
言
葉
も

な
い
。
聖
書
の
言
葉
を
少
し
使
っ
て
、こ
う
い
う
イ
エ
ス

に
僕
は
惚
れ
て
し
ま
っ
た
、と
し
か
言
え
な
い
。
そ
れ
が

57
、
58
歳
の
時
に
お
き
た
ん
で
す
。
上
智
大
学
を
辞
め
て

か
ら
7
、8
年
は
経
っ
て
い
ま
し
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
と
い

う
か
、キ
リ
ス
ト
教
と
自
分
と
の
関
係
が
非
常
に
密
接
な

よ
う
な
、し
か
し
遠
い
よ
う
な
、そ
う
い
う
曖
昧
な
状
況

に
い
る
の
が
す
ご
く
苦
し
く
な
っ
た
。
そ
れ
で
、先
ほ
ど

話
し
た
K
神
父
の
と
こ
ろ
に
行
っ
た
ら
、「
4
日
間
ほ
ど

空
け
て
お
き
な
さ
い
。
あ
な
た
の
質
問
を
全
部
引
き
受

け
ま
す
」と
。
カ
ト
リ
ッ
ク
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い

て
理
解
で
き
な
い
事
が
あ
る
に
違
い
な
い
、例
え
ば
、イ

エ
ス
の
死
と
か
イ
エ
ス
の
死
の
あ
と
の
復
活
と
か
、イ
エ
ス

が
死
ん
だ
後
、
弟
子
た
ち
が
急
に
敢
然
と
し
て
宣
教
を

始
め
、使
徒
行
伝
に
よ
る
と
い
ろ
い
ろ
不
思
議
な
出
来
事

が
彼
等
の
周
り
に
で
て
く
る
と
か
。
あ
れ
は
何
な
の
か

と
普
通
の
人
に
聞
い
て
も
分
ら
な
い
、神
父
に
聞
か
な
け

れ
ば
分
ら
な
い
。『
宣
告
』を
書
い
て
、僕
は
カ
ト
リ
ッ
ク

を
あ
る
視
野
に
と
ら
え
て
距
離
感
も
保
っ
て
き
た
け
れ

ど
、そ
れ
が
揺
ら
ぎ
だ
し
た
。
何
か
訳
の
わ
か
ら
な
い
も

の
に
憑
り
つ
か
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
非
常
に
苦
し

い
。
そ
こ
で
4
日
間
の
暇
を
作
り
ま
し
た
。
女
房
も
一
緒

に
行
き
ま
し
た
。
僕
に
は
2
0
0
く
ら
い
分
ら
な
い
こ
と

が
あ
っ
て
、神
父
に
全
部
、こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
だ
と

質
問
し
ま
し
た
。
例
え
ば
、ど
う
し
て
神
様
は
ユ
ダ
ヤ
人

を
選
ん
だ
の
か
、日
本
人
を
選
ん
で
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い

か
等
々
を
僕
が
理
解
で
き
る
ま
で
言
葉
で
説
く
の
は
大

変
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

館
長 

▼ 

そ
の
4
日
間
の
後
、す
ぐ
洗
礼
を
受
け
ら
れ
た
訳

で
す
か
？

加
賀 

▼ 

4
日
じ
ゃ
な
く
て
、
3
日
目
の
お
昼
で
終
わ
っ

ち
ゃ
い
ま
し
た
。
3
日
目
の
昼

頃
、僕
は
2 

0 

0
幾
つ
か
の
質

問
の
全
部
が
分
っ
た
。
女
房
も

自
分
の
ノ
ー
ト
を
取
っ
て
色
々

な
質
問
を
し
て
い
た
け
ど
、全

部
分
っ
た
気
に
な
っ
た
。
僕
は

こ
れ
以
上
何
も
質
問
が
無
い
と

い
う
事
態
に
な
り
、キ
リ
ス
ト

教
は
全
て
明
々
解
々
に
な
っ
た

と
い
う
瞬
間
が
来
て
嬉
し
か
っ

た
。
嬉
し
い
と
思
っ
て
い
た
ら
、

風
が
吹
い
て
き
て
、森
が
ざ
わ

ざ
わ
い
っ
て
い
る
。
そ
の
日
は

1929年東京生まれ。小説家、医学博士（精神
科）。本名・小木貞孝。1953年東京大学医学部を
卒業。精神医学、犯罪学を専攻し病院、刑務所勤
務の後、1957年から3年間フランスに留学。東大附
属病院精神科助手、東京医科歯科大学犯罪心理研
究室助教授を経て、1969年から79年まで上智大学
教授。第1作の長編『フランドルの冬』で67年度芸
術選奨文部大臣新人賞受賞。73年、名古屋陸軍幼
年学校時代の体験をもとにした『帰らざる夏』が谷
崎潤一郎賞を受賞。79年、死刑囚を描いた『宣告』
で日本文学大賞受賞、同年より文筆に専念。86年
より、自伝的大河小説『永遠の都』の連載を始め、
87年のクリスマスにカトリックの洗礼を受ける。97

年度、芸術選奨文部大臣賞を『永遠の都』で受賞。
2000年より連載された続編『雲の都』は、12年に第 5

部『鎮魂の海』で完結し、毎日出版文化賞特別賞を
受賞。2011年、文化功労者となる。

ゲスト

加賀乙彦
（小説家・精神科医）

聞き手

菅野昭正
（世田谷文学館館長）

菅野昭正館長井上ユリ氏

加賀乙彦（かが・おとひこ）

『雲の都』第 4部「幸福の森」、第 5部「鎮魂の海」、 
いずれも新潮社、2012年7月
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風
が
強
く
て
、明
る
く
な
っ
た
り
暗
く
な
っ
た
り
、雲
が

す
ご
い
勢
い
で
頭
上
を
過
ぎ
て
い
く
。
そ
の
瞬
間
、僕
は

幸
福
に
な
っ
た
。
軽
や
か
な
、風
の
よ
う
な
、風
に
乗
っ

て
い
る
よ
う
な
。
雲
の
合
間
か
ら
パ
ー
ッ
と
明
る
く
陽
が

射
し
て
、
自
分
も
軽
や
か
な
気
持
ち
に
な
っ
て
、「
神
父

様
お
か
し
い
で
す
、私
は
ど
う
し
た
の
か
、何
か
非
常
に

嬉
し
く
な
っ
て
、
今
、
風
の
上
に

乗
っ
か
っ
て
い
る
よ
う
で
す
」と

言
っ
た
ら
、女
房
も
同
じ
状
態
で

し
た
。「
不
思
議
で
す
。
私
も
、

夫
と
同
じ
よ
う
な
嬉
し
い
気
持

に
な
っ
て
」と
。「
そ
う
で
す
か
。」

と
言
っ
て
、神
父
は
黙
っ
て
い
た

け
れ
ど
も
。
そ
れ
か
ら
、「
ラ
ー

メ
ン
を
食
べ
に
行
き
ま
し
ょ
う
」

と
、昼
飯
に
ラ
ー
メ
ン
を
食
べ
に

行
き
ま
し
た
。
神
父
は
ラ
ー
メ

ン
を
全
部
お
食
べ
に
な
っ
た
け

ど
、
僕
は
半
分
も
食
べ
ら
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
、「
お
二

人
と
も
洗
礼
を
お
受
け
に
な
っ

て
い
い
で
す
」と
御
許
し
が
出

ま
し
た
。
洗
礼
を
受
け
る
際
の

go
d

fath
er

、
代
父
に
な
っ
て
も

ら
っ
た
の
が
、
遠
藤
周
作
さ
ん
。

遠
藤
夫
人
が
女
房
の
代
母
に
な
っ
て
、時
期
は
ク
リ
ス
マ

ス・イ
ヴ
が
い
い
だ
ろ
う
と
。
洗
礼
の
際
の
水
は
少
し
で

は
な
く
て
、ザ
ー
っ
と
。
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、ま
た

ふ
わ
ふ
わ
と
し
た
気
持
ち
が
出
て
き
て
。
女
房
は
泣
い
て

い
ま
し
た
。
帰
っ
て
く
る
と
、遠
藤
さ
ん
が
僕
に
良
か
っ

た
ね
っ
て
言
っ
て
く
れ
て
。
ほ
か
に
三
浦
朱
門
さ
ん
と
か

矢
代
静
一
さ
ん
と
か
、み
ん
な
お
祝
い
に
来
て
く
れ
て
、

ワ
イ
ン
で
酒
宴
に
な
り
ま
し
た
。
非
常
に
楽
し
か
っ
た
。

館
長 

▼ 

ま
た
、
話
を
小
説
の
方
に
戻
し
ま
す
が
、
話
に
出

た『
宣
告
』の
死
刑
囚
と
、カ
ト
リ
ッ
ク
の
こ
と
な
ど
も
話

し
合
っ
た
り
し
た
の
で
す
か
？

加
賀 

▼ 

随
分
深
い
と
こ
ろ
ま
で
話
は
し
ま
し
た
。
彼
と
の

往
復
書
簡
ま
で
全
部
本
に
出
し
て
い
ま
す
か
ら
。
近
づ

け
た
け
れ
ど
、カ
ト
リ
ッ
ク
の
洗
礼
を
受
け
る
ま
で
に
は

い
か
な
か
っ
た
。
上
智
大
学
に
も
10
年
い
た
け
れ
ど
。

館
長 

▼ 

あ
な
た
は
そ
の
時
近
づ
い
た
け
れ
ど
、そ
の
時
に

は
決
意
で
き
な
か
っ
た
と
い
う

事
？

加
賀 

▼ 

そ
う
、不
思
議
な
も
の
で

す
ね
。
そ
れ
か
ら
17
、
8
年
経
っ

て
年
を
と
っ
て
か
ら
、急
に
決
着

を
付
け
よ
う
と
。
僕
は
、
仏
教

と
キ
リ
ス
ト
教
と
両
方
に
関
心

が
あ
っ
た
ん
で
す
。
法
華
経
を

愛
読
し
て
い
た
し
、
観
音
経
も

読
ん
だ
。

館
長 

▼ 

仏
教
へ
の
関
心
、法
華
経

や
観
音
経
を
読
ん
だ
の
は
若
い

時
分
で
す
か
？

加
賀 
▼ 

い
や
、上
智
大
学
に
い
る

と
き
。
ど
う
し
て
も
日
本
人
が

カ
ト
リ
ッ
ク
や
キ
リ
ス
ト
教
を
考

え
る
時
は
、
仏
教
と
比
較
し
ま

す
。
あ
る
日
、
僕
は
決
心
し
て
、

キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
書
か
れ
た

本
を
、と
に
か
く
手
に
入
る
も
の
は
み
ん
な
買
っ
た
。
あ

と
、釈
迦
に
関
す
る
も
の
、お
経
そ
の
他
、全
部
な
る
べ

く
買
う
。
右
側
は
仏
教
、左
側
は
キ
リ
ス
ト
教
と
両
側
に

置
い
て
、ど
ん
ど
ん
読
み
ま
し
た
。
読
ん
で
い
く
と
、両

方
と
も
偉
い
。
し
か
も
、両
方
と
も
言
っ
て
い
る
こ
と
は

よ
く
似
て
い
る
。
こ
れ
は
び
っ
く
り
し
た
。
例
え
ば
、親

鸞
と
イ
エ
ス・キ
リ
ス
ト
と
は
、ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
な
事

を
言
っ
て
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
の
方
が
よ
り
易
し
い
言
葉
、

親
鸞
は
少
し
荘
厳
な
言
葉
を
使
っ
て
。

館
長 

▼ 

ご
生
家
は
仏
教
で
す
ね
。
宗
派
は
？

加
賀 

▼ 

先
祖
が
金
沢
藩
士
だ
っ
た
と
き
は
天
台
宗
で
す
。

父
も
母
も
信
仰
を
も
つ
と
い
う
事
に
は
い
か
な
か
っ
た
。

た
だ
母
は
、キ
リ
ス
ト
教
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
洗
礼
を
受
け

ま
し
た
。

館
長 

▼ 

そ
れ
は
、若
い
時
？

加
賀 

▼ 

い
や
戦
後
、
本
当
は
そ
の
と
き
僕
は
お
め
で
と

う
っ
て
言
う
べ
き
だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
を
何
も
言
わ
な

い
で
知
ら
ん
顔
を
し
て
い
た
。
母
は
自
分
が
子
供
た
ち
に

は
全
然
理
解
で
き
な
い
こ
と
を
や
っ
た
と
知
っ
て
い
て
、

父
に
も
黙
っ
て
い
た
。
で
も
、母
が
死
ん
で
イ
グ
ナ
チ
オ

教
会
で
お
通
夜
と
お
葬
式
を
し
た
時
に
大
勢
の
友
達
が

信
者
と
し
て
来
て
下
さ
っ
て
、あ
あ
、こ
う
い
う
温
か
い

世
界
な
ん
だ
と
わ
か
っ
た
。
最
初
は
死
刑
囚
、そ
の
次
は

母
、そ
し
て
上
智
大
学
。
段
々
に
近
づ
こ
う
と
し
て
仏
教

と
両
方
を
比
べ
始
め
た
時
に
、
K
神
父
か
ら
比
較
で
き
な

い
も
の
で
す
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
ん
な
事
を
し
て
も

無
限
に
続
き
ま
す
よ
、そ
れ
よ
り
も
一
気
に
私
に
迫
っ
て

き
な
さ
い
と
、そ
れ
で
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
。

館
長 

▼ 

と
こ
ろ
で
、加
賀
さ
ん
の
洗
礼
名
は
？

加
賀 

▼ 

僕
は
ル
カ
。

館
長 

▼ 

加
賀
夫
人
は
？

加
賀 

▼ 

テ
レ
ジ
ア
。
幼
き
イ
エ
ズ
ス
の
テ
レ
ジ
ア
。

館
長 

▼ 

神
父
さ
ん
が
つ
け
る
の
で
す
か
？

加
賀 

▼ 

自
分
で
つ
け
ま
す
。
聖
人
の
伝
記
集
を
見
て
、女

房
は
顔
の
い
い
人
を
選
ん
だ（
笑
）。
幼
き
イ
エ
ズ
ス
の
テ

レ
ジ
ア
は
お
祈
り
の
聖
人
で
美
女
。
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
寺
院

内
の
聖
人
の
像
で
、右
側
が
テ
レ
ジ
ア
で
左
側
が
聖
母
マ

リ
ア
。
聖
母
マ
リ
ア
よ
り
も
テ
レ
ジ
ア
の
方
が
う
ん
と
人

気
な
の
を
僕
は
昔
か
ら
知
っ
て
い
た
の
で
、女
房
を
連
れ

て
行
っ
た
時
に
教
え
た
ら
喜
ん
で
ま
し
た
。

人
間
に
創
れ
な
い
美
し
い
も
の
へ
の
興
味

館
長 

▼ 

加
賀
さ
ん
の
宗
教
的
体
験
を
伺
い
ま
し
た
が
、若

い
時
は
ど
う
で
し
た
？
学
生
時
代
と
か
…
。

加
賀 

▼ 

学
生
時
代
に
も
疑
問
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま

り
、人
間
の
体
の
持
つ
不
思
議
さ
。
解
剖
し
て
み
る
と
実

に
綺
麗
。
人
間
の
組
織
を
輪
切
り
に
し
て
顕
微
鏡
で
見

る
と
、こ
れ
が
美
し
い
。
そ
の
美
し
さ
は
二
十
万
倍
く
ら

い
の
電
子
顕
微
鏡
で
見
て
も
美
し
い
。
い
く
ら
大
き
く

し
て
も
美
し
い
と
い
う
こ
と
は
、無
限
に
大
き
く
出
来
る

わ
け
だ
か
ら
、人
間
の
体
は
ま
る
で
宝
石
の
よ
う
な
も
の

で
飾
ら
れ
た
綺
麗
な
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、こ
れ
は

人
間
で
は
創
れ
な
い
。

館
長 

▼ 

医
学
生
の
解
剖
の
時
、そ
う
い
う
こ
と
に
感
銘
を

受
け
た
わ
け
で
す
か
？
周
り
の
学
生
も
そ
う
で
す
か
？

加
賀 

▼ 

ま
っ
た
く
無
関
心
な
人
も
い
ま
す
。
僕
は
、も
う

一
つ
は
子
ど
も
の
頃
か
ら
星
を
見
る
の
が
大
好
き
で
、ど

う
し
て
こ
ん
な
に
美
し
い
も
の
が
世
の
中
に
あ
る
の
か
、

い
っ
た
い
宇
宙
は
誰
が
ど
の
よ
う
に
し
て
創
っ
た
か
と
い

う
の
は
す
ご
く
不
思
議
で
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
、こ
の
世

界
は
美
し
い
も
の
に
満
ち
て
い
て
、し
か
し
、そ
の
美
し

い
も
の
は
人
間
が
絶
対
に
創
る
こ
と
が
出
来
な
い
も
の
。

こ
れ
は
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
！

館
長 

▼ 

そ
れ
は
い
つ
頃
の
記
憶
で
す
か
？

加
賀 

▼ 

そ
う
い
う
ふ
う
に
不
思
議
に
思
っ
た
の
は
小
学
生

く
ら
い
。
医
学
生
に
な
っ
た
時
、今
度
は
人
間
の
体
の
不

思
議
な
構
造
、一
体
人
間
は
誰
が
創
っ
た
の
か
わ
か
ら
な

い
。
第
一
、生
命
と
い
う
も
の
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
わ

か
ら
な
い
。
そ
う
い
う
具
体
的
な
疑
問
か
ら
出
発
し
て

い
ま
す
。
そ
れ
と
、宗
教
と
結
び
つ
い
て
く
る
。
死
が
人

間
に
あ
る
、あ
ら
ゆ
る
動
物
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、宗

教
的
な
問
題
と
し
て
非
常
に
興
味
が
あ
り
ま
す
。
だ
か

ら
、僕
の
宗
教
観
と
い
う
の
は
、科
学
を
生
み
出
し
た
ル

ネ
サ
ン
ス
時
代
の
、デ
カ
ル
ト
時
代
の
人
た
ち
に
近
い
ん

じ
ゃ
な
い
か
な
。
そ
の
う
ち
段
々
、
自
分
自
身
の
体
験

と
結
び
つ
い
て
い
く
わ
け
だ
か
ら
、こ
れ
全
体
が
一
つ
の

宗
教
小
説
で
す
。

長
編
小
説
へ
の
思
い

館
長 

▼ 

そ
う
い
う
言
い
方
を
す
れ
ば
、
加
賀
さ
ん
は『
フ

ラ
ン
ド
ル
の
冬
』か
ら
、読
み
か
た
に
よ
っ
て
か
な
り
濃
厚

に
宗
教
性
を
帯
び
た
、読
む
人
に
よ
っ
て
は
宗
教
性
を
感

じ
る
作
家
の
道
を
辿
っ
て
き
た
と
わ
か
り
ま
す
ね
。

加
賀 

▼ 

ド
ナ
ル
ド・キ
ー
ン
さ
ん
の
、『
源
氏
物
語
』と
宗
教

は
す
ご
く
密
接
に
関
係
が
あ
っ
て
、日
本
で
で
き
た
世
界

で
初
め
て
の
小
説
が
宗
教
小
説
に
近
い
と
い
う
捉
え
方

の
影
響
も
大
き
い
。
僕
も
自
分
の
宗
教
観
を
芯
に
し
て

小
説
を
書
い
て
み
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。

館
長 

▼ 

加
賀
さ
ん
の
洗
礼
ま
で
に
至
る
宗
教
的
な
色
々
な

経
験
を
初
め
て
伺
っ
た
気
が
し
ま
す
け
ど
、宗
教
に
対
す

る
幼
い
時
か
ら
の
関
心
、そ
れ
が
段
々
熟
し
て
い
っ
て
、

洗
礼
を
受
け
ら
れ
て
、最
後
の
大
作
に
そ
れ
が
生
か
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
、い
ま
の
お
話
で
よ
く
分
か
り
ま
し
た
。

加
賀 

▼ 

感
謝
し
ま
す
。
菅
野
さ
ん
に
は
、パ
リ
に
い
た
時
、

僕
の『
永
遠
の
都
』の
解
説
を
書
い
て
い
た
だ
い
た
。
そ

れ
か
ら
大
江
健
三
郎
さ
ん
に
も
感
謝
し
て
い
る
。
彼
は
全

部
読
ん
で
く
れ
て
、小
説
の
構
造
を
見
抜
い
て
く
れ
た
。

書
き
始
め
た
頃
に
は
い
ろ
い
ろ
な

人
か
ら
ず
い
ぶ
ん
悪
口
言
わ
れ
ま

し
た
よ
。
大
河
小
説
な
ん
て
過
去

の
遺
物
だ
と
か
。
誰
も
読
み
ま
せ

ん
よ
、今
は
短
編
の
時
代
で
す
と

言
わ
れ
た
。
で
も
僕
は
そ
の
逆
を

行
っ
て
、
う
ん
と
長
く
し
て
や
ろ

う
と
。

館
長 

▼ 

ま
だ
短
す
ぎ
る
か
も
知
れ

な
い（
笑
）。『
永
遠
の
都
』は
日
清

戦
争
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
時
間
が
交

錯
す
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す

が
、日
本
社
会
が
ど
ん
な
ふ
う
に

変
っ
て
き
た
か
、
特
に
持
続
感
と

変
動
の
激
し
さ
と
を
融
合
さ
せ

る
、上
手
く
繋
げ
る
の
は
と
て
も

難
し
い
仕
事
だ
と
思
い
ま
す
。
小

説
と
し
て
読
む
の
は
勿
論
、
多
く

の
読
者
に
日
本
の
社
会
の
変
動
そ
の
も
の
ず
ば
り
、歴
史

性
を
持
つ
も
の
と
し
て
読
ん
で
も
ら
え
る
と
、と
て
も
良

い
と
思
い
ま
す
。『
永
遠
の
都
』と
い
う
題
に
は
、ロ
ー
マ

に
匹
敵
す
る
東
京
と
い
う
意
味
も
込
め
ら
れ
て
い
る
と

思
い
ま
す
が
、『
雲
の
都
』の
雲
と
は
、ど
う
い
う
意
味
で

す
か
？

加
賀 

▼ 『
永
遠
の
都
』は
、絶
え
ず
変
わ
っ
て
い
く
東
京
に

対
す
る
皮
肉
で
す
。『
雲
の
都
』に
つ
い
て
は
第
5
部
に

出
て
き
ま
す
が
、『
新
撰
万
葉
集
』の
歌（「
か
き
崩
し
散

る
花
と
の
み
降
る
雪
は
雲
の
都
の
玉
の
散
る
か
も
」）か

ら
で
す
。
雲
の
都
か
ら
落
ち
て
き
た
も
の
と
は
、美
し
い

真
っ
白
な
雪
な
ん
で
す
。
雲
の
都
は
死
者
の
い
る
と
こ

ろ
、雪
は
死
者
の
手
紙
な
ん
で
す
。

館
長 

▼ 

本
日
は
本
当
に
お
忙
し
い
と
こ
ろ
、有
難
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

加
賀 

▼ 

ど
う
い
た
し
ま
し
て
、有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
2
0
1
2
年
10
月
12
日
世
田
谷
文
学
館
館
長
室
に
て
）

現
代
書
壇
で
活
躍
す
る
書
家
33
名
が
、
会
派
を
超
え
て

「
世
田
谷
ゆ
か
り
の
作
家
た
ち
」を
テ
ー
マ
に
新
作
を
一
堂
に

披
露
す
る
、世
田
谷
文
学
館
な
ら
で
は
の
ユ
ニ
ー
ク
な
書
展

で
す
。

出
品
予
定
書
家 

（
五
十
音
順
、敬
称
略
）

寺
山
修
司
が
去
っ
て
か
ら
約
30
年
、戯
曲
の
再
演
や
映
画

上
映
な
ど
多
く
の
関
連
活
動
が
な
さ
れ
、新
し
い
世
代
を
中

心
と
し
た
寺
山
フ
ァ
ン
は
、今
も
増
え
続
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、

教
科
書
に
そ
の
作
品
が
掲
載
さ
れ
る
な
ど
、寺
山
文
学
は
10

代
の
思
春
期
の
感
性
に
、時
代
を
超
え
て
語
り
続
け
て
お
り
、

そ
の
作
品
の
普
遍
性
が
新
た
な
読
者
を
獲
得
し
て
い
ま
す
。

寺
山
修
司
は
、
18
歳
で「
短
歌
研
究
」新
人
賞
を
受
賞
。

そ
の
後
、「
俳
句
」や「
短
歌
」の
定
型
の
枠
を
乗
り
越
え
る

よ
う
に
詩
作
を
開
始
。
歌
謡
曲
の
作
詞
や
放
送
詩（
ラ
ジ

オ
）へ
と
活
動
ジ
ャン
ル
を
広
げ
ま
し
た
。
30
歳
を
前
後
す
る

1
9
6
5
年
か
ら
1
9
6
8
年
頃
に
か
け
て
は
、世
田
谷
区
下

馬
に
移
り
住
み
、演
劇
実
験
室「
天
井
棧
敷
」を
設
立
し
ま

す
。
そ
の
後
は
、
10
代
か
ら
20
代
に
か
け
て
の
創
作
活
動
の

基
盤
で
あ
っ
た
俳
句
や
短
歌
か
ら
抜
け
出
し
、長
編
小
説
や

戯
曲
、評
論
な
ど
新
た
な
執
筆
活
動
を
交
え
な
が
ら
、演
劇

や
映
画
と
い
っ
た
芸
術
ジ
ャン
ル
へ
と
移
行
し
て
い
き
ま
し
た
。

当
館
で
は
2
0
0
3
年
に「
寺
山
修
司
の
青
春
時
代
展
」を

開
催
し
、多
く
の
反
響
を
呼
び
ま
し
た
。
本
展
は
、そ
の
後
発

見
さ
れ
た
新
た
な
資
料（
中
学
時
代
の
幻
の
文
芸
誌「
白
鳥
」

等
）を
加
え
、小
中
学
生
に
む
け
た
解
説
を
交
え
な
が
ら
、会

場
ス
ペ
ー
ス
を
拡
大
し
て
開
催
す
る
も
の
で
す
。
没
後
30
年
の

年
に
、彼
の
創
作
活
動
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
青
春
時
代
を
ご

紹
介
し
、《
こ
と
ば
の
ひ
と 

̶ 

寺
山
修
司
》を
再
検
証
し
ま
す
。寺山修司 松井牧歌あて年賀状 1957年

展
覧
会
の
ご
案
内

「帰ってきた 
寺山修司」展

荒
谷  

大
丘

安
東    

麟

池
亀  

壽
泉

泉
原  

壽
巖

稲
村  

雲
洞

稲
村  

龍
谷

卯
中
惠
美
子

太
川  

啓
子

大
根
田
照
雲

加
藤  

湘
堂

川
口  

青
澄

会
場
＝ 

１
階
文
学
サ
ロ
ン 

 

観
覧
料
＝ 

無
料

﹇
鑑
賞
講
座
﹈

　
出
品
書
家
と
鑑
賞
し
な
が
ら
、作
品
の
み
ど
こ
ろ
な
ど
を

わ
か
り
や
す
く
解
説
し
ま
す
。
書
を
芸
術
作
品
と
し
て
鑑

賞
し
た
い
、こ
れ
か
ら
書
を
始
め
て
み
た
い
と
い
う
初
心
者

の
方
も
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

1
月 

18
日（
金
） 

講
師
＝ 

泉
原
壽
巖（
日
展
会
員
）

 

19
日（
土
） 

講
師
＝ 

池
亀
壽
泉（
読
売
書
法
会
理
事
）

 

20
日（
日
） 

講
師
＝ 

後
藤
俊
秋（
毎
日
書
道
展
審
査
会
員
）

 

24
日（
木
） 

講
師
＝ 

師
田
久
子（
日
展
会
員
）

 

25
日（
金
） 

講
師
＝ 

稲
村
龍
谷（
日
展
会
友
）

各
日
午
後
2
〜
3
時
、当
日
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

世田谷区内在住の書家による

世田谷の書展
－世田谷ゆかりの作家たち－久

村  

拓
司

黒
田  

石
鼓

小
久
保
展
代

後
藤  

俊
秋

小
林
早
容
子

師
田  

久
子

下
坂  

華
仙

鈴
木  

暁
山

竹
内  

青
紗

田
嶋  

姿
水

田
中  

栄
子

坪
西  

美
枝

戸
田  

幽
翠

服
部  

葆
竹

東
山 

 

一
郎

廣
野  

皐
風

深
田  

東
穂

丸
尾  

鎌
使

村
井  

　
城

安
岡
田
鶴
子

横
山
喜
代
子

渡
邉
鄧
美
子

『雲の都』全 5巻、新潮社（第1部「広場」2002年10月、第2部「時計台」2005年
9月、第 3部「城砦」2008年 3月）、初出「新潮」2000年1月号～2012年1月号

2013年 
1月12日（土）－27日（日）

2013年 
2月2日（土）－3月31日（日）
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昨
年
度
に
収
集
し
た
収
蔵
品
2
6
2
8
点
は
、皆
様
か
ら
の
ご
寄
贈
に
よ
る
も
の
で
す
。
ご
協
力
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
こ
で
は
主
な
収
蔵
品
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。（
敬
称
略
）

◎ 佐藤紅緑関連資料 ◎

寄贈者：佐藤愛子
寄贈品：佐藤紅緑あて正岡子規・高浜虚子書簡、佐藤紅緑書幅・初版本など92点

佐藤紅緑あて正岡子規書簡（明治31年10月12日）

明
治
31
年
10
月
12
日

佐
藤
紅
緑
あ
て
正
岡
子
規
書
簡
翻
刻

拝
復
生
れ
子
を
失
ひ
た
ま
ひ
し
由

は
聞
及
び
し
が
此
頃
は
御
持
病
さ
へ

起
り
た
る
と
聞
く  

成
る
べ
く
静
に

養
生
あ
る
べ
く
候  

肺
病
は
死
ぬ
る

病
気
に
は
な
く
候
へ
ど
も
た
び
〳
〵

煩
へ
ば
身
體
弱
り
可
申
候  

此
後
も

風マ
マ

な
ど
引
か
ぬ
や
う
御
心
掛
可
然
候

別
稿
返
璧
に
及
び
候  

前
に
来
て
居

る
も
の
も
御
返
却
可
申
の
処
今
夜
は

労
れ
居
候
ま
ゝ
取
あ
へ
ず
御
近
作
の

分
に
付
点
致
候  

併
し
匆
卒
の
際
必

ず
見
誤
り
あ
る
べ
く
候

先
日
の
御
手
紙
は
面
白
く
候
ま
（ゝ
少

し
節
略
し
て
）ほ
と
ゝ
き
す
に
掲
載
可

致
候
　
　
匆
々

　
十
月
十
二
日

 

子
規

　
紅
緑
君

◎ 成瀬巳喜男関連資料 ◎

寄贈者：成瀬 有
寄贈品：成瀬巳喜男の撮影台本、身の回り品、写真など2494点

使用した台本の一部成瀬の書き込みが入った代表作「浮雲」の台本

書斎で使われていた文机と筆記用具一式、灰皿など 「映画旬刊」昭和30年度監督賞記念　肖像画の絵皿

平
成
23
年
度
の
収
蔵
品
に
つ
い
て

資
料
受
贈
報
告 

2
0
1
2
年
6
月
16
日
〜
10
月
13
日

▼ 

成
田
敦
子
様
・
荒
木
瑛
子
様
よ
り
江
間
章
子
関
連
資
料
一
括
、萩
原
朔
美
様
よ
り
萩
原

葉
子
関
連
資
料
一
括

▼ 

淺
山
泰
美
様  

池
亀
弘
子
様  

井
戸
亘
様  

加
藤
圭
子
様  

小
島
千
加
子
様  

近
藤 

雅
子
様  

佐
藤
喜
一
様  

佐
々
木
央
様  

杉
山
豊
様  

谷
口
麻
耶
様  

野
坂
煕
様  

八
鍬 

幸
一
様  

日
高
の
ぼ
る
様  

深
田
澤
二
様  

藤
井
ひ
か
り
様  

堀
薫
様  

眞
木
千
絵
様  

峰
岸 

了
子
様

▼ 

青
森
県
近
代
文
学
館  

N
H
K
出
版
教
育
文
化
編
集
部  

大
阪
国
際
児
童
文
学
館  

大

阪
大
学
近
代
文
学
研
究
会  

大
佛
次
郎
記
念
館  

か
ご
し
ま
近
代
文
学
館  

河
出
書
房
新
社   

黒
澤
明
研
究
会  

慶
応
義
塾
大
学
ア
ー
ト・セ
ン
タ
ー  

駒
沢
大
学
禅
文
化
歴
史
博
物
館   

小
諸
・
藤
村
文
学
賞
事
務
局  

さ
い
た
ま
文
学
館  

朔
北
社
出
版
部  

昭
和
館  

書
肆
山
田   

逗
子
市
芸
術
文
化
事
業
協
会  

ス
リ
ー
ブ
レ
ス  

成
城
大
学
グ
ロ
ー
カ
ル
研
究
セ
ン
タ
ー   

高
志
の
国
文
学
館  

田
辺
市
立
美
術
館  

た
ま
し
ん
地
域
文
化
財
団  

田
原
市
博
物
館   

沖
積
舎  

土
屋
文
明
記
念
文
学
館  

東
京
子
ど
も
図
書
館  

東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館   

東
京
都
現
代
美
術
館  

徳
島
県
立
文
学
書
道
館  

函
館
市
文
学
館  

姫
路
文
学
館  

ふ
く
い

風
花
随
筆
文
学
賞
実
行
委
員
会  

ふ
く
や
ま
文
学
館  

ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
大
阪
連
盟  

前
橋

文
学
館  

松
本
市
立
博
物
館  

松
山
市
立
子
規
記
念
博
物
館  

港
郷
土
資
料
館  

山
梨
県
立

文
学
館  

弥
生
美
術
館  

横
浜
都
市
発
展
記
念
館

▼ 「
あ
け
び
」「
宇
宙
風
」「
海
」「
海
紅
」「
が
い
こ
つ
亭
」「
街
道
」「
風
花
」「
風
」「
か
ね
こ
と
」

「
カ
プ
リ
チ
オ
」「
寒
雷
」「
橄
欖
」「
季
刊
作
家
」「
く
さ
く
き
」「
九
品
仏
川
柳
会
」「
群
系
」

「
欅
」「
原
型
富
山
」「
鴻
」「
心
の
花
」「
山
河
」「
山
暦
」「
春
耕
」「
春
燈
」「
正
午
」「
抒
情
文
芸
」

「
新
現
実
」「
新
現
代
詩
」「
青
衣
」「
川
柳
研
究
」「
双
鷲
」「
鬣
」「
短
歌
人
」「
丹
青
」「
地
中
海
」

「
飛
火
」「
白
」「
歯
車
」「
プ
チ
★
モ
ン
ド
」「
麓
」「
文
芸
も
ず
」「
文
章
歩
道
」「P

O
C

U
LA

」「
本

のP
arkin

g

」「
窓
」「
ゆ
く
春
」「
ラ
ン
ブ
ル
」「
り
ん
ご
の
木
」「
檸
檬
」の
各
誌
ほ
か
よ
り
資

料
の
ご
寄
贈
、ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

（
五
十
音
順
）

寺
山
修
司
草
稿「
無
題
」

今
号
の
表
紙
は
、横
尾
忠
則
に
よ
る「
天
井
棧
敷
」創
立

時
の
劇
団
案
内
用
年
間
公
演
予
告
ポ
ス
タ
ー
で
す
。
寺
山

修
司
は
、
1
9
6
5
年
か
ら
世
田
谷
区
下
馬
に
居
を
構
え
、

67
年
に
演
劇
実
験
室「
天
井
棧
敷
」を
設
立
し
ま
し
た
。
結

婚
し
て
間
も
な
い
寺
山
が
、学
生
た
ち
を
下
馬
の
マ
ン
シ
ョ

ン
の
一
ユニ
ッ
ト
に
集
め
、劇
団
を
組
織
し
た
の
で
す
。
母
一

人
子
一
人
で
育
っ
た
寺
山
に
と
っ
て
、そ
れ
は
仮
想
の
大
家

族
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

今
回
ご
紹
介
す
る
資
料
は
、「
天
井
棧
敷
」設
立
か
ら
10

年
後
に
書
か
れ
た
草
稿
で
す
。
日
記
の
体
裁
で
、
短
歌
や

映
画
の
感
想
を
、自
ら
の
近
況
を
交
え
て
伝
え
て
い
ま
す
。

寺
山
修
司

×
月
×
日
　「
現
代
百
人
一
首
」を
え
ら
ぶ
こ
と
に

な
っ
て
、ま
と
め
て
他
人
の
短
歌
を
読
み
は
じ
め
る
。
古

い
ノ
ー
ト
か
ら
忘
れ
て
い
た
往
時
の
歌
が
ぞ
く
ぞ
く
と

出
て
く
る
。

た
と
え
ば
小
野
興
二
郎
の

わ
れ
の
子
を
み
ご
も
る
た
め
に
あ
か
き
あ
か
き
夕
雲

が
空
を
占
め
は
じ
め
を
り

な
ど
は
、落
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

×
月
×
日
　
澁
沢
龍
彦
氏
よ
り「
思
考
の
紋
章
学
」

送
ら
れ
て
く
る
。
澁
沢
氏
も
ま
た
鏡
花
の「
草
迷
宮
」の

謎
と
き
に
挑
み
、そ
れ
を
迷
宮
と
母
胎
の
同
一
化
と
し

て
解
き
あ
か
し
て
い
る
。
一
気
に
読
み
通
す
。
久
々
に
刺

激
的
な
数
時
間
で
あ
っ
た
。

×
月
×
日
　
ジャ
ネ
ッ
ト・ボ
ー
ド
の「
世
界
の
迷
路
と

迷
宮
」、迷
路
の
起
源
を
説
き
、図
版
と
写
真
を
収
載
し

た
豪
華
本
。
そ
れ
と
、
M
・
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
の「
世
界
の

魔
術
」。

×
月
×
日
　
山
川
蝉
夫
と
い
う
得
体
の
知
れ
ぬ
男
よ

り
句
集
が
送
ら
れ
て
く
る
。
お
や
、と
思
う
よ
う
な
句

が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

切
な
げ
に
火
事
が
消
え
た
る
初
蜩

塚
本
邦
雄
の
解
説
に
よ
っ
て
、山
川
蝉
夫
が
大
宮
伯
爵

こ
と
高
柳
重
信
の
ペン
ネ
ー
ム
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「
六
つ
で
死
ん
で
い
ま
も
押
入
れ
で
泣
く
弟
」な
ど
と
い

う
句
も
あ
り
、心
に
残
っ
た
。

×
月
×
日
　
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
の
国
際
詩
人
祭
の
朗
読
会

で
親
し
く
な
っ
た
イ
タ
リ
ア
の
サ
ン
グィ
ネ
ッ
テ
イ
の「
イ

タ
リ
ア
綺
想
曲
」の
訳（
河
島
英
昭
）が
出
た
。
原
書
で

送
っ
て
も
ら
っ
て
読
め
な
か
っ
た
も
の
だ
け
に「
待
望
久

し
い
」と
い
う
べ
き
か
。
先
速
、読
み
は
じ
め
る
。

×
月
×
日
　
大
室
幹
雄「
囲
碁
の
民
話
学
」求
め
る
。

サ
ン
グィ
ネ
ッ
テ
イ
を
読
み
つ
ゞ
け
る
が
、時
間
が
来
て
、

中
断
。
今
日
は
、私
の
実
験
映
画
、新
作
の「
マ
ル
ド
ロ
ー

ル
の
歌
」な
ど
十
一
本
を
西
武
劇
場
で
ま
と
め
て
上
映
す

る「
寺
山
修
司
幻
想
映
画
展
」の
第
一
日
目
。
一
柳
慧
、

ニコ
ラ・バ
タ
イ
ユ
な
ど
が
来
て
く
れ
た
。

×
月
×
日
　「
現
代
思
想
」に
連
載
し
は
じ
め
た
市
川

浩
の「
現
代
芸
術
の
地
平
」を
読
む
。
ス
テ
ン
ト
の「
進

歩
の
終
焉
」を
引
き
な
が
ら
、芸
術
に
お
け
る
、受
け
手

の
通
信
路
客
量
を
問
題
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
興
味
ふ

か
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
ふ
れ
る
に
は
、ス
ペ
ー
ス
が
な

い
の
で
や
め
る
が
、市
川
氏
の
次
回
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
映
画
展
の
二
日
目
。
松
本
俊
夫
、合
田
佐
和

子
、岡
部
道
男
、山
野
浩
一
氏
ら
。
二
日
と
も
満
員
だ
っ

た
が
、例
に
よ
っ
て
批
評
家
、映
画
作
家
な
ど
は
ほ
と
ん

ど
観
に
来
な
か
っ
た
。

×
月
×
日
　「
海
王
星
の
不
条
理
」「『
あ
な
た
』を
読

む
」「
皇
太
后
の
睾
丸
」「
声
と
墓
標
の
群
」―
こ
の
、ぞ

く
ぞ
く
す
る
よ
う
な
詩
的
な
題
名
は
、蓮
見マ

マ

重
彦
氏
か

ら
送
ら
れ
た「
反
＝
日
本
語
論
」に
所
載
の
論
文
に
付
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
言
語
に
対
す
る
新
鮮
な
視
点
は
、

さ
な
が
ら
シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び
る
よ
う
な
読
書
の
ひ
と
と

き
を
過
ご
さ
せ
て
く
れ
た
。
蓮
見マ

マ

氏
が
、当
代
き
っ
て
の

達
文
家
で
あ
る
こ
と
は
、も
は
や
、ま
ぎ
れ
も
な
い
こ
と

の
よ
う
だ
。

こ
の
草
稿
は
、文
中
表
記
か
ら
推
察
し
て
1
9
7
7
年
に

書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
新
作
映
画『
マ
ル
ド
ロ
ー

ル
の
歌
』の
制
作
年
と
、澁
澤
龍
彥
か
ら
の
献
呈
本『
思
考

の
紋
章
学
』の
発
行
年
が
同
年
で
あ
る
た
め
で
す
。

こ
の
年
は
、ま
た
寺
山
修
司
の「
ニュ
ー
ス
レ
タ
ー
」が
始

ま
っ
た
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。「
ニュ
ー
ス
レ
タ
ー
」と
は
、複

数
の
限
定
し
た
友
人
に
、同
じ
内
容
の
手
紙（
和
文
タ
イ
プ

打
ち
）を
定
期
的
に
送
る
も
の
で
す
。

「
忙
し
さ
に
と
り
ま
ぎ
れ
て
お

便
り
を
書
く
時
間
が
な
い
の
で
ロ

ン
ド
ン
の
友
人
の
ジ
ム・ヘ
イ
ン
ズ
の

ま
ね
を
し
て
ニュ
ー
ス
レ
タ
ー
を
送

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
そ

の
第
5
便
で
す
。
29
人
の
友
人
に

同
じ
手
紙
を
書
く
こ
と
に
な
り

ま
す
が
、ご
ぶ
さ
た
す
る
よ
り
は

当
館
収
蔵
品
の
ご
紹
介
46

い
い
と
大
目
に
み
て
く
だ
さ
い
。」

（「
ニュ
ー
ス
レ
タ
ー
」5
便
よ
り
）

今
で
こ
そ
、当
た
り
前
に
な
っ
た
メ
ー
ル
の
一
斉
送
信
。

35
年
前
の
社
会
状
況
を
考
え
れ
ば
、こ
れ
は
か
な
り
斬
新

な
手
紙
で
す
。
さ
ら
に
、そ
の
5
年
後
に
谷
川
俊
太
郎
と

始
め
た「
ビ
デ
オ
レ
タ
ー
」も
、映
像
を
使
っ
た
往
復
書
簡
と

し
て
実
験
的
な
試
み
と
な
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、現
存
す
る
多
く
の
寺
山
書
簡
や「
ニュ
ー
ス
レ

タ
ー
」の
文
末
に
は
、日
付
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多

い
の
で
す
。
そ
し
て
、
今
回
ご
紹
介
の
日
記
調
草
稿
も
同

様
に
、日
付
が
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
日
付
が
無
く
、複
数

の
宛
先
に
届
く「
ニュ
ー
ス
レ
タ
ー
」と
、日
付
の
な
い
日
記

調
の
エ
ッ
セ
イ
。

俳
句
や
短
歌
、そ
し
て
詩
の「
定
型
」か
ら
抜
け
出
し
、

映
画
や
演
劇
へ
と
、
次
々
と
活
動
域
を
広
め
て
い
っ
た
寺

山
修
司
。
彼
は
、手
紙
や
日
記
の
形
式
を
利
用
し
な
が
ら
、

「
こ
と
ば
」の
新
た
な
表
現
方
法
を
模
索
し
続
け
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。



休 館 日：
毎週月曜日（ただし月曜日が休日の場合には開館し、翌日休館）
開館時間：
10時～18時
（ただし展覧会入場は 

17時 30分まで）

公益財団法人せたがや文化財団

世田谷文学館 SETAGAYA LITERARY MUSEUM

交通案内
京王線「芦花公園」駅 
南口より徒歩 5分
小田急線「千歳船橋」駅 
より京王バス（千歳烏山 
駅行）利用「芦花恒春園」
下車徒歩 5分

世田谷文学館カレンダー ※ 年末年始休館は12月29日～ 1月3日です。 
展示替えのため、12月3日～ 2月1日まで2階展示室を休室します。

第 32回 世田谷の書展  世田谷ゆかりの作家たち
2013年1月12日（土）～1月27日（日）  1階文学サロン  
観覧料：無料 ＊関連イベントは、4頁をご覧ください。

「帰ってきた 寺山修司」展
2013年2月2日（土）～3月31日（日）
2階展示室
観覧料： 
一般 700 （560）円
大学生 500 （400）円
高校生・65歳以上・障害者350 （280）円
中学生以下無料
＊（ ）内は20名以上の団体料金
＊ 会期中、映画上映会等の関連イベント
を予定しています。詳細はお問合せく
ださい。［Tel.03-5374-9117］

「文学に描かれた世田谷－世田谷の詩歌と山本健吉」
2013年 4月7日（日）まで  1階展示室

子ども文学館
●  2月11日  子ども文学さんぽ   
「せたがやフシギはっけんシリーズ－喜多見・昔話さんぽ」 
（事前申込・1/14 必着締切）
●  3月2日  子ども文学さんぽ  
「やってみたい＋たんけんしたいをかたちにしよう！ 『テラヤ 
マラソン』でオリエンテーリングだ！」（事前申込・2/9 必着締切）

せたがや文化財団の催し物

〒157- 0062 東京都世田谷区南烏山1-10 -10  
Tel. 03 -5374 -9111  Fax. 03 -5374 -9120  
ホームページ  ht tp://w w w. setabun. or. jp /

第 32回世田谷の書展  1月12日（土）～1月27日（日）「齋藤茂吉と『楡家の人びと』」展   
～12月2日（日）

コレクション展

企画展

「帰ってきた 寺山修司」展  2月2日（土）～3月31日（日）

「文学に描かれた世田谷－世田谷の詩歌と山本健吉」  ～2013年 4月7日（日）

● エドワード・スタイケン写真展   
モダン・エイジの光と影 1923–1937

 2013年1月26日（土）～ 4月7日（日）

ミュージアム コレクション
● 高橋秀の世界  版画1959–2000
 2013年1月25日（金）～ 4月21日（日）

■ 世田谷美術館分館   
向井潤吉アトリエ館  
［Tel. 03-5450-9581］
● 向井潤吉とふるさと・京都
 12月11日（火）～2013年 3月20日（水･祝）

■ 世田谷美術館分館   
清川泰次記念ギャラリー  
［Tel. 03-3416-1202］
● 清川泰次のアトリエ III
 12月11日（火）～2013年 3月20日（水･祝）

■ 世田谷美術館分館   
宮本三郎記念美術館  
［Tel. 03-5483-3836］
● 宮本三郎のデッサン教室
 12月11日（火）～2013年 3月20日（水･祝）

■ 世田谷文化生活情報センター   
世田谷パブリックシアター  
［Tel. 03-5432-1526］
● 『ハーベスト』
 作：リチャード・ビーン、翻訳：平川大作、 
小田島恒志、演出：森新太郎

 出演：渡辺徹、佐藤アツヒロ、小島聖、 
七瀬なつみ他

 12月11日（火）～12月24日（月･休） 
世田谷パブリックシアター

● DAYS JAPAN 写真展 
「地球の上に生きる」

 2013年1月20日（日）～2月3日（日）

■ 世田谷文化生活情報センター   
音楽事業部 ［Tel. 03-5432-1535］

● 異分野とのコラボレーション「詩と音楽」

■ 世田谷美術館 ［Tel. 03-3415-6011］

● 生誕100年 松本竣介展
 11月23日（金･祝）～2013年1月14日（月･祝）

松本竣介《Y市の橋》1943年 東京国立近代美術館蔵

コレクション展

● 『マクベス』
 原作：W. シェイクスピア、翻訳：河合祥一郎、
構成・演出：野村萬斎

 出演：野村萬斎、秋山菜津子、 
小林桂太、高田恵篤、福士惠二

 2013年 2月22日（金）～3月4日（月）
 世田谷パブリックシアター

撮影：久家靖秀

■ 世田谷文化生活情報センター   
生活工房 ［Tel. 03-5432-1543］

● アトツギ展  山と里、庄内にまなぶ
 11月23日（金･祝）～2013年1月14日（月･祝）

● 日本のうた  成城ほっとコンサート
 2013年 3月20日（水･祝）  15時 30分開演
 成城ホール

 詩人と作曲家、 
その出会いと軌跡

 出演：池澤夏樹、池辺
晋一郎、松尾俊介（ギ
ター）他

 2013年1月19日（土）   
15時開演

 成城ホール

● 3月16日  
 「帰ってきた 寺山修司」展 
関連企画

 「はじめての短歌・はじめての 
百人一首」（事前申込・3/2 必着締切）

 いずれも往復はがきによる事前申込。 
詳細はお問合せください。 
［Tel.03-5374-9117］

観覧料：
一般 200 （160）円  高校・大学生150 （120）円  小・中学生100 （80）円   
＊中学生以下は土・祝・日及び 2/2～3/31は無料  
65歳以上・障害者100 （80）円  ＊（ ）内は20名以上の団体料金

『われに五月を』出版の頃の寺山修司   
入院先の新宿・社会保険中央総合病院屋上
にて、1957年

12月 2013年1月 2月 3月

企画展

甲州街道

旧甲州街道

芦花公園駅
サミット●

ワウディー
芦花公園
●

京王線
至新宿

芦花恒春園
バス停

●ゴルフ練習場
●世田谷文学館

環
状
八
号
線

池澤夏樹


