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館長の作家対談

ゲスト

佐佐木幸綱
（歌人）

聞き手

菅野昭正
（世田谷文学館館長）

現
代
歌
壇
を
代
表
す
る
歌
人
の
佐
佐
木
幸
綱
さ
ん

を
お
招
き
し
、当
館
館
長
が
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

短
歌
の
名
家
に
生
ま
れ
て

館
長 

▼ 

佐
佐
木
さ
ん
は
短
歌
の
名
門
の
家 

に
お
生
ま
れ
に

な
っ
た
方
で
す
が
、歌
は
何
歳
く
ら
い
か
ら
お
作
り
に
な

ら
れ
た
の
で
す
か
。

佐
佐
木 

▼ 

祖
父
の
佐
佐
木
信
綱
は
周
囲
の
皆
に
短
歌
を
作

ら
せ
る
人
で
、孫
た
ち
に
も
作
ら
せ
ま
し
た
の
で
、子
ど

も
時
代
か
ら
作
り
ま
し
た
。
た
だ
、ち
ゃ
ん
と
作
り
始
め

た
の
は
20
歳
か
ら
で
す
。
父
が
僕
の
20
歳
の
誕
生
日
に

死
ん
で
、そ
の
時
、こ
の
事
を
き
ち
ん
と
、
偉
そ
う
に
い

う
と
思
想
化
し
な
い
と
い
け
な
い
、何
か
言
葉
に
し
た
い

と
考
え
て
、は
じ
め
て
短
歌
を
真
面
目
に
作
り
ま
し
た
。

館
長 

▼ 

お
父
上
か
ら
短
歌
を
や
っ
た
ら
、と
は
言
わ
れ
な

か
っ
た
の
で
す
か
。

佐
佐
木 

▼ 

父
は
そ
う
い
う
こ
と
を
言
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

祖
父
の
信
綱
で
す
ね
。
僕
と
信
綱
は
66
歳
違
い
で
す
が
、

僕
が
大
学
院
の
学
生
の
頃
ま
で
生
き
て
い
ま
し
た
。

館
長 

▼ 

歌
の
手
ほ
ど
き
も
お
受
け
に
な
ら
れ
た
の
で
す

ね
？

佐
佐
木 

▼ 

熱
海
の
家
に
行
く
と
、
晩
飯
の
時
は
一
緒
に
。

私
の
子
ど
も
時
代
は
戦
後
の
甘
い
も
の
が
無
い
頃
で
、そ

れ
に
つ
ら
れ
て
作
ら
さ
れ
ま
し
た（
笑
）。

館
長 

▼ 

そ
の
場
で
添
削
が
あ
る
の
で
す
か
？

佐
佐
木 

▼ 

は
い
、そ
の
場
で
添
削
し
て
、短
歌
雑
誌「
心
の

花
」に
載
せ
て
し
ま
う
ん
で
す
。

館
長 

▼ 

ご
自
分
の
歌
集
に
は
入
れ
た
の
で
す
か
。

佐
佐
木 

▼ 

入
れ
ま
せ
ん
。
み
ん
な
直
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、半

分
は
信
綱
が
作
っ
た
よ
う
な
も
の
で
す
か
ら（
笑
）。

館
長 

▼ 

合
作
で
す
け
ど
根
は
や
っ
ぱ
り
佐
佐
木
さ
ん
の
も

の
で
す
か
ら
、い
つ
か
歌
集
に
入
れ
て
下
さ
い
。
こ
こ
に

や
っ
ぱ
り
原
点
が
あ
っ
た
、原
点
は
存
在
す
る
と
わ
か
る
の

で
は
？  「
心
の
花
」は
い
つ
創
刊
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

佐
佐
木 

▼ 

1
8
9
8
年
創
刊
の
月
刊
で
す
。

館
長 

▼ 

1
2
0
年
近
い
歴
史
が
あ
り
ま
す
ね
。
今
は
佐
佐

木
さ
ん
が
主
宰
な
さ
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
か
？

佐
佐
木 

▼ 

は
い
、そ
う
で
す
。

館
長 

▼ 

当
館
の
世
田
谷
文
学
賞
短
歌
部
門
選
考
委
員
を

10
年
以
上
お
願
い
し
て
い
ま
す
が
、新
聞
の
投
稿
欄
の
選

者
も
長
く
な
さ
っ
て
い
ま
す
ね
。「
朝
日
歌
壇
」（
朝
日
新

聞
）に
は
毎
週
ど
れ
く
ら
い
作
品
が
届
く
の
で
す
か
。

佐
佐
木 

▼ 

3
〜
4
0
0
0
通
で
す
か
ね
。
1
回
で
2
週
間

分
を
選
考
す
る
の
で
7
〜
8
0
0
0
通
く
ら
い
目
を
通

し
ま
す
。

館
長 

▼ 

あ
ら
か
じ
め
絞
っ
て
お
く
こ
と
は
な
い
の
で
す

か
？

佐
佐
木 

▼ 

予
選
は
や
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
自
分
で
と
っ
た

歌
を
他
の
選
者
に
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
今

は
コ
ピ
ー
が
あ
る
か
ら
い
い
で
す
が
、昔
は
大
変
で
し
た
。

僕
が
大
学
の
研
究
休
暇
で
1
年
間
オ
ラ
ン
ダ
に
行
っ
て

い
た
時
は
、
国
際
宅
急
便
で
届
き
ま
し
た
。
東
京
新
聞

の「
東
京
歌
壇
」（
東
京
新
聞
）の
方
は
5
0
0
通
く
ら
い

で
す
。

館
長 

▼ 

毎
週
投
稿
し
て
く
る
人
も
い
る
の
で
す
か
。

佐
佐
木 

▼ 

そ
れ
は
も
う
。
僕
は
30
年
近
く
選
者
を
や
っ
て

い
ま
す
が
、そ
の
前
か
ら
投
稿
し
て
い
る
人
も
い
ま
す
。

毎
週
10
通
以
上
の
人
も
い
ま
す
。

館
長 

▼ 

歌
集
を
持
っ
て
い
る
人
は
投
稿
で
き
な
い
な
ど
と

い
う
規
定
は
あ
り
ま
す
か
。

佐
佐
木 

▼ 

そ
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
歌
の
世
界
は
玄
人
と
素

人
の
地
平
が
繋
が
っ
て
い
ま
す
か
ら
。
他
の
分
野
で
名
の

知
ら
れ
た
方
も
大
勢
投
稿
さ
れ
ま
す
。

館
長 

▼ 

現
在
、
歌
人
の
方
は
ど
の
く
ら
い
お
ら
れ
る
の
で

し
ょ
う
か
。

佐
佐
木 

▼ 

1
0
0
万
人
ほ
ど
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
何

十
万
人
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
僕
は
い
ま
、現
代
歌
人
協
会

の
理
事
長
を
や
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
は
入
会
審
査
が
あ
っ

て
、
7
0
0
余
人
で
す
。

館
長 

▼ 

僕
は
あ
ま
り
歌
人
の
方
々
と
お
付
き
合
い
が
な
い

の
で
す
が
、「
短
歌
研
究
」で
島
田
修
二
さ
ん
と
北
原
白

秋
に
つ
い
て
対
談
し
た
際
、や
は
り
短
歌
の
読
み
方
が
深

い
と
し
み
じ
み
感
心
し
ま
し
た
。

佐
佐
木 

▼ 

短
歌
は
古
典
の
時
代
か
ら「
読
み
」の
歴
史
が
あ

り
ま
す
。
そ
こ
が
詩
の
読
み
方
と
多
少
違
う
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
そ
の
人
の
個
性
だ
け
で
読
む
の
で
は
な
く
、

言
葉
を
和
歌
史
と
の
関
わ
り
で
読
む
、そ
う
い
う
こ
と
を

一
般
的
に
や
り
ま
す
。

館
長 

▼ 

そ
れ
は
や
は
り
必
要
な
訓
練
で
す
か
？

佐
佐
木 

▼ 

齋
藤
茂
吉
、北
原
白
秋
な
ど
も
、相
当
古
典
を

意
識
し
て
言
葉
を
使
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

館
長 

▼ 

大
正
時
代
に
、白
秋
と
茂
吉
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ

う
な
言
葉
を
使
い
な
が
ら
言
っ
て
い
る
こ
と
は
全
然
違

う
と
い
う
の
が
面
白
い
。

佐
佐
木 

▼ 『
梁
塵
秘
抄
』に
2
人
と
も
傾
倒
す
る
。

館
長 

▼ 

同
じ
用
語
を
使
う
け
れ
ど
も
、本
質
的
な
と
こ
ろ

で
違
い
が
あ
る
。

佐
佐
木 

▼ 

2
人
と
も
最
初
の
歌
集
が
同
じ
年（
1
9
1
3

年
）に
出
て
い
ま
す
。
か
な
り
ラ
イ
バル
意
識
は
あ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。

館
長 

▼ 

そ
の
当
時
、信
綱
先
生
は
ど
う
い
う
お
立
場
で
い

た
の
で
す
か
？

佐
佐
木 

▼ 

明
治
末
か
ら『
校
本
萬
葉
集
』と
い
う
万
葉
集

の
テ
キ
ス
ト
作
り
を
、共
同
研
究
チ
ー
ム
を
組
織
し
て
開

始
し
て
い
ま
す
。
10
年
以
上
か
か
り
ま

す
。
関
東
大
震
災
で
製
本
し
た
も
の
が

燃
え
て
し
ま
い
、も
う
一
回
や
り
な
お
し

て
完
成
す
る
の
が
1
9
2
5（
大
正
14
）

年
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
歌
壇
か
ら
学
界

に
軸
足
を
移
し
て
い
た
時
期
で
し
た
。

館
長 

▼ 

信
綱
先
生
は
和
歌
の
伝
統
と
い

う
か
歴
史
に
か
け
て
も
、普
通
の
歌
人

と
は
違
っ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
ね
。

切
磋
琢
磨
と
疾
風
怒
濤

館
長 

▼ 

佐
佐
木
さ
ん
の
年
代
で
一
緒
に
歌

を
作
っ
て
き
た
の
は
、
ど
ん
な
方
々
で

す
か
。

佐
佐
木 

▼ 

高
野
公
彦
君
、伊
藤
一
彦
君
、福

島
泰
樹
君
が
少
し
下
で
す
。
大
学
の
時
に「
早
稲
田
短

歌
」と
い
う
雑
誌
で
、小
野
茂
樹
さ
ん
、寺
山
修
司
さ
ん

た
ち
が
ち
ょ
っ
と
上
に
い
ま
し
た
。
あ
と
、故
人
に
な
り

ま
し
た
が
、春
日
井
健
君
は
同
い
年
で
し
た
。

館
長 

▼ 

そ
の
頃
か
ら
ず
っ
と
切
磋
琢
磨
し
て
き
た
ん
で
す

ね
。
佐
佐
木
さ
ん
が
最
初
の
歌
集
を
出
さ
れ
た
の
は
い

つ
で
す
か
。

佐
佐
木 

▼ 

1
9
7
0
年
、
31
歳
の
時
で
す
。
清
水
康
雄
さ
ん

が
青
土
社
を
創
立
し
て
詩
の
雑
誌「
ユ
リ
イ
カ
」を
創
刊
し

ま
す
。
同
じ
こ
ろ
、僕
の
歌
集
も
出
し
て
く
れ
ま
し
た
。

館
長 

▼ 

そ
の
前
か
ら
お
付
き
合
い
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。

佐
佐
木 

▼ 

河
出
書
房
新
社
の
編
集
部
で
一
緒
で
し
た
。
坂

本
一
亀
さ
ん
が
局
長
、
そ
の
下
が
清
水
さ
ん
で
僕
の
直

接
の
上
司
で
し
た
。
僕
は
坂
本
さ
ん
に
文
壇
の
人
た
ち

を
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
第
一
次
戦
後
派
の
人
が
多
か
っ

た
で
す
ね
。
武
田
泰
淳
さ
ん
、
堀
田
善
衛
さ
ん
、
野
間

宏
さ
ん
、福
永
武
彦
さ
ん
、そ
う
い
う
大
先
輩
と
一
緒
に

飲
み
ま
し
た
。
泰
淳
さ
ん
は
話
の
面
白
い
方
で
、
赤
坂

の
お
宅
に
始
終
行
き
ま
し
た
。
朝
か
ら
ビ
ー
ル
を
飲
む

ん
で
す
、
朝
か
ら
夕
方
ま
で
ず
っ
と

ビ
ー
ル（
笑
）。

館
長 

▼ 

坂
本
さ
ん
は
編
集
者
と
し
て

広
く
お
付
き
合
い
し
て
仕
事
を
依
頼

さ
れ
た
け
れ
ど
、
彼
に
と
っ
て
は
戦

後
派
の
作
家
が
一
番
大
事
だ
っ
た
ん

で
す
ね
。

佐
佐
木 

▼ 

そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
椎

名
麟
三
さ
ん
に
も
坂
本
さ
ん
に
連
れ

ら
れ
て
お
目
に
か
か
り
ま
し
た
。
い

ろ
ん
な
人
が
い
ま
し
た
ね
。

館
長 

▼ 

大
袈
裟
に
言
う
と
、戦
後
の
疾

風
怒
濤
と
い
う
べ
き
時
代
で
す
ね
。

編
集
者
と
し
て
担
当
し
た
戦
後
派
の

作
家
も
お
ら
れ
ま
す
か
。

佐
佐
木 

▼ 

今
言
っ
た
方
々
で
す
ね
。
僕
が
い
た
頃
は
三
島

由
紀
夫
さ
ん
も
御
健
在
で
、
何
度
も
お
宅
に
行
き
ま
し

た
。
僕
が
後
楽
園
ジ
ム
で
ボ
ク
シ
ン
グ
を
や
っ
て
い
た
頃

に
三
島
さ
ん
も
後
楽
園
の
ボ
デ
ィ
ー
ビ
ル
に
行
っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
っ
て
、そ
う
い
う
事
か

ら
仲
が
良
く
な
っ
て
、
腹
筋
を
触

り
っ
こ
と
か
し
て（
笑
）。

館
長 

▼ 

ボ
ク
シ
ン
グ
は
ど
の
く
ら
い

や
っ
て
い
ら
し
た
ん
で
す
か
？

佐
佐
木 

▼ 

3
年
間
く
ら
い
で
す
。
後

楽
園
ジ
ム
の
指
導
者
だ
っ
た
白
井
義

男
さ
ん
と
ス
パ
ー
リ
ン
グ
を
し
た
り
。

館
長 

▼ 

白
井
義
男
っ
て
日
本
で
最
初

の
世
界
チ
ャン
ピ
オ
ン
で
す
よ
ね
。
そ

れ
は
す
ご
い
な
。
実
際
に
試
合
な

さ
っ
た
こ
と
は
あ
る
の
で
す
か
。

佐
佐
木 

▼ 

試
合
に
出
た
事
は
あ
り
ま

せ
ん
。
高
校
時
代
に
や
っ
て
い
た
ラ

グ
ビ
ー
で
は
大
学
に
ス
カ
ウ
ト
の
口

を
か
け
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た

が
、ボ
ク
シ
ン
グ
の
才
能
は
無
か
っ
た
よ
う
で
す
。
や
っ
て

み
て
分
か
り
ま
し
た
。
強
い
人
と
は
パ
ン
チ
の
当
た
る
角

度
が
微
妙
に
違
う
ん
で
す
。
強
い
奴
は
先
天
的
に
い
い
角

度
を
パ
ッ
と
捉
え
る
。

館
長 

▼ 

ボ
ク
シ
ン
グ
の
歌
も
お
作
り
に
な
っ
た
ん
で
す
か
？

佐
佐
木 

▼ 

え
え
。
20
首
ぐ
ら
い
は
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
最

初
に
歌
壇
に
出
た
頃
は
、ス
ポ
ー
ツ
の
歌
を
作
っ
て
い
た

ん
で
す
。
そ
れ
で
注
目
さ
れ
て
、
雑
誌
に
出
る
よ
う
に

な
っ
て
。

館
長 

▼ 

ス
ポ
ー
ツ
の
歌
と
い
う
と
具
体
的
に
は
何
で
す
か
。

佐
佐
木 

▼ 

高
校
で
は
ラ
グ
ビ
ー
で
す
。
そ
れ
か
ら
あ
と
拳

闘
。
そ
の
頃
は「
ボ
ク
シ
ン
グ
」と
い
う
よ
り
は「
拳
闘
」っ

て
言
っ
て
い
ま
し
た
。
と
く
に
、ジ
ム
の
仲
間
は
み
な「
拳

闘
」っ
て
言
っ
て
い
ま
し
た
ね
。

館
長 

▼ 

歌
の
う
え
で
は「
拳
闘
」で
す
か
。

佐
佐
木 

▼ 「
ボ
ク
シ
ン
グ
」と
い
う
言
葉
も
も
ち
ろ
ん
使
っ

て
い
ま
す
、「
シ
ャ
ド
ウ
ボ
ク
シ
ン
グ
」と
か
。

館
長 

▼ 

ラ
グ
ビ
ー
の
歌
は
、ラ
グ
ビ
ー
を
や
っ
て
い
る
最
中

の
歌
で
す
か
？

佐
佐
木 

▼ 

ラ
グ
ビ
ー
を
や
っ
て
い
る
歌
で
す
。
実
際
に
作
っ
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展
覧
会
の
ご
案
内

た
の
は
大
学
に
入
っ
て
か
ら
で
す
が
。

館
長 
▼ 
ラ
グ
ビ
ー
は
ど
の
ポ
ジ
シ
ョン
で
も
走
る
の
が
速
く

な
い
と
駄
目
だ
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

佐
佐
木 

▼ 

当
時
は
速
か
っ
た
ん
で
す（
笑
）。

こ
れ
か
ら
の
歌
壇

館
長 

▼ 

話
が
変
り
ま
す
け
ど
、佐
佐
木
さ
ん
の
目
か
ら
ご

覧
に
な
っ
て
、今
の
歌
壇
の
状
況
を
、わ
れ
わ
れ
素
人
に

も
分
か
り
や
す
く
教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

佐
佐
木 

▼ 

バ
ブ
ル
の
前
後
に
短
歌
人
口
が
増
え
ま
し
た
。

80
年
代
後
半
に
俵
万
智
の『
サ
ラ
ダ
記
念
日
』（
1
9
8
7

年
）が
出
て
、あ
ん
な
の
な
ら
誰
で
も
作
れ
る
、と
。

館
長 

▼ 

日
常
の
話
し
言
葉
で
作
れ
る
と
、そ
う
い
う
感
じ

で
し
ょ
う
か
。

佐
佐
木 

▼ 

は
い
。
彼
女
は
ち
ゃ
ん
と
し
た
文
語
も
わ
か
っ

て
い
る
の
で
、メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
た
口
語

で
す
。
で
も
、
あ
れ
だ
け
自
然
体
で
大

胆
に
口
語
が
入
っ
て
き
た
り
、缶
チ
ュ
ー

ハ
イ
の
よ
う
な
商
品
名
が
入
っ
て
い
た
り

す
る
と
、
俺
で
も
作
れ
る
ぞ
と
。
そ
れ

で
短
歌
を
作
る
人
が
増
え
て
、
新
聞
投

稿
と
か
雑
誌
投
稿
歌
も
増
え
ま
し
た
。

そ
れ
が
今
少
し
減
っ
て
き
て
い
ま
す
。

館
長 

▼ 

俵
万
智
さ
ん
は
佐
佐
木
さ
ん
の

お
弟
子
さ
ん
と
伺
っ
て
い
ま
す
が
、
デ

ビ
ュ
ー
す
る
前
に
歌
を
添
削
と
か
助
言

な
さ
っ
た
こ
と
は
あ
る
ん
で
す
か
？

佐
佐
木 

▼ 

学
生
と
し
て
3
年
間
く
ら
い
。

そ
の
頃
、
僕
は
早
稲
田
大
学
の
文
学
部

に
非
常
勤
で
教
え
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。

館
長 

▼ 

あ
の
歌
集
が
出
た
時
は
や
は
り

ち
ょ
っ
と
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

佐
佐
木 

▼ 

ブ
ー
ム
に
な
っ
て
、ブ
ー
ム
っ
て

こ
う
い
う
も
の
か
と
思
い
ま
し
た
。

館
長 

▼ 

口
語
短
歌
は
、同
じ
話
し
言
葉
、口
語
を
使
っ
て
い
る

に
し
て
も
口
語
詩
と
は
全
然
違
い
ま
す
よ
ね
。「
神
奈
川
県

立
橋
本
高
校
」な
ん
て
短
歌
に
出
て
く
る
と
は
思
っ
て
も
み

な
か
っ
た（
笑
）。
と
て
も
上
手
と
か
、い
い
歌
と
い
う
の
と

は
少
し
違
い
ま
す
が
、新
鮮
な
感
じ
を
受
け
ま
し
た
。
そ

れ
も
い
ま
や
古
び
て
き
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

佐
佐
木 

▼ 

ち
ょ
っ
と
変
っ
て
き
て
い
ま
す
ね
。
ツ
イ
ッ
タ
ー

の
よ
う
に
、生
活
の
中
の
つ
ぶ
や
き
み
た
い
な
も
の
、あ

る
い
は
ポ
ッ
プ
ス
の
歌
詞
を
つ
ぶ
や
き
風
に
言
う
。
今
の

二
、三
十
代
は
、そ
う
い
う
も
の
を
ネ
ッ
ト
で
色
々
や
っ
て

い
る
よ
う
で
す
ね
。

館
長 

▼ 

そ
う
し
た
時
代
的
な
変
遷
に
つ
い
て
、ず
っ
と
短
歌

を
作
ら
れ
て
き
て
と
く
に
お
感
じ
に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま

す
か
。

佐
佐
木 

▼ 

口
語
が
一
般
的
に
な
っ
て
、「
型
」の
意
識
が
う

す
れ
て
き
て
い
ま
す
ね
。
か
っ
ち
り
し
た
文
語
が
使
え
る

天
才
的
な
人
物
が
出
て
き
て
、し
か
も
現
代
の
気
持
ち
に

フ
ィ
ッ
ト
す
る
よ
う
な
短
歌
が
待
た
れ
て
い
る
気
が
し
ま

す
。
も
う
一
回
古
典
と
き
ち
っ
と
向
き
合
わ
な
い
と
い
け

な
い
ん
で
し
ょ
う
ね
。
こ
の
ま
ま
ず
る
ず
る
と
口
語
短
歌

が
す
す
ん
で
ゆ
く
の
は
、問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

館
長 

▼ 

短
歌
の
形
と
し
て
、が
っ
ち
り
し
た
堅
固
な
も
の
、

伝
統
を
ち
ゃ
ん
と
ふ
ま
え
た
も
の
の
中
に
、新
し
い
時
代

的
な
感
覚
が
盛
り
込
ま
れ
る
と
か
、思
想
が
表
現
さ
れ
る

の
が
望
ま
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
僕
も
素
人
な
が
ら

そ
う
い
う
こ
と
は
感
じ
ま
す
。

佐
佐
木 

▼ 

俵
万
智
の
歌
も
そ
う
で
す
が
、日
本
語
の
複
雑

な
深
い
意
味
、掛
詞
と
か
、伝
統
的
に
持
っ
て
い
る
ニュ
ア

ン
ス
の
よ
う
な
も
の
を
切
り
捨
て
て
、シ
ン
プ
ル
さ
、透
明

さ
を
売
り
に
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
、も
っ

と
不
透
明
な
も
の
と
い
う
か
、も
っ
と
混
沌
と
し
て
い
る

も
の
が
出
て
ほ
し
い
。
日
本
語
の
歴
史
は
そ
れ
を
引
き

ず
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
。
日
本
語
と
い
う
の

は
本
来
混
沌
と
し
て
い
ま
す
か
ら
ね
。
そ
れ
を
抱

き
込
ん
だ
現
代
短
歌
が
そ
ろ
そ
ろ
出
て
き
た
ほ
う

が
い
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、今
は
そ
う
い
う

状
況
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
、逆
の
流
れ
に
な
っ
て
い

ま
す
。
反
射
神
経
的
日
本
語
、と
い
う
感
じ
の
歌

が
幅
を
き
か
せ
て
い
ま
す
ね
。

館
長 

▼ 

も
う
ひ
と
つ
は
、社
会
や
政
治
の
状
況
と

か
、
視
野
を
広
げ
よ
う
と
い
う
姿
勢
で
歌
を
作

る
た
め
の
言
葉
が
成
熟
し
て
い
な
い
感
じ
が
し
ま

す
。
広
い
視
野
で
作
る
歌
は
是
非
必
要
で
す
が
、

言
葉
の
裏
付
け
が
な
い
、す
ぐ
に
血
肉
化
す
る
の

は
難
し
い
で
す
ね
。

佐
佐
木 
▼ 

今
、高
野
公
彦
君
が
積
極
的
に
壊
れ
た

原
発
の
歌
を
作
っ
て
い
ま
す
。
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に

原
発
を
歌
う
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
が
、な
か
な
か
あ

り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
手
持
ち
の
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー

と
探
り
だ
し
て
き
た
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
、例
え
ば
、

万
葉
集
に
あ
る「
鶏
が
鳴
く
東
〜
」と
い
う
枕
言

葉
で
東
電
を
修
飾
す
る
と
か
、い
ろ
い
ろ

工
夫
し
て
い
ま
す
。
果
敢
に
や
っ
て
い
て
、

僕
は
感
心
し
て
い
ま
す
。

館
長 

▼ 

と
っ
て
つ
け
た
よ
う
で
は
歌
と
し

て
の
形
が
整
わ
な
く
て
難
し
い
で
し
ょ

う
け
ど
、
そ
う
い
う
試
み
も
ど
ん
ど
ん

や
っ
て
い
た
だ
く
と
頼
も
し
い
で
す
ね
。

短
歌
は
着
地
が
大
事

館
長 

▼ 

佐
々
木
さ
ん
の
歌
に
話
を
戻
し

ま
す
が
、『
ム
ー
ン
ウ
ォ
ー
ク
』と
い
う
歌

集
の
題
に
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
お
お
、

今
は
こ
う
い
う
時
代
な
の
か
と
。

佐
佐
木 

▼ 

マ
イ
ケ
ル・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
に
取
材

し
た
短
歌
は
入
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
前

に
行
く
よ
う
で
、
実
は
後
ろ
に
歩
く
と

言
っ
た
ら
い
い
の
か
な
。
こ
の
歌
集
は

早
稲
田
大
学
を
辞
め
る
時
の
、
教
員
生
活
何
十
年
か
の

終
わ
り
の
歌
集
で
す
。
教
室
で
あ
れ
こ
れ
新
し
い
こ
と
を

喋
っ
て
い
た
つ
も
り
だ
け
れ
ど
、実
は
前
へ
行
っ
て
い
る

よ
う
で
下
が
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、そ
う
い
う
感
じ

が
す
る
と
い
っ
た
程
度
の
意
味
で
す
。

館
長 

▼ 

お
作
り
に
な
っ
た
歌
の
う
ち
、ど
の
く
ら
い
歌
集

に
拾
わ
れ
る
ん
で
す
か
。

佐
佐
木 

▼ 

そ
う
で
す
ね
。た
と
え
ば
こ
の
歌
集
は
3
0
0
首

ほ
ど
な
の
で
、3
年
間
分
く
ら
い
で
す
ね
。
50
首
か
60
首

ぐ
ら
い
捨
て
ま
し
た
ね
。

館
長 

▼ 

歌
は
毎
日
作
ら
れ
る
ん
で
す
か
？

佐
佐
木 

▼ 

毎
日
作
っ
た
こ
と
が
1
年
間
だ
け
あ
り
ま
す
。

1
9
9
7
年
、こ
の
年
は
丑
年
な
の
で
、『
呑
牛
』と
い
う

タ
イ
ト
ル
の
歌
集
を
出
し
ま
し
た
。
1
月
1
日
か
ら
12
月

31
日
ま
で
で
1
冊
の
歌
集
に
し
ま
し
た
。
3
6
5
日
で

8
0
0
首
に
足
ら
な
い
く
ら
い
で
し
た
ね
。

館
長 

▼ 

そ
う
い
う
風
に
始
め
か
ら
計
画
を
立
て
て
歌
集
を

作
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
の
で
す
か
。

佐
佐
木 

▼ 「
ム
ー
ン
ウ
ォ
ー
ク
」は
早
稲
田
大
学
の
事
、教
室

の
事
を
た
く
さ
ん
歌
に
し
よ
う
と
、そ
れ
ま
で
あ
ま
り
な

か
っ
た
通
う
時
の
地
下
鉄
の
歌
と
か
も
作
っ
て
い
ま
す
。

意
識
的
に
こ
の
時
代
は
こ
れ
が
主
題
だ
、み
た
い
な
こ
と

は
考
え
て
い
ま
す
ね
。

館
長 

▼ 

佐
佐
木
さ
ん
は
こ
れ
か
ら
ま
だ
ず
っ
と
長
い
歌

歴
を
続
け
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
け
ど
、今
後
ど
の

よ
う
な
歌
を
？

佐
佐
木 

▼ 

今
、意
識
的
に
酒
の
歌
を
作
っ
て
い
ま
す
。

館
長 

▼ 

若
山
牧
水
の
よ
う
に
。

佐
佐
木 

▼ 

2
年
前
に『
牧
水  

酒
の
う
た
』と
い
う

本
で
解
説
を
書
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
牧
水
の
酒
の

歌
は
3
6
0
首
く
ら
い
あ
る
と
わ
か
り
、そ
れ
は

超
え
な
く
て
は
と
。
も
う
超
え
ま
し
た
が
、牧
水

は
43
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
て
、僕
は
70
歳
を
超
え

ま
し
た
か
ら
、倍
は
作
ら
な
い
と
足
り
な
い
。
そ

ん
な
こ
と
で
、今
、意
識
的
に
酒
の
歌
を
作
っ
て
い

ま
す
。

館
長 

▼ 

歌
を
作
る
た
め
に
酒
を
飲
む
と
い
う
こ
と

は
な
い
で
す
か
？
い
い
口
実
に
し
て（
笑
）。

佐
佐
木 

▼ 

ど
う
せ
毎
日
飲
ん
で
い
ま
す
か
ら（
笑
）。

館
長 

▼ 

ほ
ろ
酔
い
の
時
に
作
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、

醒
め
て
か
ら
作
る
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
す
か
？

佐
佐
木 

▼ 

い
ろ
い
ろ
で
す
ね
。
た
だ
、最
近
は
朝
早

く
歌
を
作
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、酔
っ
ぱ
ら
っ
て
そ
の

場
で
作
る
と
い
う
の
は
少
な
い
で
す
ね
。

館
長 

▼ 

酔
っ
ぱ
ら
っ
て
そ
の
場
で
作
っ
て
も
、な
か
な
か
う

ま
い
こ
と
で
き
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
人
に
よ
り
け
り
か
な
。

佐
佐
木 

▼ 

短
歌
は
、五
七
五
七
七
の
最
後
の
七
七
、
着
地

が
問
題
で
す
。
七
七
で
ピ
タ
ッ
と
止
ま
る
の
が
い
い
ん
で

す
。
俳
句
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
か
ら
、俳
句
は
酔
っ
ぱ
ら
っ

て
も
、ぼ
け
て
も
大
丈
夫
。
か
え
っ
て
よ
く
な
る
、と
坪

内
稔
典
君
が
言
っ
て
い
ま
す（
笑
）。
で
も
、短
歌
は
着
地

が
む
つ
か
し
い
ん
で
す
。

館
長 

▼ 

最
後
キ
リ
リ
と
し
な
い
と
、端
然
し
た
佇
ま
い
に
な

ら
な
い
。
そ
れ
も
17
文
字
と
31
文
字
と
の
違
い
で
す
ね
。

こ
れ
か
ら
も
キ
リ
リ
と
し
た
歌
を
拝
見
す
る
の
を
楽
し
み

に
し
て
い
ま
す
。本
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

佐
佐
木 

▼ 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
2
0
1
3
年
10
月
8
日 

世
田
谷
文
学
館
館
長
室
に
て
）

世
田
谷
区
内
在
住
の
書
家
に
よ
る

第
33
回 

世
田
谷
の
書
展 

　
　
　  

―
世
田
谷
ゆ
か
り
の
作
家
た
ち
―

2
0
1
4
年
1
月
7
日（
火
）〜
22
日（
水
）

1
階
文
学
サ
ロ
ン

現
代
書
壇
で
活
躍
す
る
書
家
36
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 

（
50
音
順
、敬
称
略
）

荒
谷 

大
丘
、安
東 

麟
、池
亀 

壽
泉
、

石
川 

昌
亭
、泉
原 

壽
巖
、稲
村 

雲
洞
、

稲
村 

龍
谷
、臼
倉 

仔
龍
、卯
中 

惠
美
子
、

太
川 

啓
子
、大
根
田 

照
雲
、加
藤 

湘
堂
、

川
口 

青
澄
、久
保
田 

青
松
、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
中 

栄
子
、

坪
西 

美
枝
、戸
田 

幽
翠
、永
井 

閑
翠
、

野
口 

白
雲
、服
部 

葆
竹
、東
山 

一
郎
、

廣
野 

皐
風
、深
田 

東
穂
、丸
尾 

鎌
使
、

安
岡 

田
鶴
子
、横
山 

喜
代
子
、渡
邉 

鄧
美
子

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
。参
加
費
無
料
。

1
月
10
日（
金
） 

師
田
久
子（
日
展
会
員
）

1
月
11
日（
土
） 

池
亀
壽
泉（
読
売
書
法
会
理
事
）

1
月
12
日（
日
） 

泉
原
壽
巖（
日
展
会
員
）

1
月
13
日（
月・
祝
） 

後
藤
俊
秋（
毎
日
書
道
展
審
査
会
員
）

1
月
15
日（
水
） 

稲
村
龍
谷（
日
展
会
友
）

各
日
14
時
〜
15
時
、当
日
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

星
を
賣
る
店

　
ク
ラ
フ
ト・エ
ヴ
ィ
ン
グ
商
會
の

　
お
か
し
な
展
覧
会

2
0
1
4
年
1
月
25
日（
土
）〜
3
月
30
日（
日
）

2
階
展
示
室

ク
ラ
フ
ト・エ
ヴ
ィ
ン
グ
商
會
は
吉
田
篤
弘
さ
ん
と
吉

田
浩
美
さ
ん
に
よ
る
、
著
作
お
よ
び
デ
ザ
イ
ン・
ワ
ー

ク
、ア
ー
ト・ワ
ー
ク
の
ユ
ニ
ッ
ト
で
す
。
架
空
の
商
店

と
し
て
、『
な
い
も
の
、あ
り
ま
す
』、『
ら
く
だ
こ
ぶ
書

房
21
世
紀
古
書
目
録
』な
ど
の
著
作
を
通
じ
さ
ま
ざ

ま
な
品
を
世
に
送
り
届
け
る
一
方
、デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し

て
、こ
れ
ま
で
に
何
百
冊
も
の
書
籍
の
装
丁
を
手
が
け

て
い
ま
す
。
ま
た
、吉
田
篤
弘
さ
ん
個
人
名
義
で
の
小

説
も
数
多
く
、『
つ
む
じ
風
食
堂
の
夜
』は
2
0
0
9

年
に
映
画
化
も
さ
れ
ま
し
た
。

初
の
大
規
模
個
展
と
な
る
本
展
で
は
、
展
示
室
の

空
間
全
体
が
ク
ラ
フ
ト・エ
ヴ
ィ
ン
グ
商
會
の
作
品
と

も
い
え
る
よ
う
な
、イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
的
展
示
を
試

み
る
予
定
で
す
。
会
場
内
に
は
ク
ラ
フ
ト・エ
ヴ
ィ
ン
グ

商
會
の（
架
空
の
）お
店
も
姿
を
あ
ら
わ
し
、
来
場
者

を
虚
実
混
交
し
た
物
語
の
世
界
へ
と
い
ざ
な
い
ま
す
。

さ
ら
に
、会
場
の
一
角
に
は（
実
際
に
）仕
事
を
す
る
た

め
の
ワ
ー
ク
ス
ペ
ー
ス
も
出
現
す
る
予
定
で
す
。
型
破

り
な「
お
か
し
な
展
覧
会
」に
、ど
う
ぞ
ご
期
待
く
だ

さ
い
。

＊ 

観
覧
料
は
8
頁
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

＊ 

目
下
展
示
プ
ラ
ン
を
検
討
中
の
た
め
、今
後
予
告
な
く
右

記
の
展
示
予
定
内
容
を
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

予
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

＊ 

本
展
図
録
は
平
凡
社
よ
り
刊
行
予
定
で
す
。（
当
館

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ショッ
プ
の
ほ
か
、全
国
書
店
で
販
売
予
定
）

＊ 

会
期
中
の
関
連
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
当
館
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

『ムーンウォーク』、2011年、ながらみ書房
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昨
年
度
に
収
集
し
た
収
蔵
品
8 

1 

9
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
）

平
成
24
年
度
の
収
蔵
品
に
つ
い
て

◎ 北杜夫旧蔵  齋藤茂吉関連資料 ◎
寄贈者：齋藤喜美子

寄贈品：芥川龍之介原稿、齋藤茂吉あて芥川龍之介書簡、 
齋藤茂吉短冊など（30点）

芥川龍之介原稿「僻見」（執筆時の題名「仮面」）

は
る
ば
る
と
の
ぼ
り
来
り
し
五
人
は
雲
よ
り
鳴
れ
る
雷
を
聞
き
居
り
　
　
茂
吉

山
中
に
雉
子
が
啼
き
て
ゆ
く
春
の
く
も
り
の
ふ
る
ふ
ひ
る
つ
方
あ
は
れ
　
　
茂
吉

◎ 北杜夫書簡 ◎
寄贈者：故  辻 佐保子

寄贈品：辻邦生あて封書・はがき（111点）

北杜夫の航海途上、 
アレクサンドリアから   
昭和 34 （1959）年 3月17日

◎ 小林正樹旧蔵資料 ◎
寄贈者：故  小林千代子

寄贈品：會津八一書、小津安二郎書画色紙（2点）

◎ 萩原葉子資料 ◎
寄贈者：萩原朔美

寄贈品：萩原葉子遺品（18点）

萩原葉子が息子・朔美のために手作りした手袋・靴下・帽子

◎ 江間章子資料 ◎
寄贈者：成田敦子

寄贈品：江間章子原稿、書簡、著書など（243点）

江間章子『乙女のあこがれ』 1949年江間章子原稿「もしもあなたが」

會津八一書 「学規」

齋藤茂吉短冊

▼
宇
田
健
様
よ
り
開
高
健
・
中
野
重
治
・
中
山
義
秀
ほ
か
諸
家

書
簡  

田
中
政
子
様
よ
り
上
田
五
千
石
資
料
一
式

▼
新
井
啓
子
様  

稲
垣
信
子
様  

井
上
閑
子
様  

岡
玲
子
様   

小
野
塚
力
様  

花
鳥
佰
様  

木
下
径
子
様  

黒
羽
英
二
様  

小
海 

永
二
様  

皿
海
達
哉
様  

竹
田
美
喜
様  

舘
野
鴻
様  

林
嗣
夫
様   

日
高
の
ぼ
る
様  

増
井
梅
宗
國
様  

三
田
洋
様  

村
岡
功
様

▼
青
森
県
近
代
文
学
館  

ア
ジ
ア
文
化
社  

郁
朋
社  

い
わ
き
市

立
草
野
心
平
記
念
文
学
館  

大
分
県
教
育
委
員
会  

大
岡
信
こ

と
ば
館  

大
佛
次
郎
記
念
館  

海
音
寺
潮
五
郎
記
念
館  

か
ご

し
ま
近
代
文
学
館
・
メ
ル
ヘ
ン
館  

神
奈
川
近
代
文
学
館  

菊
池

寛
記
念
館  

北
九
州
市
立
松
本
清
張
記
念
館  

現
代
文
学
史
研

究
所  

江
東
区
芭
蕉
記
念
館  
駒
澤
大
学
禅
文
化
歴
史
博
物
館   

さ
い
た
ま
文
学
館  

斎
藤
茂
吉
記
念
館  
佐
佐
木
信
綱
研
究
会   

サ
ト
エ
記
念
21
世
紀
美
術
館  

静
岡
市
立
登
呂
博
物
館  

思
潮
社   

山
に
明
け
暮
れ
た
学
生
時
代

田
辺
は
旧
姓
を
濱
田
と
い
い
、陶
芸
家
・
濱
田
庄
司
の
実

弟
で
す
。
東
京
市
芝
区
明
舟
町
に
生
ま
れ
た
田
辺
は
小
学

校
五
年
の
時
、旅
行
と
植
木
好
き
だ
っ
た
父
に
連
れ
ら
れ
て

妙
義
山
に
登
り
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、次
第
に
山
や
植
物

に
惹
か
れ
1
9
1
8
年
7
月
、旧
制
中
学
4
年
生
に
し
て
初

め
て
北
ア
ル
プ
ス
へ
挑
み
ま
す
。
燕
岳
か
ら
槍
ヶ
岳
へ
至
る

道
の
り
を
案
内
人
と
2
人
で
歩
い
た
田
辺
は
、残
雪
に
輝

く
峰
々
、コ
マ
ク
サ
の
群
生
す
る
お
花
畑
の
美
し
さ
、そ
し
て

素
朴
で
実
直
な
案
内
人
の
優
し
さ
に
強
く
心
を
打
た
れ
た

の
で
し
た
。

そ
の
後
、進
学
し
た
旧
制
第
一
高
等
学
校
で
旅
行
部
に
所

属
し
た
田
辺
は
、数
々
の
高
峰
登
頂
記
録
が
報
告
さ
れ
て
い

た
当
時
に
あ
っ
て
、1
9
2
6
年
4
月
、友
人
2
人
と
と
も
に

鹿
島
槍
ヶ
岳
の
積
雪
期
初
登
頂
と
い

う
記
録
を
日
本
登
山
史
に
刻
み
ま
し

た
。
時
間
を
見
つ
け
て
は
部
員
と
と
も

に
関
東
近
辺
の
山
を
中
心
に
登
山
を

続
け
た
学
生
時
代
か
ら
田
辺
の「
山
日

記
」は
書
か
れ
始
め
ま
す
が
、横
長
の

見
開
き
い
っ
ぱ
い
に
書
か
れ
た
稜
線
の

ス
ケ
ッ
チ
や
、峰
の
名
前
や
景
色
に
つ

い
て
の
メ
モ
な
ど
、山
に
親
し
み
始
め

た
頃
の
驚
き
や
新
た
な
発
見
へ
の
純
粋

な
感
動
が
記
さ
れ
る
と
と
も
に
、仔
細

な
ス
ケ
ジュ
ー
ル
や
同
行
の
メ
ン
バ
ー
の

名
が
記
さ
れ
た
ペー
ジ
も
多
く
見
ら
れ

ま
す
。
そ
の
中
に
は
、生
涯
に
わ
た
り

幾
度
と
な
く
山
行
を
共
に
し
た
作
家
・

深
田
久
弥
の
名
前
も
あ
り
ま
し
た
。

山
の
友
、深
田
久
弥
と
の
出
会
い

私
と
同
時
代
に
一
高
旅
行
部
に
属
し
て
い
た
者
で
、

そ
の
浜
田
さ
ん
の
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
者
は
あ
る
ま

い
。
浜
田
さ
ん
は
い
つ
も
私
た
ち
の
先
頭
に
い
た
。
も

し
各
学
校
の
山
岳
部
に
そ
れ
ぞ
れ
の
気
風
が
あ
る
と

す
れ
ば
、一
高
の
そ
れ
を
築
き
あ
げ
た
人
は
、私
た
ち

の
時
代
で
は
田
辺
君
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
意

識
無
意
識
の
う
ち
に
、田
辺
君
の
態
度
を
模
範
と
し
て

そ
れ
に
倣
っ
た
。
私
は
今
に
至
っ
て
も
、広
い
意
味
で

の
山
の
歩
き
か
た
は
、田
辺
流
を
踏
襲
し
て
い
る
。

（
田
辺
和
雄『
山
と
お
花
畑  

原
色
写
真
で
み
る
高
山
植
物
』

第
一
巻  

跋  
1
9
6
1
年 

高
陽
書
院
）

田
辺
の
著
作
に
寄
せ
た
跋
文
で
深
田
が
語
る
よ
う
に
、田

辺
は
登
山
に
お
け
る
先
輩
で
あ
り
、田
辺
に
と
っ
て
も
深
田

は
気
の
置
け
な
い
後
輩
の
一
人
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
深
田
が

一
高
へ
入
学
し
た
1
9
2
2
年
の
夏
に
常
念
岳
と
槍
ヶ
岳
、

翌
1
9
2
3
年
5
月
に
大
菩
薩
峠
、

7
月
に
白
馬
山
、1
9
2
5
年
5
月

に
苗
場
山
、
1
9
2
6
年
10
月
に
は

至
仏
山
と
、幾
度
も
山
行
を
共
に
し

ま
す
。
深
田
は
山
に
つ
い
て
の
知
識

と
素
晴
ら
し
さ
を
田
辺
か
ら
享
受
し

た
こ
と
で
、
作
家
と
し
て
の
方
向
性

に
大
き
な
影
響
を
受
け
、田
辺
も
友

人
・
後
輩
た
ち
と
共
に
登
山
家
と
し

て
の
青
春
を
謳
歌
し
た
の
で
す
。

そ
の
後
、深
田
は
東
京
帝
国
大
学

文
学
部
へ
進
み
、田
辺
も
同
大
学
理

学
部
植
物
学
科
へ
進
学
し
ま
す
。
す

で
に
高
山
植
物
に
つ
い
て
の
豊
富
な
知

識
を
持
っ
て
い
た
田
辺
で
し
た
が
、日

本
高
山
植
物
研
究
の
先
駆
者
で
あ
り
、

登
山
家
で
も
あ
っ
た
武
田
久
吉
に
師
事
し
、植
物
学
者
と
し

て
の
道
を
歩
み
始
め
ま
す
。

登
山
家
と
し
て
、植
物
学
者
と
し
て

1
9
3
0
年
、
田
辺
は
東
京
帝
大
大
学
院
を
経
て
旧

制
松
江
高
等
学
校
教
授
に
着
任
、
太
平
洋
戦
争
後
の

1
9
4
9
年
に
は
早
稲
田
大
学
講
師
と
し
て
生
物
学
研
究

室
に
入
り
、四
季
を
通
じ
て
登
山
を
繰
り
返
し
高
山
植
物

の
研
究
に
没
頭
し
ま
し
た
。
1
9
3
1
年
に
は
武
田
久
吉

と
の
共
著『
高
山
植
物
写
真
図
聚
』（
梓
書
房
）、
1
9
3
7

年
に
は
踏
査
研
究
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て
い
た
白
馬
岳
に

つ
い
て
の
解
説
書『
白
馬
岳
―
山
と
ス
キ
ー
と
植
物
の
案

内
』（
東
京
古
今
書
院
）を
刊
行
。
専
門
書
の
体
裁
な
が
ら
、

わ
か
り
や
す
い
解
説
と
多
く
の
カ
ラ
ー
図
版
で
一
般
読
者

も
親
し
み
や
す
い
山
の
案
内
書
を
著
し
て
い
き
ま
す
。

（
中
略
）  

此
処
で
多
く
の
登
山
者
な
り
ス
キ
ー
ヤ
ー
な

り
を
傍
見
す
る
に
、中
に
は
折
角
骨
を
折
っ
て
登
っ
て

来
な
が
ら
、途
中
の
地
名
も
四
囲
に
見
え
る
山
の
名

も
碌
々
知
ら
ず
、又
美
し
い
高
山
植
物
が
あ
っ
て
も
名

を
尋
ね
る
便
も
無
い
者
が
少
な
く
な
く
、更
に
時
に
は

山
に
対
す
る
認
識
の
不
足
か
ら
不
慮
の
遭
難
事
故
を

起
す
者
さ
え
も
間
々
あ
る
の
で
、そ
う
い
う
事
を
無
く

す
る
た
め
の
適
当
な
案
内
書
を
世
に
送
る
こ
と
が
、一

般
大
衆
へ
の
親
切
で
あ
る
と
痛
感
し
た
か
ら
で
あ
る
。

（『
白
馬
岳
―
山
と
ス
キ
ー
と
植
物
の
案
内
』  

序
）

自
身
の
仕
事
を
の
ち
に
続
く
登
山
者
た
ち
の
た
め
に
広

く
供
そ
う
と
考
え
た
の
は
、少
年
時
代
か
ら
親
し
ん
で
き
た

山
へ
の
深
い
敬
慕
と
登
山
家
と
し
て
の
使
命
感
が
あ
っ
た
か

ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
1
9
6
1
年
、長
年
続
け
た

登
山
と
植
物
研
究
の
成
果
を『
山
と
お
花
畑  

原
色
写
真
で

み
る
高
山
植
物
』（
高
陽
書
院
）全
3
巻
に
集
大
成
さ
せ
ま

し
た
。
植
物
の
カ
ラ
ー
図
版
が
ふ
ん
だ
ん
に
織
り
込
ま
れ
、

武
田
久
吉
が
序
文
を
、深
田
久
弥
が
山
の
随
想
数
編
を
寄

せ
た
本
書
は
、植
物
図
鑑
の
域
を
越
え
日
本
山
岳
の
総
合

案
内
書
と
も
言
う
べ
き
大
著
と
な
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
第
3
巻
が
出
版
さ
れ
た
わ
ず
か
3
か
月
後
の

1
9
6
1
年
11
月
、田
辺
は
ア
フ
リ
カ
最
高
峰
の
キ
リ
マ
ン

ジ
ャ
ロ
で
の
調
査
中
に
体
調
を
崩
し
、ナ
イ
ロ
ビ
の
病
院
で

急
逝
、
61
歳
の
生
涯
を
閉
じ
ま
す
。
一
高
時
代
か
ら
つ
け
ら

れ
た「
山
日
記
」は
、深
田
の
手
に
よ
っ
て
遺
稿
集
と
し
て

ま
と
め
ら
れ
る
予
定
で
し
た
が
、
1
9
7
1
年
の
茅
ヶ
岳
登

山
中
に
深
田
自
身
も
倒
れ
、つ
い
に
発
表
さ
れ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

田
辺
和
雄
の
丹
念
な
仕
事
が
刻
ま
れ
た
こ
の
小
さ
な

「
山
日
記
」は
、ひ
た
む
き
に
山
と
植
物
に
向
き
合
い
、そ
の

環
境
を
守
り
続
け
た
い
と
い
う
一
人
の
人
間
の
想
い
の
結

晶
で
も
あ
り
ま
す
。
富
士
山
が
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
、

山
の
自
然
環
境
保
全
が
改
め
て
注
目
さ
れ
る
昨
今
、少
年

時
代
の
田
辺
が
コマ
ク
サ
の
群
生
を
見
て
持
っ
た「
こ
う
い

う
美
し
い
お
花
畑
を
、誰
も
が
荒
ら
す
こ
と
な
く
観
賞
し

て
通
れ
る
時
代
が
来
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
」と
い
う
素
朴

な
願
い
が
叶
う
日
も
近
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

※
本
資
料
は
2
0
1
4
年
4
月
6
日
ま
で
、コ
レ
ク
ショ
ン
展

「
旅
に
つ
い
て
の
断
章
」に
て
ご
覧
頂
け
ま
す
。

当
館
収
蔵
品
の
ご
紹
介
49

田
辺
和
雄  「
山
日
記
」

山
行
の
行
程
や
そ
の
中
で
の
出
来
事
、見
た
風
景
な
ど

を
書
き
記
し
、
登
山
者
に
と
っ
て
は
か
け
が
え
の
な
い
想

い
出
の
記
録
と
な
る「
山
日
記
」。
今
回
は
植
物
学
者
で
登

山
家
で
も
あ
っ
た
田
辺
和
雄（
1
9
0
0
〜
1
9
6
1
）が

長
年
に
わ
た
り
書
き
残
し
、当
館
に
寄
贈
さ
れ
た
40
冊
の

「
山
日
記
」を
ご
紹
介
し
ま
す
。

仙
台
文
学
館  

た
ま
し
ん
地
域
文
化
財
団  

鶴
岡
市
立
藤
沢
周
平

記
念
館  

東
京
国
立
近
代
美
術
館
フィ
ル
ム
セ
ン
タ
ー  

東
京
都
江
戸 

東
京
博
物
館  

徳
島
県
立
文
学
書
道
館  

中
原
中
也
記
念
館  

西
尾
市

岩
瀬
文
庫  

日
本
女
子
大
学
成
瀬
記
念
館  

日
本
博
物
館
協
会  

美
研 

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル  

姫
路
文
学
館  

風
濤
社  

文
京
区
立
森
鷗
外
記

念
館  

前
橋
文
学
館  

町
田
市
民
文
学
館
こ
と
ば
ら
ん
ど  

松
山
市
立 

子
規
記
念
博
物
館  

未
知
谷  

や
ま
な
し
文
学
賞
実
行
委
員
会

▼
「
あ
け
び
」「
宇
宙
風
」「
海
」「
海
紅
」「
が
い
こ
つ
亭
」「
風
花
」「
カ
プ
リ

チ
オ
」「
寒
雷
」「
橄
欖
」「
く
さ
く
き
」「
九
品
仏
川
柳
会
句
会
報
」「
群
系
」

「
原
型
富
山
」「
鴻
」「
心
の
花
」「
午
前
」「
山
河
」「
山
暦
」「
春
耕
」「
春
燈
」

「
正
午
」「
抒
情
文
芸
」「
川
柳
研
究
」「
双
鷲
」「
鬣
」「
タ
ル
タ
」「
短
歌
人
」

「
丹
青
」「
地
中
海
」「
飛
火
」「
白
」「
プ
チ
★
モ
ン
ド
」「
麓
」「
文
藝
軌
道
」

「
本
のParking

」「
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
。 

（
50
音
順
）

資
料
受
贈
報
告 

2
0
1
3
年
6
月
21
日
〜
10
月
10
日

田辺和雄（中央）と深田久弥（右）（撮影年未詳）

田辺和雄自筆「山日記」



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 ＊ 館内整備のため12月21日～28日、 
年末年始のため12月29日～1月3日は休館します。

幸田 文 展
2013年  10月5日（土） 

～ 12月8日（日）
2階展示室

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 33回  世田谷の書展  1月7日（火）～ 1月22日（水）

コレクション展

企画展
幸田 文 展   
10月5日（土）～ 12月8日（日）

旅についての断章  10月5日（土）～ 4月6日（日）

コレクション展

観覧料：無料 

観覧料：
一般 700 （560）円
高校・大学生 500 （400）円
65歳以上・障害者 350 （280）円
小学・中学生 250 （200）円
＊ （ ）内は20名以上の団体割引

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

■ 世田谷美術館 
 ［Tel. 03-3415-6011］
● 実験工房展－戦後芸術を切り拓く
 11月23日（土･祝）～2014年1月26日（日）

ミュージアム コレクション II
● 気になる、今度の収蔵品
 8月29日（木）～2014年1月13日（月･祝）
ミュージアム コレクション III
● 画文往還  世田谷の文人たち
 2014年1月25日（土）～ 4月20日（日）

■ 世田谷美術館分館   
清川泰次記念ギャラリー  
［Tel. 03-3416-1202］
● 開館10周年  
 清川泰次の世界 III   
 ジャンルを超えて  絵画からの展開
 12月14日（土）～2014年3月21日（金･祝）
■ 世田谷美術館分館   
宮本三郎記念美術館  
［Tel. 03-5483-3836］
● 宮本三郎と奥沢の芸術家たち
 12月14日（土）～2014年3月21日（金･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］

 作・演出：倉持裕
 出演：片桐はいり、西田尚美、近藤公園、
小林高鹿、黒田育世

 2014年 2月5日（水）～16日（日）
 シアタートラム

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

第33回
世田谷の書展   
－世田谷ゆかりの作家たち－

2014年1月7日（火）～1月22日（水）
1階文学サロン

● 岸田吟香･劉生･麗子   
知られざる精神の系譜

 2014年2月8日（土）～ 4月6日（日）

撮影：片岡露満

2014年  1月25日（土） 
～ 3月30日（日）

2階展示室
観覧料：
一般 700 （560）円
高校・大学生 500 （400）円
65歳以上・障害者 350 （280）円
小学・中学生 250 （200）円
＊ （ ）内は20名以上の団体割引

星を賣る店  
クラフト・エヴィング商會の
おかしな展覧会

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

● 「集う衣服」展―眞田岳彦  生命を
つつむ未来繊維プロジェクト3

 12月20日（金）～2014年1月19日（日）   
生活工房ギャラリー

■ 世田谷美術館分館   
向井潤吉アトリエ館  
［Tel. 03-5450-9581］
● 開館 20周年  
 向井潤吉と四季  冬
 12月14日（土）～2014年3月21日（金･祝）

星を賣る店  クラフト・エヴィング商會のおかしな展覧会  1月25日（土）～ 3月30日（日）

● 7つの海と手しごとvol.4 
「ギニア湾とヨルバ族のアディレ」

 2014年1月25日（金）～2月23日（日）
 生活工房ギャラリー

● せたがや名曲コンサート
 ベートーヴェン 第九
 出演：円光寺雅彦（指揮）、 
世田谷フィルハーモニー管弦楽団、 
世田谷区民合唱団 他

 2014年 2月23日（日）  14時開演
 昭和女子大学人見記念講堂

● 異分野とのコラボレーション
 「料理と音楽」
 出演： 
田崎真也（ソムリエ）、 
山本益博 
（料理評論家）、

 池辺晋一郎 
（作曲家 /音楽監督） 

他
 2014年 2月2日（日）  15時開演
 会場：世田谷区民会館
※未就学児童入場不可

● 『神なき国の騎士－あるいは、何が
ドン・キホーテにそうさせたのか？』

 作：川村毅  演出：野村萬斎
 出演：野村萬斎、馬渕英俚可、木村了、 
中村まこと 他

 2014年 3月3日（月）～16日（日）
 世田谷パブリックシアター

● 世田谷パブリックシアター 
芸術監督  野村萬斎  企画・監修

 現代能楽集 VII 「花
は な こ

子について」  

旅についての断章
10月5日（土）～2014年4月6日（日）
1階展示室

12月 2014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●

NAS
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

石川寒厳
《山間行人》 
1926年

岸田劉生《童女図（麗子立像）》1923年4月15日、
神奈川県立近代美術館蔵

音楽監督 池辺晋一郎

野村萬斎
（撮影：久家靖秀）


