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館長の作家対談

ゲスト

馬渕明子
（美術史家・国立西洋美術館館長）

聞き手

菅野昭正
（世田谷文学館館長）

馬渕明子（まぶち・あきこ）

美術史家。1947年、神奈川県生ま
れ。東京大学教養学部フランス科卒業
後、東京大学大学院人文科学研究科
美術史博士課程に進み、この間にパリ
第 4大学に留学。博士課程満期終了
後、東京大学文学部助手、国立西洋美
術館学芸課主任研究官、青山学院女
子短期大学助教授を経て、日本女子大
学で20年に亘り教鞭をとった。
『美のヤヌス－テオフィール・トレと

19世紀美術批評』で1993年にサント
リー学芸賞を受賞。『ジャポニスム  幻
想の日本』で1998年にジャポニスム学
会賞を受賞。現在、ジャポニスム学会
会長。

2013年 8月から国立西洋美術館館
長に就任、独立行政法人国立美術館
 理事長を兼任している。

女
性
研
究
者
と
し
て
初
の
国
立
美
術
館
館
長
に
就

任
さ
れ
た
美
術
史
家
の
馬
渕
明
子
さ
ん
を
お
招
き

し
、当
館
館
長
が
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

学
芸
職
経
験
者
初
の
女
性
国
立
美
術
館
長

館
長 

▼ 

国
立
西
洋
美
術
館
の
館
長
に
い
つ
就
任
さ
れ
た
の

で
す
か
？

馬
渕 

▼ 

2
0
1
3
年
8
月
1
日
か
ら
で
す
。

館
長 

▼ 

西
洋
美
術
館
で
は
女
性
館
長
は
初
め
て
で
す
か
？

馬
渕 

▼ 

独
立
行
政
法
人
に
な
っ
た
時
に
文
部
科
学
大
臣
を

さ
れ
た
遠
山
敦
子
さ
ん
が
な
ら
れ
ま
し
た
が
、専
門
職
で

は
私
が
初
め
て
の
女
性
館
長
で
す
。

館
長 

▼ 

西
洋
美
術
館
の
歴
史
は
何
年
く
ら
い
に
な
り
ま
す

か
？

馬
渕 

▼ 

開
館
が
1
9
5
9
年
、半
世
紀
を
過
ぎ
た
と
こ
ろ

で
す
。
2
0
0
9
年
に
50
周
年
を
行
い
ま
し
た
。

館
長 

▼ 

独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館 

の
理
事
長
も
兼
任

さ
れ
て
い
ま
す
ね
。
国
立
新
美
術
館
の
開
館
で
国
立
の

美
術
館
数
が
増
え
ま
し
た
が
、全
体
に
と
っ
て
な
に
か
大

き
な
変
化
は
あ
り
ま
し
た
か
。

馬
渕 

▼ 

理
事
長
は
、国
立
美
術
館
5
館（
国
立
西
洋
美
術

館
・
東
京
国
立
近
代
美
術
館
・
京
都
国
立
近
代
美
術
館
・

国
立
国
際
美
術
館
、国
立
新
美
術
館
）全
部
を
均
等
に
見

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
で
す
。
東
京
に
西
洋
美
術
館

と
近
代
美
術
館
、新
美
術
館
、京
都
の
近
代
美
術
館
、大

阪
に
国
立
国
際
が
あ
り
ま
す
。
一
番
最
初
は
東
京
の
近

代
美
術
館
、国
立
国
際
が
大
阪
万
博
の
後
、新
美
術
館
は

ず
っ
と
新
し
く
2
0
0
6
年
開
館
と
、そ
れ
ぞ
れ
歴
史

と
役
割
も
違
い
ま
す
の
で
、一
つ
に
ま
と
め
る
の
は
難
し

い
で
す
。

館
長 

▼ 

現
在
、全
国
に
美
術
館
は
沢
山
あ
り
ま
す
が
、女

性
館
長
は
か
な
り
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
？

馬
渕 

▼ 

少
な
い
で
す
ね
。
専
門
職
、行
政
職
か
ら
就
か
れ

た
方
を
合
わ
せ
て
も
十
指
に
満
た
な
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
国
立
で
は
博
物
館
を
含
め
て
他
に
は
い
ま
せ
ん
。

館
長 

▼ 

そ
う
い
う
事
を
考
え
る
と
馬
渕
さ
ん
の
責
任
は
重

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

馬
渕 

▼ 

そ
う
で
す
、こ
け
る
と
大
変
な
事
に
な
る
の
で
は

な
い
か
と（
笑
）。
今
の
美
術
館
は
女
性
学
芸
員
が
多
い

で
す
。
大
学
で
美
術
史
を
学
ぶ
割
合
も
女
性
が
非
常
に

多
く
、そ
こ
か
ら
ど
ん
ど
ん
学
芸
員
が
出
て
き
て
い
ま

す
。
私
が
西
洋
美
術
館
に
い
た
頃
は
、学
芸
課
に
女
性
1

人
、男
性
9
人
と
い
う
情
況
で
し
た
が
、現
在
で
は
西
洋

美
術
館
で
も
学
芸
課
の
男
女
比
が
同
じ
位
で
す
。

館
長 

▼ 

外
国
で
は
ど
う
で
す
か
？

馬
渕 

▼ 

ア
ジ
ア
は
あ
ま
り
知
り
ま
せ
ん
が
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は

も
う
女
性
の
方
が
多
い
で
す
。
ア
メ
リ
カ
も
分
野
に
よ
る

ん
で
す
。
な
ぜ
か
彫
刻
と
か
古
代
美
術
と
か
は
男
性
が

多
く
、近
代
、
装
飾
・
工
芸
は
女
性
が
多
い
で
す
ね
。
フ

ラ
ン
ス
で
も
オ
ル
セ
ー
美
術
館
は
女
性
の
方
が
多
い
で
す

し
、ル
ー
ブ
ル
美
術
館
も
半
分
位
は
女
性
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

芸
術
文
化
、学
者
の
力
を
活
用
す
る
国

館
長 

▼ 

ル
ー
ブ
ル
美
術
館
と
い
え
ば
、ラ
ン
ス
に
分
館
が
で

き
ま
し
た
ね
。
成
功
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

馬
渕 

▼ 

今
の
と
こ
ろ
。
ラ
ン
ス
は
、ベ
ル
ギ
ー
、オ
ラ
ン
ダ
、

ド
イ
ツ
に
近
い
所
で
す
か
ら
、国
外
か
ら
た
く
さ
ん
車
で

観
に
来
て
い
ま
す
。

館
長 

▼ 

ウ
ジェ
ー
ヌ・
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の《
ラ・
リ
ベ
ル
テ
》（《
民

衆
を
導
く
自
由
の
女
神
》）が
、今
は
ラ
ン
ス
に
あ
る
そ
う

で
す
ね
。

馬
渕 

▼ 

古
代
に
始
ま
っ
て
順
々
に
歴
史
を
辿
っ
て
行
く

と
、
最
後
、
壁
の
突
き
当
り
に《
ラ・
リ
ベ
ル
テ
》が
あ
り

ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
万
歳
！ 

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
す

よ
ね
。

館
長 

▼ 

フ
ラ
ン
ス
の
雑
誌
記
事
に
、《
ラ・
リ
ベ
ル
テ
》を
あ

る
国
に
貸
し
出
す
か
が
議
論
さ
れ
て
い
る
と
書
か
れ
て

い
ま
し
た
。
そ
の
国
と
の
提
携
を
強
化
す
る
一
つ
の
手
段

で
し
ょ
う
ね
。

馬
渕 

▼ 

フ
ラ
ン
ス
は
、美
術
作
品
を
国
家
的
な
プ
ロ
ジェ
ク

ト
と
し
て
海
外
に
貸
す
こ
と
を
非
常
に
意
図
的
に
や
っ

て
い
ま
す
ね
。
日
本
は
ま
だ
美
術
の
力
を
信
じ
て
い
な

い
の
か
、日
本
美
術
を
持
っ
て
行
く
こ
と
で
日
本
の
文
化

力
を
示
そ
う
と
ま
で
至
っ
て
い
な
い
気
が
し
ま
す
。
実
際

問
題
と
し
て
は
、日
本
の
古
美
術
は
傷
み
や
す
い
の
で
、

持
っ
て
行
く
の
が
難
し
い
で
す
け
ど
。

館
長 

▼ 

国
立
美
術
館
に
携
わ
っ
て
お
ら
れ
て
、
美
術
、
芸

術
が
日
本
の
国
際
的
な
交
流
に
果
た
し
う
る
役
割
に
つ

い
て
、認
識
が
行
き
届
い
て
い
な
い
と
お
考
え
で
す
か
？

馬
渕 

▼ 

も
う
少
し
戦
略
的
に
考
え
て
も
い
い
と
思
い
ま

す
。
国
の
レ
ベ
ル
で
は
、日
本
の
イ
メ
ー
ジ
な
り
外
交
力

な
り
の
助
け
に
な
る
も
の
は
お
金
だ
と
、い
ま
だ
に
ス
ト

レ
ー
ト
に
出
て
く
る
気
が
し
ま
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
美

術
品
を
貸
し
、そ
れ
に
伴
っ
て
人
も
出
か

け
て
行
っ
て
、日
本
の
美
術
、文
化
と
は

こ
う
い
う
も
の
だ
と
示
す
、そ
う
い
う
事

で
培
わ
れ
る
力
を
も
う
少
し
信
じ
て
も

い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
少
し
話
が

変
わ
り
ま
す
が
、
日
本
は
も
う
少
し
日

本
の
価
値
基
準
を
作
っ
た
方
が
い
い
の

で
は
な
い
か
と
い
う
気
も
し
ま
す
。
私

が
衝
撃
を
受
け
た
の
は
、パ
リ
の
真
ん
中

に
オ
セ
ア
ニ
ア
や
ア
フ
リ
カ
、ア
ジ
ア
、北

米
と
、非
西
洋
圏
の
も
の
が
集
め
ら
れ
た

国
立
の
ケ・ブ
ラ
ン
リ
美
術
館
が
開
館
し

た
こ
と
で
す
。

館
長 

▼ 

シ
ラ
ク
大
統
領
が
推
進
し
た
美
術

館
で
す
ね
？

馬
渕 

▼ 

も
の
凄
い
パ
ワ
ー
が
そ
こ
に
溢
れ
て
い
て
。
地
図

を
見
る
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
世
界
が
圧
倒
的
に
広
い
。

よ
く
考
え
る
と
西
洋
は
小
さ
い
地
域
に
す
ぎ
な
い
わ
け

で
、確
か
に
ひ
と
つ
の
凝
縮
し
た
価
値
を
作
っ
た
の
は
凄

い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、西
洋
絵
画
の
ル
ネ
サ
ン
ス
以

来
の
共
通
価
値
も
た
か
だ
か
5
0
0
年
だ
と
も
思
う
ん

で
す
ね
。
そ
れ
を
日
本
で
は
国
際
的
な
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と

見
て
、伝
播
し
、教
え
て
き
た
の
が
と
て
も
狭
い
も
の
の

見
方
の
よ
う
な
気
が
し
て
、そ
れ
以
外
の
も
の
を
も
う
少

し
見
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と
感
じ
ま
し
た
。
ま
た
パ

リ
の
ど
真
ん
中
に
そ
う
い
う
美
術
館
を
作
っ
た
フ
ラ
ン
ス

人
の
凄
さ
と
、二
つ
の
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。

館
長 

▼ 

シ
ラ
ク
に
は
旧
植
民
地
諸
国
へ
の
一
種
の
贖
罪
と

い
う
思
惑
も
あ
る
と
は
思
い
ま
す
。
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は

な
く
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
だ
け
が
世
界
唯
一
の
文
化
で
は
な

い
と
、あ
の
形
で
具
体
的
に
示
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
で
き

た
の
は
、ク
ロ
ー
ド・レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
力
も
大
き
い

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
彼
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
だ
け
が
人
類

の
文
明
の
中
心
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、別
の
ア
フ
リ
カ

や
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
文
化
が
相
対
的
に
価

値
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
熱
心
に
学
問
的
に
立
証
し
、そ

れ
が
浸
透
し
て
き
た
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
フ
ラ
ン

ス
の
政
治
家
は
そ
う
い
う
学
問
や
学
者
の
力
を
上
手
に

取
り
入
れ
て
、自
分
の
外
交
政
策
、あ
る
い
は
国
内
で
も

活
用
し
て
い
ま
す
が
、日
本
の
政
治
家
の
方
に
も
文
化
に

対
す
る
あ
り
方
、見
方
を
も
っ
と
深
め
て
い
た
だ
き
た
い

で
す
ね
。ジ

ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
の
出
会
い

館
長 

▼ 

馬
渕
さ
ん
に
と
っ
て
一
番
印
象
に
残
っ
て
い
る
西

洋
美
術
館
で
の
仕
事
は
何
で
し
ょ
う
。

馬
渕 

▼ 

や
は
り
1
9
8
8
年
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
展
で
す
。
今

で
も
ジ
ャ
ポ
ニス
ム
の
仕
事
が
一
番
多
い
で
す
ね
。

館
長 

▼ 

ど
う
い
う
き
っ
か
け
だ
っ
た
の
で
す
か
？

馬
渕 

▼ 

私
が
西
洋
美
術
館
の
学
芸
に
入
っ
て
間
も
な
い

時
、オ
ル
セ
ー
美
術
館
が
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
の
展
覧
会
の
一
つ

と
し
て
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
を
や
り
た
い
、つ
い
て
は
西
洋
美
術

館
に
一
緒
に
や
ら
な
い
か
と
言
っ
て
き
ま
し
て
。

館
長 

▼ 

オ
ル
セ
ー
美
術
館
が
開
館
し
た
の
は
い
つ
で
す

か
？

馬
渕 

▼ 

1
9
8
6
年
で

す
が
、
そ
の
前
か
ら
準

備
を
し
ま
す
の
で
、
西

洋
美
術
館
か
ら
の
担
当

者
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
美

術
研
究
者
の
私
が
行
き

ま
し
た
。
私
は
最
初
、

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
に
懐
疑
的

で
…
。

館
長 

▼ 

展
覧
会
が
う
ま

く
い
く
か
に
関
し
て
で

す
か
？

馬
渕 

▼ 

そ
う
で
は
な
く
、

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
が
ど
れ
く

ら
い
大
き
な
現
象
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
懐

疑
的
で
し
た
。
芸
術
の
展
開
の
中
で
新
し
い
も
の
が
出

て
く
る
た
め
に
日
本
が
与
え
た
イ
ン
パ
ク
ト
と
い
う
の
は
、

実
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
。
そ

う
し
た
ら
、オ
ル
セ
ー
の
学
芸
員
に
、そ
ん
な
こ
と
は
な

い
、日
本
の
影
響
が
な
け
れ
ば
こ
う
い
う
も
の
は
絶
対
現

れ
な
か
っ
た
、
不
可
能
だ
っ
た
と
い
ち
い
ち
例
証
さ
れ
、

日
本
の
美
術
の
特
色
を
入
れ
た
の
は
非
常
に
大
き
な
こ

と
だ
と
説
得
さ
れ
ま
し
た
。
展
覧
会
準
備
で
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
を
あ
ち
こ
ち
一
緒
に
調
べ
に
行
く
間
も
ず
っ
と
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
で
す
。
そ
の
度
に
、ほ
れ
見
ろ
、こ
こ
に
日
本

の
こ
ん
な
凄
い
も
の
が
あ
っ
て
、こ
れ
が
こ
れ
に
変
わ
っ

て
き
た
で
し
ょ
、と
。
見
る
と
確
か
に
そ
う
な
ん
で
す
。

日
本
で
の
ジ
ャ
ポ
ニス
ム
論
は
手
前
味
噌
と
い
う
か
、日
本

人
ゆ
え
に
我
田
引
水
で
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、も

の
の
見
方
を
変
え
る
ほ
ど
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
は
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
し
た
が
、だ
ん
だ
ん
説

得
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

東
西
の
文
化
的
意
識
の
違
い

馬
渕 

▼ 

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
が
面
白
い
の
は
、西
洋
の
人
が
見
た

日
本
の
イ
メ
ー
ジ
だ
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
イ
メ
ー

ジ
に
も
高
度
な
芸
術
的
部
分
と
、も
っ
と
通
俗
的
な
部

分
が
あ
っ
て
、今
、私
は
通
俗
的
な
部
分
に
興
味
が
あ
り

ま
す
。
要
す
る
に
一
言
で
い
え
ば
、日
本
は「
芸
者
の
国
」

だ
と
い
う
。
文
化
的
に
遅
れ
て
い
る
封
建
国
家
で
、非
常

に
女
性
的
な
文
化
で
あ
る
―
小
さ
い
も
の
が
好
き
、か

わ
い
ら
し
い
も
の
が
好
き
、一
過
性
な
も
の
が
好
き
で
構

造
的
な
も
の
が
な
く
、表
層
的
で
移
ろ
い
や
す
い
も
の
―

と
。
そ
れ
は
そ
れ
で
素
敵
だ
け
ど
、や
は
り
西
洋
の
方
が

上
だ
と
い
う
発
想
か
ら
日
本
を
見
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ

の
例
と
し
て
、
1
8
7
1
年
あ
た
り
か
ら
1
9
0
0
年

頃
に
日
本
人
が
出
て
く
る
お
芝
居
が
い
く
つ
も
作
ら
れ

ま
す
。
荒
唐
無
稽
で
日
本
と
中
国
と
の
区
別
も
つ
い
て
い

『ジャポニスム 幻想の日本』
新装版、2008年、ブリュッケ

「ジャポニスム研究」第 33号、
2013年12月、ジャポニスム学会
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展
覧
会
の
ご
案
内

茨木のり子展
自分の感受性くらい   
自分で守れ   
ばかものよ   （「自分の感受性くらい」）

現代の女性詩人のなかで最も人気のあ
る一人、茨木のり子（1926 -2006）。朝日新
聞「天声人語」に紹介されたことから詩の
愛好者を超えて大きな反響を呼んだ「倚り
かからず」、中学校国語教科書にも掲載さ
れている「わたしが一番きれいだったとき」

をはじめ、「自分の感受性くらい」「六月」「汲む」などの詩で知られてい
ます。「品格で書かれた」、「人格で書かれている」とも評される詩の、自
らを律し鼓舞する言葉は、読む人の心にも深く響きます。
本展覧会では、詩稿、草稿、創作ノート、「櫂」同人をはじめとした詩人

たちとの書簡、先立った夫のために書かれ、没後刊行された『歳月』遺
稿など、貴重な資料を通して茨木の詩作世界をひもとくとともに、女性
として日常を大切に暮らした姿も日記やスクラップブックなどからご紹介 
します。
最愛の夫を亡くした翌年、50歳で韓国語を学び始めた茨木は隣国と

その文化への関心を数々の著作に記し、14年後には韓国現代詩の翻訳
刊行を果たします。このように大きな喪失感から自ら歩を進め、たおや
かに、且つ凛として“倚りかからず ”生きた彼女の詩と文章は、先行きに
不安を抱く私たちが汲むべきものに富み、生きることに清々しい勇気を
与えてくれることでしょう。 ＊観覧料：8頁をご覧ください。

関連イベント  会場：世田谷文学館  1階文学サロン
♳ こどもワークショップ
  日  時 ＝ 5月11日（日）14:00～ 16:00
  講  師 ＝ 石津ちひろ（詩人）
  対  象 ＝ 小・中学生
  定  員 ＝ 事前申込 100名（未就学児、付添の大人も参加可）
  参 加 費 ＝ 無料
  申込締切 ＝ 4月27日（必着）
  ＊申込ハガキに、参加されるお子さん全員の年齢か学年を明記してください。

♴ 記念対談
  日  時 ＝ 5月17日（土）14:00～ 15:30
  出  演 ＝ 谷川俊太郎（詩人）×小池昌代（詩人）
  対  象 ＝ 一般
  定  員 ＝事前申込150名
  参 加 費 ＝ 500円
  申込締切 ＝ 5月3日（必着）

♵ 記念講演
  日  時 ＝ 5月25日（日）14:00～ 15:30

  出  演 ＝ 金
キム・ユーホン

裕鴻（NHK文化センター講師）
  対  象 ＝ 一般
  定  員 ＝ 事前申込 150名
  参 加 費 ＝ 500円
  申込締切 ＝ 5月11日（必着）

♶ 記念コンサート「茨木のり子を弾き語る」①
  日  時 ＝ 6月21日（土）18:00～（終演予定19:30）
  演奏作品 ＝ 「りゅうりぇんれんの物語」（詩：茨木のり子）全曲演奏
  出  演 ＝ 沢 知恵（シンガーソングライター）
  対  象 ＝ 一般
  定  員 ＝ 事前申込 150名
  参 加 費 ＝ 1,500円
  申込締切 ＝ 6月7日（必着）

♷ 記念コンサート「茨木のり子を弾き語る」②
 日  時 ＝ 6月22日（日）16:00～（終演予定17:30）
 演奏作品 ＝ 「わたしが一番きれいだったとき」、「自分の感受性くらい」 

（いずれも詩：茨木のり子）他
 出  演 ＝ 沢 知恵（シンガーソングライター）
 対  象 ＝ 一般
 定  員 ＝ 事前申込 150名
 参 加 費 ＝ 1,500円
 申込締切 ＝ 6月8日（必着）

参加申込方法
いずれも各締切日までに往復ハガキにて、① イベント名 ② 参加者全員の氏名・
住所・電話番号 ③ 返信面に代表者の氏名・住所を明記のうえ、世田谷文学館
「茨木展関連イベント」係までお申し込みください（1イベントにつき1枚、♳ は
付添の大人を含めて何人でも連名可、♴～♷ は3人まで連名可）。応募者多
数の場合は抽選となります。結果は締切後、返信ハガキでお知らせします。
♶ ♷ については、未就学児の参加はご遠慮ください。

撮影：谷川俊太郎

な
い
よ
う
な
も
の
で
す
が
、そ
の
中
か
ら
15
本
ほ
ど
ピ
ッ

ク
ア
ッ
プ
し
て
調
べ
て
い
ま
す
。
1
9
0
0
年
に
は
日
本

人
女
優
の
貞
奴
の
舞
台
が
パ
リ
で
上
演
さ
れ
、
1
9
0
2

年
に「
蝶
々
夫
人
」が
あ
っ
て
、
徐
々
に
現
実
を
反
映
し

た
も
の
に
変
わ
っ
て
く
る
の
で
、対
象
を
1
9
0
0
年
ま

で
に
し
ま
し
た
が
、そ
の
間
に
よ
く
ま
あ
こ
ん
な
あ
り
も

し
な
い
も
の
を
勝
手
に
作
っ
て
と
思
う
よ
う
な
も
の
が

い
っ
ぱ
い
出
て
き
て（
笑
）。
早
く
本
に
書
き
あ
げ
た
い
の

で
す
が
。

館
長 

▼ 

ど
う
い
う
劇
場
で
や
っ
て
い
た
の
で
す
か
。
台
本

が
残
っ
て
い
る
の
で
す
か
？

馬
渕 

▼ 

台
本
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
ま
す
。
オ
ペ
ラ
座
で
バ

レ
エ
を
や
っ
た
り
、オ
デ
オ
ン
座
で
や
っ
た
り
と
上
等
な

所
で
も
や
り
ま
す
し
、小
さ
な
小
屋
み
た
い
な
と
こ
ろ
ま

で
様
々
で
す
。

館
長 

▼ 

い
つ
頃
か
ら
で
す
か
？

馬
渕 

▼ 

最
初
は
小
さ
な
作
品
で
1
8
7
0
年
代
、
80
、
90

年
代
も
結
構
あ
り
ま
す
。

館
長 

▼ 

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
が
フ
ラ
ン
ス
で
注
目
を
浴
び
た
の
は

1
8
8
0
年
代
で
す
か
？

馬
渕 

▼ 

90
年
代
前
後
で
す
ね
。
日
本
が
清
や
ロ
シ
ア
と
の

戦
争
に
勝
ち
、西
洋
と
互
角
に
な
ろ
う
と
す
る
の
を
境

に
、日
本
に
対
す
る
興
味
が
冷
め
て
い
き
ま
す
。
や
が
て

芸
術
家
が
取
り
込
む
日
本
的
ビ
ジ
ョ
ン
に
は
造
形
上
の
モ

ダ
ニ
ズ
ム
に
繋
が
っ
て
い
く
も
の
が
あ
り
、通
俗
的
な
芸

者
の
国
・
日
本
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
使
い
古
さ
れ
、
要
ら

な
い
幻
想
に
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
う
い
う
二
つ
の
両
極
端
が

ジ
ャ
ポ
ニス
ム
の
持
っ
て
い
る
幅
だ
と
思
い
ま
す
。

館
長 

▼ 

フ
ラ
ン
ス
に
ジ
ャ
ポ
ニ
ザ
ン
と
い
う
言
い
方
が
あ
り

ま
す
が
、一
人
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ザ
ン
の
中
に
、芸
術
的
に
と
同

時
に
通
俗
的
に
と
、総
合
的
に
見
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る

の
で
す
か
。

馬
渕 

▼ 

共
存
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
ね
。
提
灯
、団

扇
や
着
物
の
布
切
れ
の
よ
う
な
も
の
か
ら
美
術
品
ま
で

日
本
の
品
物
が
西
洋
に
沢
山
入
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、一

端
だ
け
見
て
い
て
は
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
全
体
像
は
見
え
な

い
と
思
い
ま
す
。
最
近
で
は
通
俗
的
な
側
面
に
も
眼
を

向
け
る
研
究
が
増
え
て
き
て
、屏
風
が
ど
の
よ
う
に
使
わ

れ
た
か
、扇
子
が
ど
の
く
ら
い
使
わ
れ
た
か
と
、大
衆
の

生
活
の
中
で
消
費
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
研
究
も
出
て

き
て
い
ま
す
。
以
前
は

印
象
派
の
造
形
的
な

部
分
を
提
供
し
た
の
は

日
本
だ
と
い
う
論
述
が

多
か
っ
た
で
す
が
、
現

在
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
研

究
は
非
常
に
幅
広
い
で

す
ね
。

館
長 

▼ 

実
際
に
日
本
の

浮
世
絵
の
影
響
を
強

く
受
け
た
画
家
も
い
る

わ
け
で
す
よ
ね
。
構
図

を
日
本
的
な
も
の
、日

本
の
作
品
か
ら
汲
み

取
っ
た
作
品
が
多
い
で

す
よ
ね
。

馬
渕 

▼ 

構
図
、
そ
れ
か

ら
色
彩
も
多
い
で
す
。

館
長 

▼ 

そ
れ
か
ら
遠
近

法
の
違
い
が
彼
ら
に

と
っ
て
は
非
常
に
大
き

な
発
見
だ
っ
た
わ
け
で
す
か
。

馬
渕 

▼ 

そ
う
思
い
ま
す
。
西
洋
美
術
で
は
ル
ネ
サ
ン
ス
の

遠
近
法
に
よ
る
空
間
の
組
み
立
て
が
重
要
で
、美
術
ア
カ

デ
ミ
ー
で
く
り
返
し
叩
き
込
ま
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
19

世
紀
の
半
ば
頃
、
透
視
図
法
的
な
も
の
の
見
方
に
画
家

た
ち
は
違
和
感
を
持
ち
、必
ず
し
も
人
は
遠
近
法
だ
け

で
も
の
を
見
て
い
な
い
と
実
感
的
に
分
か
る
。
高
い
所
か

ら
下
を
見
る
場
合
、下
か
ら
見
上
げ
る
場
合
、あ
る
い
は

瞬
間
的
に
何
か
目
の
前
に
物
が
邪
魔
し
て
く
る
場
合
、ド

ガ
の
作
品
の
よ
う
に
鍵
穴
か
ら
も
の
を
見
る
場
合
―
こ

う
し
た
色
々
な
視
覚
的
な
体
験
は
遠
近
法
の
世
界
で
は

描
け
な
い
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
そ
れ
を
ど
う
表
す
か
、

と
い
う
問
題
意
識
を
画
家
た
ち
が
持
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に

日
本
の
浮
世
絵
に
出
会
っ
た
。
で
は
、彼
ら
は
浮
世
絵
を

描
く
か
と
い
う
と
そ
う

で
は
な
く
、浮
世
絵
の
中

の
自
分
た
ち
に
使
え
る

も
の
だ
け
を
取
り
出
し

て
い
き
ま
す
。
西
洋
人
の

賢
さ
と
い
う
か
強
さ
で

す
。
浮
世
絵
が
違
う
も

の
の
見
方
と
違
う
表
現

の
仕
方
を
持
っ
て
い
る
こ

と
に
西
洋
の
画
家
は
気

づ
き
、そ
れ
を
使
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

館
長 

▼ 

非
常
に
う
ま
く
使

い
ま
す
ね
。
小
さ
な
き
っ

か
け
は
あ
っ
た
か
も
知

れ
な
い
け
ど
、そ
の
ま
ま

こ
ち
ら
に
移
す
の
で
は

な
く
そ
こ
か
ら
新
し
い

も
の
を
創
造
す
る
と
い

う
感
じ
が
、印
象
派
の
絵

に
も
強
く
あ
り
ま
し
た
。

受
容
し
て
も
そ
れ
を
自
分
の
中
で
変
え
て
新
し
い
も
の

を
創
造
し
て
い
く
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
で
芸
術
を
作
る
ん
で

す
ね
。
文
学
で
も
何
で
も
、そ
の
辺
が
日
本
人
と
違
う
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
文
学
で
も
18
世
紀
に
ゲ
ー
テ
は

ペ
ル
シ
ャ
の
詩
に
と
て
も
関
心
を
持
っ
て
読
み
、『
西
東
詩

集
』を
作
る
。
非
常
に
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
わ
か

り
ま
す
が
、ち
ゃ
ん
と
ド
イ
ツ
の
詩
に
な
っ
て
い
て
、
影

響
を
受
け
な
が
ら
自
分
の
本
来
作
っ
て
い
た
も
の
と
そ

れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
も
の
に
し
て
し
ま
う
。

馬
渕 

▼ 

そ
う
で
す
ね
。
88
年
の
パ
リ
で
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
展

の
時
に
反
論
が
い
ろ
い
ろ
出
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
人
は
、

日
本
か
ら
来
た
も
の
に
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
影
響
を
受
け

た
と
い
え
る
の
か
と
。
確
か
に
構
造
的
に
変
え
て
い
る
の

で
、見
た
と
こ
ろ
そ
っ
く
り
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、何
故

こ
れ
は
浮
世
絵
が
元
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
か
と
い

う
論
理
が
出
て
く
る
。
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
使
わ
な
い

の
は
プ
ラ
イ
ド
と
い
う
か
、厚
か
ま
し
さ
の
た
め
で
す
が

（
笑
）、自
分
た
ち
の
も
の
に
し
て
し
ま
う
強
さ
は
す
ご
い

と
思
い
ま
す
。
逆
を
見
る
と
、明
治
以
降
、西
洋
画
を
習

得
し
て
渡
欧
し
た
日
本
の
画
家
の
多
く
が
上
手
く
空
間

が
描
け
な
い
、色
が
出
な
い
と
苦
し
む
の
は
、彼
ら
が
フ

ラ
ン
ス
人
み
た
い
に
描
き
た
い
と
思
っ
て
い
た
か
ら
だ
と

思
い
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
人
は
日
本
人
み
た
い
に
描
こ
う
と

は
思
っ
て
な
か
っ
た
と
い
う
あ
た
り
が
、国
力
の
差
と
い

う
か
。

館
長 

▼ 

東
と
西
の
差
と
い
う
か
、あ
る
い
は
文
化
的
な
意

識
の
違
い
で
す
ね
。

展
覧
会
で
め
ざ
す
も
の

館
長 

▼ 

馬
渕
さ
ん
は
学
生
の
頃
は
ク
ロ
ー
ド・モ
ネ
を
専
門

に
勉
強
さ
れ
て
い
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。
当
時
僕
は
東

大
教
養
学
部
の
フ
ラ
ン
ス
科
主
任
だ
っ
た
の
で
卒
業
論
文

も
拝
見
し
ま
し
た
。
そ
の
当
時
、モ
ネ
を
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と

繋
げ
て
関
心
を
持
た
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
か
？

馬
渕 

▼ 

あ
の
頃
は
意
識
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
が
学
ん
で

い
た
頃
に
は
主
流
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

館
長 

▼ 

日
本
人
は
印
象
派
の
画
家
の
中
で
モ
ネ
に
一
番
関

心
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ど
う
し
て
で

し
ょ
う
。

馬
渕 

▼ 

大
原
美
術
館
や
松
方
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
早

い
時
期
に
日
本
に
持
っ
て
こ
ら
れ
た
モ
ネ
の
絵
が
良
か
っ

た
こ
と
は
、大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
思
い
ま
す
。
バ
ブ

ル
の
頃
に
も
も
の
す
ご
く
買
っ
て
、日
本
国
内
に
モ
ネ
が

1
2
0
〜
1
3
0
点
あ
っ
た
時
期
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

後
に
売
却
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
今
で
も
国
内

に
1
0
0
点
以
上
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
好
き
だ
か
ら

買
う
、観
る
機
会
が
あ
る
か
ら
好
き
に
な
る
、ど
ち
ら
が

先
か
は
あ
り
ま
す
が
、日
本
人
が
西
洋
絵
画
に
ア
プ
ロ
ー

チ
す
る
と
き
入
り
や
す
い
の
は
風
景
画
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、バロ
ッ
ク
や
ロ
コ
コ
で
は
風
景
表
現
が
あ
っ
て
も
ス

ト
ー
リ
ー
が
あ
っ
て
象
徴
が
あ
っ
て
…
。

館
長 

▼ 

予
備
知
識
が
必
要
で
す
ね
。

馬
渕 

▼ 

は
い
、キ
リ
ス
ト
教
絵
画
な
ど
は
宗
教
心
の
な
い

人
間
に
と
っ
て
は
ア
プ
ロ
ー
チ
し
に
く
い
わ
け
で
す
。
そ

れ
に
引
き
か
え
、印
象
派
の
脂や

に
っ
ぽ
く
な
い
き
れ
い
な
色

の
装
飾
的
な
風
景
画
は
、近
代
の
日
本
人
に
と
っ
て
は
ア

プ
ロ
ー
チ
し
や
す
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

館
長 

▼ 

い
ま
だ
に
そ
う
で
す
か
？

馬
渕 

▼ 

そ
れ
が
再
生
産
さ
れ
る
と
い
う
か
、私
ど
も
も
含

め
て
展
覧
会
の
頻
度
も
多
い
で
す
。
美
術
館
の
立
場
と

し
て
は
、本
当
は
繰
り
返
す
の
は
よ
く
な
く
て
、あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
な
い
め
ず
ら
し
い
も
の
も
紹
介
し
な
く
て
は

い
け
な
い
の
で
す
が
、そ
れ
は
と
て
も
難
し
い
こ
と
で
す
。

日
本
人
に
限
ら
ず
、知
っ
て
い
る
も
の
を
見
た
い
と
い
う

気
持
ち
は
強
い
も
の
で
す
し
。

館
長 

▼ 

文
学
館
で
も
同
じ
で
、一
般
的
に
知
ら
れ
て
な
い

も
の
で
新
し
い
文
学
創
造
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
を
考
え

て
ゆ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、そ
れ
だ
け
で
は
集
客

が
難
し
い
。
つ
ら
い
と
こ
ろ
で
す
。

馬
渕 

▼ 

テ
ー
マ
は
新
し
い
も
の
と
皆
さ
ん
が
好
む
も
の
を

組
み
合
わ
せ
ざ
る
を
え
な
い
わ
け
で
す
ね
？

館
長 

▼ 

難
し
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。
美
術
館
で
も
文
学
館
で

も
博
物
館
の
共
通
し
た
悩
み
で
し
ょ
う
。
西
洋
美
術
館

の
仕
事
を
さ
れ
る
上
で
は
い
か
が
で
す
か
。

馬
渕 

▼ 

難
し
い
で
す
が
、西
洋
と
い
う
も
の
を
相
対
化
す

る
の
は
外
に
い
る
人
間
だ
と
思
い
ま
す
。
コ
レ
ク
ション
と

し
て
日
本
美
術
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、西
洋
人
が
見
て

い
な
い
西
洋
を
見
せ
ら
れ
た
ら
一
番
い
い
の
か
な
と
思
い

ま
す
。
西
洋
美
術
館
の
松
方
コ
レ
ク
ション
も
組
み
合
わ

せ
て
展
示
を
変
え
る
と
面
白
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
他

の
国
立
美
術
館
と
一
緒
に
何
か
で
き
な
い
か
、あ
る
自
然

表
現
、例
え
ば
鳥
と
か
木
と
か
を
ど
う
描
い
た
か
の
違
い

や
、同
じ
テ
ー
マ
の
も
の
を
並
べ
て
と
か
。
あ
る
い
は
、実

際
に
凄
く
違
い
ま
す
け
ど
、
17
世
紀
の
オ
ラ
ン
ダ
と
17
世

紀
の
日
本
の
も
の
を
並
べ
る
と
か
。
そ
の
一
方
で
、国
立

西
洋
美
術
館
で
や
ら
な
け
れ
ば
開
か
れ
な
い
展
覧
会
テ
ー

マ
と
い
う
の
が
あ
る
と
、
学
芸
員
た
ち
と
話
し
て
い
ま
す
。

近
代
ば
か
り
で
な
く
、西
洋
の
古
代
、中
世
の
展
覧
会
を
き

ち
ん
と
や
ろ
う
と
す
る
の
は
う
ち
の
館
だ
と
思
い
ま
す
。
そ

う
い
う
と
こ
ろ
も
や
ら
な
い
と
い
け
な
い
、で
は
ど
う
や
っ

て
や
ろ
う
か
と
い
う
話
に
な
り
ま
し
た
。
来
場
者
の
数
字

が
残
る
展
覧
会
よ
り
も
記
憶
に
残
る
展
覧
会
を
や
り
た
い

で
す
よ
ね
。
後
で「
あ
の
時
の
」っ
て
言
わ
れ
る
よ
う
な
、

ず
っ
と
言
い
伝
え
ら
れ
る
よ
う
な
展
覧
会
を
。

館
長 

▼ 

大
い
に
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。
大
変
な
お
仕
事
に

就
か
れ
て
、健
康
に
気
を
付
け
て
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
。
本

日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

馬
渕 

▼ 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
2
0
1
4
年
1
月
17
日 

世
田
谷
文
学
館
館
長
室
に
て
）
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2014年度の企画展
▼ 

稲
村
龍
谷
様
よ
り
篆
刻
作
品
お
よ
び
印
影
額「
世
田
谷
文
学
館
」、

岩
間
禎
子
様
よ
り
岩
間
芳
樹
旧
蔵
資
料
一
括

▼ 

天
野
英
様   

岩
崎
京
子
様   

こ
や
ま
峰
子
様   

杉
本
利
男
様  

平
山
規
子
様   

村
岡
功
様   

谷
古
宇
尚
様

▼ 

ア
ジ
ア
文
化
社  

芦
屋
市
谷
崎
潤
一
郎
記
念
館  

安
中
市
学
習
の

森
ふ
る
さ
と
学
習
館  

泉
鏡
花
記
念
館  

市
川
市
文
学
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム  

新
境
地
を
開
く
た
め
に

芥
川
が
茂
吉
に
初
め
て
会
っ
た
の
は
、
1
9
1
9（
大
正

8
）年
5
月
、
友
人
の
菊
池
寛
と
共
に
長
崎
を
訪
れ
た
時

で
し
た
。
当
時
、茂
吉
は
精
神
科
医
と
し
て
県
立
長
崎
病

院
に
勤
務
し
て
お
り
、茂
吉
の
歌
集『
赤
光
』を
愛
読
し
て

い
た
芥
川
は
、こ
の
旅
の
折
に
茂
吉
の
い
る
病
院
を
訪
問
し

ま
す
。「
お
二
人
と
も
文
壇
の
新
進
と
し
て
も
は
や
誰
知
ら

ぬ
者
も
無
い
と
い
ふ
程
で
あ
つ
た
か
ら
、私
の
助
手
や
看
護

婦
な
ん
か
が
、
物
め
づ
ら
し
さ
う
に
お
二
人
を
盗
見
し
た

り
、私
も
あ
わ
て
て
紅
茶
か
何
か
を
持
つ
て
く
る
こ
と
を
看

護
婦
に
命
じ
た
り
し
た
」（
齋
藤
茂
吉「
芥
川
氏
」）。
以
降
、

二
人
の
親
交
は
芥
川
の
晩
年
ま
で
続
い
て
い
き
ま
す
が
、こ

の
年
、芥
川
は
ひ
と
つ
の
壁
に
突
き
当
た
っ
て
い
ま
し
た
。

1
9
1
9
年
1
月
、芥
川
は
小
説
集『
傀か

い
ら
い儡

師し

』（
新
潮

社
）を
刊
行
。
そ
れ
ま
で
新
聞
や
雑
誌
に
発
表
し
た「
地
獄

変
」「
蜘
蛛
の
糸
」「
奉ほ

う

教き
ょ
う

人に
ん

の
死
」な
ど
を
収
録
し
た
同

書
は
、芥
川
の
代
表
作
と
な
り
ま
す
。
東
京
帝
国
大
学
を

卒
業
し
た
の
ち
、横
須
賀
の
海
軍
機
関
学
校
で
英
語
を
教

え
な
が
ら
作
品
を
発
表
す
る
二
重
生
活
を
送
っ
て
い
た
芥

川
は
、漸
く
こ
の
年
の
春
に
執
筆
に
専
念
す
る
環
境
が
整

い
田
端
の
自
宅
に
戻
り
ま
す
。
し
か
し
、な
か
な
か
思
う

よ
う
な
小
説
が
書
け
ず
、同
年
6
月
か
ら「
大
阪
毎
日
新

聞
」に
連
載
し
た
長
編
小
説「
路
上
」の
執
筆
に
行
き
詰
ま

り
2
ヶ
月
後
に
連
載
を
中
止
す
る
な
ど
、創
作
上
の
苦
悩

が
続
い
て
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
時
期
に
、芥
川
は
茂
吉

の
歌
論
集『
童ど

う

馬ば

漫ま
ん

語ご

』（
1
9
1
9
年
、春
陽
堂
）を
手
に

し
ま
す
。
茂
吉
の
作
歌
態
度
の
真
剣
さ
、
文
章
の
気
品
の

高
さ
、言
葉
に
滲
み
出
る
茂
吉
の
人
柄
に
打
た
れ
た
芥
川

は
、
自
身
の
芸
術
観
、
創
作
に
対
す
る
姿
勢
や
考
え
を
随

筆「
芸
術
そ
の
他
」（「
新
潮
」
1
9
1
9
年
11
月
）に
あ
ら

わ
し
、
自
ら
を
奮
い
立
た
せ
ま
し
た
。
1
9
1
9
年
11
月

9
日
付
の
茂
吉
宛
書
簡
は
、「
芸
術
そ
の
他
」に
つ
い
て
書

か
れ
た
も
の
で
す
。

御
起
居
御
変
り
も
あ
り
ま
せ
ん
か

童
馬
漫
語
を
拝
見
し
た
時
ぐ
づ
ぐ
づ
し
て
は
ゐ
ら
れ

な
く
な
つ
て
書
い
た
感
想
七
八
枚  

今
月
の
新
潮
に
出

し
ま
し
た  

御
手
許
ま
で
送
り
ま
す
か
ら
御
笑
覧
下

さ
い
ま
せ
ん
か  

今
は
仰
々
し
く
西
洋
の
偉
い
人
の
名

前
を
借
用
し
た
り
何
か
し
た
の
に
気
が
さ
し
て
ゐ
ま

す
け
れ
ど

長
崎
は
ま
だ
御
暖
で
せ
う

東
京
は
も
う
初
冬
で
す

      

竹
林
や
夜
寒
の
路
の
右
左    

頓
首

十
一
月
九
日
朝 

芥
川
龍
之
介

齋
藤
茂
吉
様

「
芸
術
そ
の
他
」で
芥
川
は
、「
芸
術
家
は
何
よ
り
も
作

品
の
完
成
を
期
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」、「
危
険
な
の
は
技
巧
で

は
な
い
。
技
巧
を
駆
使
す
る
小
器
用
さ
な
の
だ
」、「
僕
は

人
に
も
僕
自
身
に
も
僕
の
信
ず
る
所
を
は
つ
き
り
さ
せ
て
、

自
他
に
対
す
る
意
地
づ
く
か
ら
も
、殻
の
出
来
る
事
を
禦ふ

せ

が
ね
ば
な
ら
ぬ
」と
い
っ
た
考
え
を
述
べ
て
お
り
、作
品
に

お
け
る
新
し
い
境
地
を
模
索
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
わ

れ
ま
す
。
一
方
、
茂
吉
は
1
9
1
9
年
11
月
19
日
に
次
の

よ
う
な
歌
を
芥
川
に
送
っ
て
い
ま
す
。

長
崎
の
寺
の
い
ら
か
に
降
る
し
ぐ
れ
音
の
か
な
し
さ

を
君
知
ら
ざ
ら
ん

し
み
じ
み
と
み
文
讀
み
し
後
に
は
り
つ
む
る
心
お
こ

り
く
る
を
君
に
告
げ
な
む

27
歳
の
芥
川
と
10
歳
年
長
の
茂
吉
の
親
交
は
こ
の
年
に

始
ま
り
、
1
9
2
5
年
に
茂
吉
が
約
3
年
間
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

留
学
を
終
え
て
帰
国
す
る
と
、二
人
の
文
学
者
の
交
流
は

よ
り
深
い
信
頼
で
結
ば
れ
た
も
の
と
な
り
ま
す
。
当
館
所

蔵
の
原
稿「
僻へ

き
け
ん見

」（「
女
性
改
造
」
1
9
2
4
年
3
月
）の

中
で
芥
川
は「
僕
の
詩
歌
に
対
す
る
眼
は
誰
の
お
世
話
に

な
つ
た
の
で
も
な
い
。
齋
藤
茂
吉
に
あ
け
て
貰
つ
た
の
で
あ

る
」と
、茂
吉
に
対
す
る
尊
敬
の
念
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。

半
透
明
な
る
歯
車
あ
ま
た
廻
転
す

晩
年
に
さ
し
か
か
り
健
康
状
態
が
悪
化
し
て
い
た
芥
川

は
、
精
神
科
の
医
師
で
も
あ
っ
た
茂
吉
の
診
察
を
受
け
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
1
9
2
7（
昭
和
2
）年
3
月
28
日

付
の
茂
吉
宛
書
簡
で
は
、芥
川
の
深
い
疲
労
が
う
か
が
わ

れ
ま
す
。

原
稿
用
紙
に
て
御
免
蒙
り
候
。
度
々
御
手
紙
頂
き
、

恐
縮
に
存
じ
候
。「
河
童
」な
ど
は
時
間
さ
へ
あ
れ
ば
、

ま
だ
何
十
枚
で
も
書
け
る
つ
も
り
。
唯
婦
人
公
論
の

「
蜃
気
楼
」だ
け
は
多
少
の
自
信
有
之
候
。
但
し
こ
れ

も
片
々
た
る
も
の
に
て
ど
う
に
も
致
し
か
た
無
之
候
。

何
か
ペ
ン
を
動
か
し
居
り
候
へ
ど
も
、い
づ
れ
も
楠
正

成
が
湊
川
に
て
戦
ひ
を
る
や
う
な
も
の
に
有
之
、疲
労

に
疲
労
を
重
ね
を
り
候
。（
中
略
）こ
の
頃
又
半
透
明
な

る
歯
車
あ
ま
た
右
の
目
の
視
野
に
廻
転
す
る
事
あ
り
、

或
は
尊
台
の
病
院
の
中
に
半
生
を
了
る
こ
と
と
相
成

る
べ
き
乎
。（
中
略
）唯
今
の
小
生
に
欲
し
き
も
の
は
第

一
に
動
物
的
エ
ネ
ル
ギ
イ
、第
二
に
動
物
的
エ
ネ
ル
ギ

イ
、第
三
に
動
物
的
エ
ネ
ル
ギ
イ
の
み
。

      

冴
え
返
る
枝
も
ふ
る
へ
て
猿
す
べ
り

        

三
月
二
十
八
日 

龍
之
介

齋
藤
様

当
館
収
蔵
品
の
ご
紹
介
50

芥
川
龍
之
介  
齋
藤
茂
吉
宛
書
簡

小
説
家
・
芥
川
龍
之
介（
1
8
9
2
―
1
9
2
7
）は
若
く

し
て
文
壇
の
注
目
を
集
め
、旺
盛
な
創
作
活
動
を
続
け
ま

し
た
が
、そ
の
生
涯
は
苦
悩
の
多
い
も
の
で
も
あ
り
ま
し
た
。

歌
人
・
齋
藤
茂
吉（
1
8
8
2
―
1
9
5
3
）に
宛
て
た
書
簡

か
ら
は
、芥
川
の
決
意
や
悩
み
、二
人
の
心
の
交
流
の
様
子

を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
今
回
は
齋
藤
喜
美
子
氏

（
北
杜
夫
夫
人
）よ
り
寄
贈
さ
れ
た
当
館
所
蔵
の
芥
川
書
簡

24
通
の
中
か
ら
、
2
通
を
取
り
上
げ
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

一
茶
記
念
館  

愛
媛
人
物
博
物
館  

大
岡
信
こ
と
ば
館  

学
習
院
大

学
史
料
館  

か
ご
し
ま
近
代
文
学
館  

鎌
倉
文
学
館  

北
九
州
市
立

松
本
清
張
記
念
館  

こ
お
り
や
ま
文
学
の
森
資
料
館  

国
立
国
会

図
書
館
国
際
子
ど
も
図
書
館  

高
志
の
国
文
学
館  

さ
い
た
ま
文
学

館  

埼
東
文
化
会  

斎
藤
茂
吉
記
念
館  

坂
の
上
の
雲
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム  

佐
佐
木
信
綱
記
念
館  

佐
佐
木
信
綱
研
究
会  

常
総
市
教
育
委
員
会  

昭
和
館  

浅
草
寺
教
化
部  

仙
台
文
学
館  

タ
イ
ム
ド
ー
ム
明
石

（
中
央
区
立
郷
土
天
文
館
）  

高
梁
比
庵
会  

田
端
文
士
村
記
念
館  

田
山
花
袋
記
念
文
学
館  

千
葉
市
美
術
館  

沖
積
舎  

調
布
市
武

資
料
受
贈
報
告 

2
0
1
3
年
10
月
11
日
〜
2
0
1
4
年
2
月
20
日

茨木のり子展
4月19日（土）～ 6月29日（日）
＊5頁でご紹介しています。

きょうの想像力があすを築く
日本 SF展・SFの国
7月19日（土）～ 9月28日（日）

水上勉のハローワーク
「働くことと生きること」

10月18日（土）～ 12月21日（日）

第34回  世田谷の書展
2015年1月6日（火）～ 1月21日（水）

岡崎京子展
2015年1月24日（土）～ 3月31日（火）

平
成
25
年
度
世
田
谷
文
学
賞

＊ 

引
用
文
参
考
文
献

 

『
芥
川
龍
之
介
全
集
』第
18
巻
、第
20
巻（
岩
波
書
店
）

 

『
齋
藤
茂
吉
全
集
』第
4
巻
、第
5
巻
、第
29
巻（
岩
波
書
店
）

＊ 

ご
紹
介
し
た
資
料
は
、コ
レ
ク
シ
ョン
展「
人
生
の
岐
路
に
立
つ
あ
な
た

へ
」（
4
月
19
日
〜
10
月
5
日
）で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。（
展
示
替
え

を
す
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。
予
め
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。）

者
小
路
実
篤
記
念
館  

通
信
文
化
協
会  

富
山
県
歌
人
連
盟  

日
本

ユ
ネ
ス
コ
協
会
連
盟  

練
馬
区
立
石
神
井
公
園
ふ
る
さ
と
文
化
館  

春
と
風
出
版  

福
岡
市
総
合
図
書
館  

ふ
く
や
ま
文
学
館  

文
京
ふ

る
さ
と
歴
史
館  

前
橋
文
学
館  

町
田
市
民
文
学
館
こ
と
ば
ら
ん
ど  

椋
鳩
十
文
学
記
念
館  

本
山
町
立
大
原
富
枝
文
学
館  

山
梨
県
立
文

学
館  

与
謝
野
晶
子
倶
楽
部  

四
日
市
市
立
博
物
館

▼ 「
あ
け
び
」「
新
し
き
村
」「
阿
房
芋
」「
宇
宙
風
」「
海
」「
海
紅
」「
が

い
こ
つ
亭
」「
風
花
」「
寒
雷
」「
橄
欖
」「
く
さ
く
き
」「
九
品
仏
川
柳
会

句
会
報
」「
群
系
」「
芸
文
あ
ま
が
さ
き
」「
原
型
富
山
」「
現
代
文
学
史

研
究
」「
鴻
」「
心
の
花
」「
山
河
」「
山
暦
」「
春
耕
」「
春
燈
」「
抒
情
文
芸
」

「
新
現
代
詩
」「
青
衣
」「
川
柳
研
究
」「
双
鷲
」「
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
」「
鬣
」

「
玉
川
台
つ
れ
づ
れ
」「
多
摩
の
あ
ゆ
み
」「
タ
ル
タ
」「
短
歌
人
」「
丹
青
」

「
地
中
海
」「
伝
書
鳩
」「
飛
火
」「
白
」「
翡
翠
」「
プ
チ
★
モ
ン
ド
」「
麓
」

「
文
藝
軌
道
」「
窓
」「
未
定
」「
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
）

5
部
門
で
募
集
を
行
い
、
9
3
3
人
の
方
か
ら
作
品
が
寄
せ
ら
れ
、次
の

方
々
が
入
賞
さ
れ
ま
し
た
。
応
募
者
の
最
高
齢
は
94
歳
、最
年
少
は
8

歳
で
し
た
。
入
賞
者
の
作
品
は「
文
芸
せ
た
が
や
」
32
号
に
掲
載
し
て
い

ま
す
。（
税
込
5
0
0
円  

当
館
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
、お
よ
び
オ
ン
ラ

イ
ン
シ
ョ
ッ
プ
に
て
販
売
中
）

＊
次
回
募
集
は
平
成
27
年
度
で
す
。

芥川龍之介  齋藤茂吉宛書簡（部分）  
1927年 3月28日付

芥川龍之介  齋藤茂吉宛書簡  1919年11月9日付

世
田
谷
文
学
館
は
1
9
9
5
年
に
開
館
し
、

ま
も
な
く
開
館
20
周
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て

い
ま
す
。
収
蔵
資
料
も
現
在
9
万
点
を
超
え
、

こ
れ
ま
で
企
画
展
や
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
で
ご
紹

介
を
続
け
て
ま
い
り
ま
し
た
。

本
展
で
は
、結
婚
や
家
づ
く
り
、仕
事
や
プ

ラ
イ
ベ
ー
ト
の
活
動
な
ど
人
生
の
様
々
な
局
面

で
、岐
路
に
立
っ
た
作
家
た
ち
が
ど
の
よ
う
に

生
き
、作
品
に
描
い
た
か
を
当
館
コ
レ
ク
ション

か
ら
見
て
ゆ
き
ま
す
。

一
編
の
詩
や
小
説
が
、時
に
人
生
を
変
え
る

ほ
ど
の
力
を
持
つ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
展
示
室

で
、あ
な
た
の
人
生
の
大
き
な
選
択
を
助
け
る

文
学
作
品
と
出
会
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
、文
学
作
品
の
一
場
面
を
小
さ
な
舞

台
と
人
形
、音
と
光
で
表
現
す
る「
ム
ッ
ト
ー
ニ

の
か
ら
く
り
劇
場
」と
、人
形
作
家
・
石
塚
公
昭

氏
に
よ
る
写
真
展「SETA

G
A

Y
A

 

作
家
の
い
る

風
景
」も
あ
わ
せ
て
お
楽
し
み
い
た
だ
け
ま
す
。

＊
観
覧
料
：
8
頁
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

1
9
2
1
年
に
大
阪
毎
日
新
聞
社
の
特
派
員
と
し
て

4
ヶ
月
ほ
ど
中
国
を
取
材
し
た
の
ち
、芥
川
は
体
調
が
す

ぐ
れ
ず
神
経
衰
弱
に
悩
ま
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

1
9
2
6
年
に
は
強
い
不
眠
症
に
陥
り
、茂
吉
に
精
神
安
定

剤
の
処
方
を
依
頼
し
ま
す
。
胃
弱
、痔
疾
、神
経
衰
弱
に
苦

し
み
な
が
ら
創
作
を
続
け
る
芥
川
に
、義
兄
家
族
の
不
幸
も

降
り
か
か
り
、そ
の
借
金
問
題
な
ど
に
尽
力
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
こ
の
時
期
は
ま
さ
に「
疲
労
に
疲
労
を
重
ね
」て
い
ま

し
た
。「
半
透
明
な
る
歯
車
あ
ま
た
右
の
目
の
視
野
に
廻
転

す
る
事
」す
ら
あ
っ
た
芥
川
は
、こ
の
書
簡
の
4
ヶ
月
後
の

1
9
2
7
年
7
月
24
日
に
自
ら
の
命
を
絶
ち
ま
し
た
。
茂

吉
は
同
日
の
日
記
に「
ナ
カ
ナ
カ
ネ
ム
レ
ズ
。
芥
川
ノ
顔
ガ

見
エ
テ
仕
方
ナ
イ
」と
記
し
て
い
ま
す
。

小松左京「日本沈没」創作メモ

「フィール・ヤング」1995年11月号掲載
「ヘルタースケルター」より

©岡崎京子 /祥伝社フィールコミックス水上勉

◎ 

詩 ﹇
応
募
者
94
人
﹈

 

一
席 

丸
山
由
生
奈

 

二
席 

石
川
厚
志

 

三
席 

駱
駝
一
間

 

三
席 

吉
瀬
絢
菜

 

秀
作 

柳
東
玄

 

秀
作 

窪
田
貴
子

◎ 

随
筆 ﹇
応
募
者
65
人
﹈

 

一
席 

寺
田
正
臣

 

二
席 

山
水
條
太
郎

 

三
席 

宮
下
浩
子

 

三
席 

中
古
苑
生

◎ 

短
歌 ﹇
応
募
者
5
1
1
人
﹈

 

一
席 

水
野
真
幸

 

二
席 

石
本
一
美

 

三
席 

鈴
木
智
裕

 

三
席 

九
里
亮
太

 

秀
作 

我
妻
高
大

 

秀
作 

安
部
葉
子

◎ 

俳
句 ﹇
応
募
者
1
9
3
人
﹈

 

一
席 

池
亀
惠
美
子

 

二
席 

木
瀬
晴
也

 

三
席 

弓
削
一
江

 

秀
作 

佐
藤
富
美
栄

 

秀
作 

大
瀬
俄
風

◎ 

川
柳 ﹇
応
募
者
70
人
﹈

 

一
席 

設
楽
喜
春

 

二
席 

米
本
卓
夫

 

三
席 

内
田
恵
子

 

三
席 

城
内
光
子

 

秀
作 

松
永
弘
之

 

秀
作 

萩
原
千
賀
子

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展（
前
期
）

「
人
生
の
岐
路
に
立
つ
あ
な
た
へ
」

4
月
19
日（
土
）〜
10
月
5
日（
日
）ムットーニ《漂流者》2006年

原作：夏目漱石『夢十夜』より「第七夜」

写真提供：文藝春秋



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  5月5、6日は開館、 
5月7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
＊展示替えのため、4月1日～ 18日まで2階展示室を、4月7日～ 18日まで1階展示室を休室します。
＊4月19日は開館記念観覧無料日です。6月7日は、烏山下町まつりのため、全館観覧無料となります。
＊5月2日は65歳以上の方は全館観覧無料となります。（年齢を確認できるものをご提示ください。）
＊本年度より65歳以上の方の企画展観覧料は高校・大学生と同額料金となります。
＊「せたがやアーツカード」で、企画展、コレクション展観覧料が割引となります。

茨木のり子 展
4月19日（土）～ 6月29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 /

コレクション展

企画展
茨木のり子展   
4月19日（土）～ 6月29日（日）

「人生の岐路に立つあなたへ」  4月19日（土）～ 10月5日（日）

コレクション展

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

■ 世田谷美術館 
 ［Tel. 03-3415-6011］
● ボストン美術館   
華麗なるジャポニスム展   
印象派を魅了した日本の美

 6月28日（土）～ 9月15日（月・祝）

ミュージアム  
コレクション I

● 陶芸家・ 
吉田喜彦 展

 4月29日（火・祝） 
～ 6月8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］
● 清川泰次－かたちの変遷
 4月5日（土）～ 7月27日（日）

■ 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］

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

日本 SF展・SFの国
7月19日（土）～ 9月28日（日）
2階展示室

撮影：谷川俊太郎

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

● 世田谷アートフリマ vol. 21
 4月19日（土）・20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  民家十二カ月
 4月5日（土）～ 7月27日（日）

日本 SF展・SFの国   
7月19日（土）～ 9月28日（日）

● 浪曲師、国本武春のうなりワールド
 6月29日（日）15時開演
 北沢タウンホール

● THE BIG FELLAH 
ビッグ・フェラー

 5月20日（火）～ 6月8日（日）
 世田谷パブリックシアター
 作：リチャード・ビーン
 翻訳：小田島恒志
 演出：森新太郎
 出演：内野聖陽 / 
浦井健治 /明星真由美、 
町田マリー、黒田大輔、 
小林勝也 /成河

4月19日（土）～ 10月5日（日）
1階展示室

地域創造大賞は地域における創造的で文化的
な表現活動のための環境づくりに特に功績のあっ
た公立文化施設に贈られる賞で、平成16年度に
創設され、今回が10回目です。「“文学を体験する
ミュージアム”の新たなあり方を提示した」のが受
彰の理由で、文学館では初の受賞となりました。
これまでご指導、ご協力くださった皆様、叱咤
激励してくださった皆様に改めて感謝申し上げ
ます。今後もますます充実した活動を展開する
べく努力してまいります。どうぞご期待ください。

クロード・モネ《ラ・ジャポネーズ 
（着物をまとうカミーユ・モネ）》1876年
1951 Purchase Fund 56.147 Photograph © 2014  

Museum of Fine Arts, Boston.

■ 世田谷美術館分館   
宮本三郎記念美術館  
［Tel. 03-5483-3836］
● 開館10周年   
宮本三郎の仕事  1920’s–1930’s

 4月5日（土）～ 7月27日（日）

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

観覧料： 一般 800 （640）円ほか

4月 5月 6月 7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

《自然釉しのぎ鉢》2011年

国本武春

内野聖陽

 国本武春 
（浪曲、三味線、 
ヴォーカル）、

 沢村豊子（曲師）、
 中村信吾（コーラス、 
アコースティック・ギター 
他）

世田谷文学館が 
平成25年度地域創造大賞（総務大臣賞）を受賞しました！

前期  「人生の岐路に立つあなたへ」


