
2016. 4

No.63

館
長
の
作
家
対
談

　
　
　鷹
羽
狩
行（
俳
人
）

収蔵品のご紹介  「驚きの肉筆原稿出現－中野重治の転向連作と鷗外論」   林 淑 美

追悼・佐伯彰一名誉館長

佐竹美保《サグとナユグ －混じり合う世界－》2016年   
（「上橋菜穂子と〈精霊の守り人〉展」出品）



館長の作家対談

ゲスト

鷹羽狩行
（俳人）

聞き手

菅野昭正
（世田谷文学館館長）

長
年
に
わ
た
る
俳
人
と
し
て
の
業
績
で

2
0
1
5（
平
成
27
）年
に
芸
術
院
賞
を
受

賞
さ
れ
た
鷹
羽
狩
行
さ
ん
を
お
招
き
し
、

当
館
館
長
が
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

俳
句
ブ
ー
ム
か
ら「
俳
句
の
時
代
」へ

菅
野 

▼

鷹
羽
さ
ん
は
俳
句
歴
が
随
分
長
い
と
思
い
ま
す

が
、い
つ
ご
ろ
か
ら
俳
句
を
た
し
な
ま
れ
て
い
る
の
で

す
か
。

鷹
羽 

▼

私
の
句
歴
も
70
年
に
な
り
ま
し
た
。

菅
野 

▼

敗
戦
と
同
時
に
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

鷹
羽 

▼

は
い
。
戦
後
、
勤
労
動
員
か
ら
学
校（
尾
道
商

業
高
校
）に
戻
り
ま
し
た
ら
、全
校
生
徒
に
呼
び
か
け
て

俳
句
の
募
集
が
あ
り
、校
内
俳
句
雑
誌「
銀
河
」が
出
ま

し
た
。
そ
れ
に
一
句
入
選
し
た
の
が
、き
っ
か
け
で
70
年

続
い
て
い
ま
す
。

菅
野 

▼

学
校
の
行
事
が
き
っ
か
け
に
な
っ
た
ん
で
す
か
。

鷹
羽 

▼

そ
う
で
す
ね
。
勤
労
動
員
の
時
の
体
験
を
詠

ん
だ〈
稲
刈
り
の
進
め
ば
進
む
蝗い

な
ご

か
な
〉と
い
う
句
で

し
た
。

菅
野 

▼
「
蝗
」は
季
題
に
あ
る
わ
け
で
す
ね
。

鷹
羽 

▼

は
い
、
秋
の
季
語
で
す
。
そ
の
時
の
先
生
の
自

宅
で
、山
口
誓
子
の
句
集『
激
浪
』と
秋
元
不
死
男
の『
現

代
俳
句
の
出
発
』を
借
り
て
読
み
ま
し
て
、そ
の
後
こ
の

2
人
が
私
の
俳
句
の
師
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

菅
野 

▼

私
は
大
学
生
の
こ
ろ
、
山
口
誓
子
の
句〈
学
問

の
さ
び
し
さ
に
堪
へ
炭
を
つ
ぐ
〉を
知
り
ま
し
た
。
こ
う

い
う
こ
と
も
俳
句
で
表
現
で
き
る
の
か
と
、俳
句
の
表
現

す
る
対
象
領
域
に
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
の
か
と
思
っ

た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
あ
の
作
は
、随
分
古
い
で
す
ね
。

鷹
羽 

▼

大
正
時
代
の
句
で
す
か
ら
。

菅
野 

▼

た
だ
、
そ
の
と
き
に
一
つ
滑
稽
な
こ
と
が
あ
っ

て
。
私
は
ひ
ら
が
な
の「
さ
び
し
さ
」の「
さ
」を「
き
」と

間
違
え
て
読
ん
で
し
ま
っ
た
ん
で
す
。「
学
問
の
き
び
し

さ
に
耐
え
」と（
笑
）。

鷹
羽 

▼

そ
れ
で
も
通
じ
ま
す
が
説
明
的
、報
告
的
な
感

じ
に
な
り
ま
す
ね
。

菅
野 

▼

そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
か
ら
、
人
生
そ
の
も

の
に
触
れ
う
る
と
い
う
こ
と
と
、ち
ょ
っ
と
違
っ
て
き
ま

す
ね
。
で
も
、そ
れ
は
す
ぐ
に
分
か
っ
た
、「
さ
び
し
さ

だ
」と
い
う
ふ
う
に
読
み
直
し
ま
し
た
け
ど
ね
。

鷹
羽 

▼

今
の
若
い
人
に
は「
炭
」が
分
か
ら
な
い（
笑
）。

時
代
と
共
に
だ
ん
だ
ん
季
語
も
忘
れ
ら
れ
て
ゆ
く
と
こ

ろ
が
あ
り
ま
す
ね
。

菅
野 
▼

使
わ
な
い
も
の
は
分
か
ら
な
く
な
っ
て
く
る
で

し
ょ
う
ね
。
季
語
と
い
う
の
は
、大
体
ど
の
く
ら
い
あ
る

も
の
で
す
か
。

鷹
羽 

▼

大
歳
時
記
で
す
と
1
万
5
千
ぐ
ら
い
で
し
ょ
う

か
。
主
要
季
語
で
す
と
、春
が
8
0
0
、夏
が
千
2
0
0
、

秋
が
8
0
0
、冬
が
8
0
0
で
、そ
れ
に
新
年
が
4
0
0

あ
り
、全
体
で
4
千
く
ら
い
に
な
り
ま
す
。

菅
野 

▼

で
も
、
近
ご
ろ
の
よ
う
に
ど
ん
ど
ん
季
節
の
感 鷹羽狩行（たかは・しゅぎょう）

俳人。1930 （昭和 5）年、山形県生まれ。
少年時代を広島県尾道市で過ごす。山口誓
子、秋元不死男に師事。「天狼」「氷海」同人
を経て、1978年「狩」を創刊、主宰。古典を
現代に生かし、新しい伝統を生み出す俳句を
追究する。

1966年、第1句集『誕生』で俳人協会賞
受賞。以降、『平遠』（芸術選奨文部大臣新
人賞）・『十三星』『翼灯集』（毎日芸術賞）・
『十五峯』（蛇笏賞・詩歌文学館賞）のほか、
評論集、随筆集、入門書など著書多数。毎
日俳壇・NHK全国俳句大会などの俳句選者。
公益社団法人俳人協会会長、公益社団法人
日本文藝家協会常務理事、日本現代詩歌文
学館振興会副会長、国際俳句交流協会顧問、
日本藝術院会員。

『新装版 鷹羽狩行自選自解句集』 
2007年  講談社

句集『十七恩』 
2013年  角川書店

第1句集『定本 誕生』 
1976年  牧羊社

「狩」 
2016年 3月号
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覚
や
生
活
様
式
が
変
わ
っ
て
い
く
と
、季
語
の
意
味
合
い

の
変
化
を
俳
句
で
意
識
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

鷹
羽 

▼

あ
り
ま
す
ね
。
例
え
ば
、
東
日
本
大
震
災
が

起
こ
り
ま
し
た
と
き
に
節
電
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
ま

し
て
、ク
ー
ラ
ー
が
十
分
に
使
え
な
く
な
り
、暑
い
夏
が

や
っ
て
き
ま
し
た
。「
風
鈴
」「
団
扇
」「
打
水
」「
端
居
」と

い
っ
た
季
語
が
、記
憶
や
イ
メ
ー
ジ
で
詠
ま
れ
る
の
で
は

な
く
、
実
際
に
体
験
し
て
句
を
作
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
た
だ
、新
し
い
季
語
が
時
代
と
と
も
に
生
ま
れ
て
く

る
か
と
い
う
と
、あ
ま
り
な
い
で
す
ね
。

菅
野 

▼

そ
う
で
す
か
、そ
れ
は
初
耳
で
面
白
い
で
す
ね
。

鷹
羽 

▼

20
年
ぐ
ら
い
前
に
講
談
社
で
大
歳
時
記
が
出
た

と
き
も
、
新
季
語
と
し
た
の
は「
花
粉
症
」、
春
の
季
語

（
笑
）、そ
れ
か
ら「
ボ
ジ
ョ
レ
ー
ヌ
ー
ボ
ー
」が
冬
と
か
。

菅
野 

▼

そ
れ
が
季
語
に
な
る
ん
で
す
か
。

鷹
羽 

▼

季
語
に
な
り
ま
す
、「
第
九
」も
冬
。

菅
野 

▼

俳
句
を
お
作
り
に
な
る
方
も
海
外
へ
行
か
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
海
外
で
、作
句
の
欲
求
と
い
う
か

意
欲
が
出
て
く
る
。
そ
う
い
う
場
合
に
、季
節
の
感
覚
が

微
妙
に
ず
れ
る
と
か
、そ
う
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

鷹
羽 

▼

あ
り
ま
す
ね
。「
海
外
俳
句
」と
い
う
俳
句
用
語

が
あ
り
ま
し
て
、こ
れ
は
、日
本
人
が
海
外
を
旅
行
し
て

作
る
俳
句
の
こ
と
で
す
。
ま
た「
海
外
の
ハ
イ
ク
」と
い
う

も
の
も
あ
り
ま
す
。

菅
野 

▼

ヒ
ッ
チ
ハ
イ
ク
と
間
違
え
そ
う
で
す
ね（
笑
）。

鷹
羽 

▼

外
国
人
が
母
国
語
で
作
る
俳
句
の
こ
と
で
す
。

外
国
に
住
ん
で
い
て
作
る
の
が「
在
外
詠
」で
す
。
こ
れ

は
旅
行
者
と
し
て
作
っ
た
俳
句
と
は
区
別
す
べ
き
だ
と
。

菅
野 

▼

在
外
俳
句
に
な
る
と
、一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
よ
う

な
も
の
で
す
ね
。

鷹
羽 

▼

私
は
、
N
H
K
国
際
放
送
で
15
年
ほ
ど
、海
外

か
ら
日
本
語
で
寄
せ
て
く
だ
さ
る
俳
句
の
選
を
や
っ
て

い
ま
し
た
。

菅
野 

▼

そ
れ
は
、
外
地
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
日
本
人
や
日

系
人
で
す
ね
。

鷹
羽 

▼

そ
う
で
す
、一
番
多
い
の
は
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
。
例

え
ば
、こ
う
い
う
句
が
あ
り
ま
し
た
。〈
掛か

け
ご
い乞

も
国
広
け

れ
ば
飛
行
機
で
〉
―「
掛
乞
」は
掛
売
代
金
を
取
り
立

て
る
こ
と
。
ブ
ラ
ジ
ル
で
の
俳
句
大
会
に
出
か
け
た
時

に
、い
ろ
い
ろ
見
物
で
き
る
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
イ
グ
ア

ス
の
滝
、ア
マ
ゾ
ン
川
、広
大
な
コ
ー
ヒ
ー
園
や
牧
場
…
…

そ
う
し
ま
し
た
ら
、日
本
の
国
土
の
23
倍
。
ど
こ
へ
行
く

に
も
飛
行
機
で
行
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
こ
の
句
は
や

は
り
旅
行
者
で
は
で
き
な
い
句
で
す
。

菅
野 

▼

し
か
し
、そ
の
方
は
掛
乞
が
季
語
と
い
う
こ
と

を
も
ち
ろ
ん
ご
存
じ
な
わ
け
で
す
ね
。
俳
句
の
こ
と
に
、

随
分
通
じ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

鷹
羽 

▼

今
は
、掛
乞
と
い
う
句
は
国
内
で
も
作
り
ま
せ

ん
。
江
戸
時
代
の
人
情
話
の
世
界
み
た
い
で
。

菅
野 

▼

僕
は
知
り
ま
せ
ん
か
ら
。

鷹
羽 

▼

日
本
で
は
俳
句
ブ
ー
ム
が
起
こ
り
ま
し
た
、昭

和
30
年
代
か
ら
半
世
紀
ほ
ど
続
き
ま
し
て
、ピ
ー
ク
の
と

き
の
俳
句
人
口
は
2
千
万
人
と
も
言
わ
れ
ま
し
た
。

菅
野 

▼

俳
句
ブ
ー
ム
の
き
っ
か
け
は
ど
ん
な
こ
と
で
し

た
か
。

鷹
羽 

▼

家
庭
電
化
製
品
の
普
及
で
余
暇
の
で
き
た
主
婦

の
参
加
か
ら
始
ま
る
ん
で
す
。

菅
野 

▼

な
る
ほ
ど
。

鷹
羽 

▼

折
か
ら
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
が
あ
ち
こ
ち
に
で

き
ま
し
た
。

菅
野 

▼

乱
立
し
た
よ
う
な
感
じ
で
す
ね
。

鷹
羽 

▼

は
い
。
昭
和
48
年
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
の
と
き
に

は
、や
は
り
定
年
を
迎
え
た
人
た
ち
が
自
分
の
生
き
て
い

る
証
を
残
し
た
い
と
俳
句
の
道
に
多
く
入
っ
て
こ
ら
れ

て
。
ま
た
昭
和
60
年
ご
ろ
か
ら
俳
句
の
国
際
化
が
始
ま

り
、平
成
元
年
12
月
に
は
国
際
俳
句
交
流
協
会
が
設
立

さ
れ
ま
し
た
。
や
が
て
俳
句
ブ
ー
ム
が「
俳
句
の
時
代
」

に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

菅
野 

▼

そ
れ
は
落
ち
着
い
て
き
た
か
も
し
れ
な
い
わ
け

で
す
ね
。

鷹
羽 

▼

そ
う
で
す
。
平
成
14
年
に
は
、日
本
語
ブ
ー
ム

も
あ
り
、
俳
句
や
短
歌
は
美
し
い
日
本
語
を
守
る
最
後

の
砦
で
あ
る
か
の
よ
う
に
言
わ
れ
ま
し
た
。

菅
野 

▼

長
い
間
洗
練
さ
れ
て
き
た
中
で
ず
っ
と
残
っ
て

き
た
言
葉
で
す
か
ら
、美
し
い
日
本
語
の
代
表
と
い
う
の

は
確
か
な
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。

俳
句
は
瞬
間
を
永
遠
の
も
の
に
す
る

菅
野 

▼

話
が
戻
り
ま
す
が
、国
際
俳
句
交
流
協
会
に
は

何
カ
国
ぐ
ら
い
加
盟
し
て
い
る
ん
で
す
か
。

鷹
羽 

▼

30
カ
国
で
す
が
、
50
カ
国
で
2
0
0
万
人
が
母

国
語
で
俳
句
を
作
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

場
合
の
俳
句
と
い
う
の
は
、世
界
で
一
番
短
い
3
行
詩
と

い
う
こ
と
で
、季
語
が
入
っ
て
い
な
い
ん
で
す
。

菅
野 

▼

季
語
と
い
う
の
は
日
本
独
特
の
も
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
ね
。

鷹
羽 

▼

そ
う
で
す
。

菅
野 

▼

日
本
人
の
季
節
の
感
覚
か
ら
生
ま
れ
た
も
の

で
、『
古
今
和
歌
集
』あ
た
り
か
ら
決
ま
っ
て
く
る
わ
け

で
す
ね
。
詠
む
題
が
有
明
け
の
月
と
か
、秋
の
暮
れ
が
一

番
寂
し
い
と
か
、歴
史
的
に
連
綿
と
続
い
て
洗
練
さ
れ
て

き
て
い
る
。
そ
う
い
う
日
本
人
の
季
節
感
覚
と
結
び
付

い
て
作
ら
れ
て
き
た
も
の
で
、例
え
ば
僕
が
多
少
知
っ
て

い
る
外
国
語
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
す
が
、フ
ラ
ン
ス
人
の
季

節
感
覚
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
。
だ
が
、随
分
違
い
ま
す

ね
、我
々
と
は
。

鷹
羽 

▼

違
い
ま
す
ね
。

菅
野 

▼

秋
の
暮
れ
が
寂
し
い
と
は
恐
ら
く
感
じ
な
い
の

と
、四
季
が
そ
れ
ほ
ど
自
分
た
ち
の
生
活
と
結
び
付
い
て

感
情
豊
か
に
す
る
と
い
う
意
識
は
な
い
で
す
よ
ね
。
あ
っ

た
に
し
て
も
非
常
に
希
薄
で
あ
る
と
思
い
ま
す
か
ら
、外

国
で
作
る
俳
句
に
季
語
を
求
め
る
の
は
無
理
が
ど
う
し

て
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
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鷹
羽 

▼

む
ず
か
し
い
で
す
ね
。
私
に
は
英
訳
句
集
が
2

冊
あ
り
ま
す
が
、こ
れ
は
別
物
で
す
。

菅
野 
▼

そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
訳
者
は
ご
自
分
で
す
か
。

鷹
羽 

▼

い
え
い
え
、外
国
人
で
す
。
出
来
上
が
っ
た
も
の

は
、ど
う
も
私
の
意
図
と
は
違
う
。

菅
野 

▼

こ
れ
が
自
分
の
俳
句
か
、と
い
う
感
じ
で
す
ね
。

時
々
、俳
句
の
仏
語
訳
を
見
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
言
葉

の
問
題
と
し
て
考
え
る
の
は
、日
本
語
は
助
詞
の「
や
」

「
む
」「
と
」な
ど
で
感
情
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

ね
、配
列
に
よ
っ
て
。

鷹
羽 

▼

そ
れ
に
、「
や
」「
か
な
」「
け
り
」と
い
う
切
れ
字

も
あ
り
ま
す
か
ら
。

菅
野 

▼

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
葉
で
は〝
a
t
〞や〝
i
n
〞な

ど
の
前
置
詞
が
そ
れ
に
当
た
る
わ
け
で
す
が
、そ
れ
で
は

感
情
表
現
は
で
き
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
ど
う
し
て
も
単

語
の
羅
列
に
な
り
や
す
い
。
で
す
か
ら
、俳
句
の
翻
訳
は

そ
こ
が
と
て
も
難
し
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
ね
。

鷹
羽 

▼

フ
ラ
ン
ス
語
の
場
合
は
韻
を
踏
む
ん
じ
ゃ
な
い

で
す
か
。

菅
野 

▼

伝
統
的
な
フ
ラ
ン
ス
詩
は
も
ち
ろ
ん
踏
み
ま
す

が
、
現
在
は
自
由
詩
で
押
韻
は
む
し
ろ
例
外
的
で
し
ょ

う
ね
。
フ
ラ
ン
ス
語
で
俳
句
と
な
る
と
、
韻
を
踏
む
の

は
不
可
能
だ
と
思
い
ま
す
。
話
は
変
わ
り
ま
す
が
、フ

ラ
ン
ス
の
詩
人
で
俳
句
を
高
く
評
価
し
て
、
自
分
た
ち

の
詩
の
参
考
に
な
る
と
い
う
人
は
随
分
い
ま
す
。
例
え

ば
、こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
詩
人
が
い
ま
す
。
あ
る
一
つ

の
単
語
は
宝
石
と
同
じ
で
、
角
度
を
変
え
る
と
い
ろ
い

ろ
な
光
が
出
て
く
る
。
語
法
を
工
夫
す
る
こ
と
で
違
っ

た
意
味
合
い
が
出
て
く
る
。
俳
句
の
場
合
は
、
具
体
的

な
物
を
ま
ず
出
す
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
で
終
わ
ら
な
い

で
、
語
と
語
と
の
関
係
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
語
に
内

在
す
る
比
喩
的
な
意
味
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
新
し

い
光
が
出
て
く
る
と
い
う
議
論
で
す
ね
。
そ
う
い
う
と

こ
ろ
が
参
考
に
な
る
ら
し
い
で
す
。
そ
れ
に
関
連
し
ま

す
が
、現
在
フ
ラ
ン
ス
で
一
番
傑
出
し
て
い
る
と
思
う
イ

ヴ
・
ボ
ヌ
フ
ォ
ワ
と
い
う
詩
人
が
い
ま
す
が
、
芭
蕉
の
こ

と
を
論
じ
て
い
る
本
が
あ
る
ん
で
す
。

鷹
羽 

▼

芭
蕉
で
す
か
？

菅
野 

▼

そ
の
中
で
な
か
な
か
面
白
い
こ
と
を
言
う
な
と

思
っ
た
の
は
、
俳
句
と
い
う
の
は「
瞬
間
の
形
而
上
学
」

だ
と
言
う
ん
で
す
。
一
瞬
の
間
に
、非
常
に
形
而
上
的
な

も
の
を
表
現
で
き
る
形
式
だ
と
。
そ
れ
に
比
べ
て
、フ

ラ
ン
ス
の
詩
人
は
ま
ず
概
念
化
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る

と
い
う
ん
で
す
ね
。
木
な
ら
木
を
見
て
、
し
か
し
こ
の

木
は
ど
う
い
う
木
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
概
念
と
し

て
捉
え
る
。
そ
こ
か
ら
詩
を
組
み
立
て
て
い
く
と
い
う

言
い
方
を
す
る
ん
で
す
。
一
方
、日
本
人
の
場
合
は
ど
う

か
。
芭
蕉
を
取
り
上
げ
て
、〈
菊
の
後
大
根
の
外
更
に
な

し
〉と
い
う
句
で
す
が
、ま
ず
具
体
的
な
物
を
提
示
し
、

そ
れ
を
通
し
て
一
瞬
に
し
て
暗
示
的
に
高
次
な
も
の
を

表
現
す
る
違
い
が
あ
る
と
い
う
の
が
、
彼
の
俳
句
論
の

要
旨
で
す
。

鷹
羽 

▼

俳
句
で
も
、や
は
り
現
実
を
踏
ま
え
る
。
俳
句

は
瞬
間
を
永
遠
の
も

の
に
す
る
、そ
う
い
う

素
晴
ら
し
い
働
き
が

あ
る
と
よ
く
言
っ
て
い

る
の
で
す
が
。

菅
野 

▼

結
局
、
そ
う

い
う
こ
と
を
言
い
た

い
ん
で
す
ね
。

鷹
羽 

▼

私
の
句
で
海

外
俳
句
の
草
分
け
の

よ
う
に
言
わ
れ
て
い

る
の
が〈
摩
天
楼
よ

り
新
緑
が
パ
セ
リ
ほ

ど
〉。

菅
野 

▼

小
さ
く
見
え

る
と
。
摩
天
楼
と
い
う
の
は
何
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
あ
る
ん

で
す
か
、高
さ
は
。

鷹
羽 

▼

8
3
0
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
で
、
1
0
2
階
で
す
。

昭
和
44
年
に
ア
メ
リ
カ
へ
1
カ
月
ほ
ど
、会
社
の
出
張
で

回
っ
た
ん
で
す
が
、か
た
わ
ら
俳
句
も
メ
モ
し
な
が
ら
。

そ
こ
で
は「
や
」「
か
な
」「
け
り
」を
使
う
俳
句
が
、剃か

み
そ
り刀

の
刃
の
よ
う
に
弱
く
感
じ
ら
れ
、な
ん
と
か
短
刀
の
よ
う

な
威
力
を
発
揮
し
て
く
れ
な
い
か
と
思
い
ま
し
て
。
尺

貫
法「
や
」「
か
な
」「
け
り
」で
は
な
く
て
、メ
ー
ト
ル
法

で
と
考
え
な
が
ら
作
り
ま
し
た
。

菅
野 

▼ 

普
段
の
俳
句
、日
本
で
お
作
り
に
な
る
俳
句
よ
り

構
成
的
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
で
し
ょ
う
ね
。

鷹
羽 

▼ 

あ
り
ま
す
。

菅
野 

▼ 

そ
う
し
な
い
と
、な
か
な
か
異
国
の
風
物
は
捉

え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。

鷹
羽 

▼ 

そ
う
で
す
ね
。

菅
野 

▼

今
の
お
話
を
伺
っ
て
い
て
、「
パ
セ
リ
」と
い
う
の

は
そ
の
と
き
に
下
を
見
て
直
感
的
に
、パセ
リ
だ
な
と
な
る

ん
で
す
か
。
そ
れ
と
も
後
か
ら
想
像
し
て
、記
憶
で
パ
セ

リ
が
出
て
く
る
ん
で
す
か
。

鷹
羽 

▼ 

海
外
で
俳
句
を
作

る
場
合
、一
句
に
こ
だ
わ
っ

て
い
た
ら
時
間
が
過
ぎ
、風

景
が
変
わ
る
ば
か
り
、
そ

こ
で
何
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
る

か
。
摩
天
楼
の
上
で「
パ
セ

リ
ほ
ど
」と
い
う
言
葉
が
ひ

ら
め
い
た
ら
、そ
れ
を
句
帳

に
書
い
て
、
次
の
風
景
と
か

対
象
に
向
か
う
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

菅
野 

▼ 

そ
の
と
き
は
、「
パ

セ
リ
ほ
ど
」と
、と
に
か
く
つ

か
ま
え
た
わ
け
で
す
ね
。

〈
人
の
世
に
花
を
絶
や
さ
ず
返
り
花
〉

菅
野 

▼

鷹
羽
さ
ん
は
基
本
的
に
は
有
季
定
型
派
で
す

ね
。
た
だ
、句
ま
た
が
り
は
多
い
印
象
を
受
け
ま
す
。

鷹
羽 

▼

よ
く
ご
存
じ
で（
笑
）。
私
の
名
前
は
髙た

か
は
し橋

行ゆ
き

雄お

で
す
。
山
口
誓
子
の
命
名
で
、句
ま
た
が
り
に
な
っ
て
い

る
ん
で
す
ね
。「
鷹
羽
」で
切
っ
て「
狩
行
」に
な
っ
て
い

る
。
そ
の
俳
号
の
せ
い
だ
と
言
わ
れ
る
ぐ
ら
い
、句
ま
た

が
り
の
句
が
多
い
ん
で
す
。

菅
野 

▼

句
ま
た
が
り
の
句
が
で
き
た
と
き
に
直
そ
う
と

か
、そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
ん
で
す
か
。

鷹
羽 

▼

例
え
ば
、
私
の
句
に〈
落
椿
わ
れ
な
ら
ば
急
流

へ
落
つ
〉が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
五・
七・
五
で
す
が
、
句

ま
た
が
り
に
な
っ
て
い
る
上
五
、中
七
、下
五
と
い
い
ま

す
が
、
中
七
か
ら
下
五
に
か
け
て
句
ま
た
が
り
に
な
っ

て
い
る
。「
急
流
」と
い
う
と
こ
ろ
が
、
中
七
と
下
五
に

分
か
れ
て
い
る
ん
で
す
。
句
ま
た
が
り
に
な
っ
て
い
る
と

こ
ろ
は
、
そ
こ
を
2
回
読
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
俳
句

は
五・
七・
五
で
す
か
ら
、「
落
椿
わ
れ
な
ら
ば
急
」、
そ

し
て「
流
に
落
つ
」と
、あ
れ
？ 

と
思
っ
て「
急
流
」を
も

う
一
回
読
み
直
す
。
そ
う
い
う
要
に
な
る
言
葉
が
句
ま

た
が
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
想
だ
と
言
っ
て
き
て

4

い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
先
ほ
ど
の「
摩
天
楼
よ
り
新

緑
が
」も
少
し
句
ま
た
が
り
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
あ
あ

い
う
か
た
ち
で
、積
極
的
に
古
典
的
な
五・七・五
と
は
違

う
調
べ
を
作
る
。
句
ま
た
が
り
に
す
る
た
め
に
詠
う
の

で
は
な
く
て
、自
然
に
内
容
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

菅
野 

▼

そ
れ
が
そ
の
ま
ま
ぴ
っ
た
り
活
き
て
、
句
ま
た

が
り
が
一
句
の
根
幹
に
な
る
場
合
と
、
句
ま
た
が
り
に

な
っ
た
け
れ
ど
何
と
な
く
弱
い
の
で
、そ
こ
で
推
敲
し
て

み
る
場
合
と
か
、い
ろ
い
ろ
あ
り
そ
う
で
す
ね
。

鷹
羽 

▼

弱
い
も
の
は
捨
て
ま
す
ね（
笑
）。

菅
野 

▼

捨
て
ち
ゃ
う
ん
で
す
か
。

鷹
羽 

▼

発
表
し
ま
せ
ん
。
山
口
誓
子
の
句
に〈
海
に
鴨

発
砲
直
前
か
も
知
れ
ず
〉が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、「
発

砲
直
前
か
も
知
れ
ず
」と
い
う
句
ま
た
が
り
の
調
べ
が
危

機
感
を
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
ん
で
す
。

菅
野 

▼

人
生
は
い
つ
も
危
機
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

鷹
羽 

▼

は
い
。
危
機
感
と
か
挫
折
と
か
、そ
う
い
う
感

情
は
句
ま
た
が
り
に
よ
っ
て
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
す
。
私
の
句
に〈
人
の
世
に
花
を
絶
や
さ
ず

返
り
花
〉と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。「
返
り
花
」と
い
う
の

は
、狂
い
花
と
も
言
っ
て
、季
節
外
れ
に
咲
く
花
の
こ
と

で
す
。
私
と
し
て
は
、

こ
の「
返
り
花
」と
い

う
の
が
俳
句
で
は
な

い
か
と
。

菅
野 

▼

い
つ
ご
ろ
の

作
で
す
か
。

鷹
羽 

▼ 

平
成
7
年
で

す
。
歳
時
記
の「
返
り

花
」の
解
説
に
は
、季

節
外
れ
に
咲
く
初
冬

の
花
で
、少
し
小
ぶ
り

で
ど
こ
か
わ
び
し
く

と
い
っ
た
こ
と
が
書

い
て
あ
り
ま
す
。
と
こ

ろ
が
、こ
の
句
で
は
、

生
き
生
き
と
し
て
誇

ら
し
げ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
暗
さ
が
な
い
で
す
ね
。
そ

う
い
う
季
語
の
見
直
し
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
北
京
へ

行
き
ま
し
た
時
に〈
春
暁
の
自
転
車
五
つ
六
つ
百
〉と
い

う
句
を
作
り
ま
し
た
。

菅
野 

▼ 

六
つ
か
ら
百
へ
飛
ぶ
と
こ
ろ
が
い
い
で
す
ね
。

鷹
羽 

▼ 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
大
群
は
今
で

は
車
社
会
に
一
変
、
排
気
ガ
ス
に
よ
る
大
気
汚
染
が
大

き
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、俳
句
は
、生

活
、風
俗
、文
化
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
、と
。

菅
野 

▼

歳
時
記
も
そ
う
で
す
ね
。
歳
時
記
の
移
り
変

わ
り
で
、日
本
人
の
い
ろ
い
ろ
な
情
緒
の
変
遷
と
い
う
の

か
、も
っ
と
言
え
ば
精
神
史
が
た
ど
れ
る
面
は
恐
ら
く
あ

る
と
思
い
ま
す
ね
。

鷹
羽 

▼

あ
り
ま
す
ね
。
俳
句
専
業
に
な
っ
て
選
句
の
数

が
、月
に
三
万
に
な
り
ま
し
た
。

菅
野 

▼

と
い
う
こ
と
は
1
日
に
千
句
で
し
ょ
う
。
一
句

を
選
ぶ
の
に
1
分
か
か
る
と
し
て
、
1
時
間
に
六
十
句

で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
10
時
間
や
っ
て
も
六
百
、ど
の

よ
う
に
選
句
を
さ
れ
た
の
か

（
笑
）。

鷹
羽 

▼ 

そ
ん
な
に
か
か
り

ま
せ
ん
よ（
笑
）。
だ
い
た
い

五
百
句
を
30
分
の
ス
ピ
ー
ド

で
す
か
ら
、
1
日
に
1
時
間

で
千
句
ず
つ
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
一
句
が
ひ
と
か

た
ま
り
で
目
に
飛
び
込
ん
で

く
る
と
い
う
感
じ
で
す
。
も

ち
ろ
ん
、
添
削
し
な
が
ら
で

す
が
。十
何
日
間
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
へ
出
掛
け
る
と
き
な
ど

は
、一
万
句
を
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス

に
入
れ
て
行
き
ま
し
た
。

菅
野 

▼ 

お
作
り
に
な
っ
た

句
は
ど
の
く
ら
い
あ
り
ま
す
か
。
数
え
た
こ
と
は
あ
り

ま
す
か
。

鷹
羽 

▼

今
、全
集
を
作
っ
て
い
る
の
で
す
が
、も
ち
ろ
ん

一
万
句
は
突
破
し
て
お
り
ま
す
。

菅
野 

▼

捨
て
ら
れ
た
と
い
う
か
未
発
表
の
も
の
も
あ
お

り
で
し
ょ
う
。

鷹
羽 

▼

あ
り
ま
す
ね
。
句
集
に
は
、初
版
本
と
推
敲
し

て
出
し
た
定
本
と
が
あ
り
ま
す
。
全
集
に
は
、
私
と
し

て
は
定
本
だ
け
に
し
て
ほ
し
い
と
言
っ
た
の
で
す
が
、出

版
社
と
し
て
は
作
者
の
歴
史
を
知
る
上
で
初
版
本
が
一

番
重
要
だ
と
い
う
こ
と
で
、い
ま
両
方
を
収
め
る
よ
う
に

や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

菅
野 

▼

そ
れ
は
大
事
な
こ
と
で
す
ね
。
研
究
家
に
と
っ

て
は
、最
初
か
ら
ど
う
い
う
ふ
う
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る

か
生
成
の
過
程
を
見
て
い
き
た
い
で
す
か
ら
。
今
日
は

本
当
に
お
忙
し
い
と
こ
ろ
を
長
い
時
間
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

鷹
羽 

▼

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
2
0
1
6
年
2
月
3
日  

世
田
谷
文
学
館
館
長
室
に
て
）

資
料
受
贈
報
告

2
0
1
5
年
10
月
11
日
〜
2
0
1
6
年
2
月
19
日

▼ 

稲
垣
信
子
様  

尾
花
仙
朔
様  

鶴
岡
善
久
様  

布
川

鴇
様  

水
尾
和
子
様  

宮
崎
潤
一
様  

柳
生
じ
ゅ
ん
子
様  

安
田
素
子
様  

和
田
安
弘
様

▼ 

ア
ジ
ア
文
化
社  

一
茶
記
念
館  

愛
媛
人
物
博
物
館  

か
ご
し
ま
近
代
文
学
館  

神
奈
川
県
立
近
代
美
術
館  

北
九
州
市
立
文
学
館  

こ
お
り
や
ま
文
学
の
森
資
料
館  

さ
い
た
ま
文
学
館  

坂
の
上
の
雲
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム  

佐
佐
木

信
綱
研
究
会  

サ
ト
エ
記
念
21
世
紀
美
術
館  

石
神
井

公
園
ふ
る
さ
と
文
化
館  

杉
並
区
立
郷
土
博
物
館  

杉
並

区
立
西
荻
図
書
館  

鈴
鹿
市
文
化
振
興
部  

芹
沢
光
治
良

文
学
愛
好
会  

川
内
ま
ご
こ
ろ
文
学
館  

沖
積
舎  

鶴
岡

市
立
藤
沢
周
平
記
念
館  

富
山
県
歌
人
連
盟  

白
山
市
観

光
文
化
部  

文
學
の
森  

紅
書
房  

前
橋
文
学
館  

町
田

市
民
文
学
館
こ
と
ば
ら
ん
ど  

松
本
清
張
記
念
館  

武
蔵

野
ふ
る
さ
と
歴
史
館  

武
者
小
路
実
篤
記
念
館

▼ 「
あ
け
び
」「
阿
房
芋
」「
宇
宙
風
」「
海
」「
大
岡
信
研

究
」「
海
紅
」「
が
い
こ
つ
亭
」「
街
道
」「
風
花
」「
か
ね
こ
と
」 

「
カ
プ
リ
チ
オ
」「
寒
雷
」「
橄
欖
」「
空
想
カ
フ
ェ
」「
く
さ 

く
き
」「
九
品
仏
川
柳
会
句
会
報
」「
群
系
」「
芸
文
あ
ま

が
さ
き
」「
欅
」「
原
型
富
山
」「
現
代
文
学
史
研
究
」「
鴻
」

「
心
の
花
」「
午
前
」「
埼
東
文
学
」「
山
河
」「
山
暦
」「
春
耕
」 

「
春
燈
」「
詩
霊
」「
川
柳
研
究
」「
双
鷲
」「
鬣
」「
多
摩
の
あ

ゆ
み
」「
タ
ル
タ
」「
短
歌
人
」「
丹
青
」「
地
中
海
」「
伝
書
鳩
」

「
同
時
代
」「
童
話
勉
強
会
く
に
た
ち
」「
飛
火
」「
白
」「
風
」

「
プ
チ
★
モ
ン
ド
」「
麓
」「
文
藝
軌
道
」「
本
のP

arkin
g

」

「
窓
」「
未
定
」「
遊
牧
」「
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
・
団
体
名
敬
称
略
）
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中
野
重
治
に
は
転
向
五
部
作
と
呼
ば
れ
る
小
説
群
が

あ
る
。
最
初
に
書
か
れ
た
の
は「
第
一
章
」で「
中
央
公

論
」の
一
九
三
五
年
一
月
号
に
掲
載
、二
作
目
が「
文
藝
」

一
九
三
五
年
四
月
号
掲
載
の「
鈴
木  

都
山  

八
十
島
」、

三
つ
目
に
書
か
れ
た
の
が
一
九
三
五
年
五
月
号
の「
経
済

往
来
」に
発
表
さ
れ
た
あ
の「
村
の
家
」で
あ
る
。
こ
の

あ
と
に
発
表
さ
れ
た
の
が
、「
改
造
」掲
載
の「
小
説
の
書

け
ぬ
小
説
家
」、「
中
央
公
論
」掲
載
の「
一
つ
の
小
さ
い
記

録
」で
、と
も
に
一
九
三
六
年
一
月
号
で
あ
っ
た
。

中
野
重
治
は
、
治
安
維
持
法
違
反
で
二
年
余
の
拘
禁

の
の
ち
、一
九
三
四
年
五
月
に
懲
役
二
年
執
行
猶
予
五
年

の
判
決
を
受
け
て
出
獄
し
た
。
い
わ
ゆ
る
転
向
で
あ
る
。

そ
の
後
の
昭
和
十
年
代
の
文
学
的
豊
穣
を
用
意
す
る
べ

く
、出
獄
直
後
か
ら
鋭
く
重
い
文
学
評
論
・
社
会
時
評
を

書
き
始
め
た
中
野
は
、

自
ら
の〈
転
向
〉を
直

視
し
歴
史
的
相
対
化

の
た
め
に
い
わ
ゆ
る
転

向
五
部
作
を
書
く
。

昨
年
十
月
、
中
野

重
治
の
ご
長
女
鰀え

の

目め

卯う

め女
さ
ん
か
ら
お
電

話
を
い
た
だ
い
た
。
亢

奮
し
て
階
段
か
ら
落

ち
な
い
よ
う
に
、と
い

う
前
置
き
の
の
ち
知
ら
さ
れ

た
の
が
、転
向
五
部
作
の
う
ち

の
三
つ
、「
第
一
章
」「
鈴
木  

都

山  

八
十
島
」「
小
説
の
書
け

ぬ
小
説
家
」と
戦
時
下
発
表

の
鷗
外
論
の
二
つ
、そ
れ
と
戦

後
の
エ
ッ
セ
イ「
悔
お
お
か
り

し
わ
が
身
か
な
」の
六
点
を
世

田
谷
文
学
館
が
受
贈
予
定
で

預
か
っ
て
い
る
と
い
う
お
話

だ
っ
た
。
亢
奮
し
て
…
…
と
鰀

目
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
る
の
は
、

二
〇
一
五
年
の
二
月
開
館
し
た

福
井
県
立
ふ
る
さ
と
文
学
館

を
、昨
年
八
月
鰀
目
さ
ん
と
訪

ね
た
際
、文
学
史
の
上
で
も
中
野
重
治
研
究
の
上
で
も
、

と
て
も
重
要
な
エッ
セ
イ「「
文
学
者
に
就
て
」に
つ
い
て
」

の
定
稿
原
稿
が
あ
る
の
を
確
認
し
た
ば
か
り
で
、そ
の
時

私
は
と
て
も
亢
奮
し
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
亢
奮
の
由

来
は
、戦
時
下
の
中
野
の
、書
簡
等
を
除
く
肉
筆
原
稿
で

現
存
す
る
も
の
は
少
な
く
、と
り
わ
け
昭
和
十
年
代
前

半
の
も
の
は
全
く
確
認
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し

か
も「「
文
学
者
に
就
て
」に
つ
い
て
」で
あ
る
。
こ
の
評

論
は
一
九
三
五
年
二
月
号
の「
行
動
」掲
載
で
あ
り
、
転

向
五
部
作
の
最
初
の
三
作
と
執
筆
時
期
は
ほ
ぼ
同
じ
、

内
容
も
転
向
を
め
ぐ
る
も
の
で
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
た

び
世
田
谷
文
学
館
が
受
贈
し
た
定
稿
原
稿
は
、そ
の
重

要
性
の
上
で
も
量
の
上
で
も
、敗
戦
前
の
も
の
は
も
う
出

な
い
だ
ろ
う
と
い
う
、大
方
の
予
想
す
る
と
こ
ろ
を
大
き

く
裏
切
っ
た
ま
こ
と
に
喜
ぶ
べ
き
出
来
事
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
戦
前
の
も
の
は
、時
間
の
経
過
と
い
う
こ
と
だ
け
で

な
く
、大
震
災
が
あ
り
戦
災
・
空
襲
が
あ
っ
た
の
だ
か
ら

失
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、し
か
も
中
野
重
治
の
場
合
、そ

の
上
に〈
中
野
重
治
〉の
も
の
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
だ
。

何
と
言
っ
て
も
、札
付
き
の
思
想
犯
だ
、治
安
維
持
法
の

被
告
と
い
う
の
は
刑
期
を
了
え
た
か
ら
と
い
っ
て
放
免
に

な
る
わ
け
で
は
な
い
、一
生
監
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
中

野
重
治
も
戦
局
の
拡
大
と
と
も
に
権
力
か
ら
の
監
視
は

厳
重
に
な
り
、生
活
も
困
難
を
極
め
る
、戦
時
下
の
日
常

は
誰
し
も
が
困
難
だ
が
、
中
野
の
場
合
は
尋
常
で
は
な

い
。
こ
う
し
た
思
想
犯
の
原
稿
の
当
人
以
外
の
保
管
が

収
蔵
品
の
ご
紹
介
56

驚
き
の
肉
筆
原
稿
出
現
―
中
野
重
治
の
転
向
連
作
と
鷗
外
論

林 

淑 

美

〈転向〉後の中野重治  1937 （昭和12）年

中野重治原稿「第一章」

6

ど
の
よ
う
に
危
険
で
あ
っ
た
か
、推
測
す
る
に
難
く
な
い
。

二
〇
一
五
年
十
一
月
三
日
、
鰀
目
卯
女
さ
ん
と「
中
野

重
治
の
会
」の
大
塚
博
さ
ん
と
と
も
に
、私
は
世
田
谷
文

学
館
を
訪
ね
て
、
学
芸
員
の
方
の
丁
寧
な
ご
案
内
で
肉

筆
原
稿
を
参
観
し
、す
べ
て
中
野
の
手
に
よ
る
定
稿
で
あ

る
こ
と
を
確
認
し
た
。
よ
く
ぞ
生
き
て
い
て
く
れ
た
と
、

文
字
通
り
震
え
る
手
で
触
れ
た
の
で
あ
る
。
鰀
目
さ
ん

は
、文
学
館
の
、資
料
の
返
却
を
希
望
す
る
か
の
お
尋
ね

に
対
し
て
、文
学
館
の
所
蔵
と
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
、資

料
の
出
処
に
つ
い
て
訊
ね
ら
れ
た
。
そ
れ
は
私
た
ち
の

も
っ
と
も
お
訊
き
し
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
伺
っ
た
内
容

は
、興
味
深
い
事
実
で
あ
っ
た
。
寄
贈
さ
れ
た
の
は
、石

井
耕こ

う

氏
、石
井
牧ぼ

く

氏
、平
賀
美
穂
氏
の
お
三
人
、筑
摩
書

房
の
元
編
集
者
石
井
立た

つ

氏
の
ご
遺
族
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
氏
は
、一
九
六
四
年
に
四
十
歳
の
若
さ
で

病
没
さ
れ
た
と
い
う
。
父
上
の
遺
品
を
整
理
の
際
出
て

き
た
の
が
中
野
重
治
の
原
稿
で
あ
り
、御
一
家
が
居
住
さ

れ
て
い
た
世
田
谷
の
文
学
館
に
寄
贈
す
る
こ
と
に
し
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
九
四
八
年
一
月
に
筑
摩
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
た『
中

野
重
治
選
集
』Ⅲ
は「
第
一
章
」を
表
題
と
し
て
転
向
五

部
作
と「
空
想
家
と
シ
ナ
リ
オ
」が
収
録
さ
れ
、「
第
一
章
」

と「
鈴
木 

都
山 

八
十
島
」（
原
稿
で
は「
鈴
木
・
都
山
・

八
十
島
」）の
二
つ
は
、こ
れ
が
初
刊
で
あ
っ
た
。
石
井
立

氏
は
恐
ら
く
、こ
れ
を
担
当
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
鷗

外
論
の
二
点「「
半
日
」の
こ

と
」（
原
稿
冒
頭
か
ら
三
枚
欠

落
）、「
鷗
外
の
遺
言
状
」（
原

稿
で
は「
遺
言
状
の
こ
と
」）の

初
刊
で
あ
る『
鷗
外 

そ
の
側

面
』が
筑
摩
書
房
か
ら
刊
行
さ

れ
た
の
は
一
九
五
二
年
六
月
、

石
井
氏
は
こ
れ
も
担
当
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。『
鷗
外 

そ
の

側
面
』に
収
め
ら
れ
た
十
五

篇
の
評
論
の
う
ち
戦
時
下
に

書
か
れ
た
も
の
は
六
篇
、原
稿

の
現
存
が
確
認
さ
れ
て
い
る

の
は
、一
九
四
三
年
に
書
か
れ

四
七
年
九
月
長
谷
川
書
店
刊

行『
森
鷗
外
研
究
』に
収
め
ら

れ
た「
鷗
外
論
目
論
見
の
う

ち
」の
み
で
あ
る
。
中
野
歿
後

遺
さ
れ
た
多
く
の
生
原
稿
を
、

中
野
重
治
夫
人
原
泉
が
石
川

近
代
文
学
館
に
託
し
た
も
の

の
な
か
に
あ
る（
加
え
れ
ば
石

川
近
代
文
学
館
に「「
半
日
」の

こ
と
」の
草
稿
が
あ
る
）。

石
井
氏
に
つ
い
て
、一
九
六
〇
年
代
に
刊
行
さ
れ
た
旧

版『
中
野
重
治
全
集
』の
編
集
を
担
当
し
た
且
原
純
夫

が
、第
二
次『
中
野
重
治
全
集
』の
第
二
十
五
巻
月
報
に
、

旧
版
全
集
の
編
集
を
担
当
し
た
の
は
石
井
立
さ
ん
で
、第

一
回
の
配
本
の
後
長
期
療
養
に
入
っ
た
と
書
い
て
あ
る
の

を
読
ん
だ
。
右
の
こ
と
を
確
認
し
た
く
、
学
芸
員
の
方

を
煩
わ
せ
て
、石
井
耕
氏
に
問
合
わ
せ
て
頂
い
た
。
お
答

え
は
、石
井
立
氏
は
筑
摩
書
房
に「
昭
和
二
十
二
年
六
月

入
社
、在
職
中
死
去
。
と
く
に
、昭
和
三
十
四
年
二
月
以

降
、ほ
と
ん
ど
出
社
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。」だ
っ
た
。
原

稿
を
文
学
館
に
寄
贈
さ
れ
た
こ
と
、そ
の
保
存
状
態
も

良
好
で
あ
る
こ
と
に
、ご
遺
族
が
父
上
の
お
仕
事
を
大
切

に
思
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
て
心
に
響
い
た
。
ご
遺

族
の
配
慮
に
、資
料
を
扱
う
研
究
者
と
し
て
篤
く
御
礼

を
申
し
あ
げ
た
い
。

そ
れ
で
は
こ
れ
ら
の
原
稿
が
筑
摩
書
房
に
渡
さ
れ
る

ま
で
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
中
野
自
身
が
持
っ
て
い
た
と

考
え
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
空
襲
を
避
け
て
日
用
品
や

蔵
書
を
疎
開
さ
せ
た
の
は
、
中
野
家
の
場
合
敗
戦
の
年

の
七
月
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
中
野
重
治
は
こ
の
年

六
月
召
集
さ
れ
、長
野
県
の
駐
屯
地
に
い
た
か
ら
、疎
開

の
た
め
に
奮
闘
し
た
の
は
妻
の
原
泉
で
あ
る
。
が
、そ
の

た
め
に
夫
婦
の
相
談
は
書
簡
と
し
て
文
字
に
残
さ
れ
た
。

こ
れ
を
読
む
と
日
用
品
は
郷
里
の
一
本
田
の
家
へ
、蔵
書

は
筑
摩
書
房
の
古
田
晁あ

き
らの

厚
意
に
よ
り
信
州
へ
疎
開
さ

せ
た
と
思
わ
れ
る
が
、原
稿
類
は
ど
ち
ら
の
荷
物
に
入
っ

て
い
た
の
だ
ろ
う
。

『
中
野
重
治
選
集
』Ⅲ
の「
作
者
は
し
が
き
」に
中
野
重

治
は「
こ
の
集
の
六
つ
の
短
篇
は
二
つ
に
わ
け
ら
れ
る
か

も
知
れ
ぬ
。
は
じ
め
の
五
つ
が
一
組
、の
こ
り
の
一
つ
が
他

の
一
組
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。」と
し
、元
来
は「
全
部

が「
第
一
章
」に
は
い
る
べ
き
も
の
で
あ
つ
た
。
つ
ま
り
わ

た
し
は
、一
九
二
七
、八
年
ご
ろ
か
ら
三
四
年
ご
ろ
、こ
こ

に
形
と
な
つ
た「
第
一
章
」の
書
か
れ
る
こ
ろ
ま
で
の
問

題
を「
第
一
章
」と
し
て
総
括
し
、第
二
章
、第
三
章
へ
と

続
く
日
本
の
あ
る
流
れ
を
書
き
た
か
つ
た
の
だ
が﹇
中
略
﹈

で
き
ず
に
し
ま
つ
た
。」と
書
い
た
。
転
向
五
部
作
と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
と
は
、こ
の
文
章
に
あ
る
だ
ろ

う
が
、こ
の
時
の「
日
本
の
あ
る
流
れ
を
書
き
た
か
つ
た
」

と
い
う
望
み
は
、中
野
が
企
て
た
よ
う
な
形
で
は
表
わ
れ

な
か
っ
た
が
、中
野
は
生
涯
を
か
け
て
第
二
章
、第
三
章

へ
と
、あ
る
い
は
四
章
、五
章
へ
と
続
く「
日
本
の
あ
る
流

れ
」を
追
求
し
書
き
続
け
た
の
で
あ
る
。

本
稿
に
は
、こ
の
た
び
寄
贈
さ
れ
た
、
原
稿
の
状
況
、

用
紙
の
こ
と
、
書
込
み
他
書
誌
的
な
情
報
を
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
紙
幅
の
都
合
で
か
な
わ
な

か
っ
た
。
い
ず
れ
別
稿
を
用
意
し
た
い
。

（
リ
ン
シュ
ク
ミ
／
立
教
大
学
教
授
）

筑摩書房編集者時代の石井立

中野重治原稿「「半日」のこと」

こ
の
資
料
は
、4
月
23
日（
土
）〜
9
月
15
日（
水
）の
世
田

谷
文
学
館
コ
レ
ク
シ
ョン
展「
作
家
た
ち
の
戦
中
・
戦
後
」

で
展
示
公
開
い
た
し
ま
す
。
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追
悼
・
佐
伯
彰
一
名
誉
館
長

ほ
ぼ
60
年
に
お
よ
ぶ
佐
伯
さ
ん
と
の
お
つ
き
あ
い
を

振
り
か
え
る
と
、異
な
る
形
で
の
出
会

い
が
三
度
あ
っ
た
こ
と
に
思
い
あ
た
り

ま
す
。

ま
ず
、最
初
は
1
9
5
5（
昭
和
30
）

年
ご
ろ
、
想
像
力
、と
く
に
小
説
を
産

み
だ
す
想
像
力
を
テ
ー
マ
と
す
る
、
小

さ
な
研
究
会
の
席
で
し
た
。
佐
伯
さ
ん

は
既
に
ア
メ
リ
カ
文
学
の
研
究
者
と
し

て
も
、現
代
の
日
本
文
学
を
闊か

っ
た
つ達

に
論

じ
る
批
評
家
と
し
て
も
、気
鋭
の
新
星

と
注
目
さ
れ
る
存
在
で
し
た
か
ら
、お

の
ず
と
グ
ル
ー
プ
を
主
宰
す
る
格
好
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
会
合
で
の
明
快
な

発
言
か
ら
、新
鮮
な
刺し

戟げ
き

を
あ
れ
こ
れ

受
け
た
こ
と
が
思
い
だ
さ
れ
ま
す
。
こ

の
グ
ル
ー
プ
が
母
胎
に
な
っ
て
、や
が
て

「
批
評
」と
い
う
同
人
雑
誌
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
が
、佐
伯
さ
ん
は
そ
の
中
心
メ
ン
バ
ー
と
し
て
編
集
に

尽
力
さ
れ
ま
し
た
。

二
度
目
は
1
9
6
8
年
、東
大
教
養
学
部
へ
赴
任
し
て

こ
ら
れ
た
と
き
で
す
。
時
あ
た
か
も
全
共
闘
運
動
の
ま
っ

た
だ
な
か
、私
の
ほ
う
は
し
ば
ら
く
前
か
ら
勤
め
て
い
た

こ
と
も
あ
っ
て
、混
沌
と
し
た
状
況
を
め
ぐ
っ
て
説
明
を

何
度
か
依
頼
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
そ
ん
な
と
き
、こ
の

先
輩
は
、不
可
解
な
事
柄
を
放
っ
て
お
け
な
い
理
解
魔
な

の
だ
と
、あ
ら
た
め
て
感
じ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
顧

み
て
こ
の
教
養
学
部
時
代
が
、親
密
に
つ
き
あ
っ
て
頂
く

機
会
に
最
も
恵
ま
れ
て
い
た
の
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

毎
週
か
な
ら
ず
、昼
の
休
憩
時
間
な
ど
に
、明
快
に
し
て

含
蓄
に
富
む
文
学
談
義
を
拝
聴
し
て
い
た
の
で
す
か
ら
。

三
度
目
は
佐
伯
さ
ん
が
世
田
谷
文
学
館
の
館
長
の
職

務
を
退
か
れ
、私
が
そ
の
あ
と
を
引
き
つ
ぐ
こ
と
に
な
っ

た
と
き
で
す
。
1
9
9
5（
平
成
7
）年
の
開
館
前
か
ら
、

文
学
館
の
創
設
の
準
備
に
も
関
わ
ら
れ
た
上
で
、
初
代

館
長
に
就
任
さ
れ
た
も
の
の
、
運
営
は
未
開
拓
の
白
紙

状
態
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て

展
覧
会
の
企
画
を
は
じ
め
、す
べ
て
の
事
業
に
つ
い
て
模

索
と
試
行
錯
誤
の
繰
り
か
え
し
だ
っ
た
け
れ
ど
、そ
れ
も

ま
た
楽
し
か
ら
ず
や
で
、
12
年
の
在
任
の
期
間
は
充
実

し
た
も
の
だ
っ
た
と
、明
る
い
口
調
で
述
懐
さ
れ
た
の
も

懐
か
し
い
思
い
出
で
す
。

草
創
期
の
模
索
を
経
て
、
佐
伯
館
長
は
ま
も
な
く
確

信
を
も
っ
て
運
営
の
方
針
を
固
め
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
旧

来
の
硬
化
し
た
文
学
観
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、そ
し

て
ジ
ャ
ン
ル
の
枠
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、門
戸
を
ひ

ろ
く
開
い
た
文
学
館
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
地
域
の
文
学

愛
好
家
の
要
望
と
期
待
に
応
え
る
の
み
な
ら
ず
、新
し
い

愛
好
家
を
呼
び
お
こ
す
こ
と
。
こ
う
し
て
開
館
い
ら
い
、

学
芸
、総
務
の
両
面
に
わ
た
っ
て
、館
員
す
べ
て
の
熱
心

な
支
持
を
得
て
、着
々
と
そ
の
方
針
の
実
現
に
取
り
く
ま

れ
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
世
田
谷
文
学
館
の
基
礎

を
鞏

き
ょ
う

固こ

に
築
き
あ
げ
、世
田
谷
文
学
館
な
ら
で
は
の
独

自
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
が
、順
調
に
軌
道
に
乗
る
こ
と
に

な
っ
た
の
は
、佐
伯
館
長
の
能
力
が
余
す
と
こ
ろ
な
く
発

揮
さ
れ
た
か
ら
だ
と
強
調
し
て
も
、
決
し

て
過
言
に
は
な
ら
な
い
は
ず
で
す
。

佐
伯
館
長
の
あ
と
を
引
き
つ
い
だ
後
任

と
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
忘
れ
ら
れ
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
館
員
諸
民
の
創
意
工
夫

を
尊
重
し
て
、そ
れ
に
で
き
る
限
り
協
力

を
惜
し
ま
な
い
よ
う
に
す
る
の
が
、
館
長

と
し
て
ま
ず
肝
心
な
職
務
だ
と
い
う
助
言

が
、
そ
れ
で
す
。
佐
伯
さ
ん
の
望
ま
れ
た

と
お
り
に
実
行
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
、

正
直
な
と
こ
ろ
心
許
な
い
も
の
が
あ
り
ま

す
が
、こ
れ
が
重
要
な
職
務
心
得
で
あ
り
、

後
任
者
へ
の
体
験
に
も
と
づ
い
た
貴
重
な

助
言
で
あ
っ
た
こ
と
が
、い
ま
切
実
に
思

い
か
え
さ
れ
ま
す
。

海
外
の
文
学
と
日
本
の
文
学
と
の
あ
い
だ
に
無
用
な

境
界
を
立
て
ず
、文
学
そ
の
も
の
と
し
て
享
受
し
理
解
す

る
努
力
が
ま
ず
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
点
に
お
い
て
、佐

伯
さ
ん
は
信
頼
で
き
る
先
導
者
で
し
た
。
そ
れ
は
最
初

に
面
識
を
得
た
と
き
か
ら
、変
る
こ
と
な
く
つ
づ
き
ま
し

た
。
そ
の
間
、
2
0
0
7（
平
成
19
）年
か
ら
以
後
、文
学

館
と
い
う
文
化
施
設
の
果
た
す
べ
き
役
割
と
使
命
に
つ

い
て
も
、仰
ぎ
み
る
模
範
と
で
も
い
う
べ
き
先
任
者
と
い

う
面
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
も
う
ひ
と

つ
ぜ
ひ
書
き
そ
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、佐
伯
さ
ん
は
文

学
談
義
の
名
手
で
あ
っ
た
こ
と
で
す
。
あ
れ
ほ
ど
文
学
を

語
る
こ
と
を
楽
し
み
、幅
ひ
ろ
く
文
学
の
魅
力
を
味
得
す

る
術
を
披ひ

瀝れ
き

す
る
の
に
熱
意
を
注
い
だ
人
物
に
、私
は
出

会
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
あ
り
し
日
の
姿

を
思
い
浮
か
べ
る
と
、埒ら

ち

も
な
い
空
想
と
承
知
し
な
が
ら

も
、幽
明
を
異
に
す
る
遠
い
世
界
で
、生
前
の
知
友
を
見

つ
け
て
は
佐
伯
さ
ん
が
文
学
を
語
る
情
景
を
想
像
し
て
、

ご
冥
福
を
祈
る
よ
す
が
と
し
た
い
気
分
が
、油
然
と
湧
い

て
く
る
の
を
抑
え
き
れ
な
く
な
り
ま
す
。
そ
し
て
最
後
に

諸
々
の
思
い
を
込
め
て
、永
年
の
ご
厚こ

う

誼ぎ

に
心
か
ら
謝
意

を
申
し
述
べ
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

2
0
1
6（
平
成
28
）年
2
月

世
田
谷
文
学
館
初
代
館
長
・
世
田
谷
文
学
館
名
誉
館
長

の
佐
伯
彰
一
氏
が
2
0
1
6
年
1
月
1
日
に
永
眠
さ
れ
ま
し

た
。
館
員
一
同
、心
よ
り
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。

佐
伯
彰
一
名
誉
館
長
を
偲し

の

ん
で

菅
野
昭
正（
世
田
谷
文
学
館
館
長
）

佐伯彰一名誉館長。 
世田谷文学館の初代館長として活躍していたころ。

「世田谷文学館ニュース」創刊号の館長対談は青野聰さん（右）と。（1995年）
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こ
の
た
び
、
本
年
度
の
第
33
回
世
田
谷
文
学
賞

の
入
賞
作
品
掲
載
誌
と
、
世
田
谷
文
学
館
開
館
20

周
年
記
念
誌
を
1
冊
に
合
わ
せ
て
刊
行
い
た
し
ま

し
た（
Ａ
5
変
形
／
1
2
8
頁
、非
売
品
）。

「
文
芸
せ
た
が
や
」パ
ー
ト
は
5
部
門
の
上
位
入

受
賞
作
の
ほ
か
、
各
部
門
の
全
選
考
委
員
に
よ
る

総
評
、
選
評
、
当
館
館
長
に
よ
る
受
賞
作
解
説
も

入
り
、読
み
応
え
十
分
で
す
。

「
開
館
20
周
年
記
念
誌
」パ
ー
ト
は
、
2
0
1
1

年
3
月
に
刊
行
さ
れ
た『
世
田
谷
文
学
館
開

館
15
周
年
記
念
誌
』
の
後
続
誌
と
し
て
、
主
に

2
0
1
0
年
度
か
ら
5
年
間
の
活
動
を
中
心
に
、

当
館
の
20
年
間
の
あ
ゆ
み
を
ご
紹
介
し
て
い
ま

す
。
本
冊
子
は
頒
布
い
た
し
ま
せ
ん
が
、
当
館
ラ

イ
ブ
ラ
リ
ー
、
世
田
谷
区
立
図
書
館
な
ど
で
お
読

み
い
た
だ
け
ま
す
。

5部門で募集を行い、378人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95歳、最年少は11歳でした。 

入賞者の作品は「文芸せたがや」第33号に掲載しています。

一
人
で
図
書
館
へ
行
き
、一
人
で
本
棚
を
探
り
、

誰
か
に
薦
め
ら
れ
た
と
か
話
題
に
な
っ
て
い
る

と
か
、そ
う
い
う
こ
と
に
関
係
な
く
、一
人
で
本

を
選
ん
で
一
人
で
静
か
に
読
む
。
あ
の
幸
福
な

読
書
。
金
曜
日
の
夕
方
に
本
を
抱
え
て
帰
る
と

き
の
、あ
の
孤
独
と
愉
し
み
が
ひ
と
つ
に
な
っ
た

思
い
、
そ
の
思
い
を
未
来
に
い
る
だ
ろ
う
自
分

の
よ
う
な
読
者
に
手
渡
し
た
い
。

吉
田
篤
弘「『
お
る
も
す
と
』の
話
の
つ
づ
き
」

（『
お
る
も
す
と
』付
録
小
冊
子
）よ
り

開
館
20
周
年
記
念
企
画
の
最
後
を
飾
る
、「
金

曜
日
の
本
」が
完
成
し
ま
し
た
。

「
金
曜
日
の
本
」は
、一
昨
年
当
館
で
個
展
を
開

催
し
た
ク
ラ
フ
ト
・エ
ヴ
ィ
ン
グ
商
會（
吉
田
篤
弘
・

吉
田
浩
美
）に
よ
る
新
た
な
試
み
で
あ
り
、本
と
の

接
し
方
の
原
点
に
立
ち
返
る
こ
と
を
主
眼
と
し
た

企
画
で
す
。

当
館
の
活
動
趣
旨
と
も
重
な
り
合
う
、
こ
の

「
金
曜
日
の
本
」と
い
う
概
念
を
具
体
化
す
る
た

め
、本
と
レ
コ
ー
ド
を
出
版
し
ま
し
た
。

本
は
、
著
者
が
12
年
間
あ
た
た
め
続
け
て
き
た

小
説
で
す
。
ひ
と
文
字
ひ
と
文
字
活
字
を
組
ん

で
、昔
な
が
ら
の
活
版
印
刷
で
つ
く
り
ま
し
た
。

レ
コ
ー
ド
は
、短
編
2
作
と
架
空
の
ラ
ジ
オ
C
M

（
い
ず
れ
も
吉
田
篤
弘
著
）を
、女
優
の
中
嶋
朋
子

さ
ん
と
俳
優
の
三
上
哲
さ
ん
に
朗
読
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
声
で
紡
が
れ
る
物
語
を
お
愉
し
み
く

だ
さ
い
。

デ
ジ
タ
ル
の
時
代
に
逆
行
す
る
よ
う
な
形
態
で

す
が
、
そ
の
手
ざ
わ
り
や
質
感
も
含
め
、
週
末
の

ひ
と
時
、
読
書
の
喜
び
の
原
体
験
に
思
い
を
馳
せ

て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

な
お
、
い
ず
れ
も
数
量
限
定
の
た
め
、
当
館
の

み
で
販
売
し
て
お
り
ま
す
。

『天使も怪物も笑う夜』 
作・クラフト・エヴィング商會
 LP/両面合計約 60分 /CD付
 収録内容
 A1 「窮鼠、夜を往く」 

 （声・中嶋朋子）
 B1 「天国の探偵－ラジオ・スポットa」 

 （声・三上哲）
 B2 「針がとぶ」（声・中嶋朋子）
 B3 「天国の探偵－ラジオ・スポットb」 

 （声・三上哲）
 2,000円（税込）  500枚限定

平
成
27
年
度
世
田
谷
文
学
賞 

入
賞
者 

決
定

『
文
芸
せ
た
が
や
第
33
号
・
世
田
谷
文
学
館
開
館
20
周
年
記
念
誌
』 

刊
行

平成27年度世田谷文学賞

「
金
曜
日
の
本
」出
版
案
内

◎ 

短
歌 

（
応
募
者
58
人
）

一
席

野
上  

卓

二
席

中
里
正
樹

三
席

田
村
敦
子

三
席

北
條
忠
政

秀
作

桑
原
謙
一

秀
作

松
坂
わ
か
こ

◎ 

俳
句 

（
応
募
者
94
人
）

一
席

垣
田
照
子

二
席

山
宮
有
為
子

三
席

弓
削
一
江

三
席

佐
藤
洋
子

秀
作

杉
田
博
之

秀
作

丹
羽  

功

◎ 

川
柳 

（
応
募
者
90
人
）

一
席

岩
崎
能
楽

二
席

海
道
か
つ
代

三
席

内
田
惠
子

三
席

日
野
原
恵
美
子

秀
作

村
田  

房

秀
作

田
中
睦
女

◎ 

詩

 

（
応
募
者
77
人
）

一
席

嵯
峨
実
果
子

二
席

木
庭
撫
子

三
席

花
潜  

幸

三
席

駱
駝
一
間

秀
作

堀
内
敦
子

秀
作

水
谷
有
美

◎ 

随
筆 

（
応
募
者
59
人
）

一
席

稲
葉
篤
史

二
席

松
井
国
央

三
席

尾
上
貴
洋

三
席

岡
崎
正
則

『おるもすと』著・吉田篤弘
B6判変型 /72ページ

1,600円（税込）  1,400冊限定

（
敬
称
略
）
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企
画
展

上橋菜穂子と〈精霊の守
も

り人〉展
4⽉23日（⼟）～ 7⽉3日（日）

国際アンデルセン賞受賞作家・上橋菜穂子さん初の大規模展で
す。1989年のデビュー後、『精霊の守り人』『獣の奏者』『鹿の王』
などのベストセラーを世に送り続ける作家は、創作においてはプ
ロットを作らず、自らの内なる〈羅針盤〉の動きに合わせるように
して壮大な物語を紡いでいきます。本展は、代表作〈精霊の守り
人〉シリーズに描かれる多文化共生を軸として、関連資料や最新
映像技術による体験型展示で、その卓越した物語世界に触れる
絶好の機会となります。どうぞお見逃しなく！
＊ 本紙では、展覧会のために収録した特別インタビューから、2016年春
よりNHKの大河ファンタジーとしてドラマ化された作品の舞台裏につ
いてのお話などを抜粋してご紹介します。

〈守り人〉シリーズ全12巻、偕成社 /挿画：⼆⽊真希子、佐⽵美保
腕の立つ女用心棒・バルサは、ふとしたことから新ヨゴ皇国の皇子チャグムを命がけで守ることになる。チャグムは
父である帝の放った追手だけでなく、ある理由から異界の怪物にも狙われていた。さまざまな背景を持つ登場 
人物たちの織りなす物語は、シリーズを通して周辺国にも広がりを見せ、壮大な歴史絵巻として立ち上がってくる。

文
字
の
物
語
と
、ド
ラ
マ
の
違
い

上 

橋 

▼  

制
作
側
と
話
し
合
う
う
ち

に
、文
字
で
書
い
た
物
語
と
テ
レ
ビ
で

見
る
ド
ラ
マ
は
、
表
現
方
法
が
本
当

に
違
う
の
だ
な
ぁ
と
実
感
し
ま
し
た
。

見
せ
方
が
全
く
違
う
も
の
で
す
か
ら
、

原
作
そ
の
ま
ま
に
と
い
う
こ
と
に
固

執
す
る
と
ド
ラ
マ
の
命
を
損
な
っ
て
し

ま
い
か
ね
な
い
。
一
番
大
切
な
物
語
の

魂
と
な
る
も
の
だ
け
は
大
切
に
し
て

ほ
し
い
け
れ
ど
も
、そ
れ
以
外
は
、た

と
え
原
作
を
読
ん
で
い
る
人
た
ち
で

も
、次
は
ど
う
な
る
か
分
か
ら
な
い
気

持
ち
で
ご
覧
い
た
だ
く
方
が
遙
か
に

面
白
い
と
思
い
ま
し
た
。

綾
瀬
は
る
か
さ
ん
が
バ
ル
サ
で
あ

り
、
小
林
颯か

い

君
が
チ
ャ
グ
ム
で
あ
り
、

そ
う
い
う
人
た
ち
が
演
じ
る
生
き
た

バ
ル
サ
、生
き
た
チ
ャ
グ
ム
が
ド
ラ
マ
を

動
か
し
て
い
く
変
化
を
大
切
に
し
て

い
き
た
い
と
も
思
い
ま
し
た
。

最
も
大
き
く
変
化
さ
せ
た
の
は
、『
闇
の
守
り
人
』の

〈
位
置
〉で
す
。
原
作
の『
精
霊
の
守
り
人
』か
ら『
天
と

地
の
守
り
人
』ま
で
を〈
チ
ャ
グ
ム
の
物
語
〉と
し
て
見
る

と
、と
て
も
分
か
り
や
す
い
ス
ト
ー
リ
ー
な
の
で
す
。
1

本
、綺
麗
に
線
が
通
っ
て
い
る
。
し
か
し
、チ
ャ
グ
ム
の
ラ

イ
ン
で
描
い
て
し
ま
う
と
、主
人
公
と
し
て
の
バ
ル
サ
の

心
の
結
末
の
描
き
方
が
難
し
く
な
る
ん
で
す
よ
。
原
作

の
場
合
に
は
バ
ル
サ
の
心
の
葛
藤
の
一
番
大
き
な
と
こ
ろ

は
、
2
作
目
の『
闇
の
守
り
人
』で
か
な
り
決
着
が
つ
い

て
し
ま
っ
て
い
ま
す
か
ら
。『
闇
の
守
り
人
』を
好
き
な

読
者
が
多
い
の
で
、ド
ラ
マ
で
も
大
切
に
描
き
た
い
の
で

す
が
、『
闇
の
守
り
人
』を『
精
霊
の
守
り
人
』の
次
に
描

い
て
し
ま
う
と
、
22
回
の
ド
ラ
マ
と
し
て
は
う
ま
く
い
か

な
い
の
で
す
。
そ
こ
で
物
語
の
構
成
を
大
き
く
変
え
ま

し
ょ
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、し
か

し
、と
て
も
大
変
な
作
業
で
、
今
も
鋭
意
努
力
中
で
す
。

制
作
者
側
の
皆
さ
ん
と
力
を
尽
く
し
て
頑
張
っ
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。

▼  

上
橋
菜
穂
子
さ
ん
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

聞
き
手
・
瀧 

晴
巳
さ
ん（
フ
リ
ー
ラ
イ
タ
ー
）

ド
ラ
マ
化
に
あ
た
っ
て

上 

橋 

▼  

ド
ラ
マ
や
ア
ニ
メ
を
つ
く
る
時
、私
は
積
極
的

に
制
作
に
関
わ
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
私
の
頭
の

中
に
し
か
な
い
世
界
を
具
体
的
に
表
現
す
る
の
は
ス
タ
ッ

フ
に
と
っ
て
、本
当
に
大
変
な
作
業
で
す
か
ら
、イ
メ
ー

ジ
の
す
り
合
わ
せ
が
大
切
に
な
る
の
で
。

今
回
は
と
て
も
大
き
な
企
画
で
、『
精
霊
の
守
り
人
』

か
ら『
天
と
地
の
守
り
人
』、さ
ら
に
は
外
伝
で
書
い
て
い

る『
流
れ
行
く
者
』や『
炎
路
を
行
く
者
』の
内
容
を
全

て
含
み
込
み
な
が
ら
、
全
22
話
の
映
像
作
品
を
3
年
か

け
て
放
送
し
ま
す
。
ど
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ど
う
い
う
配
分

で
、ど
ん
な
構
成
に
し
て
い
け
ば
、ド
ラ
マ
と
し
て
よ
り

面
白
く
な
る
か
を
考

え
る
の
は
、
と
て
も

難
し
い
作
業
で
す
。

で
も
、
番
組
制
作
側

の
方
々
と
、
よ
い
も

の
を
つ
く
り
た
い
と

い
う
気
持
ち
が
一
致

し
て
い
て
、
幸
せ
で

す
。
ス
ト
ー
リ
ー
構

成
を
考
え
る
と
こ
ろ

か
ら
話
し
合
わ
せ
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す

か
ら
、
私
に
と
っ
て

も
良
い
勉
強
に
な
っ

て
い
ま
す
。
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展覧会関連イベント

♴ 「バルサになるさ！」（自然観察員のことば）
 『精霊の守り人』作中シーンを参考に、現代にも通じるサバイバル技術
を、館内で楽しく体験します。

講師： 須藤正男（CONE指導員）・角銅真実（音楽家）
対象・定員：小学生30名（事前申込制）
日時： 5月22日（日） 10 ：30～15 ：30
会場： 世田谷文学館1階文学サロン  参加費：無料

［申込⽅法］ 各イベント開催日の2週間前（必着）までに、 
往復ハガキ（各イベントにつき1枚）に  
① 講座名  ② 参加希望者の名前（連名可）   
③ 代表者の住所と電話番号を明記のうえ、

 〒157- 0062 東京都世田谷区南烏山1-10 -10 
 世田谷文学館「上橋菜穂子展イベント係」まで 

お申し込みください。

▼  上橋菜穂子  うえはし・なほこ
作家、川村学園女子大学特任教授。1962年、東
京都生まれ。オーストラリアの先住民アボリジニ
を研究。89年、『精霊の木』で作家デビュー。野
間児童文芸新人賞と産経児童出版文化賞、米
国図書館協会バチェルダー賞などを受賞した『精
霊の守り人』をはじめ、『狐笛のかなた』『獣の
奏者』など著書多数。2014年に国際アンデルセ
ン賞作家賞、翌年『鹿の王』で本屋大賞を受賞。
16年春より、〈守り人〉シリーズがNHK放送 90

年 大河ファンタジーとしてドラマ化されている
（主演：綾瀬はるか）。

て
し
ま
っ
て
い
ま
す
か
ら
。『
闇
の
守
り
人
』を
好
き
な

読
者
が
多
い
の
で
、ド
ラ
マ
で
も
大
切
に
描
き
た
い
の
で

す
が
、『
闇
の
守
り
人
』を『
精
霊
の
守
り
人
』の
次
に
描

い
て
し
ま
う
と
、
22
回
の
ド
ラ
マ
と
し
て
は
う
ま
く
い
か

な
い
の
で
す
。
そ
こ
で
物
語
の
構
成
を
大
き
く
変
え
ま

し
ょ
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、し
か

し
、と
て
も
大
変
な
作
業
で
、
今
も
鋭
意
努
力
中
で
す
。

制
作
者
側
の
皆
さ
ん
と
力
を
尽
く
し
て
頑
張
っ
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。

＊
特
別
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
全
文
は
、聞
き
手
を
務
め
ら
れ
た
瀧
晴
巳
さ
ん
の
書
き
下
ろ
し
で
展

覧
会
図
録
に
掲
載
し
ま
す
。

＊
今
回
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
抜
粋
文
は
世
田
谷
文
学
館
が
作
成
し
ま
し
た
。

NHK大河ファンタジー「精霊の守り人」  ドラマイメージボード（制作：丹治匠）

女
用
心
棒
・
バ
ル
サ
に
魅
せ
ら
れ
て

上 

橋 

▼  

強
さ
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
が
あ
っ
て
、私
は

本
当
に
バ
ル
サ
が
好
き
な
の
で
す
が
、バ
ル
サ
の
強
さ
の

根
源
に
は〈
経
験
〉が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
彼
女

は
こ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
女
性
な
の
で
す
。
さ
ま

ざ
ま
な
経
験
が
血
肉
と
な
り
彼
女
を
助
け
、恐
ら
く
そ

の
経
験
は
彼
女
に
と
っ
て
決
し
て
心
地
い
い
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
本
当
に
つ
ら
い
人
生
か
ら
得
た
力
だ
っ
た
。
そ

れ
が
あ
る
時
、自
分
よ
り
も
ず
っ
と
幼
い
男
の
子
が
大
変

な
危
機
に
陥
っ
て
い
る
状
況
の
中
で
、そ
の
子
を
助
け
る

力
に
変
わ
っ
て
い
く
。
そ
の
時
に
バ
ル
サ
が
救
わ
れ
る
部

分
が
あ
る
だ
ろ
う
―
。

成
長
は
多
分
、一
人
で
す
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
ま
ざ

ま
な
人
た
ち
と
出
会
っ
て
、さ
ま
ざ
ま
な
葛
藤
が
あ
り
、

経
験
が
あ
り
、
大
人
と
子
ど
も
が
触
れ
合
い
な
が
ら
引

き
出
さ
れ
て
く
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か

も
、そ
れ
は
自
分
だ
け
の
こ
と
で
は
決
し
て
な
く
て
、成

長
し
た
あ
か
つ
き
に
は
、自
分
が
得
ら
れ
た
こ
と
は
必
ず

他
者
を
助
け
る
何
か
に
変
わ
る
可
能
性
が
あ
る
。
私
は

バ
ル
サ
の
姿
を
追
い
な
が
ら
、そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い

ま
し
た
。
バ
ル
サ
の
生
き
ざ
ま
を
描
い
て
い
た
と
き
、私

は
本
当
に
幸
せ
で
し
た
。

♳ 「上橋菜穂子さんとふれ合うひと時」（仮）
 『精霊の守り人』の作者・上橋菜穂子さんと一緒に、物語の世界を旅して
みませんか？

講師：上橋菜穂子（作家）
日時：4月23日（土） 16 ：30～17 ：30
対象：一般150名（事前申込制）
会場：世田谷文学館文学サロン  参加費：500円（18歳以下は無料） ♷ 「春ボラ  用心棒（ボランティアスタッフ）募集中！」

 展覧会会期中に開催されるイベントのボランティアスタッフを募集します。 
講座の事前準備や当日の講師のご案内、会場整理などを無事遂行させる
“用心棒”として一緒に活動を盛り上げましょう！
対象： 中学生・高校生・大学生（事前登録制）
その他：参加費無料
 ＊ この催事のみ、日時内容等の 
詳細・申込・打合は、以下のアドレス 
［ kodomo@ setabun.or. jp］でお問い合わせくだい。

♶ 「バルサの食卓  現代編」（猟師のことば）
 『精霊の守り人』の用心棒・バルサも食べた「干し肉」の作り方や猟の仕方
など、生きる力にあふれる「猟師のくらし」を、千松さんにうかがいます。

講師： 千松信也（猟師・作家）
日時： 6月12日（日） 14 ：00～15 ：30
対象・定員：どなたでも（小学生以上）150名（事前申込制）
会場： 世田谷文学館 1階文学サロン  参加費：無料

♵ 「バルサの食卓 対談」（食のことば）
「食」に造詣の深いおふたりをお招きして、物語における食事や食文化に
ついて大いに語っていただきます。

講師：平松洋子（エッセイスト）、西村淳（「南極」料理人・作家）
日時：6月11日（土） 14 ：00～15 ：30
対象：一般150名（事前申込制）
会場：世田谷文学館１階文学サロン  参加費：500円（18歳以下は無料） バルサになるさ！（イメージ）
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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）
全館改修工事による休館：
9月16日～2017年 4月21日（予定）
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

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 /

生誕100年  映画監督・小林正樹 
7月16日（土）～ 9月15日（木）

コレクション展

企画展
上橋菜穂子と〈精霊の守り人〉展  4月23日（土）～7月3日（日）

コレクション展

戦後70年と作家たち II   ～ 4月3日（日）

上橋菜穂子と〈精霊の守り人〉展

4月23日（土）～ 7月3日（日）
2階展示室

観覧料：
一般 800 （640）円
65歳以上・高校・大学生 600 （480）円
障害者手帳をお持ちの方 400 （320）円
小・中学生 300 （240）円
＊ （ ）内は20名以上の団体割引
＊ 7月22日（金）は65歳以上無料

⽣誕 100年 
映画監督・⼩林正樹

提供：芸游会

7月16日（土）～9月15日（木）  
2階展示室

観覧料：一般 200 （160）円   高校・大学生150 （120）円
 小・中学生100 （80）円  65歳以上・障害者100 （80）円   
 ＊ （ ）内は20名以上の団体料金 
 ＊ 中学生以下は土・祝・日・夏休み期間は無料 
 ＊障害者手帳をお持ちの方で大学生以下は無料

4月23日（土）～ 9月15日（木）
1階展示室 ■ 世田谷美術館 ［Tel. 03-3415-6011］

● 「竹中工務店 400年の夢 
－時をきざむ建築の文化史－」展

 4月23日（土）～ 6月19日（日）

ミュージアム コレクション I
● アーティスト・コロニー・セタガヤ
 － 「白と黒の会」、「砧

ちんじんかい

人会」、 
「自由が丘文化人会」

 4月9日（土）～ 7月10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  水辺の情景
 4月2日（土）～ 7月24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］
● 新収蔵作品を中心に I  清川泰次   
地中海、アジアの旅から

 4月2日（土）～ 7月24日（日）
■ 世田谷美術館分館   
宮本三郎記念美術館  
［Tel. 03-5483-3836］
● 宮本三郎の青春－その戦中までの歩み
 4月2日（土）～ 7月24日（日）

● 『マクベス』
 原作：ウィリアム・シェイクスピア 
翻訳：河合祥一郎 
構成・演出・出演：野村萬斎

 音楽監修：藤原道山 
出演：鈴木砂羽  小林桂太   
高田恵篤  福士惠二

 6月15日（水）～ 6月22日（水）
 世田谷パブリックシアター
● 『レディエント・バーミン』
 作：フィリップ・リドリー
 演出：白井晃  翻訳：小宮山智津子
 出演：高橋一生  吉高由里子  キムラ緑子
 7月12日（火）～31日（日）
 シアタートラム

■ 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. 03-5432-1515］

● DAYS JAPAN写真展 2016   
地球の上に生きる 
「世界の未来をつくるために」

 5月28日（土）～ 6月19日（日）＊月曜休み
 ワークショップルームB、生活工房ギャラリー
■ 世田谷文化⽣活情報センター   
⾳楽事業部 ［Tel. 03-5432-1535］

● ピアノと語りでつづる音楽紙芝居
 出演：音の台所（構成・イラスト・語り）、 
川津直子（ピアノ）

 6月5日（日） 15時開演
 北沢タウンホール
● 本條秀太郎 
日本の音  弐

 出演：本條秀太郎、 
本條秀五郎（三味線・唄）他

 6月18日（土） 17時開演
 北沢タウンホール

林忠彦《東京タワー建設》1958 （昭和 33）年

「白と黒の会」集合写真  1955年

● アルバレス・ブラボ写真展  
－メキシコ、静かなる光と時

 7月2日（土）～ 8月28日（日）

絵：七字由布

観覧料
一般 800 （640）円
65歳以上、高校・大学生 600 （480）円
障害者手帳をお持ちの方 400 （320）円
中学生以下無料
＊ （ ）内は20名以上の団体料金
＊ 初日の4月23日（土）は開館記念、 

6月4日（土）は烏山下町まつりにより 
観覧無料

＊ 4月29日（金・祝）は65歳以上無料

『精霊の守り人』1996年 偕成社

作家たちの戦中・戦後  4月23日（土）～9月15日（木）

■ 世田谷文化⽣活情報センター   
⽣活⼯房  
［Tel. 03-5432-1543］
● いぬと、ねこと、わたしの防災 
「いっしょに逃げていいのかな？」展

 4月23日（土） 
～ 5月22日（日） 
＊無休

 生活工房 
ギャラリー

撮影：澁谷征司

本條秀太郎

堀文子 《壺井栄作品集「二十四の瞳」》 挿絵（石井立 旧蔵）  画用紙・墨・銀泥

作家たちの戦中・戦後

＊  9月16日（金）から2017年 4月21日（金）［予定］まで、 
全館改修工事のため休館いたします。

4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉

企画展

甲州街道

旧甲州街道
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至新宿

芦花恒春園
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●世田谷文学館

環
状
八
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成城石井●


