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館長の作家対談

ゲスト

鴻巣友季子
（翻訳家）

聞き手

菅野昭正
（世田谷文学館館長）

古
典
の
新
訳
に
挑
戦

菅
野 

▼ 

鴻
巣
さ
ん
と
お
話
し
す
る
の
は
初
め
て
で
す
ね
。

本
日
は
梅
雨
の
晴
れ
間
の
暑
い
中
、お
越
し
い
た
だ
い
て

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

鴻
巣 

▼ 

こ
ち
ら
こ
そ
、お
招
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

菅
野 

▼ 

鴻
巣
さ
ん
は
様
々
な
作
品
の
翻
訳
を
手
が
け
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、い
つ
頃
か
ら
こ
の
お
仕
事
は
始
め

ら
れ
た
の
で
す
か
？

鴻
巣 

▼ 

本
を
出
す
出
版
翻
訳
の
お
仕
事
は
、ち
ょ
う
ど
来

年
で
30
年
で
す
。
最
初
に
訳
書
を
出
し
た
の
は
大
学
院

2
年
目
の
時
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

菅
野 

▼ 

も
の
は
何
で
す
か
？

鴻
巣 

▼ 

今
は
も
う
私
は
ほ
と
ん
ど
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
翻

訳
は
や
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、そ
れ
は
英
国
の
B
B
C

放
送
が
ま
と
め
た
紀
行
集
で
、世
界
中
の
川
を
い
ろ
い
ろ

翻訳家。東京都生まれ。世田谷区在住。お茶の水女子大翻訳家。東京都生まれ。世田谷区在住。お茶の水女子大
学英文科大学院修士課程在学中から翻訳の仕事を始め、ノー
ベル賞作家 J・M・クッツェーやマーガレット・アトウッドなど英語
圏の現代作家の作品を翻訳、紹介すると同時に、ゼロ年代か
らは古典文学の新訳にも力を注ぐ。また、文芸評論家、エッセ
イストとしても活躍している。世田谷文学賞随筆部門選考委
員。新潮新人賞、アガサ・クリスティー賞選考委員。

ド
、チ
ャ
ー
ル
ズ・
ディ
ケ
ン
ズ
な
ど
、版
権
が
切
れ
て
い
る

ん
だ
け
れ
ど
意
外
と
未
訳
の
作
品
が
あ
る
こ
と
に
気
づ

き
、す
で
に
こ
の
こ
ろ
か
ら
古
典
の
新
訳
を
や
り
た
い
と

考
え
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
当
時
、古
典
を
新
訳
す
る
な

ん
て
野
蛮
な
こ
と（
笑
）を
考
え
る
人
は
あ
ま
り
お
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
古
典
と
い
う
の
は
、一
つ
聖
典
と
い
う
か
、

い
じ
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
も
の
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
し

た
の
で
。
そ
の
連
載
を
1
年
ぐ
ら
い
や
っ
て
い
る
う
ち

に
、さ
っ
き
の『
リ
バ
ー
・
ジ
ャ
ー
ニ
ー
』と
い
う
ノ
ン
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
の
翻
訳
の
お
声
が
か
か
っ
た
ん
で
す
。
急
ぐ
か

ら
、若
く
て
時
間
の
自
由
が
利
き
、馬
力
の
あ
る
人
と
い

う
の
で（
笑
）。

菅
野 

▼ 

馬
力
が
あ
る
と
は
、お
見
受
け
し
な
い
け
ど
、実
は

豊
か
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね（
笑
）。

鴻
巣 

▼ 

体
力
は
あ
る
方
だ
と
思
い
ま
す（
笑
）。
お
話
が

回
っ
て
き
て
、ト
ラ
イ
ア
ル
と
い
う
形
で
1
章
分
を
訳
し

て
出
し
た
と
思
い
ま
す
。
試
訳
と
い
う
か
。

菅
野 

▼ 

そ
れ
は
初
め
か
ら
あ
な
た
の
お
名
前
で
刊
行
し
た

の
で
す
か
？

鴻
巣 

▼ 

そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
は
先
生
と
の
共
訳
で
は
な
く

て
、自
分
一
人
の
単
独
訳
書
で
す
。

菅
野 

▼ 

運
が
い
い
と
い
う
の
は
変
だ
け
れ
ど
、我
々
が
若
い

時
代
に
は
学
生
が
下
訳
を
し
て
も
、名
前
が
出
る
こ
と
は

ま
ず
な
か
っ
た
で
す
ね
。
な
の
に
、間
違
い
を
指
摘
さ
れ

た
り
す
る
と
、下
訳
が
悪
い
ん
だ
と
い
う
話
に
な
り
ま
し

た
。
先
生
は
ど
な
た
で
す
か
？

鴻
巣 

▼ 

ジ
ョ
イ
ス
の
研
究
を
さ
れ
て
い
た
柳
瀬
尚
紀
先
生

で
す
。
厳
し
い
先
生
で
、ほ
と
ん
ど
何
も
教
え
て
く
れ
な

い
ん
で
す
ね（
笑
）。
翻
訳
の
世
界
で
は
、旧
時
代
の
徒
弟

制
度
の
最
後
の
世
代
だ
と
思
い
ま
す
。

翻
訳
家
に
な
ろ
う
！

菅
野 

▼ 

話
は
戻
り
ま
す
が
、鴻
巣
さ
ん
は
翻
訳
家
た
ら
ん

と
志
し
た
こ
と
は
お
あ
り
な
の
で
す
か
？ 

先
ほ
ど
最
初

の
仕
事
の
こ
と
を
伺
い
ま
し
た
け
れ
ど
、そ
れ
以
前
に
翻

訳
家
と
し
て
。

鴻
巣 

▼ 

そ
れ
は
私
の
場
合
は
は
っ
き
り
と
あ
り
ま
す
。
今

翻
訳
を
さ
れ
て
い
る
方
の
大
半
は
、
何
と
な
く
機
会
が

あ
っ
た
か
ら
や
っ
て
い
ま
す
、と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
ね
。

菅
野 

▼ 

僕
も
自
分
が
そ
う
で
す
か
ら
、今
そ
う
い
っ
た
こ

と
を
お
尋
ね
す
る
ん
だ
け
れ
ど
。

鴻
巣 

▼ 

去
年
か
一
昨
年
、
9
人
ぐ
ら
い
の
翻
訳
者
を
集
め

て
、翻
訳
家
に
な
る
き
っ
か
け
み
た
い
な
の
を
聞
い
た
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
集
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
自
分
で
な
り
た
く

て
な
り
ま
し
た
と
応
え
て
い
る
の
は
、
私
と（
フ
ラ
ン
ス

学
者
の
）野
崎
歓
さ
ん
だ
け
で
し
た（
笑
）。
野
崎
さ
ん
と

私
だ
け
は
、な
り
た
く
て
な
っ
た
。
私
の
場
合
は
本
当
に

も
う
は
っ
き
り
覚
え
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
、大
学
1
年

の
冬
に
喫
茶
店
で
人
と
待
ち
合
わ
せ
を
し
て
い
る
時
に

「
F
O
C
U
S
」と
い
う
雑
誌
を
手
に
と
っ
た
ん
で
す
ね
。

菅
野 

▼ 

知
っ
て
い
ま
す
。
ス
ク
ー
プ
を
ね
ら
う
写
真
週
刊

誌
。

鴻
巣 

▼ 

創
刊
し
た
て
の「
F
O
C
U
S
」が
あ
っ
て
、
面
白

そ
う
だ
か
ら
開
い
て
見
て
い
た
ら
、そ
こ
に
翻
訳
学
校

の
折
込
広
告
み
た
い
な
も
の
が
入
っ
て
い
ま
し
た
。「
あ

れ
？
」と
思
っ
て
み
る
と
、「
次
の
文
を
訳
し
て
送
っ
て
く

だ
さ
い
。
あ
な
た
の
翻
訳
力
を
判
断
し
ま
す
」と
書
い
て

あ
っ
た
の
で
す
。「
そ
う
か
」と
、そ
の
時
に
私
は
翻
訳
家

と
い
う
の
は
勉
強
す
れ
ば
な
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
初

め
て
思
い
至
っ
て
。
そ
れ
ま
で
も
も
ち
ろ
ん
翻
訳
文
学
は

大
好
き
で
読
ん
で
い
ま
し
た
か
ら
、翻
訳
家
と
い
う
職
業

が
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
分
か
っ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

ど
う
や
っ
た
ら
な
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
全
く
考
え
た
こ

と
が
な
か
っ
た
の
に
、「
な
に
？ 

学
校
に
行
け
ば
な
れ
る

の
か
？
」と
、急
に
そ
こ
で
ひ
ら
め
い
て「
な
ろ
う
！
」と

思
っ
た
ん
で
す
ね
。
結
局
、そ
の
翻
訳
学
校
に
は
行
き
ま

せ
ん
で
し
た
が
。

菅
野 

▼ 

そ
れ
以
前
に
文
学
書
に
親
し
む
と
か
、読
書
好
き

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
あ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。

そ
れ
を
通
過
し
て
翻
訳
家
と
い
う
見
通
し
が
出
て
き
た

と
い
う
順
序
で
す
ね
。

鴻
巣 

▼ 

は
い
。
小
さ
い
頃
か
ら
本
を
読
む
の
が
好
き
で
、

ち
ょ
っ
と
映
画
制
作
に
熱
中
し
て
脚
本
を
書
い
て
み
た

り
、小
説
ま
が
い
み
た
い
な
も
の
を
書
い
て
み
た
り
は
し

て
い
た
ん
で
す
が
、ど
れ
も
そ
ん
な
に
の
め
り
込
む
と
い

う
ほ
ど
じ
ゃ
な
く
て
。
翻
訳
家
と
い
う
職
業
を
見
た
時

に
、こ
れ
は
読
む
の
と
書
く
の
と
両
方
で
き
る
し
、非
常

に
ピ
ン
と
来
た
。

菅
野 

▼ 

そ
れ
は
恵
ま
れ
た
出
会
い
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
初

志
貫
徹
で
よ
か
っ
た
。

鴻
巣 

▼ 

長
年
続
い
た
と
い
う
こ
と
は
、性
に
合
っ
て
い
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。

知
ら
ず
に
し
み
こ
む
翻
訳
文
化

菅
野 

▼ 

翻
訳
家
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
を
積
ん
で
こ
ら
れ
て
、

翻
訳
家
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
仕
事
が
評
価
さ
れ
て
い
る

と
か
、翻
訳
者
の
地
位
は
ど
う
考
え
ら
れ
て
い
る
か
、そ

う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
何
か
ご
感
想
を
お
持
ち
に
な
っ
た

こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

鴻
巣 

▼ 「
版
権
切
れ
の
作
家
た
ち
」と
い
う
連
載
を
や
っ
た

つ
な
が
り
で
、そ
の
後
に「
明
治
大
正
翻
訳
村
」と
い
う
連

載
を
、ま
た
3
年
ぐ
ら
い
や
っ
た
ん
で
す
。

菅
野 

▼ 

明
治
大
正
と
い
う
の
は
、明
治
時
代
の
翻
訳
？

鴻
巣 

▼ 

そ
う
で
す
。
森
鷗
外
か
ら
は
じ
ま
り
、二
葉
亭
四

迷
、黒
岩
涙
香
な
ど
な
ど
…
…
そ
の
連
載
を
本
に
し
た
の

が『
明
治
大
正
翻
訳
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』と
い
う
新
書
で

す
。
21
、
22
歳
ぐ
ら
い
か
ら
明
治
と
大
正
の
翻
訳
と
翻
訳

家
に
触
れ
て
、そ
の
時
代
の
人
た
ち
の
仕
事
ぶ
り
と
、ほ

と
ん
ど
狂
気
め
い
た
熱
意
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、こ
れ

は
す
ご
い
も
の
だ
な
っ
て
圧
倒
さ
れ
る
気
持
ち
が
非
常
に

あ
り
ま
し
た
。
あ
の
頃
、翻
訳
家
は
神
様
の
よ
う
で
し
た

よ
ね
。
森
鷗
外
に
し
て
も
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、や
っ
ぱ

り
現
代
の
翻
訳
家
っ
て
、ち
ょ
っ
と
不
甲
斐
な
い（
苦
笑
）。

菅
野 

▼ 

涙
香
は
面
白
い
位
置
に
い
た
人
で
す
ね
。
西
洋
の

大
文
学
の
移
植
に
か
け
て
は
特
別
な
場
所
に
い
た
ん
じ
ゃ

な
い
で
す
か
ね
。

鴻
巣 

▼ 

は
い
、と
に
か
く
、国
の
知
性
の
ト
ッ
プ
が
翻
訳
し

て
い
た
時
代
。
翻
訳
家
は
作
家
で
あ
り
、学
者
だ
っ
た
。

菅
野 

▼ 

西
洋
の
も
の
を
追
い
つ
け
追
い
越
せ
の
時
代
で
す

か
ら
。
西
洋
の
翻
訳
を
す
る
人
と
い
う
の
は
、そ
れ
な
り

に
社
会
的
地
位
は
認
め
ら
れ
て
い
た
。

鴻
巣 

▼ 

高
か
っ
た
で
す
ね
。

菅
野 

▼ 

文
壇
の
中
で
ま
た
別
の
作
用
が
あ
っ
て
、創
作
を
す

る
人
間
か
ら
見
る
と
、横
の
も
の
を
縦
に
す
る
だ
け
じ
ゃ

な
い
か
と
い
う
批
判
は
あ
っ
た
。
鷗
外
の『
即
興
詩
人
』は

名
訳
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
、対
立
す
る
自
然
主
義

の
作
家
か
ら
す
る
と
、あ
れ
は
外
国
の
も
の
を
訳
し
て
い

る
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
り
し
た
ん
で
す
ね
。

鴻
巣 
▼ 
私
自
身
も
、翻
訳
は
創
作
の
あ
く
ま
で
二
次
制
作

物
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
、日
本
は
明
治
開
国

以
来
、他
国
と
比
べ
る
と
翻
訳
者
が
大
事
に
さ
れ
て
き
た

な
と
思
い
ま
す
。
翻
訳
家
と
い
う
職
業
が
、こ
れ
だ
け
厚

遇
さ
れ
て
い
る
国
は
世
界
で
も
稀
で
、な
に
し
ろ「
名
訳
」

と
か「
名
訳
家
」と
い
う
言
葉
が
あ
る
の
は
日
本
だ
け
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
の
翻
訳
書
は
表
紙
に
作
者
の
名
前

と
並
ん
で
そ
れ
ほ
ど
違
わ
な
い
大
き
さ
の
字
で
訳
者
名
を

書
い
て
く
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
、欧
米
諸
国
の
翻
訳
本
で

は
、訳
者
の
名
前
は
虫
眼
鏡
で
見
な
い
と
わ
か
ら
な
い
ほ

ど
小
さ
く
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
ジ
ョ
ー
ク
が
あ
っ
た
り
、

カ
バ
ー
に
書
か
れ
な
か
っ
た
り
な
ん
て
い
う
の
も
普
通
の

こ
と
な
の
で
す
ね
。
カ
バ
ー
に
訳
者
の
名
前
が
書
い
て
あ

る
と
翻
訳
書
だ
と
は
っ
き
り
わ
か
り
ま
す
か
ら
、下
手
を

す
る
と
置
い
て
く
れ
な
い
書
店
が
最
近
で
も
あ
る
と
か
。

そ
れ
に
比
べ
た
ら
日
本
の
翻
訳
家
は
ず
っ
と
大
事
に
さ
れ

て
、社
会
的
な
立
場
を
与
え
て
も
ら
っ
て
き
た
と
思
い
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
生
活
的
な
保
証
に
は
つ
な
が
っ
て

お
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も（
笑
）。
や
っ
ぱ
り
名
誉
と
い
う
か

栄
誉
と
い
う
か
、そ
う
い
う
意
味
で
の
厚
遇
で
す
ね
。

菅
野 

▼ 

そ
れ
は
基
本
的
に
は
、日
本
の
文
化
が
西
洋
の
文

化
を
必
要
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す

ね
。
た
だ
、そ
う
い
う
意
識
は
昔
よ
り
希
薄
に
な
っ
て
き

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
時
代
で
世
界

中
の
人
と
す
ぐ
に
交
信
で
き
る
よ
う
に
な
り
、交
通
が
発

達
し
て
昔
は
40
日
ぐ
ら
い
か
か
っ
た
フ
ラ
ン
ス
へ
も
10
時

間
で
行
け
る
。
通
信
や
交
通
事
情
が
変
わ
っ
て
き
た
と

い
う
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
、ま
だ
日
本
の
文
化
が
西
洋
の

文
化
の
歴
史
的
な
厚
み
を
必
要
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、理
解
さ
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。

鴻
巣 

▼ 

日
本
は
あ
ま
り
に
も
翻
訳
文
化
と
い
う
も
の
に
依

拠
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
、そ
れ
が
深
く
浸
透
し
て
い
る
の

で
、む
し
ろ
み
ん
な
そ
の
影
響
力
の
甚
大
さ
に
気
が
つ
か

な
い
ん
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。
翻
訳
文
化
が
な
く
な
っ
た

ら
ど
ん
な
こ
と
に
な
る
か
。
飛
鳥
時
代
に
中
国
か
ら
漢

字
を
入
れ
て
翻
訳
と
い
う
こ
と
を
始
め
た
時
代
か
ら
、も

う
日
本
の
文
化
が
、翻
訳
で
成
り
立
っ
て
い
る
事
情
は
連

綿
と
し
て
あ
っ
て
、最
初
の
大
翻
訳
時
代
が
飛
鳥
か
ら
平

安
の
漢
字
の
移
植
だ
と
す
る
と
、次
が
西
洋
と
の
出
会
い

で
あ
る
明
治
大
正
の
時
期
で
、そ
の
次
の
大
き
な
転
換
期

6
月
に
ポ
ー
の
新
訳
と
ノ
ー
ベ
ル
賞
作
家
ク
ッ

ツ
ェ
ー
の
最
新
作
訳
書
を
同
時
刊
行
し
、今
最

も
活
躍
す
る
翻
訳
家
の
鴻
巣
友
季
子
さ
ん
を
お

迎
え
し
て
当
館
館
長
が
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

『ポケットマスターピース09  E・A・
ポー』（2016年 6月、集英社文庫）

マーガレット・ミッチェル『風と共に去りぬ』全 5巻 （2015年 4 -7月、新潮文庫）

な
船
や
ボ
ー
ト
で
旅
を
す
る
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
だ
っ
た

ん
で
す
ね
。

菅
野 

▼ 

そ
れ
は
テ
レ
ビ
で
す
か
。

鴻
巣 

▼ 

そ
う
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
の
テ
レ
ビ
番
組
の
放
送
を

書
籍
に
ま
と
め
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

菅
野 

▼ 

そ
れ
は
ど
う
い
う
き
っ
か
け
で
手
が
け
ら
れ
た

の
？

鴻
巣 

▼ 

大
学
4
年
の
こ
ろ「
翻
訳
の
世
界
」と
い
う
雑
誌

に
1
ペ
ー
ジ
ぐ
ら
い
の
連
載
記
事
を
書
い
て
く
れ
る
人
を

探
し
て
い
る
と
い
う
の
を
師
匠
を
通
じ
て
聞
き
ま
し
て
、

クッツェー『恥辱』、トマス・H・クック『緋色の記憶』、ヴァージ
ニア・ウルフ『灯台』など手がけた翻訳は60冊以上。2003年、
エミリー・ブロンテ『嵐が丘』の新訳で大きな注目を集める。
2015年、『風と共に去りぬ』の新訳を刊行し、現代の物語とし
てよみがえらせる。著書に『全身翻訳家』『翻訳教室 はじめ
の一歩』『本の森、翻訳の泉』など多数。片岡義男との共著に
『翻訳問答』、奥泉光、星野智幸ほか5人の著名人との翻訳対
談を収めた『翻訳問答 2 創作のヒミツ』がある。

「
こ
い
つ
は
体
力
も
あ
る
し
、ス
ト
レ
ー
ト
な
文
章
を
書
く

か
ら
使
っ
て
や
っ
て
く
れ
な
い
か
」と
版
元
に
紹
介
い
た

だ
き
ま
し
た
。「
版
権
切
れ
の
作
家
た
ち
」と
い
う
ペ
ー

ジ
だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン・
ポ
ー
、

ジ
ャ
ッ
ク・ロ
ン
ド
ン
、О
・ヘ
ン
リ
ー
、オ
ス
カ
ー
・ワ
イ
ル

鴻巣友季子（こうのす・ゆきこ）

J・M・クッツェー『イエスの幼子
時代』（2016年 6月、早川書房）
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が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
登
場
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
か
。

以
前
は
、大
き
な
言
語
を
小
さ
な
言
語
が
せ
っ
せ
と
翻
訳

し
て
学
ん
だ
わ
け
で
す
が
、い
ま
は
英
語
と
い
う
巨
大
な

グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
言
語
に
、小
さ
な
言
語
が
訳
さ
れ
た
が

る
。
と
に
か
く
時
代
の
変
わ
り
目
に
必
ず
翻
訳
が
立
ち

現
れ
て
、も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
日
本
だ
け
じ
ゃ
な
く
世
界
中

が
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
と
い
う
の
は
、

翻
訳
の
世
紀
な
わ
け
で
す
か
ら
。
い
ま
の
若
い
人
た
ち
は

も
う
自
分
た
ち
は
翻
訳
と
か
外
国
文
学
が
な
く
て
平
気

だ
と
思
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、み
ん
な
の
大

好
き
な
ゲ
ー
ム
、ア
ニ
メ
、漫
画
に
し
て
も
、全
部
外
国
文

化
に
ル
ー
ツ
が
あ
り
、翻
訳
を
通
し
て
成
り
立
っ
て
い
る

と
言
っ
て
い
い
よ
う
な
も

の
で
す
よ
ね
。
翻
訳
文

化
か
ら
で
き
て
い
る
と

い
う
の
が
、も
う
認
識
さ

れ
な
い
ぐ
ら
い
骨
の
髄

ま
で
浸
透
し
て
い
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
な
と
む
し

ろ
思
い
ま
す
。

菅
野 

▼ 

こ
こ
で
こ
の
前
、

岡
崎
京
子
展
を
や
り
ま

し
た
。
そ
の
作
品
の
中

に
ボ
リ
ス・
ヴ
ィ
ア
ン
の

『
日
々
の
泡
』（『
う
た
か
た
の
日
々
』）…
…
。

鴻
巣 

▼ 

あ
あ
、岡
崎
さ
ん
の
ボ
リ
ス・ヴィ
ア
ン
、素
晴
ら
し

い
で
す
よ
ね
。

菅
野 

▼ 

岡
崎
作
品
を
よ
く
知
ら
な
か
っ
た
の
で
読
み
ま
し

て
ね
、原
作
を
き
ち
ん
と
捉
え
て
い
る
と
い
う
感
じ
は
し

ま
し
た
。
そ
う
い
う
受
容
の
仕
方
が
随
分
変
わ
っ
て
き
て

い
る
と
思
う
の
で
す
よ
。
昔
、サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
漫
画

に
せ
よ
何
に
せ
よ
、西
洋
頼
み
の
も
の
が
も
ち
ろ
ん
あ
っ

た
け
れ
ど
、あ
ん
な
ふ
う
に
エ
ッ
セ
ン
ス
を
き
ち
ん
と
把

握
し
て
、そ
し
て
枝
葉
が
つ
い
て
い
る
も
の
は
そ
う
多
く

な
か
っ
た
。
そ
れ
な
り
に
翻
訳
家
の
人
た
ち
の
努
力
が

あ
っ
た
し
、翻
訳
の
仕
事
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
も
あ
る
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
ね
。
た
だ
、日
本
の
海

外
と
の
関
係
は
循
環
す
る
。
例
え
ば
、遣
唐
使
が
唐
の
文

化
を
受
け
入
れ
た
あ
と
、平
安
朝
に
な
る
と
国
風
に
な
っ

鴻
巣 

▼ 

分
か
り
に
く
い
と
、「
あ
あ
、そ
れ
は
私
の
頭
が
悪

い
か
ら
だ
」と
必
ず
思
っ
た
の
で
す
が
、今
は
や
っ
ぱ
り

も
う
同
等
だ
と
い
う
意
識
も
あ
る
の
で
、ち
ょ
っ
と
で
も

分
か
ら
な
い
こ
と
が
出
て
く
る
と
、す
ご
い
拒
絶
反
応
を

さ
れ
る
。
あ
と
、読
み
に
く
い
と「
そ
れ
は
誤
訳
だ
ろ
う
」

と
、そ
こ
に
す
ぐ
安
直
に
飛
び
つ
き
ま
す
ね
。「
わ
か
ら
な

い
、イ
コ
ー
ル
、誤
訳
な
ん
じ
ゃ
な
い
の
」と
。

菅
野 

▼ 

た
だ
、誤
訳
の
問
題
は
い
つ
も
あ
っ
て
、先
日
あ
る

フ
ラ
ン
ス
の
小
説
の
翻
訳
を
読
ん
で
い
た
ら
、航
海
し
て

い
る
最
中
に
船
員
が「
海
が
あ
る
ぞ
」と
言
う
箇
所
が
出

て
き
ま
し
た
。

鴻
巣 

▼ 

航
海
し
て
い
る
の
に「
海
が
あ
る
ぞ
」と
。

菅
野 

▼ 

日
本
語
で
読
め
ば
す
ぐ
変
だ
と
思
う
の
で
す
け
れ

ど
。
フ
ラ
ン
ス
語
で“Il y a de la m

er.”

つ
ま
り
直
訳
す

れ
ば「
海
が
あ
る
」と
い
う
言
い
方
が
あ
り
ま
す
が
、こ
れ

は
海
が
荒
れ
て
い
る
と
か
、波
の
う
ね
り
が
高
い
と
か
、

そ
う
い
う
意
味
に
な
る
ん
で
す
ね
。

鴻
巣 

▼ 

波
が
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

菅
野 

▼ 

そ
う
で
す
。
僕
も
誤
訳
は
随
分
し
ま
し
た
か
ら
、

大
き
な
こ
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、日
本
語
で
読
ん
で
す
ぐ

お
か
し
い
な
と
思
う
の
が
一
番
困
り
ま
す
ね
。

鴻
巣 

▼ 

そ
れ
は
空
目
と
か
、「
読
み
違
う
」じ
ゃ
な
く
て

「
読よ

目め

違ち
が

う
」と
言
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
目
が
勝
手
に

読
ん
じ
ゃ
う
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
か
？ 

イ
マ
ジ

ネ
ー
シ
ョ
ン
が
暴
走
し
て
。

菅
野 

▼ 

そ
の
場
で
読
み
取
っ
た
つ
も
り
に
な
っ
て
ね
。

鴻
巣 

▼ 

私
は
翻
訳
を
喩
え
る
時
に
、よ
く
プ
ー
ル
で
泳
い

で
い
る
人
を
想
像
し
て
く
だ
さ
い
と
言
う
ん
で
す
。
プ
ー

ル
サ
イ
ド
に
立
っ
て
そ
の
人
の
泳
ぎ
ぶ
り
を
解
説
し
た

り
、描
写
し
た
り
分
析
し
た
り
す
る
の
は
翻
訳
者
じ
ゃ
な

く
評
論
家
と
か
編
集
者
の
仕
事
で
、で
は
翻
訳
者
は
何

を
や
る
か
と
い
う
と
、原
作
者
で
あ
る
ス
イ
マ
ー
と
一
緒

に
横
に
ド
ボ
ン
と
飛
び
込
ん
で
、同
じ
よ
う
に
水
を
か
い

て
、足
を
バ
タ
バ
タ
さ
せ
て
、要
す
る
に
一
つ
一
つ
の
動
作

を
自
分
の
実
体
験
、当
事
者
と
な
っ
て
や
る
こ
と
が
翻
訳

で
す
。
た
だ
し
、と
い
う
の
で
す
。
ず
っ
と
一
緒
に
泳
い
で

い
る
と
、コ
ー
ス
を
そ
れ
ち
ゃ
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る

ん
で
す
よ
ね
。
水
の
中
に
い
て
見
え
ま
せ
ん
か
ら
。
だ

か
ら
、自
分
が
分
裂
し
て
、プ
ー
ル
サ
イ
ド
に
も
一
人
立
っ

て
、「
そ
っ
ち
は
違
う
よ
」と
客
観
的
に
言
わ
な
く
ち
ゃ
い

け
な
い
。
解
説
し
な
が
ら
泳
ぐ
よ
う
な
も
の
で
す
と
い
う

と
、み
ん
な
そ
れ
は
無
茶
だ
と
い
う
顔
を
す
る
の
で
、「
そ

う
な
ん
で
す
、無
茶
な
ん
で
す
。
無
茶
だ
か
ら
み
ん
な
気

楽
に
や
り
ま
し
ょ
う
」と
翻
訳
教
室
で
言
う
時
が
あ
り
ま

す（
笑
）。

菅
野 

▼ 

そ
こ
ま
で
意
識
的
に
お
や
り
に
な
る
と
は
。
翻
訳

者
と
し
て
大
変
立
派
な
姿
勢
だ
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
、

作
者
に
同
化
す
る
と
い
う
か
、感
情
移
入
す
る
と
い
う
翻

訳
の
仕
方
も
あ
り
ま
す
ね
。
僕
は
ど
う
も
同
化
す
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
な
い
ん
で
す
よ
。
い
つ
も
何
と
な
く
あ

ら
探
し
を
し
な
が
ら
翻
訳
し
て
い
る
。

鴻
巣 

▼ 

あ
ら
探
し
は
し
ま
す
ね（
笑
）。

菅
野 

▼ 

一
番
気
に
な
る
の
は
文
体
で
す
ね
。
フ
ラ
ン
ス
語
の

こ
の
文
体
を
、そ
の
ま
ま
日
本
語
に
移
せ
る
は
ず
は
な
い

け
れ
ど
、と
に
か
く
フ
ラ
ン
ス
語
の
表
現
の
中
で
、ど
う

い
う
レ
ヴ
ェ
ル
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、何
と
な
く
貧

し
い
フ
ラ
ン
ス
語
で
判
定
し
て
、似
通
っ
た
レ
ヴ
ェ
ル
の

日
本
語
に
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
が
ら
や
る
ん
で
す
け
れ

ど
、僕
の
場
合
は
同
化
す
る
と
そ
れ
が
で
き
な
い
ん
で
す

ね
。『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』を
訳
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
け

れ
ど
、エ
ン
マ・
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
は
な
ん
て
愚
か
な
ん
だ
ろ
う

な
と
思
い
な
が
ら
訳
し
た
り
す
る
わ
け
で
す
ね（
笑
）。

透
明
な
翻
訳

菅
野 

▼ 「
こ
な
れ
た
訳
」と
い
う
言
い
方
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

鴻
巣 

▼ 

あ
り
ま
す
ね
。

菅
野 

▼ 

そ
れ
か
ら
直
訳
的
に
、あ
る
い
は
原
文
に
忠
実
に

訳
す
方
式
も
あ
る
。
二
つ
の
翻
訳
の
ス
タ
イ
ル
と
い
う
の

が
、大
ま
か
に
言
っ
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、そ
う
い
う
こ

と
に
つ
い
て
何
か
お
考
え
に
な
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す

か
？

鴻
巣 

▼ 

私
は
こ
の
10
年
ぐ
ら
い
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
国
際

化
社
会
の
お
か
げ
で
、
海
外
の
翻
訳
者
に
会
う
よ
う
に

な
っ
た
ん
で
す
ね
。
中
国
だ
っ
た
り
ロ
シ
ア
だ
っ
た
り
ア

メ
リ
カ
だ
っ
た
り
イ
ギ
リ
ス
だ
っ
た
り
。
そ
の
人
た
ち
と

話
を
し
て
い
る
と
、み
ん
な「
ト
ラ
ン
ス
ペ
ア
レ
ン
ト
な
翻

訳
が
い
い
」と
い
う
の
で
す
よ
。
私
も「
あ
あ
、そ
う
だ

な
」と
。

菅
野 

▼ 

透
明
な
？

鴻
巣 

▼ 

日
本
で
は
透
明
な
翻
訳
っ
て
好
ま
れ
る
ん
で
す
。

菅
野 

▼ 

透
明
な
、っ
て
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
？ 

原
文
が

見
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
？

鴻
巣 

▼ 

以
前
、世
界
中
の
作
家
や
翻
訳
者
20
人
ぐ
ら
い
に

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
、透
明
な
翻

訳
が
い
い
と
言
う
人
が
多
い
の
で
す
。
私
た
ち
も
透
明

な
翻
訳
が
い
い
と
日
本
で
言
い
ま
す
か
ら
、「
そ
う
だ
よ

ね
」っ
て
頷
き
あ
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
、こ
れ
が
全
く

正
反
対
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い

た
ん
で
す（
笑
）。「
透
明
な
翻
訳
」と
言
っ
た
ら
、訳
文
の

む
こ
う
に
原
文
が
透
け
て
見
え
る
こ
と
を
言
い
ま
す
か
？
　

菅
野
先
生
も
そ
う
い
う
ご
認
識
で
し
ょ
う
か
？

菅
野 

▼ 

透
明
な
翻
訳
っ
て
、僕
は
そ
う
い
う
言
葉
を
聞
い

た
こ
と
が
な
い
か
ら
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
、今
伺
う
と
、

読
ん
で
い
て
原
文
の
格
好
が
見
え
る
よ
う
な
訳
し
方
と

思
え
ま
す
が
。

鴻
巣 

▼ 

日
本
で
は
そ
れ
を
透
明
な
翻
訳
と
言
っ
て
、訳
者

が
消
え
る
。
訳
者
の
操
作
性
が
消
え
る
の
を
透
明
な
翻

訳
と
し
て
尊
ん
で
い
る
ん
で
す
ね
。
だ
け
ど
、海
外
、特

に
欧
米
の
訳
者
の
ほ
と
ん
ど
は
違
う
ん
で
す
よ
。
原
文
も

ろ
と
も
消
え
て
な
く
な
る
こ
と
を「
透
明
な
翻
訳
」と
言

う
ん
で
す
。

菅
野 

▼ 

つ
ま
り
、こ
な
れ
た
訳
の
方
で
す
ね
。

鴻
巣 

▼ 

は
い
、翻
訳
だ
と
い
う
意
識
が
な
く
な
っ
て
、最
初

か
ら
…
…
。

菅
野 

▼ 

母
国
語
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
な
れ
た

読
み
や
す
い
翻
訳
に
す
る
。

鴻
巣 

▼ 

元
か
ら
日
本
語
で
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

も
の
。
そ
れ
が
透
明
な
翻
訳
で
あ
る
。
ど
っ
ち
か
と
い
う

と
、意
訳
に
近
い
も
の
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の

場
合
のtran

sp
aren

cy

＝read
ab

ility

、読
み
や
す
さ

な
ん
で
す
け
れ
ど
、日
本
人
の
言
う
透
明
な
翻
訳
と
い
う

の
は
、tran

sp
aren

cy

＝fid
elity

、
忠
実
性
な
ん
で
す

ね
。
原
文
が
き
ち
ん
と
見
え
る
よ
う
に
、だ
か
ら
よ
く
黒

子
と
言
わ
れ
ま
す
。
ど
っ
ち
の
ケ
ー
ス
も
あ
る
意
味
、翻

訳
が
消
え
る
と
言
え
る
の
で
す
が
、日
本
人
の
言
っ
て
い

る
の
は
、翻
訳
者
が
消
え
る
。

菅
野 

▼ 

そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
、言
語
構
造

の
違
い
と
い
う
こ
と
か
ら
来
る
面
も
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で

す
か
ね
。

鴻
巣 

▼ 

相
当
あ
る
と
思
い
ま
す
。

菅
野 

▼ 

外
国
語
を
読
む
能
力
と
い
う
の
は
昔
よ
り
広
が
っ

て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ね
。
そ
れ
か
ら
翻
訳
家
に

と
っ
て
も
う
一つ
の
問
題
は
、日
本
語
そ
の
も
の
が
変
わ
っ

て
き
て
い
ま
す
ね
。

鴻
巣 

▼ 

変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。

菅
野 

▼ 

そ
れ
に
日
本
語
の
表
現
力
と
い
う
の
が
随
分
落
ち

て
い
る
と
思
う
の
で
す
よ
。
一
つ
は
漢
字
、漢
語
を
読
ん

だ
り
書
い
た
り
す
る
力
が
衰
え
て
い
る
。
国
語
教
育
の
せ

い
も
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
ね
。
特
に
抽
象
言
語
で
す

ね
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
も
の
に
せ
よ
、中
国
だ
っ
て
そ
う
だ
け

れ
ど
、抽
象
的
な
論
文
の
翻
訳
と
な
る
と
、漢
字
漢
語
の

表
現
能
力
が
な
い
と
、な
か
な
か
う
ま
く
行
か
な
い
。
変

な
ふ
う
に
砕
い
て
訳
す
こ
と
は
ま
ず
無
理
で
す
。
ま
た
、

少
し
話
が
変
わ
り
ま
す
が
、古
典
の
新
訳
は
必
要
で
し
ょ

う
ね
。
僕
の
先
生
の
渡
辺
一
夫
先
生
の
説
に
よ
る
と
、翻

訳
の
生
命
は
10
年
だ
と
い
う
の
で
す
ね
。

鴻
巣 

▼ 

賞
味
期
限
と
い
う
言
葉
が
最
近
よ
く
使
わ
れ
ま

す
ね
。

菅
野 

▼ 

そ
れ
は
日
本
語
は
ど
ん
な
国
語
よ
り
早
く
変
化
す

る
か
ら
だ
と
、世
界
中
の
言
語
を
知
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う

な
こ
と
を
渡
辺
先
生
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
確
か

に
翻
訳
の
生
命
は
永
久
の
も
の
じ
ゃ
な
い
。
で
す
か
ら
、

古
い
も
の
に
代
え
て
新
訳
す
る
の
は
い
い
ん
だ
け
れ
ど
、

現
代
の
最
上
の
日
本
語
に
し
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
そ
れ
か

ら
海
外
の
現
代
小
説
の
こ
と
で
す
が
、世
界
的
に
文
学
隆

盛
の
時
期
と
は
言
え
な
い
気
が
し
ま
す
が
、そ
ん
な
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

鴻
巣 

▼ 

質
が
落
ち
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
か
。

菅
野 

▼ 

アメ
リ
カ
に
は
今
ヘ
ミ
ン
グ
ウェ
イ
や
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー

は
い
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
で
も
サ
ル
ト
ル
、カ
ミ
ュ
の
時
代
、

あ
る
い
は
も
う
ち
ょ
っ
と
あ
と
の
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
ロ
マ
ン
の
時

代
と
比
べ
る
と
、現
代
の
小
説
は
そ
れ
ほ
ど
文
学
的
に
質

が
高
い
と
は
思
え
な
い
で
す
ね
。
そ
う
い
う
状
況
で
す
か

ら
、現
代
の
文
学
作
品
を
翻
訳
す
る
と
い
う
の
は
、な
か

な
か
大
変
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

鴻
巣 

▼ 

私
は
今
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
、古
典
の
新
訳
と
現

代
訳
と
半
々
ぐ
ら
い
で
や
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
、現

代
作
家
で
ど
う
し
て
も
訳
し
た
い
と
い
う
作
家
は
、実
の

と
こ
ろ
そ
ん
な
に
い
な
い
で
す
。
私
が
ど
ん
な
作
品
が
出

て
も
、つ
い
て
い
き
た
い
と
思
う
の
は
ク
ッ
ツ
ェ
ー
と
、カ

ナ
ダ
の
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ア
ト
ウ
ッ
ド
と
、も
う
と
っ
く
に

他
界
し
て
い
て
作
品
は
増
え
よ
う
が
な
い
で
す
が
、ポ
ー

と
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ミ
ッ
チ
ェ
ル
ぐ
ら
い
で
す
。『
風
と
共
に

去
り
ぬ
』は
や
っ
ぱ
り
面
白
い
！

菅
野 

▼ 

僕
は
映
画
を
見
ち
ゃ
っ
た
か
ら
な
。
映
画
の
イ

メ
ー
ジ
が
強
く
て
ね
、で
も
再
読
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

鴻
巣 

▼ （
原
作
で
は
）意
外
と
ス
カ
ー
レ
ッ
ト
が
憎
た
ら
し

い
け
れ
ど
、か
わ
い
い
や
つ
で
す（
笑
）。

菅
野 

▼ 

今
日
は
楽
し
い
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

鴻
巣 

▼ 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
2
0
1
6
年
6
月
17
日 

世
田
谷
文
学
館
館
室
に
て
）

て
く
る
。
そ
れ
か
ら
明
の
時
代
に
な
る
と
交
渉
が
頻
繁
に

な
る
け
れ
ど
、江
戸
時
代
に
閉
鎖
的
に
な
り
ま
す
ね
。
そ

の
あ
と
明
治
に
な
る
と
西
洋
一
辺
倒
で
…
…
。

鴻
巣 

▼ 

順
番
、順
繰
り
で
す
ね
。

菅
野 

▼ 

そ
う
い
う
循
環
が
あ
る
気
が
す
る
の
で
す
ね
。

鴻
巣 

▼ 

ま
た
今
ち
ょ
っ
と
内
向
き
に
な
っ
て
い
る
。

菅
野 

▼ 

そ
う
で
す
ね
。
そ
う
い
う
傾
向
は
多
少
あ
る
の
で

は
な
い
で
す
か
。

鴻
巣 

▼ 

ま
た
繰
り
返
し
揺
り
戻
し
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
。

菅
野 

▼ 

現
代
は
内
向
き
に
な
ろ
う
と
し
て
も
、世
界
の
情

勢
が
な
ら
せ
て
く
れ
な
い
。
ア
メ
リ
カ
だ
っ
て
今
は
モ
ン

ロ
ー
主
義
に
な
れ
な
い
。
し
か

し
、メ
ン
タ
リ
テ
ィ
に
お
い
て
は

閉
鎖
的
に
内
向
き
に
な
り
が
ち

な
傾
向
は
、今
な
い
わ
け
で
は

な
い
で
す
ね
。

鴻
巣 

▼ 

今
の
若
い
方
は
相
当
内

向
き
だ
と
聞
き
ま
す
が
。

菅
野 

▼ 

国
粋
主
義
的
と
い
っ
て

も
、外
国
を
拒
む
わ
け
で
は
な

い
け
れ
ど
、妙
に
自
足
的
に
な

り
や
す
い
ん
で
す
ね
。
だ
か

ら
、海
外
の
文
学
の
受
容
の
仕

方
に
し
て
も
30
年
ほ
ど
前
と
随
分
違
う
と
思
い
ま
す
ね
。

鴻
巣 

▼ 

違
い
ま
す
ね
。
私
た
ち
に
と
っ
て
外
国
文
学
は
憧

れ
と
か
、上
の
も
の
を
ち
ょ
っ
と
仰
ぎ
見
る
感
じ
で
読
ん

で
い
た
の
が
、も
う
そ
ん
な
必
要
は
な
い
と
思
う
の
で
す

ね
。
だ
か
ら
、も
っ
と
自
然
に
接
し
て
読
め
ば
い
い
と
思

い
ま
す
が
、や
っ
ぱ
り
日
本
人
が
翻
訳
と
い
う
こ
の
ダ
ク

ト
を
失
っ
て
し
ま
う
の
は
、と
て
も
危
険
だ
と
思
う
の
で

す
ね
。
千
何
百
年
間
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、そ
の
ダ
ク
ト

を
抜
い
て
私
た
ち
が
生
き
た
こ
と
は
な
い
わ
け
で
す
か
ら
。

翻
訳
は「
解
説
し
な
が
ら
泳
ぐ
」こ
と

菅
野 

▼ 

昔
は
外
国
文
学
は
高
尚
な
理
想
だ
と
い
う
思
い
込

み
が
あ
っ
て
、難
し
く
て
も
読
み
に
く
く
て
も
取
り
つ
い

た
ん
で
す
ね
。

資
料
受
贈
報
告 

2
0
1
6
年
2
月
20
日
〜
6
月
30
日

▼ 
岩
根
有
希
様  

浦
城
い
く
よ
様  

清
水
義
和
様  

手
塚
敦
史
様   

野
田
映
史
様  

二
日
市
可
代
様  

松
原
慶
様  

峰
岸
了
子
様   

山
本
幸
久
様

▼ A
R

T
Z

O
N

E   K
A

D
O

K
A

W
A

  

N 

P 

O
ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト  

赤

磐
市
教
育
委
員
会  
ア
ジ
ア
文
化
社  

ア
ー
ト
フ
ル・ア
ク
シ
ョ
ン   

阿
部
知
二
研
究
会  
飯
田
市
美
術
博
物
館  

伊
豆
市
教
育
部

社
会
教
育
課  

市
川
市
文
学
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム  

井
上
靖
記
念
館   

い
わ
き
市
立
草
野
心
平
記
念
文
学
館  

愛
媛
県
生
涯
学
習
セ
ン

タ
ー  

絵
本
学
会  

大
岡
信
こ
と
ば
館  

小
川
未
明
文
学
館  

小

田
原
市
郷
土
文
化
館  

賀
川
豊
彦
記
念
松
沢
資
料
館  

学
習

院
大
学
史
料
館  

か
ご
し
ま
近
代
文
学
館  

神
奈
川
近
代
文

学
館  

金
沢
文
化
振
興
財
団  

川
崎
市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム  

北

九
州
市
立
文
学
館  

京
都
工
芸
繊
維
大
学
美
術
工
芸
資
料
館   

く
ま
も
と
文
学
・
歴
史
館  

慶
應
義
塾
大
学
ア
ー
ト・
セ
ン

タ
ー  

舷
燈
社  

江
東
区
深
川
江
戸
資
料
館  

神
戸
女
学
院
大
学

図
書
館  

國
學
院
大
学
博
物
館
学
研
究
室  

国
際
芥
川
龍
之
介

学
会  

国
書
刊
行
会  

国
立
国
会
図
書
館
国
際
子
ど
も
図
書
館   

越
谷
市
立
図
書
館  

さ
い
た
ま
文
学
館  

斎
藤
茂
吉
記
念
館   

サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館  

子
規
庵
保
存
会  

静
岡
市
観
光
交
流

文
化
局
文
化
振
興
課  

出
版
文
化
産
業
振
興
財
団  

彰
国
社   

昭
和
女
子
大
学
光
葉
博
物
館  

白
百
合
女
子
大
学
言
語
・
文
学

研
究
セ
ン
タ
ー  

杉
並
区
立
郷
土
博
物
館  

青
磁
社  

全
国
文

学
館
協
議
会  

仙
台
文
学
館  

大
正
大
学
博
物
館  

台
東
区
芸

術
文
化
財
団  

高
梁
比
庵
会
事
務
局  

高
山
市
役
所
市
民
活
動

部
生
涯
学
習
課  

田
原
市
博
物
館  

た
ま
し
ん
地
域
文
化
財
団   

多
摩
美
術
大
学
芸
術
人
類
学
研
究
所  

沖
積
舎  

鶴
岡
市
立

藤
沢
周
平
記
念
館  

帝
国
デ
ー
タ
バ
ン
ク
史
料
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   

東
京
都
現
代
美
術
館  

徳
島
県
立
文
学
書
道
館  

長
崎
歴

史
文
化
博
物
館  

新
美
南
吉
記
念
館  

西
尾
市
教
育
委
員
会   

日
本
近
代
文
学
館  

日
本
現
代
詩
歌
文
学
館  

日
本
現
代
詩

歌
文
学
館
振
興
会
・一
ツ
橋
綜
合
財
団「
詩
歌
文
学
賞
」事
務
局   

日
本
博
物
館
協
会  

沼
津
市
芹
沢
光
治
良
記
念
館  

野
田
宇
太

郎
文
学
資
料
館  

函
館
市
中
央
図
書
館  

姫
路
文
学
館  

ふ
く

や
ま
文
学
館  

ふ
ら
ん
す
堂  

ふ
る
さ
と
井
上
靖
文
学
館  

文
京

区
立
森
鷗
外
記
念
館  

北
海
道
文
学
館  

前
橋
文
学
館  

松
山 

市
立
子
規
記
念
博
物
館  

宮
本
三
郎
記
念
美
術
館  

遊
牧
社   

ユ
ー
フ
ォ
ー
ブ
ッ
ク
ス  

横
光
利
一
文
学
会  

立
教
大
学
江
戸
川
乱

歩
記
念
大
衆
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

▼ 「
あ
け
び
」「
新
し
き
村
」「
宇
宙
風
」「
海
」「
海
紅
」「
が
い
こ
つ

亭
」「
風
花
」「
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
」「
原
型
富
山
」「
現

代
文
学
史
研
究
」「
鴻
」「
心
の
花
」「
午
前
」「
埼
東
文
学
」「
さ
つ

き
」「
山
河
」「
山
暦
」「
春
耕
」「
春
燈
」「
詩
霊
」「
鹿
首
」「
抒
情
文

芸
」「
川
柳
研
究
」「
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
」「
鬣
」「
玉
川
台
つ
れ
づ
れ
」

「
タ
ル
タ
」「
短
歌
人
」「
丹
青
」「
地
中
海
」「
同
時
代
」「
飛
火
」「
萩

原
朔
太
郎
研
究
会
会
報
・SA

K
U

」「
白
」「
羽
鳥
通
信
」「
翡
翠
」

「
百
万
塔
」「
風
」「
プ
チ
★
モ
ン
ド
」「
麓
」「
文
藝
軌
道
」「
文
藝
飯

能
」「
文
藝
も
ず
」「
本
の Parkin

g

」「
窓
」「
遊
牧
」「
ゆ
く
春
」

「
与
謝
野
晶
子
の
世
界
」「
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
）

45



企
画
展

当
館
収
蔵
品
の
ご
紹
介
57

ム
ッ
ト
ー
ニ
の
か
ら
く
り
劇
場

開
館
以
来
、
当
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示
室
の「
顔
」と

も
い
う
べ
き
存
在
で
あ
る「
ム
ッ
ト
ー
ニ
の
か
ら
く
り
劇

場
」。
現
在
7
台
が
稼
働
中
で
す
。
文
学
作
品
の
一
場
面

を
表
現
し
た
人
形
と
音
と
光
と
が
織
り
成
す
数
分
間
の

物
語
は
、観
る
者
を
異
次
元
へ
と
誘
い
ま
す
。

今
号
は
作
者
の
ム
ッ
ト
ー
ニ
こ
と
武む

藤と
う

政ま
さ
ひ
こ彦

さ
ん
ご

自
身
に
よ
る
作
品
ガ
イ
ド
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。

私
の
作
品
は
、
箱
の
中
に
い
く
つ
も
の
ギ
ア・
ス
イ
ッ
チ
・

モ
ー
タ
ー
が
何
十
本
も
の
色
分
け
さ
れ
た
コ
ー
ド
に
よ
っ
て

繋
が
れ
物
語
を
紡
ぐ
、い
わ
ば「
か
ら
く
り
箱
」で
す
。

そ
う
し
て
み
る
と
、書
物
も
ま
た
幾
重
に
も
折
り
重
な
っ
た

言
葉
の
歯
車
が
、や
が
て
流
れ
を
持
っ
て
セ
ン
テ
ン
ス
を
な

し
、そ
の
行
間
に
余
韻
と
時
間
を
塗
り
込
め
な
が
ら
物
語

を
紡
ぐ
、「
か
ら
く
り
箱
」で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

で
も
も
し
、そ
の
蓋
が
開
け
ら
れ
な
け
れ
ば
、秘
め
ら
れ
た

「
か
ら
く
り
」は
永
久
に
停
止
し
た
ま
ま
…
。

さ
あ
、ペ
ー
ジ
を
開
き
物
語
の
歯
車
を
回
し
始
め
ま
し
ょ
う
。

1 

猫
町   （
1
9
9
4
年  

原
作
：
萩
原
朔
太
郎『
猫
町
』）

猫
好
き
の
私
に
と
っ
て「
猫
町
」は
迷
い
込
ん
で
み
た
い
世

界
で
あ
る
。

だ
が
朔
太
郎
に
と
っ
て
の「
猫
町
」は
全
身
の
神
経
が
張

り
つ
め
る
ほ
ど
お
ぞ
ま
し
い
不
可
思
議
の
別
世
界
だ
っ
た

よ
う
だ
。

そ
の
別
世
界
へ
の
道
と
は
、朔
太
郎
が
よ
く
彷
徨
っ
た
散
歩

道
で
も
あ
っ
た
。

そ
れ
は
幾
何
学
的
に
鉄
塔
が
並
ぶ
下
北
沢
辺
り
の
丘
陵
地

帯
だ
っ
た
。

現
実
世
界
と
幻
灯
の
よ
う
な
別
世
界
と
の
境
界
は
、

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、鉄
塔
と
鉄
塔
の
間
に
渡
さ
れ
た
高
圧
線

で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
今
は
そ
の
鉄
塔
も
、ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。

2 

月
世
界
探
検
記   （
1
9
9
5
年  

原
作
：
海
野
十
三

『
月
世
界
探
検
記
』）

戦
後
を
代
表
す
る
S
F
作
家
達
が
子
供
の
頃
に
よ
く
読
ん

だ
と
い
う
海
野
十
三
の
S
F
小
説
。

例
え
ば
星
新
一
の
ジュ
ブ
ナ
イ
ル（
児
童
向
け
）小
説
な
ど
を

読
む
と
、な
る
ほ
ど
と
頷
け
る
。

海
野
十
三
が
80
年
前
に
想
像
し
た
月
世
界
。

そ
れ
は
今
読
み
返
す
と
、ど
こ
か
懐
か
し
い
未
来
。

で
も
、レ
ト
ロ
で
懐
か
し
い
未
来
は
、け
っ
し
て
古
く
な
ら

な
い
。

生
誕
1
0
0
年 

映
画
監
督
・
小
林
正
樹

7
月
16
日（
土
）〜
9
月
15
日（
木
）   

2
階
展
示
室

『
大
岡
信
の
詩
と
真
実
』刊
行

2
0
1
5
年
に
当
館
で
行
っ
た
連
続
講
座「
大

岡
信
の
詩
と
真
実
」を
も
と
に
し
た
書
籍
が
、
刊

行
さ
れ
ま
し
た
。
書
店
の
ほ
か
、当
館
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
シ
ョ
ッ
プ
で
も
販
売
し
て
お
り
ま
す
。

『
大
岡
信
の
詩
と
真
実
』

2
0
1
6
年
6
月
3
日
第
1
刷
発
行

編
者
＝
菅
野
昭
正

発
行
＝
株
式
会
社
岩
波
書
店

定
価
＝
本
体
2
2
0
0
円
＋
税

「
折
々
の
う
た
」に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、古
今
東

西
の
文
学
に
精
通
し
た
大
岡
信
氏
。
す
ぐ
れ
た
詩

人
こ
そ
す
ぐ
れ
た
批
評
家
と
い
う
日
本
文
学
の
永

い
伝
統
を
受
け
継
ぐ
、全
文
業
の
本
質
魅
力
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
編
者
に
加
え
て
、高
橋
順

子
、野
村
喜
和
夫
、谷
川
俊
太
郎
、三
浦
雅
士
、長

谷
川
櫂
、吉
増
剛
造
と
い
っ
た
、氏
の
人
物
・
作
品

を
最
も
よ
く
知
る
方
々
が
縦
横
に
語
る
。

（
岩
波
書
店
W
E
B
サ
イ
ト
よ
り
）

目
　
次

大
岡
信
の
詩
と
真
実
の
た
め
に

 

菅
野
昭
正

大
岡
信
・
遠お
ち
こ
ち近

 

高
橋
順
子

大
岡
信
に
お
け
る
想
像
力
と
批
評

 

野
村
喜
和
夫

対
談
　
詩
人
ふ
た
り

 

谷
川
俊
太
郎
・
三
浦
雅
士

　
付  

大
岡
信
・
谷
川
俊
太
郎 

　
　
　
　
対
照
年
表（
作
成 

三
浦
雅
士
）

「
折
々
の
う
た
」の
思
想

 

長
谷
川
櫂

巨
き
な
驚
き

 

吉
増
剛
造

あ
と
が
き

 

菅
野
昭
正

3 

山
月
記   （
1
9
9
5
年  

原
作
：
中
島
敦『
山
月
記
』）

信
念
を
押
し
通
し
挫
折
を
味
わ
っ
た
果
て
に
、山
林
に
入

り
虎
と
な
っ
た
李
徴
。

人
間
の
理
性
を
剥
奪
さ
れ
兎
を
食
ら
う
。

で
も
そ
れ
は
人
間
世
界
と
隔
絶
し
た
奥
深
い「
山
林
」の
象

徴
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

「
山
月
記
」は
、知
性
を
照
ら
す「
月
」と
深
淵
未
知
の「
山
」

が
織
り
な
す
抒
事
詩
で
も
あ
る
。

4 

夢
十
夜   （
2
0
0
6
年  

原
作
：
夏
目
漱
石『
夢
十
夜
』

よ
り「
第
七
夜
」）

大
き
な
船
に
乗
り
合
わ
せ
た
男
。

移
ろ
い
行
く
太
陽
。
そ
し
て
乗
り
合
い
の
人
々
。

そ
れ
ら
は
人
生
を
物
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

船
か
ら
飛
び
降
り
た
男
は
、黒
い
波
を
目
前
に
後
悔
に
苛

ま
れ
る
。

だ
が
、そ
れ
は
夢
。

こ
こ
で
は
後
悔
も
、ま
た
人
生
そ
の
も
の
も
、夢
…
…
。

5 

ス
ピ
リ
ッ
ト 

オ
ブ 

ソ
ン
グ   （
2
0
0
6
年  

音
楽：
宮
沢

和
史「
書
き
か
け
の
歌
」）

詩
人
に
と
っ
て
詩（
う
た
）と
は
何
だ
ろ
う
。

も
し
か
す
る
と
、
彼
は
自
ら
の
詩
の
囚
わ
れ
人
か
も
し
れ

な
い
。

だ
と
し
た
ら
、そ
の
詩
に
出
て
く
る「
君
」と
は
い
っ
た
い
何

だ
ろ
う
。

詩
人
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
彼
女
。

彼
女
こ
そ
、そ
の
詩
の
精
霊
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ら

ば
せ
め
て
、彼
女
を
解
き
放
と
う
。

解
き
放
た
れ
た
彼
女
が
い
つ
か
、
詩
人
の
魂
を
救
う
だ
ろ

う
。

6 

眠
り   （
2
0
0
7
年  

原
作
：
村
上
春
樹『
眠
り
』）

村
上
春
樹
の
小
説
に
は
、よ
く
鏡
が
で
て
く
る
。
す
べ
て
を

あ
り
の
ま
ま
に
映
し
出
し
な
が
ら
、左
右
反
転
し
た
表
層

の
世
界
。

そ
こ
に
一
瞬
、決
定
的
な
違
和
感
を
覚
え
る
と
き
が
あ
る
。

こ
の「
眠
り
」の
主
人
公
も
、そ
ん
な
違
和
感
に
囚
わ
れ
た

一
人
か
も
し
れ
な
い
。

無
意
味
に
繰
り
返
さ
れ
る
日
々
、消
費
、偏
り
、傾
向
。
そ

れ
を
調
整
す
る
た
め
の「
眠
り
」。

「
傾
向
的
消
費
を
治
癒
す
る
た
め
に
定
期
的
に
眠
り
が
必

要
だ
と
し
た
ら
、そ
ん
な
も
の
は
い
ら
な
い
」こ
う
し
て
女

は
、眠
れ
な
い
事
を
恐
れ
な
く
な
っ
た
。

7 

ア
ロ
ン 

ラ
ン
デ
ブ
ー   （
2
0
0
6
年  

連
想
作
品
：
レ

イ・ブ
ラ
ッ
ド
ベ
リ『
刺
青
の
男
』よ
り「
万
華
鏡
」）

宇
宙
に
投
げ
出
さ
れ
た
男
は
、死
を
目
前
に
し
、あ
る
想
い

を
込
め
た
。

や
が
て
地
球
の
引
力
に
引
き
寄
せ
ら
れ
、一
筋
の
閃
光
を
残

し
た
。

そ
の
光
は
少
年
の
目
に
流
れ
星
と
し
て
映
っ
た
。

少
年
は
流
れ
星
に
ど
ん
な
願
い
を
込
め
た
の
だ
ろ
う
。

2
0
1
6
年
8
月  

武
藤
政
彦

い
か
が
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。「
ム
ッ
ト
ー
ニ
の
か
ら
く

り
劇
場
」は
、コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
示
室
に
て
毎
時
30
分
よ

り
、「
猫
町
」「
月
世
界
探
検
記
」「
山
月
記
」の
3
台
と
、

「
夢
十
夜
」「
ス
ピ
リ
ッ
ト 

オ
ブ 

ソ
ン
グ
」「
眠
り
」「
ア
ロ

ン 

ラ
ン
デ
ブ
ー
」の
4
台
を
交
互
に
上
演
い
た
し
ま
す
。

本
年
度
、
7
台
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
映
像
も
加
わ
り
ま
し

た
。
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。（
ご
観
覧
に
は
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

展
入
場
券
が
必
要
で
す
）

『怪談』撮影現場で

自身初のカラー作品『怪談』（1965
年）の色彩イメージを構想するた
めに作られた「色彩設計図録」

本年、生誕 100年・没後 20年を迎えた映画監督・小林正樹（1916～1996）。
終焉の地である世田谷で、その作品世界の全貌を当館コレクションを中心とし
た資料展示により紹介します。
北海道小樽市に生まれた小林正樹は、早稲田大学で會津八一に師事し、
東洋美術を専攻。卒業後、松竹に入社し助監督として働き始めますが、間も
なく召集を受け満州に出征、宮古島で終戦を迎えました。映画に復帰後は木
下惠介の助監督を務め、1952年に監督デビュー。以後、カンヌ国際映画祭審
査員特別賞を受賞した『切腹』『怪談』、戦争をテーマにした全 6部の超大作
『人間の條件』、長編記録映画『東京裁判』等により国内外で高く評価されて
います。
戦争当事者として、被害者でありながら加害者である日本人の二重性を深

く見つめた小林作品の重要性は、戦後 70年を経てますます高まっています。
没後の大きな区切りとなる本年、本展初公開の手記など貴重な自筆資料等も
交え、會津八一の教えや戦争体験に培われた小林正樹の揺るぎない信念と
美意識の根源に迫ります。

主催＝公益財団法人せたがや文化財団 世田谷文学館
特別協力＝一般社団法人小林正樹監督遺託業務世話人会・　游会
後援＝世田谷区、世田谷区教育委員会
助成＝芸術文化振興基金

観覧料： 一般 800 （640）円、65歳以上・高校・大学生 600 （480）円、 
小・中学生 300 （240）円、障害者手帳をお持ちの方400 （320）円

 ＊（ ）内は20名以上の団体割引 ＊「せたがやアーツカード」割引あり  
＊7月22日（金）は65歳以上無料

7

1

2

3

4

早稲田大学卒業時に會津八一から贈られた「学規」。弟子と認めた者に書き与えられた四ヵ条か
らなるこの書を、小林は生涯の指針とした。

木下組助監督時代の自作カット表（『破れ太鼓』監督：木下惠介、脚本：小林正樹、1949年）

5

6

67



2015（平成27）年度事業一覧 1. 展覧会

2
0
1
5（
平
成
27
）年
度

世
田
谷
文
学
館
事
業
報
告

展覧会フライヤー

オリジナルグッズ

平
成
27
年
度
は
開
館
20
周
年
の
年
で
も
あ
り
、例
年
以
上
に

新
た
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
試
み
た
一
年
と
な
り
、
利
用
者
総
数
は

平
成
26
年
度
と
並
び
15
万
人
台
を
記
録
し
た
。

最
大
の
話
題
と
な
っ
た「
浦
沢
直
樹
展  

描
い
て
描
い
て
描
き

ま
く
る
」は
開
館
以
来
最
高
の
入
場
者
数
３
９
６
８
７
人
と
な
っ

た
。
最
前
線
で
活
躍
す
る
世
界
的
な
漫
画
家
の
初
の
個
展
で
あ

り
、海
外
か
ら
の
来
場
者
も
多
く
み
ら
れ
た
。
来
場
者
の
25
％

は
10
代
、
20
代
の
若
年
層
で
、膨
大
な
量
の
直
筆
原
稿
が
発
す
る

エ
ネ
ル
ギ
ー
に「
圧
倒
さ
れ
た
」と
の
声
が
多
く
寄
せ
ら
れ
た
。

４
月
か
ら
６
月
に
開
催
し
た
企
画
展「
植
草
甚
一
ス
ク
ラ
ッ

プ・
ブ
ッ
ク
」は
、サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
紹
介
者
と
し
て
１
９
６
０

年
代
か
ら
70
年
代
に
か
け
、若
者
た
ち
か
ら
熱
狂
的
な
支
持
を

受
け
た
文
筆
家
の
独
創
的
な
生
き
方
に
着
目
し
た
過
去
最
大

級
の
展
覧
会
と
な
っ
た
。
ま
た
、開
催
と
同
時
に
ご
遺
族
か
ら

寄
贈
さ
れ
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
紹
介
す
る『
植
草
甚
一
関
連
資

料
目
録
』を
カ
タ
ロ
グ
と
し
て
刊
行
し
た
。

会
期
中
開
催
し
た「
セ
タ
ブ
ン・
マ
ー
ケ
ッ
ト
」は
、
散
歩
と

買
い
物
の
達
人
で
あ
っ
た
植
草
甚
一
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
体

験
的
に
紹
介
す
る
た
め
の
仕
掛
け
で
も
あ
り
、地
域
の
博
物
館

と
し
て「
人
と
人
」「
人
と
も
の
」が
交
流
す
る
場
を
作
る
こ
と
へ

の
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
も
あ
っ
た
。
古
書
、雑
貨
、フ
ー
ド
の
店
舗
に

加
え
、当
館
の
活
動
に
ご
協
力
い
た
だ
い
て
き
た
作
家
、デ
ザ
イ

ナ
ー
、
編
集
者
の
方
々
か
ら
も
私
物
を
出
品
い
た
だ
き
、
幅
広

い
世
代
の
来
場
者
で
終
日
賑
わ
っ
た
。

「
宮
西
達
也
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
展
」は
、い
ま
最
も
人
気
の
あ

る
絵
本
作
家
の
ひ
と
り
宮
西
達
也
の
作
品
世
界
を
紹
介
し
、子

ど
も
世
代
の
来
場
者
が
全
体
の
30
％
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
展
覧

会
で
最
も
高
い
割
合
と
な
っ
た
。

「
詩
人
・
大
岡
信
展
」は
詩
人
と
し
て
、評
論
家
と
し
て
活
動

し
て
き
た
大
岡
信
の
業
績
を
、初
出
品
を
含
む
創
作
ノ
ー
ト
な

ど
の
貴
重
な
資
料
で
掘
り
下
げ
た
。
企
画
展
に
あ
わ
せ
て
実

施
し
た「
連
続
講
座
」は
谷
川
俊
太
郎
、長
谷
川
櫂
、吉
増
剛
造

ら
、我
が
国
の
詩
歌
を
代
表
す
る
講
師
陣
に
よ
り
開
催
し
た
。

新
春
恒
例
の「
世
田
谷
の
書
展
」で
は「
世
田
谷
ゆ
か
り
の

作
家
た
ち
」を
テ
ー
マ
に
し
て
、
書
壇
で
活
躍
す
る
世
田
谷
区

在
住
の
書
家
た
ち
に
新
作
を
披
露
い
た
だ
い
た
。
日
本
の
お
正

月
を
迎
え
る
に
ふ
さ
わ
し
い
、品
の
あ
る
落
ち
着
い
た
企
画
と

し
て
好
評
を
得
た
。

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
で
は
、「
戦
後
70
年
と
作
家
た
ち
」を
テ
ー

マ
に
前
期
・
後
期
の
２
回
に
わ
た
り
、
作
家
た
ち
が
激
動
の

日
々
を
ど
の
よ
う
に
見
て
、
生
き
、
書
い
た
か
を
収
蔵
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
を
通
し
て
紹
介
し
た
。

「
せ
た
が
や
子
ど
も
文
学
館
」は「
い
つ
で
も
、ど
こ
で
も
」子

ど
も
た
ち
を
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
博
物
館
事
業
を
目
指

し
、
展
開
し
て
い
る
。
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
事
業「
ど
こ
で
も
文
学

館
」は
、
区
内
の
小
中
学
校
、
区
民
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
べ
16
か

所
で
実
施
し
た
ほ
か
、世
田
谷
区
と
の
縁
組
協
定
を
結
ぶ
群
馬

県
川
場
村
で
の
展
示
を
開
始
し
た
。
自
然
と
芸
術
の
野
外
体

験
プ
ロ
グ
ラ
ム「
子
ど
も
ボ
ラ
ン
ティ
ア
探
偵
団
」で
は
、中
学
、

高
校
、大
学
生
の
ボ
ラ
ン
ティ
ア
の
べ
47
人
が
活
躍
し
た
。

第
33
回
と
な
る「
世
田
谷
文
学
賞
」で
は
、詩
、短
歌
、俳
句
、

川
柳
、
随
筆
の
５
部
門
か
ら
作
品
を
募
集
、入
賞
作
に
つ
い
て

は
、高
い
評
価
を
選
考
委
員
か
ら
い
た
だ
い
た
。

27
年
度
最
後
を
締
め
く
く
っ
た
の
は
、世
田
谷
区
在
住
の
装

幀
家
で
作
家
の
ユ
ニ
ッ
ト
、ク
ラ
フ
ト・エ
ヴ
ィ
ン
グ
商
會
の
作
、

制
作
に
よ
る
本
と
レ
コ
ー
ド
の
出
版
。
デ
ジ
タ
ル
全
盛
の
時
代

に
活
版
印
刷
の
小
説
と
朗
読
レ
コ
ー
ド
を
出
版
し
、本
と
の
接

し
方
の
原
点
に
立
ち
返
る
こ
と
を
提
案
し
た
。

資
料
収
集
で
は
、
寄
贈
資
料
８
２
２
点
を
収
蔵
し
た
。「
楡

家
の
人
び
と
」を
は
じ
め
と
す
る
北
杜
夫
の
主
要
作
品
の
原
稿

や
マ
ブ
ゼ
共
和
国
関
連
資
料
、ほ
と
ん
ど
現
存
し
て
い
な
い
と

言
わ
れ
た
戦
前
の
中
野
重
治
の
原
稿
や
昭
和
30
年
代
の
堀
文

子
の
挿
絵
原
画
を
含
む
石
井
立（
筑
摩
書
房
元
編
集
者
）旧
蔵

資
料
等
が
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
加
わ
っ
た
。

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
で
は
企
画
展
に
ち
な
ん
だ
オ
リ
ジ

ナ
ル
グ
ッ
ズ
の
制
作
、
販
売
を
積
極
的
に
行
っ
た
。
ま
た
、
当

館
館
内
の
喫
茶
室「
ど
ん
ぐ
り
」（
世
田
谷
区
社
会
福
祉
協
議
会

運
営
）は
開
館
以
来
、ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
持
つ
ス
タ
ッ
フ
た

ち
が
活
躍
し
て
い
る
。
毎
回
工
夫
を
凝
ら
し
た
企
画
展
限
定
メ

ニ
ュ
ー
を
提
供
し
て
お
り
、
館
を
挙
げ
て
来
館
者
の
満
足
度
の

向
上
に
努
め
て
い
る
。

な
お
、
28
年
の
年
明
け
早
々
、
初
代
館
長
の
佐
伯
彰
一
名
誉

館
長
が
永
眠
し
、
今
に
至
る
事
業
活
動
の
基
本
方
針「
ジ
ャ
ン

ル
の
枠
に
と
ら
わ
れ
ず
、
幅
広
い
層
に
親
し
ま
れ
、
生
き
生
き

と
活
動
す
る
文
学
館
」を
職
員
一
同
再
認
識
す
る
機
会
と
な
っ

た
。
改
め
て
哀
悼
の
意
を
表
し
た
い 

。

7. 年間利用者数  ※一部イベント参加者は含まず

 152,305

「子どもボランティア探偵団」

「詩人・大岡信展」 「宮西達也ワンダーランド展」

「浦沢直樹展  描いて描いて描きまくる」

「植草甚一スクラップ・ブック」

コレクション展「戦後70年と作家たち」

浦沢直樹展記念「BILLY BAT」
福砂屋キューブカステラセット

植草甚一愛用Tシャツ（復刻）
右写真©青野義一

「セタブン・マーケット」

喫茶室期間限定メニュー

「世田谷の書展」

イベントフライヤー

展覧会名 会期 日数 一般観覧料（円）観覧者数（人）

◎コレクション展 （平成26年度からの継続）「下北沢クロニクル」 4/1－4/5 6日 200円 25,412 

前期「戦後70年と作家たち Ⅰ」 4/25－9/27 134日

後期「戦後70年と作家たち Ⅱ」 10/10－4/3 137日

◎企画展 植草甚一スクラップ・ブック 4/25－7/5 62日 800円 7,564

宮西達也ワンダーランド展 7/25－9/23 53日 800円 8,586

詩人・大岡信展 10/10－12/6 50日 800円 2,912

第35回世田谷の書展  世田谷ゆかりの作家たち 1/5－1/11 7日 無料 819

浦沢直樹展  描いて描いて描きまくる 1/16－3/31 65日 800円 39,687

展覧会観覧者数合計 84,980

2-1. イベント：展覧会関連
開催日 内容 参加者数（人）

◎「植草甚一スクラップ・ブック」関連イベント

6/13 ブック・トーク「植草甚一と『金曜日の本』」
出演：クラフト・エヴィング商會（吉田篤弘・
吉田浩美 /作家）

115 

6/20 レコード・トーク「植草甚一が聞いたジャズ」
出演：中平穂積（ジャズ写真家・「DUG」オーナー）

207 

◎「宮西達也ワンダーランド展」展関連イベント

7/25 ライブ・ペインティング＆ギャラリートーク
出演：宮西達也（絵本作家）

48 

7/25－7/26、
9/6、
9/21－9/23
（計12回）

ゲリライベント  ライブ・ペインティング＆
スペシャル読み聞かせ
出演：宮西達也（絵本作家）

1,017 

7/26 家族で聴こう！ 絵本の読み聞かせ
出演：宮西達也（絵本作家）
会場：祖師谷まちづくりセンター

114 

9/6 スペシャル対談
出演：宮西達也（絵本作家）、
真珠まり子（絵本作家）

147 

8/22、8/25、
9/23

着ぐるみ撮影会 130 

◎「詩人・大岡信展」関連イベント

11/7 朗読会「ことばの海へ  大岡信を読む」
出演：声を楽しむ朗読会

85 

◎「第35回世田谷の書展  世田谷ゆかりの作家たち」関連イベント

1/8 鑑賞講座
講師：田中栄子（読売書法会理事）

77 

1/10 鑑賞講座
講師：川口青澄（読売書法会理事）

93 

◎「浦沢直樹展  描いて描いて描きまくる」関連イベント

1/24 トーク「ひとり漫勉」
出演：浦沢直樹（漫画家）

180 

1/31 トーク&LIVE「ボブ・ディラン聴いて歌って
描きまくる」
出演：浦沢直樹（漫画家）  聞き手：白木哲也
（ソニー・ミュージック）

159 

2-2. イベント：子ども文学館
開催日 内容 参加者数（人）

◎どこでも文学館（展示）

通年 世田谷文学館、区内小中学校、区民センター、
群馬県川場村・区民健康村など

29,672
（16か所）

◎ワークショップ  コトバのミュージアム

6/27、6/28「ネイチャー・コラージュ」
講師：須藤正男（森林インストラクター・
CONE指導者）

200 

8/8 出張ワークショップ「世田谷ロケットⅡ」
講師：大嶋龍男（JAXA宇宙教育センター特任
担当役）
会場：桜丘区民センター

72 

8/22、8/23「超ショートショート講座」
講師：田丸雅智（作家）、吉田花子（画家）

50 

7/25－9/23「おとうさんはウルトラマンスタンプラリー」 10,200 

11/3 「ことばとからだ」
講師：日本女子体育大学  ダンス・プロデュース
研究部

29 

11/15 「ことばと詩」
講師：石津ちひろ（詩人）

123 

1/30 「ことばとたんか」
講師：天野慶（歌人）

27 

◎子どもボランティア探偵団

7/19、7/20 「ことばとだいち」世田谷文学館、高尾山北陵 68 

8/20、8/21「ことばとヒッチ」世田谷文学館 35 

9/22、9/23「ことばといのち」世田谷文学館、高尾山 51 

2-3. イベント：開館20周年記念催事、連続講座
開催日 内容 参加者（人）

◎開館20周年記念催事

5/30 柴崎友香  自作朗読会
出演：柴崎友香（作家）

61

6/27－6/28 セタブン・マーケット 3,430 

3/19 「金曜日の本」出版記念トーク
出演：クラフト・エヴィング商會（吉田篤弘・
吉田浩美 /作家）

164 

◎連続講座「大岡信の詩と真実」

10/10 出演：高橋順子（詩人） 96 

10/17 出演：野村喜和夫（詩人） 59 

10/24 出演：谷川俊太郎（詩人）、三浦雅士（評論家） 155 

10/31 出演：長谷川櫂（俳人） 143 

11/7 出演：吉増剛造（詩人） 85 

2-4. イベント：人材育成プログラム、活動支援、共催事業
開催日 内容 参加者数（人）

7/28－8/2 博物館学芸員実習（6日間） 4 

通年 中学生職場体験 82 

通年 文学活動を中心とする区内活動団体の講座等を支
援し、区民の生涯学習の要望に応える事業を実施
した。

566

通年 文学館友の会、教育委員会、多摩美術大学らとの
共催イベントを実施した。

1,250

4.世田谷文学賞
募集部門 詩 短歌 俳句 川柳 随筆 合計
応募点数 77 174 282 270 59 862
入賞者数 16 16 16 16 4 68

3. ライブラリー・講義室・絵本コーナー等
施設 利用者数（人）
ライブラリ― 7,173
講義室 2,243
絵本コーナー 7,997

5. 文学資料収集・保管（点数）
新収蔵点数 822
平成28年3/31現在の収蔵品点数 98,487
特別観覧件数（撮影点数） 330

6. 発行物
タイトル 判型 /頁数 頒価（円）

◎世田谷文学館ニュース

第60号4月
開館20周年特集「世田谷文学館クロニクル 1995－2015」/当館収蔵品のご紹介：植草甚一関連資料

A4/12 無料

第61号8月
館長の作家対談：酒井忠康（世田谷美術館館長・美術評論家）/当館収蔵品のご紹介：深田久弥関連資料

A4/12 無料

第62号12月
館長の作家対談：中島京子（作家）/当館収蔵品のご紹介：齋藤茂吉『白き山』自筆原本

A4/12 無料

◎収蔵資料目録

世田谷文学館収蔵資料目録3  植草甚一関連資料 A5/128 1,800

◎展覧会図録

「宮西達也ワンダーランド展」図録（朝日新聞社発行） A4変形 /152 2,200

「詩人・大岡信展」図録 A5/128 1,300

「浦沢直樹展  描いて描いて描きまくる」図録（小学館発行） B5/272 2,700

◎開館20周年記念企画

文芸せたがや第33号・世田谷文学館開館20周年記念誌 A5変形 /128 無料

「金曜日の本」書籍『おるもすと』著：吉田篤弘 B6変形 /72 1,600

「金曜日の本」レコード『天使も怪物も笑う夜』作：クラフト・エヴィング商會 LP/両面約60分 2,000

◎子ども文学館報告書

せたがや子ども文学館2015 A5/48 無料

2/28 トーク「浦沢解剖学」
出演：浦沢直樹（漫画家）、Bose（スチャダラパー /
ミュージシャン）、倉本美津留（放送作家）

150

3/12 浦沢直樹バンドLIVE
出演：浦沢直樹バンド

165

◎コレクション展関連イベント

6/27－6/28 ムットーニ特別上演会 166

89



発
行
物

企画展  展示風景

イ
ベ
ン
ト

子ども文学館ワークショップ

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
・
ど
こ
で
も
文
学
館  

展
示
風
景

「世田谷文学館資料目録3  
植草甚一関連資料」

「宮西達也ワンダーランド展」
図録（朝日新聞社発行）

「せたがや子ども文学館2015」
報告書

「浦沢直樹展  
描いて描いて描きまくる」
図録（小学館発行）

「詩人・大岡信展」
図録

6月27日、28日  セタブン・マーケット10月24日  連続講座「大岡信の詩と真実」出演：谷川俊太郎・三浦雅士

「宮西達也ワンダーランド展」

金曜日の本  
小説『おるもすと』

「詩人・大岡信展」

どこでも文学館  群馬県川場村出張展示「宮沢賢治  幻想紀行」

「浦沢直樹展  描いて描いて描きまくる」

コレクション展「戦後70年と作家たちⅡ」

11月3日「ことばとからだ」
リーダー：日本女子体育大学ダンス・プロデュース研究室

「第35回世田谷の書展  世田谷ゆかりの作家たち」

8月8日「世田谷ロケットⅡ」講師：大嶋龍男
会場：桜丘区民センター

11月15日「ことばと詩」講師：石津ちひろ

6月27、28日「ネイチャーコラージュ」講師：須藤正男

金曜日の本  
レコード「天使も怪物も笑う夜」

「植草甚一スクラップ・ブック」

1月30日「ことばとたんか」講師：天野慶

8月22、23日「超ショートショート講座」
講師：田丸雅春、吉田花子

1011



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

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 生誕100年 映画監督・小林正樹  ～ 9月15日（木）

特集 作家たちの戦中・戦後  ～ 9月15日（木）

コレクション展

観覧料：
一般 800 （640）円
65歳以上・大学・高校生 600 （480）円
障害者 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

木下惠介のもとで『カルメン故郷に帰る』の
助監督をしていたころの小林正樹（1951年）

2016年9月15日（木）まで
2階展示室

観覧料：
一般 200 （160）円   
大学・高校生150 （120）円
小・中学生100 （80）円   
65歳以上・障害者100 （80）円
＊ 中学生以下 土・祝・日・夏休み
期間は無料 

＊ （ ）内は20名以上の団体料金 
＊ 障害者手帳をお持ちの方で
大学生以下は無料

作家たちの
　　戦中・戦後
2016年 9月15日（木）まで
1階展示室

■ 世田谷美術館 
［Tel. 03-3415-6011］
● 志村ふくみ
 －母

ぼ ろ

衣への回帰
 9月10日（土）～

11月6日（日）

 ミュージアム  コレクション II
● 神話の森  美と神々の世界
 7月23日（土）～ 10月23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  武蔵野の面影を求めて
 8月6日（土）～ 12月4日（日）
● 向井潤吉が描いた山と民家
 12月17日（土）～ 2017年3月20日（月・祝）
■ 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 II
清川泰次  線と色の交錯

 8月6日（土）～ 12月4日（日）
● 新収蔵作品を中心に III
清川泰次  シンプルな世界へ

 12月17日（土）～ 2017年3月20日（月・祝）
■ 世田谷美術館分館  宮本三郎記念美術館 
［Tel. 03-5483-3836］
● 宮本三郎の戦後－再出発の深まる境地への道
 8月6日（土）～ 12月4日（日）
＊ 宮本三郎記念美術館は2016年12月5日から

2017年 3月末まで改修工事のため休館いたします。

● 『遠野物語・奇ッ怪 其ノ参』
 10月31日（月）～ 11月20日（日）
 世田谷パブリックシアター
 原作：柳田国男 （「遠野物語」角川ソフィア文庫）
 脚本・演出：前川知大
 出演：仲村トオル  瀬戸康史  山内圭哉  
池谷のぶえ  安井順平  浜田信也  安藤輪子  
石山蓮華  銀粉蝶  

● 世田谷パブリックシアター＋KERA•MAP # 007
 『キネマと恋人』
 11月15日（火）～ 12月4日（日）
 シアタートラム
 台本・演出：
ケラリーノ・サンドロヴィッチ

 振付：小野寺修二
 出演：妻夫木聡  緒川たまき  
ともさかりえ  他

■ 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  
生活工房 
［Tel. 03-5432-1543］
● 留学生研究発表会
「JAPONDER2016－獅子になる」

 10月7日（金）～ 11月13日（日） ＊会期中無休
 生活工房ギャラリー
● 7つの海と手しごとvol.7 
「北太平洋と北西海岸
先住民のトーテム」

 11月19日（土）～
12月18日（日） ＊月曜休

 生活工房ギャラリー /
ワークショップルームB

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

● 中川賢一レクチャーコンサート  
「現代音楽の迷宮へようこそ。vol.3」

 9月17日（土） 17時開演  会場：成城ホール
 出演：中川賢一（ピアニスト/お話・演奏）、
有馬純寿（エレクトロニクス）

志村ふくみ
《柳》2014年  

個人蔵（前期展示）

北海道立
北方民族博物館所蔵

利根山光人《雨神チャックの世界》1961年  世田谷美術館蔵

● 開館 30周年記念  コレクションの5つの物語
 11月19日（土）～ 2017年1月29日（日）

● PPP秋のスペシャル LIVE！
 9月18日（日） 14時開演  
会場：世田谷区民会館

 出演：パーカッション パフォーマンス 
プレイヤーズ（PPP）

世田谷文学館は改修工事のため、
2016年9月16日（金）から
2017年4月21日（金）［予定］まで休館します。

館内の立ち入りができないため、展示室、ライブラリー、
喫茶室等、すべての施設はご利用いただけません。

世田谷文学館も開館から20年を過ぎ、館内設備の老朽化
が進んでいます。このたび、7か月休館させていただき、施
設の安全性と機能を維持するために、空調および配管設備
等を中心にした改修工事を行うことになりました。皆様に
はご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどをお願い申し上
げます。

休館中は、世田谷区旧下馬地区会館に仮事務所（10月
～ 2017年3月予定）を設置します。転居期間の詳細に
つきましては、下記連絡先にお問い合わせください。

改修工事のため、2016年9月16日（金）から2017年4月21日（金）［予定］まで休館

仮事務所連絡先
〒154 - 0002  
世田谷区下馬 4 -27-14
Tel. 03 -5374 -9111
Fax.03 -5374 -9120

＊ 休館中も代表電話・FAX番号に
変更はございません。

世田谷文学館  休館のお知らせ

 ミュージアム  コレクション III
● ぜんぶ1986年―世田谷美術館の開館とともに
 11月5日（土）～ 2017年4月9日（日）

8月 9月 10月 11月

企画展
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