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館長の作家対談

ゲスト

柴田 翔
（作家）

聞き手

菅野昭正
（世田谷文学館館長）

5
7
0
枚
の
大
作『
地
蔵
千
年
、花
百
年
』

菅
野 

▼ 

今
日
は
お
忙
し
い
と
こ
ろ
、お
い
で
い
た
だ
き
ま

し
て
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の「
季

刊
文
科
」第
69
号
に
掲
載
さ
れ
た『
地
蔵
千
年
、
花
百

年
』、
久
し
ぶ
り
の
柴
田
さ
ん
の
大
作
を
読
ん
で
、掛
け

値
な
し
に
久
し
ぶ
り
に
日
本
語
で
小
説
ら
し
い
小
説
を

読
ん
だ
な
と
い
う
感
想
を
持
ち
ま
し
た
。
と
て
も
興
味

深
く
、ま
た
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
々
あ
っ
て
、柴
田

柴田 翔（しばた・しょう）
作家、ドイツ文学研究者。1935 （昭和10）年東京生まれ。
武蔵高校卒。東京大学工学部から転じて独文科を卒業。1960年、東京大学大学院独文科修士修了、
東大文学部助手。「〈親和力〉研究」で日本ゲーテ協会ゲーテ賞を得て、ドイツに留学。都立大を経て、
同大助教授、教授。1995 （平成7）年退官。共立女子大教授。当館館長の菅野昭正とは、東大文学部時
代の同僚。
東京オリンピック開催の64年、『されど われらが日々－』で第51回芥川賞。昭和30年前後の革命運

動の挫折と敗北の中で、出会い、別れ、裏切り、死を経験しながらも懸命に生きる若者たちを、非政治的
学生を語り手にして描き、「戦後青春の記念碑」と称される。以降、『贈る言葉』『立ち盡す明日』『鳥の影』
などを発表。小田実、高橋和巳、真継伸彦、開高健とともに同人誌「人間として」を筑摩書房から刊行。
研究者としては、ゲーテとカフカの研究・翻訳が中心。
2016年8月、長篇小説『地蔵千年、花百年』を「季刊文科」に発表。書評などで続々と取り上げられ、

注目を浴びる。同作は間もなく、「季刊文化」刊行の鳥影社から単行本として刊行予定。

菅
野 

▼ 

吉
祥
寺
駅
の
北
口
で
す
か
。

柴
田 

▼ 

30
代
に
書
い
た
の
か
な
。
実
際
に
そ
の
店
が
あ
る

わ
け
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
、下
駄
屋
の
話
で
す
。
店
の
奥
に

主
人
が
座
っ
て
い
る
け
れ
ど
、み
ん
な
靴
し
か
買
わ
な
く

な
っ
て
、寂
れ
て
い
る
。
そ
の
主
人
が
戦
争
に
行
っ
た
経

験
が
あ
っ
て
、戦
地
で
ど
う
も
悪
い
こ
と
を
し
た
。
で
も
、

今
に
な
っ
て
み
る
と
、み
な
結
局
は
過
ぎ
た
こ
と
だ
な
あ

と
思
い
な
が
ら
寂
れ
た
店
の
奥
で
人
通
り
を
見
て
い
る

―
。
た
だ
、そ
う
い
う
こ
と
を
し
た
人
が
、本
当
に
そ
れ

だ
け
で
済
む
も
の
な
の
か
な
、と
い
う
疑
問
も
残
っ
て
い

て
、い
つ
か
そ
れ
を
書
こ
う
か
な
と
思
っ
て
い
た
。

菅
野 

▼ 

今
度
の『
地
蔵
千
年
、
花
百
年
』で
も
、
戦
時
中

に
ゲ
リ
ラ
を
斬
っ
た
か
も
知
れ
な
い
人
物
が
登
場
し
ま

す
ね
。

柴
田 

▼ 

や
っ
た
か
や
ら
な
か
っ
た
か
も
分
か
ら
な
い
。
で

も
や
っ
ぱ
り
自
分
の
や
っ
た
こ
と
と
無
関
係
に
は
生
き
ら

れ
な
い
。
自
分
に
も
分
か
ら
な
い
不
可
解
さ
の
中
で
生
き

て
い
る
。
人
間
は
そ
れ
く
ら
い
曖
昧
に
な
る
。
そ
し
て
、

主
人
公
は
そ
れ
に
衝
撃
を
受
け
る
。

年
表
の
呪
縛
か
ら
離
れ
た

柴
田 

▼ 

『
地
蔵
千
年
、花
百
年
』に
は
、主
人
公
の
な
じ
み

の
歯
医
者
さ
ん
が
出
て
く
る
で
し
ょ
う
。

菅
野 

▼ 

え
え
、湯ゆ

の之
村む

ら

歯
科
で
す
ね
。

柴
田 

▼ 

初
め
は
彼
の
人
間
関
係
を
先
輩
や
ら
後
輩
や
ら
具

体
的
に
書
い
て
い
て
、一
方
で
年
代
を
気
に
し
て
い
ま
し

た
。
何
年
生
ま
れ
の
奴
が
い
つ
、ど
う
し
て
と
い
う
よ
う

な
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
面
倒
な
話
に
な
っ
て
、

年
表
を
作
っ
て
い
た
。
で
も
、
急
に
、人
間
っ
て
年
表
の

中
で
生
き
て
い
る
も
の
か
な
っ
て
い
う
気
が
し
て
き
た
ん

で
す
。
普
通
、何
年
に
何
を
や
っ
て
、そ
の
時
世
界
は
ど

う
だ
っ
た
な
ん
て
、
誰
も
あ
ま
り
考
え
な
い
で
し
ょ
う
。

年
表
で
辻つ

じ
つ
ま褄

を
合
わ
せ
て
い
た
の
は
何
か
違
う
な
と
い
う

気
が
し
て
。
そ
れ
で
ふ
と
歯
医
者
の
先
輩
後
輩
の
関
係

な
ど
一
切
要
ら
な
い
と
思
い
当
た
っ
た
ん
で
す
。
そ
こ
に

は
、或
る
人
生
を
持
っ
て
い
る
一
人
の
歯
医
者
さ
え
い
れ

ば
い
い
。

菅
野 

▼ 

そ
れ
で
先
輩
後
輩
と
い
う
話
題
は
、実
際
に
は
お

書
き
に
な
っ
た
の
で
す
か
。

柴
田 

▼ 

け
っ
こ
う
書
い
た
ん
で
す
。

菅
野 

▼ 

捨
て
た
わ
け
で
す
ね
。

柴
田 

▼ 

書
い
て
い
て
面
白
く
な
い
ん
で
す
よ
。
そ
れ
が
年

表
の
問
題
と
も
関
係
し
て
い
て
、ふ
と
思
い
つ
い
て
、歯

科
医
一
人
だ
け
を
残
し
て
、
先
輩
も
後
輩
も
消
え
て
も

ら
っ
た
。
そ
う
し
た
ら
、年
表
は
基
本
的
に
は
あ
る
け
れ

ど
も
、辻
褄
が
合
う
か
な
ん
て
こ
と
は
抜
き
に
し
て
、急

に
自
由
に
書
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

菅
野 

▼ 

こ
の
小
説
は
一
言
で
言
う
と
、主
人
公
・
加か

見み

直な
お
ゆ
き行

の
生
涯
の
物
語
で
す
ね
。
こ
の
主
人
公
は
、
60
年
安
保
の

時
代
、そ
れ
か
ら
70
年
代
前
半
の
過
激
派
が
崩
壊
し
て
い

く
時
代
、そ
う
い
う
時
代
の
知
識
人
に
突
き
つ
け
ら
れ
て

い
く
問
題
を
、あ
る
距
離
を
置
い
て
、し
か
し
そ
れ
な
り

に
考
え
て
い
る
人
物
で
す
ね
。
そ
う
い
う
気
配
が
ず
っ
と

底
流
し
て
い
る
感
触
は
濃
厚
に
あ
る
。

　
柴
田
さ
ん
の
小
説
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
中
に
、「
時

代
の
中
で
生
き
て
い
く
個
人
」と
い
う
問
題
が
基
本
に
あ

る
。
た
だ
し
、そ
れ
を
年
表
と
の
対
応
で
、年
代
順
に
図

式
的
に
書
い
て
い
く
の
は
面
白
く
な
い
と
い
う
考
え
が
、

ど
こ
か
で
働
い
て
い
る
の
じ
ゃ
な
い
か
な
と
い
う
感
じ
が

す
る
の
ね
。
年
代
を
そ
の
ま
ま
追
っ
て
い
く
と
、人
物
た

ち
が
時
間
に
追
わ
れ
て
生
き
て
い
く
よ
う
な
形
に
な
っ

て
、小
説
と
し
て
平
板
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
じ
ゃ

な
い
か
と
い
う
危
惧
が
働
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
こ
れ
は

僕
の
勝
手
な
推
測
で
す
が
。
柴
田
さ
ん
の
こ
れ
ま
で
の

小
説
と
異
質
に
感
じ
る
の
は
、時
間
の
構
成
の
仕
方
で
す

ね
。
随
分
複
雑
に
な
っ
て
い
る
。
1
回
読
ん
だ
だ
け
で

は
、な
か
な
か
時
間
の
前
後
が
組
み
立
て
ら
れ
な
い
。
時

間
構
成
を
読
者
が
組
み
立
て
る
と
い
う
の
は
、そ
れ
も
ま

た
小
説
を
読
む
一
つ
の
楽
し
み
な
の
で
す
ね
。
例
え
ば
、

主
人
公
が
南
の
国
へ
渡
り
ま
す
ね
。
そ
こ
で
、グ
レ
テ
ィ
ー

ナ
と
い
う
女
性
と
恋
を
し
て
暮
ら
す
。
あ
れ
は
だ
い
た
い

昭
和
30
年
代
後
半
ぐ
ら
い
な
の
か
な
。

柴
田 

▼ 

そ
う
で
す
ね
。
主
人
公
が
大
学
院
を
終
わ
っ
て
4

年
間
で
す
ね
。

菅
野 

▼ 

そ
の
話
題
は
か
な
り
小
説
が
進
行
し
て
か
ら
出
て

く
る
で
し
ょ
う
。
小
説
の
最
初
の
時
点
か
ら
す
れ
ば
、か

な
り
過
去
へ
遡
る
わ
け
で
す
ね
。
ほ
か
に
そ
う
い
う
時
間

を
交
錯
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
い
く
つ
も
あ
る
。
そ
れ
が
初
め

か
ら
の
プ
ラ
ン
で
そ
う
な
っ
て
い
る
の
か
、あ
る
い
は
自

然
に
そ
う
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
っ
た
の
か
。
そ
う
い
う

時
間
の
処
理
の
仕
方
が
巧
み
に
な
っ
て
い
て
、小
説
の
容

量
を
膨
ら
ま
せ
る
大
き
な
要
因
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ

た
り
も
し
ま
し
た
。

柴
田 

▼ 

年
代
順
に
書
い
て
行
く
と
、す
べ
て
が
原
因
と
結

果
み
た
い
に
な
っ
て
、人
物
が
瞬
間
を
自
由
に
生
き
ら
れ

な
い
。
た
だ
、年
代
が
飛
ぶ
と
、読
む
方
は
面
倒
く
さ
く

な
ら
な
い
か
な
と
い
う
心
配
は
あ
り
ま
し
た
。
今
度
書
き

上
が
っ
て
、た
ま
た
ま
出
会
っ
た
人
に
、そ
れ
が
邪
魔
に

な
ら
な
か
っ
た
か
、聞
い
て
み
た
ら
、い
や
、読
ん
で
い
て
、

あ
あ
、あ
れ
は
こ
う
つ
な
が
る
の
か
と
辿
っ
て
行
っ
て
、む

し
ろ
そ
れ
が
楽
し
か
っ
た
と
言
っ
て
く
れ
た
の
で
、少
し

安
心
し
ま
し
た
。

菅
野 

▼ 

邪
魔
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。

柴
田 

▼ 

こ
の
小
説
で
は
、主
人
公
が
い
き
な
り
外
国
か
ら

帰
っ
て
き
た
。
自
分
の
意
思
に
よ
ら
ず
に
帰
っ
て
き
た
。

そ
れ
し
か
書
い
て
い
な
い
わ
け
で
す
よ
。
か
な
り
先
に

い
っ
て
、よ
う
や
く
ど
こ
か
ら
、
何
故
か
が
分
か
っ
て
く

る
わ
け
で
す
け
れ
ど
、そ
こ
を
つ
な
げ
る
の
は
読
む
方
に

と
っ
て
け
っ
こ
う
面
倒
か
な
と
実
は
恐
れ
て
い
ま
し
た
。

学
生
運
動
の
時
代
を
背
景
に
し
た
青
春
群

像
劇
の
傑
作『
さ
れ
ど 

わ
れ
ら
が
日
々
―
』

か
ら
約
半
世
紀
。
30
年
ぶ
り
の
長
篇
小
説

『
地
蔵
千
年
、
花
百
年
』を
発
表
さ
れ
た
柴

田
翔
さ
ん
を
お
招
き
し
て
、当
館
館
長
が
お

話
を
伺
い
ま
し
た
。

さ
ん
に
と
っ
て
も
大
変
い
い
仕
事
を
さ
れ
て
、
記
念
碑

的
作
品
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
な
と
慶
賀
し
て
い
ま
す
。

6
0
0
枚
ぐ
ら
い
に
な
り
ま
す
か
。

柴
田 

▼ 

長
く
な
っ
た
な
と
思
っ
て
は
い
ま
し
た
が
、表
紙
に

5
7
0
枚
と
あ
る
の
を
見
て
、そ
ん
な
に
な
っ
た
の
か
と

驚
き
ま
し
た
。

菅
野 

▼ 

時
間
と
し
て
は
ど
れ
く
ら
い
か
け
ら
れ
た
の
で
す

か
。

柴
田 

▼ 

結
局
1
年
半
く
ら
い
で
し
ょ
う
か
。
短
篇
の
つ
も

り
で
書
き
出
し
た
の
で
す
が
、書
い
て
い
る
う
ち
に
書
き

た
い
こ
と
の
性
質
が
変
わ
り
、長
く
な
り
ま
し
た
。
初
め

は
長
さ
以
前
に
、ど
う
い
う
タ
イ
プ
の
小
説
に
行
き
着
く

の
か
自
分
で
も
よ
く
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ご
く
普
通

の
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
と
し
て
書
き
始
め
た
の
で
す
け
れ
ど

も
、い
や
ち
ょ
っ
と
違
う
な
っ
て
い
う
感
じ
が
し
て
き
た

の
で
す
ね
。
完
成
ま
で
、せ
か
さ
ず
、待
っ
て
い
て
く
れ
た

鳥
影
社
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。

菅
野 

▼ 

初
め
の
短
篇
30
枚
を
書
こ
う
と
い
う
時
の
中
身

は
、こ
の
小
説
の
序
章
の「
夕
暮
れ
る
商
店
街
」の
話
と
同

じ
で
す
か
。

柴
田 

▼ 

え
え
。
商
店
街
の
ス
ケ
ッ
チ
で
す
。

菅
野 

▼ 

戦
後
、次
第
に
復
興
し
て
い
く
時
代
で
す
ね
。

柴
田 

▼ 

復
興
と
い
う
よ
り
は
、い
ろ
い
ろ
な
人
々
の
生
き

る
商
店
街
の
話
を
書
き
た
か
っ
た
。
若
い
頃
書
い
た
吉
祥

寺
を
モ
デ
ル
に
し
た
商
店
街
の
話
が
あ
り
、あ
れ
は
も
う

ち
ょ
っ
と
書
け
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
分
が
、ず
っ

と
残
っ
て
い
て
。
吉
祥
寺
に
商
店
街
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
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菅
野 

▼ 

僕
も
面
倒
だ
な
ど
と
は
感
じ
ま
せ
ん
で
し
た
ね
。

そ
し
て
実
に
多
面
的
と
い
う
か
、
視
野
の
広
い
小
説
で

す
ね
。

柴
田 

▼ 

そ
う
言
っ
て
い
た
だ
け
る
と
嬉
し
い
で
す
。

菅
野 

▼ 

例
え
ば
、戦
後
の
日
本
社
会
の
変
遷
で
す
。
商
店

街
の
書
き
方
に
し
て
も
、戦
後
の
復
興
の
時
代
と
い
う
の

を
彷ほ

う
ふ
つ彿

と
し
て
く
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
し
、そ
れ
か

ら
個
人
商
店
が
衰
退
し
て
駅
ビ
ル
に
吸
収
さ
れ
た
り
と

い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
日
本
の
社
会
風
俗
の
変
化

を
よ
く
捉
え
て
い
る
一
方
、学
生
運
動
の
こ
と
は
直
接
に

は
出
て
こ
な
い
け
れ
ど
も
、加
見
直
行
が
南
の
国
へ
行
き
、

そ
し
て
帰
っ
て
き
て
貿
易
商
に
な
っ
た
。

　
そ
う
い
う
彼
の
一
生
を
決
定
し
て
い
る
の
は
、山
の
温

泉
宿
で
沖お

き

神し
ん

介す
け

と
い
う
人
物
に
出
会
っ
た
こ
と
で
す
ね
。

沖
と
い
う
人
物
は
、実
は
過
激
派
の
リ
ー
ダ
ー
だ
っ
た
人

物
で
す
が
。
凡
庸
な
小
説
だ
と
、沖
が
も
っ
と
派
手
に
演

説
を
し
て
、そ
れ
に
ア
ジ
ら
れ
て
加
見
は
行
く
の
だ
ろ
う

け
れ
ど
、二
人
の
出
会
い
で
何
が
あ
っ
た
の
か
は
曖あ

い
ま
い昧

で
、

そ
れ
が
僕
は
と
て
も
い
い
と
思
っ
た
の
で
す
ね
。
何
と
な

く
沖
の
生
き
方
か
ら
何
か
を
感
じ
取
っ
た
。
し
か
も
彼

に
促
さ
れ
て
加
見
が
南
の
国
に
行
く
時
、
あ
ま
り
深
く

考
え
ず
に
行
く
と
い
う
感
じ
も
あ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か

（
笑
）。
人
生
っ
て
場
合
に
よ
っ
て
非
常
に
茫ぼ

う
ば
く漠

と
し
た
偶

然
に
左
右
さ
れ
な
が
ら
、し
か
し
そ
れ
が
人
生
を
決
定
し

て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
あ
そ
こ
が
一
つ
の
山
場
で
、ど

う
書
く
か
に
よ
っ
て
、小
説
の
全
体
が
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
っ

て
し
ま
う
と
思
う
の
で
す
ね
。
そ
こ
を
う
ま
く
処
理
さ

れ
た
こ
と
が
大
き
な
要
に
な
っ
て
い
る
。
あ
れ
が
大
事
な

と
こ
ろ
で
す
ね
。

柴
田 

▼ 

彼（
主
人
公
の
加
見
）に
と
っ
て
あ
あ
い
う
出
会
い

が
あ
る
の
は
彼
の
人
生
の
必
然
な
の
で
す
ね
。
技
術
屋

と
し
て
生
き
て
い
く
の
は
、も
は
や
あ
り
得
な
く
な
っ
て

い
て
、で
も
、そ
れ
し
か
道
が
な
い
と
い
う
場
合
っ
て
あ

り
ま
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
時
に
、
た
ま
た
ま
あ
あ
い
う

男（
沖
）が
現
わ
れ
て
、
決
し
て
沖
が
彼
を
誘
っ
て
い
る

わ
け
じ
ゃ
な
く
、
彼
の
方
が
そ
の
チ
ャ
ン
ス
を
捉
え
る
。

実
際
の
人
生
じ
ゃ
そ
う
い
う
機
会
は
な
か
な
か
来
な
い

け
ど
、こ
の
小
説
の
中
で
は
、機
会
は
来
る
べ
く
し
て
来

る
。
機
会
が
欲
し
か
っ
た
け
ど
、そ
れ
が
な
く
て
一
生
つ

ま
ら
ぬ
人
生
を
送
っ
た
と
い
う
、そ

う
い
う
小
説
だ
っ
て
あ
り
得
る
わ
け

で
す
よ
ね
。
だ
け
ど
僕
は
、い
つ
か

ど
こ
か
で
機
会
は
現
わ
れ
て
、
別
の

未
来
が
開
け
る
と
い
う
世
界
を
書

き
た
か
っ
た
。
今
ま
で
の
リ
ア
リ
ズ

ム
小
説
だ
と
、そ
ん
な
に
話
が
う
ま

く
い
く
わ
け
が
な
い
と
い
う
ふ
う
に

な
る
け
れ
ど
。

菅
野 

▼ 

主
人
公
が
辿
る
経
路
を
追
う

だ
け
で
、何
が
彼
の
運
命
を
決
定
し

た
か
、そ0ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

れ
と
な
く

0

0

0

0

埋
め
込
む
だ
け

で
済
ま
せ
る
小
説
と
は
、そ
の
あ
た

り
が
際
立
っ
て
違
う
の
が
見
事
で
す
。

と
こ
ろ
で
、彼（
加
見
）は
工
学
の
大

学
院
で
す
ね
。

柴
田 

▼ 

え
え
、
工
学
の
大
学
院
修
士

を
出
て
。

菅
野 

▼ 

そ
う
い
う
も
の
に
あ
る
種
の

限
界
を
感
じ
て
い
た
と
こ
ろ
、た
ま

た
ま
沖
と
出
会
っ
た
。
小
説
の
常
套

手
段
だ
と
、エ
ン
ジ
ニ
ア
と
し
て
の
生

涯
に
見
切
り
を
つ
け
た
彼
が
、こ
の

人
物
の
勧
め
る
南
の
国
は
ど
う
い
う

と
こ
ろ
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
確

か
め
た
上
で
行
く
こ
と
に
す
る
。
単

純
と
い
え
ば
単
純
、し
か
し
、
論
理

的
に
筋
が
通
っ
て
い
る
と
い
え
ば
筋

が
通
っ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
な
転
身

の
仕
方
を
す
る
よ
う
な
書
き
方
を

す
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
こ
が
そ
う

じ
ゃ
な
い
と
こ
ろ
に
新
鮮
な
意
外
さ

が
あ
る
。
今
お
話
を
聞
い
て
よ
く
分

か
る
け
れ
ど
、要
す
る
に
偶
然
が
必

然
に
転
換
す
る
ん
で
す
よ
ね
。

柴
田 
▼ 
え
え
。
偶
然
を
必
然
に
転
化

す
る
の
は
、
本
人
の
直
感
で
す
。
自

分
を
呼
ぶ
声
を
瞬
間
に
信
じ
る
。

菅
野 

▼ 

と
に
か
く
、主
人
公
は
南
の
国

へ
行
く
。
そ
こ
の
あ
た
り
の
描
写
が
と
て
も
大
事
な
山
場

だ
と
思
う
の
だ
け
れ
ど
、茫
漠
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
、

小
説
全
体
の
格
好
と
し
て
か
え
っ
て
い
い
。

柴
田 

▼ 

年
表
の
呪
縛
か
ら
離
れ
、歯
科
医
師
の
先
輩
を
追

放
し
ち
ゃ
っ
た
。
そ
れ
で
こ
こ
も「
あ
、こ
れ
で
い
い
ん

だ
」と
思
え
た
。
1
年
半
く
ら
い
書
い
た
け
れ
ど
、そ
の

点
が
決
定
的
な
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
だ
っ
た
と
い
う
気

が
し
て
い
ま
す
。

菅
野 

▼ 「
こ
れ
で
い
い
ん
だ
」と
い
う
の
は
、ド
イ
ツ
の
小
説

は
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
、フ
ラ
ン
ス
の
小
説
だ
と
、今
お
っ

し
ゃ
っ
た
よ
う
な
書
き
方
を
し
な
い
で
す
ね
。
も
っ
と
論

理
的
に
突
き
詰
め
て
、主
人
公
は
こ
う
い
う
内
的
な
思
考

を
経
て
、そ
れ
で
こ
う
変
わ
っ
て
い
く
と
書
く
と
思
う
の

で
す
よ
。
今
お
っ
し
ゃ
っ
た
書
き
方
と
、時
間
の
交
錯
の

仕
方
は
、批
評
家
的
な
言
い
方
を
し
て
申
し
訳
な
い
け
れ

ど
、新
し
い
手
法
が
ご
く
自
然
に
実
践
さ
れ
た
の
か
、あ

る
い
は
意
識
的
に
時
間
の
処
理
に
手
数
を
か
け
ら
れ
た
の

か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、結
果
と
し
て
重
層
的
な
厚
み
を
感

じ
さ
せ
る
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

柴
田 

▼ 

嬉
し
か
っ
た
で
す
ね
、あ
の
沖
と
若
き
加
見
の
出

会
い
の
場
面
が
書
け
た
時
は
。
人
間
は
み
な
、瞬
間
に
生

き
る
。
途
中
か
ら
姿
を
消
し
た
歯
医
者
の
先
輩
に
は
悪

い
け
ど
、彼
が
消
え
た
お
か
げ
で
す（
笑
）。

小
説
の
神
は
細
部
に
宿
る

菅
野 

▼ 

僕
の
か
ね
が
ね
の
自
説
と
し
て
、小
説
の
神
は
細

部
に
宿
る
と
考
え
て
い
る
ん
で
す
。
ど
ん
な
重
々
し
い
、

立
派
な
主
題
を
扱
っ
て
も
、
細
部
が
う
ま
く
組
み
合
わ

さ
ら
な
け
れ
ば
、決
し
て
名
作
に
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
読
ん
で
い
る
と
、細
部
は
一
見
、随

分
乱
暴
に
書
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
、結
局
う

ま
く
全
体
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。
そ

う
考
え
る
と
、『
地
蔵
千
年
、花
百
年
』で
は
、商
店
街
の

様
々
な
人
物
像
の
細
部
が
非
常
に
し
っ
か
り

し
て
い
る
の
も
大
事
な
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

　
あ
る
時
期
か
ら
、日
本
の
小
説
は
人
間
像

の
解
体
と
か
、
自
我
の
崩
壊
と
か
観
念
的
な

命
題
が
先
に
立
っ
て
、そ
れ
に
操
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
、あ
る
い
は
引
き
ず
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
傾
向
が
か
な
り
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
て

い
ま
す
け
れ
ど
、そ
れ
に
敢
然
と
し
て
立
ち
向

か
っ
た
の
か
、ど
こ
の
人
物
を
と
っ
て
も
、
非

常
に
き
ち
ん
と
は
っ
き
り
そ
の
人
物
像
が
浮

か
ん
で
く
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
す

ね
。
人
間
を
き
ち
ん
と
書
こ
う
と
い
う
筆
力

と
熟
達
が
、柴
田
さ
ん
に
備
わ
っ
て
い
る
の
が

よ
く
分
か
り
ま
し
た
。

柴
田 

▼ 

菅
野
さ
ん
に
そ
う
言
っ
て
い
た
だ
く
と

感
激
し
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
的

な
書
き
方
は
や
め
よ
う
と
思
っ
た
ん
で
す
ね
。

リ
ア
リ
ズ
ム
の
方
か
ら
言
え
ば
、何
で
登
場
す

る
人
物
が
う
ま
い
具
合
に
い
ろ
い
ろ
出
会
う

ん
だ
と
い
う
話
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
、小
説
で

は
そ
う
い
う
ふ
う
に
出
会
っ
た
っ
て
い
い
じ
ゃ

な
い
か
、そ
ち
ら
の
方
に
人
生
の
本
質
は
現
わ

れ
る
。
そ
う
い
う
気
が
し
た
ん
で
す
。
そ
う
思
っ
た
時
、

書
く
の
が
ず
っ
と
楽
し
く
な
り
ま
し
た
ね
。

菅
野 

▼ 

い
い
で
す
ね
。
羨
ま
し
い
話
だ
な
。
楽
し
く
書
い

て
立
派
な
小
説
に
な
る
ん
で
す
か
ら
。

柴
田 

▼ 

だ
け
ど
、
読
者
が
受
け
入
れ
て
く
れ
る
か
は
、
最

後
ま
で
確
信
が
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
。

菅
野 

▼ 

日
本
の
小
説
の
あ
る
部
分
で
、
あ
る
時
期
か
ら

い
ろ
い
ろ
な
新
し
さ
、例
え
ば
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
・ロ
マ
ン
が
流

行
っ
た
と
か
、ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
マ
ジ
ッ
ク
リ
ア
リ
ズ
ム

が
ど
う
と
か
、複
雑
な
時
間
構
成
に
し
て
も
空
間
転
換
に

し
て
も
、そ
れ
か
ら
同
時
性
の
技
法
と
か
、い
ろ
い
ろ
な

方
法
、技
法
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
ね
。
し
か

し
、そ
れ
に
な
か
な
か
伴
わ
な
い
と
い
う
の
が
今
の
実
態

だ
と
思
う
け
れ
ど
、そ
う
い
う
技
法
の
何
か
か
ら
学
ん
で

使
っ
て
み
る
と
い
う
こ
と
を
皆
や
っ
て
い
る
と
思
う
の
で

す
よ
ね
。
そ
う
い
う
傾
向
が
あ
る
か
ら
柴
田
さ
ん
の
小

説
も
、一
般
の
読
者
に
と
っ
て
も
読
み
や
す
く
は
な
っ
て

い
る
と
思
う
の
で
す
ね
。

若
き
日
の
出
会
い
を
記
念
し
て

菅
野 

▼ 

ひ
と
つ
気
に
な
っ
て
い
た
の
は
、
主

人
公
を
南
米
へ
な
ぜ
行
か
せ
た
の
か
と
い

う
こ
と
で
す
。
結
局
、
国
名
は
出
て
き
ま
せ

ん
よ
ね
。

柴
田 

▼ 

え
え
。
出
て
こ
な
い
。

菅
野 

▼ 

あ
れ
は
わ
ざ
と
出
さ
な
い
ん
で
す
ね

（
笑
）。

柴
田 

▼ 

も
ち
ろ
ん
で
す
よ（
笑
）。

菅
野 

▼ 

全
く
の
架
空
の
空
間
と
し
て
書
か
れ

て
い
ま
す
が
、な
ぜ
南
米
か
と
い
う
こ
と
で

す
ね
。

柴
田 

▼ 

作
者
の
僕
の
生
活
と
お
よ
そ
遠
い
と

こ
ろ
に
し
よ
う
と
思
っ
た
の
で
す
ね
。
僕
は

ド
イ
ツ
関
係
が
一
応
専
門
な
の
で
、ヨ
ー
ロ
ッ

パ
だ
と
具
体
的
に
ど
こ
だ
と
い
う
話
に
な
る

で
し
ょ
う（
笑
）。
更
に
、先
進
国
対
後
進
国

と
か
い
う
話
に
も
な
る
。
そ
れ
が
い
や
だ
っ

た
。
今
回
は
、
現
実
の
歴
史
で
は
な
く
、
人

の
1
回
限
り
の
生
を
書
き
た
か
っ
た
。
で
、何
も
知
ら
な

い
南
米
に
、更
に
架
空
の
国
を
つ
く
っ
て
み
た
。
後
ろ
の

大
き
な
山
脈
に
よ
っ
て
、南
米
全
体
か
ら
も
切
り
離
さ
れ

て
い
る
場
所
と
い
う
架
空
の
設
定
で
す
。
南
米
だ
け
れ

ど
も
北
半
球
で
、要
す
る
に
ど
こ
で
も
な
い
場
所
を
つ
く

り
た
か
っ
た
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、運
命
の
力
で
ふ
と

行
っ
ち
ゃ
っ
て
幸
せ
な
4
年
間
を
過
ご
す
。

　
個
人
的
な
話
で
す
が
、僕
は
若
い
時
に
留
学
し
て
、た

い
へ
ん
得
し
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
自
分
が
生
ま
れ
育
っ

た
日
本
と
い
う
国
も
、も
ち
ろ
ん
自
分
の
人
生
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
け
れ
ど
、そ
れ
以
外
の
世
界
を
経
験
し
た

の
は
貴
重
で
し
た
。
そ
れ
を
主
人
公
に
も
4
年
間
経
験

さ
せ
た
か
っ
た
。

菅
野 

▼ 

中
南
米
と
い
う
の
は
、今
で
も
反
米
闘
争
で
革
命

的
な
ゲ
リ
ラ
活
動
が
盛
ん
に
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う

い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、南
米
に
し
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で

す
か
。

ゲーテ『ファウスト』上 
（2003年1月、講談社文芸文庫）

「季刊文科」第69号 
（2016年8月、鳥影社）

『地蔵千年、花百年』
（2017年3月予定、鳥影社）

新装版『されど われらが日々－』 
（2007年11月、文春文庫）
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0
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年
1
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31
日

▼ 

阿
部
弘
一
様
か
ら
フ
ラ
ン
シ
ス・ポ
ン
ジュ
資
料  

茉
莉
デ
イ
ビ
イ

様
か
ら
青
山
光
二
資
料  

▼ 

阿
部
堅
磐
様  

伊
丹
啓
子
様  

伊
丹
三
樹
彦
様  

井
上
隆
史
様   

絹
谷
幸
二
様  

久
保
田
裕
子
様  

坂
本
宮
尾
様  

鈴
木
芳
雄
様   

田
尻
芳
樹
様  

津
金
孝
邦
様  

津
村
節
子
様  

戸
村
雅
子
様   

服
部
孝
男
様  

福
田
大
輔
様  

村
田
馨
様  

安
水
稔
和
様   

山
川
と
お
る
様  

山
口
博
哉
様  

山
中
剛
史
様  

山
本
敏
倖
様   

山
本
幸
久
様

▼ 

志
賀
直
吉
様  

志
賀
直
哉
著
作
権
管
理
代
表
者
志
賀
道
哉
様  

▼ 

N
H
K
放
送
博
物
館  

青
森
県
近
代
文
学
館  

尼
崎
市
総
合

文
化
セ
ン
タ
ー  

一
茶
記
念
館  

井
上
靖
記
念
文
化
財
団  

射

水
市
大
島
絵
本
館  

岩
波
書
店  

映
像
産
業
振
興
機
構  

大
岡

信
研
究
会  

小
田
原
市
経
済
部
観
光
課  

学
習
院
大
学
史
料

館  

か
ご
し
ま
近
代
文
学
館
・
メ
ル
ヘ
ン
館  

神
奈
川
近
代
文
学

館  

紙
の
博
物
館  

現
代
文
学
史
研
究
所  

駒
沢
大
学
禅
文
化

歴
史
博
物
館  

さ
い
た
ま
文
学
館  

埼
玉
県
教
育
局
生
涯
学

習
文
化
財
課  

坂
の
上
の
雲
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム  

佐
佐
木
信
綱
研

究
会  

司
馬
遼
太
郎
記
念
館  

石
神
井
公
園
ふ
る
さ
と
文
化

館  

集
英
社  

新
俳
句
人
連
盟  

杉
並
区
立
郷
土
博
物
館  

鈴

鹿
市
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
文
化
財
課  

田
井
安
曇
の
歌
碑
建
立
有

志
の
会  

高
畠
華
宵
大
正
ロ
マ
ン
館  

田
原
市
博
物
館  

た
ま 

し
ん
地
域
文
化
財
団  

田
山
花
袋
記
念
文
学
館  

地
中
海
社   

調
布
市
武
者
小
路
実
篤
記
念
館  

鶴
岡
市
立
藤
沢
周
平
記
念

館  

東
京
国
立
近
代
美
術
館
フ
ィ
ル
ム
セ
ン
タ
ー  

東
京
都
教
育

庁
地
域
教
育
支
援
部  

東
京
都
歴
史
文
化
財
団  

中
原
中
也
記

念
館  

日
本
歌
人
ク
ラ
ブ  

日
本
児
童
ペ
ン
ク
ラ
ブ  

野
村
胡

堂
・
あ
ら
え
び
す
記
念
館  

俳
人
協
会  

白
山
市
観
光
文
化
部

文
化
振
興
課  

馬
の
博
物
館  

春
吉
書
房  

姫
路
文
学
館  「
ふ

く
い
風
花
随
筆
文
学
賞
」実
行
委
員
会  

福
岡
市
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  

町
田
市
立
博
物
館  

松
山
市
立
子
規
記
念
博
物

館  

宮
沢
賢
治
学
会
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
セ
ン
タ
ー  

武
蔵
野
美
術
大

学
美
術
館
・
図
書
館  

や
ま
な
し
文
学
賞
実
行
委
員
会  

与
謝

野
晶
子
倶
楽
部  

リ
ク
ル
ー
ト
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス  

早
稲
田
大

学
會
津
八
一
記
念
博
物
館

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

「
風
花
」「
か
ね
こ
と
」「
寒
雷
」「
橄
欖
」「
く
さ
く
き
」「
九
品
仏
川

柳
会
句
会
報
」「
群
系
」「
g 

u 

i
」「
鴻
」「
心
の
花
」「
埼
東
文
学
」

「
山
河
」「
山
暦
」「
春
耕
」「
春
燈
」「
正
午
」「
星
雲
」「
川
柳
研
究
」

「
双
鷲
」「
鬣
」「
短
歌
人
」「
丹
青
」「
地
中
海
」「
飛
火
」「
白
」「
プ

チ
★
モ
ン
ド
」「
麓
」「
文
芸
思
潮
」「
本
のParkin

g

」「
窓
」「
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
）

柴
田 

▼ 

い
や
、そ
う
で
は
な
く
て
、む
し
ろ
一

種
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
、ど
こ
に
も
な
い
と
こ
ろ

を
設
定
し
て
い
ま
し
た
。
た
だ
物
語
が
進
む

に
つ
れ
、中
南
米
の
現
実
の
矛
盾
が
物
語
に

浸
透
し
て
く
る
の
を
完
全
に
防
ぐ
こ
と
は
で

き
な
く
て
、ひ
い
き
目
に
見
れ
ば
、そ
れ
が

ま
た
物
語
に
活
気
を
与
え
た
気
も
し
て
い

ま
す
。

菅
野 

▼ 

加
見
が
亡
く
な
る
前
、日
本
の
左
翼

の
情
報
誌
と
称
す
る
も
の
を
読
ん
で
、沖
の

死
を
知
り
ま
す
ね
。
あ
あ
い
う
場
面
は
、書

い
て
い
る
う
ち
に
思
い
つ
く
わ
け
で
す
か
。

柴
田 

▼ 

予
め
考
え
て
い
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
で

す
ね
。
た
だ
、主
人
公
に
と
っ
て
接
触
の
機

会
は
少
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
決
定
的
な
人

物（
沖
）が
ど
う
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、

小
説
の
中
で
一
応
ケ
リ
を
つ
け
て
お
き
た
い

な
っ
て
い
う
気
分
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し

ま
た
、そ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
、モ
デ
ル
と
い

う
意
味
で
は
ま
っ
た
く
な
い
の
だ
け
ど
、若

い
自
分
が
会
っ
た
人
た
ち
の
記
念
碑
も
立
て

た
か
っ
た
。
例
え
ば
菅
野
さ
ん
も
個
人
的
に

ご
存
じ
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、一
昨
年
亡

く
な
っ
た
沖お

き
う
ら浦

和か
ず
て
る光﹇

註
1
﹈さ
ん
。

菅
野 

▼ 

え
え
、
沖
浦
さ
ん
。
学
生
の
時
か
ら

知
っ
て
い
ま
し
た
。
学
生
時
分
、
学
友
会

（
学
部
の
自
治
会
）に
言
わ
れ
て
、フ
ラ
ン
ス

の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
詩
の
話
を
し
た
こ
と
が

あ
る
ん
で
す
。
聴
衆
は
5
人
ぐ
ら
い
し
か
い

な
か
っ
た
け
れ
ど（
笑
）。
そ
の
時
に
沖
浦
さ

ん
が
い
て
僕
の
こ
と
は
覚
え
て
い
た
ら
し
い
。

そ
れ
か
ら
ず
っ
と
経
っ
て
か
ら
、野
間
宏
さ

ん
の『
青
年
の
環
』が
完
結
し
て
、出
版
記
念

会
で
彼
が
出
席
し
て
い
て
覚
え
て
い
て
く
れ

た
の
ね
。「
あ
の
時
の
あ
ん
た
だ
な
」み
た
い

な
感
じ
で（
笑
）。

柴
田 

▼ 

（
笑
）あ
の
世
代
の
人
た
ち
、
特
に

僕
が
親
し
く
し
て
も
ら
っ
た
の
は
安あ

ん
ど
う東

仁じ
ん

兵べ

え衛﹇
註
2
﹈、
通
称
ア
ン
ジ
ン
で
し
た
。
意

見
は
殆
ど
一
致
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
、ア
ン
ジ
ン
や
沖
浦
さ

ん
の
持
っ
て
い
た
人
間
的
魅
力
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。
も
ち

ろ
ん
、党
派
的
闘
争
の
中
で
、彼
ら
の
別
の
姿
を
記
憶
し

て
い
る
人
た
ち
も
い
る
だ
ろ
う
け
ど
、僕
は
今
で
も
、自

分
が
若
い
時
に
あ
あ
い
う
人
た
ち
に
接
し
え
た
の
は
運
命

の
贈
り
物
だ
っ
た
と
思
っ
て
、感
謝
し
て
い
ま
す
。
そ
の

彼
ら
を
記
念
す
る
た
め
に
も
、オ
キ
シ
ン
こ
と
沖
神
介
を

最
後
ま
で
書
い
て
お
き
た
か
っ
た
。

菅
野 

▼ 

大
作
を
書
か
れ
て
随
分
疲
労
さ
れ
た
と
思
う
の
で

す
け
れ
ど
、昔
の
同
僚
と
し
て
も
本
当
に
嬉
し
い
で
す
。

少
な
く
と
も
、当
今
の
日
本
の
小
説
と
全
く
違
っ
た
レ
ベ

ル
に
あ
る
も
の
だ
と
思
っ
て
、広
く
多
く
の
読
者
に
読
ん

で
ほ
し
い
で
す
。
単
行
本
が
い
ず
れ
出
る
で
し
ょ
う
が
、

著
者
の
柴
田
翔
の
た
め
ば
か
り
で
な
く
、現
在
と
未
来
の

日
本
文
学
の
た
め
に
期
待
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

柴
田 

▼ 

そ
う
言
っ
て
い
た
だ
く
と
、
本
当
に
嬉
し
い
を
通

り
越
し
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
読
ん
で
も
ら
え
た
っ
て

い
う
の
は
…
…
。

菅
野 

▼ 

そ
れ
は「
読
ん
で
も
ら
え
る
」ん
じ
ゃ
な
く
て「
読

ま
せ
る
」力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
よ
。
単
行
本
化
の

予
定
は
お
あ
り
な
の
で
し
ょ
う
か
。

柴
田 

▼ 

え
え
、細
部
の
直
し
は
終
え
た
の
で
、
1
年
半
、せ

か
さ
ず
待
っ
て
く
れ
た「
季
刊
文
科
」の
鳥
影
社
か
ら
、そ

ん
な
に
遅
れ
ず
に
出
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
今
は
装
幀

を
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

菅
野 

▼ 

楽
し
み
で
す
ね
。
今
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

柴
田 

▼ 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
2
0
1
7
年
1
月
21
日  

世
田
谷
美
術
館
応
接
室
に
て
）

＊ 

﹇
註
1
﹈  
沖
浦
和
光（
1
9
2
7 

― 

2
0
1
5
年
）  

社
会
学

者
・
民
俗
学
者
。
桃
山
学
院
大
学
名
誉
教
授
。
漂
泊
民
や
被

差
別
民
な
ど
を
テ
ー
マ
に
研
究
。
著
書
に『
幻
の
漂
泊
民
・
サ

ン
カ
』『
旅
芸
人
の
い
た
風
景
』、共
著
に
野
間
宏
と
の『
日
本

の
聖
と
賤
』な
ど
。

＊ 

﹇
註
2
﹈  

安
東
仁
兵
衛（
1
9
2
7 

― 

1
9
9
8
年
）  

社
会
運

動
家
・
評
論
家
。
東
大
で
の
学
生
運
動
に
活
躍
し
た
全
学
連

第
一
世
代
。

2
0
1
5（
平
成
27
）年
度
の
収
蔵
品
に
つ
い
て

昨
年
度
に
収
集
し
た
収
蔵
品
8
3
0
点
は
、皆
様
か
ら
の
ご
寄
贈
に
よ
る
も
の
で
す
。
ご
協
力
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
こ
で
は
主
な
収
蔵
品
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。 

（
敬
称
略
・
順
不
同
）

寄贈者：齋藤喜美子（491点）
寄贈品：北杜夫『幽霊』『楡家の人びと』『どくとるマンボウ昆虫記』『茂吉あれこれ』（茂吉評伝4部作）ほか主要原稿、
マブゼ共和国関連資料、諸家書簡など

◎ 石井立
たつ

 旧蔵資料 ◎
寄贈者：石井耕、石井牧、平賀美穂（330点）
寄贈品：戦前・戦時下の中野重治原稿、堀文子《『壺井栄作品集』挿絵
原画》、諸家原稿、書簡など

◎ 植草甚一書簡 ◎
寄贈者：関口 展
寄贈品：タイガー立石あて
はがき（2点）

立石紘一（タイガー立石）あて植草甚一はがき  1968年5月4日

マブゼ共和国紙幣

北杜夫あて川端康成書簡  1966年12月6日  『白きたおやかな峰』献本礼状

北杜夫書画「ほそぼそと唐松立ち
てゐたりけりわが歩む道は静かな
るかも」

北杜夫『楡家の人びと』原稿、執筆のための資料

中野重治 『第一章』原稿  1935年発表  「転向」を条件に出獄した直後に執筆

堀文子 《『壺井栄作品集』挿絵原画》 1956 – 58年頃  紙・墨・銀泥

◎ 北杜夫資料 ◎
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2. 連続講座「夢と綺想の球体  澁澤龍 」
2017年秋に開催する企画展「澁澤龍   ドラコニアの地
平」のプレイベントとして、各界の論者が多彩な切り口か
らその魅力を語る連続講座を開催しました。
会場： 世田谷美術館 講堂
協力： 世田谷美術館
2月4日（土） 巖谷國士（仏文学者） 

「澁澤龍 の宇宙誌」
2月18日（土） 酒井忠康（世田谷美術館館長） 

「澁澤龍 の想像の画廊」
2月25日（土） 中沢けい（作家） 

「澁澤龍 と70年代の高校生」

改修工事休館中の 
活動報告

2017年4月末、世田谷文学館は半年間の 
設備改修を終えてリオープンいたします。
ここでは改修工事期間における 
当館の活動をご紹介します。

2016年9月16日（金）～ 2017年4月21日（金）

特集
世田谷文学館全館改修工事と

リオープン 
1. 「どこでも文学館」の活動
1 ワークショップ「超ショートショート講座」
11月20日（日）
会場： 奥沢区民センター
講師： 田丸雅智（作家）
誰でも楽しく短い物語を書けるようになる大好
評の講座。
－ 連想した言葉を組み合わせて、不思議な言

葉を作る。
－ 不思議な言葉から想像を広げ、思いつくこ

とを書く。
－ 思いついたことをつなげて、短い物語にま

とめる。
3つのステップでみんなの奇想天外な超ショート
ショート小説が完成。作品は奥沢区民センター
で展示しました。

2 芦花小学校＋大竹英洋ワークショップ
11月21日（月）・22日（火）・24日（木）
講師： 大竹英洋（写真家）
6回目を迎えた、写真家・大竹英洋さんと共に身
近な自然を見つめなおす「写真」と「ことば」によ
るワークショップを開催しました。4年生約150
名が、PDS（Plan Do See）の流れに沿った3日間
のプログラムを通して、自分の作品を作り上げま
した。
2 -1 1日日：考える日。自然についてのお話と撮

影方法を聞いて、想像を膨らませました。
2 -2 2日目：行う日。公園での撮影会。写真家

気分で身近な自然を発見しました。
2 -3 3日目：振り返る日。撮影した写真にタイト

ルをつけ、オリジナル作品の完成。みんな
で鑑賞しながら講評を行いました。

3  ワークショップ「ワン・ミニット・ムービー 
～冒険物語を作ろう!～」

1月29日（日）
会場： 池尻まちづくりセンター
講師： 北阪昌人（脚本家） 

本田友美（教育と探究社）
協力： 一般社団法人日本脚本アーカイブズ推進コ

ンソーシアム、株式会社教育と探究社
タブレットPCを活用して1分間の短編映像作品を
つくりあげるプログラム。子どもたちが感性と創
造性をフルに働かせて、身の回りにあるものを主
人公に見立てた冒険物語を自由に紡ぎ出しまし
た。17名の「監督」たちの作品は、世田谷文学館
ホームページからご覧いただけます。

パネル展示「アルプスの少女ハイジ」
9月17日（土）～ 4月30日（日） ＊予定
会場： 世田谷区民健康村 

ふじやまビレジ・なかのビレジ

4. 企画、協力の展覧会
当館が企画、協力した展覧会が各地で開催されました。
「上橋菜穂子と〈精霊の守り人〉展」

9月24日（土）～ 11月20日（日）
会場： 駿府博物館

1月20日（金）～ 2月19日（日）
会場： かごしま近代文学館

「ミロコマチコ  いきものたちの音がきこえる」
12月1日（木）～ 12月25日（日）
会場： 京都府  美術館「えき」KYOTO

「岡崎京子展  戦場のガールズ・ライフ」
12月3日（土）～ 1月22日（日）
会場： 三菱地所アルティアム

「浦沢直樹展  描いて描いて描きまくる  大阪の巻」
11月26日（土）～ 1月25日（水）
会場： 大阪南港ATC

3. 当館所蔵品の展示
① 福井県ふるさと文学館
「文学からくり箱展 ～ムットーニの世界～」

10月15日（土）～ 12月18日（日）
当館所蔵のムットーニ作品7点を出品しました。

「中野重治  ふる里への思い、そして闘い」
10月15日（土）～ 12月18日（日）
当館所蔵の中野重治原稿を出品しました。

② 山梨県立文学館
「北杜夫展  ユーモアがあるのは人間だけです」

9月17日（土）～ 11月23日（水・祝）
当館所蔵の北杜夫原稿、書簡、愛用品等を出品しました。

③ 新潟市  會津八一記念館
會津八一没後60年 小林正樹生誕100年  
企画展「小林正樹と會津八一」
10月7日（金）～ 12月11日（日）
当館所蔵の小林正樹関連資料を出品しました。

パネル展示「クマのプーさん魔法の森へ」
12月23日（金・祝）～ 3月29日（水）
会場： 世田谷区立中央図書館

④出張展示
世田谷区立小・中学校、世田谷区立中央図書館、
群馬県川場村・世田谷区民健康村ふじやまビレジ・
なかのビレジのロビーで展示活動を行いました。

1

1

1

2 -1

2 - 3

2 -2

3

3

3

2. 連続講座「夢と綺想の球体  澁澤龍 」  2月4日（土）  巖谷國士「澁澤龍 の宇宙誌」

3. 当館所蔵品の展示  ① 福井県ふるさと文学館  「文学からくり箱展 ～ムットーニの世界～」

3. 当館所蔵品の展示  ② 山梨県立文学館  「北杜夫展  ユーモアがあるのは人間だけです」

3. 当館所蔵品の展示  ③ 新潟市  會津八一記念館  會津八一没後60年 小林正樹生誕100年  企画展「小林正樹と會津八一」

4. 企画、協力の展覧会  「上橋菜穂子と〈精霊の守り人〉展」  かごしま近代文学館

4. 企画、協力の展覧会  「ミロコマチコ  いきものたちの音がきこえる」  京都府  美術館「えき」KYOTO
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所 

在 

地  

世
田
谷
文
学
館
1
階

開
室
時
間  

10
時
〜
18
時

休 

室 

日  

毎
週
月
曜
日（
月
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
開
室
し
、

翌
平
日
休
室
）、年
末
年
始
、室
内
整
備
期
間

＊ 

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
の
ご
利
用
は
無
料
で
す
。

＊ 

図
書
・
雑
誌
の
館
外
貸
出
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

＊ 

収
蔵
資
料
の
閲
覧
に
つ
い
て
は
事
前
申
込
が
必
要
な
場
合
も

ご
ざ
い
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　
こ
の
た
び
の
改
修
工
事
に
と
も
な
い
、ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

（
図
書
室
）の
空
間
と
機
能
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
す
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
で
は
、主
に
調
査
・
研
究
を

目
的
と
す
る
方
々
に
む
け
た
サ
ー
ビ
ス
を
中
心
に
行
っ
て

き
ま
し
た
が
、こ
れ
か
ら
は
よ
り
多
く
の
方
々
に
む
け

て
、こ
の
ス
ペ
ー
ス
が
書
物
と
の
新
た
な
出
会
い
の
場
と

な
る
よ
う
、内
容
の
充
実
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

　
ま
た
、地
域
の
状
況
に
目
を
転
ず
れ
ば
、世
田
谷
区
で

は
過
去
5
年
間
、
9
歳
以
下
の
児
童
の
人
口
が
、
毎
年

1
0
0
0
人
以
上
の
ペ
ー
ス
で
増
加
し
て
い
ま
す
。
こ
う

し
た
状
況
も
ふ
ま
え
、リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
後
は
乳
幼
児
を
中

心
と
し
た
、子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
エ
リ
ア
を
新
設
し
、

親
子
で
楽
し
め
る
空
間
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。

　
こ
の
記
事
を
作
成
し
て
い
る
時
点（
2
0
1
7
年
2
月
）

で
は
、ま
だ
工
事
が
完
了
し
て
お
ら
ず
、果
た
し
て
ど
こ

ま
で
実
現
で
き
る
か
未
知
数
の
部
分
も
あ
り
ま
す
が
、こ

こ
で
は
現
在
計
画
し
て
い
る
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
ポ
イ
ン
ト

を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
な
お
、収
蔵
資
料
の
閲
覧
に
つ
い
て
は
、
3
階
に
新
た

に
設
け
る
閲
覧
室
に
て
、ご
利
用
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

ライブラリーについて

新ライブラリーは本との出会いの場
子どものためのエリアも新設して

リニューアル

特集
世田谷文学館全館改修工事と

リオープン
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改修工事の報告

世田谷文学館は開館から20年以上が経過し、 
電気や空調といった様々な大型設備の 

更新時期を迎えました。 
普段からも建物を大切に使用し、 
メンテナンスをしてきましたが、 

この機会に合わせて、一時休館をさせていただき、 
内装も含めて改修を行いました。

特集
世田谷文学館全館改修工事と

リオープン 

鯉はどこへ……？
世田谷文学館といえば「鯉」というイメージがあるほど、名物となっているエ
ントランスの鯉たち。工事中は足場が組まれるため、池の中には水はなく、も
ちろん鯉もいません。鯉たちはどうしているのでしょうか。

当館を運営する事務職員と
学芸員が仕事をするオフィス
フロアです。ここも床や壁を
スケルトンの状態にして大改
修をしました。改修中はこ
こでは業務ができないため、
職員たちは遠く離れた場所
に仮事務所を設置して仕事
をしました。

企画展を行う2階展示室は、
天井配管を隠すルーバーが
なくなり空間が広がりまし
た。また床材をすべて張り替
えました。

コレクション展を行う1階展示
室は、空調と照明が一新され、
壁もきれいになりました。

大きなガラス窓から鯉が見え
るエントランスは、ミュージアム 
ショップを拡充します。

天井や床を剥がし、電気配線や空調などの 
工事を行いました。また、全ての照明が省エネで 
長寿命かつ安全性の高いLEDになりました。 
明るさや色合いを部屋ごとに検討し、 
配置などにも工夫をしました。 

これにより居心地のよい鑑賞空間を提供します。

 階エントランス  

 階展示室  

 階展示室  

 階事務室

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
み
る 

　
　
文
学
を
彩
る
書
画
の
魅
力

ut pictura poesis  

　  

― 

詩
は
絵
の
よ
う
に

古
代
ロ
ー
マ
の
詩
人
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の『
詩
論
』の
一
節

「ut pictura poesis 

― 

詩
は
絵
の
よ
う
に
」に
端
を
発

し
、詩
と
絵
を「
姉
妹
芸
術
」と
み
る「
画
文
一
如
」、「
画

文
共
鳴
」の
芸
術
観
は
、長
い
年
月
を
経
た
今
も
共
感
を

も
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在
で
は
、文
学
と

美
術
の
共
鳴
と
言
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

古
来
よ
り
神
聖
な
空
間
や
経
典
な
ど
で
尊
い
言
葉
の

荘
厳
を
担
い
、
教
え
や
物
語
を
絵
解
き
で
視
覚
化
し
て

伝
え
た
絵
画
や
装
飾
美
術
は
、
近
代
以
降
も
挿
図
、
挿

絵
、装
幀
な
ど
で
言
葉
や
文
学
と
深
く
結
び
つ
い
て
き
ま

し
た
。
毛
筆
の
運
び
と
七
彩
に
譬
え
ら
れ
る
墨
色
に
よ

り
、
文
字
は
語
意
に
と
と
ま
ら
ず
絵
は
極
彩
色
に
劣
ら

な
い
無
碍
の
表
現
を
誇
る
東
洋
の
書
画
で
も
、
詩
句
と

絵
を
一
体
に
し
て
理
想
郷
が
描
か
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う

に
文
学
と
美
術
、
言
葉
、
絵
画
、
装
飾
は
、
長
き
に
亘
っ

て
共
に
様
々
な
形
で
人
間
の
営
み
を
豊
か
に
し
て
き
た

の
で
す
。

そ
し
て
、想
像
力
に
優
れ
た
古
今
東
西
の
詩
人
、文
学

者
の
多
く
は
書
画
を
愛
好
し
、
自
ら
も
絵
筆
を
揮
い
ま

し
た
。
一
方
で
文
学
作
品
の
精
髄
を
汲
ん
だ
画
家
が
傑

出
し
た
画
を
成
し
、
詩
歌
や
文
章
で
も
才
を
開
か
せ
る

こ
と
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

今
回
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
で
は
、毛
筆
の
詩
歌
句
、室
や

書
斎
に
掛
け
た
敬
愛
す
る
文
学
者
や
友
人
の
揮
毫
、文

房
具
な
ど
、文
学
者
に
よ
る
、ま
た
は
文
学
者
に
ま
つ
わ

る
書
画
と
ゆ
か
り
の
品
、そ
し
て
詩
や
小
説
、児
童
文
学

を
彩
る
挿
絵
や
デ
ザ
イ
ン
、近
代
を
代
表
す
る
表
現
芸
術

で
あ
る
映
画
を
支
え
る
美
術
の
仕
事
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

文
学
者
の
美
意
識
や
趣
味
を
、
画
家
に
よ
る
文
学
と
美

術
と
の
架
橋
を
、当
館
秘
蔵
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
通
し
て

「
読
む
・
観
る
」の
両
面
か
ら
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

2
0
1
7（
平
成
29
）年
度
の
前
期
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展

会期：4月29日（土・祝）～ 9月18日（月・祝）
＊なお、一部作品は会期中に展示替えを行います。
会場：世田谷文学館 1階展示室
主催：公益財団法人せたがや文化財団 世田谷文学館
後援：世田谷区、世田谷区教育委員会
観覧料： 一般200 （160）円、大学・高校生150 （120）円、 

小・中学生、65歳以上・障害者手帳をお持ちの方100 （80）円
＊ 小・中学生は、毎週土日祝、夏休み期間および「山へ！展」 
会期中、観覧無料。

＊ 4月29日（土・祝）は、開館記念のため観覧無料。
＊ 6月3日（土）は地域祭事「下町まつり」のため観覧無料。
＊ 5月5日（金・祝）、7月21日（金）は、満65歳以上の方は観覧無料。
＊ 8月11日（金・祝）は、「山の日」により観覧無料。

夏
目
漱
石
墨
書 「
唐
人
之
句
空
山
不
見
人
」 

1
9
1
5
年  

紙
・
墨

夏目漱石愛用の蒔絵短冊箱 ［江戸～明治］  木製・漆

竹中英太郎 《「鬼火」挿絵原画》 1935年  紙・墨ほか

村山槐多 《二少年図》 1914年  紙・水彩

松野一夫 《「黒死館殺人事件」挿絵原画》 1934年  紙・墨ほか

白井喬二 《鮎翔ねる》 1979年  色紙・墨・顔料

その鯉たちは、区立公園の一角に仮住まい中です。専用のいけ
すを作り、24時間管理で安全に飼育しています。リオープンの際
には、また文学館のエントランスに元気な姿で戻ってきます。
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［関連イベント］

ギャラリートーク：  

ムットーニ本人が作品をご案内します。
会期中の土・日曜日  
14時 /16時30分（所要時間約40分）
事前申込不要（ただし展覧会観覧料
がかかります）
＊ 観覧者多数の場合は入場を制限 
させていただく場合があります。
＊ 上演内容は回により異なる場合が 
あります。

スペシャルツアー：  

ムットーニによる作品のスペシャル 
上演会です。
5月6日（土）/5月20日（土）/6月17日（土）  
各日18時～（所要時間約60分）
定員：各回抽選 40名  

料金：無料（ただし展覧会観覧料が 
かかります）
申込方法：
当館HP（http://www. setabun. or. jp/）
のイベント申し込みフォームからお申し
込みください。

露天商・楽園：
ムットーニ手作りの小物を販売する
一日限りの屋台です。
6月17日（土） 11時～（10時より整理券 
配布。売り切れ次第終了）
会場：ロビー
事前申込不要

2
0
1
7（
平
成
29
）年
度
の
企
画
展

第36回 世田谷の書展   
世田谷ゆかりの作家たち
2018年1月4日（木）～ 14日（日）

観覧料： 無料

深田久弥  国師岳の頂上で  1964年  ©望月達夫

山へ！   
to the mountains展
7月15日（土）～ 9月18日（月・祝）

古今東西、人間は「山」と共に生きてきました。本展では、その過程で生み出されてきたさまざ
まな〈知〉と〈表現〉に注目し、文学を核としながら、芸術学、建築学、地質学、植物学などとの
関係性の中で、「山」を学際的、多角的にとらえ直す初の試みとして開催します。展覧会にあわ
せ、多彩なプログラムも実施します。

［出品予定作家］ 深
ふか

田
だ

久
きゅう

弥
や

：登山家、作家 ｜ 小
こ

島
じま

烏
う

水
すい

：登山家、随筆家 ｜ 田
た

辺
なべ

和
かず

雄
お

：植物学者、登山家 ｜  

吉
よし

阪
ざか

隆
たかまさ

正：建築家、冒険家 ｜ 石
いしかわ

川直
なお

樹
き

：探検家、写真家 ｜ 田
た べ い

部井淳
じゅん

子
こ

：登山家  他
＊観覧料：16頁をご覧ください。

澁澤龍   ドラコニアの地平
10月7日（土）～12月17日（日）

フランス文学者であると同時に、翻訳、評論、エッセー、小説と多彩な執筆活動を展開した澁澤
龍 （1928 –1987）。没後30年を迎える本展では、綺想の作家の創作と足跡をあらたな視点から
総覧します。サドをはじめとする異色の文学を出発点とした澁澤は、広大な書物の渉猟から数
多くの作品を生みだしました。澁澤独自の文学表現活動を“澁澤スタイル”と位置づけ、代表作
『高丘親王航海記』草稿等、原稿や創作メモ類の自筆資料、愛蔵の美術品やオブジェ、和洋の
蔵書などから、その背景と博物誌的世界の魅力に迫ります。
　また、2017年2月に開催した菅野昭正館長プロデュースによる連続講座「夢と綺想の球体  澁
澤龍 」の後期講座を会期中に行います。

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名以上の団体料金  
＊10月13日（金）は65歳以上無料

澁澤龍 の家の応接間  撮影：原田 寛

ミロコマチコ  いきものたちの音がきこえる
2018年1月20日（土）～ 4月8日（日）

絵本作家としてのデビュー作『オオカミがとぶひ』（2012）が、日本絵本賞の大賞に輝いたミロコ
マチコ。その類いまれな色彩感覚と独自の造形表現、豊かな言語感覚によって生み出される作
品は、国内外の名だたる絵本賞を受賞してきました。
　本展では、大型作品を含む絵画や立体、代表作の絵本原画など、140点以上の作品に最新作
を加えて構成し、画家として、絵本作家として、日々創作をつづけるミロコマチコの、“今 ”を切
り取ります。ダイナミックな、ライブ感あふれる展示をお楽しみください。

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  
＊1月26日（金）は65歳以上無料  

《グランドガゼルもまってる》 2010年
《ご飯を待つ4匹》 2016年

展覧会関連、せたがや子ども文
学館、セタブンマーケットのほか、
多彩なイベントも企画しています。
詳細はお問い合わせください。

ムットーニ・パラダイス
4月29日（土・祝）～ 6月25日（日）

自動からくり人形作家「ムットーニ」こと武
む

藤
とう

政
まさひこ

彦。人形と装置の多様な動きに合わせ、音楽、
光、本人の語りなどが重なり合いながら物語や世界観が表現されるその作品は、他に類のない
アート作品として多くの人びとを魅了しています。

第35回世田谷文学賞  作品募集！
世田谷区（及び区と縁組協定を結ぶ群馬県
川場村）に在住・在勤・在学する方々と、世田
谷文学館友の会会員を対象として、区民の
文芸創作活動を支援する「世田谷文学賞」を
隔年で開催しています。
（募集部門：詩、短歌、俳句、川柳、随筆）

2017年度の募集は9月1日～11日（予定）。
詳細は5月～ホームページ・チラシで告知し
ますのでご覧ください。

《蜘蛛の糸》（芥川龍之介「蜘蛛の糸」より） 2016年《摩天楼》 1999年

《天国と地獄》 1987年   
初めてのからくり人形作品（ゼンマイ式）

《ジャングル・パラダイス》 2013年

《猫町》（萩原朔太郎「猫町」より） 1994年  当館蔵

1987年に初めてのからくり人形
作品《天国と地獄》を発表し、今
年でキャリア30年を迎えたムットー
ニの集大成となる展覧会です。近
年の代表作《ジャングル・パラダイ
ス》や《蜘蛛の糸》に至るまで、ムッ
トーニは小さな箱で人形が一回り
する数分間の円環運動の中に、主
人公が悩みや苦しみのない世界
（Paradise＝楽園・天国）を希求し
ながら再び現実の世界へと帰還し
ていく普遍的な物語を閉じ込めて
きました。
本展では、これまでの代表作の

ほか初期の油彩画や創作過程のラ
フスケッチ、そして初公開となる最
新作《ヘル・パラダイス》など多彩な
内容で、ムットーニの作品世界をご
紹介します。
＊観覧料：16頁をご覧ください。
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休 館 日：
4月21日（金）まで。以降は毎週月曜日（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 ムットーニ・パラダイス  4月29日（土・祝）～ 6月25日（日）

コレクションにみる文学を彩る書画の魅力  ut pictura poesis－詩は絵のように  4月29日（土・祝）～ 9月18日（月・祝）

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
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

ムットーニ・パラダイス

《摩天楼》 1999年

4月29日（土・祝） 
　　　～ 6月25日（日）
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、65歳以上・障害者手帳をお持ちの方100 （80）円
＊ 小・中学生は、毎週土日祝、夏休み期間および「山へ！展」会期中は 
無料

＊ （ ）内は20名以上の団体料金

コレクションにみる文学を彩る書画の魅力
ut pictura poesis－詩は絵のように
4月29日（土・祝）～ 9月18日（月・祝）
1階展示室

■ 世田谷美術館  
［Tel. 03-3415-6011］
● エリック・カール展  The Art of Eric Carle
 4月22日（土）～7月2日（日）

 ミュージアム  コレクション I
● それぞれのふたり  淀井彩子と淀井敏夫
 4月18日（火）～7月2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1910’s–1950’s  民家への道
 4月1日（土）～ 7月23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］
● 清川泰次が写したパリ
 4月1日（土）～ 7月23日（日）
■ 世田谷美術館分館  宮本三郎記念美術館  
［Tel. 03-5483-3836］
● 宮本三郎の描く身体   

THE BODY in Saburo Miyamoto’s Art
 4月1日（土）～ 7月23日（日）

● 勅使川原三郎 
「ABSOLUTE ZERO 絶対零度 2017」

 構成・振付・美術・照明：勅使川原三郎
 出演：勅使川原三郎  佐東利穂子 ほか
 公演日程：6月1日（木）～ 6月4日（日）
 会場：世田谷パブリックシアター

■ 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］

● 眞田岳彦 
ディレクション/ 
衣服・祝いのカタチ 
「赤をめぐる旅」展

 4月5日（水）～ 
5月14日（日）

 会場：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］

● 室内楽シリーズ  古部賢一＆鈴木大介 
－オーボエとギターのおしゃれな時間－

 出演：古部賢一（オーボエ）、鈴木大介（ギター）
 6月18日（日） 15:00開演
 会場：成城ホール

エリック・カール 『はらぺこあおむし』 デザイン原画 
制作年不詳  エリック・カール絵本美術館  © Eric Carle

山へ！ to the mountains展   7月15日（土）～ 9月18日（月・祝）

古部賢一 ©土居政則 鈴木大介

淀井彩子 《土地の名・土地の色・土地の時間2015 -3》  
2015年

観覧料：
一般800 （640）円
65歳以上・大学・高校生 

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 
団体割引
＊ 8月11日（金・祝）の 
「山の日」は無料

山へ！ to the mountains展
7月15日（土）～ 9月18日（月・祝）
2階展示室

『日本百名山』 新潮社  1964年

無料観覧日：
開館記念4月29日（土・祝）
地域祭事「下町まつり」 
6月 3日（土） 
山の日 8月11日（金・祝） 
［65歳以上］シニアデー 

5月 5日（金・祝）、 
7月21日（金）

● 『子午線の祀り』
 作：木下順二
 演出：野村萬斎
 音楽：武満 徹
 出演：野村萬斎  成河  河原崎國太郎   
今井朋彦   
村田雄浩   
若村麻由美 ほか

 公演日程：7月
 会場：世田谷パブ
リックシアター

全館改修工事休館
4月21日（金）まで

● DAYS JAPAN 写真展2017  地球の上に
生きる「世界の未来をつくるために」

 5月20日（土）～ 6月11日（日） ＊月曜休み
 会場：生活工房ギャラリー、ワークショップ
ルームB

世田谷パブリックシアター開場20周年記念公演

4月 5月 6月 7月

企画展
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