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館長の作家対談

ゲスト
小池昌代

（詩人・小説家）

聞き手
菅野昭正

（世田谷文学館館長）

詩
を
は
じ
め
、小
説
、エ
ッ
セ
イ
、翻
訳
、『
池
澤

夏
樹
＝
個
人
編
集 

日
本
文
学
全
集
』の
百
人

一
首
現
代
語
訳
な
ど
古
典
詩
歌
の
訳
や
解
説

で
も
活
躍
さ
れ
て
い
る
小
池
昌
代
さ
ん
を
お

迎
え
し
、当
館
館
長
が
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

水
の
町
か
ら

菅
野 

▼ 

最
初
の
詩
集『
水
の
町
か
ら
歩
き
だ
し
て
』で
存
じ

上
げ
ま
し
た
が
、深
川
の
ご
出
身
だ
そ
う
で
す
ね
。

小
池 

▼ 

深
川
生
ま
れ
で
、
30
歳
く
ら
い
ま
で
お
り
ま
し
た
。

祖
父
の
頃
か
ら
木
場
で
材
木
屋
を
営
業
し
て
い
ま
し
て
、

父
も
継
い
で
お
り
ま
し
た
。

菅
野 

▼ 

木
場
で
お
育
ち
に
な
っ
た
こ
と
で
、地
域
の
文
化

の
特
色
に
つ
い
て
幼
い
頃
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
感
じ

て
こ
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
が
、今
で
も
詩
を
書
く
時
そ
れ

が
自
然
に
出
て
く
る
と
か
、意
識
的
に
題
材
に
す
る
と
か

は
、あ
り
ま
す
か
。

小
池 

▼ 

も
う
離
れ
て
長
い
の
で
す
が
、や
は
り
生
ま
れ
た

な
と
思
い
ま
す
が
、「
永
遠
に
来
な
い
バ
ス
」と
い
う
一
句

が
ス
ッ
と
出
て
き
た
わ
け
で
す
ね
。
バ
ス
を
待
ち
な
が
ら
、

永
遠
に
来
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
あ
っ
て
生

ま
れ
た
の
で
す
か
。

小
池 

▼ 

そ
れ
こ
そ
存
在
論
で
は
な
い
で
す
が
、
何
で
バ
ス

は
待
っ
て
い
る
と
来
る
の
だ
ろ
う
、何
で
皆
こ
ん
な
こ
と

を
信
用
し
て
生
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
て
。
時

刻
表
一
つ
の
約
束
で
、皆
そ
れ
を
信
用
し
て
待
っ
て
い
る
。

し
か
し
バ
ス
は
、多
少
遅
れ
て
も
や
っ
ぱ
り
来
る
。
そ
れ

が
奇
跡
の
よ
う
な
気
が
し
て
、不
思
議
で
な
ら
な
い
時
が

あ
り
ま
し
た
。

菅
野 

▼ 

あ
の
詩
集
の
題
を
見
た
時
、す
ぐ
思
い
出
し
た
の

が
ベ
ケ
ッ
ト
の『
ゴ
ド
ー
を
待
ち
な
が
ら
』で
し
た
。

小
池 

▼ 

大
好
き
で
す
、『
ゴ
ド
ー
を
待
ち
な
が
ら
』。

菅
野 

▼ 

あ
れ
は
、ゴ
ド
ー
は
来
な
い
だ
ろ
う
、来
る
は
ず
は

な
い
け
れ
ど
、や
っ
ぱ
り
来
て
ほ
し
い
と
い
う
陰
画
的
な

サ
ス
ペ
ン
ス
の
ド
ラ
マ
で
す
。
小
池
さ
ん
の
詩
は
少
し
違
っ

て
、バ
ス
は
永
遠
に
来
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安

が
あ
る
、こ
れ
は
日
常
生
活
の
亀
裂
の
瞬
間
で
す
ね
。
本

当
に
来
な
か
っ
た
ら
困
る
け
れ
ど
、そ
こ
で
亀
裂
に
は
ま

り
込
ん
で
、こ
の
亀
裂
が
永
遠
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
不
安
が
あ
っ
て
。
そ
れ
が
暫
く
し
た
ら
、向
こ

う
か
ら
黄
色
だ
か
緑
だ
か
の
バ
ス
が
…

小
池 

▼ 

や
っ
て
来
て
。

菅
野 

▼ 

や
っ
て
来
る
、
現
れ
て
く
れ
る
。
そ
の
現
れ
て
く

る
時
の
イ
メ
ー
ジ
が
、待
っ
て
い
る
け
ど
来
な
い
の
で
は

な
い
か
と
い
う
不
安
が
あ
っ
た
だ
け
に
、と
て
も
新
鮮
。

そ
う
い
う
組
み
合
わ
せ
に
と
て
も
感
心
し
ま
し
た
。
そ

の
後
、乗
っ
て
み
た
ら
い
つ
も
ど
お
り
の
生
活
に
戻
っ
て

い
く
、次
の
駅
、次
の
停
留
場
へ
着
く
。
名
作
だ
と
思
い

ま
す
。

小
池 

▼ 

よ
く
読
ん
で
く
だ
さ
っ
て
、感
謝
で
す
。『
永
遠
に

来
な
い
バ
ス
』を
書
い
た
時
は『
ゴ
ド
ー
』を
ま
だ
観
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
が
、観
て
、世
界
が
変
わ
る
ぐ
ら
い
救
わ

れ
ま
し
た
。
あ
あ
良
か
っ
た
、こ
れ
が
あ
っ
て
と
。
私
が

観
に
行
っ
た
時
は
い
ろ
い
ろ
な
年
齢
の
人
が
い
て
、こ
の

人
た
ち
は
こ
う
し
て
何
度
も
何
度
も
こ
れ
を
観
に
来
た

の
だ
ろ
う
な
と
思
っ
た
ら
、嬉
し
く
な
っ
て
。
文
学
は
こ

う
や
っ
て
、長
い
時
間
を
か
け
て
い
ろ
い
ろ
な
人
た
ち
が

作
っ
て
い
く
も
の
な
の
だ
と
、そ
う
い
う
厚
み
を
感
じ
ら

れ
る
と
い
う
の
は
、得
が
た
い
経
験
で
し
た
。

古
典
の
深
さ
、現
代
語
訳
の
難
し
さ
と
面
白
さ

小
池 

▼ 

厚
み
や
歴
史
に
関
わ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、最
近
、

文
学
全
集
で
百
人
一
首
を
現
代
語
訳
に
と
申
し
つ
か
っ
て

担
当
い
た
し
ま
し
た
。
今
ま
で
は
古
典
を
た
だ
読
ん
で

い
た
だ
け
だ
っ
た
の
で
本
当
に
大
変
で
し
た
が
、い
い
勉

強
に
な
り
ま
し
た
。
日
本
語
の
厚
み
と
い
う
意
味
で
は
、

私
は
浅
い
、浅
瀬
で
今
ま
で
遊
ん
で
い
た
の
だ
と
、百
人

一
首
を
知
る
こ
と
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま

し
た
。

菅
野 

▼ 

そ
う
い
え
ば
、百
人
一
首
で『
永
遠
に
来
な
い
バ
ス
』

は
、例
え
ば
藤
原
定
家
の「
来
ぬ
人
を
ま
つ
ほ
の
浦
の
夕

な
ぎ
に
」と
通
じ
あ
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね
。

小
池 

▼ 「
焼
く
や
藻
塩
の
身
も
こ
が
れ
つ
つ
」。
さ
ら
っ
と

出
て
く
る
と
こ
ろ
が
厚
み
で
す
ね
、パ
ッ
と
連
想
さ
せ
る

文
学
の
歴
史
性
と
い
う
か
。
楽
し
い
で
す
ね
、『
ゴ
ド
ー
』

か
ら
定
家
ま
で
連
想
が
広
が
っ
て
い
く
。
ず
っ
と「
待
つ
」

の
テ
ー
マ
は
あ
り
ま
す
ね
。

菅
野 

▼ 

そ
れ
を
形
而
上
的
に
昇
華
さ
せ
た
の
が
小
池
さ
ん

の
詩
、と
い
う
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
百
人
一
首
の
翻
訳

で
一
番
苦
労
な
さ
っ
た
の
は
何
で
す
か
。

小
池 

▼ 

一
番
大
き
い
苦
労
と
い
う
と
、百
首
は
た
だ
漠
然
と

並
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
く
、連
関
が
あ
り
な
が
ら
微
妙

に
時
代
を
隔
て
て
並
ん
で
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
ま
で

が
難
し
か
っ
た
で
す
。
作
者
同
士
が
微
妙
に
関
係
し
な
が

ら
、歌
と
歌
が
関
係
し
な
が
ら
、あ
る
い
は
万
葉
集
の
頃

に
遡
り
、こ
の
歌
と
こ
の
歌
は
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
、

と
。
そ
の
体
系
の
中
で
一
首
を
見
て
い
く
と
こ
ろ
に
至
る

ま
で
が
大
変
で
し
た
。
一
首
が
い
き
な
り
出
て
き
た
わ
け

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
そ
れ
か
ら
、以
前
に

大
岡
信
さ
ん
も
百
人
一
首
を
た
だ
の
現
代
語
訳
で
は
な
く

現
代
詩
と
し
て
訳
さ
れ
て
い
ま
す
が
、行
分
け
詩
と
し
て

面
白
く
読
め
る
も
の
に
す
る
の
も
大
変
で
し
た
。
大
岡
さ

ん
の
お
仕
事
の
偉
大
さ
が
分
か
り
ま
し
た
。

菅
野 

▼ 

訳
さ
れ
て
み
て
、あ
え
て
順
番
を
つ
け
る
と
何
が
一

番
い
い
歌
と
思
わ
れ
ま
し
た
か
。

小
池 

▼ 

ど
れ
と
言
え
な
い
ぐ
ら
い
、幾
つ
も
あ
り
ま
す
。
地

小池昌代 （こいけ・まさよ）
詩人・小説家。1959年東京都生まれ。津田塾大
学国際関係学科卒業。卒業後、法律雑誌の仕事
に携わる傍ら、「詩とメルヘン」、「抒情文芸」、「ラ・
メール」などの詩誌に投稿。88年、第１詩集『水
の町から歩きだして』刊行。89年にラ・メール新人
賞を受賞。97年刊行の詩集『永遠に来ないバス』
で現代詩花椿賞を受賞。99年、詩集『もっとも官
能的な部屋』を刊行、同詩集で高見順賞を受賞、
さらに2008年刊行の『ババ、バサラ、サラバ』は小
野十三郎賞、10年刊行の『コルカタ』は萩原朔太
郎賞を受賞など、現代詩で最も活躍している詩人
の一人。散文でも多くの著作があり、01年刊行の
エッセイ集『屋上への誘惑』で講談社エッセイ賞を
受賞。07年刊行の短編集『タタド』の表題作は川
端康成文学賞、14年『たまもの』は泉鏡花文学賞
に選ばれている。他にも絵本翻訳、古典詩歌の
現代語訳や解説、新聞の書評委員など幅広い文
学活動を行っている。

土
地
と
い
う
の
は
染
み
こ
ん
で
い
ま
す
ね
、人
間
の
底
に

と
い
う
か
。
幼
年
時
代
と
詩
が
ど
こ
か
で
つ
な
が
っ
て
い

る
気
が
し
て
な
ら
な
く
て
。
詩
を
や
り
始
め
よ
う
と
考

え
た
時
が
、幼
年
時
代
の
何
か
の
記
憶
と
結
び
つ
い
て
い

て
、本
当
に
子
ど
も
の
頃
に
決
め
て
い
ま
し
た
。
な
ぜ
、発

端
が
詩
だ
っ
た
の
か
は
自
分
で
も
分
か
ら
な
い
ん
で
す
。

菅
野 

▼ 

詩
を
書
こ
う
と
思
わ
れ
た
動
機
と
い
う
と
、ど
ん

な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
か
。

小
池 

▼ 

父
も
本
当
は
文
学
と
か
小
説
を
書
き
た
か
っ
た
よ

う
で
す
が
、商
家
の
長
男
で
、祖
父
を
早
く
に
亡
く
し
て

材
木
屋
を
や
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
家
に
は
文
学
全

集
な
ど
が
残
っ
て
い
て
、残
骸
と
し
て
の
文
学
み
た
い
な

も
の
を
何
と
な
く
見
て
育
ち
ま
し
た
が
、本
の
世
界
か
ら

入
っ
た
と
い
う
よ
り
、外
の
世
界
と
自
分
と
の
関
係
の
中

に
詩
と
い
う
要
素
が
あ
っ
た
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
の

で
す
。
水
の
面
を
飽
き
ず
に
見
て
い
た
り
、自
然
と
い
っ

て
も
植
木
鉢
の
自
然
だ
っ
た
り
、お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
声
、

う
る
さ
い
こ
と
を
言
う
声
、い
ろ
い
ろ
な
店
の
人
の
声
だ

の
の
喧
噪
の
中
で
、い
つ
し
か
そ
う
い
う
も
の
を
言
葉
に

し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
生
ま
れ
て
き
た
よ
う
に
も
思
い

ま
す
。

菅
野 

▼ 

詩
を
初
め
て
書
か
れ
た
の
は
い
つ
頃
で
す
か
。

小
池 

▼ 

詩
を
外
に
向
け
て
出
し
た
の
は
、
遅
い
の
で
す
が

26
、
7
歳
で
す
。
た
だ
、
詩
と
い
う
言
葉
を
意
識
し
て
、

詩
を
ず
っ
と
や
っ
て
い
こ
う
と
思
っ
た
の
は
6
、
7
歳
の

頃
で
す
。
な
ぜ
詩
と
い
う
言
葉
が
ぴ
ょ
ん
と
入
っ
て
来
た

か
は
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
。

菅
野 

▼ 

童
謡
で
は
な
く
、詩
で
す
か
。

小
池 

▼ 

そ
う
で
す
。
本
屋
さ
ん
に
行
っ
て
も
詩
と
絵
と
か
、

詩
と
文
学
と
か
、
詩
と
い
う
漢
字
が
タ
イ
ト
ル
に
入
っ

た
本
が
パ
ッ
と
目
に
つ
き
ま
し
た
。
漢
字
一
つ
に
自
分
に

と
っ
て
何
か
大
事
な
も
の
が
あ
る
と
思
い
込
ん
で
い
て
、

子
ど
も
の
頃
か
ら
将
来
は
詩
を
や
る
人
に
な
ろ
う
と
思
っ

て
い
ま
し
た
。
実
際
に
詩
を
書
け
た
の
は
遅
か
っ
た
の
で

す
が
。

菅
野 

▼ 

小
池
さ
ん
が
書
き
始
め
ら
れ
た
時
代
、女
性
の
詩

の
基
礎
的
な
風
土
、詩
の
起
源
に
な
る
も
の
は
、叙
情
性

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
物
象
に
触
れ
て
、喜

怒
哀
楽
あ
る
い
は
感
動
を
歌
う
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
小

池
さ
ん
の
詩
は
そ
れ
と
は
だ
い
ぶ
変
わ
っ
て
き
て
、存
在

論
的
な
感
じ
が
す
る
。
例
え
ば
、『
も
っ
と
も
官
能
的
な

部
屋
』の
J
の
部
屋
。
そ
の
部
屋
に
い
る
時
は
存
在
し
な

が
ら
、こ
こ
に
は
い
な
い
よ
う
な
感
じ
が
あ
る
。
そ
こ
か

ら
出
て
行
く
と
今
度
は
、自
分
は
あ
の
部
屋
に
存
在
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
、存
在
と
不
在
が
交
錯
す
る
と
こ

ろ
か
ら
詩
が
生
ま
れ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。
存
在
の
中
の

不
在
、あ
る
い
は
不
在
の
中
の
存
在
。

小
池 

▼ 

本
当
に
そ
の
お
言
葉
が
嬉
し
い
で
す
。
存
在
論
と

い
う
言
葉
を
出
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
は
菅
野
さ
ん
が
初
め

て
だ
と
思
い
ま
す
。
仰
る
よ
う
に
、私
は
叙
情
と
い
う
と

こ
ろ
か
ら
少
し
離
れ
た
も
の
を
詩
に
盛
り
込
み
た
い
と
い

う
気
持
ち
が
ご
ざ
い
ま
し
て
。

菅
野 

▼ 

小
池
さ
ん
の
詩
は
湿
っ
ぽ
く
な
く
て
、
乾
い
た
詩

だ
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
な
い
も
の

も
あ
り
ま
す
け
ど
。

小
池 

▼ 

水
分
を
少
し
蒸
発
さ
せ
て
乾
か
し
て
、世
界
と
対

峙
す
る
よ
う
な
、何
か
そ
れ
こ
そ
存
在
論
的
な
も
の
を
詩

に
入
れ
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
あ
り
ま
し
た
。
哲
学
的
な

思
考
を
す
る
の
が
好
き
と
い
う
か
、考
え
る
の
が
好
き
と

い
う
か
、そ
う
い
う
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
。

菅
野 

▼ 

感
覚
の
詩
と
い
う
よ
り
思
考
の
詩
と
い
う
面
が

あ
っ
て
、女
性
の
詩
の
中
で
は
際
立
っ
て
い
ま
す
。
無
論
、

感
覚
が
鈍
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
で
す
よ
、
感
覚
の

鋭
さ
が
な
い
と
思
考
の
場
に
は
入
っ
て
い
か
な
い
で
す
か

ら
。
も
う
一
つ
感
じ
る
の
は
、誰
し
も
ご
く
普
通
の
生
活

の
中
で
、あ
る
瞬
間
に
生
活
の
中
の
断
面
と
い
う
の
か
、

非
日
常
的
な
断
絶
が
お
こ
る
こ
と
が
あ
る
。
小
池
さ
ん

の
詩
は
、そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い

で
す
か
。

小
池 

▼ 

生
き
て
い
る
と
い
う
状
態
で
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を

見
て
い
く
中
で
、案
外
、当
た
り
前
の
も
の
が
、詩
に
書

い
て
み
る
と
何
か
一
番
面
白
い
風
貌
を
表
し
て
く
る
と
い

う
か
。
特
に
、
失
敗
と
か
、ミ
ス
と
か
、誤
植
と
か
。
ず

れ
る
と
い
う
か
、う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
の
ほ
う
に
面
白

い
も
の
が
あ
っ
た
り
。
な
め
ら
か
に
何
で
も
い
っ
て
し
ま

う
と
隠
蔽
さ
れ
て
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
、生
き
て
い
る
と

ち
ょ
っ
と
亀
裂
が
入
る
よ
う
な
瞬
間
が
幾
つ
か
あ
っ
て
、

そ
れ
が
書
き
ど
こ
ろ
に
な
っ
て
い
く
気
も
し
ま
す
。

菅
野 

▼ 『
永
遠
に
来
な
い
バ
ス
』と
い
う
題
は
実
に
上
手
だ

『永遠に来ないバス』 
思潮社 1997年

『もっとも官能的な部屋』 
書肆山田 1999年

『現代詩文庫  小池昌代詩集』 
思潮社 2003年

『コルカタ』 
思潮社 2010年
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味
な
叙
景
歌
、風
景
を
詠
ん
だ
歌
も
す
ご
く
い
い
な
と
、

「
朝
ぼ
ら
け
宇
治
の
川
霧
た
え
だ
え
に
あ
ら
は
れ
わ
た
る

瀬
々
の
網
代
木
」の
よ
う
な
。

菅
野 

▼ 

今
あ
げ
て
い
た
だ
い
た
藤
原
定
頼
の
叙
景
歌
は
僕

も
好
き
で
す
。
百
人
一
首
の
中
で
イ
メ
ー
ジ
が
一
番
明
確

な
作
で
は
と
思
い
ま
す
。

小
池 

▼ 

仰
る
と
お
り
、ス
ー
ッ
と
向
こ
う
の
ほ
う
に
奥
行
き

が
見
え
て
き
て
、霧
の
向
こ
う
に
さ
ら
に
網
代
木
が
見
え

て
く
る
。

菅
野 

▼ 

段
階
的
に
夜
が
明
け
、風
景
が
次
第
に
拡
が
っ
て

く
る
。
時
間
、空
間
の
推
移
が
統
合
さ
れ
た
、と
て
も
鮮

明
な
イ
メ
ー
ジ
だ
と
思
い
ま
す
。
本
当
の
情
景
か
想
像
か

は
別
と
し
て
。

小
池 

▼ 

和
歌
と
か
俳
句
で
も
、瞬
間
を
切
り
取
っ
て
写
真

か
絵
の
よ
う
に
動
か
な
い
も
の
と
し
て
詠
ん
で
い
る
と
思

い
込
ん
で
い
ま
し
た
が
、一
句
、一
首
の
中
で
移
り
変
わ
っ

て
動
い
て
い
ま
す
。
詠
む
と
そ
こ
か
ら
霧
が
あ
ふ
れ
て
、

三
次
元
で
風
景
が
動
い
て
、ビ
デ
オ
か
映
画
み
た
い
に
動

い
て
見
え
て
く
る
。
生
き
て
い
る
な
と
思
い
ま
し
た
。
と

こ
ろ
で
、私
か
ら
の
質
問
で
す
け
ど
、こ
う
い
う
古
典
和

歌
や
古
典
詩
歌
は
、ご
専
門
の
近
代
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
、

フ
ラ
ン
ス
詩
の
研
究
に
結
び
つ
く
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
す

か
。

菅
野 

▼ 

僕
は
フ
ラ
ン
ス
象
徴
詩
が
専
門
と
称
し
て
い
ま
す

が
、多
少
あ
り
ま
す
。
特
に『
新
古
今
和
歌
集
』に
は
、定

家
、俊
成
に
し
ろ
、象
徴
詩
の
よ
う
な
歌
が
か
な
り
あ
り

ま
す
。
言
葉
で
と
て
も
言
い
表
せ
な
い
も
の
っ
て
や
は
り

あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

小
池 

▼ 

あ
り
ま
す
、あ
り
ま
す
。

菅
野 

▼ 

僕
は
詩
人
で
は
な
い
の
で
、小
池
さ
ん
の
よ
う
な
詩

人
に「
あ
り
ま
す
」と
保
証
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
心
強
い
で

す
が
、言
葉
で
は
言
い
表
せ
な
い
も
の
を
何
か
別
の
具
体

的
な
も
の
で
象
徴
す
る
。
そ
の
具
体
的
な
も
の
が
全
て
を

表
せ
る
わ
け
で
は
な
い
で
す
が
、そ
れ
で
も
あ
る
程
度
ア

プ
ロ
ー
チ
で
き
る
の
で
す
。
青
空
で
も
っ
て
、理
想
と
か
、

人
間
精
神
の
広
大
さ
と
か
を
表
す
の
が
一
番
単
純
な
象
徴

の
方
法
で
す
が
、そ
れ
に
類
似
し
た
象
徴
性
は
、新
古
今

の
定
家
な
ど
の
歌
の
中
に
も
あ
る
と
思
い
ま
す
ね
。
そ
れ

で
、日
本
人
が
フ
ラ
ン
ス
の
象
徴
詩
に
関
心
を
持
つ
の
が

よ
く
分
か
っ
た
、と
言
っ
た
フ
ラ
ン
ス
人
が
い
ま
し
た
。

小
池 

▼ 

な
る
ほ
ど
、面
白
い
で
す
ね
。
象
徴
詩
と
定
家
。

菅
野 

▼ 

そ
う
い
う
意
味
で
は
、万
葉
集
と
つ
な
が
る
こ
と

は
な
い
。
大
伴
家
持
は
、柿
本
人
麻
呂
に
比
べ
れ
ば
随
分

近
代
的
で
す
が
、そ
こ
ま
で
は
行
き
ま
せ
ん
ね
。

小
池 

▼ 

少
し
話
が
ず
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、ア
ル

チ
ュ
ー
ル・ラ
ン
ボ
ー
が
ず
っ
と
分
か
ら
な
く
て
、こ
ん
な

詩
の
ど
こ
が
面
白
い
ん
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
で

も
あ
る
時
、「
永
遠
が
見
つ
か
っ
た
」（『
永
遠
』）と
い
う
詩

が
、「
永
遠
」と
い
う
概
念
を
古
今
東
西
い
ろ
い
ろ
な
詩

を
読
ん
で
よ
う
や
く
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
日
本
の
古
典

や
、ア
メ
リ
カ
の
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の
詩
に
も
永
遠
の
概
念
が

よ
く
出
て
き
ま
し
て
、い
ろ
い
ろ
く
ぐ
り
抜
け
た
中
で
ラ

ン
ボ
ー
に
た
ど
り
着
く
と
、ふ
と
分
か
っ
た
気
が
し
ま
す
。

海
の
キ
ラ
キ
ラ
し
た
と
こ
ろ
に
太
陽
の
光
が
当
た
っ
て
い

て
、あ
る
意
味
で
は
具
体
的
な
ワ
ン
シ
ー
ン
か
ら
何
か
象

徴
的
な
も
の
を
抜
き
取
っ
て
き
た
の
か
な
と
も
。
私
は
、

百
人
一
首
で
源
実
朝
の「
世
の
中
は
常
に
も
が
も
な
渚
漕

ぐ
海
人
の
小
舟
の
綱
手
か
な
し
も
」が
好
き
で
、海
の
彼

方
の
キ
ラ
キ
ラ
し
た
の
を
実
朝
が
見
て
い
た
よ
う
な
印

象
を
い
つ
も
持
ち
ま
す
。

菅
野 

▼ 

世
の
中
の
無
常
と
い
う
、そ
う
い
う
世
の
在
り
方

と
つ
な
が
っ
て
い
て
、や
は
り
一
種
の
象
徴
詩
の
よ
う
で

す
ね
。
海
人
の
小
舟
の
綱
手
と
い
う
の
は
分
か
り
ま
す
け

ど
、そ
れ
を
上
の
句
と
ど
う
い
う
ふ
う
に
連
結
し
て
読
む

か
が
難
し
い
と
こ
ろ
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

小
池 

▼ 

海
人
の
小
舟
と
か
、綱
手
か
な
し
も
と
い
う
言
葉

自
体
は
本
歌
と
し
て
他
に
も
出
て
い
る
よ
う
で
す
が
、上

の
句
と
下
の
句
を
あ
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
た
の
は
実
朝

の
オ
リ
ジ
ナ
ル
。
遙
か
彼
方
の
海
を
、鎌
倉
の
海
を
見
な

が
ら
、綱
手
が
哀
し
い
と
い
う
。
哀
し
い
と
い
う
の
も
今

の
哀
し
い
と
は
ま
た
ち
ょ
っ
と
違
い
ま
す
け
ど
ね
。

菅
野 

▼ 

実
朝
の
歌
と
し
て
は
珍
し
い
で
す
ね
。『
金
槐
集
』

の
中
で
も
あ
る
意
味
難
し
い
。
大
体
は
万
葉
ぶ
り
で
し
ょ

う
。
箱
根
の
山
を
越
え
て
き
た
ら
向
こ
う
に
伊
豆
の
海

や
島
が
見
え
た
と
か
、大
ぶ
り
な
叙
景
感
が
あ
る
歌
が
多

い
か
ら
。

小
池 

▼ 

素
直
な
詠
み
ぶ
り
で
す
が
、確
か
に
万
葉
ぶ
り
と

い
う
よ
り
、近
代
的
で
そ
こ
に
ひ
か
れ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
そ
れ
に
し
て
も
、菅
野
さ
ん
世
代
の
方
の
教
養
の

幅
は
広
く
て
、す
ご
い
。
詩
歌
と
い
う
の
は
、長
い
時
間

を
か
け
て
読
ん
で
い
く
も
の
だ
な
と
思
い
ま
す
。
私
の
よ

う
に
年
を
取
っ
て
か
ら
よ
う
や
く
ラ
ン
ボ
ー
と
い
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
何
が
ひ
っ
か
か
っ
て
く
る
か
は
、分
か
り

ま
せ
ん
。
ラ
ン
ボ
ー
と
実
朝
が
重
な
っ
た
り
す
る
と
す

ご
く
面
白
く
て
。
年
を
重
ね
る
の
も
悪
い
も
の
で
は
な

い
な
と
。

『
コ
ル
カ
タ
』の
話
し
言
葉

菅
野 

▼ 

コ
ル
カ
タ
、僕
は
古
い
か
ら
カ
ル
カ
ッ
タ
と
言
い
ま

す
け
ど
、ど
の
ぐ
ら
い
行
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
す
か
。

小
池 

▼ 

2
週
間
ぐ
ら
い
で
す
。
N
H
K
の
番
組
で
、
世

界
一
人
々
が
ひ
し
め
く
都
市
と
い
う
テ
ー
マ
で
コ
ル
カ
タ

へ
。
通
訳
の
方
も
付
い
て
、観
光
で
は
行
け
な
い
よ
う
な

デ
ィ
ー
プ
な
と
こ
ろ
に
行
き
ま
し
た
。
シ
ョ
ッ
ク
な
場
面

も
随
分
見
て
、現
地
で
は
書
け
ず
、帰
っ
て
し
ば
ら
く
し

て
か
ら
一
気
に
書
き
ま
し
た
。

菅
野 

▼ 

も
う
一
つ
、小
池
さ
ん
の
詩
の
特
徴
は
話
し
言
葉

の
挿
入
で
す
ね
。
そ
れ
も
乱
暴
な
話
し
言
葉
を
う
ま
く

使
わ
れ
る
。『
コ
ル
カ
タ
』の
中
の
詩（「
は
い
ど
ろ
ふ
ぉ
び

あ
」）で
、狂
犬
病
の
恐
怖
に
と
り
つ
か
れ
て
、帰
っ
て
か

ら
ま
た
そ
の
恐
怖
が
と
り
つ
い
て
、な
か
な
か
離
れ
な
い
。

最
後
に
、「
い
い
か
げ
ん
に
し
ろ
よ
！
」と
い
う
一
行
で
終

わ
る
、こ
の「
い
い
か
げ
ん
に
し
ろ
よ
！
」が
す
ご
く
効
い

て
い
ま
す
ね
。
他
の
詩
で
も
、「
〜
だ
わ
ね
」と
、後
に
パ
ッ

と
付
け
た
り
、そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
と
て
も
上
手
だ
と
思

い
ま
し
た
。

小
池 

▼ 

『
現
代
詩
文
庫  

小
池
昌
代
詩
集
』の
解
説
で
、飯

島
耕
一
さ
ん
に
本
当
に
無
口
と
書
か
れ
て
い
た
時
代
か

ら
、
だ
ん
だ
ん
開
け
て
き
て
、
自
分
を
出
せ
る
よ
う
に

な
っ
て
、ま
さ
に
こ
う
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
し
た
。

菅
野 

▼ 

自
然
体
に
な
っ
て
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん

ね
。
と
て
も
活
き
て
い
ま
す
。
以
前
は
文
学
的
な
評
価
と

し
て
文
体
が
一
つ
に
統
一
さ
れ
る
こ
と
が
重
ん
じ
ら
れ
ま

し
た
が
、散
文
で
も
詩
で
も
、今
は
い
ろ
い
ろ
組
み
合
わ

せ
る
の
が
ご
く
普
通
に
な
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
、組
み
合

わ
せ
が
下
手
だ
と
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。

小
池 

▼ 

あ
ま
り
考
え
な
い
で
書
い
て
い
る
の
で
、
う
ま
く

い
っ
て
い
る
と
い
い
で
す
け
ど
。

小
説
の
神
、詩
の
神

菅
野 

▼ 

小
説
の
お
話
も
伺
い
ま
す
。
小
説
は
い
つ
頃
か
ら

書
か
れ
て
い
た
の
で
す
か
。『
廐
橋
』を
拝
読
し
ま
し
た

が
、と
て
も
面
白
か
っ
た
で
す
。
樋
口
一
葉
の『
た
け
く
ら

べ
』の
パ
ロ
デ
ィ
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
て
。

小
池 

▼ 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
小
説
の
前
に
、『
感
光

生
活
』と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
て
い
た
ら
、
途
中
か
ら

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
ど
ん
ど
ん
入
っ
て
き
て
エ
ッ
セ
イ
が
書
け

な
く
な
っ
て
し
ま
い
、そ
れ
で
小
説
に
し
ち
ゃ
お
う
と
。

小
説
を
書
き
始
め
た
の
は
2
0
0
2
、
3
年
ご
ろ
で
す
。

菅
野 

▼ 

小
説
を
書
こ
う
と
い
う
お
気
持
ち
は
ず
っ
と
持
っ

て
お
ら
れ
た
の
で
す
か
。

小
池 

▼ 

散
文
は
、私
は
む
し
ろ
出
発
点
で
し
た
。
絵
を
描

い
て
も
、散
文
を
書
い
て
も
、詩
と
い
う
概
念
を
捕
ま
え

る
に
は
何
で
も
良
か
っ
た
の
で
す
。
最
終
的
な
獲
物
は
詩

だ
っ
た
の
で
。
行
分
け
の
詩
に
は
こ
だ
わ
り
が
な
く
、む

し
ろ
、梶
井
基
次
郎
と
か
、散
文
で
詩
の
仕
事
を
し
て
い

る
作
家
に
す
ご
く
興
味
が
あ
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
小
説

を
書
き
た
か
っ
た
。
で
す
か
ら
、全
然
違
和
感
は
な
か
っ

た
で
す
。

菅
野 

▼ 

梶
井
基
次
郎
の『
檸
檬
』は
小
説
だ
と
お
思
い
に
な

り
ま
す
か
。

小
池 

▼ 

散
文
詩
と
言
っ
て
も
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

菅
野 

▼ 

む
し
ろ
散
文
詩
。
芥
川
の『
蜜
柑
』な
ど
も
そ
う
で

す
ね
。
日
本
で
は
あ
る
種
の
小
説
は
散
文
詩
と
考
え
る

ほ
う
が
分
か
り
や
す
い
で
す
ね
。

小
池 

▼ 

芥
川
龍
之
介
の
短
編
は
結
構
散
文
詩
に
な
る
、

な
っ
て
い
る
と
呼
ん
で
も
い
い
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
ね
。
面
白
い
で
す
ね
。

菅
野 

▼ 

他
に
は
ど
ん
な
作
家
の
も
の
に
関
心
を
持
っ
て
お

読
み
に
な
ら
れ
ま
し
た
か
。

小
池 

▼ 

自
分
の
資
質
は
長
編
よ
り
断
然
短
編
で
し
た
の

で
、
若
い
頃
は
本
当
に
短
編
作
家
に
興
味
が
あ
り
ま
し

た
。
岡
本
か
の
子
、芥
川
龍
之
介
、川
端
康
成
も
好
き
で

し
た
。
し
か
し
、年
と
と
も
に
長
い
も
の
も
好
き
に
な
っ

て
、滅
茶
苦
茶
な
も
の
も
好
き
に
な
っ
て
き
て
、ガ
ル
シ

ア
・マ
ル
ケ
ス
の『
百
年
の
孤
独
』の
よ
う
な
ス
ケ
ー
ル
の

大
き
い
も
の
で
世
界
が
広
が
っ
て
い
っ
た
感
覚
が
あ
り
ま

す
け
れ
ど
、本
当
に
自
分
は
狭
い
、小
さ
な
と
こ
ろ
か
ら

始
ま
っ
た
と
思
い
ま
す
。
書
き
始
め
た
の
も
散
文
詩
み
た

い
な
と
こ
ろ
か
ら
で
、そ
れ
は
資
質
と
し
て
私
の
限
界
だ

と
思
い
ま
す
。
小
説
は
や
っ
ぱ
り
難
し
い
。
本
当
に
困
難

だ
と
分
か
っ
て
い
ま
す
の
で
、逆
に
挑
戦
し
た
い
、
自
分

の
限
界
を
越
え
た
い
、ど
う
し
て
も
や
り
た
い
、書
き
た

い
の
で
す
。

菅
野 

▼ 

こ
れ
か
ら
も
詩
と
小
説
と
両
方
並
行
し
て
お
仕
事

を
続
け
ら
れ
る
わ
け
で
す
ね
。

小
池 

▼ 

た
だ
、小
説
は
書
き
た
く
て
も
う
ま
く
い
か
な
く

て
、詩
は
歌
い
た
い
、け
れ
ど
も
非
常
に
散
文
的
に
な
っ

て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
大
岡
信
さ
ん
も
晩
年
に
、

歌
え
な
い
か
ら
語
る
し
か
な
い
と
、
詩
集（『
旅
み
や
げ  

に
し
ひ
が
し
』
2
0
0
2
年
）の
中
で
語
っ
て
い
ら
し
て
、

そ
の
気
持
ち
が
痛
い
よ
う
に
分
か
り
ま
す
。
私
も
歌
い
た

い
け
れ
ど
歌
っ
て
ど
う
い
う
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
と
、ひ

ば
り
が
歌
え
な
く
て
キ
ー
ッ
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
状
態

で
詩
を
書
い
て
い
る
気
が
し
ま
す
。
で
も
、血
が
滲
ん
だ

の
ど
で
歌
う
詩
で
も
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

詩
の
こ
と
を
ず
っ
と
考
え
て
い
る
1
週
間
と
い
う
の
が
あ

る
と
、詩
は
書
け
る
の
で
す
。
小
説
を
ず
っ
と
や
っ
て
い

た
り
、散
文
を
べ
っ
た
り
や
っ
て
い
る
と
、詩
を
忘
れ
て
し

ま
っ
て
本
当
に
書
け
な
い
の
で
す
。

菅
野 

▼ 

詩
を
ず
っ
と
1
週
間
考
え
る
と
い
ろ
い
ろ
な
詩

句
、フ
レ
ー
ズ
が
出
て
く
る
の
で
す
か
。

小
池 

▼ 

そ
う
で
す
。
詩
は
人
に
も
の
す
ご
く
贅
沢
な
こ
と

を
さ
せ
る
と
い
う
か
、四
六
時
中
詩
の
こ
と
を
考
え
、体

も
詩
の
リ
ズ
ム
に
し
、歩
く
時
も
詩
の
リ
ズ
ム
の
よ
う
な

感
じ
で
。
詩
は
、人
生
を
詩
で
染
め
上
げ
る
と
よ
う
や
く

一
行
が
ひ
ょ
っ
と
出
て
き
た
り
、書
け
る
よ
う
に
な
っ
た

り
す
る
の
で
す
が
、そ
う
し
て
い
な
い
と
、詩
の
神
様
は

詩
を
書
か
せ
て
く
れ
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
。

菅
野 

▼ 

若
い
時
と
は
違
い
ま
す
か
。

小
池 

▼ 

若
い
時
は
そ
う
い
う
意
味
で
は
詩
に
染
め
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
知
ら
ず
、知
ら
ず
の
う
ち
に
。
詩
百
パ
ー
セ

ン
ト
で
。

菅
野 

▼ 

向
こ
う
が
来
て
く
れ
た
わ
け
で
す
ね
。

小
池 

▼ 

こ
ち
ら
も
い
つ
も
詩
の
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
の

で
。
そ
の
後
、小
説
や
散
文
を
書
い
た
り
、忙
し
い
毎
日

を
送
り
な
が
ら
、す
っ
か
り
雲
の
通
い
路
み
た
い
な
も
の

が
無
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
こ
こ
1
年
ぐ
ら
い
、

少
し
戻
っ
て
き
た
か
な
と
い
う
感
じ
は
あ
り
ま
す
。

菅
野 

▼ 

永
遠
に
来
な
い
わ
け
じ
ゃ
な
く
、や
っ
と
来
て
く

れ
た
。
詩
と
小
説
は
同
時
に
書
け
る
の
で
す
か
。

小
池 

▼ 

切
り
か
え
が
難
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
で
す
か

ら
、
私
も
ず
る
い
人
間
で
、
小
説
を
書
い
て
い
る
時
は
、

私
は
詩
を
や
め
ま
す
の
で
小
説
を
書
か
せ
て
く
だ
さ
い

と
小
説
の
神
様
に
お
願
い
す
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
詩

を
書
く
時
に
は
、詩
の
神
様
に
、私
は
小
説
な
ど
書
き
ま

せ
ん
の
で
詩
を
書
か
せ
て
く
だ
さ
い
と
。
今
は
そ
う
い

う
意
味
で
は
苦
し
い
時
期
に
お
り
ま
し
て
、
小
説
を
書

く
に
は
詩
を
や
め
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
の
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

菅
野 

▼ 

小
説
で
も
題
材
は
お
持
ち
で
し
ょ
う
。「
脂
の
乗
り

き
っ
た
」と
い
う
言
い
方
が
あ
り
ま
す
ね
。
小
池
さ
ん
は

今
、そ
う
い
う
感
じ
を
受
け
ま
す
。
経
験
が
熟
し
て
、小

説
も
詩
も
頂
点
に
来
て
い
る
時
期
だ
と
思
い
ま
す
。
女
性

の
作
家
の
ホ
ー
プ
で
す
か
ら
、応
援
し
て
い
ま
す
、ど
う
か

頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
。

小
池 

▼ 

本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
は
と
て

も
楽
し
い
お
話
で
し
た
。

﹇
2
0
1
7
年
5
月
25
日  

世
田
谷
文
学
館
館
長
室
に
て
﹈

資
料
受
贈
報
告 

 

2
0
1
7
年
2
月
1
日
〜
6
月
21
日

▼ 

青
池
保
光
様  
秋
川
ハ
ル
ミ
様  

石
井
洋
詩
様  

伊
藤
昴

大
様  

浦
城
幾
世
様  
岡
玲
子
様  

小
川
晴
子
様  

奥
山

篤
信
様  

小
野
塚
力
様  
鈴
木
洵
様  

田
村
信
雄
様  

塚
田

吉
昭
様  

野
上
富
子
様  

日
高
の
ぼ
る
様  

平
野
千
里
様  

丸
山
由
生
奈
様  

宮
﨑
潤
一
様  
武
藤
剛
史
様  

明
峯
明
子
様  

安
井
浩
司
様  

山
崎
辰
見
様

▼ 

志
賀
直
吉
様  

志
賀
直
哉
著
作
権
管
理
代
表
者
志
賀
道

哉
様

▼ 

赤
磐
市
教
育
委
員
会
熊
山
分
室  

足
立
区
郷
土
博
物
館  

池
波
正
太
郎
真
田
太
平
記
館  

え
こ
し
会
企
画
編
集
室  

小
樽
文
学
館  

賀
川
豊
彦
記
念
松
沢
資
料
館  

学
習
院
大
学

史
料
館  

紙
の
博
物
館  

川
崎
市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム  

北
九

州
市
立
文
学
館  

北
九
州
市
立
松
本
清
張
記
念
館  

舷
燈
社  

高
知
県
立
文
学
館  

江
東
区
砂
町
文
化
セ
ン
タ
ー  

國
學
院

大
學
博
物
館
学
研
究
室  

国
文
学
研
究
資
料
館  

高
志
の

国
文
学
館  

駒
澤
大
学
禅
文
化
歴
史
博
物
館  

埼
玉
文
芸

家
集
団  

斎
藤
茂
吉
記
念
館  

佐
倉
市
立
美
術
館  

集
英

社  

上
越
市
文
化
振
興
課  

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  

高
遠
書
房  

た
ま
し
ん
歴
史
・
美
術
館  

多
摩
美
術
大
学
芸
術
人
類
学
研

究
所  

鶴
書
院  

東
京
子
ど
も
図
書
館  

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  

豊
島
区
文
化
デ
ザ
イ
ン
課  

長
塚
節
文
学
賞  

新
美
南
吉

記
念
館  

西
尾
市
岩
瀬
文
庫  

日
本
近
代
文
学
館  

日
本

ト
ル
ス
ト
イ
協
会  

沼
津
市
芹
沢
光
治
良
記
念
館  「
ふ
く

い
風
花
随
筆
文
学
賞
」実
行
委
員
会  

ふ
く
や
ま
文
学
館  

文
化
書
房
博
文
社  

文
京
区
立
森
鴎
外
記
念
館  

北
海
道

立
文
学
館  

前
橋
文
学
館  

松
山
市
立
子
規
記
念
博
物
館  

岬
の
分
教
場
保
存
会  

三
島
市
郷
土
資
料
館  

南
相
馬
市

埴
谷
島
尾
記
念
文
学
資
料
館  

武
蔵
野
ふ
る
さ
と
歴
史
館  

名
都
美
術
館  

横
浜
市
史
資
料
室  

与
謝
野
晶
子
倶
楽
部  

米
沢
市
上
杉
博
物
館  

立
教
大
学
江
戸
川
乱
歩
記
念
大
衆

文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

▼ 「
新
し
き
村
」「
阿
房
芋
」「
い
の
ち
の
ふ
る
里
」「
宇
宙
風
」

「
海
」「
か
ね
こ
と
」「
く
さ
く
き
」「
九
品
仏
川
柳
会
句
会
報
」

「
群
系
」「
原
型
富
山
」「
山
暦
」「
樹
木
」「
抒
情
文
芸
」「
川

柳
研
究
」「
双
鷲
」「
鬣
」「
玉
川
台
つ
れ
づ
れ
」「
多
摩
の
あ
ゆ

み
」「
短
歌
人
」「
丹
青
」「
地
中
海
」「
飛
火
」「
白
」「
プ
チ
★
モ

ン
ド
」「
文
藝
飯
能
」「
未
定
」「
ゆ
く
春
」「
横
光
利
一
研
究
」

「
ラ
ン
ブ
ル
」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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澁澤龍彥   
ドラコニアの地平
10月7日（土） ～ 12月17日（日）

企
画
展

当
館
収
蔵
品
の
ご
紹
介
58

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彥
（1928 –1987）。没後 30年を迎え
る本展では、今なお幅広い読者を
もつ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

を出発点とする澁澤は、広大な書
物の渉猟から多くの作品を生み
だし、1960年代以降の日本の芸
術文化に影響を与えました。澁
澤独自の文学表現活動を「澁澤
スタイル」と位置づけ、転機となっ
たエッセー集『夢の宇宙誌』、代表
作『高丘親王航海記』など300点
を超える草稿・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
表現活動の背景と博物誌的世界
の魅力に迫ります。

 ■ 関連イベント
☆  連続講座「夢と綺想の球体   
澁澤龍彥」（後期）

澁澤龍彥の文学世界の全貌を、各
界の論者が多彩な切り口で語りま
す。2月に世田谷美術館で開催し
た同講座の後期・完結編です。
10月21日（土）  巖谷國士（仏文学者・
本展監修者）
10月28日（土）  養老孟司（解剖学者・
東京大学名誉教授）
11月4日（土）  池内紀（独文学者・エッ
セイスト）
時間：14時  ～15時 30分  会場：世田
谷文学館 1階文学サロン   
定員：150名  参加費：各回 500円

☆  澁澤龍彥をめぐるトーク 
「榎本了壱×四谷シモン」
近年、澁澤龍彥の長編小説『高丘親王航海記』全文を繪巻、圖繪、書写
で表現した榎本氏と、1960年代から澁澤と交流の深かった四谷氏によ
るトークイベント。
11月12日（日）  14時 ～15時 30分
出演：榎本了壱（アートディレクター）、四谷シモン（人形作家）
会場：世田谷文学館 1階文学サロン  定員：150名  参加費：500円

【申込方法】
各イベント開催日の2週間前までに往復ハガキにて、① 講座名（連続講座の
場合は開催日・講師も） ② 参加者全員の氏名・住所・電話番号 ③ 返信面に
氏名・住所を明記（連名の場合は代表者のみ）のうえ、世田谷文学館「澁澤龍
彥展関連催事」係までお申し込みください（1開催日につき1枚、2人まで連名
申込可）。応募者多数の場合は抽選となります。結果は締切後、返信ハガキ
でお知らせします。

☆ 朗読会「澁澤龍彥－この異なる物語世界を読む」
『高丘親王航海記』をはじめ異相・異様の物語を紡ぐ短編小説から。

11月24日（金）  13時 30分～ 15時 45分
出演：声を楽しむ朗読会  司会・解説：福島勝則（多摩美術大学名誉教授）
定員：当日先着100名  参加費：無料

　
　
ゴ
ジ
ラ
、エ
ビ
ラ
、モ
ス
ラ 

　
　
三
大
怪
獣
激
突
の 

　
　『
ゴ
ジ
ラ
』シ
リ
ー
ズ 

　
　
第
7
作

東
宝
特
撮
怪
獣
映
画『
ゴ
ジ
ラ
』

シ
リ
ー
ズ
の
貴
重
な
台
本
の
一
部

が
、世
田
谷
文
学
館
に
所
蔵
さ
れ

て
い
ま
す
。
本
作
の
監
督
は
、
そ

れ
ま
で
の
本
多
猪
四
郎
か
ら
交
代

し
た
福
田
純
。『
電
送
人
間
』
を

は
じ
め
と
す
る
特
撮
映
画
や
若
大

将
シ
リ
ー
ズ
な
ど
、
多
様
な
ジ
ャ

ン
ル
を
手
が
け
た
福
田
監
督
の
台

本
は
、ご
親
族
の
ご
厚
意
で
当
館

に
寄
贈
さ
れ
て
い
ま
す
。
製
作（
プ

ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
）は
、後
に『
日
本
沈

没
』（
1
9
7
3
年
）で
大
ヒ
ッ
ト
を

記
録
す
る
田
中
友
幸
。
音
楽
は
伊

福
部
昭
と
と
も
に
シ
リ
ー
ズ
を
支

え
た
佐
藤
勝
。
関
沢
新
一
の
シ
ナ
リ
オ
と
山
田

一
夫
の
撮
影
に
よ
っ
て
、
作
品
全
体
が
、そ
れ

ま
で
の
重
厚
な
作
風
か
ら
、よ
り
軽
快
な
テ
ン

ポ
の
場
面
展
開
と
洒
落
た
台
詞
回
し
に
仕
上

が
っ
て
い
ま
す
。
特
技
監
督
に
は
円
谷
英
二
、

美
術
は
北
猛
夫
と
井
上
泰
幸
が
担
当
し
、ミ
ニ

チ
ュ
ア
セ
ッ
ト
が
精
巧
に
作
り
込
ま
れ
ま
し
た
。

主
演
は
、『
ゴ
ジ
ラ
』シ
リ
ー
ズ
出
演
4
回
目
の

宝
田
明
で
す
。

　
　
レ
ッ
チ
島 

あ
ん
な
い
図

ま
ず
、製
作
ス
タ
ッ
フ
が
書
か
れ
た
ペ
ー
ジ
の
あ
と
に
、

台
本
の
進
行
番
号
と
対
応
し
た
作
品
の
舞
台「
レ
ッ
チ

島 

あ
ん
な
い
図
」が
付
録
の
よ
う
に
貼
り
付
け
ら
れ
て

い
る
の
が
特
徴
的
で
す
。
こ
の
図
を
見
れ
ば
、島
の
地
形
、

秘
密
基
地
や
港
の
位
置
、登
場
人
物
や
怪
獣
が
暴
れ
ま

わ
っ
た
経
路
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

し
か
も
、「
福
田
組
」「
円
谷
組
」と
表
記
さ
れ
、こ
の

図
が
ド
ラ
マ
パ
ー
ト
と
特
撮
パ
ー
ト
の
撮
影
進
行
に
大
き

な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。

ま
た
、す
べ
て
の
ペ
ー
ジ
に
福
田
監
督
に
よ
る
絵
コ
ン

テ
の
描
き
込
み
が
あ
り
、注
目
す
べ
き
は
、青
い
ボ
ー
ル

福田純監督書き込み入り 
『ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘』台本

☆ サロン展示「榎本了壱コーカイ記」
アートディレクターの榎本了壱氏が2016年に発
表した『高丘親王航海記』をもとに制作した圖
繪、書写の一部をご紹介します。
会期：10月7日（土） ～12月17日（日）  
＊ 当館催事により展示スペースをご覧いただけな
い場合もあります。
会場：世田谷文学館 1階文学サロン  
＊参加自由、観覧無料

☆ 澁澤龍彥セレクト書店
澁澤龍彥をテーマにした2日間だけの古書市を
開催します。世田谷松陰神社前の古書店「ノス
トスブックス」店主のセレクションによるドラコニ
ア・ワールドをお楽しみください。
12月9日（土）・10日（日）  10時 ～17時
会場：世田谷文学館 1階ロビー

『高丘親王航海記』  
1987年 文藝春秋

書斎  撮影：原田 寛

澁澤龍彥  1976年

だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

も
う
一
方
の
黒
い

鉛
筆
で
描
か
れ
た
絵
コ
ン
テ（
右
下
の
画

像
参
照
）は
、ト
レ
ー
シ
ン
グ
ペ
ー
パ
ー
を

使
っ
て
貼
り
付
け
ら
れ
、台
本
と
は
別
に

じ
っ
く
り
時
間
を
か
け
て
検
討
さ
れ
た
よ

う
で
す
。

例
え
ば
、黒
い
鉛
筆
で
描
か
れ
た「
荒
れ

狂
う
夜
の
海
上（
セ
ッ
ト
）」と
い
う
シ
ー
ン
は
、

主
人
公
達
が
乗
り
込
ん
だ
ヨ
ッ
ト「
ヤ
ー
レ

ン
号
」が
嵐
で
遭
難
し
た
際
に
、突
然
、大
き

な
鋏
が
海
か
ら
現
れ
、乗
組
員
が
海
に
放
り

出
さ
れ
る
場
面
で
す
。

絵
コ
ン
テ
に
は
、
遭
難
す
る
乗
組
員
の

表
情
や
服
装
・
仕
草
や
、海
の
う
ね
り
・
雷

雲
な
ど
天
候
の
変
化
ま
で
細
か
く
描
か
れ

て
お
り
、映
画
で
は
人
間
と
怪
獣（
エ
ビ
ラ
）

の
対
比
や
、
抗
う
こ
と
の
で
き
な
い
絶
対

的
な
力
の
関
係
が
見
事
な
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク

で
表
現
さ
れ
ま
し
た
。
特
に
画
面
が
水
面

に
浮
か
ぶ
ヨ
ッ
ト
と
同
じ
よ
う
に
上
下
に

ゆ
っ
く
り
揺
れ
、
真
っ
黒
な
海
か
ら
現
れ

た
艶
の
あ
る
巨
大
な
鋏
を
男
4
人
が
見
上

げ
る
場
面
が
印
象
的
で
す
。
ゴ
ツ
ゴ
ツ
し

た
濡
れ
た
鋏
と
男
達
の
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ

ト
が
同
じ
光
沢
を
放
ち
、特
撮
技
術
の
粋

「ヤーレン号」遭難場面から最後の場面まで描き込まれている。 TM & © TOHO CO., LTD.

が
結
集
し
た
映
像
に
仕
上
が
っ
て
い
ま
す
。

　
　
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
楽
し
め
る 

　
　
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
作
品

エ
ビ
ラ
は
、名
前
の
通
り
エ
ビ
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
リ

ア
ル
な
造
形
を
持
ち
、テ
ッ
ポ
ウ
エ
ビ
の
よ
う
に
右
の
鋏

は
大
き
く
、左
に
は
小
さ
い
槍
の
よ
う
な
鋏
を
持
っ
て
い

ま
す
。
悪
の
組
織
か
ら
逃
走
し
た
島
民
を
捕
食
す
る
場

面
で
は
、エ
ビ
ラ
が
鋏
を
器
用
に
使
う
生
き
物
ら
し
い
演

出
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、こ
の
よ
う
な
特
撮
怪
獣
映
画
の「
恐
怖
」や

「
絶
望
」と
い
う
要
素
と
は
対
照
的
に
、ゴ
ジ
ラ
と
エ
ビ
ラ

の
大
岩
の
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
や
、ゴ
ジ
ラ
が
ヒ
ロ
イ
ン「
ダ

ヨ
」に
興
味
を
示
す
場
面
な
ど
か
ら
は
、人
間
味
や
愛
嬌

が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

こ
の
映
画
が
公
開
さ
れ
た
1
9
6
6
年
は
、『
0
0
7   

サ
ン
ダ
ー
ボ
ー
ル
作
戦
』が
話
題
と
な
っ
た
年
で
し
た
。

「
秘
密
結
社
の
ア
ジ
ト
に
潜
入
す
る
」「
核
兵
器
開
発
を
阻

止
す
る
」と
い
う
、ス
パ
イ
映
画
を
匂
わ
せ
る
ド
ラ
マ
パ
ー

ト
を
と
り
入
れ
、未
開
の
地
や
南
海
の
孤
島
を
舞
台
に
、

怪
鳥
・
大
コ
ン
ド
ル
の
奇
襲
な
ど
福
田
監
督
ら
し
い
エ
ン

タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
を
盛
り
込
ん
だ
本
作
は
、
12
月
公
開
の

年
末
映
画
と
し
て
子
ど
も
達
の
話
題
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
台
本
は
、
10
月
7
日
か
ら
始
ま
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

展「
S
F・
再
始
動
」で
、紹
介
し
ま
す
。
乞
う
ご
期
待
！

ペ
ン
と
黒
い
鉛
筆
の
2
種
類
の
絵

コ
ン
テ
が
綴
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。

青
い
ボ
ー
ル
ペ
ン
の
絵
コ
ン
テ

は
、人
間
同
士
の
会
話
を
中
心
と

し
た
ド
ラ
マ
パ
ー
ト
が
サ
ラ
サ
ラ

と
大
胆
な
表
現
で
描
か
れ
て
い
ま

す
。
ゴ
ジ
ラ
や
エ
ビ
ラ
の
動
作
に

も
細
か
い
指
示
が
入
っ
て
お
り
、

一
行
ず
つ
絵
コ
ン
テ
と
紐
付
け
さ

れ
て
、台
本
の
上
半
分
に
描
か
れ

て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
は
、
監
督
自

身
が
自
分
の
た
め
に
描
き
込
ん

黒い鉛筆で描かれた絵コンテ  
TM & © TOHO CO., LTD..

TM & © TOHO CO., LTD.
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２
０
１
６
年
度
は
下
半
期
に
大
規
模
改
修
工
事
を
行
い
、

空
調
・
電
気
設
備
を
一
新
し
た
ほ
か
、
館
内
の
ス
ペ
ー
ス
を
一

部
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
。
工
事
に
と
も
な
う
様
々
な
検
討
は
、

今
後
の
世
田
谷
文
学
館
の
あ
り
方
を
考
え
る
好
機
と
も
な

り
、そ
の
意
味
に
お
い
て
、館
の
歴
史
の
節
目
と
な
る
一
年
と

な
っ
た
。
ま
た
、
約
半
年
の
休
館
期
間
中
、
事
務
所
を
外
部

に
移
転
し
た
こ
と
も
あ
り
、例
年
以
上
に
館
外
で
の
事
業
に

注
力
し
た
一
年
と
な
っ
た
。

「
上
橋
菜
穂
子
と〈
精
霊
の
守
り
人
〉展
」は
、２
０
１
４

年
に
国
際
ア
ン
デ
ル
セ
ン
賞
を
受
賞
し
、世
界
的
な
評
価
も

高
い
作
家
の
物
語
世
界
を
紹
介
す
る
、
初
め
て
の
大
規
模

展
。
同
時
期
に〈
精
霊
の
守
り
人
〉シ
リ
ー
ズ
が
テ
レ
ビ
ド
ラ

マ
化
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
10
代
未
満
か
ら
80
代
以
上
ま
で
、

幅
広
い
年
齢
層
が
来
場
す
る
展
覧
会
と
な
っ
た
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
と
の
共
同
企
画
と
し
て
起
ち
上
げ
た
本

展
は
、
当
館
で
の
会
期
終
了
後
、全
国
各
地
の
博
物
館
を
巡

回
し
て
い
る
。

「
生
誕
１
０
０
年  

映
画
監
督
・
小
林
正
樹
」展
は
、カ
ン

ヌ
国
際
映
画
祭
で
審
査
員
特
別
賞
を
受
賞
し
た『
切
腹
』、

『
怪
談
』や
、太
平
洋
戦
争
を
テ
ー
マ
に
し
た
超
大
作『
人
間

の
條
件
』な
ど
に
よ
り
、国
内
外
で
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た

小
林
正
樹
の
作
品
世
界
を
、当
館
に
寄
贈
さ
れ
た
膨
大
な
資

料
に
よ
っ
て
構
成
し
た
回
顧
展
。
俳
優
の
仲
代
達
矢
ら
関
係

者
に
よ
る
ト
ー
ク
＆
上
映
会
も
実
施
し
、
生
誕
１
０
０
年
・

没
後
20
年
記
念
事
業
の
柱
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
。

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
は「
作
家
た
ち
の
戦
中
・
戦
後
」と
題

し
、
前
年
度
に
収
蔵
品
に
加
わ
っ
た
、
中
野
重
治
の
昭
和
10

年
代
の
作
品
原
稿
や
、堀
文
子
が
壺
井
栄
の
作
品
集
の
た
め

に
描
い
た
挿
画
原
画
を
初
公
開
し
た
。

ま
た
、約
半
年
間
の
休
館
中
、「
上
橋
菜
穂
子
と〈
精
霊
の

守
り
人
〉展
」の
ほ
か
、「
岡
崎
京
子
展
」「
浦
沢
直
樹
展
」「
ミ

ロ
コ
マ
チ
コ
展
」な
ど
、
当
館
が
企
画
協
力
し
た
複
数
の
展

覧
会
が
全
国
を
巡
回
し
た
。

子
ど
も
文
学
館
プ
ロ
グ
ラ
ム
は「
ど
こ
で
も
、だ
れ
で
も
、

い
つ
で
も
」を
活
動
の
指
針
と
し
、館
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、学

校
や
区
民
施
設
と
も
連
携
し
な
が
ら
展
示
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
を
展
開
し
た
。「
ど
こ
で
も
文
学
館
」事
業
で
は
、
区
立

2 
0 

1 

6（
平
成
28
）年
度

 
世
田
谷
文
学
館
事
業
報
告

中
央
図
書
館
や
群
馬
県
川
場
村（
区
民
健
康
村
）に
お
け
る

長
期
展
示
を
実
施
し
た
ほ
か
、
映
像
制
作
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ「
ワ
ン・
ミ
ニ
ッ
ト
・
ム
ー
ビ
ー 

〜 

冒
険
物
語
を
つ
く
ろ

う
！
」な
ど
の
、
新
た
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
発
に
も
取
り
組
み
、

好
評
を
得
た
。「
だ
れ
で
も
文
学
館
」事
業
で
は
、だ
れ
も
が

気
軽
に
楽
し
め
る
文
学
館
の
活
動
を
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
と

も
に
つ
く
り
あ
げ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
。
中
学
生
か
ら
大

学
生
ま
で
の
べ
98
名
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
活

躍
し
た
。

菅
野
昭
正
館
長
が
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
す
る
連
続
講
座
は
、

２
０
１
７
年
度
に
開
催
す
る「
澁
澤
龍
彥
展
」の
プ
レ
イ
ベ
ン

ト
と
し
て
企
画
し
、休
館
期
間
中
に
世
田
谷
美
術
館
の
講
堂

で
行
っ
た
。

古
本
と
雑
貨
の
蚤
の
市「
セ
タ
ブ
ン
マ
ー
ケ
ッ
ト
」は
、前

年
度
に
続
き
２
回
目
の
開
催
。
地
域
の
町
会
が
主
催
し
、毎

年
館
の
周
辺
で
催
す
イ
ベ
ン
ト
、「
烏
山
下
町
ま
つ
り
」と
の

同
日
開
催
に
し
た
こ
と
で
、多
く
の
近
隣
住
民
が
来
場
し
た
。

テ
ー
マ
設
定
を「
上
橋
菜
穂
子
と〈
精
霊
の
守
り
人
〉展
」と

リ
ン
ク
さ
せ
た
こ
と
に
よ
る
相
乗
効
果
も
み
ら
れ
た
。

「
セ
タ
ブ
ン
マ
ー
ケ
ッ
ト
」の
背
景
に
あ
る
、地
域
の
博
物

館
と
し
て
本
を
中
核
に
据
え
な
が
ら
新
た
な
交
流
の
場
を
作

る
と
い
う
理
念
は
、２
０
１
７
年
度
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー

プ
ン
し
た
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー「
ほ
ん
と
わ
」の
コ
ン
セ
プ
ト
に
も

継
承
さ
れ
た
。
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
の
日
々
の
運
営
と
本
事
業
を

始
め
と
す
る
大
小
の
活
動
を
通
し
て
、理
念
の
実
現
を
目
指

し
て
い
き
た
い
。

1　展覧会

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

（前年度からの継続）「戦後70年と作家たちII」 4 /1– 4 /3 3日
200円 8,582 

作家たちの戦中・戦後 4 /23–9 /15 124日

◎ 企画展

上橋菜穂子と〈精霊の守り人〉展 4 /23–7/3 61日 800円 11,065

生誕100年  映画監督・小林正樹 7/16 –9 /15 53日 800円 2,677

展覧会観覧者数合計 22,324

2-1　イベント：展覧会関連

開催日 内容 参加者数（人）

◎ 「上橋菜穂子と〈精霊の守り人〉展」関連イベント

4 /23 「上橋菜穂子さんとふれ合うひと時」
講師：上橋菜穂子（作家）

168 

5 /22 「バルサになるさ！」
講師：須藤正男（CONE指導員・みどりの
寺子屋代表）、角銅真実（音楽家）

30

6 /11 「バルサの食卓　対談」
講師：平松洋子（エッセイスト）、西村淳
（南極料理人・作家）

158

6 /12 「バルサの食卓　現代編」
講師：千松信也（猟師・作家）

171

6 /26 ギャラリートーク
講師：上橋菜穂子（作家）

156

◎ 「生誕100年　映画監督・小林正樹」関連イベント

7/16 上映会『この広い空のどこかに』
アフタートーク出演：石濱朗（俳優）

69

7/23 上映会『怪談』 86

7/30 上映会『東京裁判』 92

8 /7 上映会『切腹』
アフタートーク出演：仲代達矢（俳優）、
春日太一（映画史・時代劇研究家）

145

8 /28 「戦争の語り部お話し会」
講師：鈴木忠典（元兵士）

40

9 /4 「戦争の語り部お話し会」
講師：遠藤尚次（抑留体験者）

37

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 区立小中学校、区立図書館、区民セン
ター、世田谷区民健康村（群馬県川場
村）など20件

103,947 

◎ どこでも文学館（催事）

7/29 施設見学「先端かつ最新の科学技術を
学び、将来を考えよう」
講師：澤田健一郎（JAXA）

19 

8 / 6 出張ワークショップ「超ショートショート
講座」
講師：田丸雅智（作家）
会場：桜丘区民センター

53 

11/20 出張ワークショップ「超ショートショート
講座」
講師：田丸雅智（作家）
会場：奥沢区民センター

37 

11/21 ・
22 ・24

出張ワークショップ「芦花小学校＋大竹
英洋ワークショップ」
講師：大竹英洋（写真家）
会場：蘆花恒春園、芦花小学校

延べ455

1/29 出張ワークショップ「ワン・ミニット・
ムービー～冒険物語をつくろう！～」
講師：北阪昌人（脚本家）、本田友美（教
育と探究社）
会場：池尻まちづくりセンター

17 

◎ だれでも文学館（ボランティアプログラム）

4 /23、
5 /22、
6 /11 ・12

「春ボラ  用心棒募集中！」 42 

6 /5、
7/23 ・26、
8 /16 ・17、
10 /14 ・
26 ・27 ・
28、2 /2 ・
23 ・24

「日々ボラ  学芸員募集中！」 34 

2-3　イベント：セタブンマーケット、連続講座

開催日 内容 参加者数（人）

6 /4 セタブンマーケット 2016 2,745

◎ 連続講座「夢と綺想の球体―澁澤龍彥」

2 /4 「澁澤龍彥の宇宙誌」
講師：巖谷國士 (仏文学者、展覧会監修者 )

143

2 /18 「澁澤龍彥の想像の画廊」
講師：酒井忠康 (世田谷美術館館長 )

102

2 /25 「澁澤龍彥と70年代の高校生」
講師：中沢けい(作家 )

84

2-4　イベント：学芸員実習、活動支援・共催事業

開催日 内容 参加者数（人）

7/26 –

7/31
博物館学芸員実習（6日間） 5

通年 区内生涯学習グループの展覧会見学、区
民センター・区内を拠点とする企業OB会
への出張講座、巡回展会場でのレクチャー
を実施した。

276

通年 本年度で6回目（最終回）となる多摩美術
大学との共同研究「清水邦夫の劇世界を
探る」の実施、友の会との共催イベントを
行った。

345

3　ライブラリー・講義室・絵本コーナー

施設 （4 /1～ 9 /15） 利用者数（人）

ライブラリ― 3,128 

講義室 1,439 

絵本コーナー 7,997 

4　第5回世田谷芸術アワード“飛翔 ”

募集部門 小説・童話

応募点数 3

6　刊行物

タイトル 判型 /頁数 頒価（円）

◎ 世田谷文学館ニュース

第 63号 4月
館長の作家対談：鷹羽狩行（俳人）
収蔵品のご紹介：寄稿「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

A4 /12 無料

第 64号 8月
館長の作家対談：鴻巣友季子（翻訳家）
収蔵品のご紹介：寄稿「ムットーニのからくり劇場」武藤政彦

A4 /12 無料

第 65号 3月
館長の作家対談：柴田翔（作家）
特集：世田谷文学館全館改修工事とリオープン

A4 /16 無料

◎ 展覧会図録

『上橋菜穂子と〈精霊の守り人〉展』（NHKサービスセンター発行） A4変形 /130 1,500

『生誕100年  映画監督・小林正樹』 A4変形 /136 1,200

◎ 報告書

どこでも文学館2016報告書 A5 /16 無料

だれでも文学館活動記録 A6 / 8 無料

2016（平成28）年度事業一覧

5　文学資料収集・保管（点数）

新収蔵点数 0

2017 （平成 29）年 3月31日現在の収蔵品数 98,487

特別観覧件数（撮影点数） 28

収蔵品の貸付点数 234

7　年間来館者数 ※一部イベント参加者は含まず

141,150人

企画展「上橋菜穂子と〈精霊の守り人〉展」企画展「生誕100年  映画監督・小林正樹」

どこでも文学館（夏）どこでも文学館（秋）

連続講座「夢と綺想の球体－澁澤龍彥」「セタブンマーケット2016」

8 / 6 ・7 「夏ボラ  映画人募集中！」 22 

◎ だれでも文学館（催事）

8 /23 「からだのことば」
講師：日本女子体育大学ダンス・プロ
デュース研究部

25 

フ
ラ
イ
ヤ
ー

＊2016 （平成28）年度 助成・協賛

［助成］ 平成28年度 文化庁 地域の核となる美術館・歴史博物館支
援事業 /芸術文化振興基金
［協賛企業・団体］ 株式会社ウテナ/東邦ホールディングス株式会社 /
昭和信用金庫 /世田谷信用金庫 /株式会社ベネッセスタイルケア 
芦花翠風邸 /烏山駅前通り商店街振興組合 /JA東京中央
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「上橋菜穂子と〈精霊の守り人〉展」図録「生誕100年  映画監督・小林正樹」図録「どこでも文学館2016」報告書「だれでも文学館」活動記録

企画展「上橋菜穂子と〈精霊の守り人〉展」

企画展「生誕100年  映画監督・小林正樹」

コレクション展「作家たちの戦中・戦後」「ミロコマチコ  いきものたちの音がきこえる」（12 /1–12 /25  美術館「えき」KYOTO）

どこでも文学館  出張展示「新 宮沢賢治幻想紀行」（9 / 30 –12 /21  区立中央図書館）どこでも文学館  出張ワークショップ「超ショートショート講座」（8 / 6  桜丘区民センター）

どこでも文学館  出張ワークショップ「芦花小学校＋大竹英洋ワークショップ」
（11/21, 22, 24  都立蘆花恒春園、区立芦花小学校）

どこでも文学館  出張ワークショップ「ワン・ミニット・ムービー～冒険物語を
作ろう！」（1/29  池尻まちづくりセンター）

だれでも文学館  ことばのミュージアム「からだのことば」（8 /23  世田谷文学館）

「セタブンマーケット2016」 （6 /4  世田谷文学館）連続講座「夢と綺想の球体－澁澤龍彥」  講師：巖谷國士 （2 /4  世田谷美術館講堂）
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休 館 日：
毎週月曜日（ただし月曜日
が祝日の場合には開館し、
翌平日休館）
開館時間：
10時～18時（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 山へ！ to the mountains展   ～ 9月18日（月・祝）

コレクションにみる文学を彩る書画の魅力  

コレクション展

観覧料：
一般

800 （640）円
65歳以上・高校・大学生

600 （480）円

澁澤龍彥
ドラコニアの地平
10月7日（土）～12月17日（日）
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、
65歳以上・
障害者手帳を
お持ちの方
 100 （80）円
＊ （ ）内は20名以上
の団体料金
＊ 土・日・祝日は
小・中学生無料

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
～9月18日（月・祝）  1階展示室

■ 世田谷美術館 
 ［Tel. 03-3415-6011］
 改修工事のため、2018年1月12日（金）まで休館中

■ 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1960’s  民家遍歴
 ～ 12月3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  季節の情景
 ～ 12月3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  
 宮本三郎の顔・貌

かお

 FACES in Saburo Miyamoto’s Art
 ～ 12月3日（日）

● 世田谷アートタウン 2017 関連企画
 カンパニー XY 『夜はこれから』
 10月20日（金） ～22日（日）
 会場：世田谷パブリックシアター
 演出・振付・出演：カンパニー XY

■ 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（チケットセンター）］

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

● 「家電のある生活」展
 9月18日（月・祝） ～10月15日（日）
 会場：生活工房ギャラリー、
ワークショップルームA・B

● クライム・エブリ・マウンテンvol.1
「ミャオ族の刺繍と暮らし」展

 11月11日（土）～12月10日（日） 
 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  山崎伸子 チェロ・リサイタル
 10月9日（月・祝） 15時開演 成城ホール

澁澤龍彥  ドラコニアの地平  10月7日（土）～ 12月17日（日）

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
団体割引
＊7月21日（金）は65歳
以上無料
＊ 8月11日（金・祝）
「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

深田久弥 国師岳の頂上で 1964年 ©望月達夫 ドイツ ベルリン動物園 サイの前で 1970年 9月

S F・再始動  10月7日（土） ～ 2018年 4月8日（日）予定

ut pictura poesis－詩は絵のように  ～ 9月18日（月・祝）

2017年8月～11月

S F・再始動
10月7日（土） ～
2018年 4月8日（日）
予定

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
＊10月13日（金）は65歳以上無料

菅野昭正館長が 第1回井上靖記念文化賞 を受賞しました。
「長年にわたる文学的業績と世田谷文学館における企画運営」
に対して贈られたものです。
5月20日に北海道旭川市で行われた贈呈式に菅野館長が出席
しました。

● 『管理人』
 11月26日（日） ～12月17日（日）
 会場：シアタートラム
 作：ハロルド・ピンター  
 翻訳：徐賀世子  
 演出：森新太郎
 出演：溝端淳平  忍成修吾  温水洋一

● 午後の音楽会  
塩田美奈子のおはなしオペラ『蝶々夫人』

 11月8日（水） 14時開演 成城ホール

8月 9月 10月 11月

企画展

甲州街道

旧甲州街道

芦花公園駅
サミット●

NAS
芦花公園
●

京王線
至新宿

芦花恒春園
バス停

●世田谷文学館

環
状
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号
線

成城石井●

宮本三郎《（鏡の前の婦人像）》1945 – 48年頃

山崎伸子 
©武藤章


