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館長の作家対談

ゲスト

馬場あき子
（歌人、文芸評論家）

聞き手

菅野昭正
（世田谷文学館館長）

第26歌集 『渾沌の鬱』
（シリーズ現代三十六歌仙28） 

2016年10月
砂子屋書房

『寂しさが歌の源だから  
穂村弘が聞く

馬場あき子の波瀾万丈』 
2016年6月  

角川文化振興財団

第25歌集 『記憶の森の時間』
（かりん叢書） 

2015年3月  
ＫＡＤＯＫＡＷＡ

『馬場あき子の「百人一首」』 
2016年10月  

NHK出版

現
代
歌
壇
を
代
表
す
る
歌
人
の
馬
場
あ
き
子
さ
ん

を
お
迎
え
し
、当
館
館
長
が
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

表
現
と
社
会
性

馬
場 

▼ 

今
日
は
私
か
ら
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
て
み
よ
う
か
し

ら
。
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
研
究
者
で
、詩
や
小
説
の
翻
訳
を

通
じ
て
作
者
の
魂
や
、精
神
や
、思
想
や
、さ
ま
ざ
ま
な

も
の
を
吸
収
さ
れ
た
目
で
、日
本
の
文
学
や
詩
を
見
る
と

ど
う
で
し
ょ
う
か
。

菅
野 

▼ 

フ
ラ
ン
ス
文
学
に
関
心
を
持
ち
始
め
た
若
い
頃
、

日
本
の
小
説
の
世
界
が
ど
う
も
狭
い
と
か
、社
会
的
な
視

野
が
拓
け
て
い
な
い
な
ど
と
生
意
気
に
考
え
た
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
ゾ
ラ
の
小
説
は
、文
章
そ
の

も
の
は
荒
っ
ぽ
く
て
好
み
で
は
な
い
の
だ
け
れ
ど
、た
だ
、

社
会
を
見
る
目
と
い
う
か
、歴
史
を
見
る
目
と
い
う
か
、

そ
う
い
う
も
の
は
日
本
の
近
代
作
家
と
は
質
的
に
か
な

り
違
う
な
と
い
う
感
じ
は
あ
り
ま
し
た
ね
。

馬
場 

▼ 

日
本
の
文
学
は
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
。

菅
野 

▼ 

近
代
文
学
で
い
う
と
漱
石
、鷗
外
、荷
風
、芥
川
と

い
っ
た
作
家
た
ち
は
そ
れ
な
り
に
悪
戦
苦
闘
し
て
日
本

に
近
代
小
説
的
な
も
の
を
つ
く
り
出
し
た
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、現
状
は
ど
う
だ
ろ
う
と
首
を
傾
げ
た
く
な
る
と
こ

ろ
も
あ
り
ま
す
。
文
章
は
し
っ
か
り
し
て
い
て
達
者
だ
と

思
う
作
家
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、書
か
れ
て
い
る
内

容
が
狭
い
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
ひ
と
つ
の

限
ら
れ
た
世
界
だ
け
を
書
い
て
も
、そ
の
世
界
を
象
徴
的

に
、寓
意
的
に
も
っ
と
広
げ
て
社
会
性
を
持
た
せ
る
こ
と

は
可
能
だ
と
思
う
の
で
す
が
。

馬
場 

▼ 

そ
れ
は
わ
か
り
ま
す
。
文
章
が
う
ま
い
と
い
う
の

は
や
は
り
、
短
歌
の
伝
統
が
あ
る
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
。
俳
句
と
か
、短
歌
と
か
、物
語
の
伝
統
が
あ
る
の

で
、細
か
い
と
こ
ろ
は
と
て
も
細
か
に
書
く
こ
と
に
よ
っ

て
、も
う
少
し
大
き
な
も
の
に
つ
な
が
ろ
う
と
す
る
と
い

う
か
、小
の
と
こ
ろ
に
大
き
い
も
の
が
宿
る
と
思
っ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
ね
。
短
歌
や
俳
句
に
も
似
た
も
の
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
人
は
違
う
。
昭
和
30
年
代
、
前
衛
短
歌
と
呼
ば
れ
た

も
の
が
非
常
に
隆
盛
を
極
め
た
と
き
に
、歌
人
た
ち
は
伝

統
的
な
表
現
を
突
き
破
ろ
う
と
し
ま
し
た
が
、結
局
、旗

手
で
あ
る
塚
本
邦
雄
が
亡
き
後
は
揺
り
戻
し
と
い
う
か
、

元
へ
戻
る
と
い
う
か
。
現
在
、歌
の
世
界
に
は
、言
葉
に

広
い
世
界
性
や
思
想
性
を
宿
す
と
い
う
よ
り
も
、
現
実

の
な
か
の
人
間
の
芯
み
た
い
な
も
の
を
あ
ぶ
り
出
し
て

い
き
た
い
と
い
う
方
向
が
あ
る
。
他
方
で
若
い
人
は
、全

然
違
う
言
葉
と
言
葉
を
突
き
合
わ
せ
な
が
ら
も
う
ひ
と

つ
別
の
表
現
を
求
め
る
の
だ
け
れ
ど
も
、そ
こ
に
ま
た
人

間
味
が
不
足
し
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
堂
々
巡
り
を
し
て

い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

菅
野 

▼ 

そ
れ
か
ら
ま
た
、短
歌
の
場
合
は
文
語
と
口
語
の

問
題
が
あ
り
ま
す
ね
。
ひ
と
く
ち
に
口
語
と
い
い
ま
す

が
、書
き
言
葉
の
口
語
と
話
し
言
葉
の
口
語
と
で
は
同
じ

で
は
な
い
で
す
よ
ね
。

馬
場 

▼ 

違
い
ま
す
。
ど
ち
ら
も
混
ぜ
て
使
い
ま
す
が
、口
語

を
使
う
と
歌
に
現
実
感
や
活
力
が
出
る
の
で
実
に
楽
な

面
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
口
語
だ
け
で
も
難
し
い
か
ら
、

結
句
は
文
語
が
い
い
と
か
。
今
は
口
語
と
文
語
に
つ
い
て

は
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
て
、私
た
ち
も
う
ま
く
で
き

な
い
。
自
分
と
し
て
は
、言
葉
と
い
う
の
は
マ
ー
ケ
ッ
ト

と
同
じ
で
、カ
ゴ
に
何
を
入
れ
て
も
い
い
よ
と
い
う
気
持

ち
も
あ
り
ま
す
。

菅
野 

▼ 

歌
の
リ
ズ
ム
や
調
べ
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

馬
場 
▼ 
口
語
で
も
五・
七・
五
の
型
に
な
り
ま
す
し
、石
川

啄
木
も
口
語
で
詠
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
し
、現
代

で
は
俵
万
智
や
穂
村
弘
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
口
語
表
現
も

あ
り
ま
す
。
寺
山
修
司
は
文
語
で
す
が
、寺
山
は
文
語
で

詠
っ
て
も
現
在
感
と
い
う
か
、「
今
」が
あ
っ
た
ん
で
す
よ

ね
。
だ
か
ら
口
語
で
歌
を
詠
ま
な
い
と
現
在
感
が
出
せ

な
い
と
い
う
の
は
、そ
の
文
語
作
者
に
文
芸
精
神
の
点
で

ど
こ
か
欠
落
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

け
れ
ど
ね
。

菅
野 

▼ 

現
代
の
歌
人
は
、文
語
だ
と
現
代
的
な
風
景
や
感

受
性
な
ど
を
う
ま
く
表
現
で
き
な
い
と
感
じ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。

馬
場 

▼ 

そ
こ
は
そ
う
で
も
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
文

語
と
い
う
の
は
、日
本
の
風
景
を
全
て
文
語
で
詠
う
と
ど

こ
か
つ
ま
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
例
え
ば
水
原
紫

苑
と
い
う
現
代
の
歌
人
は
文
語
作
者
で
す
が
、彼
女
は
仏

文
科
出
身
で
フ
ラ
ン
ス
の
景
物
や
、詩
人
の
名
前
な
ど
を

日
常
感
覚
と
し
て
持
ち
こ
ん
で
く
る
。
そ
う
す
る
と
文

語
で
も
引
き
立
つ
ん
で
す
。
口
語
作
者
が
気
楽
に
口
語
で

詠
う
と
現
在
感
は
出
る
の
だ
け
れ
ど
、や
は
り
社
会
性
や

世
界
の
な
か
の
自
分
の
存
在
な
ど
は
な
か
な
か
出
せ
ま
せ

ん
ね
。
私
は
現
代
の
口
語
は
も
っ
と
磨
か
な
け
れ
ば
い
け

な
い
と
思
い
ま
す
。
口
語
で
短
歌
を
つ
く
る
こ
と
が
、型
と

い
う
も
の
の
な
か
で
、今
の
言
葉
を
磨
い
て
い
く
こ
と
に

な
る
な
ら
ば
、そ
れ
も
ま
た
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。

窪
田
空う
つ

穂ぼ

と
古
典

菅
野 

▼ 

こ
ち
ら
か
ら
の
お
尋
ね
で
す
が
、馬
場
さ
ん
が
歌
を

志
さ
れ
た
の
は
い
つ
頃
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

馬
場 

▼ 

戦
後
で
す
ね
。
戦
争
中
は
本
や
ノ
ー
ト
の
よ
う
な

紙
が
ほ
と
ん
ど
な
く
て
、何
か
書
こ
う
と
思
っ
て
も
日
記

も
書
け
な
い
。
そ
れ
で
私
は
動
員
さ
れ
た
工
場
で
短
歌

を
つ
く
り
ま
し
た
。
自
分
の
い
る「
今
」を
言
葉
で
残
し

て
お
き
た
い
と
思
っ
て
、
哨
戒
機
が
飛
ん
で
来
る
と
か
、

工
員
が
徴
兵
さ
れ
て
い
く
と
か
、そ
う
い
う
歌
を
沢
山
詠

み
ま
し
た
。
戦
後
に
な
っ
て
何
を
し
よ
う
と
考
え
た
と

き
に
、や
は
り
短
歌
し
か
自
分
の
表
現
法
が
な
か
っ
た
と

い
う
簡
単
な
こ
と
で
す
。

菅
野 

▼ 

ご
自
身
で
短
歌
を
詠
む
き
っ
か
け
は
、例
え
ば
学

校
の
教
科
書
な
ど
で
し
た
か
。

馬
場 

▼ 

百
人
一
首
と
教
科
書
で
す
。
子
供
の
こ
ろ
は
百
人

一
首
全
盛
期
で
、親
戚
な
ど
が
お
正
月
に
集
ま
る
と
百
人

一
首
を
し
ま
し
た
。

菅
野 

▼ 

僕
も
お
正
月
に
な
る
と
そ
う
で
し
た
。「
今
ひ
と

た
び
の
」は
2
つ
あ
る
け
れ
ど
、上
の
句
を
ど
う
読
ん
だ

ら
こ
っ
ち
の
札
を
と
る
と
か
。

馬
場 

▼ 「
あ
」か
ら
始
ま
る
の
が
16
首
あ
る
と
か
ね（
笑
）。

菅
野 

▼ 

小
学
生
の
と
き
に
百
人
一
首
を
全
部
暗
記
し
て
今

で
も
ほ
と
ん
ど
覚
え
て
い
ま
す
が
、小
学
生
の
と
き
は
意

味
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
旧
制
中
学
に
入
っ
て

か
ら
文
法
な
ど
勉
強
し
て
少
し
は
理
解
が
進
み
ま
し
た

け
れ
ど
も
、た
だ
、あ
あ
い
う
も
の
を
訳
も
わ
か
ら
ず
覚

え
て
お
く
と
い
う
の
は
…
…
。

馬
場 

▼ 

大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

菅
野 

▼ 

の
ち
の
ち
に
役
に
立
つ
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
創

作
の
話
に
戻
る
と
、最
初
歌
を
詠
ま
れ
た
と
き
は
、一
人

で
孤
独
に
つ
く
っ
て
お
ら
れ
た
。

馬
場 

▼ 

そ
う
で
す
。
戦
後
、自
分
の
歌
を
活
字
に
し
た
い
と

思
っ
た
と
き
に
、書
店
に「
ア
ラ
ラ
ギ
」と「
ま
ひ
る
野
」の

歌
誌
が
置
い
て
あ
り
ま
し
た
。
ど
ち
ら
も
仙
花
紙
と
い
う

ザ
ラ
紙
よ
り
も
質
の
悪
い
紙
で
30
ペ
ー
ジ
ほ
ど
の
厚
み
で

し
ょ
う
か
。
歴
史
あ
る「
ア
ラ
ラ
ギ
」の
表
紙
は
題
字
が

右
か
ら
書
い
て
あ
り
ま
す
か
ら
、普
通
に
読
む
と「
ギ
ラ

ラ
ア
」。
戦
後
最
も
早
く
創
刊
さ
れ
た「
ま
ひ
る
野
」は
窪

田
空
穂
系
の
歌
誌
で
す
。
ギ
ラ
ラ
ア
は
嫌
だ
か
ら「
ま
ひ

る
野
」に
入
る
こ
と
に
し
て
、そ
れ
こ
そ
渋
谷
の
書
店
で
の

偶
然
の
出
会
い
で
し
た
。
自
分
の
歌
を
毎
月
出
し
て
み
る

と
、掲
載
が
少
な
い
と
き
と
、多
い
と
き
が
あ
る
の
で
、多

い
と
き
の
歌
が
い
い
の
だ
と
思
っ
て
、そ
う
い
う
風ふ

う
て
い体（

歌

風
、歌
の
姿
）の
表
現
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

菅
野 

▼ 

大
岡
信
さ
ん
の
お
父
上
は
窪
田
空
穂
と
関
係
が

あ
っ
た
そ
う
で
す
ね
。

馬
場 

▼ 

は
い
、大
岡
博
さ
ん
は
空
穂
の
弟
子
で「
菩
提
樹
」

と
い
う
歌
誌
を
主
宰
し
て
い
ま
し
た
。
大
岡
信
さ
ん
は
お

父
さ
ん
を
通
じ
て
空
穂
の
作
品
を
よ
く
読
ま
れ
て
、お
書

き
に
な
っ
た
窪
田
空
穂
論
を
超
え
る
も
の
は
な
か
な
か
な

い
で
す
ね
。
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
を
ク
ロ
ス
さ
せ
な
が

ら
実
に
微
妙
な
と
こ
ろ
を
よ
く
書
い
て
い
ま
す
。
空
穂
の

最
後
の
ほ
う
の
歌
を
見
る
と
広
い
意
味
で
の
半
神
的
な
、

自
然
の
大
き
さ
の
中
に
あ
る
不
思
議
な
も
の
に
対
す
る

強
い
関
心
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
例
え
ば「
命
」と

い
う
言
葉
を
多
く
使
っ
て
い
ま
す
が
、そ
れ
は
自
分
の
持

ち
物
で
な
い
も
の
と
い
う
観
点
で
す
。
こ
の
ご
ろ「
生
か

さ
れ
て
い
る
」と
い
う
言
葉
を
よ
く
耳
に
し
ま
す
が
、そ

う
で
は
な
く
て
、よ
く
わ
か
ら
な
い
も
の
の
力
に
よ
っ
て

存
在
し
て
い
る
、と
い
う
感
覚
で
し
ょ
う
か
。
大
岡
信
さ

ん
は
初
期
の
空
穂
を
、神
と
い
う
視
点
か
ら
説
こ
う
と
な

さ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
、空
穂
の
晩
年
、
90
代

で
は
も
っ
と
大
き
な
自
然
神
の
よ
う
な
、不
思
議
な
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
よ
う
な
も
の
を
見
て
い
た
気
が
し
ま
す
。

菅
野 

▼ 「
ま
ひ
る
野
」で
育
っ
た
馬
場
さ
ん
は
今
、窪
田
空

穂
の
影
響
を
感
じ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

馬
場 

▼ 

あ
り
ま
す
。
前
衛
短
歌
の
華
麗
な
時
代
が
終
わ
っ

た
今
、当
時
の
こ
と
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、私
は
そ
の

精
神
は
理
解
し
な
が
ら
、
伴
走
者
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。
前
衛
が
う
ね
り
を
持
っ
て
い
く
と
こ
ろ
の
横

を
走
っ
て
い
た
の
で
す
ね
。
な
ぜ
な
ら
ば
私
に
は
古
典

が
あ
っ
た
か
ら
、そ
し
て
窪
田

空
穂
が
い
た
か
ら
だ
と
思
い
ま

す
。
空
穂
の
歌
は
、
簡
単
に
い

え
ば
近
代
に
お
い
て
の
人
間
を

探
求
す
る
こ
と
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
け
れ
ど
も
、
空
穂
が
一

番
尊
敬
し
た
古
典
の
歌
人
に

藤
原
俊
成
、つ
ま
り
定
家
の
お

父
さ
ん
が
い
ま
す
。
そ
の
俊
成

の
歌
集
を
読
み
ま
す
と
、風
体

が
空
穂
と
似
て
い
る
の
で
す
。

例
え
ば
新
古
今
集
に
取
ら
れ

た
俊
成
の
歌
だ
け
を
抜
い
て
み

ま
し
て
も
、空
穂
の
歌
と
重
な

る
歌
が
か
な
り
あ
る
。
空
穂
は

時
代
の
変
わ
り
目
を
生
き
る
屈
折
の
あ
る
内
面
を
み
せ

た
風
体
を
好
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
私
は

空
穂
と
俊
成
と
い
う
の
は
大
き
な
テ
ー
マ
だ
と
思
っ
て
い

て
、こ
れ
か
ら
も
研
究
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

ア
メ
リ
カ
的
な
も
の
へ
の
反
感

菅
野 

▼ 

戦
後
す
ぐ
に
短
歌
を
始
め
ら
れ
た
頃
は
、例
え
ば

小
野
十
三
郎
の「
奴
隷
の
韻
律
」の
よ
う
に
短
歌
的
抒
情

を
否
定
す
る
議
論
が
あ
り
ま
し
た
ね
。

馬
場 

▼ 

桑
原
武
夫
の「
第
二
芸
術
」も
そ
う
で
す
ね
。

菅
野 

▼ 

当
時
、読
ん
で
み
て
賛
成
も
で
き
な
い
し
、し
か
し

反
対
も
で
き
な
い
微
妙
な
も
の
に
感
じ
た
覚
え
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
ら
に
関
し
て
は
ど
の
よ
う
な
感
想
を
持
っ
て

お
ら
れ
ま
す
か
。

馬
場 

▼ 

桑
原
さ
ん
の
論
文
は
岩
波
の「
世
界
」に
載
り
ま

し
た（「
第
二
芸
術
―
現
代
俳
句
に
つ
い
て
」1
9
4
6

年
）。
当
時
は
お
金
が
な
く
て
そ
う
い
っ
た
雑
誌
を
買
っ

て
お
ら
ず
、先
輩
達
が
過
敏
に
反
応
し
て
い
る
の
を
耳
学

問
の
よ
う
に
聞
い
て
、
自
分
で
も
と
て
も
困
り
ま
し
た
。

短
歌
な
ん
て
い
う
の
は
鉢
植
え
で
、そ
こ
に
象
徴
だ
と
か

暗
喩
だ
と
か
を
入
れ
た
ら
鉢
は
割
れ
る
だ
ろ
う
、と
い
わ

れ
た
と
き
に
、短
歌
と
い
う
器
は
本
当
に
小
さ
い
の
か
わ

か
ら
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
人
麻
呂
の
歌
は
大
き
い
よ
う

に
思
う
け
れ
ど
、戦
中
の
生
活
詠
や
戦
地
詠
は
ご
ち
ゃ
ご

ち
ゃ
し
て
い
る
な
と
思
い
、短
歌
の
将
来
を
と
て
も
憂
い

た
な
か
の
一
人
で
す
。

そ
の
と
き
に
高
見
順
さ
ん
が
、織
田
作
之
助
は
小
説
は

二
流
だ
と
い
っ
て
死
ん
だ
が
、短
歌
は
本
当
に
二
流
、三
流

な
の
か
と
い
え
ば
、日
本
文
学
か
ら
短
歌
を
引
き
算
し
た

ら
、も
し
源
氏
物
語
か
ら
短
歌
を
引
い
た
ら
何
が
残
る
の

か
と
述
べ
た
論
説
に
得
心
し
ま
し
た（「
日
本
文
学
に
於

け
る
写
生
精
神
の
検
討
」1
9
4
7
年
）。
短
歌
は
第
二

で
も
第
一
で
も
な
く
日
本
本
来
の
不
思
議
な
文
芸
伝
統
で

あ
り
、世
界
に
類
例
は
な
い
と
説
か
れ
た
。
そ
し
て
私
は

短
歌
を
や
っ
て
い
こ
う
と
思
っ
た
の
で
す
。
前
衛
短
歌
は

短
歌
に
も
暗
喩
や
全
体
喩
な
ど
数
々
の
喩
を
入
れ
て
実

践
し
て
い
ま
す
が
、私
は
古
典
の
学
徒
で
し
た
か
ら
、万

葉
集
に
は
暗
喩
も
あ
り
、全
体
喩
も
あ
り
、小
さ
な
直
喩

馬場あき子（ばば・あきこ）

歌人・文芸評論家。1928年東京生ま
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創刊間もない窪田空穂主宰の歌誌「まひ
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期に能楽喜多流宗家に入門、喜多実に師
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に29年間勤めた教職を離れ作歌に専心。
翌年第5歌集『桜花伝承』で現代短歌女
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も
あ
る
の
を
何
で
知
ら
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。

そ
の
時
は
喩
の
思
想
性
な
ど
は
ま
だ
考
え
つ
か
な
か
っ
た

の
で
す
。
石
川
啄
木
は
短
歌
を
棒
書
き（
一
行
書
き
）か
ら

三
行
に
書
き
分
け
ま
し
た
が
、新
し
い
と
い
わ
れ
た
書
き

分
け
も
既
に
万
葉
集
の
な
か
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
新
し

い
の
で
は
な
く
、古
典
を
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
気

が
し
ま
し
た
。
古
典
と
い
う
も
の
は
、つ
ま
り
死
な
な
か
っ

た
文
学
な
の
だ
か
ら
、私
は
死
な
な
い
も
の
を
つ
く
る
た

め
に
は
、死
な
な
い
も
の
を
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
、少
し
ず
つ
安
堵
し
な
が
ら

自
分
も
歌
を
詠
ん
で
い
っ
た
気
が
し
ま
す
ね
。

菅
野 

▼ 

当
時
は
近
代
化
と
い
う
声
が
各
方
面
で
起
こ
っ
て

い
て
、短
詩
型
の
世
界
で
も
、そ
れ
に
乗
る
よ
う
な
風
潮

も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

馬
場 

▼ 

私
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
で
は
戦
後
、近
代
の
超
克
と

い
う
こ
と
が
大
き
な
課
題
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
日
本
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
を
ま
だ
十
分
に
受
け
容

れ
な
い
う
ち
に
戦
争
が
始
ま
っ
て
、戦
争
に
よ
っ
て
社
会

が
激
変
し
ま
し
た
。
戦
後
、本
当
は
近
代
を
読
み
、近
代

化
に
つ
い
て
論
じ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
こ
ろ
に
ア
メ
リ

カ
が
ド
ド
ド
ッ
と
入
っ
て
き
て
、全
て
が
ア
メ
リ
カ
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
と
い
う
…
…
そ
う
い
う
不
幸
は
あ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

菅
野 

▼ 

そ
れ
は
あ
り
ま
す
ね
。
戦
争
中
に「
近
代
の
超
克
」

と
い
う
有
名
な
大
座
談
会
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
の
席
で

は
、フ
ラ
ン
ス
文
学
の
中
村
光
夫
さ
ん
だ
け
が
ほ
と
ん
ど

沈
黙
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
彼
は
日
本
に
は
ま
だ
近
代

は
な
い
の
だ
と
い
う
論
者
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、ほ
か
の

例
え
ば
京
都
学
派
の
哲
学
者
は
、西
洋
の
近
代
は
も
う

没
落
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
議
論
だ
か
ら
全
然
噛
み

合
わ
な
い
。
あ
れ
は
全
く
む
な
し
い
議
論
だ
っ
た
よ
う
に

思
い
ま
す
。
戦
後
、社
会
学
者
や
思
想
家
な
ど
が
そ
れ
ぞ

れ
に
微
妙
な
ニュ
ア
ン
ス
の
違
い
は
あ
る
け
れ
ど
、言
葉
と

し
て
は「
近
代
化
」が
今
の
日
本
に
課
せ
ら
れ
た
大
き
な

課
題
だ
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
一
方
で
、近
代
的
自
我

を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
近
代
文
学
の
人
た
ち

が
い
い
ま
し
た
ね
。
結
局
、一
種
の
か
ら
騒
ぎ
の
よ
う
な

も
の
で
、あ
ま
り
真
剣
な
話
題
に
な
り
き
れ
な
か
っ
た
と

こ
ろ
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

馬
場 

▼ 

菅
野
さ
ん
が
戦
後
フ
ラ
ン
ス
文
学
に
向
か
わ
れ
た

気
持
ち
と
い
う
の
は
、ア
メ
リ
カ
化
に
対
す
る
反
逆
の
気

持
ち
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

菅
野 

▼ 

そ
れ
は
ひ
と
つ
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
自
分
で

も
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、ど
う
も
戦
争
の
後
味
と

い
う
か
、残
し
た
も
の
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
も
し
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
文
化
、特
に
文
学
や
映
画
に
対
し
て
否
定
的
な

気
持
ち
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
例
え
ば
、昨
日
ま
で
国

粋
主
義
の
先
頭
に
立
っ
て
い
た
人
が
、戦
後

に
な
っ
て
全
く
逆
の
ア
メ
リ
カ
民
主
主

義
の
礼
讃
者
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ

う
い
う
ひ
っ
く
り
返
り
方
に
不
信

感
を
持
た
さ
れ
た
も
の
で
す
。
戦

中
に
初
め
て
読
ん
だ
フ
ラ
ン
ス

文
学
は
、ポ
ー
ル・ヴ
ァ
レ
リ
ー
の

第
一
次
大
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を

展
望
す
る
評
論
で
、最
初
に「
嵐
が

終
わ
っ
た
ば
か
り
な
の
に
、ま
だ
我
々

は
不
安
で
あ
る
」と
あ
っ
て
、嵐
と
い
う
の
は

戦
争
の
こ
と
で
す
が
、そ
れ
ま
で
僕
は
、自
分
が
今
経
験

し
て
い
る
戦
争
が
終
わ
る
な
ん
て
考
え
た
こ
と
は
な
か
っ

た
。
ま
だ
旧
制
中
学
3
年
く
ら
い
で
し
た
が
、戦
争
は
終

わ
る
と
い
う
こ
と
に
ヴ
ァ
レ
リ
ー
を
読
ん
で
気
が
つ
い
た

の
で
す
ね
。
そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
て
、フ
ラ
ン
ス
文
化
の

ほ
う
を
向
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。

馬
場 

▼ 

私
た
ち
は
終
わ
っ
た
と
き
に
ど
う
す
る
か
と
い
う

こ
と
ば
か
り
話
し
て
い
ま
し
た
。

菅
野 

▼ 

戦
争
が
終
わ
っ
た
ら
共
産
主
義
革
命
が
起
こ
る
の

で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
た
り
す
る
な
か
で
、フ
ラ
ン
ス
関

係
の
も
の
を
読
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
一
方
で
は
日
本

の
小
説
は
そ
れ
ま
で
乱
読
し
て
い
て
作
品
を
随
分
読
み

ま
し
た
け
れ
ど
、冒
頭
で
お
話
し
し
た
よ
う
に
、比
べ
る

と
フ
ラ
ン
ス
の
も
の
は
社
会
性
や
歴
史
性
な
ど
視
野
が

広
い
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
。
ま
た
、人
間
を
核
に
し
て

人
間
精
神
の
幅
、あ
る
い
は
感
受
性
の
幅
に
、何
か
少
し

桁
が
…
…
。

馬
場 

▼ 

ち
ょ
っ
と
違
う
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
し
た
ね
。

菅
野 

▼ 

上
だ
と
い
う
感
じ
が
あ
り
ま
し
た
。
外
国
文
学
を

研
究
す
る
な
ら
フ
ラ
ン
ス
語
を
勉
強
し
な
け
れ
ば
と
考

え
ま
し
た
。
そ
れ
は
旧
制
高
校
に
入
っ
て
か
ら
で
す
が
。

馬
場 

▼ 

私
た
ち
が
読
ん
だ
本
に
も
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
あ
っ
て
、

そ
の
言
葉
を
ノ
ー
ト
し
た
り
し
た
も
の
が
今
も
少
し
あ

り
ま
す
。
当
時
は
戦
後
の
次
の
世
代
を
育
て
る
基
礎
的

な
書
物
の
ひ
と
つ
で
し
た
ね
。

菅
野 

▼ 

も
ち
ろ
ん
ア
メ
リ
カ
の
文
学
も
読
み
ま
し
た
け
れ

ど
、ア
メ
リ
カ
の
文
学
と
か
、ア
メ
リ
カ
の
思
想
と
か
と
い

う
も
の
に
反
感
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、

当
時
は
何
と
な
く
距
離
を
置
い
て
接
す
る
感
じ
で
し
た
。

馬
場 

▼ 

何
と
な
く
嫌
な
の
で
す
よ
ね
。
私
た
ち
も
そ

う
で
し
た
。
昨
日
ま
で
い
ろ
い
ろ
い
っ
て
い
た

先
生
が
沈
黙
し
て
授
業
で
何
も
い
わ
な
く

な
る
。
そ
れ
で「
も
う
こ
れ
か
ら
は
お
前

た
ち
の
時
代
だ
か
ら
自
分
で
考
え
な
さ

い
」と
い
わ
れ
て
も
、ま
わ
り
に
参
考
に

な
る
も
の
が
な
く
て
。
毎
朝
来
る
新
聞

は
些
末
な
記
事
ば
か
り
で
、ど
こ
そ
こ
で

女
の
人
が
野
犬
に
噛
み
殺
さ
れ
た
と
か
い

う
生
々
し
い
こ
と
し
か
書
い
て
い
な
い
。
そ

ん
な
と
き
に
国
文
科
の
単
位
の
一
環
と
し
て
能
を
観

て
、ポ
ン
と
は
ま
り
ま
し
た
。

菅
野 

▼ 

能
は
授
業
で
行
っ
た
の
で
す
か
。

馬
場 

▼ 

は
い
。
能
楽
堂
も
焼
け
て
し
ま
い
、駒
込
に
あ
る

染
井
と
い
う
能
楽
堂
と
多
摩
川
の
観
世
流
の
能
楽
堂
く

ら
い
し
か
な
か
っ
た
の
で
す
が
、そ
こ
で
観
た「
隅
田
川
」

と
い
う
能
に
す
っ
か
り
魅
了
さ
れ
ま
し
て
ね
。
あ
れ
は
何

で
し
ょ
う
、も
し
か
す
る
と
ア
メ
リ
カ
的
な
も
の
に
対
す

る
反
感
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
昭
和
22
年
と
い

う
時
代
は
戦
争
で
子
ど
も
を
亡
く
し
た
お
母
さ
ん
や
、お

兄
さ
ん
を
な
く
し
た
女
の
人
た
ち
が
沢
山
い
ま
し
た
。
シ

テ
は
行
方
不
明
の
子
ど
も
を
訪
ね
る
母
で
、そ
の
面お

も
てか

ら

目
が
離
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。
能
の
面
は
ひ
と
つ
な
の
に
、

そ
こ
に
沢
山
の
女
の
顔
が
あ
る
の
を
見
て
、ど
う
に
も
な

ら
ず
縛
ら
れ
た
の
で
す
。
最
後
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
子

ど
も
と
再
会
す
る
場
面
で
、
客
席
か
ら
す
す
り
泣
き
が

起
き
ま
し
た
が
、あ
れ
は
戦
後
な
ら
で
は
の
光
景
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
半
年
ほ
ど
経
っ
て
ま
た
能

を
、今
度
は
自
分
か
ら
観
に
行
き
ま
し
た
。
そ
の
と
き
は

鬼
の
能
だ
っ
た
。
染
井
の
能
楽
堂
は
天
井
に
窓
が
開
い
て

い
て
、そ
の
天
窓
か
ら
射
す
光
で
鬼
の
面
が
サ
ッ
と
曇
る

と
き
、晴
れ
る
と
き
の
表
情
の
変
化
に
驚
い
て
し
ま
っ
て
。

能
は
ほ
と
ん
ど
面
か
ら
入
っ
た
と
い
え
ま
す
ね
。

菅
野 

▼ 

そ
れ
が
最
初
の
ご
経
験
で
す
か
。

馬
場 

▼ 

能
体
験
で
す
。
そ
の
と
き
の
シ
テ
が
喜
多
実
で
し

た
。
何
と
い
う
す
ご
い
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
、月

謝
の
こ
と
も
考
え
ず
に
す
ぐ
に
入
門
し
ま
し
た
。

菅
野 

▼ 

能
は
ず
っ
と
続
け
ら
れ
て
。

馬
場 

▼ 

そ
う
で
す
。
82
歳
ま
で
続
け
ま
し
た
が
、動
き
や

姿
勢
の
部
分
で
、自
分
が
こ
れ
以
上
舞
っ
て
も
、か
つ
て

の
私
を
超
え
る
も
の
は
出
せ
な
い
と
思
っ
て
止
め
ま
し

た
。
今
も
そ
う
で
す
が
、能
で
覚
え
た
文
言
に
ど
れ
だ
け

助
け
ら
れ
た
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

菅
野 

▼ 

そ
れ
は
歌
を
詠
ま
れ
る
上
で
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

馬
場 

▼ 

歌
で
も
、物
を
書
く
と
き
で
も
、新
作
能
も
幾
つ

か
つ
く
っ
て
い
ま
す
が
、い
ろ
い
ろ
な
場
面
に
生
き
て
い

ま
す
。
私
は
説
話
を
好
み
ま
す
が
、評
論『
鬼
の
研
究
』

（
1
9
7
1
年
）を
書
く
と
き
も
能
が
力
に
な
り
ま
し

た
。
例
え
ば
古
今
集
を
読
ん
で
も
、こ
れ
は
能
の
あ
そ
こ

に
あ
る
と
い
う
の
が
す
ぐ
に
わ
か
り
ま
す
。
能
を
し
て
い

た
こ
と
は
人
生
の
な
か
で
大
き
な
力
に
な
っ
て
い
ま
す
。

自
分
の
歌
を
求
め
て

菅
野 

▼ 

馬
場
さ
ん
の
歌
で
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
の
は「
哲
学

の
な
い
男
た
ち
」と
い
う
歌
で
し
た〈
哲
学
の
や
う
な
男

も
ゐ
な
く
な
り
み
だ
り
が
は
し
も
を
み
な
の
昼
餉
〉（『
飛

種
』1
9
9
6
年
）。
ダ
ラ
シ
な
い
男
ど
も
よ
、と
叱
ら

れ
た
感
じ
で
し
た
ね
。

馬
場 

▼ 

詠
っ
た
の
は
覚
え
て
い
ま
す
。

菅
野 

▼ 

哲
学
の
な
い
男
た
ち
ば
っ
か
り
で
つ
ま
ら
な
い
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、つ
ま
ら
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
女
た
ち

が
雑
然
と
食
べ
て
い
る
。
あ
れ
は
非
常
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受

け
ま
し
た
。
僕
は
哲
学
な
い
か
ら
な
と
思
っ
て
。

馬
場 

▼ 

昭
和
20
年
代
か
ら
30
年
代
に
か
け
て
は
、広
い
意

味
で
哲
学
が
盛
ん
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
当
時
は

「
あ
の
男
、哲
学
な
い
か
ら
ね
」と
か
い
っ
て
い
ま
し
た
よ

ね
。
人
生
の
哲
学
が
な
い
と
い
う
意
味
で
ね
。

菅
野 

▼ 

と
こ
ろ
で
馬
場
さ
ん
は
全
集
も
出
し
て
お
ら
れ
ま

す
が
、歌
集
は
何
冊
く
ら
い
に
な
り
ま
し
た
か
。

馬
場 

▼ 

26
、
7
冊
あ
り
ま
す
ね
。
3
年
に
1
冊
く
ら
い
の

ペ
ー
ス
で
し
ょ
う
か
。

菅
野 

▼ 

作
風
に
、ご
自
分
で
変
化
と
い
う
も
の
は
感
じ
ま

す
か
。

馬
場 

▼ 

私
は
そ
の
変
化
が
あ
る
の
が
特
色
で
、
第
一
歌
集

は
素
人
の
よ
う
な
歌
集
を
出
し
て
、方
法
が
な
い
と
批
判

さ
れ
ま
し
た
。
次
は
社
会
的
な
闘
争
的
な
題
材
が
入
っ

た
も
の
と
な
り
、社
会
派
の
歌
人
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
そ

れ
か
ら
10
年
の
ブ
ラ
ン
ク
を
経
て
、今
度
は
物
語
的
な
劇

的
な
世
界
を
取
り
入
れ
た
作
品
を
入
れ
る
な
ど
変
化
を

辿
っ
て
い
ま
す
。『
桜
花
伝
承
』（
1
9
7
7
年
）と
い
う

歌
集
が
あ
る
の
で
す
が
、そ
れ
で
初
め
て
自
分
の
作
風
が

安
定
し
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

菅
野 

▼ 

そ
れ
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
で
し
ょ
う
か
。

馬
場 

▼ 

あ
れ
も
や
り
た
い
、こ
れ
も
や
り
た
い
と
思
う
と

何
で
も
で
き
る
気
が
し
て
、い
っ
た
ん
自
分
の
作
風
を
め

ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
し
て
み
た
か
っ
た
。
例
え
ば
60
年
安
保

か
ら
70
年
安
保
に
か
け
て
、
高
校
の
教
師
を
し
て
い
ま

し
た
。
ま
と
も
に
安
保
闘
争
を
歌
に
す
る
の
は
難
し
い
。

そ
れ
で
治
承
の
乱
に
仮
託
し
て
詠
も
う
と
か
、
式
子
内

親
王
と
し
て
詠
も
う
と
か
、
他
者
と
い
う
人
間
の
内
部

に
注
目
し
て
屈
折
を
抱
え
た
今
の
人
間
の
姿
を
詠
い
た

い
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
テ
ー
マ
を
設
定
し

て
、イ
ザ
ナ
ギ
が
下
り
て
い
っ
た
地
獄
と
、今
の
社
会
と

を
地
続
き
な
か
た
ち
で
詠
う
な
ど
の
試
み
が
時
間

を
経
て
落
ち
着
き
ま
し
て
ね
。
古
典
的
な
色

調
を
帯
び
た
現
代
短
歌
に
辿
り
つ
い
た
の

が『
桜
花
伝
承
』で
、や
っ
と
自
分
の
文

体
が
安
定
し
た
と
い
う
思
い
が
し
ま
し

た
。

菅
野 

▼ 

馬
場
さ
ん
に
と
っ
て
、ど
の
よ
う

な
古
典
詩
歌
を
身
近
に
感
じ
ま
す
か
。
例

え
ば
、『
古
今
和
歌
集
』と『
新
古
今
和
歌

集
』と
を
比
べ
る
と
。

馬
場 

▼ 

古
今
集
が
好
き
で
す
ね
。
卒
論
は
新
古
今
な

の
で
す
け
れ
ど
、新
古
今
は
鋭
く
て
人
間
味
を
探
る
の
が

と
て
も
難
し
く
て
そ
こ
が
面
白
く
も
あ
り
ま
す
が
、比
べ

る
と
や
は
り
古
今
集
は
万
葉
集
の
次
の
原
点
だ
と
思
い

ま
す
。
古
今
集
に
は
、ふ
く
ふ
く
と
し
た
、柔
ら
か
な
人

間
味
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

菅
野 

▼ 

新
古
今
に
な
る
と
技
巧
的
に
な
り
す
ぎ
る
と
こ
ろ

も
あ
り
ま
す
か
。

馬
場 

▼ 

は
い
。
鋭
い
か
ら
藤
原
定
家
は
面
白
い
し
、達
磨

歌
と
軽
く
見
ら
れ
て
い
た
の
が
何
百
年
か
経
つ
と
知
ら

な
い
人
は
な
い
ほ
ど
の
歌
に
な
っ
て
い
く
と
こ
ろ
は
、定

家
は
実
に
先
取
り
の
早
か
っ
た
人
だ
と
思
い
ま
す
。
前

衛
短
歌
運
動
の
塚
本
邦
雄
は
定
家
を
鏡
に
し
て
歌
を
つ

く
っ
て
い
ま
す
か
ら
ね
。
そ
の
点
で
は
定
家
は
素
晴
ら
し

い
と
思
う
け
れ
ど
、私
は
式
子
内
親
王
の「
玉
の
緒
よ
」の

方
が
好
き
で
す〈
玉
の
を
よ
た
え
な
ば
た
え
ね
な
が
ら
へ

ば
忍
ぶ
る
こ
と
の
弱
り
も
ぞ
す
る
〉。

世
代
に
み
る
短
歌
の
層

菅
野 

▼ 

馬
場
さ
ん
の
歌
に
は
古
典
的
な
詩
歌
の
蓄
積
に
も

と
づ
い
た
豊
か
さ
が
あ
り
ま
す
ね
。
現
代
を
詠
う
こ
と
、

現
代
の
い
ろ
い
ろ
な
風
俗
、あ
る
い
は
精
神
風
俗
と
い
い

ま
す
か
、現
代
人
の
生
き
方
へ
の
眼
差
し
が
う
ま
く
融
和

さ
れ
た
よ
う
な
近
代
短
歌
を
つ
く
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
短
歌
は
ど
の
よ
う
に

な
っ
て
い
く
と
思
わ
れ
ま
す
か
。

馬
場 

▼ 

私
は
も
う
私
の
道
を
歩
く
し
か
な
い
と
思
い
ま
す

し
、我
々
の
世
代
は
も
う
、自
分
の
道
と
い
う
の
は
大
体

決
ま
っ
て
い
る
と
も
思
い
ま
す
。
現
在
、短

歌
の
世
界
は
世
代
の
層
が
厚
い
で
す
。

20
代
は
気
ま
ま
な
自
由
さ
が
あ
り

ま
す
が
、
30
代
は
苦
悩
し
な
が
ら

自
分
自
身
の
短
歌
改
革
を
や
ろ

う
と
し
て
い
る
。
40
代
と
い
う
の

は
上
に
引
っ
張
ら
れ
、
下
に
引
っ

張
ら
れ
、
自
分
の
作
風
が
ち
ょ
っ

と
不
安
定
で
す
よ
ね
。
そ
し
て
50
代

は
落
ち
着
い
た
方
向
に
い
っ
て
、自
分
を

保
と
う
と
す
る
わ
け
で
す
。
け
れ
ど
も
本
当

は
、彼
ら
は
力
の
あ
る
人
た
ち
な
の
だ
か
ら
冒
険
し
て
く

れ
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
の
あ
た
り
は
、少
し
層
が
薄
い

か
な
と
い
う
気
も
し
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、今
の
短
歌
人
口
が
多
い
と
い
っ
て
も
方
向

性
は
ふ
た
つ
に
分
か
れ
ま
す
。
ひ
と
つ
は
自
分
史
を
詠
い

た
い
、も
し
く
は
自
分
の
現
実
を
知
っ
て
貰
う
た
め
に
詠

い
た
い
人
。
も
う
ひ
と
つ
は
、本
当
に
詩
と
し
て
短
歌
が

屹
立
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
、詩
人
や
俳
人
と
対
抗
し

な
が
ら
や
っ
て
い
き
た
い
人
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
ま
す
。

後
者
の
よ
う
に
専
門
歌
人
に
な
ろ
う
と
す
る
人
は
本
当

に
ひ
と
つ
か
み
で
す
。
歌
と
い
う
の
は
ど
ん
ど
ん
変
質
し

て
い
く
も
の
で
、こ
の
ふ
た
つ
の
層
は
と
て
も
離
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

菅
野 

▼ 

そ
れ
が
啓
蒙
的
に
働
け
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
あ

る
意
味
で
は
裾
野
が
広
が
る
と
い
う
こ
と
は
大
事
な
こ

と
で
す
よ
ね
。
片
方
に
専
門
的
な
、
伝
統
を
受
け
継
い

で
現
代
を
融
合
し
て
い
く
よ
う
な
プ
ロ
の
歌
詠
み
が
い

て
、も
う
片
方
を
引
っ
張
っ
て
い
く
と
か
、あ
る
い
は
支
え

ら
れ
て
い
く
―
そ
う
い
う
構
図
が
で
き
る
と
い
い
の
で

し
ょ
う
が
。

馬
場 

▼ 

そ
れ
は
一
応
で
き
て
い
る
か
た
ち
は
取
っ
て
い
ま
す

が
、む
な
し
い
気
も
し
ま
す
。
専
門
の
歌
人
同
士
は
誰
を

ど
の
よ
う
に
、ど
の
歌
を
認
め
る
か
と
い
う
こ
と
は
わ
か

り
に
く
い
で
す
。
後
世
に
残
る
歌
は
自
然
に
残
っ
て
い
く

の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、不
思
議
な
も
の
で
す
ね
。
そ
の

あ
た
り
は
、こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
の
か
わ
か
ら
な
い
で
す
。

菅
野 

▼ 

短
歌
も
そ
う
で
す
が
言
葉
を
も
っ
と
磨
い
て
ほ
し

い
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
ま
た
、馬
場
さ
ん
た
ち
が
ご
苦
心
、

苦
闘
し
て
こ
ら
れ
た
よ
う
に
、古
典
詩
歌
の
生
か
せ
る
と

こ
ろ
は
ど
ん
ど
ん
生
か
し
て
。

馬
場 

▼ 

古
典
を
読
む
時
間
は
な
い
と
し
て
も
、せ
め
て
百

人
一
首
だ
け
は
読
ん
で
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

怒
れ
る
猫
の
目

菅
野 

▼ 

話
は
変
わ
り
ま
す
が
も
う
ひ
と
つ
。
今
は
三
十
一

文
字
で
な
い
短
歌
が
増
え
て
い
ま
す
ね
。
四
十
一
文
字
と

い
う
か
。
今
後
そ
の
よ
う
な
流
れ
が
で
き
て
い
く
の
で

し
ょ
う
か
。

馬
場 

▼ 

私
も
こ
の
ご
ろ
、初
七
に
な
る
と
き
が
あ
り
ま
す
。

五・
七・
五
じ
ゃ
な
く
て
、
七・
七・
五
に
な
っ
て
し
ま
う
。

な
ぜ
か
と
い
う
と
、外
来
語
や
口
語
が
入
っ
て
く
る
と
、

詠
い
だ
し
が
七
に
な
り
や
す
い
で
す
。
こ
れ
は
い
け
な
い

と
思
っ
て
、自
分
で
は
な
る
べ
く
五
に
し
よ
う
と
思
う
の

で
す
が
、勢
い
に
乗
っ
て
出
て
く
る
歌
は
初
七
に
な
る
と

い
う
か
。
今
は
七
音
時
代
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
つ
ま

り
五
音
の
力
が
な
く
な
っ
て
い
る
時
代
。
か
つ
て
、最
初

の
五
音
は「
神
の
言
葉
」と
い
わ
れ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
。

昭
和
30
年
代
に
塚
本
さ
ん
が
始
め
た
前
衛
短
歌
は

「
言
葉
」の
短
歌
で
も
あ
り
ま
し
た
。
言
葉
で
絵
や
イ

メ
ー
ジ
を
描
く
、そ
う
い
う
短
歌
で
す
よ
ね
。
そ
の「
絵
」

が
並
大
抵
で
は
な
く
、絵
そ
の
も
の
の
中
に
時
代
批
判
が

あ
っ
た
り
し
ま
し
た
。
有
名
な
の
は
、百
人
一
首
に
あ
る

周
防
内
侍
の〈
春
の
夜
の
ゆ
め
ば
か
り
な
る
手
枕
に
か
ひ

な
く
た
た
む
名
こ
そ
を
し
け
れ
〉の「
手
枕
」を
本
歌
と

し
て
、塚
本
さ
ん
は「
春
の
夜
の
夢
ば
か
り
な
る
枕
頭
に
」

と
詠
い
始
め
る
。「
え
？
」と
思
う
と
、「
あ
っ
あ
か
ね
さ

す
召
集
令
状
」と
な
る
歌
で
す
。
他
に
も〈
突
風
に
生
卵

割
れ
、か
つ
て
か
く
撃
ち
ぬ
か
れ
た
る
兵
士
の
眼
〉が
あ

り
ま
す
が
、割
れ
て
ド
ロ
ッ
と
流
れ
た
卵
と
、鉄
砲
の
弾

に
撃
ち
抜
か
れ
た
兵
士
の
目
を
重
ね
て
詠
う
。
社
会
批

判
も
戦
争
批
判
も
こ
う
い
う
か
た
ち
で
で
き
る
の
だ
と

い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
今
、そ
れ
を
や
ら
な
き
ゃ

な
ら
な
い
と
き
が
き
た
の
に
な
か
な
か
で
き
な
い
ん
で

す
。
状
況
が
複
雑
す
ぎ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

菅
野 

▼ 

そ
れ
は
文
学
全
体
に
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う

い
う
運
動
と
い
う
か
、衝
撃
、シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
よ
う
な

い
ろ
い
ろ
な
言
説
が
繰
り
返
し
出
て
こ
な
い
と
大
き
な

動
き
に
繋
が
り
に
く
い
と
思
い
ま
す
。
今
は
そ
れ
が
必
要

な
時
代
で
し
ょ
う
け
れ
ど
ね
。

馬
場 

▼ 

力
が
な
い
し
、気
力
が
な
い
。
今
日
の
展
示
室
に

あ
っ
た
よ
う
な
、あ
あ
い
う
猫
の
目
を
見
て
も
う
い
っ
ぺ

ん
怒
り
直
さ
な
き
ゃ
い
け
な
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ミ

ロ
コ
マ
チ
コ
さ
ん
は
幾
つ
く
ら
い
の
方
で
す
か
。

菅
野 

▼ 

36
歳
。

馬
場 

▼ 

や
っ
ぱ
り
ね
。
だ
か
ら
で
き
る
ん
で
す
ね
。
一
番

力
が
あ
る
と
き
。

菅
野 

▼ 

ミ
ロ
コ
さ
ん
は
実
力
が
あ
る
絵
描
き
で
す
ね
。

馬
場 

▼ 

目
が
い
い
。
動
物
が
み
ん
な
怒
っ
て
い
ま
す
ね
。

動
物
た
ち
に「
何
だ
こ
の
人
間
」っ
て
い
わ
れ
て
い
る
よ

う
で
す
。
ま
た
猫
の
目
が
実
に
い
い
け
れ
ど
、
1
匹
だ
け
、

木
槿
の
花
が
散
る
の
を
眺
め
て
い
る
猫
だ
け
が
寂
し
そ

う
。
あ
と
の
猫
は
全
部
怒
っ
て
い
ま
す
。
二
面
性
が
あ
る

と
こ
ろ
が
い
い
で
す
ね
。
あ
あ
い
う
ふ
う
に
怒
り
た
い
は

ず
で
す
よ
ね
、み
ん
な
。

﹇
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井
上
靖
記
念
文
化
財
団  

愛
媛
県
生

涯
学
習
セ
ン
タ
ー  

大
岡
信
研
究
会  

か
ご
し
ま
近
代
文
学
館   

柏
書
房  

神
奈
川
近
代
文
学
館  

神
奈
川
県
立
近
代
美
術
館   

紙
の
博
物
館  

現
代
文
学
史
研
究
会  

舷
燈
社  

講
談
社  

国
文

学
研
究
資
料
館  

国
民
み
ら
い
出
版  

集
英
社  

杉
並
区
立
郷

土
博
物
館  

鈴
鹿
市
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
文
化
財
グ
ル
ー
プ  

仙
台

文
学
館  

高
梁
比
庵
会  

田
原
市
博
物
館  

た
ま
し
ん
歴
史
・
美

術
館  

都
留
市
博
物
館  

東
京
か
わ
ら
版  

二
松
學
舍
大
学
附

属
図
書
館  

日
本
歌
人
ク
ラ
ブ  

沼
津
市
芹
沢
光
治
良
記
念
館   

姫
路
文
学
館  

福
岡
市
文
学
館  

ふ
く
や
ま
文
学
館  

藤
沢
周

平
記
念
館  

文
京
ふ
る
さ
と
歴
史
館  

武
蔵
野
ふ
る
さ
と
歴
史
館   

武
者
小
路
実
篤
記
念
館  

山
田
風
太
郎
の
会  

与
謝
野
晶
子
倶

楽
部  

吉
村
昭
研
究
会  

早
稲
田
大
学
會
津
八
一
記
念
博
物
館

▼ 「
海
」「
街
道
」「
空
想
カ
フ
ェ
」「
く
さ
く
き
」「
九
品
仏
川
柳
会

句
会
報
」「
群
系
」「
原
型
富
山
」「
鴻
」「
心
の
花
」「
埼
東
文
学
」

「
山
暦
」「
鹿
首
」「
児
童
ペ
ン
」「
春
耕
」「
抒
情
文
芸
」「
駿
河
台
文

芸
」「
川
柳
研
究
」「
鬣
」「
タ
ル
タ
」「
短
歌
人
」「
地
中
海
」「
飛
火
」 

「
白
」「
プ
チ
★
モ
ン
ド
」「
本
のP

arkin
g

」「
窓
」「
ゆ
く
春
」「
ラ

ン
ブ
ル
」「
り
ん
ご
の
木
」

（
五
十
音
順
・
団
体
名
敬
称
略
）

平
成
30
年
度
前
期
の
コ
レ
ク
シ
ョン
展
で
は
、平
成
29
年

度
に
当
館
に
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
、初
公
開
も
含
め
た
日

本
文
学
史
に
名
を
刻
む
作
品
、
作
家
に
ま
つ
わ
る
文
学

資
料
を
中
心
に
ご
紹
介
し
ま
す
。

当
館
で
は
世
田
谷
に
ゆ
か
り
の
深
い
小
説
家
・
北
杜
夫

氏
ご
本
人（
1
9
2
7﹇
昭
和
2
﹈〜
2
0
1
1﹇
平
成
23
﹈

年
）と
喜
美
子
夫
人
か
ら
こ
れ
ま
で
も
貴
重
な
資
料
を

ご
寄
贈
い
た
だ
い
て
参
り
ま
し
た
が
、平
成
29
年
度
の
新

た
な
寄
贈
資
料
か
ら
北
氏
の
芥
川
賞
受
賞
作『
夜
と
霧

の
隅
で
』原
稿
、日
本
文
学
大
賞
受
賞
長
篇『
輝
け
る
碧

き
空
の
下
で
』原
稿
に
加
え
、歌
人
の
父
親
・
齋
藤
茂
吉

（
1
8
8
2﹇
明
治
15
﹈〜
1
9
5
3﹇
昭
和
28
﹈年
）の
歌
集

稿
本
や
書
画
な
ど
の
自
筆
資
料
、茂
吉
の
師
・
伊
藤
左
千

夫
や
敬
愛
し
て
や
ま
な
か
っ
た
正
岡
子
規
、森
鷗
外
、幸

田
露
伴
ら
の
短
冊
や
書
軸
な
ど
、茂
吉
が
手
許
で
大
切

に
し
て
い
た
資
料
を
も
一
堂
に
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
の
人
気
コ
ー
ナ
ー「
ム
ッ
ト
ー
ニ

の
か
ら
く
り
書
物
」に
は
、今
期
か
ら
中
原
中
也
の
詩「
地

極
の
天
使
」に
も
と
づ
く《
ア
ト
ラ
ス
の
回
想
》、芥
川
龍

之
介
の
短
篇《
蜘
蛛
の
糸
》、萩
原
朔
太
郎
の
同
題
詩《
題

の
な
い
歌
》に
よ
る
3
作
品
が
新
た
に
加
わ
り
ま
す
。
こ

れ
ま
で
の
7
作
品
も
含
め
、上
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
組
み
替

え
な
が
ら
お
届
け
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
楽
し
み
に
。

平
成
30
年
度  

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
前
期    

主
な
展
示
品（
予
定
）

＊ 

会
期
中
、展
示
替
え
が
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、出
品
予
定
作
品
が

変
更
に
な
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

 

◉ 

北
杜
夫
原
稿  『
夜
と
霧
の
隅
で
』

 

◉ 

北
杜
夫
原
稿  『
輝
け
る
碧
き
空
の
下
で
』

 

◉ 

齋
藤
茂
吉
歌
集
稿
本  『
遠
遊
』（
第
四
歌
集
）、『
遍
歴
』（
第
五

歌
集
）、『
と
も
し
び
』（
第
六
歌
集
）、『
た
か
は
ら
』（
第
七
歌

集
）、『
連
山
』（
第
八
歌
集
）、『
白
桃
』抄（
第
十
歌
集
）、『
暁
紅
』

抄（
第
十
一
歌
集
）、『
寒
雲
』抄（
第
十
二
歌
集
）、『
霜
』抄（
題

箋『
歌
集
と
ゞ
ろ
き
』第
十
四
歌
集
）

 

◉ 

齋
藤
茂
吉
書
画
、短
冊

 

◉ 

齋
藤
茂
吉
旧
蔵  

森
鷗
外
書
軸
、幸
田
露
伴
書
軸
、正
岡
子
規

書
簡
軸

 

◉ 

齋
藤
茂
吉
旧
蔵  

諸
家
短
冊
帖（
正
岡
子
規
、与
謝
野
晶
子
、夏

目
漱
石
、芥
川
龍
之
介
、「
ア
ラ
ラ
ギ
」同
人
ほ
か
）

他
に
、青
山
光
二『
わ
れ
ら
が
風
狂
の
師
』原
稿
、自
筆
ノ
ー
ト
な
ど

齋藤茂吉  歌集稿本  
『遠遊』（左）、 
『たかはら』（下）

齋藤茂吉 《グラジオラス》

森鷗外書 「打聞可波病須奈般知 …」

幸田露伴書 「沈の香の杜詩にしむ夜や雪の声」

正岡子規  鈴木芋村あて書簡

新たに加わる
MUTTONI作品

《アトラスの回想》 2015年

《題のない歌》 2016年《蜘蛛の糸》 2016年

2
0
1
8
年
4
月
28
日（
土
）〜
9
月
17
日（
月
・
祝
）    

1
階
展
示
室

新
収
蔵
・
北
杜
夫
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
中
心
に

ム
ッ
ト
ー
ニ
の
か
ら
く
り
書
物

コ
ー
ナ
ー
に
も
新
プ
ロ
グ
ラ
ム
登
場
！

北杜夫 『夜と霧の隅で』 原稿

百
穂（
本
名
：
貞
蔵
）は
秋
田
の
角
館
に
生
ま
れ
育
ち
、

1
8
9
4（
明
治
27
）年
、上
京
し
て
川
端
玉
章
の
門
に
入

り
、
同
門
の
結
城
素
明
と
知
り
合
い
ま
す
。
美
術
史
で

は
、素
明
と
の
出
会
い
は
自
然
主
義
的
表
現
を
標
榜
す
る

无む

聲せ
い

会か
い

の
結
成
に
繋
が
る
出
来
事
で
す
が
、文
学
の
上
で

は「
馬あ

し

び

酔
木
」同
人
で
も
あ
っ
た
素
明
を
通
じ
て
伊
藤
左

千
夫
と
知
り
合
い
、周
囲
の
歌
人
た
ち
と
も
交
流
が
生
ま

れ
、や
が
て
歌
作
に
取
組
み
、「
ア
ラ
ラ
ギ
」に
参
加
す
る

発
端
と
言
え
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
気
鋭
の
日
本
画
家
で
、新

聞
や
雑
誌
の
挿
絵
や
漫
画
、創
作
版
画
も
手
が
け
た
百

穂
は
、「
ア
ラ
ラ
ギ
」で
も
表
紙
や
カ
ッ
ト
で
画
家
と
し
て

も
貢
献
し
ま
す
。
歌
人
た
ち
か
ら
同
人
と
し
て
、恩
人
と

し
て
敬
愛
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
1
9
3
3（
昭
和
8
）年

10
月
に
急
逝
し
た
際
、「
ア
ラ
ラ
ギ
」の
追
悼
号（
34
年
4

月
号
）が
ど
の
美
術
雑
誌
よ
り
も
大
部
な
3
3
8
頁
の

特
集
を
捧
げ
た
こ
と
か
ら
も
伝
わ
り
ま
す
。

百
穂
の
歌
と
短
冊

百
穂
の
歌
と
の
出
会
い
や
思
い
は
、唯
一の
歌
集『
寒
竹
』

（
1
9
2
7﹇
昭
和
2
﹈年
、古
今
書
院
）の「
巻
末
記
」に
詳

し
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。
当
初
、富
士
登
山
や
写
生
旅
行

先
で
歌
心
が
動
き
、そ
の
作
で
伊
藤
左
千
夫
に
教
え
を
乞

う
と
、添
削
や
助
言
の
う
え「
馬
酔
木
」に
も
掲
載
さ
れ
ま

し
た
。
左
千
夫
は
長
塚
節
が
雑
報
歌
、報
告
歌
と
厳
し
く

斥
け
た
も
の
で
も
手
を
入
れ
て
採
っ
て
く
れ
た
と
い
い
ま

す
。
左
千
夫
と
長
塚
の
亡
き
後
は
茂
吉
に
教
え
を
乞
い
、茂

吉
が
東
京
を
離
れ
る
と
赤
彦
に
も
見
て
も
ら
い
ま
す
。

百
穂
は
、
1
9
1
9（
大
正
8
）年
に
世
田
谷
の
三
宿
に

画
室
を
建
て
、
画
塾
も
置
き
ま
す
。
こ
こ
が「
白
田
舎
」

で
、
1
9
2
1
年
作
の「
白
田
舎
歳
晩
」に
は
画
業
や
画

塾
へ
の
苦
悩
も
詠
ま
れ
て
い
ま
す
が
、こ
の
時
期
の
焦
燥

や
辛
い
心
情
を「
た
だ
歌
に
の
み
よ
つ
て
、心
神マ

マ

の
平
衡

を
保
つ
た
」と
記
し
、赤
彦
も
こ
れ
以
降
百
穂
の
歌
柄
が

進
ん
で
来
た
と
評
価
し
ま
す
。
茂
吉
は「
ア
ラ
ラ
ギ
」の

百
穂
追
悼
号
の「
平
福
百
穂
画
伯
」で
、百
穂
の
歌
の
本

質
は
无
聲
会
以
来
の
信
条
そ
の
ま
ま
に
、写
実
写
生
を
旨

と
し
、思
わ
せ
ぶ
り
を
含
ま
せ
る
の
を
嫌
う
一
方
で
、絵

で
培
っ
た
鋭
い
観
察
眼
が
歌
で
も
鋭
敏
さ
と
し
て
表
れ

る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、生
一
本
の
性
情
の
百
穂

は「
真
剣
に
歌
の
苦
労
と
い
ふ
こ
と
を
知
つ
て
、遂
、絵
の

事
を
忘
れ
て
、
茫
然
と
考
へ
込
む
」（『
寒
竹
』）に
至
り
、

昼
間
の
時
間
は
歌
に
割
か
な
い
こ
と
に
し
た
そ
う
で
す
。

短
冊
に
は『
寒
竹
』未
収
録
作
も
見
ら
れ
ま
す
。「
川
端

玉
章
先
生
の
画
塾
に
あ
り
し
こ
ろ
」と
題
さ
れ
た「
ラ
ン
プ

の
ホ
ヤ
の
く
も
り
を
拭
き
つ
つ
息
ふ
き
か
け
て
心
み
だ
さ

ず
」（「
ア
ラ
ラ
ギ
」1
9
2
8
年
5
月
号
掲
載
）は
、画
塾

と
塾
生
を
率
い
る
身
に
な
っ
て
の
作
。
玉
章
の
元
に
い
た

《
齋
藤
茂
吉
旧
蔵 

諸
家
短
冊
帖
》よ
り

平
福
百
穂
短
冊

平
成
29
年
度
の
新
収
蔵
資
料《
齋
藤
茂
吉
旧
蔵  

諸

家
短
冊
帖
》は
茂
吉
の
妻
・
輝
子
よ
り
次
男
の
北
杜
夫

（
本
名
・
齋
藤
宗
吉
）に
伝
え
ら
れ
た
一
帖
で
、
1
0
2
枚

の
短
冊
が
納
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
茂
吉
自
身
と
茂
吉
の

師
・
伊
藤
左
千
夫
や
、島
木
赤
彦
、長
塚
節
、中
村
憲
吉
、

古
泉
千
樫
、土
屋
文
明
、岡
麓
、結
城
哀
草
果
ら「
ア
ラ

ラ
ギ
」同
人
を
は
じ
め
、歌
壇
俳
壇
に
名
を
刻
む
高
浜
虚

子
、金
子
薫
園
、北
原
白
秋
、吉
井
勇
、水
原
秋
桜
子
、与

謝
野
晶
子
、柳
原
白
蓮
、岡
本
か
の
子
ほ
か
、茂
吉
が
敬

愛
す
る
大
先
達
の
正
岡
子
規
、夏
目
漱
石
、幸
田
露
伴
、

さ
ら
に
芥
川
龍
之
介
も
2
枚
あ
り
ま
す
。
子
規
と
交
流

が
深
か
っ
た
、画
家
で
書
家
の
中
村
不
折
、歴
史
画
に
秀

で
た
日
本
画
家
の
安
田
靫
彦
、詩
歌
も
能
く
し
た
竹
久

夢
二
ら
美
術
家
ま
で
含
ま
れ
た
実
に
豪
華
な
顔
ぶ
れ
の

短
冊
帖
で
す
。

こ
の
短
冊
帖
中
に
14
枚
と
最
も
多
く
納
め
ら
れ
て
い

る
の
が
、日
本
画
家
で
歌
作
に
も
親
し
み
、左
千
夫
、赤

彦
、茂
吉
ら
と「
ア
ラ
ラ
ギ
」を
興
し
、支
え
あ
っ
た
平
福

百ひ
ゃ
く

穂す
い（

1
8
7
7﹇
明
治
10
﹈〜
1
9
3
3﹇
昭
和
8
﹈年
）

が
手
が
け
た
短
冊
で
す
。
こ
の
う
ち
、
自
ら
の
歌
が
6

枚
、絵
の
み
が
5
枚
、百
穂
の
絵
の
上
に
赤
彦
、憲
吉
、千

樫
が
歌
を
書
い
た
も
の
も
3
枚
を
数
え
ま
す
。

苦
境
時
代
の「
ア
ラ
ラ
ギ
」を
支
え
た
同
人

百
穂
と
短
冊
と
い
え
ば
、
す
ぐ
に「
ア
ラ
ラ
ギ
短
冊

会
」を
思
い
浮
か
べ
る
方
も
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

1
9
0
8（
明
治
41
）年
に
創
刊
さ
れ
た「
ア
ラ
ラ
ギ
」

は
長
ら
く
資
金
繰
り
に
苦
労
し
、こ
う
し
た
困
窮
を
解

消
す
る
た
め
、
1
9
1
4（
大
正
3
）年
と
翌
年
2
月
の
二

度
に
亘
り
百
穂
の
絵
画
頒
布
の
会
を
募
り
ま
す
。
そ
れ

だ
け
で
な
く
百
穂
は
画
稿
料
の
一
部
を
刊
行
費
用
に
提

供
し
た
り
、茂
吉
の
留
学
費
用
の
援
助
を
申
し
出
る
な

ど
、同
人
た
ち
へ
の
支
援
も
惜
し
み
ま
せ
ん
で
し
た
。

「
ア
ラ
ラ
ギ
短
冊
会
」も
再
び
会
計
を
立
て
直
す
た
め

計
画
さ
れ
、1
9
1
5（
大
正
4
）年
10
月
号
に
よ
る
と
百

穂
の
短
冊
絵
に
赤
彦
、茂
吉
、千
樫
、憲
吉
が
自
作
歌
を

揮
っ
て
販
売
、本
短
冊
帖
の
中
に
そ
の
時
作
ら
れ
た
も
の

も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
好
評
だ
っ
た
そ
う
で
、百
穂
の
短

冊
が
一
番
多
く
、半
分
は
歌
が
な
い
も
の
も
含
め
て
短
冊
絵

で
あ
る
の
は
、こ
の
よ
う
な
い
き
さ
つ
に
拠
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
千
樫
は
、百
穂
が
こ
う
し
た
色
紙
や
短
冊
で
も

手
を
抜
か
ず
、歌
人
の
字
が
上
手
く
い
か
な
か
っ
た
せ
い
で

も
納
得
で
き
な
い
作
は
絵
か
ら
描
き
直
し
た
と
述
べ
た
そ

う
で
す
。
そ
の
回
想
の
と
お
り
、残
さ
れ
た
絵
短
冊
も
い
ず

れ
も
丁
寧
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。

頃
、掃
除
も
決
し
て
手
を
抜
か
な
か
っ
た
、こ
う
し
た
労

働
を
無
益
だ
っ
た
と
思
わ
な
い
と
の
回
想
を
残
し
て
い
ま

す
。
も
う
1
枚
の「
ア
ラ
ラ
ギ
」1
9
2
5
年
6
月
号
掲

載
の「
ふ
か
き
谷
に
の
ぞ
み
憩
へ
り
目
の
下
の
大
木
の
枝

に
鳥
止
ま
り
ゐ
る
」は
万
葉
仮
名
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。

万
葉
仮
名
と
書
体

実
は
こ
の
短
冊
帖
に
あ
る
百
穂
自
身
の
歌
は
、玉
章
画

塾
の
歌
を
除
く
5
枚
と
も
万
葉
仮
名
で
書
か
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
書
体
も
変
え
て
お
り
、う
ち
2
枚
の
細
い
字
の

書
体
は
、古
事
記
に
題
材
を
採
っ
た「
神か

む

語が
た
り」（

1
9
1
8

年
、秋
田
県
立
近
代
美
術
館
蔵
）の
画
中
の
文
字
と
通
じ

て
い
ま
す
。
百
穂
の
画
は
自
然
主
義
的
写
実
か
ら
古
典

へ
の
深
い
造
詣
が
融
和
し
た
作
風
へ
と
展
開
さ
れ
ま
す

が
、「
ア
ラ
ラ
ギ
」百
穂
追
悼
号
で
安
田
靫
彦
は「
画
の
方

に
歌
の
や
う
な
万
葉
集
の
本
格
的
な
道
を
開
拓
し
て
頂

き
た
か
つ
た
」と
惜
し
ん
で
い
ま
す
。

画
と
歌
と
書
―
百
穂
は
帝
国
美
術
院
会
員
と
な
り
帝

展
審
査
員
、東
京
美
術
学
校
教
授
を
歴
任
し
画
家
と
し
て

功
績
を
認
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、も
っ
と
長
く
活
躍
し
た

ら
ど
の
よ
う
な
三
位
一
体
の
世
界
を
創
出
し
た
か
、残
さ
れ

た
短
冊
を
見
て
い
る
と
55
歳
で
の
死
が
惜
し
ま
れ
ま
す
。

＊ 

本
短
冊
帖
は
、平
成
30
年
度
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
前
期
で
ご
紹
介
し

ま
す
。
会
期
中
展
示
替
が
ご
ざ
い
ま
す
。

「
こ
こ
に
し
て
岩
鷲
山
の
ひ
む
が
し
の
岩
手
の
国
は
傾
き
て
見
ゆ
」（「
国
見
峠
に
て
」）

「
山
だ
に
も
見
え
ぬ
こ
の
原
と
よ
も
せ
し
戦
の
蹟
に
我
は
来
に
け
り
」（「
満
州
行
」）

赤
彦「
梅
雨
は
れ
し
草
の
し
げ
り
の
丘
の
空
青
け
れ
ば
こ
そ
白
き
馬
行
け
」

「
ア
ラ
ラ
ギ
短
冊
会
」出
品
作

「
ふ
か
き
谷
に
の
ぞ
み
憩
へ
り
目
の
下
の
大
木
の
枝
に
鳥
止
ま
り
ゐ
る
」（「
清
澄
山
」）
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ど
こ
で
も
文
学
館

企
画
展

隣
人
と
か
／
肉
親
と
か
／
恋
人
と
か
／
そ
れ
が
何
で
あ

ろ
う
―

生
活
の
中
の
食
う
と
言
う
事
が
満
足
で
な
か
っ
た
ら
／

描
い
た
愛
ら
し
い
花
は
し
ぼ
ん
で
し
ま
う
／
快
活
に
働

き
た
い
も
の
だ
と
思
っ
て
も
／
悪
口
雑
言
の
中
に
／
私
は

い
じ
ら
し
い
程
小
さ
く
し
ゃ
が
ん
で
い
る
。

両
手
を
高
く
さ
し
上
げ
て
も
み
る
が
／
こ
ん
な
に
も
可

愛
い
女
を
裏
切
っ
て
行
く
人
間
ば
か
り
な
の
か
！
／
い
つ

ま
で
も
人
形
を
抱
い
て
沈
黙
っ
て
い
る
私
で
は
な
い
。

お
腹
が
す
い
て
も
／
職
が
な
く
っ
て
も
／
ウ
ヲ
オ
！  

と

叫
ん
で
は
な
ら
な
い
ん
で
す
よ
／
幸
福
な
方
が
眉
を
お

ひ
そ
め
に
な
る
。

（
中
略
）

陳
列
箱
に
／
ふ
か
し
た
て
の
パ
ン
が
あ
る
が
／
私
の
知
ら

な
い
世
間
は
何
と
ま
あ
／
ピ
ア
ノ
の
よ
う
に
軽
や
か
に
美

し
い
の
で
し
ょ
う
。

そ
こ
で
始
め
て
／
神
様
コ
ン
チ
ク
シ
ョ
ウ
と
吐ど

な鳴
り
た
く

な
り
ま
す
。

「
苦
し
い
唄
」 『
蒼
馬
を
見
た
り
』 

よ
り

林
芙
美
子  

貧
乏
コ
ン
チ
ク
シ
ョ
ウ
―
あ
な
た
の
た
め
の
人
生
処
方
箋
―

幼
少
期
の
行
商
生
活
を
経
て
、職
を
転
々
と
し
な
が
ら

も
詩
や
童
話
を
書
き
続
け
た
林
芙
美
子（
1
9
0
3﹇
明

治
36
﹈〜
1
9
5
1﹇
昭
和
26
﹈年
）は
、自
ら
の
貧
困
生
活

へ
立
ち
向
か
う
よ
う
に
、生
き
る
苦
し
み
を
吐
露
し
、血

み
ど
ろ
の
人
生
を
奔
放
な
文
体
で
表
現
し
ま
し
た
。
と

り
わ
け『
放
浪
記
』は
、映
画
や
テ
レ
ビ
、そ
し
て
舞
台
な

ど
に
姿
を
変
え
、ひ
た
む
き
に
力
強
く
生
き
る
女
性
を

描
い
た
名
作
と
し
て
、戦
前
・
戦
後
を
通
じ
て
多
く
の
読

者
を
魅
了
し
続
け
て
い
ま
す
。

芙
美
子
は
1
9
2
5（
大
正
14
）年
、世
田
谷
区
太
子
堂

の
二
軒
長
屋
で
詩
人
・
野
村
吉
哉
と
暮
ら
し
ま
し
た
。
肺

を
患
っ
た
野
村
は
暴
力
的
で
争
い
が
絶
え
な
い
辛
い
生
活

で
し
た
が
、近
隣
に
は
壺
井
繁
治
・
栄
夫
妻
、平
林
た
い
子

等
が
暮
ら
し
て
お
り
、作
家
仲
間
に
支
え

ら
れ
た
時
期
で
も
あ
り
ま
し
た
。し
か
し
、

翌
年
に
は
野
村
と
別
れ
世
田
谷
を
離
れ
ま

す
。
自
宅
を
構
え
る
ま
で
、住
ま
い
を
転
々

と
し
旅
を
愛
し
た
林
芙
美
子
。
そ
の
作

品
は
作
者
自
身
の
前
向
き
な
人
生
観
に

裏
打
ち
さ
れ
て
お
り
、労
苦
の
多
か
っ
た

人
生
経
験
が
そ
の
奥
行
を
形
作
っ
て
い
ま

す
。
本
展
で
は
宿
命
的
放
浪
の
作
家
・
林

芙
美
子
の
こ
と
ば
を
、現
代
の
私
た
ち
へ

の
メ
ッ
セ
ー
ジ《
幸
福
に
生
き
る
た
め
の
処

方
箋
》と
捉
え
、原
稿
・
書
簡
・
絵
画
な
ど

約
2
5
0
点
の
資
料
で
ご
紹
介
し
ま
す
。

［関連イベント］
◉ 朗読会  林芙美子作品を読む
4月28日（土） 14時～15時
展覧会オープニングイベントの朗読会を行います。 
音で聞く「芙美子のことば」をお楽しみください。
出  演： ふみのしおり 

（新宿歴史博物館ボランティア朗読の会）
会  場： 1階文学サロン   参加費：無料
定  員： 先着150名   
申込方法： 当日受付（13時30分開場）

◉ 朗読ショー★貧乏コンチクショウ
6月30日（土）   ① 14時～   ② 16時30分～
昭和の香りがただよう日本の雑芸レヴュー団が登

林芙美子  1931年  新宿歴史博物館蔵

原稿 「放浪記第3部  あとがき」  新宿歴史博物館蔵

世田谷区太子堂の二軒長屋（1925年、芙美子は写真右側中央の平屋に野村吉哉と同棲。 
その右隣には壺井繁治・栄夫妻が住んでいた）

世
田
谷
文
学
館「
ど
こ
で
も
文
学
館
」事
業
は
、「
い
つ

で
も
・
ど
こ
で
も
・
だ
れ
で
も
参
加
で
き
る
」を
活
動
方
針

と
し
て
、「
地
域
に
根
ざ
し
た
文
学
館
」と
な
る
こ
と
を

目
指
し
、
地
域
と
協
働
し
な
が
ら
事
業
を
実
施
し
て
お

り
ま
す
。
こ
の
事
業
は
、館
内
外
で
行
う
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
な
ど
を
地
域
交
流
催
事
、図
書
館
や
小
中
学
校
で
の

出
張
展
示
を
地
域
交
流
展
示
と
位
置
づ
け
、「
地
域
の
子

ど
も
」「
地
域
の
お
と
な
」「
博
物
館
」を
積
極
的
に
つ
な

げ
る
役
割
を
担
い
、そ
れ
に
よ
り
幅
広
い
層
と
地
域
へ
の

浸
透
を
図
っ
て
お
り
ま
す
。

地
域
交
流
催
事
で
は
、
施
設
見
学
の
ほ
か
、
参
加
者

の
熟
練
度
を
あ
げ
る
段
階
型
出
張
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を

行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
芦
花
小
学
校
で
は
4
年
生
約

1
5
0
名
を
対
象
と
し
た
3
日
間
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実

施
し
、完
成
し
た
写
真
作
品
を
粕
谷
区
民
セ
ン
タ
ー
で
展

示
し
ま
し
た
。
館
内
で
は
、「
本
づ
く
り
」ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
と
し
て
、シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
小
説
を
制
作
し
、装
丁
画

を
描
き
製
本
す
る
、
5
回
に
わ
た
る
連
続
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

実
施
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、多
く
の
人
が
集
ま
る
地
域
の

祭
り
と
連
携
し
た
セ
タ
ブ
ン
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
は
、幼
児
か

ら
高
齢
者
ま
で
世
代
を
超
え
て
、
自
然
素
材
と
触
れ
あ

え
る
自
由
参
加
型
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ「
ネ
イ
チ
ャ
ー
コ

ラ
ー
ジ
ュ
」を
開
催
し
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
若
手
の
作
家

や
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
協
議
し
な
が
ら
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
っ

て
い
ま
す
。

一
方
、地
域
交
流
展
示
で
は
、図
書
館
職
員
や
学
校
の

先
生
、
施
設
担
当
者
と
打
ち
合
わ
せ
な
が
ら
、
利
用
者

ニ
ー
ズ
の
把
握
に
努
め
、新
た
な
出
張
展
示
キ
ッ
ト
の
開

発
に
活
か
し
ま
し
た
。
ま
た
本
年
度
は
、初
め
て
書
店
や

ア
ウ
ト
ド
ア
シ
ョ
ッ
プ
で
、「
大
竹
英
洋  

北
の
森  

ノ
ー
ス

ウ
ッ
ズ
の
世
界
」写
真
パ
ネ
ル
展
を
開
催
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
事
業
の
成
果
を
、広
報
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
通
じ
て
報
告
し
な
が
ら
、こ
れ
ま
で
当
館
を
ご
利
用

い
た
だ
い
て
い
な
い
方
々
に
も
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
け

る
よ
う
活
動
し
て
お
り
ま
す
。

◎ 

短
歌 

（
応
募
者 

44
人
）

﹇
一
席
﹈ 

野
上 

卓

﹇
二
席
﹈ 

新
井
光
雄

﹇
三
席
﹈ 

田
村
敦
子  

誉
田
恵
子

﹇
秀
作
﹈ 

善
生
由
華  

ひ
ら
お
か
の
り
あ
き

﹇
佳
作
﹈ 

奈
良
雄
次  

堀
越
照
代   

綿
貫 

勲  

丸
山
ゆ
う
な   

桑
原
謙
一  

花
田
浩
子   

山
口
弘
子  

入
谷
慈
雨   

大
祝 

慶  

内
田
知
成

◎ 

俳
句 

（
応
募
者 

81
人
）

﹇
一
席
﹈ 

富
山
光
義

﹇
二
席
﹈ 

影
山
十
二
香

﹇
三
席
﹈ 

長
谷
川
瞳  

磯
貝
由
佳
子

﹇
秀
作
﹈ 

藤
森
成
雄  

國
領
麻
美

﹇
佳
作
﹈ 

斎
藤
秀
雄  

河
原
久
廸   

丸
山
ゆ
う
な  

山
宮
有
為
子   

原
田
街
子  

小
杉
佐
恵   

岡
部
哲
平  

大
庭
惠
美
子   

長
谷
川
明
彦  

白
根
佐
久
良

◎ 

川
柳 

（
応
募
者 

64
人
）

﹇
一
席
﹈ 

山
田
信
恵

﹇
二
席
﹈ 

海
道
か
つ
代

﹇
三
席
﹈ 

柏
崎
澄
子  

山
口
千
鶴
子

﹇
秀
作
﹈ 

藤
井
玲
子  

平
田
信
正

﹇
佳
作
﹈ 

中
村
松
郎  

内
田
閑
礫   

山
田 

孝  

宮
下
浩
子   

岩
崎
能
楽  

西
野
和
子   

長
谷
川
直
次
郎  

北
條
忠
政   

且
味
香
子  

小
川
芳
明

◎ 

詩 

（
応
募
者 

40
人
）

﹇
一
席
﹈ 

丸
山
令
子

﹇
二
席
﹈ 

外
山
孝
和

﹇
三
席
﹈ 

花
潜 

幸  

堀
内
敦
子

﹇
秀
作
﹈ 

栁
本
光
恵  

金
城
真
喜
子

﹇
佳
作
﹈ 

東 

和
郎  

出
馬
希
美
代   

長
縄 

亮  

宮
下
浩
子   

石
川
厚
志  

こ
い
も   

内
藤
利
恵
子  

こ
し
と 

ち
お   

佐
藤 

彰  

丸
山
ゆ
う
な

◎ 

随
筆 

（
応
募
者 

38
人
）

﹇
一
席
﹈ 

田
中 

凡

﹇
二
席
﹈ 

辻
井
君
伃

﹇
三
席
﹈ 

木
本
裕
子  

池
田
さ
か
江

（
敬
称
略
）

5
部
門
で
作
品
を
募
集
し
、最
年
少
は
７
歳
か
ら
最
高
齢
は
96
歳
ま
で
、

合
計
2
6
7
人
か
ら
応
募
が
あ
り
ま
し
た
。

入
賞
者
の
作
品
は「
文
芸
せ
た
が
や
」34
号
で
お
読
み
い
た
だ
け
ま
す
。

平
成
29
年
度  

第
34
回 

世
田
谷
文
学
賞

「本づくり」ワークショップ 第2回「だれでも絵描き」 2017年9月24、25日世田谷区立中央図書館での「ＳＦ入門 Vol.1 星新一」バナーの展示

会
期
：
2
0
1
8
年
4
月
28
日（
土
）〜
7
月
1
日（
日
）

会
場
：
2
階
展
示
室

場！ 会場を流しながら芙美子の詩を朗読するパンチの効いた 
ひとときをご一緒にどうぞ。
出  演： デリシャスウィートス
会  場： 2階展示室  参加費：無料
申込方法： 当日、直接会場にお越しください。   

＊入場には展覧会チケットが必要です。
◉ フィールドワーク  芙美子のまちを歩く・落合篇
5月26日（土） 13時30分～16時 30分
芙美子が晩年の10年間を過ごした家（設計：山口文象）を 
訪ねます。
参加費： 300円（入館料、傷害保険、資料代込み）
定  員：20名  ＊事前申込制   申込締切：5月12日（土）必着
申込方法：締切日までに往復ハガキに ① イベント名、② 参加者名・年齢（2名まで連名
可）、③ 代表者の住所・電話番号を明記のうえ、世田谷文学館「林芙美子」係へお申し込
みください。返信面にも代表者の住所・氏名をご記入ください。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。
◉ 本と食の蚤の市  セタブンマーケット＋烏山下町まつり
6月2日（土） 10時～15時
思春期を広島県・尾道で過ごした芙美子にちなみ、「ひろしまブランドショップTAU」から
広島のグルメをお届けします。セレクト書店、ワークショップなどを開催するミニマーケット
をお楽しみください。  ＊当日は全館無料観覧日

後援＝ 新宿区、公益財団法人新宿未来創造財団  
新宿区立新宿歴史博物館、新宿区立林芙美
子記念館、世田谷区、世田谷区教育委員会

小・中学生 300円（240円）   
＊（ ）内は20名以上の団体割引料金
＊ 観覧料、無料観覧日の詳細については、 

12頁をご覧ください。

デリシャスウィートス
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後援＝ 新宿区、公益財団法人新宿未来創造財団 新宿区立新
宿歴史博物館、新宿区立林芙美子記念館、世田谷区、 
世田谷区教育委員会

◉ 展覧会の内容は8頁をご覧ください。

開催期間：7月14日（土）～ 9月17日（月・祝）
会場：2階展示室

松任谷由実、ピチカート・ファイヴ、Mr. Children、AKB48など、日
本の音楽シーンをリードしてきた数多くのミュージシャンのCDジャ
ケットを手がけ、新鮮なヴィジュアルイメージと革新的なプロダクトを
生み出してきたアートディレクター、信藤三雄（1948～）。写真家、
映像ディレクター、書家、音楽家としても才能を発揮し、その作品は
各方面のクリエイターにも影響を与え続けています。本展では80

年代の初期作から最新の仕事に至るまで、時代とともにあり続け
たアートワークの数々を展覧し、創作プロセスを示す貴重な資料も
交えながら、信藤三雄のクリエイティビティの全貌に迫ります。

開催期間：10月6日（土）～12月9日（日）
会場：2階展示室

『時をかける少女』『七瀬ふたたび』『虚人たち』『虚航船団』『旅の
ラゴス』『残像に口紅を』『文学部唯野教授』『モナドの領域』……、
エンターテインメントと純文学の垣根を自由に越境、常に読者を驚
かせ、魅了し続ける作家、筒井康隆。既存の文学・概念をぶち壊
し、その文学を形容することばを探しても、並べたその先から陳腐
化してしまう、完全降伏せざるを得ない唯一無二の存在です。
2018年、世田谷文学館は現代文学最高峰「筒井康隆」に挑みま
す。すべてにおいて規格外のこの作家の魅力を、初公開の原稿ほ
か多彩な資料と、独創的な展示空間でお伝えします。

開催期間：2019年1月19日（土）～ 3月31日（日）
会場：2階展示室

緻密なタッチで描かれた可愛くて少しダークな世界観で、女性を
中心に幅広い層から絶大な支持を集めている画家、ヒグチユウコ。
個展などを通じた作品発表の傍ら、『ふたりのねこ』（2014）で絵
本作家としてもデビュー。さまざまな企業とのコラボレーションな
どでも活動の幅を広げています。
本展は初期作品から最新作まで、約20年の画業の中で描かれた
400点以上（予定）の作品を展示する初めての大規模な展覧会です。
奇想の画家ヒグチユウコの描く猫や少女、キノコ、この世ならぬ
不思議な生物たちが繰り広げる、楽しくてどこか切ないサーカス
（Circus）の世界をお楽しみください。

観覧料： 一般 800円（640円）、
 高校・大学生・65歳以上 600円（480円）、
 障害者手帳をお持ちの方 400円（320円）
 小・中学生 300円（240円）
 ＊（ ）内は20名以上の団体割引料金
 ＊ 無料観覧日の詳細については、12頁をご覧ください。

観覧料： 一般 800（640）円
 高校・大学生・65歳以上 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名以上の団体割引料金  ＊ 7月20日（金）は65歳以上無料
 ＊ 9月17日（月・祝）は60歳以上無料

筒井康隆　写真提供：文藝春秋

観覧料： 一般 800（640）円
 高校・大学生・65歳以上 600（480）円
 障害者手帳をお持ちの方 400（320）円
 中学生以下 300（240）円
 ＊（ ）内は20名以上の団体割引料金  
 ＊10月12日（金）は65歳以上無料

観覧料： 一般 800（640）円
 高校・大学生・65歳以上 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25日（金）は65歳以上無料

第37回
世田谷の書展

世田谷ゆかりの作家たち

林芙美子 
貧乏コンチクショウ 

－あなたのための人生処方箋－

BE MY BABY  
信藤三雄  

レトロスペクティブ

筒井康隆展

ヒグチユウコ展  Circus

開催期間：2019年1月8日（火）～14日（月・祝）
会場：1階文学サロン
観覧料：無料

開催期間：４月28日（土）～７月１日（日）
会場：2階展示室

林芙美子 『放浪記』 1930年夫・緑敏と共に  1934年  新宿歴史博物館蔵

《くまのたまご》 2017年

ピチカート・ファイヴ「さ・え・ら ジャポン」
（レディメイド・レコーズ、トーキョー/ヒートウェーヴ/2001年1月1日）

Art Direction:信藤三雄
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公益財団法人せたがや文化財団

世田谷文学館 SETAGAYA LITERARY MUSEUM

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  http://www. setabun. or. jp/

コレクション展

企画展

コレクション展  前期

林芙美子
貧乏コンチクショウ 
－ あなたのための
人生処方箋－

4月28日（土）～ 7月1日（日）  
2階展示室

観覧料：
一般 800 （640）円
高校・大学生・65歳以上 

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
団体割引料金

＊ 7月20日（金）は65歳
以上無料

＊ 9月17日（月・祝）は60歳
以上無料

BE MY BABY  信藤三雄  レトロスペクティブ

信藤三雄

7月14日（土）～ 9月17日（月・祝）  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名以上の団体割引料金
 ＊ 小・中学生は、毎週土日祝、夏休み期間中、観覧無料
 ＊ 4月28日（土）は開館記念全館無料観覧日
 ＊  5月4日（金・祝）と7月20日（金）は65歳以上無料
 ＊ 6月2日（土）は地域祭事「下町まつり」に伴い、全館無料観覧日
 ＊ 9月17日（月・祝）は60歳以上無料

4月28日（土）～ 9月17日（月・祝）  １階展示室
■ 世田谷美術館 ［Tel. 03-3415-6011］
● 人間・髙山辰雄展－森羅万象への道
 4月14日（土）～6月17日（日）

■ 世田谷美術館分館  
向井潤吉アトリエ館 
［Tel. 03-5450-9581］
● 向井潤吉  民家と街道
 4月3日（火）～ 8月26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  色と色のハーモニー
 4月3日（火）～ 8月26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  親密な空間
 4月3日（火）～ 8月26日（日）

■ 世田谷文化生活情報センター  
世田谷パブリックシアター 
［Tel. 03-5432-1515 チケットセンター］
● KAAT神奈川芸術劇場 × 
世田谷パブリックシアター

 『バリーターク』
 4月14日（土）～ 5月6（日）  

KAAT神奈川芸術劇場〈大スタジオ〉

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

● シリーズ和
わ

・華
はな

・調
しらべ

  第1回「雅楽」
 曲目： 平調音取－越天楽残楽三返（管弦）、

蘭陵王（舞楽） 他
 6月30日（土）  15時  成城ホール  出演：伶楽舎

髙山辰雄 《少女》 1979年  個人蔵

観覧料：
一般 800 （640）円
高校・大学生・ 65歳以上 600 （480）円
障害者手帳をお持ちの方 400 （320）円
小・中学生 300 （240）円
＊ （ ）内は20名以上の団体割引料金
＊ 4月28日（土）は開館記念無料観覧日
＊ 5月4日（金・祝）は65歳以上無料
＊ 6月2日（土）は地域祭事に伴い
全館観覧無料日

箕輪麻紀子 《貧乏コンチクショウ》 2018年

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

● 子どもワーク
ショップ 2017
報告展

 「14歳の
ワンピース」展

 4月19日（木）～
5月13日（日）

 生活工房ギャラリー
● DAYS JAPAN写真展2018  
地球の上に生きる

 「世界の未来をつくるために」
 5月19日（土）～ 6月10日（日）
 生活工房ギャラリー、ワークショップルームB

新収蔵・北杜夫コレクションを中心に

＊  60歳以上無料、65歳以上無料観覧適用の方は
総合受付で年齢のわかるものをご提示ください。

開館時間：10時～18時（展覧会入場は17時 30分まで）
休 館 日： 毎週月曜日（月曜日が祝日の場合には開館し、

翌平日休館）

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

林芙美子  貧乏コンチクショウ－あなたのための人生処方箋－  4月28日（土）～ 7月1日（日）
BE MY BABY  信藤三雄  レトロスペクティブ  

7月14日（土）～ 9月17日（月・祝）

新収蔵・北杜夫コレクションを中心に  4月28日（土）～ 9月17日（月・祝）

 5月12日（土）～ 6月3日（日）  
シアタートラム

 作：エンダ・ウォルシュ  翻訳：小宮山智津子  
演出：白井晃  
出演：草彅剛  松尾諭  小林勝也 ほか

 ＊ 神奈川公演の詳細はKAAT神奈川芸術劇場
のHPをご覧ください。

● －狂言劇場 特別版－
 能『鷹姫』・狂言『楢山節考』
 6月23日（土）～7月1日（日）  
世田谷パブリックシアター

 出演：野村万作  野村萬斎 / 
大槻文蔵  片山九郎右衛門 / 
観世喜正  大槻裕一 / ほか万作の会

4月 5月 6月 7月

企画展

甲州街道

旧甲州街道

芦花公園駅
サミット●

NAS
芦花公園
●

京王線
至新宿

芦花恒春園
バス停

●世田谷文学館

環
状
八
号
線

成城石井●

撮影：ゆかい


