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館長の作家対談

ゲスト

筒井康隆
（小説家）

聞き手

菅野昭正
（世田谷文学館館長）

筒
井 
▼ 

演
劇
と
い
う
よ
り
、本
当
は
映
画
の
ほ
う
が
好
き

だ
っ
た
の
で
す
が
、映
画
は
自
分
で
作
れ
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
ら
、し
か
た
な
く
演
劇
を
や
っ
た
、み
た
い

な
も
の
で
す
。
実
社
会
の
社
会
生
活
を
あ
ま
り
し
て
い

な
い
で
小
説
や
本
ば
か
り
読
ん
で
、そ
れ
を
基
に
小
説
を

書
い
て
い
る
と
い
う
人
を「
ブ
ッ
キ
ッ
シ
ュ
な
作
家
」と
い

う
言
い
方
を
し
ま
す
が
、僕
の
場
合
、本
も
勿
論
読
み
ま

し
た
け
れ
ど
、「
ブ
ッ
キ
ッ
シ
ュ
」じ
ゃ
な
く
て
映
画
で
す
。

映
画
を
基
に
し
て
書
い
た
作
家
と
い
う
も
の
を
英
語
で

何
と
言
う
の
か
知
ら
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
。
菅
野
さ
ん

は
文
芸
誌
に
、フ
ラ
ン
ス
映
画
と
そ
れ
の
基
に
な
っ
て
い

る
フ
ラ
ン
ス
文
学
と
を
セ
ッ
ト
に
し
て
論
じ
て
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
よ
ね
。
僕
は
、あ
れ
は
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。

菅
野 

▼ 

文
学
と
映
画
で
表
現
で
き
る
こ
と
は
、同
じ
主
題

を
扱
っ
て
も
ど
う
し
て
も
差
が
で
き
ま
す
よ
ね
。
焦
点

の
当
て
方
も
違
う
。
そ
う
い
う
こ
と
を
少
し
考
え
て
み

ま
し
た
。
も
う
一
つ
、
20
世
紀
に
は
色
々
と
厄
介
な
問
題

が
あ
り
ま
し
た
。
内
乱
が
あ
り
、戦
争
が
あ
り
、革
命
が

あ
っ
た
。
そ
う
い
う
時
代
に
作
家
が
何
を
ど
う
捉
え
よ

う
と
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
、全
体
的
に
俯
瞰
で
き
な
く

と
も
、
断
片
的
に
な
ら
ば
何
と
か
な
り
そ
う
だ
と
思
っ

て
、始
め
た
仕
事
で
す
。

筒
井 

▼ 

そ
れ
は
な
さ
っ
て
お
か
れ
た
ほ
う
が
良
い
で
す
。

映
画
に
し
ろ
、小
説
に
し
ろ
、一
部
分
は
残
る
か
も
知
れ

映
画
の
面
白
さ
を
小
説
に
移
し
替
え
て

読
者
を
笑
い
転
げ
さ
せ
た
い

菅
野 

▼ 

対
談
を
大
変
楽
し
み
に
し
て
お
伺
い
ま
し
た
。
筒

井
さ
ん
の
作
家
歴
も
随
分
長
く
な
り
ま
し
た
ね
。
同
人

雑
誌
で
江
戸
川
乱
歩
に
発
見
さ
れ
た
時
は
お
い
く
つ
で

し
た
か
。

筒
井 

▼ 

24
、
5
歳
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
60
年
近
く
前
で

す
。
乱
歩
さ
ん
に
見
出
さ
れ
た
の
は
良
か
っ
た
の
で
す
け

れ
ど
も
、そ
れ
か
ら
な
か
な
か
す
ぐ
に
は
書
け
ま
せ
ん
で

し
た
。
4
、
5
年
く
ら
い
、だ
い
ぶ
苦
し
ん
だ
時
期
が
あ

り
ま
し
た
。

菅
野 

▼ 

学
生
の
頃
か
ら
、演
劇
に
も
深
い
関
心
を
お
持
ち

だ
っ
た
そ
う
で
す
ね
。
若
い
頃
は
演
劇
の
他
に
も
い
ろ

い
ろ
ご
興
味
が
お
あ
り
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、演
劇
と

文
学
と
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
お
考
え
で
い
ら
し
た
の
で

す
か
。

筒
井 

▼ 

そ
う
で
す
ね
。
喜
劇
と
名
の
付
く
も
の
は
ほ
と
ん

ど
見
た
と
、そ
こ
ま
で
豪
語
は
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、と

て
も
好
き
で
し
た
。

菅
野 

▼ 

小
説
を
お
書
き
に
な
っ
て
か
ら
、そ
れ
が
養
分
に

な
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
か
。

筒
井 

▼ 

随
分
役
に
立
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
最
初
は
こ

の
面
白
さ
を
文
章
で
何
と
か
表
現
し
た
い
と
い
う
気
持

ち
が
あ
っ
て
。
僕
の
初
期
の
作
品
は
い
わ
ゆ
る
ド
タ
バ

タ
、ス
ラ
ッ
プ
ス
ティ
ッ
ク
Ｓ
Ｆ
と
、皆
か
ら
言
わ
れ
ま
し

た
。
先
ほ
ど
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
映
画
の
面
白
さ
を
小

説
に
移
し
替
え
よ
う
と
す
る
の
は
本
来
無
理
で
す
が
、

そ
れ
を
何
と
か
や
り
た
か
っ
た
。
あ
の
面
白
さ
を
読
者

に
、
読
者
を
笑
い
転
げ
さ
せ
た
い
、
と
い
う
気
持
ち
が

あ
っ
て
。
そ
う
し
ま
す
と
、ギ
ャ
グ
と
い
う
の
は
余
分
な

説
明
、情
景
描
写
や
心
理
描
写
な
ん
ぞ
や
っ
て
い
る
と
、

ス
ピ
ー
ド
感
が
な
く
な
っ
て
笑
い
に
結
び
つ
か
な
い
の
で

す
。
こ
こ
を
ど
う
す
れ
ば
端
的
に
情
景
描
写
で
き
る
か
、

こ
の
シ
ー
ン
が
再
現
で
き
る
か
と
、余
計
な
も
の
を
取
っ

払
っ
て
取
っ
払
っ
て
と
い
う
訓
練
を
し
ま
し
た
。
ヘ
ミ
ン

グ
ウ
ェ
イ
や
、ミ
ス
テ
リ
ー
作
家
の
ダ
シ
ー
ル・ハ
メ
ッ
ト
、

他
に
も
い
ま
す
が
、そ
う
い
う
人
た
ち
の
文
章
を
お
手
本

に
し
ま
し
た
。

Ｓ
Ｆ
か
ら
出
発
し
た「
多
能
作
家
」

菅
野 

▼ 

映
画
の
話
が
続
き
ま
し
た
の
で
、

こ
の
あ
た
り
で
小
説
の
お
話
に
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
筒
井
さ
ん
が
デ
ビ
ュ
ー

な
さ
っ
た
こ
ろ
、
Ｓ
Ｆ
作
家
と
い
う
言

わ
れ
方
を
さ
れ
ま
し
た
け
ど
、
ご
自
分

で
自
覚
的
に
Ｓ
Ｆ
作
家
で
あ
る
と
お
考

え
に
な
っ
た
の
か
、そ
れ
と
も
外
側
か
ら

貼
ら
れ
て
い
る
レ
ッ
テ
ル
と
感
じ
て
い
ら

し
た
の
か
、ど
っ
ち
で
し
ょ
う
か
。
と
い

う
の
は
、う
ま
く
言
え
ま
せ
ん
が
、僕
に

は
筒
井
さ
ん
の
作
品
は
す
ぐ
に
は
Ｓ
Ｆ

と
は
思
え
な
か
っ
た
の
で
す
。
偏
狭
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、Ｓ
Ｆ
と
い
う
と
ベ
ス

タ
ー
の『T

iger! T
iger!

』の
よ
う
な

種
類
の
も
の
、
宇
宙
空
間
を
舞
台
に
し

て
物
理
学
や
天
文
学
の
知
見
を
活
用
し
た
も
の
、
疑
似

的
な
科
学
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、そ

う
い
う
類
の
作
品
を
考
え
て
し
ま
い
ま
す
。
で
す
が
、筒

井
さ
ん
の
Ｓ
Ｆ
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、例
え
ば『
虚

航
船
団
』に
し
て
も
、そ
れ
と
は
違
う
。
異
質
だ
と
思
い

ま
す
。

筒
井 

▼ 

違
い
ま
す
ね
。

菅
野 

▼ 

と
い
う
こ
と
を
考
え
る
の
で
、
先
ほ
ど
の
よ
う

な
質
問
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
あ
た
り
は
い
か
が
で

し
ょ
う
。

筒
井 

▼ 

ド
タ
バ
タ
、ス
ラ
ッ
プ
ス
ティ
ッ
ク
の
私
の
初
期
は
、

や
は
り
Ｓ
Ｆ
で
す
。
そ
う
思
っ
て
書
き
ま
し
た
。
参
考
に

し
た
の
は
、
40
年
代
の
ア
メ
リ
カ
で
の
Ｓ
Ｆ
黄
金
時
代
、

い
い
作
家
が
い
っ
ぱ
い
出
た
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
日
本
に

入
っ
た
の
は
戦
後
で
、私
の
会
社
員
時
代
で
し
た
。
そ
の

頃
か
ら
ぽ
つ
ぽ
つ
翻
訳
さ
れ
始
め
て
、最
初
に
読
ん
だ
と

き
は
ぶ
っ
飛
び
ま
し
た
ね
、こ
ん
な
凄
い
も
の
が
あ
る
の

か
と
。
最
初
は
フ
ァ
ン
で
し
た
が
、も
し
か
し
た
ら
自
分

に
も
書
け
る
の
で
は
な
い
か
と
。
大
学
で
シ
ュ
ル
レ
ア
リ

ス
ム
の
勉
強
を
ち
ら
っ
と
し
ま
し
た
し
、そ
れ
か
ら
父
親

が
動
物
学
者
で
、そ
れ
な
り
に
科
学
的
認
識
の
何
た
る

か
を
ち
ょ
っ
と
心
得
て
い
た
の
で
、日
本
で
Ｓ
Ｆ
を
書
け

る
の
は
俺
か
も
し
れ
ん
な
、な
ん
て
だ
い
ぶ
思
い
上
が
っ

て
で
す
ね
、書
き
始
め
ま
し
た
。

菅
野 

▼ 

そ
の
こ
ろ
の
日
本
の
Ｓ
Ｆ
は
、ま
だ
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
に
は
乗
っ
て
こ
な
い
時
代
で
す
か
？

筒
井 

▼ 

一
応
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
乗
っ
て
い
た
の
は
、シ
ョ
ー

ト
シ
ョ
ー
ト
の
星
新
一
だ
け
で
し
た
。
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト

も
Ｓ
Ｆ
と
見
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、本
当
は
そ
う
で

は
な
い
で
す
け
ど
ね
。

菅
野 

▼ 

小
松
左
京
は
ま
だ
出
て
き
て
な
い
？

筒
井 

▼ 

ま
だ
で
す
。
小
松
左
京
は
私
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
に
出

て
き
て
、
彼
の
方
は
ぐ
っ
と
一
挙
に
出
世
し
ま
し
た
が
、

私
は
ま
だ
そ
れ
か
ら
4
、
5
年
、駄
目
で
し
た
。
そ
れ
で

も
自
分
で
ぼ
つ
ぼ
つ
や
っ
て
い
ま
し
た
。
長
篇
な
ん
か

と
て
も
自
分
に
書
け
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ

の
頃
、サ
キ
、ジ
ョ
ン・コ
リ
ア
、ロ
ア
ル
ド
・
ダ
ー
ル
、フ
レ

ド
リ
ッ
ク・ブ
ラ
ウ
ン
の
よ
う
な
、す
ご
く
気
の
利
い
た
短

篇
を
書
く
作
家
が
い
ま
し
た
。
あ
あ
い
う
風
な
短
い
も

の
を
、年
に
2
、
3
回
書
け
て
有
名
に
な
れ
た
ら
い
い
な

と
、思
っ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、江
戸
川
乱
歩
邸
に

伺
っ
た
ら
、乱
歩
さ
ん
が
長
篇
を
書
か
な
き
ゃ
駄
目
だ
と

仰
っ
て
、や
は
り
長
篇
を
書
か
な
け
れ
ば
駄
目
か
と
思
い

書
き
ま
し
た
。
何
し
ろ
初
め
て
の
長
篇
で
す
し
、一
人
称

と
三
人
称
の
区
別
も
よ
く
分
か
っ
て
い
な
く
て
、主
観
・

客
観
、そ
う
い
う
文
体
も
滅
茶
苦
茶
だ
っ
た
み
た
い
で

す
。
や
は
り
没
に
さ
れ
て
、そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
の
間
、

低
迷
し
て
い
ま
し
た
。

菅
野 

▼ 

筒
井
さ
ん
の
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
で
、『
笑
う
な
』と

い
う
作
品
が
あ
り
ま
し
た
ね
。
僕
は
当
時
、星
新
一
を
少

し
読
ん
で
い
て
、と
に
か
く
気

が
利
い
て
い
て
面
白
い
け
れ

ど
、
う
ま
く
言
え
ま
せ
ん
が
、

ど
う
も
現
実
感
が
な
い
。
筒

井
さ
ん
の
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト

も
時
々
拝
見
し
て
い
て
、題
材

は
そ
れ
こ
そ
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス

ム
風
で
、幻
想
的
で
あ
る
し
奇

想
天
外
だ
け
れ
ど
も
、
底
辺

に
一
種
の
現
実
性
が
あ
る
と

感
じ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
か

ら
以
降
、
筒
井
さ
ん
の
小
説

を
拝
見
し
て
き
て
、実
に
色
々

と
多
岐
な
試
み
を
な
さ
る
こ

と
に
目
を
瞠み

は

る
思
い
を
し
て

い
ま
し
た
。
常
識
と
は
変
わ
っ
た
能
力
が
あ
る
こ
と
を

異
能
と
か
言
い
ま
す
が
、筒
井
さ
ん
は
異
能
で
あ
る
と
と

も
に
、「
多
能
作
家
」で
あ
り
、
領
域
を
だ
ん
だ
ん
拡
げ

て
き
た
。
こ
れ
が
日
本
の
作
家
に
し
て
は
大
変
珍
し
い

と
、僕
は
思
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
本
当
に
び
っ
く
り

仰
天
し
ま
し
た
が
、『
虚
航
船
団
』で
文
房
具
が
人
格
化
、

p
erso

n
ificatio

n

す
る
と
い
う
か
、文
房
具
が
嫉
妬
し

た
り
恋
愛
し
た
り
し
ま
す
ね
。
そ
れ
と
同
時
に
、
侵
略

と
か
戦
争
と
か
醜
い
争
い
を
扱
っ
た
ス
ケ
ー
ル
の
大
き

さ
が
あ
る
。
そ
ん
な
二
つ
の
要
素
を
共
存
さ
せ
た
と
こ

ろ
が
す
ご
い
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、あ
の
小
説
で
は
パ
ラ

グ
ラ
フ
が
長
い
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。
パ
ラ
グ
ラ
フ
が
長

い
と
い
う
こ
と
は
、あ
る
一
つ
の
思
考
が
持
続
的
に
続
い

て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
僕
の
知
る
範
囲
で
は
、パ
ラ

グ
ラ
フ
が
一
番
長
い
の
は
プ
ル
ー
ス
ト
で
す
。
筒
井
さ
ん

は
そ
れ
と
匹
敵
す
る
ほ
ど
長
い
。
日
本
語
と
フ
ラ
ン
ス

語
で
は
言
葉
の
体
系
が
違
い
ま
す
か
ら
同
一
に
は
論
じ

ら
れ
ま
せ
ん
が
、あ
の
書
き
方
は
、意
識
的
に
お
や
り
に

な
っ
た
こ
と
で
す
か
？ 

他
の
作
品
も
、
概
し
て
筒
井
さ

ん
の
作
品
は
、今
の
日
本
の
小
説
の
な
か
で
は
パ
ラ
グ
ラ

フ
が
際
立
っ
て
長
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

筒
井 

▼ 

そ
れ
は
後
期
に
な
っ
て
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
最

初
の
頃
の
い
わ
ゆ
る
ド
タ
バ
タ
、ス
ラ
ッ
プ
ス
ティ
ッ
ク
の

時
代
は
短
い
セ
ン
テ
ン
ス
で
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
、ハ
ー
ド
ボ
イ

ル
ド
的
な
タ
ッ
チ
で
し
た
。「
海
」と
か「
新
潮
」と
か
純

文
学
系
統
の
雑
誌
か
ら
の
依
頼
で
書
き
始
め
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
、だ
ん
だ
ん
と
長
く
な
り
始
め
ま
し
た
。

菅
野 

▼ 

『
虚
航
船
団
』は
書
き
下
ろ
し
で
す
か
。

筒
井 

▼ 

書
き
下
ろ
し
で
す
。
新
潮
社
か
ら
頼
ま
れ
て
書
き

ま
し
た
。
作
家
に
な
っ
て
だ
い
ぶ
経
っ
て
、純
文
学
方
面

で
あ
る
程
度
認
め
ら
れ
て
か
ら
で
す
。

菅
野 

▼ 

『
虚
航
船
団
』を
お
書
き
に
な
っ
た
後
、達
成
感
と

い
う
と
俗
な
言
い
方
に
な
り
ま
す
が
、や
っ
た
ぞ
！ 

と

い
う
よ
う
な
思
い
は
あ
り
ま
し
た
か
。

筒
井 

▼ 

あ
り
ま
し
た
。
あ
り
ま
し
た
し
、小
松
左
京
は
映

画
化
し
た
い
か
ら
映
画
権
を
よ
こ
せ
、な
ん
て
言
っ
て
手

を
出
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
反
面
、ぼ
ろ
く
そ

に
言
う
人
が
い
ま
し
た
。
他
の
人
も
そ
れ
に「
右
へ
倣な

ら

え
」を
し
て
貶け

な

し
始
め
て
、少
し
落
ち
込
ん
だ
り
も
し
ま

し
た
が
、今
は
ま
た
再
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
不
思
議
な

ま
せ
ん
が
、大
部
分
は
消
え
て

い
き
ま
す
よ
ね
。
そ
の
時
に

作
っ
た
連
中
が
何
を
考
え
て

や
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と

が
、後
に
残
ら
な
い
。
で
す
か

ら
、も
の
す
ご
く
貴
重
だ
と
思

い
ま
す
。

菅
野 

▼ 

筒
井
さ
ん
は
、
ど
の
よ

う
な
映
画
が
お
好
き
で
し
た

か
？

筒
井 

▼ 

戦
後
す
ぐ
に
は
ま
だ
外

国
映
画
が
入
っ
て
こ
な
か
っ

た
の
で
、戦
前
の
古
い
古
い
も

の
を
見
ま
し
た
。
私
が
好
き

な
映
画
は
、い
わ
ゆ
る
名
作
映

画
と
か
で
は
な
く
、プ
ロ
グ
ラ

ム
ピ
ク
チ
ャ
ー
で
す
。
昔
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
ピ
ク
チ
ャ
ー
に
は
シ

ナ
リ
オ
も
何
も
か
も
厳
選
さ

創
意
溢
れ
る
作
品
の
数
々
で
日
本
の
Ｓ
Ｆ
を
牽

引
し
、現
在
で
は
純
文
学
と
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ

ン
ト
小
説
の
境
界
を
超
越
し
た
日
本
文
学
界
を

代
表
す
る
作
家
と
し
て
小
説
や
劇
作
を
発
表

さ
れ
、さ
ら
に
俳
優
と
し
て
も
旺
盛
な
活
躍
を

続
け
て
お
ら
れ
る
筒
井
康
隆
氏
を
お
訪
ね
し
、

「
筒
井
康
隆
展
」開
催
直
前
に
当
館
館
長
が
お

話
を
伺
い
ま
し
た
。

れ
た
、
非
常
に
ピ
シ
ッ
と
ま
と
ま
っ
た
い
い
も
の
が
い
っ

ぱ
い
あ
り
ま
す
が
、
僕
は
そ
れ
よ
り
さ
ら
に
下
の
、い

わ
ゆ
る
ド
タ
バ
タ
喜
劇
と
か
ス
ラ
ッ
プ
ス
ティ
ッ
ク・コ
メ

デ
ィ
ー
な
ん
か
に
だ
い
ぶ
影
響
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

菅
野 

▼ 

ス
ラ
ッ
プ
ス
ティ
ッ
ク・コ
メ
デ
ィ
ー
は
ア
メ
リ
カ
映

画
で
す
ね
。

筒井康隆（つつい・やすたか）

小説家。1934年大阪市生まれ。1960年
ＳＦ同人誌「NULL」を発刊。江戸川乱歩
に認められ、同年、乱歩が編集するミステ
リー雑誌「宝石」に掲載された『お助け』で
作家デビューし、星新一、小松左京とともに
「ＳＦ御三家」と呼ばれ人気を博す。’81年
『虚人たち』で泉鏡花賞、’87年『夢の木坂
分岐点』で谷崎潤一郎賞、’89年『ヨッパ谷
への降下』で川端康成文学賞、’92年『朝の
ガスパール』で日本ＳＦ大賞、’97年仏政府
よりシュバリエ賞、2000年『わたしのグラン
パ』で読売文学賞、’10年菊池寛賞、’17年
『モナドの領域』で毎日芸術賞を受賞。’02

年に紫綬褒章を受章。他の主な作品に『時
をかける少女』『家族八景』『大いなる助
走』『虚航船団』『残像に口紅を』『文学部
唯野教授』『聖

せいこん

痕』など。小説などの執筆
活動のほか、舞台・テレビ出演などでも幅
広く活躍している。2018年10月6日から
12月9日まで、世田谷文学館で「筒井康隆
展」が開催されている。

『夢の木坂分岐点』 
新潮社 1987年

『文学部唯野教授』 
岩波書店 1990年

『虚航船団』 冒頭原稿

『虚航船団』 新潮社 1984年

『モナドの領域』 
新潮社 2015年

『聖痕』 
新潮社 2013年
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こ
と
に
、ス
ラ
ッ
プ
ス
ティ
ッ
ク
や
ド
タ
バ
タ
や
ら
を
書
い

て
い
る
と
き
に
い
っ
ぱ
い
叩
か
れ
ま
し
た
が
、純
文
学
的

な
も
の
を
書
き
始
め
て
か
ら
そ
の
悪
口
が
無
く
な
っ
て
、

純
文
学
的
な
短
篇
と
か
長
篇
と
か
で
文
学
賞
を
続
け
ざ

ま
に
い
た
だ
い
た
頃
に
や
っ
ぱ
り
昔
の
ド
タ
バ
タ
、ス
ラ
ッ

プ
ス
ティ
ッ
ク
の
ほ
う
が
良
か
っ
た
と
言
う
人
が
ま
た
出

て
き
ま
し
た（
笑
）。

菅
野 

▼ 

『
虚
航
船
団
』は
、筒
井
さ
ん
の
ご
自
分
の
作
品
分

類
を
す
る
と
し
た
ら
、Ｓ
Ｆ
の
中
に
入
り
ま
す
か
、筒
井

的
Ｓ
Ｆ
の
部
類
に
な
り
ま
す
か
？

筒
井 

▼ 

Ｓ
Ｆ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
強
い
て
言
え
ば
シ
ュ

ル
レ
ア
リ
ス
ム
で
す
ね
。

菅
野 

▼ 

そ
う
、と
に
か
く
文
房
具
が
活
躍
す
る
ん
で
す
か

ら
ね（
笑
）。
文
房
具
に
人
間
的
な
思
考
と
か
、
動
作
と

か
、感
情
と
か
を
持
た
せ
る
と
い
う
発
想
は
ど
こ
か
ら
出

て
き
た
の
で
す
か
。
全
く
の
独
創
で
す
か
。

筒
井 

▼ 

先
ほ
ど
菅
野
さ
ん
が
言
わ
れ
た
よ
う
に
、私
の
場

合
は
面
白
お
か
し
く
す
る
た
め
に
、現
実
の
笑
い
を
取
り

入
れ
て
い
ま
す
。
や
は
り
、リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
な
い
と
笑

わ
な
い
。
そ
う
い
う
訓
練
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
人
を

び
っ
く
り
さ
せ
た
り
笑
わ
せ
た
り
す
る
た
め
に
、あ
の
手

こ
の
手
と
い
ろ
ん
な
手
を
使
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
読

者
か
ら
、こ
れ
は
前
に
使
っ
た
ア
イ
デ
ア
と
同
じ
で
は
な

い
か
と
い
う
指
摘
が
来
て
、同
じ
ア
イ
デ
ア
で
は
書
け
な

く
な
っ
ち
ゃ
う
。
よ
し
、じ
ゃ
あ
次
は
ど
う
や
っ
て
脅
か

し
て
や
ろ
う
か
と
。
一
時
期「
び
っ
く
り
お
じ
さ
ん
」な

ん
て
い
う
あ
だ
名
が
フ
ァ
ン
の
間
で
あ
っ
た
く
ら
い
、と

に
か
く
び
っ
く
り
さ
せ
る
と
。『
虚
航
船
団
』は
そ
の
最

た
る
も
の
で
す
ね
。
こ
れ
以
上
の
び
っ
く
り
仰
天
は
な
い

だ
ろ
う
と
い
う
。

菅
野 

▼ 

そ
う
で
す
ね
。
い
き
な
り
コ
ン
パ
ス
が
登
場
し
、彼

は
気
が
く
る
っ
て
い
た
と
、紹
介
さ
れ
る
の
で
す
か
ら
。

そ
れ
こ
そ「
び
っ
く
り
読
者
」に
な
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す

（
笑
）。
筒
井
さ
ん
の
長
篇
で
す
ぐ
頭
に
浮
か
ぶ
の
は『
虚

航
船
団
』、そ
れ
か
ら『
文
学
部
唯
野
教
授
』、『
夢
の
木
坂

分
岐
点
』、最
近
に
な
り
ま
す
け
ど『
聖
痕
』、『
モ
ナ
ド
の

領
域
』。
長
篇
は
大
変
面
白
く
、か
つ
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ

が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
ほ
と
ん
ど
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
け
ど
、『
文
学
部
唯
野
教
授
』の
と
き
は
、新
規
の
文
学

用
語
に
つ
い
て
、色
々
勉
強
な
さ
っ
た
わ
け
で
す
か
？

筒
井 

▼ 

も
ち
ろ
ん
。

菅
野 

▼ 

あ
れ
は
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル・
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
の
頃
で
す
ね
。

そ
う
い
え
ば
、昔「
只
野
凡
児
」と
い
う
漫
画
の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
が
あ
り
ま
し
た
ね
。
あ
の
名
前
と
関
連
が
あ
る
の

で
す
か
。
あ
れ
は
僕
ら
が
子
ど
も
の
こ
ろ
の
人
気
漫
画

で
し
た
。

筒
井 

▼ 

「
只
」の
字
は
違
い
ま
す
け
れ
ど
。よ
く
ご
存
じ
で
、

あ
の
漫
画
を（
笑
）。
そ
う
で
す
、意
識
は
あ
り
ま
し
た
。

只
野
凡
児
の
只
野
と
ダ
ブ
る
と
い
か
ん
か
ら
、字
を
変
え

よ
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
。

菅
野 

▼ 

あ
の
頃
は
、ヌ
ー
ヴ
ェ
ル・
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
系
の
記
号

論
や
、物
語
論
の
翻
訳
は
あ
り
ま
し
た
か
？

筒
井 

▼ 

随
分
い
ろ
い
ろ
出
て
い
ま
し
た
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
も

出
て
い
ま
し
た
し
。
一
応
全
部
、全
部
と
い
う
の
は
と
て

も
読
め
な
い
け
れ
ど
も
大
体
は
読
み
ま
し
た
。

菅
野 

▼ 

よ
く
勉
強
な
さ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
筒
井

さ
ん
独
特
の
ユ
ー
モ
ア
の
能
力
が
動
員
さ
れ
て
い
ま
す

ね
。
言
い
忘
れ
て
い
ま
し
た
け
ど
、い
つ
も
筒
井
さ
ん
の

作
品
の
根
底
に
あ
る
の
は
風
刺
だ
と
、僕
は
思
っ
て
い
ま

す
。
風
刺
と
い
う
の
は
一
種
の
鋭
利
な
批
評
で
す
。
筒
井

さ
ん
は
い
ろ
ん
な
側
面
か
ら
現
代
社
会
の
病
巣
な
ど
を

見
た
上
で
、野
暮
に
批
評
す
る
の
で
は
な
く
色
々
な
角
度

か
ら
風
刺
的
に
批
評
し
な
が
ら
、且か

つ
そ
こ
に
笑
い
を
織

り
込
ん
で
い
く
と
い
う
作
風
だ
と
勝
手
に
思
っ
て
い
ま

す
。
い
つ
も
同
じ
視
覚
で
は
な
く
、千
変
万
化
す
る
と
こ

ろ
か
ら
見
て
い
く
の
が
、
多
能
で
あ
る
所ゆ

え
ん以

で
す
。『
文

学
部
唯
野
教
授
』の
場
合
、僕
も
学
会
の
端
く
れ
に
い
る

の
で
、そ
う
い
う
意
味
で
も
非
常
に
面
白
く
読
み
ま
し

た
。
大
学
の
い
わ
ゆ
る
教
授
会
な
る
も
の
は
お
か
し
な

こ
と
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
わ
け
で（
笑
）。

筒
井 

▼ 

そ
う
で
す
ね
。
ち
ょ
っ
と
信
じ
ら
れ
な
い
で
す
、

話
を
聞
く
と（
笑
）。
僕
は
、い
わ
ゆ
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の

批
評
用
語
を
批
評
家
が
や
た
ら
と
使
う
の
を
ギ
ャ
グ
に

し
て
、べ
ら
べ
ら
喋
る
人
物
を
出
し
た
か
っ
た
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
僕
の
笑
い
と
い
う
の
は
、ど
ち
ら
か
と
い
う
と

悪
意
の
あ
る
笑
い
、攻
撃
的
な
笑
い
で
す
ね
。

菅
野 

▼ 

あ
れ
こ
そ
風
刺
で
す
ね
。
全
然
関
係
も
な
い
の

に
、自
分
の
こ
と
を
書
か
れ
た
と
思
い
込
ん
だ
人
も
い
た

で
し
ょ
う
け
ど（
笑
）。

本
格
の
長
篇
、瀟
洒
な
短
篇

菅
野 

▼ 

『
夢
の
木
坂
分
岐
点
』は
一
種
の
サ
イ
コ
ド
ラ
マ
と

い
う
か
、多
重
人
格
な
ど
が
出
て
き
ま
す
ね
。
面
白
い
の

は
、名
前
が
変
わ
る
と
人
格
が
変
わ
る
と
い
う
仕
掛
け
で

す
。
前
々
か
ら
お
考
え
に
な
っ
て
い
た
ア
イ
デ
ア
で
す
か
。

サ
イ
コ
パ
ス
と
か
、異
常
心
理
学
の
領
域
が
主
に
な
っ
て

い
る
わ
け
で
す
が
。

筒
井 

▼ 

心
理
学
の
本
な
ど
を
た
く
さ
ん
読
ん
で
い
ま
し
た

か
ら
、当
然
考
え
て
い
ま
し
た
。

菅
野 

▼ 

普
通
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
、
現
実
世
界
に
い
な
が

ら
虚
構
の
人
生
を
送
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
二
重
三
重

に
絡
み
合
っ
た
感
じ
が
よ
く
出
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

筒
井 

▼ 

現
実
の
世
界
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、あ
り
得
た

か
も
し
れ
な
い
現
実
。
そ
う
い
っ
た
世
界
の
漂
流
記
み

た
い
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
オ
デ
ッ
セ
ー
で
す
ね
。

菅
野 

▼ 

本
当
に
そ
う
で
す
ね
。
オ
デ
ッ
セ
ー
で
す
。
書
き

応
え
が
お
あ
り
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
。

筒
井 

▼ 

こ
の
作
品
で
、最
初
の
大
き
な
賞
、谷
崎
潤
一
郎
賞

を
頂
き
ま
し
た
。
私
の
自
慢
は
、そ
の
時
の
谷
崎
賞
の
選

考
委
員
が
最
高
の
人
た
ち
で
、
今
で
も
あ
の
時
期
に
頂

け
て
本
当
に
良
か
っ
た
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
人
た

ち
が
推
薦
し
て
く
だ
さ
っ
た
わ
け
で
、若
い
ほ
う
か
ら
大

江
健
三
郎
、丸
谷
才
一
、吉
行
淳
之
介
、遠
藤
周
作
、そ
れ

か
ら
丹
羽
文
雄
も
。
こ
の
賞
を
頂
い
て
、一
応
き
ち
ん
と

文
学
も
で
き
る
や
つ
だ
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
た
だ
い

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

菅
野 

▼ 

そ
れ
か
ら
、『
聖
痕
』は
今
か
ら
3
年
ぐ
ら
い
前

に
な
り
ま
す
か
。
あ
れ
は
東
京
大
学
を
舞
台
の
一
つ
に

し
て
。

筒
井 

▼ 

あ
あ
い
う
難
し
い
、食
品
を
扱
っ
て
化
学
的
に
分

析
す
る
学
科
が
あ
る
か
と
調
べ
た
ら
、
東
大
に
し
か
な

か
っ
た
の
で
。

菅
野 

▼ 

農
学
部
で
す
か
。

筒
井 

▼ 

農
学
部
の
農
芸
化
学
科
。
そ
う
い
え
ば
、星
新
一

は
こ
こ
の
学
科
の
出
身
で
す
。

菅
野 

▼ 

筒
井
さ
ん
の
小
説
で
は
、意
図
的
か
ど
う
か
分
か

り
ま
せ
ん
が
、家
族
の
こ
と
を
大
事
に
し
て
書
か
れ
て
い

る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。『
聖
痕
』も
家
族
の
歴
史
、
歴

史
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
家
族
の
つ
な
が
り
が
背
景
に

な
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
が
、家
族
を
書
く
、家
族
の

あ
り
よ
う
を
考
え
て
み
る
と
い
う
お
考
え
で
し
た
か
。

筒
井 

▼ 

さ
ほ
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
作
家
は
皆
、書
く
こ
と
が

な
く
な
る
と
自
分
の
家
族
の
こ
と
を
書
き
始
め
る
と
言

い
ま
す
け
れ
ど
、
僕
は
自
分
の
本
当
の
家
族
の
こ
と
は

書
く
気
が
し
な
い
で
す
。
難
し
す
ぎ
て
。

架
空
の
家
族
を
考
え
て
書
い
た
ほ
う
が

う
ま
く
書
け
ま
す
。
確
か
に
ス
ト
ー
リ
ー

を
作
っ
て
い
く
上
で
は
便
利
で
す
。
主
人

公
が
ど
ん
な
人
物
で
あ
ろ
う
と
、必
ず
家

族
は
い
る
わ
け
で
、出
て
く
る
わ
け
で
す

か
ら
。

菅
野 

▼ 

そ
れ
か
ら『
モ
ナ
ド
の
領
域
』で
す

が
、
帯
に「
最
高
傑
作
に
し
て
最
後
の
長

篇
」と
な
っ
て
い
ま
す
が
、こ
れ
は
筒
井
さ

ん
が
言
わ
れ
た
言
葉
で
す
か
？

筒
井 

▼ 

こ
れ
は
恐
ら
く
最
後
だ
ろ
う
と

思
っ
た
の
で
そ
う
言
い
ま
し
た
が
、
最
高

傑
作
と
い
う
の
は
新
潮
社
が
勝
手
に
。
自

分
で
は
言
い
ま
せ
ん
よ（
笑
）。

菅
野 

▼ 

「
最
後
の
長
篇
」と
い
う
の
を
拝
見

し
て
、実
は
ち
ょ
っ
と
寂
し
か
っ
た
で
す
。

生
涯
現
役
で
ま
だ
ま
だ
書
い
て
い
た
だ
か

な
い
と
。
日
本
文
学
の
現
状
で
、本
格
的

な
小
説
を
お
書
き
に
な
れ
る
の
は
ご
く

少
数
の
方
で
す
。
近
頃
は
あ
ま
り
耳
に
し

ま
せ
ん
が
、
僕
た
ち
が
若
い
こ
ろ
は「
本

格
小
説
」と
い
う
言
い
方
を
し
ま
し
た

ね
。
今
そ
れ
を
書
け
る
作
家
は
本
当
に

少
数
だ
と
思
い
ま
す
。
自
分
の
身
辺
の
こ

と
だ
け
が
主
題
に
な
る
よ
う
に
な
っ
て
、

全
体
と
し
て
ひ
ど
く
収
縮
し
て
い
っ
て
い

る
。
そ
う
い
う
中
で
、筒
井
さ
ん
は
時
代
を
通
し
て
社
会

全
体
、さ
ら
に
宇
宙
全
体
を
見
通
し
て
ま
と
も
に
向
か
い

合
っ
て
い
ま
す
。
さ
り
げ
な
く
そ
れ
を
出
し
て
お
ら
れ
る

け
ど
。『
モ
ナ
ド
の
領
域
』の
G
O
D
、
G
O
D
と
名
づ

け
る
の
は
非
常
に
大
胆
不
敵
と
言
え
ば
大
胆
不
敵
、随

分
お
考
え
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、宗
教
的
な
神
を
超

え
た
も
の
で
、宇
宙
の
統
一
を
考
え
る
存
在
と
僕
は
読
ま

せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
。
当
た
っ
て
い
る
か
ど
う
か
分

か
り
ま
せ
ん
が
。

筒
井 

▼ 

そ
の
と
お
り
で
す
。

菅
野 

▼ 

混
沌
と
し
て
訳
の
分
ら
な
い
、我
々
の
今
生
き
て

い
る
世
界
を
、し
っ
か
り
全
体
的
に
見
て
い
る
存
在
を
出

し
た
こ
と
が
、小
説
の
本
来
の
正
統
的
な
あ
り
か
た
に
即

応
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね
。
小
説
に
負
わ
さ

れ
た
課
題
に
、筒
井
流
に
答
え
た
と
い
う
感
じ
で
読
ま
せ

て
い
た
だ
い
て
、本
当
に
感
銘
深
か
っ
た
。

筒
井 

▼ 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ア
イ
デ
ア
を
つ
か
ん

だ
一
つ
は
、最
初
の
話
に
戻
り
ま
す
け
ど
、や
は
り
映
画

で
す
。
映
画
監
督
で
も
あ
る
リ
チ
ャ
ー
ド・ア
ッ
テ
ン
ボ

ロ
ー
が
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
役
で
、そ
の
サ
ン
タ
が
裁
判
に
か

け
ら
れ
る
話（「
34
丁
目
の
奇
跡
」）で
す
。
そ
の
裁
判
の

テ
ー
マ
が
、サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
は
神
様
と
い
う
こ
と
が
証

明
で
き
る
か
ど
う
か
。
こ
れ
が
面
白
く
て
、そ
れ
か
ら
思

い
つ
き
ま
し
た
。
こ
の
法
廷
場
面
を
も
っ
と
シ
リ
ア
ス
に

し
た
ら
も
っ
と
面
白
く
な
る
と
。

菅
野 

▼ 

こ
う
い
う
言
い
方
は
失
礼
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、

筒
井
さ
ん
が
つ
い
に
こ
こ
ま
で
上
り
詰
め
た
か

と
い
う
印
象
で
し
た
。

筒
井 

▼ 

（
笑
）

菅
野 

▼ 

最
近
の
短
篇
も
素
晴
ら
し
い
で
す
ね
。

『
繁
栄
の
昭
和
』、あ
れ
を
拝
見
し
な
が
ら
、昔

の
短
篇
、
そ
れ
も
い
わ
ゆ
る
純
文
学
じ
ゃ
な

い
、「
新
青
年
」の
よ
う
な
昭
和
初
期
の
モ
ダ

ン
で
前
衛
的
な
、
悪
い
意
味
で
な
く
ス
ノ
ビ
ズ

ム
の
雑
誌
に
出
て
い
た
短
篇
を
思
い
だ
し
ま
し

た
。
文
章
が
と
て
も
き
ち
ん
と
整
っ
て
い
て
、

瀟し
ょ
う

洒し
ゃ

な
短
篇
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
と
に
か
く

ど
ん
ど
ん
、ど
ん
ど
ん
休
む
こ
と
な
く
領
域
を

拡
げ
て
こ
ら
れ
た
。
最
後
の
長
篇
な
ど
と
言

わ
ず
、ま
だ
あ
と
三
つ
ぐ
ら
い
は
長
篇
を
書
い

て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。

筒
井 

▼ 

わ
あ
。
今
、ア
イ
デ
ア
が
何
も
な
く
て
。

菅
野 

▼ 

日
本
文
学
の
窮
状
を
救
う
た
め
に
、ぜ
ひ

お
書
き
に
な
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

筒
井 

▼ 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
で
も
、
個

人
の
名
前
を
冠
し
た「
筒
井
康
隆
展
」な
ん
て

開
か
れ
た
ら
も
う
、あ
と
は
何
も
し
な
い
ほ
う

が
良
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
ね（
笑
）。

菅
野 

▼ 

そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
す
ま

す
ご
健
康
に
気
を
つ
け
ら
れ
て
、新
作
を
期
待

し
て
い
ま
す
。

（
2
0
1
8
年
9
月
18
日  

東
京
・
筒
井
康
隆
邸
に
て
）

▼ 

秋
田
稔
様  

阿
部
弘
一
様  
石
川
友
也
様  

稲
垣
信
子
様  

お
か
の
蓉
子
様  

尾
崎
左
永
子
様  
小
林
良
作
様  

高
橋

悦
男
様  

谷
川
理
美
子
様  

松
平
盟
子
様  

松
本
徹
様  

湯
澤
規
子
様

▼ 

志
賀
直
吉
様  

志
賀
直
哉
著
作
権
管
理
代
表
者
志
賀

道
哉
様

▼ 

朝
倉
書
店  

射
水
市
大
島
絵
本
館  

神
奈
川
近
代
文

学
館  

紙
の
博
物
館  

川
崎
市
大
山
街
道
ふ
る
さ
と
館  

菊
池
寛
記
念
館  

現
代
文
学
史
研
究
所  

高
知
県
立

文
学
館  

国
文
学
研
究
資
料
館  

国
民
み
ら
い
出
版  

国
立
国
会
図
書
館
国
際
子
ど
も
図
書
館  

小
諸
市
教

育
委
員
会  

さ
い
た
ま
文
学
館  

サ
ト
エ
記
念
21
世

紀
美
術
館  

館
林
市
教
育
委
員
会  

田
原
市
博
物
館  

都
留
市
博
物
館  

鶴
書
院  

東
京
子
ど
も
図
書
館  

東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館  

徳
島
県
立
文
学
書
道
館  

中
原
中
也
記
念
館  

日
本
現
代
詩
歌
文
学
館  

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
事
務
局  

ふ
く
や
ま
文
学
館  

松
本
清
張
記

念
館  

松
山
市
立
子
規
記
念
博
物
館  

岬
の
分
教
場
保

存
会
壺
井
栄
文
学
館  

水
と
緑
と
詩
の
ま
ち
前
橋
文

学
館  

宮
沢
賢
治
学
会
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
セ
ン
タ
ー  

明
治

学
院
大
学
図
書
館  

や
ま
な
し
文
学
賞
実
行
委
員
会
事

務
局

▼ 「
海
」「
海
紅
」「
風
」「
か
ね
こ
と
」「
カ
プ
リ
チ
オ
」「
経
堂

雑
記
」「
く
さ
く
き
」「
九
品
仏
川
柳
会
句
会
報
」「
鴻
」「
香

蘭
」「
心
の
花
」「
さ
つ
き
」「
山
暦
」「
鹿
首
」「
正
午
の
会
」

「
抒
情
文
芸
」「
詩
霊
」「
川
柳
研
究
」「
鬣
」「
短
歌
人
」「
地

中
海
」「
白
」「
羽
鳥
通
信
」「
プ
チ
★
モ
ン
ド
」「
文
藝
軌

道
」「
文
章
歩
道
」「
窓
」「
ゆ
く
春
」「
ラ
ン
ブ
ル
」「
り
ん
ご

の
木
」

（
五
十
音
順
・
団
体
名
敬
称
略
）

資
料
受
贈
報
告2

0
1
8
年
6
月
23
日
〜
10
月
11
日
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当
館
収
蔵
品
の
ご
紹
介 

62

2
0
1
7（
平
成
29
）年
度
の
収
蔵
品
に
つ
い
て

昨
年
度
に
収
集
し
た
収
蔵
品
1
1
4
5
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
）

◎ 北杜夫旧蔵資料 ◎ 寄贈者：齋藤喜美子様
寄贈品： 北杜夫原稿『夜と霧の隅で』、『輝ける碧き空の下で』、北杜夫創作ノート、齋藤茂吉歌集稿本『遠遊』、

『遍歴』、『ともしび』、『たかはら』、『連山』、『白桃』、『暁紅』抄、『霜』抄（題箋『とゞ ろき』）、 
齋藤茂吉書画・短冊帖、齋藤茂吉旧蔵の諸家の書・短冊帖など（972点）

◎ 青山光二旧蔵資料 ◎

◎ 阿部弘一、フランシス・ポンジュ関連資料 ◎ 寄贈者：阿部弘一様
寄贈品： フランシス・ポンジュ著書・翻訳書、阿部弘一あて書簡7通など（43点）

寄贈者：茉莉デイビイ様
寄贈品： 青山光二原稿『われらが風狂の師』、『わが文学放浪』、『美よ永遠に  Keats, my genius』、 

織田作之助  青山光二あて書簡など（130点）

文
学
と
ス
ポ
ー
ツ

来
た
る
東
京
2
0
2
0
大
会
、

世
田
谷
区
内
で
は
馬
術
競
技
開

催
や
米
国
選
手
団
の
キ
ャ
ン
プ
実

施
が
決
ま
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ

で
、最
初
に
米
国
で
開
催
さ
れ
た

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク（
1
9
0
4
年
セ

ン
ト
ル
イ
ス
）以
来
、
ほ
ぼ
全
て

の
夏
季
大
会
で
認
定
さ
れ
て
き

た
競
技
に
ボ
ク
シ
ン
グ
が
あ
り
ま

す
。
拳
闘
は
三
島
由
紀
夫
や
寺

山
修
司
に
始
ま
り
、現
代
で
は
沢

木
耕
太
郎
や
角
田
光
代
な
ど
多

く
の
作
家
に
愛
さ
れ
、そ
の
作
品

に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
と
り
わ
け

寺
山
は
、
自
ら
競
走
馬
の
馬
主

に
な
り
、映
画『
ボ
ク
サ
ー
』の
脚

本
・
監
督
を
手
掛
け
る
な
ど
、ス

ポ
ー
ツ
に
精
通
し
た
作
家
の
1

人
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

寺
山
修
司
と
世
田
谷

寺
山
は
マ
ル
チ
ク
リ
エ
タ
ー
と
し
て
多
く
の
肩
書
を
持

ち
ま
す
が
、
映
画
や
演
劇
へ
と
活
動
の
主
軸
を
移
す
直

前
は
、世
田
谷
に
在
住
し（
1
9
6
5
〜
68
年
・
区
内
下

馬
）、数
々
の
文
学
作
品
を
生
み
出
し
ま
し
た
。
ボ
ク
シ
ン

グ
を
テ
ー
マ
に
し
た
唯
一
の
長
編
小
説『
あ
ゝ
荒
野
』の
連

載
開
始
や
、
詩
論『
戦
後
詩
』と
第
3
歌
集『
田
園
に
死

す
』、自
叙
伝『
誰
か
故
郷
を
想
は
ざ
る
』や『
書
を
捨
て

よ
、町
へ
出
よ
う
』な
ど
の
代
表
作
は
こ
の
時
期
に
刊
行

さ
れ
ま
し
た
。
同
時
に
、演
劇
実
験
室「
天
井
棧
敷
」を

設
立
す
る
な
ど
、劇
作
家
と
し
て
の
活
動
を
開
始
し
た
時

期
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

新
高
恵
子
寄
贈
資
料
に
つ
い
て

新
高
恵
子
さ
ん
は
、寺
山
劇
団
の
看
板
女
優
と
し
て
、

多
く
の
演
劇
・
映
画
作
品
に
出
演
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て

1
9
8
3
年
、女
優
と
し
て
寺
山
の
死
に
殉
じ
、舞
台
に

立
つ
こ
と
は
な
く
な
り
ま
し
た
。

当
館
で
は
97
年
、新
高
さ
ん
か
ら
自
作
の
ス
ク
ラ
ッ
プ

ブ
ッ
ク
や
台
本
な
ど
、「
天
井
棧
敷
」関
連
資
料
1
9
0

点
を
ご
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
、「
寺

山
修
司
の
青
春
時
代
展
」（
2
0
0
3
年
）と「
帰
っ
て
き

た
寺
山
修
司
展
」（
2
0
1
3
年
）で
公
開
し
話
題
と
な

り
ま
し
た
が
、今
回
は
そ
の
中
か
ら
、ボ
ク
シ
ン
グ
に
関

す
る
資
料
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

『
あ
し
た
の
ジ
ョ
ー
』
―
力
石
徹
の
告
別
式
―

ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
に
は
、新
聞
や
雑
誌
の
切
り
抜
き
、

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
チ
ケ
ッ
ト
の
半
券
に
至
る
ま
で
、劇
団
に

関
す
る
様
々
な
資
料
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
1
頁
に
、ク
リ
ッ
プ
止
め
さ
れ
た
新
聞
切
り
抜
き
が
保

存
さ
れ
て
い
ま
し
た
。「
フ
ァ
ン
が
盛
大
な
葬
儀
」の
見
出

し
で
始
ま
る
新
聞
記
事
は
、力
石
徹（
漫
画『
あ
し
た
の

ジ
ョ
ー
』の
登
場
人
物
）の
葬
儀
を
伝
え
た
も
の
で
す
。
葬

儀
は
1
9
7
0
年
3
月
24
日
、「
天
井
棧
敷
」等
の
劇
団

員
に
よ
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
漫
画
家
と
原
作
者（
ち
ば
て

つ
や
、高
森
朝
雄
＝
梶
原
一
騎
両
氏
）が
参
列
し
、小
学
生

か
ら
社
会
人
ま
で
8
0
0
名
以
上
の
弔
問
客
が
集
ま
っ

た
と
い
い
ま
す
。
寺
山
の
弔
辞
を
劇
団
メ
ン
バ
ー
が
代
読

し
、
10
点
鐘（
テ
ン・
カ
ウ
ン
ト
お
よ
び
黙
禱
）、俳
優
・
尾

藤
イ
サ
オ
と
ボ
ク
サ
ー
・
太
田
照
夫
に
よ
る
追
悼
試
合
、

ア
ニ
メ『
あ
し
た
の
ジ
ョ
ー
』主
題
歌
披
露
、劇
団
員
ら
に

よ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
、ち
ば
・
梶
原
両
氏
に
よ
る
対
談
な

ど
、本
邦
初
の
ア
ニ
メ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
告
別
式
が
盛
大

に
執
り
行
わ
れ
た
の
で
す
。

「
こ
の
作
品
の
影
響
力
と
い
う
か
、漫
画
が
人
々
に

与
え
る
影
響
の
重
さ
に
つ
い
て
つ
く
づ
く
考
え
さ
せ
ら

れ
ま
し
た
。（
中
略
）子
供
が
読
む
も
の
な
の
で
、そ
う

い
う
無
垢
な
人
、純
粋
な
人
が
読
む
っ
て
こ
と
は
、そ

れ
を
読
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、そ
の
人
の
人
生
が
か
わ

る
か
も
し
れ
な
い
し
、凄
い
影
響
を
与
え
て
し
ま
う
か

も
し
れ
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
を
梶
原
さ
ん
と
も
話
し

ま
し
た
。
そ
し
て
そ
う
い
う
人
た
ち
が
、自
分
の
友
達

や
兄
貴
分
が
死
ん
だ
く
ら
い
の
感
覚
で
読
ん
で
く
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
時
に
、本
当
に
責
任
を
感
じ

た
ん
で
す
。」（
ち
ば
て
つ
や
）

（『
ち
ば
て
つ
や
と
ジ
ョ
ー
の
闘
い
と
青
春
の
1
9
5
4
日
』

ち
ば
て
つ
や
・
豊
福
き
こ
う 

講
談
社
刊
よ
り
）

フィ
ク
シ
ョ
ン
の
世
界
に
い
た
力
石
の
葬
儀
を
行
い
、虚

構
を
現
実
の
世
界
に
持
ち
込
ん
だ
寺
山
の
演
劇
的
手
法

は
成
功
し
、告
別
式
は
多
く
の
マ
ス
コ
ミ
に
取
り
上
げ
ら

れ
ま
し
た
。
現
実
と
虚
構
の
狭
間
を
自
由
に
行
き
来
す

る
こ
と
が
で
き
た
寺
山
と
、漫
画
に
対
し
て
実
直
に
向
き

合
う
ち
ば
と
梶
原
。
1
9
6
0
〜
70
年
代
の
歴
史
に
刻

ま
れ
た
、こ
の
奇
跡
の
出
来
事
は
、彼
ら
の
存
在
抜
き
に

語
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。

北
杜
夫『
夜
と
霧
の
隅
で
』原
稿

北
杜
夫『
夜
と
霧
の
隅
で
』創
作
ノ
ー
ト

齋
藤
茂
吉
歌
集
稿
本『
連
山
』（
第
八
歌
集
）

齋
藤
茂
吉
書
画「
し
づ
か
な
る
心
に
な
り
て
新
し
き
永
遠
の
う
ご
き
を
乞
ひ
し
願
は
む
」

森
鷗
外
書「
打
聞
可
波
病
須
奈
般
知
…
」

（
齋
藤
茂
吉
旧
蔵
）

幸
田
露
伴
書

「
沈
の
香
の
杜
詩
に
し
む
夜
や
雪
の
声
」 

（
齋
藤
茂
吉
旧
蔵
）

「風狂の人  眠らぬ男」（『われらが風狂の師』所収）原稿 「遠くて近い私の過去」（『わが文学放浪』所収）原稿 織田作之助  青山光二宛書簡 1946年頃

［右］ 
フランシス・ポンジュ  
阿部弘一宛書簡から（右から）
1964/11/27、 
1978/3/29、 
1980/4/21

［左］ 
フランシス・ポンジュ 阿部弘一・訳
『表現の炎』（1980）、 
『フランシス・ポンジュ詩選』（1982）、 
『物の味方』(1984)

齋
藤
茂
吉
歌
集
稿
本『
と
ゞ
ろ
き
』（
第
十
四
歌
集『
霜
』抄
）

齋
藤
茂
吉
短
冊
帖

左より、 映画台本『ボクサー』（1997年・東映）、『幻想舞台写真帖 天井
棧敷の人々』、『対談 四角いジャングル』、『十九歳のブルース』

新高恵子自作のスクラップブック 
演劇実験室「天井棧敷」の活動記録を10冊（1967～ 81年）にまとめた
もの。

演劇実験室「天井棧敷」ニュース10号（1970年
4月15日発行）より
「戦後史に残る告別式」と題し、同劇団が主宰し
た葬儀の模様を伝えている。（総指揮：寺山修
司、演出・構成：東由多加、会場：講談社・講堂）

産経新聞（大阪）1970年3月30日   
他に、下記15枚が保存されていた。 
（全て1970年発行）
朝日新聞（東京）3.25/毎日新聞
（東京）同日/東京中日新聞（東京）
同日/産経新聞（東京）同日/報知
新聞（東京）同日/サンケイスポーツ
新聞（東京）同日/産経新聞（東京）
3.26/東京スポーツニッポン3.27/
毎日新聞（名古屋）3.28/産経新聞
（大阪）3.30/秋田魁新報（秋田）

4.2/名古屋タイムズ（愛知）4.3/中
国新聞（広島）4.5/京都新聞（京
都）4.7/読売新聞（大阪）4.27

新高恵子寄贈資料
―「ボクシングは、血と涙の

ブルースだ」寺山修司―

台本『ボクサー』では、主人公のライバルのトレーナーが〈矢吹〉、近所の
食堂が〈涙橋食堂〉（あしたのジョーでは、泪橋）、食堂に集う常連客の
ひとりが〈古着屋のジョー〉と設定され、本作が漫画『あしたのジョー』
へのオマージュであることが推察される。
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企
画
展

『ふたりのねこ』 
原画  2014年

《くまのたまご》 2016年

《双子》 2018年

ヒグチユウコ

画家・絵本作家。東京都在住。東京を中心
に定期的に作品を発表。近作は『いらないね
こ』（白泉社）、『型抜きPOSTCARD BOOK』
（グラフィック社）。ほかにも、『せかいいちのね
こ』（白泉社）、『ふたりのねこ』（祥伝社）、『ギュ
スターヴくん』（白泉社）、『ヒグチユウコ作品集』
（グラフィック社）、『BABEL Higuchi Yuko 

Ar tworks』（グラフィック社）など多数の著書
を出版。

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

 ＊（  ）内は20名以上の団体料金  ＊中学生以下無料  ＊1月
25日（金）は65歳以上無料  ＊12月18日よりローソンチケット
で前売券を発売（全国ローソン・ミニストップ/☎ 0570-000-
777 / Lコード： 34408 /当館では取り扱っておりません）

ヒグチユウコ展
CIRCUS［サーカス］

2019年1月19日（土）～ 3月31日（日）

《アリス》 2010年

《ギュスターヴ若冲雄鶏図》 2016年

撮影：井上佐由紀

空想と現実を行き交う自由な発想とタッチで、作品制作のみならず

絵本の刊行など幅広い活躍をみせる画家ヒグチユウコ。

本展では、自身初となる大規模個展として、

約20年の画業の中で描かれた

400点以上（予定）の作品を公開します。

ヒグチユウコが描く猫や少女、キノコ、この世ならぬ

不思議ないきものたちが繰り広げる、楽しくもどこか切ない

サーカス（CIRCUS）の世界をお楽しみください。

主催＝公益財団法人せたがや文化財団  世田谷文学館、朝日新聞社
協賛＝東邦ホールディングス株式会社、株式会社ウテナ
後援＝世田谷区、世田谷区教育委員会
特別協力＝グラフィック社
協力＝白泉社、祥伝社、ブロンズ新社、講談社   （順不同）

★ 託児サービス（事前申込制・有料） ★
2月8日（金）、3月8 日（金） 13時～16時
イベント託児®マザーズ  ☎ 0120-788-222
（平日＝10時～12時、13時～17時）

関連イベント

1 ナイトミュージアム
 2月2日（土）・16日（土） 18時～19時30分
 閉館後の展示室でサーカスのメロディーと
ダンスをお楽しみください。

 ［出演］黒色すみれ（歌手）、史椛穂（ダンサー）  
［会場］ 2階展示室  ［参加費］ 2000円  ［定
員］各日80名  ［チケット］完全前売制。1月
19日よりローソンチケットで販売。

2 バルーンアート・ワークショップ
 3月3日（日） 13時～16時
 バルーンパフォーマンスやオリジナルのバルー
ン作りをお楽しみください。

 ［出演］コンフェッティバルーン Hara Harari  
［会場］ 1階文学サロン  ［対象］中学生以下  
［参加費］無料  ［定員］ 30分毎に各回当日
先着10～20名

3 黒色すみれとヒグチユウコの
サーカス・ナイト

 3月16日（土） 18時～19時30分
 ネオクラシック女性デュオ「黒色すみれ」のコ
ンサートと展覧会を両方楽しめる特別な一
夜。ヒグチユウコのライブドローイング中継も
同時開催。

 ［出演］黒色すみれ   口上：佐藤梟  
 ［会場］ 1階文学サロン・2階展示室  ［参加
費］ 2000円  ［定員］ 200名  ［チケット］完全前
売制。2月16日よりローソンチケットで販売。

 ＊ 1 3のチケットは完全前売制です。ローソン
チケットで販売（☎ 0570-000-777/ Lコード：
34408 /当館では取り扱っておりません）
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展
覧
会
の
ご
案
内

展
覧
会
を
見
る
前
や
そ
の
後
の
お
楽
し
み

は
、
や
っ
ぱ
り
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
で
す
よ

ね
。
昨
年
4
月
の
世
田
谷
文
学
館
リ
ニュ
ー
ア
ル

オ
ー
プ
ン
の
際
、群
馬
県
川
場
村（
世
田
谷
区
と

縁
組
協
定
締
結
）の
木
材
を
使
っ
た
什
器
を
取

り
入
れ
ま
し
た
。
木
の
温
も
り
が
感
じ
ら
れ
る

広
々
と
し
た
棚
の
上
で
、オ
リ
ジ
ナ
ル
の
商
品
な

ど
を
ゆ
っ
く
り
と
手
に
取
っ
て
い
た
だ
け
ま
す
。

こ
こ
で
は
、当
館
で
開
催
し
た
展
覧
会
の
図

録
の
ほ
か
、企
画
展
に
合
わ
せ
た
関
連
グ
ッ
ズ

も
バ
ラ
エ
テ
ィ
豊
か
に
取
り
揃
え
て
い
ま
す
。

「
植
草
甚
一
展
」や「
詩
人
・
大
岡
信
展
」、「
山

へ
！  to th

e m
o

un
tain

s

展
」な
ど
、
見
逃

し
て
し
ま
っ
た
展
覧
会
の
図
録
も
発
見
で
き
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

な
か
で
も
注
目
な
の
は
、リ
ニュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ

ン
記
念
と
し
て
開
催
さ
れ
た
企
画
展
示「
ム
ッ

ト
ー
ニ・パ
ラ
ダ
イ
ス
」の
オ
リ
ジ
ナ
ル
グ
ッ
ズ
。

ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル
や
マ
ス
キ
ン
グ
テ
ー
プ
な
ど

多
彩
な
ム
ッ
ト
ー
ニ・ス
テ
ー
ショ
ナ
リ
ー
と
と
も

に
、ム
ッ
ト
ー
ニ
自
ら
、自
作
を
撮
影
・
編
集
し
た

D
V
D
等
が
勢
揃
い
。
さ
ら
に
、企
画
展
示「
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
―
」の
関
連
商
品
で
あ
る

「
コ
ン
チ
ク
シ
ョ
ウ
手
帖
」は
、芙
美
子
の
エ
ネ
ル

ギ
ッ
シ
ュ
な
詩
編
を
、
4
色
の
か
わ
い
ら
し
い
手

帖
に
収
録
し
て
い
ま
す
。「
筒
井
康
隆
展
」オ
リ

ジ
ナ
ル
グ
ッ
ズ
の
、ブ
ッ
ク
カ
バ
ー
に
も
な
る
マ

ル
チ
ペ
ー
パ
ー
や
し
お
り
と
セ
ッ
ト
で
、プ
レ
ゼ
ン

ト
と
し
て
も
お
薦
め
で
す
。

一
部
取
り
扱
っ
て
い
な
い
も
の
も
ご
ざ
い
ま

す
が
、こ
れ
ら
の
商
品
は
通
信
販
売
が
可
能
で

す
。
ご
希
望
の
際
は
当
館
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ョ
ッ
プ

（h
ttp

s: //w
w

w
.setab

u
n

.o
r.jp /sh

o
p /

in
d

ex.h
tm

l

）か
ら
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

ご
来
店
を
心
よ
り
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

当
館
で
は
、平
成
18
年
度
か
ら
区
立
中
学
校
の「
職
場

体
験
」プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
て
い
ま
す
。
13
年
間
欠
か
す

こ
と
な
く
受
け
入
れ
を
続
け
、区
内
11
校
か
ら
参
加
し
た

1
1
5
名（
平
成
30
年
10
月
末
現
在
）が
巣
立
っ
て
い
き
ま

し
た
。
こ
の
度
、
1
0
0
名
を
超
え
た
節
目
を
記
念
し
、ご

報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
　
職
場
体
験
の
内
容

学
芸
員
は
、数
あ
る
博
物
館
の
仕
事
の
中
で
も
、「
調
査

研
究
」「
資
料
収
集
・
保
管
」「
展
示
」「
教
育
普
及
」と
い
う

企
画
運
営
の
業
務
を
担
う
職
種
で
す
。
そ
し
て
、そ
の
資

格
取
得
の
た
め
に
は
、実
地
研
修（
博
物
館
学
芸
員
実
習
）

を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
当
館
の
職
場
体
験
は
、大
学

生
の
実
習
生
に
行
う
プ
ロ
グ
ラ
ム「
学
芸
員
実
習
」を
ベ
ー

ス
と
し
て
、中
学
生
向
け
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
で
す
。

作
業
内
容
は
、施
設
見
学
や
資
料
の
整
理
、展
示
や
催

事
の
手
伝
い
、そ
し
て
受
付
で
の
接
客
体
験
ま
で
多
岐
に

亘
り
ま
す
。
近
年
で
は
、展
示
資
料
の
解
説
文
作
成（
感
想

文
で
す
が
…
…
）や
消
防
訓
練
、大
学
生
と
の
共
同
実
習
な

ど
体
験
の
範
囲
を
広
げ
て
い
ま
す
。

　
　
中
学
生
と
の
特
別
な
時
間

中
学
生
と
の
職
場
体
験
は
、私
た
ち
に
と
っ
て
も
特
別
な

も
の
で
す
。
1
人
ひ
と
り
と
の
出
会
い
に
は
、そ
れ
ぞ
れ
の

物
語
が
あ
り
ま
す
が
、今
回
１
つ
ご
紹
介
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

そ
れ
は
、中
学
生
男
子
2
人
と
の
思
い
出
で
す
。
通
常
、

職
場
体
験
は
第
2
学
年
の
生
徒
さ
ん
が
3
日
間
か
け
て
参

加
す
る
の
で
す
が
、そ
の
時
は
特
別
支
援
学
級
の
3
年
生

が
2
日
間
参
加
し
て
く
れ
ま
し
た
。
先
生
と
の
事
前
打
ち

合
わ
せ
で
は
、学
校
生
活
に
お
け
る
日
常
の
様
子
や
、得
手

不
得
手
や
注
意
事
項
を
伺
い
、な
る
べ
く
複
雑
な
作
業
を

避
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

施
設
見
学
や
受
付
体
験
の
他
、館
の「
子
ど
も
向
け
事

業
報
告
書
」の
発
送
準
備
を
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
作
業

内
容
は
、記
録
D
V
D
5
0
0
枚
を
、報
告
書
の
見
返
し
に

テ
ー
プ
で
貼
り
付
け
る
も
の
で
す
。
初
日
の
振
り
返
り
で

第
37
回 

世
田
谷
区
内
在
住
書
家
に
よ
る

世
田
谷
の
書
展

　
―
世
田
谷
ゆ
か
り
の
作
家
た
ち
―

2
0
1
9
年
1
月
8
日（
火
）
―
14
日（
月
・
祝
）   

1
階
文
学
サ
ロ
ン   

観
覧
料
＝
無
料

区
内
在
住
の
日
本
を
代
表
す
る
書
家
の
新
作
を
、会
派

を
超
え
て
一
堂
に
ご
覧
い
た
だ
く
、ま
た
と
な
い
機
会
で
す
。

墨
の
芸
術
と
世
田
谷
ゆ
か
り
の
作
家
た
ち
の
言
葉
が
融
合

す
る
世
界
を
ご
堪
能
く
だ
さ
い
。

は
、単
純
作
業
が
続
く
と
緊
張
感
が
薄
れ
、効
率
が
落
ち
て

ミ
ス
し
て
し
ま
う
と
の
感
想
が
聞
か
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
2

日
目
は
敢
え
て
、作
業
中
に
楽
し
く
会
話
す
る
の
を
止
め

て
、次
の
3
つ
を
ル
ー
ル
と
し
、実
験
を
し
て
み
た
の
で
す
。

① 

黙
っ
て
作
業
す
る
。

② 

作
業
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
製
品
を
目
の
前
に
山
積

み
せ
ず
、渡
さ
れ
る
10
枚
毎
を
処
理
す
る
。
そ
し
て
毎

回
、時
間
を
計
測
し
て
作
業
に
集
中
す
る
。

③ 

こ
れ
を
繰
り
返
す
の
だ
が
、た
だ
し
、こ
れ
ま
で
の
作
業

方
法
で
な
く
と
も
、自
分
で
良
い
ア
イ
デ
ィ
ア
が
思
い
つ

い
た
ら
そ
の
方
法
を
使
っ
て
も
よ
い
。

と
い
う
も
の
で
す
。
き
っ
と
、小
さ
な
成
功
体
験
を
繰
り

返
せ
ば
、
1
回
毎
の
作
業
時
間
は
短
く
な
る
だ
ろ
う
、と
い

う
心
づ
も
り
で
し
た
。
作
業
を
開
始
し
、先
に
10
枚
を
ク

リ
ア
ー
し
た
の
は
B
君
で
し
た
。
い
つ
も
作
業
中
に
空
を
眺

め
、「
今
日
は
天
気
予
報
で
午
後
か
ら
雨
っ
て
言
っ
た
け
れ

ど
、○
○
君
は
傘
を
持
っ
て
で
か
け
た
か
な
？
」等
、心
こ
こ

に
有
ら
ず
の
発
言
を
繰
り
返
す
彼
が
、「
は
い
、出
来
ま
し

た
。
次
の
D
V
D
下
さ
い
」。
確
か
に
2
人
は
回
を
重
ね
る

毎
に
、作
業
時
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

そ
し
て
、実
験
を
終
え
よ
う
と
し
た
時
で
す
。「
は
い
、出

来
ま
し
た
。
次
を
や
ら
ず
に
、
A
君
を
手
伝
っ
て
も
い
い
で

す
か
？
」…
…
。
B
君
は
ル
ー
ル
の
3
番
目
、自
分
で
最
も

良
い
方
法
を
考
え
つ
い
た
の
で
す
。
2
人
は
、効
率
性
を
重

視
し
た「
仕
事
」を
、「
思
い
や
り
」の
時
間
へ
と
昇
華
さ
せ

た
の
で
す
。
目
の
前
に
は
、机
と
D
V
D
と
両
面
テ
ー
プ
。

た
だ
、テ
ー
プ
を
貼
る
と
い
う
行
為
の
中
に
、人
の
本
質
が

問
わ
れ
る
時
間
が
流
れ
て
い
た
の
で
す
。

「
実
験
し
て
、ご
め
ん
ね
。
次
は
昨
日
み
た
い
に
、楽
し
く

お
し
ゃ
べ
り
し
な
が
ら
一
緒
に
や
ろ
う
ね
」「
う
ん
。
今
日
も

ね
、午
後
か
ら
一
時
雨
だ
っ
て
、×
×
君
大
丈
夫
か
な
？
」

そ
の
後
、会
話
を
楽
し
み
な
が
ら
も
作
業
効
率
は
上
が

り
、当
初
目
標
の
5
0
0
点
の
作
業
を
完
了
す
る
こ
と
が

出
来
ま
し
た
。

私
は
空
を
見
上
げ
る
と
、い
つ
も
2
人
の
笑
顔
を
思
い
出

し
ま
す
。

関
連
イ
ベ
ン
ト  「
鑑
賞
講
座
」 

申
込
不
要

■ 

1
月
9
日（
水
） 

稲
村 

龍
谷（
日
展
会
友
）

■ 

1
月
12
日（
土
） 

池
亀 

壽
泉（
読
売
書
法
会
理
事
）

■ 

1
月
14
日（
月
・
祝
） 

川
口 

青
澄（
読
売
書
法
会
参
与
）

各
日
14
時
〜
15
時
、当
日
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

荒
谷  

大
丘

安
東  

麟

池
亀  

壽
泉

石
川  

昌
亭

稲
村  

龍
谷

上
田  

南
邨

臼
倉  

仔
龍

卯
中  

惠
美
子

太
川  

啓
子

大
根
田  

照
雲

川
口  

青
澄

久
村  

拓
司

小
久
保  

展
代

後
藤  

俊
秋

齊
藤  

洪
生

捧  

菖
扇

師
田  

久
子

鈴
木  

暁
山

竹
内  

青
紗

田
中  

栄
子

津
田  

嘉
泉

坪
西  

美
枝

豊
田  

一
穂

永
井  

閑
翠

野
口  

泰
雲

野
口  

白
雲

橋  

久
美
子

服
部  

葆
竹

深
田  

東
穂

丸
尾  

鎌
使

安
岡  

田
鶴
子

米
田  

洋
子

渡
邉  

鄧
美
子

﹇
出
品
予
定
書
家
﹈ 

（
五
十
音
順
、敬
称
略
）

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
へ
、お
買
い
物
に
行
こ
う
！

中
学
生
学
芸
員
1
1
5
名
の
活
躍
！  

―
職
場
体
験
の
ご
報
告
―

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
紹
介

職
場
体
験
活
動
報
告

I
P
M
活
動
報
告

左から林芙美子「コンチクショウ手帖」、筒井康隆展オリジナル「マルチペーパー」と「しおり」

― 

ど
う
も
、こ
ん
に
ち
は
。
あ
な
た
が
オ
ナ
ガ
さ
ん

で
す
ね
。
今
日
は
、セ
タ
ブ
ン
の
裏
側
を
ご
覧
に
な
り

た
い
と
の
旨
を
お
伺
い
し
て
い
ま
す
。

ゲ
エ
ー
イ
、キ
ュ
イ
キ
ュ
イ

― 

そ
の
鳴
き
声
、出
勤
の
と
き
に
聞
こ
え
て
く
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
よ
。
何
と
い
う
か
、独
特
な
の
で
す
ぐ

に
わ
か
る
感
じ
で
す
。
オ
ナ
ガ
は
世
田
谷
区
の
シ
ン
ボ

ル・バ
ー
ド
で
す
も
の
ね
。
あ
な
た
の
よ
う
に
、当
館
の

活
動
に
興
味
を
持
っ
て
く
れ
る
方
…
…
鳥
が
い
る
の
は

嬉
し
い
で
す
。

よ
ろ
し
く
頼
む
よ
。
今
日
は
ね
、
展
示
室
で
み
た
り
す

る
展
示
品
が
、
普
段
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か

に
興
味
が
あ
る
ん
だ
。
キ
ュ
イ
キ
ュ
イ

― 

さ
あ
、着
き
ま
し
た
よ
。
こ
こ
は
収
蔵
庫
と
呼
ば

れ
る
部
屋
の
前
で
す
。
作
品
や
資
料
を
し
ま
う
た
め
の

専
門
の
部
屋
で
す
。

ゲ
エ
エ
イ
、頑
丈
そ
う
な
扉
だ
な
。

― 

収
蔵
庫
の
扉
は
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
外
側
の
扉
は
、ま
る
で
大
き
な
金
庫
の
よ
う
で
す
ね
。

じ
ゃ
あ
扉
を
開
け
ま
す
。
す
る
と
今
度
は
、メ
ッ
シ
ュ
状

の
扉
が
あ
ら
わ
れ
ま
す
。

こ
こ
に
も
鍵
穴
が
あ
る
ぞ
。

― 

は
い
。
収
蔵
庫
に
は
こ
の
二
重
構
造
の
扉
だ
け
で

な
く
、ほ
か
に
も
扉
が
あ
る
ん
で
す
。
す
べ
て
の
扉
に

別
々
の
鍵
が
つ
い
て
い
る
の
で
、一
番
奥
の
部
屋
に
入
る

に
は
何
個
か
の
鍵
を
使
い
ま
す
。
じ
つ
は
私
も
、た
ま

に
う
っ
か
り
鍵
を
間
違
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

何
だ
か
、ま
も
ら
れ
て
い
る
感
が
す
ご
い
な
。

― 

大
切
な
作
品
や
資
料
を
し
ま
う
場
所
で
す
か
ら

ね
。
収
蔵
庫
を
縦
に
切
っ
て
み
る
と
、建
物
の
躯
体
の

内
側
に
、入
れ
子
の
よ
う
に
収
蔵
庫
の
部
屋
が
入
っ
て

い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。
収
蔵
庫
の
壁
は
コ
ン
ク
リ
ー

ト
の
一
次
壁
、
外
か
ら
の
影
響
を
遮
断
し
つ
つ
断
熱
と

調
湿
が
で
き
る
二
次
壁
が
あ
っ
て
、さ
ら
に
一
次
壁
と
二

次
壁
の
間
に
は
空
気
層
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

何
重
に
も
な
っ
た
構
造
で
庫
内
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
や

耐
火
性
を
高
め
、温
湿
度
を
一
定
に
保
ち
ま
す
。
素
材

に
よ
り
ま
す
が
、作
品
や
資
料
を
保
存
す
る
の
に
理
想

的
な
温
湿
度
の
バ
ラ
ン
ス
が
あ
り
ま
し
て
。

そ
う
い
え
ば
、
展
示
室
の
な
か
で
、
部
屋
の
空
気
が
外

と
違
う
よ
う
に
思
う
と
き
が
あ
る
ぞ
。
あ
れ
は
作
品

を
ま
も
る
た
め
だ
っ
た
ん
だ
。
キ
ュ
イ
キ
ュ
イ

― 

さ
す
が
、い
ろ
い
ろ
敏
感
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す

ね
。
お
そ
ら
く
展
示
室
で
、照
明
が
暗
い
と
感
じ
た
こ

と
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、そ
れ
も
作
品
な
ど
を
ま
も
る

た
め
で
す
。
つ
い
で
に
い
い
ま
す
と
、日
本
は
高
温
多
湿

な
環
境
な
の
で
、カ
ビ
や
虫
に
よ
る
生
物
被
害
に
も
気

を
配
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
収
蔵
庫
の
扉
を

開
け
た
と
き
に
、メ
ッ
シ
ュ
状
の
扉
を
見
ま
し
た
ね
。
あ

れ
は
、埃
や
虫
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
で
も
あ
り
ま
す
。

ゲ
エ
ー
イ
、世
の
中
に
は
、木
と
か
紙
と
か
布
を
食
べ
る

虫
も
い
る
よ
ね
。
ボ
ク
と
は
好
み
が
違
う
み
た
い
だ
け

ど
、そ
う
い
う
の
も
こ
こ
に
は
い
る
の
か
な
。

― 
収
蔵
庫
に
し
ま
っ
て
あ
る
原
稿
用
紙
や
本
、絵
画

な
ど
は
紙
や
布
が
素
材
な
の
で
、い
て
も
ら
っ
て
は
困

り
ま
す
。
だ
か
ら
、い
な
い
よ
う
に
管
理
し
ま
す
。

で
も
さ
、ボ
ク
が
普
通
に
外
に
い
る
と
ね
、い
ろ
い
ろ
な

虫
に
会
う
け
ど
ね
。
キ
ュ
イ
キ
ュ
イ

― 

そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
土
が
あ
っ
て
緑
が
あ
っ
て
、オ

ナ
ガ
も
い
る
よ
う
な
環
境
で
す
か
ら
ね
。
私
た
ち
も
自

然
に
囲
ま
れ
て
、気
持
ち
良
く
過
ご
し
て
い
ま
す
。
ポ
イ

ン
ト
は
、作
品
や
資
料
の
あ
る
場
所
に
い
な
け
れ
ば
良
い

の
で
す
。
収
蔵
庫
や
展
示
室
は
、定
期
的
に
行
う
環
境

調
査
で
状
態
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
、必
要
が
あ
れ
ば
殺
菌
・

殺
虫
処
理
を
し
ま
す
。
最
近
は
文
化
財
I
P
M﹇
註
﹈

と
い
っ
て
、
複
数
の
目
に
よ
る
複
数
の
方
法
で
も
っ
て

複
合
的
に
、作
品
や
資
料
に
ふ
さ
わ
し
い
環
境
を
維
持

し
て
い
こ
う
、と
い
う
考
え
方
が
で
て
き
ま
し
た
。
そ

う
な
る
と
、環
境
調
査
も
全
館
的
に
行
い
ま
す
。

ゲ
エ
エ
イ
…
…
全
体
を
調
べ
る
ん
だ
。

― 

環
境
調
査
で
は
空
気
環
境
、カ
ビ
や
虫
、特
に
紙

や
布
な
ん
か
を
食
害
す
る
文
化
財
害
虫
の
発
生
状
況

な
ど
を
調
査
し
ま
す
。
虫
に
つ
い
て
は
補
虫
ト
ラ
ッ
プ

を
使
っ
て
調
査
し
ま
す
。
文
化
財
I
P
M
で
は
、館
全

体
が
ど
の
よ
う
な
環
境
・
状
況
な
の
か
を
把
握
し
、
館

の
環
境
の
個
性
を
知
り
ま
す
。
そ
の
上
で
、い
か
に
収

蔵
庫
と
展
示
室
に
害
と
な
る
要
素
を
近
づ
け
な
い
か
の

対
策
を
考
え
て
い
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
文
化
財
に
と
っ

て
有
害
な
生
物
被
害
を
防
ぐ
た
め
の
、予
防
策
を
考
え

な
が
ら
実
践
す
る
と
い
え
ば
良
い
か
と
思
い
ま
す
。

何
か
、漠
然
と
し
た
話
み
た
い
に
聞
こ
え
る
な
。

― 

そ
う
で
す
ね
。
確
固
た
る
正
解
が
ひ
と
つ
あ
る
の

で
な
く
、ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
の
対
応
に
な
り
ま
す
し
、

結
果
も
す
ぐ
に
は
見
え
に
く
い
で
す
。
私
た
ち
も
専
門

機
関
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
な
が
ら
、手
さ
ぐ
り
で
試

し
て
い
る
よ
う
な
感
じ
で
す
。
と
こ
ろ
で
実
際
に
始
め

て
み
て
、予
想
外
に
良
か
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

へ
え
、ど
ん
な
こ
と
か
な
。

― 

文
化
財
I
P
M
は
ひ
と
り
で
出
来
ま
せ
ん
し
、そ

れ
で
は
い
け
な
い
の
で
、当
事
者
意
識
を
多
く
の
人
に

持
っ
て
も
ら
い
ま
す
。
講
じ
る
対
策
も
、学
芸
部
だ
け

で
行
え
な
い
こ
と
が
出
て
き
ま
す
。
だ
か
ら
総
務
・
施

設
管
理
・
技
術
・
清
掃
と
、当
館
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
署
が

関
わ
っ
て
進
め
る
一
種
の
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
と
し
て
も
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
…
…
あ
れ
、そ

ろ
そ
ろ
お
帰
り
の
時
間
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

ゲ
エ
ー
イ
、そ
う
だ
っ
た
。
今
日
は
な
か
な
か
楽
し
か
っ

た
な
。
今
度
、
外
で
文
化
財
害
虫
を
見
つ
け
た
ら
や
っ

つ
け
て
お
く
か
ら
ね
。

― 

い
え
い
え
、そ
れ
に
は
及
び
ま
せ
ん
。
館
内
で
大

量
に
発
生
し
な
け
れ
ば
良
い
の
で
。
環
境
と
の
調
和
で

す
。
お
互
い
に
上
手
く
共
存
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

ゲ
エ
ー
イ
、キ
ュ
イ
キ
ュ
イ 

（
了
）

﹇
註
﹈文
化
財 

I 

P 

M （In
tegrated P

est M
an

agem
en

t

）

総
合
的
有
害
生
物
管
理
。
文
化
財
に
有
害
な
生
物
被
害
を
防
ぐ

た
め
の
保
存
環
境
を
整
え
る
こ
と
。
日
常
管
理
か
ら
空
気
環
境

の
整
備
、有
事
の
対
処
法
ま
で
範
囲
は
多
岐
に
わ
た
る
。

オ
ナ
ガ
の
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
ツ
ア
ー

緑豊かな周辺環境 環境調査のための補虫トラップ

収蔵庫の 
二重扉（内扉）

2018年開催時の様子
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〈休館〉

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）

公益財団法人せたがや文化財団

世田谷文学館 SETAGAYA LITERARY MUSEUM

アクセス： 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）
「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  https://www. setabun. or. jp/

ヒグチユウコ展  CIRCUS［サーカス］
2019年1月19日（土）～ 3月31日（日）

コレクション展

企画展 第37回 世田谷の書展  
2019年1月8日（火）～14日（月・祝）

コレクション展

後期  蘆花生誕150年 徳冨蘆花と烏山ゆかりの文学者たち
開催中～2019年3月31日（日）

第37回  世田谷の書展 
世田谷ゆかりの作家たち
2019年1月8日（火）
～14日（月・祝）
1階文学サロン  観覧料：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
＊（  ）内は20名以上の団体料金
＊ 中学生以下無料
＊1月25日（金）は65歳以上無料

ヒグチユウコ展  
CIRCUS［サーカス］
2019年1月19日（土）
～ 3月31日（日）
2階展示室

後期  蘆花生誕150年 
徳冨蘆花と烏山ゆかりの文学者たち
開催中～ 2019年3月31日（日）
1階展示室

■ 世田谷美術館 ［Tel. 03-3415-6011］
● ブルーノ・ムナーリ 
－役に立たない機械をつくった男

 開催中～2019年1月27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  民家の旅  風土のかたちを
求めて

 開催中～2019年3月17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  昭和の学生旅行
 開催中～2019年3月17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  装飾性の展開
 開催中～2019年3月17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］

■ 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  
祝いの衣服 赤をめぐる旅展 vol.3
「文様を訪ねて」

 12月19日（水）～
2019年1月20日（日）
会場：生活工房ギャラリー /
ワークショップルームAB

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

NEW YEAR CONCERT 2019  
宮川彬良 バレエの世界

 2019年1月13日（日） 16時
 会場：昭和女子大学人見記念講堂

ブルーノ・ムナーリ 《読めない本の試作》 1955年 パルマ
大学CSAC
© Bruno Munari. All rights reserved to Maurizio Corraini 
srl. Courtesy by Alberto Munari

2018年12月～2019年3月

《くまのたまご》 2017年

● 世田谷パブリックシアター×パソナグ
ループ 『CHIMERICA チャイメリカ』

 2019年2月6日（水）～2月24日（日）  
会場：世田谷パブリックシアター

● 『熱帯樹』
 2019年2月17日（日）～ 3月8日（金）
 作：三島由紀夫
 演出：小川絵梨子
 出演：林 遣都  岡本 玲  栗田桃子  
鶴見辰吾  中嶋朋子

＊ 館内整備のため2018年12月21日（金）～ 2019年1月3日（木）まで休館

筒井康隆展

開催中～12月9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
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
団体料金

筒井康隆展  
開催中～12月9日（日）

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

＊1月25日（金）は65歳以上
無料

● 田沼武能写真展 
東京わが残像 1948－1964

 2019年2月9日（土）～4月14日（日）

撮影：笠井爾示

「文様を訪ねて」展
制作風景

 作：ルーシー・カークウッド 
Chimerica by Lucy Kirkwood

 演出：栗山民也
 翻訳：小田島則子
 出演：田中 圭、満島真之介  ほか

● 「新雪の時代
－江別市世田谷の
暮らしと文化」展

 2019年1月26日（土）～ 3月10日（日）
 会場：生活工房ギャラリー

12月 2019年1月 2月 3月

企画展
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