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憎
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憎
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化
け
猫
や
妖
怪
、想
像
上
の
生
き
物
を
、日
本
画
を
想
起
さ
せ

る
流
麗
な
筆
致
で
描
き
だ
す
絵
描
き
・
石
黒
亜
矢
子
。

石
黒
さ
ん
の
描
く
生
き
物
た
ち
は
色
彩
豊
か
に
美
し
く
愛
ら
し

く
、ユ
ー
モ
ア
た
っ
ぷ
り
で
、と
き
に
ち
ょ
っ
ぴ
り
不
気
味
な
表
情

を
た
た
え
て
瞬
く
間
に
私
た
ち
を
異
世
界
へ
と
誘
い
ま
す
。

初
の
大
規
模
個
展
と
な
る
本
展
で
は
、画
業
の
最
初
期
の
妖
怪

絵
を
は
じ
め
、『
い
も
う
と
か
い
ぎ
』『
え
と
え
と
が
っ
せ
ん
』『
ね
こ

ま
た
ご
よ
み
』な
ど
の
絵
本
原
画
を
中
心
に
、本
展
描
き
お
ろ
し

の
新
作
約
20
点
を
含
む
5
0
0
点
あ
ま
り
を
展
示
。
今
井
昌
代

さ
ん
と
の
特
別
コ
ラ
ボ
展
示
、雅
太
郎
玩
具
店
の
新
作
コ
ラ
ボ
作

品
に
も
注
目
で
す
。

石
黒
さ
ん
の
描
く
魑ち

み魅
魍も

う

魎り
ょ
うが

跳ち
ょ
う
り
ょ
う梁

跋ば
っ

扈こ

す
る
あ
や
か
し
の

世
界
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

資
料
受
贈
報
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罪
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憎
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石黒亜矢子（いしぐろ・あやこ）

1973年、千葉県生まれ。絵本作家・絵描き。
化け猫や妖怪などを主題に国内外で個展を開催。絵
本作品に『ばけねこぞろぞろ』（あかね書房）、『いも
うとかいぎ』（ビリケン出版）、『どっせい！ねこまたず
もう』（ポプラ社）他。2016年、玄光社より画集『石黒
亜矢子作品集』出版。愛猫家としても知られ、猫を溺
愛しつつ爬虫類にも夢中。

◆ チケット情報

本展はオンラインチケットおよび当日券を販売いたします。
＊関連イベントの詳細については、決まり次第当館HPにてお知らせいたします。
＊観覧料や開館時間等の施設ご利用情報は、8頁をご覧ください。

『いもうとかいぎ』ビリケン出版 2016年

本展メインビジュアル《地獄十王図》 2022年

世
界
終
末
時
計
の
針
が
、「
人
類
滅
亡
ま
で
過
去
最

短
」の
残
り
九
十
秒
を
指
し
て
い
る
。
三
年
ぶ
り
の
更

新
は
、い
う
ま
で
も
な
く
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ

侵
攻
が
第
一
の
理
由
だ
が
、世
界
的
な
異
常
気
象
も
大

き
な
フ
ァ
ク
タ
ー
を
な
し
て
い
る
ら
し
い
。
そ
う
は
い

え
、「
人
類
滅
亡
」と
い
う
こ
の
不
吉
な
ひ
と
言
も
、ウ

ク
ラ
イ
ナ
か
ら
は
る
か
遠
く
隔
た
っ
た
日
本
で
は
他
人

事
の
よ
う
な
響
き
を
も
つ
。
戦
争
は
、今
後
一
、二
年
、

い
や
、そ
れ
以
上
続
く
と
見
ら
れ
て
い
る
が
、正
直
の

と
こ
ろ
、ど
の
予
測
も
あ
て
に
は
で
き
な
い
。
状
況
の

悪
さ
は
、一
切
の
対
話
の
芽
が
潰
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

あ
る
。
い
や
、対
話
を
成
り
立
た
せ
る
条
件
が
、ま
っ

た
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
対
話

が
な
け
れ
ば
、あ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
メ
ン
ツ
を
か

け
た
血
み
ど
ろ
の
戦
い
が
残
る
だ
け
だ
。
私
は
時
と

し
て
こ
ん
な
空
想
に
か
ら
れ
る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
悲
劇

の
台
本
は
、す
で
に
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
て
、そ
れ
ぞ

れ
の
国
の
指
導
者
た
ち
は
た
ん
に
、
自
分
に
割
り
ふ

ら
れ
た
役
割
を
必
死
に
演
じ
て
い
る
だ
け
な
の
で
は

な
い
か
、と
。
私
た
ち
が
現
に
立
ち
合
っ
て
い
る
の
は
、

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
劇
で
い
え
ば
、三
幕
一
場（「
あ
る
べ

き
か
、あ
ら
ざ
る
べ
き
か
、そ
れ
が
問
題
だ
」）。
け
っ

し
て
悲
観
的
す
ぎ
る
見
方
で
は
な
い
と
思
う
。

六
十
年
近
く
ロ
シ
ア
文
学
に
接
し
て
き
た
私
に
と
っ

て
、二
〇
二
二
年
は
、ま
さ
に
針
の
筵
の
う
え
で
過
ぎ

た
一
年
だ
っ
た
。
愛
す
る
わ
が
子
が
、途
轍
も
な
い
罪

を
犯
し
て
し
ま
っ
た
、し
か
し
子
へ
の
親
の
愛
は
、変

わ
ら
な
い
。
そ
ん
な
複
雑
な
心
境
で
あ
る
。
罪
を
憎

ん
で
、人
を
憎
ま
ず
、と
い
う
孔
子
の
言
葉
が
、こ
う
い

う
心
境
の
説
明
に
役
立
つ
こ
と
に
改
め
て
気
づ
か
さ

れ
た
。
そ
れ
で
も
苦
し
み
の
原
因
と
な
る
ロ
シ
ア
の
非

業
に
、翻
弄
さ
れ
る
日
々
が
続
く
。
と
く
に
苦
し
い
の

は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
人
々
の
嘆
き
は
理
解
で
き
て
も
、

「
憎
悪
」の
正
体
を
リ
ア
ル
に
追
体
験
で
き
な
い
こ
と

だ
。
憎
悪
を
感
じ
、わ
が
子
へ
の
愛
を
捨
て
る
こ
と
が

で
き
た
ら
ど
ん
な
に
楽
か
、と
さ
え
思
っ
た
こ
と
も
何

度
か
あ
る
。

そ
ん
な
あ
る
日
、ス
ト
ア
派
の
哲
学
書
を
読
む
こ
と

を
思
い
立
っ
た
。
ア
ン
ト
ン・
チ
ェ
ー
ホ
フ
に
倣
っ
た
の

だ
。
二
十
代
半
ば
、結
核
へ
の
罹
患
を
知
っ
た
チ
ェ
ー

ホ
フ
は
、死
の
不
安
を
逃
れ
る
た
め
に
マ
ル
ク
ス・ア
ウ

レ
リ
ウ
ス
の『
自
省
録
』を
集
中
的
に
読
ん
だ
。
私
自

身
も
、チ
ェ
ー
ホ
フ
研
究
の
一
環
と
し
て
三
十
代
半
ば

に
こ
の
本
に
親
し
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
冒
険

心
を
起
こ
し
、今
度
は
、セ
ネ
カ
の『
人
生
の
短
さ
』に

挑
戦
す
る
こ
と
に
し
た
。「
人
生
百
年
」と
呼
ば
れ
る

現
代
に
、こ
の
本
が
広
く
人
気
を
博
し
て
い
る
理
由
を

知
り
た
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
。

ス
ト
ア
派
の
哲
学
者
に
と
っ
て「
幸
福
」と
は
、デ
カ

ル
ト
が
定
義
す
る「
精
神
の
完
全
な
満
足
と
内
面
の

充
足
」に
あ
る
。「
真
の
閑
暇
」を
求
め
て
、「
過
去
の

哲
人
」た
る
こ
と
を
よ
し
と
し
た
セ
ネ
カ
は
、過
去
へ

の
沈
潜
を
説
き
、穏
や
か
に
生
き
る
こ
と
の
価
値
を
次

の
よ
う
に
唱
え
た
。

「
過
去
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
時
間
の
部
分
は
、神
聖

で
特
別
な
も
の
だ
。
そ
れ
は
、
人
間
世
界
の
あ
ら
ゆ

る
偶
然
性
を
超
越
し
、運
命
の
支
配
が
お
よ
ば
な
い
。

（
…
…
）過
去
は
、な
ん
の
心
配
も
な
く
、永
遠
に
所
有

す
る
こ
と
が
で
き
る
」（「
人
生
の
短
さ
に
つ
い
て
」）

「
過
去
」を
永
遠
に
所
有
す
る
こ
と
―
何
と
い
う

す
ば
ら
し
い
言
葉
だ
ろ
う
か
。
こ
の
一
年
、私
が
求
め

て
い
た
救
い
と
は
、こ
の
動
か
ざ
る「
過
去
」の「
永

遠
」性
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
の
よ
う

な
確
信
が
強
ま
る
に
つ
れ
て
、現
代
の
こ
の
悲
惨
に
背

を
向
け
つ
つ
、歴
史
の
片
隅
に
ひ
っ
そ
り
と
蹲
る
芸
術

家
た
ち
の
存
在
が
い
つ
に
な
く
輝
き
を
帯
び
は
じ
め

た
。
彼
ら
の
多
く
は
、圧
政
の
下
に
生
き
、大
き
な
苦

し
み
を
嘗
め
た
が
、
侵
略
国
家
の
芸
術
家
と
い
う
汚

名
だ
け
は
背
負
わ
ず
に
す
ん
だ
。
名
誉
や
栄
光
を
当

て
に
す
る
こ
と
な
く
、日
々
の
営
み
を「
机
の
引
き
出

し
」の
奥
に
そ
っ
と
し
ま
い
こ
む
こ
と
で
芸
術
家
と
し

て
の
さ
さ
や
か
な
誇
り
を
保
つ
こ
と
も
で
き
た
。
し
か

る
に
、今
を
生
き
る
ロ
シ
ア
の
芸
術
家
は
、デ
ジ
タ
ル
タ

ト
ゥ
ー
を
わ
が
身
に
刻
み
、世
界
の
人
々
の
白
眼
視
に

耐
え
つ
つ
、「
創
造
」に
勤
し
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ど
う
す
れ
ば
、こ
の
屈
辱
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
の
か
。
そ

も
そ
も
逃
げ
道
は
あ
る
の
か
。
ス
イ
ス
に
亡
命
し
た
あ

る
作
家
が
あ
る
集
会
の
席
で
放
っ
た
ひ
と
言
が
印
象

に
残
っ
た
。「
ロ
シ
ア
文
化
は
領
土
の
呪
い
か
ら
解
放

さ
れ
た
」。
ロ
シ
ア
の
文
化
を
、
独
裁
者
の
支
配
す
る

ロ
シ
ア
か
ら
切
り
は
な
し
、こ
の
地
球
上
に
、新
た
な
、

バ
ー
チ
ャ
ル
な
文
化
国
家
を
建
設
し
よ
う
と
い
う
の
で

あ
る
。
是
非
は
と
も
か
く
、愛
す
る
わ
が
子
を
汚
名
か

ら
救
い
だ
す
べ
つ
の
手
立
て
が
考
え
だ
さ
れ
た
。

文
化
と
領
土
の
分
断
は
、
市
民
と
国
家
の
分
断
を

も
同
時
に
意
味
す
る
。
ロ
シ
ア
の
心
あ
る
芸
術
家
た

ち
の
多
く
が
い
ま
は
沈
黙
を
守
っ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、

記
憶
に
沁
み
つ
い
た
恐
怖
の
遺
伝
子
も
沈
黙
の
理
由

の
一
つ
だ
ろ
う
。
し
か
し
、そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
彼

ら
は
、い
ま
国
内
で
進
行
し
つ
つ
あ
る
、ま
さ
に
文
化

と
領
土
の
分
断
と
い
う
驚
く
べ
き
現
象
を
注
視
し
つ

つ
あ
る
の
だ
。
一
種
の
国
内
亡
命
。
そ
し
て
彼
ら
亡
命

者
が
、
魂
の
糧
と
す
る
の
は
、い
う
ま
で
も
な
く
、過

去
。「
な
ん
の
心
配
も
な
く
、永
遠
に
所
有
す
る
こ
と

が
で
き
る
」過
去
が
、今
や
バ
ー
チ
ャ
ル
な
文
化
国
家

と
一
体
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。
願
わ
く
ば
、過
去
へ

の
沈
潜
を
介
し
、ロ
シ
ア
人
の
心
に
、文
化
と
文
明
へ

の
新
し
い
視
座
が
生
ま
れ
ん
こ
と
を
。
そ
し
て
何
よ

り
も
世
界
に
い
ち
早
く「
真
の
閑
暇
」が
訪
れ
ん
こ
と

を
…
…
。
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澤
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館
　
国
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会

図
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館
国
際
子
ど
も
図
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館
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学
館
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会
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光
葉
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史
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館
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館
　
日
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会
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光
治

良
記
念
館
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長
谷
川
町
子
美
術
館
　
パ
ナ
ソ
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館
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文

学
館
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学
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岡
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文
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館
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館
　
ふ
ら
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文
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史
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岬
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史
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館
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山
梨
県
立
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館
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な
し
文
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賞
実
行
委
員
会
　
郵
政
博
物
館
　
横
浜
市
史
資
料
室
　
与
謝

野
晶
子
倶
楽
部
　
吉
村
昭
記
念
文
学
館
　
立
教
学
院
展
示
館
　

立
教
大
学
江
戸
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記
念
大
衆
文
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研
究
セ
ン
タ
ー
　
林
泉

書
荘
　
論
創
社
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岡
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花
」「
埼
東
文
学
」

「
佐
佐
木
信
綱
研
究
」「
鹿
首
」「
春
耕
」「
正
午
」「
抒
情
文
芸
」

「
詩
霊
」「
駿
河
台
文
芸
」「
川
柳
研
究
」「
双
鷲
」「
鬣
」「
た
ね
」

「
短
歌
人
」「
地
中
海
」「
と
な
り
あ
ふ
」「
飛
火
」「
富
山
県
歌
人
」

「
風
」「
プ
チ
★
モ
ン
ド
」「
文
藝
軌
道
」「
本
の
パ
ー
キ
ン
グ
」「
窓
」

「
茂
吉
断
片
」「
ラ
ン
ブ
ル
」「
り
ん
ご
の
木
」「
暦
日
」

（
五
十
音
順
・
団
体
名
敬
称
略
）
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2
0
2
2
年
度

企
画
展
事
業
報
告

『
天
才
柳
沢
教
授
の
生
活
』『
不
思
議
な
少
年
』な

ど
、多
彩
な
作
風
で
幅
広
い
フ
ァ
ン
を
持
つ
漫
画
家
・

山
下
和
美
さ
ん（
1
9
5
9
̶
）。
2
0
2
1
年
、世

界
と
断
絶
し
た
山
村
を
舞
台
に
し
た
S
F
長
編『
ラ

ン
ド
』で
、第
25
回
手
塚
治
虫
文
化
賞
マ
ン
ガ
大
賞
を

受
賞
し
ま
し
た
。
数
寄
屋
造
り
の
自
宅
建
設
に
つ
い

て
綴
っ
た『
数
寄
で
す
！
』シ
リ
ー
ズ
や
、大
正
時
代

の
洋
館
の
保
存
活
動
を
め
ぐ
る『
世
田
谷
イ
チ
古
い

洋
館
の
家
主
に
な
る
』と
い
っ
た
、世
田
谷
を
舞
台
に

し
た
コ
ミ
ッ
ク
エ
ッ
セ
イ
で
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

本
展
で
は
、
そ
れ
ら
代
表
作
に
最
新
作
『
ツ
イ
ス
テ
ッ
ド
・
シ
ス
タ
ー

ズ
』を
加
え
た
6
作
品
の
原
画
を
展
示
。
あ
わ
せ
て
、柳
沢
教
授
の
モ
デ

ル
と
な
っ
た
父
や
、漫
画
家
だ
っ
た
姉
た
ち
な
ど
の
資
料
、幼
少
期
か
ら

デ
ビ
ュ
ー
前
の
作
品
も
初
公
開
。
少
女
漫
画
時
代
の
カ
ラ
ー
原
画
な
ど

を
含
め
た
約
1
5
0
点
の
展
示
資
料
で
、山
下
和
美
さ
ん
の
作
品
世
界

に
迫
り
ま
し
た
。

撮影：黒澤義教

現
代
日
本
を
代
表
す
る
絵
本
作
家
の
一
人
、ヨ
シ

タ
ケ
シ
ン
ス
ケ
さ
ん（
1
9
7
3
̶
）。
2
0
1
3
年

刊
行
の
デ
ビ
ュ
ー
作『
り
ん
ご
か
も
し
れ
な
い
』以

降
、作
品
を
発
表
す
る
た
び
に
大
ブ
ー
ム
を
巻
き
起

こ
し
、国
内
外
で
人
気
を
集
め
て
い
ま
す
。
日
常
の

小
さ
な
疑
問
か
ら
果
て
し
な
く
広
が
っ
て
い
く
想
像

（
妄
想
？
）の
世
界
に
、子
ど
も
の
み
な
ら
ず
大
人
ま

で
も
つ
い
つ
い
引
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。

ヨ
シ
タ
ケ
さ
ん
初
の
大
規
模
個
展
と
な
る
本
展
で

は
、そ
の
独
創
的
な
発
想
の
源
を
探
る
べ
く
、「
ヨ
シ

タ
ケ
シ
ン
ス
ケ
の
頭
の
な
か
」を
イ
メ
ー
ジ
し
て
構
成
し
ま
し
た
。
約
30

年
分
の
ア
イ
ディ
ア
ス
ケ
ッ
チ
の
な
か
か
ら
2
’0
0
0
枚
を
複
製
し
て
壁

一
面
に
貼
り
巡
ら
せ
た
り
、小
さ
な
紙
に
書
か
れ
た
絵
本
の
構
想
メ
モ
を

何
倍
に
も
拡
大
し
た
り
。
さ
ら
に
学
生
時
代
の
立
体
作
品
や
ヨ
シ
タ
ケ
さ

ん
の「
好
き
な
も
の
」を
ア
ト
リ
エ
か
ら
た
く
さ
ん
お
借
り
し
て
、会
場
の

あ
ち
こ
ち
に
展
示
し
ま
し
た
。

な
か
で
も
人
気
だ
っ
た
の
が
、ヨ
シ
タ
ケ
さ
ん
自
ら
考
案
し
た
ア
ト
ラ

ク
シ
ョ
ン
の
数
々
で
す
。
絵
本『
ふ
ま
ん
が
あ
り
ま
す
』に
ち
な
ん
だ《
う

る
さ
い
お
と
な
を
り
ん
ご
で
だ
ま
ら
せ
よ
う
！
》は
、叱
る
親
や
怒
る
上

司
の
口
に
り
ん
ご
を
放
り
入
れ
る
と
、お
い
し
く
て
幸
せ
な
顔
に
な
っ
て

黙
っ
て
し
ま
う
、と
い
う
楽
し
い
仕
掛
け
。
ま
た
、絵
本『
こ
の
あ
と
ど
う

し
ち
ゃ
お
う
』の
世
界
を
イ
メ
ー
ジ
し
た《
じ
ご
く
の
ト
ゲ
ト
ゲ
イ
ス
、て

ん
ご
く
の
ふ
か
ふ
か
み
ち
》は
、尖
っ
た
突
起
が
沢
山
出
て
い
る
地
獄
の
椅

子
に
座
っ
た
り
、ふ
わ
ふ
わ
し
た
素
材
の
天
国
の
道
を
歩
く
こ
と
が
出
来

る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
こ
れ
ら
は
、展
覧
会
に
来
て
い
る
人
た
ち
の
笑

い
声
や
叫
び
声
も
、展
示
の
一
つ
と
し
て
楽
し
ん
で
ほ
し
い
と
い
う
ヨ
シ
タ

ケ
さ
ん
の
思
い
か
ら
具
現
化
し
た
も
の
で
す
。

そ
し
て
会
場
の
最
後
に
は
、描
き
下
ろ
し
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
と
も
に
、「
あ

な
た
の
み
ら
い
は
こ
れ
か
も
し
れ
な
い
！
」と
い
う
く
じ
引
き
占
い
が
。

ヨ
シ
タ
ケ
さ
ん
の
作
品
世
界
を
全
身
で
体
感
し
な
が
ら
、自
分
自
身
の
可

能
性（「
か
も
し
れ
な
い
」）に
つ
い
て
も
思
い
め
ぐ
ら
す
こ
と
が
で
き
る
展

覧
会
と
な
り
ま
し
た
。

漫画家・山下和美展
ライフ・イズ・ビューティフル
2022年7月30日（土）～ 9月4日（日）  

1階文学サロン  ＊シーズン展示

ヨシタケシンスケ展
かもしれない

2022年4月9日（土）～7月3日（日）
2階展示室

日
本
の
近
代
詩
を
代
表
す
る
詩
人
、萩
原
朔
太
郎

（
1
8
8
6
〜
1
9
4
2
）。
朔
太
郎
は
1
9
3
1

年
に
下
北
沢
に
移
住
し
、翌
々
年
に
自
ら
設
計
し
て

建
て
た
代
田
の
家
を
終
の
棲
家
と
し
ま
し
た
。
当
館

で
は
2
0
1
1
年
に「
生
誕
1
2
5
年  

萩
原
朔
太

郎
展
」を
開
催
し
て
い
ま
す
が
、没
後
80
年
を
記
念

し
て
全
国
で
横
断
的
に
開
催
さ
れ
た「
萩
原
朔
太
郎

大
全
2
0
2
2
」の
一
環
と
し
て
、当
館
で
も
こ
の
不

世
出
の
詩
人
に
あ
ら
た
め
て
光
を
当
て
ま
し
た
。

朔
太
郎
は
第
一
詩
集『
月
に
吠
え
る
』の
序
文
に
、

「
人
は
一
人
一
人
で
は
、い
つ
も
永
久
に
、永
久
に
、恐

ろ
し
い
孤
独
で
あ
る
」と
書
い
て
い
ま
す
。
近
代
日
本
の
も
っ
と
も
偉
大

な
詩
人
の
一
人
で
あ
る
朔
太
郎
は
、き
わ
め
て
孤
独
な
寂
し
い
人
物
で
も

あ
り
ま
し
た
。
学
校
に
居
場
所
が
な
く
、本
や
音
楽
を
通
じ
て
未
知
の
世

月に吠えよ、萩原朔太郎展
2022年10月1日（土）～2023年2月5日（日）

2階展示室

界
に
憧
れ
た
少
年
期
か
ら
、故
郷
を
離
れ
た
東
京
で
の
家
庭
生
活
が
崩

壊
し
、再
び
帰
郷
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
成
年
期
ま
で
、朔
太
郎
の
人
生
に

は
寂
し
さ
の
影
が
つ
き
ま
と
い
ま
す
。
本
展
で
は
、朔
太
郎
の「
孤
独
」を

導
き
の
糸
と
し
て
、そ
の
生
涯
と
遺
さ
れ
た
資
料
、さ
ら
に
朔
太
郎
の
詩

を
新
し
い
形
で
表
現
し
た
現
代
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち（
版
画
家
の
金
井

田
英
津
子
、漫
画
家
の
松
本
大
洋
、清
家
雪
子
、ヴ
ァ
ー
バ
ル・ア
ー
ト
・ユ

ニ
ッ
ト
の
T
O
L
T
A
、自
動
か
ら
く
り
人
形
作
家
の
ム
ッ
ト
ー
ニ
）の
作

品
な
ど
を
、一
冊
の「
本
」を
読
み
進
め
る
よ
う
に
辿
る
会
場
構
成
と
し
ま

し
た
。
朔
太
郎
は
先
の
引
用
箇
所
に
続
け
て
、人
間
同
士
に
共
通
す
る
も

の
を
発
見
す
る
と
き「
我
々
は
も
は
や
永
久
に
孤
独
で
は
な
い
」と
書
い

て
い
ま
す
。
本
も
ま
た
、孤
独
な
読
書
を
通
じ
て
、時
代
を
超
え
て
多
く

の
人
間
を
結
び
つ
け
る
も
の
と
い
え
ま
す
。

没
後
80
年
を
経
た
詩
人
の
展
覧
会
に
も
関
わ
ら
ず
、会
場
に
は
若
年
層

を
含
む
数
多
く
の
方
に
お
越
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
来
場
者
か
ら
の
ア
ン

ケ
ー
ト
で
は
、朔
太
郎
の
心
情
に
共
感
し
た
と
い
う
人
、体
験
型
の
展
示

物
や
会
場
の
空
間
デ
ザ
イ
ン
を
楽
し
ん
だ
人
が
多
く
、「
朔
太
郎
の
世
界

を
今
様
に
解
釈
す
る
試
み
が
面
白
か
っ
た
」「
今
を
生
き
る
人
と
朔
太
郎

を
つ
な
ぐ
素
敵
な
空
間
で
し
た
」と
い
っ
た
感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

な
お
本
展
に
関
連
し
て
、世
田
谷
区
立
池
之
上
青
少
年
交
流
セ
ン
タ
ー

と
共
催
で
8
月
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ「
猫
町
フ
ラ
ッ
グ
を
つ
く
ろ
う
」を
実

施
し
ま
し
た
。
小
学
生
か
ら
若
者
ま
で
40
名
に
描
い
て
も
ら
っ
た
猫
の
絵

は
フ
ラ
ッ
グ
に
し
て
、
11
〜
12
月
に
下
北
沢
駅
周
辺
の
各
商
店
街
に
掲
出

し
ま
し
た
。
館
内
の
こ
ど
も
向
け
企
画
と
し
て
12
月
〜
会
期
終
了
ま
で

設
置
し
た
ダ
ン
ボ
ー
ル
迷
路「
猫
町
ラ
ビ
リ
ン
ス
」で
も
、ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
参
加
者
の
猫
の
絵
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
本
展
に
あ
わ
せ
て「
移
動
文
学
館
」事
業
の
新
規
バ
ナ
ー「
詩

人
・
萩
原
朔
太
郎
」を
制
作
し
、館
内
1
階
で
展
示
し
ま
し
た
。
次
年
度

よ
り
区
内
外
の
施
設
で
の
出
張
展
示
を
開
始
い
た
し
ま
す
。

会場入口  撮影：淺川敏

会場内風景  撮影：淺川敏

ムットーニ作品ゾーン  撮影：淺川敏

出張展示バナー「詩人・萩原朔太郎」 下北沢商店街で掲出した「猫町フラッグ」
こども向けダンボール迷路「猫町ラビリンス」

撮影：須藤正男
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2
0
2
2
年
度
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
事
業
報
告

下
北
沢
で
晩
年
の
10
年
間
を

暮
ら
し
た
詩
人
・
萩
原
朔
太
郎
の

没
後
80
年
を
記
念
す
る
企
画
展

「
月
に
吠
え
よ
、萩
原
朔
太
郎
展
」

の
関
連
企
画
と
し
て
開
催
し
ま

し
た
。
展
覧
会
タ
イ
ト
ル
は
朔
太

郎
が
下
北
沢
時
代
に
執
筆
し
た

小
説『
猫
町
』に
ち
な
ん
で
い
ま

す
。
主
人
公
が
自
宅
周
辺
を
散

歩
す
る
う
ち
に
幻
影
の
町「
猫

町
」に
出
く
わ
し
て
し
ま
う
と
い

う
作
品
の
成
立
に
は
、迷
路
に
も

似
た
下
北
沢
の
街
並
み
も
影
響

し
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

東
京
近
郊
の
農
村
か
ら
新
興
住
宅
地
へ
、そ
し
て

演
劇
・
音
楽
の
町
、若
者
の
町
へ
と
下
北
沢
が
め
ま
ぐ

る
し
い
変
貌
を
遂
げ
た
こ
の
百
年
の
間
に
、ほ
か
に
も

多
く
の
作
家
が
出
逢
っ
た
風
景
を
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品

に
書
き
留
め
て
き
ま
し
た
。

武
蔵
野
の
原
野
で
教
え
子

た
ち
と
遊
ん
だ
坂
口
安
吾
。

自
宅
を
新
築
し
た
の
も
つ
か

の
ま
、パ
ー
ト
ナ
ー
と
別
れ

て
し
ま
う
宇
野
千
代
。
夜

半
の
空
襲
下
、二
人
の
子
ど

も
た
ち
だ
け
は
助
け
た
い
と

願
っ
た
横
光
利
一
。
古
び
た

ア
パ
ー
ト
の
一
室
を
豪
奢
な

宮
殿
に
見
立
て
た
森
茉
莉
。

下
北
沢
で
の
古
書
店
開
業

を
夢
見
た
植
草
甚
一
。
下
北
沢
で
育
ち
、華
や
か
な
作

家
生
活
の
ほ
と
ん
ど
を
こ
の
地
で
過
ご
し
た
森
瑤
子

…
…
。

近
年
は
吉
本
ば
な
な
や
藤
谷
治
、又
吉
直
樹
と
い
っ

た
作
家
た
ち
が
下
北
沢
を
舞
台
に
、こ
こ
を
訪
れ
こ
こ

に
棲
む
人
び
と
の
悩
み
や
喜
び
を
作
品
に
描
い
て
い

ま
す
。
本
展
で
は
、作
家
た
ち
が
作
品
に
記
録
し
た
人

生
の
諸
相
も
ま
た〈
ま
ち
〉を
形
づ
く
る
記
憶
の
一
部

と
と
ら
え
、借
用
資
料
も
加
え
て
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
と

も
に
た
ど
り
ま
し
た
。

『
猫
町
』は
、見
慣
れ
た
景
色
の「
秘
密
の
裏
側
」が

テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
写
真
家
・
澤
木
亮
平
さ
ん

に
は
下
北
沢
を
よ
く
知
る
人
で
も
見
た
事
の
な
い
よ

う
な
、し
か
し
確
実
に
存
在
し
て
い
る
風
景
を
撮
り
下

ろ
し
て
い
た
だ
き
、会
場
全
体
に
散
り
ば
め
ま
し
た
。

新
し
い
試
み
と
し
て
会
場
内
に
は
巨
大
な「
私
の
シ

モ
キ
タ
M
A
P
」を
設
置
。
来
場
者
の
み
な
さ
ん
に
下

北
沢
で
の
思
い
出
を
フ
セ
ン
に
書
い
て
も
ら
い
該
当
箇

所
に
貼
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
多
く

の
来
場
者
が
ご
協
力
く
だ
さ
り
、会
期

の
終
わ
り
に
は
文
字
通
り
、人
び
と
の

記
憶
の
集
積
し
た
世
界
に
一
つ
だ
け
の

地
図
が
出
現
し
ま
し
た
。

年
間
の
ご
報
告
に
あ
た
り
、貴
重
な

資
料
を
ご
寄
贈
く
だ
さ
っ
た
み
な
さ

ま
、そ
の
ほ
か
さ
ま
ざ
ま
な
ご
協
力
を

賜
り
ま
し
た
み
な
さ
ま
に
は
、こ
の
場

を
借
り
て
改
め
て
お
礼
を
申
し
上
げ

ま
す
。

2
0
2
1
年
10
月
か

ら
開
催
し
た「
開
館
25

周
年
記
念  

セ
タ
ブ
ン

大
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
」の

第
2
期
と
し
て
、
10
万

余
点
の
収
蔵
品
の
中
か

ら
特
色
あ
る
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
約
2
2
0
点
で
構
成

し
ま
し
た
。
比
較
的
年

代
の
新
し
い
作
家
の
資

料
を
中
心
に
、
収
蔵
品

の
一
角
を
成
す
ミ
ス
テ
リ

関
連
、映
画
関
連
の
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
も
加
え
、そ
れ

ぞ
れ
の
資
料
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ご
紹
介
し
ま

し
た
。

学
生
時
代
か
ら
作
家
を
志
し
て
い
た
遠
藤
周
作
が

学
友
に
贈
っ
た
初
期
創
作
ノ
ー
ト
、横
溝
正
史
の『
本

陣
殺
人
事
件
』連
載
第
1
回
の
感
想
を
伝
え
る
盟
友

江
戸
川
乱
歩
の
書
簡
、成
瀬
巳
喜
男
監
督
の
多
く
の

書
き
込
み
が
残
る
日
本
映
画
不
朽
の
名
作『
浮
雲
』の

撮
影
用
台
本
、黒
澤
明
監
督
が『
七
人
の
侍
』の
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
像
を
ス
タ
ッ
フ
と
共
有
す
る
た
め
に
描
い
た

ス
ケ
ッ
チ
画
、瀧
口
修
造
が
自
宅
の
オ
リ
ー
ブ
の
実
を

瓶
詰
に
し
て
親
し
い
友
人
に
贈
っ
た
時
の
ラ
ベ
ル
、井

上
ひ
さ
し
が
女
子
中
学
生
に
あ
て
た『
ひ
ょ
っ
こ
り

ひ
ょ
う
た
ん
島
』フ
ァ
ン
レ
タ
ー
へ
の
返
信
な
ど
な
ど
、

「
モ
ノ
」た
ち
が
背
負
っ
て
い
る
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の「
物

語
」を
掘
り
下
げ
、展
覧
会
と
し
て
お
見
せ
す
る
初
め

て
の
試
み
と
な
り
ま
し
た
。

「モノ」にまつわるそれぞれの物語
世田谷文学館開館25周年記念

セタブン大コレクション展  PARTⅡ
「山ありてわが人生は楽し」

2022年4月9日（土）～ 9月11日（日）

〈まち〉を形づくる人びとの記憶

「下北沢猫町散歩」
2022年10月1日（土）～2023年3月31日（金）

世田谷文学館開館25周年記念  セタブン大コレクション展  PARTⅡ
「山ありてわが人生は楽し」  撮影：須藤正男

「下北沢猫町散歩」  撮影：澤木亮平

戦
後
派
を
代
表
す
る
作
家
、椎
名
麟
三（
1
9
1
1

〜
7
3
）。
椎
名
は
戦
後
に
活
躍
し
た
作
家
の
一
人
で

す
。
彼
は
姫
路
中
学
時
代
、別
居
し
て
大
阪
で
愛
人
と

暮
し
て
い
た
父
親
の
も
と
へ
生
活
費
の
交
渉
に
行
き
ま

す
が
、追
い
返
さ
れ
、そ
の
ま
ま
家
出
。
母
の
待
つ
家

に
は
戻
ら
ず
、中
学
を
中
退
し
ま
し
た
。

見
習
い
の
料
理
人
な
ど
を
経
て
、
椎
名
は
宇
治
川

電
気
電
鉄
部（
現
・
山
陽
電
気
鉄
道
）の
車
掌
と
な
り

ま
す
。
そ
こ
で
は
、労
働
運
動
に
身
を
投
じ
、共
産
党

に
入
党
し
ま
す
。
そ
の
後
、検
挙
さ
れ
、約
二
年
間
の

獄
中
生
活
を
経
験
し
ま
し
た
。
獄
中
で
は
、ニ
ー
チ
ェ

の
著
作
を
読
み
、そ
の
思
想
を
知
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る

「
転
向
」を
表
明
し
、出
所
。
鉄
工
会
社
な
ど
に
勤
め

ま
す
が
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の『
悪
霊
』に
出
会
い
、

文
学
を
志
し
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
境
遇
は「
神
の
道
化

師
」や「
自
由
の
彼
方
で
」と
い
っ
た
小
説
に
も
投
影

さ
れ
て
い
ま
す
。

椎
名
は
戦
前
の
1
9
4
4
年
よ
り
世
田
谷
区
松
原

に
居
を
移
し
ま
し
た（
〜
没
年
ま
で
）。
終
戦
後
、千

歳
烏
山
駅
の
近
く
に
、
同
人
仲
間
の
船
山
馨
と「
創

美
社
」と
い
う
出
版
社
を
創
設
し
ま
す
が
、半
年
ほ
ど

で
廃
業
し
ま
し
た
。
そ
の
後
の
1
9
4
7
年
に
小
説

「
深
夜
の
酒
宴
」が
筑
摩
書
房
の
文
芸
誌「
展
望
」に

掲
載
さ
れ
、小
説
家
と
し
て
の
道
を
歩
み
は
じ
め
ま
し

た
。
椎
名
の
実
存
主
義
的
な
作
風
は
、こ
れ
ま
で
の
思

想
や
価
値
観
が
打
ち
壊
さ
れ
た
戦
後
の
文
壇
に
新
風

を
吹
き
込
み
ま
し
た
。

当
館
に
は
椎
名
麟
三
の
草
稿
や
講
演
メ
モ
と
い
っ

た
自
筆
資
料
が
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
多

く
は
ノ
ー
ト
に
書
か
れ
て
お
り
、細
や
か
な
文
字
が
罫

線
の
上
に
端
正
に
並
ん
で
い
ま
す
。「
俺
は
ガ
リ
版
の

筆
耕
屋
を
や
つ
て
た
か
ら
こ
ん
な
字
が
書
け
る
ん
だ
」

と
椎
名
が
語
っ
て
い
た
こ
と
を
、同
じ
く
戦
後
派
の
作

家
仲
間
で
あ
る
埴
谷
雄
高
が
回
想
し
て
い
ま
す（「
は

じ
め
の
頃
の
椎
名
麟
三
」）。

彼
の
代
表
作
で
あ
る『
永
遠
な
る
序
章
』の
草
稿
も

の
こ
さ
れ
て
い
ま
す
。『
永
遠
な
る
序
章
』は
、死
を
宣

告
さ
れ
た
復
員
兵
が
、
余
命
わ
ず
か
な
中
で
生
を
模

索
す
る
と
い
う
筋
書
き
で
、主
人
公
の
他
に
も
、貧
し

く
苦
し
い
生
活
の
中
で
、そ
れ
で
も
生
き
て
行
く
人
々

の
姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
数
々
の
職
業
を
転
々
と

し
、貧
困
層
の
人
々
と
暮
し
を
と
も
に
し
て
き
た
椎
名

の
経
験
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

ま
た
、
講
演
メ
モ
も
数
多
く
の
こ
さ
れ
て
い
ま
す
。

箇
条
書
き
の
形
で
記
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、そ

の
ほ
と
ん
ど
が「
〜
で
あ
り
ま
す
」と
口
述
の
通
り
に

書
か
れ
て
お
り
、入
念
な
準
備
を
し
て
、講
演
に
臨
ん

で
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

講
演
メ
モ
の
な
か
で
、た
び
た
び
目
に
す
る
の
が「
ほ

ん
と
う
の
自
由
」と
い
う
言
葉
で
す
。「
作
家
と
生
活
」

と
題
し
た
講
演
メ
モ
の
な
か
で
、
椎
名
は
自
身
の
境

遇
を
振
り
返
り
な
が
ら
、次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
私
の
求
め
た
の
は
、何
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
ほ
ん

と
う
の
自
由
で
あ
り
、ほ
ん
と
う
の
救
い
で
あ
っ
た
の
で

あ
り
ま
す
。
何
故
な
ら
も
し
人
間
に
ほ
ん
と
う
の
自
由

が
な
い
な
ら
ば
、ほ
ん
と
う
に
愛
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
こ
の
人
生
に
は
何
の
意
味
も
な

い
か
ら
で
あ
り
ま
す
。」

苦
境
の
な
か
で
少
年
期
を
過
ご
し
、獄
中
で
実
存
主

義
に
触
れ
た
椎
名
に
と
っ
て
、「
ほ
ん
と
う
の
自
由
」は

永
遠
の
テ
ー
マ
で
し
た
。
1
9
5
0
年
、
椎
名
は
洗

礼
を
受
け
、キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
し
ま
す
が
、そ
の
信

仰
は「
ほ
ん
と
う
の
自
由
」「
ほ
ん
と
う
の
救
い
」と
無

関
係
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
、彼
の
文
学

収
蔵
品
紹
介

椎名麟三

「永遠なる序章」草稿

講演メモ「作家と生活」

椎
名
麟
三
関
連
資
料

に
と
っ
て
も
例
外
で
は
な
く
、「
将
来
、真
の
文
学
が
成

立
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
真
の
自
由
を
視
点
と
す
る

文
学
で
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
」

（
講
演
メ
モ「
文
学
の
視
点
」﹇
大
阪
文
学
学
校
で
の
講
演
、

の
ち
に「
指
」
1
9
6
4
年
1
・
2
月
号
に
掲
載
﹈）と
も
述

べ
て
い
ま
す
。

2
0
2
3
年
度
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
で
は「
椎
名
麟

三
と『
あ
さ
っ
て
会
』」と
題
し
、収
蔵
品
と
と
も
に
椎

名
麟
三
の
人
と
作
品
を
辿
り
ま
す
。
ま
た
、
同
じ
く

松
原
に
住
ん
で
い
た
作
家
・
梅
崎
春
生（
1
9
1
5
〜

6
5
、
居
住
年
1
9
4
7
〜
5
5
）を
は
じ
め
と
し

て
、戦
後
派
の
交
友
会「
あ
さ
っ
て
会
」の
作
家
た
ち

を
あ
わ
せ
て
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

＊
展
覧
会
情
報
は
、8
頁
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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公益財団法人せたがや文化財団  世田谷文学館
〒157- 0062 東京都世田谷区南烏山1-10 -10

利用案内
開館時間：10時－18時（展覧会入場は17時30分まで）連携
休館日： 毎週月曜日（月曜が祝日の場合は開館し翌日休館）  年末年始

交通案内：
京 王 線  「芦花公園」駅南口より徒歩約5分

 「千歳烏山」駅南口より徒歩約13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」下車徒歩約5分

2
0
2
3
年「
石
黒
亜
矢
子
展
」関
連
・シ
ー
ズ
ン
展
示  「
ど
っ
せ
い
！
ね
こ
ま
た
ず
も
う  

〜
夏
場
所
〜
」  

2
0
2
3
年
7
月
22
日
〜
8
月
31
日

Permanent Collection
Collection Exhibition : Marking the 50th Anniversary of 
Death : Rinzo Shina and the “Asatte Kai”

Simultaneously held: Muttoni’s Puppet Theater
Exhibition period : Apr. 22 (Sat.) – Sept. 3 (Sun.)
Admission fee : General 200 （160） yen, Students (University, High 
School) / Seniors (Over 65) 150 （120） yen, Students (Junior High, 
Elementary School) 100 （80） yen
※Group discounts . Setagaya Arts Card discounts in parentheses

没
後
50
年
・
椎
名
麟
三
と「
あ
さ
っ
て
会
」  

2
0
2
3
年
4
月
22
日
〜
9
月
3
日    

同
時
開
催  

ム
ッ
ト
ー
ニ
の
か
ら
く
り
劇
場

コレクション展企画展

SETAGAYA LITERARY MUSEUM
1-10 -10 Minami Karasuyama, Seta gaya-ku, Tokyo 157- 0062

Tel. 03 -5374 -9111
https://www. setabun. or. jp/

石黒亜矢子展  
ばけものぞろぞろ  ばけねこぞろぞろ
2023年4月29日［土・祝］～ 9月3日［日］

没後50年・  
椎名麟三と
「あさって会」

ムットーニのからくり劇場

観覧料： 
一般200（160）円
高校・大学生150（120）円
65歳以上・小・中学生100（80）円
※ （  ）内は団体割引・「せたがやアーツカード」割引料金

ご来館にあたってのお願い
当館では新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、換気を含めて衛生
管理を徹底させ、会場運営を行います。お客さまにおかれましては、次のこ
とへのご協力をお願いいたします。
 ▪ 感染症対策のため、混雑時は入場を制限させていただきます。
 ▪ 37.5°C以上の発熱のある方は入館をお断りします（入館時に検温させて
いただきます）。

 ▪ 咳、咽頭痛等、風邪のような症状がある方。体調がすぐれない方はご来
館をお控えください。また、咳・くしゃみをするときは、ティッシュやハンカ
チなどで口や鼻を覆ってください。

 ▪ 大きなお荷物でのご入館はお控えください（ベビーカー置き場はあり）。
 ▪ 駐車場は利用台数が限られます。公共交通機関のご利用をお願いします。
 ▪ マスク着用を推奨します。その他、注意事項の追加・更新がございます
のでご来館前に必ず文学館HPをご確認ください。

2023年
4月22日［土］
～9月3日［日］

同時開催

Safety Precautions when Visiting the Museum
In operating the Setagaya Literary Museum, we take every precaution 
to maintain hygiene, including ventilation, in order to prevent the 
spread of Covid-19 infections. We ask visitors for their cooperation in 
the following. 
 ▪ As a measure to prevent infections, we limit admission during busy 

times. 
 ▪ We refuse admission to those with a fever of 37.5°C or higher. 

(Temperatures are measured when entering.)
 ▪ We ask that you refrain from visiting if you have a cough, sore throat 

or other cold-like symptoms, if you feel unwell. In the case that you 
need to cough or sneeze, please be sure to cover your mouth and 
nose with a tissue or handkerchief.

 ▪ Please refrain from bringing large luggage when visiting. (A baby 
carriage storage area is available.)

 ▪ Parking space is limited. Please use public transportation. 
 ▪ We recommend wearing a mask. Other additions and updates will be 

made to these precautions, so please be sure to check the museum 
homepage before visiting.

Visitor Information
Opening Hours : 10:00 am to 6:00 pm (last admission 5:30 pm)
Closures : Every Monday (Closed Tuesday when a national holiday falls 

on Monday)    New Year holidays (Dec.29 – Jan.3)
Group Discount : Groups of 20 + visitors will receive a 20% discount on 

admission fee both collection and special exhibitions.
Disability certificate holders will be admitted at 50% the general rate.
Elementary and junior high school students, who studies or resides in 

Setagaya city, are admitted free on weekends, national holidays, 
and during the summer holidays.

Access 
about 5-minute walk from Roka-koen Station’s South Exit (Keio Line)
about 13-minute walk from Chitose-karasuyama Station’s South Exit (Keio Line)
about 5-minute walk from Roka Koshunen (take Keio Bus from Chitose-Funabashi 

Station [Odakyu Line] towards Chitose-karasuyama Station [Keio Line])

観覧料： 
一般1,000（800）円
65歳以上・大学・高校生600（480）円
小・中学生300（240）円
障害者手帳をお持ちの方500円
（ただし大学生以下は無料）
※ （  ）内は団体割引・「せたがやアーツカード」
割引料金

チケット情報
石黒亜矢子展では、当日券および
オンラインチケット（日時指定券）を販売します。
詳細はオンラインチケットサイト
（ https://e-tix.jp/setabun/ ）をご覧ください

2023年「石黒亜矢子展」関連・
シーズン展示
「どっせい！ねこまたずもう  
～夏場所～」
2023年7月22日［土］～ 8月31日［木］
観覧料：無料

シーズン展示

『ねこまたごよみ』
（ポプラ社刊 2021）

『どっせい！  ねこまたずもう』
（ポプラ社刊 2018）

Season Exhibition 
Dossei ! Nekomata Sumo – Summer Tournament 
(in connection with Ayako Ishiguro Exhibition)
Exhibition period : July 22 (Sat.) – Aug. 31 (Thu.)
Admission free

石
黒
亜
矢
子
展  

ば
け
も
の
ぞ
ろ
ぞ
ろ  

ば
け
ね
こ
ぞ
ろ
ぞ
ろ  
2
0
2
3
年
4
月
29
日
〜
9
月
3
日

割引料金：企画展・コレクション展ともに団体
（20名以上）は2割引  
＊ 団体利用は事前にお問合せください。障害
者手帳をお持ちの方は一般料金の半額。
世田谷区内在住在校の小・中学生は、土曜、
日曜、祝・休日、夏休期間のコレクション展
は無料

セブンイレブン

粕谷区民センター

南烏山五丁目
さくら公園

り
通
歳
千

横断歩道 サミット
シミズヤ

成城石井

セブン
イレブン

烏山神社

甲州街道

旧甲州街道

緑道

南口 南口

椎名麟三
6
月

7
月

8
月

9
月

Special Exhibition
Ayako Ishiguro Exhibition : Magical Monsters Parade
Exhibition period: Apr. 29 (Sat.) – Sept. 3 (Sun.)
Admission fee: General 1,000 （800） yen, Students (University, High 

School) / Seniors (Over 65) 600 （480） yen, Students (Junior High, 
Elementary School) 300 （240） yen 

※ Group discounts . Setagaya Arts Card discounts in parentheses

Ticket Information
Same-day tickets and online tickets (fixed date & time) will be sold for 

the Ayako Ishiguro Exhibition.
For details, please see the online ticket site: https://e-tix.jp/setabun/

5
月

2
0
2
3
年
4
月

2023年4月～ 9月
＊ 5月10日（水）は「国際博物館の日･5/18」を記念して入場無料
＊ 5月12日（金）は65歳以上の方は入場無料
＊ 掲載の催事は変更や延期になる場合があります。
ご確認の上お出かけください


