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「
眩
し
い
光
、自
由
の
影

椎
名
鱗
三
の
ア
ナ
ー
キ
ー
」
亀
山
郁
夫（
世
田
谷
文
学
館  

館
長
）

ⒸEguchi Hisashi  「パパリンコ物語」 beat.5 今日でお別れ⁉
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世田谷文学館館長
亀山  郁夫
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第
一
次
戦
後
派
を
代
表
す
る
作
家
の
一
人
、椎
名
麟

三
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展「
椎
名
麟

三
と『
あ
さ
っ
て
会
』」が
こ
の
八
月
に
閉
幕
し
た
。
来

場
者
数
三
千
八
百
人
強
。
け
っ
し
て
多
い
と
い
え
る

数
で
は
な
い
が
、私
個
人
に
と
っ
て
は
ひ
と
き
わ
印
象

に
残
る
展
覧
会
だ
っ
た
。
椎
名
が
、学
生
時
代
の
終
わ

り
か
ら
関
心
を
抱
き
つ
づ
け
て
き
た
作
家
の
一
人
だ
っ

た
こ
と
が
何
よ
り
の
理
由
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、展
覧

会
が
オ
ー
プ
ン
す
る
ま
で
に
手
に
し
た
作
品
と
い
え

ば
、彼
の
デ
ビ
ュ
ー
作『
深
夜
の
酒
宴
』と
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
ー
関
連
の
二
作（『
悪
霊
』脚
本
と『
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
ー
体
験
』）ば
か
り
で
、し
か
も
そ
れ
ら
す
べ
て
が

う
ろ
覚
え
と
い
う
お
寒
い
状
況
に
あ
っ
た
。
た
だ
し
、

「
深
夜
の
酒
宴
」の
中
の
有
名
な
一
行「
絶
望
と
死
、こ

れ
が
僕
の
運
命
な
の
だ
」だ
け
は
、私
の
記
憶
の
片
隅

で
約
半
世
紀
近
く
、蠟
燭
の
炎
の
よ
う
な
細
々
と
し
た

光
を
放
っ
て
き
た
。

今
回
の
展
覧
会
を
機
に
、
私
は
半
ば
罪
滅
ぼ
し
の

気
持
ち
で「
深
夜
の
酒
宴
」を
読
み
直
し
、永
年
の
課

題
だ
っ
た
最
晩
年
の
作
品『
懲
役
人
の
告
発
』に
挑
戦

し
た
。
率
直
に
書
く
と
、『
懲
役
人
の
告
発
』の
最
初

の
数
頁
に
関
す
る
か
ぎ
り
、か
な
り
失
望
し
た
。
期

待
が
大
き
す
ぎ
た
せ
い
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、問
題

は
、ひ
と
え
に
一
人
称
告
白
の
ス
タ
イ
ル
に
あ
る
と
感

じ
た
。
そ
し
て
こ
れ
も
遠
慮
な
し
に
書
け
ば
、作
者
の

気
迫
が
ど
こ
か
空
回
り
し
、読
者
の
意
欲
を
逆
に
殺
い

で
い
る
印
象
を
拭
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、そ

う
し
た
違
和
感
に
も
や
が
て
慣
れ
、プ
ロ
ッ
ト
ラ
イ
ン

が
徐
々
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
に
つ
れ
て
、私
の
見

方
に
変
化
が
生
じ
は
じ
め
た
。
読
み
に
く
い
と
感
じ

た
部
分
の
ほ
と
ん
ど
が
、じ
つ
は
椎
名
の
先
鋭
な
方
法

意
識
に
も
と
づ
く
、
確
信
犯
的
な
文
章
術
と
わ
か
っ

た
か
ら
だ
。
事
実
、
椎
名
は
、
刊
行
直
後
に
行
っ
た

野
間
宏
と
の
対
談
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
。

「
ぼ
く
は
今
ま
で
の
自
分
の
文
体
を
全
部
変
え

な
け
り
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
逢
着
し
た
」

で
は
、こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る「
全
部
変
え
」る
と
い

う
決
心
は
、果
た
し
て
何
を
契
機
と
し
て
生
ま
れ
た
も

の
だ
っ
た
の
か
。
過
去
ひ
と
月
ほ
ど
、折
に
ふ
れ
て
手

に
で
き
た
資
料
を
も
と
に
得
た
仮
説
と
い
く
つ
か
の

感
想
を
こ
こ
に
書
き
連
ね
て
み
た
い
。
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『
懲
役
人
の
告
発
』（
一
九
六
九
年
刊
）は
、良
く
も
悪

し
く
も
、時
代
の
傷
を
深
く
負
っ
た
作
品
で
あ
る
。
具

体
的
に
は
、一
九
六
〇
年
代
後
半
、高
度
成
長
期
の
日

本
―
。『
懲
役
人
の
告
発
』が
、い
わ
ゆ
る「
今
日
性
」

に
欠
け
る
小
説
な
の
か
、と
問
わ
れ
た
ら
、む
し
ろ
逆

に
、私
た
ち
現
代
の
読
者
に
と
っ
て
き
わ
め
て
切
実
な

テ
ー
マ
を
は
ら
む
作
品
だ
と
自
信
を
も
っ
て
答
え
た

い
。
そ
し
て
、そ
の
切
実
さ
と
は
何
か
、と
の
問
い
に

対
し
て
は
、少
し
曖
昧
に
な
る
が
、次
の
よ
う
な
答
え

が
可
能
だ
ろ
う
。
こ
の
小
説
は
、私
た
ち
ひ
と
り
一
人

の
存
在
の
根
も
と
に
突
き
刺
さ
っ
た
、自
由
と
い
う
棘

の
深
さ
そ
の
も
の
だ
、と
。
こ
の
よ
う
に
書
く
理
由
は
、

む
ろ
ん
、私
た
ち
が
現
に
置
か
れ
て
い
る
状
況
の
異
常

さ
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。

私
た
ち
は（
少
な
く
と
も
私
は
）、い
ま
、科
学
技
術

の
グ
ロ
テ
ス
ク
な
進
化
の
前
で
立
ち
往
生
し
、
日
々
、

心
の
余
裕
を
失
い
つ
つ
あ
る
。
と
に
も
か
く
に
も
追
い

立
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
強
迫
観
念
を
払
い
き
れ
な

い
。
希
望
と
可
能
性
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
る
は
ず
だ
っ
た

A
I
が
逆
に
私
た
ち
の
生
活
を
縛
り
、オ
ー
ウ
ェ
ル
の

ビ
ッ
グ
ブ
ラ
ザ
ー
な
ら
ざ
る
、恐
ろ
し
く
も
不
吉
な
監

視
役
を
果
た
し
は
じ
め
て
い
る
の
だ
。
他
方
、『
懲
役

人
の
告
発
』で
は
、「
真
の
自
由
」と
い
う
問
題
に
か
ら

め
、間
接
的
な
が
ら
も
凄
ま
じ
い
暴
力
の
主
題
が
描
か

れ
る
が
、そ
の
暴
力
性
が
と
て
つ
も
な
く
観
念
的
と
感

じ
ら
れ
る
一
方
、昨
今
ネ
ッ
ト
上
に
溢
れ
か
え
る
犯
罪

の
グ
ロ
テ
ス
ク
な
非
日
常
性
と
の
間
に
奇
妙
な「
親
和

性
」を
生
ん
で
い
る
。

物
語
の
主
人
公「
お
れ
」こ
と
長
作
は
、金
属
労
働

に
勤
し
む
二
十
四
歳
の
青
年
。
一
年
前
、友
人
か
ら
譲

り
受
け
た
小
型
ト
ラ
ッ
ク
で
十
二
歳
の
少
女
を
轢
死

さ
せ
た
過
去
が
あ
る
。
こ
の
事
件
で
懲
役
四
か
月
の
実

刑
判
決
を
受
け
た
彼
は
、そ
の
後「
懲
役
人
」の
自
覚

の
も
と
に
、
自
分
は「
死
ん
だ
」と
の
感
覚
に
責
め
苛

ま
れ
る
日
々
を
生
き
て
い
る
。
そ
ん
な
彼
の
内
面
か
ら

迸
り
で
る
最
初
の
告
白
が
冒
頭
の
次
の
一
行
で
あ
る
。

「
お
れ
は
、パ
リ
パ
リ
し
た
真
新
し
い
札
が
好
き

だ
」

多
少
唐
突
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
が
、私

に
言
わ
せ
る
と
、こ
の
一
行
は
、「
懲
役
人
」長
作
に
よ

る
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
宣
言
で
あ
る
。「
深
夜
の
酒
宴
」以
来
、

椎
名
が
今
も
っ
て
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の『
地
下
室
の

手
記
』の
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
書
き
出
し
と

い
っ
て
も
よ
い
。
現
実
か
ら
疎
外
さ
れ
た
彼
は
、み
ず

か
ら
の
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
に
よ
っ
て
そ
の
状
況
と
和
解
す
る

し
か
生
き
る
道
は
な
い
。
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長
作
の
こ
の
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
宣
言
を
よ
り
俯
瞰
的
な

視
野
か
ら
眺
め
た
と
き
、新
た
に
広
が
り
は
じ
め
る
光

景
が
あ
る
。
そ
れ
が
、先
ほ
ど
も
触
れ
た
一
九
六
〇
年

代
後
半
の
日
本
の
時
代
相
―
。『
懲
役
人
の
告
発
』

が
書
か
れ
た
六
〇
年
代
終
わ
り
、日
本
は
G
N
P
で

ド
イ
ツ
を
抜
き
、戦
後
二
十
年
に
し
て
ア
メ
リ
カ
に
次

ぐ
第
二
の
経
済
大
国
に
の
し
あ
が
っ
た
。
高
度
成
長

の
流
れ
に
抗
し
、カ
ウ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
や
学
生
運

動
も
盛
り
上
が
り
を
見
せ
は
じ
め
た
。
時
代
を
定
義

す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
が
、「
疎
外
」。「
疎
外
」は
、

人
間
の
創
造
に
な
る
機
械
、商
品
、貨
幣
等
が
人
間
の

手
か
ら
離
れ
、
逆
に
人
間
を
支
配
し
は
じ
め
る
状
況

を
言
う
が
、当
時
、学
生
運
動
に
走
っ
た
友
人
た
ち
が
、

し
き
り
に
こ
の「
疎
外
」と
い
う
言
葉
を
口
に
し
て
い

た
の
を
、
私
自
身
よ
く
記
憶
し
て
い
る
。
実
存
主
義

文
学
の
草
分
け
的
存
在
で
あ
り
、今
は
す
で
に
キ
リ
ス

ト
教
に
転
向
し
た
身
で
あ
る
と
は
い
え
、元
共
産
党
員

の
れ
っ
き
と
し
た
左
翼
の
肩
書
を
も
つ
椎
名
だ
け
に
、

「
疎
外
」（「
誰
も
だ
ま
っ
て
機
械
に
こ
き
つ
か
わ
れ
て
い

る
」）と
い
う
客
観
的
現
実
を
、心
穏
や
か
に
や
り
過
ご

せ
た
と
は
思
え
な
い
。
で
は
、「
疎
外
」の
現
実
を
ど
う

言
語
化
で
き
る
の
か
、そ
し
て
そ
の
状
況
を
く
つ
が
え

し
、人
間
が
み
ず
か
ら
の
主
体
性
を
と
り
戻
す
道
を
ど

こ
に
探
り
当
て
れ
ば
よ
い
の
か
。
椎
名
は
、胸
の
う
ち

の
鬱
積
す
る
思
い
を
、野
間
と
の
同
じ
対
談
で
こ
う
吐

き
出
し
て
み
せ
た
。

「
ぼ
く
も
現
在
物
質
が
支
配
し
て
い
る
、人
間
性

を
奪
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
ぼ
く
の
中
に

あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
戦
わ
な
き
ゃ
い
け
な
い

と
い
う
こ
と
、そ
れ
を
根
本
か
ら
一
ぺ
ん
問
い
直

し
て
み
よ
う
と
し
た
」

少
し
飛
躍
す
る
が
、
仮
に
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る

「
物
質
」を
A
I
と
読
み
替
え
た
な
ら
、椎
名
の
危
機

感
が
、い
か
に「
今
日
性
」を
帯
び
た
も
の
で
あ
る
か

が
、改
め
て
認
識
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。

で
は
、「
疎
外
」と
の
戦
い
を
と
お
し
て
彼
が
得
た
成

果
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
小
説
の
方
法

と
い
う
視
点
か
ら
言
う
と
、第
一
に
は
、人
間
を
疎
外
す

る
事
物
た
ち
に
主
語
を
与
え
る「
特
別
人
称
」（
野
間

宏
）の
発
見
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、長
作
が
轢
死
さ
せ

た
少
女
の
砕
け
た
脳
味
噌
の
描
写
の
な
か
に
、椎
名
は

さ
り
げ
な
く
そ
の
方
法
の
一
端
を
挟
み
込
ん
で
い
る
。

「
う
つ
む
き
に
倒
れ
て
い
る
少
女
を
あ
わ
て
て
抱

き
起
し
た
と
き
、少
女
の
前
額
部
へ
ず
ぶ
り
と
お

れ
の
指
が
め
り
込
み
、彼
女
の
脳
味
噌
が
お
れ
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

指
を
つ
か
ん
だ

4

4

4

4

4

4

と
き
の
生
あ
た
た
か
い
い
や
な
感

触
は
、忘
れ
よ
う
と
し
た
っ
て
忘
れ
ら
れ
る
も
の

で
は
な
い
」（
傍
点
筆
者
）

傍
点
で
示
し
た
く
だ
り
、す
な
わ
ち
死
ん
だ
少
女
の

脳
味
噌
が
人
間
の
指
を
つ
か
む
と
い
う
主
客
の
反
転
。

思
え
ば
、『
懲
役
人
の
告
発
』で
は
、全
編
に
わ
た
っ
て

語
り
手
＝
主
人
公「
お
れ
」の
目
と
耳
の
感
覚
の
す
べ

て
が
、主
語
を
め
ぐ
っ
て
争
奪
を
繰
り
広
げ
る
こ
と
に

な
る
。
も
っ
と
も
、そ
う
し
た
方
法
上
の
工
夫
だ
け
で
、

「
疎
外
」の
現
実
を
写
し
と
れ
る
わ
け
は
な
く
、ま
た
、

作
家
が
め
ざ
す「
人
間
性
」の
回
復
を
言
語
化
で
き
る

は
ず
も
な
か
っ
た
。
求
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、「
疎
外
」

の
壁
を
突
き
崩
す
よ
う
な
生
命
と
精
神
の
ほ
と
ば
し

り
だ
っ
た
。
こ
う
し
て
椎
名
の
小
説
に
、六
十
年
代
後

半
の
日
本
社
会
に
凄
惨
な
影
を
落
と
し
は
じ
め
る
ゲ

バ
ル
ト（
暴
力
）の
モ
チ
ー
フ
が「
人
間
性
」の
名
の
も

と
に
否
応
な
く
忍
び
寄
っ
て
く
る
。
椎
名
は
、さ
な
が

ら
、ゲ
バ
ル
ト
を
正
当
化
す
る
学
生
運
動
の
ラ
デ
ィ
カ

リ
ズ
ム
を
煽
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
、「
死
ん
だ
」人
間

た
ち
の
主
体
性
を
回
復
す
る
手
段
と
し
て
暴
力
の
モ

メ
ン
ト
を
介
在
さ
せ
て
い
く
。
そ
し
て
そ
の
暴
力
の
犠

牲
と
な
る
の
が
、ほ
か
で
も
な
い
、「
疎
外
」の
影
響
を

い
っ
さ
い
被
る
こ
と
の
な
い
自
由
の
化
身
、福
子
十
二

歳
だ
っ
た
の
だ（
ち
な
み
に
福
子
の
年
齢
が
、な
ぜ
、主

人
公
長
作
が
ト
ラ
ッ
ク
で
轢
死
さ
せ
た
少
女
と
同
じ

十
二
歳
に
設
定
さ
れ
た
か
は
、謎
で
あ
る
）。

物
語
は
、死
人
同
然
の「
お
れ
」す
な
わ
ち
長
作
が
、

十
二
歳
の
福
子
が
発
す
る
生
命
の
オ
ー
ラ
に
よ
っ
て
、

徐
々
に「
人
間
性
」を
取
り
戻
し
て
い
く
さ
ま
を
描
き

だ
し
て
い
く
。
他
方
、日
に
日
に
艶
や
か
さ
を
増
し
、

や
が
て
は
エ
ロ
ス
の
化
身
と
化
す
福
子
は
、「
死
ん
だ
」

近
親
者
た
ち
の
う
ち
に
凶
々
し
く
も
淫
ら
な
欲
望
を

誘
発
し
、彼
ら
を
破
滅
の
道
へ
と
導
い
て
い
く
。
破
滅

も
ま
た
、そ
れ
が
か
り
に
最
終
的
な
回
答
と
は
な
り
え

ず
と
も
、「
人
間
性
」回
復
の
一
つ
の
手
段
に
は
な
り
う

る
と
で
も
い
わ
ん
ば
か
り
に
。

思
う
に
、禁
断
、つ
ま
り
犯
し
て
は
な
ら
な
い
一
線

と
は
、「
疎
外
」の
も
つ
も
っ
と
も
原
初
的
な
様
態
で
あ

る
。
だ
か
ら
福
子
の
近
親
者
に
と
っ
て
真
の
自
由
を

得
る
と
は
、ま
さ
に
一
線
を
超
え
る
こ
と
を
意
味
す
る

も
の
と
な
っ
た
。
父
、長
太
郎
に
と
っ
て
疎
外
か
ら
の

解
放
は
、近
親
相
姦
に
よ
る
タ
ブ
ー
の
侵
犯
に
帰
着
す

る
。
そ
し
て
福
子
凌
辱
の
瞬
間
に
経
験
し
た
歓
喜
を
、

長
太
郎
は
次
の
よ
う
に
回
想
す
る
。

「
そ
の
間
、わ
し
は
眩
し
い
光
の
な
か
に
い
た
ん

や
。
身
体
中
に
し
み
わ
た
る
よ
う
な
眩
し
い
光

や
。
福
子
さ
ん
は
、ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
神
様
か
も

知
れ
へ
ん
と
思
う
た
く
ら
い
や
」

そ
の
長
太
郎
が
広
告
紙
の
裏
に
書
き
記
し
た
遺
書

に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
。

「
人
生
万
歳
！  

人
類
万
歳
！  

福
子
さ
ん
万

歳
！
」

福
子
凌
辱
の
瞬
間
に
長
太
郎
が
得
た
快
楽
は
、ほ

と
ん
ど
法
悦
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
体
験
だ
が
、そ
れ

は
ま
さ
に
善
悪
の
彼
岸
に
立
っ
た
人
間
の
み
が
経
験

で
き
る
至
高
の
感
覚
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
た
。

他
方
、自
由
放
任
を
楯
に
、い
っ
さ
い
の
規
律
か
ら

福
子
を
解
き
放
と
う
と
し
た
育
て
の
親
長
次
は
、第
三

者
的
な
目
で
そ
の
目
的
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
み

せ
た
。「

そ
や
け
ど
、お
れ
は
、人
間
の
ほ
ん
ま
の
自
由
を

見
た
か
っ
た
ん
や
。
長
作
、え
え
か
、福
子
に
何

を
し
て
も
え
え
と
許
し
た
の
は
、そ
の
自
由
を
見

た
か
っ
た
さ
か
い
や
。
そ
れ
を
見
て
、あ
あ
、人

間
っ
て
何
と
い
う
え
え
も
ん
や
ろ
と
い
う
思
い

を
な
、一
度
で
も
し
た
か
っ
た
ん
や
」

し
か
し
そ
の
長
次
に
し
て
、「
ほ
ん
ま
の
自
由
」を
見

る
手
だ
て
は
、凌
辱
さ
れ
た
福
子
に
銃
口
を
向
け
、そ

の
生
命
の
オ
ー
ラ
を
自
由
の
観
念
も
ろ
と
も
に
葬
り

去
る
以
外
に
な
か
っ
た
。

　
　
　
4

戦
後
日
本
に
お
け
る
実
存
主
義
文
学
の
草
分
け
的

存
在
で
あ
る
椎
名
に
と
っ
て
、「
自
由
」は
、終
生
、彼

を
責
め
さ
い
な
み
続
け
た
テ
ー
マ
で
あ
る
。
椎
名
が

最
後
の
精
神
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
た
信
仰
と
の
関
わ

り
に
お
い
て
も
、自
由
は
、避
け
て
と
お
る
こ
と
の
で

き
な
い
問
題
だ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
精
神
の
救
い
は
、

信
仰
す
な
わ
ち
神
の
掟
を
遵
守
す
る
こ
と
の
な
か
で

し
か
約
束
さ
れ
な
い
の
に
対
し
、自
由
は
神
の
不
在
、

さ
ら
に
は「
す
べ
て
は
許
さ
れ
て
い
る
」（
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
ー
）と
い
う
状
況
で
こ
そ
究
極
の
真
実
を
明
ら
か

に
す
る
か
ら
で
あ
る（
サ
ル
ト
ル
は
こ
こ
に
実
存
主
義

の
出
発
点
を
見
た
）。
神
な
き
世
界
に
、善
悪
の
境
界

眩
し
い
光
、自
由
の
影

　
　
椎
名
鱗
三
の
ア
ナ
ー
キ
ー
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線
は
存
在
せ
ず
、自
由
と
放
縦
の
間
に
も
一
線
が
引
か

れ
る
こ
と
は
な
い
。
問
題
は
、自
由
の
化
身
で
あ
る
福

子
の
発
す
る
オ
ー
ラ
が
あ
ま
り
に
も
眩
し
す
ぎ
た
点

に
あ
る
。
神
の
掟
を
破
り
、そ
の
支
配
を
脱
す
る
か
、

そ
れ
と
も
神
の
支
配
の
も
と
に
留
ま
り
つ
つ
、自
由
の

新
し
い
姿
を
探
求
す
る
か
。
い
わ
ば
、
究
極
的
と
も

い
う
べ
き
二
者
択
一
に
対
す
る
答
え
を
椎
名
に
提
示

し
た
の
が
、他
で
も
な
い
、ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の『
悪

霊
』だ
っ
た
。

椎
名
は
、後
年
、「
わ
が
心
の
日
記
」と
題
す
る
エ
ッ

セ
ー
で
、ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
と
の〈
対
話
〉か
ら
得
た

摂
理
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
出
会
っ
た
こ
と
は
、
私

の
心
の
歴
史
に
お
け
る
一
つ
の
出
来
事
で
あ
っ

た
。（
…
…
）

虚
無
の
権
化
で
あ
る
ス
タ
ヴ
ロ
ー

ギ
ン
に
キ
リ
ー
ロ
フ
と
い
う
神
の
不
在
を
証
明

す
る
た
め
に
自
殺
す
る
男
が「
人
間
に
は
す
べ

て
が
許
さ
れ
て
い
る
。
少
女
を
は
ず
か
し
め
て

も
、
親
の
け
ん
か
に
赤
ん
坊
の
脳
味
噌
を
た
た

き
わ
っ
て
も
い
い
。
し
か
し
、
ほ
ん
と
う
に
す

4

4

4

4

4

4

べ
て
が
許
さ
れ
て
い
る
と
知
っ
て
い
る
人
間
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

そ
う
し
な
い

4

4

4

4

4

だ
ろ
う
」と
い
う
意
味
の
こ
と
を

い
う
と
き
に
こ
の
矛
盾
し
た
こ
と
ば
の
間
か
ら
、

私
の
ま
だ
知
ら
な
い
、
新
し
い
ほ
ん
と
う
の
自

由
の
影
が
、
さ
っ
と
私
の
心
に
差
し
込
ん
だ
の

だ
」（
傍
点
筆
者
）

右
の
エ
ッ
セ
ー
に
引
用
さ
れ
た
キ
リ
ー
ロ
フ
の
言
葉

は
、自
由
を
め
ぐ
る
椎
名
の
思
考
に
と
て
つ
も
な
い
可

能
性
を
与
え
た
。
彼
は
、そ
の
後
、再
三
に
わ
た
っ
て

こ
の
体
験
の
意
味
に
立
ち
返
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

こ
の
文
章
に
こ
め
ら
れ
た「
自
由
」の
意
味
を
正
確
に

パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
近

い
。
理
由
の
一
つ
は
、椎
名
が
、か
な
り
意
図
的
に
作

者
で
あ
る
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
真
意
を
曲
げ
て
い
る

点
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
悪
霊
』中
キ
リ
ー
ロ
フ
は
、

「
赤
ん
坊
の
脳
味
噌
を
た
た
き
わ
っ
て
も
い
い
」と
言
っ

て
は
い
る
も
の
の「
親
の
け
ん
か
に
」と
は
口
に
し
て

い
な
い
。「
ほ
ん
と
う
に
す
べ
て
が
許
さ
れ
て
い
る
と

知
っ
て
い
る
人
間
は
そ
う
し
な
い
だ
ろ
う
」と
い
う
言

葉
は
、
椎
名
の
か
な
り
恣
意
的
な
解
釈
で
あ
る
。
キ

リ
ー
ロ
フ
自
身
は
、た
ん
に
、人
間
が
も
し「
自
分
た

ち
が
す
ば
ら
し
い
」と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
な

ら
、「
女
の
子
に
暴
行
な
ん
か
働
き
ま
せ
ん
」と
述
べ

た
に
す
ぎ
ず
、そ
こ
に
は
、取
り
立
て
て「
摂
理
」と
呼

べ
る
ほ
ど
の
濃
密
な
意
味
性
は
存
在
し
な
い
。
で
は
、

な
ぜ
、そ
う
し
た
曲
解
が
椎
名
の
う
ち
に
生
じ
た
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
理
由
は
一
つ
。『
カ

ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』に
お
け
る
イ
ワ
ン・
カ
ラ
マ
ー
ゾ

フ
の
有
名
な
言
葉「
神
が
な
け
れ
ば
、す
べ
て
は
許
さ

れ
て
い
る
」が
念
頭
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
椎
名
の

脳
裏
で
、一
時
的
な
が
ら
、キ
リ
ー
ロ
フ
と
イ
ワ
ン・
カ

ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
二
重
写
し
が
起
こ
っ
た
。『
悪
霊
』の

キ
リ
ー
ロ
フ
は
、
人
神

思
想
と
い
う
独
自
の
無

神
論
の
も
と
で
の
人
間

の
あ
り
よ
う
を
素
朴

に
語
っ
て
み
せ
た
だ
け

だ
が
、椎
名
は
、同
じ
キ

リ
ー
ロ
フ
の「
赤
ん
坊

の
脳
味
噌
を
た
た
き

わ
っ
て
も
う
い
い
」
と

い
う
ひ
と
言
に
過
剰
反

応
し
た
。
こ
の
一
言
は
、

ま
さ
に
ア
ナ
ー
キ
ー
な

と
も
い
え
る
人
間
存
在
に
対
す
る
全
的
肯
定
を
意
味

す
る
が
、そ
の
全
的
肯
定
の
背
後
に
、彼
は
、何
か
し
ら

一
切
の
掟
を
超
え
て
存
在
す
る「
摂
理
」を
見
て
と
っ

た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
椎
名
は
、そ
こ
で
得
た
直
感
を

言
語
化
で
き
ず
、た
だ「
影
」と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
た
に

す
ぎ
な
か
っ
た
。
で
は
、「
新
し
い
ほ
ん
と
う
の
自
由
」

と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
感
覚
は
、福
子
凌
辱
の

際
に
長
太
郎
が
経
験
し
た「
身
体
中
に
し
み
わ
た
る
よ

う
な
眩
し
い
光
」と
質
的
に
ど
う
異
な
る
の
か
。
自
由

は
、た
と
え
ば
同
じ
長
太
郎
が
経
験
し
た
神
的
エ
ク
ス

タ
シ
ー
の
な
か
に
は
存
在
し
な
い
も
の
な
の
か
。
問
い

を
い
く
ら
重
ね
て
も
な
か
な
か
答
え
は
出
て
き
そ
う
に

な
い
が
、ひ
と
つ
、最
終
的
に
浮
か
び
あ
が
る
ヒ
ン
ト
が

あ
る
。
そ
れ
は
、「
自
由
」が
、善
悪
の
彼
岸
に
立
と
う

と
す
る
も
の
へ
の
あ
る
種
の
寛
容
さ
を
含
む
と
い
う
こ

と
だ
。
も
っ
と
ダ
イ
レ
ク
ト
に
言
う
な
ら
、「
赦
し
」の

感
覚
な
い
し
は「
宏
量
」の
感
覚
で
あ
る
。

＊
本
編
の
続
き
は
、世
田
谷
文
学
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
館
長
ご

挨
拶
」『
み
ね
る
ば
通
信
』を
ご
覧
下
さ
い
。
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▼
今
井
恭
子
様

小
川
晴
子
様

相
馬
聖
子
様

高
橋
悦
男
様

竹
村
啓
様

中
里
夏
彦
様

松
平
盟
子
様

森
崎
憲
司
様

矢
野
勝
巳
様

山
瀬
ひ
と
み
様

▼
赤
磐
市
教
育
委
員
会

ア
ジ
ア
文
化
社

池
波
正
太
郎
記
念

文
庫

石
川
近
代
文
学
館

伊
豆
文
学
フェ
ス
ティ
バ
ル
実
行
員
会

井
上
靖
記
念
館

茨
城
県
常
総
市
・
節
の
ふ
る
さ
と
文
化
づ
く
り

協
議
会

茨
木
市
立
川
端
康
成
文
学
館

い
わ
き
市
教
育
文
化
事

業
団

う
ら
わ
美
術
館

大
島
博
光
記
念
館

大
田
区
立
龍
子

記
念
館

賀
川
豊
彦
記
念
松
沢
資
料
館

学
習
院
大
学
史
料
館

神
奈
川
近
代
文
学
館

金
沢
文
化
振
興
財
団

金
沢
文
芸
館

紙
の
博
物
館

川
崎
市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

菊
池
寛
記
念
館

北
九
州
市
立
文
学
館

北
九
州
市
立
松
本
清
張
記
念
館

京
都
工

芸
繊
維
大
学
美
術
工
芸
資
料
館

京
都： Re-Search

実
行
委
員

会

近
代
作
家
旧
蔵
書
研
究
会

ク
マ
ヒ
ラ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

群
馬
県
立
土
屋
文
明
記
念
文
学
館

慶
應
義
塾
大
学
ア
ー
ト
・
セ

ン
タ
ー

國
學
院
大
學
博
物
館
学
研
究
室

国
文
学
研
究
資
料

館

国
立
映
画
ア
ー
カ
イ
ブ

国
立
新
美
術
館

郡
山
市
こ
お
り

や
ま
文
学
の
森
資
料
館

越
谷
市
立
図
書
館
野
口
冨
士
男
文
庫

さ
い
た
ま
文
学
館

埼
玉
文
芸
家
集
団

斎
藤
茂
吉
記
念
館

坂

の
上
の
雲
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

佐
佐
木
幸
綱
記
念
館

サ
ン
ト
リ
ー

美
術
館

四
季
派
学
会

司
馬
遼
太
郎
記
念
館

シュ
ー
ク
リ
ー

ム

勝
央
美
術
文
学
館

昭
和
館

白
百
合
女
子
大
学
言
語
・

文
学
研
究
セ
ン
タ
ー

杉
並
区
立
郷
土
博
物
館

杉
並
区
立
郷

土
博
物
館

成
城
大
学
民
俗
学
研
究
所

全
国
文
学
館
協
議

会

仙
台
文
学
館

台
東
区
立
朝
倉
彫
塑
館

高
遠
書
房

田

原
市
博
物
館

た
ま
し
ん
地
域
文
化
財
団

田
山
花
袋
記
念

文
学
館

茅
野
市
美
術
館

千
葉
市
美
術
館

遅
筆
堂
文
庫

沖
積
舎

調
布
市
武
者
小
路
実
篤
記
念
館

千
代
田
区
立
日
比

谷
図
書
館
文
化
館

鶴
岡
市
立
藤
沢
周
平
記
念
館

帝
京
大

学
総
合
博
物
館

東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
・
教
養

学
部
駒
場
博
物
館

東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館

東
京
都
教

育
委
員
会

東
京
都
現
代
美
術
館

東
京
都
渋
谷
公
園
通
り

ギ
ャ
ラ
リ
ー

東
京
都
博
物
館
協
議
会

徳
島
県
立
文
学
書
道

館

徳
田
秋
聲
記
念
館

徳
間
書
店
大
藪
春
彦
賞
選
考
委
員
会

富
山
県
芸
術
文
化
協
会

中
原
中
也
記
念
館

新
美
南
吉
記
念

館

西
尾
市
岩
瀬
文
庫

日
本
近
代
文
学
館

日
本
現
代
詩
歌

文
学
館

日
本
ト
ル
ス
ト
イ
協
会

沼
津
市
芹
沢
光
治
良
記
念

館

沼
津
牧
水
会

野
田
宇
太
郎
文
学
資
料
館

野
村
胡
堂
・

あ
ら
え
び
す
記
念
館

萩
原
朔
太
郎
記
念
・
水
と
緑
と
詩
の
ま

ち
前
橋
文
学
館

萩
原
朔
太
郎
研
究
会

飯
能
市
教
育
委
員

会

姫
路
文
学
館

福
岡
市
文
学
館

ふ
く
や
ま
文
学
館

文

化
書
房
博
文
社

文
京
ふ
る
さ
と
歴
史
館

北
海
道
文
学
館

松

山
市
立
子
規
記
念
博
物
館

岬
の
分
教
場
保
存
会

三
島
市
郷

土
資
料
館

武
蔵
野
市
立
武
蔵
野
ふ
る
さ
と
歴
史
館

武
蔵
野

美
術
大
学
美
術
館
・
図
書
館

森
鷗
外
記
念
館

山
梨
県
立

文
学
館

弥
生
美
術
館
・
竹
久
夢
二
美
術
館

横
浜
市
史
資

料
室

立
教
大
学
江
戸
川
乱
歩
記
念
大
衆
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

立
命
館
大
学

論
創
社

和
歌
山
県
立
近
代
美
術
館

▼
「
阿
部
知
二
研
究
」「
海
」「
海
紅
」「
カ
プ
リ
チ
オ
」「
経
堂
雑
記
」

「
今
日
の
花
」「
空
想
カ
フ
ェ
」「
原
型
富
山
」「
鴻
」「
心
の
花
」「
鹿

首
」「
抒
情
文
芸
」「
詩
霊
」「
駿
河
台
文
芸
」「
川
柳
研
究
」「
鬣
」「
短

歌
人
」「
地
中
海
」「
飛
火
」「
風
」「
プ
チ
★
モ
ン
ド
」「
文
藝
軌
道
」

「
文
章
歩
道
」「
焰
」「
窓
」「
横
光
利
一
研
究
」「
ラ
ン
ブ
ル
」「
り
ん

ご
の
木
」「
暦
日
」

（
五
十
音
順
・
団
体
名
敬
称
略
）

令
和
4
年
度
の
企
画
展
は「
ヨ
シ
タ
ケ
シ
ン
ス
ケ
展
か
も
し
れ
な
い
」「
月
に
吠

え
よ
、萩
原
朔
太
郎
展
」に
加
え
、新
し
く
ス
タ
ー
ト
し
た
シ
ー
ズ
ン
展
示「
漫
画

家・
山
下
和
美
展  

ラ
イ
フ・
イ
ズ・
ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ
ル
」の
計
3
本
を
実
施
し
た
。

「
ヨ
シ
タ
ケ
シ
ン
ス
ケ
」展
は
、今
最
も
人
気
の
あ
る
絵
本
作
家
ヨ
シ
タ
ケ
氏
の
初

の
大
型
企
画
展
と
し
て
当
館
で
立
ち
上
げ
、そ
の
後
全
国
巡
回
を
果
た
し
て
い

る
。
本
展
で
は
従
来
の
絵
本
原
画
展
の
手
法
か
ら
脱
却
し
、氏
が
考
案
す
る
ア
ト

ラ
ク
シ
ョ
ン
で
作
品
世
界
を
楽
し
む
趣
向
を
取
り
混
ぜ
た
。「
ち
ょ
っ
と
ず
ら
し

た
視
点
で
も
の
ご
と
を
見
る
」ヨ
シ
タ
ケ
氏
の
世
界
観
に
よ
り
、斬
新
な
展
示
空

間
が
実
現
し
た
。「
朔
太
郎
」展
は
、没
後
80
年
を
記
念
し
た
全
国
の
文
学
館
に

よ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、「
萩
原
朔
太
郎
大
全
2
0
2
2
」の
一つ
と
し
て
開
催
し
た
。

当
館
で
は
、
2
0
1
1
年
に
も
朔
太
郎
展
を
開
催
し
た
が
、従
来
の
文
学
フ
ァ
ン

に
加
え
、今
回
は
20
〜
30
代
の
来
館
者
も
増
え
、「
現
代
詩
」の
受
容
が
次
世
代

に
も
確
実
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
展
覧
会
と
な
っ
た
。
山
下
和
美

展
は
、「
今
届
け
た
い
旬
な
展
示
を
い
ち
早
く
」を
掲
げ
た
シ
ー
ズ
ン
展
示
の
第

1
回
目
と
し
て
、区
内
在
住
漫
画
家
の
作
品
を
新
作
も
含
め
紹
介
す
る
絶
好
の

機
会
と
な
っ
た
。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
は
、昨
年
に
続
き
開
館
25
周
年
記
念「
セ
タ

ブ
ン
大
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
P
A
R
T
II
」と
、展
覧
会「
下
北
沢
猫
町
散
歩
」を

開
催
し
た
。
後
者
で
は
、下
北
沢
で
晩
年
を
過
ご
し
た
朔
太
郎
に
因
ん
で
、同
地

に
ゆ
か
り
の
あ
る
作
家
た
ち
を
紹
介
し
た
。
室
内
に
は
、作
家
の
足
跡
が
記
さ
れ

た
白
地
図
に
、来
館
者
が「
シ
モ
キ
タ
」に
ま
つ
わ
る
思
い
出
を
付
箋
に
書
い
て

貼
っ
て
い
く
参
加
型
の
展
示
マ
ッ
プ
を
設
け
た
。
予
想
以
上
に
多
く
の
方
に
ご
参

加
い
た
だ
い
た
こ
と
で
、地
域
の
歴
史
と
来
館
者
一
人
ひ
と
り
の
記
憶
が
層
を
成

し
、時
空
間
が
重
な
り
合
う
マ
ッ
プ
が
完
成
し
た
。

資
料
収
集・
整
理
事
業
で
は
、主
要
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
情
報
を
閲
覧
で
き
る

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
検
索
の
第
三
弾
と
な
る「
映
画
監
督・
成
瀬
巳
喜
男
旧
蔵
資
料
」

の
公
開
が
加
わ
っ
た
。
ま
も
な
く
開
館
30
周
年
を
迎
え
る
当
館
が
管
理
す
る
文

学
資
料
は
、今
後
の
文
学・
文
化
史
研
究
に
お
い
て
も
、地
域
の
歴
史
を
知
る
資

料
と
し
て
も
重
要
な
も
の
と
な
る
。
特
に
現
代
文
学
の
資
料
は
調
査
研
究
が
こ

2
0
2
2（
令
和
4
）年
度

世
田
谷
文
学
館
事
業
報
告

コレクション展  展示風景

TOPICS

企画展  展示風景

シーズン展示  展示風景

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  PART II
山ありてわが人生は楽し
2022/4/9～ 9/11  写真：須藤正男

下北沢猫町散歩
2022/10/1～ 2023/3/31  写真：澤木亮平

漫画家・山下和美展  ライフ・イズ・ビューティフル
2022/7/30～ 9/4

ヨシタケシンスケ展かもしれない
2022/4/9～ 7/3   写真：黒澤義教

月に吠えよ、萩原朔太郎展
2022/10/1～ 2023/2/5   写真：淺川敏

5 4

世田谷文学館コレクション展　
没後50年・椎名麟三と「あさって会」
2023年4月22日（土）～2023年9月3日（日）
＊展示室内の設備不具合に伴う点検整備のため、
本展は8月6日（日）で閉幕とさせていただきました



れ
か
ら
本
格
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、研
究
発
展
の
た
め
に
も
計
画
的

に
公
開
し
て
い
き
た
い
。

普
及
事
業
で
は
、コ
ロ
ナ
禍
に
開
始
し
た
Z
o
o
m
ウ
ェ
ビ
ナ
ー
に
よ
る
オ
ン
ラ

イ
ン
講
座
を
充
実
さ
せ
る
と
と
も
に（「
喪
失
と
郷
愁
―
萩
原
朔
太
郎
と
世
界
の

旅
人  

講
師：エ
リ
ス
俊
子  

等
）、出
張
展
示
や
多
彩
な
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
実

施
す
る「
ど
こ
で
も
文
学
館
」で
の
対
面
式
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
復
活
し
た
。
区
内
大

学
の
日
本
女
子
体
育
大
学
ダ
ン
ス・
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
研
究
部
と
の
連
携
企
画（「
こ

と
ば
と
か
ら
だ
」）で
は
、久
し
ぶ
り
に
子
ど
も
た
ち
の
明
る
い
笑
顔
が
館
内
に
広

催事

が
っ
た
。
ま
た
、芦
花
小
学
校
と
の
共
催
企
画（「
も
っ
と
朗
読
を
楽
し
も
う
」）も
、

活
躍
中
の
俳
優
二
人
を
講
師
に
迎
え
、思
い
出
に
残
る
貴
重
な
体
験
と
な
っ
た
。

出
張
展
示
で
は
、区
内
在
住
の
書
家
の
作
品
を
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
状
に
制
作
し
た

キ
ッ
ト
と
、企
画
展・
萩
原
朔
太
郎
展
に
連
動
し
た
ジ
ュ
ニ
ア
世
代
向
け
の
展
示

キ
ッ
ト「
詩
人・萩
原
朔
太
郎
」を
制
作
し
た
。
ま
た
、池
之
上
青
少
年
交
流
セ
ン

タ
ー
と
の
共
催
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
、朔
太
郎
作
品
に
ち
な
ん
だ
絵
を
描
い
た
フ

ラ
ッ
グ
を
制
作
し
、会
期
中
に
下
北
沢
駅
周
辺
の
各
商
店
街
で
掲
出
す
る
な
ど
、

区
内
の
様
々
な
地
域
団
体
と
連
携
す
る
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
活
動
も
行
っ
た
。

世
田
谷
文
学
館
が「
セ
タ
ブ
ン
」の
愛
称
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
S
N
S

上
で
も
そ
の
名
が
広
ま
り
つ
つ
あ
る
が
、昨
年
か
ら
開
始
し
た「
ほ
ん
と
わ
ラ
ジ

オ
」も
多
彩
な
ゲ
ス
ト
が
出
演
し
、「
セ
タ
ブ
ン
」な
ら
で
は
の「
耳
で
聴
く
文
学
」

と
し
て
定
着
し
て
き
た
。
加
え
て
、「
ほ
ん
と
わ
」発
の
朗
読
コ
ン
テ
ン
ツ
制
作

に
も
取
り
組
み
、
Y
o
u
T
u
b
e
配
信
も
開
始
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
媒
体
か
ら

「
セ
タ
ブ
ン
」が
発
信
す
る〈
文
学
〉を
伝
え
る
こ
と
は
、今
後
ま
す
ま
す
重
要
と

な
る
。
利
用
者
に
と
っ
て
便
利
で
、充
実
し
た
情
報
発
信
を
今
後
も
展
開
し
て

い
く
。

ワークショップ「萩原朔太郎プレイベント  あなたの言葉が詩になる！  
朗読と語りのワークショップ」  
講師：TOLTA（ヴァーバル・アート・ユニット）   2022/7/30、8/5

ワークショップ（画像右側）の展示風景
（「月に吠えよ、萩原朔太郎展」会場）

2022/10/1―2023/2/5

ワークショップ成果物（画像左側）の展示風景
（下北沢の商店街270か所に掲出）   

2022/11初旬－12中旬

ワークショップ「猫町フラッグをつくろう」（共催：世田谷区立池之上青少年交流センター）
講師：佐藤愛（舞台美術  造画・造形担当 /「第三図工室」代表）
2022/8/7・8/21  フラッグ掲出協力：下北沢商店連合会

「ほんとわラジオ」9月放送分  エフエム世田谷（83.4MHz）
前編9/1･中編9/15･後編9/29放送
パーソナリティ：河西美紀  出演：髙橋大輔（探検家）

「生業さがし  児童文学をささえる仕事」
講師：日下部由佳（講談社・幼児図書編集部）   2022/11/6

「もっと朗読を楽しもう ～プロの読み方を聞いてやってみよう～」
(芦花小学校共催 )
講師：緒方賢一（俳優、声優）、水田わさび（声優）   2022/12/10

ダンスワークショップ
「ことばとからだ  フェルトバッジでウィンターダンス‼」
講師：日本女子体育大学ダンス・プロデュース研究部
（顧問：松澤慶信、リーダー：佐藤ひなた）   2022/12/11

出張展示キット「詩人  萩原朔太郎」
出張展示キット「世田谷の書」

2-1  普及事業：どこでも文学館（出張展示）
◉展覧会名（無料）
会場 開催日 観覧者数（人）
◉「OSAMU’S MOTHER GOOSE」
梅丘図書館 2022/4/1～7/13 （前年度からの

継続展示）－
◉「北杜夫 どくとるマンボウ昆虫展」
川場村なかのビレジB棟 4/1～6/20 （前年度からの

継続展示）－
祖師谷小学校 10/11～10/21 662
◉「台湾・世田谷交流バナー 台湾はどんな国？」
川場村ふじやまビレジせせらぎの湯 4/1～6/20 （前年度からの

継続展示）－
奥沢区民センター 12/2～12/23 2,179
◉「大竹英洋 ノースウッズ  生命を与える大地」
せたがや文化財団  生活工房 6/4～7/10 （生活工房との

共催展示）―
コミュニティカフェななつのこ 7/22～ 8/24 1,109
船橋希望中学校 9/1～ 9/27 347
千葉市みずほハスの花図書館 10/1～10/26 9,073
長野県塩尻市立図書館 11/19～12/18 200
◉「若草物語 -Little Women-」
川場村ふじやまビレジせせらぎの湯 6/21～10/18 6,803
中央図書館 2023/2/16～3/30 46,883
◉「水丸さんのがたんごとん」
川場村なかのビレジB棟 6/21～10/18 3,894
中央図書館 7/28～8/24 37,023
府中市立図書館 9/30 336
山崎小学校 10/21～11/15 363
上用賀保育園 2023/1/6～1/26 103
八幡山幼稚園 2023/2/1～2/17 43
◉「シートン動物記」
奥沢区民センター 6/24～7/8 1,949
梅丘図書館 7/14～9/7 25,500
川場村ふじやまビレジせせらぎの湯 10/18～

2023/3/31
6,984

◉「井上ひさし  ふかいことをゆかいに」
玉川中学校 6/24～7/29 360
川場村なかのビレジB棟 10/18～

2023/3/31
2,384

◉「大竹英洋 北の森 ノースウッズの世界」
奥沢区民センター 8/12～9/8 2,467
千葉市みずほハスの花図書館 10/27～11/19 11,012
books＆gallery羅秀夢（広島県） 12/3～12/25 120
◉「宮西達也と子どもたち」
芦花小学校 9/1～9/27 1,084
山野小学校 9/28～10/21 1,141
池之上小学校 11/1～11/25 314
稲城市立 iプラザ図書館 2023/1/22～2/5 524
◉「宮沢賢治 幻想紀行」
弦巻小学校 9/1～9/27 799
八幡小学校 9/28～10/21 347
◉「山へ！ to the mountains」
梅丘図書館 9/8～2023/3/1 83,400
◉「水上勉のハローワーク」
桜丘中学校 9/9～10/11 671
◉「SF入門 星新一」
中里小学校 10/11～11/15 232
太子堂小学校 11/15～11/25 588
◉「詩人・萩原朔太郎」
世田谷文学館 11/20～3/31 2,111
◉「セタブン人生相談－あなたのための人生処方箋」
大田区立馬込図書館 12/16～

2023/2/15
320

合計 251,325

1  展覧会
展覧会名 会期 日数（日） 一般観覧料（円） 観覧者数（人）

◉コレクション展
前期   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PART II
山ありてわが人生は楽し

2022/4/9～ 9/11 135 200 9,163

後期  下北沢猫町散歩 10/1～2023/3/31 151 200 7,375

◉企画展
ヨシタケシンスケ展かもしれない 2022/4/9～7/3 74 1,000 59,843
漫画家・山下和美展
ライフ・イズ・ビューティフル

2022/7/30～9/4 32 無料 3,408

月に吠えよ、萩原朔太郎展
Sakutaro Hagiwara: Howl at the moon

10/1～ 2023/2/5 105 900 8,789

合計 88,578

2-2  普及事業：どこでも文学館（ワークショップ）ほか
内容 開催日 参加者数（人）
活動支援事業・友の会総会記念講演会
「ファザコンからの脱却－父・阿川弘之の生誕100年を迎えて」
講師：阿川佐和子（エッセイスト）
共催：世田谷文学館友の会

2022/4/3 146

ヨシタケシンスケ展関連イベント  
「りんごかもしれない」（2回公演）
出演：人形劇団プーク

6/1 117

活動支援事業・友の会共催講演会
「人生百年時代のドフトエフスキー」
講師：亀山郁夫（世田谷文学館館長）
共催：世田谷文学館友の会

7/9 106

ワークショップ「萩原朔太郎プレイベント  あなたの言葉が詩になる！
朗読と語りのワークショップ」（4回開催）
講師：TOLTA（ヴァーバル・アート・ユニット）

7/30, 8/5 31

共催ワークショップ「猫町フラッグをつくろう」
（2回開催  世田谷区立池之上青少年交流センター音楽室）
講師：佐藤愛（舞台美術  造画・造形担当 /「第三図工室」代表）
共催：世田谷区立池之上青少年交流センター

8/7, 8/21 40

オンラインイベント「探検をはじめよう!－探検家の想像力－」
講師：髙橋大輔（探検家）

8/28 21

共催事業「日経『星新一賞』出張授業」
講師：藤崎慎吾（SF作家、第1回日経「星新一賞」一般部門グランプリ受賞）
共催：日経「星新一賞」実行委員会

9/11 15

萩原朔太郎展関連イベント  
オンライン講演会「喪失と郷愁－萩原朔太郎と世界の旅人」
講師：エリス俊子（比較文学者）

10/30 58

「生業さがし」－児童文学をささえる仕事－
講師：日下部由佳（講談社  幼児図書編集部）

11/6 7

0才からのジャズコンサート（3公演）
出演：クニ三上（ピアノ）、越野振人（ベース）、田村陽介（ドラムス）

11/17 219

活動支援事業・友の会共催講演会  
萩原朔太郎歿後80年「初版本、『月に吠える』の不思議」
講師：萩原朔美（前橋文学館館長、多摩美術大学名誉館長）
共催：世田谷文学館友の会

11/20 97

ワークショップ「もっと朗読を楽しもう」
～プロの読み方を聞いてやってみよう～（芦花小学校共催）
講師：緒方賢一（俳優、声優）、水田わさび（声優）

12/10 186

ダンスワークショップ「ことばとからだ  フェルトバッジでウインターダンス‼」
講師：日本女子体育大学ダンス・プロデュース研究部
（顧問：松澤慶信、リーダー：佐藤ひなた）

12/11 6

月に吠えよ、萩原朔太郎展関連イベント「猫町ラビリンス」（段ボール迷路） 12/17～
2023/2/5

986

その他（職場体験、学芸員実習、活動支援事業での講師派遣など） 通年 418
合計 2,453

3  ライブラリー・講義室等
施設 利用者数（人）
ライブラリ― 22,559
講義室 1,761
くつろぎスペース 8,491

5  刊行物
タイトル 判型 /頁数 頒価（円）
◉世田谷文学館ニュース
第80号9月
巻頭エッセイ  「遠き山に日は落ちて」亀山郁夫 (世田谷文学館館長 )/
2021年度世田谷文学館事業報告

A4/8 無料

第81号3月
巻頭エッセイ  「罪を憎んで、人を憎まず」亀山郁夫 (世田谷文学館館長 )/
2022年度世田谷文学館展覧会事業報告 /収蔵品紹介 椎名麟三関連資料

A4/8 無料

◉展覧会図録
ヨシタケシンスケ展かもしれない 公式図録  「こっちだったかもしれない」
（白泉社 MOE編集部発行）

B6変形 /496 2,970円（税込）

「朔太郎の詩・手帖」（「月に吠えよ、萩原朔太郎展」ミニカタログ） A6/68 500円（税込）
◉その他
「月に吠えよ、萩原朔太郎展」リーフレット A3（8ツ折）/1 無料
どこでも文学館報告書2022 B2（4ツ折）/1 無料
移動文学館  出張展示キット  貸出案内パンフレット A5/40 無料

2022（令和4）年度
事業一覧

4  文学資料収集・保管（点数）
令和4年度収蔵点数 694
令和5年3/31現在の収蔵品点数 101,779
特別閲覧件数（点数） 10
特別観覧件数（撮影点数） 267
収蔵資料貸付 114

2022(令和4)年度  助成・協賛
[助成 ] 文化庁  令和4年度文化資源活用事業費補助金（日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業）
[協賛 ] 株式会社ウテナ、烏山駅前通り商店街振興組合、JA東京中央農業協同組合、昭和信用金庫、世田谷信用金庫、

東邦ホールディングス株式会社、ベネッセスタイルケア芦花翠風邸、芦花公園商店街振興組合        （50音順）

6  年間利用者数
375,167

7 6
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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/

同時開催

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.
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])
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Special Exhibition
Hisashi Eguchi Exhibition : Not Completed
Saturday, September 30, 2023 to Sunday, February 4, 2024 
Hisashi Eguchi (b. 1956) has been an iconic presence in pop culture 
since the 1980s and continues to influence a wide range of generations 
today. This exhibition features many illustrations from original frames 
of manga such as Susume!! Pirates and Stop!! Hibari-kun! in one 
place, highlighting the appeal of Eguchi’s works.

Admission Fees
General admission : ¥ 1,000 (800) ; Over 65 / College or High School 
Student : ¥ 600 (480) ; Junior High and Elementary School Student : 
¥ 300 (240) ; Disability certificate holders : ¥ 500 (400) yen (Disability 
certificate holders of college age and below are admitted free of 
charge)
＊Amounts in parentheses group discounts and reduced rates for holders of 

the Setagaya Arts Card 
＊On Saturday 30th September, admission is free of charge for persons who 

are 60 years of age or older 
＊On Friday 6th October, admission is free of charge for persons who are 65 

years of age or older 
＊ If the museum is crowded, you may need to wait to enter. 

Exhibition Tickets
Online tickets and same-day tickets are available.
＊For details regarding online tickets, please see the SETAGAYA LITERARY 

MUSEUM website (https://www.setabun.or.jp/).
＊We cannot accept phone inquiries.

利用案内
開館時間：10時～18時（展覧会入場、ミュージアムショップは17時30分まで）
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
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・休日のコレクション展は無料

交通案内：
京王線「芦花公園」駅南口より徒歩約5分
京王線「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

【お詫びと訂正】  文学館ニュース81 p.6『収蔵品紹介』〈椎名麟三関連資料〉に下記の訂正がございます。深くお詫び申し上げます。
第二段落　誤×「椎名は戦前の1944年より」→正〇「椎名は戦前の1943年より」

ムットーニコレクション
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江口寿史展  
ノット・コンプリ－テッド
2023年9月30日（土）～
2024年2月4日（日）

［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（400）円（但大学生以下は無料）
＊（ ）内は団体割引と「せたがやアーツカード」割引料金
＊ 9月30日（土）は60歳以上無料 ＊ 10月6日（金）は65歳以上無料
＊混雑状況によりご入場をお待ちいただく場合がございます
展覧会チケット
オンラインチケット及び当日券を販売いたします
＊オンラインチケットの詳細は、世田谷文学館ホームページ
（https://www.setabun.or.jp/）をご覧ください
＊電話でのご予約は受け付けておりません

［観覧料］
一般 200（160）円 /
大学・高校生 150（120）円 /
65歳以上・小・中学生 100（80）円 /
障害者手帳をお持ちの方100（80）円（但、大学生以下は無料）
＊（ ）内は団体割引と「せたがやアーツカード」割引料金
＊世田谷区内在住・在学の小中学生は､土､日､祝､休日はコレクション展は無料
になります

＊混雑状況によりご入場をお待ちいただく場合がございます

現代劇から時代劇まで、あ
らゆるジャンルの映画衣裳
デザインを手掛けた柳生悦
子（1929～ 2020）。本展で
は、生前本人から寄贈され
た『裸の大将』『大学の若大
将』『風林火山』『敦煌』など
をはじめとする多くのデザイ
ン画を通じて、日本映画黄
金期に衣裳デザインのパイ
オニアとして活躍した柳生
悦子の仕事をご紹介します。

SETAGAYA LITERARY MUSEUM Collection 
Exhibition
Costumes Speak: The Work of Film Costume 
Designer Etsuko Yagyu
Saturday, October 7, 2023 to Sunday, March 31, 2024
Simultaneous Exhibition : MUTTONI Collection
Etsuko Yagyu (1929 – 2020) worked on movie costume design in 
all genres, from modern drama to period drama. This exhibition 
features many designs donated by the artist during her lifetime, 
including designs from Hadaka no Taisho, Sir Galahad in Campus, 
Furin Kazan, and The Silk Road, through which we see Etsuko 
Yagyu’s work as a pioneer in the golden age of Japanese cinema. 

Admission Fees
General admission : ¥ 200 (160) / College or High School Student : 
¥ 150 (120) ; Over 65 / Junior High and Elementary School Student : 
¥ 100 (80) ; Disability certificate holders : ¥ 100 (80) yen (Disability 
certificate holders of college age and below are admitted free of 
charge)
＊Amounts in parentheses group discounts and reduced rates for holders 

of the Setagaya Arts Card
＊Residents of Setagaya City and elementary / junior high school students 

attending school in Setagaya City can enter the collection exhibition 
free of charge on weekends and holidays. 

＊ If the museum is crowded, you may need to wait to enter.

衣裳は語る－映画衣裳デザイナー・柳生悦子の仕事
2023年10月7日（土）～2024年3月31日（日）

10
月

江口寿史（1956～）は、80年
代からポップカルチャーの象
徴的存在として、今なお幅広
い世代に影響を与え続けて
います。本展では『すすめ !!
パイレーツ』や『ストップ !!  ひ
ばりくん !』などの漫画原画か
らイラストレーションの数々を
一堂に展示し、江口作品の魅
力をご紹介します。

2023年9月～2024年3月
＊9月30日（土）は60歳以上無料
＊10月6日（金）は65歳以上無料
＊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




