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詩
、小
説
、評
論
と
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
活
躍

し
、こ
の
た
び
1 

9 

3 

0
年
代
後
半
の
上
海
を

舞
台
に
し
た
小
説『
名
誉
と
恍
惚
』で
も
谷
崎

潤
一
郎
賞
、Bunkam

ura 

ド
ゥ
マ
ゴ
文
学
賞
の

ダ
ブ
ル
受
賞
を
果
た
し
た
松
浦
寿
輝
さ
ん
を
お

迎
え
し
、当
館
館
長
が
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

館長の作家対談

ゲスト

松浦寿輝
（詩人・小説家・フランス文学者）

聞き手

菅野昭正
（世田谷文学館館長）

が
建
ち
並
ん
で
い
ま
す
が
、に
ぎ
や
か
な
街
か
ら
裏
道
に

逸
れ
る
と
床
屋
が
路
上
に
い
て
客
を
集
め
て
丸
椅
子
に

座
ら
せ
て
髪
を
切
っ
て
い
た
り
、人
間
く
さ
い
と
こ
ろ
も

あ
っ
た
り
し
て
楽
し
か
っ
た
で
す
。

　
た
だ
、そ
う
い
う
体
験
よ
り
も
む
し
ろ
先
生
が
仰
っ
た

よ
う
に
、今
ま
で
扱
わ
れ
て
き
た
文
学
の
中
で
の
上
海
。

も
っ
と
俗
な
次
元
で
も
上
海
神
話
み
た
い
な
も
の
が
、映

画
な
ど
も
含
め
て
あ
り
ま
す
よ
ね
。
エ
ロ
ス
と
暴
力
で
あ

る
と
か
、麻
薬
と
売
春
で
あ
る
と
か
。
英
語
で
はW

hore 

of the E
ast

、「
東
洋
の
娼
婦
」と
か
呼
ば
れ
た
り
し
た
。

一
種
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
幻
想
み
た
い
な
も
の
も
含
め

て
、い
ろ
い
ろ
な
固
定
観
念
や
誇
張
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
ま

と
わ
り
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
ま
ず
面
白
い
と
思
っ
た
ん

で
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
利
用
し
な
が
ら
、何
か
長
い
物

語
の
舞
台
に
で
き
な
い
か
な
と
い
う
あ
た
り
が
出
発
点

で
し
た
。

菅
野 

▼ 

僕
が
今
ま
で
読
ん
だ
上
海
の
小
説
で
は
、例
え
ば

横
光
利
一
は
謳
い
文
句
と
し
て「
数
量
と
悲
惨
」と
い
う

こ
と
を
言
う
ん
で
す
ね
。
巨
大
な
都
市
で
あ
り
、悲
惨
を

極
め
た
生
活
を
し
て
い
る
人
た
ち
が
い
る
と
い
う
前
提
、

枠
組
み
で
都
市
を
書
こ
う
と
し
た
わ
け
で
す
ね
。
結
論

か
ら
言
う
と
、あ
れ
は
失
敗
作
だ
と
思
い
ま
す
け
ど
。
横

光
は
あ
れ
こ
れ
新
し
が
っ
て
関
心
を
も
ち
、誰
も
や
っ
て

い
な
こ
と
を
や
り
た
い
と
い
う
タ
イ
プ
の
作
家
で
し
た
か

ら
、そ
こ
で
五・
三
〇
事
件
の
と
き
の
様
々
な
い
き
さ
つ

『
名
誉
と
恍
惚
』

菅
野 

▼ 

今
日
は
お
忙
し
い
と
こ
ろ
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。『
名
誉
と
恍
惚
』を
拝
見
し
ま
し
た
。
と
て
も
読
み

ご
た
え
が
あ
り
ま
し
た
。

松
浦 

▼ 

こ
ん
な
に
厚
い
本
を
読
ん
で
く
だ
さ
っ
て
、あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

菅
野 

▼ 

こ
れ
を
拝
見
し
て
、作
者
が
上
海
を
舞
台
に
し
た

と
い
う
こ
と
が
意
外
と
い
う
か
、
驚
き
で
も
あ
り
ま
し

た
。
小
説
の
舞
台
と
し
て
上
海
を
手
が
け
て
い
る
作
家

は
か
な
り
多
い
で
す
ね
。
横
光
利
一
と
か
、終
戦
前
後
に

堀
田
善
衛
さ
ん
が
や
っ
て
い
ま
し
た
ね
。
そ
う
い
う
作
家

た
ち
の
上
海
に
対
す
る
関
心
と
は
、自
ず
か
ら
違
っ
て
い

る
は
ず
だ
と
思
う
け
ど
、何
か
特
別
な
き
っ
か
け
が
あ
っ

た
ん
で
す
か
。

松
浦 

▼ 

ち
ょ
っ
と
観
光
旅
行
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
程
度

で
、ほ
と
ん
ど
実
人
生
で
は
縁
の
な
い
街
な
ん
で
す
け
れ

ど
も
。
今
や
上
海
も
現
代
建
築
の
実
験
場
な
ん
て
い
わ

れ
る
浦プ

ー
ド
ン東

あ
た
り
は
に
ょ
き
に
ょ
き
奇
怪
な
形
の
ビ
ル

を
、時
間
を
移
し
替
え
て
書
い
て
い
ま
す
ね
。
彼
が
上
海

に
行
っ
た
の
は
1
9
2
8
年
か
な
。

松
浦 

▼ 

昭
和
3
年
で
す
ね
。
あ
れ
は
横
光
の
最
初
の
長
編

で
す
ね
。

菅
野 

▼ 

五・
三
〇
は
そ
の
3
年
前
。
あ
れ
は
日
本
資
本
の

紡
績
工
場
の
ス
ト
ラ
イ
キ
が
発
端
だ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。

そ
の
中
で
い
ろ
い
ろ
悪
戦
苦
闘
し
た
人
物
を
移
し
替
え

て
、五・三
〇
を
ひ
な
形
に
し
た
フィ
ク
シ
ョ
ン
を
作
っ
た
。

ど
う
し
て
も
そ
こ
に
無
理
が
あ
る
し
、テ
ー
ゼ
と
し
て
掲

げ
た
数
量
と
悲
惨
と
い
う
問
題
が
、う
ま
く
マ
ッ
チ
し
て

い
な
い
感
じ
が
す
る
ん
で
す
ね
。
数
量
、要
す
る
に
巨
大

な
マ
ス
の
都
市
、そ
の
巨
大
な
マ
ス
を
捉
え
る
と
い
う
こ

と
は
な
か
な
か
難
し
い
作
業
で
す
よ
ね
。
当
時
の
日
本

の
小
説
の
一
般
的
な
規
範
か
ら
す
れ
ば
、非
常
に
難
し
い

課
題
だ
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。
悲
惨
を
書
く
と
い
う
の
は
、

そ
れ
ほ
ど
難
し
く
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
け
ど
。
あ
れ

は
お
読
み
に
な
り
ま
し
た
？

松
浦 

▼ 

は
い
、読
み
ま
し
た
。
先
生
の『
横
光
利
一
』は
横

光
の
作
品
が
日
本
の
近
代
史
の
中
で
持
つ
意
味
を
解
明

し
た
、素
晴
ら
し
い
評
論
で
し
た
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、

魔
都
上
海
と
言
い
ま
す
け
ど
…
…

菅
野 

▼ 

魔
の
都
ね
。

松
浦 

▼ 

魔
の
都
。
あ
れ
は
村
松
梢
風
が
発
明
し
た
言
葉
の

よ
う
で
す
ね
。『
魔
都
』と
い
う
小
説
を
彼
が
大
正
13
年

に
書
い
て
、一
挙
に
人
口
に
膾か

い
し
ゃ炙

し
た
ら
し
い
。
谷
崎
も

松浦寿輝（まつうら・ひさき）

詩人・小説家・フランス文学者。東京大学
名誉教授。1954年東京都生まれ。東京
大学大学院仏語仏文学専攻修士課程修
了。パリ第 III大学にて博士号（文学）、東
京大学にて博士号（学術）取得。’88年、
詩集『冬の本』で高見順賞、’95年、『エッ
フェル塔試論』で吉田秀和賞、’96年、『折
口信夫論』で三島由紀夫賞、2000年、『知
の庭園－19世紀パリの空間装置』で芸術
選奨文部大臣賞、同年、「花腐し」で芥川
龍之介賞、’05年、『あやめ 鰈 ひかがみ』
で木山捷平文学賞、同年、『半島』で読売
文学賞、’09年、詩集『吃水都市』で萩原
朔太郎賞、’14年、詩集『after ward』で鮎
川信夫賞、’15年、『明治の表象空間』で毎
日芸術賞特別賞、’17年、『名誉と恍惚』で
谷崎潤一郎賞、Bunkamura ドゥマゴ文学
賞を受賞。他に著書多数。’12年、東京大
学大学院教授を辞職、執筆に専念する。
同年、紫綬褒章受勲。

『エッフェル塔試論』 
筑摩書房 1995年

『花腐し』 
講談社 2000年

『after ward』 
思潮社 2013年

『名誉と恍惚』 
新潮社 2017年
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2
回
ぐ
ら
い
上
海
に
行
っ
て
い
る
。
上
海
も
の
の
短
編
や

エッ
セ
イ
が
幾
つ
か
あ
り
ま
す
。

菅
野 
▼ 
芥
川
に
も
あ
り
ま
す
ね
。

松
浦 

▼ 
は
い
、芥
川
も
。
横
光
利
一
の『
上
海
』は
昭
和
3

年
に
行
っ
た
体
験
に
基
づ
い
て
い
ま
す
よ
ね
。
戦
後
派
が

扱
っ
た
上
海
と
比
べ
る
と
、か
な
り
の
ん
び
り
し
た
と
こ

ろ
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
つ
ま
り
、谷
崎
な
ん
か
は
政

治
情
勢
や
社
会
の
現
実
に
あ
ま
り
興
味
は
な
く
て
、も
っ

ぱ
ら
官
能
的
な
話
と
か
。

菅
野 

▼ 

つ
ま
り
一
種
の
紀
行
小
説
で
す
ね
。

松
浦 

▼ 

そ
こ
に
幻
想
味
を
加
え
た『
西
湖
の
月
』な
ん
か
は

な
か
な
か
い
い
短
編
で
す
。
と
こ
ろ
が
武
田
泰
淳
と
か
、

堀
田
善
衛
の
上
海
体
験
に
な
る
と
、時
代
が
ほ
ん
の
10
年

ぐ
ら
い
下
っ
た
だ
け
で
す
ご
く
深
刻
な
感
じ
に
な
る
。
日

中
戦
争
の
風
雲
急
を
告
げ
る
時
期
に
な
っ
て
い
く
わ
け

で
す
ね
。
堀
田
さ
ん
の『
上
海
に
て
』は
、戦
後
の
上
海
に

な
る
わ
け
で
す
。
戦
中
期
か
ら
彼
は
上
海
に
い
る
ん
で
す

が
、戦
後
の
上
海
で
の
体
験
を『
上
海
に
て
』に
書
い
て
い

る
。
僕
の
小
説
の
舞
台
は
昭
和
12
年
か
ら
昭
和
14
年
な

ん
で
す
け
ど
、手
前
味
噌
に
な
り
ま
す
が
こ
の
時
期
は
今

ま
で
あ
ま
り
人
が
手
を
つ
け
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。

昭
和
12
年
に
盧
溝
橋
事
件
、第
二
次
上
海
事
変
が
あ
り
、

も
う
戦
争
が
始
ま
っ
て
い
る
ん
だ
け
ど
租
界
の
中
は
手

を
つ
け
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、日
本
軍
は
そ
の
周
り

を
取
り
巻
い
て
中
は
真
空
状
態
み
た
い
に
な
っ
て
い
る
。

そ
う
い
う
状
況
が
昭
和
12
年
に
始
ま
っ
て
、昭
和
16
年
に

な
る
と
パ
ー
ル・ハ
ー
バ
ー
以
降
ア
メ
リ
カ
と
の
戦
争
が
始

ま
り
、日
本
軍
が
租
界
に
ド
ッ
と
入
っ
て
き
て
占
領
し
て

し
ま
い
ま
す
。
つ
ま
り
昭
和
12
年
か
ら
16
年
と
い
う
4

年
間
の
上
海
租
界
は
奇
妙
な
真
空
地
帯
み
た
い
に
、三
す

く
み
の
よ
う
な
か
た
ち
で
い
ろ
い
ろ
な
権
力
が
渦
巻
い
て

い
て
、一
方
で
難
民
が
ド
ッ
と
流
入
し
て
と
い
う
状
況
で

す
よ
ね
。
こ
こ
は
面
白
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
っ
た
ん

で
す
。
上
海
の
こ
と
を
書
こ
う
か
な
と
思
っ
て
い
ろ
い
ろ

本
を
読
ん
で
い
る
中
で
、租
界
が「
陸
の
孤
島
」と
呼
ば

れ
て
孤
立
し
て
い
た
そ
の
4
年
間
を
物
語
の
舞
台
に
選

ん
で
、そ
こ
に
日
朝
混
血
の
警
察
官
と
い
う
マ
イ
ナ
ー
性

を
背
負
っ
た
存
在
を
投
げ
込
ん
で
み
た
ら
ど
う
か
、と
。

菅
野 

▼ 

い
わ
ゆ
る
十
五
年
戦
争
の
中
の
小
春
日
和
。
と
い

う
言
い
方
は
ち
ょ
っ
と
当
た
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
け

ど
、比
較
的
ま
あ
事
の
少
な
か
っ
た
時
期
で
す
ね
。
特
に

上
海
の
場
合
、割
に
落
ち
着
い
て
い
た
ん
で
し
ょ
う
。
そ

の
時
期
、
実
は
僕
の
叔
父
が
、
保
険
会
社
の
社
員
で
す

け
ど
、上
海
の
駐
在
員
に
な
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
昭
和

15
、
6
年
か
な
、
4
、
5
年
い
た
ん
で
す
。
そ
の
頃
、『
風

と
共
に
去
り
ぬ
』を
見
た
そ
う
で
す
。
あ
れ
は
初
め
て
の

天
然
色
映
画
で
し
ょ
う
。

松
浦 

▼ 

そ
れ
は
驚
い
た
で
し
ょ
う
ね
。

菅
野 

▼ 

び
っ
く
り
し
た
と
言
っ
て
ま
し
た
ね
。
戦
争
を
し

て
い
る
国
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、そ
う
い
う
も
の
が

見
ら
れ
る
よ
う
な
都
市
な
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
戦
後
に

そ
の
話
を
聞
い
て
、不
思
議
な
感
じ
が
し
た
覚
え
が
あ
り

ま
す
。

松
浦 

▼ 

そ
う
で
す
ね
。
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
が
入
っ
て
き
て
、

ジ
ャ
ズ
な
ん
か
も
流
行
し
て
、ジ
ャ
ズ
ク
ラ
ブ
だ
の
ナ
イ
ト

ク
ラ
ブ
は
か
な
り
賑
や
か
な
活
況
を
呈
し
て
い
た
。
も
っ

と
も
、
1
9
3
0
年
代
後
半
に
な
る
と
、上
海
の
繁
栄
も

少
し
陰
り
を
見
せ
て
い
た
と
書
い
て
い
る
資
料
も
あ
り

ま
す
け
れ
ど
。

菅
野 

▼ 

決
定
的
に
変
わ
る
の
は
、や
は
り
太
平
洋
戦
争
に

な
っ
て
か
ら
で
し
ょ
う
ね
。

松
浦 

▼ 

一
方
で
ち
ょ
っ
と
離
れ
た
南
京
で
は
、日
本
軍
が
南

京
攻
略
を
し
て
、南
京
事
件
が
37
年
の
12
月
に
起
き
て

い
る
。
そ
う
い
う
中
で
上
海
の
特
に
租
界
、共
同
租
界
、

フ
ラ
ン
ス
租
界
と
い
う
の
は
物
語
的
興
趣
を
そ
そ
る
不
思

議
な
場
所
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
し
て
。

菅
野 

▼ 

そ
う
い
う
時
代
を
扱
っ
た
小
説
と
い
う
の
は
、ほ

か
に
あ
り
ま
す
か
？

松
浦 

▼ 

例
え
ば
S
F
作
家
の
J
・
G
・バ
ラ
ー
ド
の『
太
陽

の
帝
国
』。
日
本
で
は
堀
田
善
衛
が『
時
間
』と
い
う
南

京
事
件
を
扱
っ
た
小
説
を
書
い
て
い
ま
す
。
断
定
的
な
こ

と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、上
海
は
あ
ま
り
な
い
と
思
い
ま
す

ね
。
堀
田
さ
ん
の『
時
間
』は
南
京
事
件
を
中
国
人
の
視

点
か
ら
書
く
と
い
う
面
白
い
趣
向
の
作
品
で
す
が
、小
説

と
し
て
成
功
し
て
い
る
か
と
い
う
と
ど
う
か
な
と
。
武
田

泰
淳
に
も
幾
つ
か
短
編
が
あ
り
ま
す
ね
。

菅
野 

▼ 

お
二
人
と
も
中
日
文
化
協
会
と
か
い
う
組
織
に
勤

め
て
い
た
ん
で
す
ね
。
国
内
の
情
勢
を
逃
れ
て
と
い
う
と

こ
ろ
も
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
け
ど
ね
。

松
浦 

▼ 

日
本
の
文
学
者
の
中
で
は
、武
田
泰
淳
が
中
国
と

の
関
係
で
は
一
番
深
刻
な
…
…

菅
野 

▼ 

そ
う
で
す
ね
。
中
国
文
学
専
攻
で
す
し
ね
。

松
浦 

▼ 

一
番
傷
つ
い
て
、深
い
懊
悩
が
あ
る
と
思
う
。
そ
の

せ
い
で
、か
え
っ
て
上
海
を
舞
台
に
し
た
大
き
な
小
説
を

彼
は
書
か
な
か
っ
た
、あ
る
い
は
書
け
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

菅
野 

▼ 

こ
の『
名
誉
と
恍
惚
』は
い
つ
書
き
上
げ
ら
れ
た
の

で
す
か
。

松
浦 

▼ 

月
1
回
ず
つ
書
い
て
、
2
年
半
ぐ
ら
い
連
載
し
ま

し
た
。
今
年
の
3
月
に
出
た
も
の
で
す
。

菅
野 

▼ 

こ
れ
か
ら
、ま
た
小
説
の
予

定
は
あ
り
ま
す
か
。

松
浦 

▼ 

一
種
の
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
み

た
い
な
も
の
を
や
っ
て
み
た
の
で
、

も
う
少
し
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
で

幻
想
を
膨
ら
ま
せ
た
よ
う
な
も
の

を
書
い
て
み
た
い
な
と
思
っ
て
い

ま
す
。

菅
野 

▼ 

そ
れ
も
楽
し
み
に
拝
見
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
詩
に
つ
い
て

菅
野 

▼ 

と
こ
ろ
で
、僕
が
あ
な
た
の

作
品
を
読
ん
だ
の
は
、ま
ず
短
歌

が
最
初
で
し
た
。

松
浦 

▼ 

は
い
。
同
人
誌
の
よ
う
な
も
の
に
塚
本
邦
雄
ま
が

い
の
前
衛
短
歌
を
。
短
歌
の
試
み
は
も
う
あ
れ
っ
き
り

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
あ
れ
を
菅
野
先
生
は
面
白
い

と
言
っ
て
く
だ
さ
っ
て
。

菅
野 

▼ 

僕
が
覚
え
て
い
る
の
は
、そ
の
後
に
詩
を
書
か
れ

た
で
し
ょ
う
。
詩
よ
り
短
歌
の
ほ
う
が
君
は
い
い
ん
じ
ゃ

な
い
な
ん
て
、余
計
な
こ
と
を
言
っ
た
も
ん
だ
か
ら
。
心

外
だ
と
い
う
よ
う
な
顔
を
さ
れ
た（
笑
）。

松
浦 

▼ 

そ
う
で
す
か
。
そ
う
い
う
失
礼
な
振
る
舞
い
を
し

た
記
憶
は
あ
り
ま
せ
ん（
笑
）。
た
だ
、詩
を
書
き
始
め
た

こ
ろ
は
五・七・五
の
韻
律
を
何
と
な
く
敵
視
し
て
い
る
気

分
と
い
う
か
、気
概
が
あ
っ
た
の
は
事
実
で
す
。

菅
野 

▼ 

俳
句
は
作
っ
た
こ
と
は
あ
る
ん
で
す
か
。

松
浦 

▼ 

俳
句
は
一
度
も
な
い
で
す
ね
。
中
年
以
降
に
な
っ

て
か
ら
や
っ
ぱ
り
な
か
な
か
面
白
い
も
の
だ
と
い
う
か
、

深
い
も
の
だ
と
い
う
気
に
な
っ
て
き
ま
し
た
ね
。
短
歌

よ
り
俳
句
の
方
が
奥
が
深
い
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
、結

局
は
。

菅
野 

▼ 

ボ
ン
ヌ
フ
ォ
ア
が
、俳
句
の
本
質
は
瞬
間
の
形
而
上

学
だ
と
書
い
て
い
る
の
を
見
て
、う
ま
い
こ
と
を
言
う
な

と
思
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
短
歌
と
い
う
の
は
、一
種

の
物
語
性
を
帯
び
な
い
と
、完
結
し
た
感
じ
が
し
な
い
よ

う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
は
、歌
人
と
お
話
し

し
て
い
て
も
、俳
人
と
お
話
し
し
て
い
て
も
、そ
の
違
い

を
感
じ
ま
す
け
ど
ね
。

松
浦 

▼ 

七・
七
が
つ
く
か
、つ
か
な
い
か
で
大
違
い
で
、ど

こ
か
七・七
で
調
べ
が
出
て
、歌
に
な
っ
て
い
き
、物
語
の

萌
芽
の
よ
う
な
も
の
も
は
ら
む
こ
と
に
な
る
と
言
っ
て
も

い
い
ん
で
す
け
ど
。
そ
こ
へ
い
く
と
俳
句
は
本
当
に
一
行

で
屹
立
し
て
、も
の
そ
れ
自
体
を
ポ
ン
と
出
す
だ
け
で
す

か
ら
。

菅
野 

▼ 

そ
の
通
り
で
す
ね
。
読
む
ほ
う
が
、い
ろ
い
ろ
そ

こ
か
ら
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
働
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、

言
語
装
置
で
す
ね
。
そ
の
歌
作
の
あ
と
、『
ウ
サ
ギ
の
ダ

ン
ス
』と
い
う
詩
を
書
か
れ
た
わ
け
で
し
ょ
う
。

松
浦 

▼ 

そ
の
こ
ろ
、先
生
の『
詩
の
現
在
』が
出
て
、あ
れ

は
本
当
に
面
白
い
本
で
再
読
、三
読
し
た
も
の
で
す
。
現

代
詩
は
北
川
透
さ
ん
の
お
仕
事
と
か
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま

す
け
ど
、ど
う
も
批
評
に
恵
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
先
生

3



の『
詩
の
現
在
』は
一
冊
ご
と
の
詩
集
を
徹
底
的
に
、か
な

り
の
量
の
言
葉
を
費
や
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。

菅
野 

▼ 
僕
は
あ
あ
い
う
ふ
う
に
し
か
書
け
な
い
か
ら
。
戦

前
は
分
か
ら
な
い
け
ど
、

戦
後
は「
荒
地
」グ
ル
ー
プ

が
制
覇
し
た
よ
う
な
と
こ

ろ
が
あ
っ
て
、言
葉
一つ
一つ

の
分
析
と
か
、詩
的
言
語

を
ど
う
い
う
ふ
う
に
評
価

す
る
か
、あ
る
い
は
形
式
、

フォ
ル
ム
の
こ
と
を
重
視
す

る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、

ま
ず
思
想
な
ん
で
す
ね
。

松
浦 

▼ 

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
話

に
な
る
。

菅
野 

▼ 

な
ん
だ
か
詩
な
ん

か
論
じ
な
い
で
、
政
治
論

文
で
も
論
じ
て
い
た
ほ
う

が
よ
っ
ぽ
ど
実
の
あ
る
こ
と

が
書
け
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、と
思
っ
た
り
し
た
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
け
ど
ね
。『
詩
の
現
在
』は
、い
わ
ゆ
る
詩
壇
で
は
評

判
が
悪
か
っ
た
で
す
ね
。

松
浦 

▼ 

そ
う
で
す
か
。
た
し
か
に『
詩
の
現
在
』は
本
当
に

孤
立
し
た
仕
事
と
い
う
か
、あ
あ
い
う
か
た
ち
で
詩
の
言

葉
自
体
、形
式
自
体
を
解
析
し
よ
う
と
い
う
批
評
は
そ
の

後
ほ
と
ん
ど
な
い
で
す
ね
。

菅
野 

▼ 

た
だ
、『
詩
の
現
在
』は
い
わ
ゆ
る
戦
後
詩
の
グ
ル
ー

プ
の
人
に
は
評
判
が
悪
か
っ
た
け
ど
、大
岡
信
と
か
、中

村
稔
さ
ん
と
か
認
め
て
く
れ
る
方
も
一
方
に
は
い
て
、は
じ

め
て
詩
の
批
評
が
出
て
き
た
と
か
、そ
ん
な
ふ
う
に
言
っ

て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
け
ど
。
詩
は
そ
の
後
ま

す
ま
す
、言
葉
を
大
事
に
し
な
い
方
向
に
行
っ
て
し
ま
っ

た
感
じ
が
し
ま
す
ね
。マ
チ
ネ・ポ
エ
ティッ
ク
の
押
韻
定
型

詩
、あ
れ
は
日
本
で
は
無
理
だ
と
い
う
こ
と
は
三
好
達
治

が
論
評
し
た
け
ど
、た
だ
、詩
に
形
式
感
覚
が
い
か
に
大

事
か
と
い
う
問
題
提
起
を
し
た
こ
と
で
も
っ
て
、歴
史
的

な
意
味
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
だ
け
ど
、押
韻
定
型

詩
を
そ
の
ま
ま
と
い
う
の
は
、日
本
語
の
構
造
上
無
理
と

い
う
の
は
、確
か
に
三
好
さ
ん
の
言
う
と
お
り
だ
と
思
い

ま
す
ね
。
母
音
の
数
が
少
な
い
の
が
ま
ず
難
点
で
す
ね
。

松
浦 

▼ 

フ
ラ
ン
ス
語
は
鼻
母
音
を
入
れ
れ
ば
16
も
あ
る
の

に
、日
本
語
は
5
つ
し
か
な
い
。

菅
野 

▼ 

同
じ
行
で
幾
つ
で
も
韻
が
で
き
ち
ゃ
う
、そ
れ
が

決
定
的
な
問
題
で
す
ね
。

松
浦 

▼ 

駄
洒
落
み
た
い
に

な
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
よ
ね
。

菅
野 

▼ 

た
だ
、口
語
自
由
詩

が
始
ま
っ
て
以
来
、詩
人
た

ち
が
そ
れ
ぞ
れ
詩
を
書
く

と
き
、そ
の
度
ご
と
に
形
式

を
作
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
と

い
う
、一
種
の
無
政
府
状
態

が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。
そ

れ
を
何
と
か
き
ち
ん
と
考

え
て
い
く
人
が
出
て
こ
な
い

と
。
松
浦
さ
ん
は
そ
う
い
う

難
題
と
取
り
く
ん
だ
人
だ

と
思
う
ん
だ
け
ど
。
残
念

な
が
ら
詩
か
ら
離
れ
ら
れ

た
。
あ
な
た
は
才
能
が
あ
り
す
ぎ
る
か
ら
。

松
浦 

▼ 

そ
ん
な
、と
ん
で
も
な
い
で
す
。

『
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
試
論
』

菅
野 

▼ 

そ
こ
で
次
の
お
尋
ね
で
す
が
、『
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
試

論
』と
詩
は
ど
ち
ら
が
先
だ
っ
た
ん
で
す
か
。

松
浦 

▼ 

同
時
期
ぐ
ら
い
に
書
い
て
い
ま
し
た
。

菅
野 

▼ 

『
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
試
論
』は
と
て
も
面
白
く
拝
見
し

た
け
ど
、あ
れ
は
ど
う
い
う
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
始
ま
っ

た
仕
事
で
す
か
。

松
浦 

▼ 

留
学
し
て
パ
リ
の
街
や
日
本
館
で
先
生
に
お
目
に

か
か
っ
た
の
を
思
い
出
し
ま
す
が
、今
の
日
本
人
は
あ
ま

り
西
欧
に
行
っ
て
感
動
す
る
こ
と
も
な
く
な
っ
て
き
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、僕
ら
の
世
代
だ
と
ま
だ
石
畳
の
街

の
灰
色
の
静
か
な
雰
囲
気
と
い
う
の
が
と
て
も
深
い
感
銘

を
受
け
て
嬉
し
か
っ
た
ん
で
す
ね
、パ
リ
で
暮
ら
す
の
も
。

　
今
ま
で
エッ
フェ
ル
塔
と
い
う
の
は
絵
は
が
き
と
か
、パ

リ
の
決
ま
り
切
っ
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
イ
メ
ー
ジ
の
代

表
み
た
い
に
考
え
て
い
た
の
で
、何
と
な
く
馬
鹿
に
し
て

い
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、実
際
に
パ
リ
の
街

に
身
を
置
い
て
、セ
ー
ヌ
河
岸
に
あ
れ
が
そ
そ
り
立
っ
て

い
る
の
を
見
た
と
き
に
、あ
あ
、や
っ
ぱ
り
美
し
い
フ
ォ

ル
ム
を
し
て
い
る
な
と
い
う
素
朴
な
感
動
が
あ
っ
た
ん
で

す
。
紋
切
り
型
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
世
間
に
流
布
し
て
い

る
エッ
フェル
塔
の
つ
ま
ら
な
さ
、平
凡
さ
と
い
う
も
の
と
、

石
の
街
の
背
景
か
ら
実
際
に
3
0
0
メ
ー
ト
ル
の
鉄
塔

が
そ
そ
り
立
っ
て
い
る
の
を
見
た
と
き
の
違
和
感
も
含
め

て
、こ
れ
は
本
当
に
美
し
い
も
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。
そ

れ
で
、歴
史
的
な
成
り
立
ち
も
含
め
て
、あ
の
鉄
塔
が
ま

と
っ
て
い
る
現
代
的
な「
美
」の
構
造
を
考
え
て
み
よ
う

と
し
た
ん
で
す
。
エッ
フェ
ル
塔
は
あ
ま
り
お
好
き
じ
ゃ
な

い
で
す
か
。

菅
野 

▼ 

僕
は
登
っ
た
こ
と
な
い
で
す
ね
。

松
浦 

▼ 

登
る
と
面
白
い
ん
で
す
よ
、エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
は
。
あ

の
本
の
表
紙
の
写
真
に
あ
る
よ
う
に
、真
下
か
ら
見
上
げ

る
と
、本
当
に
空
洞
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
中

空
の
空
間
が
あ
っ
て
、
4
本
の
柱
が
周
り
に
あ
っ
て
、上

に
ず
っ
と
狭
ま
っ
て
い
く
。
こ
の
感
じ
と
い
う
の
が
一
種

の aérien 

と
言
い
ま
す
か
、
空
気
的
な
軽
や
か
さ
を
ま

と
っ
た
塔
な
ん
で
す
よ
ね
。

　
東
京
タ
ワ
ー
は
僕
が
小
学
生
の
と
き
に
建
て
ら
れ
た

も
の
で
す
け
ど
、エッ
フェ
ル
塔
よ
り
高
い
3
3
3
メ
ー
ト

ル
と
い
う
の
が
自
慢
だ
っ
た
。
東
京
タ
ワ
ー
は
真
下
に
ビ

ル
が
あ
っ
て
、そ
こ
か
ら
垂
直
に
登
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
の
が
随
分
違
う
な
と
思
い
ま
し
た
ね
。
エッ
フェ
ル
塔
の

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
と
い
う
の
は
、柱
の
一
つ
か
ら
斜
め
に
上
昇

し
て
い
く
わ
け
で
す
、あ
れ
も
ち
ょ
っ
と
遊
園
地
的
な
身

体
感
覚
で
楽
し
い
で
す
。

菅
野 

▼ 

エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
に
登
っ
て
か
ら
書
く
気
持
ち
が
起

こ
っ
た
ん
で
す
か
。
あ
の
時
期
の
フ
ラ
ン
ス
あ
る
い
は
パ

リ
の
建
築
業
界
の
こ
と
な
ど
も
調
べ
な
い
と
、こ
れ
だ
け

の
も
の
は
書
け
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
う
け
ど
、ず
い
ぶ

ん
時
間
が
か
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

松
浦 

▼ 

そ
う
で
す
ね
、
7
年
か
8
年
か
か
り
ま
し
た
。
エッ

フェ
ル
っ
て
面
白
い
人
で
、エッ
フェ
ル
塔
で
し
か
ほ
と
ん
ど

知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
け
ど
、最
初
は
橋
の
技
師
だ
っ
た
ん

で
す
ね
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
か
外
国
で
も
橋
を
架
け
て
回
っ

て
い
て
、さ
ら
に
ベ
ト
ナ
ム
に
も
橋
を
架
け
に
行
っ
て
い
る

ん
で
す
ね
。
携
帯
用
橋
梁
と
い
う
の
も
変
で
す
が
、材
料

を
持
っ
て
い
っ
て
、プ
レ
ハ
ブ
み
た
い
に
即
席
に
架
け
ら
れ

る
橋
と
い
う
の
を
設
計
し
て
い
る
。

菅
野 

▼ 

植
民
地
時
代
だ
か
ら
ね
。も
と
も
と
軍
人
で
す
か
。

松
浦 

▼ 

普
通
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
で
す
。
軍
と
協
力
し
て
い
る
と

い
う
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
の
で
す
が
、結
局
は
フ
ラ

ン
ス
帝
国
主
義
の
手
先
み
た
い
な
仕
事
を
し
て
い
る
。
あ

の
時
代
で
す
か
ら
、そ
う
い
う
政
治
的
な
文
脈
も
結
構

あ
り
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
人
の
研
究
者
は
そ
う
い
う
こ
と
は

全
然
言
い
ま
せ
ん
ね
。

菅
野 

▼ 

こ
う
い
う
塔
式
の
も
の
は
ほ
か
に
は
な
い
ん
で

す
か
。

松
浦 

▼ 

何
し
ろ
橋
造
り
の
天
才
と
言
わ
れ
た
人
で
も
っ
ぱ

ら
橋
な
ん
で
す
。
エ
ッ
フェ
ル
塔
は
彼
に
と
っ
て
唯
一
無
二

の
も
の
で
す
ね
。

菅
野 

▼ 

水
平
の
人
が
、
そ
の
と
き
だ
け
垂
直
の
技
師
に

な
っ
た
わ
け
で
す
ね
。

松
浦 

▼ 

そ
う
。
だ
か
ら
、天
に
架
け
る
橋
と
呼
ば
れ
た
り
。

ど
こ
に
も
通
じ
て
い
な
い
橋
で
す
が
。

菅
野 

▼ 

そ
の
エ
ッ
フェ
ル
氏
の
伝
記
的
な
こ
と
も
い
ろ
い
ろ

お
調
べ
に
な
っ
た
。

松
浦 

▼ 

え
え
。オ
ル
セ
ー
美
術
館
に
エッ
フェ
ル
文
庫 Fond

s 

Eiffel 

と
い
う
一
角
が
あ
り
ま
し
て
、そ
こ
に
調
べ
に
行
か

せ
て
い
た
だ
い
て
。
そ
こ
で
写
真
を
撮
っ
て
き
た
エッ
フェ

ル
の
メ
モ
も
本
に
入
っ
て
い
ま
す
。
エ
ッ
フェ
ル
の
手
帳
が

残
っ
て
い
て
、そ
こ
に
殴
り
書
き
み
た
い
な
三
角
形
の
形

が
描
い
て
あ
る
ん
で
す
ね
。
た
ぶ
ん
そ
れ
が
初
め
て
彼
の

頭
に
塔
の
フ
ォ
ル
ム
と
い
う
の
が
浮
か
ん
だ
…
…

菅
野 

▼ 

ア
イ
デ
ア
の
始
ま
り
。

松
浦 

▼ 

そ
の
決
定
的
瞬
間
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を

見
つ
け
て
ち
ょ
っ
と
感
動
し
ま
し
た
。

菅
野 

▼ 

エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
は
、で
き
た
当
時
は
パ
リ
で
あ
ま
り

評
判
良
く
な
か
っ
た
わ
け
で
す
よ
ね
。
ヴ
ィ
リ
エ・
ド・リ

ラ
ダ
ン
が
悪
口
を
書
い
て
い
る
の
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り

ま
す
け
ど
ね
。

松
浦 

▼ 

ユ
イ
ス
マ
ン
ス
、モ
ー
パ
ッ
サ
ン
等
、守
旧
派
の
美
意

識
を
持
っ
た
文
人
た
ち
で
す
ね
。

菅
野 

▼ 

そ
う
い
う
の
は
歴
史
的
に
変
わ
ら
な
い
で
す
ね
。

1
9
7
7
年
だ
っ
た
か
、ポ
ン
ピ
ド
ゥ
ー
・セ
ン
タ
ー
が
開

館
の
と
き
に
、デ
ュ
シ
ャ
ン
の
大
展
覧
会
を
や
り
ま
し
た

ね
。
僕
は
そ
の
年
た
ま
た
ま
フ
ラ
ン
ス
に
行
っ
た
ん
で
す
。

ち
ょ
っ
と
近
づ
い
た
と
き
、殺
風
景
な
建
物
、四
角
い
、工

4



場
か
何
か
の
格
納
庫
み
た
い
な
印
象
で
し
た
ね
。

松
浦 
▼ 
あ
れ
も
当
初
は
異
様
な
感
じ
で
し
た
。

菅
野 
▼ 
周
囲
と
マ
ッ
チ
し
な
い
し
、醜
悪
だ
な
な
ん
て
思
っ

た
も
の
で
す
。
あ
れ
も
世
評
は
芳
し
く
な
か
っ
た
で
す
よ

ね
。
と
こ
ろ
が
4
、
5
年
経
っ
て
行
っ
て
み
る
と
、周
り

と
調
和
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
前
の
広
場
な
ん
か
、整
備

さ
れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、そ
れ
な
り
に
人
が
楽
し
そ

う
に
休
憩
し
た
り
し
て
ね
。
あ
あ
い
う
の
は
不
思
議
な

も
ん
で
す
ね
。

松
浦 

▼ 

不
思
議
で
す
よ
ね
。
そ
の
後
は
ル
ー
ブ
ル
宮
の
正

面
玄
関
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
で
す
よ
ね
。

菅
野 

▼ 

そ
れ
か
ら
第
二
凱
旋
門
も
、は
じ
め
は
何
と
な
く

違
和
感
が
あ
っ
た
け
ど
、し
ば
ら
く
す
る
と
、整
然
と
調

和
が
と
れ
て
く
る
。
あ
あ
い
う
と
こ
ろ
は
フ
ラ
ン
ス
人
は

上
手
で
す
ね
。

松
浦 

▼ 

テ
ッ
ト
デ
フ
ァ
ン
ス

で
す
ね
。
大
胆
な
も
の
を

打
ち
出
す
ん
だ
け
ど
、
最

終
的
に
は
違
和
感
も
含
め

て
、
あ
る
美
し
い
景
観
に

な
っ
て
い
く
、調
和
し
て
い

く
と
い
う
。

菅
野 

▼ 

立
派
に
で
き
あ
が

る
ん
で
す
よ
ね
。
ビ
ブ
リ

オ
テ
ー
ク・ナ
シ
ョ
ナ
ル（
フ

ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
）で

も
そ
う
で
す
ね
。

松
浦 

▼ 

ド
ミ
ニ
ク・ペ
ロ
ー
設

計
の
、
4
本
の
柱
を
建
て

た
ト
ル
ビ
ア
ッ
ク
地
区
の

新
館
で
す
ね
。
僕
は
あ
ま
り
利
用
は
し
た
こ
と
が
な
い

ん
で
す
け
ど
。
た
だ
、ガ
ラ
ス
張
り
に
し
ち
ゃ
っ
た
の
で
、

直
射
日
光
で
本
が
傷
む
か
ら
後
で
巨
額
の
追
加
予
算
を

か
け
て
ブ
ラ
イ
ン
ド
を
作
っ
た
り
、と
ん
ち
ん
か
ん
な
こ

と
が
あ
っ
た
ら
し
い
で
す
け
れ
ど
ね
。

文
学
批
評
の
方
法
に
つ
い
て

菅
野 

▼ 

い
き
な
り
こ
う
い
う
質
問
を
す
る
の
も
な
ん
だ
け

ど
、構
造
主
義
以
後
と
い
う
か
、要
す
る
に
ロ
ラ
ン・バ
ル

ト
以
後
で
も
い
い
ん
で
す
け
ど
、あ
あ
い
う
新
し
い
文
学

研
究
、あ
る
い
は
文
学
批
評
の
方
法
に
つ
い
て
ど
う
思
い

ま
す
か
。

松
浦 

▼ 

バ
ル
ト
と
か
リ
シ
ャ
ー
ル
は
名
文
家
で
、彼
ら
自
身

一
種
の
文
人
み
た
い
な
人
た
ち
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
エ

レ
ガ
ン
ト
な
文
体
と
繊
細
な
感
性
と
鋭
利
で
独
創
的
な

思
考
が
あ
れ
ば
こ
そ
、テ
ク
ス
ト
論
と
言
い
ま
す
か
、言

葉
の
構
造
と
フ
ォ
ル
ム
だ
け
を
徹
底
的
に
追
っ
て
い
っ
て
、

文
学
の
本
質
を
見
出
す
と
い
う
の
も
成
り
立
っ
た
わ
け

で
し
ょ
う
。
し
か
し
誰
も
が
そ
う
い
う
名
文
家
で
は
な
い

の
で
、ど
う
も
ヌ
ー
ベ
ル・ク
リ
ティ
ッ
ク
の
亜
流
と
い
う
の

は
華
々
し
い
成
果
は
な
か
っ
た
し
、今
は
ほ
と
ん
ど
消
え

て
し
ま
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

菅
野 

▼ 

僕
は
問
題
を
二
つ
感
じ
て
き
ま
し
た
、一
つ
は
い
わ

ゆ
る
ヌ
ー
ベ
ル・
ク
リ
テ
ィ
ッ

ク
全
般
、構
造
主
義
批
評
、

あ
る
い
は
、
生
成
批
評
な

ど
も
ふ
く
め
て
、
受
容
の

仕
方
の
問
題
で
す
ね
。
あ

れ
は
、
要
す
る
に
フ
ラ
ン

ス
、
あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

文
学
を
相
手
に
し
て
作
ら

れ
た
方
法
論
で
す
ね
。
そ

れ
を
無
媒
介
に
日
本
の
作

品
に
適
用
す
る
と
い
う
こ

と
は
、無
理
が
あ
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
。
そ
の
方
法
を
基

に
し
て
日
本
の
文
学
と
具

体
的
に
対
応
さ
せ
て
、
変

奏
し
て
や
っ
て
い
く
と
い

う
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、直
輸

入
で
は
す
っ
き
り
適
用
で
き
な
い
と
し
か
考
え
よ
う
が

な
い
。

　
も
う
一
つ
は
、バ
ル
ト
の
有
名
な「
作
者
の
死
」。
あ
れ

は
結
局
、レ
ク
チ
ュ
ー
ル﹇
訳
註
：
仏
語
＝le

c
tu

re 

読
む
こ
と
、読

書
﹈の
理
論
だ
と
思
う
ん
で
す
。
ず
っ
と
昔
に
な
り
ま
す

が
、ア
ン
ド
レ・
ジ
ッ
ド
が「
創
造
の
魔
神
」と
い
う
こ
と

を
言
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、作
家
が
、俺

は
こ
う
い
う
小
説
を
書
い
た
よ
と
言
っ
て
も
、作
家
の
予

期
し
な
い
と
こ
ろ
で
、意
識
し
な
い
面
で
、別
の
魅
力
が

生
じ
て
、別
の
思
い
が
け
な
い
小
説
の
世
界
が
で
き
あ
が

る
。
そ
れ
が
本
当
の
小
説
だ
と
い
う
の
が
ジ
ッ
ド
の
考
え

で
す
ね
。

　「
作
者
の
死
」と
い
う
の
も
、作
者
の
実
生
活
や
社
会

的
事
実
に
還
元
し
た
り
し
て
読
む
の
で
な
く
、
言
語
に

よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
た
世
界
を
読
者
は
読
ま
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
。
そ
れ
は
そ
れ
で
立
派
な
レ
ク
チ
ュ
ー
ル

の
理
論
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
フ
ー
コ
ー
が
そ
れ
に
一
種

の
反
論
を
し
て
、バ
ル
ト
の「
作
者
の
死
」は
認
め
て
い
る

ん
だ
け
ど
、そ
の
前
に
作
者
の
行
為
と
い
う
問
題
が
あ

る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す

ね
。
そ
れ
が
両
両
相
俟
っ
て
、一
つ
の
作
品
を
把
握
す
る

道
筋
が
で
き
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
日
本
で
は

一
人
歩
き
し
ち
ゃ
っ
て
、作
家
は
い
な
い
か
の
如
き
批
評

を
時
々
見
か
け
ま
す
け
ど
、そ
の
へ
ん
の
機
微
を
も
う
少

し
考
え
た
ほ
う
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
い
う
気
が
し

ま
す
。

松
浦 

▼ 

ヌ
ー
ベ
ル・ク
リ
ティ
ッ
ク
が
敵
視
し
て
い
た
、彼
ら

が
ラ
ン
ソ
ン
流
の
文
学
史
と
よ
く
軽
蔑
し
て
呼
ん
で
い

た
、そ
う
い
う
旧
来
の
文
学
研
究
に
お
い
て
テ
ク
ス
ト
の

構
造
と
か
フ
ォ
ル
ム
が
無
視
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
は
、ま
あ
事
実
な
ん
で
し
ょ
う
が
。

菅
野 

▼ 

19
世
紀
以
来
の
実
証
主
義
的
な
研
究
や
批
評
だ

け
で
は
、テ
ク
ス
ト
を
き
ち
ん
と
読
め
な
い
と
い
う
こ
と

は
、も
ち
ろ
ん
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
で
す
け
ど
。

松
浦 

▼ 

で
も
逆
に
、テ
ク
ス
ト
の
構
造
と
フ
ォ
ル
ム
だ
け
取

り
出
せ
ば
い
い
か
と
い
う
と
、や
っ
ぱ
り
人
間
の
行
為
と

し
て
文
学
と
い
う
の
は
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
。
バ
ル
ト
自

身
、晩
年
は
小
説
こ
そ
書
か
な
か
っ
た
け
れ
ど
、最
後
の

写
真
論
の『
明
る
い
部
屋
』な
ん
て
ほ
と
ん
ど
私
小
説
み

た
い
な
も
の
で
す
し
。
バ
ル
ト
は
文
章
も
素
晴
ら
し
い

け
れ
ど
、彼
自
身
も
と
て
も
面
白
い
人
で
す
ね
。
今
、プ

ル
ー
ス
ト
と
並
ぶ
よ
う
な
20
世
紀
の
大
作
家
扱
い
で
、評

伝
や
研
究
が
い
っ
ぱ
い
出
て
い
ま
す
。
こ
の
間
、久
し
ぶ

り
に
フ
ラ
ン
ス
に
行
っ
て
驚
い
た
ん
で
す
け
ど
、本
屋
に

大
き
な
バ
ル
ト
コ
ー
ナ
ー
が
あ
っ
て
。

菅
野 

▼ 

テ
ク
ス
ト
の
領
域
を
開
拓
し
た
大
き
な
功
労
者
で

あ
る
わ
け
で
す
か
ら
ね
。
や
っ
ぱ
り
、ジ
ッ
ド
の
創
造
の

魔
神
論
な
ん
か
に
つ
な
が
る
と
こ
ろ
も
あ
る
と
思
う
ん

で
す
。
バ
ル
ト
は
ジ
ッ
ド
の
、特
に『
地
上
の
糧
』な
ん
か

を
よ
く
読
ん
で
い
た
で
し
ょ
う
。
僕
は
バ
ル
ト
に
二
回
ぐ

ら
い
日
本
語
を
教
え
る
羽
目
に
な
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。

松
浦 

▼ 

え
っ
、バル
ト
に
。『
表
徴
の
帝
国
』を
書
く
た
め
に

日
本
に
も
何
度
も
来
て
い
た
ら
し
い
で
す
ね
。

菅
野 

▼ 

67
年
か
68
年
に
、森
有
正
先
生
に
言
わ
れ
て
。
日

本
語
と
言
っ
て
も
文
法
を
教
え
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、も
っ

と
日
本
語
の
構
造
と
か
高
級
な
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。

そ
ん
な
こ
と
で
き
な
い
か
ら
駄
目
で
す
と
言
っ
た
ら
、い

や
い
や
、行
け
ば
勉
強
に
な
る
よ
と
。
ア
パ
ル
ト
マ
ン
に
二

度
ぐ
ら
い
行
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
の
後
、ピ
レ
ネ
ー
の
ほ

う
へ
旅
行
す
る
と
か
で
、僕
も
日
本
へ
帰
ら
な
き
ゃ
い
け

な
く
て
そ
れ
っ
き
り
に
な
り
ま
し
た
け
ど
。
そ
の
後
、し

ば
ら
く
し
て
コ
レ
ー
ジ
ュ・
ド・
フ
ラ
ン
ス
に
入
っ
て
、そ
れ

か
ら
自
動
車
事
故
で
亡
く
な
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。

松
浦 

▼ 

い
ろ
い
ろ
お
話
し
で
き
て
今
日
は
本
当
に
楽
し

か
っ
た
で
す
。

菅
野 

▼ 

こ
れ
か
ら
小
説
一
筋
と
言
わ
ず
、
昔
を
思
い
出
し

て
、詩
で
も
エ
ッ
セ
イ
で
も
面
白
い
も
の
を
読
ま
せ
て
く

だ
さ
い
。

松
浦 

▼ 

頑
張
っ
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

菅
野 

▼ 

『
名
誉
と
恍
惚
』は
大
き
な
社
会
的
な
、あ
る
い
は

政
治
的
な
問
題
ま
で
、領
域
が
広
い
で
す
よ
ね
。
と
こ
ろ

が
、当
今
の
小
説
は
お
し
な
べ
て
収
縮
の
方
向
に
陥
っ
て

い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

松
浦 

▼ 

シュ
リ
ン
ク
し
て
い
ま
す
よ
ね
。

菅
野 

▼ 

そ
こ
が
一
番
問
題
だ
と
思
う
ん
で
す
け
ど
ね
。
し
か

し
、松
浦
さ
ん
は
今
、脂
が
乗
り
切
っ
た
と
こ
ろ
に
い
る
。

松
浦 

▼ 

い
や
い
や
、も
う
駄
目
で
す（
笑
）。

菅
野 

▼ 

こ
の『
名
誉
と
恍
惚
』を
読
ん
で
、ま
だ
ま
だ
最
後

の
頂
点
ま
で
は
た
ど
り
着
い
て
い
な
い
か
な
と
思
っ
た
り

し
ま
し
た
。
俗
っ
ぽ
い
譬
え
で
恐
縮
だ
け
ど
、プ
ロ
野
球

の
選
手
な
ん
か
に
ま
だ
伸
び
し
ろ
が
あ
る
、と
い
う
言
い

方
を
し
ま
す
が
、そ
れ
で
す
ね
。
脂
は
も
っ
と
乗
る
余
地

が
あ
る
。『
半
島
』に
比
べ
て
も
格
段
に
小
説
世
界
が
広

く
な
っ
て
、充
実
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
率
直
に
申
し

上
げ
、こ
れ
を
ま
た
一
つ
の
飛
躍
台
に
し
て
、大
作
を
期

待
し
ま
す
。

松
浦 

▼ 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

﹇
2
0
1
7
年
10
月
13
日  

世
田
谷
文
学
館
館
長
室
に
て
﹈
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〈日本 SFの父〉 
海野十三が設計した 
「秘密の書斎」
（「新青年」1938年12月号）

見
開
き
ペ
ー
ジ
い
っ
ぱ
い
の
要
塞
ら
し
き
建
物
の
断
面

図
。
2
台
の
ロ
ケ
ッ
ト
と
ド
リ
ル
式
の
地
中
車
、物
資
補

給
用
の
地
下
列
車
も
描
き
こ
ま
れ
て
い
ま
す
。
小
高
い
丘

の
上
部
に
見
え
る「
わ
が
書
斎
」は
煙
突
状
の
ビ
ル
の
中

を
上
下
し
、非
常
時
に
は
地
中
に
隠
れ
、鋼
鉄
合
金
製
の

掩
蓋
や
磁
力
砲
に
護
ら
れ
る
と
い
う
も
の
。
樹
に
見
せ

か
け
た
探
知
機
も
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト

用
の
部
屋
は
16
室
、海
水
を
利
用
し
た
自
家
発
電
や
飲

料
用
の
濾
過
装
置
ま
で
備
え
て
い
ま
す
。

空
か
ら
の
脅
威
に
備
え
て

「
秘
密
の
書
斎
」
と
題
さ
れ
た
こ
の
設
計
図
は

1
9
3
8
年
、
雑
誌「
新
青
年
」
12
月
号
に
掲
載
さ
れ

ま
し
た
。
設
計
・
製
図
は
海
野
十
三（
う
ん
の・
じ
ゅ
う

ざ  

1
8
9
7
〜
1
9
4
9
）。〈
日
本
S
F
の
父
〉と
も

呼
ば
れ
る
海
野
は
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
数
々
の
空

想
科
学
小
説
を
書
き
、
絶
大
な
人
気
を
博
し
て
い
ま
し

た
。
手
塚
治
虫
や
小
松
左
京
ら
、
後
に
S
F
第
一
世
代

と
な
る
作
家
た
ち
は
、子
ど
も
時
代
は
み
な
海
野
の
愛
読

者
だ
っ
た
の
で
す
。

海
野
は
逓
信
省
電
気
試
験
所
で
当
時
の
最
先
端
技
術

で
あ
っ
た
真
空
管
の
研
究
開
発
に
取
り
組
む
科
学
技
術

者
で
し
た
。
1
9
2
8
年
、「
電
気
風
呂
の
怪
死
事
件
」

を「
新
青
年
」に
発
表
、科
学
ト
リ
ッ
ク
を
駆
使
す
る
異

色
の
探
偵
作
家
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

作
家
専
業
と
な
っ
て
後
は
、少
年
向
け
の
科
学
冒
険
小
説

の
ジ
ャ
ン
ル
を
開
拓
し
、ロ
ボ
ッ
ト
や
ロ
ケ
ッ
ト
、宇
宙
船
、

タ
イ
ム
マ
シ
ン
、人
工
臓
器
、近
未
来
戦
争
、宇
宙
戦
争
な

ど
多
様
な
素
材
や
ア
イ
デ
ア
を
、豊
か
な
想

像
力
と
科
学
者
と
し
て
の
知
見
に
基
づ
く

リ
ア
ル
な
筆
致
で
描
き
出
し
て
い
き
ま
す
。

「
秘
密
の
書
斎
」設
計
図
は
、そ
ん
な
海

野
の
作
家
的
想
像
力
が
凝
縮
し
た
も
の
で

す
が
、空
か
ら
の
脅
威
へ
の
防
衛
意
識
も
顕

著
に
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
海
野
は
、満
州
事

変
か
ら
日
中
戦
争
へ
と
日
本
が
中
国
や
ア

ジ
ア
諸
国
へ
の
侵
出
を
拡
大
す
る
中
で
、空

襲
の
脅
威
を
作
品
に
繰
り
返
し
描
き
ま
し

た
。
太
平
洋
戦
争
の
始
ま
る
11
カ
月
前
の

1
9
4
1
年
1
月
に
は
、世
田
谷
区
若
林
の
自
宅
裏
に

千
円
の
費
用
を
投
じ
て
防
空
壕
を
作
っ
て
い
ま
す
。

檜
材
の
フ
レ
ー
ム
を
横
に
並
べ
て
、同
じ
檜
材
の
ボ

ル
ト
ナ
ッ
ト
で
締
め
た
上
、紙
を
巻
い
て
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

を
塗
り
、こ
れ
を
何
回
か
く
り
か
え
し
、地
中
に
埋
め

た
も
の
。
階
段
、二
カ
所
の
出
入
り
口
、ハ
シ
ゴ
、床
及

び
腰
掛
け
、換
気
孔
な
ど
の
と
と
の
っ
た
も
の
で
、今

と
な
っ
て
は
得
が
た
い
も
の
。

 
「
空
襲
都
日
記
」（
一
）

「
秘
密
の
書
斎
」と
は
比
較
に
な
ら
な
い
簡
素
さ
で
す

が
、
10
人
以
上
が
楽
に
収
容
で
き
、民
間
人
が
作
っ
た
壕

と
し
て
は
類
の
な
い
も
の
で
し
た
。

「
科
学
恐
怖
の
夢
」

太
平
洋
戦
争
末
期
の
1
9
4
4
年
11
月
以
降
、東
京

は
海
野
の
予
想
ど
お
り
ア
メ
リ
カ
軍
に
よ
る
無
差
別
爆
撃

に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

二
週
間
ほ
ど
前
よ
り
、帝
都
も
か
ね
て
覚
悟
し
て
い

た
と
お
り「
空
襲
さ
れ
る
都
」と
な
っ
た
。（
中
略
）  

こ

れ
か
ら
さ
ら
に
空
襲
は
激
化
し
て
行
く
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
特
に
、こ
の「
空
襲
都
日
記
」を
こ
し
ら
え
、後

日
の
用
の
た
め
、
記
録
を
と
っ
て
お
く
こ
と
に
し
た
。

 

「
空
襲
都
日
記
」（
一
）

度
重
な
る
爆
撃
で
世
田
谷
も
多
く
の
被
害
を
受
け
ま

し
た
が
、海
野
夫
妻
と
4
人
の
子
ど
も
た
ち
は
無
事
で
し

た
。
日
記
の
記
述「
偶
然
焼
け
残
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
は

な
い
。
懸
命
の
努
力
で
消
火
し
た
れ
ば
こ
そ
焼
け
残
っ

た
の
で
あ
る
」と
は
、日
々
の
防
空
活
動
か
ら
得
た
実
感

だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

1
9
4
5
年
8
月
、広
島
に
原
子
爆
弾
が
投
下
さ
れ

甚
大
な
被
害
を
受
け
た
と
の
ニュ
ー
ス
が
入
り
ま
す
。
敗

戦
を
確
信
し
た
海
野
は
衝
撃
と
喪
失
感
か
ら
一
家
心
中
を

決
意
し
ま
す
が
、か
ろ
う
じ
て
思
い
と
ど
ま
り
ま
す
。
大

晦
日
、彼
は
日
記
の
終
わ
り
に
こ
う
書
き
つ
け
ま
し
た
。

あ
あ
昭
和
二
〇
年
！  

凶
悪
な
年
な
り
き
。
言
語

道
断
、死
中
に
活
を
拾
い
、世
中

に
死
に
追
わ
れ
、幾
度
か
転
々
。

さ
り
な
が
ら
、わ
が
途
は
定
ま
れ

り
。
生
命
あ
る
限
り
は
、科
学
技

術
の
普
及
と
科
学
小
説
の
振
興

に
最
後
の
努
力
を
払
わ
ん
。

 

「
降
伏
日
記
」（
一
）

生
き
て
創
作
に
邁
進
す
る
こ

と
を
選
択
し
た
海
野
で
す
が
、
皮

肉
な
こ
と
に
た
び
た
び
喀
血
に
苦

し
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。
戦
争
中
海
軍
の
報
道
班

員
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
ラ
バ
ウ
ル

で
再
発
し
た
肺
結
核
が
進
行
し
、

1
9
4
9
年
5
月
17
日
に
急
逝
し

ま
す
。
ま
だ
51
歳
の
若
さ
で
し
た
。

没
後
海
野
の
故
郷
徳
島
市
の

徳
島
公
園
に
建
て
ら
れ
た
文
学

碑
に
は
代
表
作『
地
球
盗
難
』

（
1
9
3
7
年
）か
ら
、次
の
よ
う

に
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

全
人
類
は
科
学
の
恩
恵
に
浴

し
つ
つ
も
、同
時
に
ま
た
科
学
恐

怖
の
夢
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
。
恩

恵
と
迫
害
と
の
二
つ
の
面
を
持
つ

科
学
、神
と
悪
魔
の
反
対
面
を
兼
ね
備
え
て
い
る
科
学

に
、わ
れ
わ
れ
は
と
り
つ
か
れ
て
い
る
。
か
く
の
ご
と
き

科
学
時
代
に
科
学
小
説
が
な
く
て
い
い
で
あ
ろ
う
か
。

科
学
者
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、海
野
は
科
学
の
も
た
ら

す
深
淵
を
見
つ
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
。
現
代

に
生
き
る
私
た
ち
も
ま
た
深
刻
な「
科
学
恐
怖
の
夢
に
脅

か
さ
れ
て
」い
ま
す
。
言
葉
の
重
み
を
改
め
て
感
じ
ず
に

は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

海
野
十
三「
秘
密
の
書
斎
」と
関
連
資
料
は
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
展「
S
F
・
再
始
動
」で
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。
亡
く
な

る
当
日
に
書
か
れ
た
盟
友
・
横
溝
正
史
宛
の
書
簡
も
あ
わ

せ
て
展
示
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

海野十三「秘密の書斎」（「新青年」1938年3月号） 海野と交友が深く、同誌の編集長も務めた横溝正史が所蔵していた

海野十三
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2
0
1
7
（
平
成
29
）年
度
コ
レ
ク
シ
ョン
展 

後
期

資
料
受
贈
報
告 

2
0
1
7
年
6
月
22
日
〜
10
月
24
日

▼ 
青
木
徹
様  

清
水
久
夫
様  

髙
橋
純
子
様  

漠
夢
道
様  

堀
川 

博
史
様  

三
谷
卓
様  

峰
岸
了
子
様

▼ 

青
森
県
近
代
文
学
館  

射
水
市
大
島
絵
本
館  

浦
安
市
郷
土
博

物
館  

江
戸
東
京
博
物
館  

大
阪
大
学
近
代
文
学
研
究
会  

小
田
原

城
総
合
管
理
事
務
所  

神
奈
川
近
代
文
学
館  

紙
の
博
物
館  

川
端

康
成
文
学
館  

菊
池
寛
記
念
館  

北
九
州
市
立
松
本
清
張
記
念
館   

現
代
文
学
史
研
究
会  

国
文
学
研
究
資
料
館  

さ
い
た
ま
文
学
館   

作
品
社  

佐
佐
木
信
綱
研
究
会  

抒
情
文
芸
刊
行
会  

高
遠
書
房   

館
林
市
教
育
委
員
会  

田
原
市
博
物
館  

鶴
書
院  

東
京
都
教
育

庁
地
域
教
育
支
援
部  

徳
島
県
立
文
学
書
道
館  

中
原
中
也
記
念

館  

沼
津
牧
水
会  

ふ
く
や
ま
文
学
館  

文
京
ふ
る
さ
と
歴
史
館   

前
橋
文
学
館  

山
梨
県
立
文
学
館  

山
梨
大
学  

や
ま
な
し
文
学
賞

実
行
委
員
会  

与
謝
野
晶
子
倶
楽
部

▼ 「
海
」「
風
」「
か
ね
こ
と
」「
空
想
カ
フ
ェ
」「
く
さ
く
き
」「
九
品
仏

川
柳
会
句
会
報
」「
原
型
富
山
」「
鴻
」「
心
の
花
」「
山
暦
」「
春
耕
」

「
正
午
」「
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
」「
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
）

2
0
1
7
年
度
コ
レ
ク
シ
ョン
展

後
期
は
、「
S
F
」が
テ
ー
マ
で
す
。

『
月
世
界
探
検
記
』で
世
田
谷
に

ロ
ケ
ッ
ト
基
地
を
出
現
さ
せ
た
日

本
S
F
の
父
・
海
野
十
三
は
じ
め
、

世
田
谷
文
学
館
に
は
日
本
S
F
の

歴
史
を
物
語
る
コ
レ
ク
シ
ョン
が
あ

り
ま
す
。
本
展
で
は
、
海
野
十
三

の
著
作
や
直
筆
資
料
、特
撮
映
画

「
ゴ
ジ
ラ
」シ
リ
ー
ズ
の
台
本
、
S
F

作
家
・
豊
田
有
恒
氏
旧
蔵
の
日
本

S
F
黎
明
期
を
担
っ
た
仲
間
た
ち
の
書
籍
、
子
ど
も

た
ち
に
夢
を
与
え
た
懐
か
し
い
ジ
ュ
ブ
ナ
イ
ル
S
F
な

ど
、
魅
力
あ
ふ
れ
る
収
蔵
資
料
の
数
々
を
ご
紹
介
し
て

い
ま
す
。S

F
と
は
な
に
か
？

そ
う
。
そ
れ
を
き
め
る
の
は
、き
み
自
身
だ
！

あ
る
い
は
、い
つ
ま
で
た
っ
て
も
、
答
え
が
き
ま
ら

な
い
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
な
ら
、い
つ
ま
で
も
、答
え
を
さ
が
し
続
け
て

い
れ
ば
い
い
の
で
あ
る
。

筒
井
康
隆「
S
F
に
つ
い
て
」

（『
S
F
教
室
』 

ポ
プ
ラ
社
1
9
7
1
年
）よ
り

「
S
F
」は
読
む
人
そ
れ
ぞ
れ
の
、か
け
が
え
の
な
い

体
験
と
と
も
に
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
同
時
に
、時
代
を
超

え
て
共
有
す
る
物
語
も
あ
り
ま
す
。
本
展
で
展
示
し
て

い
る
作
品
の
中
に
、あ
な
た
の
本
棚
と
同
じ
1
冊
が
あ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
世
田
谷
文
学
館
の
本
棚
を
ご
覧
い

た
だ
き
、物
語
を
共
有
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

世
田
谷
区
内
在
住
の
書
家
に
よ
る

第
36
回  

世
田
谷
の
書
展

　
　
　
　
　
世
田
谷
ゆ
か
り
の
作
家
た
ち

2
0
1
8
年
1
月
4
日（
木
）〜
14
日（
日
）

世
田
谷
文
学
館 

1
階
文
学
サ
ロ
ン

　
世
田
谷
区
内
在
住
の
、現
代
書
壇
で
活
躍
す
る
書
家

が
、
会
派
を
超
え
て「
世
田
谷
ゆ
か
り
の
作
家
た
ち
」を

テ
ー
マ
に
し
た
新
作
を
一
堂
に
披
露
し
ま
す
。観

覧
料
＝
無
料

展
覧
会
の
ご
案
内

関
連
催
事
・
鑑
賞
講
座

「
書
」の
豊
か
な
楽
し
み
方
を
探
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
出

品
書
家
と
鑑
賞
し
な
が
ら
、見
ど
こ
ろ
や
作
品
を
わ
か
り

や
す
く
解
説
し
ま
す
。
書
を
こ
れ
か
ら
始
め
て
み
た
い
と

い
う
初
心
者
の
方
も
ど
う
ぞ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

1
月
10
日 （
水
） 

講
師
＝
稲
村
龍
谷 

（
日
展
会
友
）

 

12
日 （
金
） 

講
師
＝
田
中
栄
子 

（
読
売
書
法
会
理
事
）

 

13
日 （
土
） 

講
師
＝
荒
谷
大
丘 

（
毎
日
書
道
展
審
査
会
員
）

＊ 

申
し
込
み
不
要
で
す
。

各
日
と
も
14
時
〜
15
時
、当
日
会
場
へ
お
越
し
下
さ
い
。鑑賞講座

第35回「世田谷の書展」展示風景

SF・再始動
2017年10月7日（土）～

2018年4月8日（日）

筒井康隆『SF教室』の言葉に誘われて

「私がはじめて会った火星人は、われわれ世代の大部分がそうであるように、やはり、 
海野十三の小説だろうとおもう。」 （野田昌宏 『SF考古学』 北冬書房1974年）

特撮映画 「ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘」  
（1966年 東宝・福田純監督）の台本も展示
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企
画
展

ミロコマチコ
1981年、大阪府生まれ。画家・絵本作家。
いきものの姿を伸びやかに描き、国内外で個展を開催。
2012年に出版した最初の絵本『オオカミがとぶひ』で日本
絵本賞大賞を受賞。2作目の『ぼくのふとんは うみででき
ている』で小学館児童出版文化賞、3作目の『てつぞうは
ね』で講談社出版文化賞絵本賞を受賞。2015年、『オレ
ときいろ』でブラティスラヴァ世界絵本原画展（BIB）金のり
んご賞、2017年、『けもののにおいがしてきたぞ』で同展金
牌を受賞。近作の絵本に『まっくらやみのまっくろ』など。

絵
本
作
家
と
し
て
の
デ
ビ
ュ
ー
作『
オ
オ
カ
ミ
が
と
ぶ
ひ
』（
2
0
1
2
年
）が
、日
本
絵
本
賞
の
大

賞
に
輝
い
た
ミ
ロ
コ
マ
チ
コ
。
そ
の
類
い
ま
れ
な
色
彩
感
覚
と
独
自
の
造
形
表
現
、豊
か
な
言
語
感

覚
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
作
品
は
、国
内
外
の
名
だ
た
る
絵
本
賞
を
受
賞
し
て
き
ま
し
た
。

本
展
で
は
、
大

型
作
品
を
含
む
絵

画
や
立
体
、
代
表

作
の
絵
本
原
画
な

ど
、
1
5
0
点
以

上
の
作
品
に
最
新

作
を
加
え
て
構
成

し
、画
家
と
し
て
、

絵
本
作
家
と
し

て
、
日
々
創
作
を

つ
づ
け
る
ミ
ロ
コ
マ

チ
コ
の
、〝
今
〞
を

切
り
取
り
ま
す
。

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
、

ラ
イ
ブ
感
あ
ふ
れ

る
展
示
を
お
楽
し

み
く
だ
さ
い
。

2
0
1
8
年
最
初
の
展
覧
会
は
、い
き
も
の
た
ち
が
う
ご
め
き
ま
す
。

《ホッキョクグマ》 2015年

《飛び方》 2011年 《グランドガゼルもまってる》 2010年《ムラサキウミアシカ（イロイロどうぶつ図鑑）》 2015年

ミロコマチコ
いきものたちの
音がきこえる

2018年1月20日（土）～4月8日（日）
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関連イベント
［会場］ ♳ ～ ♵ 1階文学サロン/♶ ～ ♷ 1階ロビー

♳ いきものの音がきこえる ワークショップ
 2月3日（土） 14時～15時30分
いきものからどんな音がきこえてくるだろう？
ツノがはえる音？ 血が流れる音？ みんなで作って
きいてみよう。
＊ 汚れても良い服装で来てください。
［出演］ ミロコマチコ、中ムラサトコ（ボイスパフォーマー）
［対象］ 小学生
［参加費］ 無料
［定員］ 20名
［申込締切］ 1月20日（必着）

平成29年度文化庁地域の核となる 
美術館・歴史博物館支援事業

♴ はえろはえろ いきものの毛 ワークショップ
2月10日（土） 14時～15時30分
大きなはだかのいきもの。なんだか寒そう。どんな
毛がはえてくるだろう？ 毛糸を使ってみんなで毛を
はやしてあげよう。

［出演］ ミロコマチコ、三國万里子（ニットデザイナー）
［対象］ 小学生
［参加費］無料
［定員］ 20名
［申込締切］1月27日（必着）

平成29年度文化庁地域の核となる 
美術館・歴史博物館支援事業

♳ と♴ のイベントは、各締切日までに往復ハガキ（1イベントに
つき1枚）に、1. イベント名、2. 参加者名・年齢（3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
「ミロコマチコ展」係へお申し込みください。返信用にも代表
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。

♵ ライブペインティング
3月24日（土） 18時～19時30分
音楽家 haruka nakamura のピアノ演奏と、ライブペ
インティングのセッションです。
（参加ミュージシャンはHP等で告知します）

［出演］ ミロコマチコ、haruka nakamura （音楽家）
［料金］ 2,000円（中学生以下無料）
［定員］ 150名
［チケット］チケットは完全前売制です。1月20日よりローソ

ンチケットで販売します。（全国ローソン・ミニストッ
プ/ TEL. 0570 -000 -777 / Lコード： 36505）。

 ＊ 小中学生もチケットの発券が必要です。別途発
券手数料等がかかります。当館では購入・発券
できませんのでご注意ください。

♶ ミロコマチコ サイン会
2月3日（土）、10日（土） 16時～
当日10時から、ショップで図録、書籍をお買い求めのお客
様に整理券をお渡しします。

＊ 整理券は商品1点につき1枚、お1人 2枚まで。
＊ 規定枚数に達し次第配布終了します。

♷ 古書トムズボックス
3月3日（土）、4日（土） 11時～17時
絵本編集者の土井章史さんが、これまで買い集めてきた
本を特別に販売する、2日間限定のポップアップストアです。

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26日（金）は65歳以上無料

主催＝公益財団法人せたがや文化財団 世田谷文学館、毎日新聞社
協力＝ アルフレックスジャパン、あかね書房、イースト・プレス、岩崎書店、WAVE出版、 

学研プラス、小学館、ブロンズ新社
後援＝世田谷区、世田谷区教育委員会

絵
本
作
家
と
し
て
の
デ
ビ
ュ
ー
作『
オ
オ
カ
ミ
が
と
ぶ
ひ
』（
2
0
1
2
年
）が
、日
本
絵
本
賞
の
大

賞
に
輝
い
た
ミ
ロ
コ
マ
チ
コ
。
そ
の
類
い
ま
れ
な
色
彩
感
覚
と
独
自
の
造
形
表
現
、豊
か
な
言
語
感

覚
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
作
品
は
、国
内
外
の
名
だ
た
る
絵
本
賞
を
受
賞
し
て
き
ま
し
た
。

本
展
で
は
、
大

型
作
品
を
含
む
絵

画
や
立
体
、
代
表

作
の
絵
本
原
画
な

ど
、
1
5
0
点
以

上
の
作
品
に
最
新

作
を
加
え
て
構
成

し
、画
家
と
し
て
、

絵
本
作
家
と
し

て
、
日
々
創
作
を

つ
づ
け
る
ミ
ロ
コ
マ

チ
コ
の
、〝
今
〞
を

切
り
取
り
ま
す
。

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
、

ラ
イ
ブ
感
あ
ふ
れ

る
展
示
を
お
楽
し

み
く
だ
さ
い
。

《おやすみ、トナカイ》 2015年、ライブペイント、アルフレックスジャパン蔵

《ご飯を待つ4匹》 2016年

『オレときいろ』（絵本原画） 2014年
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「セタブンマーケット2017」 開催報告 「
セ
タ
ブ
ン
マ
ー
ケ
ッ
ト
2
0
1
7
」開
催
報
告

9月16日、17日の2日間にわたり、本と雑貨の蚤の市「セタブンマーケット」を開催しました。 
3回目となる今年のテーマは「アウトドア」。 

開催中の企画展「山へ！ to the mountains」と連動し、古書店・雑貨店・飲食店のほか、 
アウトドア関連のお店にもご出店いただきました。

恒
例
の
作
家
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
・
編
集
者
か
ら

の
特
別
出
品
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
1
日
目
は
漫
画

家
・
作
家
の
し
ま
お
ま
ほ
さ
ん
、編
集
者
の
鈴

木
芳
雄
さ
ん
、
2
日
目
は
写
真
家
の
石
川
直

樹
さ
ん
に
店
主
と
し
て
ご
登
場
い
た
だ
き
ま

し
た
。

ま
た
、イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
の
寺
本
愛
さ
ん

に
よ
る
ワ
ー
ク
ショッ
プ
、ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
〈
ほ

ん
と
わ
〉で
の p

ip
io 

さ
ん
に
よ
る
絵
本
の
読

み
聞
か
せ
と
工
作
な
ど
、関
連
イ
ベ
ン
ト
も
大

好
評
で
し
た
。

10



子どもたちに大人気のワークショップ「ネイチャーコラージュ」 
自然の素材を使ってコラージュづくりを楽しみました

台
風
に
よ
る
悪
天
候
の
中
、
2
日
間
で
合

計
2
9
3
5
名
の
多
く
の
お
客
様
に
ご
来

場
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
の
セ
タ
ブ
ン
マ
ー
ケ
ッ
ト
は
、当
館
が
資

料
の
収
集
・
保
管
・
展
示
と
い
う
従
来
の
博

物
館
機
能
の
み
な
ら
ず
、本
や
作
家
と
の
新

た
な
出
会
い
の
場
、文
学
を
介
し
た
交
流
の

場
と
し
て
も
機
能
す
る
こ
と
を
目
的
に
始
め

た
新
た
な
試
み
で
す
。
当
館
が
地
域
に
欠
か

せ
な
い
魅
力
的
な
広
場
と
な
る
よ
う
、ご
来

場
者
や
出
店
者
か
ら
の
ご
意
見
を
参
考
に
、

今
後
も
こ
の
よ
う
な
試
み
を
推
進
し
て
ま
い

り
ま
す
。

イラストレーター・寺本愛さんに、1日目はぬり絵のワークショップ、2日目は参加者の 
「（仮想）登山記念画」を描くドローイングイベントをしていただきました

ライブラリー〈ほんとわ〉では pipio さんによる絵本の読み聞かせと 
工作のイベント「やまのぼりだいさくせん」を行いました（1日目）

「山へ！」展の出品作家である写真家・石川直樹さんに店主をつとめていただきました（2日目）

『てっぺん 我が妻・田部井淳子の生き方』（宝島社）を上梓された田部井政伸さんによるトークイベント
を行いました（2日目）

開催日時
2017年 9月16日（土） 10時～18時、17日（日） 10時～17時
会場
世田谷文学館 1階文学サロンほか
出店・出品者一覧（敬称略）
［古本］
古書明日 / 古書 山へ！（suiran & へちま文庫 & book pick 
orchestra） / BIBLIOPHILIC & bookunion新宿 / books 
moblo / 文紀堂書店 / ほん吉
［雑貨］

amco culture & journey / OLD NEW THING / ミャオ族の刺繍
と暮らし店
［アウトドア］

OUTDOOR GEAR ZINE / Pur veyors / HIGASHI ALPS

［フード］
puer / Bear Pond Espresso / 喫茶どんぐり
［ワークショップ］
寺本愛 / ネイチャーコラージュ / pipio （武本佳奈絵 ＆ 平澤朋子）
［特別出品］
石川直樹 / 角田光代 / クラフト・エヴィング商會 / 坂本眞一 / 椎名 
誠 / しまおまほ / 鈴木芳雄 / 祖父江慎 / タベイ企画 / 火野文子 /  
藤原えりみ / 星ライブラリ / 夢枕獏 / 吉本ばなな
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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（ただし月曜日が休日の場合には開館し、

翌日休館）

公益財団法人せたがや文化財団

世田谷文学館 SETAGAYA LITERARY MUSEUM

交通案内： 京王線「芦花公園」駅南口より徒歩5分
小田急線「千歳船橋」駅より京王バス（千歳烏山駅行）利用
「芦花恒春園」下車徒歩5分

世田谷文学館カレンダー

せたがや文化財団の催し物

　〒157- 0062 東京都世田谷区南烏山1-10 -10
　 Tel. 03 -5374 -9111  Fax. 03 -5374 -9120
　ホームページ  http://www. setabun. or. jp/

ミロコマチコ  いきものたちの音がきこえる
2018年1月20日（土）～ 4月8日（日）

コレクション展

企画展 第36回  世田谷の書展  世田谷ゆかりの作家たち
2018年1月4日（木）～14日（日）

コレクション展

SF・再始動
～ 2018年4月8日（日）まで

第36回  世田谷の書展 
世田谷ゆかりの作家たち

2018年1月4日（木）～1月14日（日）
1階文学サロン  観覧料：無料

観覧料：
一般

800 （640）円
65歳以上・高校・大学生 

600 （480）円
障害者手帳をお持ちの方 

400 （320）円
＊ 中学生以下無料
＊ （ ）内は20名以上の団体割引
＊ 1月26日（金）は65歳以上無料

ミロコマチコ  
いきものたちの音がきこえる
2018年1月20日（土）～4月8日（日）
2階展示室

観覧料：
一般200 （160）円  高校・大学生150 （120）円  

小・中学生、65歳以上・障害者手帳をお持ちの方100 （80）円  
＊ （ ）内は20名以上の団体料金  ＊土・日・祝日は小・中学生無料

SF・再始動
～2018年4月8日（日）まで

1階展示室

■ 世田谷美術館 ［Tel. 03-3415-6011］
● ボストン美術館  パリジェンヌ展  
時代を映す女性たち

 2018年1月13日（土）～ 4月1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1970’s –1980’s  民家集大成
 12月16日（土）～ 2018年3月18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  平面と立体
 12月16日（土）～ 2018年3月18日（日）
■ 世田谷美術館分館  
 宮本三郎記念美術館 
［Tel. 03-5483-3836］
● 第4回 宮本三郎記念デッサン大賞展
「明日の表現を拓く」

 12月16日（土）～ 2018年3月18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. 03-5432-1526］

■ 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/
衣服・祝いのカタチvol. 2

 赤をめぐる旅 展
－祝いの水引結び

 12月20日（水）～
2018年2月4日（日）

 会場：生活工房ギャラリー
● みっける365日展
 2018年2月24日（土）～3月18日（日）
 会場： 生活工房ギャラリー、

ワークショップルームA・B

■ 世田谷文化生活情報センター  
 音楽事業部 ［Tel. 03-5432-1535］
● せたがや名曲コンサート「ラ・ボエーム」
 2018年2月4日（日） 14時 
 会場：昭和女子大学人見記念講堂
 演出：青木真緒  出演：新通英洋（指揮）
ソリスト：高橋絵里  村上公太 ほか

 世田谷フィルハーモニー管弦楽団  
世田谷区民合唱団  えびな少年少女合唱団 ほか

ジョン・シンガー・サージェント 
《チャールズ・E.インチズ夫人（ルイーズ・ポメロイ）》 1887年

Anonymous gift in memor y of Mrs. Charles Inches’ 
daughter, Louise Brimmer Inches Seton 1991.926

Photograph © Museum of Fine Ar ts, Boston

2018年1月～3月

ミロコマチコ 
《パンを食べるミケ》

 2016年

● こまつ座＆世田谷パブリックシアター
『シャンハイムーン』

 2018年2月18日（日）～ 3月11日（日）

 会場： 世田谷パブリックシアター
 作： 井上ひさし  
演出： 栗山民也

 出演： 野村萬斎  
 広末涼子  
 鷲尾真知子  
 土屋佑壱  
 山崎 一  
 辻 萬長

● 『岸  リトラル』
 2018年2月20日（火）
～ 3月11日（日）

 会場： シアタートラム
 作： ワジディ・ムワワド  
翻訳： 藤井慎太郎

 演出： 上村聡史  
 出演： 岡本健一  亀田佳明  大谷亮介  

 中嶋朋子 ほか

12月 2018年1月 2月 3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●




