
資料展示 

＜『コルカタ』/小池昌代著・萩原朔太郎初版本等＞ 

昨年 9 月に本学の小池昌代特任教授が、詩集『コルカタ』で第 18 回「萩原朔太郎賞」を受賞

されました。今回の展示では、小池先生の詩とともに、本学所蔵の萩原朔太郎初版本（複製）な

どを紹介いたします。小池先生にはこのほか、詩集『もっとも官能的な部屋』（第 30 回高見順

賞）、小説「タタド」（第 33 回川端康成文学賞）など多くの作品があり、エッセイや絵本の翻訳

といった分野でも活躍されています。 

萩原朔太郎(1886.11.1-1942.5.11)は、教科書にも登場する大正・昭和期の著名な群馬県前橋

出身の詩人です。代表作に『月に吠える』『青猫』『氷島』などがあり、口語自由詩（五・七・五

のような定型を持たない詩）を確立させたと言われ、現代詩に多大な影響を与えました。 

萩原朔太郎は評論も数多く残しましたが、ミステリーファンとしても知られ、1926年のエッセ

イ「探偵小説に就いて」で江戸川乱歩を賞賛、1931年からは直接親交も結びました。本学の乱歩

邸を訪れたこともあり、乱歩コレクションには朔太郎から贈られた初版本も含まれています。 

立教大学図書館 

＜展示資料＞ 

１．『コルカタ』小池昌代著 思潮社 2010 

２．『タタド』小池昌代著 2007 

３．『小池昌代詩集』（現代詩文庫）思潮社 2003 

４．『絶望の逃走』萩原朔太郎著 第一書房 1935（江戸川乱歩コレクションより） 

５．詩集『月に吠える』萩原朔太郎著 感情詩社・白日社共刊 1917 

（復刻版：近代文学館「名著復刻全集」 1969）  

６．『青猫：定本』萩原朔太郎著  版畫莊 1936  

７．『氷島:詩稿』冬至書房 1963 (近代文藝複刻叢刊) 

８．『父・萩原朔太郎』萩原葉子著 1959  

９．『萩原朔太郎 撮影写真集』上毛新聞社 1981 

10．『新潮日本文学アルバム：萩原朔太郎』新潮社 1989 
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詩
に
出
会
う 

あ
ら
ゆ
る
詩
は
、
一
人
一
人
に
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
、
出
会
い
の
瞬
間
を
用
意
し
て
い
る
。 

 

萩
原
朔
太
郎
と
い
え
ば
、
多
く
の
人
が
名
前
く
ら
い
は
知
っ
て
い
る
。
教
科
書
に
載
っ
て
い
れ
ば
、
作
品
の
い

く
つ
か
を
知
っ
て
も
い
る
だ
ろ
う
。
朔
太
郎
は
、
ニ
ッ
ポ
ン
の
偉
大
な
近
代
詩
人
と
い
う
の
が
、
現
代
の
わ
た
し

た
ち
の
「
常
識
」
に
な
っ
た
。
け
れ
ど
こ
れ
だ
け
で
は
つ
ま
ら
な
い
。
こ
れ
だ
け
で
は
、
朔
太
郎
の
詩
が
窒
息
し

て
し
ま
う
。
わ
た
し
が
願
う
の
は
、
冒
頭
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
一
人
、
一
人
、
異
な
る
や
り
か
た
で
、
朔
太
郎

の
詩
に
、
ほ
ん
と
う
に
「
出
会
う
」
こ
と
。 

自
分
の
こ
と
を
少
し
話
そ
う
。
こ
っ
そ
り
言
う
が
、
わ
た
し
は
四
十
を
超
え
る
ま
で
、
朔
太
郎
を
面
白
い
と
思

っ
た
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
は
不
気
味
で
生
理
的
な
世
界
。
で
ろ
で
ろ
、
く
ち
ゃ
く
ち
ゃ
、
べ
ち
ゃ
べ
ち
ゃ
し
た
も

の
で
あ
る
と
、
簡
単
に
言
え
ば
思
っ
て
い
た
。 

 

詩
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
「
秘
密
」
に
近
い
。
と
て
も
プ
ラ
イ
ベ
イ
ト
な
行
為
で
あ
る
。
名
前
が
あ
り
、
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
そ
の
作
品
と
繋
が
れ
な
い
。
詩
は
も
っ
と
、
読
む
人
間
の
「
核
」
の
部
分
と
、

常
識
の
外
で
、
論
理
を
超
え
て
繋
が
る
も
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
思
い
が
け
な
い
時
と
場
所
に
、
一
篇
の
詩
が
開

け
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
わ
た
し
の
朔
太
郎
体
験
も
そ
う
だ
っ
た
。 

 

一
人
で
い
る
と
き
、
人
間
が
、
一
人
の
自
分
に
し
か
見
せ
な
い
も
の
。
ぶ
る
ぶ
る
震
え
て
い
る
弱
い
心
、
不
安

な
心
の
揺
れ
が
そ
こ
に
あ
っ
た
。
感
性
の
毛
穴
を
全
開
に
し
、「
詩
」
を
捕
ら
え
る
た
め
に
、
帆
の
よ
う
に
張
り
詰

め
た
精
神
が
そ
こ
に
あ
っ
た
。 

へ
ー
っ
、
か
っ
こ
い
い
朔
太
郎
さ
ん
。 

 

黙
読
は
も
と
よ
り
、
一
人
で
も
、
人
前
で
も
、
わ
た
し
は
朔
太
郎
の
詩
を
声
に
出
し
て
読
ん
で
み
た
。
と
き
に

は
そ
れ
に
勝
手
に
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
つ
け
て
、
歌
っ
て
み
る
よ
う
な
こ
と
も
し
た
。
自
分
の
身
体
に
詩
の
言
葉
を
入

れ
、
そ
れ
を
吐
く
。
吐
く
、
吐
く
、
吐
く
。
そ
の
と
き
、
サ
ク
タ
ロ
ー
の
名
前
は
消
え
、
言
葉
は
読
者
そ
の
人
の

も
の
と
な
る
。 

お
わ
あ
、
こ
ん
ば
ん
は
、
お
ぎ
や
あ
、
お
ぎ
や
あ
、
お
ぎ
や
あ
（
猫
）、
と
を
て
く
う
、
と
を
る
も
う
、
と
お
る

も
う
（
鶏
）、
ぎ
よ
、
ぎ
よ
、
ぎ
よ
（
蛙
）、
ぶ
む 

ぶ
む 

ぶ
む
（
蠅
）、
て
ふ 

て
ふ 

て
ふ
（
蝶
）、
の
を
あ

あ
る 

と
を
あ
あ
る 

や
わ
あ
（
犬
）。
詩
の
な
か
に
あ
ふ
れ
か
え
る
、
む
ん
む
ん
と
す
る
生
き
も
の
た
ち
。
彼
ら

の
息
、
彼
ら
の
生
。 

 

こ
う
し
て
文
字
を
黙
読
す
る
だ
け
で
も
、
頭
蓋
の
内
に
音
が
響
く
。
透
明
な
音
楽
だ
か
ら
、
だ
か
ら
作
品
も
楽

譜
の
よ
う
に
、
書
い
て
あ
る
そ
の
と
お
り
を
読
め
ば
い
い
。「
て
ふ
」
だ
っ
て
、「
ち
ょ
う
」
で
は
な
く
、「
て
ふ
」

と
そ
の
ま
ま
。「
恐
ろ
し
く
憂
鬱
な
る
」
と
い
う
作
品
で
は
、
註
に
そ
う
書
い
て
あ
る
の
だ
か
ら
。「
チ
ョ
ー
チ
ョ

ー
と
読
む
べ
か
ら
ず
」
と
。「
て
ふ
」
と
い
う
音
は
、「
蝶
の
翼
の
空
気
を
う
つ
感
覚
を
音
韻
に
写
し
た
も
の
で
あ

る
」
と
。
こ
の
感
覚
に
乗
れ
る
人
な
ら
、
朔
太
郎
と
の
出
会
い
が
、
す
ぐ
そ
こ
に
あ
る
。 

 

近
代
の
詩
に
は
、
わ
た
し
た
ち
が
、
ど
こ
か
に
捨
て
て
き
た
「
歌
」
が
あ
る
。
日
本
の
伝
統
で
あ
る
「
俳
句
」

や
「
和
歌
」・「
短
歌
」、
は
た
ま
た
「
歌
詞
」
や
「
童
謡
」
で
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
「
詩
」。「
詩
」
と
し
て
、
日
本

語
が
ど
こ
ま
で
立
て
る
の
か
。
そ
の
厳
し
い
命
題
を
、
朔
太
郎
の
詩
は
、
が
っ
し
り
と
引
き
受
け
た
。 

「
光
る
地
面
に
竹
が
生
え
、
…
…
…
」
と
始
ま
る
、
一
連
の
ホ
ラ
ー
詩
も
捨
て
が
た
い
が
、「
天
景
」
と
い
う
た
っ

た
七
行
の
詩
を
、
ど
こ
か
で
ぜ
ひ
、
読
ん
で
み
て
ほ
し
い
。
四
輪
馬
車
が
運
ぶ
の
は
、
亡
く
な
っ
た
誰
か
の
魂
だ

ろ
う
か
。
巨
大
地
震
か
ら
一
週
間
。
詩
は
現
実
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
、
単
に
美
し
い
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
は
な
い
。
そ

の
こ
と
も
、
朔
太
郎
の
詩
は
証
明
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。 

小
池
昌
代 



萩
原
朔
太
郎
詩
集 

『
月
に
吠
え
る
』
よ
り 

竹 

ま
す
ぐ
な
る
も
の
地
面
に
生
え
、 

す
る
ど
き
青
き
も
の
地
面
に
生
え
、 

凍
れ
る
冬
を
つ
ら
ぬ
き
て
、 

そ
の
み
ど
り
葉
光
る
朝
の
空
席
に
、 

な
み
だ
た
れ
、 

な
み
だ
を
た
れ
、 

い
ま
は
や
懺
悔
を
は
れ
る
肩
の
上
よ
り
、 

け
ぶ
れ
る
竹
の
根
は
ひ
ろ
ご
り
、 

す
る
ど
き
青
き
も
の
地
面
に
生
え
、 

竹 

光
る
地
面
に
竹
が
生
え
、 

青
竹
が
生
え
、 

地
下
に
は
竹
の
根
が
生
え
、 

根
が
し
だ
い
に
ほ
そ
ら
み
、 

根
の
先
よ
り
繊
毛
が
生
え
、 

か
す
か
に
ふ
る
え
。 

か
た
き
地
面
に
竹
が
生
え
、 

地
上
に
す
る
ど
く
竹
が
生
え
、 

ま
つ
し
ぐ
ら
に
竹
が
生
え
、 

凍
れ
る
節
節
り
ん
り
ん
と
、 

青
空
の
も
と
に
竹
が
生
え
、 

竹
、
竹
、
竹
が
生
え
。 

天
景 

し
づ
か
に
き
し
れ
四
輪
馬
車
、 

ほ
の
か
に
海
は
あ
か
る
み
て
、 

麦
は
遠
き
に
な
が
れ
た
り
。 

し
づ
か
に
き
し
れ
四
輪
馬
車
。 

光
る
魚
鳥
の
天
景
を
、 

ま
た
窓
青
き
建
築
を
、 

し
づ
か
に
き
し
れ
四
輪
馬
車
。 

蛙
の
死 

蛙
が
殺
さ
れ
た
、 

子
供
が
ま
る
く
な
っ
て
手
を
あ
げ
た
、 

み
ん
な
い
つ
し
よ
に
、 

か
わ
ゆ
ら
し
い
、 

血
だ
ら
け
の
手
を
あ
げ
た
、 

月
が
出
た
、 

丘
の
上
に
人
が
立
っ
て
ゐ
る
。 

帽
子
の
下
に
顔
が
あ
る
。 

幼
年
思
慕
篇 



詩
集
『
コ
ル
カ
タ
』
よ
り 

最
後
の
詩 

自
分
の
生
ま
れ
た
五
月
に
逝
き
た
い
と 

あ
る
詩
人
は
言
っ
て 
そ
の
と
お
り
に
な
っ
た 

わ
た
し
は
七
月
生
ま
れ 

で
も 

五
月
に
逝
き
た
い
ひ
と
の
気
持
は 

す
ご
く
よ
く 

わ
か
る 

い
や
そ
れ
が 

い
ま 

正
確
に 

わ
か
っ
た
気
が
す
る 

こ
の 

お
お
ら
か
な
緑
に
囲
ま
れ
な
が
ら 

地
球
で
の
日
々
に
別
れ
を
つ
げ
る 

嫌
な
こ
と
は 

山
ほ
ど
あ
っ
た 

で
も
そ
の
と
き
は 

き
っ
と
忘
れ
て
る
だ
ろ
う 

さ
よ
う
な
ら 

そ
の
一
瞬
が 

あ
り
あ
り
と 

わ
か
る
よ
う
な
気
が
し
て 

わ
た
し
は
ぎ
く
っ
と
し
た 

自
分
の
こ
と
な
の
に 

桜
の
季
節
が
終
わ
り 

花
が
緑
に
変
わ
る 

風
に 

ざ
わ
め
く
木
の
音
が
聞
こ
え
る 

詩
を
書
く
う
ち
に 

も
と
も
と
友
達
が
少
な
か
っ
た
わ
た
し
は 

友
を
ま
す
ま
す
失
っ
た 

い
や 

そ
の
ひ
と
を 

ま
だ
知
ら
な
い
だ
け
で 

じ
つ
は
新
し
い
友
達
が
増
え
た 

の
で
は
な
い
か 

と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
が 

や
は
り
そ
れ
は 

あ
ま
り
に
ず
ぼ
ら
な
楽
観
で
あ
る 

わ
た
し
は
確
か
に 

独
り
に
な
っ
た
の
だ 

い
つ
も
窓
際
に
机
を
置
い
て 

樹
木
を
見
な
が
ら 

こ
う
し
て
詩
を
書
い
て
き
た 

そ
れ
が 

わ
た
し
の 

い
つ
の
ま
に
か
の 

習
慣 

い
い
歳
を
し
て 

セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
女
だ
っ
て
鼻
で
笑
っ
て
も
い
い
よ 

も
う 

何
を
言
わ
れ
て
も 

簡
単
に
は
傷
つ
か
な
い
（
ほ
ん
と
う
だ
ろ
う
か

か
？

お
酒
も
飲
み
に
い
か
ず 

趣
味
も
持
た
ず 

詩
を
書
い
た
り 

歌
を
歌
っ
た
り 

結
婚
し
た
り 

別
れ
た
り 

子
供
を
産
ん
だ
り 

便
器
を
掃
除
し
た
り
し
て
（
大
事
な
こ
と
だ
） 

人
生
を
過
ご
し
て
き
た 

そ
し
て
最
後
は 

こ
う
し
て 

木
が 

目
の
な
か
に
残
る
の
で
は
な
い
か 

そ
の
よ
う
に 

そ
の
よ
う
に 

わ
た
し
を
確
信
さ
せ
る
ほ
ど
確
か
に 

木
が
立
っ
て
い
る 

い
ま 
わ
た
し
の
目
の
前
に 

?
）



詩
集
『
夜
明
け
前
十
分
』
か
ら 

本
と
鳥 

ベ
ネ
チ
ア
の 

秋
の
午
後 

古
本
屋
の
な
か
へ 

一
羽
の
白
い
鳥
が
迷
い
込
ん
で
き
た 

く
ら
い
天
井
を 

ま
だ
続
き
の
青
空
と
信
じ
る
勢
い
で 

で
も 

不
意
に
囚
わ
れ
に
気
付
い
た
の
だ
ろ
う
か 

翼
を
折
り 

宙
に
静
止
し
た
一
瞬
が
あ
っ
た 

こ
の
町
で
は
鳥
が 

本
に
な
っ
た
り 

本
が
鳥
に 

な
る
こ
と
が
よ
く
あ
る 

誰
も
が
目
を
伏
せ
て
本
を
読
む
店
内
で 

そ
の
と
き
あ
ち
こ
ち
の
背
表
紙
の
か
ど
が
尖
り 

飛
ぶ
音
に
き
き
耳
が
た
っ
た
の
が
わ
か
っ
た 

翼
は
頁
に
よ
く
似
て
い
る 

は
ば
た
き
な
が
ら 

ね
む
る
思
念
を
ゆ
り
お
こ
す
の
だ 

す
ば
や
く
初
め
の
頁
に
戻
っ
た
り 

ま
だ
読
ん
で
い
な
い 

終
わ
り
の
頁
ま
で
い
っ
き
に
と
ん
で
み
た
り 

あ
れ
は
鳥
で
な
く 

飛
ぶ
本
だ
っ
た 

平
積
み
の
本
の
う
え
に 

な
が
れ
た
影
の
固
さ
を
見
れ
ば
。 

ド
ア
を
開
け
る
と 

鳥
は
わ
た
し
の
肩
を
か
す
め
て 

き
ゅ
い
っ
と 

街
の
な
か
へ
飛
び
出
し
て
い
っ
た
が 

あ
の
日
あ
の
店
の
あ
ら
ゆ
る
書
物
に
は 

翼
の
音
が 

霧
の
よ
う
に
し
み
こ
ん
だ 

次
に
誰
か
が
ド
ア
を
開
く
と
き
は 

鳥
に
な
ろ
う
と 

ど
の
本
も
静
か
に
こ
こ
ろ
を
決
め
た
だ
ろ
う 




