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河野さんが実際に見に行
きたい美術作品： 
『青いターバンの少女』 
河野さんのおすすめ美術
館：大塚国際美術館 

 

 

河
野

こ

う

の

紫 し

杏 あ
ん

さ
ん 

「
小
学
校
か
ら
美
術
館
が
好
き
だ
っ
た
」
と
語

る
河
野
さ
ん
は
、
北
海
道
旭
川
市
の
出
身
で
あ
る
。

自
然
豊
か
な
環
境
の
中
で
育
っ
た
こ
と
で
、
自
然

や
文
化
に
対
す
る
深
い
愛
着
を
持
っ
て
い
る
。 

移
住
の
話 

河
野
さ
ん
は
、
新
た
な
挑
戦
を
求
め
て
ニ
セ
コ

町
に
移
住
し
た
。
「
ニ
セ
コ
町
の
自
然
の
美
し
さ

と
落
ち
着
い
た
環
境
に
魅
力
を
感
じ
ま
し
た
」
と

語
る
。
ニ
セ
コ
町
は
旭
川
と
は
異
な
り
、
人
口
が

少
な
く
、
静
か
な
生
活
が
楽
し
め
る
が
、
「
日
用

品
の
買
い
物
が
少
し
不
便
で
、
車
で
の
通
勤
が
必

要
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
」
と
、
日
常
生
活
で

の
不
便
さ
も
正
直
に
語
る
。 

河
野
さ
ん
に
と
っ
て
、
旭
川
と
ニ
セ
コ
は
似
て

い
る
よ
う
で
い
て
、
実
際
に
は
異
な
る
部
分
が
多

い
と
感
じ
る
と
い
う
。
「
両
方
の
町
は
山
に
囲
ま

れ
て
い
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
り
ま
す
が
、
旭
川

は
都
市
の
利
便
性
を
持
ち
つ
つ
も
寒
さ
が
厳
し
く
、

ニ
セ
コ
町
は
よ
り
自
然
に
近
い
静
か
な
生
活
が
魅

力
で
す
」
と
述
べ
る
。
風
景
や
環
境
に
は
懐
か
し

さ
を
感
じ
つ
つ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
町
で
の
生
活
は

全
く
異
な
る
と
感
じ
て
い
る
。 

 

動
機
と
情
熱 

河
野
さ
ん
の
夢
は
、
幼
少
期
か
ら
の
も
の
で
あ

る
。
彼
女
は
小
学
生
の
頃
か
ら
美
術
に
強
い
興
味

を
持
ち
、
中
学
生
の
頃
に
は
学
芸
員
を
志
す
よ
う

に
な
っ
た
。
「
子
ど
も
の
頃
か
ら
の
夢
を
叶
え
る

た
め
に
、
こ
の
仕
事
に
就
き
ま
し
た
」
と
語
る
河

野
さ
ん
の
姿
勢
に
は
、
学
芸
員
と
し
て
の
情
熱
が

感
じ
ら
れ
る
。 

 
有島記念館の未来を創る若い力：河野紫杏さんの挑戦 

北海道大学文学院 博士課程三年 趙珊 

 
有島記念館は、有島武郎の思想や文学を次世代に伝えるための重要な拠点とし

て、北海道ニセコ町にある。この記念館は、地域の住民が文化生活に触れる場で

あり、有島武郎の世界を体感できる貴重な空間である。そこで活躍する若い学芸

員、河野紫杏さんは、地域社会と有島武郎の世界をつなぐ架け橋として、多くの

挑戦と経験を重ねてきた。今回は、河野さんがどのように有島武郎の遺産を守

り、その魅力を訪問者に伝えているのか、また学芸員としての視点から見た記念館

の役割と今後の展望について話を伺った。 
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2024 年度の企画展（藤倉英幸展） 

 

 

 

学
芸
員
の
世
界 

河
野
紫
杏
さ
ん
は
、
有
島
記
念
館
で
の
学
芸
員

と
し
て
、
多
岐
に
わ
た
る
業
務
を
担
当
し
て
い
る
。

次
の
展
示
会
に
ど
の
作
品
を
展
示
す
る
か
を
選
定

す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
展
示
の
枠
に
作
品
を
配

置
し
、
訪
問
者
が
作
品
を
効
果
的
に
鑑
賞
で
き
る

よ
う
に
す
る
ま
で
、
そ
の
過
程
全
体
に
関
わ
っ
て

い
る
。
彼
女
は
作
品
を
ど
の
よ
う
に
展
示
す
れ
ば
、

訪
問
者
に
と
っ
て
最
も
魅
力
的
で
理
解
し
や
す
い

か
を
常
に
考
え
て
い
る
。 

展
示
の
進
行
を
考
え
る
際
に
は
、
河
野
さ
ん
は

作
品
だ
け
で
な
く
、
そ
の
背
景
に
あ
る
作
家
の
人

生
や
周
辺
の
状
況
に
つ
い
て
も
深
く
掘
り
下
げ
る

こ
と
を
大
切
に
し
て
い
る
。 

作
家
が
存
命
の
う
ち
に
多
く
の
話
を
聞
き
、
そ

の
作
品
に
対
す
る
思
い
や
背
景
を
直
接
理
解
す
る

こ
と
で
、
展
示
に
よ
り
深
い
意
味
を
持
た
せ
る
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
「
作
家
が
生
き
て

い
る
う
ち
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
話
を
聞
き
、
作
品
に

関
わ
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
そ
の
人
の
人
生
や
周

辺
の
状
況
に
つ
い
て
も
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
大

切
で
す
。
す
べ
て
が
書
き
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
の
で…

…

」
と
河
野
さ
ん
は
語
る
。 

学
び
な
が
ら
成
長
す
る
河
野
紫
杏
さ
ん
の
挑
戦 

大
学
で
は
デ
ザ
イ
ン
を
専
攻
し
て
い
た
河
野
さ

ん
は
、
主
に
自
身
が
創
作
す
る
こ
と
に
重
き
を
置

い
て
い
た
。
し
か
し
、
有
島
記
念
館
で
学
芸
員
と

し
て
働
く
中
で
、
歴
史
や
郷
土
資
料
、
鉄
道
、
文

学
と
い
っ
た
幅
広
い
分
野
に
関
わ
る
必
要
が
あ
り
、

最
初
は
分
か
ら
な
い
こ
と
も
多
か
っ
た
と
い
う
。

「
地
域
に
関
わ
る
資
料
や
文
学
に
関
し
て
は
特
に

知
識
が
乏
し
か
っ
た
」
と
彼
女
は
振
り
返
る
。 

し
か
し
、
展
示
の
企
画
や
進
行
の
過
程
で
直
面

す
る
多
く
の
挑
戦
を
通
じ
て
、
「
ど
ん
ど
ん
勉
強

し
て
い
く
こ
と
で
理
解
が
深
ま
っ
た
」
と
語
り
、

常
に
新
し
い
知
識
を
吸
収
し
な
が
ら
成
長
し
て
き

た
。
「
学
び
な
が
ら
仕
事
を
す
る
」
と
い
う
姿
勢

を
大
切
に
し
、
自
己
成
長
を
続
け
る
彼
女
の
取
り

組
み
は
、
有
島
記
念
館
の
発
展
に
大
き
く
貢
献
し

て
い
る
。
学
芸
員
と
し
て
の
経
験
を
積
み
重
ね
る

中
で
、
河
野
さ
ん
は
地
域
文
化
の
深
い
理
解
と
新

し
い
展
示
の
可
能
性
を
追
求
し
続
け
て
い
る
。 

見
て
飽
き
な
い
展
示
を
作
り
た
い 

将
来
の
目
標
に
つ
い
て
、
河
野
さ
ん
は
「
見
て

飽
き
な
い
展
示
を
作
り
た
い
」
と
意
欲
を
示
す
。

新
し
い
展
示
企
画
や
作
家
と
の
交
流
を
通
じ
て
、

記
念
館
が
地
域
の
文
化
的
な
中
核
と
し
て
の
役
割

を
果
た
し
続
け
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
彼
女
の

姿
勢
は
、
学
芸
員
と
し
て
の
情
熱
を
反
映
し
て
い

る
。 
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河
野
紫
杏
さ
ん
の
有
島
武
郎
の
読
み
方
と
そ
の
魅
力 

  

有
島
記
念
館
の

学
芸
員
と
し
て
働

く
中
で
、
河
野
さ

ん
は
有
島
武
郎
の

作
品
を
読
み
解
く

こ
と
に
特
別
な
熱

意
を
持
っ
て
い
る
。 

彼

女

は

、

明

治
・
大
正
時
代
の

作
家
で
あ
る
有
島

武
郎
の
作
品
を
読

む
際
、
当
時
の
古

い
言
葉
遣
い
や
、

現
代
の
日
常
会
話

で
は
使
わ
れ
な
い

表
現
に
注
意
を
払

っ
て
い
る
。 

「
有
島
武
郎
の

作
品
に
は
、
調
べ

な
が
ら
読
ま
な
け

れ
ば
理
解
し
に
く

い
部
分
が
多
く
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
注
釈
を
見
な
が
ら
読
む
こ
と
で
、

文
字
か
ら
彼
の
性
格
や
感
情
を
よ
り
深
く
感
じ
取

る
こ
と
が
で
き
ま
す
」
と
語
る
。 

例
え
ば
、
有
島
の
作
品
の
一
つ
『
小
さ
き
も
の

へ
』
を
読
む
際
に
は
、
家
族
愛
が
強
く
描
か
れ
て

い
る
こ
と
に
感
銘
を
受
け
る
と
い
う
。
河
野
さ
ん

は
、
「
こ
の
作
品
を
読
む
だ
け
で
は
、
四
十
五
歳

で
子
供
を
残
し
て
愛
人
と
死
を
選
ん
だ
有
島
武
郎

の
行
動
が
信
じ
ら
れ
な
い
で
す
」
と
述
べ
て
お
り
、

そ
の
一
方
で
、
彼
の
人
生
の
矛
盾
や
複
雑
さ
に
対

す
る
理
解
を
深
め
る
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
。 

 

 

 

 

有島武郎（1878～1923）は、明治時代から大
正にかけて活躍した日本の作家であり、社会活
動家でもあった。彼は裕福な家庭に生まれなが
らも、個人の自由や平等を重んじる革新的な思
想を持ち、その考え方は当時の社会の価値観に
挑戦するものだった。彼の生涯は、日本が近代
化を進める激動の時代の中で形作られており、
その経験は彼の作品や思想にも色濃く反映され
ている。代表作には、『或る女』『カインの末
裔』などがある。 

河野さんからのおすすめ短編 

『一房の葡萄』に収められている 

「碁石を呑んだ八っちゃん」 

有島武郎と子供の写真 

文学と土地が交差する場所：有島武郎とニセコの物語 
有島武郎とニセコ町の関係は、彼の人生と思想に深く結びついている。1897 年に

「北海道国有未開地処分法」が施行され、有島武郎の父・武がニセコの土地を借り

受けて開墾を進めたことがきっかけで、有島家とニセコとの関わりが始まった。武

郎は、父の死後、1922 年にその土地を小作人に無償で解放し、土地の私有を否定し

「相互扶助」の精神に基づく社会を目指した。この行動は、彼の思想を具現化する

重要な出来事であった。 

また、ニセコは有島武郎の文学作品の舞台にもなっている。彼の代表作『カイン

の末裔』は、狩太（現・ニセコ町）を舞台に、自然や社会と調和できずに生きる農

夫の姿を描いた作品であり、本格的な写実小説として評価されている。この作品を

通じて、有島武郎は日本文壇での地位を確立した。他にも、ニセコは『生れ出づる

悩み』や『親子』といった作品の舞台となり、彼の創作活動に大きな影響を与えて

いる。 
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有
島
記
念
館
は
、
有
島
武
郎
の
思
想
を
次
世
代

に
伝
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。
設

立
の
背
景
に
は
、
有
島
武
郎
が
晩
年
に
行
っ
た

「
農
場
開
放
」
と
い
う
革
新
的
な
行
動
が
あ
る
。 

記
念
館
の
設
立
に
は
、
有
島
武
郎
の
思
想
・
実

績
を
後
世
に
伝
え
る
目
的
で
有
島
謝
恩
会
が
中
心

と
な
っ
て
推
進
さ
れ
た
。 

現
在
、
有
島
記
念
館
は
多
彩
な
活
動
を
通
じ
て
、

そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
常
設
展
示
室
で
は
、

有
島
武
郎
の
生
涯
や
作
品
に
関
連
す
る
貴
重
な
資

料
が
展
示
さ
れ
て
お
り
、
訪
問
者
は
彼
の
思
想
や

文
学
の
世
界
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ま
た
、
企
画
展
や
特
別
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、
貼

り
絵
展
示
や
地
域
の
芸
術
家
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ

ョ
ン
な
ど
、
多
彩
な
内
容
で
訪
問
者
を
楽
し
ま
せ

て
い
る
。 

記
念
館
は
文
化
活
動
の
中
心
と
し
て
も
機
能
し

て
お
り
、
地
域
社
会
と
の
つ
な
が
り
を
深
め
る
た

め
に
、
コ
ン
サ
ー
ト
や
カ
フ
ェ
を
併
設
。
こ
れ
に

よ
り
、
訪
問
者
が
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
な
が
ら
文
化
に

触
れ
ら
れ
る
環
境
を
提
供
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

取
り
組
み
を
通
じ
て
、
有
島
記
念
館
は
地
域
住
民

や
観
光
客
に
と
っ
て
重
要
な
文
化
交
流
の
場
と
な

っ
て
い
る
。 

学
芸
員
の
河
野
紫
杏
さ
ん
は
、
記
念
館
の
今
後

の
展
望
に
つ
い
て
強
い
意
欲
を
持
っ
て
い
る
。
彼

女
は
、
記
念
館
が
地
域
社
会
と
の
つ
な
が
り
を
深

め
る
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
、
新
た
な
展
示
企
画

や
イ
ベ
ン
ト
を
通
じ
て
、
有
島
武
郎
の
思
想
だ
け

で
な
く
、
よ
り
多
く
の
作
家
や
美
術
家
の
作
品
を

幅
広
い
層
の
人
々
に
伝
え
た
い
と
い
う
思
い
を
抱

い
て
い
る
。 

常
に
学
び
続
け
る
姿
勢
を
持
ち
続
け
る
河
野
さ

ん
は
、
有
島
記
念
館
の
発
展
に
全
力
を
注
ぎ
、
新

た
な
知
識
や
視
点
を
柔
軟
に
取
り
入
れ
な
が
ら
、

記
念
館
の
役
割
を
さ
ら
に
拡
大
す
る
こ
と
を
目
指

し
て
い
る
。
彼
女
の
取
り
組
み
は
、
有
島
記
念
館

が
地
域
の
文
化
的
な
中
核
と
し
て
の
役
割
を
ど
う

果
た
し
て
い
く
か
を
探
求
し
続
け
る
重
要
な
力
と

な
り
、
記
念
館
の
未
来
を
築
く
原
動
力

と
な
っ
て
い
る
。 

河野紫杏さんのおすすめコレクション： 

藤倉英幸作品 

有
島
武
郎
の
遺
産
を
守
る
：
有
島
記
念
館
の
過
去
、
現
在
、
そ
し
て
未
来 


