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父
の
歌

イ
ン
タ
ー
ン
が
終
り
に
近
づ
き
、
医
師
国
家
試
験
を
前
に
し
て

相
変
ら
ず
恥
多
き
怠
惰
な
日
を
送
っ
て
い
た
と
き
、と
う
に
老
衰

し
て
い
た
父
の
死
の
報
知
を
受
け
た
。
し
か
も
手
ひ
ど
い
宿ふ

つ
か
よ
い酔

の

な
か
で
私
は
電
報
を
受
け
と
っ
た
。
東
京
に
電
話
を
し
た
と
き
、

す
で
に
父
は
こ
と
き
れ
て
い
た
。
最
後
ま
で
、
私
は
親
不
孝
者
で

あ
っ
た
。
父
が
死
ぬ
と
き
、
最
後
の
注
射
の
一
本
は
私
の
手
で
打

と
う
と
ひ
そ
か
に
念
じ
て
も
い
た
の
に
。

東
京
へ
戻
る
夜
汽
車
の
中
で
、
私
は
大
学
に
は
い
っ
て
か
ら
手

に
と
る
こ
と
の
な
か
っ
た
父
の
処
女
歌
集『
赤
光
』を
あ
て
も
な

く
開
い
て
過
し
た
。
あ
れ
こ
れ
の
懐な

つ
か

し
い
歌
た
ち
が
、
ふ
た
た
び

私
の
胸
を
痛
切
に
貫
い
た
。
こ
う
い
う
歌
を
つ
く
っ
た
茂
吉
と
い

う
男
は
、
も
う
こ
の
世
に
い
な
い
の
だ
な
、
も
う
ど
こ
に
も
い
な
い

の
だ
な
、と
幾
遍
も
繰
返
し
考
え
た
。

目
を
あ
げ
る
と
、外
の
闇や

み
は
雨
と
な
っ
て
お
り
、こ
ま
か
い
水
滴

が
車
窓
を
伝
わ
っ
て
流
れ
た
。
私
は
そ
れ
を
見
つ
め
、
自
分
が
父

に
対
し
て
抱
い
て
い
た
感
情
は
、
ま
た
或あ

る
種
の
強
い
愛
で
あ
っ

た
こ
と
を
更あ

ら
た

め
て
反は

ん
す
う芻

し
た
。
そ
の
父
が
死
ぬ
と
き
に
な
っ
て
、

そ
の
で
き
の
わ
る
い
息
子
が
よ
う
や
く
性
に
も
目
ざ
め
、
つ
た
な

い
草
稿
を
か
か
え
て
い
る
の
も
、
一
つ
の
凍
え
た
宿
命
で
あ
り
循

環
で
あ
る
よ
う
な
気
が
し
た
。

私
は
そ
の
と
き
、カ
バ
ン
の
中
に
、ほ
と
ん
ど
完
成
し
か
け
た
自

分
の
最
初
の
長
篇『
幽
霊
』の
か
な
り
ぶ
厚
い
原
稿
を
入
れ
て
い

た
。
　　（

北
杜
夫「
学
問
と
愛
に
つ
い
て
」『
ど
く
と
る
マ
ン
ボ
ウ
青
春
記
』）

東北大学医学部

と
こ
ろ
が
こ
れ
を
ワ
タ
ク
シ
テ
キ
と
読
ん

で
、別
の
意
味
に
転
化
し
、や
が
て「
僕
的
」

「
じ
ぶ
ん
的
」さ
ら
に
は「
お
れ
的
」な
ど
と

い
う
言
い
回
し
が
出
来
て
き
た
の
か
も
知

れ
な
い
。

　「
僕
は
」で
必
要
十
分
な
と
こ
ろ「
僕
的

に
は
」と
い
わ
れ
る
と
妙
に
自
分
の
影
が
薄

く
な
り
、
無
責
任
の
よ
う
に
さ
え
感
じ
ら

れ
る
。
岩
波
の
記
述
に
添
え
ば「
僕
の
よ

う
な
性
質
を
帯
び
た
」と
で
も
な
る
と
こ
ろ

で
、自
分
が
曖
昧
化
し
て
、さ
ら
に
い
え
ば

自
分
が
自
分
で
な
い
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ

る
。
そ
こ
が
大
辻
先
生
は
カ
チ
ン
と
来
た

の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、「
的
」の
一
語
を
つ
け
た
だ
け
で

妙
に
自
分
の
影
を
薄
く
す
る
手
技
に
は
、

ち
ょ
っ
と
感
心
し
て
し
ま
う
面
も
な
い
わ

け
で
な
い
。
う
ま
い
日
本
語
を
発
明
し
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
先
日
奥
歯
が
痛
ん
で
歯
科
に
行
っ
た
。

歯
に
は
異
常
が
な
い
の
で
歯
の
奥
の
部
分

が
炎
症
を
起
こ
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な

い
。
い
っ
ぺ
ん
耳
鼻
科
で
診
て
も
ら
う
よ

う
に
と
い
わ
れ
た
。
そ
れ
で
耳
鼻
科
へ

行
っ
て
レ
ン
ト
ゲ
ン
を
撮
っ
た
。
そ
れ
を

見
て
耳
鼻
科
の
若
い
女
の
先
生
が「
耳
鼻

科
的
に
は
問
題
な
い
」と
い
う
の
で
お
か
し

か
っ
た
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も「
的
」が

つ
く
の
で
あ
る
。
そ
の「
的
」は
あ
ん
ま
り

違
和
感
が
な
く
、
先
生
を
ぶ
ん
殴
っ
て
や

ろ
う
か
と
い
う
気
持
ち
は
ぜ
ん
ぜ
ん
起
こ

ら
な
か
っ
た
。

　
最
近
読
ん
だ
歌
集
の
な
か
に
こ
う
い
う

歌
が
あ
っ
た
。

　
僕
的
に
は
あ
り
だ
と
思
ふ
ん
で
す
よ
ね

　
と
言
ふ
若
者
よ
殴
つ
て
も
よ
い
か

　
作
者
は
大
辻
隆
弘
さ
ん
、
三
重
県
の
高

等
学
校
で
国
語
の
先
生
を
し
て
い
る
。
生

徒
を
呼
び
出
し
て
注
意
し
た
ら
こ
の
よ
う

に
答
え
た
。
思
わ
ず
ブ
ン
殴
っ
て
や
ろ
う

か
と
思
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
殴
り
は
し
な
か
っ

た
が
、
カ
チ
ン
と
来
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い

う
歌
で
あ
る
。
場
面
が
浮
か
ぶ
よ
う
で
、

近
年
ま
で
同
じ
仕
事
を
し
て
い
た
わ
た
し

に
は
と
て
も
よ
く
身
に
沁
み
る
。

　
な
に
が
カ
チ
ン
と
来
た
か
と
い
う
と
そ

の
言
い
回
し
だ
。「
僕
的
」と
い
う
主
語
の

出
し
方
が
ま
ず
気
に
入
ら
な
い
。
こ
れ
は

ど
う
い
う
意
味
か
と
い
う
と
い
う
ま
で
も

な
く
、「
僕
と
し
て
は
」と
い
う
べ
き
と
こ
ろ

を「
的
」で
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も「
的
」と
い
う
日
本
語
は
、
主

観
的
、
客
観
的
、
総
合
的
、
部
分
的
の
よ

う
に
用
い
て
抽
象
名
詞
を
受
け
る
。
岩

波
の
国
語
辞
典
に
よ
れ
ば「
名
詞
に
添
え

て『
…
の
よ
う
な
』『
…
の
性
質
を
帯
び
た
』

『
…
の
状
態
を
な
す
』な
ど
の
意
を
表
す
」

と
あ
る
の
が
そ
れ
だ
。
つ
ま
り
ボ
カ
す
わ

け
で
あ
る
。

　「
私
的
」と
い
う
の
は
な
に
も
お
か
し
く

な
い
日
本
語
だ
が
、
こ
れ
は
シ
テ
キ
と
読

む
の
で
、
ワ
タ
ク
シ
テ
キ
と
は
読
ま
な
い
。

小
池  

光
の

「
的
」 気

に
な
る
日
本
語

気
に
な
る
日
本
語

　
文
学
の
あ
る
風
景 
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◯ 5月8日、北海道旭川市に
ある三浦綾子記念文学館のス
タッフの方々が来館し、『三浦綾
子全集』をご寄贈くださいまし
た。震災後、全国の三浦文学
ファンからの「いまこそ、三浦綾
子さんの本を読んでほしい」との
声を受け、三浦綾子記念文学
館が被災地への三浦作品寄贈
を呼びかけて集まった本でした。
本を寄せて下さった全国の皆さ
ま、記念館の皆さま、ありがとう
ございました。

◯これは一見すると普通のお盆
ですが、裏を返すとなんと版木！

「北斎漫画展～江戸の出版文
化」（4月21日～ 6月17日）開
催中に、市内にお住まいの方が
持ってきてくださいました。版木
は何度も摺ると表面が摩耗する

ので、表面を削って再利用され
るが、最後は焚き付けに使うこと
が多いので、残るのは珍しいとの
こと。そんな中この版木はお盆と
して甦りました。
◯7月14日からスタートした「夏
休みこども文学館」。今年は「グ
ランドファザーズ・レター展」を開
催しています。イギリスのおじい
ちゃんが四人の孫たちに送った、
かわいいイラストが描かれた愛
情たっぷりの絵手紙をご覧いた
だけます。100年近く前のもの
ですが、愛する者を思う気持ち
は、時代や国境を越えて変わり
ません。常設展料金でご覧いた
だけます。またこどもたちが楽し
みにしている「お話会」もありま
す。8月26日まで。

◯8月19日には「文学館まつり」
を開催します。古本マーケット
や地元でとれた野菜販売があ
るほか、ウサギと遊んだり、射的
をしたり…「文学」とどう関係が
あるの？という固いことは抜きに
して、文学館にまだ一度も行っ
たことがないという方はぜひこ
の機会に遊びにいらしてくださ
い。あのかわいいキャラクターぐ
○りに会えるかも…10:00から
16:00まで。

再生紙使用

『どくとるマンボウ青春記』
（新潮文庫　2000年）

1  仙台文学館ニュース



小
学
四
年
生
の
こ
ろ
か
ら
本
に

親
し
み
、
さ
ま
ざ
ま
な
小
説
を
読
ん

だ
け
れ
ど
、
い
ち
ば
ん
最
初
に
強
い

影
響
を
う
け
た
の
は
、
高
校
時
代

に
出
会
っ
た
福
永
武
彦
の『
忘
却
の

河
』だ
ろ
う
。
は
じ
め
て
小
説
を
読

ん
で
泣
い
た
本
で
あ
り
、
こ
れ
で
日

本
文
学
に
目
覚
め
、
大
学
で
は
日

本
文
学
科
を
専
攻
し
た
の
だ
が
、大

学
時
代
に
結
城
昌
治
と
ロ
ス
・
マ
ク

ド
ナ
ル
ド
に
出
会
い
、
だ
ん
だ
ん
と

海
外
ミ
ス
テ
リ（
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン

メ
ン
ト
）に
向
か
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
一
方
で
、
日
本
文
学
へ
の
愛

も
続
い
て
い
た
の
だ
が
、
さ
す
が
に

三
十
代
以
降
は
、仕
事
が
ら
海
外
ミ

ス
テ
リ
の
比
重
が
ま
し
て
読
む
機
会

が
減
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
で
も
あ
き

ず
に
読
み
返
し
た
作
家
が
何
人
か

い
て
、
名
前
を
あ
げ
る
な
ら
吉
行
淳

之
介
、立
原
正
秋
、小
川
国
夫
、森

内
俊
雄
と
な
る
だ
ろ

う
か
。
と
く
に
森
内

俊
雄
は
僕
の
人
生
と

と
も
に
あ
っ
た
と
い

え
る
か
も
し
れ
な
い
。

僕
に
も
、
悩
み
苦
し

み
深
い
森
を
彷
徨
っ

て
い
た
よ
う
な
期
間

が
あ
り
、
そ
の
と
き

の
大
い
な
る
慰
め
と

な
っ
た
の
が
森
内
文

学
で
あ
り
、
下
手
な

小
説
を
一
生
懸
命
に

書
い
て
い
た
時
代
に

は
、
森
内
を
手
本
に

し
て
何
作
も
書
き
写

し
た
ほ
ど
で
あ
る
。

そ
ん
な
森
内
の
中

か
ら
一
冊
を
選
ぶ
な

ら
、『
短
篇
歳
時
記
』

（
講
談
社
、一
九
九
九

年
）
に
な
る
。
本
の
帯
に
＂俳
句

十
七
文
字
か
ら
ひ
ろ
が
る
百
の
風

景
＂と
あ
る
よ
う
に
、
俳
句
に
発
想

を
得
た
掌
篇
が
百
収
め
ら
れ
て
い

る
。
俳
人
遠
藤
若
狭
男
が
選
ん
だ

俳
句
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
タ
イ

ト
ル
と
な
っ
て
い
て
、「
俳
句
と
短
篇

が
、
た
が
い
に
呼
応
す
る
よ
う
に
、

試
み
て
み
ま
し
た
。
小
説
に
よ
る
俳

句
鑑
賞
、
と
読
ん
で
く
だ
さ
っ
て
も

結
構
で
す
」と
森
内
は
前
書
き
に
さ

ら
り
と
書
い
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ

は
大
変
な
作
業
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

一
篇
の
枚
数
は
約
五
枚
。
五
枚
の
な

か
で
俳
句
に
呼
応
す
る
よ
う
な
小

説
世
界
を
作
り
上
げ
る
の
は
並
大

抵
の
こ
と
で
は
な
い
か
ら
だ
。

だ
い
た
い
＂呼
応
＂と
い
っ
て
も
、

俳
句
の
説
明
に
な
っ
て
い
て
は
作
家

の
負
け
で
あ
ろ
う
。
い
か
に
し
て
省

略
に
省
略
を
重
ね
た
秀
句
と
張
り

合
う
世
界
を
作
り
上
げ
る
か
で
あ

る
。
大
げ
さ
に
い
う
な
ら
、
作
家
の

創
造
力
の
限
界
に
挑
戦
し
た
作
品

と
い
え
る
だ
ろ
う
し
、
森
内
は
そ
の

困
難
な
挑
戦
に
悠
々
と
の
ぞ
み
、
結

果
的
に
俳
句
と
対
峙
し
う
る
見
事

な
世
界
を
構
築
し
て
い
る
。
い
や
は

シ

リ

ー

ズ

私
の
一
冊

第
十
八
回

や
、こ
れ
は
凄
い
。

た
と
え
ば
、「
と
も
し
び
や
酢
牡

蠣
と
噛
み
し
柚
子
の
種
」（
永
井
東

門
居
）で
は
、
灯
し
た
火
の
も
と
酢

牡
蠣
と
柚
子
の
種
を
噛
み
し
め
る

と
い
う
わ
び
し
き
歌
を
キ
ッ
チ
ン・ド

リ
ン
カ
ー
の
主
婦
に
あ
て
は
め
て
絶

望
感
を
深
め
、「
ゆ
で
玉
子
む
け
ば

か
が
や
く
花
曇
」（
中
村
汀
女
）で

は
、
老
い
た
る
母
親
の
生
命
感
を
花

曇
り
の
な
か
に
写
し
取
り
、「
こ
と
き

れ
て
な
ほ
邯
鄲
の
う
す
み
ど
り
」（
富

安
風
生
）
で
は
、
青
年
が
婚
約
者

を
つ
れ
て
祖
父
母
が
住
む
故
郷
を

訪
ね
て
幽
玄
に
入
り
こ
み
、「
木
の

葉
ふ
り
や
ま
ず
い
そ
ぐ
な
い
そ
ぐ
な

よ
」（
加
藤
楸
邨
）で
は
、
癌
の
再
発

を
静
か
に
受
容
す
る
内
面
を
捉
え
、

「
埋
火
や
隠
し
お
ほ
せ
ぬ
こ
と
一
つ
」

（
透
乙
美
）で
は
、夫
が
突
然
美
し
い

西
洋
人
形
に
溺
れ
て
し
ま
う
不
可

解
さ
を
詳
ら
か
に
し
、「
ゆ
き
す
ぎ

て
戻
る
風
あ
り
芒
原
」（
沖
祐
里
）で

は
、中
年
男
と
若
い
女
の
陰
惨
な
火

遊
び
を
象
徴
的
に
鋭
く
描
く
。
混

沌
と
し
た
生
と
性
の
欲
望
を
み
つ
め

な
が
ら
、
生
き
る
こ
と
の
危
う
さ
と

儚
さ
、
哀
し
さ
を
、
実
に
静
謐
な
筆

致
で
き
り
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

森
内
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ

り
、
川
端
康
成
に
絶
賛
さ
れ
た
デ

ビ
ュ
ー
作
『
幼
な
き
者
は
驢
馬
に

乗
っ
て
』や『
骨
の
火
』な
ど
宗
教

文
学
の
秀
作
を
発
表
し
て
い
る
。

存
在
の
む
こ
う
に
あ
る
も
の
を
た

え
ず
凝
視
す
る
作
家
で
あ
り
、
気

の
き
い
た
、よ
く
出
来
た
短
篇
で
終

わ
る
も
の
な
ど
ひ
と
つ
も
な
い
。
具

体
的
に
い
う
な
ら
、「
と
も
し
び
」で

は
＂と
も
し
び
＂を
ベ
ラ
ン
ダ
か
ら
主

婦
を
見
つ
め
て
い
る
鳩
の
赤
い
目

に
し
て
ア
ル
中
の
主
婦
の
嘆
き
を

人
間
の
根
源
的
な
存
在
の
悲
し
み

に
ま
で
昇
華
し
て
い
る
し
、「
ゆ
で

玉
子
」で
は
ラ
ス
ト
八
十
過
ぎ
の
母

　
池
上
　
冬
樹

森
内
俊
雄
　『
短
篇
歳
時
記
』

池上冬樹（いけがみふゆき）文芸評論家　
1955年、山形市生まれ。立教大学日本文学科卒業。
2004年4月から3年間、朝日新聞書評委員をつとめ、

『週刊文春』『本の雑誌』『ミステリマガジン』『小説すば
る』など多くの媒体で書評・評論活動を展開している。著
書に『ヒーローたちの荒野』（本の雑誌社）がある。訳書
にリチャード・スターク『悪党パーカー／怒りの追跡』（ハ
ヤカヤミステリ）、編著に『ミステリベスト201日本編』

（新書館）、『よりぬき読書相談室』（本の雑誌編集部、本
の雑誌）など。各文学賞の予選委員、下読みもつとめる。
仙台の「せんだい文学塾」、山形の「小説家（ライター）に
なろう講座」では講師・コーディネーターを兼務。文学界
の後進育成に力を入れている。　　  

親
が
＂さ
と
す
が
ご
と
く
命
の
石
段

を
降
り
て
行
く
＂と
書
い
て
老
い
る

内
実
を
輝
か
せ
、「
こ
と
き
れ
て
」で

は
幽
霊
の
視
点
か
ら
五
感
を
通
し

て
み
ず
み
ず
し
く
尊
い
命
を
描
き

き
っ
て
い
る
。

森
内
文
学
を
俯
瞰
す
る
な
ら
、

こ
の
時
期
か
ら
平
易
で
お
だ
や
か

な
様
子
の
小
説
が
多
く
な
っ
た
。

ア
ル
コ
ー
ル
と
薬
物
に
耽
溺
し
、
幻

視
と
エ
ロ
ス
の
世
界
を
探
る
よ
う

な
、
そ
ん
な
凄
絶
な
世
界
は
影
を

ひ
そ
め
て
い
る
。
聖
書
を
引
用
し

て
韜
誨
を
決
め
込
み
、分
か
る
も
の

が
分
か
れ
ば
い
い
と
い
っ
た
姿
勢
も

薄
ら
い
で
、
あ
る
種
の
枯
れ
た
味
わ

い
す
ら
出
て
い
る
。
し
か
し
表
面

的
に
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
作
品

の
底
に
は
森
内
文
学
の
特
徴
で
あ

る
＂憐
れ
み
＂が
確
か
に
流
れ
て
い

て
、
し
ば
し
読
者
は
温
か
な（
森
内

の
愛
用
語
を
使
う
な
ら
）＂大
き
な

掌
＂に
包
み
込
ま
れ
る
よ
う
な
感
じ

を
抱
く
の
で
あ
る
。

内
容
か
ら
み
て
、
本
書
の
読
者

森内俊雄　『短篇歳時記』
（講談社）

　　

　「いいえ私としては、主人公はもう殺されているという設定で
書きました」「でも、最後に “正夢だった” って書いてあるよ。夢
を見たのだったら、生きているってことでしょう？」「あれ、本当だ」
「問題発言だなぁ（笑）」
　とある土曜日の仙台文学館。その一角から熱い議論の声が
聞こえてきます。
　この日、講習室で開かれていたのは「せんだい文学塾」。月一
回、作家を志す市民有志が集う、実践的な文学講座です。
　今号の「私の一冊」にご寄稿いただいた池上冬樹さんが毎
回のコーディネーターを務めるこの会の前身は、東北芸術工科
大学が開講していた「小説家・ライター講座 in SENDAI」。こ
の講座が2010年3月をもって閉講することになり、残念に感
じた受講者有志が池上さんの後押しもあって立ち上げたの
が、せんだい文学塾です。
　「作家志望の方以外にも、講師を務める有名作家の生の声
に触れたくて参加する方もいます。東京でもなかなか実現しな
い企画のようで、遠くからいらっしゃる方も」と語るのは、運営
委員会事務局長の安部浩さん。「1年目の最終回が開催され
るはずだった日の数日前に東日本大震災が発生し、講座は中
止。5月になってようやく会場が確保できて再開すると、待ちわ
びていたという方が何人も参加してくれて」と振り返ります。
　今回の講師は人気ミステリー作家の堂場瞬一氏。その他に
ゲストとして、大手出版社の第一線の編集者12人が参加しまし
た。作品批評では、文芸作品を世に送り出す立場からの厳しく
も真摯な指摘に参加者は皆、熱心に聞き入り、堂場さんと池上
さんのフリートークでは出版界の裏話に会場が沸きました。
　「講座の後の懇親会での本音トークも、受講の醍醐味」と安
部さん。作家を目指す方はもちろん、文学が誕生する場の空
気を感じ取りたい方も、物は試し、参加してみませんか。

作家を目指す人たちが切磋琢磨
～「せんだい文学塾」

は
、
ど
う
し
て
も
俳
句
フ
ァ
ン
に

な
っ
て
し
ま
い
が
ち
だ
が
、
む
し
ろ

多
く
の
小
説
フ
ァ
ン
に
お
勧
め
し
た

い
。
い
ま
だ
＂発
見
＂さ
れ
て
い
る
と

は
い
い
が
た
い「
森
内
俊
雄
」と
い

う
偉
大
な
作
家
の
素
晴
ら
し
さ
を

と
く
と
味
わ
っ
て
ほ
し
い
か
ら
で
あ

る
。

中沢けいさん（左）と佐伯一麦さん（右）

せんだい文学塾
http://sites.google.com/site/sendaibungakujuku/
連絡先メールアドレス sendaibungakujuku@gmail.com
連絡先電話番号 080-6013-5008※留守番電話での受付けとなります。
会員制ではありません。講座ごとに参加を受付けています。
できるだけ事前予約をお願いします。

コーディネーターの池上冬樹氏（左）
と堂場瞬一氏　

この日は大手出版社の文芸担当編集
者12人が勢揃い
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安
野
光
雅
さ
ん
の
作
品
は
、
透
明
感
あ

ふ
れ
る
美
し
い
色
彩
や
、
そ
こ
に
散
り
ば
め

ら
れ
た
遊
び
心
で
、
世
界
中
の
人
々
に
愛
さ

れ
て
い
ま
す
。
安
野
さ
ん
は
　
冊
以
上
の

井
上
ひ
さ
し
の
本
の
装
画
を
描
き
、
井
上

ひ
さ
し
が
座
付
き
作
家
を
務
め
た
「
こ
ま
つ

座
」
で
は
多
く
の
作
品
で
宣
伝
美
術
を
担

当
す
る
な
ど
、
共
に
名
作
を
こ
の
世
に
送
り

出
し
た
仕
事
仲
間
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
本
展
で
は
装
幀
画
家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
と

し
て
の
仕
事
に
焦
点
を
当
て
、二
人
が
手
掛

け
た
仕
事
を
振
り
返
る
と
と
も
に
、
最
新
の

描
き
下
ろ
し
作
品
、
井
上
ひ
さ
し
文
『
ガ
リ

バ
ー
の
冒
険
』の
絵
本
原
画
や
芝
居
『
藪
原

検
校
』の
ポ
ス
タ
ー
原
画
を
は
じ
め
、
代
表

的
な
作
品
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

市
川
市
芳
澤

ガ
ー
デ
ン
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
て

本
展
を
ひ
と
足
先
に
開
催
し
て
い
た
、
市

川
市
芳
澤
ガ
ー
デ
ン
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
お
邪
魔

し
ま
し
た
。
館
内
に
は
ポ
ス
タ
ー
や
本
の
装

幀
、
絵
本
な
ど
で
見
覚
え
の
あ
る
安
野
作
品

約
80
点
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。「
安
野

さ
ん
は
原
画
絶
対
主
義
を
と
ら
な
い
。
印
刷

物
と
し
て
う
ま
く
仕
上
が
っ
て
い
る
か
ど
う

か
が
問
題
な
の
だ
。」（
山
田
豊「
編
集
者
に

苦
労
な
し
」）と
言
わ
れ
ま
す
が
、
原
画
の
持

つ
静
か
な
力
に
圧
倒
さ
れ
、
一
つ
一
つ
の
作

品
か
ら
は
、
描
く
こ
と
が
楽
し
く
て
な
ら
な

い
と
い
う
声
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
で
し
た
。

グッズ紹介
「グロウブ号の冒険」「イーハトーボの劇列車」
の絵はがきセットや、一筆箋など会期中に販
売します。また現在「吉里吉里人」の装画で、
絵はがき、クリアファイル、ハーフてぬぐいを作
製中です。こちらもどうぞお楽しみに。

1934 年、山形県東置賜郡小松町（現・川西
町）生まれ。1983 年にこまつ座を創設し、多
くの戯曲を書き下ろし上演。小説に『手鎖心
中』『青葉繁れる』『吉里吉里人 』『東京セブン
ローズ』、戯曲に『父と暮せば』『太鼓たたいて
笛ふいて』などが ある。1998 年から2007
年まで仙台文学館の初代館長をつとめる。
2010 年 4月9日没。

1926 年、島根県津和野町生まれ。1968 年、
文章のない絵本『ふしぎなえ』で絵本作家と
してデビュー。科学・数学・文学にも造詣が深く
絵本以外の著作も多い。主な著書に『ＡＢＣ
の本』『旅の絵本』『あいうえおの本』『繪本平
家物語』『絵のある自伝 』などがある。2001
年故郷 の 津和野 に 安野 光雅美術館 が 開
館。

『
ガ
リ
バ
ー
の
冒
険
』の

装
画

『
ガ
リ
バ
ー
』は
、文・井
上
ひ
さ
し
、絵・安

野
光
雅
で
１
９
６
９
年
に
日
本
リ
ー
ダ
ー
ズ

ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
絵
本
で

す
。
こ
の
時
二
人
は
ま
だ
面
識
が
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
42
年
後
、
井
上
ひ
さ
し
が
亡
く

な
っ
た
後
に
、
本
棚
か
ら
当
時
の
表
紙
画
を

見
つ
け
た
安
野
さ
ん
は
、
も
う
一
度
こ
の
絵

本
を
出
版
し
た
い
と
思
い
、
絵
を
描
き
直
し

ま
し
た
。
新
し
い
絵
本
に
は
楽
し
い
し
か
け

が
か
く
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
ま
つ
座
の

ポ
ス
タ
ー
原
画

「
國
語
元
年
」「
イ
ー
ハ
ト
ー
ボ

の
劇
列
車
」
な
ど
11
作
品
を
ご

紹
介
し
ま
す
。原
画
と
仕
上
が
っ

た
ポ
ス
タ
ー
を
見
比
べ
る
と
、
仕

上
り
が
寸
分
違
わ
ず
イ
メ
ー
ジ

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
く
と
と
も

に
原
画
の
持
つ
力
に
圧
倒
さ
れ

ま
す
。

会期中のイベント
お二人と交流の深い、松田哲夫氏（編集者

：元筑摩書房専務取締役）の講演会や、ブッ
クカバー作り、木の街をつくるワークショップを
予定しています。詳細は、文学館にお問合せ
下さい。

安野光雅 井上ひさし

 

特
別
展

井
上
ひ
さ
し 

と 
安
野
光
雅

～
文
学
と
絵
画
の
出
会
い
～

2012年
9月8日（土）～
11月11日（日）

60

『イーハトーボの劇列車』

掲載作品はすべて津和野町立安野光雅美術館蔵 © 空想工房2012

撮影：佐々木隆二提供：津和野町立安野光雅美術館

『
グ
ロ
ウ
ブ
号
の

冒
険
』装
画

１
９
８
７
年
か
ら
１
９
８
９

年
ま
で
雑
誌『
世
界
』に
断
続

的
に
連
載
さ
れ
未
完
と
な
っ

て
い
た
作
品
。
井
上
ひ
さ
し

の
死
後
２
０
１
１
年
に
岩
波

書
店
か
ら
出
版
さ
れ
ま
し
た
。

連
載
当
時
安
野
さ
ん
は
、
前

号
の
あ
ら
す
じ
を
読
ん
で
話
の

展
開
を
想
像
し
な
が
ら
挿
絵

を
描
い
た
そ
う
で
す
。
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仙
台
文
学
館
の
常
設
展
示
室
で
は
、
来
館
者
の
ご

要
望
に
応
え
、
コ
ー
ナ
ー
ご
と
の
解
説
を
ヘ
ッ
ド
フ
ォ

ン
で
お
聞
き
い
た
だ
け
る「
展
示
音
声
ガ
イ
ド
」サ
ー

ビ
ス
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　
今
年
の
一
月
に
市
の
広
報
誌
な
ど
で
、
視
覚
障
害

の
あ
る
方
の
た
め
の
展
示
解
説
音
声
ガ
イ
ド
ナ
レ
ー

タ
ー
を
募
集
し
た
と
こ
ろ
、
フ
リ
ー
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
、

よ
み
き
か
せ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
音
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な

ど
、
声
を
通
し
た
活
動
を
さ
れ
て
い
る
方
々
が
、
お
役

に
立
て
れ
ば
と
手
を
挙
げ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
二
月

に
朗
読
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
講
師
を
つ
と
め
る
渡
辺
祥

子
さ
ん
と
当
館
職
員
で
審
査
を
行
い
、
最
終
的
に
加

藤
身
知
子
さ
ん
、
佐
藤
知
子
さ
ん
、
中
里
え
み
子
さ

ん
、
村
林
い
づ
み
さ
ん
の
四
名
に
お
願
い
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
事
前
に
下
読
み
を
行
い
、三
月
に
ス
タ

ジ
オ
で
収
録
を
し
て
完
成
。
五
月
の
連
休
明
け
か
ら

運
用
を
開
始
し
ま
し
た
。

　
心
地
良
い
声
で
展
示
の
解
説
を
聞
け
ば
、
理
解
が

深
ま
る
こ
と
請
け
合
い
で
す
。
来
館
の
折
に
は
ぜ
ひ
一

度
お
試
し
く
だ
さ
い
。
　   （

学
芸
員
　
庄
司
潤
子
）

新資料紹介

土井晩翠書簡
（髙田憲一宛）

T O P I C ST O P I C S

〔
昭
和
二
十
年
〕三
月
二
十
日

土
井
晩
翠
書
簡
　
髙
田
憲
一
　

（
封
書
　
便
箋
一
枚
　
ペ
ン
書
き
）

（
表
）岡
山
県
児
島
郡
味
野
町
○

神
戸
髙
等
商
船
学
校
岡
山
分
校

第
六
分
隊
第
十
一
班

髙
田
憲
一
様
　
速
達
　
　

　
明
治
の
近
代
詩
の
夜
明
け
の
時

代
を
築
い
た
宮
城
ゆ
か
り
の
二
詩

人
、
土
井
晩
翠
と
島
崎
藤
村
。
当

館
の
常
設
展
示
室
で
も
紹
介
し
て

（
裏
）三
月
二
十
日
　
　〔
以
下
印
〕

仙
台
市
土
井
晩
翠
本
荒
町
二
一

海
国
男
児
の
歌

㈠ 

四
方
　
海
な
る
　
大
八
洲
、

新
た
の
使
命
　
大
東
の

共
栄
園
を
　
導
け
る

時
に
当
り
て
　
海
員
の

責
任
重
し
　
あ
あ
奮
へ
。

㈡ 

空
う
つ
波
は
　
豪
快
の

わ
が
青せ

い
し
ゅ
ん春

の
　
脉
と
も
に

踊
る
　
天て

ん
ぷ
う風

吹
く
と
こ
ろ
、

萬
里
の
外
に
　
海
員
の

向
ふ
行
手
ぞ 

は
て
も
な
き
。

㈢ 

三
千
年
の
　
光
栄
の
×
１

△
希
望
　
旭
日
の
照
る
如
し
、３

×
歴
史
を
嗣
ぎ
て
海か

い
こ
く国

の
△ 

２  

　
旭
日
の
照
す
　
わ
だ
つ
み
に
４

あ
あ
行
け
男（
子
）児
、あ
あ
奮
へ
。５

三
月
二
十
日

晩
翠
稿

◎
五
日
の
お
ハ
ガ
キ
が
今
日
つ
く
、

速
達
に
せ
ね
ば
此
原
稿
が

月
末
迄
に
つ
く
ま
い
、

か
か
る
時
代
に
は
よ
く
注
意
す
べ

し◎
此
原
稿
着
い
た
な
ら
す
ぐ
速
達

で
其
旨
通
知
あ
り
た
し

　「
星
落
秋
風
五
丈
原
」
な
ど

漢
語
を
駆
使
し
た
力
強
い
作
風

で
評
価
さ
れ
た
土
井
晩
翠
は
、

『
若
菜
集
』を
著
し
た
島
崎
藤
村

と
と
も
に
新
し
い
詩
の
時
代
を

築
い
た
詩
人
と
し
て
並
び
称
さ

れ
ま
し
た
。
翻
訳
家
と
し
て
も

活
躍
す
る
一
方
、
明
治
三
十
三

（
一
九
〇
〇
）
年
か
ら
昭
和
九

（
一
九
三
四
）
年
ま
で
、
故
郷
仙

台
の
旧
制
第
二
高
等
学
校
で
教

鞭
を
と
り
、「
名
物
教
授
」
と
し

て
知
ら
れ
ま
し
た
。

　
今
回
の
寄
贈
者
で
あ
る
髙
田

憲
一
氏
は
、
旧
制
盛
岡
中
学
校

在
学
中
に
国
語
の
副
読
本
に

載
っ
て
い
た
晩
翠
の
詩
に
心
を
動

か
さ
れ
、
晩
翠
に
そ
の
感
動
を
伝

え
る
べ
く
自
作
の
詩
を
同
封
し

た
手
紙
を
送
っ
た
と
こ
ろ
、
思
い

も
か
け
ず
晩
翠
か
ら
詩
の
添
削

が
届
い
た
そ
う
で
す
。
当
時
晩

翠
は
二
高
を
退
官
し
、
翻
訳
『
オ

ヂ
ュ
ッ
セ
ー
ア
』を
刊
行
し
た
頃

で
し
た
が
、
そ
の
後
も
何
度
も
詩

の
添
削
を
し
て
も
ら
っ
た
と
い
い

ま
す
。
神
戸
高
等
商
船

学
校
へ
の
進
学
と
同
時

に
海
軍
予
備
役
に
編
入

さ
れ
た
髙
田
氏
が
、
昭

和
二
十（
一
九
四
五
）年

四
月
に
横
須
賀
入
隊
が

決
っ
た
こ
と
を
晩
翠
に

知
ら
せ
た
と
こ
ろ
、
届

い
た
の
が
こ
の
書
簡
で

し
た
。
時
局
悪
化
で
郵
便
事
情

も
悪
く
、
五
日
に
出
さ
れ
た
手
紙

が
晩
翠
の
元
に
届
い
た
の
は
二
十

日
。
書
面
か
ら
は
髙
田
氏
の
行

く
末
を
思
い
、
晩
翠
が
激
励
の
詩

を
書
い
て
慌
た
だ
し
く
速
達
で
投

函
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ

の
よ
う
な
中
で
も
三
番
の
詩
に
は

推
敲
の
あ
と
が
見
ら
れ
、
自
分
を

慕
う
学
生
へ
の
思
い
と
詩
人
と

し
て
の
矜
持
が
垣
間
見
え
ま
す
。

残
念
な
が
ら
髙
田
氏
は
晩
翠
の

「
此
原
稿
着
い
た
な
ら
す
ぐ
速
達

で
其
旨
通
知
あ
り
た
し
」と
い
う

申
し
出
に
こ
た
え
ら
れ
ず
、
昭
和

二
十
七
（
一
九
五
二
）年
に
晩
翠

は
亡
く
な
り
ま
す
。
多
く
の
学

生
に
慕
わ
れ
た
晩
翠
の
篤
い
人

柄
が
伝
わ
っ
て
く
る
書
簡
で
す
。

参
考
：
髙
田
憲
一「
忘
れ
得
ぬ
『
海
国

男
児
の
歌
』晩
翠
忌
を
前
に
し
て
」（『
東

奥
日
報
』昭
和
六
十
年
十
月
十
四
日
）

　
こ
の
書
簡
は
現
在
、
常
設
展

示
室
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

い
る
二
人
の
資
料
が
こ
の
度
寄
贈
さ

れ
ま
し
た
。
今
回
は
こ
の
う
ち
、
土

井
晩
翠
の
書
簡
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

「
展
示
音
声
ガ
イ
ド
」 

サ
ー
ビ
ス
が
始
ま
り
ま
し
た
。

◆
仙
台
文
学
館
発
行
　

　
土
井
晩
翠
に
関
す
る
刊
行
物

『
土
井
晩
翠
　
そ
の
生
涯
と
文
学
』

（
二
〇
〇
四
年
九
月
発
行
）　
三
〇
〇
円

　
晩
翠
の
全
体
像
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と

め
た
一
冊
。「
晩
翠
の
生
涯
」「
晩
翠
文
学

の
世
界
」「
晩
翠
ア
ラ
カ
ル
ト
」か
ら
な
る
。

西
村
和
子「
晩
翠
の
家
族
と
土
佐
」、
吉
岡

一
男「
教
師・土
井
晩
翠
」所
収
。

『
天
地
有
情
』

（
二
〇
〇
五
年
三
月
発
行
）　
八
四
〇
円

　
明
治
三
十
二
年
に
出
版
さ
れ
た
晩
翠

の
第
一
詩
集『
天
地
有
情
』を
底
本
に
し
、

『
晩
翠
詩
集
』
な
ど
を
参
照
し
て
復
刻
。

久
保
忠
夫「
随
想『
天
地
有
情
』」、
原
子

朗「
光
す
ゞ
し
き
夕
月
か
」、
佐
藤
伸
宏

「
晩
翠
の
詩
的
想
像
力
」の
解
説
、
土
井

晩
翠
の
略
年
譜
付
き
。
晩
翠
の
詩
の
世

界
を
味
わ
え
る
一
冊
。

晩翠をもっと
知りたい
方には…

若き日の晩翠

◆
常
設
展
示
室
　

　
土
井
晩
翠
コ
ー
ナ
ー

　
晩
翠
の
生
涯
や
業
績
を
わ
か
り
や
す
く

ご
紹
介
。
晩
翠
の
詩
集
や
、
直
筆
の
書
簡

や
草
稿
な
ど
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

◆
晩
翠
草
堂 

　（
仙
台
市
青
葉
区
大
町
一‐

二‐

二
）

　
戦
災
で
住
居
を
失
っ
た
晩
翠
の
た
め

に
、教
え
子
な
ど
市
民
有
志
が
中
心
と
な

り
、
昭
和
二
十
四
年
に
旧
居
跡
に
建
て

ら
れ
ま
し
た
。
晩
翠
は
亡
く
な
る
ま
で
の

数
年
を
こ
こ
で
過
ご
し
ま
し
た
。
見
学
が

可
能
で
す
。 

開
館
時
間
：
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時

休
館
日
：
月
曜
日
、年
末
年
始

70代の晩翠

＊
当
館
受
付
で
販
売
中
。
ま
た
郵
送
で

の
お
届
け
も
行
っ
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は

文
学
館
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。
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