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手がけたイラストレーターのささめ

やゆきさん､絵本作家のとよたか

ずひこさん､岩崎苫店編粂者の

松岡由紀さんに､賢治作品の魅

力についてお話いただきました｡

大雪にもかかわらず､当日券を求

めるお客様がいつもより多く､終

了後のささめやさん､とよたさん

のサイン会には長蛇の列ができ

ました｡自分もお話をかいている

という小学生の男の子は､痕後ま

で熱心に絵本や物語について質

問をしていましたo出演者の方々､

そして賢治作品の吸引力を感じ

た一日でした｡

れました｡事前の参加希望の数

は530を超え､星野さんの人気を

実感｡季節の変わり目でしたので

ご体調が心配されましたが､損野

さんは奥様と共に前日から会場の

下見に訪れ､展示室では来館者

の方に気さくに声をかけながら一

緒に観覧されました｡イベントで

は､ご自身のこれまでの軌跡を映

像を使って紹介｡ユーモアを交え

ながらのお話に会場は笑い声が

絶えませんでした.特別展は12

月23日で終了｡ 7500人を超える

方が訪れてくださいました｡

012月14日､ライブ文学館を開

催しました｡12回目となる今回は､

時代を越えて多くの世代から愛さ

れ続ける宮沢賢治の｢セロひきの

∫-シュ｣のリーディングをチェロ

の演奏とともに味わっていただき､

ディ映画祭in台東｣の総合プロ

デューサーを務めていますが､初

代館長はこの映画祭の｢言い出

しっぺ｣とのことo浅草で映画祭

をやるならコメディに限定した方

がおもしろいのではとの提案を受

けたといい､その意思を引き継ぎ

開催しているそうです.展示室で

は原稿や愛用品､写真などを懐

かしそうにご覧になっていましたo

(⊃11月17日､開催中だった特別

展｢星野笛弘　花の詩画展｣のイ

ベントに､星野宵弘さんが来館さ

星野さん仲央)､奥軌正弘美術臨館長　｢宮沢賢治のおはなしシ1)-ズ｣を
の聖生さん

011月3日､作家のいとうせいこ

うさんが来館されました｡いとう

さんは､東北学院大学で開催さ

れた､東日本大治災を扱った作品

r想像ラジオ』の公開インタビュー

に出席のために来仙｡被災経験

がない自分に古く権利があるの

かと悩み苦しみながら､この作品

を発表したこと､そして発表した

責任を負い続ける覚悟を伏し目

がちながらも力強く話されました｡

そんな気の張るインタビュ-の翌

日､当館の初代瓜長井上ひさし

の展示を見に駆け付けてください

ました｡いとうさんは｢したまちコメ
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小
池
　
光
の

気
に
な
る
日
本
語

｢
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
｣

｢
め
ち
ゃ
-
ち
や
｣
を
｢
滅
茶
苦
茶
｣
な

い
し
｢
目
茶
苦
茶
｣
と
書
-
の
は
む
ろ
ん
当

て
字
で
あ
る
｡
お
茶
に
な
ん
の
罪
科
も
な

い
｡
｢
ち
や
｣
と
音
読
す
る
漢
字
は
ほ
と
ん

ど
｢
茶
｣
し
か
な
い
か
ら
'
無
理
や
り
あ
て

は
め
た
｡
そ
れ
の
始
ま
り
は
江
戸
時
代
こ
ろ

だ
ろ
う
｡

ど
う
い
う
意
味
か
と
い
え
ば
い
う
ま
で

も
な
-
'
ど
う
し
よ
う
も
な
-
混
乱
し
た

-
､
破
損
し
た
り
す
る
様
子
を
あ
ら
わ
す
｡

｢
せ
っ
か
-
の
好
意
を
滅
茶
苦
茶
に
す

る
｣

｢
話
の
内
容
が
滅
茶
苦
茶
で
あ
る
｣

な
ど
と
い
う
ふ
う
に
使
う
の
で
'
程
度
が

は
な
は
だ
し
-
て
､
か
つ
否
定
的
な
内
容
を

言
う
と
き
用
い
ら
れ
る
｡

と
こ
ろ
が
最
近
､
こ
の
否
定
的
な
内
容

と
い
う
タ
ガ
が
外
れ
て
､
た
だ
程
度
が
は
な

は
だ
し
い
と
き
'
な
ん
で
も
か
ん
で
も
｢
め

ち
や
-
ち
ゃ
｣
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
o
主

に
若
者
の
使
う
日
本
語
に
お
い
て
そ
う
で

あ
る
｡｢

め
ち
や
-
ち
や
お
も
し
ろ
い
｣
　
｢
め

ち
ゃ
-
ち
ゃ
笑
え
る
｣
　
｢
め
ち
や
-
ち
ゃ
金

持
ち
だ
｣
み
た
い
に
い
う
｡
｢
滅
茶
苦
茶
｣

の
語
意
が
､
そ
れ
こ
そ
め
ち
ゃ
-
ち
ゃ
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
｡

｢
め
ち
ゃ
-
ち
ゃ
｣
が
ま
だ
程
度
が
な
ま

ぬ
る
い
と
思
わ
れ
る
場
合
は
'
半
分
に
切

断
し
て
前
半
分
だ
け
使
う
O
こ
の
場
合
は

｢
め
ち
や
｣
で
な
-
｢
め
っ
ち
ゃ
｣
と
｢
つ
｣

が
入
る
｡
こ
こ
に
カ
を
溜
め
る
｡
｢
め
っ

ち
や
'
お
も
し
ろ
い
｣
　
｢
め
っ
ち
ゃ
'
笑
え

る
｣
み
た
い
に
用
い
て
､
電
車
の
中
で
高
校

生
同
士
の
会
話
な
ど
を
聞
い
て
い
る
と
'
こ

う
い
う
用
語
が
メ
ッ
チ
ヤ
頻
発
す
る
｡

ひ

と

こ

ろ

は

程

度

の

強

調

に

は

｢

チ

ョ

-

｣

を

冠

し

た

｡

｢

チ

n

I

｣

は

｢
超
｣
で
あ
る
｡
文
字
通
り
｢
ス
ー
パ
ー
｣

の
意
味
で
あ
る
O

い

つ

の

ま

に

か
こ

の

　

｢

チ

ョ

-

｣

　

が

廃
れ
た
よ
う
に
思
う
｡
現
在
の
若
者
が

使
う
日
本
語
に
あ
ま
り
登
場
し
な
い
｡

｢
チ
ョ
-
｣
に
代
わ
っ
て
｢
め
っ
ち
や
｣
で

あ

る

｡

｢

め

っ

ち

や

｣

が

い

つ

の

ま

に

か

｢
チ
ョ
-
｣
を
駆
逐
し
た
が
ご
と
-
で
あ

る
｡

こ
と
ば
は
生
き
物
だ
か
ら
意
味
も
内
容

も
ど
し
ど
し
変
わ
る
｡
変
わ
る
こ
と
を
誰
も

止
め
ら
れ
な
い
｡
そ
の
変
化
の
テ
ン
ポ
が
ぐ

ん
ぐ
ん
速
-
な
っ
て
き
た
｡
昨
日
王
座
を
占

め
た
こ
と
ば
が
今
日
は
片
隅
に
追
い
や
ら

れ
て
ゆ
-
｡
そ
の
あ
り
さ
ま
を
典
型
的
に

見
せ
て
-
れ
る
の
が
｢
め
ち
ゃ
-
ち
ゃ
｣
で

あ
る
oむ

ち

ゃ

く

ち

ゃ

'

は

ち

や

め

ち

や

'

め

ち
ゃ
め
ち
ゃ
な
ど
と
い
う
語
も
あ
る
｡
独
立

し
て
｢
む
ち
や
｣
と
い
う
の
も
あ
る
｡
語
源

は
み
な
同
一
だ
ろ
う
｡
｢
無
茶
す
る
な
よ
｣

と
父
親
が
息
子
に
言
っ
た
り
し
た
も
の
だ
o

何
度
か
言
わ
れ
た
こ
と
を
思
い
出
す
o

第
二
十
六
号

海
が
見
え
た

い
っ
た
ん
こ
う
と
決
め
て
し
ま
え
ば
'
親
の
言
葉
な
ど
聞
か
な
い
子

だ
っ
た
｡
東
京
の
大
学
を
受
験
す
る
気
ら
し
い
と
､
初
め
て
妻
か
ら
告

げ
ら
れ
た
と
き
も
滋
耳
に
水
で
'
理
由
を
尋
ね
て
も
は
っ
き
り
言
わ
ず
'

た
だ
何
が
な
ん
で
も
行
き
た
い
と
い
う
そ
の
大
学
の
名
前
を
H
に
す
る

だ
け
だ
っ
た
o

こ
の
思
い
込
み
の
激
し
さ
は
い
っ
た
い
誰
に
似
た
の
か
と
苦
笑
し
な

が
ら
'
一
馬
は
た
め
息
混
じ
り
に
視
線
を
転
じ
た
｡
駅
構
内
と
人
々
の

混
乱
ぶ
り
に
は
'
ま
す
ま
す
拍
車
が
か
か
っ
て
い
る
よ
う
だ
.

(
中
略
)

雑
踏
の
中
'
大
介
が
ホ
ー
ム
の
ほ
う
を
見
つ
め
て
い
る
O
 
l
馬
も
つ

ら
れ
て
見
て
み
た
が
'
雪
の
白
き
に
目
が
痛
-
な
っ
た
｡

｢
何
を
見
て
る
ん
だ
｣

｢
い
や
､
海
が
｣

｢
海
?
｣

視
線
の
先
を
た
ど
っ
て
い
-
と
'
海
が
見
え
た
｡
驚
い
た
｡

目
を
細
め
て
ホ
ー
ム
の
隙
間
か
ら
先
を
見
る
｡
中
心
街
に
あ
る
ビ
ル

あ
か

群
の
は
る
か
彼
方
で
'
ま
る
で
灯
り
を
と
も
し
た
よ
う
に
海
が
光
っ
て

い
た
｡

｢
気
が
つ
か
な
か
っ
た
な
o
十
年
以
上
も
こ
こ
に
暮
ら
し
て
き
た
の
に
｣

｢
お
れ
も
だ
｣

1
馬
の
通
勤
の
足
は
車
だ
っ
た
L
t
大
介
は
自
転
車
通
学
で
簡
単
を

利
用
す
る
必
要
も
な
か
っ
た
か
ら
､
こ
の
駅
と
は
緑
が
な
か
っ
た
o
仙

台
市
郊
外
の
丘
陵
地
に
あ
る
こ
の
駅
か
ら
'
太
平
洋
が
見
え
る
な
ど
聞

い
た
こ
と
は
な
い
C
　
そ
れ
と
も
自
分
が
知
ら
な
か
っ
た
だ
け
な
の
だ
ろ

う
か
｡息

子
が
東
京
へ
旅
立
つ
日
の
朝
'
吹
き
荒
れ
る
風
と
大
雪
の
せ
い
で

駅
に
足
止
め
さ
れ
な
け
れ
ば
気
づ
か
な
い
ま
ま
だ
っ
た
だ
ろ
う
｡

(
三
浦
明
博
『
失
わ
れ
た
季
節
に
｣
)



和舌売-(わごうりJ:ういち)

1968年､福島生まれo詩人､国吉吾教師D

第1詩集｢AFTER｣で第4回中原中也井､第4

詩集｢地球頭脳詩片｣で第47回晩翠Yを受

7r｡震災後の福島からTwltteTで連作｢言寺の確｣

を発表､被災地が抱える想いを発信し続け反

Vを呼ぶoこれらの作品は直後から海外でも多

言語に潮訳され､多くの芸術家の手により合奏

曲･演劇･朗読.ドキュメンタリー映画作品として

完成､世に広く送り出されているo最新詩集に

r廃炉論策｣,エッセイにr心に湯気をたてて｣が

ある｡

ことばの力を信じて

｢仙台朗読祭｣

12月の日曜日､今年で9回

目となる｢仙台朗読祭｣が開催

されました｡ 3分という持ち時間の中で､自作､他作を問わず､

自分の好きな作品を朗読するというイベントですo音楽や鳴り

物は使わず､自分の声だけで伝えるという非常にシンプルなも

のですが､毎年50組を超える参加者があります｡名前に｢仙

台｣とついていますが､県内はもちろん隣県の岩手や山形､福

島から参加される方もいらっしゃいます｡

一人一人が選び抜いた作品を味わうことができるので人気

なのですが､お客様のお目当てはもう一つありますoお招きする

ゲスト､詩人の和合亮一さんと､フリ-アナウンサーの渡辺祥

子さんの朗読です｡

渡辺さんは､仙台文学館ゼミナール朗読ワークショップの講

師を務めていて､朗読の楽しさを伝えています｡今回は｢葉っぱ

のフレディ｣を暗唱で朗読してくださいました｡体の中にすっと

入りこみ心地良く響く朗読に､じっと見つめながら聞く人､眼を

閉じて聞き入る人様々でしたo

和合さんは手がけていた｢美しい帆をかかげよ｣という群説と

合唱のステージの台本から第二幕｢鬼祭りの茸｣を朗読してく

ださいましたo東日本大意災を機に変ってしまった福島の憤り

のエネルギーが充ちた作品でした｡宮沢賢治を意識して自分

なりのことばで表現したという鬼の足音｢どうた　どうた　どと

どうた｣がぐいぐいと畳み掛けてくる朗読に､思わず涙ぐむ人の

姿も｡和合さんは詩作の際､朗読する気持ちで青いているとの

ことoそれはとても大切で､響きのよいことばがわかってくるの1ご

と言います｡

参加者の方の朗読が､相手に届けたいという気持ちが感じ

られる｢聞かせる朗読｣になっているから､長時問に亘るイベン

トだけれども最後まで飽きないのだとお二人は言いますD ｢こと

ばに触れるっで=何か-ぬくもりに触れているんですよね｣と渡

辺さん｡年に一回のイベントですがことばを通して様々な人々

の気持ちが交わり､つながる｡ ｢仙台朗読祭｣はそんなことを感

じることができるひとときなのです｡
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大
学
に
慣
れ
て
き
た
頃
｡
詩
と

い
う
も
の
と
ま
だ
'
本
当
に
出
会
っ

て
い
な
か
っ
た
私
で
あ
っ
た
｡
ふ
と

あ
る
時
に
先
郡
に
自
作
の
詩
を
読

ま
せ
ら
れ
た
｡
い
き
な
り
だ
っ
た
の

で
戸
惑
っ
た
が
'
言
菜
が
と
て
も
心

に
し
み
こ
ん
で
-
る
よ
う
で
感
動

し
た
o
　
詩
は
と
て
も
い
い
も
の
だ
と

思
っ
た
o
　
そ
れ
か
ら
な
ん
と
な
-
請

が
気
に
な
る
様
に
な
っ
た
o
苔
店
で
'

あ
る
詩
の
文
庫
本
を
手
に
し
て
み

た
｡
そ
れ
が
谷
川
俊
太
郎
の
詩
集

で
あ
っ
た
｡
す
る
と
そ
こ
に
先
輩
の

讃
い
た
も
の
と
そ
つ
-
り
の
作
品
が

あ
っ
た
｡

も
と
い
o
先
車
の
讃
い
た
そ
れ
が

そ
っ
-
り
だ
っ
た
の
だ
｡
ま
さ
か
真

似
し
て
雷
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

だ
と
し
た
ら
彼
は
卑
怯
者
で
は
な
い

か
｡
本
当
に
読
ん
だ
瞬
間
に
尊
敬

し
た
の
で
'
そ
の
分
だ
け
憤
り
す
ら

覚
え
て
し
ま
い
'
そ
れ
を
買
っ
て
す

ぐ
さ
ま
先
輩
の
ア
パ
ー
ト
へ
｡
彼
は

堂
々
と
答
え
た
o
｢
そ
の
通
り
だ
｡
マ

ネ
し
て
雷
い
た
の
だ
｣
｡
あ
ま
り

に
も
当
然
だ
と
い
う
顔
で
応
え

ら
れ
て
し
ま
い
'
二
人
で
大
笑

い
し
た
｡
そ
れ
か
ら
私
の
手
に

は
そ
の
文
庫
本
が
残
っ
た
｡

そ
れ
は
集
英
社
か
ら
出
て
い

た
谷
川
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
-
の
文

庫
で
あ
り
'
若
い
と
き
の
作
品

中
心
に
そ
れ
は
編
ま
れ
て
い
た

の
で
あ
っ
た
が
'
そ
れ
を
バ
ッ
グ

に
い
つ
も
入
れ
て
､
領
事
の
中

や
待
ち
時
間
な
ど
､
開
い
て
ぽ

つ
ぽ
つ
と
読
ん
で
い
た
｡
猛
烈

に
詩
を
書
き
始
め
る
よ
う
に
な

る
ま
で
二
年
の
間
ぐ
ら
い
'
こ

ん
な
ふ
う
に
詩
に
近
づ
い
た
り

離
れ
た
り
し
な
が
ら
過
ご
し
て

い
た
の
で
あ
る
｡
静
か
に
詩
を

読
み
耽
っ
て
い
た
だ
け
の
我
が

青
春
時
代
を
懐
か
し
-
思
う
｡

｢
あ
の
青
い
空
の
波
の
音
が
聞
え

る
あ
た
り
に
/
何
か
と
ん
で
も
な

い
お
と
し
物
を
/
僕
は
し
て
き
て
し

ま
っ
た
ら
し
い
｣
｡
ち
な
み
に
先
鞭

が
盗
ん
で
い
た
も
の
は
､
こ
の
｢
か
な

し
み
｣
と
い
う
詩
で
あ
っ
た
｡
あ
ま

り
に
も
有
名
な
一
筋
で
､
教
科
苔
な

ど
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
か

ら
､
私
の
ほ
う
が
も
っ
と
早
-
気
づ

-
の
が
本
当
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
｡
し
か
し
先
班
の
言
菜
を
通
し
て

か
ら
ま
た
出
会
っ
た
と
も
い
え
る
こ

れ
ら
の
フ
レ
ー
ズ
に
'
私
の
若
い
感

傷
の
晩
は
大
き
-
開
い
た
の
だ
｡

｢
透
明
な
過
去
の
駅
で
/
迫
失
物

係
の
前
に
立
っ
た
ら
/
僕
は
余
計

に
悲
し
-
な
っ
て
し
ま
っ
た
｣
｡
大

学
ま
で
通
う
片
道
た
っ
た
十
分
の

間
の
列
車
の
中
の
時
間
で
あ
っ
た
の

だ
が
'
毎
日
揺
ら
れ
な
が
ら
本
を
眺

め
て
い
る
と
'
か
な
-
の
も
の
を
読

む
こ
と
が
出
来
る
こ
と
に
気
が
つ
い

た
｡
特
に
短
い
間
で
は
あ
っ
た
と
し

て
も
､
数
編
の
詩
を
何
度
も
味
わ
い

直
す
の
に
は
十
分
で
あ
っ
た
｡
が
た

ご
と
と
揺
ら
れ
な
が
ら
詩
の
言
葉
の

一
つ
一
つ
に
新
鮮
に
触
れ
る
と
い
う

こ
と
は
'
体
に
感
応
さ
せ
な
が
ら
そ

れ
を
読
も
う
と
す
る
こ
と
と
ど
こ
か

似
て
い
た
｡

人
生
と
は
面
白
い
も
の
で
､
素
直

に
詩
を
読
む
時
間
を
ち
ょ
っ
ぴ
り
大

事
に
し
て
い
た
だ
け
の
人
間
が
､
詩

を
告
-
と
い
う
こ
と
を
一
生
の
仕
事

に
し
よ
う
と
心
に
決
め
る
よ
う
に
な

る
と
は
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
L
t
谷

川
さ
ん
と
親
し
-
さ
せ
て
い
た
だ
-

よ
う
に
な
る
と
も
想
像
し
な
か
っ
た
｡

初
め
て
の
ご
本
人
と
の
出
会
い

は
'
自
分
が
三
十
代
を
過
ぎ
て
､
山

口
の
秋
吉
台
で
開
か
れ
た
イ
ベ
ン
ト

に
参
加
す
る
た
め
に
乗
っ
た
飛
行

機
で
あ
っ
た
｡
そ
の
晩
は
一
緒
の
朗

読
の
ス
テ
ー
ジ
に
立
た
せ
て
い
た
だ

い
た
｡
そ
の
ご
緑
か
ら
色
々
と
つ
な

が
り
が
生
ま
れ
て
､
幾
度
も
お
話
し

を
す
る
機
会
を
い
た
だ
-
様
に
な
っ

た
｡
あ
る
時
は
､
お
宅
に
お
邪
魔
し

よ
う
と
思
い
､
阿
佐
ヶ
谷
の
駅
か
ら

道
に
迷
っ
て
し
ま
い
､
慌
て
て
交
番

を
見
つ
け
て
谷
川
さ
ん
の
住
所
を
尋

ね
た
が
'
あ
っ
さ
り
と
断
ら
れ
て
し

ま
っ
た
(
当
た
り
前
だ
)
｡
そ
の
前

ま
で
､
ご
本
人
に
迎
え
に
来
て
い
た

だ
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
｡
彼
は
ど
う

か
分
か
ら
な
い
が
､
私
に
と
っ
て
は

と
て
も
良
い
思
い
出
と
な
っ
た
｡

こ
れ
は
谷
川
さ
ん
に
限
っ
た
こ
と

で
は
な
い
が
作
者
に
お
会
い
す
る

と
へ
　
そ
の
息
づ
か
い
や
た
た
ず
ま
い

が
作
品
を
読
ん
で
い
る
時
に
ふ
と
隣

に
感
じ
ら
れ
て
-
る
よ
う
な
こ
と
が

あ
る
も
の
だ
｡
つ
い
先
日
も
お
邪
魔

を
し
て
'
対
談
の
機
会
を
持
た
せ
て

い
た
だ
い
た
が
､
と
て
も
元
気
そ
う

な
ご
様
子
で
､
旺
盛
な
執
筆
を
続
け

て
い
る
お
姿
が
艮
-
分
か
っ
た
｡
優

し
い
面
持
ち
の
中
に
礎
と
し
た
呼
吸

が
い
つ
も
感
じ
ら
れ
て
､
独
特
の
緊

張
感
に
い
つ
も
私
は
包
ま
れ
る
の
で

あ
る
が
'
年
を
重
ね
ら
れ
て
ま
す
ま

す
詩
心
の
潔
さ
が
増
し
て
い
る
感
じ

を
受
け
る
｡

｢
自
選
　
谷
川
俊
太
郎
詩
集
｣
の

特
筆
す
べ
き
と
こ
ろ
は
､
何
よ
り
も

自
分
で
自
作
を
選
ん
で
い
る
と
い
う

点
に
あ
る
o
　
読
み
進
め
て
い
る
う
ち

に
'
そ
の
ま
ま
(
呼
吸
)
が
は
っ
き
り

と
伝
わ
っ
て
-
る
よ
う
で
'
い
-
つ

も
出
て
い
る
他
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
と

は
ど
こ
か
根
本
的
に
異
な
る
何
か
が

分
か
っ
て
-
る
｡
谷
川
は
い
つ
も
｢
詩

と
は
自
分
の
中
の
無
意
識
が
苔
-
｣

と
語
る
o
｢
ど
ん
な
ふ
う
に
1
籍
が
書

き
終
わ
る
か
'
書
き
始
め
て
か
ら
最

後
ま
で
分
か
ら
な
い
｣
と
も
｡
そ
の

よ
う
な
筆
先
で
雷
き
上
げ
た
も
の

が
こ
こ
に
は
多
-
収
め
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
思
う
O
｢
悲
し
み
は
/
む
き

か
け
の
り
ん
ご
/
比
晩
で
は
な
-
/

詩
で
は
な
-
/
た
だ
そ
こ
に
在
る
｣

(
｢
悲
し
み
は
｣
よ
-
)
0

先
輩
の
ニ
セ
モ
ノ
を
通
し
て
谷
川

の
世
界
に
初
め
て
出
会
っ
た
私
だ
っ

た
が
'
言
わ
ば
谷
川
の
眼
を
通
し
て

今
度
は
そ
の
内
側
の
他
人
の
よ
う

な
も
の
と
向
き
合
っ
て
い
る
気
持
ち

に
と
ら
わ
れ
て
-
る
｡
そ
こ
に
彼
の

書
-
(
無
意
識
)
の
秘
密
が
大
き
-

深
-
横
た
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
｡
街
へ
と
出
か
け
て
い
っ
て
､
ど

こ
か
の
座
席
で
こ
つ
こ
つ
と
文
庫
本

を
開
い
て
い
る
青
年
を
探
し
て
み
た

'

　

r

J

:



下駄の上の卵､で少年たちが追い求めた菊型健康ポール

(複利)｡従来のホールより耐久性と強度に価れた画期的な

ホールだった｡.

2013年日本シリーズで優勝した

東北楽天ゴーノレデンイークシレスの

コーナーも併設しています

*会期中一部展示内容が変更になります｡

(株式会社楽天野球団蔵)

これから冊健のイベント

展示室リーテインク

｢下駄の上の卵｣馴-6-､茄618-

出演:白鳥英一(鳥屋)､高橋史生(劇団

LQI50) ､斎藤大典(劇団無国籍) ､

瀬川ま-ち(劇団ウインドカンパ

ニー)､高橋学､八尾坂彰(シニア

劇団まんざら)

日時:3月23日(日)

ll:00-(l章)､ 14:00-(6章)

4月6日(日)

Il:00-(IS)J4:00-(6%)

定員:40名

会場:仙台文学館企画展示室

(展示観覧券が必要です)

卜-/7イ′ //卜

r同窓生が語る井上ひさしの

思い出あれこれ｣

出演:大泉勉(宮城教育大学名誉教授)

庄子英文(庄文堂会長)

山田道幸(長生歯科医院院長)

日時:4月18日(金) 15:00-

定員:80名

会場:仙台文学館講習室

*参加を希望される方は仙台文学館に

ご連絡下さい｡どちらも定員になり次第

受付を終了します｡　　　　　　　　　l

井上ひさしは､野球の歴史や書己曲をまとめた

暮海や野球の書門暮､解脱書などを多数所

載していた｡それらには傍損や付等が放多く

残されている. (選書堂文Jt載)

豊田春光氏から贈られた野球ゲンス

豊田氏は元･西鉄ライオンス野球選手｡引退後はプロ野球耶

脱着として活用o井上ひさしとは､座談会などで同席して交友

があった. (個人載)

『野球盲導犬チビの告白』
(1986年　実業之日本社)

盲目のスラッガー田中一郎は､横浜大洋7Ti

I-ルズの野球選手｡盲導犬チビの助lJによ

り､音で球種を捉えて本塁打を連発し､プロ野

球の打撃記録を次々に塗り替える｡最強の野

球チーム巨人を圧倒し､予告ホームランで物

議をかもすE]中をめぐるプD野球界の陰謀､

そしてEB中の生い立ちを盲導犬チビが語ると

いう物語｡一見すると奇想天外な作品だが､社

会に根強く存在する差別の問題やスポーツと

政治との関係性､プロ野球選手の労働環境な

どの硬派なテーマを､作者ならではのユーモ

アを交えた巧みな筆致で描いている｡

--戦争が終わったら､いつまでも生きられる､25歳で死ぬ必要がな

い､という解放感｡それと外で白いボールを追ったときの青い空とか､野

球には何かいろんなものがいっしょくたに溶け込んでいるわけですよ0

から1989年頃まで､こまつ座の｢野球

部｣がか)､座員やゆかりのメンハーで

チームを組み､出版11の2軍チームな

どと試合をしたりしていたo色が沸いた

め､壬の試合のときは書くて大変だった

というo (高橋至氏寄贈)

( ｢プロ野球はアンサンブルであってほしい｣)

｢下駄の上の卵｣ 7頭部原稿

5　仙白文JP瓜ニュース

井上ひさし資料特集展vol.3

『下駄の上の卵』
(1980年　岩波書店)

1 946年､ LIJ形県南部の小さな町に暮らす国民学校6年生

の修吉たち少年の野球チーム｢小松セネタース｣は､里芋の

茎で作った手製のボールしか持っていないため､軟式ボー

ルを持っている裕福な少年たちのチーム｢小松ジャイアン

ツ｣に負け続けている｡修吉たちは､本物の軟式ボールを手

に入れ､さらに後楽園の野球試合を観戦するために東京行

きを企む｡皆で闇米を身体にくくりつけ､キセル乗車で東

京を目指すが､仲間の一人が途中の駅で取り残されるなど

次々とハプニングが起こる｡修吉たちのボールを手に入れ

るための旅を､野球の試合になぞらえながら描いた作品｡

球場は静かな方がいいんです｡投手には

捕手のミットの書がよく聞えて､その日の自

分の調子が分ります｡内野手も外野手も

カーンという書で打球がどこへどう飛.jぐか

判断できるし､だいたい観衆にしても､あの

カーンという書が聞えなければつまらないで

しょう｡ゲームの山場､球場全体が一球ごと

に息をつめる｡--･あの静かな興奮､あれ

が野球の醍醐味なんじゃないのかな｡

(rⅦlこ咲く花｣)

■■ト一一一~

A
『闇に咲く花』
(1987年　講談社)

昭和22年夏｡神田の愛敬稲荷神社の神主･牛木

公麿は､実業団野球のエースであった一人息子･健

太郎を戦争で亡くし､近所の戦争未亡人たちととも

に闇米を放って糊口を凌いでいる｡しかし､亡くなっ

たはずの健太郎が戻ってきて､公麿を初め､人々は

再会を喜び合う｡健太郎は再び実業団野球への入

団が決まり､和やかなE]々が戻ってくるが､あるE]

諏訪という名の男が現れる｡諏訪はGHQの任務

でC級戦犯容疑の健太郎を捕えに来たのであった

･ ･ -0 E]本人の戦争責任を深く追及した作品｡

仙舟文学hニュース　4
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･

h

l

t

も

J

J

1

し

…
 
･
V
け
ち
か
-
.
三
の
風
潮
ル
ポ
叫
至

f
F
t
F
三
軍
.
戊
は
ね
如

毎
号
5
2
軌
.
ほ
.
(
,
･
し
白
か
.
 
J
u

1
1
1
J
t
.

ーt.下
駄
の
上
の
卵
(
靴
.
 
F
臥
)

井
上
　
S
･
h
1
し

球
と
青
空
･
戦
争
と
自
由

～
井
上
ひ
さ
し
の
野
球
｣

二
〇
一
四
年
一
月
十
八
日
(
土
)
～
四
月
二
十
日
(
日
)

の
資
料
を
ご
紹
介
す
る
展
示
の
第
三
弾
｡
今
回
の
テ
ー
マ
は

｢
野
球
｣
で
す
｡
自
ら
も
大
の
野
球
好
き
で
あ
っ
た
井
上
ひ
さ

し
の
小
説
や
戯
曲
に
は
､
野
球
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
も
の

が
少
な
-
あ
り
ま
せ
ん
｡
戦
後
間
も
な
い
時
代
に
､
野
球
の

ボ
ー
ル
を
入
手
す
る
た
め
に
､
闇
米
を
抱
え
て
上
京
を
企
て

る
野
球
少
年
た
ち
の
波
乱
万
丈
の
旅
を
描
い
た
『
下
駄
の
上

の
卵
』
､
盲
目
の
天
才
打
者
･
田
中
一
郎
が
｢
野
球
盲
導
犬
｣

で
あ
る
チ
ビ
と
試
合
に
出
場
し
､
目
覚
ま
し
い
活
躍
を
す
る

と
い
う
奇
想
天
外
の
物
語
『
野
球
盲
導
犬
チ
ビ
の
告
白
』
｡
実

業
団
野
球
の
エ
ー
ス
で
あ
っ
た
青
年
が
C
級
戦
犯
と
し
て
捕

え
ら
れ
る
運
命
を
描
-
『
闇
に
咲
-
花
』
｡
少
年
野
球
チ
ー

ム
の
仲
間
で
あ
っ
た
男
た
ち
の
変
わ
ら
ぬ
友
情
を
描
-
『
ナ

イ
ン
』
‥
･
｡

現
在
残
さ
れ
て
い
る
創
作
メ
モ
へ
原
稿
な
ど
の
肉
筆
資
料

や
､
執
筆
に
あ
た
っ
て
参
考
に
し
た
書
籍
な
ど
の
資
料
か
ら
､

井
上
ひ
さ
し
が
ど
の
よ
う
に
｢
野
球
｣
と
向
か
い
合
い
､
作
品

に
取
り
込
ん
で
い
っ
た
か
を
探
り
ま
す
｡

私
は
野
球
選
手
全
員
が
好
き
な
の
で
す
｡

(
｢
プ
ロ
野
球
は
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
で
あ
っ
て
ほ
し
い
｣
)

二
〇
二
一
年
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
初
代
舘
長
井
上
ひ
さ
し



仙台文学館の今､そしてこれからの見逃せない企画をご紹介します｡　T 0 Pl⊂S

北上川,'EltL ､の渋民公国にある啄木歌碑

明治41年　啄木22才

(日本近代文学館提供)

ー__-一･一--　　二一丁一一　一■Lー_▲i-∫_Tr一一一･,1

｢責苧集｣ノートに収められたrくだかけ｣の喜寺(日本近代文学館蔵)

大正時代の大泉旅館
(仙台市歴史民俗賃*斗館提供)

萩浜にある歌碑o文字は曙木の取柄ノ-
ト｢FFaナ時｣からとっている.

1500円(税別)､当館の受付で販売

中ですo郵送販売も行っていますo

r婦女界｣(第19巻第5号)

T 0 PI C S

岡本かの子のLJn m

価格は3150円～9975円(税込)

這.'j熊.＼- QT亀吉

I. Jh■l■｢､甲

絵はがきは各100円､ 4稚絹セットは

350円｡一筆茎は各400円(それぞ

れ税別)a

7　仙fT丈や竹ニュース

作
品
に
も
注
目
C
　
日
本
近
代
文
学
館
､
石
川

啄
木
記
念
館
の
ご
協
力
の
も
と
､
写
真
･
詩
稲
･

歌
稲
･
日
記
な
ど
貴
重
な
資
料
を
展
示
し
ま
す
｡

井
上
ひ
さ
し
は
戯
曲
｢
泣
き
虫
な
ま
い
き
石

川
啄
木
｣
で
'
啄
木
と
妻
･
節
子
'
母
･
カ
ツ
の
葛

藤
を
描
い
て
い
ま
す
｡
｢
啄
木
の
歌
が
日
本
人
の

心
の
索
引
に
な
っ
て
い
る
｣
と
述
べ
た
井
上
ひ
さ

し
が
'
啄
木
を
描
-
に
あ
た
っ
て
残
し
た
年
表

な
ど
の
創
作
資
料
も
併
せ
て
ご
紹
介
し
ま
す
｡
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｢
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･
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王
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卑
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吉

節
-
ユ
キ
ぬ
･
,
I
(
k
･
小
什
｢
r
.
,
巾
L
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声
こ
)
?
,
･
<
(
.
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･
卜
加
1
･
･
_
†
キ
J
-
帆
一
r
t
も
孟
是
､

今
春
､
仙
台
文
学
館
は
開
館
十
五
周
年
を

迎
え
ま
す
｡
こ
れ
を
記
念
し
て
春
の
特
別
展
｢
石

川
啄
木
の
世
界
～
う
た
の
原
郷
を
た
ず
ね
て
｣

を
開
催
し
ま
す
｡

二
十
六
歳
と
い
う
短
い
生
涯
の
中
で
'
珠
玉

の
短
歌
を
数
多
-
生
み
出
し
た
石
川
啄
木
｡

故
郷
の
渋
民
村
を
出
て
か
ら
､
北
海
道
そ
し
て

東
京
と
漂
泊
し
て
ゆ
-
人
生
を
､
短
歌
作
品
に

ふ
れ
な
が
ら
た
ど
り
ま
す
｡

ま
た
貧
困
に
あ
え
ぎ
な
が
ら
､
鋭
敏
な
目
を

持
っ
て
時
代
や
社
会
の
大
き
な
変
遷
を
論
じ
た

評
論
や
､
粉
骨
砕
身
し
て
生
み
出
さ
れ
た
小
説

…
仙
啄
木
と
宮
城
の
ゆ
か
り

一
九
〇
五
(
明
治
三
十
八
)
年
五
月
､
歌
集

『
あ
こ
が
れ
』
を
出
版
し
､
帰
郷
す
る
際
に
仙
台

に
立
ち
寄
っ
て
い
ま
す
｡
国
分
町
の
大
泉
旅
館

に
数
日
投
宿
L
t
母
親
が
病
床
に
あ
る
こ
と
を

知
ら
せ
る
妹
か
ら
と
い
う
偽
の
手
紙
を
土
井
晩

翠
に
送
り
お
金
を
無
心
し
ま
し
た
｡
こ
の
時
､

一
九
〇
八
(
明
治
四
十
一
)
年
四
月
'
北
海

-

,

,

.

y

l

l

道
か
ら
海
路
で
上
京
す
る
際
に
石
巻
の
荻
浜

に
寄
港
し
ま
し
た
｡
五
時
間
だ
け
の
滞
在
で

し
た
が
｢
此
荻
の
浜
の
五
時
間
が
今
年
の
春

で
あ
っ
た
｣
と
日
記
に
記
し
て
い
ま
す
｡
歌
碑

は
一
九
七
六
(
昭
和
五
十
一
)
年
に
啄
木
歌
碑

建
設
委
員
会
と
仙
台
啄
木
会
に
よ
っ
て
建
立

さ
れ
ま
し
た
｡

故
郷
の
盛

岡
で
は
結

婚
式
の
準

備
が
進
み
､

恋
人
･
節
子

が
啄
木
の

帰
り
を
待

ち
わ
び
て
い

ま
し
た
｡

お
待
た
せ
し
ま
し
た
｡
小
森
陽
一
著
『
仙

台
で
夏
目
淑
石
を
読
む
仙
台
文
学
館
ゼ
ミ

ナ
ー
ル
講
義
記
録
』
が
完
成
し
ま
し
た
｡
『
吾

準
は
猫
で
あ
る
』
『
草
枕
』
『
三
四
郎
』
『
そ
れ

か
ら
』
『
門
』
に
つ
い
て
､
当
時
の
世
界
観
や

社
会
動
向
､
世
相
な
ど
を
重
ね
合
わ
せ
て
縦

横
無
尽
な
読
解
が
展
開
さ
れ
て
お
り
､
何
気

な
-
読
ん
で
い
た
作
品
の
行
間
に
隠
さ
れ
て

い
る
意
味
も
し
っ
か
り
拾
い
上
げ
ら
れ
て
い

ま
す
｡
帯
に
あ
る
｢
仙
台
文
学
館
で
受
講
者

を
庄
倒
し
た
｣
と
い
う
文
言
通
り
'
轍
密
な

講
義
の
様
子
が
手
に
取
る
よ
う
に
分
か
る
一

冊
で
す
｡

巻
末
に
は
小
池
光
館
長
と
の
対
談
｢
世
界

文
学
と
し
て
の
夏
目
淑
石
｣
も
収
録
さ
れ
て

お
り
'
こ
ち
ら
も
お
読
み
い
た
だ
-
と
'
本
吉

を
よ
り
興
味
深
-
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

こ
の
本
を
傍
ら
に
置
け
ば
､
も
う
一
度
淑
石

作
品
を
読
み
直
し
た
-
な
る
こ
と
請
け
合
い

で
す
｡

関
連
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
'
佐
佐
木
幸
綱
氏

の
講
演
会
や
穂
村
弘
氏
と
小
池
光
館
長
の
対

談
､
展
示
室
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
な
ど
を
予
定
し

て
い
ま
す
｡
詳
細
は
仙
台
文
学
館
に
お
問
合

せ
下
さ
い
｡

二
〇
一
二
(
平
成
二
十
四
)
年
､
お
二
人
の
方

か
ら
『
婦
女
界
』
関
係
の
資
料
が
寄
贈
さ
れ
ま

し
た
｡
『
婦
女
界
』
は
'
｢
我
が
帝
国
の
婦
女
諸

姉
に
対
し
て
最
も
健
全
且
つ
多
趣
味
な
る
読
物

を
提
供
せ
ん
｣
と
の
目
的
を
掲
げ
て
同
文
館
が

1
九
一
〇
(
明
治
四
十
三
)
年
に
創
刊
､
そ
の
後

婦
女
界
社
が
編
集
発
行
を
引
き
継
ぎ
､
戦
後
ま

で
出
版
さ
れ
た
歴
史
の
長
い
雑
誌
で
す
｡
『
婦

女
界
』
は
文
芸
的
な
内
容
が
特
徴
で
､
連
載
小

説
を
重
視
し
た
こ
と
で
､
読
者
が
増
え
て
い
っ
た

と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
｡
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当
館
所
蔵
の
一
九
一
九
(
大
正
八
)
年
五
月
号

(
現
代
生
活
号
)
の
目
次
を
み
る
と
'
｢
私
の
現

在
の
生
活
｣
と
い
っ
た
一
般
読
者
か
ら
の
投
稿
の

ほ
か
に
'
泉
鏡
花
の
｢
美
文
十
二
ケ
月
｣
や
｢
挿

絵
小
説
｣
　
｢
絵
巻
物
語
｣
　
｢
映
画
小
説
｣
　
｢
長
篇

小
説
｣
　
｢
家
庭
小
説
｣
　
｢
歴
史
小
説
｣
と
い
っ
た

読
物
が
並
ん
で
い
ま
す
｡
ご
寄
贈
下
さ
っ
た
お

二
人
は
互
い
に
面
識
は
な
い
の
で
す
が
'
そ
の
う

ち
の
お
一
人
は
御
父
上
が
､
も
う
お
1
人
は
義
理

の
御
祖
父
様
が
そ
れ
ぞ
れ
『
婦
女
界
』
の
編
集

者
の
方
で
'
資
料
は
『
婦
女
界
』
に
寄
稿
し
て

い
た
文
学
者
や
画
家
か
ら
の
書
簡
や
歌
稿
が
中

心
に
な
り
ま
す
｡
東
京
で
発
行
さ
れ
て
い
た
雑

誌
に
関
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
が
'
長
い
年
月

を
経
て
'
こ
の
仙
台
の
地
に
落
着
い
た
と
い
う
の

も
'
不
思
議
な
巡
り
合
わ
せ
を
感
じ
ま
す
｡

そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
の
年
代
を
み
て
み
る
と
'

年
不
詳
の
も
の
も
あ
り
ま
す
が
､
内
容
な
ど
か

ら
大
正
未
か
ら
昭
和
初
期
､
そ
し
て
昭
和
十
年

代
の
も
の
に
な
り
ま
す
｡
大
正
末
か
ら
昭
和
初

期
の
資
料
の
中
に
は
､
『
婦
女
界
』
一
九
二
八

(
昭
和
三
)
年
一
月
号
の
｢
諒
闇
あ
け
の
新
春
を

迎
ふ
｣
と
い
う
ぺ
-
ジ
に
掲
載
さ
れ
た
'
柳
原
輝

子
や
与
謝
野
晶
子
の
短
歌
の
歌
稿
､
三
月
号
の

｢
現
代
歌
人
自
選
恋
歌
集
｣
の
で
紹
介
さ
れ
て

い
る
太
田
水
穂
､
吉
井
勇
'
石
原
純
'
金
子
責

図
'
密
藤
茂
吉
ら
の
歌
稿
な
ど
が
残
さ
れ
て
い

ま
し
た
｡
ま
た
年
月
日
不
詳
で
す
が
､
小
説
家

と
し
て
立
つ
決
意
を
伝
え
る
岡
本
か
の
子
の
書

簡
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
｡
こ
の
書
簡
は
元
々
'

便
等
に
書
か
れ
た
も
の
で
す
が
､
バ
ラ
バ
ラ
に

な
ら
な
い
よ
う
に
裏
打
ち
さ
れ
て
一
枚
に
仕
立

て
ら
れ
て
い
ま
す
｡
所
蔵
者
が
こ
の
書
簡
を
大

切
に
し
て
い
た
こ
と
が
伺
わ
れ
ま
す
｡

今
後
､
一
つ
一
つ
の
資
料
を
可
能
な
限
り
『
婦

女
界
』
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
調
べ
､
展
示

な
ど
で
ご
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
｡

前
号
で
ご
案
内
し
て
い
た
染
色
家
の
神
田

美
穂
さ
ん
の
ス
ト
ー
ル
が
完
成
し
ま
し
た
｡
文

学
館
の
森
の
色
か
ら
と
っ
た
か
の
よ
う
な
､
何

と
も
言
え
な
い
深
み
の
あ
る
色
合
で
'
い
ば
ら
や

木
の
実
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
ウ
ー
ル
製
の
ネ
ッ

ク
ピ
ー
ス
'
オ
ー
ガ
ン
ジ
ー
素
材
の
ス
ト
ー
ル
な

ど
全
部
で
4
種
類
で
す
｡
一
つ
と
し
て
同
じ
も

の
が
あ
り
ま
せ
ん
｡
仙
台
文
学
館
の
受
付
前
に

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
し
て
い
ま
す
の
で
､
ぜ
ひ
ご
覧
-

だ
さ
い
｡

ま
た
水
彩
画
家
･
古
山
拓
さ
ん
の
イ
ラ
ス
ト

に
よ
る
､
絵
は
が
き
と
一
筆
葛
も
完
成
し
ま
し

た
｡
誰
か
に
こ
と
ば
を
伝
え
た
-
な
る
よ
う
な

素
敵
な
デ
ザ
イ
ン
で
す
｡
手
書
き
の
ぬ
-
も
り

を
送
っ
て
み
ま
せ
ん
か
｡


