
ま
だ
寒
が
勝
っ
て
い
る
が
、
樹
木
の
芽
吹
き

を
見
れ
ば
、
確
実
に
春
に
向
か
っ
て
い
る
の
が

わ
か
る
。

桜
の
樹
に
近
づ
い
て
よ
く
見
る
と
、
枝
先

に
は
、
ま
だ
固
く
小
さ
い
が
、
赤
紅
色
を
し
た

芽
が
出
て
い
る
。
桜
は
花
の
頃
も
よ
い
け
れ
ど
、

芽
吹
き
の
と
き
も
味
わ
い
が
あ
る
。
枝
の
表
面

も
紅
が
か
っ
て
見
え
る
。
草
木
染
を
す
る
連
れ

合
い
に
聞
く
と
、
桜
か
ら
は
赤
み
が
か
っ
た
茶

色
が
染
ま
る
と
い
う
。
桜
が
樹
内
に
た
く
わ
え

て
い
る
そ
の
色
素
が
目
に
現
れ
て
い
る
の
が
、

今
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
時
季
、
雑
木
林
に
付
け
ら
れ
た
〝
あ
か

ま
つ
の
道
〟
を
歩
く
と
、
三
年
前
の
二
月
に
亡

く
な
っ
た
先
輩
作
家
の
古
井
由
吉
さ
ん
の
こ
と

が
思
い
出
さ
れ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
の
逝
去

と
あ
っ
て
、
い
ま
だ
に
お
別
れ
の
会
な
ど
も
開

か
れ
な
い
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。

二
十
二
歳
年
長
の
古
井
さ
ん
が
、
ち
ょ
う

ど
い
ま
の
私
の
年
回
り
だ
っ
た
と
き
に
、
往
復

書
簡
を
交
わ
し
た
。
私
が
北
欧
の
オ
ス
ロ
に
一

年
間
滞
在
す
る
こ
と
に
な
り
、「
隠
遁
者
と
ま

で
は
言
わ
な
い
が
、
言
語
上
の
孤
立
に
追
い
込

ま
れ
る
こ
と
は
必
至
だ
か
ら
、
往
復
書
簡
を
や

り
ま
し
ょ
う
」
と
提
案
さ
れ
た
の
が
き
っ
か
け

だ
っ
た
。

異
国
に
暮
ら
す
身
に
と
っ
て
、
古
井
さ
ん
か

ら
届
く
達
意
の
日
本
語
の
手
紙
は
、
隠
遁
者
の

元
へ
カ
ラ
ス
が
届
け
て
恵
ん
で
く
れ
る
と
い
う
、

わ
ず
か
な
食
糧
の
よ
う
に
貴
重
な
も
の
と
な
っ

た
。
そ
の
な
か
で
、
二
月
九
日
の
日
付
の
あ
る

こ
ん
な
文
面
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
。〈
春
が

も
う
近
く
な
り
ま
し
た
。
柔
ら
か
な
夕
映
え
に

照
ら
さ
れ
た
枯
木
の
林
を
眺
め
る
と
、
林
の
全

体
が
桜
色
に
染
ま
っ
て
い
ま
す
。
ほ
ん
の
り
と

咲
き
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
。早
く
も
花
の
林
で
す
〉

前
便
で
私
は
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
流
行
す

る
極
寒
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
耳
に
し
た
、
北
極
海

に
浮
か
ぶ
島
の
墓
地
の
永
久
凍
土
か
ら
、
ス
ペ

イ
ン
風
邪
の
ウ
イ
ル
ス
の
サ
ン
プ
ル
を
採
集
し

よ
う
、
と
い
う
科
学
者
た
ち
の
計
画
を
話
題
に

し
て
い
た
。
そ
れ
を
受
け
て
古
井
さ
ん
は
、
そ

の
科
学
者
た
ち
の
試
み
は
、
危
機
を
予
感
し
た

衝
動
で
あ
り
、
過
去
の
厄
災
に
触
れ
て
、
心
身

の
免
疫
力
を
更
新
し
よ
う
と
す
る
、
個
人
も
超

え
る
情
熱
の
促
し
だ
ろ
う
、
と
解
し
た
あ
と
、

お
も
む
ろ
に
枯
木
の
林
へ
と
目
を
転
じ
た
の

だ
っ
た
。

今
年
は
、
そ
ん
な
花
の
林
が
、
目
に
い
っ
そ

う
映
ず
る
よ
う
だ
。
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代
後
半
や
五
十
代
前
半
の
『
こ
ど
も
だ
っ
た

ひ
と
』」
な
の
で
あ
る
。
う
っ
か
り
す
る
と

す
ぐ
親
が
褒
め
て
く
れ
そ
う
な
、
優
等
生
な

子
が
育
ち
そ
う
な
物
語
を
書
き
そ
う
に
な
っ

て
し
ま
う
が
、
そ
れ
ら
は
大
抵
本
当
に
お
も

し
ろ
く
も
な
ん
と
も
な
い
。
わ
た
し
は
し
ば

ら
く
、
絵
本
や
児
童
文
学
に
お
け
る
主
人
公

は
読
ん
で
く
れ
た
子
の
お
手
本
に
な
る
よ
う

な
存
在
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
て
い

た
。
し
か
し
、
名
作
に
触
れ
る
と
、
自
分
が

い
か
に
甘
え
た
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
か
思

い
知
ら
さ
れ
る
。「
こ
ど
も
向
け
」
と
さ
れ

る
名
作
た
ち
は
、
も
っ
と
と
ん
で
も
な
く
自

由
で
、
や
り
た
い
ほ
う
だ
い
で
、
最
高
に
き

も
ち
よ
く
、
か
っ
こ
い
い
の
だ
。

わ
た
し
は
と
あ
る
児
童
向
け
作
品
の
執
筆

に
難
航
し
て
い
た
。「
三
、四
歳
向
け
」「
低

学
年
向
け
」
な
ど
と
数
年
単
位
で
読
者
層
が

指
定
さ
れ
て
も
、
そ
の
差
を
う
ま
く
想
像
で

神
沢
利
子:

作　

堀
内
誠
一:

絵

『
ふ
ら
い
ぱ
ん
じ
い
さ
ん
』 

シ
リ
ー
ズ「
私
の
一
冊
」 

第
38
回

く
ど
う
れ
い
ん

い
わ
ゆ
る
「
こ
ど
も
向
け
」
の
作
品
を

書
く
機
会
を
い
た
だ
く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、

一
体
何
を
も
っ
て
「
こ
ど
も
向
け
」
な
の
だ

ろ
う
と
思
う
こ
と
が
増
え
た
。
高
校
生
と
し

て
文
芸
部
で
児
童
文
学
部
門
の
作
品
を
書
い

て
い
た
時
の
わ
た
し
は
「
こ
ど
も
向
け
」
の

こ
と
を
「
か
わ
い
ら
し
い
挿
絵
で
、
ひ
ら
が

な
が
多
く
て
、
や
さ
し
く
て
、
あ
た
た
か
い

物
語
」
の
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
た
の
だ
な
あ
、

と
、
そ
の
頃
の
作
品
を
読
み
返
す
と
感
じ
る
。

し
か
し
い
ま
、
改
め
て
三
歳
や
小
学
校
低
学

年
に
対
し
て
自
分
が
何
か
物
語
を
作
ろ
う
と

思
う
と
き
、
そ
う
い
う
も
の
は
す
べ
て
偽
物

で
あ
り
、
自
己
満
足
で
あ
り
、
言
っ
て
し
ま

え
ば
「
大
人
用
の
『
こ
ど
も
向
け
』」
だ
と

思
う
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
も
そ
も
、
三

歳
も
小
学
校
低
学
年
も
「
こ
ど
も
」
で
は
な

く
「
三
歳
や
小
学
校
低
学
年
の
『
ひ
と
』」

な
の
だ
。
あ
る
い
は
わ
た
し
た
ち
が
「
二
十

き
な
い
の
だ
っ
た
。
い
く
つ
か
参
考
に
な
る

作
品
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
、
と

お
願
い
し
て
担
当
さ
ん
が
送
っ
て
く
だ
さ
っ

た
の
が
、
角
野
栄
子
さ
ん
の
「
り
ん
ご
ち
ゃ

ん
」
シ
リ
ー
ズ
と
神
沢
利
子
さ
ん
の
『
ふ

ら
い
ぱ
ん
じ
い
さ
ん
』
だ
っ
た
。
夢
中
で
読

ん
だ
。
わ
あ
っ
、
と
声
が
出
た
り
、
く
ち
び

る
を
む
っ
と
結
ん
で
涙
を
堪
え
た
り
し
な
が

ら
、
導
か
れ
る
よ
う
に
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
手

が
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
か
、
と
思
っ
た
。

主
人
公
は
お
手
本
で
も
優
等
生
で
も
な
く
て

い
い
。
読
者
た
ち
が
「
お
い
お
い
！
」
と
か

「
や
め
て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い

の
？
」
と
か
「
そ
ん
な
あ
！
」
と
か
言
い
な

が
ら
、
ば
か
に
し
た
り
、
頭
を
抱
え
た
り
、

は
ら
は
ら
し
た
り
し
て
見
守
る
こ
と
が
で
き

る
の
が
お
も
し
ろ
い
の
だ
。
最
初
は
う
ん
ざ

り
す
る
ほ
ど
わ
が
ま
ま
に
見
え
る
主
人
公
の

自
由
さ
に
、
こ
ち
ら
も
だ
ん
だ
ん
こ
の
世
に

無
理
な
こ
と
な
ん
て
ひ
と
つ
も
な
い
ん
だ
と

思
え
る
ほ
ど
す
っ
き
り
の
び
の
び
と
し
た
き

も
ち
に
な
っ
て
く
る
。

と
く
に
『
ふ
ら
い
ぱ
ん
じ
い
さ
ん
』
に

は
感
動
し
た
。
め
だ
ま
や
き
を
焼
か
せ
て
も

ら
え
な
く
な
っ
た
ふ
ら
い
ぱ
ん
じ
い
さ
ん
は

旅
を
す
る
。
ひ
ょ
う
や
ら
く
だ
や
さ
か
な
と

会
話
を
し
な
が
ら
、
ま
た
め
だ
ま
や
き
を
焼

く
た
め
に
放
浪
す
る
の
だ
。
最
初
は
あ
は
は
、

と
思
い
な
が
ら
読
ん
で
い
た
わ
た
し
は
、
ふ

ら
い
ぱ
ん
じ
い
さ
ん
が
海
に
ゆ
ら
れ
な
が
ら

太
陽
に
向
か
っ
て
話
し
か
け
る
シ
ー
ン
で
手

が
止
ま
っ
た
。

「
あ
あ
、
お
ひ
さ
ん
。
わ
し
は　

あ
ん
た

が　

す
き
だ
。
あ
ん
た
は
、
き
ん
い
ろ
に　

か
が
や
く　

せ
か
い
い
ち　

す
ば
ら
し
い　

め
だ
ま
や
き
さ
。」

じ
い
さ
ん
は　

ひ
に　

や
け
て
、
ま
す
ま

す　

く
ろ
く　

な
り
ま
し
た
。

太
陽
に
向
か
っ
て
こ
ん
な
に
も
ま
っ
す
ぐ

に
、
し
か
し
対
等
に
、
こ
ん
な
せ
り
ふ
が
言

え
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
ま
ま
で
も
黒
い
ふ
ら

い
ぱ
ん
じ
い
さ
ん
が
、
そ
の
「
お
ひ
さ
ん
」
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の
光
で
ま
す
ま
す
黒
く
な
る
。
あ
あ
、
な
ん

て
自
由
な
こ
と
だ
ろ
う
。
い
つ
だ
っ
て
太
陽

に
話
し
か
け
て
い
い
ん
だ
。
神
沢
利
子
さ
ん

の
あ
と
が
き
を
読
む
と
、
旅
先
の
小
さ
な
島

で
一
本
の
フ
ラ
イ
パ
ン
が
鳥
の
た
ま
ご
を
抱

い
て
い
て
、
そ
れ
を
見
て
「
ふ
ら
い
ぱ
ん
じ

い
さ
ん
！
」
と
思
い
付
い
た
の
だ
と
書
か
れ

て
い
て
、
わ
た
し
は
つ
い
に
ぱ
た
ぱ
た
涙
を

こ
ぼ
し
た
。
こ
ん
な
に
の
び
の
び
と
し
た
物

語
が
実
生
活
か
ら
ひ
ら
め
い
た
も
の
だ
と
い

う
事
実
が
と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
の
だ
。

わ
た
し
は
当
初
こ
ど
も
の
た
め
に
「
か

くどうれいん

作家。「工藤玲音」名義で短歌・俳句も創作。1994
年、岩手県生まれ。大学時代を仙台で過ごす。著書
にエッセイ集『わたしを空腹にしないほうがいい』『う
たうおばけ』『虎のたましい人魚の涙』、歌集『水中で
口笛』、創作童話『プンスカジャム』、絵本『あんまり
すてきだったから』。初の中編小説『氷柱の声』が第

165回芥川賞候補作となる。現在、『群像』でエッセ
イ「日日是目分量」を連載中。

わ
い
ら
し
い
挿
絵
で
、
ひ
ら
が
な
が
多
く

て
、
や
さ
し
く
て
、
あ
た
た
か
い
物
語
」
を

書
く
こ
と
が
正
統
派
で
手
堅
い
と
す
ら
思
っ

て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
っ
た
く
違
っ

た
。「
こ
ど
も
向
け
」
を
書
く
と
は
、
自
分

が
人
生
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
「
ひ
と
」
と

し
て
生
き
て
い
て
ど
ん
な
こ
と
が
た
の
し
い

と
思
う
か
、
ど
ん
な
こ
と
が
起
き
た
ら
す
ば

ら
し
い
と
思
う
か
、
そ
の
想
像
合
戦
だ
。
ぬ

い
ぐ
る
み
が
し
ゃ
べ
り
だ
し
た
っ
て
い
い

し
、
す
い
か
が
家
を
覆
い
つ
く
す
ほ
ど
育
っ

た
っ
て
い
い
し
、
ふ
ら
い
ぱ
ん
が
じ
ぶ
ん
の

足
で
家
を
出
て
行
っ
た
っ
て
良
い
。
た
だ
読

者
と
し
て
触
れ
る
だ
け
で
は
一
見
た
め
息
を

つ
く
ほ
ど
く
だ
ら
な
い
「
や
り
た
い
ほ
う

だ
い
」
が
、
書
こ
う
と
し
て
み
る
と
ど
れ

だ
け
難
し
い
こ
と
か
！　

こ
れ
で
ど
う
だ
、

こ
れ
で
ど
う
だ
、
と
思
い
な
が
ら
書
く
わ

た
し
に
ふ
ら
い
ぱ
ん
じ
い
さ
ん
が
「
ふ
ー

む
、
ず
い
ぶ
ん
と
お
行
儀
の
い
い
『
自
由
』

だ
こ
と
！
」
と
言
う
の
が
聞
こ
え
て
き
そ

う
だ
。
顔
を
上
げ
る
と
ふ
ら
い
ぱ
ん
じ
い

さ
ん
は
わ
た
し
の
ず
っ
と
上
を
飛
ん
で
い

る
。
十
年
、
五
十
年
、
百
年
と
残
る
「
こ

ど
も
向
け
」
の
作
品
を
書
く
日
ま
で
、
わ

た
し
は
も
っ
と
た
ま
し
い
を
自
由
に
し
て
、

何
に
で
も
足
を
止
め
て
し
げ
し
げ
と
眺
め

て
、
と
き
ど
き
指
先
で
つ
つ
い
た
り
し
な

が
ら
、
や
り
た
い
ほ
う
だ
い
し
て
生
き
て

み
よ
う
と
思
う
。

版画：明才
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◆
「
樹
」
と
「
木
」

佐
伯
　
仙
台
文
学
館
の
エ
ッ
セ
イ
講
座
で

も
よ
く
言
っ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
文
学

は
他
者
に
対
す
る
想
像
力
が
大
事
で
す
。

清
和
先
生
の
『
樹
は
語
る
』
と
い
う
本
を

読
む
と
、
先
生
が
樹
木
の
気
持
ち
を
代
弁

し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
よ
う
で
、
清
和
先

生
は
ま
さ
に
他
者
に
対
す
る
想
像
力
を
お

持
ち
だ
と
感
じ
ま
す
。

　

先
生
の
本
で
は
「
樹
木
」
の
「
樹
」
の

ほ
う
を
「
き
」
と
読
ま
せ
て
い
ま
す
ね
。

漢
字
の
成
り
立
ち
か
ら
言
う
と
、「
樹
木
」

の
「
木
」
の
ほ
う
は
主
に
幹
と
枝
の
み
を

指
す
そ
う
で
す
が
、「
樹
」
は
根
っ
こ
を

生
や
し
て
地
面
か
ら
出
て
い
る
植
物
を
指

す
そ
う
で
す
。
先
生
も
、
や
は
り
そ
う

い
っ
た
意
味
合
い
が
あ
っ
て
「
樹
」
と
い

う
字
を
使
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

清
和
　
漢
字
の
成
り
立
ち
は
今
初
め
て

知
り
ま
し
た
。「
木
」
だ
と
「
木
材
」
と

い
っ
た
切
ら
れ
た
後
の
板
み
た
い
な
感
じ

が
し
ま
す
。「
樹
」
の
ほ
う
が
「
木
」
よ

り
も
字
面
が
複
雑
で
、
ハ
ル
ニ
レ
の
巨
木

の
枝
ぶ
り
み
た
い
で
い
い
か
な
と
思
っ
て
。

佐
伯
　
や
は
り
生
き
て
い
る
樹
木
を
相
手

に
す
る
仕
事
だ
と
、「
樹
」
の
ほ
う
が
ふ

さ
わ
し
い
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。
先
ほ

ど
対
談
開
始
前
に
二
人
で
近
隣
の
台
原
森

林
公
園
を
歩
き
ま
し
た
が
、
ど
ん
な
印
象

を
受
け
ま
し
た
か
。

清
和
　
人
の
生
活
の
に
お
い
の
す
る
林
だ

な
あ
と
。
入
口
に
は
コ
ナ
ラ
が
多
く
、
昔

は
薪
に
使
っ
た
り
炭
を
焼
い
た
り
し
て
い

た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
サ
ク
ラ
、

カ
エ
デ
、
ホ
オ
ノ
キ
、
ア
カ
マ
ツ
、
ス
ギ
、

ヒ
ノ
キ
、
モ
ミ
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ね
。

広
葉
樹
が
ど
ん
ど
ん
衰
退
し
、
そ
の
代
わ

り
に
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
、
モ
ミ
な
ど
の
針
葉

樹
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
し

た
が
っ
て
常
緑
の
葉
っ
ぱ
で
真
っ
暗
な
森

に
な
っ
て
い
く
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

三
重
県
の
伊
勢
神
宮
な
ん
か
で
は
、
遷

宮
に
備
え
て
近
く
に
ヒ
ノ
キ
ば
っ
か
り
植

え
て
い
た
ん
で
す
が
、
一
部
の
ヒ
ノ
キ
を
伐

採
し
て
広
葉
樹
も
植
え
る
よ
う
に
し
た
ら
、

非
常
に
綺
麗
な
景
観
に
な
り
ま
し
た
。
野

生
動
物
や
鳥
も
戻
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の

辺
も
、
ス
ギ
な
ど
を
少
し
伐
っ
て
、
広
葉

樹
と
混
ざ
っ
た
綺
麗
な
景
観
の
森
を
市
民

の
手
で
作
れ
れ
ば
い
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

佐
伯
　
ス
ギ
は
人
工
林
と
し
て
戦
後
に
ど

ん
ど
ん
植
え
ら
れ
て
、
花
粉
症
の
原
因
に

な
っ
た
り
と
か
い
ろ
い
ろ
言
わ
れ
て
い
る

け
ど
も
、
全
部
切
っ
ち
ゃ
え
ば
い
い
と
い

う
こ
と
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
ね
。

清
和
　
ド
イ
ツ
に
は
「
森
林
美
学
」
と
い

う
分
野
が
あ
り
ま
す
。
森
林
を
作
る
時
は
、

木
材
生
産
だ
け
で
は
な
く
て
、
美
意
識
に

訴
え
る
よ
う
な
景
観
の
森
を
作
る
ん
だ
と
。

そ
の
原
点
は
ゲ
ー
テ
で
、
森
林
学
の
中
で

当
館
館
長
の
佐
伯
一
麦
が
、各
分
野
で
活
躍
し
て
い
る
方
を
迎
え
て
お
話
を

伺
う
シ
リ
ー
ズ
企
画「
北
根
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
」。第
三
回
目
と
な
る
二
〇
二
二

年
度
は
、東
北
大
学
農
学
部
名
誉
教
授
の
清
和
研
二
さ
ん
を
ゲ
ス
ト
に
迎
え

ま
し
た
。研
究
者
と
し
て
樹
木
を
見
つ
め
続
け
、味
わ
い
深
い
文
章
の
書
き

手
で
も
あ
る
清
和
さ
ん
と
の
対
談
の
一
部
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

６
ペ
ー
ジ
写
真:

佐
々
木
隆
二

ゲ
ー
テ
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
も
あ
る
み
た

い
で
す
。

佐
伯
　
な
る
ほ
ど
。
森
と
い
う
の
は
ド
イ

ツ
の
精
神
性
を
象
徴
す
る
も
の
だ
と
も
よ

く
言
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。

◆
自
然
へ
興
味
を
持
っ
た
き
っ
か
け

佐
伯
　
先
生
が
自
然
や
樹
木
に
興
味
を

持
っ
た
き
っ
か
け
は
何
だ
っ
た
ん
で
し
ょ

う
か
。

清
和
　
小
さ
い
頃
は
近
く
の
川
で
魚
を

捕
っ
た
り
、
山
で
栗
や
山
菜
を
採
っ
た
り

し
て
い
た
ん
で
す
が
、
中
学
生
く
ら
い
の

時
に
、
国
の
土
地
基
盤
整
備
事
業
で
、
川

は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
ま
っ
す
ぐ
な
水
路
に
、

山
は
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
で
平
ら
に
さ
れ
て
田

ん
ぼ
に
な
っ
た
ん
で
す
。
生
き
て
い
る
世

界
が
一
変
し
た
感
じ
が
し
ま
し
た
。
な
ん

で
こ
ん
な
に
世
の
中
変
わ
っ
た
の
か
な
と
、

こ
ん
な
に
急
激
に
変
え
て
何
を
し
だ
す
の

か
な
と
思
い
ま
し
た
ね
。
当
時
は
高
度
経

済
成
長
の
時
代
で
、
公
害
な
ど
、
地
球
環

境
が
ま
ず
く
な
っ
て
き
て
い
る
じ
ゃ
な
い

か
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
ど
う
に
か
し

な
く
て
は
い
か
ん
な
あ
と
。
工
学
的
な
環

境
改
善
じ
ゃ
な
く
て
、
も
っ
と
生
物
学
的

な
、
生
命
現
象
の
研
究
を
通
じ
て
何
か
で

き
な
い
も
の
か
な
と
い
う
漠
然
と
し
た
思

い
は
あ
り
ま
し
た
。

佐
伯
　
自
然
に
対
し
て
無
知
で
あ
る
こ
と

は
よ
く
な
い
と
感
じ
た
ん
で
す
ね
。
じ
ゃ

あ
、
そ
の
時
点
で
は
ま
だ
、
樹
木
へ
の
興

味
と
い
う
の
は
芽
生
え
て
い
な
い
で
す
か
。

専
門
的
に
樹
木
に
対
し
て
関
心
を
持
つ
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
北
大
に
進
ま
れ
て
、

そ
こ
で
勉
強
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で

し
ょ
う
か
ね
。

清
和
　
そ
う
で
す
ね
。
た
だ
昔
か
ら
身
近

に
巨
木
が
い
く
つ
も
あ
っ
て
、
巨
木
の
下

は
な
ん
と
な
く
安
心
で
き
る
場
所
で
し
た
。

高
校
時
代
に
は
、
太
く
て
で
か
い
樹
を
見

て
み
た
い
な
と
い
う
気
持
ち
が
一
番
大
き

く
て
、
北
海
道
に
は
太
い
樹
が
あ
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
北
大
に
進
み
ま
し

た
ね
。

◆
「
ジ
ャ
ン
ゼ
ン
‐
コ
ン
ネ
ル
仮
説
」

　
　
と
〝森
の
珊
瑚
〟

清
和
　
家
に
ミ
ズ
キ
の
樹
を
植
え
て
い
る

ん
で
す
が
、
実
が
熟
す
と
鳥
が
食
べ
に
来

る
ん
で
す
。
ミ
ズ
キ
の
実
っ
て
ブ
ド
ウ
の

よ
う
に
中
身
が
ジ
ュ
ー
シ
ー
で
、
ど
う
し

て
こ
ん
な
に
実
に
コ
ス
ト
を
か
け
て
い
る
の

か
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
鳥
に
実
を
食
べ

て
も
ら
お
う
と
し
て
い
る
の
か
と
思
っ
て
い

ま
し
た
。
調
べ
て
み
る
と
、
ミ
ズ
キ
の
実

は
親
木
の
近
く
に
落
ち
た
場
合
ネ
ズ
ミ
の

食
害
や
病
原
菌
で
種
子
や
実
生
が
全
部
死

ん
で
し
ま
い
、
親
木
か
ら
離
れ
た
場
所
に

落
ち
た
実
か
ら
発
芽
し
た
芽
生
え
だ
け
が

大
き
く
育
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と

親
と
子
供
は
離
れ
て
分
布
す
る
よ
う
に
な

り
、
そ
の
間
に
他
の
樹
種
の
子
供
が
入
り

込
ん
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
狭
い
空
間
で

複
数
の
樹
種
が
混
じ
り
合
う
よ
う
に
な
り

ま
す
。
こ
れ
が
森
の
中
で
多
く
の
樹
種
で

見
ら
れ
る
と
種
が
多
様
な
森
が
創
ら
れ
ま

す
。
ミ
ズ
キ
を
見
て
、「
ジ
ャ
ン
ゼ
ン
‐
コ

ン
ネ
ル
仮
説
」
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
ど

の
よ
う
に
し
て
森
の
中
で
種
多
様
性
が
作

ら
れ
る
の
か
、
と
い
っ
た
熱
帯
雨
林
で
見

出
さ
れ
た
仮
説
で
す
。
仙
台
あ
た
り
の
温

帯
林
で
は
こ
の
仮
説
は
成
立
し
な
い
と
言

わ
れ
て
い
た
ん
で
す
が
、
ミ
ズ
キ
を
見
て
、

似
た
よ
う
な
ケ
ー
ス
を
発
見
し
た
の
が
非

常
に
面
白
か
っ
た
で
す
ね
。
ミ
ズ
キ
の
樹

は
自
分
の
子
ど
も
が
生
き
残
る
よ
う
に
、

鳥
に
実
を
食
べ
て
も
ら
っ
て
、
種
子
を
よ

り
遠
く
へ
運
ん
で
も
ら
お
う
と
す
る
ん
で

す
ね
。
温
帯
の
森
の
中
の
樹
の
半
分
ぐ
ら

い
は
こ
う
い
っ
た
振
る
舞
い
を
し
ま
す
。

佐
伯
　「
ジ
ャ
ン
ゼ
ン
‐
コ
ン
ネ
ル
仮
説
」

は
先
生
の
研
究
分
野
の
専
門
用
語
で
す
ね
。

先
生
の
本
で
は
、
こ
う
い
っ
た
専
門
用
語

が
あ
る
一
方
で
、
ミ
ズ
キ
の
果
軸
を
“
森

の
珊
瑚
”、
ミ
ズ
キ
の
花
を
白
い
花
が
雲

の
よ
う
に
見
え
る
と
詩
的
な
表
現
も
し
て

い
ま
す
ね
。

清
和
　
科
学
論
文
に
は
そ
ん
な
こ
と
書
け

な
い
で
す
か
ら
ね
。
こ
う
い
う
本
を
書
く

時
に
は
、
ち
ょ
っ
と
科
学
論
文
の
気
分
か

ら
外
れ
て
自
由
に
書
く
と
い
う
か
、
箍た

が

が

外
れ
る
と
い
う
か
。（
笑
）

佐
伯
一
麦
　

北
根
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ 

二
〇
二
二 

～「
樹
」を
め
ぐ
っ
て
（
抄
録
）

文学館から台原森林公園に続く「あかまつの道」を散策　 する清和氏と佐伯館長

特 集
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没
後
49
年
を
経
た
現
在
も
、
あ
た

た
か
な
画
風
で
広
く
愛
さ
れ
る
画

家
・
い
わ
さ
き
ち
ひ
ろ
（
１
９
１
８

～
１
９
７
４
）。
そ
の
作
品
世
界
を

ピ
エ
ゾ
グ
ラ
フ
（
原
画
の
デ
ジ
タ
ル

情
報
を
も
と
に
制
作
し
た
精
巧
な
再

現
）
で
た
ど
る
と
と
も
に
、
ち
ひ
ろ

の
愛
用
の
品
々
、
エ
ッ
セ
イ
の
文
章

な
ど
も
紹
介
し
ま
す
。

「仙台文学館友の会」は、文学に関心のある方々が相互に親睦を深め、仙台文学館と連携しながら事業を支援
していく団体です。会報・行事（読書会など）のお知らせを受け取ることができるほか、展示を会員料金で観覧
できる特典もあります！　みなさまのご入会をお待ちしております。
＊会費（4月1日から翌年3月31日まで）　2,500円
＊入会申し込みは、仙台文学館のレファレンスカウンターでできます。（郵便振込でも受付）
～詳しくはお問い合わせください～

予
告

二
〇
二
三
年
度 

展
示
の
ご
案
内

自宅にて 1973年4月

「
い
わ
さ
き
ち
ひ
ろ
の
世
界

　

ピ
エ
ゾ
グ
ラ
フ
展
」

２
０
２
３
年

４
月
29
日（
土
・
祝
）～
６
月
11
日（
日
）

特
別
展

佐
伯
　「
ジ
ャ
ン
ゼ
ン
‐
コ
ン
ネ
ル
仮
説
」

と
“
森
の
珊
瑚
”
が
一
冊
の
本
の
中
で
共

存
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
清
和
先
生
の
本

の
持
ち
味
で
も
あ
る
し
、
読
ん
で
い
て
と

て
も
面
白
い
と
こ
ろ
で
し
た
。

◆
ヤ
ナ
ギ
の
生
態

佐
伯
　
僕
は
広
瀬
川
沿
い
の
ヤ
ナ
ギ
の
芽

吹
き
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
ん
だ
け
ど
、

最
近
の
護
岸
工
事
で
ど
ん
ど
ん
ヤ
ナ
ギ
が

無
く
な
っ
て
い
く
の
で
、
ち
ょ
っ
と
寂
し

い
な
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。

清
和
　
ヤ
ナ
ギ
に
は
オ
ス
と
メ
ス
が
あ
っ

て
、
種
類
に
よ
っ
て
は
、
メ
ス
は
川
の
す

ぐ
近
く
に
住
む
ん
で
す
。
メ
ス
は
種
子
を

作
る
た
め
に
水
分
や
養
分
が
豊
富
な
河
岸

を
好
む
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
護
岸
工
事

を
す
る
と
川
近
く
の
メ
ス
だ
け
が
削
ら
れ

て
し
ま
う
。
川
か
ら
少
し
離
れ
た
オ
ス
だ

け
が
生
き
残
る
け
ど
、
オ
ス
だ
け
で
は
種

子
を
作
れ
な
い
か
ら
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。

河
川
工
事
を
や
る
人
は
こ
う
い
う
ヤ
ナ
ギ

の
生
態
も
知
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
思
う
ん
で
す
が
、
こ
う
い
う
こ

と
を
伝
え
る
に
は
科
学
論
文
を
ど
れ
だ
け

書
い
て
も
ダ
メ
な
ん
で
す
ね
。
役
所
の
会

議
で
も
「
は
い
は
い
」
っ
て
言
わ
れ
る
だ

け
で
。
だ
か
ら
こ
こ
で
も
訴
え
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

あ
と
ヤ
ナ
ギ
の
種
子
っ
て
面
白
く
て
。

ヤ
ナ
ギ
の
種
子
を
観
察
し
よ
う
と
思
っ
て

机
の
上
に
置
い
て
お
く
と
、
乾
燥
し
た
ら

み
る
み
る
う
ち
に
外
側
の
皮
が
外
れ
て
膨

ら
ん
で
き
て
、
中
か
ら
毛
が
ビ
ュ
ー
ッ
と

出
て
く
る
。
毛
が
出
て
き
た
次
の
瞬
間

パ
ー
ン
と
弾
け
て
空
中
を
漂
い
始
め
る
ん

で
す
。
こ
の
瞬
間
は
面
白
い
も
の
で
す
ね
。

一
回
や
っ
て
み
た
ら
い
い
で
す
よ
。

佐
伯
　
こ
こ
に
い
る
皆
さ
ん
も
機
会
が
あ

れ
ば
や
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。（
笑
）

◆
ク
マ
と
の
遭
遇

佐
伯
　
そ
れ
だ
け
山
を
歩
い
て
い
る
と
、

ク
マ
と
出
会
う
こ
と
も
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
思
う
ん
で
す
が
。

清
和
　
ク
マ
に
は
何
べ
ん
も
遭
っ
て
ま
し

て
。
夕
方
に
ド
ン
グ
リ
拾
い
を
し
て
た
ら
、

ガ
サ
ガ
サ
ッ
と
音
が
し
た
途
端
に
ポ
ー

ン
ッ
と
黒
い
も
の
が
飛
ん
で
き
て
、
目
の

前
に
ク
マ
が
立
ち
上
が
っ
て
、
手
を
挙
げ

て
グ
ァ
ー
ッ
と
大
き
な
声
で
鳴
い
た
ん

で
す
ね
。
こ
っ
ち
も
び
っ
く
り
し
た
か

ら
、
咄
嗟
に
立
ち
上
が
っ
て
、
一
緒
に

グ
ァ
ー
ッ
て
言
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら

逃
げ
た
ん
で
す
。
若
い
綺
麗
な
母
ク
マ

で
し
た
ね
。
で
も
近
く
に
子
グ
マ
が
い

て
、
す
ぐ
戻
っ
て
き
て
、
今
度
は
、
我
々

に
向
か
っ
て
走
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は

危
な
い
と
思
っ
て
私
は
樹
の
裏
に
隠
れ
た

ん
で
す
が
、
一
緒
に
い
た
学
生
の
ひ
と
り

が
逃
げ
た
の
で
追
い
か
け
ら
れ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
ク
マ
は
す
ぐ
に
追
い
か
け
る
の

を
や
め
て
、
子
グ
マ
を
連
れ
て
帰
っ
て
い

き
ま
し
た
。
子
グ
マ
の
近
く
に
い
た
人
間

を
追
い
払
っ
た
だ
け
な
ん
で
す
ね
。
あ
ま

り
お
っ
か
な
い
顔
は
し
て
い
な
か
っ
た
で

す
ね
。
ク
マ
が
狂
暴
だ
と
思
っ
た
こ
と
は

あ
ま
り
無
い
で
す
。
あ
と
は
森
の
中
を
歩

い
て
い
た
ら
、
大
き
な
サ
ク
ラ
の
樹
か
ら
、

ク
マ
が
ド
ス
ー
ン
と
落
ち
て
き
て
び
っ
く

り
し
ま
し
た
。
で
か
い
ん
で
す
よ
、
こ
ん

な
で
か
い
ク
マ
見
た
こ
と
な
い
な
と
思
う

く
ら
い
で
か
く
て
。
だ
け
ど
ク
マ
は
臆
病

な
の
で
、
振
り
向
き
も
し
な
い
で
逃
げ
て

い
き
ま
し
た
ね
。

◆
お
わ
り
に

佐
伯
　
清
和
先
生
の
本
『
樹
は
語
る
』
の

中
に
「
知
ら
な
い
こ
と
の
無
慈
悲
さ
」
と

い
う
表
現
が
あ
り
ま
す
ね
。
知
ら
な
け

れ
ば
無
慈
悲
に
樹
木
を
伐
採
で
き
て
し

ま
う
け
れ
ど
も
、
知
っ
て
し
ま
う
と
そ

う
い
う
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
と
思
い

ま
す
。「
成
熟
し
た
森
に
お
け
る
樹
々
の

日
々
の
生
活
を
よ
く
知
る
こ
と
が
、
ひ
い

て
は
森
を
再
生
し
樹
々
の
命
に
敬
意
を
払

う
こ
と
に
繋
が
る
」
と
い
う
言
葉
も
、
そ

れ
が
ひ
い
て
は
我
々
の
日
々
の
生
活
に
も

つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
し
た
。
多
様
性
あ
る
樹
木
た
ち
の
日
常

に
、
少
し
ば
か
り
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
今
日
は
本

当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

清
和
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
２
０
２
２
年
11
月
3
日
開
催
）

清和研二  （せいわ けんじ）

1954年山形県生まれ。北海道大学農学部卒業。東北大
学大学院農学研究科教授を経て、現在同名誉教授。著
書に『樹は語る』『樹と暮らす』『樹に聴く』など。

佐伯一麦  （さえき かずみ）

1959年仙台市生まれ。作家、仙台文学館館長。著書に
『鉄塔家族』『ノルゲ』『還れぬ家』『渡良瀬』『山海記』
『アスベストス』『Nさんの机で』など。

　

と
き
に
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
、
と
き
に
切
な
さ
を
感
じ
さ
せ

る
作
品
を
手
が
け
る
画
家
・
絵
本
作
家
の
さ
さ
め
や
ゆ

き
。『
ガ
ド
ル
フ
の
百
合
』
な
ど
絵
本
の
原
画
を
中
心
に
、

様
々
な
表
情
を
持
つ
作
品
を
紹
介
し
ま
す
。
夏
休
み
期
間

中
は
、
読
み
聞
か
せ
な
ど
の
「
お
話
会
」
や
、
絵
本
や

児
童
書
を
自
由
に
読
め
る
「
絵
本
の
部
屋
」
も
設
け
ま
す
。

「
さ
さ
め
や
ゆ
き
物
語
」

　

仙
台
を
拠
点
に
、
劇
作
家
・
演
出
家
・
劇
団
主
宰
と

し
て
活
躍
し
た
石
川
裕
人
（
１
９
５
３
～
２
０
１
２
）。

そ
の
演
劇
世
界
を
、
台
本
や

実
際
に
使
わ
れ
た
舞
台
セ
ッ

ト
、
関
係
者
た
ち
の
思
い
出

な
ど
に
よ
っ
て
た
ど
り
ま
す
。

「
石
川
裕ゆ

う

人じ
ん

の
世
界（
仮
称
）」

企
画
展

　

22
回
目
と
な
る
新
春
恒
例

の
年
賀
状
展
。
テ
ー
マ
部
門

と
自
由
部
門
で
、
み
な
さ
ん

か
ら
寄
せ
ら
れ
た
個
性
あ
ふ

れ
る
年
賀
状
を
展
示
し
ま
す
。

「
１
０
０
万
人
の
年
賀
状
展
」

新
春
ロ
ビ
ー
展

「
文
学
の
記
憶（
仮
称
）」

企
画
展

第
23
回
こ
ど
も
文
学
館 

え
ほ
ん
の
ひ
ろ
ば

　

明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
宮
城
・
仙
台
で
起
こ
っ
た

文
学
的
な
出
来
事
を
、
出
版
さ
れ
た
文
芸
誌
や
、
そ
こ

に
集
っ
た
文
学
者
の
書
簡
、
宮
城
・
仙
台
が
舞
台
と

な
っ
た
作
品
な
ど
、
当
館
の
所
蔵
資
料
を
中
心
に
し
な

が
ら
、
当
時
の
写
真
や
地
図
な
ど
も
用
い
て
ご
紹
介
し

ま
す
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
展
示
会
期
中
に
は
関
連
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
す
る
予
定
で
す
。

　
ま
た
、
毎
年
好
評
の
「
仙
台
文
学
館
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」、
館
長
講
座
「
佐
伯
一
麦
と
エ
ッ
セ
イ
を
読
む
、

　
書
く
」
な
ど
、
学
び
の
イ
ベ
ン
ト
も
開
講
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
各
所
に
配
置
す
る
チ
ラ
シ
、
当
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
等
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

　
お
電
話
に
て
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

２
０
２
３
年
７
月
15
日（
土
）～
9
月
10
日（
日
）

２
０
２
３
年
10
月
7
日（
土
）～
12
月
17
日（
日
）

２
０
２
４
年
1
月
10
日（
水
）～
2
月
12
日（
月
・
祝
）

２
０
２
４
年
1
月
20
日（
土
）～
3
月
17
日（
日
）

「緑の風のなかの少女」1972年

ちひろ愛用のワンピース

２
０
２
３
年
度
も
多
彩
な
企
画
展
・
特
別
展
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

み
な
さ
ま
お
誘
い
あ
わ
せ
の
う
え
ご
来
場
く
だ
さ
い
！

新型コロナウイルス感染症の状況により、展示の予定・内容が変更になる場合があります。

「仙台文学館友の会」
会員募集中！

前回の年賀状展
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JR仙台駅

仙台文学館

仙台駅

あおば通駅

北仙台駅 台原駅

勾当台
公園駅

旭ヶ丘駅

至泉中央

台原
森林
公園

JR仙山線

JR仙石線

東北新幹線●県庁

　日立
　システムズ
●ホール仙台

●

市役所●

科学館●

バス停  
（北根二丁目・文学館前）

定禅寺通り

地下鉄南北線

地下鉄東西線

青葉通り

北郵便局

N

カフェ ひざしの杜
お食事、デザート、各種お飲み物などを
ご用意しています。
お得なランチメニューもあります♪

［営業時間］
10：00～16：00（ラストオーダー15：50）
※ランチは10：00～14：00
TEL 022-219-1341

文
学
館

日
誌

2022年8月～2023年2月

この印刷物はリサイクルできます。

〒 981- 0902  仙台市青葉区北根 2-7-1　
TEL 022 -271- 3020   FAX 022 -271- 3044

https://www.sendai-lit.jp/

公益財団法人
仙台市市民文化事業団

仙 台 文 学 館
第四十四号

「仙台文学館 ニュース」の
バックナンバーを
掲載しています。

交通のごあんない

■バス利用の場合
〈宮城交通バス〉
○仙台駅西口バスプール2～4番乗り場 
　仙台北・泉地区方面行
　（北山トンネル経由を除く）

〈市営バス〉
○仙台駅西口バスプール4番乗り場
　（2023年4月1日から6番乗り場）

　八乙女駅行
※いずれも「北根二丁目・文学館前」下車

■地下鉄利用の場合
地下鉄南北線「台原駅」下車、
南1番出口より徒歩約25分

（台原森林公園内あかまつの道経由）
※山道です。雨天時は道が滑りやすく
　なりますので、ご注意ください。

■駐車場40台（無料）
台数に限りがございます。なるべく
公共交通機関をご利用ください。

12月 11日 特別展「山内ジョージ 文字絵の世界」会期終了。
 13日 外看板と館内のバナーを写真展「仙台コレク

ション2001-2022」に掛け替え。
17日～
27日　

仙台市名誉市民の洋画家・杉村惇の作品展「画
室の韻律」を3階企画展示室で開催。

22日 正面玄関前に毎年恒例の「伝統門松」を設置。
1月 11日 21回目となる新春ロビー展「100万人の年賀

状展」オープン（2月12日まで）。
19日

　
第168回芥川賞に佐藤厚志さん（仙台在住）の

「荒地の家族」が決定。それを受け、翌20日から
2階フロアに特設コーナーを設置。〈写真②〉

21日 写真展「仙台コレクション2001-2022」オー
プン（3月21日まで）。展示初日にあわせ、トー
クイベント「仙台コレクションを語る」を開催。
写真評論家の飯沢耕太郎さんが聞き手とな
り、メンバーにお話をうかがった。〈写真③〉

2月 9日 常設展示室の特集コーナーを「生誕150年　岩
野泡鳴」に展示替え。〈写真④〉

11日 前日からの大雪のため午前中臨時休館。
18日 写真展「仙台コレクション2001-2022」関連イベ

ント、「大判カメラで文学館を撮影してみよう」を
開催。

23日 写真展関連イベントとして、俳優の前田有作さ
んによる朗読「仙台をよむ」を開催。

8月 6日 「こども文学館えほんのひろば 忍ペンまん丸展」
関連イベント「おり紙の術をマスター!? ちょい難
おり紙教室」を開催。講師は東北大学折り紙サー
クルORUXE（オルゼ）の皆さん。

24日～
30日　

博物館実習を実施（4大学から5名の学生が
参加）。

下旬 夏の甲子園での仙台育英学園高校の優勝を
記念し、常設展示室の井上ひさしコーナーに
野球に関連する資料を展示。

9月 11日 「こども文学館えほんのひろば 忍ペンまん丸
展」会期終了。

13日 外看板と館内のバナーを特別展「山内ジョー
ジ 文字絵の世界」に掛け替え。

10月 1日 特別展「山内ジョージ 文字絵の世界」オープン
（12月11日まで）。

16日 小・中学生の詩作品を対象にした「第63回晩
翠わかば賞・晩翠あおば賞」の贈呈式を挙行。

22日 晩翠忌（10月19日は詩人・土井晩翠の命日）
イベントとして、朗読と音楽の調べ「没後70
年 土井晩翠作品を味わう」を開催。朗読は俳
優の茅根利安さん、筝の演奏は橘寿好さん。

28日 「山内ジョージ 文字絵の世界」関連企画とし
て、仙台市立北仙台中学校の生徒のみなさん
による文字絵展を開催（11月23日まで）。

11月 3日 トークイベント「北根ダイアローグ」を開催。
ゲストは東北大学名誉教授・清和研二さん

（本紙4～6ページ）。
8日～10日、
15日～17日

仙台市内の中学校2校の生徒が当館で職場
体験を実施。

20日
　

「山内ジョージ 文字絵の世界」関連イベントとし
て対談「ふるさとの話をしよう」を開催。出演は山
内ジョージさんとシンガーソングライターのさと
う宗幸さん。〈写真①〉

26日  「山内ジョージ 文字絵の世界」関連イベント、
朗読「若きマンガ家たちの青春」を開催。出演
は俳優の芝原弘さん。

①笑顔の山内ジョージさんと、さとう
宗幸さん。

②佐藤さんに「私の一冊」をご寄稿い
ただいた本紙42号も紹介しました。

③1時間半があっという間のトークイ
ベントでした。

④岩野泡鳴は今年生誕150年。東北学
院に入学し、仙台で3年を過ごしました。


