
カ
ン
ヌ
映
画
祭
の
主
演
男
優
賞
を
受
賞

し
た
役
所
広
司
が
演
じ
る
『PERFEC

T 

D
A

YS

』
を
、
新
年
早
々
に
遅
れ
ば
せ
な
が
ら

観
た
。

映
画
の
中
で
、
主
人
公
の
ト
イ
レ
清
掃
員

の
平
山
が
、
古
本
屋
で
買
い
求
め
て
読
ん
で

い
る
幸
田
文あ

や

の
『
木
』（
新
潮
文
庫
）
が
出
て

き
て
、
目
を
瞠み

は

ら
さ
れ
た
。
同
時
に
、
そ
れ

で
な
の
か
、
と
思
わ
さ
れ
た
。

中
国
と
韓
国
で
『
木
』
が
翻
訳
出
版
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
、
文
庫
本
の
解
説
の
拙
文
も

収
録
し
た
い
と
い
う
依
頼
が
、
昨
年
の
夏
頃

に
版
元
を
通
し
て
届
き
、
許
諾
の
返
事
を
し

た
。
そ
の
韓
国
版
の
見
本
が
、
瀟

し
ょ
う

洒し
ゃ

で
美

し
い
装
幀
の
本
と
な
っ
て
年
末
に
届
い
て
い

た
。
今
頃
な
ぜ
翻
訳
出
版
が
？ 
と
い
う
疑

問
が
湧
い
て
い
た
が
、
世
界
中
で
上
映
さ
れ

た
ヴ
ィ
ム
・
ヴ
ェ
ン
ダ
ー
ス
監
督
作
品
の

『PER
FEC

T D
A

YS

』
が
き
っ
か
け
と
な
っ

た
ら
し
い
、
と
察
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

解
説
を
執
筆
し
た
の
は
一
九
九
五
年
だ
か

ら
、
ち
ょ
う
ど
三
十
年
前
に
な
る
。
こ
の
機

会
に
『
木
』
を
再
読
し
て
み
て
、
真
っ
先
に

感
じ
た
こ
と
は
当
時
と
同
様
で
、
い
い
文
章

を
読
ん
だ
と
い
う
満
足
感
と
、
そ
し
て
作
者

が
亡
く
な
っ
て
二
年
後
に
遺
著
と
し
て
出
さ

れ
た
こ
の
本
は
、
ま
さ
し
く
伐き

ら
れ
た
木
が

材
と
な
っ
て
新
た
に
活
か
さ
れ
る
よ
う
な
精

神
性
を
た
た
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

そ
れ
が
今
で
も
新
し
い
読
者
を
生
み
続
け
て

い
る
理
由
だ
ろ
う
、
と
深
く
納
得
さ
せ
ら
れ
た
。

二
月
初
め
、
幸
田
文
が
『
木
』
に
記
し
た

こ
と
ば
を
思
い
な
が
ら
、〝
あ
か
ま
つ
の
道
〟

を
歩
い
た
。

落
葉
し
て
い
る
樹
木
も
多
く
、
自
ず
と
樹

皮
に
目
が
行
く
。
杉
は
た
て
縞
の
き
も
の
を

着
て
い
る
、
松
は
亀き
っ

甲こ
う

く
ず
し
の
厚
い
き
も

の
、
ひ
め
し
ゃ
ら
は
無
地
の
き
も
の
、
い
ち
ょ

う
の
着
物
は
し
ぼ
立
っ
て
い
る
、
す
ず
か
け

の
着
物
は
、
織
物
で
は
な
く
、
染
物
の
美
し
さ
。

「
木
の
き
も
の
」
の
章
に
書
か
れ
た
、
七
十

年
間
も
和
服
を
着
つ
つ
な
れ
に
し
、
の
人
な

ら
で
は
の
見
方
に
、
な
る
ほ
ど
、
た
し
か
に
、

と
感
心
さ
せ
ら
れ
興
が
り
な
が
ら
、
幹
の
色
、

木
の
肌
を
見
て
回
る
。

柔
ら
か
な
冬
の
光
が
木
漏
れ
日
と
な
っ
て

射
し
て
い
る
一
画
に
出
た
。
映
画『PERFEC

T 

D
A

YS
』
で
も
、
し
ば
し
ば
出
て
く
る
木
漏

れ
日
の
シ
ー
ン
が
印
象
的
だ
っ
た
。〈
木
漏
れ

日
〉
と
い
う
こ
と
ば
は
〈
侘わ

び
寂さ

び
〉
同
様
に
、

英
語
の
直
訳
語
が
な
い
日
本
語
独
自
の
表
現

だ
と
い
う
。
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第
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2025年3月28日発行（創刊2002年3月31日）

写真：佐々木隆二

あ
か
ま
つ
の
道
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け
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佐
伯
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挙
げ
る
と
し
た
ら
、

Ｈ
・
Ｐ
・
ラ
ヴ
ク
ラ

フ
ト
が
そ
う
だ
ろ
う

か
。
こ
の
人
も
、
パ

ル
プ
雑
誌
を
中
心
に

数
多
く
の
小
説
を
発

表
し
た
も
の
の
、
生

前
刊
行
で
き
た
の
は

わ
ず
か
に
一
冊
を
数

え
る
の
み
だ
っ
た
。

フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ

カ
と
い
う
人
も
、
そ
の
代
表
的
な
一
人
だ

と
思
う
。
高
校
生
ぐ
ら
い
で
『
変
身
』
と

出
会
い
、
そ
こ
か
ら
『
審
判
』、『
城
』
と

い
っ
た
長
篇
小
説
や
短
篇
の
諸
作
に
読
み

ふ
け
り
、
気
づ
け
ば
手
紙
や
日
記
に
ま
で

手
を
出
し
て
、
と
い
っ
た
お
決
ま
り
の
コ
ー

ス
を
わ
た
し
も
た
ど
っ
た
。
そ
の
出
会
い

か
ら
早
三
十
年
、
何
度
読
み
返
し
て
も
味

わ
い
尽
く
し
た
感
じ
が
し
な
い
、
あ
の
底

知
れ
な
い
世
界
か
ら
い
ま
も
抜
け
出
せ
な

い
で
い
る
。

振
り
返
っ
て
み
て
、
こ
れ
ま
で
で
一
番

多
く
の
本
を
読
ん
だ
時
期
、
と
は
言
い
き

れ
な
い
ま
で
も
、
強
烈
な
読
書
体
験
に
最

も
め
ぐ
ま
れ
た
時
期
だ
っ
た
と
は
言
え
そ

う
な
、
十
代
な
か
ば
か
ら
二
十
代
の
初
め

に
か
け
て
、
わ
た
し
の
周
囲
に
は
し
か
し
、

本
好
き
が
少
な
か
っ
た
。
い
や
、
彼
ら
も

フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ

『
ア
メ
リ
カ
』 

シ
リ
ー
ズ「
私
の
一
冊
」 

第
42
回

沼
田 

真
佑

若
く
し
て
世
を
去
っ
た
書
き
手
が
、
没

後
に
評
価
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

時
代
に
先
ん
じ
て
い
た
書
き
手
の
宿
命
の

よ
う
な
も
の
で
、
そ
の
意
味
で
は
喜
ば
し

い
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
は
思
っ
て

も
、
評
伝
な
ど
読
ん
で
そ
の
生
前
の
窮
乏

を
知
る
と
、
何
と
か
な
ら
な
か
っ
た
の
か

と
た
め
息
の
ひ
と
つ
も
つ
き
た
く
な
っ
て

く
る
。

そ
う
し
た
人
た
ち
の
な
か
に
は
、
没
後

半
世
紀
以
上
が
経
過
し
て
な
お
、
文
芸
の

世
界
は
も
と
よ
り
、
映
画
や
音
楽
、
マ
ン

ガ
や
ゲ
ー
ム
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ

ン
ル
の
表
現
者
を
魅
了
し
て
や
ま
な
い
作

品
を
残
し
た
書
き
手
も
い
る
。
日
本
人
で

こ
れ
に
該
当
し
そ
う
な
の
は
、
た
と
え
ば

宮
沢
賢
治
だ
ろ
う
か
。
海
外
に
も
、
も
ち

ろ
ん
そ
う
い
う
人
が
い
て
、
仮
に
一
人

本
を
読
ん
で
は
い
た
。
た
だ
そ
れ
ら
の

本
と
い
う
の
が
、
当
時
の
わ
た
し
の
視
野

狭き
ょ
う

窄さ
く

の
目
に
本
と
は
映
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

早
い
話
が
、
ブ
ン
ガ
ク
で
は
な
い
と
感
じ

て
い
た
わ
け
で
、
そ
の
青
臭
き
上
か
ら
目

線
に
は
わ
れ
な
が
ら
手
を
焼
い
て
も
い
た

の
で
、
ブ
ン
ガ
ク
に
ぞ
っ
こ
ん
だ
っ
た
の

を
周
囲
に
は
隠
し
て
、
本
な
ん
か
そ
ん
な

に
読
ま
な
い
み
た
い
な
ふ
り
を
し
て
い
た
。

何
と
浅
は
か
な
男
だ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
も
、
ふ
と
し
た
は
ず
み
で
化

け
の
皮
と
い
う
の
は
は
が
れ
て
し
ま
う
も

の
ら
し
く
、
相
手
が
何
か
ブ
ン
ガ
ク
的
な

こ
と
を
口
に
す
る
と
、
頼
ま
れ
も
し
な
い

の
に
、
好
き
な
小
説
に
つ
い
て
語
り
だ
し

た
り
、
お
勧
め
の
本
を
貸
し
た
り
し
て
い

た
。
し
ば
ら
く
し
て
感
想
を
尋
ね
て
み
る

と
、
た
い
て
い
は
ペ
ー
ジ
を
め
く
ら
れ
る

こ
と
な
く
放
置
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
っ
た

け
れ
ど
、
カ
フ
カ
は
ち
が
っ
た
。
ほ
か
の

も
貸
し
て
く
れ
と
せ
っ
つ
か
れ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
。

そ
ん
な
読
書
三
昧
で
い
ら
れ
た
モ
ラ
ト

リ
ア
ム
に
も
終
わ
り
は
あ
っ
て
、
就
職
活

動
に
奔
走
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
が

来
る
。
当
時
は
圧
倒
的
な
買
い
手
市
場
で
、

百
社
エ
ン
ト
リ
ー
し
た
と
し
て
、
最
終
面

接
に
漕
ぎ
つ
け
ら
れ
る
の
は
五
指
に
も
満

た
な
い
ほ
ど
だ
っ
た
。
わ
た
し
は
さ
ほ
ど

熱
心
で
も
な
く
、
徒
歩
で
行
っ
て
帰
れ
る

よ
う
な
会
社
ば
か
り
訪
問
し
て
は
、
追
っ

て
不
採
用
通
知
を
受
け
取
る
と
い
う
の
を

繰
り
返
し
て
い
た
が
、
そ
ん
な
ぱ
っ
と
し

な
い
季
節
に
読
ん
だ
の
が
カ
フ
カ
の
『
ア

メ
リ
カ
』
だ
っ
た
。

そ
の
時
点
で
、
わ
た
し
が
ま
だ
『
ア
メ

リ
カ
』
を
読
ん
で
い
な
か
っ
た
の
は
、
楽

し
み
に
と
っ
て
お
い
た
か
ら
で
は
な
か
っ

た
。
生
前
カ
フ
カ
自
身
が
こ
の
未
完
に
終

わ
っ
た
長
篇
小
説
の
タ
イ
ト
ル
を
『
失
踪

者
』
と
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
没

後
に
『
ア
メ
リ
カ
』
と
題
し
て
刊
行
さ
れ

た
と
い
う
の
が
不
満
で
、
何
と
な
く
読
む

気
に
な
れ
ず
に
い
た
の
だ
。
そ
れ
が
あ
る

と
き
、
合
同
就
職
セ
ミ
ナ
ー
の
会
場
か
ら

の
帰
途
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
、
古
本
屋

に
立
ち
寄
っ
て
、
文
庫
の
棚
に
角
川
文
庫

版
『
ア
メ
リ
カ
』
を
見
つ
け
た
の
だ
っ
た
。

カ
フ
カ
の
作
品
の
読
後
と
い
う
の

は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
な
り
に
も
本
物
に

出
会
っ
た
感
じ
を
受
け
た
り
、
何
が
ど
う
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フランツ・カフカ　
中井正文訳　　　

『アメリカ』
（初版1972年　角川文庫)

沼田 真佑　
ぬまた  しんすけ

小説家。1978年北海道生まれ。西南学院大学卒業。
2017年、「影裏」で第122回文學界新人賞、第157回芥
川賞を受賞。その他の書著に『幻日／木山の話』。2025
年1月から「河北新報」でエッセイを連載中。仙台市在
住。

恐
ろ
し
い
の
か
は
説
明
で
き
な
い
も
の
の
、

と
に
か
く
怖
い
、
と
い
っ
た
印
象
が
残
る

も
の
で
、
読
者
に
寄
り
添
っ
て
く
れ
る
な

ん
て
い
う
こ
と
と
は
無
縁
の
、
む
し
ろ
共

感
を
拒
む
世
界
だ
と
思
っ
て
い
た
。
そ
れ

が
こ
の
『
ア
メ
リ
カ
』
だ
け
は
例
外
だ
っ

た
。
何
か
人
肌
に
で
も
触
れ
た
み
た
い
な

ぬ
く
も
り
が
感
じ
ら
れ
た
の
だ
。

版画：明才

物
語
の
お
お
よ
そ
の
展
開
は
、
カ
ー
ル
・

ロ
ス
マ
ン
と
い
う
少
年
が
生
ま
れ
育
っ
た

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
離
れ
て
ア
メ
リ
カ
を
彷ほ

う

徨こ
う

す
る
と
い
う
も
の
で
、
紆
余
曲
折
を
か
さ

ね
た
末
に
正
式
な
職
を
得
る
ま
で
が
描
か

れ
て
い
る
。
こ
れ
が
何
と
言
お
う
か
、
そ

の
頃
の
自
分
の
心
情
に
ぴ
た
り
と
来
る
も

の
が
あ
っ
た
。
主
人
公
が
行
く
先
々
で
出

会
う
奇
っ
怪
な
人
物
、
理
不
尽
な
事
件
の

い
ち
い
ち
が
リ
ア
ル
に
感
じ
ら
れ
、
作
者

が
め
ず
ら
し
く
主
人
公
に
肩
入
れ
し
て
い

る
気
配
も
あ
っ
て
、
こ
れ
を
読
ん
で
い
る

と
就
活
の
憂
さ
が
晴
れ
て
い
く
感
じ
が
し

た
も
の
だ
。

本
書
を
読
ん
で
数
か
月
後
、
大
学
を
卒

業
し
た
わ
た
し
は
、
最
終
章
で
ロ
ス
マ
ン

少
年
が
雇
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
何
を

や
っ
て
い
る
の
だ
か
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な

い
「
オ
ク
ラ
ホ
マ
の
野
外
劇
場
」
ほ
ど
で

は
な
い
に
し
て
も
、
な
か
な
か
に
ブ
ラ
ッ

ク
な
会
社
に
就
職
し
た
。
そ
の
後
約
十
年
、

そ
こ
の
構
成
員
と
し
て
過
ご
し
た
歳
月
の

う
ち
に
、『
失
踪
者
』
と
標
題
を
改
め
て

刊
行
さ
れ
て
い
た
訳
書
も
読
ん
だ
。
こ
ち

ら
は
こ
ち
ら
で
面
白
く
、
小
説
の
出
来
と

し
て
は
上
か
も
し
れ
な
い
と
は
思
っ
て
も
、

「
私
の
一
冊
」
と
な
る
と
『
ア
メ
リ
カ
』

の
ほ
う
を
採
り
た
く
な
る
の
は
義
理
を
通

し
た
い
思
い
も
あ
っ
て
の
こ
と
な
の
だ
ろ

う
。
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◆
破
天
荒
な
魅
力

佐
伯
一
麦
（
以
下
、
佐
伯
）　
今
日
は
秋

晴
れ
で
す
ね
。
岩
野
泡
鳴
が
亡
く
な
っ
た

後
、
文
学
仲
間
た
ち
が
書
い
た
追
悼
の
言

葉
を
見
る
と
、
泡
鳴
と
い
う
人
は
、
何
も

か
も
あ
け
っ
ぴ
ろ
げ
で
包
み
隠
さ
ず
、
雲

ひ
と
つ
な
い
天
気
の
よ
う
な
人
だ
っ
た
そ

う
で
す
。
そ
れ
が
毀き

誉よ

褒ほ
う

貶へ
ん

を
生
ん
だ
り

し
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
今
日
は
泡
鳴
に
ふ

さ
わ
し
い
日
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
初
め
に
断
っ
て
お
く
と
、
岩
野
泡
鳴

は
語
り
に
く
い
。
た
だ
、
魅
力
が
あ
る
。

と
て
つ
も
な
く
破
天
荒
な
、
普
通
の
サ
イ

ズ
に
収
ま
ら
な
い
人
。
ど
の
へ
ん
ま
で
話

せ
る
か
、
今
日
は
楽
し
み
に
し
て
参
り
ま

し
た
。

池
上
冬
樹
（
以
下
、
池
上
）　
泡
鳴
の
五

部
作
（
※
1
）
は
な
か
な
か
手
に
入
り
に
く

い
。
さ
っ
き
検
索
し
た
ら
、
泡
鳴
の
代
表

作
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
「
青
空
文
庫
」

に
入
っ
て
い
る
。
ぜ
ひ
「
青
空
文
庫
」
で

お
読
み
く
だ
さ
い
。
読
み
返
す
と
本
当
に

面
白
い
。
こ
ん
な
に
面
白
い
作
家
だ
っ
た

か
と
改
め
て
感
激
す
る
し
、
あ
き
れ
る
し

（
笑
）。
経
歴
と
し
て
も
、
先
生
と
し
て
仙

台
に
赴
任
し
た
は
ず
が
、
試
験
を
受
け
て

学
生
に
な
っ
た
な
ん
て
面
白
い
で
す
よ
ね
。

結
局
、
仙
台
に
は
三
年
く
ら
い
し
か
い
な

か
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。

佐
伯
　
そ
う
で
す
ね
。
た
だ
、
彼
の
『
神し

ん

秘ぴ

的て
き

半は
ん

獣じ
ゅ
う

主し
ゅ

義ぎ

』（
※
2
）
が
胚は
い

胎た
い

し
た
の

が
仙
台
時
代
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
仙

台
は
第
二
の
故
郷
と
も
思
っ
て
い
た
み
た

い
で
す
ね
。

池
上
　
私
は
大
学
で
日
本
文
学
科
だ
っ
た

の
で
明
治
文
学
も
一
通
り
読
ん
だ
け
れ

ど
、
当
時
、
岩
野
泡
鳴
を
読
ん
で
も
何

も
感
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
が
今
年

（
二
〇
二
四
年
）
の
二
月
に
企
画
展
「
仙

台
文
学
館
の
語
り
部
た
ち
」
の
ト
ー
ク
に

お
招
き
い
た
だ
い
て
、
久
し
ぶ
り
に
泡
鳴

の
『
毒
薬
を
飲
む
女
』
を
読
ん
で
開
眼
し

て
、
五
部
作
を
ざ
っ
と
読
ん
だ
ら
、
こ
ん

な
作
家
は
ま
ず
い
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

男
女
の
痴
話
喧
嘩
な
ん
か
を
あ
け
す
け
に

書
い
て
も
気
持
ち
が
い
い
ん
で
す
。
登
場

す
る
女
性
が
強
い
。
主
人
公
の
男
に
「
何

を
考
え
て
い
る
ん
だ
！
」
と
文
句
を
言
う
。

ど
う
し
よ
う
も
な
い
人
で
な
し
の
主
人
公

の
話
で
、
読
者
も
イ
ラ
イ
ラ
す
る
の
だ
け

ど
、
女
性
た
ち
が
バ
ン
バ
ン
言
う
こ
と
で

読
者
の
ガ
ス
抜
き
が
起
き
る
。
主
人
公
が

だ
ん
だ
ん
清す

が

々す
が

し
い
ク
ズ
に
見
え
て
く
る

（
笑
）。

佐
伯
　
読
者
も
「
何
だ
こ
ん
な
話
は
」
と

思
い
な
が
ら
も
、
何
と
な
く
や
め
ら
れ
な

い
。
痛
い
と
こ
ろ
を
つ
か
れ
た
り
し
て
。

登
場
人
物
た
ち
が
「
も
う
お
前
な
ん
か
死

ん
じ
ま
え
」
と
や
る
ん
だ
け
ど
、
喧
嘩
の

渦
中
か
ら
離
れ
る
と
、「
も
う
ち
ょ
っ
と

生
か
し
て
お
い
て
も
い
い
か
」
と
縒よ

り
が

戻
る
方
向
に
振
れ
た
り
と
か
、
そ
の
へ
ん

の
機
微
が
よ
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。

◆
泡
鳴
の
「
耳
の
良
さ
」

池
上　
佐
伯
さ
ん
は
、
岩
野
泡
鳴
を
い
つ

頃
読
ん
だ
ん
で
す
か
？

佐
伯 　
僕
は
、
高
校
時
代
か
ら
読
ん
で

い
ま
し
た
。

池
上　
高
校
時
代
に
読
ん
で
ど
う
で
し

た
？

佐
伯　
僕
は
高
校
時
代
か
ら
言
文
一
致
以

降
の
日
本
文
学
に
意
識
的
に
目
を
通
そ
う

と
し
て
、
そ
れ
で
岩
野
泡
鳴
も
読
ん
だ
の

だ
け
れ
ど
、
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
で
す
。

河
上
徹
太
郎
（
※
3
）
が
「
明
治
文
学
史
を

通
じ
て
偉
大
な
小
説
は
沢
山
あ
っ
た
。
然

し
偉
大
な
小
説
家
は
岩
野
泡
鳴
た
だ
一
人

で
あ
る
」
と
評
価
し
、
泡
鳴
に
よ
る
ア
ー

サ
ー
・
シ
モ
ン
ズ
（
※
4
）
の
翻
訳
に
魅
了

さ
れ
た
と
言
っ
て
い
て
、
ま
た
井
伏
鱒
二

（
※
5
）
が
文
学
者
と
し
て
非
常
に
尊
敬
し

て
い
た
の
が
岩
野
泡
鳴
で
、
興
味
が
あ
っ

て
読
ん
で
み
ま
し
た
が
、
正
直
ピ
ン
と
来

な
か
っ
た
。
た
だ
そ
の
後
、
僕
が
東
京
に

い
る
間
に
新
人
賞
を
も
ら
っ
て
小
説
家

と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
て
、
ア
ス
ベ
ス
ト

で
体
を
壊
し
て
仙
台
に
戻
り
、
こ
っ
ち

で
創
作
に
専
念
す
る
形
に
な
っ
た
頃
に
、

離
婚
し
て
家
族
と
離
れ
た
。
そ
う
い
う

シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
、
三
十
四
、五
歳

で
岩
野
泡
鳴
の
作
品
と
再
会
し
て
、
主

人
公
に
共
感
は
し
な
い
け
れ
ど
も
、
こ

こ
ま
で
徹
底
的
に
生
き
て
い
く
、
女
性

も
対
等
に
張
り
合
っ
て
、
男
女
が
フ
ァ

イ
ト
し
合
い
な
が
ら
生
き
て
い
く
と
い

う
姿
勢
に
は
納
得
し
た
。
そ
れ
で
影
響

を
受
け
て
『
ま
ぼ
ろ
し
の
夏
』
と
い
う

小
説
を
書
き
、
そ
の
中
に
泡
鳴
の
名
前

も
ち
ら
っ
と
出
し
て
い
ま
す
。

池
上　
私
は
日
本
文
学
か
ら
海
外
ミ
ス

テ
リ
ー
に
行
っ
て
い
ろ
い
ろ
読
ん
で
い

ま
す
が
、
泡
鳴
を
読
み
返
し
て
思
っ
た

の
は
、
会
話
が
リ
ズ
ミ
カ
ル
で
面
白
い
と

い
う
こ
と
。
こ
ん
な
に
勢
い
の
あ
る
調
子

の
い
い
会
話
を
書
け
る
と
い
う
の
は
、
耳

が
い
い
ん
で
す
よ
ね
。
も
う
ひ
と
つ
は
、

悲
惨
な
話
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
ユ
ー
モ

ア
が
あ
る
。
泡
鳴
は
意
図
的
に
ユ
ー
モ
ア

を
出
そ
う
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
で

し
ょ
う
が
、
結
果
的
に
笑
い
に
変
え
て
し

ま
っ
て
、
み
ん
な
こ
ん
な
ふ
う
に
し
て
生

き
て
い
る
と
い
う
の
が
逆
に
わ
か
る
。

佐
伯　
泡
鳴
の
耳
の
良
さ
は
僕
も
感
じ
ま

す
。
泡
鳴
は
、
初
期
に
戯
曲
も
書
い
て
い

る
ん
で
す
ね
。
セ
リ
フ
の
う
ま
さ
は
そ
う

い
う
と
こ
ろ
に
も
関
係
が
あ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

◆
さ
ま
ざ
ま
な
読
ま
れ
か
た
の

　
可
能
性

池
上
　
ア
メ
リ
カ
の
作
家
、
チ
ャ
ー
ル

ズ
・
ブ
コ
ウ
ス
キ
ー
（
※
6
）
の
『
町
で

い
ち
ば
ん
の
美
女
』
と
い
う
作
品
が

一
九
九
〇
年
代
に
翻
訳
さ
れ
て
、
日
本
で

も
流
行
し
ま
し
た
。
ブ
コ
ウ
ス
キ
ー
は
露

悪
的
で
破
天
荒
な
私
生
活
を
描
い
て
い
る

作
家
で
す
。
で
も
、
い
や
ら
し
さ
が
な
い
。

ブ
コ
ウ
ス
キ
ー
が
好
き
な
人
が
岩
野
泡
鳴

を
読
ん
だ
ら
絶
対
に
は
ま
る
と
思
う
。
百

年
前
に
日
本
に
ブ
コ
ウ
ス
キ
ー
が
い
た
と

言
っ
て
も
い
い
。
そ
う
い
う
感
じ
で
岩
野

泡
鳴
を
読
ん
で
ほ
し
い
。

佐
伯
　
僕
の
捉
え
方
だ
と
、
ピ
カ
レ
ス
ク
、

悪
漢
小
説
で
す
よ
ね
。
岩
野
泡
鳴
が
も
う

一
回
読
ま
れ
る
と
し
た
ら
、
日
本
に
お
い

て
ピ
カ
レ
ス
ク
を
最
初
に
書
い
た
よ
う
な

存
在
と
し
て
で
は
な
い
か
な
と
は
思
う
。

破
天
荒
な
無
鉄
砲
ぶ
り
と
い
う
魅
力
が

あ
る
。
な
ぜ
ピ
カ
レ
ス
ク
で
あ
っ
た
り
、

S e n d a i
L i t e r a t u r e
M u s e um
N ew s

特
別
展「
文
豪
、仙
台
ニ
立
チ
寄
ル
。」関
連
イ
ベ
ン
ト
二
〇
二
四
年
秋
、当
館
で
開
催
し
た
特
別
展「
文
豪
、仙
台
ニ
立
チ
寄
ル
。」の
関
連
イ

ベ
ン
ト
と
し
て
、明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
活
躍
し
た
仙
台
ゆ
か
り
の
文
学
者
、岩
野

泡
鳴
に
関
す
る
対
談
を
行
い
ま
し
た
。文
芸
評
論
家
・
池
上
冬
樹
さ
ん
と
当
館
館
長

で
作
家
の
佐
伯
一
麦
が
、泡
鳴
の
魅
力
に
つ
い
て
語
り
合
っ
た
一
部
を
お
届
け
し
ま
す
。

（
写
真:

佐
々
木
隆
二
）

池上冬樹 （いけがみ ふゆき）

1955年山形市生まれ。文芸評論家。長年、各文学賞の予選委員や
「山形小説家・ライター講座」「せんだい文学塾」の世話役を務め
ている。2014年より宮城学院女子大学非常勤講師。2019年から
23年まで東北芸術工科大学文芸学科教授。

対
談 「
岩い

わ

野の

泡ほ

う

鳴め

い

を
語
る
」（抄
録
）

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』『川端
康成の話をしようじゃないか』（小川洋子氏との共著）など。近著に

『ミチノオク』。

特 集

作家・詩人。1873年、現在の兵庫県洲
す

本
もと

市生まれ。本名・美
よし

衛
え

。

明治学院等を卒業後、1891年1月から1893年12月まで仙台神学校

（東北学院）に在籍。その後上京し作家活動を開始した。芸妓と自

身の関係を基にした小説『耽溺』により文壇から評価され、その後も

『発展』『毒薬を飲む女』ほか「泡鳴五部作」と呼ばれる長編小説を

書いた。1920年、47歳で死去。

岩野泡鳴
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現
在
の
群
馬
県
高
崎
市
に
生
ま
れ
た
山
村
暮
鳥
は
、
日
本
聖
公
会
の
伝
道
師
と
し
て
働
く
傍
ら
詩
を
創
作
。

病
と
貧
困
に
苦
し
み
な
が
ら
も
、
童
話
や
童
謡
、
小
説
な
ど
多
様
な
作
品
を
残
し
ま
し
た
。

　

暮
鳥
は
一
九
〇
九
年
に
日
本
聖
公
会
仙
台
基
督
教
会
に
着
任
。
十
か
月
ほ
ど
の
滞
在
の
間
に
二
冊
の
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
詩
集
を
刊
行
し
た
ほ
か
、
地
元
の
文
学
青
年
た
ち
と
交
流
し
、
離
仙
後
も
彼
ら
の
文
芸
活
動
に
関
わ
る
な

ど
、
仙
台
と
の
縁
を
持
ち
続
け
ま
し
た
。

　

今
回
の
展
示
を
通
し
て
、
暮
鳥
の
生
涯
と
作
品
世
界
に
目
を
向
け
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

予
告

二
〇
二
五
年
度
　
春
の
特
別
展

会　　期＝2025年4月26日（土）～6月29日（日）
　　　　　休館日：月曜日（5月5日は開館）、4月30日（水）、
　　　　　　　　   5月7日（水）、5月22日（木）、6月26日（木）
開館時間＝9：00～17：00（展示室への入場は16：30まで）
会　　場＝仙台文学館 企画展示室 
観 覧 料＝一般810円、 高校生460円、 小・中学生230円（各種割引あり）

特別展「詩人・山村暮鳥展―雲もまた自分のようだ―」

「
詩
人
・
山や

ま

村む
ら

暮ぼ

鳥ち
ょ
う

展
―
雲
も
ま
た
自
分
の
よ
う
だ
―
」

山村 暮鳥
（群馬県立土屋文明記念文学館提供）

1884年～ 1924年

群馬県生まれ。本名 木暮八
はっくじゅう

九十。小学校

の代用教員を経て、日本聖公会の伝道師

となり、秋田、仙台、水戸、平（現・福島

県いわき市）などに赴任。その傍ら、詩

や童話・童謡の創作を手がけた。病と貧困

に苦しみ、40歳で亡くなる。写真の犬は

愛犬・サンデー。

『
仙
台
文
学
館
ニ
ュ
ー
ス
』
四
十
五
号
（
二
〇
二
三
年
八
月
発
行
）
に
掲
載

し
た
「
佐
伯
一
麦　

北
根
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
２
０
２
３
～
佐
藤
厚
志
と
語
る
（
抄

録
）」
の
内
容
の
一
部
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

五
ペ
ー
ジ
「
Ｔ
．Ｓ
．エ
リ
オ
ッ
ト
の
『
荒
地
』
と
い
う
詩
が
あ
っ
て
、
東
北
学

院
大
の
植
松
靖
夫
先
生
（
佐
藤
さ
ん
の
恩
師
）
が
、
多
分
こ
の
『
荒
地
の
家
族
』

の
「
荒
地
」
は
こ
こ
か
ら
来
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。」

佐
伯
館
長
の
こ
の
発
言
の
部
分
に
つ
い
て
、
植
松
先
生
か
ら
事
実
と
違
う
と

い
う
ご
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
。

植
松
先
生
は
、
二
〇
二
三
年
四
月
十
五
日
（
土
）
に
東
北
学
院
大
学
で
行
わ

れ
た
佐
藤
厚
志
氏
の
芥
川
賞
受
賞
記
念
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
で
は
、
下
記
の
様
な

お
話
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
佐
藤
厚
志
が
意
図
し
た
か
ど
う
か
は
関
係
な
く
、「
荒
地
」
と
い
う
こ
と
ば
を

作
品
の
題
名
に
使
う
こ
と
で
、『
荒
地
の
家
族
』
は
Ｔ
．Ｓ
．エ
リ
オ
ッ
ト
の
詩
の

世
界
と
重
な
り
、
自
動
的
に
英
文
学
さ
ら
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
・
世
界
文
学
の
世

界
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
、「
荒
地
」
は
Ｔ
．Ｓ
．エ
リ
オ
ッ
ト
の
詩
の
世
界
と
重

な
り
、
さ
ら
に
そ
の
背
後
に
あ
る
ア
ー
サ
ー
王
伝
説
・
聖
杯
伝
説
の
世
界
と
も

つ
な
が
り
、
単
に
宮
城
県
の
一
地
域
を
舞
台
に
す
る
物
語
で
は
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
文
学
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
受
け
継
ぐ
「
死
と
再
生
」
さ
ら
に
「
生
と
再
生
」
の
物
語
と

し
て
作
品
に
広
い
視
野
と
厚
み
が
加
わ
る
」

当
館
で
の
「
佐
伯
一
麦　

北
根
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
２
０
２
３
～
佐
藤
厚
志
と
語

る
」
の
際
の
、
佐
伯
館
長
の
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
の
発
言
は
、
こ
の
四
月
十
五
日

の
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
を
聞
い
た
う
え
で
の
発
言
で
し
た
。
た
だ
、
対
談
の
抄
録
を

当
館
が
ま
と
め
る
際
に
、
短
絡
的
な
も
の
と
な
り
、
結
果
的
に
植
松
先
生
の
発
言

の
意
図
と
も
、
佐
伯
館
長
の
意
図
と
も
違
う
、
誤
っ
た
内
容
と
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。

植
松
先
生
に
は
大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
い
た
し
ま
し
た
。

訂
正
し
て
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

自筆詩稿「朝顔」（群馬県立土屋文明記念文学館蔵）

仙台で刊行したパンフレット詩集
『LA BONNE CHANSON.』『夏の歌』（いずれも複製）

〈
訂
正
と
お
詫
び
〉

ブ
コ
ウ
ス
キ
ー
的
な
泡
鳴
の
語
り
に
惹
か

れ
る
か
と
い
う
と
、
そ
も
そ
も
十
八
世
紀

ま
で
の
小
説
は
、
近
代
小
説
の
元
祖
で
あ

る
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
の
よ
う
に
荒
唐

無
稽
で
あ
っ
た
り
し
た
け
れ
ど
も
、
十
九

世
紀
に
な
る
と
小
説
は
文
学
の
あ
ら
ゆ
る

ジ
ャ
ン
ル
の
王
様
の
よ
う
に
偉
く
な
っ
て

し
ま
っ
て
、
様
式
や
技
術
も
非
常
に
洗
練

さ
れ
て
い
っ
た
。
ピ
カ
レ
ス
ク
ロ
マ
ン
は
、

教
養
小
説
、
い
わ
ゆ
る
ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ
ス

ロ
マ
ン
に
な
っ
て
い
っ
て
、
登
場
人
物
は

成
長
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
破
天
荒

だ
っ
た
男
が
改
心
し
て
い
い
人
に
な
り
ま

し
た
、
と
い
う
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
岩
野
泡
鳴
の
作
品
は
、
十
九

世
紀
的
小
説
の
深
刻
化
し
た
も
の
を
元
に

戻
し
て
笑
い
飛
ば
す
、
も
う
一
回
ピ
カ
レ

ス
ク
に
揺
り
戻
す
と
い
う
力
は
あ
る
と
思

い
ま
す
。

◆
泡
鳴
が
長
生
き
し
て
い
た
ら
…
…

池
上
　
泡
鳴
の
年
譜
を
見
る
と
、
一
八

九
六
年
に
最
初
の
妻
と
入
籍
し
て
長
女
が

生
ま
れ
、
そ
の
後
通
訳
と
英
語
の
教
師
に

な
り
、
一
九
〇
六
年
に
処
女
小
説
「
芸
者

小
竹
」
を
発
表
し
て
、
そ
の
二
年
後
に
父

親
が
亡
く
な
る
。
一
九
〇
九
年
に
出
世

作
『
耽た

ん

溺で
き

』
を
出
す
け
れ
ど
、
経
済
的
に

行
き
詰
ま
り
、
樺
太
で
蟹
の
缶
詰
事
業
を

営
む
、
と
あ
る
。
皆
さ
ん
、「
何
こ
の
人
」

と
思
う
で
し
ょ
う
け
ど
（
笑
）、
そ
う
い

う
時
代
な
ん
で
す
よ
。
缶
詰
事
業
を
目も

く

論ろ

ん
で
樺
太
に
渡
っ
た
話
と
い
う
の
が
『
放

浪
』
で
す
ね
。
あ
と
『
断だ

ん

橋き
ょ
う

』。
事
業
に

失
敗
し
て
戻
っ
て
く
る
ま
で
の
話
が
五
部

作
で
す
。
五
部
作
全
部
を
い
き
な
り
読

む
の
は
大
変
で
し
ょ
う
か
ら
、
出
世
作

の
『
耽
溺
』、
も
し
く
は
『
毒
薬
を
飲
む

女
』
が
入
門
編
と
し
て
い
い
か
も
し
れ
な

い
。
こ
の
二
作
品
を
読
め
ば
泡
鳴
に
は
ま

る
の
で
、
挑
戦
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
価

値
観
が
変
わ
り
ま
す
。

佐
伯
　
泡
鳴
は
一
九
二
〇
年
に
四
十
七
歳

で
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
腸
チ
フ
ス
に

な
っ
て
病
床
に
い
た
と
き
に
、
少
し
良
く

な
っ
た
と
い
う
の
で
林
檎
を
ま
る
か
じ
り

す
る
。
そ
れ
が
大
腸
に
穴
を
開
け
ち
ゃ
う

ん
で
す
。
そ
の
穴
を
手
術
で
塞
が
な
い
と

命
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
手
術

を
す
る
。
そ
の
と
き
、
こ
ん
な
経
験
を

し
た
作
家
は
そ
う
は
い
な
い
は
ず
だ
か

ら
、
手
術
が
終
わ
っ
た
ら
自
分
は
ま
す
ま

す
い
い
も
の
を
書
く
ぞ
と
起
き
上
が
っ

た
、
と
言
っ
た
と
い
う
。
で
も
亡
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
作
家
は
長
編
小
説
に
な
る

と
だ
い
た
い
五
十
代
で
い
ち
ば
ん
い
い
も

の
が
書
け
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
も

う
ち
ょ
っ
と
生
き
て
い
た
ら
、
一
元
描
写

論
（
※
7
）
を
活
か
し
た
長
編
小
説
を
書
い

た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
ら
泡
鳴
の

文
学
的
な
声
名
は
決
定
的
に
な
っ
て
い
た

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

（
２
０
２
４
年
11
月
10
日
開
催
）

※
1
　
五
部
作
：『
発
展
』『
毒
薬
を
飲
む
女
』

『
放
浪
』『
断
橋
』『
憑
き
物
』の
連
続

長
編
小
説
の
総
称
。女
性
問
題
を
起
こ

し
放
浪
生
活
を
送
る
主
人
公・田
村
義

雄
は
泡
鳴
自
身
が
モ
デ
ル
。

※
2
　『
神
秘
的
半
獣
主
義
』：
泡
鳴
が

一
九
〇
六
年
に
発
表
し
た
評
論
。人

間
は
刹
那
的
存
在
で
あ
り
、そ
の
写
実

が
文
芸
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
、

表
象
刹
那
の
哲
学
を
説
い
て
い
る
。

※
3
　
河
上
徹
太
郎
：
一
九
〇
二
～
一
九
八
〇 

文
芸・音
楽
評
論
家
。著
作
に『
私
の
詩

と
真
実
』『
日
本
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
』

な
ど
。

※
4
　
ア
ー
サ
ー・シ
モ
ン
ズ
：
一
八
六
五
～

一
九
四
五 

イ
ギ
リ
ス
の
詩
人・文
芸

評
論
家
。代
表
作『
象
徴
主
義
の
文
学

運
動
』は
泡
鳴
が『
表
象
派
の
文
学
運

動
』の
題
で
翻
訳
し
た
。

※
5
　
井
伏
鱒
二
：
一
八
九
八
～
一
九
九
三 

作
家
。著
作
に『
山
椒
魚
』『
ジ
ョ
ン
万

次
郎
漂
流
記
』『
黒
い
雨
』な
ど
。

※
6
　
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ブ
コ
ウ
ス
キ
ー
：

一
九
二
〇
～
一
九
九
四 

ア
メ
リ
カ
の

作
家・詩
人
。著
作
に『
パ
ル
プ
』『
郵
便

局
』な
ど
。

※
7
　
一
元
描
写
論
：
泡
鳴
が
提
唱
し
た
小

説
の
描
写
の
方
法
論
。「
小
説
中
の
事

件
お
よ
び
人
物
の
心
理
は
、す
べ
て
作

中
の
一
人
物
の
視
点
を
通
し
て
見
た

も
の
と
し
て
描
写
す
べ
き
で
あ
る
と
す

る
も
の
。」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』第
二

版
）
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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

2024年8月～2025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
第四十八号

「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、6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。

1月 25日 写真展「Life is Beautiful 大沼英樹と桜」
オープン（3月23日まで）。初日に合わせ、朗読
家・渡辺祥子さんと、写真家・大沼英樹さんに
よるギャラリートーク＆リーディングを開催。

〈写真④〉
28日 「こどもの本のへや」に、12月に逝去した絵本作

家・いわむらかずおさんの追悼コーナーを設置。
当館では2014年に「いわむらかずお原画展」を
開催した。

2月 1日 写真展関連イベントギャラリートーク「写真集
『幸

し あ わ せ

福の種蒔き桜』を作るまで」を開催。出演
は編集者・川元茂さんと大沼英樹さん。

15日 第17回「仙台朗読祭」を開催。20人の参加者
が思い思いの朗読を披露した。ゲストの朗読
家・渡辺祥子さんと詩人・和合亮一さんによる
朗読も。

21日 友の会25周年記念「わたしと桜」の作文展示
（写真展「Life is Beautiful 大沼英樹と桜」と
の連携企画）を2階ギャラリースペースに設置。

23日 写真展関連イベント 写真でおしゃべり「ひら
り、ふわり～政宗さまの桜めぐり」を開催。出
演は児童文学作家・佐々木ひとみさんと大沼
英樹さん。

8月 2日 こども文学館えほんのひろば「長野ヒデ子 絵本
と紙芝居」関連イベント ワークショップ「ぶらぶ
ら人形をつくろう」を開催。

3日 同関連イベント 長野ヒデ子＆やべみつのり 
絵本と紙芝居の会を開催。

9月 8日 こども文学館えほんのひろば「長野ヒデ子 絵
本と紙芝居」会期終了。

10日 外看板と館内のバナーを特別展「文豪、仙台
ニ立チ寄ル。」に掛け替え。

10月 5日 特別展「文豪、仙台ニ立チ寄ル。」オープン（12月
15日まで）。

14日 晩翠忌記念イベント「『荒城の月』を歌い継ぐ」を
開催。〈写真①〉

19日 晩翠忌記念イベント・特別展「文豪、仙台ニ立
チ寄ル。」関連企画「SPレコードで聴く『宮沢賢
治と音楽』」を開催。〈写真②〉

20日 第65回「晩翠わかば賞・晩翠あおば賞」贈呈式
を開催。同賞は東北地方および仙台市国内姉妹
都市の小・中学生による詩作品に贈られる賞。

11月 4日 年明けの新春ロビー展「100万人の年賀状
展」関連イベントとして、「絵手紙教室」を開催。

10日
特別展「文豪、仙台ニ立チ寄ル。」関連イベント
対談「岩野泡鳴を語る」を開催。（本紙4～6ペー
ジ参照）

19日 13日に逝去した詩人・谷川俊太郎さんの追悼
コーナーを2階ギャラリースペースに設置。

12月 1日 特別展「文豪、仙台ニ立チ寄ル。」関連イベント
講演「太宰治と仙台」を開催。講師はフリーライ
ターの須永誠氏。

15日 ライブ文学館Vol.21「組曲虐殺」（作：井上ひさ
し）を上演。会場は日立システムズホール仙台。

〈写真③〉
17日 外 看 板と館 内のバナーを写 真 展「 L i f e  i s 

Beautiful 大沼英樹と桜」に掛け替え。
20日 1階エントランスに伝統門松を設置。

1月 5日 歌人・評論家の佐藤通雅さんの 「第74回河
北文化賞」受賞を記念して、2階ギャラリース
ペースに特集コーナーを設置。

12日 今回で23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11日まで）。

①「荒城の月」「椰子の実」など、ソプラ
ノ・中澤香織さん、フルート・佐々木舞
さん、ピアノ・榎本未来さんの息の合っ
た演奏に、聴衆のみなさんから大きな
拍手が贈られました。

②宮沢賢治と音楽 研究家のささきた
かおさんのお話と、SPレコード、キー
ボード・井上英司さん、クラリネット・
松村和昭さんによる生演奏とで、宮沢
賢治が親しんだ音楽を味わいました。

③ 当 館 の 開 館
25周年、井上ひ
さし生誕90年の
記念公演でもあ
りました。主人
公・小林多喜二
の生涯を、在仙
の俳優・音楽家
が熱演しました。 ④大勢の参加者が、大沼英樹さんの写

真を見ながら、渡辺祥子さんによるエッ
セイの朗読に耳を傾けました。


