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午
後
７
時
の
ニ
ュ
ー
ス
で
黒
田
さ
ん
が
芥
川
賞

に
決
ま
っ
た
と
流
れ
た
の
で
直
木
賞
も
７
時
30
分

ご
ろ
に
は
発
表
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。
で
も
そ
こ
か
ら
40
分
ぐ
ら
い
ま
で
の
10
分
間

は
も
う
だ
め
だ
ろ
う
な
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
受
賞

を
聞
い
た
瞬
間
は
本
当
に
う
れ
し
か
っ
た
し
、
そ
の

場
に
い
た
み
ん
な
で
抱
き
合
っ
て
喜
び
ま
し
た
。

　
こ
の
ひ
と
月
は
自
分
で
も
び
っ
く
り
す
る
く
ら

い
忙
し
く
、
直
木
賞
が
ど
ん
な
に
影
響
力
の
あ
る

大
き
な
賞
な
の
か
実
感
し
ま
し
た
。
話
に
は
聞
い

て
い
ま
し
た
が
、
実
際
に
経
験
し
な
い
と
分
か
ら

な
い
も
の
で
す
。
う
れ
し
い
忙
し
さ
で
す
。

　
19
年
前
は
39
歳
で
す
か
ら
、
そ
れ
か
ら
10
年

く
ら
い
は
ま
だ
チ
ャ
ン
ス
は
あ
る
と
思
っ
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
50
歳
を
過
ぎ
た
こ
ろ
か
ら
も
う

賞
の
対
象
外
に
さ
れ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
な
と
。
結

婚
適
齢
期
み
た
い
な
話
で
直
木
賞
適
齢
期
も
あ

る
ん
で
す
よ
。
適
齢
期
を
外
れ
て
こ
の
賞
は
も
ら

え
な
い
。
そ
う
覚
悟
を
決
め
、
だ
っ
た
ら
ど
う
い

う
仕
事
を
し
て
い
け
ば
い
い
か
を
考
え
始
め
ま
し

た
。
そ
う
思
っ
て
『
等
伯
』
に
挑
ん
だ
と
い
う
思

い
が
強
い
で
す
ね
。

　
私
は
長
い
間
、
戦
国
時
代
の
武
将
を
書
い
て
き

ま
し
た
。
武
将
た
ち
は
固
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
で

き
あ
が
っ
て
い
ま
す
。
信
長
で
あ
れ
ば
信
長
の
、

秀
吉
で
あ
れ
ば
秀
吉
の
。
そ
の
上
に
歴
史
資
料
で

し
か
彼
ら
の
こ
と
が
分
か
ら
な
い
し
、
直
接
本
人

た
ち
と
対
話
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ

が
、
絵
師
は
た
く
さ
ん
の
作
品
が
残
っ
て
い
ま
す
。

直
接
絵
に
触
れ
る
こ
と
は
、
本
人
に
触
れ
る
こ
と

と
一
緒
で
す
か
ら
書
き
や
す
い
。
４
０
０
年
の
時

を
超
え
て
本
人
と
対
話
で
き
る
、
そ
う
い
う
良
さ

が
あ
る
な
と
。
武
将
を
書
く
と
き
は
届
か
な
か
っ

た
と
こ
ろ
に
届
く
こ
と
が
で
き
る
か
な
と
い
う
の

が
最
初
の
き
っ
か
け
で
す
。

　　
私
は
黒
木
か
ら
東
京
に
出
て
作
家
を
目
指
し
ま

し
た
。
等
伯
も
能
登
半
島
の
七
尾
か
ら
絵
師
に
な

る
た
め
に
33
歳
の
と
き
に
上
洛
し
、
京
都
の
一
流

の
画
壇
で
勝
負
を
す
る
と
い
う
決
意
を
し
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
生
き
ざ
ま
や
世
の
中
に
絵
師
と
し
て

認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
18
年
間
か
か
っ

て
い
ま
す
。
私
自
身
も
雌
伏
の
時
期
が
長
く
あ
り

ま
し
た
。
そ
う
い
う
悔
し
さ
や
何
く
そ
と
い
う
気

持
ち
な
ど
が
自
分
と
重
な
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。

　
小
説
の
中
で
等
伯
が
絵
に
向
か
う
心
情
は
芸

術
家
と
し
て
は
ま
っ
と
う
な
精
神
で
す
が
、
仏
教

的
視
点
か
ら
み
る
と
そ
れ
は
「
執
着
」
で
あ
り
、

「
業
」
で
あ
っ
た
り
す
る
ん
で
す
。
そ
の
「
執
着
」

を
捨
て
な
け
れ
ば
人
と
し
て
悟
り
に
至
ら
な
い
と

お
釈
迦
さ
ま
は
教
え
て
い
ま
す
。
芸
術
的
に
は
そ

こ
で
「
執
着
」
や
「
業
」
を
捨
て
た
ら
そ
の
後
に

届
か
な
い
。「
執
着
」
や
「
業
」
の
深
い
人
ほ
ど

い
い
芸
術
家
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
等
伯

の
一
生
は
、
絵
に
向
か
う
「
業
」
の
一
生
で
あ
り
、

そ
の
「
業
」
の
強
さ
が
「
松
林
図
屏
風
」
を
通
じ

て
普
遍
へ
と
つ
き
ぬ
け
て
い
く
、そ
の
物
語
が
『
等

直
木
三
十
五
の
名
を
記
念
し
て
、

芥
川
賞
と
同
時
に
昭
和
10
年
に
創
設

さ
れ
ま
し
た
。
正
式
名
称
は
「
直
木

三
十
五
賞
」。
各
新
聞
・
雑
誌
（
同
人

雑
誌
を
含
む
）
あ
る
い
は
単
行
本
と
し

て
発
表
さ
れ
た
短
編
お
よ
び
長
編
の
大

衆
文
芸
作
品
中
、
最
も
優
秀
な
も
の
に

贈
ら
れ
る
賞
で
す
。
無
名
・
新
進
・
中

堅
作
家
が
対
象
。
授
賞
は
年
２
回
（
上

半
期
：
12
月
１
日
～
５
月
31
日
ま
で
に

公
表
さ
れ
た
も
の
・
下
半
期
：
６
月
１

日
～
11
月
30
日
ま
で
に
公
表
さ
れ
た

も
の
）
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

選
考
委
員
は
浅
田
次
郎・阿
刀
田
高・

伊
集
院
静
・
北
方
謙
三
・
桐
野
夏
生
・

林
真
理
子
・
宮
城
谷
昌
光
・
宮
部
み
ゆ

き
・
渡
辺
淳
一
の
各
氏
。

第
１
４
８
回
芥
川
賞
・
直
木
賞
の
贈

呈
式
（
日
本
文
学
振
興
会
主
催
）
は
２

月
22
日
㈮
、
東
京
丸
の
内
・
東
京
會
館

で
行
わ
れ
ま
し
た
。受
賞
者
の
関
係
者
、

報
道
機
関
な
ど
約
１
４
０
０
人
が
詰
め

か
け
る
中
、
安
部
龍
太
郎
さ
ん
と
朝
井

リ
ョ
ウ
さ
ん
に
直
木
賞
が
、
黒
田
夏
子

さ
ん
に
芥
川
賞
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

直
木
賞
と
は

直
木
賞
を
受
賞
し
た
安
部
龍
太
郎
さ
ん
が
２
月
24
日
㈰
、
選
考
委
員
長
を
務

め
る
「
ざ
ぶ
ん
賞
」
の
福
岡
県
地
区
表
彰
式
に
出
席
、
翌
日
に
は
Ｆ
Ｍ
八
女

の
特
別
番
組
に
出
演
し
ま
し
た
。「
ば
さ
ら
か
う
れ
し
か
で
す
。
あ
り
が
た
か

で
す
」
と
八
女
弁
で
直
木
賞
受
賞
の
喜
び
を
素
直
に
表
現
。
今
回
は
直
木
賞

受
賞
作
『
等
伯
』
と
「
ざ
ぶ
ん
賞
」
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

直
木
賞
受
賞
の
瞬
間
は

自
分
と
等
伯
を
よ
く
重
ね
合
わ
せ
て
ら
れ

ま
し
た
が
等
伯
の
ど
こ
に
共
感
を

ラ
ス
ト
シ
ー
ン
の
妻 

清
子
の
言
葉
は

『
等
伯
』を
語
る
安
部
龍
太
郎
さ
ん

直
木
賞
作
家

前
回
の
直
木
賞
候
補
か
ら
19
年
間
は
、

ま
た
、『
等
伯
』
を
書
い
た
き
っ
か
け
は

贈呈を待つ安部さん、朝井さん、黒田さん（左から）
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「理系に進んだ後に、エンジニアになるタイプで
はないなと思い始め、３年が終わると自分を見つ
めなおすために１年間休学。この時に文学に出会
い、自分の進むべき道が分かった」という安部さ
ん。「安部龍太郎」というペンネームは、デビュー
した年が辰年で次の干支の年がくるまでは作家と
していたいという思いでつけられたそうです。郷
里の黒木町について「『咲いた花見て喜ぶならば、
咲かせた根元の恩を知れ』のまさに咲かせた根
元が郷里の黒木町であり、中学校までの人間関
係だと思います」と話されていました。

伯
』
で
す
。

　
今
ま
で
は
人
物
を
自
分
の
思
う
よ
う
に
引
き

ず
り
ま
わ
す
よ
う
に
解
釈
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の

引
き
ず
り
ま
わ
す
意
識
は
作
家
側
の
解
釈
で
す
。

そ
れ
を
捨
て
て
人
物
へ
の
接
近
の
仕
方
が
身
に
付

い
た
こ
と
で
す
ね
。
こ
の
方
法
は
今
後
の
作
品
に

も
生
き
て
き
ま
す
。
例
え
ば
、
バ
ッ
タ
ー
が
打
と

う
と
し
て
打
ち
に
い
っ
て
も
打
て
な
い
、
来
た
球

を
自
然
に
体
が
反
応
し
て
打
た
な
い
と
３
割
バ
ッ

タ
ー
に
は
な
れ
な
い
。
つ
ま
り
は
、
自
然
に
反
応

す
る
身
体
能
力
が
つ
い
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
ま
た
、

今
度
の
受
賞
も
そ
の
点
が
評
価
さ
れ
、
作
品
の
レ

ベ
ル
が
一
つ
あ
が
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
今
ま

で
の
作
品
と
は
明
確
に
違
い
ま
す
。

　
長
谷
川
等
伯
と
い
う
絵
師
の
一
生
、
当
時
、
絵

師
と
し
て
生
き
る
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
か
、
ど
う
し
て
国
宝
中
の
国
宝
と
言
わ
れ
る
傑

作
「
松
林
図
屏
風
」
が
描
け
た
の
か
、
傑
作
を
書

い
た
等
伯
を
私
自
身
が
ど
れ
だ
け
肉
薄
し
て
書
け

て
い
る
の
か
、
ま
た
背
景
と
し
て
も
最
新
の
学
説

を
取
り
入
れ
て
戦
国
時
代
史
の
新
し
い
解
釈
を

試
み
て
い
ま
す
し
、
そ
の
点
も
読
ん
で
い
た
だ
き

た
い
。

　
残
り
の
人
生
を
ど
う
使
う
か
は
す
で
に
決
め
て

い
ま
す
。
今
か
ら
東
北
地
方
を
舞
台
に
し
た
２
つ

の
物
語
を
書
き
始
め
ま
す
。
３
・
11
以
降
の
原

発
被
害
は
深
刻
で
す
。
こ
の
深
刻
な
状
況
で
福

島
県
に
だ
け
犠
牲
を
押
し
付
け
よ
う
と
い
う
動

き
、
利
権
の
争
い
と
い
っ
た
も
の
が
起
こ
っ
て
い

ま
す
。
そ
う
い
う
風
に
し
か
対
応
で
き
な
い
日
本

人
の
精
神
性
っ
て
何
だ
ろ
う
。
日
本
と
い
う
国
は

１
５
０
０
年
も
の
間
、
東
北
地
方
を
犠
牲
に
し
て

こ
の
日
本
を
形
作
っ
て
き
た
と
い
う
歴
史
が
あ
り

ま
す
。
例
え
ば
、
阿
倍
比
羅
夫
の
奥
州
征
伐
に

始
ま
り
、
幕
末
の
戊
辰
戦
争
な
ど
。
ず
っ
と
東
北

地
方
を
犠
牲
に
し
て
き
て
、
ま
た
同
じ
こ
と
を
し

よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
日
本
人
の
精
神
性
と

東
北
地
方
の
人
が
日
本
を
ど
う
と
ら
え
て
い
る
の

か
、
今
こ
そ
も
う
一
度
見
直
す
必
要
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。

　
そ
の
先
は
、
こ
の
日
本
の
成
り
立
ち
は
何
だ
と

と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
た
い
。
そ

れ
に
は
奈
良
時
代
の
遣
唐
使
が
一
番
い
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
遣
唐
使
の
阿
倍
仲
麻
呂
な
ど
が
訪
れ
た

中
国
の
西
安
に
行
き
ま
し
た
が
、
当
時
の
日
本
と

の
文
化
レ
ベ
ル
が
全
く
違
い
ま
す
。
彼
ら
が
そ
の
文

化
と
文
明
を
吸
収
し
て
、
日
本
を
建
国
し
、
日
本

を
形
作
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
た
こ

と
が
よ
く
分
か
り
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
そ
れ
が
最

後
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

八
女
市
出
身
の直木

賞
作
家

昭
和
７
年
生
ま
れ
。
早
稲
田
大
学
第

一
文
学
部
露
文
学
科
に
進
学
。『
さ
ら

ば
モ
ス
ク
ワ
愚
連
隊
』
で
デ
ビ
ュ
ー
。

『
蒼
ざ
め
た
馬
を
見
よ
』
で
第
56
回
直

木
賞
受
賞
。『
青
春
の
門
』『
戒
厳
令

の
夜
』『
親
鸞
』
な
ど
著
書
多
数
。

昭
和
28
年
生
ま
れ
。『
男
の
軌
跡
』
で

デ
ビ
ュ
ー
。『
東
京
新
大
橋
雨
中
図
』

で
第
１
０
０
回
直
木
賞
受
賞
。『
写
楽

ま
ぼ
ろ
し
』『
間
諜 

洋
妾
お
む
ら
』『
春

告
鳥 

女
占
い
十
二
カ
月
』
な
ど
著
書

多
数
。

昭和30年生まれ。国立久留米工業高等専門学校
機械工学科卒。東京都大田区役所入庁後に図書
館司書を務める。平成6 (1994) 年『彷徨える帝』
で第111回直木賞候補、平成17 (2005) 年『天馬、
翔ける』で第11回中山義秀文学賞受賞。

主な著作
◦『関ヶ原連判状』1996年（新潮社）
◦『信長燃ゆ』2001年（日本経済新聞社）
◦『生きて候』2002年（集英社）
◦『天下布武』2006年（角川書店）
◦『恋七夜』2007年（集英社）
◦『道誉と正成』2009年（集英社）
◦『下天を謀る』2009年（新潮社）
◦『蒼き信長』2010年（毎日新聞社）
◦『レオン氏郷』2012年（PHP研究所）ほか多数

『
等
伯
』
を
書
い
て
か
ら
の
自
身
の
変
化
は

今
後
の
作
家
活
動
は

五
木
寛
之
さ
ん

杉
本
章
子
さ
ん （

立
花
町
出
身
）

（
酒
井
田
出
身
）

安部龍太郎さん作家
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「
日
本
や
世
界
の
将
来
、
特
に
環

境
問
題
が
心
配
。
そ
の
環
境
問
題
が

重
要
だ
と
い
う
こ
と
を
小
中
学
生
の

子
ど
も
た
ち
に
知
ら
せ
る
た
め
の
活

動
を
始
め
た
い
が
何
が
い
い
だ
ろ
う

か
」
と
い
う
金
沢
で
大
き
な
企
業
を

し
て
い
る
人
の
話
が
出
発
点
で
す
。

そ
こ
で
、
小
中
学
生
に
環
境
問
題
、

特
に
一
番
身
近
な
水
の
問
題
に
つ
い

て
作
文
を
書
い
て
も
ら
い
、
そ
れ
を

き
っ
か
け
と
し
て
水
や
環
境
の
問
題

に
つ
い
て
考
え
て
も
ら
お
う
、
そ
し

て
、
表
彰
す
る
と
い
う
形
で
活
動
を

や
っ
て
い
こ
う
と
始
ま
っ
た
の
が
「
ざ

ぶ
ん
賞
」
で
す
。

趣
旨
に
は
賛
同
し
て
い
ま
し
た
が
、

頼
ま
れ
て
仕
方
な
く
選
考
委
員
長
を

引
き
受
け
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

だ
ん
だ
ん
と
か
か
わ
っ
て
い
く
間
に
、

少
し
ず
つ
僕
自
身
の
意
識
が
変
わ
り

ま
し
た
。
何
と
か
い
い
活
動
に
し
て

い
き
た
い
、
子
ど
も
た
ち
が
環
境
な

ど
に
興
味
を
持
つ
き
っ
か
け
に
し
て

ほ
し
い
と
今
は
思
っ
て
い
ま
す
。

「
ざ
ぶ
ん
」は
水
の
音
の「
ざ
ぶ
ん
」、

文
章
の
「
ザ
・
文
」
の
意
味
が
あ
り

ま
す
。
最
初
は
北
陸
３
県
が
中
心
で

し
た
が
、
10
年
の
間
に
全
国
に
広
が

り
、
11
年
目
の
今
年
は
全
国
か
ら
約

７
千
作
品
の
応
募
が
あ
り
ま
し
た
。

応
募
し
た
一
人
ひ
と
り
の
児
童
・
生

徒
に
、そ
の
応
募
作
品
を
打
っ
た
「
ざ

ぶ
ん
大
使
認
定
証
」
を
、「
応
募
し

て
く
れ
て
、
考
え
て
く
れ
て
あ
り
が

と
う
」
と
思
い
を
込
め
て
贈
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
ざ
ぶ
ん
大
賞
な
ど
入

賞
作
品
に
は
、
プ
ロ
の
挿
絵
画
家
な

ど
が
作
品
を
つ
け
た
ア
ー
ト
作
品
を

贈
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
普
通
の
商

品
な
ど
を
も
ら
う
よ
り
、
よ
り
子
ど

も
た
ち
の
心
に
届
く
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

福
岡
県
地
区
な
ど
の
作
品
は
、
昨

年
７
月
の
九
州
北
部
豪
雨
災
害
に

よ
っ
て
自
然
の
驚
異
、
被
害
の
大
き

さ
、
そ
れ
が
自
分
の
生
活
に
せ
ま
っ

て
く
る
恐
怖
と
緊
張
感
を
書
い
た
も

の
が
多
く
み
ら
れ
ま
し
た
。

ざ
ぶ
ん
準
大
賞
の
仁
田
原
菜
那
さ

ん
の
作
品
は
、
水
の
大
切
さ
と
怖
さ

を
「
神
様
た
ち
は
お
い
か
り
だ
」
と

い
う
言
葉
で
表
現
し
て
く
れ
ま
し
た
。

小
学
４
年
生
で
す
が
、
被
害
を
神
様

の
怒
り
だ
、
そ
し
て
神
様
の
怒
り
を

鎮
め
る
た
め
に
は
、
人
間
が
ち
ゃ
ん

と
し
た
生
活
を
し
な
い
と
だ
め
な
ん

だ
と
い
っ
た
と
こ
ろ
ま
で
目
の
届
い

た
作
品
を
書
い
て
く
れ
ま
し
た
。
こ

の
「
神
様
た
ち
は
お
い
か
り
だ
」
と

い
う
言
葉
は
、
黒
木
の
風
土
が
生
ん

だ
言
葉
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

水
は
生
命
の
源
。

「
命
」と「
自
然
」の
大
切
さ
を
考
え
る

安
部
龍
太
郎
さ
ん
が「
ざ
ぶ
ん
」を
語
る

ざ
ぶ
ん
賞

ざ
ぶ
ん
賞
と
は

今
年
の
応
募
作
品
は

全国表彰のざぶん準大賞に仁田原菜那さ
ん（木屋小４年）、ざぶん環境賞に山下
稚尋さん（黒木西小４年）、星野智寛さ
ん（立花中３年）、ざぶん文化賞の横田
桜さん（宮崎市立小松台小４年）に安部
さんから賞状などが贈られました。受賞
者が手に持っているのは、入賞した文章
にプロの手が加えられたアート作品。

ざぶん大賞などに選ばれ
た文章は、画家の西のぼ
るさん、原田維夫さん、百
鬼丸さんら工芸作家、イラ
ストレーターがアート作品に
仕上げ贈呈されます。

「ざぶん大
使認定証」




