
新 潟 市

安
吾
賞
と
は
生
き
ざ
ま
賞
で
あ
る
。

The 2nd



選 考 委 員

野田一夫　新井満　池田弘　猪口孝　

河田珪子　齋藤正行　坂口綱男　古海正子

新潟市長　篠田昭

宣 言 書

坂口安吾が生まれ、青春の思索を育んだ地である新潟市から

世俗の権威にとらわれずに本質を提示し

反骨と飽くなき挑戦者魂の安吾精神を発揮する

現代の安吾に光を当てたい。

日本人に大いなる勇気と元気を与え

明日への指針を指し示すことで現代の世相に喝を入れる

人物や団体に［安吾賞］を贈ることを

ここに宣言する。

2006年2月17日　安吾忌に寄せて

 

安
吾
の
言
葉

　

私
の
仕
事
場
の
壁
に
、
小
さ
な
額
が
か

か
っ
て
い
る
。
机
の
す
ぐ
前
に
あ
る
か
ら
、

執
筆
に
疲
れ
て
ふ
と
目
を
上
げ
た
と
き
、

必
ず
そ
の
額
を
見
る
こ
と
に
な
る
。

額
に
入
っ
て
い
る
の
は
絵
で
は
な
い
。

 
―

飄
然
去
来

と
書
か
れ
た
安
吾
直
筆
の
言
葉
で
あ
る
。

大
阪
の
古
本
屋
の
目
録
で
見
つ
け
、
ほ
と

ん
ど
額
代
だ
け
の
よ
う
な
値
段
で
手
に
入

れ
た
。
変
色
し
た
う
す
っ
ぺ
ら
な
紙
に
書

か
れ
て
い
た
だ
け
に
、
売
る
ほ
う
も
真
贋

を
疑
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
安
吾
の
評
伝

の
著
者
で
あ
る
七
北
数
人
さ
ん
に
見
せ
た

と
こ
ろ
、
一
瞥
す
る
な
り
、
ま
ち
が
い
な

く
ホ
ン
モ
ノ
で
す
ね
と
太
鼓
判
を
押
し
て

い
た
だ
い
た
。

　

第
２
回
安
吾
賞
は
、
ア
ル
ピ
ニ
ス
ト
の

野
口
健
さ
ん
に
決
定
し
ま
し
た
。  

　

野
口
さ
ん
は
一
九
九
九
年
、
二
十
五
歳

で
七
大
陸
最
高
峰
世
界
最
年
少
登
頂
記
録

を
樹
立
。
そ
の
後
は
、
エ
ベ
レ
ス
ト
や
富

士
山
で
の
清
掃
登
山
、
主
に
小
中
学
生
を

主
な
対
象
と
し
た
「
環
境
学
校
」
の
開
校

な
ど
、
積
極
的
に
環
境
問
題
に
取
り
組
ん

で
お
ら
れ
ま
す
。

　

自
ら
の
信
念
を
貫
き
通
し
、
新
た
な
挑

戦
を
続
け
る
野
口
さ
ん
の
姿
、
生
き
方
は
ま

さ
に
安
吾
的
で
あ
り
、
日
本
人
に
勇
気
や

元
気
、
喝
を
与
え
て
く
れ
た
と
い
う
点
で
、

安
吾
賞
に
ふ
さ
わ
し
い
人
と
い
え
ま
す
。

　

ま
た
、
新
潟
市
特
別
賞
は
、
ド
イ
ツ
人

の
建
築
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
カ
ー
ル
・
ベ
ン
ク

ス
さ
ん
に
贈
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ド
イ
ツ
か
ら
遠
く
新
潟
の
地
に
居
を
構

え
、
古
民
家
の
再
生
を
通
し
て
、
日
本
文

化
の
魅
力
や
伝
統
的
な
職
人
技
術
の
素
晴

ら
し
さ
な
ど
、
私
た
ち
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

発
信
し
て
こ
ら
れ
た
ベ
ン
ク
ス
さ
ん
の
活

新
潟
市
長  

篠
田
昭

選
考
委
員
長

野
田
一
夫

第
２
回「
安
吾
賞
」の
選
考
を
終
え
て

　
「
安
吾
賞
」は
文
学
賞
で
も
な
け
れ
ば
地

域
貢
献
賞
で
も
な
く
、
極
め
て
坂
口
安
吾

的
な
生
き
方
を
し
た
人
を
顕
彰
す
る
"生

き
ざ
ま
賞
‶
と
し
て
創
設
さ
れ
た
。
と
こ

ろ
で
実
は
、「
安
吾
的
生
き
方
と
は
…
」と

い
う
根
本
問
題
に
つ
い
て
委
員
の
間
の
意

見
が
必
ず
し
も
一
致
し
な
か
っ
た
に
も
関

わ
ら
ず
、
野
田
秀
樹
氏
の
受
賞
に
至
る
昨

年
の
選
考
過
程
は
意
外
に
順
調
だ
っ
た
。

　

今
年
の
野
口
健
氏
の
場
合
も
幸
い
全
く

同
じ
だ
っ
た
か
ら
、
こ
う
し
て
回
を
重
ね

て
い
け
れ
ば
、
多
彩
な
受
賞
者
の
生
き
ざ

ま
に
共
通
し
た
も
の
と
し
て
、
広
義
の「
坂

口
安
吾
的
生
き
方
」が
万
人
に
よ
っ
て
納

得
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
に
違
い
な
い
。

　
新
潟
市
ゆ
か
り
の
作
家
で
あ
る
坂
口
安
吾

は
、
文
学
を
は
じ
め
多
く
の
分
野
に
お
い

て
何
事
に
も
一
生
懸
命
に
挑
み
続
け
る
人

で
あ
っ
た
。
安
吾
の
精
神
を
具
現
し
、
さ

ま
ざ
ま
な
分
野
で
挑
戦
し
続
け
る
こ
と
に

よ
り
、
わ
た
し
た
ち
日
本
人
に
喝
を
与
え

た
個
人
ま
た
は
団
体
を
表
彰
す
る
「
安
吾

賞
」。
挑
戦
者
を
応
援
す
る
新
潟
市
は
、

第
２
回
の
安
吾
賞
受
賞
者
と
し
て
、
ア
ル

ピ
ニ
ス
ト『
野
口
健
』氏
を
選
出
し
た
。

動
に
敬
意
を
表
し
て
、
こ
の
賞
を
お
贈
り

す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

新
潟
市
は
こ
れ
か
ら
も
、
反
骨
と
飽
く

な
き
挑
戦
者
魂
の
安
吾
精
神
を
発
揮
す
る

現
代
の
安
吾
に
光
を
当
て
、
安
吾
賞
を
全

国
に
発
信
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

飄
然
と
あ
ら
わ
れ
、
飄
然
と
去
る

─

安

吾
の
人
生
観
が
よ
く
出
て
い
る
言
葉
だ
と

思
う
。
ほ
か
に
も
、
有
名
な
「
あ
ち
ら
こ

ち
ら
命
が
け
」と
い
う
色
紙
も
い
い
し
、「
神

の
国
の
娘
は
情
け
大
ら
か
に
し
て
濁
り
な

し
」
は
悠
々
と
し
て
ど
こ
か
哀
切
な
言
葉

だ
。
安
吾
の
小
説
も
お
も
し
ろ
い
が
、
彼

が
残
し
た
言
葉
は
飄
々
と
し
て
大
き
く
、

深
く
胸
に
突
き
刺
さ
る
。

　

第
１
回
に
つ
づ
き
、
第
２
回
安
吾
賞
も

ま
た
、
背
筋
を
伸
ば
し
て
自
分
独
自
の
世

界
を
切
り
拓
い
た
方
が
受
賞
さ
れ
た
。
世

界
七
大
陸
最
高
峰
を
制
覇
し
、
現
在
は
山

の
自
然
回
復
に
努
力
さ
れ
て
い
る
ア
ル
ピ

ニ
ス
ト
の
野
口
健
さ
ん
、
そ
し
て
新
潟
市

特
別
賞
は
雪
国
の
古
民
家
と
ド
イ
ツ
の
マ

イ
ス
タ
ー
魂
を
見
事
に
融
合
さ
れ
た
カ
ー

ル
・
ベ
ン
ク
ス
さ
ん
で
あ
る
。
安
吾
精
神

の
継
承
と
発
展
に
、
心
か
ら
拍
手
を
送
り

た
い
と
思
う
。

小
説
家

（
安
吾
賞
推
薦
人
）

火
坂
雅
志

第
２
回

安
吾
賞

火
坂
氏
原
作
の
『
天
地
人
』
が
、
二
〇
〇
九
年
の

Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
に
決
定
し
た
。

The 2nd



【野口健（のぐち・けん）】
アルピニスト。1973年8月21日、アメリカ・ボストン生

まれ。高校時代に故・植村直己氏の著書『青春を山に

賭けて』に感銘を受け、登山を始める。

1999年、エベレストの登頂に成功し、7大陸最高峰世

界最年少登頂記録を25歳で樹立。

2000年からはエベレストや富士山での清掃活動を開

始。以後、全国の小中学生を主な対象とした「野口健・

環境学校」を開校するなど積極的に環境問題へ取り組

むほか、現在は、清掃活動に加え新たに地球温暖化

に対する取り組みにも力を入れている。2007年12月に

大分県にて開催された「アジア・太平洋水サミット」の

運営委員として、「温暖化による氷河の融解」を取り上

げる先導役を務め、各国元首級への呼びかけなど精

力的に行った。

主な著書に『確かに生きる~10代へのメッセージ~』（ク

リタ舎）、『あきらめないこと、それが冒険だ』（学習研

究社）、第53回青少年読書感想文全国コンクール課題

図書、『落ちこぼれてエベレスト』（集英社）などがある。

公式ウェブサイト　

http://www.noguchi-ken.com/

高
校
の
停
学
中
に
出
会
っ
た
故
・
植
村
直
己
の
著
書

『
青
春
を
山
に
賭
け
て
』
が
、
落
ち
こ
ぼ
れ
て
社
会
と
の
壁
に
突
き
当
た
り

苦
悩
し
て
い
た
少
年
野
口
健
を
「
夢
」
に
駆
り
立
て
た
。

「
そ
う
だ
！  

自
分
を
取
り
戻
す
た
め
に
山
に
登
ろ
う
！
」

全
く
の
登
山
初
心
者
だ
っ
た
野
口
少
年
が
、
旧
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
最
高
峰

モ
ン
ブ
ラ
ン
に
登
頂
し
た
の
は
、
わ
ず
か
十
六
才
の
と
き
だ
っ
た
。

「
七
大
陸
の
最
高
峰
を
最
年
少
で
登
頂
す
る
」。

そ
の
と
て
つ
も
な
い
夢
に
向
か
っ
て
疾
走
す
る
も
、
既
成
概
念
の
壁
、

売
名
行
為
だ
と
い
う
中
傷
、
自
身
の
甘
さ
か
ら
生
じ
る
挫
折
と
葛
藤
を

幾
度
も
味
わ
い
、
そ
の
度
に
這
い
上
が
っ
て
い
く
生
き
ざ
ま
こ
そ
が

前
人
未
到
と
言
っ
て
よ
い
。

二
十
五
才
で
七
大
陸
最
高
峰
を
制
覇
し
た
後
も
、
エ
ベ
レ
ス
ト
や
富
士
山
な
ど

「
清
掃
登
山
」
の
決
行
、「
シ
ェ
ル
パ
基
金
」
の
設
立
や
「
環
境
学
校
」
の
開
校
な
ど
、

現
在
も
険
し
い
挑
戦
者
の
道
を
歩
き
続
け
て
い
る
。

そ
の
突
破
力
は
極
め
て
安
吾
的
で
あ
り
、
彼
の
破
天
荒
な
生
き
ざ
ま
に
は

安
吾
も
舌
を
巻
く
に
違
い
な
い
。

第
２
回

安
吾
賞

ア
ル
ピ
ニ
ス
ト

東
京
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン（
株
）
代
表
取
締
役
社
長 

大
木
充

私
が
ソ
ニ
ー
に
勤
め
て
い
た
と
き
、
彼
の

ス
ポ
ン
サ
ー
に
な
っ
た
。
夢
を
追
い
か
け
て
い
る
そ
の
姿
は

普
通
の
十
八
歳
と
は
何
か
違
っ
て
い
た
。

安
吾
賞
の
受
賞
は
彼
の
生
き
ざ
ま
が
評
価
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
で
、
嬉
し
く
思
っ
て
い
る
。

コ
ス
モ
石
油
（
株
）
環
境
室
長 

鴇
田
穂
積

最
初
に
安
吾
賞
受
賞
の
報
を
聞
い
た
と
き
少
し
戸
惑
っ
た
が
、

安
吾
賞=

生
き
ざ
ま
賞
と
聞
き
、
彼
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
と
思
っ
た
。

子
ど
も
た
ち
や
シ
ェ
ル
パ
が
彼
に
つ
い
て
来
る
、
そ
し
て
支
援
す
る
。

彼
の
う
し
ろ
姿
は
人
を
導
く
。

小
諸
市
長 

芹
澤
勤

今
回
、
野
口
さ
ん
が
安
吾
賞
を
受
賞
し
た
こ
と
で
、
若
い
人
が

坂
口
安
吾
に
関
心
を
持
ち
、
新
潟
市
が
創
設
し
た

あ
る
意
味
で
ロ
ー
カ
ル
な
賞
が
メ
ジ
ャ
ー
に
な
っ
て
い
く
と
思
う
。

（
社
）
日
本
ネ
パ
ー
ル
協
会
会
長 

伊
藤
忠
一

 

健
く
ん
は
高
校
生
の
と
き
か
ら
ヒ
マ
ラ
ヤ
登
山
を
始
め
た
が
、

そ
の
こ
ろ
か
ら 

「
ヒ
マ
ラ
ヤ
が
あ
ん
な
に
荒
廃
し
て

い
る
こ
と
に
驚
い
た
。
何
と
か
し
な
き
ゃ
」
と
言
っ
て
い
た
。

そ
れ
が
エ
ベ
レ
ス
ト
清
掃
に
つ
な
が
っ
た
の
だ
と
思
う
。

野
田
秀
樹
（
第
１
回
安
吾
賞
受
賞
者
）

安
吾
賞
は
文
学
賞
で
も
な
い
し
、
ど
う
い
う
賞
な
の
か

よ
く
分
か
ら
な
い
ま
ま
昨
年
第
１
回
を
も
ら
っ
た
。

さ
て
２
回
目
は
ど
う
す
る
の
か
と
思
っ
て
い
た
ら
野
口
健
さ
ん
。

う
ま
い
こ
と
見
つ
け
て
き
た
な
あ
と
い
う
の
が
感
想
。

野
口
さ
ん
は
三
十
四
歳
。
た
っ
た
一
年
で

十
八
歳
も
若
返
っ
た
ん
だ
か
ら
こ
の
賞
は
素
晴
ら
し
い
。

衆
議
院
議
員
（
元
環
境
大
臣
） 

小
池
百
合
子

こ
の
賞
は
「
安
吾
的
な
生
き
方
」
を
し
た
人
に
贈
ら
れ
る
賞
だ
そ
う
だ
が
、

安
吾
的
な
生
き
方
と
は
野
口
健
の
生
き
方
を
見
る
と
分
か
る
。

つ
ま
り
既
成
概
念
に
と
ら
わ
れ
ず
爆
発
力
を

持
っ
て
進
め
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

今
回
の
受
賞
を
期
に
環
境
活
動
に
拍
車
が
掛
か
り
、

ま
す
ま
す
ホ
ッ
ト
に
活
動
し
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

賞状：安吾が眺めて思索した日本海を
イメージして制作された。天高く流れ
る雲と、波間に富士を添えている。

野
口 

健

そ
の
突
破
力
は

極
め
て
安
吾
的
で
あ
る
。

受
賞
者
発
表
会
で
の
各
氏
の
ス
ピ
ー
チ
（
抜
粋
）

25 才

エ
ベ
レ
ス
ト8848m16 才

モ
ン
ブ
ラ
ン4808m

17 才
キ
リ
マ
ン
ジ
ャ
ロ5895m

【
安
吾
と
は
】

自
身
す
ら
も

壊
し
か
ね
な
い
よ
う
な

尖
っ
た
感
性
で

時
代
や
人
間
の
本
質
を

描
い
た
安
吾

22 才
エ
ル
ブ
ル
ー
ス5642m

21 才
ビ
ン
ソ
ン
・
マ
シ
フ4897m

19 才
マ
ッ
キ
ン
リ
ー6194m

19 才
ア
コ
ン
カ
グ
ア6960m

19 才
コ
ジ
ウ
ス
コ2230m

富士山清掃エベレスト清掃登山 シェルパ基金 環境学校 アジア・太平洋水サミット

KEN
Noguchi



【カール・ベンクス】
建築デザイナー　1942年8月7日、ドイ
ツ・ベルリン生まれ。Fresco（フレスコ）・
家具職人の父の影響を受け日本文化に
関心を持つ。ベルリン、パリで建築デザ
インオフィスに勤務しながら建造物・家
具の復元・修復を学ぶ。
1966年、空手を学ぶため日本大学に留
学。以降建築デザイナーとしてヨーロッ
パをはじめ日本で活動。特に日本の古
い家に強く惹かれていく。
1981年、大工さんを連れてドイツへ。日
本の寺院をデュセルドルフに移築する仕
事に携わる。
1993年、新潟県十日町市（旧東頸城郡
松代町）で、現在の自宅（双鶴庵）とな
る古民家の移築再生。
2001年、新潟県「にいがた木の住まい
コンクール」入賞。

カ
ー
ル
・
ベ
ン
ク
ス

コ
メ
ン
ト

　

受
賞
の
話
を
い
た
だ
き
、
と
て
も
光

栄
な
事
と
感
謝
し
て
い
ま
す
。 

子
供
の

頃
か
ら
興
味
が
あ
っ
た
日
本
の
文
化
・

建
築
、
そ
の
日
本
で
認
め
て
い
た
だ
け

た
事
は
本
当
に
嬉
し
い
か
ぎ
り
で
す
。

　

四
十
年
前
に
日
本
に
来
た
こ
ろ
は
汽

車
の
窓
か
ら
茅
葺
屋
根
の
古
い
民
家
が

ま
だ
沢
山
残
っ
て
い
ま
し
た
。
今
は
汽

車
の
窓
か
ら
見
て
も
み
ん
な
同
じ
形
の

住
宅
ば
か
り
、
土
地
ご
と
の
特
徴
も
あ

り
ま
せ
ん
。
日
本
の
素
晴
し
い
文
化
が

ど
ん
ど
ん
失
わ
れ
て
い
く

よ
う
で
大
変
残
念
に
思
い

ま
す
。
昔
の
建
物
は
一

般
的
な
家
で
も
い
い
材

料
を
使
っ
て
い
ま
す
。

二
百
年
前
に
建
て
ら

れ
た
家
を
み
る
と
、

そ
の
家
を
作
っ
た

職
人
さ
ん
た
ち
に

つ
い
て
の
様
々
な
情

報
を
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
古
い
家

が
姿
を
消
す
の
は
、
其

の
中
に
宿
っ
て
い
た
精
神

や
文
化
も
捨
て
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

日
本
建
築
を
世
界
に
広
め
た
ブ
ル
ー

ノ
・
タ
ウ
ト
は「
日
本
の
設
計
士
達
は
幸

せ
の
は
ず
…
な
ぜ
な
ら
世
界
に
は
無

い
技
術
を
も
っ
て
い
る
職
人
が
い
る
」

七
十
年
以
上
前
か
ら
日
本
の
建
築
技
術

は
世
界
に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
で
は
、
家
も
使
い
捨
て
と
い
う
考

え
が
あ
っ
て
二
十
〜
三
十
年
で
建
て
か

え
よ
う
と
す
る
。
お
金
も
か
か
り
、
ゴ

ミ
も
で
ま
す
。《
古
い
家
の
な
い
町
は
、

思
い
出
の
無
い
人
間
と
同
じ
》と
い
う

東
山
魁
夷
の
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
素

晴
し
い
文
化
・
技
術
や
材
料
が
こ
の
ま

ま
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
は
悲
し
い
、

新
し
い
も
の
を
作
る
必
要
は
あ
る
に
し

て
も
伝
統
的
な
も
の
を
残
す
こ
と
も
大

切
で
す
。
私
は
文
化
財
や
博
物
館
で
は

な
い
一
般
的
な
古
民
家
を
大
事
に
し
た

い
。

　

古
い
建
物
は
、
子
供
の
よ
う
に
面
倒

を
見
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
生
き
物

を
扱
う
よ
う
に
そ
の
建
物
を
愛
し
、
可

愛
が
ら
な
け
れ
ば
建
物
は
生
ま
れ
変
わ

り
ま
せ
ん
。
家
を
再
生
す
る
事
は
哲
学

を
持
つ
事
で
す
。
私
の
仕
事
は
古
民
家

の
再
生
で
す
。
た
だ
の
修
理
で
は
な
く
、

宝
石
の
原
石
を
磨
く
よ
う
な
仕
事
な
の
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で
す
。

　

一
度
失
っ
た
ら
二
度
と
戻
っ
て
こ
な

い
日
本
の
文
化
・
技
術
・
芸
術
を
後
世
に

伝
え
ら
れ
る
の
は「
今
が
最
後
」だ
と
思

い
ま
す
。

　

古
民
家
の
再
生
を
通
し
そ
れ
ら
を
後

世
に
残
せ
る
よ
う
に
、
そ
し
て
一
人
で

も
多
く
の
方
に
関
心
を
持
っ
て
も
ら
え

る
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
も
頑
張
り
続
け

た
い
。

ベ
ル
リ
ン
生
ま
れ
の
カ
ー
ル
・
ベ
ン
ク
ス
が
、

築
百
八
十
年
の
古
民
家
を
再
生
し
て

新
潟
県
十
日
町
市
（
旧
東
頸
城
郡
松
代
町
）
に

移
り
住
ん
だ
の
は
一
九
九
三
年
の
こ
と
。

打
ち
捨
て
ら
れ
朽
ち
て
行
く
古
民
家
の
中
に
、

自
然
環
境
に
寄
り
添
う
よ
う
な
生
活
の
知
恵
と
、

日
本
の
職
人
た
ち
の
高
度
な
技
を
発
見
し
、

「
古
い
民
家
を
壊
す
こ
と
は
、
宝
石
を
捨
て
て
砂
利
を
拾
っ
て
い
る
」

と
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
き
た
。

古
い
民
家
を
い
つ
く
し
み
残
し
て
い
く
こ
と
は
、

文
化
を
伝
え
る
と
同
時
に
世
界
に
誇
る
職
人
の
技
術
を

伝
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。

遥
か
九
千
㎞
か
な
た
の
国
、
ド
イ
ツ
か
ら
や
っ
て
き
た

カ
ー
ル
・
ベ
ン
ク
ス
の
マ
イ
ス
タ
ー
魂
が
、

忘
れ
か
け
て
い
た
日
本
文
化
の
再
発
見
に
導
い
て
く
れ
た
。

自
ら
新
潟
に
居
を
構
え
、

た
く
さ
ん
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
続
け
、

日
本
人
に
「
喝
」
を
入
れ
る
生
き
方
は

多
分
に
安
吾
的
で
あ
る
。

一
度
失
っ
た
ら

二
度
と
戻
っ
て
こ
な
い

日
本
の

文
化
・
技
術
・
芸
術
を

後
世
に
伝
え
ら
れ
る
の
は

今
が
最
後

K a r l  B e n g s

カ
ー
ル･

ベ
ン
ク
ス

   

新
潟
市
特
別
賞

古
い
民
家
を
壊
す
こ
と
は

文
化
を
捨
て
る
こ
と
と
同
じ
。

再生前と再生後

賞状にはベンクス氏が
再生した民家と、千鳥
にドイツの国旗色があ
しらわれている。
下：副賞のトロフィー
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そ
れ
で
は
私
自
身
が
そ
う
い
っ
た
生

き
方
を
し
て
き
た
か
と
い
う
と
、
正
直

な
と
こ
ろ
自
分
で
は
よ
く
わ
か
ら
な

い
。
何
故
な
ら
私
は
そ
の
よ
う
に
生
き

て
こ
よ
う
と
い
う
意
思
は
別
に
な
か
っ

た
か
ら
だ
。

日
本
は
経
済
は
一
流
だ
け
ど
、

マ
ナ
ー
は
三
流
だ
。

　

そ
も
そ
も
安
吾
は
意
図
的
に
あ
の
よ

う
な
波
乱
に
満
ち
た
生
涯
を
送
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
私
は
そ
れ
は
違
う
と
思
う
。

安
吾
は
た
だ
そ
の
よ
う
に
し
か
生
き
る

事
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

神
経
衰
弱
に
な
り
な
が
ら
も
、
人
間
や

社
会
を
穴
が
開
く
ほ
ど
見
つ
め
、
ペ
ン

を
と
り
、
書
き
続
け
る
こ
と
で
し
か

自
己
の
生
命
を
維
持
す
る
事
が
で
き
な

か
っ
た
の
で
な
い
か
と
思
う
。

　

エ
ベ
レ
ス
ト
を
は
じ
め
て
訪
れ
た
と

き
、
ゴ
ミ
の
多
さ
に
驚
い
た
。
様
々
な

国
の
ゴ
ミ
が
あ
っ
た
が
、
日
本
語
が
書

か
れ
て
い
る
も
の
が
実
に
多
か
っ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
あ
る
登
山
家
が
散
乱
す

る
日
本
の
ゴ
ミ
を
指
差
し
「
日
本
は
経

時
代
や
人
間
の
本
質
を
描
い

た
安
吾
。

　
「
反
逆
者
」「
無
頼
派
」「
反
権
威
」。

新
潟
市
出
身
の
作
家
・
坂
口
安
吾
を
評

す
る
言
葉
は
様
々
だ
。
神
経
衰
弱
に
な

り
つ
つ
も
創
作
を
続
け
、
自
身
す
ら
も

壊
し
か
ね
な
い
よ
う
な
尖
っ
た
感
性
で
、

時
代
や
人
間
の
本
質
を
描
い
た
安
吾
。

そ
の
言
葉
は
時
代
を
超
え
て
な
お
人
々

の
心
を
揺
さ
ぶ
り
、
感
動
を
与
え
る
。

　

昨
年
、
生
誕
百
年
を
記
念
し
て
創
設

さ
れ
た
こ
の
安
吾
賞
は
文
学
賞
で
は
な

く
「
安
吾
的
な
生
き
方
」
に
対
し
て
贈

ら
れ
る
賞
だ
と
聞
い
た
。
安
吾
的
な
生

き
方
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ

う
か
。
そ
れ
は
私
の
解
釈
だ
と
「
既
存

の
価
値
観
や
旧
弊
に
と
ら
わ
れ
ず
、
社

会
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
、自
ら
を
生
き
き
っ

た
も
の
」
と
い
う
風
に
思
っ
て
い
る
。

済
は
一
流
だ
け
ど
、
マ
ナ
ー
は
三
流
だ
」

と
言
っ
た
。

　

実
際
に
は
一
部
の
日
本
の
登
山
家
が

捨
て
た
ゴ
ミ
な
の
だ
が
、
日
本
と
い
う

国
自
体
を
侮
辱
さ
れ
た
事
が
許
せ
な

か
っ
た
。
ま
た
エ
ベ
レ
ス
ト
で
の
清
掃

開
始
後
は
、
日
本
の
山
岳
界
の
一
部
の

方
々
か
ら
も
ご
批
判
を
受
け
た
。
要
す

る
に
「
黙
っ
て
い
ろ
」
と
い
う
こ
と
だ
っ

た
。

　

二
〇
〇
〇
年
か
ら
四
年
連
続
で
行
っ

た
エ
ベ
レ
ス
ト
清
掃
登
山
で
結
果
と
し

て
三
名
の
シ
ェ
ル
パ
（
ネ
パ
ー
ル
の

山
岳
民
族
。
登
山
隊
の
サ
ポ
ー
ト
を
主

な
生
業
と
す
る
）
が
命
を
落
と
し
て
し

ま
っ
た
。
私
自
身
も
入
退
院
を
繰
り
返

し
た
。
親
や
友
人
か
ら
「
ゴ
ミ
拾
い
で

命
を
落
と
し
て
ど
う
す
る
」
と
何
度
も

注
意
を
受
け
た
が
、
私
は
や
め
る
つ
も

り
な
ど
毛
頭
な
か
っ
た
。

　

今
、
思
え
ば
あ
の
と
き
の
自
分
が
何

故
、
活
動
を
続
け
ら
れ
た
の
か
。
わ
か

る
よ
う
で
わ
か
ら
な
い
。
振
り
返
れ
ば
、

そ
も
そ
も
高
校
を
停
学
に
な
っ
て
山
に

出
会
い
、
今
に
至
る
ま
で
何
故
、
自
分

は
山
に
登
り
続
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か

と
い
う
こ
と
も
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
日

本
の
象
徴
で
あ
る
富
士
山
で
清
掃
活
動

を
開
始
し
て
約
八
年
。
最
初
は
年
間
で

百
名
た
ら
ず
の
参
加
者
が
今
で
は
年
間

六
〇
〇
〇
名
を
超
え
る
ま
で
に
な
り
、

一
種
の
社
会
的
な
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
に
ま

で
発
展
し
た
。
で
も
私
は
何
故
、
こ
の

活
動
を
続
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
の
動
機
に
理
由
を

つ
け
る
こ
と
は
で
き
る
。
エ
ベ
レ
ス
ト

清
掃
は
日
本
を
侮
辱
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
登
山
家
と
日
本
の
一
部
の
山
岳
関
係

者
に
対
す
る
怒
り
が
そ
う
さ
せ
た
と
も

言
え
な
く
も
な
い
。
登
山
は
高
校
時
代
、

落
ち
こ
ぼ
れ
だ
っ
た
自
分
が
何
か
で
人

に
認
め
ら
れ
た
い
と
い
う
欲
求
の
表
れ

だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
富
士
山
の

清
掃
は
、
不
法
投
棄
を
繰
り
返
す
犯
罪

者
た
ち
へ
の
怒
り
と
言
え
な
く
も
な
い
。

私
の
中
に
は
、
あ
る
乾
い
た

穴
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　

で
も
正
直
、
私
は
そ
れ
ら
の
理
由
に

真
の
意
味
で
の
本
当
の
も
の
を
感
じ
な

い
。
人
間
が
あ
る
行
為
を
は
じ
め
、
そ

れ
を
維
持
し
て
い
く
理
由
は
も
っ
と
混

然
と
し
て
い
て
一
言
で
捉
え
き
れ
る
も

の
で
は
な
い
と
思
う
。
何
が
私
を
そ
う

さ
せ
る
の
か
。
そ
れ
は
わ
か
る
よ
う
で

わ
か
ら
な
い
の
だ
。

　

た
だ
一
つ
だ
け
わ
か
る
こ
と
は
、
抽

象
的
に
な
る
が
、
常
に
私
の
中
に
は
、

あ
る
乾
い
た
穴
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る

こ
と
だ
。
そ
し
て
私
は
そ
の
穴
を
埋
め

よ
う
と
す
る
自
分
を
抑
え
る
事
が
で
き

な
い
。
そ
の
穴
を
埋
め
る
行
為
こ
そ
が

私
の
活
動
で
あ
り
、
人
生
で
あ
る
と
い

え
る
。
つ
き
つ
め
て
考
え
る
と
、
結
局
、

こ
う
い
う
風
に
し
か
生
き
る
事
が
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

私
は
人
生
と
は
己
を
表
現
す
る
、
自

己
表
現
の
舞
台
だ
と
思
っ
て
い
る
。
私

は
た
だ
生
き
て
き
た
。
ひ
た
す
ら
に
生

き
て
き
た
。
そ
れ
が
今
ま
で
の
自
分
の

全
て
だ
と
思
う
。

　

今
回
、
結
果
と
し
て
私
の
生
き
様
が

こ
の
よ
う
な
形
で
評
価
さ
れ
る
こ
と
に

喜
び
を
感
じ
て
い
ま
す
。
今
後
も
こ
の

賞
に
恥
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
生
き
て

い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

安
吾
賞
受
賞
に
あ
た
り

野
口
健
か
ら    

安
吾
へ

 2008 年 1月  エベレストにて
安吾賞記念ワッペンを胸に
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健
か
ら



【第 2回】

　

二
〇
〇
七
年
九
月
六

日
、
東
京
の
御
徒
町
に

お
い
て
会
場
を
一
夜
限
り
の
酒
場
に
見
立
て
、

イ
ベ
ン
ト
「
安
吾
 
B
A
R
」
が
、
新
潟
市
サ

ポ
ー
タ
ー
ズ
倶
楽
部
な
ど
の
主
催
で
行
わ
れ
た
。

当
日
は
「
手
紙
は
文
化
だ
！
」
と
題
し
、
坂
口

安
吾
が
当
時
の
恋
人
で
女
流
作
家
の
矢
田
津
世

子
に
あ
て
た
ラ
ブ
レ
タ
ー
な
ど
が
朗
読
さ
れ
た

ほ
か
、
安
吾
賞
の
候
補
者
に
つ
い
て
参
加
者
か

ら
思
い
思
い
の
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
た
。

　

二
〇
〇
七
年
一
〇
月
十
六
日
・
十
七
日
の
二

日
間
、
新
潟
市
で
選
考
委
員
会
が
開
催
さ
れ
、
全

国
か
ら
推
薦
い
た
だ
い
た
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富

ん
だ
対
象
者
の
中
か
ら
選
考
が
行
わ
れ
た
。
今
回

の
選
考
会
で
は
、
宣
言

書
に
あ
る
「
権
威
に
と

ら
わ
れ
ず
本
質
を
提
示

す
る
も
の
」「
自
ら
の

信
念
を
貫
き
挑
戦
し
続

け
る
も
の
」「
日
本
人

に
勇
気
と
元
気
を
与
え

る
も
の
」
を
選
考
の
基

本
と
し
な
が
ら
白
熱
し

た
議
論
が
交
わ
さ
れ
、

第
２
回
安
吾
賞
は
野
口
健
さ
ん
に
決
定
し
た
。

　

二
〇
〇
七
年
十
一
月
二
〇
日
、
新
潟
市
に
お

い
て
、
篠
田
市
長
、
野
田
選
考
委
員
長
、
選
考

委
員
で
あ
り
安
吾
長
男
の
坂
口
綱
男
さ
ん
の
三

名
に
よ
る
安
吾
賞
受
賞
者

決
定
記
者
会
見
が
行
わ
れ

た
。
こ
こ
で
、「
野
口
健
さ

ん
は
停
学
処
分
を
受
け
る

な
ど
、
ご
本
人
も
著
書
で

述
べ
て
い
る
よ
う
に
『
落

ち
こ
ぼ
れ
』
だ
っ
た
高
校
時
代
に
、
故
・
植
村

直
己
さ
ん
の
著
書
に
感
銘
を
受
け
登
山
の
道
に

入
っ
た
。
度
重
な
る
挫
折
を
繰
り
返
し
な
が
ら

エ
ベ
レ
ス
ト
に
挑
戦
し
続
け
て
、
七
大
陸
最
高

峰
世
界
最
年
少
登
頂
記
録
を
樹
立
。
登
頂
成
功

後
は
新
た
な
挑
戦
と
し
て
、
エ
ベ
レ
ス
ト
清
掃

登
山
、
あ
る
い
は
『
富
士
山
か
ら
日
本
を
変
え

る
』
と
い
う
こ
と
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
日
本
の

象
徴
・
富
士
山
を
は
じ
め
日
本
全
国
の
環
境
保

全
に
大
変
な
貢
献
を
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
活
動

が
挑
戦
者
魂
と
反
骨
精
神
溢
れ
る
『
安
吾
賞
』

に
値
す
る
」
と
、
そ
の
選
考
理
由
が
語
ら
れ
た
。

　

ま
た
、
新
潟
市
特
別
賞
に
つ
い
て
、「
日
本
の

古
民
家
の
魅
力
に
と
り
つ
か
れ
、
一
九
九
三
年

か
ら
十
日
町
市
（
旧
松
代
町
）
に
現
在
の
自
宅

と
な
る
築
一
八
〇
年
の
古
民
家
を
購
入
し
て
再

生
に
着
手
。
以
来
、
自
然
豊
か
な
松
代
を
拠
点

に
、『
古
い
民
家
を
壊
す
こ
と
は
文
化
を
捨
て
る

こ
と
と
同
じ
。
日
本
人
は
宝
石
を
捨
て
て
砂
利

を
拾
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
』
と
私
た
ち
に

と
っ
て
非
常
に
刺
激
的
な
言
葉
を
発
し
な
が
ら

活
動
さ
れ
て
い
る
カ
ー
ル
・
ベ
ン
ク
ス
さ
ん
に

贈
る
こ
と
と
し
た
」
と
述
べ
た
。

　

二
〇
〇
七
年
十
二
月
二
十
一
日
、
東
京
都
内

の
ホ
テ
ル
に
お
い
て
、
野
口
健
さ
ん
を
囲
み
、

出
版
・
報
道
各
社
、
関
係
者
な
ど
を
招
い
て
受

賞
発
表
会
を
開
催
し
た
。

　

当
日
は
、
第
１
回
安
吾
賞
受
賞
者
の
野
田
秀

樹
さ
ん
も
出
席
し
、
野
口
健
さ
ん
に
お
祝
い
の

言
葉
を
か
け
た
。
サ
プ
ラ
イ
ズ
ゲ
ス
ト
と
し
て

元
環
境
大
臣
の
小
池
百
合
子
衆
議
院
議
員
も
駆

け
つ
け
、
力
強
い
エ
ー
ル
を
送
っ
た
。
ま
た
、

二
〇
〇
八
年
エ
ベ
レ
ス

ト
清
掃
登
山
を
行
う
野

口
健
さ
ん
に
、
篠
田
市

長
が
応
援
の
意
味
を
込

め
て
、
防
寒
着
に
付
け

る
安
吾
賞
の
ワ
ッ
ペ
ン

を
手
渡
し
た
。

　

席
上
、
野
口
健
さ
ん
は
「
最
初
文
学
賞
だ
と

思
い
、
な
ぜ
僕
な
の
か
な
と
思
っ
た
。
高
校

時
代
の
謹
慎
中
に
書
か
さ
れ
た
テ
ク
ニ
ッ
ク
を

使
っ
た
反
省
文
が
選
ば
れ
た
の
か
と
も
思
っ

た
。
安
吾
賞
を
理
解
す
る
ま
で
時
間
が
か
か
っ

た
が
、
安
吾
的
生
き
方
と
い
う
話
を
聞
き
な
る

ほ
ど
な
あ
と
思
い
、
有
り
難
く
賞
を
い
た
だ
く

こ
と
に
し
ま
し
た
」
と
語
っ
た
。

受賞者発表会
2007/12/21/ ホテルニューオータニ
上から●篠田市長と野口健氏。●第 1回
受賞者野田秀樹氏と。●お祝いに駆けつ
けた衆議院議員（元環境大臣）小池百合
子氏。●スピーチする植村公子氏（故植
村直己夫人）。●会場に展示されたエベ
レストのごみ。

記念のワッペン

明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
十
月
二
十
日
、
父

仁
一
郎
、
母
ア
サ
の
五
男
と
し
て
新
潟
市
西
大
畑

町
に
生
ま
れ
る
。（
本
名･

炳
五
）
西
堀
幼
稚
園
、

新
潟
尋
常
高
等
小
学
校
（
現
新
潟
小
学
校
）
へ
進

む
。
大
正
八
年
県
立
新
潟
中
学
校
（
現
県
立
新
潟

高
等
学
校
）
入
学
。
こ
の
頃
か
ら
学
校
に
も
あ
ま

り
登
校
せ
ず
、
ひ
と
り
日
本
海
に
面
す
る
浜
辺
に

寝
こ
ろ
ん
で
空
と
海
と
風
と
波
と
光
と
を
終
日
眺

め
思
索
し
た
。
荒
漠
た
る
風
と
日
本
海
の
風
景
は

安
吾
文
学
の
原
風
景
と
い
え
る
。

余
は
偉
大
な
る
落
伍
者
と
な
っ
て
い
つ
の
日

か
歴
史
の
中
に
よ
み
が
え
る
で
あ
ろ
う　
大

正
十
一
年
、
中
学
三
年
生
の
九
月
、
落
第
が
決
定

的
と
な
り
東
京
の
豊
山
中
学
三
年
に
編
入
。
こ
の

時
、
新
潟
中
学
校
の
机
の
ふ
た
に
「
余
は
偉
大
な

る
落
伍
者
と
な
っ
て
い
つ
の
日
か
歴
史
の
中
に
よ

み
が
え
る
で
あ
ろ
う
」
と
彫
っ
た
と
い
う
。
大
正

十
四
年
豊
山
中
学
を
卒
業
。
世
田
谷
下
北
沢
の
分

教
場
（
現
代
沢
小
学
校
）
の
代
用
教
員
と
な
り
自

然
の
中
に
悪
童
た
ち
と
遊
ん
だ
。
そ
の
体
験
は

『
風
と
光
と
二
十
の
私
と
』
に
な
る
。
こ
の
頃
か

ら
求
道
の
厳
し
さ
に
対
す
る
憧
れ
が
強
ま
る
。

求
道
者
、安
吾　
大
正
十
五
年
、
東
洋
大
学
印

度
哲
学
倫
理
学
科
に
入
学
。
悟
り
を
開
く
た
め
多

く
の
哲
学
宗
教
書
を
読
破
、
睡
眠
四
時
間
と
い
う

厳
し
い
修
行
生
活
を
一
年
半
続
け
神
経
衰
弱
に
陥

っ
た
が
、
そ
れ
を
梵
語
、
パ
ー
リ
語
、
チ
ベ
ッ
ト

語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ラ
テ
ン
語
な
ど
を
猛
然
と
勉

強
す
る
こ
と
に
よ
り
克
服
し
た
。

文
壇
デ
ビ
ュ
ー　
昭
和
六
年
一
月
、
処
女
作

『
木
枯
の
酒
倉
か
ら
』
を
発
表
。
五
月
『
ふ
る
さ

と
に
寄
す
る
讃
歌
』、
六
月
『
風
博
士
』
を
発
表
、

牧
野
伸
一
が
激
賞
。
七
月
『
黒
谷
村
』
を
発
表
、

島
崎
藤
村
な
ど
が
賞
賛
し
、
新
進
作
家
と
し
て
文

壇
に
認
め
ら
れ
る
。
昭
和
七
年
の
夏
、
新
進
女
流

作
家
の
矢
田
津
世
子
を
知
り
烈
し
い
プ
ラ
ト
ニ
ッ

ク
・
ラ
ブ
に
陥
り
、
安
吾
は
懊
悩
し
酒
場
の
マ
ダ

ム
な
ど
と
同
棲
す
る
デ
カ
ダ
ン
ス
な
生
活
を
重

ね
、
四
年
後
よ
う
や
く
彼
女
と
袂
別
を
決
意
。
昭

和
十
三
年
、
新
た
な
決
意
の
も
と
執
筆
し
た
長

編
『
吹
雪
物
語
』
は
酷
評
さ
れ
、
安
吾
は
自
分
に

絶
望
し
、
転
居
を
繰
り
返
し
自
ら
を
孤
独
の
淵
に

置
き
な
が
ら
、
ど
ん
底
の
淪
落
の
生
活
を
送
る
。

し
か
し
『
紫
大
納
言
』（
昭
十
五
）、『
木
々
の
精
、

谷
の
精
』（
昭
十
五
）
な
ど
の
新
境
地
を
ひ
ら
く
。

小
菅
刑
務
所
・
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
工
場
・

軍
艦
に
見
い
だ
す
必
然
の
美　
昭
和
十
七

年
、
国
粋
主
義
の
時
代
、
大
胆
な
『
日
本
文
化
私

観
』
を
発
表
し
、
伝
統
文
化
を
鵜
呑
み
に
す
る
こ

と
の
欺
瞞
を
指
摘
し
た
。

堕
ち
切
る
こ
と
に
よ
り
真
実
の
救
い
を

発
見
せ
よ　
昭
和
二
十
一
年
、
敗
戦
後
の
昏
迷

の
中
で
い
ち
早
く
戦
後
の
本
質
を
洞
察
し
、
四
月

『
堕
落
論
』、
六
月
に
『
白
痴
』
を
発
表
。
こ
の
二

編
は
、
若
者
を
中
心
に
戦
後
虚
脱
し
て
い
た
日
本

人
に
強
い
衝
撃
を
与
え
た
。
戦
前
戦
中
の
倫
理
観

を
捨
て
新
た
な
生
き
方
を
指
し
示
す
革
命
的
宣
言

は
希
望
の
書
と
な
り
、『
堕
落
論
』
に
よ
っ
て
戦

後
の
日
本
が
再
ス
タ
ー
ト
し
た
。
昭
和
二
十
二
年

『
風
と
光
と
二
十
の
私
と
』、『
桜
の
森
の
満
開
の

下
』、『
不
連
続
殺
人
事
件
』、『
青
鬼
の
褌
を
洗
う

女
』
を
発
表
。

戦
う
安
吾　
昭
和
二
十
五
年
、『
安
吾
巷
談
』

を
連
載
し
、
戦
後
の
タ
ブ
ー
に
挑
戦
す
る
。
昭
和

二
十
六
年
国
税
局
と
税
金
滞
納
、
差
押
え
を
め
ぐ

っ
て
『
負
ケ
ラ
レ
マ
セ
ン
勝
ツ
マ
デ
ハ
』
を
発
表
。

税
金
闘
争
を
ひ
と
り
戦
い
抜
き
、
同
年
九
月
に
は

競
輪
不
正
事
件
で
自
転
車
振
興
会
を
相
手
ど
り
戦

う
。『
夜
長
姫
と
耳
男
』（
昭
二
十
七
）発
表
。

急
逝　
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
二
月
十
七

日
、
古
代
史
の
雄
大
な
構
想
と
と
も
に
、
原
風
景

に
由
来
す
る
創
造
活
動
に
意
欲
を
燃
や
し
は
じ

め
た
矢
先
に
、
桐
生
の
自
宅
で
脳
溢
血
で
急
逝
し

た
。
享
年
四
十
八
歳
。

第
２
回
安
吾
賞
選
考
会

2007/10/16.17

安
吾
s 

B
A
R

2007/9/6

記
者
会
見

2007/11/20

受
賞
者
発
表
会

2007/12/21

安

吾

年

譜

募集ポスター

悩める選考委員コメントする坂口綱男氏

選考を終えたのちに書かれたキャッチフレーズ。
激論の興奮がにじむ。



安吾賞選考委員

第２回  安吾賞授賞式　2008年2月9日　新潟市民芸術文化会館

第１部　　記念講演「安吾さんとの想い出」　半藤一利（作家）

第２部　　授与式　　安吾賞　および　新潟市特別賞
　　　　　野口健トークライブ「あきらめないこと、それが冒険だ」　

坂口 綱男
写真家／エッセイスト
（坂口安吾長男）

古海 正子
日本IBM人事部
GAアシスタントサービスマネジャー

河田 珪子
支え合いの地域づくりアドバイザー  
「うちの実家」代表
訪問介護員養成研修講師
新潟大学歯学部非常勤講師

猪口 孝 
中央大学教授
法制審議会委員
日本学術会議会員

池田 弘
（学）新潟総合学院理事長

齋藤 正行
安吾の会世話人代表
新潟・市民映画館シネ・ウインド代表

副委員長
新井 満 
作家

委員長
野田 一夫
（財）日本総合研究所理事長 
多摩大学名誉学長

安吾賞推薦人（敬称略 50音順）

青木 邦雄 （財）東日本鉄道文化財団専務理事
青島 健太 スポーツライター
嵐山 光三郎 作家
安斎   隆 （株）セブン銀行代表取締役社長
稲盛 和夫 京セラ（株）名誉会長／稲盛財団理事長
敦井 榮一 新潟商工会議所会頭
植村 鞆音 著述業/ハーバー研究所監査役/DACグループ顧問
内田   力 （株）コロナ代表取締役社長
梅原   猛 哲学者
荻野 アンナ 作家／慶應義塾大学教授（文学部）
角川 歴彦 （株）角川グループホールディングス代表取締役会長
 （株）角川書店取締役会長
川淵 三郎  （財）日本サッカー協会キャプテン
菊池 明郎 筑摩書房代表取締役社長
北川 正恭 早稲田大学大学院教授
小林 幸子 歌手
佐藤 忠男 映画評論家／日本映画学校校長
佐藤 信秋 参議院議員
白井 克彦 早稲田大学総長
関川 夏央 作家／評論家
高澤 正樹 新潟放送相談役／日本文芸家協会会員
武田 鉄矢 海援隊
立松 和平 小説家
田中 里沙 宣伝会議編集室長
檀 太郎 CMプロデューサー／エッセイスト
中山 輝也 新潟経済同友会代表幹事
野沢 慎吾 セコム上信越（株）代表取締役
服部 幸應 （学）服部学園理事長／服部栄養専門学校校長
 医学博士／新潟市食と花の総合アドバイザー
早野   透 朝日新聞コラムニスト
半藤 一利 作家
火坂 雅志 小説家
福武 總一郎 （株）ベネッセコーポレーション代表取締役会長兼CEO
藤沢   周 作家／法政大学教授
牧　 作樹 （株）ティー・ヴィー・キュー九州放送代表取締役社長
松岡 正剛 編集工学研究所所長/ISIS編集学校校長
三潴 末雄 （株）ミヅマアートギャラリー ディレクター
三田ジョンストン智子 アルビレックスチアリーダーズ・チーフディレクター
三田村邦彦 俳優
村松 友視 作家
村山 俊晴 日本銀行監事
山口 昭男 岩波書店代表取締役社長
山本 寛斎  デザイナー／プロデューサー

安吾賞賛同者（敬称略 50音順）

渥美 千尋 外務省南部アジア部長
泉田 裕彦 新潟県知事
内山 秀夫 慶應義塾大学名誉教授
内海 桂子 （社）漫才協会名誉会長
遠藤   実 （財）遠藤実歌謡音楽振興財団理事長
ジェームス三木 脚本家
篠田 正浩 映画監督／早稲田大学特命教授
瀬戸内 寂聴 作家
檀　 ふみ 女優
手塚   眞 ヴィジュアリスト
福原 義春 （株）資生堂名誉会長
松永 二三男 日本テレビ放送網（株）企画開発担当部長
宮田 亮平 東京藝術大学学長
株式会社旺文社

肩書きは平成20年1月1日現在のものです。

【安吾賞事務局】〒951-8550  新潟市文化政策課
TEL. 025-226-2563  FAX. 025-230-0450
E-mail  bunka@city.ni igata. lg . jp
【 安 吾 賞 】 U R L  
http://www.city.niigata.jp/info/bunka/ango/
【坂口安吾デジタルミュージアム】U R L
http://www.ango-museum.jp


