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２
０
１
6
年
４
月
７
日
、
愛
知

県
立
芸
術
大
学
に
お
い
て
、
第
８

回
音
楽
奨
学
生
奨
学
金
授
与
式

が
、
入
学
式
修
了
後
の
音
楽
学
部

新
入
生
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
会

場
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
奨
学
金
制
度
は
当
財
団

が
芸
術
振
興
の
一
助
と
し
て
、
同

大
学
の
学
生
を
対
象
と
し
て

２
０
０
９
年
よ
り
実
施
し
て
い
ま

す
。
選
出
さ
れ
た
学
生
に
、
財
団

の
増
渕
有
三
評
議
員
か
ら
奨
学
金

が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。奨
学
生
は
、

奨
学
金
を
留
学
の
費
用
に
あ
て
た

い
な
ど
、
受
賞
の
喜
び
を
熱
く
語

っ
て
い
ま
し
た
。
今
ま
で
奨
学
生

に
な
っ
た
方
は
、
今
回
の
奨
学
生

を
加
え
て
25
名
に
な
り
ま
し
た
。

音
楽
奨
学
生
　
奨
学
金
授
与
式

2016年奨学金授与式開催
◆音楽奨学生　◆彫刻奨学生

「私」
青野 真澄さん
（日本大学）

「友人像」
河原㟢 未貴さん
（日本大学）

「受け継いでいく命」
栗原 利記さん

（日本大学大学院）

「どなた」
川端 豊子さん

（多摩美術大学大学院）

「アダン」
保坂 航子さん

（武蔵野美術大学大学院）

彫
刻
奨
学
生
　
奨
学
金
授
与

　

２
０
１
6
年
６
月
21
日
、
財
団
ホ
ー
ル
に
お

い
て
、
第
32
回
彫
刻
奨
学
生
奨
学
金
授
与
式
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
奨
学
金
制
度
は
１
９
８
５
年
か
ら
実
施

さ
れ
て
お
り
、
今
年
の
５
名
を
加
え
、
１
1
４

名
が
奨
学
生
に
選
ば
れ
て
い
ま
す
。
今
回
の
奨

学
生
と
作
品
は
下
記
の
通
り
で
す
。

前列左から、鞍掛日本大学教授、大槻日本大学教授、市橋常務理事、戸谷武蔵野美術大学教授、
村井多摩美術大学教授
後列左から、保坂さん、川端さん、栗原さん、河原崎さん、青野さん

福本泰之 愛知県立芸術大学音楽学部長
よりインタビューされる奨学生の皆さん

増渕有三評議員より奨学金授与

大㟢奈々さん（ピアノ） 川瀬千音さん（声楽）山田貴子さん（ヴァイオリン）
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２
０
１
６
年
３
月
６
日
、め
ぐ
ろ
パ
ー
シ
モ
ン
ホ
ー
ル

大
ホ
ー
ル
に
て
当
財
団
の
創
立
40
周
年
記
念
事
業
の一環

と
し
て
、オ
ペ
ラ「
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
」を
公
演
し
た
。

　

日
本
の
神
話
と
オ
ペ
ラ
を
融
合
し
た
こ
の
作
品
は
当

財
団
が
創
立
30
周
年
を
迎
え
た
と
き
に
創
作
・
公
演

し
て
お
り
、目
黒
区
教
育
委
員
会
・
公
益
財
団
法
人

目
黒
区
芸
術
文
化
振
興
財
団
と
の
共
催
で
、10
年
ぶ

り
に
同
じ
会
場
で
の
再
演
が
実
現
し
た
。

　

設
立
以
来
、い
つ
で
も
、ど
こ
で
も
、だ
れ
で
も
学
べ
る

機
会
を
提
供
し
て
き
た
当
財
団
は
、今
回
こ
の
再
演
を

通
じ
て
生
涯
学
習
の
大
き
な
要
素
で
あ
る「
継
続
は
力

な
り
」
を
体
現
し
た
。

　

第
１
部
の
幕
開
け
を
飾
っ
た
の
は
女
流
講
談
師
・
宝

井
琴
柑
さ
ん
。
40
周
年
の
節
目
を
迎
え
た
当
財
団
の

挨
拶
か
ら
始
ま
り
、今
回
の
公
演
は
出
演
者
だ
け
で
な

く
、観
客
の
皆
さ
ん
か
ら
の
声
援
が
あ
っ
て
こ
そ
完
成

す
る
と
い
う
内
容
に
会
場
の一
体
感
が
高
ま
る
。こ
の
日

の
た
め
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
講
談
「
国
生
み
神
生
み
」

は
オ
ペ
ラ「
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
」に
な
ぞ
ら
え
て
、日
本
神

話
が
題
材
と
な
っ
て
い
る
。リ
ズ
ム
の
良
い
講
談
に
続
い

て
登
場
し
た
の
は
、目
黒
区
立
中
目
黒
小
学
校
合
唱

団
の
皆
さ
ん
。「
N
H
K
学
校
音
楽
コ
ン
ク
ー
ル
」
を

は
じ
め
と
し
た
数
々
の
大
会
や
コ
ン
サ
ー
ト
に
出
演
し

て
い
る
同
合
唱
団
は
、ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
を
作
曲
し
た

加
藤
昌
則
さ
ん
の「
地
球
を
つ
つ
む
歌
声
」
を
含
む
６

曲
を
披
露
。
伸
び
や
か
な
歌
声
が
会
場
を
包
ん
だ
。

　

第
２
部
で
は
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
を
演
じ
る
宮
本
益
光

さ
ん
が
演
出
も
担
当
、ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
を
東
京
シ
テ
ィ・

バ
レ
エ
団
メ
ン
バ
ー
が
象
徴
的
に
表
現
。
洗
練
さ
れ
た
迫

力
あ
る
演
技
で
観
客
を「
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
」の
世
界
へ
と

一
気
に
引
き
込
ん
だ
。
ま
た
初
演
同
様
、合
唱
団
を
務

め
た
の
は
め
ぐ
ろ
区
報
の一般
公
募
で
選
ば
れ
た
メ
ン
バ
ー
。

６
月
の
結
団
式
か
ら
30
回
以
上
の
練
習
を
重
ね
、舞
台

に
華
を
添
え
た
。ま
た
、今
回
の
公
演
の
た
め
に
結
成
さ

れ
た
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
は
、そ
の
高
い
技
術
で
重
厚
な
音
を

生
み
出
し
、物
語
の
世
界
観
を
見
事
に
表
現
し
た
。

　

10
年
と
い
う
長
い
年
月
を
経
て
待
望
の
再
演
が
実
現

し
た「
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
」。初
演
よ
り
も
ス
ケ
ー
ル
ア
ッ
プ

し
た
そ
の
内
容
は
1
，0
0
0
人
の
観
衆
を
圧
倒
し
、最

後
の一瞬
ま
で
魅
了
し
た
。

第一部に関わった皆さん

講 談 師	 宝井	琴柑

指 揮 ／ 指 導	 田中	裕美

ピ ア ノ	 飯田	ゆりえ

中目黒小学校合唱団
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「ヤマタノオロチ」



第
一
幕

　

自
分
の
思
う
が
ま
ま
に
行
動
し
て
し

ま
う
荒
々
し
い
性
格
の
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
。

そ
ん
な
彼
が
美
し
い
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
と
出

会
い
、結
婚
を
決
意
す
る
と
こ
ろ
か
ら
物

語
は
始
ま
る
。

　

結
婚
の
報
告
を
す
る
た
め
、改
心
し
た

ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
が
向
か
う
は
姉
・ア
マ

テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
が
い
る
高
天
原
。し
か

し
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
や
高
天
原
の

神
々
は
、元
々
暴
れ
ん
坊
と
称
さ
れ
る
ス

サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
の「
改
心
し
た
」と
い
う

言
葉
を
信
用
し
な
い
。ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト

は
自
分
を
理
解
し
て
も
ら
え
な
い
腹
立

た
し
さ
か
ら
暴
れ
出
す
。
そ
れ
を
誰
も

が
持
つ
悪
の
部
分
を
象
徴
す
る
ヤ
マ
タ
ノ

オ
ロ
チ
が
あ
お
る
こ
と
で
ど
ん
ど
ん
悪
い

方
向
へ
。ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
は
天
の

岩
戸
に
姿
を
隠
し
、ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
は

高
天
原
か
ら
追
放
と
な
る
。

第
二
幕

　

ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
は
高
天
原
か
ら
追

放
さ
れ
た
シ
ョッ
ク
で
時
を
さ
か
の
ぼ
り
、

ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
に
出
会
う
前
に
戻
っ
て
し

ま
う
。
真
っ
暗
闇
の
中
を
一
人
寂
し
く
さ

ま
よ
う
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
は「
自
分
は

クシナダヒメ（右）がヤマタノオロチの生け贄に
なってしまうのを悲しむアシナズチ（中央）とテ
ナズチ（左）
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オペラ「ヤマタノオロチ」全幕

スサノオノミコトの姉・
アマテラスオオミカミが登場

悪の象徴であるヤマタノオロチが
スサノオノミコトの前に姿を現す



過
ち
を
犯
し
た
の
で
は
な
い
か
」と
考
え

続
け
る
。し
か
し
こ
こ
で
も
自
分
の
悪
の

部
分
で
あ
る
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
が「
お
前
は

間
違
って
い
な
い
」と
諭
す
。

　

そ
の
後
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
に
出
会
い
、一目
惚

れ
し
た
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
は
、彼
女
が
ヤ

マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
の
生
け
贄
に
な
って
し
ま
う

と
い
う
こ
と
を
知
る
。そ
れ
を
ど
う
に
か

助
け
よ
う
と
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
を
退
治
す

る
こ
と
を
決
心
す
る
が
、自
分
の
諸
悪
の

根
源
で
あ
る
暴
力
を
使
って
問
題
を
解
決

す
る
こ
と
を
た
め
ら
う
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
。

す
る
と
、ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
は「
あ
な
た
の
持
つ

力
を
自
分
の
た
め
で
は
な
く
、純
粋
に
愛

す
る
人
の
た
め
に
使
う
の
で
あ
れ
ば
、そ
れ

は
暴
力
で
も
悪
で
も
な
い
」と
説
得
す
る
。

そ
の
言
葉
に
勇
気
づ
け
ら
れ
た
ス
サ
ノ
オ

ノ
ミ
コ
ト
は
自
身
の
中
の
悪
・ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ

チ
を
退
治
す
る
こ
と
を
決
心
す
る
。

　

こ
こ
で
時
は
再
び
高
天
原
の
場
面
に
。

ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
は
ま
た
し
て
も
悪
の
道
へ

誘
お
う
と
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
を
そ
そ
の

か
す
が
、ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
は
そ
れ
に
惑

わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
退
治
。つ
い
に
自
分

の
中
の
悪
に
打
ち
勝
っ
た
の
だ
。そ
し
て
ヤ

マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
の
首
か
ら
出
て
き
た
剣
が

ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
の
改
心
の
証
と
な
り
、

二
人
は
結
ば
れ
る
。

第二幕に関わった皆さん
ス サ ノ オ ノ ミ コ ト	 宮本		益光（バリトン）
ヤ マ タ ノ オ ロ チ	 伊藤	純（バス）
アマテラスオオミカミ	 青木	エマ（ソプラノ）
ク シ ナ ダ ヒ メ	 三宅	理恵（ソプラノ）
ア シ ナ ヅ チ	 牧川	修一（テノール）
テ ナ ヅ チ	 穴澤	ゆう子（メゾソプラノ）
指 揮	 加藤	昌則
管 弦 楽	 オペラ「ヤマタノオロチ」特別編成オーケストラ
合 唱	 公募によるオペラ「ヤマタノオロチ」特別編成合唱団
	 	 日本声楽家協会合唱団
合 唱 指 揮	 竹内	雅拳
合 唱 指 導	 太田	小百合／米谷	朋子
ダ ン ス	 東京シティ・バレエ団
	 	 渡邊	優／河野	麻子（アメノウズメ）／大内	麻莉／
	 	 中村	緋女／八隅	莉子／小林	あおい／兼元	佑季
振 付	 加藤	浩子
舞 台 監 督	 近藤	元
証 明	 成瀬	一裕
衣 装	 矢野	祐子
衣 装 協 力	 東京衣装株式会社
メ イ ク	 上野	みちよ
コ レ ペ テ ィ ト ル	 小田切	舞美／髙田	恵子／矢野	里奈
演 出 助 手	 中嶋	薫子／成平	有子

「個」として認められた上で成り立つ物語
宮本 益光さん（演出・スサノオノミコト）

　神話を元にしたこの作品は、「個」が与えられた「名」とともに成長しながら他者
との関係を見出し、より強い「個」になっていく姿を描いています。スサノオノミコト
の善悪やヤマタノオロチの悪へと誘う囁きも「個」としての認識の上に成り立って
いるのです。劇中すべての登場人物がスサノオノミコトの「名」を呼び、またはその
「名」を尋ねます。まさにこの質問と呼びかけのあり方がこの物語の核。しかしなが
ら言葉は的確、音は雄弁。何を語らずとも、ヤマタノオロチは存在しつづけるのです。

人間の二面性を描く内容に自分を重ねてほしい
加藤 昌則さん（作曲・指揮）

　学生時代はオペラにはあまり興味がなかったのですが、試しに一度観てみたら
感動し、それ以来オペラに携わるようになりました。ご縁があって初演の作曲を務
めさせていただきましたが、私自身初めて手掛けたオペラ作品なので強い思い入
れがあります。10年の歳月を経て今回再演となりましたが、観ている人々に勇気を
与えられるとうれしいです。また、この作品では合唱がストーリー・テラーとしての
役割を果たしているのが特長の一つなので、こちらも注目してほしいですね。
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スサノオノミコトが宿敵・ヤマタノオロチを
倒すために奮闘

敵に打ち勝って、
無事結婚を迎える
スサノオノミコトと
クシナダヒメ

カーテンコールに応える出演者



　

１
３
９
４
年
、木
付
頼
直
に
よ
っ
て

八
坂
川
河
口
の
台
山
に
木
付
城
が
築

か
れ
ま
し
た
。「
杵
築
」と
い
う
表
記
に

な
っ
た
の
は
、正
徳
２（
１
７
１
２
）年
、

将
軍
家
宣
の
朱
印
状
に
「
杵
築
」と
記

載
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

　

高
山
川
と
八
坂
川
が
交
わ
る
台
地
の

上
に
築
か
れ
た
杵
築
城
は
三
面
を
海
と

川
に
囲
ま
れ
て
お
り
、敵
の
侵
入
を
未

然
に
防
い
で
き
ま
し
た
。現
在
は
高
台

か
ら
守
江
湾
を
一
望
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。ま
た
、杵
築
城
周
辺
は
城
下
町
の

風
景
が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
の
も
大
き

な
魅
力
。武
家
屋
敷
が
あ
る
北
台
、南

台
の
台
地
の
間
の
谷
町
に
町
屋
が
立
ち

並
び
、 

台
地
と
低
地
を
結
ぶ
石
畳
階
段

の
坂
道
が
、杵
築
独
特
の
立
体
的
景
観

を
作
っ
て
い
ま
す
。

　

戦
国
時
代
、九
州
の
三
強
と
呼
ば
れ

て
い
た
薩
摩
の
島
津
お
よ
び
肥
前
の

龍
造
寺
、豊
後
の
大
友
。そ
の
中
の
大

友
宗
麟
は
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
と
し
て

名
を
馳
せ
て
お
り
、現
在
も
大
分
市
に

は
大
友
家
の
彫
刻
物
や
石
像
な
ど
が

数
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。

　

一
行
が
向
か
っ
た
の
は
、元
々
豊
後

の
国
府
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
現
在
の

呼
称
と
な
っ
た
府
内
城
。豊
臣
秀
吉
に

よ
っ
て
大
友
家
が
滅
ぼ
さ
れ
た
後
の

慶
長
２（
１
５
９
７
）年
、石
田
三
成
の

妹
婿
で
あ
る
福
原
直
高
に
よ
っ
て
築

か
れ
ま
し
た
。商
船
の
積
荷
を
下
ろ
す

船
養
場
と
し
て
栄
え
て
い
た
こ
と
に

由
来
し
て
、「
荷
落
城
」と
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、縁
起
が
悪
い
と
し
て
「
荷
揚

城
」と
命
名
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
１
６
０
１
年
に
竹
中
重
利

が
藩
主
と
な
り
、四
重
の
天
守
を
設
け

ま
し
た
。古
く
か
ら
不
吉
な
「
四
」は

避
け
ら
れ
て
き
た
た
め
、全
国
的
に
も

希
少
な
天
守
と
い
え
ま
す
。

　

岡
城
は
戦
国
時
代
に
勢
力
を
伸
ば

し
て
い
た
大
友
宗
麟
の
重
臣
で
あ
る

志
賀
親
次
が
居
城
と
し
て
い
ま
し
た
。

大
友
と
敵
対
関
係
に
あ
っ
た
島
津
か

ら
の
度
重
な
る
攻
撃
を
防
い
で
き
た

こ
と
か
ら
、志
賀
は
武
将
と
し
て
高
く

評
価
さ
れ
て
い
ま
し
た
。し
か
し
、文

禄
２（
１
５
９
３
）年
に
宗
麟
の
嫡
男

で
あ
る
義
統
が
改
易
さ
れ
た
こ
と
を

き
っ
か
け
に
志
賀
は
岡
城
を
去
り
ま

す
。そ
し
て
翌
年
、移
封
し
て
き
た
中

川
秀
成
が
大
規
模
な
増
改
築
を
行
い

熊本城の宇土櫓前で

杵
築
城

府
内
城

豊後・肥後・筑後の城めぐり
今回の歴史研修の舞台は名城が多く、石垣の残存率が高い九州です。
羽田空港に集合し、大分へ。初日は杵築城と府内城を訪れ、湯布院温泉に宿泊。
二日目は岡城を見学後、熊本城へ。夜は菊地温泉をゆっくり堪能し、
最終日は柳川城と福岡城を満喫。充実した研修となりました。
帰京8日後に起きた熊本地震は、熊本城の石垣や櫓に大きな被害をもたらしました。
あの雄姿を再び目にすることができるのは、数十年後とか。
一日も早い復興を願わずにはいられません。

本丸跡地に残る人質櫓。
その名の通り、
人質を収容した

1996年に復元された廊下橋は、
かつて西の丸と山里丸
（現在の松栄神社）を結んでいた

岡
城

創立40周年記念特別企画

111

2016年4月4日㈪〜6日㈬

歴 史 研 修（ そ の 7 ）

静岡大学名誉教授

小和田　哲男さん解説

満開の桜と天守

酢屋の坂から
志保屋の坂を
望む

杵築城から
一望できる
守江湾
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ま
し
た
。

　

岡
城
周
辺
は
地
震
が
多
い
と
こ
ろ

で
あ
っ
た
た
め
、江
戸
時
代
に
も
修
築

が
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、現
存
す
る
石

垣
に
は
落
と
し
積
み
の
技
法
が
使
わ

れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

太
閤
検
地
に
反
発
す
る
国
人
一
揆

の
鎮
圧
に
失
敗
し
た
佐
々
成
政
に
代

わ
っ
て
、肥
後
を
治
め
る
こ
と
に
な
っ

た
の
が
加
藤
清
正
と
小
西
行
長
で
す
。

北
肥
後
を
与
え
ら
れ
た
清
正
は
、豊
臣

秀
吉
よ
り
築
城
の
命
を
受
け
て
い
ま

し
た
が
、そ
の
前
に
菊
池
川
や
緑
川
、

白
川
と
い
っ
た
河
川
の
整
備
に
目
を
つ

け
ま
し
た
。い
ず
れ
も
上
流
か
ら
下
流

に
か
け
て
一
貫
し
た
城
主
が
お
ら
ず
、

荒
廃
が
進
ん
で
い
た
た
め
、堤
防
に
手

を
加
え
る
こ
と
に
し
た
の
で
す
。現
在

も
残
る
「
清
正
堤つ

づ
み

」と
呼
ば
れ
る
遺
構

か
ら
は
、清
正
の
治
水
能
力
の
高
さ
が

し
の
ば
れ
ま
す
。

　

熊
本
城
の
築
城
に
あ
た
っ
て
は
、お

抱
え
の
土
木
技
師
で
あ
る
森
本
儀
太

夫
と
飯
田
覚
兵
衛
の
力
を
借
り
、独
特

の
美
し
い
勾
配
を
持
つ
石
垣
を
完
成

さ
せ
ま
す
。後
の
、熊
本
を
主
戦
場
と

し
た
西
南
戦
争
で 

は
、西
郷
隆
盛
に
よ

る
猛
攻
を
受
け
た
も
の
の
落
城
せ
ず
、

難
攻
不
落
の
名
城
と
し
て
名
を
馳
せ

ま
し
た
。

　

こ
の
石
垣
の
ほ
か
に
熊
本
城
を
特

徴
づ
け
る
の
が
井
戸
の
存
在
で
す
。朝

鮮
半
島
に
出
兵
し
た
慶
長
の
役
に
お

け
る
蔚
山
城
の
籠
城
戦
で
、深
刻
な
水

不
足
に
悩
ま
さ
れ
た
経
験
か
ら
、清
正

は
城
内
に
１
２
０
カ
所
以
上
の
井
戸

を
掘
ら
せ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

中
世
末
期
、柳
川
地
区
を
治
め
て
い

た
の
が
立
花
道
雪
の
養
嗣
子
で
あ
る

立
花
宗
茂
で
す
。

　

慶
長
５（
１
６
０
０
）年
、宗
茂
は
大

津
城
攻
め
で
頭
角
を
現
し
た
も
の
の
、

関
ヶ
原
の
戦
い
で
は
大
敗
を
喫
し
改

易
に
。そ
の
後
江
戸
で
浪
々
の
生
活
が

続
き
ま
し
た
が
、二
代
目
将
軍
秀
忠
と

の
出
会
い
を
き
っ
か
け
に
陸
奥
国
の

大
名
と
な
り
ま
し
た
。そ
の
力
量
が
認

め
ら
れ
た
宗
茂
は
、最
終
的
に
か
つ
て

の
家
臣
と
と
も
に
柳
川
城
へ
戻
っ
た

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、柳
川
城
に
入
城
し
た
の
は

愛
知
県
・
岡
崎
の
大
名
だ
っ
た
田
中
吉

政
で
す
。土
木
に
関
す
る
豊
富
な
知
識

を
生
か
し
、低
湿
地
と
い
う
柳
川
地
区

の
特
徴
を
踏
ま
え
た
築
城
・
城
下
の
整

備
を
行
い
ま
し
た
。こ
れ
に
よ
り
平
城

で
あ
っ
て
も
敵
が
近
づ
き
に
く
い
柳

川
城
が
完
成
し
ま
す
。

　

関
ヶ
原
の
戦
い
を
終
え
、豊
前
の
大

名
・
黒
田
長
政
が
名
島
城
に
移
封
し
ま

し
た
。し
か
し
、大
き
な
城
下
町
を
築

け
る
ほ
ど
の
土
地
が
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
、長
政
は
福
崎
（
現
舞
鶴
公
園
）に

新
た
な
平
城
を
設
け
ま
し
た
。

　

博
多
湾
と
入
江
を
う
ま
く
使
っ
た

福
岡
城
は
広
い
本
丸
が
特
徴
の
一
つ

で
、関
西
以
西
で
は
最
大
級
の
規
模
を

誇
っ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
は
福
岡
城
に
天
守
は
存

在
し
な
い
と
い
う
定
説
が
有
力
で
し

た
。し
か
し
、天
守
が
記
さ
れ
た
絵
図

面
が
残
っ
て
い
た
り
、加
藤
家
に
次
い

で
熊
本
城
を
治
め
て
い
た
細
川
家
の
文

書
か
ら
長
政
が
天
守
を
壊
し
て
い
る
と

い
っ
た
情
報
が
見
つ
か
っ
た
り
し
た
こ

と
か
ら
、近
年
は
そ
の
定
義
に
疑
問
が

投
げ
か
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

熊
本
城

福
岡
城

落とし積みの石垣

二の丸跡には、
岡城をモデルに「荒城の月」を
作曲した滝廉太郎の銅像

柳
川
城

「水の都」柳川の縦横に張りめぐらされた掘割の川下り

南丸に位置する多聞櫓。
長屋型で16の小部屋に分かれている

鬼門封じの祈念をするために
建立された祈念櫓

頬当御門で解説する
小和田先生

天
守
の
謎

小天守には下に「忍び返し」と呼ばれる槍のような
鉄串がついており、敵の侵入を未然に防いでいた

「扇の勾配」という技法を使った石垣は
曲線が美しいだけでなく、安定感にも優れている
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昨年の第5回までは、1泊2日湯河原でのセミナーを開催していましたが、今回は趣向も新たにより多くの夫婦の方に参加し

て頂きたいと目黒雅叙園サロン・ド・ソレイユⅢに於いて1日のライフプランセミナーを開催いたしました。

専門講師の指導により、リタイア後の健康やお金、時間の使い方、生きがい等について、現役の内に早めに考えて頂くことを

目的として、老後は夫婦で仲良く豊かに暮らしたいという夢の実現に向けて「定年後のライフプランセミナー」を開催いた

しました。

2016.5.28㈯

第6回

夫婦で考える
「定年後のライフプランセミナー」を開催

　

夫
婦
単
位
を
原
則
と
し
て
、夫
婦
い
ず
れ

か
が
50
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
方
々
４
組
８

名
が
参
加
い
た
し
ま
し
た
。初
め
は
緊
張
し

て
い
た
皆
さ
ん
も
講
師
の
方
々
の
和
や
か
な

雰
囲
気
の
中
で
の
講
義
に
、次
第
に
リ
ラ
ッ

ク
ス
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。内
容
は
、定
年

後
の
お
金
の
計
算
を
基
に
専
門
の
講
師
の

指
導
を
受
け
て
夫
婦
で
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
の

作
成
に
取
り
組
み
、定
年
後
の
生
活
設
計
を

具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
も
ら
う
も
の
で

す
。講
師
は
、㈱
活
性
化
セ
ミ
ナ
ー
研
究
所

会
長
の
奥
畑
研
司
さ
ん
ら
3
人
で
す
。

　

は
じ
め
に
同
社
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
の
奥
畑
講
師
に
よ
る
基
調
講
演

「
生
き
が
い
と
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
」と
題
し
て
、

生
き
が
い
に
か
か
わ
る
退
職
前
と
退
職
後

の
環
境
変
化
に
つ
い
て
の
講
演
で
し
た
。次

に
大
橋
講
師
が
社
会
保
険
制
度（
年
金
や
保

険
）に
つ
い
て
解
説
さ
れ
ま
し
た
。

　

昼
食
は
、目
黒
雅
叙
園
の
西
欧
料
理
ク
ラ

ブ
ラ
ウ
ン
ジ
で
ラ
ン
チ
ブ
ッ
フ
ェ
を
各
自

楽
し
ん
だ
後
に
60
歳
～
80
歳
ま
で
の
20
年

間
の
長
期
家
計
プ
ラ
ン
の
作
成
の
説
明
が

あ
り
ま
し
た
。従
来
は
、講
義
内
容
か
ら
ご

夫
婦
で
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
を
作
成
し
て
頂
く

と
こ
ろ
ま
で
で
す
が
、今
回
は
時
間
の
都
合

上
作
成
は
各
自
帰
宅
後
に
夫
婦
で
話
し
合

い
作
成
し
て
頂
く
事
に
な
り
ま
し
た
。そ
の

後
は
、ラ
イ
フ
プ
ラ
ン「
知
恵
の
交
換
会
」と

題
し
て
、参
加
者
全
員
に
よ
る
生
活
の
切
り

口
に
つ
い
て
、自
由
に
討
議
を
行
い
お
互
い

の
情
報
共
有
化
を
行
い
ま
し
た
。セ
ミ
ナ
ー

の
最
後
は
、健
康
運
動
指
導
士
の
津
坂
講
師

が
、食
事
や
運
動
な
ど
の
健
康
管
理
の
情
報

を
紹
介
。参
加
者
は
教
室
内
で
軽
く
音
楽
に

合
わ
せ
体
操
を
行
い
、運
動
の
前
後
の
心
拍

数
の
違
い
を
確
認
し
ま
し
た
。ま
た
腰
痛
予

防
に
効
果
的
な
筋
ト
レ
、ス
ト
レ
ッ
チ
の
方

法
や
脳
の
健
康
度
チ
ェ
ッ
ク
な
ど
も
行
い
ま

し
た
。脳
の
健
康
度
チ
ェ
ッ
ク
の
設
問
に
は
、

こ
の
設
問
に
チ
ェ
ッ
ク
が
つ
い
た
ら
医
師
に

相
談
し
て
画
像
検
査
の
実
施
が
望
ま
し
い
な

ど
と
い
う
項
目
も
あ
り
、参
加
者
は
真
剣
な

眼
差
し
で
設
問
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。

　

講
義
や
グ
ル
ー
プ
討
議
を
経
て
、受
講
者

に
は
健
康
・
お
金
・
時
間
・
生
き
が
い
な
ど

に
つ
い
て
真
剣
に
考
え
、豊
か
な
老
後
を
送

れ
る
よ
う
に
事
前
準
備
の
必
要
性
を
感
じ

て
頂
き
ま
し
た
。作
成
し
た
プ
ラ
ン
も
年
に

1
回
見
直
し
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
す
る
こ
と
で
、

よ
り
良
い
も
の
に
な
る
と
の
ア
ド
バ
イ
ス

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。参
加
さ
れ
た
受
講
者

の
方
々
は
、事
前
準
備
も
含
め
て
ラ
イ
フ
プ

ラ
ン
セ
ミ
ナ
ー
を
積
極
的
に
受
講
さ
れ
て

い
る
の
が
大
変
印
象
的
で
し
た
。従
来
の
1

泊
2
日
か
ら
1
日
の
研
修
に
し
た
結
果
、主

催
者
側
の
期
待
し
た
参
加
者
の
増
加
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、受
講
者
か
ら
参
加
し

て
非
常
に
良
か
っ
た
と
い
う
感
想
を
頂
き
、

本
事
業
を
継
続
し
て
い
き
た
い
と
感
じ
ま

し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
を

見
直
し
最
適
な

ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
を
作
成

基調講演をされる
奥畑講師

健康管理について解説される
津坂講師

参加者全員による
「知恵の交換会」

社会保険制度について
解説される大橋講師
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財
団
ニ
ュ
ー
ス

　

今
年
度
の
財
団
奨
学
生
が
決
定
し
ま
し

た
。た
く
さ
ん
の
応
募
の
中
か
ら
、科
目

等
履
修
奨
学
生
15
名
、放
送
大
学
選
科
履

修
奨
学
生
15
名
、放
送
大
学
大
学
院
修
士

全
科
履
修
奨
学
生
10
名
が
選
ば
れ
ま
し

た
。今
後
の
成
果
に
期
待
し
ま
す
。

氏
名（
年
齢
）�

履
修
大
学

石
倉　

寛（
66
）�

武
蔵
大
学

内
田　

光
裕（
35
）�

筑
波
大
学
大
学
院

江
藤　

郷
子（
39
）�

甲
南
大
学

近
藤　

聖
子（
49
）�

関
西
大
学
大
学
院

佐
藤　

陽
子（
67
）�

学
習
院
大
学
大
学
院

鷹
野　

和
紀
子（
41
）�

神
奈
川
大
学

戸
倉　

博
之（
47
）�

國
學
院
大
學

中
野　

啓
子（
61
）�

龍
谷
大
学

馬
場　

さ
お
り（
37
）�

九
州
産
業
大
学

土
生　

美
枝（
48
）�関
西
学
院
大
学
大
学
院

藤
森　

恵（
26
）�

明
治
大
学

藤
原　

弓
子（
33
）�

山
形
大
学

宮
崎　

理
絵（
44
）�

首
都
大
学
東
京

安
木　

美
帆（
30
）�

立
命
館
大
学

吉
村　

チ
ヨ
ノ（
59
）�

久
留
米
大
学

氏
名（
年
齢
）

市
川　

敏
弘（
69
）�

糸
原　

久
恵（
64
）

宇
野　

映
子（
50
）�

小
野　

眞
知
子（
62
）

河
﨑　

優
美
子（
42
）�

清
原　

亜
紀（
48
）

坂
田　

葵（
34
）�

鈴
木　

友
喜（
39
）

髙
橋　

保
雅（
38
）�

田
中　

真
一
郎（
45
）

手
嶌　

優
子（
37
）�

富
山　

美
奈
子（
45
）

星
野　

健
司（
34
）�

湯
田　

明
子（
53
）

横
川　

行
俊（
73
）�

氏
名（
年
齢
）

岩
本　

真
理
子（
48
）�

沖
野　

大
輔（
51
）

奥
山　

武（
72
）�

鹿
島　

裕
子（
43
）

金
森　

詞
子（
58
）�

金
子　

友
紀（
38
）

小
西　

陽
子（
42
）�

武
部　

京
子（
55
）

前
嶋　

敦
子（
45
）�

馬
込　

奈
穂
子（
39
）

　
「
伊
達
娘
恋
緋
鹿
子
〜
火
の
見
櫓
の

段
」を
実
施
し
ま
す
。受
講
す
れ
ば
、「
文

楽
」の
魅
力
に
は
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
請

け
合
い
で
す
。奮
っ
て
の
ご
参
加
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

日

程�

９
月
23
日
㈮

�

18
時
〜
19
時
30
分

会

場　

め
ぐ
ろ
パ
ー
シ
モ
ン
ホ
ー
ル

�
小
ホ
ー
ル

定

員　

�

１
９
０
名

２
０
１
６
年
度

財
団
奨
学
生
決
定

伝
統
文
化「
文
楽
」に
親
し
む

お
知
ら
せ

設立目的

　当財団は、スタンレー電気株式会社
の創業者北野隆春の私財提供により、
生涯教育の振興をはかる目的で1975年
6月23日、文部省（現文部科学省）の認
可を得て発足しました。当財団は、いつ
でもどこでもだれでも学べる体制をつ
くり、学ぼうとする方々に対し、より豊
かな生きがいを持てるよう、時代が求
める諸事業を展開してまいります。

生涯教育だより　第111号

2016年7月10日発行
編集人　市橋　淳平
発行人　北野　重子
発行所　�公益財団法人　�

北野生涯教育振興会
〒153-0053　�
東京都目黒区五本木1丁目12番16号
電話　東京　03（3711）1111

科
目
等
履
修
奨
学
生

放
送
大
学
選
科
履
修
奨
学
生

放
送
大
学
大
学
院
修
士
全
科
奨
学
生

ご
報
告

　今年は、夏目漱石没後100年にあたります。漱石は、東京帝国
大学を卒業して、松山中学、熊本第五高等学校で教鞭をとった
後、イギリス留学を経て、小泉八雲の後任として母校で英文学
を講じました。そして、40歳の時、教職を辞して朝日新聞に入社
し、執筆に専念。逝去するまでのおよ
そ10年間に書かれた、「虞美人草」か
ら始まって「明暗」に至るまでの作品
は、未だに多くの読者に支えられてい
ます。漱石の名前は、中国の故事「漱
石沈流」（こじつけて言い逃れること）
から取ったもので、漱石の文学に大き
な影響を与えた正岡子規のペンネー
ムを譲り受けたものだそうです。

表 紙 ギ ャ ラ リ ー

　当財団の使命は、一生学び続ける人を応援することです。学ぶ人
が、今日よりも明日、一歩でもよくなろうと努力するには、目標が必
要だと思います。そこで、世のため、人のために偉業を成し遂げた偉
人を目標に掲げたいと考え、財団機関誌の表紙に登場いただくこと
にしました。

夏目漱石（1867〜1916）

こ ◦ ち ◦ ら ◦ 編 集 室
　

最
大
震
度
７
を
記
録
す
る
熊
本
地
震
が

発
生
し
て
か
ら
、２
か
月
が
過
ぎ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
未
だ
に
余
震
が
続
い
て
い
ま

す
。本
年
４
月
、当
財
団
の
城
め
ぐ
り
の
研

修
で
、熊
本
城
の
雄
姿
が
目
に
焼
き
付
い

て
い
る
参
加
者
の
み
な
さ
ん
に
は
、特
に

遺
憾
の
気
持
ち
が
大
き
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。し
か
し
な
が
ら
、熊
本
城
の
ラ

イ
ト
ア
ッ
プ
再
開
や
天
守
の
復
興
が
動
き

出
し
た
り
と
、熊
本
県
民
の
元
気
ア
ピ
ー

ル
に
拍
手
を
送
る
と
と
も
に
、平
時
で
も

常
に
腰
兵
糧
を
身
に
着
け
て
い
た
加
藤
清

正
の
精
神
を
見
習
っ
て
、身
の
回
り
の
地

震
対
策
を
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

覚
悟
を
新
た
に
し
ま
し
た
。

　

ち
な
み
に
、北
野
財
団
を
支
援
す
る
ス
タ

ン
レ
ー
電
気
株
式
会
社
は
、１
，０
０
０
万

円
の
熊
本
地
震
義
捐
金
を
拠
出
し
て
い

ま
す
。

11



—

助
成
財
団
セ
ン
タ
ー
の
活
動
内
容
に
つ
い

て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

助
成
財
団
セ
ン
タ
ー
は
、助
成
財
団
に
関
す

る
日
本
で
唯
一
の
情
報
セ
ン
タ
ー
・
支
援
セ
ン

タ
ー
・
広
報
セ
ン
タ
ー
で
す
。助
成
財
団
の
定

義
は
、❶
N
P
O
や
大
学
な
ど
へ
の
金
銭
的
な

支
援
❷
奨
学
金
の
授
与
❸
賞
に
伴
う
報
奨
金
の

授
与
を
行
っ
て
い
る
財
団
法
人
・
N
P
O
・
企

業
・
任
意
団
体
な
ど
の
助
成
型
団
体
の
総
称
で

す
。助
成
財
団
の
事
業
規
模
や
資
産
、事
業
形

態
、事
業
分
野
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
調
査
を
毎
年

実
施
、統
計
デ
ー
タ
を
蓄
積
し
、W
E
B
サ
イ
ト

や
出
版
物
で
そ
の
現
状
を
広
く
社
会
に
発
信
し

て
い
ま
す
。ま
た
、助
成
金
を
必
要
と
し
て
い
る

方
々
か
ら
の
相
談
の
ほ
か
助
成
財
団
の
設
立
と

運
営
に
関
す
る
相
談
、研
究
会
や
セ
ミ
ナ
ー
も

開
催
し
て
い
ま
す
。

　

助
成
財
団
の
活
動
は
あ
ま
り
世
間
に
知
ら

れ
て
い
ま
せ
ん
が
、民
間
助
成
財
団
の
助
成

金
総
額
は
毎
年
約
1
，0
0
0
億
円（
当
セ
ン

タ
ー
が
把
握
し
て
い
る
2
0
1
5
年
調
査
デ
ー

タ
よ
り
）と
な
っ
て
お
り
、こ
れ
ら
の
助
成
金

は
民
間
な
ら
で
は
の
研
究
活
動
や
事
業
活
動
、

奨
学
金
や
報
奨
金
と
し
て
活
用
さ
れ
、素
晴
ら

し
い
成
果
を
挙
げ
て
社
会
に
大
き
く
貢
献
し

て
き
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
な
事
実
を
い
か
に

多
く
の
社
会
の
人
々
に
知
っ
て
い
た
だ
く
か
が

課
題
で
す
。
—

北
野
財
団
の
印
象
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

感
心
す
る
ほ
ど
多
種
多
様
な
事
業
を
展
開

さ
れ
て
い
ま
す
ね（
笑
）。多
く
の
財
団
法
人
を

見
て
き
ま
し
た
が
、こ
こ
ま
で
多
岐
に
わ
た
る

事
業
を
こ
な
し
て
い
る
財
団
は
ほ
と
ん
ど
み

た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。確
か
に
生
涯
教
育
が

カ
バ
ー
す
る
文
化
・
芸
術
の
幅
広
い
領
域
に
わ

た
り
、さ
ら
に
シ
ニ
ア
の
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
セ
ミ

ナ
ー
な
ど
、時
代
の
要
請
に
合
わ
せ
た
テ
ー
マ

に
タ
イ
ミ
ン
グ
良
く
取
り
組
ま
れ
る
の
も
素
晴

ら
し
い
こ
と
で
す
。ま
た
、ホ
ー
ル
や
ラ
イ
ブ

ラ
リ
ー
な
ど
の
施
設
を
所
有
し
、財
団
の
本
拠

地
で
あ
る
目
黒
区
に
限
ら
ず
広
く
解
放
さ
れ
、

ス
タ
ン
レ
ー
の
拠
点
が
あ
る
世
界
中
の
地
域
も

巻
き
込
ん
だ
活
動
、会
員
制
の
導
入
な
ど
が
珍

し
い
特
徴
的
な
取
組
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。た
だ
し
、見
方
に
よ
っ
て
は
、テ
ー
マ
や
活

動
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
は
、本
来
何

が
や
り
た
い
の
か
が
ぼ
け
て
し
ま
う
こ
と
に
も

な
り
か
ね
ま
せ
ん
。も
う
少
し
テ
ー
マ
を
絞
り

込
ん
で
、財
団
の
特
徴
を
明
確
に
し
て
い
く
こ

と
を
考
え
て
み
る
こ
と
も
こ
れ
か
ら
の
課
題
の

一
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

—

財
団
の
助
成
活
動
に
つ
い
て
何
か
助
言
は

ご
ざ
い
ま
す
か
。

　

旧
来
、多
く
の
助
成
財
団
は
、一
方
的
に
助
成

す
る
だ
け
の
ス
タ
イ
ル
で
し
た
が
、こ
れ
か
ら

は
限
ら
れ
た
資
金
を
有
効
活
用
し
、社
会
に
貢

献
し
て
い
く
た
め
に
も
、ア
ク
テ
ィ
ブ
に
助
成

先
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
り
、一
緒
に

な
っ
て
成
果
を
上
げ
て
い
こ
う
と
い
う
意
思
表

示
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。そ
の
た
め
に
、金

銭
的
な
助
成
だ
け
で
な
く
、助
成
金
に
付
加
価

値
を
付
け
る
た
め
に
助
成
財
団
が
持
つ
リ
ソ
ー

ス
を
プ
ラ
ス
α
と
し
て
提
供
す
る
こ
と
も
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。研
究
支
援
先
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
化
な
ど
は
そ
の
一
つ
で
す
。研
究
者
や
団
体

を
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、新
た
な
価
値
を
創
造

す
る
こ
と
が
、助
成
財
団
の
存
在
価
値
を
高
め

る
こ
と
に
な
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。

—

田
中
さ
ん
ご
自
身
の
生
涯
教
育
は
何
で

す
か
。

　

仕
事
を
通
じ
て
、後
進
の
育
成
に
注
力
し
て

き
ま
し
た
が
、人
を
育
て
る
こ
と
は
自
分
自
身

を
育
て
る
こ
と
だ
と
身
に
染
み
て
実
感
し
て
い

ま
す
。そ
の
心
構
え
と
し
て
い
つ
も
手
帳
に
挟
ん

で
持
ち
歩
い
て
い
る
の
は
、以
下
の
言
葉
で
す
。

「
世
の
中
に 

人
を
育
て
る
心
こ
そ 

己
を
育
て
る
心
な
り
」荒
木
田
守
武

「
見
え
ま
す
か 
相
手
の
心　

感
じ
ま
す
か 

相
手
の
想
い　

考
え
て
ま
す
か 

相
手
の
立
場
」

「
驕
ら
ず　

 

怯
ま
ず　

 
逞
し
く
」

 　

こ
れ
ら
を
実
践
す
る
こ
と
が
、自
分
自
身
の

生
涯
教
育
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

—

趣
味
は
何
で
す
か
。

　

昔
か
ら
運
動
が
好
き
で
、野
球
、卓
球
、バ

レ
ー
ボ
ー
ル
な
ど
を
楽
し
ん
で
き
ま
し
た
が
、

最
近
は
も
っ
ぱ
ら
ゴ
ル
フ
で
す
。学
生
時
代
は

マ
ン
ド
リ
ン
ク
ラ
ブ
に
所
属
し
、ギ
タ
ー
を
弾

い
て
い
ま
し
た
。仲
間
と
一
つ
の
曲
を
仕
上
げ

て
行
く
過
程
は
非
常
に
充
実
感
が
あ
り
、青
春

の
良
い
思
い
出
に
な
っ
て
い
ま
す
。最
近
、友
人

た
ち
が
い
っ
た
ん
は
中
断
し
て
い
た
楽
器
演
奏

を
再
開
し
て
い
る
様
子
を
見
て
、い
つ
か
は
私

も
と
思
っ
て
い
ま
す
。シ
ニ
ア
に
な
っ
て
、若
い

頃
に
一
生
懸
命
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
を
ま
た

始
め
る
の
も
、生
涯
教
育
と
言
え
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

—

最
後
に
、読
者
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

近
年
日
本
で
は
、国
家
を
支
え
て
い
た
国
や

企
業
の
力
が
伸
び
悩
み
、今
後
の
発
展
に
は
市

民
の
力
が
欠
か
せ
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
、寄
付
の
文
化
を
醸
成
し
て
い

く
必
要
が
あ
り
、民
間
助
成
財
団
が
そ
の
パ
イ

プ
役
の
一
つ
を
担
っ
て
い
く
こ
と
は
間
違
い
あ

り
ま
せ
ん
。日
本
社
会
の
更
な
る
発
展
の
た
め

に
ひ
と
り
ひ
と
り
の
市
民
の
力
・
民
間
の
力
が

発
揮
で
き
る
よ
う
な
社
会
を
目
指
し
て
い
き
た

い
も
の
で
す
。

助
成
財
団
の
あ
り
方
に
つ
い
て
一
か
ら
分
か
り

や
す
く
レ
ク
チ
ャ
ー
し
て
い
た
だ
き
、大
変
勉
強

に
な
り
ま
し
た
。財
団
法
人
も
、一
市
民
も
能
動

的
に
社
会
を
支
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
に

来
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
ま
し
た
。今
後
も
ご
指

導
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

高松市にて開催のセミナー

奨
学
金
や
研
究
助
成
・
活
動
助
成
な
ど
の
助
成
事
業
を
行
う
団
体
の
情
報
を
収
集
し
提
供
、

運
営
相
談
、セ
ミ
ナ
ー
な
ど
を
行
う
助
成
財
団
セ
ン
タ
ー
の
専
務
理
事
を
務
め
る
田
中
さ
ん
。

当
財
団
も
さ
ま
ざ
ま
な
ご
指
導
を
受
け
て
い
ま
す
。助
成
財
団
セ
ン
タ
ー
の
取
り
組
み
や

生
涯
教
育
に
つ
い
て
の
ご
意
見
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

相
手
を
見
て
、

感
じ
て
、考
え
る
。

人
を
育
て
る
こ
と
は
、

自
分
を
育
て
る
こ
と
。

プロフィール・インタビュー

公益財団法人 助成財団センター　専務理事

田中 皓さん
TANAK A HIROSHI
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