
いつでも　どこでも　だれでも学べる

KITANO FOUNDATION OF LIFELONG INTEGRATED EDUCATION

発行所： 公益財団法人 北野生涯教育振興会
U R L ：http://www.kitanozaidan.or.jp/

No.114

2017

季刊

夏

2016年度 奨学生成果発表

美術研修「宇都宮・館林の美術館を訪ねて」

歴史研修「越後の城めぐり」

プロフィール・インタビュー
講談師　宝井 琴柑さん 12

2

4

6



前列左から：晴山那緒子さん、小笠原紀子さん、
鷹野和紀子さん、市橋淳平常務理事、吉村チヨノさん、
江藤郷子さん、馬場さおりさん
中央：安木美穂さん、宮崎理恵さん、藤森恵さん、
茗荷谷徹さん、吉田知克さん
後列：藤原弓子さん、戸倉博之さん、佐藤陽子さん、
廣重徹さん、内田光裕さん、安喰由幸さん、近藤聖子さん、
中野啓子さん

2016年度 奨学生成果発表

学
び
続
け
る

姿
勢
と
と
も
に

２
０
１
７
年
３
月
24
日
、２
０
１
６
年
度
奨
学
金
授
与
式
・
成
果
発
表
会
が
行
わ
れ
た
。

科
目
等
履
修
生
13
名
・
放
送
大
学
大
学
院
修
士
全
科
生
７
名
の
計
20
名
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
成
果
や
今
後
の
展
望
を
発
表
し
た
。

成果発表風景

3 2

内
田
　
光
裕
さ
ん

筑
波
大
学
大
学
院

シ
ス
テ
ム
情
報
工
学
研
究
科

　
ヘッ
ド
ラ
ン
プ
の
光
を
夜
の
安
全
性
に

ど
の
よ
う
に
生
か
せ
る
か
と
い
う
研
究

を
主
に
行
っ
た
。以
前
か
ら
こ
の
研
究
を

行
って
い
た
が
、こ
の
機
会
に
、夜
の
視
認

性
と
は
そ
も
そ
も
何
か
、世
界
的
に
見

て
夜
の
事
故
に
ど
う
いっ
た
傾
向
が
あ
る

の
か
と
いっ
た
、ベ
ー
シ
ッ
ク
な
こ
と
に
立
ち

返
り
、博
士
論
文
と
し
て
ま
と
め
た
。家

族
や
会
社
の
上
司
の
協
力
も
あ
り
、無

事
に
学
位
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

研
究
の
成
果
を
、今
後
の
業
務
に
役
立
て

て
い
き
た
い
。

　

授
業
で
の
学
部
生
、大
学
院
生
、そ
し

て
留
学
生
と
の
意
見
交
換
や
討
論
を
通

し
て
、自
国
文
化
を
知
り
、日
本
文
化
を

発
信
し
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
、そ
し
て
、

西
洋
中
心
の
東
洋
観
に
翻
弄
さ
れ
る
の

で
は
な
く
、文
化
相
対
主
義
の
考
え
を

大
切
に
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
つい
て
の

理
解
を
深
め
た
。ま
た
、社
会
に
出
て
か

ら
も
学
び
続
け
る
こ
と
の
大
切
さ
、楽
し

さ
を
学
ん
だ
。

　

異
文
化
交
流
に
つい
て
専
門
的
に
学

び
た
い
と
考
え
、異
文
化
間
コ
ミ
ュニ
ケ
ー

シ
ョン
に
つい
て
学
ん
だ
。異
文
化
間
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョン
の
派
手
で
華
や
か
な
イ
メ
ー

ジ
と
は
対
照
的
に
、現
実
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
が
存
在
し
、そ
う
し
た
問
題
と

ど
の
よ
う
に
向
き
合
って
い
く
か
に
つい
て

理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
。こ
れ
か

ら
の
自
分
の
仕
事
に
も
非
常
に
役
に
立
つ

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　

以
前
か
ら
大
学
に
行
き
た
い
と
い
う

希
望
が
あ
っ
た
た
め
、還
暦
の
年
に
東
京

理
科
大
学
に
入
学
し
た
。卒
論
の
テ
ー
マ

は
大
名
屋
敷
。40
年
ぶ
り
の
勉
強
を
通

し
て
、よ
り
良
い
論
文
を
書
き
た
い
と
考

え
、学
習
院
大
学
大
学
院
の
ゼ
ミ
で
日
本

史
を
科
目
履
修
し
て
い
る
。科
目
履
修

生
と
な
り
、自
分
の
ペ
ー
ス
で
取
り
組
め

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、家
庭
と
両
立
し

な
が
ら
、こ
れ
か
ら
も
続
け
て
い
き
た
い
。

　
「
始
め
る
な
ら
先
延
ば
し
に
す
る
よ
り

今
や
って
み
た
い
」「
こ
ん
な
に
面
白
い
こ
と

を
知
ら
な
い
で
生
き
て
い
く
の
は
も
っ
た
い

な
い
」と
い
う
思
い
か
ら
、こ
れ
ま
で
全
く
触

れ
て
こ
な
かった
物
理
学
に
ついて
学
ん
だ
。

基
礎
の
力
学
や
電
磁
気
学
、統
計
学
、熱

学
か
ら
始
ま
り
、量
子
力
学
な
ど
の
高
度

な
学
問
に
も
取
り
組
ん
だ
。知
り
た
い
こ

と
を
学
ぶ
に
は
ま
だ
ま
だ
時
間
が
か
か
る

の
で
、今
後
も
続
け
て
い
き
た
い
。

　

社
会
人
を
対
象
と
し
た
宝
飾
や
宝
石

に
つ
い
て
学
ぶ
会
を
立
ち
上
げ
、そ
の
運

営
を
行
い
、参
加
者
の
質
問
な
ど
を
聞
い

て
い
る
う
ち
に「
ま
ず
自
分
が
学
ば
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、

大
学
で
社
会
教
育
に
つい
て
学
ん
だ
。４

月
か
ら
は
國
學
院
大
學
の
博
物
館
課
程

の
修
士
課
程
に
進
む
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、

そ
こ
で
は
子
ど
も
た
ち
に
向
け
た
、学
ぶ

会
を
立
ち
上
げ
た
い
。

　

２
年
間
学
ん
だ
仏
教
学
を
通
し
て
、ス

リ
ラ
ン
カ
の
仏
教
儀
礼
に
つい
て
、文
化
人

類
学
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
て
み
た
い
。

そ
の
た
め
に
文
化
人
類
学
の
基
礎
を
勉

強
し
た
い
と
考
え
、文
化
人
類
学
の
講
義

を
受
講
し
た
。４
月
か
ら
は
龍
谷
大
学

大
学
院
仏
教
学
科
に
進
む
こ
と
に
な
っ

た
。仏
教
学
と
文
化
人
類
学
と
い
う
二
つ

の
立
場
か
ら
、ス
リ
ラ
ン
カ
の
仏
教
事
例

を
学
ん
で
い
き
た
い
。

　

自
身
が
若
年
性
乳
が
ん
に
なっ
た
こ
と

を
き
っ
か
け
に
、病
気
を
患
って
も
、何
歳

に
な
って
も
、教
育
を
受
け
る
機
会
は
平

等
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
、科
目
等

履
修
生
と
し
て
学
芸
員
の
資
格
取
得
を

目
標
に
勉
強
を
始
め
た
。無
事
に
資
格

を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
、生
涯
学
習
の

大
切
さ
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。年
齢
が

一回
り
以
上
も
違
う
学
生
た
ち
と一緒
に

授
業
を
受
け
、コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョン
の
大
切

さ
を
再
確
認
す
る
機
会
に
も
なった
。

科
目
等
履
修
生

江
藤
　
郷
子
さ
ん

甲
南
大
学

国
際
言
語
文
化
セ
ン
タ
ー

近
藤
　
聖
子
さ
ん

関
西
大
学
大
学
院

総
合
情
報
学
研
究
科

佐
藤
　
陽
子
さ
ん

学
習
院
大
学
大
学
院

人
文
科
学
研
究
科

鷹
野
　
和
紀
子
さ
ん

神
奈
川
大
学

数
理
・
物
理
学
科

戸
倉
　
博
之
さ
ん

國
學
院
大
學

文
学
部

馬
場
　
さ
お
り
さ
ん

九
州
産
業
大
学

芸
術
学
部

中
野
　
啓
子
さ
ん

龍
谷
大
学

文
学
部



　

図
書
館
司
書
の
資
格
を
取
得
す
る
た

め
に
、資
格
課
程
の
科
目
等
履
修
生
に

なった
。生
涯
学
習
概
論
、図
書
館
サ
ー
ビ

ス
論
の
２
つの
授
業
が
特
に
印
象
的
で
あ

り
、生
涯
学
習
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る

こ
と
、現
代
の
図
書
館
は
い
ろ
い
ろ
な
人
の

「
知
り
た
い
」と
い
う
思
い
を
支
援
す
る

場
所
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
学
ん
だ
。資

格
課
程
で
の
学
び
を
修
了
し
、図
書
館
司

書
の
職
に
就
い
た
際
に
は
、学
び
を
生
か

し
、開
か
れ
た
図
書
館
を
作
って
い
き
た
い
。

　

英
語
の
も
つ
力
を
生
徒
に
伝
え
た
い

と
思
い
、英
語
の
教
員
と
な
っ
た
が
、自
身

の
目
指
す
英
語
教
育
を
実
現
し
た
い

と
考
え
、大
学
院
へ
の
進
学
を
決
意
し

た
。教
育
の
基
本
は
初
等
教
育
に
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
か
ら
幼
稚
園

教
育
に
関
す
る
講
義
を
受
講
し
た
。そ

の
後
、障
害
を
持
つ
子
ど
も
に
指
導
す
る

特
別
支
援
指
導
力
か
ら
、英
語
教
育
に

取
り
入
れ
ら
れ
る
も
の
は
な
い
か
と
学

習
を
す
す
め
て
い
る
。今
後
は
、ア
メ
リ
カ

へ
の
留
学
を
目
指
し
、英
語
力
と
特
別

支
援
の
基
礎
の
力
を
つ
け
て
い
き
た
い
。

　

音
楽
活
動
を
続
け
る
中
で
ド
イ
ツ
語

と
出
会
い
、も
う
一度
大
学
で
学
び
た
い

と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、ド
イ
ツ
語
な
ら

び
に
ド
イ
ツ
語
文
化
圏
の
文
化
や
歴
史

に
つい
て
学
ん
だ
。大
学
で
し
か
学
べ
な
い

科
目
も
履
修
し
よ
う
と
思
い
、ド
イ
ツ
語

学
特
殊
講
義
と
い
う
科
目
も
受
講
し
た
。

今
、時
代
は
何
が
起
き
て
も
お
か
し
く
な

い
状
況
に
あ
る
が
、自
分
の
意
思
を
も
っ

て
生
き
ら
れ
る
よ
う
、日
々
広
い
知
識
を

求
め
て
頑
張
って
い
き
た
い
。

　

よ
り
多
く
の
子
ど
も
た
ち
に
実
践
的

な
英
語
を
教
え
た
い
と
思
い
、科
目
等
履

修
生
と
し
て
教
職
免
許
取
得
に
向
け
て

学
習
し
て
い
る
。使
え
る
、伝
わ
る
英
語
を

習
得
す
る
上
で
も
重
要
な
国
際
理
解
教

育
に
関
す
る
理
解
を
深
め
、学
び
を
支
援

す
る
こ
と
、地
域
と
関
連
を
は
か
る
こ
と
、

多
様
な
人
々
と
学
び
を
創
造
す
る
こ
と
、

授
業
を
運
営
す
る
こ
と
の
４
つの
役
割
が

教
師
に
は
求
め
ら
れ
てい
る
こ
と
を
学
ん
だ
。

　

子
ど
も
た
ち
と
関
わ
り
た
い
と
考
え
、

教
員
免
許
を
取
得
す
る
た
め
に
科
目

等
履
修
生
に
な
っ
た
。道
徳
授
業
法
と

い
う
講
義
で
出
会
っ
た
、立
石
喜
男
に
よ

る「
カ
ー
テ
ン
の
向
こ
う
」と
い
う
作
品
に

関
わ
る
授
業
を
子
ど
も
た
ち
を
対
象
に

行
い
た
い
と
強
く
思
っ
た
。問
題
を
抱
え

る
子
ど
も
や
そ
の
家
族
の
支
え
と
な
る

た
め
、教
員
免
許
の
取
得
と
臨
床
心
理

士
資
格
の
取
得
に
向
け
、大
学
院
への
進

学
を
目
指
し
て
い
る
。

　

慈
覚
大
師
円
仁
の
東
北
巡
錫
、東
北

六
県
の
伝
承
に
つい
て
の
研
究
を
行
っ
た
。

地
域
の
歴
史
探
索
や
民
族
伝
承
の
研
究
、

東
北
の
観
光
に
役
立
て
て
も
ら
え
れ
ば

と
思
う
。大
学
受
験
失
敗
を
き
っ
か
け

に
抱
い
て
い
た
学
歴
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
乗

り
越
え
、学
び
の
楽
し
さ
と
研
究
の
奥
深

さ
に
ま
す
ま
す
魅
了
さ
れ
た
。今
後
は

さ
ら
に
歴
史
学
や
民
俗
学
の
学
び
を
続

け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

私
的
財
産
、特
許
分
野
の
仕
事
を
し

て
い
く
う
ち
、自
分
も
何
か
研
究
論
文

を
ま
と
め
て
み
た
い
と
考
え
る
よ
う
に
な

り
、情
報
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
、テ
キ
ス
ト

マ
イ
ニン
グ
に
よ
る
電
子
情
報
通
信
理
論

の
解
析
と
い
う
テ
ー
マ
で
研
究
を
す
す
め

た
。研
究
の
結
果
が
思
わ
し
く
な
い
と

き
も
、指
導
教
員
の
助
言
を
も
ら
い
な
が

ら
研
究
を
す
す
め
、無
事
に
修
士
論
文

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

文
化
政
策
は
教
育
や
文
化
の
振
興
に

重
要
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
、最
終
的
に

「
美
術
館
と
学
校
の
連
携
」と
い
う
テ
ー

マ
で
研
究
を
す
す
め
た
。そ
の
結
果
、子

ど
も
への
教
育
に
熱
心
な
歴
史
博
物
館

や
科
学
博
物
館
と
比
較
し
て
、積
極
的

な
連
携
の
姿
勢
を
示
さ
な
い
美
術
館
と

小
学
校
の
連
携
は
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
い

こ
と
が
分
か
っ
た
。今
後
は
、完
成
し
た

修
士
論
文
を
少
し
要
約
し
、学
会
誌
に

載
せ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
「
大
学
生
の
希
死
念
慮
と
二
次
元
レ

ジ
リ
エン
ス
と
精
神
的
健
康
の
関
連
に
つ

い
て
」と
い
う
テ
ー
マ
で
研
究
を
行
っ
た
。

希
死
念
慮
、つ
ま
り
、死
に
た
い
と
い
う
気

持
ち
を
低
下
さ
せ
る
に
は
ど
の
よ
う
な

援
助
や
介
入
が
重
要
か
、そ
の
手
掛
か

り
を
得
る
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、自
分
や

他
者
への
理
解
を
深
め
て
い
く
働
き
か
け

が
有
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。

大
学
院
で
学
ん
だ
こ
と
を
生
か
し
、苦
し

み
や
悩
み
を
抱
え
る
子
ど
も
た
ち
、そ
し

て
そ
の
家
族
を
心
理
的
に
支
え
る
臨
床

心
理
士
に
な
り
た
い
。

　
 

「
航
空
機
の
運
航
を
支
え
る
航
空
保

安
無
線
施
設
の
性
能
と
信
頼
性
」と
い

う
テ
ーマ
で
研
究
を
行
った
。実
際
に
地
元

の
飛
行
ク
ラ
ブ
の
方
に
協
力
を
得
て
飛
行

機
を
飛
ば
し
、デ
ー
タ
を
収
集
し
た
。そ
の

デ
ー
タ
を
も
と
に
、こ
れ
ま
で
定
説
的
な

形
で
議
論
さ
れ
て
き
た
航
空
機
の
動
き

を
定
量
的
に
観
察
す
る
こ
と
に
成
功
し

た
。今
後
は
、こ
う
し
て
知
り
得
た
事
実

を
、教
科
書
に
載
って
い
な
い
航
空
機
の
動

き
と
し
て
関
係
者
に
知
ら
せ
る
活
動
を

し
て
い
き
た
い
。

　
大
陸
移
動
に
関
す
る
新
し
い
説
を
提

示
し
、そ
の
内
容
で
修
士
論
文
を
ま
と
め

た
。１
０
０
年
ほ
ど
前
に
ウェル
ナ
ー
に
よっ

て
提
唱
さ
れ
、揺
る
ぎ
な
い
事
実
と
し
て

認
識
さ
れ
て
い
る「
大
陸
移
動
説
」に
つい

て
再
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
、放
送
大
学
大
学
院
で
研
究

を
す
す
め
た
。地
球
科
学
ゼ
ミ
だ
け
で
な

く
、天
文
学
関
係
の
ゼ
ミ
に
も
所
属
さ
せ

て
も
ら
っ
た
。Ｏ
Ｂ
の
参
加
も
許
可
さ
れ

て
い
る
の
で
、今
後
も
ゼ
ミ
に
参
加
し
勉

強
す
る
と
と
も
に
、ゼ
ミ
で
聞
い
た
話
を

論
文
に
ま
と
め
、学
会
誌
で
発
表
し
た
い
。

　

放
送
大
学
大
学
院
の
自
然
環
境
プ

ロ
グ
ラ
ム
に
て
、原
子
、分
子
、電
子
と
いっ

た
微
粒
子
を
扱
う
量
子
化
学
と
呼
ば

れ
る
分
野
で
学
ん
だ
。コン
ピュー
タ
ー
を

使
って
物
質
の
振
る
舞
い
な
ど
を
計
算
で

予
測
す
る
、計
算
科
学
と
い
う
分
野
の

研
究
を
行
っ
た
。現
在
、放
送
大
学
教
養

部
の
学
生
で
も
あ
る
た
め
、学
部
の
卒
業

研
究
で
こ
の
研
究
を
再
び
行
い
、学
会
誌

に
投
稿
し
た
い
。

奨学金を授与される吉村チヨノさん

藤
原
　
弓
子
さ
ん

山
形
大
学

地
域
教
育
文
化
学
部

3

放
送
大
学
大
学
院

修
士
全
科
生

藤
森
　
恵
さ
ん

明
治
大
学

文
学
部 

文
学
科

安
喰
　
由
幸
さ
ん

井
本
　
美
子
さ
ん

小
笠
原
　
紀
子
さ
ん

晴
山
　
那
緒
子
さ
ん

茗
荷
谷
　
徹
さ
ん

葊
重
　
徹
さ
ん

安
木
　
美
穂
さ
ん

立
命
館
大
学

文
学
部

吉
田
　
知
克
さ
ん

宮
崎
　
理
絵
さ
ん

首
都
大
学
東
京

人
文
社
会
系
国
際
文
化
コ
ー
ス

吉
村
　
チ
ヨ
ノ
さ
ん

久
留
米
大
学

文
学
部 

心
理
学
科



　

宇
都
宮
美
術
館
開
館
20
周
年
記
念
展
は
、

ベ
ル
ギ
ー
に
生
ま
れ
た
独
自
の
幻
想
的
な
絵

画
の
系
譜
を
、
現
代
ま
で
の
5
0
0
年
に
わ

た
っ
て
探
る
と
い
う
も
の
で
す
。
ヒ
エ
ロ
ニ

ム
ス
・
ボ
ス
が
描
く
悪
魔
や
怪
物
は
迫
真
性

に
満
ち
、
こ
う
し
た
表
現
は
後
の
「
奇
想
画
」

「
象
徴
主
義
」「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
」
と
形

を
変
え
、
今
日
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
に
受

け
継
が
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
一
連
の
流
れ
を

　

群
馬
県
立
館
林
美
術
館
で
鑑
賞
し
た

清せ
い
み
や
な
お
ぶ
み

宮
質
文
は
生
誕
1
0
0
年
を
迎
え
る
木
版

画
家
で
、
彼
の
作
品
は
穏
や
か
で
詩
的
な
心

象
世
界
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
展
覧
会
は
彼

の
代
表
作
が
一
堂
に
そ
ろ
い
、
生
涯
の
画
業
を

た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
構
成
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
彼
が
若
い
頃
魅
了
さ
れ
影
響
を
う
け
た

と
い
う
、
オ
デ
ィ
ロ
ン
・
ル
ド
ン
や
ム
ン
ク
の

作
品
、
ま
た
南
桂
子
ら
日
本
の
版
画
家
の
作

2017年3月28日㈫

穏やかな春の一日、宇都宮と館林に2つの美術館を

訪れました。宇都宮美術館では「宇都宮美術館開館

20周年記念-ベルギー奇想の系譜展」、群馬県立館林

美術館では企画展「清
せいみやなおぶみ

宮質文と版画の魅力」を鑑賞

しました。

宇都宮・館林の
美術館を訪ねて

「美術鑑賞」（その54）

　渋谷を定刻に発車したバスの中、講師の沼辺信一さん
の発話から研修が始まりました。私たちはこの美術研修
で、実にさまざまな美術館を訪れました。「絵を見る力」はも
ちろんですが、「美術館を見る目」も確実に育っています。続
けていると、その美術館の「どんなところが素晴らしい」「こ
んな欠点がある」ということがわかるようになってきます。
　ところで、都内の美術館はどうでしょうか？展覧会のた
めの入れ物になっていませんか？ぜひ海外に行ってみて
ください。パリ、ロンドン、ベルギー、サンクトペテルブルグ、
ニューヨーク。どこもそれぞれ建物やロケーションのことも
考え、もちろんコレクションや展覧会のことまで目を光らせ
て考えている美術館がたくさんあります。
　日本でも、地方にはまだ訪れたことのない知らない美術
館がたくさんあります。美術館を訪れたら、一つひとつの作
品を丁寧に鑑賞するのはもちろんですが、美術館全体を見
て、美術館自体を味わってみてください。その美術館の考
えに触れ、そこに身を置いて時を過ごす醍醐味を知ってく
ださい。わざわざ出かけていくと、アッと驚く体験がきっと
待っています。
　さて、今日最初に訪れる宇都宮美術館は20世紀のデザ
インミュージアムにふさわしい素晴らしい美術館です。ベ
ルギーコレクションのよりすぐりとともに味わいましょう。

宇
都
宮
美
術
館

　

宇
都
宮
市
制
1
0
0
周
年
を
記
念
し
て
1
9
9
7
年
（
平
成
9
年
）に
オ
ー
プ
ン
。里
山

の
姿
を
残
す
緑
豊
か
な
自
然
環
境
の
中
に
所
在
し
て
い
る
。国
内
外
、主
に
20
世
紀
以
降
の

美
術
、デ
ザ
イ
ン
、宇
都
宮
ゆ
か
り
の
美
術
作
品
を
収
集
・
公
開
し
て
い
る
。開
館
準
備
の

1
9
9
6
年
、ル
ネ
・
マ
グ
リ
ッ
ト
の
「
大
家
族
」を
6
0
0
万
ド
ル
で
購
入
し
た
こ
と
が
話

題
と
な
っ
た
。

群
馬
県
立
館
林
美
術
館

　

2
0
0
1
年
に
群
馬
県
2
館
目
の
県
立
美
術
館
と
し
て
開
館
。近
現
代
美
術
、な
か
で
も

「
自
然
と
人
間
」を
テ
ー
マ
と
し
て
、調
和
、共
生
、対
峙
な
ど
自
然
と
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
関

わ
り
を
表
現
し
た
、国
内
外
の
作
品
を
収
集
し
て
い
る
。動
物
彫
刻
家
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ポ
ン
ポ

ン
の
作
品
も
多
く
収
蔵
し
、別
棟
「
彫
刻
家
の
ア
ト
リ
エ
」で
は
彼
の
パ
リ
の
ア
ト
リ
エ
の
雰

囲
気
を
再
現
し
て
い
る
。

宇都宮美術館にて

池と造形的盛土で囲まれた建物は
水面に浮かび上がる島を
イメージしている

特産大谷石が使われた
エントランス
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お
よ
そ
1
2
0
点
の
作
品
を
通
し
て
鑑
賞
し

ま
し
た
。

　

宇
都
宮
美
術
館
で
は
、
企
画
展
、
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
展
、
そ
れ
ぞ
れ
の
見
ど
こ
ろ
に
つ
い

て
学
芸
員
の
方
に
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
以
下
抜
粋
）

①�
企
画
展
の
大
き
な
呼
び
物
、
ヒ
エ
ロ
ニ
ム

ス
・
ボ
ス
工
房
「
ト
ゥ
ヌ
グ
ダ
ル
ス
の
幻

視
」は
科
学
調
査
の
結
果
、ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
・

ボ
ス
の
工
房
で
彼
が
存
命
中
に
制
作
さ
れ

た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

ボ
ス
は
真
筆
と
さ
れ
る
作
品
が
20
点
ほ
ど

し
か
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
大
変
貴
重
な
作
品

と
い
え
ま
す
。

②�

「
ベ
ル
ギ
ー
は
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
の
間

に
あ
る
小
国
で
常
に
戦
場
で
し
た
。
す
ぐ

そ
ば
に
あ
る
死
を
、
強
か
に
、
時
に
は
笑

い
を
も
っ
て
、
ま
た
皮
肉
な
ユ
ー
モ
ア
と

し
て
描
こ
う
と
い
う
姿
勢
が
べ
ル
ギ
ー
美

術
に
は
貫
か
れ
て
い
ま
す
」
と
本
展
の
ベ

ル
ギ
ー
側
の
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
が
話
し
て
く

れ
ま
し
た
。

③�

ル
ネ
・
マ
グ
リ
ッ
ト
の
代
表
作
「
大
家
族
」

の
見
せ
方
を
さ
ま
ざ
ま
に
取
り
組
ん
で
き

て
い
ま
す
が
、
今
回
は
ベ
ル
ギ
ー
の
奇
想

と
い
う
歴
史
の
縦
軸
を
と
り
、
歴
史
の
中

に
マ
グ
リ
ッ
ト
を
お
い
て
み
よ
う
と
い
う

試
み
で
す
。（
伊
藤
学
芸
員
）

④�

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
は
5
つ
の
章
立
て
で
美

術
館
の
顔
と
な
る
作
品
を
展
示
し
て
い
ま

す
。「
絵
は
ど
れ
だ
け
説
明
し
て
も
伝
わ

り
ま
せ
ん
。
ぜ
ひ
ご
自
分
の
目
で
ご
覧
に

な
っ
て
く
だ
さ
い
」（
福
島
学
芸
員
）

　

昼
食
は
道
の
駅
う
つ
の
み
や
に
て
、
地
元

の
食
材
を
お
い
し
く
い
た
だ
き
ま
し
た
。
産

直
野
菜
や
名
物
の
宇
都
宮
餃
子
な
ど
を
買
い

求
め
る
参
加
者
も
い
ま
し
た
。
午
後
は
館
林

へ
と
バ
ス
を
走
ら
せ
ま
す
。

品
も
展
示
さ
れ
て
い
て
、
多
様
な
版
画
の
魅

力
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
別
棟
の

「
彫
刻
家
の
ア
ト
リ
エ
」
で
は
、
動
物
彫
刻
家

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ポ
ン
ポ
ン
の
ア
ト
リ
エ
が
再

構
成
さ
れ
、
彼
が
実
際
に
使
用
し
て
い
た
家

具
や
道
具
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
彼

の
没
後
に
鋳
造
さ
れ
た
作
品
の
一
部
も
こ
の

ア
ト
リ
エ
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。

　
「
館
林
美
術
館
は
、
館
林
と
い
う
東
京
か
ら

そ
う
遠
く
な
い
と
こ
ろ
に
15
年
間
も
存
在
し

て
い
ま
す
が
、
知
ら
な
い
人
が
多
い
こ
と
に

驚
か
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ほ
ど
良
い
場
所
は
な

い
で
す
ね
。
東
京
に
こ
ん
な
場
所
は
あ
り
ま

せ
ん
。
広
々
と
し
た
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
う
ら
や

ま
し
い
で
す
。
こ
の
景
色
は
ぜ
ひ
こ
の
ま
ま

残
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。
開
館
は
2
0
0
1

年
。
21
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
の
建
物
は
、
ス
ッ

キ
リ
と
洗
練
さ
れ
た
印
象
で
し
た
。
軽
や
か

で
自
己
主
張
し
す
ぎ
な
い
、
訪
れ
た
人
を
落

ち
着
か
せ
る
居
心
地
の
い
い
場
所
で
し
た
。

必
要
に
応
じ
て
窓
を
大
き
く
開
け
外
光
を
取

り
入
れ
、
外
と
中
を
一
体
化
さ
せ
る
、
融
合

さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

彫
刻
だ
か
ら
外
光
が
入
っ
て
も
良
い
の
で
す

が
、
置
か
れ
て
い
る
作
品
が
幸
せ
そ
う
に
見

え
ま
し
た
。
わ
ざ
わ
ざ
訪
ね
て
い
っ
て
本
当

に
よ
か
っ
た
美
術
館
で
し
た
ね
。
次
回
は
9

月
に
山
陰
地
方
の
研
修
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

ま
た
皆
さ
ん
と
お
目
に
か
か
れ
れ
ば
う
れ
し

い
で
す
」
と
沼
辺
さ
ん
が
話
を
結
び
、
バ
ス

は
渋
谷
へ
と
到
着
し
ま
し
た
。

バリー・フラナガン「鐘の上の野兎」が
迎えてくれる

フランソワ・ポンポン「シロクマ」
群馬県立館林美術館所蔵

清宮質文「深夜の蝋燭」
群馬県立館林美術館寄託

ヒエロニムス・ボス工房「トゥヌグダルスの幻視」
ラサロ・ガルディアーノ財団
© Fundación Lázaro Galdiano

ルネ・マグリット「大家族」宇都宮美術館所蔵
© ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2017 G0931
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一
行
が
最
初
に
訪
れ
た
栃
尾
城
は
、

栃
尾
市
街
地
の
西
に
位
置
す
る
鶴
城
山

に
築
か
れ
て
お
り
、上
杉
謙
信
が
春
日

山
城
に
上
る
ま
で
の
青
年
期
を
過
ご
し

た
城
郭
で
す
。謙
信
は
わ
ず
か
14
歳
で

中
越
地
方
の
反
乱
・
暴
動
を
し
ず
め
る

た
め
、兄
で
あ
る
晴
景
の
命
に
よ
り
栃

尾
城
に
入
り
ま
し
た
。そ
し
て
こ
の
地

で
旗
揚
げ
を
し
、数
々
の
武
勲
を
打
ち

た
て
、そ
の
名
を
全
国
に
と
ど
ろ
か
せ

ま
し
た
。栃
尾
城
は
北
に
向
け
て
突
き

出
し
た
険
し
い
山
稜
を
利
用
し
て
築
城

さ
れ
、そ
の
規
模
は
圧
倒
的
に
大
き
く
、

別
名
鶴
舞
城
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

謙
信
は
こ
の
城
で
６
年
ほ
ど
を
過
ご

し
、19
歳
で
生
涯
の
居
城
と
し
て
知
ら

れ
る
春
日
山
城
に
入
り
ま
し
た
。

　

翌
日
訪
れ
た
村
上
城
は
、村
上
市
街

の
東
端
に
横
た
わ
る
臥
牛
山
を
中
核

と
し
、西
か
ら
北
を
め
ぐ
る
平
地
を
広

く
取
り
入
れ
、三み

お
も
て
が
わ

面
川
を
北
側
の
守
り

桜ほころぶ
新発田城　三階櫓前にて

栃
尾
城

越後の城めぐり
今回は、戦国時代に活躍した上杉謙信ゆかりの土地である越後を訪れました。
「義」の武将と称され、今も多くの人たちに愛されている上杉謙信。
その生涯に大きく関わった栃尾城、村上城、新発田城を、
小和田哲男先生の解説とともに2日にわたって巡りました。
上杉家、越後の歴史、そして各城についての理解を深める研修となりました。

4月にもかかわらず、本
丸に登る山道には雪が
残っていましたが、希
望者のみ本丸をめざし
ました

2017年4月11日㈫〜12日㈬

歴 史 研 修（ そ の 8 ）

静岡大学名誉教授

小和田　哲男さん解説

「軍神」と呼ばれた男
　「越後の虎」と呼ばれるほどの風貌があったといわれる謙信
公。幼名を虎千代、元服して景虎、出家して法名を謙信と号し、養
父である上杉憲政の跡を継いで関東管領職となったのちに、よ
く知られている上杉謙信と名のるようになりました。生涯で70を
超える戦を行った戦国時代の猛将であり、越後に平和な社会を
築き上げ、人々に心の安定をもたらしました。生涯一度も越後へ
の敵の侵入を許さなかったとされています。

ビジネスマンとしての一面も
　「義の人」と称される上杉謙信ですが、泊・柏崎・直江津の
3つの港に出入りする船から関税を取りたてるなど、商業活動も
活発に行っていました。「敵に塩を送る」という言葉の語源となっ
た、謙信が宿敵である武田信玄に塩を送ったというエピソードに
は、塩不足に悩まされていた信玄や領地の人 を々助けるという目
的に加え、塩がなくなって困っている今なら、日本海産の塩を売り
にいけばお金を稼げるという狙いもあったとされています。

上杉謙信コンパクトガイド

馬の背状の本丸から栃尾の町を望む

村
上
城

雪の中で
水芭蕉がお出迎え

七曲りの登り口で解説を聞く参加者

上杉謙信とは？
「義」の武将と称された
戦国時代の猛将
1530〜1578年
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と
し
た
平
山
城
で
す
。村
上
城
を
本
拠

地
と
し
て
威
勢
を
振
る
っ
て
い
た
本
庄

繁
長
と
次
第
に
対
立
を
深
め
て
い
っ

た
謙
信
は
、永
禄
11
（
１
５
６
８
）年
、

軍
を
率
い
て
進
攻
し
、繁
長
は
抵
抗
の

末
に
降
伏
し
ま
し
た
。こ
の
戦
の
舞
台

と
な
っ
た
の
が
村
上
城
で
し
た
。戦
国

時
代
と
い
う
の
は
、既
定
の
身
分
に
と

ら
わ
れ
ず
、手
柄
を
立
て
て
自
分
の
価

値
を
少
し
で
も
高
め
よ
う
と
考
え
る

時
代
で
し
た
。手
柄
を
立
て
た
領
主
に

は
褒
美
と
し
て
土
地
を
与
え
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。領
土
拡
張
の
た
め
、

謙
信
は
農
閑
期
の
冬
場
に
農
民
を
兵

に
仕
立
て
、三
国
峠
を
越
え
て
関
東
へ

攻
め
入
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。謙
信
は
、本
庄
氏
な
ど
の
国
人
領

主
を
武
力
で
お
さ
え
、越
後
を
統
一
し
、

戦
国
大
名
へ
の
し
上
が
っ
て
い
っ
た
の

で
す
。

　

最
後
に
訪
れ
た
新
発
田
城
に
は
、

「
御
館
の
乱
」と
呼
ば
れ
る
上
杉
家
の

一
大
争
乱
が
深
く
関
わ
っ
て
き
ま
す
。

生
前
、謙
信
は
正
式
に
後
継
者
を
確

定
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、謙
信
の
死

後
、甥
に
あ
た
る
景
勝
と
養
子
で
あ

る
景
虎
と
の
間
に
後
継
者
争
い
が
起

き
ま
し
た
。こ
れ
を
「
御
館
の
乱
」と

い
い
ま
す
。こ
の
争
い
に
お
い
て
家
臣

の
新
発
田
重
家
は
景
勝
側
に
つ
き
、勝

利
に
大
き
く
貢
献
し
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、新
発
田
一
族
に
は
景
勝
か
ら
恩

賞
が
与
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。こ

れ
に
よ
っ
て
両
者
は
対
立
し
、天
正
９

（
１
５
８
１
）年
か
ら
７
年
間
に
わ
た

る
戦
い
が
起
こ
り
ま
し
た
。こ
の
戦
い

で
新
発
田
城
は
陥
落
し
、重
家
以
下
は

族
滅
へ
と
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
。そ
の
後
、慶
長
7
（
１
５
９
８
）

年
に
豊
臣
秀
吉
か
ら
新
発
田
の
地
を

与
え
ら
れ
た
溝
口
秀
勝
に
よ
り
、こ
の

地
に
新
た
な
居
城
お
よ
び
城
下
町
が

建
設
さ
れ
ま
し
た
。な
お
、現
在
旧
本

丸
跡
は
陸
上
自
衛
隊
新
発
田
駐
屯
部

隊
の
用
地
と
な
っ
て
い
ま
す
。

戦国期と近世の城が並存する
村上城

冠木門

本丸

天守櫓跡七曲り

三の丸

新
発
田
城

舞鶴城址の碑がある村上城天守

珍しい三尾の鯱を載せた三階櫓
日本100名城に選定されている

新発田城表門

新発田城　旧二の丸隅櫓
櫓の腰壁は白いしっくいに瓦をはめ込んだ海鼠壁で仕上げ
られている。北国特有の防寒対策でもあるが、デザイン的に
も白と黒のコントラストが美しい

【冠木門石垣の鏡石】
　重要な城門の側に置かれた大き
な岩は鏡石と呼ばれ、城に侵入しよ
うとする兵を威嚇するねらいがあっ
たとされています。大阪城の正面に
あるものは遠くから運ばれたものと
推定されていますが、今回訪れた村
上城の鏡石は、もともとその地に存
在した岩を使用したものと考えられ
ています。

【石垣の積み方】
　石垣の積み方には、自然石をそのまま積み
上げる野面積み、表面の石を叩き平たくして
積み上げる打ち込みはぎ、方形に整形した石
材を積み上げる切り込みはぎなど、さまざまな
種類があります。なかでも石垣の出角部分は
崩れやすく、特殊な積み方をすることが多い
箇所になります。算木積みは、占いで使用さ
れる算木のように、長い石を互い違いに組み
合わせて強度を上げるものです。天守台付近
の石垣にも算木積みが見られます。
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2
0
1
7
年
4
月
6
日
、
愛
知

県
立
芸
術
大
学
に
お
い
て
、
第
9

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
、
今
年

で
累
計
28
名
の
奨
学
生
に
な
り
ま

し
た
。
栄
え
あ
る
奨
学
生
に
選
ば

れ
た
3
人
は
、
自
分
も
い
つ
か
奨

学
生
に
選
ば
れ
た
い
と
願
う
新
入

生
の
熱
い
視
線
を
浴
び
て
、
財
団

の
増
渕
有
三
評
議
員
か
ら
奨
学
金

を
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

音
楽
奨
学
生
　
奨
学
金
授
与
式

2017年奨学金授与式開催
◆音楽奨学生　◆彫刻奨学生

彫
刻
奨
学
生
　
奨
学
金
授
与

　

2
0
1
7
年
6
月
23
日
、
財
団
ホ
ー
ル
に
お
い
て
、

第
33
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
9
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、平戸女子美術大学教授、村井多摩美術大学教授
後列左から、福井さん、川口さん、柴田さん、近藤さん、巾崎さん

増渕有三評議員より奨学金授与

牧野葵さん（ヴァイオリン） 細川杏子さん（フルート）萩賢輔さん（ピアノ）

「目玉クリップ」
近藤 貴章さん
（日本大学）

「因子」
柴田 直起さん
（日本大学）

「皮肉を失くす性」
川口 透さん

（日本大学大学院）

「再生」
福井 敬貴さん

（多摩美術大学大学院）

「くいしんぼう」
巾崎 知佳さん

（女子美術大学大学院）
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昨年の第6回より、1日のセミナーとして開催しています。今回は新たにより多くの夫婦の方に参加していただくことを目的

として参加年齢を引き下げて、50代から考える夫婦のライフプランとして2017年6月3日に渋谷エクセルホテル東急におい

てセミナーを開催いたしました。

2017.6.3㈯

第7回

50代から考える
夫婦のライフプラン講座を開催

　

現
在
は
65
歳
以
上
と
定
義
さ
れ
て
い
る

「
高
齢
者
」を
75
歳
以
上
に
見
直
す
よ
う
求

め
る
学
会
提
案
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、

「
ラ
イ
フ
・
シ
フ
ト
」の
著
者
リ
ン
ダ
・
グ
ラ
ッ

ト
ン
氏
に
よ
れ
ば
、今
後
は
1
0
0
年
生
き

る
前
提
で
の
人
生
設
計
が
必
要
で
あ
る
と

も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。今
後
の
皆
さ
ん
の
ラ

イ
フ
プ
ラ
ン
を
専
門
講
師
の
指
導
に
よ
っ
て

自
ら
作
成
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

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
6
組
11

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

代
表
の
井
上
国
春
氏
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

井
上
講
師
に
よ
る
基
調
講
演「
働
き
ざ
か
り

を
い
き
い
き
と
」と
題
し
て
、生
き
が
い
に

関
わ
る
4
つ
の
心
配
事
に
つ
い
て
の
講
演
で

し
た
。次
に
大
橋
講
師
が
年
金
に
関
す
る
基

礎
知
識
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
ま
し
た
。

　

昼
食
後
は
、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
。そ
の
後
、講
義
内
容
か
ら
ご
夫

婦
で
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
を
作
成
し
て
い
た
だ
く

と
こ
ろ
ま
で
で
す
が
、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
い
た
だ
く
こ
と
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

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
い
た
だ
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
。セ
ミ
ナ
ー

に
参
加
し
た
受
講
者
か
ら
は
非
常
に
良

か
っ
た
、勉
強
に
な
っ
た
と
い
う
ア
ン
ケ
ー

ト
の
回
答
を
い
た
だ
き
開
催
の
意
義
を
感

じ
て
い
ま
す
。

事
前
準
備
で

豊
か
な
老
後
を

基調講演をされる
井上講師

「年金に関する基礎知識」を
解説される大橋講師

「健康管理について」
解説される津坂講師

夫婦で「長期家計プランの作成」風景

9



財
団
ニ
ュ
ー
ス

名
の
合
唱
団
が
半
年
か
け
て
練
習
に

励
ん
で
舞
台
に
立
ち
、フ
ォ
ー
レ
作
曲

「
レ
ク
イ
エ
ム
」お
よ
び
モ
ー
ツ
ア
ル

ト
作
曲「
ア
ヴ
ェ
・
ヴ
ェ
ル
ム
・
コ
ル

プ
ス
」を
歌
い
ま
し
た
。

　

本
コ
ン
サ
ー
ト
の
初
回
か
ら
指
揮

を
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
粂
原
裕
介

さ
ん
が
、イ
タ
リ
ア
留
学
中
に
も
か
か

わ
ら
ず
、一
時
帰
国
し
て
指
導
を
し
て

く
だ
さ
り
、指
揮
者
の
タ
ク
ト
の
も
と

会
場
は
鎮
魂
の
気
持
ち
で
ひ
と
つ
に

な
り
ま
し
た
。

　

コ
ン
サ
ー
ト
後
の
解
団
式
に
お
い

て
、指
揮
者
は
じ
め
ソ
リ
ス
ト
か
ら
感

動
と
感
謝
の
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た
。そ

の
場
で
、来
年
3
月
11
日
の
東
日
本
震

災
鎮
魂
コ
ン
サ
ー
ト
開
催
決
定
の
報

告
が
あ
り
、合
唱
団
メ
ン
バ
ー
か
ら
再

会
を
誓
う
声
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
聞

か
れ
ま
し
た
。

東
日
本
大
震
災
鎮
魂

コ
ン
サ
ー
ト
v
o
l
.４

あ
の
日
を
わ
す
れ
な
い
。

3
・
11
に
集
い
、祈
り
、学
ぶ
。

―
あ
れ
か
ら
6
年 

命
の
絆 

今
ふ
た
た
び
―

　

2
0
1
7
年
3
月
11
日
に
、当
財
団

主
催
の「
東
日
本
大
震
災
鎮
魂
コ
ン

サ
ー
ト
v
o
l
．4
」が
、パ
ー
シ
モ
ン

ホ
ー
ル
小
ホ
ー
ル
を
満
席
に
し
て
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

　

14
時
46
分
、地
震
発
生
の
時
間
に
合

わ
せ
て
全
員
で
黙
祷
を
捧
げ
た
後
、第

1
部
で
は
宝
井
琴
柑
さ
ん
に
よ
る
講

談「
エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
の
遭
難
〜
山

田
寅
次
郎
の
足
跡
」が
語
ら
れ
ま
し

た
。1
8
9
0
年
に
、ト
ル
コ
の
軍
艦
エ

ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
が
台
風
の
た
め
、和

歌
山
県
沖
で
5
0
0
名
以
上
の
犠
牲

者
を
出
し
て
遭
難
し
た
時
の
話
で
す
。

　

第
2
部
で
は
、公
募
で
募
っ
た
70

　

な
お
、チ
ケ
ッ
ト
収
入
は
被
災
地
に

役
立
て
て
い
た
だ
く
よ
う
、青
木
英
二

目
黒
区
長
に
届
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

2
0
1
7
年
3
月
14
日
、中
国
天
津

に
あ
る
南
開
大
学
お
よ
び
天
津
大
学
に

お
い
て
奨
学
金
授
与
式
が
行
わ
れ
ま
し

た
。中
国
で
の
奨
学
金
制
度
発
足
以
来
、

南
開
大
学
は
18
年
、天
津
大
学
は
14
年

を
迎
え
、奨
学
生
の
累
計
は
、2
校
合
わ

せ
て
3
8
2
名
と
な
り
ま
し
た
。

　

当
日
は
南
開
大
学 

白 

云　

先
生
、

天
津
大
学 　

 

德　

先
生
出
席
の
も

と
、両
校
と
も
天
津
ス
タ
ン
レ
ー
電
気

株
式
会
社
藤
井
雅
之
総
経
理
よ
り
、奨

学
生
各
10
名
に
5
千
元
の
奨
学
金
が

授
与
さ
れ
ま
し
た
。

ご
報
告

２
０
１
６
年
度

南
開
大
学・
天
津
大
学

奨
学
金
授
与
式
開
催

指揮：粂原裕介さん

バリトン独唱：大元和憲さん

講談：宝井琴柑さん

ソプラノ独唱：松本直子さん
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こ ◦ ち ◦ ら ◦ 編 集 室
　

今
年
の
歴
史
研
修
で
訪
れ
た
新
潟
県
長
岡
市
栃
尾
は
、豪
雪
地
帯
と
し
て

知
ら
れ
て
い
ま
す
。四
月
中
旬
に
現
地
を
訪
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、あ
い
に

く
の
雨
降
り
に
加
え
、栃
尾
城
本
丸
近
く
の
山
道
に
は
か
な
り
の
雪
が
残
っ

て
い
ま
し
た
。わ
ざ
わ
ざ
遠
く
か
ら
来
て
く
れ
る
の
だ
か
ら
と
、地
元
観
光
協

会
の
Ｎ
さ
ん
が
、直
前
に
下
見
し
て
、ス
コ
ッ
プ
で
積
も
っ
た
雪
に
道
筋
を
つ

く
っ
て
お
い
て
く
だ
さ
っ
た
お
蔭
で
、希
望
者
全
員
怪
我
も
な
く
本
丸
に
到

達
し
ま
し
た
。本
丸
か
ら
の
見
晴
ら
し
が
良
く
、往
時
、敵
が
攻
め
て
く
る
様

子
が
一
目
で
見
渡
せ
る
場
所
で
、若
き
謙
信
が
采
配
し
た
姿
を
思
い
浮
か
べ

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

上
杉
謙
信
と
い
え
ば
、「
義
」の
人
と
し
て
有
名
で
す
が
、義
の
心
が
脈
々
と

続
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
、我
々
一
行
を
温
か
く
迎
え
て
く
だ
さ
っ
た
地
元

の
方
に
、感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。昼
食
に
い
た
だ
い
た
栃
尾
の「
あ

ぶ
ら
げ
」も
、お
い
し
か
っ
た
で
す
。新
潟
は「
米
ど
こ
ろ
、酒
ど
こ
ろ
」と
言
わ

れ
ま
す
が
、瀬
波
の
宿
泊
は
越
後
の
人
情
と
と
も
に
美
酒
に
酔
っ
た
夜
で
し
た
。

　

当
財
団
主
催
の
研
修
会
で
は
、日
本
各
地
を
訪
ね
ま
す
が
、現
地
で
知
る
こ

と
、体
験
す
る
こ
と
に
加
え
、訪
れ
る
人
々
を
出
迎
え
て
く
だ
さ
る
地
元
の
方

と
の
交
流
も
楽
し
み
の
ひ
と
つ
で
す
。

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114号
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嵯
峨　

浩
樹（
55
）	

宮
坂　

達（
45
）

左
右　

潤
子（
41
）	

山
下　

香
苗（
49
）

重
田　

康
代（
45
）	

横
山　

絵
理（
30
）

嶋
田　

順
子（
56
）	

渡
部　

奈
津
子（
49
）

谷
口　

結
子（
36
）

氏
名（
年
齢
）

恵
谷　

美
香（
44
）	

羽
室　

倫
子（
44
）

亀
山　

博
美（
66
）	

宮
野　

慎
太
郎（
39
）

栗
田　

裕
子（
55
）	

室
町　

め
ぐ
み（
41
）

小
林　

大
二（
68
）	

山
本　

晃
一（
49
）

小
峰　

茂（
52
）	

寄
谷　

綾（
34
）

　

デ
ジ
タ
ル
一
眼
レ
フ
カ
メ
ラ
の
入
門

講
座
で
す
。講
義
・
撮
影
実
習
・
講
評
・

懇
親
会
な
ど
盛
り
だ
く
さ
ん
な
内
容
で
、

作
品
展
を
後
日
開
催
し
ま
す
。

日

程	

8
月
29
日
㈫
〜
30
日
㈬

会

場	 

ス
タ
ン
レ
ー　

	

サ
バ
ー
バ
ン
オ
フ
ィ
ス

	

サ
ー
フ
サ
イ
ド（
鎌
倉
）他

定

員	 

20
名

　

島
根
県
立
美
術
館
、足
立
美
術
館
、植

田
正
治
写
真
美
術
館
を
訪
れ
ま
す
。

日
　
程	

9
月
20
日
㈬
〜
21
日
㈭

定

員	 

40
名

放
送
大
学
大
学
院
修
士
全
科
奨
学
生

　

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

秋
山　

和
江（
63
）	

山
梨
英
和
大
学

阿
部　

涼
子（
27
）	

立
命
館
大
学

出
井　

陽
子（
34
）	

自
治
医
科
大
学
大
学
院

小
山　

文
彦（
65
）	

龍
谷
大
学

嘉
澤　

剛（
33
）	

京
都
大
学

熊
田　

小
百
合（
22
）	

明
治
大
学

齋
藤　

育
代（
65
）	

立
正
大
学

齋
藤　

紀
未
恵（
24
）	

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院

佐
々
木　

友
香（
24
）	

東
北
福
祉
大
学

柴
崎　

義
雄（
68
）	

立
正
大
学

清
水　

優
美（
23
）	

国
立
音
楽
大
学

張　

依
明（
23
）	

早
稲
田
大
学

藤
原　

聖
史（
38
）	

早
稲
田
大
学
大
学
院

行
澤　

雅
代（
22
）	

國
學
院
大
學

渡
邉　

ゆ
う（
30
）	

東
京
藝
術
大
学

氏
名（
年
齢
）

今
井　

菜
子（
40
）	

中
嶋　

寛
子（
40
）

奥
田　

幾
久
子（
50
）	

藤
田　

淳
子（
46
）

鹿
野　

弘
子（
46
）	

藤
原　

真
理（
51
）

２
０
１
７
年
度

財
団
奨
学
生
決
定

美
術
研
修（
そ
の
55
）

山
陰
の
美
術
館
を
訪
ね
て

お
知
ら
せ

科
目
等
履
修
奨
学
生

放
送
大
学
選
科
履
修
奨
学
生

デ
ジ
タ
ル
一
眼
レ
フ
カ
メ
ラ
入
門

11

　天心は、父親が越前藩出資の商館「石川屋」の支配人で
あった頃、横浜で生まれました。もともとが武家の出であっ
たため、漢籍を学びましたが、横浜という土地柄、英語塾でも
学びました。帝大生の天心は英語が得意だったことから、同
大教授フェノロサが日本美術を蒐集するに際し、助手を務め
ました。古美術調査の経験を積む中、天心は文明開化の時代
の波にのまれ、廃仏棄釈により仏像が破壊されるのを憂い、
古美術の保護に強い関心を持ちました。その頃、天心とフェ
ノロサの二人は、長い間秘仏としてその姿を拝むことができ
なかった法隆寺夢殿の救世観音を開扉する機会に恵まれま
した。天心の古美術保存の精神は、今日の文化財保護の礎に
なっています。
　また、天心は東京美術学校（現東京藝術大学）初代校長、日
本美術院創設、ボストン美術館東洋部長に就任するなど、近
代日本美術の発展に大きな功績を残しました。日本美術院創
設の初期には、横山大観、下村観山、菱田春草、竹内栖鳳らが集
い、華々しい活躍をしています。英文での「茶の本」執筆、イ

ンドの詩聖タゴールとの親交、オペラ
台本「白狐」執筆と、天心の活動は多
岐にわたっています。
　人生の後半10年、太平洋を望む茨
城県五浦から東洋の価値観を世界に
発信した天心は、50年の短い生涯を
駆け抜けていきました。

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。

岡倉天心� （1863 ～ 1913）



—

宝
井
さ
ん
が
講
談
師
を
志
し
た
き
っ
か
け

は
何
で
す
か
。

　

初
め
て
講
談
に
出
会
っ
た
の
は
、３
歳
の
と
き

で
す
。両
親
に
連
れ
ら
れ
て
上
野
池
之
端
の
本
牧

亭
で
、後
の
師
匠
で
あ
り
、両
親
の
友
人
で
も
あ
る

宝
井
琴
星
の
講
談
を
聞
き
ま
し
た
。幼
い
と
き
か

ら
講
談
が
身
近
に
あ
り
、中
学
生
に
な
る
と
宝
井

講
談
修
羅
場
塾
と
い
う
講
談
教
室
に
入
っ
て
、習

い
事
と
し
て
講
談
を
始
め
ま
し
た
。宝
井
講
談
修

羅
場
塾
は
、１
９
７
６
年
に
六
代
目
宝
井
馬
琴
に

よ
っ
て
ア
マ
チ
ュ
ア
向
け
に
開
設
さ
れ
た
講
談
教

室
で
す
。生
徒
は
中
高
年
の
方
が
多
く
、中
学
生
は

私
の
み
。皆
さ
ん
に「
う
ま
い
、う
ま
い
」と
言
わ
れ

て
可
愛
が
ら
れ
な
が
ら
、高
校
卒
業
時
ま
で
続
け

ま
し
た
。習
い
事
と
し
て
は
珍
し
い
も
の
だ
っ
た
の

で
、自
分
の
個
性
の
一
つ
に
な
っ
て
い
ま
し
た
ね
。

　

大
学
は
、山
形
大
学
の
人
文
学
部
に
進
学
し
ま

し
た
。そ
の
理
由
は
、高
校
の
修
学
旅
行
で
山
形
の

高
畠
町
で
フ
ァ
ー
ム
ス
テ
イ
を
し
た
こ
と
が
き
っ

か
け
で
、農
業
へ
の
憧
れ
が
募
っ
た
か
ら
で
す
。

卒
業
後
は
、書
籍
の
編
集
に
も
興
味
が
あ
っ
た
の

で
、両
方
の
興
味
を
満
た
す
こ
と
の
で
き
る
農
業

系
の
出
版
社
に
就
職
し
ま
し
た
。新
入
社
員
が
通

る
道
と
し
て
、全
国
の
農
家
を
行
脚
し
、雑
誌
の

定
期
購
読
や
事
典
の
営
業
活
動
を
し
て
い
た
の

で
す
が
、相
手
の
気
持
ち
を
動
か
す
営
業
ト
ー
ク

は
、話
芸
そ
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
ま

し
て
、講
談
を
や
り
た
く
な
っ
て
、８
カ
月
で
会
社

を
辞
め
て
し
ま
い
ま
し
た
。塾
通
い
を
復
活
し
、思

い
き
っ
て
プ
ロ
に
入
門
。宝
井
琴
星
の
一
番
弟
子

に
な
り
ま
し
た
。大
師
匠
で
あ
る
六
代
目
宝
井
馬

琴
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
を
す
る
機
会
も
あ
り
、孫
弟

子
と
し
て
随
分
可
愛
が
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

—

講
談
師
の
修
行
と
は
、ど
の
よ
う
な
も
の
な

の
で
し
ょ
う
か
。

　

私
の
師
匠
は
、細
か
い
こ
と
は
何
も
言
い
ま
せ

ん
。「
言
い
た
い
事
は
山
ほ
ど
あ
る
け
れ
ど
、言
う

レ
ベ
ル
に
な
い
」と
言
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

師
匠
は
、細
か
く
指
導
す
れ
ば
小
手
先
の
技
術
は

身
に
付
く
が
、芸
は
、技
術
の
う
ま
い
、へ
た
を
超

越
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
お
考
え
で
す
。現

在
私
も
宝
井
講
談
修
羅
場
塾
の
初
心
者
コ
ー
ス

で
、ア
マ
チ
ュ
ア
の
方
を
指
導
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
い
ま
す
が
、教
え
る
側
に
な
っ
て
、師
匠
が
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
た
こ
と
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。

　

入
門
す
る
と
前
座
と
し
て
、着
物
の
準
備
や

お
茶
出
し
な
ど
、師
匠
や
先
輩
の
お
世
話
を
し
ま

す
。下
働
き
で
、場
の
空
気
を
察
す
る
訓
練
が
、お

客
様
の
気
持
ち
を
察
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
た

め
、必
要
な
修
行
で
す
。最
初
の
頃
は
親
元
か
ら

通
っ
て
い
ま
し
た
が
、「
芸
人
が
堅
気
の
家
に
い

る
よ
う
で
は
だ
め
だ
」と
言
わ
れ
て
、安
ア
パ
ー

ト
で
自
活
を
始
め
、芸
人
の
了
見
を
示
し
た
と
こ

ろ
、前
座
仕
事
も
増
え
、４
年
後
に
は
二
ツ
目
に

昇
進
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

—

今
、レ
パ
ー
ト
リ
ー
は
ど
の
く
ら
い
あ
り
ま
す
か
。

　

１
０
０
席
く
ら
い
あ
り
ま
す
が
、仕
事
の
半

分
は
発
注
を
受
け
て
、資
料
か
ら
創
作
し
て
い
ま

す
。結
婚
式
で
披
露
す
る
お
二
人
の
な
れ
そ
め

や
、企
業
の
周
年
パ
ー
テ
ィ
で
披
露
す
る
創
立
者

の
物
語
な
ど
が
あ
り
ま
す
。私
自
身
が
好
き
な
の

は
、軍
記
物
。一
人
で
数
万
人
の
軍
勢
を
表
現
で

き
る
の
は
講
談
な
ら
で
は
で
す
ね
。ち
な
み
に
、

先
日
お
客
様
か
ら
リ
ク
エ
ス
ト
を
募
っ
た
と
こ

ろ
、「
塚
原
ト
伝
」「
横
浜
の
ヘ
ボ
ン
博
士
」「
山
本

周
五
郎
原
作
糸
車
」が
上
位
で
し
た
。

—

生
涯
教
育
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
お
考

え
で
す
か
。

　

高
齢
者
が
増
え
る
こ
れ
か
ら
の
時
代
、生
涯

教
育
は
教
育
全
般
の
中
で
、ま
す
ま
す
重
要
な

位
置
づ
け
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。リ

タ
イ
ア
後
の
人
生
は
、フ
ラ
ッ
ト
に
仲
間
づ
く
り

が
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。聞
い
た
話
で
は
、お
勤
め
し
て
い
た
と
き

に
つ
い
て
い
た
役
職
の
感
覚
を
外
す
た
め
の
セ

ミ
ナ
ー
も
あ
る
そ
う
で
す
よ
。

—

今
後
の
抱
負
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　

今
、講
談
を
聴
き
に
来
て
く
だ
さ
る
方
の
多
く

は
、か
つ
て
講
談
を
聴
い
た
経
験
が
あ
る
世
代
で
、

こ
れ
か
ら
先
、全
く
聴
い
た
こ
と
の
な
い
人
が
聴

き
に
来
て
く
だ
さ
る
こ
と
は
な
か
な
か
な
い
と
思

い
ま
す
。そ
こ
で
、子
ど
も
た
ち
に
講
談
を
聴
く
機

会
を
提
供
し
た
り
、子
ど
も
向
け
の
講
談
の
本
を

出
版
し
た
り
す
る
こ
と
を
目
標
に
し
て
い
ま
す
。

—

読
者
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、講
談
を
聞
き
に
来
て
く
だ
さ
い
。私
の

出
演
情
報
は
ブ
ロ
グ
で
公
開
し
て
い
ま
す
の
で
、

思
い
立
っ
た
ら
お
気
軽
に
ど
う
ぞ
。

	

宝
井
琴
柑
さ
ん
の
ブ
ロ
グ「
こ
よ
み
草
子
」

 
http://takaraikinkan.seesaa.net/

高
座
で
の
宝
井
琴
柑
さ
ん
は
凛
と
し
て
い
て
、

迫
力
の
あ
る
話
芸
で
講
談
の
世
界
に
ぐ
い
ぐ
い

と
引
き
込
ま
れ
て
し
ま
い
ま
す
。私
服
に
着
替

え
る
と
、印
象
が
が
ら
り
と
変
わ
っ
て
優
し
い
雰

囲
気
。子
ど
も
た
ち
に
講
談
を
知
っ
て
ほ
し
い

と
話
す
宝
井
さ
ん
は
、優
し
い
お
姉
さ
ん
そ
の

も
の
で
し
た
。一
度
聴
く
と
癖
に
な
る
講
談
の
世

界
。ぜ
ひ
、近
い
う
ち
に
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

当
財
団
の
催
し
物
に
ご
登
場
い
た
だ
き
、そ
の
話
芸
で
観
客
を
魅
了
し
て
い
る
講
談
師
の
宝
井
琴
柑
さ
ん
。

ほ
ぼ
毎
日
の
よ
う
に
高
座
に
上
が
ら
れ
て
い
る
一
方
、講
談
教
室
の
講
師
と
し
て
も
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。

講
談
師
に
な
ら
れ
た
経
緯
や
生
涯
教
育
に
つ
い
て
の
お
考
え
な
ど
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

講
談
を
聞
く
機
会
を
広
く
提
供
し

日
本
の
話
芸
を
次
世
代
に
伝
え
た
い

東日本大震災鎮魂コンサートVol.4にて（2017.3.11）
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講談師

宝井 琴柑さん
TAK ARAI  KINK AN
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