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「
毛
抜
」
の

あ
ら
す
じ
と
見
ど
こ
ろ

115

当財団では、日本の伝統文化について学ぶ講演会を開催しています。今回のテーマは「歌舞伎」でした。
講座は2回にわたって行われ、6月17日は歌舞伎の基本を学ぶ講演を受講、6月24日には国立劇場歌舞伎鑑賞教室にて
第一部「解説 歌舞伎のみかた」、第二部「歌舞伎十八番の内 毛抜き」を鑑賞しました。

　
日
本
の
伝
統
文
化
と
し
て
知
ら
れ
る
歌
舞
伎
の

語
源
は
、「
傾（
か
ぶ
）く
」と
い
う
言
葉
で
す
。戦

国
時
代
末
期
か
ら
江
戸
時
代
初
期
に
か
け
て
、奇

抜
な
行
動
や
服
装
で
大
衆
の
注
目
を
集
め
る
人
た

ち
は
「
か
ぶ
き
者
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。そ
ん

な
人
々
の
振
る
舞
い
や
様
相
を
模
し
た
踊
り
が
、

歌
舞
伎
の
ル
ー
ツ
と
さ
れ
る
「
か
ぶ
き
踊
り
」で

す
。1
6
0
3
年
に
出
雲
阿
国
と
呼
ば
れ
る
人
物

が
京
都
で
か
ぶ
き
踊
り
を
始
め
て
以
来
、4
0
0

年
以
上
の
歴
史
を
持
つ
文
化
に
な
り
ま
し
た
。

2
0
0
8
年
に
は
、能
・
文
楽
と
と
も
に
ユ
ネ
ス

コ
の
「
人
類
の
無
形
文
化
遺
産
の
代
表
的
な
一
覧

表
」に
記
載
さ
れ
、世
界
に
誇
る
文
化
遺
産
と
し
て

多
く
の
人
に
愛
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
歌
舞
伎
に
は
特
徴
的
な
演
出
技
法
が
多
く
用

い
ら
れ
て
い
ま
す
。舞
台
か
ら
直
角
に
客
席
を

つ
ら
ぬ
い
て
設
置
さ
れ
て
い
る
廊
下
の
よ
う
な

道
は
「
花
道
」と
呼
ば
れ
、俳
優
が
お
客
さ
ん
に

近
付
き
、舞
台
と
客
席
と
が
一
つ
に
な
る
雰
囲

気
を
作
り
上
げ
ま
す
。芝
居
や
お
化
粧
に
も
特

徴
が
あ
り
、俳
優
が
演
技
の
途
中
で
動
き
を
止

め
て
ポ
ー
ズ
を
取
る
こ
と
で
演
技
を
強
調
す
る

「
見み

え得
」や
、顔
に
鮮
や
か
な
線
を
描
き
、そ
れ

ぞ
れ
の
色
や
模
様
で
役
者
の
性
格
を
表
現
す
る

「
隈く

ま
ど
り取
」な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
歌
舞
伎
鑑
賞
教
室
は
、第
一
部
は
「
歌
舞
伎

の
み
か
た
」の
解
説
、第
二
部
は
「
毛
抜
」の

上
演
と
い
う
二
部
構
成
に
な
っ
て
お
り
、「
歌

舞
伎
の
み
か
た
」で
は
、中
村
隼
人
が
解
説
役

を
務
め
ま
し
た
。舞
台
の
構
造
や
仕
掛
け
を
実

際
に
動
か
し
た
り
、「
立
ち
廻
り
」
や
「
毛
振

り
」と
い
っ
た
歌
舞
伎
特
有
の
動
き
を
実
際

に
演
じ
た
り
と
、歌
舞
伎
に
お
け
る
重
要
な
要

素
に
つ
い
て
の
分
か
り
や
す
い
解
説
は
ま
る

で
歌
舞
伎
演
目
の
一
幕
を
見
た
よ
う
で
し
た
。

S
N
S
を
使
っ
て
歌
舞
伎
を
広
め
る
試
み
と

し
て
、「
#
歌
舞
伎
み
た
よ
」と
の
ス
ク
リ
ー
ン

を
背
景
に
中
村
隼
人
を
撮
影
す
る
時
間
が
設

け
ら
れ
、歓
声
と
シ
ャ
ッ
タ
ー
音
で
劇
場
内
は

大
い
に
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

　
舞
台
は
平
安
時
代
。小
野
小
町
の
子
孫
で
あ

る
小お
の
の野
春は
る
み
ち道
の
館
で
は
、春
道
の
娘
で
あ
る
錦
の

前
が
、髪
の
毛
が
逆
立
っ
て
し
ま
う
謎
の
病
気
に

か
か
り
、婚
礼
が
延
期
と
な
る
事
件
が
起
き
て

い
ま
し
た
。婚
約
者
の
家
来
で
あ
る
粂く

め
で
ら寺
弾だ

ん
じ
ょ
う正

は
春
道
の
館
へ
訪
れ
、そ
の
奇
病
を
目
の
当
た
り

歌
舞
伎
の
特
徴
的
な

演
出
技
法

国
立
劇
場
に
て
行
わ
れ
た

「
歌
舞
伎
鑑
賞
教
室
」

歌舞伎 に親しむ

さっそうとした
立ち廻りを披露する
中村隼人

（国立劇場蔵）

（公財）北野生涯教育振興会

（公財）目黒区芸術文化振興財団

主催

共催
歌
舞
伎
と
は

弾上（父 錦之助）が若衆（子 隼人）に戯れかかる場面も面白い
（国立劇場蔵）
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に
し
て
驚
き
ま
す
が
、薄
衣
（
女

性
が
外
出
時
に
顔
を
隠
す
た
め

に
被
る
着
物
）を
被
せ
る
と
髪
が

逆
立
た
な
い
と
聞
き
、不
思
議
に

思
い
ま
す
。春
道
と
の
面
会
を
待

つ
間
、弾
正
が
毛
抜
で
髭
を
抜
い

て
い
る
と
、置
い
て
い
た
毛
抜
が

突
然
動
き
出
し
ま
す
。し
か
し
、

銀
で
で
き
た
煙き
せ
る管
は
動
き
ま
せ

ん
。こ
れ
は
一
体
な
ぜ
な
の
か
。

錦
の
前
の
病
気
の
原
因
と
そ
の

裏
に
隠
さ
れ
た
悪
人
た
ち
の
企
み
を
、粂
寺
弾

正
が
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
い
う
物
語
で
す
。

　
こ
の
作
品
は
、寛
保
2
（
1
7
4
2
）年
に
二

代
目
市
川
団
十
郎
に
よ
っ
て
初
演
さ
れ
、明
治

42
（
1
9
0
9
）年
に
二
代
目
市
川
左
団
次
が

復
活
上
演
し
て
以
来
、人
気
演
目
の
一
つ
と
し

て
上
演
を
重
ね
て
い
ま
す
。主
人
公
の
粂
寺
弾

正
が
動
き
出
す
毛
抜
に
注
目
す
る
場
面
で
は
見

得
が
用
い
ら
れ
、役
者
の
美
し
く
力
強
い
演
技

を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。一
方
で
、粂
寺
弾

正
が
家
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
る
女
性
を
口
説

い
て
振
ら
れ
る
と
い
う
愛
嬌
の
あ
る
一
面
を
見

せ
る
場
面
も
あ
り
、見
た
目
に
も
面
白
く
、歌
舞

伎
を
初
め
て
見
る
方
に
も
分
か
り
や
す
い
作
品

と
な
っ
て
い
ま
す
。二
代
目
中
村
錦
之
助
と
中

村
隼
人
の
親
子
が
共
演
す
る
場
面
も
、見
ど
こ

ろ
の
一
つ
で
す
。

　
研
修
の
締
め
く
く
り
は
劇
場
内
の
食
堂

十お

は

こ
八
番
に
て
の
昼
食
で
す
。幕
間
と
い
う
わ
け

に
は
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、み
ん
な
で
感
想

な
ど
を
述
べ
合
い
な
が
ら
お
弁
当
を
食
べ
、芝

居
見
物
気
分
を
味
わ
い
ま
し
た
。

伝統文化

　そもそも、歌舞伎とはどのような芸能なのでしょうか。これには日
本人の美意識、日本文化の傾向が関わってきます。日本には、現実に
存在するものをそのまま捉えるのではなく、そこに人の手を少し加
え、一工夫して捉えることを良しとする考え方が存在しました。ここ
で大切にされたのは、出来事を忠実に再現するのではなく、その出来
事をどのように感じたか、なぜ心が動かされたのか、そして、その心の
動きをどうやって表現するかということでした。例を挙げれば、鳥の
鳴き声や海の音などを表現したい時、忠実に再現したければ、機械で
録音したような音を流せば良いのですが、歌舞伎は実際の音にはこ
だわりません。心にどう響いたかを表現すれば良いからです。逆に言
えば、雪の降り積もる土地といった無音の場面でも、器楽を用いて音
を表現することがあります。この考え方は「風

ふ り ゅ う

流」と呼ばれ、鎌倉時
代・室町時代などの中世以降、その傾向は強まり、芸能にも影響を与
えました。その中でも、歌舞伎は飾り付け、デコレーションが多く用い
られ、それによって心の動きを伝えようとする芸能なのです。
　歌舞伎を観る時に一番大切なことは、あらすじを気にし過ぎないこ
とだと思っています。中世のかぶき者たちから始まった歌舞伎には、
しっかりとした脚本は存在しませんでした。それなのに、あらすじを
理解してちゃんと鑑賞しようとしてもあまり意味がありません。大事
なのは、心で楽しむことです。好きな役者が、良い場面で、良いせりふ
回しをして、胸がじんとする。その鑑賞こそ、歌舞伎を一番楽しむ方法
です。頭ではなく、心で捉える。理性ではなく、感性で楽しむ。そうし
た考え方を持って、歌舞伎を楽しんでいただきたいと思います。

講演 「歌舞伎はどんな芸能か？」

頭ではなく、心で捉える
6月17日の第1回講演会では北潟喜久さんを講師にお招きし、
歌舞伎や日本の芸能についてお話していただきました。

略歴
国立劇場で、古典芸能後継者養成
の教務、古典芸能の制作業務等担
当。現在は、古典芸能、民俗芸能関
係の執筆、講演を行っている。

講師 北潟 喜久さん

北潟講師の講演を熱心に聴く参加者（中目黒GTプラザホール）
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福
澤
諭
吉
が
青
年
期
を
過
ご
し
た

家（
享
和
3
年
築
）と
土
蔵
が
残
さ
れ

て
い
ま
す
。隣
接
す
る
記
念
館
で
は
、

「
天
は
人
の
上
に
人
を
造
ら
ず
…
…
」

の
書
き
出
し
で
有
名
な「
学
問
の
す
す

め
」や「
西
洋
事
情
」な
ど
を
は
じ
め
、

　

黒
田
孝
高（
如
水
）が
豊
臣
秀
吉
の

命
令
に
よ
り
九
州
を
平
定
し
、中
津

16
万
石
を
拝
領
し
て
、天
正
16
年
に
築

　

２
日
目
は
博
多
港
か
ら
ジ
ェ
ッ
ト
ホ

イ
ル
に
乗
船
し
、壱
岐
島
へ
。福
沢
諭
吉

の「
学
問
の
す
す
め
」に
感
銘
を
受
け
、

慶
応
義
塾
に
入
学
し
た
松
永
安
左
ェ
門

の
ふ
る
さ
と
で
す
。「
電
力
の
鬼
」と
呼

ば
れ
、電
力
の
国
有
化
に
反
対
し
、電
気

事
業
の
分
割
民
営
化
を
成
し
遂
げ
た
立

役
者
で
す
。民
間
の
自
由
競
争
に
よ
る

電
力
の
供
給
に
こ
だ
わ
り
ま
し
た
。壱

岐
島
で
は
、一
支
国
博
物
館
、原
の
辻
王

都
一
支
国
復
元
公
園
、安
国
寺
そ
し
て
、

松
永
安
左
ェ
門
記
念
館
な
ど
を
訪
問
し

ま
し
た
。夜
、希
望
者
は
そ
ぞ
ろ
歩
き
し

な
が
ら
、屋
台
を
の
ぞ
い
た
り
、郷
ノ
浦

祇
園
山
笠
祭
り
を
見
て
歩
き
、雰
囲
気

を
味
わ
い
ま
し
た
。

　
北
九
州
空
港
で
青
空
に
迎
え
ら
れ

た
一
行
は
、貸
切
バ
ス
で
一
路
、大
分

県
中
津
市
へ
。大
分
を
代
表
す
る
景

勝
地
で
あ
る
耶
馬
溪
の
青
の
洞
門
と

競
秀
峰
を
訪
れ
ま
し
た
。競
秀
峰
は

福
澤
諭
吉
が
自
然
保
護
の
た
め
に
私

財
を
投
じ
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ト
ラ
ス
ト

第
一
号
の
地
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

昼
食
後
、福
澤
諭
吉
旧
居
・
福
澤
記
念

館
と
中
津
城
を
見
学
し
ま
し
た
。

福
澤
諭
吉
旧
居
・

福
澤
記
念
館

中
津
城

遺
品
・
遺
墨
、書
簡
な
ど
が
展
示
・
保

管
さ
れ
て
い
ま
す
。

き
ま
し
た
。地
形
が
南
方
に
扇
状
に

な
っ
て
い
る
た
め
、扇
城
と
い
う
別
名

が
あ
り
ま
す
。海
を
臨
む
日
本
三
大
水

城
の
一
つ
で
、当
時
の
ま
ま
の
内
堀
は

海
に
通
じ
、潮
の
干
満
で
水
位
が
変
わ

り
ま
す
。

山国川対岸より競秀峰を望む

福澤諭吉旧居を見学する参加者

足利尊氏と直義が全国に建立した安国寺の一つ。
元弘の乱以来の戦死者の冥福を弔うためにもとも
とあった海印寺を安国寺にした

模擬天守と復興櫓
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福澤諭吉記念館にて

今回は、啓蒙思想家、教育者として知られた
福澤諭吉が1歳から19歳までを過ごした大分県中津市と、
その弟子で「電力の鬼」といわれた
松永安左ェ門のふるさと、長崎県壱岐市を訪れました。

第149回研修会
「ふるきよきものの伝承」
（その24）
2017年7月21日㈮〜23日㈰

115

偉人のふるさとを訪ねて（北九州編）

教育者 福澤諭吉と

その弟子 松永安左ェ門



電
力
の
鬼
・

松
永
安
左
ェ
門
記
念
館

一
支
国
博
物
館

　　
少
年
期
を
壱
岐
で
過
ご
し
た
松
永

安
左
ェ
門
の
功
績
を
後
世
に
伝
え
る
展

示
施
設
で
す
。安
左
ェ
門
は
戦
後
、民

間
初
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
電
力
中
央
研
究

所
を
設
立
、さ
ら
に
政
・
財
・
学
・
官
界

の
ト
ッ
プ
で
構
成
す
る「
産
業
計
画
会

議
」を
主
催
。専
売
公
社
の
廃
止
、国
鉄

の
民
営
化
、高
速
道
路
の
整
備
な
ど
、日

本
の
近
代
化
を
推
し
進
め
る
提
言
を

行
い
ま
し
た
。安
左
ェ
門
は
96
歳
で
亡

く
な
る
ま
で
、電
気
事
業
の
世
界
に
と

ど
ま
ら
ず
、経
済
界
、産
業
界
に
影
響
を

与
え
、近
代
日
本
の
発
展
を
リ
ー
ド
し

続
け
ま
し
た
。敷
地
内
に
は
生
家
が
あ

り
、安
左
ェ
門
が
設
立
し
た
福
博
電
気

軌
道
の
車
両
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
壱
岐
島
の
歴
史
は
古
く
、「
古
事

記
」に
は
、5
番
目
に
で
き
た
日
本
の

国
土「
伊
伎
島
」と
し
て
、ま
た「
魏
志

倭
人
伝
」に
は「
一
支
国
」と
し
て
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
。「
一
支
国
」は
大

陸
や
朝
鮮
半
島
と
日
本
本
土
を
結
ぶ

架
け
橋
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
し

て
い
ま
し
た
。島
内
に
は「
一
支
国
」

の
王
都
が
あ
っ
た
国
指
定
特
別
史
跡

の
原
の
辻
遺
跡（
弥
生
時
代
）や
壱
岐

古
墳
群（
古
墳
時
代
）な
ど
、4
8
0

カ
所
の
遺
跡
が
あ
り
ま
す
が
、こ
の

博
物
館
で
は
、発
掘
さ
れ
た
出
土
品

が
天
井
ま
で
届
く
陳
列
棚
に
展
示
さ

れ
、ガ
ラ
ス
越
し
に
見
学
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。ま
た
、日
本
や
東
ア
ジ

ア
の
歴
史
を
踏
ま
え
な
が
ら
、壱
岐

の
通
史
を
ビ
ュ
ー
シ
ア
タ
ー
で
学
ぶ

こ
と
が
で
き
ま
す
。建
物
は
故
黒
川

紀
章
の
遺
作
で
、緑
化
さ
れ
た
屋
根

な
ど
、見
応
え
が
あ
り
ま
す
。

曲面の屋根が特徴の
一支国博物館

管理人 定村さんより安左ェ門の功績を学ぶ

壱岐島には猿の姿にそっくりの「猿岩」や、壱岐
島誕生神話の八本の柱の一つとされている「左
京鼻」などの奇岩や、鬼の足跡と呼ばれる周囲
110mの大穴など、ダイナミックな自然の風景を楽
しむことができます。

自然豊かな壱岐島

島で最も高い岳ノ辻展望台から対馬や佐賀を望むことができます

鬼の足跡
左京鼻

猿岩

　
一
行
が
壱
岐
島
に
滞
在
し
た
7

月
22
日
、23
日
は
、郷
ノ
浦
祇
園
山

笠
祭
り
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

2
7
0
年
以
上
の
歴
史
を
誇
る
八
坂

神
社
の
お
祭
り
で
、当
初
は
疫
病
退

散
の
祈
願
の
た
め
に
始
め
ら
れ
ま
し

た
が
、時
代
と
と
も
に
五
穀
豊
穣
、商

売
繁
盛
、大
漁
祈
願
、家
内
安
全
と
さ

ま
ざ
ま
な
願
い
ご
と
が
込
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

郷
ノ
浦
祇
園
山
笠
祭
り

原の辻王都一支国復元公園から
一支国博物館を望む

ボランティアガイドから説明を受ける一行

本町流
新道流

塞流

5 4



2017年9月20日㈬〜21日㈭

初
秋
の
2
日
間
、美
術
研
究
家
の
沼
辺
信
一
さ
ん
を
講
師
に
迎
え
て

山
陰
の
3
つ
の
美
術
館
と
、博
物
館
を
訪
れ
ま
し
た
。

こ
こ
に
し
か
な
い

ア
ー
ト
・
風
景
に
出
会
う

山
陰
の
美
術
館
を
訪
ね
て

「美術研修」（その55）

■島根県立美術館
■足立美術館
■植田正治写真美術館
■島根県立古代出雲歴史博物館

　

東
京
か
ら
1
時
間
半
ほ
ど
の
米
子
空
港
か
ら
バ

ス
に
乗
り
換
え
、神
々
が
集
う
縁
結
び
の
地
出
雲
へ
。

島
根
県
立
古
代
出
雲
歴
史
博
物
館
で
は
出
雲
大
社
と

神
々
の
ま
つ
り
、出
雲
国
風
土
記
、青
銅
器
と
金
色
の

太
刀
と
い
う
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
展
示
な
ど
を
見
学
し

ま
し
た
。大
量
に
出
土
し
た
弥
生
時
代
の
青
銅
器
や

金
銀
太
刀
（
い
ず
れ
も
国
宝
）の
そ
の
美
し
さ
と
数

の
多
さ
に
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。

　

続
い
て
訪
れ
た
島
根
県
立
美
術
館
で
は
展
覧
会

「
福
岡
市
美
術
館
・
北
九
州
市
立
美
術
館
名
品
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
夢
の
美
術
館　

め
ぐ
り
あ
う
名
画
た
ち
」を

鑑
賞
し
ま
し
た
。今
回
は
偶
然
、大
規
模
改
修
工
事
に

よ
る
休
館
の
時
期
が
重
な
り
、2
つ
の
美
術
館
の
名

品
が
「
め
ぐ
り
あ
う
」こ
と
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。印

象
派
の
モ
ネ
、ル
ノ
ワ
ー
ル
、ド
ガ
か
ら
ミ
ロ
、ダ
リ
、

ウ
ォ
ー
ホ
ル
そ
し
て
、藤
田
嗣
治
、草
間
彌
生
な
ど
国

内
外
の
近
代
美
術
の
巨
匠
た
ち
の
作
品
を
心
ゆ
く
ま

で
堪
能
し
ま
し
た
。「
日
本
の
夕
陽
百
選
」に
も
選
ば

れ
た
美
術
館
か
ら
の
宍
道
湖
の
夕
日
を
ゆ
っ
く
り
と

鑑
賞
で
き
る
よ
う
、閉
館
時
間
を
日
没
後
30
分
と
し

て
い
ま
す
の
で
、刻
一
刻
と
変
わ
る
宍
道
湖
の
表
情
、

ま
さ
に
自
然
が
生
み
出
す
芸
術
作
品
を
日
没
ま
で
楽

し
み
ま
し
た
。

　

翌
日
訪
れ
た
安
来
市
の
足
立
美
術
館
で
は
「
文
化

勲
章
受
章
の
作
家
た
ち
」展
に
て
横
山
大
観
、竹
内
栖
鳳

を
は
じ
め
と
す
る
近
代
日
本
画
の
名
品
を
鑑
賞
し

ま
し
た
。「
庭
園
も
ま
た
一
幅
の
絵
画
で
あ
る
」と
は
、

美
術
館
創
設
者
足
立
全
康
氏
の
言
葉
で
す
が
、そ
の

5
万
坪
の
庭
園
も
見
ど
こ
ろ
の
一
つ
で
す
。ア
メ
リ
カ

の
日
本
庭
園
専
門
誌
で
14
年
連
続
日
本
一
に
選
ば
れ

て
い
る
そ
う
で
す
。

　

鳥
取
県
の
国
立
公
園
大
山
の
ふ
も
と
に
建
つ
植
田

115

1
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正
治
写
真
美
術
館
は
、鳥
取
県
出
身
の
写
真
家
植
田
正
治

の
作
品
を
収
蔵
、展
示
し
て
い
ま
す
。「
リ
フ
レ
イ
ン

（
繰
り
返
し
）」と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
集
め
ら
れ
た
作

品
か
ら
は
、時
代
を
越
え
て
繰
り
返
さ
れ
る
被
写
体
、

撮
影
地
、小
物
、技
法
な
ど
に
つ
い
て
作
家
が
追
及
し

続
け
た
も
の
を
感
じ
て
ほ
し
い
と
の
こ
と
で
し
た
。

　
研
修
を
指
導
く
だ
さ
っ
た
沼
辺
信
一
さ
ん
の
「
美

術
作
品
は
、残
念
で
す
が
自
然
に
は
勝
て
な
い
と
思
い

ま
し
た
。宍
道
湖
の
美
し
い
夕
日
を
見
る
と
こ
っ
ち

の
方
が
す
ご
い
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
す
ね
。今

回
の
研
修
は
お
天
気
に
も
恵
ま
れ
、限
ら
れ
た
時
間
を

有
意
義
に
使
え
ま
し
た
。次
回
は
春
ご
ろ
、日
本
海
側

の
美
術
館
を
回
る
企
画
を
し
て
い
ま
す
。み
な
さ
ま

お
楽
し
み
に
」と
の
お
言
葉
で
1
泊
2
日
の
研
修
を

終
え
ま
し
た
。

デジタル一眼レフ
カメラ入門（その4）
2017年8月29日㈫〜30日㈬

　今回で4回目となる講座は、残暑厳しい鎌倉にて、講義と撮
影実習、作品投影と作品講評、懇親夕食会と盛りだくさんな2
日間でした。また、中目黒GTギャラリーで開催の参加者作品
展は大変好評でした。
　「デジタルカメラで写真を撮ることは簡単です。簡単です
が、大変奥が深いものです。今日はいろいろお話していきます
が、全てできなくても『これだけはやってみよう』ということを
決めて、やってみてください。良い写真は1日に1枚撮れればい
い方です。たくさん撮って失敗して覚える、あるいは自分は何
が好みなのかを見つけてみてください」との穴吹講師のお話
で講座がスタートしました。露出、シャッタースピード、絞り、な
どの基本について各自でカメラの操作を実際にしてみて確認
し、アシスタントの学生3名が会場を回って教えてくれました。

　参加者は2日間そ
れぞれがテーマを
持って撮影実習に臨
み、2日目の午後は作
品をスクリーンに投
影しての鑑賞・講評
を通して展覧会出品
作品を決めました。

おさえておきたい基礎知識（講義内容より）
◦思い通りの明るさを出す➡露出補正
◦躍動感を出す➡シャッタースピードを変えてみる
◦雰囲気を伝える➡絞りを変えてみる
※   各自でテーマを決めて「露出」「シャッタースピード」「絞り」

のいずれかに焦点をあてて撮影実習にのぞみました。

夕食懇親会の後はスクリーン（写真中央）での
作品鑑賞会を楽しみました

写真展

「わたしの見つけた瞬間」vol.4
誌上写真展

8

9

�

�

2017年10月23日㈪〜11月1日㈬

1島根県立美術館にて　22番目のうさぎを触ると幸せが
が訪れる？宍道湖うさぎ（画面左が美術館右奥は宍道湖）
3宍道湖に沈む夕日の美しさは格別　4島根県立古代出雲
歴史博物館では学芸員さんに見どころをお話いただいた
5いずれも国宝の銅鐸（上）と銅剣（下）　68足立美術館
の14年連続日本一の庭園　6窓が額縁となって一幅の絵画
のように見える庭園　8枯山水庭（左）と池庭（右）　7養
殖が盛んな安来ならではのどじょうづくしの昼食　9植田正
治写真美術館　�美術館前庭で雄大な大山をバックに記
念撮影　�展示棟の間から望む水面には大山が映り込む

於　中目黒GTギャラリー

67
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今
年
一
月
、
東
京
両
国
の
東
京
都
江

戸
東
京
博
物
館
で
特
別
展
「
戦
国
時
代

展
」
が
開
か
れ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。

刀
剣
コ
ー
ナ
ー
が
特
に
人
気
で
、
そ
こ
だ

け
列
が
で
き
て
い
て
順
番
待
ち
を
し
て
い

た
が
、
私
の
す
ぐ
前
に
並
ん
で
い
た
母
親

が
、
小
学
校
五
年
か
六
年
く
ら
い
と
思

わ
れ
る
男
の
子
に
刀
剣
の
説
明
を
し
て
い

る
の
が
耳
に
入
っ
て
き
た
。

　

母
親
は
い
ま
い
う
と
こ
ろ
の
「
歴
女
」、

し
か
も
「
刀
剣
女
子
」
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
刀
剣
に
ま
つ
わ
る

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
り
、
子
ど
も
が
そ
れ
を

真
剣
に
聞
い
て
い
る
情
景
を
見
て
い
て
、

い
つ
と
は
な
し
に
、
自
分
の
子
ど
も
の
頃

の
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
た
。

　

博
物
館
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
っ
た
と

い
う
記
憶
は
な
い
が
、
家
で
は
、
小
学
校

低
学
年
の
頃
か
ら
武
田
信
玄
の
話
は
よ

く
聞
か
さ
れ
て
い
た
。
母
親
は
口
癖
の
よ

う
に
、「
う
ち
は
武
田
信
玄
の
家
老
馬
場

美
濃
守
の
子
孫
だ
よ
」
と
言
っ
て
い
た
。

た
し
か
に
、
母
の
旧
姓
は
馬
場
で
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
、
母
も
、
母
の
父
や
母
か

ら
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
、
先
祖
の
馬
場

美
濃
守
が
武
田
信
玄
の
家
老
と
し
て
、

い
か
に
信
玄
を
支
え
て
き
た
か
を
聞
か

さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
学
校
で
武
田

信
玄
や
上
杉
謙
信
の
こ
と
を
教
え
ら
れ

る
前
か
ら
、
家
で
は
川
中
島
の
戦
い
の
様

子
な
ど
を
聞
か
さ
れ
て
育
っ
た
。
母
は
房

江
と
い
う
名
前
で
あ
る
が
、
馬
場
美
濃

守
の
名
乗
り
の
信
房
と
つ
な
が
っ
て
い
る

と
い
う
の
が
自
慢
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
大
人
に
な
っ
て
、
母
の
実

家
に
残
っ
て
い
る
系
図
を
見
せ
て
も
ら
っ

た
ら
、
馬
場
美
濃
守
本
人
の
直
系
で
は

な
く
、
弟
の
系
統
の
よ
う
だ
っ
た
が
、
子

ど
も
心
に
は
「
先
祖
は
武
田
信
玄
の
重

臣
だ
っ
た
」
と
い
う
一
言
に
は
イ
ン
パ
ク

ト
が
あ
っ
た
。
戦
国
武
将
が
身
近
な
存

在
に
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
戦
国

時
代
に
興
味
・
関
心
を
持
つ
き
っ
か
け
に

な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

そ
ん
な
母
な
の
で
、
母
自
身
も
歴
史

が
好
き
で
、「
元
祖
歴
女
」
の
一
人
と
い
っ

て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

る
。
図
書
館
か
ら
歴
史
小
説
を
借
り
て

き
て
よ
く
読
ん
で
お
り
、
私
も
、
ル
ビ
が

振
っ
て
あ
る
の
を
選
ん
で
は
た
ま
に
読
ん

で
い
た
。
も
し
か
し
た
ら
、
私
に
聞
か
せ

た
川
中
島
の
戦
い
な
ど
の
物
語
は
、
母
が

親
か
ら
聞
い
た
話
で
は
な
く
、
そ
う
し

た
本
か
ら
得
た
知
識
だ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
当
時
、
テ
レ
ビ
な
ど
は

ま
だ
な
く
、
子
ど
も
の
私
は
、
夕
食
後
、

母
が
話
し
て
く
れ
る
戦
国
の
話
に
夢
中

に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

母
が
本
好
き
、
歴
史
好
き
と
い
う
こ

と
も
あ
っ
て
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
本
は
よ

く
買
っ
て
も
ら
っ
た
。
歴
史
の
本
と
い
っ

て
も
、
子
ど
も
向
け
の
偉
人
伝
の
類
で

あ
る
。
そ
れ
も
、
同
世
代
の
子
が
エ
ジ
ソ

ン
だ
と
か
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
な
ど
を
読
ん

で
い
る
と
き
、
私
は
源
義
経
と
か
豊
臣

秀
吉
な
ど
武
将
に
関
す
る
も
の
ば
か
り

で
あ
っ
た
。

　

伝
記
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
向
け
の

「
平
家
物
語
」
や
「
太
閤
記
」
な
ど
を
よ

く
読
ん
で
い
た
が
、
そ
う
し
た
読
書
体

験
が
私
に
と
っ
て
の
思
わ
ぬ
転
機
に
つ
な

が
っ
た
の
で
あ
る
。

　

子
ど
も
の
頃
、
私
は
ど
ち
ら
か
と
い

う
と
内
向
的
で
、
引
っ
込
み
思
案
だ
っ

た
。
教
室
で
も
目
立
つ
存
在
で
は
な
く
、

自
分
か
ら
手
を
挙
げ
て
答
え
る
よ
う
な

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
先
生
に
指
さ
れ

な
い
よ
う
小
さ
く
な
っ
て
い
る
の
が
普
通

だ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
あ
る
時
の
国
語
の
授
業

で
そ
れ
が
一
変
す
る
。
そ
の
日
、
先
生
が

黒
板
に
人
と
い
う
字
を
書
き
、「
こ
の
字

は
＂ひ
と＂
と
読
む
が
、
上
に
別
な
字
が

付
く
と
、
＂う
ど＂
と
読
む
」
と
言
っ
て
、

狩
人
と
い
う
字
を
示
し
、「
同
じ
よ
う
な

例
を
知
っ
て
る
か
」
と
い
っ
て
答
え
を
促

し
た
の
で
あ
る
。
誰
も
答
え
ら
れ
な
い
。

普
段
手
を
挙
げ
た
こ
と
の
な
い
私
は
、
そ

れ
こ
そ
恐
る
恐
る
手
を
挙
げ
た
。

　

先
生
は
意
外
な
子
が
手
を
挙
げ
た
と
い

武
田
信
玄
の
話
を

よ
く
し
て
い
た
母

伝
記
を
読
ん
で
い
た

こ
と
が
転
機
に

静岡大学名誉教授

小和田 哲男さん

特別寄稿

歴史好きの母から
歴史家が誕生した
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う
顔
で
私
を
指
し
た
の
で
あ
る
。
私
は
、

「
落
人
と
い
う
字
が
あ
り
ま
す
」
と
答
え

た
と
こ
ろ
、「
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
だ
」

と
質
問
さ
れ
た
の
で
、
私
は
源
平
の
戦
い

で
敗
れ
た
平
家
の
人
び
と
が
各
地
に
落
ち

て
い
っ
た
こ
と
を
説
明
し
た
。
そ
の
答
え

が
的
を
射
て
い
た
の
か
、「
小
和
田
は
歴
史

博
士
だ
な
」
と
言
っ
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
同
級
生
か
ら
は
、
歴
史
に
関

し
て
一
目
置
か
れ
る
存
在
と
な
っ
た
。
ち
ょ

う
ど
六
年
生
で
、
社
会
科
も
歴
史
部
門
を

学
習
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
社
会
科
は

私
の
得
意
科
目
と
な
り
、「
歴
史
だ
け
は

他
の
子
に
負
け
な
い
ぞ
」
と
、
ま
す
ま
す

歴
史
の
本
を
読
み
あ
さ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
一
科
目
で
も
得
意
科
目
が
見
つ
か
る
と

自
信
が
付
い
て
く
る
も
の
で
、
そ
の
頃
か

ら
引
っ
込
み
思
案
で
は
な
く
、
性
格
も

積
極
的
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
る
。

　

た
だ
、
こ
の
よ
う
に
、
歴
史
好
き
だ
っ

た
母
の
影
響
で
歴
史
は
得
意
科
目
と

な
っ
た
が
、
他
の
教
科
は
、
あ
と
国
語
が

好
き
な
程
度
で
教
科
の
好
き
嫌
い
は
同

級
生
に
比
べ
て
激
し
か
っ
た
。も
っ
と
も
、

こ
れ
は
考
え
よ
う
で
、
も
し
私
が
満
遍

な
く
全
教
科
出
来
が
良
け
れ
ば
、
お
そ

ら
く
歴
史
家
小
和
田
哲
男
は
生
ま
れ
て

い
な
か
っ
た
ろ
う
。

　
「
小
和
田
は
歴
史
博
士
だ
な
」
と
言
っ

て
く
れ
た
の
は
、
東
京
都
千
代
田
区
立

番
町
小
学
校
の
四
年
か
ら
六
年
を
担
当

し
て
い
た
だ
い
た
福
島
精き

よ
し

先
生
で
あ
る
。

実
は
そ
の
福
島
先
生
に
も
う
一
度
褒
め
ら

れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

　

鎌
倉
に
遠
足
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。

「
せ
っ
か
く
鎌
倉
に
行
く
な
ら
、
何
か
関
係

す
る
本
を
読
ん
で
お
こ
う
」
と
思
っ
て
図

書
室
の
書
棚
を
見
て
い
た
ら
、「
北
条
時
宗
」

と
い
う
伝
記
が
あ
っ
た
。
す
ぐ
借
り
て
読

ん
だ
わ
け
で
あ
る
が
、
中
に
円
覚
寺
の
こ

と
が
書
か
れ
て
い
た
。
円
覚
寺
は
遠
足
の

コ
ー
ス
に
も
入
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
部
分

を
頭
に
刻
み
つ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
こ
と
も
あ
り
、
遠
足
当
日
、

一
番
印
象
に
残
っ
た
の
が
円
覚
寺
だ
っ

た
。
遠
足
か
ら
戻
り
、
遠
足
の
と
き
の
こ

と
を
題
材
に
し
た
作
文
を
書
く
こ
と
に

な
っ
た
と
き
、
私
は
、
円
覚
寺
の
石
段
が

ま
ん
中
だ
け
へ
こ
ん
で
い
て
、
そ
れ
は
、

鎌
倉
時
代
か
ら
何
千
、
い
や
何
万
の
人

が
真
ん
中
を
踏
ん
だ
の
で
磨
り
減
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
、「
北
条
時
宗
が
踏

ん
だ
石
段
を
自
分
も
踏
ん
だ
」
と
感
動

し
た
気
持
ち
を
そ
の
ま
ま
文
章
に
し
て

出
し
た
の
で
あ
る
。

　

す
る
と
、
数
日
後
、「
作
文
は
こ
う
書

く
の
だ
」
と
、
先
生
が
私
の
作
文
を
み
ん

な
の
前
で
読
み
上
げ
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
私
は
作
文
が
得
意
だ
っ
た
わ
け

で
は
な
く
、
ま
し
て
や
う
ま
い
と
思
っ
た

こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
が
、
先
生
に
褒

め
ら
れ
る
と
す
ご
い
自
信
に
な
っ
た
。

　

家
に
帰
っ
て
、「
今
日
、
作
文
を
先
生

に
褒
め
ら
れ
た
よ
」
と
母
に
報
告
す
る

と
、母
も
喜
ん
で
く
れ
て
「
よ
か
っ
た
ね
」

と
言
っ
て
く
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ

で
終
わ
り
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
か
ら
も

う
一
つ
の
ド
ラ
マ
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

　

数
日
後
、
母
か
ら
一
冊
の
本
を
手
渡
さ

れ
た
。
そ
れ
が
「
全
国
児
童
生
徒
作
品

コ
ン
ク
ー
ル
入
選
作
品
」（
小
学
館
）
と

い
う
本
で
あ
っ
た
。
学
年
別
に
な
っ
て
い

て
、
入
選
作
品
だ
け
あ
っ
て
み
ん
な
う
ま

く
書
け
て
い
る
。
そ
の
と
き
に
は
感
じ
な

か
っ
た
が
、
あ
と
に
な
っ
て
思
う
と
、
一

つ
は
、「
ち
ょ
っ
と
く
ら
い
先
生
に
褒
め

ら
れ
有
頂
天
に
な
る
な
。
世
の
中
に
は

も
っ
と
上
手
な
子
が
い
る
よ
」
と
い
う
意

味
と
、
も
う
一
つ
、「
上
手
な
子
の
文
章

を
学
ん
で
も
っ
と
う
ま
く
な
り
な
さ
い
」

と
い
う
二
つ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ

て
い
た
よ
う
に
思
う
。

　

実
際
、
そ
の
後
、
入
選
作
品
を
読
ん

で
、
読
ま
せ
る
文
章
を
書
く
コ
ツ
の
よ
う

な
も
の
を
学
ん
だ
記
憶
が
あ
る
。
作
文

が
ま
す
ま
す
好
き
に
な
っ
た
の
は
こ
の
と

き
の
母
か
ら
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
が
き
っ
か
け

に
な
っ
て
い
る
。
歴
史
が
好
き
で
、
書
く

こ
と
が
苦
に
な
ら
な
い
と
い
う
資
質
は
こ

の
頃
形
成
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
母
は
仕
事
を
持
ち
な
が
ら
、
子

育
て
を
し
な
が
ら
俳
句
の
講
座
に
通
っ

た
り
し
て
い
た
。生
涯
、学
ぶ
姿
勢
を
持
っ

て
い
た
母
だ
か
ら
こ
そ
、
私
の
よ
う
な
息

子
が
育
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

る
。
母
は
今
年
九
十
五
歳
に
な
り
、
同

じ
市
内
に
住
ん
で
お
り
、
時
折
私
が
書

い
た
も
の
を
届
け
る
と
、
喜
ん
で
読
ん
で

く
れ
る
。
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。

母
か
ら
の
思
わ
ぬ

プ
レ
ゼ
ン
ト

母の米寿の祝いで飛騨に行ったとき、江馬氏館跡にて



財
団
ニ
ュ
ー
ス

　

当
財
団
が
主
催
す
る「
東
日
本
大
震

災
鎮
魂
コ
ン
サ
ー
ト
vol
．5
」（
２
０
１
８

年
３
月
11
日
実
施
）に
際
し
、公
募
合

唱
団「
フ
ォ
ー
レ
の
レ
ク
イ
エ
ム
を
学
び

歌
う
会
」の
結
団
式
が
、２
０
１
７
年
10

月
17
日
中
目
黒
Ｇ
Ｔ
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル
で

開
催
さ
れ
ま
し
た
。合
唱
団
メ
ン
バ
ー

60
名
出
席
の
も
と
、合
唱
指
導
の
荒
牧

小
百
合
先
生
、竹
内
雅
挙
先
生
、ピ
ア
ノ

伴
奏
の
矢
野
里
奈
先
生
の
紹
介
の
あ
と
、

声
楽
家
で
聖
徳
大
学
講
師
の
米
谷
毅
彦

氏
が
、「
歌
う
と
云
う
祈
り
を
美
へ
昇
華

す
る
教
会
音
楽
の
世
界
、Ｇ
・
フ
ォ
ー
レ

の
鎮
魂
曲
を
辿
っ
て
」と
題
し
て
講
演
を

さ
れ
ま
し
た
。

　

荒
牧
先
生
か
ら
は「
と
て
も
難
し
い

曲
で
す
が
、し
っ
か
り
練
習
し
て
美
し

い
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
奏
で
ま
し
ょ
う
」と

参
加
者
に
向
け
て
、力
強
い
挨
拶
が
あ

り
ま
し
た
。

　

今
年
も
恒
例
の
懸
賞
論
文
の
公
募
が
行
わ
れ
ま
し
た
。今
回
の
テ
ー
マ
は「
変
化
に
挑
む
」。厳

正
な
審
査
の
結
果
、入
賞
者
は
左
記
の
方
々
に
決
ま
り
ま
し
た
。

　

当
財
団
で
は
、プ
ロ
の
声
楽
家
の
歌
声

と
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
演
奏
を
生
で
聴
い
て
、

感
じ
て
も
ら
お
う
と
小
中
学
校
へ
の
派

遣
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
て
い
ま
す
。今

期
、東
北
地
方
へ
は
、宮
城
県
気
仙
沼
市

立
階
上
中
学
校
、福
島
県
い
わ
き
市
立
高

久
小
学
校
と
夏
井
小
学
校
の
3
校
へ
派

遣
を
実
施
し
ま
し
た
。声
楽
家
が
登
場
し

て
素
晴
ら
し
い
歌
声
を
披
露
す
る
と
、生

徒
た
ち
は
目
を
輝
か
せ
て
聴
き
入
っ
て
い

ま
し
た
。演
奏
の
あ
と
は
、生
徒
た
ち
が

感
想
を
述
べ
、お
礼
の
エ
ー
ル
を
聞
か
せ

て
く
れ
ま
し
た
。

第
39
回
懸
賞
論
文

「
変
化
に
挑
む
」入
賞
者
が
決
定

声
楽
家
を

東
北
の
小
学
校
へ
派
遣

　

メ
デ
ィ
ア
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
橋
本

典
久
さ
ん
に
よ
る「
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ

で
驚
き
盤
を
つ
く
ろ
う
！
」の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
、宮
城
県
気
仙
沼
市
立
中

井
小
学
校
、福
島
県
い
わ
き
市
立
入
遠

野
小
学
校
で
開
催
し
ま
し
た
。生
徒
た

ち
は
思
い
思
い
の
工
夫
や
ア
イ
デ
ア
を

凝
ら
し
て
驚
き
盤
を
作
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、「
新
発
見
！
プ
ラ
モ
虫
を
つ
く

ろ
う
」の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
、横
浜
の

桐
蔭
学
園
小
学
部
で
2
週
に
わ
た
っ
て

開
催
し
ま
し
た
。

メ
デ
ィ
ア
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に

よ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
開
催

東
日
本
大
震
災
鎮
魂

コ
ン
サ
ー
ト
vol
．5

結
団
式
開
催

ご
報
告

賞 作品名 氏名 居住地

1席 共鳴 高橋　幸子 福島県

2席

自分に与えられた運と自分が求めたチャレンジ 相野　正 大阪府

心眼 小暮　愛子 群馬県

守りから攻めへ 渋谷　江津子 青森県

3席

けん玉で異文化交流 田嶋　達也 千葉県

角度を変えて考えてみる 菱川　町子 愛知県

表裏一体 平賀　千晴 千葉県

パーキンソンを友にして挑戦 藤原　伸治 神奈川県

咲き誇れ、南の花よ 星野　有加里 宮崎県

佳作

スマイルカットーそれぞれの挑戦 赤松　隆滋 京都府

たとえ変化にさらされたとしても 大江　美典 兵庫県

絶望に挑む人 生越　寛子 大阪府

成りゆく明日 神野　榮美 大阪府

本気でやってみることで見えてくる世界 佐藤　圭 神奈川県

自分史講座 佐藤　茂男 福島県

不変なものを心の軸に 鈴木　美智子 東京都

科学は私の浮力！ 辻　志帆 岡山県

「マルイチ」の母強し 中野　康子 大阪府

古民家再生の夢 逸見　修 新潟県

1011

福島県いわき市立夏井小学校で披露する日本声楽家協会のみなさん

工作に励む
福島県いわき市立
入遠野小学校の

みなさん

講演する米谷毅彦氏



　

天
一
美
術
館
、谷
村
美
術
館
、富
山
県
美

術
館
を
訪
れ
ま
す
。世
界
最
速
の
芸
術
鑑

賞
、現
美
新
幹
線
に
も
乗
車
予
定
で
す
。

日
　
　
程

　

２
０
１
８
年
春

講
　
　
師

　

沼
辺　

信
一
氏

定
　
　
員

　

40
名

設立のねらい
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こでもだれでも学べる機会をつくり、学ぼうとす
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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115号

2017年11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

お
知
ら
せ

美
術
研
修（
そ
の
56
）

春
日
、耀
く
美
術
館
を
訪
ね
て

ー
水
上
・
糸
魚
川
・
富
山

こ ◦ ち ◦ ら ◦ 編 集 室
　
「
目
黒
の
Ｓ
Ｕ
Ｎ
祭
り
」は
、１
９
９
６
年
に「
サ
ン
マ
は
目
黒
に
限

る
」と
い
う
落
ち
で
有
名
な
落
語「
目
黒
の
さ
ん
ま
」に
ち
な
ん
で
、気

仙
沼
の
サ
ン
マ
を
目
黒
へ
持
っ
て
い
っ
て
食
べ
て
も
ら
お
う
と
い
う

洒
落
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。サ
ン
マ
５
０
０
０
匹
を
無
料
で
配
る
試

み
は
大
好
評
で
、協
力
団
体
も
年
々
増
え
続
け
、目
黒
区
民
祭
り
の
メ

イ
ン
イ
ベ
ン
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
は
サ
ン
マ
が
不
漁
の
た
め
、昨
年
水
揚
げ
さ
れ
た
気
仙
沼
産

冷
凍
も
の
で
、何
と
か
開
催
す
る
運
び
に
な
り
ま
し
た
が
、来
年
は
サ

ン
マ
が
戻
っ
て
き
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
せ
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
で
当
財
団
創
設
者
、北
野
隆
春
の
ふ
る
さ
と
山
梨
県
笛
吹

市
で
は
、４
年
前
か
ら
こ
の
祭
り
に
協
賛
し
、「
ふ
る
さ
と
物
産
展
」へ

ブ
ド
ウ
を
出
品
し
て
い
ま
す
。市
価
の
半
額
近
い
値
段
で
、獲
り
た
て

の
お
い
し
い
ブ
ド
ウ
が
食
べ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、リ
ピ
ー
タ
ー

も
多
く
、閉
会
前
に
完
売
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

外
に
目
を
向
け
る
と
、自
然
災
害
が
地
球
上
を
た
び
た
び
襲
い
、い

つ
戦
争
が
起
こ
る
か
分
か
ら
な
い
厳
し
い
世
界
情
勢
の
中
、こ
ん
な

の
ん
び
り
し
た
こ
と
を
言
っ
て
申
し
訳
な
い
の
で
す
が
、落
語
に
登

場
す
る
お
殿
様
で
あ
れ
、農
民
で
あ
れ
、今
、生
き
て
い
る
我
々
で
も
、

大
根
お
ろ
し
を
添
え
て
、カ
ボ
ス
を
ギ
ュ
と
絞
り
脂
の
の
っ
た
ア
ツ

ア
ツ
の
サ
ン
マ
を
食
す“
秋
の
味
覚
”を
楽
し
み
た
い
も
の
で
す
。こ

ん
な
小
さ
な
幸
せ
が
、困
難
に
立
ち
向
か
う
清
涼
剤
に
な
る
こ
と
を

願
っ
て
い
ま
す
。

２
０
１
7
年

10
月

　

●�

ベ
ト
ナ
ム（
国
立
農
業
大
学
）

　
　

奨
学
金
授
与
式

　

●�

理
事
会

11
月

　

●�

評
議
員
会

　

●�

研
究
助
成
金
授
与
式

　

●�

懸
賞
論
文
入
賞
者
表
彰
式

　

●�

論
文
集「
変
化
に
挑
む
ー
見
え
て

く
る
新
し
い
世
界｣

発
刊

12
月

　

●�

中
国（
広
東
工
業
大
学
）

　
　

奨
学
金
授
与
式

２
０
１
8
年

３
月

　

●��
彫
刻
奨
学
生
作
品
設
置

　

●��
中
国（
南
開
大
学
・
天
津
大
学
）

　
　

奨
学
金
授
与
式

　

●�

東
日
本
大
震
災
鎮
魂
コ
ン
サ
ー
ト

　

●��

懸
賞
論
文
公
募

　

●�

科
目
等
履
修
奨
学
生
お
よ
び

　
　

放
送
大
学
大
学
院

　
　

修
士
全
科
奨
学
生

　
　

奨
学
金
授
与
式
お
よ
び

　
　

成
果
発
表
会

　

●��

美
術
研
修（
北
陸
方
面
）

４
月

　

●�

研
究
助
成
金
公
募

　

●�

洋
上
研
修
公
募

５
月

　

●�

歴
史
研
修（
蝦
夷
の
城
め
ぐ
り
）

　

●��

科
目
等
履
修
生
お
よ
び

　
　

放
送
大
学
生（
選
科
履
修
生
・

　
　

大
学
院
修
士
全
科
生
）の

　
　

奨
学
生
選
考
会

６
月

　

●��「
ミ
ン
ダ
ナ
オ
子
ど
も
図
書
館
」�

大
学
生
奨
学
金
授
与
式

　

●��

ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
セ
ミ
ナ
ー

　

●�

伝
統
文
化「
雅
楽
」入
門
講
座

　

●��

彫
刻
奨
学
生
奨
学
金
授
与
式

７
月

　

●�

研
究
助
成
金
選
考
委
員
会

　

●�

懸
賞
論
文
審
査
委
員
会

　

●�

伝
承
研
修

　
　
「
幕
末
維
新
に
活
躍
し
た
先
人
達

　
　

ー
高
知
編
」

８
月

　

●�

イ
ン
ド
ネ
シ
ア�

（
Ｐ
Ｏ
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
大
学
）�

奨
学
金
授
与
式

９
月

　

●��｢

デ
ジ
タ
ル
一
眼
レ
フ
カ
メ
ラ
入
門｣

　

●�

美
術
研
修

　

●��

ベ
ト
ナ
ム（
ズ
ン
サ
高
校
、

　
　

フ
ン
イ
ェ
ン
財
務
経
営
管
理

　
　

大
学
）奨
学
金
授
与
式

　

●��「
ミ
ン
ダ
ナ
オ
子
ど
も
図
書
館
」

　
　

保
育
所
開
所
式

　

※�

講
師
等
の
都
合
に
よ
り
、

　
　

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
変
更
の

　
　

場
合
も
あ
り
ま
す
。

第
45
期

主
要
行
事
の
ご
案
内
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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。

ヘレン・ケラー（1880 ～ 1968）

　6歳の見えない、聞こえない、話

せないという三重苦のヘレン・ケ

ラーのところへ、電話を発明した

ベル博士の紹介で、アン・サリバン

が家庭教師としてやって来ました。

これがきっかけで、ヘレンの暗闇の

世界に一条の光がもたらされるこ

とになりました。

　サリバンは、手術のおかげで一

応見えるようになったものの、失明

していた頃、盲学校時代に盲目の

ローラという女性と指文字で会話

をしていたことが、ヘレンの教育に

大変役立ったのです。

　ヘレンは井戸水を手に受けた

時、全ての物には名前があること

を悟り、指文字によってどんどん言

葉を覚えていき、瞬く間に点字を

読み、手紙が書けるようになりまし

た。そして、ヘレンが大学を優秀な

成績で卒業し、盲人のために尽く

すことを終生支え続けたサリバン

は、まさにヘレンを「知の世界」に

導いた「奇跡の人」でした。

　1937年、日本ライトハウス創業

者岩橋武夫の熱心な要請で、ヘレ

ンは来日しました。その後、2度に

わたり来日、熱烈な歓迎を受ける

とともに、身体障害者保護の法律

制定に貢献するなどの足跡を残し

ました。

　波乱に満ちた人生を、飽くなき

好奇心と強
きょうじん

靭な精神力、そして

ユーモアを忘れぬ心で生ききった

ヘレンは、今も全ての人を励まし続

けています。

工作に励む
福島県いわき市立
入遠野小学校の

みなさん

　「ヘレン・ケラーこそ青い鳥を発見したただ1人
の人」というメーテルリンク夫人の言葉からデザ
インされた青い鳥とヘレン・ケラーの直筆署名。

写真提供：東京ヘレン・ケラー協会

東京ヘレン・ケラー協会　公式シンボルマーク



—

山
下
市
長
が
政
治
の
道
を
志
さ
れ
た
き
っ

か
け
は
何
で
し
ょ
う
か
。

　

祖
父
が
議
員
を
務
め
て
い
た
た
め
、実
家
に
は

多
く
の
政
治
関
係
者
が
出
入
り
し
、幼
い
頃
か
ら

政
治
が
身
近
に
あ
り
ま
し
た
。私
も
一
度
き
り
の

人
生
だ
か
ら
好
き
な
こ
と
を
や
り
た
い
と
、政
治

に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、当
初
は

自
ら
議
員
に
な
る
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、政
治
家

を
支
え
る
仕
事
を
し
よ
う
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

富
士
急
行
に
入
社
し
、オ
ー
ナ
ー
で
あ
り
衆
議
院

議
員
だ
っ
た
堀
内
光
雄
先
生
の
秘
書
を
目
指
し
ま

し
た
が
、当
然
の
こ
と
な
が
ら
新
卒
で
入
社
し
て

す
ぐ
秘
書
に
な
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。鉄
道
会

社
の
社
員
と
し
て
真
面
目
に
勤
務
し
て
い
た
と
こ

ろ
、堀
内
先
生
が
1
9
9
0
年
に
落
選
し
て
会
社

に
戻
ら
れ
た
と
き
に
、独
身
で
身
軽
だ
っ
た
私
を

カ
バ
ン
持
ち
と
し
て
選
ん
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

そ
れ
以
来
13
年
間
、国
政
の
最
前
線
で
実
に
多
く

の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。県
会
議
員

の
方
々
と
接
す
る
機
会
も
多
か
っ
た
の
で
す
が
、

自
分
だ
っ
た
ら
地
元
の
魅
力
を
こ
ん
な
風
に
ア

ピ
ー
ル
し
た
い
と
い
う
ア
イ
デ
ア
が
浮
か
ぶ
こ
と

も
あ
り
、地
元
の
こ
と
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　

36
歳
の
と
き
、私
の
地
元
、石
和
町
を
地
盤
と

す
る
県
会
議
員
の
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
た
こ
と
が

き
っ
か
け
で
、私
に
白
羽
の
矢
が
立
ち
ま
し
た
。皆

さ
ん
の
ご
期
待
に
応
え
な
け
れ
ば
、と
い
う
思
い

で
、若
さ
と
行
動
力
、し
が
ら
み
が
な
い
と
い
う
強

み
を
生
か
し
て
立
候
補
し
、県
会
議
員
に
選
ん
で

い
た
だ
き
ま
し
た
。そ
れ
が
政
治
の
道
に
入
っ
た

経
緯
で
す
。4
期
目
に
入
っ
た
頃
、支
援
者
の
皆
さ

ん
が
、笛
吹
市
の
市
長
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て

く
だ
さ
る
よ
う
に
な
っ
て
、現
在
に
至
り
ま
す
。で

す
か
ら
、自
ら
政
治
家
を
目
指
し
た
と
い
う
よ
り
、

周
り
の
方
の
期
待
に
応
え
て
い
る
う
ち
に
、導
か

れ
て
こ
こ
ま
で
来
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

—

現
在
、市
長
と
し
て
注
力
し
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
こ
と
は
何
で
す
か
。

　

笛
吹
市
の
桃
と
ぶ
ど
う
は
日
本
一
で
す
が
、残

念
な
こ
と
に
全
国
的
に
知
名
度
が
高
く
あ
り
ま
せ

ん
。も
っ
と
上
手
に
ア
ピ
ー
ル
し
、本
来
の
価
値
を

広
く
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
工

夫
し
た
り
し
て
、ブ
ラ
ン
ド
力
を
向
上
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。生
産
量
の
維
持
も
課
題
の
ひ
と

つ
で
す
。

　

ま
た
、ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
も
注
力
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。笛
吹
市
は
ス
ポ
ー
ツ
が
盛
ん
で
、

優
秀
な
選
手
を
輩
出
し
て
い
る
の
で
す
が
、地
元

に
指
導
者
が
い
な
か
っ
た
り
、練
習
の
た
め
の
施

設
が
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、他

の
地
域
に
出
て
い
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。そ
こ
で
地
元
で
選
手
を
育
成
で
き
る

よ
う
に
、サ
ッ
カ
ー
等
の
球
技
専
用
グ
ラ
ウ
ン
ド

や
陸
上
競
技
場
を
作
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

選
手
だ
け
で
な
く
、一
般
市
民
に
と
っ
て
も
ス
ポ
ー

ツ
が
身
近
に
な
れ
ば
、教
育
、福
祉
、医
療
の
面
で

良
い
効
果
が
あ
り
ま
す
。笛
吹
市
を
生
涯
ス
ポ
ー

ツ
の
街
に
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

—

北
野
財
団
に
つ
い
て
の
印
象
は
い
か
が
で

す
か
。

　

ま
ず
、笛
吹
市
合
併
前
の
境
川
村
の
時
代
か

ら
、地
域
発
展
の
た
め
に
多
大
な
ご
支
援
を
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
こ
と
に
、感
謝
を
申
し
上
げ
た

い
と
思
い
ま
す
。北
野
財
団
と
い
え
ば
、境
川
町

の「
藤
垈
の
滝 

大
窪
い
や
し
の
杜
公
園
」で
す
ね
。

2
0
0
4
年
か
ら
彫
刻
作
品
の
設
置
が
始
ま
り
、

現
在
は
66
体
が
展
示
さ
れ
、市
民
が
芸
術
文
化
に

触
れ
ら
れ
る
良
い
き
っ
か
け
を
提
供
し
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。こ
の
空
間
を
活
用
す
る
た
め
に
、彫

刻
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
を
し
た
り
、コ
ン
サ
ー
ト
会

場
に
し
た
り
、ナ
イ
ト
シ
ア
タ
ー
に
し
た
り
と
、ア

レ
ン
ジ
を
加
え
て
い
こ
う
と
企
画
を
立
て
て
い
ま

す
。若
い
方
に
、笛
吹
市
に
は
楽
し
い
こ
と
が
た
く

さ
ん
あ
る
と
思
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、定
住
者
も

増
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。積
極
的
に
新
し
い
こ

と
に
挑
戦
し
、笛
吹
市
の
魅
力
を
高
め
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

—

余
暇
は
ど
の
よ
う
に
過
ご
し
て
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
か
。

　

母
校
で
あ
る
笛
吹
高
校
サ
ッ
カ
ー
部
の
試
合
を

応
援
に
行
く
こ
と
が
息
抜
き
に
な
っ
て
い
ま
す
。

高
校
生
が
何
か
一
つ
の
こ
と
に
打
ち
込
ん
で
い
る

姿
は
良
い
も
の
で
す
ね
。彼
ら
に
は
入
部
し
て
か

ら
引
退
ま
で
の
わ
ず
か
２
年
数
カ
月
を
し
っ
か
り

や
り
き
っ
て
、完
全
燃
焼
し
て
も
ら
い
た
い
で
す
。

そ
の
経
験
は
社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
も
き
っ
と
役

立
つ
は
ず
で
す
か
ら
。

—

読
者
の
皆
さ
ん
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

笛
吹
市
は
、名
実
と
も
に
日
本
一
の
お
い
し
い
フ

ル
ー
ツ
の
生
産
地
で
す
。美
人
を
つ
く
る
と
い
う

石
和
温
泉
も
あ
り
、そ
し
て
何
よ
り
も
人
情
味
あ

ふ
れ
る
温
か
い
街
で
す
。こ
ん
な
笛
吹
市
の
魅
力

を
多
く
の
皆
さ
ん
に
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
、

ぜ
ひ
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

山
梨
県
で
は
最
年
少
の
市
長
で
あ
る
山
下
市

長
。柔
軟
な
発
想
で
、笛
吹
市
の
魅
力
を
多
く
の

人
に
伝
え
た
い
と
情
熱
的
に
語
っ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。今
後
も
北
野
財
団
と
笛
吹
市
の
ご
縁

を
大
切
に
、よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

北
野
財
団
の
創
設
者
で
あ
る
北
野
隆
春
の
ふ
る
さ
と
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

当
財
団
と
深
い
縁
で
結
ば
れ
て
い
る
山
梨
県
笛
吹
市
。

2
0
1
6
年
よ
り
市
長
を
務
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
山
下
政
樹
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

文
化
と
ス
ポ
ー
ツ
の
機
会
を
提
供
し

市
民
の
暮
ら
し
を
生
涯
豊
か
に

「笛吹市桃の里マラソン大会」で
10㎞コースを走りました（2017.4）

プロフィール・インタビュー

笛吹市 市長

山下 政樹さん
MASAKI  YAMASHITA


