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2017年度 奨学生成果発表

学
ぶ
姿
勢
が
切
り
拓
く

人
生
の
新
た
な
可
能
性

２
０
１
８
年
３
月
23
日
、２
０
１
７
年
度
奨
学
生
成
果
発
表
会
が
行
わ
れ
た
。

科
目
等
履
修
生
12
名
、放
送
大
学
大
学
院
修
士
全
科
生
８
名
の
計
20
名
が
、

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

成果発表風景
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秋
山
　
和
江
さ
ん

山
梨
英
和
大
学

人
間
文
化
学
部
人
間
文
化
学
科

　　
「
母
語
で
あ
る
日
本
語
を
世
界
の
一

言
語
と
捉
え
、専
門
的
・
体
系
的
に
学

び
直
す
」、「
日
本
語
が
非
母
語
話
者

へ
の
日
本
語
の
指
導
法
を
学
ぶ
」の
２

点
を
テ
ー
マ
に
研
究
し
た
。
大
学
の
講

義
は
い
ず
れ
も
密
度
が
高
く
、多
く
の

学
び
が
あ
っ
た
。
全
修
得
科
目
の
平
均

点
は
96
点
と
い
う
満
足
い
く
結
果
が

得
ら
れ
た
。
今
後
も
学
び
続
け
、学
ん

だ
こ
と
を
社
会
に
還
元
し
て
い
き
た
い
。

　

子
供
の
頃
の
夢
だ
っ
た
教
師
に
再

チ
ャ
レ
ン
ジ
。
現
代
の
競
争
社
会
で
は

子
供
が
自
己
肯
定
感
を
持
ち
に
く
く

な
っ
て
い
る
と
実
感
し
た
。
私
は
教
師

と
な
っ
て
生
徒
た
ち
の
自
己
肯
定
感

を
育
み
、よ
り
多
く
の
人
が
よ
り
豊
か

な
人
生
を
選
択
し
て
生
き
て
い
け
る

世
の
中
に
し
た
い
。

　

助
産
師
を
し
な
が
ら「
Ａ
病
院
に

お
け
る
妊
娠
糖
尿
病
患
者
に
対
す

る
継
続
的
フ
ォ
ロ
ー
の
実
態
調
査
」
を

テ
ー
マ
に
研
究
し
た
。
仕
事
を
し
な
が

ら
の
科
目
等
履
修
は
大
変
だ
っ
た
が
、

看
護
大
学
の
教
員（
研
究
職
）へ
の
異

動
が
決
ま
っ
た
。
奨
学
生
と
な
っ
た
こ

と
が
勉
学
へ
の
意
欲
を
引
き
出
し
て

く
れ
た
。
感
謝
し
て
い
る
。

　

歴
史
へ
の
興
味
か
ら「
日
本
人
や
仏

教
に
つ
い
て
知
り
た
い
」
と
思
い
、定
年

後
、奨
学
生
と
な
っ
た
。
快
適
な
学
生

生
活
を
過
ご
せ
た
。
卒
業
後
は
東
北

に
戻
り
、東
北
か
ら
日
本
の
歴
史
を
眺

め
、大
学
で
学
び
覚
え
た
こ
と
を
東
北

の
真
の
復
興
に
役
立
て
た
い
と
思
っ
て

い
る
。

　

貧
し
い
家
庭
で
生
き
る
海
外
の
子

供
へ
の
思
い
か
ら
、貧
し
い
人
々
に
融
資

や
貯
蓄
な
ど
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る「
マ
イ
ク
ロ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
」
を

研
究
し
た
。
こ
れ
は
ア
フ
リ
カ
で
は
成

功
し
て
い
な
い
。
そ
の
方
法
を
探
る
た

め
４
月
か
ら
大
学
院
で
生
物
資
源
経

済
学
を
研
究
し
て
い
る
。
発
展
途
上

国
が
先
進
国
の
仲
間
入
り
し
て
い
く

環
境
づ
く
り
に
貢
献
し
た
い
。

　

障
害
児
・
者
や
精
神
障
害
の
方
を

も
っ
と
理
解
し
た
い
と
思
い
、障
害
児
・

者
心
理
学
を
履
修
し
た
。
大
学
で
の

学
び
は
す
ぐ
に
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
や
就
労

支
援
の
場
で
役
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
。

今
回
の
学
び
を
ス
テ
ッ
プ
に
、認
定
心

理
士
の
資
格
取
得
に
挑
戦
し
た
い
。
ま

た
、身
に
つ
け
た
知
識
を
活
か
し
て
多

く
の
人
の
心
の
ケ
ア
に
役
立
て
た
い
。

　
「
子
供
の
未
来
を
守
り
た
い
」
と
の

思
い
か
ら
養
護
教
諭
一
種
免
許
状
の
取

得
に
挑
戦
し
た
。
実
習
で
は「
対
象
者

理
解
と
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」と「
チ
ー

ム
医
療
」
を
学
び
、特
に「
チ
ー
ム
医

療
」で
は
医
療
者
同
士
の
コ
ミ
ュニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
患
者
さ
ん
の
理
解
と
根
拠
あ

る
治
療
に
つ
な
が
る
こ
と
を
実
感
。
こ

れ
か
ら
養
護
実
習
に
臨
む
。
子
供
た

ち
と
歩
幅
を
合
わ
せ
て
伴
走
で
き
る

養
護
教
諭
に
な
り
た
い
。

　

お
寺
の
近
く
で
育
っ
た
た
め
、仏
教

に
高
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
。
定
年
後
、

改
め
て
仏
教
を
体
系
的
に
学
び
直
し

た
い
と
思
い
奨
学
生
に
な
っ
た
。
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
語
は
一
年
間
で
基
礎
を
身
に

つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
イ
ン
ド
や
中

国
の
仏
教
史
も
学
ん
だ
。こ
れ
ら
の
知

見
を
元
に
、今
後
は
仏
教
史
の
偉
人
や

思
想
の
変
遷
な
ど
を
研
究
し
た
い
と

思
っ
て
い
る
。

科
目
等
履
修
生

阿
部
　
涼
子
さ
ん

立
命
館
大
学

文
学
部

出
井
　
陽
子
さ
ん

自
治
医
科
大
学
院

看
護
学
研
究
科

小
山
　
文
彦
さ
ん

龍
谷
大
学

文
学
部

齋
藤
　
育
代
さ
ん

立
正
大
学

心
理
学
部
対
人
社
会
学
科

佐
々
木
　
友
香
さ
ん

東
北
福
祉
大
学

総
合
福
祉
学
部

嘉
澤
　
剛
さ
ん

京
都
大
学

農
学
部

柴
崎
　
義
雄
さ
ん

立
正
大
学

仏
教
学
部



　
「
イ
タ
リ
ア
オ
ペ
ラ
・
歌
曲
に
お
け

る
発
声
技
術
や
表
現
力
の
向
上
」
と

「
イ
タ
リ
ア
語
歌
曲
の
歌
詞
」
を
研

究
し
た
。ロ
ー
マ
と
ミ
ラ
ノ
へ
の
短
期
留

学
で
は
オ
ペ
ラ
が
生
ま
れ
た
環
境
の
中

で
学
ぶ
こ
と
が
で
き
、声
楽
レ
ッ
ス
ン
や

オ
ペ
ラ
の
歌
詞
研
究
を
す
る
上
で
有

意
義
だ
っ
た
。９
月
か
ら
は
ミ
ラ
ノ
に

長
期
留
学
。
帰
国
後
は
演
奏
活
動
や

ク
ラ
シ
ッ
ク
を
身
近
に
聴
け
る
環
境
を

提
供
す
る
仕
事
を
し
た
い
。

　

学
生
時
に
日
本
語
教
育
に
興
味
を

持
ち
、日
本
語
教
師
を
目
指
し
て
こ
の

た
び
奨
学
生
と
し
て
学
ん
だ
。
日
本

語
を
教
え
る
経
験
を
さ
せ
て
も
ら
っ

た
の
は
有
意
義
な
経
験
と
な
り
、お

陰
で
大
学
院
に
合
格
で
き
た
。
今
後

は
中
国
人
向
け
の
日
本
語
教
科
書
を

研
究
し
、日
本
語
の
系
統
的
な
指
導

や
教
材
づ
く
り
に
役
立
て
た
い
。
将
来

は
中
国
で
の
日
本
語
教
育
に
貢
献
し

た
い
。

　

司
書
教
諭
の
資
格
取
得
の
傍
ら
、

国
語
教
育
と
情
報
指
導
、読
書
指
導

の
関
連
性
を
活
か
し
た
指
導
法
を
研

究
し
た
。
現
在
の
司
書
教
諭
は
生
徒

に
十
分
な
読
書
指
導
が
で
き
て
い
な

い
こ
と
、読
書
指
導
を
行
う
に
は
広
範

な
情
報
収
集
能
力
と
メ
デ
ィ
ア
リ
テ

ラ
シ
ー
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

こ
れ
ら
を
満
た
せ
ば
生
徒
の
学
習
意

欲
を
さ
ら
に
高
め
ら
れ
る
と
思
う
。
ま

た
、新
卒
で
科
目
等
履
修
生
を
活
用

す
る
方
法
は
あ
ま
り
想
定
さ
れ
て
い

な
い
の
で
、私
の
実
績
が
後
進
の
励
み

に
な
れ
ば
あ
り
が
た
い
。

　

美
術
予
備
校
に
勤
め
た
経
験
か
ら

美
術
教
育
に
興
味
を
持
ち
、教
職
課

程
を
履
修
し
た
。
美
術
を
教
え
る
先

生
に
は
生
徒
に
対
す
る「
傾
聴
」
と
い

う
基
本
的
な
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力

が
大
切
だ
と
分
か
っ
た
。
今
年
度
か
ら

教
員
に
な
っ
た
が
、今
回
の
体
験
を
大

切
に
、生
徒
と
の
関
係
を
築
き
な
が
ら

自
身
も
制
作
実
践
と
知
識
の
獲
得
に

励
み
続
け
た
い
と
思
う
。

　

多
死
社
会
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、

約
２
０
０
万
円
と
い
う
日
本
の
平
均

葬
式
費
用
の
妥
当
性
を
研
究
。
高
額

葬
儀
を
統
計
面
、宗
教
面
、葬
儀
社

の
プ
ラ
ン
、ア
ン
ケ
ー
ト
結
果（
80
名
）

か
ら
検
証
し
、修
士
論
文
「
高
額
葬

儀
と
弔
い
に
つ
い
て
の
研
究
」
を
執
筆
。

今
後
は
高
額
の
葬
儀
費
用
捻
出
が
困

難
、信
仰
を
伴
わ
な
い
お
布
施
や
告
別

式
は
必
要
性
が
希
薄
と
い
う
結
論
を

得
た
。
将
来
は
、お
金
を
か
け
な
く
て

も
心
が
こ
も
っ
た
葬
儀
が
で
き
る
仕
事

に
就
き
た
い
。

　

修
士
論
文
は「
狂
言
に
お
け
る
太

郎
冠
者
像
」。
日
本
の
古
典
と
能
楽

に
興
味
が
あ
り
、南
北
朝
や
室
町
時

代
の
能
楽
台
本
か
ら
狂
言
の
太
郎
冠

者
に
つ
い
て
学
ん
だ
。
ゼ
ミ
で
先
生
の

指
導
や
院
生
と
の
交
流
に
刺
激
を
受

け
な
が
ら
２
年
間
学
べ
た
の
は
と
て

も
有
意
義
だ
っ
た
。
今
後
は
放
送
大

学
院
の
能
楽
研
究
所
で
さ
ら
に
学
び
、

日
本
能
楽
学
会
で
の
発
表
も
し
て
み

た
い
。

　

女
性
進
出
が
遅
れ
て
い
る
建
設
業

で
も
活
躍
し
て
い
る
女
性
が
い
る
。
そ

う
し
た
女
性
30
名
以
上
に
取
材
し
、

修
士
論
文
「
建
設
業
女
性
技
術
者
の

キ
ャ
リ
ア
形
成
に
関
す
る
分
析
」
を
執

筆
。
女
性
が
活
躍
し
続
け
る
に
は
本

人
に
強
い
自
己
肯
定
感
が
あ
る
こ
と

が
大
切
だ
と
分
か
っ
た
。
今
後
は
学
ん

だ
こ
と
を
活
か
し
、将
来
は
博
士
課
程

で
女
性
の
ロ
ー
カ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
を
研
究

し
た
い
。

　

学
習
に
遅
れ
の
あ
る
児
童
に
学
習

支
援
を
し
た
経
験
か
ら
、児
童
の
様

子
を
伝
え
る「
連
絡
帳
」が
ど
れ
だ
け

子
供
の
心
理
的
課
題
を
克
服
す
る
か

を
事
例
を
通
し
て
研
究
。
私
自
身
の

あ
る
女
児
へ
の
学
習
支
援
を
事
例
に
、

連
絡
帳
と
い
う
ツ
ー
ル
が
心
理
的
課
題

の
克
服
に
効
果
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ

た
。
学
び
に
ゴ
ー
ル
は
な
い
。
今
回
の
経

験
を
糧
に
今
後
も
学
び
た
い
。

　

企
業
に
よ
っ
て
従
業
員
の
健
康
に
格

差
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
従
業
員
50
人

未
満
の
小
規
模
事
業
所
の
産
業
保
険

サ
ー
ビ
ス
拡
充
に
向
け
た
地
域
産
業

保
険
セ
ン
タ
ー
の
看
護
職
の
役
割
の
考

察
」
を
研
究
し
た
。
現
在
、地
域
産
業

保
険
セ
ン
タ
ー
が
満
足
に
機
能
し
て
い

な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
今
後
は
福
祉

方
面
、特
定
医
療
行
為
に
も
視
野
を

広
げ
て
勉
強
し
て
い
き
た
い
。

　

自
己
肯
定
感
が
持
て
な
い
青
年
と

養
育
者
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
知
り

た
い
と
思
い
、「
母
親
の
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
・

フ
ァ
イ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
発
達
障
が
い
者

に
及
ぼ
す
影
響
」
を
テ
ー
マ
に
論
文
を

執
筆
。
青
年
に
は
精
神
的
な
支
援
や

情
緒
サ
ポ
ー
ト
が
途
切
れ
る
と
心
身

の
健
康
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
が
分
か
っ

た
。日
本
に
お
け
る
青
年
の
発
達
障
が

い
者
支
援
は
ま
だ
確
固
た
る
支
援
体

制
が
で
き
て
い
な
い
。
青
年
の
精
神
的

課
題
を
受
け
止
め
、成
熟
を
支
え
る

仕
事
を
今
後
も
続
け
た
い
。

　
「
プ
ロ
野
球
に
お
け
る
フ
ァ
ー
ス
ト

キ
ャ
リ
ア
と
セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
の
影

響
」を
研
究
し
た
。セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア

へ
の
歩
み
を
成
功
さ
せ
る
野
球
選
手

に
は
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
期
間
と
協
力
者

が
い
る
こ
と
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
を
通

し
て
分
か
っ
た
。
ま
た
日
本
は
海
外
に

比
べ
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
選
手
に
対
し
て
の

キ
ャ
リ
ア
形
成
の
保
証
が
薄
い
こ
と
が

課
題
だ
と
分
か
っ
た
。
多
く
の
選
手
が

物
心
両
面
で
報
わ
れ
る
環
境
づ
く
り

に
寄
与
し
た
い
。

　
「
高
校
生
の
生
き
る
意
味
を
問
い

か
け
る
関
わ
り
」
や
、基
本
は
一
対
一の

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
集
団
へ
と
発
展
さ

せ
る
方
法
を
研
究
。佐
藤
初
女
さ
ん
の

「
お
む
す
び
」の
話
や
フ
ラ
ン
ク
ル『
夜

と
霧
』等
を
題
材
に
、高
校
生
た
ち
に

「
生
き
る
意
味
」
に
つ
い
て
自
由
記
述

を
し
て
も
ら
い
、彼
ら
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
と
未
来
を
切
り
拓
こ
う
と
す
る

意
識
が
芽
生
え
る
の
を
確
認
し
た
。こ

れ
か
ら
も
高
校
生
に
寄
り
添
い
、共
に

苦
し
み
に
立
ち
向
か
い
た
い
。

奨学金を授与される清水優実さん

張
　
依
明
さ
ん

早
稲
田
大
学

日
本
語
教
育
研
究
科
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放
送
大
学
大
学
院

修
士
全
科
生

清
水
　
優
美
さ
ん

国
立
音
楽
大
学

ア
ド
ヴ
ァ
ン
ス
ト
コ
ー
ス（
歌
曲
ソ
リ
ス
ト
）

岩
本
　
真
理
子
さ
ん

奥
山
　
武
さ
ん

鹿
島
　
裕
子
さ
ん

金
子
　
友
紀
さ
ん

馬
込
　
奈
穂
子
さ
ん

小
西
　
陽
子
さ
ん

渡
邉
　
ゆ
う
さ
ん

東
京
藝
術
大
学

美
術
学
部

飴
田
　
美
佳
さ
ん

斉
藤
　
恭
子
さ
ん

行
澤
　
雅
代
さ
ん

國
學
院
大
學

学
校
図
書
館
司
書
教
諭
課
程



　

平
安
時
代
か
ら
千
年
以
上
の
時
を
経
て
今
日
ま
で
伝
え
ら
れ

て
き
た
、日
本
を
代
表
す
る
伝
統
音
楽
―
―
。そ
れ
が
雅
楽
で

す
。そ
の
起
源
は
５
世
紀
以
降
に
大
陸
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た

多
彩
な
楽
舞
や
日
本
で
歌
わ
れ
て
き
た
歌
物
に
行
き
着
く
と
さ

れ
、多
数
の
音
楽
が
融
合
す
る
過
程
で
日
本
人
の
感
性
に
合
う

か
た
ち
で
大
成
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

主
に
宮
中
の
儀
式
の
音
楽
と
し
て
演
奏
さ
れ
て
き
た
雅
楽

で
す
が
、宮
内
庁
楽
部
の
雅
楽
が
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
る
な
ど
注
目
を

集
め
、昨
今
で
は
芸
術
音
楽
と
し
て
鑑
賞
す
る
機
会
も
増
え
て

い
ま
す
。失
わ
れ
た
正
倉
院
楽
器
の
復
元
演
奏
や
過
去
に
廃
絶

し
た
曲
の
復
元
と
い
っ
た
再
生
活
動
が
展
開
さ
れ
る
と
と
も

に
、現
代
作
曲
家
に
よ
る
雅
楽
の
曲
目
の
作
曲
な
ど
、千
年
を

経
た
現
代
に
あ
っ
て
、新
し
い
動
き
も
生
ま
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

雅
楽
に
は
歌
や
舞
の
有
無
・
成
立
し
た
時
代
な
ど
に
よ
っ
て

複
数
の
種
類
が
存
在
し
ま
す
が
、中
で
も
最
も
華
や
か
で
有
名

な
の
が「
管か
ん
げ
ん絃
」と「
舞ぶ
が
く楽
」で
し
ょ
う
。「
管
絃
」は
楽
器
の
合

奏
の
み
を
聴
か
せ
る
も
の
を
指
し
、舞
が
つ
く
も
の
を「
舞
楽
」

と
呼
び
ま
す
。

　
「
管
絃
」は
平
安
時
代
に
貴
族
た
ち
が
楽
器
を
持
ち
寄
り
、音

6
月
9
日
、め
ぐ
ろ
パ
ー
シ
モ
ン
小
ホ
ー
ル
で
「
雅
楽
」の
入
門
講
座
が
行
わ
れ
ま
し
た
。基
礎
知
識
の
解
説
に
加
え
、「
越え
て
ん
ら
く

天
楽
」な
ど
の
実
演
を
通
じ
て
、

参
加
者
は
楽
し
み
な
が
ら
雅
楽
の
知
識
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

千
年
を
経
て
な
お
進
化

協
奏
に
よ
る
優
美
な
調
べ

楽しく真剣に篳
ひちりき

篥に挑戦

豪華な装束や面を身にまとい、
華麗に舞う舞楽
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伝
統
文
化「
雅
楽
」に
親
し
む

体験コーナーも設置
第一部と第二部の休憩時間を利用してロビーでは各楽器の、
舞台では舞の体験コーナーが設けられました。どちらも大
盛況で、参加者の皆さんは一様に楽しんでおられました。

メンバー紹介

　今回演奏いただいた「伶楽舎」は、雅楽の合奏研究を目
的に1985年に発足した雅楽演奏グループです。
　発足以来、現行の雅楽古典曲以外に、廃絶曲の復曲や正
倉院楽器の復元演奏、現代作品の演奏にも積極的に取り組
み、国内外で幅広い活動を展開しています。

宮丸直子：お話、鞨
かっこ

鼓
三浦礼美：笙、太鼓
東野珠実：笙
五月女愛：笙
中村仁美：篳篥
鈴木絵理：篳篥
〆野護元：龍

りゅうてき

笛
田口和美：龍笛

田渕勝彦：琵琶、篳篥
平井裕子：箏、太鼓
谷内信一：鞨鼓、龍笛
中村華子：鉦

しょうこ

鼓
伊崎善之：舞
村岡健一郎：楽器体験スタッフ
角田眞美：楽器体験スタッフ
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楽
を
奏
で
て
楽
し
ん
で
い
た
こ
と
が
起
源
と
な
っ
て
い
ま
す
。

特
徴
は
、複
数
の
楽
器
を
使
用
し
て
、雅
で
繊
細
な
旋
律
を
奏

で
る
こ
と
。オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
こ
と
を“
管
弦
楽
”と
呼
ぶ
こ
と

が
あ
り
ま
す
が
、あ
れ
は
雅
楽
の「
管
絃
」が
由
来
と
な
っ
て
い

て
、管
絃
自
体
も“
平
安
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
”と
い
う
形
容
を
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

理
論
上
は
舞
楽
の
曲
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
曲
を
演
奏
で
き
る

の
が「
管
絃
」で
す
が
、今
日「
管
絃
」に
当
た
る
の
は
、中
国
系
統

の
楽
舞
で
あ
る
唐
楽
の
曲
の
み
。そ
の
一
方
で
、楽
器
編
成
に
お

い
て
、舞
楽
で
は
原
則
使
用
し
な
い
琵
琶
や
箏そ

う

と
い
っ
た
弦
楽
器

を
用
い
る
こ
と
が
、「
管
絃
」の
最
大
の
特
徴
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、「
舞
楽
」で
は
、豪
華
絢
爛
な
装
束
を
ま
と
っ
た
踊
り
手

が
力
強
く
舞
い
を
披
露
す
る
演
目
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。室

内
で
し
め
や
か
に
演
奏
さ
れ
る「
管
絃
」に
対
し
て
、、「
舞
楽
」は

お
寺
の
法
要
な
ど
に
お
い
て
、野
外
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
演
じ
る

も
の
が
多
い
の
で
す
。元
々
、大
陸
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
か
ら
伝

わ
っ
た
雅
楽
は
舞
の
あ
る
演
目
が
ほ
と
ん
ど
で
、音
楽
に
も
舞
踊

に
も
多
種
多
様
な
形
式
が
あ
り
ま
し
た
。そ
こ
か
ら
演
奏
だ
け

を
楽
し
む「
管
絃
」が
発
展
し
た
た
め
、「
舞
楽
」の
方
が「
管
絃
」

よ
り
も
起
源
に
近
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
舞
楽
」に
は
、中
国
起

源
で
あ
る
左
方
と
朝
鮮
半
島
系
起
源
で
あ
る
右
方
に
加
え
、舞

の
姿
な
ど
に
よ
っ
て
数
多
く
の
分
類
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、「
管

絃
」と「
舞
楽
」で
は
ア
ク
セ
ン
ト
の
付
け
方
や
息
継
ぎ
が
異
な

り
、「
管
絃
」で
は
柔
ら
か
く
繊
細
な
表
現
、「
舞
楽
」で
は
力
強
い

響
き
と
、演
奏
方
法
で
も
区
別
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

当
日
は
通
常「
管
絃
」で
は
主
旋
律
に
使
用
し
な
い
楽
器
を

あ
え
て
主
旋
律
に
し
た
ア
レ
ン
ジ
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
披
露
す
る
な

ど
、鑑
賞
に
来
ら
れ
る
お
客
さ
ま
に
、工
夫
を
凝
ら
し
た
演
奏
を

お
楽
し
み
い
た
だ
き
ま
し
た
。

※
ペ
ー
ジ
内
の
文
章
は
、「
伶
楽
舎
」宮
丸
直
子
さ
ん
の
文
章
を
基
に
作
成
し
ま
し
た
。

楽
舞
を
交
え
た
勇
壮
な
演
目

雅楽のお話をされる「伶楽舎」宮丸直子さん 豪華な装束や面を身にまとい、
華麗に舞う舞楽

　
雅
楽
で
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
曲

目
。管
絃
専
門
の
小
曲
で
す
が
、他
曲
に
は

な
い
優
雅
で
独
特
な
旋
律
を
持
ち
、比
類

な
き
名
曲
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
旋
律
は
、『
越
天
楽
』に
歌
詞
を
付
け

た『
越
天
楽 

今い
ま
よ
う様
』の
ほ
か
、謡
曲
や
箏

曲
、民
謡
の
黒
田
節
に
も
取
り
入
れ
ら
れ

る
な
ど
、ジ
ャ
ン
ル
を
越
え
て
さ
ま
ざ
ま

な
か
た
ち
で
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

『 越
え て ん ら く

天 楽 』と は

管絃の楽器

笙
しょう

太鼓

17 本の竹を縦に束ねてあり、その形は
鳳凰が羽を休めている姿とも言われま
す。息を吹いても吸っても音が鳴るの
で途切れることなく音を鳴らし続けるこ
とが出来、主に、５〜６の音を重ねて
「合

あいたけ

竹」という和音で演奏します。手元
の火鉢で楽器を温め、調子を整えます。

火焔の飾りの付いた枠に吊し
てあり、吊り太鼓とも呼ばれ
ます。左手で打つ弱音の「図

ずん

」
と右手で打つ強音の「百

どう

」を
セットで打つことが多く、繰り
返すリズムパターンの終わりに
打たれ、曲の後半では沢山鳴
らされます。
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一
行
が
最
初
に
訪
れ
た
の
は
、北
海

道
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
の
一
つ
に
も
挙
げ

ら
れ
る
五
稜
郭
。
函
館
が
ま
だ
「
箱

館
」
と
表
記
さ
れ
て
い
た
１
８
５
７

（
安
政
４
）年
か
ら
、開
港
場
防
備
の
拠

点
と
し
て
徳
川
幕
府
に
よ
り
建
設
さ

れ
ま
し
た
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
城
塞
都
市

を
参
考
に
、日
本
の
築
城
技
術
も
応
用

し
な
が
ら
蘭
学
者
の
武
田
斐あ

や
さ
ぶ
ろ
う

三
郎
が

設
計
を
担
当
。外
構
工
事
が
一
部
縮
小

さ
れ
る
な
ど
変
更
を
経
て
、日
本
に
お

け
る
初
期
の
洋
式
城
郭
と
し
て
、７
年

の
歳
月
を
か
け
て
完
成
し
ま
し
た
。

　

五
稜
郭
は
、そ
の
名
の
通
り
５
つ
の

稜
堡
か
ら
な
る
星
型
の
〝
堡ほ

る
い塁
〟と
、

そ
れ
を
守
る
〝
半は

ん
げ
つ
ほ

月
堡
〟、水
堀
で
構

成
さ
れ
て
い
ま
す
。堡
塁
と
半
月
堡
の

外
周
に
は
堀
を
掘
っ
た
土
で
造
ら
れ

た
土
塁
と
石
垣
が
築
か
れ
、石
垣
の
最

上
部
に
は
敵
の
侵
入
を
防
ぐ
「
忍
び

返
し
」を
設
置
。門
を
く
ぐ
っ
た
先
に

は
見み

か
く
し
る
い

隠
塁
を
築
い
て
内
部
を
見
え
な

く
す
る
な
ど
、防
衛
の
工
夫
が
随
所
に

盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

列
強
諸
国
の
脅
威
に
備
え
て
造
ら

れ
た
こ
の
堅
固
な
要
塞
が
と
り
わ
け

注
目
を
集
め
た
の
は
、１
８
６
８（
明

治
元
）
年
。
か
の
戊
辰
戦
争
の
最
終

決
戦
で
あ
る
、※
箱
館
戦
争
の
舞
台
と

な
っ
た
と
き
で
し
た
。折
し
も
明
治
元

年
か
ら
１
５
０
年
に
当
た
る
今
、改
め

て
明
治
維
新
に
思
い
を
馳
せ
る
機
会

と
な
り
ま
し
た
。

道内唯一の日本式城郭 
松前城の前で

五
稜
郭

蝦夷の城めぐり
今回は北海道・函館と松前を探訪。
北海道の重要拠点として日本の近代史上で大きな存在感を示す
五稜郭と松前城を巡りました。
江戸時代から明治初期の北海道の歴史について
学び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

117

2018年5月16日㈬〜17日㈭

歴 史 研 修（ そ の 9 ）

お堀から五稜郭タワーを望む

八重桜とたんぽぽが美しい五稜郭

城壁の説明に熱
心に耳を傾ける
参加者

五稜郭の全体図

星形をした「和魂洋才」の象徴 五稜郭

龍雲院
（国指定重要文化財）　　

※箱館戦争
　1868（明治元）年に起きた、戊辰戦争最後の戦い。榎本武揚率いる旧幕府
軍が、新政府が置いていた箱館府を占領したことに端を発し、蝦夷地（北海道）
を巡って争うことになりました。
　当初は旧幕府軍が戦況を有利に運んでいたものの、1869（明治2）年に新政
府軍が戦艦の動員と兵力の増強を行ったことによりパワーバランスが逆転。旧
幕府軍に身を寄せていた新撰組副長の土方歳三が戦死するなど、激しく厳しい
戦いを強いられる中、黒田清隆による降伏勧告を旧幕府軍が受け入れたことで、
およそ6カ月間に及ぶ戦争は終結しました。
　なお、開戦時点で箱館をはじめとした蝦夷地の主要部を制圧していた旧幕府
軍は、「蝦夷共和国」として独立する構想を抱いていたと言われています。この戦
争の勝敗の行方が変わっていたら、その後の歴史も大きく変わっていたでしょう。

静岡大学名誉教授

小和田　哲男さん

解説
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続
い
て
一
行
は
松
前
城
を
訪
問
。松

前
城
は
、松
前
藩
主
の
居
城
で
、江
戸

時
代
初
期
に
ロ
シ
ア
の
南
下
政
策
を

阻
止
す
る
目
的
で
建
築
さ
れ
た
「
福

山
館だ

て

」が
起
源
と
な
っ
て
い
ま
す
。そ

の
た
め
、国
の
指
定
史
跡
に
は
正
式
名

称
で
あ
る
「
福
山
城
」
と
し
て
登
録

さ
れ
て
い
ま
す
。海
側
か
ら
の
艦
砲
射

撃
に
備
え
て
砲
台
を
整
備
す
る
と
と

も
に
、城
壁
の
中
に
鉄
板
を
仕
込
む
な

ど
、珍
し
い
構
造
も
見
ら
れ
ま
す
。

　

北
海
道
で
唯
一
に
し
て
日
本
で
最

後
期
に
造
ら
れ
た
和
式
城
郭
で
あ
る

松
前
城
で
す
が
、和
式
城
郭
と
し
て
は

最
北
に
位
置
す
る
だ
け
に
、築
城
に
際

し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
寒
冷

対
策
。凍
結
に
よ
る
破
損
や
ひ
び
割
れ

を
防
ぐ
た
め
、天
守
や
櫓や

ぐ
ら、門
の
屋
根

に
は
粘
土
瓦
の
代
わ
り
に
銅
板
を
葺

い
た
ほ
か
、春
先
に
奥
の
土
が
溶
け
出

し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
、石
垣
で
は
隙

間
を
埋
め
尽
く
す
よ
う
に
石
が
積
ま

れ
ま
し
た
。こ
の
「
※

亀
甲
積
み
」と
も

呼
ば
れ
る
積
み
方
で
隙
間
な
く
石
を

積
ん
だ
石
垣
に
は
、戊
辰
戦
争
当
時
、

攻
め
手
の
土
方
歳
三
の
攻
撃
を
受
け

た
際
に
つ
い
た
弾
痕
が
今
も
残
っ
て
い

ま
す
。

　

松
前
城
は
、１
６
０
６（
慶
長
11
）年

の
福
山
館
の
完
工
以
来
、江
戸
の
泰
平

と
幕
末
の
動
乱
、そ
し
て
そ
の
後
の
世

の
移
り
変
わ
り
を
見
つ
め
て
き
ま
し

た
。国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

い
る
本
丸
御
門
と
北
海
道
の
有
形
文

化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
本
丸
表
御

殿
玄
関
は
、往
時
の
面
影
を
そ
の
ま
ま

今
に
伝
え
て
い
ま
す
。

　

一
行
は
そ
の
後
、千
代
の
山
、千
代

の
富
士
の
偉
業
を
伝
え
る
横
綱
記
念

館
と
、現
在
は
総
合
複
合
施
設
と
し
て

利
用
さ
れ
て
い
る
函
館
市
の
金
森
赤

レ
ン
ガ
倉
庫
を
見
学
し
て
、帰
途
に
着

き
ま
し
た
。今
回
は
、全
国
屈
指
の
桜

の
名
所
で
あ
り
「
２
カ
月
に
わ
た
っ

て
花
見
が
で
き
る
」と
い
わ
れ
る
松
前

城
で
、桜
も
楽
し
み
な
が
ら
の
歴
史
研

修
。北
の
大
地
で
春
の
訪
れ
を
五
感
で

味
わ
い
な
が
ら
、学
び
に
満
ち
た
二
日

間
の
研
修
を
終
え
ま
し
た
。

　 　

松
前
城

江戸の街並を再現した松前藩屋敷

お堀越しの松前城

歴史を感じさせる阿吽寺

龍雲院
（国指定重要文化財）　　

法源寺
（山門は国指定

重要文化財）

解説を聞きながら松前城までの坂道を歩く参加者

廻船問屋

商家の様子

遅咲きの桜が満開

※亀甲積み
　石材を加工して積み上げる「切り
込み接

は
ぎ」の一種。ノミで丹念に整

形して六角形の石材をを作り上げ
て隙間なく積んださまが亀の甲羅
の模様のように見えるため、こう呼
ばれます。特徴は、力が均等に分散
するため、崩れにくいこと。中でも
比較的柔らかく加工しやすい緑色
凝灰岩が使用された松前城は、緑
色の石垣に覆われた珍しい城とし
て有名です。

松前藩屋敷
　 幕 末 には 世 帯 数
8,000戸・人口3万人
を数え、仙台以北 最
大の都市として栄華
を誇った松前藩の当
時の様子を再現した
のが、松前 藩屋敷で
す。奉行所や武家屋
敷、商家からなる14棟
の建物は、北前船によ
る本州との交易で栄
えた当時の文化・風土
をありありと伝えてく
れます。

寺町
　松前城の北側には、道内唯
一の寺町が今なお残されてい
ます。エリア内には国指定の
重要文化財である山門を有す
る龍雲院をはじめ、阿吽寺、法
幢寺、法源寺、光善寺の5つの
寺が現存。歩いて回れる距離
に集まっているので、それぞれ
のお寺が伝える長い歴史を肌
で感じながら歩くことができ
ます。
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学
芸
員
片
野
さ
ん
が
「
劉
生
は
38
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
、
自
分
の
娘

「
麗
子
」
を
ひ
た
す
ら
描
き
続
け
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
大
正
時
代
に
活

躍
し
た
画
家
で
す
。「
麗
子
像
」
は
斜
め
前
か
ら
と
ら
え
た
も
の
が
多

い
の
で
す
が
、
当
館
所
蔵
の
正
面
向
き
は
非
常
に
珍
し
い
も
の
で
す
。

完
成
し
て
か
ら
も
４
回
に
わ
た
っ
て
加
筆
さ
れ
て
お
り
、
劉
生
が
特
に

大
切
に
し
て
い
た
作
品
で
す
」
と
お
話
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

沼
辺
講
師
が
「
今
回
特
に
見

ら
れ
た
ら
い
い
な
と
思
っ
て
い

る
の
は
ピ
カ
ソ
19
歳
の
作
品
。

バ
ル
セ
ロ
ナ
時
代
の
パ
ス
テ
ル

画
で
、
す
ご
く
き
れ
い
な
、
皆

さ
ん
の
知
っ
て
い
る
ピ
カ
ソ
と

は
全
く
違
う
、
素
直
な
絵
で
す
。

運
良
く
見
る
こ
と
が
で
き
た
な

ら
、、
若
い
、
才
能
あ
る
絵
描
き

の
絵
と
す
ぐ
に
分
か
り
ま
す
。

よ
く
ぞ
日
本
に
あ
っ
て
く
れ
ま

し
た
と
感
心
し
ま
す
（
作
品
は

下
）」
と
言
わ
れ
た
作
品
を
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
展
示
の
中
に
見
つ
け

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

2018年3月25日㈰～ 26日㈪

「美術鑑賞」（その56）

天
一
美
術
館

　
「
銀
座
天
一
」の
創
業
者
矢
吹
勇
雄
氏
が
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
展
示

す
る
た
め
に
、別
荘
を
所
有
し
て
い
た
縁
で
水
上
の
地
に
建
て
た

美
術
館
。岸
田
劉
生
「
麗
子
像
」を
核
に
、梅
原
龍
三
郎
や
熊
谷
守

一
、ル
ノ
ワ
ー
ル
や
マ
チ
ス
な
ど
の
名
品
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

富
山
県
美
術
館

　

立
山
連
峰
の
眺
望
を
楽
し
め
る
空
間
を
生
か
し
、人
々
が
気
軽
に
集
え
る
場
所
に

「
人
々
と
ア
ー
ト
や
デ
ザ
イ
ン
を
つ
な
ぐ
美
術
館
を
」と
昨
年
８
月
に
開
館
し
た
ば

か
り
の
美
術
館
。ギ
ャ
ラ
リ
ー
や
ア
ト
リ
エ
も
併
設
さ
れ
、遊
具
で
遊
べ
る
屋
上
庭

園
「
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
屋
上
」は
多
く
の
家
族
連
れ
で
賑
わ
っ
て
い
ま
す
。

■天一美術館
■谷村美術館
■富山県美術館
■富山市ガラス美術館

例
年
よ
り
早
く
に
桜
の
開
花
宣
言
の
あ
っ
た
東
京
を
出
発
し
て
、群
馬
県
の
水
上
、新
潟
県
の
糸
魚
川
を
経
て
富
山
県
富
山
市
へ
と
、

2
日
間
で
4
つ
の
美
術
館
を
訪
れ
ま
し
た
。い
ず
れ
の
美
術
館
も
素
晴
ら
し
い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
個
性
的
な
建
物
を
有
し
、独
特
な

耀
き
を
放
っ
て
い
ま
し
た
。世
界
最
速
の
芸
術
鑑
賞
、「
現
美
新
幹
線
」へ
も
乗
車
し
ま
し
た
。講
師
に
お
迎
え
し
た
の
は
美
術
研
究
家

沼
辺
信
一
さ
ん
で
す
。

春は

る

ひ日
、
耀
く
美
術
館
を
た
ず
ね
て

︱
水
上
、
糸
魚
川
、
富
山

谷川岳を背に建つ和風モダンな建物は建築家吉
村順三氏の遺作。大きなガラス窓から見る「切り
取られた谷川の自然」も素晴らしい

岸田劉生「麗子像」
天一美術館所蔵

谷
村
美
術
館

　

彫
刻
家
澤
田
政
廣
氏
の
作
品
を
展
示
す
る

た
め
に
、建
築
家
村
野
藤
吾
氏
に
よ
っ
て
設
計

さ
れ
た
美
術
館
。６
つ
あ
る
展
示
室
の
全
て
が
、

展
示
さ
れ
る
仏
像
彫
刻
に
合
わ
せ
て
作
ら
れ

て
い
ま
す
。「
展
示
作
品
が
決
ま
っ
て
い
て
、そ

れ
に
合
わ
せ
て
建
物
を
つ
く
る
と
い
う
美
術

館
の
理
想
が
こ
こ
に
あ
り
ま
し
た
」と
は
沼
辺

講
師
の
弁
で
す
。

背景はシルクロード砂漠の遺跡に見立てて設計された建物。
館内は石窟調で、展示空間の作品は天候や時刻によって違っ
た表情をみせる

パブロ・ピカソ「闘牛場の入口」1900年  富山県美術館所蔵
©2018-Succession Pablo Picasso-BCF(JAPAN)
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現
美
新
幹
線

　
「
世
界
最
速
の
芸
術
鑑
賞
」と
は
、新

幹
線
で
移
動
し
な
が
ら
現
代
ア
ー
ト
を

鑑
賞
す
る
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
演
出
。

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
こ
の
列
車
の
た
め
に

制
作
し
た
作
品
が
、11
号
車
か
ら
16
号

車
の
各
車
両
に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

14号車　石川 直樹

 11号車　松本 尚

富
山
市
ガ
ラ
ス
美
術
館

　

現
代
グ
ラ
ス
ア
ー
ト
が
持
つ
魅
力
と
未
来
に
向
け
て
の
可

能
性
を
富
山
か
ら
発
信
し
て
い
こ
う
と
、「
ガ
ラ
ス
の
街
と
や

ま
」を
目
指
し
た
ま
ち
づ
く
り
の
集
大
成
と
し
て
一
昨
年
に

開
館
し
た
美
術
館
。建
築
家
隈
研
吾
氏
が
設
計
を
手
が
け
ま

し
た
。図
書
館
や
カ
フ
ェ
、ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
と
共
に

複
合
施
設
「
Ｔ
Ｏ
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
キ
ラ
リ
」内
に
あ
り
ま
す
。

富山県産材のルーバーを活用した温もり
のある空間はあたかも森の中にいるよう

音
楽
奨
学
生　

奨
学
金
授
与
式

後列左から、
田附さん、羽鳥さん、
植松さん、小林さん、
飯塚さん
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、
村井多摩美術大学教授、
平戸女子美術大学教授

鵜殿里菜さん
（ピアノ）

倉地佑奈さん
（作曲）

深井蓉子さん
（サックス）

福本泰之 音楽学部長のインタビューに答える
奨学生のみなさん

音楽学部新入生
ガイダンス会場

2018年奨学金授与式開催
◆音楽奨学生　◆彫刻奨学生

　

２
０
１
８
年
４
月
５
日
、
愛
知
県
立
芸

術
大
学
に
お
い
て
、
第
10
回
音
楽
奨
学
生

奨
学
金
授
与
式
が
、
入
学
式
終
了
後
の
音

楽
学
部
新
入
生
ガ
イ
ダ
ン
ス
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
。
多
く
の
学
生
の
中
か
ら
奨
学
生
に
選
ば

れ
た
３
名
に
、
市
橋
淳
平
常
務
理
事
か
ら
奨

学
金
が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。奨
学
生
た
ち
は
、

新
入
生
が
見
つ
め
る
中
、
福
本
泰
之
音
楽
学

部
長
か
ら
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
、
選
ば
れ

た
喜
び
と
こ
れ
か
ら
の
抱
負
を
熱
く
語
り
ま

し
た
。
今
回
の
３
名
を
加
え
る
と
奨
学
生
は

31
名
に
な
り
ま
し
た
。

　

将
来
、
素
晴
ら
し
い
音
楽
家
が
生
ま
れ

る
こ
と
で
し
ょ
う
。

彫
刻
奨
学
生　

奨
学
金
授
与
式

　

２
０
１
８
年
６
月
22
日
、
財
団
ホ
ー
ル
に
お
い
て
、
第
34
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
回
の
５
名
を
加
え
る
と
、
こ
れ
ま
で
に
１
２
４
名
が

奨
学
生
に
選
ば
れ
て
い
ま
す
。
奨
学
生
の
作
品
は
左
記
の
と

お
り
で
す
。
今
後
の
作
品
も
楽
し
み
で
す
。

「水面」
植松 美月さん
（日本大学）

「島に這う」
田附 希恵さん

（女子美術大学大学院）

「あの頃の思い出」
羽鳥 真早雄さん

（多摩美術大学大学院）

「拡張と破壊」
飯塚 七海さん

（日本大学大学院）

「竜」
小林 源弥さん
（日本大学）
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財
団
ニ
ュ
ー
ス

の
道
を
推
し
進
め
、仙
台
藩
を
発
展
さ

せ
た
の
か
、張
り
扇
を
小
気
味
よ
く
パ

ン
パ
ン
と
叩
き
な
が
ら
読
ま
れ
ま
し

た
。

　

第
２
部
で
は
、公
募
に
よ
り
集
ま
っ

た
約
70
名
の
合
唱
団
員
が
半
年
間
か

け
て
練
習
に
励
ん
だ
フ
ォ
ー
レ
作
曲

「
レ
ク
イ
エ
ム
」と
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
作
曲

「
ア
ヴ
ェ
・
ヴ
ェ
ル
ム
・
コ
ル
プ
ス
」を
、

澤
村
杏
太
郎
さ
ん
指
揮
の
下
、小
編
成

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
ハ
ー
プ
の
音
色
と
共

に
演
奏
し
、会
場
は
鎮
魂
の
想
い
で
ひ

と
つ
に
な
り
ま
し
た
。

　

コ
ン
サ
ー
ト
後
に
は
解
団
式
が
あ

り
、指
揮
者
を
は
じ
め
ご
指
導
い
た
だ

い
た
先
生
方
や
ソ
リ
ス
ト
か
ら
感
謝

の
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た
。

　

第
５
回
を
迎
え
た
鎮
魂
コ
ン
サ
ー

ト
は
今
回
で
一
旦
幕
を
下
ろ
し
、次
回

か
ら
は
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
と

東
日
本
大
震
災
鎮
魂

コ
ン
サ
ー
ト
v
o
l
.５

あ
の
日
を
忘
れ
な
い
…
。

3
・
11
に
集
い
、祈
り
、学
ぶ
。

―
想
い
を
胸
に 

生
き
る
―

　

２
０
１
８
年
３
月
11
日
、当
財
団
主

催
に
よ
る「
東
日
本
大
震
災
鎮
魂
コ
ン

サ
ー
ト
v
o
l
．５
」が
、め
ぐ
ろ
パ
ー

シ
モ
ン
ホ
ー
ル
小
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

　

14
時
46
分
、地
震
発
生
時
刻
に
合

わ
せ
て
全
員
で
黙
祷
を
捧
げ
た
後
、第

１
部
で
は
講
談
師
、宝
井
琴
柑
さ
ん
に

よ
る
新
作
講
談「
伊
達
政
宗
と
震
災

復
興
」が
読
ま
れ
ま
し
た
。東
日
本
大

震
災
か
ら
ち
ょ
う
ど
４
０
０
年
前
の

１
６
１
１
年
に
起
き
た
、東
日
本
大
震

災
と
同
規
模
と
さ
れ
る
慶
長
三
陸（
奥

州
）地
震
津
波
の
お
話
で
す
。仙
台
藩

主
、伊
達
政
宗
が
い
か
に
し
て
復
興
へ

し
て
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。

　

な
お
、コ
ン
サ
ー
ト
に
よ
る
チ
ケ
ッ

ト
収
入
は
被
災
地
復
興
に
役
立
て
て

い
た
だ
く
よ
う
、目
黒
区
を
通
し
て
被

災
地
へ
寄
付
さ
れ
ま
し
た
。

　

２
０
１
８
年
４
月
３
日
、中
国
・
広
東

省
に
あ
る
広
州
斯
坦
雷
有
限
公
司
に
お

い
て
、広
東
工
業
大
学
奨
学
生
に
対
す

る
奨
学
金
授
与
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

２
０
０
６
年
に
始
ま
っ
た
同
校
へ
の
奨

学
金
制
度
は
、今
回
の
10
名
を
加
え
る

と
こ
れ
ま
で
に
１
２
０
名
の
学
生
に
奨

学
金
を
授
与
し
て
い
ま
す
。授
与
式
で

は
、広
東
工
業
大
学
の
蓝
锐
彬
副
处
长
、

張
家
輝
先
生
出
席
の
も
と
、広
州
斯
坦

雷
有
限
公
司
の
富
永
総
経
理
か
ら
各

５
，０
０
０
元
の
奨
学
金
が
授
与
さ
れ
、

奨
学
生
た
ち
は
、そ
の
喜
び
と
今
後
の

抱
負
な
ど
を
熱
く
語
り
ま
し
た
。そ
の

後
、奨
学
生
た
ち
は
工
場
見
学
を
行
い
、

興
味
深
く
説
明
を
聞
い
て
い
ま
し
た
。

ご
報
告

２
０
１
７
年
度

広
東
工
業
大
学

奨
学
金
授
与
式
開
催

指揮：澤村杏太朗さん

バリトン独唱：小林大祐さん

講談：宝井琴柑さん

ソプラノ独唱：藤井　冴さん

フォーレのレクイエムを学び歌う会・北野財団フォーレ・アンサンブル
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奨学生と関係者のみなさん今後の抱負を語る奨学生



設立のねらい
　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、
2010年12月1日に公益財団法人となりまし
た。当財団は、いつでもどこでもだれでも学
べる機会をつくり、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。
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氏
名（
年
齢
）

天
谷　

真
彦（
37
）	

井
口　

順
子（
49
）

井
上　

悦
子（
50
）	

髙
橋　

芳
美（
40
）

武
井　

英
夫（
64
）	

橋
目　

玲
奈（
30
）

原
田　

禎
忠（
54
）	

村
上　

竜
雄（
46
）

吉
澤　

光
崇（
41
）	

吉
田　

雄
一
朗（
28
）

　

デ
ジ
タ
ル
一
眼
レ
フ
カ
メ
ラ
の
入
門
講

座
で
す
。講
義
・
撮
影
実
習
・
作
品
投
影

と
講
評
・
懇
親
夕
食
会
な
ど
盛
り
だ
く

さ
ん
な
内
容
で
す
。後
日
、中
目
黒
Ｇ
Ｔ

ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
作
品
展
を
開
催
し
ま
す
。

日

程	

９
月
４
日
㈫
〜
５
日
㈬

会

場	�

ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ル
シ
テ
ィ
湯
河
原

	

（
撮
影
は
熱
海
周
辺
）

定

員	�

20
名

　

日
本
有
数
の
豪
雪
地
、越
後
妻
有（
新

潟
県
十
日
町
・
津
南
町
）を
舞
台
に
３

年
に
一
度
開
催
さ
れ
て
い
る
世
界
最
大

級
の
国
際
芸
術
祭
を
２
日
間
に
わ
た
っ

て
鑑
賞
し
ま
す
。

日
　
程	

８
月
23
日
㈭
〜

24
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
者
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
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
郷
岡　

真（
60
）	

國
學
院
大
學

一
色　

勇
人（
28
）	

明
治
大
学

稲
垣　

光
代（
33
）	

大
阪
大
学

梶
原　

め
ぐ
み（
37
）	

京
都
府
立
大
学

齋
藤　

徳
子（
40
）	

國
學
院
大
學

柴
﨑　

弘
美（
51
）	

國
學
院
大
學

白
水　

一
郎（
46
）	

明
治
大
学
大
学
院

田
村　

裕
介（
29
）	

早
稲
田
大
学

寺
浦　

久
仁
香（
52
）	

早
稲
田
大
学
大
学
院

中
島　

真
梨（
34
）	

関
西
学
院
大
学
大
学
院

長
濱　

聖（
40
）	

和
歌
山
大
学

中
村　

秀
子（
60
）	

熊
本
大
学

西
口　

敬
文（
31
）	

筑
波
大
学

福
富　

俊
幸（
56
）	

法
政
大
学
大
学
院

松
原　

み
ず
え（
59
）	

北
海
学
園
大
学

氏
名（
年
齢
）

飯
村　

章
子（
47
）	

大
山　

亜
紀
子（
36
）

川
畑　

と
し
子（
54
）	

鍬
崎　

賢
三（
32
）

佐
藤　

肇
治（
49
）	

佐
藤　

敏
樹（
38
）

高
橋　

往
代（
60
）	

武
田　

ひ
と
み（
51
）

塚
田　

け
え
こ（
52
）	

豊
田　

実
恵
子（
46
）

中
野
渡
由
佳
里（
34
）	

波
形　

な
つ
き（
39
）

縄
田　

陽
介（
39
）	

譜
久
里　

紀
子（
39
）

松
本　

明
子（
38
）

２
０
１
８
年
度

財
団
奨
学
生
決
定

美
術
研
修（
そ
の
57
）

大
地
の
芸
術
祭
を
訪
ね
て

―
越
後
妻
有

　

ア
ー
ト
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
２
０
１
８

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

―
湯
河
原
・
熱
海
を
撮
る

こ ◦ ち ◦ ら ◦ 編 集 室
　

２
０
１
８
年
度
の
財
団
奨
学
生
が
決
定
し
ま
し
た
。

子
供
の
頃
か
ら
の
夢
に
向
か
っ
て
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る

方
、資
格
取
得
に
挑
戦
す
る
方
、知
識
を
更
に
深
め
て
仕

事
に
生
か
し
た
い
方
な
ど
、学
ぶ
理
由
は
様
々
で
す
。そ

ん
な
学
ぶ
よ
ろ
こ
び
に
少
し
で
も
貢
献
で
き
る
こ
と
を

う
れ
し
く
思
い
ま
す
。「
い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
・
だ
れ
で

も
」学
ぶ
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
が
財
団
の
使
命
で
す
。

何
か
を
学
び
た
い
と
思
っ
て
い
て
も
、何
ら
か
の
理
由
で

な
か
な
か
そ
の
一
歩
を
踏
み
出
せ
な
い
で
い
る
方
の
背

中
を
そ
っ
と
押
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、こ
れ
か
ら
も
財

団
は
様
々
な
事
業
活
動
を
お
こ
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
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脱皮する家

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。

鈴木貫太郎（1868 ～ 1948）

写真提供・所蔵：鈴木貫太郎記念館

　貫太郎は、軍人を目指して海軍兵学校に

入学し、日清戦争に従軍。その後、日露戦争

では、装甲巡洋艦「春日」の副長として大い

に活躍しました。その戦いぶりは「鬼の貫太

郎」「鬼の艇長」と評されました。こうした活

躍から海軍次官、海軍大将を歴任し、1924

年（大正13年）には連合艦隊司令長官、海

軍軍令部長にまで出世しました。

　海軍での長年の経験とその人柄が評価

され、昭和天皇より侍従長のオファーが

届き、困惑するもお受けし、天皇陛下の良

き話し相手、ブレーンとして活躍しました。

1936年（昭和11年）には「二・二六事件」

が起こり銃弾を受けますが、心停止状態か

ら蘇生しました。

　1941年（昭和16年）に始まった第二次

世界大戦の戦況は悪化の一途をたどり、

1945年（昭和20年）頃には、すでに日本

の敗北は決定的でしたが、政府の一部は

降伏を認めず、本土決戦に臨もうとする機

運が高まっていました。これに心を痛めた

昭和天皇は、戦争の早期終結をさせるべ

く、77歳となった貫太郎に次期総理大臣

となるよう打診しました。貫太郎は辞退を

しますが、懇願され歴代最高齢の第42代

内閣総理大臣に就任し、戦争の早期終結

を目指し奔走しました。

　長崎の原爆投下の翌日、8月10日にポツ

ダム宣言に対する協議をするべく、御前会

議が開催されましたが結論が出ず、膠着状

態に陥りました。貫太郎は、8月14日の御

前会議で降伏するか、否かを天皇陛下に判

断していただこうとする「聖断」を仰ぎ、太

平洋戦争を終結に導きました。天皇の信任

厚い貫太郎であったからこそできた決断で

した。



—

昨
年
、当
財
団
の
評
議
員
に
就
任
さ
れ
ま

し
た
が
、北
野
財
団
に
は
ど
の
よ
う
な
印
象
を

お
持
ち
で
す
か
？

　

人
は
ど
の
よ
う
な
環
境
に
あ
っ
て
も
、知
り

た
い
、見
た
い
、と
い
っ
た
欲
求
を
抱
く
も
の

で
、そ
れ
ら
は「
学
び
」の
入
口
に
な
り
ま
す
。

「
い
つ
で
も　

ど
こ
で
も　

だ
れ
で
も
」学
ぶ

機
会
を
提
供
す
る
北
野
財
団
の
活
動
は
、人
の

そ
う
し
た
願
い
に
応
え
る
も
の
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。

　

財
団
の
活
動
は
幅
広
く
、若
い
方
か
ら
ご
年

配
の
方
ま
で
、実
に
多
く
の
人
が
財
団
の
支
援

を
受
け
て
学
び
に
励
ま
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ミ
ン
ダ
ナ
オ
子
ど
も
図
書
館

へ
の
助
成
な
ど
は
、グ
ロ
ー
バ
ル
に
事
業
を
展

開
す
る
企
業
の
財
団
に
ふ
さ
わ
し
い
活
動
だ

と
思
い
ま
す
。こ
の
よ
う
な
意
義
あ
る
事
業
を

行
う
財
団
に
評
議
員
と
し
て
加
わ
る
こ
と
が

で
き
、深
く
感
謝
し
て
い
ま
す
。

—

財
団
の
事
業
で
特
に
興
味
深
い
も
の
は

何
で
す
か
？

　

歴
史
研
修
や
伝
承
研
修
に
と
て
も
興
味
が

あ
り
ま
す
ね
。現
代
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展

し
、特
に
若
い
人
に
は
歴
史
や
伝
統
的
な
文
化

に
触
れ
る
機
会
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
と
感

じ
る
か
ら
で
す
。

　

昔
の
日
本
人
は
す
ば
ら
し
い
感
性
と
技
術

を
持
っ
て
い
ま
し
た
。例
え
ば
、中
世
に
築
城

さ
れ
た
熊
本
城
の
石
垣
に
は
地
震
に
よ
る
外

力
を
分
散
さ
せ
る
仕
掛
け
が
あ
っ
た
こ
と
が
、

２
年
前
の
熊
本
地
震
で
図
ら
ず
も
証
明
さ
れ

ま
し
た
。全
国
の
城
跡
を
訪
ね
て
講
師
の
解
説

を
聞
く
歴
史
研
修
は
、そ
の
よ
う
な
技
術
を
知

る
格
好
の
機
会
で
す
。
伝
承
研
修
も
同
様
で

す
。昔
の
日
本
人
が
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て

い
た
暮
ら
し
の
中
の
知
恵
や
文
化
を
知
る
こ

と
は
、同
じ
日
本
人
と
し
て
と
て
も
大
切
な
こ

と
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

私
は
長
く
技
術
職
を
務
め
ま
し
た
が
、未
だ

形
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
を
想
像
し
て
図
面
を

引
く
時
な
ど
、城
や
伝
統
工
芸
品
を
見
て
ヒ
ン

ト
を
得
た
こ
と
が
何
度
も
あ
り
ま
し
た
。歴
史

あ
る
事
物
に
触
れ
る
こ
と
は
新
た
な
ア
イ
デ
ア

を
生
む
き
っ
か
け
に
な
り
、そ
の
よ
う
な
体
験

は
い
く
つ
に
な
っ
て
も
楽
し
い
も
の
で
す
。ぜ

ひ
多
く
の
方
に
そ
う
し
た
体
験
を
し
て
い
た
だ

き
た
い
で
す
ね
。そ
し
て
、も
し
財
団
を
き
っ
か

け
に
学
ん
だ
方
が
知
人
や
友
人
を
触
発
す
れ

ば
、「
学
び
」の
輪
は
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
っ
て

い
く
で
し
ょ
う
。財
団
に
関
わ
る
人
間
と
し
て
、

こ
ん
な
に
う
れ
し
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

—

「
学
び
」
を
始
め
る
上
で
大
切
な
の
は
何

だ
と
思
い
ま
す
か
？

　

江
戸
時
代
の
米
沢
藩
主
・
上
杉
鷹
山
に「
為
せ

ば
成
る
為
さ
ね
ば
成
ら
ぬ
何
事
も
成
ら
ぬ
は
人

の
為
さ
ぬ
な
り
け
り
」と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま

す
。私
は
こ
の
言
葉
が
好
き
で
、現
役
時
代
か
ら

ず
っ
と
実
践
し
続
け
て
き
た
つ
も
り
で
す
。す

な
わ
ち
、何
事
も
ま
ず
は
行
動
に
移
す
こ
と
が

大
切
で
、結
果
は
後
か
ら
つ
い
て
く
る
も
の
、何

も
し
な
い
こ
と
が
問
題
だ
、と
い
う
意
味
で
す
。

　

恥
ず
か
し
な
が
ら
、私
は
現
役
時
代
に
多
く

の
失
敗
が
あ
り
ま
し
た
。し
か
し
、こ
の
言
葉

を
信
じ
て
実
行
し
て
き
た
お
陰
で
今
が
あ
る

と
思
っ
て
い
ま
す
。
間
違
っ
て
も
良
い
の
で

す
。ま
ず
は「
や
ろ
う
」と
思
っ
た
こ
と
を
実
行

に
移
す
こ
と
が
大
切
で
す
。後
の
こ
と
は
や
り

な
が
ら
考
え
、そ
の
都
度
軌
道
修
正
し
て
い
け

ば
必
ず
成
し
得
ま
す
。

—

趣
味
は
何
で
す
か
？

　

35
年
以
上
続
け
て
い
る
ゴ
ル
フ
を
今
も
続

け
て
お
り
、今
後
も
プ
レ
イ
で
き
る
よ
う
ジ
ム

に
通
っ
て
体
を
鍛
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、３
年
ほ
ど
前
か
ら
ペ
ン
習
字
の
教
室

に
月
２
回
通
い
、筆
ペ
ン
、付
け
ペ
ン
、ボ
ー
ル

ペ
ン
を
習
っ
て
い
ま
す
。字
が
キ
レ
イ
な
人
は

そ
れ
だ
け
で
品
格
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。私
も
字

が
キ
レ
イ
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
始
め
ま
し

た
。教
室
に
は
年
下
の
女
性
が
多
く
最
初
は
気

恥
ず
か
し
さ
が
あ
り
ま
し
た
が
、「
や
り
た
い
」

と
い
う
強
い
思
い
か
ら
一
歩
踏
み
出
し
ま
し

た
。少
し
ず
つ
上
達
し
、今
は
初
段
で
す
。こ
れ

か
ら
も
続
け
、ゆ
く
ゆ
く
は
写
経
な
ど
も
や
っ

て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

—

読
者
の
皆
さ
ん
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

人
は
一
人
で
は
生
き
て
い
け
ま
せ
ん
。誰
し

も
、誰
か
の
役
に
立
ち
、喜
ば
れ
、慈
し
ま
れ
、

頼
ら
れ
て
生
き
て
い
く
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
る

と
思
い
ま
す
。そ
う
し
た
機
会
を
得
る
た
め
に

も
、新
し
い「
学
び
」を
始
め
る
こ
と
は
と
て
も

有
意
義
な
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。ぜ
ひ
、

「
始
め
た
い
」と
思
っ
た
時
に
思
い
切
っ
て
一

歩
踏
み
出
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。私
は
財
団
を

通
し
て
、皆
さ
ん
の
そ
う
し
た
思
い
を
精
一
杯

支
援
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

現
役
時
代
に
長
く
技
術
職
を
務
め
た
こ
と
も

あ
っ
て
か
、日
本
の
伝
統
的
な
技
術
や
工
芸
品

に
詳
し
い
古
屋
さ
ん
。「
ま
ず
や
っ
て
み
る
」こ

と
を
大
切
に
さ
れ
る
お
考
え
に
は
、技
術
者
ら

し
い「
学
び
」へ
の
強
い
意
欲
を
感
じ
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
現
役
時
代
と
変
わ
ら
ぬ
ご
活
躍
を

さ
れ
る
こ
と
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

２
０
１
７
年
よ
り
当
財
団
の
評
議
員
を
務
め
る
古
屋
さ
ん
。

当
財
団
の
存
在
意
義
や
学
ぶ
こ
と
の
大
切
さ
に
つ
い
て
、ご
自
身
の
実
体
験
を
元
に
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

生
き
る
喜
び
を
感
じ
る
た
め
に
、

「
学
び
」の
扉
を
開
い
て
ほ
し
い

習字に通い始めて3年以上。これからも、
生涯を通して続けたいと思っています

プロフィール・インタビュー
スタンレー電気株式会社
顧問

古屋 滋さん
SHIGERU FURUYA




