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中
世
日
本
の
景
観
を
歴
史
学
の
側
面

か
ら
研
究
す
る「
景
観
論
」に
取
り
組

ん
だ
。
中
世
の
文
書
資
料
を
紐
解
い
て

実
際
の
荘
園
の
姿
を
構
築
す
る
作
業
は

楽
し
く
、自
分
が
学
生
だ
っ
た
頃
よ
り

も
さ
ら
に
進
ん
だ
現
在
の
研
究
動
向
や

方
法
論
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。日
頃
、

高
校
生
に
日
本
史
を
教
え
て
い
る
の
で
、

自
分
の
勉
強
が
若
者
た
ち
を
支
え
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
な
が
ら
、自

己
満
足
に
終
わ
る
こ
と
な
く
学
習
を
続

け
た
い
。

　

ド
イ
ツ
語
検
定
の
受
験
・
合
格
を
目

標
に
勉
強
を
続
け
て
き
た
が
、難
易
度
の

高
い
ド
イ
ツ
語
検
定
準
1
級
に
な
か
な

か
合
格
で
き
ず
に
い
た
。思
い
切
っ
て
仕

事
を
休
職
し
、1
年
間
大
学
で
ド
イ
ツ

語
を
勉
強
し
直
す
こ
と
に
し
た
。ド
イ
ツ

語
を
母
語
と
す
る
先
生
の
授
業
は
レ
ベ

ル
が
高
く
、間
違
い
も
た
く
さ
ん
指
摘
さ

れ
た
が
、ド
イ
ツ
語
の
表
現
方
法
を
学
ぶ

う
え
で
大
い
に
参
考
に
な
っ
た
。結
果
、ド

イ
ツ
語
検
定
準
1
級
に
合
格
。奨
学
金

を
い
た
だ
い
た
こ
と
が
いい
意
味
で
プ
レ
ッ

シ
ャ
ー
と
な
り
、勉
強
に一層
力
が
入
っ
た
。

　

故
郷
・
淡
路
島
を
テ
ー
マ
に
、南
海
道

か
ら
見
た
淡
路
島
の
役
割
の
研
究
、芸

術
を
通
し
た
地
域
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
づ
く
り
の

研
究
に
取
り
組
ん
だ
。

　

今
年
、京
都
・
祇
園
祭
の
作
事
方
の
手

伝
い
に
参
加
す
る
機
会
を
得
た
。祇
園

祭
の
作
事
方
は
、町
内
の
人
・
京
都
に
住

む
人
だ
け
で
な
く
、全
国
各
地
か
ら
手

伝
う
人
た
ち
を
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
。「
ど
う
いっ
た
方
法
で
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
づ
く
り
を
し
て
い
く
か
」を
考
え

る
う
え
で
、ひ
と
つ
の
大
き
な
研
究
成
果

と
な
っ
た
。

　

学
芸
員
資
格
取
得
を
目
指
し
て
博

物
館
学
課
程
を
履
修
し
た
。実
習
で
展

示
企
画
案
の
制
作
に
取
り
組
ん
だ
が
、

考
え
た
企
画
案
を
来
館
者
の
動
線
や
資

料
の
特
性
・
構
成
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し

な
が
ら
展
示
設
計
図
に
落
と
し
込
む
こ

と
が
い
か
に
難
し
い
こ
と
か
を
思
い
知
ら

さ
れ
た
。次
年
度
は
、資
料
を
取
り
扱
う

本
格
的
な
実
習
が
始
ま
る
。こ
れ
ま
で

得
た
知
識
を
も
と
に
、向
上
心
を
も
って

取
り
組
み
た
い
。

　

医
学
部
受
験
生
を
指
導
し
て
い
る
私

は
、数
年
前
か
ら
大
学
で「
医
療
」「
法

律
」の
両
方
を
扱
う
科
目
を
学
ん
で
い

る
。
今
年
は「
家
族
法
」「
医
事
法
」
を

テ
ー
マ
に
、終
末
期
医
療
に
お
け
る
安
楽

死
や
尊
厳
死
の
問
題
、生
殖
補
助
医
療

に
お
け
る
代
理
母
出
産
の
問
題
を
研
究

し
た
。代
理
母
出
産
の
問
題
は
、日
本
で

も
法
制
の
議
論
が
あ
る
。
ど
の
よ
う
な

形
で
法
制
さ
れ
る
か
を
今
後
も
研
究
し

て
い
き
た
い
。

　

勤
務
す
る
自
動
車
部
品
メ
ー
カ
ー
で

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
部
に
異
動
に
な
っ
た
こ
と

を
き
っ
か
け
に
、大
学
で
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

や
調
査
・
分
析
手
法
を
学
ぶ
こ
と
に
し

た
。奨
学
生
と
し
て一番
強
く
感
じ
た
の

は
、何
歳
に
な
って
も
学
び
続
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。学
生
た
ち
の

熱
意
に
触
れ
、こ
の一年
間
で「
学
ぶ
こ
と

は
楽
し
い
」と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。マ
ー

ケ
テ
ィ
ン
グ
に
つい
て
も
っ
と
学
び
た
い
と

思
い
、マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
部
に
所
属
し
て
い

る
人
た
ち
と
図
書
館
で一緒
に
勉
強
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。こ
の
よ
う
な
機
会
を
く

だ
さ
っ
た
こ
と
に
感
謝
し
た
い
。

　

日
本
語
学
校
で
教
師
を
し
て
い
る
私

は
、よ
り
専
門
的
に
日
本
語
教
育
に
取

り
組
み
た
い
と
考
え
、早
稲
田
大
学
大

学
院
の
日
本
語
教
育
研
究
科
で
学
ぶ
こ

と
に
し
た
。日
々
の
教
育
実
践
の
な
か

で
感
じ
て
い
る
疑
問
…
例
え
ば
留
学
生

が
発
音
や
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョン
を
ど
の
よ

う
に
覚
え
て
い
け
ば
い
い
の
か
と
い
う
技

術
的
な
こ
と
、留
学
生
が
日
本
の
コ
ミ
ュニ

学ぶ姿勢が切り拓く
人生の新たな可能性

稲
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光
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さ
ん
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阪
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学
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さ
ん
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齋
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さ
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寺
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仁
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さ
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早
稲
田
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学 

大
学
院

日
本
語
教
育
研
究
科
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学芸員資格取得を目指す
齋藤徳子さん

2
0
1
9
年
3
月
22
日
、2
0
1
8

年
度
奨
学
生
成
果
発
表
会
が
行
わ

れ
た
。

科
目
等
履
修
生
9
名
、放
送
大
学

大
学
院
修
士
全
科
生
6
名
の
計
15

名
が
、そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
成
果
と
今

後
の
展
望
を
発
表
し
た
。

さらに学習を続けたいと語る石郷岡 真さん

白
水
　
一
郎
さ
ん

明
治
大
学 

大
学
院

法
学
研
究
科

梶
原
　
め
ぐ
み
さ
ん

京
都
府
立
大
学

生
命
環
境
学
部 

環
境
デ
ザ
イ
ン
学
科

石
郷
岡
　
真
さ
ん

國
學
院
大
學

文
学
部 科

目
等
履
修
生

後列左から、白水一郎さん、田村裕介さん、松原みずえさん、
　　　　　 齋藤徳子さん、福富俊幸さん、山本晃一さん、
中央左から、梶原めぐみさん、寺浦久仁香、羽室倫子さん、栗田裕子さん、小峰茂さん、
前列左から、小林大二さん、恵谷美香さん、城 真二常務理事、石郷岡 真さん、稲垣光代さん

地域コミュニティづくりの研究に
取り組んだ梶原めぐみさん



福
富
　
俊
幸
さ
ん

法
政
大
学 

大
学
院

人
文
科
学
研
究
科

テ
ィ
に
ど
の
よ
う
に
根
ざ
し
て
い
く
こ
と

が
で
き
る
の
か
と
い
う
社
会
的
な
こ
と
な

ど
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
考
え
る
こ

と
が
で
き
た
。

　
「
日
本
語
の
性
質
」や「
日
本
語
ら
し

さ
」
を
中
国
語
や
韓
国
・
朝
鮮
語
と
の

比
較
と
いっ
た
地
政
学
的
・
歴
史
学
的
な

観
点
か
ら
考
察
す
る
授
業
を
受
講
し
た
。

ク
ラ
ス
の
受
講
者
の
う
ち
私
が
唯
一の
日

本
人
だ
っ
た
こ
と
、同
じ
ク
ラ
ス
の
14
名
の

留
学
生
た
ち
が
日
本
人
以
上
に
日
本
語

に
詳
し
い
こ
と
に
、非
常
に
驚
き
感
心
し

た
。社
会
人
が
学
ぶ
う
え
で
障
害
と
な

る
の
が
、時
間
と
お
金
の
問
題
。社
会
人

が
利
用
で
き
る
奨
学
金
は
限
ら
れ
て
お

り
、貴
財
団
の
奨
学
金
は
本
当
に
あ
り

が
た
く
感
じ
た
。

　
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
す
る
な
ら
ば
、研
修

生・技
能
実
習
生
と
し
て
日
本
を
訪
れ
る

外
国
人
に
日
本
語
を
教
え
ら
れ
た
ら
…
」

と
い
う
思
い
が
あ
り
、日
本
語
教
師
養
成

課
程
に
入
学
し
た
。「
日
本
文
化
概
論
」や

「
日
本
語
概
論
」を
受
講
し
、漢
字・ひ
ら

が
な・カ
タ
カ
ナ
、さ
ら
に
ア
ル
ファベッ
ト
も

一緒
に
書
け
る
よ
う
な
日
本
語
は
、他
国

か
ら
の
文
化
を
受
け
入
れ
て
融
合
さ
せ
て

い
く
日
本
文
化
そ
の
も
の
を
表
し
て
い
る

と
理
解
が
深
ま
った
。今
後
は
実
践
的
な

科
目
を
履
修
し
て
、ま
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を

は
じ
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
「
共
依
存
か
ら
の
回
復
に
お
け
る
心

理
支
援
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
研
究
」
を

テ
ー
マ
に
、ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
患
者
の
家

族
が
集
う「
断
酒
会
家
族
会
」に
通
い
、

調
査・研
究
を
重
ね
た
。家
族
の
ア
ル
コ
ー

ル
依
存
症
の
問
題
を
家
族
以
外
の
人
に

明
ら
か
に
す
る
時
期
が
早
け
れ
ば
早
い

ほ
ど
悪
循
環
を
打
開
し
、状
況
を
いい
方

向
へ
も
って
い
け
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。さ

ら
な
る
研
究
が
必
要
な
部
分
も
あ
る
が
、

今
回
の
研
究
は
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
な
ど
他

の
依
存
症
患
者
家
族
に
も
適
用
で
き
る

の
で
は
と
考
え
ら
れ
る
。こ
れ
か
ら
も
心

理
学
を
学
び
続
け
、心
理
職
と
し
て
人
々

の
心
の
ケ
ア
に
取
り
組
み
た
い
。

　
「
脳
神
経
細
胞
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
人
工

的
な
作
成
、及
び
そ
の
生
体
反
応
」と
い

う
テ
ーマ
の
も
と
、神
経
細
胞
の
ど
の
イ
オ

ン
チ
ャ
ネ
ル
化
受
容
体
が
脳
の
神
経
変

性
疾
患
に
関
与
し
て
い
る
か
を
調
べ
る
実

験
を
行
っ
た
。「
A
L
S（
筋
萎
縮
性
側

索
硬
化
症
）」な
ど
の
脳
の
神
経
変
性
疾

患
は
、延
命
で
き
る
治
療
薬
は
開
発
さ
れ

て
い
る
も
の
の
、疾
患
そ
の
も
の
を
根
治

さ
せ
る
治
療
薬
の
開
発
に
は
至
って
い
な

い
。実
験
デ
バ
イ
ス
を
改
良
し
な
が
ら
実

験
を
繰
り
返
し
て
デ
ー
タ
量
を
増
や
し
、

疾
患
の
解
明
や
治
療
薬
開
発
に
つ
な
げ

ら
れ
る
よ
う
今
後
も
実
験
を
続
け
た
い
。

　

長
野
県
職
員
を
定
年
退
職
し
た
私
は
、

長
野
県
上
田
市
に
あ
る
2
つ
の
美
術
館

「
信
濃
デ
ッ
サ
ン
館
」「
無
言
館
」を
テ
ー

マ
に
研
究
に
取
り
組
ん
だ
。な
か
で
も
戦

没
画
学
生
1
5
5
名
の
遺
作
約
6
0
0

点
が
展
示
さ
れ
る「
無
言
館
」は
、自
分

自
身
の
生
き
方
を
問
わ
れ
る
、魂
の
宿
る

空
間
だ
と
感
じ
た
。今
後
は
研
究
成
果

を
も
と
に
、学
校
や
公
民
館
の
行
事
で
訪

れ
る
人
た
ち
に「
信
濃
デ
ッ
サ
ン
館
」「
無

言
館
」を
紹
介・案
内
す
る
活
動
を
通
じ
、

地
域
貢
献
に
励
み
た
い
。

　
「
茶
道
を
言
葉
で
教
え
る
こ
と
が
難

し
い
」と
思
い
、特
に
茶
道
の
精
神
性
を

う
ま
く
言
葉
で
教
え
ら
れ
な
い
と
感
じ

て
い
た
。千
利
休
の
教
え
や
茶
の
心
得
を

事
細
か
に
書
き
残
し
た
と
さ
れ
る
山
上

宗
二
の
書
を
中
心
に
研
究
し
論
文
に
ま

と
め
た
こ
と
に
よって
、4
0
0
年
前
の
茶

道
の
教
え
が
言
語
化
さ
れ
、茶
道
を
言

葉
で
教
え
る
う
え
で
の
理
解
が
深
ま
っ
た
。

　

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
で
働
い
て
い

る
が
、「
子
供
の
自
由
遊
び
で
は
、す
ご
い

こ
と
が
起
こって
い
る
の
だ
」と
い
う
こ
と

を
保
護
者
に
訴
え
た
い
と
思
い
、「
子
供

の
自
由
遊
び
に
お
け
る
相
互
的
な
関
わ

り
の
場
に
つ
い
て
」と
い
う
研
究
に
取
り

組
ん
だ
。

　

子
供
が
全
く
同
じ
場
に
い
な
が
ら
違

う
お
も
ち
ゃ
で
点
々
と
遊
ん
で
い
る
と
い

う
状
況
か
ら
、や
が
て
協
力
体
制
を
つ

く
って
遊
び
は
じ
め
る
こ
と
、ま
た「
お
も

ち
ゃ
」「
砂
場
の
砂
」と
いっ
た
物
理
的
な

物
が
核
と
な
り
、や
が
て「
し
り
と
り
」と

いっ
た「
言
葉
の
や
り
と
り
」に
発
展
し
て

い
く
と
い
う「
遊
び
の
構
造
」が
あ
る
こ

と
が
見
え
て
き
た
。
今
後
も
こ
の
研
究

を
深
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

記
者
・
編
集
者
と
し
て
30
年
近
く
新

聞
社
に
勤
務
し
て
き
た
。自
社
の
新
聞

の
投
書
欄
が
1
0
0
年
を
迎
え
た
際
に

1
0
0
年
前
の
投
書
を
読
み
込
む
仕
事

に
携
わ
り
、「
今
か
ら
1
0
0
年
後
に
は
、

自
分
た
ち
が
作
って
い
る
記
事
よ
り
も
、

投
書
欄
の
ほ
う
が
記
録
と
し
て
貴
重
か

も
し
れ
な
い
」と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。そ

こ
で「
投
書
欄
の
変
遷（
女
性
の
参
画
を

柱
に
）」を
テ
ー
マ
に
、投
書
欄
1
0
0
年

の
歩
み
を
辿
って
、時
代
ご
と
に
ど
の
よ
う

な
投
書
が
あ
り
、ど
の
よ
う
な
議
論
が
行

わ
れ
た
か
を
研
究
し
た
。
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小
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小
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大
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ん

投書欄の変遷をテーマに研究した
山本晃一さん

和服で発表する小峰 茂さん

日本文化への理解が深まったと語る
松原みずえさん

奨学金を授与される恵谷美香さん
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学
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士
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え
さ
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文
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2
部

新たな観点から日本語を学んだ
福富俊幸さん

栗
田
　
裕
子
さ
ん



　

初
め
に
訪
れ
た
の
は
、日
本
に
12
あ

る
※

現
存
天
守
の
一
つ
を
有
す
る
松
山

城
で
す
。こ
の
地
に
は
元
々
「
松
前
城

（
あ
る
い
は
正
木
城
）」と
呼
ば
れ
る
城

が
築
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、城
主
の
加

藤
嘉
明
が
関
ヶ
原
の
戦
い
に
お
い
て
東

軍
で
戦
っ
た
戦
功
に
よ
り
、20
万
石
の

大
名
に
出
世
。こ
れ
を
機
に
慶
長
５
年
、

新
た
に
松
山
城
を
同
地
に
築
城
す
る

と
と
も
に
、地
名
を
「
松
山
」と
名
付

け
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

松
山
城
は
、下
見
板
張
り
を
採
用
し

た
「
黒
い
城
」で
す
。黄
金
趣
味
を
持

つ
豊
臣
秀
吉
は
「
金
箔
瓦
を
一
層
映
え

さ
せ
る
」と
し
て
黒
い
城
を
好
み
ま
し

た
が
、そ
の
気
質
が
秀
吉
の
下
で
育
っ

た
加
藤
嘉
明
に
も
受
け
継
が
れ
て
い

た
た
め
、松
山
城
を
「
黒
い
城
」と
し
て

築
い
た
の
で
す
。

※
現
存
天
守
と
は
…
江
戸
時
代
ま
た
は
そ

れ
以
前
に
築
か
れ
、現
在
ま
で
保
存
さ
れ
て

い
る
天
守
の
こ
と
。

　

次
に
一
行
が
訪
れ
た
の
は
、松
山

市
の
湯
築
城
。古
代
か
ら
聖
徳
太
子

や
天
皇
が
湯
治
に
訪
れ
た
こ
と
で
知

ら
れ
る
道
後
温
泉
の
す
ぐ
南
側
に
位

置
し
て
お
り
、平
安
時
代
末
期
の
源

平
争
乱
以
前
か
ら
約
４
０
０
年
に

渡
っ
て
伊
予
国
を
治
め
た
河
野
氏
が

根
城
と
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

天
文
年
間
（
１
５
３
５
〜
１
５
５
５

年
）に
築
城
さ
れ
た
湯
築
城
は
、基
底

幅
約
20
m
・
高
さ
約
５
m
と
い
う
大

掛
か
り
な
土
塁
に
加
え
、内
堀
と
外

堀
の
間
に
家
臣
の
居
住
区
を
設
け
る

な
ど
、当
時
と
し
て
は
他
に
類
を
見

な
い
珍
し
い
形
態
の
城
郭
が
築
か
れ

ま
し
た
。

　

ま
た
、発
掘
調
査
の
結
果
、湯
築
城

跡
か
ら
は
他
の
地
域
や
外
国
か
ら
運

桜満開の宇和島城前で

松
山
城

湯
築
城

伊予の城めぐり
今回の歴史研修では、農作物や水産物に恵まれ、
古くから豊かな地として栄えてきた愛媛県伊予地方を探訪。
桜咲く中、日本100名城に数えられる松山城などを巡り、
春の訪れを感じながら学びを深めました。

120

2019年3月28日㈭〜29日㈮

歴 史 研 修（ そ の 1 0 ）

出土した遺物から当時の暮らしぶりが想像される

青空と黒い城・松山城のコントラストが美しい

静岡大学名誉教授

小和田　哲男さん

解説

松山城の天守から、本丸と松山市街を望む松山城の石垣。奥に見えるのは「乾櫓」

「連立式天守」と厳重な防衛態勢
　松山城の特徴は、大天守や小天守な
ど4つの天守・櫓を渡り廊下でつないだ

「連立式天守」という複雑な構造で築か
れていること。他にも丸亀城に次ぐ四国
で2番目に高い石垣や230mにおよぶ
国内最大規模の登り石垣が築かれたほ
か、死角には隠し門が設けられるなど、
さまざまな戦を経験した加藤嘉明のも
とで厳重な防衛態勢が敷かれています。
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ば
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
遺
物
が
多

数
出
土
。水
田
も
多
く
海
産
物
も
豊

富
に
獲
れ
た
伊
予
国
の
豊
か
さ
を
う

か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

２
日
目
に
訪
れ
た
宇
和
島
城
は
、加

藤
清
正
と
並
ぶ
名
築
城
家
と
し
て
名

高
い
藤
堂
高
虎
が
築
き
ま
し
た
。

　

宇
和
島
城
を
空
か
ら
見
る
と
、城
郭

が
五
角
形
で
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。四
角
形
の
城
郭
が
一
般

的
だ
っ
た
こ
の
時
代
、五
角
形
の
城
郭

は
非
常
に
珍
し
く
、曲
が
り
角
が
多
い

こ
と
で
攻
め
込
ん
で
き
た
敵
を
撹か

く
ら
ん乱

さ
せ
る
狙
い
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

ま
た
、海
か
ら
の
侵
入
を
困
難
に
さ

せ
る
た
め
、宇
和
島
城
は
あ
え
て
急
峻

で
複
雑
な
地
形
の
リ
ア
ス
式
海
岸
沿

い
に
築
か
れ
ま
し
た
。こ
う
し
た
工
夫

か
ら
も
、名
築
城
家
・
藤
堂
高
虎
の
し

た
た
か
さ
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

最
後
に
訪
れ
た
の
が
、復
元
天
守

と
し
て
有
名
な
大
洲
城
で
す
。

　

明
治
６
年
に
政
府
が
発
し
た
「
廃

城
令
」に
よ
っ
て
、全
国
各
地
の
城
の

多
く
が
取
り
壊
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。そ
の
後
、昭
和
や
平
成
を
迎
え
、

全
国
各
地
で
城
を
復
元
し
よ
う
と
い

う
機
運
が
高
ま
り
ま
す
。し
か
し
、建

築
基
準
法
の
制
約
か
ら
大
部
分
の
城

は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
で
の
復
元

と
な
り
、ま
た
、資
料
不
足
の
た
め
推

定
で
復
元
す
る
ほ
か
な
く
正
確
性
が

疑
問
視
さ
れ
る
例
も
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

　

そ
ん
な
な
か
大
洲
城
は
、明
治
時
代

に
撮
影
さ
れ
た
写
真
や
内
部
構
造
に

関
す
る
資
料
が
豊
富
に
残
さ
れ
て
お

り
、ま
た
地
元
・
大
洲
市
か
ら
の
理
解

や
支
援
が
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
が
大
き

な
後
押
し
と
な
り
、当
時
の
工
法
を
用

い
た
木
造
復
元
に
よ
っ
て
、ほ
ぼ
正
確

な
姿
で
天
守
を
蘇
ら
せ
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
す
。

　

ち
な
み
に
大
洲

城
も
藤
堂
高
虎
に

よ
っ
て
築
城
・
整
備

さ
れ
ま
し
た
。自
然

の
地
形
を
巧
み
に

生
か
す
藤
堂
高
虎

ら
し
く
、一
級
河
川

「
肱
川
」
の
流
れ
を

利
用
し
て
城
郭
を

整
え
た
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

一
行
は
そ
の
後
、肱
川
随
一
の
景

勝
地
・
臥
龍
淵
を
臨
む
「
臥
龍
山
荘
」

を
訪
れ
、帰
途
に
着
き
ま
し
た
。今
回

の
歴
史
研
修
は
、桜
咲
き
誇
る
伊
予

の
風
景
を
楽
し
み
な
が
ら
、今
も
現

存
す
る
天
守
を
は
じ
め
戦
国
の
世
を

知
る
貴
重
な
資
料
に
触
れ
、大
名
た

ち
の
軌
跡
に
思
い
を
馳
せ
る
２
日
間

と
な
り
ま
し
た
。

　 　

宇
和
島
城

大
洲
城

湯築城の説明を聴く参加者

天守から望む肱川の流れ趣ある佇まいの臥龍山荘・不老庵

幕末に作られ現在まで保存されている
宇和島城の天守模型 宇和島城からの眺め。遠くに宇和海が見える

宇和島城と伊達家
　藤堂高虎は、宇和島城の完成後ほ
どなくして今治に移ります。その後、
慶長19年に仙台藩主・伊達政宗の
長男である伊達秀宗が宇和島城に
入城しました。秀宗は、側室の子であ
ることから仙台藩を継ぐことができ
ず、この地に入封したともいわれてお
り、以降この地は伊予伊達家が治め
ることになります。

宇和島城も現存天守の一つとして当時の
姿が今も残されている

満開の桜と大洲城

5



2019年3月1日㈮

熱
海
に
春
の
訪
れ
を
告
げ
る
国
宝『
紅
白
梅
図
屏
風
』、

力
強
く
生
命
感
溢
れ
る
澤
田
政
廣
の
木
彫
、写
真
家
杉
本
博
司
の
世
界
観
を
表
す
建
築
群
。

今
春
は
ア
ー
ト
と
梅
花
、海
を
臨
む
風
景
を
愛
で
る
研
修
と
な
り
ま
し
た
。

熱
海
・
根
府
川
の

美
術
館
を
た
ず
ね
て

「美術研修」（その58）

■MOA美術館
■澤田政廣記念美術館
■江之浦測候所

　

最
初
の
訪
問
先
Ｍ
Ｏ
Ａ
美
術
館
で
は
「
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
３
周
年
記
念
名
品
展
第
１
部
」と
銘
打
っ
た

展
覧
会
を
鑑
賞
し
ま
し
た
。
毎
年
梅
の
開
花
時

期
に
合
わ
せ
て
展
示
さ
れ
る
国
宝
、尾
形
光
琳
作

『
紅
白
梅
図
屏
風
』は
も
ち
ろ
ん
、い
ず
れ
も
国
宝

の
京
焼
の
大
成
者 

野
々
村
仁
清
作
『
色
絵
藤
花
文

茶
壷
』や
手
鑑
『
翰
墨
城
』を
は
じ
め
と
し
た
数
多

く
の
東
洋
美
術
の
名
品
を
楽
し
み
ま
し
た
。

　

茶
の
庭
と
呼
ば
れ
る
エ
リ
ア
は
植
栽
の
緑
が
大

変
美
し
く
、ま
た
紅
白
の
梅
が
随
所
に
配
さ
れ
て

い
ま
す
。庭
園
を
散
策
し
て
、現
存
す
る
図
面
を

基
に
尾
形
光
琳
の
屋
敷
を
復
元
し
た
「
光
琳
屋

敷
」を
巡
り
、お
い
し
い
蕎
麦
の
昼
食
に
舌
鼓
を

打
ち
ま
し
た
。

　

続
い
て
訪
れ
た
の
は
、熱
海
梅
園
。残
念
な
が
ら

梅
の
見
頃
は
過
ぎ
て
い
ま
し
た
が
、「
梅
ま
つ
り
」

で
多
く
の
見
物
客
で
賑
わ
う
中
を
の
ん
び
り
と
散

策
し
な
が
ら
、隣
接
す
る
澤
田
政
廣
記
念
美
術
館

120
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を
目
指
し
ま
し
た
。熱
海
市
出
身
で
熱
海
市
名
誉

市
民
、文
化
勲
章
受
章
の
木
彫
家
澤
田
政
廣
の
彫

刻
の
数
々
や
墨
彩
な
ど
を
鑑
賞
し
ま
し
た
。エ
ン

ト
ラ
ン
ス
天
井
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
「
飛
天
」を

大
切
な
方
と
手
を
つ
な
い
で
見
上
げ
る
と
、い
つ

ま
で
も
幸
せ
で
い
ら
れ
る
と
か
…
…
。

　

江
之
浦
測
候
所
は
根
府
川
駅
近
く
の
高
台
に
位

置
し
て
い
ま
す
。写
真
家
杉
本
博
司
構
想
の
建
築

群
で
、美
術
品
鑑
賞
の
た
め
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
棟
、待

合
棟
、石
舞
台
、茶
室
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま

す
。昨
年
秋
に
散
策
の
小
道
や
竹
林
な
ど
が
拡
張

整
備
さ
れ
る
な
ど
、日
々
進
化
を
と
げ
て
い
ま
す
。

参
加
者
は
広
い
エ
リ
ア
を
思
い
思
い
に
散
策
し
、

お
気
に
入
り
の
場
所
で
の
写
真
撮
影
な
ど
を
楽
し

み
ま
し
た
。

　
「
古
美
術
を
庭
に
並
べ
て
あ
る
昔
な
が
ら
の
美

術
館
の
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ
り
、古
代
の
遺
跡
の

よ
う
な
感
じ
も
あ
り
、冬
至
の
日
の
出
の
方
角
と

か
古
代
文
明
の
よ
う
な
要
素
も
あ
り
、江
之
浦
測

候
所
は
類
例
の
な
い
面
白
い
場
所
で
し
た
。Ｍ
Ｏ

Ａ
美
術
館
の
展
示
室
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
も
杉
本
が

手
掛
け
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、同
じ
日
の
午

前
、午
後
と
見
ら
れ
て
、と
て
も
面
白
い
組
み
合

わ
せ
で
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。こ
う
い
う
場
所

こ
そ
バ
ス
ツ
ア
ー
で
な
け
れ
ば
な
か
な
か
来
ら

れ
な
い
で
し
ょ
う
。も
し
か
し
た
ら
次
に
来
た
と

き
は
カ
フ
ェ
が
で
き
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

ね
。カ
フ
ェ
が
あ
る
と
も
っ
と
い
い
と
思
い
ま
せ

ん
か
？
」と
の
沼
辺
講
師
の
お
話
を
車
中
で
う
か

が
っ
て
い
る
う
ち
に
、バ
ス
は
解
散
地
の
小
田
原

駅
へ
到
着
し
ま
し
た
。

78

9

�

1江之浦測候所 明月院（室町時代）門前にて　2尾形光琳
『紅白梅図屏風』MOA美術館所蔵　3野々村仁清『色絵藤花
文茶壷』MOA美術館所蔵　4鑑賞の初めには沼辺信一講師
による「見どころ」レクチャーがあり、参加者は熱心に聞き入って
いました。会場はMOA美術館内スタジオ　5澤田政廣記念美
術館　6天井ステンドグラス『飛天』　78夏至光遥拝100メー
トルギャラリー。海抜100m地点に100mのギャラリーが立つ。
先端部分は海に向かって持ち出しとなっている。7はギャラリー
側、8はその裏側　9光学ガラス舞台。檜の懸造りの上に光学
ガラスが敷き詰められた舞台。冬至の朝、ガラスの小口には陽光
が差し込み輝くのが見える　�海を見下ろす高台のいたるとこ
ろから見える菜の花とみかんが印象的

56

　東急電鉄自由が丘駅ロータリー

に立つ女神像「あおそら」は澤田

政廣の作品です。戦前の昭和2年、

自由が丘駅は「九品仏」という駅

名でしたが、「衾駅」に改名するこ

とが内定していました。駅周辺に

住んでいた文化人たちが新駅名

採用に当たって熱心な要望活動を

行い「自由ヶ丘」（現在は「自由が

丘」）と変更されるに至りました。

この運動に舞踊家の石井漠、画家

の岡本太郎らとともに加わってい

たのが澤田政廣でした。戦後復興

に際しロータリーに外国広場のよ

うな彫像を設けようと、澤田が作

品の依頼を受けました。以来、女

神像はシンボルとして自由が丘の

町を見守り続けています。

女神像「あおそら」

67
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２
０
１
９
年
３
月
10
日
、
当
財
団
主

催
に
よ
る
「
北
野
財
団
混
声
合
唱
団

チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
V
o
l
．

１
」
が
、
め
ぐ
ろ
パ
ー
シ
モ
ン
ホ
ー
ル・

小
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

　

こ
の
コ
ン
サ
ー
ト
は
、
昨
年
ま
で

開
催
さ
れ
て
い
た
「
東
日
本
大
震
災

鎮
魂
コ
ン
サ
ー
ト
」
が
第
５
回
の
節

目
を
迎
え
た
こ
と
に
よ
り
一
旦
幕
を

下
ろ
し
、
更
な
る
高
み
を
目
指
し
て

名
称
も
新
た
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
も

の
で
す
。

　

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
と
ピ
ア
ノ
の
心
温

ま
る
「
赤
と
ん
ぼ
」
の
演
奏
か
ら
始

ま
っ
た
コ
ン
サ
ー
ト
は
、
公
募
に
よ

り
集
ま
っ
た
総
勢
60
名
の
合
唱
団
員

が
半
年
間
か
け
て
練
習
に
励
み
、
日

本
語
の
持
つ
深
い
意
味
、
美
し
い
メ

ロ
デ
ィ
ー
を
奏
で
な
が
ら
、
日
本
人

の
心
の
歌
と
し
て
長
き
に
わ
た
り
歌

い
継
が
れ
て
き
た
唱
歌
・
叙
情
歌
を

感
情
豊
か
に
歌
い
あ
げ
ま
し
た
。
演

奏
者
全
員
で
奏
で
た「
花
は
咲
く
」は
、

優
し
く
力
強
い
音
色
が
会
場
内
に
響

き
渡
り
ま
し
た
。
ま
た
、
ア
ン
コ
ー

ル
で
は
「
故ふ

る
さ
と郷
」
を
会
場
の
み
な
さ

ん
と
共
に
歌
い
、
想
い
が
ひ
と
つ
に

な
り
ま
し
た
。

　

コ
ン
サ
ー
ト
終
了
後
に
は
解
団
式

が
あ
り
、
合
唱
指
導
そ
し
て
コ
ン
サ
ー

ト
で
の
指
揮
を
し
て
い
た
だ
い
た
先

生
方
や
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
、
ピ
ア
ノ
の

演
奏
家
か
ら
ご
挨
拶
が
あ
り
、「
練
習

を
始
め
た
こ
ろ
は
本
当
に
こ
の
日
が

迎
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
と
思
っ
た
」

と
い
う
苦
労
話
や
、「
本
番
で
は
全
員

が
心
を
ひ
と
つ
に
し
て
本
当
に
素
晴

あの町
この町
日本の唱歌・
叙情歌を集めて

第1部
　ヴァイオリン独奏
　　赤とんぼ　山田耕筰 作曲

　女声・同声合唱のための新編集曲
　「日本唱歌四季のメドレー」より（真島 圭 編曲）
　　1. 花　武島羽衣 作詞／滝 廉太郎 作曲
　　2. 夏は来ぬ　佐佐木信綱 作詞／小山作之助 作曲
　　3. うみ　林 柳波 作詞／井上武士 作曲

　男声合唱のため唱歌メドレー
　「ふるさとの四季」より　（源田俊一郎 編曲）
　　4. 紅葉　高野辰之 作詞／岡野貞一 作曲
　　5. 冬景色　作詞作曲不詳／文部省唱歌
　　6. 雪　作詞作曲不詳／文部省唱歌

　混声合唱のための唱歌メドレー
　「ふるさとの四季」より（源田俊一郎 編曲）
　　7. 故郷　高野辰之 作詞／岡野貞一 作曲

　ヴァイオリン独奏
　　シチリアーノ　M.T.v. パラディス 作曲
　　タイスの瞑想曲　J. マスネ 作曲
　　愛の喜び　F. クライスラー 作曲

第2部
　混声合唱とピアノのための「近代日本名歌抄」全曲　
　（信長貴富 編曲）
　　1. あの町この町　野口雨情 作詞／中山晋平 作曲
　　2. 宵待草　竹久夢二 作詞／多 忠亮 作曲
　　3. ゴンドラの唄　吉井 勇 作詞／中山晋平 作曲
　　4. 青い眼の人形　野口雨情 作詞／中山晋平 作曲
　　5. 影を慕いて　古賀政男 作詞作曲
　　6. カチューシャの唄　島村抱月・相馬御風 作詞／
　　　　　　　　　　　　中山晋平 作曲

　復興ソング　花は咲く　
　岩井俊二 作詞／菅野よう子 作曲／山田 香 編曲【委嘱 初演】

Program

練習からずっと演奏してくださった矢野里奈さん ヴァイオリンの佐久間大和さん、ピアノの木戸俊輔さん

北野財団混声合唱団 チャリティーコンサート  Vol.1

北野財団混声合唱団

2019 年 3 月10 日㈰
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ら
し
い
演
奏
に
な
り
ま
し
た
」
と
お

話
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
ご
来
場

い
た
だ
い
た
み
な
さ
ん
か
ら
も
「
本

当
に
よ
か
っ
た
、
素
晴
ら
し
か
っ
た
」

と
お
声
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

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
全
額
寄
付
さ
れ
ま
し
た
。

優雅に指揮をされる荒牧小百合さん

力強い指揮をされる竹内雅挙さん

MCも務めた竹内さんとお話をされる
荒牧さん

コンサートパンフレット

音
楽
奨
学
生　

奨
学
金
授
与
式

髙橋彗希さん
（コントラバス）

満吉香苗さん
（フルート）

長冨将士さん
（声楽）

2019年奨学金授与式開催
◆音楽奨学生　◆彫刻奨学生

　

２
０
１
９
年
４
月
４
日
、
愛
知
県
立
芸

術
大
学
に
お
い
て
、
第
11
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
、
城 

真
二
常
務
理
事
か
ら

奨
学
金
が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。
奨
学
生
た

ち
は
、
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
34
名
に
な
り
ま
し
た
。

奨
学
生
の
皆
さ
ん
は
卒
業
後
、
海
外
に
留

学
さ
れ
た
り
、
楽
団
に
入
団
さ
れ
た
り
、

後
進
の
指
導
を
さ
れ
た
り
と
各
方
面
で
ご

活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。

彫
刻
奨
学
生　

奨
学
金
授
与
式

　

２
０
１
９
年
６
月
21
日
、
財
団
ホ
ー
ル
に
お
い
て
、
第

35
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
９
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
。
こ
れ
か
ら

も
素
晴
ら
し
い
作
品
が
で
き
あ
が
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

音楽学部新入生ガイダンス会場

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

城真二常務理事から
奨学金を授与

後列左から竹村さん、大濱さん、飯島さん、宮崎さん、小柳さん
前列左から鞍掛教授（日本大学）、大槻教授（日本大学）城常務理事
　　　　　村井教授（多摩美術大学）、平戸教授（女子美術大学）

「Balloon」
竹村 太一さん
（日本大学）

「おやすみ」
小柳 春乃さん

（多摩美術大学）

「フタヲルス」
飯島 祐奈さん

（女子美術大学）

「大きい手」
大濱 聡平さん
（日本大学）

「差異と神話性」
宮﨑 虹季さん
（日本大学）



財
団
ニ
ュ
ー
ス

像
装
置
を
自
ら
作
り
ま
し
た
。児
童
だ

け
で
は
な
く
参
加
さ
れ
た
先
生
か
ら

も
歓
声
が
上
が
り
、美
術
や
映
像
、科

学
の
面
白
さ
・
楽
し
さ
を
知
る
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
と
な
り
ま
し
た
。

　

2
0
1
9
年
３
月
15
日
、２
０
１
８

年
度
彫
刻
奨
学
生
の
作
品
５
体
が
、山

梨
県
笛
吹
市
に
あ
る「
藤
垈
の
滝 
大

窪
い
や
し
の
杜
公
園
」内
に
設
置
さ
れ

ま
し
た
。こ
れ
ま
で
に
寄
贈
さ
れ
た
彫

刻
は
76
体
に
な
り
、笛
吹
市
民
の
芸
術

お
よ
び
文
化
振
興
に
役
立
て
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

2
0
1
9
年
6
月
3
日
・
4
日
の
2

日
間
、福
島
県
い
わ
き
市
の
小
学
校
に

声
楽
家
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
派
遣
を
行
い

ま
し
た
。プ
ロ
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト（
声

楽
家
・
ピ
ア
ニ
ス
ト
）の
生
の
演
奏
を

観
て
・
聴
い
て
・
感
じ
て
も
ら
い
、豊
か

な
感
性
を
育
む
こ
と
が
目
的
の
こ
の

取
り
組
み
。い
わ
き
市
立
豊
間
小
学
校

（
3
日
）と
同
永
崎
小
学
校（
4
日
）の

2
校
に
派
遣
を
行
い
ま
し
た
。

　

初
め
て
プ
ロ
の
演
奏
を
目
の
当
た

り
に
し
た
児
童
た
ち
は
、素
晴
ら
し
い

演
奏
に
一
瞬
に
し
て
心
を
奪
わ
れ
聞

き
入
っ
て
い
ま
し
た
。最
後
に
は
児
童

た
ち
の
手
話
を
交
え
た
元
気
の
よ
い

合
唱
も
あ
り
、児
童
た
ち
の
素
直
な
歌

声
に
プ
ロ
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
も
感
動
し

て
い
ま
し
た
。

メ
デ
ィ
ア
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
派
遣

声
楽
家
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
派
遣

彫
刻
奨
学
生
の
作
品
設
置

　

当
財
団
で
は
、2
0
1
0
年
か
ら
小
・

中
学
校
へ
の
図
書
寄
贈
を
行
っ
て
い
ま

す
が
、2
0
1
8
年
度
か
ら
は
あ
ら
た

に
秦
野
市
、浜
松
市
、岡
崎
市
、東
広
島

市
、益
城
町
に
対
し
て
も
行
っ
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
市
か
ら
感
謝
状
を
授
与
さ

れ
ま
し
た
。財
団
は
こ
れ
か
ら
も
、小
・

中
学
生
の
心
の
糧
と
な
る
よ
う
に
図
書

寄
贈
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

「
図
書
寄
贈
」へ
の
感
謝
状
受
領

　

2
0
1
9
年
1
月
30
日
、宮
城
県
・

気
仙
沼
市
立
中
井
小
学
校
に
て
、ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ「
手
書
き
の
お
ど
ろ
き
盤

と
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
を
使
っ
て
プ
ラ

ク
シ
ノ
ス
コ
ー
プ
を
作
ろ
う
！
」を
行

い
ま
し
た
。先
生
の
指
導
の
下
、「
裏
側

を
黒
く
塗
っ
た
ら
何
が
変
わ
る
の
だ

ろ
う
？
」と
考
え
、発
表
し
な
が
ら
映

ご
報
告

　

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
17
名
、放

送
大
学
大
学
院
修
士
全
科
奨
学
生
17

名
、放
送
大
学
選
科
履
修
奨
学
生
16

名
が
選
ば
れ
ま
し
た
。財
団
は
こ
れ

か
ら
も
向
学
心
の
あ
る
方
々
を
助
成

し
て
い
き
ま
す
。

氏
名（
年
齢
）　　
　
　

履
修
大
学

家
永　

佳
帆
織（
29
）	

首
都
大
学
東
京

髙
橋　

景
子（
34
）	

早
稲
田
大
学
大
学
院

小
林　

亮
平（
35
）	

京
都
大
学

工
藤　

秀
平（
25
）	

早
稲
田
大
学
大
学
院

糸
川　

重
一（
53
）	

大
阪
市
立
大
学

岩
崎　

杜
恵（
24
）	

國
學
院
大
學

古
賀　

晋
一
郎（
43
）	

立
正
大
学

松
岡　

聖
子（
58
）	

國
學
院
大
學

清
水　

敦
子（
53
）	

國
學
院
大
學

片
岡　

慎
太
郎（
28
）	

千
葉
商
科
大
学
大
学
院

椿　

彰
弘（
34
）	

早
稲
田
大
学
大
学
院

鈴
木　

有
輔（
48
）	

産
業
技
術
大
学
院
大
学

阿
部　

夏
希（
22
）	

國
學
院
大
學

青
山　

和
美（
50
）	

広
島
大
学

佐
貫　

瑞
穂（
27
）	

同
志
社
女
子
大
学

村
田　

崇
行（
25
）	

東
海
大
学
九
州

佐
々
木　

優（
27
）	

学
習
院
大
学
大
学
院

氏
名（
年
齢
）

大
久
保　

彩（
34
）	

赤
尾　

蘭
子（
30
）

遠
田　

輝
枝（
47
）	

田
中　

美
香（
46
）

倉
島　

秀
明（
31
）	

家
久
来　

三
典（
58
）

２
０
１
９
年
度

財
団
奨
学
生
決
定

科
目
等
履
修
奨
学
生

放
送
大
学
選
科
履
修
奨
学
生

『アラジン』より『ホール・ニュー・ワールド』を披露

考えながら制作する児童たち

クレーンを使っての作品設置

秦野市の学校に寄贈された図書
浜松市から授与された
感謝状
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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。

生涯教育だより
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安
西　

洋
希（
34
）	

田
中　

裕
子（
38
）

加
賀
谷　

辰
夫（
54
）	

福
田　

博（
52
）

小
林　

政
生（
36
）	

生
駒　

奈
美（
36
）

松
永　

麻
衣
子（
48
）	

柵
木　

健
介（
42
）

市
田　

亜
紀（
49
）	

木
場　

葉
子（
54
）

氏
名（
年
齢
）

横
山　

翔（
26
）	

西
村　

敏
記（
43
）

栗
塚　

祐
二（
37
）	

高
須　

一
美（
57
）

井
上　

絵
里（
58
）	

澤
村　

功（
63
）

福
良　

和
久（
37
）	

中
尾　

聡
志（
40
）

金
子　

宏
美（
38
）	

相
馬　

淳
子（
50
）

吉
田　

亜
矢
子（
49
）	

斎
藤　

里
美（
46
）

永
戸　

知
美（
44
）	

須
藤　

誠（
33
）

岩
城　

健
悟（
30
）	

北
方　

美
穂（
57
）

玉
生　

ゆ
う
こ（
52
）

　

日
本
の
モ
ノ
つ
く
り
を
け
ん
引
す

る
愛
知
県
で
３
年
に
一
度
開
催
さ
れ
る

『
あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
２
０
１
９
』

と
豊
田
市
美
術
館
で
同
時
開
催
の
ク
リ

ム
ト
展
、さ
ら
に
メ
ナ
ー
ド
美
術
館
を

訪
ね
ま
す
。

日　

程	

８
月
27
日
㈫
〜
28
日
㈬

定

員 	 

40
名

　

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
。素
敵
な
瞬
間
を
写
し
て

み
ま
せ
ん
か
。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
３
日
㈫
〜
４
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

放
送
大
学
大
学
院
修
士
全
科
奨
学
生

美
術
研
修（
そ
の
59
）

あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ

２
０
１
９
を
訪
ね
て

お
知
ら
せ

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
　

今
年
の
歴
史
研
修
で
訪
れ
た
愛
媛
県
松
山
市

に
は
、日
本
最
古
の
温
泉
と
い
わ
れ
る『
道
後
温

泉
本
館
』が
あ
り
ま
す
。明
治
時
代
に
は
夏
目
漱

石
や
正
岡
子
規
ら
文
人
墨
客
も
足
し
げ
く
通
っ

た
と
い
わ
れ
て
お
り
、夏
目
漱
石
の
小
説『
坊

ち
ゃ
ん
』の
舞
台
に
な
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ

て
い
ま
す
。ま
た
近
年
で
は
ア
ニ
メ『
千
と
千
尋

の
神
隠
し
』に
出
て
く
る『
油
屋
』の
モ
デ
ル
で

は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

明
治
時
代
の
近
代
和
風
建
築
の
面
影
を
色
濃

く
残
す
建
物
は
、平
成
６
年
に
公
衆
浴
場
と
し
て

初
め
て
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
歴
史
的
建
物
を
未
来
に
遺
す
べ
く
、今
年
１

月
か
ら
約
７
年
間
の
保
存
修
理
工
事
が
始
ま
り

ま
し
た
。客
離
れ
を
心
配
す
る
声
も
多
く
あ
り

ま
し
た
が
、“
逆
転
の
発
想
”で「
魅
せ
る
工
事
」

と
し
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
や
ラ

イ
ト
ア
ッ
プ
を
実
施
し
、ラ
イ
ブ
カ
メ
ラ
で
は
遠

く
に
い
な
が
ら
工
事
の
様
子
を
観
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。“
今
だ
け
”の
特
別
な
道
後
温
泉
を
楽

し
ん
で
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

アカオ ハーブ＆ローズガーデンより海を望む
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　厳島神社は、平成８年（1996年）12月に
世界文化遺産に登録されました。日本三景で
もある厳島神社は、瀬戸内の海に浮かぶ、朱
色の大鳥居と社殿がよく知られています。世
界遺産としては、社殿を中心とする厳島神社
と前面の海および原始林を含む背後の弥
山など、広い範囲で登録されています。厳島
神社は12世紀に時の権力者である平清盛
の造営によって、現在見られる壮麗な社殿群
の基本が形成されました＊。現在の厳島神社
は、再建されたものですが、当時の建築様式
が引き継がれていること、日本独
自の宗教である神道、弥山をご
神体とした自然崇拝、景観と一
体となった建造物群が、世界文
化遺産として登録された理由と
なっています。
　宮島を訪れる際は、ぜひ弥山を
登ってみてください（ロープウェイ
あり）。弥山の原生林、頂上付近
の岩々、瀬戸内の眺望や上から見
る厳島神社などの景色を心で感
じてください。その神 し々さ、ご神

体とする由縁を感じ取ることができます。
　社殿や大鳥居は、潮の干満によって見え
方が変わります。満潮のときは浮いているよ
うに見えますが、干潮のときは土台が見え、大
鳥居まで歩いていけます。また大鳥居は、土
台が地中に埋まっているわけではなく、海に
置いてあるだけで、自重で立っているのです。
厳島神社のお参りだけでなく、潮の満ち引き
で見え方を比べたり、弥山にも登ったり、ゆっ
くり宮島を堪能してください。

表 紙 ギ ャ ラ リ ー

　当財団は、『出会いはドラマ、感動する心を大切に』というスローガンのもと、出会いを大
切にし、さまざまな学ぶ機会を提供してきました。人との出会いだけではなく、城や神社仏
閣などの歴史的建造物や長い歴史に育まれた美しい原風景との出会いからも学ぶことは多
いのではないかと考え、『世界遺産』を財団機関紙でご紹介します。

嚴島神社（広島県）

＊文章引用：宮島観光協会



—

専
門
と
し
て
い
る
研
究
領
域
に
つ
い
て
教
え
て

く
だ
さ
い
。

　

生
涯
学
習
に
関
す
る
研
究
を
し
て
お
り
、中
で
も

社
会
人
の“
学
び
直
し
”に
つ
な
が
る“
成
人
期
の
学

習
に
関
す
る
理
論
”や
、自
治
体
や
公
的
機
関
に
よ

る
青
少
年
や
成
人
を
対
象
に
し
た“
社
会
教
育
”の

分
野
を
専
門
と
し
て
い
ま
す
。

—

研
究
に
携
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
き
っ
か
け
を
教
え

て
く
だ
さ
い
。

　

日
本
の
研
究
者
は
、「
大
学
で
学
士
を
取
っ
て
そ

の
ま
ま
修
士
課
程
、博
士
課
程
に
進
む
」と
い
う
進

路
が
一
般
的
で
、20
代
で
博
士
課
程
に
入
る
方
が
ほ

と
ん
ど
で
す
。私
の
こ
れ
ま
で
の
人
生
の
歩
み
は
そ

の
よ
う
な
研
究
者
の
王
道
と
は
少
し
異
な
っ
て
い

て
、そ
の
違
い
が
、生
涯
学
習
と
い
う
テ
ー
マ
に
関
心

を
抱
く
背
景
に
な
っ
た
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　

大
学
で
出
会
っ
た
、戦
後
の
教

育
社
会
学
に
お
け
る
第
一
人
者

で
あ
る
清
水
義
弘
先
生
の「
日

本
の
資
源
は
人
材
。人
を
育
て

る
こ
と
の
先
に
こ
そ
、日
本
の
未

来
が
あ
る
」と
い
う
信
念
に
感

銘
を
受
け
た
私
は
、就
職
先
と

し
て
文
部
省
を
志
望
。国
家
公

務
員
Ⅰ
種
試
験
を
合
格
し
た
も

の
の
、受
験
区
分
で
の
文
部
省
の

採
用
枠
は
な
く
、ひ
と
ま
ず
職
員
と
し
て
東
北
大
学

に
赴
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

赴
任
先
の
東
北
大
学
で
は
、起
案
書
も
書
け
な
い

自
分
の
力
不
足
を
痛
感
し
ま
し
た
が
、キ
ャ
リ
ア
の

大
き
な
礎
と
な
っ
た
出
来
事
と
し
て
は
、就
職
し
た

翌
年
、破
格
の
扱
い
で
５
週
間
に
わ
た
っ
て
ア
メ
リ

カ
の
20
近
く
の
大
学
を
視
察
す
る
機
会
に
恵
ま
れ

た
こ
と
。ア
メ
リ
カ
全
土
に
わ
た
る
そ
れ
ぞ
れ
の
大

学
を
訪
問
す
る
う
ち
に
、留
学
生
の
受
け
入
れ
態
勢

や
制
度
の
充
実
を
目
の
当
た
り
に
し
、海
外
で
の
教

育
や
研
究
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
経
緯
も
あ
っ
て
、帰
国
後
、将
来
の
希

望
を
聞
か
れ
た
際
、ダ
メ
元
で
海
外
赴
任
に
言
及
。

あ
り
が
た
い
こ
と
に
こ
の
希
望
が
叶
い
、ユ
ネ
ス
コ

に
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
、通

常
の
コ
ー
ス
と
し
て
の
ユ
ネ
ス
コ
本
部
へ
の
派
遣
と

は
異
な
り
、赴
任
先
と
な
っ
た
の
は
研
究
所
。業
務

内
容
は
、「
途
上
国
の
エ
リ
ー
ト
向
け
に
講
義
を
す

る
」と
い
う
、極
め
て
高
度
な
も
の
で
し
た
。国
籍
の

異
な
る
同
僚
は
欧
米
で
博
士
号
を
取
得
し
、将
来
は

ユ
ネ
ス
コ
に
残
る
こ
と
を
希
望
す
る
バ
リ
バ
リ
の
エ

リ
ー
ト
た
ち
で
す
。私
は
レ
ポ
ー
ト
作
成
業
務
く
ら

い
し
か
で
き
ず
、無
力
感
を
抱
き
な
が
ら
日
々
を
過

ご
し
た
こ
と
を
、今
で
も
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。

　

ユ
ネ
ス
コ
へ
の
派
遣
期
間
が
終
わ
っ
た
段
階
で

東
北
大
学
に
戻
る
際
、文
部
省
か
ら
そ
の
後
の
キ
ャ

リ
ア
を
打
診
さ
れ
た
の
で
す
が
、国
際
機
関
で
研

究
所
に
籍
を
置
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、私
の
中
で
は

「
研
究
を
し
た
い
」と
い
う
思
い
が
強
く
な
っ
て
い

ま
し
た
。思
い
切
っ
て
そ
の
意
を
伝
え
て
み
た
と
こ

ろ
、文
部
省
の
一
機
関
で
あ
る
国
立
教
育
研
究
所
に

研
究
官
と
し
て
異
動
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。研

究
所
で
は「
修
士
相
当
」と
い
う
下
駄
を
履
い
た
立

場
で
の
研
究
官
で
し
た
の
で
、異
動
し
た
そ
の
年
、

当
時
か
ら
夜
間
修
士
課
程
の
あ
っ
た
筑
波
大
学
を

受
験
。２
年
後
に
修
士
号
を
取
得
し
ま
し
た
。そ
の

間
の
研
究
所
で
の
業
務
内
容
は
、文
部
省
か
ら
委

託
さ
れ
た
政
策
に
資
す
る
研
究
を
依
頼
す
る
た
め

専
門
の
研
究
者
の
と
こ
ろ
に
足
を
運
ん
だ
り
、自
分

で
資
料
や
報
告
書
を
ま
と
め
た
り
、と
い
っ
た
も
の

で
、自
分
の
探
求
心
か
ら
取
り
組
む“
研
究
”と
は

少
々
毛
色
が
異
な
る
も
の
で
し
た
が
、そ
れ
で
も
私

に
と
っ
て
は
面
白
く
、や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
で
し

た
。同
時
に
、修
士
号
を
取
得
し
た
頃
か
ら
、自
分
で

研
究
費
を
獲
得
し
好
き
な
内
容
の
研
究
を
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。そ
の
よ
う
な
中
で
、

所
属
し
て
い
た
国
立
教
育
研
究
所
に
新
し
く
で
き

た
生
涯
学
習
政
策
研
究
部
で
人
員
補
充
の
必
要
性

が
生
じ
、所
内
で
異
動
。そ
こ
か
ら
本
格
的
に
生
涯

学
習
政
策
に
関
わ
る
研
究
業
務
に
従
事
す
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
す
。し
か
し
、そ
の
一
方
で
、優
秀
な

先
生
方
と
一
緒
に
仕
事
を
し
て
い
く
中
で
真
の
実

力
を
つ
け
る
必
要
性
を
痛
切
に
感
じ
る
こ
と
も
多

く
、そ
の
思
い
か
ら
仕
事
の
傍
ら
筑
波
大
学
の
博
士

課
程
に
進
学
し
、博
士
号
を
取
得
。そ
の
後
は
ず
っ

と
政
策
研
究
の
現
場
に
い
た
の
で
す
が
、３
年
前
に

生
涯
学
習
の
実
践
の
場
で
あ
る
放
送
大
学
の
教
員

と
な
り
、今
に
至
り
ま
す
。

　

思
え
ば
私
は
、職
業
上
で
壁
に
ぶ
ち
当
た
る
度

に「
こ
ん
な
は
ず
じ
ゃ
な
い
」と
も
が
き
、必
要
に
迫

ら
れ
て
学
び
直
し
を
し
な
が
ら
、現
在
の
道
に
至
る

キ
ャ
リ
ア
を
重
ね
て
き
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

—

今
後
の
目
標
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
「
人
生
１
０
０
年
時
代
」の
到
来
が
近
づ
く
中
で
、

“
学
び
直
し
”の
重
要
性
が
高
ま
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、学
び
た
く
て
も
時
間
や
お
金
が
な
く
、意

欲
が
断
た
れ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
も
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。学
ぶ
こ
と
は
人
生
へ
の
前
向
き
な
働
き
か
け

で
す
。“
学
び
直
し
”に
向
け
た
人
そ
れ
ぞ
れ
の
自
発

的
な
学
習
活
動
を
応
援
す
る
た
め
に
も
、今
後
は
成

人
の
た
め
の
学
び
の
場
づ
く
り
に
貢
献
で
き
た
ら
と

思
っ
て
い
ま
す
。

—

北
野
生
涯
教
育
振
興
会
に
つ
い
て
の
印
象
を
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　

試
行
錯
誤
し
な
が
ら
自
分
の
キ
ャ
リ
ア
を
積
む

中
で
、私
は
学
習
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
多
く
の
恩
恵

を
受
け
て
き
ま
し
た
。自
分
の
人
生
を
重
ね
合
わ
せ

る
こ
と
も
あ
っ
て
、年
齢
を
問
わ
ず
、多
く
の
人
々
に

対
し
生
涯
に
わ
た
る
学
習
へ
の
支
援
を
行
っ
て
い
る

北
野
生
涯
教
育
振
興
会
の
事
業
内
容
に
は
、深
い
意

義
を
感
じ
、そ
の
趣
旨
に
共
感
し
て
い
ま
す
。ぜ
ひ
、

北
野
生
涯
教
育
振
興
会
に
は
、今
後
も
人
々
が
豊
か

な
人
生
を
送
る
き
っ
か
け
に
な
る
学
び
の
機
会
に
対

し
、広
く
長
く
支
援
を
続
け
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
。

研
究
助
成
金
選
考
委
員
を
務
め
る
岩
崎
先
生
は
、長
年
、

生
涯
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
研
究
を
深
め
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

ご
自
身
の
独
特
な
経
歴
を
通
じ
、〝
学
び
直
し
〟
の
普
及
に
か
け
る
思
い
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
し
た
。

学
び
の
場
づ
く
り
を
通
じ
、

〝
学
び
直
し
〟を
し
や
す
い
社
会
に

　

ご
自
身
の
経
験
を
通
じ
て〝
学
び
直
し
〟、そ
し

て
生
涯
教
育
の
意
義
を
説
い
て
く
だ
さ
っ
た
岩

崎
先
生
。生
涯
教
育
の
場
づ
く
り
を
目
指
す
岩
崎

先
生
の
、さ
ら
な
る
研
究
の
発
展
と
ご
活
躍
を
祈

念
し
ま
す
。

家族旅行で滞在したカナダにて撮影

プロフィール・インタビュー
放送大学
教授

岩崎 久美子さん
KUMIKO IWASAKI


