
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 ：https://www.kitanozaidan.or.jp/

No.133

2023

季刊

秋冬

伝承講演会 「歌舞伎」に親しむ

偉人のふるさとを訪ねて（会津編）

宝井派で聴く武士道

デジタル一眼レフカメラ講座

プロフィール・インタビュー
フリージャーナリスト 多賀 幹子さん

8

2

4

6

日光東照宮（栃木県）

12



娘
」の
見
ど
こ
ろ
と
な
る「
引
抜
」と
い
う
早
変

わ
り
の
仕
組
み
に
つ
い
て
も
ご
紹
介
い
た
だ
き

ま
し
た
。あ
ら
か
じ
め
上
下
に
分
か
れ
て
い
る

着
物
を
糸
で
縫
い
付
け
、帯
で
隠
す
。引
抜
の

際
は
そ
の
糸
を
抜
く
こ
と
で
、素
早
い
着
替
え

を
可
能
に
し
て
い
る
と
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。ま
た
女
方
が
か
け
る
か
つ
ら
を
担
当
す
る

床
山
と
呼
ば
れ
る
方
か
ら
も
、時
代
背
景
に
合

わ
せ
た
髪
の
結
い
方
や
、か
ん
ざ
し
な
ど
の
装

飾
品
に
つ
い
て
解
説
が
あ
り
ま
し
た
。舞
台
に

立
つ
俳
優
だ
け
で
な
く
、衣
裳
、床
山
な
ど
、さ

ま
ざ
ま
な
裏
方
の
存
在
が
あ
る
か
ら
こ
そ
歌

舞
伎
は
成
り
立
って
い
ま
す
。

　

ミ
ニ
公
演
、衣
裳
解
説
の
後
は
、歌
舞
伎
の
成

り
立
ち
に
つ
い
て
の
解
説
が
あ
り
ま
し
た
。歌

舞
伎
は
徳
川
家
康
が
江
戸
幕
府
を
開
府
し
た

1
6
0
3
年
頃
、出
雲
の
阿
国
と
い
う
女
性
が

戦
乱
の
世
で
亡
く
な
っ
た
死
者
の
魂
を
鎮
め
る

た
め
に
踊
っ
た
念
仏
踊
り
が
起
源
だ
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。当
時
は
そ
の
踊
り
が
目
新
し
か
っ

た
こ
と
か
ら
、前
衛
的
な
、常
軌
を
逸
す
る
と

い
う
意
味
の「
か
ぶ
く
」と
い
う
言
葉
が
変
化

し「
歌
舞
伎
」と
名
付
け
ら
れ
た
と
解
説
が
あ

り
ま
し
た
。ま
た
歌
舞
伎
は
本
来
女
性
が
お
こ

し
た
も
の
で
す
が
、風
紀
上
の
問
題
か
ら
禁
止

に
な
り
、次
第
に
青
年
男
性
の
み
の
も
の
へ
と

　

三
味
線
と
お
囃
子
の
音
と
と
も
に
、ほ
ろ
酔

い
に
な
っ
た
若
い
娘
が
妖
艶
に
舞
う
。こ
れ
は
、

歌
舞
伎
の
女
方
舞
踊
の
代
表
的
な
曲
目「
藤

娘
」の一
幕
、藤
音
頭
の
シ
ー
ン
。藤
の
花
の
精

が
町
娘
に
化
身
し
て
、恋
の
楽
し
さ
や
う
れ
し

さ
、切
な
さ
を
踊
り
ま
す
。今
回
の
歌
舞
伎
レ

ク
チ
ャ
ー
は
、中
村
京
蔵
氏
に
よ
る「
藤
娘
」の

ミ
ニ
公
演
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　

歌
舞
伎
に
お
い
て
ひ
と
き
わ
目
を
引
く

の
が
、女
方
の
衣
裳
。ミ
ニ
公
演
の
後
に
は
、

曲
目
に
合
わ
せ
、藤
の
花
の
デ
ザ
イ
ン
を
あ

し
ら
っ
た
着
物
や
帯
に
つ
い
て
衣
裳
の
担
当

者
よ
り
解
説
が
あ
り
ま
し
た
。ま
た「
藤

「
藤
娘
」
ミ
ニ
公
演

歌
舞
伎
の

成
り
立
ち

床山によるかつらの解説

長唄「藤娘」の舞

7
月
15
日
㈯
、め
ぐ
ろ
パ
ー
シ
モ
ン
ホ
ー
ル
小
ホ
ー
ル
に

て
、歌
舞
伎
俳
優
・
中
村
京
蔵
氏
を
講
師
に
招
き
、歌
舞
伎

の
見
ど
こ
ろ
の
解
説
、ミ
ニ
公
演
を
通
じ
て
歌
舞
伎
の
魅

力
を
お
伝
え
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
歌
舞
伎
」に
親
し
む

伝
承
講
演
会

衣裳方による早変わりの仕掛けの解説

制作協力：（独）日本芸術文化振興会 国立劇場
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変
化
。そ
の
ス
タ
イ
ル
が
発
展
し
て
今
日
に
至
っ

て
い
る
そ
う
で
す
。

　

他
に
も
歌
舞
伎
と
切
り
離
せ
な
い
三
味
線
の

存
在
に
つ
い
て
も
語
ら
れ
ま
し
た
。三
味
線
を

使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、能
や
狂
言
に
は
な
か
っ
た

豊
か
な
音
楽
性
を
も
た
ら
し
、歌
舞
伎
と
と
も

に
発
展
し
て
いっ
た
と
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　

女
方
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
で
あ
る
中
村
京
蔵

氏
よ
り
、女
方
の
演
技
に
つ
い
て
実
演
を
交
え

な
が
ら
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
。男
性
の
骨

格
を
女
性
ら
し
く
見
せ
る
工
夫
と
し
て
、上
半

身
は
左
右
の
肩
甲
骨
を
合
わ
せ
、肩
の
力
を
抜

い
て
胸
を
張
る
こ
と
。そ
し
て
下
半
身
は
ひ
ざ

と
ひ
ざ
を
く
っつ
け
て
、歩
く
と
き
は
出
し
た
足

の
つ
ま
先
が
内
側
に
来
る
よ
う
に
よ
う
に
と
い

う
指
導
が
あ
り
ま
し
た
。レ
ク
チ
ャ
ー
参
加
者

の
中
か
ら
代
表
し
て
2
名
の
方
に
実
践
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
が
、姿
勢
を
保
つ
だ
け
で
も
難

し
く
、女
方
を
演
じ
る
俳
優
の
技
を
身
を
も
っ

て
感
じ
ま
し
た
。ま
た
感
情
表
現
に
つ
い
て
も

さ
ま
ざ
ま
な
ケ
ー
ス
を
例
に
出
し
て
解
説
を
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。泣
き
の
演
技
の
際
に
は
、

お
姫
様
や
若
い
娘
の
場
合
は
袖
を
使
っ
て
涙
を

拭
う
、奥
女
中
や
武
家
女
房
は
泣
き
紙
と
よ

ば
れ
る
紙
を
使
っ
て
顔
を
隠
す
な
ど
、演
じ
る

年
代
や
立
場
、時
代
背
景
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う

な
演
じ
方
を
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、詳
し

く
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、34
カ
国
60
都
市
以
上
で
公
演
を

行
っ
た
思
い
出
を
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。特

に
キ
ュ
ー
バ
で
公
演
を
し
た
際
は
8
0
0
人
の

定
員
が
溢
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
人
気
で
、地
元

の
楽
曲
に
あ
わ
せ
て
歌
舞
伎
を
披
露
し
た
際

は
と
て
も
盛
り
上
が
っ
た
と
振
り
返
ら
れ
ま

し
た
。

　

最
後
は
質
疑
応
答
が
設
け
ら
れ
、「
女
方
は

見
得（
み
え
）は
や
ら
な
い
ん
で
す
か
？
」「
頭
を

思
いっ
き
り
回
す
連
獅
子
は
目
が
回
ら
な
い
ん

で
す
か
？
」と
いっ
た
さ
ま
ざ
ま
な
質
問
が
飛

び
交
い
ま
し
た
。歌
舞
伎
を
初
め
て
ご
覧
に
な

る
方
か
ら
通
な
方
ま
で
、誰
も
が
楽
し
め
る
講

演
会
に
な
り
ま
し
た
。中
村
京
蔵
さ
ん
、ス
タ
ッ

フ
の
皆
さ
ん
に
改
め
て
お
礼
を
申
し
上
げ
ま

す
。興
味
が
湧
い
た
方
は
ぜ
ひ
、歌
舞
伎
の
公

演
に
も
足
を
運
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

次
回
以
降
も
伝
統
文
化
や
舞
台
芸
術
な
ど

で
み
な
さ
ん
に
喜
ば
れ
る
よ
う
な
企
画
を
し
て

ま
い
り
ま
す
。

女
方
の
演
技

海
外
で
の

公
演
経
験

女方の所作を体験

女方の所作指導

泣きの所作笑いの所作

藤娘のうしろ姿（ふの字帯）
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一
行
が
は
じ
め
に
訪
れ
た
の
は
飯
盛

山
。こ
こ
は
江
戸
時
代
末
期
に
起
こ
っ

た
戊
辰
戦
争
で
、悲
劇
の
舞
台
と
な
っ

た
場
所
で
す
。当
時
、会
津
藩
は
16
～

17
才
の
会
津
藩
士
子
弟
で
編
成
さ
れ

た
白
虎
隊
を
編
成
し
、新
政
府
軍
に
抵

抗
を
続
け
て
い
ま
し
た
。そ
の
中
の
二

番
隊
は
、戸
ノ
口
原
に
敵
を
迎
え
撃
つ

も
新
政
府
軍
の
猛
攻
に
敗
走
。そ
の
先

に
た
ど
り
着
い
た
の
が
飯
盛
山
で
し

た
。こ
こ
で
目
に
し
た
の
は
砲
煙
と
炎

に
包
ま
れ
た
城
下
。少
年
た
ち
の
間
で

は
入
城
す
べ
き
か
敵
軍
に
突
入
し
玉

砕
す
べ
き
か
激
論
が
交
わ
さ
れ
た
と
い

い
、最
後
に
は「
敵
の
圧
倒
的
戦
力
の
前

で
、捕
虜
に
な
っ
て
敵
の
恥
辱
を
受
け

る
よ
う
な
こ
と
と
な
れ
ば
、君
侯
と
祖

先
に
申
し
訳
が
立
た
な
い
」と
の
思
い

か
ら「
潔
く
自
刃
し
て
武
士
の
本
文
を

明
ら
か
に
す
る
」道
を
選
ん
だ
と
い
い

ま
す
。飯
盛
山
の
中
腹
に
あ
る
墓
地
に

は
、自
刃
し
た
十
六
士
と
先
に
戦
死
し

た
少
年
た
ち
の
墓
が
立
ち
並
ん
で
い
ま

す
。当
時
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
、剣
舞

を
見
学
し
ま
し
た
。

　

ま
た
飯
盛
山
内
に
あ
る
国
重
要
文

化
財
、会
津
さ
ざ
え
堂
の
見
学
も
行
い

ま
し
た
。こ
の
建
物
は
1
7
9
6
年
、飯

盛
山
に
あ
っ
た
正
宗
寺
と
い
う
お
寺
の

住
職
で
あ
っ
た
僧
郁
堂
が
考
案
し
た
建

物
で
す
。上
り
と
下
り
が
全
く
別
の
通

路
に
な
っ
て
い
る
一
方
通
行
の
構
造
に

よ
り
、た
く
さ
ん
の
参
拝
者
が
す
れ
違

う
こ
と
無
く
安
全
に
お
参
り
で
き
る
と

い
う
世
界
に
も
珍
し
い
建
築
様
式
を
採

用
し
て
い
ま
す
。

出
し
た
こ
の
地
に
、会
津
領
主
が
別
荘

を
建
て
た
の
が
始
ま
り
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。後
に
各
種
薬
草
を
栽
培
す
る
薬

草
園
が
設
け
ら
れ「
御
薬
園
」と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。戊
辰
戦
争
時

は
、こ
こ
が
新
政
府
軍
の
療
養
所
と
し
て

使
用
さ
れ
た
た
め
、戦
火
に
巻
き
込
ま

れ
ず
に
往
時
の
姿
を
と
ど
め
て
い
ま
す
。

　

御
薬
園
は
、江
戸
時
代
の
代
表
的

な
大
名
型
山
水
庭
園
と
し
て
国
の
名

勝
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。今
か
ら
約

6
0
0
年
前
の
室
町
時
代
、霊
泉
が
湧

　

会
津
武
士
道
を
中
心
と
し
た
会
津

の
歴
史
や
文
化
を
学
ぶ
た
め
、一
行
が
向

か
っ
た
の
は「
歴
史
感
動
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

会
津
武
家
屋
敷
」。そ
こ
で
会
津
の
郷
土

玩
具「
あ
か
べ
こ
」の
絵
付
け
体
験
を
楽

し
み
ま
し
た
。あ
か
べ
こ
は
そ
の
昔
、赤

い
色
は
病
魔
を
祓
う
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
し
た
。今
で
も
厄
除
け
や
疾
病
除
け

の
縁
起
物
と
し
て
、ま
た
お
み
や
げ
と
し

て
も
大
変
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
は
、2
3
0
0
坪
の
会
津
藩 

飯
盛
山

御
薬
園

会
津
武
家
屋
敷

十九士の墓の前で剣舞を見学

国重要文化財のさざえ堂さざえ堂内部のスロープ状の階段

大名型山水庭園の御薬園
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会津藩校日新館の前で

今回の伝承研修は、戊辰戦争時、白虎隊悲劇の舞台となった
飯盛山や、会津藩の歴代藩主がこよなく愛した国指定名勝会
津松平氏庭園 御薬園などを巡りながら、会津の歴史を学びま
した。

2023年8月31日㈭～ 9月1日㈮

偉人のふるさとを訪ねて（会津編）

幕末維新に
活躍した先人たち

伝承研修会
「ふるきよきものの伝承」



は
、茅
葺
き
屋
根
の
民
家
が
並
び
、江
戸

へ
向
か
う
大
名
や
旅
人
の
宿
駅
と
し
て

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。

30
軒
以
上
の
茅
葺
き
屋
根
の
民
家
が

並
ぶ
様
子
は
極
め
て
珍
し
く
、年
間
約

80
万
人
の
観
光
客
が
訪
れ
賑
わ
い
を
見

せ
て
い
ま
す
。そ
し
て
一
行
が
訪
れ
た

日
は
、茅
葺
き
屋
根
を
守
る
た
め
に
年

に
一
度
お
こ
な
わ
れ
る 「
一
斉
放
水
」の

日
。そ
の
迫
力
は
、思
わ
ず
感
嘆
の
声
が

上
が
る
ほ
ど
で
し
た
。

　

江
戸
時
代
の
町
並
み
を
今
に
残
す

宿
場「
大
内
宿
」。下
野
街
道
と
呼
ば
れ

る
会
津
と
日
光
を
結
ぶ
街
道
の
両
脇
に

　

長
い
年
月
を
か
け
て
自
然
が
作
り

出
し
た
こ
の
渓
谷
は
、塔
の
形
が
立
ち

並
ぶ
断
崖
と
い
う
意
味
か
ら「
塔
の
へ

つ
り
」と
名
づ
け
ら
て
い
ま
す
。へ
つ
り

と
は
地
元
の
言
葉
で
断
崖
の
こ
と
。塔

の
形
を
し
た
断
崖
ま
で
吊
り
橋
が
架

け
ら
れ
、断
崖
内
部
の
一
部
を
見
学
す

る
こ
と
も
で
き
、そ
の
特
異
な
形
か
ら
、

国
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い

ま
す
。塔
の
へ
つ
り
に
は
、形
状
に
よ
っ

て
様
々
な
岩
の
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま

す
。一
行
は
ど
ん
な
名
前
の
岩
な
の
か

考
え
な
が
ら
、見
学
を
進
め
ま
し
た
。

　

次
に
一
行
が
足
を
運
ん
だ
の
は
、会

津
藩
校
日
新
館
。こ
こ
は
人
材
の
育
成

を
目
的
に
1
8
0
3
年
に
建
設
さ
れ

た
会
津
藩
の
最
高
学
府
で
、藩
士
の
子

弟
は
10
歳
で
入
学
し
て
学
問
や
武
道

に
励
み
、心
身
の
鍛
錬
に
努
め
ま
し
た
。

武
道
場
や
天
文
台
、日
本
最
古
の
プ
ー

ル
と
い
わ
れ
る
水
練
水
馬
池
な
ど
が
あ

り
、新
島
八
重
の
実
兄
・
山
本
覚
馬
や

白
虎
隊
の
少
年
達
を
は
じ
め
、多
く
の

優
秀
な
人
材
を
輩
出
し
ま
し
た
。

　
一
行
が
最
後
に
向
か
っ
た
の
は
、世
界

各
国
で
流
行
し
た
感
染
症
の
研
究
に
生

涯
を
捧
げ
た
野
口
英
世
の
生
涯
と
業
績

を
紹
介
す
る
野
口
英
世
記
念
館
で
す
。

野
口
英
世
は
1
8
7
6
年
に
福
島
県
猪

苗
代
に
生
ま
れ
、1
歳
半
の
時
に
左
手

に
大
や
け
ど
を
負
い
ま
し
た
が
、後
に
受

け
た
左
手
の
手
術
に
よ
り
医
学
の
す
ば

ら
し
さ
を
実
感
し
、医
者
の
道
を
志
し

ま
し
た
。ア
メ
リ
カ
の
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー

医
学
研
究
所
を
拠
点
に
世
界
で
活
躍

し
、ノ
ー
ベ
ル
賞
の
候
補
に
も
挙
が
っ
た

偉
人
で
す
。一
行
は
記
念
館
で
そ
の
歴
史

を
学
ぶ
と
と
も
に
、体
験
型
の
展
示
を

楽
し
み
ま
し
た
。

大
内
宿

塔
の
へ
つ
り

会
津
藩
校
日
新
館

野
口
英
世
記
念
館

家
老
西
郷
頼
母
邸
を
復
元
し
た
施
設
を

見
学
。け
や
き
・
ひ
の
き
・
杉
材
を
使
用

し
た
和
様
建
築
の
豪
華
壮
大
な
造
り
と

な
っ
て
お
り
、幕
末
の
時
代
に
タ
イ
ム
ス

リ
ッ
プ
し
た
よ
う
な
感
覚
を
味
わ
い
ま

し
た
。

野口英世の生家資料を見学する参加者

あかべこの絵付け体験

形状によって様々な岩の名がついています

会津藩の生活が偲ばれる

講話を熱心に聴く参加者日本最古のプールといわれる水練水馬池天文台から全景を望む

江戸時代へタイムスリップ年に一度おこなわれる一斉放水

　

会
津
の
歴
史
や
文
化
を
巡
り
、ま
る

で
当
時
へ
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
を
し
た
か

の
よ
う
な
感
覚
に
も
な
っ
た
今
回
の

旅
。一
行
は
そ
の
余
韻
を
残
し
な
が
ら
、

帰
路
に
つ
き
ま
し
た
。
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（
出
所
： 

文
化
デ
ジ
タ
ル

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー 

舞
台
芸
術
教
材 

大
衆
芸
能
編 

寄
席
）

https://w
w

w
2.ntj.jac.go.jp/

dglib/contents/learn/edc20/index.htm
l

　
「
講
談
」「
落
語
」は
こ
と
あ
る
ご
と
に
比
較
さ

れ
て
い
ま
す
。そ
の
違
い
は
いっ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
。簡
単
に
言
っ
て
し
ま
え
ば「
落
語
」

が
会
話
に
よ
って
成
り
立
つ
芸
で
あ
る
の
に
対
し
、

「
講
談
」は
話
を
読
む
芸
と
い
う
言
い
方
が
で
き

ま
す
。も
ち
ろ
ん
、読
む
と
いっ
て
も
単
な
る
朗
読

と
は
違
い
、独
特
の
調
子
と
小
道
具
の
使
い
方
で

展
開
さ
れ
る
わ
け
な
の
で
す
。よ
く
使
わ
れ
る
小

道
具
と
し
て
優
実
な
の
が
張
り
扇
と
釈
台
で
す
。

張
り
扇
で
釈
台
を
パ
パ
ン
と
い
う
音
を
響
か
せ
て

調
子
よ
く
語
り
ま
す
。こ
の
小
道
具
を
巧
み
に

使
っ
た
芸
こ
そ「
講
談
」な
ら
で
は
の
も
の
で
す
。

ま
た
、「
講
談
」は「
落
語
」と
比
較
し
て
歴
史
が

古
く
、奈
良
、平
安
の
頃
に
そ
の
原
型
が
見
ら
れ

ま
す
。た
だ
し
、一般
に
よ
く
知
ら
れ
る「
講
談
」の

は
じ
ま
り
は「
太
平
記
読
み
」と
さ
れ
て
い
ま
す
。

食
に
困
っ
た
浪
人
が
老
若
男
女
を
集
め
て「
太
平

記
」を
読
ん
で
聞
か
せ
た
と
い
う
も
の
で
す
。こ
れ

が「
講
談
」の
ル
ー
ツ
で
す
。

　

張
り
扇
で
釈
台
を
た
た
き
、調
子
よ
く
メ
リ
ハ
リ

を
つ
け
て
語
り
ま
す
。「
講
談
」は
何
よ
り
も
そ
の
リ

ズ
ム
が
命
で
す
。リ
ズ
ミ
カ
ル
な
話
芸
の
妙
味
に
よっ

て
、ど
ん
な
荒
唐
無
稽
な
お
話
し
で
も
嘘
いつ
わ
り

の
な
い
本
当
の
出
来
事
の
よ
う
に
思
わ
せ
て
し
ま
い

ま
す
。「
講
釈
師
見
て
き
た
よ
う
な
嘘
を
つ
き
」「
講

釈
師
扇
で
嘘
を
た
た
き
出
し
」と
は
昔
か
ら
よ
く

使
わ
れ
る
言
葉
で
す
。嘘
の
こ
と
も
本
当
に
し
て
し

ま
う
話
芸
のマ
ジ
ッ
ク
。そ
こ
に
こ
そ
講
談
最
大
の

魅
力
が
あ
る
の
で
す
。

　
「
こ
の
紋
所
が
目
に
入
ら
ぬ
か
！
」今
で
も
ド
ラ

マ
で
人
気
者
の
水
戸
黄
門
。も
と
も
と
江
戸
時
代

に「
黄
門
漫
遊
記
」の
タ
イ
ト
ル
が
講
談
で
扱
わ
れ

た
こ
と
が
人
気
を
得
た
き
っ
か
け
で
す
。以
来
、実

際
に
は
旅
行
な
ど
めっ
た
に
し
な
かっ
た
黄
門
様
は

ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー
の
道
を
歩
き
始
め
ま
し
た
。そ
の

他
、大
岡
越
前
、国
定
忠
治
、柳
生
十
兵
衛
、清
水

次
郎
長
な
ど
映
画
、テ
レ
ビ
の
ヒ
ー
ロ
ー
た
ち
の
活

躍
も
講
談
が
生
み
の
親
と
い
え
ま
す
。い
わ
ば
講

談
は
話
の
宝
庫
。一度
高
座
を
お
聞
き
に
な
れ
ば
話

の
収
集
家
に
な
れ
る
こ
と
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

（
出
所
：
講
談
協
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

https://kodankyokai.jp/

　

講
談
は
お
も
に
武
将
や
偉
人
の
物
語
な
ど
、歴

史
に
ち
な
ん
だ
話
を
、座
って一人
で
読
み
聞
か
せ
る

芸
で
す
。釈
台
と
い
う
机
を
前
に
置
き
、戦
物
語
を

読
む
と
き
は
、そ
の
上
に
本
を
の
せ
て
読
み
進
み
ま

す
。和
紙
で
作
った
張
り
扇
と
い
う
も
の
で
釈
台
を

た
た
い
て
、読
む
調
子
を
助
け
た
り
も
し
ま
す
。特

に
戦
い
の
場
面
で
は「
修
羅
場
」と
い
う
、リ
ズ
ミ
カ
ル

な
読
み
方
を
す
る
の
が
特
徴
で
す
。現
在
で
は
観

客
の
好
み
に
合
わ
せ
て
、さ
ま
ざ
ま
な
演
目
が
加
え

ら
れ
、外
国
の
物
語
も
演
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、

現
代
が
舞
台
と
な
る
な
ど
、新
し
い
演
目
も
生
ま

れ
て
い
ま
す
。

　

軍
談
な
ど
を
通
じ
て
、歴
史
か
ら
教
訓
を
学
ぶ

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
も
の
が
話
芸
を
楽
し
む

も
のへ
と
変
化
し
て
いっ
た
の
は
、江
戸
時
代
半
ば
か

ら
後
期
に
か
け
て
の
こ
と
で
す
。軍
談
の
よ
う
な
堅

い
歴
史
も
の
だ
け
で
な
く
、世
相
風
俗
を
描
く
分

か
り
や
す
い
内
容
の
も
の
も
演
じ
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。明
治
に
な
る
と
講
談
か
ら
歌
舞
伎

の
題
材
と
な
る
演
目
も
生
ま
れ
ま
す
。ま
た
、政

治
を
批
判
す
る
講
談
を
専
門
に
読
む
講
談
師
も

現
れ
ま
し
た
。

９
月
16
日
㈯
、め
ぐ
ろ
パ
ー
シ
モ
ン
ホ
ー
ル
小
ホ
ー
ル

に
て
、講
談
協
会 

宝
井
琴
桜
、宝
井
琴
星
、宝
井
琴
鶴
、宝

井
梅
湯
、宝
井
小
琴
に
よ
る
講
談
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

宝
井
派
で
聴
く

武
士
道

伝
承
講
演
会

講
談
と
は
？

講
談
を
楽
し
む

３
つ
の
ポ
イ
ン
ト

お
も
に
歴
史
に
ち
な
ん
だ
物
語
を

読
み
聞
か
せ
る
芸

其
の
壱

「
講
談
」と「
落
語
」は

ど
う
違
う
の
？

其
の
弐

講
釈
師
、見
て
き
た
よ
う
な
噓
を
つ
き

「
パ
パ
ン
、パ
ン
、パ
ン
、パ
ン
」

其
の
参

黄
門
様
も
講
談
が
本
家
本
元

歴
史
に
学
ぶ
も
の
か
ら

話
芸
を
楽
し
む
も
の
へ
と
変
化
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演
目

徳
川
家
康「
鯉
の
御
意
見
」

　 

天
下
取
り
は
、殿
に
意
見
す
る
家
臣
が
　

あ
っ
た
れ
ば
こ
そ

演
目

太
閤
記
よ
り「
明
智
左
馬
之
介
　
湖
水
渡
り
」

　 

山
崎
合
戦
の
敗
軍
の
将
、武
士
の
散
り
　

際
と
は
い
か
に

演
目

謡
曲
よ
り「
義
経
佐
藤
館
」

　 

源
義
経
の
一
行
は
奥
州
へ
の
道
中
、佐
藤

館
に
て
忠
臣
の
老
婆
に
接
待
を
受
け
る

演
目

加
賀
騒
動
よ
り「
服
部
と
稲
垣
の
武
士
気
質
」 

　 

加
賀
前
田
六
代
目
藩
主
の
頃
、お
家
横
　

領
を
企
む
大
槻
伝
蔵
が
暗
躍
す
る
…

　

今
回「
初
め
て
講
談
を
観
た
」と
い
う
方
が
結

構
い
て
、張
り
扇
の
迫
力
に
驚
い
た
方
も
い
た
よ
う

で
す
。琴
鶴
さ
ん
に
講
談
の
小
道
具
に
つい
て
伺
い

ま
し
た
。

ー
講
談
で
は
落
語
と
は
違
う
小
道
具
を
お
使
い

で
す
。ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
？

　

張は
り
お
う
ぎ

り
扇
と
い
う
小
道
具
を
打
ち
な
が
ら
語
る

の
が
一
般
的
で
す
。代
わ
り
に
拍
子
木
と
い
う
小

さ
な
木
片
を
用
い
る
人
も
い
ま
す
。話
に
よ
って
使

い
分
け
る
場
合
も
。反
対
側
に
は
白
扇
を
置
き
、

合
い
の
手
と
し
て
叩
い
た
り
、所
作
な
ど
に
用
い

ま
す
。

ー
ど
の
よ
う
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
お
使
い
に
な
る

の
で
し
ょ
う
か
？

　

話
に
緩
急
を
つ
け
る
効
果
的
な
演
出
と
し
て
、

ま
た
は
場
面
転
換
に
用
い
ま
す
。「
呼
吸
」「
間
」と

いっ
た
感
覚
を
重
視
し
、同
じ
演
目
で
も
、そ
の
日

の
お
客
様
と
の
呼
吸
、場
の
空
気
感
に
よ
り
、叩
き

方
は
変
化
し
ま
す
。即
興
性
の
あ
る
ジ
ャ
ズ
に
通

じ
る
感
覚
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ー
講
談
師
の
方
は
そ
れ
ぞ
れ
ご
自
身
の
も
の
を

お
持
ち
に
な
ら
れ
て
い
る
の
で
す
か
？

　

各
講
談
師
が
手
作
り
し
ま
す
。芯
は
、日
舞
用

の
扇
子
を
割
っ
た
も
の
や
、竹
を
細
く
切
っ
た
も
の

と
厚
紙
を
用
い
ま
す
。周
り
の
和
紙
は
西
ノ
内
と

い
う
銘
柄
が
多
い
。宝
井
梅
湯
さ
ん
の
Ｙｏｕ
Ｔｕ
ｂ

ｅ
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
も
、張
り
扇
の
制
作
を
公
開
し
て

い
ま
す
。

ー
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。最
後
に
読
者
に

一言
お
願
い
し
ま
す
。

　

宝
井一門
と
ひ
と
口
に
言
い
ま
し
て
も
、各
人
の

芸
風
の
違
い
、特
徴
も
感
じ
て
い
た
だ
け
た
か
と
思

い
ま
す
。難
し
く
感
じ
る
言
葉
遣
い
も
、聴
き
慣
れ

れ
ば
心
地
よ
く
な
る
こ
と
も
。今
回
を
入
口
と
し

て
、ど
う
ぞ
ま
た
、講
談
に
親
し
ん
で
頂
け
ま
し
た

ら
幸
い
で
す
。

　

今
回
、当
財
団
と
し
て
初
め
て
講
談

会
を
単
独
で
開
催
し
ま
し
た
。お
客
様

も
初
め
て
ご
覧
に
な
っ
た
方
が
多
か
っ
た

よ
う
で
す
が
、ぜ
ひ
ま
た
観
た
い
、次
回
開

催
を
期
待
と
の
声
も
た
く
さ
ん
い
た
だ

き
ま
し
た
。今
後
も
歴
史
伝
承
の
観
点

か
ら
講
談
を
広
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。最
後
に
、ご
協
力
い
た
だ
い
た
目

黒
区
芸
術
文
化
振
興
財
団
、講
談
協
会

の
皆
さ
ん
に
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

宝
井
琴
桜

宝
井 

琴
星

宝
井
琴
鶴

宝
井 
梅
湯

出
演
者
と
演
目

神奈川県横浜市生まれ。講談
協会理事・事務局長。1985年
真打昇進。時代ものから現代の
世相を反映したものまで多くの
新作講談を創作し、その面白さ
には定評がある。

講談協会所属真打。神奈川県横
浜市生まれ。2019年10月14日、真
打昇進し、五代目宝井琴鶴を襲名。
持ちネタは、「塚原卜伝」「三方ヶ原軍
記」など約150席。各寄席や地域寄
席、演芸会、各種イベントに出演中。

琴
鶴
さ
ん
の

小
道
具
解
説

秋田県横手市生まれ。講談協会
常任理事。1975年女性初の真打
となる。「瓜生岩子伝」「日本女医
誕生記」「平塚らいてう伝」など、助
成の偉人伝を数多く創作し口演、
好評を得ている。

山形県生まれ。2010年2月宝井
琴梅に入門。古き良き読み物を現
代に甦らせ、後世に残すべく毎月
軍談読み、連続物の勉強会を開
催、年間250席近くの高座をこな
している。来春真打昇格予定。

宝井小琴
（前講）

釈台

小道具
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デジタル一眼レフカメラ講座（その8）

2023年9月5日㈫～ 6日㈬

写真展「わたしの見つけた瞬間」vol.8 10月23日㈪～ 31日㈫
於中目黒GTギャラリー

枚数を撮って、突き詰める

　座学では、基本の構図、カメラの構え方、機能や設定について
学びました。講師の穴吹先生は「最近、日の丸構図（真ん中に被
写体を大きく映す）は好まれなくなってきましたが、何を伝えた
いかがわかりやすく良い構図です。良いものがあったら、兎に角
シャッターを切る、引いたり寄ったり、何枚も撮り突き詰めること
が大切です」と言われていました。手振れをしてもＮＧではなく、
後から見返したとき、良い写真となることもあるなどと、新たな知
見を得ることができました。
　撮影会では、思い思いにシャッターを切っていました。同じ被
写体を撮影しても、人によって全く異なる作品となっていました。

写真撮影は、個々の感性や視点によって異なる作品が生まれる
ものです。人それぞれのアイデアや技術が反映されています。朝、
早起きされて、朝焼けを撮影するなど、受講者の皆さんは熱意を
持って撮影に取り組まれていました。
　今回も日本大学藝術学部写真学科の3名の学生にお手伝いい
ただきました。座学や撮影会での質問に丁寧に答えていただきま
した。また、その一人から「ブレは、心が動いた瞬間」との名言が
飛び出すなど、場を盛り上げていただきました。
　これからも、講座を通じて、写真撮影の楽しさを共有していき
たいと存じます。

今年で8回目となる講座は、日本大学藝術学部写真学科准教授 穴吹有希先生を迎えて開催されました。
熱海の起雲閣、MOA美術館にて撮影会が行われました。

誌上写真展

・室内撮影のときは、曇りの天気が良い 　　 室内の明るさと風景の明るさが近くなり、どちらも活かせる
・四隅に気を付ける 　　 撮影後にトリミングするのではなく、しっかりと四隅を意識してシャッターを切る
・風景に人を入れる 　　 小さくとも人を入れれば、ストーリーのある風景写真となる

穴吹先生からのワンポイントアドバイス

8
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メ
デ
ィ
ア
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の

橋
本
典
久
氏
に
よ
る
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
が
、2
0
2
3
年
6

月
15
日
㈭
～
16
日
㈮ 

熊
本
県

上
益
城
郡
益
城
町
立
広
安
小
学

校
と
７
月
５
日
㈬ 

宮
城
県
松

島
町
立
松
島
第
五
小
学
校
で
行

わ
れ
ま
し
た
。

　

回
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら

ず
、絵
が
止
ま
っ
て
見
え
る
、ま

た
は
動
い
て
見
え
る「
お
ど
ろ

き
盤
」と
複
数
の
写
真
を
回
転

さ
せ
る
こ
と
で
動
画
に
見
え
る

「
プ
ラ
ク
シ
ノ
ス
コ
ー
プ
」を
制

作
し
ま
し
た
。

　

広
安
小
学
校
で
は
、オ
ン
ラ

イ
ン
授
業
で
1
2
0
名
の
生
徒

が
一
斉
に「
お
ど
ろ
き
盤
」
を

作
り
ま
し
た
。子
ど
も
た
ち
は
、

オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
に
慣
れ
て
い

て
、先
生
の
問
い
か
け
に
、大
き

く
手
を
挙
げ
る
な
ど
上
手
に
応

え
て
い
ま
し
た
。

　

橋
本
氏
は
制
作
過
程
で
ど
う

見
る
か
を
生
徒
た
ち
に
考
え
さ

せ
る
こ
と
を
心
掛
け
進
め
ら
れ

て
い
ま
し
た
。「
め
っ
ち
ゃ
動
い

て
い
る
」「
お
も
し
ろ
ー
い
」な

ど
生
徒
か
ら
歓
声
が
あ
が
っ
て

い
ま
し
た
。終
わ
り
の
挨
拶
で

は「
難
し
か
っ
た
け
ど
、先
生
の

話
を
聞
い
て
作
る
こ
と
が
で
き

て
楽
し
か
っ
た
」「
ゲ
ー
ム
や
ス

マ
ホ
が
な
い
昔
の
時
代
に
、い

ろ
ん
な
発
想
が
あ
っ
た
こ
と
に

驚
い
た
」な
ど
の
感
想
が
子
ど

も
た
ち
か
ら
あ
り
ま
し
た
。

　

映
像
の
起
源
に
触
れ
、そ
れ

が
現
代
の
テ
レ
ビ
や
ス
マ
ホ
の

動
画
に
発
展
し
て
い
る
こ
と
を

体
験
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

2
0
2
3
年
6
月
1
日
㈭
宮

城
県
松
島
町
立
松
島
第
一
小
学

校
に
、声
楽
家
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
派

遣
を
行
い
ま
し
た
。こ
の
事
業

は
、普
段
な
か
な
か
触
れ
る
機

会
の
な
い
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
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

本
来
は
音
楽
室
や
多
目
的
室
な

ど
教
室
で
行
う
の
で
す
が
、コ
ロ

ナ
感
染
症
対
策
の
た
め
体
育
館

で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

緊
張
し
な
が
ら
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
の
登
場
を
そ
わ
そ
わ
し
な
が

ら
待
ち
わ
び
て
い
た
子
ど
も
た

ち
で
し
た
が
、ド
レ
ス
や
正
装
を

し
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
見
て
、思

わ
ず「
う
わ
ぁ
～
」と
声
が
こ
ぼ

れ
、目
を
キ
ラ
キ
ラ
さ
せ
て
い
ま

し
た
。

　

初
め
て
プ
ロ
の
演
奏
を
目
の

当
た
り
に
し
た
子
ど
も
た
ち

は
、そ
の
響
き
渡
る
声
楽
家
の

澄
み
切
っ
た
の
び
や
か
な
歌
声

や
、力
強
く
し
な
や
か
に
音
を

奏
で
る
ピ
ア
ノ
演
奏
に
驚
い
た

り
、感
動
し
た
り
し
て
い
ま
し

た
。宮
城
県
ゆ
か
り
の
詩
人
、土

井
晩
翠
の「
荒
城
の
月
」も
演
奏

し
、先
生
方
も
大
変
よ
ろ
こ
ん
で

い
ま
し
た
。

　

演
奏
を
聴
い
た
子
ど
も
た
ち

の
中
か
ら
将
来
プ
ロ
の
演
奏
家

が
誕
生
し
、こ
の
声
楽
家
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
派
遣
が
そ
の
一
助
と

な
れ
ば
大
変
よ
ろ
こ
ば
し
い
こ

と
で
す
。

力強くしなやかな
演奏を披露した
ピアノ 古川かりん先生

オンラインで手を挙げて反応する生徒

おどろき盤を考えながら作る生徒

プラクシノスコープ素材を撮影する生徒

声楽家アーティスト派遣

のびやかな歌声を披露したテノール 布施雅也先生

響き渡る美しい歌声を披露した
ソプラノ 荒牧小百合先生

メディアアーティスト派遣

オンラインでおどろき盤を説明する橋本氏



財
団
ニ
ュ
ー
ス

佐
々
木 

亨	

北
海
道
大
学
大
学
院

	

特
任
教
授　

　　　　

当
財
団
で
は
、6
年
間
に
わ
た
り

フ
ォ
ー
レ「
レ
ク
イ
エ
ム
」、創
作
オ
ペ
ラ

「
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
」の
合
唱
に
取
り
組

ん
で
き
ま
し
た
が
、2
0
1
8
年
度
よ
り

装
い
も
新
た
に「
北
野
財
団
混
声
合
唱

団
」と
し
て
出
発
い
た
し
ま
し
た
。今
年

度
も
公
募
で
集
ま
っ
た
合
唱
団
員
約
40

名
出
席
の
も
と
、結
団
式
が
10
月
4
日

（
水
）中
目
黒
Ｇ
Ｔ
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル
で
開

催
さ
れ
ま
し
た
。合
唱
指
導
の
荒
牧
小

百
合
先
生
、竹
内
雅
挙
先
生
、ピ
ア
ノ
伴

奏
の
越
前
皓
也
先
生
、矢
野
里
奈
先
生

の
ご
紹
介
が
あ
り
、「
初
め
て
歌
う
曲
ば

か
り
で
難
し
い
と
思
い
ま
す
が
、今
回
は

分
割
練
習
で
は
な
く
す
べ
て
全
体
練
習

で
す
の
で
大
丈
夫
で
す
。コ
ン
サ
ー
ト
ま

で
休
ま
な
い
で
練
習
し
ま
し
ょ
う
」と

お
話
が
あ
り
ま
し
た
。そ
の
後
、作
曲
家

で
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
真
島
圭
先
生
に
よ
る

講
演
会「
言
葉
を
歌
う
、音
を
創
る
～
私

の
合
唱
体
験
を

通
し
て
」
が
行

わ
れ
、小
中
学

生
の
こ
ろ
に
作

曲
し
た
と
は
思

え
な
い
素
晴
ら

し
い
楽
曲
を
演

奏
さ
れ
た
り
、

第
45
回
懸
賞
論
文

「
趣
味　

広
げ
る
世
界
・

広
が
る
世
界
」入
賞
者
が
決
定

　

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

「
趣
味　

広
げ
る
世
界
・
広
が
る
世
界
」

で
す
。日
本
全
国
は
も
と
よ
り
世
界

か
ら
五
八
七
編
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

厳
正
な
審
査
の
結
果
、入
賞
者
は
次
の

方
々
に
決
ま
り
ま
し
た
。

同
じ
曲
に
4
つ
の
歌
詞
を
当
て
は
め
て

演
奏
し
、ど
の
歌
詞
が
そ
の
曲
に
相
応

し
い
か
団
員
の
み
な
さ
ん
に
挙
手
さ
せ

た
り
、大
変
楽
し
い
講
演
会
と
な
り
ま

し
た
。

　

コ
ン
サ
ー
ト
は
3
月
10
日（
日
）め
ぐ

ろ
パ
ー
シ
モ
ン
ホ
ー
ル
小
ホ
ー
ル
で
開

催
さ
れ
ま
す
。

　

当
財
団
で
は
、公
益
財
団
法
人 

目
黒

区
芸
術
文
化
振
興
財
団
が
主
催
し
て
い

る「
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
」に
協

賛
し
て
い
ま
す
。こ
の
事
業
は
、目
黒
区

内
の
小
中
学
校
に
様
々
な
分
野
の
ア
ー

テ
ィ
ス
ト（
声
楽
家
、ピ
ア
ニ
ス
ト
、三
味

線
、尺
八
、和
太
鼓
、管
楽
器
、弦
楽
器
、マ

リ
ン
バ
、フ
ラ
メ
ン
コ
等
）を
派
遣
し
、観

て
・
聴
い
て
、感
じ
て
、芸
術
文
化
に
触
れ

て
一
緒
に
楽
し
む
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。子
ど
も
た
ち
は
、初
め
て
観
る

プ
ロ
の
演
奏
や
踊
り
に
目
を
キ
ラ
キ
ラ

さ
せ
て
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。

ご
報
告

　

今
年
度
も
生
涯
教
育
研
究
助
成
金
の

公
募
が
行
わ
れ
、生
涯
教
育
に
関
す
る

調
査
・
研
究
を
す
る
多
く
の
方
々
の
中

か
ら
、研
究
助
成
金
選
考
委
員
会
に
よ

る
厳
正
な
審
査
の
結
果
、対
象
者
が
決

定
い
た
し
ま
し
た
。今
後
の
研
究
が
大

き
な
成
果
に
繋
が
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

河
村 

優
詞 	

 

八
王
子
市
立

宇
津
木
台
小
学
校

主
任
教
諭

大
重 

育
美	

 

長
崎
県
立
大
学 

教
授

古
田 

梨
乃	

新
潟
大
学 

准
教
授

道
山 

知
成	

周
南
公
立
大
学 

助
教

川
地 

亜
弥
子 	 

神
戸
大
学
大
学
院 

准
教
授

柴
山 

慧	
 

環
太
平
洋
大
学 

准
教
授

吉
村 
春
美	

 

N
P
O
法
人 

学
校
の
話
を
し
よ
う　

代
表
理
事

辻 

大
士 	

 

筑
波
大
学 

助
教

成
瀬 

喜
則	

 

富
山
大
学 

学
長
特
命
補
佐

（
客
員
教
授
）

安
達 

有
梨	

 

桃
山
学
院
教
育
大
学

 

助
教

荒
木 

志
伸	

 

山
形
大
学

 

助
教

北
野
財
団
混
声
合
唱
団

結
団
式
開
催

ア
ウ
ト
リ
ー
チ

プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
協
賛

賞 作品名 氏名 居住地

１席 つながる世界 立石　俊夫 長野県伊那市

2席

趣味と特技、そしてhobby 鵣飼　真唯花 東京都練馬区

九十歳の母は今も進化中 伊藤　美智子 宮城県仙台市

いくつでも、いくらでも 見澤　富子 埼玉県所沢市

3席

思い出した夢 関本　康人 神奈川県藤沢市

終わりなき学びの道 吉田　結花 神奈川県横浜市

学びたい理由 古井　香澄 三重県名張市

「ふたりの私」 増田　晴奈 佐賀県佐賀市

めでたい気の満ちる部屋で 境井　絵里香 山口県岩国市

佳作

趣味の角度 溝部　名緒子 和歌山県和歌山市

趣味と過去のわたしの崩壊 藤原　政子 滋賀県草津市

フラメンコで広がる世界、広げる世界 堀内　典子 神奈川県川崎市

汗をかいて知った。だいじなこと 小田　陽子 茨城県つくば市

趣味は突然湧いてでて 濵元　たまき 埼玉県川越市

語り継ぐもの 鈴木　大輔 鹿児島県鹿児島市

言葉がもたらす豊かさ 松原　英子 東京都豊島区

けん玉 倉谷　恵子 富山県富山市

手話で次々と聞く扉～そしてチェレンジへ 織茂　麻子 宮城県仙台市

手にしているのはエレキです 高橋　秀和 大阪府大阪市

2
0
1
９
年
度 

生
涯
教
育

研
究
助
成
金
対
象
者
が
決
定

10

素晴らしい音色を奏でる
演奏家

アウトリーチで
は初めてのフラ
メンコ開催

演奏を交えて楽しく講演した
真島圭先生



　

当
財
団
で
は
、成
績
優
秀
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、残
念
な
が
ら
経
済
的

に
恵
ま
れ
て
い
な
い
学
生
に
、学
習
の

機
会
を
与
え
、日
本
と
の
友
好
関
係
を

築
く
礎
に
な
れ
ば
、と
の
想
い
か
ら
外

国
人
奨
学
生
制
度
を
行
っ
て
い
ま
す
。

1
9
9
9
年
、中
国
天
津
の
南
開
大
学

か
ら
始
ま
っ
た
こ
の
制
度
は
、現
在
で

は
中
国
、ベ
ト
ナ
ム
、イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
に
展
開
し
て
い
ま
す
。

　

9
月
に
ベ
ト
ナ
ム
と
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
P
O
L
I
N
E
S
大
学
そ
れ
ぞ
れ

で
奨
学
金
授
与
式
が
行
わ
れ
、奨
学
生

一
人
ひ
と
り
に
証
書
が
手
渡
た
さ
れ

ま
し
た
。

　

財
団
で
は
、こ

れ
か
ら
も
多
く

の
学
生
に
学
習

の
機
会
を
与
え

る
た
め
、奨
学
助

成
を
続
け
て
い

き
ま
す
。

外
国
人
奨
学
生

奨
学
金
授
与
式

お
知
ら
せ

生涯教育だより　第133号
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　日光東照宮は、1617年、徳川幕府初
代将軍徳川家康公をお祀りするため
に建立された55棟の社殿群からなる
歴史的な神社です。「日光の社寺」とし
て日光二荒山神社、日光山輪王寺とと
もに1999年12月「世界文化遺産」に
登録されました。
　日光東照宮の最も印象的な特徴
の一つは、豪華な建築様式で知られる

「陽明門」です。この社殿は豪華絢爛
な彫刻や金箔で装飾され、徳川将軍
家の栄光と権威を象徴しています。そ
の美しい屋根、鮮やかな色彩、そして彫
刻された龍や鳳凰など細部へのこだわ
りは、日本の建築美の最高峰と言える
でしょう。
　東照宮には有名な彫刻が
数多くあります。そのうちの一つ

「三猿」は、聞かざる（聞かない）、
見ざる（見ない）、言わざる（言わ
ない）を象徴する三体の猿で、
悪口や悪意を遠ざけると信じら
れています。この象徴的なモチー
フは、訪れる人々 に賢明さと善意
を思い出させ、一般的には「守

り猿」として親しまれています。また、
「眠り猫」は、猫をシンボルとしています
が、同時に雀も彫られていて、この両者
が共存していることから平和の象徴と
して多くの人々がその姿を楽しんでい
ます。
　東照宮は、徳川幕府の歴史と日本
の文化に深く根付いており、「天才芸術
家による傑作」と「自然と一体となった
宗教空間」が評価され、登録となりま
した。その建築や彫刻、自然美は多くの
人々に感銘を与えています。日本の歴
史と伝統に興味を持つ方や美しい景
観を楽しみたい方にとって、日光東照宮
は訪れる価値がある場所の一つです。

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、様々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。

日光東照宮（栃木県）

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。

こ ◦ ち ◦ ら ◦ 編 集 室
　

今
年
の
夏
は
例
年
に
な
い
ほ
ど
猛
暑
が
続
き
ま
し
た
。８
月

末
に
行
っ
た
会
津
へ
の
伝
承
研
修
は
、本
来
2
0
2
0
年
開
催

の
予
定
で
し
た
が
コ
ロ
ナ
禍
で
延
期
し
、じ
つ
に
４
年
ぶ
り
の

開
催
と
な
り
ま
し
た
。36
度
を
越
え
る
蒸
し
暑
さ
の
中
、参
加

者
は
歴
史
と
伝
統
の
学
び
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。久

し
ぶ
り
に
マ
ス
ク
を
外
し
た
み
な
さ
ま
の
清
々
し
い
素
敵
な
笑

顔
を
拝
見
す
る
こ
と
が
で
き
て
、大
変
う
れ
し
く
存
じ
ま
す
。

　

や
っ
と
日
常
が
戻
り
、「
歌
舞
伎
」の
講
演
会
で
は
参
加
者
に

ス
テ
ー
ジ
上
で
所
作
体
験
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。そ
の
他
、「
講
談
」の
講
演
会
や「
メ
デ
ィ
ア
」「
声
楽
家
」

等
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
派
遣
も
予
定
通
り
開
催
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
も
財
団
は
、「
い
つ
で
も 

ど
こ
で
も 

だ
れ
で
も
学

べ
る
」を
モ
ッ
ト
ー
に
、み
な
さ
ま
が
安
心
し
て
参
加
で
き
る

様
々
な
研
修
会
、講
演
会
を
数
多
く
企
画
し
、学
べ
る
機
会
を

提
供
し
て
ま
い
り
ま
す
。ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

２
０
２
３
年

10
月

　

●
理
事
会

　

●
美
術
研
修（
小
樽
・
札
幌
）

第
51
期 

主
要
行
事
の
ご
案
内

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「
趣
味　

広
げ
る
世
界
・
広
が
る

世
界
」発
刊

　

●
メ
デ
ィ
ア
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
派
遣（
気
仙
沼
市
）

12
月

　

●
彫
刻
奨
学
生
彫
刻
作
品
展

　

●
中
国（
広
東
工
業
大
学
）奨
学
金
授
与
式

　

●
中
国（
南
開
大
学
・
天
津
大
学
）奨
学
金
授
与
式

２
０
２
4
年

1
月

　

●
懸
賞
論
文
課
題
決
定
会
議

　

●
ラ
イ
フ
シ
フ
ト
奨
学
金
募
集

2
月

　

●
懸
賞
論
文
公
募

　

●
研
究
助
成
金
公
募

　

●
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
セ
ミ
ナ
ー
開
催

３
月

　

●
彫
刻
奨
学
生
作
品
設
置（
山
梨
県
笛
吹
市
）

　

●
北
野
財
団
混
声
合
唱
団
コ
ン
サ
ー
ト

　

●
科
目
等
履
修
奨
学
生
・
放
送
大
学

　
　

大
学
院
修
士
全
科
奨
学
生

　
　

成
果
発
表
会

　

●
ラ
イ
フ
シ
フ
ト
奨
学
生
交
流
会

４
月

　

●
音
楽
奨
学
生
奨
学
金
授
与
式

　

●
歴
史
研
修

　

●
美
術
研
修

５
月

　

●
理
事
会

6
月

　

● 「
ミ
ン
ダ
ナ
オ
子
ど
も
図
書
館
」大
学
生

奨
学
金
授
与
式

　

●
科
目
等
履
修
奨
学
生
・
放
送
大
学

　
　
（
選
科
履
修
生
・
大
学
院
修
士
全
科
）

　
　

奨
学
生
選
考
委
員
会

　

●
彫
刻
奨
学
生
奨
学
金
授
与
式

　

●
講
演
会 

伝
統
文
化『
雅
楽
』に
親
し
む

７
月

　

 

●
伝
承
研
修

　

●
懸
賞
論
文
審
査
委
員
会

　

●
研
究
助
成
金
選
考
委
員
会

9
月

　

● 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア（
Ｐ
Ｏ
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｓ

大
学
）奨
学
金
授
与
式

　

●
理
事
会

　

●
デ
ジ
タ
ル
一
眼
レ
フ
カ
メ
ラ
講
座

　

●
ベ
ト
ナ
ム
奨
学
金
授
与
式

　

●「
ミ
ン
ダ
ナ
オ
子
ど
も
図
書
館
」支
援
物
資
送
付

※ 

講
師
等
の
都
合
に
よ
り
、ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
変
更
の
場
合

が
あ
り
ま
す
。

写真提供：sada ／ PIXTA
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—

多
賀
先
生
の
ご
経
歴
と
、現
在
の
活
動
に
つ
い
て

お
教
え
く
だ
さ
い
。

　

新
聞
記
者
だ
っ
た
父
親
の
影
響
で
転
勤
続
き
の
幼

少
期
を
過
ご
し
ま
し
た
。
東
京
で
生
ま
れ
、山
形
、

福
島
、広
島
、そ
し
て
ま
た
東
京
と
、転
勤
の
た
び
に

落
ち
着
か
な
い
日
々
を
送
り
ま
し
た
が
、今
と
な
って

は
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
で
過
ご
し
た
経
験
は
私
に
取
っ

て
の
大
切
な
宝
物
で
す
。
ま
た
小
さ
い
頃
か
ら
父
の

仕
事
を
間
近
で
見
て
き
た
こ
と
で
、文
章
を
書
く
こ

と
、人
に
会
って
話
を
聞
く
こ
と
に
は
と
て
も
興
味
が

あ
り
ま
し
た
。
大
学
を
卒
業
後
は
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
に

入
社
し
、広
報
誌
の
編
集
長
と
し
て
2
年
間
働
い
た

後
、結
婚
に
伴
い
退
職
。
そ
の
後
は
2
人
の
子
ど
も

を
育
て
る
傍
ら
、フ
リ
ー
ラ
イ
タ
ー
と
し
て
新
聞
や
育

児
雑
誌
に
自
身
の
育
児
体
験
を
寄
稿
す
る
日
々
を

送
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
時
、夫
の
転
勤
で
突
如
ア
メ

リ
カ
に
行
く
こ
と
に
。そ
こ
で
、子
ど
も
を
現
地
の
学

校
に
入
れ
る
な
ら
ア
メ
リ
カ
の
教
育
事
情
や
日
本
と

の
教
育
の
違
い
に
つ
い
て
書
い
て
ほ
し
い
と
出
版
社
か

ら
依
頼
を
受
け
た
こ
と
で
、教
育
分
野
に
つ
い
て
取

り
上
げ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。ア
メ
リ
カ
の
教
育

方
法
に
は
衝
撃
を
受
け
る
ば
か
り
で
し
た
。
と
に
か

く
子
ど
も
を
褒
め
る
、両
親
が
P
T
A
活
動
に
積
極

的
な
ど
、日
本
と
の
大
き
な
違
い
を
感
じ
ま
し
た
。

ま
た
現
地
の
マ
マ
友
と
も
親
交
を
深
め
る
中
で
ア
メ

リ
カ
の
女
性
の
生
き
方
に
も
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な

り
、日
本
に
戻
る
ま
で
の
間
に
5
冊
の
書
籍
を
出
版

し
ま
し
た
。

　

日
本
に
戻
っ
て
し
ば
ら
く
経
っ
た
頃
、今
度
は
イ
ギ

リ
ス
に
転
勤
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
イ
ギ
リ
ス

に
来
て
す
ぐ
に
、ダ
イ
ア
ナ
妃
が
亡
く
な
る
衝
撃
的

な
事
故
が
起
き
ま
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
中
が
悲
し
み
に

包
ま
れ
る
中
、揺
れ
動
く
英
王
室
の
動
向
な
ど
に
興

味
を
持
つ
う
ち
に
、気
づ
け
ば
英
王
室
の
虜
に
な
っ
て

い
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、英
王
室
に
つ
い
て
の
取
材
・

執
筆
を
続
け
て
い
ま
す
。

 —

北
野
財
団
が
主
催
す
る「
懸
賞
論
文
」の
審
査

員
を
引
き
受
け
て
く
だ
さ
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
お
教

え
く
だ
さ
い
。

　

昨
年
、審
査
委
員
長
を
務
め
ら
れ
て
い
る
耳
塚

寛
明
先
生
か
ら「
勉
強
に
な
る
か
ら
」
と
審
査
員
の

お
誘
い
を
い
た
だ
い
た
の
が
き
っ
か
け
で
す
。
今
年
の

論
文
テ
ー
マ「
趣
味 

広
げ
る
世
界
・
広
が
る
世
界
」

も
大
変
興
味
深
く
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。日

本
人
の
感
性
の
豊
か
さ
、真
面
目
さ
が
溢
れ
る
作
品

ば
か
り
で
、そ
れ
ぞ
れ
の
趣
味
を
魅
力
的
に
紹
介
さ

れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
審
査
員
の
皆
さ
ん
は
錚そ
う
そ
う々

た
る
メ
ン
バ
ー
で
す
が
、お
互
い
の
審
査
に
対
し
て一
切

遠
慮
が
な
く
、よ
く
議
論
が
飛
び
交
って
い
ま
す
。そ

の
雰
囲
気
が
心
地
よ
く
、私
も
一
審
査
員
と
し
て
と

て
も
楽
し
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

—

生
涯
教
育
の
お
考
え
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　

私
は
こ
れ
ま
で
の
経
験
か
ら
、書
く
こ
と
こ
そ
が

「
学
ぶ
こ
と
」
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、何
か

文
章
を
書
き
た
い
と
思
っ
た
と
き
に
、分
か
ら
な
い

こ
と
が
あ
れ
ば
調
べ
る
し
、誤
っ
た
情
報
を
流
さ
な
い

た
め
に
も
裏
付
け
を
と
る
、人
に
会
っ
た
り
、現
地
に

行
っ
た
り
し
て
取
材
を
す
る
。そ
う
し
て
い
ろ
い
ろ
な

こ
と
を
学
ん
だ
先
に
、初
め
て
書
く
こ
と
が
あ
る
と

感
じ
て
い
ま
す
。
生
涯
教
育
と
は
そ
の
繰
り
返
し
な

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
文
章
を
書
く
こ
と
に
限

ら
ず
、自
分
の
好
奇
心
で
何
か
を
進
め
る
と
、そ
れ

を
見
て
く
だ
さ
る
方
が
い
る
、読
ん
で
く
だ
さ
る
方

が
い
る
、評
価
し
て
く
だ
さ
る
方
が
い
る
。そ
う
す
る

と
、そ
こ
か
ら
つ
な
が
り
が
生
ま
れ
る
し
、自
分
の
世

界
を
広
げ
る
こ
と
に
も
通
じ
ま
す
。

—

ご
趣
味
、余
暇
の
過
ご
し
方
を
お
教
え
く
だ

さ
い
。

　

趣
味
は
も
っ
ぱ
ら
イ
ギ
リ
ス
で
す
。
趣
味
が
転
じ

て
仕
事
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
感
じ
で
す
。
あ
と
ア
メ

リ
カ
、イ
ギ
リ
ス
に
い
た
と
き
は
テ
ニ
ス
を
や
っ
て
い
ま

し
た
。ダ
ブ
ル
ス
の
チ
ー
ム
を
組
ん
で
よ
く
試
合
に
も

出
て
い
ま
し
た
ね
。
ま
た
イ
ギ
リ
ス
に
い
た
頃
は
ウ
ィ

ン
ブ
ル
ド
ン
に
も
何
度
か
観
戦
に
行
き
、運
良
く
セ
ン

タ
ー
コ
ー
ト
で
試
合
を
見
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。

—

読
者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

今
で
こ
そ
生
涯
教
育
と
い
う
考
え
方
は
当
た
り

前
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、実
際
に
何
を
し
て
み

よ
う
か
迷
っ
て
い
る
方
は
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
北
野
財
団
で
は
、城
め
ぐ
り
、美
術
研
修
な
ど
、

さ
ま
ざ
な
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
少
し
で
も
興

味
が
あ
れ
ば
、ま
ず
は
是
非
参
加
し
て
み
て
く
だ
さ

い
。
行
動
す
れ
ば
、そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
こ
と
も
あ

る
し
、も
っ
と
や
り
た
い
こ
と
が
出
て
く
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。自
分
の
人
生
を
よ
り
豊
か
に
す
る
た
め
に
、

は
じ
め
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
て
み
る
こ
と
が
大
切

だ
と
思
い
ま
す
。

当
財
団
が
主
催
す
る「
懸
賞
論
文
」の
審
査
委
員
を
務
め
て
い
た
だ
い
て
い
る
多
賀
さ
ん
。

ご
自
身
の
経
歴
を
も
と
に
、生
涯
教
育
に
対
す
る
お
考
え
を
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

好
奇
心
を
持
ち
、行
動
し
た
先
に

あ
な
た
だ
け
の
学
び
が
待
っ
て
い
る

イ
ギ
リ
ス
王
室
の
話
題
に
な
る
と
、話
が
止
ま
ら
な

く
な
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
イ
ギ
リ
ス
王
室
愛
に
あ
ふ

れ
る
多
賀
先
生
。今
後
も
、懸
賞
論
文
の
審
査
員
と

し
て
の
活
動
に
も
ご
期
待
し
て
い
ま
す
。

イギリスで過ごした日々の写真

プロフィール・インタビュー

フリージャーナリスト

多賀 幹子さん
MIKIKO TAGA

「イギリスを知るなら英
王室から」と語る多賀さ
ん。その著書の数々は必
読です（KADOKAWA）


