




生命の場所
Circle of Life 

第8回

気持ちがいいことは本当にいいこ

となのか！？ 気持ちがいいことが

体に悪い場合もある。薬カ穏にな

ることもあるし、毒カ雪艇になるこ

ともあるのだ。ならば「型的寺ちがい

い！」と感じる風景の中にいると

いうことは、どういうことなのか。

写真／渡辺潔

山形県、鳥海山麓の渓

封切〉岩にヒ．ッシリと取

りついたコケ。コケが

生きる環境としては、

最高の場所だろう＠太

陽!OJ光が当たると、コ

ケたち力注き生きと踊

っているようで・ある

「コケJ ~；~；話路忠告詰誌るというo
世界中で悌守2万500幡、日本だけでも約200併重科目られ

ている、コケ。蘇苔類ともコケ類ともいう植物界の一門

に属し、分類学的にいうとシダ植物と緑藻類の中間に位

置する。この微少な位置は、進化の逝呈からみると納得

がいく。進化の説は2つ。ひとつは、緑藻類が水中から

陸上へと進化したというもので、さらに進化したものが

シダだ、という説。そしてもうひとつは、緑藻類が一度

シダの祖先の植物になったが、それが分化した、という
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説だ。いずれにせよ、地上植物に必要な適度な太陽の光

と、水中植物に必要な十分の水分が必要だということも

うなずける。また、水分にいたっては、土からではなく、

空気中に存在する蒸気などを利用するという、独特の摂

取法となっている。ところで、コケの特徴は艶やかな緑。

秋、枯葉が散る頃でも若葉のような初々しさを持ち、冬、

雪州寄る枯山水の日本庭園でも色を添える。小さな植物

がわれわれに語りかけてくるものは、何であろうか。
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⑧LAWSONでインターネットシヨツピンク．

ローソンで雲取り！！
CD、ビデオ、DVDが30万タイトルも揃った

インターネットショッピング、＠LAWSON。
ご注文いただいた商品を

お近くのLAWSONで受け取れます。

STEP2 

都合のいいときに、
近所の口一ソンで
料金を支払う。

店頭のLoppiiこ「受付番号」と

「電話番号」を入力し、
出てきた申込券でレジにでお支払い。

STEP3 

都合のいいときに、

ローソンでCDを
受け取る。
入金後、最短3～4日で
商品が料金を支払った
ローソンに届きます。

とっても便利なので、
また＠LAWSONにアクセス。

( CD、ビデオ、DVDがザックザクo｝ 
お目当ての曲やアーテイストを見つけたら、あとは“ショッピンク‘カー卜”をクリックするだけ。

リアルタイムで在庫がわかり、商品の発送状況も確認できます。

ローソンの快適インターネットショッピング

＠~~~aロN
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秋を感じさせるススキの大群落。

こぢんまりと道ばたにたたずむス

スキとは違って、大きな季節の流

れ、咋'111感”といったものさえ漂

わせる。

Pholographer/Kiyoshi Watanabe 

本文デザイン 加藤正降
SPECIAL THANKS 
KOUSAI-SHUPPANSHA 
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今
年
七
月
、
三
週
間
ほ
ど
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
を
旅

行
し
た
。
そ
の
折
に
、
南
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
ダ
ン

フ
リ
ー
ス
州
に
あ
る
ブ
ラ
ッ
ド
ノ
ッ
ク
蒸
留
所
を
訪

れ
た
。
ブ
ラ
ッ
ド
ノ
ッ
ク
は
ス
コ
ッ
チ
の
蒸
留
所
の

中
で
、
も
っ
と
も
南
に
位
置
す
る
蒸
留
所
で
あ
る
。

私
に
と
っ
て
は
最
後
の
、
そ
し
て
百
十
七
番
目
の
蒸

留
所
で
あ
っ
た
。

ス
コ
ッ
チ
の
蒸
留
所
の
数
は
現
在
約
百
三
十
。
そ

の
う
ち
モ
ル
ト
ウ
イ
ス
キ
ー
の
蒸
留
所
が
百
十
か
ら

百
二
十
。
も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
が
操
業
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
生
産
調
整
の
た
め
二
十
年
近
く
生
産

を
ス
ト
ッ
プ
し
て
い
る
蒸
留
所
も
あ
れ
ば
、
中
に
は

取
り
壊
さ
れ
て
建
物
す
ら
存
在
し
な
い
も
の
も
あ
る
。

百
十
七
と
い
う
数
字
は
し
た
が
っ
て
、
現
時
点
で
実

現
可
能
な
最
大
の
数
字
で
あ
っ
た
。

ー
ー
す
べ
て
の
蒸
留
所
を
こ
の
眼
で
見
た
い
、
す

べ
て
の
蒸
留
所
を
訪
れ
た
い
。

と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
い
つ
噴
の
こ
と
な

の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
初
め
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

の
蒸
留
所
を
訪
れ
た
の
は
一
九
八
八
年
。
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
西
岸
沖
に
浮
か
ぶ
ア
イ
ラ
島
の
ボ
ウ
モ
ア
蒸

留
所
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
当
時
は
ま
だ
、
ス
コ
ッ
チ

が
ど
ん
な
ウ
イ
ス
キ
ー
な
の
か
知
ら
な
か
っ
た
し
、

シ
ン
グ
ル
モ
ル
ト
と
ブ
レ
ン
デ
ッ
ド
の
違
い
も
分
か

ら
な
か
っ
た
。
た
ま
た
ま
釣
り
に
行
っ
た
島
が
ア
イ

ラ
島
で
、
そ
こ
に
蒸
留
所
が
あ
っ
た
だ
け
の
話
で
あ

る。
実
際
に
す
べ
て
の
蒸
留
所
を
回
っ
て
み
よ
う
と
思

う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ア
イ
ラ
島
か
ら
も
ど
っ
て

文
献
を
読
み
漁
り
、
ス
コ
ッ
チ
の
何
た
る
か
を
知
る

よ
う
に
な
っ
て
か
ら
。
そ
れ
ほ
ど
ア
イ
ラ
島
で
の
第

一
印
象
が
強
烈
で
あ
っ
た
。
世
の
中
に
こ
ん
な
酒
が

あ
る
の
か
、
と
思
っ
た
。
煙
臭
く
、
ま
る
で
海
藻
の

』d

よ
う
な
香
り
が
し
た
。
ち
ょ
う
ど
シ
ン
グ
ル
モ
ル
ト

が
、
世
界
的
に
注
目
さ
れ
は
じ
め
た
時
期
で
も
あ
っ

た
。そ

の
初
め
て
の
旅
か
ら
十
二
年
。
ボ
ウ
モ
ア
に
は

じ
ま
っ
た
私
の

η
巡
礼
の
旅
。
は
、
最
南
端
に
位
置

す
る
ブ
ラ
ッ
ド
ノ
ッ
ク
で
、

一
応
の
結
着
を
迎
え
た
。

そ
れ
は
か
巡
礼
の
旅
。
と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
気

が
し
た
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
を
訪
れ
た
回
数
は
二
十

回
近
く
、
訪
れ
た
蒸
留
所
は
の
べ
に
し
て
三
百
を
超

え
て
い
た
。
私
は
そ
の
晩
、
蒸
留
所
近
く
の
安
宿
で
、

ひ
と
り
祝
杯
を
あ
げ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ブ
ラ
ッ
ド
ノ

ッ
ク
の
シ
ン
グ
ル
モ
ル
ト
十
年
物
で
あ
る
：：：
。

ス
コ
ッ
チ
は
原
料
と
製
法
か
ら
、
モ
ル
ト
ウ
イ
ス

キ
ー
と
グ
レ
ー
ン
ウ
イ
ス
キ
ー
の
二
つ
に
分
け
る
こ

スコッチの蒸留所
を訪ねる旅。

.._. ふヲi"L‘

土屋守 剛国）
作家・スコッチ研究家

AV 

モ

ル

ト

ポ

ッ

ト

ス

チ

ル

と
が
で
き
る
。大
麦
麦
芽
の
み
を
使
い
、
単
式
蒸
留
釜

で
二
固
な
い
し
三
回
蒸
留
し
た
の
が
モ
ル
ト
ウ
イ
ス

キ
ー
で
、

主
に
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
な
ど
を
原
料
に

パ

テ

ン

ト

ス

チ

ル

連
続
式
蒸
留
機
で
蒸
留
し
た
の
が
、
グ
レ
ー
ン
ウ
イ

ス
キ
ー
で
あ
る
。
前
者
は
個
性
が
強
く
男
性
的
で
、

後
者
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
マ
イ
ル
ド
で
女
性
的
。

こ
れ
は
原
料
と
製
法
か
ら
み
た
分
類
法
で
、
製
品

と
し
て
み
た
場
合
、
ス
コ
ッ
チ
に
は
ブ
レ
ン
デ
ッ
ド

と
シ
ン
グ
ル
モ
ル
ト
の
二
つ
が
あ
る
。
シ
ン
グ
ル
グ

レ
ー
ン
も
あ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
蒸
留
所
の
数
も
限

ら
れ
（
現
在
八
っ
て
個
性
も
乏
し
く
、
製
品
化
さ
れ

る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

ブ
レ
ン
デ
ッ
ド
は
、
モ
ル
ト
と
グ
レ
ー
ン
と
い
う

ま
っ
た
く
性
格
の
異
な
る
二
つ
の
酒
を
、

二
十
か
ら

四
十
種
類
近
く
ブ
レ
ン
ド
（
混
和
）
し
た
も
の
で
、

両
者
の
欠
点
を
補
い
、
万
人
に
飲
め
る
酒
と
し
た
。

「
ジ
ョ
ニ

l
ウ
ォ

l
カ
l
」
や
「
シ

1
パ
ス
リ
l
ガ
ル
」

「オ
ー
ル
ド
パ

l
L
「
パ
ラ
ン
タ
イ
ン
L
な
ど
、
一
般

に
知
ら
れ
て
い
る
ス
コ
ッ
チ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
こ
の

ブ
レ
ン
デ
ッ
ド
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
世
界
的
に
今
ブ

l
ム
に
な
っ
て
い

る
シ
ン
グ
ル
モ
ル
ト
は
、
一
つ
の
蒸
留
所
で
つ
く
ら

れ
た
モ
ル
ト
ウ
イ
ス
キ
ー
の
み
を
瓶
詰
め
に
し
た
も

の
で
、

他
の
蒸
留
所
の
モ
ル
ト
や
グ
レ
ー
ン
ウ
イ
ス

キ
ー
は
一
切
混
ぜ
ら
れ
て
い
な
い
。
蒸
留
所
ご
と
に

で
き
あ
が
る
酒
の
風
味
は
異
な
り
、
ひ
と
つ
と
し
て

同
じ
も
の
は
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
蒸
留
所
の
数
だ

け
個
性
が
あ
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
熟
成
に
使
用

さ
れ
る
樽
の
種
類
や
熟
成
年
数
、
カ
ス
ク
ス
ト
レ
ン

グ
ス
（
樽
出
し
の
度
数
）
か
加
水
か
、
冷
却
漉
過
の

有
無
な
ど
に
よ
っ
て
、
同
じ
苓
回
所
の
酒
と
い
っ
て

も
無
数
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。

ブ
レ
ン
デ
ッ
ド
が
ブ
レ
ン
ダ
ー
と
い
う
人
が
つ
く

4 0帥旨e



esse NO 
土屋守 （っちゃ・まもる）

昭和28年2月17日新潟県生まれ。学習院大学文学部国文科卒。週刊

誌記者を経て渡英、ロンドンで日本語雑誌の編集長を務める。帰国

後、執筆活動に入る。イギリス、スコットランド、スコッチウイス

キーについての著述が多い。 1998年、八イランド ・ディステイラー

ズ社より r世界のウイスキーライター5人Jに選ばれる。主な著書

に rモルトウイスキー大全』 rブレンデツドスコッチ大全』（以上小

学館）、 rスコッチ三昧』（新潮選書）、 rイギリス・カントリー四季物

語J r英国カントリーホテルの休日」「スコットランド旅の物語」

（以上東京書籍）などがある。

アイラ島のポウモア蒸留所

る

「芸
術
」
だ
と
す
れ
ば
、

土
の
酒
」
で
あ
る
。

ス
コ

ッ
チ
が
か
世
界
の
酒々

と
な
っ
た
の
は
、

一

九
世
紀
半
ば
に
誕
生
し
た
ブ
レ
ン
デ
ッ
ド
の
お
か
げ

で
あ
っ
た
が
、
今
ス
コ

ッ
チ
は
再
び
風
土
の
酒
に
戻

り
つ
つ
あ
る
。
万
人
受
け
す
る
飲
み
や
す
い
酒
よ
り

も
、
個
性
を
主
張
す
る
、
よ
り
ピ
ュ
ア
な
酒
へ
と
。

そ
の
消
費
者
の
ニ

l
ズ
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
た
の

が
、
ス
コ

ッ
チ
の
シ
ン
グ
ル
モ
ル
ト
だ

っ
た
と
い
う

気
が
し
て
な
ら
な
い
。

当
た
り
前
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
ス
コ
ッ
チ
は
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
い
う
風
土
な
く
し
て
は
つ
く
れ
な

い
。
千
年
以
上
続
く
伝
統
と
頑
固
な
ま
で
の
職
人
の

技
、
そ
し
て
美
し
い
自
然
環
境
な
く
し
て
ス
コ
ッ
チ

は
存
在
し
え
な
い
の
だ
。
蒸
留
所
を
巡
る
私
の
旅
は
、

そ
ん
な
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
風
土
と
文
化
を
知
る
旅

だ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。

シ
ン
グ
ル
モ
ル
ト
は

「風

'J.J'! ( L・ド） ・t・座’下
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度もりだか分の時代」 －つ自特集。

「日記」というと、何となく古ひて、ちょっぴり力ヒ、くさく、

でも記憶のどこかでほのかに光を発しているような、

舎で怯不思議な存在になってしまった。

個人の時代、そして自己責｛壬といったことが

語られる現代、あらためて自己E霞忍のツールとしての

「日記」の存在を思い出してみるのもいいのでは。

それぞれの「自分の時代」のために。

副

6 

人
は
な
ぜ
日
記
を
書
く
の
だ
ろ
う
。

「
公
の
日
記
」
と
『
私
の
日
記
」

客
観
的
な
記
録
と
私
的
な
心
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
。

Obi.留e

ゴ

パ
l
ト
や
ブ
ッ
ク
ス
ト
ア
の
文
房
具
売
り
場

－
ブ

に
行
く
と
、
そ
の
一
角
に
は
必
ず
「
D
I
A

R
Y」
と
書
か
れ
た
手
帳
の
コ
ー
ナ
ー
が
あ
る
。

D
I
A
R
Yは
直
訳
す
る
と
「
日
記
L

。
た
だ
、
こ

の
種
の
手
帳
の
用
途
は
、
日
記
帳
と
い
う
よ
り
も
日
々

の
予
定
を
書
く
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
帳
の
要
素
が
強
い
。

そ
れ
で
も
、
ヱ
工
広
を
書
き
込
ん
だ
欄
に
は
ま
だ
余
白

が
あ
り
、
そ
の
日
に
あ
っ
た
出
来
事
に
対
す
る
コ
メ

ン
ト
な
ど
を
、
ほ
ん
の
数
行
だ
が
書
き
つ
け
て
お
け

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

そ
う
い
う
ス
タ
イ
ル
の
D
I
A
R
Yが
並
ぶ
棚
の

そ
ば
に
、
ひ
っ
そ
り
と
本
来
の
「
日
記
帳
」
は
売
ら

れ
て
い
る
。
大
抵
は
B
6判
ほ
ど
の
大
き
さ
で
、
本

草
張
り
の
鍵
ま
で
付
い
た
厳
め
し
い
も
の
か
ら
美
し

い
花
柄
の
婦
人
向
け
の
も
の
ま
で
、
い
ろ
い
ろ
な
表

紙
の
も
の
が
揃
え
ら
れ
て
い
る
。
体
裁
も
さ
ま
ざ
ま

で
、
例
え
ば
三
年
日
記
と
い
っ
て
同
じ
ぺ

l
ジ
に
3

年
間
の
同
月
間
円
の
出
来
事
が
並
べ
て
書
け
る
よ
う

に
工
夫
さ
れ
た
も
の
な
ど
も
あ
る
。

だ
が
、
正
直
い
っ
て
ど
れ
も
結
構
な
値
段
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
に
、
こ
う
い
う
円
記
帳
を
買
っ
て
日
々
、

万
年
筆
か
何
か
で
き
ち
ん
と
日
記
を
書
く
人
と
は
、

ど
ん
な
人
な
の
だ
ろ
う
と
想
像
し
て
し
ま
う
。

人
が
日
記
を
書
く
理
由
は
、
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
。

ひ
と
口
に
「
U
記
」
と
い
っ
て
も
円
記
に
は
様
々
な

種
類
の
も
の
が
あ
る
。
大
き
く
分
け
る
と
口
記
に
は
、

公
の
日
記
と
私
の
日
記
と
が
あ
る
。
前
者
は
例
え
ば
、

週
番
日
記
と
か
議
事
日
記
、
航
海
日
記
と
い
っ
た
公

の
「
記
録
」
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
三
者

に
提
出
し
回
覧
さ
れ
る
も
の
で
、
位
同
き
手
も
、
当
番

と
い
う
立
場
の
複
数
の
人
間
に
よ
る
も
の
が
多
い
。

日
記
と
い
う
よ
り
「
日
誌
」
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
私
の
円
記
は
、
あ
く
ま
で
個
人
が

自
分
の
た
め
に
書
く
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
来
的

に
は
筆
記
者
が
生
涯
、
心
の
中
に
し
ま
っ
て
お
く
も

の
で
、
公
開
す
る
必
要
も
意
味
も
ま
っ
た
く
な
い
も

の
で
あ
る
。

だ
が
筆
記
者
が
著
名
人
の
場
合
な
ど
は
、
故
人
の

意
思
に
か
か
わ
ら
ず
、
死
後
、
世
に
出
て
し
ま
う
こ

と
が
あ
る
。
そ
し
て
性
格
分
析
な
ど
の
研
究
材
料
に

使
わ
れ
、
知
ら
れ
ざ
る
一
面
を
晒
さ
れ
る
悲
劇
を
起

こ
す
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
可
能
性
を
考
え
る
と
、
人
は
お
ち
お
ち

心
の
真
実
を
日
記
に
書
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。

死
後
な
ら
ま
だ
救
わ
れ
る
も
の
の
、
生
前
に
そ
れ
を

何
か
の
理
由
で
人
に
見
ら
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
れ

が
も
と
で
、
以
後
の
人
生
が
狂
う
こ
と
だ
っ
て
あ
り

え
る
。
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
は
、
書
く
た
び
に
日

記
を
処
分
し
て
し
ま
う
の
が

一
番
だ
。
だ
が
、
そ
れ

も
そ
う
簡
単
に
は
い
か
な
い
。
書
い
た
日
記
を
す
ぐ

に
燃
や
す
の
は
や
は
り
空
し
い
し
、
そ
れ
で
は
日
記

を
書
く
ヰ
忘
昧
が
、
ど
こ
に
あ
る
の
か
も
分
ら
な
い
。

書
く
そ
の
瞬
間
だ
け
が
目
的
だ
と
い
う
の
な
ら
、
日

記
帳
は
か
心
の
ご
み
箱
’
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う

考
え
る
と
「
私
円
記
」
ほ
ど
厄
介
な
も
の
も
な
い
よ

う
な
気
が
し
て
く
る
。

そ
れ
で
も
人
は
日
記
を
書
く
。
日
記
と
い
う
形
の

中
で
、
人
は
自
分
向
身
に
あ
る
い
は
世
の
中
に
な
ん

ら
か
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま

ず
は
日
記
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
な
形
で
古
か
れ

始
め
た
の
か
を
見
て
み
よ
う
。
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事
実
の
記
録
か
ら
個
人
の
内
面
の
表
現
へ
。

わ
が
国
の
日
記
の
歴
史

中
国
か
ら
伝
わ
り
、
日
ヨ
抹
の
公
式
記
録
を
経
て
、
表
現
の
世
界
ヘ
。

日苔己ι同イ可カミ？

I
l
記
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
は
中
国
か
ら
渡

I
l
来
し
た
言
葉
で
あ
る
。
は
じ
め
て
文
献
に
現

れ
る
の
は
東
漢
の

『論
衡
』
で
、
孔
子
の

『春
秋
』

や
『
五
経
』
を
さ
し
て
い
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
学

者
が
研
究
の
た
め
に
資
科
を
集
め
て
整
理
し
、
書
き

表
し
た
も
の
を
日
記
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
周
以
来
、
朝
廷
で
は
君
主
の
日
常

生
活
や
行
事
、
言
辞
な
ど
を
史
官
に
記
録
さ
せ
て
い

た
。
西
漢
の
記
録
に
「
日
ニ
記
有
ル
也
」
と
あ
る
の

が
そ
れ
で
「
日
記
」
と
い
う
言
葉
で
は
書
か
れ
て
い

な
い
が
、
日
記
の
用
例
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
中
国
で
は
初
め
、
日
記
は
学
問
の

研
究
記
録
と
史
官
に
よ
る
君
主
の
言
行
の
記
録
と
い

う
ふ
た
つ
の
流
れ
が
あ
っ
た
。
こ
れ
が
互
い
に
交
わ

り
つ
つ
次
第
に
、
教
科
書
や
教
養
一
書
、
随
筆
や
雑
事

の
記
録
、
紀
行
、
自
叙
伝
の
よ
う
な
も
の
ま
で
を
日

記
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

わ
が
国
で
最
初
の
日
記
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の

は

『釈
日
本
紀
』
に
あ
る
『
安
斗
智
徳
日
記
』
と

尋
問
連
淡
海
日
記
』
で
あ
る
。
壬
申
の
乱
の
頃
の
公
の

記
録
で
、
奈
良
時
代
に
は
こ
う
し
た
日
記
体
の
記
録

が
ず
い
ぶ
ん
残
さ
れ
て
い
る
。

平
安
時
代
に
は

『外
記
日
記
』
『
殿
上
日
記
』
な

ど
が
そ
れ
ぞ
れ
の
部
署
で
書
き
つ
が
れ
、
鎌
倉
時
代

に
は
幕
府
や
武
家
、
公
家
、
寺
院
な
ど
の
日
記
や
記

録
類
を
資
斜
に
し
て
、
幕
府
が
整
理
編
纂
し
た

『吾

妻
鏡
』
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
同
様
の
形
の
も
の

が
室
町
時
代
に
も
あ
り
定
皆
三
代
記
』
と
言
わ
れ

て
い
る
。
ま
た
宮
中
で
は
、
室
町
末
か
ら
江
戸
時
代

に
か
け
て
、
女
房
た
ち
が
仮
名
で
書
き
つ
い
だ

『御

湯
殿
の
上
の
日
記
』
が
あ
る
。

こ
う
し
た
公
の
日
記
に
対
し
て
私
的
な
日
記
と
し

て
は
、
正
倉
院
文
書
の
中
に
天
平
年
間
に
記
し
た
漢

文
日
記
の
断
片
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、

宣
子
生
だ
っ
た
吉
備
真
備
が

『在
唐
白
書
を
著
し

た
り
、
大
伴
宿
祢
が
『
大
伴
宿
祢
佐
手
麿
記
』
を
著

し
て
い
る
が
両
者
と
も
散
逸
し
て
し
ま
っ
て
い
る
ら

し
い
。
平
安
時
代
に
は
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
が
推
奨
し

た
と
い
う
円
仁
の
『
入
唐
求
法
巡
礼
記
』
な
ど
が
残

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
旅
行
記
の
色

彩
が
濃
い
も
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
時
代
、
天
皇
、
息
族
、
公
家
な
ど
の
男

性
が
、
漢
文
の
私
日
記
を
盛
ん
に
書
い
た
。
天
皇
の

も
の
に
は
、
宇
多
、
醍
醐
か
ら
堀
河
天
皇
に
至
る
9

代
の
御
記
が
あ
り
、
公
家
の
も
の
に
は
藤
原
道
長
の

『御
堂
関
白
記
』
を
初
め
と
す
ヲ
多
数
の
日
記
が
残
さ

れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
日
記
は
、
鎌
倉
時
代
以
降
も
、

僧
侶
や
武
家
が
加
わ
っ
て
盛
ん
に
書
か
れ
た
。

と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
私
日
記
は
主
に
、
朝
廷
を
中

心
と
し
た
事
実
の
記
録
を
主
眼
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。

『御
堂
関
白
記
』
の
中
で
は
、
筆
記
者
の
道
長
が
と
き

お
り
感
慨
を
漏
ら
す
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
あ

く
ま
で
公
人
の
立
場
か
ら
の
も
の
で
、
自
由
に
個
人

の
感
情
を
吐
露
す
る
こ
と
は
ま
ず
な
か
っ
た
と
い
っ

て
よ
い
。
鎌
倉
時
代
に
入
る
と
、
前
代
よ
り
は
個
人

的
な
感
想
を
多
く
交
え
る
傾
向
が
出
て
き
た
が
、
日

記
の
主
眼
は
や
は
り
事
実
を
記
載
す
る
こ
と
に
置
か

れ
て
い
た
。

で
は
、
人
々
が
今
の
よ
う
に
、
日
記
に
自
分
の
感

情
や
思
い
を
気
ま
ま
に
表
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

一
体
い
つ
ご
ろ
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

上
代
の
万
葉
仮
名
か
ら
平
安
時
代
に
な
る
と
仮
名

が
作
ら
れ
た
。
仮
名
は
9
世
紀
末
ま
で
に
、
ほ
と
ん

ど
完
成
し
た
と
見
ら
れ
、
そ
の
簡
略
か
つ
優
雅
な
字

Oblige 

体
で
言
葉
を
正
確
に
表
現
で
き
る
仮
名
文
は
、
和
歌

な
ど
を
媒
体
と
し
て
発
達
し
た
。

和
歌
は
平
安
時
代
、
漢
詩
文
ほ
ど
で
は
な
い
が
、

和
文
学
の
中
で
は
最
も
公
的
な
価
値
を
認
め
ら
れ
て

お
り
、
男
女
と
も
に
自
己
の
心
情
を
歌
い
上
げ
る
こ

と
の
で
き
る
文
学
と
な
っ
て
い
た
。
と
く
に
、
漢
詩

文
に
参
入
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
女
性
た
ち

に
と
っ
て
、
仮
名
文
で
表
す
和
歌
は
、
最
も
重
要
な

自
己
表
現
の
手
段
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

和
歌
を
日
付
順
に
配
列
し
、
詞
書
を
付
し
た
も
の

を
「
歌
日
記
」
と
い
っ
た
が
、
万
葉
集
の
中
に
は
す

で
に
そ
う
い
う
形
の
大
伴
家
持
の
歌
日
記
が
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
以
後
も
そ
う
し
た
歌
日
記
風
の
内
容
の
も

の
が
随
分
と
出
て
き
た
が
、
和
歌
は
や
は
り
和
歌
で

あ
っ
た
。
ど
ん
な
に
個
人
の
心
情
を
歌
い
上
げ
よ
う

と
も
、
そ
れ
は
ご
く
瞬
間
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、

作
者
の
内
面
の
全
体
的
な
表
現
に
は
な
り
得
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
時
に
登
場
し
た
の
が
現
在
、
私
た
ち
が

私
日
記
と
呼
ぶ
も
の
の
先
駆
け
と
な
っ
た

『土
佐
日

記
』
で
あ
る
。

『
土
佐
日
記
』
が
執
筆
さ
れ
た
こ
と
で
、
以
後
、

『晴

蛤
日
記
』
や
3
史
級
日
記
』、
『
和
泉
式
部
日
記
』
な

ど
の
い
わ
ゆ
る
女
性
日
記
文
学
が
こ
れ
に
続
く
こ
と

に
な
っ
た
。

し
か
し
こ
こ
で
は
「
日
記
文
学
」
云
々
に
つ
い
て

は
述
べ
な
い
。

日
記
文
学
と
い
う
の
は
後
世
に
な
っ
て
学
者
た
ち

が
こ
れ
ら
を
文
学
的
に
識
別
研
究
す
る
際
に
、
こ
う

し
た
ジ
ャ
ン
ル
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
時

代
に
お
け
る
作
者
の
執
筆
意
図
と
は
何
ら
関
係
の
な

い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
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旅
の
私
的
体
験
を
記
し
た
P

旅
日
記
4

の
存
在
。

「
日
マ
も
す
な
る
日
記
と
い
う
も
の
を
、
女
も
し

E
一ノ
て
み
む
と
て
、
す
る
な
り
」
で
始
ま
る
『
土

佐
日
記
』
は
、
紀
貫
之
が
土
佐
守
の
任
を
終
え
て
、

承
平
4
年
（
9
3
4）
ロ
月
に
国
府
を
出
発
し
、
翌

年
2
月
に
帰
京
す
る
ま
で
の
日
日
間
の
船
旅
を
書
い

た
日
記
で
あ
る
。
こ
の
日
記
で
は
、
仮
名
散
文
と
印

首
に
及
ぶ
和
歌
を
使
っ
て
人
間
の
内
面
や
真
実
を
具

体
的
に
描
き
出
し
て
い
る
。
任
国
の
人
々
や
船
頭
、

乗
船
客
、
出
会
っ
た
人
た
ち
な
ど
の
心
の
有
り
様
を
、

時
に
は
風
刺
も
交
え
て
濃
や
か
に
仲
理
号
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

『
土
佐
日
記
』
で
は
、
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
貫
之

が
自
分
を
女
性
に
見
立
て
、
国
守
の
妻
の
立
場
で
日

記
を
書
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
筆
者
が
女
性
に
成

り
代
わ
っ
た
大
き
な
理
由
の
ひ
と
つ
に
は
、
先
に
触

れ
た
仮
名
文
の
使
用
事
情
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

仮
名
に
よ
る
和
文
体
は
、
漢
文
体
に
比
べ
て
は
る

か
に
人
の
肉
声
に
近
く
、
物
ご
と
の
全
体
を
深
く
記

述
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
手
段
だ
っ
た
。
ま
た
、

こ
の
時
代
に
な
る
と
、
人
々
の
中
に
は
政
治
的
、
社

会
的
生
活
と
は
別
の
個
人
的
生
活
が
著
し
く
発
達
し

て
き
た
。
そ
れ
に
よ
り
人
々
は
、
日
々
の
生
活
や
自

分
の
内
面
を
省
み
る
こ
と
を
行
い
始
め
た
。
そ
れ
を

書
き
表
す
の
に
よ
り
適
し
た
表
現
法
と
し
て
筆
者
は

女
性
の
筆
、
つ
ま
り
仮
名
文
体
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
筆
者
の
紀
貫
之
は
日
記
の
主
人
公
を
自

分
で
な
い
架
空
の
存
在
に
す
る
こ
と
で
、
本
音
を
吐

露
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
個
人
的
生

活
が
発
達
し
て
き
た
と
は
い
え
、
家
格
が
固
定
し
、

先
例
故
実
が
重
ん
じ
ら
れ
た
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、

「
国
守
と
い
う
公
人
、
紀
貫
之
」
の
ま
ま
で
は
、
ま
だ

ま
だ
私
的
な
発
言
は
し
に
く
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

そ
れ
で
「
妻
」
の
口
を
借
り
る
こ
と
で
、
カ
ム
フ
ラ

ー
ジ
ュ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
手
法
は
、
後
に

登
場
す
る
道
綱
母
の
明
婿
蛤
日
記
』
や
孝
標
娘
の

コ
史
級
日
記
』
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
『
婿
蛤
日
記
』
で
は
「
か
く
あ
り
し
時
過

ぎ
て
、
世
の
中
に
い
と
も
の
は
か
な
く
、
と
に
も
か

く
に
も
つ
か
で
、
世
に
経
る
人
あ
り
け
り
」
と
書
き

出
し
、
自
分
を
「
人
」
と
三
人
称
に
し
た
う
え
で
、

一
人
称
の
ま
ま
で
は
露
骨
に
書
け
な
い
自
分
の
恋
愛

生
活
を
、
自
由
に
書
き
上
げ
て
い
る
。

ま
た
、
コ
史
級
日
記
』
は
「
あ
づ
ま
ぢ
の
道
の
果
て

よ
り
も
、
な
ほ
奥
つ
方
に
生
ひ
い
で
た
る
人
」
と
書

き
出
し
て
、
や
は
り
自
身
を
三
人
称
化
し
、
摸
捨
伝

説
の
焼
に
な
ぞ
ら
え
た
自
分
の
哀
れ
な
晩
年
と
、
そ

れ
ま
で
の
生
涯
を
淡
々
と
回
顧
し
て
い
る
。

よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
彼
等
は
こ
う
し
た
手
法
を

取
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
記
を
物
語
化
し
よ
う
と
し
た

の
で
は
決
し
て
な
い
。
自
分
の
気
持
ち
ゃ
思
い
を
で

き
る
だ
け
忠
実
に
表
し
た
い
が
た
め
に
こ
の
手
法
を

考
え
だ
し
た
の
だ
と
私
は
思
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、
日
本
の
政
治
文

化
の
中
心
が
鎌
倉
と
京
都
に
二
分
化
し
た
。
こ
の
こ

と
に
よ
り
圏
内
の
交
通
が
活
発
に
な
り
、
人
々
は
公

私
に
わ
た
っ
て
盛
ん
に
旅
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
歌
枕
を
巡
り
和
歌
を
詠
み
、
旅
の
感
想
を

述
べ
る
旅
日
記
が
多
く
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

例
え
ば
阿
仏
尼
の
『
十
六
夜
日
記
L

や
後
深
草
院
の

『
と
は
ず
が
た
り
』
コ
局
野
日
記
』
（
頓
阿
著
）
、
『
富
士

御
覧
日
記
』
（
作
者
不
詳
）
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら

は
以
後
、
こ
れ
ま
で
の
女
性
日
記
文
学
に
代
わ
る
勢

い
で
流
行
し
、
紀
行
文
学
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
作
り

上
げ
て
い
っ
た
。

ow信e

室
町
時
代
に
は
歌
人
や
儒
者
、
僧
侶
に
加
え
て
連

歌
師
な
ど
も
作
者
に
名
を
連
ね
、
江
戸
時
代
に
な
る

と
、
戯
作
者
や
国
学
者
、
町
人
学
者
な
ど
も
日
記
を

残
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
文

字
を
覚
え
た
庶
民
た
ち
が
、
だ
ん
だ
ん
と
日
常
の
中

の
か
小
さ
な
旅
α

の
こ
と
を
自
分
で
書
き
記
す
よ
う

に
な
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
実
際
の
旅
で

は
な
く
て
も
身
の
回
り
に
起
き
る
あ
ら
ゆ
る
生
活
の

変
化
、
例
え
ば
花
見
や
参
詣
、
観
劇
と
い
っ
た
娯
楽

も
、
庶
民
に
と
っ
て
は
「
日
常
」
に
対
す
る
「
旅
」

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
以
降
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
残
さ
れ
て
い
る

日
記
の
ほ
と
ん
ど
は
文
人
、
作
家
た
ち
の
も
の
で
あ

る
。
著
名
な
も
の
で
は
永
井
荷
風
の
崩
腸
亭
日
乗
』

や
樋
口
一
葉
の
日
記
な
ど
が
あ
る
が
、
前
者
は
大
正

6
年
か
ら
昭
和
初
年
、
つ
ま
り
死
の
前
日
ま
で
に
わ

た
っ
て
延
々
と
書
き
続
け
ら
れ
た
ギ
ネ
ス
ブ
ッ
ク
も

の
の
長
編
で
あ
る
。
一
方
、
一
葉
の
日
記
は
明
治
担

年
か
ら
6
年
間
に
わ
た
っ
て
書
か
れ
た
も
の
だ
が
こ

の
ふ
た
つ
の
日
記
の
大
き
な
違
い
は
、
荷
風
の
日
記

が
、
発
表
を
予
定
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
一
葉
の

も
の
は
公
開
す
る
つ
も
り
の
な
い
日
記
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
一
葉
は
、
文
章
を
稽
古
す
る
つ
も

り
で
、
あ
る
い
は
習
字
を
す
る
つ
も
り
で
、
そ
れ
こ

そ
あ
り
あ
わ
せ
の
紙
に
日
記
を
書
い
た
そ
う
で
あ
る
。

だ
が
、
彼
女
は
自
分
の
死
後
は
こ
れ
を
焼
き
捨
て
て

欲
し
い
と
言
い
残
し
た
。
そ
れ
な
の
に
、
こ
の
日
記

は
親
し
い
人
達
の
判
断
に
よ
っ
て
、
世
に
出
て
し
ま

っ
た
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
是
非
を
問
う
つ
も
り

は
な
い
。
こ
こ
で
考
え
た
い
の
は
、
公
開
す
る
つ
も

り
で
書
か
れ
た
日
記
と
そ
う
で
な
い
日
記
の
、
執
筆

の
意
図
に
つ
い
て
で
あ
る
。
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日言己ι時イ可カミ？
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私
的
な
日
記
は
グ
自
分
の
人
生
4

の
演
出
メ
モ
。

日
記
の
効
用

自
己
分
析
を
し
た
り
、
混
乱
し
た
感
情
を
整
理
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
り
。

h
と
も
と
公
開
す
る
つ
も
り
で
書
く
私
自
記
と
、

、4

そ
う
で
な
い
も
の
と
で
は
、
根
本
的
に
そ
の

執
筆
意
図
は
違
っ
て
い
る
。
公
開
す
る
日
記
と
い
う

の
は
、
自
分
以
外
の
第
三
者
に
向
け
て
書
く
も
の
で

あ
り
、
そ
う
で
な
い
も
の
は
あ
く
ま
で

「自
分
」
に

向
け
て
書
く
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
第
三
者
に
向
け
て
書
く
と
い
う
の
な
ら
、

そ
れ
は
、
私
小
説
や
自
叙
伝
を
発
表
す
る
の
と
同
じ

こ
と
だ
。
日
記
は
「
作
品
」
と
な
り
、
私
日
記
と
し

て
の
本
来
の
目
的
を
失
う
の
で
あ
る
。

日
々
自
分
と
い
う
読
者
に
宛
て
て
書
き
続
け
る
私

日
記
。
私
日
記
を
書
く
作
業
は
、
自
分
自
身
と
対
話

を
す
る
の
に
似
て
い
る
。
自
分
の
中
の
も
う

一
人
の

自
分
に
、
今
日

一
日
の
出
来
事
を
記
述
し
て
報
告
す

る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
だ
出
来
事
だ

け
の
報
告
の
時
も
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
対
し
て
の
意
見

や
威
箱
ω
を
加
え
る
と
き
も
あ
る
。
ま
た
、
自
分
を
取

り
巻
く
人
々
に
対
し
て
の
気
持
ち
ゃ
感
情
や
、
さ
ら

に
は
自
分
の
行
動
に
対
す
る
反
省
や
老
桑
を
書
く
こ

と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

ア
ミ
エ
ル
と
い
う
人
の
日
記
が
あ
る
。
彼
は
四
世

紀
の
半
ば
を
生
き
た
ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
大
学
の

哲
学
教
授
だ
が
、
専
門
の
仕
事
で
は
何

一
つ
後
世
に

残
し
て
い
な
い
の
に
、
初
年
聞
に
わ
た
っ
て
書
か
れ

た
日
記
の
内
容
の
特
異
性
が
、
彼
の
名
を
世
に
知
ら

し
め
た
。

ア
ミ
エ
ル
は
生
涯
、
日
記
に
自
分
の
魂
の
記
述
し

か
し
な
か
っ
た
。
自
分
の
身
の
回
り
に
起
こ
る
外
界

の
事
象
に
は
目
も
く
れ
ず
、
自
分
自
身
と
の
会
話
に

没
頭
し
、
ひ
た
む
き
に
自
己
解
剖
を
行
っ
た
。
「
そ
れ

は
心
理
的
な
休
息
で
あ
り
、
娯
楽
で
あ
り
、
ご
馳
走

で
あ
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
ア
ミ
エ
ル
は
日
記
を
友

と
し
慰
め
手
と
し
、
時
に
は
医
師
と
し
て
、

1
日
の

内
に
何
度
も
日
記
を
書
い
た
の
で
あ
る
。

人
が
私
日
記
に
求
め
る
も
の
は
、
こ
こ
ま
で
極
端

で
は
な
い
に
せ
よ
、
ア
ミ
エ
ル
の
そ
れ
に
近
い
も
の

が
あ
る
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
人
は
誰
で
も
自
分
の

話
を
聞
い
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
悩
み
や

迷
い
ご
と
は
話
し
て
し
ま
う
と
す
っ
き
り
す
る
と
い

う
が
、
日
記
は
ま
ず
、
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
く
れ

る
。
日
記
を
書
く
こ
と
は
、
日
記
と
い
う
η
も
う
一

Obi.信e

人
の
自
分
。
に
、
悩
み
ご
と
を
聞
い
て
も
ら
う
の
と

同
じ
心
理
的
効
果
を
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
悩
み
ご
と
は
書
い
て
い
る
だ
け
で
は
、
人

に
相
談
し
た
と
き
の
よ
う
に
、
答
え
や
ア
ド
バ
イ
ス

は
得
ら
れ
な
い
と
思
う
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
実
は
、

日
記
を
書
く
こ
と
で
人
は
、
悩
み
や
問
題
の
自
己
解

決
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

人
間
は
頭
で
物
を
考
え
る
動
物
だ
が
、
文
字
通
り

に
頭
の
中
だ
け
で
問
題
に
対
崎
し
て
い
る
と
、
混
乱

し
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
そ
ん
な
時
に
、
そ
れ
を

文
章
に
し
て
書
い
て
み
る
と
、
意
外
と
考
え
が
整
理

さ
れ
て
く
る
。
も
の
ご
と
を
文
字
に
書
く
と
い
う
作

業
は
、
人
の
気
持
ち
を
落
ち
着
か
せ
、
冷
静
に
考
え

さ
せ
る
効
果
が
あ
る
の
だ
。
だ
か
ら
、
怒
り
や
悲
し

み
を
鎮
め
る
と
き
に
も
、
日
記
を
書
く
の
は
効
果
的

だ
。
「
悲
し
い
」
と
か
「
悔
し
い
L

と
官
長
字
を
目

の
当
た
り
に
す
る
こ
と
で
自
分
の
心
理
状
態
を
再
確

認
で
き
、
気
持
ち
に
区
切
り
が
つ
け
ら
れ
る
か
ら
だ

ろ
う
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
私
自
記
に
は
自
分
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
た
め
の
い
ろ
い
ろ
な
効
果
が
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
ま
た
、
私
自
記
に
は
何
よ
り
自
己
分
析

を
行
う
の
に
役
立
つ
。
自
分
が
何
を
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
日
に
ち
が
た
つ
て
か

ら
読
み
返
し
て
み
る
と
非
常
に
面
白
く
、
今
後
の
身

の
振
り
方
に
活
用
で
き
る
。

人
は
誰
で
も

ν自
分
の
人
生
。
と
い
う
ド
ラ
マ
を

演
出
し
て
い
る
。
「
私
日
記
」
は
言
う
な
れ
ば
そ
の
ド

ラ
マ
の
構
想
メ
モ
の
よ
う
な
も
の
。
ド
ラ
マ
が
面
白

く
な
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
メ
モ
を
も
と
に
し
た
脚

本
づ
く
り
に
か
か
っ
て
い
る
と
い

っ
て
よ
い
の
で
あ

司令
。

写真／世界文化フォト文／普回紫紺（Ai'l57史）
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環境保護のためだけに10年間。おかげさまで、その成果が少しずつ見えてきました。

季節によって、天候によって、時間によって、美しく表情を変える海。しかし自然の

流れによって変わるのではなく、人によって、その表情にかげりを見せている海も

あります。「人がいるから海は汚れるJから、「人がいるからこそ海は汚れない」

へと変えていかなければなりません。海だけではなく、あなたの身近に、

そして、あなたの故郷に、ごく当たりまえに存在する風景を、ずっとずっと残して

いくために、私たちは今日も活動しています。アムウェイ・ネーチャーセンタ一。

それは環境保護のためだけに生まれた、もうひとつのアムウェイです。オリ ジナル

のキャンペーングッズを販売し、収益のすべてを環境基金にあてています。圏内

外、計41の自然保護プロジェクトに 5億 2千万円を助成。10年たった今、着実に

その成果が現れはじめてきました。私たちは、これからも、この「環境基金キャン

ペーンJをはじめ、さまざまな活動を展開していきます。美しい地球を未来に

残すことができるよう、みなさまのご理解とご支援をよろしくお願いいたします。

更AnotheγwのofでAm切り
これが弘たちの助成集です.[19叩年1・伊豆沼内沼サンクチュアリの創造｛宮滅県）・オホーツクの村（北海道｝・fみどりー本j軍硲［東京信） [ 1991'手｝・八量山ザノゴ・慣元 ｛沖縄県｝ ・ヤンパルの自揖保箇 ［沖縄県 ） • Jl沼図んぽランドトラスト （矯玉県｝

・ペルンャ湾野生生物叡済基金 （東京・I) [1992年I・桶ヶ谷沼トンボ傍観｛”岡県）・ブナの里線植樹｛青森県）・掴路温厚自照ガイドシステム作り （北海通｝・立山連鱒の高山継物檀元（富山県） [1993＇！＇）・掴路通廠自然ガイドンステム作り （北海道）・黒沢湿

原保全｛徳島県｝・ジブチ砂漠緑化｛東京畿） ・エコアップ雲仙（畏・e111> ・八量山サンゴ磁橿元（沖縄県） [1994年l・屋久島自照保全（鹿児島県）・天神備保積｛東京都）・オニパスの保麗育成（衝潟県）・伊E半島海中の綴保置と慣元｛静岡県｝・小深寝21I編木

県） [1995＇手1・E久・自揖保全｛鹿児・ill）・白山イヌワンの縫（石川県）・里山サンクチュアリ （子事県） ・トンボ王国 （高知県）・池の平温康保積 （長野県） [1996＇手1・ヤンパルの自関係置 （神縄県）・犬山山頂の楢主慣元｛鳥取県）・八代のアル護楽地の環

ll復元 ｛山口県）・クピワコウモリの繁殖コロニーづ〈り ｛長野県｝ [1997＇事1・シマフクロウの森の固厨づ〈り｛北海週） ・ツンマヤマネコ町生き残れる漏舗づ〈り （豊崎県）・マリモ生育!Illの復元（北海週｝・手賞；週白描循環再生（千羽庫県｝・玉anのブナ林

檀元（鯛本県｝ [ 1 田•＇李1 ・白神山の議‘海の議、ニツ獲づ〈り ｛秋田県） ・スノーレッ ツの森 （長野県｝ ・小宣原の樋生檀元とクロアンアホウドリの営規鎗保館 ｛東京福｝ ・水蕩の蘇づ〈り（蕊島県｝ ・ニッポンパラタナゴの里山保全（兵••＞ [1999'李1・ウミガ

メの畑仕阪府）・四万＋111闘を育時づ〈り （高知’J）・河北海の湖岸再生｛石川県）・ハンノ柑づくり （宮縄県｝・ヤマネの畑と蕊（山出県1 7b'hH-fγセンヲー 〒1印刷2 •lll•渋谷E宇田川町7· 1 03羽 田 7290 http川 wwamway.co.jp 



ーーーーー－.~.E己;:z ~－一一一一ー

あ糸尚之！
そのE

IS EH ARA 
（神奈川県伊勢原市）

市
長
の
仕
事
と
は
、
市
民
へ
の
奉
仕
だ
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
ノ
l
プ
レ
ス
・
オ
プ
リ
l
ジ
で
す
ね
。

自
戒
と
創
造
性
、
そ
の
た
め
の
権
力
と
い
う
こ
と
を

わ
き
ま
・
え
て
い
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

私
は
ど
，
』
へ
行
く
に
も
運
転
手
ひ
と
り
だ
け
で
す
よ
。

そ
の
聞
に
職
員
は
仕
事
を
し
て
い
な
さ
い
、
と
。

堀江侃（／まりえ・すなお）

昭和ll年12月l目白神奈川県伊勢原

市生まれ。地元より学習院大学に

入学。昭和35年政経学部政治学科

卒業後、総理府事務官として行政

管理庁行政監察局監察官付。同54
年行政管理局統計審査官、同56年
行政監察局監察官、同59年石川行

政監察局長、同62年北海道管区行

政監察局長、平成元年近畿管区行

政監察局長、同E年関東管区行政

監察局長。平成4年4月1日総務

庁退官。同年目月E日日に伊勢原市

長当選、 10月 l日就任。同日：明日

月 l日再任、現在3期目。同日年

からは神奈川県国民健康保険団体

連合会理事長、厚生省医療保険福

祉審議会運営部会・老人保健福祉

部会・介護給付賀部会委員も務め

る。

神
奈
川
県
伊
勢
原
市
長
（
昭
譲
）

ー
プ
レ
ス
・
オ
ブ
リ
l
ジ
。

こ
の
言
葉
は
、
市
長
に
な
る
前
の
役

人
時
代
に
よ
く
使
っ
て
い
た
言
葉
で
す
。

政
経
学
部
政
治
学
科
在
掌
ゐ
’
に
国
家
公
務
員

上
級
試
験
に
合
格
し
、
行
政
監
察
の
仕
事
、
い

わ
ゆ
る
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
の
仕
事
を
し
て
い

た
と
き
の
こ
と
で
す
。

民
間
の
行
政
相
談
員
の
方
た
ち
と
と
も
に
、

行
政
チ
ェ
ッ
ク
の
仕
事
に
参
画
し
て
い
た
わ
け

で
す
が
、
こ
の
方
た
ち
の
仕
事
は
、
も
っ
ぱ
ら

行
政
へ
の
苦
情
を
聞
く
と
い
う
も
の
で
、
そ
れ

は
報
酬
の
な
い
国
民
の
た
め
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

な
ん
で
す
。

こ
の
方
た
ち
に
対
し
て
、

「
ま
さ
に
ノ
1
プ
レ
ス
・
オ
ブ
リ
l
ジ
で
す
よ
」

と
、
よ
く
言
っ
て
い
た
ん
で
す
。

私
が
こ
の
言
葉
を
知
っ
た
の
は
、
学
習
院
大

学
の
授
業
で
、
で
し
た
。

敬
愛
す
る
師
で
あ
る
法
学
の
大
沢
章
先
生
の

授
業
は
、
国
際
法
、
法
哲
学
、
ゼ
ミ
と
す
べ
て

の
授
業
を
受
け
た
の
で
す
が
、
授
業
中
の
雑
談

の
折
に
こ
の
言
葉
を
聞
き
ま
し
た
。

当
時
、
万
歳
ぐ
ら
い
で
し
た
か
、
口
髭
の
似

合
う
先
生
で
し
た
ね
。
人
間
と
し
て
の
教
育
を
、

授
業
の
雑
談
中
に
受
け
た
ん
で
す
。

｜
｜
伊
勢
屋
巾
の
農
家
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
、

大
学
か
ら
学
習
院
へ
。
在
掌
中
は
片
道
1
時
間

半
か
け
て
目
白
に
通
っ
た
。

学
生
時
代
は
、
田
舎
の
学
生
で
し
た
か
ら
地

味
な
も
の
で
し
た
ね
。
高
校
で
は
弁
論
部
に
入

っ
て
い
た
の
で
、
大
学
で
も
弁
論
部
に
入
部
し

ま
し
た
。
大
沢
先
生
は
弁
論
部
の
顧
問
で
し
た

か
ら
日
回
ぐ
ら
い
、
研
究
室
で
お
目
に
か
か
っ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

国
家
公
務
員
上
級
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
を

報
告
に
う
か
が
っ
た
ら
、
そ
の
あ
と
、
大
教
室

で
の
授
業
中
に
「
合
格
し
た
生
徒
が
う
ち
の
学

u 

ノ
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校
に
い
ま
す
よ
」
と
。

当
時
は
安
位
罷
成
先
生
、
久
野
収
先
生
等
、

す
ば
ら
し
い
先
生
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
こ

の
恵
ま
れ
た
環
境
の
中
で
学
び
な
お
そ
う
と
、

勉
強
は
よ
く
し
ま
し
た
。
通
学
電
車
の
行
き
帰

り
は
読
書
三
昧
で
し
た
ね
。
大
沢
先
生
の
授
業

の
雑
談
か
ら
現
在
の
愛
読
書
で
も
あ
る
『
モ
ン

テ
ク
リ
ス
ト
伯
』
や

『レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
』
と

出
会
う
の
も
こ
の
噴
で
す
。
人
格
主
義
や
人
間

形
成
と
い
っ
た
こ
と
に
、
興
味
が
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
。

私
立
大
学
を
出
て
上
級
公
務
員
生
活
に
、
と

い
う
の
は
、
き
わ
め
て
珍
し
い
ケ
l
ス
で
す
が
、

在
掌
申
・
か
ら
「
パ
ブ
リ
ッ
ク

・
サ
l
パ
ン
ト
」

に
憧
れ
て
い
た
ん
で
す
。
自
分
は
世
渡
り
が
う

ま
く
で
き
な
い
の
で
、
会
社
組
織
の
な
か
で
は

生
き
残
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
し
か
し
公
務

員
な
ら
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
い
ま

し
た
。
組
織
の
中
の
人
間
と
し
て
は
合
培
瓜
は

つ
け
ら
れ
ま
せ
ん
ね
。
自
分
の
考
え
方
、
生
き

方
を
曲
げ
て
、
お
せ
じ
を
言
っ
て
ま
で
、

立
場

を
求
め
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思

っ
て
い
ま
し
た
か
ら
。
田
舎
育
ち
な
の
で
そ
こ

か
ら
抜
け
ら
れ
な
い
の
で
す
。

し
か
し
、
そ
れ
は
正
し
い
自
己
診
断
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
。
役
人
の
道
に
進
ん
だ
の
は
、
オ

ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
、
行
政
監
察
の
仕
事
を
し
た

か
っ
た
こ
と
が
大
き
い
で
す
ね
。

欧
米
で
は
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
と
は
、
国
民

か
ら
の
苦
情
処
理
と
、
マ
ス
コ
ミ
報
道
に
対
す

る
苦
情
処
理
が
主
で
す
が
、
日
本
で
は
、
諸
々

の
纂
宗
国
民
の
た
め
に
な
っ
て
い
る
か
と
い

う
視
点
で
、
行
政
を
チ
ェ

ッ
ク
す
る
仕
事
で
す
。

国
民
生
活
の
実
情
に
あ
っ
て
い
る
か
、
無
駄
遣

い
が
な
い
か
ど
う
か
、
行
政
全
般
に
わ
た
る
仕

事
。
国
民
の
た
め
の
行
政
と
は
ど
う
あ
る
べ
き

か
と
い
う

「あ
り
方
」
論
を
考
え
る
仕
事
と
も

“ 質実剛健を 守グ にしたような地工市長の執
務室。．棚には久里子収先生の著作集も

い
え
ま
す
。
こ
の
、
国
民
の
立
場
で
も
の
を
考

え
る
仕
事
を
熱
心
に
や
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
常
に
現
実
と
の
整
合
性
を
考
え
て
き

た
こ
と
で
も
あ
り
ま
し
て
、
次
第
に
こ
の
経
験

を
生
か
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

｜
｜
そ
ん
な
折
、
故
郷
の
伊
勢
原
市
か
ら
市
長

職
へ
の
打
診
が
あ
る
。
日
歳
の
頃
だ
。
総
務
庁

を
退
寛
平
成
4
年
伊
勢
車
巾
長
に
当
選
。

市
長
は
優
秀
な
町
作
り
の
リ
ー
ダ
ー
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
国
民
の
た
め
の

行
政
を
実
現
す
る
こ
と
と
、
市
民
の
役
に
立
つ

と
い
う
こ
と
は
イ
コ
ー
ル
な
ん
で
す
。

行
政
監
察
の
仕
事
は
意
見
を
申
し
上
げ
る
だ

け
で
し
た
が
、
市
長
の
仕
事
は
意
見
を
一言
尽
つ
だ

け
で
な
く
、

言
っ
た
こ
と
が
す
ぐ
実
行
で
き
る

ん
で
す
。
事
業
を
実
現
で
き
る
。
こ
れ
は
全
然

違
う
立
場
で
す
ね
。
し
か
し
、
前
の
経
験
が
あ

る
か
ら
判
断
で
き
る
。
そ
し
て
、
前
と
違
う
点

は
、
結
果
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
す
べ
て
私
の
責
任
な
ん
で
す
。
し

か
し
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
責
任
を
果
た
し
て
い
く

こ
と
で
形
が
で
き
て
い
く
。
道
路
ひ
と
つ
に
せ

よ
、
市
長
の
決
断
か
ら
な
ん
で
す
。
そ
れ
を
生

ま
れ
育
っ
た
と
こ
ろ
で
で
き
る
の
で
す
か
ら
、

戻
っ
て
き
て
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
ね
。

3
期
目
は
無
投
票
当
選
で
し
た
。
光
栄
だ
と

思
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
う
い

P2き
こ
そ
「
市

民
へ
の
奉
仕
」
の
精
神
、
ま
さ
に
ノ
l
プ
レ
ス
・

オ
ブ
リ
l
ジ
が
大
切
で
す
。一

層
の
自
戒
と
創

造
性
、
そ
の
た
め
の
権
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
き
ち
ん
と
わ
き
ま
え

て
い
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
ね
。

｜
｜
今
の
掌
生
へ
言
い
た
い
こ
と
は
｜
｜
。

今
思
え
ば
、
学
生
時
代
は
こ
の
立
場
で
き
ち

ん
と
仕
事
を
す
る
た
め
の
勉
強
の
期
間
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
。
卒
業
後
初
め
て
キ
ャ
ン
パ
ス
を

訪
れ
た
ら
、
掌
生
た
ち
が
や
け
に
明
る
か
っ
た
。

そ
れ
を
見
て
軽
す
ぎ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う

第

一
印
象
を
も
ち
ま
し
た
。
大
学
時
代
は
、
楽

し
い
4
年
間
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
分
の
道
を

見
極
め
る
た
め
に
し
っ
か
り
勉
強
し
て
ほ
し
い

と
も
思
い
ま
す
ね
。
た
だ
エ
ン
ジ
ョ
イ
す
る
だ

け
で
は
、
私
の
期
待
す
る
学
習
院
大
学
の
学
生

で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
、
と
。

大
学
時
代
に
し
か
身
に
つ
け
ら
れ
な
い
人
間

と
し
て
の
生
き
ざ
ま
を
見
定
め
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
。
私
が
良
き
師
に
出
会
え
た
の
も
勉
強

す
る
出韮
ゆ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
で
き
た
ん
で
す
。

自
分
で
良
き
師
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
見
定

め
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
専
門
知
識
は

本
を
読
ん
で
勉
強
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
先
生

の
雑
談
あ
っ
て
こ
そ
の
授
業
、
そ
こ
か
ら
、
人

生
体
験
に
基
づ
く
人
生
の
知
恵
を
な
ぜ
吸
収
で

き
な
い
の
か
、
と
申
し
上
げ
た
い
。
耳
を
澄
ま

せ
て
授
業
を
聞
く
べ
き
、
と
思
い
ま
す
ね
。

ノ
1
プ
レ
ス

・
オ
ブ
リ
1
ジ
と
い
う
言
葉
も
、

読
む
べ
き
本
に
つ
い
て
も
、
私
は
そ
う
い
う
雑

談
か
ら
学
び
ま
し
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、

学
習
院
は
わ
が
心
の
故
郷
で
す
。
学
習
院
で
精

神
を
耕
さ
れ
た
生
徒
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

む
M

・
昭
和
必
年
、
県
下
回
番
目
の
市
と
し
て

－U
誕
生
。
当
時
の
人
口
4
万
5
1
0
3人
。

匹以

現
在
の
人
口
は
約
四
万
人
。
小
田
急
線
伊

輯ス

勢
原
駅
が
市
の
中
心
地
区
へ
の
下
車
駅
。

戸

・

市
内
に
は
か
大
山
詣
で
。
で
有
名
な
大

，
山
阿
夫
利
神
社
、
日
本
三
大
薬
師
の
ひ
と

つ
と
さ
れ
る
日
向
薬
師
が
あ
り
、
多
く
の

観
光
客
が
訪
れ
る
。
平
成
7
年
の
調
査
に

よ
れ
ば
、
年
間
の
観
光
客
数
は
1
7
0万

2
2
5
8人
。
ち
な
み
に
市
の
最
高
地
点

は
大
山
の
山
頂
で
、

1
2
5
1
・
7
m。

立
地
条
件
の
似
わ
六
穴
野
県
茅
野
市
と
は
昭

和
臼
年
よ
り
姉
妹
整

mと
な
っ
て
い
る

0

・
健
康
プ
l
ム
の
昨
今
、
新
宿
か
ら
小
田

急
線
で
約
1
時
間
と
い
う
好
立
地
の
た
め
、

大
山
な
ど
へ
の
経
い
山
歩
き
を
楽
し
む
人

た
ち
が
急
増
中
だ
。

DATA BOX 
伊努療は多くの武将を輩出して
いるが、最も有名なのが，工戸城

を築城した太田道甚だ

」.......－......
伊雪時原市斤舎に隣接して建つ伊努原市民文化

会館。来訪者を太回避甚像力狙える

インタヒ．ユー・構成／吉江真理子 （昭51仏）Photographer/Shigeki Kawakita 
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明
日
の
む
こ
う
に

見
え
る
も
の
。

心
が
豊
か
だ
と
あ
っ
た
か
い
ね
。

明
日
へ
の
活
力
が
あ
ふ
れ
る

夢
を
育
む
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
。

創
造
力
を
「
カ
タ
チ
」
に
す
る
ち
か
う
。

わ
た
し
た
ち
共
同
印
刷
は

み
ん
な
の
生
活
に
彩
り
と

楽
し
さ
を
贈
り
つ
づ
け
ま
す
。
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青森桜友会桜友会だよ0
17年ぶりの青森での公開講演

青
森
桜
友
会
会
長

菊
池
武
弘

（昭器岨）
NHK解説委員の平野次
郎さんの巧みな話術に
魅せられたひととき

drrヨ
ヨ
官
、
、
盲
目
住
寺
』
旨
吋
回
目
u主

y
E
j
E険
防
づ
百
1
－一副社
A
U
H
V
H何
日

9
月
9
日
、
弘
前
市
内
に
あ
る
ホ
テ
ル
ニ
ュ
l
キ
ヤ
ツ
ス
ル

に
お
い
て
、
青
森
で
は
実
に
口
年
ぶ
り
に
な
る
「
第
日
回
学

習
院
公
開
講
演
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

開
催
地
、
青
森
と
い
え
ば
リ
ン
ゴ
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で

は
な
♀
青
森
市
の
「
ね
ぶ
た
祭
」
、
弘
前
市
の
「
ね
ぷ
た
祭
L

な
ど
の
祭
で
も
全
国
に
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
実
は
知
る
人
ぞ

知
る
お
祭
り
燥
の
青
森
は
、
こ
の
2
大
祭
の
他
に
も
、
古
い

形
を
残
し
た
数
多
く
の
祭
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
お
祭
り

好
き
の
青
森
県
人
の
性
格
も
反
映
し
て
か
、
今
回
の
公
開
講

演
も
大
盛
況
で
し
た
。

今
回
の
講
師
は
、
学
習
院
常
務
理
事
の
久
保
治
彦
氏
、

N
H
K解
説
委
員
で
学
習
院
女
子
大
学
特
別
専
任
教
授
の
平

野
次
郎
氏
の
お
こ
人
で
す
。
久
保
氏
の
演
題
は
「
中
央
銀
行

は
お
役
所
か
」
と
い
う
も
の
で
、
内
容
的
に
非
常
に
今
の
時

代
に
マ
ッ
チ
し
た
も
の
で
し
た
。
平
野
氏
は
「
私
た
ち
が
生

き
る
時
代
」
と
題
し
て
難
し
い
現
代
を
平
野
氏
流
の
解
釈

で
わ
か
り
や
す
く
お
話
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

M
時
か
ら
始
ま
っ
た
公
開
講
演
は
同
時
過
ぎ
に
終
了
。

2

時
間
以
上
に
渡
る
講
演
も
、
二
人
の
講
師
の
興
味
深
い
内
容

に
あ
っ
と
い
よ
尚
に
感
じ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
第
2
部
と
し
て
「
恋
金
歪
了
在
学
生
父
母
の
集

い
」
と
し
て
1
時
間
ほ
ど
の
時
間
が
と
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し

て
、
日
時
か
A
h
A
ロ
同
懇
親
会
が
学
習
院
と
青
森
桜
友
会
の
共

催
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
田
島
義
博
専
務
理
事
の
挨
拶
で
会

が
始
ま
り
、
次
に
菊
池
武
弘
青
森
桜
友
会
会
長
の
乾
杯
の
音

頭
で
懇
親
会
に
移
り
ま
し
た
。

普
段
は
あ
ま
り
会
え
な
い
友
人
た
ち
に
、
主
再
え
る
良
い
機

会
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
会
は
時
間
の
経
つ
の
も
忘
れ
る

く
ら
い
の
盛
り
あ
が
り
で
し
た
。

今
回
の
公
開
講
演
は
口
年
ぶ
り
虫
育
森
開
催
と
い
う
こ
と

も
あ
っ
て
か
4
0
0名
程
の
方
が
集
ま
り
大
盛
会
の
内
に
幕

を
閉
じ
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
の
講
演
会
に
先
立
ち
7
月
日
日
に
定
時
総
会
、

9
月
日
日
に
は
臨
時
総
会
も
開
催
さ
れ
て
、
熱
の
こ
も
っ
た

意
見
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
熱
意
が
そ
の
ま
ま
公
開

講
演
に
も
つ
な
が
り
、
今
回
の
大
成
功
に
な
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
主
催
者
皇
青
森
桜
友
会
の
方
々
、
講
演
会
に
参
加
し
て

く
だ
さ
っ
た
み
な
さ
ん
、
ご
苦
労
様
で
し
た
。

第
日
回

島津院長 ・平野次郎氏 ・久保治彦常務理事を囲んで記念撮影
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なつかしのキャンパス再び

桜友会だより

伊勢丹ISETAN 

今年で創業114年を迎えた
「伊勢丹」。「ファッションの
伊勢丹」「マーチャンダイジ
ングの伊勢丹」という百貨店
として培ったノウハウを生か
し、百貨店業のみならす、そ
の事業内容はさまざまなテリ
トリーに渡っている。今、 21
世紀に向けて更なるリーデイ
ング・カンパニーを目指す。

会員の半数以上が女性弘、ぅ

華やかな雰囲気が自慢の桜友会。

円卓を囲んでみんなでチーズ！

・・・・・－~罰吾去をu~正:w昌圃・・・・・
創業は明治19年（1886）。神田旅篭町に構えた間口がわずかニ問

という「伊勢屋丹；台呉目白吉」がその前身。関東大震災後、現在

の百貨店形式になり、昭和8年（1933）に現在の新宿店をオー

プンさせた。今年て創業114年を迎える伊勢丹は、新宿・立川・

割持・松戸・浦和・樹賑・府中に店舗をもつほか、ジェイ

アル京書！ゆ勢丹をはじめとするグループ企業やロンドンやパ

リなど；毎外ネットワークをもち、ク・ローノてルな活動を展開して

いる。企業スローガンは「毎日カ仁あたらしい。ファッション

の伊勢丹」。

本店 回東京書院庁宿区新宿314 I 

資本金： 35（糠円

従業員数： 5115名

ホームベジ： http://w.,w.isetan.eo.jp/ 

「
伊
勢
丹
桜
友
会
」
は
2
0
0
0年
現
在
、

昭
和
4
年
入
社
か
ら
平
成
立
年
入
社
ま
で

総
勢
引
名
と
い
う
大
所
帯
で
す
。
そ
の
内
、

女
性
は
臼
名
と
会
の
半
分
以
上
を
占
め
て

お
り
、
華
や
か
な
雰
囲
気
が
我
が
桜
友
会

の
自
慢
で
す
。

「
伊
勢
丹
桜
友
会
」
は
、
毎
年
1
因
不
定

期
に
参
集
し
、
会
員
相
互
の
近
況
報
告
を

中
心
と
し
た
情
報
交
換
会
を
聞
い
て
参
り

さ
小

l
v
h
へ。

し
か
し
、
百
貨
店
と
い
う
業
界
は
各
自

の
休
み
が
バ
ラ
バ
ラ
で
、
し
か
も
就
業
時

間
も
様
々
で
す
の
で
、
社
内
桜
友
会
を
聞

く
と
き
は
、
各
会
員
の
日
程
調
整
に
幹
事

は
大
変
苦
労
い
た
し
ま
す
。

伊
勢
丹
と
い
う
と
「
デ
パ
ー
ト
」
と
い

う
三
面
で
ま
と
め
ら
れ
が
ち
で
す
が
、
実

は
そ
の
職
種
は
非
常
に
多
岐
に
渡
っ
て
お

り
ま
す
。
我
が
桜
友
会
の
メ
ン
バ
ー
も
、

総
務
・
人
事

・
宣
伝
・
外
商

・
本
支
店
や

海
外
店
と
い
う
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
部

署
に
所
属
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
円
滑
な

社
内
業
務
に
も
大
変
役
立
っ
て
お
り
ま
す
。

日
頃
は
な
か
な
か
顔
を
合
わ
せ
る
機
会
が

あ
り
ま
せ
ん
が
、
桜
友
会
の
席
で
は
仕
事

18 

歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
伊
勢
丹
新
宿
店
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の
話
か
ら
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
の
話
ま
で
、
笑

い
の
絶
え
な
い
会
話
で
盛
り
上
が
り
、
と

て
も
フ
ラ
ン
ク
な
会
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

卒
業
し
て
何
年
経
っ
て
も
、
母
校
の
つ
な

が
り
は
あ
た
た
か
く
、
こ
の
フ
レ
ン
ド
リ

！
な
関
係
は
大
切
に
し
て
ゆ
き
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
は
、
さ
ら
な
る
女
性
会
員
の

出
雲
干
の
向
上
と
年
2
回
の
社
内
桜
友
会

開
催
を
目
指
し
て
、
交
流
を
図
っ
て
ま
い

り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

文
／
鈴
木
孝
博
（
昭
防
営
）

爽
や
か
な
表
情
が
実
に
印
象
的



.，’ ~;.l: ，】 l屯岨 平成 12年 9 月 19日（火）／伊勢丹新宿店本館 7階 ・ レストラン「ISETANプチモンド」

「伊勢丹桜友会の夕べ」潜入ルポin新宿

名自
を事

警暴
るめ

首長

ii 
究亡｜ん

は

圃
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
雰
囲
気
で、

圃
故
郷
に
帰
っ
た
よ
う
な
2
時
間

平
成
立
年
9
月
四
日
却
時
か
ら
、
東
今
の
仕
事
へ
の
憧
れ
や
、
職
場
や
学
校
で

京
・
新
宿
の
伊
勢
丹
本
館
7
階
レ
ス
ト
ラ
の
思
い
出
話
な
ど
に
花
が
咲
い
た
。
ま
た
、

ン
「
I
S
E
T
A
Nプ
チ
モ
ン
ド
」
で
伊
入
社
5
年
目
の
藤
本
さ
ん
は
ち
ょ
う
ど
誕

勢
丹
埜
去
五
が
聞
か
れ
た
。
生
日
と
重
な
り
、
み
ん
な
で
「
ハ
ッ
ピ
ー

百
貨
店
業
で
就
業
時
聞
が
個
々
人
で
ま
パ

l
ス
デ
イ
」
を
歌
っ
て
お
祝
い
す
る
と

ち
ま
ち
で
あ
る
た
め
、
集
合
時
間
に
集
ま
い
う
う
れ
し
い
ハ
プ
ニ
ン
グ
も
。

っ
て
い
た
の
は
5
人
。
幹
事
の
鈴
木
さ
ん
自
己
紹
介
の
ト
リ
を
務
め
た
細
谷
さ
ん

か
ら
は
却
人
位
出
席
す
る
と
聞
い
て
い
た
は
、
「
学
習
院
の
よ
い
と
こ
ろ
は
人
数
が
少

の
で
、
ホ
ン
ト
に
集
ま
る
の
か
と
一
抹
の
な
い
こ
と
。
い
つ
も
話
し
合
え
る
仲
間
を

不
安
を
感
じ
た
。
そ
ん
な
気
持
大
切
に
し
て
ほ
し
い
」
と
述
べ
、
ま
た
「
女

ち
を
察
し
て
か
、
今
回
の
取
材
性
会
員
が
た
く
さ
ん
来
て
く
れ
て
う
れ
し

を
コ

1
デ
イ
ネ
1
ト
し
て
い
た
く
思
う
」
と
い
う
言
葉
で
締
め
ら
れ
た
。

だ
い
た
田
中
さ
ん
が
ひ
と
こ
と
、
当
日
は
、
遠
く
相
模
原
か
ら
仕
事
を
終

「
ま
あ
、
最
初
の
集
ま
り
は
こ
ん
え
駆
け
つ
け
た
女
性
会
員
も
い
た
。
と
か

な
も
ん
ダ
ヨ
」
。
そ
＠
言
葉
ど
お
く
こ
の
よ
う
な
社
内
桜
友
会
は
年
長
の
出

り
徐
々
に
学
習
院
の
仲
間
が
集
席
者
が
多
い
が
、
今
回
の
桜
友
会
は
若
手

ま
り
始
め
、
加
時
必
分
か
ら
年
会
員
の
出
鹿
半
が
高
く
、
と
て
も
う
ら
や

齢
の
若
い
順
に
仕
事
の
近
況
報
ま
し
く
思
え
た
。

告
を
兼
ね
た
自
己
紹
介
が
始
ま
年
長
者
が
若
手
を
温
か
く
迎
え
入
れ
、

っ

た

。

彼

ら

彼

女

ら

の

話

を

よ

く

聴

い

て

い

る

。

J

覚
え
る
こ
と
が
と
っ
て
も
多
そ
れ
が
伊
勢
丹
桜
友
会
の
よ
い
雰
囲
気
を

い
」
と
入
社
2
年
目
の
心
境
を
作
っ
て
い
る
の
だ
と
実
感
し
た
。

述
べ
た
岡
田
さ
ん
を
皮
切
り
に
、

さすが「フアツンヨンの伊勢h カメラのアン~f）レにも敏啓だ

自己紹介のトリを務めた締谷さん。

今までもらった辞令は24枚だとか

仕事を終え相模原から

駆けつけてくれた女性も

いた。感政 I

「I+Iは九「2! 」でニッコリ記創畳影。笑顔が素敵な皆さんだ

~函亙盈E置圏・
帝国谷光太郎（昭42済）伊勢丹 lカード

湖東清夫（昭46法）相模原店総務部

豊田正典（昭46済）外商統括部管里担当

田中英介（昭49法）外商統括第！営業部

鈴木孝博（昭58営） MD統括婦人第3営業部

神田尚哉（昭57営） MD統括婦人第4営業部

藤村摩也（昭58；斉）バーニーズJ

亀田真里（平2心） MD統括婦人第 1営業部

鈴木優介（平4政） MD総括婦人第3営業部

宮川 桂（平4政）営業本部販売促進部

藤本武志（平8法） MD統括ベビー子イ共用品

渡部真美（平9法） MD高対舌婦人第2営業部

白浜悠美（平9短） MD統括婦人第2営業部付

服部由布子（平｜！；去）樹期！$営業樹百部引期E

岡田英里子（平｜｜短文） MD統括食品営業部

門田智子（平11短国）樹競店営端溺諮問人服
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「輔仁会サークル」さき昔散歩｜

思い出サークルめぐり〈そのl}明治以来の歴史と伝統を誇りに、
チャレンジスヒ。リットを抱きながら、
新しい歴史を刻む「j曹艇部」o

桜友会だより

学
羽
長
の
部
活
動
で
最
古
の
歴
史
を
も

っ
「
漕
艇
部
」
。
そ
の
歴
史
は
、
明
治
M

年
日
月
の
墓
尽
府
尋
常
中
学
校
（
都
立
日

比
ハ
全
両
校
）
学
友
会
の
第
1
回
競
吏
E

に

参
加
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。

発
足
当
初
の
名
称
は
「
端
艇
部
」
。
明

治
部
年
に
は
、
部
で
初
め
て
と
な
る
端
艇

3
隻
（
い
ぶ
き
、
の
わ
き
、
は
や
ち
）
を

新
造
し
た
。
当
時
端
艇
を
持
っ
て
い
た
学

校
は
、
東
京
帝
国
大
学
主
導
商
業
学
校

な
ど
の
2
、
3
校
。
大
変
貴
重
な
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

同
年
目
月
、
皇
太
子
殿
下
（
大
正
天

皇
）
の
臨
席
を
仰
ぎ
、
墨
田
川
で
進
水
式

が
行
わ
れ
た
。
こ
の
時
、
殿
下
か
ら
賜
っ

た
御
下
賜
金
で
「
優
勝
旗
」
を
製
作
。
明
治

幻
年
の
「
輔
仁
ム
一
端
艇
競
費
百
」
か
ら
こ
の

優
勝
旗
争
奪
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、
以
後

毎
年
競
買
耳
が
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

明
治
犯
年
に
名
称
を
「
水
上
部
」
に
変

更
。
明
治
組
年
の
「
全
国
中
学
校
選
手
競

漕
大
会
」
参
加
を
き
っ
か
け
に
、
対
外
的

な
活
動
も
始
ま
っ
た
。
大
正
日
年
「
第
l

回
全
日
本
ス
カ
ー
ル
選
手
権
」
を
獲
得
。

以
後
、
昭
和
3
年
か
ら
お
よ
そ
叩
年
に
渡

り
選
手
権
を
獲
得
し
「
ス
カ
ー
ル
王
国
学

習
院
」
の
名
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
。

昭
和
四
年
に
は
、
現
後
援
会
会
長
の
中

野
新
両
氏
が
、
海
の
記
念
日
海
洋
競
技

大
会
ス
カ
ー
ル
競
漕
で
、
全
日
本
選
手
権

保
持
者
を
破
り
、
戦
時
下
最
後
の
錦
を
母

校
に
飾
る
こ
と
に
な
る
。

昭
和
泊
年
、
大
学
開
設
と
同
時
に
大
学

水
上
部
が
発
足
。
戦
前
に
続
い
て
ス
カ
ー

ル
で
た
び
た
び
全
日
本
選
手
権
を
獲
得
し
、

伝
統
を
保
持
し
た
。
空
襲
で
端
艇
が
焼
失

し
た
た
め
、
し
ば
ら
く
倍
艇
で
の
練
習
だ

っ
た
が
、
初
年
に
O
B
と
学
校
の
援
助
で

フ
ォ
ア
を
建
造
。
お
年
に
は
後
援
会
も
発

足
し
「
漕
艇
部
」
と
改
称
し
た
却
年
、
埼

玉
の
戸
田
ボ
l
ト
コ

1
ス
に
艇
庫
が
完
成

し
、
今
年
7
月
ま
で
、
初
余
年
に
渡
り
部

員
た
ち
の
活
動
の
場
と
な
っ
た
。

昭
和
初
年
代
以
降
は
戸
田
レ
ガ
ッ
タ
、

全
日
本
大
学
選
手
権
な
ど
で
ス
カ
ー
ル
、

フ
ォ
ア
、
エ
イ
ト
で
の
優
勝
や
上
位
進
出
、

そ
し
て
位
年
の
全
日
本
軽
量
級
選
手
権
で

は
対
抗
エ
イ
ト
で
準
優
勝
と
活
隠
し
て
い

る
。
近
年
で
は
女
子
部
員
の
活
躍
も
目
立

つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

海
外
究
流
も
積
極
的
で
、
平
成
叩
年
目

月
、
高
等
科
漕
艇
部
は
イ
ギ
リ
ス
の
名
門

パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
ク
ー
ル
「
イ
1
ト
ン
カ
レ

ッ
ジ
」
の
ボ
1
ト
部
と
親
義
旦
訊
合
を
行
っ

た
。
イ
1
ト
ン
ク
ル
l
の
強
さ
を
見
せ
つ

け
ら
れ
た
試
合
だ
っ
た
が
、
試
合
後
は
大

い
に
懇
親
を
深
め
た
。

明
治
以
来
の
歴
史
と
伝
統
を
も
っ
「
漕

艇
部
L

。
新
艇
塵
震
が
き
っ
か
け
に
、
更

な
る
飛
躍
を
期
待
し
た
い
。

Dbl信I? 20 

8
人
で
漕
ぐ
競
漕
用
ポ
l
ト
「
工
イ
ト
」

の
競
技
風
景
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日百平日57年の全日本大学選手抱対校エイトクjレー

つJ
，

学習院新艇庫が
埼玉県戸岡市に7月完成！ 重

平成12'年7月28日、埼玉県戸田ボートコースに「学

習院戸田新艇庫J が完成した。旧艇庫は、東京オリ

ンピックが開かれた昭和39年に漕艇部や多くのOB 

の協力により建てられた帆鱗~30余年を経て老朽

化。学習院21世紀基金へのOBの寄付活動が実っ

て、学校施設として昨年建て直しが決定された。今

年1月の地鎮祭から半年あまりで完成。周りには東

北大や法政大、東大などの艇庫か立ち並んでいるカミ

中でも学習院の 「新艇庫」は爽快な青い外観カ1印象

的で、ひときわ立派な雄姿を見せている。

新艇庫に寄せられたOBの想い
中野新一郎 （目的l開

ま
し
た
。
後
援
会
も
や
が
て
印
年
目
を

迎
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

現
在
会
員
は
4
0
0名
を
超
え
、
み

な
掌
生
時
代
に
エ
イ
ト
や
フ
ォ
ア
、
ス

カ
ー
ル
に
オ
1
ル
を
握
っ
て
青
春
を
謡

歌
し
た
者
ば
か
り
で
す
。
今
年
7
月
に

会
員
の
浄
財
を
も
と
に
、
学
校
当
局
の

協
力
を
得
て
、
埼
玉
県
の
戸
田
ボ
1
ト

コ
1
ス
脇
に
待
望
久
し
い
「
新
艇
庫
」

が
完
成
し
、
学
羽
息
院
の
堂
生
の
健
全
な

る
ス
ポ
ー
ツ
施
設
と
し
て
活
用
さ
れ
ま

す
と
共
に
、
輔
仁
会
漕
艇
部
の
基
地
と

し
て
対
外
試
合
に
活
用
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。

現
在
は
、
高
等
科
漕
艇
部
と
大
学
漕

艇
部
が

一
体
と
な
っ
て
、
装
い
新
た
な

艇
庫
で
選
手
の
強
化
に
後
援
会
も
鋭
意

取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。

21 Oblige 

学習院漕艇部後援会会長

学
習
院
輔
仁
会
漕
艇
部
は
、
昭
和
お

年
の
後
半
ま
で
は
「
水
上
部
」
と
し
て

学
習
院
の
中
で
も
古
い
歴
史
を
も
っ
た

運
動
部
の
ひ
と
つ
で
、
整
剛
は
尾
久
に

艇
庫
を
も
ち
、
対
外
試
合
は
も
と
よ
り

院
内
レ
l
ス
等
が
活
発
に
行
わ
れ
て
お

り
ま
し
た
。

昭
和
M
年
の
大
学
設
立
と
同
時
に
対

外
試
合
に
積
極
的
に
参
加
し
、
小
笠
原

長
武
（
昭
幻
政
）
、
島
野
卓
爾
、
今
泉

季
正
（
昭
加
政
）
氏
等
が
ス
カ
ー
ル
、

フ
ォ
ア
に
出
場
し
活
躍
さ
れ
、
同
時
に

後
輩
の
壇
導
と
将
来
を
考
え
て
漕
艇
部

後
援
会
の
組
織
化
に
並
々
な
ら
ぬ
努
力

を
な
さ
れ
ま
し
た
。

初
代
の
後
援
会
会
長
に
元
埼
玉
銀
行

頭
取
の
放
・秋
元
順
朝
氏
（
大
M
旧
高
）

が
就
任
さ
れ
、
今
日
の
基
礎
を
作
ら
れ



「輔｛二会サークル」舎昔散歩｜
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学習院美術；n1続会会同居記意パーティ・

桜友会だより

旨

日開42年、日柄喬高島屋でオーJレ学習院美術

展を開催

現役部員の名作ガ」堂に

「フルジ‘ョワ展」
8月に開催！

学
習
院
大
学
名
誉
教
授
で
元
美
術
部

長
・
林
友
春
先
生
の
言
葉
を
借
用
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

「
学
習
院
は
戦
後
一
般
に
開
放
さ
れ
ま
し

た
が
、
や
や
も
す
れ
ば
そ
の
教
育
目
的
が

明
確
を
欠
く
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま

す
。
し
か
し
学
習
院
に
と
っ
て
は
、
旧
学

習
院
の
そ
の
日
本
的
伝
統
文
化
の
香
り
と
、

明
治
以
降
の
新
し
い
文
化
創
造
へ
の
率
先

開
発
と
い
う
学
習
院
本
来
の
瞳
得
を
再
認

識
し
、
世
界
文
化
の
発
展
に
貢
献
す
る
の

が
、
最
も
担
貼
し
い
教
育
目
的
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
中
で
も
、
か
つ
て
日
本

に
西
空
実
術
・
音
楽
・
文
芸
を
招
来
し
、

日
本
文
化
発
展
の
先
駆
を
な
し
た
白
樺
派

の
人
達
の
功
績
を
継
承
す
る
学
習
院
唖
仁

会
の
美
術
部
は
、
音
楽
部
と
共
に
、
全
学

の
文
化
活
動
の
中
心
と
な
っ
て
、
一
入
学

習
院
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
文
化
発
展
に

努
力
し
て
き
た
こ
と
は
、
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
こ
と
と
思
い
ま
す
。
こ
の
美
術
部
は
、

浩
富
皇
太
子
殿
下
が
学
習
院
幼
稚
園
に
入

園
さ
れ
、
絵
を
発
表
さ
れ
た
の
を
契
機
に
、

以
来
し
ば
し
ば
オ
1
ル
学
習
院
美
術
展
を

開
催
し
て
き
ま
し
た
」

林
先
生
の
お
言
葉
の
よ
う
に
わ
が
美
術

部
は
、
日
本
的
伝
統
文
化
の
香
り
を
基
調

に
、
明
治
以
降
の
新
し
い
文
化
創
造
へ
の

日召和41年に行われた車新二会美f耐部の夏合宥

平成12年8月25日；から27日まで東京の新宿区

民ギャラリーで「フルジョワ展」が開唯され

た。学習院美術部の現役部員の作品も多数展

示された今回の展覧会。会場に足を踏み入れ

ると、若い熱気が会場いっぱいにみなぎって

いた。学習院美術部は絵画や陶芸作品、パイ

フ。をf吏ったオブジェなどを出品し、創造力の

高さをアピールした。
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一
翼
を
担
っ
て
き
た
と
い
う
自
負
が
あ
り

ま
す
。
今
年
制
作
し
た
「
学
習
院
美
術
部

卒
世
歪
ム
名
簿
」
か
ら
諸
先
輩
の
御
名
を
挙

げ
て
み
ま
す
と
、
鋒
々
た
る
人
物
が
ア
ト

リ
エ
に
て
絵
を
描
い
て
い
た
の
が
分
か
り

ま
す
。
大
正
日
差
是
守
科
卒
の
故
入
江
相

政
氏
、
昭
和
2
年
高
等
科
卒
の
故
徳
川
義

寛
民
、
故
智
島
直
康
氏
な
と
の
方
々
の
御
名

が
見
え
ま
す
。
そ
し
て
昭
和
却
年
代
過
き

に
、
現
在
の
様
相
に
な
っ
て
参
り
ま
し
た
。

今
回
発
刊
さ
れ
た
美
術
部
卒
業
生
の
名

簿
に
は
、

1
1
0
0名
の
名
が
載
っ
て
い

ま
す
。
壇
場
者
は
、
戦
中
か
ら
戦
後
に
か

け
て
、
整
局
永
惣
一
先
生
（
元
国
立
西
洋

美
術
館
長
）
、
洋
画
の
故
岡
常
次
、
日
本

画
の
今
回
直
策
の
両
先
生
、
さ
ら
に
昭
和

却
年
代
か
ら
は
故
石
川
滋
立
身
冗
生
（
新
制

作
協
会
）
、
故
是
永
伸
一
先
生
、
故
新
木

正
之
介
先
生
、
林
友
春
先
生
な
ど
の
方
々

が
お
い
で
に
な
り
、
故
石
川
先
生
は
毎
週

土
曜
日
に
絵
の
批
評
会
で
ご
指
導
さ
れ
、

会
が
終
了
す
る
と
先
生
の
奏
で
る
ア
コ
ー

デ
ィ
オ
ン
に
合
わ
せ
、
屋
上
で
ホ
ウ
キ
ダ

ン
ス
な
ど
を
し
ま
し
た
。

夏
の
合
宿
は
、
志
賀
高
原
の
丸
池
ロ
ッ

ジ
や
石
の
湯
山
荘
等
々
で
開
催
し
、

1
週

間
の
合
宿
中
に
描
い
た
力
作
の
批
評
会
と

合
宿
最
後
の
晩
の
納
会
で
の
寸
劇
が
よ
き



緩機議議察機襲撃機織総議護憲とご警護線怒襲撃懸総額襲機関畿織機

目白のアトリエよ、永遠なれ！

思
い
出
で
す
。
帰
り
の
夜
行
列
車
の
中
で
、

眠
ら
ず
に
将
来
の
思
い
を
語
り
明
か
し
た

こ
と
が
走
馬
燈
の
よ
う
に
思
い
出
さ
れ
ま

す
。
当
時
の
大
学
美
術
部
の
展
覧
会
は
、

秋
の
大
学
祭
と
オ
l
ル
学
習
院
展
が
主
要

で
し
た
。
特
に
都
内
の
有
名
目
ア
パ
ー
ト
で

開
催
さ
れ
た
オ
l
ル
学
習
院
展
は
幼
稚
園

か
ら
大
学
、
短
大
、
教
職
員
と
関
係
者
一

同
の
発
表
会
に
な

2
志
し
た
。
外
部
団
体
・

企
業
の
方
々
達
と
交
渉
し
た
り
、

O
B
の

著
名
な
先
生
方
（
武
者
小
監
護
氏
ほ
か

多
数
の
方
々
）
の
絵
を
借
用
し
た
り
、
会

場
も
採
算
の
合
わ
な
い
点
も
特
別
な
お
取

歴史を感じさせる黒板にはスケジ斗
－）レがビソシリ

アトリエに通じるたった一つの通
路となる虫勅溜皆段

美杭措防7歴史を貝品売けてきたンンボJレ的な存在の
ウeイーナス像

ー

茶
色
の
粘
土
が
見
る
見
る
う
ち
に
徳
利
へ
と
姿
を
変
え
て
い
く

敷町部100年の重み

計
ら
い
で
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
無
料
で

い
ろ
い
ろ
と
ご
国
慮
い
た
だ
き
ま
し
た
こ

と
に
感
謝
し
な
が
ら
、
社
会
勉
強
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ど
ん
な
展
覧
会
で

も
出
品
さ
れ
る
作
品
だ
け
で
な
く
、
一
一
方

の
絵
の
飾
り
付
け
や
配
置
な
ど
に
も
各
人

の
人
間
性
が
表
れ
、
興
味
深
い
も
の
で
す
。

現
在
の
美
術
部
ア
ト
リ
エ
は
、
日
月
頃

で
き
た
ア
ト
リ
エ
に
移
転
し
ま
す
。
こ
れ

を
機
会
に
、
今
後
も
現
役
学
生
と
桜
美
会

と
が
協
力
し
、
晶
子
田
島
師
の
文
化
活
動
の
発

展
に
役
立
ち
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

文
／
渡
辺
伊
佐
保
（
昭
必
済
）

輔仁会美術部の創設は、院史によれば昭和2年とされています
が、その前身の桜虹会が明治36年頃の創設とありますから、その
歴史は I00年前に遡り、大正期には文学者、美術家による白樺運

動を興し、日本に初めて後期印象派等の西洋美術を紹介するなど、
わが国美術界に大きな足跡を遺しています。この秋に移転が決ま

ったアトリヱは、昭和6年の竣工ですから、旧アトリエは70年近
くに渡って我々の活動の場であったわけです。
戦後、学習院の整備拡充に伴い、卒業部員数も大幅に増え、

OB・OGを束ねることも困難となりましたカミ昨年暮れ 新たに「桜

美会」の名称の下に 1100名に及ぶ卒業部員組織が再編されたこと

は喜ばしいことです。当面は財政面の制約から、院内に会場をお
借りして年 l回のOB現役合同展を開催してゆく予定ですが、やが
ては昭和46年の第14回を最後に中断した「オール学習院美術展」
を復活再開させることを念願しています。美術制作の醍醐味は、

題材と向き合い、個々人の感性と技量によって作品を完成させて
ゆく喜びにありましょう。卒業生の個展やタル プ展も年4大変

盛んであります。「桜美会」が、学習院の文化活動の中核として

益々充実発展してゆくことを心から願っております。
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桜美会会長

竹内敏郎 （昭雄）



棲友クラブからのお知らせ

OBLIGE 
樫友クラブは、クラブ会員のために、さまざまなイベントや、

会員相互の交j荒がはかれる楽しい企画を考えています。

このオブリージ・クラブはそんな誌よクラブなのです。

非公開の小笠原流「弓始」を拝見
I i樹寸はがきでお申U込み下さい！！

小笠原流の武家伝統を

ご覧になりませんか？

来年はついに21世紀、新しい時代への

幕開けです。未来を見つめるとともに、

日本の伝統文化の素晴らしさを味わい、

彩芹を一緒にお祝いしようと思います。

小笠原流は明治のはじめより華族女学

校、学習院女学部、女子学習院において

作法を伝授された、いうなれば学習院の

伝樹L法を築かれたお作法の流派です。

その小笠原流宗家に八百余年伝わる、武

家伝統の儀式のひとつが「大的式」です。

「大的式」はホ弓賄F ともしめ札公家・

武家にとっては重要な儀式でした。式は

ご神前にて修誠などが行われたあと、 「大

的均台めませ」と宣言し、射手は作法に

のっとって矢をひしという神聖な行事

です。

通常は明治神宮・萩の庭にて非公開で

行われるものですが、今回は特別に拝見

させていただけることとなりました。

平成12年の「大的乱は残念ながら雨

天のため中止でした。来年こそはぜひの

思いをこめ、皆様お早めにお申込み下さ

い。先着50名様です。

《日時》平成13年1月17日（水）、 13時

から約1時間を予定。《場所》明治神宮

萩の庭。《参加費》2000円（お祝い金）。

《問合せ》fi03・3376・6086（桑原啓子／

昭33政） fi03・3988・3288（桜友会事務

局）

千葉県の「相コルフ倶楽部」でナイスショットをぜひ。

「大的式Jは明治神宮にて毎年 1月17日に行われ

る小笠原流の伝統儀式

第10回楼友クラブゴルフ大会、11月21日に開催
すっかり恒伊斤子事となった「棲友クラ

ブゴルフ大会」。毎回、多数の会員の方が

参加さオ1、芝生の上で白熱したゲームを

繰り広げられています。そのゴルフ大会

も、今回で記念すべき10回目。今回は、

11月21日（火）に千葉県柏市の 「相ゴル

フ倶染部」を会場に「却崖されます。

柏市は、千葉県の北西部に位置する人

口32万の市。市の中心部である柏駅周辺

にはショッピンク。センターが建ち並び、

大変なにぎわいをみせる一方、周辺には、

多くの水鳥が飛来する手賀沼やコスモス

畑が美しいあけぼの山公園などがあり、

豊かな自然にも恵まれたベッドタウンで

もあります。

会場となる相ゴルフ倶楽官1は、北総の

台地に位置する林間コース。コースは松

林で固まれており、フェアウエーは広く

まとめやすいコースです。

さわやかな秋空の下、爽快な芝生の上

で心地よい汗を同窓の仲間たちと流して

みませんか。

《日時》11月21日（火） 8時48分スター

ト。

《会場》柏ゴルフ倶楽部（千葉県拍市若

柴228）。fi0471・31・3121。

《会費》5000円。

《申込み・問合せ》ク’ローパルエンター

プライズ・大石智一（秘書山本） ／昭

55済（fi03・5468・500日まで
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CLUB 

諸都議ー｜麗謀議議官i輪百見草議日益
ニれまでの、伝統文化に触れることを中心とした棲友クラブの催事とは

少し色合いの変わった、今回の「東京証券取引所の見学会」o

長い歴史を積んだ、重厚な感じの建物の外観とは異なった、

まさに世界につながる日本経済の最先端の、東証の中を覗いてみよう。

ょうやく秋の気配が感じられるように

なった9月20日、ニューヨークのウオー

ルストリート、ロンドンのシティと並ぶ

世界経済の中心地、日本橋兜町に50名近

い桜友会会員が集まりました。この度は、

東京証券取引所という場所柄、気のせい

か男性の方も普段よりも多く出席なさっ

ているように感じられました。

午前10時、証券取引所の見学会が始ま

りました。

初めに2階の東証プラザで簡単な全体

的説明を受けた後、昨年4月までは立会

場だった、現在は東証アローズと名を変

えた取引場を回廊からぐるりと見て回り

ます。立会場開tの賑やかさ抑虚のよう

に、静まり返った取引場がそこにはあり

ました。みなさんも、あまりにも人が少

ないことに驚きを隠せないようで、しき

りと係の方に今まで、立会取引をしていた

方たちはどこに行ったのか尋ねる姿が見

られました。今の東証アローズには、取

引の透明性を象徴する、ガラス張りの円

筒形の施設があり、その中で数人の方々

が取引の酎見業務を行っています。

見学の終わりに、スクリーンを使った

東証の説明と、調査部長の市場説明があ

り、最後に東京証券取引所理事長の土田

正顕氏がお話になりました。実は土田氏

ご自身も昭和27年に学習院中等科をご卒

業になった桜友会会員で、顔を見知った

まさに経前〉最先株 l円切最先端を走る薦正ア

ロ ズの内音民奥のスクリーンには「歓迎学習院桜
友会樫友7ラブ」の文字も

島村氏の相不で、賑や制こ「玉ひて”Jてす浸食の
会は始まった。右は桜友会ヴ対上智也（昭31附
劃会長
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先輩 ・後輩を目の前に、懐かしい昔のお

話をなさいました。

11時30:frj昌ぎに見学会が終了し、場所

を日本橋人形町の親子井で有名な 「玉ひ

で、」に移し参加者全員で昼食をいただき

ました。お忙しい中駆け付けて下さった

元農林水産大臣の島村宜伸氏（昭31政）

の乾杯の音頭で食事が始まりました。み

なさん、それぞれの証券取引所の感想な

どをお話になりながら、美味しい親子井

に舌鼓を打ちながら、会は幕を下ろしま

した。

東京証券取引所 廿OKYOSTOCK EXCHANG臼

住所。東京都中央区日本橋兜町2I 

休業日〈〉土・日曜、祝日、年末年始
見学時間く）9～16時
インフォメーシヨン・テラス利用時間0 9時～16時3（｝分

車挫〈無料

問合せく〉東京証券取引所総務部広報室 fi03・3665・1881



棲友クラブからのお知らせ

OBLIGE 

湘南桜友会ヘ発展予定！
楽しい夜を古都鎌倉で

第2回八王子桜友会

「講演と懇親の集しU
11月5日（日）に開催決定

10月14日、鎌倉パークホテルにおい

て、湘南さくら倶楽部主催「黒田美治を

囲む会」が行われました。18時からのデ

ィナータイムにはじまり、黒田美治氏（昭

23旧中）の演奏に聞き惚オい楽しい時間

が過ぎていきました。

湘南さくら倶楽部は湘南地域に住む桜

友会員有志の集まりで、現在会員は約40

名潤室。将来的には湘南桜友会という形

に発展していくということです。1日も早

い結成をお待ちしています。

山
形
の
公
開
講
演
に
続
い
て

E
回
目
の
登
場
の
藤
竹
教
短

11月5日、第2回八王子桜友会 「講

演と懇親の集い」が開催されます。学習

院大学法学部の藤竹暁教授（昭30政）

の講演会と懇親会を聞く予定です。《日

時》11月5日（日） 17時～。《場所》京

王プラザホテル八王子。東京都八王子市

旭町14~1 。《懇親会費》 1 万円。 《申

込み》http://oukai.etc.gakushuin.

ac.jp/ chiiki/hachioji.htm （八王子

桜友会ホームページ）

演会の後には懇親会も予定されておりま

すので、奮ってご参加くだ、さい。

《日時》11月20日（月） 18日寺～総会、 18

時1防士～講演会、 19時2的土～懇親会。

《場所》学習院創立百周年記念会館3階。

《会費》6000円（平成8、9年卒の方は3000

円、平成10、11、12年卒の方は1000円）

第19固経済学部会総会
11月20日に開催。

「たつのおとしご会」の
仲間たちが大集合！

多
彩
な
講
師
が
招
か
れ
る
総
会

11月20日の18時から、学習院創立百

周年記念会館3階で「第四回経済学部

総会」が開催されます。学部卒業生を対

象に毎年総会を開催。総会後に催される

識寅会には、各界で活躍している卒業生

を講師として招いており、過去には「オッ

クスフォード大学に学んで」というテーマ

で皇太子殿下も演壇に立たれています。

今年の講演会に東京女子医科大学長の

高倉公朋氏（昭26高）を講師に迎え、

「1出の新しい科芋F 一老から守るため

』こ一」をテーマにお話いただきます。講

8月5日、東京・渋谷のエクセルホテ

ル東急に演劇界で活躍中の「たつのおと

しこや会」のメンバーが集まりました。今回

の集いは3名の会員のお祝いの会。永

井芳枝氏（昭42仏）、角野卓造氏（昭46

済）、宮田慶子氏（昭55国）がそれぞれ

日制寅劇学釘可竹賞、読売i鯛伏賞最優

秀男優賞、文化庁野町選奨文部大臣賞新

人賞を受賞されたためです。普段のテレ

ビや写真では見られないような大きな笑

顔を見せながら、気軽な仲間たちと楽し

いお話に花が咲いていました。

第128回大学公開講座

11月11日に学習院大学で

11月11日の13時から、 「第128回大学

公開講也が開催されます。、ミレニアム

「日本的経営」を考えるかをテーマに学

習院大学経済学部の湯沢威教授と内野崇

教授か講演される予定です。新たな 「日

本脈経営」を模索してみて比

《日時》11月11日（土） 13時～16時1防士。

《会場》学習院大学北1号館4階401号室。

例措費》無料。 《定員》220名。

《問合せ》 ft03・3981・1189（豊島区教育

委員会生涯学習課）
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仏文科出身の作家も出品！
第23回日本きりえ美術展

11月25日から12月1日まで、東京都美

術館で「新しい造形美術一第23回日本き

りえ美術展」が開催されます。学習院大

学フランス文学科出身のきりえ作家・河瀬

和世氏（昭50{ム）も作品を出品。紙が創

り出すす虫特の世界をぜひ1度。

《日時》11月25日（土）～12月 1日

（金）、 9～17時。

《会場》東京都美術館（上野公園内）。

《入場料》 600円。

《問合せ》fi03・3645・7667（稲垣方）
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卒業生による座談会のお知らせ

ー司画島 ~~
J J曜 劇..2 

’.. ／’事

坂本多加雄氏
（昭SS大学助教授として

着任）

桜友会は平成12:年（2000年）に創立

80周年を迎えました。その記念事業のひ

とつとして、 一昨年より実施されている

のが 「卒業生による座談会」です。毎年、

学習院に縁のある著名人を迎え、多くの

人に感銘を与えてきました。第3回とな

る今回は、卒業生に加えて学習院大学の

協力のもと、 「ーこれからの学習院一」を

メインテーマに、 21世紀に伝えておくべ

き学習院の伝統と文化をみんなで考えよ

うというものです。座談会の後には、懇

親会も予定されています。

＊ ＊  

座談会出席者は以下の方々を予定0

・河野博文氏

昭和39年、学習院高等科を卒業。現在、

資源エネルギー庁長官。

・坂本多力I雌氏

桜友会は平成12年

西暦「2000年」

に創立80周年を迎

えました。

今年のテーマは、「学習院の継承すべき伝統と文イじ」一これからの学習院一

尚
一φ

一一
、＼

今橋映子氏
（昭S9仏）

;. 
河野博文氏

＊満席の場合は入場をお断りする場合も

あります。

《問合せ》桜友会事務局

干171-858掛話諸日豊島区目白15 1学習

院内。fi03・3986・0221（］内線2547）、 FAX

03・3988・38530【桜友会ホームページ】

http:/ I oukai.etc.gakushuin.ac.jp/ 

【e-mail】oukail@gakushuin.ac.jp 

過
去
E
年
間
の
座
談
会
の
内
容
は

小
冊
子
に
も
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

一一”4ド1震，，膳品a会 晒殴敏碕白脂』一

噌 醐 哨 輯 すへ甜統と r均
一問醐神凶日一 マ空¢噛暴すヘ割油】

『＂ Q≪河なさJ{化」

S
－
q

・
”・n

q
4

‘

守
衛
凶
勾
司
町陸”・・

い
噌
旬

M
4

・

0

・
－－F向姻令

w‘
 
‘
 

．牟．旬身
”
4

岡‘
』‘
．．
 
何

．－a
凶．

A

．ム“．

..ゼ・ 1・6・4島・.可官圃

" . ~ " . ＇白
今 集信電網Z..・

← 

昭和55年、学習院大学助教授として着

伍現在、学習院大学法学部教授。、

・今橋映子氏

昭和59年、学習院大学文学部フランス文

学科を卒業。現在、東京大学総合文化研

究所助教授。

・平井毎鯨住民

平成6年、学習院大学文学部ドイツ文学

科を卒業。現在、学習院大学文学部ドイ

ツ文明ヰ助手。

・児玉清氏【司会】

昭和33年、学習院大学文学部ドイツ文学

科を卒業現在、側憂f
＊ ＊  

《日時》平成12年11月25日（土）、 13時

間場、 13時305士開演。入場無料（どなた

でも入場できます）。

《場所》学習院主リ立百周年記念針官正堂。

寮歌祭は終わっても、寮歌はいつまでも歌いつがれる

． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．一． ． ． ． 
・－－． ． ． 
． 

． 
． ． ． ． 
． 
． ． ． ． ． ． ． ． ． 
． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． 
． 

今年で最後！
第40回日本寮歌祭
毎年恒例の「日本寮歌祭」が10月7日

（土）、東京の日比谷公会堂で聞かれまし

た。今年で40回目を迎えた寮歌祭。学習

院のステージは12時5断士から行わオk学

習院寮歌 「大漏の水」が高らかに歌われ

ました。

40年の歴史を誇るこの祭典も、残念な

がら今年が最後の開曜となってしまいま

した。しかし、誇り高き寮歌は、今後も

0 Bの皆さんによって、歌われてゆくこ

とでしょう。

桜友会80周年記念式典と

祝賀会のお知らせ
桜友会創立80周年を記念して記念式典

と祝賀会（桜友会新年会を兼ねる）が行

われます。

【記念式典］

日時：平成13年1月20日（士） 11時～。

場所：学習｜獄リ立百周年記念錦官正堂。

【記念祝賀会】

日時：平成13年1月20日（土） 13時～

14時3似士（予定）。

場所： 学習院創立百周年記念会館小講

堂・ホワイエ。

27 Obi.信e



棲友クラプからのお知らせ

OBLIGE 

文学、歴史、グルメなどバラエティに富んだ全71講座
「学習院生涯学習センター」秋講座、聴講者募集中！

平成10年にスタートした学習院の生涯

学習施設「学習院生涯学習センター」。

4月に開講した 「春講也に続いて、

「秋講也を関誌現在、受講者を募集

中です。

J R目白駅から徒歩5分とアクセス至

便。受講した人は延べ3000人以上で、主

婦を中心に、仕事帰りのOLやサラリーマ

ンなど幅広い層に支持されています。

今回の「秋講座」の講義内容は、大き

目白駅から徒歩5分の切手の博物館前にある閑静な生涯学習センター

フランス文学手41i案沢教授
「文学講義」全5巻完結
学習院大学フランス文学科の名物教授

篠沢秀夫先生（昭32仏）が、教室で実

際に講義をしたライブ閣の講義録 『篠沢

フランス文学講義」（大修館書店刊）の

4巻目と 5巻目を刊行した。

1巻目「文学言語の成熟』（17、18世

紀と19世紀前半）、 2巻目『絶対を求め

て』（19世紀の詩人たちからzo-世紀初頭

の作家）、 3巻目『ベル hエポックの輝

く9つのジャンルに分かれています。

まず、「日本を知る」では「徳川三代と

大名家訓」や「日本古代史悲劇の皇子た

ち」 「歴史に見る女性の生き方」など全

1諭底視野を世界に移した「世界を知

る」では、「マヤ文明の真実」や「英語で

楽しむアメリカ西部紀行」など7講座あ

ります。

さらに「みる ・感じる ・つくる」のテ

ーマでは、「大名と大名道具」をはじめ、

ーー＝ー--6・・v ’可 勺

き』（第1次大戦前から第2次

大戦前の作家）、そして今回4
巻目 『伝統からの解放』（両次

大戦聞の作家とフランスの伝統

の問題おと 5巻目『大洪水の時

代』（占領下から戦後を生きた

現代作家）が刊行さオl、全5巻

が完結。講義のテープをもとに

作られたもので、学問的佃．値も

さることながら、 、シノザワ

流かの貯搬話などもあり、卒業

生にとってはなつかしく読める。

春に引き続き 「水彩画入門」や 「絵手紙J

の講座が開講される予定です。

多彩な内容か型劫の 「暮らしを彩る」

では、「小笠原流礼法を学ぶ」をはじめ、

「旅の写真術」や「音楽おもしろ講風むな

ど全1講座が開講されます。

一方、国際化の影響で外国語に対する

ニーズも高まっているのに応、え、英語、

フランス語、ドイツ語、スペイン語など、

さまざまなジャンルの語学講座も実施。

初歩から学ぶことができるので、人気を

集めています。

上記のほかにも、実務に役立つ 「イン

ターネットビ、ジネスの始め方」や資格試

紛 す策プログラムとして「宅建主任者試

脚撤講座」など、充実したラインナッ

プが克肋です。学ぶ楽しみをこの秋、じ

っくりと味わってみませんか。

干171-0031東京都豊島区目白1-3-19.。
fi03・5992・1040（直通）、 FAX03・

5992・1124、ホームページhttp://www.

gakushuin.ac.jp／～open-www 

学習院生涯学習センターMAP 

毛主時
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松下武義さんの「経営品種力」出鵬己主去
赤坂プリンスホテルで盛大に開催！

写真上／出版記念会の
主役、松下武義夫妻
（左から2. 3人目）
と学習院卒業生の
面々との記念煩影。
r超多忙な松下

さんが本を奮い
たとは驚き」の
声も。写真左／
松下武義さん

当日は、野田一夫多摩大学名誉学長 ・

宮城大学学長、樋口慶太郎アサヒビール

名誉会長、海老沢勝二日本放送協会会長、

川内通康ニッポン放送会長ら多数のゲス

トが出席し、ご夫妻で登場した松下氏の

出版を祝いました。

また、学習院OB・OGも多数かけつ

け、同窓生の活躍に拍手を送りました。

「おもしろく、小説のように読める」と評

判の『経営と権力」、一読してみてはい

かがですか。

住友銀行専務から、東京総合信用社

長 ・会長を経て、平成11年10月同社と日

本総合信用の合併によって設立された株

式会社クオークの会長を務める松下武義

氏（昭35.政）が、日米での経営者体験

をふまえた著書『経営と権力」（NHK出

版刊）を上梓しました。

現在、多摩大学大学院客員教授も務め

る松下氏ですが、約1年をかけて準備さ

れた同大学院の講義録をもとに、さらに

1年をかけて全面的に加筆訂正、今回の

出版となりました。

内容は、「経営権力を握るにふさわし

い経営者の資質」「経営権力とは何か」

「決断するとき、結果責任を負うとき」「経

営戦略と権力行使タイプ」「経営者と会社

と社会との関係」「こんな人事権が強い組

織をつくる」「国際化における経営者の役

割」「役立つ経営学をめざして」（同書目

次より）。

「なぜ、経営学は実際の経営に役立た

ないのか一一。経営者の現場に身をおき

ながら、つねづね感じていたこの思いが、

この本を書く動機で、す」（同書冒頭より）

さまざまなマスコミに取り上げられて好

評を博しているこの『経営と権力』の出

版記念会が、平成12年9月21日、赤坂

プリンスホテルで盛大に聞かれました。
四六判、本体l5日日円

(NH K出版刊）

海
老
沢
勝
二
日
本
放
送
協
会
会
長

川
内
通
康
ニ
ッ
ポ
ン
放
送
会
長
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「地域桜七友会」の活動紹介｜

列島通信北から南から

恒三：：－4益
~ 

山島ず企 輸の附蝦と童林その子さんを圏んて叶捻写真

形習
晶、、Flt'.::"7 
f女 PiU
友公
会開
の講
亦日 1面
束Oj

経理
さで
を
再
確
認

会長からのご挨拶

山形桜友会会長

米本満 （昭35経）

山形県はその名が示すよう

に、北から鳥海山、蔵王山な

どlOOOmJょL上の山身に困まれ

ており、その中心に出羽三山

と呼ばれる羽黒山、月山、湯

殿山があります。古くから山

岳宗教の聖地として栄え、江

戸時代の丑年こ橡年には年間15万人の参拝者て娠わったとい

われています。現在もその賑わいは変わっておりません。

また芭蕉で名高い最上川は、県を縦断して庄内平野から日

本海に入り、母なる川として県民に親しまれております。こ

のように自然の景観と風土に恵まれ、サクランボ、ブドウ、

ラ・フランス（；羊ナシ）などの果物の産地としても、圏内有

数の温泉地としても有名です。

東京と山形問は、私が大学入学当時（昭和30年）夜行列

車で12時間位かかりました力士今では新幹線も開通し、最短

2時間27分で結ばれるようになりました。皆様のお出掛けを

お待ちしております。

現在l10名ほどいる山形桜友会の会員は、県内の各界・各

層の中堅として活躍中で、将来を嘱望されております。この

たび、山形で2度目の「学習院公開講演」が開催されまし

た。講師の先生方、学習院関係者および山形桜友会の皆様

の熱意により大盛況裡に終わりました。心より御礼を申し上

げます。これを機に今後も交流の輸を広（f、楽しい集まりを

もっていきたいと思っております。

庄内・最上・置賜・村山と県内4地域に110名の会員を有する「山

形桜友会」。米本会長を中心に、去る7月に聞かれた「学習院公

開講漬」を大成功に導いた。会員一人一人、特に一致団結した女

性会員のパワーが、会の活動を盛り立てはじめている。

桜友会だより
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蔵

王
や
苗
援
の
句
で
有
名
な
山
寺
、
「
か
み
の

や
ま
」

J

大
童
」
と
い
う
園
内
有
数
の
温
泉

地
を
抱
え
る
村
山
地
方
の
4
つ
の
地
域
に

大
別
さ
れ
ま
す
。

山
形
桜
友
会
で
は
現
在
1
1
0名
を
数

え
る
会
員
が
い
ま
す
が
、
県
内
全
域
に
広

が
っ
て
い
る
た
め
に
会
員
が

一
堂
に
会
す

る
機
会
と
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ

ん
。
年
1
回
の
総
会
や
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ
、

山
形
名
物
の
「
芋
煮
会
」
に
し
て
も
、
ど

う
し
て
も
県
都
山
形
で
の
開
催
に
な
ら
ざ

る
を
得
ず
、
出
席
す
る
メ
ン
バ
ー
も
令
砕

の
約
2
割
程
度
に
固
定
さ
れ
が
ち
で
し
た
。

そ
の
よ
う
な
状
況
下
、
本
年
は
7
月
に

第
臼
回
「
学
習
院
公
開
講
演
」
を
開
催
す

Obi亀戸 30 

る
こ
と
が
急
速
決
定
し
、
短
期
決
戦
で
そ

の
準
備
を
進
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

当
日
は
初
め
て
半
数
近
い
メ
ン
バ
ー
が
山

形
市
内
の
会
場
に
集
結
し
、
島
津
院
長
を

は
じ
め
と
す
る
学
習
院
、
桜
友
会
、
常
磐

会
、
父
母
会
の
役
員
の
方
々
と
懇
親
を
深

め
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
会
員
一
人

一
人

の
努
力
の
集
積
と
し
て
、
公
開
講
演
史
上

2
番
目
と
な
る
7
8
0名
の
聴
講
者
を
集

め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

中
で
も
今
回
の
準
備
に
当
た
っ
て
特
筆

す
べ
き
は
、

一
致
団
結
し
た
女
性
メ
ン
バ

ー
の
活
躍
で
し
た
。
テ
レ
ビ
に
出
演
し
て

の
P
Rや
チ
ラ
シ
、
ポ
ス
タ
ー
を
使
っ
た

草
の
根
の
広
報
活
動
に
カ
を
発
揮
し
て
、

改
め
て
学
習
院
に
お
け
る
女
性
パ
ワ
l
の

強
さ
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
た
次
第
で
す
。

今
回
の
公
開
講
演
の
準
備
・
空
蕗
と
い
う

一
連
の
活
動
を
通
じ
て
、
山
形
桜
友
会
の

笛
宋
の
強
さ
を
確
認
す
る
機
会
を
与
え
て

い
た
だ
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
会
員
一
同

心
か
ら
感
謝
の
気
持
ち
を
申
し
上
げ
た
い

と
思
い
ま
す
。文

／
山
形
桜
友
会
事
務
局
長

芳
賀
光
弘
（
昭
日
済
）
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講師に鈴木その子さんと藤竹暁教授を迎え、大盛況

第53固「学習院公開講演』開催！！
f
対～
ww

若者にとっての「経験江をテーマに

訴寅した藤竹教授

島幸刻草院長と鈴木その子さん

去る 7月1日（土）の14時から山形市のパレスグランデールで、

第53回「学習院公開講演」が聞かれた。今回の公開講演で講師を務

めたのは、学習院大学法学部の藤竹暁教授（昭30政）と学習院女子

短大のOGで食品 ・化粧品研究開発家の鈴木その子さん（昭28短

家）。まずはじめに「若者にとって経験とはなにか」を演題に藤竹教

授が議積。つづいて鈴木その子さんが「いくつになっても希望をも

って若々しく」という、まさに鈴木さんの独檀場ともいうべきテー

マで、興味深い話を披露された。 ’ 
今回の講演会は、史上2番目となる780名の聴講者カ喋まり、学習

院からは、島津院長をはじめ、小倉大学長や早川女子大学長、賀陽

桜友会長など多数の方々が出席した。公開講演の後には、同会場に

て「学習院卒業生 ・在学生父母の集い」と「合同懇親会」も開催さ

才L、懇親が深められた。

講
凍
会
に
は
楽
し
い
話
を
聴
く
べ
く

多
く
の
人
が
集
ま
っ
た

31 Oblige 



「今週の木曜から、学

生を20人連れてシドニ

ーに行くんてす。現場

でしっかりと、オリン
ヒ。ッ？運営の裏方役の

勉強をしてくるつもり
てeす」と、意気揚々と

おっしゃる先生の笑顔
は輝いてみえた。

※インタヒ’ューは9月
｜｜日

順
天
堂
大
学

ス
ポ
ー
ツ
健
康
科
学
部

ス
ポ
ー
ツ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
科
教
授

（
昭
お
政
）

江田島の海軍兵学校で生まれ育った少年時代、人生は18年だと思い込んでいた。

将来は広告の仕事をしたいと希望し、社会学を勉強しようと入った学習院では、

学生のリーダー的存在として応援団と自治会の活動に熱中。

生き生きとした学生生活を送り、希望の業界へ羽ばたいた。

今、自分の半生で学んできたメディアとスポーツの関係を、

順天堂大学の学生たちに教えている。もちろん、変わらず生き生きと…・・。

附量回矧吃の間宮さんl立、エピソードに事欠かない人だったようだ

33 Ob均e



lYJa1r1iya 寸1os}1i o 
学
習
院
に
は
感
謝
し
て
い
ま
す
。

応
援
団
や
自
治
会
で
は
、
自
由
な
テ
ー
マ
で

い
ろ
い
ろ
勉
強
を
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

す
，

E
唱
和
叩
年
に
、
広
島
県
江
田
島
の
海
軍
兵
学

勺

町

ι校
内
で
生
ま
れ
て
、
そ
こ
で
育
っ
た

O

E
t
B
「
父
親
が
化
学
の
教
授
を
し
て
い
た
か
ら

な
ん
で
す
。
あ
の
頃
、
周
囲
に
い
た
若
者
は
コ
行
っ

て
き
ま
す
』
と
特
攻
で
出
て
行
っ
た
き
り
、
ほ
と
ん

ど
帰
っ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
子
供
の
私
は
四

歳
以
上
の
人
生
は
な
い
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
」

8
歳
の
と
き
に
父
が
亡
く
な
り
、
横
浜
へ
引
っ
越

す
。
そ
れ
か
ら
は
、
四
歳
よ
り
先
の
人
生
を
考
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
里
子
、
高
校
生
の
頃
に
は
、

新
聞
記
者
に
な
り
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

「と
こ
ろ
が
、
父
の
後
輩
で
あ
っ
た
白
石
一
誠
先
生

（
当
時
名
古
屋
大
学
教
授
）
に
こ
う
一
百
わ
れ
た
ん
で

す
。『
こ
れ
か
ら
は
広
告
の
時
代
に
な
る
ぞ
。
新
聞
記

者
を
阜
佃
す
よ
り
、
広
告
会
社
に
入
っ
て
幅
広
い
仕

事
を
し
た
ほ
う
が
い
い
』
っ
て
ね
」

広
告
の
仕
事
を
目
指
す
の
に
何
を
勉
強
す
べ
き
か

考
え
た
結
果
、
統
計
学
か
社
会
学
が
い
い
だ
ろ
う
と

い
う
こ
と
に
。
そ
し
て
、
社
会
学
の
清
水
幾
太
郎
先

生
が
教
授
を
さ
れ
て
い
る
学
習
院
大
学
を
目
指
し
た
。

寸
中
学
の
教
科
書
に
載
っ
て
い
た

『民
主
主
義
の
す

す
め
』
と
い
う
清
水
先
生
の
文
章
に
感
銘
を
受
け
た
、

と
い
う
の
も
理
由
の
一
つ
で
す
」

昭
和
却
年
に
学
習
院
大
学
政
経
学
部
政
治
学
科
に

入
学
。
あ
こ
が
れ
の
清
水
先
生
の
社
会
学
研
究
会
に

入
っ
た
。
し
か
し
、
先
生
の
現
在
の
教
え
と
、
か
つ

て
の
教
え
は
違
う
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
自

分
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
違
う
よ
う
に
思
え
た
。

「
清
水
先
生
に
、
お
考
え
が
変
わ
っ
た
の
は
な
ぜ
か

と
尋
ね
て
し
ま
い
ま
し
た
。
先
生
は
笑
っ
て
『
そ
の

う
ち
分
か
る
よ
』
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
助
手

の
一
人
が
猛
烈
に
怒
り
ま
し
た
。
無
理
も
な
い
。
入

学
し
た
て
の
1
年
生
が
生
意
気
で
す
よ
ね
。
思
え
ば
、

私
は
江
田
島
で
育
ち
ま
し
た
か
ら
、
か
な
り
右
寄
り

な
ん
で
す
よ
」

そ
の
助
手
は
、
私
に
分
厚
い
原
書
を
3
冊
渡
し
て
、

1
週
間
以
内
に
レ
ポ
ー
ト
を
出
す
よ
う
言
っ
た
。

「
当
時
は
外
国
語
の
原
書
を
読
む
な
ど
ま
ま
な
り
ま

せ
ん
か
ら
、
自
ら
清
水
先
生
の
研
究
会
を
退
会
せ
ざ

る
を
得
な
く
な
り
ま
し
た
」

学
生
時
代
、
夢
中
に
な
っ
て
い
た
の
は
：
：：
。

「
応
援
団
と
自
治
会
の
活
動
で
し
ょ
う
か
。
応
援
団

は
運
動
部
系
で
も
文
化
系
で
も
な
い
、
自
治
会
直
属

の
存
在
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
ス
ポ
ー
ツ
を
す
る

人
に
見
る
人
や
支
え
る
人
が
必
要
な
の
と
同
じ
よ
う

に
、
文
化
部
で
活
動
す
る
人
に
も
支
え
る
人
が
必
要

で
す
。
今
の
応
援
団
員
も
、
立
回
収
支
玄
や
美
術
展
を
観

に
行
っ
て
い
る
は
ず
で
す
よ
し

2
年
の
と
き
、
先
輩
万
そ
れ
ぞ
れ
が
出
身
校
の
や

り
方
を
引
き
継
い
で
い
た
た
め
バ
ラ
バ
ラ
だ
っ
た
応

援
の
型
を
、
学
習
院
固
有
の
型
に
ま
と
め
た
。
桜
の

花
や
G
マ
lク
を
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
し
た
応
援
の
型
は
、

現
在
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
い
う
。

「昨
年
ま
で
応
援
団
の
O
B
・O
G会
の
会
長
を
ロ

C1*<7J花やGマ クをシンポライズした刷呈の型はどんなものですかむと

聞くと、すぐに教えて下さった。普段から威厳のある間宮宰対空だが、そ¢時

はさらに迫力が増したように見えた。もし自手子力洋生て怒鳴られたらさそ平

怖くて・ー、いや、その奥に見え隠れする慢しさにきっと惹かれただろう

ow信~ 34 
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年
間
務
め
ま
し
た
が
、
今
の
学
生
に
は
、
昔
の
型
を

押
し
付
け
る
つ
も
り
は
な
い
、
変
え
て
い
い
と
言
っ

て
い
ま
し
た
。
大
切
な
の
は
本
人
た
ち
の
創
造
性
だ

と
思
い
ま
す
。
応
援
団
に
限
ら
ず
、
今
の
学
生
に
は

自
分
自
身
の
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ビ
テ
ィ
を
磨
く
よ
う
言

い
た
い
で
す
」

応
援
団
の
先
輩
か
ら
叱
ら
れ
た
思
い
出
が
あ
る
。

「
野
球
の
応
援
に
行
っ
た
と
き
の
こ
と
。
そ
の
日
は

皇
太
子
殿
下
（
今
上
陛
下
）
が
、
同
級
生
の
ピ
ッ
チ

ャ
ー
の
応
援
に
い
ら
し
て
い
た
ん
で
す
。

7
回
に
な

る
と
、
全
員
が
起
立
し
て
院
歌
を
歌
う
の
で
す
が
、

そ
の
と
き
、
殿
下
の
隣
に
座
っ
て
い
た
生
徒
に
向
か

っ
て
『
そ
こ
の
学
生
、
立
ち
な
さ
い
！
』
と
私
は
言

っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
を
殿
下
に
言
っ
た
の
だ
と
勘
違

い
を
し
た
先
輩
か
ら
、
こ
っ
ぴ
ど
く
怒
ら
れ
ま
し
た
。

私
は
、
殿
下
の
隣
に
い
た
御
学
友
に
言
っ
た
の
に

：：・
。
殿
下
は
初
め
か
ら
、
立
っ
て
い
ら
し
た
ん
で

間宮聴夫（まみや・とレお）

昭和ID年11月II日、広島県江田島海軍兵学校

内で生まれる。昭和26年横浜翠嵐高校入学。

昭和田年4月学習院大学政経学部政治学科入

学。昭和33年5月株式会社電通入社。ラジ

オ・テレビ局テレビ中央部で活動をはじめる。

ビートルズ、ツィッギ一、モハメド・アソ対ジ

ヨー ・フレイジャーのヘビー級ボクシングの

衛星放送など、マスメディアを駆使したビッ

グ・イベントのプロデュースを手掛ける。現

場の責任者として、平成3年に東京で開催レ

た世界陸上選手権大会を担当。日本ゴルフ・

トーナメント主催者協議会理事、財団法人日

本パスケットボール協会理事、社団法人園際

文化協会理事を歴任。順天堂大学スポツ健

康科学部教授。現在イベント学会理事。

す
よ
」さ

て
、
広
告
の
仕
事
を
す
る
な
ら
電
通
に
入
り
た

い
、
と
切
望
し
た
間
宮
氏
の
作
戦
を
こ
こ
で
披
露
。

「
当
時
の
電
通
は
入
社
試
験
は
な
く
、
コ
ネ
で
入
る

時
代
で
し
た
。
チ
ャ
ン
ス
を
得
る
に
は
コ
ネ
が
必
要
。

コ
ネ
が
な
け
れ
ば
作
る
し
か
な

い
の
で
、
電
通
の
吉
田
社
長
が

頭
が
あ
が
ら
な
い
で
あ
ろ
う
人

物
が
誰
か
考
え
ま
し
た
。
吉
田

社
長
の
郷
里
の
大
先
輩
、
石
井

光
次
郎
副
総
理
で
す
」

も
ち
ろ
ん
副
総
理
に
も
面
識

が
な
い
の
で
、
副
総
理
に
影
響

力
の
あ
る
方
を
考
え
た
。

寸
副
総
理
の
ブ
レ
ー
ン
の
一
人

だ
っ
た
野
田
経
済
研
究
所
の
野

田
豊
先
生
で
す
。
し
か
し
、
野

田
先
生
と
も
つ
な
が
り
は
な
い
。

そ
こ
で
、
私
は
学
習
院
の
制
服

を
着
て
、
野
田
先
生
の
お
宅
の

庭
の
草
む
し
り
に
毎
日
通
っ
た
ん
で
す
」

1
週
間
ほ
ど
経
っ
た
あ
る
日
、
先
生
の
奥
さ
ん
が

声
を
か
け
て
く
れ
た
。

「
『
き
ち
ん
と
重
曹
え
て
、

日
時
に
首
担
官
邸
に
行
き

な
さ
い
』
と
言
わ
れ
て
出
向
く
と
、
副
総
理
が
『
私

の
友
人
で
あ
る
間
宮
く
ん
を
：
：
：
』
と
、
推
薦
状
を

書
い
て
く
れ
ま
し
た
。
吉
田
社
長
か
ら
『
友
人
と
は

何
ご
と
か
』
と
叱
ら
れ
な
が
ら
も
、
電
通
に
内
定
。

う
れ
し
か
っ
た
で
す
ね
」

入
社
前
に
電
通
か
ら
仕
事
を
手
伝
い
に
く
る
よ
う

に
い
わ
れ
た
が
、
ち
ょ
う
ど
院
祭
の
実
行
委
員
長
を

し
て
い
て
忙
し
か
っ
た
た
め
に
行
か
な
か
っ
た
。

「
そ
の
せ
い
で
、

3
月
に
な
っ
て
も
正
式
な
採
用
通

知
が
来
な
か
っ
た
。
あ
わ
て
て
交
渉
し
て
、
何
と
か

補
欠
入
社
で
5
月
に
入
社
で
き
た
ん
で
す
よ
」

電
通
時
代
は
、
幅
広
く
メ
デ
ィ
ア
担
当
で
活
躍
。

そ
し
て
平
成
5
年
に
電
通
を
自
主
退
職
し
て
、
順
天

堂
大
学
で
、
ス
ポ
ー
ツ
を
競
技
と
し
て
捉
え
る
と
同

時
に
、
商
品
と
し
て
見
る
「
ス
ポ
ー
ツ
マ
ー
ケ
テ
ィ

ン
グ
（
ス
ポ
ー
ツ
経
営
学
）
」
の
教
鞭
を
と
っ
て
い

る
。
筑
波
大
学
大
学
院
で
も
非
常
勤
で
教
え
て
い
る

0

1
プ
ロ
野
球
で
も
J
リ
l
グ
で
も
相
撲
で
も
高
校
野

球
で
も
、
運
営
や
経
営
は
と
て
も
大
事
で
す
。
購
入

前
に
試
飲
・
試
着
な
ど
で
商
品
を
確
認
で
き
る
製
品

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
と
は
異
り
、
ス
ポ
ー
ツ
の
商
品
は

完
成
以
前
に
入
場
券
・
テ
レ
ビ
放
送
権
な
ど
の
、
代

金
支
払
い
が
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
ス
ポ
ー
ツ
マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ
で
は
、
メ
デ
ィ
ア
・
生
活
者
の
期
待
す
る

商
品
価
値
を
創
り
出
す
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
」

学
習
院
で
も
、
数
年
前
に
教
職
課
程
コ

1
ス
で

「
企
業
の
求
め
る
も
の
は
何
か
」
と
い
う
内
容
の
講
座

を
持
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

「
現
在
の
大
学
の
学
生
に
教
え
る
の
も
や
り
甲
斐
が

あ
り
ま
す
が
、
で
き
れ
ば
母
校
・
学
習
院
で
も
ス
ポ

ー
ツ
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
の
講
座
を
持
ち
た

い
で
す
ね
」

発
想
が
ユ
－

T
ク
！

元
毎
日
新
聞
記
者
、
現
在
フ
リ
ー

水
野
順
右
（
昭
お
仏
）

電
通
が
ま
だ
ち
ゃ
ん
と
電
通
通
り
に
あ
っ
た

頃
の
お
話
。
あ
る
日
、
先
輩
と
後
輩
の
社
員
二

人
、
玄
関
の
石
段
降
り
つ
つ
「
お
い
、
力
ニ
で

も
食
う
か
」

O

寸
ハ
イ
ツ
」
と
喜
ん
だ
後
輩
が
歩

き
出
す
と
、
先
輩
は
タ
ク
シ
ー
停
め
て
「
羽
田

へ
」
。
ア
レ
ッ
と
思
っ
た
が
、
聞
き
返
す
な
ん
て

と
ん
で
も
な
い
。
風
格
十
八
？
の
先
輩
は
、
体
も

大
き
い
が
日
に
焼
け
た
顔
も
お
っ
か
な
い
。

や
が
て
羽
田
空
港
か
ら
乗
っ
た
飛
行
機
が
、

着
い
た
と
こ
ろ
は
な
ん
と
函
館
。
力
二
食
う
な

ら
北
海
道
で
獲
れ
た
て
を
1
1豪
気
な
こ
と
で

す
が
、
こ
の
大
胆
な
る
先
輩
こ
そ
間
宮
聴
夫
氏

で
あ
る
、
と
、
ま
た
聞
き
の
ま
た
聞
き
で
聞
い

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ま
、
話
の
真
疑
は
と
も
か
く
、
い
か
に
も
問

｛
呂
君
ら
し
い
逸
話
で
す
。
発
想
が
ユ
ニ
ー
ク
で

実
行
力
抜
群
。
今
年
の
シ
ド
二
五
輪
も
そ
う

で
し
た
が
、
ス
ポ
ー
ツ
を
。
ー
事
業
。
と
し
て
立

ち
上
げ
、
大
い
に
華
の
あ
る
イ
ベ
ン
ト
に
し
た

の
も
、
電
通
マ
ン
と
し
て
の
彼
の
ア
イ
デ
ィ
ア

で
あ
り
、
努
力
の
た
ま
も
の
な
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
私
た
ち
何
年
入
学
組
は
、
「
桜
星

会
」
と
い
う
集
ま
り
を
持
っ
て
い
ま
す
。
ナ
ゼ

秒
間
隼
〆
な
の
か
は
、
同
期
に
常
陸
宮
殿
下
が
い
ら

っ
し
ゃ
る
と
い
う
一
事
か
ら
、
ご
推
察
頂
く
と

し
て
、
こ
の
会
の
発
足
・
継
続
も
ま
た
、
彼
な

し
に
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

そ
し
て
私
個
人
も
、
い
さ
さ
か
の
恩
義
を
感

じ
て
お
り
ま
す
。
在
学
中
ア
メ
リ
カ
ン
・
フ
ッ

ト
ボ
ル
部
に
い
た
の
で
す
が
、
試
合
の
た
び

に
応
援
団
が
大
校
旗
持
っ
て
来
て
く
れ
て
、
そ

の
団
長
が
間
宮
君
。
と
こ
ろ
が
私
ら
の
弱
い
こ

と
と
い
っ
た
ら
も
う
、
連
戦
連
敗
そ
れ
も
大
敗
。

勝
つ
メ
ド
の
立
っ
た
相
手
の
応
援
団
は
、
さ
っ

さ
と
帰
え
っ
ち
ま
う
の
に
、
間
宮
団
長
以
下
は

最
後
ま
で
大
声
出
し
て
て
下
さ
っ
た
。
今
で
も

頭
の
下
が
る
思
い
で
あ
り
ま
す
。

と
、
こ
れ
だ
け
ホ
メ
た
ん
だ
か
ら
間
宮
さ
ん
、

今
度
、
力
ニ
ぐ
ら
い
ご
馳
走
し
て
ヨ
。

Photographer /Hideki Shiozawa インタビュー・構成／石原恵理子（昭62仏／フリーライター）
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［校外施設シυーズ1

2召j芋 j永
海の楽しきも、厳しきも、みんなここで学びました。

国道414号線沿いの入り口

撮影・塩沢秀樹

訪ねた人・湖泰繭己（平3短家）

37 0助主－：e

西寮の中。沼津での生活が走馬灯のように更生る

沼津を訪ねることになり、何人かの同窓の方々 にお話制司った。

「大学のゼミ合宿で行った」、「サークノレの懇親会で行った」、

「j持泳会（水泳部のOB・OGを中心とした有志団体）として出かけた」

「臨海学校でト行った」、「家族旅行で出かけた」。

そんな語り合ったり、お酒を飲んだり、くつろいだり、

と、さまざま利用されているのが沼津瀞泳場。

私にとっては、初等科6年の臨海学校で行ったのが最初だった。

波に身を任せながらも、波を越え泳ぐ楽しき、

潮同車され、泳いでも泳いでもなかなか進めない厳しき、

そんな海の面白きを教えてくれたのが、沼漸持泳場だ。

多くの人の思い出を持つ沼i若脂永場。その地を今、ふたたび、訪ねた。



と映

友噴
yν てゴ
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長い廊下は、雑巾がけでは試練の場所。水泳て張れてい

ても、自分の生活空間は、自分て濯し きれいになって

いく店百下を見ていると、はじめは嫌でもだんだん楽しく

なり、いつの間にか友達と競争して磨きあっていた

今ではなかなか見かけ

なくなった蚊をよける

ための蚊帳 （かや）。
蚊が入ってはいけない

のに、この蜘帳か珍し

く、初等制性の私は何

度も出たり入ったりし

て、先生l二；主意された。

また、蚊帳は広げて吊

す時もたたんでしまう

時もみんなで行う。協

力するという、団体生

活の基本も学んだ

西寮の中庭。向かいの

部屋の人に庭越しに声

を掛け合い、食堂へと

向かうこともあった

部屋の入り口、廊下沿いに掲げられた看板。黒光りした板と

文字に、沼津の建物に刻まれた、歴史の重みが感じられる

各部屋にある押入れ。水泳の道具を各自しまったりした。ほ

うきははけの部介を傷めないよう、必ずかけるのが決まり

国
道
4
1
4号
線
沿
い
、
地
元
の
家
々
に
混
じ
り

突
然
そ
の
看
板
が
目
に
入
っ
た
。「
学
習
院
瀞
泳
場
」

の
門
だ
。
う
っ
か
り
す
る
と
見
逃
し
て
し
ま
い
そ
う

な
ほ
ど
、
町
に
溶
け
込
ん
で
：
：：
。

門
を
入
る
と
そ
こ
は
、
昔
と
同
じ
だ
っ
た
。
当
然
、

畳
の
入
れ
替
え
な
ど
は
行
わ
れ
て
い
る
が
、
天
井
に

廊
下
、
雨
戸
に
地
面
の
砂
。
約
初
年
前
、
私
が
初
等

科
の
臨
海
学
校
で
来
た
時
と
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い

よ
う
に
見
え
た
。
懐
か
し
き
の
あ
ま
り
管
理
の
方
へ

の
挨
拶
も
そ
こ
そ
こ
に
、
敷
地
内
の
散
歩
に
出
た
。

沼
津
波
泳
場
内
の
建
物
は
お
お
ま
か
に
東
寮
、
中

さ
〈
’
持
へ

寮
、
西
寮
、
食
堂
を
備
え
た
桜
染
館
、
そ
し
て
院
長

室
に
分
か
れ
る
。
こ
の
中
で
最
も
広
い
の
が
、
お
室

あ
る
西
寮
。
臨
海
学
校
で
訪
れ
た
多
く
の
生
徒
が
こ

の
西
寮
に
泊
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
。
蚊
帳
を
つ
っ
た
り
、

廊
下
を
雑
巾
が
け
し
た
り
、
今
の
近
代
的
な
家
で
は

な
か
な
か
体
験
で
き
な
い
こ
と
を
学
ん
だ
場
所
だ
。

今
も
当
然
ク
ー
ラ
ー
は
な
く
、
柱
に
は
ほ
う
き
が
か

け
て
あ
る
。
変
わ
っ
た
こ
と
と
言
え
ば
食
堂
と
お
風

呂
を
備
え
た
桜
菜
館
が
出
来
た
こ
と
ぐ
ら
い
だ
ろ
う

か
。
海
へ
の
道
を
歩
く
と
、
竹
で
で
き
た
物
干
し
竿

も
そ
の
ま
ま
。
準
備
体
操
を
し
た
広
場
も
そ
の
ま
ま
。

海
へ
の
門
も
そ
の
ま
ま
。
飛
込
み
を
し
た
脚
立
も
形

が
変
わ
ら
ず
、
櫓
を
こ
ぐ
和
船
も
現
役
だ
。
現
在
で

も
沼
津
瀞
泳
場
に
は
初
等
科

・
女
子
部

・
男
子
部
の

臨
海
学
校
が
行
わ
れ
て
い
る
。
当
然
な
が
ら
か
赤
ふ

ん
u

こ
と
、
赤
い
ふ
ん
ど
し
も
健
在
だ
。
春
や
夏
に

は
ゼ
ミ
や
サ
ー
ク
ル
の
合
宿
も
行
わ
れ
て
い
る
。
そ

し
て

一
年
を
通
し
て
、
卒
業
生
や
在
校
生
の
父
母
な

ど
、
学
校
関
係
者
の
宿
泊
も
受
付
を
行
っ
て
い
る
。

同
行
の
カ
メ
ラ
マ
ン
日
く

「ま
る
で
戦
前
映
画
の

世
界
み
た
い
」
と
。
ス
ク
リ
ー
ン
の
中
で
し
か
見
ら

れ
な
い
よ
う
な
堕
尽
が
、
こ
こ
で
は
現
役
で
が
ん
ば

っ
て
い
る
。
い
や
、
が
ん
ば
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

ご
く
自
然
に
あ
る
の
だ
。
そ
の
不
変
の
美
と
も
言
う

べ
き
沼
津
務
泳
場
に
は
、

「帰
っ
て
き
た
よ
」
と
い
う

言
葉
以
外
、
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。

Oblige 38 



和総。桜のマ クが施されている。今
年から l台新しい和船カ河中間入りした

院長室。この施設が出来た時には院長先生専用の部屋だった。
現在は臨，毎学校の時に、各科の科長先生力く宿泊される

沼津の新しし、顔
平成8年に作られた食堂とお風呂

のある桜菜館。管理の方はここに

いらっしゃるので、普段訪れた時

の受付はここの一階だ。

2階の食堂にだけはクーラーが

設置されている。夏の暑さに負け

ないためにきちんと食事ができる

ように、との配慮からだ。食堂は

臨海学校に来た生徒が一度に食事

が出来るほどの広さがある。

写真下は女性用のお風呂。以前

に比べ広くなり、シャワーの数も

増えた。また隣にはシャワールー

ムも設置されている、充実した施

設だ。 一度に30人位は入れるゆと

りあるスぺ｝スとなっている。男

性用とは同じっくりで、色違いだ。

39 0助主：－e

雨力事毒って泳ぐことが出来ない日なと、黒4匝を前にミーティン
グをしたり、先生の目を盗んでは落書きなどをして遊んだ

この浜のすぐ後ろが、学習院の沼津波泳場だ。ここから遠泳を
するため海へと入っていった。打ち寄せる波、そして夕日を反

射する海。生徒で訪れた時は、こんな夕暮れの海を見たことは
なかった。大人になり、沼津に来て初めて知る楽しみだろう

校外各施設使用料金一覧表
｜沼津活字泳場

A 材完の学生、生徒、教職員 ｜泊 I,000円
（材完の生徒（中等科）、児童、園児） (500円）

B 材完の教職員尉長 2,000円

c 材完の在学生父母、卒業生および賛助員 3,000円

D 本院が認めた者 4,000円

E 3歳以上12歳以下の者および 上記目、D＊栓の

3歳未，高て寝具等を必要とする者 半額

※ 日帰り料出量 A 500円
( 12嗣以下の者は無料） （中等科 250円）

B 1,000円

c I ,500円

D 2, 000円

※食事代朝食 900円

昼食 900円

夕食 I ,200円

す上記の事喰は、消費税を含む金額です。
す宿泊の場合は、午後3時から退出する日の午前l暗まで。日帰りの場合は、
午前l時から午後3時まで。
古食事代は各嬬主にて退所時にf側宜します。
会刻現在学生の妻子については、 D料金を，青要する。
育大学学生指導のためホームJレームまたはゼミナール等を単位として指導教員
の指導のもとに使用する場合は l泊2日間に限り使用料を徴収しません。
＊車市二会等の合宿練習て可費用することを許可された場合には使用料ま半額とし
ます。（ただし学生部に合宿許可願を届け出た公認副本に限る。）



沼
津
波
泳
場
の
歴
史
は
、
隅
田
川
下
流
、
江
ノ
島
と
続

い
子
議
泳
場
の
後
を
継
ぐ
も
の
と
し
て
、
明
治
必
年
に
沼
津

御
用
邸
に
隣
接
す
る
御
料
地
に
完
成
し
た
時
に
始
ま
る
。

こ
の
大
正

・
昭
和
と
心
身
鍛
錬
の
場
と
し
て
続
い
て
き

た
沼
津
瀞
泳
場
は
、
昭
和
四
年
5
月
か
ら
7
月
ま
で
の
約

2
ヶ
月
間
、
初
等
科
生
疎
開
の
た
め
の
賓
室
育
と
し
て
利

用
さ
れ
た
。
そ
し
て
戦
後
、
再
び
沼
津
波
泳
場
は
、
戦
災

で
通
学
が
不
可
能
に
な
っ
た
初
等
科
生
と
、
中
等
科
1
年

生
の
た
め
に
昭
和
初
年
か
ら
学
寮
が
聞
か
れ
、
同
担
年
2

月
末
ま
で
の
5
カ
月
間
を
営
安
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
沼

津
寄
宿
舎
は
元
々
夏
の
瀞
泳
演
習
用
に
建
て
ら
れ
た
建
物

で
、
冬
を
過
ご
す
に
は
向
い
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
数
人

の
生
徒
が
凍
傷
に
か
か
る
な
ど
の
苦
労
も
あ
っ
た
。

そ
の
後
の
沼
津
瀞
泳
演
習
は
、
昭
和
泊
年
の
中
等
科
の

再
開
に
始
ま
り
、
各
科
、
順
次
再
開
さ
れ
て
い
き
、
海
の

汚
れ
た

一
時
期
を
除
き
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
。

あ
ん
な
こ
と
、
こ
ん
な
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

沼
津
の
懐
か
し
グ
ラ
フ
テ
ィ
ー

昭和 7年の沼i事務，過し寅習場てdの学平初〉授業。当時は瀞泳演習だけではなく、学科 l時間・操艇3
時間・滋，；，j(3時聞が，召津て・の生活の日課だった。

" －司過密
b，返A量占...........・困層~－ ＇＂＂＇＂＇＂＂＂

昭和57年7月27～31日に行われた初等抑瀦海学杭遠；加〉全員成功を

目指して練習を行う。男子はもちろん赤ふんどし。臨海学校期間中には

参観日もあり、東京からわぎわぎ父兄の方々が沼津までいらっしゃる。

初等科・中等科合同の朝、泳ぐ前の準備桝ゑ一番上の写真すぐ上の

写真と共に、昭和 7年8月｜白から 3日問、沼津て・の生活を記録するた

め、宮内省内匠寮技手によって撮影されたもの。貴重な資料だ。

7~ ~ c －~ ζ ，－ ＿，」...＿.c::r-.::?

平成2年の高等科l年生の沼津臨海学札夏真っ盛りで、周りは尉漣
れの海水浴客がいっぱい。その中で、赤いふんどし姿は照れくさかっ

た。だから早〈海に飛び込んだが、お尻はぷかぷかと浮いてしまった。

40 Ob:u按

q~，空調藍？ミコt

『？？泌：i議立よ
？~：扇酷遇控r-:'2-~

昭和44～45年、フランス会部員3名の記念写真一当時のフランス会部で

はフランス語劇l公演の稽古と称して、たびたびここ沼津で合宿をした。

ビートルズ、ヒッピ一文化の影響か、 3人とも髪は長めである。

平成6年5月、史蹟研究会の合宿。布団を引き、寝る準備をしてから、

朝見会へ突入 1 だが大半の学生は布団ではなく、押し入札直『下、海

などで朝を迎えてしまう。初夏恒例の、新入生歓迎合宿でのひとコマ。



沼
津
の
シ
ン
ボ
ル

沼
津
御
用
邸
記
念
公
園

東附属臥第一

学問所にあるシ

ャンデリア。細

かいところまで

模4動t平成10
年、隣に茶室も

新築した

西附属邸の中では最も公式な部屋、謁見所。右手にある

のが王座用肘掛格子。室内には書携も設置されている

西附属邸の御玉突所。玉突 （ビリヤード）は明治時代の

上J瀞皆級の社交的レジャーだった。玉突台は復元

沼；彰Eと呼ばれる、沼潮虫特の垣仇
潮風を防ぐため、直径 Icmほと・の箱

根竹を交互に編んだもの

昭和天皇がこ幼少のころ学ばれた第一学問所。学習

院沼i朝宇泳場へもこのt肋、ら通われたという

沼
津
滋
泳
場
と
小
道
を
挟
み
隣
接
す
る

の
が
、
総
面
積
7
5
6
0
0
0
d
の
但
詔

津
御
用
邸
・
沼
津
御
用
邸
記
今
来
品
園
だ
。敷

地
内
に
は
東
附
属
邸
と
西
附
属
邸
が
建
つ
。

西
附
属
邸
は
、
明
治
犯
年
（
1
9
0
5）、

大
正
天
皇
（
当
時
皇
太
子
）
の
皇

子
、
昭
和
天
皇
や
秩
父
宮
、
高
松
宮

の
御
用
邸
と
し
て
建
て
ら
れ
た
。

昭
和
制
年
ま
で
御
用
邸
の
使
命
を

果
た
し
、
そ
の
後
公
園
と
し
て
開
放

さ
れ
た
。
明
治
の
木
造
宮
廷
建
築

と
し
て
、
全
国
に
も
数
IrJ
な
い
貴
重

な
建
築
物
だ
。
建
物
内
部
で
は
公

記念菓花の心・皇朱
子ご夫妻もお買いにな
られたという落雁。
侮・わさび・桜・抹茶の
4つの風昧で｜セット。
日セッ~850円

式
の
謁
見
な
ど
に
使
わ
れ
た
部
屋
と
、
居
住

に
使
わ
れ
た
私
的
な
部
屋
を
見
ら
れ
る
。

海
側
に
あ
る
西
庭
と
、
中
庭
に
は
手
入
れ

の
行
き
届
い
た
日
本
庭
園
が
あ
る
。

東
附
属
邸
は
、
明
治
初
年
（
1
9
0

3
）
に
、
赤
坂
離
宮
の
東
宮
大
夫
官
舎
を

移
築
。
一
時
は
皇
族
が
滞
在
さ
れ
た
こ
と

も
あ
っ
た
が
、
束
守
骨
堂
両
所
と
し
て
昭

和
制
年
ま
で
利
用
さ
れ
た
。
そ
し
て
公
園

と
し
て
市
民
に
開
放
さ
れ
て
か
ら
は
市
民

が
日
本
文
化
を
学
ぶ
場
と
し
て
使
わ
れ
、

平
成
叩
年
に
再
整
備
も
完
成
、
現
在
も
市

民
の
研
修
所
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。

しおり・沼津御用邸記
念公園の正門（ドイツ
のソーリンゲン製とも
いわれる）をデザイン
したしおり。 500円

ハンカチ・左は雅子様のおし
るし「はまなす」が、右は紀
子機のおしるし「憎扇菖蒲」
が刺繍されているハンカチ。
l枚BOO円

守ァ、、
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第2代大学長麻生磯次
昭和38年4月～昭和44年3月

初代大学長安倍能成
昭和24年4月～昭和38年3月

血、、~，..＿
~ ~，＿ 

ぜ，，－，，，...

-J 
昨年、設立50周年計担えた学習院大学。

記念式典や 「学習院大学50年史」の刊行な乙様々 なイベントカ巧Tわれた。

多くの人々 の努力と、協力により50年開発展し続けてきた。

そして、影になり日向になり常にその中心となってきたのが

故安倍能成学長をはじめとした9人の大学長たちであった口
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第3代大学長近藤正夫
昭和44年 4月～昭和48年 3月

第4代大学長児玉幸多
昭和48年 4月～昭和54年 3月

第5代大学長磯部忠正
昭和54年4月～昭和56年8月

昭和国年5月11日に入学式を兼ね

て行われた大学開講式。演垣に立
つのが安倍能成学長

昭和36年5月日日の大学院自然科学研究科博土課程設置の祝賀会。

修士課程は昭和田年4月に設置されている

昨
年
、
設
立
印
周
年
を
迎
え
た
主
習
院
大
学
。
こ

の
叩
年
問
、
先
頭
に
立
っ
て
大
学
を
牽
引
し
て
き
た

の
が
安
倍
能
成
氏
か
ら
現
在
の
小
合
芳
彦
氏
に
渡
る

9
人
の
学
長
た
ち
だ
っ
た
。
そ
の
学
長
た
ち
の
足
跡

を
、
安
位
罷
成
氏
を
中
心
に
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

学
長
の
印
年
は
昭
和
M
年
4
月
1
日
の
学
習
院
大

学
発
足
と
同
時
に
始
ま
る
。
こ
の
時
の
初
代
大
学
長

に
は
、
安
倍
能
成
院
長
が
、
文
政
学
部
長
を
兼
任
し

て
就
任
し
た
。

そ
し
て
、
学
習
院
大
学
発
足
時
に
教
授
陣
と
し
て

集
ま
っ
て
き
た
の
が
、
旧
東
京
帝
国
大
学
な
ど
で
安

倍
学
長
と
親
交
を
持
っ
て
い
た
一
流
の
掌
者
た
ち
ゃ
、

安
倍
学
長
を
慕
う
、
当
時
、
新
進
気
鋭
の
学
者
た
ち

だ
っ
た
。

そ
の
多
く
の
人
々
に
慕
わ
れ
た
安
倍
学
長
の
名
前

を
出
す
時
、
学
生
た
ち
は
「
安
倍
学
長
」
と
は
呼
ぶ

こ
と
は
な
か
っ
た
。
「
安
倍
先
生
」
こ
れ
が
安
倍
学
長

の
学
校
で
の
金
問
だ
っ
た
。
こ
の
呼
び
方
こ
そ
が
、

常
に
学
生
の
近
く
で
目
を
配
り
、
親
し
み
を
持
た
れ
、

か
つ
哲
坐
者

・
教
育
者
と
し
て
学
生
か
ら
畏
敬
の
念

を
も
た
れ
て
き
た
こ
と
の
証
だ
ろ
う
。

安
倍
学
長
は
昭
和
犯
年
ま
で
の
M
年
間
に
渡
り
学

長
を
務
め
、
同
年
4
月
に
麻
生
磯
次
学
長
に
そ
の
バ

ト
ン
を
渡
し
た
。

第
3
代
学
長
は
近
藤
正
夫
氏
だ
っ
た
。
こ
の
近
藤

学
長
の
時
に
、
大
学
紛
争
が
全
盛
期
を
迎
え
、
全
国
の

大
学
で
デ
モ
や
バ
リ
ケ
ー
ド
封
鎖
な
ど
が
相
次
い
だ
。

他
の
学
校
よ
り
も
比
較
的
落
ち
着
い
て
い
た
学
習
院

大
学
で
も
そ
の
大
き
な
流
れ
に
は
逆
ら
え
ず
次
第
に

運
動
が
活
発
化
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
大
学
側

と
し
て
先
頭
に
立
っ
て
対
処
し
て
い
っ
た
の
が
近
藤

学
長
だ
っ
た
。時
に
は
多
く
の
学
生
の
中
で
対
話
に
臨

む
な
ど
困
難
な
大
学
運
営
を
最
後
ま
で
務
め
き
っ
た
。

そ
し
て
時
代
は
平
成
に
変
わ
り
、
昨
年
、
平
成
日

年
5
月
日
日
、
大
学
開
学
問
周
年
記
今
年
山
典
が
挙
行

さ
れ
た
。

大
学
も
学
生
も
小
金
字
長
を
中
心
に
但
世
紀
に
向

け
て
再
び
走
り
始
め
た
。
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第6代大学長木下是雄
昭和56年｜｜月～昭和60年11月

第7代大学長安田元久
昭和60年11月～平成元年｜｜月

第8代大学長 早川束三
平成元年｜｜月～平成7年川月

主
昨
昨

引
副

Z・3
F
a

朝
一の
の

盟
校
判

事
一れ
れ

い；~~r
大学開学50周年記念式典で記念植

樹をする小倉学長

第吠大学長小倉芳彦
平成7年｜｜月～

幻
世
紀
を
迎
え
る
最
初
の
学
長
と
し
て
、
こ

の
印
年
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
の
印
年
を
小
室
方

彦
学
長
に
伺
っ
た
。

は
じ
め
に
大
学
、
営
＆
ム
は
、
こ
の
印
年
で
ど

の
よ
う
に
変
わ
り
ま
し
た
か
。

「『
学
習
酢
に
は
幕
末
に
遡
る
歴
史
が
ふ
背
ま

す
が
、
大
学
と
し
て
は
明
治

・
大
正
以
来
の
歴

史
を
持
つ
他
の
マ
ン
モ
ス
私
立
大
学
に
比
べ
、

ま
だ
ま
だ
成
長
過
程
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
よ

う
な
他
大
学
と
は
鮮
明
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。

日
本
を
リ
ー
ド
し
て
い
く
心
身
と
も
に
健
康
な

エ
リ
ー
ト
を
育
て
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ

は
安
倍
能
成
先
生
の

『精
神
的
貴
族
で
あ
れ
』

と
い
う
言
葉
に
集
約
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
学
生
の
叩
年
は
、
大
き
く
分
け
て
3
つ

に
分
か
れ
る
と
思
い
ま
す
。
大
学
発
足
か
ら
の

十
数
年
、
大
学
紛
争
を
挟
ん
だ
叩
年
問
、
そ
し

て
今
に
続
く
時
代
で
す
。
最
初
の
十
数
年
は
学

生
の
中
で
も

一
芸

一
能
に
秀
で
た
お
も
し
ろ
い

人
が
多
く
い
ま
し
た
。
戦
後
の
厳
し
い
時
代
だ

っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
自
分
独
自
の
道
を
切
り

拓
こ
う
と

一
人

一
人
が

一
生
懸
命
努
力
し
て
い

ま
し
た
。
中
に
は
音
楽
家
や
作
家
な
ど
、

学
習

院
で
の
勉
強
と
は
全
く
畑
違
い
の
分
野
で
現
在
、

活
躍
し
て
い
る
人
た
ち
も
集
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
次
の
世
代
は
高
度
経
済
成
長
と
共
に
レ
ジ

ャ
l
ラ
ン
ド
化
し
た
と
い
わ
れ
た
大
学
へ
の
反

動
か
ら
、
社
会
令
捧
に
対
す
る
、
そ
れ
ま
で
の

矛
盾
に
対
す
る
爆
発
と
し
て
大
学
紛
争
の
起
き

た
世
代
で
す
。
笠
宮
院
大
学
に
も
そ
の
余
波
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
大
学
紛
争
に
疲
れ

た
世
代
が
そ
の
後
の
、
い
わ
ゆ
る
無
気
力
、
無

関
心
の
術
托
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。」

こ
れ
か
ら
泊
世
紀
に
む
け
て
の
大
学
の
展
望

を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

「
現
在
、
大
学
と
し
て
中
長
期
事
業
策
定
計
画

を
練
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
近
い
う
ち
に
公

表
す
る
つ
も
り
で
す
が
、
そ
の
計
画
は
他
の
大

学
に
ま
ね
て
対
抗
す
る
だ
け
の
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
も
、
流
行
の
学
部
や
学
科

を
作
っ
た
り
す
る
こ
と
は
し
て
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
見
方
に
よ
っ
て
は
怠
慢
な
よ
う
に
見
え
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
で
も
表
に
は
見
え
な

い
と
こ
ろ
で
I
T化
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
な
ど
が

進
ん
で
い
ま
す
。
数
年
前
と
は
信
じ
ら
れ
な
い

く
ら
い
変
化
し
て
い
ま
す
。
正
直
に
き
ヲん

d

は
も

う
5
年
後
も
日
凡
通
す
こ
と
の
難
し
い
く
ら
い
、

早
い
ス
ピ
ー
ド
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
進
ん
で

い
ま
す
。
I
T化
と
同
時
に
、
教
育
の
高
度
化

も
進
め
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
い
う
な
ら
ば
、

大
学
院
で
の
高
度
専
門
職
業
人
の
養
成
で
す
。

例
え
は
大
学
院
で
心
理
主
専
攻
の
中
に
臨
床
心

理
士
の
試
験
資
格
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
コ
ー

ス
を
つ
く
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
他
に
も

電
子
図
書
館
や
学
内
に
あ
る
貴
重
な
作
科
の
電

子
化
の
推
進
、
学
習
院
と
し
て
公
式
ホ
l
ム
ペ

ー
ジ
の
立
ち
上
げ
な
ど
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

ま
た

一
つ
の
ア
イ
デ
ア
と
し
て
で
す
が
、
集
中

ゼ
ミ
形
式
で
堂
内
合
宿
な
ど
が
で
き
る
よ
う
に

し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

最
後
に
こ
れ
か
ら
入
学
し
て
く
る
学
生
た
ち

に
期
待
す
る
こ
と
を
お
願
い
し
ま
す
。

「
こ
ち
ら
か
ら
期
待
す
る
よ
り
も
、
逆
に
日
々

変
わ
る
学
習
院
大
学
に
期
待
し
て
く
だ
さ
い
」
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美しい日本を旅してみたい。
伝統のニッポンへ！ 第8回

融自

うず潮で知られむ徳島県鳴門市は、

四国霊場八十八カ所めぐりの一番キ印庁、霊山寺もある場所だ。

そんな全国に名を馳せる名所にひっそりと息づくのが、大谷焼。

知名度こそあまりないが、実はスイレン鉢や瓶など、

実用的な大物を作ることでは日本を代表する、焼物だ。

写真／渡辺潔
小さなものまで ｜点、 ｜点丹精こめて作る

現在、大樹尭て。番人

気あるのが左の写真の

スイレン総無量作に

庭先に置かれるものだ

が、よく見ると粋なデ

ザインが施されている

’E・
本
庭
園
の
片
隅
、
石
を
敷
き
詰
め
た
と

E
E，
こ
ろ
に
、
そ
っ
と
水
を
流
す
。
す
る
と

「テ
1
ン
、
ト
ー
ン
」、
と
な
ん
と
も
い
え
な
い

琴
の
よ
う
な
音
が
響
い
て
く
る
。
そ
ん
な
風
流

な
細
工
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
水
袈
γ
窟

だ
。
こ
の
音
の
仕
組
み
は
、
底
に
小
さ
な
穴
の

空
い
た
壷
を
土
に
埋
め
、
そ
の
上
に
石
を
敷
き
、

石
を
っ
た
っ
て
水
の
し
ず
く
が
査
の
底
に
当
た

っ
て
鳴
る
も
の
だ
。
そ
の
査
な
ど
、

美
術
品
と

し
て
は
な
か
な
か
日
の
目
を
見
な
い
が
、
堅
実

な
焼
物
を
作
っ
て
い
る
の
が
、
大
谷
焼
。

も
と
は
藍
染
め
を
作
る
過
程
で
布
を
寝
か
せ

る
た
め
や
、
薬
品
を
運
ぶ
た
め
の
大
ぶ
り
の
容

器
と
し
て
発
展
し
た
焼
物
ι

そ
の
た
め
現
在
、

日
本
で
は
こ
こ
で
し
か
見
る
こ
と
の
出
来
な
い

と
い
う
、
大
物
を
作
る
技
法
「
寝
ロ
ク
ロ
」
が

今
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
－
人
が
横
に
な
り

ロ
ク
ロ
を
蹴
り
、
も
う
1
人
が
器
の
形
を
作
り
、

2
人
で
1
組
と
な
り
、
大
人
の
身
丈
以
上
の
物

を
作
る
と
い
う
珍
し
い
技
法
だ
。

最
近
で
は
大
物
以
外
に
も
、
茶
碗
や
花
瓶
な

ど
も
作
ら
れ
て
い
る
が
、
基
本
に
あ
る
の
は
実

用
性
。
そ
の
た
め
デ
ザ
イ
ン
は
極
め
て
シ
ン
プ

ル
。
日
本
の
ど
ん
な
風
景
に
も
溶
け
込
み
そ
う

な
も
の
ば
か
り
な
の
で
、
用
途
も
さ
ま
ざ
ま
と

な
る
。
査
が
傘
立
て
に
、
瓶
が
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ

ン
ジ
メ
ン
ト
を
生
け
る
と
き
の
容
器
に
、
そ
し

て
も
ち
ろ
ん
査
本
来
の
役
目
と
し
て
も
・
・
：
：
。

持
ち
主
の
考
え
方
に
よ
り
、
使
い
方
が
多
様
に

変
わ
る
の
だ
。
そ
し
て
当
然
、
実
用
性
を
重
視

し
て
い
る
た
め
、
値
段
も
手
ご
ろ
で
丈
夫
な
も

の
が
多
く
、
親
し
み
ゃ
す
い
。

素
朴
な
大
谷
焼
。
そ
の
姿
は
ま
る
で
、

一
家

団
繁
の
茶
の
間
の
よ
う
な
暖
か
さ
を
持
つ
焼
物

》
｝
い
》
え
ト
令
つ
。
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さとうかえてす〉木に穴を

開け樹液を集め、これを

煮詰めて、シロyプ状に
濃縮したもの。録蜜のよ

う屯す封靭3風味は蒸発過

平お〉複雑な化蝋重鎖反応

でおこる。ホットケーキ

やパンケーキのシロップ

として使われる

メープルシロップ

・桜友到育報出版委員会
担当副会長

亀井 i弘（昭24高）

委員長

畑中茸雄（Btl3＆化｝

オプリージ編集部会長

池閲浩規何33政）

編集チーフ

吉江隆信 伊tl50イム）

スタッフ

近藤麻紀（平3短家）

前川弦信（平8営）

富岡哲也 （平9法）

五十嵐匡一（平10史）

小林雄太（平10史）

田村麻衣子（平100.虫）

高野麻結子（平11仏）

中村貴志（平l批）

SYRUP お1APLE

江上種英（昭60経）

えがみ・たねひでバ開38年東京

生まれ。江上車有里竿特性幹。食品

餅オのコーディヰー卜に従事。「日

刊スポーツ」「小践すばる」「久保田

通信」などにエッセイを幸先筆。

赤
い
メ
l
プ
ル
が
シ
ン
ボ
ル
の
カ
ナ
ダ
と
い
え
ば
、

思
い
浮
か
ぶ
。

し
か
し
、
静
か
で
広
大
な
こ
の
国
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
支

配
の
対
立
の
歴
史
が
、
い
ま
も
強
い
影
を
お
と
し
て
い
る
。
実
際
に
わ
山
富
釦
門
E
ーロ

航
空
の

ωロ
は
、
仏
語
の
ぬ
ロ
に
も
み
え
る
よ
う
、
工
夫
さ
れ
た
ロ
ゴ
マ

1
ク
に
な

っ
て
い
る
ほ
ど
だ
。

だ
が
、
本
当
の
歴
史
は
、
白
人
の
探
検
家
が
足
を
踏
み
入
れ
る
前
か
ら
の
原

住
民
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
た
ち
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
、
糖
分
の

採
取
方
法
と
し
て
、
メ
l
プ
ル
の
樹
液
を
取
り
、
そ
れ
を
メ

1
プ
ル
の
木
で
造

っ
た
小
屋
で
煮
詰
め
て
、
シ
ロ
ッ
プ
に
し
て
い
た
。

イ
ン
デ
ィ
ア
ン
た
ち
に
製
造
方
法
教
わ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
人
は
、
こ
の
重
皇
な

栄
養
源
に
よ
り
厳
し
い
冬
を
乗
り
越
え
、
や
が
て
そ
の
子
孫
の
手
に
よ
り
、
メ

ー
プ
ル
シ

ロ
ッ
プ
は
よ
り
芳
醇
な
も
の
へ
と
変
わ
っ
て
行
く
。

さ
て
、
パ
ン
ク
l
パ
l
は
世
界
で
最
も
美
し
い
都
市
の
一
つ
で
、
入
江
と
川

と
海
峡
が
入
り
組
ん
だ
町
に
は
、
森
と
高
層
ビ
ル
と
が
ご
く
自
然
に
調
和
し
て

い
る
。
リ
ス
が
遊
ぶ
ス
タ
ン
レ

l
パ
l
ク
の
向
こ
う
に
は
、
湾
に
浮
か
ぶ
ボ
ー

ト
が
整
然
と
並
ん
で
い
る
。
こ
の
町
は
北
の
ハ
リ
ウ
ッ
ド
と
呼
ば
れ
、
映
画
や

テ
レ
ビ
の
制
作
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
。
ダ
ウ
ン
タ
ウ
ン
の
南
に
あ
る
「
エ

ル
ボ
ウ
ル

l
ム
」
で
は
、
朝
か
ら
メ
デ
ィ
ア
関
係
者
が
巨
大
な
プ
レ
ー
ト
と
格

闘
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
活
躍
す
る
の
が
メ
ー
プ
ル
シ
ロ
ッ
プ
。
巨
大
な
パ
ン
ケ
l
キ

に
か
け
た
り
、
ハ
ム
ス
テ
ー
キ
の
ソ

1
ス
に
し
た
り
す
る
。
ハ
ム
を
大
胆
に
切

っ
て
口
に
ほ
う
り
込
め
ば
、
自
然
の
恵
み
で
元
気
に
な
る
。
メ
ー
プ
ル
シ

ロ
ッ

プ
は
カ
ナ
ダ
の
朝
食
の
ス
ー
パ
ー
ヒ
ー
ロ
ー
だ。

ロ
ッ
キ
ー
山
脈
と
湖
が

48 Obi伊

協力／江上料理学院

国
C
J

司叶。。。。
E
Zの

・
ハ
ム
の
メ
ー
プ
ル
シ
ロ
ッ
プ
ソ
i
ス

①
フ
ラ
イ
パ
ン
に
サ
ラ
ダ
オ
イ
ル
と
バ
タ
ー
を
い
れ
、
温
め
る
。

⑦
①
に
ロ
l
ス
ハ
ム
を
入
れ
、
中
火
で
こ
ん
が
り
と
画
聞
と
も
妙
め
て
、
と
り
だ
す
。

③
こ
の
フ
ラ
イ
パ
ン
に
メ
ー
プ
ル
シ
ロ
ッ
プ
、
赤
ワ
イ
ン
、
ブ
イ
ヨ
ン
を
加
、
ぇ
、
弱
火

で
少
し
者
山首同め、

塩
コ
シ
ョ
ウ
で
味
を
と
と
の
え
る
。

ぬ
器
に
ハ
ム
を
も
り
、

③
の
ソ
1
ス
を
か
け
る
。

Photographer/Kawakita Shigeki 
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「好晶質Jo ；：：符~~b）ら

セービ‘ンク＇Ii、毎日・歩っと、おつきあいいただける品質、気軽にお使いいただける
価格をコンセプトにお客様のニーズにあわせた商品をお届けしていきます。

バランスの良い味と待りのプレンドコーヒー。
セーピンタ

スペシャルブレンドコーヒー
｛スプレードライ）

お Og5981円 借替用・2拘 498i円

甘さひかえめ。豆の味を生かした本格的コーヒー。
セーピンクスペシャI~丸Jンドコーヒー｛缶）
渋みを抑え、コーヒーのコク・香りを生かしました。
tーピンタブラックコーヒー・無積（缶）

各1拘（缶） 各581円

コーヒー豆を程よくプレンド。拡がる脊りと味わい。｜味・香りfまかな逸品。ー昏占与を使用。

セーピンク ｜ セーピンク
スペシャルフーレンドコーヒー ｜お策｛緑策）

（フリーズドライ） 詰替用・町3281円
2竺出

本場イタリア産パスタを使用。
温めるだけでお弁当の一品に。
セーピンタ
お弁当スパゲティ

（ナポリタン）3個入・240g 158i円

北海道産男爵芋100%。
サクサクとした食感。
セーピンタ
ザックリ衣の牛肉コロッケ

6個入・210g 178i円

ソースのからみが良い、コシのあるマカロニです。 ｜ストロベリー・メロン・ホワイトチョコとミルク
セーピンタ ｜チョコがドッキング。
ザラ夕、マカロニ ｜セーピンタ

チョコミックス

200g 98i円 円nu 
FD 

2
 

商品のお求め、お問い合わせはお近くのダイエーで。（一部取扱っていない店舗もございま丸ご了承ください。）

掲載の表示価格は、消費税抜きの価格です。ご精算時に消費税をあわせてお支払いください。

｜ お問い合わせは、株式会社ダイエー TEL.035蜘 6側まで（午前10時～午後5時、土日除く）

インターネットでダイエーの情報をご案内しております。ホームページアドレス http://www.daiei.co.jp/ 
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鹿
… 一二一速道路

高度な交通情報システムを取り入れたそのスーパーハイウェイ・フ。ロジェクトを、

. A 鹿島建設は最先端の技術で実現します。

4・より快適に、安全に、短時間に。人々 と物資のスムーズな流れは、

白 日本経済の新たな原動力を生み出しま七

100年をつくる会社

i~ 鹿島
KAJIMA仁ORPORAllON
本社：東京都港区元赤坂1-2-7干107・・8388

ホームベージh社p://www.k司ima.co.jp/


