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必
ず
裏
側
に
回
る
彫
刻
家
の
癖

　

草
加
松
原
遊
歩
道
の
出
発
地
点
、
札ふ
だ
ば
か
し

場
河
岸

公
園
に
立
つ
「
松
尾
芭
蕉
翁
像
」
は
、
宿
場
町

草
加
の
シ
ン
ボ
ル
と
言
っ
て
も
い
い
存
在
だ
。

　

こ
の
ブ
ロ
ン
ズ
像
は
草
加
市
生
ま
れ
草
加
市

在
住
の
彫
刻
家
、
麦
倉
忠
彦
さ
ん
に
よ
る
作
品

だ
。
麦
倉
さ
ん
の
彫
刻
作
品
は
草
加
市
内
の
い

ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
設
置
さ
れ
て
い
て
、
草
加

市
の
景
観
を
支
え
て
い
る
。

　

麦
倉
忠
彦
さ
ん
は
、
１
９
３
５
年
11
月
20
日
、

草
加
市
稲
荷
町
で
生
ま
れ
た
。
終
戦
を
迎
え
た

小
学
５
年
生
ご
ろ
か
ら
絵
に
興
味
を
持
ち
は
じ

め
、
中
学
生
の
こ
ろ
に
は
「
絵
を
描
く
職
業
に

つ
い
て
み
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
を
抱
き
始
め

た
と
い
う
。

　

以
後
、
埼
玉
県
立
春
日
部
高
校
で
は
美
術
部

で
「
芸
術
三
昧
、
美
術
三
昧
」
の
生
活
を
送
り
、

東
京
芸
術
大
学
で
は
「
彫
刻
家
の
一
番
の
切

り
札
」
と
い
う
デ
ッ
サ
ン
力
を
磨
き
上
げ
、
現

在
も
数
々
の
彫
刻
作
品
を
生
み
出
し
続
け
て
い

る
。

　

麦
倉
さ
ん
の
生
家
は
永
禄
８
年
（
１
５
６
５

年
）
開
山
の
寺
院
、
慈
尊
院
だ
。
お
寺
で
生
ま

れ
育
っ
た
こ
と
は
美
術
的
感
性
に
影
響
が
あ
る

か
お
尋
ね
し
た
。

「
仏
像
は
見
る
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
触
っ
て
い
ま

し
た
。
掃
除
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
ん
で
。

意
識
は
な
い
け
ど
、
今
思
う
と
影
響
を
受
け
た

の
か
な
と
思
い
ま
す
」

　

こ
う
し
て
麦
倉
さ
ん
は
彫
刻
家
な
ら
で
は
の

独
特
の
「
癖
」
を
獲
得
し
た
。

「
私
は
職
業
的
な
癖
と
し
て
物
の
裏
側
も
見
ま

す
。
立
体
と
し
て
見
る
ん
で
す
ね
。
必
ず
も
の

の
周
り
を
一
回
り
し
ま
す
」

　

松
尾
芭
蕉
の
『
奥
の
細
道
』
に
は
「
そ
の
日

や
う
や
う
草
加
と
い
ふ
宿
に
た
ど
り
着
き
に
け

り
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
芭
蕉
は
深
川
か
ら

千
住
ま
で
舟
で
行
き
、
そ
こ
か
ら
歩
み
始
め
、

そ
の
日
の
う
ち
に
草
加
宿
に
到
着
し
た
。

　

１
９
８
９
年
（
平
成
元
年
）
が
松
尾
芭
蕉
の

奥
の
細
道
の
旅
立
ち
３
０
０
周
年
だ
っ
た
。
そ

の
節
目
に
向
け
て
、
草
加
市
で
は
「
奥
の
細
道
」

を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
た
様
々
な
事
業
が
実
施
さ

れ
た
。

　

市
民
団
体
「
草
心
会
」
の
呼
び
か
け
で
「
芭

蕉
像
を
つ
く
る
会
」
が
組
織
さ
れ
、
麦
倉
忠
彦

さ
ん
に
制
作
が
依
頼
さ
れ
た
。

　

準
備
期
間
は
１
年
し
か
な
か
っ
た
。
麦
倉
さ

ん
は
急
い
で
芭
蕉
に
つ
い
て
勉
強
し
て
、
自
分

な
り
に
イ
メ
ー
ジ
を
作
っ
た
。　

「
資
料
を
読
む
こ
と
も
ほ
か
の
人
の
作
品
を
見

る
こ
と
も
大
切
で
す
が
、
見
過
ぎ
た
り
読
み
過

ぎ
た
り
す
る
と
誰
か
の
コ
ピ
ー
に
な
る
。
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
が
や
っ
て
は
い
け
な
い
一
番
恥
ず
か

し
い
行
為
は
人
の
真
似
で
す
」

　

だ
か
ら
「
勉
強
は
ほ
ど
ほ
ど
で
、
あ
と
は
感

性
で
」
イ
メ
ー
ジ
を
描
い
て
い
っ
た
。

　

そ
し
て
草
加
市
民
に
深
く
浸
透
し
た
、
あ
の

芭
蕉
の
風
貌
と
佇
ま
い
が
作
り
上
げ
ら
れ
た
。

旅
装
束
の
芭
蕉
は
、
足
は
前
方
に
踏
み
出
し
な

が
ら
も
、
首
は
後
方
を
振
り
返
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

１
５
０
日
間
に
及
ぶ
「
奥
の
細
道
」
の
旅
の

１
日
目
。
千
住
宿
か
ら
８
・
８
ｋ
ｍ
、
日
光
街

道
第
２
の
宿
駅
、
草
加
に
た
ど
り
着
い
た
と
き

は
、
芭
蕉
の
心
の
中
は
ま
だ
千
住
へ
の
名
残
惜

し
さ
が
強
か
っ
た
は
ず
。

「
こ
れ
は
す
ぐ
ひ
ら
め
き
ま
し
た
。
草
加
の
こ

の
界
隈
じ
ゃ
な
い
と
出
な
い
自
然
な
ポ
ー
ズ
で

す
。
利
根
川
の
向
こ
う
に
行
っ
た
ら
こ
の
ポ
ー

ズ
は
お
か
し
い
。
草
加
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
す
」

　

当
時
、
麦
倉
さ
ん
は
「
芭
蕉
像
を
つ
く
る
会
」

の
人
た
ち
と
い
っ
し
ょ
に
芭
蕉
の
足
跡
を
た
ど

る
バ
ス
ツ
ア
ー
に
参
加
し
た
。

　

麦
倉
さ
ん
は
芭
蕉
像
の
案
の
ス
ケ
ッ
チ
を
持

参
し
た
。
自
信
作
の
振
り
向
く
芭
蕉
像
と
、
も

う
一
案
用
意
し
て
い
た
。
バ
ス
の
中
で
み
ん
な

に
見
て
も
ら
い
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
取
っ
た
。

「
こ
れ
が
い
い
！
っ
て
、
振
り
向
く
方
の
像
が

人
気
が
あ
っ
た
ん
で
す
よ
」

　

ち
な
み
に
選
に
漏
れ
た
対
抗
案
も
、
麦
倉
さ

ん
に
よ
る
と
「
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
動
き
の
あ
る

作
品
」
と
の
こ
と
。
そ
の
ス
ケ
ッ
チ
は
今
で
も

保
存
し
て
あ
る
そ
う
だ
。

20
年
を
隔
て
て
作
り
上
げ
た
河
合
曾
良
像

　

奥
の
細
道
で
芭
蕉
に
随
行
し
た
河
合
曾
良
の

ブ
ロ
ン
ズ
像
が
、
芭
蕉
像
か
ら
南
60
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
の
と
こ
ろ
の
「
お
せ
ん
公
園
」
内
に
設

置
さ
れ
て
い
る
。
曾
良
は
前
を
行
く
芭
蕉
に
向

か
っ
て
手
を
差
し
出
し
、
追
い
か
け
て
い
る
よ

う
な
姿
勢
を
取
っ
て
い
る
。
空
間
を
隔
て
て
２

人
の
関
係
が
読
み
取
れ
る
よ
う
な
面
白
い
構
図

だ
。

　

だ
が
、
曾
良
像
は
空
間
だ
け
で
な
く
時
間
も

ま
た
隔
て
て
芭
蕉
像
を
追
い
か
け
た
の
だ
っ

た
。
曾
良
像
の
完
成
は
芭
蕉
像
が
完
成
し
て
か

1935 年、草加市生まれ
1959 年、東京芸術大学芸術学部彫刻科卒業
1961 年、東京芸術大学研究科彫刻専攻修了　同大学研究室副手 
1963 年、アメリカ合衆国サウスダコタ州
K・ジョーロコフスキー彫刻研究所に留学
1963 年、安宅賞・新制作協会新作家賞。新制作協会会員

（1999 年に委員長）
その後、埼玉県美術家協会彫刻部参与
九州産業大学大学院教授、共立女子大学講師などを務めた
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芭
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で
し
か
で
き
な
い
ポ
ー
ズ
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ら
20
年
も
後
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
。

　

当
初
、
芭
蕉
像
と
曾
良
像
の
２
体
を
同
時
に

作
り
た
い
と
い
う
希
望
も
あ
っ
た
と
い
う
。
だ

か
ら
芭
蕉
像
が
完
成
し
た
あ
と
も
、
市
民
団
体

「
草
心
会
」
の
人
た
ち
は
曾
良
像
を
作
る
夢
を

捨
て
て
い
な
か
っ
た
。

「
20
年
間
そ
の
情
熱
を
暖
め
て
い
た
草
心
会
と
、

代
表
の
青
柳
優
さ
ん
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
す
ご
い

と
思
い
ま
す
ね
」

　

だ
が
い
ざ
作
ろ
う
と
す
る
と
、
麦
倉
さ
ん
自

身
に
も
苦
労
が
あ
っ
た
。

「
20
年
の
隔
た
り
が
、
作
品
の
差
と
し
て
出
な

い
よ
う
に
す
る
努
力
も
大
変
だ
っ
た
ん
で
す
」

　

芭
蕉
像
を
作
っ
た
と
き
が
50
代
。
そ
れ
か
ら

重
ね
て
き
た
20
年
と
い
う
歳
月
を
埋
め
る
た

め
、
麦
倉
さ
ん
は
芭
蕉
像
の
原
型
を
傍
ら
に
置

い
て
、
曾
良
像
の
制
作
を
進
め
た
と
い
う
。

　

草
加
駅
東
口
の
駅
前
広
場
に
設
置
さ
れ
た
ブ

ロ
ン
ズ
像
「
お
せ
ん
さ
ん
」
と
「
ア
コ
ち
ゃ
ん
」

が
一
般
的
な
彫
刻
と
違
う
と
こ
ろ
は
、
見
上
げ

る
位
置
に
な
い
こ
と
だ
。

　

お
せ
ん
さ
ん
は
広
場
に
面
し
て
左
手
側
の
、

ア
コ
ち
ゃ
ん
は
右
手
側
の
屋
根
つ
き
の
休
憩
所

に
「
あ
る
」
と
い
う
よ
り
「
い
る
」。

　

テ
ー
ブ
ル
を
囲
ん
で
複
数
設
置
さ
れ
た
椅
子

の
一
つ
に
座
っ
て
い
る
の
だ
。

　

草
加
で
買
い
物
な
ど
し
て
ち
ょ
っ
と
休
憩
、

と
そ
の
椅
子
に
座
っ
た
と
き
に
、
隣
の
人
が
銅

像
だ
っ
た
と
知
っ
て
驚
く
人
も
い
る
。
ま
た
、

お
せ
ん
さ
ん
な
ど
と
く
に
、
な
ぜ
か
よ
く
触
ら

れ
る
。
幼
児
が
お
せ
ん
さ
ん
の
両
腕
の
間
に
入

り
込
ん
で
抱
っ
こ
さ
れ
る
様
子
を
見
か
け
た
こ

と
も
あ
る
。

　

ア
ー
ト
を
街
に
溶
け
込
ま
せ
よ
う
と
い
う

テ
ー
マ
が
あ
る
が
、
最
大
限
に
溶
け
込
ん
で
い

る
例
が
こ
れ
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

お
せ
ん
さ
ん
と
い
う
名
前
は
、
草
加
せ
ん
べ

い
の
伝
説
上
の
創
始
者
「
お
せ
ん
ば
あ
さ
ん
」

か
ら
採
ら
れ
た
。
座
布
団
に
正
座
し
て
、
草
加

せ
ん
べ
い
な
ら
で
は
の
押お

し
瓦
が
わ
ら

と
箸
を
使
っ
て

せ
ん
べ
い
を
焼
い
て
い
る
。
た
だ
し
麦
倉
さ
ん

の
お
せ
ん
さ
ん
は
お
ば
あ
さ
ん
で
は
な
く
若
い

女
性
だ
。

「
ジ
ー
パ
ン
は
い
た
現
代
女
性
に
し
ち
ゃ
っ
た
」

と
麦
倉
さ
ん
は
言
う
。

　

そ
も
そ
も
ど
ん
な
経
緯
で
こ
の
２
作
品
が
作

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
草
加
駅
前
の
開
発
計
画
の
中
で
、
そ
の
辺
に

置
く
彫
刻
を
何
か
考
え
て
く
だ
さ
い
、
と
い
う

依
頼
が
あ
っ
た
」

　

そ
こ
か
ら
せ
ん
べ
い
を
焼
く
女
性
と
せ
ん
べ

い
を
か
じ
る
少
女
、
と
い
う
草
加
な
ら
で
は
の

モ
チ
ー
フ
を
創
出
し
た
の
は
麦
倉
さ
ん
自
身
な

の
だ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
お
せ
ん
さ
ん
の
モ
デ
ル
は
麦
倉

さ
ん
の
奥
さ
ん
で
、
ア
コ
ち
ゃ
ん
の
モ
デ
ル
は

姪
御
さ
ん
だ
と
い
う
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
も
、
こ

の
作
品
の
実
在
感
の
要
因
な
の
か
も
し
れ
な

い
。

　

街
角
の
彫
刻
に
親
し
み
を
持
ち
、
そ
こ
か
ら

街
へ
の
愛
着
を
さ
ら
に
深
め
る
。
麦
倉
さ
ん
の

彫
刻
作
品
は
、
草
加
に
住
む
人
や
草
加
を
訪
れ

る
人
々
の
心
を
そ
ん
な
ふ
う
に
変
え
て
き
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

① 札場河岸公園にある松尾芭蕉翁像
② おせん公園にある河合曾良像　
③『松蔭の流れ』
④『ノビタチヂンダ』（この作品はもう１体の犬と対になっている）
草彫展（2016 年 7 月）にて
⑤ 稲荷コミュニティーセンターにある『緑の芽』
⑥『sliced Apple』　草彫展（2016 年 7 月）にて
⑦『深呼吸』　草彫展（2016 年 7 月）にて
⑧『おせんさん』

草加市内で見られる麦倉忠彦さんの作品

『双葉』
　草加商工会議所（1978 年）

『松蔭の流れ』( 写真③）
　スポーツ健康都市記念体育館（1985 年）

『緑の芽』（写真⑤）
　稲荷コミュニティセンター（1985 年）

『クローバー』
　高砂小学校（1986 年）

『松庵芭焦翁像』（奥の細道旅立ち 300 年記念）
　草加宿札場河岸公園（1989 年）

『あしたを聴く』
　草加駅改札口前（1990 年）

『アコちやん』（表紙）『おせんさん』（写真⑧）
　草加駅前アコス広場（1991 年）

『芽下美人』
　草加市文化会館コミュニティ棟 2 Ｆ（1993 年）

『日だまり』
　草加市中央図書館（2000 年）

『あやせの守』）
　金明通り（2004 年）

『河合曾良像』（写真②）
　神明１丁目おせん公園（2008 年）

23
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8

街
に
溶
け
込
む
彫
刻
、

お
せ
ん
さ
ん
と
ア
コ
ち
ゃ
ん
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福
島
先
生
は
今
で
も
師
で
す

　

草
加
市
美
術
協
会
会
長
を
務
め
る
画
家
、
鈴

木
喜
美
子
さ
ん
は
草
加
市
神
明
の
商
店
街
に
あ

る
海
産
物
店
に
生
ま
れ
た
。
小
学
生
時
代
か
ら

カ
メ
ラ
に
親
し
ん
で
き
た
が
、
高
校
卒
業
後
、

絵
の
道
を
目
指
そ
う
と
決
意
し
た
。

　

そ
ん
な
と
き
、
新
聞
で
産
経
学
園
（
日
本
最

初
の
カ
ル
チ
ャ
ー
ス
ク
ー
ル
）
の
生
徒
募
集
と

い
う
広
告
を
発
見
し
た
。
油
絵
科
、
基
礎
科
、

と
書
い
て
あ
る
。
鈴
木
さ
ん
が
訪
ね
て
行
く
と
、

そ
こ
は
お
金
持
ち
の
ご
婦
人
ば
か
り
。

　

そ
こ
に
現
れ
た
の
が
福
島
誠
先
生
だ
。
当
時

28
歳
で
、
美
術
団
体
「
新
制
作
協
会
」
会
員
の

新
進
気
鋭
の
画
家
で
あ
る
。

　

福
島
先
生
は
鈴
木
さ
ん
を
見
て
、「
何
し
に

来
た
の
？
」
と
尋
ね
た
。

「
美
大
受
験
の
勉
強
を
し
に
来
ま
し
た
」
と
鈴

木
さ
ん
は
答
え
た
。

「
こ
こ
は
そ
ん
な
も
の
を
や
る
と
こ
ろ
じ
ゃ
な

い
よ
」

と
、
福
島
さ
ん
は
名
刺
に
自
宅
の
住
所
と
地
図

を
描
い
て
手
渡
し
た
。

「
明
日
デ
ッ
サ
ン
２
枚
描
い
て
こ
の
家
に
い

ら
っ
し
ゃ
い
」

　

こ
う
し
て
鈴
木
さ
ん
は
福
島
先
生
に
師
事
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
ず
っ
と
無
料
で
し
た
。
プ
ロ
に
な
る
人
か
ら
お

金
は
も
ら
わ
な
い
、
っ
て
先
生
は
お
っ
し
ゃ
っ

た
の
」

　

も
っ
と
も
自
宅
が
魚
屋
だ
っ
た
の
で
、
盆
暮

れ
は
鮭
１
本
や
数
の
子
な
ど
を
贈
っ
た
と
い

う
。

　

い
つ
ま
で
師
事
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
ず
っ
と
今
で
も
師
事
し
て
ま
す
よ
。
先
生
は

変
わ
ら
な
い
で
す
。
師
は
師
で
す
」

　

福
島
先
生
の
指
導
で
美
術
を
学
び
、
武
蔵
野

美
術
大
学
に
入
学
し
た
。

　

大
学
終
了
後
は
、
地
元
草
加
や
越
谷
の
小
学

校
の
先
生
方
に
絵
を
教
え
る
仕
事
を
し
た
。
当

時
小
学
校
に
は
美
術
専
任
の
先
生
が
い
な
く

て
、
一
般
の
大
学
や
短
大
を
卒
業
し
た
先
生
が

わ
け
も
わ
か
ら
ず
美
術
を
教
え
て
い
た
。

「
ど
う
や
っ
て
教
え
た
り
点
数
を
つ
け
て
い
い

か
も
わ
か
ら
な
い
と
悩
む
、
向
学
心
に
燃
え
た

先
生
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
で
私
の
と
こ
ろ
に
来

て
勉
強
し
て
い
ま
し
た
」

　

ま
た
、
鈴
木
さ
ん
は
当
時
フ
ラ
ン
ス
美
術
に

傾
倒
し
て
い
た
。
25
歳
の
と
き
に
は
フ
ラ
ン
ス
、

パ
リ
に
留
学
し
た
。
セ
ザ
ン
ヌ
が
大
好
き
だ
っ

た
の
で
、
セ
ザ
ン
ヌ
を
一
生
懸
命
研
究
し
た
。

　

美
術
を
教
え
た
り
絵
を
描
い
た
り
と
い
う
、

美
術
中
心
の
生
活
を
送
っ
て
い
た
が
、
鈴
木
さ

ん
自
身
は
中
途
半
端
さ
を
感
じ
て
い
た
よ
う
だ
。

「
周
り
は
み
ん
な
就
職
し
た
り
お
嫁
さ
ん
に

行
っ
た
り
し
て
る
の
に
、
私
は
プ
ラ
プ
ラ
し
て

た
」

足
尾
と
の
出
会
い

　

そ
ん
な
生
活
が
大
き
な
変
化
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
。
28
歳
の
時
、
お
父
さ
ん
が
大
腸
が
ん
に

な
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
１
年
後
に
お
父
さ
ん
の

看
病
を
し
て
い
た
お
母
さ
ん
が
ク
モ
膜
下
出
血

で
急
逝
し
た
。
さ
ら
に
１
年
も
し
な
い
う
ち
に

お
父
さ
ん
も
亡
く
な
っ
た
。

「
真
っ
暗
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
親
が

か
り
で
生
き
て
き
ま
し
た
か
ら
。
そ
れ
を
支
え

て
く
れ
た
の
が
、
学
校
の
先
生
た
ち
で
し
た
」

　

１
９
７
５
年
の
夏
休
み
、
鈴
木
さ
ん
の
教
え

子
で
あ
る
学
校
の
先
生
た
ち
と
い
っ
し
ょ
に
、

日
光
方
面
に
写
生
旅
行
に
行
っ
た
。

　

写
生
に
飽
き
た
こ
ろ
、
ふ
と
鈴
木
さ
ん
は
、

こ
の
山
の
後
ろ
に
は
何
が
あ
る
の
？　

と
一
人

に
尋
ね
た
。

「『
先
生
知
ら
な
い
の
？　

足
尾
銅
山
っ
て
い

う
、
２
年
前
に
閉
山
し
た
山
が
あ
る
ん
だ
』
っ

て
言
う
か
ら
、
写
生
は
や
め
て
足
尾
銅
山
に
行

く
こ
と
に
な
っ
た
の
」

　

始
め
て
足
尾
銅
山
を
見
た
と
き
の
こ
と
を
、

鈴
木
さ
ん
は
よ
く
覚
え
て
い
る
。

「
工
場
が
見
え
る
と
こ
ろ
に
引
き
込
み
線
が
あ

る
。
そ
の
線
路
に
立
っ
て
見
た
ん
で
す
よ
。
夕

方
４
時
ご
ろ
で
、
西
日
が
当
た
っ
た
光
景
は
も

う
言
葉
に
な
ら
な
い
く
ら
い
衝
撃
的
。
私
に
向

か
っ
て
山
と
工
場
が
ウ
ワ
ー
っ
と
迫
っ
て
き
ま

し
た
」

　

そ
の
日
は
ス
ケ
ッ
チ
も
せ
ず
に
帰
っ
た
。
鈴

木
さ
ん
は
そ
の
と
き
は
ま
だ
足
尾
銅
山
に
つ
い

て
、
何
も
知
ら
な
か
っ
た
。

　

足
尾
銅
山
は
江
戸
時
代
に
開
発
さ
れ
た
鉱
山

だ
。
明
治
か
ら
昭
和
前
期
に
か
け
て
日
本
最
大

の
銅
産
出
量
を
誇
り
、
日
本
の
近
代
産
業
の
発

展
に
大
き
く
貢
献
し
た
。
だ
が
栄
光
の
陰
で
、

大
気
汚
染
や
森
林
の
荒
廃
、
渡
良
瀬
川
の
流
域

の
洪
水
、
水
質
・
土
壌
汚
染
な
ど
の
公
害
問
題

が
起
こ
っ
た
。

1943 年、草加市生まれ
1961 年、福島誠氏（新制作協会）に師事
1981 年、「雪の足尾線」第１回日本画郎協会賞展奨励賞受賞
2000 年、新制作展　新作家賞受賞（同 ’01’03 年受賞）
2004 年、新制作協会　会員推挙
2005 年、国連本部（ニューヨーク）で個展を開催
2010 年、草加アコスホールで個展
草加市美術協会会長

1
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そ
し
て
足
尾
銅
山
は
１
９
７
５
年
に
閉
山
し

た
。
だ
が
公
害
の
被
害
者
へ
の
補
償
や
環
境
の

回
復
な
ど
、
問
題
は
多
く
残
っ
た
。
現
在
、
足

尾
地
区
の
森
林
は
植
林
運
動
が
進
み
、
少
し
ず

つ
緑
が
戻
っ
て
い
る
。

福
島
先
生
の
助
言
を
受
け
て
心
が
動
い
た

　

鈴
木
さ
ん
が
二
度
目
に
足
尾
銅
山
を
訪
ね
た

の
は
２
、３
ヶ
月
後
だ
っ
た
。

「
す
こ
し
気
持
ち
が
落
ち
着
い
て
か
ら
、
あ
れ

は
何
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
、
っ
て
気
に
な
っ
て
足

尾
に
行
き
ま
し
た
。
た
だ
し
、
ま
だ
ス
ケ
ッ
チ

は
せ
ず
に
写
真
を
撮
っ
て
帰
っ
て
き
た
ん
で
す

よ
」

　

撮
っ
た
写
真
を
福
島
先
生
に
見
せ
た
。

「
き
み
ち
ゃ
ん
、
こ
こ
な
か
な
か
い
い
場
所
だ

ね
。
合
っ
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
？
」
と
先
生
は

言
っ
た
と
い
う
。

「
え
？
」
と
聞
き
返
す
鈴
木
さ
ん
に
、「
だ
っ
て

ち
ゃ
ん
と
気
持
ち
が
出
て
る
写
真
だ
よ
。
こ
こ

い
い
と
思
う
よ
。
描
い
て
ご
ら
ん
」
と
福
島
先

生
は
告
げ
た
の
だ
っ
た
。

　

鈴
木
さ
ん
は
心
が
動
い
た
。「
描
こ
う
！
」
と

思
っ
た
。

　

そ
れ
か
ら
鈴
木
さ
ん
は
毎
週
、
足
尾
に
行
く

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
が
ど
う
い
う
場
所
な
の

か
、
そ
こ
に
住
む
人
が
ど
う
い
う
生
活
を
し
て
、

ど
う
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
知
る
た

め
に
。

「
朝
５
時
に
起
き
て
、
雨
だ
ろ
う
が
雪
だ
ろ
う

が
通
い
ま
し
た
」

　

や
が
て
鈴
木
さ
ん
は
、
足
尾
銅
山
を
描
い
た

大
き
な
絵
画
作
品
を
次
と
制
作
し
発
表
し
て

い
っ
た
。
作
品
は
高
い
評
価
を
得
て
、
数
々
の

賞
を
受
賞
し
た
。

　

２
０
０
５
年
に
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
国
連
本

部
で
個
展
を
開
催
す
る
栄
誉
を
得
た
。

「
鈴
木
喜
美
子
氏
は
、
20
年
以
上
に
亘
り
足
尾

銅
山
を
描
く
こ
と
を
通
じ
自
然
破
壊
に
つ
い
て

警
笛
を
発
し
続
け
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
〜
中
略

〜　

鈴
木
氏
の
絵
画
を
通
じ
た
こ
の
問
題
に
対

す
る
取
組
に
敬
意
を
表
す
る
と
共
に
、
今
後
の

ご
活
躍
を
期
待
い
た
し
ま
す
」（
国
際
連
合
日

本
政
府
代
表
部
公
式
サ
イ
ト
。
絵
画
展
で
の
北

岡
大
使
に
よ
る
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
・
レ
セ
プ
シ
ョ

ン
挨
拶
よ
り
）

足
尾
が
呼
ん
で
い
る
か
ら

　

な
ぜ
続
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ひ

と
つ
に
は
人
の
つ
な
が
り
が
あ
る
か
ら
だ
。

「
最
初
に
行
っ
た
と
き
靴
屋
の
お
じ
さ
ん
と
出

会
い
ま
し
た
。
冬
に
普
通
の
靴
を
履
い
て
い
た

ら
、
そ
ん
な
靴
じ
ゃ
だ
め
だ
、
う
ち
の
長
靴
買

え
、
っ
て
」

　

以
来
、
足
尾
に
行
く
た
び
に
そ
の
靴
屋
さ
ん

を
訪
ね
た
。
彼
は
い
ろ
い
ろ
な
場
所
や
い
ろ
い

ろ
な
人
を
紹
介
し
て
く
れ
た
。

　

知
人
は
大
勢
に
ふ
く
ら
ん
だ
。
旅
館
の
お
か

み
さ
ん
、和
尚
さ
ん
、町
長
、カ
メ
ラ
マ
ン
な
ど
。

古
河
機
械
金
属
（
旧
古
河
鉱
業
）
足
尾
事
業
所

の
方
と
も
お
話
を
す
る
機
会
を
持
つ
こ
と
が
で

き
、
工
場
内
に
入
れ
て
い
た
だ
け
た
。

　

続
け
ら
れ
る
理
由
の
も
う
ひ
と
つ
は
足
尾
が

呼
ん
で
い
る
か
ら
。

　

１
作
描
く
の
に
１
年
を
要
す
る
と
い
う
大
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
。
新
た
な
テ
ー
マ
は
ど
の
よ
う
に

決
め
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
向
こ
う
へ
着
く
と
、『
描
い
て
く
れ
』
っ
て
山
々

や
工
場
の
跡
地
が
言
う
ん
で
す
よ
。『
俺
は
こ
っ

ち
だ
！　

描
い
て
く
れ
！
』
っ
て
。
そ
う
い
う

ふ
う
に
声
が
聴
こ
え
る
ま
で
に
時
間
が
か
か
り

ま
し
た
よ
」

　

北
風
に
震
え
る
岩
の
悲
鳴
や
、
水
の
声
、
鳥

や
風
の
声
…
…
。
自
然
、
万
物
の
声
が
聞
こ
え

る
。

「
あ
る
と
き
は
赤
い
残
留
物
や
昔
の
タ
ン
ク
が

『
俺
た
ち
を
描
い
て
く
れ
よ
、
描
く
と
き
は
灯

り
を
と
っ
て
く
れ
』
っ
て
ヒ
ン
ト
を
教
え
て
く

れ
る
ん
で
す
よ
」

　

閉
山
後
ま
も
な
く
の
足
尾
と
と
も
に
、
鈴
木

さ
ん
は
40
年
間
歩
ん
で
き
た
。
そ
の
間
に
足
尾

は
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。

「
私
も
同
じ
よ
う
に
変
わ
っ
て
き
て
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
な
。
い
っ
し
ょ
に
成
長
も
し
た
し
、
悲

し
み
も
味
わ
っ
て
き
た
」

　

鈴
木
さ
ん
は
人
々
に
何
を
伝
え
た
い
の
だ
ろ

う
か
。

「
私
は
足
尾
と
い
う
場
を
借
り
て
人
間
を
表
し

て
い
る
ん
で
す
。
人
間
の
愚
か
さ
と
か
生
き
様

と
か
。
足
尾
だ
っ
て
復
活
す
る
。
人
間
だ
っ
て

い
や
な
こ
と
ば
か
り
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
、
め
げ

な
い
で
ガ
ン
バ
レ
よ
っ
て
」

　

鈴
木
さ
ん
は
今
、
草
加
市
神
明
の
自
宅
を
建

て
替
え
、
個
人
美
術
館
を
建
設
中
だ
。

「
ミ
ュ
ゼ
環
と
い
う
名
称
で
、
10
月
に
は
オ
ー
プ

ン
す
る
予
定
で
す
。
自
分
の
絵
だ
け
じ
ゃ
な
く

て
草
加
の
人
た
ち
と
か
、
私
が
お
世
話
に
な
っ

た
先
生
の
絵
も
と
き
に
は
飾
っ
て
、
み
な
さ
ん

に
見
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
」

① 2016 年 5 月にギャラリー恵風（越谷市）で開催された　『鈴
木喜美子展─足尾だより─』にて
②足尾をテーマにした最初の作品『雪の足尾』（1981 年）。草加
市中央公民館２階に展示されている
③④ギャラリー恵風「鈴木喜美子展─足尾だより─」
⑤自宅敷地内に建設中の個人美術館「ミュゼ環」にて

2

3

4

5

足
尾
と
い
う
場
を
借
り
て

人
間
を
表
し
て
い
る
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人
間
国
宝
松
井
康こ

う
せ
い成
氏
に
師
事

　

宮
地
陶
博
さ
ん
は
草
加
市
遊
馬
町
在
住
の
陶
芸

家
。
現
在
67
歳
だ
が
、
51
歳
ま
で
小
学
校
教
員
を

勤
め
な
が
ら
陶
芸
の
作
家
活
動
を
し
て
い
た
。
小

学
校
で
は
当
初
は
理
科
の
専
科
教
員
だ
っ
た
。

「
あ
る
日
図
工
の
先
生
が
ろ
く
ろ
を
回
し
て
い
ま

し
た
。
や
っ
て
み
な
い
か
っ
て
言
わ
れ
た
か
ら
、

じ
ゃ
あ
お
願
い
し
ま
す
っ
て
教
え
て
も
ら
っ
た
。

そ
れ
が
最
初
で
し
た
。
飲
み
に
行
こ
う
よ
っ
て
誘

わ
れ
た
感
じ
。
そ
れ
で
ろ
く
ろ
を
回
し
て
み
た
ら

こ
れ
は
い
い
、
家
で
や
っ
て
み
よ
う
と
思
っ
て
、

さ
っ
そ
く
自
宅
に
窯
を
作
り
ま
し
た
」

　

そ
れ
が
34
歳
ぐ
ら
い
の
こ
と
だ
っ
た
。
始
ま
り

は
た
ま
た
ま
だ
っ
た
。

　

も
う
ひ
と
つ
の
「
た
ま
た
ま
」
は
、
奥
さ
ん
の

お
母
さ
ん
が
茨
城
県
笠
間
市
出
身
だ
っ
た
こ
と

だ
。
笠
間
市
は
焼
き
物
に
適
し
た
土
に
恵
ま
れ
、

江
戸
時
代
か
ら
笠
間
焼
き
が
有
名
だ
っ
た
。
現
在

で
は
多
く
の
陶
芸
作
家
や
窯
元
を
抱
え
る
大
き
な

窯よ
う
ぎ
ょ
う業

産
地
と
な
っ
て
い
る
。

　

お
義か

あ母
さ
ん
の
実
家
で
は
、
陶
芸
の
粘
土
を
馬

に
載
せ
て
あ
る
陶
芸
家
の
家
に
届
け
て
い
た
こ
と

が
あ
っ
た
と
い
う
。

　

陶
芸
を
始
め
て
数
年
の
宮
地
さ
ん
は
、
そ
ろ
そ

ろ
誰
か
先
生
に
師
事
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
と
こ

ろ
だ
っ
た
の
で
、
そ
の
陶
芸
家
に
会
っ
て
み
た
い

と
思
っ
た
。
そ
し
て
「
そ
こ
に
連
れ
て
行
っ
て
く

だ
さ
い
」
と
気
軽
に
頼
ん
だ
。

　

そ
の
陶
芸
家
は
松
井
康こ
う
せ
い成

氏
だ
っ
た
。
人
間
国

宝
だ
。
様
々
な
色
の
土
を
練
り
合
わ
せ
積
み
重
ね

て
多
彩
な
文
様
を
作
り
出
す
「
練ね
り
あ
げ
で

上
手
」
と
い
う

技
法
を
極
め
る
な
ど
、
陶
芸
の
表
現
力
を
拡
大
し

て
き
た
偉
大
な
陶
芸
家
だ
。

　

宮
地
さ
ん
が
始
め
て
お
会
い
し
た
と
き
、
松
井

氏
は
人
間
国
宝
に
な
る
数
年
前
だ
っ
た
。

　

よ
く
ぞ
そ
れ
ほ
ど
の
人
が
ま
だ
ま
だ
初
心
者

だ
っ
た
宮
地
さ
ん
を
受
け
入
れ
た
も
の
だ
、
と
感

心
す
る
。

「
お
坊
さ
ん
だ
か
ら
受
け
入
れ
な
い
っ
て
こ
と
は

な
い
ん
だ
よ
、
っ
て
言
わ
れ
ま
し
た
」

　

実
は
松
井
氏
は
お
寺
の
住
職
で
も
あ
っ
た
。

　

松
井
康
成
氏
に
師
事
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
宮

地
さ
ん
の
作
陶
技
術
は
目
覚
ま
し
く
向
上
し
た
。

「
師
に
迷
惑
を
か
け
ち
ゃ
い
け
な
い
っ
て
い
う
気

持
ち
が
働
く
ん
で
す
ね
」

　

こ
う
し
て
宮
地
さ
ん
の
陶
芸
に
対
す
る
姿
勢
が

真
剣
味
を
増
し
て
い
っ
た
。

変
化
を
あ
ら
か
じ
め
想
定
す
る

　

宮
地
さ
ん
が
陶
芸
を
始
め
た
時
期
は
決
し
て
早

く
は
な
か
っ
た
が
、
ま
た
た
く
間
に
さ
ま
ざ
ま
な

展
覧
会
に
入
選
し
、
個
展
を
開
く
よ
う
に
な
っ
た
。

も
と
も
と
美
術
的
な
才
能
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。

「
そ
れ
は
違
い
ま
す
ね
。
自
分
は
美
術
っ
て
い
う
よ

り
も
科
学
が
好
き
で
、
科
学
者
に
な
り
た
か
っ
た

か
ら
」

　

宮
地
さ
ん
に
よ
る
と
陶
芸
は
科
学
の
要
素
が
大

き
い
と
言
う
。

「
美
と
科
学
の
割
合
は
自
分
と
し
て
は
２
対
８
ぐ

ら
い
だ
と
思
い
ま
す
ね
」

　

作
り
た
い
デ
ザ
イ
ン
、
形
や
色
の
組
み
合
わ
せ

の
ア
イ
デ
ア
か
ら
制
作
に
入
る
の
は
、
彫
刻
な
ど

の
美
術
と
同
じ
だ
。
し
か
し
そ
こ
か
ら
制
作
に
入

る
と
、
陶
芸
は
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
科
学
的
な
過
程

に
直
面
す
る
。

「
た
と
え
ば
球
形
の
も
の
を
作
る
と
し
ま
す
。
そ
の

た
め
に
は
最
初
は
若
干
、
５
パ
ー
セ
ン
ト
ほ
ど
縦

に
長
細
く
作
る
ん
で
す
。
す
る
と
柔
ら
か
い
も
の

な
の
で
重
力
で
縦
が
縮
む
ん
で
す
よ
」

　

そ
こ
か
ら
１
か
月
ぐ
ら
い
か
け
て
乾
燥
さ
せ

る
。
粘
土
中
の
水
分
が
蒸
発
す
る
と
約
８
パ
ー

セ
ン
ト
小
さ
く
な
る
と
い
う
。
さ
ら
に
そ
れ
を

１
２
０
０
度
で
焼
く
と
一
部
の
鉱
物
が
溶
け
、
こ

こ
で
ま
た
７
パ
ー
セ
ン
ト
縮
む
。
合
わ
せ
て
15

パ
ー
セ
ン
ト
も
の
収
縮
が
起
こ
る
の
だ
。
色
も
大

き
く
変
化
す
る
。
宮
地
さ
ん
は
、
そ
の
よ
う
な
変

化
を
あ
ら
か
じ
め
厳
密
に
想
定
し
て
い
る
。
変
化

こ
そ
陶
芸
だ
か
ら
。

技
法
へ
の
こ
だ
わ
り

　

宮
地
さ
ん
は
「
技
法
」
に
こ
だ
わ
る
。
あ
ら
ゆ

る
作
品
は
高
度
に
洗
練
さ
れ
た
数
々
の
「
技
法
」

の
集
大
成
で
も
あ
る
。
宮
地
さ
ん
は
常
に
新
し
い

技
法
を
開
発
し
、
極
め
よ
う
と
工
夫
を
凝
ら
し
技

術
を
磨
い
て
い
る
。

　

主
な
技
法
に
つ
い
て
、
宮
地
さ
ん
自
身
に
説
明

し
て
い
た
だ
い
た
。

彩さ
い
で
い泥

　
「
彩
泥
」と
い
う
技
法
が
あ
る
。形
が
で
き
あ
が
っ

た
器
に
彩
色
さ
れ
た
液
状
の
土
を
塗
っ
て
文
様
を

作
る
方
法
だ
。

「
白
い
泥
に
顔
料
を
入
れ
て
色
を
出
し
た
も
の
が

彩
泥
。
我
々
が
や
り
出
し
て
か
ら
、
最
近
の
展
覧

会
で
す
ご
く
多
く
な
っ
た
。
失
敗
が
少
な
い
技
法

な
ん
で
す
よ
」

　

さ
ら
に
宮
地
作
品
な
ら
で
は
の
特
徴
と
し
て
、

縦
や
横
や
斜
め
に
細
い
縞
模
様
が
描
か
れ
て
い
る

も
の
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
文
様
は
「
彩
泥
」

の
応
用
で
作
ら
れ
る
。

　

で
は
縞
模
様
は
ど
の
よ
う
に
描
く
の
か
と
い
う

1949 年、東京都墨田区生まれ。
1984 年、自宅に窯を築く。
1987 年、松井康成氏に師事。
伝統工芸新作展、第 1 回茶の湯の現代—用と形—などで受
賞。
日本工芸会正会員、埼玉県美術家協会会員、草加市美術家協
会会員。
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と
…
…
。
ま
ず
１
・
５
ミ
リ
ほ
ど
の
細
い
幅
で
カ
ッ

ト
し
た
無
数
の
和
紙
の
テ
ー
プ
を
、
乾
く
前
の
器

の
表
面
に
び
っ
し
り
貼
る
。
そ
し
て
そ
の
上
か
ら

彩
泥
を
施
す
。
出
す
色
の
数
だ
け
こ
の
工
程
を
繰

り
返
す
。
彩
泥
が
済
ん
だ
ら
和
紙
テ
ー
プ
を
全
部

は
が
す
。
は
が
し
た
あ
と
に
は
下
地
の
色
が
出
て

く
る
の
で
、
緻
密
な
下
地
の
色
の
線
が
浮
き
上

が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
細
い
和
紙
を
延
々
と
貼
っ
て

い
く
作
業
は
た
い
へ
ん
に
細
か
く
て
根
気
の
い
る

作
業
だ
。
つ
く
づ
く
陶
芸
は
職
人
仕
事
だ
と
思
わ

さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。

モ
ア
レ
模
様

　

器
の
表
面
に
、
細
い
縞
模
様
と
と
も
に
淡
く
太

い
曲
線
や
、
円
環
、
波
な
ど
の
大
き
な
模
様
が
浮

か
ん
で
い
る
作
品
も
目
に
つ
く
。
だ
が
よ
く
見
て

み
る
と
、
実
は
大
き
な
模
様
は
直
接
は
描
か
れ
て

い
な
い
。
直
接
描
か
れ
て
い
る
の
は
細
い
直
線
や

曲
線
だ
け
。
い
っ
た
い
ど
う
し
て
大
き
な
模
様
が

目
に
見
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

縦
の
縞
模
様
と
斜
め
の
縞
模
様
が
交
わ
る
と
き

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
性
の
ズ
レ
が
干
渉
し
あ
っ

て
別
の
縞
模
様
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
現
象
が

あ
る
。
こ
れ
は
「
モ
ア
レ
」
と
い
う
視
覚
現
象
で

あ
る
。
宮
地
さ
ん
は
モ
ア
レ
を
意
図
的
に
発
生
さ

せ
て
い
る
。

「
モ
ア
レ
模
様
は
、
要
す
る
に
交
差
し
た
点
が
視

覚
的
に
結
ば
れ
て
作
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
。
僕
は

三
角
形
の
モ
ア
レ
を
出
し
た
い
と
思
っ
た
ら
こ
こ

と
こ
こ
の
点
を
結
ん
で
や
れ
ば
い
い
、
っ
て
わ
か

る
ん
で
す
よ
。
自
分
で
は
わ
か
っ
て
る
ん
だ
け
ど
、

人
に
教
え
て
も
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
」

　
「
偶
然
か
ら
発
展
し
た
」と
い
う
モ
ア
レ
模
様
は
、

宮
地
さ
ん
独
自
の
技
法
だ
。
モ
ア
レ
に
よ
っ
て
、

器
の
表
面
が
動
い
て
い
る
よ
う
な
錯
覚
も
感
じ
る

こ
と
が
あ
る
。
ト
リ
ッ
ク
ア
ー
ト
の
よ
う
な
手
法

で
あ
る
。

粒り
ゅ
う
け
つ穴

　

表
面
の
質
感
が
複
雑
な
器
が
あ
る
。
い
ろ
い
ろ

な
も
の
を
連
想
す
る
。
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
、
メ
ロ
ン
、

サ
ン
ゴ
、
フ
ジ
ツ
ボ
、
苔
む
す
岩
石
…
…
。
生
物

や
植
物
を
思
わ
せ
る
こ
の
独
特
の
質
感
の
秘
密

は
、間
近
で
よ
く
見
る
と
判
明
す
る
。
表
面
に
び
っ

し
り
と
小
さ
な
穴
が
あ
る
の
だ
。

　

こ
の
技
法
を
「
粒
り
ゅ
う
け
つ穴
」
と
い
う
。
粒
穴
は
さ
ま

ざ
ま
な
効
果
を
生
む
。

「
表
面
に
塗
っ
た
彩
泥
を
針
で
刺
す
こ
と
で
下
に

潜
り
込
ま
せ
て
、
し
っ
か
り
留
め
る
効
果
が
あ
る
。

そ
し
て
雰
囲
気
が
柔
ら
か
く
見
え
る
と
い
う
視
覚

的
な
効
果
も
あ
り
ま
す
。
あ
と
熱
い
も
の
入
れ
た

と
き
に
触
っ
て
も
熱
さ
を
感
じ
ま
せ
ん
。
空
気
の

層
が
で
き
て
い
る
か
ら
」

風
化

　
「
風
化
」
と
い
う
技
法
も
あ
る
。

　

極
細
の
和
紙
を
貼
っ
て
マ
ス
キ
ン
グ
し
た
上

で
、
コ
ン
プ
レ
ッ
サ
ー
で
砂
を
吹
き
付
け
て
表
面

を
削
る
の
だ
。
さ
ら
に
で
き
上
が
っ
た
も
の
を
炭

で
焼
き
、
炭
化
も
施
す
と
い
う
。
す
る
と
砂
漠
に

数
万
年
放
置
さ
れ
た
器
の
よ
う
な
表
情
が
一
気
に

出
現
す
る
。

「
こ
れ
は
、
作
品
は
こ
の
先
は
ど
う
な
っ
て
い
く
ん

だ
ろ
う
っ
て
思
わ
せ
る
よ
う
に
作
っ
た
ん
で
す
」

　

見
つ
め
て
い
る
う
ち
に
風
化
は
さ
ら
に
進
行

し
、
朽
ち
果
て
そ
う
な
気
が
し
て
く
る
。「
風
化
」

と
い
う
技
法
は
「
時
間
」
を
考
え
さ
せ
る
。

　
「
科
学
が
８
割
」と
宮
地
さ
ん
は
言
っ
て
い
た
が
、

哲
学
も
か
な
り
占
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

工
房
の
棚
に
は
宮
地
さ
ん
の
作
品
が
所
狭
し
と

置
か
れ
て
い
た
。
大
き
な
地
震
が
あ
っ
た
ら
間
違

い
な
く
落
下
し
て
割
れ
る
だ
ろ
う
。

「
２
０
１
１
年
の
震
災
で
だ
い
ぶ
壊
れ
た
ん
で
す

よ
ね
。
で
も
大
丈
夫
で
す
。
元
々
作
品
は
壊
れ
る

も
の
で
す
か
ら
ね
。
そ
れ
よ
り
次
の
作
品
を
作
り

た
い
。
作
り
続
け
る
こ
と
が
生
き
て
る
証
で
は
な

い
で
す
か
」

① 工房の棚には作品がびっしり陳列されている。
② 自宅の展示スペース「ギャラリー陶 HAKU」に置かれた作品。
　左手前の器の表面に太い波線が見えるがこれはモアレ模様。
③ 皿の底面が波打っているように見えるがこれは視覚トリックで、
　実際には平らである。反対側から見ると丘の連なりに見える。
④「彩泥」について説明する宮地さん。
⑤「粒穴」の技法を活かした作品。
⑥ 竹の模様をテーマにした作品。
⑦「風化」を表現した『彩泥風化層文花器』。
　草加市美術協会展（2016 年 3 月）にて。
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一
貫
し
た
人
形
作
り
を
目
指
し
て
修
行

　

草
加
市
神
明
に
人
形
師
、
野
﨑
芳ほ
う
じ
ゅ寿

さ
ん
の

ご
自
宅
と
工
房
が
あ
る
。

　

そ
の
ご
自
宅
に
開
設
さ
れ
た
展
示
ス
ペ
ー
ス

「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
創
心
」
で
は
、
季
節
ご
と
に
「
市
松

抱
き
人
形
」
や
創
作
人
形
の
展
示
会
が
開
か
れ
る
。

　

市
松
抱
き
人
形
は
江
戸
時
代
か
ら
伝
わ
る
伝

統
工
芸
で
、
そ
の
技
法
を
受
け
継
い
で
い
る
人

形
師
は
、
現
在
は
全
国
に
10
人
い
な
い
の
で
は

な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
う
ち
の
１
人
が
野
﨑
芳
寿
さ
ん
だ
。

　

野
﨑
さ
ん
の
お
父
さ
ん
野
﨑
芳
四
郎
さ
ん
は

人
形
の
生き

じ地
を
作
る
仕
事
を
し
て
い
た
。

「
私
の
父
親
は
、
桐と
う
そ塑

を
女め
が
た型

に
入
れ
て
、
同

じ
大
き
さ
の
人
形
の
生
地
を
作
り
出
す
。
そ
う

い
う
仕
事
を
し
て
た
ん
で
す
」

　

桐
塑
と
い
う
の
は
、
桐
の
粉
末
に
生し
ょ
う
ふ
の
り

麩
糊
と

い
う
糊
を
混
ぜ
て
粘
土
状
に
し
た
も
の
だ
。

　

人
形
の
生
地
と
は
つ
ま
り
桐
塑
を
型
で
抜
い

て
量
産
し
た
人
形
の
部
品
、
す
な
わ
ち
ま
だ
表

情
の
な
い
人
形
の
頭
部
、
胴
体
、
手
足
の
こ
と
。

こ
れ
ら
は
次
に
頭か
し
ら
し師

の
も
と
に
納
め
ら
れ
る
。

　

頭
師
は
、
人
形
に
目
を
作
り
、
肉
付
け
し
、

髪
の
毛
を
つ
け
る
な
ど
し
て
、
仕
上
げ
て
い
く
。

　

野
﨑
さ
ん
は
中
学
を
卒
業
し
た
ら
、
す
ぐ
に

お
父
さ
ん
の
も
と
で
こ
の
人
形
の
生
地
作
り
を

学
び
始
め
た
。

「
家
業
を
継
ぐ
と
い
う
こ
と
は
子
供
の
こ
ろ
か

ら
決
め
て
い
ま
し
た
」

　

そ
し
て
翌
年
、
16
歳
の
と
き
、
あ
る
人
形
師

の
も
と
に
行
っ
た
。

「
生
地
師
だ
け
で
な
く
仕
上
げ
も
習
っ
て
、
一

貫
し
た
人
形
作
り
が
で
き
る
よ
う
に
と
修
行
に

出
た
ん
で
す
よ
」　

　

野
﨑
さ
ん
が
師
事
し
た
の
は
、
東
京
の
人
形

師
、
中
森
克
政
氏
だ
っ
た
。

　

中
森
氏
の
人
形
師
と
し
て
の
系
統
は
、
江
戸

時
代
に
京
都
出
身
で
江
戸
幕
府
の
御
用
を
勤
め

て
い
た
人
形
師
、
雛
屋
次
郎
左
衛
門
ま
で
遡
る
。

そ
の
弟
子
筋
に
は
、
昭
和
初
期
の
「
答
礼
人
形
」

（
※
１
）
で
高
名
な
二
代
目
光
龍
齋
が
い
る
。

　

そ
ん
な
輝
か
し
い
人
形
師
系
統
図
の
最
後
に

中
森
克
政
氏
と
そ
の
弟
子
、
野
﨑
芳
寿
さ
ん
が

加
わ
っ
て
い
る
。

　

野
﨑
さ
ん
が
中
森
氏
の
も
と
に
通
っ
た
期
間

は
２
年
ほ
ど
で
終
わ
っ
た
。
中
森
氏
が
体
を
壊

し
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
。
そ
れ
か
ら
は
独
学
で

あ
る
。
た
だ
、
疑
問
が
あ
る
と
き
は
、
随
時
道

具
を
持
っ
て
北
千
住
の
先
生
の
お
住
ま
い
を
訪

ね
た
と
い
う
。

「
病
床
で
臥
せ
っ
て
い
た
ん
で
す
が
、
要
所
要

所
は
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
」

　

あ
る
と
き
、
ど
う
し
て
も
わ
か
ら
な
い
あ
る

問
題
に
つ
い
て
聞
き
に
行
っ
た
と
き
、
中
森
氏

は
「
よ
く
お
ま
え
、来
た
な
」
と
言
っ
た
と
い
う
。

そ
し
て
「
お
ま
え
に
こ
れ
を
教
え
た
ら
俺
は
い

つ
で
も
死
ん
で
い
い
」
と
告
げ
た
。

　

自
発
的
に
修
行
を
進
め
て
い
く
途
中
で
疑
問

に
ぶ
つ
か
っ
た
と
き
こ
そ
、
本
物
の
業わ

ざ

を
身
に

付
け
る
機
会
だ
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

「
そ
れ
か
ら
１
ヶ
月
ぐ
ら
い
で
す
よ
、
先
生
が

亡
く
な
っ
た
の
は
」

市
松
抱
き
人
形
は
教
育
の
道
具
だ
っ
た

　

野
﨑
さ
ん
が
作
っ
て
い
る
人
形
は
市
松
抱
き

人
形
と
い
っ
て
、
飾
る
だ
け
で
な
く
、
子
供
が

着
せ
替
え
を
し
て
遊
ぶ
た
め
に
江
戸
時
代
か
ら

親
し
ま
れ
て
き
た
人
形
だ
。

「
あ
る
意
味
、
子
供
に
対
す
る
教
育
の
道
具
で

も
あ
っ
た
ん
で
す
よ
。
将
来
結
婚
し
て
子
供
が

で
き
た
と
き
に
備
え
て
、
人
形
で
疑
似
体
験
し

て
お
く
わ
け
で
す
ね
」

　

昔
の
少
女
た
ち
は
、
人
形
を
抱
っ
こ
し
た
り

お
ん
ぶ
し
た
り
着
物
を
縫
っ
て
あ
げ
た
り
し

て
、
お
嫁
に
行
く
準
備
を
し
た
と
い
う
。

　

野
﨑
さ
ん
の
業
績
の
ひ
と
つ
に
、「
三
つ
折

れ
人
形
」
を
復
活
さ
せ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

三
つ
折
れ
人
形
と
は
、
足
の
付
け
根
、
ひ
ざ
、

足
首
の
３
箇
所
が
折
り
曲
げ
ら
れ
る
よ
う
に
細

工
が
施
さ
れ
、
正
座
の
姿
勢
が
取
れ
る
人
形
の

こ
と
。
江
戸
時
代
に
京
都
の
人
形
師
が
作
り
始

め
、
高
級
品
と
さ
れ
た
と
い
う
。
人
形
が
ち
ょ

こ
ん
と
座
っ
た
姿
は
ひ
と
き
わ
か
わ
い
い
。

「
正
座
と
い
う
日
本
の
畳
文
化
か
ら
生
ま
れ
た

日
本
独
自
の
人
形
で
す
。
こ
れ
は
、
大
正
時
代

に
も
う
作
る
人
が
い
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
で

す
よ
。
面
倒
で
し
ょ
。
生
産
性
が
よ
く
な
い
ん

で
す
よ
」

　
　
　
　

1949 年、草加市生まれ
1964 年、父、野﨑芳四郎氏に人形の生地作りを学ぶ 　
1965 年、東京の人形師、中森克政氏に師事する
1982 年、三つ折れ人形の研究・製作を始める 　
1986 年、「芳寿作 木彫三ツ折れ人形展」を銀座・ワコール銀座アートスペースで開催
1998 年、ハイビジョンテレビ「業人」出演

　
　
　

お
ま
え
に
こ
れ
を
教
え
た
ら

俺
は
い
つ
で
も
死
ん
で
い
い

※１ 答礼人形：昭和初期、日米間で政治的緊張が高まったため、アメリカの宣教師らが、平和の親善大使として「青い目の人形」1 万 3000 体余りを日本の小
学校や幼稚園に贈った。その返礼として、日本から職人たちが作った「答礼人形」と呼ばれる市松人形をアメリカ各州に１体ずつ贈った。
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た
ま
た
ま
知
人
か
ら
話
が
あ
っ
て
、
面
白
そ

う
だ
な
と
調
べ
始
め
た
。

「
古
い
文
献
を
見
た
り
、
江
戸
時
代
の
展
示
を

見
て
は
何
体
か
作
っ
て
み
て
、
銀
座
で
初
め
て

個
展
開
い
た
ん
で
す
よ
」

　

今
で
は
三
つ
折
れ
人
形
と
言
え
ば
野
﨑
芳

寿
、
と
い
う
ほ
ど
有
名
に
な
っ
た
。

３
０
０
年
の
時
を
越
え
て
残
る
人
形

　

市
松
抱
き
人
形
の
江
戸
時
代
か
ら
伝
わ
る
伝

統
な
制
作
方
法
に
は
、
数
多
く
の
工
程
が
あ
る
。

野
﨑
さ
ん
は
全
工
程
を
ひ
と
り
で
行
っ
て
い

る
。
簡
単
に
工
程
を
挙
げ
る
と
以
下
の
よ
う
に

な
る
。

　

ま
ず
桐
の
木
を
彫
っ
て
人
形
の
原
型
を
作
る

と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
原
型
か
ら
型
を
作

る
。

　

型
を
使
っ
て
、
桐
塑
に
よ
る
人
形
の
生
地
を

作
る
。
眼
の
く
ぼ
み
に
義
眼
を
入
れ
る
。

　

膠
に
か
わ

で
溶
い
た
胡ご
ふ
ん粉

（
貝
殻
か
ら
作
ら
れ
た
粉
）

を
使
っ
て
、
眼
や
小
鼻
、
唇
の
膨
ら
み
を
作
る
。

　

胡
粉
を
何
度
も
塗
っ
て
は
磨
く
。

　

刃
物
で
目
を
切
り
開
く
。
一
番
重
要
な
仕
事

だ
。
目
に
い
ち
ば
ん
人
形
師
の
特
徴
が
出
る
と

い
う
。

　

顔
や
手
足
の
細
か
い
部
分
を
彫
り
込
む
。
肌

の
表
面
を
仕
上
げ
る
。

　

面
相
筆
で
１
本
１
本
睫
毛
や
眉
毛
を
描
く
。

　

人
毛
で
髪
の
毛
を
つ
け
る
。

　

着
物
は
大
正
か
昭
和
初
期
ぐ
ら
い
の
古
い
縮

緬
を
使
っ
て
い
る
。
質
感
が
違
う
か
ら
だ
。

「
私
が
魅
了
さ
れ
て
い
る
人
形
は
や
っ
ぱ
り
江

戸
時
代
の
も
の
で
す
。
や
っ
ぱ
り
す
ご
い
な
と

思
い
ま
す
よ
。
２
０
０
年
３
０
０
年
の
時
を
越

え
て
残
っ
て
い
る
ん
で
す
か
ら
」

　

野
﨑
さ
ん
は
「
自
分
の
作
品
を
後
世
に
残
し

た
い
」
と
い
う
思
い
を
強
く
抱
い
て
い
る
。
そ

し
て
江
戸
時
代
以
来
の
材
料
と
技
法
を
使
え

ば
、
こ
れ
か
ら
２
０
０
年
、
３
０
０
年
の
未
来

に
、
野
﨑
芳
寿
人
形
と
人
形
文
化
は
継
承
さ
れ

る
だ
ろ
う
。

人
形
は
人
を
癒
す
も
の

　

人
形
師
に
よ
っ
て
人
形
の
顔
は
み
ん
な
違

う
。
そ
の
中
で
も
野
﨑
さ
ん
が
作
る
人
形
に
は
、

目
や
口
の
小
さ
さ
、
頬
の
膨
ら
み
な
ど
の
絶
妙

な
バ
ラ
ン
ス
か
ら
創
り
出
さ
れ
た
、
幼
子
の
あ

ど
け
な
い
表
情
が
あ
る
。
そ
こ
に
誰
も
が
本
能

的
に
惹
き
つ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
野
﨑
さ
ん
は
型
に
と
ら
わ
れ
な
い
自
由

な
発
想
の
「
創
作
人
形
」
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
。

幼
子
が
犬
と
に
ら
め
っ
こ
を
し
て
い
る
人
形
な

ど
、
全
身
か
ら
か
わ
い
さ
が
滲
み
出
て
い
る
。

　

こ
ん
な
に
か
わ
い
い
人
形
を
作
る
野
﨑
さ
ん

だ
が
、
も
と
も
と
そ
れ
ほ
ど
人
形
は
好
き
で
は

な
か
っ
た
と
い
う
。

「
や
っ
ぱ
り
男
で
す
か
ら
。
壁
は
い
っ
ぱ
い
あ

り
ま
し
た
よ
。
そ
れ
で
も
人
形
っ
て
何
な
ん
だ

ろ
う
と
い
う
疑
問
を
持
ち
、
好
き
に
な
る
努
力

を
し
ま
し
た
。
せ
っ
か
く
こ
う
い
う
道
に
入
っ

た
ん
だ
か
ら
中
途
半
端
じ
ゃ
終
わ
り
た
く
な
い

し
ね
。
要
す
る
に
自
分
探
し
で
す
よ
ね
」

　

人
形
は
芸
術
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
自
己

表
現
の
要
素
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑

問
を
投
げ
て
み
た
。

「
根
本
的
に
人
形
は
人
を
癒
や
す
も
の
だ
と
思

い
ま
す
。
だ
か
ら
そ
こ
に
自
分
の
思
い
や
心
境

み
た
い
な
も
の
は
出
し
た
く
な
い
。
素
直
な
白

い
部
分
で
人
形
に
向
か
っ
て
行
き
た
い
で
す
」

　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
野
﨑
さ

ん
が
１
冊
の
大
型
本
を
持
っ
て
き
た
。『
写
真

ア
ル
バ
ム　

草
加
・
八
潮
・
三
郷
の
昭
和
（
い

き
出
版
）』
と
い
う
、
今
年
の
２
月
に
発
刊
さ

れ
た
写
真
集
だ
。

　

野
﨑
さ
ん
が
開
い
た
の
は
そ
の
本
の
２
４
４

ペ
ー
ジ
。
そ
こ
に
は
路
地
で
子
供
が
遊
ん
で
い

る
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。

「
こ
れ
、
私
な
ん
で
す
よ
」

　

な
ん
と
場
所
は
野
﨑
家
の
す
ぐ
そ
ば
の
道

だ
っ
た
。
時
代
は
昭
和
30
年
代
。
正
面
奥
に
東

福
寺
の
特
徴
的
な
屋
根
も
見
え
る
。
ご
近
所
の

方
が
撮
っ
た
写
真
だ
。

　

そ
の
当
時
の
こ
と
を
野
﨑
さ
ん
は
よ
く
覚
え

て
い
る
。

　

幼
児
が
遊
ぶ
姿
の
創
作
人
形
を
発
想
で
き
る

の
は
、
か
つ
て
の
草
加
と
自
分
の
記
憶
と
い
う

豊
か
な
土
壌
が
あ
る
か
ら
こ
そ
な
の
か
も
し
れ

な
い
。

① 身長８センチの豆三つ折れ人形。
② 30 年以上前に作った木彫三つ折れ人形（全身・顔部分）。まつげと歯があるのがわかる。
③独特の雰囲気をもつ創作三つ折れ人形。
④魚取りの思い出に想を得た創作人形。
⑤子犬と幼児のにらっめこの場面を描いた創作人形。
⑥七夕をイメージした創作人形。

1

2

3

4

56

か
つ
て
の
草
加
と

自
分
の
記
憶
と
い
う
土
壌
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最
後
の
展
示
会

　

２
０
１
６
年
４
月
30
日
、
24
年
間
草
加
の
美
術

界
を
支
え
て
き
た
ギ
ャ
ラ
リ
ー
昴
す
ば
るが

閉
廊
し
た
。

　

最
後
の
展
示
会
は
、
加
藤
威
た
け
し

社
長
の
奥
様
、

八
千
代
さ
ん
の
個
展
だ
っ
た
。
銀
座
で
創
業
し

て
か
ら
30
年
間
、
夫
婦
で
力
を
合
わ
せ
て
続
け

て
き
た
ギ
ャ
ラ
リ
ー
昴
の
最
後
を
飾
る
の
に
ふ

さ
わ
し
い
作
品
が
、
壁
を
彩
っ
て
い
た
。

　

次
々
と
友
人
た
ち
が
訪
れ
て
は
加
藤
さ
ん
夫

婦
の
労
を
ね
ぎ
ら
い
、
室
内
は
会
話
と
笑
顔
が

あ
ふ
れ
て
い
た
。

実
業
家
か
ら
画
廊
経
営
へ
転
身

　

ギ
ャ
ラ
リ
ー
昴
の
加
藤
社
長
は
、
美
術
専
門

学
校
の
講
師
や
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
有
名
ブ
ラ
ン

ド
と
提
携
し
た
デ
ザ
イ
ン
事
務
所
、
デ
ザ
イ
ン
・

ボ
ハ
ラ
の
経
営
な
ど
で
、
実
業
の
第
一
線
で
活

躍
す
る
日
々
を
送
っ
て
い
た
。

　

そ
こ
か
ら
直
接
美
術
と
関
わ
る
仕
事
を
し
た

い
と
転
身
を
図
り
、
１
９
８
７
年
、
50
歳
の
と

き
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
昴
を
日
本
の
美
術
の
中
心
地
、

銀
座
に
設
立
し
た
。
だ
が
７
年
近
く
画
廊
を
経

営
し
た
と
こ
ろ
で
、
銀
座
を
引
き
払
っ
て
ギ
ャ

ラ
リ
ー
か
ら
撤
退
し
よ
う
と
思
っ
た
。
体
を
こ

わ
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。

　

ち
ょ
う
ど
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
草
加
に
新

し
い
ビ
ル
を
作
っ
た
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
友
人
か
ら

声
が
か
か
っ
た
。

「『
草
加
に
画
廊
が
な
い
か
ら
や
っ
て
み
な
い

か
』
と
言
わ
れ
て
ね
。
縁
で
す
ね
」

ギ
ャ
ラ
リ
ー
は
畑
仕
事

　

草
加
駅
西
口
か
ら
徒
歩
２
、３
分
の
近
さ
。
コ

ン
ク
リ
ー
ト
が
む
き
出
し
の
壁
面
か
ら
構
造
体

が
突
き
出
す

イ
ン
パ
ク
ト

の
強
い
建
築

物
。
加
藤
さ

ん
は
そ
の
２

階
に
ギ
ャ
ラ

リ
ー
昴
を
構

え
る
こ
と
に

な
っ
た
。

「
銀
座
に
は

銀
座
の
よ
さ
が
あ
る
け
れ
ど
、
地
方
に
は
地
域

に
密
着
す
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
が
絶
対
必
要
だ
。
そ

う
考
え
て
こ
の
画
廊
を
始
め
る
こ
と
に
し
ま
し

た
」

　

銀
座
か
ら
育
っ
て
い
っ
た
銅
版
画
家
、
高
野

玲
子
さ
ん
が
絵
を
描
い
た
、
宮
沢
賢
治
の
童
話

『
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
』
の
原
画
展
で
画
廊
を
オ
ー

プ
ン
し
た
。

　

最
初
は
苦
労
し
た
。
ギ
ャ
ラ
リ
ー
そ
の
も
の

が
地
域
に
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
。

「
畑
仕
事
だ
よ
こ
の
仕
事
は
、
と
師
か
ら
言
わ

れ
ま
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
た
い
へ
ん
な
こ
と
な
ん

だ
よ
っ
て
」

　

画
廊
の
仕
事
と
は
、
種
を
蒔
い
て
育
て
て
、

根
付
く
ま
で
に
ひ
と
季
節
必
要
な
、
な
か
な
か

成
果
の
出
な
い
仕
事
な
の
だ
。

　

や
が
て
ギ
ャ
ラ
リ
ー
昴
は
、
麦
倉
忠
彦
さ
ん
、

鈴
木
喜
美
子
さ
ん
、
宮
地
陶
博
さ
ん
な
ど
、
第

一
線
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
の
展
示
会
が
開
か

れ
る
、
草
加
市
を
代
表
す
る
画
廊
と
し
て
知
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

そ
し
て
、
趣
味
で
絵
画
や
写
真
や
工
芸
を
楽

し
む
ア
マ
チ
ュ
ア
の
ア
ー
チ
ス
ト
た
ち
に
と
っ

て
も
、
作
品
が
発
表
で
き
る
場
所
に
な
っ
た
。

と
く
に
市
内
の
美
術
教
室
の
た
め
に
作
品
発
表

の
場
を
提
供
す
る
こ
と
に
力
を
入
れ
た
。

「
地
方
で
は
教
室
展
を
や
る
こ
と
が
必
要
な
ん

で
す
よ
。
知
り
合
い
た
ち
も
来
る
で
し
ょ
。
だ

か
ら
美
術
の
裾
野
を
広
げ
る
に
は
い
ち
ば
ん
い

い
方
法
だ
っ
た
」
と
加
藤
さ
ん
。

　

昴
で
発
表
す
る
こ
と
が
美
術
教
室
の
生
徒
た

ち
の
目
標
に
な
っ
た
わ
け
だ
。

「
み
な
さ
ん
、
来
年
は
も
っ
と
頑
張
ん
な
く

ち
ゃ
、
っ
て
ど
ん
ど
ん
上
達
し
て
い
く
ん
で
す
」

　

ギ
ャ
ラ
リ
ー
昴
が
草
加
市
民
の
美
術
レ
ベ
ル
の

向
上
に
貢
献
し
た
部
分
は
確
実
に
あ
る
だ
ろ
う
。

　

銀
座
か
ら
30
年
間
、
草
加
で
24
年
間
、
ギ
ャ

ラ
リ
ー
で
は
ず
っ
と
１
週
間
単
位
の
個
展
や
企

画
展
、
グ
ル
ー
プ
展
を
開
い
て
き
た
。
こ
こ
で

作
品
を
発
表
し
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
、
単
純
計

算
で
延
べ
４
０
０
０
人
を
超
え
る
だ
ろ
う
。

合
縁
奇
縁
を
大
切
に

　

ギ
ャ
ラ
リ
ー
昴
は
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
、
美

術
愛
好
家
た
ち
が
集
う
場
所
だ
っ
た
。
ふ
ら
っ

と
顔
を
出
す
と
、
い
つ
も
誰
か
の
個
展
か
グ
ル
ー

プ
展
が
開
催
さ
れ
て
い
た
。
い
つ
も
加
藤
さ
ん

と
八
千
代
さ
ん
、
そ
し
て
友
人
た
ち
が
い
た
。

「
こ
こ
に
は
美
術
を
中
心
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
が
あ
り
ま
し
た
。
合
縁
奇
縁
の
不
思
議
な

縁
を
大
切
に
、
親
交
を
深
め
て
き
ま
し
た
。

　

万
感
の
思
い
が
あ
り
ま
す
が
、
独
立
し
て
デ

ザ
イ
ン
・
ボ
ハ
ラ
を
設
立
し
て
50
年
、
ギ
ャ
ラ

リ
ー
昴
で
30
年
と
い
う
区
切
り
よ
い
節
目
で
あ

る
今
、
余
力
を
残
し
て
幕
を
閉
じ
る
こ
と
に
し

ま
し
た
」

　

ギ
ャ
ラ
リ
ー
は
閉
じ
た
が
、
ず
っ
と
続
け
て

き
た
摘
草
の
会
（
ア
コ
ス
ホ
ー
ル
会
議
室
）
と
、

か
り
ん
の
会
（
中
央
公
民
館
）
と
い
う
２
つ
の

絵
画
教
室
で
の
指
導
は
継
続
す
る
。

　

ギ
ャ
ラ
リ
ー
昴
が
蒔
い
た
種
は
ど
こ
ま
で
育
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
実
を
つ
け
収
穫
す
る
役
割
は
、

次
の
世
代
に
託
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

① 奥様の加藤八千代さんと。
②加藤さんは EB アートの作品を多く手が
けていた。（※１）
③ 外階段から 2 階にある「ギャラリー昴」
　の扉を見上げる。
④ 加藤八千代さんの個展の様子。
⑤ 開館 20 周年パーティーの写真。

　

23

4

5

※１　EB アート：石膏板に絵の具で絵を描き、その上から樹脂をかけて光（エレクトロビーム）を照射する画法。表面に光沢
が生まれ色彩が鮮やかになる。EB はエレクトロビームの略。

1

　草加駅西口徒歩２，３分のところで 24 年間運
営し続けていたギャラリーが、今年閉廊した。
草加の高名な画家や彫刻家たちも、絵の勉強に
励む市民画家たちも、みなここで作品を発表し
た。草加の街に溶け込み、草加の美術界を支え
てきたギャラリーだった。
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アコスホール

草加市中央公民館

「中央公民館壁画」（米重忠夫）

『想』（米重忠夫）

『雪の足尾』（鈴木喜美子）

壁画の原画（米重忠夫）

高砂小学校

草加市役所

草加小学校

歴史民俗資料館

草加中学校

草加駅

『松尾芭蕉翁像』（麦倉忠彦）

『河合曾良像』（麦倉忠彦）

神明庵

ギャラリー創心
（野崎芳寿ギャラリー）

ミュゼ環
（鈴木喜美子個人美術館）

※今秋開館予定

アコスホール・アコスギャラリー：
アコス南館（イトーヨーカドー草
加店）の７階にホール、６階にギャ
ラリーと会議室がある。６階のフ
ロアは展示スペース「ガレリア　
アゴラ」となっている。
ホールでは毎年 10 月に草加市美
術展が開かれるなど、様々な美術
展やイベントが開かれる。

草加マルイ

草加市中央公民館：
西の外壁に日本画家米重忠夫さんの巨
大な壁画がはめこまれている。1 階ロ
ビーでは、しばしば絵画展や写真展な
どが開催される。

歴史民俗資料館：
郷土の歴史資料や民俗資料を展
示。

神明庵：
2 階にギャラリーがあり、市
民の絵画や書道、写真の個展、
グループ展が開かれる。

草加市中央公民館

外壁

エントランス

１階ロビー

2 階ロビー

『双葉』（麦倉忠彦）

草加商工会議所

『クローバー』（麦倉忠彦）

高砂小学校中庭

『アコちゃん』（麦倉忠彦）

草加駅東口駅前広場南側

『あしたを聴く』（麦倉忠彦）

草加駅改札前

『草加石清水』

草加駅東口ロータリー内

札場河岸公園

東福寺本堂内外陣境彫刻欄間
（草加市指定有形文化財）

『おせんさん』（麦倉忠彦）

草加駅東口駅前広場北側

おせん公園 恒例の「マップ」、今回は草加市内に設置・展示されている主な彫刻、絵画
などの美術作品やモニュメント、そしてギャラリーや展示施設の場所を記
しました。「草加アートめぐり」にぜひ役立ててください。

『作品名』（作家名）
敬称略

作品のある場所
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〒 340-0012 
草加市神明１- ６-14
048-948-6882
info@shinmeian.com

旧日光街道沿い。
名勝「草加松原」の散策の起点として
ご利用下さい。

開館時間
11 時〜 16 時
月曜休館

（祝日の場合は翌日）

平日 ･ 土曜　9:00 〜 19:00 　日曜 ･ 祝日　10:00 〜 19:00 
ラストオーダー 18:00　　水曜日定休

草加 2-20-13（草加市立病院東側）☎ 048-944-1130　http://sabo-taira.jp/

人気の自家製かぼちゃプリン

『二頭の馬』（作者不明）

『日だまり』（麦倉忠彦）

『平和母子像』（大和作内）

『和音』（上田奈緒子）
協力：押田染工場、そうか革職人会

獨協大学

アートフェリス
（映像美術館 / 特別養護老人ホーム）：

老人ホームの建物内廊下に映像が展示できるよう
になっている。最上階の「地域交流室」では、映
像イベントなどを開催。

栄小学校

松原団地駅

中央図書館

『春を奏でる』（中村晋也）

草加市立病院

『水環』（三澤憲司）

『めばえ』（左欣司）

『風の音色』（サトル・タカダ） 『芽下美人』（麦倉忠彦）

冒険遊び場

草加松原遊歩道北端

草加市文化会館 2 階ロビー

草加市文化会館駐車場入り口草加市立中央図書館入り口

草加市立病院

松原団地西愚痴公園

『風見』（伊藤降道）

松原団地西口公園

『作品名』（作家名　敬称略）
作品のある場所

アートフェリス

草加市文化会館
草加市文化会館：
市内著名芸術家の作品が展示されて
いるほか、フリースペースは市民に
よる展示会やグループ展に利用され
ている。
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その他
（市内全域）

そうか公園

草加駅

谷塚駅

新田駅

『夢をのせて』
（長栄小学校・新田中学校）

『壁画』（谷塚中学校美術部）

『三覚院本堂格間板絵』

『緑の芽』（麦倉忠彦）

『あやせの守』（麦倉忠彦）

『木造千体地蔵』

オイルポンプのモニュメント
（アメリカ　カーソン市からの寄贈）

『松蔭の流れ』（麦倉忠彦）

『循環』

ギャラリー五恵夢

新田中学校
長栄小学校

『獣遊図』（小浜喜平治）

『壁画』
（原画：新田中学校美術部）

『彩泥干渉文壺』（宮地陶博）

『三覚院本堂格間板絵』
埼玉県指定有形文化財（絵画）
現在は公開されていない。

宝積寺（ほうしゃくじ）

金明通り

そうか公園自由広場

東京外環道高架下

稲荷コミュニティーセンター

谷塚駅東口ロータリー内

原町コミュニティーセンター

新里文化センター図書室

草加バイパス高架下

スポーツ健康都市記念体育館エントランス
草加南高校
谷塚中学校

西町小学校

草加パイパス高架下

宝積寺『木造千体地蔵』：
草加市指定有形文化財。お盆・
お彼岸など、年に数回公開さ
れている。

市内の各小中学校には、
宮地陶博氏の作品が寄贈
されているとのこと。
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ま
ち
な
か
農
業
に
注
目
！

草
加
都
市
農
業
フ
ェ
ア

　
６
月
５
日
、中
央
防
災
広
場
で「
草
加
都
市
農
業
フ
ェ
ア
」

が
開
催
さ
れ
た
。
草
加
市
内
で
採
れ
た
新
鮮
野
菜
の
直
売

と
、
農
産
物
の
グ
ル
メ
販
売
な
ど
が
メ
イ
ン
だ
が
、
給
食

試
食
コ
ー
ナ
ー
や
、都
市
農
業
や
食
育
に
関
す
る
啓
発
コ
ー

ナ
ー
も
あ
る
、
い
わ
ば
「
都
市
農
業
の
紹
介
」
が
テ
ー
マ

の
イ
ベ
ン
ト
だ
。

　
「
都
市
農
業
を
知
ろ
う
」
と
い
う
と
ち
ょ
っ
と
と
っ
つ
き

に
く
い
気
が
す
る
が
、
要
す
る
に
「
地
場
野
菜
を
も
っ
と

食
べ
よ
う
（
地
産
地
消
）」
と
い
う
こ
と
だ
。

　
農
業
の
お
祭
り
と
い
え
ば
12
月
に
行
わ
れ
る
「
農
業
祭
」

が
有
名
だ
が
、
こ
ち
ら
は
市
内
農
家
に
よ
る
品
評
会
が
メ

イ
ン
で
あ
り
、
ユ
ー
ザ
ー
に
と
っ
て
は
、
出
品
さ
れ
た
野

菜（
つ
ま
り
質
の
い
い
野
菜
）が
お
得
に
買
え
る「
即
売
会
」

の
面
が
強
い
。

　
対
し
て
こ
ち
ら
は
、
市
民
に
「
都
市
農
業
」
を
知
っ
て

も
ら
お
う
と
い
う
、
啓
発
の
イ
ベ
ン
ト
だ
。
家
族
み
ん
な

で
来
て
も
ら
い
た
い
と
い

う
こ
と
で
、
Ｓ
Ｌ
や
遊
具

も
用
意
さ
れ
て
い
た
。

　
街
中
に
農
地
が
あ
る
こ

と
の
利
点
は
多
々
あ
る
。

　

ま
ず
、「
地
産
地
消
」

の
面
。
近
く
で
採
れ
る
の

で
新
鮮
な
旬
の
も
の
で
あ

る
こ
と
。
そ
し
て
、「
顔

が
見
え
る
農
産
物
」
と
し

て
「
安
心
・
安
全
」
で
あ

る
こ
と
。
学
校
給
食
で
は

す
で
に
地
元
野
菜
が
け
っ

こ
う
使
わ
れ
て
い
る
。「
草
加
の
枝
豆
」
は
市
内
の
飲
食
店

で
も
注
目
品
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
市
民
の
暮
ら
し
を
考
え
た
と
き
に
、顔
の
見
え
る
農
業
、

顔
の
見
え
る
農
産
物
、
安
心
安
全
の
農
産
物
が
地
元
で
と

れ
て
、
新
鮮
な
お
い
し
い
も
の
が
食
べ
ら
れ
る
、
こ
れ
ほ

ど
豊
か
な
も
の
っ
て
な
い
で
す
よ
ね
」（
髙
橋
さ
ん
）

「
ま
ち
の
ト
レ
ジ
ャ
ー
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ

＠
そ
う
か
」
と
「
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ま

ち
づ
く
り
」

　
６
月
25
日
、
草
加
市
内
を
10
人
近
い
怪
し
げ
な
（
？
）
大

人
の
団
体
が
４
つ
、
う
ろ
う
ろ
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
草
加

市
が
開
催
し
た
「
ま
ち
の
ト
レ
ジ
ャ
ー
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
＠
そ

う
か
」（
以
下
「
ト
レ
ハ
ン
」）
と
い
う
、「
ま
ち
の
資
源
」

を
見
つ
け
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
利
用
す
る
か
ア
イ
デ
ア
を

出
し
合
い
、
構
想
を
ま
と
め
て
発
表
す
る
と
い
う
イ
ベ
ン
ト

の
１
日
目
だ
。
会
場
は
草
加
小
学
校
の
体
育
館
。

　
草
加
市
で
は
、
平
成
27
年
度
か
ら
、
空
き
店
舗
や
空
き

家
な
ど
を
利
用
し
、
民
間
の
力
で
再
開
発
し
よ
う
と
す
る

「
そ
う
か
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ま
ち
づ
く
り
」
を
進
め
て
い
る

（
※
１
）。
そ
の
活
動
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
の
が
、「
ト

レ
ハ
ン
」
だ
。

　
今
回
筆
者
は
、『
タ
ウ
ン
誌『
草
生
人
』を
作
っ
て
い
る
人
』

と
し
て
参
加
し
た
。「
草
加
市
の
隠
れ
た
お
宝
探
し
」
と
い

う
テ
ー
マ
は
そ
の
ま
ま
「
草
生
人
」
の
追
い
か
け
て
い
る

テ
ー
マ
で
も
あ
る
か
ら
だ
。

　
な
か
な
か
ヘ
ビ
ー
な
体
験
だ
っ
た
。
２
日
間
で
草
加
市

に
眠
る
「
お
宝
」
を
見
つ
け
、
そ
の
活
用
を
考
え
ま
と
め

て
プ
レ
ゼ
ン
ま
で
も
っ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
参
加
者
は
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
の
４
つ
の
グ
ル
ー
プ
（
ユ
ニ
ッ
ト
）

に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
地
域
を
担
当
。
私
は
ユ
ニ
ッ

ト
Ｃ
で
、
担
当
地
区
は
草
加
駅
西
口
周
辺
。

　
ユ
ニ
ッ
ト
の
メ
ン
バ
ー
を
ま
と
め
た
「
ト
レ
ジ
ャ
ー
ハ

ン
タ
ー
（
ユ
ニ
ッ
ト
の
リ
ー
ダ
ー
）」
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ま

ち
の
活
性
化
事
業
に
関
わ
っ
て
き
た
い
わ
ば
ま
ち
お
こ
し

の
「
専
門
家
」（
※
２
）。
ユ
ニ
ッ
ト
Ｃ
を
担
当
し
た
石
神

夏
希
さ
ん
は
劇
作
家
で
、
メ
ン
バ
ー
の
意
見
を
ま
と
め
つ

つ
、
プ
レ
ゼ
ン
用
ミ
ニ
ド
ラ
マ
の
脚
本
を
あ
っ
と
い
う
間

に
書
き
あ
げ
た
。
ぐ
い
ぐ
い
作
業
が
進
ん
で
行
く
の
は
と

て
も
気
持
ち
の
い
い
体
験
だ
っ
た
。
ユ
ニ
ッ
ト
Ｃ
に
は
、

市
内
で
農
業
を
営
ん
で
い
るDaisy Fresh

の
中
山
さ
ん

（
※
３
）
が
メ
ン
バ
ー
に
入
っ
て
お
り
、「
ま
ち
な
か
農
業
」

と
い
う
ポ
イ
ン
ト
で
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。他
の
ユ
ニ
ッ

ト
は
、
路
地
や
水
路
、
川
や
広
場
な
ど
の
資
源
に
注
目
、

多
彩
な
企
画
が
提
案
さ
れ
て
い
た
。
各
ユ
ニ
ッ
ト
の
発
表

内
容
は
草
加
市
の
公
式
ペ
ー
ジ
「
そ
う
か
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
ま
ち
づ
く
り
」
の
ペ
ー
ジ
に
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
の
で
、

興
味
が
あ
る
方
は
ぜ
ひ
ど
う
ぞ
。

　
さ
て
、「
ト
レ
ハ
ン
」
の
目
的
は
提
案
さ
れ
た
企
画
自
体

で
は
な
い
（
企
画
は
「
公
園
を
農
地
に
」「
水
路
を
動
物
園

に
」
な
ど
ぶ
っ
飛
ん
で
い
る
）。

　
ま
ず
、
ふ
だ
ん
は
見
逃
し
て
い
る
草
加
市
の
問
題
や
資

源
（
コ
ン
テ
ン
ツ
）
に
目
を
向
け
、
な
ん
と
か
し
よ
う
─

な
ん
と
か
で
き
る
と
い
う
意
識
を
市
民
に
持
た
せ
る
こ
と

だ
と
思
う
。
そ
の
た
め
の
ネ
タ
が
「
ト
レ
ハ
ン
」
で
は
膨

大
に
提
案
さ
れ
て
い
た
。

　

そ
し
て
、
ま
ち
づ
く
り
が
で
き
る
「
人
」
を
見
つ
け
、

育
て
る
こ
と
。

「
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ま
ち
づ
く
り
の
肝
は
人
材
力
な
ん
で

す
。
自
分
で
ま
ち
の
未
来
を
作
り
た
い
っ
て
い
う
意
欲
を

も
っ
て
実
際
に
行
動
す
る
人
を
い
か
に
発
掘
し
繋
ぐ
か
」

（
髙
橋
さ
ん
）

　
今
年
11
月
に
は
、「
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
＠
そ
う

か
」
が
開
催
さ
れ
る
。
実
際
に
事
業
を
起
こ
そ
う
と
し
て

い
る
人
を
対
象
と
し
た
も
の
で
、
３
日
間
み
っ
ち
り
行
わ

れ
る
と
の
こ
と
。
ス
ク
ー
ル
に
先
立
ち
、
テ
ー
マ
を
絞
っ

た
「
ま
ち
の
学
校
」（
※
４
）
も
開
催
さ
れ
る
。

　
さ
て
、「
そ
う
か
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ま
ち
づ
く
り
構
想
」

を
作
る
に
あ
た
り
、行
政
の
各
部
署
の
代
表
、市
内
の
「
有

識
者
」（
ま
ち
の
活
性
化
の
た
め
に
活
動
を
し
て
い
る
人
々
）

を
メ
ン
バ
ー
と
し
た
「
検
討
委
員
会
」
が
立
ち
上
げ
ら
れ

て
い
る
。
委
員
長
は
ま
ち
づ
く
り
に
実
績
の
あ
る
清
水
義

次
氏
（
※
５
）。

　
「
検
討
委
員
会
」
を
見
学
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
き
た
が
、

ま
ち
づ
く
り
を
担
い
成
功
さ
せ
て
き
た
人
の
講
演
や
レ
ク

チ
ャ
ー
も
あ
り
、
彼
ら
の
行
動
力
と
ア
イ
デ
ア
に
魅
了
さ

れ
た
。
草
加
市
に
そ
う
い
う
人
が
い
れ
ば
…
…
…
。
と
考

え
た
と
こ
ろ
で
、
前
号
の
「
そ
う
か
ま
ち
だ
よ
り
」
で
取

り
あ
げ
た
「
３
ビ
ズ
」（
※
Ａ
）
を
思
い
出
し
た
。
行
動
力

と
ア
イ
デ
ア
を
持
っ
た
人
が
、「
好
き
な
こ
と
を
仕
事
に
し

て
地
元
暮
ら
し
を
楽
し
む
」こ
と
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま「
リ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ま
ち
づ
く
り
」
に
も
繋
が
る
活
動
だ
。
３

ビ
ズ
で
お
会
い
し
た
人
が
「
ト
レ
ハ
ン
」
に
も
多
く
参
加

さ
れ
て
い
た
。

　
す
で
に
「
そ
う
い
う
人
達
」
は
動
き
始
め
て
い
る
の
だ
。

６
月
に
開
催
さ
れ
た
「
都
市
農
業
フ
ェ
ア
」
と
、「
ト
レ

ジ
ャ
ー
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
＠
そ
う
か
」
に
つ
い
て
の
レ
ポ
ー

ト
。
双
方
を
管
轄
し
て
い
る
草
加
市
産
業
振
興
課
課
長

高
橋
浩
志
郎
氏
に
も
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

※１「そうかリノベーションまちづくり」
市役所のサイトから各種資料と議事録がダウンロードできる。（サイト内検索で「リ
ノベーション」を検索）。検討委員会は 8 月 24 日に一旦終了、11 月には「そうかリ
ノベーションまちづくり構想」の企画書と資料が公開されるとのこと（パブリック
コメント）。今後はこの構想を実現するための活動が始まる。
※２　トレジャーハンターのみなさん
石神夏希さん、青木純さん、大島芳彦さん、瀬川翠さん。「ハンター使い」として　
嶋田洋平さん。「トレハン」の企画・運営を担当しているのは、嶋田さんが代表をつ
とめる『株式会社リノベリング』。
※３　中山拓郎さん
運営しているショップ「チャヴィペルト」は、取れたての野菜だけではなく、全国
から取り寄せたこだわりの野菜、美味しくてヘルシーなお総菜・お弁当も提供。ユニッ
ト C の昼食はもちろんここで。
※４　「まちの学校」
テーマを絞り、ゲストによる講演・レクチャーが行われるイベント。現時点では
VOL1「カフェからはじまるまちづくり」VOL2「あなたの不動産がまちを変える」を
開催予定（8 月 25 日現在）。
※５　清水義次氏
建築・都市・地域再生プロデューサー。株式会社アフタヌーンソサエティの代表取
締役。

いろいろ意見を出し合って
プレゼンをまとめる。

町をうろつくメンバー。
大学生も参加。

各ユニット発表の後に
行われたトークショー。

ユニットＣメンバーで
演劇の練習中

※ A　草生人 2016 春号掲載『そうか■まちだより：「好きを仕事に！」３ビズから始まる元気な草加』
　　　「３ビズ（さんびず）」とは、草加市が主催した女性向けの創業スタートアップ事業『わたしたちの月３万円ビジネス講座』の略
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　毎年葛西用水沿いで開催される「草加さくら
祭り」。メインイベントの 1 つ「船上金婚式」を
初めて見ることができた。満開の桜の下、川面
に映る桜の上を、金婚式を迎えた夫婦を乗せた
和舟がゆっくり動いていく。ある舟を追いかけ
て 岸 を 移 動 し て い た ら、
乗船していた夫婦が、岸
に向かって手を振ってい
るのに遭遇。その先には
見に来ただろうお子さん

（たぶんお孫さんだろう）。
私もカメラを片手に手を
振ったら振り返してくれ
た。派手じゃないけれど、
素敵なイベントだ。

月 日 イベント名
3 3/22 〜 4/10 札場河岸公園内の桜並木ライトアップ

4 2 「パリポリくんバス」開通式／草加駅西口駅前広場リニューアル　合同式典

2 さくら祭り「船上金婚式」（葛西用水）

3 草加松原　和舟からお花見（綾瀬川左岸広場第 2 ラグーン）

10 春の茶会（草加市文化会館）

10 SOKA2016 草加松原熱闘女子 BOXING（草加市文化会館）

15 〜 5/15 端午の節句　草加宿つるし飾り展（歴史民俗資料館）

29 そうか公園まつり／フリーマーケット（そうか公園）

29 春の子どもフェスタ（綾瀬川左岸広場）

5 5 端午の節句を楽しむ野だて（歴史民俗資料館）

8 クラシック音楽ジュニアコンクール（草加市文化会館）

8 わたしたちの月 3 万円ビジネス〜好きなことをビジネスに〜トーク
ショー（体験講座）（高砂コミュニティセンター集会室）

14 〜 29 草加 Welcome Festival 2016（草加駅東口周辺商店街）

15 健康づくりウオーキング大会（市役所第 2 駐車場出発）

16 芭蕉像・曾良像お身拭い（おせん公園（曾良像）、札場河岸公園（芭蕉翁像））

28 草加さわやかさん委嘱式及びお披露目会

21 淡路人形浄瑠璃　草加公演 2016（草加市文化会館ホール）

21 〜 22 昭和村春の体験ツアー（昭和温泉しらかば荘宿泊）

22 草加 Welcome Festival 2016 スペシャルデイ（草加駅東口前ロータリー
周辺、マルイ裏）

29 そうか環境とくらしフェア 2016（草加市中央公民館）

29 和舟の乗船体験（綾瀬川第 2 ラグーン）

30 第 113 回　草加落語会（草加市中央公民館ホール）

6 4 昭和村　春の味覚フェア＆昭和村田舎の野菜便（カーソンプラザ（草加
駅東口駅前広場））

5 草加都市農業フェア（草加中央防災広場）

11 青少年の主張大会（草加市中央公民館）

12 和舟の乗船体験（綾瀬川第 2 ラグーン）

12 第 13 回　国際交流フェスティバル 2016　草加国際村一番地（獨協大学）

15 歩いて健康！草加人！エンジョイ草加ウォーキング（外かんコース）

25、26 まちのトレジャーハンティング＠そうか（草加市立草加小学校体育館）

25 〜 7/8 ミニ企画「七夕かざり」（歴史民俗資料館）

26 第７回ソウカパインオペラコンサート「伯爵家令嬢マリツァ」
（草加市文化会館ホール）

26 平成 28 年度　第 38 回　ダンス＆新体操フェスティバル
（草加市スポーツ健康都市記念体育館）

7 2・3 浅間神社例大祭

2 平成 28 年度　障がい者スポーツフェスタ
（草加市スポーツ健康都市記念体育館）

3 三遊亭円楽・林家たい平　二人会（草加市文化会館ホール）

3 草加朝顔市（草加松原遊歩道（百代橋南側））

3 草加松原夢祭り（草加松原遊歩道）

10 第 31 回トランポリンフェスティバル （草加市民体育館）

16・17 八幡神社祭礼

17 第 29 回草加市長杯弓道大会
（草加市スポーツ健康都市記念体育館弓道場）

21 〜 8/31 パリポリくんバスでめぐるスタンプラリー

23、24 「草加ふささら」草加駅前よさこいサンバフェスティバル 2016
（草加駅西口周辺）

23 昭和村「からむし織の里フェア」日帰りバスツアー
 （福島県昭和村からむし織の里ほか）

29 〜 8/4 県展作品展（草加市文化会館）

30 交流サマーフェスティバル  世代間の交流を楽しもう （市民交流活動センター） 

30 夏休み中央図書館人形劇「南の島のハメハメハ大王」「はらぺこあおむし」
ほか （中央図書館）

31 市民体育祭バドミントン大会（記念体育館）

 

　これから草加市に住む人に、地元を知って快
適に過ごしてもらおうというのがコンセプトの
イベント。期間中草加駅東口から旧道にかけて
の商店街で、学生証・参加店クレジットカード・
そう☆カ〜ドを見せると参加店舗でさまざまな
サービスが受けられた。スペシャルデイと銘打っ
た 22 日には、東口駅前に露店が並び、カーソ
ンプラザではライブ等のパフォーマンスを実施。
1 日駅長としてミス獨協大学が登場して花を添
えた。同日には「一番通り商店
街まつり」「めぐりのマルシェ」
も開催。ちなみにその日、「草生
人」も出店してバックナンバー
の配布とグッズ販売をしていた
のだが、「販売」の難しさを知っ
た 1 日になった。

　松原遊歩道で開催された「朝顔市」（今年は第
34 回）。草加産の朝顔が一鉢 1500 円で販売され
る。今年度選ばれた「草加さわやかさん」デビュー
のイベントでもあり、売り場にはごつい一眼レ
フカメラを携えたアマチュアカメラマンが大勢
いてなかなか目立っていた。地場野菜や花の販
売もある。特に枝豆販売は知られていて、用意
した数は 1 時間ほどで売り切れたそう。
　この日の夜には今年で 2 回目となる「草加松
原夢祭り」が開催された。草加松原のライトアッ
プとイベント「リアル謎解きゲーム」。飲食の露
店は左岸広場に並んでいた。謎解きゲームのク
イズはけっこう凝っていて、ブースは人で賑わっ
ていた。
　しかし、点灯式が明るい内
に行われるのはなんとかなら
ないのだろうか………。
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月
々
想
々  

編
集
よ
り

　　
今
回
の
特
集
、「
草
加
と
ア
ー
ト
」
は
い
か
が
で
し
た
で
し
ょ

う
か
。「
音
楽
都
市
宣
言
」
を
し
て
い
る
草
加
市
で
す
が
、
実
は
美

術
も
け
っ
こ
う
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
。

　
毎
年
10
月
に
ア
コ
ス
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
る
草
加
市
美
術
展
に

は
、
市
民
が
創
作
し
た
３
０
０
点
も
の
作
品
が
展
示
さ
れ
て
い
ま

す
し
、
国
指
定
の
名
勝
と
な
っ
た
「
草
加
松
原
」
の
起
点
に
は
「
松

尾
芭
蕉
翁
像
」
が
あ
り
、草
加
駅
東
口
に
は
「
お
せ
ん
さ
ん
」
と
「
ア

コ
ち
ゃ
ん
」
が
佇
ん
で
い
ま
す
。

　
こ
の
、
松
尾
芭
蕉
と
お
せ
ん
さ
ん
、
ア
コ
ち
ゃ
ん
の
像
を
制
作

さ
れ
た
の
が
、
彫
刻
家
の
麦
倉
忠
彦
さ
ん
で
す
。
そ
し
て
、
画
家

の
鈴
木
喜
美
子
さ
ん
、
陶
芸
家
の
宮
地
陶
博
さ
ん
、
人
形
師
の
野

﨑
芳
寿
さ
ん
と
、
今
回
の
特
集
を
通
じ
、
全
国
区
で
も
著
名
な
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
の
方
々
に
お
逢
い
し
、
そ
の
最
高
の
才
能
と
魅
力
に
触

れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
と
て
も
貴
重
な
体
験
で
し
た
。

　
実
は
、
ア
ー
ト
特
集
は
以
前
か
ら
企
画
に
は
上
が
っ
て
い
ま
し

た
が
、
な
か
な
か
実
現
せ
ず
、
し
ば
ら
く
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。

　
し
か
し
、
今
年
８
月
に
今
関
恒
夫
さ
ん
と
の
出
会
い
が
あ
り
、

そ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
企
画
が
具
体
化
し
ま
し
た
。
今
関
さ
ん
は

美
術
関
係
の
出
版
社
で
勤
務
し
て
い
た
方
で
、
草
加
の
美
術
事
情

に
通
じ
て
お
り
、
麦
倉
忠
彦
さ
ん
と
加
藤
威
さ
ん
を
ご
紹
介
し
て

く
だ
さ
る
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
ご
助
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
今
関
さ
ん
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
の
場
を

借
り
て
、
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

　
さ
て
、
特
集
で
は
、
草
加
市
内
の

ど
こ
に
ど
ん
な
作
品
や
美
術
施
設
が

あ
る
か
し
る
し
た
「
ア
ー
ト
マ
ッ
プ
」

を
作
っ
て
み
ま
し
た
（
わ
か
っ
た
範

囲
で
す
が
）。
こ
れ
を
片
手
に
ア
ー

ト
散
歩
な
ど
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　
街
が
も
っ
と
美
し
く
な
り
、
心
と

暮
ら
し
が
豊
か
に
な
る
。
そ
ん
な
ビ

ジ
ョ
ン
は
、
よ
り
多
く
の
市
民
が
美

術
に
関
心
を
持
つ
こ
と
か
ら
も
実
現

に
近
づ
く
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
　

L&C

あなたの生活と
企業の繁栄を
アシストします。

税理士法人 Life & Company Assist

〒340-0014 埼玉県草加市住吉１丁目 4-12-101
Tel:048-924-9244 Fax:048-924-2554 http://www.townnavi.net/l&c-assist/

代表社員 税理士

長谷部 健一
代表社員 税理士

藤波 篤史

e-mail : hasebe-ken@tkcnf.or.jp

※お申し込み（更新）順
※「サポート会員第 1 期」「サ
ポート会員第 2 期」の皆さまに
はすでに「草生人メンバーズ」
への更新のお知らせを同封させ
ていただいております。更新の
手続きを終了したにもかかわら
ずお名前が掲載されていないと
いう方は、お手数をおかけして
申し訳ありませんが、編集部ま
でお知らせください。

http://www.asymos.com/soseijin/
「草生人」公式サイト。
「お問い合わせ」、バックナン

バー PDF のダウンロード、ス
タッフブログ更新情報、草生人
関連グッズ販売サイトへのリン
ク等を掲載しています。

草生人 web

「草生人メンバーズ」のご案内

  

※お申し込みの方には「草生人メンバーズカード」を
お送りします※
■郵送会員（本誌送付）
年間 4 号分　1,000 円（送料・手数料等）
■サポート会員（本誌送付＋特典）
年間 4 号分　3,000 円（送料・手数料等含む）

「草生人」制作・運営費の助けとさせていただきます。
※特典：本誌および Web サイトでお名前を掲載、絵はがきなどオリジナルグッ
ズプレゼント
■期間
申し込み次号から 4 号分。
４号目のお届け時に「更新」のお知らせを同封予定です。
■お申し込み・お支払いについて

・「草生人 Web サイト」の「お問い合わせ」、もしくは下記メールアドレスよ
り、お名前、送付住所、連絡先（お電話番号、もしくはメールアドレス）を
ご連絡ください。折り返しこちらから振込先等ご連絡差しあ
げます。
asymos_info@asymos.com

美味珈琲　ツネ
草加市金明町 375-30　☎ 048-932-1528

営業時間：AM8:30 〜 PM8:00
定休日：日曜・祭日

おす
すめ

林さんが作った
シフォンケーキ
珈琲・紅茶とセットで

550円！
毎週味が違います！

ユウデイさんの
食パンを

使ったサンドイ
ッチ、

水素還元水を使
った

おいしい珈琲、

「はちのす陶房
」の

オリジナル手作
りカップで、

ゆったりとした
時間を

ぜひどうぞ

 
草加市金明町 665  　☎ 048-942-5323
定休日：月・火
時計の電池交換いたします。
国産・ブランド・G ショック 500 円！

手作り品・リサイクル雑貨・趣味で集めたお宝を販売する
コーナーを１か月 2,500 円から。300 人が出店中です。
南越谷店：越谷市南越谷 1-13-7　ハローマート 3F
☎ 048-986-5326
越谷店：越谷市越ケ谷 1-1-12　エガワプラザビル 2F
☎ 048-967-1170

レンタルボックス＆カフェ

草生人メンバーズサポート会員の皆さま
戸田直斗　様
大橋欣之　様
細川昭二　様
山川百合子　様
正木裕子　様
杉田和美 　様
おるがん　様
中島好博　様
若山富昭　様
祝原暁　様
広瀬隆次　様
清水努　様
金森正夫　様

松田洋一　様
安達宜秀　様
松下成孝　様
小宮山龍一　様
松本雪久　様
野村康博　様
四津昭夫　様
藤井剛彦　様
丸野典子　様
荒木梨花　様
梁健二　様
本多秀康　様
千田保夫　様

中沢進　様
伊藤昌幸　様
林直子　様
矢島民夫　様
山田敬子　様
畠中優　様
磯崎直人　様
小泉浩伸　様
北嶋敏久　様
染野政夫　様
大月和久　様
上野恭正　様


