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第
百
四
十
六
回「
地
元
学
を
考
え
る
」

（
二
〇
一
六
年
二
月
二
十
七
日
開
催
）

 「
日
韓
国
交
正
常
化

　
　
　
　 

五
十
周
年
ー

  

友
達
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
」

　

 

　
　
講
師
　 

鄭
玄
実 

さ
ん

　　

チ
ョ
ン
さ
ん
の
お
話
は
、
大

き
く
二
つ
あ
り
ま
し
た
。
一
点

目
は
、
自
ら
日
本
に
長
年
住
ん

で
感
じ
た
日
本
と
韓
国
の
文
化

の
違
い
に
つ
い
て
、
そ
し
て
二

点
目
は
、
日
韓
国
交
正
常
化
五

十
周
年
記
念
事
業
の
内
容
に
つ

い
て
で
し
た
。

　

一
点
目
の
文
化
差
に
関
す
る

講
話
は
、
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
を

使
用
し
た
大
変
分
か
り
や
す
い

比
較
文
化
解
説
が
主
で
し
た
。

例
え
ば
、
日
本
人
は
基
本
的
に

目
立
つ
こ
と
を
嫌
う
た
め
主
張

す
る
こ
と
に
億
劫
に
な
っ
て
し

ま
う
傾
向
に
あ
り
、
一
方
、
韓

国
人
は
自
分
を
表
現
す
る
た
め

意
見
を
言
う
こ
と
を
た
め
ら
わ

な
い
傾
向
に
あ
る
、
と
い
っ
た

こ
と
で
す
。
こ
れ
以
外
に
も
食

文
化
の
違
い
な
ど
に
つ
い
て
も

紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
僕

が
と
り
わ
け
興
味
を
持
っ
た
の

は
言
語
の
違
い
に
関
す
る
話
で

し
た
。
大
学
時
代
、
言
語
学
を

い
く
ら
か
学
ん
で
い
た
こ
と
も

あ
り
、
語
順
の
類
似
に
つ
い
て

な
ど
、
自
身
の
知
識
を
踏
ま
え

な
が
ら
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

　

日
韓
国
交
正
常
化
五
十
周
年

記
念
事
業
と
は
、
昨
年
、
日
本

で
行
な
わ
れ
た
日
本
と
韓
国
の

学
生
と
の
大
規
模
な
交
流
事
業

の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
講
演
で

は
、
そ
の
模
様
を
映
像
に
よ
っ

て
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
大

変
感
動
的
な
映
像
で
、
国
際
交

流
の
正
し
い
在
り
方
を
み
た
気

が
し
ま
し
た
。
あ
の
事
業
に
参

加
し
た
学
生
た
ち
な
ら
き
っ
と

今
後
の
日
韓
関
係
に
良
い
風
を

も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
そ
れ
を
証
拠
に
、
福
島
市

で
行
な
わ
れ
た
韓
国
語
ス
ピ
ー

チ
コ
ン
テ
ス
ト
に
そ
の
事
業
に

参
加
し
た
学
生
が
出
場
し
た
と

の
こ
と
で
し
た
。
そ
の
方
は
、

事
業
に
参
加
す
る
以
前
は
韓
国

に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
、
韓

国
語
も
ろ
く
に
わ
か
ら
な
い
、

そ
ん
な
状
態
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

改
め
て
、
国
際
交
流
の
意
義
深

さ
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

地
元
学
が
終
わ
っ
て
か
ら
個

人
的
に
話
す
機
会
が
あ
り
、
チ

ョ
ン
さ
ん
の
人
と
な
り
を
直
接

知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
チ

ョ
ン
さ
ん
は
温
和
な
方
で
、
そ

れ
で
い
て
国
交
活
動
に
真
剣
、

ま
た
行
動
的
で
あ
り
、
尊
敬
で

き
る
面
が
多
々
あ
る
方
、
と
い

う
の
が
率
直
な
印
象
で
す
。﹁
キ

地
元
学
を
考
え
る

教
養
講
座

ム
チ
お
ば
さ
ん
﹂
で
有
名
な
チ

ョ
ン
さ
ん
で
す
が
、
国
際
人
と

し
て
の
熱
い
気
持
ち
は
、
熱
々

の
土
鍋
で
食
べ
る
石
焼
ビ
ビ
ン

バ
の
如
し
！
ま
た
ど
こ
か
で
お

会
い
す
る
こ
と
が
あ
る
は
ず
、

今
か
ら
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

︵
H
・
I
︶

第
百
四
十
七
回「
地
元
学
を
考
え
る
」

（
二
〇
一
六
年
三
月
十
九
日
開
催
）

 「
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教

の
歩
み
〜
ザ
ビ
エ
ル
か

ら
二
本
松
キ
リ
シ
タ
ン

殉
教
ま
で
」

　

  

講
師
　 

柳
沼
千
賀
子 

さ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

私
が
二
本
松
で
古
く
に
キ
リ

シ
タ
ン
迫
害
に
よ
る
処
刑
が
あ

っ
た
事
実
を
知
っ
た
の
は
、
講

師
の
二
本
松
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

の
柳
沼
さ
ん
に
出
会
っ
て
か
ら

で
し
た
。
一
六
〇
〇
年
代
、
江

戸
幕
府
の
キ
リ
ス
ト
教
禁
止
政

策
の
中
で
も
自
ら
の
信
仰
を
貫

い
て
家
族
も
ろ
と
も
処
刑
さ
れ
、

そ
の
墓
の
所
在
も
未
だ
に
判
ら

ぬ
と
い
う
事
に
衝
撃
で
し
た
。

　

今
回
﹁
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教

の
歩
み
〜
ザ
ビ
エ
ル
か
ら
二
本

　
　　

＜講演内容＞
　4月23日（土）～6月25日（土）まで、心の解放と創造することの楽しみを味わうことを目的に、アートという形を使った「リ
ベラル アート教室」が全10回開催されます。『“Liberate”「解放する」という言葉の語源は、“Liber”「社会的.政治的に制約されていない」
という意味のラテン語で、自由を指す言葉。「解放する」ことは、精神的に安定でき、自分を発見し、自分が何者かがわかる大切
な行為です。私は、“リベラトール”「解放者」として、皆の心の問題を解決していく仕事に携わっていきたいと切に願っています。』
と保住さんはおっしゃいます。アートの持つ力について、市民との共同制作の例を交えながら語っていただきます。

地
元
学
を
考
え
る

教
養
講
座

地
元
学
を
考
え
る

教
養
講
座

第
百
四
十
九
回 

予
告

第
百
四
十
九
回 

予
告

市民との共同制作  ～アートの力～
＜講師＞ 保住将文さん（彫刻家）

＜日時＞ 2016年5月14日（土）　13：30～15：00
〈会場〉まちなか夢工房2階　〈参加費〉500円

＊参加人数把握の為、地元学講座各回ごとに出欠のご連絡をいただければ幸いです。
（tel 024-524-2230 または fax 024-525-8285 までお願いいたします）

松
キ
リ
シ
タ
ン
殉
教
ま
で
﹂
と

い
う
お
話
を
い
た
だ
き
、
大
き

く
目
を
開
か
れ
ま
し
た
。
特
に

ザ
ビ
エ
ル
時
代
の
日
本
の
キ
リ

ス
ト
教
の
歴
史
は
、
日
本
に
は

ほ
と
ん
ど
資
料
が
残
っ
て
な
く
、

ザ
ビ
エ
ル
等
、
東
洋
か
ら
日
本

に
当
時
来
て
い
た
宣
教
師
が
ロ

ー
マ
法
王
庁
に
送
っ
た
報
告
書

や
手
紙
に
よ
っ
て
の
み
知
る
事

が
で
き
る
と
い
う
事
で
し
た
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
熱
心
な
外

国
の
宣
教
師
の
活
躍
が
あ
っ
た

に
せ
よ
、
キ
リ
ス
ト
教
が
厳
し

く
取
り
締
ま
ら
れ
、
外
国
の
情

報
、
特
に
キ
リ
ス
ト
教
等
何
も

知
ら
な
い
多
く
の
日
本
人
が
信

者
に
な
っ
た
と
い
う
事
は
、
当

時
の
人
口
の
割
合
か
ら
考
え
て

も
驚
き
で
す
。

　

そ
れ
は
日
本
人
の
心
に
長
く

培
わ
れ
て
き
た
、
日
本
人
の
高

度
な
精
神
構
造
に
あ
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
っ
て
い

ま
す
。
日
本
人
は
八
百
万
の
神
々

を
信
じ
て
い
て
も
仏
教
の
浄
土

宗
か
ら
は
、
行
い
に
よ
ら
ず
と

も
信
ず
る
の
み
で
救
わ
れ
る
と

い
う
教
え
や
、
儒
教
に
よ
る
高

い
道
徳
倫
理
観
を
教
え
ら
れ
、

容
易
に
キ
リ
ス
ト
教
も
信
じ
る

こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
と

思
い
ま
す
。

　

内
村
鑑
三
が
言
っ
た
よ
う
に
、

日
本
の
高
度
な
宗
教
観
・
倫
理

観
が
聖
書
の
旧
約
に
あ
た
り
、

そ
れ
が
台
木
と
な
り
、
そ
の
台

木
に
イ
エ
ス
様
の
教
え
が
接
木

さ
れ
れ
ば
良
き
実
を
結
ぶ
は
ず

だ
と
教
え
ら
れ
た
事
が
思
い
出

さ
れ
ま
し
た
。
特
に
イ
ン
ド
で

は
下
層
階
級
の
人
々

に
支
持
さ
れ
た
と
い

う
事
が
、
そ
の
表
れ

か
と
も
思
い
ま
す
。

　

現
代
の
我
々
に
は

そ
の
宗
教
観
・
倫
理

観
の
少
な
さ
が
経
済

至
上
主
義
に
流
さ
れ

る
の
だ
ろ
う
か
。
殉

教
さ
れ
る
人
が
処
刑

を
行
う
者
に
対
し
て

﹁
彼
ら
を
罪
し
な
い
で

ゆ
る
し
て
下
さ
い
。

彼
ら
は
何
を
し
て
い

る
か
分
か
ら
な
い
の

で
す
か
ら
﹂
と
祈
っ

た
と
い
う
が
、
私
が

そ
の
場
に
な
っ
た
ら

そ
う
、
言
う
事
が
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
。

第
百
四
十
七
回
の
感

想
は
地
元
学
に
参
加

さ
れ
た
大
内
信
一
さ

ん
に
寄
稿
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。


