
【
九
月
】

火
の
用
心

　
日
頃
か
ら
火
の
用
心
に
気
を
つ
け
る

の
は
当
然
の
話
で
す
が
、
年
貢
納
入
中

は
殊
に
厳
し
く
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ

ん
で
し
た
。
月
初
め
、
庄
屋
は
村
中
全

員
に
、
そ
の
旨
、
通
達
し
念
を
押
し
ま

し
た
。
こ
れ
は
、
年
貢
蔵
に
運
び
込
む

前
に
、
ま
た
は
年
貢
蔵
に
運
び
込
ん
で

か
ら
で
も
、
年
貢
米
が
火
災
で
焼
失
す

る
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
す
。
年
貢
蔵
に

運
び
込
む
前
に
焼
失
す
る
と
、
農
民
は

莫
大
な
損
失
に
な
り
ま
す
。

納
め
米
通
い
帳

　
永
倉
納
米
通
帳
は
初
旬
に
大
庄
屋
へ

差
し
出
す
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
永

蔵
は
福
岡
簀
子
町
の
海
岸
に
置
か
れ
て

い
た
、
藩
の
年
貢
蔵
で
、
各
村
の
年
貢

蔵
の
年
貢
米
は
永
蔵
へ
と
集
め
ら
れ
ま

す
。
同
様
の
集
荷
場
は
藩
内
に
他
に
三

か
所
あ
り
ま
し
た
。

　
納
め
米
通
い
帳
は
、
村
全
体
で
負
担

す
べ
き
年
貢
の
内
、
ど
れ
だ
け
が
納
入

済
み
か
が
記
録
さ
れ
る
帳
簿
で
す
。

永
蔵
初
津
出
し

  

津
出
し
は
年
貢
米
を
村
か
ら
運
び
出

す
こ
と
を
言
い
ま
す
。
糟
屋
郡
の
場
合

は
永
蔵
ま
で
運
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。

　
初
津
出
し
、
つ
ま
り
そ
の
年
の
第
一

回
目
の
津
出
し
は
、
早
米
が
で
き
た
ら

す
ぐ
に
手
配
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

寒
冷
で
実
り
が
悪
い
と
い
う
よ
う
な
、

時
節
遅
れ
の
年
で
あ
っ
て
も
、
わ
ず
か

の
俵
数
で
も
、
と
に
か
く
九
月
中
に
は

永
蔵
へ
提
出
す
る
と
い
う
心
構
え
が
求

め
ら
れ
ま
し
た
。

春
免

　
免
は
年
貢
、
あ
る
い
は
年
貢
率
の
意

味
で
す
。
殿
様
と
関
係
が
あ
る
の
で
史

料
上
は
「
御
免
」
と
表
記
さ
れ
ま
す
。

　
中
世
に
は
免
は
収
穫
物
か
ら
年
貢
を

除
い
た
、
農
民
の
取
り
分
を
さ
し
て
い

ま
し
た
が
（
そ
の
方
が
年
貢
を
免
じ
る

と
い
う
、
免
の
本
来
の
意
味
に
か
な
っ

て
い
る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
）、
近
世

に
は
意
味
が
逆
転
し
て
、
農
民
の
取
り

分
で
は
な
く
、
年
貢
の
方
を
指
す
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　
免
に
は
春
免
・
秋
免
・
定
免
な
ど
の

種
類
が
あ
り
、
年
貢
率
を
指
す
場
合
は

免
四
ツ
（
年
貢
率
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、

つ
ま
り
四
公
六
民
）
の
よ
う
に
言
い
ま

す
。

　
春
免
は
秋
の
収
穫
高
を
予
想
し
て
、

春
の
内
に
年
貢
高
を
決
め
て
お
く
こ
と

で
、
秋
免
は
実
際
の
実
り
具
合
を
見
て

年
貢
高
を
決
め
る
方
法
、
定
免
は
過
去

の
一
定
期
間
の
実
績
か
ら
年
貢
高
を
固

定
し
て
お
く
こ
と
を
言
い
ま
す
。

  

田
方
春
御
免
請
け
留
め
書
き
物
は
月

初
め
に
差
し
出
す
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
も
う
、
来
年
の
年
貢
の
こ
と
を
考

え
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

筧　
筧
は
懸
け
樋
、
つ
ま
り
、
庭
な
ど
に

水
を
ひ
く
た
め
に
、
地
上
に
か
け
わ
た

し
た
竹
や
木
の
と
い
の
こ
と
。
よ
く
、

竹
を
半
分
に
割
っ
て
、
水
を
引
い
て
い

く
も
の
を
見
か
け
ま
す
ね
。
そ
う
め
ん

流
し
を
す
る
時
の
こ
と
を
想
像
す
る
と

い
い
で
す
ね
。

　
御
免
用
筧
類
、
そ
の
他
に
つ
い
て
、

田
方
用
水
以
外
に
用
い
な
い
分
は
、
次

の
水
取
り
ま
で
入
念
に
準
備
し
て
お
か

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
田
植
え
の
時
期
に

用
い
た
も
の
は
、
農
閑
期
に
は
不
要
で

す
か
ら
、
回
収
し
、
補
修
し
て
、
来
年

の
田
植
え
に
す
ぐ
に
間
に
合
わ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
の
で
す
。

実
を
ち
ぎ
る

　
こ
の
場
合
の
実
は
櫨
の
実
で
す
。
飢

饉
時
の
換
金
作
物
と
し
て
、
農
村
に
櫨

を
植
え
る
こ
と
が
奨
励
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
須
恵
町
で
も
、
戦
前
は
須
恵
川
の

土
手
な
ど
に
ハ
ゼ
の
並
木
が
ふ
つ
う
に

見
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
段
々
畑
の
わ
ず

か
な
空
き
地
な
ど
を
選
ん
で
ハ
ゼ
が
植

え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
筑
後
地
方
の
ハ

ゼ
並
木
の
紅
葉
は
今
で
も
有
名
で
す
が
、

筑
前
で
も
ふ
つ
う
に
見
ら
れ
た
の
で
す
。

　
戦
後
に
は
姿
を
消
し
た
の
で
す
が
、

須
恵
町
で
は
戦
時
中
に
駐
屯
し
て
い
た

兵
隊
達
が
薪
と
し
て
利
用
す
る
た
め
に

伐
採
し
た
と
聞
き
ま
し
た
。
他
に
は
、

ハ
ゼ
は
地
主
の
作
物
で
あ
っ
た
た
め
に
、

戦
後
の
農
地
解
放
で
「
地
主
と
と
も
に

消
滅
し
た
」
と
も
言
い
ま
す
。

　
ハ
ゼ
の
実
を
収
穫
す
る
と
、
器
具
で

押
さ
え
つ
け
て
搾
り
ま
す
。
そ
れ
が
和

ロ
ウ
ソ
ク
の
原
料
（
木
蝋
）
に
な
り
ま

し
た
。
ハ
ゼ
の
実
を
し
ぼ
る
業
者
を
須

恵
町
で
は
「
板
場
」
と
呼
ん
で
い
た
そ

う
で
す
。
蝋
〆
板
場
の
略
で
す
。
江
戸

時
代
に
は
、
ハ
ゼ
の
実
を
博
多
か
ら
買

い
付
け
に
来
て
い
ま
し
た
。

　
こ
こ
に
は
こ
う
書
か
れ
て
い
ま
す
。

御
実
植
え
所
御
用
の
ハ
ゼ
の
実
は
、
大

庄
屋
か
ら
触
れ
が
出
て
か
ら
実
を
ち
ぎ

る
こ
と
。

　
藩
に
ハ
ゼ
の
実
の
栽
培
・
集
荷
・
販

売
を
行
う
「
御
実
植
所
」
と
い
う
役
所

が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
ハ
ゼ
の
実
に

限
り
、
役
所
か
ら
大
庄
屋
、
大
庄
屋
か

ら
庄
屋
へ
と
指
示
が
あ
っ
て
は
じ
め
て

実
を
ち
ぎ
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う

こ
と
の
よ
う
で
す
。

　
さ
て
、
福
岡
藩
で
ハ
ゼ
栽
培
の
技
術

を
磨
き
、
そ
の
普
及
に
貢
献
し
た
人
と

し
て
、
那
珂
郡
山
田
村
（
現
・
大
野
城

市
）
の
庄
屋
高
橋
善
蔵
が
知
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
人
は
『
窮
民
夜
光
の
珠
』

と
い
う
本
を
書
き
残
し
て
い
ま
す
。「
夜

光
の
珠
」
と
は
、
目
の
前
に
あ
り
な
が

ら
、
そ
の
価
値
に
気
づ
か
な
か
っ
た
も

の
と
い
う
た
と
え
で
す
。

　
善
蔵
が
三
十
九
歳
の
時
に
書
か
れ
、

藩
は
大
庄
屋
た
ち
に
書
き
写
し
て
活
用

す
る
よ
う
命
じ
ま
し
た
。

　
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
に
善
蔵

は
五
十
三
歳
で
亡
く
な
り
ま
す
が
、
子

孫
に
対
し
、
墓
石
を
建
て
な
く
て
よ
い
、

と
言
い
残
し
ま
す
。
そ
ん
な
も
の
は
生

活
の
役
に
立
た
な
い
と
言
い
た
か
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
の
代
わ
り
ハ
ゼ
の
樹
を
植
え
よ
、

と
言
い
ま
し
た
。
善
蔵
が
生
涯
を
か
け

て
追
究
し
た
ハ
ゼ
。
飢
饉
の
影
響
を
受

け
ず
、
農
民
に
安
定
し
た
現
金
収
入
の

道
を
開
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ま
い
か
よ

な
が
く
ら

す
の  

こ   

ま
ち

は
や
ま
い

め
ん

じ
ょ
う
め
ん

か
け
い

か

け

ひ

ハ
ゼ

も
く
ろ
う

ろ
う
じ
め
い
た
ば

い  

た  

ば

き
ゅ
う
み
ん
や
こ
う

た
ま

ガラスと布のハーモニー

第１１回須恵美術クラブ展
１０月４日（火）～３０日（日）

（月曜休館・祝日の場合は翌日休館・３０日は午前中まで・入場無料）

１ ０ 月 の 企 画 展

１１月の久我記念美術館は、８日から２７
日まで、塚原 瑜伽嗣さんと大石由美子さん
の２人展を開きます。

　お二人とも、須恵美術クラブの工芸作家。

　塚原さんは１９３７年生まれ。つい最近

まで、藤浦区にお住まいでした。現在は、

前原市に居住。色鮮やかな、ステンドグラ

スの制作に取り組まれています。展示作品

は衝立やパネル、ランプなど約１０点。

　大石さんは旅石区にお住まいで、パッチ

ワーク・キルト制作に取り組まれています。

須恵町を中心にした、キルト愛好家グルー

プ「ゆみ´S（３４人）」の主宰者として

も活躍されています。展示作品はタぺスト

リーや衝立など含めた約１０点。

　ガラスと布のハーモ二ー、どんな音色が

響くのか楽しみです。

　お二人からメッセージが寄せられました

ので紹介します。

塚原さんのメッセージ―――

　ガラスそのものの質、透明な輝きと色彩を配慮して、

組み合わせて制作するステンドグラス。手作りの味

わいと暖かさを感じていただければ幸いです。

大石さんのメッセージ―――

　麻・木綿・絹・オーガンジーなどの布で、味わい

のある色調を生かし制作するパッチワーク・キルト。

今回は「ガラスと布」、この異質のものから生み出

される共通の感動を表現したいと思いました。何か

を感じていただければ幸いです。

日時　１０月２２日（土）１８：３０開演

場所　久我記念美術館

曲目　ミシェル・ルグラン(メドレー)他

大好評につき大好評につき大好評につき大好評につき大好評につき
アンコールにおこたえして、エアジンのジャズコンサートも昨年に引き続き開催！

( )
11月企画展 8日(火)～27日(日)
月 曜 休 館 ・ 入 館 無 料
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江戸時代へようこそ（14）

＝ 村の一年（続き） ＝
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