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　９月に北九
州市で開催さ
れた「第10回
全国水墨研究
会合同展」に
おいて、吉門
佳子（雅号・
南窓）さんの
作品が審査員
から「古典的な題材を自分のものにし
ている」と評価され、最高賞の文部科
学大臣賞に選ばれました。
　同展には、北海道から沖縄まで全国
から約300点の作品が応募。吉門さん
の作品は梅の古木を描いた「早春に香
る」で、墨の濃淡のみで木肌を表現す
るとともに、筆の勢いと余白に工夫を
凝らしたそうです。

ふれあい交流館「しょっぷ・あつまぁれ」

溝曽路  賢
津山ひかり学園 ひかりの丘　　 

所長 さん

地域のみんな、あつまぁれ！

よし かど

「
語
り
」
を
通
し
て
伝
え
る
文
化

立
石　

憲
利
さ
ん
（
中
北
上
出
身
）

岡
山
民
俗
学
会
名
誉
理
事
長
・
日
本
民
話
の
会
運
営
委
員

　

長
年
住
ん
で
い
て
も
、
津
山
に

つ
い
て
知
ら
な
い
こ
と
が
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。「
広
報
つ
や
ま
」

で
い
ろ
い
ろ
と
分
か
り
、
と
て
も

役
に
立
っ
て
い
ま
す
。（
上
横
野
・

女
性
）

　

「
広
報
つ
や
ま
」
を
読
む
と
、

市
政
の
状
況
な
ど
が
よ
く
理
解
で

き
ま
す
。
ま
た
「
け
い
じ
ば
ん
」

を
見
て
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど
に
参
加

し
て
い
ま
す
。（
吉
見
・
女
性
）

　

い
つ
も
「
広
報
つ
や
ま
」
を
愛

読
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。「
広
報
つ
や
ま
」
は
毎

月
10
日
に
発
行
し
、
市
の
新
し
い

政
策
や
旬
な
話
題
、
講
座
や
イ
ベ

ン
ト
の
紹
介
な
ど
の
情
報
を
掲
載

し
て
い
ま
す
。

　

来
月
、
平
成
22
年
１
月
号
か
ら

は
表
紙
を
始
め
紙
面
全
体
の
デ
ザ

イ
ン
を
一
新
し
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

し
た
「
広
報
つ
や
ま
」
を
お
届
け

し
ま
す
。

　

デ
ザ
イ
ン
の
ほ
か
に
も
、
新
た

に
「
こ
ど
も
ひ
ろ
ば
」
と
題
し
て

ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
や
子
ど
も
向
け

の
講
座
な
ど
を
紹
介
す
る
コ
ー
ナ

ー
、
津
山
の
古
写
真
を
紹
介
す
る

ペ
ー
ジ
な
ど
を
設
け
ま
す
。
ま
た
、

イ
ベ
ン
ト
や
お
知
ら
せ
な
ど
の
情

報
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
「
け
い

じ
ば
ん
」
を
６
ペ
ー
ジ
に
増
や
し

ま
す
。

　

こ
れ
か
ら

も
市
民
の
皆

さ
ん
に
広
く

読
ん
で
い
た

だ
き
、
役
に

立
つ
情
報
を

提
供
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
き
ま

す
。
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
「
広
報

つ
や
ま
」
へ
の
ご
意
見
・
ご
感
想

も
ぜ
ひ
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先
　

市
長
公
室
3 
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ら
し
の
情
報

た
〜
く
さ
ん

  「
広
報
つ
や
ま
」

暮

「全国水墨研究会合同展」
文部科学大臣賞受賞

吉門　佳子さん（近長）

ところ　津山市押入955-1
営業時間　火～金曜日午前11時～午後２時
問い合わせ先　津山ひかり学園326-7525

　知的障害者通所作業所「津
山ひかり学園　ひかりの丘」
のふれあい交流館「しょっ
ぷ・あつまぁれ」がオープン
しました。

　｢ひかりの丘」通所者が作った手作りパンなど
を販売するほか、地域の交流の場になることを願
い「あつまぁれ」と名付けました。また「しょっ
ぷ」には「仕事場」という意味もあり、通所者の
働く場としての役割もあります。
　安全・おいしい・手作りをモットーに「ひかり
の丘」で通所者が作った菓子パンや食パンを始め、
クッキーやみそ、草木染め、さをり織りの小物な
どのほか、地域の農家に栽培してもらった新鮮な
野菜も販売しています。
　店内のテーブルやイス、庭の芝生などはすべて

通所者と保護者やボランティア、職員などで力を
合わせて作り上げました。休憩できるコーナーが
店内外にありますので、気軽に集ってもらい、通
所者との交流の中でいろいろな感想やアドバイス
などがもらえるようになればうれしいですね。
　将来的には「あつまぁれ」でパンを作り、軽食
喫茶ができるようにしたいです。パン作り教室な
ども開き、通所者と地域の人たちとの交流の輪を
広げていきたいですね。

なんそう

よし   こ

み　 ぞ　 ろ けん

※今回は13ページで紹介した中島くんと米澤くんの取材を基に編集しました

め
た
と
こ
ろ
、
先
生
が
日
本
民
俗
学

を
確
立
し
た
柳
田
國
男
先
生
に
送
っ

て
く
れ
ま
し
た
。
柳
田
先
生
は
朱
を

た
く
さ
ん
入
れ
て
送
り
返
し
て
き
て

く
れ
、
そ
れ
が
民
俗
や
民
話
を
研
究

す
る
励
み
に
も
な
り
ま
し
た
。

　

現
在
ま
で
に
全
国
で
収
集
し
た
民

話
は
約
７
千
話
。
近
く
で
は
旧
阿
波

村
や
鏡
野
町
、
奈
義
町
な
ど
の
民
話

を
収
集
し
て
い
ま
す
し
、
高
校
時
代

に
は
旧
久
米
町
の
大
井
西
村
や
宮
部

村
の
調
査
も
し
ま
し
た
。

「
語
り
」
の
す
ば
ら
し
さ
は
？

　
「
読
み
聞
か
せ
」
で
は
子
ど
も
た

ち
は
本
に
目
を
向
け
て
し
ま
い
ま
す
。

「
語
り
」
は
語
り
手
の
言
葉
や
手
振

り
身
振
り
、
表
情
な
ど
、
語
り
手
の

人
間
性
を
含
め
て
す
べ
て
で
聞
き
手

に
伝
え
、
聞
き
手
は
相
づ
ち
を
打
ち

な
が
ら
聞
き
ま
す
。
語
り
手
と
聞
き

手
で
あ
る
子
ど
も
に
双
方
向
の
関
係

が
生
ま
れ
、
子
ど
も
た
ち
は
人
間
関

係
の
築
き
方
も
学
ん
で
い
く
の
で
す
。

今
後
の
夢
は
？

　

収
集
し
た
民
話
な
ど
は
本
な
ど
に

し
て
現
在
１
９
６
点
出
版
し
て
い
ま

全
国
各
地
で
民
話
の
収
集
を
行
い

「
語
り
」
を
通
し
て
民
話
の
す
ば
ら

し
さ
を
伝
え
て
い
る
「
立
石
憲
利
お

じ
さ
ん
」。
市
立
図
書
館
に
講
演
に

来
ら
れ
た
と
こ
ろ
を
取
材
し
ま
し
た
。

民
話
に
魅
か
れ
る
理
由
は
？

　

民
話
は
人
生
を
生
き
て
い
く
た
め

の
知
恵
の
宝
庫
で
す
。
単
に
話
が
面

白
い
だ
け
で
な
く
、
大
人
に
な
っ
て

困
難
に
ぶ
つ
か
っ
た
と
き
に「
ハ
ッ
」

と
気
付
く
よ
う
な
深
い
意
味
が
含
ま

れ
て
い
る
の
が
魅
力
で
す
ね
。

　

民
話
の
調
査
を
し
始
め
た
の
は
、

民
俗
学
を
研
究
し
て
い
た
高
校
の
先

生
の
影
響
で
し
た
。
高
校
３
年
の
時

に
民
俗
に
関
す
る
レ
ポ
ー
ト
を
ま
と

講
演
会
で
最
初
は
ぐ
ず
っ
て
い
た
幼

児
が
だ
ん
だ
ん
と
「
立
石
お
じ
さ
ん

の
語
り
」
に
夢
中
に
な
り
、
あ
ち
こ

ち
で
笑
い
も
生
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

ほ
の
ぼ
の
と
し
た
語
り
の
中
に
、
民

話
の
奥
深
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

す
が
、
ま
と
め
ら
れ
て
い
な
い
も
の

も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
旧
久
米
町

の
も
の
で
も
、
何
十
年
も
前
に
テ
ー

プ
で
記
録
し
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る

の
で
、
元
気
な
う
ち
に
ま
と
め
、
後

世
に
伝
え
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

　

ま
た
、
県
内
各
地
で
語
り
手
育
成

の
講
座
を
開
い
て
お
り
、
修
了
生
の

う
ち
で
「
語
り
」
を
行
っ
て
い
る
人

は
現
在
約
百
人
い
ま
す
。
県
内
の
小

学
校
１
校
当
た
り
に
１
人
の
語
り
手

が
で
き
る
よ
う
に
語
り
手
育
成
を
頑

張
り
ま
す
。
そ
う
な
れ
ば
民
話
を
子

ど
も
た
ち
に
肉
声
で
伝
え
る
こ
と
が

で
き
る
機
会
が
多
く
な
り
ま
す
。

　

長
年
地
域
に
伝
わ
っ
て
い
る
民
話

は
日
本
の
貴
重
な
文
化
で
す
。
そ
の

貴
重
な
文
化
を
後
世
に
伝
え
て
い
く

こ
と
こ
そ
、
わ
た
し
の
夢
で
す
ね
。

▲弥生小学校で民話を語る立石憲利おじさん


