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生涯学習開発財団 活 動 紹 介

日
本
人
の
精
神
と
国
際
マ
ナ
ー 

共
催
講
演
レ
ポ
ー
ト 

人
づ
き
あ
い
を
円
滑
に
す
る
極
意
と
は
！  

「
真
の
美
し
さ
」「
真
の
品
性
」を
生
活
や
仕
事
に
活
か
す

講
師
●
上
月
マ
リ
ア  

日
本
プ
ロ
ト
コ
ー
ル
＆
マ
ナ
ー
ズ
協
会 

理
事
長
／
ノ
ブ
レ
ス
・
オ
ブ
リ
ー
ジ
ュ
ア
カ
デ
ミ
ー
校
長

　

Ｌ
Ｌ
会
員
で
あ
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ザ
・
シ
チ
ズ
ン

ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
提
供
の
第
１
１
１
期
講
座
（
５
回

シ
リ
ー
ズ
）
最
終
回
は
、
生
涯
学
習
開
発
財
団
が

共
催
と
な
り
、
７
月
28
日
に
東
京
都
千
代
田
区
の

内
幸
町
ホ
ー
ル
に
て
開
催
さ
れ
た
。

　

講
師
の
上
月
マ
リ
ア
氏
は
、
日
本
古
来
の
帝
王

学
（
精
神
文
化
・
礼
儀
作
法
な
ど
）
と
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
伝
統
の
プ
ロ
ト
コ
ル
＆
マ
ナ
ー
や
ノ
ブ
レ

ス
・
オ
ブ
リ
ー
ジ
ュ
へ
の
造
詣
が
深
く
、
長
年
に

渡
っ
て
国
際
社
会
で
活
躍
す
る
人
材
教
育
に
関
わ

っ
て
き
た
。
受
講
生
は
の
べ
２
万
７
０
０
０
人
を

超
え
、
高
度
な
専
門
知
識
や
深
い
精
神
性
を
学
ぶ

た
め
に
、
政
財
界
、
外
交
や
接
客
の
プ
ロ
た
ち
も
、

そ
の
指
導
を
受
け
て
い
る
。

　

今
回
は
副
題
に
「
人
づ
き
あ
い
を
円
滑
に
す
る

極
意
と
は
！
」
と
あ
る
通
り
、
職
場
や
生
活
の
場

な
ど
、
身
近
な
人
間
関
係
の
構
築
に
も
役
立
つ
内

容
だ
っ
た
。
以
下
に
要
点
を
紹
介
す
る
。

■ 

人
づ
き
あ
い
の
原
点
は
自
分
を
敬
う
こ
と

　

人
間
関
係
を
円
滑
に
す
る
極
意
と
は
、
自
分
の

本
質
を
知
る
こ
と
。
な
ぜ
な
ら
自
分
の
本
質
は
、

す
べ
て
の
人
の
本
質
だ
か
ら
だ
。
そ
こ
に
あ
る
生

命
の
普
遍
を
理
解
し
行
動
の
規
範
に
す
れ
ば
、
そ

れ
が
人
づ
き
あ
い
の
マ
ナ
ー
に
な
る
。

　

自
分
が
宇
宙
・
自
然
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
考

え
よ
う
。
１
３
７
億
年
前
と
さ
れ
る
ビ
ッ
グ
バ
ン

　
「
口
か
ら
宝
石
が
こ
ぼ
れ
る
女
性
に
な
り
な
さ

い
」
祖
母
か
ら
そ
う
教
え
ら
れ
た
上
月
さ
ん
。
良

寛
和
尚
も
、
思
い
や
り
の
あ
る
言
葉
は
行
動
に
つ

な
が
る
と
「
愛
語
」
を
教
え
て
い
る
。

■ 

日
本
の
も
の
づ
く
り
を
支
え
る
の
は
清
明
心

　

古
代
日
本
は
、
戒
律
も
権
力
も
な
い
の
に
う
ま

く
い
く
、
自
然
と
一
体
と
な
っ
て
生
き
る
社
会
だ

っ
た
。
産む
す
ひ霊

（
天
地
万
物
を
生
み
出
す
神
霊
）
を

尊
び
、
気け

枯が

れ
を
畏
れ
た
。
一
人
ひ
と
り
が
清
ら

か
で
明
る
い
心
で
い
る
こ
と
＝
清
明
心
に
よ
っ
て

保
た
れ
て
い
た
。
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
と
違

っ
て
、
な
ぜ
日
本
は
神
道4

と
呼
ぶ
の
か
。「
道
」

は
一
人
ひ
と
り
の
実
践
、「
禮
」
は
神
様
に
お
供

え
す
る
儀
式
の
作
法
。
つ
ま
り
、
日
本
は
も
と
も

と
し
っ
か
り
と
し
た
マ
ナ
ー
や
プ
ロ
ト
コ
ル
に
支

え
ら
れ
た
社
会
な
の
だ
。

　

世
界
的
に
評
価
が
高
い
日
本
の
も
の
づ
く
り
を

支
え
る
の
も
清
明
心
で
あ
る
。
日
本
人
は
、
仕
事

で
手
を
抜
い
た
り
製
品
に
瑕
疵
が
あ
る
こ
と
を
、

気
枯
れ
と
感
じ
る
か
ら
だ
。

■ 

も
と
も
と
ノ
ブ
レ
ス
オ
ブ
リ
ー
ジ
ュ
の
民

　

ノ
ブ
レ
ス
オ
ブ
リ
ー
ジ
ュ
は
け
っ
し
て
西
洋
の

価
値
観
で
は
な
い
。
明
治
時
代
に
３
度
日
本
を
訪

れ
た
、
動
物
学
者
で
日
本
研
究
家
で
も
あ
る
エ
ド

ワ
ー
ド
・
モ
ー
ス
は
、
そ
の
著
書
で
日
本
各
地
の

文
化
や
習
慣
を
紹
介
し
つ
つ
、「
日
本
人
は
人
徳

や
品
性
を
生
ま
れ
な
が
ら
に
持
っ
て
い
る
。
し
か

も
、
恵
ま
れ
た
人
だ
け
で
な
く
最
貧
の
人
ま
で
皆

で
あ
る
」
と
世
界
に
紹
介
し
て
い
る
。

　
「
マ
ナ
ー
は
恥
を
か
か
な
い
た
め
に
身
に
つ
け

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
相
手
と
楽
し
い
時
間

を
共
有
す
る
た
め
な
の
で
す
」
と
締
め
た
。

か
ら
見
る
と
、
自
分
が
生
き
て
き
た
時
間
は
ほ
ん

の
一
瞬
。
さ
ら
に
今
も
宇
宙
は
広
が
り
続
け
て
い

る
。
そ
れ
は
宇
宙
自
体
も
、
そ
こ
に
あ
る
生
命
体

も
進
化
し
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
す
べ
て

の
生
命
体
に
は
生
き
よ
う
と
す
る
「
生
存
欲
求
」

が
あ
り
、
進
化
し
よ
う
＝
よ
り
良
く
生
き
よ
う
と

す
る
性
質
が
あ
る
。

　

生
存
欲
求
（
向
上
心
）
は
「
〜
し
た
い
」
と
い

う
願
望
（
期
待
）
を
生
み
出
す
。
願
望
が
達
成
さ

れ
る
と
「
喜
び
」
の
感
情
が
生
ま
れ
、
期
待
通
り

に
な
ら
な
い
と
「
怒
り
」「
悲
し
み
」「
不
安
」「
苦

し
み
」
な
ど
負
の
感
情
が
生
ま
れ
る
。
負
の
感
情

は
、
今
の
状
態
が
続
く
と
良
く
な
い
（
最
悪
の
場

合
は
死
に
向
う
）
こ
と
へ
の
警
告
な
の
だ
。

　

人
間
の
脳
は
、
喜
ん
だ
時
は
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
、

負
の
感
情
が
派
生
す
る
と
緊
張
す
る
。
そ
の
時
の

脳
の
状
態
が
筋
肉
、
呼
吸
、
心
拍
、
血
圧
な
ど
体

の
変
化
を
お
こ
し
、
言
葉
や
表
情
、
行
動
と
な
っ

て
表
れ
る
。

　

マ
ナ
ー
と
は
相
手
に
負
の
感
情
を
抱
か
せ
ず
、

お
互
い
が
敬
い
合
え
る
状
態
を
つ
く
る
大
人
の
セ

ル
フ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
。
そ
れ
に
は
、
ま
ず
自
分
を

敬
う
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
自
分
が
よ
り
良
く
生
き

る
た
め
に
相
手
も
敬
う
。
国
交
上
の
儀
礼
で
あ
る

プ
ロ
ト
コ
ル
も
、
ル
ー
ル
は
細
か
く
あ
る
が
、
根

幹
の
考
え
方
は
人
対
人
と
変
わ
ら
な
い
。
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土
も
釉
薬
も
道
具
も
自
分
で
作
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
染
付

　
す
べ
て
の
材
料
を
自
分
で
作
り
、
す
べ
て
の
工
程
を
自
分
の
手

で
行
う
、
有
田
で
も
独
自
の
染
付
作
家
と
し
て
知
ら
れ
る
岩
永
浩

氏
。
ロ
ッ
ク
ン
ロ
ー
ラ
ー
の
よ
う
な
風
貌
か
ら
は
想
像
し
が
た
い

が
、
水
墨
画
の
墨
の
濃
淡
を
応
用
し
た
染
付
は
、
繊
細
で
温
も
り

が
あ
り
、
古
伊
万
里
の
よ
う
な
落
ち
着
き
と
味
わ
い
が
あ
る
。
生

活
の
器
と
し
て
日
々
使
い
た
い
愛
お
し
さ
を
感
じ
る
と
し
て
人
気

が
高
く
、
有
田
随
一
の
染
付
作
家
と
言
わ
れ
て
い
る
。

︱
︱
普
通
は
土
や
釉
薬
は
購
入
し
ま
す
が
、
そ
れ
ら
材
料
づ
く
り

か
ら
焼
成
ま
で
、
全
部
一
人
で
や
る
の
は
す
ご
い
で
す
ね
。

　

評
価
い
た
だ
い
て
い
る
生
地
の
色
合
い
や
染
付
の
微
妙
な
変
化

は
、
自
分
が
全
工
程
に
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
出
せ
る
の
だ
と

思
い
ま
す
。

　

も
と
も
と
有
田
焼
の
土
は
地
元
の
泉
山
の
陶
石
で
作
ら
れ
て
い

た
の
で
す
が
、
明
治
以
降
は
よ
り
白
い
天
草
の
土
に
変
わ
っ
て
い

き
ま
し
た
。
私
の
土
は
、
友
人
の
陶
土
屋
さ
ん
に
特
注
で
、
泉
山

の
風
合
い
で
作
っ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　

釉
薬
は
近
郊
の
６
種
類
の
石
を
砕
き
、
松
の
皮
な
ど
の
灰
を
混

ぜ
た
灰
釉
で
す
。
江
戸
時
代
に
は
灰
釉
が
あ
た
り
ま
え
だ
っ
た
の

で
す
が
、
明
治
時
代
に
量
産
化
が
始
ま
る
と
歩
留
ま
り
が
悪
く
な

り
、
原
料
調
達
も
困
難
と
な
っ
て
使
わ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
日

本
の
磁
器
発
祥
の
地
・
有
田
で
す
か
ら
、
灰
釉
の
製
法
は
残
し
て

お
き
た
い
と
思
い
作
っ
て
い
ま
す
。

　

配
合
の
仕
方
で
微
妙
に
仕
上
が
り
が
変
わ
り
ま
す
が
、
材
料
を

有
田
本
来
の
も
の
に
近
づ
け
る
こ
と
で
、
古
伊
万
里
の
よ
う
な
温

も
り
を
感
じ
る
肌
合
い
と
色
合
い
に
な
り
ま
す
。

　

道
具
は
、
い
い
具
合
に
二
股
に
分
か
れ
た
山
の
枝
、
取
り
壊
す

古
い
家
の
建
具
や
煤す

す

竹
な
ど
を
入
手
し
加
工
し
ま
す
。

イ ン タ ビ ュ ー

❻
有田訪問記-2

1960年	 佐賀県有田町に生まれる
1978年	 佐賀県有田工業高校デザイン科卒業
1982年	 水墨画家・金武自然先生に6年間師事
1985年	 水墨画の濃淡を活かした染付の器の制作を始める
1995年	 東京・青山にて初個展　以来、全国各地にて個展開催
2004年	 ニューヨークにて海外初個展
2014年	 有田の作家として初めて渋谷の黒田陶苑で個展開催

陶芸

 岩永  浩
I w a n a g a  H i r o s h i
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少
数
で
す
が
他
に
も
一
人
で
器
づ
く
り
を
し
て
い
る
作
家
が
い

て
、
情
報
交
換
を
し
て
励
み
に
し
て
い
ま
す
。

︱
︱
実
家
の
家
業
を
継
い
だ
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
か
。

　

父
親
は
ロ
ク
ロ
で
成
形
し
納
め
る
素き

地じ

職
人
で
し
た
。
家
に
窯

は
な
く
、
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
の
道
に
進
む
つ
も
り
で
し
た

が
、
中
学
の
と
き
父
が
急
に
窯
を
作
っ
た
ん
で
す
。
将
来
的
に
、

父
が
成
形
し
て
私
が
絵
付
け
を
す
る
構
想
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
と

こ
ろ
が
直
後
に
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
が
あ
り
、
す
ぐ
に
家
業
を
手
伝

わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
訳
で
す
。

　

も
と
も
と
周
囲
に
は
窯
跡
な
ど
が
い
っ
ぱ
い
あ
り
、
子
供
の
頃

か
ら
陶
片
を
拾
う
の
が
好
き
で
し
た
。
工
房
内
で
粘
土
の
カ
ス
を

拾
っ
て
動
物
を
作
っ
た
り
、
父
が
ロ
ク
ロ
を
挽
く
の
を
見
た
り
し

て
い
ま
し
た
。
仕
事
が
速
く
て
、
粘
土
が
シ
ュ
ッ
と
締
ま
っ
て
器

の
形
に
な
る
の
は
か
っ
こ
い
い
な
と
思
い
ま
し
た
。
な
の
で
、
自

然
に
こ
の
世
界
に
入
っ
て
い
っ
た
感
は
あ
り
ま
す
。

︱
︱
水
墨
画
の
技
法
が
特
徴
で
す
が
、
モ
チ
ー
フ
は
ど
の
よ
う
に

し
て
選
ぶ
の
で
す
か
。

　

モ
チ
ー
フ
は
日
本
古
来
の
模
様
、
中
で
も
山
水
文
様
や
動
植
物

の
絵
が
多
い
で
す
が
、
そ
れ
ら
だ
け
で
は
飽
き
て
し
ま
う
の
で
、

街
で
見
た
現
代
の
意
匠
や
カ
メ
ラ
で
撮
影
し
た
も
の
な
ど
が
ア
イ

デ
ア
の
源
泉
と
な
り
ま
す
。
絵
を
描
き
な
が
ら
次
の
ア
イ
デ
ア
を

考
え
る
と
い
う
感
じ
で
す
。
金
武
自じ

然ね
ん

先
生
に
習
っ
た
水
墨
画
の

技
法
を
活
か
せ
た
の
も
、
一
人
窯
で
、
従
来
の
路
線
に
縛
ら
れ
ず

新
し
い
表
現
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
き
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
器
の
模
様

と
し
て
規
格
は
ず
れ
な
も
の
が
、
そ
の
躍
動
感
や
品
格
を
失
う
こ

と
な
く
、現
代
の
食
卓
の
器
と
し
て
バ
ラ
ン
ス
良
く
仕
上
が
る
と
、

私
の
中
に
ひ
と
つ
の
達
成
感
が
生
ま
れ
ま
す
。

︱
︱
問
屋
を
通
さ
ず
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
や
デ
パ
ー
ト
に
自
分
で
直
接

売
り
込
ん
だ
そ
う
で
す
ね
。

　

私
の
器
の
魅
力
を
理
解
し
て
く
れ
る
人
に
は
、
な
る
べ
く
安
い

価
格
で
手
に
し
て
欲
し
い
か
ら
で
す
。
東
京
の
デ
パ
ー
ト
の
イ
ベ

ン
ト
で
絵
付
け
の
実
演
を
頼
ま
れ
上
京
し
た
際
に
、
作
品
を
持
っ

て
あ
ち
こ
ち
に
売
り
込
み
に
い
き
ま
し
た
。
今
で
も
東
京
の
個
展

で
の
お
客
さ
ま
が
一
番
が
多
い
で
す
。

　

あ
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
ご
主
人
に
『
売
れ
る
と
絶
対
に
真
似
す
る

人
が
出
て
く
る
よ
』
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
絵
柄
は
真
似

で
き
て
も
、
制
作
工
程
や
材
料
は
簡
単
に
真
似
で
き
な
い
で
し
ょ

う
。
作
る
人
間
の
ス
ピ
リ
ッ
ト
も
違
い
ま
す
。
私
の
フ
ァ
ン
は
そ

の
違
い
が
わ
か
る
人
た
ち
だ
と
確
信
し
て
い
ま
す
。

聞き手：上野由美子（左）
古代オリエントガラス研究家。
UCL（ユニヴァーシティ・カレッジ・
ロンドン）考古学研究所在籍中。
2012年国際日本伝統工芸振興会
の評議員。ARTP副団長として
王家の谷発掘プロジェクトに参加
（1999年〜2002年）。聖心女子大
学卒業論文	『ペルシアガラスに
おける円形切子装飾に関する考
察』、修士論文『紀元前2000年紀
に於けるコア・ガラス容器製作の
線紋装飾に関する考察』ほか、執
筆・著書多数。

パーク内に展示された1900年パリ万博出展の大花瓶の前で、深川一太
社長（右から3人目）、深川惠以子取締役（左端）と取材チーム。大花瓶
は世界を驚かせた華やかさと同時に、ロクロ成形でありながら下に向かっ
て細くすぼめた形状になっている点も特徴で、技術的にも難しい。

ヨーロッパに衝撃を与えた有田を代表する窯元
宮内庁御用達の深川製磁を訪問
　深川製磁株式会社は1894年（明治27年）香蘭社から分かれ
て設立された。初代社長の深川忠次氏は1900年のパリ万国博
覧会で金賞を受賞後、ロンドン、パリ、ハンブルク、ミラノなど
に代理店を設立した。独自の有田様式は欧州各国の陶磁器を
圧倒。その作風は深川スタイルと呼ばれ、透き通るような青い
染付はフカガワブルーとして流通していった。
　1910年に宮内省（現宮内庁）御用達を拝命。一見華やかな仕
事に思われがちだが、何十年も前に納めた食器を、形も柄も寸
分違わぬよう追加で制作できるような、地味だが高い技術の継
承が職人たちには求められている。
　現在はより一層ブランドを深化させるために、異文化とのコラ
ボレーションという新しい挑戦を開始している。2005年にはミ
ラノ・スタジオがオープン。場所はデザイナーやスタイリッシュ
な若者で賑わうブレラ。スタジオの総合プロデューサーでデザ
イナーでもある深川惠以子取締役・芸術部長のインスタレーショ
ンや特別企画展は人気を博している。
　本社敷地内にあるチャイナ・オン・ザ・パークでは、展示の
他に、大人気の夏休み陶芸教室が毎年開催され、多くの親子
が参加。取材チームも体験してみたが出来は……。
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わ
う

提供：FLAネットワーク協会
一般社団法人FLAネットワーク協会では、
食生活アドバイザーⓇ検定を通して、正しい
食事を生活とともに提案し、適切な助言や
指導ができる食生活の専門家を育成してい
ます。また、様々な面で優れている和食の
見直しと普及にも力を注いでいます。
お問合せは▶TEL 0120-86-3593

冬
瓜
（
と
う
が
ん
）

「
冬
瓜
」
と
書
き
ま
す
が
、
７
～
９
月
の
夏
季
が
旬
。

冬
ま
で
保
存
で
き
る
の
で
こ
の
名
前
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

利
尿
効
果
が
高
い
カ
リ
ウ
ム
を
豊
富
に
含
み
、
余
分
な
水
分
を
体
外
に
出
す
の
で
、

む
く
み
、
ほ
て
り
、
暑
気
あ
た
り
の
解
消
に
も
有
効
で
す
。

多
く
含
ま
れ
る
栄
養
素
は
、
カ
ル
シ
ウ
ム
と
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
。

血
圧
の
調
整
や
血
糖
を
正
常
に
す
る
作
用
が
あ
り
、
高
血
圧
や
糖
尿
病
の
予
防
が
期
待
で
き
る
う
え
に
、

低
カ
ロ
リ
ー
な
の
で
、
肥
満
防
止
に
も
な
る
と
い
う
頼
も
し
い
食
材
で
す
。

冷
た
く
て
も
温
か
く
て
も
美
味
し
い
冬
瓜
の
ス
ー
プ
で
す
が
、

９
月
の
声
を
聞
い
た
な
ら
、
滋
養
を
考
え
て
温
か
い
ス
ー
プ
を
お
勧
め
。

ク
ー
ラ
ー
の
影
響
で
、
夏
期
で
も
意
外
と
体
の
芯
は
冷
え
て
い
る
人
が
多
い
の
で
す
。

体
が
冷
え
た
ま
ま
だ
と
免
疫
力
が
低
下
し
ま
す
。

冬
瓜
は
体
を
冷
ま
す
食
べ
物
の
代
表
で
す
が
、
熱
を
加
え
る
と
陽
性
（
温
め
る
性
質
）
に
転
化
し
ま
す
。

冬
瓜
の
身
は
あ
っ
さ
り
と
し
た
味
な
の
で
、
エ
ビ
、
カ
ニ
、
鶏
肉
な
ど
の
ス
ー
プ
で
薄
味
に
調
味
し
ま
し
ょ
う
。

生
姜
を
加
え
て
、
く
ず
粉
で
と
ろ
み
を
つ
け
れ
ば
、
消
化
吸
収
が
良
く
な
り
、

冷
え
た
体
の
血
行
を
促
進
し
、
疲
労
回
復
を
後
押
し
し
て
く
れ
ま
す
。

日本文化は自然や季節と寄り添うことで育まれてきました。忘れがちな「旬」の味わいをお届けします。 9月 旬
◆冬瓜の滋養スープ
＊体を温めるエビを合わせて、夏に疲
れた胃腸にも優しく、心もホッとなご
ませるスープにしてみましょう。

〈材料／2人分〉
冬瓜…………………… 120ｇ（正味）
ムキエビ（鶏肉でも可） ……… 80ｇ
シメジ……………………… 1/6パック
オクラ……………………………… 2本
ショウガ…………………………… 1片
くず粉（片栗粉でも可） ………… 大1

《だし汁》
昆布だし…………………………300ml
酒…………………………………… 大1
薄口しょうゆ……………………… 小2
みりん……………………………… 小1

〈作り方〉
① 冬瓜の皮を器にするために、皮を１

cm程度残して、スプーンなどで身
を取り出す。

② 冬瓜の身は食べやすい大きさに切
り、水から茹でて、竹串がスッと通
るくらいの柔らかさになったら、ザ
ルにあげる。

③ 昆布だしに調味料を入れただし汁
に、冬瓜、エビ、シメジを入れ５分
ほど煮る。

④ オクラは塩もみした後、色よく茹で
て、輪切りにする。

⑤ ショウガは薄く千切りして、針ショ
ウガを作る。

⑥ ③の鍋にショウガを加えて混ぜ、そ
の上から、同量の水で溶いたくず粉
を回し入れ、とろみをつける。

⑦ ④のオクラを散らし入れて、冬瓜の
皮の器に盛る。
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