
散歩に出かけたい！
春日部パブリックアート

ア
ー
ト
が
息
づ
き
、

文
化
を
生
み
出
す
ま
ち
。
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［
彫
刻
家
］加
藤 

豊
さ
ん

１
９
４
８
年
、山
形
県
生
ま
れ
。85
年
、第
39
回
二
紀

展
で
宮
本
三
郎
賞
受
賞
。86
年
、二
紀
会
委
員
と
な

る
。89
年
、第
43
回
二
紀
展
で
文
部
大
臣
賞
受
賞
。

２
０
０
１
年
、ニ
紀
会
退
会
。現
在
無
所
属
。日
本
美

術
家
連
盟
会
員
。日
本
美
術
専
門
学
校
校
長
。か
つ

て
春
日
部
市
に
在
住（
現
在
さ
い
た
ま
市
在
住
）。

2

以
上
が
集
ま
っ
て
い
る
。ま
ち
が
ち
ょ
っ
と
し
た
屋

外
美
術
館
の
よ
う
だ
。

　

き
っ
か
け
は
平
成
元（
1
9
8
9
）年
の「
ふ
る

さ
と
創
生
事
業
」。市
で
は
事
業
の
実
施
に
あ
た
っ

て
市
民
に
ア
イ
デ
ア
を
公
募
。こ
れ
を
も
と
に
市

が「
彫
刻
の
あ
る
街
づ
く
り
―
ア
ー
ト
・
ア
メ
ニ

テ
ィ
構
想
―
」を
ま
と
め
た
。こ
の
構
想
に
基
づ

き
、著
名
な
彫
刻
家
の
作
品
が
次
々
と
春
日
部

の
ま
ち
に
や
っ
て
き
た
の
だ
。

　

で
は
、早
速
、作
品
を
見
て
い
こ
う
。

　

ま
ず
は
、春
日
部
駅
の
東
口
周
辺
。こ
こ
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
表
情
を
持
つ
彫
刻
が
並
ん
で
い
る
。

東
口
か
ら
延
び
る
ブ
ロ
ン
ズ
通
り
に
あ
る「
お
で

か
け
」。正
装
し
て

春
日
部
駅
の
方

へ
向
い
て

出
か
け
よ

う
と
す
る

ウ
サ
ギ
の
彫
刻
は
、子
ど
も
た
ち
か
ら
も
人
気
が

高
い
。そ
の
近
く
に
あ
る
の
は「
旅
人
・
樹
陰
」。す

ら
っ
と
し
た
旅
人
が
本
物
の
木
の
下
で
く
つ
ろ
い

で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
「
こ
の
作
品
は
パ
ー
ツ
の
ひ
と
つ
ず
つ
を
溶
接
し

な
が
ら
直
に
く
っ
つ
け
て
い
る
の
が
特
徴
。作
者
の

池
田
宗
弘
氏
が
始
め
た
頃
は
ま
だ
珍
し
い
方
法

だ
っ
た
で
し
ょ
う
。ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展（
無
鑑
査
、

自
由
出
品
の
美
術
展
）が
流
行
し
た
当
時
、彼
は

ス
タ
ー
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
」と
加
藤
さ
ん
。

　

公
園
橋（
西
）交
差
点
近
く
の「
あ
の
ね
」は
、糸

電
話
で
遊
ん
だ
遠
い
日
の
ひ
と
こ
ま
を
モ
チ
ー
フ

に
し
た
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
作
品
。

　

ほ
か
に
こ
の
近
辺
に
あ
る「
詩
想
」「
煌こ

う

」な
ど
も

見
逃
せ
な
い
。

　
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ー
ト
の
多
い
ま
ち
は
国
内
に

何
か
所
か
あ
り
ま
す
。し
か
し
、春
日
部
駅
周
辺

ほ
ど
、有
名
な
彫
刻
家
の
作
品
が
一
堂
に
集
ま
っ

て
い
る
ま
ち
は
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
」

　

加
藤
さ
ん
が
語
る
よ
う
に
、春
日
部
駅
の
東
口

周
辺
や
古
利
根
公
園
橋
、市
民
文
化
会
館
周
辺

や
西
口
周
辺
な
ど
、駅
か
ら
歩
い
て
行
け
る
距
離

に
日
本
屈
指
の
彫
刻
家
た
ち
に
よ
る
作
品
20
点

「
彫
刻
の
あ
る
街
づ
く
り
」を
機
に

ア
ー
ト
が
ま
ち
に
や
っ
て
き
た

春
日
部
の
ま
ち
か
ど
に
数
多
く
点
在
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ー
ト
。市
と
ゆ
か
り
の
深
い
彫
刻
家
・
加
藤
豊
さ
ん
が
鑑
賞
の
ポ
イ
ン
ト
を
案
内
。

江
戸
時
代
、宿
場
町
と
し
て
栄
え
た
春
日
部
に
は
、往
時
を
偲
ぶ
商
家
も
残
さ
れ
て
い
る
。歴
史
を
感
じ
、ア
ー
ト
を
楽
し
み
な
が
ら
、

立
ち
寄
り
た
い
、お
い
し
い
お
店
も
紹
介
。歩
い
て
、見
て
、触
っ
て
、味
わ
っ
て
…
、春
日
部
の
ま
ち
を
ま
る
ご
と
楽
し
も
う
！
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さ
ま
ざ
ま
な
表
情
を
持
つ

彫
刻
に
注
目
を

煌（こう）
森田 やすこ

春日部駅周辺ほど
多くの彫刻が凝縮したまちを
見たことがありません

春日部情報発信館
ぷらっとかすかべ
まちの情報は、ここで入手できる。
レンタルサイクル、凧づくり体験も
ある。「クレヨンしんちゃん絵はがき
セット」は要チェック！

散
歩
に
出
か
け
た
い
！

春
日
部
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ー
ト

アートなまちへ
ようこそ
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　 御菓子司 春日部 青柳
創業115年の老舗和菓子店。素材のお
いしさを大切にした季節感あるお菓
子の店。彫刻「おでかけ」をモチーフに
した「彩月」は風味豊かな焼き菓子。

　 おづつみ園 本店
春日部内牧に茶園を持ち、日本茶の
栽培から販売までを手がける。宿場
町にちなんだ「伝承銘茶 粕壁宿」は、
全国から注文が入る人気の銘茶。
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神話ll神話Ⅱ
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上／あのね　廣嶋 照道　下／旅人・樹陰　池田 宗弘 詩想　綿引 道郎　

おでかけ
藤原 吉志子

2 1
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春
日
部
駅
か
ら
徒
歩
5
分
の
と
こ
ろ
に
位

置
す
る
古
利
根
公
園
橋
。市
制
30
周
年
の
記

念
事
業
と
し
て
造
ら
れ
た
、日
本
で
初
め
て

の
橋
上
公
園
だ
。シ
ラ
コ
バ
ト
を
デ
ザ
イ
ン
し

た
風
見
鶏
や
、市
の
特
産
品
で
あ
る
麦
わ
ら

帽
子
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
ア
ー
チ
が
目
を
引
く
。

「
彫
刻
の
あ
る
街
づ
く
り
」の
中
核
を
担
う
青

銅
製
の
人
物
像
5
作
品
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
一
つ
が
、日
本
屈
指
の
彫
刻
家
・
佐
藤

忠
良
氏
に
よ
る「
ジ
ー
ン
ズ
・
夏
」だ
。

　
「
こ
の
作
品
は
、足
組
の
仕
方
や
腰
に
手
を

当
て
て
三
角
形
の
空
間
を
作
っ
て
い
る
と
こ
ろ

に
う
ま
さ
が
あ
る
。奥
行
き
や
横
の
空
間
を

上
手
に
出
そ
う
と
し
た
の
で
す
。彫
刻
で
特

に
難
し
い
と
さ
れ
る
、土
踏
ま
ず
や
ア
キ
レ
ス

腱
も
き
れ
い
に
仕
上
が
っ
て
い
ま
す
。そ
れ
で

い
て
、わ
ざ
と
お
腹
に
肉
を
つ
け
、完
璧
で
な

い
人
間
ら
し
さ
を
表
現
し
て
い
ま
す
。佐
藤

忠
良
氏
の
す
ご
い
と
こ
ろ
は
、遠
く
か
ら
見
て

も
、佐
藤
作
品
と
わ
か
る
と
こ
ろ
。そ
れ
が
、

彫
刻
の
上
手
い
人
た
る
所
以
だ
と
思
い
ま
す
」

　

佐
藤
作
品
と
対
照
的
な
の
が
、日
本
を
代
表

す
る
彫
刻
家
・
舟
越
保
武
氏
の「
茉ま
つ

莉り

か花
」だ
。

古
利
根
公
園
橋
周
辺
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　 栃惣
昭和27（1952）年の創業。保存料や添
加物を使わず、厳選した国産米と水だ
けの生地から作られた「栃惣せんべ
い」は、一度は試したい味わい。

　 丸八酒店の蔵
創業は江戸時代末期にさかのぼる歴
史ある酒屋。美しい蔵を有する。藤の
花から採取した花酵母を使った焼酎

「かすかべ藤乃彩」を購入できる。

　 光苑
全国からあげグランプリ4年連続金賞
の「海鮮からあげ」は、海鮮のうまみが
ギュッと詰まったおいしさ。散歩途中
の腹ごしらえに寄りたい。

上／夏　桑原 巨守　下／フォーム　千野 茂

月に吠える　手塚 登久夫

秀
逸
な
彫
刻
が
ず
ら
り
と

揃
う
古
利
根
公
園
橋

遠くから見ても
「あの人の作だ」とわかる

作品には力がある

123

ジーンズ・夏　佐藤 忠良
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「
横
か
ら
見
る
と
少
し
前
傾
し
て
い
る
の
が

わ
か
り
ま
す
。立
体
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
き

る
こ
と
で
す
。い
わ
ゆ
る
観
音
様
の
作
り
方
と

同
じ
で
す
。観
音
様
の
前
に
立
っ
て
、ぱ
っ
と
見

上
げ
る
と
目
が
合
い
ま
す
。『
茉
莉
花
』も
同

じ
効
果
を
狙
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。乳
房
も

お
茶
碗
を
ひ
っ
く
り
か
え
し
た
よ
う
な
形
で
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
人
間
味
が
な
い
。佐
藤

作
品
が
人
間
的
で
あ
る
一
方
、舟
越
作
品
は
宗

教
的
な
雰
囲
気
が
あ
る
と
い
え
ま
す
」

　

ま
た
、「
茉
莉
花
」の
並
び
に
は
、腰
か
け
た

女
性
が
足
元
に
手
を
伸
ば
し
て
い
る「
フ
ォ
ー

ム
」が
あ
る
。有
機
的
な
フ
ォ
ル
ム
の
中
に
生

命
の
鼓
動
を
表
現
し
て
い
る
作
品
だ
。

　

同
じ
公
園
内
の「
夏
」や「
思
い
出
」、公
園
近

く
の「
月
に
吠
え
る
」「
記
念
撮
影
―
風
が
―
」

な
ど
、ほ
か
に
も
力
作
が
揃
う
。

　 東屋田村本店
旧商家の構えを今に伝える「東屋田村
本店」の前には日光道中の道しるべが
ある。天保5（1834）年のもので、日光、江
戸、岩槻の3方面が刻まれている。

　 永嶋庄兵衛商店
慶長年間（1596～1615年）に玄米問屋と
して創業した。瓦屋根の上部中央に魔除
けの鍾馗（しょうき）様が飾られている。

茉莉花　舟越 保武

上／思い出　山本 正道　下／記念撮影－風が－　峯田 敏郎

人
間
的
か
宗
教
的
か

彫
刻
の
違
い
は
造
形
で
見
分
け
る
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市
民
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平成26年9月26日、市民ボ
ランティア8人が4体の彫刻
を清掃。参加したボランティ
アの一人、三橋正行さん（大
学生）は「直に彫刻に触れる
機会はないのでいい経験に
なった。きれいになってうれ
しい」と語った。

市民ボランティアが
磨き上げ、
ぴかぴかに変身

　 むら山
産地にこだわり吟味した素材で作る菓子
に定評がある。全日本和菓子大賞を受賞
した経歴を持つ「梅若塚」はお土産にも
喜ばれそう。

上／巣立ち　加藤 豊　下／瑶韻　一色 邦彦 神話Ⅱ　加藤 豊

彫刻の鑑賞は
洋服選びと同じ。
気楽に楽しもう

1
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表
現
活
動
を
し
て
い
ま
し
た
が
、ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
、鳩
の
作
品
の
ほ
う
が
有
名
。普
通
、彫

刻
は
粘
土
を
乾
か
さ
な
い
よ
う
に
し
て
作
り
、

表
面
を
な
め
ら
か
に
し
ま
す
。と
こ
ろ
が
、彼

は
あ
え
て
乾
き
か
け
た
硬
い
粘
土
で
作
っ
た
。

だ
か
ら
、作
品
に
ご
つ
ご
つ
し
た
量
感
が
出
て
、

そ
れ
が
持
ち
味
に
な
っ
て
い
ま
す
」

　

市
民
文
化
会
館
周
辺
に
は
、ほ
か
に
も

「
瑶よ
う
い
ん韻

」「
巣
立
ち
」「
小
さ
い
花
」「
風
の
門
」

な
ど
、個
性
的
な
作
品
が
揃
っ
て
い
る
。

　
「
春
日
部
に
は
い
ろ
ん
な
種
類
の
彫
刻
が
あ

り
ま
す
。鑑
賞
の
仕
方
に『
こ
う
見
な
く
ち
ゃ

い
け
な
い
』と
い
う
決
ま
り
は
な
い
。フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
と
一
緒
。緑
色
が
好
き
な
ら
、誰
が
何

と
言
っ
て
も
緑
色
の
服
を
選
ぶ
で
し
ょ
う
。春

日
部
の
ま
ち
を
歩
い
て
、自
分
の
お
気
に
入
り

の
彫
刻
を
見
つ
け
て
く
だ
さ
い
」

　

市
民
文
化
会
館
周
辺
に
は
印
象
的
な
作

品
が
点
在
す
る
。同
会
館
の
入
り
口
前
に
あ
る

「
神
話
Ⅱ
」は
、ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
登
場
す
る
レ

ダ
が
ゼ
ウ
ス
の
胸
に
今
ま
さ
に
飛
び
込
も
う
と

し
て
い
る
一
瞬
を
と
ら
え
た
作
品
。3
m
20㎝
も

の
高
さ
が
あ
り
、市
内
の
彫
刻
の
中
で
も
随
一

の
イ
ン
パ
ク
ト
を
放
つ
。今
回
の
案
内
役
・
加
藤

豊
さ
ん
の
手
に
よ
る
も
の
だ
。

　
「『
ど
う
や
っ
て
作
っ
た
の
』と
よ
く
聞
か
れ

ま
す
。実
は
、F
R
P
と
い
う
素
材
を
使
っ
て

お
り
、上
の
レ
ダ
と
下
の
ゼ
ウ
ス
は
別
々
に

作
っ
て
い
ま
す
。設
置
す
る
と
き
に
溶
接
し
て

い
る
の
で
す
。塗
り
込
ん
で
い
る
の
で
、見
て
も

わ
か
り
ま
せ
ん
が
、手
の
上
の
ほ
う
で
2
体
に

分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」

　

中
央
図
書
館
の
入
口
付
近
に
あ
る「
道
標
・

鳩
」は
、「
東
洋
の
ロ
ダ
ン
」と
い
わ
れ
た
朝
倉
文

夫
に
師
事
し
た
柳
原
義
達
氏
の
作
品
。

　
「
柳
原
義
達
氏
は
女
性
の
像
や
鳩
の
作
品
で

ご
つ
ご
つ
し
た
表
面
は

硬
い
粘
土
で
作
っ
て
い
る
証
拠

鑑
賞
の
仕
方
に
決
ま
り
は
な
い

好
き
な
作
品
を
見
つ
け
よ
う

西

口

周

辺

K
A

S
U

K
A

B
E

 
P

U
B

L
I

C
 

A
R

T

市役所の庁舎正面にある「大
空」は、市の鳥、ユリカモメが
モチーフ。東西ふれあい通り
西 口 公 園 に ある「 道 程 」は 、
ちょっと足を止めて自分を見
つめる時間を持ってほしい、と
いう思いが込められている。

春日部市役所周辺にある
趣きある作品群

右／ 道程　伊藤 正人
左／ 大空　加藤 豊

小さい花　黒川 晃彦 道標・鳩　柳原 義達

風の門　峯田 義郎

1

2
3

5
4

商工振興
センター
商工振興
センター

春日部駅

2

1

1

東武スカイツリーライン

東武アーバンパークライン

かすかべ大通りかすかべ大通り

ぷらっと
かすかべ
ぷらっと
かすかべ

夏夏

東口

N

大落古利根川

古利根
公園橋
古利根
公園橋

市民文化
会館

市民文化
会館百貨店百貨店

春日部市郷土資料館春日部市郷土資料館

中央
図書館
中央

図書館

ジーンズ・夏ジーンズ・夏

月に吠える月に吠える記念撮影
－風が－
記念撮影
－風が－

フォームフォーム

思い出思い出
茉莉花茉莉花

N

公園橋（西）

東武スカイツリー

東武アーバンパークライン

東武アーバンパークライン

東武スカイツリーライン 東口

ぷらっとかすかべぷらっとかすかべ

詩想詩想 あのねあのね

旅人・樹陰旅人・樹陰

煌（こう）煌（こう）

N

東口

春日部駅
東武スカイツリーライン

東口

春日部駅

商工振興
センター
商工振興
センター

かすかべ大通り

かすかべ大通り

公園橋（西）

公園橋（西）

文化会館前

粕壁小

かすかべ大通り

かすかべ大通り

おでかけおでかけ

春日部駅

ぷらっと
かすかべ
ぷらっと
かすかべ

東武アーバンパークライン

瑶韻瑶韻

風の門風の門

道標・鳩道標・鳩

P6-7 MAP

P2-3 MAP

P4-5 MAP

神話ll神話Ⅱ

小さい花小さい花
巣立ち巣立ち



春日部のまちと

アート鼎談

［ 彫刻家 ］ 加藤 豊さん
1948年生まれ。72年第4回日展入選（以降76
年まで連続入選）。神話的な女性像や愛くるし
い子どもの彫刻作品を作ることで知られる。日
本を代表する彫刻家の一人。

［ 漆芸家 ］ 増村 紀一郎さん
1941年生まれ。東京藝術大学大学院修了。同
大学名誉教授。紫綬褒章受章。重要無形文化
財保持者（人間国宝）。2010年よりかすかべ親
善大使。第9回春日部市美術展覧会審査員長。

［ フレスコ画家 ］ 金森 良泰さん
1946年生まれ。東京藝術大学大学院壁画科
修了。千葉大学教育学部教授を経て、現在は、
創作活動を続ける傍ら、春日部市教育委員会
委員を務める。紺綬褒章受章。第9回春日部市
美術展覧会審査副員長。
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─
春
日
部
の
ま
ち
の
印
象
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

増
村　

藝
大
に
勤
め
て
い
た
と
き
、大
学
の
あ
る

東
京
か
ら
春
日
部
に
戻
っ
て
き
て
、駅
の
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
で
深
呼
吸
す
る
と
空
気
の
お
い
し
さ
が
わ

か
り
ま
し
た
。「
あ
ー
、春
日
部
に
住
ん
で
い
て
よ
か
っ

た
な
」と
思
っ
た
も
の
で
す
。東
口
に
は
彫
刻
が
並
ん

で
い
て
文
化
的
に
も
い
い
。

加
藤　

確
か
に
春
日
部
駅
東
口
は
宿
場
町
の
面
影
も

あ
っ
て
い
い
し
、駅
周
辺
の
モ
ダ
ン
さ
と
、少
し
離
れ

た
田
園
の
風
景
の
バ
ラ
ン
ス
も
と
て
も
い
い
で
す
ね
。

金
森　

市
で
は
、小
中
学
生
を
対
象
に
、「
未
来
の
春

日
部
」を
テ
ー
マ
に
し
た
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
を
開
催
し

て
い
る
の
で
す
が
、応
募
者
の
2
～
3
割
は
春
日
部

駅
を
モ
チ
ー
フ
に
出
品
し
て
く
る
。駅
周
辺
へ
の
関
心

が
高
い
ん
で
す
ね
。

加
藤　

都
心
部
か

ら
の
ア
ク
セ
ス
も

よ
く
な
っ
て
い
ま
す

よ
ね
。今
後
も
人
の

流
れ
が
ず
い
ぶ
ん

変
わ
っ
て
く
る
の
で

し
ょ
う
ね
。

増
村　

か
な
り
便
利
に
な
る
で
し
ょ
う
。た
だ
、春
日

部
の
魅
力
を
も
っ
と
上
げ
る
の
は
景
観
デ
ザ
イ
ン
、つ

ま
り
ア
ー
ト
だ
と
思
い
ま
す
。

金
森　

今
も
春
日
部
に
は「
首
都
圏
外
郭
放
水
路
」、

通
称「
地
下
神
殿
」と
い
う
、ア
ー
ト
と
い
っ
て
い
い
素

晴
ら
し
い
場
が
あ
る
。

増
村　

あ
れ
は
い
い
で
す
ね
。世
界
に
誇
れ
る
。街
中

で
い
え
ば
、現
状
、春
日
部
駅
東
口
の
景
観
は
良
い
の

で
、西
口
を
も
っ
と
お
し
ゃ
れ
に
し
た
い
。

加
藤　

西
口
に
も
少
し
ず
つ
彫
刻
が
増
え
て
き
て
は

い
ま
す
よ
ね
。

増
村　

そ
う
い

う
意
味
で
は
、

西
口
側
で
着
々

と
建
設
が
進
ん

で
い
る
新
市
立

病
院
の「
ホ
ス
ピ
タ
ル
ア
ー
ト
」の
検
討
が
ひ
と
つ
の

き
っ
か
け
と
な
っ
て
、ま
ち
が
変
わ
る
と
い
い
で
す
ね
。

─
ホ
ス
ピ
タ
ル
ア
ー
ト
は
、ア
ー
ト
の
力
で
病
院

環
境
を
癒
し
の
場
に
整
え
る
試
み
で
す
ね
。

増
村　

そ
う
で
す
。ホ
ス
ピ
タ
ル
ア
ー
ト
の
先
進
国
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
病
院
で
は
、建
築
費
の
1
パ
ー
セ
ン

ト
を
ア
ー
ト
に
使
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
、ア
ー
ト
の
効

果
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

─
春
日
部
の
ホ
ス
ピ
タ
ル
ア
ー
ト
の
検
討
は
ど
こ

ま
で
進
ん
で
い
る
の
で
す
か
？

増
村　

ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
、す
で
に
採
用
し
て

い
る
他
の
病
院
へ
の
視
察
な
ど
勉
強
の
段
階
で
す
。

─
ど
ん
な
作
品
が
飾
ら
れ
る
の
で
す
か
。

加
藤　

今
、具
体
的
な
検
討
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

増
村　

固
定
す
る
の
で
は
な
く
、い
ろ
ん
な
方
の
作

品
を
飾
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

金
森　

病
院
に
は
今
ま
で
ア
ー
ト
に
興
味
の
な
か
っ

た
人
も
や
っ
て
く
る
。そ
う
い
う
人
に
ア
ー
ト
を
見

て
も
ら
っ
て
、「
あ
っ
、ア
ー
ト
っ
て
い
い
な
。美
術
館

に
行
っ
て
み
よ
う
か
な
」と
感
じ
て
も
ら
い
た
い
で
す

ね
。ア
ー
ト
は
特
別
だ
け
ど
、特
別
じ
ゃ
な
い
。心
を

豊
か
に
す
る
も
の
。も
っ
と
普
通
に
生
活
の
中
に
あ
っ

て
い
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
。

加
藤　

若
い
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
の
発
表
や
育
成
の

場
と
し
て
も
活
用
で
き
ま
す
ね
。

金
森　

そ
う
そ
う
。春
日
部
市
美
術
展
覧
会（
市
展
）

の
入
賞
作
品
を
借
り
て
、順
番
に
展
示
す
る
の
も
い

い
で
す
よ
ね
。

増
村　

そ
れ
は
あ
り
ま
す
。市
展
は
、市
民
の
方
々

が
作
品
を
作
っ
て
応
募
し
ま
す
。自
分
の
作
品
を
見

て
も
ら
う
こ
と
で
、「
昨
日
よ
り
今
日
。今
日
よ
り
明

日
。明
日
よ
り
来
年
」と
自
分
自
身
の
向
上
に
つ
な
が

り
、生
き
が
い
に
も
な
る
。

金
森　

生
き
が
い
は
長
生
き
に
つ
な
が
り
ま
す
ね
。

加
藤　

20
年
く
ら
い
前
、市
が
主
催
す
る
教
室
で
教

え
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。当
時
の
生
徒
さ
ん
が
、市
展

に
出
品
し
て
い
て
驚
き
ま
し
た
。み
な
さ
ん
、元
気
に

頑
張
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

増
村　

そ
う
で
す
か
。今
、市
展
の
出
品
者
の
平
均

年
齢
は
60
歳
を
超
え
て
い
ま
す
。市
展
の
入
賞
作
品

を
市
立
病
院
に
展
示
す
る
こ
と
で
、ア
ー
ト
に
関
心

を
持
つ
人
や
、自
分
で
作
品
を
作
ろ
う
と
い
う
人
が

増
え
る
か
も
し
れ
な
い
。ア
ー
ト
に
は
新
た
な
生
き

が
い
を
生
み
出
す
可
能
性
が
あ
り
ま
す
ね
。新
し
い

市
立
病
院
は
、医
療
と
ア
ー
ト
の
役
割
の
両
輪
で
、市

民
の
健
康
を
守
る
病
院
に
な
り
そ
う
で
す
。

金
森　

ま
ち
で
気

軽
に
ア
ー
ト
に
触

れ
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
、市
民
の
心
に
ゆ

と
り
や
潤
い
が
生

ま
れ
、ま
ち
の
イ
メ
ー
ジ
も
高
ま
り
ま
す
。

増
村　

そ
う
い
っ
た
芸
術
活
動
に
た
く
さ
ん
の
市

民
に
関
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。そ
の
意
味
で

は
、我
々
は
ア
ー
ト
の
種
を
ま
い
て
い
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。今
後
も
で
き
る
限
り
力
に
な
っ
て
い
き

た
い
で
す
。

多くの彫刻がまちを彩り、市展を開けば多くの作品が寄せられる春日部。
その一方で、「アートはちょっと敷居が高い」と感じている方もいるでしょう。
そこで、春日部とゆかりの深いアーティストの皆さんに
「春日部とアート」「アートとの接し方」についてお話を伺いました。

アートの力で元気で魅力的なまち、
春日部をつくっていきたい。

（

　
）

春
日
部
の
魅
力
を
よ
り

高
め
る
の
は
景
観
デ
ザ
イ
ン

（

　
）

心
を
豊
か
に
す
る
ア
ー
ト
が

暮
ら
し
の
中
に
も
っ
と
あ
っ
て
い
い

9



10

ど
ん
ぐ
り
が
風
に
落
と
さ
れ
こ
ろ
こ
ろ
り
ん

コ
ス
モ
ス
は
風
に
ふ
か
れ
て
お
ど
っ
て
る

や
き
い
も
は
今
が
し
ゅ
ん
だ
よ
ほ
っ
く
ほ
く

　

個
性
豊
か
な
こ
れ
ら
の
俳
句
は
、藤
塚
小
学
校

3
年
生
の
児
童
に
よ
る
作
品
。

　

藤
塚
小
学
校
は「
花
と
俳
句
と
実
り
の
学
校
」

を
テ
ー
マ
に
俳
句
の
授
業
を
取
り
入
れ
て
い
る
、

市
内
で
も
特
色
の
あ
る
小
学
校
だ
。

「理 科 の自然 観
察の後にも俳句
を詠ませていま
す」と千葉先生。

「
花
と
俳
句
と
実
り
の
学
校
」が

藤
塚
小
学
校
の
テ
ー
マ 藤塚小学校が取り組む俳句の

授業をレポート。みんな元気いっ
ぱいに上手な句を作っているよ！

藤塚小学校の教室から
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俳
句
の
授
業
は
、1
年
生
か
ら
6
年
生
ま
で
、

月
に
一
度
、そ
れ
ぞ
れ
国
語
の
授
業
の
枠
で
行

わ
れ
て
い
る
。時
間
内
に
一
人
一
句
を
作
る
の
が

ル
ー
ル
だ
。

　

全
校
児
童
の
句
が
集
ま
る
と
、市
内
の
俳
句
会

「
東
鳳
会
」の
小
山
愛
子
会
長
の
元
へ
届
け
ら
れ

る
。小
山
会
長
は
、同
校
の
元
P
T
A
で
、長
年
、

子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
俳
句
の
授
業
を
サ
ポ
ー
ト

し
て
い
る
の
だ
。届
い
た
句
に
目
を
通
し
て
、俳
句

仲
間
と
共
に
、各
ク
ラ
ス
の
優
秀
作
を
選
句
す
る
。

　

選
ば
れ
た
作
品
は
、校
内
の
特
別
な
場
所
に

貼
り
出
さ
れ
、「
小
山
愛
子
先
生
選
」と
し
て
学

校
だ
よ
り
に
も
掲
載
さ
れ
る
。選
句
が
あ
る
こ
と

で
、子
ど
も
た
ち
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
よ
り
高

ま
っ
て
い
る
。

市
内
の
俳
句
会
会
長
が

授
業
を
サ
ポ
ー
ト

　

俳
句
の
授
業
が
行
わ
れ
て
い
た
の
は
3
年
1

組
。テ
ー
マ
は「
9
月
」だ
。こ
の
日
は
小
山
会
長
が

指
導
に
か
け
つ
け
て
い
た
。

　

担
任
の
千
葉
博
子
先
生
が
、「
秋
の
季
語
で
9

月
に
ふ
さ
わ
し
い
の
は
何
で
す
か
」と
質
問
す
る

と
、「
く
り
」「
し
い
た
け
」「
月
見
」「
鈴
虫
」と
、子

ど
も
た
ち
が
元
気
に
答
え
る
。

　

わ
か
ら
な
い
季
語
が
出
て
く
る
と
、「
ど
ん
な
虫

だ
ろ
う
」「
ど
ん
な
鳴
き
方
を
す
る
か
な
」と
一
つ
ず

つ
み
ん
な
で
考
え
て
い
く
。ひ
と
通
り
季
語
を
出

し
終
え
る
と
、実
際
の
俳
句
作
り
に
取
り
か
か
る
。

1
分
も
し
な
い
う
ち
に
作
り
終
え
る
子
も
い
れ

ば
、指
を
折
っ
て
五
七
五
を
数
え
な
が
ら
じ
っ
く
り

考
え
る
子
も
い
る
。出
来
上
が
っ
た
句
に
対
し
て
、

千
葉
先
生
や
小
山
会
長
が
ア
ド
バ
イ
ス
。ど
の
子

も
最
終
的
に
は
し
っ
か
り
と
一
句
を
作
り
終
え
る
。

　

大
人
も
見
過
ご
し
て
し
ま
い
が
ち
な
日
本
の
四

季
を
、俳
句
を
通
し
て
て
い
ね
い
に
学
ん
で
い
く
授

業
だ
。

　

俳
句
の
授
業
は
子
ど
も
た
ち
か
ら
も
好
評
。

「
季
語
を
考
え
る
の
が
楽
し
い
」（
尾
花
慎
之
介
く

ん
）、「
五
七
五
と
組
み
合
わ
せ
を
考
え
る
の
が
好

き
」（
関 

遥
香
さ
ん
）、「
ど
ん
な
季
語
が
あ
る
の
か

知
っ
て
い
く
こ
と
が
う
れ
し
い
」（
田
中
彩
子
さ
ん
）

と
、俳
句
の
授
業
を
楽
し
ん
で
い
る
。

「
季
語
を
覚
え
る
の
が
楽
し
い
！
」

と
子
ど
も
た
ち
か
ら
も
大
好
評

出来上がった俳句を清書し、イラストを描き添えたら完成！

各クラスの優秀作品は、毎月校長室前の廊下に短冊にして掲示される。

組
。テ
ー
マ
は「

指
導
に
か
け
つ
け
て
い
た
。

出来上がった俳句を清書し、イラストを描き添えたら完成！出来上がった俳句を清書し、イラストを描き添えたら完成！出来上がった俳句を清書し、イラストを描き添えたら完成！



　

俳
句
は
才
能
で
は
な
く
て
、一
瞬
一
瞬
の

感
性
が
も
の
を
い
う
。だ
か
ら
、初
め
て
句

を
詠
ん
だ
人
が
特
選
に
選
ば
れ
る
こ
と
も

あ
れ
ば
、逆
に
先
生
ク
ラ
ス
で
も
選
ば
れ
な

い
こ
と
も
あ
る
。そ
こ
が
俳
句
の
面
白
い
と

こ
ろ
、と
小
山
会
長
は
言
う
。

　
「
た
し
か
に
そ
う
で
す
ね
。作
文
を
書
く

の
は
苦
手
だ
け
ど
、俳
句
は
得
意
と
い
う
子

も
い
ま
す
。勉
強
が
苦
手
な
子
も
含
め
、俳

句
は
す
べ
て
の
子
に
平
等
に
選
ば
れ
る
チ
ャ

ン
ス
が
あ
る
。選
ば
れ
れ
ば
、自
ず
と
自
信
に

つ
な
が
り
ま
す
」（
千
葉
先
生
）

　

藤
塚
小
学
校
で
は
、平
成
19（
2
0
0
7
）

年
か
ら
全
校
生
徒
の
句
を
載
せ
た
藤
塚
小

学
校
児
童
句
集「
笑
顔
い
っ
ぱ
い
」を
制
作
。

第
7
集
ま
で
発
行
し
て
い
る
。さ
ら
に
、平

成
24（
2
0
1
2
）年
に
は「
藤
ま
つ
り
」の
俳

句
大
会
に
も
参
加
。平
成
26（
2
0
1
4
）年

か
ら
は
子
ど
も
た
ち
自
身
に
よ
る
選
句
も

始
め
る
な
ど
、新
し
い
試
み
へ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ

も
欠
か
さ
な
い
。

　

最
後
に
吉
田
弘
子
校
長
に
今
後
の
俳
句

の
授
業
へ
の
期
待
を
伺
っ
た
。

　
「
6
年
間
俳
句
を
学
ん
で
積
み
重
ね
て
い

く
と
、大
き
な
力
に
な
り
ま
す
。実
際
、学
年

を
追
う
ご
と
に
い
い
作
品
に
仕
上
が
っ
て
い

く
の
が
わ
か
る
ん
で
す
よ
。こ
れ
か
ら
も
、俳

句
の
授
業
を
通
し
て
、自
然
を
目
で
見
た
り
、

触
っ
た
り
さ
せ
な
が
ら
、子
ど
も
た
ち
の
感
性

や
五
感
を
磨
い
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
」

　

そ
も
そ
も
同
校
で
俳
句
の
授
業
が
始

ま
っ
た
の
は
、か
つ
て
教
務
主
任
を
務
め
て

い
た
関
根
東
壱
先
生（
故
人
、俳
号
関
根

東
鳳
）の
発
案
。30
年
以
上
の
歴
史
が
あ

る
。続
い
て
き
た
の
に
は
、そ
れ
な
り
の
理

由
が
あ
る
。

　
「
俳
句
は
教
育
効
果
が
と
て
も
高
い
。子

ど
も
た
ち
は
語
彙
が
少
な
い
の
で
す
が
、季

語
を
出
し
合
う
こ
と
で
初
め
て
の
言
葉
を

学
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
る
。自
然
を
対
象

に
詠
み
ま
す
の
で
、い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
に
目

が
向
く
よ
う
に
な
り
ま
す
」と
千
葉
先
生
。

　

隣
で
聞
い
て
い
た
小
山
会
長
も
や
さ
し

く
う
な
ず
い
て
言
う
。

　
「
俳
句
か
ら
の
学
び
は
大
人
も
子
ど
も
も

一
緒
。俳
句
を
始
め
る
と
、自
然
を
し
っ
か
り

て
い
ね
い
に
見
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。道
を

歩
い
て
花
を
見
つ
け
れ
ば
、『
何
の
花
だ
ろ

う
』と
興
味
を
持
ち
、『
い
つ
咲
く
の
だ
ろ
う
』

と
季
節
に
思
い
を
馳
せ
る
。花
鳥
風
月
を
見

る
目
を
養
え
る
の
で
す
。特
に
お
子
さ
ん
は

感
性
が
鋭
く
、見
た
も
の
を
素
直
に
表
現
で

き
る
か
ら
、見
て
い
る
と
、と
き
ど
き
は
っ
と

す
る
句
に
出
合
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
」

俳
句
は
子
ど
も
た
ち
に

平
等
に
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
る

子
ど
も
た
ち
の
感
性
や

五
感
を
磨
い
て
い
き
た
い
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「俳句は頭の体操になる。若い人にどん
どん挑戦してほしいです」と小山会長。

全児童が使っている俳句ノート。

ま
っ
た
の
は
、か
つ
て
教
務
主
任
を
務
め
て

い
た
関
根
東
壱
先
生（
故
人
、俳
号
関
根

東
鳳
）の
発
案
。

全児童が使っている俳句ノート。
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俳
句
は
才
能
で
は
な
く
て
、一
瞬
一
瞬
の

感
性
が
も
の
を
い
う
。だ
か
ら
、初
め
て
句

を
詠
ん
だ
人
が
特
選
に
選
ば
れ
る
こ
と
も

あ
れ
ば
、逆
に
先
生
ク
ラ
ス
で
も
選
ば
れ
な

い
こ
と
も
あ
る
。そ
こ
が
俳
句
の
面
白
い
と

こ
ろ
、と
小
山
会
長
は
言
う
。

　
「
た
し
か
に
そ
う
で
す
ね
。作
文
を
書
く

の
は
苦
手
だ
け
ど
、俳
句
は
得
意
と
い
う
子

も
い
ま
す
。勉
強
が
苦
手
な
子
も
含
め
、俳

句
は
す
べ
て
の
子
に
平
等
に
選
ば
れ
る
チ
ャ

ン
ス
が
あ
る
。選
ば
れ
れ
ば
、自
ず
と
自
信
に

つ
な
が
り
ま
す
」（
千
葉
先
生
）

　

藤
塚
小
学
校
で
は
、平
成
19（
2
0
0
7
）

年
か
ら
全
校
生
徒
の
句
を
載
せ
た
藤
塚
小

学
校
児
童
句
集「
笑
顔
い
っ
ぱ
い
」を
制
作
。

第
7
集
ま
で
発
行
し
て
い
る
。さ
ら
に
、平

成
24（
2
0
1
2
）年
に
は「
藤
ま
つ
り
」の
俳

句
大
会
に
も
参
加
。平
成
26（
2
0
1
4
）年

か
ら
は
子
ど
も
た
ち
自
身
に
よ
る
選
句
も

始
め
る
な
ど
、新
し
い
試
み
へ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ

も
欠
か
さ
な
い
。

　

最
後
に
吉
田
弘
子
校
長
に
今
後
の
俳
句

の
授
業
へ
の
期
待
を
伺
っ
た
。

　
「
6
年
間
俳
句
を
学
ん
で
積
み
重
ね
て
い

く
と
、大
き
な
力
に
な
り
ま
す
。実
際
、学
年

を
追
う
ご
と
に
い
い
作
品
に
仕
上
が
っ
て
い

く
の
が
わ
か
る
ん
で
す
よ
。こ
れ
か
ら
も
、俳

句
の
授
業
を
通
し
て
、自
然
を
目
で
見
た
り
、

触
っ
た
り
さ
せ
な
が
ら
、子
ど
も
た
ち
の
感
性

や
五
感
を
磨
い
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
」

平成26年11月23日に開催された俳句大会。
多くの参加者が春日部のまちと俳句を楽しんだ。

春日部高校敷地内に建立されている加藤楸邨の句碑。「木の葉ふ
りやまずいそぐないそぐなよ」と刻まれている。敷地内には、楸邨
自筆による「落葉松はいつめざめても雪降りをり」の句碑もある。

春日部観光ボランティアの会によるガイドもあった。

　春日部は「奥の細道」の松尾芭蕉や加藤
楸邨といった俳人にゆかりのある土地。特に
古利根川の近くには、楸邨の旧居跡や日光
道中の道しるべなどがあり、吟行句会の場所
としても人気だ。
　今回の俳句大会は、まちの自然や史跡な
どを見て回り、最後に投句をするというイベ
ント。
　埼玉県内のさまざまな場所から集まった
参加者は、真剣なまなざしでガイドの話に

耳を傾け、その場で句を詠む
人もいた。

　大宮から参加した砂村康子さんは俳句歴
10年以上の経歴を持つ。「楸邨先生が春日部
で句を詠んでいたこともあり、いつかは来た
いと思っていたのが、ようやく実現しました。
特に、見たいと思っていた古利根川はユリカ
モメもたくさんいてすばらしかった。また違う
季節に来てみたいです」。同じく大宮から来
た冨田利子さんは「春日部は古利根川をはじ

め句材がとても多いですね。モダンだけど都
会過ぎず、広々とした場所も残っていて清楚
な印象。ぜひ、また句を詠みに来たいです」
　岩槻から参加の伊藤和子さんは、「春日部
は日光道中の宿場町の面影がところどころ
に残っていて、句を詠むのにいい場所。楸邨
旧居跡では、猫を大切に飼っていたという
楸邨先生の話が思い出されました。吟行は
気心の知れた仲間と一緒に来るので余計楽
しいです」と語ってくれた。
　参加者はそれぞれの思いを句にしたた
めて投句。その後は、アクシス春日部で開催
された講演「加藤楸邨の人間像

（講師＝森田公司氏、かた
ばみ主宰）」に耳を傾ける
など、俳句一色の休日を
楽しんでいた。

加藤楸邨旧居跡や日光道中を
巡って俳句を詠む休日

句材の多いまち、春日部に
参加者たちは大満足

　元禄2（1689）年、『奥の細道』紀行で、松尾
芭蕉は粕壁宿に宿泊したとされている。東陽
寺の山門脇には「伝芭蕉宿泊の寺」と彫られ
た標柱が見られる。なお、芭蕉が泊まった場
所は小渕山観音院など諸説ある。

　日本の現代俳句を代表する俳人の一人、加
藤楸邨は、昭和4（1929）年、粕壁中学校（現春
日部高等学校）の国語教師として赴任し、8年
間、春日部で過ごした。その間に同僚にすす
められて俳句を詠み始めた。
　同じ頃、粕壁医院（現在の安孫子医院）に診
療の手伝いに来ていた俳人水原秋

しゅう

桜
お う

子
し

に師
事する。二人は古利根川の河畔を散策しなが
ら、俳句や人生について語り合ったという。春
日部時代の作品は句集『寒雷』に多く収めら
れている。
　昭和12（1937）年、楸邨は意を決して上京、
本格的に俳句の道を歩み始めた。東陽寺には『曾良（そら）旅日記』の一文が刻まれた碑がある。

芭蕉が『奥の細道』紀行で
最初に泊まった粕壁宿

春日部は現代俳句の代表的俳人
加藤楸邨が俳句を始めた地

加藤楸邨旧居跡にて。

小学校で俳句の授業が行われている春日部には、
古くから続く俳句の歴史があった。

俳句の歴史散歩
春日部

加
か と う

藤楸
し ゅ う そ ん

邨
1905〜1993年

「俳句の中に人間の生きること
を第一に重んずる」ことを求め、
「人間探求派」と呼ばれた。
弟子たちには作る主体である
人間のあり方が一番大切で
あることを教え、楸邨の創刊し
た句集『寒雷』からは金子兜
太（かねことうた）ら多くの俳人
が生まれた。松尾芭蕉の研究
でも知られる。
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自
分
が
描
い
て
い
る
と
い
う
よ
り
、

何
か
大
き
な
も
の
に

動
か
さ
れ
て
い
る
気
が
す
る
ん
で
す
。

PROFILE
1981年生まれ。春日部
市在住。2007年東京藝
術 大 学 大 学 院 美 術 研
究科絵画科専攻油画修
了。「VOCA展2015　現
代美術の展望ー新しい
平面の作家たち」（上野
の森美術館・2015年）、

「New Vision Saitama 
4 ー静観するイメージー」

（埼玉県立近代美術館・
2011年）他に出品。

作品名 : 守る／撮影協力: MA2 Gallery

　

遠
く
か
ら
は
蚊
帳
の
形
が
浮
き
出
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。絵
に
近
づ
く
に
つ
れ
、お
び

た
だ
し
い
数
の
点
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
気
づ

く
。し
か
も
点
は
静
謐
な
光
を
放
っ
て
い
る
。点

を
描
い
て
は
剥
が
し
、新
た
な
点
を
重
ね
て
い

く
。気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
作
業
か
ら
生
ま
れ

た
立
体
感
が
、見
る
時
間
帯
や
角
度
に
よ
っ
て

絵
の
印
象
を
変
え
て
い
る
。

　

不
思
議
な
魅
力
の
絵
を
描
く
画
家
の
榮
水

亜
樹
さ
ん
は
、生
ま
れ
も
育
ち
も
春
日
部
だ
。

　
「
子
ど
も
の
頃
、市
内
の
彫
刻
を
よ
く
見

て
い
ま
し
た
。お
気
に
入
り
は
う
さ
ぎ
の
彫
刻

『
お
で
か
け
』。ベ
ン
チ
の
あ
る
彫
刻『
小
さ
い

花
』に
も
座
っ
て
遊
ん
で
い
ま
し
た
ね
」

　

画
家
を
目
指
し
た
の
は
小
学
4
年
の
と
き
。

　
「『
将
来
画
家
に
な
る
』と
作
文
に
書
き
ま
し

た
。親
が
そ
ん
な
私
を
美
術
館
に
連
れ
て
行
っ

て
く
れ
、本
格
的
な
絵
画
と
出
合
い
ま
し
た
」

　

以
来
、印
象
派
や
ピ
カ
ソ
、ク
レ
モ
ニ
ー
ニ

な
ど
に
影
響
を
受
け
て
き
た
。

　
「
小
さ
な
頃
か
ら
反
復
作
業
が
好
き
で
、細

か
い
も
の
の
集
合
体
を
描
く
こ
と
が
多
か
っ

た
。線
で
何
か
を
描
こ
う
と
す
る
と
右
に
引
く

の
か
、左
に
引
く
の
か
、意
志
が
入
る
け
れ
ど

小
学
4
年
生
の
と
き
に

画
家
に
な
る
と
決
め
て
い
た

点
は
違
う
。筆
を
下
ろ
す
と
大
き
な
点
が
で
き

た
り
、小
さ
な
点
が
で
き
た
り
、意
志
が
含
ま

れ
な
い
。そ
こ
が
面
白
い
」

　

食
事
の
時
以
外
は
、ず
っ
と
無
心
で
キ
ャ
ン

バ
ス
に
点
を
打
ち
続
け
る
こ
と
も
あ
る
。

　
「
自
分
の
中
か
ら
湧
き
出
る
も
の
と
い
う
よ

り
、先
に
作
品
が
あ
り
、何
か
大
き
な
力
に
よ
っ

て
描
か
さ
れ
て
い
る
気
が
し
ま
す
」

　

制
作
の
合
間
に
は
、古
利
根
川
沿
い
を
散
歩

し
、イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
も
あ
る
。

　
「
水
面
の
波
打
つ
感
じ
と
か
、自
然
を
見
る
の

が
好
き
で
す
ね
。八
幡
橋
あ
た
り
か
ら
見
る
夕

景
は
い
つ
見
て
も
感
動
し
ま
す
」

　

今
後
も
こ
の
地
で
作
家
活
動
を
続
け
て
い

き
た
い
と
語
る
榮
水
さ
ん
。将
来
が
楽
し
み
な

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
だ
。

古
利
根
川
沿
い
の
散
歩
で

イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
も

手に持っているのは、紙粘土とアクリル
絵の具で作ったオブジェ「手がかり」。

キャンバスに一点一点、点を描いていく。
乾いたら一度剥がし、また色を重ねる。



次回の市展は、7月に詳細が発表される予定。

「宿場町の時代から100年以上
続く店が今も多く残っている。
多くの人に歴史ある街を見て
ほしいですね」と市川さん。

15

山田桐簞笥製作所

市川寝具

洋画部門市長賞  井上忠久さん
作品名『村の教会』
　飲食店の店舗デザインを仕事にしている関係
で、建物が好きです。20代の頃から描き始め、現
在春日部では「長月会」で活動しています。受賞
作は、フランスの田舎町ヴェズレーの教会を描
いた作品です。感動の表現である絵画なので、
キャンバスの中に空気感を描き込みたいと努力
しています。今回初めて市展に出品し、大きな賞
を受賞できたのでうれしく、また励みになりまし
た。春日部市にはいっそう芸術・文化の発表の機
会が増えることを期待しています。

　町火消の絵、歌舞伎役者、寺子屋の風景。春
日部駅の東口には、江戸時代の浮世絵のような
風情ある絵をシャッターに描いた「シャッター
アート」が点在する。一点一点がまちや店の歴
史をユニークに表し、見るものを飽きさせない。
　このシャッターアートは、春日部駅東口商
店会連合会が、行政の助成を受けて、2011
年に「粕壁宿景観再生事業」の一環としてス

タートさせた。当時、連合会の会
長だった市川弘さんに事業につ
いて伺った。
　「そもそも東口周辺は、江戸
時代の『日光道中』の宿場町。
春日部の商業発祥の地といって

工芸部門市長賞  赤坂郁男さん
作品名『銅板一枚物球体』
　元々はダクトメーカーの製造部門で働いてい
ました。58歳のときにダクトでオブジェを作り始
めたのがアートに足を踏み入れたきっかけ。何
度かダクトのオブジェを県展や市展に出し、5年
前から銅板1枚で作る鍛金に挑戦しはじめまし
た。ハンマーでトントン打ちながら形を整えるの
ですが、制作中は銅板との闘いだけの世界にな
る。それが作品づくりの楽しさです。人に見ても
らうと励みになります。これからも市民に愛され
続ける市展であることを願っています。

もいい。地域力アップのため、元々ある地域
の特徴を活かしたかったんです」

　発起人の一人として、市川さんは店舗を一
軒一軒回って説明し、事業への理解を求め
た。各店舗の経済的負担もあるため、すぐに
は賛同を得られなかったものの、最初に完成
した古利根公園橋の公衆トイレの壁画を目に
すると「まちのためならやってみよう」と賛同
する店が徐々に増え、現在では30を超えた。
　「今は観光ボランティアの方が、まち歩きツ
アーの中でシャッターアートを紹介してくれ
ています。また、この取り組みがきっかけで、
代替わりした店主との交流が生まれました。
子どもたちに人気の『街キャラカード』も若い
店主からのアイデアで生まれたものです。今
後もシャッターアートが、まちの活性化に役
立つとうれしいですね」

指物師の山田長松［天明2（1782）年生まれ］が創業。江戸時代
の簞笥職人の作業風景と指物道具を忠実に再現した絵柄。

市川さんの店は、初代の市川寅之助の名前からイメージ
し、トラの絵をシャッターアートに取り入れた。

シャッターアートでまちを元気に！
「粕壁宿景観再生事業」の一環としてスタート

シャッターアートでまちが活性化するとうれしい

「宿場町の時代から100年以上
続く店が今も多く残っている。
多くの人に歴史ある街を見て
ほしいですね」と市川さん。
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タートさせた。当時、連合会の会
長だった市川弘さんに事業につ
いて伺った。
　「そもそも東口周辺は、江戸
時代の『日光道中』の宿場町。
春日部の商業発祥の地といって

　平成26（2014）年11月18～23日にかけ
て、ふれあいキューブで第9回春日部市美術
展覧会（市展）が開催された。展覧会は全6
部門あり、入選は、日本画8点、洋画133点、
彫刻10点、工芸64点、書24点、写真46点。特
に優秀な作品には市長賞、市議会議長賞、
教育委員会教育長賞などが贈られた。会期
中は過去最高となる延べ5,033人もの来場
があり、アートへの関心の高さがうかがえ
た。洋画部門と工芸部門で市長賞を受賞し
たお二人にお話を伺った。

かすかべの市民アートの集大成、春日部市美術展覧会
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歴史と文化を紹介します

春日部市の文化・歴史・芸術などをテーマにした、まち歩きが楽しめる9コースを紹介。
この冊子は市役所、庄和総合支所、ぷらっとかすかべで配布しています。

歴史資料を展示し、旧石器時代か
ら近現代までの春日部の歩みを
知ることができます。講演会や体
験講座なども実施しています。
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所在地 ／春日部市粕壁東3-2-15教育センター内1階（春日部駅東口徒歩10分）
TEL／048-763-2455
開館時間／9:00～16:45
休館日／月曜日、国民の休日、年末年始、祝日と重なる月曜の翌日
入館料／無料

春日部市の文化・歴史・芸術などをテーマにした、まち歩きが楽しめる9コースを紹介。

かすかべの魅力を歩きつくそう

情
報
満
載
!

お
散
歩
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お
供
に

ど
う
ぞ

栃惣
「栃惣せんべい」

むら山
「梅若塚」

おづつみ園
「伝承銘茶 粕壁宿」

御菓子司 春日部 青柳
「麦わら帽子」

前号のkasukabe+第3号では、
“みなさん！子育て、楽しんでい
ますか？”と題して「子育て」を
特集テーマに取り上げました。
ママ、パパをはじめ、たくさん
の方から声をお寄せいただきま
した。ありがとうございます！

感想をお寄せいただいた方、抽選で4名様に
「かすかべフードセレクション」をプレゼント！

下記の認定商品を含む詰合せを、抽選で4名様にプレゼント！ どの商品が
当たるのかはお楽しみに。「おいしい春日部」を召し上がれ。
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き
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な
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の
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報
誌

読者からの
声をご紹介！


