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部
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駅
前
広
場
も
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
彩
ら
れ
、
早
い
も
の
で
も
う
一

年
を
振
り
返
る
時
期
に
な
り
ま
し
た
。

　

先
月
３
日
に
は
、
人
間
国
宝 

田
村
耕
一
生
誕
100
年
記
念
事
業
と
し

て
講
演
会
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま
し
た
。
会
場
の
文
化
会
館
小

ホ
ー
ル
に
は
陶
芸
フ
ァ
ン
や
市
民
な
ど
約
300
人
が
集
ま
り
、
田
村
耕
一

作
品
の
魅
力
や
卓
越
し
た
技
法
、
そ
し
て
人
と
し
て
の
魅
力
に
つ
い
て

熱
心
に
聞
き
入
っ
て
お
り
ま
し
た
。
田
村
先
生
の
作
品
は
、
市
役
所
南

の
佐
野
未
来
館
１
階
「
人
間
国
宝 

田
村
耕
一
陶
芸
館
」
で
常
設
展
示

し
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
の
生
誕
100
年
を
機
に
皆
さ
ん
も
人
間
国
宝
の

作
品
を
見
に
来
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
先
月
６
日
、
文
化
会
館
に
お
い
て
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
メ
ダ
リ
ス

ト
で
日
本
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
副
会
長
の
橋
本
聖
子
さ
ん
を
講
師
に

迎
え
、
ス
ポ
ー
ツ
講
演
会
を
実
施
し
ま
し
た
。
講
演
で
は
、
幼
少
期
か

ら
難
病
を
克
服
し
て
き
た
体
験
談
や
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
た
人
材
育
成
と

ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
の
話
が
あ
り
、
来
場
者
は
真
剣
に
聞
き
入
っ
て

い
ま
し
た
。「
ス
ポ
ー
ツ
立
市
」
を
推
進
す
る
本
市
に
と
っ
て
も
大
い

に
参
考
に
な
り
ま
し
た
。

　

さ
て
、
ウ
イ
ン
タ
ー
ス
ポ
ー
ツ
も
盛
ん
に
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
先

月
11
日
、
市
役
所
前
を
発
着
と
し
て
市
民
駅
伝
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
市

内
14
支
部
が
９
区
間
で
力
走
を
繰
り
広
げ
、
見
事
、
植
野
支
部
が
２
年

連
続
優
勝
を
果
た
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
今
月
の
９
日
に
は
、
年
末
恒
例
の
さ
の
マ
ラ
ソ
ン
が
行
わ

れ
、
今
年
も
３
千
人
を
超
え
る
ラ
ン
ナ
ー
が
本
市
に
集
い
健
脚
を
競
い

ま
す
。
現
コ
ー
ス
で
の
レ
ー
ス
は
今
年
が
最
後
と
な
り
、
来
年
は
新
年

号
と
共
に
コ
ー
ス
も
一
新
さ
れ
ま
す
。
平
成
最
後
の
さ
の
マ
ラ
ソ
ン
で

す
。
コ
ー
ス
周
辺
の
皆
さ
ん
は
是
非
と
も
選
手
に
熱
い
声
援
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

忙
し
い
年
末
を
迎
え
ま
す
。
皆
さ
ん
、
体
調
に
気
を
つ
け
て
お
過
ご

し
く
だ
さ
い
。

音
楽
に
感
謝
し
て

　

ピ
ア
ニ
ス
ト
の
新
井
祐
子
さ
ん
は

「
音
楽
を
通
じ
て
、
人
に
元
気
を
与
え

た
い
。
人
の
輪
を
つ
な
い
で
い
き
た
い
。

み
な
さ
ん
に
音
楽
の
素
晴
ら
し
さ
を

知
っ
て
ほ
し
い
」
と
音
楽
に
一
際
熱
い

気
持
ち
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

去
る
10
月
21
日
に
記
念
す
べ
き
第
10

回
目
と
な
る
、
さ
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
コ
ン

サ
ー
ト
が
開
催
さ
れ
、
新
井
さ
ん
が
演

奏
す
る
ピ
ア
ノ
の
音
色
が
多
く
の
観
客

を
魅
了
し
ま
し
た
。「
佐
野
市
出
身
ま

た
は
在
住
の
メ
ン
バ
ー
で
構
成
さ
れ
る

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
・
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
佐
野

と
一
緒
に
演
奏
し
、
観
客
の
み
な
さ
ま

と
一
体
に
な
れ
た
こ
と
は
感
無
量
で
し

た
」
新
井
さ
ん
自
身
、
結
婚
を
機
に
佐

野
に
居
住
し
周
囲
に
知
り
合
い
も
い
な

い
不
安
な
気
持
ち
の
中
で
、
今
い
る
多

く
の
仲
間
に
出
逢
え
た
の
も
音
楽
の
お

か
げ
と
言
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
新
井
さ
ん
は
も
う
一
つ
音

楽
を
通
じ
た
出
逢
い
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
留
学

先
ウ
ィ
ー
ン
で
の
こ
と
。
異
国
で
の
言

葉
の
壁
に
悩
ん
で
い
た
新
井
さ
ん
。
そ

ん
な
時
に
現
地
で
出
演
し
た
コ
ン
サ
ー

ト
に
お
い
て
演
奏
後
、
現
地
の
人
が

「
ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ
ル
」
と
称
賛
の
声
を

か
け
て
新
井
さ
ん
の
も
と
に
近
づ
い
て

き
た
そ
う
で
す
。
そ
の
時
に
、
言
葉
は

通
じ
な
く
て
も
音
楽
は
言
葉
を
超
え
て

  新井 祐
ゆ う こ

子さん
（赤見町）

○プロフィール

岐阜県出身で１０年前より佐野市在住。

東京藝術大学卒業後、ウィーン国立音楽

大学大学院に留学。現在は自宅でピアノ

教室を開きながら宇都宮共和大学講師も

勤め、多くの人に音楽の魅力を伝える活

動をしている。

心
で
通
じ
合
え
る
こ
と
を
実
感
し
た
と

話
さ
れ
ま
し
た
。

　

音
楽
が
あ
っ
た
か
ら
、
今
の
自
分
が

い
る
と
話
す
新
井
さ
ん
。
今
後
の
音
楽

に
対
す
る
想
い
を
話
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。「
今
ま
で
の
人
生
に
お
い
て
音

楽
は
不
可
欠
で
し
た
。
落
ち
込
ん
だ
時
、

悩
ん
だ
時
に
音
楽
が
助
け
て
く
れ
ま
し

た
。
音
楽
が
色
々
な
出
逢
い
を
作
っ
て

く
れ
ま
し
た
。
そ
の
音
楽
の
素
晴
ら
し

さ
を
特
に
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
て
い
き

た
い
で
す
。
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
か
ら
簡

単
に
音
楽
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
時

代
で
す
が
、
子
ど
も
た
ち
に
は
是
非
コ

ン
サ
ー
ト
な
ど
生
の
音
楽
を
体
感
し
て

ほ
し
い
。
作
曲
家
の
考
え
を
演
奏
家
の

生
の
音
色
で
感
じ
取
っ
て
も
ら
い
た

い
。
私
自
身
も
ピ
ア
ニ
ス
ト
と
し
て
、

子
ど
も
た
ち
や
フ
ァ
ミ
リ
ー
向
け
の
コ

ン
サ
ー
ト
を
開
催
す
る
な
ど
し
て
音
楽

を
身
近
に
感
じ
る
活
動
を
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
」

　

音
楽

の
魅
力

を
伝
え

続
け
る

新
井
さ

ん
の
今

後
一
層

の
ご
活

躍
を
お

祈
り
申

し
上
げ
ま
す
。（
市
民
記
者  

飯
田
瞬
） さのクラシックコンサートの模様
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母
子
草
は
草
餅
に
い
れ
る
雑
草
だ
っ
た

　

昔
、
蛙
の
薬
草
と
し
て
知
ら
れ
る
お
お
ば
こ
（
車
前
草
）
や
せ
き
止

め
の
薬
と
し
た
は
は
こ
ぐ
さ
（
母
子
草
）
に
は
、
ど
ん
な
方
言
が
あ
る

で
し
ょ
う
か
。
道
端
な
ど
に
群
が
っ
て
生
え
て
い
る
雑
草
に
お
お
ば
こ

が
あ
り
ま
す
。
お
お
ば
こ
の
葉
っ
ぱ
は
卵
の
よ
う
な
形
を
し
て
、
茎
に

は
白
い
小
さ
な
花
を
咲
か
せ
ま
す
。
方
言
で
は
、こ
れ
を
オ
ン
バ
コ
・
ゲ
ー

ル
ッ
パ
・
ケ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
と
い
い
ま
す
。
お
お
ば
こ
に
は
薬
効
（
や
っ

こ
う
）
が
あ
っ
て
、
死
ん
で
間
も
な
い
蛙
を
こ
の
葉
で
包
ん
だ
と
こ
ろ
、

そ
の
蛙
が
息
を
吹
き
返
し
た
と
い
う
伝
説
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か

ら
お
お
ば
こ
は
、「
蛙
の
葉
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
訛な

ま

っ

て
、
ゲ
ー
ル
ッ
パ
と
か
ケ
ー
ロ
ッ
パ
と
な
り
ま
し
た
。

　

春
の
七
草
（
せ
り
・
な
ず
な
・
は
こ
ベ
・
す
ず
な
…
…
な
ど
）
の
一

種
に
“
ご
ぎ
ょ
う
”
が
あ
り
ま
す
。
ご
ぎ
ょ
う
は
別
名
“
は
は
こ
ぐ
さ
”

と
も
い
い
ま
す
。
昔
は
薬
草
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
七
草
が
ゆ
に
し

て
食
べ
ま
し
た
。
母
子
草
は
春
か
ら
夏
に
か
け
て
、
田
畑
や
道
端
な
ど

に
た
く
さ
ん
生
え
て
い
ま
す
。
小
さ
く
て
黄
色
い
花
を
咲
か
せ
ま
す
。

か
つ
て
母
子
草
の
若
い
茎
や
葉
は
草
餅
に
し
て
食
べ
ま
し
た
。
葉
っ
ぱ

に
は
白
い
毛（
綿
毛
）
が
あ
り
、
そ
れ
が
乳
児
の
舌
に
似
て
い
る
こ
と
か

ら
、
母
子
草
と
い
う
名
が
つ
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
母
子
草
を
、

方
言
で
ネ
バ
リ
モ
チ
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
を
切
る
と
、
切
り
口
か
ら
白

い
ね
ば
ね
ば
し
た
液
が
出
て
く
る
か
ら
で
す
。
草
餅
の
「
草
」
と
い
え
ば
、

普
通
よ
も
ぎ
を
い
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
も
ぎ
が
草
餅
に
使
わ
れ
る
以
前

は
、
母
子
草
が
用
い
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
（
市
民
記
者　

森
下
喜
一
）

　１１月４日 (日)、日本列島の“どまんなか”に位置する佐野のイベ

ント「どまんなかフェスタ佐野２０１８」が、田沼グリーンスポーツ

センターにて開催されました。

　佐野市の商工農をはじめ、芸能や行政機関まで、佐野のすべてが“ど

まんなか " に集結！ステージイベントや、グルメ、物産販売、展示な

ど盛りだくさんの内容で、来場した皆さんは秋空のもと、佐野を満喫

していたようでした。

どまんなかフェスタ佐野２０１８

今回の表紙　「第１４回佐野市民駅伝競走大会」平成３０年１１月１１日撮影

　市内体育協会１４支部を代表する各年代の選手が、９区間・１９．５ｋｍのコースを力

走しました。【結果】優勝：植野支部、準優勝：界支部、第３位：城北支部

人間国宝・田村耕一 ２７年ぶり注目の特別企画展

　佐野市出身の陶芸家・田村耕一の生誕１００年を記念して記念事業が各

施設で開催されています。なかでも吉澤記念美術館には東京国立近代美術

館・栃木県立美術館からの作品と初公開の資料含む合計１０１点の作品な

どが並び、これほどまでの展示は１９９１年県立美術館での開催以来２７

年ぶりだそうです（１２月 9日まで）。

　展示スペースは３つのコーナーに区切られ、どの空間も田村耕一の魅力

的な世界に引き込まれてしまいます。『変幻する陶芸』では４０年間（昭和

２１年～６１年）の作品の変遷を紹介しており、「変わり続けた作品の中に

確固として変わらない芯があり、そこに田村のオリジナリ

ティーを感じることができます」と学芸員の末武さんがおっ

しゃっていました。初公開の３０代頃の直筆ノートや実際に

使っていた道具は、どれも興味深く、生活感や心情を共有

することができます。この機会にぜひ足を運んではいかがで

しょうか。　　　　　　　　　　　（市民記者　渡辺まさ代）

※市のフェイスブックでも、

　市内のイベントなどの様子

　をお知らせしています。

　ぜひ、ご覧ください！

作品の変遷を紹介

　初公開の直筆ノート 田村が使用していた道具

迫力の田沼太鼓の演奏

税金クイズに挑戦


