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■ 
空
か
ら
ア
イ
デ
ア
が
降
っ
て
く
る
訳
が
な
い

　

髙
木
紀
久
子
さ
ん
は
多
摩
美
術
大
学
出
身
。
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
活
動
と
並
行
し
て
、
専
門
学
校
で
デ
ザ
イ
ン
を
教
え
て
き

た
。
多
く
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
、
次
の
作
品
に
対
し
て
も
が

き
苦
し
ん
で
い
る
中
、
急
に
光
が
見
え
、
そ
こ
か
ら
は
ス
イ

ス
イ
と
創
造
的
な
新
作
が
で
き
あ
が
っ
て
し
ま
う
、
そ
ん
な

経
験
を
し
て
い
る
。「
神
が
降
り
た
」
と
表
現
す
る
者
も
い

る
。
創
作
の
課
題
に
取
り
組
む
学
生
た
ち
も
同
様
だ
。
一
部

の
天
才
だ
け
に
あ
る
ス
イ
ッ
チ
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
空
か

ら
ア
イ
デ
ア
が
降
っ
て
く
る
訳
は
な
い
。
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
知
り
た
か
っ
た
が
学
術
的
資
料
は
な
く
、
髙
木
さ
ん
自
身

が
研
究
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
門
を
叩
い
た
の
は
、
科
学
と

芸
術
を
認
知
科
学
の
領
域
で
扱
う
東
京
大
学
学
際
情
報
学
府

の
岡
田
猛
教
授
。
入
試
面
接
で
は
「
非
常
に
面
白
い
反
面
、

捉
え
に
く
い
こ
と
を
や
ろ
う
と
し
て
い
る
」
と
言
わ
れ
た
。

■ 

ず
ら
し
が
想
定
外
の
ず
れ
を
生
む

　

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
内
的
な
も
の
を
ど
う
捉
え
る
か
。
現
代

美
術
作
家
の
篠
原
猛
史
さ
ん
が
、
東
大
の
駒
場
美
術
博
物
館

で
展
覧
会
を
や
っ
た
際
の
、
企
画
か
ら
展
示
ま
で
約
10
か

月
、
13
回
に
渡
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
研
究
室
に
あ
っ
た
。
全

く
別
の
研
究
の
た
め
に
録
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
が
、
独
特
の

表
現
や
用
語
が
ネ
ッ
ク
と
な
り
、
お
蔵
入
り
に
な
っ
て
い
た

も
の
だ
。
そ
れ
が
、
同
じ
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
の
立
ち
位

置
か
ら
読
め
る
髙
木
さ
ん
に
は
宝
の
山
だ
っ
た
。
な
ぜ
こ
う

い
う
言
い
方
に
な
る
の
か
、
手
に
と
る
よ
う
に
わ
か
っ
た
。

そ
の
内
面
で
起
き
て
い
る
こ
と
も
非
常
に
面
白
か
っ
た
。

　
「
気
づ
き
や
発
見
は
、
突
然
神
様
が
教
え
て
く
れ
る
も
の

で
は
な
く
、
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
漸
進
的
に
進
む
の
で
す
。
一

般
の
人
が
ご
飯
の
お
か
ず
を
考
え
る
と
き
な
ど
に
使
う
認
知

プ
ロ
セ
ス
を
使
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
、
岡
田
教
授
が
発
表

し
た
『
類
推
的
ず
ら
し
』。
新
し
い
も
の
を
作
ろ
う
と
既
存

の
や
り
方
の
一
部
を
変
更
す
る
認
知
プ
ロ
セ
ス
で
す
が
、
私

は
『
ず
ら
し
が
ず
れ
を
伴
う
』
と
い
う
こ
と
を
、
修
士
課
程

の
１
本
目
の
論
文
の
中
で
主
張
し
ま
し
た
。
想
定
外
の
、
偶

然
生
じ
た
ず
れ
が
新
し
い
発
見
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
毎
日
の
小
さ
な
ず
れ
が
、
あ
る
日
、
は
っ
と
気
が
つ
く

大
き
な
ず
れ
を
生
じ
、
そ
れ
を
見
て
驚
く
。
一
般
人
は
そ
の

驚
き
を
失
敗
と
解
釈
し
や
す
い
が
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
や
デ
ザ

イ
ナ
ー
は
そ
れ
を
う
ま
く
利
用
し
ま
す
」

■ 

最
初
の
論
文
が
後
押
し
し
て
く
れ
た

　

苦
労
し
た
の
は
、
そ
れ
を
認
知
科
学
と
し
て
の
方
法
論
で

明
ら
か
に
し
、
発
見
を
証
明
す
る
こ
と
。
心
理
学
や
統
計
に

関
し
て
は
大
学
院
の
授
業
だ
け
で
は
間
に
合
わ
ず
、
１
、
２

年
生
の
授
業
も
と
っ
て
基
礎
か
ら
や
り
直
し
た
。
仕
事
を
し

な
が
ら
の
論
文
は
時
間
的
に
は
厳
し
か
っ
た
が
、
1
本
目
の

論
文
が
後
押
し
し
て
く
れ
た
。
そ
の
論
文
は
、
テ
ー
マ
の
新

規
性
か
ら
あ
ち
こ
ち
で
引
用
さ
れ
、
国
内
外
の
学
会
か
ら
リ

ア
ク
シ
ョ
ン
を
も
ら
っ
た
。
そ
れ
が
自
信
に
な
り
、
中
途
半

端
で
終
わ
ら
せ
ら
れ
な
い
理
由
に
も
な
っ
た
。

■ 

知
見
を
活
か
せ
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に

　

修
士
課
程
も
入
れ
て
博
士
号
取
得
ま
で
足
掛
け
８
年
か
か

っ
た
が
、
そ
れ
に
は
理
由
が
あ
る
。
２
０
１
７
年
、
東
大
で

初
め
て
芸
術
関
係
の
実
践
的
な
授
業
や
連
携
研
究
を
行
う
、

東
京
大
学
芸
術
創
造
連
携
研
究
機
構
の
開
設
に
向
け
て
準
備

が
始
ま
っ
た
。
機
構
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
「
ア
ー
ト
で
知
性
を

拡
張
し
、
社
会
の
未
来
を
開
く
」。
科
学
的
研
究
に
お
い
て

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
す
た
め
の
ヒ
ン
ト
や
基
軸
が
、
ア

ー
ト
に
あ
る
と
考
え
る
７
つ
の
研
究
科
が
、
文
理
横
断
で
取

り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
。
髙
木
さ
ん
は
、
仕
上
げ
直
前
の
博

士
論
文
を
棚
上
げ
し
て
単
位
満
期
退
学
、
機
構
の
運
営
者
兼

特
任
教
員
と
し
て
就
任
し
た
。
２
年
後
の
今
年
５
月
、
博
士

号
取
得
と
機
構
の
ス
タ
ー
ト
は
ほ
ぼ
同
時
だ
っ
た
。

　
「
一
般
の
人
も
日
常
使
っ
て
い
る
プ
ロ
セ
ス
な
の
で
、
ぜ

ひ
創
作
を
し
な
が
ら
ビ
ジ
ネ
ス
や
研
究
に
も
生
か
し
て
ほ
し

い
で
す
。
ま
た
美
大
卒
業
後
も
頑
張
っ
て
作
家
活
動
を
続
け

て
い
る
方
た
ち
に
、
そ
う
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る
こ
と
を
知

っ
て
も
ら
い
、
創
作
支
援
に
つ
な
が
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

松
田
妙
子
先
生
が
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
研
究
の
場
で
は

年
齢
は
関
係
な
か
っ
た
で
す
。
む
し
ろ
、
何
の
た
め
に
自
分

が
大
学
に
い
る
の
か
明
確
な
と
こ
ろ
が
、
財
団
の
支
援
対
象

に
な
る
社
会
人
学
生
に
は
強
み
に
な
り
ま
す
よ
」

【
論
文
テ
ー
マ
】
現
代
美
術
家
に
よ
る
作
品
コ
ン
セ
プ
ト
の
生
成
プ
ロ
セ
ス
の
解
明

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に＂
神
様
が
降
り
る
＂メ
カ
ニ
ズ
ム
を
科
学
し
て
み
た

2019年5月　東京大学博士号(学際情報学)取得

髙木紀久子 さん（取得時59歳）

博士号取得支援事業
●博士号取得者インタビュー

現在準備中の〈GLLC博士の会〉 の幹事会にも出席。「参加
者にも財団にも宝物になるのではと期待しています」

祝
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十
七
絃
箏
は
、「
春
の
海
」
を
作
曲
し
た
こ
と
で
も

有
名
な
箏
曲
家
の
宮
城
道
雄
が
、
合
奏
の
低
音
部
を
担

当
す
る
楽
器
と
し
て
、
１
９
２
１
年
（
大
正
10
年
）
頃

に
考
案
し
た
も
の
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
フ
ァ
ン
だ
っ
た
宮

城
道
雄
が
、
箏
の
音
楽
に
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
求
め
た
こ
と

が
発
想
の
契
機
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

十
三
絃
で
は
５
音
音
階
が
標
準
だ
っ
た
が
、
十
七
絃

で
は
洋
楽
と
同
じ
７
音
音
階
用
に
考
案
さ
れ
て
お
り
、

現
在
で
は
多
く
の
奏
者
に
使
わ
れ
て
い
る
。
十
七
絃
を

専
門
に
す
る
と
い
っ
た
慣
習
は
な
く
、
楽
曲
や
編
成
に

応
じ
て
使
い
わ
け
る
場
合
が
多
い
。
現
在
は
、
ベ
ー
ス

的
役
割
以
外
に
も
表
現
の
幅
を
広
げ
、
独
奏
曲
や
コ
ン

チ
ェ
ル
ト
、
低
音
だ
け
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
も
作
ら
れ
る

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
演
奏
シ
ー
ン
で
活
躍
し
て
い
る
。

　

十
三
絃
が
長
さ
１
８
０
㎝
、
幅
25
㎝
に
対
し
、
十
七

絃
は
長
さ
２
１
０
㎝
、
幅
35
㎝
と
大
き
い
。
絃
は
絹
ま

た
は
合
成
繊
維
だ
が
、
音
域
に
よ
っ
て
違
う
太
さ
の
も

の
を
用
い
、
低
音
の
た
め
十
三
絃
の
絃
よ
り
も
太
め
で
、

爪
も
厚
め
の
も
の
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
大
き
さ

や
絃
の
数
以
外
で
十
三
絃
箏
と
大
き
く
違
っ
て
い
る
の

は
、
右
手
側
の
絃
の
留
め
方
。
十
三
絃
は
心
座
と
言
わ

れ
る
穴
に
絃
を
通
し
、
箏
の
裏
側
で
結
ん
で
留
め
る
。

十
七
絃
は
龍
額
ま
た
は
龍
頭
に
ネ
ジ
で
巻
い
て
留
め
て

い
る
た
め
、
琴
柱
の
位
置
だ
け
で
な
く
、
ネ
ジ
の
締
め

方
で
も
音
の
高
さ
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

宮
城
道
雄
は
同
時
期
、
80
本
も
絃
が
あ
る
大
型
の

八
十
絃
箏
や
、
短
箏
な
ど
も
考
案
し
た
が
、
十
七
絃
以

外
は
普
及
し
な
か
っ
た
。

十七絃箏
Jushichigen-Soh
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七

　

十
七
絃
箏
は
、「
春
の
海
」
を
作
曲
し
た
こ
と
で
も

有
名
な
箏
曲
家
の
宮
城
道
雄
が
、
合
奏
の
低
音
部
を
担

当
す
る
楽
器
と
し
て
、
１
９
２
１
年
（
大
正
10
年
）
頃

に
考
案
し
た
も
の
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
フ
ァ
ン
だ
っ
た
宮

城
道
雄
が
、
箏
の
音
楽
に
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
求
め
た
こ
と

が
発
想
の
契
機
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

十
三
絃
で
は
５
音
音
階
が
標
準
だ
っ
た
が
、
十
七
絃

で
は
洋
楽
と
同
じ
７
音
音
階
用
に
考
案
さ
れ
て
お
り
、

現
在
で
は
多
く
の
奏
者
に
使
わ
れ
て
い
る
。
十
七
絃
を

専
門
に
す
る
と
い
っ
た
慣
習
は
な
く
、
楽
曲
や
編
成
に

応
じ
て
使
い
わ
け
る
場
合
が
多
い
。
現
在
は
、
ベ
ー
ス

的
役
割
以
外
に
も
表
現
の
幅
を
広
げ
、
独
奏
曲
や
コ
ン

チ
ェ
ル
ト
、
低
音
だ
け
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
も
作
ら
れ
る

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
演
奏
シ
ー
ン
で
活
躍
し
て
い
る
。

　

十
三
絃
が
長
さ
１
８
０
㎝
、
幅
25
㎝
に
対
し
、
十
七

絃
は
長
さ
２
１
０
㎝
、
幅
35
㎝
と
大
き
い
。
絃
は
絹
ま

た
は
合
成
繊
維
だ
が
、
音
域
に
よ
っ
て
違
う
太
さ
の
も

の
を
用
い
、
低
音
の
た
め
十
三
絃
の
絃
よ
り
も
太
め
で
、

爪
も
厚
め
の
も
の
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
大
き
さ

や
絃
の
数
以
外
で
十
三
絃
箏
と
大
き
く
違
っ
て
い
る
の

は
、
右
手
側
の
絃
の
留
め
方
。
十
三
絃
は
心
座
と
言
わ

れ
る
穴
に
絃
を
通
し
、
箏
の
裏
側
で
結
ん
で
留
め
る
。

十
七
絃
は
龍
額
ま
た
は
龍
頭
に
ネ
ジ
で
巻
い
て
留
め
て

い
る
た
め
、
琴
柱
の
位
置
だ
け
で
な
く
、
ネ
ジ
の
締
め

方
で
も
音
の
高
さ
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

宮
城
道
雄
は
同
時
期
、
80
本
も
絃
が
あ
る
大
型
の

八
十
絃
箏
や
、
短
箏
な
ど
も
考
案
し
た
が
、
十
七
絃
以

外
は
普
及
し
な
か
っ
た
。

●AUN 公演情報
徹底的にAUN J！
会場：浅草花劇場（東京都台東区浅草2-28-1）
日時：12月28日㈯　開場14時30分／開演15時
料金：全席指定　6,000円（税込／入場時にドリンク代別途500円）
　　　※3歳未満は、保護者膝上に限り入場無料。
特典：公演当日に限り遊園地「花やしき」の入場が無料となります。

AUN J クラシック・オーケストラ CONCERT 2020
1月16日㈭　18：30開演　岡崎市民会館 あおいホール
1月17日㈮　18：30開演　長良川国際会議場メインホール
1月18日㈯　14：00開演　一宮市民会館
1月19日㈰　14：00開演　アイプラザ豊橋

詳細：http://www.aunj.jp/jpn/l ivedisc/l iveinfo/schedule.html

♫音を聴いてみよう！
生涯学習開発財団のWEBサイトで、十七絃箏の音色が聴けます。
http://www.gllc.or.jp/
または、左のQRコードからどうぞ。

●監修者：AUNプロフィール
井上公平・井上良平。1969年大阪にて５人兄弟の末の双子として生まれる。
1988年、和太鼓集団・鬼太鼓座（おんでござ）に出会い、高校卒業と同
時に入座。2000年に「AUN」として独立。2009年、邦楽界で活躍する
若手を集めて「AUN-J クラシック・オーケストラ」を結成。公演回数は国
内外で1400回以上。子どもたちに日本文化の魅力を伝えるため、全国の
小学校を訪問し、和楽器演奏と桜を植える活動もしている。

奏
者
に
聴
い
た
そ
の
魅
力

山
野
安
珠
美

Yam
ano A

zum
i

　

母
が
箏
を
や
っ
て
い
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
私
も
始

め
ま
し
た
。
子
供
の
頃
は
ピ
ア
ノ
だ
っ
た
の
で
す
が
、
中

学
生
の
時
に
箏
曲
家
の
沢
井
忠
夫
先
生
と
出
会
い
、
本
格

的
に
箏
を
学
ぼ
う
と
決
心
し
ま
し
た
。

● 

十
七
絃
箏
の
魅
力
は
？

　

十
七
絃
箏
は
、
十
三
絃
箏
に
は
出
せ
な
い
低
音
を
出
せ

る
の
が
魅
力
で
、
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
作
る
際
の
ベ
ー
ス
的
な

役
割
を
果
た
し
ま
す
。

　

箏
は
、
指
で
も
爪
で
も
弾
け
て
、
爪
の
場
合
は
表
、
裏
、

横
な
ど
付
け
方
を
変
え
る
こ
と
で
、
同
じ
ド
の
音
で
も
10

種
類
以
上
の
音
色
を
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
使
い

分
け
で
音
楽
が
作
ら
れ
て
い
く
の
で
、
他
の
楽
器
に
比
べ

て
も
曲
や
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
ご
と
に
音
色
の
見
え
方
が

違
う
、
多
彩
な
楽
器
だ
と
思
い
ま
す
。
音
の
余
韻
も
大
好

き
で
、
箏
な
ら
で
は
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

最
近
、
私
た
ち
の
古
典
の
演
奏
を
聴
い
た
海
外
の
方
か

ら
「
ロ
ッ
ク
っ
ぽ
い
ね
」
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
古
典
は

江
戸
時
代
の
作
品
で
す
が
、
リ
ズ
ム
も
音
色
の
使
い
方
も

新
鮮
で
、
Ａ
Ｕ
Ｎ 

Ｊ
で
現
代
的
な
曲
を
演
奏
し
な
が
ら
、

古
典
に
回
帰
す
る
感
覚
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

若
い
頃
は
西
洋
音
楽
を

箏
で
ど
こ
ま
で
再
現
で
き

る
か
、
他
の
楽
器
の
中
で

箏
が
負
け
な
い
こ
と
を
考

え
て
い
ま
し
た
。
現
在
で

は
、
１
０
０
人
で
演
奏
す

る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
世

界
を
、
箏
一
人
で
ど
う

表
現
で
き
る
か
と
考
え
、

あ
え
て
音
を
減
ら
し
た

り
、
余
韻
を
楽
し
む
箇

所
を
つ
く
っ
た
り
と
、

案
外
そ
れ
は
古
典
の
演

奏
に
近
寄
っ
て
い
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

現
代
の
音
楽
に
つ
な
が
る

古
典
作
品
は
、
三
味
線
と
歌
、

そ
こ
に
箏
が
入
っ
た
形
で
す
。

桜
や
男
女
の
話
、
名
物
な
ど
、

時
代
時
代
の
面
白
い
情
景
を
音
楽

の
中
に
取
り
入
れ
て
い
く
、
こ
う

し
た
作
業
は
昔
も
今
も
同
じ
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
し
て
、
宮
城
道
雄
先
生

が
十
七
絃
を
作
ら
れ
た
よ
う
に
、
と
き

ど
き
革
命
児
が
現
れ
、
そ
う
し
た
伝
統

と
進
化
の
上
に
今
こ
こ
に
至
り
ま
す
。
私

た
ち
に
何
が
で
き
る
の
か
、
今
を
生
き
て

る
箏
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
自
分
た
ち
な
ら
で

は
の
音
楽
が
で
き
た
ら
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

山口県出身。沢井忠夫、沢井一恵両氏
に師事。沢井箏曲院教師、山口芸術短
期大学非常勤講師。2003年第9回長
谷検校記念全国邦楽コンクール優秀賞。
2007年平成19年度山口県芸術文化
振興奨励賞各賞を受賞。東京・山口で
のソロ活動を中心に、グループ参加や、
洋楽器等の様々な アーティストとの共
演。ロシア「エルミタージュ美術館音
楽祭」にて、ソリストとしてオーケス
トラと共演など、 海外公演も多数。


