
第
二
の
人
生

61
歳
か
ら
の

新
た
な
チ
ャ
レ
ン
ジ

皆
さ
ん
は
、「
江
戸
文
字
」
を
ご
存
知
で
し

ょ
う
か
？
相
撲
や
寄
席
な
ど
で
見
か
け
る
力

強
い
筆
文
字
を
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
方
も
い
ら

っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
。

江
戸
文
字
は
、
書
い
て
字
の
ご
と
く
、

江
戸
時
代
か
ら
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い

る
筆
文
字
の
事
で
、
歌
舞
伎
の
芝
居
文
字

「
勘か
ん
て
い
り
ゅ
う

亭
流
」、
相
撲
の
番
付
表
な
ど
で
使
わ
れ

る
相
撲
字
「
根
岸
流
」、
寄
席
で
使
わ
れ
る
寄

席
文
字
「
橘
流
」、
千せ
ん
じ
ゃ
ふ
だ

社
札
や
提
灯
な
ど
に
書

か
れ
て
い
る
「
籠か
ご

文
字
」、
そ
の
ほ
か
「
ひ
げ

文
字
」
や
「
角か
く
字
」
な
ど
の
総
称
を
い
い
ま
す
。

今
回
は
、寄
席
で
落
語
家
を
紹
介
す
る
「
め

く
り
」
の
寄
席
文
字
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
書

い
て
い
る
、
布
川
在
住
の
ア
マ
チ
ュ
ア
寄
席

文
字
書
家
、
寺て
ら
じ
ま嶋
高
明
さ
ん
（
69
）
を
ご
紹

介
し
ま
す
。

墨
で
書
く
文
字
に
興
味
が
あ
っ
た

寺
嶋
さ
ん
と
寄
席
文
字
の
出
会
い
は
８
年

前
。61
歳
の
時
で
し
た
。定
年
退
職
し
、

何
か
趣
味
を
持
ち
た
い
と
考
え
て
い
た
と
こ

ろ
、「
寄
席
に
行
っ
た
と
き
に
「
め
く
り
」
を

見
て
、
格
好
が
良
い
字
だ
な
。
自
分
も
書
け

る
よ
う
に
な
り
た
い
。」
と
思
っ
た
そ
う
で
す
。

そ
し
て
、
以
前
か
ら
「
墨
で
書
く
文
字
」

に
興
味
が
あ
り
、
達
筆
な
字
を
書
く
こ
と
に

憧
れ
も
あ
っ
た
と
い
う
寺
嶋
さ
ん
は
、
寄
席

文
字
を
習
う
た
め
に
、
橘
流
寄
席
文
字
の
「
橘

右
楽
師
匠
」
に
弟
子
入
り
し
、現
在
も
月
二
回
、

東
京
に
通
い
指
導
を
受
け
て
い
る
ほ
か
、
３

年
ほ
ど
前
か
ら
墨
田
区
ア
ト
リ
エ
創
藝
館
「
江

戸
文
字
職
人
」
大
石
智
弘
氏
指
導
の
下
、
月

二
回
江
戸
文
字
の
勉
強
に
も
励
ん
で
い
ま
す
。

縁
起
を
担
い
で
書
く

江
戸
文
字
の
勉
強
を
積
ん
だ
寺
嶋
さ
ん

は
、
６
年
前
、
千
葉
県
柏
市
で
落
語

会
を
鑑
賞
し
た
際
、「
め
く
り
」
が
パ
ソ
コ
ン

文
字
だ
っ
た
こ
と
に
気
づ
き
、
落
語
会
の
方

に
「
私
の
字
で
良
か
っ
た
ら
無
償
で
書
き
ま

す
よ
。」
と
申
し
出
た
の
を
き
っ
か
け
に
、
現

在
で
は
、
柏
落
語
会
や
大
多
喜
落
語
会
、
東

京
の
片
岡
屏
風
寄
席
等
に
無
償
で
「
め
く
り
」

を
書
い
て
提
供
し
て
い
ま
す
。

一
昨
年
か
ら
は
、
年
一
回
ず
つ
作
品
展
を

開
き
、
多
く
の
方
に
伝
統
的
な
文
字
と
、
手

書
き
文
字
の
良
さ
を
伝
え
る
活
動
を
し
て
い

ま
す
。

寄
席
文
字
の
特
徴
は
、「
書
道
と
違
い
特

別
な
道
具
は
必
要
な
く
、
筆
と
墨
汁
、
白
い

紙
が
あ
れ
ば
す
ぐ
に
始
め
ら
れ
る
こ
と
。
文

字
の
特
徴
や
書
き
方
、
筆
の
動
か
し
方
に
寄

席
文
字
独
自
の
決
ま
り
ご
と
は
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
以
外
、
特
別
な
作
法
は
あ
り
ま
せ
ん
。

寄
席
文
字
は
「
縁
起
文
字
」
と
も
い
わ
れ
、

客
を
寄
せ
る
た
め
の
書
体
で
、
文
字
そ
の
も

の
を
客
席
と
見
な
し
、
墨
の
黒
々
と
し
た
と

こ
ろ
が
お
客
さ
ま
、
余
白
は
空
席
を
表
し
て

い
ま
す
。
日
を
追
う
ご
と
に
お
客
さ
ま
が
集

ま
る
よ
う
に
と
願
い
を
込
め
て
、
縁
起
を
担

い
で
文
字
を
詰
め
て
右
肩
上
が
り
に
書
く
こ

と
が
極
意
」
だ
そ
う
で
す
。

寄
席
文
字
を
書
く
こ
と
が
生
き
が
い

寄
席
文
字
を
始
め
た
こ
と
で
、
外
に
出
る

機
会
も
増
え
、落
語
家
さ
ん
を
は
じ
め
、

た
く
さ
ん
の
方
た
ち
と
出
会
い
、
繋
が
る
こ

と
が
で
き
、「
寄
席
文
字
を
書
く
こ
と
が
生
き

が
い
」
と
い
う
寺
嶋
さ
ん
。

「
要
望
が
あ
れ
ば
可
能
な
限
り
ご
協
力
し
ま

す
し
、
町
内
で
も
何
か
や
れ
れ
ば
良
い
で
す

よ
ね
。
や
っ
ぱ
り
、
作
品
に
興
味
を
持
っ
て

く
れ
た
り
、
書
い
た
作
品
を
お
渡
し
た
時
の

喜
ぶ
顔
を
見
る
と
す
ご
く
嬉
し
い
し
、
や
り

が
い
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
、
多
く
の

方
に
見
て
い
た
だ
き
、
喜
ん
で
も
ら
え
る
よ

う
、
寄
席
文
字
を
書
き
続
け
て
い
き
た
い
で

す
。」
と
今
後
に
つ
い
て
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

取
材
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
手
書
き
の
文

字
は
、
思
い
が
込
め
ら
れ
温
か
み
が
あ
る
こ

と
を
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。
パ
ソ
コ
ン
や
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
普
及
に
よ
り
手
書
き
す
る

機
会
が
少
な
く
な
っ
た
現
代
だ
か
ら
こ
そ
、

文
字
を
書
く
こ
と
で
新
た
な
日
本
語
の
魅
力

を
再
認
識
で
き
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

紙
以
外
に
も
、
木
の
看
板
や
扇
子
、
提
灯

な
ど
へ
書
く
こ
と
に
も
挑
戦
し
て
い
る
と
い

う
寺
嶋
さ
ん
の
今
後
の
ご
活
躍
が
楽
し
み
で

す
。

大多喜落語会の看板を作成。右は、
大多喜落語会会長　柴崎光子さん

寺嶋さんが作品展で書いた、柳田
國男記念公苑の門看板が記念公苑
に飾られることが決定

文字をバランス良く配置するためのレイアウト（割り付け）を考えるのも楽しみの一つ。「めくり」のほか、毎年開催される墨田区の文化祭や「橘流寄席文字合同新年会」に
出展する作品作りにも意欲的に取り組んでいる

昨年 12 月に開いた作品展に展示した作品集。藤代駅市民ギャラリーに約 90 点の作品を展示し多くの方の目を引いた
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