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新
し
い
扉
を
叩
い
て
み
ま
せ
ん
か

　

今
か
ら
３
年
前
、
そ
れ
ま
で
約
40
年
間
過
ご

し
た
会
社
生
活
に
ピ
リ
オ
ド
を
打
ち
、
新
し
い

生
活
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
会
社
退
職
後
の

将
来
設
計
を
明
確
に
決
め
、
第
二
の
人
生
を
始

め
る
方
も
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
私
に
は

漠
然
と
「
地
域
に
根
ざ
し
た
生
活
が
で
き
た
ら

良
い
」
程
度
の
も
の
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

幸
い
港
区
に
は
恵
ま
れ
た
環
境
が
あ
り
、
港
区

の
チ
ャ
レ
ン
ジ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
大
学
（
以
下
Ｃ

Ｃ
大
学
）
の
存
在
を
知
り
、
入
学
し
ま
し
た
。

　

Ｃ
Ｃ
大
学
在
学
中
か
ら
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

参
加
の
手
始
め
と
し
て
、
広
報
の
案
内
を
見
て
「
教

室
」
、「
講
座
」
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
と

の
関
わ
り
も
少
し
ず
つ
広
が
っ
て
き
ま
し
た
。
新
し

い
環
境
の
な
か
に
入
る
に
は
少
し
の
勇
気
を
も
っ
て

一
つ
の
扉
を
た
た
く
と
、
除
々
に
世
界
が
広
が
っ
て

い
く
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
ほ
と
ん

ど
参
加
し
た
こ
と
の
な
か
っ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
も
機
会
を
見
つ
け
て
行
っ
て
い
ま
す
。
周
囲
に

は
日
常
的
に
活
動
し
て
い
る
方
も
多
く
、
尊
敬
の

念
を
抱
き
ま
す
。
一
つ
の
こ
と
を
始
め
る
こ
と
が

大
切
で
あ
る
と
実
感
し
て
い
ま
す
。
現
在
進
め
て

い
る
活
動
が
こ
れ
か
ら
の
生
活
の
基
礎
の
一
つ
に

な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

新
し
い
生
活
へ
の
切
り
替
え
に
は
ま
ず
、
自
分
自

身
を
変
え
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
ま
し
た
。
今
ま
で

培
っ
て
き
た
ノ
ウ
ハ
ウ
は
役
に
立
ち
ま
す
が
、
過
去

の
実
績
は
邪
魔
に
な
っ
て
も
役
に
立
ち
ま
せ
ん
。

情
報
を
得
る
手
段
と
し
て
は
、
港
区
が
発
行
す
る

「
広
報
み
な
と
」
や
港
区
社
会
福
祉
協
議
会
が
発
行

す
る
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
情
報
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

よ
り
高
齢
に
向
か
う
自
分
自
身
の
人
生
を
活
か

す
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
少
し
で
も
地
域
に
活
か
せ
る

こ
と
が
あ
れ
ば
、
よ
り
充
実
し
た
も
の
で
あ
る
と

考
え
活
動
で
き
れ
ば
嬉
し
い
で
す
。

　

最
近
の
話
題
の
本
に
「
終
わ
っ
た
人
」
（
内
館

牧
子
著
）
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
決
し
て
過
去

の
「
誇
り
」
に
囚
わ
れ
ず
、
新
し
い
活
動
が
新
し

い
「
誇
り
」
に
な
れ
ば
良
い
し
、
「
終
わ
っ
た
人
」

で
は
な
く
「
明
日
の
あ
る
人
」
と
し
て
活
動
し
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
も
新
し
い
扉
を
叩
い
て
み
ま
せ
ん
か
。

（
担
当
／
太
田
）
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■増改築、修復工事
　1916年に建てられた礼拝堂は英
国ゴシック様式で南北に長い長方
形で、屋根に尖塔がありました。鉄
筋コンクリート及びレンガ造で屋根
はスレート葺きでした｡1923（大正
12）年の関東大震災で多大な被害
を受け、震災復旧工事が行われ、
鉄筋コンクリート造のバットレス（扶壁）が新設され壁の補修が行われました。
　1931～34（昭和6～9）年、増改築工事が行われ、東西に袖廊が増築されま
した。1945（昭和20）年の東京大空襲による被害は受けませんでした。1954
（昭和29）年と1962（昭和37）年には２階ギャラリーや講壇まわりの大規模な
改修工事が実施されました。1971（昭和46）年には屋根が銅板一文字葺きに
替えられ、内外装が現在の姿になりました。
　港区指定有形文化財の指定を受け､2006（平成18）年から工事期間22ヶ月を
かけて保存修理工事が行われました。保存修理の主な工事は、屋根の葺き直し、
復元整備に伴う内装工事、構造耐力を補うための構造補強工事、設備機器の更
新、新調するパイプオルガンの設置に伴う整備でありました。さらに、部材の有
効利用・再利用を最大限図るとともに､取り外された部材は可能な限り、建物
内部に資料保存材として保管しました。

■チャペルの利用
　礼拝の他、明治学院大学及び高校の入
学式・卒業式に使われます。荘厳な雰囲気
は入学生、卒業生に評判がよいです。結婚
式は年24組位で、明治学院同窓生に使わ
れています。設計者のウィリアム・M・
ヴォーリズも1919（大正８）年６月にここ
で結婚式をあげました。
　また、ヘンク・ファン＝エーケン氏製作のパ
イプオルガンが設置され、その荘重な響き
は、海外でも高く評価されています。パイプオ
ルガンの演奏会もしばしば開かれています。

■文化財指定・受賞歴
　1989（平成元）年港区の有形文化財に指定され、2002（平成14）年、東京都
「特に景観上重要な歴史的建造物等」に指定され、2010（平成22）年第20回
BELCA賞を受賞しました。
　BELCA賞は、長期にわたって適切な維持保全を実施したり、優れた改修を
実施した既存の建築物のうち、特に優秀なものを選び、その関係者を表彰す
ることにより、わが国における建築物の形成に寄与することを目的とする表
彰制度です。

■献堂100周年記念行事
　2016（平成28）年5月28日（土）ファビオ・チオフィーニのオルガン・リサイタ
ルが開催され、2017（平成29）年1月21日（土）15時から「J.S.バッハのオルガ
ン全作品シリーズVol.6」の演奏会が開かれます。この他に、2016年11月25日
（金）16時半から、港区の小学校と長野県小諸市の小学校の児童と共にクリ
スマスツリー点灯式が記念館前芝生広場にて行われます。

※学院構内入構は事前申請が必要です。チャペル公開日等については、以下へお問い
合わせください。なお、例年11月1～3日の3日間、チャペル内部を一般公開しています。

問合せ先●明治学院（学院長室）TEL03-5421-5230（平日9：00～16：00）

1916（大正5）年に完成したウィリアム・Ｍ・ヴォーリズ設計の「明治学院
礼拝堂」は今年で献堂100周年になります。この礼拝堂は、明治学院の
シンボル、地域のシンボルとして生き続けてきました。小暮修也明治学院
学院長から、礼拝堂についてお話をうかがいました。

（担当／安藤、土屋、明石、森、若生）

地域に生きる建築 明治学院礼拝堂（チャペル）献堂100周年！

しゅう ろう

ぶ

銅板葺きの屋根と尖塔の対比が美しい外観

建設当初の外観

手のこんだ装飾
を施した天井の
トラス梁

内部空間（背後）
世界的に有名な
パイプオルガン

講壇を望む
シンメトリ
ーでドラマ
チックな内
部空間

十字架をモティーフにしたステンドグラス

100年間使われ続けた椅子



　みなとっぷ

談
す
る
こ
と
で
気
持
ち
が
楽
に
な
る
よ
う
に
努
め

て
い
ま
す
。

「
あ
い
は
ー
と
・
み
な
と
」に
勤
務
し
て
何
年

に
な
り
ま
す
か

　

2
0
0
5
年
の「
あ
い
は
ー
と・み
な
と
」設
立

時
に
区
の
職
員
か
ら
施
設
長
と
し
て
赴
任
し
て
か

ら
今
年
の
定
年
ま
で
12
年
間
勤
務
し
ま
し
た
。今

で
も
ス
タ
ッフ
と
し
て
週
に
数
日
来
て
い
ま
す
。

「
あ
い
は
ー
と
・
み
な
と
」に
赴
任
す
る
ま
で
、

ど
の
よ
う
に
過
ご
さ
れ
ま
し
た
か

　

男
性
も
保
育
士
に
な
れ
る
こ
と
を
知
り
保
育

士
の
資
格
を
取
り
、保
育
園
勤
務
を
希
望
し
ま
し

た
が
、か
な
わ
ず
、「
の
ぞ
み
の
家
」と
い
う
障
が
い

児
の
施
設
に
赴
任
し
ま
し
た
。こ
こ
で
16
年
間
勤

務
の
後
、「
港
福
祉
作
業
所
」、西
麻
布
児
童
館
の

館
長
を
経
て
、「
あ
い
は
ー
と・み
な
と
」に
赴
任
し

ま
し
た
。今
ま
で
、と
も
か
く
現
場
一筋
で
や
って
き

ま
し
た
。な
に
よ
り
人
と
ふ
れ
あ
い
、喜
び
や
悲
し

み
を
共
有
で
き
る
と
こ
ろ
が
大
好
き
で
し
た
。現

場
で
過
ご
せ
た
こ
と
は
本
当
に
幸
せ
で
し
た
。

利
用
者
さ
ん
と
の
ふ
れ
あ
い
に
気
を
付
け
て

い
る
点
は

　

赴
任
以
来
12
年
間
付
き
合
って
き
た
方
も
い
ま

す
。出
来
る
限
り
同
じ
視
点
で
問
題
を
共
有
で
き

る
よ
う
努
め
て
い
ま
す
。

　

障
が
い
者
と一緒
に
、音
楽
を
聞
い
た
り
、本
を
読

ん
だ
り
し
て
感
動
を
共
有
し
た
り
す
る
こ
と
が
大

事
で
す
。感
性
を
持
って
接
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

ま
す
。音
楽
会
、ク
リ
スマ
ス
会
、夏
ま
つ
り
な
ど
い
ろ

い
ろ
な
イ
ベン
ト
を
開
催
し
、一緒
に
楽
し
み
ま
す
。

　
一
緒
に
食
事
を
つ
く
り
、食
べ
る
こ
と
も
ふ
れ
あ

い
に
な
り
ま
す
ね
。こ
の
施
設
で
は
、１
０
０
〜
２
０

０
円
を
出
し
て
材
料
を
買
っ
て
、作
る
食
事
会
を

よ
く
開
催
し
て
い
ま
す
。

勤
務
す
る
中
で
良
か
っ
た
こ
と
、楽
し
か
っ
た

こ
と
、一
方
大
変
だ
っ
た
こ
と
な
ど
教
え
て

く
だ
さ
い

　

笑
顔
で
来
館
し
、笑
顔
で
帰
ら
れ
る
の
を
見
送

る
時
が一番
う
れ
し
い
で
す
ね
。

　

悩
み
事
の
相
談
を
受
け
、じ
っ
く
り
話
を
聞
く

中
で
本
人
が
自
分
で
解
決
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

時
は
こ
ち
ら
も
う
れ
し
く
な
り
ま
す
。話
を
聞
く

こ
と
で
問
題
は
大
部
分
解
決
し
て
い
る
と
思
って
い

ま
す
。一方
で
利
用
者
さ
ん
同
士
の
ト
ラ
ブ
ル
も
あ

り
ま
す
。収
め
る
の
は
大
変
で
す
が
、お
互
い
相
手

の
話
を
よ
く
聞
く
こ
と
が
大
事
で
す
。ま
た
、利
用

者
の
み
な
さ
ん
が
問
題
を
共
有
す
る
こ
と
も
必
要

で
す
ね
。職
員
よ
り
利
用
者
仲
間
の
助
言
に
助
け

ら
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

「
あ
い
は
ー
と
・
み
な
と
」の
運
営
が
当
初
の

区
営
か
ら
民
間
に
な
り
、変
わ
っ
た
点
は
あ
り

ま
す
か
。ま
た
、職
員
で
大
切
な
こ
と
は
ど
ん

な
こ
と
で
す
か

　

仕
事
の
責
任
の
持
ち
方
は
変
わ
ら
な
い
で
す
が
、

区
営
で
は
時
間
の
区
切
り
を
つ
け
て
や
っ
て
い
た
の

が
、民
間
だ
と
今
日
の
こ
と
は
今
日
の
う
ち
に
や
ろ

う
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
す
。

　

職
員
は
可
能
な
限
り
情
報
を
共
有
し
、ひ
と
り

で
抱
え
込
ま
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。そ
う
し
な

い
と
長
続
き
し
ま
せ
ん
。時
間
内
で
対
応
す
る
こ

と
が
課
題
に
な
る
た
め
、仕
事
と
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
の

切
り
替
え
も
大
切
な
こ
と
で
す
。

　

私
自
身
、通
勤
時
間
が
長
い
の
で
、そ
の
間
で
、

オ
ン・オ
フ
の
切
り
替
え
が
で
き
る
の
で
大
変
助
か

って
い
ま
す
。

　

こ
の
仕
事
を
し
て
い
く
上
で
大
事
な
こ
と
は
、人

の
気
持
ち
が
分
か
る
こ
と
で
す
ね
。

若
い
職
員
の
方
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
感
じ
る
こ
と

は
あ
り
ま
す
か

　

仕
事
上
の
ギ
ャッ
プ
は
あ
ま
り
感
じ
て
い
ま
せ
ん
。

大
変
な
仕
事
だ
が
将
来
き
っ
と
役
に
立
つ
と
思
い

仕
事
を
永
く
続
け
て
ほ
し
い
で
す
ね
。広
く
社
会

に
出
た
と
き
に
答
え
が
見
つ
か
る
と
思
い
ま
す
。

ギ
タ
ー
を
弾
か
れ
ま
す
ね

　

利
用
者
の
方
で
素
晴
ら
し
い
詩
を
作
る
方
が
い

て
、曲
を
付
け
て
ほ
し
い
と
頼
ま
れ
る
と
、ギ
タ
ー

で
曲
を
作
っ
て
差
し
あ
げ
た
り
し
ま
す
。ギ
タ
ー

も
作
曲
も
独
学
で
す
が
、「
ハ
ー
ト
音
楽
会
」で
作

曲
し
た
歌
を
一緒
に
歌
う
と
と
て
も
喜
ば
れ
ま
す
。

音
楽
会
は
年
3
回
位
開
催
し
て
い
ま
す
。「
あ
い
は

ー
と・み
な
と
」で
は
こ
の
他
に
パ
ソ
コ
ン
教
室
、ヨ
ガ

教
室
、空
手
、演
劇
な
ど
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
意
し
、

皆
さ
ん
が
楽
し
い
時
間
を
過
ご
し
て
い
た
だ
く
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。

地
域
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て

　

地
域
と
の
つ
な
が
り
は
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

　

お
祭
り
な
ど
地
域
の
行
事
に
積
極
的
に
参
加

す
る
こ
と
で
、利
用
者
さ
ん
が
地
域
貢
献
が
で
き
、

役
割
を
は
た
す
こ
と
が
生
き
る
力
に
繋
が
る
と
思

って
い
ま
す
。

　

地
域
の
皆
さ
ん
に
障
が
い
者
の
こ
と
、施
設
の
こ

と
を
正
し
く
理
解
し
て
頂
き
、「
あ
い
は
ー
と・み

な
と
」に
来
て
、障
が
い
の
あ
る
方
の
話
し
相
手
に

な
って
く
れ
る
と
よ
い
と
思
って
い
ま
す
。

高
輪
の
街
を
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か

　
「
あ
い
は
ー
と・み
な
と
」の
周
り
の
地
域
は
親
し

み
や
す
い
街
で
す
。1
9
9
6（
平
成
８
）年
に
通

い
始
め
た
と
き
は
地
下
鉄
も
走
って
お
ら
ず
、下
町

の
風
情
の
残
る
庶
民
的
な
雰
囲
気
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
ん
な
雰
囲
気
が
地
方
の
下
町
出
身
の
私
に
は
溶

け
込
み
や
す
か
っ
た
で
す
。

●
取
材
を
終
え
て

　
小
山
さ
ん
、本
当
に
心
優
し
く
温
か
い
方
だ
な
あ

と
思
い
ま
し
た
。人
と
の
接
し
方
、グ
ル
ー
プ
の
ま

と
め
方
な
ど
学
ぶ
べ
き
点
、教
え
ら
れ
る
点
が
多
い

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
し
た
。

「
あ
い
は
ー
と・み
な
と
」は
ど
の
よ
う
な
施
設

で
す
か

　
「
あ
い
は
ー
と・み
な
と
」は
高
輪
一丁
目
に
あ
り
、

港
区
で
唯
一の
精
神
障
害
者
地
域
活
動
支
援
セ
ン

タ
ー
で
す
。基
本
的
に
は
港
区
在
住
の
方
で
精
神

障
が
い
の
あ
る
方
が
社
会
と
の
ふ
れ
あ
い
の
第
一
歩

の
場
と
し
て
、い
つ
で
も
来
て
も
ら
い
、自
由
に
過
ご

し
て
も
ら
う
こ
と
で
日
常
生
活
の
支
援
や
相
談
、

社
会
参
加
や
自
立
の
支
援
に
繋
げ
て
い
ま
す
。

　

2
0
0
5（
平
成
17
）年
に
区
が
運
営
す
る
施

設
と
し
て
設
立
、今
年
の
4
月
か
ら
社
会
福
祉
法

人
港
福
会
が
運
営
を
引
き
継
い
で
い
ま
す
。

「
あ
い
は
ー
と
・
み
な
と
」の
利
用
者
は
年
々

増
え
て
い
る
よ
う
で
す
ね

　

現
在
の
登
録
者
は
1
3
5
人
で
、毎
日
の
利
用

者
は
平
均
25
人
前
後
で
し
ょ
う
か
。

　

電
話
相
談
も
行
って
い
て
、日
に
40
〜
60
件
は
あ

り
ま
す
。対
応
す
る
職
員
は
非
常
勤
併
せ
て
11
名

で
す
か
ら
結
構
大
変
で
す
。電
話
さ
れ
る
方
が
相

障
が
い
者
の
た
め
に
、い
つ
も
温
か
い
ほ
っ
と
す
る

笑
顔
で
接
し
て
い
る
小
山
さ
ん
。そ
の
笑
顔
の
秘
密

を
知
ろ
う
と
、イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

港
区
立
精
神
障
害
者
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

（
あ
い
は
ー
と・み
な
と
元
施
設
長
）

小
山  

正
隆
さ
ん

こ

や
ま

ま
さ

た
か

の
こ

街

の
こ
に

人
り
あ

（
担
当
／
吉
田
、
安
藤
、
土
屋
、
太
田
、
佐
藤
）

現
場
が
大
好
き
、人
と
ふ
れ
あ
う
こ
と
が
大
好
き
で
す

小山  正隆（こやま　まさたか） 【プロフィール】

1950年4月、岩手県釜石市にて生まれる。1971～72年、多
摩芸術学園映画科。その後演劇を志し、小演劇集団で活
動。1973年、故蜷川幸雄さん主宰の演劇集団「櫻社」の
作品に関わる。1978～80年、東京都大田高等保育学院。
1980年、港区役所「のぞみの家」勤務。「港福祉作業所」
を経て「西麻布児童館」館長就任。2005年、「港区精神障
害者地域生活支援センターあいはーと・みなと」施設長就
任。2008年、社会福祉法人おあしす福祉会で「あいはー
と・みなと」に継続勤務。2016年、社会福祉法人港福会で
「あいはーと・みなと」に継続勤務。

一人ぼっちのボクへ （抜粋）　作詞　唐亀　実／作曲　小山　正隆

春になって　　友だちが来て　　ボクを外に連れ出した
夏になって　　あいはーとを知り　　新しい友ができた
七夕の夜　　祭りの準備　　音楽会
みんなが食べた食事　　ボクはもう一人ではない

食べて　語り合って　学んで　歌って　お茶して　ワイワイやって
包んでくれた
ビューティフル　　あいはーとデイ
ビューティフル　　あいはーとデイ
ぼくは　　もう一人じゃない
ぼくは　　もう一人じゃない

307 mm

夏まつりで大うけ！ 演劇部の朗読劇
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泉岳寺泉岳寺
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伊皿子伊皿子

高松中学校高松中学校

高輪三丁目高輪三丁目

高輪一丁目高輪一丁目

白金二丁目白金二丁目

白金一丁目白金一丁目

三田五丁目三田五丁目

白金四丁目白金四丁目
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行
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泉
岳
寺
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❺

❷

❹

❶
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　瑞聖寺は江戸で最初の黄檗宗の寺院で1670
（寛文10）年に建立され、大雄宝殿の須弥壇中央
に木造釈迦如来坐像と阿難・迦葉像の両脇侍立
像があり本尊とその脇侍として伝存されている。
　その姿は特意な像容で、目鼻立ちの大づかみ
な癖のある顔かたち、背丈の高いつくりや衣な
どには中国明代の図像を写そうとした趣が強く
表れている。
　木造釈迦如来像には「寛文　辛亥」（1671（寛
文11）年）の銘があり、創建時に造像されたと思
われる。中尊の右側（向かって左側）の阿難像は
両肩を覆って衲衣（世人が捨てた布吊で縫い合
わせた法衣）をまとい、裙（衣のすそ）を着け、
両手を合掌した壮年の姿である。中尊の左の迦
葉像は右肩を出して衲衣をまとい裙を着けて両
手を胸の前で組む老相を表している。本三尊像は一具像として整い、江戸禅宗
彫刻の記念的作品といえる。
　お寺の日常管理で一番大切なことは防火で、喫煙を始めとした火の不始末は
大惨事となるので拝観に行く人の配慮も大切である。大雄宝殿の周囲は風水の
考えが反映されており、参道の曲線そして竜の鱗を象った敷石は魔力（火災）
を防ぐ意味があるようだ。拝観者には、すべてにわたり、自分のことだけでなく
周りに気を遣う気持ちを持って欲しいと住職の古市様のお話だった。
（瑞聖寺は2017（平成29）年から暫く建物の一部改装のため、文化財の拝観ができなくなる予定です）

（担当／明石、安藤、伊関、太田、吉田、土屋）

2016 年 11月　　みなとっぷ

港区指定・登録

文化財をたずねて
　高輪地区には、寺院や学校などに多くの文化財があり
ます。それぞれのところで、永い年月にわたり、火災や盗難
などに気を遣いながら、大切に保管され、今日にその姿
を伝えています。今号では、ほんの一部のご紹介だけで
すが、高輪地区の財産として後の世につないでいかなけ
ればと思います。
　お寺は静謐な場所で、文化財を一般に公開していない
ところもあります。どうぞその点を十分ご理解ください。

木造釈迦如来及び阿難・迦葉像 （昭和63年10月26日指定）
あ　　   なんもく　　   ぞう　  　 しゃ　　　 か　　     にょ　　 らい か　    しょう　　  ぞう し　　   ほん　　   きん　　　じ　　　ちゃく　    しょく　　    　  し　　　  し　　　 ず　　　　    ふすま　   ちょう　　  ふ

❶
瑞聖寺所有 （白金台3－2）
ずい    しょう      じ

英一蝶筆　釈迦如来画像 （昭和63年10月26日指定）
じょう    きょう      じ せん      がく       じ さい     かい      じ

みょう     ふく       じ

木造釈迦如来及び阿難・迦葉像※

国指定重要文化財の大雄宝殿（1757年再建）

　本図の筆者は、図中の款記（署名）「北窓翁一蝶謹画」に
よって、江戸中期に活躍した特異な風俗画家として知られる英
一蝶であることがわかる。
　英一蝶は、はじめ狩野安信に学んだが、のちに独自の画風を
確立し、軽妙洒脱な風俗画を多く描いたことで知られる。
　本図は一蝶が描いた数少ない仏画の遺例であり、「清凉寺式
釈迦像」＊の図像に準処して描かれた本格的な仏画として貴重
なものとされている。
　承教寺の境内には、英一蝶の墓があり、現在の檀家は一蝶
から数えて9代目の英信敬氏が務めている。そのご縁があった
のか、先代の住職が1940年代に山梨県に住む篤信家浅川氏か
らこの「釈迦如来画像」が寄贈され、その後、文化財に指定
された。
 なにより火災等に遭わないよう細心の注意を払い大切に保管
していますとの住職のお話があった。

＊京都嵯峨にある清凉寺の本尊「釈迦如
来像」の形式（水波状の衣文など）を
模した仏像

❸
承教寺所有 （高輪2－8）

英一蝶筆　釈迦如来画像※承教寺　山門 英一蝶の墓

　本像は、紋付・袴で着座する
天野屋利兵衛像で、1880（明治
13）年入江長八により作成され
た。天野屋利兵衛は、赤穂義士
を助ける商人として、歌舞伎、
講談、浄瑠璃などに登場し、錦
絵にも多く描かれているが、実
在する人物ではない。入江長八
はこれらの物語から想像して作
成したものと考えられる。
　入江長八は、江戸後期から
明治にかけて活躍した伊豆の
出身の左官職人の名工である。
左官の仕事をするかたわら、狩
野派などから絵を学んだとい
われ、漆喰によるレリーフに色
彩を施した鏝絵を大成させ、浅
草寺観音堂、成田不動尊など
各地に作品を残した。
　現在、伊豆松崎町に長八美術館があり、入江長八
の作品が多く所蔵されている。本像は長八数え66歳
の作品で、きりりとした顔の表情、着衣の表現など
に細かな神経が行き届いている。都内に残る数少な
い長八の作品の一つとして貴重である。
（天野屋利兵衛像は泉岳寺赤穂義士記念館に展示しています。）

＜参考文献＞「港区指定文化財　昭和54（1979）年度～平成20（2008）年度」（港区立港郷土資料館）※の画像は参考文献からの転載

泉岳寺　山門

漆喰造彩色 天野屋利兵衛像　入江長八作 ❹
泉岳寺所有 （高輪2－11）

天野屋利兵衛像※

紙本金地着色 獅子図（襖貼付） （平成9年3月11日登録）❷
明福寺所有 （三田4－4）

はなぶさ　  いっ　　  ちょう いり　　    え　　   ちょう　　 はちあま         の　        や　　　   り　　　  へ　　    え　　    ぞうしっ　　  くい　　　ぞう　　  さい　　   しき もく　　   ぞう　　    あ　　　  み　　　  だ　　　  にょ　　  らい　　　 ざ　　　 ぞうが          ぞうしゃ　　    か　　　 にょ　　  らい

　土蔵造り風の本堂には
いると、内陣と外陣の境
界に見られる左右の余間
に2枚ずつはめ込まれた
江戸狩野派の襖絵があり、
向かって左面が大きく右
面が少し小さい。
　緑・白・金色の吸い込
まれるほど魅力的できれ
いな色彩でどっしりとし
た唐獅子が川で楽しく遊
んでいる図柄がある。襖
絵の保存状態は極めて良
く、唐獅子と滝の絵は生
命感があふれており、
気品のある襖絵である。
　この絵は構成上あと四
枚あったと思われている
が、江戸狩野派の絵師の
作品によるもので、古い
時代には変わりがないが、落款、署名がないので、いつ
頃からこの寺に保存されていたのか不明である。加えて、
荘厳な３つの欄間には獅子と牡丹の彫刻が施されている。

本堂襖絵（江戸狩野派）

明福寺　山門

　区内では数少ない平安
時代後期の仏像で、当時の
作風をよく伝える遺例とし
て貴重なものである。素材
はヒノキで、表面は漆箔を
施している。半眼に彫られ
た目は細く、大衣の衣文や
肉身部の表現は端正で優
美な平安後期、12世紀前半
から中ごろの特徴をよく示
している。（像高85.0㎝）
　済海寺は、1621（元和
7）年、この地に創建され、
1859（安政6）年日本初の
フランス公使館が置かれた
寺院として有名。阿弥陀如
来は当初よりお寺の本尊と
して大切に守られてきてい
る。（一般には非公開）

済海寺 木造阿弥陀如来坐像※

木造阿弥陀如来坐像 （平成14年10月18日指定）❺
済海寺所有 （三田4－16）

かん   き

しゅ   み     だん

おう   ばく しゅう

せい りょう  じ    しき

こて　え

しゃ     か    ぞう

わき　じ

のう　え

くん

りょう わき     じ    りつ

ぞう

せい　ひつ

外陣より内陣をのぞむ

（平成16年10月26日指定）
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北里大学薬学部にある北里会フットサル部。試合に
向けて練習に励む一方で、地域の子どもたちとの
交流を大切にしています。そこで北里大学の白金
キャンパスを訪ね、部長の西野貴司准教授と部員
の方々にお話を伺いました。

みんながヒーロー
　サッカーよりもコートが小さく、皆がボールに触ることができるフット
サル。プレーするのはたった5人、全員が守りと攻めをするので「誰でもヒ
ーローになれる」。フットサルの人気はますます高まっているようです。
　北里大学でも今やフットサル部は100名を超える部員を擁し、キャンパ
スの中でも中心的なクラブになっています。2014（平成26）年4月にはサ
ークルから正式にクラブとして認められました。今では北里大学薬学部
主催の大会を行う他、今年は他大学の薬学部との交流戦である「薬科リ
ーグ」を立ち上げるなど、活発に活動しています。

みんなでボランティア
　ボランティア活動にも力を入れています。2014（平成26）年、「まなボー
ド」（朝日アカデミー自習支援プログラム＝朝日中学校、三光小学校、神
応小学校の3校合同のプログラム）に参加し、当初は中学生の自習をサ
ポート、その後小学生のサポートも行い、3校が統合して白金の丘学園が
開校してからも小学生に月に数回
のサポートを続けています。
　自分では当たり前だと思ってい
たことを「何で？」と聞かれたとき
や、学習意欲が低い子に教えると
きなどは困惑してしまいますが、
将来薬を誰にでもわかりやすく説

明をするときに
役に立つと思え
ば苦労とは思わ
ないそうです。
子どもたちが道で会うと挨拶してくれたり、教室で「また来てくれたの！」
「ありがとう！」と言ってくれると本当に嬉しいそうです。子どもたちと親し
くなるにつれて質問も増え、やりがいを感じるようになり、今では学校に
足を運ぶことを楽しみにしているとのことです。

地域の厚意に感謝
　昨年北里大学薬学部50周年事業の新棟建設工事で体育館が使えなく
なったとき、この活動が縁となり三光小学校の体育館を借りることができ、
統合の後も引き続き白金の丘学園の体育館で活動しています。ここにも
地域連携の成果が見えるようです。
　文武両道で頑張っている若者たち、皆さんの表情が輝いているのが印
象的でした。

（担当／中込、土屋、梶、阿部）

勉強も教えるよ！ ―北里大学薬学部北里会フットサル部―
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で
も
胸
が
痛

み
ま
す
。

　

元
の
場
所
に
仮
校
舎
が
で
き
あ
が
っ

た
時
の
子
ど
も
や
教
師
の
喜
び
は
大
変

な
も
の
で
し
た
。
薄
い
板
壁
で
つ
く
ら

れ
た
教
室
は
、
節
穴
か
ら
隣
の
教
室
を

覗
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
細
か
い

こ
と
は
気
に
せ
ず
自
分
の
学
校
と
い
う

誇
り
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

　

給
食
は
、
職
員
が
一
人
し
か
い
な
い

の
で
、
若
い
教
員
は
給
食
づ
く
り
を
手

伝
い
ま
し
た
。
授
業
中
で
も
八
百
屋
さ

ん
が
「
ち
わ
ー
」
と
集
金
に
顔
を
だ
し

た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

　

当
時
は
陰
湿
な
い
じ
め
な
ど
な
く
、

子
ど
も
た
ち
は
み
な
明
る
く
が
ん
ば
っ

て
い
ま
し
た
。

白
金
小
学
校
の
想
い
出

　

教
員
生
活
40
年
の
最
後
の
12
年
間

は
、
く
し
く
も
か
つ
て
小
学
生
生
活
を

過
ご
し
た
白
金
小
学
校
で
し
た
。
校
舎

の
あ
ち
こ
ち
に
思
い
出
が
残
っ
て
い
て

懐
か
し
く
、
思
わ
ず
校
舎
の
隅
か
ら
隅

ま
で
歩
き
回
り
ま
し
た
。
そ
の
校
舎
が

改
築
の
為
取
り
壊
さ
れ
た
時
は
肉
親
を

失
う
よ
う
な
気
持
に
な
り
ま
し
た
。
白

金
小
学
校
は
幸
い
空
襲
に
あ
わ
ず
、
当

時
の
子
ど
も
た
ち
は
恵
ま
れ
て
い
た
と

思
い
ま
す
。
た
だ
児
童
数
が
多
く
、

2
0
0
0
名
を
超
し
て
い
ま
し
た
が
、

狭
い
校
庭
で
も
手
つ
な
ぎ
鬼
や
馬
と
び

な
ど
楽
し
く
遊
ん
で
い
た
も
の
で
す
。

　

当
時
、
お
祭
り
の
時
は
住
民
全
員
が

参
加
す
る
の
で
、
そ
の
日
は
お
休
み
に

な
り
ま
す
。
私
は
高
輪
神
社
の
お
祭
り

に
参
加
し
、
学
校
の
児
童
は
白
金
氷
川

神
社
の
お
祭
り
に
参
加
し
ま
す
の
で
、

休
み
の
日
が
違
っ
て
い
ま
し
た
。
卒
業

し
た
児
童
た
ち
と
も
親
交
が
続
き
、
結

婚
式
に
呼
ば
れ
た
り
す
る
の
が
と
て
も

楽
し
い
想
い
出
に
な
り
ま
し
た
。

音
楽
と
登
山
に
挑
戦

　

そ
れ
ま
で
、
仕
事
と
子
育

て
に
追
わ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
音
楽
と
登
山
に
憧
れ
て

お
り
ま
し
た
。
下
の
子
が
高

校
卒
業
時
、
思
い
立
つ
と
矢

も
楯
も
た
ま
ら
な
く
な
っ

て
、
40
歳
半
ば
な
の
に
と
不

安
を
い
だ
き
つ
つ
、
コ
ー
ラ
ス

と
山
の
会
に
入
会
し
ま
し
た
。
仕
事
が

忙
し
く
て
数
ヶ
月
に
１
度
し
か
登
れ
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
登
山
は
少
し
自
然
に

触
れ
ら
れ
れ
ば
と
い
う
思
い
が
エ
ス
カ

レ
ー
ト
し
て
70
歳
前
ま
で
に
、
北
海
道

か
ら
九
州
ま
で
の
百
名
山
を
完
登
し
ま

し
た
。
コ
ー
ラ
ス
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
曲
で
、

イ
タ
リ
ア
語
、
ド
イ
ツ
語
な
ど
の
歌
詞

を
憶
え
る
の
が
大
変
で
す
が
暗
唱
で
歌

う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
音
楽
は
コ
ー
ラ

ス
だ
け
で
な
く
、
70
歳
で
フ
ル
ー
ト
の

演
奏
に
も
挑
戦
。
音
出
し
を
経
験
し
た

後
、
本
格
的
に
始
め
た
の
は
77
歳
か
ら

で
、
今
は
二
つ
の
ア
マ
チ
ュ
ア
オ
ー
ケ
ス

ト
ラ
に
所
属
し
て
演
奏
し
て
い
ま
す
。

充
実
し
た
老
後

　

登
山
、
音
楽
の
他
、
パ
ソ
コ
ン
も
習

い
、
メ
ー
ル
や
ネ
ッ
ト
の
閲
覧
も
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ス
キ
ー
は
62

歳
か
ら
始
め
区
の
検
定
テ
ス
ト
で
３
級

を
と
り
ま
し
た
。
卓
球
も
定
年
後
に
始

め
、
麻
雀
、
ビ
リ
ヤ
ー
ド
も
体
験
し
、

85
歳
ご
ろ
か
ら
囲
碁
も
始
め
て
い
ま

す
。
い
き
い
き
プ
ラ
ザ
な
ど
で
講
座
を

受
け
た
り
、
活
動
し
た
り
で
忙
し
い
毎

日
を
送
っ
て
い
ま
す
。

　

港
区
は
施
設
や
講
座
が
整
っ
て
い
る

の
で
、
充
実
し
た
老
後
を
過
ご
す
こ
と

が
で
き
、
港
区
に
住
ん
で
ほ
ん
と
に
よ

か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ス
ー
パ
ー
レ
ディ 

何
に
で
も
チ
ャ
レ
ン
ジ！

（
担
当
／
安
藤
、
松
島
、
伊
関
、
森
）

お若く元気な鈴木さん

中央アルプス（長野県）にて

と
て
も
88
歳
に
見
え
な
い
若
々
し
い
鈴
木
さ
ん
。何
に
で
も
挑
戦
し
て
い
く
前
向
き
の
意
欲
に
驚
き

ま
す
。こ
れ
が
若
さ
の
秘
訣
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。最
初
に
小
学
校
に
勤
務
し
た
頃
か
ら
現
在
ま
で
の

人
生
の
過
ご
し
方
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

暮らしプレイバック暮らしプレイバック
お話を伺った人　鈴木 和子さん （88歳・高輪３丁目在住）

すず き かず こ

試合に向けて猛練習

左から小野里彩、新藤正人、田中千波矢、上松大曜、井上万梨子、坂本麗華、坂根宏明の部員の皆さん

地域で活躍する
若者たち



　みなとっぷ

ワンポイントアドバイス

なるべく厚手の鍋を使いましょう

3歳と7歳の子がいます。下の子がなかなかテーブルについて朝ご飯
を食べません。時間がなくなり結局はジュースとポテトチップを
食べさせてしまうことがあります。

多くの母親が子育て中でぶつかるのが「食」の問題です。今回は高輪地区の
お母さんたちの悩みをいくつかお聞きし、みなと保健所の「食」の専門家である
管理栄養士の前田愛子さんと片岡志乃さんに、助言をいただいてきました。

（担当／本城、土屋、梶）

たただだいいまま子子育育てて中中

Q
ある共働き夫婦の食事の悩み

3歳の子は親の注意を引こうとアピールしていますね。前の晩から
朝ごはんをちゃんと食べる「約束」を決め、7歳の子にも協力を求め、
食べたら皆でほめるようにしましょう。

A

●みなと保健所健康推進課健康づくり係
良く寄せられる質問に対するヒントが港区のホームページにまとめられています。

港区　栄養Q&A

6歳と8歳の子どものうち6歳の子は好き嫌いがひどく、
野菜でも形があると食べません。トンカツが好きで
朝からトンカツを食べています。

Q
好き嫌いがひどいという悩み

嫌いな野菜は、形を変えて分からなくする方法や、家族が皆でおい
しそうに食べることで興味を持たせる方法もあります。何か食べ物
以外の、例えば親の期待に応え褒められている兄に対して、弟は好
き嫌いを言って親の注意を引こうとしている可能性もあります。学
年が上がるなど環境が変わると食べるようになることもあります。

A

子どもは肉類が大好きで野菜嫌いです。おかずは揚げ物
などをスーパーで買います。父親は家でほとんど食べ
ません。母親の朝食は時間がないためトーストを立ち
食いしています。

Q
一緒に食事ができない家族の悩み

連休などに、おじいちゃんやおばあちゃんも一緒に、家族の昔から
の食の習慣を思い出す機会を作りましょう。料理を作る時の音や香
りを家族で共有し、期待や関心を持たせ、両親揃って「おいしいね」
と食卓で食べるところを子どもに見せてはいかがでしょうか。

A

自宅では食材に気を遣い、無農薬の野菜やおやつも安全に気遣っ
ていますが、お友達の家でコーラやジュース、スナック菓子が出さ
れるので困っています。

Q
食材や食品添加物の悩み

お友達の家で出された食べ物・飲み物の批判はしないで、「珍しい
ものを食べられてよかったね」と受け入れることも大切です。食事
をしながら、元気な体になる食べ物の話や、食材の買い物をしてい
る親の姿を見せましょう。
何でも興味を持ち「味覚」の発達するこの時期に、友だちと食べた
り作ったりすることに巻き込んだらいかがでしょうか。

A

表示されたページの「栄養Q＆A 」の中で「お母さんと子どもの食事Q&A」をクリックしてご覧ください。検索のキーワード

子育て中のお母さん！  「食」の悩みはありませんか？

たただだいいまま子子育育てて中中

おすすめ料理

三村真喜子さん●高輪で
30年以上、フランス料理教
室トゥロワ・ヴィラージュを主
宰。フランスの国立料理学
校に留学し、基礎からしっか
り学んだ経験を生かして、日
本人に無理なく作れる本
格レシピを紹介している。

（担当／滝川、森、松島、佐藤）

リンゴの皮をざっとむき、1cmの角切りにして、レモン汁をふりかける。
厚手の鍋に、　 のリンゴを入れバター大さじ１をちらして、弱めの火に
かける。時々混ぜながら、火を通す。火が通ったら、お皿に移して冷ます。
ニンニクは薄切りにして、かたまり肉の表面にナイフの先で切り込みを入れてニンニクを差し入れる。
肉を観音開きにして、肉たたきでのばす。
肉の開いた面に塩、コショウをして、リンゴをのせて巻く。タコ糸でしばり、さらに表面にコショウをふる。
フライパンを温め、オリーブオイルをいれ、バター大さじ１を加える。肉の表面を焼いて、焼き色をつける。
肉と肉汁を厚手の鍋に移す。フライパンに白ワインを注ぎ、なべ底のこげをこそげとり、鍋に加えて、肉に火が通るまで
約40分蒸し焼きにする。（この間に、付け合わせの野菜の準備をする）くしを刺して透明な煮汁がでれば出来上がり。
肉を取り出し冷ましておく。煮汁の味をみて、濃
ければ水を加えて煮て、ソースを作る。
タコ糸をはずし、スライスする。
肉と付け合わせの野菜を皿に盛りつけ、ソース
をそえる。

材
料 

（
4
人
分
）

作
り
方

1
12

3
4
5
6
7

8

9
10

豚肩ロースのかたまり・・・・・・・・・・・・約700g
ニンニク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１片
白ワイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3/4カップ
オリーブオイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ １
リンゴ（紅玉）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個
レモン汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/2個分

バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ ２
塩　黒コショウ
タコ糸

【付け合わせの野菜】
ブロッコリ－、カリフラワー、人参、赤パ
プリカなど。（さっとゆでて、バターでい
ためる。塩コショウ適宜）

肉の表面にニンニクを差し込む 開いた肉にリンゴをのせる

お もて なしのメイン 料 理 に 最 適

オーブン
なしで
できる

リンゴ入り豚肉のロースト Rôti de porcマダム ミムラの



安
藤　

洋
一
（
チ
ー
フ
）

太
田　

則
義
（
サ
ブ
チ
ー
フ
）

吉
田　

由
紀
子
（
サ
ブ
チ
ー
フ
）

明
石　

美
穂
子

阿
部　

は
る
か

伊
関　

則
子

梶　

昌
夫

佐
藤　

雅
子

滝
川　

ま
り
え

土
屋　

和
夫

戸
部
田　

伊
織

中
込　

有
香

本
城　

光
子

松
島　

佐
紀
子

森　

裕
子

若
生　

愛
香

区
民
編
集
メ
ン
バ
ー

☎

☎

毎
週
水
曜
日
は
午
後
７
時
ま
で
受
付

／
保
健
福
祉
係

編
集
だ
よ
り

▼
あ
い
は
ー
と
・
み
な
と
の
小
山
さ
ん
と
88
歳
の
鈴
木
さ

ん
か
ら
楽
し
い
お
話
を
う
か
が
い
、
自
分
の
こ
れ
か
ら
の

生
き
方
に
と
て
も
参
考
に
な
り
ま
し
た
。 

（
安
藤
）

▼
小
山
正
隆
さ
ん
の
話
を
聞
き
、
限
ら
れ
た
方
だ
け

で
な
く
、
多
く
の
方
の
協
力
に
よ
り
居
場
所
作
り
を

す
る
こ
と
が
必
要
と
感
じ
ま
し
た
。 

（
太
田
）

▼
あ
い
は
ー
と
・
み
な
と
の
小
山
さ
ん
、
温
か
く
優
し
い

お
人
柄
が
に
じ
む
笑
顔
が
印
象
的
で
し
た
。 

（
吉
田
）

▼
三
田
寺
町
に
あ
る
お
寺
の
本
堂
に
は
、
堂
々
た
る

唐
獅
子
が
描
か
れ
た
素
晴
ら
し
い
襖
絵
が
あ
り
、
非

常
に
深
い
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。 

（
明
石
）

▼
今
回
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
参
加
し
、
学
生
の
方
々
か
ら
直

接
お
話
を
聞
き
記
事
に
し
て
い
く
段
階
に
携
わ
れ
て
大

変
貴
重
な
経
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

（
阿
部
）

▼
鈴
木
先
生
の「
認
知
症
が
逃
げ
て
い
く
の
よ
！
」「
じ
っ

と
し
て
る
と
５
分
と
も
た
な
い
！
」と
い
う
威
勢
の
い
い
お

言
葉
に
、元
気
を
頂
き
ま
し
た
。 

（
伊
関
）

▼
「
み
な
と
っ
ぷ
」
の
編
集
会
議
が
若
返
っ
て
い
ま
す
。

学
生
さ
ん
も
多
く
参
加
し
て
、
幅
広
い
年
齢
層
に
楽
し

ん
で
も
ら
え
る
紙
面
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。 

（
梶
）

▼
今
回
の
お
料
理
は
、
美
味
し
く
て
見
栄
え
が
す
る

う
え
に
、
身
近
な
食
材
や
調
理
道
具
で
作
れ
る
貴
重

な
レ
シ
ピ
で
す
。
是
非
お
試
し
く
だ
さ
い
。 

（
佐
藤
）

▼
今
年
で
献
堂
１
０
０
周
年
と
な
る
、
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
設

計
の
明
治
学
院
礼
拝
堂
。
地
域
の
シ
ン
ボ
ル
の
一
つ
と

し
て
、
い
つ
ま
で
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
。 

（
滝
川
）

▼
高
輪
地
区
の
文
化
財
を
い
く
つ
か
見
る
機
会
が
有
り

感
動
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
の
維
持
管
理
へ
の
取
り

組
み
の
重
要
さ
に
改
め
て
気
付
き
ま
し
た
。 

（
土
屋
）

▼
今
回
初
め
て
取
材
に
参
加
し
、
取
材
の
仕
方
か
ら
記

事
の
書
き
方
ま
で
大
変
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
学
ん
だ

こ
と
を
次
に
活
か
し
て
い
き
た
い
で
す
。 

（
中
込
）

▼
食
べ
る
こ
と
は
生
き
る
基
本
！ 

健
や
か
な
子
ど
も
の

発
達
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
食
。
よ
り
よ
く
食
べ
る
と

よ
り
良
い
人
生
！ 

な
ん
だ
か
素
敵
で
す
ね
。 

（
本
城
）

▼
ス
ー
パ
ー
レ
デ
ィ
お
二
人
に
お
目
に
か
か
っ
て
、
元

気
を
頂
き
ま
し
た
。
生
活
に
リ
ズ
ム
が
あ
る
っ
て
大
切

な
ん
で
す
ね
。
元
気
の
秘
訣
で
し
ょ
う
か
。 

（
松
島
）

▼
豚
肉
の
ロ
ー
ス
ト
、
甘
酸
っ
ぱ
い
リ
ン
ゴ
が
お
肉
に

合
っ
て
、
と
っ
て
も
美
味
し
く
で
き
ま
し
た
。
お
う
ち

飲
み
、
ホ
ー
ム
パ
ー
テ
ィ
に
ぴ
っ
た
り
で
す
よ
。 

（
森
）

▼
入
学
式
で
座
っ
て
い
た
チ
ャ
ペ
ル
の
座
席
に
１
０
０

年
以
上
の
歴
史
が
あ
る
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。
最
後

の
学
生
生
活
を
送
る
明
治
学
院
の
こ
と
を
も
っ
と
知

っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

（
若
生
）

高輪地区総合支所　協働推進課　〒108-8581　港区高輪1-16-25　☎5421-7123　FAX 5421-7626

みなとっぷ　バックナンバー本紙のバックナンバーは港区ホームページ（高輪地区総合支所のページ）からもご覧になれます。

※

こ
の
情
報
紙
は
、
区
が
公
募
し
応
募
の
あ
っ
た
地
域
住
民
と
、

　

区
と
の
協
働
で
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。

区 か ら の お 知 ら せ

【問合せ】 高輪地区総合支所 協働推進課地区政策担当　TEL：03‒5421‒7123

【問合せ】 高輪地区総合支所 協働推進課地区政策担当　TEL：03‒5421‒7123

　シンポジウムでは、記念講演として東京
大学名誉教授の神野直彦氏に「共同体的
人間関係の再生」と題して家族同士や地
域社会において人間関係や相互扶助が希
薄化している現状をどのように再生すれ
ばよいか、ご講演いただきます。ほかにも、
文部科学省の方による国の生涯学習の方
向性に関する講演やチャレンジコミュニ
ティ・クラブの活動報告を実施します。

どなたでもご参加いただけます。当日直接会場にお越しください。
詳細は広報みなと（11/11号）・チラシ・区ホームページをご覧ください。

港区政70周年記念事業
チャレンジコミュニティ大学10周年記念シンポジウムの開催

2016 年 11月　

平成28年12月10日（土）　午後1時～午後4時日 時

明治学院大学白金キャンパス　3号館1階　3201教室場 所

【問合せ】 保健福祉支援部保健福祉課臨時福祉給付金担当　TEL：03‒3578‒2846

※対象となる方には、9月26日（月）に申請書を発送しました。
※障害・遺族基礎年金受給者向け給付金については、年金機構からのデータ
を基に申請書を発送しましたが、一部の年金受給者の方はデータに反映さ
れていないため、障害・遺族基礎年金受給者向け給付金用の申請書を送付
することができていません。支給対象者と思われる方で申請書が届いてい
ない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

※福祉講演会は事前申込み（11/16締切）のため、定員に満たない場合は、当日12：30に区民ホールに
て受け付けます（会場先着順）。詳しくはお問い合わせください。

詳細は、みなと社協10月号および各いきいきプラザ等に配布しているチラシをご覧ください。

平成28年度臨時福祉給付金及び
障害・遺族基礎年金受給者向け給付金のお知らせ

第1回港区地域福祉フォーラム
～つながり、支えあうまちをつくるため～

　高輪地区ＣＣクラブが主となり運営しているカ
フェです。地域の人が気軽に集い、交流する場を
つくることで地域コミュニティの活性化を図るこ
とを目的にオープンしています。ふらっと立ち
寄って、ホッとできるカフェです。
　また、高輪一丁目に新設された高輪区民協働
スペース（HUG高輪2F）では、【コミュニティ・カ
フェ高輪 in HUG】としてカフェとミニ講演会を開
催しております。10月18日のミニ講演会では、「み
なと子ども食堂を始めて」をテーマに、多くの方
が耳を傾けました。今後もいろいろな企画があり
ますので、当日直接カフェにお越しください。

コミュニティ・カフェ高輪のご案内

どなたでも対 象 無料費 用

高輪コミュニティーぷらざ2階展示ギャラリー前場 所

毎月第2・4金曜日午後1時30分～4時30分 ※11月11日（金）・12月23日（金）を除く日 時

コミュニティ・カフェ高輪

平成28年1月1日時点で港区に住民票があり、平成28年度分の区民
税（均等割）が課税されていない方
※区民税が課税されている方の扶養親族等や生活保護制度の被保護者は対
象になりません。

　平成29年１月13日（金）までに、同封の返信用封筒でご返送いただくか、
以下の臨時受付窓口に直接ご提出ください。

【受付時間】  平日（土・日曜、祝日を除く）午前8時30分～午後5時
　　　　　　（水曜日のみ午後7時まで ※台場分室は除く）
【受付期間】
・芝地区総合支所（港区役所内）　平成29年1月13日（金）まで
・麻布・赤坂・高輪・芝浦港南地区総合支所・台場分室
　平成28年11月30日（水）まで

対象者

対象者1人につき3,000円支給額

臨時福祉給付金

平成28年度臨時福祉給付金対象者のうち、平成28年5月分の障害
基礎年金・遺族基礎年金等を受給している方
※高齢者向け給付金を受給した方は対象になりません。

対象者

対象者1人につき3万円支給額

障害・遺族基礎年金受給者向け給付金（年金生活者等支援臨時福祉給付金）

給付金に乗じた振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

どなたでも対 象 無料費 用

HUG高輪2階（高輪区民協働スペース）場 所

毎月第3火曜日午後2時～4時日 時

コミュニティ・カフェ高輪 in HUG

【問合せ】 港区社会福祉協議会 事業・企画担当　TEL：03‒6230‒0283

　ともに支えあい、安心して暮らせる
まちをめざし、地域福祉フォーラムを
開催します。
　当日は、ボランティア団体や社会福
祉法人、企業など地域福祉を支える200余の団体の活動紹
介や発表などがあります。ぜひご来場ください！

高輪区民センター場 所 社会福祉法人港区社会福祉協議会主 催

11月30日（水）　午前10時～午後4時30分日 時 入場無料費 用

10：00 開会あいさつ　　10：10  老人クラブの演芸
10：30 シニア世代のファッションショー「輝く私！スマイルハッピーSHOW」
11：15～12：00 落語　落語家（真打）五明樓玉の輔
13：00 あいさつ　　　　13：10  「みんなといきいき体操」
13：30 福祉講演会「いつも何かにときめいていよう～ボランティアが活力
 の源～」※   女優　藤田弓子
14：45～16：00 シンポジウム「つながり、支えあうまちをつくるため」
 ファシリテーター　岡本多喜子（明治学院大学社会学部教授）
 パネリスト　地域の福祉に積極的に取り組んでいる方 ５々人

高輪区民センター区民ホール

　港社協に登録しているボランティア団体による日頃の活動発表や紹介、ミニ福
祉機器展、弁護士や司法書士、ケアマネジャー等による無料相談、被災地支援物
産販売、子ども交流コーナー、憩いのコーナー等があります。

高輪区民センター

◎対象者及び支給額

◎申請方法

ご　めい　ろう たま すけ

港区政 周年70

当日は、
スタンプラリーあり★
先着1,000人に
景品を

差し上げます！


