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を
行
い
、
高
田
松
原
を
刺
繍
す
る
参
加

者
の
指
導
に
あ
た
り
ま
し
た
。
全
国
か

ら
集
ま
っ
た
作
品
７
４
１
枚
を
つ
な
ぎ

合
わ
せ
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
に
し
た
も
の
を
、

天
野
さ
ん
の
個
展
の
時
に
同
時
展
示
し

た
り
し
て
き
ま
し
た
。

　「
作
品
を
見
た
み
な
さ
ん
が
震
災
に

関
す
る
記
憶
を
留
め
て
ほ
し
い
、
と
願
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
作
品
を
通
じ
て
多

く
の
人
々
が
つ
な
が
り
、
被
災
地
へ
心
を

寄
せ
て
も
ら
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
」

　
最
後
に
、「
お
と
な
・
り
（
r
e
）」

読
者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
う
か
が
い
ま
し

た
。「
今
、
自
分
が
持
っ
て
い
る
能
力
で

最
大
限
に
楽
し
む
こ
と
で
す
。
私
は
、

作
品
を
作
る
と
き
自
分
の
年
齢
を
考
え

た
り
し
ま
せ
ん
。
年
だ
か
ら
で
き
る
と

か
で
き
な
い
で
は
な
く
、
今
や
り
た
い

こ
と
で
き
る
こ
と
は
何
か
と
考
え
ま
す
。

シ
ン
プ
ル
で
す
が
、
そ
れ
を
大
切
に
し
て

い
ま
す
」。
好
き
な
こ
と
を
続
け
ら
れ
る

　
天
野
さ
ん
に
転
機
が
訪
れ
た
の
は
、

２
０
１
１
年
に
起
こ
っ
た
東
日
本
大
震

災
。「
何
も
で
き
な
い
自
分
に
無
力
さ
を

感
じ
、
落
ち
着
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
震

災
の
3
週
間
後
か
ら
、
震
災
関
連
の
新

聞
の
切
り
抜
き
を
使
い
、
刺
繍
で
人
の

悲
し
み
を
留
め
て
お
く
こ
と
に
し
ま
し

た
」。
被
災
地
の
光
景
を
布
に
刺
す
こ

と
で
自
分
の
気
持
ち
を
鎮
め
て
い
っ
た
、

と
天
野
さ
ん
は
話
し
ま
す
。

　
天
野
さ
ん
の
作
品
の
な
か
で
注
目
さ

れ
て
い
る
の
が
、
被
災
者
が
詠
ん
だ
短

歌
や
俳
句
を
糸
で
刺
し
た
も
の
。「
新

聞
の
歌
壇
に
は
、
被
災
者
の
心
が
詠
ま

れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
刺
繍
画
に
す

る
こ
と
で
、
作
品
を
見
た
人
が
い
っ
そ

う
被
災
地
や
被
災
者
へ
思
い
を
重
ね
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」。

　
２
０
１
３
年
に
岩
手
県
陸
前
高
田
市

を
訪
れ
た
時
、
被
災
者
支
援
団
体
の
メ

ン
バー
だ
っ
た
中
西
朝
子
さ
ん
と
と
も
に

「『
み
ん
な
の
た
か
ら
も
の
』
し
し
ゅ
う

高
田
松
原
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
立
ち
上

げ
ま
す
。「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
キ
ッ
カ
ケ
は
、

あ
る
被
災
者
が
言
っ
た
『
陸
前
高
田
が

こ
ん
な
に
美
し
い
街
だ
っ
た
と
孫
に
伝
え

ら
れ
る
よ
う
に
刺
繍
し
て
み
た
い
』
と
い

う
言
葉
で
し
た
」。

　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

無
力
さ
と
不
条
理
を

布
に
刺
し
て
祈
り
に
つ
な
げ
る

天野寛子 さん

1940年生まれ。三重県出身。昭和女子大学生
活学科卒業。以後、助手・講師・助教授・大学
院教授を経て2009年退職。現在、フリー刺繍
画家、昭和女子大学名誉教授。刺繍は趣味とし
て長く制作。1986年から桜井一恵氏に師事。
東日本大震災後「『みんなのたからもの』ししゅ
う高田松原プロジェクト」を立ち上げ現在に至る。

下／「東日本大震災（8）－
ベルトコンベア・桜ライン・風
の電話－」は、岩手県陸前高
田市の高田松原跡地に立つ「奇
跡の一本松」を中心に、被災
者の短歌をあしらった作品

上／新聞広告として掲載さ
れていた、徳島県にあるブ
ルワリーから着想を得て作
られた「５月の窓」。天野
さんの最新作

インタビューを終えて
天野さんの自宅兼アトリエは居心地がよく、
刺繍作品に見守られているように感じました。
心を込めて作る唯一無二の作品だから、独特
な“気”が出ているのかと思いましたが、今
考えると、優しい笑顔の天野さんが発する“気”
だったのかもしれません。ステキな人柄と作
品に触れて、幸せなひとときでした。（幡本）

P
r

o
f

ile

の
は
、
楽
し
い
し
幸
せ
な
こ
と
で
す
ね
、

と
柔
ら
か
く
ほ
ほ
笑
ま
れ
た
の
が
印
象

的
で
し
た
。

　「
物
の
な
い
時
代
に
育
ち
ま
し
た
。
長

く
着
ら
れ
る
よ
う
に
と
与
え
ら
れ
た
服

は
大
き
い
サ
イ
ズ
の
洋
服
。
私
は
そ
れ

を
、
自
分
に
合
う
よ
う
に
裾
を
上
げ
た

り
、
擦
り
切
れ
た
ら
繕
っ
た
り
。
工
夫

を
し
て
楽
し
む
こ
と
を
学
ん
だ
気
が
し

ま
す
」
と
話
す
天
野
寛
子
さ
ん
。
小
さ

い
頃
か
ら
針
や
糸
、
そ
し
て
布
に
触
れ

て
き
ま
し
た
が
、
と
り
わ
け
心
惹
か
れ

た
の
が
刺
繍
で
し
た
。

　「
最
初
は
、
見
よ
う
見
ま
ね
で
人
形

の
ス
カ
ー
ト
に
花
な
ど
の
モ
チ
ー
フ
を

刺
し
ま
し
た
」

　
刺
繍
へ
の
関
心
は
、
大
学
を
卒
業
し

て
教
員
と
な
っ
て
も
変
わ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。「
仕
事
と
家
事
、
研
究
、
子
育

て
の
こ
ろ
は
、
自
分
の
趣
味
の
時
間
を

持
つ
こ
と
は
難
し
か
っ
た
の
で
す
が
、
隙

間
時
間
に
、『
ち
ひ
ろ
の
画
集
』
を
参

考
に
し
て
刺
繍
を
し
て
い
ま
し
た
。
針

と
糸
で
布
に
子
ど
も
の
形
が
浮
き
出
る

の
を
見
て
、
幼
い
息
子
も
邪
魔
を
し
ま

せ
ん
で
し
た
」。
し
か
し
物
足
り
な
さ
を

感
じ
て
い
た
あ
る
日
、
フ
リ
ー
刺
繍
画

の
桜
井
㆒
恵
さ
ん
の
作
品
に
出
合
い
ま

す
。「
㆒
目
見
て
、
私
が
や
り
た
い
刺
繍

は
こ
れ
だ
っ
て
思
い
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で

に
感
じ
た
こ
と
の
な
い
自
由
な
発
想
に

あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
」。

　
フ
リ
ー
刺
繍
画
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
刺

繍
の
技
法
を
ベー
ス
に
し
て
、
既
成
の
図

案
を
使
わ
ず
に
、
布
と
糸
を
使
っ
て
絵

を
描
く
よ
う
に
刺
し
、
布
を
重
ね
て
質

感
を
出
し
た
り
、
と
感
性
の
お
も
む
く

ま
ま
に
作
る
も
の
。
桜
井
先
生
の
教
室

の
フ
リ
ー
刺
繍
の
課
程
終
了
後
は
、
自

分
の
テ
ー
マ
で
制
作
し
楽
し
ん
で
い
る
と

い
う
天
野
さ
ん
。
作
品
作
り
の
ヒ
ン
ト

は
、
自
然
や
美
術
館
で
の
絵
画
鑑
賞
、

テ
レ
ビ
、
新
聞
、
本
な
ど
身
近
な
と
こ

ろ
か
ら
。「
ザ
ッ
と
デ
ッ
サ
ン
を
し
て
、

布
を
配
置
し
て
留
め
付
け
、
刺
繍
に
取

り
掛
か
り
ま
す
。
刺
し
な
が
ら
考
え
る

タ
イ
プ
で
す
。
㆒
針
㆒
針
刺
す
作
業
は

と
て
も
時
間
が
か
か
り
ま
す
が
、
心
が

落
ち
着
く
ひ
と
と
き
で
す
」。

手
仕
事
は
時
間
が
か
か
る

〝
早
く
で
き
な
い
〟こ
と
を
楽
し
む
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れ
だ
っ
て
思
い
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で

に
感
じ
た
こ
と
の
な
い
自
由
な
発
想
に

あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
」。

　
フ
リ
ー
刺
繍
画
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
刺

繍
の
技
法
を
ベー
ス
に
し
て
、
既
成
の
図

案
を
使
わ
ず
に
、
布
と
糸
を
使
っ
て
絵

を
描
く
よ
う
に
刺
し
、
布
を
重
ね
て
質

感
を
出
し
た
り
、
と
感
性
の
お
も
む
く

ま
ま
に
作
る
も
の
。
桜
井
先
生
の
教
室

の
フ
リ
ー
刺
繍
の
課
程
終
了
後
は
、
自

分
の
テ
ー
マ
で
制
作
し
楽
し
ん
で
い
る
と

い
う
天
野
さ
ん
。
作
品
作
り
の
ヒ
ン
ト

は
、
自
然
や
美
術
館
で
の
絵
画
鑑
賞
、

テ
レ
ビ
、
新
聞
、
本
な
ど
身
近
な
と
こ

ろ
か
ら
。「
ザ
ッ
と
デ
ッ
サ
ン
を
し
て
、

布
を
配
置
し
て
留
め
付
け
、
刺
繍
に
取

り
掛
か
り
ま
す
。
刺
し
な
が
ら
考
え
る

タ
イ
プ
で
す
。
㆒
針
㆒
針
刺
す
作
業
は

と
て
も
時
間
が
か
か
り
ま
す
が
、
心
が

落
ち
着
く
ひ
と
と
き
で
す
」。

手
仕
事
は
時
間
が
か
か
る

〝
早
く
で
き
な
い
〟こ
と
を
楽
し
む
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