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本
年
度
も
大
橋
康
二
先
生
（
県
立
九
州
陶

磁
文
化
館
名
誉
顧
問
）
に
よ
る
年
４
回
の
特

別
講
座
を
開
催
し
た
。

第
１
回
目
の
講
座
は
「
や
き
も
の
の
見

方
」
、
９
月

日
九
州
陶
磁
文
化
館
研
修
室

に
て
、
昨
年
同
様
に
陶
片
に
触
れ
な
が
ら
材

料
・
成
形
・
装
飾
法
・
窯
詰
め
法
の
視
点
か

ら
判
別
す
る
や
き
も
の
の
見
極
め
方
を
楽
し

く
学
習
し
た
。

第
２
回
目
の
講
座
は

月

日
「
肥
前
磁

器
の
海
外
輸
出
」
と
題
し
て
、
海
を
渡
っ
た

古
伊
万
里
の
誕
生
か
ら
輸
出
に
至
る
ま
で
の

時
代
背
景
や
そ
の
状
況
な
ど
、
今
回
は
主
に

第
一
次
輸
出
時
代
の

世
紀
後
半
か
ら

世

紀
半
ば
の
海
外
輸
出
の
詳
細
を
ス
ラ
イ
ド
を

見
な
が
ら
学
習
し
た
。

第
３
回
目
は

月

日
「
日
本
の
色
絵
磁

器
の
創
始
と
発
展
」
の
表
題
で
講
座
を
開
催

し
た
。
特
に
有
田
山
辺
田
遺
跡
か
ら
赤
絵
窯

が
発
見
さ
れ
、
色
絵
磁
器
が
大
量
に
出
土
し

た
こ
と
を
契
機
に
、
有
田
の
技
術
が
ど
の
よ

う
な
背
景
で
石
川
県
に
伝
播
し
て
い
く
こ
と

に
な
っ
た
の
か
、
よ
り
内
容
の
濃
い
学
習
と

な
っ
た
。

第
４
回
目
は
１
月

日
「
鍋
島
と
禁
裏
御

用
磁
器
」
の
講
座
を
開
催
、
将
軍
家
へ
献
上

し
た
鍋
島
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
は
民
窯
の
辻

家
の
焼
き
物
が
ど
の
よ
う
な
背
景
で
宮
中

に
納
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
な
ど
、
鍋

島
焼
製
品
と
禁
裏
御
用
品
と
の
関
係
や
違

い
な
ど
、
そ
の
背
景
や
経
緯
に
つ
い
て
も
詳

し
く
学
ぶ
講
座
と
な
っ
た
。

１
月
度
の
講
座
を
も
っ
て
本
年
度
の
全

講
座
が
終
了
し
た
。
な
お
、
２
回
目
以
降
の

講
座
は
、
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
会
議
室
に
て

開
催
し
た
。

栗
山
慎
悟

「
〇
〇
男
に
〇
〇
女
」
、
よ
く
耳
に
す
る

言
葉
で
あ
る
。
有
田
と
伊
万
里
に
も
、
「
有

田
男
に
伊
万
里
女
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。

「
有
田
の
男
は
良
か
男
、
伊
万
里
の
女
は
良

か
女
」
「
亭
主
に
す
る
な
ら
有
田
の
男
、
嫁

に
す
る
な
ら
伊
万
里
の
女
」
と
い
う
意
味
に

捉
え
ら
れ
て
い
る
。

江
戸
時
代
、
有
田
で
焼
か
れ
た
磁
器
は
、

最
高
の
技
術
を
有
し
国
内
外
で
高
い
評
価
を

得
た
。
よ
っ
て
、
鍋
島
藩
は
磁
器
の
製
造
技

術
が
他
所
に
漏
れ
な
い
よ
う
に
、
有
田
の
出

入
り
を
厳
し
く
監
視
し
た
の
で
、
伊
万
里
の

商
人
が
有
田
へ
買
い
付
け
に
来
る
こ
と
な
ど

あ
り
え
ず
、
有
田
の
住
人
と
伊
万
里
の
人
が

出
会
う
機
会
は
殆
ど
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
有
田
か
ら
伊
万
里
へ
行
く
こ
と
が

出
来
る
人
た
ち
が
い
た
。
荷
担
い
人
（
に
に

ゃ
ー
に
ん
）
で
あ
る
。
有
田
で
焼
か
れ
た
焼

き
物
は
、
荷
担
い
人
に
よ
っ
て
伊
万
里
の
問

屋
に
運
ば
れ
た
。
荷
担
い
人
に
よ
る
運
搬
は
、

炎
天
下
・
風
・
雨
・
雪
の
日
を
問
わ
ず
運
ば

れ
た
。

女
性
が
結
婚
相
手
を
選
ぶ
条
件
は
、
体
が

丈
夫
で
あ
る
こ
と
、
健
康
で
あ
る
こ
と
、
そ

し
て
良
く
働
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
重
い
焼
き

物
を
担
い
、
伊
万
里
ま
で
運
ん
で
く
る
荷
担

い
人
は
、
三
つ
の
条
件
に
合
致
す
る
。
有
田

男
と
は
、
荷
担
い
人
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

ま
た
、
炎
天
下
・
豪
雪
の
日
に
焼
き
物
を

運
ん
で
く
る
荷
担
い
人
に
、
咽
喉
を
潤
す
た

め
の
水
や
お
湯
、
体
を
拭
き
足
を
洗
う
た
め

の
水
や
湯
で
労
っ
て
く
れ
る
の
は
、
伊
万
里

の
問
屋
で
働
く
女
性
た
ち
で
、
「
伊
万
里
女
」

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ

九
州
陶
磁
文
化
館
の
秋
の
企
画
展
で
は
、

人
間
国
宝
の
故
中
島
宏
氏
が
寄
贈
さ
れ
た
約

６
０
０
点
の
「
古
武
雄
―
こ
だ
け
お
」
の
作

品
の
中
か
ら
選
り
す
ぐ
り
の
逸
品
が
展
示
さ

れ
る
の
を
機
に
、
藤
原
学
芸
員
の
案
内
で
鑑

賞
し
た
。

「
古
武
雄
」
は
江
戸
時
代
前
期
（
一
七
世

紀
前
半
）
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
佐
賀
藩

武
雄
領
内
で
生
産
さ
れ
た
陶
器
で
、
中
で
も
、

褐
色
の
素
地
に
白
い
化
粧
土
を
施
し
、
鉄
絵

具
で
松
樹
文
を
線
描
き
し
緑
釉
で
彩
色
し
た

作
品
は
大
胆
で
魅
了
し
た
。
ま
た
、
緑
と
褐

色
の
釉
薬
を
ひ
し
ゃ
く
で
か
け
た
作
品
や
、

象
嵌
技
法
の
作
品
な
ど
大
胆
さ
や
精
密
さ
を

も
っ
た
作
品
を
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

ろ
う
か
。
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
有
田

駅
が
開
設
さ
れ
る
と
荷
担
い
人
の
仕
事
も
終

え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

「
有
田
は
食
道
楽
、
伊
万
里
は
着
道
楽
」

と
い
う
言
葉
も
あ
る
。
有
田
は
食
事
に
金
を

使
い
、
伊
万
里
は
衣
服
に
お
金
を
使
う
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
有
田
は
磁
器
の
生
産
地
で

あ
り
、
磁
器
の
生
産
に
は
体
力
を
使
う
た
め

食
事
に
金
を
使
う
。
伊
万
里
は
有
田
の
磁
器

を
扱
う
商
業
地
で
あ
る
た
め
、
衣
服
が
汚
れ

る
こ
と
も
な
く
、
い
つ
も
き
れ
い
な
服
を
着

て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

「
有
田
男
に
伊
万
里
女
」
「
有
田
は
食
道

楽
、
伊
万
里
は
着
道
楽
」
の
由
来
に
つ
い
て

は
、
諸
説
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
い
つ
頃
か
ら

な
ぜ
言
わ
れ
出
し
た
の
か
知
る
こ
と
は
出
来

な
い
が
、
有
田
と
伊
万
里
の
関
係
が
深
か
っ

た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

を
購
入
す
る
。

二
十
歳
前
後
の
頃
、
陶
器
市
に
行
っ
た
ん

だ
が
、
無
意
識
の
内
に
薄
汚
れ
た
よ
う
な
徳

利
な
ん
か
を
持
ち
帰
っ
て
い
た
。
そ
の
頃
、

自
分
に
古
物
愛
好
の
意
識
は
全
く
な
く
、
確

実
に
自
分
は
古
物
が
好
き
と
分
か
っ
た
の

は
、
恥
ず
か
し
な
が
ら
、
「
世
界
焱
の
博
覧

会
」
が
有
田
で
あ
っ
た
後
か
ら
で
あ
る
。

焼
物
と
い
え
ば
有
田
焼
し
か
知
ら
な
か
っ

た
自
分
が
、
博
覧
会
で
全
国
か
ら
集
め
ら
れ

た
様
々
な
種
類
の
焼
物
を
見
て
腰
を
抜
か
し

た
。
焼
物
と
は
こ
れ
ほ
ど
多
種
多
岐
に
わ
た

っ
て
い
る
の
か
と
。

中
で
も
最
初
は
備
前
焼
の
魅
力
に
と
り
つ

か
れ
、
そ
の
ふ
る
さ
と
岡
山
県
伊
部
ま
で
出

か
け
焼
物
を
求
め
た
り
し
た
。
地
元
で
は
、

素
朴
な
唐
津
焼
、
そ
れ
も
古
唐
津
と
呼
ば
れ

る
も
の
、
古
伊
万
里
、
初
期
伊
万
里
と
呼
ば

れ
る
江
戸
期
の
有
田
焼
へ
と
興
味
は
広
が
っ

て
い
っ
た
。
そ
こ
に
至
っ
て
フ
ト
思
っ
た
。

あ
ゝ
、
自
分
は
古
い
も
の
が
好
き
な
ん
だ
！
、

と
。
三
十
代
も
終
わ
り
の
遅
す
ぎ
る
自
覚
だ

っ
た
。
そ
こ
か
ら
私
の
骨
董
遍
歴
が
始
ま
っ

た
。古

い
も
の
に
目
覚
め
た
私
が
、
自
然
に
骨
董

屋
さ
ん
に
向
か
う
に
、
そ
う
時
間
は
要
さ
な

か
っ
た
。
骨
董
屋
さ
ん
の
中
で
は
、
特
に
九

州
の
骨
董
屋
さ
ん
で
は
、
何
と
い
っ
て
も
古

伊
万
里(

江
戸
期
の
有
田
焼)

が
メ
イ
ン
の
場

所
を
占
め
鎮
座
し
て
い
て
、
他
の
地
域
の
焼

物
も
幾
つ
か
見
ら
れ
る
が
数
は
少
な
い
。
た

だ
、
他
の
地
域
の
焼
物
も
、
例
の
博
覧
会
以

降
の
〃
勉
強
〃
で
少
し
は
分
か
る
よ
う
に
も

な
っ
て
い
た
の
で
退
屈
は
し
な
か
っ
た
。
古

い
も
の
の
魅
力
が
や
は
り
私
を
引
き
付
け
る

の
で
あ
ろ
う
。
確
か
そ
の
頃
だ
っ
た
か
、
各

地
の
骨
董
屋
さ
ん
を
図
録
で
紹
介
し
た
書
籍

が
出
版
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
大
い
に
参
考

に
な
っ
た
。

〃
勉
強
〃
と
云
え
ば
、
特
に
古
伊
万
里
に

関
し
て
は
、
何
と
い
っ
て
も
九
州
陶
磁
文
化

館
（
九
陶
）
の
古
陶
磁
は
素
晴
ら
し
か
っ
た
。

特
に
、
寄
贈
頂
い
て
い
る
途
中
だ
っ
た
柴
田

夫
妻
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
時
代
毎
の
製
造
年

代
ま
で
表
示
さ
れ
、
特
徴
が
よ
く
分
か
り
本

当
に
勉
強
に
な
っ
た
。
一
連
の
図
録
を
購
入

し
た
の
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
途
中
か
ら
特

別
展
以
外
は
九
陶
の
入
場
も
無
料
に
な
り
、

な
お
さ
ら
気
軽
に
利
用
出
来
る
よ
う
に
な
っ

た
。と

こ
ろ
が
、
良
い
こ
と
悪
し
き
事
は
表
裏

一
体
の
関
係
で
も
あ
る
。
例
え
ば
、
骨
董
店

で
実
物
を
見
て
触
り
、
九
陶
で
本
物
の
古
伊

万
里
を
見
聞
し
、
図
録
で
も
確
め
自
信
も
深

め
て
、
た
ま
た
ま
そ
ん
な
時
に
自
由
な
金
が

あ
っ
た
と
し
よ
う
。
そ
し
て
そ
ん
な
時
に
向

か
う
と
こ
ろ
敵
な
し
の
面
持
ち
で
古
伊
万
里

を
求
め
に
出
か
け
た
と
し
よ
う
。
そ
こ
で
待

っ
て
い
る
の
は
、
贋
物
（
が
ん
ぶ
つ
、
に
せ

も
の
）
を
つ
か
む
と
い
う
、
や
っ
か
い
で
残

酷
な
も
の
の
存
在
で
も
あ
っ
た

。

昨
年
は
明
治
維
新
か
ら
１
５
０
年
目
に
あ

た
り
、
県
内
で
は
明
治
維
新
１
５
０
年
記
念
の

イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
た
が
、
こ
の
期
間
中
、

九
州
陶
磁
文
化
館
に
て
、
再
び
世
界
へ
「
幕
末

明
治
有
田
の
豪
商
」
ー
蔵
春
亭
と
肥
碟
山
信
甫

ー
の
テ
ー
マ
展
が
開
催
さ
れ
、
８
月
９
日
山
本

学
芸
員
の
案
内
で
研
修
し
た
。

蔵
春
亭
（
久
富
家
）
と
肥
碟
山
信
甫
（
田
代

家
）
は
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
海
外
に
進
出
し

た
有
田
の
豪
商
と
し
て
知
ら
れ
、
今
回
の
展
覧

会
で
は
当
時
の
作
品
が
多
数
出
品
さ
れ
、
幕
末

明
治
期
の
有
田
焼
ブ
ラ
ン
ド
に
改
め
て
驚
き

と
感
動
で
作
品
を
鑑
賞
し
た
。

－2－

平成 30年度活動報告

4月 例会（生涯学習センター）

5月 文化講演会（生涯学習センター）

6月 例会（生涯学習センター）

7月 例会（生涯学習センター）

8月 例会・テーマ展鑑賞

「幕末明治有田の豪商」

9月 例会・第 1回講座（同上会議室）
「やきものの見方」

10月 例会・企画展「古武雄」鑑賞

11月 例会・第 2回講座（同上会議室）
「肥前磁器の海外輸出」

12月 例会・第 3回講座（同上会議室）
「日本の色絵の創始と発展」

1月 例会＆食事会（まるいし）

第 4回講座（同上会議室）
「鍋島と禁裏御用磁器」

2月 例会（生涯学習センター）予定

3月 例会（生涯学習センター）予定

山本学芸員の解説を真剣に

聞き作品に見入る会員。

山
口
信
行

私
は
古
い
も
の
が
好
き
だ
。
何
で
も
か
ん

で
も
古
い
も
の
が
好
き
と
い
う
わ
け
で
も
な

い
ん
だ
が
、
例
え
ば
新
し
く
ノ
―
ト
を
買
う

と
し
た
ら
、
そ
れ
で
も
例
え
ば
、
表
紙
は
一

昔
前
に
流
行
っ
た
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
の
も
の

1700年代初期の古伊万里

※本年度１月の例会&食事会には大橋
先生にもお忙しい中をご参加頂き、楽

しいひと時を過ごすことが出来きまし

た。ありがとうございました。
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れ
る
そ
う
で
す
よ
」
と
伝
え
ま
し
た
。
病
気

が
ち
の
そ
の
人
が
「
エ
ッ
！
そ
う
で
す
か
」

そ
れ
か
ら
元
気
に
な
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

年
を
と
る
と
孤
独
に
な
り
が
ち
で
す
。
家

族
も
構
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
。
竹
馬
の
友
も
褒

め
て
は
く
れ
ま
せ
ん
。
楽
々
会
の
よ
う
な
と

こ
ろ
で
、
お
し
ゃ
べ
り
を
し
た
ほ
う
が
面
白

い
の
で
す
。
話
を
し
て
い
て
「
我
を
忘
れ
、

時
を
忘
れ
、
自
分
は
ま
ん
ざ
ら
で
は
な
い
」

と
思
う
と
、
不
思
議
に
力
が
湧
い
て
き
ま
す
。

褒
め
ら
れ
れ
ば
、
大
抵
の
老
人
は
、
歳
を
忘

れ
、
我
を
忘
れ
て
新
鮮
に
な
り
ま
す
。

人
を
生
か
す
の
は
、
ホ
メ
て
く
れ
る
友
を

作
る
こ
と
で
す
。

※
楽
々
会
…
３
区
の
老
人
会

大
人
多
忙

小
人
閑
居

ア
メ
リ
カ
で
は
、
中
高
年
の
男
が
妻
に
先

立
た
れ
る
と
短
命
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
今
ま
で
食
事
を
妻
が
作
っ
て
い
た
の
を
、

自
分
が
作
ら
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
「
面
倒

だ
！
」
「
い
ま
さ
ら
台
所
に
立
て
ま
す
か
」

そ
し
て
三
度
と
も
外
食
に
し
ま
し
た
。

こ
の
本
を
書
い
た
外
山
さ
ん
の
奥
さ
ん
が

大
腿
骨
骨
折
で
歩
行
困
難
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
で
外
山
さ
ん
は
、
自
分
で
や
っ
て
み
よ

う
と
決
め
ま
し
た
。
今
は
恵
ま
れ
て
い
る
。

欲
し
い
食
材
は
す
ぐ
手
に
入
る
「
や
ろ
う
」

と
考
え
ま
し
た
。

ま
ず
朝
飯
は
味
噌
汁
は
面
倒
だ
か
ら
サ
ン

ド
イ
ッ
チ
に
し
て
、
ト
マ
ト
・
ハ
ム
・
卵
焼

き
、
そ
れ
に
バ
ナ
ナ
と
カ
シ
ュ
ー
ナ
ッ
ツ
と

牛
乳
に
し
ま
し
た
。
昼
は
「
煮
込
み
う
ど
ん
」

夕
食
は
ブ
リ
の
照
り
焼
き
と
味
噌
汁
。
時
に

は
鍋
料
理
や
チ
ラ
シ
寿
司
や
す
き
焼
き
を
し

ま
し
た
。

楽
し
い
で
す
ね
。
で
も
大
変
で
す
。

「
慶
長

年
、
ス
ペ
イ
ン
の
ド
ミ
ニ
コ
会
が

肥
前
で
最
初
の
教
会
を
建
て
て
お
り
、
場
所

は
こ
こ
一
帯
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
３
人
の
ス
ペ
イ
ン
人
宣
教
師
は
、
キ
リ

シ
タ
ン
弾
圧
ま
で
の
数
年
間
、
こ
の
教
会
を

本
部
に
し
て
九
州
一
円
で
布
教
活
動
を
行
っ

て
い
た
」

４
０
０
年
前
、
浜
町
に
ス
ペ
イ
ン
船
が
入
港

し
て
い
て
港
町
と
し
て
栄
え
て
い
た
や
、
ド

ミ
ニ
コ
会
の
布
教
本
部
が
浜
に
お
か
れ
て
い

た
こ
と
。
さ
ら
に
は
、
鍋
島
勝
茂
は
宣
教
師

達
を
信
頼
し
、
厚
意
を
寄
せ
信
者
も
４
千
人

超
え
て
い
た
こ
と
や
宣
教
師
た
ち
が
僧
侶
と

仲
良
く
し
て
い
た
こ
と
な
ど
、
キ
リ
シ
タ
ン

と
の
関
わ
り
は
多
く
、
有
田
皿
山
と
の
深
い

因
果
関
係
に
心
が
躍
り
ま
す
。

※
な
お
、
投
稿
の
全
文
は
有
田
史
談
会
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
し
た
。

久
富
桃
太
郎

ピ
グ
マ
リ
オ
ン
効
果

日
本
人
は
、
ほ
か
の
国
に
比
べ
て
元
気
が

な
い
そ
う
で
す
。
「
自
分
に
満
足
し
て
い
る
」

と
答
え
た
人
が
ア
メ
リ
カ
が

％
、
日
本
は

％
で
し
た
。
た
し
か
に
学
校
で
も
、
叱
る

こ
と
が
あ
っ
て
も
褒
め
な
い
で
す
ね
。
高
齢

者
に
な
る
と
褒
め
ら
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い

で
す
ね
。

北
欧
州
で
「
老
人
は
い
つ
死
ぬ
か
」
を
調

査
し
ま
し
た
。
結
果
は
、
誕
生
日
の
１
ヵ
月

前
く
ら
い
か
ら
死
亡
率
が
低
下
し
て
、
当
日

は
最
低
に
な
る
よ
う
で
す
。
誕
生
日
が
過
ぎ

る
と
、
ま
た
急
上
昇
す
る
そ
う
で
す
。
つ
ま

り
、
誕
生
日
は
褒
め
ら
れ
る
日
だ
か
ら
で
す
。

あ
る
老
人
に
、
「
あ
な
た
は
今
度
受
賞
さ

ル
・
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
原
器
が
更
新
さ
れ
そ
れ

を
機
に
フ
ラ
ン
ス
は
じ
め
十
七
カ
国
間
で
メ

ー
ト
ル
条
約
が
締
結
さ
れ
ま
し
た
。
た
だ
日

本
で
は
そ
の
年
の
八
月
に
尺
貫
法
が
制
定
さ

れ
、
や
っ
と
全
国
的
な
度
量
衡
の
統
一
が
な

さ
れ
、
明
治
十
八
年
メ
ー
ト
ル
条
約
加
盟
国

と
な
り
ま
し
た
。

更
に
、
も
う
ひ
と
つ
は
貨
幣
、
明
治
四
年
五

月
そ
れ
ま
で
の
両
・
分
・
朱
の
基
本
単
位
『
両
』

が
円
・
銭
・
厘
の
基
本
単
位
『
円
』
に
代
わ

り
ま
し
た
。
ち
な
み
に
明
治
七
年
当
時
の
物

価
は
店
売
り
諸
相
場
で
上
白
米
一
升
十
銭
五

厘
二
毛
、
上
酒
一
升
二
十
銭
、
上
醤
油
一
升

一
八
銭
、
油
一
升
二
十
四
銭
な
ど
。
た
だ
当

時
の
戦
乱
で
戦
費
を
補
う
た
め
紙
幣
が
増
発

さ
れ
明
治
十
年
頃
か
ら
物
価
が
高
騰
し
て
明

治
十
四
年
頃
に
は
米
価
が
二
倍
に
も
な
っ
た

と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
有
田
異
人
館
は
佐
賀
県
の
重
要

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
昨
年

末
に
「
旧
田
代
家
西
洋
館
」
と
し
て
国
の
重

要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

馬
場
正
明

明
治
九
年
は
、
有
田
異
人
館
が
建
設
さ
れ

た
年
で
す
。
異
人
館
を
案
内
す
る
と
き
、
単

に
「
今
か
ら
百
四
十
年
前
」
と
い
う
だ
け
で

は
何
か
物
足
り
な
く
感
じ
ら
れ
、
こ
の
頃
の

世
の
中
の
状
況
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
、

当
時
の
年
表
を
捲
り
ま
し
た
。

明
治
九
年
三
月
の
廃
刀
令
（
軍
人
・
警
察

や
大
礼
服
着
用
者
以
外
の
帯
刀
を
禁
止
し
た

法
令
）
や
、

八
月
の
金
禄
公
債
証
書
発
行

条
例
（
華
族
や
士
族
に
支
給
さ
れ
て
た
禄
を

強
制
的
に
取
り
上
げ
、
期
限
付
き
で
僅
か
な

利
子
し
か
受
け
取
れ
な
い
公
債
に
切
り
替
え

る
政
策
）
な
ど
に
不
満
を
持
つ
旧
武
士
が
十

月
に
相
次
い
で
熊
本
、
秋
月
、
萩
で
新
風
連

の
乱
、
秋
月
の
乱
、
萩
の
乱
を
起
こ
し
、
更

に
翌
十
年
に
は
西
南
戦
争
が
起
こ
る
不
穏
な

年
で
し
た
。

一
方
、
以
後
の
人
々
に
永
く
大
き
な
影
響

を
与
え
る
制
度
上
の
改
革
も
行
わ
れ
定
着
し

て
い
き
ま
し
た
。

ひ
と
つ
は
暦
、
そ
れ
ま
で
月
の
満
ち
欠
け

と
太
陽
の
運
行
状
況
を
加
味
し
補
正
し
て
日

付
を
決
め
て
い
た
「
太
陰
太
陽
暦
」
を
西
洋

で
使
わ
れ
て
い
た
「
太
陽
暦
」
に
替
え
ま
し

た
。
（
明
治
五
年
十
二
月
三
日
を
明
治
六
年

一
月
一
日
に
変
更
）
そ
の
暦
も
定
着
し
た
明

治
九
年
四
月
一
日
よ
り
日
曜
日
を
休
日
、
土

曜
日
を
半
休
（
所
謂
『
半
ド
ン
』
）
と
す
る

こ
と
に
成
り
、
そ
の
結
果

四
月
二
日
は
日

曜
で
休
み
、
翌
三
日
は
神
武
祭
の
祭
日
で
休

み
で
あ
る
た
め
、
初
め
て
の
連
休
と
な
り
ま

し
た
。

も
う
ひ
と
つ
は
秤
・
尺
等
の
重
さ
や
長
さ

の
単
位
に
関
連
、
明
治
八
年
五
月
に
メ
ー
ト

中
村
貞
光

有
田
内
山
の
南
側
に
は
標
高
３
５
０
ｍ

の
蓮
花
石
山
が
あ
る
。
地
元
で
は
大
神
宮

と
呼
ん
で
い
る
が
、
一
度
も
登
っ
た
こ
と

が
な
く
眺
め
て
育
っ
た
。
幼
い
頃
は
山
の

名
前
か
ら
し
て
「
神
が
宿
る
山
」
だ
と
勝

手
に
思
い
込
み
、
登
る
こ
と
を
躊
躇
し
て

き
た
。

赤
絵
町
の
郵
便
局
横
の
金
比
羅
社
を
起

点
に
約
１
時
間
の
山
登
り
だ
。
今
回
は
初

め
て
の
こ
と
も
あ
り
、
馬
場
さ
ん
に
同
行

を
お
願
い
し
た
。
金
比
羅
社
の
鳥
居
を
く

ぐ
り
、
登
山
を
開
始
す
る
と
間
も
な
く
、

昨
年
の
大
雨
で
土
砂
崩
れ
を
起
こ
し
た
法

元
寺
の
裏
側
斜
面
の
上
側
を
通
り
抜
け

た
。
登
り
始
め
は
や
や
余
裕
も
あ
っ
た
が
、

道
の
り
は
緩
や
か
な
傾
斜
と
は
い
え
、
頂

上
ま
で
登
り
が
続
く
。
息
切
れ
で
何
度
も

休
憩
を
取
り
、
頂
上
を
目
指
し
た
。

分
も
す
る
と
眺
望
が
開
け
、
眼
下
に
有

田
内
山
の
町
並
み
が
見
え
て
き
た
。
陶
山

神
社
や
陶
祖
李
三
平
碑
も
上
か
ら
の
眺
め

は
格
別
だ
。
さ
ら
に
登
る
と
、
白
川
の
奥

に
有
田
ダ
ム
も
見
え
て
き
た
。
中
々
の
眺

め
に
疲
れ
が
癒
さ
れ
る
。

大
神
宮
の
頂
上
に
は
、
戦
時
中
に
作
ら

れ
た
の
だ
ろ
う
敵
機
監
視
用
と
思
わ
れ
る

防
空
壕
が
残
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ

佐
賀
放
送
局
と
地
元
サ
ガ
テ
レ
ビ
の
電
波

塔
が
立
っ
て
い
る
。
周
囲
は
樹
木
が
伸
び

放
題
で
、
頂
上
か
ら
の
眺
め
は
良
く
な
い
。

電
波
塔
の
中
央
に
は
天
照
皇
大
神
宮
の

碑
が
祭
ら
れ
て
い
て
、
山
の
名
称
の
由
来

が
あ
る
よ
う
だ
。

碑
の
裏
面
中
央
に
は
「
皇
太
子
殿
下
御

生
誕
記
念
再
建
之
」
と
あ
り
、
右
側
に
は

「
奉
祠
年
次
雖
不
詳
有
天
正
十
年
記
銘
之

石
燈
籠
為
」
、
左
側
に
は
「
昭
和
９
年
吉

日
辰
」
と
刻
ま
れ
て
い
て
、

文
禄
以
前

に
石
の
燈
籠
が
あ
っ
た
と
も
解
せ
る
。

大
神
宮
か
ら
望
む
眼
下
の
谷
間
に
広
が

る
有
田
内
山
は
、
今
か
ら
約
４
０
０
年
前

に
朝
鮮
か
ら
連
れ
て
こ
ら
れ
た
陶
工
に
よ

り
磁
器
の
原
料
で
あ
る
陶
石
が
発
見
さ

れ
、
日
本
で
初
め
て
磁
器
が
焼
か
れ
て
今

日
の
有
田
が
誕
生
し
た
。
白
川
天
狗
谷
で

登
り
窯
が
築
か
れ
、
磁
器
生
産
の
技
術
は

半
世
紀
も
経
た
ぬ
う
ち
に
進
歩
を
遂
げ
る

と
、

世
紀
後
半
か
ら
海
外
輸
出
が
始
ま

っ
た
。
こ
の
狭
い
谷
間
で
焼
か
れ
た
焼
き

物
は
、
日
本
全
国
は
も
と
よ
り
遠
路
海
外

に
ま
で
運
ば
れ
、
伊
万
里
焼
の
名
で
世
界

を
席
巻
し
て
き
た
。

時
代
の
変
遷
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
、

磁
器
発
祥
の
地
と
し
て
伝
統
を
守
り
生
き

抜
い
て
き
た
有
田
の
歴
史
を
、
大
神
宮
は

見
守
り
続
け
て
き
た
。

頂
上
か
ら
は
東
側
に
御
船
山
が
、
天
候

に
恵
ま
れ
れ
ば
南
西
側
に
大
村
湾
も
見
え

る
よ
う
だ
。

蓮花石山の頂上にある石碑の

下には祈有田町繁栄の文字が

さ
て
、
も
う
一
つ
栗
田
美
術
館
所
蔵
の
本

に
あ
る
衝
撃
的
な
ク
ロ
ス
を
紹
介
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
「
鍋
島
染
付
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン

山
水
図
大
皿
」
高
さ

㎝
直
径

㎝
元
禄
時

代(

１
６
８
８
～
１
７
０
３
年)

「
鍋
島
藩
窯
で
十
字
文
の
入
っ
た
大
皿
が
制

作
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
全
く
信
じ
ら
れ

な
い
。
然
し
こ
の
皿
は
事
実
を
雄
弁
に
物
語

っ
て
い
る
。
九
州
地
方
の
切
支
丹
弾
圧
を
遁

れ
て
、
こ
の
皿
を
隠
し
も
っ
た
信
者
は
下
総

(

千
葉
県
北
部)

に
安
住
の
地
を
求
め
た
。
更

に
こ
の
皿
に
つ
い
て
，
古
文
書
が
発
見
さ
れ
、

数
奇
な
運
命
を
知
る
事
が
で
き
た
。
左
方
の

屋
根
下
に
十
字
文
、
網
を
高
く
し
た
竿
頭
に

明
確
な
十
字
文
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

れ
と
図
様
の
同
じ
大
皿
が
先
年
ド
イ
ツ
で
発

見
さ
れ
た
が
十
字
文
は
な
い
。
鍋
島
藩
窯
の

十
字
文
大
皿
と
し
て
歴
史
的
貴
重
な
作
品
で

あ
る
」

二
年
前
に
肥
前
浜
町
を
訪
れ
、
聞
き
取
り

を
し
て
み
る
と
、
太
良
街
道
に
は
キ
リ
シ
タ

ン
の
遺
跡
が
多
く
残
っ
て
い
る
こ
と
が
解
り

ま
し
た
。
ま
た
、
肥
前
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
会

史
を
見
る
と
、
鍋
島
勝
茂
公
と
鍋
島
藩
窯
の

事
が
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

鶴

美
百
合

昭
和

年
発
行
の
「
日
本
の
絵
皿
」
と
い

う
本
に
巡
り
合
い
、
こ
の
１
枚
の
皿
の
白
黒

の
写
真
を
見
つ
け
た
と
き
は
、
思
わ
ず
「
や

っ
た
！
」
と
興
奮
し
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、

私
が
ク
ロ
ス
（
十
字
）
・
バ
カ
（
ク
レ
イ
ジ

ー
）
だ
か
ら
で
す
。
と
て
も
珍
し
い
ク
ロ
ス

の
皿
が
、
有
田
で
焼
か
れ
た
も
の
と
は
っ
き

り
書
い
て
あ
る
の
で
、
こ
の
皿
の
持
ち
主
の

解
説
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
こ
の
ク
ロ
ス
の
染
付
皿
は
、
島
原
、
妙
高

寺
の
和
尚
に
頂
い
た
皿
で
あ
る
が
、
町
の
道

具
屋
で
見
つ
け
、
わ
ざ
わ
ざ
私
の
た
め
に
と

っ
て
置
い
て
く
だ
さ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
も

う
す
ま
で
も
な
く
、
島
原
は
昔
キ
リ
シ
タ
ン

戦
争
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
こ
ん
な
雑
器
が

町
屋
か
ら
出
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
、
私

に
と
っ
て
は
、
な
つ
か
し
い
し
、
有
田
の
窯

で
禁
制
に
な
っ
て
い
た
キ
リ
シ
タ
ン
の
た
め

に
、
こ
ん
な
絵
付
け
の
皿
が
作
ら
れ
た
と
い

う
こ
と
を
知
っ
た
の
も
嬉
し
い
。
こ
れ
な
ど
、

絵
付
け
と
し
て
美
術
価
値
が
あ
る
と
い
う
の

で
は
な
い
が
、
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教

文
化
の
上
か
ら
み
れ
ば
、
貴
重
な
資
料
と
言

わ
ざ
る
を
え
な
い
。
あ
る
意
味
で
は
、
日
本

の
文
化
の
歩
み
の
中
の
生
き
た
資
料
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

最近の私の関心事のテーマは

クロス✜ で、有田皿山との関

りを調べることに夢中です。
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吉
永

登

九
陶
名
誉
顧
問
の
大
橋
先
生
に
よ
る
特

別
講
座
は
、
毎
回
「
目
か
ら
ウ
ロ
コ
」
が

落
ち
る
よ
う
な
充
実
し
た
内
容
で
い
つ
も

楽
し
み
に
受
講
し
て
い
る
。

そ
の
中
か
ら
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
る

と
、
ま
ず
第
一
回
の
「
や
き
も
の
の
見
方
」

で
は
、
考
古
学
的
な
見
地
か
ら
判
定
さ
れ

る
的
確
な
眼
力
に
圧
倒
さ
れ
た
。
さ
す
が

に
何
十
万
と
い
う
肥
前
陶
磁
の
陶
片
を
年

代
順
に
調
査
分
類
さ
れ
て
き
た
、
長
年
の

研
究
の
結
果
だ
と
思
う
。

次
に
「
有
田
磁
器
激
動
の
四
百
年
」
で

は
、
中
国
の
王
朝
交
代
の
時
期
に
多
く
の

技
術
者
が
渡
来
し
劇
的
な
技
術
革
新
が
起

こ
り
、
色
絵
磁
器
の
生
産
と
海
外
市
場
の

独
占
が
実
現
し
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
。

ま
た
、
「
世
界
に
輸
出
さ
れ
た
肥
前
磁

器
の
全
貌
」
で
は
、

世
紀
後
半
か
ら
東

南
ア
ジ
ア
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
か
け
て
の

第
一
次
輸
出
時
代
、
さ
ら
に
幕
末
か
ら
明

治
に
か
け
て
の
第
二
次
輸
出
時
代
ま
で
を

ス
ラ
イ
ド
を
使
っ
て
明
快
に
解
説
さ
れ
、

壮
大
な
海
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
全
貌
を
知

る
こ
と
が
で
き
た
。

「
日
本
の
色
絵
磁
器
の
創
始
と
発
展
」
で

は
、
山
辺
田
遺
跡
の
発
掘
調
査
に
よ
り
色

絵
の
始
ま
り
が
解
明
さ
れ
、
「
古
九
谷
＝

有
田
産
」
説
に
決
定
的
な
証
明
と
な
っ
た

こ
と
な
ど
興
味
尽
き
な
い
講
義
で
あ
っ

た
。最

後
に
、
「
将
軍
家
献
上
の
鍋
島
と
禁

裏
御
用
磁
器
」
で
は
、
献
上
鍋
島
と
禁
裏

御
用
磁
器
と
の
違
い
を
、
ス
ラ
イ
ド
を
使

で
４
回
に
及
ぶ
須
古
城
攻
め
で
、
よ
う
や
く

陥
落
。
隆
信
は
そ
の
後
、
石
垣
、
曲
輪
、
濠

な
ど
を
整
備
し
、
須
古
城
を
さ
ら
に
強
固
な

要
塞
に
し
て
居
城
。
こ
こ
を
拠
点
に
勢
力
を

拡
大
し
北
部
九
州
五
か
国
（
肥
前
、
肥
後
、

筑
前
、
筑
後
、
豊
前
）
と
二
島
（
壱
岐
、
対

馬
）
を
制
覇
。
白
石
・
須
古
城
は
当
時
、
北

部
九
州
の
実
質
的
首
都
と
し
て
機
能
し
て
い

た
。
現
在
の
遺
構
の
大
部
分
は
隆
信
時
代
の

も
の
で
あ
る
。
」
―
佐
賀
県
白
石
町

須
古

歴
史
振
興
会

説
明
書
よ
り
引
用
―

須
古
城
と
い
っ
て
も
、
白
石
町
以
外
の
方

は
ほ
と
ん
ど
の
方
が
知
ら
な
い
よ
う
で
す
。

だ
か
ら
須
古
寿
司
は
知
っ
て
い
て
も
須
古
城

は
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
す
。

白
石
町
に
は
い
ろ
い
ろ
な
名
所
が
あ
り
ま

す
。
皆
さ
ん
も
い
ろ
い
ろ
な
場
所
に
出
か
け

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？

ち
な
み
に
須
古
寿
司
は
、
ム
ツ
ゴ
ロ
ウ
を

使
っ
た
押
し
寿
司
で
、
藩
政
時
代
か
ら
今
日

ま
で
白
石
町
須
古
地
区
に
伝
わ
る
郷
土
料
理

で
、
お
祭
り
や
祝
い
の
席
で
振
舞
わ
れ
て
い

る
よ
う
で
す
。

伊
良
皆
尚
子

昨
年

月

日
よ
り
佐
賀
県
立
美
術
館

に
於
い
て
展
示
さ
れ
て
い
た
吉
岡
徳
仁

（
と
く
じ
ん
）
ガ
ラ
ス
の
茶
室
ー
光
庵
を
、

２
月
２
日
に
佐
賀
在
住
の
幼
馴
染
と
一
緒

に
や
っ
と
見
に
行
く
こ
と
が
出
来
ま
し

た
。
２
～
３
年
前
に
改
修
さ
れ
た
美
術
館

は
、
床
も
壁
も
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
作
ら
れ

た
近
代
的
で
お
洒
落
な
空
間
を
作
り
出
し

て
い
ま
し
た
。
テ
レ
ビ
の
宣
伝
で
は
毎
日

数
回
こ
の
情
報
は
報
道
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
「
ガ
ラ
ス
の
茶
室
」
が
室
内
に
ど
の

よ
う
に
設
置
さ
れ
て
い
る
か
を
知
り
た
い

と
、
と
て
も
興
味
を
覚
え
ま
し
た
。

会
場
に
入
る
と
す
ぐ
そ
こ
に
設
置
さ
れ

て
い
る
ガ
ラ
ス
の
テ
ー
ブ
ル
に
感
動
し
ま

し
た
。
広
い
空
間
に
は
、
自
分
の
想
像
を

超
え
る
凄
い
作
品
の
数
々
に
圧
倒
さ
れ
ま

し
た
。
会
場
で
は
、
設
置
さ
れ
て
い
る
ガ

ラ
ス
の
ベ
ン
チ
に
二
人
で
座
り
、
幼
少
の

頃
の
有
田
の
こ
と
や
、
現
在
の
有
田
の
こ

と
な
ど
と
り
と
め
も
な
い
話
題
に
花
が
咲

き
、
幼
馴
染
と
気
ま
ま
に
有
田
弁
で
盛
り

上
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
学
芸
員
の
説
明

が
始
ま
り
ま
し
た
。

吉
岡
徳
仁
氏
が
佐
賀
出
身
で
、
有
田
工

業
高
校
卒
業
だ
と
初
め
て
知
り
ま
し
た
。

ま
た
、
デ
ザ
イ
ン
や
建
築
、
現
代
美
術
の

領
域
で
自
然
を
テ
ー
マ
に
し
た
、
世
界
的

に
活
躍
さ
れ
て
い
る
凄
い
人
物
だ
と
知

り
、
さ
ら
に
感
動
し
ま
し
た
。

幸
い
な
こ
と
に
私
は
有
田
に
住
み
、
史

談
会
に
参
加
し
た
こ
と
で
、
毎
月
の
例
会

や
大
橋
先
生
の
特
別
な
講
座
を
僅
か
な
人

数
で
学
ぶ
こ
と
が
出
来
る
素
晴
ら
し
い
環

境
に
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。
有
田
の
歴
史
、

文
化
、
自
然
な
ど
を
知
る
こ
と
で
、
も
っ

と
知
り
た
い
と
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
欲
求
に

と
て
も
幸
せ
を
感
じ
て
い
ま
す
。

こ
こ
数
十
年
で
生
活
ス
タ
イ
ル
が
大
き

く
変
わ
り
、
高
齢
化
や
少
子
化
も
進
み
、

今
は
勢
い
を
失
っ
た
有
田
に
い
て
、
常
日

頃
か
ら
強
く
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

今
偶
然
に
も
、
こ
の
町
に
生
ま
れ
素
直

に
成
長
し
て
い
る
子
供
た
ち
に
、
有
田
に

生
ま
れ
た
こ
と
の
特
別
な
意
味
を
伝
え
、

有
田
で
あ
る
か
ら
こ
そ
出
来
る
教
育
の
在

り
方
が
、
新
し
い
町
づ
く
り
に
つ
な
が
る

の
だ
と
。
有
田
を
知
り
た
い
学
び
た
い
と

い
う
教
育
の
確
立
こ
そ
が
、
現
在
の
有
田

に
一
番
必
要
な
こ
と
で
は
な
い
の
か
と
感

じ
て
い
ま
す
。

有
田
工
業
高
校
卒
業
の
方
々
は
、
吉
岡

徳
仁
氏
を
始
め
様
々
な
分
野
で
沢
山
活
躍

さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
人
口
わ
ず
か
２
万

人
足
ら
ず
の
町
に
、
工
業
高
校
や
佐
賀
大

学
が
あ
り
最
高
に
恵
ま
れ
た
環
境
を
有
し

て
い
ま
す
。

有
田
の
子
供
た
ち
に
は
「
伝
え
な
け
れ

ば
続
か
な
い
」
こ
と

の
大
切
さ
を
学
び
、

も
っ
と
伸
び
伸
び
と

楽
し
ん
で
欲
し
い
と

願
っ
て
い
ま
す
。

坂
井
勝
也

唐
船
城
築
城
８
０
０
年
記
念
事
業
実
行
委

員
会
の
実
行
委
員
の
一
人
と
し
て
、
有
田
史

談
会
よ
り
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

委
員
に
な
っ
て
す
ぐ
、
Ｋ
さ
ん
か
ら
、
池
田

徳
馬
さ
ん
を
紹
介
し
て
い
た
だ
き
、
３
人
で

唐
船
山
を
中
心
と
し
て
、
殿
様
墓
、
磨
岸
種

子
、
城
江
井
桶
、
記
念
碑
等
の
案
内
を
し
て

頂
き
ま
し
た
。

平
成

年

月

日
に
は
、
第
２
回
唐
船

山
清
掃
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
に
参
加
し
、
展
望
所

に
て
佐
藤
昌
三
さ
ん
よ
り
、
炎
天
下
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
１
時
間
に
わ
た
り
唐
船
城
に
ま

つ
わ
る
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
元
寇
（
文
永

の
役
、
弘
安
の
役
）
の
折
も
唐
船
城
（
松
浦

党
）
か
ら
出
兵
し
蒙
古
軍
と
勇
敢
に
戦
っ
た

と
の
こ
と
。

３
月

日
に
は
、
奈
良
大
学
の
千
田
教
授

を
中
心
に
藤
泰
治
さ
ん
の
案
内
で
唐
船
城
址

現
地
調
査
に
同
行
し
、
道
な
き
道
を
歩
く
場

面
も
あ
り
、
終
わ
る
こ
ろ
に
は
足
は
ふ
ら
ふ

ら
、
心
臓
は
今
に
も
止
ま
り
そ
う
な
状
態
で

し
た
。
千
田
先
生
は
、
足
も
軽
く
、
そ
の
夜

行
わ
れ
た
歓
迎
の
宴
で
も
、
す
ご
い
飲
み
っ

ぷ
り
で
し
た
。
そ
の
道
の
エ
リ
ー
ト
は
さ
す

が
だ
と
関
心
致
し
ま
し
た
。

日
に
は
、
炎

の
博
記
念
堂
で
、
千
田
教
授
の
記
念
講
演
が

あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
８
月
８
日
に
は
、
唐
船
城
跡
イ
ラ

ス
ト
復
元
の
た
め
来
町
さ
れ
た
富
永
先
生
の

現
地
調
査
に
同
行
す
る
こ
と
が
で
き
、
い
ろ

い
ろ
教
わ
る
こ
と
が
多
く
、
貴
重
な
経
験
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

月
４
日
に
は
、
唐
船
城
「
特
設
ス
テ
ー

ジ
」
な
ど
で
、
プ
レ
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
歴
代
城
主
慰
霊
祭
を
は
じ
め
、
山
海

市
、
山
谷
浮
立
の
披
露
が
あ
り
ま
し
た
。
山

谷
浮
立
は
、
３
歳
児
か
ら

歳
ま
で
の
人
で

構
成
さ
れ
、

～
１
０
０
人
規
模
で
、
皆
の

呼
吸
が
ピ
ッ
タ
リ
あ
っ
て
、
生
き
生
き
と
し

て
、
誇
り
を
も
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
感
じ

ま
し
た
。

月

日
に
は
、
焱
の
博
記
念
堂
に
お
い

て
、
記
念
式
典
が
行
わ
れ
、
Ａ
Ｋ
Ｍ
‐
ア
ミ

ュ
ー
ズ
に
よ
る
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
等
あ
り
ま
し

た
。
圧
巻
は
、
雲
仙
市
か
ら
参
加
さ
れ
た
肥

前
千
々
石
鉄
砲
隊
に
よ
る
火
縄
銃
に
よ
る
演

武
は
、
耳
を
つ
ん
ざ
く
様
な
そ
の
音
に
圧
倒

さ
れ
ま
し
た
。

記
念
事
業
を
通
じ
て
、
椎
谷
山
田
神
社
宮

司
さ
ん
、
同
氏
子
代
表
池
田
さ
ん
、
郷
土
史

研
究
会
池
田
徳
馬
さ
ん
、
唐
船
城
下
仕
掛
け

隊
の
藤
泰
治
さ
ん
、
牧
地
区
の
方
々
と
親
し

く
接
す
る
機
会
が
多
く
、
温
か
い
心
と
、
郷

土
に
誇
り
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
強
く

感
じ
ま
し
た
。

平
成

年
３
月
末
ま
で
に
は
、
唐
船
城
展

望
台
に
方
位
盤
が
取
り
付
け
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
天
気
の
い
い
日
に
展

望
台
に
上
り
、
８
０
０
年
前
に
タ
イ
ム
ス
リ

ッ
プ
し
、
城
主
に
な
っ
た
気
持
ち
で
、
世
界

制
覇
の
雄
図
を
頭
に
浮
か
べ
る
の
も
、
健
康

と
ス
ト
レ
ス
解
消
に
い
い
の
で
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

井
手
邦
男

私
の
母
の
実
家
は
塩
田
町
西
山
に
あ
り
、

江
戸
時
代
か
ら
の
窯
元
で
、
母
は
そ
の
窯
元

の
娘
だ
と
聞
い
て
い
ま
し
た
。
第
二
次
世
界

大
戦
前
に
２
回
の
火
災
が
起
こ
り
、
窯
元
を

辞
め
ま
し
た
。
そ
の
後
中
国
へ
渡
り
、
旅
館

を
経
営
し
て
い
ま
し
た
が
、
日
本
が
戦
争
に

負
け
た
た
め
、
引
き
上
げ
者
と
し
て
伊
万
里

に
帰
っ
て
き
た
そ
う
で
す
。
そ
し
て
井
手
家

に
嫁
い
で
き
ま
し
た
。

母
の
実
家
の
菩
提
寺
は
、
須
古
に
あ
る
『
陽

興
寺
』
だ
と
聞
い
て
い
ま
し
た
。
私
が
小
さ

い
頃
は
、
そ
の
お
寺
に
つ
い
て
行
っ
た
り
し

て
い
ま
し
た
。
陽
興
寺
に
は
須
古
鍋
島
家
の

御
霊
屋
が
あ
っ
て
、
須
古
鍋
島
家
の
墓
が

基
あ
り
ま
す
。
母
の
実
家
の
墓
が
な
ぜ
陽
興

寺
に
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
焼
き
物
を
鍋
島

家
に
収
め
て
い
た
こ
と
か
ら
、
鍋
島
家
の
墓

の
下
に
墓
地
の
用
地
を
も
ら
っ
て
墓
を
建
て

た
そ
う
で
す
。
私
は
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
な

こ
と
に
何
も
関
心
を
示
す
こ
と
な
く

歳
過

ぎ
ま
で
過
ご
し
て
い
ま
し
た
。

陽
興
寺
は
龍
造
寺
隆
信
の
母
、
慶
誾
尼
（
け

い
ぎ
ん
に
）
の
菩
提
寺
で
あ
り
ま
し
た
が
、
こ

れ
ま
で
そ
う
い
っ
た
事
を
私
は
知
ら
ず
、

歳
を
過
ぎ
て
か
ら
白
石
町
に
行
き
、
陽
興
寺

に
立
ち
寄
っ
た
際
に
ヌ
イ
の
池
を
見
学
し
ま

し
た
。
陽
興
寺
の
坊
守
さ
ん
か
ら
、
寺
の
前

に
須
古
城
が
あ
っ
た
こ
と
を
聞
き
、
地
元
の

人
達
に
城
の
場
所
や
城
に
ま
つ
わ
る
話
を
聞

い
て
回
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
須
古
城
の
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
機
会
に
恵
ま
れ
、
参
加
し
た

り
し
ま
し
た
。

須
古
城
と
は
、
「
平
井
氏
が
守
る
難
攻
不

落
の
須
古
城
。
龍
造
寺
軍
に
よ
る
、

年
間

投
稿
が
予
想
？
以
上
に
増
え
、
昨
年
ま

で
４
ペ
ー
ジ
で
作
成
し
た
紙
面
は
大
幅
に

拡
大
す
る
こ
と
と
な
り
、
悪
戦
苦
闘
し
な

が
ら
も
楽
し
く
編
集
作
業
を
行
い
ま
し

た
。年

に
一
度
の
「
会
報
」
発
行
は
、
年
度

末
の
活
動
報
告
の
一
環
と
し
て
、
史
談
会

の
足
跡
を
残
す
大
切
な
行
事
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。
一
年
の
締
め
括
り
と
し
て
、
会

の
活
動
報
告
の
ほ
か
会
員
個
々
の
研
究
発

表
や
近
況
報
告
な
ど
掲
載
し
て
い
ま
す

が
、
会
員
の
協
力
が
な
け
れ
ば
発
行
し
て

も
単
な
る
活
動
報
告
だ
け
に
な
っ
て
し
ま

う
だ
け
に
、
皆
様
の
ご
協
力
に
心
か
ら
感

謝
し
て
い
ま
す
。

－5－－6－

っ
て
年
代
順
に
説
明
さ
れ
、
歴
史
的
な
文

献
資
料
に
よ
っ
て
両
者
の
相
違
を
的
確
に

知
る
初
め
て
の
経
験
で
あ
っ
た
。

今
回
の
大
橋
先
生
の
連
続
講
義
は
、
実

に
贅
沢
な
知
的
興
奮
に
満
ち
た
経
験
で
あ

っ
た
こ
と
を
心
か
ら
嬉
し
く
先
生
に
感
謝

申
し
上
げ
た
い
。


