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開館記念セレモニー(成宜小学校・桂林小学校の児童)

成宜鴎門下生子孫の集い(重要文化財長福寺本堂)



ご
あ
い
さ

つ

こ
の
た
び
成
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
を
発
行
す
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
.

当
セ
ン
タ
ー
は
、
成
宜
園
や
日
岡
市
の
偉
大
な
先
哲
で
あ
り
ま
す
鹿
瀬
淡
窓
先
生
と
そ
の
門
下
生
な
ど
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
や
資
料
の
公
閥
、
展
示
を
行
う
こ
と
で
、
そ

の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
き
教
育
、
学
術
や
文
化
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
国
史
跡
成
宜
園
跡
の
隣
接
地
に
、
平
成
二
二
年
一

O
月
に
開
館
い
た
し
ま
し
た
。

さ
て
、
大
分
県
日
回
市
は
、
北
部
九
州
の
ほ
ぼ
中
央
、
大
分
県
の
西
部
に
位
置
し
、
福
岡
県
と
熊
本
県
に
隣
接
す
る
地
域
で
す
.
ま
た
、
周
囲
を
阿
蘇
、
く
じ
ゅ
う
や
英
彦

山
山
系
の
美
し
い
山
々
に
固
ま
れ
、
こ
れ
ら
の
山
々
か
ら
流
れ
る
豊
富
な
水
が
日
田
市
で
合
流
し
、
山
紫
水
明
の
地
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
.
さ
ら
に
は
、
古
く
か
ら
北

部
九
州
各
地
を
結
ぶ
交
通
の
要
衝
と
し
て
、
江
戸
時
代
に
は
幕
府
直
轄
地
(
天
領
)
と
し
て
西
国
筋
郡
代
が
置
か
れ
、
九
州
の
政
治
・
経
済
・
文
化
の
中
心
地
と
し
て
栄
え
、

一
旦
田
町
に
は
当
時
の
歴
史
的
な
町
並
み
が
残
さ
れ
、
国
の
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
選
定
さ
れ
て
い
ま
す
.

こ
の
豆
田
町
の
豪
商
鹿
瀬
家
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
鹿
瀬
淡
窓
は
、
家
督
を
弟
・
久
兵
衛
に
譲
り
、
自
ら
は
学
問
教
授
の
道
に
進
み
、
文
化
二
年
(
一
八
O
五
)
長
福
寺

せ

い

し

ょ

う

じ

ゃ

け

い

旬

ん

え

ん

か

ん

を

え

ん

学
寮
を
借
り
て
開
塾
し
、
そ
の
後
「
成
章
舎
」
、
「
桂
林
園
」
を
経
て
、
文
化
一
四
年
(
一
八
一
七
)
淡
窓
先
生
三
一
六
歳
の
と
き
に
、
現
在
の
地
に
塾
を
構
え
「
成
宜
園
」
と
呼
び
ま
し
た
。

さ
ん
だ
っ
ほ
う

「
成
宜
」
と
は
、
「
こ
と
ご
と
く
よ
ろ
し
い
」
と
い
う
意
味
で
、
『
詩
経
』
か
ら
と
っ
た
言
葉
で
、
入
門
時
に
身
分
・
年
齢
・
学
歴
を
問
わ
な
い
「
三
奪
法
」
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学

げ

コ

た

ん

ひ

ょ

う

し

よ

品

ん

せ

い

力
に
基
づ
い
て
等
級
別
に
評
価
し
た
「
月
旦
評
」
、
門
下
生
に
塾
の
運
営
に
関
わ
る
役
割
り
を
与
え
て
社
会
性
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
「
職
任
制
」
な
ど
の
独
自
の
教
育
手
法
が

評
判
と
な
り
‘
全
国
か
ら
多
く
の
門
下
生
が
集
ま
り
ま
し
た
.

淡
窓
先
生
は
、
そ
の
当
時
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
詠
っ
て
い
ま
す
.

幾
人
負
笈
自
西
東

両
筑
双
肥
前
後
豊

花
影
満
簾
春
昼
永

書
声
断
続
響
房
構

書花両幾
声影筑人

かー
断賑双笈。
続にn 肥をヨ
し満負
てち前ひ

てし後て
房事春Wの西宮
構号昼音量号束S
宮永1 盲ょ
響く り
く す

こ
の
よ
う
に
多
く
の
門
下
生
が
成
宜
園
で
学
び
、
そ
の
数
は
、
入
門
簿
に
残
る
門
下
生
の
数
に
日
記
等
で
名
前
が
確
認
さ
れ
る
者
を
加
え
る
と
五
0
0
0名
を
超
え
、
江
戸

時
代
の
私
塾
と
し
て
は
、
最
大
の
規
模
を
誇
っ
て
い
ま
し
た
。

病
弱
で
あ
っ
た
淡
窓
先
生
が
、
半
世
紀
に
わ
た
り
門
下
生
に
か
け
た
情
熱
と
努
力
は
、
私
ど
も
教
育
に
関
わ
る
者
の
鑑
で
あ
り
、
そ
の
偉
業
を
永
く
後
世
に
伝
え
る
と
と
で
、

市
民
が
故
郷
日
回
市
を
愛
す
る
心
を
育
む
よ
う
努
め
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
.

最
後
に
、
こ
の
研
究
紀
要
な
ど
当
セ
ン
タ
ー
で
の
調
査
研
究
の
成
果
が
、
成
宜
園
教
育
と
淡
窓
先
生
や
そ
の
門
下
生
に
関
係
す
る
方
々
の
研
究
資
料
の
一
助
に
な
る
こ
と
を

期
待
し
て
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
.

日
岡
市
教
育
長

メ当、
ロ

原

多

賀

雄
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私
塾
戚
宜
園
と
天
領
日
田
の
町
ー
そ
の
共
生
の
諸
相
と
関
連
遺
産

は
じ
め
に

周
知
の
よ
う
に
、
日
岡
市
で
は
今
、
成
宜
園
を
世
界
遺
産
に
と
い
う
取
組
み
が
進
ん
で
い
る
。

茨
城
県
水
戸
市
の
弘
道
館
と
借
楽
園
、
栃
木
県
足
利
市
の
足
利
学
校
、
岡
山
県
備
前
市
の
閑
谷

学
校
に
成
宜
圃
を
加
え
て
、
「
近
世
日
本
の
学
校
遺
産
群
(
仮
称
)
」
(
以
下
「
近
世
学
校
遺
産
群
」
)

と
し
て
登
録
を
め
ざ
そ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
.

江
戸
時
代
の
日
本
は
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
比
べ
て
も
高
い
教
育
環
境
を
保
っ
て
い

た
.
こ
の
近
世
教
育
の
水
準
の
高
さ
が
、
明
治
以
降
の
日
本
の
、
あ
る
意
味
で
世
界
史
的
に
も

稀
有
な
近
代
化
の
歴
史
の
、
そ
の
基
調
を
支
え
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
学
問
・
教
育
を

支
え
た
の
が
各
地
に
作
ら
れ
た
藩
校
・
郷
校
(
学
)
・
私
塾
・
寺
子
屋
な
ど
で
あ
っ
た
。
中
で

も
教
育
の
質
の
高
さ
と
広
が
り
と
い
う
と
と
で
い
え
ば
、
私
塾
の
存
在
が
大
き
か
っ
た
.
R
・

ル
ピ
ン
ジ
ャ
ー
は
私
塾
の

「
個
性
豊
か
で
、
斬
新
か
っ
進
歩
的
な
学
習
コ

1
ス
」
こ
そ
が
、
明

治
維
新
の
変
革
を
担
う
「
人
材
の
プ
l
ル
」
と
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
.
(
「
私
塾
|
近
代
日

本
を
拓
い
た
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
ア
カ
デ
ミ
ー
」
)

要
す
る
に
こ
の
た
び
の
取
組
み
は
、
世
界
史
的
視
点
で
日
本
の
近
世
教
育
を
み
な
お
す
.
そ

う
い
う
目
標
を
か
か
げ
て
い
る
の
で
あ
る
.

目
下
、
こ
う
し
た
視
点
で
登
録
申
請
に
向
け
て
、
そ
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
ス
ト
ー
リ
ー
の
策
定

が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
様
々
な
活
動
が
進
め
ら
れ
て
い
る
、
直

接
的
に
業
務
を
担
当
す
る
行
政
機
関
相
互
の
連
絡
協
議
は
も
と
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
資
産

を
め
ぐ
る
学
術
V 
J 
ポ
ジ
ウ
ム
や
A 

'" 同
者
会
議
な
ど
が
開
催
さ
れ
成
果
を
あ
げ
て

る

平

後

藤

r.三2
刀可

俊

成
二
三
年
一

O
月
に
は
足
利
市
で
『
「
近
世
の
教
育
資
産
」
世
界
遺
産
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
釦
足
利
』

が
開
催
さ
れ
た
。
筆
者
は
、
そ
の
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
参
加
し
た
が
、
そ
の
折
り
、
広
瀬
旭
荘

が
天
保
一
四
年
(
一
八
四
二
一
)
に
足
利
学
校
を
訪
れ
、
蔵
書
の
書
誌
や
内
容
に
つ
い
て
精
査
し

た
際
の
仔
細
を
教
示
し
て
い
た
だ
く
な
ど
思
い
が
け
な
い
成
果
を
得
た
.

日
岡
市
で
は
平
成
二
三
年
十
一
月
に
「
私
塾
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
が
開
催
さ
れ
、
並
行
し
て
成
宜

園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
特
別
展
「
近
世
の
私
塾
l
西
日
本
を
中
心
と
し
て
」
を
開
催

し
た
。
さ
ら
に
平
成
二
四
年
二
月
に
は
「
威
宜
園
を
世
界
遺
産
に
、
ふ
る
さ
と
日
田
を
歴
史
的

風
致
都
市
に
」
と
い
う
テ
l
マ
を
掲
げ
た
『
第
一
回

日
田
広
域
文
化
・
観
光
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
(
広

域
文
化
・
観
光
フ
ォ
ー
ラ
ム
実
行
委
員
会
)
が
開
催
さ
れ
る
な
ど
、
数
多
く
の
事
業
が
展
開
さ

れ
て
い
る
。

さ
っ
し
た
経
緯
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
以
下
「
近
世
学
校
遺
産
群
」
に
つ
い
て
、

い
く
ら
か
の

私
見
を
述
べ
、
あ
わ
せ
て
、
論
議
さ
れ
つ
つ
あ
る
コ
ン
セ
プ
ト
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
具
体
的
に

成
宜
固
と
そ
の
関
連
遺
産
群
に
つ
い
て
所
見
を
述
べ
た
い
.

「
近
世
学
校
遺
産
群
」

と
威
宜
困

「
近
世
学
校
遺
産
群
」

の
取
組
み
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
日
本
の
近
代
化
の
前
提
と
し
て
の

近
世
教
育
の
見
直
し
と
い
う
方
向
性
が
共
有
さ
れ
て
い
る
。
去
る
平
成
二
四
年
一
月
一
四
日

(
土
)
と
二
月
一

O
日
{
金
)
に
は
東
京
有
楽
町
の
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
い
て
「
関
係
自
治



体
に
よ
る
合
同
学
術
会
議
」
が
開
催
さ
れ
‘
関
連
す
る
テ
l
マ
を
め
ぐ
っ
て
多
面
的
な
論
議
が

行
わ
れ
た
.
こ
の
中
で
、

い
わ
ゆ
る
鎖
国
体
制
の
中
で
、

日
本
は
中
国
や
韓
国
と
違
い
、
独
自

な
自
由
な
視
点
で

「
儒
学
」
を
と
り
い
れ
た
こ
と
、
ま
た
海
原
徹
氏
が
「
私
教
育
」

の
原
風
景

と
呼
ん
だ
江
戸
の
私
塾
の

「
教
え
る
自
由
と
学
ぶ
自
由
」
に
つ
て
の
論
議
は
特
に
興
味
深
い
も

の
で
あ
っ
た
.

こ
の
会
議
の
中
で
は
、
さ
ら
に
新
し
い
問
題
意
識
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま

で
ど
お
り
、
近
世
の
教
育
を
日
本
の
近
代
化
の
準
備
と
い
う
視
点
で
捉
え
る
こ
と
は
そ
れ
と
し

て
、
今
一
つ
、
江
戸
の
教
育
を
と
お
し
て
、
む
し
ろ
日
本
の
近
代
な
い
し
現
代
(
の
教
育
)
が

失
っ
た
も
の
を
見
つ
め
な
お
す
と
い
う
視
点
が
提
起
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
.
そ
こ
に
は
江
戸
の

教
育
に
近
代
・
現
代
の
教
育
を
相
対
化
す
る
意
義
を
見
出
そ
う
と
い
う
問
題
意
識
が
込
め
ら
れ

て
い
る
.

こ
う
し
た
議
論
の
中
で
、
筆
者
は
あ
ら
た
め
て
思
い
を
新
た
に
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
.
そ

れ
は
学
問
と
教
育
に
お
け
る
中
央
と
地
方
(
地
域
)
と
い
う
問
題
で
あ
る
.
思
え
ば
、

九
八

0
年
代
ご
ろ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
わ
が
国
で
は
、
し
き
り
に
「
地
方
の
時
代
」
が
い
わ
れ
、
そ

れ
は
そ
の
後
の
大
き
な
時
代
潮
流
と
な
っ
た
.

筆
者
は
先
年
、
文
化
財
保
護
に
関
す
る
論
集
『
地
域
の
歴
史
と
文
化
遺
産
』
を
上
梓
し
た
が
、

こ
の
論
集
の
主
題
は
ま
さ
に
「
地
方
」
「
地
域
」
か
ら
の
視
点
で
あ
っ
た
。
「
地
域
」
に
拠
り
な

が
ら
「
地
域
」
を
越
え
る
位
相
に
達
し
た
歴
史
の
実
相
を
探
る
と
い
う
こ
と
が
、
筆
者
の
生
涯

の
主
題
で
あ
っ
た
.
そ
し
て
今
、
私
は
、
な
ら
ぬ
私
の
郷
里
日
岡
市
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な

事
例
の
途
方
も
な
い
大
き
な
先
達
に
出
会
っ
て
い
る
.
そ
れ
が
他
な
ら
ぬ
広
瀬
淡
窓
と
、
そ
の

私
塾
威
宜
圃
で
あ
っ
た
.

し
か
し
、
そ
の
後
、
淡
窓
・
成
宜
圃
に
つ
い
て
、

い
く
ら
か
学
ぶ
う
ち
に
、
右
の
問
題
意
識

の
立
て
直
し
を
迫
ら
れ
て
い
る
と
い
う
思
い
が
深
く
な
っ
た
.
今
日
、
わ
れ
わ
れ
が
言
う
「
地
方
」

と
は
、
実
は
巨
大
に
そ
び
え
る
「
中
央
」
に
対
し
て
の

「
地
方
」
で
あ
る
.
そ
れ
は
特
に
教
育

の
場
に
お
い
て
し
か
り
で
あ
る
。
筆
者
自
身
が
永
〈
奉
職
し
て
き
た
別
府
大
学
も
ま
さ
に
「
地

方
の
大
学
」
で
あ
る
が
、
今
日
の
地
方
の
大
学
は
、
常
に
「
中
央
」
の
大
学
等
を
意
識
し
な
が
ら
、

「
地
方
」
の
大
学
と
し
て
の
地
歩
の
確
立
を
め
ざ
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
取
り
組
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。

と
と
で
地
方
の
教
育
機
関
と
い
え
ば
、
成
宜
園
は
ま
さ
に
地
方
の
学
園
の
代
表
と
い
え
る
も
の

で
あ
る
.
し
か
し
、
淡
窓
自
身
に
は
(
今
日
の
我
々
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
は
)
「
中
央
」
を

意
識
し
、
と
れ
に
対
時
し
て
「
地
方
」
に
教
育
の
牙
城
を
築
と
う
と
い
う
よ
う
な
姿
勢
は
全
く

と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
見
ら
れ
な
い
.
成
宜
園
は
た
し
か
に
、
当
時
の
中
央
(
在
戸
や
京
都
・
大
阪
)

か
ち
す
れ
ば
、
究
極
の
「
地
方
」
に
あ
っ
た
が
、
淡
窓
に
は
、
そ
も
そ
も
と
れ
を
「
地
方
」
と

し
て
は
認
識
し
て
い
た
形
跡
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ひ
と
り
成
宜
園
だ
け
の
と
と
で
は
な

い
か
も
知
れ
な
い
。

と
と
は
淡
窓
の
よ
う
な
、
教
え
る
側
の
思
想
と
実
践
の
問
題
た
け
で
は
な
い
。
全
国
の
各
地

か
ら
成
宜
圃
を
目
指
し
て
入
門
し
て
き
た
著
者
た
ち
に
も
、
中
央
か
地
方
か
と
い
う
選
択
は
第

一
義
の
と
と
で
は
な
か
っ
た
.
江
戸
の
塾
に
入
塾
が
困
難
で
あ
っ
た
か
ら
地
方
の
そ
れ
へ
と
い

う
、
今
日
あ
り
が
ち
な
選
択
な
ど
無
縁
の
と
と
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
.
し
て
み
れ
ば
、
少
な
く

と
も
「
私
教
育
」
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
江
戸
時
代
に
は
今
日
の
よ
う
な
「
中
央
」
は
存
在
し
て

い
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
.

と
と
で
問
題
は
徳
川
幕
府
の
(
私
)
教
育
行
政
の
在
り
方
の
問
題
に
及
ぶ
で
あ
ろ
う
.
そ
も

そ
も
、
こ
の
時
代
、
幕
府
に
は
、
特
に
私
教
育
の
位
相
で
は
「
教
育
行
政
」

の
枠
組
み
な
ど
、

そ
も
そ
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
あ
っ
て
も
脆
弱
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
多
く
の
研
究
者
が
指

摘
し
て
い
る
と
と
ろ
で
あ
る
。

さ
っ
し
て
み
る
と
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
私
塾
の
問
題
、
と
り
わ
け
淡
窓
・
成
宜
園
の
問
題
は
、

「
地
域
」
あ
る
い
は
「
地
方
」

の
社
会
や
文
化
を
云
う
場
合
の
、
本
源
的
な
原
風
景
を
問
う
と

と
に
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
.
梅
原
氏
が
指
摘
し
た
「
教
え
る
自
由
・
学
ぶ
自
由
」
と

い
う
と
と
も
、
と
と
に
か
か
わ
っ
て
い
よ
う
.

と
う
し
た
議
論
の
な
か
で
、
委
員
の
問
で
は
、
現
在
取
り
組
ん
で
い
る
「
近
世
学
校
遺
産
群
」

の
問
題
を
つ
き
つ
め
て
行
け
ば
、

い
わ
ゆ
る
在
戸
時
代
の
「
鎖
国
」
体
制
下
の
文
化
論
全
体
の

問
題
に
及
ぶ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
交
わ
さ
れ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
と
か
く
「
鎖
国
」

体
制
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
文
化
の
発
展
の
上
で
マ
イ
ナ
ス
思
考
で
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
実
、
む
し
ろ
鎖
国
体
制
の
下
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
世
界
に
比
類
の
な
い
文
化

を
生
む
土
壊
が
で
き
、
か
つ
多
く
の
花
実
が
得
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
と
と
は
特
に
芸
術
・
文
化



の
領
域
で
は
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
.

評
論
家
加
藤
周
一
は
、
名
著
『
日
本
文
化
に
お
け
る
時
間
と
空
間
』
(
一
一

O
O七
・
岩
波
書
底
)

の
中
で
江
戸
時
代
の
絵
画
芸
術
に
ふ
れ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
.

「
鎖
国
の
時
代
、

日
本
の
代
表
的
な
画
家
た
ち
が
一
歩
も
圏
外
へ
出
な
か
っ
た
時
に
も
、

彼
ら
の
仕
事
(
主
と
し
て
木
版
画
)
の
西
洋
へ
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
.
逆
に
開
国
の
時
代
、

い
わ
ゆ
る
「
近
代
日
本
」
で
は
、
国
際
的
評
価
の
高
さ
に
お
い
て
、
徳
川
時
代
の
木
版
画

に
匹
敵
す
る
作
品
が
あ
ら
わ
れ
な
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
絵
画
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
鎖
国

は
文
化
の
国
際
化
を

開
国
は
文
化
の

農
的
閉
鎖
性
を

草
し
た
よ
う

み
え
る

加
藤
が
こ
こ
で
意
識
し
て
い
た
画
家
と
は
、
木
版
画
家
、

つ
ま
り
歌
川
広
重
や
葛
飾
北
斎
で

あ
ろ
う
が
、
加
藤
の
視
野
の
中
で
は
、
さ
ら
に
遡
っ
て
俵
屋
宗
達
、
尾
形
光
琳
・
乾
山
、
伊
藤

若
沖
ら
が
見
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
.
加
藤
は
「
鎖
国
は
文
化
の
国
際
化
を
‘
開
国

は
文
化
の
地
域
的
閉
鎖
性
を
喚
起
し
た
」
所
以
に
つ
い
て

「
け
だ
し
芸
術
的
創
造
性
は
、
自
国
あ
る
い
は
故
郷
の
文
化
が
あ
た
え
る
条
件
の
特
殊
性

を
徹
底
的
に
追
求
し
た
極
限
に
お
い
て
、
芸
術
の
普
遍
性
へ
向
っ
て
っ
き
抜
け
る
(
の
り

越
え
る
)
運
動
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
.
」

と
い
っ
て
い
る
。
と
の
指
摘
も
十
分
に
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
加
藤
が
と
と
で
い
う
「
芸

術
」
を
「
学
問
・
教
育
」
に
置
き
換
え
て
み
れ
ば
、
と
れ
は
ほ
か
な
ら
ぬ
「
日
田
の
成
宜
園
」

に
通
ず
る
問
題
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
.

成
宜
園
と
関
連
遺
産
群
の
調
査
と
保
護

さ
て
こ
と
で
、
「
近
世
学
校
遺
産
群
」

の
ひ
と
つ
と
し
て
の

「
威
宜
園
」
関
連
遺
産
群
の
調

査
と
保
護
の
問
題
に
す
す
も
う
.

前
述
の
よ
う
な
一
連
の
取
組
の
中
で
、
成
宜
園
を
め
ぐ
る
研
究
と
保
護
の
取
組
み
は
、
新
た

な
ス
テ
ー
ジ
に
た
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
現
在
、

日
田
市
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
史
跡
成
宜
園
跡

の
保
存
と
整
備
が
計
画
的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
.
ま
た
「
成
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
」
で
は
、

成
宜
園
関
連
遺
産
の
調
査
・
研
究
と
普
及
・
啓
発
事
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
.

と
う
し
た
中
で
、
「
成
宜
園
」
を
ど
う
捉
え
、
調
査
・
研
究
し
、
保
護
し
て
ゆ
く
か
.

と
と
で
あ
ら
た
め
て
威
宜
圃
の
教
育
の
特
色
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
.
筆
者
は
、
既
往
の
学

史
的
な
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
て
、
次
の
よ
う
に
そ
の
特
色
を
整
理
し
て
い
る
.

① 

「
三
奪
の
法
」
と
「
月
旦
評
」
に
象
徴
さ
れ
る
平
等
主
義
と
実
力
主
義
の
教
育
。

② 

「
遊
山
」
「
放
学
」
に
見
ら
れ
る
日
田
の
自
然
と
旧
跡
に
遊
び
、
詠
み
、
学
ぶ
教
育
。

③ 

「
成
宜
園
」
と
日
回
の
町
の
共
生
|
多
く
の
留
学
生
が
学
ぶ
「
学
園
」
都
市
の
形
成
。

④ 

そ
し
て
何
よ
り
知
性
(
学
問
)
と
感
性
と
情
愛
と
・
三
位
一
体
の
人
と
し
て
の
淡
窓
の
人

間
像

等
々
で
あ
る
.

筆
者
が
こ
と
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
②
と
③
で
あ
る
。
と
れ
ま
で
度
々
指
摘
し
た
と
と

ろ
で
あ
る
tJ~ 

成
宜
圃
跡
を
中
'L' 

日
田
の
町
と
山
水
を
僻
敵
す
る
と

成
宜
圃
か
ら
北
は
永

山
布
政
所
跡
と
永
山
城
(
月
限
山
)
ま
で
、
東
は
慈
眼
山
や
大
原
八
幡
宮
ま
で
、
そ
し
て
南
は

限
の
町
や
亀
山
の
森
ま
で
。
こ
れ
ら
す
べ
て
成
宜
固
か
ら
ほ
ぼ
一
キ
ロ
の
内
に
あ
る
の
で
あ
る
.

要
す
る
に
威
宜
園
か
ら
四
方
ほ
ぽ
一
キ
ロ
、
歩
い
て
一
五

5
二
O
分
ほ
ど
の
と
と
ろ
に
、
す
ベ

て
が
収
ま
る
の
で
あ
る
。
と
の
半
径
一
キ
ロ
の
円
を
東
京
(
江
一
戸
)
で
見
て
み
る
と
、
江
戸
城
(
皇

居
)
の
広
さ
に
す
ぎ
な
い
。
と
の
何
と
も
狭
隆
な
盆
地
の
空
間
に
、
幕
府
の
役
所
、
豆
固
と
隈

の
町
、
多
く
の
城
跡
や
神
社
・
仏
閥
、
そ
し
て
そ
れ
を
包
む
美
し
い
川
と
森
が
あ
る
。
成
宜
園

の
教
育
は
、
と
れ
ら
を
自
在
に
取
り
込
み
、
と
れ
を
い
わ
ば
成
宜
園
の
生
き
た
キ
ャ
ン
パ
ス
と

し
た
教
育
で
あ
っ
た
.
当
然
、
②
の
遊
山
と
放
学
に
か
か
わ
る
遺
産
群
と
③
の
成
宜
固
と
日
田

の
町
の
共
生
と
い
う
視
点
か
ら
の
関
連
遺
産
の
検
討
が
必
要
と
な
る
が
、
②
に
つ
い
て
は
後
日

に
譲
る
と
し
て
、
と
と
で
は
③
の
戚
宜
圃
と
日
田
の
町
の
共
生
と
い
う
視
点
に
絞
っ
て
検
討
し

て
お
き
た
い
.

威
宜
園
と
日
田
の
町
の
共
生
と

う
認
識
は
前
記
の

関
係
自
治
体
に
よ
る
A 
ロ
同

E 
替

で
提
案
さ
れ
た
「
ス
ト
ー
リ
ー
と
コ
ン
セ
プ
ト
」
で
も
す
で
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
「
近
世
学
校
遺
産
群
」

の
構
成
資
産
と
し
て
(
一
)
水
戸
の
弘
道
館
、
竺
己
借
楽
園
1

2
ニ)

足
利
学
校
、
(
四
)
関
谷
学
校
と
と
も
に
、
(
五
)
成
宜
園
、
(
六
)
豆
回
町
が
併
記
さ
れ
た
.



こ
れ
ま
で
の
単
体
と
し
て
の
成
宜
固
か
ら
‘
成
宜
固
と
豆
田
町
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る

そ
う
で
あ
れ
ば
、
当
然
の
と
と
な
が
ら
威
宜
固
と
日
田
の
町
、
と
り
わ
け
一
旦
田
の
町
と
の

共

生
」
の
か
た
ち
が
学
術
的
に
実
証
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
そ
の
共
生
の
紐
帯
と
な
る

も
の
は
経
済
・
社
会
の
様
々
な
分
野
に
わ
た
る
で
あ
ろ
う
が
、
「
近
世
学
校
遺
産
群
」
と
い
う

位
相
で
い
え
ば
、
ま
ず
は
教
育
機
関
と
し
て
の
成
宜
固
と
町
の
か
か
わ
り
を
見
て
い
く
必
要
が

あ
ろ
う
。
筆
者
は
こ
こ
で
、

ひ
と
り
豆
回
の
町
と
の
か
か
わ
り
だ
け
で
な
く
、
そ
の
北
に
あ
っ

た
永
山
布
政
所
を
あ
わ
せ
て
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
.
つ
ま
り
永
山
布
政
所
、

豆
回
の
町
、
成
宜
園
と
い
う
組
立
が
、
言
う
と
こ
ろ
の
共
生
の
要
件
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る

そ
う
い
う
視
点
に
立
っ
て
以
下
い
く
つ
か
の
間
題
を
提
起
し
て
み
た
い
.

成
宜
園
と
永
山
城
・
永
山
布
政
所

永
山
城
の
沿
革
:
ま
ず
は
永
山
布
政
所
で
あ
る
が
、
こ
の
布
政
所
は
も
と
も
と
永
山
城
か
ら
展

闘
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
は
そ
の
永
山
城
を
見
て
お
き
た
い
。

文
禄
二
年
(
一
五
九
三
)
、
朝
鮮
の
役
の
後
、
豊
後
国
は
太
閤
蔵
入
地
と
な
っ
た
.
翌
文
禄
三
年
、

宮
木
長
次
郎
が
日
田
・
玖
珠
二
郡
の
郡
代
と
な
り
、

日
限
城
を
築
城
し
、

田
島
に
あ
っ
た
町
を

城
下
に
移
し
隈
町
と
し
た
.
い
わ
ゆ
る
隈
町
の
始
ま
り
で
あ
る
.
日
限
城
に
は
慶
長
元
年
(
一

五
九
六
)
、
毛
利
高
政
が
入
り
天
守
閣
を
築
い
た
が
、
翌
年
、
高
政
は
佐
伯
藩
に
転
封
、
日
限

城
は
佐
伯
藩
の
代
官
所
と
な
っ
た
.
こ
の
年
、
小
川
壱
岐
守
光
氏
が
丸
山
城
(
永
山
城
)
を
築

き
丸
山
町
(
豆
田
町
)
が
成
立
し
た
.
そ
の
後
、
元
和
一
一
年
(
一
六
一
六
)
石
川
主
殿
頭
忠
総
(
譜

代
大
名
)
が
日
田
藩
主
と
な
り
、
丸
山
城
を
永
山
城
に
、
丸
山
町
を
豆
田
町
と
改
め
た
.

寛
永
十
六
年
(
一
六
三
一
九
)
日
田
の
地
は
島
原
の
乱
を
受
け
代
官
支
配
地
と
な
り
、
二
人
代

官
(
小
川
藤
左
衛
門
・
小
川
九
左
衛
門
)
が
着
任
、
永
山
城
前
に
布
政
所
を
設
置
し
た
。
こ
れ

に
よ
り
、
近
世
城
郭
と
し
て
の
永
山
城
は
そ
の
使
命
を
終
え
た
.
そ
の
後
の
永
山
城
に
つ
い
て

四

は
正
保
年
間
「
豊
後
国
古
城
蹟
井
海
路
程
」
に
「
長
山
古
城
」
と
あ
り
、
「
正
保
絵
図
」
に
永

山
城
は
廃
城
と
あ
る
.
そ
の
後
、
寛
文
五
年
(
一
六
六
五
)
日
田
騒
動
に
よ
り
代
官
の
改
易
が

あ
り
、
熊
本
藩
の
預
り
地
と
な
り
永
山
古
城
番
が
置
か
れ
た
.
現
在
に
伝
わ
る
肥
後
殿
堀
は
翌

寛
文
六
年
に
掘
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
.

そ
の
後
、
永
山
城
は
廃
城
と
し
て
経
過
す
る
が
、
天
和
二
年
(
一
六
八
二
)
松
平
直
矩
が
永

山
城
に
居
城
し
た
。
松
平
の
支
配
は
貞
享
三
年
〈
一
六
八
六
て
山
形
転
封
ま
で
続
い
た
。
こ
の
問
、

直
矩
は
山
上
の
城
は
不
便
で
あ
る
た
め
山
麓
に
館
を
築
く
も
完
成
を
待
た
ず
転
封
と
な
っ
た
。

永
山
城
改
修
後
に
小
川
藤
左
衛
門
が
入
り
、

一
六
八
八
年
(
貞
享
五
)
天
領
に
復
帰
し
た
。
そ

の
後
、
明
和
四
年
(
一
七
六
七
)
、
揖
斐
代
官
が
西
国
筋
郡
代
に
昇
格
、
日
回
は
長
崎
代
官
と

共
に
幕
府
の
西
国
外
様
大
名
支
配
の
最
重
要
拠
点
と
な
っ
た
.

と
の
問
、
永
山
城
古
城
に
つ
い
て
は
、
代
官
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
措
置
が
取
ら
れ
て
い
る
.

震
五
年

七
九

郡
代
羽

車
九
郎

覧
需
大
明
神

喜
租

れ
は
代
官
専
用
の
稲
荷
社
と
し
て
、

一
般
の
参
拝
は
で
き
な
か
っ
た
.
ま
た
文
化
一
五
年
(
一

八
一
八
)
、
代
官
塩
谷
大
四
郎
は
月
限
山
(
永
山
)
に
金
比
羅
の
詞
を
建
て
る
た
め
、
山
の
一

部
を
切
り
開
き
山
道
(
永
山
道
)
修
理
し
た
。
乙
の
際
、
古
墳
時
代
の
横
穴
墓
が
閉
口
し
人
骨

が
出
土
し
た
た
め
、
帰
安
碑
を
建
て
て
供
養
し
た
。
と
の
碑
文
が
若
宮
淡
窓
の
よ
る
の
は
周
知

の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
工
事
は
、
他
な
ら
ぬ
布
政
所
が
、
当
該
神
社
の
勧
請
に
あ
わ
せ
て
、

あ
る
い
は
そ
う
い
う
大
義
の
下
で
、
城
山
の
整
備
補
修
を
行
っ
た
こ
と
と
か
か
わ
っ
て
い
よ
う
。

塩
谷
は
、
と
の
「
永
山
」
で
し
ば
し
ば
広
瀬
家
の
一
家
と
成
宜
園
の
淡
窓
師
弟
を
も
て
な
し

て
い
る
.

-
文
政
八
年
(
一
八
三
五
)

(
二
月
)
二
十
八
日
.
塩
谷
明
府
ヨ
リ
先
考
ヲ
招
イ
テ
城
山
ニ
於
テ
宴
ヲ
賜
ハ
ル
。
予
夫
妻
、

久
兵
衛
、
伸
平
、
弥
六
、
謙
吉
、
伊
織
力
妻
、
久
兵
衛
力
二
女
、
伊
織
力
一
子
一
女
、
皆

随
ツ
テ
行
ケ
リ
。
此
時
、
山
田
恕
平
、
藤
屋
七
兵
衛
モ
亦
家
族
ヲ
携
へ
テ
来
会
ス
。
府
君

自
ラ
其
ノ
座
ニ
臨
ミ
、
宴
終
リ
テ
後
命
シ
テ
府
内
を
観
セ
シ
メ
玉
へ
リ
。

と
と
で
は
永
山
城
に
つ
い
て
淡
窓
は
「
城
山
」
と
呼
ん
で
い
る
。
と
の
城
山
で
塩
谷
は
広
瀬
一

族
ほ
か
を
饗
応
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に



天
保
二
年
(
一
八
三
一)

-八
月
朔
。
鎌
士
口
ト
官
府
ニ
至
リ
、
当
日
ノ
賀
ヲ
申
サ
ン
ト
ス
。
時
刻
尚
早
シ
。
錬
山
安
民
、

相
良
元
逮
ヲ
伴
ヒ
、
永
山
ニ
登
リ
、
暫
ク
道
遥
ジ
テ
帰
リ
シ
ニ
、
礼
謁
ノ
コ
ト
巳
ニ
終
リ

タ
ル
後
ナ
リ
。
期
ニ
後
レ
タ
ル
罪
ヲ
謝
シ
テ
、
家
ニ
扉
居
セ
ン
ト
譜
ヒ
シ
カ
ト
モ
、
夫
レ

ニ
及
ハ
サ
ル
ヨ
シ
沙
汰
ア
リ
。
予
、
弱
令
ヨ
リ
府
中
ニ
出
入
リ
ス
リ
コ
ト
数
十
年
、
来
タ

曾
テ
此
ノ
如
キ
怠
慢
ノ
行
ヲ
ナ
サ
ス
。

コ
レ
老
イ
テ
惹
ス
ル
ノ
徴
カ
。
戒
メ
ズ
ン
パ
ア
ル

ヘ
カ
ラ
ズ
。

こ
こ
で
は
淡
窓
は
鎌
士
口
と
と
も
に
宮
府
に
資
を
申
し
に
出
向
い
た
が
、
到
着
が
早
か
っ
た
の
で
、

諌
山
安
民
ら
と

『永
山
」
を
迫
遥
し
、
一
刻
し
て
帰
っ
た
ら
礼
鵠
の
儀
は
す
で
に
済
ん
で
い
た
。

淡
窓
は
、
こ
れ
は
生
涯
の
不
覚
で
あ
り
、
議
内
憾
の
は
じ
ま
り
か
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
記
事
自
体
興
味
深
い
が
、
こ
こ
で
は

『永
山
」
が

『泡
遥
」
の
場
と
し
開
放
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
同
年
九
月
十
一
日
に
は
、
明
府
よ
り
塾
生
四
十
余
人
が
招
か
れ
、
氷
山

に
於
い
て
、
角
抵
(
棺
撲
)
の
戯
を
観
て
い
る
。
こ
の
ほ
か

-
天
保
四
年
(
一
八
三
三
)

(二
月
)
二
十
目
。

府
君
命
ア
リ
。
諸
生
ヲ
大
原
ニ
会
シ
テ
誇
ヲ
賦
セ
シ
ム
。
行
厨
ヲ
賜
フ
。

二
十
一
日
。
叉
之
ヲ
永
山
ニ
会
シ
、
叉
厨
ヲ
賜
ヘ
リ
。

-
天
保
十
五
年
(
弘
化
元
)
年

(
一
八
四
四
)

二
月
二
日
。
橡
園
東
遊
。
京
摂
ヲ
経
テ
江
戸
ニ
到
ラ
ン
ト
ス
。
予
、
送
ツ
テ
、
氷
山
ノ
下
ニ

至
ツ
テ
別
レ
タ
リ

な
ど
の
記
事
も
見
え
る
。

こ
れ
ら
を
通
し
て
、
淡
窓
は
、
氷
山
古
械
に
つ
い
て
、
こ
れ
を

『械
山
」
と
い
い

『永
山
」
と

い
う
が
、
絶
え
て
こ
れ
を
永
山
(
古
)
城
と
呼
ん
だ
形
跡
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、

永
山
城
が
、

い
わ
ゆ
る
廃
績
の
荒
城
と
な
る
こ
と
は
な
く
、
今
日
で
い
う
公
閣
の
よ
う
に
行
き

届
い
た
手
入
れ
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
管
理
は
、
先
の
永
山
城
の
沿
革

に
示
す
と
こ
ろ
、
布
政
所
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、

永
山
城
は
、
布
政
所
の
す
ぐ
背
後
に
あ
り
、
歴
史
的
に
も
そ
の
出
自
に
か
か
わ
る
械
で
あ
る
か

ら
、
布
政
所
に
と
っ
て
、

い
わ
ば
急
場
の
と
き
に
備
え
る
逃
げ
減
の
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

公
園
の
整
備
等
に
か
か
わ
っ
て
、

永
山
減
跡
の
発
掘
調
査
:
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
見
る
永
山
減
跡
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
月
限

日
岡
市
教
育
委
員
会
に
よ
る
発
掘
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
て
き

日
田
市
教
育
委
員
会
の
委
託
を
受
け
て
、
別
府
大
学
文
化
財
研
究
所

た
が
、
平
成
二
三
年
度
、

に
よ
る
発
綿
調
査
が
行
わ
れ
た
。
調
査
は
近
い
将
来
の
史
跡
指
定
な
ど
を
視
野
に
お
き
、
械
の

の
目
的
で
実
施
さ
れ
た
。
調
査
は
二
四
年
度
以
降
も
継
続
す
る
予
定
で
あ
る
が
、

全
体
の
縄
張
り
や
遺
構
の
遺
存
状
況
、
さ
ら
に
は
保
護
す
べ
き
石
垣
の
カ
ル
テ
を
つ
く
る
な
ど

そ
の
第
一
段

階
の
今
年
度
の
調
査
は
大
き
な
成
果
を
得
て
い
る
。
こ
の
う
ち
山
頂
に
あ
る
主
郭
部
分
の
調
査

で
は
、
本
丸
御
殿
の
礎
石
が
検
出
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
同
一
規
絡
の
礎
石
五
つ
が
確
認
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
北
側
の
錫
手
口
の
検
出
も
篠
認
さ
れ
た
。
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
大
手
門
虎
口

の
石
墳
の
調
査
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
こ
の
虎
口
の
構
造
が
明
ら
か
に
な
る
と
と
も
に
、
こ
れ

が
慶
長
期
の
石
垣
と
推
定
さ
れ
た
。
石
垣
の
南
側
も
慶
長
期
の
所
作
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

全
体
の
縄
張
り
図
に
関
し
て
は
、
堀
外
の
構
ま
で
検
討
を
加
え
る
た
め
に
、
明
治
初
頭
の
字

、
氷
山
城
遠
景
と
本
丸
発
織
状
況

図
の
検
討
が
同

時
に
進
め
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ

ら
の
調
査
の
結

果
、
石
垣
に
つ

い
て
は
三
段
階

以
上
の
変
遺
が

あ
っ
た
こ
と
が

確
認
さ
れ
て
い

る
。
今
後
、
本

丸
縄
張
り
の
全

体
像
の
解
明
、

慶
長
段
階
の
石

五



垣
の
確
認
、
複
数
回
に
渡
る
石
垣
の
改
修
あ
る
い
は
破
城
の
痕
跡
の
確
認
な
ど
の
作
業
が
行
わ

れ
る
予
定
で
あ
る
.
こ
れ
ら
の
成
果
と
上
記
の
永
山
城
の
沿
草
と
対
比
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時

代
の
遺
構
の
全
容
の
解
明
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
.

こ
の
調
査
と
並
行
し
て
永
山
城
内
の
石
造
物
の
調
査
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
う
ち
稲
荷
社
境

内
に
は
、
文
化
一
五
年
(
一
八
一
八
)
銘
「
盤
水
」
が
あ
る
.
こ
の
年
は
、
前
述
の
よ
う
に
代

官
塩
谷
大
四
郎
が
月
限
山
(
永
山
)
に
金
比
羅
の
嗣
を
建
て
る
た
め
山
道
(
永
山
道
)
修
理
し

た
年
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
永
山
城
跡
は
城
跡
と
し
て
の
全
容
の
解
明
を
待
っ
て
、
史
跡
等
に
指
定
す
る

方
向
で
作
業
が
す
す
め
ら
れ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
.

一
方
、
永
山
布
政
所
跡
の
史
跡
と
し
て
の
全
容
の
解
明
も
愁
眉
の
課
題
で
あ
る
.
そ
の
場
所

に
つ
い
て
は
古
絵
図
な
ど
に
よ
り
‘
ほ
ぽ
特
定
さ
れ
て
い
る
が
‘
な
お
精
度
の
高
い
位
置
特
定

の
作
業
が
必
要
で
あ
る
.
特
に
こ
こ
に
は
布
政
所
の
陣
屋
の
図
面
「
紙
本
西
国
筋
郡
代
陣
屋
絵

図
」
が
あ
る
.
こ
れ
は
文
政
四
年
(
一
八
二
一
)
か
ら
天
保
六
年
(
一
八
三
一
五
)
頃
の
日
田
陣

屋
見
取
り
図
で
あ
る
.
そ
の
貼
紙
に
「
西
国
筋
郡
代
塩
谷
大
四
郎
正
義
御
陣
屋
絵
図
面
一
葉

御
掛
屋
京
屋
山
田
宗
家
所
蔵
」
と
あ
る
.
当
時
の
代
官
の
私
的
・
公
的
部
分
及
び
そ
の
周
囲
の

諸
役
人
の
居
宅
、
付
属
の
施
設
な
ど
の
配
置
が
わ
か
る
。
図
面
の
間
取
り
な
ど
は
ほ
ぼ
正
確
に

間
尺
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
絵
図
は
陣
屋
跡
の
四
至
を
固
め
る
上
で
も
貴
重
な
史
料
と
な
る
も

の
で
あ
る
.
楢
原
浩
一
氏
は
、
と
の
絵
図
に
よ
っ
て
陣
屋
の
建
物
の
復
元
図
を
提
示
し
て
い
る
。

現
地
は
宅
地
化
さ
れ
て
い
る
が
、
陣
屋
の
遺
構
は
残
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
強
く
、
史
跡
と
し

て
も
大
き
な
可
能
性
を
秘
め
た
所
で
あ
る
.

威
宜
圃
と
官
府
の
難
:
こ
こ
で
成
宜
圃
と
永
山
布
政
所
(
官
府
)

の
関
係
を
見
て
お
こ
う
.
周

知
の
よ
う
に
威
宜
園
は
永
山
布
政
所
の
直
近
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
.
そ
う
い
う
場
所
で
、
三
奪

法
や
月
旦
評
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
教
育
が
実
践
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
官
府
と
の
聞
に
は
多
〈
の
確
執
が
あ
っ
た
。
特
に
文
化
一
四
年
(
一
八
一
七
)
に
赴
任

し
た
代
官
塩
谷
大
四
郎
は
成
宜
園
の
教
育
、
と
り
わ
け
月
旦
評
に
つ
い
て
、
淡
窓
が
「
官
府
の
難
」

と
い
い
、
あ
る
い
は
「
家
難
」
と
呼
ん
だ
よ
う
な
、
執
劫
な
圧
迫
と
干
渉
を
行
っ
た
.
そ
う
し

六

た
干
渉
が
続
く
中
で
、
天
保
五
(
一
八
三
四
)
年
五
月
、
淡
窓
は
塩
谷
に
見
せ
る
表
向
き
の
月

且
評
と
は
別
に
、
私
的
に
「
課
程
通
考
」
と
名
付
け
た
本
当
の
月
旦
評
を
作
っ
た
.
淡
窓
は
そ

の
理
由
と
し
て
月
旦
評
は
君
の
命
に
よ
っ
て
公
平
を
失
い
、
勤
惰
が
位
を
変
へ
、
利
愚
と
と
ろ

を
転
じ
る
に
至
っ
た
か
ら
だ
と
い
っ
て
い
る
.
し
か
し
所
詮
、
私
塾
の
試
み
な
ど
は
、
県
府
の

公
に
勝
っ
と
と
を
得
ず
、
徒
に
心
を
労
し
た
と
も
述
べ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
う
し
た
干
渉
が
あ

っ
た

も
か
か
わ
ら
ず

壇
廿
カ雪
成
宜
園
を
取
り
潰
す
な
ど
の
措
置

出
る
」

と
は
な
か
っ
た

の
み
な
ら
ず
、
淡
窓
及
び
成
宜
園
の
塾
生
た
ち
に
対
し
、
常
に
丁
重
な
対
応
を
し
て
い
る
。
前

述
の
永
山
で
の
饗
応
も
そ
の
表
れ
で
あ
る
が
、
ほ
か
に
も

-
文
政
五
年
(
一
八
三
三
)

(
五
月
)
二
十
六
日
.
明
府
、
隈
町
ニ
遊
ヒ
、
帰
路
、
余
力
家
ニ
過
リ
玉
フ
.
諸
僚
属
多

ク
従
ヘ
リ
.
茶
及
菓
子
ヲ
捧
ケ
タ
リ
。
遂
ニ
西
塾
ニ
到
リ
塾
生
ニ
相
見
シ
慰
労
ノ
辞
ア
リ
.

既
ニ
帰
館
シ
玉
ヒ
テ
後
、
余
門
生
二
十
余
輩
ヲ
率
イ
テ
官
府
ニ
到
リ
謝
ス
.

な
ど
と
あ
る
.
要
す
る
に
成
宜
圃
へ
の
官
府
の
ス
タ
ン
ス
は
、
様
々
な
干
渉
は
行
っ
た
が
、
本

音
の
と
と
ろ
で
は
、
む
し
ろ
そ
の
存
在
を
自
己
の
統
治
の
域
内
に
置
き
た
い
と
い
う
と
と
に
あ

っ
た
。

淡
窓
の
官
府
へ
の
出
講
l
官
府
=
ハ
講
:
右
の
官
府
の
難
の
仔
細
は
そ
れ
と
し
て
、
淡
窓
自
身

は
早
く
か
ら
そ
の
学
才
を
認
め
ら
れ
、
十
三
歳
の
寛
政
六
年
(
一
七
九
四
)
に
は
、
代
官
羽
倉

秘
救
に
招
か
れ
て
『
孝
経
』
を
講
義
し
て
い
る
.
そ
の
後
も
、
官
府
で
の
講
義
は
度
々
行
わ
れ
た
.

す
な
わ
ち

-
文
政
回
年
(
一
八
三

O
)

(
三
月
)
十
八
日
.
官
府
ニ
於
テ
、
論
語
ノ
講
ヲ
閥
ケ
リ
.
聴
者
、
村
尾
市
蔵
、
岡
市
次
郎
、

勝
田
近
蔵
、
大
坪
運
太
夫
、
飯
倉
宰
吉
ナ
リ
.
村
尾
氏
ノ
宅
ニ
於
テ
ス
.
講
終
ツ
テ
後
、

酒
飯
ヲ
供
ス
。
是
ヨ
リ
後
、
三
八
ヲ
以
テ
講
日
ト
シ
、
彼
方
ニ
赴
ク
コ
ト
毎
々
ナ
リ
。
勝

田
ノ
家
ニ
於
テ
セ
シ
コ
ト
モ
ア
リ
シ
ナ
リ
。
聴
衆
モ
ソ
ノ
後
数
輩
加
レ
リ
。

と
あ
る
知
く
で
あ
る
.
と
う
し
た
中
で
、
特
筆
さ
れ
る
の
は
郡
代
池
田
岩
之
丞
の
時
代
に
於
け

る
一
連
の
講
義
で
あ
る
。
淡
窓
が
「
官
府
一
六
講
」
と
名
づ
け
た
と
の
講
義
に
つ
い
て
は
首
藤



助
固
郎
氏
の
精
鰍
な
論
考
が
あ
る
.
「
一
六
」
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
月
の
う
ち
一
と
六
が
つ

く
日
、
こ
の
と
お
り
行
わ
れ
れ
ば
月
六
回
の
講
義
で
あ
る
.
こ
の
時
の
一
六
講
は
弘
化
五
(
嘉

永
元
)
年
(
一
八
四
八
)
六
月
六
日
か
ら
開
講
し
た
.
『
日
記
』
に
は
そ
の
仔
細
が
記
さ
れ
て

い
る
.六

月
六
日
未
牌

至
官
府
)
開
孟
子
講
。
聴
者
自
府
君
以
下
属
吏
十
余
人
。
以
一
六
為
期
。

六
月
二
十
一
日

力
疾
赴
官
府
一
六
講
。
如
六
日
例
。
而
加
左
得
。

六
月
二
十
六
日
未
牌

赴
官
府
講

七
月
朔

官
府
一
六
講
如
例

七
月
十
一
日

遂
赴
官
府
一
六
講

な
ど
と
あ
る
如
く
で
あ
る
.
講
義
は
十
一
月
十
六
日
ま
で
、
都
合
十
八
回
行
わ
れ
て
い
る
.
講

義
は
さ
ら
に
十
一
月
二
十
一
日
も
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
が
こ
の
と
き
は
「
官
府
多
事
」

の

た
め
中
止
と
な
っ
て
い
る
.

こ
の
問
、
十
月
六
日
は
腹
痛
の
為
「
未
及
講
而
帰
」
と
記
し
て
い
る
.
そ
の
次
の
十
月
十
六

日
は
「
講
義
は
「
有
徴
慈
(
軽
い
病
気
)
、
」

の
た
め
範
治
(
青
村
)
に
代
講
さ
せ
る
な
ど
の
こ

と
が
あ
っ
た
が
、
他
は
す
べ
て
淡
窓
が
講
義
し
て
い
る
.
十
一
月
二
日
に
は
「
赴
官
府
講
.
補

昨
欠
(
昨
日
の
休
講
)
也
。
」
と
あ
り
、
前
日
の
休
講
の
補
講
を
し
て
い
る
。

こ
の
官
府
二
ハ
講
は
、
六
月
六
日
の
第
一
講
に
お
い
て
「
聴
者
自
府
君
以
下
属
吏
十
余
人
」

と
あ
る
よ
う
に
、
代
官
以
下
ほ
ぽ
全
員
が
聴
講
し
た
よ
う
で
あ
る
。
乙
の
一
六
講
は
、
そ
の
後
、

嘉
永
七
(
安
政
七
)
年
(
一
八
五
四
)
ま
で
六
ヶ
年
余
継
続
し
た
も
の
で
、
範
治
(
青
村
)
の

代
講
を
含
め
て
、
実
に
百
二
十
回
余
に
わ
た
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
.
こ
れ
を
年
次
で
見
る
と
右

の
嘉
永
元
年
の
十
八
回
に
続
き
、
嘉
永
二
年
は
三
一
月
六
日
か
ら
八
月
二
日
ま
で
二
十
五
回
、
嘉

永
吉
一
年
は
五
月
十
一
日
か
ら
八
月
六
日
ま
で
十
回
、
嘉
永
四
年
は
六
月
二
日
か
ら
九
月
二
日
ま

で
五
回
、
嘉
永
五
年
は
五
月
六
日
か
ら
十
一
月
六
日
ま
で
十
七
回
、
嘉
永
六
年
に
は
四
月
二
十

六
日
よ
り
九
月
十
六
日
ま
で
二
十
回
、
嘉
永
七
年
に
は
四
月
六
日
よ
り
八
月
二
十
六
日
ま
で
実

に
二
十
七
回
に
及
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
の
講
義
は
孟
子
、
左
伝
、
論
語
、
遠
思
楼
詩
抄
続
編
1

小
学
、

析
玄
、
義
府
、
老
子
と
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
れ
は
成
宜
園
官
府
分

校
と
も
い
う
べ
き
状
況
で
あ
っ
た
.

と
こ
で
嘉
永
四
年
が
五
回
と
少
な
い
の
は
淡
窓
の
健
康
状
態
が
特
に
悪
か
っ
た
め
で
あ
る
.

そ
の
ほ
か
で
も
体
調
不
良
の
た
め
範
冶
に
代
講
さ
せ
る
と
と
が
た
び
た
び
あ
っ
た
が
、
そ
れ
も

休
講
は
避
け
た
い
と
い
う
淡
窓
の
強
い
意
志
の
表
れ
と
い
え
る
.
ま
た
官
府
側
の
都
合
に
よ
る

休
講
は
、
あ
る
い
は
「
府
君
不
在
」

の
た
め
、
あ
る
い
は
「
僚
吏
行
役
多
き
」
た
め
で
あ
っ
た
.

官
府
に
お
い
て
も
、
こ
の
一
六
講
が
き
わ
め
て
重
要
な
「
研
修
」
の
行
事
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

と
」

ろ
で

嘉
永
7G 
年
か
ら
同
七
年
と
bミ

え
ば

淡
窓
六
七
才
か
ら
七

才
の
聞
で
あ
る

淡
窓
は
嘉
永
七
年
十
一
月
に
講
を
閉
じ
た
あ
と
、
二
年
後
の
安
政
三
年
(
一
八
五
六
)
年
に
そ

の
生
涯
を
お
え
た
と
と
を
思
え
ば
、
と
の
聞
の
精
励
ぶ
り
に
は
た
だ
敬
服
の
ほ
か
は
な
い
。

か
く
て
、
永
山
城
と
永
山
布
政
所
は
、
天
領
日
田
の
政
治
史
上
の
重
要
遺
跡
で
あ
る
だ
け
で

な
く
、
成
宜
固
と
そ
の
関
連
遺
産
と
し
て
も
、
き
わ
め
て
重
要
な
文
化
遺
産
で
あ
る
と
い
え
よ

う
.
さ
ら
に
い
え
ば
、
永
山
城
に
先
行
し
て
築
城
さ
れ
た
日
限
城
(
亀
山
)
も
、
築
城
当
時
の

虎
口
や
曲
輸
が
良
好
な
状
態
で
残
さ
れ
て
い
る
.
亀
山
(
公
園
)
は
、
世
に
知
ら
れ
た
名
勝
地

で
あ
る
が
、
近
世
日
田
の
歴
史
を
知
る
上
で
と
り
わ
け
重
要
な
遺
跡
で
も
あ
る
.
永
山
城
と
、

日
限
城
。
両
城
跡
の
調
査
を
進
め
、
そ
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
、
本
格
的
な
保
存
整
備
が
行
わ
れ

れ
ば
、
歴
史
の
町
日
田
の
、
さ
ら
に
大
き
な
拠
点
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

四

威
宜
園
と
豆
田
|
共
生
の
原
風
景

と
と
で
、
成
宜
固
と
豆
田
・
限
の
町
と
共
生
と
い
う
と
と
に
う
つ
ろ
う
.
豆
田
や
隈
の
町
で
は
、

成
宜
園
の
塾
生
に
対
す
る
有
形
・
無
形
の
支
援
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
.
海
原
徹
氏
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
そ
れ
は
奨
学
金
の
拠
出
、
写
本
や
家
庭
教
師
な
ど
の
ア
ル
バ
イ
ト
の
提
供
、
住
込

そ
の
支
援
は
多
様
で
あ
っ
た
.
夜
間
に
導
引
(
按
摩
)

み
の
書
生
(
食
客
)

の
受
け
入
れ
等
、

に
出
る
塾
生
も
い
た
。
托
鉢
や
法
事
に
出
向
く
僧
籍
の
塾
生
も
い
た
。
ち
な
み
に
多
く
僧
籍
の

塾
生
は
、
町
内
の
寺
に
寄
宿
し
た
が
、
そ
れ
は
そ
の
所
属
す
る
宗
派
を
問
わ
ず
自
在
に
受
け
入

れ
て
い
た
。
加
え
て
数
多
く
の
自
宅
通
学
生
が
い
た
。
要
す
る
に
日
田
の
町
筋
で
は
日
常
的
に

塾
生
の
往
来
す
る
姿
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
成
宜
園
の
存
在
が
町
の
人
の
と
と
ろ七



の
支
え
と
な
り
、
ま
た
町
の
人
々
が
有
形
・
無
形
の
形
で
塾
生
の
勉
学
と
生
活
を
支
え
た
.
そ

う
い
う
見
事
な
共
生
の
風
景
が
見
え
る
の
で
あ
る
.

こ
れ
ら
成
宜
圃
と
日
田
の
町
の
共
生
の
諸
相
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
残
さ
れ
た
史
資
料
に
よ

って、

い
ち
い
ち
実
証
的
に
解
明
し
て
い
く
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
他

な
ら
ぬ
淡
窓
自
身
に
よ
る
町
内
へ
の
出
講
、

つ
ま
り
出
前
授
業
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
.

時
会
l
町
中
へ
の
出
講
:
『
懐
旧
楼
筆
記
』
や
『
日
記
』
に
は
と
の
出
前
授
業
の
記
事
が
数
多

く
記
さ
れ
て
い
る
.
以
下
そ
の
い
く
つ
か
を
あ
げ
て
お
こ
う
.

ま
ず
は
淡
窓
が
「
詩
会
」
と
呼
ん
だ
類
の
集
会
で
あ
る
.
『
懐
旧
楼
筆
記
』
に

-
文
化
十
年
(
一
八
二
二
)

十
一
月
晦
日
.
三
一
松
寛
右
衛
門
、
其
別
業
ニ
招
キ
、
宴
ヲ
ナ
セ
リ
。
同
坐
ノ
客
。
僧
法
海
、

僧
東
海
、
僧
圃
隆
、
三
一
松
斎
寿
、
鍋
屋
久
右
衛
門
ナ
リ
.
久
右
衛
門
ハ
伊
予
屋
ナ
リ
.
両

三
一
年
前
出
テ
テ
鍋
屋
ヲ
続
ケ
リ
.
予
二
絶
句
ヲ
賦
シ
テ
主
人
ニ
贈
レ
リ
.

君
家
邑
政
有
清
風

人
道
富
年
陳
仲
弓

両
市
街
頭
門
不
鎖

読
書
声
湧
月
明
中

竹
屋
松
扉
水
一
方

此
中
自
輿
世
相
忘

窓
前
遍
種
名
花
草

半
夜
幽
人
夢
亦
香

ま
た
別
に
書
画
会
と
い
う
集
い
も
見
え
る
.

-
文
化
十
三
年
(
一
八
一
六
)

(
一
月
)
八
日
。
隈
町
鍋
屋
文
兵
衛
カ
家
ニ
書
画
会
ア
リ
テ
、
赴
ケ
リ
。
席
ニ
列
ス
ル
者
、

僧
圃
什
、
僧
法
珍
、
三
松
斎
寿
、
藤
熊
斎
、
佐
藤
葵
亭
、
佐
藤
玄
猷
、
館
林
清
記
、
熊
谷
昇
、

鍋
屋
俊
助
、
画
師
嘉
慶
ナ
リ
.
画
書
会
ノ
事
、
限
町
ニ
於
テ
往
々
ニ
ア
リ
.
余
独
其
席
ニ

列
ス
ル
コ
ト
ヲ
好
マ
ズ
.
遂
ニ
行
キ
タ
ル
コ
ト
ナ
シ
.
此
日
玄
猷
来
リ
テ
、
強
テ
予
ヲ
引

イ
テ
行
ケ
リ
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
特
に
「
詩
会
」
と
み
ら
れ
る
集
い
は
、
成
宜
圏
内
で
の
そ
れ
を
除
い
て
も
、
『
懐

旧
楼
筆
記
』
と
『
日
記
』
に
お
い
て
管
見
に
ふ
れ
た
も
の
だ
け
で
も
四
十
回
を
超
え
る
.
そ
の

八

会
場
は
豆
田
と
限
の
町
う
ち
、
そ
の
近
郊
か
ら
郊
外
に
及
ぶ
が
、
と
と
で
は
そ
の
う
ち
主
と
し

て
豆
田
と
そ
の
周
辺
で
聞
か
れ
た
集
い
を
抄
出
し
て
お
と
う
.
(
以
下
カ
ナ
混
じ
り
文
は
『
懐

旧
楼
筆
記
』
、
漢
文
は
『
日
記
』
に
よ
る
.
)

-
文
化
十
三
年

(
八
月
)
二
十
五
日
。
小
関
亨
、
草
野
玄
丈
来
。
夜
集
於
緑
水
亭
。
賦
詩
会
者
。
三
松
斎
寿
、

佐
藤
玄
猷
、
亨
、
麻
生
伊
織
、
宏
、
増
太
、
熊
谷
昇
、
児
玉
茂
、
有
事
不
至
。
事
酒
及
飯
、

至
月
高
難
唱
。
而
罷
、
斎
寿
婦
家
。
他
宿
亭
中
、
昧
旦
而
帰
。

-
(
閏
八
月
)
十
五
夜
.
三
松
斎
寿
ヵ
晩
晴
楼
ニ
会
セ
リ
.
座
客
佐
藤
玄
猷
、

小
林
安
石
、

僧
升

環

児
玉
茂

佐
野
宏
ナ

此
夜
始
メ
陰

後
晴
Jレ

余
七
律

首
ヲ
賦
ス

-
文
化
十
四
年

(
八
月
)
二
十
一
日
.
午
後
之
館
林
清
記
宅
.
韓
非
子
.
応
塩
屋
平
右
衛
門
請
也
.

聴
者
.
平
右
衛
門
、
京
屋
助
九
郎
、
鍋
屋
俊
助
、
文
兵
衛
、
日
限
幸
市
.
晩
飯
而
帰
家
.

-
同
年

(
九
月
)
十
目
。
午
時

携
益
多
、
会
三
松
斎
寿
晩
晴
楼
.
会
者
、
吉
田
紀
四
郎
、
合
谷
義
策
、

児
玉
茂
、
釈
玄
海
、
恵
禅
、
蒲
池
久
市
、
館
林
清
記
、
小
関
亨
。
日
晴
(
く
れ
)
而
原
震
平
、

理
次
郎
、
釈
圃
隆
、
熊
谷
昇
至
。
自
有
詩
会
、
是
日
為
盛
。
至
二
更
而
散
。

(
同
記
事
は
『
懐
旧
楼
筆
記
』
に
も
見
え
る
。
)

-
文
政
一
一
年
(
一
八
一
九
)

(
十
月
)
廿
回
目
。
佐
藤
玄
猷
ヵ
家
ニ
詩
会
有
ツ
テ
赴
ケ
リ
.
潤
二
、
研
介
従
行
セ
リ
.

会
ス
ル
者
、
三
松
斎
寿
、
館
林
清
記
、
児
玉
茂
、
僧
恵
禅
ナ
リ
.
中
間
二
、
予
、
玄
猷
、

潤
二
卜
舟
ヲ
浮
ヘ
テ
、
亀
山
ノ
陰
ニ
到
レ
リ
.
時
一
一
一
詩
ヲ
得
タ
リ
.

-
文
政
六
年
(
一
八
一
二
三

(
九
月
)
八
目
。
謙
吉
卜
共
ニ
蒲
池
久
一

(
市
)
カ
招
ニ
赴
ク
.
久
一
ヵ
家
ヲ
去
ル
コ
ト

四
五
丁
、
禅
庵
ア
リ
。
大
聖
寺
ト
名
ケ
タ
リ
。
近
頃
経
営
ヲ
加
へ
、
其
中
ノ
一
室
ヲ
臨
泉

亭
卜
名
ク
。
余
席
上
久
一
ニ
贈
ル
詩
ア
リ
。

-
天
保
一
一
年
三
八
三
一
)

(
八
月
)
十
一
日
。
城
内
ノ
観
音
閣
ニ
会
シ
テ
、
詩
ヲ
賦
ス
.
会
者
謙
吉
、
徳
令
、
加
謄
、
成
策
、



-
天
保
二
年

間
帯
感
、
恵
禅
、
飽
山
、
栄
、
久
一
ナ
リ
。
秋
蝉
ヲ
以
テ
題
ト
ス
。

一
一
絶
ヲ
得
タ
リ
。

一
律
ヲ
得
タ
リ
。
日
ハ
ク
。

(
九
月
)
五
日
。
長
善
寺
ニ
会
ス
。
会
事
官
鎌
音
、
勲
平
、
加
勝
、
玄
海
、
開
恵
、
久
市
、
龍
山
ナ
リ
。

-
天
保
四
年
(
一
八
三
三
)

(三
月
)

二
十
六
日
、
長
諮
問
寺
詩
会
。
謙
吉
、
和
一
郎
、

世
理
、
丈
山
、
法
雨
、
仙
吾
、

天
保
七
年

(
一
八
三
六
〉

一
次
郎
随
行
。
地
主
玄
海
。
僧
門
恵
、
蒲
池
久
市
同
座
。
申
時
帰
家
。

(
八
月
)
八
目
。
得
謙
吉
七
月
二
十
日
書
。
巴
時
赴
蒲
池
久
市
詩
会
。
雁
三
郎
、
玄
佳
従
行
。

-
天
保
十
二
年
(
一
八
四

一
)

同
座
釈
玄
海
、
態
禅
、
聞
恵
、
松
本
能
山
、
久
市
父
子
、
供
飯
及
泊
。
日
暮
予
奥
ニ
生
先
帰
。

天
保
十
六
年

(
一
八
四
五
)

(二
月
)
三
日
。
設
詩
会
。
如
二
十
三
日
例
。
使
範
治
始
詣
限
町
議
議
。
於
鍋
屋
伊
左
衛
門
宅
。

四
日
、
厳
島
平
右
衛
門
ヵ
招
ニ
赴
ク
。
量
平
、
熊
三
郎
従
行
ス
。
伊
予
屋
伝
七

(
九
月
)

一定
田
の
町
並
み

導
ヲ
ナ
セ
リ
。
彼
方
ニ
テ
鍋
屋
藤
治
衛
門
、
中
津
屋

兵
右
衛
門
、
升
屋
増
治
郎
座
ヲ
同
シ
ク
セ
リ
。
拙
寝
袋

ノ
後
。
小
暴
三
則
ヲ
講
セ
リ
。

等
々
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か

「論
語
」
識
や
筈
会
も
関

か
れ
て
い
る
。

『懐
旧
桜
筆
記
』
に
は

文
化
二
年

予
長
福
寺
ニ
ア
ル
時
、
誉
会
卜
云
フ
コ

ト
ヲ
始
メ
タ
リ
。
五
言
ノ
詩
一
句
ヲ
番
キ
、
其
ノ
字

ノ
美
懇
ニ
ヨ
リ
テ
点
数
ヲ
定
メ
、
甲
乙
ヲ
定
メ
タ
リ
。

数
旬
ノ
後
大
ニ
市
中
ニ
行
ハ
レ
、
其
会
ニ
加
ハ
ル
者
、

男
女
百
二
三
十
人
ニ
及
ヘ
リ
。
其
後
其
法
変
ラ
ス
ト

難
モ
、
審
会
ノ
コ
ト
今
ニ
伝
ハ
リ
テ
四
十
余
年
ニ
及

ヘ
リ
。

な
ど
と
あ
り
長
年
に
わ
た

っ
て
こ
の
書
会
が
ひ
ら
か

れ
て
い
た
。
ま
た

文
化
十
四
年
(
八
月
)
廿
一
目
。
限
町
、
館
林
消
記
カ
家
ニ
至
り
、
韓
非
子
ヲ
講
ス
。
塩

震
平
右
衛
門
ヵ
求
メ
ニ
ヨ
レ
リ
。
来
リ
聴
ク
者
、
京
震
助
九
郎
、
鍋
麗
藤
右
衛
門
、
鍋
屋

甚
左
衛
門
、

日
限
彦
助
ナ
リ
。
其
後
モ
数
度
、

消
記
ヵ
宅
ニ
至
ツ
テ
講
ヲ
ナ
セ
リ
。

と
あ
る
よ
う
に
論
語
講
や
線
非
子
織
が
開
か
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
加
え
て
、
先
述
し
た
官
府
で

の
一
六
識
と
問
機
の
議
が
町
中
で
も
隣
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
天
保
十
四
年
(
一
八
四
三
)

七
月
に
は

二
十
六
日

様
国
ヵ
宅
ニ
至
リ
テ
小
学
ヲ
講
ス
。
聴
者
、
伊
三
郎
、
椋
野
俊
五
、
平
井
仙
林
、

伊
予
屋
伝
七
、

油
屋
忠
助
、
酢
屋
佐
左
術
門
、
中
島
屋
善
平
、
万
屋
国
助
ナ
リ
。
議
終
リ
テ
濁
飯
ヲ
供
ス
。

此
後
、

一
六
ヲ
以
テ
期
ト
シ
聴
者
ノ
宅
ニ
於
テ
、
輪
次
ヲ
以
テ
識
ヲ
ナ
シ
、
地
主
ヨ
リ
饗

ヲ
設
ケ
タ
リ
。
『小
学
」
所
所
ヲ
抄
シ
テ
講
シ
、
亦
、

「析
玄
」

全
部
を
講
セ
リ
、
時
二
ヨ

リ
テ
ハ
、
他
ノ
書
ニ
モ
及
セ
リ
。
此
事
、
冬
ニ
至
ツ
テ
止
メ
タ
リ
。

と
の
時
の
誠
に
つ
い
て
は

『日
記
』
に
詳
細
が
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

八
月
一
日

詣
様
圏
、
講
小
学
及
析
言。

尋
七
月
二
十
六
日
之
会
也
。
会
以
二
ハ
為
期
。

以
下
倣
之
。
聴
者
添
数
人
。
来
審
其
名
。
供
飯
如
前
例
。
中
島
屋
諮問
平
為
主。

八
月
六
日

詣
殺
菌
。
鍵
小
学
、
析
言
如
例
。
酢
墜
佐
左
衛
門
為
主
。
設
供

九
月
六
日

講
於
様
園
如
例
。
池
屋
忠
助
設
供
。

九
月
十

一
日

之
様
閤
作
譜
如
例
。
油
屋
、栄
士
口
設
供

九
月
十
六
日

之
様
圏
識
如
例
。
伏
見
屋
久
左
衛
門
設
供
。

と
あ
る
如
く
で
あ
る
.
議
義
は
十

一
月
六
日
ま
で
都
合
十
八
回
行
わ
れ
た
。
同
様
の
一
六
識
は

天
保
十
六
年
に
も
行
わ
れ
て
い
る
。

『懐
旧
楼
祭
記
』
に
は

初
九
月
十
六
日
。
様
国
ノ
宅
ニ
於
テ
識
ヲ
ナ
セ
シ
コ
ト
、
第
一
会
ナ
リ
。
第
二
会
、
九

月
廿
一
目
、
検
圏
ヵ
宅
ニ
於
テ
ス
。
第
三
会
廿
六
日
、
伊
予
屋
博
七
カ
家
ナ
リ
。
第
四
会

十
月
朔
、
酢
屋
佐
左
衛
門
カ
家
ナ
リ
。
第
五
会
六
日
、
油
屋
市
郎
右
衛
門
カ
家。

第
六
会

十
二
日
、
泊
康
忠
助
カ
家
。
第
七
会
十
六
日
、
酢
屋
勘
三
郎
カ
家
。
第
八
会
廿
目
、
油
屋

栄
吉
カ
家
。
第
九
会
廿
七
日
、
中
島
屋
善
平
カ
家
。
第
十
会
十
一
月
朔
日
、
万
屋
国
助
カ
家
。

九



第
十
一
会
六
日
、
中
村
善
右
衛
門
ヵ
家
ナ
リ
。
論
語
ヲ
主
ト
シ
テ
、
雑
フ
ル
ニ
史
記
、
小
事
、

析
玄
ノ
類
ヲ
以
ツ
テ
ス
.
講
後
必
ス
宴
饗
ア
リ
.
輪
次
ヲ
以
テ
主
人
ト
為
レ
リ
.
是
ニ
至

ツ
テ
終
レ
リ
.
様
圃
主
ト
シ
テ
、
其
ノ
議
ヲ
唱
フ
ル
ナ
リ
.

と
あ
る
.
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
一
六
講
は
淡
窓
の
弟
様
園
の
主
唱
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

た
.
会
場
も
専
ら
様
園
宅
で
あ
る
が
、
こ
の
様
園
宅
は
成
宜
固
に
近
い
明
王
寺
に
比
定
さ
れ
て

い
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
集
い
に
集
ま
っ
た
人
た
ち
で
あ
る
。
こ
れ
に
参
加
し
た

人
の
名
を
あ
げ
る
と

三
一
松
寛
右
衛
門
-
一
二
松
斎
寿
、
鍋
屋
久
右
衛
門

門
!
鍋
屋
甚
左
衛
門
!
相
良
泰
庵
、
塩
屋
平
右
衛
門
、
京
屋
助
九
郎
、
升
屋
増
治
郎
、
丸
屋
幸

右
衛
門
-
伊
予
屋
伝
七
、
中
津
屋
兵
右
衛
門
、
村
尾
市
蔵
、
油
屋
忠
助
、
油
屋
栄
吉
、
油
屋
新
次
郎
、

鍋
屋
文
兵
衛

鍋
屋
俊
助

鍋
屋
藤
右
衛

油
屋
市
郎
右
衛
門
-
中
島
屋
善
平
、
伏
見
屋
久
左
衛
門
、
紙
屋
某
、
酢
屋
佐
左
衛
門
、
酢
屋
勘
三
郎
、

中
村
善
右
衛
門
、
藤
割
問
斎
、
佐
藤
葵
亭
、
佐
藤
玄
猷
、
日
限
幸
市
、
日
限
彦
助
、
椋
野
俊
吾

等
が
み
え
る
.
こ
こ
で
鍋
屋
、
京
屋
、
升
屋
、
丸
屋
、
伊
予
屋
が
い
ず
れ
も
日
田
を
代
表
す

る
商
家
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
.
油
屋
、
中
島
屋
、
伏
見
屋
、
酢
屋
、
刀
屋
も
豆
田

の
古
絵
図
に
居
宅
の
見
え
る
家
で
あ
る
.
成
宜
固
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
豆
田
・
隈
の
町

か
ら
多
〈
の
子
弟
が
入
門
し
た
。
そ
う
し
た
町
人
の
入
門
に
応
え
る
よ
う
に
、
淡
窓
は
か
く
も

度
々
、
町
内
に
出
向
き
講
義
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
今
日
で
い
う
生
涯
教
育
と
い
う
も
の
で
あ

ろ
う
が
、
出
か
け
る
恩
師
も
師
な
ら
、
こ
こ
に
見
え
る
町
方
の
有
志
の
勉
強
ぶ
り
も
敬
服
に
値

す
る
.
加
え
て
こ
れ
ら
の
集
い
で
は
、

い
ち
い
ち
「
供
具
」
「
設
具
」
、

つ
ま
り
会
食
の
席
が
設

け
ら
れ
た
.
こ
こ
ま
で
見
れ
ば
‘
こ
の

「共生」

の
在
り
方
は
、
今
日
の
大
学
等
で
も
と
う
て

い
及
び
が
た
い
も
の
と
い
う
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
.

五

淡
窓
・
成
宜
園
と
広
瀬
家

以
上
、
成
宜
固
と
日
回
の
町
、
特
に
豆
固
と
の
共
生
の
か
た
ち
を
見
て
き
た
が
、
豆
固
と
い

え
ば
、
そ
の
魚
町
に
他
な
ら
ぬ
淡
窓
の
生
家
広
瀬
家
が
あ
る
.
広
瀬
家
は
、

い
う
と
こ
ろ
の
豆

。

田
の
伝
統
的
建
造
物
群
の
主
た
る
構
成
資
産
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
天
領
日
田
の

屈
指
の
商
家
に
し
て
、
淡
窓
は
じ
め
広
瀬
八
賢
と
称
さ
れ
る
数
多
く
の
人
材
を
輩
出
し
た
家
で

あ
る
.
淡
窓
と
威
宜
圃
の
歴
史
と
そ
の
関
連
遺
産
を
考
え
る
場
合
、
避
け
て
通
れ
な
い
と
と
ろ

で
あ
る
.
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
の
広
瀬
家
の
歴
史
と
文
化
財
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
と
れ
ま

で
必
ず
し
も
十
分
に
は
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

そ
う
し
た
中
で
、
今
年
度
、
日
田
市
教
育
委
員
会
は
、
広
瀬
家
の
史
跡
指
定
を
め
ざ
し
て
本

格
的
な
学
術
調
査
を
実
施
し
た
。
そ
の
成
果
は
『
淡
窓
生
家

広
瀬
家
の
歴
史
と
業
績
』
と
し

て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
も
そ
の
巻
末
に
、
今
回
の
調
査
成
果
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
広
瀬

家
の
保
存
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
私
見
を
示
し
た
.
以
下
そ
の
骨
子
を
ふ
ま
え
な
が
ら
成
宜
圃

の
関
連
遺
産
と
し
て
の
広
瀬
家
に
つ
い
て
重
ね
て
私
見
を
添
え
た
い
.

ま
ず
注
目
す
べ
き
は
「
史
跡
」
と
し
て
の
広
瀬
家
の
歴
史
的
価
値
で
あ
る
.
広
瀬
家
は
、
初

代
五
左
衛
門
以
来
、
火
災
に
よ
る
家
屋
の
消
失
、
ま
た
歴
代
に
よ
る
改
築
・
普
請
な
ど
を
経
つ

つ
も
、
建
物
の
多
く
は
建
築
年
代
も
明
確
に
確
認
さ
れ
て
お
り
、
全
体
と
し
て
当
代
の
豪
商
の

屋
敷
構
え
の
全
体
像
が
窺
え
る
貴
重
な
近
世
の
建
築
遺
構
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
広
瀬
家
に
残
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
「
家
相
図
」
も
建
物
の
履
歴
を
知
る
上
で
貴

重
な
史
料
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
平
成
一
一
三
年
、
広
瀬
家
に
隣
接
す
る
旧
中
村
家
の
発
掘
調
査
と
、

と
れ
に
連
動
し
て
行
わ
れ
た
広
瀬
瀬
家
の
建
物
の
基
礎
構
造
の
調
査
で
あ
る
。
と
れ
に
よ
り
、

中
村
家
お
よ
び
広
瀬
家
の
屋
敷
内
が
、
そ
の
地
下
に
歴
代
の
建
物
の
礎
石
等
の
遺
構
を
、
重
層

的
に
包
含
す
る
遺
跡
で
あ
る
と
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
.

と
の
ほ
か
広
瀬
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
豆
田
の
大
超
寺
の
広
瀬
家
関
連
の
墓
地
の
全
容
が
明
ら

か
に
さ
れ
、
と
れ
も
重
要
な
歴
史
的
資
重
で
あ
る
と
と
が
確
認
さ
れ
た
.
ま
た
従
来
、
淡
窓
と

成
宜
園
の
墓
所
と
し
て
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
「
長
生
園
」
に
つ
い
て
も
、
と
れ
を
む
し

ろ
広
瀬
家
の
分
家
の
墓
地
の
ひ
と
つ
と
し
て
位
置
付
け
る
所
見
が
示
さ
れ
て
い
る
。
と
れ
ら
墓

所
と
菩
提
寺
大
超
寺
の
ほ
か
、
淡
窓
の
歴
史
的
な
開
講
の
場
と
な
っ
た
長
福
寺
等
も
、
広
瀬
家

と
の
関
わ
り
を
ふ
ま
え
て
、
あ
ら
た
め
て
歴
史
的
位
置
づ
け
を
図
る
べ
き
と
恩
わ
れ
る
。

か
く
て
広
瀬
家
は
、
そ
れ
自
体
史
跡
と
し
て
の
高
い
価
値
を
有
す
る
文
化
遺
産
で
あ
る
と
と



が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
『
成
宜
圃
』
と
そ
の
関
連
遺
産
と
い
う
、
本
稿
の
視
点
に
立
て
ば
、

当
然
と
の
広
瀬
本
家
と
談
窓
・
成
宜
圃
の
有
形
・
無
形
の
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
こ
と
で
は
、
さ
し
あ
た
り
指
摘
で
き
る
い
く
つ
か
の
こ
と
を
と
り
あ
げ
て
お
き
た

'v ま
ず
は
他
な
ら
ぬ
談
窓
の
『
生
家
』
と
し
て
の
広
禰
家
の
位
置
づ
け
で
あ
る
.
談
窓
は
幼
少

年
時
代
、
二
歳
か
ら
七
歳
の
問
、
堀
田
村
の
秋
風
庵
に
住
む
伯
父
月
化
に
獲
育
さ
れ
た
ほ
か
は
、

こ
の
魚
町
の
父
母
の
膝
下
で
育
て
ら
れ
た
.
そ
の
後
も
、
寛
政
九
年
(
一
七
九
七
)
か
ら
お
よ

そ
二
年
問
、
福
岡
の
亀
井
商
冥
・
昭
腸
の
塾
に
遊
学
し
た
ほ
か
は
広
瀬
家
に
住
ん
だ
.
文
化
二

年

三

八

O
五
V

三
月
、
談
窓
は
豆
田
の
長
福
寺
の
学
寮
で
講
義
を
開
始
す
る
が
同
年
六
月
に

は
一
皇
実
家
に
も
ど
り
商
家
の
土
蔵
で
教
授
し
た
.
そ
し
て
同
年
八
月
、
談
窓
師
弟
は
豆
田
町

の
大
阪
屋
林
左
衛
門
の
家
に
移
り
成
章
舎
と
し
た
.
が
、
文
化
三
年
三
八
O
六
)
三
月
、
談

窓
は
再
び
実
家
の
甫
蔵
に
も
ど
っ
て
講
義
を
行
っ
て
い
る
.
広
瀬
家
は
、
ひ
と
と
き
談
窓
の
講

義
の
場
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
.
談
窓
は
文
化
四
年
三
八
O
七
)
、
桂
林
園
を
興
し
た
が
、

こ
の
時
も
健
康
状
態
が
悪
い
た
め
、
ほ
と
ん
ど
実
家
か
ら
通
っ
て
教
え
る
と
い
う
状
況
で
あ
っ

京ミ
こ
の
聞
の
住
い
に
つ
い
て
、
談
窓
は
、
そ
の
自
伝
『
懐
旧
接
筆
記
』
に
お
い
て
、
毎
年
、
年

の
は
じ
め
に
、
い
ち
い
詳
し
く
記
し
て
い
る
.
す
な
わ
ち
、
そ
の
幼
・
少
年
時
代
は
『
魚
町
に
あ
り
」

『
父
母
の
膝
下
に
あ
り
』
な
ど
と
あ
る
の
み
で
あ
る
が
、
そ
の
後
は
『
魚
町
の
南
家
」
「
北
家
棲
上
」

『
商
家
土
藤
内
」
『
商
家
北
軒
の
東
偏
」
な
ど
と
具
に
記
し
て
い
る
.
淡
窓
が
、
本
当
の
意
味
で

広
瀬
家
を
出
た
の
は
文
化
一
四
年
{
一
八
一
七
て
談
窓
=
一
六
践
の
二
月
、
豆
聞
の
南
に
あ
る

堀
田
村
に
塾
舎
(
西
露
む
と
談
窓
の
新
宅
を
建
て
転
居
し
た
時
で
あ
る
.
し
て
み
れ
ば
、
広
甑

本
家
を
単
に
淡
窓
の
「
生
家
」
と
呼
ん
で
済
ま
す
の
は
瞬
膳
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
.

成
宜
固
と
広
瀬
家
の
関
係
と
い
え
ば
、
『
懐
旧
横
筆
記
』
な
ど
に
談
窓
と
成
宜
園
の
教
育
の

様
々
な
場
面
で
.
広
瀬
家
の
家
族
が
同
席
し
、
同
行
す
る
様
子
が
繰
り
返
し
記
さ
れ
て
い
る
.

前
述
の
よ
う
に
成
宜
圃
で
は
、
堀
田
村
の
盤
構
内
で
の
授
業
だ
け
で
な
く
、
折
に
触
れ
て
師
発

は
相
同
行
し
て
塾
外
に
出
て
、
日
田
の
山
野
、
河
川
、
神
社
・
仏
聞
な
ど
を
い
わ
ば
野
外
の
教

室
と
し
て
‘
遊
び
時
を
読
み
、
時
に
放
学
し
た
.
と
の
場
合
『
行
厨
を
聞
く
』
‘
つ
ま
り
昼
食

を
と
る
乙
と
が
常
で
あ
っ
た
.
こ
の
よ
う
な
遊
山
に
お
い
て
も
、
し
ば
し
ば
父
母
、
伯
父
、
伯
母
、

久
兵
衛
ら
広
湖
本
家
の
人
々
が
同
行
し
て
い
る
.
広
潮
家
の
人
々
は
、
談
窓
と
そ
の
門
下
生
の

学
外
活
動
の
場
で
も
、
度
々
同
行
し
共
飯
し
て
い
た
の
で
あ
る
.

成
宜
固
と
広
瀕
家
と
い
え
ば
、
広
甑
家
の
成
宜
固
に
対
す
る
経
済
的
支
援
が
あ
っ
た
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
.
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
既
往
の
研
究
や
上
記
の
日
田
市
教
育
餐
員
会
の
報

告
書
に
ゆ
ず
る
が
、
要
す
る
に
成
宜
圃
塾
主
の
会
計
は
、
広
甑
本
家
が
全
面
的
に
協
力
し
、
下

支
え
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
.

周
知
の
よ
う
に
広
顕
家
は
談
窓
の
ほ
か
に
も
久
兵
衛
・
旭
荘
等
の
多
く
の
人
材
を
輩
出
し
た
.

特
に
旭
荘
は
大
坂
を
拠
点
に
全
国
を
巡
り
菅
茶
山
の
廉
盤
、
緒
方
洪
庵
の
適
盤
、
吉
田
松
陰
の

松
下
村
塾
と
も
深
い
か
か
わ
り
を
持
つ
な
ど
し
た
が
、
そ
の
生
産
に
わ
た
っ
て
淡
窓
と
広
瀬
本

家
へ
の
思
い
を
持
ち
続
け
た
.
広
瀬
本
家
の
持
っ
こ
う
し
た
求
心
力
と
、
そ
の
長
い
持
続
こ
そ

が
談
窓
・
成
宜
園
の
教
育
活
動
を
支
え
た
力
で
あ
っ
た
.

と
の
よ
う
な
広
溺
家
の
歴
史
、
そ
と
で
輩
出
し
た
談
窓
ほ
か
の
先
賢
の
業
績
、
そ
し
て
何
よ

広
淘
療
の
現
況

り
談
窓
・
威
宜
園
の
歴
史
を
明
か
す
史
資
料
の
過

半
は
、
広
漸
家
に
あ
る
『
広
績
先
賢
文
庫
」
に
収
蔵
・

保
管
さ
れ
今
日
に
至
っ
て
い
る
.
史
跡
と
し
て
の

成
宜
園
跡
の
保
存
と
整
儲
-
談
窓
と
成
宜
固
に
関

す
る
調
査
・
研
究
が
今
日
の
水
準
に
あ
る
の
も
、

広
甑
家
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
は
い
う
ま
で

も
な
い
.
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
と
し
て
の

豆
固
に
は
、
す
で
に
長
福
寺
本
堂
や
草
野
家
の
建

物
な
ど
の
国
指
定
の
重
要
文
化
財
が
あ
る
が
、
成

宜
園
の
関
連
遺
産
群
と
し
て
の
視
点
で
い
え
ば
、

こ
の
広
瀬
家
が
、
こ
の
関
連
遺
産
群
の
中
で
第
一

義
的
意
義
を
持
つ
の
は
あ
ら
た
め
て
指
摘
す
る
ま

で
も
な
か
ろ
う
.



お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
冒
頭
「
近
世
日
本
の
学
校
遺
産
群
」

の
取
組
み
の
経
緯
を
ふ
ま
え
て
、
威
宜
圃

の
関
連
遺
産
群
の
捉
え
方
の
方
向
に
つ
い
て
私
見
を
の
べ
た
.
そ
の
上
で
、
特
に
前
掲
の
③
の

成
宜
固
と
日
田
の
町
の
共
生
と
い
う
視
点
に
絞
っ
て
、
浮
か
び
上
が
る
関
連
遺
産
と
し
て
永
山

城
と
布
政
所
跡
、
そ
し
て
豆
田
・
隈
の
町
と
成
宜
園
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
所
見
を
述
べ
た
。

成
宜
固
と
関
連
遺
産
の
調
査
・
研
究
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
前
掲
②
の

「
遊
山
」
「
放
学
」

に
か
か
わ
る
遺
産
群
の
正
確
な
把
握
が
必
要
で
あ
る
.
『
懐
旧
楼
筆
記
』
や
『
淡
窓
日
記
』
(
以

下
「
日
記
」
)
に
よ
れ
ば
、
淡
窓
師
弟
と
広
瀬
家
の
親
族
が
、
あ
る
い
は
遊
山
し
あ
る
い
は
放

学
す
る
な
ど
し
た
数
多
く
の
記
事
が
見
え
る
が
、
と
れ
ら
に
登
場
す
る
神
社
・
寺
院
、
名
勝
、

旧
跡
等
は
数
十
か
所
に
の
ぼ
る
.
し
か
も
そ
の
多
く
は
‘
今
な
お
往
時
の
姿
を
と
ど
め
て
い
る
。

そ

は
当
然
の

と
な
が
ら

査
八
幡
宮
や
慈
眼
山
永
興
寺
や
亀
山

公
思

岳
林
寺
な

ど
周
知
の
史
跡
等
が
見
え
る
が
、
と
の
ほ
か
に
も
、
例
え
ば
淡
窓
・
旭
在
は
じ
め
広
瀬
家
の
人
々

が
旅
立
ち
、
あ
る
い
は
帰
郷
す
る
と
き
の
「
坂
迎
え
」
の
場
で
あ
っ
た
羽
野
天
満
宮
(
菅
相
寺
て

淡
窓
師
弟
が
く
り
か
え
し
「
詩
会
」
な
ど
を
聞
い
た
黒
男
(
宝
垂
)
神
社
、
広
瀬
家
の
氏
神
と

も
い
え
る
竜
馬
森
稲
荷
嗣
(
若
八
幡
社
)
な
ど
、
そ
れ
自
身
史
跡
等
と
し
て
保
護
す
べ
き
価
値

を
持
つ
所
も
数
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
全
体
と
、
こ
れ
を
歩
い
た
ル

1
ト
等
に
つ
い

て
は
、
目
下
現
地
調
査
を
す
す
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
そ
の
仔
細
は
後
日
に
ゆ
ず
り

た
い
.
こ
う
し
た
取
り
組
み
は
、

ひ
と
り
「
近
世
学
校
遺
産
群
」

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
資
す
る

だ
け
で
な
く
、
成
宜
圃
の
教
育
の
実
相
を
「
日
田
」
と
い
う
風
土
の
中
に
お
い
て
、

い
わ
ば
歴

史
地
理
的
視
点
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
.
そ
れ
は
、
成
宜
圃
の
教
育
が

存
在
し
た
時
間
と
空
間
の
復
元
と
い
う
こ
と
に
通
じ
る
は
ず
で
あ
る
.
乙
こ
で
時
間
H
歴
史
、

空
間
H
風
景
と
読
み
替
え
れ
ば
、
淡
窓
が
こ
よ
な
く
愛
し
、
門
弟
た
ち
の
知
性
と
感
性
を
育
ん

だ
日
田
の
歴
史
と
風
景
の
復
元
の
作
業
は
、
今
日
も
な
お
日
田
が
誇
る
貴
重
な
資
産
の
発
掘
と

再
確
認
の
仕
事
だ
と
も
い
え
よ
う
。

注
・
文
中
淡
窓
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
『
増
補
淡
窓
全
集
』
増
補
復
刻
版
(
思
文
閤
出

版
社
・
一
九
七
一
)
に
よ
っ
た
。
文
中
、
資
料
・
文
献
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
必
要
に
よ

り
常
用
漢
字
・
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
.
「
広
瀬
」
「
贋
瀬
」
の
表
記
は
す

べ
て
「
広
瀬
」
に
統
一
し
た
。

(
参
考
文
献
)

日
田
郡
教
育
会
編
『
増
補
談
窓
全
集
』
上
・
中
・
下
巻
(
一
九
二
五
5
一
九
二
七
)
、
同
増
補
復
刻
版
(
恩

文
閤
出
版
社
・
一
九
七
一
)

『
日
岡
市
喜
(
日
田
市
・
一
九
九
O
)

日
岡
市
教
育
委
員
会
『
日
田
豆
田
町
』
日
田
市
豆
困
町
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
対
策
調
査
報
告
(
二
O

O
囲
)

日
田
市
教
育
委
員
会
『
永
山
城
跡
』
(
一
一
O
一
一
)

日
岡
市
教
育
委
員
会
「
永
山
城
跡
発
掘
調
査
現
地
説
明
会
資
料
」
(
一
一
O
一
一
)

日
岡
市
教
育
委
員
会
『
日
岡
市
の
歴
史
と
文
化
財
』
(
一
九
九
六
)

中
村
幸
彦
・
井
上
敏
幸
編
、
贋
瀬
貞
雄
監
修
『
鹿
瀬
先
賢
文
庫
目
録
』
(
思
文
閣
出
版
・
一
九
九
五
)

井
上
義
巳
『
鹿
瀬
淡
窓
』
(
吉
川
弘
文
館
・
一
九
八
七
)

工
藤
豊
彦
『
贋
瀬
談
窓
・
鹿
瀬
旭
荏
』
(
明
徳
出
版
・
一
九
八
八
)

田
中
加
代
『
贋
瀬
淡
窓
の
研
究
』
{
ベ
リ
か
ん
社
・
一
九
九
三
)

狭
間
久
「
贋
瀬
淡
窟
の
世
界
」
(
大
分
合
同
新
聞
社
・
一
九
九
九
)

梅
原
徹
『
贋
酒
淡
窓
と
成
宜
園
』
(
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
房
・
二
O
O
八
)

岡
村
繁
注
『
慶
瀬
淡
窓
・
贋
瀬
旭
荘
1
江
戸
詩
人
選
集
九
』
(
岩
波
書
唐
・
一
九
九
一
)

杉
本
勲
編
『
九
州
天
債
の
研
究
』
(
吉
川
弘
文
館
・
一
九
七
六
〕

首
藤
助
四
郎
「
広
瀬
淡
窓
の
塾
外
教
育
特
に
一
六
講
に
つ
い
て
」
(
『
敬
天
』
十
六
号
・
一
九
八
七
)

加
藤
周
一
『
日
本
文
化
に
お
け
る
時
間
と
空
間
(
二
O
O七
・
岩
波
書
底

後
藤
宗
俊
『
地
域
の
歴
史
と
文
化
遺
産
』
(
一
一
O
一
O
)

R
・
ル
ピ
ン
ジ
ャ
l
『
私
塾
|
近
代
日
本
を
拓
い
た
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
ア
カ
デ
ミ
ー
』
(
石
附
実
・
海
原
徹
訳
・

サ
イ
マ
ル
出
版
会
・
一
九
八
二
)

水
戸
市
教
育
委
員
会
『
学
び
の
文
化
を
世
界
遺
産
に
』
(
二
O
一
O
)

徳
田
武
「
広
瀬
旭
荘
の
足
利
学
校
行
」
(
『
江
戸
風
雅
』
第
三
号
・
二
O
一
O
)

日
田
広
域
文
化
・
観
光
フ
ォ
ー
ラ
ム
実
行
委
員
会
『
第
一
回
日
田
広
域
文
化
・
観
光
フ
ォ
ー
ラ
ム
』

レ
ジ
ュ
メ
(
二
O
一
二
)

(
後
藤
宗
俊
・
成
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
名
誉
館
長
)
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教育

|威宜圏教育研究センター年報(平成22年度)

(1 )特別展廃瀬淡窓と威宜園

会期 :平成22年10月3日から11月30日まで

内 容本療は、開館記念の特別展として企爾し、

E皆瀬淡窓の肖像や門下生の中島子玉、釈

徳令なとの肖像、成宜図絵図、当時の成

宜闘で使用された入門簿や月旦評などを

展示した。

協 力:財団法人 廃瀬資料館、光善寺、誉教寺

展示品.鹿瀬淡窓座像(朝倉文夫作)

度瀬淡窓肖像(高木豊水商)

中島子玉肖像(}或宜鴎門下生)

釈徳令肖像(成宜圏門下生)

成宜図絵図(明治16年 小栗布岳函)

芭蕉翁自爾賛

度瀬淡窓五言古詩「ト居J (六幽一隻)

月旦評(天保13年・大村藩校五教館)

月旦評(明治4年 ・成宜園)

入門簿(巻1)入門簿(淡再第31号)

入門簿(勝屋講師時代)

天秤、行灯(明治3年)、六橋記聞

御議番、申問答、約言(亀井評)、義府

析玄原稿、万善簿、宜国百家詩初編

遠恕楼音寺妙、淡窓詩話

成宜闘跡発担調査出土品(一括)

展示事業1. 



企画展

成宜庖とその門下生たち~漢詩人鹿瀬旭荘~

会期:平成23年2月15日から3月31日まで

内 容:庚瀬旭荘は成宜闘を開いた淡窓の末弟で、

成宜箇の第2代塾主を務めた。通称は謙

吉。号は1@荘。生没年は文化4年 (1807)

~文久3年(1863)。豊後国日 回生ま

れ。摂津国池田にて57銭で死去。儒学

者・漢詩人として活躍し、 30歳で日田

をはなれてからは江戸や大坂を拠点とし

て多くの門弟を教育した。本展では、主

に旭荘に関する資料を展示した。

協力:財団法人虞瀬資料館

展示品 :廃瀬旭荘肖像画(西島育甫画)

廃瀬旭荘七言古詩(六尚一隻)

E置瀬旭荘画賛、城入偶者招耳場経緯番

鹿瀬1@荘遺愛品(水晶印、硯等)

謙吉叙位記及び沙汰替、梅椴詩紗

日間瑛事備志、務敬語寺紗第五編

九経草堂随喜震

度激淡窓肖像画(首藤雨郊爾)

TPl瀬淡窓肖像画(木下逸雲蘭)

菅茶山七言絶句二行書、背茶山詩量生、

(3) (2) 収蔵品展

会期:平成22年12月3日から

平成23年2月13日まで

内 容 :新たに収蔵した史料の一部を展示した。

協力 :財団法人庚瀬資料館

展示品 :窪閏治部右衛門書幅

窪田治部右衛門書幅

秋風庵月化自画賛扇面

亀井昭陽番 「贈康郎J

月旦評 (慶応二年)

入門簿(淡窓時代、勝屋講師時代)

扇額遠思楼、扇額秋風庵

廃瀬淡窓掛軸「彦山j

居費瀬淡窓掛軸 「鶴J

廃瀬淡窓掛軸「譲捜神記J

康瀬淡;窓掛軸「寄題日高生安紫軒j

E皆瀬脅郵掛軸

拓刷長三洲 「民草筒詩帖J

長三洲習字手本

約言 (亀井静)、析玄原稿、義府

万蕃簿、宜闘百家音寺初編

遠思楼詩紗、淡窓詩話
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廃瀬旭荘七宮古詩(六曲一隻)
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亀井昭陽望書『鰭康郎J



2.講座・講演会・ イベン ト等

開催日 事業名など 場 所 そ の 他

8月7日 「淡窓先生に学ぶ~各学校の取組 パト リア日間 成宜小学校による成宜閣の取組みを

"-'8月23日 みJ ガレリア パネル展示

8月19日
「立志の道を歩こうj

成宜鴎跡
山鹿市との共催

門下生 ・消浦杢苔の顕彰事業 参加者 220名(内、市内児童53名)

9月30日 「淡窓先生に学ぶ~各学校の取組 パト リア自国 成宜小学校 ・桂林小学校による成宜

"-'11月7日 みJ ガレリア 閣の取組みをパネル展示

(記念講演会)

「成宜園教育に何を学ぶかJ

京都大学名誉教授
パト リア日間 市制70周年記念事業

10月2日 務原 徹 氏
小ホール 参加者 277名

(座談会)

コーディネーター

別府大学長豊岡寛三 氏

「成宜圏門下生子孫の集いJ ①長福寺本堂
①門下生子孫の集い 123名

10月31日
①成宜圏に集う門下生たち ②アプロディール

②門下生子孫の交流会 78名

"'11月1日
②成宜簡を育んだまち日聞と門下 紙音

③平成淡窓祭(淡窓会)50名
生たち ③広瀬淡窓墓

③未来へつなぐ淡窓の教え 成;宜園跡
2日間で計251名が参加

11月13・14日 秋風庵 ・遠恕楼のライトアップ
成宜鴎跡 「日間天領まつりJとの連携

11月14日 演奏会と「お茶会J

成宜圏平成門下生(仮称) 市役所
参加者 51名

12月23日 その後、 「成宜圏平成門下生之会j
市民応援団 中会議室

の発足となる。

j炎窓先生に学ぶ 立志の道を歩こう

開館舵念座談会 秋風庵鋭明Ji.衆

3 



入門ぼっくす体験の様子

3.記念事業

本年実施された成宜闘教育研究センター開館記念に

伴う事業は、すべて日田市制70周年記念事業として

行われました。

(1 ) 開館記念式典、記念講演、座談会

開催日:平成22年10月2日〈土)

内 容:記念式典(成宜闘教育研究センター)

記念講演(パ トリア日田小ホール)

座談会(向上)

主催 :日岡市、日岡市教育委員会

第 1部記念 式典

-記念式典

・成宜小学校及び桂林小学校による渓-詩朗

詠

-特別展の内覧会

後藤宗俊成定国教育研究センター名営館長

第2部 記念講演 ・座談会

-記念講演

演題 :r成宜国教育に何を学ぶかJ

講師 :京都大学名誉教授海原徹氏

.座談会

テーマ「成宜園教育に何を学ぶかJ

コーディネーター

}}IJ府大学学長 皇室田寛三氏

パネラー :

京都大学名誉教授 海原 徹 氏

財団法人庚瀬資料館理事長

虞瀬貞雄氏

成宜園教育研究センター名誉館長

4 

ゆるキャラ 『たんそうさん』

日田市長

(2) 戚宜箇門下生子孫の集い

後 藤 宗 俊氏

佐藤陽一 氏

開催日:平成22年10月31日(土)~ll月 1 日(臼)

内 容:センターの開館記念に伴う事業として、

E言語重淡窓の命日である11月1日にあわせ

て、f成室園門下生子孫の集いJを開催し

た。全国に広がる成宜関門下生の子孫を

招集し、門下生子孫の交流を促進すると

ともに威宜闘および成宜磁を育んだ日田

市のPRを行った。また、今回の取り組

みを応援していただくため市民にも呼び

かけ、成宣関門下生の子孫でなくとも、

我とそは現代の成宜圏門下生という有志

も募り、関連行事は盛大に行われた。

主催 :日田市、日田市教育委員会(第1・2部)

淡窓会(第3部)

門下生・ 清浦釜警のご子孫

第1部「威宜闘に集う門下生たちJ

会場:長福寺本堂

E言語翼淡窓が最初に塾を開いた場所は長福寺学寮

であったことから、私塾 「成宜鼠」の始まりとも

言える長福寺(本堂は重要文化財)に、 門下生の

子孫が集まった。その後、盤は成主主舎、桂林圏、

成宜圏と移っていくが、成宜閣と関わりの深い豆

田町(重要伝統的建造物群保存地区)と併せて、

先祖の学んだまちを体感する 「淡窓ゆかりの地ウ

ォーキングJを実施した。



第2部 「威宜簡を育んだまち日田と門下生たちJ

会場:アプロディール紙音

まち日聞の魅力の紹介をするとともに、門下生子

孫の交流と親睦を深める場となった。今後は、成

宜闘を機縁として全国的なネットワークが構築さ

れ、交流が盛んになることが期待できる取組みと

なった。

第2部の綴子

全国から集まった門下生子孫に成宜爾を育んだ

第3部 「未来へつなぐ淡窓の教えJ

(淡窓会の「平成淡窓祭」と共催)

会場 :史跡成宜厨跡・長生関

門下生の子孫が「平成淡窓祭Jに参加し、 E管瀬
淡窓の遺徳を偲、ぶとともに、現代、そして未来に

つながる淡窓の教え(成宜厨教育)について認識

をあらたにする機会となり、今回の 『成宜関門下

生子孫の集いJを締めくくった。

4.刊行事業

(1 )読本

『淡窓先生ものがたりS

A5版 93頁

頒布価格 500門

小学生高学年周に作成

した本で、市内の小学

5・6年生に配布した。

は
h
W
4
Ad
z
も
の
が
行
4

(2) J'¥ンフレット

『康瀬淡:容と

成宜闘の教育』

B5版 16頁

頒布価格 100円

5.訪問講座 6.皇太子殿下行啓

平成22年 5月19日 日田市女性団体連絡協議会

30名

平成22年 6月 2日 日田市立津江中学校 22名

平成22年 8月26日 日田市学校教育課 14名

平成22年10月30日 中津市しもげ商工会 150名

平成23年 3月 5日 日高町老人会 30名

平成22年11月14目、第30回記念大分間際事いす

マラソン大会を観戦のため、皇太子さまが来県し、

成宜国跡および成宜園教育研究センターを視察され

た。

7.その他の取り組み

第14回平成淡窓祭

淡窓会主催による平成淡窓祭が第14回目を迎え

た。本会は鹿瀬淡窓を顕彰するため、昭和27年に

その前身となる組織を発足。現在の会員数は約350

名を数える。

日時 :平成22年11月1日 午前10時~正午

会場 :史跡威宜闘跡(秋風庵にて)

主 催:淡窓会

5 
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①手口粛堂廃瀬先生害 1点

成宜園第3代塾主・鹿瀬背都の番。慶応三年(1867)
の陰暦7月の上旬に育都によって舎かれたものか。

寄贈史料1. 

1点 「寄題日高生安素軒」 二首の

成宜園初代塾主 ・成瀬淡窓の書帽。 『遠思楼詩紗

第二編下』所収の五言絶句で、「寄題日高生安素

軒Jの二首のうちの一首目。

②庚瀬淡窓書幅

叶い
・
守
政
高
ま

③廃瀬淡窓書幅(双幅) 1点 f讃捜神記」八主主の二

成宜国初代塾主 ・成瀬淡窓の書幅。 11'遠思楼詩紗

第二編下』所収の五言長律で、 「捜神記Jを読み、

作った八首の漢詩のうちの二首自である。

「捜神記」とは中国の六朝時代に東普の干宝とい

う人物が書いた小説で、 4世紀頃に成立したものと

考えられている。(写真) ついていたが、背郁の没後、日田に帰って公立教英

中学校校長となり、その一方で威宜闘の再興を図

り、明治18年 (1885年)2月から明治20年 (1887
年)11月まで塾を主宰した。後、衆議院議員、日

田町長等を務めた。

④廃瀬渓図書幅 1点

成宜圏第3代塾主 ・廃瀬背郁の長男で、第8代墾

主を務めた濠回(貞文)の書幅。漆田は東京で官途に

④長三洲書幅 1点

成瀬淡窓、旭在の門下生であった長三洲の書幅。

『液上雑詠依銭仲文江行無題詩韻』五十首中の一つ

で、 『三洲居士集』所収。五言絶句。三洲は成宜聞

において、廃瀬林外、田代潤卿(俊次)らと共に

「宜圏三才子」と呼ばれた。成宜園の後、大坂の旭

荘の元で学び、倒幕活動に身を投じた。維新後は新

政府に出仕して学制の制定に参画した。

⑤長三洲書幅 l点

康瀬淡窓、旭在の門下生であった長三洲の書幅。

「梧桐清暑」と題す漢詩で、 『三訓居士集』所収。

七言絶句。三洲が明治6年(1873)頃、西南学区を巡

視中の詩作か。

⑥平野五岳書画 1点

成瀬淡窓の門下生で、日間専念寺住職であった平

野五岳の書画。 『五岳詩稿』所収の七言絶句で、

「漫成Jと題した漢詩。詩自体は明治6年 (1873)
頃の作と考えられるが、本書画は五岳80歳の時の

作か(明治21年戊子夏日)。平野五岳は詩 ・書 ・画

に優れ、「三絶僧」と評された。
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③庚瀬育事F書幅 l点

成宜闘第3代塾主 ・廃瀬育都(矢野範治)の書幅。

七言絶句。青郁は淡窓の門下生で養子となり、淡窓

を補佐し、成宜国の塾主となった。淡窓の甥の林外

に塾主を譲った後は各地で出仕し、東京に居を定

め、東宜闘などを関豊島した。

t. 

寄託史料

①廃瀬淡窓書幅 l点

威宜国初代塾主 ・成瀬淡窓の

書幅。『遼思楼詩紗巻上』所収

の七言絶句で、 「鶴Jと題した

漢詩。(写真)

②成瀬旭荘書幅 1点

度瀬淡窓の末弟で威宜闘第2

代塾主を務めた庚瀬旭在の書

幅。五言絶句。旭荘は24歳で

成宜園の跡を継ぐが、 30歳で

上坂し、 関塾。37歳で江戸に

出て、門下生に教授する。大半

を日田から隙れ、大坂を中心に

当時の著名人たちと交流し、ま

た各地を訪れ筆跡を残している。

2. 



⑦平野五岳書幅 1点

贋瀬談窓の門下生で、日田専

念寺住職であった平野五岳の書

帽。「京城懐割石秋在飛州j と

題した七言絶句.五岳が京都滞

在中に同じ成宜園の門下生であ

った割石秋のことを想い.詠ん

だもの.
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@亀井南冥書幅 1点

贋瀬被窓の師、亀井商冥の書

幅.中園、西晋の時人・張協の

『雑詩之ニ』の I龍董瞳気穫、

天高万物粛」の二句を引用した

もの.亀井南冥は福岡藩の儒員となった後、西学・

甘業館の祭酒となる.しかし東学・修猷館との恥韓

が絶えず、重量居誼慎の身となる。その状況を思い、

張協の詩を詠んだものか. (写真)

一ー

⑨亀井昭陽書(和粛堂珍蔵) 1点

度甑談窓の師、亀井昭腸の書幅. r贈膚郎」と題

し、才能を認めながらも被憲を教え諭す言葉を贈っ

ている.父である南冥が失脚した使、家曹を離い

だ.詩才は甫冥に及ばなかったが当代ー慌の博学。

@戸早春都書幅 1点

慶瀬談窓の門下生であり、私塾・蔵春圃を聞いた

恒遺醒窓に学んだ中津の医者、戸早春都の書幅，平

野五岳らと交流があった.扇城崎社を創設し、漢詩

壇の提輿をはかった.

@中村正直書幅 1点

明治時代前期の儒学者、教育者、教育的学者であ

る中村正直の書幅.五言絶句.慶応2年(1866)， 

英国に留学。帰国後は明治4年s.スマイルズの「西

国立志編」、 5年J.s.ミルの「自由之理」を翻訳・紹

介するなど、文明開化と啓蒙思想の普及に努めた.

⑫長三洲香 「民草簡詩帖J 1点

庫甑談窓、旭避の門下

生であった長三洲の書.

折本、左販.明治15年4

月20日出版.習字・詩

の手習い本として作られ

たものか. (写真)

⑮長三洲書「詩帖J1点

庫調談窓、旭荘の門下

生であった長三洲の書.

折本.明治14年5月23日

出版.習字・詩の手習い

本として作られたもの

か.

-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・園

内ゐ
O

十
五
』

l
e
Hニ
十

日

包

依

伸

広

岡

ヰ

五
円
引
へ
咋
山
代
A
大
政
府
下
平

R
車
通

tfE叶
日
五
十
一
番
忙
赤
津
臥

守口

@鹿瀬誠意書幅 1点 『長寝道上作」三首の三

成宜園初代塾主・鹿瀬漉窓の書幅。『遺恩棲詩齢

第三偏上』所収の五言絶句で、「長漫道上作」の漢

詩二首のうちの二首目.三句目と固句目;が『遣思楼

詩妙』に収められているものと異なる.

@l平野五岳肩栢 1点

慶瀬談窓の門下生で、日田専念寺住睡であった平

野五岳の肩額.r秩声書量」と書かれている.r己
丑Jとあり、明治22年(1889)、五岳81農の作か.

⑮平野五岳肩額 1点

鹿瀬波窓の門下生で、日田専念寺住職であった平

野五岳の肩額.書画や詩作を楽しむ様子が画かれ、

五岳作の狂歌も書かれているo r丙寅」とあり、慶応

2年(1866)、王岳58蔵の作かo (写真}

⑫平野宜岳庸額 1点

贋瀬談窓の門下生で、日田専念寺住職であった平

野五岳の肩額.@の扇額と同様に書画や詩作などを

楽しむ様子が画かれ、狂歌が書かれているが、碁を

打つ様子が追加され、狂歌も絵に対応したものとな

っている.

@贋瀬糠窓書幅 1点

成宜園初代整主・贋甑談窓

の書幅o r遺思横詩齢巻上』

所収の七言絶句で、「彦山」

と題した漢詩.文化7年

(1810) 9月、談窓が英彦山

に参粛した際に詠んだもの

で、談窓七絶中の傑作といわ

れる. (写真}

@盛田治部右衛門書幅 1点

最後の酉国筋郡代である窪

田治部右衛門鎮勝の書幅.中

園、三国時代の縄模の宰相、

諸葛亮の「静以修身、倹以養

循」を書いている.
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3.寄贈図書

「葛原家資料Jにみる偉人たち 福山市教育委員会

・菅茶山~その生涯と交友 福山市教育委員会

.菅茶山ゆかりの絵画展

ー絵画でたどる菅茶山の交友ー 福山市教育委員会

・近世の学び舎 寺子屋~私塾~滞校

-鞠の津 中村家文書目録 I

.ことばを旅する

・豆回滞在型観光研究事業報告書

福山市教育委員会

福山市教育委員会

文筆春秋

NPO法人本物の伝統を守る会

・戸倉町誌第一巻(自然編) 千曲市教育委員会

・戸倉町誌第一巻(民俗編) 千曲市教育委員会

・戸倉町誌第二巻歴史編上 千曲市教育委員会

・戸倉町誌第三巻歴史編下 千曲市教育委員会

・成瀬育都詩紗 財団法人成瀬資料館

・広瀬先賢文庫目録 財団法人成瀬資料館

・普及版庚瀬資料館図録 財団法人庚瀬資料館

・天領日田 ・玖珠の義民 穴井六郎右衛門と代官政治

没後二百六十年 自然と史跡探訪会

・史料館研究紀要第14号 大分県立先哲史料館

・史料館研究紀要第15号 大分県立先哲史料館

.図説明治の近代化につながった江戸の科学力

学習研究社

・小栗栖香頂師百回忌法要記念

教法のため人びとのため 妙正寺

・専念寺所蔵五岳上人遺墨遺品集 専念寺

.求来里喜平一百姓ー撲に消えた悲劇lの人足立喜平

の生涯一 足立栄子

・海はだれのものか 埋立 ・ダム ・原発と漁業権

熊本一規

-エピソードでつづる吉田松陰 海原徹 ・海原幸子

・吉田松陰に学ぶ現代に語りかける叡智 海原徹

・日田文撃五十四号 河津武俊

・豊国の歴史考古学研究 個人

.園拳院大拳大拳院紀要一文学研究科一第39輯

園祭院大畢

-広瀬淡窓の教育 個人

・遼帆楼詩紗前編 個人

・遠帆楼詩紗後編 個人

・白石康作漢詩稿集 個人

・梅図学会報第32号 個人

・梅閣学会報第33号 個人

・吉井町誌第1巻 個人

・吉井町誌第2巻 個人

・吉井町誌第3巻 個人

・沼尻墨倦一城下町の教育者 土浦市立博物館

・入門山田方谷 山回方谷に学ぶ会

・瀬原泰蔵小伝一長州奇兵隊の光と影に生きた男瀬原倫

・閑谷学校『あいうえお論語』

財団法人特別史跡旧関谷学校顕彰保存会
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-閑谷学校研究第14号

財団法人特別史跡旧関谷学校顕彰保存会

.閑谷学校資料館図録

財団法人特別史跡旧関谷学校顕彰保存会

・閑谷学校釈菜 財団法人特別史跡旧閑谷学校顕彰保存会

.閑谷学校ゆかりの人々

財団法人特別史跡旧関谷学校顕彰保存会

• w天領日田』第二十八 ・二十九合併号

天領日闘を見直す会

.北九州市立自然史・歴史博物館研究報告B類

歴史第7号 北九州市立自然史 ・歴史博物館

.建造物詳細調査慨報一武田塾木造塾舎一

柏原市教育委員会

・心学一大島有隣 ・関口保宜ー (第一集)

杉戸町教育委員会

・育総書院ルネサンス 池田草庵研究フォーラム

養父市教育委員会

・別府市の文化財と保護樹 別府市教育委員会

・高梁市歴史美術館コレクション選高梁市歴史美術館

.山田方谷の世界一高梁市歴史美術館収蔵品からー

高梁市歴史美術館

-日田祇園舎 個人

・新杵築史談 杵築偉人伝第五号杵築史談会久米忠臣

・杵築城物語 杵築史談会久米忠臣

・杵築の番・函人名鑑 杵築史談会久米忠臣

.子どものための美術教育一学校での図画工作科教育

と家庭でのART教育一 向野康江

・平野五岳詩選訳注 専念寺

.高梁市立中央図書館所蔵古書分類目録

高梁市教育委員会

・代官極谷大四郎資料篇 久米忠臣

.東アジア前近代の学校と教育に関する国際シンポ

ジウム論文集 福岡女学院大学難波征男

・大分の先人たち 個人

・地域の歴史と文化遺産 後重量宗俊

・近世の学校建築 株式会社ぎょうせい

・泊闘創刊号 関西大学泊閣記念会

・泊圏第二号~第四十九号 関西大学泊図記念会

.泊園記念会創立50周年特別記念展示展覧目録

泊闘記念会 ・関西大学東西学術研究所

・泊図書院歴史資料集 一泊図書院資料集成一一

泊閣記念会・関西大学東西学術研究所

・収蔵品目録美術 ・工芸 1 大分県立歴史博物館

・収蔵品目録歴史 l 大分県立歴史博物館

・収蔵品目録歴史 2 大分県立歴史博物館

.2003特別展二千年の鼓動弥生土穏の世界

大分県立歴史博物館

-宇佐大路一宇佐への道調査一 大分県立歴史博物館

・大分県立歴史博物館 研究紀要 12大分県立歴史博物館

.石造文化財の保存対策のための概要調査

一石造文化財の基礎調査報告書一 大分県立歴史博物館



-平成12年度特別展古代王様への道

一再発見九州島一 大分県立歴史博物館

.法隆寺の世界一いま聞く仏教文化の宝庫一

大分県立歴史博物館

.弥勅憧僚一道長の夢五十六億七千万年後の救い一

大分県立歴史博物館

・免ケ平古墳 史跡川部・高森古墳群保存修理事業

報告書 大分県立歴史博物館

4.戚宜園関係参考文献

-八幡信仰とその遺宝 大分県立歴史博物館

・八幡大菩薩の世界 大分県立歴史博物館

・近世日本の学問 ・教育と水戸潜 水戸市教育委員会

・東アジア文化交渉研究 別冊第2号

東アジアにおける筈院研究

関西大学文化交渉学教育研究拠点

平成22年度までの聞に発行された単行本を除く、紀要 ・総誌等の論考や記事を収録

-広瀬淡窓と広瀬旭荘『西南文運史論』武藤長平 岡

書院 1926

-教賢広瀬淡窓『教育学研究J3巻8-10乙竹岩造日

本教育学会 1935

-淡窓先生と陰隣録 r改修和語陰隣録』蓑了凡、四方

文吉 1935

f秋風庵月化J11'近世文学の研究』田村専一郎 藤

村博士功績記念会至文堂 1936

-教育家としての広瀬淡窓『日本諸学振興委員会研究

報告』第l篤小西重直文部省教学局内閣印制局

1937 

-蛍雪事業紗『伝記J5・1森銑三伝記学会 1938

-広瀬淡窓を繰り返す『教育学論集』第3輯小西重直

日本教育学会新紀元社 1944

-広瀬淡窓における敬天説の成立 『人文社会科学研究

報告J1井上源吾長崎大学学芸学部 1951

-広瀬淡窓に於ける内省と実践について『西日本史

学J11井上源吾西日本史学会 1952

-遠思楼鋳紗〔広瀬淡窓〕 ー近世詩抄その1

『学苑J152吉田澄夫昭和女子大学近代文化研究

所 1953

-広瀬淡窓の思想についての諸説批判『人文社会科学

研究報告J3井上源否長崎大学学芸学部 1953

・広瀬淡窓の教育意見『人文社会科学研究報告J3井

上源吾長崎大学学芸学部 1953

-広瀬淡窓の教育意見『人文社会科学研究報告J4井

上源否長崎大学学芸学部 1954

-広瀬淡窓の教育思想、とくに訓育とその方法につい

て『人文社会科学研究報告J4 井上源吾長崎大学

学芸学部 1954

-広瀬淡窓の教育管見、とくに教授の方法について

『人文社会科学研究報告J4 井上源吾長崎大学学

芸学部 1954

・広瀬淡窓の経済思想『経済拳論究J8-3東普太郎関

西学院大学 1954

- 広瀬淡窓の禍福応報論について『支那学研究~ 12 

工藤豊彦広島支那学会 1955

-広瀬淡窓の老荘学について『大分大学学芸学部研究

9 

紀要J 4工藤豊彦大分大学学芸学部 1955

-広瀬淡窓 析玄の研究『九州儒学思想の研究』工藤

豊彦九州大学中国哲学研究室 1957

・日向と成宜園 『宮崎大学学芸学部研究時報』第1巻

第3号黒江一郎宮崎大学学芸学部 1957

-武谷祐之著「南桐ー夢JIl'九州文化史研究所紀要』

10井上忠九州大学付属図書館付設記録資料館九州

文化史資料部門 1963

「迂言J小考ーその学制を中心として『弘前大学人

文社会』第28号教育 ・心理学篇前野喜代治弘前大

学人文社会学会 1963

-広瀬淡窓の教育精神 『芸文』第4巻第l号大久保勇

市近畿大学文科学会 1963

-秋風庵月化と五馬紀行について『大分県地方史』

42号高倉芳男大分県地方史研究会 1966

-広瀬淡窓の詩論『和歌山大学教育学部紀要 人文科

学J17松下忠和歌山大学教育学部 1967

-成宜図覚書一九州紀行より『斯文J47新回大作 欺

文会1967

-広瀬淡窓の老子観(人間性研究の一環として)-1-

『芸文』 第7巻2号大久保勇市近畿大学文科学会

1967 

-広瀬淡窓の老子観(人間性研究の一環として)剛2・

『芸文』第8巻l号大久保勇市近畿大学文科学会

1967 

-広瀬淡窓の老子観(人間性研究の一環として)・3剛

『芸文』第8巻2号大久保勇市近畿大学文科学会

1968 

・広瀬淡窓と高野長英『教育学雑誌J2号松月秀雄

日本大学教育学会 1968

-寓善簿広瀬淡窓先生の修練ぷり『先覚と共に』第1

集青木繁農林重量書刊行会 1968

-淡窓 ・長英をかばう『日回文化』第11号中島市三

郎日田市教育委員会 1968

-広瀬淡窓門下薄皇室上人の話 『日田文化』第12号古

川克己日岡市教育委員会 1969

-塩谷大四郎正義公の生誕二百年を迎えて 『日田文

化』第12号中島市三郎日田市教育委員会 1969



-広瀬淡窓の易理観一人間性研究の一環として〔付

「義府(放言)J (天保12年稿)翻刻)w近畿大学教

養部研究紀要J1号大久保勇市近畿大学教養部

1969 
・小倉落城〔慶応2年〕と日田・威宜園 「林外日

記」を中心として『九州大学教育学部紀要 教育学

部門~ 15井上義巳九州大学教育学部 1969
-広瀬淡窓の思想と教育『日本歴史』第264号青野春

水吉川弘文館 1970
・成宜園をめぐる政治情勢成宜園と日田代官府との

関係(近世田固とその周辺地域の総合的研究)r九州

文化史研究所紀要~ 15井上義巳九州大学付属図書

館付設記録資料館九州文化史資料部門 1970

・成宜園最後の講師勝屋明浜先生『大分県地方史』

第56号高倉芳男大分県地方史研究会 1970
-広瀬淡窓と威宜園歴史残花』第4広瀬正雄他時事

通信社 1971
-豊後日田の広瀬家史料の調査によせて(研究余録)

『日本歴史』第272号杉本勲吉川弘文館 1971
-成宜園の財政塾主の会計記録より見た『日本歴

史』第276号井上義巳吉川弘文館 1971
・幕末経済論のー研究ー経世家としての広瀬淡窓『三

田学会雑誌~ 64巻B号島崎隆夫慶応義塾大学経済

学会 1971
-成宜固と洋学『史淵』第105・106合輯杉本勲九

州大学大学院人文科学研究院 1971
・淡窓〔村垣淡路守範正〕の「米利堅(メリケン)J 

見聞記『日本及日本人~ 1520号栗原隆一 J&Jコー

ポレーション 1973
-広瀬淡窓の儒林評とその道統『近畿大学教養部研究

紀要J4巻3号大久保勇市近畿大学教養部 1973
・万善簿のねらい〔広瀬淡窓)w近畿大学教養部研究

紀要~ 5巻2号大久保勇市近畿大学教養部 1973
・成宜園入門者についての研究(青山学院創立100周

年記念論文集)r青山学院大学文学部紀要~ 16号井

上義巳青山学院大学文学部 1974

・適材適育一広瀬淡窓とその教育思想『日本及日本

人~ 1548号松井康秀J&Jコーポレーション 1978
・広瀬淡窓について『東洋研究J49号(講演)広瀬

正雄大東文化大学東洋研究所 1978
・小石元瑞と広瀬淡窓の書簡『混沌』第5号平野 翠

中尾松泉堂書庖 1978
・近世教育思想研究-3一広瀬淡窓の教育思想『大分大

学教育学部研究紀要教育科学J5巻4号鹿毛基生大

分大学教育学部 1979
-幕末私塾の学規の研究成宜園を中心として 『教

育研究~ 23関山邦宏青山学院大学教育学会 1979
・広瀬淡窓(現代日本教育の源流〈特集))(江戸時代の

教育家たち) r教育と医学'J 29巻1号高野澄慶応

義塾大学出版会 1981
・近世私塾の就学形態淡窓目録の分析を中心に『人

文J 27海原徹京都大学教養部 1981
・広瀬淡窓の敬天説とその教育方法理論 rIBU四天王
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寺国際仏教大学文学部紀要~ 14号井内嘉美四天王

寺国際仏教大学 1981
・日高耳水一族と秋月橘門『宮崎県地方史研究紀要』

第7輯石川正雄宮崎県立図書館 1981
『日本人の道徳思想J[内容] 福沢以前の「天」の

思想について(広瀬淡鋤壷井秀生文化総合出版 1981
・広瀬淡窓の不安ーその自己と超越的なるもの『季刊

日本思想史J19号高橋文博ベりかん社 1983
『約言』の思想について『季刊日本思想史~ 19号

工藤豊彦ベりかん社 1983

-広瀬淡窓の教育思想『季刊日本思想史J19号 関山

邦宏べりかん社 1983
-教育理念としての「敬天」ー『約言J r約言或問』を

めぐって『季刊日本思想史~ 19号田中加代ベりか

ん社 1983

-天命と人情一広瀬淡窓の敬天論をめぐって『季刊日

本思想史~ 19号藤本雅彦ベりかん社 1983
-広瀬淡窓の教育観ー「教育」の語を中心に『季刊日

本思想史~ 19号藤原敬子ベりかん社 1983
『万善簿』と『陰騰録~ w季刊日本思想史~ 19号古

川哲史ベりかん社 1983
・広瀬淡窓の倫理思想『倫理学紀要~ 1輯黒住真東

京大学文学部 1984
-広瀬淡窓の生涯とその時代区分『日本女子大学紀要

文学部~ 34田中加代日本女子大学 1984
・近世塾の近代化過程の研究成宜固と慶応義塾を例

としてー前一近世塾の諸問題『論叢~ (玉川大学文学

部紀要)25多国建次玉川大学 1984
・近世塾の近代化過程の研究成宜固と慶応義塾を例

として後家塾から義塾へ『論叢~ (玉川大学文学

部紀要)26多国建次玉川大学 1985
・広瀬淡窓研究史試論『国学院雑誌』第86巻第5号三

津勝己国事院大事綜合企画部 1985
・広瀬淡窓著「読論語」の諸本について『史学研究集

録~ (10)三津勝己園事院大事日本史学専攻大学院

会 1985
・広瀬淡窓の社会思想ー『迂言』を中心にー『避遁』

3号山崎謹哉岡山大学倫理学会 1985
・近世広島における私塾教育の研究一成宜園の系譜ー

(1) W芸備地方史研究~ 150・151号鈴木理恵芸備

地方史研究会 1985
・近世広島における私塾教育の研究一成宜園の系譜ー

(2) W芸備地方史研究~ 152号鈴木理恵芸備地方史

研究会 1985
-広瀬淡窓の府内紀行『大分県地方史』第120号甲斐

素純大分県地方史研究会 1985
-成宜圃の教育(伝統を活かした学校教育)w学校教

育研究所年報~ 29鹿毛基生学校教育研究所 1985
.日本教師論 6広瀬淡窓とその師道論『東北福祉大

学紀要~ 10小野禎一東北福祉大学 1985
-日本教師論 7広瀬淡窓とその師導観『東北福祉大

学紀要J11小野禎一東北福祉大学 1986



-広瀬淡窓「読大学」について『東洋文化』復刊第

56号三津勝己無窮会 1986
・広瀬淡窓の学統と「読論語Jr園史学J129三津勝

己国史学会 1986
・広瀬淡窓と九州の儒者緒論同時代の交流につい

てー『大倉山論集J21三津勝己大倉精神文化研究

所 1987
・広瀬旭荘「日間蹟事備忘録」考ー諸儒との交遊を中

心として 1- W大倉山論集~ 22三揮勝己大倉精神文

化誹究所 1987
-広瀬淡窓の学問と思想について『天領日田』第7号

深町浩一郎天領日田を見直す会 1987
-日本教師論-8一広瀬淡窓とその師道観『東北福祉大

学紀要~ 12小野禎一東北福祉大学 1987
-亀井昭陽の教育思想における「運命観」および「天命観

」について『日本女子大学紀要J38田中加代日本女

子大学 1988
-広瀬淡窓・旭荘の漢詩指導例ー松永顕徳甫著「草

稿」について 『近世文芸~ 49市場直次郎日本近

世文学会 1988
・「広瀬淡窓」井上義巳『園皐院雑誌J89巻8号 三揮勝

己国拳院大拳綜合企画部 1988
-展霜知雪一広瀬淡窓「休道」詩の成立についてー

『皇学館論叢~ 21巻1号鬼頭有一皇学館大学人文

学会 1988
-広瀬淡窓「万善簿」について『亜細亜大学教養部紀

要~ 37栗田充治亜細亜大学教養部 1988
-日本教育史学の確立過程下における広瀬淡窓関係記

事 明治期，師範学校用教育史教科書を中心に

『人間研究~ 26天野晴子日本女子大学教育学科の

会 1990

・日本教育史学の確立過程下における広瀬淡窓関係記

事一明治期，師範学校用教育史教科書を中心にー

『人間研究J 26天野晴子日本女子大学教育学科の

会 1990
・遠山荷塘と広瀬淡窓『明治大学教養論集J232徳田

武明治大学教養論集刊行会 1990
・広瀬淡窓私新抄ー1ー『帝塚山大学教養学部紀要~ 35 
木南卓ー帝塚山大学教養学部 1993

-広瀬淡窓私新抄(2)W帝塚山大学教養学部紀要J 36 
木南卓ー帝塚山大学教養学部 1993

・広瀬淡窓私新抄(3) w帝塚山大学教養学部紀要J 38 
木南卓ー帝塚山大学教養学部 1994

・広瀬淡窓私新抄(4) r帝塚山大学教養学部紀要J 39 

木南車一帝塚山大学教養学部 1994
・広瀬淡窓と「徒然草J r大倉山論集』 第36輯三揮勝

己大倉精神文化研究所 1994
・成宜園一広瀬淡窓の私塾教育が今日に与える意味ー

『家庭科学J61巻3号《特集))21世紀の教育制度を

考える 1 田中加代日本女子社会教育会家庭科学研

究所 1994

-新井白石と広瀬淡窓『季刊日本思想史J46 ((特
集》新井白石三津勝己日本思想史懇話会べりかん
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社 1995
・山陽手批淡窓詩稿『日田文化』第38号田中晃日田

市教育委員会 1995

-広瀬淡窓の自然観について『中国哲学論集~ 21 杜

栄九州大学中国哲学研究会 1995
-寛政の教化政策と地方儒学『東洋研究J121西在錦

史郎大東文化大学東洋研究所 1996
-広瀬淡宙と哀枚『学林J28・29肥田明啓中園芸文

研究会 1998
・淡窓詩話の文章(特集中世・近世) w解釈J44巻3

号大木正義解釈学会 1998
・田中加代著「広瀬淡窓の研究JW大倉山論集~44 三

沢勝己大蔵精神文化研究所 1999

-広瀬淡窓の詩論とその源流滑代前期の詩論の受容

を中心として 『学林~ 30肥田明啓中園芸文研究

所 1999
・成宜固における漢詩講釈の展開『教育学研究紀要』

45巻1号山本佐貴中国四国教育学会 1999

-私塾本立書院(東宜園)(特集明治十年代の江戸)

『江戸文学.~ 21宮崎修多ベりかん社 1999
.i[戸時代の学習機会ーその2ー『九州共立大学・九州

女子大学・九州女子短期大学生涯学習研究センター

紀要~ 4 N田副oBustos九州共立大学・九州女子

大学・九州女子短期大学生涯学習研究センター

1999 

・「松下筑陰伝放(上)Jr語文研究J86・87号高橋昌彦

九州大学国語国文学会 1999
-成宜園門人たちの詩社「玉川吟社」に関する考察

『大分県地方史J179号山本佐貴大分県地方史研

究会 2000

・広瀬淡窓と老子思想『中国哲学論集J26杜栄九州

大学中国哲学研究会 2∞o
-贋瀬淡宙の詩論と成宜園教育との闘速『立命館文

事J563号肥田明啓立命館大学人文学会 2000
-女流漢詩人を探す『機~ No109高橋昌彦藤原書庖

2000 

・広瀬淡窓の経世論小考『日本経済思想史研究~ (1) 

三津勝己日本経済思想史研究会 2001
・近世末期芸州の漢学塾を介した書籍貸借一一塾生を

中心に『長崎大学教育学部社会科学論叢~ 63号鈴

木理恵長崎大学教育学部 2003
・日本の経済発展と学校教育(1)W鹿児島大学教育学

部教育実践センター研究紀要論文~ 13神田嘉延鹿

児島大学教育学部初日3

-広瀬淡窓(1782-1856)による漢詩教育のあり方1
江戸詩壇史における位置づけ(1)r茨城大学教育学

部紀要~ 53号向野康江茨城大学教育学部 2004
・広瀬淡窓(1782-1856)による漢詩教育のあり方1一
江戸詩壇史における位置づけ(2)r茨城大学教育学

部紀要~ 53号向野康江茨城大学教育学部 2004
-日本漢詩人紀行(1)淡窓の筑遊『創文~ 469号林田

慎之助創文社 2004



-丹波における明治維新前後広瀬淡窓の思想『丹波』

6号《特集))幕末維新を馳せた丹波の人々奥村覚丹

波史談会 2004

・成宜園の漢籍収集と塾生の閲覧『漢籍~ 12号三揮

勝己漢籍研究会 2004

-広瀬淡窓「歳暮j による授業実践報告『漢文教育』

30尾本優輝広島漢文教育研究会中国中世文学会

2005 

-漢文教材としての広瀬淡窓 『桂林荘雑詠示諸生』

教材化の背景 『三松学舎大学人文論叢~ 75号 小

金津豊二松学舎大学人文学会 2005

・近世都市における「知」の空間と場一豊後国日田成宜

園を中心にー『年報都市史研究J13号岩本馨山川

出版社 2∞5

-淡窓漢文日記・懐奮桜筆記にみる天保の大飢僅『日

田文化』第47号野田高巳日岡市教育委員会 2005

・広瀬淡窓の「教育ノ術」礼楽刑政による解釈〔含

論評)r日本教育史研究J25号粛藤尚志日本教育史

研究会 2∞6

-贋瀬淡窓と陶淵明『松浦友久博士追悼記念中園古典

文皐論集』林田慎之助 松浦友久博士追悼記念中園

古典文事論集刊行曾 2006

-成宜固と自鹿洞書院一日中私塾の比較研究ー『園事

院大学大学院紀要~ 39号朱玲荊園事院大学大学院

2008 

-広瀬淡窓、李白への挑戦「月下独酌」論『文学』

10巻3号小財陽平岩波書庖 2009

・「幕末明治期の成宜固と真宗僧J r淡窓研究会会報』

12 

川遁雄大淡窓研究会 2009

・日向薬事始め(その5)日向出身の緒方洪庵・適塾と

広瀬淡窓・成宜園に学んだ人々『九州保健福祉大学

研究紀要~ 10号山本郁男・井本真澄・宇佐見則行

ほか九州保健福祉大学研究紀要委員会九州保健福

祉大学 2∞9

・広瀬淡窓における学校と社会『日本文化論叢~ 17 

号前回勉愛知教育大学日本文化訓究室 2009

-休道詩鑑賞への一考『敬天』第37号岩沢光夫淡窓

会 2009

『近世文芸研究と評論J75号[内容1:広瀬淡窓と頼

山陽文化五年の交流を通して黒川桃子近世文芸研

究と評論の会早稲田大学文学部 2009

-広瀬淡窓の教育『杵築史談会』藤井準一郎 久米忠

臣杵築史談会 2009

-贋瀬淡窓の詩風についてーその日本化のー側面を中

心にー『アジア文化交流研究』第5号別冊《特集》

幕末明治期における日本文学・歴史・思想・葺術の

諸相朱秋市関西大学アジア文化交流研究センター

2010 

-広瀬淡窓と陸瀞詩ー淡窓詩のー源流ー『江戸風雅』

第2号黒川桃子江戸風雅の会 2010

-広瀬旭荘の足利学校行『江戸風雅』第3号徳田武江

戸風雅の会 2010

-苔を二広の墓碑と合原松子の墓とに掃ふ『江戸風

雅』第3号池津一郎在戸風雅の会 2010

・広瀬旭荘と『水滞伝~ r江戸風雅』第3号徳田武・

土屋和之江戸風雅の会 2010



1lI.世界文化遺産登録推進の取組み

(1 )世界遺産とは

世界遺産とは、地球の生成と人類の歴史によって

生み出され、過去から引き継がれた貴重なもの。世

界遺産にはさまざまな国や地域に住む人びとが誇る

文化財や自然環境などがあり、人類の残酷な歴史を

刻むものや戦争や自然災答、環境汚染などにより危

機にさらされているものも含まれている。それらは

国際協力を通じた保護のもと、国境を越え世界のす

べての人びとが共有し、次の世代に受け継いでいく

べきものである。

(2) 寝業の概要

日田市では平成22年度に世界遺産推進室を開設

し、茨城県水戸市の弘道館及び俗楽関、栃木県足利

市の足利学校、岡山県備前市の関谷学校と連携し、

「近世の学問 ・教育遺産Jという主題で成宜闘の世

界文化遺産登録を自指して取組んでいる。

世界文化遺産として登録されるには、ユネスコが

定めた基準である 「顕著で普遍的な価値」というも

のを証明する必要がある。そこで、 『近世の学問・

教育遺産』が持つ 「顕著で普遍的な価値Jを証明す

るために、世界遺産推進室では日田市世界遺産登録

検討委員会の指導のもと、成宜歯に関する学術的な

調査研究を、成宜園教育研究センターと両輪となっ

て作業を進めている。また、この取組みは行政のみ

で進められるものではなく、市民の機運の綴成と協

力が必要となってくる。市民と行政とが一体となっ

て取組むことが重要となることから、調査研究の結

果を公表しその情報を共有することが普及啓発につ

ながり、 一人でも多くの市民の協力を得ることがで

きるように取組まなければならない。

O調査研究

①真実牲と完全性の証明

②類似資産との比較研究

O普及魯発

①世界遺産登録推進講演会

【第 1回】世界遺産をめぐる現状と線題や、教育

資産で世界遺産登録を目指す取緩みの意義などつ

いてご講演いただいた。

日時:平成22年7月2日(金)19: 00開演

会場 :パト リア日田小ホール

講飾 :筑波大学大学院教授 日高健一郎氏

演題: r世界遺産の現在と未来:学問 ・教育

遺産の可能性J

参加者:146人
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0世界遺産の種類

世界遺産には次の 3種類があり、有形の不動産が

対象となっている。

世界選注

文化遺産:顕著な普遍的価値を有する記念物、建

造物群、遺跡、文化的景観など

自然遺産.顕著な普遍的価値を有する地形や地質、

生態系、景観、絶滅のおそれのある動

植物の生息・生息地などを含む地域

複合遺産:文化遺産と自然遺産の両方の価値を兼

ね備えている遺産

【第 2回]威宜園教育や成宜国と豆聞の関係性に

ついてご講演いただいた。

日時 :平成23年2月28日(日)19: 00開演

会場 :パトリア日田小ホール

講師 :別府大学名誉教授後藤宗俊氏

演題: r地域文化の継承と世界遺産一成宜国

での活動によせてーJ

参加者 :117人

②市民協働の取組み

(成宜圏平成門下生之会の活動)

世界遺産登録を包指す取組みは、市民と行政と

が一体となって取組むことが重要となることか

ら、市民による応援団体を発足し、この取組みを

市民として支援する。

「威宜圏平成門下生之会J

発足日:平成22年12月23日

会員数 :120名



(3) 経過

日 程 内 4岬t:1"・・

4月 1日 日田市世界遺産推進室開設

4月22日 水戸市職員が呂田市を訪問し、大分県庁を訪ね協力を要請

5月13日 日田市職員が水戸市と足利市を訪問

5月25日 第1回呂田市世界遺産登録検討委員会開催

7月 2日 第1回世界遺産登録推進講演会開催

7月 5日 佐藤日田市長が水戸市 ・足利市を表敬訪問

7月30日 日田市、水戸市による合同学術会議開催(会場:水戸市)

7月31日 日田市世界遺産登録検討委員、教育長が足利学校を訪問

1 0月 2日 水戸市、足利市、備前市関係者が成宜園教育研究センター閉館式典に出席

1 1月17日 合同学術会議、事務連絡会議開催(会場:東京、事務局:水戸市)

2月 9日 第2回日田市世界遺産登録検討委員会開催

2月28日 第2回世界遺産登録推進講演会開催

一レ

正庁(茨城県水戸市)

成宣園秋風庵

司R

足利学校方丈(栃木県足利市) 関谷学校講堂 (岡山県備前市)
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N. 利用状況・日誌抄

(1 ) 利用状況 (平成22年4月1日~平成23年3月31日)

月 開館回数
センター 秋 風 庵

行事等参加者
入室者 平均 入室者 平均

4 。(30) 

5 。(31) 

6 。(30) 

7 。(31) 

8 。(31) 

9 。(30) 

10 27 (31) 3，051 113 

11 26 (30) 3，165 121 

12 23 (28) 805 

1 25 (28) 708 

2 27 (28) 1.985 

3 31 (31) 2，056 

言十 159 (359) 11.770 

(2) 日誌抄

2010. 4. 1 成宜闘教育研究センター・世界遺産推

進室開設

5. 25第 1回目国市世界遺産登録検討委員会

の開催 市役所別館2階

7. 2 第 1回世界遺産登録推進講演会を開催

パトリア日田

7. 30日田市、水戸市による合同学術会議を

開催 水戸市

8. 7 r淡窓先生に学ぶ~成宜小学校の取組

みJ (~8/23) パトリア日回ガレリア

8. 19第10回「立志の道を歩こうJ 門下生・

清浦杢吾の顕彰事業 成宜圏跡

9. 13平成22年度第 1回成宜園教育研究セン

ター運営委員会の開催

成宜園教育研究センター研修室

9. 30 r淡窓先生に学ぶ~成宜小学校・桂林

小学校の取組みJ (~11/7) 

パトリア日田ガレリア

10. 2 成宜園教育研究センター開館

市制70周年記念事業講演会「成宜闘

教育に何を学ぶかJ京都大学名誉教授

海原徽 パトリア日田小ホール

10. 3 閉鎖記念特別展「康瀬淡窓と成宜圏J

(~1l/30) 

10. 31 r成宜園門下生子孫の集いJ(~1l/1) 

35 

28 

73 

66 

73 

1，147 38 

1，796 58 

764 25 

883 28 

1，223 39 220 

861 29 

3，051 98 528 

3，165 106 

805 29 51 

708 25 

1，985 71 

2，056 66 

18，444 51 799 

※開館日数のカッコ内数字は展示室の開館日数
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長福寺本堂・アプロディール紙音・広

瀬淡窓墓(長生園)・成宜園跡

11. 13皇太子殿下御来園 成宜圏跡

秋風庵・遠思楼のライトアップ

(~1l/14) 威宜園跡

11. 14演奏会と 「お茶会J成宜闘跡

17合同学術会議 ・事務連絡会議を開催

東京

12. 3 常設展 「平成22年度成宜園教育研究セ

ンター収蔵品展J (~2/13) 

12. 23成宜闘平成門下生(仮称)市民応援団

発足式(後に正式名称として、f成宜圏

平成門下生之会Jに決まる)

2010. 2. 9 第2回日岡市世界遺産登録検討委員会

を開催 パトリア日田

2. 10平成22年度第2回成宜園教育研究セン

ター運営委員会の開催

パトリア日田

平成22年度第l回成宜園教育研究セン

ター専門委員会の開催

パトリア日田

2. 15企画展 「成宜固とその門下生一漢詩人

康瀬旭荘一J(~3/31) 

2. 28第2回世界遺産登録推進講演会を開催

パトリア日田



v.各種委員会委員・職員名簿

(1 )威宜園教育研究センター運営委員会名簿

任期:平成22年6月1日から2年間

選出資格 氏 名 所

海原 徹 京都大学名巻教授

属

大神信越 日田市文化財保護審議会副会長

梶原 浩 日田市公民館館長会会長

後藤宗俊 別府大学名巻教授

学識経験者 佐藤誠一郎 淡窓会代表

武内民司 社団法人日田市観光協会理事

成瀬貞雄 財団法人里町瀬資料館理事長

三宅多加子 日図書道協会

合原多賀雄 日田市教育委員会教育長

(50音順)

(2) 戚宜国教育研究センター専門委員会名簿

任期:平成22年6月1日から2年間

選出資絡 氏 名 所 属

岩沢光夫
淡窓会顧問、元日回市文化財

保護審議会刷会長

海原 徹 京都大学名誉教授

後藤宗俊 別府大学名誉教授

学識経験者 高橋周彦 福岡大学人文学部准教授

豊田寛 三 別府大学学長

中島 三 夫 日回市文化財保護員

平井義人 大分県立先哲史料館館長

深町浩一郎 大分県立歴史博物館館長

(50音順)

(3) 日田市世界遺産登録検討委員会名簿

任期:平成22年5月25日から 2年間

選出資格 氏 名 所 属

海原 徹 京都大学名誉教授

江商嗣人 岡山理科大学教授

学識経験者 後藤宗俊 別府大学名誉教授

豊田寛 三 別府大学学長

宮本雅明 九州大学名誉教授 (9月23日逝去)

(50音順)
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(4)職員名簿

成宜園教育研究センター

| 駿名 | 氏名

|名巻館長 |後藤宗俊

(平成22年9月1日~平成23年3月31日現在)

駿名 氏 名

所 長 財 主主 隆 之

係 長 佐藤 野里子

主 査 吉 田 I専 嗣

(平成22年4月 1 日 ~9月 30日まで)

E襲名 氏 名

月f 長 高 瀬 事

係 長 佐藤 野里子

主 査 Ei 田 博 嗣

主 査 古 城智 浩

(平成22年10月l日~平成23年3月318現在)

世界遺産推進室

E襲名 氏 名

室 長 高 瀬 事

主 査 オ口T 田 博嗣

主 査 古 城 智 浩

主 査 行 時 綾子

主 事 原 田 弘徳

主 事 補 E寄 末 雅代

(平成23年3月31日現在)



|威宜圏教育研究センター要覧

1 .沿革

明治30年(1897)9成宜間開設

大正 2年(1913) 淡窓先生頒徳祭

大正 5年(1916)
大正 8年(1919)
昭和 7年(1932)

(生誕130年祭)開催

淡窓図書館が建てられる

休道の詩碑建立

7 r成宜国跡Jが国史跡に指定

される

昭和23年 (1948) r広瀬淡窓墓jが国史跡に指

定される

昭和30年(1955)11淡窓百年祭 (100回思)の開催

平成 2年(1990)3 D'第3次日田市総合計画』で成宜

薗跡の保存整備を計画

平成 4年(1992)2史跡成宜図跡保存整備構想検討

委員会(~平成4年度)

平成 5年(1993)3史跡成宜図跡保存整備基本総惣

の答申

平成 6年(1994)1秋風庵等保存修理事業

(~平成8年)

平成 7年(1995)3史跡成宜国跡内秋風庵等保存修

理委員会(~平成12年度)

平成 9年(1997)1遠思楼復原修理事業

(~平成12年度)

平成15年 (2003) 史跡成宜圏跡保存整備委員会

(~現在に至る)

縛.~
言昆

平成17年 (2005) 史跡成宜圏跡保存幾備実施設計

を行う

淡窓先生百五十年祭(150回忌)

開催

平成19年 (2007)11史跡成宜圏ガイダンス練実施設

計

史跡のガイダンス施設として

実施設計を行う

平成20年 (2008)~成宜園教育研究センター建設工事
21年 (2009) (国土交通省所管のまちづくり

交付金事業を導入)

平成21年 (2009)9成宜園教育研究センター運営検

討会議開催

平成22年 (2010)1成宜国教育研究センター運営検

討会議開催

3成宜園教育研究センター運営検

討会議開催

10成宜闘教育研究センター開館

記念式典、記念事業(記念講演会・

座談会)

「成宜圏門下生子孫の集いJ

(日岡市制70周年記念事業)

12成宜間平成門下生之会発足

成1i国教育研究センタ一位置図
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組織施設の概要ll. • 

。研究室(約61rrO

図筈コーナーやパソコン閲覧コーナーを設

け、鹿瀬淡窓や成宜閣のことなどについて、自

由に調べるととが可能。ただし、図書の貸し出し

は行わない。

。収蔵庫(約44rrf)

(5) 主な 業務

①成宜圏、 f1li瀬淡窓、門下生等に関する研究並びに

関係資料の調査、収集、整理及び保管

②上記①の研究や調査成果の展示公開、情報発信等

による活用

③j戒宣閣に関する体験学習、講座、講演会等による

普及啓発

④史跡成宜圏跡の公開

(6) 組織

①成宜閣教育研究センター

名誉鎗長(非常勤)

所長-， 係長 1

ト主査 2

L 臨時職員 3 

(内、学芸員資格者1) 

②世界遺産推進室

室長-， 主査 3

ト主事 1

L 主事補 l 

(内、学芸員資格者4)

⑥ 

設置自的

成宜国や廃瀬淡窓等に関する調査研究及び関係資

料の収集、公開等を行うことにより、その理解を深

め、宜風の浸透を図ることをもって、教育、学術や

文化の向上に寄与する。

(2) 設置年月日平成22年4月l日

(平成22年10月2日開館)

日岡市淡窓2丁目2番18号

公開展示室・研修室 ・研究室を備え

た 「史跡威宜闘跡j のガイダンス施

設。正式名称は「成宜国教育研究セ

ンターJU世界遺産推進室J併殺)

木造平屋造建物延べ面積

約373rrf(専有面積)

9: 00~17 : 00 

水曜日

(水E墨田が国民の祝日または振替休

日にあたるときはその翌日)

年末年始 (12月 29 日 ~1月 3 日)

④主要な施設

。公開展示室(約108rrf)

常設展示(年4回展示入替)

企画展示(年2回)

o研修室(約73ぱ)

成宜関入門ぼっくすの体験や各種研修に利用

1
 

1
 

{
 

(3) 銭置場所

(4)線設の概要

②開館時間

③ 休 館 日

①構造・規模

研修室
威室園に関する

体駿学習や研修

室として利用する

己とができます.

展
示
ケ
1ス

L

室
眠
一
切

寸

一
廓
矧
鵬

剥

↓
閣

山明日

展

E
m
'
A
W

W
M
怠

が

J
l
威

ややー

研究室
威宜舗に関する図・を閲覧

したりパソコン明胃線老後察

することができまホ

図
書
コ
ー
ナ
ー

←ー

パソコンlJll覧コーナー
'-" '-' C....J 

威室園教育研究センタ一平面図
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llI.利用 案 内

(1 )開館時間

・公開展示室:9 : 00"'-'17 : 00 

・研修室:9 : 00-17 : 00 

・研究室:9 : OO~ 1 7 : 00 

(入館時間については、 9: 00~16 : 30) 

・休館日:水曜日(水曜日が国民の祝日または振替

休日にあたるときはその翌日)

年末年始 (12月29日-1月3日)

(2) 交通・JR久大本線:r呂田駅j下車徒歩約10分

・高速パス : r市役所前」下車徒歩約7分

・車 :大分自動車道 『日間ICJから約5分

(専用駐車場には10台駐車可能)

すにうす包郵)!辱進

至鳥櫛・福岡

至大分..IlIJ府

韮久留米

府ロ
h分

、

大

、

至

• • • 
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厩宜圃入門ボックスの絹介

等級 体験内容 体厳のねらい 等級 体験内容 体験のねらい

お手本の音声をまねて朗備や
一級 声に出して餓む '寺吟をおこない、蹟瀬淡悠先
下 『淡窓先生のととほ」 生のつくった「いろは歌』や畿

書寺に綱しみ*す.

五級 漢詩紙芝居
日田市内の風景写真を見なが

上 「談窓先生が詠んだ風景』
ら、贋瀬淡慾先生の漢詩を番電
み合い、作品を鑑貧します.

自衛淑淡窓先生のつくった「いろ 江戸時代の日田の4様子がわか
一般 かるた は歌』のかるたで遊びながら、 六級 自国の古泊図 る古地図から、成宜聞やさまざ
上 『成宜固いろは欧l 威宜固で敏えていたことを学び

ます.
下 成2主国をさがせ 1 まをな学錨びま穫すを.録して、 日田の歴史

11瀬話題窓先生を主人公にした 11灘淡悠先生の家は鋳屋でし
二級 紙芝居 紙芝居を践むことにより、先生
下 『富島愈先生ものがたり』 がどのような人で、何をおこな

六級 鋳屋の仕事を体厳しよう た.j鈴屋の仕事で~る両替を
上 体験しながら、江戸時代のお

ったかを知ることができ去す. 金や、ものの価値を学びます.

成宜園の門下生を主人公にし
ニ級 紙芝居 た紙芝居を践むととにより、成
上 『成宜国入門ものがたり』 宜圃がどのような学校だったか

を知ることができます.

七級
「和綴じ』という背の本をつくる

下 和綴じの本をつくろう 方法で手般をつくり、日本の伝
統的な文化にふれます.

三級 すごろく す先ご生ろのく一で生遊のびでなきがごとら虜や淑、成淡量窓E 

下 『淡窓先生の一生』 園の歴史について学ぶこと治?で

楕から和紙の除がきをつくると
七級 和紙のはがきをつくろう 回とでの日昔本のの産紙業のに文つ化いにてふ学れび、ま目
上

きます. す.

すごろく
すごろくで遊びながら、『月且

三級 評」のしくみなど、成宜固につ

上
『成宜園入門 いてくわしく学ぶことができま
~月旦評を学ぼう-J す.

漢詩パズル
11瀕淡忽先生の漢詩を使った

八級 パズルを解くことにより、漢詩

下
淡慾先生の漢詩にふれよ がどのように構成されているか
う を学びます.

威主聞の建物にある「継手』 B街頭質調隆憲先生の漢詩をなぞっ
四級 継手のパズル の模型も分解したり組み立て 八銭 漢詩のしくみ て書いたり、クイズを解くこと
下 成宜圃の建物にふれよう ることにより、成宜圃の建物に 上 書提慾先生の漢詩に学ぼう により、漢詩の規則について学

観しみます. びます.

~g固に全国からたくさんの門 虞猶淡悠先生がつけていた万
四級 在戸時代の国名パズル 下生が入門しました.その門下
上 門下生ほどこからきたの? 生の象や、江戸時代の国各を

九緩 万普鱒をつけてみよう 普簿をまねしてつけてみること
下 で、先生の考え方にふれ、ま

パズルを使って学びます. 1と万傷事摩の意味を学fJ.五ます.

虜調置淡慾先生の落書~ (はんと} 11瀬渓慾先生の日記を遺して、

五級 はんとをつくろう を押してみることができます.

下 淡窓先生の落語k また、自分の名前のほんこをつ
くってみることで.漢字に親し

九級 日記を書とう 先生の生活や人がらにふれま

上 題提窓先生の一日 す.また、日記を書いてみるこ
とで、日記の面白さを体験しま

みます. す.
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N. 条 例・規則

1.成宜園教育研究センターの設置及び管理に関する条例

(設置)

第 1条 成宜図や庚瀬淡窓等に関する調査研究及び関

係資料の収集、公開等を行うことにより、その理解

を深め、宣風の浸透を図ることをもって、教育、 学

術や文化の向上に寄与するととを目的として成宜園

教育研究センター(以下「センターJという。)を設

置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称成宜園教育研究センター

位置 日田市淡窓2丁目2番18号

(業務)

第3条 センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 成宣圏、 m瀬淡窓、門下生等に関する研究並び

に関係資料の調査、収集、整理及び保管

(2) 前号の研究や調査成果の展示公開、情報発信等

による活用

(3) 成宜固に関する体験学習、講座、講演会等によ

る普及瞥発

(4) 史跡成宜圏跡の公開

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に

関する事務のうち、教育委員会が必要と認める業務

(開館時間及び休館日)

第4条 センターの開館時間は、 午前9時から午後5

時まで(入館時間については、午前9時から午後4時

30分まで)とする。ただし、教育委員会が必要と認

めるときは、開館時間を変更することができる。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。ただ

し、教育委員会が必要と認めるときは、休館日を変

更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1 )水曜日(その日が国民の祝日に閲する法律(昭

和23年法律第178号)に規定する休日に当たると

きは、 当該休日以後の直近の休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(入館料)

第5条センターの入館料は、無料とする。

(入館の制限)

第6条教育委員会は、センターの入館者が次の各号

のいずれかに該当すると認めるときは、入館をffi
み、又は退館を命ずることができる。

(1 )公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある

とき。

(2) センターの建物、設備、展示物等を汚損し、損

傷し、文は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他センターの管理上支障があるとき。

(原状回復義務文は損害賠償)
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条例第9号

第7条 故意又は過失によりセンターの建物、設備、

展示物等を損傷文は滅失した者は、直ちにこれを原

状に復し、文はその損害を賠償しなければならな

い。ただし、教育委員会が特別の事情があると認め

るときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除する

ととができる。

(研修室の利用の許可)

第8条 研修室の利用(体験学習の利用を除く。以下

同じ。)をしようとする者は、あらかじめ、教育委

員会の許可を受けなければならない。許可を受けた

事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をするに当たっては、

管理上必要な条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第9条 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれ

かに該当すると認めるときは、研修室の利用の許可

(以下「利用許可Jという。)をしないことができ

る。

(1) 公の秩序文は善良な風俗を害するおそれがある

とき。

(2) 研修室の建物、設備、展示物等を汚損し、損傷

し、文は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他研修室の管理上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、利用許可を受けた者(以下

「利用者Jという。)が次の各号のいずれかに該当す

ると認めるときは、 利用許可を取り消し、文は研修

室の利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 利用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けた

ことが明らかになったとき。

(3) この条例文はこの条例に基づく教育委員会規則

の規定に違反したとき。

(4) その他研修室の管理上支障があるとき。

2 教育委員会は、前項の規定による利用許可の取消

し等によって利用者が損害を受けても、その賠償の

責めを負わないものとする。

(目的外利用又は権利譲渡の禁止)

第11条 利用者は、研修室を利用許可を受けた目的

以外に利用し、又はその利用する権利を他の者に譲

渡し、若しくは転貸しではならない。

(使用料)

第12条 利用者は、別表に定める額を使用料と して

前納しなければならない。ただし、教育委員会が特

別の事情があると認めるときは、使用料を後納する

ととができる。



(使用料の減免)

第13条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、

次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減

額し、文は免除することができる。

(1) 市及び市の執行機関が市の行政上のために利用

するとき。

(2) 市長又は教育委員会が特に必要と認める者が第

l条に規定する設置目的に沿って利用するとき。

(使用料の不還付)

第14条 既に納入された使用料は、還付しない。た

だし、次の各号のいずれかに該当する事由に基づい

て利用を中止したときは、既納の使用料の全部又は

一部を還付するととができる。

(1) 研修室の管理上必要があるため、その利用許可

を取り消したとき。

(2) 利用者が自己の都合により2目前に利用許可の

取消しを申し出たとき。

(3) 災害その他やむを得ない事情により利用すると

とができなくなったとき。

(成宜園教育研究センター運営委員会の設置)

第15条 センターの適正かつ効果的な運営を図るた

め、成宜国教育研究センター運営委員会(以下「運

営委員会Jという。)を置く。

2 運営委員会の所掌事務、組織その他必要な事項

は、教育委員会規則で定める。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育

委員会規則で定める。

附則

(施行期日)

l この条例は、公布の日から起算して7月を超えな

い範囲内において教育委員会規則で定める日から施

行する。ただし、第15条及び次項の規定並びに附

則第3項の改正は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第11号で平成22年10月2日か

ら施行)

(準備行為)

2 教育委員会は、施行の目前においても、この条例

に規定する事務の実施について必要な準備行為をす

ることができる。

(日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁

償に関する条例の一部改正)

3 日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用

弁償に関する条例(昭和31年条例第167号)の一部

を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第12条関係)

区分 単位 金額 備 考

1 常設電灯以外の電気を利用
するときは、 1固につき410

研修室
1時間

320円 円を定額に加算する。
につき 2 冷暖房を利用するときは、

1時間につき200円を加算す
る。

備考 1日の利用時聞は、原則として3時間を限度とする.

2.戚宜園教育研究センターの設置及び管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第 1条 この規則は、成宜園教育研究センターの設置

及び管理に関する条例(平成22年条例第9号。以下

「条例Jという。)の施行に関し、必要な事項を定

めるものとする。

(利用申請)

第 2条 条例第8条第1項の許可を受けようとする者

(以下「申請者Jという。)は、成宜園教育研究セ

ンター研修室利用許可申請書(様式第l号。以下

「利用許可申請書Jという。)を教育委員会に提出

しなければならない。

(利用許可)

第 3条 教育委員会は、研修室の利用の許可(以下

「利用許可」という。)をしたときは、成宜闘教育

研究センター研修室利用許可証(様式第2号。以下

「利用許可託Jという。)を申請者に交付するもの

とする。

(利用者の遵守事項)
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教委規則第2号

第 4条利用許可を受けた者(以下旬IJ用者j とい

う。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

( 1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品

文は動物を持ち込まないこと。

(2) 研修室内において、許可を受けずに物品の販売

若しく は陳列をし、文は看板その他の広告物の掲

示若しくは配布をしないこと。

(3) 利用を終了したときは、研修室内を整理整とん

すること。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(利用許可の変更等)

第5条利用者は、 利用許可の変更又は取消しを求め

ょうとするときは、成宜園教育研究センター研修室

利用許可変更 ・取消申請書(様式第3号)に利用許

可証を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の利用許可の変更又は取消し

を許可したときは、成宜園教育研究センター研修室

利用許可変更・取消許可証(様式第4号)を利用者



に交付するものとする.

3 利用者は、前項の規定による利用許可の変更の許

可を受けた場合において、既納の使用料の額が変更

後の使用料の額に対して不足額を生じるときは、直

ちに、当該不足額を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第13条の規定による使用料の減額又は

免除(以下「使用料の減免」という o )ができる場合

及び減免の率は、jJlJ表第1に定めるとおりとする.

(使用料の減免の申請)

第7条使用料の減免を受けようとする利用者は、成

宜園教育研究センター研修室使用料減免申請書(様

式第5号)に利用許可申請書を添えて教育委員会に

提出し、承認を受けなければならない.

(使用料の還付)

第 B条 条例第14条ただし書の規定による既納の使

用料の還付ができる場合及び還付の率は、別表第2

に定めるとおりとする。

(使用料の還付の申請)

第9条使用料の還付を受けようとする利用者は、成

宜園教育研究センター研修室使用料還付申請書(様

式第6号)を教育委員会に提出し、承認を受けなけ

ればならない。

(損傷等の届出)

第10条成宜園教育研究センター(以下「センター」

という0)の入館者は、センターの建物、設備、展

示物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、成

宜園教育研究センター施設等損傷(汚損・滅失)届

(様式第7号)を教育委員会に提出しなければなら

ない.

(寄贈及び寄託)

第11条 センターは、成宜固に関係する資料の寄贈

及び寄託を受けるととができる。

2 前項の資料の所有者は、センターに当該資料を寄

贈し、文は寄託しようとするときは、資料名、数量

等を明記した寄贈・寄託申込書(様式第8号)を教

育委員会に提出しなければならない.

3 教育委員会は、前項の規定による資料の寄託を受

けるものと決定したときは、預かり証(様式第9

号。以下同じ0)を寄託者に交付し、受託控(様式

第10号)をセンターに保管するものとする。

4 寄託期間は、原則として3年とする.ただし、教

育委員会が特別な事情があると認めるときは、乙の

期聞を短縮することができる。なお、寄託の更新を

妨げないものとする.

5 前項の期間の起算日は、寄託資料をセンターが受

託した日が1月1日から6月30日までのときは1月1

目、 7月1日から12月31日までのときは7月1日とす

る.

6 寄託者は、寄託期間中に、特別の理由により寄託

資料の一時返還を受けようとするときは、寄託資料

一時返還申請書(様式第11号)を教育委員会に提

出しなければならない.この場合において、寄託資
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料の一時返還を受けようとする者が寄託者の代理人

であるときは、その旨を証明する書類を添付しなけ

ればならない.

7 教育委員会は、前項の寄託資料の一時返還を承認

したときは、寄託資料一時返還承認書(様式第12

号)を寄託者に交付し、当該寄託資料を一時返還す

るものとする.

8 寄贈資料又は寄託資料の保管その他の取扱いにつ

いては、センターの所蔵する資料に準じて行うもの

とする。ただし、寄贈者文は寄託者と利用制限等に

関して特約があるものについては、この限りでな

い.

9 資料の寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者又は

寄託者の負担とする.ただし、特別の事情があると

きは、乙の限りでない。

10 寄託資料が汚損し、損傷し、又は滅失したとき

は、教育委員会が補償するものとする.ただし、天

災その他やむを得ない事由によるものであるとき

は、その賠償の責めを負わないものとする.

11 寄託資料の所有者が譲渡により変更が生じたと

きは、譲渡人は、速やかに預かり証に所有権の移転

を証明する書類を添えて教育委員会に提出し、その

旨の書き換えを受けなければならない。

12 寄託者は、預かり証を汚損し、損傷し、又は滅

失したときは、速やかにその事実を証明する書類又

は当該預かり証を教育委員会に提出し、再交付を受

けなければならない.

(資料の館外貸出し)

第12条 収蔵品等の資料は、館外貸出しを行わない

ものとする。ただい教育委員会が、博物館、図書

館、学校等において学術上の調査研究又は教育普及

の目的で使用され、かつ、取扱い上安全性が確保さ

れると認めるときは、との限りでない。

2 前項の館外貸出しを受けようとする者(以下「貸

出し申請者」という0)は、成宜園資料貸出し許可

申請書(様式第13号)を教育委員会に提出しなければ

ならない.

3 教育委員会は、前項の館外貸出しを許可したとき

は、威宜園資料貸出し許可書(様式第14号)を貸

出し申請者に交付するものとする.

(撮影、複写等の許可)

第13条 収蔵品等の資料を学術上の調査研究等の目

的で撮影し、若しくは複写し、出版物等への掲載を

しようとする者又は模写、模造等をしようとする者

(以下「撮影等申請者」という0)は、成宜園資料撮

影等許可申請書(様式第15号)を教育委員会に提

出しなければならない.

2 教育委員会は、前項の規定による撮影等を許可し

たときは、成宜園資料撮影等許可書(様式第四号)を

撮影等申請者に交付するものとする.

(運営委員会の所掌事務)

第14条条例第15条に規定する成宜圃教育研究セン

ター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、



教育委員会の諮問に応じ、条例第3条各号に掲げる

業務に関する事項について審議し、及びとれらの事

項について教育委員会に建議する.

2 運営委員会は、前項に定める事項のほか、センタ

ーの運営に関する事項について、教育委員会に意見

を述べることができる.

(運営委員会の組織等)

第四条運営委員会は、委員10名以内で組織する.

2 委員は、学識経験者等のうちから、教育委員会が

委嘱する。

3 委員の任期は、 2年とし、再任を妨げない.ただ

し、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする.

4 運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選

により定める。

5 会長は、会務を総理する.

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき

又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 運営委員会の会議(以下「会議」という o )は、

会長が招集し、会長がその議長となる。

8 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを

聞き、議決をすることができない.

9 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決

し、可否同数のときは、議長の決するところによる.

10 運営委員会に、専門の事項について審議する必

要があるときは、臨時委員を置くことができる.

11 臨時委員は、教育委員会が運営委員会の意見を

聴いて委嘱する。

12 臨時委員は、専門の事項について審議し、運営

委員会への報告が完了したときは、解職されるもの

とする.

13 運営委員会の庶務は、教育委員会において処理

する。

(評価委員会)

第16条 センターに収蔵する成宜闘に関係する資料

の購入価格の適正な評価を行うため、成宜園教育研

究センター収蔵資料評価委員会(以下「評価委員

会」という。)を置き、評価委員若干名で組織する。

2 評価委員は、教育委員会の諮問に応じ、センター

が購入しようとする資料の評価を行い、その意見書

を提出する。

3 評価委員は、学識経験者のうちから、教育委員会

が委嘱する.

4 評価委員の任期は、 1年以内とする。

5 評価委員は、職務上知り得た秘密のほか、自己が

評価委員である乙とを他に漏らしてはならない。

6 購入しようとする資料について利害関係を有する

評価委員は、当該資料の評価に加わることができない。

7 評価委員会の庶務は、教育委員会において処理する.

(委任)

第17条 との規則に定めるもののほか、必要な事項

は、教育委員会が別に定める.
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附則

(施行期日)

1 乙の規則は、条例の施行の日から施行する。ただ

し、第11条から第16条まで及び次項の規定並びに

附則第3項の改正は、平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 教育委員会は、施行の目前においても、この規則

に規定する事務の実施について必要な準備行為をす

ることができる.

(日田市教育委員会事務委任規則の一部改正)

3 日回市教育委員会事務委任規則(昭和39年教委規

則第10号)の一部を次のように改正する.

[次のよう〕略

別表第1(第6条関係)

減免ができる場合 減免田車 備 考

1 市及び市の執行機関が
市の行政上のために利用 免除

l号の免除は、使
するとき.

用料の減免の申請
を省略する己とが

2 市長又は教育委員会が
できる.

特に必要と認める者が第
免除

1条に規定する設置目的
に沿って利用するとき.

別表第2(第8条関係)

還付ができる場合 還付の車 備 考

l 研修室町管理上必要が
あるため、その利用許可 10割
を取り消したとき.

2 利用者が自己の都合に
より10日前に利用許可の 7割

還付金に10円未満
取消しを申し出たとき.

の端数があるとき

3 利用者が自己の都合に
は、これを切り捨

より 2日前に利用許可の 5割
てる.

取消しを申し出たとき.

4 災害その他やむを得な
い事情により利用すると 10割
とができなくなったとき.

様式(省略)
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