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昨
年
の
読
売
新
聞
の
記
事
に
「
誇
り
か
ら

始
ま
る
街
づ
く
り
」
と
い
う
記
者
ノ
ー
ト
が

あ
っ
た
。

『

文

化

や

芸

術

を

街

づ

く

り

に

生

か

し

、

関
連
産
業
な
ど
を
集
積
さ
せ
た
「
創
造
都
市
」

を
目
指
す
動
き
が
世
界
的
に
広
が
っ
て
い
る
。

「
創
造
都
市
」
の
成
功
例
と
し
て
知
ら
れ
る

フ
ラ
ン
ス
の
ナ
ン
ト
市
で
は
、
市
予
算
の
１
０

％
以
上
を
つ
ぎ
込
ん
で
街
の
再
生
に
乗
り
出

し
た
。
肝
心
な
の
は
、
街
の
衰
退
と
と
も
に

失
わ
れ
た
住
民
の
街
へ
の
誇
り
や
自
信
を
回

復
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
芸
術
に
は
人
々
の

潜
在
的
な
創
造
力
を
触
発
す
る
力
が
あ
る
と

い
う
。
』

　

記
事
は
『
そ
こ
に
住
む
人
々
が
街
の
歴
史

に
誇
り
を
持
つ
こ
と
か
ら
街
づ
く
り
は
始
ま

る
』
と
む
す
ん
で
い
る
。

　

私
達
も
、
高
取
焼
の
発
祥
の
地
で
あ
り
、

「
古
高
取
」
と
呼
ば
れ
る
数
多
く
の
名
陶
が

生
み
出
し
た
、
の
お
が
た
の
街
の
歴
史
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
光
を
あ
て
、
街
づ
く

り
に
参
加
し
て
い
き
た
い
と
想
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

隅
田 

知
明

No.6

古高取通信

古高取を伝える会会報

平成22年  5月

　

目　

次

　

古
高
取
の
魅
力
を
伝
え
る 

.
.
.
.
.

２

　

古
高
取
の
広
場 .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

２

　

活
動
の
記
録 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

４

　

な
ん
で
も
掲
示
板 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

７



( 2 )

　

長
年
、
教
育
の
仕
事
に
携
わ
っ
て
き

て
感
じ
る
こ
と
は
、
数
年
を
単
位
に
社

会
が
め
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
り
、
そ
の
速

度
に
教
育
現
場
が
戸
惑
っ
て
い
る
よ
う

な
状
況
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
最
た
る
被
害
者
と
い
え
る
の
が
子
供

た
ち
で
は
な
い
か
と
思
う
と
心
が
痛
む
。

　

現
代
っ
子
は
「
集
団
生
活
に
な
じ
め

な
い
」「
指
示
さ
れ
る
ま
で
動
け
な
い
」

「
忍
耐
力
が
な
い
」「
す
ぐ
キ
レ
る
」
な

ど
な
ど
挙
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
ほ
ど
の

形
容
を
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ど
の
子
も

そ
う
な
ろ
う
と
思
う
者
は
一
人
も
い
な

い
は
ず
で
あ
る
。
誰
だ
っ
て
「
よ
く
な

り
た
い
。
も
っ
と
伸
び
た
い
」
と
い
う

願
い
を
も
っ
て
い
る
。

　

古
高
取
を
伝
え
る
会
で
は
、
直
方
市

内
全
小
学
校
六
年
生
の
子
供
た
ち
と
毎

年
焼
物
づ
く
り
（
マ
イ
茶
碗
）を
続
け
て

い
る
。
そ
こ
で
は
、
子
供
た
ち
が
熱
中

し
て
取
り
組
ん
だ
素
晴
ら
し
い
茶
碗
が

生
ま
れ
て
い
る
。
個
々
の
子
供
の
思
い

や
願
い
が
形
に
あ
ら
わ
れ
「
よ
く
な
り

た
い
。
も
っ
と
伸
び
た
い
」
と
思
う
気

持
ち
が
茶
碗
全
体
に
乗
り
移
る
の
だ
ろ

う
。

「
伸
び
た
い
」
と
願
う
心
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瀧 
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さ
て
、
か
く
言
う
私
に
も
人
並
み
に

「
伸
び
た
い
」
と
願
う
心
が
あ
る
。

　

作
陶
活
動
の
中
で
、
少
し
で
も
自
分

を
表
現
で
き
る
器
を
作
り
た
い
と
切
望

し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
時
間
を
見

つ
け
て
ロ
ク
ロ
と
格
闘
し
て
い
る
。
伸

び
た
い
と
願
う
心
は
、
老
い
て
も
な
お

変
わ
ら
ず
持
ち
続
け
る
べ
き
も
の
で
あ

り
、
私
も
そ
う
あ
り
た
い
と
心
に
決
め

て
い
る
。

　

そ
の
こ
と
が
生
活
に
活
力
を
生
み
、

日
々
を
潤
す
力
に
な
る
よ
う
な
気
が
す

る
。
よ
し
ん
ば
若
返
り
の
秘
訣
に
で
も

な
れ
ば
こ
の
上
な
い
。

　

は
じ
め
に
戻
る
が
、
現
代
の
子
供
た

ち
の
夢
を
阻
む
も
の
は
何
か
。
情
報
が

あ
ふ
れ
、
何
を
選
択
す
れ
ば
よ
い
の
か

分
か
ら
ず
混
乱
す
る
こ
と
も
そ
の
ひ
と

つ
か
も
知
れ
な
い
。
少
子
化
の
た
め
に

過
保
護
に
な
っ
て
子
供
の
自
主
性
を
妨

げ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
の

反
面
、
放
任
、
育
児
放
棄
と
い
う
家
族

環
境
の
事
実
も
深
刻
な
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
ハ
ー
ド
ル
を
越
え
る
に
は
、

部
分
的
な
改
革
で
は
追
い
つ
か
な
い
と

こ
ろ
ま
で
来
て
い
る
。
社
会
全
体
（
市
・

県
・
国
）
で
「
も
っ
と
伸
び
た
い
」
と

思
う
子
供
が
、
そ
う
で
き
る
よ
う
に
様

々
な
取
り
組
み
が
急
務
で
あ
る
。

古
高
取
の
魅
力
を
伝
え
る

　

高
取
焼
開
窯
四
〇
〇
年
祭
を
行
っ
て

も
う
四
年
経
ち
ま
し
た
。内
ヶ
磯
窯
開
窯

か
ら
四
〇
〇
年
後
は
四
年
後
で
す
。

　

こ
れ
と
歴
史
を
同
じ
く
す
る
の
が
多

賀
神
社
近
く
、
御
舘
橋
を
渡
っ
た
突
き

当
た
り
に
在
る
積
翆
山
雲
心
禅
寺
で
す
。

　

雲
心
寺
は
臨
済
宗
大
徳
派
に
属
し
、

開
山
は
江
月
宗
玩（
こ
う
げ
つ
そ
う
が
ん
）

（
１
５
７
４
～
１
６
４
３
年
）
信
長
の
三

茶
頭
と
呼
ば
れ
た
堺
の
納
谷
衆
津
田
宗

及
の
子
で
、
堺
南
宗
寺
で
笑
嶺
宗
訢（
し

ょ
う
れ
い
そ
う
き
ん
）
（
１
５
０
５
～

８
３
年
）
に
つ
い
て
得
度
（
仏
門
に
入
る

こ
と
）
、
後
に
春
屋
宗
園
（
し
ゅ
ん
お
く

そ
う
え
ん
）（
１
５
２
９
～
１
６
１
１
年
）

に
参
じ
て
法
を
嗣
い
だ
。
師
と
と
も
に

黒
田
長
政
の
外
護
を
受
け
、
長
政
が
筑

前
国
主
と
な
る
と
博
多
崇
福
寺
の
復
興

協
力
を
求
め
、
慶
長
十
一
年
（
１
６
０
６
）

に
は
長
政
の
請
い
に
よ
り
大
徳
寺
山
内

龍
光
院
を
創
建
し
、
同
十
五
年
三
十
七

歳
で
大
徳
寺
一
五
六
世
住
持
と
な
る
。

　

又
、
博
多
に
下
向
し
崇
福
寺
の
住
持

と
な
り
、
こ
れ
を
中
興
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
龍
光
院
は
佐
久
間
将
監

の
寸
松
庵
も
境
内
に
建
立
（
寸
松
庵
色

　

直
方
と
江
月
と
雲
心
寺

　
　
　
　
　
　
　

 　

河 

面　

直 

人

古
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取
の
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し
、
筑
前
の
御
用
窯
と
し
て
の
認
識
と

歴
史
が
知
ら
れ
て
い
な
い
感
じ
が
し
て

い
ま
す
。
直
方
の
地
元
の
方
や
高
取
焼

愛
好
者
、
茶
道
家
、
書
道
、
華
道
、
福
智

山
麓
で
活
動
す
る
様
々
な
分
野
の
方
々

が
更
に
一
致
団
結
し
、
「
古
高
取
」
の

魅
力
を
発
信
す
る
気
概
が
必
要
と
思
い

ま
す
。

　

福
智
山
麓
に
は
、
宿
泊
可
能
な
「
い

こ
い
の
村
」
、
研
修
機
関
の
「
中
小
企
業

大
学
」「
花
公
園
」
未
利
用
の
工
芸
の
里
、

ダ
ム
の
豊
か
な
水
資
源
、
こ
れ
に
日
本

を
代
表
す
る
「
古
高
取
」
の
魅
力
が
加
わ

れ
ば
、
歴
史
と
自
然
に
調
和
さ
れ
た
文

化
都
市
、
観
光
産
業
が
育
っ
て
い
く
街

と
し
て
生
き
生
き
と
蘇
っ
て
い
く
予
感

が
し
ま
す
。

　

「
古
高
取
を
伝
え
る
会
」
の
活
動
は

直
方
市
に
豊
か
さ
を
増
し
、「
直
方
は
？
」

と
訪
ね
ら
れ
た
ら
「
古
高
取
」
と
い
え

る
町
に
な
る
様
、
皆
様
と
一
緒
に
頑
張

っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

 

直
方
に
は
古
高
取
が
あ
る

　
　
　
　
　
　
　

   

一 

尾　

泰 

嗣

な
登
り
窯
か
ら
生
産
さ
れ
、
豊
か
な
筑

豊
平
野
に
育
ま
れ
た
陶
器
が
、
遠
賀
川

か
ら
芦
屋
、
唐
津
の
海
へ
、
遠
く
は
京

都
の
地
ま
で
様
々
な
ド
ラ
マ
を
抱
え
な

が
ら
輸
送
さ
れ
、
躍
動
し
た
時
代
が
再

現
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
関
係
者

の
期
待
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
故
郷
に

新
た
な
歴
史
が
刻
ま
れ
よ
う
と
し
て
お

り
、
楽
し
み
で
な
り
ま
せ
ん
。
「
古
高

取
を
伝
え
る
会
」
は
、
陶
芸
教
室
や
、

マ
イ
茶
碗
等
の
作
成
を
推
進
し
、
自
ら

陶
器
を
焼
き
陶
器
の
魅
力
を
高
め
、
勉

強
会
や
広
報
の
充
実
等
、
地
道
な
活
動

で
一
歩
一
歩
で
す
が
地
域
に
確
実
に
浸

透
し
て
い
ま
す
。

　

２
０
１
１
年
に
九
州
新
幹
線
鹿
児
島

ル
ー
ト
が
開
通
し
、
筑
豊
イ
ン
タ
ー
チ

ェ
ン
ジ
も
開
設
し
ま
す
。
九
州
の
時
代

の
到
来
と
共
に
、
ア
ジ
ア
と
の
交
流
を

意
識
し
、
同
じ
歴
史
を
共
有
し
た
筑
前

の
国
焼
「
高
取
焼
」
、豊
前
の
「
上
野
焼
」
、

及
び
「
唐
津
焼
」
、「
薩
摩
焼
」
、「
萩
焼
」
等

の
窯
元
が
一
致
団
結
し
、
九
州
の
観
光

と
九
州
の
陶
器
の
時
代
を
築
い
て
い
く

視
点
も
必
要
と
感
じ
ま
す
。
国
内
外
か

ら
陶
器
を
訪
ね
て
旅
を
す
る
人
々
に
高

取
焼
の
一
角
を
加
え
れ
ば
、
よ
り
多
く

の
方
に
「
古
高
取
」
の
価
値
と
存
在
を

知
ら
せ
て
い
く
有
効
な
手
段
と
考
え
ま

す
。

　

高
取
焼
は
宅
間
、
内
ヶ
磯
、
白
旗
、

小
石
原
、
西
新
と
活
動
の
場
が
転
々
と

　

高
取
焼
は
地
域
が
持
つ
日
本
を
代
表

す
る
偉
大
な
遺
産
で
す
。
福
智
山
ダ
ム

建
設
に
伴
う
窯
跡
調
査
資
料
、
福
岡
市

美
術
館
の
「
大
名
茶
陶
、
高
取
焼
」
等
々

の
、
著
書
の
末
尾
に
唐
津
焼
、
萩
焼
、

上
野
焼
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
多
く
の
作

品
が
、
内
ヶ
磯
窯
の
発
掘
調
査
に
よ
り

高
取
焼
と
特
定
さ
れ
た
よ
う
に
謎
が
多

く
再
考
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
「

古
高
取
を
伝
え
る
会
」
な
ど
の
地
道
な

活
動
で
、
古
高
取
の
時
代
背
景
や
巨
大

紙
で
有
名
）
、
寺
宝
に
は
筑
紫
文
琳
、

窯
変
天
目
、
油
滴
天
目
、
龍
光
院
井
戸
、

密
庵
墨
蹟
、
伝
牧
谿
筆
柿
栗
図
等
数
多

く
、
又
「
天
王
寺
屋
会
記
」
の
所
有
、

茶
室
で
は
国
宝
密
庵
席
が
あ
る
。

　

江
月
は
父
宗
及
の
影
響
で
茶
湯
を
嗜

み
、
小
堀
遠
州
、
佐
久
間
真
勝
、
松
花

堂
昭
乗
ら
と
親
交
を
結
ん
で
い
る
。

と
、
そ
こ
ま
で
書
い
て
く
る
と
面
白
い

想
像
が
出
来
る
。

　

某
年
某
月
某
日　

江
月
の
父
津
田
宗

及
と
親
交
の
深
か
っ
た
神
谷
宗
湛
に
黒

田
長
政
、
小
堀
遠
州
、
佐
久
間
将
監
、

松
花
堂
昭
乗
が
主
の
江
月
宗
玩
の
も
と

密
庵
の
茶
席
で
茶
湯
を
楽
し
み
な
が
ら

父
宗
及
の
残
し
た
名
物
茶
器
切
型
を
中

に
今
度
の
茶
入
の
相
談
な
ど
を
し
て
い

る
。
そ
し
て
次
の
内
ヶ
磯
窯
の
窯
入
れ

で
は
こ
ん
な
茶
入
を
作
ら
せ
よ
う
と
か
、

釉
薬
は
ど
う
だ
と
か
話
し
合
っ
て
い
る

場
面
で
あ
る
。
と
考
え
る
と
時
の
京
の

文
化
人
が
高
取
焼
と
関
係
が
あ
る
と
思

う
と
楽
し
く
な
っ
て
く
る
。
・
・
・

　

江
月
三
百
七
十
回
忌
が
三
年
後
に
な

る
。
東
連
寺
藩
初
代
藩
主
黒
田
高
政
（

隆
政
）
公
の
三
百
七
十
回
忌
は
終
わ
っ

た
が
、
雲
心
寺
で
こ
の
御
二
人
に
子
供

達
が
作
っ
た
茶
盌
で
供
茶
を
す
る
の
も

面
白
い
と
思
う
が
如
何
？

飴釉耳付花入（個人所蔵）
箱書きには、唐津花入と書かれていた。

福智山ダム湖畔（直方市頓野内ヶ磯）
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斑釉広口水指（17世紀初期、内ヶ磯窯）
口の内側に蓋受けの段がある丁寧な造り。フォルム
と程よい小ささと色合いの調和が素晴らしい。

載
）
を
呼
び
出
し
て
眺
め
、
も
う
一
度
、

思
い
が
け
な
い
出
会
い
の
記
念
を
確
認

し
た
の
で
し
た
。

再
鑑
賞
し
た
次
第
。
こ
の
美
術
館
は
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
に
写
真
撮
影
自
由
な

の
で
、い
つ
く
し
む
よ
う
に
撮
っ
た
一
枚

を
載
せ
て
お
き
ま
す
。

　

そ
の
あ
と
秋
月
城
跡
を
左
手
に
見
な

が
ら
桜
並
木
の
道
を
黒
門
ま
で
歩
い
て
、

Ｕ
タ
ー
ン
。
復
路
は
日
に
当
っ
た
方
向

か
ら
桜
を
見
る
位
置
関
係
の
せ
い
か
、

雲
霞
す
る
羽
虫
さ
え
気
に
な
ら
ず
、
一

層
鮮
や
か
な
花
や
新
葉
を
満
喫
し
な
が

ら
散
策
を
終
え
ま
し
た
。
城
下
を
去
る

前
に
、
天
然
酵
母
の
カ
レ
ー
パ
ン
を
一
つ

ず
つ
買
っ
て
、
妻
と
二
人
、
眼
鏡
橋
の

近
く
の
ベ
ン
チ
で
少
し
早
い
ラ
ン
チ
を

し
ま
し
た
。
足
元
に
は
オ
ラ
ン
ダ
耳
菜

草
、
遠
く
の
山
に
は
梨
の
白
い
花
が
見

え
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、ｉ
Ｐ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ

に
収
め
た
古
高
取
の
水
指
の
写
真
（
掲

「
秋
月
の
桜
が
素
敵
ら
し
い
」
と
何
処

か
ら
か
聴
い
て
き
た
妻
に
誘
わ
れ
て
土

曜
日
の
朝
早
く
彼
女
の
ド
ラ
イ
ブ
で
出

か
け
ま
し
た
。
旧
城
下
に
入
っ
て
天
然

酵
母
の
パ
ン
の
お
店
や
葛
の
老
舗
に
目

を
つ
け
な
が
ら
、
ま
ず
は
、
お
城
跡
を

散
策
。
寺
院
で
は
な
い
の
で
参
道
と
い

う
の
は
当
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が

小
さ
な
橋
を
渡
っ
て
そ
れ
ら
し
い
桜
並

木
の
道
を
歩
き
始
め
る
と
、
す
ぐ
右
手

に
「
秋
月
美
術
館
」
。
壁
に
貼
ら
れ
た

案
内
に
は
「
高
取
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
、

さ
て
こ
そ
こ
れ
は
古
織
翁
の
導
き
か
と

門
を
く
ぐ
り
、
本
館
で
沢
山
の
大
き
な

壷
を
眺
め
、
離
れ
の
茶
室
に
躙
り
口
か

ら
入
っ
て
、
独
特
の
ひ
や
り
と
し
た
空

気
と
障
子
の
フ
ィ
ル
タ
ー
で
柔
ら
か
に

な
っ
た
明
り
の
仄
暖
か
さ
が
時
の
流
れ

を
減
速
し
て
く
れ
る
の
に
心
地
良
く
し

て
貰
っ
て
、
新
館
へ
。
そ
こ
は
な
ん
と

素
晴
ら
し
い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
し
ょ
う
！

宅
間
、
内
ヶ
磯
、
山
田
窯
の
選
り
す
ぐ

ら
れ
た
一
品
一
品
が
丁
寧
に
展
示
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
館
を
出
て
早
速
、
古
高

取
研
究
家
の
小
山
さ
ん
に
携
帯
電
話
で

報
告
。
小
山
さ
ん
の
現
物
を
目
の
当
た

り
に
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
御
教
授
に

啓
発
さ
れ
、
ま
た
新
館
に
引
き
返
し
て

 
桜
の
盛
り
を
過
ぎ
た
こ
ろ
秋
月
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

栗 

原　

隆

　

子
ど
も
達
は
、
お
茶
を
お
運
び
し
た

り
、
自
分
で
作
っ
た
お
茶
碗
で
お
茶
を

い
た
だ
い
た
り
と
、
な
ご
や
か
で
楽
し

い
一
時
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

「
お
熱
い
う
ち
に
ど
う
ぞ
。
」

「
美
味
し
く
い
た
だ
き
ま
し
た
。」
等
々

お
茶
を
通
し
て
や
り
と
り
す
る
事
で

『
茶
の
心
』
も
少
し
感
じ
取
れ
た
よ
う

な
気
が
致
し
ま
し
た
。

小
学
校
生
徒
の
思
い
出
の
一
頁
に
な
れ

ば
幸
い
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
浅
原 

喜
代
子

活
動
の
記
録

<

平
成
二
十
二
年
三
月
四
日
（
木
）>

 

場
所
：
新
入
小
学
校

●
子
供
焼
物
教
室

　

「
ひ
な
の
会
」

　

お
茶
、
お
菓
子
の
い
た
だ
き
方
を
お

稽
古
し
ま
し
た
。
自
分
で
作
っ
た
お
茶

碗
で
お
互
い
に
お
茶
を
点
て
合
い
、
楽

し
い
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
ま
し
た
。

　

質
問
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
日
隈
先
生
に

い
ろ
い
ろ
と
尋
ね
子
供
達
も
興
味
津
々

の
様
子
で
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

田
中 

紀
子

●
子
供
焼
物
教
室

　

「
お
茶
会
」

<

平
成
二
十
二
年
三
月
九
日(

火)
>

 

場
所
：
直
方
西
小
学
校
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高
取
焼
発
祥
の
地
、
永
満
寺
で
の
初

め
て
の
試
み
で
し
た
。

　

多
く
の
方
達
の
参
加
が
あ
り
楽
し
い

ひ
と
と
き
で
し
た
。
古
高
取
を
も
っ
と

知
っ
て
い
た
だ
け
る
様
な
活
動
に
発
展

さ
せ
る
た
め
に
も
花
の
中
で
マ
イ
茶
碗

茶
会
を
催
せ
た
ら
い
い
な
と
考
え
て
い

ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

永
富 

セ
ツ
子

<

平
成
二
十
二
年
三
月
十
四
日(

日)
>

 

場
所
：
福
智
山
ろ
く
花
公
園
（
直
方
市

　
　
　

 

永
満
寺
百
合
原
１
４
９
８
番
地
）

 

費
用
：
一
五
〇
〇
円
（
材
料
費
、焼
成
費
）

●
地
域
対
象
焼
物
教
室

　

 

「
福
智
山
ろ
く
花
公
園
」

　

『
金
剛
山
も
と
と
り
保
全
協
議
会
』

発
足
の
目
的
は

　

○ 

不
法
行
為
等
の
監
視
活
動

　

○ 

自
然
環
境
の
適
正
な
活
動

　

○ 

そ
の
他
里
山
保
全
に
必
要
な
活
動

で
あ
り
、会
と
し
て
は
、今
後
と
も
施
設

の
有
効
活
用
を
し
な
が
ら
自
然
い
っ
ぱ

い
の
中
で
、
会
員
の
皆
様
に
里
山
で
楽

し
ん
で
も
ら
え
る
様
な
方
向
の
参
加
に

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

鷹
取 

宗
恵

　

本
年
四
月
一
日
『
金
剛
山
も
と
と
り

保
全
協
議
会
』
が
、
直
方
市
藤
田
丸
の

「
も
と
と
り
ハ
ウ
ス
」
を
拠
点
と
し
て

発
足
致
し
ま
し
た
。

　

「
も
と
と
り
ハ
ウ
ス
」
で
は
、
昨
年

十
一
月
に
里
山
焼
物
教
室
を
実
施
し
ま

し
た
。

　

「
古
高
取
を
伝
え
る
会
」
も
こ
の
会
に

参
加
す
る
こ
と
に
致
し
ま
し
た
。

<

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日(

土)
>

 

場
所
：
も
と
と
り
ハ
ウ
ス

●
金
剛
山
も
と
と
り
保
全
協
議
会
へ
の

　

参
加
に
つ
い
て

　

リ
バ
ー
サ
イ
ド
で
実
施
さ
れ
た
チ
ュ

ー
リ
ッ
プ
祭
り
の
期
間
中
四
月
三
日
、

四
日
「
ゆ
た
～
っ
と
直
方
昔
歩
き
、
レ

ト
ロ
タ
ウ
ン
ウ
ォ
ー
ク
ラ
リ
ー
」の
案
内

<

平
成
二
十
二
年
四
月
三
日（
土
）、四
日（
日
）

>
 

場
所
：
直
方
リ
バ
ー
サ
イ
ド
パ
ー
ク

●
「
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
フ
ェ
ア
」
に
参
加
！

　

（
直
方
市
賑
わ
い
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
）

　

配
布
に「
古
高
取
を
伝
え
る
会
」の
会
員

四
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

末
松 

登
志
子

<

平
成
二
十
二
年
五
月
十
六
日(

日)
>

 

場
所
：
直
方
中
央
公
民
館 

第
三
学
習
室

　
『
記
念
講
演
』
宗
湛
と
織
部

　
　
　
　
　
　
　

 

講
師
：
副
島
邦
弘
氏

　

二
十
一
年
度
の
報
告
と
二
十
二
年
度

の
計
画
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
も
会
員
の
皆
さ
ん
の
声
を

真
摯
に
受
け
止
め
充
実
し
た
会
の
運
営

に
努
め
て
行
く
決
意
で
す
。

●
平
成
二
十
二
年
度
定
期
総
会
お
よ
び

　

記
念
講
演
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平成２２年（２０１０年）年間スケジュール

理事会（１）

定期総会

理事会（２）

理事会（３）

理事会（４）

理事会（５）、
直方の宝

「古高取展」

理事会（６）

理事会（７）、
紅葉ウォーキング

理事会（８）

理事会（９）

理事会（１０）

理事会（１１）

見学会
出光美術館

「古唐津展」

高取焼基礎研修
講座（第１回）
「宗湛日記を中心に」

高取焼基礎研修
講座（第２回）

高取焼基礎研修
講座（第３回）

高取焼基礎研修
講座（第４回）

高取焼基礎研修
講座（第５回）

バスハイク
「神屋宗湛の遺跡を
訪ねて」

４

５

６

７

８

９

10

11

12

１

２

３

月　 全 体 行 事　  学 習 部 会　　広 報 部 会　  焼物教室部会
その他
関連行事

小学６年対象
焼物教室

小学６年対象
焼物教室

焼物教室（１）

焼物教室（２）

焼物教室（３）

会報６号発刊

標識設置

会報７号発刊

会報８号発刊

ほたると小さな
音楽会
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平
成
二
十
二
年
四
月
四
日（
日
）
、直
方

市
須
崎
町
公
園
で
行
わ
れ
た
「
須
崎
町

公
園
ス
テ
ー
ジ
」
で
古
高
取
の
パ
ネ
ル

展
示
と
い
け
ば
な
体
験
教
室
が
催
さ
れ

ま
し
た
。
体
験
教
室
は
、
「
い
け
ば
な

小
原
流
」
筑
豊
支
部
が
来
場
し
た
お
客

様
を
対
象
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
指
導
。

出
来
上
が
っ
た
作
品
は
、
各
自
持
っ
て

帰
り
ま
し
た
。
良
い
体
験
で
し
た
。

●
須
崎
町
公
園
ス
テ
ー
ジ
で
、い
け
ば
な

　

体
験
教
室

　

直
方
の
地
元
窯
元
や
畑
公
民
館
等
で
、

陶
器
販
売
は
も
ち
ろ
ん
、
地
元
の
農
産

物
や
特
産
物
等
の
販
売
も
行
わ
れ
ま
し

た
。
毎
年
、
春
と
秋
に
開
催
さ
れ
て
い

ま
す
。

<

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
三
日(

金)

　
　
　
　
　
　
　

～
二
十
五
日（
日
）>

 

場
所
：
直
方
市
畑
・
永
満
寺
地
区

●
「
高
取
焼
陶
器
ま
つ
り
」

　

私
は
、
古
高
取
を
作
っ
て
、
大
変
だ

っ
た
け
ど
上
手
に
作
れ
た
と
思
い
ま
す
。

小
山
さ
ん
が
、
丁
寧
に
教
え
て
く
だ
さ

っ
て
と
て
も
わ
か
り
や
す
か
っ
た
で
す
。

　

ま
た
、
直
方
に
古
高
取
と
い
う
世
界

的
に
も
有
名
な
焼
き
物
が
あ
る
と
知
っ

て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
こ
ん
な
有
名

な
古
高
取
が
身
近
に
あ
り
な
が
ら
あ
ま

り
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
私
た
ち
が

こ
の
古
高
取
の
良
さ
を
い
ろ
ん
な
人
に

伝
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

●
古
高
取
を
作
っ
て

　
　
　

 
直
方
北
小
学
校
六
年
一
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
村 

花
穂

　

会
員
の
小
山
亘
さ
ん
が
、『
西
日
本

文
化
』（
二
〇
一
〇
年
四
月
号
）
に

「
『
織
部
好
み
』
を
焼
い
た
筑
前
藩
窯
」を

発
表
し
た
。
小
山
さ
ん
は
こ
の
研
究
発

表
で
「
内
ヶ
磯
古
窯
で
は
、
京
都
の
陶
工

が
や
っ
て
来
て
織
部
好
み
の
茶
碗
を
焼

い
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
の
見
方
を
し

て
お
り
、
古
高
取
の
研
究
に
新
た
な
問

題
提
起
を
し
た
こ
と
で
注
目
さ
れ
る
。

　

高
取
焼
内
ヶ
磯
窯
記
念
碑
建
立
記
念

の
古
高
取
展
が
開
催
さ
れ
、
多
く
お
客

様
が
古
高
取
の
魅
力
に
触
れ
ま
し
た
。

●
古
高
取
（
宅
間
・
内
ヶ
磯
）展

<

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
二
日
（
土
）

　
　
　
　
　
　
　

 

・
二
十
三
日(

日)
>

 

場
所
：
福
智
山
ろ
く
花
公
園 

研
修
室

 

観
覧
：
無
料

●
「
桃
山
茶
陶
を
焼
い
た
内
ヶ
磯
古
窯
」

な
ん
で
も
掲
示
板
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～
・
～
・
～
・
～
・
～
・
～
・
～
・
～

　

わ
た
し
は
、
は
じ
め
て
お
さ
ら
作
り

を
し
ま
し
た
。
最
初
は
い
い
形
で
で
き

て
い
た
ん
で
す
が
、
あ
と
か
ら
ち
ょ
っ

と
く
ず
れ
て
き
た
の
で
あ
せ
っ
て
し
ま

っ
た
け
ど
楽
し
か
っ
た
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

わ
か
な

　

初
め
て
焼
き
物
を
作
っ
た
の
で
と
て

も
む
ず
か
し
か
っ
た
け
ど
、
と
て
も
お

も
し
ろ
か
っ
た
で
す
。
焼
き
上
が
っ
た

後
の
器
の
色
も
き
れ
い
で
う
れ
し
か
っ

た
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

め
い

～
・
～
・
～
・
～
・
～
・
～
・
～
・
～

　

む
ず
か
し
か
っ
た
け
ど
た
の
し
か
っ

た
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

温

～
・
～
・
～
・
～
・
～
・
～
・
～
・
～

　

は
じ
め
て
お
茶
わ
ん
を
作
り
ま
し
た
。

た
の
し
か
っ
た
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
よ

　

土
ね
ん
ど
を
お
茶
わ
ん
の
形
に
す
る

の
が
む
ず
か
し
か
っ
た
で
す
。

　

だ
け
ど
、
で
き
あ
が
っ
た
自
分
の
作

品
を
見
て
み
る
と
ま
あ
ま
あ
で
き
て
い

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゆ
う
き

～
・
～
・
～
・
～
・
～
・
～
・
～
・
～

●
福
智
山
ろ
く
花
公
園
で
の
焼
物
教
室
に

　

参
加
し
た
「
植
木
若
竹
子
供
会
」の
子
供

　

た
ち
が
感
想
を
書
い
て
く
れ
ま
し
た
。

【
地
域
対
象
焼
物
教
室
に
参
加
し
て
】

　

　

さ
い
し
ょ
は
、
む
ず
か
し
か
っ
た
け

ど
、
で
も
じ
ょ
う
ず
に
で
き
て
、
う
れ

し
か
っ
た
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

梨
沙

～
・
～
・
～
・
～
・
～
・
～
・
～
・
～

　

や
き
も
の
を
作
っ
て
み
て
、
最
初
は

土
が
や
わ
ら
か
で
、
う
ま
く
で
き
る
か

な
と
思
っ
て
い
た
け
ど
、
出
来
あ
が
り

が
う
ま
く
で
き
て
い
て
、
う
れ
し
か
っ

た
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

み
ゆ

～
・
～
・
～
・
～
・
～
・
～
・
～
・
～

　

地
元
住
民
や
陶
磁
関
係
者
な
ど
約
８

０
人
が
参
加
し
て
除
幕
式
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
挨
拶
で
は
、
揮
ご
う
し
た
麻
生

前
首
相
や
向
野
市
長
ら
が
古
高
取
の
重

要
性
を
話
し
ま
し
た
。
当
会
か
ら
は
、

能
間
会
長
が
出
席
し
ま
し
た
。

●
高
取
焼
内
ヶ
磯
窯
記
念
碑
除
幕
式
典

<

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
三
日(

日)
>

 

場
所
：
福
智
山
ダ
ム
湖
畔
（
直
方
市

　
　
　

 

頓
野
内
ヶ
磯
）

 

主
催
：
古
高
取
を
顕
彰
す
る
会

　
　
　

 

内
ヶ
磯
公
民
館

　

「
古
高
取
を
伝
え
る
会
」
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（
ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
：
／
／
ｗ
ｗ
ｗ
．

ｔ
ａ
ｋ
ａ
ｔ
ｏ
ｒ
ｉ
．ｏ
ｒ
ｇ
）
で
は
、

い
ま
ま
で
に
発
行
し
た
会
報
を
ご
覧
に

な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
会
報
が
ご
覧
に
な
れ
ま
す

<
掲
載
内
容
募
集>

 

「
古
高
取
」
の
魅
力
を
発
信
す
る
た

め
の
イ
ベ
ン
ト
情
報
な
ど
募
集
し
て

い
ま
す
。
掲
載
可
能
な
情
報
等
が
ご

ざ
い
ま
し
た
ら
、事
務
局
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

 

「
古
高
取
通
信
」
会
報
・
Ｎ
Ｏ
６

　

<

発
行>

　
　

古
高
取
を
伝
え
る
会

　

<

発
行
日>

　
　

平
成
二
十
二
年
五
月
三
十
一
日

　

<

現
在
の
会
員
数>

　
　

正
会
員　

 

一
〇
一
名

　
　

賛
助
会
員 

二
十
六
名
（
三
十
九
口
）

　
　
　
　

団
体 

三
団
体
（
三
口
）

　

<

マ
イ
茶
碗
の
数>

　
　

３
７
６
１
個

　

<

事
務
局>

　
　

〒
八
二
二-

〇
〇
二
六

　
　

福
岡
県
直
方
市
津
田
町
七-

十
四

　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

〇
九
四
九(

二
三)

一
一
三
一


