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文
化
10
年
（
西
暦
1
8
1
3
年
）

菊
池
川
か
ら
分
水
し
て
造
ら
れ
た
平

野
井
手
は
、
古
川
地
区
に
取
入
口
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
古
川
井
手
と
呼
ば

れ
て
い
ま
す
。
大
平
地
区
の
飲
用
水

の
ほ
か
、
開
墾
し
た
水
田
16
・
４
㌶

に
も
使
わ
れ
ま
し
た
。

　

大
平
地
区
の
急
速
な
潤
い
を
み
た

戸
豊
水
地
区
で
も
、
農
業
用
水
確
保

の
た
め
井
手
の
延
長
を
計
画
。
し
か

し
菊
池
川
の
水
だ
け
で
は
不
足
す
る

た
め
、
上
津
江
村
の
川
原
川
か
ら
途

中
６
カ
所
の
隧
道
を
要
す
る
兵
藤
井

手
を
掘
り
、
鉾ほ

こ
の
こ甲

川
を
経
て
古
川
井

手
を
増
水
し
、
戸
豊
水
地
区
ま
で
井

手
を
延
ば
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

兵
藤
か
ら
戸
豊
水
ま
で
の
井
手
で

あ
る
こ
と
か
ら
頭
文
字
を
生
か
し
て

「
古
川
兵
戸
井
手
」
と
呼
ば
れ
、
現
在

で
も
多
く
の
水
田
を
潤
し
て
い
ま
す
。

　

水み
く
ま
り
の
か
み

分
神
の
碑
は
、
古
川
兵
戸
井
手

の
完
成
を
祝
っ
て
、
戸と

り
ゅ
う
ず

豊
水
の
村
を

眼
下
に
見
渡
す
場
所
に
、
兵
藤
・
保

慶
両
井
手
口
の
石
と
第
６
隧
道
付
近

の
石
、
古
川
井
戸
口
の
石
を
ご
神
体

と
し
て
建
立
さ
れ
、
８
月
８
日
を
祭

日
と
定
め
ま
し
た
。
俗
に
井
手
明
神

と
言
い
、
今
で
は
地
名
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

由
来
碑
に
は
、
古
川
兵
戸
井
手
開

設
の
経
緯
、
経
過
を
詳
細
に
記
し
て

あ
り
、
こ
の
井
手
の
維
持
管
理
に
務

め
、
今
あ
る
恩
恵
を
忘
れ
ず
、
後
世

に
伝
え
て
行
く
よ
う
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
両
碑
と
も
今
も
な
お
流
域
の
水

田
を
潤
し
、
生
活
用
水
、
非
常
用
水

と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
古
川
兵
戸

井
手
の
歴
史
を
語
る
地
域
の
宝
で
す
。

古ふ
る
か
わ
ひ
ょ
う
ど
い
で

川
兵
戸
井
手

水み
く
ま
り
の
か
み

分
神
の
碑
と

兵ひ
ょ
う
ど
う
ふ
る
か
わ
い
で

藤
古
川
井
手
由
来
碑
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き
く
ち
ふ
る
さ
と
水
源
交
流
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まちかど資料館企画展　大塚耕二・遺作展
期　間　～11月25日㈰
　若き画家の精神の葛藤を満洲ハ
イラル駐屯地で遺した軍隊日記の
原文で垣間見、もう一人の大塚耕
二をご紹介します。

田中栄一写真展「20㎝×25㎝フィルム写真の世界」
期　間　11月６日㈫～11月18日㈰
　フィルムの大きさが20㎝×25㎝あるカメラで撮影した
世界の色々を展示します。

音女（おとめ）の世界絵画展　～日本の風景と花～
期　間　11月20日㈫～12月16日㈰
　「常陸の国」茨城県鹿嶋市からの出展です。自然の風
景と花を水彩画で表現。ご家族皆さまでぜひお越しくだ
さい。

※休館日：月曜日 （祝日の場合は翌日） 11月の開館時間　午前９時～午後６時

女性の手しごと展
期　間　10月23日㈫～11月18日㈰
　10人の女性作家の創作作品を展示
販売いたします。女性ならではの作品
をご覧ください。

夫婦の手紙・絵手紙展
期　間　11月22日㈭
　　　　～平成25年１月20日㈰
口に出しては言えない日頃の感謝の思
いを込めて─。手紙
をとおして自分の
一番大切な人への
想いを伝えます。

地
域
人
権
教
育
指
導
員
　
　

中な
か
は
ら原

　
英ひ
で
し

人
権
同
和
教
育
シ
リ
ー
ズ
○       86

「
身
分
制
度
の
始
ま
り
」

　
私
の
生
ま
れ
た
「
下
長
田
」の
歴
史

を
調
べ
る
機
会
を
頂
き
、
昔
の
下
長
田

を
調
べ
て
み
ま
し
た
。
す
る
と
、
面
白

い
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
私
の
生
ま

れ
た
下
長
田
は
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治

７
年
ま
で
「
広
瀬
古
閑
」と
言
わ
れ
て

い
た
こ
と
、
こ
の
広
瀬
古
閑
に
中
原
宇

座
衛
門
と
い
う
人
が
い
て
、
下
長
田
の

お
宮
の
創
建
に
尽
力
し
た
こ
と
、
こ
の

人
の
３
代
前
の
中
原
行
治
ま
で
は
、
小

国
に
住
ん
で
い
た
が
、
肥
後
国
衆
一
揆

に
参
加
し
た
た
め
、
郷
士
と
し
て
の
刀

を
と
り
あ
げ
ら
れ
、
広
瀬
に
転
居
し
た

こ
と
。
歴
史
に
う
と
か
っ
た
私
は
、
教

師
に
な
っ
て
社
会
科
で「
検
地
と
刀
狩
」

に
つ
い
て
教
え
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ

が
身
分
や
差
別
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る

こ
と
に
気
づ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
最
近

に
な
っ
て
、
こ
の
「
検
地
と
刀
狩
」が

身
分
制
度
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
、

し
か
も
、「
検
地
と
刀
狩
」が
私
の
先
祖

が
関
わ
っ
て
い
た
「
肥
後
国
衆
一
揆
」

が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
実
施
さ
れ
た
こ

と
を
知
り
ま
し
た
。
歴
史
は
身
近
な
と

こ
ろ
か
ら
、
手
繰
り
寄
せ
て
い
く
こ
と

が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

　
秀
吉
は
、「
肥
後
国
衆
一
揆
」が
治
ま

る
と
直
ぐ
に
１
５
８
８
（
天
正
16
）
年

に
「
刀
狩
令
」を
出
し
、
農
民
か
ら
武

器
を
と
り
あ
げ
、
土
一
揆
を
防
止
す
る

と
と
も
に
、
村
に
い
た
武
士
（
郷
士
）

を
城
下
の
都
市
に
集
め
、
武
士
と
百
姓

の
区
別
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
こ
れ

を
「
兵
農
分
離
」と
い
い
ま
す
。
こ
れ

に
よ
り
中
世
の
郷
士
の
力
は
な
く
な
り

ま
し
た
。

　

こ
の
ご
ろ
、
江
戸
時
代
の
身
分
制

度
の
始
ま
り
に
つ
い
て
新
た
な
見
解

が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
近
の
小
中

学
校
の
教
科
書
で
は
、「
士
農
工
商
が

江
戸
時
代
の
初
め
に
つ
く
ら
れ
た
」と

い
う
記
述
は
な
く
な
り
、「
武
士
・
百

姓
・
町
人
の
身
分
が
定
め
ら
れ
た
」と

変
わ
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
時
期

に
つ
い
て
、
江
戸
時
代
の
初
め
で
な
く
、

１
５
８
８
（
天
正
16
）
年
に
豊
臣
秀
吉

に
よ
っ
て
「
身
分
統
制
令
」が
出
さ
れ

「
武
士
・
百
姓
・
町
人
の
身
分
が
定
め

ら
れ
た
」と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
、
古
代
以
来
の
荘
園

制
は
完
全
に
終
わ
り
を
つ
げ
、
近
世
領

主
が
村
を
単
位
に
土
地
と
農
民
を
直
接

支
配
す
る
、
新
し
い
身
分
制
度
の
基
礎

が
整
い
ま
し
た
。
こ
の
「
検
地・刀
狩・

身
分
統
制
令
」は
、
ひ
と
セ
ッ
ト
で
制

度
と
し
て
身
分
を
固
定
す
る
も
の
で
し

た
。

　
な
お
驚
く
こ
と
に
は
、
そ
の
き
っ
か

け
は
「
肥
後
国
衆
一
揆
」に
あ
っ
た
の

で
す
。
豊
臣
秀
吉
の
全
国
統
一
後
、
肥

後
の
領
主
と
し
て
や
っ
て
き
た
佐さ

っ
さ々

成な
り
ま
さ政

が
、
肥
後
の
検
地
を
し
よ
う
と
し

ま
し
た
が
、
当
時
隈
府
城
の
城
主
で

あ
っ
た
「
隈く

ま
べ部

親ち
か
な
が永

」は
、
豊
臣
秀
吉

か
ら
領
地
は
安
堵
さ
れ
て
い
る
と
し
て

検
地
に
反
対
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
佐
々

成
政
は
、
隈
府
城
を
攻
め
ま
し
た
。
検

地
に
反
対
で
あ
っ
た
肥
後
の
国
衆
た
ち

52
人
は
、
立
ち
上
が
っ
て
佐
々
成
政
に

抵
抗
し
ま
し
た
。
国
衆
一
揆
は
、
半
年

続
き
ま
し
た
が
、
秀
吉
の
差
し
向
け
た

援
軍
に
よ
り
鎮
圧
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

が
「
肥
後
の
国

く
に
し
ゅ
う衆

一い
っ
き揆

」で
す
が
、
こ

の
一
揆
に
豊
臣
秀
吉
も
大
変
苦
慮
し
、

一
揆
終
息
後
、
急
い
で
「
刀か

た
な
が
り狩

」を
し

て
、
郷
士
や
百
姓
か
ら
武
器
を
取
り
上

げ
て
「
武
士
・
百
姓
・
町
人
」の
身
分

を
定
め
ま
し
た
。
こ
の
身
分
（
そ
の
他

の
身
分
を
含
む
）が
江
戸
時
代
の
終
わ

り
ま
で
制
度
と
し
て
存
在
し
ま
し
た
。

　
最
近
「
あ
ん
ず
の
丘
」に
大
き
な
銅

像
が
立
ち
ま
し
た
が
、
あ
の
人
が
「
隈

部
親
永
」で
す
。
一
度
見
に
行
っ
て
ほ

し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
肥
後
の

歴
史
を
ひ
も
解
い
て
み
れ
ば
、
案
外
近

い
と
こ
ろ
に
身
分
制
度
の
起
こ
り
が
あ

る
こ
と
に
気
づ
く
で
し
ょ
う
。

「
ご
飯
た
べ
た
？
」
と
春し
ゅ
ん
き
ゅ
う
き

窮
期

菊池市役所
国際観光マネージャー

金　相廷さん

韓
国
発
見
シ
リ
ー
ズ
〇28

こ
ん
に
ち
は
金キ

ム
で
す

　
「
お
食
事
は
し
ま
し
た
か
？
」「
ご

飯
は
食
べ
た
？
」
最
近
流
行
り
の
韓

国
ド
ラ
マ
の
中
で
、
た
び
た
び
聞
く

韓
国
式
あ
い
さ
つ
の
言
葉
だ
。
こ
の

よ
う
な
韓
国
式
あ
い
さ
つ
を
不
思
議

に
思
う
日
本
の
人
が
多
い
よ
う
だ
。

　

外
国
語
に
は
多
様
な
あ
い
さ
つ
言

葉
が
あ
る
が
、
ご
飯
を
食
べ
た
の
か

が
あ
い
さ
つ
に
な
る
国
は
珍
し
い
と

言
う
。
こ
れ
を
理
解
す
る
に
は
、
韓

国
の
悲
し
い
歴
史
の
一
面
を
知
る
必

要
が
あ
る
。

　

昔
か
ら
、
韓
国
に
は
春
の
端は

ざ
か
い
き

境
期

を
表
す
「
ボ
リ
ッ
コ
ゲ(

麦
嶺
期)

」

と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
の
時
期
は

去
年
秋
に
収
穫
し
た
穀
物
が
底
を
つ

き
、
食
用
の
大
麦
や
小
麦
は
ま
だ
熟

し
て
い
な
い
５
～
６
月
、
食
糧
事
情

が
最
も
難
し
い
時
期
を
意
味
す
る
。

食
料
が
な
く
な
り
、
食
べ
ら
れ
る
も

の
が
無
い
農
家
の
食
生
活
で
一
番
困

難
な
期
間
と
な
り
春
窮
期
と
も
言
う
。

　

大
抵
の
農
家
は
秋
に
収
穫
し
た
農

作
物
の
中
か
ら
小
作
料
、
借
金
、
利

子
、
税
金
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
費
用
を

差
し
引
い
た
後
、
残
っ
た
食
糧
で
初

夏
の
麦
収
穫
の
時
ま
で
耐
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
昔

か
ら
韓
国
は
日
照
り
、
洪
水
、
イ
ナ

ゴ
に
よ
る
被
害
が
ひ
ど
か
っ
た
。
そ

れ
で
春
先
は
草
根
や
樹
皮
を
食
べ
た

り
、
物
乞
い
や
借
金
を
し
て
食
い
つ

な
い
だ
。
流
民
に
な
っ
て
さ
す
ら
う

人
も
い
た
。

　

歴
史
記
録
を
見
る
と
、
春
窮
期
は

高
麗
時
代(

西
暦
９
１
８
～
１
３
９
２

年)

や
朝
鮮
時
代(

西
暦
１
３
９
２
～

１
９
１
０
年)

の
み
な
ら
ず
日
帝
時
代

(

西
暦
１
９
１
０
年
～
１
９
４
５
年)

を
経
て
朝
鮮
戦
争
、
そ
し
て
１
９
７
０

年
代
初
め
ま
で
続
い
た
。
そ
れ
で
、

こ
の
言
葉
は
韓
国
で
は
一
番
惨
め
な

期
間
の
代
名
詞
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。

「
一
日
一
食
が
普
通
だ
っ
た
」
と
い
う

記
録
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
韓
国
歴
史

の
一
面
は
ひ
も
じ
さ
の
歴
史
と
言
う

こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う

な
背
景
か
ら
「
食
事
し
ま
し
た
か
？
」

が
あ
い
さ
つ
言
葉
に
な
っ
た
。

　

今
、
韓
国
は
肥
満
を
心
配
す
る
国

に
な
っ
た
が
、「
ご
飯
食
べ
た
？
」
と

い
う
あ
い
さ
つ
に
は
難
し
か
っ
た
時

代
の
韓
国
の
悲
し
い
歴
史
の
一
面
が

隠
れ
て
い
る
。 

私
も
子
ど
も
の
時
、

田
舎
で
暮
ら
し
た
経
験
が
あ
る
が
、

小
麦
を
採
っ
て
来
て
、
か
ま
ど
の
炊

き
口
に
入
れ
て
軽
く
炙
っ
て
手
で
擦

り
、
香
ば
し
い
小
麦
を
食
べ
た
記
憶

が
あ
る
。
今
と
な
っ
て
は
懐
か
し
い
、

ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
思
い
出
で
あ
る
。 隈部親永公銅像

家
庭
料
理
大
集
合
・
食
の
文
化
祭

　
昔
な
が
ら
の
行
事
食
や
地
域
に
伝
わ

る
伝
統
的
な
料
理
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の

味
…
子
や
孫
の
世
代
に
受
け
継
が
れ
て

い
ま
す
か
？

　
菊
池
地
域
の
食
を
見
つ
め
直
し
、
家

庭
料
理
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た
美
味
し

い
イ
ベ
ン
ト
が
「
水
源
食
の
文
化
祭
」。

各
地
域
の
婦
人
部
や
グ
ル
ー
プ
な
ど
が

地
域
の
味
、
伝
統
料
理
や
創
作
料
理
を

持
ち
寄
る
文
化
祭
は
今
年
で
８
回
目
。

昨
年
は
56
種
類
の
料
理
で
会
場
は
彩
ら

れ
ま
し
た
。
展
示
・
試
食
だ
け
で
な
く
、

地
域
交
流
も
行
わ
れ
る
楽
し
い
イ
ベ
ン

ト
で
す
。
地
域
の
食
を
見
つ
め
、
次
の

世
代
に
受
け
継
ぐ
食
の
文
化
祭
に
参
加

し
ま
せ
ん
か
。

と　
き　
11
月
25
日
㈰

　
　
　
午
後
１
時
～
３
時

と
こ
ろ　
き
く
ち
ふ
る
さ
と
水
源
交
流
館

参
加
料　
１
人
５
０
０
円

※
小
学
生
以
下
は
無
料

昨年の文化祭では菊池地域の家
庭料理56種類が大集合
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