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平
成
19
年
５
月
４
日
、
多
目
的
広
場
で
「
あ
ま

み
っ
子
フ
ェ
ス
タ
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

奄
美
市
節
田
小
学
校
の
児
童
に
よ
る
「
ア
マ
ン

デ
ィ
ー
太
鼓
」
で
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
。「
菊
仙
」
さ

ん
に
よ
る
「
江
戸
太
神
楽
」
が
ス
テ
ー
ジ
前
で
披

露
さ
れ
た
後
、
参
加
者
は
「
ね
ん
ど
遊
び
」「
昔

あ
し
び
」「
レ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
」
の
各
コ
ー
ナ
ー

に
分
か
れ
，
各
自
好
き
な
物
を
紙
粘
土
で
作
っ
た

り
、
竹
笛
や
竹
と
ん
ぼ
、
バ
ル
ー
ン
ア
ー
ト
や
か

ざ
ぐ
る
ま
作
り
を
体
験
し
ま
し
た
。
最
後
に
ス

テ
ー
ジ
前
で
、
大
島
養
護
学
校
の
あ
そ
び
う
た

サ
ー
ク
ル
「
ぱ
す
て
る
」
に
よ
る
「
あ
そ
び
う
た
」

で
子
ど
も
や
親
も
大
い
に
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。

　

平
成
19
年
６
月
24
日
〜
７
月
31
日
の
期
間
中

「
ネ
リ
ヤ
カ
ナ
ヤ
フ
ェ
ス
タ
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

初
日
は
、
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、
道

の
島
太
鼓
、
ロ
イ
ヤ
ル
フ
ラ
仲
山
教
室
に
よ
る
フ

ラ
ダ
ン
ス
、
ネ
リ
ヤ
カ
ナ
ヤ
創
作
童
話
コ
ン
ク
ー

ル
優
秀
賞
受
賞
作「
す
み
よ
う
タ
ナ
ガ
の
夏
物
語
」

の
紙
芝
居
、
伊
津
部
小
児
童
に
よ
る
「
さ
ざ
波
バ

ン
ド
」、
島
唄
（
か
さ
ん
唄
）
等
の
演
目
が
披
露

さ
れ
、
会
場
は
大
い
に
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
期
間
中
に
水
中
写
真
家 

興 

克
樹
氏
を

招
き
、
サ
ン
ゴ
礁
を
オ
ニ
ヒ
ト
デ
か
ら
守
る
活
動

や
白
化
現
象
の
推
移
等
、
奄
美
の
サ
ン
ゴ
礁
に
関

す
る
話
を
写
真
・
映
像
・
実
際
に
使
用
す
る
機
材

を
使
っ
て
自
然
の
大
切
さ
を
伝
え
ま
し
た
。

　

こ
の
他
、
期
間
中
に
は
、
奄
美
の
海
岸
で
採
れ

る
貝
殻
の
展
示
や
図
画
展
を
行
い
、
多
く
の
来
館

者
の
目
を
楽
し
ま
せ
ま
し
た
。

ネ
リ
ヤ
カ
ナ
ヤ
フ
ェ
ス
タ

　

平
成
19
年
８
月
19
日
に
〜
古
来
か
ら
今
ぬ
世
へ

パ
ー
ト
６
〜
と
し
て
奄
美
大
島
本
島
内
の
各
市
町

村
か
ら
ベ
テ
ラ
ン
及
び
若
手
の
唄
者
・
三
味
線
奏

者
12
名
と
、
若
さ
溢
れ
る
県
立
奄
美
高
等
学
校
郷

土
芸
能
部
「
太
陽
の
子
」
が
出
演
し
、
島
唄
・
太

鼓
等
を
披
露
し
ま
し
た
。
高
校
生
か
ら
こ
の
年
米

寿
を
迎
え
る
森
チ
エ
さ
ん
ま
で
、年
齢
幅
が
広
く
、

味
わ
い
深
い
イ
ベ
ン
ト
と
な
り
ま
し
た
。

サ
マ
ー
コ
ン
サ
ー
ト

あ
ま
み
っ
子
フ
ェ
ス
タ

奄
美
の
郷
企
画
事
業

　
「
琉
球
古
典
音
楽
・
奄
美
島
唄
へ
の
誘
い
」
と

題
し
て
２
部
構
成
で
開
催
し
ま
し
た
。
第
１
部
で

は
、
高
名
な
奄
美
島
唄
者
の
坪
山
豊
さ
ん
、
シ
マ

ユ
ム
タ
伝
え
る
会
会
長
の
山
田
薫
さ
ん
、
そ
し
て

沖
縄
か
ら
三
味
線
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
で
あ

る
西
江
喜
春
さ
ん
を
招
い
て
講
演
（
ト
ー
ク
）
を

行
い
ま
し
た
。
奄
美
と
沖
縄
の
文
化
・
方
言
の
違

い
や
、
音
階
の
相
違
点
が
紹
介
さ
れ
、
会
場
か

ら
は
笑
い
や
納
得
し
た
様
子
が
伺
え
ま
し
た
。
第

２
部
で
は
、
坪
山
豊
さ
ん
に
よ
る
奄
美
の
島
唄
、

そ
し
て
沖
縄
か
ら
は
琉
球
舞
踊
と
三
味
線
・
琴
・

笛
・
太
鼓
等
の
地
謡
（
じ
か
た
）
に
よ
る
響
演
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
島
唄
は
も
ち
ろ
ん
、
琉
球
古
典

音
楽
に
よ
る
見
事
な
演
奏
と
唄
、
そ
し
て
創
作
舞

踊
も
披
露
さ
れ
、
昔
な
が
ら
の
舞
踊
で
は
な
い
新

し
い
踊
り
に
観
客
の
目
は
釘
付
け
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。
最
後
は
奄
美
の
六
調
と
沖
縄
の
カ
チ
ャ
ー

シ
ー
で
締
め
く
く
り
、
学
び
と
体
感
の
ひ
と
と
き

を
満
喫
し
ま
し
た
。

文
化
講
演
会
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平
成
19
年
５
月
20
日
に
、「
で
ぃ
・
ま
ー
じ
ん
ま
第
二
弾
」
と
題

し
て
、
昨
年
に
引
き
続
き
「
島
ん
ち
ゅ
会
」
40
名
が
出
演
し
、
島

唄
を
は
じ
め
、
舞
踊
・
三
味
線
合
奏
・
胡
弓
演
奏
等
を
披
露
し
ま

し
た
。

　

今
回
も
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
だ
演
目
構
成
で
観
客
を
魅
了
し
、

フ
ィ
ナ
ー
レ
の
六
調
で
は
出
演
者
と
観
客
が
一
体
と
な
り
、
大
き

な
盛
り
上
が
り
と
な
り
ま
し
た
。

５
月
ラ
イ
ブ
ス
テ
ー
ジ

　

平
成
19
年
10
月
21
日
に
、
喜
界
島
・
徳
之
島
・
奄
美
大
島
在
住

の
小
学
生
か
ら
ベ
テ
ラ
ン
唄
者
が
揃
っ
た
「
奄
美
芸
能
保
存
会
」

に
よ
る
島
唄
並
び
に
琉
球
舞
踊
が
披
露
さ
れ
ま
し
た
。
フ
ィ
ナ
ー

レ
の
イ
ト
ゥ
・
渡
し
ゃ
・
六
調
で
は
客
席
の
方
々
も
舞
台
に
上
が
り
，

楽
し
く
踊
り
な
が
ら
締
め
く
く
り
ま
し
た
。

10
月
ラ
イ
ブ
ス
テ
ー
ジ

　

平
成
19
年
７
月
15
日
に
、
龍
郷
町
島
唄
保
存
会
（
23
名
）
に
よ

る
島
唄
と
円
子
ど
も
会
の
八
月
踊
り
な
ど
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん

だ
演
目
構
成
で
開
催
し
ま
し
た
。

　

特
に
、『
行
き
ゅ
ん
に
ゃ
加
那
』
を
ス
テ
ー
ジ
と
会
場
と
で
唄
の

掛
け
合
い
を
行
い
、
会
場
全
体
が
一
体
と
な
り
、
大
い
に
盛
り
上

が
り
ま
し
た
。

７
月
ラ
イ
ブ
ス
テ
ー
ジ
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平
成
19
年
５
月
５
日
に
、
今
回
初
め
て
奄
美
パ
ー
ク
主
催
に
よ

る
子
供
の
シ
マ
唄
大
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

小
学
校
低
学
年
の
部
に
10
名
、
小
学
校
高
学
年
の
部
に
15
名
、

中
学
生
の
部
に
12
名
が
参
加
し
、
そ
れ
ぞ
れ
優
勝
目
指
し
て
自
慢

の
シ
マ
唄
を
披
露
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

表
彰
式
で
は
、
部
門
ご
と
の
優
勝
・
準
優
勝
・
第
３
位
受
賞
者
に
、

宮
崎
園
長
か
ら
賞
状
と
記
念
品
が
授
与
さ
れ
、
最
後
に
審
査
員
や

ゲ
ス
ト
と
一
緒
に
記
念
写
真
を
撮
影
し
ま
し
た
。

　

平
成
19
年
７
月
１
日
に
、
奄
美
民
俗
談
話
会
会
員
の
児
玉
永
伯

氏
を
講
師
に
迎
え
、
ネ
リ
ヤ
カ
ナ
ヤ
を
テ
ー
マ
と
し
た
民
話
に
関

す
る
講
習
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
口
承
文
芸
と
民
話
，
昔
話
の
定

義
や
分
類
に
つ
い
て
の
説
明
や
、
奄
美
に
伝
わ
る
民
話
を
紹
介
し

ま
し
た
。

　

ま
た
、
実
際
に
児
玉
さ
ん
が
祖
母
か
ら
採
話
し
た
「
夢
の
話
」

を
島
口
で
紹
介
し
，「
昔
話
は
教
訓
や
歴
史
を
解
き
明
か
す
要
素
が

含
ま
れ
て
い
る
。」
と
指
摘
。
最
後
は
会
場
か
ら
の
質
問
や
、
活
発

な
意
見
交
換
で
様
々
な
角
度
か
ら
民
話
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

　

平
成
19
年
８
月
12
日
に
、
奄
美
パ
ー
ク
の
辻
明
光
次
長
を
講
師

に
、
サ
キ
シ
マ
ス
オ
ウ
の
実
を
材
料
に
し
て
、
フ
ク
ロ
ウ
の
鳴
き

声
の
す
る
笛
を
作
り
ま
し
た
。
サ
キ
シ
マ
ス
オ
ウ
の
説
明
に
子
供

た
ち
は
聞
き
入
り
、
植
物
の
生
態
に
感
嘆
し
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
子
供
た
ち
は
実
か
ら
中
身
を
一
生
懸
命
掻
き
出
し
、
試

行
錯
誤
し
て
彩
色
し
て
い
ま
し
た
。

　

色
と
り
ど
り
の
フ
ク
ロ
ウ
や
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
が
出
来
上
が
り
，

最
後
は
参
加
者
の
作
品
を
並
べ
て
記
念
撮
影
を
し
ま
し
た
。

わ
ら
べ
島
唄
大
会

奄
美
民
謡
へ
の
誘
い

ク
フ
笛
を
作
ろ
う

〜
ネ
リ
ヤ
カ
ナ
ヤ
〜
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田
中
一
村
記
念
美
術
館
企
画
事
業

　

平
成
19
年
３
月
25
日
か
ら
４
月
８
日
に
か
け
て
、
奄
美
市
在
住

の
蘇
畑
智
さ
ん
の
「
光
景
画
展
２
０
０
７
・
３
」
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
メ
ル
ボ
ル
ン
日
本
芸
術
祭
で
の
「
二
十
一

世
紀
日
本
芸
術
の
き
ら
め
き
賞
」
受
賞
を
記
念
し
て
開
く
初
の
個

展
。
奄
美
の
自
然
を
素
材
に
し
た
光
を
パ
ス
テ
ル
画
の
繊
細
な
タ
ッ

チ
で
描
い
て
お
り
、
大
和
村
の
マ
テ
リ
ア
の
滝
や
徳
浜
な
ど
奄
美

大
島
の
風
景
を
画
材
と
し
て
描
い
た
光
の
絵
を
中
心
に
26
点
を
展

示
し
ま
し
た
。「
光
の
タ
ッ
チ
や
光
景
な
ど
今
ま
で
経
験
の
な
い
新

し
い
作
品
に
出
会
っ
た
。」
な
ど
観
覧
さ
れ
た
多
く
の
方
々
の
感
動

を
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

蘇
畑 

智
「
パ
ス
テ
ル
画
展
」

　

平
成
19
年
４
月
22
日
か
ら
５
月
６
日
に
か
け
て
、
奄
美
市
在
住

の
積
山
秀
和
さ
ん
の
「
島
を
描
く
」
絵
画
展
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

島
の
風
物
を
温
も
り
あ
る
タ
ッ
チ
で
描
い
た
作
品
は
、
子
供
の

頃
に
触
れ
た
島
の
情
景
に
思
い
を
馳
せ
て
描
い
て
お
り
、「
若
い
子

に
も
島
の
原
風
景
を
感
じ
て
も
ら
え
た
ら
」
と
、
今
回
は
、「
奄
美

市
美
展
」
市
長
賞
や
当
館
で
毎
年
開
催
さ
れ
る
「
奄
美
を
描
く
美

術
展
」
の
受
賞
作
品
を
は
じ
め
、
油
彩
や
水
彩
な
ど
約
40
点
を
展

示
し
ま
し
た
。
来
園
者
の
中
に
は
、「
街
中
の
ポ
ス
タ
ー
を
拝
見
し

て
実
際
見
て
み
た
い
。」
と
足
を
運
ん
で
来
ら
れ
た
方
や
「
ど
の
絵

に
も
島
の
温
も
り
が
感
じ
ら
れ
素
晴
ら
し
か
っ
た
。」
と
感
動
さ
れ

る
方
な
ど
、
と
て
も
好
評
で
し
た
。

「
島
を
描
く
」積
山
秀
和
絵
画
展

　

平
成
19
年
５
月
20
日
か
ら
６
月
３
日
ま
で
，
徳
之
島
町
出
身
の

西
山
伊
智
子
さ
ん
に
よ
る
「
押
し
花
で
描
く
ア
ー
ト
の
世
界
」
押

し
花
展
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
ハ
イ
ビ
ス
カ
ス
な
ど
奄
美
の
草
木

を
使
っ
て
絵
画
に
仕
上
げ
た
作
品
で
、
自
然
の
素
晴
ら
し
さ
を
表

現
し
て
い
ま
し
た
。

　

西
山
さ
ん
は
南
日
本
女
流
美
術
展
入
賞
の
ほ
か
、
公
民
館
講
座

や
幼
稚
園
、
小
・
中
学
校
、
ま
た
、
月
１
回
の
割
合
で
奄
美
市
や

徳
之
島
町
で
も
指
導
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
館
で
の
展
覧
会
は
今
回

が
初
め
て
で
、
67
点
の
押
し
花
を
展
示
し
ま
し
た
。
来
館
者
の
中

に
は
、
初
め
て
押
し
花
を
見
る
人
が
多
く
、
細
か
く
仕
上
げ
ら
れ

た
作
品
に
感
激
し
た
様
子
で
し
た
。
ま
た
、
同
時
に
行
わ
れ
た
押

し
花
体
験
も
好
評
で
し
た
。

西
山
伊
智
子
押
し
花
展

「
押
し
花
で
描
く
ア
ー
ト
の
世
界
」
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平
成
19
年
６
月
24
日
か
ら
７
月
８
日
ま
で
、
大
島
高
校
の
美
術

部
・
書
道
部
に
よ
る
企
画
展
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
美
術
部
は
油

彩
、
ア
ク
リ
ル
画
、
木
製
彫
刻
、
石
膏
像
、
デ
ザ
イ
ン
や
同
校
の

県
民
大
学
の
受
講
生
の
彫
刻
作
品
な
ど
27
点
、
書
道
部
は
書
写
の

ほ
か
、
自
作
の
詩
を
勢
い
良
く
表
現
し
た
作
品
な
ど
23
点
を
展
示

し
ま
し
た
。
３
回
目
と
な
る
今
回
は
、
美
術
部
展
の
単
独
展
で
は

な
く
、
初
め
て
書
道
部
と
合
同
で
開
催
し
ま
し
た
。
来
館
者
の
方
々

は
、
高
校
生
で
こ
ん
な
に
す
ば
ら
し
い
作
品
が
描
け
る
事
が
う
ら

や
ま
し
い
と
感
激
し
た
様
子
で
し
た
。

大
島
高
校
美
術
・
書
道
部
展

　

平
成
19
年
８
月
17
日
か
ら
９
月
17
日
に
か
け
て
、
田
中
一
村
没

後
30
年
記
念
と
し
て
「
一
村
が
描
い
た
天
井
画
の
花
々
展
」
を
開

催
し
ま
し
た
。
牧
野
信
久
氏
に
よ
っ
て
当
館
に
寄
託
、
寄
贈
さ
れ

た
計
40
点
を
展
示
し
ま
し
た
。
作
品
は
、
一
村
が
千
葉
在
住
時
代

に
東
京
の
支
援
者
の
依
頼
で
描
い
た
も
の
で
、
支
援
者
の
自
宅
仏

間
の
天
井
を
飾
っ
て
い
た
も
の
で
す
。「
天
井
だ
と
遠
く
か
ら
眺
め

る
こ
と
に
な
る
絵
を
間
近
で
観
る
こ
と
が
で
き
、
花
の
生
き
生
き

し
た
様
子
が
う
か
が
え
ま
し
た
。」
と
感
動
さ
れ
る
方
も
い
ま
し
た
。

　

平
成
19
年
７
月
22
日
か
ら
８
月
12
日
ま
で
，
自
然
写
真
家
・
常

田
守
さ
ん
に
よ
る
「
ア
マ
ミ
亜
熱
帯
の
い
ぶ
き
」
写
真
展
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
常
田
さ
ん
は
、
東
京
か
ら
帰
郷
し
た
１
９
８
０
年

か
ら
自
然
観
察
や
撮
影
を
本
格
化
し
、
技
工
職
の
傍
ら
奄
美
の
希

少
動
物
や
絶
景
を
鮮
や
か
な
写
真
に
収
め
て
き
ま
し
た
。
写
真

展
で
は
、
奄
美
の
山
奥
で
撮
影
さ
れ
た
生
き
物
や
植
物
な
ど
約

１
０
０
点
が
展
示
さ
れ
た
ほ
か
、
常
田
さ
ん
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー

ク
で
は
、
撮
影
時
の
苦
労
話
や
撮
影
機
材
の
紹
介
な
ど
が
あ
り
、

夏
休
み
最
初
の
日
曜
日
と
い
う
こ
と
で
親
子
連
れ
も
多
数
来
館
さ

れ
ま
し
た
。「
写
真
を
通
じ
て
奄
美
の
自
然
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
み
え

て
感
動
し
ま
し
た
。」
と
話
さ
れ
る
お
客
様
も
い
ま
し
た
。

「
初
公
開
・
一
村
が
描
い
た
天
井
画
の
花
々
展
」

常
田　

守
写
真
展

没
後
30
周
年
記
念

「
ア
マ
ミ 

亜
熱
帯
の
い
ぶ
き
」
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親
子
ス
ケ
ッ
チ
大
会

一
村
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　

平
成
19
年
９
月
16
日
に
、
没
後
30
年
記
念
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
「
こ

れ
か
ら
の
田
中
一
村
を
考
え
る
」
を
テ
ー
マ
に
一
村
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
を
奄
美
パ
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
広
場
で
開
催
し
ま
し
た
。
ま
ず
、
当

館
の
前
村
学
芸
専
門
員
が
基
調
報
告
を
行
い
、
一
村
と
親
交
の
あ
っ

た
宮
崎
鐵
太
郎
さ
ん
や
一
村
亡
き
後
の
動
き
を
紹
介
し
ま
し
た
。

ま
た
、今
後
の
展
開
に
つ
い
て
「
ど
う
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
く
べ
き
か
」

と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
の
趣
旨
説
明
を
行
い
ま
し
た
。
パ
ネ
ル
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
当
館
宮
崎
館
長
が
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を

務
め
、
大
矢
鞆
音
氏
、
西
村
康
博
氏
、
山
西
健
夫
氏
、
山
本
和
弘
氏
、

当
館
前
村
学
芸
専
門
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
提
言
し
ま
し
た
。

観
光
資
源
と
し
て
成
功
を
収
め
て
い
る
一
方
、
美
術
専
門
家
に
よ

る
研
究
の
停
滞
な
ど
が
課
題
に
挙
げ
ら
れ
、「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し

て
公
開
す
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。」
な
ど
の
意
見
が
出
ま
し
た
。

会
場
か
ら
の
質
問
等
も
あ
り
、
予
定
時
間
を
大
幅
に
超
え
る
内
容

の
あ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
な
り
ま
し
た
。

　

夏
休
み
企
画
と
し
て
７
月
29
日
と
８
月
26
日
に
親
子
ス
ケ
ッ
チ

大
会
を
行
い
ま
し
た
。
７
月
は
名
瀬
中
学
校
の
小
正
由
布
子
先
生

を
、
そ
し
て
８
月
は
奄
美
高
校
の
本
坊
麻
衣
子
先
生
を
招
き
指
導

し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
ま
ず
、
レ
ク
チ
ャ
ー
ル
ー
ム
で
絵
を
描
く

と
き
の
注
意
事
項
や
ポ
イ
ン
ト
な
ど
を
説
明
し
、
そ
の
後
そ
れ
ぞ

れ
親
子
で
奄
美
パ
ー
ク
内
の
好
き
な
場
所
で
ス
ケ
ッ
チ
し
て
も
ら

い
ま
し
た
。
作
品
完
成
後
は
イ
ベ
ン
ト
広
場
へ
移
動
し
て
児
童
の

作
品
を
並
べ
、
１
点
ず
つ
作
品
の
素
晴
ら
し
い
と
こ
ろ
を
説
明
し

て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

平
成
19
年
９
月
23
日
か
ら
10
月
11
日
に
か
け
て
奄
美
市
名
瀬
の

写
真
家
・
別
府
亮
さ
ん
に
よ
る
「
Ｃ
ｏ
ｌ
ｏ
ｒ　

ｏ
ｆ　

Ａ
Ｍ
Ａ

Ｍ
Ｉ
」
写
真
展
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
別
府
さ
ん
は
、
２
０
０
０

年
に
奄
美
を
紹
介
す
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
奄
美
大
島
探
検
マ
ッ
プ
」

を
立
ち
上
げ
、
奄
美
の
風
景
写
真
に
目
覚
め
、
２
０
０
４
年
か
ら

写
真
家
と
し
て
活
動
を
始
め
ま
し
た
。
島
内
の
み
な
ら
ず
関
東
、

関
西
で
も
個
展
を
開
き
、
当
館
で
は
初
め
て
の
写
真
展
と
な
り
ま

し
た
。
今
回
は
、
４
年
間
撮
影
し
て
き
た
作
品
の
中
か
ら
厳
選
し

た
１
０
０
点
を
展
示
、
自
己
最
大
の
写
真
展
と
な
り
ま
し
た
。
来

場
者
は
、
奄
美
の
自
然
や
風
景
の
写
真
を
、
感
嘆
の
声
を
漏
ら
し

な
が
ら
興
味
深
そ
う
に
眺
め
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー

ト
ー
ク
で
は
、
カ
メ
ラ
を
実
際
に
手
に
し
な
が
ら
写
真
を
始
め
た

き
っ
か
け
な
ど
に
つ
い
て
話
さ
れ
、ま
た
、質
問
コ
ー
ナ
ー
も
設
け
、

会
場
は
立
ち
見
が
で
る
ほ
ど
の
大
盛
況
と
な
り
ま
し
た
。

別
府　

亮
写
真
展

「
Ｃ
ｏ
ｌ
ｏ
ｒ　

ｏ
ｆ　

Ａ
Ｍ
Ａ
Ｍ
Ｉ
」

左から、宮崎館長、大矢鞆音氏、西村康博氏、山西健夫氏、山本和弘氏
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平
成
19
年
10
月
８
日
に
、
創
元
会
会
員
で
鹿
児
島
県
美
術
協
会
会
員
の
宍
野
勝
文
氏
を
講
師
に
招
き
、

創
作
体
験
教
室
（
風
景
画
）
を
開
催
し
ま
し
た
。
午
前
９
時
30
分
か
ら
レ
ク
チ
ャ
ー
ル
ー
ム
に
お
い
て
、

事
前
指
導
と
し
て
実
際
に
作
品
を
描
き
な
が
ら
、
絵
を
描
く
と
き
の
注
意
事
項
や
ポ
イ
ン
ト
な
ど
を
説

明
し
た
後
、そ
れ
ぞ
れ
園
内
の
お
気
に
入
り
の
場
所
で
ス
ケ
ッ
チ
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。作
品
完
成
後
は
、

イ
ベ
ン
ト
広
場
に
移
動
し
て
講
評
会
を
行
い
、
各
々
の
作
品
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

平
成
19
年
７
月
22
日
、
今
年
で
２
回
目
と
な
る
親
子
美
術
館
探
検
は
、
田
中
一
村
作
品
鑑
賞
だ
け
で

な
く
、
美
術
館
施
設
の
機
能
や
美
術
館
の
果
た
す
役
割
な
ど
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
り
美
術
へ
の

理
解
や
創
作
へ
の
関
心
を
広
げ
る
た
め
に
企
画
し
ま
し
た
。今
回
、参
加
者
は
少
数
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、

普
段
見
る
こ
と
の
出
来
な
い
電
気
室
・
機
械
室
な
ど
を
案
内
し
、
ど
の
よ
う
な
仕
組
み
で
美
術
館
が
成

り
立
っ
て
い
る
の
か
な
ど
を
参
加
者
に
知
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

親
子
美
術
館
探
検

創
作
体
験
教
室
（
風
景
画
）
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わ
き
ゃ
島
自
慢

わ
き
ゃ
島
自
慢

眠
れ
る
中
世
の
焼
き
物
カ
ム
ィ
ヤ
キ
（
伊
仙
町
）

10■

　

徳
之
島
空
港
か
ら
約
三
○
分
、
面
積
六
十
二
、七
㎞
の
伊
仙
町
に
は
誇
れ
る
も
の
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
ひ
と
つ
が
、
国
指
定
史
跡
『
徳
之
島
カ
ム
ィ
ヤ
キ
陶
器
窯
跡
』
で
、
二
○
○
七
（
平
成
十
九
）
年
に
九
州
で

二
十
四
番
目
に
国
指
定
さ
れ
た
史
跡
で
あ
り
ま
す
。

　

カ
ム
ィ
ヤ
キ
は
、今
か
ら
二
十
四
年
前
の
一
九
八
三
年
に
発
見
さ
れ
、そ
の
後
の
調
査
に
よ
り
、

国
有
林
野
内
に
一
○
○
基
を
越
え
る
窯
跡
が
あ
る
も
の
と
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
『
カ
ム
ィ
ヤ
キ
』
は
、
今
か
ら
約
一
○
○
○
年
前
の
平
安
後
期
か
ら
鎌
倉
期
に
焼
か
れ

た
焼
き
物
で
、
当
時
の
流
通
範
囲
は
、
北
は
鹿
児
島
県
・
金
峰
町
か
ら
、
南
は
沖
縄
県
の
八
重

山
諸
島
の
波
照
間
島
ま
で
の
南
北
約
一
○
○
○
㎞
に
も
及
ん
で
い
ま
す
。

　

 

琉
球
列
島
に
於
い
て
、
穴
窯
を
掘
り
抜
い
て
焼
き
物
を
焼
く
技
術
は
こ
の
時
代
に
お
い
て
は

画
期
的
で
有
り
、
か
つ
、
硬
く
引
き
締
ま
っ
た
器
は
、
大
変
な
人
気
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、韓
国
か
ら
釉
薬
（
器
の
表
面
に
塗
る
薬
）
を
使
っ
た
焼
き
物
が
入
っ
て
き
た
た
め
に
、

売
れ
な
く
な
り
焼
く
の
を
止
め
ま
し
た
。
し
か
し
、こ
の
焼
き
物
は
、中
世
に
忽
然
と
登
場
し
て
、

忽
然
と
消
え
た
の
で
す
。
は
た
し
て
、
誰
が
何
の
目
的
で
作
ら
せ
た
の
か
？
ま
た
売
り
さ
ば
く

た
め
に
積
み
出
し
た
港
は
何
処
か
？　

等
々
の
・
・
？　

謎
だ
ら
け
の
焼
き
物
で
す
。

　
『
カ
ム
ィ
ヤ
キ
』
は
、
平
成
十
三
年
の
文
化
庁
主
催
の
第
七
回
『
発
掘
さ
れ
た
日
本
列
島
展
』
に
も
出
品
さ
れ
、
全

国
五
箇
所
の
会
場
を
巡
っ
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
平
成
十
四
年
に
一
回
目
、
平
成
十
九
年
に
二
回
目
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

今
も
歴
史
と
文
化
が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
伊
仙
町
は
、
太
古
の
昔
よ
り
住
み
や
す
い
所
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
、

カ
ム
ィ
ヤ
キ
の
森
の
中
で
、
当
時
の
歴
史
文
化
に
浸
っ
て
見
て
は
如
何
で
す
か
。
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田中一村記念美術館　常設展示企画

「新春の彩り、一村の四季展」「新春の彩り、一村の四季展」
■展示期間：平成19年12月20日（木）〜平成20年３月18日（火）

　田中一村は 50 歳の時に奄美に移り住み、紬染色工として生計をたて、蓄えができたら絵を描くという生活を
繰り返し、名瀬市有屋の借家で、誰にも看取られず 69 歳の生涯を終えた。今回、冬から春を迎える季節感のあ
る作品を集めてみました。

◆大人顔負けの天才的な画才を現した 12 歳から 19 歳にかけ 
　ての色紙。

◆米邨と名乗っていた頃の南画の作品。多くの作品が残って 
　いる。

◆個人からの依頼で、約 20 点ほどの南画作品の模写を行っ 
　ている。作品には倣うという意味で「倣…」と入れてあるが、 
　確かな技量が感じ取れる作品。

◆一村から軍鶏師に描かせて欲しいと頼んで描かせてもらっ
たとされている。精魂込めて完璧に描いた襖絵。

常設展示室１

常設展示室３

常設展示室２

幼年期〜青年期　明治41年（1908）〜昭和13年（1938）

◆百姓と見まごうばかりの千葉寺の生活、身近な自然を描い 
　た作品。

◆奄美の自然を描き、一村芸術が華開いた作品の数々。

◆旅先を描いた作品は明るく躍動感にあふれ、奄美行きの 
　きっかけともなった。

九州・四国の旅　昭和30年（1955）

◆「奄美時代」の色紙。

◆緻密な写生を繰り返した「素描」。

◆奄美の人々とつきあっていくなかで依頼された「肖像画」。 
　写真を基に緻密に描かれている。現在も多くの肖像画が 
　残っている。

奄美の一村　昭和33年（1958）〜昭和52年（1977）

千葉寺時代　昭和13年（1938）〜昭和33年（1958）

◆ 30 歳で千葉に移り住み、50 歳で奄美に渡るまでの 20 年間、 
　農業をしながら身近な風景や自然を描いた。

◆奄美で描かれた花鳥画。千葉時代の作品を彷彿させられる。 ◆一村を語るうえで欠かせない重要な作品。個人所有のため、 
　複製を展示。

◆「アダンの木」と共に閻魔大王へのお土産と称した作品、 
　昨年宮崎鐵太郎氏より寄託された。

白　　　　　梅

倣 蕪 村 ①
倣 木 米 ③

天 下 第 一 春
平 安 長 春

自 適 渓 谷
桐の花とオナガ
梨 花 に 高 麗 鶯

梅 花 図

（色紙）

（軸装）
（軸装）

（色紙）
（色紙）

（軸装）
（軸装）
（軸装）

（色紙）

画　　題 種　類 制　作　年　代
大正　６年（1917年　　９歳）

昭和22年以降（1947年  39歳以降）
昭和22年頃　（1947年  39歳頃）

大正１０年（1921年　１３歳）
大正１１年（1922年　１４歳）

昭和　初年（1926年　１８歳）
昭和２０年代中期
昭和２０年代中期

昭和　２年（1927年　１９歳）

カ　　ケ　　ス
千葉寺・雪の日
千葉寺・浅春譜

ハマユウとヒギリ
高 千 穂 ②
平 和 な 朝
室 戸 岬

（額装）
（額装）
（額装）

（色紙）
（色紙）
（色紙）
（色紙）

昭和３０年頃（1955年　47歳頃）
昭和２０年代
昭和２０年代

昭和３０年（1955年　４７歳）
昭和３０年（1955年　４７歳）
昭和３０年（1955年　４７歳）
昭和３０年（1955年　４７歳）

画　　題 種　類 制　作　年　代

画　　題 種　類 制　作　年　代

画　　題 種　類 制　作　年　代

画　　題 種　類 制　作　年　代

画　　題 種　類 制　作　年　代

画　　題 種　類 制　作　年　代

画　　題 種　類 制　作　年　代

画　　題 種　類 制　作　年　代

画　　題 種　類 制　作　年　代

牛 車 と 農 民
シ ャ モ
山 の 田
水 仙

（色紙）
（色紙）
（色紙）
（色紙）

昭和２０年頃（1945年　37歳頃）
昭和２０年頃（1945年　37歳頃）
昭和２１年頃（1946年　38歳頃）
昭和２０年代

宝 島
奄 美 客 舍
漁 樵 對 問 ②
花 と 蛾
岩上のアカヒゲ

（色紙）
（色紙）
（色紙）
（色紙）
（額装）

昭和３０年代
昭和３０年代
昭和３５年頃（1960年頃　52歳頃）
昭和５０年　（1975年　６７歳）
昭和３４年　（1959年　５１歳）

素 描・ 魚 ④
素 描・ 鳥 ⑨

素 描・ エ ビ ① 素 描・ 鳥 ⑧

画　　題 種　類 制　作　年　代
紅 梅 丹 頂 図 （額装） 昭和３５年頃（５２歳）

画　　題 種　類 制　作　年　代
花 と 軍 鶏 （襖絵） 昭和２８年（1953年　４５歳）

画　　題 種　類 制　作　年　代
復 刻 肖 像 画 （額装） 昭和３８年（1963年　５５歳）

ダチュラとアカショウビン
ア ダ ン の 木

奄美の杜⑥クワズイモとソテツ

（額装）
（額装）

（額装）

昭和４２年頃（59歳頃） ：複製
昭和47・8年（64・5歳）：複製

昭和47・8年（64・5歳）：複製

奄美の杜⑪ソテツとアダン

パ パ イ ヤ
ユリと岩上のアカヒゲ
奄美の杜③ビロウとハマユウ

奄美の杜④草花と蝶

奄美の杜⑦ビロウ樹

（額装）
（額装）
（額装）
（額装）
（額装）
（額装）

昭和３６年（1961年　５３歳）
昭和３５年（1960年　５２歳）
昭和３０年代
昭和４０年代
昭和４０年代
昭和４０年代



奄美パーク周辺マップ

〒894-0504　鹿児島県奄美市笠利町節田1834
■奄美パークホームページ　http://www.amamipark.com/
■奄美の郷／ TEL.0997-55-2333　FAX.0997-55-2612
■田中一村記念美術館／ TEL.0997-55-2635　FAX.0997-55-2613

１　奄美の郷イベント広場
　●奄美パーク春まつり
　　シマジマだより・・・・・・・・・２月１７日（日）
　　サンガツサンチ・・・・・・・・・３月２日（日）
　●奄美の郷ライブステージ・・・・・３月１６日（日）

２　田中一村記念美術館企画展示室
　●「ぬさりぐと（豊穣）」鈴木るり子洋画展・・２月３日（日）〜２月１７日（日）
　●美術講演・・・・・・・・・・・・・・・・・２月１７日（日）（奄美文化センター）
　●創作体験教室（人物画）・・・・・・・・・２月２３日（土）・２４日（日）
　●海江田宏・吉村真也　洋画２人展・・・・３月２日（日）〜３月１６日（日）
　●大炊御門エデン「奄美　神々の大天底展」３月２３日（日）〜４月７日（月）

■開園時間／9:00〜 18:00（７・８月は9:00〜 19:00）
　　　　　　入館は、閉園時間の30分前までです。
■休 園 日／毎月第1及び第3の水曜日（祝日の場合は翌日）
　　　　　　〈4月29日〜5月5日、7月21日〜8月31日、年末年始は開園〉
■施設観覧料／奄美の郷、田中一村記念美術館共通観覧料
　　　　　　大人…400円、高校・大学生…280円、
　　　　　　小・中学生…200円、幼児（小学生未満）…無料

〜お知らせ〜
「一村の杜」が完成しました。
　平成 19 年７月 29 日（日）に「一村の杜完成セレモニー」を行いました。
　 「一村の杜」は，画家・田中一村の作品と同じ構図で実物の植物を鑑賞できるスポットを
６カ所設けております。ご来園の際には是非足をお運びください。

奄美の郷・田中一村記念美術館イベント案内
（平成２０年２月〜２０年３月）

●お問い合わせ

鹿児島県


