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春
季
講
演
会

別
府
の
つ
げ
細
工
に
つ
い
て安

　
藤
　
康
　
夫

は
じ
め
に

　

別
府
の
特
産
品
と
し
て
の
つ
げ
細
工
に
つ
い
て
別
府
史
談
会
の
皆
様

に
ご
紹
介
で
き
ま
す
こ
と
を
大
変
光
栄
に
存
じ
ま
す
。

　

私
は
昭
和
二
三
年
生
ま
れ
で
、
つ
げ
細
工
を
始
め
た
の
は
昭
和
四
六

年
二
二
歳
の
時
で
す
。

　

我
が
社
は
大
正
八
年
の
創
業
で
、
昭
和
五
年
以
来
松
原
町
の
現
在
地

で
営
業
し
て
い
ま
す
。
祖
父
の
代
か
ら
私
で
三
代
目
と
な
り
ま
す
。

　

工
場
は
昭
和
初
期
の
二
階
建
て
の
長
屋
で
一
階
が
工
場
、
二
階
が
居

家
に
な
っ
て
い
ま
す
。
私
は
こ
の
長
屋
で
生
ま
れ
育
ち
ま
し
た
の
で
、

遊
び
場
も
多
く
の
職
人
さ
ん
達
と
も
過
ご
し
、
仕
事
も
私
生
活
も
共
に

し
て
き
ま
し
た
。
私
に
と
っ
て
つ
げ
細
工
は
私
の
家
そ
の
も
の
で
す

が
、
別
府
の
市
民
の
皆
様
は
ど
の
様
に
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。
あ
る
時
、人
か
ら
聞
か
れ
ま
し
た
。「
つ
げ
は
竹
か
い
？
木
か
い
？
」

さ
す
が
に
降
参
し
ま
し
た
。
し
か
し
、そ
れ
も
仕
方
の
な
い
こ
と
で
す
。

別
府
は
竹
細
工
の
産
地
と
し
て
有
名
で
す
か
ら
勘
違
い
し
や
す
い
の
で

し
ょ
う
。
つ
げ
細
工
は
昭
和
一
〇
年
前
後
に
繊
細
な
透
か
し
彫
り
の
技

術
と
サ
ン
ゴ
彫
刻
の
技
術
と
が
融
合
し
て
で
き
た
細
工
物
で
、
つ
げ
の

花
櫛
や
か
ん
ざ
し
、
帯
留
め
な
ど
が
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
他
に
類
の

な
い
別
府
独
自
の
細
工
物
で
す
。
し
か
し
、
現
在
は
当
時
の
よ
う
な
高

度
な
技
術
の
作
品
は
あ
り
ま
せ
ん
。
経
営
の
為
、
量
産
可
能
な
商
品
に

終
始
し
て
い
ま
す
。
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
再
び
つ
げ
細
工
が
復
活
で
き

る
の
か
、
生
き
残
る
た
め
の
道
を
探
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
、
つ
げ
の
木
に
つ
い
て

　

ツ
ゲ
の
木
は
常
緑
小
高
木
で
、
成
長
が
き
わ
め
て
遅
く
、
直
径
一
〇

㎝
以
上
の
も
の
は
少
な
い
。
葉
は
爪
ほ
ど
の
大
き
さ
、
楕だ

円え
ん

形け
い

の
対
生

で
生
え
て
い
ま
す
。

　

三
月
下
旬
か
ら
四
月
に
か
け
て
白
い
小
さ
な
花
が
咲
き
ま
す
。
よ
く

庭
や
緑
地
帯
に
植
え
ら
れ
て
い
る
低
木
は
ヒ
メ
ツ
ゲ
が
多
い
よ
う
で

す
。
ま
た
庭
園
や
生
け
垣
な
ど
は
イ
ヌ
ツ
ゲ
や
マ
メ
ツ
ゲ
が
多
く
、
こ

れ
ら
は
ツ
ゲ
科
で
は
な
く
、
モ
チ
ノ
キ
科
で
す
。
試
し
に
彫
刻
し
て
み

ま
し
た
が
全
く
別
物
で
し
た
。
ツ
ゲ
に
よ
く
似
て
い
る
の
で
間
違
え
ら

れ
ま
す
が
、
葉
の
生
え
方
が
互
生
に
な
っ
て
い
る
の
で
見
分
け
が
つ
き

ま
す
。
ツ
ゲ
の
木
の
自
然
分
布
は
関
東
以
南
の
石
灰
岩
、
蛇
紋
岩
地
帯
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に
群
生
し
て
い
ま
す
。
九
州
で
は
福
岡
県
嘉
穂
郡
の
古
処
山
、
鹿
児
島

で
は
ツ
ゲ
の
植
林
が
さ
か
ん
で
、
呼
称
「
さ
つ
ま
つ
げ
」
と
し
て
国
内

の
需
要
の
大
半
を
賄
っ
て
い
ま
す
。
他
に
伊
豆
七
島
の
御
蔵
島
の
ツ
ゲ

が
有
名
で
「
島
ツ
ゲ
」
と
呼
ば
れ
、関
東
方
面
に
出
荷
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ツ
ゲ
は
漢
字
で
、
黄
楊･

柘･

柘
植
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
材
質
は

固
く
石
の
よ
う
で
「
一
度
切
っ
た
ら
次
に
な
か
な
か
大
き
く
育
た
な
い

か
ら
、
ち
ゃ
ん
と
植
え
な
い
と
枯
渇
し
ま
す
よ
」
と
漢
字
が
う
ま
く
表

現
し
て
い
ま
す
。
万
葉
集
で
は
大
伴
家や
か

持も
ち

の
歌
が
「
を
と
め
ら
が
後
の

し
る
し
と
黄
楊
小
櫛
生
ひ
更か
は

り
生
い
て
な
び
き
け
ら
し
も
」
が
有
り
、

当
時
は
黄
楊
と
い
う
漢
字
が
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
ツ
ゲ
の
木
は

固
く
て
粘
り
強
く
折
れ
に
く
く
木
肌
は
緻
密
で
均
質
で
す
。
そ
れ
ゆ
え

使
え
ば
使
う
ほ
ど
艶
が

出
て
く
る
高
貴
木
と
し

て
古
い
に
し
え
よ
り
愛
用
さ
れ
て

き
ま
し
た
。
用
途
と
し
て

は
第
一
に
つ
げ
の
櫛･

印

鑑･

将
棋
の
駒
な
ど
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
他
、
ヘ

ア
ー
ブ
ラ
シ
の
歯
部･

そ

ろ
ば
ん
玉
、
絹
織
物
用
の

シ
ャ
ッ
ト
ル
（
糸
ま
き
棒
）、
楽
器
用
材･

琵
琶
の
撥ば
ち･

彫
刻
工
芸
品

の
材
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

二
、
つ
げ
細
工
の
誕
生
と
そ
の
後

　

別
府
つ
げ
細
工
の
歴
史
に
つ
い
て
書
物
に
な
っ
て
い
る
資
料
は
一
冊

し
か
確
認
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
昭
和
五
七
年
当
時
別
府
市
役
所
商
工
課

課
長
の
日
名
子
洋
一
さ
ん
が
編
集
さ
れ
た
「
別
府
つ
げ
細
工
沿
革
史
」

で
す
。
丹
念
に
取
材
、
調
査
さ
れ
、
ま
と
め
上
げ
て
後
世
に
残
し
て
い

た
だ
い
た
こ
と
真
に
感
謝
す
る
次
第
で
す
。こ
の
本
を
参
照･

要
約
し
、

つ
げ
細
工
誕
生
の
背
景
を
探
っ
て
み
ま
す
。

つげの木

つげの葉　　　対性と互性
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一　

原
木
環
境

　

つ
げ
の
木
の
自
生
地
は
豊
前
地
方
の
香か
わ
ら春
岳
、
英ひ

彦こ

山･

古
処
山
、

豊
後
地
方
で
は
速
見
郡
、
大
分
郡
、
玖
珠
郡
の
各
地
方
に
群
生
し
て
い

た
よ
う
で
、
湯
の
平
や
玖
珠
の
恵
良
か
ら
も
櫛
板
が
別
府
に
運
ば
れ
て

い
ま
し
た
。
木
櫛
の
材
料
は
つ
げ
以
外
に
も
い
す

・
椿つ
ば
き･

山
梨･

桜･

梅

･

モ
ヨ
ミ
等
、
多
く
の
材
料
で
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
中
で
も

最
高
級
の
素
材
は
つ
げ
の
木
で
し
た
。

二　

明
治
時
代

　

明
治
初
期
の
頃
、
ま
だ
未
開
発
で
あ
っ
た
別
府
も
明
治
六
年
、
北
浜

海
岸
に
関
西
か
ら
の
定
期
便
も
就
航
す
る
よ
う
に
な
り
、
急
速
に
発
展

し
多
く
の
人
た
ち
で
賑
わ
い
商
業
も
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。
竹
瓦
と
浜

脇
を
結
ぶ
中
浜
筋
に
は
商
店
街
が
形
成
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
明
治

一
八
年
、小お

県が
た

商
店
が
開
店
し
ま
し
た
。
後
の
通
称「
ア
カ
カ
ベ
」で
す
。

大
分
県
下
一
の
「
お
し
ゃ
れ
の
店
」
と
し
て
小
間
物
商
を
営
み
、
た
い

そ
う
繁
盛
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
の
取
り
扱
い
商
品
の
中
に
木
櫛
が

あ
り
ま
し
た
。
当
時
は
日
本
髪
で
し
た
か
ら
い
ろ
ん
な
種
類
の
櫛
が
使

わ
れ
ま
し
た
。
解と
か

し
櫛
、
ビ
ン
櫛
、
筋
立
、
深
歯
間
、
梳す

き
櫛
等
、
種

類
も
豊
富
で
し
た
。
そ
こ
で
多
く
の
櫛
工
が
育
て
ら
れ
ま
し
た
。
私
の

祖
父
も
そ
の
中
の
一
人
で
し
た
。

三　

大
正･

昭
和
初
期

　

木
櫛
を
作
る
技
術
も
進
歩
し
、
歯は

挽び
き

機
械
も
導
入
さ
れ
、
品
質
の
安

定
化
と
量
産
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
こ
の
頃
、
櫛
に
家
紋
の
透
し
彫

り
し
た
も
の
が
開
発
さ
れ
花
櫛
（
前
指

櫛
）
や
平
打
か
ん
ざ
し
の
家
紋
入
り
な

ど
付
加
価
値
の
高
い
商
品
が
考
案
さ
れ

始
め
ま
し
た
。
他
方
、
セ
ル
ロ
イ
ド
櫛

の
登
場
で
木
櫛
の
需
要
は
落
ち
て
き
た

よ
う
で
す
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
製
の
糸

鋸
の
導
入
で
透
か
し
彫
り
の
技
術
に
よ

り
製
品
も
進
歩
し
て
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で

に
無
か
っ
た

帯
留
め
な
ど

が
作
ら
れ
る

よ
う
に
な

り
、
多
く
の

展
覧
会
や
博

覧
会
な
ど
に

つげ透かし彫り　花櫛つげ透かし彫り　花櫛
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出
品
さ
れ
評
価
を
得
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

昭
和
七
年
以
降
は
高
知
県
や
長
崎
県
の
サ
ン
ゴ
職
人
が
別
府
に
集
ま

る
よ
う
に
な
り
、
サ
ン
ゴ
彫
刻
の
新
た
な
図
案
と
技
術
と
繊
細
な
透
か

し
彫
り
の
技
術
が
融
合
し
、
他
に
類
を
見
な
い
新
た
な
工
芸
品
と
し
て

ツ
ゲ
細
工
が
完
成
さ
れ
ま
し
た
。

四
、
終
戦
か
ら
昭
和
四
〇
年
代

　

昭
和
一
〇
年
前
後
か
ら
花
開
い
た
つ
げ
細
工
も
昭
和
一
六
年
か
ら
の

戦
争
の
影
響
で
生
産
は
中
断
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
し
て
戦
後
は
昭

和
二
四
年
に
つ
げ
細
工
製
作
所
二
社
の
共
同
経
営
で
黄
楊
工
芸
有
限
会

社
が
設
立
さ
れ
、
ま
た
、
戦
前
か
ら
の
つ
げ
細
工
製
造
各
社
も
活
動
を

始
め
、
有
能
な
職
人
さ
ん
が
独
立
起
業
し
て
産
業
は
拡
大
し
て
い
き
ま

し
た
。
し
か
し
、
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
ま
す
。
昭
和
三
五
年
、
そ
の

頃
台
頭
し
て
き
た
唐
木
家
具
に
多
く
の
熟
練
彫
刻
工
が
引
き
抜
か
れ
、

つ
げ
の
産
業
は
頭
打
ち
、
経
営
は
活
気
を
失
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
。
ま
た

そ
れ
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
つ
げ
の
木
が
入
手
困
難
に
な
っ
て

き
ま
し
た
。
国
内
で
の
需
要
が
増
し
、
鹿
児
島
か
ら
の
原
木
が
枯
渇
し

始
め
た
の
で
す
。
そ
し
て
昭
和
四
二
年
に
か
け
徐
々
に
つ
げ
の
材
料
は

タ
イ
国
か
ら
輸
入
さ
れ
て
き
た
呼
称
「
シ
ャ
ム
つ
げ
」
が
本
つ
げ
と
し

て
販
売
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
高
度
経
済
成
長
の
時
代
で
、
よ

り
早
く
よ
り
多
く
、よ
り
安
く
の
か
け
声
で
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

市
場
競
争
は
激
化
し
て
品
質
は
落
ち
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
し
て
昭
和

四
八
年
秋
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
以
降
消
費
動
向
は
大
き
く
変
化
し
本
物

指
向
の
時
代
を
迎
え
ま
す
。
当
時
、つ
げ
細
工
は
卸
売
り
業
者
を
通
じ
、

全
国
各
地
で
売
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
花
柄
の
ブ
ロ
ー
チ
や
ペ
ン
ダ
ン
ト

は
こ
の
時
期
を
境
に
全
く
売
れ
な
く
な
り
、
徐
々
に
姿
を
消
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。

五
、
昭
和
五
〇
年
～
平
成
二
六
年
、
現
在

　

つ
げ
細
工
の
業
界
全
体
が
苦
境
に
立
つ
な
か
昭
和
四
六
年
、
メ
ー

カ
ー
八
社
が
任
意
の
組
合
を
作
り
、
親
交
を
図
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し

て
昭
和
五
四
年
に
は
正
式
な
別
府
つ
げ
加
工
業
協
同
組
合
が
設
立
さ
れ

ま
し
た
。
一
致
団
結
、
相
互
扶
助
の
精
神
に
基
づ
き
、
つ
げ
原
木
や
そ

の
他
資
材
の
協
同
購
入
が
大
き
な
活
動
で
し
た
。
当
時
の
組
合
員
の
数

は
一
三
社
、
年
間
出
荷
額
は
二
億
二
千
六
百
万
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
後
は
倒
産
や
高
齢
化
、
死
亡
な
ど
に
よ
る
廃
業
で
徐
々

に
衰
退
し
て
ゆ
き
ま
し
た
。

　

平
成
一
七
年
、
別
府
つ
げ
加
工
業
協
同
組
合
は
解
散
し
新
た
な
任
意

組
合
と
し
て
メ
ー
カ
ー
四
社
が
親
交
を
深
め
て
い
ま
す
。

　

主
な
販
売
商
品
は
神
社
仏
閣
へ
の
干
支
の
木
彫
、
縁
起
物
の
置
物
、
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ス
ト
ラ
ッ
プ
、
さ
つ
ま
つ
げ
の
櫛
や
ヘ
ア
ー
ブ
ラ
シ
が
作
ら
れ
て
い
ま

す
。お

わ
り
に

　

つ
げ
細
工
の
誕
生
と
そ
の
後
の
変
遷
を
要
約
し
て
み
ま
し
た
。

　

個
人
名
や
企
業
名
は
で
き
る
だ
け
避
け
て
大
筋
の
流
れ
を
摘
み
や
す

く
し
ま
し
た
。「
つ
げ
細
工
沿
革
史
」
で
は
特
定
の
個
人
名
を
掲
げ
、

別
府
で
最
初
の
地
櫛
工
だ
と
か
、
ま
た
、
つ
げ
細
工
の
始
祖
だ
と
か
書

か
れ
て
い
ま
す
が
、
著
者
が
調
べ
た
範
囲
内
で
決
め
付
け
ら
れ
る
ほ
ど

歴
史
は
浅
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
今
度
の
機
会
に
再
度
つ
げ
細
工
の
歴

史
を
認
識
し
今
後
を
模
索
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
こ
と
に
深
く
感
謝

申
し
あ
げ
ま
す
。

　

つ
げ
細
工
は
別
府
が
観
光
地
と
し
て
大
き
く
飛
躍
す
る
時
代
に
生
ま

れ
育
ち
ま
し
た
。
別
府
発
展
の
魅
力
無
く
し
て
、
つ
げ
細
工
は
な
か
っ

た
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
多
く
の
工
人
や
技
術
を
呼
び
込
み
集
積
し
融
合

さ
れ
新
し
い
工
芸
品
が
生
み
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

別
府
ら
し
い
、
別
府
に
し
か
な
い
、
別
府
独
自
の
文
化
と
し
て
形
成

さ
れ
、
伝
統
と
な
り
、
守
り
継
が
れ
、
市
民
の
誇
り
と
な
る
こ
と
を
期

待
し
ま
す
。そ
れ
が
又
別
府
の
魅
力
と
な
る
好
循
環
が
生
ま
れ
る
様
な
、

そ
ん
な
工
芸
品
を
目
指
し
た
い
も
の
で
す
。
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