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10, １

　

長
野
県
中
部
、
蓼
科
高
原
に
あ
る
白

樺
湖
か
ら
、
流
れ
下
る
せ
せ
ら
ぎ
の
周

囲
に
は
、
ブ
ナ
や
カ
エ
デ
な
ど
の
黄
葉

樹
が
た
く
さ
ん
自
生
し
て
い
る
。

　

秋
の
深
ま
り
と
共
に
、
木
々
は
様
々

な
色
へ
と
、
美
し
い
風
景
を
演
出
し
て

い
る
。
冷
ん
や
り
し
た
空
気
の
中
、
秋

を
感
じ
、
大
自
然
に
抱
か
れ
て
る
思
い

が
し
た
。

表
紙
紹
介

 

「
蓼
科
の
秋
」赤　

間　

正　

義

長
崎
県
美
術
協
会�

会
員

テーマ 未来を見る力 
 〜監督としての準備とシミュレーション〜

日　時 令和５年 11月15日（水）15:00 〜 16:30 予定
会　場 ホテルニュー長崎 3F 鳳凰閣

公開講演会税を考える週間 入場
無料

会員以外の方も
ご来場をお待ち
しております。

■ 講 師 工
く
藤
どう
　公

きみ
康
やす
 氏

福岡ソフトバンクホークス 前監督

九州北部税理士会長崎支部 50周年記念

公益社団法人 長崎法人会 共催



（公社）長崎法人会だより⑶

　

長
崎
税
務
署
の
勤
務
は
３
回
目
と
な

り
、
長
崎
県
下
の
税
務
署
勤
務
で
は
、

壱
岐
税
務
署
の
勤
務
経
験
が
あ
り
ま

す
。

■
そ
の
中
で
特
に
印
象
に
残
っ
て
い
る

お
仕
事
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま

す
か
。

　

先
ほ
ど
、
18
年
間
の
査
察
部
で
の
勤

務
経
験
が
あ
る
と
申
し
上
げ
ま
し
た

が
、
や
は
り
、
査
察
部
で
の
勤
務
が
最

も
印
象
深
く
、
私
が
税
務
の
職
場
で

や
っ
て
行
け
る
自
信
を
持
た
せ
て
も

ら
っ
た
部
署
で
あ
り
ま
し
た
。

　

国
税
の
査
察
部
は
、
適
正
、
公
平
な

税
務
行
政
を
担
う
た
め
の
最
後
の
砦
と

呼
ば
れ
、
一
罰
百
戒
を
目
的
に
、
悪
質

な
脱
税
者
に
対
し
て
は
、
刑
事
告
発
を

行
う
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
強
制
調
査

（
い
わ
ゆ
る
ガ
サ
入
れ
）
な
ど
、
調
査

の
過
程
に
お
い
て
は
、
相
当
数
の
査
察

官
が
動
員
さ
れ
ま
す
が
、
最
終
的
な
告

発
の
判
断
は
、
担
当
査
察
官
一
人
が
行

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
査
察
部
で

の
経
験
が
な
け
れ
ば
、
今
の
仕
事
を
続

け
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

■
税
務
職
員
と
し
て
心
掛
け
て
お
ら
れ

［略歴］
昭和57年 ４ 月　福岡国税局入局
平成21年 7 月　福岡国税局　調査査察部　査察管理課　課長補佐
　　2４年 7 月　長崎税務署　総務課長
　　25年 7 月　国税庁長官官房　福岡派遣　国税庁監察官
　　27年 7 月　八幡税務署　副署長
　　28年 7 月　福岡国税局　調査査察部　査察第三部門　
　　　　　　　統括国税査察官
　　30年 7 月　福岡国税局　調査査察部　査察管理課　課長
令和 2 年 7 月　熊本国税局　玉名税務署　署長
　　 3 年 7 月　久留米税務署　署長
　　 ４ 年 7 月　国税庁長官官房　福岡派遣　国税庁監督評価官
　　　　　　　室長
　　 5 年 7 月　現職

きく人・長崎法人会 広報委員長
山田　晃

（取材日　令和５年８月25日）

■長崎税務署長
　 昭和39年１月19日生（59歳）　長崎県出身

この人に聞く

■
こ
れ
ま
で
の
経
歴
（
仕
事
、
職
歴
な

ど
）
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

�　

私
の
出
身
地
は
、
長
崎
県
の
離
島
で

あ
り
ま
す
新
上
五
島
町
と
い
う
と
こ
ろ

で
す
。
人
口
が
１
万
７
千
人
ほ
ど
の
離

島
で
、
自
然
が
豊
か
な
島
と
し
て
、
観

光
客
に
も
人
気
が
あ
り
、
東
シ
ナ
海
に

沈
む
夕
日
は
絶
景
で
す
。
ま
た
、
世
界

文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
る
教
会
も

点
在
し
て
お
り
、
観
光
ス
ポ
ッ
ト
と
し

て
も
魅
力
の
あ
る
島
で
す
。
特
産
品
の

五
島
う
ど
ん
、
か
ん
こ
ろ
餅
な
ど
の
ほ

か
、新
鮮
な
魚
介
類
も
堪
能
で
き
ま
す
。

有
名
人
と
し
て
は
、
違
う
島
で
は
あ
り

ま
す
が
、
五
島
列
島
出
身
の
女
優
に
川

口
春
奈
さ
ん
が
い
ま
す
。

　

現
在
、
私
の
住
ま
い
は
、
福
津
市
に

ご
ざ
い
ま
し
て
、
既
に
子
供
た
ち
も
独

立
し
ま
し
て
、
妻
と
住
ん
で
い
ま
す
。

　

今
回
、
長
崎
に
は
単
身
で
赴
任
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
人
情
味
あ
ふ
れ

る
歴
史
と
ロ
マ
ン
の
街
長
崎
の
生
活
を

楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

　

私
の
経
歴
で
す
が
、
税
務
の
職
場
に

入
り
42
年
目
に
な
り
ま
す
。
そ
の
間
、

査
察
部
で
の
勤
務
が
18
年
間
と
最
も
長

く
、
法
人
税
事
務
が
８
年
間
と
な
り
ま

す
。

 氏尼
あまがさき

崎和
かず

朗
ろ う
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る
こ
と
、
ま
た
、
期
待
す
る
こ
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
？

　

こ
こ
数
年
で
、
税
務
を
取
り
巻
く
環

境
は
、
急
速
に
変
化
し
て
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
す

が
、
こ
の
よ
う
な
早
い
環
境
の
変
化
に

対
応
す
る
た
め
、
よ
り
多
く
の
情
報
に

耳
を
傾
け
た
り
、
環
境
の
変
化
に
応
じ

た
臨
機
応
変
な
取
り
組
み
が
迅
速
に
で

き
る
よ
う
心
掛
け
て
い
ま
す
。

　

そ
の
一
方
で
、
環
境
が
変
化
し
て
も

変
わ
ら
ず
持
ち
続
け
て
行
き
た
い
信
念

と
し
て
、
適
正
・
公
平
な
税
務
行
政
の

実
現
、
国
民
か
ら
信
頼
さ
れ
る
組
織
、

職
員
で
あ
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

■
今
年
度
の
重
点
項
目
、
今
年
力
を
入

れ
て
お
ら
れ
る
こ
と
、
在
任
期
間
中
の

抱
負
。

　

今
事
務
年
度
、
特
に
２
つ
の
重
点
項

目
に
力
を
入
れ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

ま
ず
１
点
目
で
す
が
、国
税
庁
で
は
、

令
和
８
事
務
年
度
の
全
国
内
部
事
務
の

セ
ン
タ
ー
化
に
向
け
て
、
そ
の

移
行
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
ま

す
。福
岡
国
税
局
管
内
と
し
て
、

令
和
５
年
７
月
か
ら
、
長
崎
県

下
、
一
部
の
税
務
署
の
内
部
事

務
を
集
約
処
理
す
る
業
務
セ
ン

タ
ー
長
崎
分
室
が
ス
タ
ー
ト
し

ま
し
た
。
ス
ム
ー
ズ
な
移
行
に

向
け
ま
し
て
、
よ
り
親
切
、
丁

寧
な
窓
口
対
応
や
広
報
活
動
を

行
っ
て
参
り
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

法
人
会
の
皆
さ
ま
を
始
め
、

関
係
各
所
の
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

次
に
２
点
目
で
す
が
、
い
よ

い
よ
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
令
和
５
年
10

月
１
日
か
ら
開
始
さ
れ
ま
す
。

　

ス
ム
ー
ズ
な
制
度
開
始
に
向
け
ま
し

て
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
説
明
会
等
を

積
極
的
に
開
催
し
、
多
く
の
事
業
者
の

方
に
制
度
を
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
よ

う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
つ

き
ま
し
て
は
、
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
も
「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
特
設
サ

イ
ト
」
を
設
け
て
い
ま
す
の
で
、
是
非

ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

■
長
崎
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
印
象
を

お
持
ち
で
す
か
。

　

長
崎
税
務
署
勤
務
が
今
回
で
３
回
目

と
な
る
ほ
か
、
親
の
実
家
が
長
崎
市
内

に
あ
り
ま
す
。

　

私
が
幼
い
頃
、
五
島
か
ら
長
崎
の
祖

母
の
家
に
行
き
、
当
時
、
市
内
に
あ
り

ま
し
た
、浜
屋
、岡
政
、玉
屋
の
デ
パ
ー

ト
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
う
の
を
楽
し

み
に
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
昭
和
58

年
７
月
に
長
崎
税
務
署
に
配
属
に
な

り
、
税
務
の
仕
事
の
ス
タ
ー
ト
を
切
っ

た
の
で
す
が
、
前
年
に
長
崎
大
水
害
に

遭
っ
て
お
り
、
最
初
の
仕
事
が
、
地
下

耐
火
書
庫
の
書
類
の
天
日
干
し
で
し

た
。
当
時
の
税
務
署
は
、
魚
の
町
に
あ

り
、
翌
年
に
現
在
の
松
が
枝
町
に
庁
舎

移
転
を
し
た
思
い
出
の
場
所
で
あ
り
ま

す
。
あ
れ
か
ら
40
年
が
過
ぎ
、
当
時
と

比
べ
ま
す
と
長
崎
駅
、
旧
県
庁
周
辺
を

始
め
、
市
内
の
様
相
は
大
き
く
様
変
わ

り
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、
異
国
情
緒

溢
れ
る
名
所
は
、
今
も
変
わ
ら
な
い
た

た
ず
ま
い
を
残
し
て
お
り
、
懐
か
し
い

気
持
ち
に
さ
せ
て
も
ら
え
る
街
で
、
勤

務
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
こ
と
を
楽

し
み
に
し
て
い
ま
す
。

■
ご
趣
味
や
休
日
の
過
ご
し
方

　

趣
味
は
レ
ザ
ー
ク
ラ
フ
ト（
革
工
芸
）

で
す
。

　

職
場
の
同
僚
の
勧
め
で
、
８
年
ほ
ど

前
か
ら
始
め
ま
し
た
。

　

自
己
流
で
や
り
始
め
ま
し
た
の
で
、

な
か
な
か
上
達
し
な
い
の
で
す
が
、
完

成
間
近
か
に
な
り
ま
す
と
、
時
を
忘
れ

て
没
頭
し
て
し
ま
い
、
完
成
し
た
時
の

達
成
感
と
周
り
の
人
か
ら
、「
す
ご
く

い
い
物
が
で
き
た
じ
ゃ
な
い
の
」
と
褒

め
ら
れ
る
こ
と
が
、
面
白
さ
、
楽
し
さ

に
な
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
こ

の
こ
と
は
、
仕
事
に
も
通
じ
る
も
の
が

あ
る
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。
休
日
も
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特
に
予
定
が
な
け
れ
ば
、
レ
ザ
ー
ク
ラ

フ
ト
を
続
け
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

■
長
崎
法
人
会
会
員
に
向
け
て
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
い
た
だ
け
ま
す
か
。

　

長
崎
法
人
会
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

森
会
長
の
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も

と
、「
税
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
」

と
し
て
、
税
知
識
の
普
及
や
納
税
意
識

の
高
揚
を
図
る
た
め
の
啓
発
活
動
に
熱

心
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。
近
年

は
、
租
税
教
育
活
動
や
地
域
に
密
着
し

た
社
会
貢
献
活
動
に
も
力
を
入
れ
て
お

ら
れ
る
ほ
か
、
ｅ
︲
Ｔ
ａ
ｘ
の
利
用
促
進

な
ど
に
も
積
極
的
に
ご
協
力
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
取
組
は
、
い
ず
れ
も
意
義

深
い
も
の
と
し
て
、
改
め
て
敬
意
と
感

謝
の
意
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

長
崎
税
務
署
と
い
た
し
ま
し
て
も
、

法
人
会
の
様
々
な
活
動
に
で
き
る
限
り

の
ご
協
力
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

■
本
年
10
月
か
ら
始
ま
る
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
に
つ
き
ま
し
て
、
推
進
支
援
な
ど

が
あ
り
ま
し
た
ら
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

先
程
、
申
し
上
げ
ま
し
た
と
お
り
、

令
和
５
年
10
月
１
日
か
ら
開
始
さ
れ
ま

す
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
へ
の
取
組
を
、
本

年
度
の
重
点
事
項
の
一
つ
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

　

免
税
事
業
者
か
ら
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行

事
業
者
に
な
っ
た
場
合
に
、
納
税
額
が

売
上
税
額
の
２
割
に
軽
減
さ
れ
る
な
ど

の
支
援
措
置
も
ご
ざ
い
ま
す
。
詳
し
く

は
、
チ
ャ
ッ
ト
ポ
ッ
ト
、
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
な
ど
を
御
利
用
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

　

税
務
署
と
し
ま
し
て
も
、
事
業
者
の

皆
様
に
制
度
の
内
容
を
十
分
理
解
し
て

い
た
だ
き
、
ス
ム
ー
ズ
に
開
始
で
き
ま

す
よ
う
、
周
知
・
広
報
に
努
め
て
ま
い

り
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
御
協
力
を
賜

り
ま
す
よ
う
、お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

趣味のレザークラフト（革工芸）
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「
庭
見
せ
」
と
「
庭
先
ま
わ
り
」
の
ご

祝
儀

　

長
崎
く
ん
ち
の
「
御
花
」
と
は
、
年

当
番
の
踊
町
や
、
そ
の
町
の
個
人
に
送

ら
れ
る
ご
祝
儀
の
こ
と
で
あ
る
。「
御

花
」
は
、
10
月
3
日
に
お
こ
な
わ
れ
る

「
庭
見
せ
」
で
個
人
や
町
が
い
た
だ
く

も
の
と
、
10
月
７
日
、
８
日
、
９
日
の

く
ん
ち
期
間
中
（
３
ガ
日
と
い
う
）、

「
庭
先
ま
わ
り
」
で
、
お
店
や
個
人
宅

か
ら
町
が
頂
戴
す
る
も
の
が
あ
る
。

　

ま
ず
「
庭
見
せ
」
だ
が
、
く
ん
ち
に

根
曳
や
踊
り
子
と
し
て
出
場
す
る
者
へ

親
類
縁
者
か
ら
お
祝
い
の
品
が
送
ら
れ

て
く
る
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
「
御
花
」

と
呼
ば
れ
る
。
金
封
や
品
物
に
つ
け
る

熨
斗
紙
な
ど
の
表
書
き
に
は
、
上
部
に

「
御
花
」
下
部
に
自
分
の
名
前
を
書
き

左
肩
に
「
何
々
様
」
と
書
く
。

　

そ
し
て
、「
庭
先
ま
わ
り
」
で
も
重

要
な
品
と
な
る
「
花
」
紙
を
つ
け
る
の

が
長
崎
く
ん
ち
の
な
ら
わ
し
と
な
っ
て

い
る
。
花
紙
は
は
ぼ
正
方
形
の
角
に
水

引
を
着
け
た
も
の
で
表
に
大
き
く
花
の

文
字
が
あ
る
。
こ
の
花
紙
の
裏
面
に
送

り
先
と
送
り
主
の
名
前
を
書
く
の
で
あ

る
が
統
一
さ
れ
た
書
式
は
な
く
、
さ
ま

ざ
ま
な
書
き
方
を
見
る
よ
う
で
あ
る
。

ど
の
よ
う
な
書
き
方
で
も
よ
い
だ
ろ
う

が
、
私
は
、
中
央
付
近
に
「
○
○
さ
ん

江
」、
や
や
左
下
に
「
□
□
よ
り
」
と

書
く
よ
う
に
し
て
い
る
。

「
呈
上
札
」
と
「
花
」
の
し
き
た
り

　

庭
先
ま
わ
り
と
は
、
そ
の
年
の
踊
町

が
諏
訪
神
社
に
奉
納
を
す
ま
せ
て
、
そ

の
幸
を
市
中
の
各
家
庭
に
お
届
け
す
る

も
の
で
あ
り
、
踊
り
や
囃
子
の
さ
わ
り

の
部
分
を
各
家
の
前
で
演
奏
す
る
。
こ

れ
を
呈
上
と
い
い
「
呈
上
札
」
な
る
も

の
が
届
け
ら
れ
る
。
こ
の
呈
上
札
に
は

芸
術
品
と
い
え
る
よ
う
な
、
町
独
特
の

デ
ザ
イ
ン
の
も
の
も
あ
る
。

　

呈
上
の
受
け
方
に
は
し
き
た
り
が
あ

る
。
呈
上
を
受
け
た
家
で
は
、
前
に
述

べ
た
よ
う
に
御
祝
儀
を
出
す
わ
け
だ

が
、
そ
の
場
で
祝
儀
袋
を
渡
す
よ
う
な

無
粋
な
こ
と
は
し
な
い
。
呈
上
を
受
け

た
時
に
は
例
の
花
紙（
裏
に
は
何
々
町
、

誰
某
と
書
く
）だ
け
を
渡
し
て
お
い
て
、

３
ガ
日
が
終
わ
っ
て
、
日
を
置
か
ず
に

踊
町
の
事
務
所
へ
ご
祝
儀
を
届
け
る
の

で
あ
る
。

　

し
か
し
、
昨
今
は
そ
の
場
で
渡
す

（「
直
花
」
ジ
キ
バ
ナ
と
呼
ば
れ
る
）
と

こ
ろ
や
踊
町
が
20
日
前
後
に
廻
る
花
御

礼
の
と
き
に
渡
す
と
こ
ろ
が
多
く
な
っ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
事

情
で
直
花
は
し
ょ
う
が
な
い
と
し
て

も
、
花
御
礼
が
廻
っ
て
く
る
ま
で
待
つ

の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　

花
は
町
が
貰
う
の
で
は
な
く
、
町
へ

差
し
上
げ
る
の
だ
か
ら
堂
々
と
持
っ
て

い
っ
た
ら
よ
い
と
思
う
。
踊
町
も
花
御

礼
時
に
店
先
な
ど
で
い
つ
ま
で
も
待
た

ず
、
御
花
の
お
礼
に
来
た
の
だ
と
割
り

切
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

こ
の
よ
う
な
し
き
た
り
を
私
は
美
し

い
と
思
う
が
皆
さ
ん
は
ど
う
思
わ
れ
る

だ
ろ
う
か
。

　

長
崎
く
ん
ち
に
は
、
い
ろ
ん
な
し
き

た
り
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
と
き
と
と
も

に
忘
れ
去
ら
れ
て
合
理
主
義
で
物
事
が

進
め
ら
れ
て
い
く
。
も
う
一
度
、
見
直

し
て
、
よ
い
も
の
は
つ
た
え
て
い
き
た

い
も
の
で
あ
る
。

＊
長
崎
文
献
社　

長
崎
遊
学
シ
リ
ー
ズ
６

長
崎
く
ん
ち
塾　

編
著

　
「
も
っ
て
こ
ー
い
」
長
崎
く
ん
ち
入

門
百
科　

よ
り
抜
粋

くんち塾　松 尾　小太郎

【御花】は、どのくらい包めばいいのか？
　庭先回りに来ていただいたとき、悩まれる方
も多いのではないだろうか。踊り町当事者とし
ては、『お気持ちで結構ですよ』とお伝えするこ
とが多いのだが、各踊り町は 2000 ～ 3000 万
円程度の予算でおくんちを運営しているようで
あるので、コインではなく、せめてお札でいた
だければ誠にありがたい、というのが本音では
なかろうか。とはいっても、金額の多寡よりお
気持ちがうれしいことに変わりはないことは間
違いないので、あくまでも私の私見である。

広報委員会 委員長　山田　晃



（公社）長崎法人会だより

寛永11年（1634年）より続く
長崎の秋の大祭が４年ぶりに復活！

⑺

長崎の氏神「諏訪神社」の秋季大祭で、毎年10月７日から３日間、長崎の
町を挙げて催されます。寛永11年（1634年）に、当時の太夫町（後に丸山
町と寄合町になる）の高尾と音羽の両人が、諏訪神社神前に謡曲「小舞」を
奉納したことがはじまりといわれ、長崎ではこの年に「出島」埋築が着工さ
れ「眼鏡橋」が架けられています。

長崎くんちとは
奉納踊を出す町のことで７年に一度当番が
回ってきます。

踊町とは

踊町の行列の先頭に立つ町印のことです。

傘鉾とは

参考：長崎くんち赤本（呂紅）、「もってこーい」長崎くんち入門百科（長崎文献社）、長崎くんちの栞（長崎伝統芸能振興会） 他

歳
万
陀
蘭
阿

町
　
栄

き
吹
潮
の
鯨

町
屋
万

船
印
朱
御
町
灰
石
本

本
踊

町
山
丸

本
踊

町
屋
桶

国指定重要
無形民俗文化財

川
船

町
工
大
船

◎雨天等による変更あり令和5年10月

７８９土 日 月・祝

■事務局／〒850-8541 長崎市桜町4番1号（長崎商工会議所内）☎095-822-0111 http://www.shinisekai.com

いつの時代も創意工夫を凝らす先駆者でありたい

詳しくは、こちらのQRコードをご覧ください。

踊 場 ご 案 内

くんち踊馬場
さじき運営委員会諏訪神社

（諏訪神社踊馬場横）
☎095-821-8596・095-821-7075
http://www.kunchi-sajiki.com/
観覧券 ●マス席［S・Ａ・Ｂ・Ｃ］有料
日　時 ●7日（土）午前7時より
　　　　 7日（土）午後4時より
　　　　 9日（月・祝）午前8時20分より

お 旅 所 元船町お旅所
さじき運営委員会

（事務所開設 7月18日）
☎095-823-9073・095-823-9070
http://kunchi-motofuna.com/
観覧券 ●マス席［S・Ａ・Ｂ］有料
日　時 ●7日（土）午前9時10分より
　　　　 9日（月・祝）午前7時より

さじき運営委員会八坂神社
（事務所開設 6月5日）
☎095-822-6750
https://kunchi-yasaka.com/
観覧券 ●マス席［S・Ａ・Ｂ］有料
日　時 ●8日（日）午前7時より

中央公園
（長崎商工会議所内 長崎伝統芸能振興会）
☎095-822-0111
https://nagasaki-kunchi.com/
観覧券 ●［指定席・自由席］有料・招待
日　時 ●7日（土）午前8時10分より（招待のみ）
　　　　 7日（土）午後5時10分より
　　　　 8日（日）午前8時より

長崎くんちの奉納踊は、やむを得ない
状況により、下記のように変更が生じ
る場合がございます。予めご了承くだ
さい。

①前日（1日目）朝の奉納踊ができな
かった場合は、日程が翌日以降に順延
されます。

②前日（1日目）夕べの奉納踊ができな
かった場合は、中日（2日目）に行われ
ます。（例えば、午前中が晴れで夕方よ
り雨になった場合など）

③中日（2日目）朝の奉納踊ができな
かった場合は、後日（3日目）のお旅
所・諏訪神社の後に、中央公園・八坂
神社の順で行われます。この場合、中
央公園は午前9：30分、八坂神社は午
前10：30分の開始となります。

④一度でも踊場での奉納踊ができな
かった場合は、日程・時間などが変更
されますので、必ず当該の踊場にご確
認下さい。

⑤奉納踊の日程・時間などが変更
され、観覧をキャンセルされる場合は
観覧料の半額を払い戻しいたしま
す。各踊場により払い戻しの手続き・
期限等が異なりますので、速やかに
当該の踊場にご確認下さい。

雨天等変更あり令和5年　長崎くんち踊場のご案内

踊町順番及び予定時刻表

お 旅 所

諏訪神社

7：00

8：20

8：50

7：30

8：50

9：20

8：00

9：20

9：50

8：30

9：50

10：20

9：00

10：20

10：50

9：30

10：50

11：20

《後日》 3日目  10月9日（月・祝）朝
踊町踊場 本石灰町 栄　町 船大工町 桶屋町 万屋町丸山町

八坂神社

中央公園

7：00

8：00

8：30

7：30

8：30

9：00

8：00

9：00

9：30

8：30

9：30

10：00

9：00

10：00

10：30

9：30

10：30

11：00

《中日》 2日目  10月8日（日）朝
踊町踊場 本石灰町 桶屋町 船大工町 栄　町 万屋町丸山町

諏訪神社

中央公園

終了予定

1

2

3

1

2

1

2

1

2

終了予定

終了予定

終了予定

16：00

17：10

17：40

16：30

17：40

18：10

17：00

18：10

18：40

17：30

18：40

19：10

18：00

19：10

19：40

18：30

19：40

20：10

《前日》 1日目  10月7日（土）夕べ
踊町踊場 船大工町 栄　町 本石灰町 丸山町 万屋町桶屋町

諏訪神社

中央公園

お 旅 所

7：00

8：10

9：10

9：40

7：30

8：40

9：40

10：10

8：00

9：10

10：10

10：40

8：30

9：40

10：40

11：10

9：00

10：10

11：10

11：40

9：30

10：40

11：40

12：10

《前日》 1日目  10月7日（土）朝
踊町踊場 船大工町 栄　町 本石灰町 丸山町 万屋町桶屋町

元船町お旅所さじき運営委員会  ☎095-823-9073

長崎伝統芸能振興会（長崎商工会議所内）  ☎095-822-0111

長崎伝統芸能振興会（長崎商工会議所内）  ☎095-822-0111

お 旅 所

中央公園

くんち踊馬場さじき運営委員会  ☎095-821-8596

さじき運営委員会  ☎095-822-6750
諏訪神社

八坂神社

ホームページ くんち 検 索

踊　場
ご案内

※感染症対策等、各踊場のルールを守っていただきますようご協力をよろしくお願いいたします。

※中央公園（前日） 1日目 8：10開始分はすべて招待席です。

※

国指定重要無形民俗文化財

ご 案 内踊 場

【問合せ先】   長崎伝統芸能振興会
　　（長崎商工会議所 業務部内）
長崎市桜町 4-1　TEL 095-822-0111

　　　　　　 ◀詳しくは左記の QR コード
　　　　　　　 　　よりご覧ください。
　　　　　　 　　（長崎伝統芸能振興会 HP）

（事務所開設 7月18日）
☎ 095-823-9073・095-823-9070
http://kunchi-motofuna.com/

観覧券 ●マス席［S・Ａ・Ｂ］有料

日　時 ●7日（土）午前9時10分より

　　　　 9日（月・祝）午前7時より

お 旅 所 元船町お旅所
さじき運営委員会

（長崎商工会議所内 長崎伝統芸能振興会）
☎ 095-822-0111
https://nagasaki-kunchi.com/

観覧券 ●［指定席・自由席］有料・招待

日　時 ●7日（土）午前8時10分より（招待のみ）

　　　　 7日（土）午後5時10分より

　　　　 8日（日）午前8時より

中央公園
（事務所開設 6月5日）
☎ 095-822-6750
https://kunchi-yasaka.com/

観覧券 ●マス席［S・Ａ・Ｂ］有料

日　時 ●8日（日）午前7時より

八坂神社 さじき運営委員会

（諏訪神社踊馬場横）
☎ 095-821-8596・095-821-7075
http://www.kunchi-sajiki.com/

観覧券 ●マス席［S・Ａ・Ｂ・Ｃ］有料

日　時 ●7日（土）午前7時より

　　　　 7日（土）午後4時より

　　　　 9日（月・祝）午前8時20分より

諏訪神社 くんち踊馬場
さじき運営委員会

令和５年　長崎くんち

令和５年１０月◎雨天等による変更あり

月・祝７ ８  ９土 日



（公社）長崎法人会だより ⑻

長崎くんちとは 踊町とは
長崎の氏神「諏訪神社」の秋季大祭で、毎年10月７日から３日間、長崎の
町を挙げて催されます。寛永11年（1634年）に、当時の太夫町（後に丸山
町と寄合町になる）の高尾と音羽の両人が、諏訪神社神前に謡曲「小舞」
を奉納したことがはじまりといわれ、長崎ではこの年に「出島」埋築が着
工され「眼鏡橋」が架けられています。

藤間金彌師匠の振付指導のもと、藤間
流藤栄会の門下生と町内の子供たち
が舞い踊る。
諏訪大祭の幕明けとして神官と巫女の
踊りで奉納踊り一番町を務める。
鎖国時代の長崎に象が上陸したこと
に由来し、子供たちが象を引き連れて
登場する。
毎回自由な趣向をこらした踊りと「から
くり仕掛けの白象とオランダ人」の傘
鉾に注目。

令和5年

参考：長崎くんち赤本（呂紅）、「もってこーい」長崎くんち入門百科（長崎文献社）、長崎くんちの栞（長崎伝統芸能振興会） 他

奉納踊を出す町のことで７年に一度当番が
回ってきます。

傘鉾とは
踊町の行列の先頭に立つ町印のことです。

桶 屋 町  本踊 《ほんおどり》
傘　鉾     おけ              や               まち

傘鉾は、檜板葺屋根の上に上棟式具。
全踊町の傘鉾では唯一輪がない。
川船は、船頭の網打ちの所作と根曳衆
20人による勇壮な船回しが見もの。
また、演じる場面で異なる囃子の音を
楽しんでいただきたい。
根曳衆の衣裳に描かれた裾模様の波
が激流にも見える躍動感にも注目。
日常の平和と平穏無事であることに
感謝の念を抱き、神も人も和して楽し
む境地「神人和楽」での奉納を通して
元気と明るさを共有していただきたい。

船大工町  川船 《かわふね》
傘　鉾     ふな        だい           く            まち

「阿蘭陀万歳」は、長崎に漂着したオラ
ンダ人が生計を立てるため、正月の
祝儀に回る際に、覚えた万歳を披露
するストーリー。
日本舞踊をベースに華やかさと異国情
緒あふれる踊りが特徴。
教会から鳴り響く鐘の音に、故国を思
い出し望郷の念に駆られてしまう姿も
盛り込んでいる。
花柳寿女太郎さん、花柳太香寿郎さん
の指導の下、「万歳」と「才歳」のユーモ
ラスな掛け合いが見どころ。

栄 町  阿蘭陀万歳 《おらんだまんざい》
傘　鉾    さかえ           まち

安土桃山から江戸初期にかけて活躍
した、本石灰町ゆかりの貿易商である
荒木宗太郎が貿易先の安南（ベトナ
ム）の王女アニオーをめとり、長崎港に
入ってくる設定。
町内の子どもたちの先曳（さきびき）が
「アニオー行列」として豪華絢爛な輿入
れを再現している。
2回転半の豪快な御朱印船の船回し
と、軽快な龍囃子（じゃばやし）に合わ
せ「静と動」のメリハリを強調する動き
も見もの。

本石灰町  御朱印船 《ごしゅいんせん》
傘　鉾     もと           しっ          くい        まち

かつて日本三大花街の一つと称され
た丸山はおもてなしの町として栄え、
その中心が丸山芸妓で今は長崎検番
によって受け継がれている。
丸山町は長崎検番の芸妓衆による玄
人の踊りを奉納し粋で艶のある舞で観
客を魅了する。
演目は「うかれ唐人」。
長崎検番発祥であるこの踊りは、花街
丸山で芸妓衆と阿茶（唐人の敬称）さ
んが優雅に戯れる様子に往時を偲ば
せるだろう。
新調したシャギリ衆の衣装も注目で
ある。

丸 山 町  本踊 《ほんおどり》
傘　鉾     まる             やま             まち

江戸時代の古式捕鯨の様子を魚問屋
の町として栄えていた万屋町が表現し
ている。
5隻の捕鯨船に続いて約2トンの鯨
（セミクジラ）が姿を現し、荒海を舞台
に勇壮な「捕鯨ドラマ」を繰り広げる。
町内の子どもが務める船頭の勇唄で
幕を開ける。
「ヨッシリヨイサ」の掛け声のなか、勢
いよく吹き出す潮（水）で、ずぶ濡れに
なりながら18人の根曳（ねびき）衆が
必死の形相で大きな鯨を引き回す姿
が最大の見せ場である。

万 屋 町  鯨の潮吹き 《くじらのしおふき》
傘　鉾    よろず             や              まち

寛永11年（1634年）から続く
380年超の歴史を有する祭りです。

踊 町 紹 介

長崎くんちとは 踊町とは
長崎の氏神「諏訪神社」の秋季大祭で、毎年10月７日から３日間、長崎の
町を挙げて催されます。寛永11年（1634年）に、当時の太夫町（後に丸山
町と寄合町になる）の高尾と音羽の両人が、諏訪神社神前に謡曲「小舞」
を奉納したことがはじまりといわれ、長崎ではこの年に「出島」埋築が着
工され「眼鏡橋」が架けられています。

藤間金彌師匠の振付指導のもと、藤間
流藤栄会の門下生と町内の子供たち
が舞い踊る。
諏訪大祭の幕明けとして神官と巫女の
踊りで奉納踊り一番町を務める。
鎖国時代の長崎に象が上陸したこと
に由来し、子供たちが象を引き連れて
登場する。
毎回自由な趣向をこらした踊りと「から
くり仕掛けの白象とオランダ人」の傘
鉾に注目。

令和5年

参考：長崎くんち赤本（呂紅）、「もってこーい」長崎くんち入門百科（長崎文献社）、長崎くんちの栞（長崎伝統芸能振興会） 他

奉納踊を出す町のことで７年に一度当番が
回ってきます。

傘鉾とは
踊町の行列の先頭に立つ町印のことです。

桶 屋 町  本踊 《ほんおどり》
傘　鉾     おけ              や               まち

傘鉾は、檜板葺屋根の上に上棟式具。
全踊町の傘鉾では唯一輪がない。
川船は、船頭の網打ちの所作と根曳衆
20人による勇壮な船回しが見もの。
また、演じる場面で異なる囃子の音を
楽しんでいただきたい。
根曳衆の衣裳に描かれた裾模様の波
が激流にも見える躍動感にも注目。
日常の平和と平穏無事であることに
感謝の念を抱き、神も人も和して楽し
む境地「神人和楽」での奉納を通して
元気と明るさを共有していただきたい。

船大工町  川船 《かわふね》
傘　鉾     ふな        だい           く            まち

「阿蘭陀万歳」は、長崎に漂着したオラ
ンダ人が生計を立てるため、正月の
祝儀に回る際に、覚えた万歳を披露
するストーリー。
日本舞踊をベースに華やかさと異国情
緒あふれる踊りが特徴。
教会から鳴り響く鐘の音に、故国を思
い出し望郷の念に駆られてしまう姿も
盛り込んでいる。
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桶 屋 町  本踊 《ほんおどり》
傘　鉾     おけ              や               まち

傘鉾は、檜板葺屋根の上に上棟式具。
全踊町の傘鉾では唯一輪がない。
川船は、船頭の網打ちの所作と根曳衆
20人による勇壮な船回しが見もの。
また、演じる場面で異なる囃子の音を
楽しんでいただきたい。
根曳衆の衣裳に描かれた裾模様の波
が激流にも見える躍動感にも注目。
日常の平和と平穏無事であることに
感謝の念を抱き、神も人も和して楽し
む境地「神人和楽」での奉納を通して
元気と明るさを共有していただきたい。

船大工町  川船 《かわふね》
傘　鉾     ふな        だい           く            まち

「阿蘭陀万歳」は、長崎に漂着したオラ
ンダ人が生計を立てるため、正月の
祝儀に回る際に、覚えた万歳を披露
するストーリー。
日本舞踊をベースに華やかさと異国情
緒あふれる踊りが特徴。
教会から鳴り響く鐘の音に、故国を思
い出し望郷の念に駆られてしまう姿も
盛り込んでいる。
花柳寿女太郎さん、花柳太香寿郎さん
の指導の下、「万歳」と「才歳」のユーモ
ラスな掛け合いが見どころ。

栄 町  阿蘭陀万歳 《おらんだまんざい》
傘　鉾    さかえ           まち

安土桃山から江戸初期にかけて活躍
した、本石灰町ゆかりの貿易商である
荒木宗太郎が貿易先の安南（ベトナ
ム）の王女アニオーをめとり、長崎港に
入ってくる設定。
町内の子どもたちの先曳（さきびき）が
「アニオー行列」として豪華絢爛な輿入
れを再現している。
2回転半の豪快な御朱印船の船回し
と、軽快な龍囃子（じゃばやし）に合わ
せ「静と動」のメリハリを強調する動き
も見もの。

本石灰町  御朱印船 《ごしゅいんせん》
傘　鉾     もと           しっ          くい        まち

かつて日本三大花街の一つと称され
た丸山はおもてなしの町として栄え、
その中心が丸山芸妓で今は長崎検番
によって受け継がれている。
丸山町は長崎検番の芸妓衆による玄
人の踊りを奉納し粋で艶のある舞で観
客を魅了する。
演目は「うかれ唐人」。
長崎検番発祥であるこの踊りは、花街
丸山で芸妓衆と阿茶（唐人の敬称）さ
んが優雅に戯れる様子に往時を偲ば
せるだろう。
新調したシャギリ衆の衣装も注目で
ある。

丸 山 町  本踊 《ほんおどり》
傘　鉾     まる             やま             まち

江戸時代の古式捕鯨の様子を魚問屋
の町として栄えていた万屋町が表現し
ている。
5隻の捕鯨船に続いて約2トンの鯨
（セミクジラ）が姿を現し、荒海を舞台
に勇壮な「捕鯨ドラマ」を繰り広げる。
町内の子どもが務める船頭の勇唄で
幕を開ける。
「ヨッシリヨイサ」の掛け声のなか、勢
いよく吹き出す潮（水）で、ずぶ濡れに
なりながら18人の根曳（ねびき）衆が
必死の形相で大きな鯨を引き回す姿
が最大の見せ場である。

万 屋 町  鯨の潮吹き 《くじらのしおふき》
傘　鉾    よろず             や              まち

寛永11年（1634年）から続く
380年超の歴史を有する祭りです。

踊 町 紹 介

長崎くんちとは 踊町とは
長崎の氏神「諏訪神社」の秋季大祭で、毎年10月７日から３日間、長崎の
町を挙げて催されます。寛永11年（1634年）に、当時の太夫町（後に丸山
町と寄合町になる）の高尾と音羽の両人が、諏訪神社神前に謡曲「小舞」
を奉納したことがはじまりといわれ、長崎ではこの年に「出島」埋築が着
工され「眼鏡橋」が架けられています。

藤間金彌師匠の振付指導のもと、藤間
流藤栄会の門下生と町内の子供たち
が舞い踊る。
諏訪大祭の幕明けとして神官と巫女の
踊りで奉納踊り一番町を務める。
鎖国時代の長崎に象が上陸したこと
に由来し、子供たちが象を引き連れて
登場する。
毎回自由な趣向をこらした踊りと「から
くり仕掛けの白象とオランダ人」の傘
鉾に注目。
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こ
の
文
章
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
窓
か

ら
見
え
る
ラ
ン
タ
ン
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

の
灯
を
見
な
が
ら
書
い
て
い
ま
す
。
そ

う
い
え
ば
私
が
長
崎
に
赴
任
し
た
の
は

昨
年
の
１
月
��
日
で
、
丁
度
翌
日
か
ら

の
ラ
ン
タ
ン
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
を
前
に

し
て
、
町
の
体
温
が
急
上
昇
し
つ
つ
あ

る
の
を
ひ
し
ひ
し
と
肌
で
感
じ
た
と
い

う
記
憶
が
蘇
っ
て
き
ま
し
た
。
１
年
の

月
日
の
早
さ
を
感
じ
る
と
共
に
、
こ
の

１
年
間
の
楽
し
か
っ
た
長
崎
で
の
暮
ら

し
が
次
々
と
思
い
出
さ
れ
て
き
ま
す
。

こ
れ
か
ら
そ
の
楽
し
か
っ
た
こ
と
を
筆

の
進
む
ま
ま
書
い
て
い
こ
う
と
思
い
ま

す
。
言
い
訳
に
な
り
ま
す
が
、
そ
も
そ

も
今
回
の
ご
依
頼
を
受
け
た
際
に
、
私

に
は
と
て
も
先
輩
の
方
々
の
様
な
長
崎

再
考
に
資
す
る
よ
う
な
文
章
は
書
け
な

い
旨
ご
説
明
を
さ
せ
て
頂
い
た
の
で
す

が
、
偶
に
は
そ
の
よ
う
な
文
章
が
あ
っ

て
も
良
い
と
の
暖
か
い
励
ま
し
の
お
言

葉
を
頂
戴
し
、
恥
ず
か
し
な
が
ら
お
受

け
し
た
経
緯
に
ご
ざ
い
ま
す
。
脈
絡
の

な
い
拙
文
の
羅
列
に
な
ろ
う
か
と
は
思

い
ま
す
が
、
宜
し
け
れ

ば
暫
く
お
付
き
合
い
く

だ
さ
い
。
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私
は
大
阪
生
ま
れ
で

大
学
卒
業
ま
で
大
阪
で

育
ち
、
社
会
人
に
な
っ

て
か
ら
は
転
勤
で
東
京

と
大
阪
を
２
往
復
し
、

銀
行
入
行
後
通
算
で
東

京
��
年
、
大
阪
で
は
７
年
を
過
ご
し
ま

し
た
。
最
近
で
は
東
京
勤
務
が
続
い
て

お
り
ま
し
た
の
で

｢

次
は
そ
ろ
そ
ろ
大

阪
か
な｣

と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
昨
年

１
月
に
突
然
の
辞
令
を
受
け
て
、
長
崎

に
て
人
生
初
の
単
身
赴
任
生
活

(

独
身

寮
を
除
く
と
一
人
暮
ら
し
も
初
、
長
崎

は
中
学
校
の
修
学
旅
行
以
来)

が
始
ま
っ

た
次
第
で
す
。
こ
ち
ら
に
来
て
最
初
の

大
仕
事
は
家
探
し
で
し
た
が
、
こ
れ
は

か
な
り
難
航
し
ま
し
た
。
と
言
う
の
も
、

実
は
私
は
、
少
し
だ
け
阪
神
タ
イ
ガ
ー

ス
フ
ァ
ン

(

人
は
熱
狂
的
と
い
い
ま
す

が)

で
、
横
浜
の
自
宅
で
は
ス
カ
パ
ー

を
契
約
し
て
タ
イ
ガ
ー
ス
の
試
合
は
全

試
合
完
全
中
継
で
観
戦
で
き
る
よ
う
に

し
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
長
崎
で
も

タ
イ
ガ
ー
ス
の
試
合
は
全
試
合
完
全
中

継
で
観
戦
で
き
る

(

生
放
送
で
観
戦
で

き
な
い
と
き
は
録
画
し
て
帰
宅
後
見
ら

れ
る)

こ
と
が
、
家
の
最
優
先
条
件
だ
っ

た
か
ら
で
す
。
最
終
的
に
は
浜
町
商
店

街
に
あ
る
銀
行
か
ら
徒
歩
３
分

(

銅
座

か
ら
２
分
！)

と
い
う
町
の
中
心
部
に
、

ス
カ
パ
ー
が
契
約
可
能

(

パ
ラ
ボ
ラ
ア

ン
テ
ナ
を
向
け
る
南
南
西
の
方
角
が
開

け
て
い
る)

な
マ
ン
シ
ョ
ン
が
見
つ
か

り
ま
し
た
。
余
談
で
す
が
、
折
角
の
ス

カ
パ
ー
も
昨
年
は
負
け
試
合
の
放
映
が

多
か
っ
た
の
で
す
が
、
今
年
は
既
存
戦

力
の
底
上
げ
と
新
戦
力
効
果
で
勝
ち
試

合
の
割
合
が
増
え
る
の
で
は
な
い
か
と

密
か
に
期
待
し
て
お
り
ま
す
・
・
・
。

そ
し
て
い
よ
い
よ
引
越
し
も
終
わ
り
、

長
崎
で
の
単
身
生
活
が
始
ま
り
ま
し
た
。

ひ
と
り
の
生
活
を
始
め
て
痛
感
し
た
こ

と
は
、
料
理
自
身
は
で
き
て
も
、
食
器

洗
い
を
含
め
た
後
片
付
け
や
、
ゴ
ミ
の

処
理
が
想
像
以
上
に
大
変
だ
っ
た
こ
と

で
す
。
特
に
長
崎
市
は
エ
コ
対
策
が
進

ん
で
お
り
、
き
っ
ち
り
し
た
ゴ
ミ
の
分

別
を
行
っ
て
い
る
為
、
当
初
は
分
別
表

と
に
ら
め
っ
こ
し
な
が
ら
毎
日
悪
戦
苦

闘
し
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ

と
で
自
ら
の
エ
コ
意
識
は
高
ま
り
ま
し
た

し
、
何
よ
り
自
宅
で
家
事
を
担
っ
て
く

れ
て
い
た
家
内
に
対
す
る
感
謝
の
気
持

ち
が
強
ま
っ
た
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。
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町
の
真
ん
中
に
住
ん
で
良
か
っ
た
こ
と

は
、｢

長
崎
さ
る
く
マ
ッ
プ
ブ
ッ
ク

(

単

身
赴
任
の
方
の
必
須
ア
イ
テ
ム)｣

を
片

手
に
近
隣
を
散
策
す
る
こ
と
で
日
本
の

発
展
・
近
代
化
の
窓
口
で
あ
る
長
崎
の

歴
史
を
身
近
に
感
じ
ら
れ
た
こ
と
で
す
。

勝
海
舟
・
福
沢
諭
吉
を
は
じ
め
と
し
て

数
限
り
な
い
日
本
中
の
俊
英
た
ち
が
長

崎
に
集
ま
っ
て
学
び
そ
し
て
活
動
し
て
世

界
に
触
れ
、
又
、
日
本
各
地
へ
戻
り
今

の
日
本
を
創
り
上
げ
て
き
た
と
い
う
、
ま

さ
に

｢

世
界
に
向
け
た
日
本
の
窓｣

と

し
て
の
当
地
の
空
気
を
肌
で
感
じ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
あ
る
方
に
薦
め
ら

れ
て
百
田
尚
樹
さ
ん
の

｢

永
遠
の
０｣

を
読
ん
で
特
攻
艇
震
洋
の
こ
と
を
知
り
、

川
棚
町
に
あ
る

｢

特
攻
殉
国
の
碑｣

に

も
参
り
ま
し
た
。
自
分
の
不
勉
強
を
反

省
し
な
が
ら
、
長
崎
が
日
本
の
歴
史
の

中
心
の
ひ
と
つ
と
し
て
後
世
に
語
ら
れ
る

べ
き
様
々
な
局
面
に
関
わ
っ
て
き
た
こ
と

を
感
じ
ま
し
た
。
そ
し
て
更
に
も
っ
と
長
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長崎文化放送・代表取締役社長　大西  弘美

と
思
い
、
高
速
道
路
か
ら
雪
を
頂

い
た
姿
が
見
え
れ
ば
「
き
ょ
う
は

得
し
た
気
分
」
に
な
る
も
の
で
し

た
。

　

振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
今
ま
で

仕
事
で
暮
ら
し
た
こ
と
の
あ
る
土

地
は
国
内
外
含
め
、
平
地
ば
か

り
。
翻
っ
て
「
す
り
鉢
状
の
」
と

表
現
さ
れ
る
長
崎
市
中
心
部
の
地

形
。
こ
ん
な
に
山
と
の
距
離
が
近

い
と
こ
ろ
で
暮
ら
す
の
は
初
め
て

で
す
。

　

◇
あ
な
た
に
と
っ
て
の
ラ
ン
ド
マ
ー

　
ク
は
？

　

私
に
と
っ
て
の
富
士
山
に
あ
た
る
ラ

ン
ド
マ
ー
ク
は
長
崎
の
人
に
と
っ
て
は

ど
こ
な
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
次
に
わ
い

て
き
た
疑
問
で
し
た
。
心
の
中
の
原
風

景
は
人
々
に
ど
ん
な
影
響
を
与
え
て
い

る
の
か
。

　
『
風
土
と
は
単
な
る
自
然
環
境
で
は

な
く
し
て
人
間
の
精
神
構
造
の
中
に
刻

み
こ
ま
れ
た
自
己
了
解
の
仕
方
に
他
な

ら
な
い
。』
と
和
辻
哲
郎
は
「
風
土
」

の
中
で
書
い
て
い
ま
す
。

　

長
崎
市
中
心
部
で
い
え
ば
、
や
は
り

稲
佐
山
な
の
で
し
ょ
う
か
。
テ
レ
ビ
局

で
仕
事
を
す
る
も
の
に
と
っ
て
、
電
波

を
中
継
す
る
ア
ン
テ
ナ
塔
は
重
要
で

す
。
こ
こ
長
崎
で
は
民
放
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
と

も
県
内
最
大
の
中
継
局
は
稲
佐
山
の
上

に
建
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
暮
ら
す
に
つ
れ
、「
今
朝
も

稲
佐
山
の
テ
レ
ビ
塔
が
ク
ッ
キ
リ
見
え

る
。
い
い
天
気
だ
」
と
か
、「
き
ょ
う

は
山
の
上
半
分
が
け
ぶ
っ
て
見
え
な
い

な
あ
」
な
ど
と
、
確
認
す
る
の
が
日
課

に
な
り
ま
し
た
。

　

た
だ
、
富
士
山
の
よ
う
に
広
く
県
内

の
人
が
目
に
す
る
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
は
こ

の
地
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
北
ア
ル
プ
ス

の
よ
う
な
急
峻
な
山
は
な
い
も
の
の
、

大
小
の
山
が
広
が
る
長
崎
県
。
私
ど
も

テ
レ
ビ
局
も
、
先
に
ふ
れ
た
稲
佐
山
の

テ
レ
ビ
塔
だ
け
で
は
県
内
全
域
に
電
波

を
飛
ば
す
こ
と
は
不
可
能
で
す
。
壱
岐

や
五
島
の
島
々
は
言
う
に
及
ば
ず
、
長

崎
市
内
だ
け
を
と
っ
て
も
、
山
影
の
住

宅
地
な
ど
の
た
め
に
小
規
模
中
継
局
が

不
可
欠
。
長
崎
県
は
必
要
と
す
る
テ
レ

ビ
塔
の
多
さ
で
は
全
国
で
五
本
の
指
に

入
る
規
模
で
す
。

 

「
山
が
近
す
ぎ
る
…
」

　
Ｊ
Ｒ
特
急
列
車
が
浦
上
の
ト
ン
ネ
ル

を
抜
け
、
車
窓
に
広
が
る
風
景
を
目
に

し
た
私
が
最
初
に
感
じ
た
の
が
こ
の
言

葉
で
し
た
。

　

千
葉
県
出
身
。
関
東
平
野
の
東
京
湾

に
面
し
た
エ
リ
ア
で
生
ま
れ
育
っ
た
私

に
と
っ
て
、
原
風
景
は
大
き
な
平
野
。

山
は
そ
の
は
る
か
彼
方
に
、
大
地
を
遠

巻
き
に
囲
ん
で
存
在
す
る
も
の
で
し

た
。
そ
し
て
そ
の
山
々
に
降
っ
た
水
を

集
め
た
大
河
が
流
れ
る
。北
の
筑
波
山
、

上
毛
の
山
並
み
は
空
気
が
澄
ん
だ
冬
の

日
に
の
ぞ
め
る
こ
と
が
多
く
、
キ
ー
ン

と
身
の
引
き
締
ま
る
日
の
象
徴
。
そ
し

て
何
よ
り
も
南
西
に
の
ぞ
む
富
士
山
は

ラ
ン
ド
マ
ー
ク
で
あ
り
、
朝
の
通
勤
列

車
が
鉄
橋
を
わ
た
る
と
き
に
見
え
れ
ば

「
よ
っ
し
ゃ
、
き
ょ
う
は
が
ん
ば
ろ
う
」

◎プロフィール
昭和35年７月４日生まれ
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大地が生んだ多様性
　 “鳥の目”と遠眼鏡は必需品

稲佐山のテレビ塔
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の
多
さ
で
日
本
一
」
で
あ
る
こ
と
を
知

り
ま
し
た
。
東
に
浅
め
の
有
明
海
、
南

東
に
水
深
の
変
化
の
大
き
い
橘
湾
、
西

に
は
ス
ト
ン
と
深
い
海
に
つ
な
が
る
東

シ
ナ
海
、
そ
し
て
北
に
は
玄
海
の
海
。

地
面
の
上
だ
け
で
な
く
取
り
巻
く
海
に

も
多
様
性
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
魚
種
が

多
様
な
の
も
う
な
ず
け
ま
す
。

　

仕
事
帰
り
に
寄
っ
た
ス
ー
パ
ー
の
鮮

魚
コ
ー
ナ
ー
で
は
「
ヤ
ズ
」、「
ア
ラ
カ

ブ
」、「
ス
マ
ガ
ツ
オ
」
な
ど
関
東
で
は

聞
い
た
こ
と
の
な
い
名
前
が
並
び
ま

す
。
そ
の
た
び
に
ス
マ
ホ
で
検
索
し
て
、

食
べ
方
と
合
わ
せ
て
確
認
。
買
い
物
に

は
ス
マ
ホ
が
必
携
で
す
。
魚
の
名
は

知
っ
て
い
て
も
関
東
で
は
小
売
り
に
は

め
っ
た
に
並
ば
な
い
も
の
も
多
く
、
細

長
い
ア
カ
ヤ
ガ
ラ
が
ま
る
ご
と
ト
レ
ー

に
パ
ッ
ク
さ
れ
て
並
ん
で
い
た
の
に
は

目
を
見
張
り
ま
し
た
。
社
内
に
も
「
料

理
は
そ
ん
な
に
得
意
じ
ゃ
な
い
け
ど
、

タ
チ
ウ
オ
は
お
ろ
せ
ま
す
」
と
い
う
社

員
が
い
て
、
さ
す
が
お
魚
県
と
感
心
し

た
ほ
ど
で
す
。

　
◇
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
だ
け
で
な
く

　

八
百
屋
や
産
直
店
め
ぐ
り
も
週
末
の

楽
し
み
で
す
。
料
理
が
趣
味
の
よ
う
な

も
の
な
の
で
、
諫
早
や
島
原
の
イ
チ
ジ

ク
で
タ
ル
ト
を
焼
き
、
新
シ
ョ
ウ
ガ
や

キ
ュ
ウ
リ
で
シ
ョ
ウ
ガ
漬
け
や
ピ
ク
ル

ス
な
ど
の
保
存
食
を
作
る
。
東
京
で
の

保
存
食
づ
く
り
は
流
通
網
に
の
っ
て
は

る
ば
る
や
っ
て
き
た
野
菜
や
果
物
で
作

る
、
い
わ
ば
遊
び
。
こ
こ
で
は
旬
に
手

ご
ろ
な
値
段
で
大
量
に
出
回
る
か
ら
保

存
食
に
す
る
と
い
う
本
来
の
形
だ
な
と

思
い
な
が
ら
週
末
の
時
間
を
使
っ
て
い

ま
す
。

　

昔
な
が
ら
の
農
産
物
に
加
え
、
私
が

気
に
な
っ
て
い
る
の
は
国
産
レ
モ
ン
や

ラ
イ
ム
。
防
カ
ビ
剤
を
使
っ
て
い
な
い

の
で
皮
ま
で
安
心
し
て
使
え
ま
す
。
そ

の
他
の
柑
橘
類
も
豊
富
、
ア
ボ
カ
ド
も

作
っ
て
い
る
。
海
産
物
で
白
身
魚
に
強

い
こ
と
も
考
え
る
と
、
メ
キ
シ
コ
料
理

な
ど
に
も
む
い
て
い
る
の
で
は
？
ペ

ル
ー
発
祥
の
セ
ビ
ー
チ
ェ
と
い
う
白
身

魚
の
マ
リ
ネ
は
南
米
一
帯
で
食
べ
ら
れ

て
い
て
、
ラ
イ
ム
、
ト
マ
ト
を
使
っ
た

サ
ル
サ
（
ソ
ー
ス
）
を
自
宅
で
作
り
メ

キ
シ
コ
風
セ
ビ
ー
チ
ェ
に
。
ち
ゃ
ん
ぽ

ん
や
角
煮
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
か
ら
付

加
価
値
を
つ
け
ら
れ
そ
う
な
農
産
品
を

　

山
を
越
え
た
ら
見
え
る
も
の
が
違

う
。
あ
な
た
に
と
っ
て
の
日
々
の
ラ
ン

ド
マ
ー
ク
は
何
で
し
ょ
う
。

　
◇
絶
対
的
中
心
が
な
い

　

長
崎
市
が
県
庁
所
在
地
で
あ
り
な
が

ら
、
必
ず
し
も
絶
対
的
な
中
心
で
は
な

い
よ
う
に
思
え
ま
す
。
複
数
の
藩
＋
天

領
と
い
う
歴
史
背
景
だ
け
で
な
く
、
こ

の
自
然
障
壁
が
一
役
買
っ
て
い
る
で

し
ょ
う
。
雲
仙
火
山
を
中
心
と
し
た
島

原
、
佐
世
保
の
九
十
九
島
や
ハ
ウ
ス
テ

ン
ボ
ス
、
平
戸
、
松
浦
…
観
光
地
が
分

散
し
て
い
て
一
度
で
は
回
り
切
れ
ま
せ

ん
。
原
爆
と
い
う
悲
し
い
歴
史
と
平
和

へ
の
思
い
の
象
徴
で
も
あ
る
長
崎
市
が

あ
る
一
方
で
、
歴
史
的
に
も
海
防
の
要

所
で
あ
る
県
北
の
現
実
も
あ
る
。
こ
れ

ら
の
多
様
性
は
住
ん
で
み
る
ま
で
分
か

ら
な
い
も
の
で
し
た
。
実
は
県
外
の
人

間
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
１
年
間
、

関
東
か
ら
遊
び
に
く
る
友
人
た
ち
と
、

「
二
泊
三
日
の
週
末
で
市
内
と
ハ
ウ
ス

テ
ン
ボ
ス
と
軍
艦
島
と
…
」「
い
や
、

そ
れ
無
理
だ
か
ら
」
と
い
う
会
話
を
何

度
繰
り
返
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
◇
魚
売
り
場
で
は
ス
マ
ホ
必
携

　

大
地
の
多
様
性
は
一
次
産
品
の
豊
か

さ
に
も
表
れ
て
い
ま
す
。

　

長
崎
に
き
て
す
ぐ
に
「
捕
れ
る
魚
種

使
っ
て
、
も
っ
と
新
し
い
地
域
と
し
て

の
看
板
メ
ニ
ュ
ー
開
発
を
し
た
ら
い
い

の
に
と
思
う
こ
の
ご
ろ
で
す
。

　
◇
ト
ン
ネ
ル
を
越
え
て
、
遠
く
を
見
る

　

昨
年
開
通
し
た
西
九
州
新
幹
線
は
ト

ン
ネ
ル
に
続
く
ト
ン
ネ
ル
。
長
崎
市
内

か
ら
は
ト
ン
ネ
ル
を
通
ら
な
い
と
主
要

ル
ー
ト
で
は
ど
こ
へ
も
行
け
ま
せ
ん
。

開
か
れ
て
い
る
の
は
海
へ
だ
け
。
外
か

ら
は
入
れ
る
が
、
勝
手
に
国
内
の
他
地

域
へ
は
行
け
な
い
。
か
つ
て
管
理
し
や

す
い
中
継
貿
易
拠
点
と
し
て
選
ん
だ
だ

け
の
こ
と
は
あ
り
ま
す
。
低
山
に
囲
ま

れ
た
土
地
は
ど
こ
か
心
地
よ
く
も
あ

る
。
で
も
そ
れ
に
安
住
し
て
し
ま
う
の

か
。
せ
っ
か
く
域
内
の
多
様
性
を
も
っ

て
い
る
長
崎
県
だ
か
ら
こ
そ
、
ト
ン
ネ

ル
を
抜
け
て
、
そ
し
て
か
つ
て
の
カ
ピ

タ
ン
た
ち
の
よ
う
に
遠
眼
鏡
も
使
っ

て
、
そ
し
て
鳥
の
目
の
よ
う
に
全
体
や

外
も
俯
瞰
し
な
が
ら
、
こ
の
地
で
仕
事

を
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

地元産品でメキシコ風セビーチェ
を作ってみた

関東ではお目にかかれないアカカマス
とハガツオの刺身　　　　　
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「
祖
父
母
の
時
代
」

　

弊
社
、
株
式
会
社　

龍
井
（
り
ゅ
う

せ
い
）、
店
舗
名　

寶
來
軒
は
昭
和
20

年
新
地
中
華
街
に
て
中
華
料
理
店
を
開

店
し
ま
し
た
。
初
代
社
長 

陳
依
份（
祖

父
）
は
、
遡
る
こ
と
昭
和
初
期
に
両
親

と
２
代
目
社
長
の
妻
、
二
妹
と
中
国
福

建
省
の
龍
井
村
か
ら
は
る
ば
る
海
を
越

え
て
来
日
し
ま
し
た
。
株
式
会
社　

龍

井
は
出
身
地
名
か
ら
の
由
来
で
あ
り
ま

す
。
来
日
当
初
は
中
華
菓
子
店
を
営
ん

で
お
り
ま
し
た
。
祖
父
は
お
菓
子
作
り

に
は
全
く
興
味
が
な
く
、
菓
子
作
り
は

妻
に
任
せ
、
各
地
を
転
々
と
渡
り
、
遠

く
は
四
国
ま
で
料
理
の
修
行
に
行
き
ま

し
た
。
そ
の
の
ち
長
崎
に
戻
り
、
中
華

街
の
料
理
店
を
転
々
と
し
ま
す
。
そ
し

て
ど
な
た
か
の
ご
紹
介
で
長
崎
市
の
料

亭
○
○
様
の
厨
房
に
料
理
人
と
し
て
、

迎
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
時
に
は
祖

母
も
皿
洗
い
を
手
伝
い
に
行
っ
て
い
た

そ
う
で
す
。
中
国
人
で
あ
る
祖
父
に
親

切
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
お
父
っ
つ
ぁ
ま

に
は
格
別
の
思
い
を
抱
い
て
い
ま
し

た
。
お
世
話
に
な
っ
た
お
礼
に
、
中
華

式
提
灯
を
寄
贈
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
昭
和
20
年
の
開
店
当
初
へ
話

は
戻
り
ま
す
。
毎
日
開
店
と
同
時
に
お

客
様
が
来
店
さ
れ
、
材
料
が
な
く
な
っ

た
ら
閉
店
す
る
と
い
う
毎
日
で
し
た
。

戦
後
と
あ
っ
て
、
食
材
の
調
達
は
大
変

な
苦
労
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
特
に
砂

糖
は
大
変
高
価
な
も
の
で
し
た
か
ら
、

保
管
す
る
倉
庫
に
は
鍵
を
か
け
る
ほ
ど

で
し
た
。
ち
な
み
に
、
当
店
の
ち
ゃ
ん

ぽ
ん
の
由
来
は
、
料
理
の
肉
や
野
菜
の

切
れ
っ
端
を

小
さ
く
切

り
、
島
原
の

う
ど
ん
を
使

用
し
て
什
錦

湯
麺
（
ミ
ッ

ク
ス
ス
ー
プ

麺
）
を
作
っ

た
の
が
後
の

ち
ゃ
ん
ぽ
ん

と
な
り
ま
し

た
。
更
に
時

短
料
理
と
し

て
考
え
た
の

が
皿
う
ど
ん

細
麺
で
す
。

し
か
も
あ
ん

が
よ
く
絡
む
よ
う
極
細
麺
が
マ
ス
ト
。

当
時
極
細
に
で
き
る
製
麺
機
は
な
く
、

新
地
の
〇
〇
製
麺
所
様
の
協
力
の
元
、

料
理
人
仲
間
と
共
に
試
行
錯
誤
し
て

や
っ
と
の
思
い
で
完
成
し
た
極
細
麺
で

し
た
。
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
麵
と
極
細
麵
の
取

引
先
は
、
一
所
一
筋
で
す
。
次
第
に
料

理
の
幅
も
広
が
り
、
大
手
企
業
の
宴
会

が
毎
日
入
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
昭
和
42
年
現
店
舗
の
寶
來
軒

を
開
店
し
ま
し
た
。
ご
存
知
の
方
も
い

ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
、
新
地
に

宝
来
軒
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
屋
号
に

は
別
館
が
つ
い
て
お
り
ま
し
た
。
平
成

27
年
に
新
地
宝
来
軒
を
統
合
し
、
令
和

元
年
よ
り
寶
來
軒
と
な
り
ま
し
た
。
開

店
当
初
は
３
階
建
て
、
後
に
５
階
建
て

と
な
り
ま
す
。
５
階
建
て
に
な
る
際
、

神
前
結
婚
式
場
を
拡
張
し
、
写
真
ス
タ

ジ
オ
ま
で
完
備
し
ま
し
た
。
外
部
か
ら

神
主
や
プ
ロ
の
カ
メ
ラ
マ
ン
を
お
呼
び

し
て
、
巫
女
は
代
々
身
内
で
こ
な
し
、

私
も
経
験
し
ま
し
た
。
昭
和
50
年
前
後

は
、
大
き
な
ホ
テ
ル
が
ま
だ
多
く
な
い

時
代
で
し
た
か
ら
、
年
間
１
０
０
組
以

上
、
１
日
最
高
８
組
も
の
結
婚
披
露
宴

が
行
わ
れ
て
い
た
日
も
あ
り
ま
す
。
今

で
は
ホ
テ
ル
に
チ
ャ
ペ
ル
が
あ
る
の
は

普
通
で
す
が
、
当
時
と
し
て
は
こ
の
発

想
は
、
ま
さ
に
現
代
で
い
う
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
で
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
３
階
和
室
大
広
間
の
舞
台
の

上
に
は
、
日
本
式
提
灯
を
ぶ
ら
さ
げ
、

料
亭
〇
〇
様
へ
の
憧
れ
と
感
謝
の
思
い

が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
聞
き
ま
し
た
。

開
店
お
披
露
目
会
に
も
お
父
っ
つ
ぁ
ま

が
駆
け
つ
け
て
く
だ
さ
り
、
誰
よ
り
も

喜
ん
で
く
れ
た
そ
う
で
す
。

◀
三
階
和
室
大
広
間

▼写真室　　

▲神前式場　　
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「
母
の
時
代
」

　

祖
父
母
の
時
代
を
経
て
、
平
成
５
年

よ
り
３
代
目
大
原
賢
子
が
社
長
に
就
任

し
ま
し
た
。
ま
ず
着
手
し
た
の
は
、
大

改
装
で
し
た
。
宴
会
と
食
堂
の
２
つ
の

入
口
を
１
つ
に
し
、
３
階
和
室
大
広
間

を
洋
室
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
椅

子
席
の
ニ
ー
ズ
が
高
ま
る
と
予
想
し
た

の
は
的
中
し
ま
し
た
。
下
火
で
あ
っ
た

結
婚
披
露
宴
が
毎
月
数
組
、
団
体
予
約

や
立
食
パ
ー
テ
ィ
ー
な
ど
も
、
予
約
が

入
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
大
改
装
と
同
時
に
、
台
湾
出

身
の
シ
ェ
フ
を
料
理
長
と
し
、
全
て
の

料
理
を
総
入
れ
替
え
し
ま
し
た
。
そ
れ

ま
で
主
た
る
調
味
料
は
酒・
砂
糖・
醤
油

だ
っ
た
も
の
が
、
碁
盤
の
目
の
よ
う
に

並
ぶ
調
味
料
や
手
作
り
の
た
れ
を
揃
え
、

現
在
の
料
理
の
土
台
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
宴
会
や
ア
ラ
カ
ル
ト
メ

ニ
ュ
ー
の
一
新
に
よ
り
売
上
が
伸
び
、

利
益
を
貯
め
て
は
、
全
て
の
個
室
の
改

装
を
次
々
と
着
手
し
て
い
き
ま
し
た
。

そ
し
て
１
階
の
段
差
を
解
消
し
、
厨
房

と
レ
ス
ト
ラ
ン
・
ロ
ビ
ー
が
バ
リ
ア
フ

リ
ー
と
な
る
第
二
の
大
改
装
が
集
大
成

と
な
り
ま
し
た
。

 

「
４
代
目
」

　

平
成
29
年
、
母
よ
り
引
き
継
ぎ
社
長

に
就
任
い
た
し
ま
し
た
。
幼
少
の
頃
は
、

宴
会
後
の
燗
瓶
を
集
め
た
り
、
小
学
生

の
頃
は
、
コ
ー
ス
の
果
物
を
母
と
用
意

し
た
り
と
、
母
の
背
中
を
見
て
育
っ
て

き
ま
し
た
。
結
婚
後
は
転
勤
の
期
間
中

は
専
業
主
婦
で
し
た
。
長
崎
に
戻
っ
て

き
た
時
に
は
、
厨
房
も
手
伝
い
、
揚
げ

パ
ン
や
角
煮
用
の
饅
頭
製
造
も
手
伝
っ

て
い
た
時
期
も
あ
り
ま
し
た
。

　

社
長
に
な
る
と
は
思
っ
て
お
ら
ず
、

一
時
は
店
を
離
れ
、
40
歳
に
し
て
外
資

系
保
険
会
社
に
勤
務
し
ま
し
た
。
５
年

半
だ
け
で
し
た
が
、
お
客
様
に
支
え
ら

れ
、
上
司
や
先
輩
方
か
ら
日
々
鍛
わ
れ

ま
し
た
。

　

さ
て
、
就
任
直
後
は
何
を
し
た
ら
良

い
か
わ
か
ら
ず
、
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル

に
通
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
の
学
び
は
、

そ
の
後
の
様
々
な
経
営
判
断
を
す
る
指

針
と
な
り
ま
し
た
。
過
去
に
な
い
新
し

い
取
組
み
へ
の
決
断
は
、
ス
ク
ー
ル
で

の
学
び
の
お
蔭
で
す
。
ま
ず
令
和
元
年

～
２
年
に
、
日
本
橋
三
越
の
長
崎
展
で

の
茶
屋
出
展
、
熊
本
の
祭
り
ア
イ
ラ
ン

ド
九
州
で
の
皿
う
ど
ん
販
売
な
ど
、
店

舗
外
で
の
催
事
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
準
備
か
ら
大
変
な
作
業
で

し
た
が
、
と
て
も
良
い
経
験
と
な
り
ま

し
た
。

　

そ
う
し
た
中
の
突
然
の
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
よ
る
、
経
営
改

革
の
決
断
に
も
繋
が
り
ま
す
。
幸
い
そ

れ
ま
で
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
需
要
が
あ
っ
た

た
め
、
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
限
定
営
業
の
移

行
は
ス
ム
ー
ズ
で
し
た
。
第
一
波
が

あ
っ
た
令
和
２
年
４
月
の
１
週
目
に
す

ぐ
さ
ま
移
行
し
ま
し
た
。
調
理
を
す
る

数
名
が
店
に
残
り
、
他
の
社
員
は
手
分

け
し
て
、
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
メ
ニ
ュ
ー
の

ポ
ス
テ
ィ
ン
グ
を
し
ま
し
た
。
ま
た
あ

る
団
体
の
定
期
発
行
冊
子
に
メ
ニ
ュ
ー

を
差
込
み
、
一
気
に
認
知
拡
大
を
実
現

で
き
ま
し
た
。
お
陰
様
で
翌
月
の
母
の

日
は
、
例
年
の
レ
ス
ト
ラ
ン
売
上
に
並

ぶ
勢
い
で
し
た
。

　

次
の
改
革
は
、
病
院
や
企
業
へ
の
弁

当
販
売
を
開
始
し
、
多
い
時
は
１
か
所

１
０
０
個
の
受
注
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

し
て
ま
た
こ
こ
か
ら
も
、
お
弁
当
販
売

か
ら
関
連
し
て
、
次
に
繋
が
っ
た
の
は
、

修
学
旅
行
の
予
約
で
す
。
旅
行
代
理
店

か
ら
コ
ロ
ナ
で
個
食
提
供
の
問
合
せ
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
料
理
を
お
弁

当
に
し
、
皿
う
ど
ん
は
、
出
来
立
て
を

一
人
ず
つ
配
膳
す
る
こ
と
で
個
食
提
供

を
実
現
し
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
１
年

目
は
10
校
で
し
た
が
、
年
々
増
え
今
年

は
31
校
２
５
０
０
名
の
ご
予
約
を
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。
有
難
い
こ
と
に
、
校

長
先
生
が
移
動
さ
れ
た
学
校
で
、
当
店

の
食
事
を
希
望
さ
れ
る
と
い
う
事
例
も

あ
り
、
年
々
増
加
し
て
い
る
要
因
の
１

つ
で
も
あ
り
ま
す
。

　

コ
ロ
ナ
５
類
移
行
、
お
客
様
は
ま
た

戻
っ
て
き
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
今

後
の
寶
來
軒
の
課
題
は
、
感
動
す
る
中

華
料
理
店
と
し
て
、
料
理
と
サ
ー
ビ
ス

に
ど
こ
ま
で
拘
る
こ
と
が
で
き
る
か
で

す
。
料
理
の
た
れ
１
つ
か
ら
手
作
り
に

拘
り
、
お
客
様
に
気
持
ち
良
い
サ
ー
ビ

ス
提
供
が
ど
こ
ま
で
可
能
な
の
か
。
観

光
地
な
が
ら
地
元
や
常
連
の
お
客
様
が

８
割
で
す
。
観
光
客
の
方
に
も
、
地
元

の
方
や
タ
ク
シ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
さ
ん
が

紹
介
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
ま
た

有
難
い
こ
と
に
、
滞
在
期
間
中
２
度
の

来
店
、
昼
と
夜
の
１
日
２
度
来
店
さ
れ

る
観
光
客
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
ほ
ど
。
全

世
代
か
ら
好
ま
れ
る
今
の
味
は
、
確
立

さ
れ
た
ブ
ラ
ン
ド
で
す
。
サ
ー
ビ
ス
も

小
さ
な
お
子
様
連
れ
か
ら
ご
年
配
の
方

ま
で
、
可
能
な
限
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
を
心
が
け
て
い
ま

す
。

　

今
後
料
理
の
合
理
的
量
産
化
、
サ
ー

ビ
ス
の
Ｉ
Ｔ
化
は
必
然
と
な
る
時
代
で

す
。
ま
た
労
働
基
準
法
・
社
会
保
険
料

や
税
金
の
改
正
・
最
低
賃
金
の
向
上
な

ど
、
経
営
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
荒
波
が

押
し
寄
せ
て
い
ま
す
。
こ
の
荒
波
を
越

え
ら
れ
る
経
営
者
で
い
ら
れ
る
よ
う
、

日
々
勉
強
の
毎
日
で
あ
り
ま
す
。

　

地
元
長
崎
に
受
け
入
れ
て
い
た
だ
い

た
御
恩
を
忘
れ
ず
に
、
１
０
０
年
企
業

を
目
標
に
、
経
営
改
革
実
行
中
で
す
。

▼平成時代レストラン

▲昭和時代食堂
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☆
で
ん
で
ら
り
ゅ
う
が
出
て
く
る
？

長
崎
地
方
を
中
心
に
古
く
か
ら
歌
わ

れ
た
わ
ら
べ
唄
に

〽
デ
ン
デ
ラ
リ
ュ

ウ
が
出
て
来
る
ば
っ
て
ん
／

デ
ン
デ
ラ
リ
ュ
ウ
が
出
て
こ

ん
け
ん
／
こ
ん
こ
ら
れ
ん
け

ん

こ
ら
れ
ら
れ
ん
け
ん
こ
ー

ん
こ
ん
～
と
歌
う
「
で
ん
で

ら
り
ゅ
う
」
が
あ
る
。

起
源
も
意
味
も
は
っ
き
り

し
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

方
に
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
て

歌
い
継
が
れ
、
全
国
に

広
ま
っ
た
。
小
学
校
の

音
楽
教
材
に
も
採
用
さ

れ
、
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト

の
キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
で

輪
唱
す
る
な
ど
人
気
を
集
め
た
。

☆
ア
ッ
プ
テ
ン
ポ
で
社
会
風
刺

昭
和
52
年
、
大
阪
で
屋
台
を
開
き
な

が
ら
ラ
ジ
オ
に
も
出
演
し
て
い
た
「
屋

台
の
お
っ
ち
ゃ
ん
」
こ
と
前
田
良
一
が

「
デ
ン
デ
ラ
リ
ュ
ウ
」
と
い
う
レ
コ
ー

ド
を
出
し
、
話
題
を
集
め
た
。

冒
頭
で
こ
の
歌
を
速
い
テ
ン
ポ
で
歌
っ

た
後
、
〽
先
生
が
勝
手
に
し
ゃ
べ
っ
と

る
／
生
徒
は
み
ん
な
眠
っ
と
る
／
み
ん

な
が
勉
強

や
る
気
に
な
っ
た
ら
／
今

度
は
先
生
が
眠
っ
と
る
～
と
、
カ
ン
ト

リ
ー
調
の
ア
ッ
プ
テ
ン
ポ
で
展
開
す
る

社
会
風
刺
ソ
ン
グ
だ
っ
た
。

近
く
の
公
園
で
砂
遊
び
の
児
童
が
歌
っ

て
い
る
の
を
聴
い
て
関
心
を
持
ち
、
尋

ね
て
み
る
と
母
親
が
長
崎
出
身
で
長
崎

の
歌
と
分
か
り
、
新
曲

の
中
に
取
り
入
れ
た
。

こ
れ
を
機
に
長
崎
は

も
と
よ
り
全
国
的
に
こ

の
わ
ら
べ
唄
に
関
心
が

一
気
に
高
ま
っ
た
。
レ
コ
ー
ド
発
売
の

頃
、
大
阪
の
ラ
ジ
オ
局
が
こ
の
歌
の
ル
ー

ツ
探
し
を
始
め
、
長
崎
で
も
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が

全
国
放
送
で
取
り
上
げ
て
話
題
を
集
め

た
。
そ
の
時
寄
せ
ら
れ
た
情
報
は
次
の

よ
う
に
様
々
だ
っ
た
。

☆
囚
人
の
歌
で
は
～
な
ど
諸
説

「
祖
父
が
囚
人
の
歌
だ
と
言
っ
て
い

た
」
と
か
「
刑
務
所
か
ら
早
く
出
た
い

気
持
ち
を
表
現
し
た
の
で
は
」
「
子
供

の
と
き
、
勉
強
中
に
誘
い
に
来
た
友
達

に
こ
の
歌
で
返
事
を
し
て
い
た
」
「
ジ
ャ

ン
ケ
ン
や
お
手
玉
、
セ
ッ
セ
ッ
セ
な
ど

遊
び
を
す
る
と
き
に
歌
っ
た
」
「
隠
れ

キ
リ
シ
タ
ン
の
歌
で
は
？
」

な
ど
の
情
報
が
寄
せ
ら
れ

た
。
特
に
〝
出
ら
れ
る
な

ら
ば
〟
と
い
う
願
望
を
方

言
で
｛
出
ん
で
ら
り
ゅ
う

ば
」
と
歌
っ
た
～
と
い
う
説
が
強
ま

・り
、
最
近
は
題
名
も
「
で
ん
で
ら
り
ゅ

う
ば
」
の
表
記
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

・☆｢

で
ん
で
ら
竜
が
～｣

の
絵
本
も

平
成
７
年
に
は
、
幼
児
か
ら
小
学
校

中
学
年
向
け
絵
本
「
で
ん
で
ら
竜
が
で

て
き
た
よ
」(

小
野
里
宴･

作
、
伊
藤
英

一･

絵
、
理
論
社)

が
出
て
い
る
。
「
で

ん
で
ら
り
ゅ
う
っ
て
ど
ん
な
竜
？
」
を

テ
ー
マ
に
、
留
守
番
の
女
の
子
が
書
い

た
絵
か
ら
飛
び
出
た
竜
の
話
だ
っ
た
。

そ
の
他
、
さ
だ
ま
さ
し
の
「
が
ん
ば

ら
ん
ば｣

や
Ｚ
Ｉ
Ｎ
Ｍ
の｢

長
崎
の
わ
ら

べ
歌
」
、
Ｃ
Ｍ
な
ど
に
も
使
わ
れ
た
。

☆
パ
ロ
デ
ィ
・
ソ
ン
グ
登
場

ク
ー
ル
・
フ
ァ
イ
ブ
の
デ
ビ
ュ
ー

曲
「
長
崎
は
今
日
も
雨
だ
っ
た
」

の
パ
ロ
デ
ィ
・
ソ
ン
グ
「
長
崎

の
今
日
は
晴
れ
だ
っ
た
」(

左

の
写
真)

が
平
成
17
年
に
発
売

さ
れ
た
。
歌
っ
て
い
る
の
は
前

川
清
の
そ
っ
く
り
さ
ん
で
、
茨

城
県
出
身
の
も
の
ま
ね
タ
レ
ン

ト
後

川
清
と
、
元
ク
ー
ル
・

う
し
ろ
か
わ

フ
ァ
イ
ブ
の
メ
ン
バ
ー
、
宮
本

悦
朗
と
小
林
正
樹
も
加
わ
っ
た

「
ホ
ッ
ト
フ
ァ
イ
ブ
」
。

歌
詞
は｢

～
雨
だ
っ
た｣

の
雰

囲
気
を
の
ぞ
か
せ
な
が
ら
最
後
に｢

あ
ゝ

長
崎
の
今
日
は
晴
れ
だ
っ
た｣

と
結
ぶ
。

曲
は
元
歌
と

同
じ
彩
木
雅

夫
。
全
体
の

イ
メ
ー
ジ
は

元
歌
と
は
少

し
違
う
が
、

ラ
ス
ト
は
同

じ
ム
ー
ド
。

Ｃ
Ｄ
の
解

説
に
は
「
元

ク
ー
ル
・
フ
ァ
イ
ブ
の
小
林
、
宮
本
に

前
川
清
の
そ
っ
く
り
エ
ン
タ
ー
テ
ィ
ナ
ー

の
後
川
と
の
爆
笑
シ
ョ
ー
ユ
ニ
ッ
ト
…
」

と
書
か
れ
て
い
た
。

起
源
も
意
味
も
不
明
の
わ
ら
べ
唄

「
で
ん
で
ら
り
ゅ
う
」
全
国
で
話
題
に

長
崎
歌
謡
史
研
究
家

宮

川

密

義

〈
そ
の
34
〉

③

最終回

↑レコード表紙

←前田良一

｢長崎の今日は晴れだった｣

☆
好
景
気
で
ネ
オ
ン
街
も
活
況

昭
和
42
年
１
月
の
長
崎
新

聞
に
は
「
造
船
長
崎
世
界
一
」
、

12
月
に
は
「
進
水
量
世
界
一

三
菱
長
崎
造
船
年
間
４
百

万
重
量
㌧
へ
」
な
ど
の
見
出

し
が
躍
り
、
長
崎
は
〝
造
船

ブ
ー
ム
〟
を
迎
え
る
。

長
崎
の
キ
ャ
バ
レ
ー
は
25

年
に
「
フ
ロ
リ
ダ
」
、
28
年

に
「
銀
馬
車
」
が
開
業
。
続

い
て
「
十
二
番
館
」
「
宝
塚
」

「
オ
ラ
ン
ダ
」
が
創
業
し
て
妍
を
競
う

こ
と
に
な
る
。

「
銀
馬
車
」
は
美
人
ホ
ス
テ
ス
を
揃

え
、
最
盛
期
に
は
ホ
ス
テ
ス
は
１
８
０

人
に
も
達
し
、
「
十
二
番
館
」
も
「
銀

馬
車
」
も
最
大
千
人
近
く
の
来
客
を
収

容
出
来
る
空
間
に
成
長
。
「
銀
馬
車
」

は
三
菱
重
工
か
ら
予
約
が
入
る
と
壁
に

は
三
菱
の
社
旗
を
掲
げ
、
入
店
が
始
ま

る
と
「
軍
艦
マ
ー
チ
」
を
演
奏
し
て
迎

え
て
い
た
。

☆
紫
煙
と
喧
噪
の
中
で
ダ
ン
ス

そ
の
頃
の
キ
ャ
バ
レ
ー
に
は
専
属
バ

ン
ド
が
い
て
、
ラ
テ
ン
音
楽
か
ら
軽
快

な
ジ
ル
バ
、
ス
イ
ン
グ
ジ
ャ
ズ
、
日
本

の
流
行
歌
な
ど
を
演
奏

し
て
い
た
。

紫
煙
み
な
ぎ
る
フ
ロ

ア
で
は
バ
ン
ド
の
奏
で

る
音
楽
に
乗
っ
て
ダ
ン

ス
に
興
じ
る
人
た
ち
。

ほ
の
暗
い
ボ
ッ
ク
ス
の

あ
ち
こ
ち
で
ホ
ス
テ
ス

が
磨
り
翳
す
マ
ッ
チ
の

炎
の
シ
グ
ナ
ル
に
駆
け

寄
る
ボ
ー
イ
た
ち
。

天
井
の
ス
ピ
ー
カ
ー

は
「
あ
け
み
さ
ん
、
５

番
テ
ー
ブ
ル
へ
ど
う
ぞ
」

な
ど
と
連
呼
し
、
ド
レ

ス
を
な
び
か
せ
な
が
ら
駆
け
回
る
売
れ
っ

子
ホ
ス
テ
ス
た

ち
…
。

交
際
費
も
潤

沢
な
社
用
族
、

公
用
族
の
ご
用

達
で
、
ま
さ
に
キ
ャ
バ
レ
ー
全
盛
の
時

代
。
当
時
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
給
料
は

月
４
～
６
万
円
、
中
小
企
業
の
社
長
の

月
収
は
40
～
50
万
円
だ
っ
た
の
に
対
し
、

指
名
で
掛
け
持
ち
が
多
い
ホ
ス
テ
ス
は

月
に
30
万
円
、
平
均
で
は
10
万
か
ら
15

万
円
、
売
れ
っ
子
の
中
に
は
月
収
百
万

円
の
ホ
ス
テ
ス
も
現
れ
た
と
い
う
。

☆
十
二
番
館
か
ら｢

思
案
橋
…｣

そ
ん
な
キ
ャ
バ
レ
ー
を
舞
台
に
火
花

を
散
ら
し
始
め
た
の
が
レ
コ
ー
ド
界
。

ま
ず
「
十
二
番
館
」
専
属

の
高
橋
勝
と
コ
ロ
ラ
テ
ィ
ー

ノ
（
中
井
昭
ら
６
人
グ
ル
ー

プ
）
が
川
原
弘
・
作
詞
、

作
曲
の
「
思
案
橋
ブ
ル
ー

ス
」
を
演
奏
す
る
と
、
客

は
ダ
ン
ス
も
忘
れ
て
ボ
ッ

ク
ス
で
聴
き
入
り
、
な
か

に
は
テ
ー
プ
に
録
音
す
る

人
ま
で
見
ら
れ
た
。
そ
ん

な
現
象
を
Ｎ
Ｂ
Ｃ
ラ
ジ
オ

は
現
場
か
ら
生
中
継
し
た

こ
と
も
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
丸
山
町
の
遊

郭
跡
に
全
国
で
４
番
目
に

誕
生
し
た
有
線
放
送
（
長
崎
音
楽
放
送
）

が
あ
り
、
リ
ク
エ
ス
ト
に
応
え
て
夜
の

町
に
歌
を
流
す
傍
ら
、
地
元
の
人
材
と

作
品
育
成
に
も
努
め
、
音
楽
グ
ル
ー
プ

や
歌
手
志
望
の
若
者
た
ち
は
自
作
自
演

の
録
音
テ
ー
プ
を
有
線
放
送
と
Ｎ
Ｂ
Ｃ

ラ
ジ
オ
に
届
け
て
い
た
。

コ
ロ
ラ
テ
ィ
ー
ノ
も
「
思
案
橋
ブ
ル
ー

ス
」
の
テ
ー
プ
を
流
し
て
も
ら
っ
た
わ

け
だ
が
、
リ
ク
エ
ス
ト
が
殺
到
。
コ
ロ

ム
ビ
ア
の
ス
カ
ウ
ト
で
43
年
４
月
全
国

デ
ビ
ュ
ー
と
な
る
（
こ
の
連
載
〈
そ
の

７
〉
参
照
）
。

☆
銀
馬
車
は
「
…
雨
だ
っ
た
」

先
を
越
さ
れ
た
「
銀
馬
車
」
で
は
イ

ベ
ン
ト
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
吉
田
孝
穂
が

自
ら
「
長
崎
の
別
れ
星
」
を
作
詞
、
来

昭
和
30
年
代
か
ら
40
年
代
に
か
け
た
高
度
成
長
期
の
長
崎
で
は
、
基
幹
産

業
の
三
菱
造
船
や
三
菱
電
機
が
活
況
を
呈
し
た
。
そ
の
高
度
成
長
の
恩
恵
に

浴
し
た
の
は
銅
座
付
近
の
夜
の
町
。
そ
こ
か
ら
『
長
崎
の
歌
ブ
ー
ム
』
を
醸

し
出
し
、
全
国
の
歌
謡
界
か
ら
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
（
敬
称
略
）

〝長
崎
の
歌
ブ
ー
ム
〟醸
し
出
す

専
属
バ
ン
ド
武
器
に
歌
で
火
花

長
崎
歌
謡
史
研
究
家

宮

川

密

義

クール・ファイブが巣立った「銀馬車」

「十二番館」で演奏するコロラティーノ

〈
そ
の
15
〉

起
源
も
意
味
も
不
明
の
わ
ら
べ
唄

「
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県
立
奈
留
高
校
は
昭
和
40
年
に
五
島

高
校
の
分
校
と
し
て
発
足
し
た
が
、
校

歌
は
本
校
の
も
の
で
馴
染
み
が
薄
く
、

奈
留
と
は
関
係
な
い
歌
詞
だ
っ
た
。

昭
和
49
年
、
奈
留
分
校
の
女
子
生
徒

の
１
人
が
ラ
ジ
オ
の
深
夜
番
組
に
「
校

歌
を
作
っ
て
…
」
と
投
書
し
た
こ
と
が

縁
で
、
人
気
歌
手
と
大
物
作
詞
家
か
ら

愛
唱
歌
と
校
歌
が
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
た
。

☆
ユ
ー
ミ
ン
か
ら｢

瞳
を
閉
じ
て｣

ま
ず
、
シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー

の
ユ
ー
ミ
ン
こ
と
荒
井
由
実(

現
・
松

任
谷
由
美)

か
ら
寄
せ
ら
れ
た
。

〽
風
が
や
ん
だ
ら
沖
ま
で
船
を
出
そ

う
／
手
紙
を
入
れ
た
ガ
ラ
ス
び
ん
を
も
っ

て
～
に
始
ま
る

｢

瞳
を
閉
じ
て｣

。

ユ
ー
ミ
ン
の
持

ち
歌
と
し
て
49
年
に
東
芝
か
ら
レ
コ
ー

ド
も
出
た
が
、
奈
留
高
校
で
は
校
歌
に

適
当
か
検
討
の
す
え
、
愛
唱
歌
と
し
て

歌
い
継
ぐ
こ
と
に
し
た
。

こ
の
話
題
が
ラ
ジ
オ
で
取
り
上
げ
ら

れ
て
全
国
的
に
話
題
を
集
め
、
昭
和
63

年
に
は
学
校
の
庭
園
に
「
ユ
ー
ミ
ン
の

歌
碑
」
が
造
ら
れ
、
ユ
ー
ミ
ン
も
出
席

し
て
感
動
的
な
除
幕
式
が
行
わ
れ
た
。

☆
校
歌
は
石
本
美
由
起
氏
か
ら

校
歌
は
大
物
作
詞
家
、
石
本
美
由
起

氏
か
ら
昭
和
51
年
に
贈
ら
れ
た
。
石
本

氏
も
奈
留
分
校
の
生
徒
が
ラ
ジ
オ
で
訴

え
て
い
る
の
を
聴
い
て
す
ぐ
作
詞
。

「
長
崎
の
ザ
ボ
ン
売
り
」
で
作
詞
家
デ

ビ
ュ
ー
し
て
以
来
、
長
崎
を
テ
ー
マ
に

29
曲
も
レ
コ
ー
ド
に
し
て
お
り
、
そ
の

取
材
の
縁
で

交
友
し
て
い

た
筆
者(

宮

川)

を
経
由
、

Ｎ
Ｂ
Ｃ
の
深

町
一
朗
氏
に

作
曲
を
依
頼
し
完
成
。
奈
留
高
校
に
送

り
届
け
、
〽
た
く
ま
し
く

し
ぶ
き
が

躍
る
／
海
は
果
て
な
い

み
ど
り
の
庭

だ
～
に
始
ま
る
校
歌
が
誕
生
し
た
。

大
物
と
い
わ
れ
る
人
の
愛
唱
歌
と
校

歌
を
２
つ
も
歌
い
継
い
で
い
る
学
校
は

珍
し
い
。

平
成
20
年
12
月
に
還
暦
を
迎
え
た
谷

村
新
司
が
昭
和
55
年
、
歴
史
的
名
曲
と

し
て
評
価
さ
れ

た｢

昴｣

の
ア
ン

サ
ー
ソ
ン
グ
制

作
を
模
索
中
、

同
年
５
月
に
初

め
て
訪
れ
た
西

海
市
大
島
町
の

豊
か
な
自
然
や

満
天
の
星
空
に

ふ
れ
て
、
新
曲

｢

マ
カ
リ
ィ｣

が
誕
生
す
る
。

｢

マ
カ
リ
ィ｣

は
ハ
ワ
イ
語
で
〝
星
の

航
海
師
〟
の
意
味
。
〽
大
い
な
る
島

に
生
ま
れ

海

に
抱
か
れ
て
き

い
だ

た
／
幾
億
の
星

達
に

い
つ
も

抱
か
れ
て
き
た

い
だ

／
舟
に
命
を
与
え
る
人

が
い
て
／
舟
を
導
く
人

が
伝
え
る
こ
と

※
ヨ
ー

ソ
ロ
ー

ヨ
ー
ソ
ロ
ー

～
と
、
混
声
合
唱
団
を

含
む
総
勢
75
名
の
オ
ー

ケ
ス
ト
ラ
を
バ
ッ
ク
に

歌
い
あ
げ
た
。

同
年
11
月
に
は
大
島
町
で
も
地
元
の

子
供
た
ち
と
一
緒
に
熱
唱
し
て
い
た
。

対
馬
に
70
年
近
く
も
歌
い
継
が
れ
て

い
る
歌
が
あ
る
。
昭
和
29
年
に
永
田
と

よ
子
の
歌
で
出
た｢

対
馬
の
娘｣

(

西
条

八
十･

作
詞
、
古
賀
政
男･

作
曲
）
。

昭
和
27
年
に
韓
国
の
李
承
晩
大
統
領

が
日
本
漁
船
を
閉
め
出
す｢

李
ラ
イ
ン｣

を
設
定
、
漁
業
界
に
と
っ
て
は
〝
恐
怖

の
李
ラ
イ
ン
〟
と
し
て
死
活
問
題
に
。

昭
和
29
年
、

こ
の
李
ラ
イ
ン

を
テ
ー
マ
に
青

木
光
一
の
歌
で

「
月
の
朝
鮮
海

峡
」
が
出
た
。

そ
の
片
面
に
李

ラ
イ
ン
の
海
に
向
か
う
恋
人
を
案
じ
る

女
性
を
歌
っ
た｢

対
馬
の
娘｣

が
入
っ
た
。

〽
船
の
小
縁
に
片
袖
か
け
て
／
あ
な

こ

べ

り

そ
で

た
今
度
は
い
つ
帰
る
～
に
始
ま
る
こ
の

歌
は
、
対
馬
を
代
表
す
る
歌
と
し
て
親

し
ま
れ
、
人
事
異
動
の
季
節
に
は
送
別

の
歌
と
し
て
歌
わ
れ
て
き
た
。

昭
和
35
年
に
は
対
馬
観
光
連
盟
が
島

倉
千
代
子
の
歌
で
、
平
成
７
年
に
は
対

馬
総
町
村
組
合
が
香
西
か
お
り
の
歌
で

対
馬
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
を
図
っ
た
。

奈
留
高
校
に
大
物
歌
手
と
作
詞
家
の
愛
唱
歌
と
校
歌

←島倉千代子盤の表紙

「瞳を閉じて」の歌碑と荒井由実

石本美由起氏

谷村新司㊨が西海市大
島町の自然を歌った｢マ
カリィ｣のＣＤ表紙㊤

大
島
の
豊
か
な
自
然
に
ふ
れ
て

谷
村
新
司
が｢

マ
カ
リ
ィ｣

歌
い
継
ぐ
「
対
馬
の
娘｣

異
動
の
季
節
は
送
別
の
歌
に
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会務日誌 （令和５年７月〜８月）

会　議 ・ 事　業　名 開催月日 参加人員 テ�ー�マ ・ 事　業　内　容

税務研修会（３回シリーズ）（第３回）
税制改正研修会
税務研修会（８回シリーズ）（１）
長崎間税会地方公営企業消費税講習会
税務研修会（８回シリーズ）（２）
青年部会社会貢献事業
税務研修会（８回シリーズ）（３）

長崎間税会理事会（第２回）
青年部会会員研修委員会（第１回）
青年部会総務・広報合同委員会（第１回）
税務研修会（８回シリーズ）（４）
組織委員会（第１回）
総務委員会（第２回）
事業研修委員会（第１回）
税務研修会（８回シリーズ）（５）
正副会長・総務委員長と長崎税務署と
の意見交換会

5. 7.19
7.21
7.26
7.28
8. 2
8. 5
8. 9

8.10
8.17
8.18
8.21
8.22
8.23
8.24
8.30
8.31

33
37
44
8
41
53

31
10
7
40
13
8
8
48
12

テーマ：決算書の見方　　講師：小疇　覚　税理士
令和５年度税制改正のあらまし　　講師：小山　翔　税理士
テーマ：法人税の仕組み（１）　　 講師：黒板　直人　税理士
地方公共団体や公共・公益法人等の消費税　講師：長崎税務署担当官
テーマ：法人税の仕組み（２）　　 講師：黒板　直人　税理士
LET s̓�Go 社会科見学 陸上自衛隊おおむら
テーマ：加算と減算　　講師：黒板　直人　税理士（台風６号接近
　　　　の為中止）
新規会員加入勧奨推進状況について　他
研修会・忘年会について、新春公開講演会について　他
会員増強について、全国青年の集い「山形大会」について　他
テーマ：減価償却　　講師：黒板　直人　税理士
令和４年度会員増強運動実績、令和５年度会員増強計画について 他
第２回理事会運営、組織・厚生合同決起大会開催について
令和４年度研修事業実績、令和５年度研修事業計画　他
テーマ：役員賞与　　講師：黒板　直人　税理士
国税当局と法人会との連携・協調について　他

事務局だより
7.8.9 月決算期別法人税等説明会

（６月21日）

税務研修会（  3 回シリーズ）（1）
（７月５日）

税制改正研修会
（７月21日）

青年部社会貢献事業
（８月５日）
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