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随想 ボ
ク
の
郷
里
は
秋
田
県
増
田
町
と
い
う
、
人
ロ
一
万
人
足
ら

ず
の
小
さ
な
町
で
あ
る
。
そ
の
町
が
昨
年
一

0
月
、
実
に
ユ
ニ

ー
ク
な
美
術
館
を
オ
ー
プ
ン
し
た
。
「
増
田
町
ま
ん
が
美
術
館
」

で
あ
る
。

日
本
に
は
現
在
、
例
え
ば
長
野
県
更
埴
市
の
「
近
藤
日
出
造

記
令
鋸
g
」
の
よ
う
な
漫
画
家
個
人
の
記
念
館
は
い
く
つ
か
あ
る

が
「
増
田
町
ま
ん
が
美
術
館
」
の
よ
う
な
コ
ン
セ
プ
ト
の
も
と

に
建
て
ら
れ
た
も
の
は
、
ボ
ク
の
知
る
限
り
な
い
。
お
そ
ら
く
、

日
本
で
初
め
て
の
試
み
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
記
し
て
ボ
ク
は
「
漫
画
」
を
、
漢
字
の
ほ
か
に
平

仮
名
の
「
ま
ん
が
」
と
二
様
の
表
記
を
し
た
。
そ
し
て
、
ボ
ク

自
身
は
日
常
的
に
片
仮
名
の
「
マ
ン
ガ
」
を
用
い
て
い
る
。
読

者
に
と
っ
て
は
ど
う
で
も
い
い
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
、
実
は

マ
ン
ガ
家
の
な
か
に
は
コ
レ
に
こ
だ
わ
る
人
が
少
な
く
な
い
。

ど
ん
な
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

そ
の
源
泉
は
広
辞
苑
（
岩
波
書
店
）
に
あ
る
よ
う
に
ボ
ク
は

思
う
。
ち
な
み
に
ボ
ク
の
座
右
に
あ
る
「
広
辞
苑
」
（
第
二
版
）

で
「
漫
画
」
の
項
を
引
い
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る。

こ
っ
け
い

「
単
純
・
軽
妙
な
手
法
で
描
か
れ
、
無
邪
気
な
滑
稽
を
主
と
す

る
絵
」こ

れ
が
広
辞
苑
の
定
義
す
る
「
漫
画
」
の
概
念
と
い
う
わ
け

だ
。
か
な
り
乱
暴
に
要
約
す
る
と
、
~
シ
ン
プ
ル
な
タ
ッ
チ

で
描
か
れ
た
、
と
る
に
足
ら
な
い
面
白
お
か
し
い
絵
ー
—
で
あ

る
。
'確

か
に
漫
画
の
歴
史
や
、
そ
の
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
る

と
、
「
滑
稽
」
や
「
風
刺
」
「
ユ
ー
モ
ア
」
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る

「
面
白
お
か
し
い
」
要
素
を
基
盤
と
し
て
推
移
し
て
来
た
こ
と
は

事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
時
代
の
ニ
ー
ズ
は
い
つ
の
世
も
安

閑
と
は
し
て
い
な
い
。
ニ
ー
ズ
を
「
価
値
観
」
と
置
き
換
え
て

も
い
い
の
だ
が
、
と
に
か
く
日
進
月
歩
と
い
う
か
、
世
の
中
の

経
済
情
勢
や
、
人
々
の
生
活
様
式
の
変
化
と
相
ま
っ
て
、
物
事

の
価
値
基
準
も
変
わ
る
の
が
常
で
あ
る
。

「
漫
画
」
が
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
。
発
展
当
初
は
確
か
に
「
無

邪
気
な
滑
稽
を
主
と
す
る
絵
」
だ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
今
日

の
日
本
の
マ
ン
ガ
を
見
る
と
き
、
質
的
に
も
量
的
に
も
大
変
革

を
と
げ
、
世
界
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
の
マ
ン
ガ
大
国
と
な
っ
て
い
る

の
は
事
実
だ
。

昨
年
（
平
成
七
年
）
夏
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
著
名
な
マ
ン
ガ
家

が
八
名
ほ
ど
来
日
し
た
。
そ
の
折
、
都
内
の
ホ
テ
ル
で
会
談
し

た
の
だ
が
、
彼
等
の
驚
き
は
や
は
り
日
本
の
マ
ン
ガ
文
化
の
隆

盛
で
あ
っ
た
。
マ
ン
ガ
週
刊
誌
の
多
さ
は
言
う
に
及
ば
ず
、
書

店
の
書
棚
に
ズ
ラ
リ
と
並
ん
だ
マ
ン
ガ
単
行
本
の
点
数
の
お
び

た
だ
し
さ
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
う
ち
の
一
人
が
羨
望
の
ま

な
ざ
し
で
ポ
ツ
リ
と
言
っ
た
。

「
ア
メ
リ
カ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
も
日
本
も
、
あ
る
時
期
ま
で

やくち・だかお

田県生まれ。秋田

羽後銀行に就識。

退職、同年、 l」
上にて「鮎」

平」還載スター

の怪蛇バチへ
rマタギ」で、日
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は
名
ン
ガ
“
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
同
じ
よ
う
に
捉
え
、
同
じ

よ
う
に
歩
ん
で
来
た
は
ず
な
の
に
、
日
本
だ
け
が
ど
こ
か
ら
こ

ん
な
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
…
…
」

そ
れ
に
対
し
、
日
本
の
マ
ン
ガ
家
の
一
人
が
ズ
バ
リ
と
言
っ

こ。t
 「

あ
な
た
方
の
国
に
手
塚
治
虫
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
で

す
。
日
本
の
マ
ン
ガ
は
手
塚
治
虫
の
出
現
に
よ
り
、
世
界
に
類

例
の
な
い
マ
ン
ガ
を
産
み
、
創
り
出
し
た
の
で
す
」

手
塚
治
虫
が
産
み
出
し
た
、
世
界
に
類
例
の
な
い
マ
ン
ガ
と

は
、
い
わ
ゆ
る
「
ス
ト
ー
リ
ー
マ
ン
ガ
」
で
あ
る
。
従
来
の
「
無

邪
気
な
滑
稽
を
主
と
し
た
絵
」
と
し
て
の
「
漫
画
」
か
ら
、
ス

ト
ー
リ
ー
性
を
豊
か
に
し
た
ス
ケ
ー
ル
の
雄
大
な
「
ま
ん
が
」

「
マ
ン
ガ
」
へ
の
大
変
身
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。
日
本
の
漫
画
が

世
界
の
漫
画
の
根
幹
か
ら
大
き
く
枝
分
か
れ
し
た
の
は
こ
こ
で

あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
単
に
枝
分
か
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
太
い

独
立
し
た
大
木
へ
と
成
長
し
た
の
が
今
日
の
日
本
の
「
マ
ン
ガ
」

な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
ま
ん
が
」
「
マ
ン
ガ
」
は
、
手
塚
治
虫

以
降
の
日
本
の
マ
ン
ガ
界
が
産
み
出
し
た
「
日
本
式
マ
ン
ガ
」

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ア
メ
リ
カ
の
諸
氏
は
大
納
得
と
ば
か
り
に
、
し
き
り
に
う
な

ず
い
て
い
た
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
あ
る
。
近
年
で
は
、
東
南

ア
ジ
ア
諸
国
は
言
う
に
及
ば
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
さ
え
も
こ

の
「
日
本
式
マ
ン
ガ
」
を
「
M
A
N
G
A」
と
呼
ん
で
、
今
や
世

界
の
共
通
語
に
さ
え
な
り
つ
つ
あ
る
の
だ
。
換
言
す
れ
ば
「
マ

ン
ガ
」
（
日
本
式
ス
ト
ー
リ
ト
マ
ン
ガ
）
は
今
や
日
本
が
世
界
に

誇
る
一
大
「
文
化
」
な
の
で
あ
る
。

ボ
ク
の
郷
里
に
オ
ー
プ
ン
し
た
「
増
田
町
ま
ん
が
美
術
館
」

の
コ
ン
セ
プ
ト
は
こ
こ
に
あ
る
。
「
ま
ん
が
」
を
、
昭
和
の
日
本

が
産
み
出
し
た
最
も
パ
ワ
フ
ル
な
「
文
化
」
と
位
置
づ
け
、
更

に
「
マ
ン
ガ
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
共
通
し
た
「
楽
し
さ
」
「
夢
」

「
表
現
」
と
い
っ
た
創
造
性
を
通
し
て
豊
か
な
感
性
の
醸
成
の
場

に
し
よ
う
、
と
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。

ち
ょ
っ
と
館
内
を
ご
案
内
し
よ
う
。
ボ
ク
の
郷
里
と
い
う
こ

と
も
あ
り
、
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ま
ず
ボ
ク
の
ア
ト
リ
エ
を
再
現
し

た
一
室
か
ら
始
ま
る
。
ボ
ク
の
年
譜
や
主
要
作
品
の
原
画
を
展

示
す
る
一
方
、
郷
土
の
山
や
川
に
棲
む
昆
虫
や
魚
た
ち
の
ウ
ォ

ッ
チ
ン
グ
エ
リ
ア
が
展
開
す
る
。
し
か
し
、
何
と
言
っ
て
も
メ

イ
ン
は
ら
せ
ん
状
に
移
り
行
く
ス
ロ
ー
プ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
あ
る
。

こ
の
ス
ロ
ー
プ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
壁
面
を
飾
る
の
が
当
代
超
一
流

の
ス
ト
ー
リ
ー
マ
ン
ガ
家
お
よ
そ
六

0
名
、
約
四
0
0点
余
の

原
画
で
あ
る
。
ま
さ
に
パ
ワ
フ
ル
な
日
本
の
マ
ン
ガ
文
化
の
殿

堂
で
あ
る
。
加
え
て
韓
国
、
台
湾
、
香
港
、
そ
し
て
中
国
各
国

の
ス
ト
ー
リ
ー
マ
ン
ガ
家
諸
氏
の
原
画
展
コ
ー
ナ
ー
も
併
設
さ

れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
楽
し
い
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
企
画
展
が
あ
っ
た
。
わ
ず

か
一
か
月
の
開
催
だ
っ
た
が
「
手
塚
治
虫
・
矢
旦
高
雄
ま
ん
が

二
人
展
」
だ
っ
た
。
子
ど
も
の
頃
、
手
塚
マ
ン
ガ
に
シ
ビ
れ
、

あ
こ
が
れ
て
マ
ン
ガ
家
に
な
っ
た
ボ
ク
に
と
っ
て
は
、
望
外
の

企
画
展
で
あ
り
、
感
激
も
ひ
と
し
お
だ
っ
た
。

最
後
に
、
こ
の
「
美
術
館
」
に
は
企
画
段
階
か
ら
全
て
携
わ

っ
た
。
苦
労
も
多
か
っ
た
が
、
楽
し
い
歳
月
だ
っ
た
。
そ
ん
な

な
か
で
、
ボ
ク
の
胸
の
中
に
更
な
る
大
き
な
夢
が
膨
ら
ん
で
い

た
。
次
は
「
都
立
」
か
「
国
立
」
と
い
う
夢
で
あ
る
。
「
国
立
」

な
ら
ば
、
そ
の
所
轄
は
文
化
庁
の
は
ず
で
あ
る
。
い
つ
の
日
か

「
国
立
ま
ん
が
美
術
館
」
を
•
…
•
O
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表紙解説 特別史跡名護屋城跡並陣跡
なごや

名護屋城跡並陣跡は r文禄慶長の役J (1592-1598)で朝鮮半島への侵略基地となっ

だ名護屋城跡と、秀吉に従つだ全国諸大名の陣跡からなる広大な遺跡群です。

名護屋城跡本城は、天然の良港名護屋浦を足下に、玄界灘を見渡す高台に築かれて

おり、よく晴れだ日には壱岐力ら遠く対馬まで間近に望むことができます。総面積は

約17万吋。当時では大坂城に次＜規模の本格的な近世城郭でありなガら、西国大名の

分担によりわず力5ケ月足らすで主要部が完成しだと言われています。

まだ、 3町にまだガる約120箇所の陣跡は、本城から半径約31<m圏内にある山丘上の

ことごとくに分布してあり、土塁や石垣で囲まれた館の一つ一つガまるで中世山城の

ような規模、景観を呈しています。

この西国の一寒村が突如人口10万人とも言われる城下町に変貌しだ当時の賑わいは

名護屋城図屏風にも詳しく描ガれているところですが、昭和51年ガら始まつだ本城、

陣跡の発掘調査によっても、それが決して誇張でないことが次第1こ明らガになりつつ

あります。まだ、並行して保存整備ガ進められるとともに、平成5年には名護屋諏JJli

博物館ガ開館しだことにより、現在では年間を通じて県内外力ら多くの人が訪れ、「文

禄慶長の役J の実像に触れることガできるようになりましだ。秀吉の野望ガもだらし

だこの悲惨な侵略戦争の歴史的意昧を一般の人に咀らかこすることは、新しい日韓の

友好関係を築く上でも、是非とも重要なことと考えています。

名護屋城跡では、博物館を中,11,に日韓文化交流事業のほガ史跡探訪会や茶会などを

開催、まだ、呑年夏、玄界灘に沈む夕日を背景に本丸跡で催される薪能は、名護屋城

跡ならではの町の一大イベントとしてすつ力り定馨しました。

（佐賀県教育委員会文化財課 田平徳栄）
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編集後記
あけましておめでとうございます。本年も文化庁月報をよろしく

お願ぃします。

さて、年末から年始にかけては、全国各地で第九のコンサートが

数多く開かれ、多くの人が鑑賞（又は参加）されたことと思います

が、皆さんは、クラシック音楽をどのようし楽しんでおられますか？

「クラシック音楽を視覚的に楽しむ」一—聴すると非常に不思議

に思うかもしれませんが、私が最近発見した音楽の楽しみ方です。

先日、一流の交響楽団の演奏を鑑賞する機会がありましたが、そ

のときの演奏はCDで聴くよりもはるかに圧倒的な迫力で心に伝わ

ってきました。直接聴く音の響きのすばらしさは言うまでもありま

せんが、その迫力の最大の源泉は、指揮者や演奏者のダイナミック

な動きにあったと思います。指揮者の大胆なタクトの振りに従って、

オーケストラは大きなうねりをなし、音を発します。単にスピーカ

ーから流れる音を聴いていただけではわからない、芸術創造の過程

と、その過程に満ち溢れる音楽に対する熱意がズキズキと心に伝わ

ってきたからだと思います。

皆さん方も、ことし一年、積極的に芸術活動に参加され、新しい

楽しみを発見されることを祈っております。 （か）
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