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博
物
館
開
館
と
と
も
に

気
運
が
高
ま
る
地
域
づ
く
り

天
草
市
御ご

所し
ょ

浦う
ら

地
域
は
、
八や

つ

代し
ろ

海か
い

中
央
部

に
位
置
し
、
御
所
浦
島
（
令
和
二
年
国
調
人
口

一
五
三
九
人
）、
牧ま

き

島し
ま

（
二
六
七
人
）、
横よ

こ

浦う
ら

島じ
ま

（
五
一
二
人
）
の
三
島
の
有
人
島
を
含
む
一
七

の
島
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
熊
本
県
の
事
業
に

よ
り
、
昭
和
六
一
年
に
は
御
所
浦
島
と
牧
島

が
架
橋
さ
れ
、
そ
の
後
、
御
所
浦
島
と
横
浦

島
、
横
浦
島
と
天
草
上
島
の
架
橋
も
構
想
さ

れ
た
も
の
の
、
令
和
六
年
現
在
、
事
業
は
休

止
と
な
っ
て
い
る
。
御
所
浦
地
域
へ
は
天
草

市・上
天
草
市
の
三
港
（
本ほん
渡ど
港
、
棚
底
港
、
大おお

道どう
港
）
か
ら
の
定
期
船
に
加
え
、
対
岸
の
水

俣
港
か
ら
予
約
制
の
乗
り
合
い
海
上
タ
ク
シ

ー
で
行
く
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
六
年
三
月
二
〇
日
、
御
所
浦
港
正
面

に
、「
天
草
市
立
御
所
浦
恐
竜
の
島
博
物
館
」

と
い
う
。
館
内
の
展
示
物
は
約
二
千
点
だ
が

こ
の
う
ち
半
数
が
天
草
産
の
化
石
と
な
っ
て

い
る
。
加
え
て
、
現
在
生
息
す
る
生
物
に
関

す
る
展
示
な
ど
も
あ
り
、
天
草
の
自
然
史
に

つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。「
ポ
ケ
ッ
ト
学

芸
員
」
と
い
う
ア
プ
リ
を
使
え
ば
、
手
持
ち

の
ス
マ
ホ
か
ら
よ
り
詳
細
な
解
説
を
読
む
こ

と
も
可
能
だ
。

庭
か
ら
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
が
見
つ
か
る
こ
と

も
あ
る
く
ら
い
、
元
々
化
石
が
豊
富
な
島
で

あ
る
が
、
平
成
九
年
に
植
物
食
恐
竜
と
国
内

最
大
級
の
肉
食
恐
竜
の
化
石
が
相
次
い
で
見

つ
か
っ
た
こ
と
で
、
恐
竜
で
島
お
こ
し
を
し

よ
う
と
の
気
運
が
高
ま
り
、
博
物
館
の
前
身

と
な
る
「
御
所
浦
白
亜
紀
資
料
館
」
が
開
館

し
た
。
そ
の
後
も
化
石
の
発
見
は
続
き
、
施

設
も
老
朽
化
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、今
回
、大

幅
拡
張
の
上
、
博
物
館
と
し
て
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
オ
ー
プ
ン
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

じ
つ
は
、
平
成
一
八
年
に
御
所
浦
町
が
合

併
に
よ
り
天
草
市
と
な
っ
た
こ
と
で
、
リ
ニ

ュ
ー
ア
ル
計
画
が
一
度
白
紙
に
な
っ
た
こ
と

本
誌
編
集
部

が
開
館
し
た
。
本
稿
で
は
博
物
館
の
オ
ー
プ

ン
を
機
に
、
活
性
化
の
気
運
が
高
ま
る
同
地

域
の
現
況
を
報
告
す
る
。

御
所
浦
島

天
草
の
化
石
の
価
値
を
伝
え
る
博
物
館

「
御
所
浦
島
は
、
中
生
代
白
亜
紀
に
当
た
る

一
億
年
か
ら
八
五
〇
〇
万
年
前
の
地
層
が
海

岸
な
ど
に
露
出
し
て
お
り
、
化
石
が
多
く
見

ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
御
所
浦
の
弁
天
島
で
発

見
さ
れ
た
恐
竜
の
足
跡
の
化
石
で
す
」

御
所
浦
恐
竜
の
島
博
物
館
の
廣ひ

ろ

瀬せ

浩こ
う

司じ

学

芸
員
の
案
内
に
よ
る
と
、
同
博
物
館
の
特
徴

は
、
御
所
浦
島
を
は
じ
め
天
草
地
域
で
発
掘

さ
れ
た
化
石
を
潤
沢
に
展
示
し
て
い
る
点
だ

報
告
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来
館
者
に
対
し
て
、
英
語
で
展
示
解
説
を
行

な
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
セ
ミ
ナ
ー
で
学
ん

だ
知
識
が
基
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
今
年

度
か
ら
は
、
理
科
の
授
業
で
地
層
や
岩
石
に

つ
い
て
学
ぶ
タ
イ
ミ
ン
グ
に
合
わ
せ
、
天
草

市
内
の
す
べ
て
の
小
学
校
の
六
年
生
が
来
島

し
、
博
物
館
を
見
学
す
る
予
定
だ
。

廣
瀬
氏
は
、「
研
究
、そ
し
て
社
会
教
育
に

力
を
入
れ
、
天
草
か
ら
出
て
く
る
化
石
の
価

値
を
広
く
皆
さ
ん
に
知
っ
て
も
ら
う
よ
う
尽

力
し
た
い
。
見
て
み
た
い
人
が
来
島
す
る
こ

と
で
観
光
に
も
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。
将

来
は
館
内
の
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
ツ
ア
ー
も
検
討

し
て
い
ま
す
」
と
、
今
後
の
抱
負
を
語
っ
た
。

「
化
石
の
島
」な
ら
で
は
の
発
掘
体
験

恐
竜
の
島
博
物
館
か
ら
、
歩
い
て
五
分
ほ

ど
の
場
所
に「『
ト
リ
ゴ
ニ
ア
砂
岩
』化
石
採

集
場
」
が
あ
り
、「
白
亜
紀
の
壁
」
採
石
場
か

ら
運
ば
れ
た
無
数
の
石
の
中
か
ら
化
石
を
探

す
「
化
石
デ
ィ
グ
」
体
験
を
楽
し
む
こ
と
が

で
き
る
。
博
物
館
開
館
に
合
わ
せ
、
令
和
六

報告

も
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
開
館
ま

で
に
至
っ
た
の
は
地
元
住
民
な
ど
か
ら
の
後

押
し
の
声
も
大
き
か
っ
た
。
一
例
を
挙
げ
れ

ば
、
旧
御
所
浦
町
「
全
島
博
物
館
構
想
」
の

一
環
と
し
て
地
域
の
方
々
な
ど
か
ら
募
っ
た

基
金
が
、
恐
竜
骨
格
標
本
購
入
費
の
一
部
に

充
て
ら
れ
た
。
廣
瀬
氏
に
よ
る
と
、
皆
が
自

然
史
に
興
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
島

か
ら
化
石
が
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
御
所
浦

が
注
目
さ
れ
盛
り
上
が
る
、
活
性
化
に
つ
な

が
る
」
と
い
う
期
待
か
ら
博
物
館
を
応
援
し

て
い
る
方
も
多
い
と
い
う
。

実
際
に
地
元
住
民
の
博
物
館
へ
の
参
画
は

多
岐
に
渡
る
。
例
え
ば
、
展
示
さ
れ
て
い
る

化
石
に
は
寄
贈
者
名
が
ラ
ベ
ル
に
記
さ
れ
た

も
の
が
散
見
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
多
く
は
、

後
述
す
る
島
内
で
の
化
石
発
掘
体
験
の
参
加

者
か
ら
寄
贈
を
受
け
た
も
の
だ
。
こ
れ
ま
で

の
寄
贈
点
数
は
二
千
点
に
も
及
び
、
資
料
館

時
代
は
保
管
場
所
が
限
ら
れ
、
廃
校
の
校
舎

や
倉
庫
に
収
蔵
し
て
い
た
が
、
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
に
よ
り
館
内
に
可
動
式
の
棚
を
備
え
た
収

蔵
庫
が
整
備
さ
れ
、
余
裕
を
も
っ
た
化
石
の

収
集
・
保
管
が
可
能
と
な
っ
た
。
ま
た
、
発

掘
さ
れ
た
化
石
は
、
余
計
な
岩
石
を
除
去
す

る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
作
業
を
要
す
る
が
、
こ
の

作
業
は
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
採
用
さ

れ
た
地
域
住
民
が
担
っ
て
い
る
。

博
物
館
が
教
育
面
で
果
た
す
役
割
も
大
き

く
、
以
前
か
ら
天
草
市
立
御
所
浦
小
学
校
の

五
、
六
年
生
を
対
象
に
、
島
南
東
の
採
石
場

「
白
亜
紀
の
壁
」
で
化
石
の
採
集
を
行
な
う

「
化
石
セ
ミ
ナ
ー
」を
開
催
し
て
き
た
。
実
習

を
交
え
な
が
ら
、
地
域
に
つ
い
て
の
理
解
を

深
め
る
内
容
と
な
っ
て
お
り
、開
館
初
日
、市

立
御
所
浦
中
学
校
の
二
年
生
が
外
国
か
ら
の

天草で発掘された化石について解
説する廣瀬浩司学芸員。
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で
、
常
駐
の
ス
タ
ッ
フ
の
案
内
は
心
強
い
だ

ろ
う
。「
ず
っ
と
化
石
採
集
に
憧
れ
て
い
た
ん

で
す
」
と
、
語
る
女
性
は
二
人
の
娘
を
伴
っ

て
参
加
。
見
事
に
化
石
を
採
集
し
、
そ
の
場

で
一
番
の
喜
び
を
み
せ
て
い
た
。

採
集
し
た
化
石
は
、
五
個
ま
で
持
ち
帰
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
脊
椎
動
物
の
骨

な
ど
貴
重
な
も
の
の
場
合
は
、
博
物
館
の
標

本
と
す
る
た
め
持
ち
帰
れ
な
い
。そ
こ
で「
白

亜
紀
」
で
は
新
た
な
試
み
と
し
て
、
見
つ
け

た
も
の
と
同
じ
種
類
の
「
化
石
カ
ー
ド
」
を
、

終
了
後
に
参
加
者
に
配
布
し
て
い
る
。「
こ
れ

ま
で
は
博
物
館
で
受
け
付
け
は
す
る
も
の
の
、

現
場
に
は
ス
タ
ッ
フ
が
お
ら
ず
、
採
集
の
ガ

イ
ド
は
も
ち
ろ
ん
、
安
全
面
な
ど
で
課
題
が

あ
っ
た
。
博
物
館
の
負
担
を
減
ら
し
な
が
ら
、

来
島
し
た
人
が
化
石
を
よ
り
楽
し
め
る
よ
う

工
夫
し
て
い
き
た
い
」
と
「
白
亜
紀
」
代
表

の
鍬く

わ

崎さ
き

智と
も

広ひ
ろ

氏
は
話
す
。

盛
り
上
が
り
を
み
せ
る
島
づ
く
り

博
物
館
を
地
域
の
活
性
化
に
つ
な
げ
よ
う

年
三
月
か
ら
採
集
場
の
運
営
を
担
う
の
が

「
株
式
会
社
白
亜
紀
」
だ
。「
化
石
発
見
率
一

〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
謳
い
文
句
に
、
ハ
ン

マ
ー
、
手
袋
な
ど
必
要
な
道
具
を
貸
し
出
し
、

化
石
の
見
つ
け
方
を
教
え
て
い
る
。

実
際
に
化
石
探
し
を
体
験
し
て
み
る
と
、

存
外
難
し
い
。
化
石
が
入
っ
て
い
そ
う
な
石

の
見
当
を
付
け
る
こ
と
が
肝
要
で
、
い
た
ず

ら
に
石
を
割
っ
て
も
化
石
は
出
て
こ
な
い
。

ま
た
、
割
っ
た
断
面
に
そ
れ
ら
し
い
モ
ノ
が

見
え
た
と
し
て
も
、
化
石
な
の
か
、
ま
し
て

そ
の
種
類
は
素
人
に
は
判
断
が
つ
か
な
い
の

―
。
馬
場
昭し

ょ
う

治じ

天
草
市
長
の
呼
び
か
け
に

応
え
る
形
で
、
令
和
四
年
六
月
に
立
ち
上
が

っ
た
団
体
が
「
御
所
浦
せ
ん
ば
い
な
か
」
だ
。

現
在
の
メ
ン
バ
ー
は
御
所
浦
地
域
の
若
手
住

人
三
六
名
。
業
種
は
限
定
せ
ず
、
先
述
の
廣

瀬
氏
、鍬
崎
氏
も
所
属
し
て
い
る
。「
こ
れ
ま

で
島
お
こ
し
を
し
て
き
た
メ
ン
バ
ー
に
限
ら

ず
、新
し
い
人
に
も
参
加
し
て
ほ
し
い
と
、島

に
住
む
一
八
歳
～
六
〇
歳
全
員
に
声
を
掛
け

た
。
地
域
全
体
で
経
験
を
蓄
積
す
る
こ
と
が

目
的
」
と
、
発
起
の
趣
旨
を
語
る
の
は
、
代

表
を
務
め
る
山
下
幹み

き

生お

氏
。

「
せ
ん
ば
い
な
か
」
で
は
、
博
物
館
を
訪
れ

た
観
光
客
が
島
内
を
周
遊
す
る
ル
ー
ト
を
提

案
す
る
な
ど
、
既
存
の
御
所
浦
ま
ち
づ
く
り

協
議
会
な
ど
の
組
織
と
連
携
し
な
が
ら
、
住

民
の
声
を
天
草
市
な
ど
に
届
け
る
役
割
を
担

っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
御
所
浦
小
・
中
学
校

の
全
児
童
生
徒
が
絵
付
け
を
行
な
っ
た
「
恐

竜
の
卵
」
の
ウ
ォ
ー
ル
ア
ー
ト
を
博
物
館
正

面
の
倉
庫
に
設
置
す
る
な
ど
、
地
域
住
民
な

ら
で
は
の
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
強
み
で
あ
る
。

体験参加者に化石の説明をする鍬崎智広氏。
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報告

山
下
氏
は
「
せ
ん
ば
い
な
か
と
は
、
御
所
浦

の
方
言
で
〝
や
る
し
か
な
い
で
し
ょ
〟
の
意
。

名
前
通
り
、
こ
の
立
ち
位
置
で
で
き
る
こ
と

に
取
り
組
ん
で
い
く
」
と
、
今
後
の
活
動
に

つ
い
て
口
に
し
た
。

じ
つ
は
先
述
の
鍬
崎
智
広
氏
は
、「
せ
ん
ば

い
な
か
」
の
事
務
局
長
も
務
め
て
い
る
。
出

身
は
熊
本
県
本
土
だ
が
、勇ゆ

う

志し

国
際
高
校
（
後

述
）
の
卒
業
生
で
、
デ
ザ
イ
ン
専
門
学
校
を

経
て
、
建
築
家
と
し
て
も
働
い
て
い
る
。
御

所
浦
地
域
に
は
令
和
三
年
に
地
域
お
こ
し
協

力
隊
と
し
て
移
住
し
、
そ
の
翌
年
に
は
一
般

社
団
法
人
ア
コ
ウ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
設
立
し

た
。
同
じ
く
地
域
お
こ
し
協
力
隊
と
し
て
活

動
す
る
池
田 

皐こ
う

氏
ら
と
と
も
に
、島
内
の
空

き
家
の
利
活
用
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
御
所

浦
地
域
の
移
住
情
報
を
提
供
す
る
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト「
ご
し
ょ
ん
な
ら
い
ふ
」の
運
営
や
、島

外
の
企
業
や
団
体
が
島
で
活
動
を
す
る
際
の

窓
口
的
な
役
割
を
担
う
な
ど
、
中
間
支
援
組

織
と
し
て
存
在
感
を
発
揮
し
て
い
る
。「
も
っ

と
多
く
の
人
に
御
所
浦
の
魅
力
を
伝
え
て
い

き
た
い
、
今
後
地
域
の
関
係
人
口
が
増
え
た

ら
と
思
う
と
ワ
ク
ワ
ク
す
る
」
と
、
鍬
崎
氏

は
意
欲
を
み
せ
る
。

水
産
業
の
活
性
化
に
向
け
て

「
今
の
時
季
は
ご
ち
網
（
中
層
で
網
を
曳
く
漁

法
）
で
タ
チ
ウ
オ
や
マ
ダ
イ
、
カ
ゴ
漁
で
は

タ
コ
が
メ
イ
ン
で
獲
れ
る
」
と
、
語
る
の
は

天
草
漁
業
協
同
組
合
御
所
浦
支
所
の
杉
原
範の

り

将ま
さ

氏
。
御
所
浦
島
は
水
産
業
が
盛
ん
で
、
特

に
静
穏
な
環
境
を
活
か
し
た
マ
ダ
イ
、
ト
ラ

フ
グ
、
シ
マ
ア
ジ
、
ブ
リ
な
ど
の
養
殖
は
全

国
的
に
も
高
い
シ
ェ
ア
を
誇
っ
て
い
る
が
、

令
和
四
、
五
年
と
続
け
て
赤
潮
に
よ
り
大
打

撃
を
受
け
た
。「
赤
潮
被
害
を
も
た
ら
し
た
の

は
『
カ
レ
ニ
ア 

ミ
キ
モ
ト
イ
』
と
い
う
植
物

プ
ラ
ン
ク
ト
ン
。
こ
れ
ま
で
魚
へ
の
大
き
な

被
害
は
な
か
っ
た
か
ら
大
丈
夫
だ
と
思
っ
て

い
た
が
、
一
面
海
が
真
っ
赤
に
染
ま
り
、
生

け
簀
の
魚
が
全
滅
。
数
十
億
円
の
被
害
が
出

た
。
魚
が
生
き
残
っ
て
も
、
病
気
に
な
り
や

す
く
、
す
ぐ
に
死
ん
で
し
ま
う
。
天
然
魚
や

海
底
に
い
る
ア
ワ
ビ
な
ど
へ
の
影
響
も
考
え

ら
れ
る
。
こ
こ
ま
で
大
規
模
に
発
生
す
る
の

は
、
環
境
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
し
か
思

え
な
い
」
と
、
杉
原
氏
は
悔
し
さ
を
に
じ
ま

せ
る
。
天
草
漁
協
で
は
、
熊
本
県
や
天
草
市

の
補
助
を
受
け
な
が
ら
「
生
け
簀
を
深
く
沈

め
る
」「
赤
潮
抑
制
の
散
布
材
を
蒔
く
」「
海

底
清
掃
」
な
ど
の
対
策
を
行
な
っ
て
い
る
が
、

な
か
な
か
被
害
防
止
に
は
つ
な
が
っ
て
い
な

い
と
い
う
。

一
方
、
明
る
い
話
題
も
あ
る
。
同
五
年
か

ら
六
年
に
か
け
て
島
出
身
の
若
者
五
人
が
高

校
卒
業
後
、
家
業
を
継
ぐ
形
で
ご
ち
網
、
カ

ゴ
漁
の
漁
師
に
な
っ
た
の
だ
。「
元
々
が
漁
師

町
な
の
で
、
親
の
背
中
を
見
て
き
た
か
ら
で

御所浦せんばいなか代表の山
下幹生氏。
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は
な
い
か
。
今
は
市
の
新
規
漁
業
就
業
者
向

け
の
補
助
制
度
も
あ
る
の
で
あ
り
が
た
い
」

ま
た
、近
年
は
「
守
る
漁
業
」
と
し
て
、島

の
漁
業
者
の
有
志
が
、
小
魚
や
エ
ビ
の
生
育

場
と
な
る
ア
マ
モ
場
の
再
生
に
取
り
組
ん
で

い
る
。
ア
マ
モ
の
種
を
育
て
て
浅
瀬
に
植
え

る
作
業
を
、
御
所
浦
小
の
児
童
も
交
え
な
が

ら
行
な
っ
て
お
り
、
令
和
四
年
に
は
「
全
国

豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
漁
場
・
環
境
保
全
部

門
」
で
農
林
水
産
大
臣
賞
を
受
賞
し
た
。

杉
原
氏
は
「
博
物
館
に
来
た
人
も
島
の
美

味
し
い
魚
を
食
べ
て
い
っ
て
ほ
し
い
。
今
後
、

地
元
の
魚
を
活
用
し
た
食
事
を
提
供
す
る
食

堂
を
オ
ー
プ
ン
で
き
た
ら
」
と
、
展
望
を
語

っ
た
。

島
の
玄
関
口
の
商
業
施
設

御
所
浦
港
に
隣
接
す
る
「
御
所
浦
物
産
館

し
お
さ
い
館
」
は
、
ア
オ
サ
な
ど
の
水
産
物

や
か
ん
き
つ
類
な
ど
島
の
特
産
品
を
販
売
し

て
い
る
。
色
と
味
が
異
な
る
ス
ポ
ン
ジ
ケ
ー

キ
を
重
ね
る
こ
と
で
御
所
浦
の
地
層
を
あ
し

ら
っ
た
「
御ご

地ち

層そ
う

ス
イ
ー
ツ
」
や
、
島
で
採

れ
た
魚
の
す
り
身
を
揚
げ
て
蒸
し
パ
ン
で
挟

ん
だ
「
す
り
身
バ
ー
ガ
ー
」
な
ど
、
他
で
は

み
ら
れ
な
い
商
品
も
多
く
取
り
扱
う
の
が
強

み
だ
。
こ
の
ほ
か
定
期
船
の
乗
船
券
販
売
窓

口
や
観
光
案
内
所
と
し
て
の
役
割
も
果
た
し

て
い
る
。
天
草
市
か
ら
指
定
管
理
を
受
け
て

「
し
お
さ
い
館
」を
運
営
す
る「
御
所
浦
未
来

島
株
式
会
社
」
代
表
の
橋
本
美み

和わ

氏
は
、
博

物
館
開
館
当
日
の
に
ぎ
わ
い
に
つ
い
て
「
今

ま
で
で
一
番
人
が
集
ま
っ
た
。
ゴ
ー
ル
デ
ン

ウ
ィ
ー
ク
や
夏
休
み
も
に
ぎ
わ
っ
て
ほ
し

い
」
と
期
待
を
寄
せ
る
。
同
社
は
博
物
館
内

に
オ
ー
プ
ン
し
た
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ

の
運
営
も
担
っ
て
い
る
。

牧
島

島
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
教
育

勇
志
国
際
高
校
は
、
牧
島
に
所
在
す
る
広

域
通
信
制
高
校
で
あ
る
。
平
成
一
六
年
に
開

校
し
、
令
和
七
年
に
は
開
校
二
〇
周
年
を
迎

え
る
。「
今
も
昔
も
、背
景
に
不
登
校
な
ど
の

悩
み
を
抱
え
生
徒
た
ち
が
多
く
入
学
し
て
く

る
。
そ
ん
な
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
、
自
然

豊
か
な
環
境
や
人
と
の
交
流
な
ど
、
島
だ
か

ら
こ
そ
与
え
ら
れ
る
環
境
が
あ
る
」
と
、
櫻さ

く
ら

庭ば

輝て
る

典の
り

教
頭
は
同
校
が
島
に
所
在
す
る
理
由

を
語
っ
た
。

通
信
制
で
あ
る
た
め
、
生
徒
た
ち
は
自
宅

な
ど
各
々
の
場
所
で
、
録
画
授
業
を
視
聴
し
、

レ
ポ
ー
ト
を
提
出
、
添
削
を
受
け
な
が
ら
学

習
を
進
め
る
。
彼
ら
が
牧
島
を
訪
れ
る
の
は
、

年
に
一
度
の
ス
ク
ー
リ
ン
グ
。
四
泊
五
日
の

日
程
で
島
に
滞
在
す
る
。対
面
で
の
授
業
、定

期
試
験
に
加
え
、
特
別
活
動
と
し
て
無
人
島

へ
行
っ
た
り
、
魚
釣
り
や
伝
馬
舟
な
ど
も
体

験
す
る
。
来
た
と
き
に
は
元
気
が
な
い
生
徒

も
、
帰
る
ま
で
に
は
友
人
が
で
き
、
次
年
度

の
ス
ク
ー
リ
ン
グ
も
一
緒
に
参
加
す
る
こ
と

も
あ
る
そ
う
だ
。

開
校
当
初
一
一
四
名
だ
っ
た
生
徒
数
は
、

現
在
二
一
五
八
名
に
達
す
る
。「
コ
ロ
ナ
禍
を

経
て
、
通
学
し
な
い
で
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
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る
通
信
制
高
校
へ
の
理
解
が
進
ん
だ
。
Ｉ
Ｃ

Ｔ
技
術
の
進
歩
も
プ
ラ
ス
に
働
い
て
い
る
。

学
校
を
と
り
ま
く
環
境
は
変
わ
っ
て
も
、
島

の
魅
力
を
体
感
さ
せ
る
こ
と
で
、
生
徒
た
ち

の
成
長
に
つ
な
げ
る
想
い
は
変
わ
ら
な
い
」

と
、
櫻
庭
教
頭
は
話
す
。

櫓
漕
ぎ
体
験
と
知
恵
の
継
承

勇
志
国
際
高
校
か
ら
ほ
ど
近
い
、
牧
島
南

西
部
の
長
浦
。
静
穏
な
こ
の
入
江
で
は
伝
馬

舟
の
櫓ろ

漕こ

ぎ
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

体
験
を
運
営
す
る
の
は
、
三
宅
啓ひ

ろ

雅ま
さ

氏
ら
住

民
一
〇
名
で
構
成
さ
れ
る「
伝
馬
舟
愛
好
会
」

だ
。
三
宅
氏
は
修
学
旅
行
生
の
受
け
入
れ
な

ど
、
島
の
体
験
型
観
光
の
振
興
に
長
年
寄
与

し
、
現
在
も
「
御
所
浦
ア
イ
ラ
ン
ド
ツ
ー
リ

ズ
ム
推
進
協
議
会
」
の
事
務
局
長
を
務
め
て

い
る
（
詳
細
は
し
ま
二
七
六
号
特
集
参
照
）。「（
櫓

漕
ぎ
は
）大
人
よ
り
子
ど
も
の
ほ
う
が
習
得
が

早
く
、
一
五
分
で
漕
げ
る
よ
う
に
な
る
。
た

だ
、
過
去
に
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
と
、
体

が
覚
え
て
い
る
。
七
十
歳
代
の
方
が
も
う
一

度
櫓
漕
ぎ
を
し
た
い
と
、
来
島
し
た
こ
と
も

あ
っ
た
」
と
、
三
宅
氏
は
説
明
す
る
。

三
宅
氏
は
、
先
述
の
池
田
氏
を
は
じ
め
と

し
た
島
の
若
手
た
ち
に
対
し
、
伝
馬
舟
の
漕

ぎ
方
や
、
島
の
自
然
や
歴
史
に
つ
い
て
教
え

て
い
る
。「
せ
ん
ば
い
な
か
」
に
対
し
て
は

「
色
々
な
人
が
集
ま
っ
て
島
を
何
と
か
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
が
非
常
に
心
強
い
。
何
か

手
伝
え
る
こ
と
が
あ
れ
ば
協
力
は
惜
し
ま
な

い
」
と
、
期
待
を
寄
せ
る
。
博
物
館
開
館
当

日
は
、
化
石
採
集
体
験
場
の
応
援
に
駆
け
付

け
、
長
年
培
っ
た
ス
キ
ル
で
参
加
者
に
化
石

の
探
し
方
や
種
類
を
教
え
て
い
た
。

来
島
者
が
滞
在
し
や
す
い
島
へ

牧
島
に
令
和
五
年
に
オ
ー
プ
ン
し
た
の
が

「
島
カ
フ
ェ
こ
こ
ね
」だ
。
島
内
唯
一
の
カ
フ

ェ
と
し
て
、
自
宅
を
改
装
し
た
店
内
で
焼
い

た
パ
ン
や
ケ
ー
キ
、
ド
リ
ン
ク
な
ど
を
提
供

し
て
い
る
。
予
約
制
で
カ
レ
ー
や
ピ
ザ
な
ど

を
出
す
ラ
ン
チ
営
業
も
行
な
っ
て
い
る
。
店

主
の
森も

り

枝え
だ

正ま
さ

恵え

さ
ん
は
「
カ
フ
ェ
を
開
業
す

る
前
は
島
で
保
育
士
を
し
て
い
た
。
定
年
後
、

母
を
は
じ
め
近
所
の
高
齢
者
が
集
ま
れ
る
場

所
が
あ
っ
た
ら
と
思
い
、
店
を
始
め
た
。
現

在
、
店
で
は
月
に
二
回
ほ
ど
皆
に
脳
ト
レ
パ

勇志国際高校の櫻庭輝典教頭。

島カフェここねの「恐竜クッキー」。
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ズ
ル
な
ど
を
行
な
っ
て
も
ら
う
『
認
知
症
予

防
カ
フ
ェ
』
も
開
い
て
い
る
」
と
語
る
。

博
物
館
の
開
館
に
合
わ
せ
、
従
来
は
廃
棄

さ
れ
て
い
た
島
の
養
殖
マ
ダ
イ
の
骨
を
粉
末

に
し
、
混
ぜ
込
ん
だ
「
恐
竜
ク
ッ
キ
ー
」
を

新
た
に
販
売
。
店
内
お
よ
び「
し
お
さ
い
館
」

で
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
森
枝
さ
ん
は

「
昔
か
ら
住
ん
で
い
る
自
分
た
ち
で
も
知
ら

な
い
島
の
魅
力
を
た
く
さ
ん
発
見
し
、
体
験

し
て
ほ
し
い
」
と
、
笑
顔
を
見
せ
た
。

島
内
周
遊
の
促
進
を

「
島
カ
フ
ェ
こ
こ
ね
」に
隣
接
す
る
の
が「
民

宿
ま
き
し
ま
」で
あ
る
。
主
人
の
池
島 

均ひ
と
し

さ

ん
は
島
出
身
で
、
大
阪
で
運
送
業
に
従
事
し

て
い
た
が
、
二
年
前
に
Ｕ
タ
ー
ン
し
て
実
家

の
民
宿
を
継
業
し
た
。「
都
会
よ
り
時
間
が
ゆ

っ
く
り
流
れ
て
い
る
。
お
客
さ
ん
に
も
同
じ

よ
う
に
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
ほ
し
い
」
と
、
島

の
良
さ
を
語
る
。
全
三
室
で
、
島
の
新
鮮
な

魚
料
理
が
評
判
。
宿
泊
以
外
に
も
Ｓ
Ｕ
Ｐ
や

船
釣
り
な
ど
の
体
験
も
提
供
し
て
い
る
。

御
所
浦
地
域
の
観
光
振
興
の
課
題
と
し
て
、

池
島
さ
ん
は
「
島
内
交
通
」
と
「
カ
ー
フ
ェ

リ
ー
」を
挙
げ
る
。
現
在
の
島
内
交
通
は
、バ

ス
の
ほ
か
に
レ
ン
タ
カ
ー
が
軽
自
動
車
三
台
、

小
型
電
気
自
動
車
二
台
と
少
な
く
、
観
光
客

は
棚
底
港
・
大
道
港
か
ら
フ
ェ
リ
ー
で
自
家

用
車
と
と
も
に
来
島
す
る
こ
と
も
多
い
。
棚

底
便
は
一
日
四
往
復
あ
る
が
、
大
道
港
は
一

往
復
し
か
な
い
た
め
、
後
者
の
ル
ー
ト
で
は

日
帰
り
が
難
し
い
。「
島
内
を
移
動
す
る
車
が

な
い
と
、
徒
歩
で
回
れ
る
御
所
浦
港
・
博
物

館
周
辺
で
観
光
が
完
結
し
て
し
ま
う
。
レ
ン

タ
カ
ー･

レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
の
充
実
は
必
要
。

ま
た
、
フ
ェ
リ
ー
の
便
数
を
増
や
す
と
と
も

に
、
事
前
予
約
制
度
な
ど
も
あ
る
と
便
利
」

と
述
べ
た
。

天
草
市
は
博
物
館
開
館
を
御
所
浦
地
域
の

観
光
振
興
に
つ
な
げ
る
べ
く
、
オ
ー
プ
ン
に

合
わ
せ
て
ア
プ
リ
「
御
所
浦 

恐
竜
の
島 

探

検
地
図
～
し
ま
た
ん
～
」
を
リ
リ
ー
ス
。
こ

の
ア
プ
リ
で
は
島
内
の
名
所
や
恐
竜
オ
ブ
ジ

ェ
、
お
手
洗
い
な
ど
の
情
報
を
地
図
上
で
確

認
で
き
る
ほ
か
、
島
の
各
港
を
起
点
と
し
た

お
す
す
め
の
周
遊
コ
ー
ス
も
紹
介
し
て
い
る
。

ま
た
、
市
は
「
休
憩
場
所
設
置
補
助
金
」

を
創
設
。「
こ
こ
ね
」
や
「
ま
き
し
ま
」
を
は

じ
め
、
島
内
の
住
宅
の
庭
先
を
、
来
島
者
が

休
憩
で
き
る
「
お
う
ち
カ
フ
ェ
」
と
し
て
提

供
す
る
住
民
に
対
し
、
イ
ス
や
テ
ー
ブ
ル
の

設
置
費
を
補
助
し
て
い
る
。

池島 均氏。民宿まきしまにて。体験メニューを記した看板に
は「TENMA（伝馬舟）」の文字が。
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横
浦
島

住
民
と
来
島
者
の
交
流
イ
ベ
ン
ト

横
浦
島
西
部
に
位
置
す
る
天
草
市
立
御
所

浦
北
中
学
校
は
平
成
二
四
年
に
御
所
浦
中
学

校
へ
統
合
さ
れ
る
形
で
閉
校
と
な
っ
た
。
そ

の
跡
地
を
活
用
し
て
、
令
和
四
年
か
ら
始
ま

っ
た
取
り
組
み
が
「
よ
こ
う
ら
じ
ま
キ
ャ
ン

プ
」だ
。
横
浦
島
の
住
民
で
構
成
さ
れ
る「
御

所
浦
北
地
区
振
興
会
」
と
、
先
述
の
鍬
崎
智

広
氏
ら
が
企
画
・
運
営
し
て
お
り
、
島
外
の

人
を
島
に
招
い
て
、
校
庭
に
て
一
泊
二
日
で

キ
ャ
ン
プ
を
行
な
う
。
参
加
者
は
、
昼
に
来

島
し
て
テ
ン
ト
を
設
営
、
夜
は
地
域
の
方
々

と
島
の
海
の
幸
を
材
料
に
Ｂ
Ｂ
Ｑ
、
住
民
コ

ン
サ
ー
ト
や
焚
火
を
す
る
こ
と
で
交
流
を
深

め
る
内
容
で
あ
る
。
使
用
す
る
テ
ン
ト
は
防

災
用
に
準
備
さ
れ
た
も
の
で
、
住
民
の
避
難

訓
練
も
兼
ね
て
い
る
と
い
う
。
運
営
に
関
わ

る
ア
コ
ウ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
池
田 

皐
氏
は
、

「
御
所
浦
地
域
で
は
昔
か
ら『
し
ゃ
ー
も
ら
い

（
お
か
ず
も
っ
て
い
き
な
）』と
い
う
も
て
な
し
の

精
神
を
示
す
言
葉
が
あ
る
。
そ
の
言
葉
通
り
、

住
民
の
皆
さ
ん
は
参
加
者
に
親
切
」
と
、
交

流
イ
ベ
ン
ト
の
魅
力
を
語
っ
た
。
年
二
回
開

催
さ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
は
、
島
で
の
非
日
常
感

や
心
温
ま
る
住
民
と
の
交
流
を
気
に
入
っ
て

リ
ピ
ー
タ
ー
が
多
い
と
の
こ
と
だ
。

先
述
の
「
せ
ん
ば
い
な
か
」
の
山
下
幹
生

氏
は
横
浦
島
在
住
で
、
普
段
は
海
上
タ
ク
シ

ー「
大
鵬
丸
」を
営
ん
で
い
る
。
実
家
は「
山

下
商
店
」
と
し
て
横
浦
島
で
食
料
や
日
用
品

を
販
売
。
令
和
四
年
か
ら
は
、
島
内
事
業
者

を
継
業
す
る
形
で
、
島
で
唯
一
の
灯
油
や
ガ

ソ
リ
ン
な
ど
の
燃
料
販
売
も
担
っ
て
い
る
。

■

以
上
、
開
館
し
た
恐
竜
の
島
博
物
館
を
中

心
に
、
御
所
浦
地
域
三
島
の
現
況
や
取
り
組

み
を
概
観
し
て
き
た
。御
所
浦
の
住
民
は
、た

と
え
化
石
に
関
心
が
薄
く
と
も
、
博
物
館
を

機
に
島
が
盛
り
上
が
れ
ば
と
、
期
待
を
寄
せ
、

活
動
を
応
援
・
参
画
す
る
こ
と
で
、
地
域
全

体
に
活
気
が
生
ま
れ
て
き
て
い
る
。
こ
の
好

循
環
が
継
続
・
加
速
し
て
い
く
こ
と
を
期
待

し
た
い
。

全
国
で
島
内
に
博
物
館
を
有
す
る
島
は
多

い
。
博
物
館
の
重
要
な
役
割
は
〝
地
域
の
魅

力
を
伝
え
て
い
く
こ
と
〟
で
あ
る
。
地
元
の

方
々
は
も
ち
ろ
ん
、
他
地
域
に
住
む
一
般
の

皆
様
、
地
域
の
未
来
を
担
う
若
者
や
子
ど
も

た
ち
な
ど
、
時
空
間
を
越
え
て
島
の
価
値
を

伝
え
て
い
く
意
味
で
、
御
所
浦
は
好
事
例
に

な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

（
文
・
石
川
／
写
真
・
小
原
佐
和
子
）

大盛況で終えた令和6年5月の「よこうらじまキャンプ」
（天草市御所浦支所提供）。


