
熊
本
へ
の
視
察 

 
 

 

代
表
取
締
役 

澤
元
教
哲 

 

皆
様
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
昨
年
は
浅
間
神
社
の
重
要
文
化

財
・
大
歳
御
祖
神
社
本
殿
屋
根
保
存
修
理

工
事
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
昨
春
に
は
国

の
認
可
を
と
っ
た
石
場
建
て
工
法
の
竹

林
寺
様
本
堂
の
上
棟
が
無
事
に
す
み
、
よ

い
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ

れ
も
皆
様
の
お
か
げ
と
心
よ
り
お
礼
を

申
し
上
げ
ま
す
。 

            

さ
て
私
は
昨
年
の
一
二
月
に
浜
松
仏

教
会
の
熊
本
へ
の
視
察
旅
行
へ
お
誘
い

を
い
た
だ
き
、
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

視
察
の
目
的
は
今
年
の
四
月
の
二
回
に
わ
た
る
大

地
震
で
被
害
を
受
け
た
ご
寺
院
へ
義
援
金
を
お
届

け
す
る
た
め
で
す
。 

初
日
の
佛
山
寺
様
（
臨
済
宗
妙
心
寺
派
）
は
大

分
県
湯
布
院
町
で
震
源
地
か
ら
少
し
離
れ
て
い
る

た
め
か
、
壁
が
落
ち
て
い
る
程
度
の
被
害
で
す
ん

で
い
ま
し
た
。
二
日
目
に
訪
れ
た
大
慈
寺
様
は
熊

本
市
南
区
の
曹
洞
宗
の
ご
寺
院
で
、
元
九
州
本
山

で
修
行
道
場
と
し
て
僧
堂
も
あ
り
ま
す
。
大
慈
寺

様
も
最
初
の
地
震
で
は
建
物
の
被
害
が
少
な
か
っ

た
よ
う
で
す
が
、
二
回
目
の
本
震
で
大
き
く
傾
い

て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。
現
在
は
壁
が
所
々
落
ち
、

本
堂
は
応
急
処
置
と
し
て
傾
き
を
直
し
て
あ
り
ま

し
た
が
、
こ
れ
か
ら
本
格
的
な
修
復
に
取
り
掛
か

る
予
定
だ
そ
う
で
す
。
中
で
も
私
が
一
番
印
象
に

残
っ
て
い
る
の
は
鐘
楼
で
す
。
鐘
楼
の
柱
が
四
本

と
も
礎
盤
ご
と
六
〇
㎝
ほ
ど
と
ん
で
、
そ
の
ま
ま

建
っ
て
い
た
こ
と
で
す
。
（
下
の
写
真
参
照
） 

私
は
か
ね
て
よ
り
足
固
め
（
柱
の
下
部
で
柱
と

柱
を
繋
ぐ
部
材
）
を
つ
け
て
、
足
元
を
固
定
し
な

い
方
が
い
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
鐘
楼
も

足
元
が
と
め
て
な
か
っ
た
お
か
げ
で
、
鐘
楼
は
な

ん
と
も
な
く
修
復
に
も
手
間
が
か
か
り
ま
せ
ん
。

ボ
ル
ト
な
ど
で
固
定
し
て
あ
っ
た
ら
鐘
楼
は
倒
れ

て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
近
隣
の
寺
院
の

ご
住
職
の
は
な
し
も
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

「
一
回
目
の
地
震
で
は
大
丈
夫
だ
っ
た
け
ど
、
二

回
目
の
地
震
の
時
に
は
倒
壊
す
る
の
で
は
と
思
い
、

奥
さ
ん
を
お
い
て
あ
わ
て
て
外
へ
逃
げ
て
し
ま
っ

た
。
」
と
笑
い
な
が
ら
話
さ
れ
ま
し
た
が
、
奥
さ
ん

も
無
事
だ
っ
た
の
で
笑
い
話
で
す
ん
で
よ
か
っ
た

で
す
ね
。 

熊
本
地
震
は
大
き
な
地
震
が
二
回
く
る
と
い
う
、

今
ま
で
に
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
お
き
、
改
め

て
地
震
の
恐
ろ
し
さ
を
感
じ
た
も
の
で
す
。
こ
の

よ
う
な
こ
と
が
日
本
の
ど
こ
に
で
も
起
こ
り
う
る

と
思
う
と
、
地
震
に
対
す
る
日
々
の
備
え
の
重
要

性
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
ま
す
。
そ
し
て
弊
社
は
寺

院
建
築
を
通
し
て
皆
様
の
生
命
と
財
産
を
守
る
重

要
な
仕
事
を
し
て
い
る
こ
と
を
、
肝
に
命
じ
今
後

と
も
し
っ
か
り
仕
事
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 
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浜

松

市

入

野

町

の

龍

雲

寺

様

で

は

一

一

月

一

九

日

に

大

庫

裡

再

建

工

事

の

上

棟

式

が

行

わ

れ

ま

し

た

。

当

日

は

朝

か

ら

雨

が

降

り

続

き

上

棟

式

が

危

ぶ

ま

れ

ま

し

た

が

、

檀

家

の

皆

様

の

願

い

が

通

じ

た

よ

う

で

式

の

予

定

の

三

時

頃

に

は

雨

が

上

が

り

青

空

が

広

が

っ

て

き

ま

し

た

。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

上

棟

式

の

法

要

は

本

堂

内

で

行

い

、

ご

本

尊

の

阿

弥

陀

様

に

工

事

の

報

告

と

安

全

を

祈

願

い

た

し

ま

し

た

。

そ

の

後

は

工

事 

現

場

へ

移

動

し

て

、

大

工

に

よ 

る

工

匠

の

儀

と

餅

蒔

き

が

行

わ 

れ

ま

し

た

。

工

匠

の

儀

は

槌

打 

ち

の

儀

・

鳴

弦

の

儀

・

散

米

の 

儀

と

進

め

ら

れ

、

槌

打

ち

の

儀 

で

は

木

村

棟

梁

の

声

が

高

ら

か 

に

響

き

、

見

学

の

皆

様

よ

り

拍 

手

喝

采

で

し

た

。

こ

れ

か

ら 

平

成

二

九

年

八

月

完

成

を

目

指 

し

、

安

全

を

最

優

先

に

工

事

を 

進

め

て

ま

い

り

ま

す

。 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

昨

年

の

一

〇

月

に

上

棟

式

を

行

っ

た

駿

東

郡

清

水

町

の

蓮

華

寺

様

（

高

野

山

真

言

宗

）

の

四

脚

門

が

完

成

し

、

一

二

月

二

〇

日

に

落

慶

式

が

行

わ

れ

ま

し

た

。

落

慶

式

に

先

立

ち

一

七

日

に

は

山

号

額

の

取

り

付

け

も

無

事

に

す

み

、

屋

外

で

行

わ

れ

た

落

慶

式

で

す

が

、

一

二

月

に

し

て

は

暖

か

く

過

し

や

す

い

日

で

し

た

。 

 

こ

の

四

脚

門

は

蓮

華

寺

様

の

檀

家

で 

あ

る

、

古

泉

巌

氏

の

一

寄

進

に

よ

り

建 

築

さ

れ

ま

し

た

。

古

泉

氏

は

農

学

博

士 

で

麻

布

獣

医

科

大

学

生

化

学

教

授

等

を 

務

め

ら

れ

た

方

で

す

。

落

慶

式

に

は

檀 
家

総

代

と

と

も

に

古

泉

氏

の

一

族

の

方 
も

参

列

し

て

お

ら

れ

ま

し

た

。

こ

の

よ 

う

な

古

泉

氏

の

喜

捨

の

心

に

は

頭

が

下 

が

る

思

い

で

す

。

そ

し

て

弊

社

も

そ

の 

お

手

伝

い

が

で

き

た

こ

と

を

、

心

よ

り 

う

れ

し

く

思

い

ま

す

。 
 

龍
雲
寺
様
・
大
庫
裡
再
建
工
事
上
棟
式 

 
 

 
 

 
 

 

蓮
華
寺
様
で
は
四
脚
門
の
落
慶
式 

 
 

 
 

 
 

 



「
子
供
へ
の
取
組
」 

 
 

 
 

日
本
テ
ン
プ
ル
ヴ
ァ
ン
㈱
井
上
拓
郎 

「
教
育
」 

 

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本

年
も
皆
様
に
有
意
義
な
情
報
を
お
届
け
で
き
る

よ
う
、
執
筆
を
お
こ
な
っ
て
参
り
ま
す
の
で
、

宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

日
本
の
識
字
率
は
、
九
九
％
と
言
わ
れ
て
お

り
、
現
代
で
は
義
務
教
育
と
し
て
、
公
立
の
小

学
校
や
中
学
校
、
高
校
な
ど
で
誰
で
も
平
等
に

学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
当
た
り
前
の
こ
と

の
よ
う
に
思
い
ま
す
。
義
務
教
育
の
無
か
っ
た

江
戸
時
代
で
も
、
寺
子
屋
の
お
か
げ
で
、
識
字

率
は
高
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の

識
字
率
で
す
が
、
国
連
が
発
表
す
る
教
育
指
数

を
算
出
す
る
う
え
で
の
目
安
と
な
っ
て
お
り
、

こ
の
教
育
指
数
や
経
済
発
展
な
ど
の
要
素
を
比

較
し
、
先
進
国
か
発
展
途
上
国
で
あ
る
か
を
判

断
し
て
お
り
ま
す
。 

日
本
は
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
（
国
内
総
生
産
）
が
世
界

第
三
位
の
経
済
大
国
で
す
が
、
厚
生
労
働
省
が

発
表
し
た
国
民
生
活
基
礎
調
査
（
二
〇
一
四
年

七
月
）
に
よ
る
と
、
「
相
対
的
貧
困
率
」
は
、

一
六
・
一
％
、
こ
れ
ら
の
世
帯
で
暮
ら
す
一
八

歳
未
満
の
子
供
を
対
象
と
し
た
「
子
供
の
貧
困

率
」
は
、
一
六
．
三
％
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

つ
ま
り
六
人
に
一
人
は
貧
困
と
い
う
現
実
が
あ

り
ま
す
。 

ま
た
貧
困
は
、
教
育
格
差
と
密
接
に
関
係
し

て
お
り
、
世
帯
年
収
と
児
童
の
正
答
率
や
、
親

の
収
入
と
子
の
高
校
卒
業
後
の
進
路
に
関
係
し

て
い
る
こ
と
を
文
部
科
学
省
が
公
表
し
て
お
り

ま
す
。 

親
の
収
入
が
少
な
い
と
、
一
定
水
準
以
上
の

教
育
を
受
け
ら
れ
ず
、
子
供
の
学
力
を
向
上
さ

せ
る
機
会
を
奪
う
こ
と
と
な
り
、
そ
の
結
果
、

大
学
に
進
学
し
な
か
っ
た
り
（
出
来
な
か
っ
た

り
）
、
低
所
得
の
職
業
に
つ
く
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
子
供
た
ち

も
同
じ
環
境
の
連
鎖
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
そ
ん
な
子
供
の
貧
困
問
題
に

つ
い
て
、
お
寺
で
様
々
な
取
り
組
み
が
行
な
わ

れ
て
い
る
こ
と
を
、
皆
さ
ん
は
ご
存
知
で
し
ょ

う
か
？ 

「
お
寺
で
の
取
組
」 

 

子
供
の
貧
困
問
題
に
つ
い
て
は
、
政
府
も
新

し
い
法
律
を
施
行
し
、
対
策
を
図
っ
て
お
り
ま

す
が
、
ま
だ
ま
だ
世
間
で
認
知
さ
れ
て
お
り
ま

せ
ん
。
そ
こ
で
、
行
政
と
は
別
な
る
地
域
で
の

取
組
（
ご
寺
院
等
で
の
取
組
）
を
、
ご
紹
介
し
た

い
と
思
い
ま
す
。 

 

①
こ
ど
も
食
堂
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

定
期
的
に
無
料
、
ま
た
は
安
価
で
食
事
を
提

供
し
て
い
ま
す
。
運
営
者
や
場
所
は
、
民
間
の

飲
食
店
の
方
も
い
れ
ば
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、
寺
院

や
神
社
、
教
会
な
ど
様
々
な
方
が
運
営
し
て
お

り
ま
す
。 

も
と
も
と
は
、
一
人
親
の
子
供
や
貧
困
で
ご

飯
を
満
足
に
食
べ
ら
れ
な
い
子
供
た
ち
へ
温
か

い
ご
飯
を
提
供
す
る
た
め
に
、
食
材
な
ど
を
提

供
し
て
く
れ
る
方
々
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
始
ま

り
ま
し
た
。
私
の
知
っ
て
い
る
ご
寺
院
さ
ん
で

も
、
場
所
を
提
供
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の

地
域
に
根
差
し
た
活
動
だ
と
思
い
ま
す
。 

②
お
て
ら
お
や
つ
ク
ラ
ブ 

お
寺
に
お
供
え
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
物
（
お

菓
子
や
果
物
な
ど
の
食
品
か
ら
日
用
品
ま
で
）

を
、
仏
様
の
お
さ
が
り
と
し
て
頂
戴
し
、
一
人

親
家
庭
に
支
援
を
す
る
団
体
を
通
し
て
、
お
裾

分
け
す
る
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
参
加
さ
れ
て

い
る
ご
寺
院
は
、
全
国
で
五
一
六
ヶ
寺
。
お
裾

分
け
を
頂
い
て
い
る
子
供
は
四
四
〇
〇
人
居
る

そ
う
で
す
。
（
二
〇
一
六
年
一
二
月
時
点
） 

色
々
な
活
動
が
あ
り
ま
す
が
、
ど
ち
ら
の
活

動
も
、
も
と
も
と
は
お
寺
で
一
般
的
に
行
な
っ

て
い
た
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
寺
子
屋

な
ど
で
ご
飯
が
食
べ
ら
れ
な
い
子
供
が
い
れ
ば
、

食
事
を
振
舞
い
、
食
べ
る
も
の
に
困
っ
た
お
檀

家
が
い
れ
ば
、
米
や
食
材
を
お
裾
分
け
す
る
。

こ
れ
ら
が
本
来
の
施
し
の
意
味
な
の
だ
と
思
い

ま
す
。
ま
だ
ま
だ
お
寺
に
は
出
来
る
事
が
沢
山

あ
る
と
思
い
ま
す
。 

一
年
の
活
動
で
は
、
大
き
な
変
化
は
無
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
五
年
、
一
〇
年
、
二
〇
年
と

経
っ
た
時
に
、
大
き
な
変
化
と
な
る
こ
と
で
し

ょ
う
。 



今
回
は
家
紋
に
つ
い
て
調
べ
て
み
ま
し
た
。

家
紋
の
お
こ
り
は
平
安
時
代
の
中
頃
、
京
都

の
公
家
た
ち
が
自
分
の
衣
服
や
牛
車
に
、
好

み
の
文
様
な
ど
を
入
れ
た
の
が
始
ま
り
の
よ

う
で
す
。
た
と
え
ば
徳
大
路
家
で
木
瓜
（
も
っ

こ
う
）
を
、
西
園
寺
家
で
は
巴
（
と
も
え
）
を

用
い
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
武
家
で
も
用
い
る

よ
う
に
な
り
、
清
和
源
氏
の
武
田
氏
が
「
割
り

菱
」
な
ど
を
用
い
た
の
が
、
武
家
が
家
紋
を
用

い
た
古
い
例
で
す
。 

鎌
倉
時
代
に
な
る
と
武
家
は
戦
場
で
敵
味

方
の
区
別
を
つ
け
る
た
め
、
実
用
的
な
立
場

か
ら
家
紋
を
用
い
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
家
名
が
増
え
る
か
ら
当
然
家
紋
も
増

え
て
い
き
ま
す
。
同
系
の
家
は
宗
家
や
主
流

と
わ
け
る
た
め
一
部
の
デ
ザ
イ
ン
を
変
え
た

り
し
ま
し
た
。
た
と
え
ば
葉
脈
の
数
を
多
く

し
た
り
輪
郭
を
細
く
し
た
り
し
て
、
同
系
の

紋
で
も
二
〇
種
、
三
〇
種
と
多
く
な
っ
た
の

で
す
。
こ
れ
が
近
世
に
な
り
庶
民
に
一
般
に

広
ま
り
、
家
の
印
と
し
て
公
私
と
も
に
認
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
現
在
調
査
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
約
二
万
種
ほ
ど
あ
る

よ
う
で
、
西
洋
の
紋
章
（
エ
ン
ブ
レ
ム
）
も
日

本
の
家
紋
に
及
び
ま
せ
ん
。
そ
れ
ば
か
り
か

西
洋
で
は
貴
族
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
ま
す
が
、

日
本
で
は
庶
民
に
広
ま
り
特
権
階
級
の
専
用

物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

菊
紋
な
ど
は
天
皇
家
で
ご
使
用
の
紋
で
す

が
、
そ
の
数
は
今
で
は
一
六
〇
種
以
上
も
あ

り
ま
す
。
菊
紋
が
皇
室
の
紋
章
と
し
て
用
い

ら
れ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
鎌
倉
初
期
の
後

鳥
羽
上
皇
が
こ
と
の
ほ
か
菊
を
好
み
、
自
ら

の
印
と
し
て
愛
用
し
、
先
例
を
重
ん
じ
る
公

家
社
会
に
お
い
て
後
代
の
天
皇
方
も
そ
れ
を

踏
襲
さ
れ
、
鎌
倉
時
代
中
期
に
は
定
着
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に

は
幕
府
に
よ
り
葵
紋
と
は
対
照
的
に
使
用
は

自
由
と
さ
れ
、
一
般
庶
民
に
浸
透
し
和
菓
子

や
仏
具
の
飾
り
金
具
が
作
ら
れ
な
ど
し
て
各

地
に
広
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

次
に
昨
年
の
大
河
ド
ラ
マ
「
真
田
丸
」
を
ご

覧
に
な
っ
た
方
も
多
い
と
お
も
い
ま
す
が
、

真
田
家
の
家
紋
は
六
文
銭
が
有
名
で
す
。
家

紋
用
語
で
は
六
連
銭
と
い
う
そ
う
で
す
六
連

銭
を
家
紋
と
す
る
意
味
は
、
諸
説
あ
る
よ
う

で
す
が
、
六
文
銭
が
三
途
の
川
の
渡
し
賃
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
い
つ
で
も
死
ぬ
覚
悟
は
で

き
て
い
る
、
死
を
恐
れ
ず
決
死
の
覚
悟
で
戦

う
と
意
味
が
あ
る
の
で
は
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。 

真
田
家
で
は
六
連
銭
の
家
紋
は
主
に
戦
の
時

の
旗
印
と
し
て
使
用
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
時

は
「
結
び
雁
金
」・「
州
浜
」
の
家
紋
が
使
わ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
次
第
に
六
連
銭
を
使
う
こ

と
が
多
く
な
っ
た
よ
う
で
す
。
ち
な
み
に
こ

の
家
紋
は
真
田
家
だ
け
の
家
紋
で
は
な
く
海

野
氏
や
深
井
氏
も
同
じ
家
紋
で
す
。 

 

そ
し
て
今
年
の
大
河
ド
ラ
マ
は
浜
松
を
舞

台
に
し
て
柴
咲
コ
ウ
さ
ん
を
主
役
に
「
お
ん

な
城
主 

直
虎
」
で
す
が
、
こ
の
井
伊
家
の
家

紋
は
橘
紋
で
、
日
本
十
大
家
紋
に
数
え
ら
れ

る
ほ
ど
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
、
井
伊
橘
紋
と
い
い

ま
す
。
井
伊
家
の
初
代
当
主
が
井
戸
の
側
に

捨
て
ら
れ
、
そ
こ
に
橘
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら

家
紋
に
な
っ
た
の
で
は
と
い
う
説
も
あ
り
ま

す
。
橘
は
昔
か
ら
日
本
に
生
息
す
る
常
緑
樹

で
生
命
力
や
長
寿
の
シ
ン
ボ
ル
と
さ
れ
て
き

ま
し
た
。 

こ
の
直
虎
は
女
性
な
が
ら
後
継
ぎ
の
い
な

い
井
伊
家
の
当
主
に
な
り
、
井
伊
谷
城
の
城

主
と
し
て
優
れ
た
手
腕
を
発
揮
し
、
彦
根
藩

の
初
代
藩
主
で
、
徳
川
四
天
王
・
徳
川
十
六
神

将
・
徳
川
三
傑
と
わ
れ
た
井
伊
直
政
の
養
母

と
な
っ
た
女
性
の
ド
ラ
マ
で
す
。
直
虎
ゆ
か

り
の
地
も
浜
松
市
内 

に
は
多
く
あ
る
よ
う 

な
の
で
、
こ
の
機
会 

に
大
勢
の
方
に
浜
松 

を
訪
れ
て
い
た
だ
き 

た
い
も
の
で
す
。 

知って得する  家紋の話 


