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世
界
中
の
７
％
も
の
活
火
山
を
持

つ
日
本
だ
が
、
そ
の
中
で
も
一
際
目

立
つ
も
の
と
し
て
桜
島
が
あ
る
。

な
ぜ
有
名
な
の
か
、
そ
れ
は
桜
島

が
縄
文
時
代
か
ら
既
に
居
住
さ
れ
続

け
て
き
た
か
ら
だ
。
桜
島
は
今
で
も

活
火
山
と
し
て
周
囲
に
灰
を
ま
き
散

ら
し
て
い
る
。
島
に
は
約
５
千
人
ほ

ど
が
住
ん
で
い
る
。

今
回
、
桜
島
を
取
材
し
て
、
島
民

は
徹
底
し
た
防
災
意
識
と
地
元
愛
に

溢
れ
て
い
る
と
感
じ
た
。
現
に
、
１

９
１
４
年
１
月
12
日
に
記
録
上
最
大

規
模
の
『
大
正
大
噴
火
』
が
発
生
し
、

翌
年
の
九
月
ご
ろ
ま
で
続
い
た
と
推

定
さ
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
時
の
死
傷

者
は
な
ん
と
58
人
に
と
ど
ま
っ
た
。

な
ぜ
、
そ
れ
だ
け
の
被
害
で
済
ん

だ
の
か
。
そ
れ
は
、
島
民
た
ち
の
洞

察
力
や
、
普
段
か
ら
の
防
災
意
識
に

よ
る
も
の
だ
。

防
災
の
面
で
は
島
に
配
置
さ
れ
た

コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
退
避
壕
と
、
避

難
舎
が
併
設
さ
れ
た
避
難
港
が
あ
る
。

避
難
壕
で
は
厚
さ
５
セ
ン
チ
程
の

コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
火
山
に
背
を
向
け

る
よ
う
に
島
の
至
る
所
に
配
置
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は

大
規
模
な
噴
火
が
起
こ
っ
た
時
に
対

処
の
し
よ
う
が
な
い
。
そ
の
た
め
、

万
が
一
溶
岩
が
流
れ
る
な
ど
し
た
時

の
た
め
に
島
か
ら
避
難
す
る
た
め
の

避
難
港
も
用
意
さ
れ
て
い
る
。
避
難

港
は
全
４
か
所
あ
り
、
普
段
は
島
へ

の
移
動
に
使
わ
れ
て
い
る
フ
ェ
リ
ー

４
隻
が
、
非
常
時
に
は
島
の
避
難
港

へ
と
島
民
を
迎
え
に
行
く
。
ち
な
み

に
、
港
は
入
り
組
ん
で
い
る
の
で
平

常
時
は
魚
た
ち
が
寄
っ
て
き
て
釣
り

の
穴
場
と
な
っ
て
い
る
。

話
は
戻
る
が
、
桜
島
の
特
異
な
景

色
は
続
く
。

ま
ず
、
透
明
度
が
世
界
一
の
川
だ
。

活
火
山
が
あ
る
と
な
れ
ば
、
濁
っ
た

川
を
思
い
浮
か
べ
る

か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
桜
島
の
川
は

透
き
通
っ
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
液
体

が
流
れ
て
い
な
い
か

ら
だ
。
そ
れ
で
は
川

で
は
な
い
と
い
う
意

見
も
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
は
国

が
管
理
し
て
い
る
れ
っ

き
と
し
た
川
だ
。
な

ぜ
こ
の
よ
う
な
川
が

で
き
た
か
と
い
う
と
、

土
砂
崩
れ
の
被
害
を

最
小
限
に
す
る
た
め

だ
。
詳
し
い
こ
と
は
省

く
が
、
つ
ま
り
土
砂
崩

れ
を
前
提
と
し
た
災
害

対
策
だ
。

で
は
、
な
ぜ
そ
こ
ま

で
し
て
住
む
の
か
。
そ

れ
は
、
火
山
に
よ
っ
て

得
ら
れ
る
恩
恵
が
あ
る

か
ら
だ
。

具
体
的
に
温
泉
や
、

桜
島
大
根
、
桜
島
小
み

か
ん
な
ど
が
火
山
に
よ

る
恩
恵
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
桜
島
に

は
、
危
険
も
あ
る
が
そ

れ
を
上
回
る
魅
力
も
あ

る
。筆

者
自
身
も
滅
多
に

行
け
な
い
と
こ
ろ
な
の
で

少
し
ば
か
り
興
奮
し
た
。

桜
島
と
い
う
物
は
知
っ

て
い
て
も
、
実
際
に
入
っ

て
み
る
と
ネ
ッ
ト
だ
け
で

は
得
ら
れ
な
い
程
の
情
報

量
と
景
色
の
美
し
さ
を
感

じ
た
。
少
し
歩
け
ば
手
に

入
る
火
山
灰
だ
が
、
桜
島

で
は
な
ん
と
500
円
程
で
売

ら
れ
て
い
る
。
歩
い
て
手

に
入
る
火
山
灰
と
何
が
違

う
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、

興
味
の
あ
る
人
は
是
非
購

入
し
て
分
析
す
る
と
い
い

だ
ろ
う
。(

岩)

先
人
た
ち
が
築
い
た
桜
島
の
特
殊
な
災
害
対
策

～
大
噴
火
に
よ
る
島
民
の
意
識
的
変
化
～

↓

避
難
壕
に
は
そ
れ
ぞ
れ
番
号
が

振
ら
れ
て
い
る

桜島を流れる川 液体がなく透明度が高い

志學館カフェテラスからの桜島

会
場
と
な
っ
た
志
學
館
大
学
は
、
明
治
40
年
「
女

と
百
姓
に
は
教
育
は
い
ら
ぬ
」
と
言
わ
れ
た
時
代
に

「
実
際
に
役
立
つ
婦
人
」
の
育
成
を
目
指
し
、
満
田

ユ
イ
先
生
が
23
歳
の
若
さ
で
開
設
さ
れ
た
伝
習
所
が

礎
と
な
っ
て
い
る
伝
統
あ
る
大
学
だ
。
カ
フ
ェ
テ
リ

ア
前
に
は
雄
雄
し
い
桜
島
が
今
な
お
噴
火
し
て
い
る
。

市
内
に
は
、
著
名
人
の
銅
像
が
立
ち
並
び
、
薩
摩

の
歴
史
の
大
き
さ
を
感
じ
ら
れ
る
。
西
南
戦
争
の
大

砲
の
跡
が
残
る
城
壁
、
斉
彬
の
愛
し
た
ガ
ス
灯
、
堀

周
り
に
は
鯉
が
涼
し
げ
に
泳
ぐ
。
車
も
往
来
し
た
と

い
う
石
で
で
き
た
橋
は
５
つ
も
あ
り
、
そ
の
ひ
と
つ

は
公
園
に
移
築
さ
れ
市
民
の
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い

た
。
市
内
は
市
電
や
バ
ス
が
、
ひ
っ
き
り
な
し
に
走
っ

て
い
る
。
お
い
し
い
も
の
も
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。
鶏
、

豚
、
か
る
か
ん
・
・
・
食
べ
損
ね
た
白
熊
ア
イ
ス
。

新
大
阪
か
ら
新
幹
線
で
１
本
、
４
時
間
の
旅
だ
っ
た
。

↑ 1914年の大噴火で３ｍの鳥居は

すっぽりと火山灰に埋もれてしまった

斉藤元陽(2-3)
サ イ ト ウ ア サ ヒ

①15人/平日毎日
②全国年間紙面
審査賞に入賞す

る。
③個性豊かな人が
多い。

④投票

新 聞 部 部長です
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日
本
産
業
の
先
駆
け
と
な
っ
た
集
成

館
事
業
。
製
鉄
、
造
船
、
紡
績
な
ど
多

方
面
に
及
ん
だ
。
築
い
た
の
は
第
11
代

薩
摩
藩
主
、
島
津
斉
彬
で
あ
る
。
斉
彬

は
様
々
な
事
業
に
力
を
い
れ
日
本
の
近

代
化
を
図
っ
た
。
死
後
、
事
業
は
一
旦

止
ま
る
も
薩
英
戦
争
に
よ
り
西
洋
の
技

術
を
学
ぶ
必
要
が
生
じ
第
2
期
集
成
館

事
業
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。

今
回
、
記
者(

藤)

は
そ
の
産
業
の
発

祥
の
地
と
言
わ
れ
る
旧
鹿
児
島
紡
績
所

技
師
館(

以
下

異
人
館)

と
仙
巌
園
を

取
材
し
た
。

異
人
館
と
聞
く
と
神
戸
を
イ
メ
ー
ジ

す
る
人
が
多
い
だ
ろ
う
。
だ
が
今
回
は

異
人
館
と
い
う
名
の
技
師
の
住
ま
い
で

あ
る
。

異
人
館
は
集
成
館
事
業
の
中
の
紡
績

に
関
連
す
る
建
築
物
で
あ
る
。
当
時
、

帆
船
の
帆
を
作
ろ
う
と
し
て
い
た
斉
彬

は
英
国
か
ら
紡
績
機
械
を
輸
入
。
そ
の

関
係
で
英
国
か
ら
、
工
場
を
動
か
す
職

人
を
指
導
す
る
人
や
、
機
械
の
据
え
付

け
、
建
物
の
設
計
な
ど
を
す
る
人
、
７

名
が
雇
わ
れ
そ
の
人
た
ち
が
寝
泊
ま
り

し
て
い
た
の
が
こ
の
異
人
館
で

あ
る
。
１
８
６
７(

慶
応
3
年)

年
に
建
て
ら
れ
、
現
在
ま
で
に

２
度
再
建
さ
れ
て
い
る
。
当
時

異
人
館
の
よ
う
な
洋
風
な
建
物

は
珍
し
く
、
現
存
最
古
と
も
言

わ
れ
て
い
る
。
建
物
の
設
計
は
英
国
の

設
計
士
に
よ
る
も
の
で
コ
ロ
ニ
ア
ル
様

式
で
建
て
ら
れ
て
い
る
。

だ
が
、
実
際
の
構
築
は
日
本
の
大
工

さ
ん
だ
。
そ
の
た
め
ド
ア
ノ
ブ
も
低
く

設
置(

当
時
の
日
本
で
は
ま
だ
襖
が
主
流

で
、
本
来
は
座
っ
て
開
閉
す
る
も
の
で

あ
る
た
め)

さ
れ
て
い
る
。
西
洋
風
だ
が

日
本
の
様
子
が
入
っ
て
い
る
。

庭
に
出
る
と
プ
ラ
ン
タ
ー
に
綿
花
が

咲
い
て
い
た
。
当
時
の
鹿
児
島
紡
績
所

は
綿
織
物
が
盛
ん
で
、
そ
の
多
く
は
関

西
や
関
東
へ
売
ら
れ
て
い
っ
た
そ
の
名

残
だ
ろ
う
。

次
は
仙
厳
園
だ
。
１
６
５
８
年
に
19

代
光
久
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
島
津
家

の
別
邸
だ
。
約
１
５
０
０
０
坪
ほ
ど
あ

り
そ
の
大
き
さ
は
東
京
ド
ー
ム
く
ら
い

だ
。
入
っ
て
す
ぐ
に
鉄
を
溶
か
す
反
射

炉
跡
が
あ
る
。
以
前
か
ら
青
銅
製
の
大

砲
は
存
在
し
て
い
た
が
青
銅
は
高
価
だ
っ

た
た
め
材
料
費
が
安
く
つ
く
鉄
の
大
砲

を
作
る
こ
と
に
し
た
斉
彬
。
だ
が
鉄
の

融
点
は
銅
よ
り
も
高
く
火
力
が
必
要
だ
っ

た
。
そ
の
た
め
こ
の
反
射
炉
が
作
ら
れ

た
。
ち
な
み
に
こ
の
反
射
炉
で
作
ら
れ

た
大
砲
は
約
65kg

と
か
な
り
大
型
だ
っ

た
よ
う
だ
。
歩
き
進
め
る
と
正
門
が
見

え
て
く
る
。
こ
こ
が
本
来
の
入
り
口
だ
。

門
の
中
に
は
島
津
家
の
家
紋
４
種
類
が

彫
ら
れ
て
い
る
。
少
し
歩
く
と
御
殿
が

見
え
て
く
る
。
当
時
、
島
津
家
が
住
ん

で
い
た
建
物
で
、
「
謁
見
の
間
」
と
言

わ
れ
殿
が
客
と
会
う
た
め
の
部
屋
で
、

斉
彬
が
描
い

た
金
屛
風
が

飾
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
奥

に
見
え
る
の

は
広
大
な
庭

で
錦
江
湾
を

池
に
見
立
て
、

桜
島
を
山
に

見
た
て
て
い

る
と
さ
れ
そ

の
景
色
は
我
々

記
者
を
圧
巻

す
る
も
の
だ
っ

た
。ま

た
、
こ

の
庭
は
大
河
ド
ラ
マ
「
西
郷
ど

ん
」
で
相
撲
を
取
る
シ
ー
ン
で

も
使
わ
れ
た
。

様
々
な
歴
史
が
あ
っ
た
集
成

館
事
業
。
結
果
と
し
て
は
失
敗

に
終
わ
っ
た
そ
う
だ
が
こ
こ
で

培
わ
れ
た
技
術
は
全
国
へ
広
ま
っ

た
と
の
こ
と
。

も
し
、
斉
彬
が
い
な
け
れ
ば

日
本
産
業
の
発
展
は
遅
か
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
（
藤
）

記
者
（
藤
）
は
異
人
館
と
仙
厳
園
を
巡
る
班
に

配
属
さ
れ
た
。
初
対
面
時
は
、
「
こ
ん
に
ち
は
」

の
挨
拶
の
後
は
沈
黙
が
続
き
、
何
を
話
し
て
良
い

の
か
分
か
ら
な
い
状
況
だ
っ
た
。
だ
が
、
編
集
会

議
に
な
る
と
少
し
慣
れ
、
会
話
が
続
く
よ
う
に
な
っ

た
。
編
集
会
議
だ
と
言
う
の
に
各
県
の
名
産
な
ど

を
話
し
て
い
る
内
に
時
間
が
過
ぎ
て
し
ま
い
、
簡

単
な
レ
イ
ア
ウ
ト
を
決
め
て
１
日
目
は
終
了
し
た
。

２
日
目
は
い
よ
い
よ
取
材
へ
。
異
人
館
と
仙
厳
園

を
取
材
し
た
。
桜
島
の
そ
ば
に
あ
り
、
噴
火
し
な

い
か
ヒ
ヤ
ヒ
ヤ
し
な
が
ら
取
材
を
し
た
。
聞
き
取

れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
な
ど
は
み
ん
な
で
補
っ
た
り

し
て
、
無
事
に
終
え
志
學
館
大
学
へ
。
１
面
の
メ

イ
ン
記
事
担
当
に
な
っ
て
い
た
私
は
急
い
で
写
真

の
印
刷
と
記
事
の
作
成
に
取
り
か
か
っ
た
も
の
の

す
ぐ
に
で
き
る
わ
け
で
も
な
く
、
記
事
と
い
う
名

の
宿
題
を
持
ち
帰
っ
て
作
成
。
気
が
つ
け
ば
午
前

３
時
に
な
っ
て
い
た
。
ど
う
も
こ
れ
は
恒
例
行
事

の
よ
う
な
も
の
ら
し
い
。

３
日
目
は
、
当
然
の
ご
と
く
眠
い
。
顧
問
の
着

信
で
目
が
覚
め
「
ぼ
ー
っ
と
」
し
な
が
ら
朝
食
を

済
ま
せ
会
場
へ
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
が
本
番
。
11

時
30
分
が
締
め
切
り
な
の
だ
。
良
い
新
聞
に
し
よ

う
と
皆
が
協
力
し
て
仕
上
げ
た
。
担
当
の
記
事
で

な
い
と
こ
ろ
も
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
な
が
ら
で
き
た

の
が
良
か
っ
た
。
時
間
丁
度
く
ら
い
で
新
聞
は
無

事
完
成
し
た
。
大
会
で
、
年
間
紙
面
審
査
賞
優
良

賞
を
３
年
連
続
で
受
賞
し
た
。
皆
さ
ん
の
ご
協
力

あ
っ
て
の
こ
と
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

長
か
っ
た
よ
う
で
短
く
、
そ
し
て
過
酷
だ
っ
た

と
も
言
え
る
２
人
の
か
ご
し
ま
島
総
文
は
、
こ
う

し
て
幕
を
閉
じ
た
。
ち
な
み
に
記
者(

藤)

は
帰
り

の
新
幹
線
で
爆
睡
し
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。

↑ 斉彬が描いた金屛風

↑ 殿様が入る際に使われた錫門。

門を通れたのは殿様とその子供だけだった。

島
津
斉
彬
が
築
い
た

な
り
あ
き
ら

日
本
産
業
の
基
礎

～
未
来
へ
残
し
た
近
代
化
へ
の
技
術
～

↑ 仙厳園庭園からの風景。写真下部に写る石畳

でドラマの撮影が行われていた。

斉
彬
一
家
が
住
ん
だ
別
邸

当
時
の
情
勢
に
迫
る

↑志學館大学にて２日目のため少々疲れ顔

７
月
29
日
か
ら
８
月
４
日
ま
で
、
高
校
文
化
部
の
イ
ン
タ
ー
ハ
イ
第
47
回
全
国
高
等

学
校
総
合
文
化
祭
「
か
ご
し
ま
２
０
２
３
総
文
」
が
開
催
さ
れ
た
。
今
年
度
は
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
５
類
に
下
げ
ら
れ
、
３
年
ぶ
り
の
制
限
な
し
で
の
開
催
と
な
っ
た
。

新
聞
部
門
は
７
月
29
日
か
ら
31
日
ま
で
市
内
の
志
學
館
大
学
で
開
催
さ
れ
た
。

全
国
か
ら
集
ま
っ
た
高
校
生
が
一
班
６
名
の
51
班
に
分
か
れ
て
鹿
児
島
県
各
地
を
取

材
し
、
交
流
新
聞
作
成
に
取
り
組
ん
だ
。

鹿
児
島
の
良
さ
を
紹
介
し
よ
う
。

か
ご
し
ま
総
文
２
０
２
３
レ
ポ
ー
ト

よ
か
と
こ

鹿
児
島

カーブミラーが設置されている理由は、

17年ほど前、鳩の被害に悩まされていたとき当時の理科の先

生が、「鳩除け」のために設置したからです。畑などに鳥対

策のためCDなどをぶら下げることがありますが、それと同じ

役割があります。現在はミラーのおかげか鳩の被害はありま

せん。ミラーに感謝しよう。

１ 面の答え

↑正面から見た異人館

真ん中の2階はかつてベランダであった。


