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･
t
･
上
欄

日
本
▲
又
八
の
唐
獅
子

l
R
の
支
援
等
で
復
元

l
R
東
日
本
文
化
財
団
の
支
接

と
行
元
寺
文
化
財
保
存
会
の
努
力

で
､
本
堂
向
拝
の
　
｢
幕
股
に
龍
｣

｢
糟
獅
子
｣
｢
終
｣
等
の
彫
刻
宜
点

が
極
彩
色
で
復
元
さ
れ
た
｡

こ
れ
は
江
戸
期
日
本
一
の
彫
刻

師
､
高
松
又
八
の
作
に
な
り
'
桃

山
文
化
を
継
承
す
る
優
雅
な
作
で
､

行
元
寺
内
陣
の
｢
龍
｣
｢
錆
鶏
｣
｢
牡

丹
｣
と
と
も
に
､
日
本
唯
一
の
遺

1

e

l

t
L
･
-
〉
■

′ー

卜
九
年
秋
か
ら
十
.
'
月
末
に
か

け
て
現
代
の
名
上
の
指
定
を
受
け

る
　
｢
斉
藤
漆
t
芸
｣
と
､
吉
本
丈

画
伯
等
に
よ
っ
て
､
当
時
の
豪
華

絢
欄
が
よ
み
が
え
っ
た
■
'

一

.

′

Jr



文信平成20年6月15日

｢伊八の波｣､ ｢又八彫刻｣公開(土･日･祝)-10時～16時一　　平日　団体等予約者公開

翌
と
岡
本
太
郎

筑
波
大
学
教
授
　
斉
藤
　
泰
嘉
　
先
生

-

講

演

要

旨

1

｢
波
の
伊
八
｣
は
ど
ん
な
人
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う

と
考
え
な
が
ら
､
授
業
で
も
話
し
て
い
る
が
偶
々
､

先
日
東
京
都
の
現
代
美
術
館
で
､
加
藤
弘
子
学
芸

員
と
話
を
し
て
い
た
ら
､
近
-
行
な
う
岡
本
太
郎

の
展
覧
会
の
準
備
中
と
か
で
､
写
真
を
見
せ
ら
れ

た
.
.

神
奈
川
沖
浪
裏
図
　
(
北
斎
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波
の
伊
八
の
現
代
性
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そ
れ
は
岡
本
太
郎
作
の
　
｢
明
日

の
神
話
｣
と
い
う
巨
大
な
壁
画
で
､

高
さ
六
メ
-
ー
ル
､
横
三
十
メ
-

ー
ル
の
も
の
だ
っ
た
｡
そ
こ
に
は

前
衛
性
､
現
代
性
が
あ
っ
て
､
岡

本
太
郎
は
　
｢
芸
術
は
爆
発
だ
｣
と

言
っ
て
い
た
が
､
長
南
町
称
念
寺

の
波
の
伊
八
の
　
｢
龍
三
態
｣
を
見

た
と
き
の
､
そ
の
造
形
感
覚
が
重

な
っ
て
､
岡
本
太
郎
と
波
の
伊
八

の
現
代
性
を
感
じ
た
<
)
　
｢
龍
三
態
｣

は
伊
八
が
亡
く
な
る
前
年
の
文
政

六
　
(
一
八
三
三
)
　
年
七
十
三
歳
の

と
き
に
成
っ
た
も
の
で
､
彼
の
究

極
の
到
達
点
と
い
う
か
､
彼
の
た

ど
り
つ
い
た
最
高
作
品
だ
と
思
う
丸
〕
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そ
こ
に
は
造
形
の
ダ
イ
ナ
ズ
ム
､

江
戸
の
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
現

代
性
が
あ
り
､
波
の
伊
八
と
ピ
カ

ソ
を
考
え
る
に
至
っ
た
{
j
　
そ
の
前

は
す
で
に
言
わ
れ
て
い
る
葛
飾
北

斎
と
､
行
元
寺
の
　
｢
波
に
宝
珠
｣

の
欄
間
彫
刻
と
北
斎
と
の
関
係
､

さ
ら
に
北
斎
の
｢
神
奈
川
沖
浪
裏
｣

が
フ
ラ
ン
ス
に
渡
っ
て
､
カ
ミ
ュ

ク
ロ
デ
ー
ル
の
彫
刻
｢
波
｣
　
に
な

っ
て
､
浮
世
絵
版
画
が
彫
刻
に
変

わ
っ
て
い
っ
た
¢

こ
う
し
て
日
本
か
ら
フ
ラ
ン
ス

へ
'
イ
メ
ー
ジ
が
生
ま
れ
変
わ
っ

て
い
っ
た
f
U
　
そ
の
過
程
を
み
る
と

面
白
-
 
､
ゴ
ッ
ホ
の
絵
の
夜
空
に

星
が
渦
巻
い
て
い
る
｢
星
月
夜
｣
､

英
語
の
ス
タ
ー
リ
ィ
ナ
イ
ー
'
す

べ
て
が
北
斎
の
影
響
で
あ
る
と
､

ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
の
研
究
で
言
わ
れ

て
い
る
-

た
だ
､
も
っ
と
行
く
の
で
は
な

い
か
(
"
i
)
カ
ソ
ま
で
､
そ
う
い
う

北
斎
に
代
表
さ
れ
る
江
戸
期
の
空

間
表
現
､
も
し
北
斎
の
　
｢
神
奈
川

沖
浪
裏
｣
が
伊
八
の
欄
間
彫
刻
か

ら
影
響
を
受
け
た
と
す
れ
ば
､
そ

の
空
間
表
現
は
日
本
独
特
の
も
の

と
思
う
が
､
そ
う
い
っ
た
カ
ミ
ュ

ク

ロ

デ

ー

ル

､

ゴ

ッ

ホ

､

ピ

カ

ソ

に
至
っ
た
も
の
と
考
え
､
現
代
美

術
の
歴
史
を
作
っ
て
行
っ
た
｡
そ

う
い
う
美
術
の
理
論
と
歴
史
の
面

か
ら
､
波
の
伊
八
を
見
直
し
て
み

た
い
2
'
｡
廿

伊
八
の
魅
力
は
ど
こ
に
あ
る
の

か
母
　
で
は
ピ
カ
ソ
と
は
何
か
L
l
複
数

の
視
点
か
ら
見
て
彫
っ
た
波
や
龍

を
､
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
再
構
成
す
る

動
的
遠
近
法
､
こ
れ
は
東
洋
的
な
見

る
視
点
が
移
動
す
る
移
動
視
点
法
'

伊
八
の
場
合
､
江
戸
の
キ
ュ
ビ
ス
ム

(
立
体
主
義
)
と
呼
べ
る
爪
)

ピ
カ
ソ
の
絵
は
わ
か
り
に
-
い

代
表
と
言
わ
れ
る
が
､
例
え
ば
俳

句
の
　
｢
菜
の
花
や
月
は
乗
に
日
は
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酉
に
｣
を
も
じ
っ
て
い
う
と
､
｢
ピ

カ
ソ
の
絵
　
鼻
は
乗
に
目
は
酉
に
｣

と
な
ろ
う
C
j
　
目
は
横
か
ら
見
た
目

な
の
に
､
鼻
は
正
面
か
ら
見
た
鼻
､

逆
に
鼻
は
横
か
ら
見
れ
ば
尖
　
(
と

が
)
　
っ
た
鼻
､
目
は
直
線
に
と
い

っ
た
よ
う
に
複
数
の
視
点
か
ら
同

7
の
対
象
を
み
て
､
し
か
も
そ
れ

を
同
一
の
画
面
に
入
れ
て
い
く
伝

こ
れ
が
複
数
の
視
点
に
よ
る
動

的
遠
近
法
､
な
ぜ
こ
う
い
う
絵
が

生
ま
れ
る
か
と
い
う
と
､
わ
れ
わ

れ
は
物
を
見
る
場
合
､
動
き
な
が

ら
見
て
い
る
o
　
互
い
に
時
間
の
経

過
の
中
で
人
間
は
生
き
て
い
る
¢

そ
の
時
間
の
経
過
の
中
で
体
験
す

る
横
顔
､
正
面
の
顔
を
7
　
つ
の
も

の
に
統
合
し
て
､
わ
れ
わ
れ
は
現

実
を
体
験
し
て
い
る
母
　
そ
の
時
間

の
経
過
を
絵
画
の
中
に
導
入
し
現

実
を
絵
に
す
る
と
､
ピ
カ
ソ
の
絵

の
よ
う
に
な
る
る

伊
八
の
｢
波
に
宝
珠
｣
と

神
奈
川
沖
浪
裏
の
図

そ
れ
で
北
斎
の
場
合
は
ど
う
か
ら

複
数
の
視
点
を
空
間
表
現
と
組
み

合
わ
せ
て
'
高
遠
･
深
遠
･
平
遠

と
い
う
中
国
の
山
水
画
の
空
間
表

現
が
｢
神
奈
川
沖
浪
裏
｣
　
で
も
使

わ
れ
て
い
る
t
j

実
は
､
伊
八
の
｢
波
に
宝
珠
｣
に

高
遠
･
深
遠
･
平
遠
の
動
的
遠
近

法
､
こ
の
三
つ
が
組
み
合
わ
さ
っ

て
時
間
的
経
過
､
鑑
賞
す
る
者
の

視
点
の
移
動
､
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な

生
き
た
波
の
表
現
に
到
達
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
r
j

神
奈
川
沖
浪
裏
を
み
る
と
､
ま

ず
平
遠
は
平
ら
で
遠
い
素
直
な
遠

近
法
､
画
面
右
下
の
手
前
の
波
は

下
に
あ
っ
て
､
遠
い
波
を
徐
々
に

積
み
上
げ
て
い
く
■
J
低
い
視
点
か

ら
遠
く
を
み
る
､
こ
れ
が
平
遠
少

つ
ぎ
は
深
遠
だ
が
波
が
盛
り
土

が
っ
て
落
ち
る
｡
こ
の
波
の
肩
越

し
に
見
て
舟
が
あ
る
⑦
　
わ
れ
わ
れ

は
舟
に
乗
っ
て
い
る
人
を
上
か
ら

覗
く
内
山
　
こ
れ
が
深
遠
法
で
､
こ
の

舟
は
こ
の
と
こ
ろ
が
問
題
で
､
よ

-
見
る
と
不
思
議
な
コ
ラ
ー
ジ
ュ

と
い
う
か
､
切
っ
て
あ
る
よ
う
に

見
え
る
｡
船
尾
は
描
い
て
な
い
､

こ
れ
が
北
斎
の
す
ぼ
ら
し
い
と
こ

ろ
で
あ
る
:
〕

前
の
部
分
だ
け
で
十
分
､
肩
越

し
に
描
い
て
､
如
何
に
深
-
下
の
方

へ
落
ち
て
い
-
か
､
そ
う
い
う
空
間

を
体
験
す
る
､
汀
盛
り
上
が
っ
て
い
っ

て
､
今
度
は
高
い
山
の
波
の
頂
を
下

か
ら
見
上
げ
る
の
が
高
遠
法
で
､
絵

の
鑑
賞
者
の
視
線
は
下
か
ら
上
へ
と

移
動
し
て
い
く
C
:
一
下
か
ら
見
あ
げ
る

の
が
高
遠
法
で
､
絵
の
鑑
賞
者
の
視

線
は
下
か
ら
上
へ
と
移
動
し
て
い

く
､
こ
れ
が
高
速

さ
ら
に
北
斎
は
三
つ
の
空
間
表

現
だ
け
で
は
満
足
せ
ず
､
も
う
一
つ

の
西
洋
の
遠
近
法
を
使
っ
て
い
る
昏

そ
れ
は
ど
こ
か
と
い
う
と
'
陸
上
の

富
士
山
に
対
し
て
海
上
の
富
士
､
そ

れ
が
小
さ
な
女
波
の
波
で
､
よ
く
見

る
と
形
が
そ
っ
く
り
､
遠
い
も
の
は

小
さ
-
手
前
の
も
の
は
大
き
く
､
線

で
結
ぶ
と
こ
こ
に
軸
線
が
で
き
､
透

視
図
法
的
に
な
っ
て
い
る
¢
西
洋
的

な
目
に
見
え
な
い
軸
を
設
定
し
て
､

そ
の
周
り
を
波
が
回
転
す
る
よ
う
見

せ
て
い
る
｡
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こ
れ
を
北
斎
は
ど
こ
で
学
ん
だ

か
①
　
行
元
寺
の
欄
間
彫
刻
か
ら
三

遠
を
学
ん
だ
の
で
は
な
い
か
①
　
小

さ
な
宝
珠
を
船
に
置
き
換
え
､
伊

八
の
逆
遠
近
法
で
手
前
を
小
さ
く
､

奥
の
宝
珠
を
大
き
-
､
北
斎
の
ピ

カ
ソ
に
通
じ
る
よ
う
な
動
的
遠
近

法
が
み
ら
れ
る
｡
わ
れ
わ
れ
は
平

遠
･
深
遠
･
高
遠
の
三
つ
を
組
み

合
わ
せ
て
､
こ
の
中
に
入
っ
て
､

視
点
を
上
に
､
見
下
し
た
り
目
を

動
か
し
な
が
ら
鑑
賞
し
て
い
-
心

ま
と
め
と
し
て
は
ピ
カ
ソ
の
キ
ュ

ビ
ス
ム
に
関
連
す
る
｡

行
元
寺
の
彫
刻
で
､
伊
八
は
馬

に
乗
っ
て
､
太
東
岬
の
海
に
入
っ

て
､
馬
上
か
ら
波
を
見
あ
げ
た
り

見
下
ろ
し
た
り
､
複
数
の
視
点
か

ら
対
象
を
分
析
し
再
構
成
す
る
@
:
也

主
観
的
で
心
の
中
に
あ
る
も
の
を
､

表
現
す
る
方
法
に
伊
八
の
現
代
性

を
感
じ
さ
せ
る

も
う
一
つ
､
波
が
平
ら
に
き
て

真
ん
中
で
宝
珠
が
ほ
じ
け
る
よ
う

に
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磨
山門の彫刻を取りはずし､彫刻復元工事∈J R支援事業)

耐震工事で根太･床板等も修復

市原住職　県功労賞受賞(19. ll. 3)

堂本千葉県知事　　猿田商工労働部長(右上)

･　･l　-　､　■

▲　ー　　-　■　　▲　-　　　■

J R東日本文化財団　石川事業部長助成状伝達(右)

J R東日本文化財団､千葉支社関係者　波の伊八見学

第1次耐震工事　四隅に筋交え壁を設置

(3月7日夜)

十･二∴∴∴･L･

御詠歌･和讃の研修つづく

･･ ｣､ _: ∴
-　r

吟醸酒｢波の伊八｣ ｢錦鶏雄｣純米酒｢錦鶏雌｣　いすみ市荻原3918　市原酒店　0470-86-3343
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