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中
林
梧
竹
翁
顕
彰
会
　山
口
三
郎
会
長

進
化
し
続
け
た
梧
竹
の「
書
」

梧
竹
の
会
　梧
竹
観
音
堂
四
代
目
当
主
　中
林
秀
利
さ
ん

書
に
生
き
た
梧
竹
の
人
生

◀「
春
入
王
正
月
」（
78
歳
）

◀「
周
秦
古
器
銘
」（
56
歳
）

◀
梧
竹
が
使
用
し
た
短
鋒
筆（
左
側
が
超
短
鋒
筆
）

◀「
福
」（
81
歳
）

◀「
寿
」（
85
歳
）

◀「
紅
暾
出
黄
海
」（
86
歳
）

　

梧
竹
さ
ん
の
魅
力
は
「
一
生
進
化
し
続
け
た
」
こ
と
で
す
ね
。

幼
少
の
頃
か
ら
書
の
天
才
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
本
格
的

に
書
の
道
を
歩
み
始
め
た
の
は
、
廃
藩
置
県
後
の
45
歳
頃
か
ら

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
進
化
は
使
用
し
た
「
筆
」
の
変
化
に
現
れ
て
い
ま
す
。

特
に
56
歳
で
清
国
（
中
国
）
に
渡
っ
た
影
響
は
大
き
く
60
〜
70

歳
代
は
「
長
鋒
筆
」
と
い
う
、
鯰
の
ひ
げ
の
よ
う
に
長
い
筆
を

好
ん
で
使
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
筆
は
と
て
も
長
く
て
柔
ら
か

い
た
め
、非
常
に
書
を
書
く
の
は
難
し
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
80
歳
代
に
な
る
と
、
逆
に
超
短
鋒
筆
と
い
う
筆
先
が

短
い
筆
を
愛
用
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
頃
、金
文（
篆

書
体
）
を
修
得
し
た
こ
と
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
心
象
表
現
を

表
し
た
作
品
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
梧
竹
さ
ん
は
「
紙
と
墨
を

用
意
し
て
く
れ
た
ら
ど
こ
へ
で

も
行
く
」
と
全
国
を
巡
っ
て
い

た
そ
う
で
す
。
梧
竹
さ
ん
が
遺

し
た
書
へ
の
情
熱
と
作
品
の
素

晴
ら
し
さ
を
こ
れ
か
ら
も
伝
え

て
い
き
た
い
で
す
ね
。

中
林
梧
竹
年
譜

梧
竹
作
品
の
移
り
変
わ
り

１
８
２
７
年
　
文
政
10
年
　
1
歳

　
４
月
19
日
小
城
町
新
小
路
に
中
林
経
緯

の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
幼
少
よ
り

書
の
才
能
を
発
揮
し
、
神
童
と
称
さ
れ

る
。

１
８
７
１
年
　
明
治
４
年
　
45
歳

　
廃
藩
置
県
に
よ
り
小
城
藩
は
小
城
県
と

な
り
、
こ
の
頃
か
ら
一
切
の
役
職
を
辞

し
、
書
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
る
。

１
８
７
５
年
　
明
治
８
年
　
49
歳

　
桜
岡
公
園
（
現
小
城
公
園
）
の
建
設
に

尽
力
し
、
自
ら
の
筆
に
よ
り
「
桜
岡
公

園
」
の
碑
を
建
て
る
。

１
８
８
２
年
　
明
治
15
年
　
56
歳

　
長
崎
の
清
国
領
事
の
余
元
眉
の
帰
国
に

伴
っ
て
清
国
に
渡
る
。
長
鋒
筆
に
よ
る

立
ち
書
き
を
会
得
す
る
。

１
８
８
４
年
　
明
治
17
年
　
58
歳

　
清
国
か
ら
帰
国
す
る
。
銀
座
の
伊
勢
幸

洋
服
店
に
住
む
。

１
８
９
１
年
　
明
治
24
年
　
65
歳

　
副
島
種
臣
の
勧
め
に
よ
り
、「
十
七
帖
」

の
臨
書
を
明
治
天
皇
に
献
上
し
、
白
羽

二
重
の
下
賜
を
う
け
る
。

１
８
９
６
年
　
明
治
29
年
　
70
歳

　
銀
座
伊
勢
幸
か
ら
小
城
へ
帰
る
。

１
８
９
７
年
　
明
治
30
年
　
71
歳

　
清
国
に
渡
る
。
帰
国
後
再
び
伊
勢
幸
に

住
む
。

１
８
９
８
年
　
明
治
31
年
　
72
歳

　
富
士
山
頂
に
「
鎮
國
之
山
」
の
銅
碑
を

建
て
る
。

１
９
０
６
年
　
明
治
39
年
　
80
歳

　
小
城
に
帰
る
。
観
音
堂
の
建
設
を
始
め

る
。
こ
の
頃
、
長
鋒
筆
か
ら
短
鋒
筆
に

移
行
。

１
９
０
８
年
　
明
治
41
年
　
82
歳

　
皇
后
陛
下
か
ら
観
音
堂
に
、
宝
帳
を
下

賜
さ
れ
る
。
ま
た
、
宮
中
女
官
12
人
か

ら
、和
歌
帖「
三
日
月
帖
」を
贈
ら
れ
る
。

１
９
１
２
年
　
明
治
45
年
　
86
歳

　
前
半
：
上
海
の
呉
吟
軒
に
依
頼
し
て
超

短
鋒
筆
を
作
ら
せ
る
。

　
後
半
：
10
月
に
銀
座
の
理
髪
店
に
て
脳

卒
中
を
発
症
し
、伊
勢
幸
で
療
養
す
る
。

１
９
１
３
年
　
大
正
２
年
　
87
歳

　
５
月
 
三
日
月
村
に
帰
り
武
雄
、
嬉
野

温
泉
で
療
養
す
る
。

　
８
月
１
日
 
持
仏
の
観
音
像
を
高
取
伊

好
に
贈
る
。

　
８
月
４
日
 
午
前
２
時
に
梧
竹
村
荘
で

逝
去
。長
栄
寺（
三
日
月
町
）に
葬
ら
れ

る
。法
名
は「
梧
竹
堂
鳳
栖
五
雲
居
士
」

　

私
の
先
祖
・
中
林
梧
竹
は
書
一
筋
に
生
き
た
自
由
奔
放
な
人

で
、
書
を
愛
す
る
あ
ま
り
家
庭
人
と
し
て
は
向
い
て
い
な
か
っ

た
よ
う
で
す
。

　

長
崎
で
中
国
人
が
持
っ
て
い
た
「
書
」
の
字
典
（
楷
書
古
鑑
）

を
約
２
年
か
け
て
模
写
し
た
り
、
さ
ら
に
、
86
歳
で
脳
卒
中
で

倒
れ
て
、
半
身
不
随
に
な
り
、
三
日
月
に
帰
っ
て
来
ま
す
が
、

亡
く
な
る
２
か
月
前
に
「
王
羲
之
の
書
を
勉
強
し
た
い
の
で
本

を
送
っ
て
欲
し
い
」と
長
崎
の
友
人
に
手
紙
を
書
い
て
い
ま
す
。

普
通
な
ら
療
養
に
専
念
す
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
梧
竹
の
飽
く
な

き
書
へ
の
探
究
心
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
呼
ば
れ
る
と
ど
こ
へ
で
も
書
を
書
き
に
行
く
人
で
し

た
が
、
お
代
を
い
た
だ
い
て
も
人
に
振
る
舞
い
、
結
局
、
帰
り

の
交
通
費
に
困
っ
た
と
い
う
逸
話
も
聞
い
て
い
ま
す
。
見
返
り

に
こ
だ
わ
ら
な
い
人
だ
っ
た
よ
う
で
す
ね
。

　

梧
竹
が
建
て
た
観
音
堂
に
は
今
で
も
梧
竹
の
書
を
愛
す
る

方
々
が
見
え
ら
れ
、
私
も
そ
ん
な
梧
竹
を
愛
す
る
一
人
で
、
今

後
も
梧
竹
の
魅
力
や
生
き
様
を

伝
え
て
行
き
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

　
小
城
市
出
身
の
書
家
で『
書
聖
』
と
称
さ
れ
る
中
林
梧
竹
。「
梧
竹
さ
ん
」

と
気
さ
く
に
呼
ば
れ
、
身
近
な
存
在
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
梧
竹
特
集
の
第
１
弾
と
し
て
中
林
梧
竹
の
人
生
、
人
柄
、
書
の

魅
力
に
迫
り
ま
す
。

て
ん 

や
ま　

ぐ
ち　

さ
ぶ　

ろ
う

し
ょ 

た
い

な
ま
ず

「
梧
竹
さ
ん
」

―
没
後
１
０
０
年
が
近
づ
い
た―
特
集

お
う　

ぎ　

 

し

か
い  

し
ょ   

こ  

か
ん

な
か 

ば
や
し 

ひ
で  

と
し

ち
ょ
う
ほ
う 

ひ
つ

ち
ょ
う
た
ん  

ぽ
う 

ひ
つ

よ　
げ
ん  

び

か　
し

ぶ
た  

え

そ
え 

じ
ま 

た
ね 

お
み

じ
ゅ
う
し
ち
じ
ょ
う

ち
ん 

こ
く  

の  

や
ま

し
ろ  

は

い　
 

せ  

こ
う

た
か 

と
り 

こ
れ

よ
し

し
ゅ
う
し
ん   

こ   

き   

め
い

は
る 

い
り  

お
う
し
ょ
う 

が
つ

こ
う
と
ん
こ
う
か
い
に
で
る

◎
年
齢
は
数
え
年
で
表
記
し
て
い
ま
す
。
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。
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、
私
も
そ
ん
な
梧
竹
を
愛
す
る
一
人
で
、
今

後
も
梧
竹
の
魅
力
や
生
き
様
を

伝
え
て
行
き
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

　
小
城
市
出
身
の
書
家
で『
書
聖
』
と
称
さ
れ
る
中
林
梧
竹
。「
梧
竹
さ
ん
」

と
気
さ
く
に
呼
ば
れ
、
身
近
な
存
在
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
梧
竹
特
集
の
第
１
弾
と
し
て
中
林
梧
竹
の
人
生
、
人
柄
、
書
の

魅
力
に
迫
り
ま
す
。

て
ん 

や
ま　

ぐ
ち　

さ
ぶ　

ろ
う

し
ょ 

た
い

な
ま
ず

「
梧
竹
さ
ん
」

―

没
後
１
０
０
年
が
近
づ
い
た―

特
集

お
う　

ぎ　
 

し

か
い  

し
ょ   

こ  

か
ん

な
か 

ば
や
し 

ひ
で  

と
し

ち
ょ
う
ほ
う 

ひ
つ

ち
ょ
う
た
ん  

ぽ
う 

ひ
つ

よ　
げ
ん  

び

か　
し

ぶ
た  

え

そ
え 

じ
ま 

た
ね 

お
み

じ
ゅ
う
し
ち
じ
ょ
う

ち
ん 

こ
く  

の  

や
ま

し
ろ  

は

い　

 

せ  

こ
う

た
か 

と
り 

こ
れ

よ
し

し
ゅ
う
し
ん   

こ   

き   

め
い

は
る 

い
り  

お
う
し
ょ
う 

が
つ

こ
う
と
ん
こ
う
か
い
に
で
る

◎
年
齢
は
数
え
年
で
表
記
し
て
い
ま
す
。
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書
聖
・
中
林
梧
竹
の
魅
力
と
は

−
自
分
の
ス
タ
イ
ル
を
貫
く

−
江
里
口
市
長：梧
竹
さ
ん
は
中
国
で
勉
強
し
、

そ
こ
か
ら
自
分
の
ス
タ
イ
ル
を
作
っ
て
、
貫

き
通
し
ま
し
た
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
梧
竹

さ
ん
の
人
間
的
な
魅
力
を
感
じ
ま
す
ね
。
ま

た
梧
竹
の
書
は
、
難
し
い
部
分
も
あ
り
、
な

か
な
か
我
々
も
読
め
な
い
部
分
も
あ
り
ま

す
。
た
だ
、
上
手
下
手
と
い
う
よ
り
、『
気
』

み
た
い
な
も
の
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
に
感

じ
ま
す
ね
。

−

変
幻
自
在
な
書

−

古
川
知
事
：
梧
竹
さ
ん
の
書
を
一
言
で
言
う

と
、『
世
界
の
広
さ
』『
変
幻
自
在
ぶ
り
』
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
普
通
、
書
家
は
あ
る
程

度
の
書
風
を
確
立
し
、
そ
れ
を
突
き
詰
め
て

行
く
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
梧
竹
さ
ん
の

場
合
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
書
が
残
さ
れ
て
い
ま

す
。
最
初
は
中
国
の
書
に
学
び
、
そ
れ
を
突

き
詰
め
て
行
く
な
か
で
、
日
本
の
書
に
目
覚

め
、
そ
れ
を
さ
ら
に
追
求
す
る
。
終
始
学
ぶ

こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
梧
竹
さ
ん
ら
し
さ
、

ま
た
一
方
で
、
梧
竹
は
わ
か
り
に
く
い
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
幅
の
広
さ
が
梧
竹

さ
ん
そ
の
も
の
の
魅
力
だ
と
思
い
ま
す
。

−

梧
竹
さ
ん
の
行
動
力

−

中
尾
社
長
：
知
事
が
言
わ
れ
た
『
世
界
の
広

さ
』
は
『
活
動
範
囲
の
広
さ
』
に
も
当
て
は

ま
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
当
時
（
幕

末
の
時
代
）
渡
航
が
難
し
か
っ
た
清
国
（
中

国
）
に
２
度
も
渡
り
、
ま
た
、
北
海
道
を
始

め
、
全
国
各
地
を
訪
ね
、
か
な
り
の
高
齢
に

な
っ
て
か
ら
富
士
登
山
を
す
る
と
い
う
行
動

力
に
驚
か
さ
れ
ま
す
。

中
林
梧
竹
の
書
の
ど
こ
に
魅
力
を
感
じ
る
か

−

錬れ
ん

心し
ん

の
書

−

江
里
口
市
長
：
今
は
も
う
亡
く
な
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
徳
島
県
に
日ひ

野の

俊と
し

顕あ
き

先
生
と
い
う

梧
竹
研
究
家
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
て
、
梧

竹
の
書
に
対
し
て
「
錬
心
」
と
い
う
言
葉
を

よ
く
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。「
書
は
き
れ
い

に
書
こ
う
と
思
え
ば
書
け
る
。
パ
ソ
コ
ン
で

も
書
け
る
し
、
書
道
体
で
も
き
れ
い
な
字
は

書
け
る
が
、
梧
竹
の
書
と
い
う
も
の
は
そ
う

で
は
な
く
、気
や
大
き
さ
、迫
力
、そ
う
い
っ

た
も
の
が
浮
き
出
て
く
る
、
ま
た
、
伝
わ
っ

て
く
る
書
だ
よ
ね
。」
と
。
そ
う
い
っ
た
意

味
で
も
、
我
々
に
大
き
さ
と
か
強
さ
と
か
、

梧
竹
さ
ん
の
人
間
的
な
内
面
の
部
分
、
気
持

■

■

・古川康（佐賀県知事）：書をはじめとす
る地域文化の継承発展に力を入れている。

・中尾清一郎（佐賀新聞社社長）：書道展を
毎年開催し書の普及・発展に尽力されている。

梧
竹
さ
ん
の
人
柄
や
生
涯
変
化
し
続
け
た
作
品
の
魅
力
、
そ
の
偉
業
を
よ
く
知
る
3
名

が
梧
竹
の
大
作
「
大や

ま
と和

真し
ん

富ふ

貴き

」
の
前
で
語
り
合
い
ま
し
た
。
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ち
の
部
分
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
感
じ
が

す
る
、
そ
れ
が
梧
竹
の
書
の
魅
力
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。

−

梧
竹
の
人
柄
に
通
じ
る
書
の
魅
力

−

古
川
知
事
：
梧
竹
の
書
の
魅
力
は
梧
竹
さ
ん

と
い
う
人
の
魅
力
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き

な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
梧
竹
さ
ん
が
初
め

て
中
国
へ
渡
っ
た
の
は
50
代
。
当
時
の
平
均

寿
命
が
そ
の
く
ら
い
の
時
に
、
海
外
へ
渡
航

し
、
新
し
い
も
の
に
触
れ
て
い
く
わ
け
で
す

ね
。
国
際
化
や
生
涯
学
習
と
い
う
と
、
最
近

の
行
政
課
題
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
地
で

行
っ
て
い
た
の
が
、
梧
竹
さ
ん
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
梧
竹
の
魅

力
は
一
つ
に
作
品
数
の
多
さ
で
す
ね
。
い
ろ

ん
な
作
風
が
あ
り
、
「
梧
竹
の
書
は
こ
う
な

ん
だ
よ
ね
。」
と
一
言
で
ま
と
め
て
言
え
な

い
の
が
、
梧
竹
の
魅
力
と
い
え
る
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

−

愛
さ
れ
続
け
て
き
た
梧
竹
作
品

−

中
尾
社
長
： 
１
０
０
年
前
の
人
の
作
品
が

こ
ん
な
に
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
い

か
に
た
く
さ
ん
書
い
た
か
。
ま
た
、
こ
の
時

代
の
人
が
梧
竹
の
書
を
評
価
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
世
の
中
に
は
書
家
に

限
ら
ず
、
芸
術
家
と
し
て
生
き
て
い
る
間
は

評
価
さ
れ
ず
に
寡
作
に
終
わ
っ
た
人
た
ち
も

い
ま
す
が
、
存
命
中
か
ら
、
そ
し
て
、
数
百

年
後
に
ま
で
作
品
が
残
る
と
い
う
の
は
、
愛

さ
れ
続
け
た
と
い
う
こ
と
、
そ
こ
に
普
遍
性

が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
私
た
ち
は
あ
る

意
味
安
心
し
て
梧
竹
の
書
を
良
い
も
の
と
し

て
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
ね
。
書
の
鑑
賞

を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
た
、
佐
賀
に
も

こ
ん
な
に
著
名
な
多
く
の
人
に
愛
さ
れ
た
書

家
が
い
る
と
い
う
点
で
も
梧
竹
の
書
を
愛
眼

す
る
、
楽
し
む
こ
と
は
、
と
て
も
大
事
な
こ

と
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

佐
賀
が
生
ん
だ
書
の
巨
人
・
中
林
梧
竹

−

副そ
え

島じ
ま

種た
ね

臣お
み

と
の
縁

−

古
川
知
事
：
梧
竹
は
中
国
の
人
と
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
の
に
ど
う
や
っ
て
い
た

ん
で
し
ょ
う
か
。

中
尾
社
長
：
筆
談
で
し
ょ
う
。
ま
だ
清
朝
と

明
治
維
新
政
府
が
あ
ま
り
交
流
の
な
か
っ
た

時
代
に
、
清
国
に
渡
り
、
清
朝
の
大
官
と
や

り
取
り
す
る
わ
け
で
す
が
、
ま
ず
、
詩
文
や

書
で
筆
談
す
る
わ
け
で
す
ね
。
梧
竹
さ
ん
も

筆
談
で
あ
ま
り
に
字
が
う
ま
い
の
で
、
清
国

の
人
た
ち
が
驚
い
て
、
む
し
ろ
向
こ
う
か
ら

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
っ
て
き
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
。

江
里
口
市
長
：
梧
竹
さ
ん
が
中
国
に
行
く

き
っ
か
け
や
中
国
へ
渡
っ
た
後
の
こ
と
で
す

が
、
副
島
種
臣
の
支
援
と
か
あ
っ
た
ん
で

し
ょ
う
か
。

中
尾
社
長
：
こ
の
梧
竹
記
念
館
の
資
料
に
出

て
い
ま
す
が
、
ま
ず
、
梧
竹
の
能
書
を
見
出

し
た
の
は
当
時
、
長
崎
に
い
た
清
国
の
貿
易

商
人
で
す
。
貿
易
商
人
が
外
交
官
で
あ
る
清

国
領
事
に
日
本
人
に
も
こ
ん
な
に
す
ご
い
書

を
書
く
人
が
い
る
ん
だ
よ
、
と
梧
竹
を
紹
介

し
た
の
が
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。
ま
た
、
梧
竹
さ
ん
が
東
京
で
お
世
話

に
な
っ
た
銀
座
の
伊
勢
幸
に
紹
介
し
た
の
は
、

そ
れ
こ
そ
、副
島
種
臣
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

中
林
梧
竹
の
中
で
好
き
な
作
品
は

−

富
士
山
頂
の
『
鎮ち

ん

國こ
く

之の

山や
ま

』
の
銅
碑

−

江
里
口
市
長
：
私
は
『
鎮
國
之
山
』
と
い
う

書
で
す
。
こ
れ
は
富
士
山
の
頂
上
に
銅
碑
と

し
て
残
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
日
本
一
の
山

に
梧
竹
さ
ん
の
銅
碑
が
あ
る
と
い
う
の
は
、

梧
竹
さ
ん
が
日
本
一
の
書
家
で
あ
る
の
で
は

な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
意
味

と
い
う
の
は
、
知
事
が
言
わ
れ
た
よ
う
に
、

梧
竹
さ
ん
が
書
の
勉
強
を
し
て
、
体
験
を
し

て
い
っ
た
中
で
、
我
が
郷
里
日
本
を
考
え
た

時
に『
鎮
國
之
山
』と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ

■
■

・江里口秀次（小城市長）：書聖・中林梧竹没
後100年記念事業実行委員会委員長。
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て
、
そ
れ
を
富
士
山
の
頂
上
に
掲
げ
た
の
か

な
と
い
う
ロ
マ
ン
的
な
も
の
を
人
間
梧
竹
に

感
じ
る
ん
で
す
ね
。そ
う
い
っ
た
意
味
で
も
、

こ
の
文
字
は
印
象
に
残
っ
て
お
り
、
好
き
な

言
葉
で
も
あ
り
ま
す
。

−

楷
書
の
名
品
『
天あ

ま

照て
ら
す

皇お
お
み
の
か
み

太
神
』

−

古
川
知
事
：
私
の
一
番
好
き
な
作
品
は
、『
天

照
皇
太
神
』
と
書
か
れ
た
楷
書
の
作
品
。
何

度
見
て
も
素
晴
ら
し
い
作
品
だ
と
思
い
ま

す
。
見
れ
ば
見
る
程
、
あ
の
字
を
あ
れ
以
上

に
誠
実
に
き
ち
ん
と
書
く
こ
と
は
出
来
る
の

だ
ろ
う
か
と
思
う
く
ら
い
、
素
晴
ら
し
い
字

だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
に
も
『
江こ

う

風ふ
う

山さ
ん

月げ
つ

』
の
よ
う
に
、
象
形
的
な
も
の
も
含
め
た

形
で
書
い
て
あ
る
も
の
も
面
白
い
な
と
思
い

ま
す
し
、
『
登と

岳が
く

陽よ
う

楼ろ
う

』
の
よ
う
な
、
堂
々

と
し
た
作
品
も
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

−
六
朝
風
の
の
び
や
か
な
作
品

−
中
尾
社
長
：
今
回
、
梧
竹
の
こ
と
を
お
話
す

る
に
あ
た
っ
て
、
少
し
調
べ
た
と
こ
ろ
、
六り

く

朝ち
ょ
う

書し
ょ

へ
の
開
眼
と
い
う
の
が
梧
竹
の
転
機
に

な
っ
た
と
い
う
の
を
見
て
、
梧
竹
記
念
館
の

書
を
前
に
今
、こ
の
よ
う
に
お
話
し
な
が
ら
、

の
び
や
か
で
、
い
い
字
だ
な
と
、
と
い
う
気

持
ち
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
書
は
人
な
り
、

あ
る
い
は
、
文
字
は
時
代
を
映
す
と
い
う
こ

と
で
、
聞
い
て
お
り
ま
す
が
、
何
と
書
い
て

あ
る
か
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
分
か
ら
な

い
な
り
に
大
変
に
結
構
な
も
の
だ
と
拝
見
し

て
お
り
ま
す
。
六
朝
書
へ
の
興
味
が
生
ま
れ

ま
し
た
。

「書聖・中林梧竹没後100年記念事業　特別展」

◆ 期　間：平成24年12月15日（土）～平成25年1月20日（日）（３館で同時開催）
◆ テーマ・会場・展示内容：　
　・  「人間梧竹の原点」　　　【中林梧竹記念館（桜城館内）】　中林梧竹の人柄に触れる作品・遺品100点
　・  「至極の屏風展」　　　　【小城公民館】　　　　　　　　畳敷きの空間で味わう屏風の大作13点
　・  「今に生きる錬心の書」 【佐賀県立美術館】　　　　 　各年代の代表作を60点
◆ 入場券：1,000円（３館を見学できます）

※詳細は開催間近の広報「さくら」12月５日号「梧竹さん」第２弾でお伝えします。

※特別展に向けさまざまなイベントを企画しています。広報「さくら」（毎月20日号）の「梧竹記念館だより」をご覧ください。

【問合せ・申込み】小城市立中林梧竹記念館　☎71-1132

≪講演会≫ ◆定員：先着60人（当日受付）　◆参加費：200円　◆場所：歴史資料館（桜城館内）
「梧竹書のどこに魅かれるか」　１月21日（土）　14時～15時30分
「わが家の梧竹再発見報告会」　２月18日（土）　14時～15時30分

≪史跡探訪会 ～梧竹ゆかりの地を訪ねます～≫ ◆定員：各コース35人（要予約）
「多久・武雄・嬉野コース」　２月23日（木）10時～16時　《参加費》1,000円程度（当日徴収）
「小城市内コース」　　　　３月10日（土）13時～16時　《参加費》200円（当日徴収）

〜
も
っ
と
梧
竹
さ
ん
に

　近
づ
い
て
み
ま
せ
ん
か
〜

プ
レ
イ
ベ
ン
ト

▶
徳
島
県
立
文
学
書
道
館
蔵
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春
て
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梧
竹
の
書
に
「
金き

ん

烏う

昇の
ぼ
る

」
と
い
う
作
品
が
あ

り
ま
す
。
黄
金
色
の
烏
が
空
に
昇
っ
て
い
く
と

い
う
お
正
月
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
、
も
と
も

と
の
作
品
は
金
色
の
扇
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

い
か
に
も
め
で
た
い
風
情
が
な
ん
と
も
い
え

ず
う
れ
し
く
、
そ
の
「
昇
」
の
字
を
い
た
だ
い

て
書
い
て
み
ま
し
た
。

　

書
を
書
く
の
に
、
先
人
の
偉
大
な
書
の
マ
ネ

を
す
る
と
い
う
の
は
広
く
行
わ
れ
て
い
る
練
習

法
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
昇
」
と
い
う
字
を

書
い
て
い
る
と
、
こ
の
字
が
書
か
れ
た
時
代
に

飛
ん
で
い
っ
て
梧
竹
先
生
と
お
話
し
を
し
て
い

る
よ
う
な
気
に
な
り
ま
し
た
。 

　

こ
の
「
昇
」
に
は
も
う
ひ
と
つ
の
意
味
も
込

め
て
い
ま
す
。
サ
ガ
ン
鳥
栖
の
J
１
「
昇
」
格

で
す
。
皆
様
の
お
か
げ
で
サ
ガ
ン
鳥
栖
が
J
１

に
昇
格
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
今
年
の
ベ

ス
ト
ア
メ
ニ
テ
ィ
ス
タ
ジ
ア
ム
に
は
、
い
ま
ま

で
テ
レ
ビ
で
見
て
い
た
あ
の
チ
ー
ム
、
あ
の
選

手
た
ち
が
や
っ

て
き
ま
す
。

　

ぜ
ひ
と
も
足

を
運
ん
で
サ
ガ

ン
鳥
栖
を
応
援

し
ま
し
ょ
う
。

　

今
回
の
鼎
談
は
、
梧
竹
の
傑
作
に
囲
ま
れ
て

の
心
地
良
い
語
ら
い
で
し
た
。

　

私
は
梧
竹
の
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
新
年
の

寒
さ
で
気
持
ち
が
改
ま
る
詩
歌
を
選
び
下
手
を

承
知
で
書
き
ま
し
た
。

　

「
香こ

う
ろ
ほ
う
の
ゆ
き
を
す
だ
れ
を
か
か
げ
て
み
る

炉
峰
雪
撥
簾
看
」
は
唐
の
詩
人
・
白は

っ

居き
ょ

易い

（
白
楽
天
）
の
七
言
律
詩
の
一
句
で
す
。
白

居
易
は
平
安
時
代
か
ら
「
白
氏
文
集
」
と
し
て

多
く
の
貴
族
や
文
人
に
親
し
ま
れ
、
清
少
納
言

の
枕
草
紙
に
も
、
「
少
納
言
よ
、
香
炉
峰
の
雪

は
い
か
な
ら
む
と
仰
せ
ら
る
れ
ば
御み

格ご
う

子し

上
げ

さ
せ
て
御み

簾す

を
高
く
上
げ
た
れ
ば
、
笑
わ
せ
給

う
」
と
中
宮
定て

い

子し

（
及
び
自
分
）
の
教
養
高
さ

を
表
す
一
場
面
で
有
名
で
す
。
寒
く
晴
れ
た

朝
、
簾す

だ
れ

を
跳
ね
上
げ
て
見
る
雪
を
頂
い
た
香
炉

峰
の
美
し
さ
が
眼
前
に
迫
る
よ
う
な
清
々
し
さ

で
す
。
梧
竹
さ
ん
は
自
ら
の
道
を
究
め
る
た
め

多
く
の
困
難
を
お
し
て
混
乱
期
の
中
国
を
旅
し

ま
し
た
。
芸
術
の
持
つ
癒
し
の
力
を
今
ほ
ど
日

本
人
が
必
要
と

し
て
い
る
時
代

は
あ
り
ま
せ
ん
。

今
年
の
一
文
字

鼎て
い

談だ
ん

に
寄
せ
て

佐
賀
県
知
事　

古
川
康

佐
賀
新
聞
社
社
長　

中
尾
清
一
郎

　

小
城
市
の
皆
さ
ま
も
、
心
新
た
に
新
年
を
迎

え
ら
れ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
特
に
、
昨
年
は

東
日
本
大
震
災
、
津
波
、
原
発
問
題
で
多
く
の

皆
さ
ま
が
こ
の
災
害
に
心
を
痛
め
、
ま
た
、
東

日
本
の
復
旧
・
復
興
に
対
し
て
、
“
何
か
自
分

に
も
で
き
る
こ
と
が
な
い
か
”
と
、
い
ろ
ん
な

形
で
支
援
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
逆
に
こ
の

震
災
を
通
し
て
、
日
本
の
国
の
す
ば
ら
し
さ
を

改
め
て
認
識
し
、感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
経
済
的
に
も
円
高
、
不
況
で
大
変
な

経
済
状
況
で
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
昨

年
を
私
た
ち
は
し
っ
か
り
と
振
り
返
り
な
が

ら
、新
し
い
年
を
迎
え
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

　

小
城
市
は
合
併
し
、
８
年
目
を
迎
え
ま
す
。

本
庁
舎
へ
の
一
本
化
・
中
心
市
街
地
の
ま
ち
づ

く
り
な
ど
の
事
業
を
進
め
、
ま
た
、
中
林
梧
竹

翁
の
没
後
１
０
０
年
の
記
念
事
業
も
計
画
し
て

い
ま
す
。
皆
さ
ま
と
共
に
活
力
あ
る
充
実
し
た

地
域
づ
く
り
を
目
指
し
て
一
緒
に
取
り
組
ん
で

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
24
年
は
私
に
と
っ
て
年
男
で
も
あ
り
、

２
期
目
の
最
終
年
度
に
も
な
り
ま
す
。
合
併
し

て
よ
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
『
小
城
市
づ

く
り
・
ま
ち
づ
く
り
』
を
皆
さ
ま
と
共
に
取
り

組
む
た
め
に
、
本
年
も
引
き
続
き
「
語
る
会
」

を
開
催
し
ま
す
の
で
地
域
に
お
邪
魔
し
た
時
に

は
小
城
の
課
題
、
小
城
の
夢
を
一
緒
に
語
り
ま

し
ょ
う
。
本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

～
今
年
の
文
字
～

　

今
年
は
中
林
梧
竹
翁
が
「
書
」
一
筋
に
無
我

夢
中
で
生
き
て
こ
ら
れ
た
こ
と
。
そ
う
い
う
意

味
も
含
め
て
私
は
「
夢む

我が

夢む

忠ち
ゅ
う

」
と
書
か
せ
て

も
ら
い
ま
し
た
。

　

ま
ず
一
つ
め
は
、
自
分
自
身
「
我
」
の
人
生

に
し
っ
か
り
と
し
た
「
夢
」
を
持
ち
、
二
つ
め

は
、
真
心
「
忠
」
を
込
め
て
尽
く
す
こ
と
。
真

心
を
持
っ
て
仕
事
に
専
念
し
、
そ
の
真
心
を
込

め
た
仕
事
に
「
夢
」
を
持
っ
て
も
ら
い
た
い
と

い
う
意
味
で
す
。
そ
う
い
う
思
い
で
、
こ
の
文

字
を
書
き
ま
し
た
。

　

自
分
の
人
生
に
し
っ
か
り
と
し
た
夢
を
持

ち
、
気
持
ち
の
持
ち
方
次
第
で
そ
の
仕
事
が
お

も
し
ろ
く
、
ま
た
、
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
夢
を
持
ち
ま
し
ょ
う
！

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

小
城
市
長　

江
里
口
秀
次


