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「
南
山
先
生
」。
近
代
金
工
の
巨
匠
を
地
元
の
人
た
ち
は
親
し
み
を
込
め
て
こ
う
呼
び
ま

す
。
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
活
躍
し
た
三
原
市
出
身
の
彫
金
家 

清
水
南
山
。「
日
本
の
伝

統
的
金
工
の
真
髄
を
受
け
継
い
だ
最
後
の
彫
金
家
」と
称
さ
れ
る
偉
大
な
芸
術
家
で
す
。
そ

の
卓
越
し
た
技
巧
で
格
調
高
い
作
品
を
世
に
送
り
出
し
、
名
声
を
得
て
も
な
お
、
故
郷
と

の
つ
な
が
り
を
大
切
に
し
た
温
か
い
心
の
持
ち
主
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
市
は
、
南
山
の
孫
で
あ
る
田た

ば
た
よ
し
こ

畠
能
子
さ
ん
か
ら
、
作
品
や
ゆ
か
り
の
品
な
ど
計
１
，１
１
６
点

の
寄
贈
を
受
け
、
新
た
に
所
蔵
。
こ
れ
を
機
会
に
、
新
所
蔵
品
約
50
点
を
中
心
に
紹
介
す

る
特
別
展「
清
水
南
山
展
―
新
収
資
料
を
中
心
に
―
」を
開
催
し
ま
す
。
ぜ
ひ
会
場
に
お
越

し
い
た
だ
き
、
郷
土
の
誇
り
で
あ
り
、
日
本
を
代
表
す
る
彫
金
家
で
あ
る「
南
山
先
生
」の

素
晴
ら
し
さ
に
触
れ
て
く
だ
さ
い
。

清
水
南
山

│
三
原
が
生
ん
だ 

偉
大
な
彫
金
家
│

故
郷
と
と
も
に  

�▲�釣人図（左）、富士図（右）（三原市蔵）
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3 広報みはら 平成 30 年 5 月号

　
清
水
南
山
は
明
治
８
年
、
豊
田
郡
能
地
村

（
現
在
の
三
原
市
幸
崎
能
地
）に
生
ま
れ
ま
し

た
。
本
名
は
亀
蔵
。
幼
少
期
か
ら
絵
を
描
く

こ
と
が
好
き
で
し
た
。

　
明
治
24
年
、
広
島
県
初
の
特
選
生
と
し
て

東
京
美
術
学
校（
現
在
の
東
京
藝
術
大
学
）へ

入
学
。
た
が
ね
で
金
属
に
細
密
な
模
様
を
彫

刻
す
る
彫
金
を
専
攻
し
、
伝
統
技
法
の
習
得

に
励
み
、
卒
業
後
も
学
校
に
残
っ
て
技
術
の

研
さ
ん
を
重
ね
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
香
川
県
の
工
芸
学
校
で
教
師
と

な
り
ま
し
た
が
、
芸
術
追
求
へ
の
思
い
を
捨

て
切
れ
ず
、
辞
め
た
後
、
奈
良
県
の
法
隆
寺

で
古
美
術
の
研
究
に
打
ち
込
み
ま
し
た
。
修

行
を
終
え
た
南
山
は
大
正
５
年
、
妻
子
と
と

も
に
再
び
上
京
し
、
鋳
物
工
場
で
働
い
て
生

計
を
立
て
な
が
ら
、
彫
金
家
の
道
を
模
索
し

ま
し
た
。

　
転
機
と
な
っ
た
の
が
、
大
正
天
皇
へ
の
献

上
品
の
制
作
を
依
頼
さ
れ
た
こ
と
で
し
た
。

制
作
す
る
は
ず

だ
っ
た
彫
金
家

が
急
逝
し
た
た

め
、
急
き
ょ
、
抜

て
き
さ
れ
た
の

で
す
。

　

そ
の
と
き
制

作
し
た「
金き
ん
そ
う装

螺ら

鈿で
ん

御お
か
ざ
り飾

太た
ち
ご
し
ら
え

刀
拵
」

に
は
、こ
れ
ま
で

磨
い
て
き
た
技

術
が
い
か
ん
な

く
注
ぎ
込
ま
れ
、

後
に「
大
正
時
代

を
代
表
す
る
装

剣
金
具
」と
評
さ

れ
る
ほ
ど
の
仕
上
が
り
と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
功
績
が
評
価
さ
れ
た
南
山
は
、
大
正

８
年
に
東
京
美
術
学
校
教
授
に
迎
え
ら
れ
ま

し
た
。
昭
和
９
年
に
は
当
時
の
美
術
家
に
と

っ
て
最
高
の
栄
誉
と
さ
れ
た
帝
室
技
芸
員
に

任
命
さ
れ
、
日
本
彫
金
会
会
長
、
帝
国
美
術

院
会
員
な
ど
を
歴
任
。
名
実
と
も
に
彫
金
界

の
頂
点
に
上
り
詰
め
ま
し
た
。

　
熱
心
に
学
生
た
ち
を
指
導
し
な
が
ら
も
意

欲
的
に
創
作
を
続
け
、
帝
展
や
日
展
な
ど
の

展
覧
会
に
出
品
。
伝
統
的
な
金
工
技
法
を
用

い
た
格
調
高
い
作
品
は
高
く
評
価
さ
れ
、「
梅ば
い

花か
も
ん
い
ん
び
つ

文
印
櫃
」な
ど
の
代
表
作
を
残
し
ま
し
た
。

　
昭
和
14
年
に
幸
崎
小
学
校
、
昭
和
22
年
に

幸
崎
中
学
校
の
校
章
を
創
案
す
る
な
ど
、
名

声
を
得
て
も
な
お
、
故
郷
と
そ
こ
に
住
む
人

々
を
大
切
に
し
続
け
ま
し
た
。

　
太
平
洋
戦
争
が
終
結
す
る
１
カ
月
前
、
東

京
美
術
学
校
を
退
官
し
て
故
郷
に
疎
開
し
、そ

こ
で
終
戦
を
迎
え
ま
し
た
。
戦
後
、物
資
が
乏

し
く
、
材
料
や
工
具
な
ど
が
思
う
よ
う
に
手
に

入
ら
な
い
中
で
も
、創
作
活
動
を
続
け
ま
し
た
。

　
昭
和
23
年
、
結
核
性
腹
膜
炎
を
患
っ
て
病

床
に
伏
し
、
12
月
7
日
に
東
京
の
自
宅
で
亡

く
な
り
ま
し
た
。
享
年
73
歳
で
し
た
。

　
南
山
は
、
日
本
画
の
大
家
で
あ
る
平
山
郁

夫
の
祖
母
の
兄
で
あ
り
、
平
山
郁
夫
が
少
年

時
代
に
画
家
に
な
る
こ
と
を
勧
め
た
人
で
も

あ
り
ま
す
。

　
現
在
、
市
内
で
は「
彫
金 

東
海
旭
日
文
香

爐（
三
原
市
蔵
）」な
ど
作
品
７
点
と
清
水
南

山
遺
品（
郷
土
と
南
山
先
生
を
語
る
会
蔵
）が

市
重
要
文
化
財
、
清
水
南
山
生
誕
の
地
が
市

史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

参
考
文
献
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彫
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日
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郷

� ▲市が新たに所蔵した「雲文香炉」

� ▲金荘螺鈿御飾太刀之図（広島県立美術館蔵）

� ▲清水南山生誕の地（幸崎能地七丁目）
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 ▲ 南山や郷土の文化について語り合う
南山会の皆さん

 ▲ 南山の生涯を分かりやすくまとめた
「ものがたり清水南山（上・下）」

 

▶ 

南
山
会
の
皆
さ
ん
が
活
動
の
拠
点
に
し
て
い
る

南
山
資
料
館(

国
登
録
有
形
文
化
財)

郷
土
と
南
山
先
生
を
語
る
会

　
　
会
長
　
阪さ
か
た
み
つ
あ
き

田
光
昭
さ
ん

▲ 南山の生涯を分かりやすくまとめた

　
清
水
南
山
の
功
績
や
そ
の
精
神

を
語
り
継
い
で
い
る
人
た
ち
が
い
ま

す
。
南
山
の
地
元
、幸
崎
能
地
を
中

心
に
活
動
す
る「
郷
土
と
南
山
先
生

を
語
る
会
」、
通
称「
南
山
会
」の
皆

さ
ん
で
す
。
南
山
会
は
昭
和
56
年
、

当
時
、幸
崎
中
学
校
の
校
長
だ
っ
た

小
林
徳
蔵
さ
ん
が
中
心
と
な
り
地
元

の
有
志
で
結
成
さ
れ
ま
し
た
。

　
幸
崎
能
地
に
生
ま
れ
、当
時
の
美

術
界
で
は
最
高
の
栄
誉
と
い
わ
れ
た

帝
室
技
芸
員
に
ま
で
な
っ
た
南
山
。

「
郷
土
に
こ
ん
な
立
派
な
人
が
い
る
の
だ
か

ら
、功
績
を
顕け
ん
し
ょ
う彰し
、語
り
継
い
で
い
こ
う
」

と
、
会
員
の
皆
さ
ん
は
南
山
に
つ
い
て
の
資

料
を
集
め
て
、
研
究
を
始
め
ま
し
た
。

　
「
努
力
家
で
、粘
り
強
く
逆
境
を
乗
り
越
え

た
人
。
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
そ
の
人
柄
に
ひ

か
れ
て
い
っ
た
」と
会
員
の
皆
さ
ん
。研
究
成

果
を
ま
と
め
た
書
物
を
発
行
し
、
講
演
や
展

示
会
を
開
く
な
ど
、
埋
も
れ
て
い
た
南
山
の

功
績
を
発
信
し
て
い
き
ま
し
た
。

　
南
山
の
生
涯
を
分
か
り
や
す
く
ま
と
め
た

副
読
本
を
作
成
し
、幸
崎
小･

中
学
校
に
寄
贈

し
ま
し
た
。
学
校
か
ら
の
依
頼
が
あ
れ
ば
、

授
業
で
話
を
す
る
な
ど
、
子
ど
も
た
ち
へ
南

山
の
こ
と
や
郷
土
の
文
化
を
伝
え
る
活
動
に

も
力
を
入
れ
て
き
ま
し
た
。

　
毎
年
３
月
に
開
催
さ
れ
る「
能
地
春
祭
り
」

で
は
、
活
動
の
拠
点
と
な
っ
て
い
る
南
山
資

料
館
で
、
南
山
の
作
品
と
と
も
に
幸
崎
の
子

ど
も
た
ち
の
作
品
も
展
示
し
て
い
ま
す
。

　
結
成
か
ら
今
年
で
37
年
。「
南
山
先
生
は
幸

崎
の
誇
り
。
功
績
や
地
元
の
文
化
を
こ
れ
か

ら
も
継
承
し
て
い
き
た
い
」と
活
動
を
続
け
て

い
ま
す
。

郷
土
の
文
化
と
南
山
先
生
を
語
り
継
ぐ

　
「
南
山
先
生
に
つ
い
て
の
研
究
が
き
っ

か
け
と
な
り
、
地
元
で
交
流
が
生
ま
れ

ま
し
た
。
作
品
の
素
晴
ら
し
さ
は
も
ち

ろ
ん
、
南
山
先
生
の
精
神
や
温
か
い
人

柄
も
知
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
」

特
集
　
故
郷
と
と
も
に 

清
水
南
山

　
　
　
│
三
原
が
生
ん
だ
偉
大
な
彫
金
家
│
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問問い合わせ先

　
「
三
つ
の
輪 

固
く
結
ん
で 

共
に
」。
幸
崎

中
学
校
の
校
歌
に
は
こ
ん
な
歌
詞
が
あ
り
ま

す
。
清
水
南
山
が
同
校
の
校
章
に
込
め
た
意

味
を
表
し
た
詞
で
す
。

　
故
郷
の
子
ど
も
た
ち
を
思
う
南
山
は
、
同

校
の
開
校
時
、
生
徒
た
ち
へ
の
思
い
を
込
め

て
校
章
を
デ
ザ
イ
ン
し
ま
し
た
。
そ
の
思
い

は
代
々
の
校
長
へ
受
け
継
が
れ
、
毎
年
の
入

学
式
と
卒
業
式
で
は
、
校
長
が
校
章
の
由
来

を
説
明
す
る
の
が
恒
例
と
な
っ
て
い
ま
す
。

校
内
に
は
南
山
の
写
真
や
生
徒
が
制
作
し
た

作
品
の
模
造
品
が
飾
ら
れ
る
な
ど
、
南
山
へ

の
思
い
が
あ
ち
こ
ち
に
息
づ
い
て
い
ま
す
。

　
昭
和
22
年
、
幸
崎
中
学
校
の
開
校
式
で

南
山
は
自
ら
創
案
し
た
校
章
を
披
露
し
、生

徒
の
前
で
校
章
の
意
味
を
こ
う
説
明
し
た

と
い
い
ま
す
。

　
「
３
つ
の
輪
に
は
３
つ
の
意
味
が
あ
る
。

１
つ
目
は
、
こ
の
中
学
校
に
入

学
す
る
３
つ
の
小
学
校
区
か

ら
集
ま
っ
た
生
徒
が
力
を
合
わ

せ
て
い
る
姿
を
表
し
て
い
る
。

　
２
つ
目
は
、３
つ
の
輪
が
知
、

徳
、
体
を
表
し
て
い
る
。
ひ
と
り

ひ
と
り
が
可
能
性
を
最
大
限
に
伸
ば
す
こ

と
を
め
ざ
し
、
知
、
徳
、
体
を
調
和
さ
せ
、

鍛
え
、こ
れ
ら
を
兼
ね
備
え
た
人
に
な
っ
て

欲
し
い
と
い
う
願
い
を
表
し
て
い
る
。

　
３
つ
目
は
、
３
つ
の
輪
が
赤
、
黄
、
緑

生
徒
た
ち
は

日
々
の
学
校

生
活
を
通
じ

て
、
自
然
と

「
南
山
先
生
」

へ
の
尊
敬
と

親
し
み
を
深

め
て
い
る
の

で
す
。

　
生
徒
会
が
中
心
と
な
っ
て
年
２
回
行
な
っ

て
い
る
地
域
の
清
掃
活
動
で
は
、
訪
れ
た
人

が
気
持
ち
よ
く
見
学
で
き
る
よ
う
に
と
、
生

家
の
跡
地
に
あ
る
南
山
碑
の
周
り
を
き
れ
い

に
し
て
い
ま
す
。

　
南
山
の
教
え
は
学
校
か
ら
生
徒
へ
、
そ
し

て
、
先
輩
か
ら
後
輩
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い

ま
す
。

の
原
色
に
塗
り
分
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、あ

ら
ゆ
る
色
が
こ
の
３
色
を
基
に
し
て
い
る

こ
と
を
意
味
し
、
基
本
を
大
切
に
す
る
と

い
う
生
き
方
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
と
い

う
戒
め
を
表
し
て
い
る
」。

　
南
山
は
、
校
章
に
郷
土
の
若
者
た
ち

が
、人
生
を
よ
り
良
く
生
き
て
い
く
た

め
の
教
訓
を
込
め
ま
し
た
。
そ
し
て
、

「
人
の
輪
を
大
切
に
す
る
」「
知
性
と

人
格
、体
力
を
兼
ね
備
え
た
人
と
な
る

努
力
を
す
る
」「
基
礎
や
基
本
を
大
事
に
す

る
」と
い
う
こ
れ
ら
の
教
え
は
、同
校
の
教
育

方
針
と
し
て
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　
南
山
の
思
い
の
こ
も
っ
た
校
章
は
今
日

も
、
生
徒
た
ち
の
成
長
を
見
守
っ
て
い
ま

す
。

　南山の孫である田畠能子さんから
寄贈を受けた作品やゆかりの品を中心
に、約50点を展示します。伝統的な金
工技法を用いた格調高い彫金作品や、
南山の人物像を知ることができる資料
などを、ぜひ会場でご覧ください。

 ▲ 清掃活動のようす

と 　き　５月24日（木）～６月10日
（日）９時～17時
と ころ　市民ギャラリー（ペアシテ
ィ三原西館２階）
内 　容　市が新たに収蔵した清水南
山の作品などの展示
入場料　無料
問文化課（☎0848・64・9234）

幸
崎
中
学
校
生
徒
会

　
　
岡お

か
だ田
季き

お桜
さ
ん（
右
）

　
　
小お

ば
た
ゆ
う
か

畠
優
香
さ
ん（
左
）

 ▲彫金　波
なみがしらおびどめ
頭帯留

　
「
自
分
た
ち
の
し
て
い
る
活

動
や
学
校
の
伝
統
を
後
輩
た

ち
に
も
引
き
継
い
で
い
き
た

い
で
す
」（
岡
田
さ
ん
）

　
「
南
山
先
生
の
話
は
、幸
崎

中
を
卒
業
し
た
父
か
ら
も
聞

き
ま
し
た
」（
小
畠
さ
ん
）

幸
崎
中
学
校
に
息
づ
く
南
山
先
生
の
教
え

校
章
に
込
め
ら
れ
た
故
郷
の
子
ど
も
た
ち
への
思
い

イ ン タ
ビ ュ ー

清水南山展
－新収資料を中心に－
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