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以
前
の
わ
た
し
は
、
海
外
に
行
く
と
、

普
段
目
に
し
な
い
新
鮮
な
風
景
に
感
動
し

て
、
時
間
を
忘
れ
る
ほ
ど
夢
中
で
そ
れ
を

ス
ケ
ッ
チ
し
て
い
ま
し
た
が
、
見
慣
れ
た

佐
世
保
の
風
景
に
は
、
絵
を
描
き
た
い
と

い
う
気
持
ち
が
わ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

佐
世
保
の
風
景
画
を
描
き
始
め
る
き
っ

か
け
と
な
っ
た
の
は
、
市
外
か
ら
佐
世
保

を
訪
れ
た
友
人
に
「
佐
世
保
の
風
景
は
素

晴
ら
し
い
。
ど
こ
で
も
絵
に
な
る
」
と
言

わ
れ
た
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
、『
い
っ

た
い
ど
う
い
う
所
に
感
動
を
持
つ
の
だ
ろ

う
』
と
、
佐
世
保
の
ま
ち
を
あ
ら
た
め
て

見
る
よ
う
に
な
り
、
普
段
は
通
ら
な
い
道

を
通
っ
た
り
、
行
っ
た
こ
と
の
な
い
場
所

へ
入
っ
て
み
た
り
し
ま
し
た
。
す
る
と
、

佐
世
保
の
ま
ち
に
は
高
低
が
あ
っ
て
背
景

に
は
海
や
山
が
あ
り
、
大
都
会
の
平
面
的

な
構
図
と
は
違
い
、
非
常
に
面
白
い
構
図

が
あ
る
こ
と
に
気
付
き
ま
し
た
。

　

当
時
、
バ
イ
ク
に
乗
っ
て
い
た
わ
た
し

は
、
小
道
を
上
が
っ
た
り
、
小
さ
い
路
地

に
入
っ
た
り
と
、
車
で
は
入
れ
な
い
場
所

に
行
き
、
今
ま
で
と
は
違
う
九
十
九
島
や

佐
世
保
市
街
の
風
景
に
出
会
う
た
び
に
新

し
い
感
動
を
覚
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、
佐

世
保
に
い
る
人
が
そ
の
よ
う
な
景
色
に
感

動
し
な
い
の
は
も
っ
た
い
な
い
と
感
じ
た

の
で
す
。

　

家
族
は
常
日
ご
ろ
一
緒
に
い
る
と
そ
の

良
さ
や
愛
し
さ
に
気
付
か
な
い
こ
と
が
多

い
も
の
。
同
じ
よ
う
に
違
っ
た
視
点
や
角

度
、
少
し
離
れ
て
見
て
み
る
な
ど
、
何
か

の
き
っ
か
け
で
佐
世
保
の
ま
ち
の
良
さ
が

増
す
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

佐
世
保
の
風
景
を
多
く
の
人
に
知
っ
て

も
ら
い
た
い
と
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
風
景

画
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

在
住
の
教
え
子
か
ら
「
先
生
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
見
ま
し
た
」
と
手
紙
を
も
ら
い
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
世
界
中
の
人

に
見
て
も
ら
え
る
こ
と
を
実
感
し
ま
し
た
。

　

自
分
で
納
得
の
い
く
絵
に
は
ま
だ
達
す

る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
せ
ん
が
、
人
に
感

動
を
与
え
ら
れ
る
絵
を
こ
れ
か
ら
も
描
き

続
け
て
い
き
た
い
で
す
。

見慣れた風景の中に
　　新しい感動を覚える

 画家
　 馬  場  忍   さん

ば ば しのぶ

68歳。小島町在住。中学校・高校の美術科教師時代
から教職の合間に精力的に創作活動を行う。代表
的な作風は、ガラス絵を取り入れたアクラス画。
15年程前から佐世保の風景画を描き始め、作品を
ホームページや画集、国内外で開催の個展などで
発表し、幅広く佐世保の風景を紹介している。こ
とし7月には九十九島の風景画集「風薫る西海路」
を発刊予定。（http://park11.wakwak.com/̃artbaba/）

▲アトリエにある色付け前の風景画

�
『
白
い
雲
』（
7
月
発
刊
予
定
の
「
風
薫
る
西
海
路
」
か
ら
）

　

　

歴
史
に
対
す
る
好
奇
心
の
積
み
重
ね
で
、

振
り
返
る
と
、
広
報
紙
に
「
歴
史
散
歩
」

の
記
事
を
書
き
続
け
て　

年
が
た
っ
て
い

26

ま
し
た
。
歴
史
と
い
う
も
の
が
重
要
な
意

味
を
持
っ
て
わ
た
し
の
取
材
範
囲
に
入
っ

て
き
た
の
は
、
吉
井
町
の
福
井 
洞  
窟 
を
取

ど
う 
く
つ

材
し
た
新
聞
記
者
時
代
に
さ
か
の
ぼ
り
ま

す
。
わ
た
し
は
、
人
と
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
上
で
重
要
な「
言
葉
」

に
関
す
る
仕
事
を
し
た
い
と
思
い
、
そ
う

い
う
仕
事
を
し
て
き
ま
し
た
。
歴
史
散
歩

の
連
載
も
そ
の
一
つ
で
、
こ
れ
を
通
じ
て

市
民
の
皆
さ
ん
と
わ
た
し
が
結
び
付
い
て

い
る
こ
と
を
実
感
で
き
ま
す
。

　

歴
史
散
歩
の
素
材
は
、
自
分
の
足
で
探

し
ま
す
が
、
見
る
も
の
す
べ
て
が
歴
史
を

語
っ
て
お
り
、
素
材
と
な
る
も
の
は
尽
き

る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
取
材
は
地
元
の

人
に
話
を
聞
く
ほ
か
、
図
書
館
で
関
係
書

を
調
べ
る
な
ど
、
二
重
、
三
重
の
裏
付
け

調
査
が
必
要
で
、
調
べ
上
げ
る
の
に　
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年
か
か
っ
た
も
の
や
、
関
東
ま
で
足
を

15伸
ば
し
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
調
べ
て
い

る
う
ち
に
新
し
い
疑
問
が
出
て
く
る
な
ど
、

歴
史
を
調
べ
る
上
で
の
難
し
さ
も
あ
り
ま

す
が
、
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
で
思
わ
ぬ
発
見
を

し
た
り
、
こ
れ
は
面
白
い
と
い
う
も
の
を

見
つ
け
た
り
し
た
と
き
の�
と
き
め
き�

は
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、

こ
れ
ま
で
取
材
し
た
人
や
そ
の
と
き
の
状

況
は
一
つ
一
つ
鮮
明
に
覚
え
て
い
て
、
そ

れ
ら
の
出
会
い
は
わ
た
し
の
財
産
で
す
。

時
代
と
と
も
に
失
わ
れ
て
し
ま
う
史
跡
も

数
多
く
あ
り
ま
す
が
、
写
真
と
文
章
で
後

世
に
残
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

佐
世
保
は
、
明
治
時
代
、
新
し
い
も
の

を
自
分
で
み
つ
け
よ
う
と
意
欲
に
あ
ふ
れ

た
人
が
各
地
か
ら
寄
り
集
ま
っ
て
き
た
所

で
、
新
興
都
市
な
ら
で
は
の
開
か
れ
た
地

域
性
の
良
さ
が
あ
り
ま
す
。
わ
た
し
は
、

『
佐
世
保
大
好
き
人
間
』
で
、
佐
世
保
へ

の
愛
着
は
人
一
倍
あ
り
ま
す
。
歴
史
散
歩

を
通
し
て
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
佐
世
保
に

対
し
て
誇
り
を
持
ち
、
佐
世
保
へ
の
愛
着

を
強
め
て
も
ら
え
る
一
つ
の
き
っ
か
け
に

な
れ
ば
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。
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古きを調べて
　　新しきを知る

 郷土史家
　 筒  井   隆 義   さん

つつ い たか よし

69歳。野中町在住。旧長崎時事新聞社の記者を経
て、昭和43年に佐世保市職員に転身。広報係に籍
をおき市広報紙の発行業務などに携わる。市内の
史跡をエピソードとともに紹介する広報紙で人気
の「歴史散歩」を昭和55年から執筆。市役所退職
後も執筆を続け、平成16年12月までの内容をまと
めた「改訂増補版  させぼ歴史散歩」（平成17年3月
発行）が、ことし、第25回佐世保文学賞を受賞。

今月号の歴史散歩「 吉  居  野  次  平 旧宅」　
よし い の じ へい

について取材する筒井さん


