
と
ぐるっ
肥
後
民
家
村

陶
芸
体
験（
要
予
約
）１
人
１
，２
０
０
円
か
ら

同
好
会
会
費　

月
２
，０
０
０
円（
材
料
代
別
途
）

営
業
日
　
木
曜
日
か
ら
日
曜
日

営
業
時
間　

午
前
９
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

問
い
合
わ
せ
先
　
０
９
０
・
５
９
４
５
・
５
０
６
５（
万
世
窯
）

　
　
　
　
　
　

 

０
９
６
８
・
８
６
・
２
２
６
９（
小
川
ま
で
）

陶芸工房 万世窯HIGO  MINKA  MURA

陶
芸
教
室
で
陶
芸
体
験

を
経
験
さ
れ
た
人
も

多
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
？

　
肥
後
民
家
村
に
も
陶
芸
の
楽
し

さ
を
手
軽
に
体
験
す
る
こ
と
の
で

き
る
陶
芸
工
房「
万
世
窯
」
が
あ

り
ま
す
。

　
こ
の
工
房
は
、陶
芸
同
好
会
の

人
た
ち
で
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

会
長
の
小
川
さ
ん
は
、定
年
を
機

に
、陶
芸
を
始
め
ら
れ
、や
が
て
十

年
が
経
ち
ま
す
。
小
川
さ
ん
に
お

話
を
伺
い
ま
し
た
。

　「
現
在
、同
好
会
の
会
員
数
は

十
六
人
で
す
。最
初
は
、五
人
程
度

で
し
た
か
ら
随
分
と
増
え
た
も
の

で
す
。
お
互
い
に
来
た
い
時
に
来

て
、教
え
た
り
、教
わ
っ
た
り
し
な

が
ら
、そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
伸
ば

す
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
万
世
窯

の
陶
器
に
は
、特
徴
の
な
い
こ
と
が

良
い
意
味
で
特
徴
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。会
員
の
数
だ
け
、陶
器
に
も

特
徴
が
あ
る
よ
う
な
も
の
で
す
」

と
、に
こ
や
か
に
話
さ
れ
ま
す
。

　「
体
験
を
さ
れ
る
人

も
増
え
て
き
ま
し
た
。

地
元
小
学
校
で
も
、ク

ラ
ブ
活
動
で
陶
芸
体
験

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、体
験
に
来
ら
れ

る
お
客
さ
ん
は
、町
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
て

来
ら
れ
る
人
が
多
い
よ

う
で
す
。」
と
、今
後
の

P 

R
活
動
に
参
考
に
な

る
お
話
も
聞
く
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　
こ
の
日
も
、た
く
さ
ん
の
会
員
の

人
た
ち
と
、体
験
を
さ
れ
る
お
客

さ
ん
た
ち
で
賑
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

特
に
毎
週
金
曜
日
は
、窯
入
れ
窯

出
し
の
日
と
あ
っ
て
、み
な
さ
ん
も

作
業
に
熱
が
入
り
ま
す
。

　「
民
家
村
は
自
然
が
い
っ
ぱ
い

で
す
。
そ
し
て
、そ
の
中
で
集
中

し
て
作
品
を
作
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
た
、体
験
に
来
ら
れ
た
お

客
さ
ん
と
会
話
を
楽
し
む
こ
と
が

で
き
る
の
も
楽
し
み
の
ひ
と
つ
で

す
。実
は
、同
好
会
の
会
員
に
男
性

が
少
な
い
の
で
、是
非
、町
内
の
男

性
の
人
に
加
入
し
て
い
た
だ
き
た

い
。」と
、話
す
小
川
さ
ん
。

　
作
品
は
、陶
芸
工
房
の
中
で
展

示
販
売
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
是

非
、ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、陶
土
に
初
め
て
触
れ
る

初
心
者
の
人
か
ら
、陶
芸
作
り
が

趣
味
の
愛
好
家
の
人
ま
で
陶
芸
に

興
味
を
お
持
ち
の
人
は
、陶
芸
同

好
会
へ
加
入
さ
れ
て
み
て
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
？

陶
芸
同
好
会　

会
長

小
川 

大
治
郎 

さ
ん
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熊
本
県
立
装
飾
古
墳
館
　
館
長
　
大  

田  

幸  

博

歴
史
調
査
の
楽
し
み
方

萩は

ぎ

わ

ら原
城

じ

ょ

う

跡あ

と

日ひ  　

平び
ら

城
跡
の
Ⅰ
郭
に
立
ち
ま
す
と
、

　

北
東
に
萩
原
城
跡
、北
西
に
小

し
ょ
う
た
い岱

　

山さ
ん

が
眼
前
に
迫
り
、西
方
に
は
、

有
明
海
が
広
が
り
、天
気
次
第
で
は
島
原
半
島

の
普ふ

げ
ん
だ
け

賢
岳
が
姿
を
現
し
ま
す
。そ
し
て
、何
よ

り
も
大
事
な
こ
と
は
、旧
菊
水
町
の
南
域
が
一

望
で
き
る
事
で
す
。先
月
号
で
は
、こ
の
山
頂
箇

所
を「
国く

に
み見

の
場ば

」と
表
現
し
ま
し
た
。城
主
の

小こ

も

り

た

森
田
氏
も
、こ
の
場
所
か
ら
領
地
を
眺
め
て
、

御
満
悦
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

今
回
は
、日
平
城
跡
と
同
じ
山
城
の
萩
原
城

跡
を
取
り
上
げ
ま
す
。両
城
跡
と
も
に
、円
錐
形

の
高
山
に
築
か
れ
て
お
り
、大
規
模
造
り
の
堀ほ

り
き
り切

に
城
造
り
の
共
通
点
が
あ
り
ま
す
。日
平
城
跡

を
解
明
す
る
上
で
参
考
と
な
る
山
城
で
す
。

　

萩
原
城
跡
の
麓
集
落（
城
下
町
）は
、萩
原
地

区
で
す
。集
落
は
、県
道
大
牟
田
・
植
木
線
の
脇
道

か
ら
、北
東
へ
４
０
０
m
進
ん
だ
所
に
あ
り
ま
す
。

南
西
側
以
外
の
三
方
を
、標
高
２
０
０
m
前
後
の

山
や
、丘
陵
に
囲
ま
れ
た
小
盆
地
で
、真
東
に
萩

原
城
跡
が
位
置
し
ま
す
。登
る
の
に
容
易
で
は
な

い
急
峻
な
山（
標
高
１
７
８
．６
m
）に
築
か
れ
た

山
城
で
す
。

　

麓
集
落
に
つ
い
て
は
、同
一
尾
根
筋
の
納な

っ
と
う
や
ま

豆
山

（
標
高
１
５
７
m
）下
の
諸も

の
い井

地
区
と
、尾
根
を
跨

い
だ
東
下
の
寺て

ら

め

の

米
野
地
区（
山
鹿
市
鹿
央
町
米

野
）に
も
拡
大
が
見
ら
れ
ま
す
。萩
原
城
跡
と
三

麓
集
落
の
関
係
は
、日
平
城
と
蜻へ

ぼ
う
ら浦

・
日
平
両
集

落
の
繋
が
り
と
同
じ
で
す
。

　

萩
原
地
区
に
は
、集
落
の
最
上
部
に
位
置
す

る「
お
花は

な
ば
た
け畑

」の
小
段
が
注
目
さ
れ
ま
す
。場
所

と
地
名
か
ら
し
て
、こ
の
区
画
が
城
主
の
館

や
か
た

跡
で

し
ょ
う
。東
縁
下
に
は
、平
成
２
年
ま
で「
水
汲
み

場
」も
残
っ
て
い
ま
し
た
。北
縁
の
坂
道
は
登
城

道
で
、山
腹
中
の「
梯は

し
ご
ざ
か

子
坂
」を
経
由
し
て
、山
頂

の
Ⅰ
郭
に
至
り
ま
す
。

　
『
元げ

ん
ろ
く
く
に
え
ず

禄
国
絵
図
』に
よ
る
と
、萩
原
本
村
は「
米

野
村
の
内
萩
原
村
」と
記
し
て
あ
り
ま
す
。こ
の

時
、萩
原
と
寺
米
野
は
一
つ
の
領
域
で
あ
っ
た
事

が
分
か
り
ま
す
。

　

縄
張
り
を
説
明
し
ま
す
。お
花
畑
の
登
城
口

か
ら
、急
峻
な
山
腹
を
喘
ぐ
よ
う
に
登
り
、緩
傾

斜
地
の
北
側
尾
根
筋
に
上
が
る
と
、程
な
く
し
て

Ⅰ
郭
の
山
頂
に
至
り
ま
す
。所
用
時
間
は
約
30

分
で
す
。北
側
尾
根
は
、大
方
が
自
然
地
形
の
ま

ま
で
、直
下
斜
面
の
小こ

だ
ん段

地
形
の
み
に
人
工
地
形

が
見
ら
れ
ま
す
。

　

一
方
で
、山
頂
か
ら
北
東
側
に
延
び
る
本
体
尾

根
筋
は
、直
線
的
に
下
り
ま
す
。こ
の
間
の
尾
根

筋
は
、段
差
と
３
本
の
堀
切
で
三
区
画
に
区
分

さ
れ
、山
腹
は
急
傾
斜
地
と
な
り
ま
す
。そ
の
た

め
、中
世
城
に
特
有
な
小
段
地
形
は
あ
り
ま
せ

ん
。堀
切
は
岩
盤
を
掘
り
窪
め
た
も
の
で
、大
規

模
工
事
の
痕
跡
が
伺
え
ま
す
。Ⅰ
郭
と
Ⅱ
郭
に

は
平
場
が
あ
り
ま
す
。

　

尾
根
や
山
腹
に
井
戸
は
無
く
、溜
め
置
き
水

に
頼
っ
て
い
ま
し
た
。北
側
麓
の
岩
清
水
の
場
か

ら
運
び
上
げ
、水み

ず
が
め甕

に
備
蓄
し
ま
し
た
。谷
間
は

「
水
汲
み
谷
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。兵
士
に
は
、

か
な
り
の
負
担
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

萩
原
本
村
と
寺
米
野
に
は
、城
に
係
わ
り
が

あ
る
と
さ
れ
る
３
枚
の
和わ

き
ょ
う鏡

が
伝
世
し
て
い
ま

す
。戦
国
時
代
の
様
式
が
感
じ
ら
れ
、萩
原
城
に

見
合
う
鏡
で
す
。

（
元
・
菊
水
町
史
編
纂
委
員
会
副
委
員
長
）▲萩原城跡周辺図

亀紐双鳥文鏡
（萩原本村）

亀紐双鶴梅花文鏡
（寺米野）

▲萩原城測量図

※寺米野にも城下町としての地名や（伝）城主墓が残っています。
※各図面は『鞠水町史』通史編から転載しました。

Ⅰ郭-1
Ⅱ郭-1

Ⅱ郭-2

Ⅲ郭 Ⅳ郭

堀切1

堀切3

堀切2土塁1

土塁2

Ⅰ郭
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