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坂本 繁 二郎像 多 々羅義雄 (1894～1968)

能 古 博 物 館 だ よ り

治

谷

回

達

能
古
島
生
ま
れ
の
洋
画
家
多
々
羅
義
雄

に
つ
い
て
福
岡
市
で
は
意
外
に
知
る
人
が

少
な
い
。　

一
つ
に
は
地
道
な
画
業
で
あ

っ

た
た
め
、
ま
た

一
つ
に
は
ず

っ
と
東
京
に

住
み
、

そ
の
上
、

画
家
と
し
て
の
盛
期
が

戦
中
戦
後
の
混
乱
期
と
重
な

っ
て
、

郷
土

福
岡
で
盛
大
に
画
業
を
披
露
す
る
機
会
が

乏
し
か

っ
た
た
め
だ
ろ
う
と
思
う
。

昭
和
四
十
三
年

（
一
九
六
八
）
十
二
月
、

多
々
羅
は
七
十
四
歳
で
亡
く
な

っ
た
。

そ

の
九
年
後
、

折
か
ら
建
設
準
備
中
の
福
岡

市
美
術
館
が
プ
レ
・
ミ

ュ
ー
ジ
ア
ム
事
業

と
し
て
、

生
涯
の
作
品
か
ら
六
十
余
点
を

選
び
、

渡
辺
通
り
の
秀
巧
社
ホ
ー
ル
で
遺

作
展
を
開
催
し
た
が
、

そ
れ
が
多
々
羅
の

郷
土
に
お
け
る
ほ
と
ん
ど
唯

一
の
大
規
模

な
展
観
と
な

っ
た
。

私
は
最
晩
年
の
多
々
羅
に

一
度
会

っ
た

こ
と
が
あ
る
。

昭
和
四
十

一
年
秋
、

旧
福

岡
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
前
に
あ

っ
た
新
天

町
画
廊
の
主
人
豊
原
が
案
内
し
て
西
日
本

新
聞
社
を
訪
問
さ
れ
た
。

私
は
当
時
、

同

社
文
化
部
に
勤
務
し
駆
け
出
し
の
美
術
記

者
で
そ
の
応
待
に
出
た
。

「
こ
れ
か
ら
八
女
の
坂
本
繁
二
郎
先
生

に
お
目
に
か
か
り
に
行
く
」
と
い
う
話
で

あ

っ
た
。

多
々
羅
は
既
に
太
平
洋
美
術
会

を
退
き
、

昭
和
二
十
七
年
に
自
ら
組
織
し

た
光
陽
会
の
会
長
で
あ
り
、

豊
原
は
そ
の

会
員
だ

っ
た
。

ま
た
豊
原
は
坂
本
繁
二
郎
を
囲
ん
で
月

に

一
回
開
か
れ
る
絵
の
批
評
会
の
新
人
会

の
熱
心
な
常
連
で
あ
り
、

坂
本
と
じ

っ
こ

ん
の
関
係
だ

っ
た
こ
と
か
ら
、

そ
の
伸
立

ち
で
多
々
羅
が
坂
本
に
会
う
こ
と
に
な

っ

た
の
だ
と
思
う
。

も

っ
と
も
多
々
羅
は
東
京
の
太
平
洋
美

術
研
究
所
に
お
い
て
坂
本
の
後
輩
に
当
た

り
、

そ
の
他
浅
か
ら
ぬ
縁
が
あ
る
の
で
、

そ
の
時
が
初
対
面
か
、

そ
れ
と
も
過
去
に

既
に
会

っ
て
い
て
久
し
ぶ
り
の
面
会
だ

っ

た
の
か
今
で
は
定
か
で
な
い
。

だ
が
画
歴
に
よ
る
と
、

坂
本
を
訪
間
の

後
、

坂
本
と
共
に
高
良
山
背
後
の
ケ
シ
ケ

シ
山
に
登

っ
て
青
木
繁
記
念
碑
を
訪
ね
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

両
画
家
が
大
い
に

意
気
投
合
し
、
と
り
わ
け
坂
本
の
方
が
心

弾
ん
で

「
ケ
シ
ケ
シ
山
に
行

っ
て
み
よ
う
」

と
い
う
こ
と
に
な

っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ

ス
マ
つ
。

こ
の
記
念
碑
は
戦
後
間
も
な
く
坂
本
が

画
商
の
久
我
五
千
男
と
協
力
し
て
築
き
、

青
木
の
著
名
な
遺
書
の

「
わ
が
遺
骨
は
ケ

シ
ケ
シ
山
の
頂
き
の
松
の
根
方
に
埋
め
て

ほ
し
い
」
と
い
う
悲
痛
な
願
い
に
応
え
た

も
の
で
あ
る
。

わ
が
国
は
筑
紫
の
国
や
白
日
別
母
い
ま

す
国
櫨
多
き
国

の
青
木
の
歌
が
坂
本
の
筆
で
全
文
平
が
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な
文
字
で
自
然
石
の
碑
に
彫
り
込
ま
れ
て

い
る
。

坂
本
と
多
々
羅
は
こ
の
碑
の
前
で

青
木
の
思
い
出
を
語
り
合

っ
て
尽
き
な
か
っ

た
に
違
い
な
い
。

時
は
秋
、

ケ
シ
ケ
シ
山

か
ら
見
渡
す
と
往
時
ほ
ど
多
く
は
な
い
に

せ
よ
筑
後
平
野
に
櫨
紅
葉
が
あ
ち
こ
ち
に

望
ま
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

多
々
羅
は
そ
の
二
年
後
、

坂
本
も
三
年

後
に
亡
く
な
る
。

両
画
家
も
人
生
の
深
秋

に
あ

っ
た
の
だ
。

話
は
元
に
一戻
る
が
、

多
々
羅
に
会

っ
て

私
も
青
木
繁
に
つ
い
て
熱
心
な
質
問
を
浴

び
せ
た
も
の
だ
。

そ
の
数
年
前
、

多
々
羅

が
西
日
本
新
聞
文
化
欄
に
寄
せ
た

「青
木

繁
の
こ
と
」
（昭
和
三
十
八
年
十
二
月
五
、

六
日
付
）
の
上
下
二
回
の
文
を
鮮
烈
に
覚

え
て
い
た
か
ら
だ
。

温
厚
な
老
画
家
は
に

こ
や
か
に
懐
し
げ
に
答
え
て
く
れ
た
の
を

今
も
あ
り
あ
り
と
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が

で
き
る
。

「青
木
繁
の
こ
と
」

は
明
治
四
十
三
年

全

九

一
〇
）
夏
、

佐
賀
県
小
城

で
の
思

い
出
が
書
か
れ
て
い
る
。

多
々
羅
は
十
六

歳
、

青
木
二
十
八
歳
。

そ
の
記
述
は
細
や

か
で
具
体
的
で
、

多
々
羅
が
い
か
に
青
木

に
接
し
た
記
憶
を
大
切
に
し
、

胸
中
に
反

復
し
て
抱
き
続
け
て
来
た
か
が
分
か
る
よ

う
で
あ
る
。

そ
の
夏
、

多
々
羅
少
年
は
小
城
中
学
の

絵
の
教
師
平
島
信
宅
に
滞
在
し
指
導
を
受

け
て
い
た
。

そ
こ
へ
平
島
を
頼

っ
て
放
浪

中
の
青
木
繁
が
や

っ
て
く
る
。

能
古
島
の
絵
好
き
の
少
年
が
な
ぜ
平
島

を
当
初
の
師
と
し
た
の
か
は
っ
き
り
し
な

い
。

平
島
は
福
岡
の
生
ま
れ
で
あ
り
、

何

か
の
縁
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。

平
島
は
小
山
正
太
郎
の
画
塾
不
同
舎
に

学
ん
で
お
り
、

そ
こ
で
青
木
と
知
り
合

っ

て
い
る
。

恐
ら
く
坂
本
と
は
も
っ
と
長
く
、

不
同
舎
が
太
平
洋
美
術
研
究
所
と
名
を
変

え
る
ま
で

一
緒
に
学
ん
だ
は
ず
で
あ
る
。

不
同
舎
か
ら
太
平
洋
美
術
研
究
所
を
通

じ
て
、

小
山
正
太
郎
は
も
は
や
老
境
で
ほ

と
ん
ど
指
導
せ
ず
、

実
際
の
先
生
は
そ
の

弟
子
の
中
村
不
折
、

満
谷
国
四
郎
で
あ

っ

た
と
坂
本
繁
二
郎
も

回
想
し
て
い
る
。

平

島
も
満
谷
に
師
事
し
、

や
が
て
多
々
羅
を
紹

介
し
太
平
洋
美
術
研

究
所
に
進
ま
せ
る
こ

と
に
な
る
。

満
谷
は

多
々
羅
の
生
涯
の
恩

師
と
な
る
が
、

青
木
、

坂
本
ら
に
と

っ
て
も

一
時
的
な
師
で
あ

っ

た
人
で
あ
る
。

「青
木
繁
の
こ
と
」

に
は
青
木
、

多
々
羅

の
接
し
た
い
ろ
い
ろ

の
で
き
ご
と
が
語
ら

れ
て
い
る
が
、

中
で

も
青
木
を
釣
り
の
名

人
と
書
い
て
い
る
。

ハ
ヤ
釣
り
の
巧
さ
に

目
を
見
張

っ
て
い
る
。

そ
し
て
青
木
に
は

小
流
れ
に
釣
を
流
し
て
手
を
束
ね
肥
前

の
国
は
小
城
に
釣
す
る

の
歌
が
あ
る
。

前
記
の
歌
も
含
め
、
こ

の
頃
多
く
の
歌
を
残
し
て
い
る
。

青
木
に

は
同
名

「義
雄
」
と
い
う
年
の
違
う
弟
が

い
て
、

そ
れ
だ
け
に
多
々
羅
を
弟
同
様
に

愛
し
た
と
思
わ
れ
、
こ
の

一
文
を
ほ
の
ぼ

の
と
し
た
も
の
に
さ
せ
て
い
る
。

今
読
み
返
し
て
強
く
感
ず
る
と
こ
ろ
を

二
、

三
挙
げ
て
み
る
と
―
―
。

第

一
は
多
々
羅
義
雄
の
描
写
の
巧
さ
楽

し
さ
で
あ
る
。

釣
り
、

魚
取
り
、

柿
取
り
、

ス
ケ

ッ
チ
、

山
里
の
旅
な
ど
諸
情
景
を
い

き
い
き
と
伝
え
る
。

多
々
羅
少
年
が
接
し
た
青
木
繁
は
放
浪

の
果
て
、

実
際
は
肺
結
核
発
病
寸
前
、

あ

る
い
は
既
に
発
病
し
て
い
た
は
ず
で
、

半

年
後
に
は
生
命
の
灯
が
消
え
る
時
期
だ

っ

た
。
ど
こ
か
暗
影
が
漂

っ
て
い
た
と
思
え

る
。
し
か
し
多
々
羅
の
描
く
青
木
像
は
ど

こ
ま
で
も
清
鮮
で
力
強
い
。

対
象
を
こ
の

よ
う
に
よ
り
良
く
よ
り
清
く
見
よ
う
と
す

る
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
目
が
あ
り
、

そ
れ
が

多
々
羅
の
絵
画
に
も

一
貫
し
て
い
る
よ
う

に
思
う
。

第
二
は
多
々
羅
が
自
分
の
兄
の
光
に
青

木
と

一
緒
に
上
京
し
た
い
と
相
談
を
す
る

く
だ
り
で
あ
る
。

青
木
は
そ
の
兄
に
ス
ケ
ッ

チ
と
多
々
羅
少
年
を
伴
い
た
い
と
い
う
手

紙
を
出
し
て
い
る
。

兄
光
は

里
月
木
さ
ん
は
天
才
な
ん
だ
」

と
言
い

（お
前
は
）
「
ま
だ
ま
だ
着
実
に

勉
強
せ
よ
」
と
戒
め
、

結
局
多
々
羅
少
年
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は

（平
島
先
生
の
紹
介
に
従

っ
て
）
「
満

谷
国
四
郎
先
生
に
つ
く
た
め
上
京
し
た
」

と
あ
る
。

多
々
羅
少
年
は
青
木
繁
に
従

っ
て
上
京

し
た
か

っ
た
し
、

そ
れ
に
胸
の
と
き
め
く

も
の
を
感
じ
て
い
た
。
し
か
し
兄
が
、

当

時
早
く
も
青
木
を
天
才
と
認
め
る
け
い
眼

を
持
ち
な
が
ら
、

青
木
の
天
才
ゆ
え
の
危

険
を
も
察
知
し
、

弟
に
堅
実
な
満
谷
国
四

郎

へ
の
師
事
を
勧
め
る
と
こ
ろ
は
実
に
興

味
深
い
。

こ
の
兄
の
光
の
美
術
的
感
覚
が
次
弟
の

義
雄
、
さ
ら
に
次
の
弟
の
間
所

一
郎

（養

子
）
に
も
絵
を
学
ば
せ
る
理
由
で
は
な
か
っ

た
か
。

能
古
島
出
身
画
家
の
遠
因
は
こ
の

兄
に
あ

っ
た
と
言
え
そ
う
だ
。

も
う

一
つ
―
―
明
治
四
十
三
年
秋
、

青

木
と
別
れ
て
上
京
し
た
多
々
羅
少
年
は
翌

年
二
月
青
木
の
病
死
を
知
る
。

「
そ
れ
を
思
う
と
わ
た
し
が
あ
の
と
き

も

っ
と
積
極
的
に
郷
里
の
福
岡
市
能
古
島

に
招
い
て
い
た
ら
、

病
状
も
悪
化
し
な
い

で
す
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

島
は

平
和
な
、

あ
た
た
か
い
と
こ
ろ
だ
か
ら
」

と
記
し
て
い
る
。

多
々
羅
義
雄
は
そ
う

い
う
優
し
い
悔
い
を
青
木
の
没
後
五
十
年

以
上
も
抱
き
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

多
々
羅
は
満
谷
国
四
郎
に
師
事
し
、

太

平
洋
美
術
会
展
を
足
場
に
文
展
、

帝
展
で

も
活
躍
す
る
。

満
谷
も
穏
や
か
な
師
で
あ

ヽ
り

り
、

多
々
羅
は
や
が
て
師
の
ア
ト
リ
エ
を

譲
り
受
け
、
自
宅
に
移
築
し
て
生
涯
、

そ

こ
で
描
き
続
け
た
。

篤
実
清
雅
な
人
柄
で

あ
る
。

だ
が
そ
の
底
に
は
、

常
に
少
年
の

日
に
接
し
た
青
木
繁
の
め
く
る
め
く
よ
う

な
芸
術
の
デ
ー
モ
ン
に
魅
惑
さ
れ
た
熱
い

も
の
が
流
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

多
々
羅
の
作
品
を
見
る
と
細
部
に
こ
だ

わ
ら
ぬ
大
ら
か
な
構
図
が
印
象
的
で
、

能

古
島
の
汚
れ
を
知
ら
ぬ
清
ら
か
さ
や
の
ど

か
さ
が
連
想
さ
せ
ら
れ
る
。

ヽ
ジ

人
物
も
風
景
も
、

苦
渋
や
激
情
を
感
じ

さ
せ
ぬ
抑
制
し
た
描
法
で
、

そ
の
点
、

穏

和
で
地
味
な
画
風
を
思
わ
せ
る
の
だ
が
、

ふ
と
そ
の
色
彩
に
ひ
き

つ
け
ら
れ
る
。

緑
、

赤
が
愛
用
さ
れ
、

時
に
大
き
な
色

面
を
な
し
、

濃
く
深
い
色
調
に
な

っ
て
も

濁
る
こ
と
な
く
、
ビ
ロ
ー
ド
の
よ
う
な
あ

た
た
か
く
鮮
や
か
な
き
ら
め
き
を
持

っ
て

い
る
。

黄
色
を
含
め
た
そ
れ
ら
の
原
色
が

支
え
あ

っ
て
画
面
を
豊
か
に
満
た
し
て
い

ＺＯ
。

洞
穴
あ
り
、

申
西
よ
り
辰
己
に
通
れ
り
。

其
上
に
章
尺
餘
な
る
解
柏
な
ど
生
せ
り
。

此
島
よ
り
辰
己

一
町
半
許
に
ぬ
れ
き
ぬ
と

云
瀬
あ
り
、

俗
に
亀
瀬
と
い
ふ
。

凡
此
島
は
唐
泊
に
む
か

へ
り
。

故
に
か

ら
泊
り
能
古
浦
と
よ
め
り
。

古
歌
に
は
所

を

へ
た
て
た
れ
共
、

近
き
所
を

一
首
の
内

に
つ
ら
ね
よ
み
し
例
多
し
。

（中
略
）
世

良
崎
残
島
の
北
な
る
出
崎
也
。

今
は
あ
や

ま
り
て
荒
崎
と
云
。

お
き

つ
と
り
鴨
と
い
ふ
船
の
か

へ
り
こ

は
や
ら
の
崎
も
り
は
や
く

つ
け
こ
そ

お
き

つ
と
り
鴨
と
い
ふ
船
は
や
ら
の
崎

た
え
て
こ
き
く
と
き
か
れ
こ
ぬ
か
は

高
葉
集
に
云
、

右
筑
前
国
志
賀
白
水
郎

歌
十
首
。

或
日
。

筑
前
国
守
山
上
憶
良
作

〃此
歌
″

能
苗
島
４
臨
饗
集
！一の
ど
Ｌ
な
！ど

古

圭
自

久

「能
古
島

（能
古
浦
名
所
也
。

或
能
解

浦
と
か
け
り
。

今
は
残
島
と
書
）
。

朝
野
群
載
に
は
那
珂
郡
と
し
、

藻
塩
草

は
志
摩
郡
と
す
。

共
に
た
が
へ
り
。

此
島

は
早
良
郡
の
正
北
に
あ
り
。

那
珂
郡
、

志

摩
郡
に
は
へ
た
り
ぬ
れ
ば
、

早
良
郡
に
属

す
べ
し
。

故
に
い
ま
は
早
良
郡
と
す
。

福

岡
よ
り
海
上
二
里
あ
り
。

島
の
め
ぐ
り
二

里
二
町
甘
三
間
あ
り
。

東
西
四
十
五
町
、

南
北
三
十
町
、

高
さ

一
町
甘
四
間
、

藩
山

亡
を
生
す
。

村
人
是
を
刈
販
て
家
産
と
す
。

是
を
買
者
は
屋
の
ふ
き
か
や
と
し
、

薪
と

す
。

村
中
に
白
髭
大
明
神
の
社
あ
り
。

是

住
吉
の
明
神
也
。

村
翁
の
説
に
、

神
功
皇

后
異
国
よ
り
御
帰
の
時
、

此
島
に
住
吉
の

神
霊
を
残
し
留
め
て
、

異
国
降
伏
を
い
の

り
給
ふ
。

よ

っ
て
残
島
と
い
へ
り
。

い
に

し
へ
は
此
島
に
牛
の
牧
有
し
由
、

延
義
辞

二
十
八
巻
に
見
え
た
り
。

又
此
島
よ
り
申

西
の
方
に
、

雑
司
島
有
れ
小
さ
き
岩
山
也
。

そ
の
色
彩
の
深
み
の
底
に
、

少
年
の
日

青
木
繁
か
ら
点
火
さ
れ
た
妖
し
い
芸
術
の

業
火
が
燃
え
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

能
古
博
物
館
に
集
め
ら
れ
た
多
々
羅
義

雄
の
数
多
く
の
遺
作
は

〃平
和
で
あ
た
た

か
い
″
ふ
る
さ
と
の
島
の
風
土
の
中
で
安

ら
ぐ
こ
と
だ
ろ
う
が
、

能
古
島
が
咲
か
せ

る
ど
ん
な
花
に
も
劣
ら
ず
美
し
く
清
ら
か

で
、

そ
の
上
、

静
か
に
対
話
す
れ
ば
熱
く

妖
し
く
語
り
か
け
て
く
る
に
違
い
な
い
。
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と
。

今
其
内
也
良
崎
を
よ
め
る
二
首
を
こ

こ
に
残
す
。

」

右
は
貝
原
益
軒
の

「筑
前
国
続
風
上
記
」

の
文
章
で
あ
る
。

也
良
の
崎

（旧
早
良
郡
、

現
福
岡
市
）

の
題
で
筑
紫
豊
氏
も

『
九
州
万
葉
散
歩
』

の
中
で
右
の
二
首
の
歌
を
引
き
、

「
沖
の

水
鳥
の
、

鴨
と
い
ふ
名
の
船
が
帰

っ
て
来

た
ら
、

也
良
の
岬
の
番
人
は
早
く
知
ら
せ

て
く
だ
さ
い
。

」
「沖
の
水
鳥
の
、

鴨
と
い

ふ
船
は
、

也
良
の
崎
を
ま
わ

っ
て
榜
い
で

来
る
と
言

っ
て
来
な
い
か
な
あ
」
と
解
を

つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
。

フ
Ｌ
の
二
首

の
歌
は

す
で
に
志
賀
島
の
と
こ
ろ
に
引
い
た
の
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
は

「也
良
の
崎

（也
良

が
崎
）
の
探
訪
を
主
と
し
て
書
い
て
み
よ

う
。

」
と
し
て
、

こ
れ
を
と
り
あ
げ
ら
れ

ＺＯ
。現

在
は
姪
浜
の
渡
船
場
の
位
置
も
変
り
、

能
古
島
の
現
場
も
こ
の
文
章
が
書
か
れ
た

頃
と
変

っ
て
了
て
ゐ
る
が
、

当
時

（昭
和

三
十
年
代
前
半
頃
）
の
模
様
を
偲
ぶ
意
味

か
ら
次
の
と
お
り
、

そ
の
ま
ま
引
用
す
る
。

「島
に
つ
い
て
、

博
多
湾
内

の
風
景
を
た

の
し
み
な
が
ら
右
手
の
道
を
た
ど
る
こ
と

四
キ
ロ
。

玄
武
岩
の
割
り
石
を
、

無
造
作

に
ま
き
ち
ら
し
た
、

爪
先
上
が
り
の
島
道

は
、

す
こ
し
歩
く
の
に
難
渋
す
る
が
途
中
、

北
浦

（
こ
こ
に
は
山
上
憶
良
が
築
い
た
と

い
ふ
城
跡
も
あ
る
。

）
土
手
崎
を
経

て
牧

の
神
の
キ
ャ
ン
プ
場
に
至
り
、
さ
ら
に
北

に
す
す
む
と
、

也
良
崎

（荒
崎
と
も
い
う
）

の
無
人
灯
台
に
近
い
台
上
に
出
る
。

標
高

一
一
五
、

三
メ
ー
ト
ル
、
こ
の
あ
た
り
か

こ
の
歌
の
あ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

大
化
改
新
後
、

対
島
、

壱
岐
、

筑
紫
に

防
人
を
お
い
た
と
い
ふ
こ
と
は
文
献
に
よ
っ

て
知
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
の
島
や
国

周
囲
十
二
キ
ロ
の
能
古
の
島
は
、

意
外

に
淋
し
い
島
で
あ
る
が
、

刀
伊
の
賊
の
来

寇
や
蒙
古
襲
来
な
ど
の
歴
史
と
と
も
に
、

博
多
湾
頭
の
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
島
で
あ
る
。

船
着
場
か
ら
東
部
落
の
方

へ
す
こ
し
行
く

と
、

旧
藩
時
代
の
御
用
窯
で
あ

っ
た
能
古

窯
跡
が
あ

っ
て
、

そ
の
窯
跡
を
の
ぼ
り
つ

め
た
見
晴
し
の
よ
い
丘
の
上
に
、

元
福
岡

市
長
で
あ

っ
た
小
西
春
雄
氏
の
筆
に
な
る

「能
古
２
】Ｉ

の
万
葉
歌
碑
が
あ
る
。
し

か
し
、
こ
れ
は
、

惜
し
い
こ
と
に
場
違
ひ
の

と
こ
ろ
に
た
て
ら
れ
た
も
の
で
、

能
古
の

亭
と
い
ふ
の
は
、

通
」号
の
こ
と
で
あ

っ
て
、

能
古
の
島
に
あ
る
亭
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

畏
友
柳
井
道
弘
に

「
能
古
島
」
と
い
ふ

文
章
が
あ
る
。
こ
れ
は

「
能
古
島
通
信
」

第

一
集
昭
和
五
十
年
青
葉
号
の
も
の
で
あ

Ｚつ
。

（前
略
）

「志
賀
島
西
岸

の
蒙
古
首
切
塚

の
丘
か

ら
の
眺
望
を
楽
し
み
な
が
ら
、

高
葉
集
に

歌
は
れ
た
也
良
の
崎
は
ど
の
あ
た
り
だ
ら

う
か
と
能
古
の
島
影
を
あ
か
ず
な
が
め
て

ゐ
た
も
の
で
し
た
。

沖

つ
鳥
鴨
と
い
ふ
船
の
還
り
来
ば
也
良

の
崎
守
早
く
告
げ
こ
そ
」

彼
も
こ
の
歌
を
挙
げ
て
ゐ
る
。

（中
略
）

「歌
人
と
し
て
名
高
い
名
門

の
大
伴
旅

人
が
神
亀
年
間
大
宰
帥
と
し
て
赴
任
し
て

の
ど
こ
に
防
人
が

ゐ
た
か
と
い
ふ
こ

と
の
わ
か
る
資
料

は
、

こ
の
歌

の
也

良

の
崎
を
の
ぞ
い

て
は
、

ま

っ
た
く

な

い
の
で
あ

る
。

防
人

の
歌

の
な
か

島
　
　
に
、

筑
紫
と
さ
し
、

対
島
と
よ
ん
だ
歌

古

　

姉
舶
筋
難
い
が

つ 防

て
大
宰
府
を
か
な

能

　

め
と
し
て
、

ど
の

よ
う
に
展
開
し
た

も
の
で
あ
る
の
か
、

そ
の
や
う
な
こ
と

は
防
人
の
歌
で
は
、

か
い
も
く
わ
か
ら

な

い
の
で
あ

る
。

そ
れ
は
高
葉
集
中

の
防
人

の
歌
が
筑

ら
、

玄
界
島

（海
上
四
～
五
浬
）
を
中
心

と
す
る
玄
海
灘
方
面
が

一
望
の
も
と
だ
。

こ
れ
は
志
賀
部
落
か
ら
は
、

な
が
め
る
こ

と
の
で
き
な
い
景
観
で
あ

っ
て
、

憶
良
に

く

紫
地
方
で
よ
ま
れ
た
も
の
が
な
く
、
ほ
と

ん
ど
、

東
国
の
風
土
の
産
物
で
あ
る
こ
と

か
ら
し
て
、

当
然
の
帰
結
で
あ
る
と
い
へ

ば
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

く
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き
ま
す
と
、

わ
が
高
葉
集
に
筑
紫
歌
檀
が

出
現
し
ま
す
。

高
葉
歌
人
と
し
て
知
ら
れ

た
山
上
憶
良
も
当
時
筑
前
守
と
し
て
こ
の

地
に
ゐ
ま
し
た
。

高
葉
集
巻
十
六
に
あ
る

さ
き
の
歌
は

「志
賀
の
白
水
郎
」
十
首
の

う
ち

一
首
で
、

左
註
に
よ
る
と
―
―
神
亀

年
中
に
宗
像
郡
の
宗
像
部
津
麿
が
対
島
に

糧
を
送
る
船
の
施
師
に
任
命
さ
れ
た
と
き
、

あ
ま
り
に
年
老
い
て
ゐ
た
た
め
志
賀
の
海

人
荒
雄
に
身
代
は
り
を
頼
み
ま
し
た
。

そ

こ
で
荒
雄
は
松
浦
郡
美
称
良
久
か
ら
対
島

に
向
け
て
出
発
し
ま
す
が
、

途
中
暴
風
雨

に
あ

っ
て
溺
死
し
ま
す
。

こ
の
荒
雄
の
死
に
あ

っ
て
妻
子
は
か
な

し
み
に
た
へ
ず
こ
れ
ら
の
歌
を

つ
く

っ
た

と
註
し
た
あ
と
に

『
或
る
人

の
言
は
く
、

筑
前
国
守
山
上
憶
良
臣
、

妻
子
の
傷
を
悲

感
し
び
、

志
を
述
べ
て
こ
の
歌
を
作
れ
り

と
い
ふ
』
と

つ
づ
け
て
ゐ
ま
す
。

（中
略
）

「
さ
て
、

ぼ
く
ら
の
同
人
誌

『
ポ
リ
タ

イ
ア
』
の
編
集
長
檀

一
雄
氏
が
、
こ
の
能

古
島
で
静
養
中
と
う
か
が

っ
た
の
は
昨
年

（昭
和
四
十
九
年
）
の
初
夏
の
こ
と
で
す
。

東
都
の
片
隅
に
あ
る
精
義
堂
医
院
の

一

室
で
、

同
人
の
林
富
士
馬
、

真
鍋
呉
夫
の

両
兄
と
氏
の
病
状
を
案
じ
、

た
し
か
婦
人

画
報
に
載

っ
た
氏
の

「王
様
と
召
使
」
と

題
す
る

一
文
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
感
慨

を
語
り
あ
ひ
、

氏
の
回
復
を
祈

っ
て
、

氏

の
年
譜
に
お
け
る

『能
古
島
時
代
』
と
い

は
れ
る
創
作
活
動
を
深
切
に
願

っ
た
こ
と

で
し
た
。

そ
れ
か
ら
ま
も
な
く
、

福
岡
の
背
振
山

麓
に
住
む
友
人
の
入
院
手
術
の
知
ら
せ
を

受
け
、

つ
づ
い
て
手
術
後
の
経
過
も
よ
く

漸
く
危
機
を
脱
し
た
と
の
便
り
を
夫
人
か

ら
も
ら

っ
て
愁
眉
を
ひ
ら
い
た
と
こ
ろ
に
、

九
州
の
各
地
に
出
張
す
る
こ
と
に
な
り
、

空
港
か
ら
直
行
し
て
病
院
に
友
人
を
見
舞
っ

た
あ
と
で
、

島
の
檀
氏
に
電
話
し
て
、

は

じ
め
て
能
古
島
を
訪
れ
た
の
で
し
た
。

昭

和
四
十
九
年
十
月
十
七
日
秋
晴
れ
の
日
の

夕
景
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

地
誌
の
貝
原
益
軒
翁
、

高
葉
紀
行
の
筑

紫
豊
氏
、

詩
情
の
紀
行
記
の
柳
井
道
弘
雅

兄
の
文
中
に
い
ず
れ
も
、

高
葉
集
の
歌
が

索
か
れ
て
ゐ
る
。

能
古
島
住
人
の
高
田
茂
慶
氏
の

『
能
古

島
か
ら
』
の
中
に
も
勿
論

『
防
人

の
歌
』

と
し
て
、

「
能
古

に
防
人
が
い
た
と
い
ふ

事
実
。

そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
能
古
の
者
は
誇

ら
し
げ
に
語
る
の
で
あ
る
が
、

で
は
本
当

に
い
た
の
で
あ
ら
う
か
、
と
い
ふ
こ
と
に

な
る
と
、

そ
れ
を
証
明
す
る
も
の
は
、

私

の
知
る
限
り
次
の

一
首
の
短
歌
し
か
な
い

の
で
あ
る
。

」
と
し
て

「
沖
の
鳥
鴨
と
い

ふ
船
の
帰
り
来
ば
…
…
」
を
あ
げ
ら
れ
る
。

防
人
の
歌
に
つ
い
て
の
考
証
、

己
れ
の
好

む
防
人
の
歌
を
多
数
引
用
さ
れ
て
ゐ
る
。

文
中
次
の
や
う
な
章
句
が
あ
る
。

「
筑
紫
な
る
に
ほ
ふ
児
ゆ
ゑ
に
陸
奥

の

可
刀
利
を
と
め
の
結
ひ
し
紐
解
く

こ
の
歌
は
、

防
人
が
任
地
―
筑
紫
―
で

歌

っ
た
唯

一
の
歌
で
あ
る
。

万
葉
集
の
中

で
の
載
せ
ら
れ
た
場
所
も
巻
十
四
で
あ
り
、

東
歌
の
陸
奥
の
国
の
歌
三
首
の
ひ
と

つ
と

し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

防
人
の
中
に
は
、

任
地
に
留
ま

っ
て
東

国

へ
は
帰
ら
な
か

っ
た
者
も
あ
る
と
い
ふ

か
ら
、
こ
の
歌
の
作
者
な
ど
も
、
さ
し
づ

め
そ
の
ひ
と
り
か
も
知
れ
な
い
。

能
古
の
山
中
、

特
に
也
良
崎
に
近
い
あ

た
り
を
歩
い
て
詩
情
に
ふ
け

っ
て
ゐ
る
と

き
、

ふ
と
、

お
百
姓
に
出
会

っ
て
防
人
を

感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。

能
古
の
人
々
の
血

の
中
に
、

防
人
の
血
が
混
じ

っ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

あ
る
ひ
は
、

そ
れ
ほ
ど
に
、

也
良
崎
の
自
然
は
昔
を
保

っ
て
い
る
の
で

あ
ら
う
か
。

私
は
冬
の
也
良
崎
が
好
き
で
あ
る
。

能

古
島
に
も
時
に
は
雪
の
ふ
ぶ
く
こ
と
が
あ

る
。

そ
ん
な
日
の
也
良
崎
の
散
策
は
、

確

実
に
私

一
人
の
天
地
で
あ
り
、
は
る
か
な

海
鳴
り
が
誰
は
ば
か
る
こ
と
も
な
く
兵
士

―
防
人
た
ち
の
声
を
運
ん
で
来
る
。

（中
略
）

し
か
し
、

也
良
崎
に
立

っ
て
私
が
思
ふ

の
は
、

や
は
り
防
人
の
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

な
ぜ
か
、

そ
れ
は
そ
こ
に
生
き
た
兵
士
が

歌
を
残
し
た
か
ど
う
か
に
か
か
わ
る
よ
う

で
あ
る
。

万
葉
の
こ
ろ
の
兵
士
た
ち
は
歌

人
で
あ

っ
た
。

そ
れ
は
す
ば
ら
し
い
事
実

で
あ
る
。
ど
ん
な
に
苦
し
か
ら
う
と
も
、

心
に
歌
を
ひ
び
か
せ
る
余
裕
が
あ

っ
た
。

私
た
ち
は
ど
う
だ
ろ
う
。

少
な
く
と
も
数

十
年
前
ま
で
は
あ

っ
た
船
歌
や
田
植
え
歌

な
ど
と
い
っ
た
労
働
歌
ま
で
な
く
な

っ
て

し
ま

っ
て
ゐ
る
。

機
械
が
そ
れ
を
さ
え
ぎ

る
の
で
あ
る
。

豊
か
さ
を
、

金
だ
け
で
測
ら
う
と
す
る

生
き
方
に
、

文
化
国
家
日
本
の
民
で
あ
る

わ
れ
わ
れ
は
、

今

一
度
メ
ス
を
入
れ
て
み

る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

」

伝
説
、

記
録
ほ
か
そ
の
文
は
、
こ
の
島

に
海
遊
び
や
宴
を
開
き
に
ゆ
く
人
た
ち
に

と

っ
て
は
こ
の
西
日
本
新
聞
社
刊
の
本
は

よ
い
能
古
島
手
引
き
書
で
あ
ろ
う
。

わ
た
し
は
檀

一
雄
さ
ん
の

「
花
逢
忌
」

を
は
ず
れ
て
絶
句
と
な

っ
た

「花
に
逢
は

ん
」
た
め
唐
泊
の
見
え
る
方
の
山
桜
の
並

木
の
あ
る
道
を
辿

っ
て
春
と
、

夏
の
落
日

を
見
る
た
め
に
、

そ
し
て
、
も
が
り
笛
の

冬
の
三
度
そ
の
道
を
辿
る
。

帰
り
ぎ
わ
に

旧
檀
邸
で

一
酌
し
て
出
船
の
時
間
を
待

つ

の
が
こ
こ
数
年
の
な
ら
ひ
で
あ
る
。

展
望
台
に
登
る
と
、

歴
史
に
か
ら
ま
る

多
く
の
も
の
が
見
渡
せ
る
。

高
葉
集
の
中
に
多
く
の
歌
を
残
す
志
賀

島
、

立
花

一
族
の
名
の
出
た
立
花
山
、

遠
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く
背
振
連
峰
、

近
く
油
山
、

飯
盛
山
、

真

備
の
築
い
た
胎
土
城

の
あ

っ
た
高
祖
山
、

本
尊
千
手
観
音
像
、

イ
ン
ド
僧
正
賀
上
人

自
刻
像
な
ど
重
文
の
あ
る
大
悲
王
院
千
如

寺
の
雷
山

（
こ
こ
に
は
神
籠
石
も
あ
る
）
、

海
を
見
渡
せ
ば
胎
土
、

志
摩
の
海
辺
、

遣

唐
使
、

遣
随
使
、

遣
新
羅
使
の
通

っ
た
跡

所
、

一向
杉
晋
作
や
野
村
望
東
尼
に
か
か
わ

る
姫
島
、

そ
し
て
玄
海
島
、
…
…
な
ど
な

ど
、

歴
史
を
案
じ
、

詩
情
を
そ
そ
る
海
山

が
見
は
ら
せ
る
。

こ
の
島

に
博
物
館
が
出
来
た
こ
と
は
ま

こ
と
に
慶
賀
す

べ
き
こ
と
で
あ
る
。

（注
）

１
、

朝
野
群
載

平
安
時
代
の
詩
文

・
詔
勅

・
宣
命

・
対
策

・

牒
書

・
公
文

・
史
葉
類
を
類
別
編
集
し
た
室
鳥

永
久
四
年

（
一
一
一
六
）
の
自
序
。
も
と
二

十
巻
、
う
ち
九
巻
散
逸
。

一一豆
口為
康
編
。

２
、

延
喜
式

三
代
格
式
の
一
、

五
十
巻
。

醍
醐
天
皇
の
詔

命
に
よ
っ
て
延
喜
七
年

（九
〇
七
）
編
纂
着

手
。

二
十
年
を
要
し
延
長
五
年

（九
二
七
）

完
成
。

古
代
を
知
る
に
最
も
重
要
な
書
の
一

つ
。

３
、

刀
伊
の
賊

韓
語
で
夷
狭
の
称
で
あ
る
が
、

沿
海
州
地
方

に
住
ん
で
い
た
女
真
族
の
こ
と
を
日
本
で
は

刀
伊
と
呼
ぶ
。

後

一
条
天
皇
の
寛
仁
三
年

（
一
〇

一
九
）、
五
〇
般
余
の
船
に
乗

っ
て
彼

ら
は
高
麗
、

対
島
、

壱
岐
を
襲
い
、

筑
前
胎

土
郡
を
侵
す
。

４
、
も
が
り
笛

冬
の
激
し
い
風
が
柵
や
竹
垣
に
吹
き
つ
け
て

発
す
る
笛
の
よ
う
な
音
。

な
お
、

檀

一
雄
絶

句
は

「
も
が
り
笛
い
く
夜
も
が
ら
せ
花
に
逢

は
ん
」
で
島
の
絶
景
の
中
に
碑
が
立

っ
て
い

Ｚ
Ｏ
。

能 古 博 物 館 だ よ り

二
九 f

「お多福」 少乗自題回 (428× 31 5cm)

ガ
単
枚

五

筆

犠

は
じ
め
に

江
戸
時
代
女
性
の
社
会
的
地
位

大
昔
、
日
本
女
性
の
地
位
は
決
し
て
低

く
は
な
か

っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
ト

神
代
伝
承
の
中
心
は
女
神

「天
照
皇
大

神
」
で
あ
り
、

そ
の
ほ
か
女
人
の
神
々
の

活
躍
も
多
い
。

ま
た
、

古
代
の
日
本
を
中

国
の
史
書

（魏
志
、

後
漢
書
な
ど
）
が
証

明
す
る

「卑
弥
子
」
の
存
在
な
ど
、

女
性

が

一
国
の
象
徴
ま
た
は
統
治
者
で
あ

っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。

奈
良
朝
で
は
女
帝

（天
皇
）
の
君
臨
が

し
ば
し
ば
見
ら
れ
、

次
で
平
安
時
代
に
な

る
と
、

現
代
に
貴
重
な
古
典
文
学
と
さ
れ

る

「枕
草
子
」
や

「源
氏
物
語
」
な
ど
を

く

著
わ
し
て
男
性
も
お
よ
ば
ぬ
教
養
と
才
能

を
も

っ
た
女
性
も
多
い
。

彼
女
た
ち
に
は

精
気
が
あ
り
、

行
動
も
自
由
奔
放
で
、
と

て
も
男
の
風
下
に
立

つ
こ
と
は
な
い
。

し
か
も
、
こ
れ
ら
は
上
級
貴
族
の
社
会

だ
け
で
な
く
、

庶
民
生
活
に
も
同
様
で
あ
っ

た
こ
と
が
風
俗
絵
巻
な
ど
で
見
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

つ
づ
く
武
家
政
治
に
入
る
鎌
倉
時
代
で

は
、

地
方
の
地
頭
と
し
て
女
人
が
存
在
し

そ
の

一
所
懸
命
の
主
張
を

一
族

一
党
の
頭

く

領
と
し
て
堂
々
と
ま
か
り
通
し
た
。

と
こ
ろ
が
戦
国
時
代
を

へ
て
江
戸
期
の

幕
藩
体
制
に
な
る
と
、

急
速
に
女
性
は
社

会
的
地
位
を
失
う
。

そ
の
上
に
人
間
的
に

卑
下
さ
れ
る
ま
で
に
至
る
。

こ
う
し
た
原
因
は
、

多
分
に
仏
教
の
影

響
が
あ
り
、
さ
ら
に
儒
教
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
る
が
、

い
ま
は
こ
れ
を
論
じ
な
い
こ

と
に
す
る
。

こ
の
よ
う
な
女
人
軽
視
の
因
習
は
江
戸

時
代

（約
二
百
五
十
年
間
）
の
泰
平
に
固

定
化
し
、
こ
の
た
め
に
女
の
自
由
と
個
性

は
極
端
に
抑
制
さ
れ
、
は
な
は
だ
し
く
は

日
用
の
読
み
書
き
も
必
要
な
い
と
さ
れ
る

ま
で
に
な

っ
た
。
こ
れ
で
は
女
性
の
社
会

的
活
動
は
も
と
よ
り
、

わ
ず
か
に
男
性
の

娯
楽
的
対
象
と
さ
れ
る
芸
能
の
ほ
か
文
化

的
教
養
な
ど
あ
る
べ
く
も
な
い
。

少
し
で

も
目
立

つ
こ
と
が
あ
る
と

「女
の
く
せ
に
」

を讐
ヤ

閏
秀

亀
井
少
栞
伝

付

庄
野
寿
人
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と
か

「女
の
分
際

で
」
と
し
て
扱
わ
れ

る
始
末
で
あ

っ
た
。

例
外
と
し
て
、

女
流
の
俳
人
、

和
歌
や

絵
画
な
ど
に
か
ぎ

っ
て
多
少
は
注
目
さ
れ

る
存
在
は
あ

っ
て
も
、

武
士
の
武
芸
と
同

じ
く
、

学
問
も
す
べ
て
男
の
分
野
と
さ
れ

て
、

女
性
の
漢
学
者
、

詩
人
な
ど
全
然
見

ら
れ
な
い
時
代
と
な
る
。

徳
川
の
幕
藩
体
制
は
文
治
主
義
と
さ
れ

る
が
、

そ
の
基
調
と
し
た
の
は
朱
子
学

（儒
教
の

一
学
派

で

一
般
に
道
学
と
い
わ

れ
る
）
で
あ
る
。
こ
の
教
義
を
巧
妙
に
延

用
し
て
、
ま
ず
士
農
工
商
の
身
分
制
を
定

め
て
、
こ
れ
に
付
帯
す
る
分
限

（身
の
ほ

ヽ
ノ

ど
、

地
位
に
相
応
す
る
生
活
な
ど
の
き
ま

り
）
の
す
べ
て
は
、

人
間
が
生
れ
な
が
ら

の
も
の
、

つ
ま
り

「天
分
の
理
」
と
す
る

絶
対
観
念
に
よ
ら
し
め
た
。

こ
の
支
配
層
で
あ
る
武
士
社
会
に
も
身

分
と
階
級
の
厳
し
さ
が
あ
り
、

す
べ
て
個

人
か
ら
天
下
に
及
ぶ

「修
身
、

斉
家
、

治

国
、

平
天
下
」
の
道
理
と
政
治
を
垂
直
化

し
た
思
想
に
立

つ
教
育
が
朱
子
学
の
特
徴

で
あ

っ
た
。

ま
た

「
理
先
後
気
」
を
唱
え

て
、

人
間
は
天
性

（生
ま
れ

つ
き
）
道
理

を
そ
な
え
て
お
り
、

邪
の
気
は
後
天
的
で

あ
る
。
こ
の
た
め
理

（道
義
）
を
犯
す
者

を
処
刑
、

抹
殺
す
る
こ
と
は
天
意
に
よ
る

ヽ
ジ

と
す
る
掟
を
根
元
に
し
た
。

こ
う
し
た
支
配
体
制
の
教
育

（朱
子
学

説
理
）
は
、

ま
ず

「
孝
経
」

に
始
ま
り
、

論
語
、

孟
子
、

大
学
、

中
庸
の
四
書
、
さ

ら
に
五
経

（詩
経
、

書
経
、

易
経
、

春
秋
、

礼
記
）
を
原
典
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
中
国

哲
学
で
あ
る
学
問
は
、

難
解
さ
も
あ
っ
て
、

と
か
く
仏
教
の

「
お
経
の
棒
読
み
、

そ
ら

読
み
」
式
の
記
調
暗
記
が
普
通
で
あ
っ
た
。

女
性
の
学
問
な
ど
無
縁
の
こ
と
、

せ
い
ぜ

い

「
か
な
文
字
」
が
読
め
れ
ば
よ
し
、

良

家
の
子
女
は
琴
、

生
花
、

仕
舞
、

和
歌
と

そ
の
書
風
を
た
し
な
む
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

中
国
古
典
の
漢
籍

（中
国
の
書
物
）
を
学

ん
で
、

漢
文
の
文
章
や
詩
を
つ
く
る
な
ど
、

か
え

っ
て
不
都
合
に
さ
れ
か
ね
な
い
と
さ

れ
る
時
代
で
あ

っ
た
。

こ
う
し
た
儒
教
社
会
と
女
性
地
位
の
劣

等
に
あ

っ
て
、
日
本
の
儒
学
史
に
筑
前
亀

井
学
派
と
し
て
認
識
さ
れ
る
中
で
、

闇
秀

「亀
井
少
乗
」
が
男
性
社
会
と
も
い
う
べ

き
学
者
に
伍
し
て
、

そ
の
学
力
を
現
代
に

証
明
で
き
る
こ
と
は
、

ま
さ
に
稀
有
の
存

在
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

江
戸
時
代
も
幕
末
に
な
る
と
、

女
流
の

漢
詩
人
と
し
て

「頼
山
陽
」
の
愛
人
で
あ
っ

た
と
さ
れ
る

「
江
馬
細
香
」
、

ま
た
勤
王

志
士
と
し
て
も
有
名
な
漢
学
者

「
梁
川
星

巌
」
の
妻
で
、

幕
吏
の
追
及
と
責
苦
に
も

屈
し
な
か

っ
た
女
丈
夫

「
紅
蘭
女
史
」
な

ど
が
あ
る
が
、

本
領
の
学
問
で
は
と
て
も

少
栞
先
生
に
お
よ
ば
な
い
と
思
う
。

た
だ
残
念
な
こ
と
は
、

少
栞
が
九
州
の

一
隅
に
と
ど
ま

っ
て
中
央
に
出
な
か

っ
た

こ
と
、
こ
れ
が
全
国
に
知
名
を
得
な
か

っ

た
原
因
に
も
な
る
。

し
か
し
、

学
界
で
は
少
栞
の
学
力
は
詳

細
に
評
価
さ
れ
、

ま
た

一
般
に
は
福
岡
地

方
と
全
国
の
好
事
家
に
早
く
か
ら
彼
女
の

詩
書
と
、

そ
の
余
技
で
あ

っ
た
絵
画

（文

人
画
）
が
好
評
、

珍
重
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
ら
が
少
栞
の
学
問
と
教
養
、

格
調
と
気

品
に
な

っ
て
評
価
と
認
識
を
高
め
て
い
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
彼
女
を

一
般
に
有
名
に

し
た

一
挿
話
を
紹
介
し
よ
う
。

そ
れ
は
、

少
栞
を
語
る
に
必
ず
出
る
彼
女
自
作
と
さ

れ
る
次
の
詩
で
あ
る
。

九
州
第

一
の
梅

今
夜
、

君
が
為
に
開
く

花
の
真
意
を
知
ら
ん
と
欲
せ
ば

三
更
の
月
を
踏
ん
で
来
れ

か
ね
て
求
愛
さ
れ
て
い
た
男
性
に
艶
麗
、

か

つ
大
胆
に
答
え
な
が
ら
男
を
誘

っ
た
詩

少琴画 高 士遊歩図 (137× 19 4cm)

三 欲セ今 九
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月ヲ真 君ガーフ

来ι軍ヲ開ク梅
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で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、

厳
格
な
漢
学
者

の

「男
女
七
才
に
し
て
席
を
同
じ
く
せ
ず
」

と
す
る
家
庭
の
子
女
に
絶
対
に
あ
り
得
な

い
と
し
て
、

少
乗
作
詩
を
否
定
す
る
意
見

も
多
く
、

未
だ
そ
の
断
定
が
さ
れ
な
い
詩

で
あ
る
。

本
稿
は
、

章
を
追
う
て
こ
の
結
論
も
得

た
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（次
号
に
つ
づ
く
）

少
乗
画
彩
色

「菊
図
」
（２‐
．
３
×
２８
・
９
仰
）

少
琴
作
「
お
多
福
」自
題
詩
の
訓
誼

「国
象
写
形
万
古
仰
止
」

「象

（か
た
ち
）
を
え
が
き
、

形

（す
が

た
）
を
写
し
、

万
古

（お
お
む
か
し
）
か
ら

仰
止

（あ
お
ぎ
し
た
う
）
し
て
い
ま
す
の
よ
」

少
栞
が

「
お
多
福
」
に
呼
び
か
け
た
言

葉
で
あ
る
。

●
少
栞
画

の
見
ど

こ
ろ

少
栞
画
の
署
名
は
、

少
の
手
に
特
徴
が

あ
る
。

少
の
字
の
第
四
画
が
左
真
横
に
直

線
的
に
勢
い
よ
く

ハ
ネ
る
よ
う
な
筆
法
を

見
せ
る
。

ま
た
絵
も
闊
達
な
筆
使
い
で
勢

い
が
あ
る
。

四
君
子
（梅
、

蘭
、

竹
、

菊
）

の
図
柄
が
多
い
が
、

そ
の
中
で
比
較
的
に

蘭
は
少
な
い
。

少
栞
の
筆
勢
が
蘭
を
不
得

手
に
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

四
君
子

の
図
以
外
に
い
ろ
ん
な
図
も
画
が
き
練
達

を
見
せ
る
。

今
回
の

「
お
多
福
」
、

客
向
士
遊
歩
図
」

な
ど
、

そ
の

一
つ
で
あ
り
、

ま
た
本
誌
の

「菊
図
」
に
見
ら
れ
る
色
彩
も
使
用
す
る
。

少
栗
絵
に
は
偽
物
も
あ
る
。
し
か
し
右

に
述
べ
た
特
長
を
よ
く
認
識
、

吟
味
す
れ

ば
判
別
さ
れ
る
と
思
う
。

夫
君
の
雷
首
山
人
の
詩
賛
が
加
わ

っ
た

作
品
も
多
い
が
、
こ
れ
に
は
ま
ず
偽
物
は

な
い
と
し
て
よ
い
。

　

　

　

　

（庄
野
》

今
号
執
筆
者
の
紹
介

口

治

達

氏

「多
々
羅
義
雄
の
こ
と
」

前
西
日
本
新
聞
社
編
集
委
員

九
州
造
形
短
期
大
学
教
授

当
館
専
門
委
員

古

川

善

久

氏

「能
古
島
と
高
葉
集
の
こ
と
な
ど
」

元
九
州
歴
史
資
料
館
副
館
長

当
館
専
門
委
員

庄

野

寿

人

氏

「闇
秀
　
亀
井
少
栞
伝
　
０
」

当
働
亀
陽
文
庫
理
事
長

な
お
、

少
栞
伝
は
全
稿
５
～
６
回

つ
づ

き

で
掲
載
し
ま
す
。

内
容
は
筆
者
多
年

の

資
料
探
索

に
よ
り
充
実
し
た
も
の
で
あ
り
、

皆
様

の
御
期
待

に
そ
え
る
、
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

今
季

の
展
示
品
の
見
ど

こ
ろ

ｏ
多
々
羅
義
雄
展

（第
３
展
一査
全
と
玄
関
ホ
ー

ル
）海

（能
古
北
岸
）
５０
号
２
点

裸
婦
　
４０
．２０
．１５
号
各
１
点
、
１０
号
２
点

肖
像

（青
年
座
女
優
不
二
子
像
）
５０
号

〃

（兄
光
像
。
自
画
像
。

母
像
）
各
１
点

関
連
特
別
資
料

義
雄
母
か
ら
義
雄
宛
の
書
簡

（義
雄
の

上
京
修
業
中
に
、

毎
月
欠
か
さ
ず
送
金

に
付
し
た
母
の
手
紙
。

）

ｏ
亀
井
少
栗
展

（第
２
展
示
室
）

四
君
子
画
　
　
　
　
　
　
　
エハ
曲
屏
風

竹
画
　
仙
屋
賛
　
　
　
　
　
　
　
掛
幅

ｏ
藩
窯
高
取
焼

藩
窯
な
ら
で
は
、
と
さ
れ
る
銘
品
多
数

・
創
刊
号
の
あ
い
さ

つ
に
代
え
て

，

題
材
も
寄
稿
者
に
も
バ
ラ
エ
テ
ィ
が
あ
り
、

し
か
も
毎
号
の
積
み
重
ね
が
、
ま
た
魅
力
が
あ

る
。
こ
れ
を
本
誌
の
第

一
義
に
し
て
編
輯
し
ま

す
。先

々
、　

一
寸
ヒ
マ
な
時
に
、
ま
た
小
旅
行
に

持

っ
て
出
て
読
ま
れ
、

或
い
は
読
み
か
え
し
て

味
の
あ
る
博
物
館
だ
よ
り
に
し
た
い
の
で
す
。

こ
う
な
っ
た
時
に
、

能
古
博
物
館
は
必
ず
皆

さ
ん
に
愛
さ
れ
る

一
つ
の
場
に
な
っ
て
い
る
と

信
じ
ま
す
。

そ
こ
で
能
古
博
物
館
も
多
く
の
方
々

や
各
種
の
グ
ル
ー
プ
に
い
ろ
い
ろ
な
利
用
の
さ

れ
方
を
す
る
よ
う
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、

皆

さ
ん
に
楽
し
い
企
画
と
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
い
た

し
ま
す
。

季
誌
の
御
愛
読
と
、

能
古
博
物
館
の
御
利
用

を
お
願
い
し
ま
す
。

　
　
　
　
（編
集
委
員
）

・能古 博 物 館 ご案 内 ・

開 館  9:30～ 17:00(入 館16:30ま で)

休館日 毎 週月曜 (月曜が祝日の場合は次の日)

12月29日～ 1月 2日

入館料 大 人300円・中高生200円

交 通  姪 浜能古行渡船場→フェリー(10分)→

能古 (徒歩 5分 )→博物館

〒814 福 岡市西区能古522-2

a(092)883-2887・ FAX(092)883-2881


