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都 各

象
の
采
た
道

平
成
九
年
初
夏
、

江
日
昌
之
さ
ん

（能

古
島
在
住
）
が
あ
さ
り
貝
を
掘

っ
て
い
た

時
、

西
の
小
磯

（能
古
島
南
西
海
岸
）
で

動
物
の
牙
ら
し
い
も
の
を
見
つ
け
た
。

今

は

「博
物
館
」
に
保
管
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
が
実
は
象
の
牙
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

象
の
骨
格
の
中
で
、

化
石
と
し
て
残
り

易
い
の
は
、

象
牙
質
の
牙

（犬
歯
）
と
臼

歯
で
あ
る
が
、

こ
の
標
本
は
牙
の
先
端
か

ら

一
三
、

五

側
で
切
損
し
、

径
五
、

五

ｃｍ

の
断
面
に
は
細
か
い
年
輪
が
見
ら
れ
る
。

ま
た
、

右
側
面
に
は
中
心
に
達
す
る
亀
裂

一
条
が
あ
る
。

な
お
、

海
底
に
あ

っ
た
た

め
か
全
体
が
淡
桃
色
で
石
灰
質
の
鱗
片
状

沈
殿
物
に
覆
わ
れ
て
お
り
、

通
常
見
ら
れ

る
象
牙
の
感
は
な
い
。

標
本
は
断
片
的
で
あ
る
た
め
、

学
術
的

に
は
、

た
だ

「長
鼻
目
象
科
？
で
、

種

・

属
不
明
」
と
し
か
記
載
さ
れ
な
い
が
、

ナ

ウ
マ
ン
象
の
可
能
性
が
大
で
あ
る

（鹿
児

島
大
学
　
大
塚
裕
之
教
授
談
）。

ナ
ウ
マ
ン
象
の
化
石
は
こ
れ
ま
で
日
本

各
地
で
多
数
発
見
さ
れ
て
お
り
、

最
近
で

は
唐
津
湾
の
沖
合
で
象
の
臼
歯
が
採
集
さ

れ
、

山
陰
や
瀬
戸
内
海
で
も
臼
歯
や
牙
が

漁
師
の
網
に
掛
か
る
こ
と
が
多
い
。

な
お
、

陸
上
で
は
段
丘
堆
積
物
中
で
の
発
掘
が
多

い
こ
と
は
ご
存
じ
の
と
お
り
で
あ
る
。

何
故
、

能
古
島
に
象
の
化
石
が
、
と
の

疑
間
を
抱
く
人
が
多
い
と
思
う
が
、

こ
こ

は
昔
、

象
が
来
た
道
で
あ
り
、

何
処
か
ら

と
言
え
ば
、

勿
論
、

朝
鮮
半
島
に
続
く
大

陸
か
ら
で
あ
る
。

日
本
列
島
は
か
つ
て
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸

の
縁
辺
部
に
あ

っ
た
が
、　

一
千
五
百
万
年

前
頃
に
大
陸
の

一
部
が
引
き
裂
か
れ
て
分

離
し
、

日
本
海
が
生
成
し
た
。

そ
し
て
日

本
海
に
通
じ
る
四
つ
の
海
峡

（朝
鮮

・
津

軽

・
宗
谷

・
間
宮
）
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
、

今
見
る
日
本
列
島
の
配
置
が
次
第
に
形
成

さ
れ
て
行
く
。

そ
う
し
た
中
、

百
万
年
前
頃
か
ら
地
球
上
に

は
氷
河
期
が
訪
れ
、

日
本
で
も
四
回
の
氷
河
期

を
迎
え
た
。

最
後
の
ウ
ル
ム
氷
河
期
の
最
実
観
〔

に
当
た
る
二
万
年
前
頃
に
は
、

海
水
が
氷
結
し

た
結
果
、

海
面
が
現
在
よ
り

一
〇
Ｏ
ｍ
～
一
三

Ｏ
ｍ
も
低
下
し
、

日
本
列
島
を
分
断
し
て
い
た

海
峡
が
陸
化
し
て
地
続
き
に
な
り
、

い
わ
ゆ
る

陸
橋
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

今
、

こ
こ
に
あ
る
象
の
牙

は
、

ナ
ウ
マ
ン
象
の

一
群
が
新
天
地
を
目

指
し
て
朝
鮮
海
峡
の
陸
橋
を
渡
り
、

遥
々

日
本
に
来
る
途
中
に
志
半
ば
で
倒
れ
た
象

た
ち
の
中
の
一
頭
な
の
で
あ
ろ
う
。

彼
の
目
に
映

っ
た
能
古
島

（山
？
）
は

如
何
な
る
姿
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

（次
号
に
続
く
）

左から 右側面 正面 断面 (江口昌之氏 寄贈)
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◆
聴
因
以
来
の
儒
医
兼
帯

少
乗
の
夫
源
吾

（後
に
雷
首
と
号
す
）

が
儒
医
兼
帯
、

即
ち
儒
学
者
と
医
学
者

を
兼
ね
た
の
は
、

実
は
亀
井
家
で
雷
首

が
始
め
て
で
は
な

い
。

曾
祖
父
聴
因
以

来
の
祖
伝
で
あ
る
。

聴
因
は
、

伊
都
郡
井
原
か
ら
医
家

の

志
を
立
て
、

福
岡
藩
医
の
鷹
取
氏
に
奉

公
し
、

医
事
見
習
い
を
重
ね
、

姪
浜
浦

に
出
て
医
業
を
営
ん
だ
。

そ
の
傍
ら
儒

学
の
習
得

に
勉
励
、

学
者
の
来
訪

・
文

信
に
努
め
た
。

聴
因
の
子
南
冥
は
、

儒
学
に
か
け
る

古
文
辞
学

（荻
生
徊
徐
学
）
を
学
ぶ
と

と
も
に

「古
医
方
」
（古
方
派
）
で
傑
出

し
た
大
坂
の
永
富
独
噺
庵
に
師
事
し
た
。

「古
医
方
」
と
は
近
世
漢
方
医
学
の
二
大

流
派
の
一
つ
で
、

「後
世
派
」
に
相
対
す

る
も
の
で
あ

っ
た
。
「後
世
派
」
は

「金

元
医
学
」
に
拠
る
も
の
で
、

「金
元
医
学
」

は

「程
朱
医
学
」
と
も
言
わ
れ
、

朱
子

学
的
性
理
の
学
に
陰
陽
五
行
説
が
多
分

に
加
味
さ
れ
て
お
り
、

抽
象
論
的
色
あ

い
が
濃
か
っ
た
。

「古
医
方
」
は
経

験

・
実
証
主
義
で
あ

り
、

名
古
屋
玄
医
を

以
て
興
り
後
藤

艮
山

を
経

て
香
川
修
庵
、

山
脇
束
洋
、

吉
益
東

洞
、

永
富
独
喘
庵
に

至

る
。

「
古
医
方
」

は
儒
学
に
お
け
る
朱

子
学
を
批
判
し
て
、

古
学

（荻
生
徊
徐
学
）

が
興

っ
た
の
と
よ
く
似
て
い
る
。
し
た

が

っ
て
古
学
と

「古
医
方
」
を
併
せ
修

め
る
人
も
多
く
亀
井
南
冥
も
そ
の

一
人

で
あ
る
。

◆
京
都
”

馨
聖
堂

“
に
合
祀
さ
れ
た
南
冥

京

の
御
寺
泉
涌
寺
山
内
、

今
熊
野
観

音
寺

（西
国
第
十
五
番
札
所
）
に

「馨

聖
堂
」
と
い
う

一
郭
が
あ
る
。

こ
れ
は
昭
和
五
十
九
年
、

当
時
の
日

本
医
師
会
会
長
武
見
太
郎
氏
ら
の

「日

本
医
学
の
発
達
の
貢
献
に
大
な
る
医
家

先
哲
を
祭
祀
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

医

道

の
高
揚
を
は
か
る
」
と

い
う
発
意
に

よ

っ
て
、

建
立
さ
れ
た
。

こ
こ
に
は
、

奈
良

・
平
安
よ
り
幕
末
ま
で
の
医
家
先

哲
百

二
十

二
名
が
含
祀
さ
れ
て
い
る
。

側
に
記
念
碑
が
あ
り
、

医
家

の
名
が
刻

ま
れ
て
い
る
。

奈
良
時
代

の
和
気
度
世

（清
暦
の
姉
）
か
ら
始
ま
り
明
治
初
頭
の

浅
田
宗
伯
ま
で
。

大
半
は
江
戸
時
代

の

人
物
で
、

蘭
医
学
者
も
含
ま
れ
て
い
る
。

山
脇
東
洋
、

杉
田
玄
白
、

華
岡
青
洲
、

渋
江
抽
斎
、

大
槻
玄
択
、

緒
方
洪
庵
等

は

一
般
に
も
知
れ
渡

っ
た
有
名
な
医
者

で
あ
る
。

こ
の
中
に
筑
前
か
ら
は
貝
原
益
軒
と

そ
し
て
亀
井
南
冥
の
二
名
が
刻
ま
れ
て

い
る
。

◆
永
富
独
哺
庵
と
の
師
弟
関
係

永
富
独
噺
庵
こ
そ
当
代
の
実
力
有
数

の
医
家
で
あ

っ
た
。
し
か
も
南
冥
と
の

師
弟
関
係
は
尋
常
な
も
の
で
は
な

い
。

独
噺
庵
は
長
州
赤
間
関
の
人
、

各
地
の

医
者
に
つ
い
て
遍
歴
す
る
が
、

自
分
が

懸
命
に
取
り
組
ん
だ

「古
医
方
」
も
既

に
墜
落
が
始
ま

っ
て
い
る
、

と
し
て
失

意
の
う
ち
に
故
郷
に
帰

っ
て
い
た
。
し

か
し
三
十
歳
に
し
て
長
崎
遊
学
を
思
い

立
ち
、

こ
れ
に
同
行
し
た
の
が
二
十
歳

の
南
冥
で
あ
る
。

父
聴
因
が
独
噺
庵
の

評
判
を
聞
き
、

息
子
の
教
育
を
依
頼
し

た
も
の
ら
し
い
。

二
人
は
オ
ラ
ン
ダ
医

学
に
触
れ
、

得
る
所
は
実
に
大
な
る
も

の
が
あ

っ
た
。

独
噺
庵
は
間
も
な
く
京
都
を
経
て
大

坂
に
出
る
が
、

南
冥
に
書
を
以
て
弟
子

入
り
を
要
請
し
た
。

独
噺
庵
は
医
事
実

務
家
を
自
任
し
弟
子
を
取
ら
な
か
っ
た

が
奉
公
し
て
で
も
と
い
う
者
が
続
出
し

門
弟
十
名
は
い
た
と
言
う
。

そ
の
独
噺

庵
が
敢
え
て
南
冥
に
は
弟
子
入
り
を
勧

め
て
い
る
。

南
冥
の
才
能
と
人
物
を
信

頼
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

後
に
南
冥
は
独
輔
庵
の
著
書

『漫
遊

雑
記
』
の
序
文
を
乞
わ
れ
る
ま
ま
に
書

き
、

師
の
病
没
に
際
し
て
は
遺
言
に
応

え
て
、

遺
児
充
国

（亀
山
）
を
引
取
り
養

育
の
後
五
島
藩
の
藩
儒
に
就
け
て
い
る
。

独
噺
庵
が
将
来
を
嘱
望
し
た
門
弟
は

三
名
。
こ
れ
を
永
富
門
の
三
傑
と
言
う
。

小
石
玄
俊
、

小
田
亨
叔
と
南
冥
。

玄
俊

は
京
都
に
あ

っ
て
名
医
大
家
の
名
を
欲

今熊野観音寺 「署聖堂J
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し
い
ま
ま
に
し
、

独
噺
庵
の
没
後
、

師

が
望
み
な
が
ら
果
た
せ
な
か
っ
た
オ
ラ

ン
ダ
医
学
の
修
得
に
励
み

「轡
聖
堂
」

に
も
合
祀
さ
れ
て
い
る
。

小
日
亨
叔
は

独
噺
庵
の
実
弟
で
あ
る
が
、

兄
の
意
向

に
添

っ
て
郷
里
の
長
府
藩
の
儒
医
に
仕

官
し
た
。

南
冥
は
医
学
に
お

い
て
も
当
時

一

流
、

ハ
イ
レ
ベ
ル
な
位
置
で
活
躍
し
て

お
り
、

後
世

「詈
聖
堂
」
に
合
祀
さ
れ

る
理
由
は
そ
れ
な
り
に
保
持
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

（注
）
日
本
医
史
学
会
関
西
支
部

一
九

九
五
年

（平
成
七
年
）
春
季
大

会
に
か

い
て
次
の
演
題
で
講
演

が
行
わ
れ
た
。

日
　
時
　
五
月
二
十
八
日

（日
）

場
　
所
　
一界
大
会
館

演
　
題
　
一
一百
三
十
回
追
善
祭

と
独
噺
庵
を
廻
る

人
々
―
亀
井
南
冥
―

演
　
者
　
岡
村
芳
樹

（大
阪
上
本

町

・
岡
村
ク
リ
エ
ッ

ク
院
長
）

※
京
都
の
医
史
学
全
般
に
つ
い
て
半
井

英
江
氏

（医
療
文
化
史
サ
ロ
ン
協
賛

会

・
運
営
委
員
長
）
の
御
教
授
を
受

け
た
。

篤
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

◆
儒
医
兼
帯
医
家
の
重
み

そ
れ
に
し
て
も
何
故
わ
が
国
で
は
儒

医
兼
帯
が
医
学
界
で
普
及
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

勿
論
儒
学
者
で
な
く
と
も
医

者
は
で
き
た
。

医
師
の
資
格
制
度
の
な

い
時
代
で
あ
る
。

薬
箱
持
ち
等
見
よ
う

見
ま
ね
で
医
技
術
の
修
得
が
可
能
な
時

代
で
あ

っ
た
。

理
由

の

一
つ
は
、

医
学
書

の
殆
ど
が

中
国
伝
来
の
漠
籍
で
あ

っ
た
こ
と
で
あ

る
。

『傷
寒
論
』
『神
農
本
草
経
』
等
々
。

こ
れ
を
読
み
こ
な
す
学
力
は
儒
学
の
読

解
力
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
り
、

こ
の

こ
と
は
次
に
勃
興
す
る
蘭
方
医
学
に
お

け
る
オ
ラ
ン
ダ
語
の
読
解
力
が
必
須
で

あ

っ
た
こ
と
と
よ
く
似
て
い
る
。

漢
学

の
厳
密
な
分
析
力
の
素
養
は
漢
医
書
の

理
解
に
充
分
発
揮
で
き
、

現
実
の
病
患

に
当
て
は
め
る
場
合
の
応
用
力
も
漢
学

の
よ
く
す
る
所
で
あ

っ
た
。

も
う

一
つ
は
、

儒
学
を
学
ぶ
人
の

一

般
教
養
の
高
さ
と
信
頼

へ
の
期
待
の
大

き
さ
で
あ
る
。

特
に
儒
学
の

「仁
」
を
具

体
的
に
体
現
す
る
言
葉
と
し
て
、

「医
は

仁
術
な
り
」
と
い
う
語
が
あ
り
、

患
者

に
期
待
を
持
た
せ
や
す
い
。
こ
の
こ
と

は
キ
リ
ス
ト
教
伝
導
師
の
医
術
が
、

医

を
受
け
る
側
の
人
々
に
無
限
の
信
頼
感

を
も
た
ら
し
た
の
と
よ
く
似
て
い
る
。

と
も
あ
れ
儒
医
兼
帯
の
医
家
は

一
般

的
に
世
間
の
尊
敬
を
受
け
見
よ
う
見
ま

ね
で
開
業
し
た
者
と
世
評
は
異
な

っ
て

い
た
。

医
家
が
子
孫
に
存
続
す
る
確
率

も
儒
医
兼
帯
の
方
が
高
か
っ
た
。

現
在
、

例
え
ば
何
何
堂
と
か
の
古
い
医

家
名
を
も

っ
た
有
名
大
病
院
は
少
な
く

な
い
ず
こ
れ
は
昔
の
儒
医
兼
帯
の
伝
統
を

有
す
る
も
の
の
後
喬
に
他
な
ら
な
い
。

◆
南
冥
は
医
よ
り
も
学
を
選
ん
だ

南
冥
は
医
の
道
で
進
む
こ
と
は
充
分

可
能
で
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
学
問

の
世
界
に
ひ
た
進
み
に
進
ん
だ
。

一
介
の
町
医
か
ら
抜
擢
さ
れ
て
儒
医

兼
帯
と
し
て
十
五
人
扶
持
を
与
え
ら
れ

て
い
る
。

当
時
の
身
分
制
度
で
は
藩
儒

と
し
て
代
々
竹
国
家
以
下
十
二
家
が
厳

然
と
し
て
お
り
、

南
冥
の
学
力
を
も

っ

て
し
て
も
表
面
で
は
医
者
と
し
て
し
か

扱
わ
れ
な
か

っ
た
。

儒
学
者
と
し
て
は

医
業
と
の
兼
務
で
し
か
生
き
る
す
べ
が

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
間
も
な
く
儒
学
の
実
力
は
認

め
ら
れ
、

藩
主
侍
謡
と
し
て
殿
様
の
近

く
で
講
義
を
す
る
よ
う
に
な
り
、

更
に

五
年
後
の
天
明
三

（
一
七
八
三
）
年
福
岡

藩
西
学
問
所
の
主
宰
を
命
ぜ
ら
れ
る
。

◆
そ
れ
で
も
亀
井
の
医
局
は
診
療
を
続

け
て
い
た

こ
の
よ
う
な
華
や
か
な
学
問
活
動
の

傍
ら
内
々
で
医
事
を
続
け
て
い
た
。

本ヽ

年

の
患
者
で
診
療
を
乞
う
者
も
あ
り
代

診
だ
け
で
は
済
ま
ぬ
こ
と
も
あ

っ
た
。

南
冥
二
十
八
歳
、

鹿
児
島

へ
の
旅
路

で

は
、

折

々
の
宿
泊
先
で
診
察
を
乞
う
者

が
多
く
、

旅
立
ち
を

一
上
一日
延
期
し
た

と

の
記
事
が
散
見
さ
れ
る
。

南
冥

の
医

療
技
術
は
当
時
と
し
て
は
相
当
な
も
の

と
し
て
衆
目
認
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

藩
の
侍
医
と
し
て
の
勤
務
も
あ

っ
た

ら
し
く
、

藩
主
治
之
公
の
病
状
カ
ル
テ

と
も

い
う
べ
き

『治
之
公
君
侯
病
候
総

諭
』
な
る
文
書
が
南
冥
の
手
で
遺
さ
れ

て
い
る
。

こ
れ
は
医
学
史
上
貴
重
な
も

の
と
さ
れ
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
大
名
な

る
者
の
病
状
が
こ
れ
程
詳
し
く
伝
わ

っ

て
い
る
の
は
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「馨聖堂J記 念碑記念碑 (拡大)
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◆
昭
陽
は
学
問

一
筋
。

医
事

へ
の
願
望

強
し亀

井
家
学
は
二
代
儒
医
兼
帯
で
あ

っ

た
が
、

三
代
目
の
昭
陽
は
学
問

一
筋
を

賞

い
た
。
し
か
も
藩

の
城
代
組

の
平
士

の
務
め
を
兼
ね
な
が
ら
で
あ
る
。

つ
ら

さ
は
身
に
し
み
る
も

の
が
あ

っ
た
で
あ

ろ
う
。

「誰
か
を
医
家

に
し
た

い
」
と

の
願
望
が
次
第
に
強
く
な
る
。

特
に
南

冥
は
そ
の
願
望
を
強
く
も

っ
て
い
た
。

昭
陽

の
実
子
の
う
ち
長
男
は
福
岡
藩

の
平
士
と
し

て
の
世
藤
を
継

が
せ
た

い
。
し
か
も
長
男
義

一
郎
は
幼
く
次
男

鉄
次
郎
は
生
れ
た
ば
か
り
。

そ
こ
で
長

女
友

（少
乗
）
に
養
子
を
迎
え
、

こ
れ

に
儒
医
兼
帯
を
託
し
た
い
と
の
思
惑
が

次
第
に
強
く
な
る
…
。

か
く

て
源
吾

（後

に
雷
首
と
号
す
）

が
亀
井
門
下
生
よ
り
選
ば
れ
た
。

雷
首

は
聴
因
の
姉
の
孫
に
あ
た
り
幼
児
よ
り

亀
井
門
の
内
弟
子
に
加
わ

っ
て
い
た
。

雷
首
が
医
事
後
継
者
に
決
ま

っ
た
の

は
文
化
四

（
一
八
〇
七
）
年
。

昭
陽
が

父
の
著
書

『諭
語
語
由
』
開
板
の
た
め
、

江
戸

へ
の
旅
に
雷
首
は
随
行
し
た
。

翌
年
帰
着
の
後
に
南
冥
が
昭
陽
に
相

談
し
、

昭
陽
が
こ
れ
に
応
じ
て
雷
首
に

言
い
渡
し
た
も
の
ら
し
い
。

時
に
雷
首

十
九
歳
。

友

（少
乗
）
十
歳
。

雷
首
の
医
事
の
師
匠
に
つ
い
て
は
明

確
で
は
な

い
が
、

手
近
に
い
る
南
冥
こ

そ
先
ず

一
流
の
師
で
あ
ろ
う
。

こ
の
時

か
ら
南
冥
の
逝
去
ま
で
七
年
間
、

折
に

ふ
れ
指
導
を
受
け
得
た
と
思
わ
れ
る
。

時
代
も
推
移
し
オ
ラ
ン
ダ
医
学

へ
の

必
要
も
感
じ
、

そ
の
勉
学
も
重
ね
た
で

あ
ろ
う
。

か
く
し
て
九
年
間

の
修
業
を
経

て
、

雷
首
は
少
乗
と
結
婚
。

診
療
も
徐
々
に

開
始
し
、

更
に
八
年
後
に
は

「今
宿
亀

井
家
」
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
に
な
る
。

◆
夫
婦
連
携
の
儒
医
兼
帯

本
編
は
少
栞
の
こ
と
を
書
く
の
が
本

筋
で
あ
る
が
、

す

っ
か
り
廻
り
道
を
し

て
し
ま

っ
た
。

が
、

儒
医
兼
帯
を
目
指

す
亀
井
家
学
に
と

っ
て
少
乗
の
役
割
の

重
み
を
理
解
し
て
頂
く
た
め
に
敢
え
て

そ
う
し
た
。

南
冥
と
昭
陽
の
目
指
し
た
儒
医
兼
帯

は
、

「儒

の
昭
陽
」
と

「医

の
雷
首
」

の
並
存
で
あ

っ
た
。

当
初
の
数
年
は
そ

う
で
あ
る
。
し
か
し

「今
宿
亀
井
家
」

の
立
ち
上
げ
後
は

「医

の
雷
首
」

「儒

の
少
乗
」
の
夫
婦
連
携
で
儒
医
兼
帯
を

充
実
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

雷
首
の
医
業
は
極
め
て
順
調
で
、

糸

島
か
ら
唐
津

・
松
浦
ひ
い
て
は
五
島
に

ま
で
好
評
を
博
し
た
。

雷
首
は
同
時
に

儒
学
の
修
練
も
重
ね
て
い
る
。

只
の
医

者
で
は
な

い
。
し
か
し
患
者
の
増
加
に

伴

い
、

医
業

に
埋
没
し
そ
う

に
な

る

「今
宿
亀
井
」

の
儒
学
を
女
な
が
ら
支

え
た
の
が
少
乗
で
あ

っ
た
。

（続
く
）

【参
照
】

，
大
塚
恭
男

『束
洋
医
学
』
岩
波
新
書

・
荒
木
見
悟

『亀
井
南
冥

・
昭
陽
』
明

徳
出
版
社

・
京
都
府
医
師
会
編

『京
都
の
医
学
史
』
　

思
文
闇
出
版

・
井
上
　
中
Ｄ

「福
岡
藩

に
か
け
る
洋
学

の
性
格
」

（文
献
出
版

『九
州

の
思

想

・
文
化
』
所
収
）

皆
様
に
は
い
つ
も
博
物
館
の
運
営
に
ご

協
力
い
た
だ
き
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。

当
館
は
例
年
通
り
１２
月
１
日
よ
り
２
月

末
日
迄
、

冬
季
休
館
と
な
り
ま
す
。
ア」
の
間

に
資
料
の
整
理
や
調
査
、

情
報
収
集
、

ビ

デ
オ
撮
影
か
ら
外
回
り
の
作
業
迄
、

ほ
と

ん
ど
す
べ
て
を
職
員
全
員
で
行
い
ま
す
。

展
示
台
の
よ
う
な
大
き
な
も
の
か
ら
、

名

札
の
よ
う
な
小
さ
な
も
の
ま
で
、

館
で
使

用
す
る
小
道
具
な
ど
、

島
で
手
に
入
る
も

の
す
べ
て
を
ふ
る
に
活
用
し
制
作
。

あ
と

は
職
員
の
腕
と
セ
ン
ス
が
た
よ
り
で
す
。

制
作
品
数
が
増
え
る
程
に
職
員
は
腕
を

あ
げ
て
い
き
、

職
人
さ
ん
の
様
な
こ
だ
わ

り
を
み
せ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

ど
う
し

て
も
で
き
な
い
時
は
、

島
の
人
達
に
泣
き

つ
く

・
・
・
９
。
「あ

っ
」
と
い
う
も
の
を

使

っ
て

「え

っ
」
と
い
う
方
法
で
出
来
上

が
り
。

自
然
と
と
も
に
暮
ら
し
て
ゆ
く
と

い
う
こ
と
は
、

創
意
工
夫
と
い
う
素
晴
ら

し
い
も
の
を
返
し
て
く
れ
る
よ
う
で
す
。

１
杯
の
コ
ー
ヒ
ー
と
職
員
の
笑
顔
？
だ
け

で
臨
時
職
員
に
早
変
わ
り
で
す
。

当
博
物

館
は
冬
の
間
こ
の
様
な
人
々
に
支
え
ら
れ

て
春
の
開
館
準
備
を
い
た
し
ま
す
。

来
春

も
御
来
館
の
程
心
よ
り
お
待
ち
い
た
し
て

お
り
ま
す
。

『君 侯 病 候 総 論 』(福岡県立嘩 義 太日資料 139)

柏書房 『日本近世女性生活史事典』



第5回 能古の風フォトコンクーJレ
入 賞 者 発 表

グ嗅筈ジ賞「窓辺の光景」 高鷹 春一氏

のとおtまふ

報車辱嘉 「
局含前」 大村 博文氏

第 5回 能 古 の 風 フ ォ トコ ン ク
ー

Jレ入 賞 書

グランプリ賞  三 万円 高 鷹春一様 福 岡市早良区小圧郎

準グランプリ賞 三 万円 藤 吉マツヱ様 福 岡肺中央区J崎

特 別  賞  二 万円 斎 日英二様 福 岡市早良区西新

能 告弔挙高  一 万円 大 村博文様 福 岡市中央87」嘔

入   選  一 万円 床 嶋瑠璃子様 福 岡市早良区南庄

入   選  一 万円 西 川芳英様 太 宰府市梅香苑

入   選  一 万円 丸 尾  功 様 福 岡 賄

入   選  一 万円 柳 瀬尚子様 福 岡市西区泉

入   選  一 万円 八 尋祥文様 福 岡柾5区蛭鋏

入   選  一 万円 山 本光玄様 福 岡市中央区大手門

準
起 電)賞

「夏の少女」藤吉マツヱ氏

僧

ギ
／轡 側 の色雲J斎 田 英二氏

今年も皆様のお力で怜ヒ古の風フォトコンクール」を無事開催させていただく事が出来ました。有難うこざいます。職員一同心より御礼

申し上げます。11月30日迄、応募作品100点 以上を別館に展示しております。いろいろな能古島をどうぞ御覧下さい。気の早い話で

すが来年も、ぜひ御応募の程よろしくお願い申し上げます。

(5)第 342」号 能 古 博 物 館 だ よ り 平成14年 10月5日

D
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【法
人
協
賞
会
員
】

浄
土
真
宗
本
願
寺
派

浄
満
寺

田
原
土
井
病
院

ワ
タ
キ
ュ
ー
セ
イ
モ
ア
ｍ

ｍ
福
岡
メ
デ
ィ
カ
ル
リ
ー
ス

側
ア
ー
ル
ア
ン
ド
エ
ム

い
ク
リ
ニ
カ
ル
デ
ー
タ
サ
ー
ビ
ス

福
岡
桜
坂
郵
便
局

鬼
鞍
信
孝

福
岡
能
古
郵
便
局

西
方
俊
司

福
岡
赤
坂
郵
便
局

戸
田
正
義

日
清
医
療
食
品
ｍ

福
岡
支
店

ｍ
福
岡
経
営
管
理
セ
ン
タ
ー

船
サ
ン
コ
ー

倒
恵
光
会
原
病
院

硼
西
日
本
銀
行

和
白
支
店

側
西
国
本
銀
行

千
代
町
支
店

佃
西
日
本
銀
行

香
椎
支
店

側
西
日
本
銀
行

土
井
支
店

俗岬
西
日
本
銀
行
福
岡
流
通
セ
ン
タ
ー
支
店

硼
西
日
本
銀
行

新
営
支
店

側
西
日
本
銀
行

箱
崎
支
店

硼
西
日
本
銀
行

久
山
支
店

０
サ
ン
ネ
ツ
ト

佃
福
砂
屋

佛
昭
和
鉄
工

口
笠
松
会
有
吉
病
院

佃
セ
ン
タ
ー
ビ
ジ
ネ
ス

０
ウ
エ
ダ
建
築
社

（敬
称
略
　
順
不
同
）

九
州
防
災
工
業
船

伺
西
部
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
サ
ー
ビ
ス

０
豊
友
設
備

総
合
産
業
伺

ｍ
一
ラ

コ
ク
ト
ラ
ス
ト

伽
メ
イ
デ
ン

ダ
イ
ア
ド
伽

佃
ホ
ス
ピ
カ

ギ
ヤ
ラ
リ
ー
倉

口
福
岡
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院

倒
江
頭
会
さ
く
ら
病
院

硼
ニ
チ
ロ
九
州
支
社

宗
教
法
人
善
隣
教

硼
リ
コ
ー
商
会

佛
橋
本
組

下
山
工
業
側

学
校
法
人
原
学
園

愉
唐
人
町
プ
ラ
ザ
甘
菓
館

大
和
産
業
硼
福
岡
支
店

社
会
福
祉
法
人
福
岡
ひ
ま
わ
り
の
里

【協
賛
会
会
員
】

松
本

盛

二
③

南
　
誠
次
郎
②

中
山

重
夫
③

菅

　

直
登
③

早
船
　
正
夫
②

奥
村

宏
直
②

笠
井

徳
三
②

荒
木

靖
邦
③

安
陪

光
正
⑤

亀
井

准
輔
①

熊
谷

雄
子
⑥

石
橋

観

一
②

木
原

敬
吉
③

坂
田

貞
治
⑥

庄
野

直
彦
④

原
日

國
雄
②

森
光

英
子
⑥

永
井

　

功
⑦

緒
方

益
男
⑦

浦
上

　

健
③

山
本

　

稔
③

田
中

貞
輝
③

武
内

隆
恭
②

白
水

義
晴
⑦

石
野
智
恵
子
②

翠
川

文
子
③

多
々
羅
節
子
①

熊
谷

豪
三
②

有
江

　

勉
①

山
崎

　

拓
①

七
熊

太
郎
②

西
喜

代
松
⑥

片
桐

寛
子
⑦

具
島

菊
乃
⑤

西
村

俊
隆
⑥

明
石

散
人
③

矢
部

俊
幸
②

上
原

孝
正
②

【友
の
会
会
員
】
大
山

宇

一
⑥

葉
山

政
志
⑦

川
島

貞
雄
③

〕序
　

洋
子
①

久
芳

正
隆
⑥

半
田

耕
典
⑥

武
藤

瑞
こ
④

荘
山

雅
敏
⑥

吉
田

洋

一
⑤

永
岡
喜
代
太
③

神
戸

純
子
④

渡
辺
美
津
子
⑤

山
田

博
子
③

佐
藤

泰
弘
⑥

前
田

静
子
④

飯
田

　

晃
③

紳
戸

　

聡
③

田
里

朝
男
④

吉
田
　
一
郎
①

池
田

修
三
②

岩
谷

正
子
③

小
川

正
幸
②

権
藤

菊
朗
②

井
手
俊

一
郎
②

増
田

義
哉
④

目
嶋
熊
太
郎
⑥

土
井

千
草
①

松
坂

洋
昌
④

稲
永

　

実
①

鹿
毛

博
通
④

首
川

映
子
⑥

松
井

俊
規
⑤

衛
藤

博
史
⑤

伊
藤

泰
輔
⑥

西
村

蓬
頭
③

執
行

敏
彦
④

渡
辺
子
代
子
②

後
藤

和
子
⑦

脇
山
涌

一
郎
①

川
浪
由
紀
子
①

川
田

啓
治
③

足
達

輔
治
⑤

中
村
ひ
ろ
え
③

古
賀

謹

二
②

野
尻

敬
子
③

大
野

幸
治
⑥

櫛
田

正
己
③

青
木
良
之
助
◎

神
崎
憲
五
郎
〇

金
子

柳
水
⑥

佐
野

　

至
③

井
手

親
栄
⑩

宮
崎

春
夫
①

鬼
丸

珀石
山
⑦

山
崎
エ
ツ
子
④

小
山

元
治
③

吉
瀬

』不
雄
②

古
賀

義
劇
①

西
山

正
招
②

市
丸
喜

一
郎
③

豊
島

嘉
穂
②

庄
野

陽

一
⑦

守
瀬

孝

二
①

鋤
田

祥
子
⑤

甲
本

達
也
②

日
本

政
宏
⑥

鳥
井
裕
美
子
②

濃
北

折
口
郎
①

大
塚

博
久
②

辻
本

雅
史
⑤

松
田

　

こ福
②

杉
浦

五
郎
②

中
野

自酎
子
②

大
谷

英
彦
⑤

野
崎

逸
郎
②

住
本

　

市霞
④

出
根
ち
ず
子
②

村
山

〓
臼
廣
③

住
本

直
之
④

大
島

節
子
④

間
所
ひ
さ
子
⑤

伊
藤

英
邦
①

鹿
毛

光
子
①

古
賀

朝
生
①

林

　

正
幸
②

井
上

南臼
策
②

田
中

寛
治
②

土
屋
伊
磋
雄
①

白
井

京
子
②

原

　

礼
子
①

小
堀
百
合
子
①

原

　

康

二
①

原

　

牧
子
①

杉
　
み
ど
り
③

原
　

祐

一
①

山
下

こ月
久
②

杉
原

正
毅
⑥

大
久
保
　
車升
②

党

　

隆
雅
⑤

福
澤

口日
弘
②

小
嶋

幸
雄
④

福
本

孝
行
④

樋
口

陽

一
②

片
桐

道雪

一②

木
下

　

勤
③

酒
井
カ
ツ
ヨ
③

島

　

義
博
④

田
上

紀
子
③

中
畑

孝
信
③

西
島

道
子
⑥

西
嶋

洋
子
③

村
上

靖
朝
③

獄

村
　

魁
③

木
原

光
男
⑤

庄

野
健

次
②

鈴
木
恵
津
子
⑥

田
中
加

代
④

冨
永
紗
智
子
①

吉
村

陽
子
②

松
本
雄

一
郎
②

石
橋

善
弘
⑤

徳
重

　

認
①

岩
淵

謙
治
③

芹
本

雄

二
③

武
田

正
勝
②

武
田
初
代
子
②

近
藤

雄
文
④

西
嶋

克
司
⑤

樺
島

政
信
③

丸
橋

秀
雄
③

井
上

　

こ月
②

上
杉

和
稔
①

富
田

英
寿
⑥

野
上

折
『
子
①

益
尾

天
績
⑥

小
山

正
文
①

石
橋

正
治
①

亀
石

正
之
①

藤
田
　
一
枝
③

松
尾

こ月
美
③

蓮
尾

正
博
③

森

　

祐
行
③

吉
安

蓉
子
②

村
上

　

牧
③

小
谷

修

一
③

阿
部

口日
弘
②

結
城

　

進
①

永
石

順
洋
③

重
松

史
郎
①

藤
吉
マ
ツ
ヱ
②

亀
井

勝
夫
②

岸
川

　

龍
①

山
本

光
玄
③

吉
開

史
朗
①

田
中

靖
高
①

香
立
る

三ヽ

①

藤
瀬
三
枝
子
②

野
見
山
　
実
②

頃
末

隆
英
①

友
原

静
生
②

森
口

智
子
①

山
本

信
行
①

山

見
商

会
②

銀
座
玄
和
堂
診
療
所
（）

尾
澤

　

健
②

井
上

陽

一
①

寿
美

電
気
①

矢

野
鈴

子
①

藤
崎
和

子
①

宮
崎

正
直
①

原
田
雄

平
①

山
本
　

勲
①

立
石

武
泰
①

伊
藤

　

茂
①

玉
置

文
枝
○

水
田

和
夫
④

木
戸

龍

一
①

岡
部
六
弥
太
②

星
野
万
里
子
③

吉
村

静『
江
③

安
松

勇

一
①

上
国

良

一
②

高
国

と
空

一◎

桑
野

次
男
③

藤
木

充
子
②

和
国

宏
子
①

行
成

静
子
②

片
岡

洋

一
②

石
川

文
之
③

山
内
重
太
郎
③

都
筑

久
馬
②

斎
藤

　

拓
③

横
山

智

一
③

古
賀

こ月
子
①

宮
崎

　

集
②

西

　

政
憲
◎

岡
本

金
蔵
⑦

三
宅

碧
子
②

星
野

金
子
②

林
　
十
九
楼
⑩

目

　

徹
男
②

安
永

友
儀
③

紺
田
喜
代
治
⑥

上
国

　

博
①

鶴
田
ス
ミ
子
⑦

塚
本
美
和
子
⑥

伊
藤

康
彦
⑤

寺
岡

秀
宣
④

原
口

種
美
⑤

奥
田

　

稔
②

石
橋

注帰
助
①

井
上

敏
枝
⑤

吉
原

湖
水
①

隈
丸

達月
次
②

吉
冨
と
き
代
⑤

浜
野
信

一
郎
⑤

※
新
規
の
御
加
入
⌒先
号
以
後
、

平
成
十
四
年
九

月
二
十
日
現
在
）
を
、

記
載
い
た
し
て
お
り
ま

す
の
で
、

何
卒
ご
芳
名
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

自
然
と
文
化
の
小
天
地
創
造

客
消裾
残

協
賛
会

（個
人
）年
間
１
万
円
（何
日
で
も
可
）

〃
　

（法
人
）年
間
３
万
円
（何
口
で
も
可
）

友
の
会

年
間
３
千
円
（何
日
で
も
可
）

⌒館
の
活
動
、

館
誌
嬌
読
と
催
事
企
画
に
参
加
）

〔
軸
鍋
勝
嶋
嫌
珊
曜
森

施
設
整
備
等
の

〕

納
入
方
法
＝
郵
便
振
替
①
ｌ
７
３
０
‐９
‐６
０
９
７
①

財
団
法
人
　
能
古
博
物
館

右
の
会
費
受
領
は
、

そ
の
都
度
本
誌
に
掲

載
、

以
後
会
費
相
当
期
間
を
名
簿
に
し
ま
す
。

印
刷
　
大
成
印
刷
株
式
会
社


