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◆
能
古
の
三
大
ス
ー
パ
ー

ス
タ
ー
ツ
リ
ー

さ
て
、

前
回
は
前
置
き
が
ず

い
ぶ
ん

長
く
な
り
ま
し
た
。

今
回
は
さ

っ
そ
く

本
題
で
あ
る
能
古
島
の
樹
木
に
つ
い
て

レ
ポ
ー
ト

い
た
し
ま
し
ょ
う
。

お
そ
ら

く
、

こ
う
し
た
特
定
地
域
の
木
本

（も

く
ほ
ん
）
植
生
に
つ
い
て
話
し
を
は
じ

め
る
場
合
、

そ
の
植
物
社
会
学
的
な
分

類
、

位
置
付
け
か
ら
始
め
る
の
が
筋
で

あ
り
ま
し
ょ
う
が
、

今
回
は
そ
う
し
た

話
し
は
ぬ
き
に
し
て
、

能
古
で
と
り
わ

け
目
立

っ
て
い
る
大
看
板
的
な
樹
木
三

種
の
紹
介
を
し
ま
し
ょ
う
。

名
づ
け
て

「能
古
の
三
大
ス
ー
パ
ー

ス
タ
ー
ツ
リ
ー
」
で
す
！

ま
ず
ト

ッ
プ

バ
ッ
タ
ー
、

能
古
島
展
望
台
の
北
北
西
約

一
〇
〇

ｍ
地
点
の
大
タ
ブ
ノ
キ
。

幹
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四
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伽

根
元
周

　̈
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張
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西
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一
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中
　

　

一
四

・
五

ｍ

柑
橘
が
植
え
ら
れ
て
い
る
段
々
畑
の

隅
に
生
育
す
る
、

非
常
に
バ
ラ
ン
ス
の

良

い
樹
冠
を
誇
る
、

堂
々
た
る
タ
ブ
ノ

キ
で
す
。

遠
目
に
は
多
幹
の
よ
う
に
見

え
ま
し
た
が
、

そ
ば

へ
寄

っ
て
み
る
と
、

一
本

の
主
幹
か
ら
み
ご
と
な
主
枝
、

亜

主
枝
、

側
枝
を
の
び
の
び
と
展
開
し
た
、

風
格
抜
群
の
大
タ
ブ
ノ
キ
で
し
た
。

無

剪
定
で
永
ら
え
て
い
る
の
が
な
に
よ
り

で
す
ね
。

樹
齢
を
推
定
す
る
の
は
な
か

な
か
難
し
い
の
で
や
め
て
お
き
ま
し
ょ

う
ｉ
。
と
は
い
え
、

や
は
り
気
に
な
り

ま
す
。

根
元
周
か
ら
割
り
出
し
た
根
元

半
径
が
お
よ
そ
六
八
Ｏ

ｍｍ
で
す
。

ス
ギ
、

ク
ス
ノ
キ
、

ア
ラ
カ
シ
、

イ
チ

ョ
ウ
、

サ
ク
ラ
、

ク

ロ
ガ
ネ
モ
チ
、

マ
ツ
、

モ

ッ
コ
ク
の
平
均
年
輪
幅
を
求
め
た
、

あ

る
デ
ー
タ
を
も
と
に
、

仮
に
本
樹
木
の

平
均
年
輪
幅
を
二

・
八

ｍｍ
と
設
定
す
る

と
、

エハ
八
〇
割
る
こ
と
の
二

・
八
は
…
。

ま
た
、

広
島
県
指
定
天
然
記
念
物

「新
圧

の
宮

の
タ
ブ
ノ
キ
」
が
胸
高
直

径

一
ｍ
を
超
え
た
、

あ
る
時
期
の
十
七

年
間
の
平
均
年
輪
幅
が
、

お
よ
そ
五

ｍｍ

弱
と
推
定
さ
れ
ま
す
か
ら
、

そ
れ
で
い

く
と
も

っ
と
若

い
と
い
う
こ
と
に
…
。

さ
て
、

能
古
の
ス
ー
パ
ー
タ
ブ
ノ
キ

の
実
年
齢
や
如
何
に
１
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つ
づ
く
二
番
手
、

永
福
寺
の
南
束
の
大
ク

ロ
ガ
ネ
モ
チ
。

三
八

Ｃｍ

一ハ
七
Ｃｍ

九

・
Ｏ

ｍ

七

・
二

ｍ

九

・
五

ｍ

四

一　
Ｃｍ

一ハ
一一一
Ｃｍ

八

・
八

ｍ

五

・
Ｏ

ｍ

九

・
五

ｍ

「ク
ス
ド
イ
ゲ
」
耳
慣
れ
な

い
名
前
だ
と
思

い
ま

す
。

普
通
は
人
の
身
近
に
植
え
ら
れ
る
こ
と
は
無

い

で
し
ょ
う
。

何
し
ろ
、

幹
や
校
の
あ
ち
こ
ち
か
ら
無

茶
な
ト
ゲ
を
出
し
ま
す
の
で
…
。

仮
に
自
然
と
生
え

て
き
た
と
し
て
も
、

す
ぐ
に
切
り
倒
さ
れ
て
し
ま
う

で
し
ょ
う
。

下
手
に
近
づ
く
と
、

血
だ
ら
け
に
な
り

か
ね
な

い
か
ら
で
す
。
じ
つ
は
、

上
述
の
ク

ロ
ガ
ネ

モ
チ
の
傍
ら
に
も
、
アこ
の
ク
ス
ド
イ
ゲ
に
比
べ
れ
ば
、

ま
だ
ま
だ
ヒ
ヨ
ツ
コ
で
す
が
、

同
じ
木
が
生
え
て
い

ま
し
た
。

前
回
の
第
四
九
号
季
誌
能
古
博
物
館
だ
よ

り
の
巻
頭
を
飾

っ
た
写
真
の
本
で
す
。
し
か
し
こ
れ

と
て
今
は
、

し

っ
か
り
根
元
で
大
地
と
の
縁
は
切
ら

れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、

普
段
は
人
と
の
接
点

が
避
け
ら
れ
が
ち
な
樹
木
で
は
あ
り
ま
す
が
、

神
社

で
は
こ
の
ト
ゲ
ゆ
え
に

「魔
除
け
」
と
し
て
植
え
ら

れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

と
こ
ろ
で
計
測
し
た
樹
外
寸
法
を
み
る
と
、

先
述

の

「
ス
タ
ー
達
」
に
比

べ
、

ず

い
ぶ
ん
見
劣
り
す
る

よ
う
に
思
え
ま
す
ね
。
し
か
し
、

こ
の
樹
種
と
し
て

は
十
分

「大
物
」
と
み
な
し
て
よ
い
よ
う
で
す
。

た

だ
、

不
思
議
な
の
は
、

こ
の
自
髪
神
社
の
ク
ス
ド
イ

ゲ
。

極
め
て
ト
ゲ
が
少
な

い
の
で
す
。

地
元
の
ご
年

配
の
方
々
に
伺

っ
て
も
、

小
さ
い
こ
ろ
か
ら
こ
の
二

本

の
木
と
も
ト
ゲ
が
あ

っ
た
と

い
う
記
憶
は
無

い
、

と
の
こ
と
で
し
た
。
ご
老
人
達

の
さ
ら
に

一
世
代
、

二
世
代
前
に
は
ト
ゲ
だ
ら
け
の
時
代
が
あ

っ
た
の
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。

余
談
で
す
が
、

こ
の
ク
ス
ド
イ
ゲ

の
業
に
タ
バ
コ
の
火
を
軽
く
押
し
当
て
た
後
、

五
分

ほ
ど
待

つ
と
死
環
と
呼
ば
れ
る
黒

い
輪
が
表
れ
ま

す
。
こ
の
死
環
と
い
う
現
象
は
、

モ
チ
ノ
キ
科
や
モ

ク
セ
イ
科
の
常
緑
樹
に
共
通
の
も
の
で
、

本
樹
種
を

含
め
た
樹
木
の
樹
種
判
定
法
の
ひ
と

つ
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
能
古
島

に
つ
い
て
は
、

「ど
う
も
ア
オ
キ
の

自
生
が
な
さ
そ
う
だ
」
と

い
う
興
味
深
い
観
察
結
果

が
出
て
い
ま
す
。

な
ぜ
こ
の
島
に
は
ア
オ
キ
が
無

い

の
か
、

本
当
に
無

い
の
か
な
ど
、

ま
た
の
機
会
に
掘

り
下
げ
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
完
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一

一〇
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ｍ

一ハ
二〇
）ｍ

八
・Ｏ

ｍ

こ
ち
ら
も
上
述

の
タ

ブ

ノ

キ

同

様
、

単
幹
の
堂
々

た
る
ク

ロ
ガ
ネ
モ

チ
で
す
。

上
校
の

枯
死
が
目
立

つ
の

が
気
に
な
り
ま
す
。

土
壌

の
乾
燥
か
、

根
、
も
し
く

は
幹
に
生
じ
た
何
ら
か
の
障
害
に
よ

っ
て
水
の
吸
い

上
げ
が
不
十
分
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

な
ん
と
か

樹
勢
の
回
復
を
期
待
し
た

い
も
の
で
す
ね
。

ま
わ
り
の
樹
木
に
さ
え
ぎ
ら
れ
十
分
な
観
察
が
で

き
な
か

っ
た
の
で
、

断
言
は
差
し
控
え
ま
す
が
、

双

眼
鏡
で
見
る
限
り
、

実
を

つ
け
な

い
雄
木
と
思
わ
れ

ま
す
。

な
お
、

ク

ロ
ガ
ネ
モ
チ
の
平
均
年
輪
幅
と
し

て
三

・
六

ｍｍ
と

い
う
デ
ー
タ
が
あ
り
ま
す
。

さ
て
さ

て
能
古
の
長
老
、

ク

ロ
ガ
ネ
モ
チ
の
実
年
齢
は
…
。

お
待
た
せ
し
ま
し
た
。

い
よ
い
よ
真
打
登
場
―

こ
ち
ら
は
同

一
樹
種

の
ペ
ア
、

白
髪
神
社

社
殿
一異

の
大
ク
ス
ド
イ
ゲ
ニ
本
―

幹
　
周

根
元
周

枝
張
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束
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南
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亀
井
南
冥
が
寛
政
異
学
の
禁
で
廃
期
の
憂
き
目
に

あ
い
、

筑
前
黒
田
藩
藩
費
教
授
を
解
任
さ
れ
た
の
は
、

寛
政
四
年
南
冥
五
十
歳
の
お
り
で
あ

っ
た
。
『論
語
語

由
』
は
、

南
冥
の
著
述
の
な
か
で
も
代
表
作
に
あ
た

る
が
、

廃
鞘
の
時
点
で
は
、

未
定
稿
の
状
態
で
あ

っ

た
。

お
そ
ら
く
南
冥
は
解
任
後

の
暇
を
利
し
て
、

そ

の
整
理
と
完
成
に
没
頭
し
た
と
思
わ
れ
る
。

翌
年
の

冬
十
月
に
脱
稿
。

そ
れ
か
ら
十
三
年
を
経
た
文
化
三

年

（
一
八
〇
六
）
、

南
冥
六
十
五
歳
の
と
き

『論
語
語

由
』
は
支
藩
の
秋
月
黒
田
藩
で
翻
刻
出
版
さ
れ
る
は

こ
び
と
な
る
。

全
十
巻
、

南
冥
の
生
前
に
上
木
の
か

た
ち
で
陽
の
目
を
み
た
唯

一
の
著
述
で
あ

っ
た
。

秋
月
藩
主
黒
田
長
舒
と
そ
の
世
子
長
房
は
と
も
に

序
文
を
よ
せ
て
推
重
し
て
い
る
が
、

そ
れ
が
本
藩
の

忌
講
に
ふ
れ
た
老
儒
者
の
た
め
に
書
か
れ
て
い
る
こ

と
を
思
え
ば
、

余
程
の
好
意
を
南
冥
に
抱

い
て
い
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

秋
月
藩
に
は
南
冥
が
終
生
知
遇

を
受
け
た
家
老
の
宮
崎
紫
涙
が
い
た
し
、

南
冥
の
高

足
の
弟
子
で
あ

っ
た
原
古
処
が
儒
官
と
し
て
藩
主

の

信
任
を
え
て
い
た
こ
と
も
あ

っ
て
、

彼
ら
の
奔
走
と

努
力
が
あ

っ
て
好
学

の
藩
主
を
う

ご
か
し
、

『論
語

語
由
』

の
翻
刻
に
踏
み
き
ら
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

原
古
処
は
字
を
士
前
、

俗
称
を
震
平
と
い
い
、

秋

月
城
の
背
後
に
そ
び
え
る
秀
麗
な
古
処
山
か
ら
号
を

と

っ
て
、

古
処
山
人
と
称
し
た
。

甘
栄
館
設
立
の
当

初
に
亀
門
に
入
学
。

わ
ず
か
に
二
年
の
在
学
期
間
で

あ

っ
た
が
、

南
冥
に
た

い
し
て
終
生
師
弟
の
礼
を
と

り

つ
づ
け
て
変
わ
る
こ
と
が
な
か

っ
た
。

南
冥
も

「詩
は
震
平
、

文
は
星
」
と
称
し
、

わ
が
子
の
星
太

郎

こ
と
、

昭
陽
と
な
ら

べ
て
古
処
を
愛
し
て
い
る
。

秋
月
藩
に
帰

っ
て
か
ら
は
、

藩
学
の
訓
導
を

つ
と
め
、

や
が
て
藩
学
頭
取
の
相
談
役
と
し
て
学
政
を
お
さ
め

る
地
位

に
つ
き
、

亀
門
の
学
風
を
鼓
吹
し
た
の
で
、

南
冥
廃
鞘
後
は
、

本
藩
以
上
に
学
問
の
隆
盛
を
招
来

し
た
。

古
処
山

の
ふ
と
こ
ろ
に
抱
か
れ
た
秋
月
は
、

今
も

な
お
古
め
い
た
城
下
町
の
面
影
を
と
ど
め
て
ひ

っ
そ

り
と
息
づ
き
、

画
然
と
美
し
い
別
天
地
を

つ
く

っ
て

い
る
。
し
か
も
篤
志
家
の
熱
意
で
、

亀
門
の
筆
跡
を

展
覧
に
供
し
た

「亀
陽
文
庫
」
が
設
立
さ
れ
、

秋
月

と
亀
門
の
因
縁
は
現
在
に
い
た
る
ま
で
浅
か
ら
ぬ
か

た
ち
で
つ
づ
い
て
い
る
。

こ
の
秋
月
か
ら
山
ひ
と

つ
南
に
へ
だ
て
た
と
こ
ろ

は
、

も
う
豊
後
の
国
で
、

す
ぐ
山
紫
水
明
な
日
回
の

町
に
つ
づ
い
て
い
る
。

そ
こ
に
と
れ
た
広
瀬
淡
窓
は
、

山
越
え
し
て
秋
月
を
経
て
太
宰
府
に
入
り
、

そ
れ
か

ら
博
多
に
出
て
亀
門
に
学
び
、

古
処
と
は
相
弟
子
の

間
柄
と
な
る
が
、

そ
の
と
き
古
処
は
す
で
に
帰
国
し

て
、

秋
月
藩
の
儒
官
と
な

っ
て
い
た
。

二
人
の
交
誼

は
南
冥
没
後
も
絶
え
る
こ
と
な
く
、

ひ
ん
ぱ
ん
に
往

来
し
て
友
情
を
あ
た
た
め
て
い
る
。

そ
の
淡
窓
が

「南
冥

ハ
詩
文

二
長
ズ

ル
人
ナ
リ
。

学
問

ハ
余
り
博
キ

コ
ト
ナ
シ
。

経
義

ハ
論
語
語
由
ト

云
ウ
著
述
ア
リ
。　

一
旦
上
木
シ
タ

レ
ド
モ
、

筑
ノ
官

府

ヨ
リ
指
シ
サ
ワ
リ
テ
、

世
上

二
流
行
ス
ル
コ
ト
フ

許
サ
ズ
③

其
ノ
学
問

ハ
佃
練

ヨ
リ
出
デ
テ

一
家
フ
ナ

セ
リ
。

大
略
徊
徐
ノ
説
ノ
己
甚
シ
キ
モ
ノ
フ
削
リ
テ
、

中
道

二
適
ン
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。

其
自
称
ス
ル
ハ
、

朱

物
二
子
ノ
域
ヲ
超

エ
テ
、

直

二
古
道

二
派
ル
ト
云
フ
。

然
レ
ド
モ
之
フ
称
シ
テ
往
徐
学
卜
云
エ
リ
。」

（儒
林
評
）

と
評
し
て
、

南
冥
の
学
風
の
大
略
を
お
さ
え
て
い
る
。

淡
窓
が
い
う
よ
う
に
、

南
冥
の
学
風
は
徊
徳
学
の

系
譜

の
な
か
に
あ

っ
た
。

父
の
聴
因
、

師

の
大
潮
、

永
富
独
噺
庵
が
い
ず
れ
も
物
徊
体

の
古
学
を
修
め
、

そ
の
人
脈
の
な
か
で
は
ぐ
く
ま
れ
た
南
冥
の
学
問
の

中
核
は
ま
ざ
れ
も
な
く
往
徐
学
で
あ

っ
た
。

に
も
か

か
わ
ら
ず
、

『諭
語
語
由
』
は

「朱
物
二
子
ノ
域
ヲ

超

エ
テ
、

直

二
古
道

二
派
ル
」
と
、

南
冥
が
自
称
す

る
だ
け
の
独
異
性
を
そ
な
え
て
い
た
。

『論
語
語
由
』
は
、

た
し
か
に
あ
ま
り
博
き
こ
と

秋 月風 景 (「図説 日本の町並Jか ら)



能 古 博 物 館 だ よ り 平成 18年 3月 1日 (4)

の
な

い
南
冥
の
経
義
校
註

の
仕
事
で
は
、

『春
秋
左

伝
考
義
』
と
な
ら
ぶ
も
の
で
あ
る
が
、

南
冥
に
始
ま

る
亀
門
学
派
の
学
問
の
夏
髄
は
こ
の

一
書
に
は
ぼ
尽

く
さ
れ
て
い
る
と
み
て
さ
し
つ
か
え
あ
る
ま
い
。

こ

の
書
で
、

南
冥
が
論
語
に
関
す
る
漢
代
の
古
訟
、

六

朝
皇
侃
の
義
疏
、

仁
斉
、

征
徳
の
証
説
、

さ
ら
に
徊

徳
学
が
排
斥
す
る
朱
子
の
集
註
を
も
ふ
ま
え
て
、

そ

の
採
る
べ
き
は
と
り
、

そ
の
捨
て
る
べ
き
は
す
て
、

そ
れ
で
も
な
お
未
詳
の
こ
と
は
未
詳
と
し
て
経
義
を

明
ら
め
る
方
法
は
精
実
で
あ

っ
て
も
、

必
ず
し
も
往

傑
学
に
忠
実
な
学
者
の
態
度
で
は
な
か

っ
た
。

朱
子

学
派
の
よ
う
に
孟
子
と
癒
着
し
て

『論
語
』
を
説
く

こ
と
に
は
な
は
だ
し
く
批
判
的
で
あ

っ
た
南
冥
は
、

た
し
か
に
復
傑
学
を
う
け
て
は
い
た
が
、

征
徐
学
の

『諭
語
』
解
義
で
納
得

の
ゆ
か
ぬ
部
分
に
は
、

批
判

す
る
こ
と
を
ゆ
る
が
せ
に
は
し
な
か

っ
た
。

『諭
語
語
由
』
は
、

『論
語
』

の
な
か
の
孔
子
の
こ

と
ば
が
由

っ
て
出
ず
る
と
こ
ろ
を
た
ず
ね
て
、

そ
の

本
旨
に
迫
ろ
う
と
し
た
書
で
あ

っ
た
。

孔
子
の
発
言

が
、

そ
の
対
象
と
時
、

対
応

す
る
人
と
事
柄
に
よ

っ
て
微

妙

に
変
化
し
て
い
る
こ
と
に

留
意
し
て
、

『論
語
』
を
読
み

こ
ま
ね
ば
、

孔
子
の
こ
と
ば

を
活
き
た
こ
と
ば
と
し
て
と

ら
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
の

で
は
な

い
か
。

孔
子
の
語
り

日
が
事
柄

の
内
容
と
発
問
者

に
よ

っ
て
微
妙
に
変
化
し
て

い
る
が
、

そ
の
由

っ
て
き
た
る
理
由
を
考
え
ね
ば
、

孔
子
の
こ
と
ば
を
死
物
化
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。

―
―
か
く
考
え
、

か
く
疑
問
を
抱

い
た
と
こ
ろ
か
ら
、

南
冥
の

『論
語
語
由
』
は
発
想
さ
れ
、

著
述
さ
れ
た

も

の
で
あ

っ
た
。

そ
こ
に
徊
徐
学
を
襲

い
な
が
ら
、

所
謂
文
学
的
な
読
み
の
ふ
か
さ
で
は
、

徊
徐
の

『論

語
徴
』
か
ら

一
歩
も
二
歩
も
突

っ
込
ん
だ
と
こ
ろ
で
、

南
冥
は
論
語
の
本
義
に
迫
ろ
う
と
し
て
い
た
。

「語

の
由
り
て
出
づ
る
所
を
知
り
、

而
し
て
其

の

義
は
得
て
言
う
べ
し
。

語
由
の
作
る
所
以
な
り
」
と

は
、

『論
語
語
由
』

の
凡
例

の
こ
と
ば
で
あ
る
が
、

孔
子
の
発
言
が
対
象
に
応
じ
て
微
妙
に
変
化
し
て
い

る
具
体
的
事
例
を
と
り
あ
げ
、

そ
こ
に
抑
揚
頓
挫
の

あ
る
リ
ズ
ム
を
読
み
と
り
、

孔
子
の
こ
と
ば
を
生
き

た
人
間
教
育

の
場

で
と
ら
え
な
お
そ
う
と
し
た

の

が
、

南
冥
の

『論
語
』
学
で
あ

っ
た
。

孔
子
の
発
言

の
微
妙
な
変
化
が
ど
こ
か
ら
き
て
い
る
の
か
、

そ
れ

に
意
を
注

い
で
い
っ
た
南
冥
は
、

『諭
語
』
が
修
身

斉
家
治
国
平
天
下
の
第

一
義
の
書
で
あ
る
だ
け
で
な

く
、

そ
こ
に
は
実
人
生
の
場
で
の
緊
迫
し
た
人
間
模

様
の
ド
ラ
マ
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
み
て
い
た
と

い

え
る
。

南
冥
も
ま
た
、

そ
の
実
人
生
の
場
で
人
間
教

育
に
し
た
た
か
な
情
熱
を
燃
し
た
儒
者
で
あ

っ
た
。

南
冥
の

『諭
語
』
学
は
、

彼
の
人
間
教
育
の
実
体
験

に
ね
ざ
し
て
い
た
と
思
え

て
な
ら
な

い
の
で
あ
る

が
、

ど
う
で
あ
ろ
う
。

そ
う
考
え
る
の
は
い
さ
さ
か
根
拠
が
な

い
わ
け
で

は
な

い
。

淡
窓
は
ま
の
あ
た
り
に
し
た
南
冥
に
つ
い

て
、

「先
生

ハ
極
メ
テ
教
育

二
長
ゼ
リ
。

蓋
其
人
才

ヲ
愛
ス
ル
コ
ト
、

天
性

二
出
デ
タ
リ
。

人

一
善
ア
リ

ト
難
モ
、

敢
テ
捨
テ
ズ
。

中
行
ノ
士
モ
、

亦
之
ヲ
愛

ス
。

狂
簡
ノ
士
モ
亦
之
ヲ
愛
ス
。

人

二
於
テ
、

唯
其

長
ヲ
見
テ
、

其
短
ヲ
見
ズ
。

予
ノ
如
キ
モ
ノ
、

極
テ

服
惰
ノ
性
質

ニ
シ
テ
、

自
ラ
奮
フ
コ
ト
能

ハ
ズ
。

然

ル
ニ
先
生
術
ヲ
以
テ
之
ヲ
鼓
舞
シ
、

止
メ
ン
ト
欲
ス

ン
ド
モ
、

能

ハ
ザ
ラ
ン
ム
。

其
ノ
教
導
ノ
術
、

抑
揚

測
り
難
シ
。

要
ス
ル
ニ
其
ノ
人
ヲ
シ
テ
、

慣
発
陽
躍
、

自
ラ
止
ム
コ
ト
能

ハ
ズ
。

」

（
『懐
旧
楼
筆
記
こ

と
回

想
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

か
く
南
冥
は
亀
門
に
集

ま

っ
て
き
た
子
弟

の
才
能
と
個
性
を

こ
よ
な
く
愛

し
（
鼓
舞
発
奮
さ
せ
た
。

そ
れ
は
、

人
間
養
成
を
儒

教
の
要
怖
と
み
る
徊
依
学
の
経
世
実
学
の
思
想
に
ね

ざ
す
も
の
で
あ

っ
た
。

南
冥
に
は
、

そ
の
子
の
昭
陽
に
み
ら
れ
る
よ
う
な

体
系
的
な
古
学
に
よ
る
経
書
校
注
の
学
問
志
向
は
欠

け
て
い
た
。

中
途
に
し
て
挫
折
し
、

そ
の
実
験
の
場

を
失

っ
た
こ
と
に
も
よ
る
が
、

南
冥
の
詩
人
的
資
質

が
そ
の
志
向
を
さ
え
ぎ

っ
て
い
た
と
も

い
え
る
。
し

か
し
な
が
ら
、

経
世
実
学
を
中
心
に
す
え
た
徊
徳
学

の
心
は
、

廃
期
の
悲
運
に
み
ま
わ
れ
る
ま
で
の
南
冥

の
著
作
、

た
と
え
ば

「肥
後
物
語
」

「半
夜
話
」

「南

遊
紀
行
」
、

さ
ら
に
は
、

片
々
た
る
戯
歌
集

「古
今

斉
伊
呂
波
歌
」
に
い
た
る
ま
で
、

い
か
ん
な
く
発
揮

さ
れ
て
い
た
。

そ
の
い
ち

い
ち
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

い
ず
れ
触
れ
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、

ど
の
著
作
に
も
、

南
冥
の
現
実
を
踏
ま
え
た
高

い
政
治
理
念
、

人
間
理

念
が
述
べ
ら
れ
て
い
て
、

そ
れ
は
、

当
時
保
守
的
な

空
気
の
な
か
で
温
存
さ
れ
て
い
た
藩
の
執
政
、

儒
者
、

論 語語 由 〈秋 月府蔵 版〉



平成 18年 3月 1日能 古 博 物 館 だ よ り(5)第 50号

医
師
た
ち
の
心
胆
を
寒
か
ら
し
め
る
に
充
分
な
も
の

が
あ

っ
た
。

そ
れ
は
と
も
あ
れ
、

南
冥
の

「抑
揚
測
り
難
」
き
教

導
の
術
と
熱
い
経
世
の
講
説
は
、

そ
の
問
下
か
ら
幾
多

の
英
才
を
輩
出
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

江
上
苓
州
、

国

島
京
山
、

山
国
民
平
、

原
古
処
、

牧
園
茅
山
、

永
富
光

国
、

広
瀬
淡
窓
な
ど
亀
門
の
英
才
は
い
ず
れ
も
西
国
の

各
藩
に
お
い
て
、

或
い
は
儒
官
と
な
り
、

或
い
は
私
塾

を
開
き
、

後
進
の
育
成
に
あ
た
り
、

幕
末
激
動
期
に
活

躍
す
る
有
為
の
人
材
を
生
み
だ
し
て
い
る
。

そ
の
も

っ

と
も
傑
出
さ
せ
る
も
の
が
、

広
瀬
淡
窓
の
私
塾
威
宜
園

で
あ

っ
た
。

そ
こ
に
は
、

高
野
長
英
、

大
村
益
次
郎
、

長
三
州
、

清
浦
奎
吾
を
は
じ
め
と
し
て
明
治
維
新
の
逸

材
が
雲
集
し
た
。
も
と
も
と
詩
的
感
性
に
す
ぐ
れ
て
い

た
淡
窓
は
、

「余
り
博
キ
ヨ
ト
ナ
シ
」
と
み
た
南
冥
の

学
問
の
底
を
つ
い
て
な
が
れ
る
熱

っ
ぽ
い
経
世
実
学
の

心
を
、

そ
の
独
特
の
鋭
い
感
性
で
み
ず
か
ら
の
も
の
と

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

南
冥
は
こ
の
温
厚
篤
実
な
淡
窓
よ
り
も
、

瓢
逸
な
李

白
的
風
貌
を
み
せ
た
原
古
処
に
よ
り
親
し
い
好
意
を
寄

せ
て
い
た
と
み
え
、

数
多
い
南
冥
の
詩
稿
の
な
か
に
は
、

原
古
処
に
贈

っ
た
詩
篇
が
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
て
お

り
、

こ
と
に

「古
処
山
堂
即
事
二
絶
」

の
句

で
は
い

「宇
宙
茫
々
た
る
際
、

原
前
は
独
り
吾
を
識
る
」
と
歌

っ
て
い
る
。

原
前
と
は
字
を
士
前
と
よ
ぶ
原
古
処
の
こ

と
で
あ
る
。

古
処
を
唯

一
の
知
己
と
南
冥
は
み
て
い
た

の
で
あ
る
。

廃
期
後
の
南
冥
は
し
ば
ら
く
の
間
は
禁
鋼

同
然
の
生
活
を
お
く

っ
て
い
た
が
、

や
が
て
少
し
は
自

由
が
き
く
よ
う
に
な
る
と
、

し
ば
し
ば
秋
月
も
訪
れ
て

い
る
。

南
冥
は
雄
美
な

る
古
処
山
を
背
に
静
か

な
た
た
ず
ま

い
を
み
せ

る
秋
月
の
風
景
が
好
き

で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
な
に
よ
り
も

こ

の
小
さ
な
城
下
町
だ
け

は
、

寛
政
異
学

の
禁
以

後
も
、

亀
門
の
学
問
が
受
け
つ
が
れ
、

た
し
か
に
息
づ

い
て
い
た
。

そ
の
中
心
に
い
る
の
が
、

藩
の
学
政
を
と

り
し
き

っ
て
い
る
原
古
処
で
あ
る
。

南
冥
は
居
心
地
が

よ
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

古
処
は
李
自
の
詩
を
愛
し
た
と
い
う
。

辺
幅
を
飾
ら

な
い
瓢
逸
の
気
味
が
た
だ
よ
う
古
処
と
向
き
あ

っ
て
い

る
と
、

鬱
屈
し
た
南
冥
の
心
も
、

自
然
と
は
こ
ろ
ん
だ

に
ち
が
い
な
い
。

南
冥
は
も
と
よ
り
酒
を
こ
よ
な
く
愛

し
た
が
、

李
白
の
好
き
な
古
処
も
酒
を
こ
の
ん
だ
。

弟

子
は
先
生
を
迎
え
る
と
、

い
つ
も
酒
を
さ
さ
げ
て
久
聞

を
叙
し
、

離
別
の
宵
も
ま
た
置
酒
し
て
酔
い
を
つ
く
し

た
と
み
え
る
。

南
冥
に

「古
処
原
学
士
に
留
別
す
」
と

題
し
た
七
律

一
首
が
あ
り
、

そ
の
な
か
で
南
冥
は

「潤

水
は
西
に
鳴
り
風
必
々
た
り
。

斗
柄
は
東
に
掲
り
暁

斎
々
た
り
。

君
と
且
く
尽
く
す
平
生
の
意
。

遮
　
莫
あ

れ
参
差
た
る
酔
態

駐
ま

な
る
も
」
と
歌

っ
て
い
る
。

留

別
と
は
秋
月
の
古
処
の
も
と
か
ら
博
多
に
帰

っ
て
ゆ
く

南
冥
の
惜
別
の
情
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
は
師
と
弟
子
は

夜
を
徹
し
て
酔
い
痴
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

文
化
三
年
に
南
冥
の

『論
語
語
由
』
を
秋
月
の
官

府
で
出
版
し
て
か
ら
七
年
の
の
ち
、

秋
月
の
学
風
も

ま
た

一
変
し
、

原
古
処
も
長
く

つ
と
め
た
儒
役
を
免

ぜ
ら
れ
て
い
る
。
と
き
に
古
処
四
十
七
歳
。

南
冥
が

焚
死
す
る

一
年
ま
え
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

淡
窓
は

「儒
林
評
」
の
な
か
で
、

古
処
に
つ
い
て

つ
ざ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「原
震
平
。

字

ハ
士

前
。

古
処
山
人
卜
号
ス
。

筑
前
秋
月
ノ
人
ナ
リ
。

南

冥
ノ
門
下

二
め
テ
、

詩
人
ノ
冠
卜
称
セ
リ
。

南
冥
常

二
称
シ
テ
日
ク
、

文

二
児
呈
ア
リ
、

詩

二
原
震
平
ア

リ
ト
。

中
年
ノ
後
束
遊
シ
、

茶
山
、

五
山
、

詩
仏
等

ノ
諸
家
ト
モ
相
交

レ
リ
。

是

二
因
テ
束
方

二
其
ノ
名

ヲ
知
ル
者
ア
リ
ト
ゾ
。

古
処
モ
李
白
ヲ
学
ビ
タ
ル
人

ナ
リ
。

天
才
瓢
逸
シ
テ
、

詩
人
ノ
風
ア
リ
。

卒
ス
ル

年
六
十

一
」
。
こ
こ
に
中
年
後
と
あ
る
の
は
、

古
処

が
儒
官
を
免
ぜ
ら
れ
た
の
ち
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

文

政
十
年
二
月
に
没
し
た
原
古
処
の
墓
は
、

今
日
も
な

お
秋
月
の
小
高

い
寺
の
裏
山
に
あ

っ
て
、

真
向
か
い

に
古
処
山
を
の
ぞ
ん
で
た

っ
て
い
る
。

※
次
号
は

「南
冥
と
雲
華
上
人
」
で
す
。

「原古処肖像」秋月郷土館蔵

古 処 山 (「図説 日本の町並」から)

原古処墓碑 (写真提供 甘木市教育委員会文化課)
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【法
人
協
賛
会
員
】

浄
土
真
宗
本
願
寺
派

浄
満
寺

個
原
土
井
病
院

ワ
タ
キ
ュ
ー
セ
イ
モ
ア
硼

ｍ
福
岡
メ
デ
ィ
カ
ル

リ
ー
ス

い
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
赤
坂
郵
便
局

戸
田
正
義

日
清
医
療
食
品
佃

福
岡
支
店

ｍ
福
岡
経
営

管
理
セ
ン
タ
ー

い
サ
ン
コ
ー

に
恵
光
会
原
病
院

ｍ
西
日
本
シ
テ
ィ
銀
行

和
白
支
店

ｍ
西
日
本
シ
テ
ィ
銀
行

干
代
町
支
店

硼
西
日
本
シ
テ
ィ
銀
行

香
椎
支
店

硼
西
日
本
シ
テ
ィ
銀
行

土
井
支
店

硼
西
日
本
シ
テ
ィ
銀
行

福
岡
流
通
セ
ン
タ
ー
支
店

ｍ
西
日
本
シ
テ
ィ
銀
行

新
目
支
店

硼
西
日
本
シ
テ
ィ
銀
行

箱
崎
支
店

硼
西
日
本
シ
テ
ィ
銀
行

久
山
支
店

伺
サ
ン
ネ
ツ
ト

ｍ
福
砂
屋

（敬
称
略
　
順
不
同
）

に
笠
松
会
有
吉
病
院

伺
ウ
エ
ダ
建
築
社

九
州
防
災
工
業
硼

０
西
部
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

サ
ー
ビ
ス

０
豊
友
設
備

総
合
産
業
∩

硼
ニ
ツ
ヨ
ク
・ト
ラ
ス
ト

硼
メ
イ
デ
ン

ダ
イ
ア
ド
ｍ

ｍ
ホ
ス
ピ
カ

ギ
ヤ
ラ
リ
ー
倉

に
大
乗
会
福
岡
原
リ
ハ
ビ

塑
ア
ー
ンヽ
ヨ
ン
病
院

口
江
頭
会
さ
く
ら
病
院

硼
ニ
チ
回
九
州
支
社

宗
教
法
人
善
隣
教

硼
リ
コ
ー
商
会

い
橋
本
組

下
山
工
業
ｍ

学
校
法
人
原
学
国

鮪
唐
人
町
プ
ラ
ザ

甘
菓
館

大
和
産
業
ｍ
福
岡
支
店

社
会
福
祉
法
人

福
岡
ひ
ま
わ
り
の
里

大
成
印
刷
硼

ｍ
ホ
ー
ム
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

能
古
映
画
サ
ー
ク
ル

ｍ
岩
室
商
会

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

な
ご
み
の
里

エ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
働

佃
セ
ン
タ
ー
ビ
ジ
ネ
ス

ω
ト
ー
タ
ル
・
サ
ポ
ー
ト

コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

／社塩
多
々
良
福
祉
会

伊
藤

　

茂
①

水
田

和
夫
⑥

木
戸

龍

一
①

岡
部
六
弥
太
⑤

星
野
万
里
子
③

吉
村

市ヨ
江
③

安
松

勇

一
①

上
田

良

一
⑦

高
田

浩

二
◎

桑
野

次
男
③

藤
木

充
子
②

和
田

宏
子
○

行
成

静
子
②

片
岡

洋

一
⑥

石
川

文
之
⑥

都
筑

久
馬
⑦

横
山

智

一
③

古
賀

こ拒
子
①

宮
崎

　

集
②

西

　

政
憲
①

岡
本

金
蔵
②

二
宅

コ「
子
⑤

星
野

金
子
⑦

林

十
九
楼
○

目

　

徹
男
⑤

安
永

友
儀
◎

織
田
喜
代
治
⑥

上
国

　

博
①

鵠
田
ス
ミ
子
②

塚
本
美
和
子
⑥

伊
藤

康
彦
⑤

寺
岡

秀
買
④

原
田

種
美
⑤

奥
田

　

補
②

石
橋

と月
助
○

井
上

敏
枝
⑤

隈
丸

と相
次
②

吉
冨
と
き
代
⑤

大
山

宇

一
⑥

葉
山

政
志
①

川
島

貞
雄
①

］序
　

洋
子
○

久
労

正
隆
◎

半
田

耕
典
⑥

武
藤

瑞
こ
④

【協
賛
会
会
員
】

松
本

盛

二
③

南

誠
次
郎
⑥

中
山

量
夫
①

官

　

直
登
⑥

早
船

正
夫
○

笠
井

徳
三
②

安
陪

光
正
⑤

亀
井

准
輔
⑥

石
橋

観

一
②

木
原

敬
吉
⑥

坂
田

貞
治
◎

原
田

國
雄
②

森
光

英
子
③

永
井

　

功
②

結
方

益
男
②

山
本

　

格
③

田
中

貞
輝
③

武
内

隆
恭
②

白
水

義
晴
⑥

石
野
智
恵
子
⑥

翠
川

文
子
①

多
々
羅
節
子
⑥

熊
谷

古家
三
⑥

有
江

　

勉
①

山
崎

　

拓
①

七
熊

太
郎
②

西
喜

代
松
⑥

片
桐

寛
子
②

西
村

俊
隆
⑥

明
石

散
人
⑥

矢
部

俊
幸
③

上
原

孝
正
③

早
船

菌
〓

③

西
方

俊
司
⑤

亀
井

千
秋
③

土
生

僧
子
①

藤
井

鉄
夫
①

添
島

律
子
①

瀬
戸
美
都
子
①

【
友

の
会
会

員
▼

荘
山

雅
敏
⑥

吉
田

洋

一
⑤

永
岡
喜
代
太
②

神
戸

純
子
④

渡
辺
美
津
子
⑤

山
田

博
子
①

佐
藤

泰
弘
⑥

前
田

静
子
④

飯
田

　

晃
⑤

神
戸

　

聡
③

田
里

朝
男
⑥

吉
田
　
一
郎
①

池
田

修
三
①

岩
谷

正
子
③

小
川

正
幸
②

権
藤

菊
朗
②

増
田

義
哉
④

宮
嶋
熊
大
即
◎

土
井

千
車
①

松
坂

洋
昌
④

稲
永

　

実
①

鹿
毛

博
通
④

古
川

映
子
①

松
井

俊
規
⑥

衛
藤

博
史
⑥

伊
藤

泰
輔
⑥

西
村

蓬
頭
⑥

執
行

取
彦
④

渡
辺
千
代
子
②

後
藤

和
子
②

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
◎

古
賀

謹

三
②

野
尻

敬
子
③

大
野

幸
治
◎

櫛
田

正
巳
◎

青
木
良
之
助
◎

神
崎
憲
五
郎
②

金
子

柳
水
◎

佐
野

　

至
③

井
手

親
栄
①

宮
崎

香
夫
①

鬼
丸

頚石
山
②

山
崎
エ
ツ
子
④

小
山

元
治
③

吉
瀬

白不
雄
⑤

古
賀

義
朗
○

西
山

正
昭
◎

市
丸
喜

一
郎
①

豊
島

一暴
穏
②

守
瀬

孝

三
①

鋤
田

祥
子
⑥

甲
本

達
也
⑥

日
本

政
宏
⑥

鳥
井
裕
美
子
②

濱
北

折
自
郎
①

大
塚

博
久
②

辻
本

雅
史
⑤

松
田

　

と相
③

杉
浦

五
郎
②

中
野

口師
子
①

大
谷

英
彦
⑤

野
崎

逸
郎
①

住
本

　

市苺
⑤

前
田
敏
也
子
⑮

村
山

士
口
辰
②

住
本

直
之
⑤

間
所
ひ
さ
子
⑮

伊
藤

英
邦
①

鹿
毛

光
子
①

古
賀

朝
生
①

林

　

正
孝
②

井
上

専日
策
②

田
中

寛
治
②

土
屋
伊
磋
雄
①

自
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
⑥

原

　

祐

一
①

山
下

注月
久
②

杉
原

正
毅
③

大
久
保

昇
②

党

　

隆
雄
③

福
澤

自日
弘
②

小
嶋

幸
雄
②

福
本

孝
行
②

樋
口

陽

一
②

！

片
桐

道督

一⑦

一

本
下

　

動
◎

！

酒
井
カ
ツ
ヨ
③

！

島

　

義
博
⑥

一

田
上

紀
子
⑥

”

中
畑

孝
信
③

”

西
島

道
子
⑥

¨

西
嶋

洋
子
⑥

”

村
上

靖
朝
③

”

痛
村

　

魁
③

¨

木
原

光
男
⑥

¨

鈴
木
恵
津
子
⑥

”

冨
永
紗
智
子
①

¨

吉
村

陽
子
⑦

¨

松
本
雄

一
郎
②

¨

石
橋

善
弘
②

一

鞠雛爛『③①①一

武
田

正
勝
②

一

武
田
初
代
子
②

一

近
藤

雄
文
②

一

西
嶋

克
司
◎

一

樺
阜

政
信
③

！

上
杉

和
稔
①

一

富
田

英
寿
⑥

一

野
上

哲
子
①

一

益
尾

天
痛
⑥

一

小
山

正
文
①

一

朝輸
匝め②①
一

藤
田
　
一
枝
⑥

一

松
尾

と狙
美
③

！

達
尾

正
博
③

”

森

　

祐
行
⑥

¨

吉
安

蓉
子
⑤

一

村
上

　

牧
⑥

“

小
谷

修

一
⑥

”

阿
部

巨再
弘
⑤

，

結
城

　

進
③

一

永
石

順
洋
⑥

！

重
松

史
郎
②

一

藤
吉
マ
ツ
ヱ
⑤

一

亀
井

勝
夫
②

一

岸
川

　

龍
①

一
山
本

光
玄
④

首
開

史
朗
③

香
立
ス
ミ
ヱ
①

藤
瀬
三
枝
子
⑤

野
見
山

実
④

頃
末

隆
英
②

友
原

静
生
②

森
回

智
子
⑤

山
本

信
行
①

銀
座
玄
和
堂
診
療
所
〔Ψ

井
上

陽

一
⑤

寿
美

奇呂
風
④

矢
野

鈴
子
④

藤
崎

和
子
④

宮
崎

正
直
④

原
田

雄
平
④

山
本

　

勲
③

高
根

　

一曇
③

高
恨

幸
子
③

柴
田

優
美
②

谷
回

澄
江
②

横
田

武
子
①

石
橋

順
子
③

西
原

正
俊
②

松
熊

友
彦
③

小
川

　

誠
③

木
皿

敦
代
②

矢
野

義
憲
①

丸
山

敏
子
②

江
崎
小
二
郎
①

佐
藤

洋
子
①

稲
永
カ
フ
ル
①

的
野

　

ヤ影
①

高
田
久
美
子
①

森
山

純
子
①

小
山

保
彦
①

小
山

勝
子
①

側
嶋
員
智
子
①

筑
紫

跡
子
①

真
原

俊

一
①

小
山

一昌
夫
①

江
原

幸
雄
①

中
山

隆
史
①

小
川

道
博
①

※
新
脱
の
御
加
入
⌒先
号
以
後
、

平
成
１８
年
３

月
１
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
汚裾
残

協
賛
会

（個
人
）年
間
１
万
円
⌒何
日
で
も
可
）

〃
　

（法
人
）年
間
３
万
円
⌒何
日
で
も
可
）

友
の
会
年
間
３
千
円
（何
口
で
も
可
）

⌒館
の
活
動
、

館
誌
購
読
と
作
事
企
画
に
！参
加
）

〔
軸
鋼
朋
性
が
割
融
雑
一

施
設
格
備
等
の

〕

納
入
方
法
＝
郵
使
振
待
①
ｌ
７
３
①
，９
‐６
①
９
７
０

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
挿
に
し
ま
す
。

・能古博物館ご案内・

開 館  9:30～ 17i00(入 館 16:30ま で)

休館日 12月 1日 ～ 2月 末日の冬季のみ休館

入館料 大 人400円 ・高校生以下無料

交 通  姪 浜 能 占行渡船場→フェリー(10分)
→能古 (徒歩10分 )→ 博物館

〒8130012 福 岡市西区能古522-2

谷 (092)883=2887

騨Ⅸ (092)8鶴 =2881

ホームページ rlttpl/ん鴨的町v rlokonel coげmtlsetlm

メールアドレス 陶useum@nokond com

印
刷
　
大
成
印
刷
株
式
会
社


