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能
古
島
の
環
境
変
化

（五
）

□

能

古

島

の

隆

生

カ

メ

ム

シ

相

【陸
生
カ
メ
ム
シ
と
は
】

「陸
生
カ
メ
ム
シ
」
と
は
、

い
わ
ゆ
る

「カ
メ
ム
シ
」
で
、

ア
メ
ン
ボ
や
タ
ガ
メ

な
ど

の
「水
生
、

半
水
生
カ
メ
ム
シ
」
と

区
別
す
る
た
め
に
、

ア」
の
名
称
を
用
い

て
い
ま
す
。

陸
生
カ
メ
ム
シ
は
日
本

で

は
約

一
〇
〇
〇
種
が
知
ら
れ
て
い
ま
す

が
、

そ
の
多
く
は
植
食
者

（植
物
を
飼
と

す
る
虫
）
で
、

中
に
は
イ
ネ
や
野
菜
、

果

樹
な
ど
の
農
作
物
を
加
害
す
る
重
要
害

虫
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
も
の
も
い
ま

す
。

ま
た
特
定

の
植
物
だ
け
を
飼
と
す

る
カ
メ
ム
シ
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

一
方
、

他

の
虫
を
捕
え
る
捕
食
性

の
陸

生
カ
メ
ム
シ
も
い
ま
す
。
テ」
ち
ら
は
農

業
害
虫
の
天
敵
と
し
て
現
在
注
目
さ
れ

て
い
ま
す
。

カ
メ
ム
シ
の
日
は
外
見
が

ス
ト

ロ
ー
の
よ
う
な
構
造
を
し
て
い
ま

す
が
、

そ
の
日
で
植
物
の
汁
や
他

の
虫

の
体
液
を
吸
い
ま
す
。

今
回
、

ア」
の
よ
う

に
多
種
多
様
な
陸
生
カ
メ
ム
シ
に
焦
点

を
あ
て
て
、

ン」
れ
ま
で
能
古
島

で
確
認

さ
れ
て
い
る
カ
メ
ム
シ
類
と
自
然
環
境

九
州
大
学
生
物
！！！！！！研
！！！！！究！！抑
七
怪
ギ
一

と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
た
。

【能
古
島
の
カ
メ
ム
シ
に
つ
い
て
】

こ
れ
ま
で
の
調
査
で
、

能
古
島
に
は

・８
科
８．
種
の
陸
生
カ
メ
ム
シ
が
記
録
さ

れ
て
い
ま
す
。

ゾ」
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
が
、

福
岡
県
内
の
低
地
、

里
山
、

沿
海
部
で
確

認
さ
れ
て
い
る
種
で
あ
り
、

能
古
島

の

植
物
相
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

以
下
で
は
記
録
さ
れ
て
い

る
陸
生
カ
メ
ム
シ
の
う
ち
代
表
的
な
も

の
を
紹
介
し
、

近
年
、

能
古
島
に
お
け
る

自
然
環
境

の
変
化
に
よ

っ
て
、

影
響
を

受
け
た
、

あ
る
い
は
受
け
や
す
い
と
思

わ
れ
る
種
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
い

ま
す
。

【森
林
で
主
に
見
ら
れ
る
種
】

ツ
チ
カ
メ
ム
シ
科
の
陸
生
カ
メ
ム
シ
は

林
床
で
よ
く
見
ら
れ
ま
す
が
、

植
物

の

根
や
地
上
に
落
ち
た
種
子
の
汁
を
吸

っ

て
生
き
て
お
り
、

能
古
島

で
は
３
種
が

記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

コ
コ
ゾ
ナ
ツ
チ

カ
メ
ム
シ
は
自
然
探
勝
路
の
ア
ス
フ
ァ

ル
ト
の
上
を
歩
い
て
い
ま
し
た

。
自
然
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探

勝

路

の
よ

う

な

照

葉

樹

林

の

林

床

に

見

ら

れ

る
種

で
す
。

ま
た
、

カ

ス

ミ
カ

メ

ム

シ
科

の
ズ

ア

カ

シ
ダ

カ

ス

ミ
カ

メ
や

ク

ビ

ワ

シ

ダ

カ

ス

ミ
カ

メ

は

シ
ダ

類

を

食

草
と
す

る
種

で
、

林

床

に

生

え

て

い
る
シ
ダ

の
上
で
よ
く
見
か
け
ま
す
。

マ
ユ
ミ
な
ど
を
食
車
と
す
る

ヘ
リ
カ
メ
ム
シ
科

の
キ
バ
ラ

ヘ
リ
カ
メ
ム
シ
や
、

ア
カ
メ
ガ

シ
ヮ
な
ど

の
植
物
を
食
車
と
し
て
い
る
オ
オ
ホ
シ
カ
メ
ム
シ

科

の
ヒ
メ
ホ
シ
カ
メ
ム
シ
と
オ
オ
ホ
シ
カ
メ
ム
シ

も
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

【林
縁
な
ど
の
車
地
で
主
に
見
ら
れ
る
種
】

島

の
林
縁
や
道
路
脇
な
ど
は
イ
ネ
科

の
車
本
が

多
く
占
め
て
お
り
、

そ
れ
ら
を
食
車
と
す
る
カ
ス
ミ

カ
メ
ム
シ
科

の
ア
カ
ス
ジ
カ
ス
ミ
カ
メ
や
イ
ネ
ホ

ソ
ミ
ド
リ
カ
ス
ミ
カ
メ
が
見

つ
か
り
ま
し
た
。

ま
た

ク
ズ
に
は

マ
ル
カ
メ
ム
シ
科
の
マ
ル
カ
メ
ム
シ
、

マ

マ
コ
ノ
シ
リ

ヌ
グ
イ
に
は
タ
デ

マ
ル
カ
メ
ム
シ
が

生
育
し
て
い
ま
す
。

タ
デ

マ
ル
カ
メ
ム
シ
が
多
く
見

ら
れ
る
車
地
に
、

以
前
は
カ
メ
ム
シ
科
の
ハ
ナ
ダ
カ

カ
メ
ム
シ
を
よ
く
見
か
け
た
の
で
す
が
、

近
年
確
認

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

ま
た
テ
シ
ャ
ノ
キ
グ

ン
バ
イ
も
西
谷
上
池
ま
わ

り
の
車
む
ら
で
以
前
は
得
ら
れ
た
の
で
す
が
、

現
在

は
環
境
が
改
変
さ
れ
て
し
ま
い
、

近
年
確
認
す
る
こ

と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。

【海
岸
近
く
で
見
ら

れ
る
種
】

ヒ

メ

マ
ダ

ラ
ナ

ガ

カ

メ

ム

シ
は
島

の
南
部

の
海

岸

に

生
息
し
て
い
ま
す
。

ハ

マ
ヒ

ル
ガ

オ

な

ど
海

岸

に
見

ら
れ

る
ヒ
ル
ガ

オ

科
植

物

が
食

草

と
考

え

ら
れ
て
い
ま
す
。

ま

た
そ
の
近
く
で
見
ら
れ
た
ヒ
メ
ツ
ヤ
ナ
ガ
カ
メ
ム

シ
も
同
様
に
海
岸
で
得
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
種
で
す
。

ヒ
メ
ナ
ガ
メ
、

ナ
ガ
メ
は
島

の
南
部

の
海
岸
沿
い

の
ア
ブ

ラ
ナ
科
植
物
か
ら
得
ら
れ
ま
し
た
。

ン」
れ
ら

は
海
岸
と
い
う
よ
リ
ア
ブ

ラ
ナ
科
植
物
に
よ
く
見

ら
れ
る
種
で
す
。

出
典

タ
デ
マ
ル
カ
メ
ム
シ
、

ヒ
メ
マ
ダ
ラ
ナ
ガ
カ
メ
ム
シ
一日
本
原
色
カ
メ
ム
シ
図
鑑

（１
９
９
８
）友
国
雅
章
監
修
、安

永
智
秀
、高

井
幹
夫
、山

下
泉
、川

村
満
、川

澤
哲

夫
著
、全

国
農
村
教
育
協
会

植
物
の
写
真
＋生
育
環
境
別
日
本
野
生
植
物
館
↑
９
９
こ
奥
田
重
俊
編
著
、小

学
館

陸
生
カ
メ
ム
シ
相

調
査
担
当

い
和
智

仲
是

※
次
回
は
「人
が
栽
培
す
る
植
物
に
多
く
見
ら
れ
る
種
」等
で
す
。

鶴
・慾
■鏑
・籠
！む
・勧

こ
の
春
活
動
を
再
開
い
た
し
ま
す
能
古
博
物
館
で

は
、

来
年
の
開
館
２０
周
年
を
前
に
、

日
野
原
重
明
特
別

講
演
会
（福
岡
市
・電
気
ホ
ー
ル
）
に
選
（催
」
の
形
で
参

加
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

講
演
会
は
本
年
５
月
１０
日
（土
）
午
後
１
時
か
ら
開
か

れ
ま
す
。主

催
は
新
老
人
の
会
九
州
支
部
（原

覚
世
話

人
代
表
）
で
す
。

皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

新
老
人
の
会
は
２
０
０
４
年
９
月
２７
日
、

日
野
原
会

長
は
じ
め
全
国
本
支
部
の
代
表
を
集
め
た
拡
大
世
話

人
会
を
本
館
研
修
室
で
開
催
し
ま
し
た
。

ま
た
同
支
部

福
岡
ブ
ラ
ン
チ
に
は
会
員
の
親
睦
団
体
「能
古
か
た
ろ

う
△
ど
が
あ
り
ま
す
。

当
館
で
は
今
回
の
共
催
を
機
会
に
研
修
室
を
「日
野

原
ホ
ー
ル
」
と
命
名
し
て
、

子
ど
も
た
ち
向
け
の
視
聴

覚
設
備
を
新
た
に
導
入
し
ま
す
。

設
備
購
入
資
金
の

一

部
と
し
て
講
演
会
の
収
益
が
当
館
に
贈
ら
れ
る
予
定

に
な
っ
て
い
ま
す
。

日
野
原
重
明
特
別
議
演
会

「新
老
人

の
生
き
方
が

未
来
を
創

る
」

〈期
日
〉
５
月
１。
日
（土
）
午
後
１
時
か
ら

〈会
場
〉
福
岡
市
中
央
区
渡
辺
通
り
２
丁
目
軍
弓
気
ホ
ー
ル
」

〈整
理
券
〉
１
枚
２
千
円
（新
老
人
の
会
会
員
千
円
）

〈主
催
〉
新
老
人
の
会

九
州
支
部

〈共
催
Ｘ
財
）
亀
陽
文
庫
能
古
博
物
館

〈後
援
〉
福
岡
県
、

福
岡
市
、

西
日
本
新
聞
社

※
整
理
券
は
新
老
人
の
会
九
州
支
部
事
務
局
で
入
事
で
き
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
先

電
　
話

０
９
２
Ｈ
６
９
１
・
６
５
３
１

Ｆ

Ａ

Ｘ

０

９

２

・
６

９

１

白
６

２

４

８

新
老
人
の
会
　
（財
）
ラ
イ
フ
・プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

ロセ

ン
タ
ー
（東
京
）
の
日
野
原
重
明
理
事
長
が
提
唱
す
る

「
新
老
人

運
動
」
に
賛

同
す

る
人

々
が

集
ま

っ
て

２
０
０
０
年
９
月
に
発
足
。

翌
年
９
月
、

全
国
初
の
地

方
支
部
と
し
て
九
州
支
部
が
誕
生
し
ま
し
た
。

現
在

は
全
国
に
本
、

支
部
２２
、

〈
不
員
約
７
千
人
。
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安
永

二
年

盆

七
七
三
）
、

亀
井
昭
陽
は
南
冥
の
長

子
と
し
て
今
の
福
岡
市
唐
人
町
に
お
い
て
生
を
う
け

た
。

時
に
南
冥
は
三
十

一
歳
で
、

い
ま
だ
儒
官
の
地
位

に
は
な
か

っ
た
。

の
ち
に
元
鳳
、

空
石
山
人
と
も
号
し

た
昭
陽
の
幼
名
は
、

呈
太
郎
で
あ

っ
た
。

頼
山
陽
の
久

太
郎
、

古
賀
穀
堂
の
寿
太
郎
と
と
も
に
、

世
に
三
太
郎

と
称
せ
ら
れ
た
ほ
ど
に
、

少
年
時
代
か
ら
俊
敏
で
そ

の
将
来
を
嘱
望
さ
れ
て
い
た
。

昭
陽
に
は
大
壮
、

大
年
と
称
し
た
二
人
の
弟
が
い

た
が
、

弟
た
ち
は
父
南
冥
に
似
て
容
貌
は
雄
偉
に
し

て
、

且
つ
俊
美
で
あ

っ
た
が
、

昭
陽
だ
け
が
醜
男
で
あ

っ
た
と
い
う
。

風
貌
で
は
母
方

の
血
筋
を
う
け
て
い

た
の
か
も
し
れ
ぬ
が
、

気
性

の
点
で
は
南
冥
ゆ
ず
り

で
、

広
瀬
淡
窓
に
よ
れ
ば
、
「昭
陽
先
生
ハ
、

気
象
豪
道

二

とヽ
ア
、

父

ノ
風
ア
リ
。

懐
慨

も
つ
と
　
　
は
げ

ノ
気
尤

モ
肩

シ
。

然

レ
ド

モ
、

其
ノ
父
細
行

工
拘
ラ
ズ

シ
テ
、

罪
ヲ
得
タ
ル

ニ
懲
り
、

矯
飾

シ

テ
己

二
克
テ
リ
。

孝
悌

工
至
ツ

テ
ハ
又
天
性

工
出
デ
タ
リ
。

生

涯
娼
妓
ノ
類

二
近
ヅ
カ
ズ
、

一
一

色
無
キ

エ
近
シ
ス
『
懐
旧
楼
筆

記
し
と
あ
る
。

父
の
豪
放
な
振
舞
を
見
て
育

っ
た
昭

陽
は
父
と
同
質
の
血
が
自
分
の
な
か
に
な
が
れ
て
い

る
こ
と
を
感
じ
て
い
た
。

南
冥
の
廃
細
は
昭
陽
二
十

歳

の
と
き
で
あ

っ
た
。

亀
井
家

の
興
廃
を
青
春
の
ま

っ
た
だ
中
で
や
き

つ
け
た
昭
陽
は
、

父
の
轍
を
踏
ん

で
は
い
け
な
い
と
肝
に
銘
じ
た
。

そ
の
と
き
か
ら
昭

陽
の
克
己
勉
励
が
は
じ
ま

っ
た
。
「生
涯
娼
妓
ノ
類

ニ

近
ヅ
カ
ズ
、

一
一色
無
キ

エ
近
シ
」
と
は
、

淡
窓

の
推
測

で
あ
る
が
、

見
当
違
い
で
は
な
か

っ
た
は
ず
だ
。

父
に
劣
ら
ぬ
懐
慨
家

で
あ
り
、

豪
通
な
気
質
で
あ

っ
た
昭
陽
は
、

そ
れ
を
抑
え
る
こ
と
で
学
問
に
打
込

ん
だ
。

ほ
と
ん
ど
異
学
の
人
と
交
わ
る
こ
と
を
避
け
、

門
戸
を
閉
じ
て
経
学

の
著
述
に
い
そ
し
ん
だ
。

淡
窓

が
「孝
悌

二
至
ツ
テ
ハ
又
天
性

工
出
デ
タ
リ
」
と
指
摘

す
る
ご
と
く
、

昭
陽
は
終
生
父
南
冥
を
敬
愛
し
、

家
学

の
再
興
に
つ
と
め
た
。

そ
こ
に
彼
の
つ
ら
さ
が
あ
り
、

屈
折
が
あ
り
、

そ
れ
だ
け
に
家
学

の
再
興
に
賭
け
る

は
げ
し
い
意
志
が
う
ず
い
て
い
た
。

の
ち
に
、

彼
が
南

冥
を
超
え
て
経
学
家
と
し
て
大
成
し
た
素
因
も
ま
た

そ
こ
に
あ

っ
た
。

昭
陽
の
学
問
は
南
冥
に
出
た
も
の
で
、

大
筋
に
お

い
て
往
傑
学
を
継
承
し
て
い
た
が
、

隣

徊
傑
学

へ
の
批
判
を
ゆ
る
が
せ
に

創

し
な

い
と

こ
ろ
で
、

亀
門
学
独
自

期
　
の
学
風
を
形
成
し
た
。

昭
陽

の
『
読

遅

弁
道
』
は
徊
体

の
『
弁
道
』
を
批
評

の一人

し
た
も

の
で
あ

る
が
、

そ

の
な
か

畑
　
で
往
徐
が
か

っ
い
だ
明
の
古
文
辞

〓
一

学
派

の
旗
手
李
攀
竜

。
王
世
貞

の

風
采
に
つ
い
て
、

昭
陽
は
「心
に
其
の
風
采
を
議
す
る

に
、

終
に
王
・李
を
以
て
程
・朱
に
加
う
る
能
わ
ず
。
日疋

れ
此
に
不
満
な
る
所
以
な
り
」
と
語

っ
て
い
る
。

風
采

と
い
っ
て
も
、

昭
陽
は
実
際
に
く
ら
べ
み
た
わ
け
で

は
な
い
か
ら
、

ア」
れ
は
学
問
文
章

の
風
采
と
考
え
て

よ
い
。

昭
陽
の
軍
配
は
程
伊
川
、

朱
子
に
あ
が

っ
て
、

李
・王
は
そ
れ
よ
り
見
劣
り
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

「文
は
秦
漢
、

詩
は
盛
唐
」
に
学
ぶ
こ
と
を
提
唱
し
た

李
夢
陽
の
擬
古
文
学
の
運
動
を
い
っ
そ
う
推
進
し
た

李
・王
で
あ

っ
た
が
、

そ
の
文
章
は
秦
漢
以
前
の
文
を

鵜
呑
み
に
し
た
だ
け
で
、

読
解
に
苦
し
む
よ
う
な
難

渋
な
も
の
が
多
く
、

達
意
の
文
学
で
は
な
か

っ
た
。

昭

陽
は
李
。王
の
文
学
が
孔
子
の
所
謂
「辞
は
達
す
る
の

み
」
の
地
平
か
ら
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
る
と
み
て
、

往

徐
が
な
ぜ

「古
に
航
梯
す
る
」
文
学
と
し
て
た
た
え
た

の
か
、

懐
疑
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
。

さ
ら
に

往
徐
が
宋
学
を
否
定
す
る
た
め
に
、

（宋
儒
が
四
書
を

す
す
め
た
の
は
、

四
書
が
読
み
や
す
く
、

六
経
が
読
み

難
い
か
ら
で
あ

っ
た
〉
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
「妄
言

炎
々
た
り
」
と
昭
陽
は
否
定
し
た
。

か
く
否
定
し
た
昭

陽
は
、

「孟
子
考
≡
大
学
考
≡
中
庸
考
」
を
著
し
て
、

程

朱

の
説
の
採
る
べ
き
は
と
り
、

批
判
す

べ
き
は
批
判

し
て
、

佃
徐
の
矯
激
な
学
説
を
修
正
し
た
。

か
か
る
往

徐
学

へ
の
批
判
修
正
は
昭
陽
の
経
学
の
い
た
る
と
こ

ろ
に
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、

亀
門
学
が
継
承
し
て
き

た
往
徐
学

へ
の
志
向
と
傾
倒
は

一
貫
し
て
変
わ

っ
て

い
な
い
。

『
論
語
語
由
述
志
』
は
昭
陽
の
代
表
的
著
述

の

一
つ

で
あ
る
が
、

基師
語
を
生
き
た
人
間

の
活
発
な
言
行
録
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と
読
み
と

っ
た
南
冥
の
註
疏

の
精
神
を
継
承
し
、

そ

の
註
疏
の
弱
点
を
補
強
す
る
た
め
に
、

徊
徐
の
家
前
語

徴
』
に
さ
か
の
ば

っ
て
学
問
的
裏
付
け
を
お
こ
な
い
、

経
学
家
と
し
て
の
卓
越
し
た
腕
力
を
存
分
に
発
揮
し

ち

　

ち

た
。

ゾ」
の
書

で
「天
は
我
が
抗
考
を
生
み

い
化

の
義
始

め
て
明
ら
か
な
り
。

門
生
宜
し
く
こ
こ
に
鑑
み
て
、

払前

語
を
死
物
と
な
す
な
か
る
べ
し
」
と
説
く
昭
陽
は
経

世
の
学
の
書
と
し
て
の
要
帥
語
』
に
該
博
謹
厳
な
経
学

の
方
法
を
持
ち
こ
み
、

家
学

の
隆
盛
を
招
来
し
た
と

い
う
意
味

で
、

ま
さ
し
く
孝
悌

の
実
を
あ
げ
た
学
者

で
あ

っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
昭
陽
が
生
ま
れ
た
前
後
に
南
冥
は
し
き
り
に

長
崎
、

熊
本
、

薩
摩
に
遊
ん
で
い
る
。
「半
夜
話
毛
肥
後

物
語
」
は
い
ず
れ
も
か
な
書
き
文
で
あ
る
が
、

と
も
に

南
冥
が
三
度
訪
れ
た
肥
後
細
川
藩
の
実
情
を
聞
知
し

て
書
き
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

当
時
、

肥
後
細
川
藩
の

儒
官
に
は
、

南
冥
の
実
逆

の
友

で
あ

っ
た
藪
菰
山
が

い
た
。

菰
山
は
通
称
を
茂
次
郎
と
い
い
、

又
の
号
を
朝

陽
山
と
い
っ
た
。

博
学
の
漢
詩
人
で
、

吏
事
に
も
耐
え

う
る
儒
者
で
あ

っ
た
。

レ」
の
菰
山
か
ら
南
冥
は
両
書

の
種
に
な
る
材
料
を
し
こ
ん
だ
と
み
え
る
。

い
ず
れ

に
し
て
も
肥
後
藩
に
範
を
と
り
な
が
ら
、

実
際
に
は

筑
前
黒
田
藩
に
南
冥
の
政
治
理
念
を
生
か
す
こ
と
を

ね
ら

っ
た
も
の
で
あ
る
。

「半
夜
話
」
で
は
、

各
藩

の
政
治
を
ゆ
が
め
て
い
る

上
下
落
士
の
賄
賂

の
幣
風
を
打
破
す
る
た
め
に
は
、

役
人
の
選
出
法
を
考
え
な
お
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、

器

量
才
智
が
あ

っ
て
権
力
に
附
和
雷
同
せ
ぬ
意
地
の
あ

る
者
を
役
人
と
し
て
優
先
的
に
登
用
す
る
こ
と
、

長

崎
警
備
に
あ
た

っ
て
い
る
黒
田

一≡
一

藩
は
幕
府
に
遠
慮
せ
ず

に
集
団

一！

的
武
備

の
充
実
を
は
か
る
べ
き

！■

こ
と
、

肥
後
藩
に
な
ら

っ
て
刑
法

！！

官
と
行
政
官
を
分
離
独
立
さ
せ

！！
！

て
法
の
公
正
を
期
す
る
こ
と
、

そ

一―
！

れ
に
細
民

の
貧
第
を
救
済
す

る

！！！

た
め
の
捨
子
防
止
案
な
ど
を
提
案
。
一！
！

「肥
後
物
語
」
で
注
目
す

べ
き
は
、

儒
者
が
茶
道
や
猿

楽

の
師
匠
と
お
な
じ
く
、

儒
官

の
役
職
を
相
続
す
る

な
ら
わ
し
が
あ
る
が
、

肥
後
藩
で
は
「近
年
の
改
制
に

て
、

儒
者

の
相
続
、

不
学
な
れ
ば
平
士
と
な
し
、

学
問

よ
け
れ
ば
儒
役
申
し
付
ら
る
」
よ
う
に
な

っ
て
い
る

が
、

ア」
れ
に
な
ら
う
べ
き
だ
と
し
、

学
問
と
は
用
達
な

き
も
の
と
み
ず
か
ら
触
れ
歩
く
儒
者
の
気
象
の
低
下

現
象
を

つ
き
、

さ
ら
に
「心
実
に
学
問
す
る
人
な
き
は
、

畢
売
上
の
仕
向
あ
し
き
改
と
知
る
べ
し
」
と
、

藩
執
政

の
儒
官
登
用
に
問
題
を

つ
き

つ
け
て
い
る
。

い
ず
れ

も
経
世
実
学
の
儒
者
南
冥
ら
し
い
切
要
の
説
で
あ
っ
た
。

南
冥
廃
期
の
直
接
的
原
因
と
な

っ
た
と
い
わ
れ
て

い
る
「岡
県
白
鳴
記
名
太
宰
府
旧
址
碑
」
の
文
章
は
と

も
に

一
藩

の
境
界
を
こ
え
て
、

外
夷
に
あ
た
る
海
防

策
を
重
視
し
て
、

そ
れ
に
関
連
し
た
白
鳴

の
島
民
た

ち
の
活
躍
を
た
た
え
、

古
代
太
宰
府
庁

の
役
割
を
再

認
識
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
テ」
れ
は
元
寇

の
難
に
あ

っ
た
筑
前
藩
に
と

っ
て
、

海
防
策
が
重
要
な
課
題
で

あ
り
、

そ
れ
は

一
藩

の
わ
く
を
こ
え
て
の
日
本

の
問

題
で
あ
る
と
考
え
、

一
一
つ
の
碑

の
建
立
を
思
い
た

っ

た
の
で
あ
る
。

か
か
る
南
冥
の
大
胆
に
し
て

率
直
な
経
世
の
意
見
は
、

現
実

的
に
黒
田
藩
の
藩
政
改
革
を
う

な
が
す
も
の
で
あ

っ
た
だ
け
に
、

ひ
そ
か
に
保
守
的
な
執
政
や
腐

儒
た
ち
の
憎
悪
の
的
と
な

っ
て

い
た
。

寛
政
異
学

の
禁
を
契
機

に
し
て
、

そ
れ
が

一
挙
に
ふ
き

だ
し
、

南
冥
は
彼
ら
の
非
難
と
排
斥
を
う
け
る
こ
と

に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

南
冥
の
没
後
、

天
保
三
年

盆

八
三
二
）
に
刊
行
さ

れ
た
『古
今
斉
伊
呂
波
歌
』
と
い
う
戯
れ
歌
の
書
が
あ

る
。

ン」
れ
に
は
亀
門
の
門
人
後
藤
艮
山
の
漢
文
に
よ

る
註
が
入
念
に
ほ
ど

こ
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
な
か
の

幾
首
か
を
あ
げ

て
み
れ
ば
、

医
術
に
た
ず
さ
わ
る
者

の
心
得
が
お
か
し
く
説
か
れ
て
い
て
、

儒
医
南
冥
の

心
意
気
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

医
は
意
な
り
意
と
い
う
物
を
会
得
せ
よ
手
に
も

と
ら
れ
ず
画
に
も
か
か
れ
ず
。

繁
昌
を
好
む
心
を
的
と
し
て
直
き
鏃
を
磨
ぞ
か

し
こ
き
。

奴
碑
も
人
士
君
子
も
人
病
に
は
貴
嬢
高
下
は
な

し
と
知
ら
ず
や
。

忘
れ
て
も
襟
本
み
る
な
病
見
よ
業
の
あ
が
ら
ぬ

根
元
ぞ
か
し
。

礼
楽
の
道
も
少
し
は
稽
古
せ
よ
医
者
の
小
路
の

往
還
ぞ
か
し
。

乱
世
の
軍
稽
古
と
我
が
家
の
医
術
稽
古
が
同
じ

三太郎の一人、久太郎 (頼山陽)
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道
理
ぢ
ゃ
。

芸
術
の
稽
古
の
道
に
二
つ
な
し
上
手
と
下
手
は

そ
の
手
練
だ
け
。

改
な
き
に
持
薬
と
い
う
て
い
つ
ま
で
も
飲
ま
す

医
者
の
自
分
養
生
。

こ
れ
を
当
今

の
医
者
に
読
ま
せ
れ
ば
、

我
が
事
か

と
赤
面
し
、肝

に
銘
ず

べ
き
心
得
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
戯
れ
歌
に
も
、

医
者
と
し
て
経
世
済
民
に
か
か

わ
ら
ん
と
す
る
南
冥
の
気
晩
が
あ
ふ
れ
て
い
て
面
白
い
。

南
冥
の
経
世
の
思
想
は
も
と
よ
り
往
徐
の
『
政
談
』

太
宰
春
台
の
『経
済
録
』
に
端
を
発
し
た
徊
徐
学
の
実

学
重
視

の
気
風
に

つ
ら
な
る
も
の
で
あ

っ
た
。

そ
れ

で
は
綿
密
な
経
学
家
と
し
て

多
彩
な
業
績
を
の
こ
し
た
昭
陽

の
な
か
で
、フこの

亀
門
の
経
世
思

想
は
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
実

を
結
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

寛
政
三
年
、

昭
陽
十
九
歳
の

と
き
、

父
の
す
す
め
で
山
陽
道

に
遊
学
し
て
帰
国
し
た
直
後

に
漢
文
で
し
た
た
め
た
『
成
国
治
要
と

一巻
が
現
存
し

て
い
る
が
、

ア」
れ
は
政
治
、

法
律
、

経
済
、

道
徳
に
わ
た

る
経
世
の
意
見
を
、

昭
陽
が
は
じ
め
て
公
開
し
た
も

の
で
あ

っ
た
。

そ
の
内
容
は
南
冥
が
舌
を
巻
く
ほ
ど

の
出
来
ば
え
で
あ

っ
た
。

そ
れ
だ
け
こ
れ
に
打
込
ん

だ
昭
陽
の
精
神
的
肉
体
的
な
消
耗
は
は
な
は
だ
し
く
、

南
冥
は
気
分
の
入
れ
か
え
を
さ
せ
る
た
め
に
、

昭
陽

に
し
き
り
に
酒
を
す
す
め
た
と
い
う
。

こ
の
翌
年
に
南
冥
が
廃
細
の
厄
に
道
い
、

昭
陽
の

著
述
は
も

っ
ぱ
ら
綿
密
な
経
書

の
考
証
に
転
じ
て
、

家
学
の
再
興
に
心
を
砕
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

昭
陽

の
経
世
の
志
は
こ
れ
で
潰
え
た
の
で
は
な
い
。

そ
れ

は
形
を
変
え
て
門
下
生

へ
の
教
育
と
講
義
に
お
い
て

発
揮
さ
れ
、

持
続
し
た
。

昭
陽
の
問
下
生
に
た
い
す
る

態
度
は
寛
容

で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
才
格
を
伸
ば
す
術
は

父
に
ま
さ
る
と
も
劣
ら
な
か

っ
た
。

そ
の
昭
陽
の
も

と
か
ら
広
瀬
淡
窓
が
出
た
ば
か
り
で
は
な
い
。

玄
洋

社

の
快
男
子
頭
山
満
ら
を
育
て
、

彼
ら
か
ら
人
参
畑

お
さ
む

の
女
先
生
と
慕
わ
れ
た
儒
医
の
高
場
乱
も
、

昭
陽
の

子
の
場
州
の
問
下
生
で
あ
っ
た
。

考
え
て
み
れ
ば
、

紐
徐
学
の
経
世
済
民
の
学
風
を

＞
　
確
実
に
い
か
し
き

っ
た

の
は
、

唯
、

寛

製　
政
異
学
の
禁
で
い
た
め
つけ
ら
れ
た

倍
　
こ
の
亀
門
の
学
燈
だ
け
で
あ
っ
た
と
は
、

難
　

い
か
に
も
皮
肉
で
あ
る
。

人、寿　
　
昭
陽
は
謹
厳
な
経
学
家
と
し
て
終

の一　

始
し
、

頼
山
陽
か
ら
田
舎
者
と
嘲
笑
さ

対
　
れ
た
が
、

謹
厳
綿
密
な
学
究
の
徒
に
に

〓一　
あ
わ
ぬ
情
の
人
で
あ

っ
た
。

一ハ
歳
で
死

ん
だ
彼
の
末
子
脩
三
郎
を
追
懐
し
た
『
傷
逝
録
』
は
、

昭
陽
五
十
歳
の
策
で
あ
る
が
、

そ
の
随
所
に
、

亡
児
に

寄
せ
る
情
愛
の
情
が
実
に
こ
ま
や
か
に
に
じ
み
で
て

い
て
美
し
い
。

在
り
し
日
の
我
が
子
の
姿
を
偲
び
、綿

々

と
追
想
に
ふ
け
る
昭
陽
の
感
傷
は
、

俗
語
を
ま
じ
え

た
漢
文
脈

の
な
か
に
み
ず

み
ず
し
い
躍
動
を
み
せ
、

近
世
の
も

っ
と
も
す
ぐ
れ
た
哀
傷
文
学
の

一
つ
と
い

え
る
傑
作
を
生
み
だ
し
て
い
る
。

文
化
十

一
年
、

南
冥
が
姪
ノ
浜
の
隠
宅
で
焚
死
し

た
と
き
、

昭
陽
は
四
十
二
歳
で
あ

っ
た
。

彼
は
父
の
屍

体
が
焼
跡
か
ら
で
て
き
た
の
を
み
て
、

即
座
に
短
刀

を
引
き
抜
い
て
自
殺
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
。

傍
人

の
制
止
に
あ

っ
て
、

自
殺
を
思
い
と
ど
ま

っ
た
昭
陽

は
、

祠
堂
を
作
り
、

そ
こ
に
朝
夕
居
し
て
、

一二
年
の
喪

に
服
し
た
。

広
瀬
淡
窓
は
厳
格
に
古
礼
を
守

っ
た
こ

の
昭
陽
に
ふ
れ
て
、

つ
ぎ

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

後
年
父

（南
冥
）
ノ
喪

エ
ア
リ
。

水
漿

ロ
ニ
入
ラ

ザ
ル

コ
ト
三
日
。

服
喪
三
年
、

哀
毀
骨
立
セ
リ
。

我
邦
三
年
ノ
喪

二
服
ス
ル
ま
鰹
プ
。

貝
原
（益
軒
）

先
生
ノ
篤
行
ス
ラ
、

ご
一年
ノ
喪

ハ
邦
人
ノ
勝
ウ

ル
処

二
非
ズ
、

国
制

二
因
ツ
テ
、

一
年
ノ
喪
フ
用

ウ
ベ
シ
ト
言
ワ
レ
タ
リ
。

然
ル
エ
是
ノ
人
ノ
ミ
、

断
然
ト
シ
テ
古
道
フ
行
エ
リ
。

（『懐
旧
楼
筆
記
し

こ
の
よ
う
に
亀
井
昭
陽
は
ま
こ
と
に
情
に
ふ
か
い

人
柄
で
あ

っ
た
、

お
の
れ
を
知
る
が
ゆ
え
に
、

ま
た
情

に
忍
ぶ
こ
と
が
で
き
た
真
情

の
人
で
あ

っ
た
。

南
冥

に
し
て
こ
の
子
あ
り
と
い
え
る
な
ら
ば
、

昭
陽
あ
り

て
、

学
の
中
途
に
た
お
れ
た
南
冥
の
志
は
亀
門
の
学

と
し
て
な
が
く
後
世
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

健
廟
岨
隣
接
像
画
　
大
雅
堂
義

元
筆
　
頼
新
氏
蔵

出
典
『
日
本
の
旅
人
①
頼
山
陽
―
歴
史
へ
の
帰
遠
者
』
か
ら
転
写

野
口
武
彦
著

（株
）
淡
交
社
発
行

古
賀
穀
堂
肖
像
画
　
佐
賀
県
立
博
物
館
蔵
か
ら

※
次
回
は
「南
冥
と
少
茉
」
で
す
。



能 古 博 物 館 だ よ 平成 20年 3月 10日 (6)(6) 第  56号

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

【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
的

ｍ
福
岡
メ
デ
ィ
カ
ル

リ
ー
ス

除
ア
ー
ル
ア
ン
ド
エ
ム

株

Ｃ

Ｄ

Ｓ

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
側

福
岡
支
店

側
福
岡
経
営

管
理
セ
ン
タ
ー

側
サ
ン
コ
ー

ロ
恵
光
会
　
原
病
院

側
西
日
本
シ
テ
ィ
銀
行

和
白
支
店

側
西
日
本
シ
テ
ィ
銀
行

千
代
町
支
店

側
西
日
本
シ
テ
ィ
銀
行

香
椎
支
店

側
西
日
本
シ
テ
ィ
銀
行

土
井
支
店

側
西
日
本
シ
テ
ィ
銀
行

福
岡
流
通
セ
ン
タ
ー
支
店

側
西
日
本
シ
テ
ィ
銀
行

新
宮
支
店

除
西
日
本
シ
テ
ィ
銀
行

箱
崎
支
店

側
西
日
本
シ
テ
ィ
銀
行

久
山
支
店

働
サ
ン
ネ
ッ
ト

ｍ
福
砂
屋

口
笠
松
会
有
吉
病
院

脩
ウ
エ
ダ
建
築
社

九
州
防
災
工
業
側

０
西
部
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

サ
ー
ビ
ス

脩
豊
友
設
備

総
合
産
業
御

側
一
ワ
コ
ク
・ト
ラ
ス
ト

帥
メ
イ
デ
ン

ダ
イ
ア
ド
帥

側
ホ
ス
ピ
カ

ギ
〓
フ
リ
ー
倉

●
大
乗
会
福
岡
り
八
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
病
院

口
江
頭
会
さ
く
５
病
院

鮪
ニ
チ
ロ
九
州
支
社

宗
教
法
人
善
隣
教

側
リ
コ
ー
商
会

的
橋
本
組

下
山
工
業
側

学
校
法
人
原
学
園

愉
唐
人
町
プ
ラ
ザ
甘
果
館

大
和
産
業
側
福
岡
支
店

社
会
福
祉
法
人

福
岡
ひ
ま
わ
り
の
里

大
成
印
刷
側

側
ホ
ー
ム
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

能
古
映
画
サ
ー
ク
ル

は
岩
室
商
会

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

な
こ
み
の
里

エ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
は

除
セ
ン
タ
ー
ビ
ジ
ネ
ス

働
ト
ー
タ
ル
・サ
ポ
ー
ト

コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

′
社
塩
多
々
良
福
社
会

御
寄
付
者
芳
名

岡

部

六

弥

太

様
（敬
称
略

・
順
不
同
）

【協
賛
会
会
員
】

松
本
　
盛
二
③

南
　
誠
次
郎
①

中
山
　
重
夫
②

管

　

直
登
③

早
船
　
正
夫
①

岡
部
六
弥
太
①

笠
井

徳
三
⑦

安
陪
　
光
正
⑤

亀
井
　
准
輔
⑥

石
橋
　
観

一
②

木
原
　
敬
吉
③

原
田
　
國
雄
②

森
光
　
英
子
③

永
井

　

功
②

緒
方
　
益
男
⑦

山
本

　

稔
③

武
内
　
隆
恭
②

白
水

主我
晴
③

石
野
智
恵
子
①

翠
川
　
文
子
①

多
々
羅
節
子
①

熊
谷
　
一暴

二
②

有
江

　

勉
①

山
崎

　

拓
①

七
熊
　
太
郎
②

片
桐
　
寛
子
②

西
村
　
俊
隆
⑥

明
石
　
散
人
③

矢
部
　
俊
幸
③

上
原
　
孝
正
③

早
船
　
首
〓

④

西
方
　
俊
司
⑤

亀
井
　
千
秋
④

土
生
　
僧
子
①

藤
井
　
鉄
夫
③

添
島
　
律
子
③

永
野
　
　
由車
②

藤
瀬
三
枝
子
②

松
本
美
津
子
①

【友

の
会
会
員
】

伊
藤

　

茂
①

水
田
　
和
夫
⑥

木
戸

龍

一
①

星
野
万
里
子
③

吉
村
　
雪
江
③

安
松
　
勇

一
①

上
国
　
良

一
②

高
田
　
と
空
一⑥

桑
野
　
次
男
③

藤
木
　
充
子
②

和
国
　
宏
子
①

行
成
　
静
子
②

片
岡
　
洋

一
①

石
川
　
文
之
③

都
筑
　
久
馬
①

横
山
　
智

一
⑥

古
賀

と月
子
①

宮
崎
　
　
集
①

西

　

政
憲
①

岡
本
　
金
蔵
②

三
宅
　
迪石
子
①

星
野
　
金
子
②

林
　
十
九
楼
①

宮

　

徹
男
①

織
田
喜
代
治
⑥

上
国

　

博
①

鶴
田
ス
ミ
子
①

塚
本
美
和
子
⑥

伊
藤
　
康
彦
⑤

寺
岡
　
秀
貫
④

原
田
　
種
実
⑤

石
橋
　
清
助
①

井
上
　
敏
枝
⑤

隈
丸
　
清
次
②

吉
冨
と
き
代
⑤

大
山
　
宇

一
⑥

葉
山
　
政
志
②

川
島
　
貞
雄
②

〕序
　
　
洋
子
⑤

久
芳
　
正
隆
③

半
田
　
耕
典
⑥

荘
山
　
雅
敏
⑥

吉
田
　
洋

一
⑤

永
岡
喜
代
太
①

神
戸
　
純
子
④

渡
辺
美
津
子
⑤

山
田
　
博
子
①

一佐
藤
　
泰
弘
⑥

前
田
　
静
子
④

飯
田
　
　
晃
⑤

神
戸

　

聡
③

田
里
　
朝
男
③

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

目
嶋
熊
太
郎
③

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
①

衛
藤
　
博
史
③

伊
藤
　
泰
輔
③

西
村
　
蓬
頭
③

執
行
　
取
彦
④

渡
違
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
⑥

中
村
ひ
ろ
え
③

古
賀

謹
二
〇

野
尻
　
敬
子
③

大
野
　
幸
治
③

櫛
田
　
正
巳
③

青
木
良
之
助
③

神
崎
憲
五
郎
②

金
子
　
柳
水
①

佐
野
　
　
至
③

井
手
　
親
栄
①

宮
崎
　
春
夫
①

鬼
丸
　
碧
山
○

山
崎
エ
ツ
子
④

小
山
　
一死
治
③

吉
瀬

由不
雄
①

古
賀
　
義
朗
①

西
山
　
正
昭
③

市
丸
喜

一
郎
①

豊
島

一暴
穂
②

守
瀬
　
孝
二
①

鋤
田
　
祥
子
⑥

甲
本
　
達
也
①

大
塚
　
博
久
②

辻
本
　
雅
史
⑤

松
田
　
　
革月
③

杉
浦
　
五
郎
○

中
野
　
日叩
子
①

大
谷
　
英
彦
⑤

野
崎
　
逸
朗
②

住
本
　
　
霞
②

前
田
敏
也
子
①

村
山
　
吉
庫
①

住
本
　
直
之
②

間
所
ひ
さ
子
①

伊
藤
　
実
邦
①

鹿
毛
　
光
子
①

古
賀
　
朝
生
①

林
　
　
正
幸
③

井
上
　
市口
策
②

田
中
　
寛
治
②

土
屋
伊
確
雄
①

自
井
　
一原
子
②

原

　

礼
子
①

小
掘
百
台
子
①

原

　

康
二
①

原

　

牧
子
①

杉
　
み
ど
り
③

原

　

祐

一
①

山
下
　
清
久
②

杉
原
　
正
毅
①

大
久
保
　
昇
②

党

　

隆
雄
①

福
澤
　
昌
弘
②

小
嶋
　
幸
雄
③

福
本
　
孝
行
②

樋
口
　
陽

一
②

片
桐
　
一屋

一②

木
下

　

勤
③

酒
井
カ
ツ
ヨ
③

田
上
　
紀
子
③

中
畑
　
孝
信
③

西
島
　
道
子
①

西
嶋
　
洋
子
③

村
上
　
靖
朝
③

獄
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
⑦

石
橋
　
善
弘
③

徳
重
　
　
認
①

岸
本
　
雄
二
③

武
田
　
正
勝
②

武
田
初
代
子
②

近
藤
　
雄
文
③

西
嶋
　
克
司
③

樺
島
　
政
信
③

上
杉
　
和
稔
①

富
田
　
英
寿
⑥

野
上
　
哲
子
①

益
尾
　
天
獄
⑥

石
橋
　
正
治
①

亀
石
　
正
之
②

藤
田
　
一
枝
⑥

松
尾
　
清
美
③

蓮
尾
　
正
博
③

森

　

祐
行
③

吉
安
　
蓉
子
②

村
上
　
　
牧
⑥

小
谷
　
修

一
⑥

阿
部
　
昌
弘
③

結
城
　
　
進
③

永
石
　
順
洋
⑥

重
松
　
史
郎
②

藤
吉
マ
ツ
ヱ
⑤

亀
井
　
勝
夫
②

岸
川

　

龍
①

山
本
　
光
玄
④

吉
開
　
史
朗
④

香
立
る

立ヽ

①

野
見
山
　
実
④

友
原
　
静
生
②

森
口
　
智
子
⑦

山
本
　
信
行
①

銀
座
玄
和
堂
診
療
所
⑥

井
上
　
陽

一
⑤

寿

美

電

気

⑤

矢
野
　
鈴
子
⑤

藤
崎
　
和
子
⑤

宮
崎
　
正
直
①

原
田
　
雄
平
⑥

山
本
　
　
勲
③

高
根
　
　
一雲
④

高
根
　
幸
子
③

柴
田
　
優
美
②

谷
回
　
澄
江
②

石
橋
　
順
子
⑤

西
原
　
正
俊
③

松
熊
　
友
彦
④

小
川

　

誠
③

木
皿
　
敦
代
④

矢
野
　
義
憲
①

丸
山
　
敏
子
③

江
崎
小
二
郎
③

佐
藤
　
洋
子
①

稲
永
カ
ヲ
ル
②

的
野

　

彰
①

高
田
久
美
子
①

森
山
　
純
子
②

小
山
　
保
彦
②

小
山
　
勝
子
①

側
嶋
員
智
子
②

筑
紫
　
味
子
①

真
原

俊

一
①

小
山
　
高昌
夫
②

江
原
　
幸
雄
③

中
山
　
隆
史
②

小
川
　
道
博
②

瀬
野
　
雄
市
③

有
吉
キ
ヌ
子
①

蓑
原

　

聡
②

生
回
　
幸
久
①

森
田
　
菓
子
①

西
山
　
紀
子
①

瀬
戸
美
都
子
③

池
松
　
幾
生
②

立
石
　
　
一泉
②

杜
　
あ
と
む
②

小
山
田
公
子
①

服
部
た
か
子
②

田
代
　
朝
子
②

米
濱
　
昭
菓
①

三
苫

　

進
①

岡
部
九
州
生
①

男
地
　
一二
郎
①

平
川
　
良
輔
①

安
保
　
博
史
①

一
坊
寺
　
将
①

古
閑
　
道
子
①

岩
本
　
博
秀
①

平
嶋
　
隆
祥
①

※
新
規
の
御
加
入

（先
号
以
後
、

平
成
２０
年
３

月
１０
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
海裾
ら

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
日
で
も
可
）

（館
の
活
動
、

館
誌
購
読
と
催
事
企
画
に
参
加
）

〔
軸
鍋
麟
嘱
琴
理
曜
森

施
設
整
備
等
の

〕

納
入
方
法
＝
郵
便
振
替
０
■
７
３
０
‐９
‐６
０
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
簿
に
し
ま
す
。

・能古博物館ご案内 ・

9:30～ 17:00(入 館 16:30ま で)

3月～11月の金 。上 。日

大人400円 。高校生以下無料

姪浜 能古行渡船場→フェリー(10分)
→能古(徒歩10分)→博物館

〒819-0012 福岡市西区能古522-2

883-2887 悶   (092)883-2881

閉 館

開館 日

入館料

交 通

a  (092)

HP htpt//v― nokonoshima― museum orip

Bm封l hfo@nokOnOshima―museum o「jp
休館日 3月～11月(月～木)12月～2月(冬季休館)

(団体にて御入館の場合は曜日にかかわらずご相談下さい。)

印
刷
　
株
式
会
社
ハ
ず
マ
印
刷


