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櫛砕瑠減る透

‐ご
坑i

メ

炒
ア

一盤漁
韓
翻

‐‐＝ぱ静

す
る

シ
ド
ニ
ー
の
普
ア
ィ
と
よ
ば
れ
る
都
心
の

一角
に
州
立
美
術
館
は
あ
り
ま
す
。

こ
の
５

年
Ｍ
に
２
度
ほ
ど
訪
ね
ま
し
た
が
、朝

か
ら

観
光
客
や
地
元
の
小
中
学
生
の
光
学
で
順

わ
っ
て
い
ま
し
た
。
１
階
中
央
付
近
の
日
本

部
門
は
浮
世
絵
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
充
実

し
、

茶
室
ま
で
が
し
つ
ら
え
て
あ
り
ま
す
。

そ
の
日
は
日
本
か
ら
輪
島
塗
り
の
職
人

が
１０
人
ほ
ど
来
て
、

輪
島
塗
り
の
講
義
と

実
演
を
行
う
予
定
で
し
た
。

し
か
し
詰
義

に
先
た
ち
、

主
催
者
の
夫
術
館
員
は
次
の

よ
う
に
切
り
出
し
ま
し
た
。

「今
Ｈ
こ
こ
に
来
ら
れ
て
い
る
輪
島
な
り

の
職
人
の
み
な
さ
ん
に
は
、

学
い
な
こ
と
に

ご
家
族
ふ
」
親
戚
な
ど
が
直
接
被
告
に
遭

わ
れ
た
方
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
。

け
れ

ど
も
、

今
回
の
大
地
震
と
津
波
で
被
害
に

遭
わ
れ
た
日
本
人
の
み
な
さ
ん
の
ご
冥
福
を

お
祈
り
し
、

ま
た
今
後
１
日
で
も
早
く
日

本
の
日
が
被
告
か
ら
立
ち
直
る
こ
と
を
祈

っ
て
、
１
分
間
の
黙
祐
を
捧
げ
ま
し
ょ
】え
」。

参
加
者
は
頭
（テ」
う
べ
）を
重
れ
、

静
か
に

祈
っ
た
そ
う
で
す
。

も
う
お
わ
か
り
で
し
ょ
＞乳
束
Ｈ
本
人
震
災

が
発

生

し

て
３
日

日

の
３
月

１３
日

、
日

本

か

ら
数
千
キ
ロ
離
れ
た
南
半
球
で
異
例
の
黙
祷

が
行
な
わ
れ
て

い
た
の
で
す
。

ボ

ツ

寛

臣

野

鶏

原

会

っ
て
い
た
現

地
の
日
本
人
ｉ

婦
が
メ
ー
ル
で

日
本
人
の
底
力

理
事
長
兼
館
長
　
力
御
　
わ
踏

伝
え
て
く
れ
ま
し
た
。

同
様
の
祈
り
が
地
球
上
の
処
々
か
し
こ
で

行
な
わ
れ
、

各
川
の
緊
急
援
助
隊
が
統
々
と

Ｈ
本
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。

日
本
は
孤
立
し

て
い
な
い
と
つ
く
づ
く
思
い
ま
丸

平
和
憲
法

を
守
り
、

国
連
に
は
世
界
で
２
位
の
拠
出
金

を
負
担
し
、

ソ
ニ
ー
や
ト
ヨ
タ
が
世
界
ブ
ラ

ン
ド
に
な
り
、

ア
ニ
メ
で
独
自
の
文
化
を
発

信
す
る
日
本
人
に
、

世
界
は
信
頼
と
同
情
の

温
か
い
ま
な
ざ
し
を
向
け
て
い
る
の
で
す
。

世
界
の
人
々
は
い
ま
日
本
人
に
注
目
し

て
い
ま
す
。

あ
の
敗
戦
の
ど
ん
ほ
か
ら
は
い

あ
が
っ
た
Ｈ
本
人
の
底
力
を
も
う
一
度
み

て
み
た
い
と
。

６６
年
前
の
日
惜
を
想
起
す

れ
ば
、

出
来
な
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

我
々
は
世
代
を
超
え
て
こ
れ
か
ら
の
日
本

の
あ
り
様
を
考
え
、

新
た
な
日
本
モ
デ
ル

を
世
界
Ｌ
不
し
た
い
も
の
で
す
。

「海
の
博
物
館
」
の
シ
ン
ボ
ル
「国
際
信

号
旗
」
を
一同
り
大
き
く
し
ま
し
た
。

写
真
の
左
端
は
お
な
じ
み
の
Ｚ
の
ラ
ト
再
嶋

１
９
０
５
（明
治
３８
）
年
５
月
２７
Ｈ
、

ロ
シ

ア
の
バ
ル
チ
ッ
ク
艦
隊
に
勝
利
し
た
日
本

海
軍
連
合
艦
隊
の
旗
艦
ゴ
在
と
の
マ
ス
ト

高
く
掲
げ
ら
れ
ま
し
た
。

『皇
国
の
興
廃
こ
の
一
戦
に
あ
り
各
員
一

層
奮
励
努
力
せ
よ
』

あ
れ
か
ら
１
０
６
年
日
、

い
ま
ま
た
我

々
は
「興
廃
」
の
岐
路
に
あ
り
ま
す
。

気
持
ち
の
良
い
季
節
。

が
」
米
館
を
お
待

ち
し
ま
す
。
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（参
照
資
料
‥
仮
番
号
０
０
７
、

０
０
８
、
０
０
９
、
０
１
０
、

０
１
１
、
０
１
５
、
０
１
６
、
０
１
７
、
０
５
６
、

↓玉
以
路
―

７４
、平

成
瑚
１
１
２
４
、平

成
１９
‐
８
）

扶
持
（ふ
ち
）遣
わ
し
候

「能
古
だ
よ
り
」第
６‐
号
（平
成
２２
年
１０
月
）
に
お
い
て
、

姪

浜
旦
過
町
の
石
橋
家
は
江
戸
末
期
に
は
２０
人
扶
持
を
与
え

ら
れ
て
い
た
（慶
応
分
限
帳
に
よ
る
）と
い
う
事
を
述
べ
た
だ

実
際
、

石
橋
家
文
書
の
中
に
は
「扶
持
」
に
関
す
る
目
録
・覚

書
等
が
１０
数
点
み
ら
れ
る
。

あ
ま
た
の
町
方
郡
方
で
扶
持
を

う
け
た
者
は
極
々
少
数
の
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
テ」
れ
だ
け
の

数
の
資
料
が
ま
と
ま
っ
て
出
て
き
た
こ
と
自
体
め
ず
ら
し
い

こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
れ
以
上
に
、

そ
れ
ら
を
並
べ
て
み

る
こ
と
に
よ
り
、
「扶
持
」
を
め
ぐ
る
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
が
浮

か
び
上
が
っ
て
き
て
、

興
味
を
引
か
れ
る
も
の
が
あ
る
。

墨
で
描
い
た
大
き
な
花
押

仮
番
号
０
０
７
は
、

文
政
３
（１
８
２
０
）年
辰
２
月
に
筑

紫
四
郎
兵
衛
道
門
が
、

紙
屋
善
三
郎
に
１
人
扶
持
を
与
え
た

目
録
で
あ
る
。
「為
扶
助
一
人
扶
持
宛
行
（あ
て
ご
う
）
之
者

也
」。
武
士
階
級
は
そ
れ
ぞ
れ
に
花
押
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
が
、

墨
で
描
い
た
大
き
な
花
押
が
面
白
い
（写
真
１
）。
明

記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、

紙
屋
善
二
郎
と
い
う
個
人
に
与
え

た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
１
代
１
人
扶
持
で
あ
る
。

な
お
、

紙
屋

は
石
橋
家
の
屋
号
で
、
ア」
ン」
で
い
う
紙
屋
善
二
郎
は
石
橋
善

二
郎
一房
種
＝
天
保
１０
（１
８
３
９
）年
８
月
１２
日
・７７
歳
で
没

川
の
こ
と
で
あ
る
。

仮
番
号
０
０
８
は
文

政
５
（
１
８
２
２
）
年
１２

月
に
石
橋
善
二
郎
一房
種
が

１
人
扶
持
を
受
け
た
も
の

で
あ
る
が
、

文
書
に
い
わ

く
、
「当
春
以
来
い
ろ
い
ろ

お
世
話
に
な
っ
た
の
で
１

代
１
人
扶
持
を
与
え
る
、

今
後
も
よ
ろ
し
く
頼
む

（已
後
尚
又
申
合
用
達
有

之
候
様
存
候
之
苦
ｒ
。

署

名
が
な
い
の
で
、

扶
持
を

与
え
た
者
が
誰
か
は
わ
か
ら
な
い
。

仮
番
号
０
０
９
は
、

櫛
橋
辰
五
郎
が
文
政
７
（１
８
２
４
）

年
申
１１
月
１９
日
に
石
橋
善
二
郎
房
種
に
１
人
扶
持
を
与
え

た
も
の
で
あ
る
（写
真
２
）。
な
お
、

櫛
橋
家
は
江
戸
時
代
、

藩

か
ら
２
千
石
を
得
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

仮
番
号
０
１
０
は
、

文
政
８
（１
８
２
５
）年
西
１０
月
２４
日

に
石
橋
善
二
郎
一房
極
に
あ
て
た
書
付
で
あ
る
が
、
「去
る
年
末

仕
組
み
が
変
わ
っ
た
際
掛
注
１
川
相
談
し
た
と
こ
ろ
、

出
銀

し
て
く
れ
た
の
で
安
心

し
た
、

そ
の
後
も
い
ろ
い

ろ
相
談
し
た
筋
に
つ
い

て
心
よ
く
（金
を
）
出
し

て
く
れ
て
”

満
悦
“
で

あ
る
。

依
っ
て
、
ア」
れ
ま

文
政
８
年
以
前
に
す
で
に
１
人
扶
持
を
与
え
て
い
た
者
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
も
よ
る
し
く

仮
番
号
０
１
１
は
大
名
町
の
田
代
正
富
が
、

文
政
８
（１

８
２
５
）年
１０
月
１１
日
に
永
代
３
人
扶
持
を
与
え
た
も
の
で

あ
る
。

宛
先
を
明
記
し
た
も
の
は
残
っ
て
い
な
い
が
、

仮
番
号

０
１
０
の
も
の
よ
り
１３
日
前
の
記
録
で
あ
り
、

扶
持
を
受
け

た
の
は
石
橋
善
二
郎
房
種
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
自
明
で
あ
る

（写
真
３
）。

仮
番
号
０
１
６

は
、

天
保
５
（１
８

３
４
）
年
９
月
５

日
に
（竹
コ
）
助
之

丞
が
、
「
こ
れ
ま
で

手
元
財
用
繰
り
が

難
渋
し
て
い
た
際
、

深
切
（親
切
）
に
世

話
し
て
く
れ
、

ま
た
旅
勤
め
も
無
事
済
ん
だ
、

メ
デ
タ
イ
、

メ

デ
タ
イ
（祝
着
候
）。
依
っ
て
、
２
人
扶
持
を
与
え
る
ず
」
れ
か

ら
も
よ
ろ
し
く
」
と
述
べ
た
も
の
で
、

花
辞
は
な
い
。

宛
先
は
、

石
橋
善
二
郎
房
種
及
び
そ
の
養
子
伊
二
郎
ほ
下
野
問
衛
石

橋
伊
右
衛
門
第
３
子
、

後
の
石
橋
善
三
郎
直
実
、
１
８
５
６

（嘉
永
７
）
年
６３
才
で
没
――
の
連
名
に
な
っ
て
い
る
。
テ」
の
よ

う
な
文
書
で
宛
名
が
連
名
に
な
っ
て
い
る
の
が
珍
し
い
こ
と

か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、
２
代
に
わ
た
っ
て
２
人
扶
持
と
も

解
釈
可
能
で
あ
り
、

ま
ぎ
ら
わ
し
い
こ
と
に
違
い
な
い
。

な
お
、

扶
持
を
与
え
た
竹
田
助
之
丞
は
貝
原
益
軒
の
弟
子

で
、

黒
田
家
譜
の
作
成
に
あ
た
り
、

後
の
天
保
６
（１
８
３
５
）

年
大
目
付
へ
転
役
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
藩
校
修
猷

館
の
塾
頭
を
務
め
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、

上
記
の
「旅
勤
め
」
と
い
う
の
は
、

参
動
交
代
に

よ
る
江
戸
詰
め
か
長
崎
勤
番
で
あ
ろ
う
が
、
ア」
の
年
の
３
月

で
与
え
て
い
た
扶
持
に

１
人
扶
持
を
追
加
し
、

都
合
２
人
扶
持
を
遣
わ

す
、

今
後
も
よ
ろ
し
く

頼
む
」
と
あ
る
。

残
念
な

が
ら
、
ア」
の
書
付
の
差

出
人
は
不
明
で
あ
る
が
、

舎
各

ユ
Ａ

彪

％

みｔｒ
広

一ン

‐‐　‐―

・
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に
は
久
野
外
記
（後
出
）が
江
戸
表
よ
り
戻
っ
て
来
た
と
い
う

記
録
が
あ
る
の
で
（加
瀬
家
文
書
）
、

助
之
丞
の
方
は
長
崎
勤

番
か
も
知
れ
な
い
。

仮
番
号
／
平
成
１８
‐
７４
に
よ
る
と
、
ア」
の
天
保
５
（１
８

３
４
）年
に
は
石
橋
善
二
郎
全房
種
）
が
永
代
５０
人
扶
持
を
受

け
て
い
る
。
テじれ
に
つ
い
て
は
、

あ
と
で
コ
メ
ン
ト
す
る
。

仮
番
号
０
１
５
は
、天

保
７
（１
８
３
６
）年
申
４
月
Ｈ
日

に
久
野
外
記
が
１
人
扶
持
を
与
え
た
も
の
で
、

受
け
手
は
石

橋
善
三
郎
一房
種
で
あ
る
。

仮
番
号
０
１
７
は
、

天
保
８
（１
８
３
７
）年
丙
１０
月
１６
日

に
町
奉
行
の
（牧
）
長

有
致
大
慶
事
に
候
　
就
中
誠
に
数
度
之
旅
行
き
打
続
き
別

而
物
入
多
く
其
上
非
常
之
出
財
を
も
間
々
是
有
　
近
年
甚

六
ケ
敷
世
帯
探
り
候
処
無
差
支
致
調
達
為
宜
親
切
に
世
話

是
有
候
段
甚
以
致
感
心
手
に
候
　
依
是
為
扶
助
永
代
二
人

扶
持
差
遣
事

十
月
十
一日
」

仮
番
号
／
平
成
１９
１
８
の
資
料
は
、

安
政
４
（１
８
５
７
）

年
３
月
２６
日
に
設
け
た
目
録
入
れ
の
中
に
あ
っ
た
も
の
で
、

「金
二
千
両
寸
志
拠
金
分
永
代
拾
人
扶
持
下
さ
れ
分
‥
と石

橋
善
五
郎
代
」と
記
さ
れ
て
い
る
ず
」
ナ」
で
い
う
石
橋
善
五
郎

は
後
の
石
橋
善
左
衛
門
房
重
＝
明
治
６
（１
８
７
３
）
年
８

月
ｌｌ
日
５６
歳
で
没
川
で
あ
る
。

前
述
の
資
料
（仮
番
号
／
平
成
１８
１
７４
）
に
よ
る
と
、天

保

５
（１
８
３
４
）
年
１２
月
に
早
良
郡
姪
浜
村
大
庄
屋
格
石
橋

善
三
郎
全
房
種
）あ
て
に
、
「銀
五
百
貫
目
の
用
立
て
に
対
し
、

永
代
五
拾
人
扶
持
か
つ
一代
大
庄
屋
上
に
申
付
け
、

絹
羽
織

着
用
を
許
女

引
続
き
作
一代
大
庄
屋
格
に
申
付
け
る
」と
の

覚
書
き
が
残
っ
て
い
た
の
を
、

２３
年
後
の
安
政
３
（１
８
５
７
）

年
２
月
に
石
橋
善
二
郎
の
孫
で
あ
る
善
五
郎
が
何
ら
か
の
理

由
に
よ
り
、

居
村
役
場
（早
良
恰
土
志
摩
郡
役
所
）
Ｈ
注
２
＝

に
差
出
し
た
。
ン」
の
文
書
は
そ
の
時
の
控
え
で
あ
る
。

内
容
を

み
る
と
、

扶
持
以
外
に
も
身
分
に
係
わ
る
記
述
が
あ
り
、

案

外
高
位
の
者
が
出
し
た
「覚
」
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し

ろ
、

そ
の
よ
う
な
「覚
」
を
役
所
に
差
出
す
と
き
に
は
そ
れ
な

り
の
理
由
が
あ
る
は
ず
で
、

そ
の
理
由
が
知
り
た
い
も
の
で

あ
る
。

１
人
扶
持
は
１
日
玄
米
５
合

さ
て
、

そ
も
そ
も
扶
持
と
い
う
の
は
、

主
人
か
ら
家
来
に
下

付
し
た
給
与
米
の
こ
と
で
あ
り
、
１
人
扶
持
は
、

男
子
１
人

分
１
日
玄
米
５
合
を
基
準
に
し
て
、
１
ケ
月
（３０
日
）
に
１
斗

５
升
を
与
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す」
の
計
算
で
い
く
と
、

石
橋
家
が
得
て
い
た
と
さ
れ
る
２０
人
扶
持
は
、

３０
日
に
つ
き

３
石
、
１
年
を
３
６
０
日
と
す
る
と
３６
石
を
与
え
る
こ
と
に

梢
当
す
る
。

ま
た
、

仮
番
号
０
１
７
の
文
書
に
あ
る
１
石
加

増
は
約
０
。６
人
扶
持
加
暗
に
相
当
し
よ
う
。
＝
注
３
＝

と
こ
ろ
で
、
１
人
扶
持
（１
日
玄
米
５
合
）
は
現
代
の
価
格

で
は
い
く
ら
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
５
合
が
約
７
５
０

ゼ
に
相
当
す
る
こ
と
、
１
年
を
３
６
０
日
と
し
、

平
成
２２
年

末
の
時
点
で
精
米
１０
Ｆ
ジ
ラ

約
４
千
踏
（玄
米
は
も
っ
と
安
い

だ
ろ
う
）等
を
考
え
る
と
、

単
純
計
算
で
年
１０
万
８
千
円
に

相
当
す
る
ず
」れ
で
は
、
と
て
も
１
人
の
者
が
生
き
て
は
い
け

な
い
。

２
千
両
は
２
億
円

事
の
つ
い
で
に
、

拠
出
さ
れ
た
２
千
両
や
銀
５
０
０
貫
が

現
代
で
は
ど
の
く
ら
い
の
価
値
に
な
る
の
か
見
て
み
よ
う
。

な
か
な
か
難
し
い
問
題
で
あ
る
が
、
１
両
が
１０
万
円
に
相
当

す
る
と
仮
定
す
る
と
（６
万
円
か
ら
３０
万
円
く
ら
い
の
推
定

も
あ
る
）、
２
千
両
は
２
億
円
と
い
う
東
大
な
金
額
に
あ
た

る
。

仮
番
号
／
平
成
１９
１
８
の
資
料
で
は
、

そ
れ
で
１０
人
扶

持
で
あ
る
か
ら
、
２
千
万
円
拠
出
し
て
１
人
扶
持
（約
１０
万

円
）を
い
た
だ
け
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

銀
５
０
０
貫
の
現
代
価
値
の
推
定
は
は
る
か
に
む
ず
か
し

い
。

平
成
２２
年
末
の
銀
価
格
（１
ゼ
約
８０
円
）を
そ
の
ま
ま
当

て
は
め
る
と
約
１
億
５
千
万
円
に
な
る
が
、

銀
の
純
度
の
問

題
（現
代
価
格
を
下
げ
る
）、
当
時
の
人
夫
の
労
賃
な
ど
を
動

案
す
る
と
、

８０
円
の
３
倍
か
ら
２０
倍
程
度
に
見
積
も
る
の
が

順
当
と
思
わ
れ
、

仮
に
１０
倍
と
す
る
と
１５
億
円
に
な
る
◇

仮

番
号
／
平
成
１８
１
７４
の
資
料
で
は
、
す」
れ
で
５０
人
扶
持
で
あ

る
か
ら
、
１
人
扶
持
は
３
千
万
円
相
当
と
な
る
。

そ
の
ほ
か

に
、絹

着
用
の
資
格
な
ど
の
オ
マ
ケ
が
つ
い
て
い
る
の
で
、

先
の

２
千
万
円
と
く
ら
べ
て
も
、

そ
う
不
思
議
な
金
額
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
２
億
円
と
い
い
１５
億
円
と
い
い
、

某
大
な
金
額

で
あ
る
。
テ」
の
よ
う
な
莫
大
な
金
が
、特

別
な
ル
ー
ル
も
な
く
、

個
人
と
個
人
の
間
（個
人
と
藩
主
の
間
も
あ
ろ
う
）
で
頻
繁

左
衛
門
増
吉
が
ど

伊
二
郎
（前
出
▼

石
加
増
し
て
、

家

魏
歎
鉾
能
韓
キえ
瑚
力
玄

何
か
で
、

跡
取
り
の

車
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！Ｌ
〓

躍
翻
羅

一　
接
塚
ン 群

一一〓
や
章
〓

絹
羽
織
着
用
を
許
す

仮
番
号
０
５
６
は
、

某
年
１０
月
１０
日
に
英
者
か
ら
石
橋
善

二
郎
（直
実
）
が
永
代
３
人
扶
持
を
受
け
た
と
き
の
「覚
」
で

あ
る
が
、
すこ
の
覚
書
か
ら
当
時
の
様
子
が
よ
く
わ
か
る
の
で

全
文
を
記
し
て
お
こ
う
。

「覚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
橋
善
三
郎
江

其
方
手
年
来
銀
主
相
頼
み
置
候
処
常
々
無
間
欠
出
性
是
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に
動
い
て
い
る
よ
う
な
、

あ
る
い
は
動
か
な
け
れ
ば
維
持
で

き
な
い
よ
う
な
社
会
は
歪
み
の
極
め
て
大
き
い
社
会
で
あ
り
、

安
定
的
に
持
続
し
う
る
筈
も
な
か
ろ
う
。

扶
持
の
権
威
も
ど
こ
へ
や
ら

こ
の
よ
う
な
推
定
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

扶
持
に
か
か
わ

る
差
引
き
計
算
の
極
端
な
ア
ン
が
フ
ン
ス
（約
１０
万
円
の
も
の

が
数
千
万
円
に
相
当
）
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

富
裕
層
に
与
え

ら
れ
た
扶
持
は
、

公
共
へ
の
貢
献
が
あ
っ
た
者
等
に
対
し
て
、

ご
褒
美
と
し
て
藩
主
ま
た
は
藩
士
か
ら
公
式
に
与
え
ら
れ

た
名
誉
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ

が
、

初
め
の
う
ち
は
確
か
に
そ
う
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

江
戸
期
も
文
化
。文
政
・天
保
と
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
事

情
が
変
わ
っ
て
き
た
よ
う
で
、

扶
持
の
権
威
も
ど
こ
へ
や
ら
、

や
れ
旅
行
費
用
が
必
要
、

や
れ
所
帯
ぐ
り
が
困
難
な
ど
の
理

由
、

即
ち
公
共
と
は
関
係
の
な
い
個
人
的
な
理
由
で
（藩
の

命
令
に
よ
る
旅
行
は
若
干
公
共
の
理
由
と
い
え
な
く
も
な
い

が
）、
富
裕
層
か
ら
財
政
的
援
助
を
受
け
て
は
、

扶
持
を
乱
発

し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
も
、

末
尾
に
は
「今
後
と
も

よ
ろ
し
く
」
と
あ
る
こ
と
は
、

覚
書
き
の
書
式
・慣
習
以
上

に
、

ス
ポ
ン
サ
ー
を
し
っ
か
り
提
ま
え
て
お
き
た
い
と
の
気
持

ち
が
う
か
が
え
る
。

所
詮
は
私
文
書

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
力！
」
で
示
し
た
資
料
に
う
ち
、

花
押

が
あ
る
も
の
に
は
少
し
は
公
的
な
意
味
が
あ
る
の
か
も
し
れ

な
い
が
、

役
職
に
付
随
し
た
印
で
は
な
い
の
で
、

所
詮
私
文
書

の
域
を
出
な
い
だ
ろ
う
。

あ
る
地
方
史
家
に
よ
る
と
、

年
号

が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
や
、

藩
士
の
場
合
に
署
名
が
な
い

こ
と
は
意
識
的
に
そ
う
し
た
模
様
で
、

扶
持
の
権
威
が
下
が

っ
た
こ
と
を
物
語
る
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
テ」
の
「公

式
度
」
に
関
し
て
は
、

対
応
す
る
資
料
が
藩
の
方
に
残
っ
て
い

る
か
ど
う
か
が
判
断
の
決
め
手
に
な
る
だ
ろ
う
が
、

時
代
背

景
を
考
え
る
と
、

筆
者
は
「そ
の
よ
う
な
も
の
は
な
い
」方
に

賭
け
る
。

勿
論
、

江
戸
後
期
に
あ
っ
て
、

町
方
郡
方
へ
の
扶
持

は
も
と
も
と
そ
の
程
度
の
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
に
違
い
な

い
富
裕
層
に
と
っ
て
は
、

記
録
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、

「公
」と
か
「名
誉
」
と
か
は
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
の
か
も
知
れ

な
い
。

与
え
ら
れ
た
扶
持
が
何
か
の
折
に
、

例
え
ば
家
格
が
物

を
言
う
よ
う
な
場
合
に
役
立
つ
こ
と
は
あ
る
と
し
て
も
。

藩
士
の
困
窮
ぶ
り

い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
、
「旦
那
様
、

ま
た
○
○
様
か
ら
云
う

て
き
ち
ゃ
―
で
す
バ
ン
ア
ン
、
ど
げ
ん
し
と
き
ま
っ
し
ょ
う

か
」
、
Ｆ
」
の
前
程
度
で
よ
か
ろ
う
モ
ン
」、
あ
る
い
は
「扶
持
バ

や
る
て
言
い
ご
ざ
あ
で
す
バ
ン
ア
ン
、

な
あ
も
な
か
よ
り
よ
か

で
す
タ
イ
」
、
「い
―
や
、

役
に
立
つ
こ
と
も
あ
り
ま
っ
し
ょ
う

ケ
ン
、

ち
や
ん
と
貰
う
と
き
な
っ
せ
」
…
…
。な
ど
と
い
う
会
議

が
あ
っ
た
か
ど
う
か
。
と
に
か
く
藩
士
の
困
窮
ぶ
り
が
察
せ

ら
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
。

や
ぶ
れ
か
ぶ
れ
の
空
手
形

と
こ
ろ
が
、

そ
う
茶
化
し
て
ば
か
り
で
は
い
け
な
い
こ
と

を
思
わ
せ
る
資
料
も
残
っ
て
い
る
。

時
代
は
下
る
が
、

仮
番
号

／
平
成
１８
‐
１
２
４
の
資
料
は
目
録
入
れ
に
あ
っ
た
も
の

で
、

い
わ
く
「明
治
３
年
庚
午
聞
十
月
十
七
日
谷
村
於
司
民

曹
＝
注
４
＝
父
善
五
郎
江
被
下
遣
候
永
代
弐
人
扶
持
跡
目

相
続
信
太
郎
江
被
仰
付
候
御
目
録
」。
明
治
３
（１
９
７
０
）

年
と
い
え
ば
、

幕
藩
体
制
は
一応
の
終
り
を
つ
げ
て
い
て
、

廃

藩
置
県
＝
明
治
４
（１
８
７
１
）
年
７
月
１４
日
――
の
１
年
前

に
あ
た
る
が
、

事
そ
こ
に
至
っ
て
も
な
お
、
「永
代
」
の
扶
持
を

や
り
と
り
し
、

さ
ら
に
付
け
替
え
ま
で
行
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
筆
者
の
疑
間
は
、

扶
持
を
与
え
る
方
、

受
け
る
方

の
双
方
と
も
い
ず
れ
は
扶
持
が
空
手
形
に
な
る
こ
と
を
あ
る

程
度
予
想
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
、

あ
る
い
は
風
の
吹
き
ま

わ
し
に
よ
っ
て
は
旧
体
制
に
も
ど
る
こ
と
も
あ
り
得
て
、

必

ず
し
も
空
手
形
に
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
た
か
ど
う
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

一体
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
扶
持
の
や
り

取
り
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
？
　
こ
の
時
期
に
「永
代
」な
ど
と

い
う
の
は
、

お
互
い
や
ぶ
れ
か
ぶ
れ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
？
　
し
か
し
、

記
録
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

少

な
く
と
も
受
け
た
方
は
記
録
を
残
す
こ
と
に
意
味
を
感
じ
、

決
し
て
な
い
が
し
ろ
に
扱
っ
て
は
い
な
い
と
い
】つ
こ
と
で
あ
ろ

＞つ
。

な
お
、
す」
れ
を
書
い
た
の
は
善
五
郎
（前
出
、

善
左
衛
門

一房
重
）
の
子
で
、韮

雲
一郎
襲
名
前
の
名
が
信
太
郎
で
あ
っ
た
石

橋
善
二
郎
直
重
＝
明
治
２３
（１
８
９
０
）
年
６
月
９
日
４８
歳

で
没
、筆

者
の
曾
祖
父
＝
で
あ
る
。

「御
上
よ
り
」
の
解
釈

と
こ
ろ
で
、

こ
れ
迄
見
て
き
た
よ
う
に
、

石
橋
家
文
書
に
は

藩
主
自
身
か
ら
扶
持
を
受
け
た
こ
と
が
明
確
に
わ
か
る
よ

う
な
記
録
は
残
っ
て
は
い
な
い
（仮
番
号
／
平
成
１８
１
７４
の

文
書
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い
）。
勿
論
、

藩
主
自
身
が
町
方
に

扶
持
を
遣
わ
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
し
、

む
し
ろ
当
然
の

こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、

偶
々
手
元
に
あ
る
の
で
引
用
す
る

が
、

江
戸
中
期
か
ら
姪
浜
石
橋
家
＝
注
５
＝
と
親
戚
関
係
に

あ
り
＝
「能
古
博
物
館
だ
よ
り
」第
４７
号
（平
成
１７
年
）
旧
、

第

５５
号
（平
成
１９
年
）参
照
＝
、福

岡
湊
町
で
栄
え
た
商
家
加
瀬

家
の
記
録
（福
岡
市
博
物
館
所
蔵
）
の
中
に
も
、

そ
の
よ
う
な

記
述
が
見
つ
か
る
。

天
保
５
（１
８
３
４
）
年
甲
午
７
月
末

に
、

当
時
の
当
主
加
瀬
茂
作
元
春
が
つ
く
っ
た
覚
書
き
に
、

今
程
手
元
頂
戴
仕
居
申
候
御
扶
持
左
之
通

御
上
よ
り
　
　
　
　
　
一人
扶
持

新
右
衛
門
様
よ
り
　
　
一二
人
扶
持

（中
略
）

以
上
十
二
人
扶
持
、

凡
六
十
五
俵
也

と
あ
り
、

藩
主
か
ら
扶
持
を
頂
戴
し
た
ら
し
い
。
テ」
れ
に
つ
い

て
は
、
「御
上
よ
り
」
と
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
「藩
主
か
ら
」
と

|
|
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解
釈
す
る
の
は
、

短
絡
過
ぎ
る
と
い
う
意
見
も
あ
る
と
い
う

こ
と
を
付
記
し
て
お
こ
＞乳

石
橋
家
文
書
か
ら
も
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
が
、

多
数
の

藩
士
が
折
に
触
れ
て
、

扶
持
を
、

そ
れ
も
１
代
で
あ
っ
た
り

永
代
で
あ
っ
た
り
、
１
人
扶
持
で
あ
っ
た
り
２
人
扶
持
で
あ

っ
た
り
と
が
フ
が
フ
に
与
え
て
い
る
の
で
、

受
け
る
方
も
そ

の
管
理
が
大
変
で
あ
る
。

加
瀬
茂
作
さ
ん
の
よ
う
に
、

時
々

書
き
出
し
て
み
る
必
要
が
あ
っ
た
ら
し
い
。

今
風
に
い
え
ば
、

持
っ
て
い
る
扶
持
の
管
理
は
自
己
責
任
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
か
？

「慶
応
分
限
帳
」
に
疑
問

さ
て
、

最
後
に
陀
足
を
ひ
と
つ
。

冒
頭
、
「慶
応
分
隈
帳
」
に

よ
り
、

姪
浜
旦
過
町
石
橋
家
は
２０
人
扶
持
を
受
け
て
い
た
と

書
い
た
が
、

天
保
５
（１
８
３
４
）年
に
永
代
５０
人
扶
持
を
受

け
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ラ」
の
記
述
は
矛
盾
し
て
い
る
。

同

様
に
、

加
瀬
家
は
「慶
応
分
限
帳
」
で
は
１
人
扶
持
に
な
っ
て

い
る
が
、

天
保
１１
（１
８
４
０
）
年
に
書
き
出
さ
れ
た
「郡
町

之
者
由
来
書
」
――
注
６
性
に
よ
る
と
２
人
扶
持
に
な
っ
て
い

る
し
、

見
て
き
た
通
り
、

加
瀬
茂
作
の
覚
書
き
に
よ
る
と
１３

人
扶
持
と
な
っ
て
い
て
、

本
当
の
と
こ
ろ
は
わ
か
ら
な
い
。

つ

ま
り
、
テ」
の
道
の
全
く
の
素
人
で
は
あ
る
が
筆
者
が
言
い
た

い
の
は
、
「慶
応
分
限
帳
」
の
信
頼
性
に
は
一部
疑
問
が
あ
り
、

そ
れ
を
利
用
す
る
際
に
は
注
意
を
要
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
ア」れ
は
、
「慶
応
分
限
帳
」
に
限
ら
ず
一般
に
「分
限
帳
」と

称
す
る
も
の
の
成
り
立
ち
か
ら
み
て
や
む
を
得
な
い
こ
と
で

あ
ろ
う
。

専
門
家
・玄
人
に
と
っ
て
は
、

す
で
に
常
識
か
も
し

れ
な
い
が
…
。。

☆

本
稿
を
書
く
に
あ
た
っ
て
は
、

石
橋
家
文
書
研
究
会
メ
ン

バ
ー
（早
船
正
夫
、

伊
佐
英
喜
、

原
順
子
、

原
田
一男
、

瀬
戸
美

都
子
の
諸
氏
）に
お
世
話
に
な
っ
た
。感

謝
の
意
を
表
す
る
。

☆

注
１
１１
こ
こ
で
い
う
〓仕
組
み
」
は
、

単
に
制
度
・組
織
と
い
っ

た
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、

藩
の
産

業
振
興
策
や
財
政
策
の
こ
と
で
あ
る
。福

岡
藩
で
は

早
い
時
期
か
ら
、
「鶏
卵
仕
組
み
」
十‐
寛
保
３
（１
７

４
３
）年
＝
、
「櫨
仕
組
み
」
＝
寛
政
８
（１
７
９
６
）

年
＝
な
ど
多
々
あ
る
の
で
、稿

を
改
め
た
い
。

法
２
日
早
良
郡
姪
浜
村
は
早
良
始
上
志
摩
郡
役
所
の
管
轄

下
に
あ
っ
た
。

な
お
、

早
良
恰
土
志
摩
郡
役
所
は
現

在
の
福
岡
市
早
良
区
西
新
１
丁
目
あ
た
り
に
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

注
３
１１
１
年
を
何
日
と
す
る
か
は
、

藩
に
よ
っ
て
若
干
の
バ

ラ
ツ
キ
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
１
人
扶
持
は

１
．７７
石
相
当
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

注
４
１１
こ
の
時
代
、

司
民
曹
（長
）
と
い
う
江
戸
時
代
の
庄
屋

に
相
当
す
る
ら
し
い
役
目
が
公
の
制
度
と
し
て
あ

っ
た
の
か
ど
う
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
ヂ
」
存
知
の
方

に
教
え
を
乞
い
た
い
。

注
５
１１
こ
こ
で
い
う
石
橋
家
は
、
「石
橋
家
文
書
」
が
残
っ
て

い
た
姪
浜
旦
過
町
の
石
橋
家
と
は
異
な
る
。

注
６
１ｔ
福
岡
地
方
史
研
究
会
編
「福
岡
藩
分
限
帳
集
成
」

（海
鳥
社
、
１
９
９
９
年
）
６
６
５
頁
。

「筆
者
紹
介
】
い
し
ば
し
よ

し
ひ
ろ
　
昭
和
１０
年
（
１
９

３
５
）
福
岡
市
姪
浜
町
に
生

ま
れ
る
。

福
岡
師
範
学
校
（現

福
岡
教
育
大
学
）付
属
小
・中

学
校
、

修
猷
館
高
校
、

東
大
院

卒
。

名
古
屋
大
学
名
誉
教
授
。

理
学
博
士
。

☆
「海
の
部
屋
」
と
「日
野
原
ホ
ー
ル
」の
ご
案
内
☆

季
節
ご
と
の
句
会
や
研
修

△
不
、

サ
ー
ク
ル
の
発
表
会
や
反

省
会
な
ど
、

色
ん
な
集
ま
り
に

ぴ
っ
た
り
で
す
。

博
多
湾
の
「ヘ

そ
」
と
言
わ
れ
る
緑
豊
か
な
能

古
島
で
、

の
び
の
び
と
心
ゆ
く

ま
で
、

し
か
も
手
軽
に
集
ま
っ

て
い
た
だ
け
る
よ
う
、

ふ
た
つ

の
広
い
部
屋
を
リ
ー
ズ
ナ
ブ

ル
な
料
金
で
用
意
い
た
し
ま

し
た
。

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

□

設
備
の
内
容

・海
の
部
屋
＝
館
内
で
一番
眺
め
の
良
い
部
屋
＝
写
真
右
＝
。
目
の
前
の

博
多
湾
か
ら
対
岸
の
ビ
ル
群
ま
で
広
く
見
渡
せ
ま
す
。

ジ
オ
ラ
マ

ケ
ー
ス
を
兼
ね
た
特
注
の
大
型
テ
ー
ブ
ル
を
園
ん
で
１０
人
座
れ
ま

す
。窓

際
の
椅
子
を
使
え
ば
２０
人
位
は
可
能
。

隣
の
喫
茶
コ
ー
ナ
ー

に
醸
金
方
式
の
飲
み
物
を
用
意
し
て
い
ま
す
。

・日
野
原
ホ
ー
ル
Ｈ
館
内
で
一番
広
い
部
屋
。新

老
人
の
会
の
日
野
原

重
明
会
長
（１
０
０
歳
）が
、島

内
の
子
ど
も
た
ち
に
ズ
叩
の
授
業
」
＝

写
真
左
＝
を
行
っ
た
の
を
記
念
し
て
命
名
し
ま
し
た
。

△本
議
用
テ
ー

ブ
ル
と
折
り
た
た
み
椅
子
、

マ
イ
ク
を
使
っ
て
約
５０
～
６０
人
程
度
の

集
会
が
で
き
ま
す
。

□

ご
利
用
料
金

。大
人
ひ
と
り
４
０
０
円
の
入
館
料

プ
ラ
ス
１
０
０
円
で
、

ど
ち
ら
か
の

部
屋
を
４
時
間
ま
で
利
用
で
き
ま

す
。

（最
低
基
本
料
金
‥
２
時
間

使
用
で

４
、

０
０
０
円
）

・料
金
・開
催
曜
日
、

人
数
、

時
間
、

飲
み
物
な
ど
の
ご
相
談
を
お
受
け

し
ま
す
。

（電
話
０
９
２
１８
８
３
日２
８
８
７
）

（Ｆ
Ａ
Ｘ
０
９
２
１８
８
３
１２
８
８
１
）
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「海
外
引
揚
げ
」
の
資
料
を

集
め
て
い
ま
す

能
古
博
物
館
は
、
１
９
４
５

（昭
和
２０
）
年
の
敗
戦
以
降
、

海
外
か
ら
引
揚
げ
て
き
た
一般
、

復
員
軍
人
約
６
６
０
万
人
の

方
々
の
思
い
出
の
品
々
（記
録
集
、

著
書
な
ど
を
含
む
）の
収
集

を
始
め
ま
し
た
。

２０
世
紀
か
ら
２‐
世
紀
へ
と
時
代
は
大
き
く

変
わ
り
体
験
者
は
減
少
の
一途
で
す
。ご

本
人
で
な
く
て
も
ご

家
族
で
管
理
し
て
い
ら
っ
し
や
る
品
な
ど
、

手
放
し
て
よ
い
も

の
が
あ
れ
ば
左
記
に
ご
一報
く
だ
さ
い
。

寄
贈
、

寄
託
の
い
ず
れ

で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。が

」相
談
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▽
住
　
所
＝

一Ｔ
８
１
９
・０
０
１
２

福
岡
市
西
区
能
古
５
２
２
１
２

▽
電
　
話
門
　
０
９
２
１
８
８
３
１
２
８
８
７

▽
Ｆ
Ａ
Ｘ
ｔ１
　
０
９
２
１
８
８
３
１
２
８
８
１

▽
岡
―
マ
暇
島
Ｆ

甘
島
ｏ
⑥
Ｓ
ｏ
汗
ｏ
ド
ｏ
∽
Ｆ
日
５
，Ｓ
ｓ
の
ｏ
Ｅ
冒
ｂ
工
Ｅ

×

き
っ
か
け
は
新
聞
「声
欄
」
へ
の
投
書

海
外
か
ら
の
引
揚
げ
体
験
が
風
化
す
る
の
を
憂
い
新
聞

に
投
書
（朝
日
新
聞
２
月
１９
日
付
き
）
し
た
と
こ
ろ
、

北
九
州

市
の
女
性
か
ら
懇
切
な
お
手
紙
を
頂
き
、

そ
の
う
え
１
冊
の

本
（写
真
下
）
が
送
ら
れ
て
き
た
。

大
変
貴
重
な
資
料
な
の
で

別
館
２
階
の
常
設
展
示
「海
外
引
揚
げ
の
記
憶
」
の
一角
に
展

示
す
る
よ
う
準
備
を
進
め
て
い
る
。

こ
れ
を
き
っ
か
け
に
館
だ
よ
り
の
読
者
は
じ
め
全
国
各
地

の
皆
様
に
引
揚
げ
資
料
の
提
供
を
呼
び
か
け
る
こ
と
に
し

た
。

何
を
い
ま
さ
ら
、
と
い
う
ご
批
判
は
あ
ろ
う
か
と
思
う
。

し
か
し
こ
れ
が
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
か
も
知
れ
な
い
。

（能
古
博
物
館
・西
牟
コ
耕
治
）

☆

お
手
紙
の
要
旨

☆

朝
日
新
聞
の
「声
」
欄
を
拝
見
し
、

も
し
何
か
の
お
役
に
立

て
た
ら
と
思
い
こ
の
本
を
送
り
ま
す
。

私
も
年
を
と
り

身
辺
整
理
を
し
て
お

り
ま
し
た
ら
、

本
棚

に
こ
の
本
を
見
つ
け
、

再
読
し
て
町
内
の
古

紙
回
収
に
出
そ
う
か

と
思
い
ま
し
た
が
、

読
み
返
し
て
ま
た
感

動
し
ま
し
て
、
ど
な

た
か
満
州
か
ら
引
揚

げ
て
こ
ら
れ
た
方
が

あ
れ
ば
な
つ
か
し
く

思
わ
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
思

っ
て
お
り

ま
し
た
。

終
戦
後
６６
年
に
な

ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

／

ヽ

い
ま
、

亡
ｂ
れ
去
っ

て
は
な
ら
な
い
こ

と
だ
と
し
み
じ

み
思
い
ま
す
）

（
北
九
州
市
八

幡
東
区

　

Ａ

・

０
さ
ん
）

博
多
港
引
揚
げ
資
料
の
収
集

過
去
に
「引
き
揚
げ
港
・博
多
を
考
え
る
集
い
只
考
え
る
集

い
）
が
引
揚
げ
記
念
館
の
建
設
を
目
指
し
て
収
集
し
た
資
料

多
数
が
、

建
設
は
実
現
し
な
い
ま
ま
現
在
、

福
岡
市
総
合
図

書
館
に
寄
贈
さ
れ
、
３
年
に
１
度
公
開
さ
れ
て
い
る
。

寄
贈
品
は
海
外
で
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
し
の
ば
せ
る
防
寒

帽
、

卒
業
証
書
、

紙
幣
、

絵
葉
書
類
。

引
揚
げ
用
の
リ
ュ
ッ
ク

サ
ッ
久
，な

べ
、

や
か
ん
、

水
筒
、

一月
紐
付
き
手
縫
い
バ
ス
ス
予

防
接
種
証
明
書
、

引
揚
者
腕
章
、

引
揚
げ
証
明
書
な
ど
。

引

揚
げ
の
動
き
を
伝
え
る
新
聞
の
切
り
抜
き
、

写
真
も
あ
る
。

能
古
博
物
館
は
現
在
、
「考
え
る
集
い
」
の
協
力
で
複
写
し

た
写
真
資
料
と
市
側
で
ま
と
め
た
デ
ー
タ
〓
中
国
か
ら
の

海
外
引
揚
げ
漫
画
家
の
会
只
森
田
拳
次
代
表
幹
事
）提
供
の

作
品
９
点
な
ど
を
別
館
２
階
に
常
設
展
示
し
て
い
る
。 引揚げ体験記「請再来」=山

田敏子著(昭和47年初版、同
54年3版発行)

=引 揚げ時に使用した思い出の品々=

写真は福岡市保健福祉局提供

後
世
に
残
し
た
い
引
き
揚
げ
の
史
案

立
つ
さ
さ
や
か
な
民
曽
施
設
で
あ

る
。

０８
年
、

開
館
２０
周
年
記
念
の

特
別
企
画
震

や能
吉
鶏
発

『博
多

溶
物
謡
』
～
蒙
苗
襲
来
か
ら
サ
ザ

エ
さ
ん
ま
で
」
を
開
催
し
た
。

入

館
者
に
投
票
し
て
も
ら

っ
た
と
こ

ろ
、

「興
味
深
か

っ
た
も
の
」
の

ト
ッ
プ
に

「海
外
引
き
揚
げ
の
記

憶
」
が
ダ
ン
ト
ツ
で
選
ば
れ
た
。

予
想
し
な
か

っ
た
昭
和
史
の
１

位
。

大
い
に
勇
気
づ
け
ら
れ
、

常

設
展
示
に
移
し
た
。

さ
さ
や
か
な
取
り
組
み
か
も
し

れ
な
い
が
、

引
き
揚
げ
の
史
実
を

糟
い

っ
ぱ
い
後
世
に
残
し
た
い
。

博
物
館
役
員
　
西
牟
田
　
耕
治

（
福
岡
市
東
区
　
７３
）

７
日
付
の
朝
騒
歌
襲
を
感
概
深

く
読
ん
だ
。

「引
き
揚
げ
は
遠
き

露
と
な
り
娘
ら
に

『
嬬
園
子
女
』

な
ど
た
わ
む
れ
呼
ば
る
」

（
郡
態

市

・
憲
村
幸
子
）

１
９
４
６
年
９
月
、

私
は
家
族

と
共
に
旧
満
州
（中
圏
東
北
地
方
）

か
ら
賃
物
船
で
福
岡
市
の
博
多
港

に
引
き
揚
げ
た
。

検
疫
の
た
め
博

多
溶
内
の
能
古
島
西
方
沖
に
仮
治

す
る
と
、

サ
ヨ
じ
が
群
れ
を
な
し

て
舷
剣
に
寄

っ
て
き
た
。

あ
れ
か
ら
６５
年
、

慈
村
さ
ん
の

一
首
に
寂
し
さ
を
覚
え
る
の
は
私

だ
け
だ
ろ
う
か
。

朝
き
揚
げ
体
験

は
風
化
し
つ
つ
あ
る
。

恭
簿
縛
の

民
族
大
移
動
で
、

そ
の
数
は
約
６

６
０
万
人
と
さ
れ
、

博
多
港
は
１

年
半
の
間
に
国
内
幾
大
の
長
３
９

万
２
４
２
９
人
を
迎
え
入
れ
た
。

岡
持
に
朝
鮮
半
島
な
ど
に
帰
園
す

ヽ

る期
瀬
嬢
髄
雛
翻

文
庫
能
吉
博
物
館
は
、

能
吉
鷺
に
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▼

法
人
協
賛
会
員

医
療
法
人
　
笠
松
会

有
吉
病
院

税
理
士
法
人
エ
ム
・
エ
イ
・シ
ー

ギ
ャ
ラ
リ
ー
倉

医
療
法
人
社
団
江
頭
会

さ
く
ら
病
院

医
療
法
人
社
団
度
徳
会

岡
部
病
院

多
々
良
福
祉
会

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ご
み
の
里

多
々
良
福
祉
会

た
い
よ
う
の
里

（株
）
Ｃ
Ｄ
Ｓ

福
岡
メ
デ
ィ
カ
ル
リ
ー
ス

医
療
法
人
恵
光
会

原
病
院

（株
）
サ
ン
コ
ー

浄
満
寺

（株
）
メ
デ
ィ
カ
ル
ア
シ
ス
ト
青
葉

（医
）
大
乗
会

福
岡
り
八
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院

（株
）
彩
苑

（株
首
豆
友
技
建
工
業

（有
）
夕
カ
テ
ク
ノ
サ
ー
ビ
ス

エ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
（株
）
Ｈ
Ｓ
Ｓ
九
州
事
業
部

（有
）
ト
ー
タ
ル
・サ
ポ
ー
ト

・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

（株
）
ホ
ー
ム
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

福
岡
住
宅
流
通
サ
ー
ビ
ス
（有
）

西
日
本
シ
テ
ィ
銀
行
土
井
支
店

セ
ン
タ
ー
ビ
ジ
ネ
ス

▼
個
人
堕

雲

〓
員
　
毛
戸

彰

明
石

散
人
　
　
倫

足
立

晴
道
　
　
の

安
藤

文
英
　
　
の

石
野

智
恵
子
　
倫

出
回

親
　
　
　
の

上
崎

典
雄

　

①
　
平

祐
二

上
野

道
雄
　
　
③
　
多
々
羅

節
子

岡
部

キ
ヽヽ
ヨヽ
　
④
　
津
田

泰
夫

亀
井

准
輔
　
　
⑬
　
津
村

建
次

久
保

千
春

　

③
　
寺
坂

薩
治

熊
谷

豪
三
　
　
⑩
　
寺
田

隆

▼
友
の
会
会
員

大
石

恭
仁
子

大
木

茂

大
島

照
子

大
智

玲
子

大
庭

浩
司

大
庭

静
枝

岡
部

九
州
生

岡
村

奈
央

岡
本

顕
貫

小
川

誠

小
川

道
博

荻
原

美
枝
子

小
山
田

公
子

柏
木

和
子

香
月

悦
子

金
子

柳
水

嘉
村

正
子

川
田

啓
治

河
野

道
博

川
辺

首
否
一

河
村

敬
一

木
皿
敦
代

］序
和
枝

“序
洋
子

岸
川

伸
子

吉
瀬

宗
雄

城
戸

兼
子

木
戸

龍
一

木
山

啓
子

清
田

美
弥
子

久
世

玲
子

国
武

英
子

久
方

正
隆

黒
田

明
子

甲
本

達
也

古
賀

勝
子

小
坂

セ
ツ

小
谷

修
一

児
玉

玲
子

小
堀

瑠
伊
子

小
宮

作

小
柳

定
子

小
山

京
子

小
山

富
夫

小
山

や
す
よ

境

ト
モ
エ

榊

和
美
　
　
　
①

坂
口
征
雄

　

　

①

坂
梨

喬
　
　
　
①

櫻
木

榮
紀

　

　

①

佐
藤

郁
男
　

　

①

執
行

敏
彦

　

　

⑥

篠
田

栄
太
郎

　

②

篠
原

ヨ
シ
子
　
　
⑩

柴
戸

次
雄

　

　

②

柴
本

隼
太

　

　

③

島
塚

祐
弘
　

　

①

白
橋

裕
美

　

　

①

進
藤

邦
彦

　

　

①

進
藤

康
子
　

　

②

杉

謙
一
　

　

　

①

杉
原

正
毅

　

　

⑬

杉
山

謙
　
　
　
②

図
師

祐
子
　

　

①

住
本

霞
　
　
　
◎

住
本

直
之
　

　

③

関

賢
司
　
　
　
③

瀬
戸

美
都
子

　

・②

瀬
野

雄
市

　

　

④

芹
野

一
一美

　

　

・③

高
木

い
づ
み
　
　
③

高
崎

幸
江
　

　

①

高
嶋

俊
光

　

　

①

高
嶋

季
雄

　

　

①

高
根

妻
　
　
　
②

高
松

ま
り
　

　

①

武
田

洋
子
　
　
　
①

田
坂

大
蔵

　

　

②

田
里

朝
男
　
　
　
②

田
代

朝
子
　

　

④

立
石

京
　
　
　

⑥

谷
□
治
達
　
　
　
①

鵠
田

ス
ミ
子
　
　
③

徳
永

武
生
・和
子

①

泊

秀
治

　

　

②

富
永ヽ
靖
雄

　

　

③

豊
田

文
彦

　

　

①

豊
田

菖
美
子

　

①

長
尾

勲
　
　
　
②

永
岡

宣
「代
太

　

①

中
島

謙
吾

　

　

②

中
島

怜
子
　

　

②

中
園

克
郎

中
野

晶
子

中
村

和

長
野

静
香

鋼
島

典
子

西
方

俊
司

西
田

靖
子

西
牟
田

奈
々

西
山

紀
子

野
崎

逸
郎

長
谷
川

寿
美
子

播
回

弘
子

波
多
野

直
之

服
部

た
か
子

花
田

ひ
ろ
子

林

十
九
楼

林

由
紀
子

原

和
美

原

順
子

原

靖
子

原

祐

一

原
田

和
子

原
田

雄
平

東
原

慶
治

日
野
原

重
明

姫
野

弘
子

平
川

好
美

平
川

良
輔

度
田

恵
美
子

福
井

和
子

福
田

殖

福
冨

節
子

福
元

征
四
郎

藤
瀬

〓
一枝
子

藤
田

信
義

藤
村

昌
弘

古
川

映
子

豊
丹
生

昌
義

星
川

満
智

堀
川

大
助

前
田

敏
也
子

員
柴

和
子

舛
永

登
世
子

真
角

磨
鬼
枝

松
井

俊
規

松
尾

純
子

松
岡

智
恵
子

松
熊

友
彦

的
野

恭

一

松
本

美
津
子

丸
山

敏
子

三
浦

佑
之

見
沢

照
栄

水
田

和
夫

三
角

幸
子

溝
口

進

一二
戸
京
子

三
苫

進

南

ア
サ
ノ

三
野
原

勝
子

簑
原

聡

三
宅

碧
子

宮
崎

集

宮
崎

美
津
子

村
上

牧

杜

あ
と
む

森

悦
次
郎

森

純
子

森

正
敏

森
回

智
子

森
下

昭
子

森
本

繁

安
恒

忠
男

安
保

博
史

安
松

淳
祐

矢
野

鈴
子

八
尋

祥
文

山
口

勝
久

山
田

博
子

山
本

留
美

吉
開

史
朗

吉
倉

禎
子

吉
田

登
美
代

吉
松

須
和
子

吉
安

蓉
子

米
倉

満
子

脇
山

玉
枝

和
国

宏
子

④⑥①②③①①①②①②③⑬②②④②⑤①②①④⑥②①②④①①⑦②①③⑤②①⑮③①③①①①①

①①⑮②①③③③◎②①①③②①①②③①②④③⑬①②③①①⑥①⑭①②②①④④③①④②①②②①④

①⑬②②②④①①①⑬①③⑩②②②①④④①③③①③②②③②②⑤⑬②⑤②①①⑮④③①②①②①⑭②

⑬②①⑩②①②⑤①⑥②①②①④②②②◎③③③⑥⑩④⑩④⑤⑩⑥④②①①②①②⑤③③②④

（敬
称
略
・二
十
音
順
）

③

　
一戸
井

雅
貴

　

③

②
　

水ヽ
野

豊
　
　
　
③

③
　
原

敬
二
郎

　

②

③
　
原

寛
　

　

　

①

②
　
原

首
本澄
　
　
　
③

①
　
原

礼
子

　

　

③

⑥
　
藤
井

鉄
夫
　
　
⑥

③
　
福
山

智
美
　
　
④

①
　
増
田

康
治

　

③

①
　
翠
川

文
子
　
　
⑮

①
　
本
松

利
治

　

①

③
　
八
木

博
司
　
　
①

③

明
石

久
美
子

明
石

幸

赤
松

慶
礼

秋
山

雄
治

新
川

時
弘

荒
巻

久
義

池
上

和
子

池
田

修
三

池
田

淳
治

池
田

昌
朗

池
松

幾
生

石
井

福
美

石
井

美
智
子

石
川

経
子

石
橋

清
助

石
橋

折
工
凋

石
橋

延
枝

石
橋

正
治

石
橋

善
弘

一鬼

秀
之
助

一方
寺

将

市
丸

童
二
郎

出
光

豊

出
光

芳
秀

井
上

昭
義

今
永

一成

今
村

さ
ち

石
清
水

由
紀
子

岩
本

博
秀

上
薗

幸
則

上
田

恒
久

上
回

博

上
原

孝
正

上
村

八
郎

魚
住

夫
佐
子

牛
島

弘
子

内
山

茂
美

宇
都
宮

邦
子

内
海

員
記
子

梅
埜

國
夫

浦
田

裕

江
日

正
一

江
崎

小
二
郎

江
原

幸
雄

注
＝
敬
称
略
・五
十
音
順

・数
字
は
会
員
歴
（年
数
）



第62号 能古博物館だより 2011年 (平成23年)3月 (8)

舗

癒8ミ少し急な勾配の
一般道(車通行可)

散策路

し  ｀
のこまんようかひ

能許万葉歌碑

箱式石棺墓

たんかずお
し檀一雄 歌碑

散策路  ‐

こうしせいびよう |     |

子し子聖廟    ‐
じ    ―  t

製罷顎堵解抗」

L

石橋商店

轟論
どん 暑誂Ωtti

日 日 門

近連だが歩きにくい

(徒歩約5分 )

市営渡船(フェリー)
=姪浜一能古島間:約10分

能古島渡船場より博物館まで
。徒歩:約5分～10分
・アイランドパーク行き西鉄バス停
「能古学校前」下車、徒歩約3分(下り坂)

問合せ

姪浜旅客待合所TEL 092-881-8709

能古旅害待合所TEL 092-881-0900

甲

鶴風庵

福岡能古郵便周

餞雖 ゃ 〒

■ のこの市

アクセス
西鉄バス

・」R博多駅 博多回正面Aの りば
30 0、3 0 1、3 0 2番 能古労受船場イ子i孫匂50分

天神 三越前 lAの りば

30 0、3 0 1、3 0 2番 能古〕章問合場行 i約3 0分

市営地下鉄 :「姪浜訳」下車 乗り継ぎ

西鉄バス姪浜厭 南口
98番 能古渡船場行 :約12分

=タクシー i約 8分

開 館 日/毎 週 金曜 ・土曜 。日曜と祝 日

(注)冬 季(12月～1月)は、年末年始及び展示
物入れ替えなどで長期休館を原則としていま
孔御用の場合は事前にお問い合せ願いま曳

開館時間/10i00～ 17:00仏館16130まで)

入 館 料/大 人400円・高校生以下無料
※団体の場合は休館国にかかわらずご相談ください

姪の浜 発 能古 発

5 015 000

15

7 00 30 15 45

8 00 30 15

9 5

0 5

1 5

2 5

3 5

5

6 5

7 5 45 00 30

8 5 45 00 30

9

20 15 45

045

23 ⑤00

渡船場からアイランドパークヘの西鉄バス時刻表(平成23年 3月19日現在)‐ ……………   …

渡船場前発 Gヒ古学校前まで約 2分 )

時     8     9     1 0     1 1     1 2     1 3     1 4     1 5

司二  日  12 55    45     30     30     55     35     35     35

土曜日 1255  45   30  30  55   35   35   35

日・ネ兄日  12 55  3045  3045  3045  3055  3055  3045  3045

アイランドパーク発脩ヒ古学校前まで約8分)

3045   45

８７‐６

４５

一
４５

時   8     9     1 0    1 1    1 2    1 3

平  日  30     20      3      13     28     18

土曜日 30  20   3   13  28   18

日・ネ兄日  30     20     3 18   3 18   13 28  13 28

※繁忙期はバス、渡船とも臨時便が運行されます。

18

13 48

〒819-0012福 岡市西区能古522-2 TEL 092白 883-2887 FAX 092‐ 883由2881
http://nokOnOshima― m useu m=or」p E―mail info@nokonoshima白 museum.orjp

‐７

２８

一２８

一３ ‐８

‐６

‐８

一
‐８

一３ ‐８

‐５

‐８

一 ‐８

一３ ‐８

‐４

‐８

一 ‐８

一‐３ ２８

▲８ 占
目

八日

海の見えるこ 悔物館

自し苺予十薯舛切3嘗

主な道路

………。お勧めコース①
(能古学校前バス停から徒歩約3分)

………・お勧めコース②
(渡船場から従歩約10分 )

散策路

健脚向きコース
(渡船場から徒歩約5分)

名所 旧跡

お食事、みやげ物店など

博物館案内板

バス停

轄
蛾甲
曾


