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最
近
、
テ」
ん
な
新
解
釈
を
聞
い
た
。

例
え
話
に
出
て
く
る
「博
物
館
行
き
」
と

い
う
の
は
、

一立
派
な
モ
ノ
を
指
し
て
い
る
の

で
あ
る
と
―
―
。

私
は
そ
ん
な
ば
か
な
と
、

相
手
を
見
返
し

た
。大

方
の
常
識
は
、

博
物
館
に
で
も
預
け
る

ほ
か
な
い
時
代
遅
れ
の
代
物
、
と
い
う
あ
た

り
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
彼
は
ま
じ
め
な
顔
で

「
い
や
、

博
物
館
に
行
く
ほ
ど
の
価
値
が
あ

る
立
派
な
モ
え
、と

い
う
意
味
な
の
で
す
」
と

譲
ら
な
い
。

ど
こ
か
の
講
演
会
で
仕
入
れ
て
き
た
ネ
タ

ら
し
い
。
「時
代
と
共
に
言
葉
の
解
釈
は
変

化
す
る
も
の
な
の
で
す
」
と
か
わ
さ
れ
た
。

似
た
よ
う
な
の
に
「お
蔵
入
り
」
が
あ
る
。

ヒ
ッ
ト
し
な
か
っ
た
映
画
な
ど
を
言
う
が
、

こ
れ
も
大
事
に
し
ま
い
こ
む
こ
と
、
と
な
る

の
だ
ろ
う
か
。

閑
話
休
題
。

例
え
話
は
別
に
し
て
、

我
々
に
と
っ
て
「博

物
館
行
き
」
と
い
う
は
、
と
き
と
し
て
嬉
し
い

巡
り
会
い
に
な
る
。

寛
引戦雅↓デ前の、翻潮

原

物
を
血
眼
に
な

っ

て
探
し
て
い
た
と

理
事
長
兼
館
長
　
力
御

彦
踏

き
、

福
岡
市
内
の
年
配
の
婦
人
か
ら
「処
分

し
た
い
が
、

要
る
な
ら
差
し
上
げ
ま
す
」
と

１
冊
の
古
本
を
い
た
だ
い
た
。

昭
和
３９
年
に
刊
行
さ
れ
た
１
０
３
８
頁

の
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
『
朝
鮮
終
戦
の
記
録
只
森

田
芳
夫
著
）
で
あ
る
。

膨
大
な
資
料
と
関
係

者
か
ら
の
間
き
取
り
を
も
と
に
、

２０
年
近
い

歳
月
を
か
け
て
書
き
上
げ
た
名
著
で
、

古
本

市
場
に
は
な
か
な
か
現
れ
な
い
幻
の
１
冊
だ

っ
た
。

敗
戦
後
６８
年
が
過
ぎ
、

資
料
は
散
逸
し
、

ど
ん
ど
ん
少
な
く
な
っ
て
い
く
。

も
し
お
宅

の
片
隅
に
限
っ
て
い
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
ど

ん
な
も
の
で
も
い
い
。
「博
物
館
行
き
」
を
考

え
て
い
た
だ
け
な
い
だ
ろ
う
か
。

医
学
史
に

ま
つ
わ
る
モ
ノ
も
欲
し
い
。

ご
連
絡
あ
り
次
第
ま
ず
参
上
し
て
現
物

を
見
せ
て
も
ら
い
、

そ
の
上
で
「
博
物
館
行

き
」
を
判
断
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

処
分
さ
れ
か
け
た
『
朝
鮮
終
戦
の
記
録
』

は
担
当
者
の
手
元
で
日
々
活
用
さ
れ
て
い
る
。

Ａ
写
真
の
説
明
Ｖ
福
岡
市
指
定
史
跡
「能
古
焼
古

窯
跡
」
。

館
の
敷
地
に
隣
接
す
る
永
福
寺
所
有
地
に
あ

り
、

自
由
に
見
学
で
き
る
。

福
岡
市
域
内
で
唯
一
残
さ

れ
た
古
窯
で
あ
り
貴
重
な
遺
産
で
あ
る
と
し
て
１
９

９
０
（平
成
２
年
）
３
月
、

市
指
定
史
跡
に
選
ば
れ
た
。

※
２
ペ
ー
ジ
に
詳
し
い
説
明
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

博

物

館

行

き

の
お

勧

め
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能
古
島
に
は
か
つ
て
野
生
の
腕
が
多
く
生
息
し
て
い
ま

し
た
。

江
戸
時
代
の
能
古
廻
船
業
の
優
れ
た
研
究
者
で
あ

っ
た
故
高
隠
茂
宏
氏
の
著
書
に
は
江
戸
時
代
に
約
６
０
０

頭
前
後
生
息
し
て
い
た
と
さ
れ
ま
す
。

能
古
の
永
福
寺
の
過
去
帳
に
は
狩
猟
の
誤
射
に
よ
っ
て

命
を
落
と
し
た
農
民
の
こ
と
が
調
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

お
そ
ら
く
藩
主
の
鹿
猟
に
勢
子
と
し
て
駆
り
出
さ
れ
事
故

に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

今
も
バ
ス
停
の
展
望
所
入
日
か
ら

約
２
０
０
財
下

っ
た
と
こ
ろ
の
山
中
に
、

道
路
を
は
さ
ん

で
東
西
に
わ
た
る
鹿
垣
の
残
存
が
見
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
は
江
戸
時
代
の
１
８
３
６
（天
保
７
）
年
に
南
側
の

農
鞄
へ
の
鹿
の
侵
入
を
防
ぎ
、

北
側
に
は
堀
を
ほ
ど
こ
し
、

禁
猟
区
と
し
て
藩
主
の
猟
場
に
な
っ
て
い
た
と
き
の
名
残

で
す
。

か
つ
て
は
東
の
海
岸
か
ら
西
の
海
岸
ま
で
お
よ
そ
２

キ
ロ
に
わ
た
っ
て
い
ま
し
た
。

私
が
能
古
の
鹿
に
つ
い
て
知

っ
た
の
は
今
か
ら
６０
年
ほ

ど
前
の
１
９
５
４
（昭
和
２９
）
年
の
こ
と
で
す
。

あ
る
日
父

が
「能
古
島
に
は
ま
だ
廃
が
い
る
だ
ろ
う
か
な
」
と
も
ら
し

た
言
葉
で
し
た
。

父
が
中
学
生
だ
っ
た
大
正
時
代
に
は
い
た

と
い
う
の
で
す
。

高
校
３
年
生
だ
っ
た
私
は
同
じ
ク
ラ
ス
の
能
古
か
ら
渡

船
で
通
学
し
て
い
た
友
人
に
尋
ね
る
と
、

子
供
の
こ
ろ
は

家
の
す
ぐ
近
く
ま
で
姿
を
現
し
、

鳴
声
も
よ
く
聞
い
て
い

た
が
、

大
平
洋
戦
争
が
終
わ
り
福
岡
に
米
軍
が
駐
留
す
る

と
、

休
日
ご
と
に
軍
人
が
鹿
猟
に
や
っ
て
き
て
多
く
の
鹿

み
ず
さ
き
　
た
け
ふ
み
　
１
９
３
６

年
生
ま
れ
。

５‐
年
九
州
大
学
大
学
院

修
士
課
程
修
了
。

福
岡
県
立
の
４
高

校
で
日
本
史
教
員
を
務
め
た
。

在
職
中

の
１
９
８
５
年
『修
猷
館
二
百
年
史
」

を
編
集
。

退
職
後
の
２
０
０
４
年
に
は
著
書
『
校
旗
の
誕
生
』

（青
弓
社
）
を
出
版
し
た
。

福
岡
市
在
住
。

が
仕
留
め
ら
れ
、

船
に
積
ま
れ
て
ゆ
く
の
を
見
た
と
い
う
の

で
す
。

こ
の
頃
か
ら
廃
の
姿
を
見
か
け
る
こ
と
が
な
く
な

り
、

鳩
き
声
す
ら
聞
か
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

ど
う
も
終
戦
（
１
９
４
５
年
）
か
ら
２
、
３
年
後
に
は
絶

滅
し
た
よ
う
で
す
。

そ
の
後
調
べ
て
み
る
と
江
戸
番
代
の

鹿
は
明
治
に
一
度
絶
滅
し
、

そ
れ
を
大
正
に
な
っ
て
当
時
の

残
ノ
島
（能
古
島
）
村
長
が
新
た
に
廃
を
出
務
に
放
っ
て
復

活
さ
せ
て
い
ま
す
。

☆

と
こ
ろ
で
江
戸
時
代
末
期
の
１
８
５
８
（安
政
５
）
年
い

わ
ゆ
る
５
カ
国
条
約
に
よ
る
開
国
以
来
、

外
国
船
の
来
航

が
各
地
で
相
次
ぎ
ま
す
が
、
１
８
６
７
年
１
月

（慶
応
２

年
１２
月
）
長
崎
か
ら
兵
庫
に
向
か
う
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
４
隻

が
博
多
湾
に
入
腕
し
て
能
古
島
の
限
前
に
投
錨
し
て
い

ま
す
。

当
時
の
藩
主
黒
田
長
輝
は
蘭
癖
大
名
と
い
わ
れ
、

蘭
学

に
明
る
く
し
ば
し
ば
長
崎
で
オ
ラ
ン
ダ
議
館
員
と
も
交
流

し
ま
し
た
。

た
ま
た
ま
世
子
長
知
と
長
崎
に
滞
在
し
て
い

た
と
き
博
多
入
航
諮
可
の
申
し
入
れ
を
受
け
、

父
子
と
も

ど
も
急
渥
藩
の
蒸
気
船
大
鵬
丸
で
帰
国
し
、

イ
ギ
リ
ス
軍

艦
入
航
の
と
き
は
機
絢
を
撃
っ
て
歓
迎
し
、

翌
日
は
湾
内

に
停
鴻
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
を
訪
れ
て
提
督
ア
ド
ミ

ラ
ー
ル
と
歓
談
し
、

艦
鴻
を
見
学
し
て
い
ま
す
。

・

能

古

焼

古

窯

跡

・

能
古
焼
古
窯
は
島
の
南
東
側
緩
斜
面
の
尖
端
部
分
に
立

地
し
、

標
高
は
２３
～
２８
財
で
あ
る
。

現
在
の
よ
う
に
整
備
さ

れ
る
以
前
は
天
丼
部
が
崩
落
し
た
よ
う
な
状
態
で
部
分
約

に
露
施
し
て
い
た
。

文
献
資
料
に
よ
れ
ば
江
戸
時
代
中
期
か
ら
天
明
年
間
に

操
業
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、

操
業
期
間
も
２０
年
前
後
と

短
期
間
に
と
ど
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

窯
跡
の
確
認
調
査
は
１
９
８
８
（昭
和
６３
）
年
１０
月
２４
日

か
ら
１２
月
２
日
に
か
け
て
遺
構
確
認
を
目
的
と
し
て
市
教

委
に
よ
り
行
わ
れ
た
。

窯
は
東
端
に
焚
き
日
を
有
し
焼
成
室
７
室
で
構
成
さ
れ

る
全
長
約
滋
財
の
連
一房
式
登
窯
で
あ
る
。

醸
上
し
た
陶
磁
器
類
は
有
田
焼
系
の
染
付
で
あ
り
、

そ
の

ほ
か
は
白
磁
・青
磁
と
高
取
焼
系
の
陶
器
が
１
～
２
割
程
度

を
占
め
て
い
る
。

染
付
の
皿
に
は
内
面
見
込
み
部
分
に
最
数
の
文
様
が
手

描
き
さ
れ
、

蛇
の
目
高
台
の
外
底
面
に
方
形
粋
を
職
き
そ
の

内
部
に
神渦
種
」
と
書
し
た
も
の
が
あ
る
。
ン」
の
文
様
は
有
田

周
辺
の
筒
井
窯
で
見
ら
れ
る
手
法
で
あ
り
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
調
査
結
果
を
も
と
に
有
調
焼
系
磁
器
と
高
取
焼
系

陶
器
を
焼
成
し
た
窯
と
し
て
稀
少
で
あ
る
上
、

福
岡
市
域
内

で
唯

一
残
さ
れ
た
苫
窯
と
し
て
１
９
９
０
（平
成
２
年
）
３

月
、

市
指
定
史
跡
に
選
ば
れ
た
。

平
成
１７
年
３
月
２０
日
発
生
の
福
岡
県
西
方
薄
寵
震
及
び

そ
の
余
震
に
よ
り
、

焼
成
各
室
に
お
い
て
壁
体
の
崩
落
が
認

め
ら
れ
た
。
テ」
の
た
め
毀
損
個
所
の
復
旧
を
目
的
と
し
て
基

質
強
化
処
理
、

亀
裂
部
分
の
充
填
、

瞬
土
・ア
ン
カ
ー
等
に
よ

る
補
強
工
事
が
行
わ
れ
た
。

福
岡
市
内
で
は
初
め
て
の
工
事

で
あ
り
、

文
化
財
修
復
の
点
で
も
注
目
さ
れ
る
事
業
で
あ
っ

た
。

（能
古
博
物
館
だ
よ
り
号
外
よ
り
引
用
）



(3)2013年 (平成25年)9月 能古博物館だより

翌
霞
は
箱
崎
の
茶
屋
で
提
督
や
下
士
官
を
饗
応
し
、

４

日
圏
は
能
古
の
禁
猟
区
で
の
狩
猟
に
招
待
し
て
い
ま
す
。

こ
の
と
き
の
記
録
が
い
く
つ
か
残
っ
て
い
ま
す
が
、
『
金
子

堅
太
郎
自
叙
伝
』
に
は
父
親
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
「獲
得

シ
タ
ル
猪
野
ハ
百
数
十
頭
二
及
ビ
」
と
あ
り
、
『
従
二
位
黒

盟
長
輝
公
伝
』
に
は
上
海
の
新
聞
に
載
っ
た
イ
ギ
リ
ス
軍

艦
の
長
崎
か
ら
案
磨
に
い
た
る
航
海
報
告
記
が
紹
介
さ
れ

て
お
り
、

そ
の
翻
訳
記
事
に
は
「鹿
五
〇
　
猪
二
匹
」
と
あ

り
ま
す
。

ず
い
ぶ
ん
差
が
あ
り
ま
す
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も

１
日
で
大
量
の
鹿
を
仕
留
め
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

狩
り
の
翌
日
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
を
再
度
訪
れ
た
農
輝
に
対

し
、

提
督
は
帆
柱
に
水
兵
を
登
ら
せ
視
砲
を
撃
っ
て
避
え
、

湾
肉
で
海
上
演
習
を
披
露
し
、

発
射
し
た
砲
部
を
海
上
二

ヶ
所
の
標
的
に
見
事
命
中
さ
せ
て
長
澤
を
驚
か
せ
て
い
ま

す
。

こ
れ
ら
の
演
習
は
福
簿
の
士
族
庶
民
は
も
と
よ
り
能

古
の
島
民
も
驚
憎
の
眼
で
も
っ
て
実
見
し
て
い
ま
す
。

イ
ギ
リ
ス
軍
艦
乗
組
員
た
ち
の
鹿
猟
が
行
な
わ
れ
た
翌

１
８
６
８
（明
治
元
）
年
は
明
治
維
新
の
年
で
あ
り
、

江
戸

幕
府
は
滅
亡
し
ま
す
が
、

藩
体
制
は
し
ば
ら
く
存
続
し
ま

す
。１

８
７
０
（明
治
３
）
年
１２
月
突
如
プ
ロ
シ
ア
（ド
イ
ツ

統

一
は
１
８
７
１
年
）
船
が
能
古
島
に
接
近
し
、

狩
猟
犬
を

遵
れ
て
無
断
上
陸
す
る
と
い
う
事
件
が
発
生
し
ま
す
。

藩

は
急
遷
調
査
を
行
な
い
ま
す
が
、

略
奪
な
ど
も
な
く
事
な

き
を
え
ま
す
。

ま
た
略
奪
の
無
か
っ
た
と
の
記
事
か
ら
す

る
と
狩
猟
は
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

能
古
島
は
外
洋
に
面
し
外
国
船
の
接
近
は
宿
命
約
な

も
の
で
し
た
。

し
か
し
イ
ギ
リ
ス
軍
人
の
鹿
猟
以
来
、

外
国

人
に
は
能
古
は
鹿
の
生
息
す
る
島
、

鹿
猟
の
で
き
る
島
と

し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

今はもう見られない鹿狩り

屋

久

島

産

の

鹿

力ざ

繁

殖

明
治
初
年
以
降
は
す
っ
か
り
姿
を
消
し
た
鹿
の
姿
を
も
う

一
度
よ
み

が
え
ら
せ
、

名
物
に
し
よ
う
と
し
た
の
は
大
王
初
期
、

石
橋
孫
造
村
長

の
こ
ろ
で
す
。

苦
心
し
て
履
久
島
か
ら
九
頭
運
び
込
ん
だ
の
で
す
が
、
ア」

れ
が
１０
余
年
離
に
盛
ん
に
増
え
、
ン」
ん
ど
は
靖
え
す
ぎ
て
困
る
ほ
ど
に

な

っ
た
の
で
す
。

昭
和
５
年
ご
ろ
、

鹿
が
繁
殖
し
て
農
作
物
を
荒
ら
す
の
で
、

村
か
ら

県
に
出
願
し
て
狩
猟
区
を
設
定
し
、

１１
月
か
ら
翌
年
２
月
ま
で
の
間
、

入
場
料
１０
円
を
取
り

一
般
に
開
放
す
る
こ
と
に
な
り
、
ラ」
れ
は
そ
の
後

約
１０
年
続
け
ら
れ
ま
し
た
。

設
け
ら
れ
た
猟
場
に
は
、

福
岡
市
な
ど
か
ら
ハ
ン
タ
ー
た
ち
が
猟
犬

を
連
れ
て
数
日
お
き
に
乗
り
こ
み
、

獲
物
の
多
い
日
は
６
、
７
頭
も
仕

止
め
ま
す
。

私
は
村
会
議
員
と
し
て
猟
に
立
ち
会
い
ま
し
た
。

――
「能
古
に
生
き
る
　
西
方
喜
平
自
伝
よ
り
」
日

公
益
財
団
法
人
へ
の
移
行
認
定
と

寄
附
金
控
除
に
つ
い
て

能
吉
博
物
館
の
運
営
法
人
で
あ
り
ま
す
「亀
陽
文
庫
」
は
、

福
岡

県
か
ら
の
認
定
を
受
け
、

平
成
２５
年
４
月
１
日
付
で
公
益
財
圏
法

人
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
に
伴
い
、
「能
古
博
物
館
・友
の
会
只
年
会
費
３
、
０
０
０

円
）
は
従
来
通
り
の
扱
い
で
継
続
さ
せ
て
頂
き
ま
す
が
、
「協
賛
会
」

に
つ
い
て
は
、

左
調
の
よ
う
に
運
営
を
変
更
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
亀
陽
文
庫
へ
「寄
附
」を
な
さ
っ
た
方
は
、

確
薙
申
告

の
手
続
き
を
行
う
こ
と
で
、

税
制
止
の
寄
締
金
控
除
の
優
遇
措
置

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「寄
附
金
の
控
除
」
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
す
υ

（１
）個
人
が
支
出
し
た
寄
附
金
の
接
除
（所
得
控
除
）に
つ
い
て
。

特
定
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
１
２
千
珂
＝
寄
附
金
接
除
額

＊
特
定
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
は
、

所
得
金
額
の
４０
％
相

当
額
が
限
度
で
す
。

＊
公
益
財
団
法
人
、

同
社
田
法
人
そ
の
他
の
公
益
を
目
的

と
す
る
事
業
を
行
う
法
人
ま
た
は
団
体
に
対
す
る
寄

附
金
は
、
「指
定
寄
附
金
」
と
し
て
特
定
寄
附
金
に
含
み

ま
す
。

（２
）法
人
が
支
出
し
た
寄
附
金
の
損
金
算
入
限
度
額
に
つ
い
て
。

①
特
定
公
益
増
進
法
人
に
対
す
る
寄
踏
金
の
損
金
算
入
眼

度
額
（当
法
人
が
該
当
）

（資
本
金
等
の
額
×
当
期
の
月
数

■
１２
ｘ
Ｏ
、
３
７
５
爾

十
所
得
の
金
額
ｘ
６
、
２
５
群
▼
一・２

０
詳
し
く
は
最
寄
り
の
税
務
署
や
税
理
士
事
務
所
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

○
亀
揚
文
庫
へ
の
協
賛
寄
付
に
つ
い
て
。

寄
附
に
つ
い
て
は
、

個
人
　
一日
１
０
、
０
０
０
円
／
年
ｘ
口
数

法
人
　
一禄
３
０
、
０
０
０
円
／
年
×
コ
数

で
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
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能
古
博
物
館
で
色
々

話
下
さ

っ
た
女
性

思
い
出
せ
な
く
て
失
礼

し
ま
す
が
、

彼
女

が
大

井
本
敏
明
様

英
博
物
館
を
見
学
す
る
の
が
夢
だ
と
仰

っ
て

い
ま
し
た
が
、

そ
の
夢
を
叶
え
て
差
し
上
げ
た

い
気
が
い
た
し
ま
す
。

Ｈ
英
往
復
の
切
符
だ
け

は
ご
自
分
で
出
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、

宿
泊
は

紬
宅

↑
ヽヽ
ソ
汁
と
タ
ク
ア
ン
の
朝
食
付
き
）
を

無
料
に
し
ま
す
。

そ
し
て
私
が
ポ
イ
ン
ト
案
内

を
す
れ
ば
観
光
も
向
分
で
安
と
が
り
に
で
き

ま
す
。

４
泊
５
日
考
え
て
あ
げ
て
下
さ
い
。

私

は
１
人
住
ま
い
だ
か
ら
気
楽
で
す
よ
。

ネ
コ
が

１
匹

い
ま
す
。

平
滅
鉢
年
８
月
１６
日

久
我
　
皇
子
拝

レ
タ
ー

・

フ
ロ
ム

・
ロ
ン
ド

ン

久
我
さ
ん
は
、

府
沖
束
高
校
の
同
級
■
井
本
さ
ん

と
の
数
十
年
ぶ
り
の
再
会
の
場
を
能
古
博
物
館
に

決
め
、

前
コ
は
島
内
の
旅
館
に
泊
っ
た
。

し
か
し
井
本

さ
ん
が
夏
風
邪
で
ダ
ウ
ン
し
て
お
流
れ
に
な
っ
た
。

寄
付
金
（敬
称
略
）

▽
７
月
１２
日
　
久
載
軽
子
５
万
円

主

な

グ

ル

ー

プ

来

館

者

宇

成
２５
年
４
月
～
同
２５
年
９
邑

▽
４
月
１２
日
（金
）
能
古
保
育
園
児

‐２
名
「貝
が
ら
」
な
ど
の
見
学
▽
４
月

２６
日
（金
）
能
市
小
学
校
５
ｏ
６
年
生

２４
名
「
島
の
歴
史
」
の
勉
強

「博
多
湾

の
歴
史
」
＝
写
真
上
川
▽
５
月
１７
Ｈ

（金
）
能
市
小
学
校
５
ｏ
６
年
生
２４
名

博

物

館

全

体

の
見

学

▽
５
月

２５

コ

（
土

）
太

宰
府
漢
詩
の
会
１６
名
▽
６
月
９
国
（Ｅ
）

西
区
地
域
振
興
課
、

ま
る
ご
と
博
物
館
共

催
「能
古
ア
ジ
サ
イ
ウ
ォ
ー
ク
」
７７
名
＝
写

真

下

＝

▽

６

月

２‐

Ｈ

（
金

）
能

古

小

学

校

２

年
生
見
学
「能
古
島
の
勉
強
」
▽
７
月

５
日
（金
）
能
古
小
学
校
愚
・
６
年
生

‐３
名
「島
の
歴
史
研
究
」
▽
８
月
１
日

（本
）
福
岡
市
立
少
年
科
学
文
化
会
館

「親
と
子
の
向
然
観
察
の
集
い
只
展
ポ

鉱
物
の
見
学
と
休
憩
）
４５
名
＝
写
真

闘
世
題
凹

原
寛
館
長
の
実
蒐
で
協
賛
会
員
の
医
師
原
敬
二
郎
さ
ん
が
８
月
１９
日
亡

く
な
っ
た
。

享
年
８３
。

長
年
に
わ
た
り
法
人
、

個
人
両
面
で
館
の
題
館
に
資
献
し
た
。

御
冥
柄
を
祈
り
ま
す
。

を
通
じ
、

当
日
居
合
わ
せ
た
女
性
職
員
に
大
英

博
物
館
見
学
の
お
誘
い
を
頂
き
ま
し
た
。

重
ね

て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

お
聞
き
し
た
と
こ
ろ
唐
津
市
の
ご
出
身
で
英

巴
在
住
５０
年
。

お
子
さ
ん
４
人
、

お
孫
さ
ん
６
人
。

ロ
ン
ド
ン
大
学
日
本
簡
学
科
で
２０
年
間
教
鞭
を

取
ら
れ
た
後
、

日
本
の
大
学
で
も
勤
務
さ
れ
、

現

在
は
大
英
博
物
館
の
ボ
ラ
フ
ア
ィ
ア
を
な
さ
っ

て
い
る
と
か
。

久
我
様
と
の
懸
い
が
け
な
い
隆
会
い
に
、

能
ホ

博
物
館
一同
、

深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

能
古
博
物
餅
長

原
　
覚
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協
賛
ご
寄
附

（
法
　
人
）

医
療
法
人
　
笠
松
会

有
吉
病
院

税
理
士
法
人
エ
ム
・
エ
イ
・シ
ー

エ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
（株
）

医
療
法
人
社
団
江
頭
会
　
さ
く
ら
病
院

（株
）
サ
ン
コ
ー

（株
）
Ｃ
Ｄ
Ｓ

（株
）
筑
紫
不
動
産

西
日
本
シ
テ
ィ
銀
行

医
療
法
人

西
福
岡
病
院

医
療
法
人

原
二
信
病
院

（医
）
博
仁
会

福
岡
り
八
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院

（株
）
ホ
ー
ム
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

（株
）
メ
デ
ィ
カ
ル
ア
シ
ス
ト
青
葉

（敬
称
略
・順
不
同
）

（個
　
人
）

出
光

芳
秀
　
　
上
崎

血
（雄

　
　
柏
木

重
人

島
塚

祐
弘
　
　

原

敬
二
郎

　
　

舟
越

茂
義

増
田

康
治

　
　

翠
川

文
子

協
賛
ご
寄
附
の
ご
案
内

個
人
―
回
一万
円

ｘ
回
数

法
人
１
回
三
万
円

ｘ
口
数

・税
制
上
の
「寄
附
金
控
除
」の
対
象
と
な
り
ま
す
。

納
入
方
法

１
、

郵
便
振
替

０
１
７
３
０
・９
・６
０
９
７
０

公
益
財
団
法
人

亀
陽
文
庫

２
、

銀
行
振
込

西
日
本
シ
テ
ィ
銀
行

土
井
支
店

普
通
　
０
５
５
１
４
５
９

公
益
財
団
法
人

亀
陽
文
庫

▼

友
の
会
会
員

明
石

幸

　

　

③

赤
松

慶
礼

　

③

秋
山

雄
治

　

④

秋
吉

包
雄

　

③

麻
生

芳
正

　

③

新
川

時
弘

　

③

有
川

優
子

　

①

池
田

修
三

　

⑫

池
田

淳
治

　

①

池
田

昌
朗

　

③

池
松

幾
生

　

②

石
井

福
美

　

③

石
川

経
子

　

②

石
橋

清
助

　

⑫

石
橋

哲
治
　
　
①

石
橋

延
枝

　

④

石
橋

正
治
　
　
②

石
橋

善
弘
　
　
⑤

石
橋

亮
介
　
　
①

泉

建
志

　

　

①

板
倉

修
二

　

⑥

市
丸

童
呈
郎
　
⑬

丼
出

美
子

　

①

出
光

豊

　

　

④

稲
葉

英
彦

　

③

井
上

昭
義
　
　
④

今
永

一成
　
　
④

今
村

さ
ち

　

⑥

岩
城

元

　

　

③

石
清
水

由
紀
子
③

岩
本

博
秀

　

②

上
瀧

玲
子

　

③

上
薗

幸
則
　
　
④

上
国

恒
久

　

④

上
国

博

　

　

①

上
原

孝
正

　

◎

上
村

八
郎
　
　
②

牛
島

弘
子
　
　
②

内
山

節
子

　

③

宇
都
宮

邦
子

③

内
海

長
記
子
　
①

梅
埜

國
夫

浦
田

裕

江
田

正
一

江
崎

小
二
郎

大
石

由
美
子

大
石

恭
仁
子

大
本

茂

大
島

昭
小子

大
智

玲
子

大
野

彩
子

大
庭

浩
司

大
庭

静
枝

岡
部

九
州
生

岡
本

顕
貴

荻
原

美
枝
子

小
野
崎

徹

柏
木

和
子

香
月

悦
子

金
子

柳
水

上
治

正
子

嘉
村

正
子

川
田

啓
治

河
野

道
博

河
退

長
二

河
村

敬

一

本
皿

敦
代

］序
洋
子

岸
川

伸
子

北
原

君
子

吉
瀬

宗
雄

城
戸

兼
子

木
戸

龍

一

鬼
頭

鎮
三

岐
部

安
信

本
山

啓
子

清
田

美
弥
子

団
武

英
子

久
芳

正
隆

黒
田

明
子

甲
本

達
也

古
閑

道
子

小
坂

セ
ツ

児
玉

玲
子

小
堀

瑠
伊
子

⑤

小
宮

作

　

　

⑥

小
柳

定
子
　
　
①

小
山

儀
一郎
　
②

小
山

富
夫
　
　
⑤

境
野

俊
男
　
　
③

榊

和
美
　
　
　
③

坂
回
征
雄
　
　
④

坂
梨

喬

　

　

③

櫻
木

榮
紀

　

①

佐
々
木

昭
司
　
①

佐
々
木

一
一三
子
①

佐
々
木

ミ
ノ
エ
①

佐
藤

郁
男

　

④

塩
田

康
文
　
　
④

執
行

敏
彦

　

③

地
頭
所

ミ
エ
子
①

篠
田

栄
太
郎

⑤

篠
原

ヨ
シ
子
　
⑩

柴
戸

次
雄

　

・④

柴
本

隼
太

　

⑤

白
木

太
一郎
　
②

進
藤

康
子

　

②

杉

謙
一
　

　

①

杉
原

正
毅
　
　
①

杉
山

謙
　
　
　
⑤

図
師

祐
子
　
　
③

住
本

霞
　
　
　
◎

住
本

直
之

　

◎

関

賢
司

　

　

・⑤

関

敏
巳
　

　

④

瀬
戸

美
都
子
　
⑤

芹
野

一
一美
　
　
◎

副
島

靖
弘

　

③

高
木

い
づ
み
　
⑤

高
島

英
介

　

②

高
嶋

季
雄

　

①

高
嶋

俊
光
　
　
④

高
根

妻
　
　
　
◎

高
松

ま
り

　

①

高
山

博
光
　
　
①

武
末

照
男
　
　
②

田
坂

大
蔵

　

③

田
里

朝
男

田
代

健
治

田
代

朝
子

多
々
羅

吉
臣

立
石

京

国
中

啓
介

田
中
丸

善
彦

田
村

奈
央

辻
野

一男

徳
永

武
年
和
子

富

水ヽ
晴
雄

豊
田

宮
再
美
子

豊
田

文
彦

永
岡

童
白代
太

永
淵

郁
子

中
塩

童
白美
子

中
島

謙
吾

中
島

怜
子

中
野

晶
子

鋼
島

典
子

成
富

耕
志

成
富

睦
夫

西
方

俊
司

西
川

晴
己

西
田

晴
子

西
牟
田

奈
々

西
山

紀
子

野
崎

逸
郎

信
友

浩

一

野
村

武

波
多
野

直
之

波
多
野

洋
子

八
日

明
美

服
部

た
か
子

花
田

ひ
ろ
子

濱
崎

須
美
子

林

十
九
楼

林

昌
也

林

由
紀
子

早
船

正
夫

原

和
美

原

順
子

原

靖
子

原

祐

一

原
田

和
子

原
坂

泰
盛

原
回

雄
平

日
野
原

重
明

姫
野

弘
子

平
川

好
美

平
川

良
輔

平
原

リ
フ

庫
回

恵
美
子

福
井

和
子

福
冨

節
子

福
元

征
四
郎

福
山

智
美

藤
瀬

〓
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第69号 能古博物館だより 2013年 (平成25年)9月 (6)

散策路

筆礼
母借二替款lle  丸

・」R博多訳 博多回正面Aの りば
30 0、30 1、30 2番 能古労受船〕易イ子:約50分

天神 三越前lAのりば
30 0、30 1、30 2番 能古労受船】易イテi約30分

市営地下鉄:「姪浜駅」下車乗り継ぎ
・西鉄バス姪浜駅 】し口
98番 能古渡船場行i約12分

=タクシーi約 8分

日‐日正門

進道だが歩きにくい
く無歩総轟分)

姪浜一能古島間i約10分

能古島渡船場より博物館まで
・徒歩:約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(下り坂)約3分

問合せ

姪浜旅客待合所TEL 092-881-8709

能古旅客待合所TEL 092-881-0900

石橋商店
犠

守菫墓黒
どん  尋己払轡甲
f対 将キ=

福岡能古郵便局

T

今 軍 澤船場前9ゐ 記‰
鶴

i け のこの市

e孝こげ卒ケズキッチン ー  溜り

アクセス …………………………………

西鉄ノドス                 市 営渡船(フェリー
)

開 館 日/毎 週 金曜 ・土曜 。日曜と祝 日

(注)冬 季(12月～l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抗

開館時間/10:00～ 17:00伏館16:30まで)
※団体の場合は休館日にかかわらずご相談ください

団体20名 以上2言」引

入 館 料/大 人400円 “高校生以下無料

渡船場からアイランドパークヘの西鉄バス時刻表 (平成25年 9月 30日 現在)

渡船場前発倫ヒ古学校前まで約2分 )

時    8     9     1 0     1 1     1 2

平  日  05 48    45     30     30 ‐     55

土曜日 0 5 4 8   4 5   3 0   3 0   5 5

日・ネ兄国  0548    45     30    30     55‐

アイランドパーク発 (能古学校前まで約 8分 )

時    8    9    10   11    12

平  日   23    201   131   131  ‐ 23‐

土曜日 23  20   3  Ⅲ 31  23
日・祝日 2320百 4328

※ 繁忙期はバス、渡船とも臨時便が運行されます。
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海の見える長 博物館

自勘ミ誠尊4切e自

略
ン甲
９

主な道路

お勧めコース①
(能古学校前バス亭から徒歩約3分)

お勧めコース②
(渡船場から徒歩約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

能古 発 姪の浜 発

◎05100

06145

00:00

10 2100

]7i30

19:30

◎2245 ◎23:00

③印は日祝日運体 2013年 9月現在

:0あ
卍弐糟掌園・石段

8闘 鞠切髄群路 騨辮檻係。rttL鑑濡橘協n蹴鰐憾 品


