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コ
コ
が
見
ど
こ
ろ
、こ
こ
が
ツ
ボ
!!

こ
の
展
示（
＆
収
蔵
資
料
）

◆
博
物
館「
お
ス
ス
メ
」逸
品
レ
ポ
ー
ト

博物館休館日カレンダー
2022年 2月

休館日※情報はR4.1.19現在
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日　月　火　水　木　金　土

令和４年２月１日

▲作業では館の奥深くに入り込む虫等を薬剤で除去します ▲小学生を招待して最高の科学パフォーマンスを披露しました

１２月の業務日誌から

　12月24日（金）から5日間、博物館を臨
時休館して館内燻蒸作業を行いました。収
蔵資料を虫やカビの害から守るため欠か
せない作業で、毎年この時期に行いますが、
作業は無事終了しました。

　12月23日（木）、育徳館中学校科学部の
皆さんが博物館を舞台にクリスマス実験
ショーを催しました。学校外で思いっきり科
学したい！との願いに博物館が応えたもの
ですが、驚きの連続で楽しいひと時でした。

●
資
料
解
説
＆
メ
モ

　
夏
目
漱
石
最
愛
の
弟
子
と
し
て
自
他
と
も

に
認
め
て
い
た
小
宮
豊
隆
は
、
時
に
漱
石
を

ご
神
体
と
し
て
崇
め
る
よ
う
な
姿
勢
を
と
る

こ
と
が
あ
り
、
そ
の
様
子
は
「
漱
石
神
社
の

神
主
の
よ
う
で
可
笑
し
い
」
と
他
の
弟
子
た

ち
か
ら
揶
揄
さ
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。

　
そ
の
こ
と
を
窺
わ
せ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
こ
と

欠
か
な
い
小
宮
で
す
が
、
最
も
分
か
り
や
す
い

例
と
し
て
は
、
子
ど
も
た
ち
に
漱
石
に
あ
や

か
っ
た
名
を
つ
け
ま
く
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ

り
ま
す
。
参
考
ま
で
に
列
記
す
る
と…

・
長
男
：
書
之
助
（
夏
目
金
之
助
か
ら
）

・
次
男
：
金
吾
（
金
之
助
50
歳
に
因
む
）

・
三
男
：
曠
三
（
漱
石
か
ら
貰
っ
た
揮
毫

 

「
隨
縁
放
曠
」
か
ら
一
字
を
い
た
だ
く
）

▲愛用の文机と漱石　大正3（1914）年
12月に撮影された漱石の書斎写真から

博
物
館
は
郷
土
資
料
と
学
芸
員
ら
の
サ

ポ
ー
ト
に
よ
る
知
と
学
び
の
拠
点
で
す
。

以
下
の
会
や
講
座
を
利
用
し
て
楽
し
く
学

び
ま
せ
ん
か
？
詳
し
く
は
博
物
館
へ
お
問

合
せ
下
さ
い
！

★
博
物
館
友
の
会

バ
ス
ハ
イ
ク
・
歴
史
た
ん
け
ん
ウ
ォ
ー

ク
等
の
学
び
の
旅
や
イ
ベ
ン
ト
に
参
加

で
き
ま
す
。

★
文
化
遺
産
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア（
豊
み
隊
！
）養
成
講
座

町
の
宝
を
３
つ
の
ア
ク
シ
ョ
ン
＝
①
ガ
イ

ド（
案
内
）②
ガ
ー
ド（
管
理
）③
ワ
ー
ク

（
調
査
）で
サ
ポ
ー
ト
す
る
ス
タ
ッ
フ
を
募

集・養
成
す
る
講
座
で
す
。

◆
講
座・教
室・催
し
物
ガ
イ
ド

2
月
の
歴
史
講
座

博
物
館
で「
楽
習
」始
め
ま
せ
ん
か
？

　
コ
ロ
ナ
で
あ
っ
て
も
な
く
て
も
博
物
館

の
魅
力
は
収
蔵
資
料
が
持
つ
多
彩
な
価
値

と
情
報
で
す
。
当
館
に
は
町
の
豊
か
な
歴

史
と
文
化
が
育
ん
だ
沢
山
の
「
逸
品
」
資

料
が
あ
り
、
以
下
に
そ
の
一
部
を
ご
紹
介

い
た
し
ま
す
。

●
資
料
名

　

紫
檀
製
文
机（
し
た
ん
せ
い
ふ
づ
く
え
）　
１
点

　
＊
現
品
は
小
宮
豊
隆
資
料（
館
蔵
資
料
）の一つ

　
＊
現
品
は
み
や
こ
町
指
定
有
形
文
化
財（
歴
史
資
料
）

●
デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル

・
法 

量 

等
：
横
755
＊
縦
400
＊
高
305（
㎜
）

・
制
作
年
代
：
明
治
末
〜
大
正
初
期（
一
九
〇
〇
年
前
後
）

・
ポ
イ
ン
ト
：
漱
石
へ
の
傾
倒
ぶ
り
が
形
に

　
　
　
　
　
　
現
れ
た
も
の
と
し
て
の
典
型

・
公
開
状
況
：
常
設
展
示
で
公
開
中

・
長
女
：
三
千
代
（
小
宮
が
モ
デ
ル
の
漱

石
作
品
「
三
四
郎
」
の
後
継
作
『
そ
れ

か
ら
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
名
）

と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
漱
石
へ
の
ハ

マ
り
ぶ
り
が
よ
く
表
れ
て
い
ま
す
。
そ
ん

な
小
宮
の
漱
石
へ
の
憧
れ
が
凝
縮
さ
れ
た

「
モ
ノ
」の
代
表
と
も
い
え
る
の
が
紹
介

の
文
机
で
す
。

　
プ
ロ
作
家
と
な
っ
て
以
降
の
漱
石
作
品

は
全
て
こ
の
机
上
か
ら
生
ま
れ
て
お
り
、

生
涯
漱
石
を
追
い
続
け
た
小
宮
に
と
っ
て

は
垂
涎
の
品
で
、
恐
ら
く
は
漱
石
存
命
中

に
購
入
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
た
だ
、
文
机
購
入
か
ら
ほ
ど
な
く
し
て

漱
石
は
死
去
。
小
宮
は
弔
句
を
捧
げ
ま
す
。

　
室
に
入
れ
ば
紫
檀
の
卓
の
寒
さ
哉

▲右下の写真と見比べるとこの文机が漱石愛用
の文机にそっくりであることがわかります

【
漢
詩
紀
行
講
座
】

　
2
月
5
日
（
土
）
９
時
30
分
〜

【
古
文
書
講
座
】

　
2
月
11
日
（
金
）
10
時
〜

【
古
典
か
な
講
座
】

　
2
月
19
日
（
土
）
９
時
30
分
〜

【
み
や
こ
学
講
座
】

　
2
月
26
日
（
土
）
10
時
〜

※

日
程
等
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※

見
学
会
等
は
別
途
通
知
し
ま
す
。

▲活動時はお好みのメニューに参加できます
　写真はガードで蔵持山登山道清掃の様子

お

ふ
み  

の  

す
け

み　

ち　

よ

す
い  

ぜ
ん

き
ん  

ご

こ
う 

ぞ
う

●

●

●

●

や　
　
ゆ

か

●
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み
や
こ
の
歴
史
発
見
伝

み
や
こ
の
猫
も
の
が
た
り
②144

「
猫
」の
足
跡
か
ら
探
る
み
や
こ
の
歴
史

ー 

そ
の
2 

ー

「
国
内
最
古
の
猫
の

記
録
」
と
京
都
郡

　

今
か
ら
１
２
０
０

年
前
の
弘
仁
13
年（
８

２
２
）、
薬
師
寺
の
僧

「
景
戒
」に
よ
っ
て「
日

本
国
現
報
善
悪
霊
異

記
」（
通
称
：
日
本
霊
異
記
）

と
い
う
「
国
内
最
古
の
説
話
集
」
が

ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
説
話
集

は
上
・
中
・
下
巻
の
３
巻
（
１
１
６
話
）

で
構
成
さ
れ
、
登
場
人
物
も
皇
族
か

ら
一
般
の
人
々
に
及
ぶ
な
ど
当
時
の

日
常
生
活
や
習
慣
な
ど
が
詳
し
く
描

写
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
上
巻
、
第
30
話
に
次
の
よ
う

な
物
語
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

慶
雲
２
年
（
７
０
５
）
９
月
15
日
、

豊
前
国
宮
子
郡
（
京
都
郡
）
の
役
所

で
次
官
を
勤
め
て
い
た
「
膳
臣
廣
国
」

と
い
う
人
物
が
急
死
し
、
冥
界
を
さ

ま
よ
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
先
に
亡
く

な
っ
た
父
と
再
会
し
ま
す
。
父
親
は

生
前
、
自
ら
が
犯
し
た
悪
行
に
よ
り

食
事
を
止
め
ら
れ
る
等
、
様
々
な
報

い
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
空
腹
に
耐

え
か
ね
た
父
は
大
蛇
、
犬
に
姿
を
変

え
て
生
前
の
廣
国
の
家
を
訪
れ
ま
す

が
、
こ
と
ご
と
く
追
い
出
さ
れ
て
し

ま
い
ま
す
。
３
度
目
に
猫
に
姿
を
変

え
て
訪
ね
て
み
た
と
こ
ろ
、
家
の
中

に
入
る
こ
と
に
成
功
し
、
空
腹
を
満

た
し
た
こ
と
を
告
げ
ら
れ
ま
す
。
廣

国
は
こ
の
不
思
議
な
「
臨
死
体
験
」

の
三
日
後
に
生
き
返
り
、
冥
界
で
父

と
再
会
し
た
内
容
と
併
せ
て
「
悪
行

を
重
ね
る
と
必
ず
報
い
を
受
け
る
」

と
い
う
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
世
間
に

広
め
、
自
ら
の
戒
め
と
し
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

実
は
こ
の
物
語
、
日
本
の
歴
史
上
、

初
め
て
「
猫
」
が
登
場
す
る
文
献
と

し
て
「
猫
の
歴
史
」
を
研
究
す
る
上

で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な

資
料
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
町
名
「
み
や
こ
」
の
由
来
を
研

究
す
る
上
で
と
て
も
貴
重
な
資
料
と

し
て
も
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
マ
ウ
ス
ハ
ン
タ
ー
」
か
ら
「
ペ
ッ
ト
」
へ

　

主
人
公
の
「
膳
臣
廣
国
」
と
い
う

人
物
は
、
そ
の
名
が
示
す
よ
う
に
「
天

皇
の
料
理
番
」
と
し
て
「
食
膳
」
を

司
る
氏
族
で
、
食
材
の
貢
納
な
ど
に

従
事
す
る
た
め
全
国
各
地
に
配
属
さ

れ
た
こ
と
が
伺
え
ま
す
。「
膳
」
と
い

う
字
を
「
か
し
わ
で
」
と
読
む
の
は
、

土
器
な
ど
の
食
器
の
代
わ
り
に
食
物

を
「
柏
の
葉
」
の
上
に
盛
り
付
け
た

こ
と
や
、
当
時
の
宴
席
で
料
理
を
催

促
す
る
際
に
「
柏
手
を
打
っ
た
」
こ

と
に
由
来
す
る
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
こ
の
説
話
に
み
ら
れ
る
奈
良

時
代
は
、
外
国
か
ら
猫
を
輸
入
し
た

記
録
も
み
ら
れ
る
な
ど
、
猫
が
単
に

「
ネ
ズ
ミ
を
駆
除
す
る
動
物
」
か
ら

「
ペ
ッ
ト
」
と
し
て
珍
重
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
「
変
革
期
」
で
も
あ
り
、「
日

本
の
猫
の
歴
史
」
の
中
で
最
も
重
要

な
時
期
の
猫
が
描
写
さ
れ
た
こ
の
説

話
は
、
日
本
に
お
け
る
猫
と
人
と
の

共
存
の
歴
史
を
知
る
上
で
も
大
変
興

味
深
い
資
料
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。

説
話
の
舞
台
は
当
時
の
「
み
や
こ
」
？

　

さ
ら
に
日
本
霊
異
記
に
所
収
さ
れ

て
い
る
説
話
の
舞
台
に
な
っ
た
地
域

も
、
現
在
の
熊
本
県
か
ら
千
葉
県
に

及
ぶ
な
ど
、
当
時
と
し
て
は
か
な
り

広
範
囲
に
わ
た
る
地
域
が
そ
の
対
象

で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
特

に
九
州
で
は
、
そ
の
統
括
拠
点
で
あ
っ

た
大
宰
府
を
は
じ
め
、
現
在
の
佐
賀
、

長
崎
、
熊
本
県
内
に
み
ら
れ
る
特
定

地
域
の
地
名
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
、
東
九
州
で
は
、
京
都
郡
と
宇
佐

市
（
大
分
県
）
の
み
に
限
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
地
域
は
い
ず
れ
も
当
時
の

政
治
・
文
化
的
中
心
地
及
び
軍
事
的

防
衛
拠
点
と
し
て
重
要
視
さ
れ
た
地

域
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
こ
の

当
時
、
中
国
、
朝
鮮
半
島
な
ど
の
軍

事
的
脅
威
に
対
し
て
瀬
戸
内
沿
岸
及

び
九
州
の
主
要
地
域
に
御
所
ヶ
谷
神

籠
石
（
み
や
こ
町
勝
山
・
犀
川
か
ら

行
橋
市
に
か
け
て
築
造
さ
れ
た
山
城

跡
）
に
代
表
さ
れ
る
「
古
代
山
城
」

が
築
か
れ
ま
す
。
今
回
改
め
て
詳
し

く
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
古
代
山

城
が
位
置
す
る
場
所
と
説
話
の
舞
台

と
な
っ
た
地
域
が
見
事
に
合
致
す
る

と
い
う
非
常
に
興
味
深
い
傾
向
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ

ま
で
「
天
皇
の
陵
墓
に
匹
敵
す
る
古

墳
」
や
「
国
内
で
は
２
例
し
か
出
土

し
て
い
な
い『
古
代
の
ダ
ム
』の
木
栓
」

な
ど
考
古
学
に
よ
る
発
掘
調
査
等
の

結
果
か
ら
、
当
時
こ
の
町
が
政
治
・

文
化
の
重
要
拠
点
で
あ
っ
た
可
能
性

が
高
い
こ
と
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
調
査
結
果
か
ら
、「
日
本
最

古
の
猫
の
記
録
」
を
通
し
て
「
み
や

こ
町
の
町
名
の
由
来
」
だ
け
で
は
な

く
、
約
１
３
０
０
年
前
、
み
や
こ
町

を
中
心
と
し
た
こ
の
地
域
が
、
当
時

の
九
州
に
お
け
る
政
治
・
軍
事
的
拠

点
と
し
て
私
た
ち
の
想
像
以
上
に
重

要
視
さ
れ
た
文
字
通
り
の
「
み
や
こ
」

で
あ
っ
た
こ
と
を
「
文
献
資
料
」
で

も
裏
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
証
明
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

（
井
上
信
隆
）

ミ
レ
ニ
ア
ム
な
「
猫
の
日
」  

　

２
月
22
日
は
３
つ
の
２
（
ニ
ャ
ン
）

が
並
ぶ
こ
と
か
ら
、
１
９
８
７
年
に

「
猫
の
日
」
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。（
ち

な
み
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
猫
の
日
」

は
２
月
17
日
で
す
。）
特
に
今
年
（
２

０
２
２
年
）
は
さ
ら
に
３
つ
の
「
２
」

が
プ
ラ
ス
さ
れ
る
「
ミ
レ
ニ
ア
ム
」

な
猫
の
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
猫
好

き
」
な
人
々
か
ら
特
に
注
目
を
集
め

て
い
ま
す
。
日
本
で
は
古
く
か
ら
各

時
代
に
猫
の
記
録
が
み
ら
れ
ま
す
が
、

特
に
「
枕
草
子
」
な
ど
の
古
典
文
学

で
は
他
の
動
物
に
は
な
い
独
特
の

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
そ
の
存
在
感

を
示
し
て
い
ま
す
。
今
月
は
「
歴
史

に
残
る
猫
の
日
」
を
記
念
し
て
、「
国

内
最
古
の
猫
の
記
録
」
の
舞
台
と
な
っ

た
ゆ
か
り
の
町
に
つ
い
て
、
み
や
こ

町
を
中
心
に
詳
し
く
ご
紹
介
し
ま
す
。

歴史に残る「猫の日」を祝して

九州北部にみられる奈良時代の主要遺跡分布地図
（みやこ・大宰府・宇佐地域に集中していることが確認できます）

猫に化けた廣国の父（イメージ）

に

ま
く
ら
の
そ
う
し

く
わ

ほ
ん
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