
日 水月 木火 金 土

▲ 豊前国府跡公園の北側入口で確認された解説板の倒壊
　重量があったことから飛散の被害を免れた

▲ 新たな町指定文化財（史跡）となった小宮豊隆旧居跡
　泉水や古井戸、周囲の景観は作品時期と大差ない

▲『三四郎』初版本と小宮豊隆（作品と同じ帝大入学の頃）
　本は作品単行本化の際、漱石が署名して小宮へ進呈したもの

▲ 細部までリアルに表現された人形に皆さん驚きの様子でした。

【漢
詩
紀
行
講
座
】

　
10
月
５
日
（
土
）
９
時
30
分
～

【
古
文
書
講
座
】

　
10
月
14
日
（
月
）
10
時
～

【
古
典
か
な
講
座
】

　
10
月
19
日
（
土
）
９
時
30
分
～

【
み
や
こ
学
講
座
】

　
10
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
ご
案
内
し
ま
す
。

　
み
や
こ
町
教
育
委
員
会
で
は
、
未
来

へ
伝
え
残
す
べ
き
町
の
宝
（
文
化
財
）

と
し
て
新
た
に
「
小
宮
豊
隆
旧
居
跡
」

を
指
定
し
、そ
の
旨
告
示
し
ま
し
た（
告

示
は
5
月
31
日
付
）。

　
旧
居
跡
は
犀
川
久
富
に
あ
り
、
漱
石

作
品
『
三
四
郎
』
の
舞
台
と
し
て
、
作

品
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
景
観
が
今
な
お

息
づ
い
て
い
る
「
史
跡
（
人
物
関
係
遺

跡
）」
と
し
て
評
価
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
後
は
町
の
宝
と
し
て
の
活
用
策
等
に

つ
い
て
、
関
係
者
や
地
域
の
皆
さ
ん
等
の

意
見
も
伺
い
な
が
ら
検
討
を
進
め
ま
す
。

◆
講
座
・
教
室
・
催
し
物
ガ
イ
ド

10
月
の
歴
史
講
座

小
宮
豊
隆
旧
居
跡
が
新
た
な
町
指
定

文
化
財（
史
跡
）に
指
定
さ
れ
ま
し
た

　９月２日（月）以降、町内の指定史跡各所で
台風10号による被害の片付け作業を行いまし
た。甚大な被害こそありませんでしたが、枯木
の転倒や解説板の倒壊など、対応を要する小
規模被害が各所で確認されました。

　８月１８日（日）、博物館で「昭和の暮らしと風
景展」のギャラリートークを実施しました。
　当日は、山口県など遠方の参加者もみら
れ、機械化以前の農作業の道具や昭和３０年
前後の暮らしについて学芸員が説明を行いま
した。

◆
博
物
館
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｓ

み
ん
な
で
活
か
そ
う
・
未
来
へ
繋
ご
う
「
み
や
こ
町
の
宝
」

み
や
こ
町
ふ
る
さ
と
遺
産
フ
ェ
ス
タ
開
催
！

日
時
：
１０
月
２0
日（
日
） 

場
所
：
小
宮
豊
隆
ゆ
か
り
の
史
跡
＆
博
物
館

「 

生
誕
140
年  

夏
目
漱
石
最
愛
の
弟
子
・
小
宮
豊
隆 

」　
　
　
　
　 

　
み
や
こ
町
の
豊
か
な
自
然
・
文
化
遺
産

を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
・「
楽
習
」
の

場
づ
く
り
を
目
指
す
学
び
の
祭
典
「
ふ
る

さ
と
遺
産
フ
ェ
ス
タ
」
を
、
今
年
も
以
下

の
要
領
で
開
催
し
ま
す
。

　
今
年
の
テ
ー
マ
は
「
生
誕
140
年　
夏
目

漱
石
最
愛
の
弟
子
・
小
宮
豊
隆
」。
犀
川

久
富
出
身
で
ド
イ
ツ
文
学
者
と
な
っ
た
小

宮
は
、
文
豪
漱
石
か
ら
愛
さ
れ
、
時
に
作

品
の
モ
デ
ル
と
な
り
（
代
表
作
『
三
四

郎
』）、
漱
石
の
業
績
を
末
永
く
世
に
伝
え

続
け
る
研
究
者
と
し
て
大
成
し
ま
し
た
。

　
そ
ん
な
小
宮
を
マ
ン
ガ
を
通
じ
て
ソ
フ

ト
に
楽
し
く
学
び
た
い
…
こ
の
願
い
を
叶

え
て
く
れ
る
ゲ
ス
ト
と
し
て
、
夏
目
漱
石

と
門
下
生
の
日
々
を
描
い
た
マ
ン
ガ
を
多

数
執
筆
し
て
い
る
香こ

う

日ひ

ゆ
ら
さ
ん
の
講
演

を
予
定
し
て
い
ま
す
。
香
日
さ
ん
と
共
に

一
日
『
三
四
郎
』
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

○
午
前
の
部
（
9
時
～
11
時
半
）

★
歴
史
た
ん
け
ん
ウ
ォ
ー
ク

　

ｰ
『
三
四
郎
』を
歩
く・語
る・見
つ
け
るｰ

　
＊
要
申
込 

／ 

定
員
15
名
（
先
着
順
）

　
＊
参
加
費
２
０
０
円 

／ 

雨
天
中
止

○
午
後
の
部
（
13
時
～
16
時
）

★
歴
史
文
化
カ
レ
ッ
ジ

①
開
講
行
事　
主
催
者
あ
い
さ
つ 

ほ
か

②
講
演
「
漱
石
門
下
筆
頭
？
マ
ン
ガ
で

　

  　
　

  

読
み
解
く
小
宮
豊
隆
」

　
　
　
　
　
　
漫
画
家　
香
日 
ゆ
ら 
氏

　
＊
要
申
込
（
定
員
50
名
）
参
加
費
無
料

★「
わ
た
し
の
お
気
に
入
り
ふ
る
さ
と
遺
産
」絵
画・作
文
コ
ン
ク
ー
ル

　
入
賞
作
品
展
示
＆
入
選
者
表
彰

★
記
念
企
画
展「
夏
目
漱
石
最
愛
の
弟
子・小
宮
豊
隆
」　　
　
　

　
＊
詳
細
は
HP
等
ご
覧
に
な
る
か
博
物
館
宛
て
お
問
い
合　
　

　
　
わ
せ
く
だ
さ
い
。

みやこ町歴史民俗博物館

休館日　※情報はR6.9.19 現在
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博物館だより

8・9月の業務日誌から
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▲ 左：香日ゆらさんが描く小宮豊隆／右：香日ゆらさん（自画像）
　 香日ゆらさんプロフィール（漫画家・青森県生まれ。著書に『先　 　 　 
　 生と僕−夏目漱石を囲む人々』『JK 漱石』などがある）
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官
兵
衛
ブ
ー
ム
か
ら
10
年

　

大
河
ド
ラ
マ
「
軍
師
官
兵
衛
」
の
放
送
を

き
っ
か
け
に
、
黒く
ろ
だ
か
ん

田
官
兵べ

え衛
（
１
５
４
６
〜 

１
６
０
４
）
ゆ
か
り
の
史
跡
が
所
在
す
る
み
や

こ
町
」
か
ら
「
大
分
県
中
津
市
」
に
及
ぶ
豊

前
地
方
一
帯
で
沸
い
た
「
官
兵
衛
ブ
ー
ム
」
か

ら
今
年
で
10
年
を
迎
え
ま
す
。み
や
こ
町
で
は
、

官
兵
衛
が
築
い
た
「
馬う
ま
が
た
け
ヶ
岳
城
跡
」
に
多
く
の

観
光
客
が
訪
れ
、
ま
た
城
跡
が
町
の
文
化
財
に

指
定
さ
れ
る
な
ど
、
ド
ラ
マ
を
き
っ
か
け
に
、
文

化
財
の
重
要
性
を
再
認
識
す
る
機
会
と
な
り

ま
し
た
。
タ
イ
ト
ル
の
「
軍
師
」
は
戦
略
を
考

案
す
る
な
ど
指
揮
官
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
役
職
と

さ
れ
、
ド
ラ
マ
で
は
黒
田
官
兵
衛
が
考
案
し
た

戦
術
に
よ
っ
て
ピ
ン
チ
を
切
り
抜
け
、
合
戦
に

勝
利
す
る
場
面
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
当
時
、

一
般
的
に
、
刀
や
弓
矢
、
鉄
砲
な
ど
の
武
器
や

兵
士
の
数
か
ら
合
戦
の
勝
敗
を
見
極
め
な
が
ら

戦
略
が
練
ら
れ
ま
し
た
が
、
黒
田
官
兵
衛
は
さ

ら
に
地
形
や
天
候
、
兵
士
の
生
活
環
境
な
ど
の

情
報
を
把
握
し
、
状
況
に
適
し
た
戦
略
を
考

案
す
る
こ
と
に
長た

け
た
武
将
と
い
わ
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
中
で
も
彼
が
戦
略
上
、
最
も
重
視
し

た
も
の
が「
兵
ひ
ょ
う
り
ょ
う
糧
」と
よ
ば
れ
る「
食
」で
し
た
。

令
和
の
米
騒
動

　

日
本
で
は
古
く
か
ら
米
が
食
べ
ら
れ
て
き
ま

し
た
。
町
内
で
は
、
黒
田
エ
ノ
ヲ
遺
跡
（
勝
山

黒
田
）
や
犀
川
小
学
校
校
庭
遺
跡
（
犀
川
本

庄
）
で
約
２
０
０
０
年
前
の
籾も
み

粒
が
出
土
し
て

と
い
う
も
の
は
飯
を
盛
る
も
の
で
あ
る
。
天
子

（
天
皇
）
か
ら
百
姓
に
至
る
ま
で
、
食
物
が
無

く
て
は一日
と
し
て
世
に
生
き
永な
が

ら
え
る
者
は
い

な
い
。
国
を
富
ま
し
、
士し
そ
つ卒
（
兵
士
）
を
強

く
す
る
こ
と
の
根
本
は
、
こ
の
飯
入
れ
に
あ
る

こ
と
を
絶
対
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
、
こ
の
面
桶
を
形
見
と
し
て
差
し
上
げ
る
」

と
述
べ
て
亡
く
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
官
兵
衛
の
跡
を
継
い
だ
長
政
は
、
あ

る
時
、
家
臣
が
各
々
の
褒
賞
の
格
差
に
不
満
を

募つ
の

ら
せ
て
い
る
こ
と
を
耳
に
し
ま
す
。
彼
は
、

そ
の
解
決
策
と
し
て
姪め
い
の
は
ま浜で
漁
師
に
網
を
引

か
せ
る
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
家
臣
を
招
待
し
ま

す
。
参
加
者
が
鮮
魚
と
美
酒
で
心
身
と
も
に

満
足
し
た
と
こ
ろ
で
、
長
政
は
褒
賞
に
つい
て
自

ら
の
考
え
を
説
い
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
以
降
、
家

臣
が
長
政
に
不
満
を
漏
ら
す
こ
と
は
無
く
な
っ

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
「
食
」

を
通
じ
た
人じ
ん
し
ん心
掌し
ょ
う
あ
く
じ
ゅ
つ

握
術
は
父
親
の
「
遺
言
」

を
も
と
に
彼
が
考
案
し
た
「
食
の
戦
略
」で
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
井
上
信
隆
）

宇
佐
）
の
12
万
石
を
恩
賞
と
し
て
官
兵
衛
に

与
え
ま
す
。
秀
吉
に
仕
え
た
他
の
武
将
と
比

較
す
る
と
、
官
兵
衛
の
大
活
躍
に
対
す
る
恩
賞

と
し
て
は
「
少
な
す
ぎ
る
」
も
の
で
す
が
、
そ

の
要
因
と
し
て
秀
吉
が
官
兵
衛
を
警
戒
し
た
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
彼
は
不
平

を
漏
ら
す
こ
と
な
く
こ
れ
を
受
け
入
れ
、
み
や

こ
町
と
行
橋
市
に
ま
た
が
る
「
馬
ヶ
岳
城
」
を

居
城
と
し
ま
す
。
天
正
15
年
（
１
５
８
７
）
３

月
29
日
か
ら
豊
臣
秀
吉
が
こ
の
城
に
２
晩
宿
泊

し
た
記
録
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

福
岡
の
名
付
け
親

　

黒
田
官
兵
衛
は
、
織お

だ田
信の
ぶ
な
が長
、
豊
臣
秀
吉
、

徳と
く
が
わ川
家い
え
や
す康
と
い
う
戦
国
時
代
を
代
表
す
る
３
人

の
武
将
を
支
え
、
彼
が
携た
ず
さわ
っ
た
50
以
上
の
合

戦
で
は一度
も
敗
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
ま
た
そ
の
類た
ぐ
いま
れ
な
才
能
は
軍
事
だ
け
に

止
ま
ら
ず
、
数
多
く
の
城
の
設
計
に
携
わ
る
な

ど
多た

き岐
に
わ
た
り
ま
す
が
、
最
後
に
力
を
注
い

だ
の
が
福
岡
城
と
そ
の
城
下
町
の
都
市
整
備
で

し
た
。
特
に
「
福
岡
」
の
地
名
は
彼
の
先
祖

が
拠
点
と
し
た
備
前
の
「
福
岡
」（
現
在
の
岡

山
県
の
瀬
戸
内
市
）
に
由
来
す
る
も
の
で
、
官

兵
衛
は
「
福
岡
の
名
付
け
親
」
と
も
い
わ
れ
ま

す
。
九
州
を
代
表
す
る
都
市
、
福
岡
の
礎
い
し
ず
えは

彼
に
よって
整
備
さ
れ
、
そ
の
思
い
は
大
切
に
受

け
継
が
れ
な
が
ら
現
在
も
発
展
を
続
け
て
い
ま

す
。

形
見
は
「
弁
当
箱
」
？

　

官
兵
衛
は
59
歳
で
そ
の
生
涯
を
閉
じ
ま
す
。

死
の
間
際
、
息
子
の
長
政
が
官
兵
衛
か
ら
受
け

取
っ
た
「
形
見
の
品
」
は
、
名
刀
で
も
茶
器
で

も
な
く
「
面め
ん

桶つ
う

」
と
呼
ば
れ
る
木
製
の
弁
当

箱
で
し
た
。
こ
の
弁
当
箱
を
前
に
し
て
「
面
桶

い
る
こ
と
か
ら
、
み
や
こ
町
で
も
、
こ
の
頃
に
は

既
に
米
が
食
べ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
の
後
、
今
日
に
至
る
ま
で
日
本
人
の
食
を
支

え
た
米
は
、
単
な
る
「
食
料
」
と
い
う
位
置

付
け
を
越
え
、
税
な
ど
、
こ
の
国
の
政
治
・
経

済
を
支
え
る
基
盤
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う

に
２
０
０
０
年
以
上
に
わ
た
って
日
本
の
食
卓
で

親
し
ま
れ
て
き
た
米
で
す
が
、
本
年
９
月
初

旬
以
降
、
国
内
各
地
の
店
頭
か
ら
米
が
消
え
、

ま
た
米
を
店
頭
に
並
べ
て
も
す
ぐ
に
売
り
切
れ

る
と
い
う
異
常
事
態
が
発
生
し
ま
し
た
。
31

年
前
の
平
成
５
年
（
１
９
９
３
）
年
、
冷
夏
や

日
照
不
足
が
原
因
で
米
の
収
穫
量
が
激
減
し
た

こ
と
か
ら
、「
米
の
買
占
め
」が
発
生
し
ま
し
た
。

需
要
を
満
た
す
た
め
に
、
タ
イ
か
ら
米
を
緊
急

輸
入
す
る
な
ど
、
翌
年
秋
の
収
穫
時
ま
で
続
い

た一連
の
事
態
は
「
平
成
の
米
騒
動
」
と
呼
ば

れ
ま
し
た
。
様
々
な
食
品
の
物
価
高
騰
の
中
で

発
生
し
た
今
回
の
「
令
和
の
米
騒
動
」
で
も

店
頭
に
米
を
求
め
る
人
々
の
長
い
列
が
み
ら
れ
、

米
が
日
本
の
食
生
活
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と
を
改
め
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

「
戦
わ
ず
し
て
勝
つ
」
戦
略

　

政
府
は「
平
成
の
米
騒
動
」を
教
訓
と
し
て
、

不
作
や
大
災
害
な
ど
の
緊
急
時
に
対
処
す
る
た

め
常
に一定
量
の
米
を
キ
ー
プ
す
る
「
備び
ち
く蓄
米ま
い

」

を
制
度
化
し
ま
し
た
。
家
庭
な
ど
で
備
蓄
し

て
い
る
米
の
こ
と
を
「
兵
糧
米
」
と
よ
ぶ
こ
と

が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
古
来
よ
り
戦
争
時
に

お
い
て
軍
隊
に
蓄
え
ら
れ
た
食
糧
の
こ
と
を
指

し
ま
す
。
人
は
食
べ
な
け
れ
ば
生
存
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
平
時
も
戦
時
下
で
も

同
様
で
あ
り
、
古
く
か
ら
「
腹
が
減
っ
て
は
戦
い
く
さ

が
で
き
ぬ
」
と
い
う
諺
こ
と
わ
ざが
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
日
本
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン

ス
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
食
糧
補
給
の
重
要
性
を
例

え
た
「
軍
隊
は
胃
袋
に
よ
って
行
進
す
る
」
と

い
う
言
葉
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
軍
隊
で
は
兵
士
の
数
に
応
じ
た
大
量
の
食
糧

を
補
給
・
調
達
で
き
な
け
れ
ば
、
い
か
に
強
力

な
兵
器
を
持
っ
た
軍
隊
で
あ
っ
て
も
全
く
そ
の

能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
戦
国

時
代
に
は
1
人
５
合
の
兵
糧
米
が
支
給
さ
れ
た

と
い
う
記
録
が
み
ら
れ
、
兵
の
数
や
合
戦
の
規

模
が
大
き
く
な
れ
ば
莫
大
な
量
の
兵
糧
米
の
調

達
が
不
可
欠
と
な
り
ま
す
。
豊と
よ
と
み臣
秀ひ
で

吉よ
し
の
元

で
軍
師
と
し
て
仕
え
た
黒
田
官
兵
衛
は
こ
の
点

に
注
目
し
、天
正
９
年（
１
５
８
１
）鳥
取
城（
鳥

取
県
）
を
攻
め
た
際
に
、
前
年
か
ら
こ
の
城
周

辺
の
米
を
高
値
で
買
い
占
め
城
内
へ
の
米
の
搬

入
を
阻
止
し
ま
す
。
さ
ら
に
城
下
の
人
々
を
城

内
に
逃
げ
込
ま
せ
備
蓄
米
の
消
耗
を
早
め
る
策

を
と
り
ま
し
た
。
ま
た
翌
年
の
高
松
城
（
岡

山
県
）
攻
め
の
際
に
も
、
堤
を
築
い
て
周
辺
の

河
川
や
梅
雨
時
期
の
大
雨
を
利
用
し
て
城
の
周

囲
に
水
を
引
き
込
み
城
は
完
全
に
孤
立
し
、
食

料
の
供
給
は
絶
た
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
い
ず
れ

も
敵
方
の
城
内
は
飢
餓
状
態
に
陥お
ち
いり
、
味
方
の

兵
を
失
う
こ
と
な
く
城
攻
め
は
成
功
し
ま
す
。

「
兵
糧
攻
め
」
と
よ
ば
れ
る
こ
の
戦
法
は
前
述

の
諺
を
城
攻
め
に
反
映
さ
せ
た
も
の
で
す
。
従

来
の
戦
い
の
常
識
に
と
ら
わ
れ
ず
「
戦
わ
ず
し

て
勝
つ
」
官
兵
衛
が
考
案
し
た
作
戦
に
よ
り
勝

利
し
た
豊
臣
秀
吉
は
、
知
略
に
秀
で
た
官
兵

衛
を
重
用
し
な
が
ら
も
、
そ
の
能
力
を
警
戒
す

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
秀
吉
は
官
兵
衛
の
軍

功
に
対
し
、
天
正
15
年
（
１
５
８
７
）、
豊
前

国
（
現
在
の
北
九
州
市
か
ら
大
分
県
宇
佐
市

に
及
ぶ
行
政
範
囲
）
の
う
ち
３
分
の
２
に
あ
た

る
６
郡
（
京
都
・
仲
津
・
築
城
・
上
毛
、
下
毛
、

博物館だより　No.215

面桶

171

お
殿
様
と

「
食
」の
物
語

み
や
こ
の
歴
史
発
見
伝


