
日 水月 木火 金 土

▲ 香日ゆらさんによる講演の様子。マンガを交えての漱 
   石と小宮の物語はユーモアと発見のひとときでした

▲ 町の史跡となった小宮豊隆旧居跡から望む犀川の風景。 
   何気ない景色ですが漱石も羨んだ極上の田園風景です

▲ 漱石は「豊隆先生之を勉めよ」　
　と小宮に評論家の道を勧めた

【漢
詩
紀
行
講
座
】

　
12
月
７
日
（
土
）
９
時
30
分
～

【
古
文
書
講
座
】

　
12
月
14
日
（
土
）
10
時
～

【
み
や
こ
学
講
座
】

　
12
月
14
日
（
土
）
13
時
30
分
～

【
古
典
か
な
講
座
】

　
12
月
21
日
（
土
）
９
時
30
分
～

※
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
。

　
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
で
は
館
内
整
理
と
燻
蒸
作
業

の
た
め
左
記
の
期
間
休
館
致
し
ま
す
。

こ
の
う
ち
臨
時
休
館
中
に
お
け
る
27
日

（
金
）
ま
で
の
博
物
館
や
文
化
財
業
務

に
関
す
る
こ
と
は
左
記
へ
お
問
合
せ
下

さ
い
。
な
お
、
新
年
は
１
月
４
日
（
土
）

か
ら
開
館
致
し
ま
す
。

＊
休
館
の
期
間

　
12
月
23
日（
月
）～
１
月
３
日（
金
）

　
・
う
ち
23
～
28
日
は
臨
時
休
館

　
・
29
日
以
降
は
通
常
の
年
末
年
始
休
館

＊
臨
時
休
館
中
の
問
合
せ
先

　
☎
３
３-
１
０
４
０ （
図
書
館
）

◆
講
座
・
教
室
・
催
し
物
ガ
イ
ド

12
月
の
歴
史
講
座

博
物
館
で「
楽
習
」始
め
ま
せ
ん
か
？

年
末
休
館
の
お
知
ら
せ

　同日午後、夏目漱石と弟子たちを4コマ漫画で
ユニークに描き出した漫画家・香日ゆらさんに
よる講演会が行われました。弟子の中でも小宮
は重要人物だという香日さんによる講演は、格
好の小宮豊隆入門講座となり好評でした。

　10月20日（日）、生誕140年夏目漱石最愛の
弟子・小宮豊隆をテーマに「みやこ町ふるさと遺
産フェスタ」が開催されました。午前中は「歴史た
んけんウォーク」として、小宮がモデルの『三四
郎』ゆかりの地めぐりを行いました。

◆
博
物
館
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｓ

企 

画 

展　
小
宮
豊
隆
生
誕
一
四
〇
年
＆
開
館
三
〇
年
記
念

生
誕一四
〇
年 

夏
目
漱
石
最
愛
の
弟
子・小
宮
豊
隆
展

会
期
：
１０
月
２0
日（
日
）〜 

１2
月
２2
日（
日
）

ー
「
三
四
郎
」
は
「
そ
れ
か
ら
」「
…
ど
う
生
き
る
（
た
）
か
」
ー

　
み
や
こ
町
犀
川
久
富
出
身
の
ド
イ
ツ
文

学
者
で
夏
目
漱
石
最
愛
の
弟
子
・
小
宮
豊

隆
は
、
文
豪
・
漱
石
を
介
し
て
様
々
な
業

績
を
残
し
ま
し
た
。

　
漱
石
の
『
三
四
郎
』
を
は
じ
め
と
す
る

作
品
モ
デ
ル
や
着
想
の
ヒ
ン
ト
に
も
な
っ

た
小
宮
は
、
漱
石
没
後
『
漱
石
全
集
』
の

編
纂
や
『
漱
石
伝
』
の
刊
行
に
加
え
て
の

日
本
の
伝
統
文
化
研
究
、
戦
時
中
は
「
漱

石
文
庫
」
を
は
じ
め
貴
重
な
文
化
遺
産
の

保
護
、
戦
後
は
文
化
力
に
よ
る
日
本
の
復

興
な
ど
、「
大
正
教
養
主
義
」
を
体
現
す

る
か
の
よ
う
な
篤
実
な
学
者
と
し
て
歩
み

ま
し
た
。
生
誕
140
年
と
な
る
こ
の
年
、
ご

遺
族
か
ら
追
加
寄
贈
さ
れ
た
新
資
料
を
交

え
て
そ
の
足
跡
を
た
ど
り
ま
す
。

　
な
お
、
本
展
示
に
は
漱
石
の
マ
ン
ガ
で

知
ら
れ
る
香
日
ゆ
ら
さ
ん
（
漫
画
家
）、

新
宿
区
立
漱
石
山
房
記
念
館
（
東
京
都
）

の
協
力
を
頂
い
て
い
ま
す
。

●
観 

覧 

料　
大
人　
　
　
　
２
０
０
円

　
　
　
　
　
　

高
校
生
以
下　
１
０
０
円

　
　
　
　
　
　
※
団
体
料
金
あ
り（
20
名
以
上
）

●
開
館
時
間　

９
時
30
分
～
17
時

●
休 

館 

日　
月
曜
・
祝
日
の
翌
日

★ 

博
物
館
友
の
会

　

 

バ
ス
ハ
イ
ク
・
歴
史
た
ん
け
ん
ウ
ォ
ー
ク

等
の
学
習
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
頂
け
ま
す
。

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

　

 

町
の
宝
を
ガ
イ
ド
＆
ガ
ー
ド
す
る
ス

タ
ッ
フ
を
養
成
す
る
講
座
で
す
。
今
か
ら

で
も
大
丈
夫
！

●
主
な
展
示
資
料

 

・
夏
目
漱
石
書
簡
（
明
治
40
年 

８
月
）

　
「
小
宮
、
評
論
家
に
な
れ
！
」
と
漱
石
か
ら
熱
い
エ
ー
ル

 

・
寺
田
寅
彦
書
簡
（
明
治
42
年 

正
月
）

　

 

小
宮
を「
三
四
郎
」と
宛
名
書
き
し
て
出
し
た
年
賀
状

みやこ町歴史民俗博物館
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▲ 漱石と小宮の交流から生まれた文芸遺産の一部。右は漱石邸（漱石山房）で行われた木曜会（漱石を囲んでの懇談会）の雰囲気を伝える小宮
   豊隆送別宴図屏風。中央は右の枠内を拡大した小宮の似顔絵。左は小宮が昭和32年（1957）に作詞した豊津高校新校歌成稿（部分）
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博物館だより　No.217

絵画コンクール「最優秀賞」受賞作品「蛇渕の滝」 絵画コンクール「最優秀賞」受賞者
川内柚葉さん（育徳館中学校 3 年生）

作文コンクール「最優秀賞」受賞者
山中美羽さん（黒田小学校 5 年生）

「わたしのお気に入りふるさと遺産」絵画コンクール
「わたしのお気に入りふるさと遺産」作文コンクール 受賞決定!

作
文
コ
ン
ク
ー
ル
「
最
優
秀
賞
」
受
賞
作
品

　
に
わ
と
り
楽

黒
田
小
学
校　

五
年
生　

山
中　

美
羽

　

五
月
の
中
ご
ろ
、
黒
田
神
社
か
ら
今
ま
で
聞
い
た
こ
と

な
い
音
が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。

『
ヒ
ー
ト
ン
ト
ン
。
カ
ン
カ
ン
カ
ン
カ
ン
カ
ン
。』

太
鼓
や
笛
、
足
ぶ
み
を
す
る
音
で
し
た
。「
あ
れ
は
何
だ

ろ
う
」
と
、
と
て
も
き
ょ
う
み
を
ひ
か
れ
ま
し
た
。
そ
れ

が
私
と
に
わ
と
り
楽
と
の
出
会
い
で
す
。
こ
の
こ
と
を
き
っ

か
け
に
私
は
に
わ
と
り
楽
に
つい
て
調
べ
て
み
ま
し
た
。

　
「
に
わ
と
り
楽
」
と
は
、
四
百
二
十
年
ご
ろ
前
、

一六
〇
〇
年
に
み
や
こ
町
で
行
わ
れ
始
め
た
古
く
か
ら
伝

わ
る
祭
で
、
黒
田
の
お
さ
な
い
男
の
子
達
が
勇
か
ん
に
、
華

や
か
に
舞
い
お
ど
り
ま
す
。
黒
田
村
に
え
き
病
が
流
行
し
、

村
人
は
黒
田
神
社
に
「
疫
病
退
散
」
を
祈
り
、
に
わ
と

り
を
真
似
た
に
わ
と
り
楽
を
奉
納
し
た
こ
と
が
始
ま
り
で

す
。
こ
の
祈
願
に
よ
り
、
え
き
病
は
治
ま
り
以
来
「
た
と

え
残
り
三
軒
に
な
っ
て
も
に
わ
と
り
楽
を
奉
納
す
る
」
と

ち
か
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
三
百
年
以
上
の
間
、一回
た
り

と
も
中
断
し
な
い
で
受
け
つ
が
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

私
は
、
こ
の
こ
と
を
調
べ
て
み
て
、
こ
の
お
祭
り
は
昔
の

人
が
と
て
も
大
事
に
、
大
切
に
し
て
い
た
ん
だ
な
と
思
い

ま
し
た
。
え
き
病
の
せ
い
で
大
切
な
人
達
が
み
ん
な
亡
く

な
り
、
き
ょ
う
ふ
で
絶
望
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
当
時
は

医
り
ょ
う
も
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
天
ば
つ
や
何
か

の
た
た
り
の
せ
い
だ
と
人
々
は
考
え
た
の
で
し
ょ
う
。
だ
か

ら
「
に
わ
と
り
楽
」
と
い
う
祭
り
を
つ
く
り
、神
様
に
「
こ

の
え
き
病
を
な
く
し
て
く
だ
さ
い
。」
と
、
命
が
け
で
祈
っ

て
い
た
と
私
は
思
い
ま
す
。
自
分
の
父
や
母
、
兄
弟
姉
妹

な
ど
の
家
族
が
次
々
と
亡
く
な
って
い
く
な
ん
て
、
と
て
も

ざ
ん
こ
く
で
心
が
し
め
付
け
ら
れ
ま
す
。
想
像
も
で
き
な

い
辛
さ
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
人
々
の
祈
り
が
と
ど
き
、
に

わ
と
り
楽
の
お
か
げ
で
え
き
病
も
治
ま
り
、
不
安
や
苦
し

み
か
ら
解
放
さ
れ
て
心
が
舞
い
上
が
る
よ
う
な
安
心
感
に

つつ
ま
れ
た
と
思
い
ま
す
。

　

科
学
や
医
り
ょ
う
が
発
達
し
て
い
る
現
在
で
は
、
伝
統

を
受
け
つい
で
い
く
こ
と
と
同
時
に
、
み
ん
な
で
協
力
し
て
、

お
祭
り
を
じ
ゅ
ん
す
い
に
楽
し
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
。
私

の
弟
も
、
に
わ
と
り
楽
に
参
加
し
て
い
て
、
大
変
な
練
習

に
も
か
か
わ
ら
ず
楽
し
そ
う
に
が
ん
ば
って
い
た
の
で
、
私

も
に
わ
と
り
楽
を
し
て
み
た
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

　

そ
の
中
で
、
に
わ
と
り
楽
に
つ
い
て
調
べ
て
い
く
と
、
あ

る一つ
の
疑
問
が
私
の
頭
を
よ
ぎ
り
ま
し
た
。

「
な
ん
で
に
わ
と
り
な
ん
だ
ろ
う
。」

私
は
か
た
っ
ぱ
し
か
ら
調
べ
始
め
ま
し
た
。
す
る
と
私
の
疑

問
の
答
え
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
に
わ
と
り
に
は
、
幸
せ

や
運
気
を
「
と
り
こ
む
」
と
い
う
語
呂
合
わ
せ
と
、
日
本

神
話
で
は
「
神
の
使
い
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
縁
起
が

い
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。「
天
上
に
住
む
金
の
に
わ
と
り
が

鳴
い
て
夜
明
け
を
知
ら
せ
る
と
、
天
上
の
に
わ
と
り
が
こ

れ
に
応
じ
て
鳴
い
て
い
る
」
と
い
う
言
い
伝
え
も
あ
る
そ
う

で
す
。

　

次
に
、
現
在
の
に
わ
と
り
楽
が
ど
う
な
って
い
る
か
と
い

う
と
、
黒
田
の
に
わ
と
り
楽
の
他
に
山
王
楽
（
国
分
）、

豊
国
楽
（
さ
い
川
下
伊
良
原
）、
万
葉
楽
（
さ
い
川
上
伊

良
原
）、
の
四
ヵ
所
あ
る
そ
う
で
す
。
み
や
こ
町
以
外
に
、

行
橋
市
で
は
下
検
地
楽
、
念
仏
楽
（
入
覚
）
が
あ
り
、

こ
の
他
に
も
築
上
町
で
は
、安
武
楽
（
安
武
）、岩
戸
楽
（
伝

法
寺
）、
高
塚
楽
（
高
塚
）
の
三
か
所
が
あ
り
ま
す
。
京

築
地
域
の
楽
打
ち
は
、
い
ず
れ
も
似
た
よ
う
な
衣
し
ょ
う

で
、
太
鼓
な
ど
の
楽
器
を
使
って
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
近
ご
ろ
で
は
少
子
化
で
打
ち
手
の
数
は
年
々

少
な
く
な
って
い
る
そ
う
で
す
。
昔
は
男
の
子
だ
け
で
し
た

が
、
今
で
は
女
の
子
が
参
加
す
る
こ
と
も
め
ず
ら
し
く
は

あ
り
ま
せ
ん
。
に
わ
と
り
楽
は
歴
史
が
あ
り
、
す
て
き
で

大
好
き
な
祭
り
な
の
で
、
な
く
な
ら
な
い
で
ほ
し
い
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
に
わ
と
り
楽
は
古
く
か
ら
み
ん
な
に
愛

さ
れ
て
い
る
す
ば
ら
し
い
祭
り
だ
と
分
か
り
ま
し
た
。
ま

た
、
に
わ
と
り
楽
を
す
る
子
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
と
知

り
、
今
の
私
に
で
き
る
こ
と
は
、
こ
の
祭
り
を
楽
し
み
、

み
ん
な
に
こ
の
祭
り
の
良
さ
を
伝
え
て
い
く
こ
と
だ
と
思
い

ま
し
た
。

　

町
内
の
小
中
学
校
の
児
童
生
徒
を

対
象
に
実
施
し
た
「
わ
た
し
の
お
気

に
入
り
ふ
る
さ
と
遺
産
絵
画
コ
ン
ク
ー

ル
」
で
、
八
四
九
点
の
応
募
作
品
の

中
か
ら
、
育
徳
館
中
学
校
三
年
生
の

川
内
柚
葉
さ
ん
が
描
い
た
「
蛇
渕
の

滝
」
が
見
事
、
最
優
秀
賞
に
輝
き
ま

し
た
。
優
秀
賞
六
点
を
約
三
週
間
、

博
物
館
ホ
ー
ル
に
展
示
し
、
入
館
者

に
よ
る
投
票
を
行
っ
た
結
果
に
よ
る
も

の
で
す
。
た
く
さ
ん
の
個
性
あ
ふ
れ

る
作
品
が
揃
う
中
で
、
幻
想
的
な
色

彩
が
注
目
を
集
め
た
結
果
と
な
り
ま

し
た
。　

　

ま
た
、「
わ
た
し
の
お
気
に
入
り
ふ

る
さ
と
遺
産
作
文
コ
ン
ク
ー
ル
」で
は
、

力
作
揃
い
の
作
文
の
中
、
黒
田
小
学

校
五
年
生
の
山
中
美
羽
さ
ん
の
「
に

わ
と
り
楽
」
が
見
事
最
優
秀
賞
に
輝

き
ま
し
た
。

　

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
！


