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水
墨
画
家
・
近
藤
浩
一
路
（
こ
ん
ど

う 

こ
う
い
ち
ろ
）
が
昭
和
８
年

12

月

に
淡
成
居
を
訪
れ
た
際
、「
石
一
つ
こ
ろ

げ
て
庭
上
（
て
い
じ
ょ
う
）
冬
に
入
る
」

と
い
う
句
を
詠
ん
で
い
ま
す
。
そ
し
て

そ
の
句
を
賛
し
、
淡
成
居
の
門
と
門
に

向
か
う
坂
を
描
い
た
幅
を
残
し
て
い
ま

す
。
是
山
は
こ
の
幅
を
秋
冬
の
交
わ
る

季
節
に
掲
げ
、
自
ら
の
半
生
を
顧
み
る

こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
と
言
い
ま
す
。 

近
藤
浩
一
路
は
、
是
山
よ
り
も
２
つ

年
下
で
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
に
活
躍

し
た
画
家
で
し
た
。
生
ま
れ
故
郷
の
山

梨
県
南
部
町
に
は
『
近
藤
浩
一
路
記
念

南
部
町
立
美
術
館
』
が
あ
り
ま
す
。
東

京
美
術
学
校
時
代
、
藤
田
嗣
治
と
同
級

で
、
も
と
も
と
洋
画
か
ら
出
発
し
た
水

墨
画
家
で
す
。
大
正
時
代
は
読
売
新
聞

社
で
漫
画
や
挿
絵
の
描
き
手
と
し
て
も

活
躍
し
て
い
ま
す
。 

実
は
こ
の
句
を
詠
ん
だ
時
に
は
も
う

一
句
、「
鵙
（
も
ず
）
よ
り
も
早
起
な
り

し
君
に
し
て
」
と
い
う
句
も
残
し
て
い

ま
す
。 

当
時
「
淡
成
居
」
の
周
辺
は
、
熊
本

県
蚕
業
試
験
場
（
現
在
の
知
事
公
舎
の

あ
る
と
こ
ろ
も
そ
の
一
部
）
の
桑
畑
の

ほ
か
、
野
菜
畑
な
ど
が
見
渡
す
限
り
広

が
り
、
豊
肥
線
の
水
前
寺
駅
舎
が
ち
ょ

こ
な
ん
と
見
え
て
い
た
と
言
い
ま
す
。

そ
し
て
淡
成
居
の
あ
る
場
所
は
、
椀
を

伏
せ
た
よ
う
な
円
形
の
小
高
い
土
地
で
、

ま
わ
り
は
深
さ
約
２
間
、
幅
も
同
じ
く

２

間

ほ

ど

の

凹

道

に

囲

ま

れ

て 
 

 

い
た
そ
う
で
す
。
ど
お
り
で
、

こ
の
幅
に
は
淡
成
居
の
門

に
向
か
っ
て
坂
が
描
か
れ

て
い
る
と
思
い
ま
し
た
。 

是
山
は
こ
の
凹
道
の
あ

る
風
景
が
と
て
も
気
に
い

っ
て
、
昭
和
２
年
、
居
を
構
え
た
の
で

し
た
。『
後
藤
是
山
遺
文
「
そ
の
こ
ろ
」』

に
は
、
こ
の
風
景
を
「
秋
雨
の
蕭
篠
（
し

ょ
う
じ
ょ
う
）
た
る
夕
べ
な
ど
は
、
土

手
の
草
む
ら
か
ら
鶉
（
う
ず
ら
）
が
這

い
登
っ
て
来
る
、
全
く
世
捨
て
人
の
栖

（
す
み
か
）
と
も
、
思
わ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
っ
た
」
と
回
想
し
て
お
り
、
是
山

に
と
っ
て
自
然
豊
か
で
、
の
び
や
か
で
、

ほ
っ
と
す
る
場
所
だ
っ
た
よ
う
で
す
。 

し
か
し
こ
の
風
景
は 

残
念
な
が
ら

昭
和
７
年
か
ら
始
ま
っ
た
水
前

寺
公
園
土
地
区
画
整
理
事
業
に

よ
っ
て
一
変
し
、
是
山
の
愛
し

た
こ
の
凹
道
も
埋
め
立
て
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
近
藤
画
伯
も

そ
の
計
画
を
知
っ
て
、「
こ
の
（
門
へ
の
）

坂
が
な
く
な
っ
た
ら
、
も
う
半
分
の
値

う
ち
も
無
く
な
っ
て
し
ま
う
」
と
、
昭

和

8

年
の
暮
れ
、
あ
わ
て
る
よ
う
に

鵙
よ
り
早
起
き
し
て
こ
こ
を
訪
れ
、
写

生
し
た
と
の
こ
と
で
す
。 

是
山
が
画
伯
の
こ
の
幅
を
秋
冬
の
交

わ
る
季
節
に
掲
げ
自
ら
の
半
生
を
顧
み

る
と
い
う
の
も
、
風
景
の
大
き
な
変
わ

り
様
に
、
時
代
の
変
化
の
行
方
を
読
み

取
ろ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 
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後
藤
是
山
（
ご
と
う
ぜ
ざ
ん
）
が
徳

富
蘇
峰
の
国
民
新
聞
社
で
の
記
者
留
学

を
終
え
九
州
日
日
新
聞
社
（
以
下
「
九

日
」
と
い
う
。
）
に
帰
っ
て
き
た
の
は
、

明
治

45

年
（
１
９
１
２
年
）、
26

歳
の

時
で
す
。
時
代
は
す
ぐ
に
大
正
時
代
へ

と
移
り
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
中
に

是
山
も
飛
び
込
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
、
明
治
末

か
ら
大
正
末
ま
で
の
時
代
の
中
で
、
政

治
や
社
会
、
文
化
の
様
々
面
で
、
民
主

主
義
的
傾
向
や
自
由
主
義
的
な
傾
向
が

高
ま
っ
た
時
代
を
い
い
ま
す
。 

同
時
に
、
こ
の
時
代
は
地
方
都
市
の

成
長
も
顕
著
で
、
熊
本
市
を
見
て
も
、

明
治

22

年
（
１
８
８
９
年
）
の
市
発
足

当
時
の
人
口
が
４
万
３
千
人
だ
っ
た
の

に
対
し
、
大
正

10

年
（
１
９
２
１
年
）

と

14

年
（
１
９
２
５
年
）
の
近
隣
町
村

と
の
合
併
を
経
て
、
市
域
は
７
倍
、
人

口
も

13

万
９
千
人
に
拡
大
し
て
い
ま

す
。 ま

た
新
聞
の
発
行
部
数
も
全
国
的
に

拡
大
し
、
日
本
新
聞
年
鑑
に
よ
る
と
大

正

14

年
に
は
全
国
で
６
４
０
万
部
に

達
し
て
い
ま
す
。
暮
ら
し
の
中
に
次
第

に
新
聞
を
読
む
こ
と
が
浸
透
し
て
い
っ

た
時
代
で
も
あ
り
、
新
聞
が
人
々
へ
与

え
る
影
響
も
大
き
く
な
っ
て
い
き
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
中
で
熊
本
で
は
、
大

正
期
、
新
聞
を
通
し
て
郷
土
史
熱
が
高

ま
っ
て
い
き
ま
す
。 

 ◆
進
む
古
墳
破
壊
に
警
鐘
を
鳴
ら

す
是
山 

地
方
都
市
の
開
発
は
生
活
を
豊
か
に

す
る
一
方
で
、
貴
重
な
史
蹟
の
破
壊
が

進
ん
で
い
き
ま
す
。
明
治

44

年
に
は

帝
国
議
会
で
も
そ
れ
が
問
題
と
な
り
、

「
史
蹟
及
天
然
記
念
物
保
存
ニ
関
ス
ル

建
議
案
」
が
可
決
さ
れ
、
土
地
の
開
拓
、

道
路
や
鉄
道
の
開
通
、
工
場
の
設
置
な

ど
か
ら
史
蹟
な
ど
を
保
護
す
る
こ
と
が

大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。
宮

内
省
（
当
時
）
も
そ
の
課
題
に
対
処
す

べ
く
古
墳
調
査
を
進
め
、
大
正

2

年

（
１
９
１
３
年
）
１
月
に
は
宮
内
省
御

用
掛
増
田
于
信
（
ま
す
だ
う
し
ん
）
氏

が
宮
崎
の
調
査
の
後
、
阿
蘇
や
八
代
、

芦
北
な
ど
の
古
墳
群
の
調
査
た
め
来
熊

し
ま
す
。
当
時

26

歳
だ
っ
た
是
山
は

そ
の
調
査
に
１
月

14

日
か
ら

20

日

ま
で
同
行
し
、
連
日
調
査
状
況
を
九
日

に
掲
載
し
て
い
き
ま
し
た
。 

こ
の
時
の
１
月

17

日
、
18

日
付
け

の
九
日
の
紙
面
に
は
「
増
田
氏
の
阿
蘇

古
墳
調
査
（
上
）、
（
下
）」
を
連
載
し
、

調
査
に
は
是
山
の
ほ
か
熊
本
県
庁
か
ら

矢
野
氏
、
熊
本
師
範
学
校
教
諭
の
角
田

政
治
（
す
み
だ
ま
さ
じ
）
氏
が
同
行
し

た
こ
と
や
調
査
の
状
況
を
図
を
用
い
な

が
ら
詳
し
く
説
明
し
て
い
ま
す
。
ま
た

１
月

18

日
か
ら
は
八
代
に
向
か
い
、

火
の
国
造
（
く
に
つ
こ
）
の
御
墓
の
調

査
に
立
ち
会
い
ま
す
が
、
多
く
の
古
墳

が
、
桃
林
な
ど
に
変
わ
り
惨
憺
た
る
状

況
に
な
っ
て
い
る
と
嘆
い
て
い
ま
す
。 

そ
し
て
是
山
は
こ
の
間
の
調
査
の
総

括
と
し
て
、
同
年
１
月

24

日
の
九
日

の
第
一
面
に
「
古
墳
保
護
の
必
要
」
と

題
し
論
説
を
出
し
ま
す
。
そ
こ
に
は
、

増
田
氏
が
調
査
し
た
古
墳
の

50

ケ
所

の
う
ち
、
阿
蘇
郡
の
一
部
を
除
い
て
は

ほ
と
ん
ど
原
形
を
と
ど
め
ず
、
山
林
、

果
樹
園
、
畑
に
削
り
取
れ
て
い
て
、
ひ

ど
い
も
の
は
石
棺
を
暴
か
れ
て
い
る
と

の
現
状
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
う

え
で
、
大
和
朝
廷
時
代
か
ら
の
歴
史
に

も
触
れ
、
現
代
は
古
墳
に
対
す
る
尊
敬

心
を
失
っ
て
お
り
、
物
質
的
文
明
の
進

歩
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
古
墳
の
存
在
を

危
う
く
し
て
い
る
と
警
鐘
を
鳴
ら
す
と

と
も
に
、
学
問
的
研
究
の
必
要
性
を
訴

え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、「
古
く
歴
史
を

討
（
た
ず
）
ね
て
、
新
し
く
吾
人
（
ご
じ

于信との記念撮影 

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
中
の
是
山
（そ
の
１
） 

高
ま
る
郷
土
史
熱 

25 歳頃の是山 

増
田
于
信
氏
と
の
記
念
写
真
。
熊
本
で
の
墳
墓
調
査

が
終
わ
っ
た
後
、
大
正
2
年
1
月
21
日
に
撮
影
。 
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ん
）
の
来
る
所
以
（
ゆ
え
ん
）
を
知
る

こ
と
は
、
国
民
的
自
覚
の
第
一
歩
」
で

あ
る
と
締
め
く
く
っ
て
い
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
地
方
か
ら
の
言
論
は

人
々
の
史
蹟
な
ど
へ
の
関
心
と
理
解
を

高
め
て
い
き
、
国
は
大
正

8

年
（
１
９

１
９
年
）
に
は
「
史
蹟
名
勝
天
然
紀、
念

物
保
存
法
」
を
制
定
し
、
保
護
や
保
存

に
力
を
入
れ
て
い
き
ま
し
た
。 

 ◆
高
ま
る
郷
土
史
熱
の
中
で
の
連
載 

新
熊
本
市
史
に
は
「
大
正
期
の
郷
土

史
界
は
新
聞
紙
上
で
花
開
く
と
い
う
感

じ
で
あ
る
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
新

聞
が
単
な
る
政
党
機
関
紙
と
し
て
の
役

割
だ
け
で
な
く
、
大
正
時
代
に
入
る
と

ま
す
ま
す
文
化
へ
の
理
解
・
発
展
に
欠

か
せ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

こ
れ
は
是
山
が
九
日
の
記
者
に
な
っ
た

時
か
ら
目
指
し
た
こ
と
で
も
あ
り
ま
し

た
。
平
野
流
香
や
宇
野
東
風
（
は
る
か

ぜ
）
ら
の
郷
土
史
家
が
新
聞
掲
載
を
進

め
る
中
、
是
山
も
大
正

2

年
の
冬
か

ら
翌

3

年
の
末
ま
で
、「
肥
後
の
勤
王
」

を
１
２
０
回
に
わ
た
り
九
日
に
連
載
し

好
評
を
博
し
ま
し
た
。
是
山
は
こ
れ
を

大
正

4

年
『
肥
後
の
勤
王
』
と
し
て
東

京
出
版
社
か
ら
出
版
し
て
い
ま
す
。
是

山
が

29

歳
の
こ
ろ
で
す
。
こ
の
ほ
か

に
も
大
正

13

年
４
月
か
ら
１
８
２
回

に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
「
梶
山
九
江

（
肥
後
に
於
け
る
文
人
画
）」
の
力
作
な

ど
も
あ
り
、
熊
本
の
郷
土
史
発
展
に
応

え
る
べ
く
掲
載
を
続
け
て
い
き
ま
し
た
。 

 

◆
『肥
後
国
誌
』の
増
補
刊
行 

大
正
時
代
に
入
る
と
様
々
な
郷
土
史

料
が
盛
ん
に
発
刊
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

細
川
家
歴
史
編
纂
所
か
ら
は
大
正
２
年

に
肥
後
藩
の
維
新
史
料
集
と
な
る
『
肥

後
藩
国
事
史
料
』
が
出
版
さ
れ
、
大
正

４
年
に
は
角
田
政
治
が
『
熊
本
市
誌
』

を
、
同
６
年
に
は
『
熊
本
県
誌
』
を
発

刊
し
て
い
き
ま
す
。 

そ
ん
な
中
、
是
山
は
肥
後
全
体
の
歴

史
や
地
誌
が
集
成
さ
れ
た
概
説
書
が
必

要
だ
と
し
、『
肥
後
国
誌
』
を
増
補
し
て
、

大
正
５
年
と
６
年
に
上
下
巻
に
分
け
て

刊
行
し
ま
す
。
是
山
の

30

歳
、
31

歳

の
時
で
す
。 

『
肥
後
国
誌
』
は
、
肥
後
国
の
歴
史

と
地
誌
を
、
郡
別
に
、
さ
ら
に
手
永
別

に
分
け
、
石
高
、
小
村
、
名
勝
旧
跡
、
山

や
川
、
神
社
、
寺
院
な
ど
に
つ
い
て
説

明
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
享
保

13

年

（
１
７
２
８
年
）
に
成
瀬
久
敬
が
著
し

た
『
新
編
肥
後
国
志
草
稿
』
を
も
と
に
、

明
和

9

年
（
１
７
７
２
年
）
に
森
本
一

瑞
が
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
明
治
の
初

め
、
熊
本
新
聞
の
創
設
者
・
水
島
貫
之

ら
が
増
補
し
ま
す
が
、
こ
の
時
の
増
補

で
は
肥
後
国
全
体
が
網
羅
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
た
め
、
是
山
が
そ
の
不
足
の
部

分
で
あ
っ
た
天
領
の
天
草
郡
や
相
良
藩

の
球
磨
郡
、
阿
蘇
の
一
部
を
、『
天
草
島

鏡
』
『
求
麻
外
史
』
『
南
郷
事
蹟
考
』
で

補
い
、
肥
後
国
全
体
を
ほ
ぼ
網
羅
し
た

も
の
に
仕
上
げ
ま
し
た
。
是
山
の
『
肥

後
国
誌
』
の
増
補
刊
行
は
、
熊
本
県
教

育
会
に
よ
る
発
議
が
発
端
と
な
り
、
九

日
の
事
業
と
し
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で

し
た
。
こ
の
是
山
増
補
の
『
肥
後
国
誌
』

は
昭
和

47

年
（
１
９
７
２
年
）
に
復
刻

さ
れ
、
現
在
で
も
熊
本
の
郷
土
史
を
学

ぶ
上
で
の
貴
重
な
史
料
と
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
時
の
復
刻
版
で
は
、
歴
史
学

者
・
松
本
寿
三
郎
氏
に
よ
っ
て
さ
ら
に

増
補
さ
れ
、
索
引
も
加
え
ら
れ
て
、
そ

の
部
分
は
『
肥
後
国
誌
補
遺
・
索
引
』

と
し
て
上
下

2

巻
に
加
え
発
刊
さ
れ

て
い
ま
す
。 

こ
の
よ
う
に
若
き
是
山
は
、
大
正
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
時
代
の
中
で
、
高

ま
っ
て
い
く
郷
土
史
熱
に
新
聞
を
通
し

て
多
く
の
人
々
に
応
え
て
い
き
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
の
ち
の
是
山
の
郷
土
史
家

と
し
て
の
素
地
も
作
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
時
代
の
是
山

の
活
躍
は
こ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

次
号
で
も
引
き
続
き
紹
介
し
ま
す
。 

〈
参
考
文
献
〉
新
熊
本
市
史 

第
７
・
８
巻 

熊
本
市 

熊
本
県
史 

近
代
編
第
３ 

熊
本
県 

熊
本
県
大
百
科 

熊
本
日
日
新
聞
社 

 

 

昭
和
47
年
に
復
刻
さ
れ
た
『
肥
後
国
誌
』 

是山が出版時校正に使った『肥後の勤王』。 

大正４年に東京出版社から出版された。 
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「淡
成
居
で
論
語
を
学
ぼ
う
！
」を 

開
催
し
ま
し
た
。 

 

後
藤
是
山
記
念
館
で
は
、
去
る

11

月

24

日
（
日
）
、
自
主
講
座
と
し
て
「
淡

成
居
で
論
語
を
学
ぼ
う
！ 

～
大
谷
翔

平
選
手
の
愛
読
書
『
論
語
と
算
盤
』
の

原
点
に
迫
る
～
」
を
開
催
し
ま
し
た
。 

「
淡
成
居
」
は
、
時
習
館
の
第
２
代

教
授
・
薮
孤
山
の
旧
居
と
伝
わ
る
建
物

の
一
部
を
移
築
し
た
も
の
で
す
。 

是
山
は
大
正
元
年
か
ら
北
千
反
畑
町

に
あ
っ
た
薮
孤
山
の
旧
居
に
借
家
と
し

て
住
み
、
こ
の
建
物
が
解
体
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
て
、
昭
和
２
年
に
こ
の
地
に

新
築
し
引
っ
越
し
て
来
ま
し
た
。
そ
の

と
き
大
工
さ
ん
か
ら
旧
居
に
は
床
の
間

や
縁
側
、
天
井
、
壁
な
ど
に
は
な
か
な

か
立
派
な
材
料
が
使
わ
れ
て
い
る
か
ら

と
、
そ
れ
を
使
う
よ
う
勧
め
ら
れ
、
旧

居
の
一
部
を
移
築
し
た
と
い
い
ま
す
。 

薮
孤
山
が
教
授
を
務
め
た
時
習
館
で

は
朱
子
学
が
中
心
で
し
た
。
当
然
『
論

語
』
も
教
え
ら
れ
て
お
り
、
孤
山
も
論

語
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。 

そ
こ
で
今
回
は
淡
成
居
に
論
語
講

師
・
松
﨑
昇
先
生
を
お
招
き
し
、
講
座

を
開
催
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

15

名
の
参
加
を
得
て
、
床
の
間
と
次
の
間

は
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
し
た
。
「
学
而

（
が
く
じ
）」
か
ら
「
陽
貨
（
よ
う
か
）」

ま
で
の
う
ち
、
順
に

16

章
を
素
読
し
、

講
師
が
解
説
を
加
え
て
い
か
れ
ま
し
た
。 

当
日
は
天
気
に
恵
ま
れ
た
も
の
の
寒

波
で
冷
え
た
の
で
す
が
、
皆
さ
ん
熱
心

に
講
座
を
聞
か
れ
ま
し
た
。「
楽
し
か
っ

た
」
「
ま
た
続
編
を
開
催
し
て
ほ
し
い
」

と
い
っ
た
声
が
聞
か
れ
ま
し
た
。 

                           

           

   

第３号 
 熊本市後藤是山記念館だより 

『淡 成 居』 
発行日 
令和６年(２０２４年)１２月８日 
編集・発行                     
熊本市後藤是山記念館長 植木英貴 
（熊本市文化財課所管） 

〒860‐0950 
熊本市中央区水前寺２丁目６‐10 

電話・ファックス 
０９６‐３８２‐４０６１ 

開館時間 
午前９時 30分～午後４時 30 分 
休館日 月曜日（祝日の場合は翌日） 

年末年始（12/29～1/3） 
入館料 大人 ２００円 

小人 １００円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記

念

館

ニ

ュ

ー

ス 

後藤是山記念館へ行こう！ 

企画展 『平安文学展（後半）』を開催中 

是山と交流の深かった与謝野晶子は、「新訳源氏物語」

の後、さらに「新新訳」の源氏物語にも取り組みまし

た。当館では NHK 大河               

ドラマ『光る君へ』の放                    

送に関連し、企画展『平              

安文学展（後半）』を開               

催しています。 

後半では、江戸時代の              

国学者・北村季吟（きた                    

むらきぎん）の著した『源氏物語』の注釈書『湖月抄』

に幕末から明治時代の国学者・猪熊夏樹が増注訂正した

ものや、同じく北村季吟の『枕草子』の注釈書『春曙

抄』に明治時代の国文学者・鈴木弘恭が増注訂正したも

の、そして『古今和歌集』に本居宣長が注釈したものに

江戸時代の随筆家・山崎美成が増注訂正した『頭書古今

和歌集遠鏡』などを展示しています。 

淡
成
居
で
受
講
す
る
皆
さ
ん 


