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昭
和

32

年
（
１
９
５
７
年
）
8

月

発
行
の
俳
誌
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
、
高

濱
年
尾
氏
の
「
博
多
節
」
と
い
う
随
筆

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
ハ
ッ
と
す
る
話

が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
高
濱
年
尾
は

俳
人
・
高
濱
虚
子
の
長
男
で
あ
り
、
自

ら
も
俳
人
と
し
て
活
躍
し
、
昭
和

34

年
に
父
・
虚
子
か
ら
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』

の
主
宰
を
引
き
継
い
で
い
ま
す
。 
 

こ
の
随
筆
「
博
多
節
」
に
は
、
年
尾

氏
が
九
州
旅
行
の
二
日
間
に
わ
た
る
吟

行
を
終
え
、
福
岡
に
戻
り
、
俳
人
・
片

岡
片
々
子
（
へ
ん
ぺ
ん
し
）
邸
に
立
ち

寄
っ
た
時
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
日
は
た
く
さ
ん
の
お
弟
子
さ
ん

方
も
集
い
、
年
尾
氏
に
は
正
調
博
多
節

を
聞
か
せ
よ
う
と
、
博
多
水
茶
屋
で
芸

妓
を
し
て
い
た
お
秀
さ
ん
も
呼
ば
れ
て

い
ま
し
た
。
こ
の
時
お
秀
さ
ん
は

78

歳
。
目
が
不
自
由
に
な
ら
れ
て
い
た
そ

う
で
す
が
、
実
は
こ
の
人
こ
そ
大
正
時

代
、
正
調
博
多
節
を
世
に
広
め
た
功
者

な
の
で
す
。
宴
に
入
り
、
お
秀
さ
ん
の

唄
が
始
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
年
尾
氏
に

博
多
節
を
教
え
ま
す
。
そ
の
時
お
秀
さ

ん
が
歌
っ
て
聞
か
せ
た
歌
の
中
に
東
洋

の
ロ
ダ
ン
と
い
わ
れ
た
彫
刻
家
・
朝
倉

文
夫
の
歌
詞
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。 

実
は
こ
れ
が
是
山
と
朝
倉
文
夫
と
の

正
調
博
多
節
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

に
つ
な
が
っ
た
の
で
す
。 

是
山
と
朝
倉
文
夫
は

3

歳
違
い
な

が
ら
竹
田
中
学
校
時
代
の
同
級
生
で
、

朝
倉
文
夫
と
の
正
調
博
多
節
の
思
い
出

が
、『
是
山
小
話
』（
平
成

2

年
発
行
）

の
中
の
随
筆
「
正
調
博
多
節
」
（
昭
和

34

年
著
）
に
出
て
き
ま
す
。 

大
正

13

年
に
是
山
は
九
州
日
日
新

聞
社
の
新
社
屋
を
使
っ
て
朝
倉
文
夫
の

率
い
る
東
台
彫
塑
展
を
開
催
す
る
の
で

す
が
、
博
多
に
来
て
い
た
朝
倉
文
夫
か

ら
そ
の
打
ち
合
わ
せ
の
た
め
と
呼
び
だ

さ
れ
、
そ
の
と
き
の
こ
と
が
書
か
れ
て

い
ま
す
。
是
山
は
す
ぐ
に
博
多
へ
向
か

い
ま
す
が
、
顔
を
合
わ
す
な
り
打
ち
合

わ
せ
よ
り
も
先
に
、
昨
日
の
晩
、
初
め

て
会
っ
た
と
い
う
博
多
節
の
名
手
お
秀

さ
ん
の
話
を
は
じ
め
、
そ
の
お
秀
さ
ん

を
そ
の
夜
、
旅
館
に
呼
ぶ
の
で
す
。
そ

し
て
翌
日
は
日
田
で
市
長
主
催
の
「
朝

倉
氏
招
待
会
」
が
あ
り
、
そ
こ
に
も
お

秀
さ
ん
が
同
行
し
ま
す
。
宿
で
は
夜
を

徹
し
て
博
多
節
の
創
作
を
試
み
、
歌
詞

が
で
き
た
ら
す
ぐ
に
お
秀
さ
ん
の
糸
に

か
け
て
も
ら
い
、
及
第
し
た
り
手
直
し

し
た
り
。
是
山
も

10

首
ほ
ど
作
っ
た

と
い
い
ま
す
。
朝
倉
文
夫
は
是
山
の
そ

れ
を
博
多
へ
持
ち
帰
る
と
奉
書
に
清
書

し
、
お
秀
さ
ん
に
贈
り
ま
す
。
是
山
に

よ
れ
ば
そ
の
時
の
歌
詞
が
正
調
博
多
節

の
中
で
い
く
つ
か
唄
わ
れ
て
い
る
と
い

い
ま
す
。
そ
こ
で
是
山
の
歌
詞
を
探
し

て
み
ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
ど
れ
か

わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
の
代
わ
り
、

朝
倉
文
夫
の
作
詞
し
た
歌
が

見
つ
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
高

濱
年
尾
氏
が
聞
い
た
歌
と
同

じ
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ

ん
が
、
そ
れ
が
こ
れ
で
す
。 

〽
御
衣
（
ぎ
ょ
い
）
を
捧
げ
て
泣
く
秋
の
夜

に 

月
が
さ
し
こ
む
榎
寺
（え
の
き
で
ら
） 

 

「
御
衣
」
と
は
高
貴
な
方
の
お
召
し

物
の
こ
と
、「
榎
寺
」
と
は
大
宰
府
に
流

さ
れ
た
菅
原
道
真
の
配
所
で
あ
っ
た
榎

社
の
こ
と
で
す
。
何
と
な
く
切
な
い
思

い
に
さ
せ
ら
れ
る
歌
詞
で
す
。 

 

こ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
是
山
と
朝
倉

文
夫
と
の
友
情
の
証
で
す
。
当
記
念
館

に
は
是
山
と
朝
倉
文
夫
と
が
写
る
写
真

も
常
設
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。 

第４号 熊本市後藤是山記念館だより 
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後
藤
是
山
は
明
治

45

年
（
１
９
１

２
年
）
１
月
、
蘇
峰
の
国
民
新
聞
社
で

記
者
留
学
を
終
え
て
熊
本
に
帰
っ
た
後
、

九
州
日
日
新
聞
社
（
以
下
「
九
日
」
と

い
う
。）
で
文
芸
欄
の
拡
充
に
も
尽
力
す

る
傍
ら
、
短
歌
、
俳
句
の
文
芸
振
興
に

も
熱
心
に
取
り
組
み
ま
す
。 

も
と
も
と
是
山
は
竹
田
中
学
校
時
代

（

17

歳
頃
）
、
東
京
の
新
聞
『
萬
朝
報
』

の
与
謝
野
晶
子
選
の
短
歌
欄
に
投
稿
し

て
い
た
常
連
で
、
特
選
を
受
賞
す
る
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
。
賞
金
は
１
円
。
そ

の
賞
金
で
文
芸
雑
誌
を
２
，
３
冊
買
い
、

残
り
は
友
達
に
饅
頭
を
ご
ち
そ
う
し
て

い
た
と
い
い
ま
す
。 

こ
う
し
た
素
養
は
、
東
京
で
の
記
者

留
学
中
、
歌
人
の
与
謝
野
晶
子
や
俳
人

の
高
濱
虚
子
ら
に
会
っ
た
こ
と
で
、
後

の
是
山
の
活
躍
に
大
き
な
刺
激
を
与
え

た
よ
う
で
す
。
ま
た
熊
本
へ
帰
る
直
前
、

明
治

44

年

12

月
ご
ろ
の
こ
と
で
す

が
、
正
岡
子
規
の
弟
子
で
あ
る
俳
人
・

内
藤
鳴
雪
に
も
会
い
、
こ
の
時
、
俳
句

の
「
や
」
の
使
い
方
に
つ
い
て
教
え
を

受
け
ま
す
。
是
山
は
、
こ
の
こ
と
が
俳

句
を
始
め
る
大
き
な
き
っ
か
け
と
な
り
、

晩
年
、「
鳴
雪
に
会
わ
な
か
っ
た
ら
俳
句

を
や
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ

う
」
と
も
述
べ
て
い
ま
す
。 

 ◆
短
歌
雑
誌
『山
上
の
火
』な
ど
の 

発
刊 

大
正
に
入
り
、
自
ら
の
短
歌
や
俳
句

の
活
動
も
広
げ
て
い
き
ま
す
。 

ま
ず
大
正

4

年
（
１
９
１
５
年
）

5

月
、
九
日
で
同
僚
と
な
っ
た
森
園

天
涙
（
も
り
ぞ
の
て
ん
る
い
）
と
と
も

に
九
州
詩
社
を
起
こ
し
、
短
歌
雑
誌
『
山

上
の
火
』
を
創
刊
し
ま
し
た
。
森
園
天

涙
は
是
山
よ
り
も

3

歳
年
下
で
、
鹿

児
島
県
上
東
郷
村
藤
川
（
現
在
の
薩
摩

川
内
市
東
郷
町
藤
川
）
の
生
ま
れ
で
す
。

大
正
２
年
（
１
９
１
３
年
）
に
九
日
に

入
社
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
雑
誌
の
誌
友
に
は
歌
人
の
上
田

沙
丹
（
う
え
だ
さ
た
ん
・
五
高
、
東
大

と
進
み
、
大
正
日
日
新
聞
の
記
者
に
な

っ
た
）、
波
田
愛
子
（
な
み
だ
あ
い
こ
・

の
ち
に
悲
劇
の
歌
人
と
も
い
わ
れ
た
）

ら
が
お
り
、
こ
の
雑
誌
は
短
歌
だ
け
で

な
く
、
評
論
、
詩
な
ど
も
掲
載
さ
れ
、

90

ペ
ー
ジ
程
に
及
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
。

と
い
い
ま
す
。
は
じ
め
九
州
詩
社
は
天

涙
が
住
ん
で
い
た
北
新
坪
井
町
が
発
行

所
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
天
涙
が
大

正

4

年

9

月
に
上
京
し
た
後
は
、
是

山
の
住
所
で
あ
る
北
千
反
畑
町

6

番

地
が
発
行
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。
九
州

詩
社
は
『
山
上
の
火
』
の
発
行
だ
け
で

な
く
、
大
正

4

年

11

月
に
は
、
波
田

愛
子
の
歌
集
『
待
宵
草
』
を
東
京
の
莫

哀
社
と
共
同
で
出
版
し
て
い
ま
す
。
天

涙
や
是
山
ら
が
同
人
を
広
く
世
に
出
そ

う
と
す
る
姿
勢
が
伺
え
ま
す
。『
山
上
の

火
』
は
残
念
な
が
ら
天
涙
の
上
京
後
、

大
正

5

年
末
ま
で
で
廃
刊
と
な
り
ま

す
が
、
第
五
高
等
学
校
（
現
在
の
熊
本

大
学
）
の
学
生
や
熊
本
市
内
外
、
県
外

か
ら
も
寄
稿
が
あ
っ
て
、
是
山
は
後
年

「
地
方
の
短
歌
雑
誌
と
し
て
は
異
彩
あ

る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
評
し
て
い
ま
す
。 

 ◆
俳
誌
『銀
杏
』や
『燄
』
の
発
刊 

熊
本
の
新
派
俳
句
の
隆
興
は
第
五
高

等
学
校
の
英
語
教
師
と
し
て
赴
任
し
た

夏
目
漱
石
の
存
在
が
大
き
く
、
熊
本
で

新
派
俳
句
を
盛
ん
に
し
ま
す
。
明
治

31

年
（
１
８
９
８
年
）
10

月
、
当
時

の
五
高
生
達
や
、
池
松
迂
巷
（
い
け
ま

つ
う
こ
う
）、
渋
川
玄
耳
（
し
ぶ
か
わ
げ

ん
じ
）、
竹
田
双
松
ら
を
中
心
に
俳
句
結

社
「
紫
溟
吟
社
（
し
め
い
ぎ
ん
し
ゃ
）」

が
創
立
さ
れ
た
の
も
そ
の
大
き
な
流
れ

で
す
。「
紫
溟
吟
社
」
は
、
熊
本
で
新
派

俳
句
を
普
及
さ
せ
、
根
つ
か
せ
る
こ
と

が
目
的
と
さ
れ
、
漱
石
が
熊
本
を
離
れ

た
あ
と
明
治

34

年
（
１
９
０
１
年
）

6

月
か
ら
翌

35

年
５
月
ま
で
機
関

誌
『
銀
杏
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

是
山
は
、
こ
の
明
治
後
期
に
活
発
だ
っ

た
俳
句
運
動
を
目
指
し
、
大
正

6

年
、

７
年
頃
、「
紫
溟
吟
社
」
に
も
参
加
し
た

竹
田
双
松
と
と
も
に
は
俳
誌
『
銀
杏
』

を
復
活
さ
せ
ま
し
た
。 

文
芸
に
懸
け
る
情
熱 

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
中
の
是
山
（そ
の
２
） 

3１歳の是山 

 

美しい装丁の波田愛子歌集『待宵草』（左）。   

発行所の「九州詩社」は、当時の是山の住所

である「北千反畑町 6番地」となっている。 
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残
念
な
が
ら
こ
の
『
銀
杏
』
の
刊
行

は
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、

昭
和
に
入
っ
て
是
山
ら
が
創
刊
し
た
俳

誌
『
か
は
が
ら
し
』
の
第
１
０
０
号
記

念
誌
（
昭
和

10

年

7

月

1

日
発
行
）

の
中
で
は
、「（『
か
は
が
ら
し
』
は
）
第

１
期
の
『
銀
杏
』
以
来
の
精
神
を
継
承

し
、
あ
く
ま
で
郷
土
雑
誌
と
し
て
の
歩

み
を
続
け
、
い
か
に
未
熟
で
あ
っ
て
も

（
中
略
）
、
世
上
の
流
行
流
派
の
外
に
超

然
と
し
て
、
独
自
一
己
の
境
地
を
開
拓

せ
ん
と
す
る
の
で
あ
っ
た
」
と
、『
か
は

が
ら
し
』
に
託
し
た
『
銀
杏
』
の
精
神

を
語
っ
て
い
ま
す
。 

ま
た
是
山
は
大
正
の
同
じ
ご
ろ
、
俳

誌
『
燄
（
ほ
の
お
）
』
の
創
刊
に
も
参
加

し
て
い
ま
す
。
こ
の
俳
誌
に
は
漱
石
離

熊
後
の
紫
溟
吟
社
を
守
っ
た
広
瀬
楚
雨

（
ひ
ろ
せ
そ
う
）
や
、
後
に
九
日
の
「
九

日
俳
壇
」
の
選
者
と
な
る
三
浦
十
八
公

（
み
う
ら
じ
ゅ
う
は
ち
こ
う
）、
後
に
是

山
と
『
か
は
が
ら
し
』
創
刊
を
共
に
す

る
末
次
青
雉
（
す
え
つ
ぐ
せ
い
ち
）
ら

が
い
ま
し
た
。 

 ◆
是
山
の
若
き
日
の
エ
ピ
ソ
ー
ド 

～
高
濱
虚
子
来
熊
を
め
ぐ
って
～ 

是
山
は
九
日
で
も
、
当
時
閑
文
字
と

し
て
小
さ
く
扱
わ
れ
て
い
た
文
芸
欄
を

充
実
さ
せ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
集
大
成

と
も
い
う
べ
き
紙
面
が
大
正
６
年
元
旦

の
「
懸
賞
文
芸
」
の
面
で
、
高
濱
虚
子

や
与
謝
野
晶
子
ら
一
流
の
俳
人
、
歌
人

ら
が
選
者
を
務
め
て
い
ま
す
。 

高
濱
虚
子
は
、
こ
の
「
懸
賞
文
芸
」

の
選
者
を
務
め
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と

な
り
、
こ
の
年
の

10

月
、
初
め
て
熊
本

を
訪
れ
ま
し
た
。
し
か
し
こ
れ
に
は
若

き
是
山
と
句
友
た
ち
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

あ
り
ま
し
た
。 

是
山
は
昭
和

28

年
（
１
９
５
３
年
）

10

月
発
行
の
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
「
若

き
日
の
虚
子
像
」
と
し
て
、
こ
の
こ
と

を
詳
し
く
書
い
て
い
ま
す
。 

エ
ピ
ソ
ー
ド
の
き
っ
か
け
は
そ
の
年

の

10

月

9

日
付
け
で
大
阪
の
俳
人
・

青
木
月
斗
（
あ
お
き
げ
っ
と
）
か
ら
送

ら
れ
て
き
た
是
山
宛
て
の
葉
書
で
し
た
。

月
斗
は
正
岡
子
規
の
門
下
で
九
州
で
も

熱
心
に
句
作
の
指
導
に
当
た
っ
て
い
ま

し
た
。 

こ
の
時
の
葉
書
に
は
、
概
略
次
の
よ

う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。 

虚
子
が
松
山
に
帰
省
し
、
そ
の
後

10

月

20

日
ご
ろ
博
多
に
向
か
い
熊

本
へ
行
く
と
の
こ
と
。
来
熊
の
日
取
り

は
虚
子
が
貴
下
へ
連
絡
さ
れ
る
と
の
こ

と
だ
。
来
熊
は
初
め
て
な
の
で
、
紫
溟

吟
社
の
仲
間
な
ど
と
集
ま
り
気
炎
を
上

げ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
も
の

で
し
た
。 

是
山
は
じ
め
地
元
の
俳
人
は
浮
足
立

ち
、
今
日
か
今
日
か
と
連
絡
を
待
ち
受

け
ま
す
。
と
こ
ろ
が
い
つ
ま
で
た
っ
て

も
連
絡
が
な
く
、
三
浦
十
八
公
が
気
色

ば
ん
で
是
山
の
と
こ
ろ
へ
や
っ
て
き
ま

す
。
そ
し
て
十
八
公
が
「
虚
子
は
福
岡

に
来
て
い
る
ぞ
、
あ
し
た
は
東
京
に
帰

る
と
今
朝
の
博
多
日
日
新
聞
に
出
て
い

る
」
と
い
う
の
で
す
。
二
人
は
、「
博
多

の
連
中
が
２
日
と
も
（
虚
子
を
）
独
占

し
て
熊
本
に
遣
ら
ん
の
は
怪
し
か
ら
ん
」

と
憤
慨
し
、
す
ぐ
に
博
多
へ
向
か
い
ま

す
。
そ
し
て
宿
と
な
っ
て
い
る
奥
の
堂

町
の
醸
造
家
・
加
野
宗
三
郎
氏
の
家
に

行
き
、
博
多
の
句
友
相
手
に
喧
嘩
腰
で

す
。
「
初
め
て
九
州
入
り
し
た
先
生
を
、

明
治
新
俳
壇
発
祥
の
地
で
あ
る
、
漱
石

以
来
の
熊
本
に
、
一
日
だ
け
で
も
や
ら

ぬ
と
い
う
理
由
は
無
い
」
と
直
談
判
。

つ
い
に
は
虚
子
を
熊
本
に
連
れ
て
来
る

の
で
す
。

10

月

20

日
の
こ
と
で
す
。 

熊
本
で
は
そ
の
夜
、
急
き
ょ

50

人

近
く
が
集
ま
り
句
会
を
開
き
ま
す
。
句

会
は

10

時
過
ぎ
ま
で
続
き
、
洗
馬
の

綿
屋
旅
館
へ
向
か
い
ま
し
た
。
是
山
は
、

広
瀬
楚
雨
や
末
次
青
雉
、
三
浦
十
八
公

ら
と
同
行
し
、
一
晩
通
し
て
虚
子
を
囲

み
俳
論
を
交
わ
し
ま
し
た
。
そ
し
て
次

の
朝
は
、
昨
夜
集
ま
っ
た
幾
人
か
が
ま

た
集
ま
り
、
揮
毫
を
頼
ん
だ
り
、
歓
迎

の
小
宴
を
し
た
り
、
記
念
撮
影
を
し
た

り
し
て
過
ご
し
ま
す
。
そ
し
て
気
が
付

け
ば
汽
車
の
時
間
ま
で
あ
と

20

分
。

今
度
は
慌
て
て
二
人
曳
の
人
力
車
７
、

８
台
を
仕
立
て
て
大
急
ぎ
で
熊
本
駅
へ

向
か
い
、
何
と
か
滑
り
込
み
で
虚
子
を

汽
車
に
乗
せ
た
の
で
す
。 

是
山
た
ち
に
は
感
激
の

2

日
間
で

し
た
が
、
虚
子
に
と
っ
て
も
よ
ほ
ど
印

象
深
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

40

年
ほ

ど
経
っ
て
か
ら
の
是
山
へ
の
手
紙
で
、

「
あ
な
た
の
行
き
届
い
た
斡
旋
で
愉
快

な

2

日
間
を
過
ご
し
た
記
憶
は
、（
中

略
）
今
な
お
鮮
明
に
頭
に
残
っ
て
い
ま

す
」
と
思
い
出
深
く
回
想
し
て
い
ま
す
。 

〈
主
な
参
考
文
献
〉 

熊
本
県
史 

近
代
編
第
２
、
３ 

熊
本
県 

黎
明
期
の
人
々
西
日
本
文
壇
前
史 

原
田
種
夫
著 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

大正 6年 10月 21日、高濱虚子来熊時の、洗場の綿屋旅

館での記念写真。 中列中央が虚子。その列、右から 2人

目が是山。                                            

（洗場の綿屋旅館にて） 
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こ
の
筆
塚
は
昭
和

25

年

11

月

25

日
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
す
。 

落
葉
焚
く
凡
庸
の
山
眺
め
つ
つ 

と
是
山
が
昭
和

15

年
（
当
時

54

歳
）

に
詠
ん
だ
句
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。 

除
幕
式
は
午
後
１
時
半
か
ら
行
わ
れ
、

高
瀬
や
大
川
な
ど
か
ら
の
参
加
者
も
含

め
、
東
火
社
の
諸
友

40

名
ほ
ど
が
出

席
し
盛
大
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
夜
に
は 

 
 

 
 

 
 

 

「
落
葉
句
会
」
が
開
催
さ
れ
た
そ
う

で
す
。 

是
山
は
こ
の
年
の
『
東
火
』
12

月
号

で
、
こ
の
筆
塚
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て

い
ま
す
。 

「
私
は
焚
火
が
好
き
で
あ
る
。
取
り
立

て
ゝ
云
ふ
程
の
名
も
な
い
凡
庸
な
山
々
、

龍
田
山
、
金
峰
山
等
を
眺
め
て
云
々
。

（
中
略
）
文
筆
生
活

40

余
年
、
私
如
き

凡
庸
な
る
も
の
ゝ
原
稿
が
紙
屑
同
様
捨

て
ら
れ
て
仕
舞
ふ
。
そ
れ
で
最
初
は
原

稿
塚
を
と
考
え
た
が
、（
中
略
）
語
呂
が

如
何
に
も
ご
つ
ご
つ
し
て
ゐ
る
。
そ
れ

で
い
っ
そ
筆
塚
に
し
た
ら
と
思
い
立
っ

た
。
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。 

碑
石
は
御
船
町
で
見
つ
か
っ
た
竹
葉

石
（
ち
く
よ
う
せ
き
）
が
使
用
さ
れ
て

お
り
、
石
碑
の
裏
側
に
は
、
「
東
火
社 

諸
友
建
立
」
と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。 

昭和 25年１１月２５日に淡成居庭

内に建立された是山の筆塚。 

後
藤
是
山
記
念
館
へ 

行
こ
う
！ 

 

熊本市記念館探訪 

熊本藩川尻米蔵（南区川尻 3 丁目３-30） 

熊本藩川尻米蔵は令和 5 年 

（2023 年）に開館した記念館 

です。 

川尻米蔵と加勢川に面する 

船着場跡、御船手渡し場跡の 

一帯が国指定史跡として指定 

されています。 

この記念館では、熊本藩の 

物流・水運の様子や川尻の歴史も知ることができます。また

米蔵の内部の頑丈に組まれた木造建築構造も圧巻です。 

この川尻米蔵のすぐ近くに「川尻公会堂」があります。こ

の公会堂は、銘酒瑞鷹醸造元の基礎を築き、多くの公共にも

尽力した吉村彦太郎氏が、川尻の発展のためにと、昭和 5 年

（1930 年）に贈った施設です。この敷地内には彦太郎氏の業

績をたたえ昭和 6 年 12 月に建立された『懐徳碑』がありま

す。実はこの碑文、後藤是山が書いているんですよ。 

川尻米蔵ご来館の際は、公会堂にもお立ち寄りください。 

（熊本藩川尻米蔵 ℡096‐358‐8008） 

 

 

第４号 
 熊本市後藤是山記念館だより 

『淡 成 居』 
発行日 
令和７年(２０２５年)３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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

淡
成
居
の
庭
に
建
立
さ
れ
た 

是
山
の
『筆
塚
』 

年貢米が収納されていた「外城蔵」跡 

碑石に刻まれている是山筆の句。  

“落葉焚く凡庸の山眺めつつ”と刻まれ

ている。 


