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昭
和
９
年
６
月
１
日
発
行
の
俳
誌

『
か
は
が
ら
し
』
に
是
山
が
「
登
山
バ

ス
」
と
題
し
て
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
載
せ
て

い
ま
す
。
文
の
冒
頭
か
ら
阿
蘇
登
山
バ

ス
の
バ
ス
ガ
ー
ル
の
声
が
響
き
ま
す
。

そ
の
声
の
調
子
が
と
て
も
良
い
の
で
引

用
し
ま
す
と
、 

「
北
は
彼
方
の
外
輪
の
、
そ
の
中
央
に

突
き
出
た
る
、
遠
見
ケ
鼻
は
文
豪
の
、

徳
富
蘇
峰
先
生
に
、
大
観
望
と
名
付
け

ら
れ
、
そ
こ
に
登
れ
ば
大
阿
蘇
も
、
一

目
見
ゆ
る
と
申
し
ま
す
」
と
続
き
ま
す
。

そ
の
声
が
終
わ
る
と
今
度
は
バ
ス
中
に

に
わ
か
に
雷
の
よ
う
な
拍
手
が
起
こ
り

ま
す
。
実
は
こ
の
バ
ス
に
は
蘇
峰
と
静

子
夫
人
も
同
乗
し
て
い
て
、
二
人
は
皆

に
囲
ま
れ
に
こ
に
こ
と
し
て
い
た
そ
う

で
す
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
昭
和
９
年

４
月

30

日
の
こ
と
で
し
た
。 

現
在
で
は
阿
蘇
の
「
大
観
峰
」
は
、

蘇
峰
が
大
正

11

年
５
月

18

日
に
命

名
し
て
い
る
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い

ま
す
が
、
調
べ
て
み
ま
す
と
昭
和

4

年
と
あ
っ
た
り
、
物
の
本
に
は
昭
和

7

年
と
書
い
て
あ
っ
た
り
も
し
ま
す
。 

 

是
山
も
こ
の
こ
と
を
心
配
し
て
、『
大

観
峰
碑
』
の
除
幕
式
の
あ
っ
た
昭
和

33

年
（
１
９
５
８
年
）
５
月
５
日
を
機

に
、「
大
観
峰
」
命
名
の
由
来
を
明
ら
か

に
し
て
い
ま
す
。
蘇
峰
の
著
し
た
『
煙

霞
勝
遊
記
（
え
ん
か
し
ょ
う
ゆ
う
き
）』

に
そ
の
こ
と
が
詳
し
く
書
か
れ
て
お
り
、

是
山
は
そ
れ
を
引
用
し
て
い
ま
す
。
命

名
前
日
の

5

月

17

日
は
蘇
峰
ら
一

行
は
南
郷
谷
側
、
垂
玉
温
泉
か
ら
阿
蘇

登
山
を
開
始
し
火
口
ま
で
登
り
、
帰
り

は
阿
蘇
谷
側
へ
と
下
り
内
牧
の
塘
下
温

泉
に
一
泊
し
た
と
あ
り
ま
す
。
蘇
峰
は

阿
蘇
登
山
中
に
見
下
ろ
す
風
景
に
「
展

望
の
妙
は
、
唯
だ
逶
迤
（
い
い
）
た
る

裾
野
を
、
見
下
す
の
み
で
な
く
、
屏
の

如
く
立
て
回
す
外
輪
山
を
み
る
の
だ
」

と
感
動
を
語
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
こ
の

日
蘇
峰
は
「
大
正

11

年
５
月

17

日
、

徳
富
蘇
峰
阿
蘇
山
に
登
る
」
と
い
う
１

句
を
残
し
て
い
ま
す
。「
蘇
峰
」
と
い
う

雅
号
か
ら
、
本
当
に
阿
蘇
山
に
登
っ
た

こ
と
が
あ
る
の
か
、
と
ひ
や
か
す
人
も

あ
っ
た
ら
し
く
、「
今
や
蘇
峰
阿
蘇
山
を

知
る
を
得
た
」
と
の
証
明
の
裏
書
と
し

た
そ
う
で
す
。 

そ
し
て
翌

18

日
、
い
よ
い
よ
遠
見

ケ
鼻
に
登
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
是
山
も

同
行
し
て
い
ま
す
が
、
熊
本
師
範
学
校

教
諭
の
角
田
政
治
ら
２
、
３
の
人
達
が

遠
見
ケ
鼻
に
新
名
を
つ
け
て
ほ
し
い
と

強
く
迫
っ
た
そ
う
で
す
。
蘇
峰
は
昔
か

ら
立
派
な
名
前
が
あ
る
か
ら
今
更
必
要

は
な
い
と
固
辞
し
た
の
で
す
が
、
そ
れ

が
ど
う
し
て
も
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
や

む
を
得
ず
、『
大
観
峰
』
で
は
い
か
が
で

あ
ろ
う
か
、
と
問
い
、
一
同
、
大
賛
成
！

と
拍
手
が
起
こ
っ
た
そ
う
で
す
。 

そ
の
日
蘇
峰
ら
は
宮
地
の
蘇
門
館
に

宿
泊
し
ま
し
た
が
、
翌
日
是
山
に
は
「
大

観
峰
。
為
是
山
詩
宗
、
任
戌
（
み
ず
の

え
い
ぬ
）
五
月
十
九
日
於
宮
地
蘇
門
館
、

蘇
峰
生
」
と
揮
毫
さ
れ
た
扇
子
が
贈
ら

れ
た
そ
う
で
す
。 
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大
正
時
代
に
入
る
と
熊
本
に
も
多
く

の
文
化
人
や
芸
術
家
が
訪
れ
、
様
々
な

文
化
事
業
が
行
わ
れ
ま
す
。
今
回
は
是

山
が
か
か
わ
っ
た
文
化
事
業
か
ら
２
つ

を
紹
介
し
ま
す
。 

 ◆
島
村
抱
月
と
松
井
須
磨
子
の 

『復
活
』熊
本
公
演 

島
村
抱
月
が
率
い
る
劇
団
「
芸
術
座
」

の
公
演
が
、
大
正

4

年
（
１
９
１
５
年
）

2

月

4

日
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
是
山

は
こ
の
時
、
島
村
抱
月
と
女
優
松
井
須

磨
子
を
福
岡
ま
で
迎
え
に
行
っ
て
い
ま

す
。
公
演
会
場
は
当
時
練
兵
町
に
あ
っ

た
大
和
座
で
、
こ
こ
は
２
５
０
０
人
収

容
の
歌
舞
伎
専
用
の
劇
場
で
し
た
。
ま

ず
上
演
に
先
立
っ
て
島
村
抱
月
と
劇
作

家
・
中
村
吉
蔵
の
文
芸
講
演
会
が
行
わ

れ
、
そ
の
後
、
抱
月
が
翻
訳
し
脚
本
に

し
た
ト
ル
ス
ト
イ
の
『
復
活
』
が
松
井

須
磨
子
を
主
役
と
し
て
公
演
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
公
演
は
大
盛
況
を
収
め
、

6

日
の
九
州
日
日
新
聞
に
は
、「
初
日

は
開
幕
前
に
満
員
と
な
り
、
昨
日
も
午

後

5

時
の
開
幕
に

2

時
頃
よ
り
木

戸
は
混
雑
を
な
し
た
り
」
と
書
か
れ
、

同
紙
の
「
大
和
座
劇
評
」
欄
に
は
「
須

磨
子
が
天
才
で
あ
る
こ
と
は
誰
し
も
拒

む
こ
と
は
で
き
な
い
。
ヨ
シ
日
本
物
に

不
成
功
で
あ
っ
て
も
天
才
は
天
才
に
違

い
な
い
の
で
あ
る
」
と
ま
で
ほ
め
た
た

え
て
い
ま
す
。 

島
村
抱
月
は
明
治
４
年
（
１
８
７
１

年
）
島
根
県
の
現
在
の
浜
田
市
の
生
ま

れ
で
、
ロ
シ
ア
の
演
劇
団
と
共
同
公
演

を
成
功
さ
せ
る
な
ど
日
本
の
近
代
演
劇

を
強
く
推
進
し
て
い
き
ま
す
。
ま
た
松

井
須
磨
子
は
明
治

19

年
（
１
８
８
６

年
）
の
生
ま
れ
で
、
新
劇
女
優
、
ま
た

歌
手
と
し
て
活
躍
し
ま
す
。『
復
活
』
の

劇
中
須
磨
子
が
歌
っ
た
「
カ
チ
ュ
ー
シ

ャ
の
唄
」
は
熊
本
で
も
流
行
歌
に
な
っ

て
子
供
た
ち
ま
で
が
歌
っ
た
と
言
い
ま

す
。 し

か
し
こ
ん
な
華
や
か
な
二
人
で
す

が
、
そ
の
裏
で
は
妻
子
の
あ
っ
た
抱
月

と
須
磨
子
の
恋
愛
関
係
が
演
劇
の
高
評

価
と
は
別
に
大
き
な
話
題
と
な
っ
て
い

ま
し
た
。
こ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
て
上
演

前
に
熊
本
で
計
画
さ
れ
た
抱
月
ら
の
講

演
会
で
は
是
山
が
後
援
を
依
頼
し
て
回

っ
て
も

10

数
人
中
承
諾
し
た
の
は
１
、

２
人
だ
っ
た
と
言
い
ま
す
。 

そ
ん
な
二
人
を
是
山
は
熊
本
公
演
の

た
め
福
岡
に
迎
え
に
行
き
ま
し
た
。 

是
山
は
、
こ
の
時
の
車
中
で
の
二
人

の
様
子
を
回
想
し
、「（
須
磨
子
が
疲
れ
）

そ
の
う
ち
寝
入
っ
て
し
ま
う
と
（
抱
月

が
）
自
分
の
羽
織
を
脱
い
で
着
せ
か
け

る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
の
須
磨
子
の

足
袋
の
汚
れ
が
、
ど
う
し
た
の
か
い
つ

ま
で
も
印
象
に
残
っ
て
い
て
、
侘
し
い

思
い
に
さ
せ
る
の
だ
っ
た
。（
中
略
）
そ

う
し
た
須
磨
子
に
さ
て
会
っ
て
み
る
と
、

ほ
と
ん
ど
ど
こ
に
も
人
気
者
ら
し
い
と

こ
ろ
も
見
え
ず
、
そ
の
服
装
な
ど
も
女

優
と
し
て
は
質
素
以
上
の
も
の
で
あ
っ

た
」
と
書
き
残
し
て
い
ま
す
。 

是
山
の
胸
中
も
二
人
の
姿
を
見
て
複

雑
な
思
い
を
抱
い
た
よ
う
で
す
。 

そ
し
て
こ
の
公
演
が
終
わ
っ
て
次
の

公
演
地
、
長
崎
に
向
か
っ
た
抱
月
か
ら

是
山
へ
お
礼
の
手
紙
が
届
き
ま
す
。
そ

の
手
紙
に
は
、「
暑
い
よ
う
な
冷
た
い
よ

う
な
、
そ
し
て
濃
淡
の
対
照
の
強
い
墨

絵
の
よ
う
な
熊
本
の
印
象
も
、
永
く
忘

れ
ま
じ
く
候
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
公

演
の
成
功
と
理
解
さ
れ
が
た
い
二
人
の

関
係
の
両
面
を
吐
露
し
た
抱
月
の
言
葉

が
あ
り
ま
し
た
。 

抱
月
は
大
正

7

年

11

月
、
世
界
的

 

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
中
の
是
山
（そ
の
３
） 

２
つ
の 

文
化
事
業
の
思
い
出 

島
村
抱
月
が
是
山
に
宛
て
た
『
復
活
』
熊
本
公
演

の
お
礼
状
。  

 

（
大
正
４
年
２
月
11
日
付
け
） 

 

3９歳の是山 
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に
流
行
し
た
ス
ペ
イ
ン
風
邪
で
亡
く
な

り
ま
す
。
そ
し
て
須
磨
子
は
そ
の

2

か
月
後
に
後
追
い
自
殺
を
し
て
亡
く
な

り
ま
し
た
。 

 ◆
九
州
日
日
新
聞
社
社
屋
で 

東
台
彫
塑
会
展
覧
会
を
開
催 

も
う
一
つ
の
思
い
出
と
し
て
、
大
正

14

年
４
月
に
九
州
日
日
新
聞
社
の
社

屋
で
開
催
さ
れ
た
朝
倉
文
夫
の
主
宰
す

る
東
台
彫
塑
会
展
覧
会
を
紹
介
し
ま
す
。 

朝
倉
文
夫
と
い
う
と
「
東
洋
の
ロ
ダ

ン
」
と
い
わ
れ
、
大
正
、
昭
和
と
活
躍

し
た
近
代
日
本
彫
塑
界
の
巨
匠
で
す
。

大
正

10

年
（
１
９
２
１
年
）
に
東
京
美

術
学
校
の
教
授
と
な
り
、
昭
和

23

年

（
１
９
４
８
年
）
に
は
文
化
勲
章
を
受

章
し
て
い
ま
す
。
現
在
の
大
分
県
豊
後

大
野
市
朝
地
町
の
出
身
で
、
是
山
の
３

歳
年
上
に
な
り
、
旧
制
竹
田
中
学
校
時

代
か
ら
の
親
友
で
し
た
。 

朝
倉
文
夫
は
代
表
作
「
墓
守
」
で
有

名
で
す
が
、
早
稲
田
大
学
や
国
会
議
事

堂
に
あ
る
大
隈
重
信
像
な
ど
を
制
作
し

た
人
で
、
熊
本
で
は
島
崎
に
あ
る
三
賢

堂
の
肥
後
の
３
賢
人
の
一
人
加
藤
清
正

像
を
制
作
し
、
ま
た
、
も
と
は
熊
本
城

内
に
あ
っ
て
現
在
は
高
橋
公
園
に
移
設

さ
れ
て
い
る
谷
干
城
の
銅
像
も
制
作
し

て
い
ま
す
。
東
京
の
朝
倉
文
夫
の
ア
ト

リ
エ
兼
住
居
だ
っ
た
と
こ
ろ
は
現
在
、

台
東
区
立
朝
倉
彫
塑
館
と
な
っ
て
お
り
、

大
分
県
豊
後
大
野
市
朝
地
町
に
も
朝
倉

文
夫
記
念
館
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。 

東
台
彫
塑
会
と
い
う
の
は
朝
倉
文
夫

が
主
宰
す
る
東
京
美
術
学
校
彫
刻
科
の

卒
業
生
ら
で
結
成
さ
れ
た
団
体
で
、
熊

本
で
の
彫
塑
展
は
是
山
と
文
夫
と
の
交

友
関
係
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
実
現
し
た

も
の
で
し
た
。 

こ
の
展
覧
会
は
、
大
正
９
年
（
１
９

２
０
年
）
に
火
事
で
全
焼
し
、
そ
の
後

同

11

年
に
建
て
替
え
ら
れ
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト

3

階
建
て
の
新
社
屋
を
使

っ
て
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
の

展
示
は
朝
倉
文
夫
の
大
規
模
好
み
の
大

変
凝
っ
た
展
示
方
法
で
貫
か
れ
て
お
り
、

『
後
藤
是
山
遺
文 

そ
の
こ
ろ
』
に
は
、

こ
の
時
の
様
子
が
詳
し
く
書
か
れ
て
い

ま
す
。 

「
当
時
の
社
長
は
山
田
珠
一
氏
、
会
場

は
火
災
後
新
築
の
社
屋
、
３
階
の
大
広

間
（
会
議
室
）
を
中
心
に
し
て
、
２
階

の
編
集
室
、
植
字
室
を
除
く
、
階
上
、

階
下
の
殆
ど
全
部
の
大
小
各
室
を
充
て

た
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
「
電
車
通

り
か
ら
社
屋
の
裏
に
臨
時
の
出
入
り
口

を
開
け
て
、
３
階
ま
で
の
土
運
搬
用
の

梯
子
を
懸
け
、
荷
車
何
十
台
か
の
土
を

毎
日
運
び
込
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
結
果
、
造
園
師
の
力
も
借
り
て
３

階
大
広
間
に
は
、
築
山
や
泉
水
が
造
ら

れ
、
そ
の
山
裾
に
は

10

数
本
の
松
が

植
え
ら
れ
ベ
ン
チ
ま
で
設
置
さ
れ
た
そ

う
で
す
。
ほ
か
の
部
屋
で
も
準
備
は
進

み
、
応
援
に
駆
け
付
け
た
彫
刻
家
や
美

術
学
生
の
手
も
借
り
て
数
十
点
の
作
品

が
展
示
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
の
展
覧
会
は
驚
く
よ
う
に
凝
っ
た

展
示
が
話
題
に
な
り
ま
し
た
が
、
展
示

さ
れ
た
作
品
の
半
分
以
上
が
裸
体
像
で

し
た
。
時
代
は
大
正
時
代
。
い
く
ら
芸

術
作
品
の
展
示
と
は
言
え
、
裸
体
像
は

彫
刻
だ
け
で
な
く
絵
画
に
お
い
て
も
風

俗
壊
乱
だ
と
咎
め
ら
れ
、
幕
を
か
け
ら

れ
た
り
し
て
い
た
時
代
で
す
。
そ
う
い

う
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
れ
が
当
時
の
熊

本
で
は
大
き
な
話
題
と
な
っ
て
、
こ
の

展
覧
会
は
「
新
し
い
と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
一
種
の
驚
異
で
あ
っ
た
」
と
是

山
は
回
想
し
て
い
ま
す
。 

開
会
翌
日
の
大
正

14

年

4

月

4

日
の
九
州
日
日
新
聞
を
見
る
と
、

4

月

3

日
、
午
前

9

時
に
華
々
し
く
蓋

が
開
き
、
南
九
州
初
の
試
み
で
あ
っ
た

こ
と
や
朝
倉
文
夫
が
率
い
る
展
覧
会
で

も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
開
会
早
々
宮
崎

や
福
岡
な
ど
か
ら
も
団
体
客
が
訪
れ
、

渦
を
巻
く
入
場
だ
っ
た
と
盛
大
に
伝
え

て
い
ま
す
。 

是
山
は
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
時

代
、
様
々
な
文
化
が
活
発
に
花
開
く
中
、

文
化
事
業
を
通
し
て
演
劇
や
美
術
文
化

の
振
興
に
も
大
き
く
貢
献
し
て
い
き
ま

し
た
。 

 

東
台
彫
塑
会
展
覧
会
時
の
記
念
写
真
。  

 
 
 

中
央
が
朝
倉
文
夫
。
そ
の
左
が
是
山
。 

〈
主
な
参
考
文
献
〉 

 
 

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 
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本
記
念
館
で
は
令
和

7

年

6

月

20

日
か
ら
、
後
藤
是
山
の
大
正
時
代

の
活
躍
に
焦
点
を
当
て
た
企
画
展
を
開

催
し
て
い
ま
す
。 

是
山
は
明
治

45

年
に
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
に
帰
っ
て
き
ま
す
。
是

山

26

歳
の
時
で
す
。
時
代
は
す
ぐ
に

大
正
へ
と
移
り
、
政
治
や
社
会
の
面
だ

け
で
な
く
文
化
の
面
で
も
人
々
が
高
揚

し
た
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
時
代

と
な
り
ま
す
。
是
山
は
そ
ん
な
時
代
の

空
気
を
敏
感
に
感
じ
取
り
、
若
き
情
熱

を
燃
や
し
ま
す
。 

今
回
の
企
画
展
で
は
、
こ
の
大
正
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
時
代
の
中
、
熊
本
で
起

こ
っ
た
郷
土
史
熱
に
対
し
、
是
山
が
新

聞
を
通
じ
て
そ
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
い

こ
う
と
す
る
姿
や
、
自
ら
の
短
歌
や
俳

句
の
才
を
生
か
し
文
芸
を
世
に
広
め
て

い
こ
う
と
す
る
姿
を
俳
人
・
高
濱
虚
子

の
来
熊
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
交
え
紹
介
し
て

い
ま
す
。
ま
た
是
山
が
関
わ
っ
た
文
化

事
業
の
中
か
ら
、
島
村
抱
月
、
松
井
須

磨
子
ら
に
よ
る
ト
ル
ス
ト
イ
の
『
復
活
』

劇
熊
本
公
演
と
朝
倉
文
夫
率
い
る
東
台

彫
塑
会
に
よ
る
熊
本
初
の
彫
塑
展
開
催

を
取
り
上
げ
、
新
聞
記
事
、
写
真
、
書

簡
、
是
山
の
回
想
文
に
よ
っ
て
紹
介
し

て
い
ま
す
。 

会
期
は

10

月
下
旬
ま
で
の
予
定
で

す
。
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
ご
来
館
く
だ
さ

い
。 

                           

              

も
い 

 

第５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)７月１日 
編集・発行・文責                     
熊本市後藤是山記念館長 植木英貴 
（熊本市文化財課所管） 

〒862‐0950 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

熊本市記念館探訪 

後
藤
是
山
記
念
館
へ 

行
こ
う
！ 

 

夏目漱石大江旧居（中央区水前寺公園 21-16） 

夏目漱石は熊本時代、6 回引っ越しを行っていますが、こ

の大江旧居は 3 番目の旧居になります。家主は落合東郭（漢

詩人、大正天皇の侍従）で、漱 

石は東郭が東京勤務だった頃、 

ここを借りていました。この家 

はもともと大江村（現在の新 

屋敷 1 丁目）にあったものです。た。 

漱石 13 回忌に当たる昭和３ 

年に夏目鏡子夫人が娘婿の松岡 

譲氏と共に来熊した際、是山が案内して大江にあったこの旧

居も訪れています。鏡子夫人は、漱石と暮らした当時のこと

を思い出し、大江村には水車があって、裏一面が田畑で眺め

もとてもよかったと回想しています。また漱石の小説『草枕』

の題材となった玉名の小天旅行へ出かけたのもこの旧居か

らでした。 

すぐ近くには洋学校教師館のジェーンズ邸もありますよ。 

是非一度お出かけください。 

（夏目漱石大江旧居 ℡096‐385‐2266） 

企
画
展

「大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
中
の
是
山
」 

を
開
催
し
て
い
ま
す
！ 

 


