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　久
留
米
藩
随
一
の
豪
商
・
手て

つ

や
津
屋

正し
ょ
う
す
け

助
が
所
有
し
た
全
５
巻
の
航
路
図
で

す
。
全
長
は
５
巻
あ
わ
せ
て
約
25
ｍ
に
及

び
ま
す
。
主
に
日
本
列
島
の
太
平
洋
側
が

描
か
れ
、
全
体
で
は
東
北
か
ら
江
戸
、
大

阪
を
経
て
九
州
に
い
た
り
ま
す
。

　そ
れ
ぞ
れ
内
容
を
見
る
と
、
各
地
の
城

郭
や
神
社
仏
閣
と
い
っ
た
名
所
の
ほ
か
、

所
々
に
集
落
を
描
き
、
距
離
や
航
海
上
の

注
意
点
を
文
字
で
記
し
た
箇
所
も
あ
り
ま

す
。
な
お
、
表
現
や
表
記
の
異
同
、
押
印

の
有
無
、
表
紙
の
違
い
な
ど
か
ら
、
巻
１

と
巻
２
、
巻
３
と
巻
４
が
そ
れ
ぞ
れ
対
を

な
し
、
巻
５
は
ま
た
別
に
作
成
さ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　実
際
の
日
本
列
島
は
起
伏
に
富
み
、
海

岸
線
が
複
雑
に
連
な
り
ま
す
。
一
方
、
こ

の
絵
巻
で
は
、
そ
の
独
特
の
地
形
が
長
い

紙
面
に
巧
み
に
収
め
ら
れ
、
山
や
海
が
色

鮮
や
か
に
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時

代
の
手
津
屋
の
人
々
が
、
絵
巻
を
手
に
航

海
の
旅
程
を
見
て
楽
し
む
様
子
が
想
像
さ

れ
ま
す
。

＊
関
連
記
事
（
12
ペ
ー
ジ
へ
）

　豪
商
の
絵
巻
で
た
ど
る

　江
戸
時
代
の
船
の
旅

海山名所図会　巻１及び巻２（部分）　作者不詳　江戸時代中期
九州の北部と南部を巻１、巻２に分けて描いている。有明海の北に久留米城がある。
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﹇ 

上
野
健
三
郎
家
資
料
（
第
１
次
） ﹈

　上
野
家
は
天
正
年
間
以
来
、
４
０
０
年

余
り
続
く
旧
家
で
、
江
戸
時
代
に
は
山
本

郡
柳
坂
組
の
大
庄
屋
を
務
め
ま
し
た
。
同

家
に
伝
来
し
た
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て

の
資
料
は
、
こ
れ
ま
で
８
次
に
わ
た
っ
て

寄
託
（
第
１
次
）、
寄
贈
（
第
２
〜
８
次
）

さ
れ
て
い
ま
す
。

　そ
の
う
ち
、
第
１
次
と
し
て
平
成
８
年

度
よ
り
寄
託
を
受
け
て
い
た
９
４
２
点
が

寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。
内
容
の
年
代
は
江
戸

時
代
前
期
か
ら
昭
和
戦
後
期
に
及
び
ま
す
。

《 

大
庄
屋
の
役
割
と
文
書 

》

　資
料
群
の
中
核
と
な
る
近
世
の
古
文
書

に
は
、
上
野
氏
を
大
庄
屋
役
に
任
ず
る
辞

令
や
、
そ
の
職
務
に
伴
っ
て
作
成
ま
た
は

受
理
さ
れ
た
書
類
が
伝
わ
り
ま
す
。
内
容

を
み
て
い
く
と
、
大
庄
屋
と
し
て
藩
法
の

伝
達
、
年
貢
徴
収
、
村
の
願
書
の
取
次
、

訴
訟
の
調
停
な
ど
、
村
々
の
支
配
の
た
め

職
務
を
全ま

っ
とう
す
る
上
野
氏
の
姿
が
浮
か
び

上
が
り
ま
す
。

　な
か
に
は
、
全
藩
規
模
に
及
び
約
５
万

人
が
蜂
起
し
た
宝
暦
一
揆
に
つ
い
て
、
庄

　寄
託
か
ら
寄
贈
へ

　久
留
米
藩
大
庄
屋
の
古
文
書
群柳坂組の「御立山」（藩有林）管理や年貢徴収に関

する大庄屋関係資料

﹇ 

堺
家
資
料 

﹈

　昭
和
の
初
め
頃
ま
で
は
、
子
ど
も
の
遊

び
道
具
と
い
え
ば
多
く
は
、
独こ

ま楽
や
凧た

こ
、

お
は
じ
き
や
お
手
玉
と
い
っ
た
純
粋
に
遊

び
を
楽
し
む
も
の
で
し
た
。

　知
育
玩
具
が
初
め
て
登
場
し
た
の
は
、

１
９
５
０
年
代
頃
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

１
９
７
０
年
代
に
入
り
、
日
本
に
教
育

ブ
ー
ム
が
訪
れ
る
と
、
教
材
の
よ
う
に
勉

強
を
さ
せ
る
目
的
で
作
ら
れ
た
も
の
が
多

く
な
り
ま
し
た
。

　堺
家
で
使
用
さ
れ
て
い
た
積
み
木
に

も
、
ひ
ら
が
な
五
十
音
が
書
か
れ
た
も
の

や
、「
あ
そ
び
な
が
ら 

じ
を
お
ぼ
え
る
」

と
箱
書
き
さ
れ
た
ひ
ら
が
な
カ
ー
ド
が
あ

り
ま
す
。

「
あ
そ
び
な
が
ら  

じ
を
お
ぼ
え
る
」

    

楽
し
く
遊
び
、
楽
し
く
学
ぶ

宝暦一揆関係の古文書（部分）
宝暦４年（1754）５月「乍恐奉願上覚」

知育玩具のひとつ　「あそびながら じをおぼえる
ひらがなカード」

屋
か
ら
の
報
告
書
や
、
百
姓
た
ち
か
ら
の

詫わ

び
状
が
残
り
、
山
本
郡
柳
坂
組
の
大
庄

屋
に
対
す
る
農
民
の
闘
い
の
推
移
を
詳
し

く
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

《 

写
真
に
み
る
上
野
家
の
近
代 

》

　近
代
以
降
の
資
料
は
写
真
が
中
心
で
、

家
族
の
幼
少
期
や
人
生
の
節
目
の
肖
像
写

真
、
卒
業
式
や
結
婚
式
、
同
窓
会
の
集
合

写
真
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　ま
た
、
地
域
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、

新に
い
な
め
さ
い

嘗
祭
耕
作
地
、
須す

さ

の

お

佐
能
袁
神
社
の
神
幸

行
事
を
撮
影
し
た
写
真
が
あ
り
ま
す
。
前

者
は
、上
野
雷
八
が
大
正
３
年（
１
９
１
４
）

の
新
嘗
祭
で
献
上
す
る
粟あ

わ

の
耕
作
者
に
選

ば
れ
た
時
の
も
の
で
す
。
後
者
は
、
行
列

の
様
子
や
境
内
の
に
ぎ
わ
い
を
写
し
て
い

ま
す
。
同
行
事
は
昭
和
59
年
に
市
の
無
形

民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

歴
史
を
示
す
資
料
と
し
て
も
貴
重
で
す
。須佐能袁神社の神幸行事
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　村
の
現
状
調
査
か
ら

　地
域
政
策
の
将
来
を
考
え
る

「郡町村是附録」（左）　「福岡縣生葉竹野郡是」（中）
「福岡縣竹野郡船越村是」（右）

　久
留
米
絣か
す
り

産
業
の
発
展
を
担
う

　近
代
の
手
織
り
職
人

國武特許絣合名会社勤続 10 年の精勤状。上部中
央には工具、周囲には煙突や立ち並ぶ工場がデザ
インされている

部屋の奥まで織機が並ぶ國武絣工場内部

﹇ 

西
田
家
資
料 

﹈
　

　久
留
米
絣
製
作
を
家
業
と
し
た
西
田
家

に
伝
来
し
た
資
料
群
で
、
内
容
は
主
に

家
業
関
係
と
家
族
の
出
征
関
係
で
構
成
さ

れ
て
い
ま
す
。
特
に
、
機は

た

織
り
の
名
手
と

し
て
知
ら
れ
た
西
田
マ
ツ
ヨ
氏
ゆ
か
り
の

品
々
は
、
近
代
久
留
米
絣
業
の
発
展
・
最

盛
期
の
一
端
を
伝
え
ま
す
。

　マ
ツ
ヨ
氏
は
、
明
治
18
年
（
１
８
８
５
）

に
御
井
町
の
織
屋
に
生
ま
れ
、
14
〜
15
歳

頃
よ
り
絣
を
織
り
始
め
ま
し
た
。
そ
の
腕

を
見
込
ま
れ
て
西
田
家
に
嫁
ぎ
、
40
歳
頃

に
は
、
絣
業
界
一
の
大
手
で
あ
る
國く

に
た
け武

特

許
絣
合
名
会
社
に
先
生
格
と
し
て
招
か
れ

る
ほ
ど
の
腕
前
で
し
た
。

　「精せ
い
き
ん
じ
ょ
う

勤
状
」
は
、
マ
ツ
ヨ
氏
の
國
武
特

許
絣
合
名
会
社
で
の
勤
務
が
満
10
年
を
迎

え
た
際
に
、
福
岡
県
鉱
工
聯れ
ん

合
会
総
裁
か

ら
贈
ら
れ
た
も
の
で
、「
模
範
タ
ル
ベ
キ
モ

ノ
ト
認
ム
」
と
あ
り
ま
す
。
同
聯
合
会
は
、

大
正
15
年
（
１
９
２
６
）
に
鉱
業
団
体
を

中
心
に
結
成
さ
れ
ま
し
た
。
労
務
者
表
彰
、

安
全
問
題
講
演
会
、
技
術
講
習
会
な
ど
の

事
業
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。

　國
武
特
許
絣
合
名
会
社
は
、
最
盛
期
に

は
約
６
０
０
名
の
工
場
従
業
員
と
２
千
人

に
の
ぼ
る
自
宅
織
工
が
在
籍
し
た
、
久
留

米
絣
の
生
産
拠
点
で
す
。
工
場
内
部
の
写

真
は
、
整
然
と
並
ん
だ
織
機
と
、
同
じ
柄

の
制
服
に
身
を
包
ん
だ
織
子
た
ち
の
姿
を

写
し
て
い
ま
す
。
き
り
り
と
し
た
表
情
か

ら
、
機
織
り
の
仕
事
に
誇
り
を
も
っ
て
真

剣
に
取
り
組
む
織
子
た
ち
の
意
気
込
み
が

伝
わ
っ
て
き
そ
う
で
す
。

「福岡縣生葉竹野郡是」
殖産興業の策について書かれた箇所

﹇ 

三
浦
家
資
料
（
第
２
次
） ﹈

　三
浦
家
は
、
生い

く
は
ぐ
ん
や
べ
む
ら

葉
郡
屋
部
村
の
阿あ

な
ん南

大

膳
正
が
筑
後
居
住
の
初
代
と
伝
え
ら
れ
、

元
和
９
年
（
１
６
２
３
）
に
竹た

け
の
ぐ
ん

野
郡
分わ

き
ち地

村む
ら

に
移
り
住
ん
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

５
代
の
時
に
三
浦
に
改
称
し
、６
代
以
降
、

蔵く
ら
は
ち
む
ら

八
村
の
庄
屋
や
下
見
役
、
川
筋
見
廻
り

役
な
ど
を
務
め
ま
し
た
。

　平
成
17
年
度
に
は
、
幕
末
か
ら
昭
和
戦

前
期
の
田
主
丸
町
及
び
周
辺
の
村
の
様
子

を
窺う

か
がい

知
る
こ
と
の
で
き
る
古
文
書
や
典

籍
類
の
寄
贈
を
受
け
ま
し
た
。
今
回
、
第

２
次
と
し
て
寄
贈
さ
れ
た
資
料
群
は
、
田

主
丸
地
域
の
郡
是
や
村
是
と
い
っ
た
郡
の

行
政
に
関
す
る
も
の
、
福
岡
県
の
産
業
経

済
の
統
計
に
関
す
る
も
の
な
ど
で
す
。

　郡
町
村
是
は
、
明
治
20
年
代
か
ら
大
正

時
代
に
か
け
て
、
全
国
の
郡
町
村
で
、
現

状
と
沿
線
を
調
査
し
、
将
来
に
向
け
た
目

標
や
指
針
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
当
時
の

地
方
の
地
域
施
策
の
一
旦
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
貴
重
な
資
料
で
す
。

　「福
岡
縣
生
葉
竹
野
郡
是
」
は
、
全
国

的
に
行
わ
れ
た
町
村
是
構
想
の
最
初
の
調

査
と
し
て
、
明
治
25
年
（
１
８
９
２
）
か

ら
同
27
年
に
か
け
て
生
葉
郡
１
町
９
村
、

竹
野
郡
１
町
６
村
の
合
計
17
町
村
を
対
象

に
、
郡
長
で
あ
る
田
中
慶
介
統
轄
の
も
と

で
調
査
編
纂
さ
れ
ま
し
た
。

　両
郡
の
良
好
な
自
然
条
件
か
ら
も
た
ら

さ
れ
る
収
益
状
況
を
分
析
し
、
提
言
と
し

て
、
殖
産
興
業
の
策
は
、
歳
月
を
か
け
て

実
験
や
応
用
を
繰
り
返
す
べ
き
こ
と
な
ど

が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
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　激
動
の
時
代
を
駆
け
抜
け
た

　久
留
米
の
志
士
の
姿
を
伝
え
る巻子装「千載史料　第廿二巻　松﨑誠蔵／今井栄」

（部分）

﹇ 

和
歌
短
冊
三
枚 

﹈

　そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
の
作
者
で
あ
る

水み
ず
の
ま
さ
な

野
正
名
（
１
８
２
３
〜
１
８
７
２
）・

稲い
な
つ
ぐ
せ
い
れ
い

次
成
令
（
１
８
５
１
〜
１
９
３
２
）・

稲い
な
つ
ぐ
ま
さ
た
り

次
正
足
（
？
〜
１
８
９
５
）
は
、
い
ず

れ
も
幕
末
維
新
期
の
久
留
米
藩
に
お
い
て

政
治
や
経
済
に
尽
力
し
た
重
要
人
物
で
し

た
。
久
留
米
に
ゆ
か
り
の
作
品
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
東
京
在
住
の
古
美
術
品
蒐

し
ゅ
う
し
ゅ
う

集
家

よ
り
本
市
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。

　３
人
の
和
歌
に
は
、
政
治
や
社
会
が
目

ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
た
激
動
の
時
代
に

あ
っ
て
も
、ふ
と
移
り
行
く
季
節
を
感
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
に
思
い
を
馳
せ
た
、
彼
ら
の
細

や
か
な
一
面
を
垣
間
み
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。 　幕

末
維
新
の
激
動
の
時
代
に
も

　和
歌
の
た
し
な
み

和歌短冊三枚（左から　水野正名・稲次成令・稲
次正足の作）

﹇ 

御
井
町
水
天
宮
関
係
資
料 

﹈

　御
井
町
水
天
宮
の
惣そ

う
だ
い代

の
家
に
伝
来
し

た
資
料
群
で
、
次
の
よ
う
な
同
宮
の
由
緒

と
歴
史
を
良
く
伝
え
て
い
ま
す
。

　同
宮
は
、
天
保
５
年
（
１
８
３
４
）
に

旗は
た
ざ
き崎
に
勧か

ん
じ
ょ
う請さ
れ
ま
し
た
。
明
治
時
代
に

な
る
と
、
政
府
に
よ
る
神し

ん
し祠
仏
堂
整
理
に

伴
い
、路ろ

ぼ
う傍
散さ

ん
ざ
い財
取と

り
し
ら
べ
調
が
行
わ
れ
ま
す
が
、

こ
の
時
、
水
天
宮
堂
の
据す

え
お
き置

の
出
願
を
遺

漏
し
て
し
ま
い
ま
す
。
同
18
年
、
出
願
を

行
い
、
存
続
を
許
可
さ
れ
ま
し
た
。
同
時

に
水
天
宮
堂
の
維
持
管
理
の
た
め
、
祠し

し
ょ
う掌

を
定
め
、
醵き

ょ
き
ん金
の
運
用
収
益
を
祭
典
や
修

繕
に
充
て
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。こ
の
間
、

明
治
17
年
に
石
祠
が
建
立
さ
れ
、
現
在
も

旗
崎
溜
池
の
堤
に
鎮
座
し
ま
す
。

　御み

い井
町
水
天
宮
の
近
代

　受
け
継
が
れ
る
地
域
の
信
仰

御井町水天宮　祠の図面

﹇ 

松
﨑
家
資
料 
﹈

　旧
久
留
米
藩
士
松
﨑
家
に
伝
来
し
、
幕

末
久
留
米
藩
海
軍
の
中
堅
人
物
で
あ
っ
た

松
﨑
誠せ

い
ぞ
う蔵

（
１
８
２
９
〜
１
８
６
９
）
関

係
の
古
文
書
を
中
心
と
す
る
資
料
群
で
す
。

　松
﨑
誠
蔵
は
、
藩
の
近
代
化
に
貢
献
し

な
が
ら
、
政
争
に
破
れ
切
腹
さ
せ
ら
れ
た

殉
難
十
志し

し士
の
一
人
で
す
。
こ
の
十
志
士

の
関
連
資
料
は
、
所
在
を
追
え
な
い
も
の

も
多
く
、
ま
た
、
こ
れ
ま
で
ま
と
ま
っ
た

文
書
群
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
確
認
さ
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
本
資

料
群
は
誠
蔵
の
久
留
米
藩
に
お
け
る
役
割

や
当
時
の
政
治
情
勢
な
ど
を
解
明
す
る
手

掛
か
り
と
し
て
重
要
で
す
。

　巻
子
装
「
千
載
史
料
　第
廿
二
巻
　
　

松
﨑
誠
蔵
／
今
井
栄
」（
写
真
）
は
、
文
久

２
年
（
１
８
６
２
）
閏う
る
う８

月
12
日
に
、
京

都
の
松
﨑
誠
蔵
が
、
江
戸
に
い
る
今
井
栄

に
宛
て
た
書
状
で
す
。

　こ
の
時
期
の
政
治
状
況
で
す
が
、
同
年

２
月
に
和か

ず
の
み
や宮と
将
軍
徳
川
家い

え
も
ち茂
の
婚
礼
が

行
わ
れ
る
と
、
朝
廷
は
幕
府
に
対
し
て
政

治
改
革
を
強
く
求
め
る
よ
う
に
な
り
、
公

武
合
体
を
推
進
し
た
薩
摩
藩
主
の
父
・
島

津
久
光
が
江
戸
へ
の
勅
使
に
随
行
し
ま
す
。

そ
の
結
果
、
徳
川
慶よ

し
の
ぶ喜
が
将
軍
後
見
職
に
、

松
平
春し

ゅ
ん
が
く

嶽
が
政
事
総
裁
職
に
就
任
す
る
な

ど
、
幕
府
が
朝
廷
の
意
向
を
受
け
入
れ
ま

し
た
。

　誠
蔵
は
勅
使
一
行
に
従
っ
て
い
た
よ
う

で
、
閏
８
月
６
日
に
江
戸
か
ら
京
都
に
到

着
し
ま
し
た
。
そ
の
後
５
日
間
で
把
握
し

た
京
都
の
政
治
情
勢
を
、
江
戸
の
今
井
栄

に
伝
え
ま
し
た
。
書
中
で
は
、
京
都
に
は

諸
藩
の
重
役
な
ど
が
多
数
滞
在
し
、
朝
廷

へ
の
周

し
ゅ
う
せ
ん旋

活
動
（「
手て

い
れ入

」）
が
盛
ん
で
あ

る
と
報
じ
て
い
ま
す
。

　幕
末
の
政
治
的
・
軍
事
的
緊
張
の
な
か
、

在
京
久
留
米
藩
士
が
、
他
藩
の
動
向
や
朝

廷
内
の
公
家
の
方
針
齟そ

ご齬
な
ど
、
細
か
に

情
報
を
収
集
し
、
藩
主
が
い
る
江
戸
に
報

告
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
貴
重
な
史
料
で

す
。

じ
ゅ
ん
な
ん
じ
っ
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イ
ン
テ
リ
ア
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、

美
術
品
蒐
し
ゅ
う
し
ゅ
う

集
家
、
表
具
師
・
岡
来ら
い
ぞ
う蔵

「御泊所奉仕當時ノ職員一同　岡芝玉堂」。前列 右
から２人目が岡来蔵

昭和６年作鋳銅花器の箱書き

冨田渓仙書簡（部分）。書中で今回描いた作品の名称は「飛泉を昇る鯉図」であると伝えてい
る

坂本繁二郎 作「放牧一馬」

﹇ 

岡
来
蔵
関
係
資
料 

﹈

　明
治
期
か
ら
昭
和
戦
後
期
に
か
け
て
、

日
吉
町
に
表
具
店
を
構
え
た
岡
来
蔵
（
号

「
芝し

ぎ
ょ
く
ど
う

玉
堂
」、
１
８
９
５
〜
１
９
５
３
）
の

旧
蔵
品
を
中
心
と
す
る
資
料
群
で
す
。
内

容
に
は
、
江
戸
時
代
の
久
留
米
藩は

ん
窯よ

う
の
陶

器
や
御
用
絵
師
三
谷
家
の
絵
画
、
岡
と
親

交
の
深
か
っ
た
芸
術
家
の
作
品
や
書
簡
な

ど
が
あ
り
ま
す
。

《 

石
橋
正
二
郎
と
画
家
を
つ
な
ぐ 

》

　昭
和
５
年
（
１
９
３
０
）、
秩ち

ち
ぶ
の
み
や

父
宮
同

妃
両
殿
下
が
久
留
米
を
訪
れ
、
石
橋
正

二
郎
邸
に
滞
泊
し
ま
す
。
正
二
郎
は
当

時
、
日
本
足た

び袋
株
式
会
社
社
長
、
翌
年
ブ

リ
ヂ
ス
ト
ン
株
式
会
社
を
創
業
す
る
新
進

の
実
業
家
で
し
た
。
こ
の
時
、
石
橋
邸
の

室
内
装
飾
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
イ
ト
を
任
さ

れ
た
の
が
岡
来
蔵
で
す
。
そ
の
成
果
は

「
秩
父
宮
同
妃
両
殿
下
御ご
た
い
は
く

滞
泊
記
念
寫し

ゃ
し
ん眞

帖
」
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
特
に
室
内

を
飾
っ
た
絵
画
は
、
こ
の
時
の
た
め
に
制

作
を
依
頼
し
た
も
の
で
、
蒐
集
家
で
も
知

ら
れ
る
正
二
郎
の
初
期
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を

形
成
し
ま
す
。
冨と

み
た
け
い
せ
ん

田
渓
仙
（
１
８
７
９
〜

１
９
３
６
）
や
筆ふ

で
や
と
う
か
ん

谷
等
観
（
１
８
７
５
〜

１
９
５
０
）
か
ら
岡
に
宛
て
た
書
簡
が
伝

わ
り
、
正
二
郎
の
依
頼
を
画
家
た
ち
に
つ

な
ぐ
た
め
、
奔
走
し
た
岡
の
功
績
を
映
し

出
し
ま
す
。

《 

芸
術
家
と
の
親
交 

》

　岡
は
表
具
師
と
し
て
美
術
品
と
接
す
る

一
方
、
そ
の
蒐
集
家
で
も
あ
り
ま
し
た
。

日
常
的
に
芸
術
家
と
交
流
し
、
京
町
出
身

の
洋
画
家
・
坂
本
繁は

ん
じ
ろ
う

二
郎
（
１
８
８
２
〜

１
９
６
９
）
や
荘
島
町
出
身
の
鋳ち

ゅ
う
き
ん金家

・

豊と
よ
だ田
勝か

つ
あ
き秋
（
１
８
９
７
〜
１
９
７
２
）
と

親
交
が
あ
り
ま
し
た
。

・
坂
本
繁
二
郎
「
放
牧
一
馬
」

　岡
の
依
頼
を
受
け

て
繁
二
郎
が
制
作
し

た
も
の
で
す
。
た
だ

し
、
納
品
さ
れ
た
の

は
岡
の
没
後
で
、
作

品
に
は
繁
二
郎
の
詫わ

び
の
手
紙
が
添
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　繁
二
郎
は
「
馬
の
画
家
」
と
呼
ば
れ
る

ほ
ど
多
く
の
馬
の
絵
を
描
き
ま
し
た
。
本

作
は
水
彩
画
で
、
絵
の
具
の
特
性
を
生
か

し
た
複
雑
な
色
味
を
用
い
、
馬
の
体
を
立

体
的
に
表
現
し
て
い
ま
す
。

・ 

豊
田
勝
秋
「
鋳
銅
花
器
」

　岡
は
豊
田
の
「
鋳
銅
花
器
」
２
口
を
所

有
し
て
い
ま
し
た
。
１
口
は
昭
和
４
年

（
１
９
２
９
）
に
制
作
さ
れ
、
同
６
年
の

无む
け
い型
展
に
出
品
さ
れ
た
も
の
で
す
。
无
型

と
は
、
大
正
15
年
（
１
９
２
６
）
に
結
成

さ
れ
た
工
芸
家
の
団
体
で
、
豊
田
は
結
成

か
ら
参
加
し
、
工
芸
美
術
の
地
位
向
上
に

尽
力
し
ま
し
た
。

　も
う
１
口
は
、
岡
の
た
め
に
制
作
さ
れ

た
も
の
で
す
。
作
品
を
収
め
た
箱
の
蓋
裏

に
、そ
の
経
緯
が
良
く
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

豊
田
は
昭
和
５
年
（
１
９
３
０
）
に
「
学

兄
」
と
慕
う
岡
と
の
再
会
に
感
動
し
、
翌

年
制
作
し
た
作
品
を
「
久く

お
ん遠

の
友
情
に
そ

な
え
ん
」
と
し
て
岡
に
贈
り
ま
し
た
。
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　原
稿
や
校
正
か
ら
た
ど
る

　古こ

川せ
ん
り
ゅ
う

柳
研
究
家
の
歩
み
　

新収蔵資料一覧

「誹風栁樽講義 二篇 第一稿」（部分）。書込みから
推敲の過程がうかがえる

1
・
31

1
・
12

12
・
28

12
・
19

10
・
13

７
・
26

７ 

・
13

７ 

・
８

７ 

・
４

５
・
10

４
・
25

４
・
19

４
・
18

３
・
31

３ 

・
1

３ 

・
1

３ 

・
1

３ 

・
1

日
付

松
﨑
家
資
料

手
拭
い
　ふ
る
さ
と
を
唄
お
う

西
原
柳
雨
関
連
資
料

堺
家
資
料

三
浦
家
資
料
（
第
２
次
）

御
井
町
水
天
宮
関
係
資
料

高
松
凌り

ょ
う
う
ん雲書

簡
及
び
宇う

じ

た
治
田
東と
う
が
い畡

書
簡

和
歌
短
冊
三
枚

海
山
名
所
図
会

戦
時
切
手
資
料

九
州
日
報

岡
来
蔵
関
係
資
料

上
野
健
三
郎
家
資
料
（
第
１
次
）

西
田
家
資
料

釘
抜
紋
鬼
瓦

一
七
年
式
防
空
用
防
毒
面

木
下
昌
博
家
資
料

吉
田
二
八
郎
家
資
料

資
　料
　名

25 １ 54 23 10 ３ １ ３ ５ 2 ３ 32 942 35 1 1 24 2 点
数

松
﨑
　誠
　

―

井
手
　香
織

堺
　冨
美
子

三
浦

　洸

平
田

　洋
一

匿
名

田
堀

　雅
尚

渡
邉

　慶
子

匿
名

―

岡
　テ
ル
子

上
野

　健
三
郎

柿
本

　冨
久
子

―

匿
名

木
下

　昌
博

吉
田

　二
八
郎

氏
　名

寄
贈

採
集

寄
贈

寄
贈

寄
贈

寄
贈

寄
贈

寄
贈

寄
贈

寄
贈

採
集

寄
贈

寄
贈

寄
贈

採
集

寄
贈

寄
贈

寄
贈

区
分

﹇ 

西
原
柳り

ゅ
う
う雨

関
連
資
料 

﹈

　荘
島
町
出
身
で
、
日
本
三
大
古
川

柳
研
究
家
の
一
人
で
あ
る
西
原
柳
雨

（
１
８
６
５
〜
１
９
３
０
）
が
作
成
・
収

集
し
た
資
料
群
で
す
。
柳
雨
は
43
年
間
の

教
壇
生
活
の
傍
ら
で
古
川
柳
の
研
究
を
続

け
、そ
の
大
家
と
し
て
名
を
馳
せ
ま
し
た
。

　資
料
群
は
、
柳
雨
が
手
掛
け
た
川
柳
関

連
書
籍
の
原
稿
・
校
正
綴つ

づ
り
、
研
究
資
料

と
し
て
蒐

し
ゅ
う
し
ゅ
う
集
し
た
と
み
ら
れ
る
、
江
戸
時

代
後
期
か
ら
明
治
時
代
の
写
本
や
版
本
な

ど
計
54
点
か
ら
成
り
ま
す
。
原
稿
の
内
容

は
、
古
川
柳
の
歴
史
に
関
す
る
論
考
、
川

柳
句
の
紹
介
と
解
説
、
川
柳
作
成
に
必
要

な
用
語
や
語
句
の
説
明
な
ど
で
す
。
柳
雨

の
研
究
テ
ー
マ
の
一
つ
は
、
川
柳
句
の
表

現
か
ら
、
東
京
の
芸
術
文
化
と
川
柳
と
の

関
係
性
を
紐
解
く
こ
と
で
し
た
。

　校
正
綴
り
は
、
大
半
が
下し
た
ず摺

り
を
と

じ
た
も
の
で
す
が
、「
誹

は
い
ふ
う
や
な
ぎ
だ
る

風
栁
樽
講
義 

二

篇 

第
一
稿
」
と
題
さ
れ
た
冊
子
の
中
身

は
手
書
き
の
原
稿
で
、
初
篇
・
二
篇
を
１

冊
に
し
て
刊
行
す
る
構
想
で
ま
と
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
本
文
内
容
は
こ
の
第
一
稿
を

踏
襲
し
つ
つ
、
刊
行
計
画
は
変
更
さ
れ
、

昭
和
５
年
（
１
９
３
０
）
に
初
篇
の
み
が

『
誹は

い
ふ
う風
柳や

な
ぎ
多だ

留る

講
義 

初
篇
』（
岩
波
書
店
）

と
し
て
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

　ま
た
、
柳
雨
が
教
員
時
代
に
自
身
の
教

材
と
し
て
編
集
し
た
と
思
わ
れ
る
「
教

科
書
用 

植
物
学
原
稿
」
も
残
り
、
動
物
・

植
物
科
の
教
員
と
し
て
の
一
面
を
垣
間
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
い
ず
れ
も
柳
雨
の

業
績
や
活
動
を
た
ど
る
う
え
で
重
要
な
資

料
で
す
。

柳雨が手掛けた原稿・校正綴り
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新
収
蔵
資
料
紹
介

は
じ
め
ま
し
た

9 月度 新収蔵資料紹介コーナー展示風景

6月度 新収蔵資料紹介コーナー展示風景

月 テーマ

４月 学校創設に尽力、教育者・細見保

５月 写真のなかの牛島謹爾

６月 記念品に込めた久留米の思い

７月 戦時資料１　久留米から戦地へ

８月 戦時資料２　戦時下の久留米

９月 久留米絣産業の発展を担う、近代の手織り職人

10 月 幕末維新期の和歌短冊
 ～水野正名、稲次成令・正足～

11 月 表具師・岡来蔵関係資料１　芸術家との親交　
 ～坂本繁二郎、豊田勝秋～

12 月 表具師・岡来蔵関係資料２　書簡集
 ～石橋正二郎と画家をつなぐ～

1月 御井町水天宮の近代
 ～受け継がれる地域の信仰～

２月 家族の生活、成長のために
 ～家政学教本と知育玩具～

３月 近代田主丸地域の産業振興計画
 ～郡是・村是～

《 

新
収
蔵
資
料
紹
介
コ
ー
ナ
ー
と
は 
》

　久
留
米
市
で
は
、
歴
史
、
民
俗
、
美
術

な
ど
の
各
分
野
に
わ
た
っ
て
、
本
市
の
歴

史
文
化
に
関
わ
る
資
料
を
「
文
化
財
収
蔵

資
料
」
と
し
て
収
集
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

ま
で
寄
贈
や
寄
託
、
あ
る
い
は
購
入
に

よ
っ
て
収
集
し
た
資
料
数
は
、
９
万
件
以

上
に
の
ぼ
り
ま
す
。
収
集
し
た
資
料
は
、

後
世
に
確
実
に
引
き
継
ぐ
と
と
も
に
、
展

示
や
研
究
に
活
用
す
る
た
め
、
整
理
を
行

い
、
目
録
を
作
成
し
て
い
ま
す
。

　新
た
に
収
蔵
資
料
に
加
わ
っ
た
資
料
を

い
ち
早
く
公
開
す
る
た
め
、
令
和
４
年
４

月
、
六
ツ
門
図
書
館
展
示
コ
ー
ナ
ー
の
一

角
に
「
新
収
蔵
資
料
紹
介
コ
ー
ナ
ー
」
を

新
設
し
、
月
替
わ
り
で
展
示
を
行
っ
て
い

ま
す
。

《 

令
和
４
年
度
の
展
示 

》

　４
月
に
は
本
市
に
県
内
初
の
高
等
女
学

校
を
創
設
し
た
教
育
者
・
細ほ

そ
み見

保た
も
つの

伝
記

関
係
資
料
、
５
月
に
は
渡
米
し
て
実
業
家

と
し
て
成
功
し
た
「
ポ
テ
ト
キ
ン
グ
」
こ

と
牛
島
謹き
ん
じ爾

の
写
真
ア
ル
バ
ム
、
６
月
に

は
く
る
め
水
の
祭
典
な
ど
昭
和
30
〜
50
年

代
に
市
内
の
催
事
で
配
ら
れ
た
記
念
品
を

公
開
し
ま
し
た
。

　７・
８
月
は
「
終
戦
の
日
」
の
時
期
に

あ
わ
せ
て
、
平
和
の
尊
さ
を
考
え
る
機
会

と
し
て
、
戦
時
資
料
を
テ
ー
マ
に
し
ま
し

た
。
９
月
か
ら
３
月
の
展
示
資
料
に
つ
い

て
は
、
本
号
２
〜
５
ペ
ー
ジ
で
も
紹
介
し

て
い
ま
す
。

　２
月
に
は
昭
和
戦
後
期
の
子
ど
も
用
の

玩
具
、
３
月
に
は
田
主
丸
地
域
の
郡
是
や

村
是
な
ど
近
代
の
行
政
関
係
資
料
を
展
示

し
ま
し
た
。

　開
始
か
ら
ま
だ
１
年
で
す
が
、
多
岐
に

わ
た
る
収
蔵
資
料
か
ら
、
久
留
米
の
歴
史

文
化
が
持
つ
多
様
性
を
少
し
で
も
感
じ
て

い
た
だ
け
ま
し
た
ら
幸
い
で
す
。

　
　
　
　＊

　展
示
替
え
の
予
定
に
つ
い
て
は
、随
時
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

〒
830-

0031
　久
留
米
市
六
ツ
門
町
３-

11

　
　
　
　    

く
る
め
り
あ
六
ツ
門
５
階

　Ｔ
Ｅ
Ｌ
：
０
９
４
２・２
７・９
２
８
１

　Ｆ
Ａ
Ｘ
：
０
９
４
２・２
７・７
２
８
１

令和４年度 新収蔵資料紹介 テーマ一覧
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《 

展
示
の
内
容 

》

　今
回
、
古
代
か
ら
現
代
ま
で
幅
広
く
、

出
土
品
や
工
芸
品
、
様
々
な
歴
史
資
料
を

展
示
し
ま
し
た
。久
留
米
市
の
衛
星
写
真
、

「
久
留
米
市
鳥
瞰
図
」（
吉
田
初
三
郎
、
絹

本
原
画
）、「
小
銅
鐸
」・「
権ご

ん
げ
ん
づ
か

現
塚
古
墳
の

人
物
埴は

に
わ輪

」・「
隈
山
２
号
墳
の
山く

ち
な
し梔

玉
」

（
い
ず
れ
も
市
指
定
文
化
財
）、「
小
野
川

才さ
い
す
け助
化
粧
ま
わ
し
」、「
鬼
夜
の
大
松た

い
ま
つ明
」

（
実
物
の
１
／
３
レ
プ
リ
カ
）、籃
胎
漆
器
、

久
留
米
絣
、
発
掘
調
査
で
実
際
に
使
わ
れ

る
道
具
や
図
面
な
ど
で
す
。
久
留
米
の
歴

史
を
振
り
返
り
、
そ
し
て
市
民
の
皆
さ
ん

に
「
ま
ち
の
宝
も
の
」
の
情
報
提
供
を
呼

び
掛
け
ま
し
た
。

《 

久
留
米
市
文
化
財
保
存
活
用
地
域
計
画 

》

　本
展
で
は
、
久
留
米
市
の
文
化
財
保
護

行
政
に
お
け
る
今
後
の
指
針
と
な
る
「
久

留
米
市
文
化
財
保
存
活
用
地
域
計
画
」
の

久
留
米
歴
史
物
語

ー
見
つ
け
守
り
、
活
か
し
伝
え
る

沢山集まった「まちの宝もの」情報

　
　
　会
期：令
和
４
年
７
月
30
日
（
土
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　〜
10
月
４
日（
火
）

　市
内
各
地
に
は
、
筑
後
川
に
よ
り
育
ま

れ
た
歴
史
文
化
を
背
景
と
す
る
様
々
な
歴

史
物
語
（
ス
ト
ー
リ
ー
）
が
広
が
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
多
く
の
歴
史

遺
産
を
生
み
出
し
、
私
た
ち
は
市
内
の
至

る
所
で
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　そ
れ
は
神
社
や
石
造
物
、古
墳
、祭
り
、

古
文
書
、
習
俗・習
慣
な
ど
多
岐
に
及
び
、

こ
れ
ま
で
地
域
の
方
々
に
よ
っ
て
大
切
に

守
り
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。展
示
で
は
、

本
市
の
歴
史
文
化
と
保
護
の
歴
史
、
市
民

と
と
も
に
歴
史
遺
産
を
保
存
活
用
し
て
い

く
た
め
の
取
組
み
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
し

た
。

　
　
　会
期：令
和
４
年
10
月
９
日
（
日
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　〜
11
月
７
日（
月
）

　久
留
米
市
で
は
、
久
留
米
に
設
置
さ
れ

た
俘
虜
収
容
所
に
つ
い
て
、
ま
た
、
ド
イ

ツ
兵
捕
虜
と
久
留
米
の
か
か
わ
り
に
つ
い

て
よ
り
多
く
の
方
に
紹
介
す
る
た
め
に
、

資
料
の
収
集
や
公
開
・
活
用
な
ど
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　今
年
度
は
、
収
容
所
で
の
生
活
や
収
容

所
で
の
娯
楽
な
ど
５
つ
の
テ
ー
マ
を
設

け
、
久
留
米
大
学
御
井
図
書
館
が
所
蔵
す

る
写
真
や
楽
譜
な
ど
の
資
料
と
、
久
留
米

市
が
所
蔵
す
る
関
連
資
料
の
展
示
を
行
い

ま
し
た
。
本
展
示
会
は
、
久
留
米
大
学
と

久
留
米
市
に
よ
る
初
の
資
料
展
共
同
開
催

と
な
り
ま
し
た
。

久
留
米
大
学
・
久
留
米
市
共
催

「
久
留
米
俘ふ
り
ょ虜
収
容
所
の
風
景
」
展

展示会場の様子

紹
介
も
行
い
ま
し
た
。
こ
の
計
画
で
は
、

歴
史
遺
産
を
活
か
し
伝
え
る
新
た
な
仕
組

み
と
し
て
「
筑
後
川
遺
産
」
登
録
制
度
を

設
け
て
い
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
が
大
切

で
伝
え
残
し
た
い
と
思
う
モ
ノ
や
コ
ト
を

歴
史
遺
産
と
呼
び
、
共
通
の
ス
ト
ー
リ
ー

で
つ
な
が
る
歴
史
遺
産
を「
筑
後
川
遺
産
」

と
し
て
、
地
域
と
と
も
に
保
存
・
活
用
し

て
い
く
た
め
の
制
度
で
す
（
地
域
計
画
の

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
）。

《 

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ 

》

　10
月
に
は
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し

ま
し
た
。
通と

お
り
ま
ち町界

隈
を
歩
き
な
が
ら
歴
史

遺
産
を
見
つ
け
、
歴
史
ス
ト
ー
リ
ー
を
考

え
ま
し
た
。
指
定
や
登
録
さ
れ
た
「
文
化

財
」
だ
け
で
は
な
く
、
地
域
で
昔
か
ら
伝

わ
る
も
の
全
て
が
歴
史
遺
産
で
す
。
そ
の

遺
産
に
気
づ
い
た
と
き
、「
見
つ
け
守
り
、

活
か
し
伝
え
る
」
物
語
が
始
ま
り
ま
す
。まち歩きの様子

本市所蔵のレリーフ（左）と煙草入れ（右）。
どちらも捕虜が制作した

ち  

ょ 

う   

か
ん  

ず
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　会
期：令
和
４
年
12
月
20
日
（
火
）

　
　
　
　
　〜
令
和
５
年
３
月
31
日（
金
）

　む
か
し
の
く
ら
し
展
は
、
世
代
を
問
わ

ず
親
し
み
や
す
い
「
く
ら
し
」
を
テ
ー
マ

に
、
近
現
代
の
収
蔵
資
料
を
紹
介
す
る
企

画
展
で
す
。

　令
和
４
年
度
は
「
く
ら
し
と
道
具
の
い

ま
・
む
か
し
」
と
題
し
て
、「
装
う
」「
食

べ
る
」「
住
ま
う
」「
遊
ぶ
」「
学
ぶ・働
く
」

「
ま
ち
の
う
つ
り
か
わ
り
」の
６
つ
の
コ
ー

ナ
ー
を
設
け
ま
し
た
。コ
ー
ナ
ー
ご
と
に
、

江
戸
時
代
や
明
治
の
頃
か
ら
使
わ
れ
て
い

た
様
々
な
道
具
が
、
日
本
の
近
代
化
や
技

術
革
新
に
よ
っ
て
、
手
軽
で
使
い
や
す
く

な
り
、
人
々
の
暮
ら
し
も
豊
か
に
な
っ
て

い
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
ま
し
た
。

学校見学の様子

　来
場
者
か
ら
は
、「
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム

ボ
ッ
ク
ス
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
！
　

小
学
生
の
頃
に
毎
日
通
っ
た
駄
菓
子
屋
の

お
ば
ち
ゃ
ん
の
優
し
い
笑
顔
を
思
い
出
し

た
」「
亡
く
な
っ
た
父
は
ア
サ
ヒ
コ
ー
ポ

レ
ー
シ
ョ
ン
に
勤
め
て
い
て
、
毎
日
こ
の

服
を
着
て
自
転
車
で
仕
事
に
行
っ
て
い

た
。
す
ご
く
懐
か
し
い
」
な
ど
嬉
し
い
感

想
も
た
く
さ
ん
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　六
ツ
門
図
書
館
展
示
コ
ー
ナ
ー
に
は
、

昭
和
30
年
代
の
家
を
再
現
し
た
「
昭
和
の

お
う
ち
」
が
あ
り
、
む
か
し
の
く
ら
し
展

の
時
期
に
は
小
学
生
が
社
会
科
の
授
業
で

見
学
に
来
ま
す
。
文
化
財
サ
ポ
ー
タ
ー
の

方
々
が
道
具
の
使
い
方
や
暮
ら
し
の
移
り

変
わ
り
の
説
明
を
行
う
と
、
子
ど
も
た
ち

は
初
め
て
見
る
ダ
イ
ヤ
ル
式
の
黒
電
話

や
、
リ
モ
コ
ン
の
な
い
白
黒
テ
レ
ビ
に
目

を
丸
く
し
て
い
ま
し
た
。

配信動画「むかしのくらし」より
久留米市公式 YouTube チャンネルで、ぜひご覧ください！

む
か
し
の
く
ら
し
展

く
ら
し
と
道
具
の
い
ま
・
む
か
し

展示会場の様子

　例年、小学３年生が授業の一環として「むかしの
くらし展」を見学しにやって来ます。１、２世代前
の暮らしを学び、時代の移り変わりを知ることが歴
史学習の入口であると引率の先生から伺いました。
　児童の皆さんは、久留米で実際に使われていた「む
かし」の道具を見学しながら、昭和 30 年代に小学
生だった文化財サポーターの方々から説明を聞きま
す。一生懸命、元気いっぱいに学んでいて、展示会
場が１年で最もにぎやかになる季節です。
　ただ残念ながら、この 2年間は、コロナ禍で団
体見学の受入れを中止していましたが、人数制限を
設けたうえで、ようやく再開することができました。
以前は 100 名ほどがにぎやかに見学していたこと
もありましたが、今年度は一度に受け入れる児童数
を 35 名ほどにしました。　
　また、希望する学校向けに、文化財サポーターの
方々による説明のオンライン授業や動画配信を行い

ました。それまでカメラの前に立つ機会がほとんど
なかった文化財サポーターの方々や撮影する職員に
とって、児童の反応が直接見えないことや、説明を
細切れに進めることはとても難しいものでした。け
れども、力を合わせて取り組み、良いものをお届け
できたのではないかと思います。
　まだまだ手探りしながらではありますが、見学が
充実したものになるように、また久留米の歴史ファ
ンになってもらえるように、今後も関係者一同がん
ばります。
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姿
を
現
し
た
当
時
の
綱
模
様

修
復
後
の
姿
を
お
披
露
目

受
け
継
ぎ
、
そ
し
て
未
来
へ

紙
の
剥
が
れ
の
応
急
処
置

継目が剥がれた書状

　古
文
書
の
整
理
を
し
て
い
る
と
時
折
、

紙
の
継
目
が
剥
が
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り

ま
す(

左
図
参
照)

。
そ
の
ま
ま
収
納
は

せ
ず
「
で
ん
ぷ
ん
糊
」
を
水
で
溶
き
、
筆

を
用
い
、
糊
付
け
し
ま
す
。
ス
テ
ィ
ッ
ク

型
の
糊
で
は
紙
へ
の
刺
激
が
強
す
ぎ
る
た

め
で
す
。
継
目
で
文
字
が
分
か
れ
て
い
る

こ
と
も
あ
り
、
そ
の
際
は
文
字
が
ず
れ
な

い
よ
う
、
特
に
慎
重
に
貼
り
合
わ
せ
な
け

れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ
の
後
、
よ
く
乾
燥

さ
せ
中
性
紙
の
封
筒
に
収
納
し
ま
す
。

　本
市
所
蔵
の
古
文
書
は
江
戸
時
代
の
も

の
が
多
く
を
占
め
て
い
ま
す
。
当
時
の

人
々
が
紙
を
継
ぎ
、
記
し
た
書
状
に
「
糊

付
け
」と
い
う
応
急
処
置
を
施
し
な
が
ら
、

永
久
保
存
し
て
い
く
の
で
す
。

化粧まわしの展示風景

クリーニング作業の様子

　平
成
28
年
度
に
善
導
寺
小
学
校
よ
り
移

管
さ
れ
た
「
小
野
川
才さ

い
す
け助

化
粧
ま
わ
し
」

の
修
復
を
、令
和
３
年
度
に
行
い
ま
し
た
。

令
和
４
年
度
に
六
ツ
門
図
書
館
展
示
コ
ー

ナ
ー
で
開
催
し
た
企
画
展
「
久
留
米
歴
史

物
語
」
で
、
修
復
後
の
姿
を
公
開
し
ま
し

た
。　小

野
川
才
助
（
３
代
）
は
、
山
本
郡
高た

か

畑は
た
け
む
ら

村
（
現
善
導
寺
町
）
出
身
で
、
幕
末
〜

明
治
初
期
に
活
躍
し
た
久
留
米
藩
お
抱
え

力
士
で
す
。
化
粧
ま
わ
し
姿
の
錦
絵
が
伝

わ
り
、
そ
の
勇
猛
さ
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

《 

修
復
前
の
化
粧
ま
わ
し 

》

　修
復
前
は
、
昭
和
28
年
（
１
９
５
３
）

の
筑
後
川
大
水
害
の
被
害
に
よ
る
泥
汚
れ

の
ほ
か
、
全
体
的
に
ほ
つ
れ
、
カ
ビ
、
虫

食
い
や
裂
け
、
特
に
金
糸
の
ほ
つ
れ
が
激

し
く
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
資
料
の
劣
化
が

進
む
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

《 

修
復
の
内
容 

》

①
全
体
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

　表
面
や
生
地
の
隙
間
に
入
り
込
ん
だ
埃

等
を
刷
毛
や
小
筆
な
ど
を
用
い
て
取
り
除

き
ま
し
た
。

②
全
体
の
折
れ
皺じ

わ
緩
和

　湿
し
た
不
織
布
を
皺
部
分
に
当
て
、
適

度
な
重
し
を
乗
せ
て
プ
レ
ス
し
ま
し
た
。

③
金
糸
刺
繍
部
分
の
整
形

　金
糸
が
ほ
つ
れ
、
綱
の
形
状
を
成
し
て

い
な
か
っ
た
箇
所
を
中
心
に
、
意
匠
の
復

元
作
業
を
行
い
ま
し
た
。

　整
形
に
は
、
楮こ
う
ぞ
し紙

と
い
う
和
紙
に
、
布ふ

海の

り苔
（
布
糊
）
を
付
け
た
も
の
を
用
い
ま

し
た
。
い
ず
れ
も
古
く
か
ら
日
本
で
使
わ

れ
て
き
た
材
料
で
、
文
化
財
の
修
復
作
業

に
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
修
復
の
履
歴
を
た

ど
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
作
業
箇
所

は
す
べ
て
記
録
に
残
し
ま
し
た
。

《 

修
復
を
通
し
て
の
発
見 

》

　ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
結
果
、
糸
の
損
傷
が

激
し
か
っ
た
覆ふ

く
り
ん輪
部
分
に
み
ら
れ
た
黒
い

筋
状
の
も
の
は
、
汚
れ
で
は
な
く
、
銀
糸

も
し
く
は
金
属
糸
を
使
っ
て
施
さ
れ
た
模

様
で
あ
っ
た
こ
と
が
新
た
に
わ
か
り
ま
し

た
。　本

来
の
姿
に
近
づ
い
た
資
料
を
、
今
後

も
適
切
に
保
存
し
、
公
開
・
活
用
を
進
め

て
い
き
ま
す
。

金糸の修復作業の様子
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　西南学院大学国際文化学部では、「戦争を歩く、
戦争を記憶する」をテーマに、戦争に関する知識を
学び、戦争について考えることを目的とした授業を
行っています。
　そこで私は、久留米市における「女性たちの銃後
活動」に焦点をあてたお話をしました。その中で、
久留米市教育委員会所蔵の戦争関連資料を取り上げ
ました。
　紹介した資料の中でいちばん学生の興味を引いた
のは、千人針が施された腹巻です。びっしりと規則
正しく並んだ「玉留め」には、「弾を止める」とい
う意味があり、弾丸よけのお守りになるように、千
人がひと針ずつ刺して完成させたとされています。
ひと針ひと針に込められた思いを想像すると、胸が
いっぱいになります。
　私自身は、幼い頃より、祖母や知り合いの方など

から、このような千人針のことをはじめ戦時中の思
い出を聞くことができていましたが、今の学生の中
には、「千人針を知らなかった」という人も多く、
戦争や戦時中の暮らしのことを伝えてくれていた人
の存在が、身近でなくなってきていることを感じま
した。
　戦争の記憶を伝承していくためには、「モノ（資料）
に戦争の実相を語ってもらうこと」が、これからま
すます重要になってくると思います。
　文化財収蔵館の方々には、これからも戦時中の資
料をはじめたくさんの久留米に関する資料を大切に
保存していただき、後世に残していってほしいです。

戦争の記憶を伝える千人針
～ 久留米市の戦争資料を大学教育に ～

西南学院大学非常勤講師　平川　知佳

久
留
米
大
学
生
２
名
が

学
芸
員
の
知
識
と
技
を
学
ぶ

　学
芸
員
の
資
格
取
得
の
た
め
に
は
現
場

で
の
実
習
が
必
修
で
す
。令
和
４
年
度
は
、

８
月
17
日
か
ら
25
日
の
う
ち
７
日
間
の
日

程
で
実
施
し
、
久
留
米
大
学
の
学
生
２
名

が
実
習
に
の
ぞ
み
ま
し
た
。

　実
習
で
は
幅
広
い
分
野
に
取
り
組
み
ま

し
た
。〈
歴
史
資
料
の
取
扱
い
〉
で
は
、

古
文
書
や
古
写
真
な
ど
を
調
査
す
る
に
あ

た
っ
て
確
認
す
べ
き
事
項
な
ど
を
、
実
際

に
資
料
に
触
れ
な
が
ら
学
び
ま
し
た
。

　ま
た
、〈
展
示
実
習
〉
で
は
、
六
ツ
門

図
書
館
展
示
コ
ー
ナ
ー
や
有
馬
記
念
館
で

の
展
示
会
開
催
に
向
け
、
資
料
の
梱
包
や

解
説
文
の
作
成
な
ど
、
現
場
な
ら
で
は
の

実
技
を
経
験
し
ま
し
た
。
　

　そ
し
て
、〈
広
報
実
習
〉
で
は
、〈
展
示

実
習
〉
で
学
ん
だ
こ
と
を
も
と
に
、
有
馬

記
念
館
公
式
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
用
に
展
示

品
紹
介
の
投
稿
文
を
作
成
し
、
見
ど
こ
ろ

を
伝
え
ま
し
た
。
そ
の
他
、
出
土
品
整
理

や
文
化
財
の
写
真
撮
影
な
ど
学
芸
員
に
必

要
な
技
術
を
学
び
ま
し
た
。

　実
習
生
か
ら
は
「
資
料
ご
と
に
取
扱
い

が
異
な
る
こ
と
を
学
ん
だ
」、「
展
示
会
開

催
ま
で
の
工
程
の
多
様
さ
に
驚
い
た
」
と

い
っ
た
感
想
が
あ
が
り
ま
し
た
。

　実
習
生
２
名
と
も
、
実
技
の
要
点
が
つ

か
め
る
ま
で
何
度
も
挑
戦
し
て
み
る
な

ど
、
意
欲
的
に
実
習
に
取
り
組
ん
で
い
ま

し
た
。

千人針腹巻

実習の様子（歴史資料の取扱い）

実習の様子（出土品の整理）
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　今
回
初
め
て
収
蔵
館
ニ
ュ
ー
ス
の
編

集
を
担
当
し
ま
し
た
。
実
は
こ
の
第
19

号
、
昨
年
度
の
も
の
か
ら
４
ペ
ー
ジ
増

量
し
て
い
ま
す
。
寄
贈
件
数
の
増
加
に

伴
い
、
新
収
蔵
資
料
の
紹
介
を
増
や
し

ま
し
た
。 

皆
様
に
は
、
本
市
の
収
蔵

資
料
と
保
存
活
用
の
取
組
み
に
つ
い

て
、
よ
り
多
く
の
内
容
を
お
伝
え
で
き

た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　紙
面
に
関
す
る
ご
意
見
・
ご
感
想
、

ま
た
資
料
の
保
存
や
ご
寄
贈
の
ご
相
談

等
、
随
時
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。
今

後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。 『収蔵館ニュース』第 19号

　発行年月日　令和 5年３月 31 日

　編集・発行　久留米市文化財保護課
　　　　　　　久留米文化財収蔵館
　　　　　　　〒 830-0037 
　　　　　　　福岡県久留米市諏訪野町 1830-6
　　　　　　　電話・FAX　０９４２－３８－６１９４
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寄
贈
後
初
公
開
の
絵
巻
か
ら

　

     
久
留
米
藩
の
豪
商
に
思
い
馳
せ
る

             
　  〜
海
山
名
所
図
会  

里
帰
り

【 

編 

集 

後 

記 

】

　「海
山
名
所
図
会
」
は
、
江
戸
時
代
の
久
留
米
藩

の
豪
商
・
手て

つ

や
津
屋
正し
ょ
う
す
け
助
（
１
７
５
３
〜
１
８
２
３
）

が
所
有
し
た
絵
巻
で
す
。
近
年
は
市
外
在
住
の
正

助
の
子
孫
の
下
で
保
管
さ
れ
、
令
和
４
年
７
月
に

市
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
（
１
ペ
ー
ジ
参
照
）。
絵
巻

の
「
里
帰
り
」
を
受
け
て
、
11
月
４
日
（
金
）・
５

日
（
土
）、
手
津
屋
本
店
跡
に
程
近
い
田
主
丸
総
合

支
所
に
お
い
て
、
全
５
巻
を
一
挙
公
開
し
ま
し
た
。

　各
日
４
時
間
の
限
定
公
開
で
し
た
が
、
地
域
の

方
々
を
中
心
に
、
２
日
間
で
計
１
２
５
名
が
、
今

な
お
色
鮮
や
か
に
残
る
絵
巻
を
間
近
で
鑑
賞
し
ま

し
た
。

　絵
巻
は
保
存
と
展
示
ス
ペ
ー
ス
の
観
点
か
ら
、

複
数
を
一
度
に
展
示
す
る
こ
と
が
難
し
い
の
が
現

状
で
す
。
長
時
間
光
に
当
て
て
し
ま
う
と
、
顔
料

の
褪た

い
し
ょ
く色や
剥は
く
ら
く落
が
進
む
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
横
長
の
形
態
で
あ
る
た
め
、
複
数
展
示
す
る

に
は
広
い
空
間
が
必
要
で
す
。
そ
う
し
た
制
限
が

あ
る
な
か
で
、
今
回
は
全
巻
を
一
堂
に
ご
覧
い
た

だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　絵
巻
は
ケ
ー
ス
越
し
で
は
な
い
露
出
展
示
と

し
、
会
場
で
は
自
由
に
写
真
・
動
画
撮
影
が
で
き

る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
撮
影
が
可
能
で
あ
る
と
知

る
と
、
改
め
て
時
間
を
か
け
て
鑑
賞
す
る
人
も
多

く
見
ら
れ
ま
し
た
。
来
場
者
か
ら
は
、

　
  「

貴
重
な
資
料
が
見
ら
れ
た
」

　  「
色
が
鮮
明
に
残
っ
て
い
て
驚
い
た
」

　  「
こ
ん
な
に
き
れ
い
な
状
態
で
保
管
さ
れ
て
き

　
　た
の
だ
か
ら
、
今
後
も
大
切
に
保
管
し
て
い

　
　く
べ
き
だ
」

　

と
い
う
声
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

 

　一
方
で
、

　  「
今
後
常
設
な
ど
で
展
示
を
し
て
は
ど
う
か
」

　  「
全
体
を
撮
影
し
て
パ
ネ
ル
な
ど
を
作
成
し 
、

　
　い
つ
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
本
物

　
　へ
の
関
心
が
高
ま
る
の
で
は
な
い
か
」

と
い
っ
た
ご
意
見
も
あ
り
ま
し
た
。

　短
い
期
間
な
が
ら
、
手
津
屋
が
地
域
の
人
々
に

と
っ
て
い
か
に
な
じ
み
深
い
存
在
で
あ
る
か
を
実

感
す
る
と
と
も
に
、
今
後
の
保
存
活
用
の
在
り
方

を
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
里
帰
り
の
意
義
を
大
い

に
感
じ
ら
れ
る
展
示
と
な
り
ま
し
た
。

　久
留
米
市
で
は
、
古
文
書
、
古
記
録
、
古
写
真
、

書
画
、
陶
磁
器
な
ど
の
工
芸
品
、
民
俗
資
料
な
ど
、

様
々
な
資
料
に
つ
い
て
「
文
化
財
収
蔵
資
料
」
と

し
て
収
集
を
進
め
て
い
ま
す
。
対
象
と
な
る
も
の

は
、
久
留
米
の
歴
史
文
化
に
関
わ
る
資
料
で
、「
久

留
米
市
文
化
財
収
蔵
資
料
審
議
会
」
に
よ
る
収
集

方
針
に
基
づ
き
、
受
入
れ
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　も
し
今
後
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
ぜ
ひ
ご
一
報
く
だ
さ
い
。

　
　・
先
祖
か
ら
伝
わ
っ
た
古
い
書
類
や
写
真
、

　
　
　道
具
な
ど
が
あ
る
。

　
　・
片
付
け
を
し
て
い
た
ら
古
い
も
の
（
古

　
　
　文
書
、
古
美
術
品
、
古
い
書
類
な
ど
）

　
　
　が
出
て
き
た
。

　
　・
古
い
書
類
や
骨
董
品
の
保
管
に
つ
い
て

　
　
　心
配
事
が
あ
る
。

　古
い
も
の
で
判
断
に
迷
っ
た
と
き
に
は
、
廃
棄

す
る
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
ご
自
宅
で

歴
史
的
な
資
料
を
保
管
し
て
い
た
だ
く
方
法
に
つ

い
て
も
、
ご
不
明
な
こ
と
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。
　

　先
人
た
ち
が
紡つ
む

い
で
き
た
地
域
の
歴
史
を
後
世

に
伝
え
て
い
く
た
め
に
も
、
皆
様
の
ご
理
解
、
ご

協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

「収蔵館ニュース」前号（第 18 号）はこちらからご覧になれます。
久留米市ホームページ ➡ https://www.city.kurume.fukuoka.jp ＞「観光魅力・イベント」＞文化財・歴史＞刊行物の案内＞【配布物】収蔵館ニュース

会場内の様子

■
資
料
収
蔵
ご
協
力
の
お
願
い


