
 「　 登米懐古館 　」 を新たに整備
☎

文
化
財
を
確
実
に
維
持
し
、継

承
し
て
い
く
た
め
に
は
、適

正
に
保
存
す
る
必
要
が
あ
る
。東

日
本
大
震
災
で
は
、教
育
資
料
館

の
壁
や
ガ
ラ
ス
が
破
損
す
る
な

ど
、甚
大
な
被
害
を
受
け
、大
規
模

な
修
繕
を
施
し
た
。個
人
が
所
有

す
る
蔵
な
ど
も
同
様
に
損
壊
し
た

が
、所
有
者
ら
の
努
力
に
よ
り
、元

の
町
並
み
が
復
活
し
て
い
る
。

　

登
米
町
後
小
路
に
住
む
菅
野
芳よ

し

郎ろ
う

さ
ん
が
運
営
す
る
私
設
博
物
館

「
町
屋
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム 

廻か
い

船せ
ん

問
屋 

菅か
ん

勘か
ん

資
料
館
」も
東
日
本
大
震
災

に
よ
り
損
壊
し
た
。

　

菅
野
さ
ん
が
、父
親
の
遺
品
を

整
理
し
た
と
こ
ろ
、江
戸
期
か
ら

の
商
売
道
具
や
生
活
用
品
な
ど
の

所
蔵
品
が
多
数
見
つ
か
っ
た
。「
貴

重
な
歴
史
資
料
を
、多
く
の
人
に

見
て
も
ら
い
た
い
」と
明
治
に
建

築
さ
れ
た
自
身
の
生
家
と
蔵
を
私

財
を
投
じ
て
改
修
し
、２
０
０
９

年
に
開
館
し
た
。菅
野
さ
ん
の
先

祖
で
あ
る
菅
野
勘か

ん

兵べ

衛え

氏
は
、江

登
米
市
を
代
表
す
る
観
光
地

「
み
や
ぎ
の
明
治
村
」。そ
う

呼
ば
れ
る
登
米
の
ま
ち
に
は
、江

戸
時
代
の
武
家
屋
敷
、明
治
時
代

の
建
造
物
や
重
厚
な
蔵
造
り
の
商

家
が
多
く
残
り
、歴
史
と
伝
統
に

包
ま
れ
た
町
並
み
が
、当
時
の
面

影
を
伝
え
て
い
る
。明
治
の
近
代

建
築
を
象
徴
す
る
教
育
資
料
館

（
旧
登
米
高
等
尋
常
小
学
校
）と
警

察
資
料
館（
旧
登
米
警
察
署
）は
、

１
８
７
３（
明
治
６
）年
に
ウ
ィ
ー
ン

万
国
博
覧
会
に
派
遣
さ
れ
、洋
風

建
築
の
技
術
を
取
得
し
た
山
添
喜き

三さ
ぶ

郎ろ
う

氏
が
設
計
。バ
ル
コ
ニ
ー
の

柱ち
ゅ
う

頭と
う

に
、ギ
リ
シ
ャ
建
築
の
イ
オ

ニ
ア
式
な
ど
を
取
り
入
れ
た
壮
麗

な
建
物
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
建
物
は
、観
光
施
設
と

し
て
整
備
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

武
家
屋
敷
の
ほ
と
ん
ど
は
、現
在
も

人
が
暮
ら
す
民
家
。歴
史
的
な
町

並
み
の
中
に
、今
も
な
お
人
々
の

生
活
が
自
然
に
溶
け
込
ん
で
い

る
。私
た
ち
に
と
っ
て
当
た
り
前

の
町
並
み
は
、来
訪
者
に
は
、ハ
イ

カ
ラ
な
ロ
マ
ン
あ
ふ
れ
る
明
治
時

代
を
感
じ
さ
せ
る
空
間
な
の
だ
。

Interview

戸
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
廻
船

問
屋
を
経
営
し
て
い
た
。北
上
川

を
利
用
し
て
米
や
生
糸
な
ど
を
船

で
運
び
、東
京
や
福
井
県
ま
で
取

引
を
拡
大
し
た
。資
料
館
に
は
、当

時
の
漆
器
、滑
車
や
資
料
な
ど
を

展
示
し
て
い
る
。

　
「
建
物
が
壊
れ
た
と
き
は
、続
け

る
べ
き
か
悩
ん
だ
。し
か
し
、先
祖

か
ら
受
け
継
い
だ
文
化
財
を
守
る

責
任
が
あ
る
と
思
い
修
復
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
で
き
る
限
り
続
け
て

い
き
た
い
」と
昔
の
登
米
を
未
来

に
伝
え
る
こ
と
を
選
ん
だ
。　 1
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