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ふたばよもやま話（第二十七回） 

 小倉と言えば、真っ先に頭に浮かぶのが小倉城ではないでし

ょうか。 

関ケ原の合戦の後、徳川幕府が開かれ細川忠興が豊前の太守

として入国されます。細川氏はのちに熊本の国主となり、のち

に小笠原氏が豊前の国主として入国、小笠原氏の治世は明治維

新前まで続きます。 

小笠原氏の家紋は菱形を三つ重ねた三階菱といい、シンプル 

中にも安定感のある優れたデザインです。 

 小笠原氏の歴史を書いた『小笠原系譜』によれば、後醍醐天

皇から「王」の字の家紋を賜ったが、畏れ多いとのことから今

の文様になったとも書かれています。 

 旧豊前国内の由緒ある社寺や神輿に三階菱も見られ、旧大名

家の家紋が現代まで息づいている事は、全国的にも珍しく小笠

原家が領民に慕われていた証と言えるでしょう。ちなみに小倉

城の新年鏡餅は三階菱に因み、三段重ねとなっています。 

 

今月の予定（5 月） 

ますゆき皮膚科回診 

1 日(木) 

小倉北歯科回診（毎木曜日） 

1 日、8 日、15 日、22 日、29 日 

石橋医院回診（毎月曜日） 

12 日、19 日、26 日 

ビューティヘルパー 

13 日(火) 

防火避難訓練（日中想定） 

21 日(水) 

生花 

28 日(水) 

健康体操（毎木曜日） 

都合により当分の間、お休みします 

 

クリスマス会 

24 日(日曜日) 

【
編
集
雑
記
】
▼
戦
国
時
代
ま
で
は
防

衛
の
拠
点
と
し
て
機
能
し
て
い
た
城

も
、
徳
川
家
康
が
天
下
統
一
し
て
幕

府
が
開
か
れ
、
平
和
な
時
代
が
訪
れ

る
と
城
の
持
つ
意
味
も
変
わ
っ
て
く
る

▼
戦
国
の
よ
う
な
血
な
ま
ぐ
さ
い
戦

い
は
な
く
な
り
、
防
衛
に
有
利
な
山

間
部
に
築
か
れ
て
い
た
城
も
、
平
野
に

造
ら
れ
城
主
は
そ
こ
に
住
み
、
家
臣
団

は
城
の
周
り
に
居
住
、
同
時
に
城
を

取
り
囲
む
よ
う
に
商
業
地
も
発
達

し
、
城
下
町
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
▼

ま
さ
に
城
は
そ
の
国
の
政
治
経
済
の

中
心
地
で
、
現
在
流
に
表
現
す
れ
ば

県
庁
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。

徳
川
幕
府
は
築
城
に
あ
た
っ
て
城
の
大

き
さ
な
ど
厳
し
く
制
限
し
た
と
言
わ

れ
て
い
る
が
、
小
倉
城
は
石
高
の
割
に

は
大
き
な
城
で
あ
っ
た
▼
薩
摩
藩
や

佐
賀
藩
、
久
留
米
藩
や
柳
川
藩
、
さ

ら
に
は
黒
田
藩
な
ど
有
力
大
名
が
多

い
九
州
の
喉
元
を
抑
え
る
意
味
で
、

元
々
徳
川
家
の
家
臣
で
あ
っ
た
小
笠

原
家
を
小
倉
に
配
置
し
、
九
州
や
西

国
の
外
様
大
名
に
睨
み
を
利
か
せ
た

▼
お
隣
の
黒
田
藩
五
十
五
万
石
に
比

べ
る
と
小
倉
藩
十
五
万
石
は
随
分
少

な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
殿
様
の
権
威

は
高
く
、
し
か
し
そ
れ
は
今
で
い
う
交

際
費
や
格
式
を
保
つ
た
め
の
費
用
も

莫
大
に
か
か
り
、
台
所
事
情
は
決
し
て

よ
く
な
か
っ
た
▼
城
は
領
民
か
ら
の
搾

取
に
よ
り
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
、
権
力

の
象
徴
と
い
う
見
方
も
あ
る
が
、
決
し

て
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
領
民

に
と
っ
て
城
は
お
国
自
慢
の
一
つ
で
、

「
お
ら
が
国
の
お
城
は
こ
ん
な
に
立
派

な
の
だ
ぞ
」と
い
う
記
述
も
残
っ
て
い
る

し
、
一
揆
の
と
き
代
官
所
が
襲
わ
れ

た
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、
城
が
天
草
の

乱
で
富
岡
城
が
襲
わ
れ
た
事
以
降
、

全
国
で
も
あ
ま
り
例
が
な
い
▼
よ
も

や
ま
話
に
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
殿
様

の
家
紋
で
あ
る
三
階
菱
は
小
倉
祇
園

太
鼓
は
も
と
よ
り
、
旧
豊
前
国
内
の

祭
り
や
神
輿
、
社
寺
な
ど
い
た
る
と
こ

ろ
で
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
旧
藩

主
の
家
紋
が
こ
れ
ほ
ど
現
在
ま
で
身

近
に
盛
ら
れ
る
こ
と
は
全
国
で
も
珍
し

い
▼
日
本
陸
軍
の
父
と
言
わ
れ
る
山

縣
有
朋
は
幕
末
、
小
倉
藩
と
戦
い
明

治
に
な
っ
て
自
叙
伝
の
中
で
小
倉
藩
の

幕
府
に
対
す
る
最
後
ま
で
の
忠
誠
を

ほ
め
た
た
え
て
い
る
。 

職
員
紹
介
コ
ー
ナ
ー 

 
 
 

 

今
回
は
、
今
年
４
月
１
日
よ
り
新
社
会
人
と
し
て
双

葉
苑
の
介
護
職
員
と
な
っ
た
山
内
望
々
さ
ん
の
紹
介

で
す
。 

 

山
内
さ
ん
は
昨
年
春
、
夏
に
双
葉
苑
の
介
護
施
設
実

習
で
介
護
の
技
術
や
心
得
を
学
び
、
「
私
も
双
葉
苑
の

職
員
さ
ん
の
よ
う
に
、
利
用
者
様
に
寄
り
添
っ
た
介

護
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
利
用
者
様
に
は
家
族
の
よ

う
な
気
持
ち
で
接
し
、
安
心
と
安
ら
ぎ
を
感
じ
て
ほ

し
い
」
と
思
い
、
こ
の
世
界
に
進
み
た
い
と
決
心
し
た

そ
う
で
す
。 

 

介
護
の
仕
事
は
大
変
で
す
が
、
献
身
的
に
利
用
者
様

と
接
す
る
先
輩
方
を
見
て
、
心
と
体
の
ケ
ア
が
素
晴

ら
し
く
、
や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
と
い
う
こ
と
を
実
感

し
た
そ
う
で
す
。 

 

山
内
さ
ん
に
い
ま
の
気
持
ち
を
聞
く
と
、
少
し
で
も

早
く
仕
事
を
覚
え
て
、
利
用
者
様
は
も
ち
ろ
ん
、
先
輩

職
員
の
支
え
と
な
れ
る
よ
う
に
頑
張
っ
て
い
き
た
い

と
い
う
こ
と
で
し
た
。 

さ
ら
に
、
利
用
者
様
に
は
双
葉
苑
に
入
所
し
て
よ
か

っ
た
と
思
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
は
や
く
一
人
前

の
介
護
士
に
な
っ
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。 

 

無
限
の
可
能
性
を
秘
め
た
若
い
山
内
さ
ん
に
対
す

る
期
待
は
関
係
者
一
同
と
も
に
大
き
く
、
期
待
の
新

人
と
し
て
頑
張
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。 

 

 

 

情報交換、共有は一番大切なことです。 

利用者様の状態を把握して、常に適切な対応を協議

しています。 

 

あ
る
日
の
一
日 

大
空
に
は
ツ
バ
メ
が
舞
い
、
初
夏
の
さ
わ
や
か
な
風
が
吹
き
抜
け 

る
今
日
こ
の
頃
で
す
。 

今
回
は
双
葉
苑
の
一
日
の
始
ま
り
を
紹
介
し
て
み
ま
し
た
。 

一
日
の
ス
タ
ー
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

始
業
に
あ
た
り
、
職
員
の
朝
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
が
あ
り
ま
す
。 

夜
勤
者
担
当
職
員
か
ら
は
、
利
用
者
様
の
様
子
が
報
告
さ
れ
、

体
調
が
す
ぐ
れ
な
い
利
用
者
様
に
は
医
務
と
協
議
の
上
、
適
切

な
対
応
、
ま
た
そ
の
日
の
通
院
な
ど
行
事
の
予
定
を
職
員
全
員

で
共
有
し
ま
す
。 

小倉城と小笠原家家紋である三階菱 
笑顔が素敵な山内さん。 

入所者様のために頑張ってください。 

朝食の片付けが終わると、利用者様と一緒に

朝のラジオ体操、その後利用者様の体調に応

じた水分補給、また男性は髭剃り、手足の爪

のケア、顔ふきなど快適に一日を過ごしてい

ただけるよう、できる限りのお手伝いを行い

一日が始まります。 


