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▲育徳館・黒門の前で「学問の城」の歴史を解説

４・５月の業務日誌から

み
や
こ
町「
歴
史
た
ん
け
ん
マ
ッ
プ
」第
４
弾

「
自
然
遺
産（
樹
木
）編
」が
完
成
！

　5月９日（日）、観光協会イベント「第2回み
やこ歴史散策サイクリング」が豊津を舞台に
開催されました。テーマは「幕末～明治のみ
やこを行く！」で、各所のゆかりの史跡を学
芸員がガイド。参加者には豊津に関心を深
めて頂けたようです。 

　５月１日（土）、甲塚墓地で郡長正151回忌
法要が行われ、博物館からも館長以下2名が
参列しました。昨年は150回忌の節目の法
要となるはずでしたがコロナ禍で中止。今年
ようやく再開できて関係者も一安心の様子
でした。

▲マップとクイズが載る裏面　クイズで町の樹木の魅力を紹介しています
　表面は「天八幡神社の大樟」など名物樹木のデータ等紹介しています

　
み
や
こ
町
文
化
遺
産
活
用
実
行
委
員

会
（
藤
本
孝
彦
会
長
）
監
修
の
も
と
制

作
を
進
め
て
き
た
町
の
文
化
遺
産
の
魅

力
を
紹
介
す
る
「
歴
史
た
ん
け
ん
マ
ッ

プ
」
。
第
４
弾
と
な
る
「
自
然
遺
産

（
樹
木
）
編
」
が
こ
の
ほ
ど
完
成
し
ま

し
た
。
町
内
の
樹
木
（
名
木
・
珍
木
・

ゆ
か
り
の
木
）
の
デ
ー
タ
や
エ
ピ
ソ
ー

ド
等
紹
介
す
る
も
の
で
、
特
色
あ
る
７

つ
の
樹
木
（
千
女
房
桜
・
蔵
持
の
大
杉

等
）
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
入
手
希
望

の
方
は
博
物
館
へ
お
問
合
せ
下
さ
い
。

【
漢
詩
紀
行
講
座
】

　

６
月
5
日（
土
）
9
時
30
分
〜

【
古
文
書
講
座
】

　

６
月
12
日（
土
）
10
時
〜

【
古
典
か
な
講
座
】

　

６
月
19
日（
土
）
9
時
30
分
〜

【
み
や
こ
学
講
座
】

　

６
月
26
日（
土
）
10
時
〜

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
対
応
に
伴

い
、
日
程
等
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※

見
学
会
等
は
別
途
ご
案
内
し
ま
す
。

　
今
期
講
座
は
「
実
稼
働
特
別
編
②
」
。

コ
ロ
ナ
禍
で
の
活
動
メ
ニ
ュ
ー
は
、
屋
外

活
動
を
中
心
に
、
少
人
数
で
安
全
に
楽
し

め
る
も
の
。
具
体
的
に
ど
ん
な
も
の
が
あ

る
の
か
？
知
恵
と
工
夫
を
出
し
合
い
な
が

ら
共
に
答
え
を
探
し
ま
し
ょ
う
。
「
町
の

お
宝
の
魅
力
」
を
発
信
す
る
取
組
が
誰
か

の
癒
し
と
な
り
ま
す
。
ご
一
緒
に
い
か
が

で
す
か
！

※

６
月
６
日（
日
）
以
降
月
１
回
程
度
。

　
申
込
時
に
詳
細
案
内
し
ま
す
。

※

申
込
先　
３
３-

４
６
６
６
へ

◆
博
物
館
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｓ

◆
講
座・教
室・催
し
物
ガ
イ
ド

6
月
の
歴
史
講
座

文
化
遺
産
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

養
成
講
座（
第
６
期
）参
加
者
募
集
！

▲コロナ対策をとり慰霊の催しが2年ぶりに実現

▲江戸時代の地図の前で。学校の場所はどこかな？

　４月２７日（火）、犀川小学校３年生の児童
を対象に「犀川地域の魅力や自慢の場所」
について出前授業を行いました。学校の校
庭や通学路沿いなど身近なところに貴重な
史跡があることに驚きの様子でした。

　4月１６日（金）、節丸小学校の児童が、郷土の
学習の中で博物館を訪れました。節丸校区に
3500年前の集落跡が発見され、この遺跡から
出土した美しい模様を施した土器など地域の
「ご先祖様」の文化に触れた一日となりました。

▲犀川に残された貴重な歴史遺産について詳
しく学びました。

「
お
宝
マ
ッ
プ
」が
さ
ら
に
充
実
！
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み
や
こ
の
歴
史
発
見
伝

令
和
と
そ
の
時
代
⑯138

豊
前
国
分
寺
三
重
塔
を
科
学
す
る
①

相
輪
部

10
年
目
の
「
み
や
っ
こ
君
」

　

ク
ー
ル
ビ
ズ
推
進
に
伴
い
庁
舎
内
外

で
、
職
員
が
着
用
す
る
シ
ャ
ツ
の
「
み

や
っ
こ
君
」
を
目
に
す
る
機
会
が
増
え

ま
し
た
。
お
馴
染
み
の
み
や
っ
こ
君
が

町
の
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
採

用
さ
れ
て
今
年
で
10
年
を
迎
え
ま
す
。

こ
の
み
や
っ
こ
君
が
被
る
帽
子
は
、
町

を
象
徴
す
る
文
化
財
「
豊
前
国
分
寺
三

重
塔
」
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
ま
す
。

み
や
っ
こ
君
の
メ
モ
リ
ア
ル
イ
ヤ
ー
を

祝
し
て
、
今
月
か
ら
「
豊
前
国
分
寺
三

重
塔
」
を
詳
し
く
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

豊
前
国
分
寺
「
七
重
塔
」

　

令
和
の
歌
が
詠
ま
れ
た
奈
良
時
代
は
、

今
日
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
同
様
に

「
天
然
痘
」
と
呼
ば
れ
る
疫
病
が
国
中

に
蔓
延
し
、
1
5
0
万
人
の
人
々
が
亡

く
な
っ
た
と
推
計
さ
れ
て
い
ま
す
。
今

日
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
よ
う
な
医
療
手

段
も
な
く
、
ま
た
同
時
に
飢
饉
や
戦

乱
も
頻
発
す
る
な
ど
「
国

難
」
に
陥
り
ま
す
。
こ
の
状

況
に
対
し
聖
武
天
皇
は
、自
身

が
深
く
信
仰
し
て
い
た
仏
教

の
力
に
よ
っ
て
国
を
鎮
め
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
「
奈
良

の
大
仏
様
」
で
有
名
な
東
大

寺
を
総
国
分
寺
と
し
て
全
国

68
の
国
ご
と
に
「
国
分
寺
」
の
造
営
を

命
じ
ま
し
た
。
豊
前
国
分
寺
も
そ
の
ひ

と
つ
と
し
て
建
立
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の

当
時
の
塔
は
七
重
塔
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
塔
は
明
治
29

年
（
１
８
９
６
）
に
再
建
さ
れ
た
も
の

で
す
が
、
九
州
で
１
０
０
年
以
上
が
経

過
す
る
塔
は
、
こ
の
塔
を
含
め
て
も
３

例
の
み
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
現
在
、

福
岡
県
の
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

い
ま
す
。

三
重
塔
の
構
造

　

三
重
塔
は
塔
の
要
と
な
る
中
心
軸
に

「
心
柱
」
と
呼
ば
れ
る
大
型
の
柱
が
据

え
ら
れ
て
お
り
、
地
面
に
設
置
さ
れ
た

礎
石
か
ら
３
層
を
貫
き
塔
の
最
頂
部
に

あ
る
相
輪
部
分
（
図
面
参
照
）
を
支
持

し
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
心
柱
は
、

屋
根
や
床
な
ど
塔
の
構
造
物
を
支
え
る

構
造
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
つ
ま
り

直
立
し
た
心
柱
を
屋
根
や
床
な
ど
が
接

触
す
る
こ
と
な
く
鞘
の
よ
う
に
取
り
囲

む
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
古
来
、

日
本
に
は
巨
大
な
柱
を
神
聖
視
す
る

「
柱
信
仰
」
が
あ
り
、
こ
の
不
思
議
な

構
造
も
こ
の
信
仰
が
反
映
さ
れ
た
と
い

う
説
も
み
ら
れ
ま
す
。
ま
た
こ
の
構
造

は
、
地
震
の
揺
れ
か
ら
大
切
な
塔
を

守
る
「
耐
震
」
機
能
も
併
せ
も
つ
優
れ

た
建
築
技
術
と
し
て
現
在
ま
で
受
け
継

が
れ
て
い
ま
す
。

優
れ
た
耐
震
構
造

　

現
在
の
三
重
塔
は
奈
良
時
代
の
塔
の

構
造
を
踏
襲
し
た
も
の
で
、
こ
の
よ
う

な
塔
の
建
築
は
仏
教
と
と
も
に
中
国
・

朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て
伝
え
ら
れ
た
も

の
で
す
。
し
か
し
、
心
柱
が
無
い
構
造

の
中
国
・
朝
鮮
半
島
の
木
造
塔
は
現
在

ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ

に
対
し
、
８
世
紀
初
頭
に
建
設
さ
れ
た

奈
良
県
の
法
隆
寺
五
重
塔
は
、
現
存
で

世
界
最
古
の
木
造
建
造
物
に
位
置
付
け

ら
れ
、
現
在
、
世
界
文
化
遺
産
に
登
録

さ
れ
て
い
ま
す
。
国
内
に
み
ら
れ
る

同
様
の
塔
も
火
事
・
落
雷
に
よ
る
焼
失

等
は
み
ら
れ
ま
す
が
、
地
震
に
よ
る
倒

壊
記
録
は
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
ま
せ
ん
。

地
震
国
で
あ
る
日
本
で
、
千
年
を
超
え

て
も
倒
れ
て
い
な
い
木
造
塔
の
存
在

は
驚
異
的
な
記
録
で
、
１
９
９
５
年

の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
を
き
っ
か
け
に

古
代
日
本
の
塔
に
用
い
ら
れ
た
耐
震
構

造
が
注
目
さ
れ
、
こ
れ
を
現
在
の
建
物

に
応
用
す
る
研
究
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

様
々
な
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
結
果
、

古
代
の
塔
の
建
築
技
術
は
、
こ
れ
ま
で

建
設
さ
れ
て
き
た
様
々
な
歴
史
的
建
造

物
の
中
で
も
特
に
優
れ
た
耐
震
構
造
で

あ
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
ま
し
た
。

ス
カ
イ
ツ
リ
ー
に
用
い
ら
れ
た
技
術

　

10
年
前
の
東
日
本
大
震
災
で
は
、
ビ

ル
な
ど
高
層
建
築
で
長
周
期
振
動
の
事

例
が
報
告
さ
れ
、対
策
の
た
め
の
調
査
・

研
究
に
は
、
塔
の
耐
震
性
と
併
せ
て
高

所
の
揺
れ
を
抑
制
す
る
機
能
が
再
検
討

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
翌
年
、
自
立
式

の
電
波
塔
と
し
て
は
世
界
一
の
高
さ

（
６
３
４
ｍ
）
を
誇
る
東
京
ス
カ
イ
ツ

リ
ー
が
完
成
し
て
い
ま
す
が
、こ
の「
最

新
の
塔
」
に
は
奈
良
時
代
の
心
柱
に
よ

る
制
震
構
造
の
研
究
に
よ
っ
て
培
わ
れ

た
技
術
が
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
の
中
央
主
軸
に

は
三
重
塔
の
「
心
柱
」
の
よ
う
に
、
直

径
８
ｍ
高
さ
３
７
５
ｍ
の
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
製
の
パ
イ
プ
が
設
け
ら
れ
、
中

に
は
非
常
階
段
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
柱
の
地
上
１
２
５
ｍ
よ
り
上
層
は

展
望
台
な
ど
を
支
え
る
構
造
で
は
な
く
、

三
重
塔
に
み
ら
れ
る
心
柱
の
構
造
と
よ

く
似
て
い
ま
す
。
こ
の
柱
に
よ
る
地
震

の
揺
れ
を
制
御
す
る
目
的
で
考
え
出
さ

れ
た
の
が「
心
柱
型
質
量
付
加
機
構
」と

呼
ば
れ
る
世
界
初
の
制
震
構
造
で
、
古

代
の
塔
に
用
い
ら
れ
た
心
柱
の
制
震
構

造
に
敬
意
を
払
っ
た
名
称
に
な
っ
て
い

る
こ
と
は
特
に
注
目
さ
れ
ま
す
。

　

古
代
の
塔
が
な
ぜ
地
震
に
強
い
の
か

現
在
で
も
そ
の
明
確
な
理
由
は
分
か
っ

て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
最
新
の
科
学
で
も

解
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
１
３
０
０

年
以
上
前
の
建
築
技
術
の
高
さ
に
敬
服

さ
せ
ら
れ
る
ば
か
り
で
す
。（

井
上
信
隆
）

みやっこ君

豊前国分寺三重塔断面図
着色部分が心柱（屋根・床の部材と接していないことが分かる）

し
ん
ば
し
ら

て
ん
ね
ん
と
う

え
き
び
ょ
う

ま
ん
え
ん

き　

 

き
ん

か
な
め

す

と
う
し
ゅ
う

つ
ち
か

つ
ら
ぬ

そ
う
り
ん

さ
や

お
ち
いし

ょ
う
む




