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作
品
募
集
！

　
博
物
館
で
は
京
築
地
区
に
在
住
・

通
学
す
る
小
中
学
生
を
対
象
に
、
ふ

る
さ
と
の
歴
史
と
文
化
ゆ
か
り
の
絵

画
・
作
文
作
品
を
募
集
す
る
コ
ン
ク
ー

ル
を
開
催
し
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
迎
え
る
夏
休
み
を
利
用

し
て
、
自
分
の
家
族
や
地
域
・
日
本

の
歴
史
や
文
化
に
ま
つ
わ
る
「
み
ど

こ
ろ
」
や
「
お
気
に
入
り
」
を
、
絵

や
文
章
で
表
現
し
合
お
う
！
と
い
う

コ
ン
ク
ー
ル
で
す
。

　
募
集
作
品
の
テ
ー
マ
や
応
募
要
領

は
次
の
通
り
で
す
。
皆
さ
ん
奮
っ
て

自
慢
の
作
品
を
お
寄
せ
下
さ
い
！

★
わ
た
し
の
町
の
過
去
・
現
在
・
未
来

　
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
（
３
部
門
）

　
三
つ
の
部
門
か
ら
お
気
に
入
り
の

テ
ー
マ
を
選
び
、わ
た
し
の
町
の
「
過

去
・
現
在
・
未
来
」
の
姿
に
つ
い
て
、

あ
な
た
が
「
い
い
ね
！
」
と
思
っ
て

い
る
お
気
に
入
り
の
文
化
遺
産
や
眺

め
・
想
像
を
描
い
て
下
さ
い
。

★
歴
史
た
ん
け
ん
作
文
コ
ン
ク
ー
ル

　
皆
さ
ん
が
住
む
町
や
地
域
の
歴
史
、

お
じ
い
ち
ゃ
ん
・
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に

聞
い
た
昔
の
話
、
歴
史
の
本
を
読
ん

だ
感
想
、
旅
行
先
で
調
べ
た
史
跡
や

先
人
の
こ
と
な
ど
「
歴
史
」
に
関
す

る
こ
と
で
思
わ
ず「
ア
ツ
く
な
っ
た
」

こ
と
を
文
章
に
し
て
下
さ
い
。

◆
応
募
要
領
（
概
要
の
み
）

・
〆 　
切
：
９
月
17
日（
金
）

・
応
募
方
法
：
博
物
館
へ
郵
送
か
持
参

・
そ
の
他
：
入
賞
者
へ
賞
品
贈
呈

　
ご
紹
介
以
外
の
詳
し
い
応
募
要
領
に

つ
い
て
は
博
物
館
☎
３
３
ー

４
６
６
６

へ
お
問
合
せ
下
さ
い
。

　
な
お
、
コ
ン
ク
ー
ル
は
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
伴
う
情
勢

変
化
が
あ
っ
た
場
合
、
中
止
を
含
め
て

内
容
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
ご
承
知
お
き
下
さ
い
。

【
漢
詩
紀
行
講
座
】

　

７
月
3
日（
土
）
9
時
30
分
〜

【
古
典
か
な
講
座
】

　

７
月
17
日（
土
）
9
時
30
分
〜

【
み
や
こ
学
講
座
】

　

７
月
23
日（
金
・
祝
）
10
時
〜

【
古
文
書
講
座
】

　

７
月
31
日（
土
）
10
時
〜

※

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
。

　
７
月
か
ら
実
稼
働
に
入
り
、
ワ
ー
ク
編

の
実
践
（
永
沼
家
住
宅
周
辺
除
草
作
業
）

を
以
下
の
要
領
で
行
い
ま
す
。
調
整
可
能

な
方
は
、
ふ
る
っ
て
ご
参
加
下
さ
い
。

・
日
時
：
７
月
25
日
（
日
）

・
場
所
：
永
沼
家
住
宅（
犀
川
帆
柱
）

・
備
考
①
現
地
集
合
・
解
散
で
す
。

②
荒
天
時
中
止（
前
夜
ま
で
に
電

　
話
等
で
連
絡
し
ま
す
）。

③
会
員
外
の
方
は
登
録
が
必
要
で
す
。

文
化
遺
産
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア（
豊
み
隊
！
）活
動
内
容

▲体験教室での土器づくりの様子（過去の開催記録から） ▲教室で制作予定の土器（イメージ／ただし◎は本物の土器）

◆
博
物
館
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｓ

「
文
化
の
み
や
こ
づ
く
り
」記
念
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

ク
ー
ル

・わ
た
し
の
町
の
過
去・現
在・未
来
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル

・小
学
生
歴
史
た
ん
け
ん
作
文
コ
ン
ク
ー
ル

▶
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
グ
ラ
ン
プ
リ
作
品（
令
和
元
年
度
）

千
点
を
越
え
る
応
募
が
あ
る
絵
画
作
品
コ
ン
ク
ー
ル
　
身
の
回
り

に
あ
る「
お
気
に
入
り
」の
ふ
る
さ
と
遺
産
を
描
き
出
そ
う
！

◆
講
座・教
室・催
し
物
ガ
イ
ド

７
月
の
歴
史
講
座

夏
休
み
子
ど
も
体
験
教
室

「
土
器
を
作
ろ
う
！
」ご
案
内

▼作文コンクール最優秀賞朗読（令和元年度）
例年50作品程度の応募がある作文コンクール
歴史にまつわるさまざまなものがたりを自分の
思いでつづってみよう！

　
博
物
館
で
は
「
夏
休
み
は
古
代
の
モ
ノ

づ
く
り
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
！
」
を
コ
ン
セ
プ

ト
に
、
以
下
の
要
領
で
体
験
教
室
を
開
催

し
ま
す
。
ふ
る
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
！

・
日 

　
時
：
８
月
８
日（
日
・
祝
）

※

受
付
９
時
〜
／
体
験
９
時
30
分
〜

※

全
行
程
２
時
間
ほ
ど
の
見
込
み

・
場 

　
所
：
博
物
館
研
修
室

・
参
加
費
：
３
０
０
円

・
対
象
者
：
み
や
こ
町
内
の
小
学
生

・
募
集
人
数
：
先
着
15
名
ま
で

・
申
込
方
法
：
７
月
10
日（
土
）か
ら
電
話

　
ま
た
は
博
物
館
窓
口
で
申
込
み

・
注
意
事
項

※

１
〜
３
年
生
は
保
護
者
の
同
伴
が
必
要
。

※

作
品
は
焼
上
げ
後
、８
月
28・29・31
日
の

開
館
時
間
帯
に
お
引
渡
し
し
ま
す
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
伴

う
情
勢
変
化
が
あ
っ
た
場
合
、中
止
を
含

め
て
内
容
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

夏休みの課題
制作にいかが?
お申込みお待
ちしています！！
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み
や
こ
の
歴
史
発
見
伝

令
和
と
そ
の
時
代
⑰139

豊
前
国
分
寺
三
重
塔
を
科
学
す
る
②

「
塔
」
の
起
源

　

豊
前
国
分
寺
三
重
塔
の
よ
う
な
日
本

の
木
造
塔
の
起
源
は
約
２
３
０
０
年
前

に
イ
ン
ド
で
作
ら
れ
た
仏
塔
「
ス

ト
ゥ
ー
パ
」
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
仏
塔
は
仏
陀
（
お
釈
迦
様
）
の
遺
骨

（
仏
舎
利
）
を
納
め
て
信
仰
の
対
象
と

し
た
塔
（
仏
舎
利
塔
）
で
、「
お
釈
迦

様
の
お
墓
」
と
い
う
見
方
も
で
き
ま
す
。

「
ス
ト
ゥ
ー
パ
」
は
、
そ
の
後
、
漢
字

で
「
卒
塔
婆
」
と
表
記
さ
れ
、
現
在
、

墓
地
で
み
ら
れ
る
木
札
の
名
称
と
な
っ

て
い
ま
す
。
仏
教
で
は
、一
般
的
に「
仏

像
」
が
信
仰
の
対
象
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、
当
時
は
仏
塔
に
参
拝
す
る
こ
と
が

そ
の
信
仰
の
証
と
さ
れ
、
仏
塔
は
寺
院

の
中
心
と
な
る
施
設
に
位
置
付
け
ら
れ

ま
し
た
。
そ
の
後
、
仏
塔
は
中
国
で
層

塔
形
に
変
化
し
、
日
本
独
自
の
思
想
と

融
合
し
て
三
重
塔
の
よ
う
な
美
し
い
木

造
塔
の
形
が
完
成
し
た
と
み
ら
れ
て
い

ま
す
。
塔
体
の
形
状
は
大
き
く
変
化
し

ま
し
た
が
、
塔
の
相
輪
の
部
分
（
前
号

掲
載
図
参
照
）
が
イ
ン
ド
で
出
現
し
た

ス
ト
ゥ
ー
パ
本
来
の
要
素
を
継
承
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。
三
重
塔

も
「
仏
舎
利
塔
」
と
し
て
建
て
ら
れ
、

宗
教
的
に
は
ス
ト
ゥ
ー
パ
そ
の
も
の
で

あ
る
相
輪
が
最
も
重
要
な
意
味
を
も
ち

ま
す
。
ま
た
こ
れ
を
天
高
く

支
持
し
て
い
る
の
が
心
柱
で
、

そ
の
心
柱
の
土
台
と
な
る
礎

石
（
心
礎
）
に
は
、
仏
舎
利

が
納
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の

心
礎
（
仏
舎
利
）
と
相
輪
（
ス

ト
ゥ
ー
パ
）
を
つ
な
ぐ
心
柱

は
日
本
古
来
の
巨
木
信
仰
と

併
せ
て
建
築
的
、
宗
教
的
な
側
面
で
も

非
常
に
重
要
な
役
割
を
担
う
も
の
で
す
。 

　

こ
の
よ
う
な
塔
の
礎
石
と
仏
舎
利
の

関
係
が
確
認
で
き
る
大
変
希
少
な
事
例

が
豊
前
国
分
寺
跡
付
近
の
水
田
の
中
か

ら
発
見
さ
れ
ま
し
た
。 

  

幻
の
寺
「
上
坂
廃
寺
」 

　

み
や
こ
町
の
上
坂
区
に
は
、
古
く
か

ら
豊
前
国
分
寺
の
前
身
寺
、
若
し
く
は

そ
の
経
蔵
跡
と
み
ら
れ
る
古
代
寺
院
の

所
在
が
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
昭
和

58
年
（
１
９
８
３
）
１
月
に
圃
場
整
備

事
業
に
伴
っ
て
実
施
さ
れ
た
調
査
で
は

長
さ
2.8
ｍ
、
幅
2.2
ｍ
を
測
る
花
崗
岩
製

の
巨
大
な
塔
の
心
礎
が
検
出
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
上
面
中
央
に
は
直
径
85
㎝
、

深
さ
22
㎝
の
円
形
の
心
柱
穴
が
刳
り
貫

か
れ
、
そ
の
底
面
に
は
さ
ら
に
直
径
約

18
㎝
、
深
さ
約
11
㎝
を
測
る
円
形
の
舎

利
孔
（
仏
舎
利
を
納
め
る
穴
）
が
設
け

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
心
礎
の
規
模
や
心

柱
の
直
径
が
85
㎝
前
後
に
推
定
さ
れ
る

事
等
か
ら
巨
大
な
塔
の
存
在
が
想
定
さ

れ
、
ま
た
三
重
塔
で
は
観
察
で
き
な
い

本
来
の
心
柱
と
心
礎
の
関
係
を
知
る
上

で
も
重
要
な
発
見
と
な
り
ま
し
た
。
こ

の
よ
う
に
舎
利
孔
を
設
け
た
礎
石
は
九

州
で
も
上
坂
廃
寺
と
塔
原
廃
寺
（
筑
紫

野
市
）
の
み
と
い
う
大
変
貴
重
な
事
例

で
あ
る
こ
と
か
ら
現
在
、
県
の
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
調
査
で

出
土
し
た
瓦
の
文
様
か
ら
国
分
寺
よ
り

50
年
ほ
ど
前
に
建
設
さ
れ
た
別
の
寺
院

で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。 

金
よ
り
高
価
な
「
ガ
ラ
ス
」
？ 

　

上
坂
廃
寺
の
舎
利
孔
か
ら
仏
舎
利
は

発
見
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
国
内
に

み
ら
れ
る
飛
鳥
・
奈
良
時
代
の
寺
院
の

心
礎
３
５
０
例
の
う
ち
、
舎
利
孔
が
設

け
ら
れ
て
い
る
も
の
は
上
坂
廃
寺
を
含

め
80
例
に
止
ま
り
、
さ
ら
に
仏
舎
利
を

納
め
た
容
器
が
確
認
で
き
た
の
は
、
わ

ず
か
６
寺
院
に
限
ら
れ
ま
す
。
仏
舎
利

を
納
め
る
容
器
は
い
ず
れ
も
当
時
の
工

芸
技
術
の
粋
を
尽
く
し
た
も
の
で
あ
り
、

「
入
れ
子
状
」
に
収
納
さ
れ
る
傾
向
が

み
ら
れ
ま
す
。
直
接
仏
舎
利
を
納
め
る

一
番
内
側
の
容
器
は
ガ
ラ
ス
製
の
瓶
で
、

仏
舎
利
を
納
め
た
後
、
金
、
銀
、
銅
製

の
箱
の
順
に
収
納
す
る
事
例
が
み
ら
れ

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
厳
重
か
つ
豪
華
な

四
重
の
入
れ
子
状
容
器
に
よ
っ
て
保
護

さ
れ
る
理
由
は
、
お
釈
迦
様
の
遺
骨
で

あ
る
仏
舎
利
に
対
す
る
敬
重
の
念
を
示

す
も
の
で
、
荼
毘
に
付
さ
れ
る
前
の
お

釈
迦
様
の
棺
が
金
、
銀
、
銅
、
鉄
製
の

四
重
棺
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と

い
う
説
も
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
す
。

寺
や
地
域
に
よ
り
様
々
な
埋
納
方
法
が

み
ら
れ
ま
す
が
、
直
接
仏
舎
利
を
入
れ

る
容
器
の
多
く
は
ガ
ラ
ス
製
で
、
こ
れ

を
と
り
ま
く
外
護
容
器
に
は
金
が
用
い

ら
れ
る
傾
向
が
み
ら
れ
、
朝
鮮
半
島
で

も
同
様
の
事
例
が
確
認
で
き
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
事
例
か
ら
奈
良
時
代
は
、
ガ

ラ
ス
が
金
よ
り
も
上
位
に
位
置
し
た
こ

と
が
伺
え
、
発
掘
調
査
結
果
で
も
そ
れ

を
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
メ
ダ
ル
は
銅
、
銀
、

金
の
順
に
ラ
ン
ク
ア
ッ
プ
し
ま
す
が
、

仏
舎
利
の
容
器
も
同
様
の
傾
向
を
み
る

こ
と
が
で
き
、
当
時
は
そ
の
最
上
位
に

ガ
ラ
ス
が
位
置
し
た
こ
と
が
伺
え
ま
す
。

「
ガ
ラ
ス
瓶
」
が
「
金
」
よ
り
も
高
価

で
あ
っ
た
時
代
を
想
像
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
が
、
時
代
に
よ
る
モ
ノ
の
価

値
の
変
遷
を
知
る
上
で
も
非
常
に
興
味

深
い
資
料
と
い
え
ま
す
。

日
常
生
活
の
中
に
み
ら
れ
る
「
舎
利
」 

　

昭
和
62
年
（
１
９
８
７
）
豊
前
国
分

寺
三
重
塔
は
91
年
ぶ
り
に
大
規
模
な
解

体
・
修
復
工
事
が
行
わ
れ
、
併
せ
て
礎

石
の
調
査
も
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
調
査

の
結
果
、
仏
舎
利
は
発
見
さ
れ
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
心
柱
を
支
え
る
礎
石
の
周

辺
か
ら
「
生
」、「
阿
」
な
ど
経
文
の
字

を
一
つ
の
石
に
一
字
づ
つ
墨
で
記
し
た

「
一
字
一
石
経
」
の
小
石
約
30
個
が
出

土
し
ま
し
た
。
出
土
状
況
等
か
ら
こ
れ

ら
の
小
石
は
、
仏
舎
利
の
代
用
と
し
て

埋
納
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
、
改
め
て

こ
の
塔
が
「
仏
舎
利
塔
」
と
し
て
建
設

さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
ま
し
た
。

　

握
り
寿
司
の
酢
飯
や
炊
き
立
て
の
米

飯
を
「
シ
ャ
リ
・
銀
シ
ャ
リ
」
と
呼
び

ま
す
が
、
そ
の
由
来
に
つ
い
て
は
米
を

意
味
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
（
シ
ャ

リ
）
を
語
源
と
す
る
も
の
や
、形
状
が

仏
舎
利
に
酷
似
し
て
い
る
等
の
説
が
み

ら
れ
ま
す
。
普
段
何
気
な
く
使
わ
れ
る

言
葉
で
す
が
、
米
が
２
０
０
０
年
以
上

も
生
命
を
支
え
る
食
の
根
幹
を
占
め
て

き
た
日
本
人
に
と
っ
て
、
そ
の
一
粒
一

粒
に
、
最
も
尊
い
お
釈
迦
様
の
姿
を
見

事
に
反
映
さ
せ
た
美
し
い
言
葉
と
し
て

現
在
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。 

（
井
上
信
隆
）

上坂廃寺塔心礎
（埋土保存により現在は見ることができません） 

現在の豊前国分寺三重塔の心礎と心柱

ぶ
っ 

し
ゃ 

り

し
ゃ
か

ぶ
っ
だ

そ

と

ば

そ
う
り
ん

し
ん

そ

せ
き

く

ほ
じ
ょ
う

し
ゃ

り   

こ
う

ぬ

だ　

び

そ

し

こ
ん
か
ん


