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11
月
17
日
（
木
）、町
内
豊
津
の
峯
高

寺
が
所
蔵
す
る
仏
画
に
つ
い
て
、臨
時

の
現
況
確
認
調
査
を
行
い
ま
し
た
。同

寺
所
蔵
の「
中
将
姫
寓
糸
曼
荼
羅
織
図
」

の
傷
み
が
激
し
く
修
理
が
必
要
と
の
こ

と
で
す
が
、そ
の
修
理
に
企
業
メ
セ
ナ

を
利
用
す
る
に
あ
た
り
博
物
館
等
の
意

見
書
が
必
要
と
の
こ
と
で
急
遽
実
施
の

運
び
と
な
り
ま
し
た
。

　
調
査
は
い
の
ち
の
た
び
博
物
館
（
北

九
州
市
）の
協
力
も
得
て
行
わ
れ
、そ
の

結
果
、同
図
が
江
戸
時
代
前
期
の
貴
重

な
仏
画
で
あ
る
こ
と
、制
作
を
初
代
小

倉
藩
主
・小
笠
原
忠
真
夫
人
の
永
貞
院

が
支
援
し
た
こ
と
等
が
判
明
し
、当
地

方
の
仏
画
に
関
す
る
貴
重
な
情
報
を
得

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
12
月
３
日（
土
）の
三
重
塔
す
す
払
い

の
際
、文
化
遺
産
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ

る
文
化
財
ガ
イ
ド
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
ガ
イ
ド
は
、８
月
か
ら
博
物
館
が

進
め
て
き
た
養
成
研
修
の
成
果
発
表
と

な
る
も
の
で
、期
間
中
の
履
修
率
ト
ッ

プ
だ
っ
た
関
谷
い
づ
み
さ
ん
に
、三
重

塔
の
み
ど
こ
ろ
に
つ
い
て
お
披
露
目
頂

き
ま
し
た
。

　
流
ち
ょ
う
な
ガ
イ
ド
に
皆
さ
ん
か
ら

「
ブ
ラ
ボ
ー
」の
拍
手
が
贈
ら
れ
、成
果

は
上
々
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

▲仏画を詳細観察調査する様子

▲研修成果を披露する関谷さん　落着いたガイドぶりでした

▲手慣れた作業で塔内外はあっというまにキレイになりました ▲３年ぶりの発表の場にスタッフも参加者も力が入りました

▲３年生児童による伝統芸能「黒田楽」の披露　３年ぶりに鉦や笛の音を
　聞き地域の人々も大きな拍手を送っていました

▲みやこ町の史跡にみられる高度な古代の土木・建築技術について
　詳しくご紹介することができました

◆
講
座・教
室・催
し
物
ガ
イ
ド

１
月
の
歴
史
講
座

【
漢
詩
紀
行
講
座
】

　

１
月
７
日
（
土
）
９
時
30
分
〜

【
古
文
書
講
座
】

　

１
月
14
日
（
土
）
10
時
〜

【
古
典
か
な
講
座
】

　

１
月
21
日
（
土
）
9
時
30
分
〜

【
み
や
こ
学
講
座
】

　

１
月
28
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
通
知
し
ま
す
。

み
や
こ
町
文
化
財
防
火
点
検
式

　
第
69
回
文
化
財
防
火
デ
ー
に
ち
な
み
、

重
要
文
化
財
・永
沼
家
住
宅
で
防
火
設

備
の
点
検
放
水
等
を
行
い
ま
す
。見
学
自

由
で
申
込
等
は
不
要
で
す
。お
気
軽
に
お

越
し
下
さ
い
！

○
日
時
：
１
月
26
日（
木
）10
〜
11
時

○
場
所
：同
住
宅（
犀
川
帆
柱
地
内
）

○
備
考
：荒
天
や
コ
ロ
ナ
情
勢
に
よ
り

　
中
止
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。問
合
せ

　
は
博
物
館(

☎
３
３-

４
６
６
６)

へ
。

　12月３日（土）、博物館友の会恒例「三重塔すす
払い」が行われました。友の会会員に文化遺産ボ
ランティアも加わった40人近くが参加して掃除は
あっという間に終了。皆さん勝手知ったる作業な
ので最高の「タイパ」で終えることができました。

　11月19・20日（土・日）、中央公民館で産業祭記
念発表会が行われました。博物館では文化協会
支援も行っていますが、コロナ禍で発表の場が失
われていた皆さんにとって、久々の舞台となった
からか、会場では力作・力演がめじろ押しでした。

博物館休館日カレンダー
2023年 1月

休館日※情報はR4.12.17現在
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日　月　火　水　木　金　土

◆
博
物
館
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｓ

峯
高
寺
の
仏
画
調
査
を
実
施

ガ
イ
ド
研
修
の
成
果
を
披
露
！

10月～12月の業務日誌から

　11月5日（土）黒田小学校で「こふんまつり」が
開催されました。３・６年生は博物館で学習した地
域の伝統や歴史学習について発表しました。６年
生の発表の内容は、町内６箇所に設置されている
「デジタルサイネージ」で１～３月末の期間で見る
ことができますので是非ご覧ください。

　10月25日（火）西日本工業大学の地域連携事業
「京築学」で約１００名の学生を対象に「歴史遺産の
技術からみたみやこ町」について当館学芸員が講
演しました。特に土木・建築学の専攻学生が熱心に
耳を傾けていました。

え
い
て
い
い
ん

た
だ
ざ
ね

お

が
さ
わ
ら

ち
ゅ
う
じ
ょ
う
ひ
め
ぐ
う
し
ま
ん
だ
ら
お
り
ず

ほ
う
こ
う

じ
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み
や
こ
の
歴
史
発
見
伝
153

明
治
の
二
大
文
豪
を
支
え
た

　  
　
　み
や
こ
町
の
偉
人
③

吉田増蔵
（１８66～１９４１）

４次ブームの焼き芋はタップリの蜜と「ネットリ」食感が特徴！
土
遺
物
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
日
本
に
は
17
世
紀

頃
に
琉
球
（
現
在
の
沖
縄
県
周

辺
地
域
）
に
伝
わ
り
、
そ
の
後
、

薩
摩
（
現
在
の
鹿
児
島
県
）
で

盛
ん
に
栽
培
さ
れ
、
全
国
各
地

に
広
が
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
名
の
由

来
と
い
わ
れ
ま
す
。
こ
の
サ
ツ
マ
イ

モ
の
栄
養
価
の
高
さ
に
着
目
し
、
飢

饉
対
策
と
し
て
栽
培
を
奨
励
し
た
の

が
、
８
代
将
軍
の
徳
川
吉
宗
で
す
。

こ
れ
を
き
っ
か
け
に
砂
糖
が
高
級
品

で
あ
っ
た
当
時
、
甘
く
て
栄
養
価
が

高
く
、
か
つ
安
価
な
焼
き
芋
は
大
衆

に
歓
迎
さ
れ
、
江
戸
時
代
後
期
〜
明

治
維
新
（
１
８
０
４
年
〜
１
８
６
８

年
）
に
か
け
て
「
第
１
次
焼
き
芋
ブ
ー

ム
」
が
起
こ
り
ま
す
。
そ
の
後
、
第

２
次
ブ
ー
ム
（
１
８
６
８
年
〜
１
９

２
３
年
頃
）、第
３
次
ブ
ー
ム
（
１

９
５
１
年
〜
１
９
７
０
年
頃
）
を

経
て
、
２
０
０
３
年
頃
か
ら
現
在

に
か
け
て
第
４
次
ブ
ー
ム
が
到
来

し
「
ネ
ッ
ト
リ
系
」
焼
き
芋
を
中

心
に
新
た
な
加
工
品
な
ど
が
製

造
・
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

焼
き
芋
を
自
ら
好
ん
で
食
し
「
完

璧
な
食
べ
物
」
と
称
賛
し
た
の
が
、

明
治
の
文
豪
「
森 

鴎
外
」
で
す
。

み
や
こ
町
出
身
の
漢
学
者
「
吉
田

増
蔵
」
は
、
こ
の
森
鴎
外
か
ら
大

正
に
次
ぐ
元
号
の
草
案
を
託
さ
れ
、

こ
れ
を
基
に
考
案
し
た
の
が
元
号

「
昭
和
」
で
す
。
今
回
は
吉
田
増

蔵
が
仕
え
た
森
鴎
外
の
「
食
」
に

ま
つ
わ
る
物
語
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

「
家
庭
内
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
」の
先
駆
者
？

　

10
歳
で
島
根
県
か
ら
上
京
し
、
当

時
と
し
て
は
最
年
少
の
19
歳
で
現
在

の
東
京
大
学
医
学
部
の
前
身
校
を
卒

業
後
、
軍
医
に
な
っ
た
鴎
外
は
22
歳

の
時
に
ド
イ
ツ
に
留
学
し
、
当
時
最

先
端
の
細
菌
学
を
学
び
ま
す
。
顕
微

鏡
で
細
菌
を
見
た
彼
は
衝
撃
を
う
け
、

こ
れ
以
降
、
極
度
の
「
潔
癖
症
」
に

な
り
ま
す
。
26
歳
で
帰
国
し
た
彼
は

公
衆
衛
生
環
境
の
整
っ
て
い
な
か
っ

た
当
時
の
日
本
の
状
況
を
み
て
、
そ

の
環
境
整
備
の
た
め
の
研
究
に
邁
進

す
る
傍
ら
、
家
族
に
は
ア
ル
コ
ー
ル

消
毒
を
徹
底
さ
せ
ま
す
。
自
身
も
「
生

も
の
」
は
一
切
口
に
せ
ず
、
口
に
入

る
食
べ
物
全
て
に
火
を
通
し
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。「
加
熱
抗
菌
至
上

主
義
」
の
彼
が
好
ん
だ
食
べ
物
は
、

冒
頭
の
焼
き
芋
の
他
に
も
「
焼
き
お

に
ぎ
り
」
を
は
じ
め
、
果
物
も
皮
を

む
い
て
加
熱
し
、
砂
糖
を
つ
け
て
食

べ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
現
在
の

「
コ
ン
ポ
ー
ト
」
に
似
た
食
べ
方
で

あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
彼
に
と
っ
て
加
熱
さ
れ
た
焼
き

芋
は
、
皮
さ
え
剥
け
ば
細
菌
感
染
の

心
配
の
な
い
「
理
想
的
な
食
べ
物
」

で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
ま
す
。
吉
田

増
蔵
の
回
想
記
録
の
中
に
も
「
鴎
外

先
生
の
日
常
生
活
は
極
め
て
質
素
で
、

役
所
に
お
け
る
弁
当
は
10
銭
の
焼
き

芋
で
あ
っ
た
。」
と
い
う
記
述
も
み
ら

れ
ま
す
。

「
ド
イ
ツ
料
理
」
を
研
究　

　

こ
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
反

面
、「
観
潮
楼
」
と
呼
ば
れ
た
鴎
外
の

自
宅
で
開
催
さ
れ
た
「
歌
会
」
で
は
、

留
学
の
経
験
を
い
か
し
て
「
ド
イ
ツ

料
理
」
を
振
舞
っ
た
と
い
う
記
録
が

残
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
レ
シ
ピ
は
、

鴎
外
が
ド
イ
ツ
か
ら
持
ち
帰
っ
た
「
レ

ク
ラ
ム
」
と
い
う
文
庫
本
に
記
載
さ

れ
た
内
容
を
彼
が
訳
し
た
メ
モ
に
基

づ
く
も
の
で
、「
ミ
ー
ト
ボ
ー
ル
の

ス
ー
プ
」、「
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
コ
ロ
ッ

ケ
」
の
ほ
か
「
ロ
ー
ル
キ
ャ
ベ
ツ
」

に
似
た
料
理
な
ど
で
あ
っ
た
こ
と
が

関
係
者
の
記
録
で
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
こ
の
歌
会
に
は
、
与
謝

野
鉄
幹
・
晶
子
夫
妻
、
石
川
啄
木
、

福
岡
県
出
身
の
北
原
白
秋
を
は
じ
め
、

み
や
こ
町
出
身
の
小
宮
豊
隆
と
激
論

を
交
わ
し
た
斎
藤
茂
吉
な
ど
、
こ
の

当
時
を
代
表
す
る
歌
人
が
招
か
れ
た

こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。
吉
田
増
蔵

も
「
毎
週
、火
、木
、土
曜
日
の
３
日
は
、

鴎
外
先
生
宅
で
、
昼
食
を
共
に
し
て

『
元
号
』
に
つ
い
て
語
り
合
っ
た
。」

と
い
う
記
述
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

鴎
外
と
と
も
に
ド
イ
ツ
料
理
に
舌
鼓

を
打
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

偉
人
は
ス
イ
ー
ツ
好
き
？

　

こ
の
よ
う
に
、鴎
外
は
「
ハ
イ
カ
ラ
」

な
料
理
で
歌
人
を
も
て
な
し
日
本
古

来
の
歌
会
を
催
す
一
方
、
日
常
生
活

で
は
焼
き
芋
や
焼
き
ナ
ス
、
そ
ば
が

き
な
ど
庶
民
的
な
味
を
好
ん
だ
と
伝

え
ら
れ
ま
す
。
吉
田
増
蔵
は
宮
内
省

図
書
頭
で
あ
っ
た
森
鴎
外
に
、
そ
の

才
能
を
見
込
ま
れ
森
鴎
外
の
下
で
働

き
ま
す
。
鴎
外
は
、
宮
中
の
催
し
に

招
待
さ
れ
た
際
に
デ
ザ
ー
ト
と
し
て

出
さ
れ
た
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
や
キ
ャ
ラ

メ
ル
、
干
菓
子
な
ど
を
娘
の
土
産
に

持
ち
帰
る
な
ど
、
ス
イ
ー
ツ
を
通
じ

た
親
子
愛
溢
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
残

さ
れ
て
い
ま
す
。
細
菌
か
ら
家
族
を

守
る
た
め
消
毒
を
徹
底
さ
せ
る
な
ど

几
帳
面
な
軍
医
と
し
て
の
一
面
を
も

つ
一
方
で
、
娘
と
同
じ
よ
う
に
甘
い

も
の
を
好
ん
だ
鴎
外
に
と
っ
て
焼
き

芋
は
ま
さ
に
「
完
璧
な
食
べ
物
」
で

あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
ま
す
。
ま
た
鴎

外
に
仕
え
た
吉
田
増
蔵
も
甘
い
も
の

を
好
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
漢

詩
の
作
風
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
食

べ
物
の
嗜
好
も
同
じ
で
あ
っ
た
こ
と

は
大
変
興
味
深
い
も
の
で
す
。
鴎
外

没
後
１
０
０
年
を
経
て
到
来
し
た
「
第

４
次
焼
き
芋
ブ
ー
ム
」
で
は
彼
の
好

物
で
あ
っ
た
羊
羹
の
よ
う
に
「
ネ
ッ

ト
リ
系
」
で
糖
度
が
増
し
た
品
種
の

芋
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
現
在
の
焼
き
芋
は
、
森
鴎
外
が

思
い
描
い
た
「
理
想
の
焼
き
芋
像
」

の
完
成
形
の
一
つ
に
位
置
付
け
ら
れ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

（
井
上
信
隆
）

第
４
次
「
焼
き
芋
ブ
ー
ム
」
到
来
！

　

本
格
的
な
冬
を
迎
え
、
店
先
で
「
焼

き
芋
」
を
見
か
け
る
機
会
が
増
え
ま

し
た
。
冬
の
季
語
に
も
用
い
ら
れ
、

日
本
の
冬
の
風
物
詩
と
し
て
お
馴
染

み
の
焼
き
芋
で
す
が
、
意
外
に
も
サ

ツ
マ
イ
モ
の
原
産
地
は
、
中
央
ア
メ

リ
カ
の
メ
キ
シ
コ
周
辺
と
み
ら
れ
て

い
ま
す
。
南
米
の
ペ
ル
ー
で
発
見
さ

れ
た
イ
ン
カ
帝
国
の
遺
跡
で
は
、
ジ
ャ

ガ
イ
モ
や
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
と
並
ん
で

そ
の
繁
栄
を
支
え
る
重
要
な
作
物
と

し
て
栽
培
さ
れ
た
こ
と
が
各
種
の
出

い
も

む
か

な　

じ

き
ゅ
う

り
ゅ
う

さ
つ　

ま

き　

き
ん

し
ょ
う
れ
い

よ
し
む
ね

け
ん　
び　

き
ょ
う

か
ん
ち
ょ
う
ろ
う

し
っ

そ

く　

な
い
し
ょ
う

ず　

し
ょ
の
か
み

も
よ
お

あ
ふ

ひ　

が　
　
し

き
ち
ょ
う
め
ん

か
ん　

ぺ
き

し　

こ
う

と
う　
ら
い

よ
う 

か
ん へ

か
い
さ
い

ふ
る　
ま

よ　

さ

の

 

て
っ
か
ん

あ
き　

こ

い
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