
日 水月 木火 金 土

◆ 

講
座
・
教
室
・
催
し
物
ガ
イ
ド

 
７
月
の
歴
史
講
座
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応
募
要
領

★
募
集
テ
ー
マ

「
ふ
る
さ
と
遺
産
」
で
あ
れ
ば
人
物
・

自
然
・
文
化
遺
産
な
ど
テ
ー
マ
は
自
由

★
応
募
作
品
の
仕
様

　

四
つ
切
の
画
用
紙
を
使
用
し
て
下
さ

い
。
使
用
す
る
画
材
は
水
彩
絵
の
具
、

ク
レ
ヨ
ン
な
ど
自
由
で
す
が
、
油
絵
は

応
募
で
き
ま
せ
ん
。

★
応
募
資
格

　

み
や
こ
町
内
に
お
住
ま
い
か
、
み
や

こ
町
内
の
学
校
に
通
う
小
中
学
生
。

★
応
募
で
き
る
作
品
数

　

一
人
に
つ
き
１
点

★
応
募
方
法

　

応
募
票
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
画

用
紙
裏
面
に
貼
り
付
け
、
左
記
の
応
募

先
に
郵
送
ま
た
は
持
参
し
て
下
さ
い
。

　

作
品
の
応
募
は
、
学
校
単
位
、
個
人

ど
ち
ら
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

　

な
お
、
氏
名
に
は
「
必
ず
」
ふ
り
が

な
を
ふ
っ
て
く
だ
さ
い
。

★
応
募
締
め
切
り

　

令
和
７
年
９
月
12
日
（
金
）
必
着

　

こ
の
ほ
か
の
詳
し
い
応
募
要
領
に
つ

い
て
は
博
物
館
☎
３
３-

４
６
６
６
へ

お
問
合
せ
下
さ
い
。

▲ 展示資料について、教科書に沿った形で学芸員が説明を
行いました。（写真は犀川小学校の児童）

▲ ボランティアの皆さんによるミーティング。
　今年から自主運営を目指しています。

▲ 地元の知られざる歴史に熱心に聞き入る参加者の皆さん

【漢
詩
紀
行
講
座
】

　
７
月
５
日
（
土
）
９
時
30
分
～

【
古
文
書
講
座
】

　
７
月
12
日
（
土
）
10
時
～

【
古
典
か
な
講
座
】

　
７
月
19
日
（
土
）
９
時
30
分
～

【
み
や
こ
学
講
座
】

　
※
休
講
し
ま
す

※
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
。

　

博
物
館
は
郷
土
資
料
と
学
芸
員
ら
の

サ
ポ
ー
ト
に
よ
る
知
と
学
び
の
拠
点
で

す
。
以
下
の
会
や
講
座
を
利
用
し
て
楽

し
く
学
び
ま
せ
ん
か
？
詳
し
く
は
博
物

館
へ
お
問
合
せ
下
さ
い
！

★ 

博
物
館
友
の
会

　

 

バ
ス
ハ
イ
ク
・
歴
史
た
ん
け
ん
ウ
ォ
ー

ク
等
の
学
び
の
旅
や
イ
ベ
ン
ト
に
参

加
で
き
ま
す
。

★
文
化
遺
産
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
（
豊
み
隊
！
）
養
成
講
座

　
 

町
の
宝
を
三
つ
の
ア
ク
シ
ョ
ン
＝
①

ガ
イ
ド
（
案
内
）
②
ガ
ー
ド
（
管
理
）

➂
ワ
ー
ク
（
調
査
&
学
び
支
援
）
で

サ
ポ
ー
ト
す
る
ス
タ
ッ
フ
を
募
集
・

養
成
す
る
講
座
で
す
。

博
物
館
で
楽
し
く
学
び
ま
せ
ん
か
？

　５～６月にかけて、歴史や地域学習で、町内
小学校の児童２４５名が博物館に来館し、町
内の史跡を巡りました。限られた時間の中で、
この町の歴史のすばらしさを学び誇りに感じ
ることができたようです。

　5月18日、博物館友の会定期総会で地域
史研究者・川本氏による「江戸時代の名医た
ち」と題した記念講演が行われました。新技
術や家伝薬で研鑽を重ねる、江戸の名医たち
の姿は興味深いものでした。

５・６月の業務日誌から

令和6年度の最優秀作品「蛇渕の滝」▶
　約千点の作品を１次審査で6点に絞り、これを博
物館の有料入場者投票で最優秀を決定します。

写真は１次審査の様子。力作ぞろいのため、審査員も
思わず目を見張ります。▼

◆
博
物
館
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｓ

　
わ
た
し
の
お
気
に
入
り

　

「
ふ
る
さ
と
遺
産
」
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル

　
　
　
　 

作
品
大
募
集
!!

　

博
物
館
で
は
「
ふ
る
さ
と
遺
産
（
＝

ふ
る
さ
と
の
自
然
と
文
化
・
歴
史
に
育

ま
れ
た
景
色
や
遺
跡
・
伝
統
行
事
な
ど
）

絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
を
実
施
し
ま
す
。

　

夏
休
み
を
利
用
し
て
、
あ
な
た
が
お

住
ま
い
の
地
域
の
、
豊
か
な
歴
史
・
文

化
遺
産
の「
み
ど
こ
ろ
」や「
お
気
に
入
り
」

を
描
く
と
い
う
コ
ン
ク
ー
ル
で
す
。

　

作
品
の
応
募
要
領
は
次
の
通
り
で

す
。
皆
さ
ん
奮
っ
て
ご
応
募
下
さ
い
！



魔
除
け
と
不
老
長
寿
の
果
物

　

桃
が
店
頭
に
並
ぶ
季
節
に
な
り
ま
し

た
。
パ
イ
や
パ
フ
ェ
な
ど
ス
イ
ー
ツ
に
欠

か
せ
な
い
桃
で
す
が
、
そ
の
利
用
は
古

く
、
長
崎
県
の
伊い

き
り
き

木
力
遺
跡
で
は
、
国
内

最
古
の
事
例
と
な
っ
た
約
６
０
０
０
年

前
の
桃
の
種
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
桃

は
、
国
内
で
古
く
か
ら
利
用
さ
れ
て
き
た

数
少
な
い
果
物
の
ひ
と
つ
で
す
が
、
古
来

よ
り
西
洋
で
は
林り

ん
ご檎
、
東
洋
で
は
桃
の
果

実
に
は
聖
な
る
力
が
宿
る
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
桃
の
原
産
地
の
中
国
で

は
、
邪じ

ゃ
き気

（
悪
い
気
）
を
祓は

ら

い
不
老
長
寿

を
も
た
ら
す
霊
的
な
果
物
と
し
て
珍
重

さ
れ
、『
西
遊
記
』
で
も
、
孫そ

ん
ご
く
う

悟
空
が
「
不

老
不
死
の
仙
桃
」
を
盗
み
食
い
す
る
場
面

が
み
ら
れ
ま
す
。
こ
の
思
想
は
、
そ
の
ま

ま
日
本
に
も
伝
え
ら
れ
『
古
事
記
』、『
日

本
書
紀
』
に
は
「
雷
神
」
に
追
わ
れ
た
際
、

こ
れ
を
撃
退
す
る
た
め
に
霊
力
を
宿
す
、

山
ブ
ド
ウ
の
実
、
筍

た
け
の
こ、
櫛く

し

を
投
げ
ま
す
が
、

退
治
で
き
ず
、最
後
に
桃
の
実
を
ぶ
つ
け
、

よ
う
や
く
難
を
逃
れ
た
と
い
う
記
述
が
み

ら
れ
ま
す
。
今
回
は
、
出
土
し
た
桃
の
種

が
、
み
や
こ
町
に
あ
る
遺
跡
の
重
要
性
を

裏
付
け
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
大
変
珍
し

い
事
例
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

桃
と
い
え
ば
「
桃も

も
た
ろ
う

太
郎
」

　
「
桃
」
を
題
材
に
し
た
日
本
の
お
と
ぎ

話
の
ひ
と
つ
に
「
桃
太
郎
」
が
あ
り
ま
す
。

桃
の
実
か
ら
生
ま
れ
た
「
桃
太
郎
」
は
、

お
じ
い
さ
ん
、
お
ば
あ
さ
ん
に
育
て
ら

溝
か
ら
当
時
使
わ
れ
て
い
た
土
器
や
各
種

の
木
製
品
と
と
も
に
、
大
量
の
桃
の
種
が

出
土
し
ま
し
た
。
こ
の
桃
の
種
の
用
途
を

考
え
る
上
で
、
特
に
注
目
を
集
め
た
出
土

遺
物
が「
案あ

ん

」と
よ
ば
れ
る
、木
製
の
机
と
、

「
銅ど

う
か戈

」
と
呼
ば
れ
る
武
器
の
形
を
し
た

儀
式
の
道
具
で
す
。
八
反
田
遺
跡
か
ら
出

土
し
た
こ
の
２
つ
の
遺
物
は
全
国
的
に
み

て
も
出
土
例
が
少
な
く
、
特
に
張
出
部
を

備
え
た
案
の
出
土
事
例
は
国
内
唯
一
で
あ

り
、
ま
た
銅
戈
が
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
事

例
も
京
築
地
域
で
唯
一
と
な
り
ま
す
。
銅

戈
は
九
州
北
部
で
最
も
重
要
な
儀
式
の
道

具
で
あ
り
、
他
の
遺
跡
で
は
木
箱
に
入
れ

て
埋
納
さ
れ
る
な
ど
丁
寧
に
扱
わ
れ
た
痕

跡
が
伺
え
ま
す
が
、
こ
の
遺
跡
か
ら
出
土

し
た
銅
戈
は
出
土
個
体
だ
け
で
も
８
つ
に

割
ら
れ
る
な
ど
極
め
て
珍
し
い
出
土
事
例

と
し
て
注
目
を
集
め
ま
し
た
。
国
内
遺
跡

の
発
掘
調
査
結
果
か
ら
纏
向
遺
跡
を
は
じ

め
、
卑
弥
呼
が
活
躍
し
た
弥
生
時
代
後
期

頃
の
重
要
な
遺
跡
で
は
、
水
に
関
わ
る
特

別
な
儀
式
が
執
り
行
わ
れ
た
こ
と
が
確
認

さ
れ
て
い
ま
す
。

以
上
の
こ
と
か
ら
卑
弥
呼
の
時
代
に
、

邪
馬
台
国
と
同
様
の
ク
ニ
が
八
反
田
遺
跡

や
川
の
上
遺
跡
が
あ
る
、
み
や
こ
町
国
作

か
ら
徳
永
に
か
け
て
存
在
し
、
八
反
田
遺

跡
の
大
溝
で
は
大
量
の
桃
を
は
じ
め
、
案

や
銅
戈
な
ど
を
用
い
た
非
常
に
重
要
な
儀

式
が
執
り
行
わ
れ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
ま

す
。
こ
の
地
域
は
豊
前
・
豊
後
を
含
む「
豊

の
国
」
の
拠
点
地
域
で
あ
っ
た
可
能
性
を

伺
わ
せ
る
記
録
が
み
ら
れ
ま
す
が
、
弥
生

時
代
の
後
期
頃
か
ら
、
こ
の
み
や
こ
町
が

文
字
通
り
の
「
み
や
こ
」
で
あ
っ
た
可
能

性
に
つ
い
て
、
桃
の
種
を
は
じ
め
と
し
た

こ
れ
ら
の
遺
物
か
ら
そ
の
一
端
を
垣
間
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。　
　
（
井
上
信
隆
）

て
金
堂
の
柱
に
納
め
ら
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。
古
代
の
桃
は
果
肉
が
固
く
甘

味
も
乏
し
か
っ
た
と
み
ら
れ
、
梅
干
し
の

よ
う
に
塩
漬
け
に
し
て
食
べ
ら
れ
て
い

た
も
の
と
推
察
さ
れ
ま
す
。
桃
が
邪
気
を

祓
う
果
物
と
考
え
ら
れ
て
き
た
も
う
一

つ
の
理
由
と
し
て
、
桃
が
古
く
か
ら
薬

材
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
。
桃
は
果
肉
か
ら
、
種
子
、
花
、

葉
、
枝
、
根
に
い
た
る
ま
で
、
幹
以
外
は

全
て
薬
材
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
特
に
桃

の
種
子
（
桃
核
）
の
中
に
あ
る
「
桃
仁
」

は
貴
重
な
薬
と
し
て
珍
重
さ
れ
ま
し
た
。

各
種
の
記
録
や
出
土
遺
物
な
ど
か
ら
、
こ

の
桃
仁
は
、
奈
良
～
平
安
時
代
に
か
け

て
の
宮
中
で
医
療
を
司

つ
か
さ
ど

っ
た
「
典

く
す
り

薬の
つ
か
さ寮
」

（
現
在
の
厚
生
労
働
省
に
該
当
）
に
諸
国

か
ら
貢
納
さ
れ
る
重
要
な
薬
材
で
あ
っ

た
こ
と
を
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
７

月
７
日
は
七
夕
で
す
が
、
こ
の
行
事
は
、

天
平
６
年
（
７
３
４
）
に
宮
中
で
始
ま
っ

た
と
み
ら
れ
て
お
り
、
桃
の
実
が
熟
れ
る

時
期
と
重
な
る
こ
と
か
ら
当
時
は
、
他
の

供
物
と
共
に
桃
を
供
え
、
祀
っ
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

１
８
０
０
年
前
の
桃
の
種

　

東
九
州
自
動
車
道
の
建
設
に
伴
い
調

査
さ
れ
た
遺
跡
の
ひ
と
つ
が
、
み
や
こ

町
国
作
に
あ
る
「
八
反
田
遺
跡
」
で
す
。

調
査
の
結
果
、
弥
生
時
代
後
期
頃
（
約

１
８
０
０
年
前
）
に
つ
く
ら
れ
た
大
型
の

れ
イ
ヌ
、
サ
ル
、
キ
ジ
を
従
え
て
鬼
退
治

に
行
く
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
す
。
こ
の

物
語
を
古
代
の
思
想
を
踏
ま
え
て
考
え
る

と
「
牛
の
角
」
を
生
や
し
「
虎
の
腰
巻
き
」

を
履
い
た
鬼
は
、
風
水
で
丑う

し

と
寅と

ら

の
方
角

（
北
東
）
で
あ
る
「
鬼き

も
ん門

」
を
表
現
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
「
裏
鬼
門
」
に

あ
る
十
二
支
の
動
物
が
戌い

ぬ

、申さ
る

、酉と
り（

キ
ジ
）

で
、
こ
れ
を
率
い
た
の
が
、
邪
気
を
祓
う

果
物
の
「
桃
」
を
冠
し
た
桃
太
郎
に
な
っ

た
の
で
は
と
い
う
見
解
が
み
ら
れ
ま
す
。

こ
の
物
語
の
主
人
公
が
「
梨な

し

太
郎
」
で
も

「
梅う

め

太
郎
」
で
も
な
く
「
桃
太
郎
」
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
桃
が
唯
一

強
い
霊
力
を
宿
す
果
物
と
考
え
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
そ
の
理
由
と
み
ら
れ
ま
す
。

　

桃
太
郎
の
勇
ま
し
い
イ
メ
ー
ジ
と
は
対

照
的
な
、
3
月
3
日
の
「
桃
の
節
句
」
も

ま
た
、
桃
の
霊
力
に
よ
っ
て
女
児
の
健
や

か
な
成
長
を
祈
る
行
事
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

桃
を
用
い
た
儀
式
の
歴
史

　

こ
の
よ
う
に
「
霊
力
を
宿
し
た
果
物
」

と
考
え
ら
れ
た
桃
は
、
弥
生
時
代
後
期
頃

に
は
、
重
要
な
儀
式
に
用
い
ら
れ
て
い
ま

す
。
平
成
２
２
年
（
２
０
１
０
）
邪や

馬ま

台た
い

国こ
く

の
候
補
地
の
ひ
と
つ
で
あ
る
奈
良
県

の
纏ま

き

向む
く

遺
跡
か
ら
２
︐７
６
５
個
の
桃
の

種
（
桃
核
）
が
出
土
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら

を
詳
細
に
分
析
し
た
と
こ
ろ
、
卑
弥
呼

が
活
躍
し
た
と
さ
れ
る
西
暦
１
３
５
～

２
３
０
年
頃
に
収
穫
さ
れ
た
可
能
性
が

高
い
と
い
う
結
果
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た

卑
弥
呼
が
儀
式
に
よ
っ
て
国
を
治
め
た

と
い
う
記
録
と
併
せ
て
「
卑
弥
呼
の
宮
殿

跡
の
可
能
性
」
を
示
唆
す
る
報
道
が
注
目

を
集
め
ま
し
た
。
ま
た
島
根
県
の
小
山
遺

跡
で
は
、
当
時
の
桃
を
忠
実
に
再
現
し

た
「
桃
形
土
製
品
」
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

こ
の
土
製
品
は
弥
生
時
代
後
半
頃
の
作

と
み
ら
れ
3.6
ｃｍ
ほ
ど
の
大
き
さ
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
当
時
の
桃
は
、
現
在
の
ス
モ

モ
に
近
い
大
き
さ
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ

ま
す
。
全
国
で
弥
生
～
古
墳
時
代
の
遺
跡

か
ら
出
土
し
た
果
物
を
み
る
と
桃
が
最

も
多
く
、
こ
の
他
、
李
、
梅
、
柿
、
梨

な
ど
の
種
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

聖
徳
太
子
ゆ
か
り
の
法
隆
寺
金
堂
で
解

体
修
理
が
行
わ
れ
た
際
、
柱
の
一
部
に
設

け
ら
れ
た
穴
か
ら
30
個
を
こ
え
る
桃
の

種
（
桃
核
）
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
い

ず
れ
の
種
に
も
穴
が
開
け
ら
れ
て
お
り
、

数
珠
の
よ
う
に
紐
で
つ
な
が
れ
て
い
た

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。『
日
本
書
紀
』
の

記
載
を
み
る
と
法
隆
寺
は
落
雷
に
よ
り

焼
失
し
た
と
さ
れ
、
そ
の
再
建
に
際
し
て

桃
の
霊
力
に
よ
る
落
雷
防
止
を
祈
願
し

博物館だより　No.224

八反田遺跡から出土した
銅戈（みやこ町国作）

八反田遺跡から出土した「案」の復元品
（みやこ町国作）

八反田遺跡から出土した
桃の種（みやこ町国作）
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「
桃
か
ら
探
る

  
み
や
こ
の
歴
史
」

み
や
こ
の
歴
史
発
見
伝


