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出土した縄文土器
これまで高野地区では縄文土器は
ほとんど見つかっていませんでした。

御薬園の御茶屋御殿にむけて放水！

初期消火訓練のようす
郷土研究奨励金交付式記念撮影

八田野神楽保存会のみなさん

法
隆
寺
金
堂
壁
画
が
焼
損
し
た
１

月
26
日
を
「
文
化
財
防
火
デ
ー
」
と

定
め
、
火
災
等
の
災
害
か
ら
守
る
た

め
に
全
国
的
に
「
文
化
財
防
火
運
動
」

を
展
開
し
て
い
ま
す
。

市
で
は
、
毎
年
こ
の
時
期
に
防
火

査
察
や
火
災
防
ぎ
ょ
訓
練
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

１
月
19
日
に
消
防
署
と
の
合
同

で
、
国
・
県
指
定
の
文
化
財
建
造
物

な
ど
９
施
設
を
対
象
に
、
防
火
設
備

の
点
検
、防
火・防
災
の
指
導
を
行
い
、

１
月
21
日
に
国
指
定
名
勝
「
会
津
松

平
氏
庭
園
（
御
薬
園
）」
に
お
い
て
訓

練
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
御
茶
屋
御

殿
か
ら
の
出
火
を
想
定
し
、
御
薬
園

職
員
に
よ
る
通
報
・
初
期
消
火
訓
練
、

消
防
署
、
消
防
団
に
よ
る
中
継
送
水

や
放
水
訓
練
な
ど
の
訓
練
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

あ
い
に
く
の
雨
模
様
で
し
た
が
、

災
害
は
い
つ
起
こ
る
か
分
か
り
ま
せ

ん
。
貴
重
な
文
化
財
を
守
る
た
め
に

は
、
地
域
全
体
で
の
防
災
意
識
の
高

ま
り
が
重
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
皆

さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

　

市
無
形
文
化
財
で
あ
る
「
八

田
野
神
楽
」
を
継
承
し
て
い
る

八
田
野
神
楽
保
存
会
の
渡
部
浩

己
会
長
に
、
活
動
の
よ
う
す
に

つ
い
て
ご
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し

た
。

高
野
地
区
発
掘
調
査 

八
田
野
神
楽
復
活
へ

　

高
野
地
区
で
実
施
中
の
農
地

整
備
に
伴
い
、
令
和
３
年
度
か
ら

昨
年
ま
で
の
３
年
間
で
、
工
事
で

遺
跡
が
壊
さ
れ
る
箇
所
の
発
掘

調
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

３
年
間
の
調
査
で
は
、
平
安

時
代
前
期
（
９
世
紀
頃
）
の
掘
立

柱
建
物
跡
や
土
器
な
ど
が
最
も

多
く
見
つ
か
っ
た
ほ
か
、
古
墳
時

代
初
め
頃
（
３
世
紀
半
ば
頃
）
の

井
戸
跡
や
、
縄
文
時
代
前
期

（
6
，
0
0
0
年
前
頃
）
の
縄
文

土
器
な
ど
も
見
つ
か
り
ま
し
た
。

　

見
つ
か
っ
た
縄
文
土
器
は
、
関

東
地
方
で
流
行
し
た
文
様
が
施

さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
人
々
の
交

流
関
係
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

文
化
財
の
保
護 

〜
未
来
へ
残
す
た
め
に
〜

会
津
若
松
市
で
は
、
市
内
各

地
に
存
在
す
る
文
化
財
を
守
る

た
め
、
12
名
の
方
に
「
文
化
財

パ
ト
ロ
ー
ル
員
」
を
お
願
い
し

て
、
定
期
的
な
巡
視
に
よ
る
保

存
や
管
理
状
況
の
把
握
を
行
っ

て
い
ま
す
。

建
物
や
樹
木
、
石
造
物
な
ど

の
指
定
文
化
財
に
異
常
が
無
い

か
の
確
認
や
、
埋
蔵
文
化
財
と

呼
ば
れ
て
い
る
旧
石
器
時
代
か

ら
江
戸
時
代
ま
で
の
「
遺
跡
」

が
無
断
工
事
で
壊
さ
れ
て
い
な

い
か
な
ど
の
確
認
を
行
い
、
文

化
財
を
後
世
に
残
す
た
め
活
動

し
て
い
ま
す
。

文
化
財
パ
ト
ロ
ー
ル 

　

郷
土
会
津
に
関
す
る
調
査
、

研
究
等
を
行
っ
た
作
品
を
毎
年

募
集
し
、
郷
土
研
究
に
取
り
組

む
方
の
励
み
に
な
る
よ
う
、
優

秀
な
作
品
に
は
奨
励
金
を
贈
呈

し
て
い
ま
す
。

　

令
和
５
年
度
は
準
奨
励
賞
２

作
品
、
努
力
賞
７
作
品
を
奨
励

し
ま
し
た
。
準
奨
励
賞
以
上
の

作
品
は
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
ま

な
べ
こ
や
会
津
図
書
館
で
閲
覧

す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

令
和
６
年
の
募
集
要
項
に
つ

い
て
は
、
５
月
１
日
以
降
発
行

の
市
政
だ
よ
り
お
よ
び
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
し
て
く

だ
さ
い
。

郷
土
研
究
の
奨
励

受賞内容 作品タイトル

劇作家郡虎彦と会津-The Toils of Yoshitomo （「義朝記」）の世界-
中田浜のヌマエビからみる猪苗代湖の水質の変化
弥生時代から古墳時代へと変遷する古代会津の姿
歴女事始め
なぜ「会津磐梯山は宝の山」なのか
「だべ」を使う人は年代によってかわるのか？
未来を照らせ会津の発電！！
津川は会津の玄関口！？越後街道は塩の道
会津工芸品て何だろう？

氏　名

高野　延光
安田　瑛喜
五十嵐公一
簗田眞知子
川島　大揮
遠藤　　樹
大薮　功介
髙畑えみり
鹿目　悠斗

若松第二中学校２年

門田小学校４年
城西小学校６年
一箕中学校１年
松長小学校６年

準奨励賞
準奨励賞
努 力 賞
努 力 賞
努 力 賞
努 力 賞
努 力 賞
努 力 賞
努 力 賞

所属（受賞時）

市無形民俗文化財の「八田野神楽」は、平成30年まで、無
病息災などを祈念して、春彼岸に地区の各世帯を回る「か
どうち」を中心に、活動して来ました。
数年前、道具類の劣化や会員の高齢化・継承者不足等の
理由から解散に向け検討していたところ、令和３年度に道
具類の修繕可能な国の補助事業の照会があり、関係者で協
議の結果、青年会を軸に会員が支援する体制で存続が決ま
り、道具類も補助事業で修繕しました。
その後、昨年春に再開した「かどうち」を契機に、数十年
ぶりに「長獅子」復活の気運が高まり、昨年12月から練習
を始めました。
本年４月には、地元の皆様へ披露する「寄せぶち」を催
し、伝統芸能を後世に繋ぐ活動を、続けて参ります。

八田野神楽保存会会長
渡部　浩己さん

発　行：会津若松市教育委員会

編　集：会津若松市教育委員会文化課
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文化財を火災から守れ！ 
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図面を片手に赤井谷地の解説をする笹田准教授作業風景

遺跡の有無やその性格を探っています。

リニューアルオープンに際して
行われたギャラリートークのようす。

大塚山古墳の講座のようす。
ブルーシートで、木棺（ひつぎ）の位置と

大きさを表現しました。
発掘調査のようす。

ワークショップのようす。
参加者の皆さんが熱心に
マップ作りをしています。

まなべこ
公式HP

き    ふ

お墓を守る亀趺（通称 亀石）の説明を聞きます。

発掘調査のようす。
調査区を小さく区切って行いました。

鋳型が出土したときのようす。（オレンジ色の塊が鋳型です。）

文
化
財
の
活
用

 

〜
知
っ
て
も
ら
う
た
め
の
取
組
み
〜

　

令
和
４
年
度
か
ら
、
文
化
財

に
つ
い
て
の
意
見
交
換
会
を
実

施
し
て
お
り
、
令
和
５
年
度
は
、

２
部
構
成
で
行
い
ま
し
た
。
第
１

部
は
民
俗
芸
能
や
祭
礼
等
の
伝

統
行
事
の
継
承
を
テ
ー
マ
に
、
地

域
の
方
に
事
例
報
告
し
て
も
ら

い
、
歴
史
文
化
継
承
の
意
義
や

問
題
点
な
ど
に
つ
い
て
活
発
な

議
論
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

う
ち
八
田
野
神
楽
保
存
会
の
内

容
を
最
後
の
ペ
ー
ジ
で
ご
紹
介

し
て
い
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

第
２
部
は
、
地
域
に
残
る
歴

史
資
源
と
そ
の
保
存
・
活
用
に
つ

い
て
を
テ
ー
マ
に
、
湊
地
区
に
お

け
る
製
鉄
関
連
の
遺
跡
に
関
す

る
取
組
な
ど
の
発
表
が
あ
り
ま

し
た
。
意
見
交
換
会
の
内
容
に

つ
い
て
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も

公
開
し
て
い
ま
す
。

東
山
町
に
あ
る
史
跡
、
会
津

藩
主
松
平
家
墓
所
（
院
内
御
廟
）

は
、
江
戸
時
代
に
造
ら
れ
た
、

藩
主
と
そ
の
家
族
の
お
墓
で
す
。

市
で
は
毎
年
、
実
際
に
史
跡

の
中
を
散
策
し
な
が
ら
、
墓
所

の
つ
く
り
や
会
津
藩
の
歴
史
に

つ
い
て
学
ぶ
催
し
を
開
催
し
て

お
り
、
今
年
度
は
10
月
29
日
に

行
い
ま
し
た
。
散
策
会
で
は
、

初
め
て
御
廟
の
案
内
を
聴
く
方
、

歴
史
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し

く
知
り
た
い
方
、
藩
主
の
お
墓

に
つ
い
て
知
り
た
い
方
と
コ
ー

ス
分
け
を
し
て
い
ま
す
。

院
内
御
廟
は
そ
の
広
大
さ
や

お
墓
の
造
り
が
全
国
的
に
も
珍

し
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
令

和
６
年
度
も
開
催
を
予
定
し
て

い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

院
内
御
廟
歴
史
散
策
会 

令
和
５
年
７
月
か
ら
９
月
に

か
け
「
湊
地
区
の
魅
力
発
信
マ
ッ

プ
を
つ
く
ろ
う
！
」
と
題
し
、

全
３
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を

開
催
し
ま
し
た
。

　

歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
ま
な
べ

こ
で
は
、
一
ヶ
月
に
一
回
程
度
、

今
回
は
、
湊
町
に
残
る
歴
史

資
源
の
魅
力
を
次
世
代
に
伝
え

る
た
め
の
マ
ッ
プ
を
作
り
ま
し

た
。
歴
史
資
源
や
、
お
気
に
入

り
の
風
景
を
地
図
上
に
写
真
で

示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
参
加
者
の

み
な
さ
ん
が
思
い
思
い
の
コ
メ

ン
ト
を
付
箋
で
つ
け
ま
し
た
。

参
加
者
の
み
な
さ
ん
か
ら
は
、

「
写
真
の
紹
介
文
を
考
え
る
た
め

に
調
べ
な
お
す
こ
と
で
、
地
区

に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
な
れ
た
」

と
の
感
想
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で

作
成
し
た
地
図
は
、
現
在
、
歴

史
資
料
セ
ン
タ
ー
ま
な
べ
こ
で

展
示
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

湊
町
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ 

ま
な
べ
こ
歴
史
文
化
講
座

会
津
の
歴
史
や
文
化
に
つ
い
て

学
ぶ
講
座
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

令
和
５
年
度
は
、
お
城
の
中

や
街
中
に
残
る
城
下
町
の
痕
跡
、

登
録
文
化
財
な
ど
を
歩
い
て
巡

る
ま
ち
歩
き
講
座
や
、
実
際
に

大
塚
山
古
墳
に
上
っ
て
古
墳
の

大
き
さ
や
構
造
を
体
感
し
な
が

ら
学
ぶ
講
座
、
屋
内
で
は
、
江

戸
時
代
の
歴
史
や
発
掘
調
査
に

関
す
る
講
座
、
民
謡
を
聴
き
な

が
ら
学
ぶ
講
座
な
ど
を
開
催
し

ま
し
た
。

　

令
和
６
年
度
も
さ
ま
ざ
ま
な

講
座
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
内

容
は
市
政
だ
よ
り
や
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
お
気
軽
に
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

発
掘
調
査 

〜
地
中
に
眠
る
遺
跡
の
記
録
〜

市
内
本
町
で
、
遺
跡
の
範
囲

内
で
市
道
藤
室
鍛
冶
屋
敷
線
の

拡
幅
工
事
が
予
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
工
事
の
際
に
遺
跡

を
保
存
で
き
な
い
範
囲
に
つ
い

て
、
７
月
か
ら
10
月
に
か
け
て

発
掘
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

調
査
範
囲
は
、
江
戸
時
代
に

も
道
路
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い

た
場
所
だ
っ
た
の
で
、
砂
利
や

砂
を
混
ぜ
て
硬
く
叩
き
し
め
た

道
路
の
痕
跡
を
確
認
し
ま
し
た
。

ま
た
、
道
路
の
下
に
は
さ
ら

に
昔
の
生
活
の
跡
が
残
っ
て
い

て
、
金
属
を
鋳
造
す
る
際
の
鋳

型
や
、
炉
の
壁
跡
が
た
く
さ
ん

出
土
し
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な

状
況
か
ら
、
こ
の
場
所
が
道
路
と

会
津
若
松
市
平
沢
地
区
で
は

農
地
整
備
が
計
画
さ
れ
て
お
り
、

令
和
３
年
度
の
踏
査
の
結
果
、

複
数
の
埋
蔵
文
化
財
の
存
在
が

推
定
さ
れ
た
た
め
、
事
前
に
試

掘
調
査
を
行
い
、
そ
れ
ら
の
正
確

な
内
容
や
範
囲
の
確
認
を
行
い

ま
し
た
。

調
査
の
対
象
と
な
っ
た
範
囲

平
沢
地
区
試
掘
調
査 

し
て
使
わ
れ
る
前
の
時
代
に
、
工

房
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

づ
け

は 

じ 

き

す

え 

き

む
こ
う

い

が
た

し

ど
う
ふ
じ
む
ろ 

か 
 

じ 

や 

し
き

の
う
ち
、
今
年
度
は
第
六
中
学

校
周
辺
を
調
査
し
ま
し
た
。
調

査
の
結
果
、
大
き
く
二
か
所
で
遺

跡
の
存
在
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

一
か
所
は
中
学
校
の
北
東
側
に
広

が
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
建
物
の

柱
の
痕
跡
な
ど
を
確
認
し
、
古

代
の
土
器
で
あ
る
土
師
器
や
須

恵
器
に
加
え
、
陶
磁
器
が
出
土

し
ま
し
た
。
古
代
の
遺
物
で
は
、

当
時
主
に
役
人
が
使
用
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
硯
の
破
片
や
、

儀
礼
用
の
土
器
の
脚
な
ど
が
あ

り
、
通
常
の
集
落
と
は
異
な
る
性

格
が
う
か
が
え
ま
す
。
も
う
一
か

所
は
中
学
校
の
南
側
に
位
置
し

て
お
り
、
古
代
の
土
器
や
陶
磁
器

が
出
土
し
、
柱
穴
や
大
き
な
穴
の

痕
跡
を
確
認
し
ま
し
た
。

ま
た
、
遺
跡
範
囲
の
西
側
に

は
、
現
在
の
地
面
の
す
ぐ
下
に
河

川
由
来
の
川
砂
と
礫
か
ら
な
る

堆
積
層
が
広
が
っ
て
お
り
、
脇
を

流
れ
る
旧
湯
川
の
氾
濫
原
で
あ
っ

た
こ
と
が
伺
え
ま
す
。

あ 

か　

 

い　
　

や　
　

ち　

し
ょ
う　

や

り
く 

か 

が
た

し
ょ
く 

ぶ 

つ　
ぐ 

ん　
ら 

く

文
化
財
に
関
す
る

意
見
交
換
会 

　

歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
ま
な
べ

こ
常
設
展
示
室
の
展
示
内
容
を

ま
な
べ
こ
常
設
展
示

リ
ニュ
ー
ア
ル 

本
町
の
道
路
拡
幅
工
事

に
伴
う
発
掘
調
査 

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
展
示
テ
ー
マ
は
「
会

津
の
教
育
」「
若
松
城
と
戊
辰
戦

争
」「
近
年
の
発
掘
調
査
成
果
」

で
す
。

　
「
会
津
の
教
育
」
で
は
、
昔
、
実

際
に
使
わ
れ
た
教
科
書
を
展
示

し
、
会
津
に
お
け
る
江
戸
時
代

か
ら
近
代
に
至
る
ま
で
の
教
育

の
移
り
変
わ
り
を
、
パ
ネ
ル
を
交

え
な
が
ら
解
説
し
て
い
ま
す
。

　
「
近
年
の
発
掘
調
査
成
果
」
で

は
鶏
林
遺
跡
、
市
役
所
本
庁
舎

改
築
工
事
に
か
か
る
発
掘
調
査
、

高
野
地
区
の
圃
場
整
備
に
か
か

る
発
掘
調
査
で
出
土
し
た
遺
物

を
各
調
査
成
果
の
解
説
パ
ネ
ル

と
と
も
に
展
示
し
て
い
ま
す
。
ぜ

ひ
一
度
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◎
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
ま
な
べ

こ
（
城
東
町
２

－

３
、月
曜
休
館
、

☎
２
７

－

２
７
０
５
）

湊
町
に
あ
る
赤
井
谷
地
沼
野

植
物
群
落
は
、
約
２
万
年
前
の

氷
河
期
に
自
生
し
て
い
た
北
方

系
の
植
物
が
現
存
し
て
い
る
国

内
で
は
珍
し
い
陸
化
型
の
高
層

湿
原
で
す
。
自
生
し
て
い
る
約

2
0
0
種
類
の
植
物
の
う
ち
北

赤
井
谷
地
観
察
会

方
系
の
植
物
は
38
種
確
認
さ
れ

て
お
り
、
学
術
的
価
値
も
高
く
、

昭
和
３
年
（
一
九
二
八
）
に
国

の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
ま

し
た
。

こ
の
よ
う
に
貴
重
な
赤
井
谷

地
を
体
感
し
、
湿
原
の
保
護
・

保
全
へ
の
理
解
を
深
め
て
い
た

だ
く
た
め
の
観
察
会
を
昨
年
８

月
に
開
催
し
、
市
民
22
名
が
参

加
し
ま
し
た
。
講
師
に
は
、
長

年
調
査
に
携
わ
っ
て
い
る
日
本

大
学
の
笹
田
准
教
授
を
お
迎
え

し
、
谷
地
の
成
り
立
ち
や
植
物

に
つ
い
て
、
図
や
写
真
も
交
え

な
が
ら
説
明
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

谷
地
内
に
生
息
す
る
希
少
な

植
物
を
観
察
す
る
場
面
で
は
、

貴
重
な
植
物
の
姿
に
大
人
も
子

ど
も
た
ち
も
目
を
輝
か
せ
て
い

ま
し
た
。

な
お
、
赤
井
谷
地
は
、
湿
原

の
保
護
の
た
め
、
普
段
は
立
ち

入
り
禁
止
と
な
っ
て
お
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

調
査
地
は
、
江
戸
時
代
の
郭

内
の
北
西
端
部
で
、
幕
末
に
禄

高
2
0
0
石
の
筒
井
善
太
夫
邸

と
、
郭
内
と
郭
外
を
隔
て
る
土

塁
、
外
濠
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で

す
。明

治
時
代
に
な
る
と
、
土
塁

は
壊
さ
れ
外
濠
は
埋
め
ら
れ
た

た
め
、
土
塁
の
痕
跡
は
残
っ
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
の
下

か
ら
弥
生
土
器
や
奈
良
・
平
安

時
代
の
土
器
が
出
土
し
、
溝
な

ど
も
見
つ
か
り
ま
し
た
。

ま
た
、
外
濠
跡
が
確
認
さ
れ
、

調
査
区
よ
り
も
さ
ら
に
西
側
に

延
び
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

若
松
城
郭
内
武
家
屋
敷

跡
の
発
掘
調
査 

筒
井
邸
が
あ
っ
た
場
所
は
、

明
治
時
代
以
降
に
開
発
さ
れ
た

た
め
、
屋
敷
の
痕
跡
は
見
つ
か

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
武
家
屋

敷
で
使
わ
れ
た
陶
磁
器
や
、
茶

道
に
使
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

江
戸
時
代
初
期
の
織
部
焼
の
向

付
や
志
野
焼
の
碗
な
ど
の
貴
重

品
も
出
土
し
ま
し
た
。

ま
た
、
室
町
時
代
の
古
瀬
戸

の
碗
な
ど
も
出
土
し
た
た
め
、

こ
の
場
所
で
の
蘆
名
氏
時
代
の

生
活
の
痕
跡
も
確
認
さ
れ
ま
し

た
。


