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ふるさと

再発見
広川町郷土史研究会

広川町古墳資料館だより

南北朝時代の郷土　その6
～ 智徳熊野神社と坂東寺 ～

　新型コロナウィルス感染拡大防止の
ため、令和２年から中止となってい
る弘化谷古墳の壁画公開。県内の装飾
古墳も同じく公開中止が続いています。
実物の古墳内部を見学していただく意
義として、文化財の現状や今後の保存
活用のあり方などを多くの人々に知っ

ていただく点にあります。現在、資料
館では映像で古墳内の壁画を見ていた
だいておりますが、石室内の温湿度も
安定し、カビなどの発生もなく公開で
きる日を心待ちにしています。その他
の古墳外観が楽しめるものや、丘陵斜
面の横

よこあなぼ
穴墓などは公開されています。 ▲弘化谷古墳の壁画

熊
野
神
社
（
智
徳
区
）
と
坂
東
寺

　 「
寺
社
并
古
城
古
墳
等
書
付
」

（
寛
延
2
年
、
1
7
4
9
年
）

に
は
、（
前
略
）
往お

う
こ古

紀
州
熊

野
権
現
北き

た
の
馬ば

ば場
の
者
、
権
現

を
勧

か
ん
じ
ょ
う
つ
か
ま
つ

請
仕
り
当
村
へ
罷ま

か
り
く
だ下

り
、

山
の
下
田
地
こ
れ
有
り
、
作
業

仕
り
居
り
候

そ
う
ろ
う農

夫
へ
、
右
紀
州

の
者
対
談
仕
り
、
暫し

ば
らく

農
民
の

臼う
す

の
上
に
安
置
仕
り
云
々
。

と
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
「
坂
東
寺
縁
起
」（
貞

和
4
年
、
1
3
4
8
年
）
に
は
、

7
歳
の
小
児
に
御ご

た
く
せ
ん

託
宣
が
降
っ
て
、

従
前
か
ら
あ
る
広こ

う
ふ
く
じ

福
寺
を
改
め
て
、

有う
す
い
ざ
ん

水
山
坂ば

ん
ど
う
じ

東
寺
と
号
す
る
よ
う
に

な
っ
た
、
と
も
あ
り
ま
す
。

　
御
託
宣
が
降
っ
た
と
い
う
貞じ

ょ
う
わ和

4
年
は
北
朝
の
年
号
で
、
南
朝
年

号
で
は
正

し
ょ
う
へ
い平

3
年
に
あ
た
り
ま
す
。

ち
な
み
に
前
号
で
取
り
上
げ
た

大だ
い
し
ょ
う
じ
か
い
げ
ん

聖
寺
開
元
（
貞
和
3
年
）
の
翌

年
で
す
。

　
こ
こ
で
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
登

場
す
る
の
が
臼う

す
で
す
。
最
初
に
紹

介
し
た
「
寺
社
并
古
城
古
墳
等
書

付
」
で
は
、
さ
ら
に
「
山
号
を

臼う
す
い
ざ
ん

居
山
と
号
し
候
由
、
そ
の
後
上

妻
郡
坂
東
寺
へ
権
現
の
御お

つ
げ告

こ
れ

在
り
。
熊
野
権
現
の
社
坂
東
寺
、

建
立
こ
れ
在あ

る
由
、申
し
伝
え
候
」

と
続
い
て
い
ま
す
。

　
一
方
で
は
最
初
に
臼
の
上
に
安

置
し
た
の
は
、
熊
野
権
現
だ
っ
た

と
い
い
、
一
方
で
は
広
福
寺
を
改

め
て
有
水
山
坂
東
寺
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た
と
い
っ
て
お
り
、
山
号

の
起
源
に
混
乱
が
見
ら
れ
ま
す
。

　
そ
こ
で
筆
者
の
大
胆
な
推
考
を

お
許
し
い
た
だ
け
る
の
で
あ
れ
ば
、

初
め
に
臼
の
上
に
安
置
し
た
と
い

う
の
は
、
熊
野
権
現
で
は
な
く
、

広
福
寺
の
御
本
尊
で
あ
っ
た
と
い

う
可
能
性
も
、
捨
て
難
い
と
考
え

ま
す
。
も
と
も
と
広

ひ
ろ
か
わ
の
し
ょ
う

川
荘
は
坂
東

寺
の
荘
園
で
あ
っ
た
も
の
が
、
領

家
職
が
待た

い
賢け

ん
も
ん
い
ん

門
院
に
代
わ
っ
た
後
、

そ
っ
く
り
紀
州
熊
野
神
社
に
寄
進

さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
そ
の
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
熊

野
権
現
が
我
が
国
で
最
初
の
分ぶ

ん
れ
い霊

と
し
て
勧
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
と
い
う
、
歴
史
的

事
実
を
考
え
て
み
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

先
に
広
福
寺
（
あ
る

い
は
坂
東
寺
）
が

あ
っ
て
、
そ
の
後
に

熊
野
権
現
の
勧
請

だ
っ
た
か
ら
で
す
。

　
現
在
も
な
お
智
徳

区
内
の
小
字
と
し
て
、

有う
す
い水

と
い
う
地
名
が

残
っ
て
、
そ
の
歴
史

の
名
残
り
を
留
め
て

い
る
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
で「
筑ち

く
ご
ひ

後
秘
鑑か

が
み」（

著
者
、

年
代
不
詳
）
に
は
、
室む

ろ
お
か岡

村
（
現

八
女
市
室
岡
）
の
熊
野
神
社
に
つ

い
て
、

　 

昔
は
大お

お
や
し
ろ

社
に
て
神
領
八
十
町
あ

り
。
こ
の
坊
、
大
宮
司
等
あ
り

し
が
、
今
僅わ

ず
かに

残
れ
り
。
一

説
に
坂
東
寺
の
熊
野
宮
初は

じ
めは

、

此こ

こ所
に
あ
り
し
と
云い

へ
り
。

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
ご
紹

介
し
ま
す
。
近
世
ま
で
は
熊
野
神

社
（
筑
後
市
蔵
数
）
の
祭
礼
で
は
、

中ち
ゅ
う
ぐ
う
み
こ
し

宮
神
輿
を
智
徳
村
か
ら
、
東
宮

神
輿
を
一
條
村
・
当
条
村
か
ら
舁か

つ

ぐ
慣
例
で
し
た
。
ま
た
鬼お

に
よ夜

の

大お
お
た
い
ま
つ

松
明
は
、
智
徳
村
の
宮
総
代
が

行
か
な
い
と
火
が
つ
か
な
か
っ
た

な
ど
、
こ
の
よ
う
な
来
歴
が
あ
っ

た
か
ら
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

熊野神社や坂東寺に縁の地（智徳区）熊野神社や坂東寺に縁の地（智徳区）
中央に白くガードレールが見えるのが「うすい橋」。中央に白くガードレールが見えるのが「うすい橋」。
かつてこの地に御神体あるいは御本尊を臼の上に安かつてこの地に御神体あるいは御本尊を臼の上に安
地したことに因む地名で、現在なお有水（うすい）地したことに因む地名で、現在なお有水（うすい）
の字地名が残る。の字地名が残る。
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人権問題を考える

人権意識を高めませんか
問教育委員会事務局人権・同和教育係　☎ 0943-32-0093

あ
な
た
の
「
は
だ
色
」
は
何
色
?

　
「
は
だ
色
」
と
聞
い
て
、
あ
な

た
は
ど
ん
な
色
を
イ
メ
ー
ジ
し
ま

す
か
。
私
た
ち
は
何
の
疑
問
も
持

た
ず
、「
は
だ
色
」
を
一
つ
の
色

に
決
め
て
し
ま
っ
て
い
ま
せ
ん

か
?

　
世
界
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
肌
の

色
を
し
た
人
が
い
ま
す
。
日
本
人

の
中
だ
け
で
見
て
も
、
肌
の
色
は

一
人
ひ
と
り
み
ん
な
違
い
ま
す
よ

ね
？

一
つ
で
は
な
い
価
値
観

　
現
在
は
、
ほ
と
ん
ど
の
文
具
会

社
が
「
は
だ
色
」
と
い
う
表
現
か

ら
「
ペ
ー
ル
オ
レ
ン
ジ
」「
う
す

だ
い
だ
い
色
」
と
い
う
表
現
に
変

更
し
て
い
ま
す
。
肌
の
色
が
一
人

ひ
と
り
違
う
よ
う
に
、
物
事
の
価

値
観
や
考
え
方
も
そ
れ
ぞ
れ
違
い

ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
当
た

り
前
の
違
い
を
、
私
た
ち
は
認
め

合
う
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。

　
私
た
ち
の
身
近
な
と
こ
ろ
に
も
、

た
く
さ
ん
の
外
国
籍
の
人
々
が
住

む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
社
会
の

国
際
化
が
進
む
と
と
も
に
、
私
た

ち
の
人
権
意
識
も
高
め
て
い
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

み
ん
な
違
っ
て
み
ん
な
い
い

　
あ
る
日
、
祖
父
母
と
孫
が
ラ
ン

ド
セ
ル
を
買
い
に
出
か
け
ま
し
た
。

さ
ま
ざ
ま
な
色
の
ラ
ン
ド
セ
ル
が

並
ぶ
中
、
孫
は
青
色
を
選
ぼ
う
と

し
て
い
ま
す
。
す
る
と
、
祖
父
母

は
口
を
そ
ろ
え
て
「
誰
も
持
っ
て

い
な
い
よ
。や
め
て
お
き
な
さ
い
」

と
言
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
孫

は
「
青
色
が
好
き
な
の
に
、
な
ぜ

好
き
な
色
を
選
ん
じ
ゃ
い
け
な
い

の
」
と
言
っ
て
納
得
し
ま
せ
ん
。

「
男
の
子
は
黒
、
女
の
子
は
赤
の

ラ
ン
ド
セ
ル
」「
昔
か
ら
そ
れ
が

当
た
り
前
」
と
考
え
る
人
が
、
ま

だ
多
く
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
ラ
ン
ド
セ
ル
の
色
は
赤
と

黒
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
近

は
青
、
緑
、
茶
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
色
が
あ
り
ま
す
。「
な
ぜ
好
き

な
青
色
を
選
ん
で
は
い
け
な
い

の
?
」
と
、
子
ど
も
が
素
直
な
疑

問
を
抱
い
て
も
不
思
議
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
本
音
の
と
こ
ろ
で
は
「
で
き
れ

ば
子
ど
も
の
意
見
を
尊
重
し
て
や

り
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
は
あ
り

な
が
ら
も
、「
一
人
だ
け
み
ん
な

と
違
う
色
と
い
う
の
が
…
」「
ラ

ン
ド
セ
ル
の
色
が
違
う
と
、
学
校

で
い
じ
め
ら
れ
て
し
ま
う
か
も
し

れ
な
い
」
と
、
子
ど
も
の
心
配
が

先
行
し
て
し
ま
い
、
大
人
の
価
値

観
を
押
し
付
け
て
し
ま
っ
て
い
る

人
も
少
な
く
な
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

　
保
護
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、

子
供
を
心
配
す
る
の
は
当
然
の
こ

と
で
す
が
、
本
当
に
尊
重
す
る
べ

き
は
子
ど
も
の
思
い
や
個
性
で
す
。

大
人
の
常
識
に
何
の
疑
問
も
持
た

ず
、
そ
れ
を
押
し
付
け
る
こ
と
が
、

子
ど
も
の
長
所
を
摘
み
取
っ
て
し

ま
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。
違
い
を

個
性
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
社

会
を
作
る
こ
と
が
、
子
ど
も
を
守

る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

ま
ず
は
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら

　
生
き
生
き
と
生
活
し
て
い
く
た

め
の
基
本
と
な
る
権
利
が
人
権
で

す
。
こ
れ
は
、
誰
に
も
侵
す
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
固
定

観
念
や
世
間
体
に
縛
ら
れ
る
が
あ

ま
り
、
私
た
ち
は
無
意
識
の
う
ち

に
他
人
の
人
権
を
侵
し
て
い
る
こ

と
が
な
い
で
し
ょ
う
か
。
自
分
以

外
の
人
の
人
権
を
大
切
に
す
る
こ

と
は
、
自
分
の
人
権
を
守
る
こ
と

に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
誰
も
が
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
に
し
て
い

く
た
め
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
価
値

観
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
、
お
互

い
を
尊
重
す
る
気
持
ち
を
持
つ
こ

と
が
必
要
で
す
。
家
庭
や
職
場
な

ど
、
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
見
つ
め

直
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

人
権
意
識
を
高
め
る
た
め
に

　「
偏
見
や
差
別
に
気
づ
く
感
覚

を
高
め
る
こ
と
」
と
「
人
権
に
関

す
る
知
識
を
学
ぶ
こ
と
」
が
大
切

で
す
。
日
常
の
生
活
の
中
に
も
、

「
人
権
意
識
」
を
高
め
る
機
会
が

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。「
難
し
い
」

「
自
分
に
は
関
係
な
い
」
で
は
な

く
、
一
人
ひ
と
り
が
自
分
自
身
の

課
題
と
し
て
と
ら
え
、
差
別
的
な

言
動
を
許
さ
な
い
意
思
を
持
っ
て

行
動
す
る
こ
と
、
多
様
性
を
認
め

合
う
気
持
ち
を
持
つ
こ
と
が
必
要

で
す
。
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問総合クラブひろかわ事務局（教育委員会事務局生涯学習係内）　☎ 0943-32-0093

総 合 ク ラ ブ ひ ろ か わ

広
川
文
芸

広
川
文
芸

朝
晩
は
戻
り
寒
波
の
冬
ぐ
ら
し
昼
は
夏
日
の
気
象
の
異
変

　
　
　
　
　
　
　
野
中

　
勝
美

小
綬
鶏
に
誘
わ
れ
て
行
く
茶
畑
の
丘
い
ち
め
ん
に
萌
黄
色
顕
つ

　
　
　
　
　
蓮
子

　
住
雄

久
び
さ
の
博
多
ど
ん
た
く
眼
の
前
に
た
だ
そ
れ
だ
け
で
感
謝
の
日
々
の

　
　
姫
野

　
洋
子

柿
若
葉
そ
よ
げ
る
下
に
持
ち
出
し
て
ピ
ー
ス
茗
荷
の
炊
き
込
み
ご
飯

　
　
　
原

　
千
恵
子

「
初
孫
は
男お

の
こ児

で
し
た
」
と
便
り
く
る
幟
あ
げ
た
と
写
真
も
添
へ
て

　
　
　
美
座

　
時
朗

母
子
草
花
束
に
し
て
送
り
た
い
和に

こ
げ毛

が
き
つ
と
頬
を
く
す
ぐ
る

　
　
　
　
　
青
木
佳
代
子

「
あ
ま
お
う
」
は
元
気
の
も
と
と
孫
の
言
う
明
日
届
く
よ
う
本
日
発
送

　
　
高
橋

　
和
子

Ｃ
Ｔ
に
写
し
出
さ
れ
し
内
臓
の
八
十
路
生
き
来
し
戦
友
悼
む

　
　
　
　
　
　
結
束

　
節
子

夕
風
に
ゆ
ら
り
ゆ
ら
ゆ
ら
揺
ら
れ
て
る
黄
色
の
水
仙
な
に
か
言
ひ
た
げ

　
野
中
ヨ
シ
子

は
ろ
ば
ろ
と
広
が
る
あ
を
き
麦
畑
は
風
の
カ
タ
チ
を
見
る
た
め
に
あ
る

　
　
山
下

　
整
子

道
の
辺
の
す
み
れ
の
花
も
咲
き
誇
り
斜
陽
に
照
ら
さ
る
紫
の
色

　
　
　
　
　
　
　
横
山

　
方
子

曇
天
の
古
木
に
か
ら
ま
る
か
ら
す
う
り
先
立
ち
し
友
思
い
て
む
な
し

　
　
　
姫
野

　
深
幸

ひ
ろ
か
わ
短
歌
会

～定例教室で健康づくりや文化活動にチャレンジしてみませんか～

　マイペースで誰でも気軽に
楽しむことができ、仲間づく
りを通して生きがいを感じる

ことができる教室を開催して
います。4月からは新たに「お
茶教室」も開講。アルコール

消毒や 3 密の回避などの感
染防止対策をとって実施して
います。

教室 内容 日時 場所 参加費

スポーツ吹矢 腹式呼吸をベースとし、集中力や
精神力を養います。

毎週㈫
10:00 ～ 12:00

古墳公園
資料館

2,000 円 / 月

リラクゼーショ
ン・ヨガ

「寝」「座」を中心にやさしいポー
ズを行います。心身の健康回復、
癒しなどに効果があります。

第 2･3･4 ㈫
13:30 ～ 15:00

2 回 1,500 円 / 月
3回�2,250 円 / 月

自
じきょうじゅつ
彊 術 血行や気の流れをスムーズにする

健康体操です。
第 2･4 ㈮
18:30 ～ 20:00 町民

交流センター
「いこっと」

1,500 円 / 月

お茶教室
日本の伝統文化である茶道には、
おもてなしの精神やわびさびなど
美しい魅力がたくさんあります。

第 1･3 ㈪
昼の部 13:30 ～ 15:30
夜の部 18:00 ～ 20:00

2,000 円 / 月


