
～東陽の伝統文化を学び、後世に伝える役目を果たす～ 山
河
在
り

東
陽
中
学
校
だ
よ
り

平
成
二
十
八
年
度
第
三
号

裏面もご覧ください
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文責 米村

今
夏
、
八
代
市
立
博
物
館
の
展
示
会
に
は
「
江
戸
時
代
の
八
代
の

町
と
村
」
を
テ
ー
マ
に
現
在
の
八
代
各
地
か
ら
集
め
ら
れ
た
歴
史

資
料
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
特
に
目
に
つ
い
た

も
の
が
幻
の
漆
器
「
河
俣
塗
り
」
や
東
陽
に
縁
の
あ
る
歴
史
資
料

の
数
々
で
し
た
。

東
陽
支
所
の
ご
協
力
で
学
校
か
ら
博
物
館
ま
で
の
移
動
手
段
を

確
保
し
、
展
示
会
を
企
画
さ
れ
た
鳥
津
学
芸
員
に
資
料
を
前
に
直

接
解
説
頂
く
と
い
う
絶
好
の
機
会
を
子
ど
も
た
ち
は
生
か
し
て
く

れ
ま
し
た
。
見
学
後
の
感
想
文
に
「
こ
れ
ま
で
コ
ン
ビ
ニ
も
な
い

田
舎
」
と
思
っ
て
い
た
東
陽
を
、
出
身
者
と
し
て
誇
り
に
思
う
と

い
う
一
文
を
目
に
し
、
読
ん
だ
私
が
感
動
を
覚
え
ま
し
た
。

残
念
な
か
ら
博
物
館
の
資
料
な
ど
は
、
写
真
撮
影
し
た
り
転
載

す
る
に
は
許
可
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
今
回
は
こ
の
貴

重
な
「
河
俣
塗
り
」
の
現
物
を
所
有
さ
れ
て
い
る
「
瑞
宝
寺
」
様
、

「
光
林
寺
」
様
の
ご
協
力
を
得
て
こ
こ
に
ご
紹
介
さ
せ
て
頂
き
ま

す
。

た
く
さ
ん
の
方
が
尽
力

下
さ
っ
た
事
実
が
あ
る
こ

と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い

の
で
す
。

東
陽
小
中
学
校
合
同
で

取
り
組
ん
で
い
る
「
伝
統

文
化
学
習
」
は
、
石
匠
太

鼓
・
箱
石
銭
太
鼓
・
坂
よ
り
上
棒
踊
り

の
三
種
が
あ
り
ま
す
。
参
加
人
数
や
楽

器
の
違
い
で
迫
力
あ
る
演
奏
に
差
が
出

る
も
の
で
す
。
大
切
な
こ
と
は
そ
れ
ぞ

れ
の
伝
統
文
化
を
理
解
し
、
演
技
者
が

伝
統
を
受
け
継
ぐ
意
志
を
体
現
す
る
こ

と
だ
と
考
え
ま
す
。

「東
陽
町
文
化
の
祭
典
」で

の
活
躍
に
自
信
と
誇
り
を

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
七
日
に

開
催
さ
れ
た
「
東
陽
町
文
化
の
祭
典
」

で
は
、
東
陽
中
・
東
陽
小
の
子
ど
も
た

ち
が
こ
れ
ま
で
の
練
習
の
成
果
を
発
揮

し
、
素
晴
ら
し
い
演
技
を
発
表
し
て
く

れ
ま
し
た
。

東
陽
町
文
化
の
祭
典
で
、
小
中
合
同

で
の
伝
統
文
化
を
発
表
す
る
の
は
昨
年

に
続
い
て
二
回
目
と
な
り
ま
す
。
指
導

い
た
だ
い
た
地
域
の
方
に
お
話
を
し
っ

か
り
と
拝
聴
す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。

今
年
は
、
昨
年
に
比
べ
練
習
時
間
や
児

童
・
生
徒
数
が
少
な
い
割
に
は
素
晴
ら

し
い
演
技
が
で
き
た
こ
と
、
こ
の
成
功

を
自
信
に
つ
な
げ
、
卒
業
後
も
様
々
な

機
会
や
場
所
で
、
東
陽
町
の
伝
統
文
化

に
関
わ
っ
て
欲
し
い
こ
と
等
を
、
熱
く

語
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

十
二
月
三
日
の
や
つ
し
ろ
子
ど
も
人

権
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
で
も
、
人
権
擁
護

委
員
と
し
て
参
加
さ
れ
た
こ
の
方
は
、

不
登
校
に
悩
む
同
級
生
を
太
鼓
の
力
で

勇
気
づ
け
た
劇
を
主
役
と
し
て
好
演
さ

れ
、
活
躍
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
太
鼓
等
の
舞
台
で
使
用
す
る

道
具
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
や
、
普
段
の
練

習
で
使
用
し
て
い
る
バ
ス
輸
送
に
つ
い

て
も
、
東
陽
支
所
職
員
の
方
々
を
始
め

東陽村時代に創作
された「石匠太鼓」。

太鼓の数の多さで
迫力ある演奏が観
衆の体に伝わる。

「
東
陽
の
宝
」
に
触
れ
、
故
郷
東
陽
が
好
き
に
な
る

門外不出とし
て大切にされ
た「坂より上
棒踊り」。平家
の歴史にまで
さかのぼる。

二百年の歴史を受
け継ぐ「箱石銭太
鼓」。笛と太鼓、鈴
の音が観衆の脳裏
に残る。

河俣塗りの膳

黒漆(上)と木目を生かしたもの(下)

河
俣

仲
平 裏

面
に
刻
印

河俣仲平とは、冨岡仲平の
ことでこの人物が江戸時代に

藩主の細川家にも奉納していた「河俣
塗り」の初代にあたる。

「河俣塗り」がなぜ幻の漆器と言わ
れるか。明治期に河俣塗りの職人が
集団でブラジルに移民し、それ以降河
俣の地で「河俣塗り」を作る人がいなく
なったからである。

河俣の瑞宝寺では、いまでもこの河
俣塗りを日常の仏事等で大切に使用
されている。

「河俣塗り」を研究している人もいて、
ＳＮＳでその成果を発信している人の
情報には、螺鈿細工(貝殻で装飾を施
したもの)の「河俣塗り」が紹介されて
いた。
※ 文章作成に当たり、光林寺関係者
でもある佐々木響生さん(本校1年生)
や博物館学芸員の方にも話をお聞
きしました。



厳
し
い
寒
さ
が
続
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

校
庭
の
銀
杏
は
落
葉
し
ま
し
た
が
、
紅
葉
は

ま
だ
深
紅
の
葉
を
残
し
て
い
ま
す
。
気
の
早

い
水
仙
が
数
輪
の
花
を
咲
か
せ
て
い
ま
す
。

正
面
玄
関
や
校
舎
南
側
の
軒
下
に
は
、
十

月
二
十
八
日
に
「
花
い
っ
ぱ
い
運
動
」
で
植

栽
し
た
プ
ラ
ン
タ
ー
に
色
と
り
ど
り
の
花
が

寒
さ
に
耐
え
咲
き
続
け
て
い
ま
す
。
な
で
し

こ
・
ビ
オ
ラ
・
金
魚
草
の
花
々
は
様
々
な
色

合
い
で
特
に
ビ
オ
ラ
は
紫
と
オ
レ
ン
ジ
の
二

色
を
一
つ
の
花
で
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

環
境
教
育
担
当
德
田
先
生
の
計
画
で
、
全

校
生
徒
に
よ
る
作
業
の
成
果
が
開
花
に
結
び

つ
い
て
い
る
こ
と
は
喜
ば
し
い
限
り
で
す
。

こ
こ
に
至
る
ま
で
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
人
々

「東陽の旋風」続々発行中!!

最後までご覧頂きありがとうございました。

寒
さ
に
耐
え
花
開
く
植
物

人
々
の
念
い
に
応
え
て
か

の
努
力
を
一
部
で
す
が
お
知
ら
せ
し
て
お
き

ま
す
。
生
活
環
境
委
員
会
が
中
心
と
な
っ
て

「
花
い
っ
ぱ
い
運
動
」
を
実
施
し
て
く
れ
ま

し
た
が
、
そ
の
一
人
、
二
年
生
の
小
瀧
颯
真

さ
ん
は
毎
朝
、
部
活
動
の
練
習
が
あ
っ
て
い

る
時
間
に
水
や
り
を

欠
か
さ
ず
継
続
し
て

く
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
学
校
用
務

の
林
田
先
生
は
、
鹿

の
食
害
か
ら
植
え
た

花
を
守
る
た
め
の
整

備
を
実
践
さ
れ
て
い

ま
す
。
花
の
輝
き
を

支
え
る
力
で
す
。

十
二
月
二
十
日
に
開
催
さ
れ
た
平
成
二
十

八
年
度
校
内
駅
伝
・
持
久
走
大
会
で
は
、
白

団
が
総
合
優
勝
を
つ
か
み
取
り
ま
し
た
。

四
十
名
の
生
徒
が
紅
白
二
団
に
分
か
れ
、

各
団
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
三
チ
ー
ム
が
五
区
間
で

タ
イ
ム
を
争
い
ま
し
た
。
駅
伝
一
区
と
並
行

し
て
持
久
走
大
会
も
実
施
。
男
子
一
千
七
百

五
十
ｍ
、
女
子
一
千
二
百
二
十
ｍ
は
駅
伝
出

場
の
選
手
と
同
じ
距
離
・
コ
ー
ス
を
走
る
も

の
で
す
。
こ
こ
数
年
、
同
じ
コ
ー
ス
を
走
っ

て
い
る
の
で
、
タ
イ
ム
比
較
が
可
能
。
今
年

は
一
区
の
古
島
瞬
選
手(
白
Ａ
三
年)

と
五
区

の
寺
田
圭
佑
選
手(

白
Ｂ
二
年)

が
見
事
に
区

間
新
記
録
を
樹
立
し
ま
し

た
。
持
久
走
で
は
、
男
子

和
田
圭
史
選
手(

白
一
年)

女
子
古
賀
瞳
選
手(

紅
二
年

)

が
一
位
の
栄
冠
を
手
に

し
ま
し
た
。
走
者
は
全
力

を
発
揮
し
、
す
が
す
が
し

い
汗
に
輝
き
ま
し
た
。

今年最後の決戦は白団が勝利をつかみ取る！

十
二
月
十
五
日
に
本
年
度
の
生
徒
会
役
員
改
選
を
実
施

し
ま
し
た
。
新
生
徒
会
長
に
佐
々
木
美
芳
さ
ん
、
新
副
会

長
に
和
田
愛
未
さ
ん
が
当
選
。
立
ち
会
い
演
説
会
で
競
っ

た
ラ
イ
バ
ル
候
補
者
の
健
闘
も
光
り
ま
し
た
。
今
年
度
は

立
候
補
し
た
人
々
の
主
張
が
ど
れ
も
素
晴
ら
し
い
も
の
で

し
た
。
今
後
は
様
々
な
役
員
と
し
て
、
自
ら
掲
げ
た
主
張

の
実
現
を
め
ざ
し
ま
し
ょ
う
。

こ
れ
ま
で
生
徒
会
を
引
っ
張
っ
て
き
た
上
村
会
長
、
加

藤
副
会
長
、
押
方
議
長
、
各
専
門
委
員
長
を
務
め
て
き
た

三
年
生
の
皆
さ
ん
、
本
当
に
お
疲
れ
様
で
し
た
。
や
り
残

し
た
仕
事
が
あ
る
と
思
え
ば
、
新
役
員
が
決
定
し
た
後
、

し
っ
か
り
と
引
き
継
ぎ
を
行
っ
て
下
さ
い
。
具
体
的
な
仕

事
の
内
容
に
加
え
て
、
表
に
は
見
え
に
く
い
も
の
・
心
構

え
等
を
し
っ
か
り
伝
授
し
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
す
。

養
護
の
松
坂
先
生
か
ら
、
木
口
保
健
給
食
委
員
長
が
カ

テ
キ
ン
う
が
い
に
使
用
し
た
各
学
年
の
ポ
ッ
ト
を
隅
々
ま

で
洗
い
翌
日
の
準
備
を
徹
底
し
て
い
た
話
を
聞
き
ま
し
た
。

誰
に
指
示
さ
れ
た
も
の
で
も
な
い
自
然
な
所
作
に
感
心
し

ま
し
た
。
伝
統
に
し
て
欲
し
い
と
願
い
ま
す
。

東
陽
中
生
徒
の
活
躍
を

写
真
と
短
い
文
章
で
紹
介

す
る
「
東
陽
の
旋
風(

か

ぜ)

」
を
十
月
下
旬
よ
り
発

行
し
て
い
ま
す
。
最
新
版

は
十
二
月
二
十
一
日
号
で
、

七
回
目
と
な
り
ま
す
。
六

回
目
の
も
の
と
両
面
で
、

今
回
よ
り
ご
家
庭
に
も
配

布
し
て
い
き
ま
す
。
ご
愛

読
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
同
様
、

学
校
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

は
学
校
行
事
の
様
子
や
毎

日
の
給
食
献
立
を
ア
ッ
プ

し
て
い
ま
す
。
引
き
続
き

ご
活
用
下
さ
い
。

今後の大きな学校行事

①卒業式： 3月11日(土)
[13日（月）が振替休日]
②修了式：３月２４日（金）
③始業式：４月１０日(月)
④入学式：４月１１日(火)
⑤東陽小中合同運動会：
５月開催で調整
⑥１年生集団宿泊教室：
９月12日(火)・13日(水)
あしきた青少年の家宿泊
⑦２年生修学旅行：平成
30年２月４日(日)～６日(火)
広島・京都・大阪

http://jh.higo.ed.jp/toyojhs/

生
徒
会
も
後
輩
へ
託
す…

東
陽
中
の
未
来

新
し
い
年
に
向
け
て
の
準
備

十
二
月
二
十
六
日
に
二
学
期
の
終
業
式
を

迎
え
、
平
成
二
十
八
年
の
授
業
も
終
わ
り
ま

す
。
こ
れ
か
ら
の
学
校
行
事
の
日
程
で
、
特

に
大
き
な
も
の
に
つ
い
て
、
決
定
済
み
の
も

の
、
ほ
ぼ
決
定
に
向
け
て
動
い
て
い
る
も
の

を
紹
介
し
ま
す
。
東
陽
小
学
校
と
の
協
議
の

結
果
、
二
十
九
年
度
の
運
動
会
は
五
月
開
催

が
確
定
し
て
い
ま
す
。


