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博
物
館
で
は
昨
年
度
か
らw

ith

コ

ロ
ナ
企
画
と
し
て
「
い
ろ
ど
り
ミ
ニ
展

示
」
と
題
し
た
３
種
の
ミ
ニ
展
示
を
始

め
ま
し
た
が
、
そ
の
第
３
弾
と
し
て
以

下
の
ミ
ニ
展
示
を
用
意
し
ま
し
た
。

　
タ
イ
ム
リ
ー
な
も
の
、
初
お
目
見
え

の
も
の
な
ど
、
小
粒
な
が
ら
も
「
ピ
リ

リ
」
と
楽
し
め
る
内
容
の
う
え
、
交
流

ス
ペ
ー
ス
と
な
る
フ
ロ
ア
を
利
用
す

る
関
係
上
「
無
料
」
で
開
放
し
て
お
り

ま
す
。

　
暑
さ
厳
し
い
中
で
す
が
、
こ
の
空
間

だ
け
は
ほ
っ
と
一
息
つ
け
る
、
憩
い
と

関
心
・
発
見
の
場
と
な
っ
て
い
ま
す
の

で
皆
さ
ん
お
気
軽
に
お
越
し
下
さ
い
。

❶
ち
っ
ち
ゃ
な
「
い
っ
ぴ
ん
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」

　
「
リ
ア
ル
三
四
郎
の
世
界
を
観
る
」

と
題
し
、
漱
石
作
品
『
三
四
郎
』
の

登
場
人
物
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
た
人
物

ゆ
か
り
の
資
料
10
点
を
紹
介
し
ま
す
。

　
三
四
郎
（
小
宮
豊
隆
）
宛
絵
ハ
ガ

キ
や
美
禰
子
（
平
塚
ら
い
て
う
）
の

評
論
、
与
次
郎
（
鈴
木
三
重
吉
）
の

モ
デ
ル
辞
退
届
と
い
っ
た
、
殆
ど
が

初
公
開
の
ユ
ニ
ー
ク
な
資
料
が
勢
揃

い
で
す
。

❷
博
物
館
の「
さ
さ
や
か
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」

　
二
つ
の
美
を
比
較
す
る
試
み
と
し

て
昆
虫
標
本
（
松
田
勝
弘
資
料
）
と

草
木
画
（
鶴
田
知
也
資
料
）
を
並
列

展
示
し
ま
す
。
昆
虫
は
こ
の
季
節
が

活
動
期
の
甲
虫
類
標
本
４
箱
、
草
木

画
は
町
出
身
で
第
３
回
芥
川
賞
作
家

の
鶴
田
知
也
が
晩
年
描
い
た
身
近
な

植
物
の
水
彩
画
８
点
で
す
。
自
然
に

描
き
出
さ
れ
た
点
で
「
違
う
の
に
共

通
す
る
」
美
を
見
出
し
て
下
さ
い
。

❸
向
井
澄
男
ミ
ニ
写
真
展　

-

輝
く-

　
ふ
る
さ
と
写
真
家
・
向
井
さ
ん
の

写
真
展
第
３
弾
は
、
開
催
中
の
東
京

五
輪
に
想
い
を
馳
せ
、
ス
ポ
ー
ツ
を

楽
し
む
人
た
ち
の
「
輝
く
」
瞬
間
を
切

り
撮
っ
た
写
真
45
点
を
紹
介
し
ま
す
。

　
競
技
ス
ポ
ー
ツ
の
ほ
か
、
ニ
ュ
ー

ス
ポ
ー
ツ
や
パ
ラ
ス
ポ
ー
ツ
、
運
動

会
や
そ
の
応
援
姿
な
ど
、
ス
ポ
ー
ツ

を
通
じ
て
人
々
が
「
輝
い
た
」
瞬
間

の
写
真
を
紹
介
し
ま
す
。

【
漢
詩
紀
行
講
座
】

　

８
月
7
日（
土
）
9
時
30
分
〜

【
古
典
か
な
講
座
】

　

８
月
21
日（
土
）
9
時
30
分
〜

【
古
文
書
講
座
】

　

８
月
28
日（
土
）
10
時
〜

【
み
や
こ
学
講
座
】

　

８
月
28
日（
土
）
13
時
30
分
〜

※

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
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｓ

博
物
館
の「
い
ろ
ど
り
ミ
ニ
展
示
」第
３
弾　
開
催
中
！

ク
ー
ル

❶
い
っ
ぴ
ん
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム「
リ
ア
ル
三
四
郎
の
世
界
を
観
る
」

❷
さ
さ
や
か
ギ
ャ
ラ
リ
ー〝
自
然
の
美・人
為
の
美
〞「
昆
虫
標
本
と
草
木
画
」

❸
向
井
澄
男
ミ
ニ
写
真
展
vol.
3「
輝（
か
が
や
）く-

歓
声
の
溢
れ
る
光
景-

」

◆
講
座・教
室・催
し
物
ガ
イ
ド

８
月
の
歴
史
講
座

「
文
化
の〝
み
や
こ
〞づ
く
り
」記
念

絵
画・作
文
コ
ン
ク
ー
ル
作
品
募
集
！

　
博
物
館
で
は
京
築
地
区
に
在
住
・
通

学
す
る
小
・
中
学
生
を
対
象
に
、
ふ
る

さ
と
の
歴
史
と
文
化
ゆ
か
り
の
絵
画
・

作
文
コ
ン
ク
ー
ル
を
行
い
ま
す
。

　
絵
画
は
「
わ
た
し
の
町
の
過
去
・
現

在
・
未
来
」
を
テ
ー
マ
に
、
作
文
は
「
歴

史
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
も
の
で
募
集
し

ま
す
（
た
だ
し
、
作
文
は
小
学
５
・
６

年
生
の
み
対
象
）。
夏
休
み
の
取
組
み
に

ぜ
ひ
ご
応
募
下
さ
い
。

　
詳
し
い
応
募
方
法
は
、
博
物
館

☎
３
３-
４
６
６
６
へ
お
問
合
せ
を
！

▲パンフレットの作成を通して、黒田校区やみやこ
町の歴史がもっと好きになりました

７月の業務日誌から
　黒田小学校６年生の児童３０名が、学校や校区内に
ある古墳について分かりやすくまとめたパンフレッ
トを作成しました。町の施設で配布・活用してもらう
ことを目的として７月２日（金）、井上町長にパンフ
レットの贈呈及び各古墳について説明を行いました。

　６月２５日（金）～８月２５日（水）までみやこ町中央図
書館で、博物館の出張展示事業「古代のジュエリー
勾玉展」を実施しています。博物館・図書館連携事業
の一環としてはじめて実施したものです。きらびや
かな古代のアクセサリーを是非、ご堪能ください。

▲展示ケースに色とりどりの勾玉が陳列され
た様子はまさに「古代の宝石箱」です

博物館休館日カレンダー
2021年 8月

休館日※情報はR3.8.1現在
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日　月　火　水　木　金　土

▲八景山中で採集された甲虫類（カブトムシ）

▲三四郎（小宮豊隆）宛絵はがき ▲サーフィン（宮崎市／1990撮影）

▲参考：過去の講座の様子（みやこ学講座／R1.9月期）
　みやこ学講座では現地や現物からの発見を大事にしています

期
間
：〜
９
月
26
日（
日
）ま
で
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み
や
こ
の
歴
史
発
見
伝

令
和
と
そ
の
時
代
⑱140

豊
前
国
分
寺
三
重
塔
を
科
学
す
る
③

「
町
内
最
古
の
瓦
」
と
「
蓮
の
花
」

　

例
年
、
お
盆
の
季
節
を
迎
え
る
と
、

「
蓮
の
花
」
の
飾
り
物
を
目
に
す
る
機

会
が
増
え
ま
す
。「
蓮
」
は
夏
の
季
語

に
も
用
い
ら
れ
、
仏
教
関
連
の
施
設
や

道
具
の
装
飾
に
不
可
欠
な
花
で
、
特
に

各
種
の
仏
像
を
み
る
と
頭
部
か
ら
足
部

ま
で
蓮
の
花
で
飾
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
ま
す
。

　

み
や
こ
町
の
建
物
に
屋
根
瓦
が
葺
か

れ
た
の
は
７
世
紀
後
半
頃
と
み
ら
れ
、

先
月
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
上
坂
廃
寺
（
み
や
こ
町
上
坂
）
で
は
、

こ
の
蓮
の
花
模
様
が
型
押
し
さ
れ
た

「
み
や
こ
町
最
古
の
瓦
」
が
出
土
し
て

い
ま
す
。
上
坂
廃
寺
建
立
か
ら
約
50
年

後
に
建
て
ら
れ
た
豊
前
国
分
寺
で
も
同

様
に
蓮
の
花
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
瓦
が

出
土
し
て
お
り
、
み
や
こ
町
で
は
古
く

か
ら
こ
の
花
が
仏
教
寺
院
と
深
く
結
び

つ
い
て
い
た
こ
と
が
伺
え
ま
す
。

　

今
回
は
こ
の
「
蓮
」
と
い
う
花
を
通

し
て
、
三
重
塔
の
瓦
に
つ
い
て
詳
し
く

ご
紹
介
し
ま
す
。

仏
教
の
花
「
蓮
」

　

蓮
は
、
泥
や
湿
地
か
ら
成
長
し
、
気

高
く
可
憐
な
花
を
咲
か
せ
る
姿
が
、
一

切
の
欲
に
執
着
せ
ず
修
行
に
励
む
修
行

者
の
美
し
い
心
に
た
と
え
ら

れ
ま
す
。
考
古
学
的
に
も
非

常
に
興
味
深
い
植
物
の
ひ
と

つ
で
、
国
内
で
は
、
弥
生
時

代
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
蓮

の
実
を
植
え
な
お
し
た
と
こ

ろ
、
約
２
０
０
０
年
ぶ
り
に

発
芽
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し

た
事
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

蓮
の
花
を
図
案
化
し
た
文
様
を
「
蓮

華
文
」
と
呼
び
ま
す
が
、
そ
の
起
源
は

古
代
エ
ジ
プ
ト
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、
イ

ン
ド
で
は
２
２
０
０
年
前
の
仏
塔
（
ス

ト
ゥ
ー
パ
）
の
装
飾
に
用
い
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
後
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
経
由

し
て
中
国
・
朝
鮮
半
島
で
発
展
し
、
日

本
に
伝
わ
っ
た
後
は
現
在
ま
で
仏
教
文

化
に
欠
か
せ
な
い
文
様
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

中
華
料
理
等
で
使
用
さ
れ
る
陶
製
ス

プ
ー
ン
を
「
散
蓮
華
」
と
よ
び
ま
す
が
、

こ
の
名
称
は
そ
の
形
状
や
大
き
さ
が
、

散
っ
た
蓮
の
花
弁
に
よ
く
似
て
い
る
こ

と
か
ら
付
け
ら
れ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。 

 

屋
根
瓦
の
ル
ー
ツ

　

瓦
は
屋
根
葺
き
に
用
い
ら
れ
る
建
材

で
、
日
本
の
瓦
の
ル
ー
ツ
は
中
国
に
た

ど
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
意
外

に
も
西
洋
で
も
古
く
か
ら
使
用
さ
れ
、

古
代
ギ
リ
シ
ャ
建
築
を
代
表
す
る
「
パ

ル
テ
ノ
ン
神
殿
」
で
も
大
理
石
製
の
瓦

が
葺
か
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。

　
「
日
本
書
紀
」
で
は
５
８
８
年
に
百

済
（
４
〜
７
世
紀
頃
、
朝
鮮
半
島
南
西

端
に
位
置
し
た
国
家
）
か
ら
仏
教
と
と

も
に
伝
来
し
た
と
伝
え
ら
れ
、
日
本
最

古
の
本
格
的
な
寺
院
で
あ
る
奈
良
の
飛

鳥
寺
（
６
１
０
年
頃
完
成
）
に
初
め
て

葺
か
れ
た
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

「
国
内
最
古
の
瓦
」
に
用
い
ら
れ
た
文

様
が
「
蓮
華
文
」
で
、
以
後
平
安
時
代

ま
で
こ
の
文
様
が
軒
丸
瓦
（
最
下
段
写

真
参
照
）
に
用
い
ら
れ
ま
す
。

　

み
や
こ
町
を
含
む
豊
前
地
方
は
九
州

で
も
早
く
か
ら
仏
教
寺
院
が
建
立
さ
れ
、

そ
の
規
模
は
大
宰
府
周
辺
の
寺
院
に
匹

敵
す
る
も
の
で
し
た
。
特
に
上
坂
廃
寺

で
は
国
分
寺
の
軒
丸
瓦
の
制
作
に
つ
な

が
る
貴
重
な
瓦
が
出
土
し
て
い
ま
す
。 

二
種
類
の
「
蓮
華
文
」
軒
丸
瓦

　

上
坂
廃
寺
で
は
、
主
に
２
種
類
の
蓮

華
文
の
軒
丸
瓦
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

一
つ
は
瓦
の
縁
に
沿
う
同
心
円
の
中
に

８
枚
の
蓮
の
花
弁
が
浮
き
彫
り
の
よ
う

に
リ
ア
ル
な
型
押
し
に
よ
っ
て
表
現
さ

れ
た
も
の
で
す（
①
）。
こ
れ
は
そ
の

形
状
か
ら
７
世
紀
後
半
頃
に
作
ら
れ
た

も
の
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
「
み
や
こ

町
最
古
の
瓦
」
に
位
置
付
け
ら
れ
、
ま

た
先
に
述
べ
た
朝
鮮
半
島
の
百
済
に
ル

ー
ツ
を
も
つ
も
の
で
す
。
も
う
一
方
の

瓦
の
文
様
は
、ギ
ザ
ギ
ザ
の
三
角
文（
鋸

歯
文
）
に
囲
ま
れ
た
中
に
「
デ
フ
ォ
ル

メ
」
さ
れ
た
形
で
19
枚
の
蓮
の
花
弁
が

表
現
さ
れ
て
い
ま
す
（
②
）。
こ
ち
ら

の
瓦
が
豊
前
国
分
寺
・
国
府
跡
か
ら
出

土
し
た
も
の
と
同
形
式
で
あ
る
こ
と
か

ら
か
ら
、
同
じ
型
で
作
ら
れ
た
可
能
性

が
高
い
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
蓮
は
イ
ン
ド
の
神
話
で
「
無
限

の
創
造
力
を
持
つ
聖
な
る
花
」
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
軒
丸
瓦
の
「
蓮
の

花
」
の
周
囲
を
と
り
囲
む
込
む
よ
う
に

配
さ
れ
た
同
心
円
や
鋸
歯
文
は
、
こ
の

花
の
も
つ
創
造
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
放
射

さ
れ
る
光
輪
を
表
現
し
た
も
の
と
み
ら

れ
て
い
ま
す
。
蓮
華
文
の
軒
丸
瓦
を
軒

先
に
数
多
く
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、

一
層
荘
厳
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
効
果

を
期
待
し
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
仏

教
美
術
研
究
者
の
見
解
も
み
ら
れ
ま
す
。

蓮
の
花
か
ら
辿
る

　
　
　
　
１
３
０
０
年
前
の
国
際
交
流

　

こ
の
よ
う
に
蓮
と
い
う
花
が
奈
良
時

代
の
瓦
の
文
様
に
用
い
ら
れ
る
ま
で
に

ア
ジ
ア
を
舞
台
に
国
を
越
え
て
展
開
し

た
文
化
交
流
の
歴
史
を
復
元
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
関
連
資
料
は

仏
教
美
術
の
研
究
の
上
で
も
大
変
重
要

な
資
料
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

豊
前
国
分
寺
の
軒
丸
瓦
に
み
ら
れ
る

蓮
華
文
も
こ
の
よ
う
な
仏
教
美
術
に
お

け
る
一
つ
の
終
着
点
と
と
ら
え
る
こ
と

が
で
き
、
今
後
も
「
蓮
」
は
仏
教
文
化

を
象
徴
す
る
花
と
し
て
多
く
の
人
々
に

親
し
ま
れ
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

（
井
上
信
隆
）

上坂廃寺出土蓮華文軒丸瓦②
（豊前国分寺・国府でも使用された瓦）

上坂廃寺出土蓮華文軒丸瓦①
（町内最古の瓦）

蓮の花

豊前国分寺三重塔軒丸瓦
（出土資料から復元され改修の際に葺き直されたもの）

ち
り

ふ

か
み  

さ
か 

は
い  

じ

く
だ

の
き 

ま
る
が
わ
ら

ら

れ
ん
げ

は
す

れ
ん

げ

も
ん

た
ど

き
ょ

し
も
ん

か
も




