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「
み
や
こ
の
猫
も
の
が
た
り
展
」

大
盛
況
の
う
ち
に
閉
幕

▲当館学芸員（左）及び（一社）みやこ観光まちづくり協会（右）によるギャラリー
トークの状況。当日は遠方から多くの人々にご来館いただきました。

▲郷土の先輩「小宮豊隆」によって残された
「猫遺産」について学習する犀川小学校の児童

博物館休館日カレンダー
2022年 1月

休館日※情報はR3.12.17現在

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

日　月　火　水　木　金　土

【
古
文
書
講
座
】

　
1
月
8
日
（
土
）
10
時
〜

【
漢
詩
紀
行
講
座
】

　
1
月
８
日
（
土
）
13
時
30
分
〜

【
古
典
か
な
講
座
】

　
1
月
22
日
（
土
）
９
時
30
分
〜

【
み
や
こ
学
講
座
】

　
1
月
29
日
（
土
）
10
時
〜

※

見
学
会
等
は
別
途
ご
案
内
し
ま
す
。

※

日
程
等
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
講
座
・
教
室
・
催
し
物
ガ
イ
ド

1
月
の
歴
史
講
座

開
催
中
止
等
決
定
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て

　

博
物
館
や
文
化
係
が
所
管
・
支
援
す

る
文
化
事
業
の
う
ち
、
以
下
の
事
業
に

つ
い
て
中
止
（
ま
た
は
縮
小
・
改
変
）

が
決
定
し
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
い
た

し
ま
す
。
詳
細
は
博
物
館
ま
で
お
問
合

せ
下
さ
い
。

①
み
や
こ
町
文
化
財
防
火
点
検
式

1
月
26
日
（
水
）
開
催
予
定
を
中
止

②
み
や
こ
町
三
重
塔
ま
つ
り

2
月
27
日
（
日
）
開
催
予
定
を
中
止

　
当
館
で
は
、昨
年
末
「
み
や
こ
の
猫
も
の
が
た
り
展
」

を
開
催
し
ま
し
た
。「
猫
」
を
対
象
と
し
た
企
画
展
は

全
国
的
に
も
珍
し
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
県
外
の
来

館
者
も
数
多
く
訪
れ
、
中
に
は
こ
の
企
画
展
観
覧
の

た
め
大
阪
か
ら
足
を
運
ん
で
い
た
だ
い
た
方
も
み
ら

れ
ま
し
た
。
最
終
的
に
企
画
展
の
観
覧
者
数
は
、
当

初
の
目
標
を
大
き
く
上
回
る
約
1
2
0
0
人
に
達
す

る
な
ど
、
多
く
の
方
々
に
歓
迎
さ
れ
、
大
盛
況
の
う

ち
に
閉
幕
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
ま

た
来
館
者
か
ら
「
猫

の
か
わ
い
ら
し
さ
と

歴
史
の
す
ば
ら
し
さ

を
同
時
に
感
じ
る
こ

と
が
で
き
て
う
れ
し

か
っ
た
で
す
」
等
、

多
く
の
感
想
を
い
た

だ
き
、「
猫
の
歴
史
」

か
ら「
み
ゃ
ー
こ
町
」

を
発
信
す
る
機
会
と

な
り
ま
し
た
。
今
回

の
結
果
を
、
今
後
に

繋
げ
て
ゆ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

▲ＶＲで見る呰見大塚古墳の壁画はなかなか幻想的でした▲修理方針を見極めるため専門業者に現況を確認頂きました

▲蔵持山・英彦山など素晴らしい展望が連続のウォークでした ▲小笠原文庫は未指定資料でも注目の品が多く慎重を要します

１１月の業務日誌から

　11月21日（日）、伊良原ダム湖畔で「歴史
たんけんウォーク」が行われました。博物館
友の会との共同企画で久々のイベントとなり、
豊み隊！も加わって19人が参加。晩秋のダム
湖畔で抜群の展望を楽しみました。

　11月26日（金）、博物館研修室で呰見大塚
古墳のＶＲ体験デモが行われました。このＶ
Ｒは九州歴史資料館（小郡市）が制作したも
ので、来年のご当地披露を目指してのデモと
なりました。画像が超リアルでしたよ!!

　11月30日（火）、館蔵の小宮豊隆資料のう
ち、刊本『三四郎』の修理に向けた内覧が行
われました。この本は著者・夏目漱石がモデ
ルの小宮に贈った献呈本ですが、虫食い被害
がひどく修理することとなりました。

　11月5日（金）、指定分を除く「小笠原文
庫」資料の移管作業が始まりました。同資料
は育徳館高校図書館内の資料収蔵室に配置
されていましたが、図書館の改修工事に伴い、
博物館へ移管されることとなりました。

▶
当
初
の
目
標「
5
0
0
人
」目
の

来
館
者
、茅
田
イ
セ
子
・
佳
子
さ
ん

（
み
や
こ
町
犀
川
喜
多
良
）

令和４年１月１日
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み
や
こ
の
歴
史
発
見
伝

み
や
こ
の
猫
も
の
が
た
り
①143

「
猫
」の
足
跡
か
ら
探
る
み
や
こ
の
歴
史

ー
そ
の
1
ー

機
会
と
な
っ
た
企
画
展
の
内
容
を
踏

ま
え
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
ご
紹
介

い
た
し
ま
す
。

最
古
の
ペ
ッ
ト
「
犬
」
と
「
猫
」

　
「
猫
」
は
食
肉
目
ネ
コ
科
ネ
コ
属
に

分
類
さ
れ
ま
す
。「
猫
」
と
人
間
と
の

関
わ
り
の
歴
史
は
古
く
、
東
地
中
海

の
キ
プ
ロ
ス
島
の
遺
跡
で
は
約
９
５

０
０
年
前
に
は
人
間
と
共
存
し
て
い

た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
他

の
動
物
に
比
べ
、
常
に
寝
て
い
る
イ

メ
ー
ジ
の
猫
で
す
が
、
ト
ラ
や
ラ
イ

オ
ン
が
同
じ
ネ
コ
科
に
属
し
て
い
る

よ
う
に
、
優
秀
な
ハ
ン
タ
ー
と
い
う

一
面
も
併
せ
持
ち
ま
す
。「
犬
」
は
「
世

界
最
古
の
ペ
ッ
ト
」
と
い
わ
れ
、
狩

猟
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
動
物

と
し
て
人
間
の
パ
ー
ト
ナ
ー
の
歴
史

も
１
万
年
以
上
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
犬
に
次
い
で
、

猫
も
人
間
と
の
共
存
の
歴
史
が
古
い

動
物
に
位
置
付
け
ら
れ
ま
す
が
、
そ

の
き
っ
か
け
は
、
天
敵
で
あ
る
ネ
ズ

ミ
の
存
在
で
し
た
。

「
猫
の
歴
史
」
に
つ
い
て

　

古
く
か
ら
日
本
を
含
む
世
界
の

国
々
で
は
、
米
や
麦
な
ど
の
穀
物
が

そ
の
国
の
経
済
を
支
え
る
重
要
な
食

糧
に
位
置
付
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
は
栄
養
価
が
高
く
長
期
貯
蔵
に

優
れ
て
い
る
特
性
が
そ
の
理
由
で
す

が
、
税
と
し
て
一
時
的
に
集
め
ら
れ

た
穀
物
は
、
ネ
ズ
ミ
の
恰
好
の
標
的

と
な
り
、
そ
の
被
害
も
甚
大
な
規
模

に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

み
や
こ
町
勝
山
黒
田
に
隣
接
す
る
行

橋
市
の
下
稗
田
遺
跡
で
は
、
地
下
に

設
け
ら
れ
た
約
２
０
０
０
年
前
の
穀

物
貯
蔵
庫
跡
か
ら
２
種
類
の
ネ
ズ
ミ

の
歯
や
頭
骨
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
み
や
こ
町
国
作
に
あ
る
八
反

田
遺
跡
で
は
、
高
床
式
の
穀
物
貯
蔵

庫
に
設
置
さ
れ
た
「
ネ
ズ
ミ
返
し
」

が
出
土
す
る
な
ど
、
み
や
こ
町
や
そ

の
周
辺
で
も
、
本
格
的
な
稲
作
開
始

直
後
か
ら
、
人
間
と
ネ
ズ
ミ
と
の
攻

防
の
歴
史
が
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
確
認
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
動

向
は
世
界
各
地
で
み
ら
れ
、
重
要
な

「
財
産
」
で
あ
る
穀
物
を
ネ
ズ
ミ
か
ら

守
る
対
策
と
し
て
、
人
々
は
そ
の
天

敵
で
あ
る
「
猫
」
に
注
目
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、「
猫
」
は
人
々
の
期
待
を

遥
か
に
超
え
る
活
躍
を
み
せ
、
こ
れ

以
降
、
人
間
に
と
っ
て
か
け
が
え
の

な
い
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
の
地
位
を

築
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

日
本
で
は
、
奈
良
時
代
以
降
、
役

所
の
重
要
な
記
録
媒
体
で
あ
っ
た
文

書
や
仏
教
の
経
典
等
を
齧
る
ネ
ズ
ミ

に
対
し
、
猫
は
そ
の
能
力
を
発
揮
し

ま
す
。
ま
た
こ
の
頃
に
は
「
ペ
ッ
ト
」

と
し
て
珍
し
い
猫
が
中
国
な
ど
か
ら

輸
入
さ
れ
た
事
例
も
確
認
で
き
ま
す
。

　
「
猫
」
は
、
日
本
や
中
国
で
古
く
か

ら
「
稲
穂
の
精
霊
」
と
さ
れ
、
漢
字

の
表
記
も
獣
偏
（
犭
）
に
「
苗
」
と

い
う
字
が
充
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
ネ
ズ
ミ
か
ら
貯
蔵
米
（
財
産
）

を
守
る
猫
を
「
守
護
神
」
に
な
ぞ
ら

え
た
と
い
う
見
解
も
あ
り
、
同
じ
よ

う
に
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
「
麦
穂

の
精
霊
」
と
さ
れ
る
な
ど
、
人
々
の

猫
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
窺
う
こ
と

も
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
ネ
ズ
ミ
は
ペ

ス
ト
な
ど
の
伝
染
病
や
病
原
菌
を
媒

介
す
る
た
め
、
猫
は
伝
染
病
の
蔓
延

防
止
の
上
で
も
大
き
な
活
躍
を
し
て

お
り
、
こ
れ
ら
の
「
重
要
な
使
命
」

を
帯
び
て
人
と
共
存
し
て
き
た
歴
史

を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
犬
と
は

異
な
る
方
法
で
人
間
の
パ
ー
ト
ナ
ー

と
し
て
の
地
位
を
築
い
た
猫
の
歴
史

も
ま
た
興
味
深
い
も
の
で
す
。

猫
は
「
虎
」
？

「
猫
」
に
比
べ
人
間
の
パ
ー
ト
ナ
ー

と
し
て
の
歴
史
が
古
い「
犬
」で
す
が
、

２
０
１
７
年
に
は
、「
猫
」
が
そ
の
数

を
上
回
る
歴
史
的
な
逆
転
現
象
が
み

ら
れ
、
現
在
も
そ
の
数
を
増
や
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
に
拍
車
を
か
け
た
の

が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
で

す
。
未
知
の
ウ
イ
ル
ス
に
対
す
る
各

種
制
限
や
「
巣
ご
も
り
」
生
活
等
に

よ
る
ス
ト
レ
ス
の
中
で
人
々
が
求
め

た
「
癒
し
」
が
「
猫
」
で
、
各
種
動

画
等
も
人
気
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
ネ
コ
」
の
呼
称
は
、
寝
て
い
る
様

子
を
表
し
た
「
寝
子
」
や
、
そ
の
姿

が
「
虎
」
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
「
如

虎
」（
虎
の
如
し
）
が
転
訛
し
た
も
の

な
ど
諸
説
み
ら
れ
ま
す
。

　

今
年
の
干
支
は
、「
ネ
コ
科
」
の
「
寅

（
虎
）」
で
す
。「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」

関
連
資
料
等
、
み
や
こ
町
が
誇
る
各

種
の
「
猫
遺
産
」
が
多
く
の
人
々
を

こ
の
町
に
招
く
「
招
き
猫
遺
産
」
と

し
て
、
広
く
活
用
で
き
る
方
法
を
模

索
し
て
ゆ
き
た
い
も
の
で
す
。

（
井
上
信
隆
）

み
や
こ
町
の
「
猫
遺
産
」

　
「
猫
」
が
登
場
す
る
国
内
最
古
の
記

録
は
、
平
安
時
代
に
ま
と
め
ら
れ
た

日
本
最
古
の
説
話
集
「
日
本
霊
異
記
」

に
み
ら
れ
る
「
宮
子
郡
」（
京
都
郡
）

の
役
人
に
ま
つ
わ
る
物
語
で
、
み
や

こ
町
は
、
そ
の
舞
台
と
な
っ
た
、
ゆ

か
り
の
町
の
一
つ
で
す
。

　

ま
た
日
本
文
学
史
上
、
猫
を
主
人

公
に
し
た
最
も
有
名
な
作
品
に
夏
目

漱
石
の
代
表
作
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
作
品
に
関
連
し

た
漱
石
直
筆
の「
猫
の
イ
ラ
ス
ト
」や
、

作
品
の
主
人
公
で
あ
っ
た
「
猫
」
が

亡
く
な
っ
た
際
、
漱
石
の
門
下
生
で
、

彼
の
小
説
「
三
四
郎
」
の
モ
デ
ル
と

な
っ
た
、
み
や
こ
町
出
身
の
ド
イ
ツ

文
学
者
「
小
宮
豊
隆
」
に
宛
て
た
「
猫

の
死
亡
通
知
」
な
ど
の
貴
重
な
資
料

が
当
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
猫
の
日
本
史
」
を
語
る
上
で
は
欠

か
す
こ
と
の
で
き
な
い
こ
れ
ら
の
貴

重
な
「
猫
遺
産
」
が
、
み
や
こ
町
に

あ
る
こ
と
を
町
内
外
の
人
々
に
広
く

知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し

て
昨
年
末
、
博
物
館
で
「
み
や
こ
の

猫
も
の
が
た
り
展
」
を
開
催
し
ま
し

た
。「
猫
」
と
い
う
視
点
か
ら
改
め
て

み
や
こ
町
の
歴
史
を
見
つ
め
な
お
す

猫の置物（トルコ：個人蔵）

獲物を狙う姿はまさに「如虎」？

約2000年前の遺跡（みやこ町勝山
黒田）から出土した炭化したお米

に

ほ
ん

み
や　

こ

ふ

て
ん

あ
わ

て
き

り
ょ
う
い

き

そ
う
せ
き

わ
が
は
い

こ

み
や
と
よ
た
か

あ

な
つ

め

か
っ
こ
う

じ
ん
だ
い

し
も
ひ
え

だ

と
う
こ
つ

は
っ
た
ん

だ

け
も
の
へ
ん

あ

な
え

し
ゅ
ご

し
ん

い　

け
い

う
か
が

か
い

ま
ん
え
ん

は
く
し
ゃ

い
や

ね　

こ

に
ょ

こ

ご
と

え　

と

と
ら

ほ
こ

も

ま
ね

さ
く

て
ん

か

ば
い
た
い

は
る

か
じ




