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▲国内に２例しかない「木栓」。
　展示・活用が期待されます。

▲更新された解説板。１３００年前の「県庁」豊前
国府跡について詳しく学ぶことができます。

博物館休館日カレンダー
2022年 5月

休館日※情報はR4.4.20現在
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日　月　火　水　木　金　土

「国内最古級のダム」のひとつとみられる勝山池田の「池田
遺跡」から出土した各種木製品の保存処理が完了しました。
「高級アルコール法」という特殊な技法を用いた処理法に
よって1000年以上前の木材を通常展示・保管することが可能
になりました。この中には国内で２例しか発見されていない
「木栓」も含まれており、全国的にも注目を集める資料の保存
処理作業となりました。

例年、町内外から多くの見学者が訪れる豊前国府跡公園です
が、解説板の経年劣化に伴う修繕や新たな研究成果を盛り込
むことを目的として公園内に設置している解説板の更新・修
繕作業が完了しました。今回は復元されている「築地塀」の解
説板も併せて修繕を実施。みやこ町が「大都会」であった頃の
様子を楽しく学ぶことができますので是非一度ご覧ください。

　
博
物
館
で
は
現
在
、企
画
展
「
刃
〜

み
や
こ
の
刀
剣
美
展
」を
開
催
し
て
い

ま
す（
15
日
ま
で
）。

　
こ
の
企
画
展
で
は
、み
や
こ
町
勝
山

松
田
出
身
の
故
逸
木
俊
司
氏
が
当
館

に
寄
贈
し
て
下
さ
っ
た
刀
剣
12
本
を

は
じ
め
、鍔
な
ど
の
刀
装
具
を
含
む
全

て
の
刀
剣
関
連
資
料
を
展
示
し
て
い

ま
す
。居
合
道
関
係
の
方
を
は
じ
め
ア

ニ
メ
や
ゲ
ー
ム
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に

因
ん
だ
刀
工
の
作
品
も
み
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、連
日
、町
内
外
か
ら
若
い
女

性
や
子
供
な
ど
様
々
な
方
に
ご
来
館

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。ま
た
期
間
中

は
刀
や
兜
を
飾
っ
て
男
児
の
健
や
か

な
成
長
を
祝
う
「
端
午
の
節
句
」と
重

な
り
ま
す
。多
数
の
名
刀
を
み
や
こ
町

で
鑑
賞
で
き
る
、ま
た
と
な
い
機
会
と

な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、お
誘
い
あ
わ

せ
の
上
、是
非
ご
来
館
く
だ
さ
い
。

■
観
覧
料

常
設
展
の
観
覧
料
で
ご
覧
い
た
だ

け
ま
す
。（
入
館
は
16
時
30
分
ま
で
）

◆
博
物
館
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｓ

博
物
館
春
季
企
画
展

「
刃
〜
み
や
こ
の
刀
剣
美
展
」

▲整然と並べられた刀剣。壮観です！

▲過去の実施状況（生立八幡神社山笠）

▶
刀
の
刃
文（
上
段
）と

　
刀
工
の
銘
及
び
切
先（
下
段
）の
近
景

▶
外
国
人
に
人
気
の
鍔
な
ど
の
刀
装
具
。

　
江
戸
の
彫
金
師
の
技
術
が
光
り
ま
す
。

▶
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
来
館
。日
本
独
自
の

　
刀
剣
美
に
興
味
津
々
の
様
子
で
し
た
。

◆
講
座・教
室・催
し
物
ガ
イ
ド

5
月
の
歴
史
講
座

民
俗
芸
能・行
事
の
公
開
中
止
情
報

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大

防
止
対
応
の
た
め
、例
年
町
内
各
所
で
行

わ
れ
る
左
記
の
民
俗
芸
能
・行
事
の
中

止
が
決
定
し
て
い
ま
す
。　

　

 

三
年
連
続
で
残
念
で
す
が
、地
域
や

観
客
の
皆
さ
ん
の
安
全
を
確
保
す
る
た

め
の
措
置
で
あ
り
、皆
さ
ん
の
ご
理
解
・

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

●
豊
前
神
楽

（
鐙
畑
・上
伊
良
原
・上
高
屋
・光
冨
・横
瀬
）

●
豊
国
楽（
下
伊
良
原
）

●「
生
立
八
幡
神
社
山
笠
」行
事（
犀
川
）

※

紹
介
は
５
月
期
の
指
定
文
化
財
行
事
の
み

【
漢
詩
紀
行
講
座
】

　

5
月
7
日（
土
）
9
時
30
分
〜

【
古
文
書
講
座
】

　

5
月
14
日（
土
）
10
時
〜

【
古
典
か
な
講
座
】

　

5
月
2１
日（
土
）
9
時
30
分
〜

【
み
や
こ
学
講
座
】

　

5
月
28
日（
土
）
10
時
〜

※

日
程
等
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※

見
学
会
等
は
別
途
通
知
し
ま
す
。

つ
ば

と
う 

そ
う  

ぐ

い  

あ
い 

ど
う

ち
な

か
ぶ
とい

わ

た
ん
ご

せ
っ
く

ついじべい
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み
や
こ
の
歴
史
発
見
伝

み
や
こ
の
猫
も
の
が
た
り
⑤147

「
猫
」の
足
跡
か
ら
探
る
み
や
こ
の
歴
史

ー 

そ
の
5 

ー

は
東
京
帝
国
大
学
（
現
在
の
東

京
大
学
）
で
物
理
学
を
学
び
、

学
者
と
し
て
数
々
の
業
績
を
残

す
な
ど
、
漱
石
門
下
で
も
異
色

の
経
歴
を
も
つ
彼
は
、
科
学
や

西
洋
音
楽
の
知
識
が
豊
か
で

あ
っ
た
た
め
、
師
で
あ
る
漱
石

も
そ
の
知
識
を
求
め
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
漱
石
を
介
し
て
知
り
合
っ

た
み
や
こ
町
出
身
の
小
宮
豊
隆
と
は

無
二
の
親
友
で
、
博
物
館
に
は
二
人

の
間
で
交
わ
さ
れ
た
書
簡
が
展
示
さ

れ
て
い
ま
す
。
寺
田
寅
彦
は
「
吾
輩

は
猫
で
あ
る
」
で
、「
吾
輩
」
を

ほ褒
め

た
水
島
寒
月
の
モ
デ
ル
と
し
て
知
ら

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
寺
田
寅
彦
に

は
作
中
の
「
寒
月
」
と
唯
一
異
な
る

点
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
寺
田
寅

彦
は
「
大
の
猫
嫌
い
」
だ
っ
た
と
い

う
点
で
す
。

ネ
ズ
ミ
の
被
害
を
き
っ
か
け
に

　

寅
彦
の
母
、

か
め亀

は
「
大
の
猫
嫌
い
」

で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
、
寅
彦
自
身
、

猫
を
触
っ
た
こ
と
さ
え
な
か
っ
た
と

み
ら
れ
て
い
ま
す
。
寅
彦
42
歳
の
時
、

ネ
ズ
ミ
に
よ
っ
て
寝
具
が
食
い
破
ら

れ
る
な
ど
の
被
害
に
悩
ま
さ
れ
た
妻
、

紳
子
と
子
供
は
猫
を
飼
い
た
い
と
訴

え
ま
す
が
、
寅
彦
は
断
固
と
し
て
反

対
し
ま
す
。
さ
ら
に
ネ
ズ
ミ
の
被
害

が
深
刻
化
し
た
大
正
10
年
（
１
９
２

１
）
６
月
頃
、
近
所
の
八
百
屋
主
人

が
三
毛
の
子
猫
を
連
れ
て
き
た
こ
と

を
き
っ
か
け
に
、
寅
彦
は
猫
を
飼
う

こ
と
を
事
実
上
黙
認
し
ま
す
。
こ
う

し
て
家
族
の
一
員
と
な
っ
た
雌
猫
は

「
三
毛
」
と
名
付
け
ら
れ
ま
す
が
、
子

供
た
ち
か
ら
「
可
愛
が
ら
れ
す
ぎ
た
」

ス
ト
レ
ス
に
よ
っ
て
三
毛
は
す
ぐ
に

や
せ
細
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
を

見
か
ね
て
「
玉
」
と
い
う
虎
毛
の
雄

猫
も
飼
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ

の
２
匹
の
猫
は
寅
彦
に
「
何
ら
か
の

か
す
か
な
光
の
よ
う
な
も
の
」
を
も

た
ら
す
よ
う
に
な
り
ま
す
。

「
猫
嫌
い
」
か
ら
「
猫
好
き
」
へ

　

猫
を
飼
い
は
じ
め
て
間
も
な
い
頃

寅
彦
は
「
し
か
し
今
眼
前
に
こ
の
美

し
い
子
供
子
供
し
た
小
動
物
を
置
い

て
見
て
い
る
う
ち
に
そ
ん
な
問
題
は

自
然
と
消
え
て
し
ま
っ
た
」
と
述
べ
、

２
匹
の
猫
を
目
の
当
た
り
に
し
て
「
大

の
猫
嫌
い
」
か
ら
一
気
に
「
猫
好
き
」

へ
と
変
わ
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
。
猫
の

首
を
か
く
と
ゴ
ロ
ゴ
ロ
と
喉
を
鳴
ら

す
の
を
み
て
「
こ
の
猫
は
肺
が
悪
い

の
か
？
」
と
真
剣
な
面
持
ち
で
述
べ

た
こ
と
を
家
族
に
笑
わ
れ
た
り
、
猫

が
居
眠
り
を
す
る
姿
を
見
て
、
何
か

「
大
発
見
」
を
し
た
よ
う
に
周
囲
の

人
々
に
報
告
す
る
な
ど
、
猫
と
の
毎

日
は
寅
彦
に
と
っ
て
新
た
な
発
見
の

連
続
で
あ
り
、
新
鮮
な
感
動
を
も
た

ら
し
た
と
み
ら
れ
ま
す
。
ま
た
寅
彦

は
猫
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
が
あ
る
こ
と

を
突
き
止
め
ま
す
。
そ
の
観
察
報
告

に
よ
れ
ば
、「
三
毛
は
神
経
が
鋭
敏
で

気
難
し
く
、
わ
が
ま
ま
で
ぜ
い
た
く
」

一
方
の
玉
は
、「
お
人
好
し
で
あ
る
と

同
時
に
挙
動
が
な
ん
と
な
く
無
骨
で

素
樸
」
と
あ
り
、
ま
る
で
人
間
を
観

察
す
る
よ
う
に
猫
が
人
格
化
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
に
物
理
学
者
の
片
鱗
を

伺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
猫
」
を
研
究
・
観
察
し
た
結
果

　
「
猫
」
を
小
説
の
主
人
公
に
し
た
師

の
夏
目
漱
石
と
は
異
な
り
、
寺
田
寅

彦
に
と
っ
て
「
猫
」
は
研
究
対
象
の

ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、
地
球

物
理
学
、
気
象
学
、
地
震
研
究
な
ど

優
れ
た
業
績
に
よ
り
培
わ
れ
た
自
然

科
学
者
の
視
点
か
ら
み
た
猫
に
関
す

る
興
味
深
い
随
筆
が
残
さ
れ
て
い
ま

す
。
猫
の
尻
尾
観
察
で
は
、「
感
情
に

応
じ
て
様
々
な
位
置
形
状
運
動
を
示

す
が
、
尻
尾
の
な
い
我
々
人
間
に
、

尻
尾
の
行
動
に
つ
い
て
批
評
す
る
資

格
は
な
い
。」
と
し
て
「
猫
の
尻
尾
論
」

に
つ
い
て
言
及
し
て
い
ま
す
。
ま
た

「
動
物
の
斑
模
様
の
研
究
」
で
は
飼
猫

の
斑
模
様
を
平
面
実
測
し
、
こ
れ
を

基
に
論
文
を
執
筆
。
イ
ギ
リ
ス
の
科

学
雑
誌
「
ネ
イ
チ
ャ
ー
」
に
斑
模
様

の
論
文
寄
稿
を
試
み
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
妻
や
子
供
が
子

猫
の
口
に
指
を
や
る
と
噛
み
つ
き
、

自
分
（
寅
彦
）
が
や
る
と
舐
め
る
行

動
を
み
て
「
子
猫
は
親
し
み
の
深
い

相
手
に
は
噛
み
つ
き
、
薄
い
相
手
は

舐
め
る
だ
け
の
よ
う
だ
」
と
や
や
嫉

妬
気
味
の
文
面
も
み
ら
れ
ま
す
。

　

寅
彦
は
、
美
し
く
家
族
の
人
気
者

だ
っ
た
三
毛
よ
り
も
大
食
、
鈍
重
で

人
気
の
な
か
っ
た
「
玉
」
の
ほ
う
を

可
愛
が
っ
た
と
い
わ
れ
、
玉
が
亡
く

な
っ
た
朝
、
食
事
中
の
寅
彦
は
家
族

の
前
で
も
憚
ら
ず
涙
を
流
し
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
三
毛
が
亡

く
な
っ
た
際
に
は
師
の
漱
石
同
様
に

歌
を
残
し
、
そ
の
最
後
は
「
三
毛
が

い
な
い
で
さ
び
し
い
な
」
と
悲
し
み

を
表
現
し
て
い
ま
す
。
数
々
の「
猫
愛
」

に
あ
ふ溢
れ
る
文
章
を
残
し
た
寺
田
寅
彦

で
す
が
、
猫
に
対
し
て
思
い
を
込
め

た
言
葉
で
そ
の
心
境
を

し締
め
く
く
っ

て
い
ま
す
。

　
「
自
分
は
こ
れ
ま
で
に
も
う
度
々
猫

の
事
を
書
い
て
き
た
。
こ
れ
か
ら
ま

だ
幾
度
と
な
く
そ
れ
を
書
く
か
も
し

れ
な
い
。
自
分
に
は
猫
の
事
を
書
く

の
が
こ
の
上
な
い
慰
藉
（
慰
め
、
労

る
こ
と
）
で
あ
り
安
全
弁
で
あ
り
心

の
糧
で
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。」

　

当
初
は
「
猫
嫌
い
」
で
あ
っ
た
寺

田
寅
彦
で
す
が
、
最
終
的
に
猫
に
対

す
る
愛
情
は
、
漱
石
に
「
勝
る
と
も

劣
ら
な
い
」
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

（
井
上
信
隆
）

「
天
災
は
忘
れ
た
頃
に
や
っ
て
く
る
」

　
熊
本
地
震
か
ら
６
年
が
経
過
し
ま

し
た
が
、
現
在
も
東
北
地
方
を
は
じ

め
国
内
各
地
で
地
震
が
頻
発
し
て
い

ま
す
。
天
災
へ
の
心
構
え
を
如
実
に

示
し
た
「
天
災
は
忘
れ
た
頃
に
や
っ

て
く
る
」
と
い
う
警
句
は
、
１
０
０

年
ほ
ど
前
に
、
物
理
学
者
の
「
寺
田

寅
彦
」
が
考
案
し
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
寺
田
寅
彦
は
高
知
県
出
身
で
、

明
治
29
年
（
１
８
９
６
）
熊
本
の
第

五
高
等
学
校
（
熊
本
大
学
の
前
身
校
）

に
入
学
。
こ
の
時
、
夏
目
漱
石
か
ら

英
語
と
俳
句
を
教
わ
り
、
こ
れ
以
降
、

終
生
漱
石
に
仕
え
、
門
下
生
の
中
で

最
も
長
く
漱
石
と
関
係
し
た
人
物
と

し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
寺
田
寅
彦

寺田寅彦関連資料の展示コーナー
（みやこ町歴史民俗博物館）

猫の居眠り
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ど
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