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コ
コ
が
見
ど
こ
ろ
、こ
こ
が
ツ
ボ
!!

こ
の
展
示（
＆
収
蔵
資
料
）

◆
博
物
館「
お
ス
ス
メ
」逸
品
レ
ポ
ー
ト

博物館休館日カレンダー
2022年 12月

休館日※情報はR4.11.18現在
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日　月　火　水　木　金　土

令和４年１２月１日

10月の業務日誌から

　10月30日（日）、綾塚・橘塚古墳で豊み
隊！の研修が行われました。この日は「みや
こ古墳日和」と題した九歴主催の見学会が
あり、本格派ガイドを見学させてもらう予
定でしたが、いつしかヘルプに入り、実践
的で充実の研修になりました

　10月23日（日）、当館で呰見大塚古墳
VR見学会が行われました。埋め戻しのた
め現地をみることができない同古墳を、最
新のVR技術で見学しようとの試みで36名
の方が参加しました。迫真の映像は本物以
上では？との声も聞かれました。

●
資
料
解
説
＆
メ
モ

　
去
る
11
月
１
日
、
日
本
の
「
風
流
踊
」
が

ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
遺
産
に
登
録
内
定
と
の

ニ
ュ
ー
ス
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
風
流
踊
は

華
や
か
で
人
目
を
惹
く
意
の
古
語
で
あ
る

「
風
流
」
を
冠
し
た
民
俗
芸
能
で
、
国
内
各

地
に
伝
承
さ
れ
る
盆
踊
や
念
仏
踊
・
太
鼓
踊

を
指
し
ま
す
。
福
岡
県
内
で
は
豊
前
市
の
感

応
楽
が
そ
の
代
表
例
と
し
て
推
薦
さ
れ
、
同

楽
は
こ
の
こ
と
で
「
人
類
の
遺
産
」
と
し
て

認
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
た
だ
、
登
録
こ
そ
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の

町
内
に
は
同
様
の
芸
能
「
楽
打
」
が
４
件
伝

承
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
価
値
は
規
模
こ
そ
違

え
感
応
楽
同
様
に
「
人
類
の
遺
産
”級“
」
と

い
っ
て
も
よ
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。

▲楽を御村（下伊良原）へ残らず伝授したと確認する
「免許一札（部分）」　明治元（1868）年作成

▲豊国楽奉納の様子　陰陽（襷の色が赤・青）二手
の打子が交差演舞するのが特徴（撮影2008）

　
コ
ロ
ナ
で
あ
っ
て
も
な
く
て
も
博
物
館

の
魅
力
は
収
蔵
資
料
が
持
つ
多
彩
な
価
値

と
情
報
で
す
。
当
館
に
は
町
の
豊
か
な
歴

史
と
文
化
が
育
ん
だ
沢
山
の
「
逸
品
」
資

料
が
あ
り
、
以
下
に
そ
の
一
部
を
ご
紹
介

い
た
し
ま
す
。

●
資
料
名

　

豊
国
楽（
と
よ
く
に
が
く
）資
料　
一括

　
＊
対
象
芸
能
は
み
や
こ
町
指
定
無
形
民
俗
文
化
財

　
＊
紹
介
原
品
は
当
館
所
蔵

●
デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル

・
法 

量 

等
：
免
許
一
点・装
束
等
一
式

・
制
作
年
代
：
江
戸
時
代
〜
現
代

・
ポ
イ
ン
ト
：
来
歴
が
明
瞭
な
う
え
町
内
で
は

                    

最
も
風
流
踊
の
特
徴
が
備
わ
る

・
公
開
状
況
：
常
設
展
示
で
公
開
中

　
中
で
も
豊
国
楽
は
①
発
祥
を
京
都
の
祇

園
田
楽
と
称
し
、
そ
れ
に
相
応
し
い
雅
風

が
あ
る
②
従
前
は
生
立
八
幡
宮
へ
奉
納
し
、

こ
れ
を
下
伊
良
原
へ
譲
渡
し
た
旨
の
免
許

が
残
る　
と
い
う
他
に
例
を
見
な
い
貴
重

な
事
績
を
有
す
る
点
が
注
目
さ
れ
ま
す
。

▲資料のうち打子装束　小型の念仏太鼓に白帷
子・ダシと呼ばれる五色の背負い飾が風流調

博
物
館
で「
楽
習
」始
め
ま
せ
ん
か
？

　
博
物
館
は
郷
土
資
料
と
学
芸
員
ら
の
サ

ポ
ー
ト
に
よ
る
知
と
学
び
の
拠
点
で
す
。

以
下
の
会
や
講
座
を
利
用
し
て
楽
し
く
学

び
ま
せ
ん
か
？
詳
し
く
は
博
物
館
へ
お
問

合
せ
下
さ
い
！

★
博
物
館
友
の
会

　
バ
ス
ハ
イ
ク
・歴
史
た
ん
け
ん
ウ
ォ
ー

　
ク
等
の
学
び
の
旅
や
イ
ベ
ン
ト
に
参
加

　
で
き
ま
す
。

★
文
化
遺
産
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座

　
町
の
宝
を
ガ
イ
ド
＆
ガ
ー
ド
す
る
ス
タ
ッ
フ
を
募

　
集
・養
成
す
る
講
座
で
す
。今
か
ら
で
も
大
丈
夫
！

年
末
臨
時
休
館
の
お
知
ら
せ

　
博
物
館
で
は
館
内
整
理
と
燻
蒸
作
業
の

た
め
左
記
の
期
間
臨
時
休
館
し
ま
す
。期

間
中
の
博
物
館
や
文
化
財
業
務
に
関
す
る

こ
と
は
左
記
へ
お
問
合
せ
下
さ
い
。な
お
、

新
年
は
１
月
４
日（
水
）か
ら
開
館
し
ま
す
。

 
・ 

臨
時
休
館
の
期
間

　
 

12
月
25
日（
日
）〜
12
月
28
日（
水
）

 　※
¹²⁄₂₉
〜
¹⁄₃
は
通
常
の
年
末
年
始
休
館

 

・ 

臨
時
休
館
中
の
問
合
せ
先

 　
☎
３
３-
１
０
４
０（
中
央
図
書
館
）

◆
講
座・教
室・催
し
物
ガ
イ
ド

12
月
の
歴
史
講
座

【
漢
詩
紀
行
講
座
】

　

12
月
３
日
（
土
）
９
時
30
分
〜

【
古
文
書
講
座
】

　

12
月
10
日
（
土
）
10
時
〜

【
古
典
か
な
講
座
】

　

12
月
17
日
（
土
）
9
時
30
分
〜

【
み
や
こ
学
講
座
】

　

12
月
24
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
。

▲綾塚古墳で行われた九歴の専門学芸員による解説 いつもよ
　り深い解説に参加者のうなずく回数が多かった？ようです

▲ＶＲ画像は現地をリアルに再現　このため段差のある箇所は平面で
　も思わず足を挙げてしまいます（写真は体験中の内田町長）

　
ふ

り
ゅ
う
お
ど
り

　
か
ん

　
の
う
が
く

　
ひ

　
ぎ

　
お
ん
で
ん
が
く

　
が
く
う
ち
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作文コンクール「最優秀賞」受賞者
吉川寧音さん（築上町立 築城小学校５年生）

絵画コンクール「グランプリ賞」受賞者 
中内葵彩さん（豊前市立 黒土小学校４年生） 絵画コンクール「グランプリ賞」受賞作品「神楽」

あ 

お 

い

の
ぶ
つ
か

う

え

も

ん

ね　

ね

「わたしの町の過去・現在・未来絵画コンクール」
「小学生歴史たんけん作文コンクール」 受賞者決定

　

例
年
、
町
内
外
の
小
・
中
学
生
の

児
童
・
生
徒
を
対
象
に
実
施
し
て
い

る
「
わ
た
し
の
町
の
過
去
・
現
在
・

未
来
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
」
で
、
一
〇

五
三
点
の
応
募
作
品
の
中
か
ら
、
黒

土
小
学
校
４
年
生
の
中
内
葵
彩
さ
ん

が
描
い
た
「
神
楽
」
が
見
事
、
グ
ラ

ン
プ
リ
賞
に
輝
き
ま
し
た
。
優
秀
賞

６
点
を
約
１
ヶ
月
間
、
博
物
館
ホ
ー

ル
に
展
示
し
、
入
館
者
に
よ
る
投
票

を
行
っ
た
結
果
に
よ
る
も
の
で
す
。

中
学
３
年
生
ま
で
含
め
た
作
品
が
揃

う
中
で
、
鮮
や
か
な
色
彩
が
注
目
を

集
め
た
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
「
小
学
生
歴
史
た
ん
け
ん
作

文
コ
ン
ク
ー
ル
」
で
は
、
力
作
揃
い

の
作
文
の
中
、
築
城
小
学
校
５
年
生

の
吉
川
寧
音
さ
ん
の
「『
延
塚
卯
右
衛

門
』
を
読
ん
で
」
が
見
事
、
最
優
秀

賞
に
輝
き
ま
し
た
。

作
文
コ
ン
ク
ー
ル
「
最
優
秀
賞
」
受
賞
作
品

「
延
塚
卯
右
衛
門
」
を
読
ん
で

築
城
小
学
校　

五
年　

吉
川　

寧
音

　

み
な
さ
ん
は
「
延
塚
卯
右
衛
門
」
と
い
う
人
を

知
っ
て
い
ま
す
か
。
延
塚
卯
右
衛
門
は
、
自
分
の

命
を
か
け
て
、
わ
た
し
が
住
ん
で
い
る
築
上
町
を

救
っ
て
く
れ
た
、
江
戸
時
代
の
筋
奉
行
で
す
。

　

わ
た
し
は
、
延
塚
奉
行
の
こ
と
は
名
前
を
知
っ

て
い
る
ぐ
ら
い
で
し
た
が
、
夏
休
み
前
に
、
町
か

ら
延
塚
奉
行
の
マ
ン
ガ
を
も
ら
い
、
奉
行
の
こ
と

を
深
く
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

天
保
の
大
き
き
ん
で
、
長
雨
・
洪
水
が
く
り
返

し
起
き
て
、
農
民
は
年
貢
米
も
自
分
た
ち
が
食
べ

る
米
も
作
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
て
も
苦
し
い

時
期
が
続
き
ま
し
た
。
田
畑
は
病
害
虫
に
や
ら
れ
、

が
死
す
る
人
も
多
く
い
た
そ
う
で
す
。
そ
ん
な
と

き
で
も
、
藩
は
農
民
か
ら
年
貢
を
取
り
立
て
、
根

付
料
ま
で
も
返
さ
せ
よ
う
と
し
ま
し
た
。

　

日
ご
ろ
か
ら
、
延
塚
奉
行
は
農
民
に
や
さ
し
く

接
し
、
困
っ
て
い
る
人
に
は
食
べ
物
や
農
具
を
分

け
与
え
る
人
で
し
た
。
で
も
、
い
く
ら
奉
行
が
農

民
を
助
け
て
も
、
命
令
さ
れ
た
年
貢
米
を
十
分
に

納
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
藩
に
年
貢

や
根
付
料
を
減
ら
し
て
ほ
し
い
と
願
い
出
て
も
、

藩
は
許
し
て
く
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
奉
行
は
決
断
し
ま
す
。
藩
の
許
可
を

取
ら
ず
に
、
自
分
の
判
断
で
、
根
付
料
は
返
さ
い

し
な
く
て
よ
い
こ
と
に
し
ま
す
。
わ
た
し
は
奉
行

の
勇
気
に
お
ど
ろ
き
ま
し
た
。
農
民
の
た
め
で

あ
っ
て
も
、
江
戸
時
代
は
、
藩
の
命
令
に
さ
か
ら

う
と
い
う
こ
と
は
し
て
は
い
け
な
い
時
代
だ
か
ら

で
す
。
わ
た
し
の
予
想
は
当
た
り
ま
し
た
。
奉
行

は
農
民
を
救
う
代
わ
り
に
、
責
任
を
取
っ
て
切
腹

し
ま
し
た
。
大
切
な
命
を
な
く
し
た
こ
と
は
悲
し

い
こ
と
で
す
が
、
今
、
こ
の
町
で
農
業
が
続
き
、

お
い
し
い
お
米
が
食
べ
ら
れ
る
の
は
、
延
塚
奉
行

の
お
か
げ
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　

築
上
町
で
は
、
今
で
も
延
塚
奉
行
の
こ
と
を
忘

れ
な
い
よ
う
に
、毎
年
供
養
祭
や
武
道
大
会
を
行
っ

て
い
ま
す
。
六
十
年
以
上
も
続
い
て
い
る
こ
と
を

考
え
る
と
、
い
か
に
地
域
の
人
達
が
延
塚
奉
行
の

こ
と
を
大
切
に
思
い
、
そ
ん
け
い
し
て
い
る
か
が

わ
か
り
ま
す
。

　

時
代
は
ち
が
う
け
れ
ど
、
わ
た
し
た
ち
の
ま
わ

り
に
は
、
延
塚
奉
行
が
生
き
て
い
た
こ
ろ
と
同
じ

よ
う
に
、弱
い
者
い
じ
め
が
あ
り
ま
す
。
わ
た
し
は
、

友
達
が
い
じ
め
に
あ
っ
て
い
た
り
、
自
分
が
い
じ

め
に
あ
っ
た
り
し
た
と
き
、
延
塚
奉
行
の
よ
う
に

相
手
に
立
ち
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
と

考
え
ま
す
。
奉
行
の
よ
う
に
、
強
く
や
さ
し
い
心

を
も
つ
人
に
な
り
た
い
で
す
。ゆ
い
言
書
を
読
む
と
、

自
分
の
こ
と
よ
り
、周
り
の
人
の
こ
と
を
ゆ
う
先
し
、

思
い
や
り
の
あ
る
人
で
あ
る
こ
と
も
伝
わ
っ
て
き

ま
す
。
つ
い
、
自
分
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
し
ま

い
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
は
、
友
達
や
家
族
の
こ
と

を
先
に
考
え
て
、
行
動
で
き
る
よ
う
に
努
力
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

延
塚
奉
行
は
相
手
の
立
場
に
な
っ
て
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
人
で
も
あ
り
ま
し
た
。
自
分
は
お
米

を
た
く
さ
ん
食
べ
て
も
い
い
立
場
な
の
に
、
苦
労

し
て
い
る
農
民
の
こ
と
を
思
っ
て
、
自
分
も
そ
ま

つ
な
食
事
に
し
、
農
民
の
気
持
ち
を
忘
れ
な
い
よ

う
に
し
ま
し
た
。
農
民
や
ほ
か
の
役
人
に
そ
ん
け

い
さ
れ
る
、
心
の
や
さ
し
い
奉
行
が
こ
の
町
に
い

た
こ
と
を
ほ
こ
り
に
思
い
ま
す
。

　

わ
た
し
は
今
ま
で
、
こ
ん
な
り
っ
ぱ
な
人
が
築

上
町
に
い
た
こ
と
を
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。だ
か
ら
、

マ
ン
ガ
で
知
る
こ
と
が
で
き
て
よ
か
っ
た
で
す
。

　

延
塚
奉
行
は
切
腹
し
た
の
で
お
墓
は
な
い
そ
う

で
す
が
、
湊
に
あ
る
長
男
の
お
墓
や
小
山
田
に
あ

る
石
ひ
を
た
ず
ね
て
、
も
っ
と
延
塚
奉
行
の
こ
と

や
町
の
歴
史
を
知
り
た
い
な
と
思
い
ま
す
。

！
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
！
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