
日 水月 木火 金 土

▲ 岩戸山古墳最大の特色「別区」と呼ばれる広場に立つ石人群

▲ 昨年博物館で行われた防火訓練（初期消火）の様子

▲ 双方の活発な意見交換がなされとても有意義な研修になりました

【漢
詩
紀
行
講
座
】

　
1
月
４
日
（
土
）
13
時
30
分
～

【
古
文
書
講
座
】

　
1
月
13
日
（
月
・
祝
）
10
時
～

【
古
典
か
な
講
座
】

　
1
月
18
日
（
土
）
９
時
30
分
～

【
み
や
こ
学
講
座
】

　
1
月
25
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
ご
案
内
し
ま
す
。

　
１
月
26
日（
日
）は
昭
和
24
年（
１
９
４
９
）、

日
本
が
世
界
に
誇
る
文
化
遺
産
・
法
隆
寺

金
堂
が
炎
上
し
た
日
で
す
。
こ
の
惨
劇
を

教
訓
に
、
文
化
財
の
防
火
意
識
を
高
め
、

各
種
の
防
火
活
動
を
推
進
す
る
日
と
し
て

文
化
財
防
火
デ
ー
が
設
け
ら
れ
、
今
年
で

71
年
目
を
迎
え
ま
す
。

み
や
こ
町
に
は
豊
前
国
分
寺
三
重
塔
を

は
じ
め
と
す
る
文
化
財
建
造
物
や
博
物
館

の
よ
う
な
文
化
財
展
示
・
収
蔵
施
設
が
あ

り
、
こ
の
時
期
各
施
設
で
は
防
火
設
備
点

検
や
訓
練
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
も
指
定
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
、
身
近
な
文
化
財
の
防
火
に
つ
い
て
考

え
・
見
直
す
日
に
し
ま
せ
ん
か
。

◆
講
座
・
教
室
・
催
し
物
ガ
イ
ド

1
月
の
歴
史
講
座

第
71
回「
文
化
財
防
火
デ
ー
」に
つ
い
て

　11月23日（土）、八女市を目的地に博物館
文化財研修が行われました。
　同市の岩戸山歴史文化交流館では九州最
大の豪族・磐井の墓とされる岩戸山古墳を見
学し、みやこ町との繋がりも見えてきたとの
最新研究が紹介されました。

　11月３日（日）、求菩提資料館（豊前市）で
文化遺産ボランティアの交流研修会が行わ
れました。
　町外の団体の様子も知りたいとの会員の
要望に応え、活動歴 30 年の先輩団体を訪問、
特色ある活動内容について説明頂きました。

みやこ町歴史民俗博物館

休館日　※情報は R6.12.10 現在
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博物館だより

11月の業務日誌から
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帳
票
類
で
す
。
合
せ
て
一
万
点
を
超
え
る

こ
れ
ら
の
資
料
は
、
一
つ
一
つ
が
日
本
の

近
代
文
学
の
歩
み
を
物
語
る
貴
重
な
情
報

源
で
す
が
、
ご
遺
族
か
ら
「
故
郷
で
役
立

て
て
ほ
し
い
」
と
一
括
し
て
み
や
こ
町
に

寄
贈
頂
き
ま
し
た
。

『
三
四
郎
』
か
ら
の
贈
り
物
と
も
い
え

る
こ
の
資
料
、
町
の
宝
と
し
て
末
永
く
大

切
に
保
存
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
町
内

外
の
皆
さ
ん
に
大
い
に
活
用
し
て
も
ら
う

方
策
を
考
え
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

▲ 本棚をバックに写る小宮豊隆（昭和28年） 
　 ここにある本の多くが寄贈された

▲ 小宮豊隆文庫　ドイツ語の原書に小宮の書込みが残る

◆
博
物
館
「
イ
チ
オ
シ
」
逸
品
レ
ポ
ー
ト

こ
の
展
示
（
＆
収
蔵
資
料
）

コ
コ
が
見
ど
こ
ろ
、
こ
こ
が
ツ
ボ
!!

●
資
料
解
説
～
『
三
四
郎
』
か
ら
故
郷
へ
の
贈
り
物

　
小
宮
豊
隆
の
文
芸
評
論
家
・
研
究
者
と

し
て
の
本
領
は
漱
石
没
後
に
発
揮
さ
れ
、

漱
石
に
関
す
る
編
集
・
著
作
等
を
次
々
に

発
表
し
ま
し
た
。

　
今
な
お
版
を
重
ね
る
『
漱
石
全
集
』
に

始
ま
り
芸
術
院
賞
を
受
賞
し
た
評
伝
『
夏

目
漱
石
』、『
知
ら
れ
ざ
る
漱
石
』『
漱
石

の
芸
術
』
の
ほ
か
漱
石
が
ら
み
の
小
論
や

随
筆
は
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
で
す
。
加
え

て
造
詣
の
深
か
っ
た
歌
舞
伎
や
能
・
俳
句

に
関
す
る
著
作
、
本
業
の
ド
イ
ツ
文
学
に

関
す
る
著
作
ま
で
加
え
る
と
「
い
つ
休
ん

で
た
ん
だ
ろ
う
こ
の
人
…
」
と
い
う
気
持

ち
に
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

　
注
目
な
の
は
そ
の
た
め
に
読
破
・
収
集

し
た
文
献
と
、
情
報
収
集
・
整
理
の
た
め

に
記
し
た
研
究
ノ
ー
ト
や
メ
モ
・
書
簡
・

　
昨
年
は
「
み
や
こ
の
先
人
」
小
宮
豊
隆

の
生
誕
１４０
年
の
記

メ
モ
リ
ア
ル念
年イ

ヤ
ーで
し
た
。
漱
石
最

愛
の
弟
子
に
し
て
小
説
『
三
四
郎
』
の
モ

デ
ル
・
漱
石
研
究
の
大
家
と
さ
れ
る
小
宮

で
す
が
、
漱
石
の
輝
き
が
強
烈
過
ぎ
て
、

残
念
な
が
ら
彼
自
身
の
こ
と
は
あ
ま
り
よ

く
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
当
館
で
は
こ
れ

を
補
う
べ
く
企
画
展
や
イ
ベ
ン
ト
を
催
し

ま
し
た
が
、
記
念
年
を
終
え
て
な
お
伝
え

た
い
話
題
を
一
つ
だ
け
ご
紹
介
し
ま
す
。

●
資
料
名

　
小
宮
豊
隆
関
連
資
料
群　
一
総
括
の
う
ち

　
　
➀
小
宮
豊
隆
文
庫
（
図
書
資
料
・
平
成
８
年
寄
贈
）

　
　
➁
小
宮
豊
隆
資
料
（
歴
史
資
料
・
平
成
25
年
以
降
寄
贈
）

●
デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル

・
法 

量 

等 

：
①
一
括
（
約
５
千
点
）

　
　
　
　
　
　
②
一
括
（
約
５
千
点
）

・
制
作
年
代
：
１
８
０
０
～
１
９
７
０
年
代

・
ポ
イ
ン
ト
：
漱
石
と
そ
の
周
辺
が
紡
い
だ
日
本　

　
　
　
　
　
　
近
代
文
学
史
上
の
貴
重
な
資
料
群

・
公
開
状
況
：
保
存
の
た
め
一
部
を
除
き
通
常
非
公
開▲ 小宮豊隆資料 安倍能成書簡約 700 通



郷
土
食
「
糠ぬ

か

味み

そ噌
炊
き
」

　

例
年
、
年
末
年
始
に
か
け
て
多
く
の

人
々
が
新
年
を
故
郷
で
迎
え
る
た
め
帰

省
す
る
姿
が
み
ら
れ
ま
す
。
お
正
月
と

い
え
ば
「
お
せ
ち
料
理
」
で
す
が
、
帰

省
の
楽
し
み
の
ひ
と
つ
に
、
ふ
る
さ
と

の
「
郷
土
食
」
が
あ
り
ま
す
。
数
年
前

の
「
コ
ロ
ナ
禍
」
で
は
、
長
期
間
に
わ

た
り
故
郷
へ
帰
省
で
き
な
い
事
態
が
生

じ
た
た
め
、
そ
の
味
を
求
め
て
、
出
身

地
の
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
に
駆
け
込
む

人
々
の
姿
も
み
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
に
、
各
地
の
郷
土
食
は
、
郷
愁
を
感

じ
さ
せ
る
な
ど
、
栄
養
だ
け
で
は
な
く

心
ま
で
満
た
さ
れ
る
食
で
あ
る
こ
と
を

再
認
識
す
る
機
会
と
な
り
ま
し
た
。
北

参
考
に
、
青
魚
を
炊
く
際
の
調
味
料
と

し
て
糠
味
噌
を
用
い
た
こ
と
が
「
糠
味

噌
炊
き
」
誕
生
に
つ
な
が
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
推
察
さ
れ
ま
す
。

　

糠
味
噌
炊
き
は
、
北
九
州
市
周
辺
の

郷
土
食
と
認
識
さ
れ
が
ち
で
す
が
、
京

築
地
域
で
も
特
に
み
や
こ
町
周
辺
の
家

庭
料
理
と
し
て
も
定
着
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
小
笠
原

藩
の
藩
庁
が
当
館
周
辺
に
設
け
ら
れ
、

小
倉
か
ら
移
り
住
ん
だ
人
々
に
よ
っ
て

「
糠
床
文
化
」
が
伝
え
ら
れ
た
こ
と
が

影
響
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

昨
年
、「
酢
餅
文
化
」
が
豊
前
、
特

に
み
や
こ
町
周
辺
特
有
の
食
文
化
で

あ
る
こ
と
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
が
、

こ
の
糠
味
噌
炊
き
文
化
も
、
北
九
州

か
ら
京
築
地
域
を
中
心
と
し
た
豊
前

地
域
特
有
の
食
文
化
に
位
置
付
け
ら

れ
る
も
の
で
す
。

継
承
さ
れ
る
食
文
化

　
「
糠
味
噌
炊
き
」
に
代
表
さ
れ
る
「
北

九
州
の
糠
の
食
文
化
」
は
、
２
０
２
１

年
度
に
世
代
を
超
え
て
継
承
さ
れ
る
食

文
化
と
し
て
文
化
庁
の
「
１
０
０
年

フ
ー
ド
」
に
選
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
「
食
の
遺
産
」
と
な
っ
た
糠
炊

き
で
す
が
、
近
年
、
糠
床
を
も
た
な
い

家
庭
が
増
え
、
伝
統
食
の
存
続
が
危
ぶ

ま
れ
て
い
ま
す
。
２
人
の
「
お
殿
様
」

に
よ
っ
て
誕
生
し
、
こ
の
地
域
で
大
切

に
育
ま
れ
て
き
た
「
糠
味
噌
炊
き
文
化
」

を
、
こ
れ
か
ら
も
末
永
く
継
承
し
て
ゆ

き
た
い
も
の
で
す
。　
　

 （
井
上
信
隆
）

ま
し
た
。

ル
ー
ツ
は
北
陸
地
方
？

　

糠
味
噌
が
大
好
き
な
２
人
の
お
殿
様

に
よ
っ
て
、
糠
床
が
小
倉
に
伝
え
ら
れ

た
こ
と
は
確
認
で
き
ま
す
が
、
こ
の
当

時
、
糠
床
は
一
般
的
に
は
野
菜
を
漬
け

込
む
も
の
で
あ
っ
て
、
青
魚
と
結
び
つ

い
た
詳
し
い
経
緯
に
つ
い
て
は
確
認
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。
様
々
な
説
が
み
ら
れ

る
中
、
こ
の
二
人
の
お
殿
様
が
小
倉
の

前
に
赴
任
し
た
地
域
を
み
て
み
る
と
、

細
川
忠
興
は
、
イ
ワ
シ
や
サ
バ
を
糠
漬

け
に
し
た
「
へ
し
こ
」
と
呼
ば
れ
る
郷

土
食
が
み
ら
れ
る
丹
後
国
宮
津
（
京
都

府
宮
津
市
）
に
赴
任
し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
へ
し
こ
は
、
京
都
府
の
ほ
か
、
北

陸
地
方
の
日
本
海
側
に
位
置
す
る
福
井

県
か
ら
富
山
県
に
か
け
て
も
確
認
で
き

ま
す
。
ま
た
石
川
県
に
も
青
魚
を
糠
漬

け
に
し
た
「
こ
ん
か
漬
け
」
と
よ
ば
れ

る
郷
土
食
が
み
ら
れ
ま
す
。
名
称
の「
こ

ん
か
」
は
「
米
ぬ
か
」
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
り
、
特
に
能
登
半
島
周
辺
で
は

様
々
な
魚
の
発
酵
食
品
が
確
認
で
き
ま

す
。
日
本
海
側
で
培
わ
れ
た
「
へ
し
こ
」

や
「
こ
ん
か
漬
け
」
を
は
じ
め
と
し
た

「
青
魚
の
糠
漬
け
文
化
」
が
、
現
在
の
新

潟
県
糸
魚
川
市
か
ら
、
小
笠
原
氏
が
拠

点
と
し
た
信
州
松
本
（
現
在
の
長
野
県
）

に
至
る
「
千
国
街
道
」
を
通
っ
て
伝
え

ら
れ
た
可
能
性
を
伺
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。
さ
ら
に
こ
の
文
化
が
、
２
人
の
お

殿
様
や
家
臣
に
よ
っ
て
、
豊
前
、
小
倉

に
伝
え
ら
れ
、
北
陸
地
方
の
郷
土
食
を

九
州
市
か
ら
こ
の
京
築
地
域
に
か
け

て
伝
わ
る
郷
土
食
に
、
青
魚
な
ど
を
糠ぬ

か

味み

そ噌
で
炊
き
上
げ
た
「
糠
味
噌
炊
き
」

が
あ
り
ま
す
。
今
回
は
、
こ
の
糠
味
噌

炊
き
誕
生
に
二
人
の
「
お
殿
様
」
が
関

わ
っ
た
こ
と
や
、
そ
の
ル
ー
ツ
が
意
外

な
地
域
の
郷
土
食
に
辿た

ど

れ
る
こ
と
な
ど

を
ご
紹
介
し
ま
す
。

糠
味
噌
を
好
ん
だ
お
殿
様

　
「
た
く
あ
ん
」
に
代
表
さ
れ
る
「
糠ぬ

か

漬づ

け
」
は
、
日
本
の
主
食
で
あ
る
コ
メ

の
副
産
物
で
あ
る
米
糠
に
塩
を
加
え
て

発
酵
さ
せ
た
「
糠
床
」
に
大
根
な
ど
の

野
菜
を
漬
け
込
む
漬
物
で
、
実
は
世
界

で
も
類
を
み
な
い
日
本
固
有
の
漬
物
で

す
。
糠
床
で
は
乳
酸
菌
や
酵
母
が
猛
烈

な
勢
い
で
増
し
、
１
グ
ラ
ム
の
糠
味
噌

の
中
に
は
日
本
の
人
口
の
２
倍
以
上
に

あ
た
る
３
億
も
の
乳
酸
菌
や
酵
母
が
含

ま
れ
る
な
ど
、
高
い
栄
養
価
を
も
つ
糠

漬
は
古
く
か
ら
日
本
人
に
と
っ
て
貴
重

な
ビ
タ
ミ
ン
補
給
食
品
と
し
て
重
宝
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
糠
味
噌
は
「
じ
ん
だ

（
糂
粏
・
糝
汰
）」
と
も
呼
ば
れ
、
そ
の

歴
史
は
古
く
鎌
倉
時
代
に
執
筆
さ
れ
た

随
筆
「
徒つ

れ
づ
れ
ぐ
さ

然
草
」
の
中
に
糠
味
噌
を
入

れ
る
容
器
を
意
味
す
る
「
糂じ

ん
だ汰
瓶が

め

」
の

記
述
が
み
ら
れ
ま
す
。
豊
前
地
域
（
現

在
の
北
九
州
市
か
ら
大
分
県
宇
佐
市
に

ま
た
が
る
行
政
区
）
に
お
け
る
「
糠

床
」
に
つ
い
て
記
し
た
最
古
の
記
録
は
、

関
ヶ
原
の
戦
い
の
後
、
小
倉
城
を
築
城

し
豊
前
を
治
め
た
小
倉
藩
初
代
藩
主
の

細ほ
そ
か
わ川
忠た

だ

興お
き

が
、
三
男
の
忠
利
に
宛
て
た

寛
永
３
年
（
１
６
２
６
）
１２
月
２２
日
付

け
の
手
紙
で
す
。
こ
の
中
に
「
ぬ
か
み

そ
曲
物
一
ツ
給
候
。
一
段
満
足
申
候
。」

と
の
記
載
が
確
認
で
き
、
ま
た
細
川
忠

興
自
身
も
糠
味
噌
を
好
ん
で
食
し
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
細
川

氏
が
寛
永
９
年
（
１
６
３
２
）
熊
本
へ

移
り
、
そ
の
後
、
小
笠
原
氏
が
小
倉
に

赴
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
小
笠
原
氏
は
、

信
州
松
本
（
現
在
の
長
野
県
）
を
拠
点

と
し
て
お
り
、
赴
任
し
て
い
た
播
州
明

石
（
現
在
の
兵
庫
県
）
か
ら
豊
前
小
倉

へ
国
替
に
な
り
ま
し
た
。
小
倉
藩
主
と

な
っ
た
小お

が
さ
わ
ら

笠
原
忠た

だ

真ざ
ね

も
細
川
忠
興
と
同

様
に
糠
漬
け
を
好
み
、
さ
ら
に
城
下
の

人
々
に
も
糠
床
を
奨し

ょ
う
れ
い励
し
た
と
伝
え
ら

れ
る
な
ど
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
糠
床

文
化
の
礎
を
築
い
た
人
物
と
し
て
も
知

ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
北
九
州
か
ら
京

築
地
域
に
か
け
て
糠
漬
け
の
こ
と
を

「
床と

こ

漬
け
」
と
呼
び
ま
す
が
、
一
説
に

小
笠
原
家
が
丹
誠
込
め
て
育
て
た
糠
漬

け
の
桶
を
大
切
に
す
る
あ
ま
り
、
家
の

「
床
の
間
」
で
大
切
に
飾
っ
た
こ
と
に

由
来
す
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
こ
の
当
時
、

北
九
州
近
海
で
は
サ
バ
や
イ
ワ
シ
な
ど

脂
が
の
っ
た
青
魚
が
大
量
に
水
揚
げ
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
冷
凍
技
術
な
ど
な
い

時
代
、
腐
敗
が
は
や
く
、
臭
い
を
伴
う

青
魚
を
美
味
し
く
食
べ
る
た
め
に
、
糠

味
噌
を
調
味
料
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
魚

を
炊
い
た
と
こ
ろ
独
特
の
う
ま
み
を
も

つ
美
味
し
い
魚
料
理
が
完
成
し
た
と
伝

え
ら
れ
、
こ
れ
が
現
在
ま
で
独
自
の
伝

統
食
と
し
て
大
切
に
受
け
継
が
れ
て
き
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お
殿
様
と

「
食
」の
物
語
②

み
や
こ
の
歴
史
発
見
伝


