
ふるさと

再発見
広川町郷土史研究会

広川町古墳資料館だより

湯納楚で石炭が出た

前
号
は
ス
テ
ゴ
ド
ン
象
の
話
で

し
た
が
、
今
回
は
亜あ
た
ん炭
（
炭
化
度

の
低
い
も
の
）
に
つ
い
て
で
す
。

矢
野
一
貞
が
『
筑
後
将
士
軍
談
』

の
中
で
示
し
た
見
解

上
妻
郡
広ひ

ろ
か
わ
の
し
ょ
う

川
庄
内
所
々
、
土
中

よ
り
古
木
が
出
で
俗
に
扶ふ
そ
う
ぼ
く

桑
木

と
呼
ぶ
。
そ
の
好
き
も
の
は
薪

材
と
異
な
ら
な
い
。
当
條
村
が

最
も
多
く
、
川
の
両
岸
お
よ
び

水
底
は
全
く
古
木
の
み
に
し
て
、

土
石
無
き
も
の
も
有
り
。
藤
田

村
に
出
る
も
の
は
可
と
な
す
べ

し
。
広
川
よ
り
出
る
も
の
は
、

彼
の
橿か
し
の
枝え

だ朶
に
非あ
ら
ず
。

村む
ら
か
み
り
ょ
う
び
ん

上
量
敏
い
わ
く
、
太
古
蒼そ
う
か
い海

の
時
に
波は
と
う涛
の
た
め
に
漂
っ
て

諸
木
集
会
し
、
自
ら
泥で
い
ち
ゅ
う中
に

沈ち
ん
り
ん淪
し
て
土
中
に
存
ず
る
か
。

此
の
説
を
信
ず
べ
く
、
土
中
に

埋
れ
数
千
歳
を
経
て
猶な
お

不
滅
せ

ざ
る
は
、
そ
の
含
む
塩
気
の
故

か
。

予よ
か
い
ぶ
っ
さ
い

開
物
宰
に
任
じ
熟つ
ら
つら
こ
れ
を

研
究
す
。
是
は
石
炭
の
一
種
に

し
て
宇う

る留
と
称
す
る
も
の
で
、

決
し
て
木
に
非
ざ
る
也
。
近
年

上
妻
郡
今
村
の
山
中
よ
り
、
地

を
掘
り
て
枯
木
を
取
る
。
以
っ

て
薪ま
き
か
つ
炭す
み

に
代
え
る
。
大
は

長
七
八
間
、
圍ま
わ
り二
三
丈
な
る
も

の
あ
り
と
云
々
。

の
よ
う
に
記
し
て
い
て
、
こ
の
地

域
に
亜
炭
（
炭
化
度
の
低
い
褐
炭

の
一
種
）
層
が
存
在
す
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
後
に

豊と
よ
お
か岡
炭
坑
・
打う
ち
こ
し越
炭
坑
・
湯ゆ

の

そ
納
楚

炭
坑
と
し
て
開
発
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
の
で
す
。

久
留
米
藩
の
記
録
と
し
て

は
、『
米
府
年
表
』
の
享
保
12
年

（
1
7
2
7
年
）
10
月
3
日
の
記

述
に
「
士し
ち
ゅ
う中
石
炭
焚た
く
ま
じ
き
む
ね

間
敷
旨
、
久

米
新
蔵
申も
う
し
た
っ
し達
候
事
之
由
」
と
あ
り

ま
す
。
ど
う
や
ら
湯
納
楚
の
辺
り

で
掘
り
出
し
た
石
炭
を
か
ま
ど
の

燃
料
に
使
っ
て
い
た
証
拠
で
、
煙

が
多
く
出
る
こ
と
か
ら
侍
の
家

で
は
使
用
す
る
な
、
と
い
う
お

達
し
が
出
た
と
い
う
こ
と
で
し

ょ
う
。
い
ま
一
つ
の
記
録
は
、

『
石
原
家
記
』
の
宝
暦
6
年

（
1
7
5
6
年
）
3
月
の
記

述
に
「
上こ
う
だ
ら
き
む
ら

津
荒
木
村
藤
田
に

石
炭
山
始は
じ
ま
り

候
處と
こ
ろ
、
此
所
地

下
弐
丈
餘
下
に
大
木
朽く
ぼ
く木
、

上
津
荒
木
藤
田
よ
り
田た
が
た方
迄

四
里
餘
大
分
あ
り
香
気
あ
り
、

藤
田
百
助
殿
東
原
段
之
丞
殿

為
見
分
御
出
、
沈
香
な
ど
の

様
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。

話
は
ず
っ
と
下
っ
て
昭
和

の
時
代
へ
。
戦
時
中
は
軍
事

需
要
が
最
優
先
で
し
た
。
自

動
車
の
燃
料
も
ガ
ソ
リ
ン
不
足
に

よ
り
木
炭
や
石
炭
（
黒
木
辺
り
で

は
亜
炭
）
な
ど
が
代
用
品
と
し
て

利
用
さ
れ
、
バ
ス
の
後
部
に
は
ガ

ス
発
生
用
の
タ
ン
ク
が
積
ま
れ
て

い
た
の
を
記
憶
し
て
い
る
人
も
少

な
く
な
い
は
ず
で
す
。

さ
て
、
先
に
紹
介
し
た
矢
野
一

貞
は
、
元
治
元
年
（
1
8
6
4

年
）
に
開か
い
ぶ
つ
か
た
ご
よ
う
が
か
り

物
方
御
用
掛
に
任
命
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
部
署
の
役
目

は
、
鉱
山
や
産
物
な
ど
藩
益
に
叶

い
そ
う
な
物
の
す
べ
て
に
わ
た

り
、
開
発
振
興
奨
励
を
担
い
ま
し

た
。
そ
の
よ
う
な
役
目
柄
か
ら
か
、

石
炭
（
良
質
な
炭
は
出
な
か
っ
た

が
）
に
も
相
応
の
関
心
を
も
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　古墳資料館南庭には、一昨年の
「直弧文ワークショップ」（教育委員
会主催）で制作された石人山古墳の
横
よこぐちしきいえがたせっかん

口式家形石棺の復元物があります。
高さ 1.5 メートル、幅 1.5 メート
ル、長さ 2.7 メートルで、熊本県産
の阿

あ そ
蘇溶

ようけつ
結凝

ぎょうかいがん
灰岩が使われています。

　熊本地震以後、材料である巨大な
凝灰岩の産出は困難でしたが、幸運
にも石棺を造る石材を入手すること
ができました。棺蓋には、重圏文・
直弧文の彫刻も再現され、触ったり、
中に入ったりできる資料館の新しい
シンボルになっています。
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黒木町（黒木炭鉱）産出の亜炭（黒木町公民館所蔵）

▲復元された横口式家形石棺



2
0
2
1
年
8
月
号
か
ら
シ
リ
ー

ズ
で
紹
介
し
て
い
る
【
紙
面
版
】
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
出
前
講
座
。
今
回
は
、
子
ど

も
の
遊
び
場
づ
く
り
を
支
援
す
る
「
遊

び
場
サ
ポ
ー
タ
ー
ク
ラ
ブ
」
の
井
寺
さ

ん
（
代
表
）
と
永
野
さ
ん
（
副
代
表
）

の
お
話
か
ら
「
子
育
て
支
援
の
い
ま
」

に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

変
化
す
る
子
ど
も
の
遊
び
場

井
寺

私
が
子
ど
も
の
遊
び
場
づ
く
り

に
参
加
し
た
き
っ
か
け
は
、
広
川
町
で

子
ど
も
が
安
心
し
て
遊
べ
る
環
境
づ
く

り
を
一
緒
に
考
え
て
く
れ
な
い
か
と
、

町
担
当
課
か
ら
声
を
か
け
て
も
ら
っ
た

こ
と
で
す
。
子
ど
も
た
ち
の
く
ら
し
に

つ
い
て
会
議
で
議
論
す
る
中
で
、
塾
や

習
い
事
で
忙
し
い
子
ど
も
や
、
ゲ
ー
ム

機
・
携
帯
端
末
で
遊
ぶ
子
ど
も
の
増
加

な
ど
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
子
育
て
世

代
の
人
か
ら
子
ど
も
が
安
心
し
て
遊
べ

る
場
づ
く
り
を
求
め
る
声
も
あ
り
、
改

広
川
町
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
セ
ン
タ
ー

よ
か
よ
か
だ
よ
り

【
紙
面
版
】
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
出
前
講
座

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
い
ま
③

子
育
て
支
援
編

め
て
地
域
社
会
で
子
育
て
す
る
環
境
づ

く
り
の
必
要
性
を
感
じ
ま
し
た
。
そ
の

後
、
公
園
「
ま
ち
子
の
お
に
わ
」
が
完

成
し
、
同
時
に
子
ど
も
の
遊
び
場
づ
く

り
を
支
援
す
る
「
遊
び
場
サ
ポ
ー
タ
ー

ク
ラ
ブ
」
が
立
ち
上
が
り
ま
し
た
。

遊
び
を
通
し
た
学
び
の
場

井
寺

遊
び
場
サ
ポ
ー
タ
ー
ク
ラ
ブ
で

は
、
多
世
代
交
流
・
地
域
交
流
を
目
的

に「
ま
ち
子
の
お
に
わ
」で「
ハ
コ
ボ
ッ

ク
ス
」
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
て

い
ま
す
。
遊
び
の
時
間
は
子
ど
も
に

と
っ
て
と
て
も
大
切
で
す
。
子
ど
も
は

遊
び
の
体
験
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
び

ま
す
。
ル
ー
ル
や
約
束
を
守
る
こ
と
か

ら
社
会
性
・
協
調
性
を
身
に
つ
け
、
学

年
や
年
齢
が
違
う
友
達
・
地
域
の
人
た

ち
と
の
ふ
れ
あ
い
を
通
し
て
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
を
学
ん
で
い
く
の
だ

と
思
い
ま
す
。
と
き
に
は
喧
嘩
し
て
、

自
分
と
は
違
う
価
値
観
を
受
け
入
れ
な

が
ら
、
人
を
想
う
力
（
人
の
気
持
ち
を

想
像
す
る
力
）
を
養
っ
て
い
く
の
だ
と

考
え
ま
す
。
私
も
そ
う
で
す
が
、
遊
び

を
通
し
た
幼
少
期
の
体
験
や
つ
な
が
り

は
い
つ
ま
で
も
記
憶
に
残
り
、
か
け
が

え
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

想
い
を
つ
な
ぐ
地
域
の
居
場
所

永
野

共
働
き
の
世
帯
が
増
え
て
い
る

中
、
思
い
通
り
に
子
ど
も
と
の
時
間
を

つ
く
れ
な
い
家
庭
も
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
さ
ま
ざ
ま
な
世
代
の
人
た
ち
が

関
わ
る
こ
と
で
、
親
子
の
休
日
を
楽
し

く
彩
り
、
幼
少
期
の
思
い
出
づ
く
り
を

応
援
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ

で
遊
ん
だ
子
ど
も
た
ち
が
将
来
自
分
の

子
ど
も
と
帰
っ
て
く
る
、
遊
び
に
来
た

い
と
思
え
る
居
場
所
に
し
た
い
で
す
。

井
寺

遊
び
場
づ
く
り
と
は
、
単
に
場

所
や
遊
具
整
備
を
意
味
す
る
の
で
は
な

く
、
遊
び
や
ふ
れ
あ
い
を
通
し
て
、
人

と
人
と
を
つ
な
い
で
い
く
こ
と
で
は
な

い
か
と
考
え
ま
す
。
特
に
、
他
者
と
の

交
流
が
制
限
さ
れ
た
コ
ロ
ナ
禍
で
、
そ

の
必
要
性
を
改
め
て
実
感
し
て
い
ま
す
。

今
後
は
「
ま
ち
子
の
お
に
わ
」
を
拠
点

に
、
町
内
の
企
業
や
事
業
所
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
主
体
と
協
働
し
た
「
移
動
型

遊
び
場
」
な
ど
も
検
討
中
で
す
。
世
代

を
問
わ
ず
気
軽
に
立
ち
寄
れ
る
場
所

（
人
）
を
町
内
に
増
や
し
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

地
域
で
子
ど
も
を
育
む

く
ら
し
の
多
様
化
が
進
む
と
と
も

に
、
孤
立
し
た
子
育
て
の
姿
も
見
え
て

き
ま
し
た
。
誰
に
も
頼
る
こ
と
が
で
き

ず
、
子
育
て
の
悩
み
を
抱
え
込
ん
で
し

ま
う
家
庭
が
増
え
る
中
、
い
ま
、
そ
の

子
育
て
を
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
応
援
す

る
取
り
組
み
が
増
え
て
い
ま
す
。
そ
の

活
動
の
柱
は
「
地
域
で
子
ど
も
を
育
む

こ
と
」。
子
ど
も
の
成
長
を
地
域
で
見

守
り
応
援
す
る
。
そ
の
活
動
は
子
育
て

の
し
や
す
さ
に
つ
な
が
り
、
笑
顔
あ
ふ

れ
る
地
域
づ
く
り
そ
の
も
の
と
い
え
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
セ
ン
タ
ー

「
よ
か
よ
か
」（
は
な
や
ぎ
の
里
2
階
・

平
日
8
時
30
分
～
17
時
15
分
）

☎
0
9
4
3・３
２・7
0
7
3

FAX
0
9
4
3・３
２・7
0
7
4

▲井寺さん（写真左）と永野さん（写真右）

HIROKAWA 里カフェ「まち
子のおやつ」の instagramで
「ハコボックス」の情報を発
信しています !
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