
博
物
館
利
用
の
手
引
き

博
物
館
利
用
の
手
引
き

博
物
館
利
用
の
手
引
き

博
物
館
利
用
の
手
引
き

保
育
所（
園
）・
幼
稚
園

保
育
所（
園
）・
幼
稚
園

保
育
所（
園
）・
幼
稚
園

No.1308122A



博
物
館
利
用
の
目
的

　いのちのたび博物館は、“博物館は第二の学校”との発想から、北九州方式の「博物館セカンドスクール事業」を展開し
ています。この事業の一環として、保育所（園）・幼稚園の先生方向けの「博物館利用の手引」や紙芝居「いのちのたびっ
てなあに？」を発行してきました。
　今回、2013年3月に行われましたいのちのたび博物館のリニューアルを機に、保育所（園）・幼稚園の先生方向けの「博
物館利用の手引」を改訂いたしました。
　博物館での体験が、子どもたちにとって感動的で充実したものとなるよう、是非、この手引書を活用していただきたい
と願っています。そして、日常では目にすることのない貴重な展示資料を通して、生命の進化と自然と人間との共生の
大切さを感じてもらえれば幸いです。
　次世代を担う子どもたちを心豊かに育むための大切な幼児教育の一助になるよう、どうぞ博物館をご利用ください。

　保育所（園）・幼稚園との結びつきを深めるため、当博物館ではミュージアムティー
チャー（MT）を配置しています。博物館を利用した園外活動が子どもにとって有意義
な活動となるようお手伝いをいたします。幼児教育担当のMTに何でもご相談ください。 

“いのちのたび博物館”は自然史分野、歴史分野が一つになった西日本最大級の博物館です。
46 億年前の地球誕生から現代にいたる自然と生物のいのちの歩みを壮大なスケ―ルで展開しています。
エンターテイメント性の溢れる参加体験型の展示がみなさんをお待ちしています。

感じる！
感動する心

観察する力

ミュージアムティーチャー（MT）

創る喜び

見る！ 創造
想像する！

1

子ど
もに感動体験を！

は じ め に
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いのちのたび博物館　館内ガイドマップ



　地球誕生から現在に至る自然と生命の歴史をそれぞれの展示部門に分けて、映像や参加体験型の展示によって紹介
しています。
　また、北九州市やその周辺から発見された化石や鉱物・岩石、いろいろな生きものなどの標本によって、太古の北九
州を復元し、また現在の北九州の特色ある自然を紹介しています。

　当博物館は世界の、そして北九州のさまざまな化石や動植物標本などを豊富に展示し、子どもたちに見る
楽しさ、知る喜びを感じて欲しいと考えています。
　「アースモール」ではこの地球上で様々な生命が絶滅と進化を繰り返してきたことを知り、｢生命の多様性
館｣などでは多くの生きものたちが、今、私たちとともに生きていることを実感していただきたいと思います。
　現在、人間の手によって第 6 番目の大絶滅が起こっていると言われており、自然を大切にし、他の生きも
のたちとの共生を図っていくことが求められています。
　当館は、いのちある全てのものが永遠に“いのちのたび”を続けていけるようにとの深い思いを込めて「い
のちのたび博物館」という名称にしています。
　子どもたちにとっての“いのちのたび”とは、身近な草や木、虫や動物など、全てのいのちあるもののこと
を考えること、友達と仲良くすること、家族に感謝する心などと考えています。このことばのなかに流れてい
る「いのちの大切さ」を感じ理解して欲しいと願っています。
　館内の見学を通して、太古の昔から続いてきている“いのちのたび”を感じ取り、人類も自然環境との関わ
りのなかで存続してきたこと、身近な環境を大切にすることなどを子どもたちとともに考える機会にしてい
ただきたいと思います。

●地学現象
●古生代
●中生代
●新生代

●白亜紀ゾーン
●リサーチゾーン

●哺乳類・鳥類
●魚類・甲殻類
●昆虫・植物

●ディプロミスタス
●甲虫
●カエル　など

ぽけっと
ミュージアム

　地球に現れた生物のうち、代表的なものを時
間の経過の順に配列しています。
　展示物の中には、実際に触る体験ができるもの
もあります。

　北部九州の生い立ちと変遷に焦点を当て、体
感型ジオラマと実物標本の 2 部構成の展示を
行っています。

　北九州の代表的な自然やそこに暮らす生きも
のをジオラマや標本で紹介しています。

エンバイラマ館　白亜紀ゾーン
エンバイラマ館
　　　　ワキノサトウリュウ

　本博物館設立のきっかけとなった魚の化石
（ディプロミスタス）やカブトムシ・クワガタムシ
などの甲虫の展示など、自然史分野の専門的な
内容の展示コーナーです。

　地球上に生息する膨大な種類の生きものを 5
つの大きなグループに分け、はく製等の実物標本
を展示しています。
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エンバイラマ館

生命の多様性館

自然発見館
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Ⅰ.自然史ゾーン
「いのちのたび博物館」の名称について



ぼくのなまえはメガニューラ、
世界で一番大きな大むかしの昆虫だよ。

今のトンボの中で一番大きい
オニヤンマと比べてごらん。

ぼくの方がずいぶん大きいだろう。
しっぽの先も割れていて、
形が違うんだよ。

ぼくは恐竜の王様、
ティラノサウルスだよ。

大きな頭とするどくとがった
歯が自慢なんだ。この歯で

	 ほかの生きものをおそって
	 たべる肉食恐竜だから、
みんなから怖がられているんだ。

おかあさんマンボウの
下に、

	 ぶらさがっているぼく
は、

	 こどものマンボウだよ
。

	 こどものときのぼくは
、

	 こんなに小さいんだよ
。

よく見てごらん。おと
なになったら

	 形が違ってくるんだよ
。

	 どこが違っているか、

ぼくとお母さんと見比
べてみてね。

　入口を入って、真っ先に目をひく長い長い回廊、生命進化の道を示すアースモールに注目しましょう。
奥行き 100 メートルに及ぶ大空間に、地球上に現れた代表的な生きものが時の流れに沿って配置されています。
　約 40 億年前に誕生した生命は、古生代、中生代、新生代と繁栄と絶滅を繰り返しながら、現代へと続いています。
途中の階段がそれらの地質時代を 3 つに区切っています。

　古生代に繁栄していた昆虫たちは、現代よりも大型のものがいました。
トンボ（メガニューラ）は、翅（はね）を広げた長さが 70 センチメートルも
あり、この博物館に展示しているのは実物大の復元模型です。
　トンボの尾部の突起は、交尾や産卵のためにあるものです。進化して今
のようなトンボのしっぽになったといわれています。
　ゴキブリも 9 センチメートルの大きなものがいました。

　恐竜は中生代の代表的な生きものです。恐竜
には肉食恐竜、植物食恐竜、雑食恐竜がいて、
生活の仕方が違い、体型も違っています。
　アースモールに展示している一番大きな恐竜
はセイスモサウルスで、全長 35 メートルもあ
ります。
　園舎や園庭の大きさと比べてみましょう。

　ここに展示されているウシマンボウは全長 3.3 メートルで、世界最大のウシマンボウです。
　マンボウと同じ高さに現生のクジラの骨格もあります。歯のあるクジラをハクジラ、歯のないクジラをヒゲクジ
ラとよんでいます。
　イルカはハクジラの仲間で、おおむね 4 メートル以下の小さいクジラのことをいいます。
　アンブロケタスという昔のクジラには足もありました。

オニヤンマ
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こんなにおおきなトンボがいたんだって

いろんな恐竜がいたんだね

天井を見て！クジラやマンボウがいるよ

Ⅰ.自然史ゾーンⅠ.自然史ゾーン

アースモール1



山田緑地の近くで、
長い間ねむっていたのを、
小学生が見つけてくれたよ。
私はニシンの仲間で、

名前はディプロミスタス。博物館
ができるきっかけとなった、
とっても大事な化石なんだよ。 カブトムシやクワ

ガタが

いっぱいいるよ。
よく見て！

みんな少しずつ違
うんだよ。

	 ツノがあるのはオ
ス。

そのツノもみんな
ちがってるよ。

体はかたいからに
つつまれているよ

。

ぼくって大きな体を
しているけど、怖がらないでね。

名前は「ニホンヒキガエル」っていうんだ。

ぼくの体の色、
きれいな緑色をしているでしょう。
でも、アマガエルとは違うんだよ。
	 ぼくの名前はオランダの研究者
「シュレーゲル」からついたんだ。

　紫川流域には約 1 億 3000 万年前の湖（脇野湖）の地層が分布しています。
これは脇野亜層群とよばれています。火山活動があり、泥や砂、火山灰などが
脇野湖に大量に流れ込みできたものです。小学生が偶然見付けた化石によっ
て、発掘調査が行われ、多くの淡水魚がすんでいたことが分かりました。

〔P10・中生代の湖の中〕

　シュレーゲルアオガエルという名前がついています
が、れっきとした日本産のカエルです。
　体は緑色ですが、アマガエルと違って、土の中に、
あわで包まれた卵を産む面白いカエルです。

　ポケット 7【甲虫】には約 2000 匹の甲虫の標
本を展示しています。

　別名「ガマガエル」とも呼ばれています。他のカエル
のようにあまりピョンピョン飛び跳ねることはなく、とても
おとなしいカエルです。
　目の後ろに大きな耳腺があり、危険を感じると、そこか
ら白い汁を出します。昔はこの汁から「がまの油」という
きず薬が作られていました。

〔※展示するカエルの種類が変わることもあります。〕

　ぽけっとミュージアムは、それぞれのテーマに基づいて、より詳しく説明したり、ホットな話題を提供したりして、関連
標本を展示し内容を深めることを目的にしています。

　地球は今からおよそ 46 億年前、微惑星が集まってできました。その後、冷却とともに海ができ
生命が誕生し、今のような地球へと変わってきました。

●地球誕生

豆　知　識

●恐竜の歯

●恐竜の成長

●恐竜の名前

　骨の断面に見られる木の年輪のような成長輪を調べることで、成長の仕
方が分かります。
　ティラノサウルスでは、寿命が 30 数年だと考えられています。

　肉食恐竜の歯の多くは、とがった円錐形かナイフのような形が多く、肉を噛んで突き刺した
り切り裂いたりする役目をしていました。また、歯のふちにギザギザがついているものがあり、
肉の繊維を切り裂く役目をしていました。
　植物食恐竜の歯は、杭やヘラのような形で植物を噛み切ったり、すりつぶしたりします。

　恐竜の化石が発見された場所や特徴、研究者などにちなんでつけられます。
「サウルス」はギリシャ語で「トカゲ」の意味です。
　〔例〕ティラノサウルス ＝ 暴君トカゲ〔肉食恐竜〕
　　　セイスモサウルス ＝ 地震トカゲ〔歩くと地響きがする位大きいとい　
　　　うイメージ〕

写真 中野紘一氏提供

写真 森三保氏提供

98

この石、何だろう？

いろんなカエルがいるよ！

たくさんの虫、見つけた！

Ⅰ.自然史ゾーンⅠ.自然史ゾーン

アースモール1

ぽけっとミュージアム



ぼくは、きみたちのなかま、哺乳類だよ。
体長は約４～９センチメートル。

森の中にいるけどみつけられるかな？	
恐竜と同じ時代に生きていて、

現在でも同じような種類が生きているよ。
恐竜に襲われないように、

小さな体でひっそりと生き続け、
さまざまな哺乳類に進化してきたんだ。

ぼくは、ワキノサトウリ
ュウ。

肉を食べる恐竜だよ。
体長は約10メートル

。

北九州の小学校の先
生が、

ぼくの歯の化石を見付
けたんだ。

脇
わき
野
の
という所から化石が出

たことや、

発見者の佐藤先生の
名前を取って

ワキノサトウリュウと
いう名前になったよ。

ぼくたちも嵐がくると
雨をしのいだり、

雷におびえたりしなが
ら、

嵐が去るのをじっと待
っていたんだ。

ぼくは、アジアの大きな恐竜のマメンチサウルスだよ。植物を食べる恐竜だよ。体長約 22メートル、首の長さは12メートルもあるんだ。どうしてそんなに長いのかって？それは、あまり動かなくても長い首を動かして、遠くにはえている草を食べられるように
するためなんだ。

　中生代白亜紀の北部九州の様子を学術的な裏づけを基に再現した、迫力ある空間です。大きな恐竜や翼竜だけでな
く、小さなネズミやトンボ、そして周りの環境を子どもと一緒に味わいましょう。

　洞窟のスロープを歩きながら、古生代から新生代までを、タイムスリップできる空間です。スロープの途中に、いろい
ろなしかけがあります。

　恐竜については、発見された化石を手がかりに、卵を産み、子どもを育て、なかまとともに生活していたことが明らか
になっています。しかし、恐竜の姿や生活、習性、どうして絶滅したのかなど、分かっていないことが、まだまだたくさん
あります。つまり新しい発見の可能性も大きいといえます。

　白亜紀ゾーン復元の過程や復元の基になった実物化石、骨格標本等を年代順に展示しています。

トガリネズミのような復元の動物です。哺乳類の祖先は、このような形だったと考えられています。

　15 分ごとに恐竜の演出タイムがあります。
　8 分間は恐竜が嵐や噴火にあう場面。恐竜ロボットの目や口、首の動
きを見たり、恐竜の不思議な声を聞いたりして楽しんでください。
　７分間は、館内が明るくなりますので、森の中の小さな生きものを探し
てみましょう。

　古生代、北部九州
はサンゴ礁が育つ暖
かい海でした。

　イグアノドンのお
母さんが、枯葉をクッ
ションにし、発酵する
熱を利用して卵を孵
化させています。

　中生代（恐竜のい
た時代）の湖の中で
す。魚やワニが泳い
でいます。

　 木から樹 液が流
れ、周りには、バッタ、
ゴキブリ、クモ、カゲ
ロウが見られます。

　恐竜は、卵が孵化した後も、親が子どもの世話をした種類もいたと考えられ
ています。しかし、卵の世話をしない種類もあります。

●親子関係

豆　知　識

●恐竜の化石 　恐竜の死体は、普通腐って土に還りますが、死んですぐ海や川に沈んだり、
砂漠に埋まったりすると、骨は分解されずに残り、次第に硬くなって化石に
なります。骨の他に卵、足跡、糞などが化石になることもあります。
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わぁ、恐竜がいっぱい

さぁ、恐竜の世界へスタート！

恐竜と一緒に、こんな小さな生きものがいたよ

階段を降りるとリサーチゾーンだよ

Ⅰ.自然史ゾーンⅠ.自然史ゾーン

エンバイラマ館2



ひざ

かかと

わたしは

サンタクロース
のそりを

引いているトナ
カイです。

男の子も女の
子もみんな

りっぱなツノが
あるのよ。

でも、よく見て
。わたしのツノ

は

右と左で形が違
うの！

わしは日本で2番目に大きいウバザメ
だ。こんなに大きいけれど食べるもは
小さい小さいプランクトンなんだ。

ぼくの足、長いでしょ！
ひざがどこで、かかとが
どこかわかる？

　ここの展示標本の多くは、かつて生命のあった生きものたちの姿です。自然の中で生きていた様子をイメージして見
てください。大きさ・毛色・毛や羽根の質・ツノの形など写真や絵ではわからないところがよく見えます。はく製のポー
ズからも生活の仕方や行動がわかるかもしれません。

　南米を代表する蝶、モルフォチョウです。オスの翅（はね）のりん粉に特殊な構造をもち、光が干渉して金属光
沢を生じます。りん粉自体には色はついていません。翅 ( はね ) に水分を含ませると光の干渉がなくなり、地色
の茶褐色が出てきます。展示は表、裏両面から見ることができて圧巻です。

　ウシの仲間はオスもメスもツノを持っていますが、シカの仲間はオスだけにツノがあります。トナカイはシカの仲間で
は唯一、オス・メス共にツノがあります。群れで生活し、数万頭の大群で季節移動しています。

　全長 8.3 メートル日本で 2 番目に大きい標本です。
1991 年 3 月に若松区脇田沖で捕獲されました。
最大 14 メートルまで成長します。

　長い首をもつ最も背が高い動物です。オスの体高は平均 5.3 メートルに達します。ほとんどの哺乳類と同様に頚椎
（首の骨）の数は 7 個です。一つ一つの頚椎が大きく、また、首の筋肉が発達していて、長い首を支えています。

豆　知　識
　多様性館には、さまざまな生きものが展示されています。同種あるいは近縁種の場合、寒い
地方ほど体が大きくなる傾向があります。表面積が相対的に小さいほうが熱の無駄がないからと
考えられます。生きものたちは大きくても小さくても長い進化の中で最も都合が良い大きさに
なってきました。それぞれの生息場所でそれぞれの生活の仕方に合わせてうまく暮らしています。

キリンのひざはどれ？かかとはどこ？

すごい大きさだね

きれいな世界のチョウにびっくり

表

裏
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近くで見て！ちょっと違うね！

Ⅰ.自然史ゾーンⅠ.自然史ゾーン

生命の多様性館3



わたしたちの子どもは
干潟で大きくなるよ。

かたいカラを何回も脱皮して
大人になるんだ。

あらら！またぼくの毛に
いっぱいタネがくっついちゃった。
くすぐったいよ！ブルブルって
してここで落としちゃおう。

いつもは水底でじっとしているけど時々
水面から口を出して空気を吸い込みます。
それは、わたしが肺呼吸をしているからよ！
それから、1・2週間に一度、脱皮もします。

うすい皮がついていたら
脱皮しているときだから、よく見てね。

わたしたちは
寺門の左右にあって、

仏敵を払う守護神なんだよ。

　子どもたちと公園の草むらを歩いていると、いつの間にか植物のタネが衣服にくっついていたという経験があるで
しょう。タネはこっそり私たちにくっついて、いろいろな場所に運んでもらっているのです。野山のタネは動物が頼り！
動くことが出来ない植物が、新しい生活の場を探して、動物たちの毛にこっそりくっついています。しっかり運んでもら
えるように、タネには仕組みがあります。タヌキの体についているタネのかたちを観察してみましょう。

　自然豊かな北九州には、まだまだ多くの野生動物たちがいます。 自然発見館のデッキに上がる手前には
動物たちの足跡があります。何の足跡かわかりますか？ みんなで探してみましょう。

　カブトガニの生息地です。現存しているのは世界で 4 種のみで「生きた化石」と呼ばれています。日本のカブトガニ
は瀬戸内海と九州北部に分布しています。干潟では産卵に来たつがい（写真）や、幼生を見ることができます。

　オオサンショウウオは体長 1 メートルにもなる世界最
大の両生類です。50 年以上生きた記録もあります。
国の特別天然記念物に指定されて保護されています。

オオサンショウウオやせかいの淡水魚類、昆虫など、
実際に生きている生きものたちがいます。

　旧石器時代から現在までの北九州の人びとの暮らしや営みについて、各時代を代表する資料を展示、紹介しています。

　「テーマ館」は、北九州に人々が住みはじめてから昭和の時代までを、「路」というテーマで、４つのコーナー
に分けて、展示・紹介しています。

人々の暮らしのうつりかわりを見てみましょう。

　弥生時代の竪穴住居やドング
リの水さらし場などを再現して
います。

　明治時代に建てられた小倉南
区の農家を参考に、母屋の一部を
復元した茅葺き屋根の家です。

大むかしの家（約1700年前） 農　家 製鉄所の社宅

　昭和 30 年代の戸畑の社宅を
再現しています。
　電化される直前の生活を知るこ
とができます。

◆旧石器時代から古墳時代の北九州
◆平安・鎌倉・室町時代の北九州
◆江戸時代の北九州
◆明治時代以降の北九州

住宅の変遷

タ ネ の 旅 行

曽 根 干 潟

バ イ オ リ ウ ム

テーマ館

探究館・文化学習園

探 究 館 探 究 館文化学習園
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生きものって 住んでいる場所で違うんだね！

Ⅰ.自然史ゾーン

Ⅱ.歴史ゾーン自然発見館4



手引書の吹き出しの内容を、子どもたちにも分かるように、
？こどもかいせつ

として展示物の近くに掲示しています。
子どもたちと一緒に読みながら、展示物への
興味や関心をより深めてあげてください。

矢印に注目！！
展示物をよく見ると、こんなところに注目！

の掲示があります。
　「そうだったのか！」「なるほど！」という
ような豆知識がいっぱいですよ。

　 博 物 館 で は、 下 見 の 際 などにご相 談 い ただけ れば、 館 内 の“ お 楽しみ 情 報 ”をお 知らせして います。
ミュージアムティーチャ―（ＭＴ）にご相談ください。下記のプランは、参考事例です。

◆探検シートを各グループに１枚ずつ配布。（５名～１０名くらいのグループがおすすめです。）

◆感じたことや気付いたことを、先生や友達と話しながら、ゆっくりと回れます。

◆探検シートを持ち帰り、みて！ ふれて！ かんじて！ きたことを先生や友達と話したり、  　次

　の遊びに発展させたりすることができます。

◆自然史コーナーに5か所、歴史コーナーに5か所のスタンプコーナーがあります。

◆親子で館内の展示を見ながらスタンプ集めを楽しめます。

　祭りは、北九州の人たちの歴史と文化を豊かに育んできたものの一つです。カルチャーモールでは、北九
州の三大夏祭り（小倉・黒崎・戸畑）の山車や山笠を一堂に展示し、映像とともに紹介しています。

◆　縄文時代の大きなクスノキの株があります。触ったり、匂いをかいだり
することができます。

◆　土器パズルがあります。
　一人で、また、グループで挑戦してみましょう。

さまざまなテーマで、企画展を行います。

◆　小学生未満のお子様と保護者の方が楽しめるプレイルームもあります。
◆　絵本やパズル、ぬいぐるみで遊びましょう。
◆　すべり台での遊びは、駈けあがったり前のおともだちを押したりしないで、
　順番を守って遊びましょう。

＊　ベビールーム（授乳室）で、授乳やオムツ交換ができます。
  どうぞご利用ください。

小倉祇園太鼓 黒崎祇園行事 戸畑祇園大山笠

☆ 触ってみよう・挑戦しよう

♬小グループに分かれて（園児と先生）

♪親子遠足で

ぽけっとミュージアム

カルチャーモール

体験コーナー

2 階子どもミュージアムをごぞんじですか？

？こどもかいせつ を読んであげましょう。
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探検シート【自然史ゾーン・歴史ゾーン】の利用

Ⅱ.歴史ゾーン

Ⅲ.博物館おすすめプラン
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Ⅲ.博物館おすすめプランⅢ.博物館おすすめプラン



　子どもたちが、「いのちのたび博物館」に興味をもち、実際に来館していただき、見たり触れたり、
そして、多くのことを感じたりしてほしいと願って、作成しました。子どもたちに、過去から現在に至る

“いのち”のつながりや自分の周りにある多くの“いのち”に気付いてほしいと希望しています。
　紙芝居では、北九州にも生息している「シュレーゲルアオガエル」から名付けた“シュレーゲル博士”
が館内を案内してくれます。ご来館前に、ぜひ読んであげてください。子どもたちの興味や関心度が
きっと高まることと思います。

①　真ん中に向けて、
　半分に折る。
　反対側も同じ

⑧　点線で、矢印の方へ曲げる

⑥　中折りで頭をつくる

⑦　点線で、段折りをして
　前足をつくる（反対側も同じ）

⑨　点線２か所を中折り
　してうしろ足をつくる

⑩　出来上がり♪

⑤　反対側も同じように折る ④　矢印のところを内側
　に折りながら、点線の
　ところを折っていく

②　中折りで折り上げる

※ここまでは鶴の折り方で折ります。

③　中折りで折り上げる

紙芝居「いのちのたびってなあに？」は、ミュージアムショップで販売しています。

著作　北九州市立いのちのたび博物館

博物館オリジナルの紙芝居
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「いのちのたびってなあに？」

《資料 1》　折り紙の折り方（ティラノサウルス）
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　団体名（幼稚園名・保育園名・保育所名）、来館希望日、時間、人数、連絡先、担当
の先生などをお知らせください。博物館をどのように利用したいか、ご希望をお聞
かせください。

連　絡

打ち合わせ

書類の提出

当　日

後　日

◆	◆	◆	団体利用の窓口は	◆	◆	◆

　見学に先立ち、館内の下見をすることで、展示内容、昼食場所、トイレなどの設備
状況や安全面での配慮についても、より具体的に把握することができますので、是
非、下見でのご来館をお勧めいたします。
　遠慮なく幼児教育担当の MT と事前打ち合わせをしてください。　

　利用する 1 週間前までに団体見学申込書と常設展観覧料減免申請書をご提出く
ださい。北九州市内の幼児、引率の先生は無料です。市外の幼稚園・保育所（園）
の幼児は無料ですが、引率の先生は有料となります。

（巻末にあります書式をコピーしてご使用ください）　

　簡単な説明後、先生方の計画に沿って館内をご見学ください。
　当日、代表の方は団体受付で人数等のご記入をお願いいたします。また、雨天時
のみで申し込まれた園（所）は当日の朝、来館の有無のご連絡をお願いします。

　博物館を利用してみてのご意見、ご感想などがありましたらお聞かせください。

(093)681-1011 
ミュージアムティーチャー(093)661-7503

http：//www.kmnh.jp/

9：00～17：00

いのちのたび博物館北九州市立
〒805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田二丁目4番1号

電　話

F A X

U R L

担　当

受付時間
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《資料 2》　来館までの手続き



●学校団体利用の窓口は●
いのちのたび博物館
普及課	ミュージアムティーチャー
電　　話	/	(093)	681 － 1011
F　A　X	/	(093)	661 － 7503
受付時間		/	9:00 ～ 17:00

休 館 日 …… 毎年6月下旬頃（害虫駆除　約1週間）・年末年始
開館時間 …… 9:00 ～ 17:00（入館は 16:30 まで）
常
観 覧 料

設 展 …… 大　人　　/500円 (400円)　高校生以上の学生 /300円 (240円)
　　　　　　  小・中学生 /200円 (160円)　小学生未満　　　/ 無　　料
　　　　　　  ※ (　　) 内は30名以上の団体料金です。
　　　　　　  ※北九州市内の保育所（園）・幼稚園の引率の先生は減免となります。
　　　　　　　　（常設展観覧料減免申請書の提出が必要）
　　　　　　  ※特別展開催時の観覧料についてはお尋ねください。
駐 車 場 …… 収容台数 / 大型車（バス）30台・普通車 約300台
　　　　　　  駐車料金 / 中・大型車30分250 円 (4 時間以上は一律 2,000円)
　　　　　　　　　　　  普通車30分 100円 (4 時間以上は一律800円)
所 在 地 …… 〒805-0071   北九州市八幡東区東田二丁目 4 番1号　

●	●	●	いのちのたび博物館利用の手引き作成委員	●	●	●
秋吉　直美　　（北九州市子ども家庭局子ども家庭部保育課　保育指導担当係長）
浦川　紫織　　（北九州市立足原幼稚園　園長）
久保　ゆかり　（北九州市教育委員会指導部指導第一課　指導主事）
中田　俊澄　　（行学幼稚園　園長）
中村　尋子　　（花かご保育園　園長）

※五十音順
沼田　文子　　（北九州市立いのちのたび博物館　ミュージアムティーチャ―）

（協力：ギガノトサウルス：国立科学博物館）

博物館利用案内
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