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【休館日】毎週月曜日　会期中の休館日10月15日 ・22日 ・29日 、11月5日 ・12日  
【開館時間】午前9時30分～午後5時（入館は午後4時30分まで） 
【観覧料】一般300円（240円）、高校・大学生200円（160円）、小・中学生100円（80円） 
　　　　  ※（　）内は20名以上の団体料金 

平成24年10月13日（土）～11月18日（日） 

〈開館25周年記念特別展〉 

一宮の歴史と文化 
～江戸時代の暮らしと文化～ 

時之島村絵図（時之島村大野家文書・一宮市博物館蔵）　 

苅安賀全図（「尾張名所図会　後編巻一」・一宮市博物館蔵） 

墨八百八肖像画（個人蔵） 

蜘蛛の巣がき（加藤磯足筆・一宮市指定文化財・ 
一宮市尾西歴史民俗資料館蔵） 

御くわ祭り入用帳 
（築込村加藤家文書・ 
一宮市博物館蔵） 

一
宮
市
は
、尾
張
平
野
の
肥
沃
な
土
壌
に
育
ま

れ
、木
曽
川
の
恵
み
の
も
と
、縄
文
時
代
中
期
か
ら

人
々
が
暮
ら
し
は
じ
め
、以
降
弥
生
時
代
、古
墳

時
代
、古
代
、中
世
、近
世
、近
代
を
経
て
、現
在
ま

で
、尾
張
地
域
の
歴
史
と
文
化
の
中
心
的
な
役
割

を
担
っ
て
き
ま
し
た
。 

そ
の
中
で
も
江
戸
時
代
は
、美
濃
路
・
岐
阜
街

道
な
ど
街
道
が
発
展
し
、一
宮
村
の
三
八
市
や
苅

安
賀
村
・
起
村
の
市
な
ど
が
繁
盛
す
る
こ
と
に
よ

り
、様
々
な
物
的
交
流
と
と
も
に
人
的
交
流
が
生

ま
れ
て
い
ま
す
。 

本
展
覧
会
で
は
、こ
う
し
た
江
戸
時
代
の
人
々
の

生
き
生
き
と
し
た
暮
ら
し
と
文
化
を
、こ
れ
ま
で

収
蔵
し
て
き
た
古
文
書
や
、市
内
に
残
さ
れ
た
歴

史
資
料
か
ら
描
き
出
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

江
戸
時
代
の
一
宮
市
域
に
は
、百
二
十
八
ヵ
村

あ
り
ま
し
た
。こ
の
村
は
、か
つ
て
の
大
字
に
該
当

し
ま
す
。
私
た
ち
が
住
む
地
域
の
姿
と
江
戸
時
代

の
姿
を
比
較
す
る
と
、現
在
と
変

容
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
と
思
い

ま
す
。
ま
た
か
つ
て
一
宮
市
域
に
は
、

美
濃
路
と
岐
阜
街
道
が
と
お
り
萩

原
宿
・
起
宿
・
一
宮
宿
が
お
か
れ
、

市
が
開
か
れ
る
な
ど
尾
張
西
部
の

中
心
的
な
機
能
を
な
し
て
い
ま
し

た
。
ま
た
知
識
人
と
い
わ
れ
る
人
々

も
現
れ
、地
域
に
影
響
を
与
え
て
い

ま
し
た
。
彼
ら
が
現
れ
る
背
景
に
は
、

交
通
の
要
所
・
市
の
開
催
を
と
お

し
て
都
市
文
人
と
の
深
い
交
わ
り

が
あ
り
ま
し
た
。
一
方
、彼
ら
の
才

能
を
育
む
環
境
が
、そ
の
居
住
空
間
で
あ
る
と
こ

ろ
の「
農
村
」
に
も
整
っ
て
い
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。
当
時
の
農
村
に
は
、都
市
文
化
を
享
受
し
、更

に
ま
た
、そ
れ
に
伍
し
て
い
る
だ
け
の
力
を
持
つ
知

識
人
を
育
て
て
い
く
土
壌
が

あ
り
ま
し
た
。 

一
方
、江
戸
時
代
は
、さ
ま

ざ
ま
な
信
仰
が
展
開
し
、信

仰
の
多
様
化
を
み
せ
る
時
代

で
も
あ
り
、人
々
の
暮
ら
し
の

中
に
根
付
い
た
信
仰
も
多
く

あ
り
ま
し
た
。 

本
展
覧
会
で
は
、
江
戸
時

代
の
一
宮
の
人
々
の
生
活
の

一
端
を
古
文
書
を
中
心
に
展

示
し
ま
す
。 
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平成25年1月5日（土）～2月24日（日） ＜企画展＞ 

【休館日】 1月7日 ・15日 ・21日 ・28日 ・ 
                 2月4日 ・12日 ・18日  
【観覧料】 一般200円（160円）、高・大学生100円（80円）、 
　　　　  小・中学生50円（40円） 
                 ※（　）内は20名以上の団体料金 

2歴史を次世代につなぐ～一宮市史から博物館へ 歴史を次世代につなぐ～一宮市史から博物館へ 
11/11（日）●午後1時30分～4時30分 11/11（日）●午後1時30分～4時30分 
●コーディネーター／ 
一宮市博物館　　　　　元館長　　岩野　見司氏 
●パネリスト／ 
名古屋大学　　　　　　名誉教授　塩澤　君夫氏 
国立歴史民俗博物館　　名誉教授　塚本　　学氏 
愛知教育大学　　　　　名誉教授　吉永　　昭氏 
南山大学　　　　　　　名誉教授　新井喜久夫氏 
名古屋短期大学　　　　名誉教授　上村喜久子氏 

博物館講座・尾張平野を語る17

1一宮を語る～最新の研究成果から～ 一宮を語る～最新の研究成果から～ 
11/10（土）●午前9時30分～午後4時15分 11/10（土）●午前9時30分～午後4時15分 
●講師／ 
「自然環境」　　　愛知県埋蔵文化財センター　調査専門員　鬼頭　　剛氏 
「縄文・弥生時代」愛知県埋蔵文化財センター　調査研究員　川添　和暁氏 
「古墳時代」　　　愛知県埋蔵文化財センター　調査研究員　早野　浩二氏 
「古代」　　　　　名古屋大学大学院文学研究科　准教授　　　梶原　義実氏 
「中世」　　　　　愛知県埋蔵文化財センター　調査研究員　武部　真木氏 
「コメント」　　　愛知県埋蔵文化財センター　統括専門員　石黒　立人氏 

「中世」　　　　　中部大学人文学部　　　　　准教授　　　水野　智之氏 
「美術工芸」　　　東海学園大学人文学部　　　教授　　　　渡邉　里志氏 
「近世」　　　　　愛西市教育委員会　　　　　学芸員　　　石田　泰弘氏 
「近代」　　　　　名古屋文理大学短期大学部　元教授　　　伴野　泰弘氏 
「民俗」　　　　　民俗芸能研究家(一宮市文化財保護審議会委員)　　鬼頭　秀明氏 
「コメント」　　　一宮市文化財保護審議会委員　　　　　　小川　一朗氏 

一
宮
市
は
濃
尾
平
野
の
東
北
に
位

置
し
、縄
文
時
代
の
中
ご
ろ
か
ら
人
々

が
暮
ら
し
は
じ
め
、近
世
・
近
代
に
発

達
し
た
繊
維
産
業
な
ど
、現
在
ま
で

さ
ま
ざ
ま
な
文
化
を
育
み
な
が
ら
尾

張
の
文
化
の
一
端
を
担
っ
て
き
ま
し
た
。

一
宮
市
博
物
館
で
は
、こ
れ
ま
で
十

六
回
に
わ
た
り
、自
然
・
考
古
・
民
俗
・

歴
史
・
美
術
工
芸
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

分
野
の
講
師
を
お
招
き
し
、尾
張
平

野
の
歴
史
と
文
化
を
紹
介
し
て
き
ま

し
た
。 

今
年
度
は
、『
新
編
一
宮
市
史
』が

編
さ
ん
さ
れ
一
宮
市
博
物
館
が
開
館

し
て
二
十
五
周
年
を
迎
え
る
節
目
の

年
と
な
り
ま
す
。
講
座
十
七
回
目
と

な
る
今
回
は
、旧
市
史
を
含
め
市
史

編
さ
ん
事
業
か
ら
始
ま
っ
た
と
も
言

え
る
当
地
方
の
歴
史
研
究
の
軌
跡
を
、

二
日
間
に
わ
た
り
、多
く
の
研
究
者

と
と
も
に
振
り
返
り
ま
す
。 

そ
し
て
、
次
世
代
に
つ
な
ぐ
架
け

橋
に
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
　
　 

○平野の道具を使ってみよう！～食の道具編～ 
○平野の道具を使ってみよう！～農具・織物の道具編～ 
○いちのみやの民俗芸能～見る・聞く・学ぶ～ 
○いちのみやの職人の技～見る・聞く・学ぶ～ 
○わたしたちの村の祭り～発表会～ 
○いちのみやの伝統文化を学ぼう～子ども茶会～ 
○博物館でフィールドワーク～聞く・調べる・まとめる～ 
○民俗芸能公演（島文楽） 
※詳細は、博物館HP・ポスター・リーフレットをご覧ください。 
※名称は変更になることがあります。 

期間中の催しもの 

暮らしの中の民具 
　　～いちのみやの民俗 
暮らしの中の民具 
　　～いちのみやの民俗 

　
平
成
三
年
度
か
ら
始
ま
っ
た

「
く
ら
し
の
道
具
〜
今
と
昔
〜
」

展
が
、先
年
か
ら
「
暮
ら
し
の
中

の
民
具
」
と
な
り
、毎
年
異
な
っ

た
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
て
開
催

す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

　
昨
年
の
テ
ー
マ
は
「
竹
細
工
」
。

市
内
瀬
部
周
辺
で
近
世
・
近
代

に
盛
ん
に
製
作
さ
れ
て
い
た
イ

カ
キ
を
き
っ
か
け
と
し
て
、竹
細

工
の
歴
史
を
探
り
ま
し
た
。
今

年
度
は
「
い
ち
の
み
や
の
民
俗
」

と
題
し
、民
俗
資
料
か
ら
一
宮

市
域
の
暮
ら
し
の
特
徴
を
捉
え

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

　
木
曽
川
左
岸
の
扇
状
地
か
ら

沖
積
低
地
へ
と
至
る
地
形
に
位

置
す
る
市
域
で
は
、水
田
・
畑
・

ム
ラ
・
道
・
川
が
広
が
る
景
観
が

そ
の
特
徴
で
し
た
が
、現
在
で
は

高
い
建
物
で
さ
え
ぎ
ら
れ
、わ
か

り
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
。「
織
物
の

ま
ち
」の
象
徴
と
も
言
え
る
ノ
コ
ギ
リ

屋
根
も
減
り
、今
だ
か
ら
こ
そ
「
一
宮

ら
し
さ
」
を
振
り
返
り
、郷
土
の
歴
史

を
考
え
る
こ
と
は
と
て
も
大
切
な
こ

と
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。 

平成23年度レクチャーの様子 

平成23年度展示の様子 

 

※詳細は、博物館HP・ポスター・リーフレットをご覧ください。 
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み
ん
な
で
挑
戦
挑
戦
！
わ
た
し
だ
け
の
自
由
研
究

自
由
研
究 

み
ん
な
で
挑
戦
挑
戦
！
わ
た
し
だ
け
の
自
由
研
究

自
由
研
究 

み
ん
な
で
挑
戦
！
わ
た
し
だ
け
の
自
由
研
究 

夏休み子ども展示 

体
験
体
験
！
自
由
研
究

自
由
研
究
の„
タ
ネ
“回
顧
録

回
顧
録 

体
験
！
自
由
研
究
の„
タ
ネ
“回
顧
録 

□
は
じ
め
て
の
試
み 

　
博
物
館
で
は
こ
れ
ま
で
、学
校
で
は
得
る
こ
と

の
で
き
な
い
体
験
を
と
お
し
て
、歴
史
を
は
じ
め

学
問
に
対
す
る
子
ど
も
た
ち
の
興
味
や
関
心
を

引
き
出
す
講
座
を
継
続
的
に
実
施
し
て
き
ま

し
た
。 

　
そ
こ
で
今
年
は
、八
月
四
日
か
ら
二
十
六
日
ま

で
、夏
休
み
子
ど
も
展
示
「
み
ん
な
で
挑
戦
！
わ

た
し
だ
け
の
自
由
研
究
」
に
伴
い
、「
体
験
！
自

由
研
究
の„
タ
ネ
“」
と
い
う
テ
ー
マ
で
子
ど
も
向

け
催
事
を
会
期
中
毎
日
実
施
し
ま
し
た
。
期
間

中
、歴
史
・
美
術
・
自
然
な
ど
様
々
な
分
野
の
研

究
者
の
方
々
か
ら
実
際
に
話
を
聞
き
、資
料
を

観
察
し
、考
察
す
る
こ
と
で
、五
感
を
使
っ
た
経

験
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。 

 

□
二
十
の
講
座
の
内
容 

◇
八
月
四
日 

　
花
む
す
び
〜
結
ぶ
技
術
を
学
ぶ
〜 

　
生
活
の
中
に
ど
の
よ
う

な
「
結
び
」
が
あ
る
か
を

考
え
な
が
ら
、紐
を
使
っ
て

様
々
な
結
び
を
体
験
し
、

角
結
び
で
こ
け
し
を
作
り

ま
し
た
。
一
本
の
紐
が
、

自
分
の
手
に
よ
っ
て
色
々

な
形
に
変
化
す
る
様
子
を
楽
し
く
学
ぶ
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。 

◇
八
月
五
日 

　
茶
臼
の
謎
〜
粉
に
な
る
秘
密
に
せ
ま
る
〜 

　
お
茶
の
葉
が
茶
臼
に
挽

か
れ
て
粉
に
な
る
様
子
を

実
際
に
観
察
し
、茶
臼
の

構
造
を
学
び
ま
し
た
。
最

後
に
お
抹
茶
と
お
菓
子
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。 

◇
八
月
七
日
　 

　
エ
コ
の
原
点
！
〜
シ
ュ
ロ
の
葉
で
つ
く
る
ハ
エ
タ
タ
キ
〜 

　
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
が
で
き
る
前
、ハ
エ
タ
タ
キ
は
シ
ュ

ロ
の
葉
で
手
作
り
で
作
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
講
座
で
は
、

シ
ュ
ロ
の
葉
の
違
い
や
シ
ュ
ロ

で
作
ら
れ
た
蓑
な
ど
を
観

察
し
、
電
気
や
ガ
ス
が
な

か
っ
た
頃
の
暮
ら
し
に
つ
い

て
も
考
え
ま
し
た
。 

◇
八
月
八
日
　 

　
「
ミ
ル
・
シ
ル
・
キ
ッ
ト
」で
博
物
館
は
か
せ
に
な
ろ
う
！ 

　
常
設
展
示
室
に
展
示
し
て
あ
る
展
示
品
に
つ

い
て
詳
し
く
観
察
し
、何

で
で
き
て
い
る
か
、ど
の
よ

う
な
用
途
だ
っ
た
か
な
ど

を
図
書
な
ど
か
ら
調
べ
る

方
法
を
学
び
ま
し
た
。
参

加
し
た
み
ん
な
が
「
博
物

館
は
か
せ
」に
挑
戦
し
ま
し
た
。 

◇
八
月
九
日
　 

　
骨
パ
ズ
ル
〜
人
と
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
骨
格
を
比
べ
て
み
よ
う
〜 

　
骨
を
研
究
す
る
こ
と
で
、

ど
の
よ
う
な
こ
と
が
分
か

る
か
を
講
師
の
方
か
ら

教
え
て
い
た
だ
き
、実
際

に
実
物
大
の
人
と
チ
ン
パ

ン
ジ
ー
の
骨
格
標
本
を

観
察
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

見
つ
け
た
相
違
点
か
ら
人
と
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
違

い
を
学
び
ま
し
た
。 

◇
八
月
十
日 

　
土
器
の
文
様
を
分
析
し
て
み
よ
う
！ 

　
遺
跡
か
ら
出
土
し
た

土
器
に
は
、様
々
な
文
様

が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
文
様
が
ど
の
よ
う
な

方
法
で
施
さ
れ
た
の
か
を

参
加
者
の
み
ん
な
で
た
く

さ
ん
の
道
具
を
試
し
、四

苦
八
苦
し
な
が
ら
考
え
ま
し
た
。 

◇
八
月
十
一
日
　 

　
顕
微
鏡
で
見
よ
う
！
遺
跡

か
ら
出
た
古
代
の
昆
虫
化
石 

　
遺
跡
か
ら
出
土
し
た

実
物
の
昆
虫
を
、顕
微
鏡

で
観
察
し
ま
し
た
。こ
の

講
座
で
は
、ヒ
メ
コ
ガ
ネ
と
コ
ブ
マ
ル
エ
ン
マ
コ
ガ
ネ

の
ハ
ネ
や
頭
の
部
分
を
観
察
。
参
加
者
の
み
ん
な

は
、熱
心
に
観
察
・
ス
ケ
ッ
チ
を
行
い
、古
代
の
昆

虫
化
石
に
つ
い
て
学
び
ま
し
た
。 

◇
八
月
十
二
日
　 

　
縄
文
・
弥
生
時
代
に
お
け
る
石
製
ナ
イ
フ
と
そ
の
使
用
実
験 

　
縄
文
・
弥
生
時
代
の
石
器
に
つ
い
て
学
び
、実

際
に
石
製
ナ
イ
フ
で
鹿
の

角
を
切
断
す
る
実
験
を

お
こ
な
い
ま
し
た
。
ひ
た

す
ら
石
製
ナ
イ
フ
を
動
か

す
こ
と
数
十
分
、一
時
間

経
っ
て
も
切
断
で
き
な
い

参
加
者
が
ほ
と
ん
ど
で
し

た
。
大
昔
の
人
が
道
具
を
作
る
の
に
ど
れ
だ
け

苦
労
し
た
か
を
実
感
し
た
講
座
で
し
た
。 

◇
八
月
十
三
日 

　
粘
土
を
つ
く
る
〜
東
海
湖
を
知
る
〜 

　
粘
土
が
ど
の
よ
う
に
で
き
る
か
を
土
か
ら
粘

土
を
作
る
こ
と
で
学
び
ま

し
た
。
岩
石
が
風
化
す
る

こ
と
で
粘
土
に
な
る
こ
と

や
、焼
き
物
の
種
類
に
よ
っ

て
様
々
な
種
類
の
粘
土
を

使
い
分
け
た
り
す
る
こ
と

を
知
り
ま
し
た
。 
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◇
八
月
十
五
日 

　
七
つ
の
宝
〜
七
宝
焼
の
ひ
み
つ
を
探
る
〜 

　
七
宝
焼
に
つ
い
て
、
何

か
ら
で
き
て
い
る
の
か
、な

ぜ
七
宝
焼
と
い
う
名
前

な
の
か
な
ど
を
学
び
、実

際
に
七
宝
焼
を
製
作
し

ま
し
た
。
目
の
前
の
窯
で

焼
け
る
七
宝
焼
を
見
て
、参
加
し
た
子
ど
も
た

ち
は
驚
き
の
目
で
観
察
し
て
い
ま
し
た
。 

◇
八
月
十
六
日 

　
和
本
で
つ
く
る
絵
日
記 

　
針
と
糸
で
綴
じ
る
和
本
。

い
つ
も
使
っ
て
い
る
ノ
ー
ト

と
は
作
り
方
が
全
く
違
う

こ
と
に
興
味
津
々
で
し
た
。

和
本
の
歴
史
を
学
び
、
自

分
だ
け
の
和
本
を
作
り
ま

し
た
。 

◇
八
月
十
七
日 

　
調
べ
る
！
江
戸
時
代
の
デ
ザ
イ
ン 

　
江
戸
時
代
の
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
、「
紋
」
に
つ
い

て
学
び
ま
し
た
。
紋
に
つ
い

て
学
ん
だ
後
は
、実
際
に

「
紋
切
り
」
を
体
験
す
る

こ
と
で
、様
々
な
デ
ザ
イ
ン

に
つ
い
て
観
察
し
、調
べ
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 ◇

八
月
十
八
日
　 

　
大
名
文
化
を
体
験
！
〜
尾

張
徳
川
家
出
張
講
座
〜 

　
尾
張
徳
川
家
の
お
殿
様
・

お
姫
様
の
文
化
を
実
際
に

学
び
ま
し
た
。
刀
を
バ
ラ
バ

ラ
に
し
た
り
、火
縄
銃
の
構
造
を
勉
強
し
た
り
・・・
。

貝
合
わ
せ
や
水
墨
画
も
体
験
し
ま
し
た
。 

◇
八
月
十
九
日 

　
縄
文
時
代
の
布
を
編
む 

　
縄
文
時
代
の
布
、ア
ン

ギ
ン
を
編
み
ま
し
た
。
な

か
な
か
編
み
上
が
っ
て
い

か
な
い
た
め
、参
加
者
の
み

ん
な
は
真
剣
そ
の
も
の
で

取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。

縄
文
時
代
の
人
々
の
大
変

さ
を
身
を
も
っ
て
学
ん
だ
講
座
で
し
た
。 

◇
八
月
二
十
一
日 

　
衣
装
か
ら
た
ど
る
織
り
の
技
術 

　
衣
装
の
元
に
な
る
糸
の
構
造
を
、様
々
な
素

材
の
糸
を
分
解
す
る
こ
と

で
学
び
、素
材
か
ら
糸
へ
、

糸
か
ら
布
に
な
る
に
は
ど

の
よ
う
な
技
術
が
必
要
に

な
る
か
を
考
え
ま
し
た
。

ま
た
、弥
生
時
代
の
布
を

織
る
体
験
も
し
ま
し
た
。 

◇
八
月
二
十
二
日
　 

　
く
ら
べ
て
み
よ
う
！
〜
昔
の
食
器
と
今
の
食
器
〜 

　
現
代
に
い
た
る
ま
で
の
煮
炊
き
の
道
具
・
食

卓
の
道
具
の
変
遷
を
実

際
の
資
料
を
観
察
し
、比

較
し
ま
し
た
。
時
代
に
よ

っ
て
道
具
の
異
な
る
点
・

同
じ
点
を
比
べ
、考
察
し

ま
し
た
。 

   

◇
八
月
二
十
三
日 

　
絵
図
を
使
っ
て
犬
山
城
を
攻
め
よ
う
！ 

　
犬
山
城
が
描
か
れ
た

大
き
な
絵
図
を
使
っ
て
、

犬
山
城
が
ど
の
よ
う
な
場

所
に
建
造
さ
れ
、ど
の
よ

う
な
構
造
を
し
て
い
る
か

を
学
び
ま
し
た
。
最
後
は
、

犬
山
城
の
攻
め
方
を
参

加
者
み
ん
な
で
考
え
ま
し
た
。 

◇
八
月
二
十
四
日
　 

　
身
近
な
自
然
の
変
化
を
知
る
〜
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
の
す
す
め
〜 

　
妙
興
寺
の
森
の
中
を
調
査
し
ま
し
た
。
調
査

の
仕
方
を
講
師
か
ら
学
び
、

ど
の
よ
う
な
鳥
や
虫
や
蝶

な
ど
が
森
に
生
息
し
て
い

る
か
を
参
加
し
た
子
ど
も

た
ち
は
熱
心
に
探
し
て
い

ま
し
た
。 

◇
八
月
二
十
五
日
　 

　
私
だ
け
の
プ
チ
ア
ク
セ
サ
リ
ー
〜
描
く
・
つ
く
る
は
楽
し
い
！
〜 

　
プ
ラ
板
で
ア
ク
セ
サ
リ

ー
を
作
り
ま
し
た
。
子
ど

も
た
ち
は
ス
イ
カ
や
蝶
な

ど
、思
い
思
い
の
図
案
を
プ

ラ
板
に
描
き
、楽
し
ん
で
い

ま
し
た
。 

◇
八
月
二
十
六
日 

　
私
が
描
い
て
つ
く
る
掛
軸 

　
掛
軸
の
説
明
と
各
部

分
の
名
称
を
学
び
、墨
を

す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め

ま
し
た
。
墨
を
一
度
も
す

っ
た
こ
と
の
な
い
参
加
者

も
い
て
、悪
戦
苦
闘
！
し
か
し
、自
分
で
す
っ
た

墨
で
紙
に
様
々
な
絵
を
描
き
一
本
の
掛
軸
に
で

き
た
こ
と
で
、掛
軸
の
仕
組
み
を
学
ぶ
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。 

 

□
二
十
日
間
を
振
り
返
っ
て 

　
毎
日
の
講
座
で
は
、参
加
者
の
人
数
が
始
ま

る
ま
で
わ
か
ら
な
い
恐
ろ
し
さ
に
耐
え
な
が
ら
、

「
ま
た
来
た
よ
！
」
と
笑
っ
て
来
て
く
れ
る
子
、

「
友
達
を
誘
っ
て
き
た
！
」
と
新
し
い
参
加
者
を

連
れ
て
き
て
く
れ
る
子
、「
ま
た
明
日
！
」
と
帰
っ

て
い
く
子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
に
力
を
も
ら
っ

た
毎
日
で
し
た
。
博
物
館
で
は
こ
れ
か
ら
も
、子

ど
も
た
ち
が
体
験
を
と
お
し
て
様
々
な
経
験

を
得
ら
れ
る
講
座
を
続
け
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
　
　
　 

　
　
　
　
（
名
和
奈
美
） 
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西
五
城
は
一
宮
市
の
西
部
、木
曽
川
の
す
ぐ

東
に
位
置
し
ま
す
。「
五
城
」
と
い
う
地
名
は
伊

勢
神
宮
の
斎
田
を
意
味
す
る
「
斎
ぎ
代
」
か
ら

起
こ
っ
た
と
い
わ
れ
、伊
勢
神
宮
に
供
え
る
米
を

作
る
田
が
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。 

ま
た
、西
五
城
は
伝
承
行
事
が
多
く
残
る
地

域
で
、無
形
民
俗
文
化
財
の
「
木
遣
り
及
び
棒

振
り
」
は
神
社
や
寺
を
新
築
す
る
際
、柱
の
角

材
を
担
ぎ
、地
区
内
を
右
に
左
に
ゆ
す
っ
て
行

進
す
る
祝
い
の
行
事
で
、そ
の
際
に
歌
う
歌
を
木

遣
り
音
頭
と
言
い
ま
す
。
西
五
城
地
域
に
江
戸

時
代
中
期
か
ら
伝
わ
る
も
の
で
、慶
長
の
こ
ろ
に

加
藤
清
正
が
総
大
将
と
な
っ
た
名
古
屋
城
の
構

築
の
際
、大
き
な
材
木
の
運
搬
の
と
き
に
歌
わ

れ
た
の
が
起
源
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
旦
途

絶
え
た
こ
の
行
事
も
、現
在
は
地
域
の
子
ど
も

達
が
伝
承
し
、春
と
秋
の
祭
り
で
披
露
さ
れ
ま

す
。こ
の
よ
う
な
歴
史
と
文
化
が
残
る
西
五
城

の
神
明
社
で
、八
月
五
日
に
輪
く
ぐ
り
が
行
わ

れ
ま
し
た
。 

輪
く
ぐ
り
と
は
、別
名
「
夏
越
神
事
」
や
「
夏

越
祓
」
と
呼
ば
れ
、夏
の
無
病
息
災
を
祈
願
す

る
も
の
で
す
。
輪
く
ぐ
り
と
い
う
と
八
の
字
に
潜

る
大
き
な
輪
を
想
像
し
ま
す
が
、こ
の
輪
を
現

在
で
も
神
明
社
の
氏
子
で
作
成
し
ま
す
。 

輪
く
ぐ
り
当
日
の
早
朝
七
時
、境
内
に
宮
総

代
と
呼
ば
れ
る
役
員
が
集
合
し
て
輪
を
つ
く
る

作
業
が
始
ま
り
ま
す
。こ
の
際
、マ
コ
モ
と
い
う
イ

ネ
科
の
植
物
を
使
用
し
ま
す
が
、西
五
城
で
は

昨
年
か
ら
こ
の
マ
コ
モ
を
神
明
社
の
敷
地
内
で
育

て
て
い
ま
す
。
以
前
は
日
本
全
国
の
川
や
沼
な
ど

で
多
く
み
ら
れ
た
マ
コ
モ
で
す
が
、近
年
は
河
川

の
改
修
な
ど
も
あ
り
、自
生
す
る
場
所
が
少
な

く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
ま
ず
は
マ
コ
モ
を
刈
り
と

り
、枯
れ
た
部
分
を
除
い
て
選
別
し
、そ
れ
を
直

径
二
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
芯
と
な
る
藁
の
輪
に
巻
き

つ
け
て
い
き
ま
す
。
一
人
が
マ
コ
モ
の
束
を
土
台

に
巻
き
、も
う
一
人
が
縄
で
芯
と
マ
コ
モ
を
固
定

す
る
よ
う
に
縛
っ
て
い
き
ま
す
。マ
コ
モ
の
茎
の
下

あ
た
り
は
紫
色
を
し
て
い
ま
す
が
、芯
に
巻
い
て

い
く
際
に
は
こ
の
紫
色
の
部
分
は
隠
し
、葉
の
緑

色
の
部
分
だ
け
を
見
せ
て
巻
い
て
い
き
ま
す
。
茎

の
部
分
を
隠
す
よ
う
に
、さ
ら
に
マ
コ
モ
の
葉
を

巻
き
つ
け
る
作
業
を
一
周
分
繰
り
返
し
ま
す
。

芯
を
覆
う
に
は
大
量
の
マ
コ
モ
が
必
要
と
な
る

た
め
、巻
き
つ
け
る
作
業
の
間
に
も
他
の
役
員
が

選
別
す
る
作
業
を
続
け
て
い
ま
す
。
覆
い
終
え

た
ら
最
後
に
細
か
く
縄
を
巻
き
、茅
の
輪
が
完

成
し
ま
す
。そ
の
後
、社
殿
入
口
と
鳥
居
の
間
あ

た
り
の
土
を
掘
り
、土
台
と
な
る
支
柱
を
立
て
、

土
台
と
茅
の
輪
を
固
定
し
、で
き
あ
が
り
で
す
。

こ
の
準
備
に
は
、四
時
間
以
上
か
か
り
ま
し
た
。 

午
後
三
時
か
ら
開
始
さ
れ
る
神
事
で
は
、輪

を
御
祓
い
し
た
後
、宮
司
に
次
い
で
宮
総
代
と

一
般
の
参
拝
者
が
一
列
に
な
っ
て
左
廻
り
、右

廻
り
と
、八
の
字
を
描
く
よ
う
に
廻
り
ま
す
。

人
形
の
紙
人
形
を
付
け
た
ヨ
シ
を
一
人
一
本
ず

つ
持
ち
、そ
れ
を
拝
殿
前
に
納
め
て
参
拝
し
ま
す
。

人
形
に
名
前
と
年
齢
を
書
い
て
自
分
の
身
代
わ

り
に
す
る
こ
と
で
、罪
や
穢
れ
を
移
し
て
夏
負
け

し
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

他
に
も
起
の
大
明
神
社
、小
信
中
島
の
堤
治

神
社
、北
今
の
北
今
神
社
、馬
寄
の
石
刀
神
社

な
ど
、市
域
に
は
氏
子
の
手
で
今
で
も
茅
の
輪
を

作
成
す
る
地
域
が
残
っ
て
い
ま
す
。
夏
の
無
病
息

災
を
祈
る
大
事
な
行
事
を
、現
在
も
昔
と
変
わ

ら
ぬ
手
間
と
方
法
で
継
続
す
る
努
力
と
そ
の
重

要
性
を
感
じ
ま
し
た
。 

輪
を
つ
く
る
作
業
に
は
、十
一
名
の
宮
総
代

以
外
に
顧
問
や
町
会
長
、宮
総
代
の
経
験
者
な

ど
、多
く
の
人
々
が
参
加
し
ま
す
。
西
五
城
の
輪

く
ぐ
り
は
戦
後
に
始
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
が
、毎
年
皆
で
協
力
し
、そ
れ
を
次
の
世
代
へ

伝
え
て
い
く
こ
と
は
、地
域
社
会
の
形
成
に
大
き

な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。 

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、ご
教
示
を
賜
り
ま

し
た
西
五
城
の
み
な
さ
ん
に
深
謝
の
意
を
表
し

ま
す
。 

（
一
宮
市
尾
西
歴
史
民
俗
資
料
館
　
鵜
飼
明
子
） 

西
五
城
の
輪
く
ぐ
り「
行
事
と
地
域
の
人
々
の
関
わ
り
」 
民
俗
探
訪 

茅の輪をくぐる様子 

①真菰を刈る 

②茅の輪をつくる 

③茅の輪を立てる 

に
し  

い
つ  

し
ろ 

い
つ
　
　 

し
ろ 

ひ
と 

が
た 
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第
六
十
一
回
子
ど
も
写
生
大
会
作
品
展
 

▼ 

8
月
10
日

〜
19
日

企
画
展
 

火
事
と
喧
嘩
は
江
戸
の
華
〜
火
事
装
束
 

企
画
展
 

馬
と
人
々
の
暮
ら
し
 

▼ 

4
月
28
日

〜
6
月
3
日

▼ 

6
月
16
日

〜
7
月
29
日

2
0
1
2
　
一
宮
美
術
作
家
協
会
展
 

▼ 

9
月
1
日

〜
17
日

一
宮
写
真
協
会
展
 

▼ 

9
月
20
日

〜
30
日

平
成
二
十
二
年
度
に
新
た
に
一
宮
市
の
所
蔵
と
な
っ
た
墨
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
は
、約
五
三
〇
点
に
も
上
る
毛
織
物
の
一
大
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

で
す
。
今
回
の
展
覧
会
で
は
、そ
の
中
で
も
江
戸
時
代
の
武
士
が
用

い
た
火
事
装
束
な
ど
約
三
十
五
点
を
展
示
し
ま
し
た
。「
火
事
と

喧
嘩
は
江
戸
の
華
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、常
に
火
事
と
隣
り
合
わ

せ
の
生
活
を
送
っ
て
い
た
江
戸
の
風
俗
や
人
々
の
暮
ら
し
を
、当
時

の
服
飾
や
絵
画
資
料
を
通
し
て
紹
介
し
ま
し
た
。
 

 
■
会
期
中
の
イ
ベ
ン
ト
 

◎
五
月
六
日
�
 

　
講
演
会
「
災
害
都
市
・
江
戸
の
実
態
」
 

　
講
師
　
小
沢
詠
美
子
氏（
成
城
大
学
民
俗
学
研
究
所
研
究
員
） 

◎
五
月
二
十
七
日
�
 

　
講
演
会
「
墨
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
　
陣
羽
織
、火
事
装
束
の
赤
を
探
る
 

　
　
　
　
　
　
　
　
―
染
料
分
析
か
ら
得
ら
れ
た
赤
色
染
料
と
そ
の
流
れ
―
」
 

　
講
師
　
齊
藤
昌
子
氏（
共
立
女
子
大
学
教
授
） 

◎
五
月
二
十
日
�
 

　
体
験
講
座
「
段
ボ
ー
ル
で
パ
タ
パ
タ
は
た
お
り
」
 

　
講
師
　
杉
浦
晶
子
氏
 

◎
六
月
三
日
 

　
体
験
講
座
「
羊
毛
で
ふ
わ
ふ
わ
お
絵
か
き
」
 

　
講
師
　
小
松
原
揚
子
氏
 

 

学芸員による展示解説 

「段ボールでパタパタはたおり」 

一
宮
市
大
毛
沖
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
平
安
時
代
の
木
製
の
鐙

か
ら
は
、乗
り
物
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
馬
の
存
在
を
感
じ
取

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、一
宮
市
指
定
文
化
財
の
絵
馬
「
貴
人

乗
馬
の
図
」（
御
裳
神
社
蔵
）

の
よ
う
に
、生
き
た
馬
の
代

わ
り
に
木
製
の
馬（
絵
馬
）

や
土
製
の
馬（
土
馬
）を
利

用
し
て
祭
祀
を
お
こ
な
う

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
本

展
覧
会
で
は
、
古
代
か
ら

近
世
に
か
け
て
の
遺
跡
か

ら
出
土
し
た
、
鐙
や
鞍
な

ど
の
木
製
の
馬
具
や
祭
祀

に
利
用
す
る
絵
馬
・
土
馬

な
ど
の
出
土
品
を
展
示
し
、

馬
が
ど
の
よ
う
に
人
々
の

暮
ら
し
に
か
か
わ
っ
て
き
た

か
を
紹
介
し
ま
し
た
。
 

講
演
会
で
は
、
第
一
回

目
に
大
毛
沖
遺
跡
の
発
掘

調
査
を
担
当
さ
れ
た
愛
知

県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

の
永
井
宏
幸
さ
ん
に
ご
講

演
い
た
だ
き
、第
二
回
目
に

は
馬
に
関
す
る
祭
祀
に
つ

い
て
三
重
県
埋
蔵
文
化
財

セ
ン
タ
ー
の
山
中
由
紀
子

さ
ん
に
ご
講
演
い
た
だ
き

ま
し
た
。
 

 

7月15日講演会「古代の祭祀と馬」 7月29日体験講座「馬の毛で筆作り！」 

博物館アルバム2012.4-2012.9●●●展覧会・講座 

市
内
の
幼
稚
園
・
保
育
園
・
小
学
校
・
中
学
校
で
お
こ
な
わ
れ
た

写
生
大
会
の
作
品
の
中
か
ら
、各
校
代
表
作
品
・
特
別
賞
に
選
ば
れ

た
作
品
な
ど
を
展
示
し
ま
し
た
。な
お
、三
岸
節
子
記
念
美
術
館
で

も
八
月
二
十
二
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
 

    一
宮
美
術
作
家
協

会
に
所
属
す
る
作
家

に
よ
る
絵
画
・
平
面
、

彫
塑
・
立
体
、デ
ザ
イ
ン
、

工
芸
の
作
品
七
十
八

点
を
展
示
し
ま
し
た
。 

特
別
展
示
は
、
櫻

井
幹
郎
氏
・
大
塚
将

司
氏
に
よ
る
作
品
が

展
示
さ
れ
、
各
作
家

の
個
性
あ
ふ
れ
る
作

品
を
来
館
者
の
方
々

に
楽
し
ん
で
い
た
だ
き

ま
し
た
。
 

    一
宮
写
真
協
会
の
会
員
三
十
三
名
に
よ
る
作
品
を
展
示
し

ま
し
た
。
今
年
度
は
「
今
　
私
の
想
い
を
　
伝
え
た
い
。
」

を
テ
ー
マ
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
感
性
あ
ふ
れ
る
作
品
が
展
示
さ

れ
ま
し
た
。
来
館
者
の
方
々
は
、
写
真
作
品
の
持
つ
独
特
の

力
に
見
入
っ
て
い
ま
し
た
。
 

：
 

：
 

：
 

：
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一
宮
の
歴
史
と
文
化
 

特
別
展 10

月
13
日

〜
11
月
18
日

市
民
文
化
財
め
ぐ
り
 

 

11
月
4
日

尾
張
平
野
を
語
る
17
 

講
　
座 11

月
10
日

11
日

民
俗
芸
能
公
演（
島
文
楽
） 

公
　
演 2

月
24
日

2
0
1
2
 

一
宮
市
現
代
作
家
美
術
秀
選
展
 

企
画
展 12

月
1
日

〜
12
月
16
日

1
月
5
日

〜
2
月
24
日

展
覧
会 

講
座
・
公
演 暮

ら
し
の
中
の
民
具
 

　
〜
い
ち
の
み
や
の
民
俗
 

企
画
展 

※詳細は市広報・ホームページ、または博物館までお問い合わせ下さい。 

博物館収蔵品展「風景と装飾～玉堂と琳派の近代～」 
平成24年10月20日 ～11月15日

川合玉堂《長閑》 
木曽川図書館蔵 

金島桂華《四季草花図屏風》　一宮市博物館蔵 川合玉堂《背戸の秋》 
木曽川図書館蔵 

琳派とは、江戸時代の俵屋宗達や尾形光琳に始まる、装飾的な大和絵の流派です。今回の展覧会では、

川合玉堂の風景画に息づく琳派の影響を紹介します。あわせて、一宮市博物館所蔵の江戸時代から近代ま

での絵画や工芸を展示します。絵画をながめながら、日本の風景を探索してみるのはいかがでしょうか。 

【開館時間】午前10時～午後6時 
【観覧料】無料 
【休館日】10月22日 ・29日 ／11月5日 ・12日  
【所在地】〒493-0007 一宮市木曽川町外割田字西郷中25 
　　　　 TEL.0586-84-2346　FAX.0586-85-0480 

【交通案内】 
・公共交通機関ご利用の場合　名鉄名古屋本線「新木曽川駅」下
車、西へ徒歩約15分 
・お車ご利用の場合　西尾張中央道「外割田」交差点を西へ約100ｍ 
【学芸員による展示説明】 
10月24日 、27日 、31日 、11月4日 、7日 、10日 、14日  
各回午後2時から　定員なし　申込不要 

玉堂記念木曽川図書館 

利用案内 

［休館日］毎週月曜日、休日の翌日 
［開館時間］午前9時30分～午後5時（入館は4時30分まで） 
［観覧料］（常設展･聴講料含む）一般200円（160円）、 
　高校・大学生100円（80円）、小・中学生50円（40円） 
　※（ ）内は20人以上の団体料金 
　※一宮市内小・中学生は無料 
　※市内在住の満65歳以上で、住所・年齢の確認できる公的  
　　機関発行の証明書等を提示された方は無料 
　※身体障害者等の手帳を持参の方（付添人1人を含む）は無料 

〒491-0922　愛知県一宮市大和町妙興寺2390 
TEL0586-46-3215　FAX0586-46-3216 
URL http://www.icm- jp.com/

［交通］名鉄名古屋本線「妙興寺」駅下車南口より徒歩7分 
　　　ニコニコふれあいバス「博物館西」下車徒歩5分 

東
海
北
陸
自
動
車
道 

妙
興
寺 

一宮 
ＪＣT

一宮西 
IＣ 

一
宮
東
入
口 

一
宮
東
出
口 

一宮 
南出口 

一
宮
西
春 

出
口 

一
宮
中
入
口 

尾西 
IＣ 

N

国
道
22
号
線 

名
古
屋
高
速
16
号
一
宮
線 

至
尾
張
一
宮
駅 

 

多
加
木
北 

名神高速道路 

県道一宮西中野線 

J
R
東
海
道
本
線 

県
道
名
古
屋
一
宮
線 

西
尾
張
中
央
道 

至
名
鉄
一
宮
駅 

 

名
鉄
名
古
屋
本
線 

一宮IＣ 

妙興報恩禅寺 Ｐ 

Ｐ 

苅
安
賀
南 

下
浅
野 

博物館西 

博物館西 

ピアゴ 

一
宮
市
博
物
館 
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