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写真 1　承国寺運営年表写真 1　承国寺運営年表

　

中
世
に
焦
点
を
当
て
た
企
画
展
は
、
埋

蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
で
は
今
回
が
初

め
て
で
す
。
鵜
沼
古
市
場
遺
跡
の
発
掘
調

査
に
よ
っ
て
、
中
世
の
遺
構
や
遺
物
が
多

く
確
認
さ
れ
た
こ
と
で
、
今
回
の
企
画
展

を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

企
画
展
で
は
、
出
土
し
た
遺
物
だ
け
で

は
な
く
、
文
献
史
料
か
ら
分
か
る
中
世
の

様
子
を
パ
ネ
ル
化
し
、
よ
り
分
か
り
や
す

い
展
示
を
目
指
し
ま
し
た
。

　

企
画
展
の
メ
イ
ン
と
な
っ
た
、
室
町
時

代
の
美
濃
国
守
護
・
土
岐
持
益
が
建
て
た

　
承
国
寺
の
展
示
で
は
、
承
国
寺
住
持
の
交

代
に
関
わ
る
記
録
や
年
貢
に
つ
い
て
の
書

状
な
ど
の
文
献
史
料
を
も
と
に
、
創
建
か

ら
廃
寺
ま
で
の
、
長
さ
６
ｍ
に
お
よ
ぶ
運

営
年
表
を
作
成
し
ま
し
た（
写
真
１
）。

　

年
表
の
作
成
で
は
、
主
に
鵜
沼
に
定
住

し
た
漢
詩
人
・
万
里
集
九
の
詩
文
集『
梅

花
無
尽
蔵
』を
参
考
に
し
ま
し
た
。
こ
の

詩
文
集
に
は
、
承
国
寺
の
僧
た
ち
と
の
交

流
や
詩
会
の
様
子
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
。
詩
に
は
、
作
詩
年
月
日
が
記
さ
れ

て
い
る
も
の
が
多
く
あ
り
、
承
国
寺
の
当

時
の
様
子
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な

史
料
で
す
。

　
鵜
沼
は
、
古
代
の
東
山
道
が
斜
走
し
て
木
曽
川
に
至
る
場
所
で
、
尾
張

国
へ
の
渡
船
場
の
あ
る
交
通
の
拠
点
で
し
た
。中
世（
鎌
倉
時
代
・
室
町
時
代
・

戦
国
時
代
）に
は
、
宇
留
間
市
と
呼
ば
れ
た
市
場
の
存
在
が
知
ら
れ
て
お
り
、

室
町
時
代
に
は
承
国
寺
が
建
立
さ
れ
、
戦
国
時
代
に
は
木
曽
川
沿
い
に
鵜

沼
城
・
伊
木
山
城
が
築
か
れ
ま
し
た
。

　
本
企
画
展
で
は
、
鵜
沼
古
市
場
遺
跡
の
発
掘
調
査
で
確
認
さ
れ
た
遺
構

や
遺
物
か
ら
、
中
世
の
鵜
沼
の
様
子
を
紹
介
し
ま
し
た
。

考
古
資
料
と
文
献
史
料

　

企
画
展
に
は
、
出
土
遺
物
や
説
明
パ
ネ

ル
だ
け
で
は
な
く
、
伊
木
山
城
跡
と
鵜
沼

城
跡
の
２
０
０
分
の
１
ス
ケ
ー
ル
の
模
型

を
製
作
し
て
展
示
し
ま
し
た（
写
真
２
）。

　

伊
木
山
城
跡
の
模
型
で
は
、
伊
木
山
山

頂
の
曲
輪
の
配
置
状
況
や
石
垣
の
様
子
を

示
し
、
実
際
に
登
っ
た
と
き
に
石
垣
の
位

置
が
分
か
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

　

鵜
沼
城
跡
は
、
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て

い
な
い
た
め
詳
細
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、

鵜
沼
城
が
建
て
ら
れ
て
い
た
城
山
山
頂
の

様
子
や
城
山
の
形
状
が
分
か
る
よ
う
に
し

ま
し
た
。

　

企
画
展
と
の
関
連
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、

岐
阜
市
歴
史
博
物
館
の
井
川
祥
子
氏
を
講

師
と
し
て
お
招
き
し
、「
中
世
の
鵜
沼
ー

鵜
沼
古
市
場
遺
跡
の
発
掘
調
査
成
果
か

ら
ー
」と
題
し
た「
ま
い
ぶ
ん
講
演
会
」を

開
催
し
ま
し
た（
写
真
３
）。
講
演
会
で
は
、

土
師
器
皿
を
は
じ
め
と
す
る
出
土
遺
物
を

紹
介
さ
れ
、
鵜
沼
古
市
場
遺
跡
が
承
国
寺

を
中
心
に
栄
え
た
様
子
を
分
か
り
や
す
く

解
説
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

参
加
者
か
ら
は
、「
講
演
を
聞
い
て
現
地

を
歩
き
回
り
た
く
な
っ
た
」「
京
の
文
化

が
美
濃
に
来
た
経
緯
な
ど
時
代
背
景
が
良

　

く
分
か
っ
た
」な
ど
の
感
想
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
本
企
画
展
と
合
わ
せ
て
、
中
世

の
鵜
沼
に
つ
い
て
よ
り
理
解
を
深
め
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

約
１
ヶ
月
間
開
催
し
た
企
画
展
に
は
、

１
０
６
９
人
の
来
場
が
あ
り
ま
し
た
。
ア

ン
ケ
ー
ト
で
は
、「
企
画
展
を
見
て
鵜
沼
地

区
の
発
展
の
様
子
が
分
か
り
大
変
面
白

か
っ
た
」「
承
国
寺
の
存
在
を
は
じ
め
て

知
っ
た
」「
鵜
沼
地
区
に
中
世
の
遺
跡
が

豊
富
に
残
っ
て
い
た
こ
と
を
知
り
、
大
変

勉
強
に
な
っ
た
」な
ど
、
多
く
の
感
想
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

鵜
沼
に
承
国
寺
が
建
て
ら
れ
て
い
た
こ

と
、
そ
の
創
建
者
が
土
岐
持
益
で
あ
っ
た

こ
と
、
万
里
集
九
が
定
住
し
た
こ
と
な
ど

を
初
め
て
知
っ
た
と
い
う
人
も
多
く
い
ま

し
た
。
今
回
の
企
画
展
が
中
世
の
鵜
沼
を

知
る
き
っ
か
け
と
な
り
、
よ
り
深
く
関
心

を
持
っ
て
い
た
だ
け
た
の
で
あ
れ
ば
、
嬉

し
く
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、「
パ
ネ
ル
の

文
字
を
も
っ
と
大
き
く
し
て
ほ
し
い
」「
Ａ

３
サ
イ
ズ
１
枚
程
度
の
簡
易
解
説
が
あ
る

と
良
か
っ
た
」な
ど
の
ご
意
見
や
、
企
画

し
て
ほ
し
い
テ
ー
マ
・
内
容
も
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

今
後
の
企
画
展
で
は
、
こ
れ
ら
の
貴
重

な
ご
意
見
を
活
か
し
て
、
分
か
り
や
す
い

展
示
を
目
指
し
て
、
工
夫
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。　
　
　
　
　

（
近
藤 

美
穂
）

関
連
イ
ベ
ン
ト
の
開
催

模
型
の
製
作

企
画
展
を
終
え
て

かかみがはら百科プラスNo.7
（Ａ4・8ページ）

埋蔵文化財調査センターで無料配布中

令
和
６
年
度 

埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
企
画
展「
中
世
鵜
沼
の
栄
枯
盛
衰
」

模型製作の様子は
4・5ページへ！

発
掘
調
査
か
ら
見
え
た
中
世
の
鵜
沼

う

る

う

ぬ
ま

き

そ

お

わ
り

か
ま

む
ろ

せ
ん

じ
ょ
う
こ
く

い

ぎ

い
ち

ば

と

き

ば
ん

り

ば
い

か

む

う
か
が

じ
ょ
う
や
ま

い
か
わ

み

の

う
れ

が
わ

ま

じ

や
ま

く
ら

ま
ち

ご
く

ふ
る

も
ち
ま
す

し
ゅ
う
く

じ
ん
ぞ
う

さ
ち
こ じ

ゅ
う
じ

は

じ

き

と
う
さ
ん
ど
う

く
る

わ
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発
掘
調
査
を
行
っ
た
山
頂
部
分
の
み

　

令
和
６
年
度
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
企
画
展「
中
世
鵜
沼
の
栄
枯
盛
衰
」で
は
、
地
形
図

を
も
と
に
立
体
的
に
再
現
し
た
伊
木
山
と
城
山
の
模
型
を
展
示
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
山
の
形
を

よ
り
リ
ア
ル
に
体
感
し
て
い
た
だ
こ
う
と
試
み
ま
し
た
。
そ
の
作
業
工
程
を
紹
介
し
ま
す
。

↑作業１　型紙

地形図を縮尺1/200に印刷

します。等高線を1ｍごとに

トレース用紙に書き出し、型

紙を作ります。

↓作業２　切断

型紙に沿って厚さ5㎜

のパネルを1枚1枚切り

出していきます。模型

の5㎜が、実寸の1ｍと

なります。

↓作業４　成形

段差をなくすため表面

に石膏を塗ります。山

土や岩石の質感を出す

のに苦労しました。

↓作業６　仕上

発掘調査区や石垣を示したり、いか

だや人を配置したりすることで、見

栄えをよくしました。

↑作業３　積上　

標高の低いパネルから順に載

せていきます。伊木山は9枚、

城山は58枚を重ねました。

↑作業５　彩色

伊木山は曲輪と山の斜

面の色を変え、城山は

チャートの岩石らしい

色で塗りました。

　

今
回
製
作
し
た
模
型
で
、
そ
れ
ぞ
れ

の
山
の
特
徴
を
よ
り
分
か
り
や
す
く
示

す
こ
と
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。

　

伊
木
山
の
山
頂
付
近
は
、
曲
輪
の
痕

跡
で
あ
る
平
坦
面
の
形
状
が
見
て
取
れ

ま
し
た
。

　

城
山
は
、
想
像
以
上
に
急
峻
な
姿
を

し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
東
側
に
入
り
江

が
あ
り
、
舟
の
発
着
に
適
し
て
い
る
様

子
が
分
か
り
ま
し
た
。

　

資
料
を
立
体
化
す
る
こ
と
で
、
写
真

や
図
面
を
よ
り
活
か
す
よ
う
な
展
示

を
、
今
後
も
提
供
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。　
　
　
　

    （
村
瀬 

美
香
子
）

整理作業レポート

立
体
模
型
を
製
作

埋
文
セ
ン
タ
ー
企
画
展
初
！

伊
木
山

伊
木
山

いい

1/2001/200

城
山
城
山

1/2001/200
じ　

ょ　

う　
　

や　
　

ま

じ　

ょ　

う　
　

や　
　

ま

や　
　

ま

や　
　

ま

ぎぎ

各務原市

伊木山
城山

き
ゅ
う
し
ゅ
ん

せっこう

れ
い

わ
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かかみがはら百科プラスNo.8
（Ａ4・8ページ）

歴史民俗資料館で無料配布中

1
2 3 4

5 6 7

8 9
10

1 坏蓋　2・3 坏身　4・9 壺　5 甕　6・7 盤　8 甑　10 高坏

　

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
合
戦
が

繰
り
広
げ
ら
れ
た
地
域
を
研
究
の
フ
ィ
ー

ル
ド
と
し
て
い
る
、
山
田
昭
彦
氏（
岐
阜

県
博
物
館
）、
長
谷
健
生（
各
務
原
市
歴
史

民
俗
資
料
館
）、
奥
村
和
磨
氏（
羽
島
市
郷

土
史
家
）、
内
堀
信
雄
氏（
岐
阜
市
文
化
財

保
護
課
）が
講
師
と
し
て
登
壇
し
ま
し
た
。

　

講
演
後
の
座
談
会
で
は
、
文
献
史
料
だ

け
で
は
分
か
ら
な
い
、
現
在
は
失
わ
れ
て

し
ま
っ
た
城
跡
や
、
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た

地
形
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
な
ど
、
地
域

に
根
差
し
た
議
論
が
で
き
た
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

　

４
５
０
人
の
来
場
者
は
、
当
館
が
開
催

し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
し
て
は
過
去
最
多

で
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
集
計
を
見
る
と
、

実
に
約
67
％
が
市
外
か
ら
の
来
場
者
で
し

た
。
岐
阜
市
・
関
ケ
原
町
な
ど
市
外
で
開

　
催
さ
れ
た
関
ヶ
原
の
戦
い
関
連
の
講
演
会

で
、
チ
ラ
シ
を
配
布
し
た
こ
と
が
大
き

か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
戦
国
時
代
の
講

演
会
は
フ
ァ
ン
も
多
く
、Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
講
演

会
の
情
報
が
拡
散
さ
れ
、
そ
れ
を
見
て
埼

玉
県
や
高
知
県
な
ど
遠
方
か
ら
も
ご
来
場

い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
50
歳
代
以
下
が

約
33
％
と
、
当
館
の
企
画
と
し
て
は
若
い

方
が
多
く
参
加
さ
れ
ま
し
た
。

　

二
〇
二
六
年
に
は
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ

マ
『
豊
臣
兄
弟
！
』が
放
送
予
定
で
あ
り
、

戦
国
時
代
へ
の
注
目
が
集
ま
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
ま
す
。
今
後
も
戦
乱
の
時
代
に
お

け
る
各
務
原
市
域
の
戦
略
的
重
要
性
に
つ

い
て
、
多
く
の
方
に
知
っ
て
も
ら
え
る
よ

う
、
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

　　

　

鵜
沼
古
市
場
遺
跡
Ｄ
地
区
の
発
掘
調
査

は
、
令
和
６
年
度
で
５
年
目
を
迎
え
ま
し

た
。
発
掘
調
査
と
並
行
し
て
出
土
遺
物
の

整
理
作
業
を
進
め
て
お
り
、
奈
良
・
平
安

時
代
に
生
き
た
人
々
の
暮
ら
し
が
見
え
て

き
ま
し
た
。
今
回
は
本
遺
跡
で
最
も
多
く

出
土
し
て
い
る「
須
恵
器
」（
写
真
１
）に
着

目
し
、
市
域
に
お
け
る
古
代
集
落
の
動
向
、

そ
の
背
景
に
迫
り
ま
す
。

　

古
墳
時
代
か
ら
飛
鳥
・
奈
良
時
代
に
か

け
て
列
島
各
地
で
生
産
さ
れ
た
陶
器
質
の

土
器
の
こ
と
を
い
い
、
野
焼
き
の
土
器
に

比
べ
て
耐
久
性
・
耐
水
性
に
優
れ
た
器
物

で
す
。
本
遺
跡
で
出
土
し
た
須
恵
器
に
は
、

坏
身
・
坏
蓋
、
盤
・
高
坏
と
い
っ
た
食
膳

具
の
ほ
か
に
、
貯
蔵
す
る
た
め
の
甕
・
壺
、

調
理
具
と
し
て
使
わ
れ
た
甑
な
ど
、
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
に
富
ん
だ
器
種
が
見
ら
れ
ま

す（
写
真
２
）。
こ
れ
ら
は
庶
民
の
生
活
の

中
で
広
く
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ

の
地
域
に
人
々
の
営
み
が
あ
っ
た
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。

　

本
遺
跡
で
は
、
須
恵
器
の
出
土
と
と
も

に
建
物
跡
が
集
中
的
に
確
認
さ
れ
て
い
ま

す
。
市
域
に
分
布
す
る
他
の
集
落
遺
跡
も

含
め
て
概
観
す
る
と
、
各
務
郡
で
は
８
世

紀
の
前
半
期
か
ら
建
物
数
が
増
加
す
る
傾

向
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
当
該

期
に
市
域
で
人
口
増
加
が
あ
っ
た
と
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
そ
の
背
景
の
ひ
と

つ
に「
美
濃
須
衛
窯
」（
写
真
３
）の
操
業
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

美
濃
須
衛
窯
は
土
器
生
産
の
工
房
跡

で
、
市
内
北
部
の
山
間
部
に
点
在
し
ま
す
。

７
世
紀
に
須
恵
器
の
生
産
が
始
ま
り
、
８

世
紀
初
頭
に
は
最
盛
期
を
迎
え
た
と
考
え

ら
れ
、
各
務
郡
の
主
要
産
業
と
し
て
盛
行

し
ま
し
た
。
須
恵
器
の
生
産
は
素
材
の
獲

得
か
ら
始
ま
り
、
一
度
に
大
量
生
産
を
試

み
る
た
め
、
多
大
な
労
働
力
が
必
要
で

あ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。
ま
た
、

美
濃
須
衛
窯
の
須
恵
器
は
県
外
の
遺
跡
で

も
出
土
し
て
お
り
、
遠
方
へ
移
出
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
須
恵
器

の
生
産
・
流
通
が
本
格
化
す
る
時
期
に
、

専
業
的
に
作
る
工
人
や
物
資
を
運
搬
す
る

人
員
が
各
務
郡
に
移
り
住
ん
だ
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

鵜
沼
古
市
場
遺
跡
は
木
曽
川
の
川
湊
に

位
置
し
て
お
り
、
人
の
往
来
や
モ
ノ
の
集

積
が
途
絶
え
な
い
要
衝
で
あ
り
、
そ
し
て

他
地
域
へ
向
か
う
玄
関
口
の
一
つ
で
あ
っ

た
と
想
定
さ
れ
ま
す
。
古
代
集
落
が
展
開

す
る
背
景
に
は
、
寺
院
の
建
立
や
官
道
の

整
備
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
が
、
各
務
郡
に
お
い
て
は

須
恵
器
生
産
も
大
き
な
カ
ギ
を
握
っ
て
い

る
と
推
察
し
ま
す
。

　

今
後
も
発
掘
調
査
の
成
果
を
紹
介
す
る

と
と
も
に
、
古
代
各
務
郡
の
成
り
立
ち
を

解
明
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
三
浦 

薫
平
）

　

い
わ
ゆ
る「
関
ヶ
原
の
戦
い
」は
、
慶
長
５
年（
一
六
〇
〇
）９
月
15
日
、
美
濃
国
関
ヶ
原

に
お
い
て
、
徳
川
家
康
率
い
る
東
軍
と
、
石
田
三
成
率
い
る
西
軍
と
の
合
戦
の
こ
と
を
い

い
ま
す
。
し
か
し
、
同
年
８
月
に
は
す
で
に
、
美
濃
国
各
地
で
激
し
い
合
戦
が
繰
り
広
げ

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
美
濃
国
に
お
け
る「
関
ヶ
原
の
戦
い
」前　

戦
に
つ
い
て
、

多
く
の
方
に
知
っ
て
い
た
だ
き
た
く
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま
し
た
。

写真 3　美濃須衛窯（天狗谷遺跡）

鵜
沼
古
市
場
遺
跡
Ｄ
地
区
発
掘
調
査
速
報　

第
五
弾

関ヶ原の戦い前哨戦シンポジウム

（
長
谷 

健
生
）

地
域
に
根
差
し
た
議
論

全
国
か
ら
集
結
し
た
参
加
者

◇基調講演「慶長五年八月の美濃」岐阜県博物館  山田 昭彦

◇講演「米野・新加納の戦い」各務原市歴史民俗資料館  長谷 健生
　　　  「竹ヶ鼻城の戦い」羽島市郷土史家  奥村 和磨
　　　  「岐阜城の戦い」岐阜市文化財保護課  内堀 信雄

◇座談会  ～慶長五年八月の美濃を位置づける～

慶長五年八月の美濃

写真 2　多種多様な器種

須
恵
器
生
産
と
集
落
の
繁
栄

須
恵
器
と
は

写真 1　須恵器出土状況

鵜
沼
に
栄
え
た
古
代
集
落

鵜
沼
に
栄
え
た
古
代
集
落

座談会では、関ヶ原前　戦以前にも、織田
信長の美濃攻略戦や、小牧・長久手の戦い
など、数々の合戦が濃尾平野で繰り広げら
れたこと、そうした合戦における美濃国の
重要性などが議論されました。（写真左か
ら 内堀信雄氏、奥村和磨氏、山田昭彦氏）

哨

哨

と
く
が
わ

せ
き

け
い
ち
ょ
う

み

い
し

ぜ
ん
し
ょ
う
せ
ん

や
ま

は
お
く
む
ら

う
ち
ぼ
り

こ
う

た
ま

さ
い

と
よ
と
み

が
は
ら

の

だ
み
つ
な
り

だ

あ
き
ひ
こ

せ
け
ん
きか

ず
ま

の
ぶ
お

ち

い
え
や
す

う
ぬ
ま
ふ
る
い
ち

い
ぶ
つ

す

え

き

つ
き
み

つ
き
ふ
た

ば
ん

た
か
つ
き

こ
し
き

か
か
み

す

え
よ
う

み

の

ば

れ
い
わ

こ
ふ
ん

あ
す
か

な

らか
め

つ
ぼ

き

そ
が
わ

か
わ
み
な
と

よ
う
し
ょ
う

そ
う
ぎ
ょ
う

へ
い
あ
ん
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村国座で奉納された子供歌舞伎（各務中組区）

今年奉納された『新版歌祭文〔野崎村〕』の舞台セットと、過去に奉納された同演目の映像を流すことで、
展示空間を演出しました。

会期 / 令和6年10月19日～11月8日　会場 / 各務の舞台「村国座」

令和6年10月12・13日

事業報告事業報告

　
会
期
中
に
、「
節
太
郎
の
作
品
か
ら
み

た
歌
舞
伎
の
世
界
」を
、
よ
り
身
近
に
感

じ
る
機
会
と
し
て
、
歌
舞
伎
ソ
ム
リ
エ
の

お
く
だ
健
太
郎
氏
を
招
き
、
担
当
学
芸
員

と
ク
ロ
ス
ト
ー
ク「
歌
舞
伎
絵
を
み
る
」

を
開
催
し
ま
し
た
。

　
節
太
郎
は
昭
和
51
年（
一
九
七
六
）に
村

国
座
を
訪
れ
て
い
ま
す
。
地
方
で
発
展
・

継
承
し
た
歌
舞
伎
と
節
太
郎
が
描
い
た
歌

舞
伎
の
ス
ケ
ッ
チ
と
は
、
場
面
の
表
現
に

違
い
が
見
ら
れ
ま
す
。

　
ク
ロ
ス
ト
ー
ク
で
は
、
お
く
だ
氏
が
、

描
か
れ
た
歌
舞
伎
場
面
の
解
釈
を
始
め
、

 アートクロストーク「歌舞伎絵をみる」

地
方
ご
と
の
違
い
か
ら
個
々
の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
ま
で
を
、
身
振
り
手
振
り
を
交
じ
え

て
詳
細
に
解
説
さ
れ
、
ス
ケ
ッ
チ
に
動
き

の
あ
る
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
り
ま
し
た
。
ま

た
、
作
品
か
ら
節
太
郎
の
着
眼
点
や
演
目

の
好
み
な
ど
に
言
及
し
、
多
岐
に
わ
た
る

内
容
で
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

　

《
三
番
叟
》

《舞台廻る  37-2》

　「
野
崎
村
」終
盤
の
、
お
光
が
舟
で
去
る

お
染
を
見
送
る
場
面
が
描
か
れ
た
ス
ケ
ッ

チ
で
す
。
節
太
郎
の
著
書
に
は
、「
和
帳
へ

矢
立
の
筆
を
走
ら
せ
」と
記
さ
れ
て
お
り
、

場
面
や
情
報
を
素
早
く
筆
で
記
録
し
て
い

る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　
村
国
座
内
で
、
視
線
を
遮
ら
な
い
場
を

整
え
、
か
つ
展
示
設
備
の
な
い
場
所
で
小

品
の
原
画
を
展
示
す
る
た
め
、
小
さ
め
の

展
示
壁
を
製
作
し
、
細
心
の
注
意
を
払
っ

た
装
丁
を
行
い
ま
し
た
。
結
果
、
芝
居
小

屋
の
中
で
「
芝
居
絵
を
み
る
」
環
境
が
整

い
、
節
太
郎
の
観
て
い
た
歌
舞
伎
の
世
界

に
よ
り
没
入
で
き
る
、「
Ａ
Ｒ
Ｔ
」「
歴
史
」

そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
を
活
か
し
た
空
間
構
成

を
作
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

節
太
郎
の
芝
居
絵
ス
ケ
ッ
チ

昭和 37年２月上演『新版歌祭文〔野崎村〕』より

令和6年11月9日

　　　
坪
内
節
太
郎
は
、明
治
38
年（
一
九
〇
五
） 

岐
阜
県
稲
葉
郡
那
加
村
桐
野（
現
各
務
原

市
那
加
桐
野
町
）に
父
・
峯
三
郎
と
母
・

て
い
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
節

太
郎
が
10
歳
の
時
に
、
一
家
は
大
阪
に
転

居
。
幼
い
頃
よ
り
曽
祖
父
や
父
に
芝
居
見

物
に
連
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
節

太
郎
は
芝
居
を
好
み
、
20
代
の
頃
よ
り
歌

舞
伎
や
文
楽
な
ど
に
取
材
し
た
作
品
を
制

作
し
始
め
ま
す
。

　
節
太
郎
は
、
多
く
の
芝
居
絵
を
遺
し
て

い
ま
す
が
、
戦
前
は
洋
画
家
と
し
て
春
陽

会
や
独
立
美
術
協
会
な
ど
に
作
品
を
発
表

し
て
い
ま
し
た
。
特
に
後
年
に
か
け
て
は

簡
潔
な
形
態
と
色
彩
の
中
に
深
い
趣
を
湛

　え
た
作
風
を
得
意
と
し
ま
し
た
。

　
昭
和
20
年（
一
九
四
五
）、
節
太
郎
は
岐

阜
県
武
儀
郡
美
濃
町（
現
岐
阜
県
美
濃
市
）

に
疎
開
し
、
そ
の
後
、
岐
阜
市
に
転
居
し

ま
す
。
東
京
の
行
動
美
術
協
会
に
出
品
し
、

そ
の
地
方
展
を
岐
阜
で
開
催
す
る
た
め
に

奔
走
す
る
な
ど
、
岐
阜
の
美
術
の
発
展
に

尽
力
し
、
昭
和
54
年（
一
九
七
九
）に
74
歳

で
亡
く
な
る
ま
で
、
岐
阜
と
中
央
の
文
化

を
つ
な
ぎ
、
地
域
の
文
化
芸
術
の
振
興
に

貢
献
し
ま
し
た
。

　
　

（
廣
江 

貴
子
）

　
村
国
座
で
は
、
毎
年
10
月
に
村
国
神
社

で
行
わ
れ
る
秋
の
例
大
祭
に
合
わ
せ
、
奉

納
余
興
と
し
て
子
供
歌
舞
伎
が
行
わ
れ
ま

す
。
今
回
の
企
画
展
で
は
、
各
務
中
組
区

の
協
力
の
も
と
、
奉
納
後
に
子
供
歌
舞
伎

で
使
用
し
た『
新
版
歌
祭
文〔
野
崎
村
〕』の

舞
台
セ
ッ
ト
を
残
し
、
芝
居
開
催
時
し
か

見
ら
れ
な
い
舞
台
の
様
子
を
、
上
演
時
の

写
真
と
と
も
に
公
開
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
過
去
に
奉
納
さ
れ
た
同
じ
演
目

の
記
録
映
像
を
流
す
こ
と
で
、
音
声
と
映

像
の
臨
場
感
を
活
か
し
、
芝
居
の
余
韻
に

浸
れ
る
、
芝
居
小
屋
の「
場
」と
融
合
し
た

鑑
賞
の
形
を
試
み
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

かかみがはら百科プラスNo.9
（Ａ4・8ページ）

歴史民俗資料館で無料配布中

　

各
務
原
市
で
は
、
市
ゆ
か
り
の
画
家
・
坪
内
節
太
郎
の
油
彩
画
、
墨
彩
画
な
ど
を
多
数
所

蔵
し
て
い
ま
す
。

　

令
和
６
年
度
は
、「
清
流
の
国
ぎ
ふ
」文
化
祭
２
０
２
４
の
関
連
事
業「
坪
内
節
太
郎
展   

芝

居
を
み
る  

」
と
し
て
「
Ａ
Ｒ
Ｔ×

歴
史
」
を
テ
ー
マ
に
、
節
太
郎
が
歌
舞
伎
の
観
劇
中
に
ス

ケ
ッ
チ
し
た
原
画
40
点
を
、
国
指
定
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
で
あ
る
各
務
の
舞
台「
村
国
座
」

で
展
示
し
ま
し
た
。

　

ｰ

ｰ

た
ろ
う

つ
ぼ
う
ち

れ
い
わ

む
ら
く
に
ざ

め
い

き
り

い
な

な

み
ね

た
た

し
ょ
う
わむ

ぎ

み

の

し
ゅ
ん
よ
う

か
い

か
か
み

まわ

じ

ば

か

の

け
ん

た
ろ
う

ば

さ
ん

そ
う

せ
つ

さ
ぶ
ろ
う

し
ん
ぱ
ん
う
た
ざ
い
も
ん

ざ
き
む
ら

み
つ

そ
め

や

わ
ち
ょ
う

た
て

の
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会期 / 令和６年11月2日～11月24日　会場 / 中央図書館3階 展示室A・B

　　

会
場
で
は
、
掛
け
軸
や
屏
風
な
ど
の

様
々
な
絵
絹
作
品
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　

絵
絹
と
い
う「
素
材
」に
着
目
し
た
企
画

展
は
、
他
に
あ
ま
り
類
を
み
な
い
も
の
で

あ
り
、
生
産
地
で
あ
る
各
務
原
市
で「
＠
え

ぎ
ぬ
展
」が
開
催
で
き
た
こ
と
に
大
き
な

意
義
が
あ
り
ま
す
。

　

今
後
も
、
文
化
資
源
と
し
て
の「
絵
絹
」

を
活
用
し
て
い
く
こ
と
で
、
地
域
の
魅
力

向
上
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

（
廣
江 

貴
子
）

　

　

令
和
５
年
よ
り
市
庁
舎
ア
ー
ト
ウ
ィ
ン

ド
ウ
で
、
企
画
展「
か
か
み
が
は
ら
＠
え

ぎ
ぬ
展
」を
定
期
的
に
開
催
し
て
い
ま
す
。

「
＠
え
ぎ
ぬ
」の「
＠
」に
日
本
画
の
基
底
材

で
あ
る
絵
絹
の「
文
化
的
な
素
地
＝
場
」

と
い
う
意
味
を
込
め
て
お
り
、
絵
絹
を
介

し
て
多
く
の
人
と
地
域
が
つ
な
が
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
は
、「
清
流
の
国
ぎ
ふ
」文
化
祭
２

０
２
４
の
応
援
事
業
と
し
て「
＠
え
ぎ
ぬ

展
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
展
示
室
Ａ
で
は
、

ア
ー
ト
ウ
ィ
ン
ド
ウ
で
紹
介
し
た
作
家
を

含
め
た
、
県
内
外
で
現
在
活
躍
中
の
作
家

14
名
の
作
品
を
展
示
し
ま
し
た
。

＠えぎぬ展
令和６年度  各務原市歴史民俗資料館 企画展

市内で生産される絵絹の可能性を拡げ、未来に継承していく「文化資源」として、
新しい価値の創出を目的とする「＠えぎぬ展」を開催しました。

ワークショップ

公開制作

アーティストトーク
11月16日(土)10：00～14：30
林真氏が絵絹に作品を描く様子を公開
しました。

展示室Ｂでは、あらかじめ金の雲を描いた全長７ｍの絵絹の巻物に、

来場者が絵を描くワークショップ「みんなでつなぐ物語」を開催しま

した。最初に描かれた絵から連想される絵を描き連ねていくことで、

最終日には長い絵絹の絵巻物の作品が完成しました。

会期中にイベントを企画したことは、展覧会の周知とリピーターの増

加につながりました。

会期中には、出展作家によるアーティスト

トークを３回開催しました。作家が絵絹に描

く技法や、自身の表現について語りました。

第 48 回全国高等学校総合文化祭「清流の国ぎふ総

文 2024」では、高校生による「絵絹を使用したワー

クショップ」が開催されました。本企画展では、他校

生とともにワークショップを担当した各務原西高

等学校美術部有志の皆さんが制作した、絵絹に描い

た絵巻物の作品を展示しました。

みんなでつなぐ物語

会場 /中央図書館４階 多目的ホール

①11月10日(日) 10：00～
　上村俊明、河村尚江、蔵田美和

②11月10日（日） 14：00～
　宇城翔子、向井大　、山田隆量

③11月16日(土) 15：00～
　林真、福本百恵

出
展
作
家（
五
十
音
順
）

磯
部
絢
子
・
宇
城
翔
子
・
大
嶋
直
哉

上
村
俊
明
・
河
村
尚
江
・
蔵
田
美
和

武
田
裕
子
・
長
谷
川
喜
久
・
林
真

福
本
百
恵
・
京
都
絵
美
・
向
井
大

山
田
隆
量
・
山
本
真
一

い
そ
べ

じ
ゅ
ん
こ

う

し
ろ
し
ょ
う
こ

お
お
し
ま

か
み
む
ら

な
お

や

と
し
あ
き

か
わ
む
ら
な
お
え

く
ら
た

み

わ

た
け

だ

ひ
ろ

こ

は

せ

が
わ
よ
し
ひ
さ

は
や
し
し
ん

ふ
く
も
と
も
も
え

み
や
こ

え

み

む
か
い

だ
い
す
け

や
ま

だ

た
か
か
ず

や
ま
も
と
し
ん
い
ち

び
ょ
う
ぶ
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各務原を知る各務原を知る

「川島の 135 年」
会期  / 9 月 30 日～ 12 月 20 日

N

川島地域

市役所本庁舎１階のヒストリーウィンドウでは、合併 20周年を
記念して、旧役場の屋根瓦や合併協定書などを展示しました。

写真 3　川まつりテレホンカード

写真 2　ＣＤ-Ｒ版  町勢要覧

　
「
川
島
」は
そ
の
名
の
通
り
、
川
の
中
の

島
で
構
成
さ
れ
た
町
で
す
。
稲
作
が
困
難

な
砂
地
の
土
壌
で
あ
り
、
農
業
生
産
よ
り

も
、
川
漁
や
建
材
と
な
る
川
石
採
集
、
養

蚕
・
撚
糸
・
機
織
り
業
な
ど
の
産
業
が
盛

ん
で
し
た
。
木
曽
川
文
化
史
料
館
に
は
、

そ
れ
ら
生
業
の
道
具
が
多
く
展
示
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

川
島
町
は
、
学
校
教
育
・
社
会
教
育
に

力
を
入
れ
て
い
た
町
で
し
た
。
平
成
８
年

（
一
九
九
六
）に
は
町
制
40
周
年
を
記
念
し
、

Ｃ
Ｄ-

Ｒ
版
の
町
勢
要
覧（
写
真
２
）が
作
ら

れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
小
中
学
校
の
情
報
教

育
の
教
材
と
し
て
の
活
用
も
企
図
し
た
も

の
で
あ
り
、
全
国
で
も
先
進
的
な
事
例
で

し
た
。

　

川
島
の
夏
の
風
物
詩
、
川
ま
つ
り
は
、

昭
和
38
年
以
降
中
断
し
て
い
ま
し
た
が
、

　　

平
成
７
年
に
復
活
し
ま
し
た
。
川
ま
つ
り

は
、
元
々
は
南
派
川
で
行
わ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
現
在
で
は
河
川
環
境
楽
園
の
池
で

開
催
さ
れ
て
い
ま
す（
写
真
３
）。

　

昭
和
31
年（
一
九
五
六
）に
「
川
島
村
」

は
「
川
島
町
」に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の

頃
は
ま
だ
川
を
渡
る
の
に
渡
船
や
木
橋
を

使
っ
て
い
ま
し
た
。
町
の
発
展
の
た
め
に

川
の
水
量
に
左
右
さ
れ
な
い
頑
丈
な
橋
が

求
め
ら
れ
、
昭
和
30
年
代
に
相
次
い
で
河

田
橋
・
渡
橋
・
川
島
大
橋
な
ど
が
建
造
さ

れ
ま
し
た
。
島
外
と
の
往
来
が
容
易
に
な

り
、
エ
ー
ザ
イ
川
島
工
園
の
開
業
な
ど
も

あ
っ
て
、
町
は
大
き
く
発
展
し
て
い
き
ま

し
た
。

　

羽
島
郡
川
島
町
が
、
各
務
原
市
と
合
併

し
て
か
ら
20
年
が
経
ち
ま
し
た
。
し
か
し

現
在
で
も
、
川
島
町
時
代
の
名
残
を
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
敷
設
さ
れ
た
マ
ン

ホ
ー
ル
や
側
溝
の
蓋
に
は
、
川
島
町
章
や
、

町
時
代
の
デ
ザ
イ
ン
が
多
く
残
さ
れ
て
い

ま
す（
写
真
４
）。

　

川
島
小
学
校
の
敷
地
内
に
は「
川
島
１

１
５
年
碑
」が
あ
り
ま
す（
写
真
５
）。
こ

れ
は
、
川
島
町
が
各
務
原
市
と
合
併
し
た

平
成
16
年
が
、
川
島
町
の
前
身
で
あ
る
川

島
村
が
成
立
し
て
１
１
５
年
の
節
目
の
年

で
あ
っ
た
こ
と
を
記
念
し
た
も
の
で
す
。

　

近
年
、
川
島
地
域
に
は
転
入
者
が
多
く
、

「
川
島
町
」だ
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
人
も

増
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
木
曽
川
と
共

に
歩
ん
で
き
た
川
島
地
域
は
、
家
の
建
て

方
や
堤
防
の
築
き
方
、
祭
り
や
食
文
化
に

至
る
ま
で
、
合
併
前
の
各
務
原
市
域
と
は

さ
ま
ざ
ま
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
各
務
原

市
の
歴
史
を
考
え
る
上
で
、
川
島
町
の
地

域
性
を
考
慮
す
る
こ
と
は
大
切
で
す
。

　

今
後
も
木
曽
川
文
化
史
料
館
を
拠
点

に
、
地
域
の
人
々
に
各
務
原
市
の
中
の
川

島
地
域
を
知
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
、
発
信

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

川
島
町
の
前
身
で
あ
る
川
島
村
が
成
立

し
た
明
治
22
年（
一
八
八
九
）
当
時
は
、

木
曽
川
の
流
れ
が
幾
筋
に
も
分
か
れ
、
ひ

と
た
び
洪
水
が
起
こ
る
と
、
川
筋
や
島
の

地
形
が
変
わ
り
ま
し
た
。
明
治
40
年
の「
木

曽
川
水
行
絵
図
」（
資
料
１
）や
、
大
正
９

年
（
一
九
二
〇
）に
撮
影
さ
れ
た
航
空
写

真
（
写
真
１
）を
見
る
と
、
当
時
の
木
曽

川
本
流
は
笠
田
の
北
側
を
通
っ
て
い
た
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。
ま
た
、
絵
図
中
の
太

い
黒
線
は
堤
防
を
表
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
集
落
を
守
る
堤
防
が
築
か
れ
て
い
ま

し
た
。

　

川
島
周
辺
の
木
曽
川
が
い
わ
ゆ
る「
三

派
川
」に
ま
と
め
ら
れ
た
の
は
、
大
正
か

ら
昭
和
に
か
け
て
行
わ
れ
た
河
川
改
修
工

事
に
よ
り
ま
す
。
こ
の
時
、
本
流
を
笠
田

の
南
側
に
通
す
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
流

路
と
な
る
場
所
に
あ
り
、
当
時
30
戸
・
約

１
８
０
人
が
暮
ら
し
て
い
た
三
斗
山
島
で

は
、
大
正
14
年
、
全
住
民
が
島
外
に
転
居

し
、
島
は
除
去
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
も
断
続
的
に
改
修
工
事
や
堤
防

の
補
強
工
事
は
進
め
ら
れ
、
現
在
で
は
堤

防
が
決
壊
す
る
よ
う
な
水
害
は
な
く
な
り

ま
し
た
。

（
引
地 

歩
）

川
島
町
の
名
残

川島合併20周年 川島の　　　 生
業
・
教
育
・
祭
り
・
交
通

　令和 6年度、各務原市と羽島郡川島町の合併から 20年を迎えました。また、川島町の前身、川島村が成立し

てから 135 年となる節目の年でした。今に残る資料から、川島の昔を振り返ってみたいと思います。

資料 1　木曽川水行絵図

写真 5　川島 115 年碑

写真 1　川島地域を北東上空から望む（大正 9年）

（明治 40年）

昔 今昔と今

写真 4　町章が入ったマンホール（右）
　　　   町時代にデザインされた側溝の蓋（左）

川
島
村
の
地
図
と
写
真

か
さ

は しま

だ

き

そ
が
わ

さ
ん
ど

や
ま
じ
ま

み
な
み
は
せ
ん

こ
う

だ

わ
た
り

かわしま

め
い

じ

れい わ

へ
い
せ
い

ね
ん
し

し
ょ
う
わ

た
い
し
ょ
うさ

ん

ぱ

せ
ん
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各務原の文化財各務原の文化財

　

像
の
表
面
に
重
ね
ら
れ
た
塗
膜
を
丁
寧

に
は
が
し
て
観
察
す
る
と
、
口
元
の
木
材

の
色
が
他
の
部
分
と
比
べ
て
明
る
く
、
後

の
時
代
に
手
を
加
え
ら
れ
た
こ
と
が
分
か

り
ま
す（
写
真
３
・
４
）。
こ
の「
十
一
面

観
音
像
」、ど
う
や
ら
い
ろ
い
ろ
な
後
補（
改

変
）
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す（
写
真

５
）。

　

後
補
さ
れ
た
部
分
を
慎
重
に
取
り
除
い

て
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
像
は
12
世
紀

頃（
平
安
時
代
後
期
）の
仏
像
の
特
徴
を
持

つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

　

修
復
は
、
同
時
期
の
仏
像
を
十
分
に
検

証
し
、
忠
実
か
つ
慎
重
に
行
わ
れ
、
令
和

５
年
末
に
終
了
し
ま
し
た
。

　

制
作
時
期
を
平
安
時
代
後
期
ま
で
遡
る

特
徴
を
持
つ
像
は
、
市
内
で
も
最
古
級
で

あ
り
、
貴
重
で
す
。
そ
の
た
め
、
市
教
育

委
員
会
は
こ
の
像
を「
聖
観
音
菩　

立
像
」

と
し
て
、
市
の
重
要
文
化
財
に
指
定
し
ま

し
た
。

　

像
は
カ
ヤ
の
一
木
造
り（※

１
）で
、
寄

木
造
り（※

２
）よ
り
も
古
い
技
法
で
作
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
像
に
見
ら
れ
る
ふ
っ

く
ら
と
し
た
丸
顔
で
や
さ
し
い
表
情
、
な

で
肩
で
厚
み
の
な
い
側
面（
写
真
６
）、
動

き
の
少
な
い
直
立
の
体
勢
な
ど
は
平
安
時

代
後
期
の
仏
像
の
特
徴
を
示
し
て
い
ま

す
。
も
と
は
静
岡
県
に
伝
わ
っ
た
像
で
あ

る
た
め
、
全
体
的
な
彫
り
や
造
形
そ
の
も

の
に
当
時
の
政
治
・
文
化
の
中
心
で
あ
っ

た
近
畿
地
方
の
像
と
は
異
な
る
素
朴
さ
が

あ
る
こ
と
も
、
こ
の
像
の
特
徴
で
す
。

　
「
聖
観
音
菩　

立
像
」は
、
通
常
は
非
公

開
で
す
が
、
川
崎
山
薬
師
寺
の
協
力
の
も

と
、
市
重
要
文
化
財
の
指
定
を
記
念
し
て
、

中
央
図
書
館
３
階
の
歴
史
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で

特
別
公
開
を
行
い
ま
し
た
。
関
連
講
演
会

　　

と
併
せ
て
、
多
く
の
方
が
来
場
さ
れ
ま
し

た
。
来
場
者
に
は
、
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
に
入

る
、
指
定
さ
れ
た
ば
か
り
の
像
を
全
方
向

か
ら
細
部
ま
で
ご
覧
い
た
だ
き
ま
し
た（
写

真
７
）。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

像
は
、
も
と
は
静
岡
県
内
の
寺
院
に
祀

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
寺
院
が
廃
寺
と

な
っ
た
た
め
、
像
は
一
時
期
、
法
相
宗
大

本
山
薬
師
寺
（
奈
良
県
）
に
移
り
、
保
管

さ
れ
、
昭
和
50
年
代
に
川
崎
山
薬
師
寺
に

や
っ
て
来
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
像
は
、
時
間
の
経
過
と
と
も

に
自
立
で
き
な
い
ほ
ど
傷
み
が
激
し
く
な

り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
川
崎
山
薬
師
寺
は
、

令
和
３
年
末
に
茨
城
県
の
仏
像
修
復
師
に

修
復
を
依
頼
し
ま
す
。

　

依
頼
を
受
け
た
仏
像
修
復
師
が
こ
の
像

を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
興
味
深
い
事
実
が

判
明
し
ま
し
た
。

　

修
復
前
の
像
は
、
長
ら
く「
十
一
面
観

音
像
」の
姿
で
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た（
写

真
２
）。
し
か
し
、
そ
の
外
観
を
よ
く
見

る
と
、
頭
部
の
十
面
が
大
雑
把
な
つ
く
り

で
あ
る
な
ど
、
不
自
然
な
部
分
が
い
く
つ

か
あ
り
ま
し
た
。

（
福
井 

隆
士
）

（
福
井 

隆
士
）

令和6年8月20日、市教育委員会は、川崎山薬師寺（那加雄飛ケ丘

町）が所有する「聖観音菩薩立像」（写真１）を、市の新たな重要文

化財として指定しました。この像にはどういったところに価値が

あり、55件目の市指定文化財となったのか、像の伝来や特徴とと

もにご紹介します。

・
名　

称　

聖
観
音
菩
薩
立
像

・
所
在
地　

各
務
原
市
那
加
雄
飛
ケ
丘
町
１
２
９

　
　
　
　
　

川
崎
山
薬
師
寺
（
非
公
開
）

・
構
造
等　

カ
ヤ
材
、
一
木
造
り
、
漆
箔
、

　
　
　
　
　

白
毫
水
晶
嵌
入

　
　
　
　

像
高
80
．
５
cm

・
作　

者　

不
明

・
年　

代　

12
世
紀
頃
（
平
安
時
代
後
期
）

新指定！

※

１  

一
木
造
り…

頭
や
胴
体
な
ど
の
主
要
な
部
分
を

１
本
の
木
か
ら
像
を
彫
り
出
す
技
法

※

２  

寄
木
造
り…

頭
や
胴
体
な
ど
を
複
数
の
部
分
に

分
け
、
組
み
合
わ
せ
て
作
る
技
法

【
指
定
概
要
】

像
の
伝
来

像
の
伝
来

初
め
は
平
安
後
期
の
像
だ
っ
た
！

初
め
は
平
安
後
期
の
像
だ
っ
た
！

像
の
特
徴

像
の
特
徴

新
指
定
記
念  

特
別
公
開

新
指
定
記
念  

特
別
公
開

聖観音菩薩立像聖観音菩薩立像

写真 2　十一面観音像（修復前）

写真 5　修復中の頭頂部

写真 3　塗膜はがしの様子

写真 4　塗膜はがし後の口元

頭頂部の穴は、十面（後補）を差し込むためのもの

写真 7　特別公開の様子

写真 6　聖観音菩　立像の左側面

写真 1　聖観音菩　立像（修復後）

会期  / 8 月 31 日～ 9月 16 日

ま
つ

さき やく し じ な か ゆう ひ が おか

だ
い

しょうかん のん ぼ さつりゅうぞう

れい わ

し
ず
お
か

し
ょ
う
わ

い
ば
ら
き

き
ん

き

へ
い
あ
ん

かわ さん

ほ
っ
そ
う
し
ゅ
う

ほ
ん
ざ
ん

と

ま
く

い
ち
ぼ
く
づ
く

よ
せ

ぎ
づ
く

か
ん
に
ゅ
う

び
ゃ
く
ご
う
す
い
し
ょ
う

う
る
し
は
く
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TOPICS TOPICS

各務原台地

低位段丘

木曽川

坊の塚古墳衣裳塚古墳

坊の塚古墳坊の塚古墳

一輪山古墳推定地

二ノ宮神社古墳

桑原野山１号古墳

金縄塚古墳

鵜沼西町古墳

坊の塚古墳の国史跡範囲（緑色）

　

各
務
原
市
域
に
は
６
０
０
〜
７
０
０
基

の
古
墳
が
分
布
し
た
と
い
わ
れ
ま
す
が
、

大
半
は
直
径
12
ｍ
前
後
の
円
墳
で
す
。
そ

れ
に
対
し
鵜
沼
の
河
岸
段
丘
上
に
造
ら
れ

た
古
墳
は
、
諸
属
性
が
際
立
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
地
域
集
団
の
リ
ー
ダ
ー
を
担
っ
た

人
物
の
墓
、
す
な
わ
ち「
特
別
な
古
墳
」

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
今
年
度
の
試
掘
調
査
に
よ
っ
て
、

一
輪
山
古
墳
の
近
く
か
ら
古
墳
時
代
の
直

前
、
邪
馬
台
国
時
代
の
墳
墓
の
存
在
を
示

す
土
器
が
出
土
し
注
目
さ
れ
ま
す
。

　　

今
で
は
ビ
ル
や
住
宅
が
建
ち
、
視
界
は

遮
ら
れ
ま
す
が
、
段
丘
か
ら
南
を
見
る
と

眼
下
に
低
位
段
丘
、
木
曽
川
を
越
え
た
先

に
濃
尾
平
野
を
眺
望
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
木
曽
川
は
、
古
代
も
美
濃
と
尾
張
の

国
境
で
あ
り
、
地
域
有
数
の
水
上
交
通
路

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
古
墳

時
代
後
期
に
な
る
と
低
位
段
丘
を
斜
走
す

る
東
山
道
の
建
設
が
始
ま
っ
た
と
推
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

国
境
に
臨
み
、
水
路
と
陸
路
の
要
衝
地

を
見
下
ろ
す
こ
と
の
で
き
る
土
地
、
ま
た
、

こ
れ
ら
の
場
所
か
ら
見
上
げ
た
位
置
に
特

別
な
古
墳
を
築
い
て
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と

が
、
重
要
な
政
治
的
意
味
を
持
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

坊
の
塚
古
墳
は
、
三
段
築
成
の
前
方
後

円
墳
で
円
筒
埴
輪
を
備
え
る
な
ど
、
４
世

紀
後
葉
に
ヤ
マ
ト
王
権
の
力
が
強
く
関
与

し
た
こ
と
を
示
し
ま
す
。

　

こ
の
頃
、
大
和
地
方
で
は
古
墳
群
を
河

川
の
近
く
へ
移
動
し
て
い
た
こ
と
が
分

か
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
水
上
交
通

路
の
掌
握
と
い
う
政
策
が
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
て
お
り
、
地
方
に
お
い
て
も
古
墳
の

築
造
位
置
に
同
様
な
政
策
を
反
映
さ
せ
て

い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　　

坊
の
塚
古
墳
は
、
い
つ
の
頃
か
ら
か

「
ボ
ー
塚
」と
呼
ば
れ
、
お
坊
さ
ん
の
塚
と

考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
北

東
３
９
０
ｍ
に
位
置
す
る
衣
裳
塚
古
墳

は
、
お
坊
さ
ん
の
衣
裳
を
埋
め
た
と
い
わ

れ
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
根
拠
の
な
い
想
像

で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
坊
の
塚
古
墳
が
築
造

さ
れ
た
４
世
紀
後
葉
、
日
本
に
は
ま
だ
仏

教
が
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

　

で
は
、
一
体
ど
ん
な
人
物
が
葬
ら
れ
た

の
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
記
憶
は
千
数

百
年
も
経
て
ば
途
切
れ
て
し
ま
い
、
坊
の

塚
に
限
ら
ず
国
内
の
古
墳
の
ほ
と
ん
ど

は
、
誰
の
墓
な
の
か
分
か
ら
な
く
な
っ
て

　
い
ま
す
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
身
分
の

人
物
が
葬
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
考

古
学
的
に
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

坊
の
塚
古
墳
が
造
ら
れ
た
土
地
は
、
河

岸
段
丘
崖
の
直
上
で
す（
図
１
）。
高
低
差

が
13
ｍ
も
あ
る
崖
縁
の
地
形
を
選
ん
で
造

ら
れ
ま
し
た
。
河
岸
段
丘
と
は
、
土
砂
が

厚
く
堆
積
し
た
土
地（
各
務
原
台
地
）を
、

木
曽
川
の
流
れ
が
削
り
取
っ
た
こ
と
に

よ
っ
て
出
来
た
崖
地
形
の
こ
と
で
す
。

　

古
墳
は
有
力
者
の
墓
で
あ
る
と
同
時

に
、
権
力
を
誇
示
す
る
と
い
う
政
治
的
意

味
合
い
の
強
い
土
木
構
造
物
で
し
た
。
そ

の
た
め
、
古
墳
の
形
、
規
模
の
ほ
か
、
立

　
地
環
境
も
重
要
な
選
択
肢
に
な
り
ま
す
。

　　

同
じ
河
岸
段
丘
上
に
は
、
４
世
紀
か
ら

７
世
紀
の
間
に
築
造
さ
れ
た
複
数
の
古
墳

が
分
布
し
ま
す
。
坊
の
塚
古
墳
は
墳
長
１

２
０
ｍ
と
い
う
県
下
第
２
位
の
規
模
を
有

す
る
前
方
後
円
墳
、
衣
裳
塚
古
墳
は
県
下

最
大
級
の
円
墳
、
一
輪
山
古
墳（
滅
失
）は

三
角
縁
神
獣
鏡
を
副
葬
、
鵜
沼
西
町
古
墳

は
一
辺
15
ｍ（
基
壇
20
ｍ
）の
方
墳
、
二
ノ

宮
神
社
古
墳
の
横
穴
式
石
室
は
最
大
級（
現

況
は
短
く
改
変
）、
桑
原
野
山
１
号
古
墳

（
滅
失
）は
推
定
墳
長
22
ｍ
の
前
方
後
円
墳
、

金
縄
塚
古
墳
は
江
戸
時
代
に
金
の
鎖
が
出

土
し
た
と
伝
わ
り
ま
す
。　

第 4次発掘調査現地説明会の様子

　

令
和
６
年
10
月
11
日
、
文
部
科
学
省
は
坊
の
塚
古
墳
の
国
史
跡
指
定
を
官
報

に
告
示
し
ま
し
た
。

　

私
た
ち
は
、こ
の
古
墳
の
持
つ
高
い
歴
史
的
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
感
じ
つ
つ
も
、

価
値
づ
け
に
必
要
な
情
報
を
得
る
た
め
、
発
掘
調
査
に
６
年
の
歳
月
を
要
し
ま

し
た
。
毎
年
の
発
掘
調
査
は
期
待
以
上
の
成
果
を
上
げ
、
国
史
跡
の
指
定
に
弾

み
を
つ
け
ま
し
た
。

　

国
史
跡
指
定
後
、
文
化
庁
の
補
助
の
も
と
で
坊
の
塚
古
墳
保
存
活
用
計
画
策

定
に
着
手
し
、将
来
的
な
古
墳
整
備
に
向
け
て
新
た
な
ス
タ
ー
ト
を
切
り
ま
す
。

県
史
跡
か
ら
国
史
跡
へ

坊
の
塚
古
墳
の
真
価

今回、指定となった範囲は、墳丘と周壕
の一部、および間に挟まれた市道です。

発掘調査には、毎回多くの市民のみなさまに関心を持って
いただきました。今後は、保存と活用について、ご期待に
応えられるよう計画を進めていきます。

図 1　低位段丘を臨む「特別な古墳」
赤色立体地図  ぎふ森林情報WebMAP より引用

（
西
村 

勝
広
）

眺
望
と
い
う
重
要
性

坊
の
塚
古
墳
の
被
葬
者
は
？

古
墳
が
造
ら
れ
た
地
形
に
注
目

日
本
史
上
の
坊
の
塚
古
墳

特
別
な
古
墳
が
分
布

い
ち
り
ん
や
ま

ぼ
う

い
し
ょ
う
づ
か

か
か
み
が
は
ら

う

に

み
や

き
ん
じ
ょ
う
づ
か

や

と
う
さ
ん
ど
う

は
に

や
ま
と

つ
か

だ
い
ち

ぬ
ま
に
し

ま

た
い
こ
く

わ

の

しゅうごう

れ
い
わ

く
わ
は
ら
の
や
ま

み

の

お
わ
り

き

そ

が
わ

え

ど

さ
ん
か
く
ぶ
ち
し
ん
じ
ゅ
う
き
ょ
う
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１年の歩み1 年の歩み

Snapsh
ot

①鵜沼第三小学校「鵜三小校区の昔」

②特別公開「修復で目覚めた平安後期の仏像  聖観音菩薩」

③夏休み子ども講座「作ってみよう！古代の工芸品勾玉」

④ヒストリービューイング「目でふれる各務原の歴史」

⑤アートウィンドウ「武田裕子展  絖絹に描く」
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1324月27日 岐阜市歴史博物館
坊の塚古墳の特徴
～大型の前方後円墳と比較して～

185月17日 文化財を守る会 埋文センターバックヤード見学

地理学から見た各務原の歴史5月18日 各務原歴史研究会 101

濃尾 ・ 各務原地名文化研究会4月20日
古墳構造から見た地域構造の変化と
古墳築造集団の性質

110

205月21日 東ライフデザインセンター 大牧 1 号古墳

演劇や実業界で先進的に働いた
川上貞奴

5月25日
岐阜学会各務原大会
岐阜女子大学地域文化研究所

30

506月15日
皇女和宮史跡保存会
大垣市教育委員会文化振興課

幕末の中山道と皇女和宮

406月19日 東ライフデザインセンター 幕末の各務原

1006月22日 JA ぎふ　東部営農経済センター 御膳籾について

206月28日 ボランタリーハウス　ばじ東風 戦国時代の各務原

407月15日 岩崎城歴史記念館
岩崎城攻めの先鋒を務めた
伊木忠次とその一族 

157月16日 ボランタリーハウス浜友会 まちの文化財を知ろう

107月21日 鵜一地区社会福祉協議会 うぬまの古墳めぐり

237月24日 ふるさと楽会 江戸時代のお殿様

588月6日 鵜沼朝日町寿会シニアクラブ 蓑虫山人が描いた各務原

28月6日 各務原市教育センター
小学生のキャリア教育のための
職場体験

729月5日 岐阜県歴史資料保存協会
徳川将軍家献上米
『御膳籾』の古文書

619月7日 各務原市ＰＴＡ連合会 各務原市げんき祭り　絵絹体験

2510月6日
中山道鵜沼宿
ボランティアガイドの会

万里集九と中世の各務原市

2410月11日 ふるさと楽会 国指定史跡　坊の塚古墳

2010月12日 各務原市教育委員会　総務課 かかみがはらけんてい

4610月16日 中央ライフデザインセンター 弥生文化の伝播と発展

2010月23日 西ライフデザインセンター 各務原の橋を知ろう

2010月25日 岐阜県歴史資料保存協会 新加納陣屋公園、歴史ギャラリー見学

4210月30日 中央ライフデザインセンター 奈良 ・ 平安時代の古代集落

3011月8日 川島ライフデザインセンター
競馬いまむかし

～各務原競馬場の歴史と笠松競馬見学～

5011月13日 中央ライフデザインセンター 信長秀吉時代と各務原の地形

1011月15日 敦賀市統計協会 木曽川文化史料館見学 

まちの文化財を知ろう11月16日
ボランタリーハウス浜友会
陽だまり申子

15

811月22日 ヒストリー各務野会 鵜沼古市場遺跡の発掘調査成果

5511月23日 住みよいまちづくりを考える会
国史跡 『坊の塚古墳』
ｰ鵜沼に特別な古墳ができる理由ｰ

11月28日
滋賀県立大学人間文化学部
地域文化学科

安積家文書と野口館 34

5012月4日 中央ライフデザインセンター 旗本徳山氏の分家領騒動

蘇原の史跡を学び歩く12月7日 中央ライフデザインセンター 20

2012月11日 中央ライフデザインセンター 蘇原の史跡を学び歩く

5012月18日 中央ライフデザインセンター 犬山橋の完成と城山

621月12日 岐阜県博物館
徳川将軍家献上米
「御膳籾」の歴史と復活

231月21日 市教育センター初任者研修 各務原の文化財と史跡

91月24日 ヒストリー各務野会
各務原市の史跡名勝天然記念物
ｰオオサンショウウオを中心にｰ

2月15日 濃尾 ・ 各務原地名文化研究会 名勝となった木曽川

58各務原市の歴史2月26日 市役所新規採用職員研修

102月28日 ヒストリー各務野会 熊田山北古墳群の発掘調査成果

天狗谷遺跡 3月8日 東ライフデザインセンター 23

703月16日 三斗山自治会 よみがえる三斗島

110
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鵜沼中学校 1年生
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75
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6月7日 鵜沼第一小学校 6年生
狐塚の石棺、坊の塚古墳、衣裳塚古墳

脇本陣、二宮神社、町屋館

6月10日 鵜沼第二小学校 6年生 二ノ宮神社古墳見学

6月13日 稲羽中学校 1年生 小島三郎

6月18日 川島小学校 4年生 木曽川文化史料館見学 

6月19日 鵜沼第二小学校 3年生 炉畑遺跡見学

7月10日 162校区の歴史 

7月11日 稲羽中学校 1年生 承久の乱

9月13日 鵜沼第三小学校 3年生 村国座見学 

9月20日 那加第一小学校 6年生 校区の史跡 

9月20日 川島小学校 4年生 木曽川文化史料館見学

9月27日 中央小学校 3年生 64

10月1日 川島小学校 4年生 木曽川文化史料館見学

10月31日 稲羽東小学校 3・4年生 稲羽の歴史

11月1日 陵南小学校 6年生 各務原の古墳

11月7日 陵南小学校 6年生 坊の塚古墳、衣裳塚古墳

11月7日 中央小学校 3年生 村国座見学 

11月8日 北方町立南学園 5年生 炉畑遺跡見学

11月12日 蘇原中学校 2年生 職場体験

11月22日 蘇原第一小学校 6年生 蘇原の歴史

鵜沼中学校 1年生 村国座、天狗谷遺跡、鵜沼宿

11月28日 中央小学校 5年生 炉畑遺跡見学

12月12日
12月13日

中央中学校 2年生 職場体験

1月21日 稲羽西小学校 6年生 学芸員の仕事

1621月22日 鵜沼中学校 1年生 「調べ学習」の発表の評価

1月28日 鵜沼第三小学校 3年生 鵜三小校区の昔

1月29日 稲羽東小学校 3・4年生 前渡不動の歴史

1月30日 稲羽東小学校 5年生 歴史をテーマとしたグループ学習

1月31日 鵜沼第三小学校 3年生
道具とくらしの移り変わり
鵜沼宿の古い町並み

2月13日 川島小学校 4年生

2月17日 各務小学校 3年生 村国座見学 

722月14日 那加第二小学校 3年生
校区の歴史
道具と暮らしの移り変わり

2月28日 鵜沼第二小学校 3年生 道具と暮らしの移り変わり

11月27日
11月28日

私たちのくらしと伝統産業
～各務原の絵絹産業～

32

5月26日 各務野自然体験塾 各務原の地層をのぼって見にいこう 16

307月13日
岐阜かかみがはら
航空宇宙博物館

誰も知らない各務ヶ原飛行場

213月14日 ふるさと楽会 誰も知らない各務ヶ原飛行場

45

46

47

48

82月16日
小学生米国（グアム）
派遣事業学習会

グアム島で平和を考える

74

■
企
画
展

●「
中
世
鵜
沼
の
栄
枯
盛
衰
〜
鵜
沼
古
市
場
遺
跡
の
発
掘
調
査
か
ら
〜
」

　

会　

期
／
８
月
３
日（
土
）〜
９
月
８
日（
日
）

　

会　

場
／
中
央
図
書
館
３
階 

展
示
室
Ａ

　

来
場
者
／
１
０
６
９
人

（
関
連
講
演
会
）　　
　

「
中
世
の
鵜
沼 
ー
鵜
沼
古
市
場
遺
跡
の
調
査
成
果
か
ら
ー
」

　

講　

師
／
井
川
祥
子（
岐
阜
市
歴
史
博
物
館
）

　

開
催
日
／
８
月
31
日（
土
）

　

会　

場
／
中
央
図
書
館
４
階 
多
目
的
ホ
ー
ル

　

受
講
者
／
54
人

●
特
別
公
開

　
「
修
復
で
目
覚
め
た
平
安
後
期
の
仏
像  
聖
観
音
菩　

立
像
」

　

会　

期
／
８
月
31
日（
土
）〜
９
月
16
日（
月
）

　

会　

場
／
中
央
図
書
館
３
階 

歴
史
ギ
ャ
ラ
リ
ー

　

来
場
者
／
６
５
６
人

●
市
所
蔵
作
品
企
画
展「
坪
内
節
太
郎
展ｰ

芝
居
を
み
るｰ

」

　

会　

期
／
10
月
19
日（
土
）〜
11
月
８
日（
金
）

　

会　

場
／
村
国
座　

　

来
場
者
／
３
７
５
人

（
関
連
講
演
会
）

ア
ー
ト
ク
ロ
ス
ト
ー
ク「
歌
舞
伎
を
み
る
」

　

講　

師
／
お
く
だ
健
太
郎（
歌
舞
伎
ソ
ム
リ
エ
）

　

開
催
日
／
11
月
９
日（
土
）

　

会　

場
／
村
国
座

　

受
講
者
／
15
人

●「
＠
え
ぎ
ぬ
展
」

　

会　

期
／
11
月
２
日（
土
）〜
11
月
24
日（
日
）

　

会　

場
／
中
央
図
書
館
３
階 

展
示
室
Ａ
・
Ｂ

　

来
場
者
／
９
６
０
人

（
関
連
講
演
会
）

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
ト
ー
ク

　

作　

家
／
①
上
村
俊
明
・
河
村
尚
江
・
蔵
田
美
和

　
　
　
　
　

②
宇
城
翔
子
・
向
井
大　

・
山
田
隆
量

　
　
　
　
　

③
林
真
・
福
本
百
恵

　

開
催
日
／
①
②
11
月
10
日（
土
）

　
　
　
　
　

③
11
月
16
日（
土
）

　

会　

場
／
中
央
図
書
館
４
階 

多
目
的
ホ
ー
ル

　

受
講
者
／
①
21
人　

②
30
人　

③
29
人

（
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
）

「
み
ん
な
で
つ
な
ぐ
物
語
」

　

開
催
日
／
11
月
２
・
３
・
４
・
17
・
23
・
24
日

　

会　

場
／
中
央
図
書
館
３
階 

展
示
室
Ｂ

（
公
開
制
作
）

　

作　

家
／
林 

真

　

開
催
日
／
11
月
16
日（
土
）

　

会　

場
／
中
央
図
書
館
３
階 

展
示
室
Ｂ

■
関
ヶ
原
の
戦
い
前
　
戦
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
慶
長
五
年
八
月
の
美
濃
」

　

開
催
日
／
８
月
24
日（
土
）

　

会　

場
／
産
業
文
化
セ
ン
タ
ー 

１
階 

あ
す
か
ホ
ー
ル

　

来
場
者
／
４
６
０
人

■
ヒ
ス
ト
リ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ウ

　

会　

場
／
市
役
所
本
庁
舎
１
階 

展
示
コ
ー
ナ
ー

①「
自
治
会
の
古
文
書

　

  

〜
各
務
原
市
大
野
町
所
蔵
文
書
か
ら
〜
」

　

会　

期
／
３
月
25
日（
月
）〜
６
月
28
日（
金
）

②「
幕
末
の
ピ
ア
ノ
」

　

会　

期
／
７
月
１
日（
月
）〜
９
月
27
日（
金
）

③「
川
島
の
１
３
５
年
」

　

会　

期
／
９
月
30
日（
月
）〜
12
月
20
日（
金
）

④「
古
代
寺
院
跡
か
ら
み
た
各
務
原
市
」

　

会　

期
／
12
月
23
日（
月
）〜
令
和
７
年
３
月
19
日（
水
）

■
ア
ー
ト
ウ
ィ
ン
ド
ウ

　

会　

場
／
市
役
所
本
庁
舎
２
階 

展
示
コ
ー
ナ
ー

①
か
か
み
が
は
ら
＠
え
ぎ
ぬ
Ⅴ

　
「
林
真  

日
本
画
展  ｰ

い
と
し
き
も
の
た
ち
へ  

絵
絹
編ｰ

」

　

会　

期
／
３
月
25
日（
月
）〜
５
月
31
日（
金
）

②
か
か
み
が
は
ら
＠
え
ぎ
ぬ
Ⅵ

　
「
山
田
隆
量
展  ｰM

y Flow
ersｰ

」

　

会　

期
／
６
月
３
日（
月
）〜
８
月
２
日（
金
）

③
か
か
み
が
は
ら
＠
え
ぎ
ぬ
Ⅶ

　
「
武
田
裕
子
展  ｰ

絖
絹
に
描
くｰ

」

　

会　

期
／
８
月
５
日（
月
）〜
９
月
13
日（
金
）

④「
新
収
蔵
作
品
展  ｰ
小
山
硬
と
加
藤
東
一
の
海
景ｰ

」

　

会　

期
／
９
月
17
日（
火
）〜
10
月
11
日（
金
）

⑤「
川
合
敏
子
展  ｰ

川
島
百
景
よ
りｰ

」

　

会　

期
／
10
月
14
日（
月
）〜
12
月
20
日（
金
）

⑥「
坪
内
節
太
郎
展  ｰ

舞
ご
とｰ

」

　

会　

期
／
12
月
23
日（
月
）〜
令
和
７
年
３
月
21
日（
金
）

■
各
務
原
歴
史
セ
ミ
ナ
ー

①「
幕
末
の
名
匠
・
野
村
杢
頭
国
筠
と
鵜
沼
大
伊
木
町
の
観
音
寺
」

　

講　

師
／
山
口
潤（
多
治
見
市
郷
土
史
家
）

　

開
催
日
／
６
月
１
日（
土
）

　

会　

場
／
陵
南
福
祉
セ
ン
タ
ー
集
会
場

　

受
講
者
／
40
人

②「
下
中
屋
弥
平
島
と
木
曽
川
」

　

講　

師
／
高
橋
徹
大（
京
都
大
学
大
学
院
生
）

　

開
催
日
／
６
月
８
日（
土
）

　

会　

場
／
稲
羽
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー 

集
会
室
１

　

受
講
者
／
41
人

③「
一
柳
家
の
歴
史
と
米
野
・
新
加
納
の
戦
い
」

　

講　

師
／
粕
谷
修
一（
小
野
市
立
好
古
館
副
館
長
）

　

開
催
日
／
７
日
７
日（
日
）

　

会　

場
／
中
央
図
書
館
４
階 

多
目
的
ホ
ー
ル

　

受
講
者
／
60
人

④「
龍
野
神
社
旧
蔵
文
書
か
ら
見
る
秀
吉
の
性
格
」

　

講　

師
／
新
宮
義
哲（
龍
野
歴
史
文
化
史
料
館
館
長
）

　

開
催
日
／
７
月
21
日（
日
）

　

会　

場
／
中
央
図
書
館
４
階 

多
目
的
ホ
ー
ル

　

受
講
者
／
44
人

■
夏
休
み
子
ど
も
講
座

●「
各
務
原
市
の
古
文
書
を
学
ぼ
う
」　

　

開
催
日
／
８
月
３
日（
水
）

　

会　

場
／
中
央
図
書
館
４
階 

研
修
室

　

受
講
者
／
12
人

●「
作
っ
て
み
よ
う
！
古
代
の
工
芸
品
勾
玉
」

　

開
催
日
／
８
月
８
日（
木
）

　

会　

場
／
中
央
図
書
館
４
階 

研
修
室

　

受
講
者
／
20
人

■
か
か
み
が
は
ら
歴
史
の
時
間

「
聖
観
音
〜
文
化
財
指
定
ま
で
の
道
の
り
〜
」

　

講　

師
／
法
相
宗
大
本
山
薬
師
寺
録
事
兼
東
関
東
別
院

　
　
　
　
　

潮
音
寺  

住
職  

村
上
定
運

　

開
催
日
／
８
月
31
日（
土
）

　

会　

場
／
中
央
図
書
館
４
階 

多
目
的
ホ
ー
ル

　

受
講
者
／
１
１
９
人

■「
新
発
見
！
各
務
原
市
の
歴
史
」パ
ネ
ル
展

　

会　

期
／
10
月
10
日（
木
）〜
20
日（
日
）

　

会　

場
／
イ
オ
ン
モ
ー
ル
各
務
原
イ
ン
タ
ー

■
文
化
財
一
斉
公
開

◇「
中
山
道
鵜
沼
宿
ま
つ
り
」に
合
わ
せ
、
鵜
沼
宿
周
辺
の
登
録
有
形
文

化
財（
建
造
物
）の
公
開
を
行
っ
た
。

　

開
催
日
／
10
月
20
日（
日
）

　

場　

所
／
鵜
沼
宿　

坂
井
家
住
宅
ほ
か

 　

来
場
者
／
２
４
２
人

■
か
か
み
が
は
ら
寺
子
屋
事
業

「
オ
オ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
調
査
隊
２
０
２
４
」

　

開
催
日
／
11
月
３
日（
日
・
祝
）　

　

場　

所
／
木
曽
川
河
川
敷

　

受
講
者
／
30
人　
　

※

木
曽
川
増
水
に
よ
り
中
止

■
イ
オ
ン
モ
ー
ル
各
務
原
イ
ン
タ
ー
共
催
イ
ベ
ン
ト

ヒ
ス
ト
リ
ー
ビ
ュ
ー
イ
ン
グ「
目
で
ふ
れ
る
各
務
原
の
歴
史
」

◇
イ
オ
ン
モ
ー
ル
と
共
催
で
、
大
型
ビ
ジ
ョ
ン
を
活
用
し
た
市
の
歴
史
・

自
然
に
関
す
る
講
演
会（
６
テ
ー
マ
）を
開
催
し
た
。

　

期　

間
／
令
和
７
年
１
月
19
日（
日
）

　

会　

場
／
イ
オ
ン
モ
ー
ル
各
務
原
イ
ン
タ
ー

　

受
講
者
／
５
１
０
人

■「
文
化
財
防
火
デ
ー
」防
災
訓
練

　

開
催
日
／
令
和
７
年
１
月
26
日（
日
）

　

場　

所
／
加
佐
美
神
社

　

来
場
者
／
40
人

■
各
務
原
野
外
セ
ミ
ナ
ー

●「
稲
羽
の
史
跡
と
小
島
三
郎
」

◇
大
佐
野
町
、
下
中
屋
町
の
史
跡
を
巡
り
な
が
ら
、
市
出
身
の
医
学
者
・

小
島
三
郎
に
つ
い
て
も
学
ん
だ
。

　

開
催
日
／
令
和
７
年
３
月
１
日（
土
）

　

場　

所
／
稲
羽
地
区

　

受
講
者
／
15
人

●「
か
わ
し
ま
歴
史
さ
ん
ぽ   

川
島
の
文
化
財
・
天
然
記
念
物
め
ぐ
り
」

◇
川
島
の
文
化
財
の
講
義
を
聞
い
た
あ
と
、
川
ま
つ
り
資
料
館
や
天
然

記
念
物
の
ク
ス
ノ
キ
を
巡
っ
た
。

　

開
催
日
／
令
和
７
年
３
月
15
日（
土
）　　
　

　

場　

所
／
川
島
地
区

　

受
講
者
／
５
人

■
各
務
原
市
史
編
さ
ん
委
員
会　

◇
現
在
執
筆
・
編
集
中
の
『
各
務
原
市
史
（
現
代
編
Ⅱ
）』
に
つ
い
て
、

進
捗
・
内
容
構
成
な
ど
を
審
議
し
た
。

　

開
催
日
／
11
月
28
日（
木
）

　
　
　
　
　

令
和
７
年
３
月
28
日（
金
）

　

会　

場
／
産
業
文
化
セ
ン
タ
ー
７
階 

第
１
会
議
室

■
講
座
事
業

●「
古
文
書
講
座（
初
級
）」　

◇「
鵜
沼
宿
本
陣
桜
井
家
文
書
」な
ど
郷
土
に
残
る
資
料
を
使
い
、
古
文

書
読
解
の
基
礎
を
学
習
し
た
。

　

開
催
日
／
６
月
〜
令
和
７
年
１
月（
第
１
土
曜
日
・
全
８
回
）

　

会　

場
／
那
加
福
祉
セ
ン
タ
ー 

学
習
室

　

受
講
者
／
15
人

●「
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
レ
ギ
ュ
ラ
ー
講
座
」　

・
歴
史
ギ
ャ
ラ
リ
ー
＆
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
見
学
／
１
回
・
18
人

・
勾
玉
づ
く
り
／
14
回
・
31
人

■
古
文
書
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
目
録
作
成
事
業

◇
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
り
、
近
年
寄
贈
さ
れ
た「
永
田
家
文
書
」

の
解
読
・
整
理
・
目
録
化
を
行
っ
た
。（
全
20
回
）

　

会　

場
／
那
加
福
祉
セ
ン
タ
ー 

学
習
室

　

参
加
者
／
15
人

■
博
物
館
実
習
生
の
受
け
入
れ

・
９
月
３
日（
火
）〜
６
日（
金
）
１
人

■
寄
贈
・
寄
託 

（
寄
贈
）

・
弥
生
土
器　

15
点

・
須
恵
器　

41
点

・
土
師
器　

２
点

・
山
茶
碗　

42
点

・
陶
器　

17
点

・
石
器　

３
点

・
旧
日
本
軍
教
本
類　

16
点

・
大
野
町
広
報
会
所
蔵
文
書　

２
２
１
点　

・
上
中
屋
町
の
戦
没
者
慰
霊
碑
の
一
部　

１
点　

・
廣
瀬
家
文
書　

２
６
６
点

・《
五
島
》
小
山
硬　

１
点

・《
旭
陽
》
加
藤
東
一　

１
点

・《
花
ぐ
る
ま
》
坪
内
節
太
郎　

１
点

（
寄
託
）

・《
寺
子
屋
》
坪
内
節
太
郎　

１
点　

■
来
館
者
数

○
歴
史
ギ
ャ
ラ
リ
ー（
中
央
図
書
館
３
階
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
木
曽
川
文
化
史
料
館（
川
島
会
館
４
階
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

薩

哨



KIDS KIDS KIDS KIDS
KIDS KIDS KIDS

KIDS KIDS KIDS KIDS
KIDS KIDS KIDS

KIDS KIDS KIDS KIDS
KIDS KIDS KIDS

KIDS KIDS KIDS KIDS
KIDS KIDS KIDS

KIDS KIDS KIDS KIDS
KIDS KIDS KIDS

KIDS KIDS KIDS KIDS
KIDS KIDS KIDS

KIDS KIDS KIDS KIDS
KIDS KIDS KIDS

KIDS KIDS KIDS KIDS
KIDS KIDS KIDS

KIDS KIDS KIDS KIDS
KIDS KIDS KIDS

KIDS KIDS KIDS KIDS
KIDS KIDS KIDS

KIDS KIDS KIDS KIDS
KIDS KIDS KIDS

KIDS KIDS KIDS KIDS
KIDS KIDS KIDS

KIDS KIDS KIDS KIDS

7

06 2025
06

これは、何に使うモノだろう。

みんな、わかるかな？

中央図書館3階の「歴史ギャラリー」には、「耳栓」のほか、土偶や

吊手形土器などを展示しています。ぜひ見に来てください。

各務原市那加門前町3-1-3　各務原市立中央図書館3階

耳栓
じ せん

発掘調査で、土で作られた不思議な形のモノが見つかりました。

これは、古くから「耳栓」と呼ばれているものです。字は「耳」に「栓」

と書きますが、耳に入れるには大きすぎるので、耳飾りとして使

われたのではないかと考えられています。

これらは、縄文時代の「炉畑遺跡」から出土したもので、長さは

3cm くらいです。

遠い昔のイメージしか持てなかった縄文人がどのような格好をし

ていたのか、少しだけ現実に近づいたのではないでしょうか。

なに つか

ちゅうおうとしょかん かい れき じ せん ど ぐう

つり て がた ど き てん じ

かかみがはら し な かもんぜんちょう

し

み き

他の地域で、耳栓が頭の両側か

ら出土した例があります。

耳たぶに大きな穴を開けて、そこに通して使っ

ていたのかもしれません。

ほか ち いき あたま りょうがわ あな あ とお

じ せん

みみかざ

はっくつちょうさ

じょうもんじだい ろ ばた

い

せき

みみ せん

じょうもんじん

しゅつど

つち

ふる じ

も

ながい

すこ

かっこう

げんじつ ちか

かんが

つく

おおか

み

れい

ふ し ぎ

とお むかし

かたち
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