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安城の歴史を現代に伝える情報誌

2.    特別展「人形師 辻村寿三郎－新八犬伝 ・ 真田十勇士 ・ 平家物語縁起－」
4.　収蔵品紹介「帰鶴物語」－水戸の漢学者 石川部平－
5.　新連載「安城歴史散策 昔ものがたり」
6.　ナイトミュージアム＆安祥文化のさとまつり
7.　安祥文化のさとではたらく人たち ・ ボランティア募集
8.　夏休み行事紹介、市民ギャラリーよりお知らせ

市民ギャラリー歴史博物館
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● 夏休み自由研究相談会
歴史の自由研究を考えている方に、研究の
進め方や参考になる本の探し方など、学芸
員が相談にのります。親子参加も歓迎です。
※相談時間は最長 30 分、人数が多い場合
は待ち時間が発生することがあります。

〔日時〕 ７月 27 日（金）・28 日（土）・29 日（日）

　　　10:00 ～15:00

〔場所〕 歴史博物館エントランスホール

〔対象〕 小学 3 年生～中学 3 年生まで

※当日先着順で受付をしますが、事前に日時

を予約することもできます（７月 14 日（土）

9:00 から電話受付）。希望する日時、調べた

いことなどを電話で歴史博物館へ。

● 古墳時代の鏡づくり
弥生時代から古墳時代の青銅製品や銅鏡に

ついて学び、低融点合金を使って、ミニチュア

の内行花文鏡をつくります。
〔日時〕8 月 10 日（金）　13:00 ～ 16:00
〔場所〕 埋蔵文化財センター創作実習室
〔対象〕小学 4 年生～ 18 歳
〔定員〕 10 名（先着順）
〔参加費〕 300 円

夏休み子ども考古学講座

夏休みは歴史博物館・埋蔵文化財センター・市民ギャラリーに行こう！

市民ギャラリー企画展「人々の暮らし」

［開催期間］ 9/28（金）～10/7（日）

［時間］ 9：00 ～17：00（最終日は～16:00）

［休館日］ 10/1（月）

［会場］ 市民ギャラリー展示室 D・E

［観覧料］ 無料

安城市民ギャラリーよりお知らせ

Asagao

Asagao

安城市
歴史博物館

Anjo city Museum of History

Maruheki box

特集：人形師 辻村寿三郎－新八犬伝 ・ 真田十勇士 ・ 平家物語縁起－
写真中央：真田幸村

ギャラリーコレクションの中から、人々の暮らし
をテーマに描かれた作品を紹介します。

● 体験講座「オリジナル風鈴づくり」
ガラスに自由に絵を描いて、オリジナルの
風鈴を作ります。

〔日時〕 7 月 21 日（土）
　　　①10:00 ～ 12:00　②13:00 ～ 15:00

〔場所〕 歴史博物館　体験学習室
〔定員〕 各 25 名 
〔参加費〕 500 円（材料費含む）
〔申込み・問合せ〕 7 月 8 日（日）9:00 から

電話で歴史博物館へ。

● 親子でバルーンワークショップ

「羽根が光る！？ちょうちょをつくろう！」

市民ギャラリーで開催する「夢もふくらむバ
ルーンランド」のワークショップを開催しま
す。羽根が光る！？カワイイちょうちょのバ
ルーンを親子で一緒に作りましょう。

〔日時〕 8 月 11 日（土）  15:00 ～16:00
〔場所〕 市民ギャラリー
〔定員〕 20 組
〔対象〕 4 歳以上の親子
〔参加費〕 1 組 1,500 円
〔申込み・問合せ〕 7 月 31 日（火）必着

イベント名称・〒・住所・氏名・フリガナ・電話番
号を記入の上、ハガキかFAX（1枚で2人まで応募
可）、または市民ギャラリーホームページからお申込
みください。定員を超えた場合は抽選とします。

【安城市民ギャラリー】
〒446-0026愛知県安城市安城町城堀30番地
☎0566-77-6853　FAX:0566-77-4491

● 縄文時代の石器づくり
縄文人も使っていた下呂石やサヌカイトで矢
じりやナイフを作りましょう。

〔日時〕8 月 11 日（土）　13:00 ～ 16:00
〔場所〕 埋蔵文化財センター創作実習室
〔講師〕水野裕之氏　（名古屋市教育委員会）
〔対象〕小学 4 年生～ 18 歳
〔定員〕 20 名（先着順）
〔参加費〕 300 円

● 家族で博物館めぐり IN やきものヒストリー
埋蔵文化財センターを出発して知立市歴史民
俗資料館、みよし市立歴史民俗資料館を学芸
員の解説付きでめぐります。ワークシート記入
形式で夏休みの自由研究にぴったりです！

〔日時〕8月12日（日）　12:30 ～ 17:00頃
〔場所〕 埋蔵文化財センター創作実習室
〔対象〕小中学生

　　（小学生は保護者同伴、中学生は一人での参加も可）

〔定員〕 18名（先着順）
〔参加費〕 300円

〔申込み・問合せ〕 6月23日（土）9:00 ～電話にて文化振興課文化財係  ☎0566-77-4477で受付開始

安祥文化のさとまつり
火縄銃演武

ないこうかもんきょう

杉浦 辰子 《レクイエムⅡ》

ナイトミュージアム  博物館ナイトツアー

〔申込み・問合せ〕 安城市歴史博物館 ☎0566-77-6655

安城市埋蔵文化財センター
開館時間 / 9:00 ～ 17:00

TEL : 0566-77-4490　FAX : 0566-77-6600

情に棹させ

Human face earthenware

「安祥文化のさと」とは安城市にある松平氏四代50年の居城跡を
整備した安祥城址公園一帯の名称です

至幸田
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三
郎
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昭
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八
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北
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和
十
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︑一
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迎
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︑劇
団
人
形
座
に
入
団
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︒
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﹂﹁
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史
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︑
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え
よ
う
と
し
た
の
で
す
︒

本
展
で
は
︑﹁
新
八
犬
伝
﹂﹁
真
田
十
勇
士
﹂

そ
し
て﹁
平
家
物
語
縁
起
﹂と
︑寿
三
郎
の
代

表
作
を
一
堂
に
紹
介
し
ま
す
︒寿
三
郎
の
人

形
た
ち
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
る
歴
史
物
語

の
世
界
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
︒

人
形
師
へ
の
道

N
H
K
人
形
劇﹁
新
八
犬
伝
﹂

　
　
﹁
真
田
十
勇
士
﹂へ
の
参
加

「玉梓が怨霊」（顔部分）（「新八犬伝」）「佐助」（頭）（「真田十勇士」）

し
ま
す
︒そ
う
し
た
中
で
取
り
組
ん
だ
の
が
︑﹁
平
家

物
語
縁
起
﹂で
す
︒

﹃
平
家
物
語
﹄
は
平
安
時
代
末
期
︑
平
氏
の
棟
梁
︑

平
清
盛
の
誕
生
︑
栄
華
か
ら
死
︑
そ
し
て
平
氏
滅
亡

を
軸
に
︑
貴
族
の
世
か
ら
武
家
の
世
へ
と
移
り
行
く

時
代
を
描
い
た
︑
栄
枯
盛
衰
の
物
語
で
す
︒寿
三
郎

は
平
清
盛
に
つ
い
て
︑﹁
日
本
史
上
︑最
も
魅
力
あ
る

人
間
の
一
人
﹂と
考
え
︑
取
材
を
重
ね
ま
し
た
︒清
盛

に
関
す
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
文
献
を
調
べ
︑
そ
の
舞

台
を
実
際
に
歩
き
ま
し
た
︒そ
れ
は
清
盛
の
記
憶
を

た
ど
る
こ
と
で
あ
る
と
い
い
ま
す
︒そ
う
し
て
生
ま

れ
た
寿
三
郎
独
自
の
﹁
平
家
物
語
﹂
を
一
体
一
体
の

人
形
の
表
情
や
佇
ま
い
︑
衣
装
な
ど
で
表
現
し
︑
歴

史
の
裏
に
息
づ
く
人
間
の
情
念
を
も
伝
え
よ
う
と

し
た
の
が
︑こ
の﹁
平
家
物
語
縁
起
﹂で
す
︒

﹁
人
形
師　

辻
村
寿
三
郎
﹂
が
見
た
平
清
盛
と
は

ど
の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
の
か
︑
そ
し
て
清
盛
を
取

り
巻
く
人
間
模
様
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の

か
︒人
形
た
ち
が
語
る
そ
の
世
界
に
触
れ
て
み
て
く

だ
さ
い
︒

「真田幸村」（「真田十勇士」）

田
幸
村
の
下
に
集
い
︑徳
川
家
康
率
い
る
伊
賀
・
甲

賀
の
忍
者
た
ち
と
熾
烈
な
戦
い
を
繰
り
広
げ
る
︑と

い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
す
︒

こ
の
時
寿
三
郎
は
で
き
る
だ
け﹁
新
八
犬
伝
﹂の
人

形
の
雰
囲
気
を
払
拭
す
る
よ
う
苦
心
し
︑﹁
真
田
十
勇

士
﹂の
シ
ャ
ー
プ
さ
︑研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
感
じ
を
表
現

し
た
と
い
い
ま
す
︒

寿
三
郎
は﹁
新
八
犬
伝
﹂の
た
め
に
三
○
○
体
以
上

の
人
形
を
作
り
上
げ
ま
し
た
が
︑そ
の
多
く
は
す
で

に
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
︒今
回
の
展
覧
会
で
は
︑

﹁
新
八
犬
伝
﹂﹁
真
田
十
勇
士
﹂で
現
存
し
て
い
る
す
べ

て
の
人
形
を
展
示
し
ま
す
︒

「伏姫」（「新八犬伝」）

﹁
平
家
物
語
縁
起
﹂の
世
界

「熱病の清盛」（「平家物語縁起」）

「安徳帝を抱き入水する時子」（「平家物語縁起」）
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逆
向
き
に
建
つ

　
　

大
浜
騒
動
で
処
刑
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　

榊
原
喜
代
七
の
墓

第一回

文責 : 岩﨑正樹
　　  （安城市歴史博物館 館長）

昔
ものがたり

安城歴史散策

城
个
入
町
城
泉
寺
入
り
口
南
側
に
︑高

さ
一
二
○
セ
ン
チ
︑横
幅
六
○
セ
ン
チ
の

石
碑
が
あ
り
ま
す
︒大
浜
騒
動
で
処
刑
さ

れ
た
榊
原
喜
代
七
の
墓
と
い
わ
れ
る
も

の
で
す
︒こ
の
石
碑
は
全
体
の
様
子
か
ら

見
て
︑前
後
が
逆
に
建
て
ら
れ
て
い
ま

す
︒前
面
に
碑
文
が
刻
ま
れ
︑裏
面
に
は

額
枠
が
あ
り
ま
す
︒普
通
︑石
碑
の
碑
文

は
裏
面
に
刻
ま
れ
ま
す
︒そ
の
こ
と
か
ら

こ
の
石
碑
は
︑通
常
と
は
違
っ
た
建
て
ら

れ
方
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒前

後
が
逆
に
建
て
ら
れ
た
の
は
︑事
件
の
い

き
さ
つ
と
当
時
の
し
き
た
り
に
よ
る
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
︒喜
代
七
は
︑明
治
四

年︵
一
八
七
一
︶に
起
き
た
大
浜
騒
動
に

お
い
て
︑役
人
殺
害
の
罪
人
と
し
て
絞
首

刑
に
処
せ
ら
れ
て
い
ま
す
︒墓
が
前
後
逆

向
き
に
建
て
ら
れ
た
の
は
︑囚
人
の
墓
は

後
ろ
向
き
に
し
て
建
て
る
も
の
だ
っ
た

か
ら
で
す
︒

喜
代
七
は
︑役
人
殺
害
の
一
番
槍
と
い

う
こ
と
で
処
刑
さ
れ
ま
し
た
が
︑騒
動
が

暗
夜
の
中
︑多
人
数
で
起
き
た
た
め
︑殺

害
の
事
実
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な

か
っ
た
ら
し
く
︑身
代
わ
り
で
あ
っ
た
と

も
い
え
な
く
も
な
か
っ
た
よ
う
で
す
︒こ

の
墓
は
い
つ
誰
が
建
て
た
か
は
不
明
と

さ
れ
て
い
ま
す
が
︑騒
動
に
関
係
の
あ
っ

た
僧
侶
た
ち
の
手
で
建
て
ら
れ
た
と
も

い
わ
れ
て
い
ま
す
︒

風
化
し
て
読
み
に
く
く
な
っ
て
い
ま

す
が
︑碑
文
に
は
︑

榊
原
喜
代
七　
性
敦
厚　
家
世
業
農
独

與
姉
居　
常
帰
仏
教　
擁
厳
護
法
城
之

誠
意　
会
大
浜
村
僧
厳
証　
棚
尾
村
僧

賢
立　
破
宗
律　
且
欲
併
郡
中
諸
寺
而

為
己
有　
其
計
既
成
矣　
小
川
村
之
僧

石
川
台
嶺　
大
聚
僧
徒
議
之　
将
問
其

罪
行　
至
鷲
塚
村　
奉
教
之
徒　
追
尾

者
以
千
数　
喜
代
七
亦
在
焉　
於
是
菊

間
藩　
使
吏
鎮
之　
喜
代
七
以
為　
吏

亦
害
仏
教
者　
刺
殺
之　
因
其
罪　
明

治
辛
未
十
二
月
二
十
七
日
絞
殺　
享
年

三
十
七　
謚
意
順　
銘
日　
碧
海
農
人

子　
敢
為
仏
法
死　
仏
法
長
不
亡　
是

精
誠
所
止

と
あ
り
︑騒
動
の
概
要
を
知
る
こ
と
が
で

き
ま
す
︒

喜
代
七
は
︑﹃
明
治
村
史
﹄や
町
内
に
残

る
言
い
伝
え
に
よ
れ
ば
︑天
保
六
年(

一

八
三
五)

城
个
入
村
本
郷
の
農
家
喜
代
三

郎
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
︑小
さ
い
と
き

か
ら
体
が
丈
夫
で
腕
っ
節
が
強
か
っ
た

よ
う
で
す
︒一
四
歳
の
時
︑父
親
が
亡
く

な
り
家
は
貧
し
く
な
り
ま
し
た
︒そ
の
た

め
同
村
内
の
親
類
縁
者
の
家
で
下
男
奉

公
を
し
て
暮
ら
し
を
立
て
て
い
ま
し
た

が
︑相
撲
取
り
に
な
る
こ
と
を
思
い
立

ち
︑清
見
潟
の
部
屋
へ
入
り
︑四
股
名
を

﹁
城
个
崎
﹂と
名
の
っ
て
い
ま
し
た
︒し
か

し
︑相
撲
部
屋
の
厳
し
い
修
行
に
耐
え
き

れ
な
く
な
り
帰
村
し
︑そ
れ
以
後
は
百
姓

を
し
て
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
︒明
治
三
年

に
は
城
泉
寺
の
世
話
方
を
勤
め
て
い
ま

し
た
︒

さ
て
︑喜
代
七
が
処
刑
さ
れ
る
き
っ
か

け
と
な
っ
た
大
浜
騒
動
は
︑明
治
新
政
府

が
︑神
道
国
教
化
政
策
を
進
め
︑寺
院
の

統
廃
合
と
神
前
祝
詞
を
打
ち
出
し
た
︑い

わ
ゆ
る
廃
仏
毀
釈
の
動
き
の
中
で
起
こ

り
ま
し
た
︒

当
時
︑大
浜︵
碧
南
市
︶に
あ
っ
た
菊
間

藩︵
千
葉
県
︶の
大
浜
出
張
所
に
︑明
治
三

年
七
月
︑少
壮
気
鋭
の
士
で
あ
る
小
参
事

服
部
純
が
着
任
し
ま
し
た
︒彼
は
寺
院
の

合
併
と
読
経
念
仏
の
代
わ
り
に
毎
朝
天

拝
日
拝
を
し
︑さ
ら
に
祝
詞
を
唱
え
る
こ

と
を
命
じ
︑果
敢
に
新
政
策
を
実
行
し
よ

う
と
し
ま
し
た
︒

幕
末
維
新
期
︑国
学
︑神
道
︑儒
教
が
盛

ん
に
な
り
︑耶
蘇
教(

キ
リ
ス
ト
教)

も

浸
透
の
機
を
う
か
が
っ
て
い
ま
し
た
︒東

本
願
寺
は
︑こ
れ
ら
の
動
き
に
対
応
す
べ

く
高
倉
学
寮
に﹁
護
法
場
﹂を
設
立
し
︑対

応
を
図
っ
て
い
ま
し
た
︒こ
の
護
法
場
で

革
新
的
気
風
を
学
ん
だ
星
川
法
沢(

高
取

村
専
修
坊)

・
石
川
台
嶺(

小
川
村
蓮
泉

寺)

は
︑三
河
青
年
僧
を
中
心
に
暮
戸
会

所
に
護
法
会
を
結
成
し
︑耶
蘇
対
策
を
中

心
と
し
た
護
法
論
︑廃
仏
政
策
へ
の
対
策

を
考
え
て
い
た
時
期
で
し
た
︒

明
治
四
年
三
月
に
な
り
︑服
部
の
進
め

る
政
策
が
従
来
の
寺
院
優
遇
政
策
を
侵

す
も
の
で
あ
り
︑廃
仏
へ
の
不
安
が
一
層

高
ま
っ
て
い
ま
し

た
︒ま
た
︑西
方
寺

(

現
碧
南
市
大
浜

町)

・
法
輪
寺(

現

碧
南
市
棚
尾
町)

が
服
部
の
政
策
に

従
っ
た
こ
と
が
宗

風
に
あ
る
ま
じ
き

こ
と
と
受
け
止
め

ら
れ
︑暮
戸
会
所

に
集
ま
っ
た
三
十

余
名
の
僧
が
大
浜

に
談
判
に
向
か
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒

専
修
念
仏
を
固
く
信
じ
る
多
く
の
門
徒

農
民
も
大
浜
に
耶
蘇
が
来
た
︑仏
敵
で
あ

る
と
い
う
思
い
で
集
団
に
加
わ
っ
て
き

ま
し
た
︒

大
浜
に
向
か
う
途
中
︑鷲
塚︵
碧
南
市
︶

の
庄
屋
片
山
俊
次
郎
邸
で
藩
役
人
と
の

談
判
と
な
り
ま
し
た
︒役
人
と
交
渉
の
さ

な
か
門
徒
農
民
が
片
山
邸
を
襲
う
暴
動

事
件
と
な
り
︑事
態
は
護
法
会
の
僧
が
予

想
し
な
い
方
向
へ
進
ん
で
い
き
︑多
く
の

犠
牲
者
を
出
し
ま
し
た
︒

事
件
後
︑直
ち
に
事
件
に
関
わ
っ
た
僧

を
は
じ
め
役
人
殺
害
の
容
疑
者
が
関
係

諸
藩
に
捕
ら
え
ら
れ
︑取
り
調
べ
を
受
け

ま
し
た
︒逮
捕
者
は
全
員
裁
判
の
た
め
岡

崎
城
の
牢
に
移
さ
れ
︑十
二
月
二
十
七
日

に
判
決
が
下
さ
れ
ま
し
た
︒僧
侶
三
二

人
︑百
姓
八
人
に
処
分
が
出
さ
れ
︑有
罪

者
は
直
ち
に
関
係
の
藩
に
引
き
取
ら
れ

ま
し
た
︒首
謀
者
と
さ
れ
た
台
嶺
と
殺
人

容
疑
者
榊
原
喜
代
七
は
そ
の
日
の
う
ち

に
処
刑
さ
れ
ま
し
た
︒

収蔵品紹介

明
治
の
は
じ
め
︑碧
海
郡
里
村︵
市

内
里
町
︶
に
青
藍
塾
と
い
う
私
塾
を

開
い
た
人
が
い
ま
し
た
︒
常
陸
国
久

慈
郡
谷
河
原
村
︵
茨
城
県
常
陸
太
田

市
︶
出
身
の
石
川
部
平
と
い
う
漢
学

者
で
す
︒
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て

の
激
動
の
時
代
︑
部
平
も
ま
た
波
乱

万
丈
の
半
生
を
過
ご
し
た
人
で
し

た
︒
当
館
に
は
︑
彼
の
半
生
を
綴
っ

た
﹁
帰
鶴
物
語
﹂
の
写
し
が
あ
り
ま

す
︒石

川
部
平
は
︑
天
保
二
年
︵
一
八

三
一
︶
四
月
十
五
日
に
水
戸
藩
郷
士

篠
原
平
衛
門
政
敏
の
次
男
と
し
て
生

ま
れ
︑
長
じ
て
石
川
家
へ
養
子
に
入

り
ま
し
た
︒祖
父
か
ら
学
問
を
学
び
︑

郷
士
加
倉
井
砂
山
か
ら
漢
学
や
詩

文
︑
儒
学
者
の
藤
田
東
湖
よ
り
も
学

問
指
南
を
受
け
︑
算
術
や
兵
術
・
剣

術
な
ど
も
身
に
つ
け
た
後
︑
江
戸
の

昌
平
坂
学
問
所
で
学
び
ま
し
た
︒

元
治
元
年
︵
一
八
六
四
︶︑
尊
王

攘
夷
を
と
な
え
る
藤
田
小
四
郎
︵
東

湖
の
息
子
︶
た
ち
が
筑
波
山
︵
茨
城

県 

つ
く
ば
市
︶
で
挙
兵
︑
天
狗
党

の
乱
が
起
り
ま
し
た
︒
こ
の
時
部
平

は
︑
農
兵
を
集
め
︑
水
戸
城
近
く
の

千
波
原
︵
茨
城
県
水
戸
市
︶
で
天
狗

党
と
戦
い
ま
し
た
︒
混
迷
す
る
水
戸

藩
の
中
︑
部
平
は
天
狗
党
を
抑
え
る

側
に
つ
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
二

度
も
投
獄
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
︒

三
年
後
に
出
獄
す
る
も
︑
追
わ
れ
る

身
と
な
っ
た
部
平
は
︑
友
人
を
頼
り

東
北
へ
行
き
︑
福
島
で
青
藍
塾
を
開

き
ま
し
た
︒
そ
の
後
︑
福
島
藩
士
た

ち
の
力
添
え
で
福
島
藩
の
漢
学
者
と

し
て
仕
官
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
す
︒

し
か
し
︑明
治
二
年
︵
一
八
六
九
︶

に
福
島
藩
は
三
河
の
地
へ
転
封
と
な

り
ま
す
︒
こ
れ
は
︑
戊
辰
戦
争
の
際

新
政
府
軍
と
戦
う
会
津
藩
を
救
う
た

め
結
ば
れ
た
奥
羽
越
列
藩
同
盟
に
福

島
藩
も
加
盟
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る

も
の
で
し
た
︒
藩
主
は
交
代
さ
せ
ら

れ
︑
遠
い
三
河
の
飛
び
地
に
新
し
く

重
原
藩
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
︒
市
域
で
は
野
田
村
︵
字
二
本

木
︶
や
箕
輪
村
・
福
釜
村
・
榎
前
村
・

里
村
な
ど
が
重
原
藩
領
で
し
た
︒
翌

三
年
に
は
部
平
も
三
河
の
地
へ
移
り

ま
し
た
︒
重
原
藩
で
は
上
士
に
列
せ

ら
れ
︑
藩
校
養
正
館
の
一
等
教
授
と

な
り
ま
し
た
︒
住
ま
い
は
野
田
村
の

昌
福
寺
︵
刈
谷
市
野
田
町
︶
で
し
た
︒

よ
う
や
く
落
ち
着
い
た
部
平
で
し

た
が
︑
明
治
四
年
に
は
廃
藩
置
県
と

な
り
︑
重
原
藩
は
廃
藩
と
な
り
ま
し

た
︒
そ
の
後
部
平
は
︑
里
村
で
暮
ら

し
戸
長
に
任
命
さ
れ
ま
す
︒
戸
長
を

辞
め
る
と
里
村
に
で
き
た
学
校
で
教

員
と
し
て
勤
め
ま
し
た
︒
同
じ
頃
私

塾
︑
青
藍
塾
を
開
き
ま
す
︒
昼
は
子

供
た
ち
を
教
え
︑
夜
は
青
年
た
ち
を

教
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒
里
村

で
は
︑
村
人
や
塾
生
た
ち
が
部
平
を

慕
い
︑
世
話
を
し
ま
し
た
︒
こ
こ
で

の
塾
生
は
︑
そ
の
後
教
員
や
医
者
︑

議
員
な
ど
地
域
の
た
め
に
貢
献
し
て

い
き
ま
す
︒
ま
た
重
原
藩
出
身
で
自

由
党
や
衆
議
院
議
員
で
活
躍
し
た
内

藤
魯
一
も
部
平
の
薫
陶
を
受
け
た
一

人
で
し
た
︒

部
平
は
︑
明
治
十
一
年
に
里
村
か

ら
岡
崎
へ
︑
明
治
十
二
年
に
は
田
口

︵
北
設
楽
郡
設
楽
町
︶
と
稲
橋
村
︵
豊

田
市
稲
武
町
︶
へ
青
藍
塾
と
共
に
転

居
を
繰
り
返
し
ま
す
︒
そ
し
て
明
治

十
三
年
︑
よ
う
や
く
故
郷
常
陸
国
へ

帰
り
︑
明
治
四
十
二
年
に
七
九
歳
の

生
涯
を
終
え
ま
し
た
︒

当
館
の
﹁
帰
鶴
物
語
﹂
は
︑
明
治

十
二
年
十
二
月
に
写
し
た
と
記
さ
れ

て
い
ま
す
︒
部
平
が
書
い
た
序
文
に

は
明
治
十
二
年
と
あ
り
︑
ほ
ぼ
同
時

期
に
写
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
︒
三
河
を
離
れ
る
少
し
前
に
自
分

の
こ
れ
ま
で
の
半
生
を
記
し
た
も
の

を
里
村
に
住
む
塾
生
の
一
人
が
写
し

た
の
が
︑当
館
に
あ
る
﹁
帰
鶴
物
語
﹂

で
す
︒
帰
鶴
と
は
︑
部
平
の
号
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
︒
鶴
が
帰
る
よ
う
に

部
平
は
故
郷
へ
帰
り
ま
し
た
が
︑
そ

の
後
も
三
河
で
知
り
合
っ
た
人
た
ち

と
の
交
流
は
続
い
て
い
き
ま
し
た
︒

今
年
十
一
月
開
催
の
特
別
展
に

は
︑
部
平
に
関
す
る
資
料
や
﹁
帰
鶴

物
語
﹂
を
展
示
す
る
予
定
で
す
︒
続

き
は
安
城
市
歴
史
博
物
館
で
︑
ぜ
ひ

御
覧
く
だ
さ
い
︒

文責：水谷令子
―

水
戸
の
漢
学
者 

石
川
部
平―

部平が里村の戸籍に入る時の記述部分（「帰鶴物語」） 「帰鶴物語」写し

﹁
帰
鶴
物
語
﹂

せ
ん
ば
は
ら

せ
い
ら
ん

や 

が
わ
ら

き
　
か
く

し　
こ　
な



ナイトミュージアム
夜の博物館に行こう！

8/10（金）

▼

8/12（日）

21:00まで 期間中は安城市歴史博物館、安城市民ギャラリー、安城市埋蔵文化財センターを夜9時まで開館します！

期間中は様々なイベント、アート企画、博物館ナイトツアーをおこないます。ぜひ夜の博物館にお越しください！

特別展「人形師 辻村寿三郎」 
－新八犬伝・真田十勇士・平家物語縁起－

本館学芸員による展示解説をおこないます。

要観覧料（一般500円・中学生以下無料）

申し込み不要（当日ご来場ください）

8/12（日）19:00 ～

プロジェクションマッピング土器ドキ晩ゴハン要申込

同時開催！

は
た
ら
く

人
た
ち

安
祥
文
化
のさ
と
で

歴
史
博
物
館

市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

「
社
会
教
育
指
導
員
」

施設と地域を結ぶ役割を担う社会教育指導員さん。
小中学生の見学学習の受け入れや、美術講座の企画運営など
様々なお仕事を担当しています。

 
社
会
教
育
指
導
員
と
し
て

Q1長
年
、
学
校
教
育
に
携
わ
っ
て
き
た
経
験
を
活
か
し

て
、歴
史
博
物
館
や
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
お
け
る
地
域

社
会
と
連
携
し
た
教
育
活
動
を
推
進
す
る
た
め
に
、助

言
な
ど
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
が
主
な
仕
事
で
す
。

 
お
仕
事
で
心
が
け
て
い
る
こ
と
は

Q2歴
史
博
物
館
で
は
、将
来
の
地
域
の
担
い
手
で
あ
る
小

中
学
生
の
皆
さ
ん
に
、安
城
の
歴
史
へ
の
理
解
を
深
め
、ま

す
ま
す
安
城
を
好
き
に
な
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、学
芸

員
や
、博
物
館
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
と
協
力
し
な
が

ら
歴
史
と
の
出
会
い
を
工
夫
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
は
、美
術
講
座
受
講
者
の

皆
さ
ん
に
楽
し
く
受
講
し
て
い
た
だ
き
、様
々
な
創
作
活

動
を
通
し
て
芸
術
へ
の
関
心
や
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。み
な
さ
ん
の
声
に
耳
を
傾
け
な
が

ら
、担
当
ス
タ
ッ
フ
み
ん
な
で
協
力
し
て
講
座
運
営
に
努

め
て
い
ま
す
。

仕
事
の
魅
力
は

Q3長
年
携
わ
っ
て
き
た
学
校
教
育
を
通
し
て
得
る
こ
と
が

 
来
館
者
への
メッ
セ
ー
ジ

Q4歴
史
博
物
館
で
は
安
城
市
を
中
心
と
し
た
地
域
の
歴

史
を
展
示
や
様
々
な
講
座
・
イ
ベ
ン
ト
を
通
し
て
い
ろ
い

ろ
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
市
民
ギ
ャ
ラ

リ
ー
で
は
、美
術
作
品
の

展
示
や
美
術
講
座
を
通

じ
て
芸
術
を
身
近
に
感

じ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で

き
ま
す
。
老
若
男
女
を

問
わ
ず
、多
く
の
み
な
さ

ん
に
ぜ
ひ
足
を
運
ん
で
い

た
だ
き
た
い
で
す
。

安城市歴史博物館で一緒に活動してみませんか。

で
き
た
、地
域
の
人
々
と
の
つ
な
が
り
を
今
の
仕
事
に
活

か
し
た
り
、安
城
の
若
い
活
力
に
ふ
れ
た
り
し
て
、活
気
、

元
気
を
直
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
で
す
ね
。ま

た
、博
物
館
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
様
々
な
講
座
等
に
、高
齢

者
の
方
々
も
多
数
参
加
さ
れ
、熱
心
に
学
ば
れ
て
い
る

姿
を
拝
見
す
る
と
、改
め
て
学
び
続
け
る
こ
と
の
大
切
さ

を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

歴史博物館では、観覧者へのガイド解説やイベントサポートなどの様々なボランティア活動を市民の皆さんとおこなっています。
ただいま一緒に活動してくれる人を募集しています。お気軽にご参加ください！

博物館ボランティア
安祥文化のさと

歴史文化イベントチーム 安祥文化のさと生き物クラブ

ホタルやアサギマダラのための環境整備活動、ホ
タルの放流式のサポートをおこなっています。

小中学生の見学学習時の常設展のガイド解説、
火おこし体験などのサポートをおこなっています。

歴史博物館で開催するイベント（さとまつり運営、
上映会の受付、歴博福よせ雛の小物づくりなど）
のサポートをおこなっています。

問合・申込先　 安城市歴史博物館　TEL:0566-77-6655　　FAX:0566-77-6600　　E-mail ： mailto@ansyobunka.jp

安祥文化のさと
（歴史博物館・市民ギャラリー・埋蔵文化財センター・
安祥公民館・安祥城址公園）

場
所
安祥文化のさと
（歴史博物館・市民ギャラリー・埋蔵文化財センター・
安祥公民館・安祥城址公園）

平成29年
開
催
日
時

平成30年

9:00～16:009:00～16:00
土9月29日 日30日

芸術活動や歴史研究発表など、

歴史と文化をテーマとしたお祭りを開催。

盛りだくさんの催しを企画中！ぜひ遊びにきてください。

・石舞台でのステージ公演・さとマルシェ・子ども武者行列

・市民陶芸まつり・火縄銃演武・歴史のひろば表彰式　ほか飲食販売

8/10（金）17:30～20:30

100円

不要（当日受付・20:00受付終了）

※満員の場合はお待ち頂くことが
あります

申込

日時

費用

8/11（土）17:00～19:00

家族かグループ10組（1組5名まで）

1人100円

7/21（土）9:00～電話で受付開始

日時

定員

費用

申込

8/11（土） ①18：00   ②18：30   ③19：00
8/12（日） ①18：00  ②18：30

各10名

無料

7/22（日）9:00～電話で受付開始

日時

定員

申込

費用

博物館ナイトツアー要申込

8/10（金）・11（土）・12（日）

日没～21:00

日時

和紙の風船ランプシェード作り

当日受付

展示解説

平成 30年


