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発掘調査風景
（今伊勢町・福塚前遺跡）
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▲調査風景
　溝の中を掘削している様子（写真上）
　遺構の表面を覆っている土を削り取っている様子（写真下）
　

 

「
一
宮
市
」
に
は
、
一
宮
市
博
物
館
・
一
宮
市
三
岸
節
子
記
念
美
術
館
・
一
宮
市
尾
西

歴
史
民
俗
資
料
館
な
ど
先
人
の
残
し
た
文
化
を
紹
介
す
る
施
設
が
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
の
「
身
近
な
文
化
」
を
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
？

「
一
宮
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宮
市
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物
館
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一
宮
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三
岸
節
子
記
念
美
術
館
・
一
宮
市
尾
西

歴
史
民
俗
資
料
館
な
ど
先
人
の
残
し
た
文
化
を
紹
介
す
る
施
設
が
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
の
「
身
近
な
文
化
」
を
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
？

▲福塚前遺跡近辺地図（500分の1）

　
一
宮
市
で
は
、
平
成
三
十
年
十
一
月
五
日
か
ら

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
、
市
道
福
塚

線
拡
幅
工
事
に
先
立
ち
、
福
塚
前
遺
跡
（
今
伊
勢

町
馬
寄
）
の
発
掘
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
本
調

査
区
は
、
南
北
に
一
六
〇
m
、
東

西
に
一
〇
m
と
縦
に
長
く
、
調
査

区
の
中
心
を
市
道
が
通
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
市
道
を
挟
ん
で

東
面
と
西
面
に
調
査
区
を
分
け
て

調
査
を
始
め
、
現
在
（
平
成
三
十

一
年
一
月
時
点
）
は
、
西
面
の
調

査
を
進
め
て
い
ま
す
。
三
月
上
旬

に
は
調
査
は
ほ
ぼ
終
了
し
、
埋
め

戻
し
を
始
め
る
予
定
で
す
。

　
福
塚
前
遺
跡
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、

昭
和
四
十
六
年
、
宅
地
造
成
工
事
の
時
で
し
た
。

近
く
の
住
民
が
、
工
事
の
土
取
り
跡
に
井
戸
や
弥

生
土
器
の
破
片
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
博
物
館

の
前
身
で
あ
る
市
史
編
さ
ん
室
に
連
絡
、
そ
し
て

調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
当
時
の
調
査
で
は
、
中

世
の
井
戸
と
弥
生
土
器
の
壺
や
甕
の
破
片
が
確
認

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
調
査
の
後
で
、
石

器
や
弥
生
土
器
の
破
片
が
近
く
の
畑
の
表
面
か
ら

見
つ
か
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
以
降
、
今
回

の
発
掘
調
査
に
至
る
ま
で
の
間
、
調
査
は
行
わ
れ

て
お
ら
ず
、
遺
跡
の
詳
し
い
性
格
は
よ
く
わ
か
ら

な
い
ま
ま
で
し
た
。

　
現
在
、
発
掘
調
査
を
行
っ
て
い
る
範
囲
は
、
昭

和
四
十
六
年
に
遺
跡
が
見
つ
か
っ
た
箇
所
か
ら
は

約
一
〇
〇
ｍ
離
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
遺
跡
内

発
掘
に
至
る
経
緯
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発
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ふ
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づ
か
ま
え

つ
ぼ
　
　

か
め
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▲短頸壺（写真上）
　刻み文様の入った紡錘車（写真下）

▲上空から見た遺構、円形状の溝（直径約１０ｍ）とその上から掘られた方形土坑

（
一
宮
市
博
物
館
　
瀧
　

は
る
香
）

で
あ
る
こ
と
、
ま
た
市
道
と
い
う
半
永
久
的
に
残

る
構
造
物
を
作
る
た
め
、
市
道
の
拡
幅
範
囲
の
中

で
何
箇
所
か
試
掘
を
す
る
確
認
調
査
を
平
成
三
十

年
一
月
末
〜
二
月
に
か
け
て
行
っ
た
と
こ
ろ
、
田

ん
ぼ
の
下
か
ら
遺
構
（
昔
の
人
の
生
活
の
痕
跡
）

や
遺
物
が
確
認
さ
れ
、
今
回
の
発
掘
調
査
に
至
り

ま
し
た
。

　
ま
だ
調
査
は
終
了
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
十
一
月

か
ら
現
段
階
ま
で
の
調
査
成
果
を
速
報
と
い
う
形

で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　
ま
ず
、
調
査
区
全
体
の
傾
向
と
し
て
、
遺
構
が

多
く
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
中
で
も
数
が
多
か
っ

た
の
が
溝
で
、
須
恵
器
の
短
頸
壺
が
埋
ま
っ
た
幅

二
ｍ
ほ
ど
の
溝
や
、
円
形
状
に
め
ぐ
る
周
溝
の
よ

う
な
溝
も
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
掘
ら
れ

て
い
る
方
向
に
規
則
性
の
あ
る
方
形
土
坑
、
土
坑

墓
と
推
測
さ
れ
る
炭
化
物
と
須
恵
器
の
蓋
が
入
っ

た
土
坑
と
い
っ
た
溝
以
外
の
遺
構
も
見
つ
か
っ
て

い
ま
す
。

　
出
て
き
た
遺
物
は
、
須
恵
器
、
土
師
器
、
山
茶

碗
と
い
っ
た
や
き
も
の
が
割
合
と
し
て
は
高
く
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
破
片
で
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

破
片
の
中
で
く
っ
つ
く
も
の
が
あ
る
か
ど
う
か
は
、

調
査
後
、
整
理
の
段
階
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
き

ま
す
。
他
に
は
、
刻
み
文
様
が
入
っ
た
滑
石
製
の

紡
錘
車
が
一
点
出
て
お
り
、
今
後
こ
の
遺
跡
の
性

質
を
考
え
る
上
で
重
要
に
な
っ
て
く
る
か
と
思
わ

れ
ま
す
。
ま
た
、
江
戸
時
代
く
ら
い
の
や
き
も
の

と
同
時
に
馬
と
お
ぼ
し
き
動
物
の
骨
、
中
世
の
も

の
と
お
ぼ
し
き
何
ら
か
の
使
用
跡
が
あ
る
石
も
見

つ
か
っ
て
い
ま
す
。

　
出
て
き
た
遺
物
か
ら
判
断
す
る
に
、
遺
跡
の
時

代
は
、
古
墳
時
代
か
ら
中
世
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

昭
和
四
十
六
年
の
調
査
で
は
弥
生
土
器
が
多
く
見

つ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
今
回
の
調
査
で
は
二
点
し

か
確
認
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
調
査
終
了
後
、
見
つ

か
っ
た
遺
物
の
整
理
や
、
遺
構
図
面
の
整
理
を
行

い
、
発
掘
調
査
報
告
書
の
刊
行
に
向
け
て
動
き
始

め
ま
す
。
そ
の
段
階
で
新
し
い
事
実
が
わ
か
っ
て

く
る
は
ず
で
す
。
時
間
が
か
か
る
作
業
で
は
あ
り

ま
す
が
、
今
後
の
動
向
に
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

発
掘
成
果
速
報

い
　

こ
う

い
　

ぶ
つ

す
　
え
　
き
　
　
　
た
ん
け
い
　

こ

わ
ん

か
っ
せ
き

ぼ
う
す
い
し
ゃ

し
ゅ
う

こ
う

ほ
う
け
い
　

ど
　

こ
う
　
　
　

ど
　

こ
う
　

は
　
じ
　
き
　
　
　
や
ま
ぢ
ゃ

ぼ
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写
真
を
写
す
と
い
う
行
為
は
特
別
な

こ
と
で
は
な
く
な
り
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
を

押
せ
ば
写
っ
て
し
ま
う
時
代
で
あ
る
。

と
に
か
く
、
だ
れ
が
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
押

し
て
も
良
く
写
る
。
記
録
メ
デ
ィ
ア
が

銀
塩
フ
イ
ル
ム
か
ら
デ
ジ
タ
ル
に
な
り
、

写
真
を
取
り
巻
く
環
境
が
激
変
し
た
。

高
性
能
な
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
一
億
総

カ
メ
ラ
マ
ン
時
代
に
な
り
、
写
真
的
な

眼
と
写
真
そ
の
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の

日
常
空
間
に
ど
ん
ど
ん
侵
入
し
て
き
た
。

も
は
や
、
「
写
真
術
」
で
は
な
く
「
写

真
」
そ
の
も
の
が
存
在
し
て
い
る
。

　

過
去
の
写
真
を
見
る
と
、
写
真
に
対

す
る
方
法
論
は
、
眼
で
見
る
映
像
に
近

い
写
真
を
写
そ
う
と
す
る
自
然
主
義
的

な
も
の
で
あ
っ
た
。
何
を
見
せ
、
何
を

語
る
か
で
な
く
、
専
ら
技
術
主
義
的
な

方
法
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
何
を
表
現
す

る
の
か
」
と
い
う
撮
影
の
目
的
に
対
し
、

「
な
ぜ
『
写
真
』
と
い
う
方
法
を
用
い

る
の
か
」
と
い
う
方
法
意
識
は
、
さ
ほ

ど
重
要
視
さ
れ
な
か
っ
た
。「
写
真
を

写
す
」
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
考
察
す

る
こ
と
は
問
題
外
で
あ
っ
た
と
思
う
。

　

今
日
で
は
写
真
家
も
他
の
表
現
分
野

の
作
家
と
同
じ
く
、
そ
の
人
の
ス
タ
イ

ル
が
あ
る
。
自
己
の
表
現
に
お
い
て
何

を
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
か
を
考
え
る
。

そ
の
目
的
の
た
め
に
行
為
の
ス
タ
イ
ル
、

写
す
対
象
を
分
析
し
、
そ
こ
で
得
た
自

己
の
イ
メ
ー
ジ
を
確
立
さ
せ
た
も
の
が

写
真
な
の
で
あ
る
。

　

さ
し
あ
た
っ
て
写
真
の
ジ
ャ
ン
ル
を

挙
げ
て
み
る
と
報
道
、
人
物
、
広
告
、

山
岳
、
観
光
、
天
体
、
医
学
、
科
学
、

軍
事
な
ど
他
に
も
相
当
数
が
あ
る
。
特

に
報
道
や
広
告
写
真
は
、
最
も
難
し
い

自
己
表
現
が
ひ
し
め
き
あ
っ
て
い
る
。

今
日
の
写
真
で
は
、
こ
の
よ
う
に
分
類

し
て
写
真
を
考
え
る
こ
と
は
無
意
味
に

な
っ
た
と
思
う
。
大
切
な
こ
と
は
、
自

分
の
体
質
に
合
っ
た
写
真
ジ
ャ
ン
ル
の

中
か
ら
、
テ
ー
マ
を
ど
う
考
え
る
か
、

そ
れ
を
自
分
の
中
に
ど
の
よ
う
に
存
続

さ
せ
る
か
で
あ
る
。

　

私
が
い
つ
も
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て

い
る
こ
と
を
紹
介
し
た
い
。

「
写
真
は
、
現
実
を
シ
ャ
ー
プ
に
み
つ

め
、
さ
ら
に
現
実
を
正
確
に
写
し
撮
る

こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
。
し
か
し
、
写
真

は
あ
ま
り
に
も
現
実
に
忠
実
な
記
録
で

あ
る
た
め
に
、
す
ぐ
に
古
く
な
る
。
新

鮮
な
感
動
を
得
る
写
真
表
現
は
写
真
家

自
身
の
内
に
あ
る
…
」

　

そ
ん
な
私
の
写
真
か
ら
、
三
つ
を
紹

介
し
た
い
。
こ
れ
ら
は
私
の
写
真
家
と

し
て
の
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
の
世
界
の
諸

行
無
常
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
撮
影
し
た
写

真
で
あ
る
。
写
真
か
ら
私
の
イ
メ
ー
ジ

が
伝
わ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　
 
写
真
は
自
己
の
イ
メ
ー
ジ
の
確
立
で
あ
る

写
真
部
門　

一
宮
写
真
協
会　

夫
馬　

勲

エッセイ 

撮影地：バーミヤン渓谷
　　　　（アフガニスタン）
撮影年：１990年代
バーミヤンは標高２，５００mの高地にある。
７世紀の唐の僧、三蔵法師が訪れ『大唐西
域記』に記したように仏教が盛んであっ
た。渓谷の崖面に彫られた巨大石仏は、
高さ５５m、５・６世紀頃の建立と推定される。
２００１年３月、イスラム原理主義タリバンに
より破壊された。

撮影地：ヴァーラーナシー（インド）　
撮影年：1990年代
ヒンドゥ教の聖地。ここで死にガンジス河岸で火葬され
灰を河に流されると、輪廻よりの解放と、天国への昇天
を約束される。そのため、年老いた巡礼者が集まる。写
真は身内の亡骸を見せものにして物乞いをする子供。

撮影地：与論島
　　　　（鹿児島県）
撮影年：1980年代
風葬は1902年に禁止され、
土葬へと変わった。穢れを
落とすため、一度土葬を行
った後、死者の骨を海水で
洗い、かつての風葬墓跡に
骨を安置する。現在もその
一部が残っている。
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一
宮 
謡 よう 
曲 
同
好
会
は
一
宮
市
内
の
謡

き
ょ
く

曲
愛
好
者
の
十
の
グ
ル
ー
プ
で
構
成
さ

れ
た
会
員
数
約
百
名
の
団
体
で
す
。
日

ご
ろ
の
活
動
は
グ
ル
ー
プ
毎
で
稽
古
を

行
っ
て
お
り
、
そ
の
成
果
を
春
・
秋
の

年
二
回
の
大
会
で
発
表
し
て
い
ま
す
。

そ
の
う
ち
秋
の
大
会
は
一
宮
市
芸
術
祭

に
協
賛
し
て
開
催
し
て
お
り
ま
す
。

　

謡
曲
と
は
日
本
の
伝
統
芸
能
で
あ
る

 
能  
楽 
の
う
ち 
謡 
い
だ
け
を
演
じ
る
も
の

の
う 
が
く 

う
た

で
す
。
能
楽
は
、 
歌  
舞  
伎 
・ 
人 

か 

ぶ 

き 

に
ん 
形 

ぎ
ょ
う 
浄 

じ
ょ
う 
瑠 る

 
璃 
と
共
に
我
が
国
の
三
大
舞
台
劇
と
し

りて
、
室
町
時
代
に
大
成
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
一
度
も
絶
え
る
こ
と
な
く
江
戸

時
代
に
は
武
家
の
教
養
と
し
て
発
達
し
、

明
治
に
な
る
と
大
衆
演
劇
と
し
て
、
庶

民
の
間
の
趣
味
と
し
て
受
け
継
が
れ
て

来
ま
し
た
。
能
楽
は
舞
台
劇
で
あ
り
、

お
も
に
能
楽
堂
の
舞
台
で
複
数
の
人
物

が
登
場
す
る
物
語
を
演
じ
ま
す
。
前
後

二
場
面
に
分
か
れ
て
い
る
物
語
に
は
、

場
所
と
季
節
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
主

人
公
は
能
面
と
装
束
を
付
け
て
演
技
を

し
ま
す
。
そ
の
他
、
作
り
物
や
小
道
具

の
舞
台
装
置
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
全
体

と
し
て 
幽  
玄 
の
世
界
を
見
せ
て
く
れ
ま

ゆ
う 
げ
ん

す
。
私
た
ち
は
時
々
能
楽
堂
に
行
っ
て
、

プ
ロ
の
能
楽
師
が
演
じ
る
こ
の
よ
う
な

能
楽
を
観
る
こ
と
を
楽
し
み
と
し
て
い

ま
す
。
能
楽
は
、
た
だ
観
に
行
く
だ
け

で
あ
れ
ば
何
の
制
約
も
無
く
、
普
段
着

の
ま
ま
気
楽
に
行
っ
て
も
か
ま
い
ま
せ

ん
。
近
く
で
す
と
、
名
古
屋
城
正
門
前

の
名
古
屋
能
楽
堂
が
便
利
で
す
。
毎
日

は
開
演
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
入
場
無
料

の
時
も
あ
り
ま
す
。
も
の
は
試
し
に
一

度
行
っ
て
観
て
く
だ
さ
い
。

　

私
た
ち
趣
味
で
稽
古
し
て
い
る
の
は

謡
曲
の
う
ち
で
、
も
っ
と
も
基
本
の

「 
素 す 
謡 
」
で
す
。
素
謡
は
稽
古
本
に
従

う
た
い

っ
て
、
独
特
の
節
回
し
で
は
あ
り
ま
す

が
、
腹
か
ら
声
を
出
し
て
謡
い
ま
す
。

他
に
も
「 
仕  
舞 
」
「 
舞  
囃  
子 
」
な
ど
を

し 

ま
い 

ま
い 
ば
や 

し

稽
古
し
て
い
る
人
も
い
ま
す
。
仕
舞
は

一
曲
の
中
の
一
部
分
を
謡
い
に
合
わ
せ

て
舞
い
ま
す
。
普
段
は
こ
れ
を
十
人
前

後
の
各
グ
ル
ー
プ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
近
く

の
場
所
で
稽
古
を
し
て
い
ま
す
。

　

謡
曲
を
こ
の
よ
う
に
紹
介
す
る
と
、

何
か
難
し
く
て
自
分
に
は
縁
が
無
い
と

思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
謡
曲
な

ん
て
聞
い
た
こ
と
も
見
た
事
も
無
い
と

い
う
人
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
敷
居
が

高
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
全
く
の
初
心
者
も
多
数
お
ら

れ
ま
す
。
謡
曲
を
初
め
て
習
う
場
合
、

道
具
は
何
も
要
ら
ず
、
服
装
も
全
く
自

由
で
す
。
慣
れ
て
来
る
と
稽
古
本
や
扇
、

白
足
袋
な
ど
が
必
要
と
な
り
ま
す
が
、

い
ず
れ
の
グ
ル
ー
プ
も
経
験
者
が
お
り
、

特
に
初
心
者
に
も
親
切
に
お
教
え
い
た

し
ま
す
。
腹
の
底
か
ら
大
声
を
出
し
て

謡
う
こ
と
は
、
健
康
に
も
大
変
よ
い
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
グ
ル
ー
プ
メ
ン

バ
ー
の
懇
親
の
場
も
楽
し
み
の
一
つ
で

す
。
是
非
こ
の
機
会
に
一
度
覗
い
て
み

て
く
だ
さ
い
。

　
　

一
宮
謡
曲
同
好
会
の
紹
介

　
　
　
　

謡
曲
部
門　

一
宮
謡
曲
同
好
会　

林　
　

昭

活 動 

仕舞の稽古風景

能　面

名古屋能楽堂で舞囃子の発表会

素謡の稽古風景
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特
集
展
示
「
川
合
玉
堂
の
名
品
」

日
時
e
前
期

４
月
９
日
∏
〜
５
月　

日
∂

１２

後
期

５
月　

日
∏
〜
６
月　

日
∂

１４

３０

内
容
e
一
宮
市
ゆ
か
り
の
日
本
画
家
・

川
合
玉
堂
の
作
品
を
紹
介
し

ま
す
。

会
場
e
博
物
館
２
階
特
集
展
示
コ
ー
ナ
ー

観
覧
料
e
常
設
展
観
覧
料

一　

般　

２
０
０
円

高
大
生　

１
０
０
円

小
中
生　

５
０
円

※　

名
以
上
の
団
体
は
２
割
引

２０
※
市
内
在
住
の
満　

歳
以
上
で
住
所
・

６５

年
齢
の
確
認
で
き
る
公
的
機
関
発
行

の
証
明
書
等（
シ
ル
バ
ー
優
待
証
明

カ
ー
ド
、免
許
証
等
）を
提
示
の
方
は

無
料
。

※
市
内
の
小
・
中
学
生
、
身
体
障
害
者

手
帳
を
持
参
の
方（
付
添
人
１
人
を

含
む
）は
無
料
。

民
俗
芸
能
公
演

日
時
・
内
容
e

①
５
月　

日
º

１８

市
指
定
・
無
形
文
化
財（
芸
能
）「
宮

後
住
吉
踊
」（
宮
後
住
吉
踊
保
存

会
）

演
目
：
豊
年
・
す
が
わ
き
・
か
っ

ぽ
れ
・
お
ん
ど
・
五
十
三

次

②
５
月　

日
∂

１９

県
指
定
・
無
形
民
俗
文
化
財
「
ば

し
ょ
う
踊
」（
ば
し
ょ
う
踊
保
存

会
）

③
５
月　

日
∂

２６

市
指
定
・
無
形
文
化
財（
芸
能
）「
島

文
楽
」（
島
文
楽
保
存
会
）

演
目
：「
壺
坂
霊
験
記　

山
の
段
」

※
時
間
は
各
回
と
も
午
後
２
時
〜

（
開
場
午
後
１
時　

分
）

３０

会
場
e
①
一
宮
市
博
物
館　

講
座
室

　
　
　

②
一
宮
市
博
物
館　

中
庭

　
　
　

③
妙
興
寺
本
堂

観
覧
料
e
無
料

定
員
e
各
回　

名（
午
後
１
時
か
ら
整

６０

理
券
を
博
物
館
受
付
で
配
付
）

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展（
常
設
展
）

「
節
子
と
エ
ッ
セ
イ
に
記
さ
れ
た
芸
術

家
た
ち
」

日
時
e
４
月
９
日
∏
〜
６
月　

日
∂

２３

内
容
e
節
子
の
エ
ッ
セ
イ
に
は
、
そ
の

生
涯
で
多
く
の
芸
術
家
た
ち
に

影
響
を
受
け
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
彼
ら
と
の
か
か
わ

り
に
つ
い
て
、
節
子
自
身
の
言

葉
と
と
も
に
紹
介
し
ま
す
。

観
覧
料
e
一　

般　

３
２
０
円

　
　
　
　

高
大
生　

２
１
０
円

　
　
　
　

小
中
生　

１
１
０
円

※
市
内
の
小
中
生
、　

歳
以
上
無
料
。

６５

Ｇ
Ｗ
特
別
企
画

「
カ
フ
ェ
・
デ
ュ
・
ミ
ュ
ゼ
」

日
時
e
４
月　

日
º
〜
５
月
６
日
∑

２７

内
容
e
喫
茶
コ
ー
ナ
ー
で
節
子
が
過

ご
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
カ
フ
ェ
を

イ
メ
ー
ジ
し
た
イ
ベ
ン
ト
の
ほ

か
、
ロ
ビ
ー
で
気
軽
に
体
験
で

き
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
を

開
催
し
ま
す
。

①
ジ
ャ
ズ
ラ
イ
ブ

４
月　

日
º　

午
後
１
〜
２
時

２７

②
限
定
パ
ン
販
売

４
月　

日
º
、
５
月
４
日
º　

２７

午
前　

時
〜

１０

③
フ
ォ
ト
プ
ロ
ッ
プ
ス
を
つ
く

ろ
う

期
間
中
毎
日

 

「小宇宙」 松岡 孝司

※
一
宮
市
博
物
館
・
三
岸
節
子
記
念
美
術
館

・
尾
西
歴
史
民
俗
資
料
館
に
つ
い
て

○
入
館
は
午
後
４
時　

分
ま
で

３０

○
月
曜
休
館（
休
日
の
場
合
は
開
館
）、
休
日

の
翌
日
休
館（
た
だ
し
、
土
曜
日
・
日
曜
日

ま
た
は
休
日
の
場
合
は
開
館
）

《
市
お
よ
び
市
内
公
共
施
設
の
催
し
予
定
》
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休
館
の
お
知
ら
せ

　

平
成　

年
６
月
７
日
ª
ま
で（
予
定
）

３１

※
休
館
中
の
お
問
い
合
わ
せ
は
月
曜
日

か
ら
土
曜
日（
祝
休
日
を
除
く
）午
前

９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

「
第　

回
一
宮
桜
ま
つ
り
」

５１

日
時
e
３
月　

日
∑
〜
４
月　

日
π
予

２５

１０

定

内
容
e
市
内
桜
の
名
所
７
カ
所
を
会

場
と
し
て
開
催
。
い
ず
れ
も
入

場
料
無
料
。
大
江
川
緑
道
で
は

午
後
６
時
〜
午
後
９
時　

分
に

３０

ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
。

会
場
e
大
江
川
緑
道
ほ
か

入
場
料
e
無
料

「
第　

回
一
宮
つ
つ
じ
祭
」

４２

日
時
e
４
月　

日
º
〜　

日
∂

２７

２８

　
　
　

午
前　

時
〜
午
後
４
時

１０

内
容
e
戦
国
武
将
浅
野
長
政
の
屋
敷

跡
に
整
備
さ
れ
た
浅
野
公
園
に
、

１
、
０
０
０
株
以
上
の
ツ
ツ
ジ

が
咲
き
誇
り
ま
す
。
ブ
ラ
ス
バ

ン
ド
や
和
太
鼓
の
演
奏
を
は
じ

め
、
数
々
の
イ
ベ
ン
ト
も
開
催

さ
れ
ま
す
。

会
場
e
浅
野
公
園

入
場
料
e
無
料

「
第　

回
全
国
選
抜
チ
ン
ド
ン
祭
り
」

５３

日
時
e
５
月　

日
∂
午
前
９
時
〜
午

２６

後
５
時

内
容
e
全
国
選
抜
チ
ン
ド
ン
コ
ン
ク

ー
ル
や
パ
レ
ー
ド
、
ス
テ
ー
ジ

イ
ベ
ン
ト
を
行
い
ま
す
。

会
場
e
萩
原
商
店
街

入
場
料
e
無
料

「
第　

回
花
し
ょ
う
ぶ
ま
つ
り
」

１８

日
時
e
６
月
８
日
º
〜
９
日
∂

内
容
e
園
内
に　

種
類
約
１
、
７
０
０

３８

株
の
花
し
ょ
う
ぶ
が
あ
り
、
５

月
下
旬
か
ら
６
月
中
旬
に
か
け

て
見
事
な
花
を
咲
か
せ
ま
す
。

琴
・
太
鼓
な
ど
の
演
奏
も
あ
り

ま
す
。

会
場
e
萬
葉
公
園　

高
松
分
園

入
場
料
e
無
料

「
第　

回
尾
西
あ
じ
さ
い
ま
つ
り
」

１９

日
時
e
６
月
８
日
º
〜　

日
∂

１５

内
容
e
会
場
と
な
る
あ
じ
さ
い
園
に
、

　

種
類
以
上
８
、
０
０
０
株
の

７０あ
じ
さ
い
が
あ
り
、
ラ
イ
ト
ア

ッ
プ
も
あ
り
ま
す
。
和
太
鼓
・

大
正
琴
な
ど
の
演
奏
も
行
わ
れ

ま
す
。

会
場
e
御
裳
神
社

入
場
料
e
無
料

【
問
合
せ
先　

真
清
短
歌
会
】

　

A（　

）３
５
７
０

５１

日
時
▼
３
月　

日
∂
・
４
月　

日
∂

１０

１４

６
月
９
日
∂　

午
後
１
時
〜

会
場
▼
一
宮
ス
ポ
ー
ツ
文
化
セ
ン
タ
ー

内
容
▼
真
清
短
歌
会
委
員
に
よ
り
実
作

指
導
し
ま
す
。（
初
心
者
歓
迎
）

参
加
料
▼
無
料

申
込
み
▼
当
日
直
接
会
場

【
問
合
せ
先　

真
清
短
歌
会
】

　

A（　

）３
５
７
０

５１

日
時
▼
５
月　

日
ª　

午
前
９
時
〜

１０

行
先
▼
長
浜
城
、黒
壁
ス
ク
エ
ア（
長
浜

市
）他

対
象
▼
ど
な
た
で
も

定
員
▼　

名（
定
員
を
超
え
た
場
合
は

３５抽
選
）

参
加
料
▼
２
、
５
０
０
円（
昼
食
付
き
）

申
込
み
▼
４
月　

日
ª
ま
で
に
事
務
局

１９

（
A　

―
７
０
７
５
）へ
連
絡

８５

【
問
合
せ
先　

一
宮
漢
詩
濤
聲
會
】

　

A（　

）７
９
５
３

７８

日
時
▼
３
月　

日
º
・
４
月　

日
º

２３

２７

５
月　

日
º　

午
前　

時
〜

２５

１０

会
場
▼
中
央
図
書
館

内
容
▼
漢
詩
文
の
基
本
的
な
読
み
方
を

は
じ
め
、
作
者
の
時
代
背
景
に

も
触
れ
な
が
ら
初
め
て
の
方
に

も
分
か
り
や
す
く
「
唐
詩
三
百

首
」
を
解
読
し
ま
す
。

（
初
心
者
歓
迎
）

講
師
▼
三
島
徹
氏（
東
洋
文
化
振
興
会

会
長
）

参
加
料
▼
月
２
、
０
０
０
円

申
込
み
▼
当
日
直
接
会
場

【
問
合
せ
先　

一
宮
市
民
俳
句
教
室
】

『
市
民
短
歌
教
室
』

『
濤
聲
會
漢
詩
講
読
会
』

『
春
の
市
民
短
歌
吟
行
会
』

『
市
民
俳
句
教
室
』
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A（　

）５
５
０
４

７３

日
時
▼
３
月　

日
∂
・
４
月　

日
∂

２４

２８

５
月　

日
∂　

午
後
１
時
〜

２６

会
場
▼
一
宮
ス
ポ
ー
ツ
文
化
セ
ン
タ
ー

内
容
▼
当
季
雑
詠
３
句
を
一
宮
市
民

俳
句
教
室
委
員
が
指
導
し
ま

す
。

（
初
心
者
歓
迎
）

参
加
料
▼
無
料

申
込
み
▼
当
日
直
接
会
場

【
問
合
せ
先　

尾
西
俳
句
会
】

　

A（　

）２
３
９
７

６８

日
時
▼
５
月　

日
∏　

午
前
９
時
〜

１４

行
先
▼
岡
崎
城
、大
樹
寺（
岡
崎
市
）他

対
象
▼
ど
な
た
で
も

定
員
▼　

名（
定
員
を
超
え
た
場
合

３５は
抽
選
）

参
加
料
▼
３
、０
０
０
円（
昼
食
付
き
）

申
込
み
▼
４
月　

日
ª
ま
で
に
事
務

１９

局（
A　

―
７
０
７
５
）へ

８５

連
絡

【
問
合
せ
先　

一
宮
川
柳
社
】

　

A（　

）７
５
９
８

４４

日
時
▼
３
月　

日
∂
・
４
月　

日
∂

２４

２８

５
月　

日
∂　

午
後
１
時
〜

２６

会
場
▼
一
宮
ス
ポ
ー
ツ
文
化
セ
ン
タ
ー

内
容
▼
自
由
吟
お
よ
び
課
題
吟
を
一

宮
川
柳
社
委
員
が
指
導
し
ま

す
。

（
初
心
者
歓
迎
）

参
加
料
▼
無
料

申
込
み
▼
当
日
直
接
会
場

【
問
合
せ
先　

一
宮
漢
詩
濤
聲
會
】

　

A（　

）７
９
５
３

７８

日
時
▼
４
月
２
日
∏
・
５
月　

日
∏

１４

６
月
４
日
∏　

午
前　

時
〜

１０

会
場
▼
中
央
図
書
館

内
容
▼
漢
詩
文
の
作
り
方
の
指
導
を

は
じ
め
、
持
ち
寄
っ
た
創
作

詩
の
添
削
の
検
討
を
会
員
間

で
行
い
ま
す
。（
初
心
者
歓
迎
）

参
加
料
▼
年
３
、
０
０
０
円

申
込
み
▼
当
日
直
接
会
場

【
問
合
せ
先　

一
宮
狂
俳
壇
連
盟
】

　

A（　

）
５
０
０
２

７８

日
時
▼
４
月　

日
º
・
５
月　

日
º

１３

１１

６
月
８
日
º
・
午
後
１
時
〜

（
４
月
は
午
前
９
時　

分
〜
）

３０

会
場
▼
葉
栗
公
民
館

内
容
▼
各
自　

句
持
参
、
互
選
に
よ

１０

り
優
秀
作
を
記
録
に
残
し
ま

す
。（
初
心
者
歓
迎
）

参
加
料
▼
無
料

【
問
合
せ
先　

一
宮
民
俗
芸
能
連
盟
】

　

A（　

）
５
２
２
１

７３

日
程
▼
４
月　

日
∂

２１

会
場
▼
石
刀
神
社（
今
伊
勢
町
馬
寄
）

内
容
▼
山
車
か
ら
く
り
・
献
馬

【
問
合
せ
先　

一
宮
謡
曲
同
好
会
】

　

A（　

）
０
９
６
６

６２

日
時
▼
４
月　

日
∂
午
前
９
時　

分
〜

２１

３０

会
場
▼
尾
西
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

内
容
▼
素
謡
、
連
吟
、
仕
舞
等
の
発
表

入
場
料
▼
無
料

【
問
合
せ
先　

一
宮
音
楽
家
協
会
】

　

A（　

）
２
８
２
７

８７

日
時
▼
５
月　

日
∂　

午
前　

時
〜

１２

１１

会
場
▼
一
宮
ス
ポ
ー
ツ
文
化
セ
ン
タ
ー

内
容
▼
一
宮
音
楽
家
協
会
会
員
に
よ

る
演
奏
会
で
す
。

二
台
八
手　

ギ
ロ
ッ
ク
作
曲

「
シ
ャ
ン
ペ
ン
・
ト
ッ
カ
ー
タ
」

竹
久
夢
二
作
詞
・
多
忠
亮
作
曲

「
宵
待
草
」
な
ど

入
場
料
▼
無
料

 

【
問
合
せ
先　

生
涯
学
習
課
】

　

A（　

）
７
０
７
５

８５

日
時
▼
６
月
６
日
∫
〜
９
日
∂

午
前　

時
〜
午
後
５
時（
９

１０

日
は
午
後
４
時　

分
ま
で
）

３０

会
場
▼
一
宮
ス
ポ
ー
ツ
文
化
セ
ン
タ
ー

内
容
▼
選
抜
さ
れ
た
作
家
の
日
本
画

・
洋
画
・
彫
刻
立
体
・
工
芸

・
デ
ザ
イ
ン
・
書
・
写
真
の

作
品
を
展
示
し
ま
す
。

入
場
料
▼
無
料

【
問
合
せ
先　

尾
西
ウ
ィ
ン
ド
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
】

　

A（　

）
１
１
６
１

７６

日
時
▼
６
月　

日
∂　

午
後
２
時
〜

１６

（
開
場
は　

分
前
）

３０

会
場
▼
尾
西
市
民
会
館

内
容
▼
新
潟
県
上
越
市
で
素
晴
ら
し

い
活
動
を
し
て
い
る
上
越
市

民
吹
奏
楽
団
を
招
い
て
の
楽

し
い
ジ
ョ
イ
ン
ト
コ
ン
サ
ー

ト
で
す
。
皆
さ
ん
お
誘
い
合

わ
せ
て
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

入
場
料
▼
一
般
５
０
０
円　

中
学
生
以
下
無
料（
要
整
理
券
）

8

『
サ
ロ
ン
コ
ン
サ
ー
ト
』

『
春
季
謡
曲
大
会
』

『
石
刀
ま
つ
り
』

『
2
0
1
　̇
一
宮
総
合
美
術
展
』
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『
市
民
川
柳
教
室
』

『
春
の
市
民
俳
句
吟
行
会
』

『
濤
聲
會
作
詩
教
室
』

『
狂
俳
月
例
会
』

『
尾
西
ウ 
ィ
ン
ド
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

第　

回
定
期
演
奏
会
』

８４

〜
上
越
市
民
吹
奏
楽
団
を
迎
え
て
〜


