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明智川にアユを放流 家族で一緒に風鈴づくり

自分の健康を考える伝統芸能で日本の心を学ぶ
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とも ひろ
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▲楽しそうに風鈴づくりに取り組む親子
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▲簡易健康チェックを受ける皆さん

▲明智川にアユを放流する明智小と吉田小の児童たち
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▲真剣な表情で花を生ける生徒たち

13　2008.7.1
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ほお葉で楽しむ郷土の味 オアシス２１で観光物産展

市操法大会で岩村優勝少し汚い川と判断
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▲多くのお客さんでにぎわう観光物産展
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▲操法を行う岩村分団

▲色どり良くほお葉ずしの具材を乗せる受講生たち
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▲石の裏に付いている虫を調べる児童たち
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町民が奏でるコンサート 花を植えて美しいまちに

児童や園児と楽しく交流中学生の代表が主張
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▲花のまち恵那と恵那農業高校生との植え付け作業
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▲手作りかるたを児童と楽しむ参加者

▲元気よく歌う中野方小学校の児童たち

���������	
����������	


�������	
�������������

�������	
����	�����	��

��������	��
�����������

�������	�
���������

�������	
�������������

����������	
�������������������
���� ����

�������	
�����������	
���
���� ��

��������	
������
�

▲最優秀賞に選ばれた伊藤咲希さん

15　2008.7.1

企画展覧会

『 江戸のヒーロー・ヒロイン 』展

　歌川豊国（三代）の「木曽六十九驛」の

シリーズは、宿場にちなむ役者絵で、街道

風景を背景に人気役者の半身像を描くと

いうものです。本図は、中山道44番目の宿

場・落合宿を背景に、盗賊石川五右ヱ門が

描かれています。これは落合宿の入口に

架かる落合橋が、またの名を「釜ヶ橋」と

いったところから連想して、釜いりの刑に

処せられた石川五右ヱ門を登場させてい

ます。

■会期
７/２４�～８/３１�

■会館時間　午前９時
半～午後５時（入館は午
後４時半まで）

■観覧料　�大人＝５００
円（団体４００円）　�小・
中・高校生＝無料

毎週月曜日（祝日を除く）、
祝日の翌日（土日・祝日を
除く）休館。

■問い合わせ　中山道
広重美術館�２０‐０５２２

第１日曜日は「市民の日」
　毎月第１日曜日を「市民の日」とし、
観覧料を無料とします。気軽に美術
の世界に触れていただき、美術を中心
とする文化活動やまちづくり活動の
拠点に活用いただけるよう願ってい
ます。

歌川豊国（三代）
「木曽六十九驛　落合　
釜ヶ橋　石川五右ヱ門」

大判錦絵　１８５２（嘉永５）年
版元:辻岡屋文助　当館蔵（田中コレクション）
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②岩村城跡の基本（その１）
　岩村城跡は、「日本三大山城」、「日本百名城」（財団
法人日本城郭協会）にあげられるなど、全国的にも知
名度が高く、城郭ファンだけでなく、多くの観光客が
訪れる城跡です。そのため、古くから城の研究書やガ
イドブックなどに、さまざまな形で紹介されていま
す。しかし近年、新たに分かったこと、確かめられた
ことはまだ反映されていないのが実情です。
　歴史的な記述は、発掘調査の成果や新たな史料の発
見、研究の進展による研究成果の見直しによって、改
訂されていくものです。ここでは、現時点での岩村城
のごく基本的な歴史的、国語的な事項を数回にわたっ
て確認していきます。
□名称と読み方

　岩村城跡【いわむらじょうせき】市と県史跡、遺跡
の登録名ともこの名称です。よく岩村城址（趾）【い
わむらじょうし】と書かれていることがあります。こ
ちらの方が趣があって現在の雰囲気に合っていると感
じる方も多いと思います。「址・趾」は常用漢字（一
般的に使用する標準的な言葉）ではなく、学校で教え
ない、新聞で使わない旧字ですので、市としては使わ

ないことにしています。
　読み方は、城を【じょう】と音読みする場合は、「跡」
も音読みするので【じょうせき】と読みます。｢城跡｣
単独の場合は、【しろあと】と読むことができます。
なお、城址公園【じょうしこうえん】は固有名詞とし
て扱いますので、そのまま使用していきます。
□問い合わせ　文化課�.４３-２１１２（内線２１７）

▲趣がある本丸西側の高石垣


