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大須賀一雄（おおすか・かずお）　水彩画家。1937年群馬県出身。武蔵野市在住。画材は透明水彩。元 JR東日本国際課勤務。JR東日本絵画クラブ初代
事務局長。これまでJR東日本の駅の絵を1000点以上描き、新聞、雑誌、テレビなどでも紹介されている。著書は『あなたの街の駅物語』（日貿出版
社）、『スケッチお手本帖』（素朴社）、『透明水彩の世界・ヨーロッパ』および『緑』（旅もようスケッチ会）ほか。2022 年まで、JR 東日本の大人の休日
倶楽部のカレンダーの絵を担当。海外スケッチ旅行歴も長く、これまで50カ国以上を訪れ、個展も30回を超える。
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見慣れた風景も、絵になるとちょっと違う趣が出てきます。
そんな武蔵野の風景を、大須賀一雄さんが春夏秋冬で切り取って描きます。

武蔵野スケッチ物語
この街が好きだから

絵と文

大須賀一雄

境南町五丁目にて
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開館10周年を迎えた武蔵野ふるさと歴史館が、今月リニューアルオープンしました。
この機会にぜひ、武蔵野ふるさと歴史館にお越しください。

今と昔の武蔵野市を再発見！

武蔵野ふるさと歴史館に
行ってみよう

ガイダンス
エリア

第二
展示室

第一展示室

1F
入口

市民スペース事務室

その時期の見どころなどを紹
介する告知ボード

はじめにチェック！

　古代～近現代の武蔵野市の歴史は大人でも知らないことが多く、常設展示も企画展も見応えたっぷりです。
また、縄文土器やB-29爆撃機・1トン爆弾の模型など、子どもでも分かりやすく学べる展示がたくさんあ
ります。館内を1周すると、今まで知らなかった歴史や文化に触れ、「武蔵野市」を再発見できるはず。

リニューアルした武蔵野ふるさと歴史館の見どころ

所在地：武蔵野市境5-15-5

　博物館と公文書館の機能を併せ持つ、全国的にも
ユニークな市立施設。旧図書館の建物を活用して平
成26年に開館し、今年開館10周年を迎えました。

■博物館機能
　 歴史的価値のある資料や文化財を収集・ 

保管・調査研究・展示普及する機能

■公文書館機能
　歴史公文書を選別・保存・公開する機能

最新情報は
こちら

武蔵野ふるさと歴史館ってこんなところ

床には武蔵野市全域の航空写
真を展示。空から武蔵野市を
見てみよう！

あなたの家は
見つかるかな？

縄文土器や昔の生活道具など、
楽しく学べる展示は子どもに人気！

日本で最古級の縄文時代草創期
の土器は注目ポイント。

かつて市内に存在した中島飛行機武蔵
製作所に関する展示コーナーを新設し
ました。米軍による空襲のターゲット
となった訳など、戦争や平和を学ぶに
は欠かせない展示です。

貴重な資料もたくさん！

ぐるりと1周すると武蔵野市
の歴史がたどれる常設展示室

時期ごとに内容の変わる企画
展。現在は、学校教育連携展
示「武蔵野のくらしを探る―
小学生の一日今昔―」です

学芸員・公文書専門員の
力作ぞろい！




