
キーワードは三河人の心意気
「 刈谷遺産 歴史とものづくりをたどる道 」

無料バスをご利用
いただけます。

刈谷駅前観光案内所で
電動アシスト付き
自転車を無料で
貸し出しています。

刈谷遺産

トヨタ創業期試作工場［愛知製鋼（株）刈谷工場内］

歴史博物館

刈谷市公共施設連絡バス「東刈谷・
逢妻線」で「刈谷市体育館」下車

※JR東海道本線「逢妻」駅より上記
バスを利用する場合は「東刈谷駅北
口行」にご乗車ください。
（「刈谷市体育館」まで約5分）

※名鉄三河線「刈谷市」駅より上記
バスを利用する場合は「逢妻駅南口
行」にご乗車ください。
（「刈谷市体育館」まで約10分）

バス停の位置や時刻表はこちら

（QRコードは、デンソーウェーブの登録商標です）

【亀城公園へのアクセス】

刈谷市役所市民活動部文化観光課
〒448-8501　刈谷市東陽町1丁目1番地　　　
☎ 0566-62-1037

撮影／井土英世志

発行年／令和元年

保証金1,000円をお預かりします。 
問題がなければ利用後に返却します。

貸出窓口／刈谷駅前観光案内所（産業振興センター１階）

☎ 0566-45-5833
貸出時間／10時から18時
貸出対象／小学生以上で自転車の乗用に安全上支障がない方
※その他詳細についてはお問い合わせください。

レンタサイクル公共施設連絡バス（かりまる）
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歴 史 と

も の づ く り を

た ど る

総合文化センター

刈谷駅

桜町

刈谷駅前観光案内所
（産業振興センター内）



豊田佐吉胸像

歴史博物館

体育館

刈谷高校正門

トヨタ創業期試作工場
［愛知製鋼（株）刈谷工場内］

刈谷北高校

亀城公園

刈谷球場

刈谷高校

刈谷市役所 総合文化センター
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松本奎堂
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宍戸弥四郎
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大野定碑 椎の木屋敷跡郷土資料館

石田退三旧宅

八幡町
体育館南 寺横町

大手門跡

刈谷市駅北

刈谷警察北

城町
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「刈谷遺産」では、真面目で律儀・義理人情に厚い・団結力が強いといった「三河人の心意気」をキーワードに、
戦国から近代までの刈谷の歴史をたどります。
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戦
国
時
代
、刈
谷
周
辺
は
水
野
家
に
よ
っ
て
治
め
ら
れ
て
い
ま
し

た
が
、周
囲
を
織
田
家
や
松
平
家
な
ど
の
勢
力
に
囲
ま
れ
、争
い
が
絶

え
ま
せ
ん
で
し
た
。水
野
家
の
当
主
・
忠
政
は
、城
を
築
き
、敵
対
勢
力

に
娘
を
嫁
が
せ
る
な
ど
、生
き
残
る
道
を
模
索
し
ま
し
た
。

　

娘
の
於
大
は
、岡
崎
の
松
平
家
に
嫁
ぎ
、徳
川
家
康
の
母
と
な
り
ま

す
が
、戦
乱
の
世
に
翻
弄
さ
れ
、離
縁
し
刈
谷
に
帰
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
ま
す
。松
平
の
家
臣
は
最
後
の
務
め
と
し
て
、於
大
を
刈
谷
城
ま
で

送
り
届
け
よ
う
と
し
ま
す
が
、於
大
は
こ
れ
を
断
り
、城
の
手
前
で
岡

崎
に
帰
る
よ
う
伝
え
ま
す
。こ
れ
は
、城
で
待
つ
兄
・
信
元
が
彼
ら
を

殺
し
て
し
ま
う
と
考
え
、家
臣
を
守
る
た
め
で
し
た
。こ
う
し
た
於
大

の
深
い
心
遣
い
は
、後
の
水
野
家
や
家
康
の
生
涯
に
も
大
き
な
影
響

を
与
え
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

於
大
の
甥
で
あ
り
、家
康
の
従
兄
弟
に
あ
た
る
水
野
勝
成
は
、戦
国

の
動
乱
を
抑
え
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
ま
す
。勝
成
は
、信
長
や
家

康
に
仕
え
、数
々
の
戦
で
戦
果
を
挙
げ
た
豪
傑
で
あ
る
一
方
、小
牧
・

長
久
手
の
戦
い
で
は
、顔
の
腫
物
が
気
に
な
り
兜
を
か
ぶ
ら
ず
に
戦

に
出
陣
す
る
な
ど
破
天
荒
さ
で
も
そ
の
名
を
轟
か
せ
ま
し
た
。

　

ま
た
、父
の
家
臣
を
切
り
殺
し
た
こ
と
で
父
と
絶
縁
し
放
浪
の
旅

に
出
ま
す
が
、豊
臣
秀
吉
に
よ
る
天
下
統
一
を
助
け
る
な
ど
の
活
躍

ぶ
り
を
見
せ
ま
す
。

　

そ
の
後
、家
康
の
は
か
ら
い
に
よ
っ
て
父
と
の
勘
当
が
解
か
れ
、刈

谷
藩
の
初
代
藩
主
と
な
る
と
、関
ヶ
原
の
戦
い
や
大
坂
の
陣
な
ど
で

戦
果
を
挙
げ
、江
戸
幕
府
を
支
え
て
い
き
ま
す
。

　

勝
成
の
凄
さ
は
武
勇
の
み
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。最
後
に
転

封
し
た
福
山
で
は
城
と
城
下
町
を
新
た
に
建
設
し
、福
山
の
ま
ち
を

作
っ
た
偉
人
と
し
て
現
在
も
称
え
ら
れ
て
い
ま
す
。刈
谷
で
も
城
下

町
の
建
設
に
携
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、刈
谷
の
ま
ち
の
原
点
を
築
き

ま
し
た
。

第
一
章 

江
戸
幕
府
の
母
と
鬼
日
向※

１

た
だ
ま
さ

ほ
ん
ろ
う

て
ん

ぽ
う

ご
う
け
つ

は
れ
も
の

と
ど
ろ

み
ず
の
か
つ
な
り

お
だ
い

※

2

※
3

※

4

　
刈
谷
の
ま
ち
の
発
展
は
、
刈
谷
城
が
築
か
れ
た
こ
と
に
よ
り

幕
を
開
け
ま
す
。
こ
の
時
代
、
刈
谷
で
は
個
性
あ
ふ
れ
る
人
物

が
活
躍
し
、
徳
川
家
康
の
天
下
統
一
を
支
え
て
い
ま
し
た
。

椎の木屋敷跡
［於大が暮らした場所］

刈谷城ジオラマ［歴史博物館で展示］

水野勝成　

亀城公園［刈谷城址］

於大

34

大名の領地を他に移すこと。
江戸時代、大坂より西方面に
は関ヶ原の戦いで家康と敵対
した大名が数多く残されてい
た。そのため、要衝に譜代大名
（関ヶ原の戦い以前に徳川氏
に臣従した者）を転封し、監視
役を命じた。

転封

天正12年（1584）に起きた
家康と羽柴（豊臣）秀吉による
戦い。家康勝利に終わったが、
その後の和平交渉の結果、秀
吉の天下統一に繋がる戦いと
なった。水野勝成は家康方と
して参戦した。

小牧・長久手の戦い
慶長5年（1600）家康の東軍
と石田三成の西軍に分かれて
行われた秀吉の後継者をめぐ
る争い。以後、家康は慶長8年
（1603）には征夷大将軍に
任ぜられた。

関ヶ原の戦い

徳川家康・秀忠親子と豊臣家
との争い。慶長19年（1614）
の大坂冬の陣、翌年の大坂夏
の陣から成る。勝成は両陣に
出陣し、夏の陣では、家康軍の
先鋒を任され、豊臣方の有力
武将を打ち破る活躍をした。

大坂の陣 ※3

※2※1

※4
てんぽう

歴史街道
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幕
末
の
動
乱
の
中
、刈
谷
藩
出
身
の
松
本
奎
堂
、

宍
戸
弥
四
郎
ら
は
、幕
府
へ
の
不
満
か
ら
尊
王
攘

夷
の
思
想
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
倒
幕
へ
と
向

か
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

彼
ら
が
参
加
し
た
天
誅
組
は
、倒
幕
へ
の
道
を

進
み
ま
し
た
が
、政
変
に
よ
り
一
夜
に
し
て
賊
軍

扱
い
と
な
り
、幕
府
に
追
わ
れ
る
身
と
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
で
も
援
軍
を
求
め
、一
時
は

千
人
を
超
え
る
大
軍
と
な
り
ま
し
た
が
、幕
府
軍

の
攻
撃
に
よ
り
、天
誅
組
は
敗
走
せ
ざ
る
を
得
ま

せ
ん
で
し
た
。そ
し
て
、多
く
の
兵
力
を
失
い
現
在

の
奈
良
県
東
吉
野
村
で
壊
滅
し
た
の
で
す
。

　

彼
ら
は
外
国
の
脅
威
を
前
に
ひ
る
む
こ
と
な

く
、新
し
い
時
代
へ
の
思
い
を
貫
き
通
し
、最
後
ま

で
尊
王
攘
夷
を
叫
び
続
け
ま
し
た
。彼
ら
の
精
神

は
他
の
幕
末
の
志
士
た
ち
に
引
き
継
が
れ
、４
年

後
に
倒
幕
が
成
し
遂
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

江
戸
幕
府
が
幕
を
閉
じ
た
後
も
、旧
幕
府
派
と

新
政
府
派
と
の
争
い
は
続
き
、刈
谷
藩
の
中
で
も

ど
ち
ら
に
付
く
か
、非
常
に
揺
れ
動
い
て
い
ま
し

た
。そ
し
て
、決
断
を
迫
ら
れ
た
あ
る
日
、つ
い
に

新
政
府
派
に
付
く
こ
と
を
決
断
し
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、既
に
夜
の
１０
時
半
。家
老
た
ち
は
、

こ
ん
な
夜
更
け
に
部
下
を
集
め
る
と
余
計
な
混
乱

を
招
く
と
考
え
、翌
朝
に
こ
の
決
断
を
公
表
す
る

こ
と
を
決
め
ま
す
。一
方
、そ
の
事
実
を
知
ら
な
い

新
政
府
派
の
若
い
武
士
た
ち
は
、こ
れ
ま
で
の
徳

川
家
へ
の
恩
義
か
ら
、刈
谷
藩
は
旧
幕
府
派
に
付

く
と
考
え
て
い
ま
し
た
。そ
の
た
め
、強
硬
手
段
に

出
る
こ
と
を
決
心
し
、ま
さ
に
同
日
、大
手
門
外
で

待
ち
伏
せ
し
、城
か
ら
出
て
き
た
３
人
の
家
老
を

切
り
殺
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　

あ
と
１
日
、藩
の
決
断
が
早
い
か
、若
い
武
士
た

ち
の
行
動
が
遅
け
れ
ば
こ
の
三
家
老
の
悲
劇
を
避

け
る
こ
と
が
で
き
た
で
し
ょ
う
。そ
れ
ぞ
れ
の
思

い
は
錯
綜
し
、明
治
維
新
を
迎
え
ま
す
。

　

明
治
維
新
後
、新
政
府
派
に
付
い
た
刈
谷
藩
は

徳
川
家
を
支
え
て
き
た
藩
と
し
て
新
政
府
か
ら
冷

遇
を
受
け
ま
す
が
、人
々
の
心
意
気
を
原
動
力
に

こ
の
逆
境
の
中
で
も
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。

第
二
章 
己
の
信
念
を
貫
い
た
人
々

「
旧
幕
府
派
か
、
新
政
府
派
か
。」

　
幕
末
の
日
本
を
変
え
よ
う
と
し
た
人
物
が

刈
谷
で
生
ま
れ
た
こ
と
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。

彼
ら
は
天
誅
組
の
一
員
と
し
て
、
尊
王
攘
夷
を

貫
き
、
幕
府
を
相
手
に
最
後
ま
で
戦
い
抜
き
ま

し
た
。
一
方
、
刈
谷
藩
で
も
、
す
れ
違
い
か
ら

悲
劇
が
起
き
て
し
ま
い
ま
す
。

※

１

※

2※

3

※

4

親友である松本奎堂とともに参加した天
誅組では合図係や、決死隊の副隊長を務
めた。最後は主将を脱出させるために戦
死した。

宍戸弥四郎

刈谷藩士に生まれ、18歳の時に槍の稽
古で左眼の視力を失う。昌平坂学問所で
は舎長となるほど優秀だったが、尊王攘
夷を決意し脱藩。名古屋や大坂で私塾を
開いたのち、天誅組では三総裁の一人と
して挙兵。

松本奎堂

文久３年（1863）８月、武力による倒幕
と尊王攘夷をめざして結成された維新の
魁と言われる集団のこと。刈谷藩からは
松本奎堂、宍戸弥四郎らが参加している。

天誅組
てんちゅうぐみ

し し ど や し ろ う

し
し
ど
や
し
ろ
う

て
ん
ち
ゅ
う
ぐ
み

そんのうじょうい

まつもとけいどう

ま
つ
も
と
け
い
ど
う

き
ょ
う
い

さ
く
そ
う

そ
ん
の
う
じ
ょ
う
い

天皇を敬い外国を打ち払うべきとする思
想のこと。幕府の大老である井伊直弼が
暗殺されるなど、これまででは考えられ
ないような事件が起こった。

尊王攘夷

宍戸弥四郎

十念寺［旧刈谷藩主土井家廟所内の三家老
墓所並びに松本奎堂墓所がある］

松秀寺［宍戸弥四郎墓所がある］

松本奎堂

56

※2※1

※4
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歴史博物館

十朋亭

刈谷城址

大手門跡

松本奎堂生誕地碑
宍戸弥四郎
生誕地碑

亀城公園

刈谷球場

体育館

郷土資料館

市原稲荷神社
町口門跡

城町図書館

文礼館跡

札の辻跡 秋葉社

刈谷市駅

十念寺

松秀寺

無料

銀座４丁目

寺横町

元中根

御幸町

刈谷市駅北

司町

城町

体育館南
八幡町

八幡町南

椎の木屋敷跡

トイレ

トイレ

トイレ

トイレ

トイレ

有料

無料

刈谷市駅

司町4丁目

司町6丁目

銀座4丁目

刈谷市体育館

1

2

3

4

6
７

5

刈谷城の本丸部分が建てられていた
場所で、現在は亀城公園として整備
されています。

刈谷城址

刈谷の歴史を見るだけでなく、体験して
学ぶことができるミュージアムです。
☎ 0566-63-6100
開館時間／9時から17時まで
休館日／月曜日（月曜が祝日の場合は
翌日）、祝日の翌日、年末年始など

歴史博物館

刈谷士族会の集いの場として亀城公園
内に建てられました。現在は市民の憩い
の場として利用されています。
☎ 0566-21-3790
開館時間／9時から21時まで
休館日／年末年始

十朋亭

宍戸弥四郎の生家があった場所で、
現在は石碑が建てられています。

宍戸弥四郎生誕地碑

❶

❷

❸

❻

❼

78

歴史街道エリ
アマップ

大手門とは、城の表正門にあたり、
三家老の悲劇はこの門を出たところ
で起こったと言われています。

大手門跡

松本奎堂の生誕の地（旧屋敷跡）
に刈谷士族会によって碑が建てら
れました。

松本奎堂生誕地碑

❹

　　　　

於大が松平家から離縁された後に
暮らした場所で、現在は公園になって
います。

椎の木屋敷跡　　　　　　❺

じっぽうてい

しい



大正時代の刈谷駅模型［歴史博物館で展示］

刈谷高校正門

刈谷藩士として生まれ、
江戸時代は家老、明治
時 代 に 入ると 大 参 事
（現在でいうところの副
知事）や刈谷村戸長、初
代県議会議員などを務
め、明治維新後の混乱
に陥った刈谷のために
奔走した。

大野定
大野定の弟。東洋組刈
谷士族就産所、三河鉄
道を設立し、近代的な
産業発展を押し進める
とともに、高等教育機
関の創設に尽力し教育
の普及に努めた。

大野介蔵

　

明
治
時
代
に
入
る
と
、武
士
は
、身
分
を
象
徴
す

る
特
権
を
失
い
、藩
で
の
仕
事
も
失
い
ま
し
た
。そ

の
た
め
、刈
谷
は
失
業
者
で
溢
れ
か
え
り
、混
乱
を

極
め
て
い
ま
し
た
。

　

刈
谷
を
離
れ
て
い
た
大
野
定
は
、混
乱
す
る
藩
の

立
て
直
し
を
任
さ
れ
、弟
の
大
野
介
蔵
ら
と
奮
闘
し

ま
す
。

　

定
は
、刈
谷
付
近
の
土
が
レ
ン
ガ
の
製
造
に
適
し

て
お
り
、レ
ン
ガ
工
場
の
建
設
計
画
が
浮
上
し
た
際

に
は
、貧
し
い
暮
ら
し
を
す
る
旧
武
士
た
ち
を
採
用

す
る
こ
と
を
条
件
に
自
ら
の
土
地
を
工
場
用
地
と

し
て
提
供
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、刈
谷
の
歴
史
の
中
で
も
大
き
な
タ
ー
ニ
ン

グ
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
、刈
谷
駅
の
誘
致
に
成
功
し

ま
す
。

　

介
蔵
ら
は
、ま
ち
の
発
展
の
た
め
に
駅
が
必
要
で

あ
る
と
考
え
、神
戸
の
鉄
道
事
務
所
に
は
た
ら
き
か

け
る
な
ど
誘
致
運
動
を
起
こ
し
ま
す
。町
民
も
こ
れ

に
賛
同
し
、鉄
道
用
地
の
交
渉
を
自
ら
行
う
な
ど
地

域
の
発
展
の
た
め
に
尽
く
し
ま
し
た
。そ
の
結
果
、

介
蔵
ら
の
熱
意
が
認
め
ら
れ
刈
谷
駅
の
誘
致
に
成

功
し
た
の
で
す
。

　

こ
の
刈
谷
駅
の
開
業
や
、当
時
盛
ん
で
あ
っ
た
鉄

道
建
設
と
洋
風
建
築
で
軌
道
に
乗
っ
た
レ
ン
ガ
事

業
に
よ
っ
て
刈
谷
の
産
業
は
発
展
し
て
い
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
彼
ら
は
人
材
育
成
に
も
目
を
向
け
ま
す
。

県
立
第
八
中
学
校（
現
刈
谷
高
校
）の
誘
致
を
成
功

さ
せ
る
と
、刈
谷
高
等
女
学
校（
現
刈
谷
北
高
校
）

を
独
自
で
設
立
し
ま
し
た
。当
時
、男
女
の
高
等
教

育
機
関
を
備
え
た
ま
ち
は
珍
し
く
、教
育
の
面
か
ら

も
産
業
発
展
を
支
え
ま
し
た
。

　

大
野
家
を
は
じ
め
と
す
る
町
民
は
常
に
刈
谷
の

発
展
へ
の
努
力
を
惜
し
み
ま
せ
ん
で
し
た
。こ
の
時

代
に
作
り
上
げ
た
交
通
網
と
教
育
機
関
は
後
の
成

功
の
カ
ギ
と
な
り
ま
す
。

第
三
章 
次
世
代
へ
の
布
石
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明
治
維
新
の
大
混
乱
に
陥
っ
た
刈
谷
藩
は
、

立
て
直
し
に
向
け
産
業
の
発
展
へ
舵
を
切
り
ま
す
。

そ
の
土
台
と
し
て
必
要
不
可
欠
な
交
通
網
の
整
備

や
人
材
育
成
に
も
力
を
入
れ
、
現
代
の
産
業
都
市

と
し
て
の
礎
を
築
い
て
い
き
ま
す
。

※2 ※1

※

１

※

2

お お の か い ぞ う お お の さ だ め

お
お
の
さ
だ
め

お
お
の
か
い
ぞ
う

Manufactur ing
Avenue

ものづくり
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豊田佐吉の長男で、トヨタ
自動車工業株式会社（現
トヨタ自動車株式会社）の
創業者。車社会の到来を
予感し、自動車の試作を
開始した。

豊田喜一郎

現在のトヨタグループの創始者。
世界最高性能といわれる「Ｇ型
自動織機（無停止杼換式豊田自動
織機）」を開発し世界の繊維
産業の発展に貢献した。
トヨタグループの礎は、
佐吉の研究と創造の精神
を基盤に築かれている。

豊田佐吉

豊田佐吉が大正13年
（1924）に発明、完成した
自動織機。高速運転中に
スピードを落とさずに
杼（シャットル）を交換
して、よこ糸を自動的に
補給できるようになり
生産性が飛躍的に向上
した。

G型自動織機

豊田喜一郎が初めて
作った国産乗用車。
改良を重ねて、後の
ＡＡ型乗用車の量産へ
と導いた、歴史的意義
のある試作車である。

A１型試作乗用車

イラストはAA型乗用車

　産業革命が進む大正時代初頭、豊田佐吉は、将

来の発展に向けて、長年改良に取り組んでいた

自動織機の試験工場の用地を探していました。

　ある日、刈谷駅で列車を待つ旧豊田紡織株式

会社の社員に偶然居合わせた町民が、工場を作

るなら刈谷は交通や電話通信面で便利だと話を

持ち掛けたという逸話が残っています。これを

きっかけに、駅の誘致と同じくまちをあげて

行った熱心な誘致活動が実を結び、当初の候補

地から一転して刈谷に試験工場が建設されまし

た。そして、この工場で世界の繊維産業の図式を

変えたと言われる「Ｇ型自動織機」が産声をあげ

ることとなります。

　これ以降も佐吉は、Ｇ型自動織機を製造・販売

する株式会社豊田自動織機製作所をはじめ、新

しい工場が必要になると、まずは刈谷に相談を

持ち掛けました。大野一造をはじめとする町民

たちの心意気が、刈谷とトヨタの強い信頼関係

を築き上げたのです。

　相次ぐ工場の建設により、働く人を呼び込み、

まちは発展を遂げていきます。豊田喜一郎は、刈

谷の地でトヨタ初の国産乗用車「Ａ１型試作乗

用車」を誕生させます。様々な困難を乗り越えて

の完成の裏には、何度失敗しても、一丸となって

挑戦する社員たちの姿があったのではないで

しょうか。

　世界の自動車産業をリードするトヨタをはじ

め、この地域がものづくりで成功できたのは三

河人の心意気があってこそです。

　かつて、刈谷の繁栄のために戦乱の世を生き

た三河人の心意気は脈々と現代にも受け継がれ

ているのです。

静かな城下町であった刈谷は、

刈谷駅の誘致以降、着々と

産業都市への下準備を進めます。

大正末期、飛躍的な発展へと

つながる出来事が起きますが、

きっかけは偶然によるものでした。

第四章  日本有数の産業都市へ

大野介蔵の長男。旧豊田紡織株式会社の試験工場誘致に
尽力し、刈谷の工業都市の端緒を開いた。実業家として
活躍する傍ら、政界にも進出し、刈谷町会議員を皮切り
に、愛知県会議員、刈谷町長、衆議院議員を務めた。

大野一造

1112 トヨタ創業期試作工場［愛知製鋼(株）刈谷工場内］

※2

※1

※1

※２

※３

※４

※５
※4

※5

※3

（無停止杼換式豊田自動織機）

と よ だ さ き ち
と よ だ さ き ち

じどうしょっき

うぶごえ

と よ だ き い ち ろ う
とよだきいちろう

お お の い ち ぞ う

むていしひがえしきとよだじどうしょっき

おおのいちぞう

Manufactur ing
Avenue

ものづくり
街道

   



大野定碑
豊田佐吉胸像

石田退三旧宅・展示室

歴史博物館

体育館

刈谷高校正門

トヨタ創業期試作工場
［愛知製鋼（株）刈谷工場内］

刈谷北高校

亀城公園

刈谷球場

城町図書館

刈谷高校

刈谷市役所
総合文化センター

J R 東海道本線

名鉄
三河
線

刈谷駅前観光案内所
（産業振興センター内）

デンソーギャラリー

アイシンコムセンター

刈谷市駅

刈谷駅

司町

元中根

銀座４丁目

寺横町

新栄町

富士見町 刈谷高校東

刈谷市駅

刈谷市役所

刈谷駅南口

刈谷駅北口

刈谷市体育館

司町4丁目

銀座4丁目

神明町3丁目

寿町東

城町

体育館南

寺横町東

東陽町

神明町

桜町

中山町

八軒町

昭和町

刈谷警察北

刈谷警察南

刈谷市駅北

熊野町

郷土資料館

昔ここには
レンガ工場が
ありました。

トイレ

トイレ

トイレ

8 9
10

12

11

刈谷警察署

大正12年に愛知県刈谷中学校正門として
建てられ、平成29年に国の登録有形文化
財（建造物）に登録されました。

刈谷高校正門

トヨタグループを再建し「トヨタ
の大番頭」と呼ばれた石田退三
が暮らした家とその生涯をたどる
展示を見学できます。見学はメー
ルにて事前申し込みが必要です。
メール／
info@ishidafound.or.jp

石田退三旧宅・展示室

アイシングループの展示館。迫力のプロ
ジェクションマッピングシアターでは、クル
マの楽しさを全身で体感できます。
刈谷市朝日町２丁目１番地
☎ 0566-24-8600
開館時間／9時から17時
休館日／土曜・日曜日および会社休日
駐車場／あり

アイシンコムセンター

デンソーの製品の歴史や最新技術、将来の
技術をわかりやすく紹介するほか、多くの
体験型展示を取り入れています。
刈谷市昭和町1丁目１番地
株式会社デンソー本社 5号館3階
☎ 0566-24-8600
開館時間／9時半から17時
休館日／土曜・日曜日および会社休日
（原則第1土曜日は開館）　
駐車場／あり

デンソーギャラリー

トヨタ初の国産乗用車誕生の地を見学する
ことができます。見学はホームページより事
前申し込みが必要です。
☎ 0566-29-4151　
ホームページ URL:https://k.tcmit.org/
開館時間／10時から17時
休館日／土曜・日曜日および会社休日

トヨタ創業期試作工場
［愛知製鋼（株）刈谷工場内］

    

1314

ほかにも
体験施設が
充実

明治維新後の混乱期に刈谷の発展
に貢献したことから、大正５年に記念
碑が建てられました。

大野定碑 郷土資料館豊田佐吉胸像
旧豊田紡織株式会社や株式会社豊
田自動織機製作所を刈谷に設立し、
刈谷の工業化の基礎を築いたことか
ら記念碑が建てられました。

西洋建築のバロック方式の流れを汲
む外観が特徴的で、国の登録文化財
になっています。刈谷の民俗資料な
どを展示しています。
☎ 0566-23-1488
開館時間／9時から17時
休館日／月曜日（月曜が祝日の場合
は翌日）、祝日の翌日、年末年始など

8 9 10

11

12

ものづくり街
道エリアマッ

プ
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