
▪
当
時
の
文
化
が
分
か
る
絵
巻

物
　

野
田
町
の
野
田
八
幡
宮
に
伝
わ
る
絵

巻
物
で
す
。
絵
巻
物
と
し
て
は
状
態

が
よ
く
、
流
麗
な
文
体
と
色
鮮
や
か
な

絵
が
特
徴
で
す
。
ま
た
衣
装
な
ど
か

ら
当
時
の
風
俗
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

▪
小
野
小
町
と
い
う
人
物

　

小
野
小
町
と
言
え
ば
、
皆
さ
ん
何

を
イ
メ
ー
ジ
し
ま
す
か
。
絶
世
の
美

女
、
百
人
一
首
に
出
て
く
る
人
、
小
野

妹
子
の
子
孫
な
ど
た
く
さ
ん
出
て
き

ま
す
が
、
小
野
小
町
が
ど
う
いっ
た
人

物
な
の
か
は
ほ
と
ん
ど
分
か
っ
て
い
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
美
し
く
教
養
の
高
い
女

性
と
い
う
こ
と
で
、
多
く
の
伝
説
が
残

っ
て
お
り
、
昔
か
ら
小
町
を
題
材
に
し

た
物
語
や
芸
術
作
品
が
数
多
く
作
ら

れ
て
き
ま
し
た
。

▪
御お

と
ぎ
ぞ
う
し

伽
草
子
「
神
代
小
町
」

　

昨
年
度
新
た
に
市
指
定
文
化
財
に
な

っ
た
「
神
代
小
町
絵
巻
」
は
、
こ
れ
ら

小
町
物
と
呼
ば
れ
る
能
楽
の
演
目
や
小

町
に
関
す
る
伝
説
な
ど
を
も
と
に
作
成

さ
れ
た
室
町
時
代
の
御
伽
草
子
「
神

代
小
町
」を
絵
巻
物
に
し
た
も
の
で
す
。

「
神
代
小
町
」
は
他
の
御
伽
草
子
同

様
に
作
者
は
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
同

じ
よ
う
な
も
の
が
岡
崎
市
の
長な

が
せ瀬

八
幡

宮
に
あ
り
、
野
田
八
幡
宮
の
も
の
は
こ

の
長
瀬
八
幡
宮
の
も
の
を
写
し
た
も
の

で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

【
内
容
】

　

平
安
時
代
中
期
の
清
和
天
皇
の
時

代
、
小
町
と
い
う
美
し
く
和
歌
に
秀
で

た
遊
女
が
お
り
、
深ふ

か

草く
さ

四し

い位
少

し
ょ
う
し
ょ
う将

は
小
町
の
こ
と
が
好
き
に
な
り
ま
し

た
。
小
町
は
自
分
の
こ
と
を
諦
め
さ
せ

よ
う
と
「
私
の
下
へ
百
夜
通
っ
た
な
ら

ば
、あ
な
た
の
言
う
こ
と
を
聞
き
ま
す
」

と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
少
将
は
本
当
に
毎

晩
小
町
の
邸
宅
に
通
い
ま
す
が
、
百
日

目
の
夜
に
思
い
を
遂
げ
ら
れ
ず
に
亡
く

な
って
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
せ
い
で
小

町
は
少
将
の
怨
念
に
取
り
つ
か
れ
、
物

乞
い
に
な
って
し
ま
い
ま
す
。

　

小
町
は
100
歳
を
超
え
、
逢お

う
さ
か坂
（
現

在
の
滋
賀
県
大
津
市
）
の
関せ

き
で
ら寺
辺
り
で

人
目
を
は
ば
か
る
よ
う
に
ひ
っ
そ
り
暮

ら
し
て
い
ま
し
た
。
あ
る
時
、
藤
原
の

中
将
が
小
町
に
歌
の
教
え
を
受
け
よ
と

の
神
の
お
告
げ
を
受
け
、
関
寺
の
小
町

を
訪
ね
た
中
将
は
和
歌
の
始
ま
り
な
ど

に
つ
い
て
教
え
を
受
け
ま
す
。
再
び
関

寺
を
訪
れ
た
中
将
で
す
が
、
そ
こ
に
小

町
の
姿
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
後
、
藤
原
実さ

ね
か
た方

が
陸
奥
国
玉
造

（
現
在
の
宮
城
県
大
崎
市
）
を
通
り

か
か
っ
た
と
き
、
空
か
ら
和
歌
の
上
の

句
が
聞
こ
え
て
き
た
の
で
、
下
の
句
を

吟
じ
た
と
こ
ろ
、
上
の
句
を
吟
じ
る
声

は
止
み
ま
し
た
。
実
は
そ
の
上
の
句
は
、

小
町
の
髑ど

く
ろ髏

（
死
体
）
が
吟
じ
て
い
た

の
で
す
。
実
方
は
哀
れ
に
思
い
、
小
町

の
た
め
に
聖

し
ょ
う

観か
ん
の
ん音

を
奉
じ
て
御
堂
を
建

て
、
小
町
を
ま
つ
り
ま
し
た
。

　

髑
髏
が
吟
じ
る
と
い
う
不
思
議
な
こ

と
が
起
こっ
た
の
は
、
実
は
小
町
と
い
う

人
物
が
こ
の
物
語
の
中
で
は
大だ

い
に
ち
に
ょ
ら
い

日
如
来

の
化
身
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
設
定
だ

か
ら
で
す
。

市指定文化財

神
か み し ろ

代小
こ ま ち

町絵
え ま き

巻
（野田八幡宮蔵・歴史博物館寄託）

▪
絵
師
の
月げ

っ
せ
ん僊

　

こ
れ
は
平
成
31
年
度
に
市
民
か
ら

寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。
絵
師
の
月
僊
は

名
古
屋
生
ま
れ
の
僧
侶
で
あ
り
な
が

ら
、
江
戸
や
京
都
で
当
時
最
先
端
の

人
物
画
の
技
法
を
学
び
ま
し
た
。
特

に
円ま

る
や
ま
お
う
き
ょ

山
応
挙
に
は
多
大
な
影
響
を

受
け
つ
つ
、
江
戸
中
期
か
ら
後
期
に

か
け
て
、
人
気
を
博
し
ま
し
た
。

▪
三
国
志

　

題
材
は
三
国
志
の
武
将
た
ち
で

す
。
三
国
志
と
は
中
国
の
後ご

か
ん漢
時

代
末
期
か
ら
魏ぎ

・
呉ご

・
蜀し

ょ
くの

三
国
が

並
立
す
る
三
国
時
代
ま
で
で
あ
り
、

多
く
の
群
雄
や
武
将
が
天
下
の
覇
権

を
握
ら
ん
と
躍
動
し
ま
し
た
。
江

戸
時
代
に
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た

羅ら

貫か
ん
ち
ゅ
う

中
の
『
三
国
志
演
義
』
と
い
う

時
代
小
説
は
、
庶
民
の
間
に
も
広
ま

り
ま
す
。
さ
ら
に
、「
破
竹
の
勢
い
」

や
「
水
魚
の
交
わ
り
」、「
千
里
眼
」、

「
泣
い
て
馬ば

し
ょ
く謖
を
斬
る
」、「
三
顧
の

礼
」
な
ど
多
く
の
三
国
志
由
来
の

言
葉
が
日
常
生
活
で
も
使
わ
れ
て
お

り
、
三
国
志
が
庶
民
に
親
し
ま
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

▪
こ
の
頃
の
日
本

　

三
国
志
の
時
代
の
日
本
は
弥
生
時

代
で
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
邪
馬
台
国
が

あ
っ
た
時
代
で
す
。
邪
馬
台
国
の
卑

弥
呼
が
使
者
を
派
遣
し
た
の
が
魏

で
あ
り
、
魏
の
明め

い
て
い帝

（
魏
の
建
国
者

曹そ
う
そ
う操

の
孫
）
は
こ
れ
を
喜
び
、
卑
弥

呼
に
「
親し

ん

魏ぎ

倭わ

王お
う

」
の
金
印
と
銅
鏡

100
枚
を
与
え
ま
し
た
。
県
内
の
高
蔵

遺
跡
（
名
古
屋
市
熱
田
区
）
と
朝
日

遺
跡
（
清
須
市
）
に
は
中
国
製
の
鏡

の
破
片
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
も
し
か

し
た
ら
三
国
志
時
代
の
も
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

▪
月
僊
の
屏
風

　

こ
の
屏
風
は
六
曲
一
双
と
い
い
、
6

面
の
屏
風
（
六
曲
）
2
つ
（
一双
）
か

ら
成
って
い
ま
す
。
1
面
に
つ
き
1
人

ず
つ
描
か
れ
て
お
り
、
全
部
で
12
人

の
人
物
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
三
国

志
の
国
別
で
は
、
蜀
が
８
人
（
劉り

ゅ
う
び備

、

関か
ん
う羽

、
張ち

ょ
う
ひ飛

、
諸し

ょ
か
つ葛

亮り
ょ
う、

趙
ち
ょ
う

雲う
ん

、

馬ば
ち
ょ
う超

、
黄こ

う
ち
ゅ
う忠

、
姜き

ょ
う
い維

）、
魏
が
３
人

（
夏か

侯こ
う

惇と
ん

、
許き

ょ
ち
ょ褚

、
鄧と

う

艾が
い

）、
呉
が

１
人
（
太た

い

史し

慈じ

）
で
す
。
劉
備
の
耳

が
長
か
っ
た
り
、
関
羽
の
ひ
げ
が
長
か

っ
た
り
、
黄
忠
が
年
老
い
た
姿
で
描

か
れ
て
い
た
り
と
、
武
将
の
特
徴
を

か
な
り
捉
え
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。

月
僊
の
時
代
に
は
蜀
び
い
き
の
『
三

国
志
演
義
』
が
庶
民
の
間
で
人
気
だ

っ
た
こ
と
も
あ
り
、
蜀
の
人
物
が
と

て
も
多
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
反
対
に
呉
が
１
人
し
か
い
な

い
の
は
、
当
時
の
呉
の
不
人
気
さ
が

表
わ
れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

伝
で ん げ っ せ ん

月僊筆
ひ つ

三
さ ん ご く し ず

国志図屏
び ょ う ぶ

風

の ご 案 内
収蔵品展～受け継がれた刈谷の名品～

時　1月16日㈯～2月14日㈰
休館日　毎週月曜日、2月12日㈮
場　歴史博物館企画展示室

初開催  歴史ひろばでギャラリートーク
　刈谷の歴史をもっと深く知ることができる内容をお届けし
ます。歴史ひろばをご覧になったことがある人もぜひご参加
ください。
時　1月17日㈰　11時　　場　歴史ひろば（常設展示室）　　
講　当館学芸員

企画展　ギャラリートーク
時　1月17日㈰、2月13日㈯　13時30分～14時
場　企画展示室　　講　当館学芸員

講演会
「尾張藩影の実力者、山下氏勝宛書状を読む」
時　2月6日㈯　13時30分～15時
場　講座室　　講　当館学芸員　　定　30人
申　1月24日㈰までに、申込用紙（歴史博物館で配布・
市Hでダウンロード可）を郵送、F（63-6108）または
直接、歴史博物館（〒448-0838　逢妻町4-25-1）へ。
※申込多数の場合は抽選とし、結果は全員に連絡します。

無料

企 画 展
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