
富
く
じ

豪
華
景
品
が
当
た
る

第30回

市民陶芸
まつり

作品展示
公民館の自主グループ等の作品を展示します。

陶芸作品チャリティーバザー
市内の陶芸グループ等にご協力いただき、
色々な陶芸作品を手ごろな価格で販売します。

10/9
9：00～16：00

土

10/10
9：00～12：00

日

同
時
開
催 【会場】安祥公民館

武
者
行
列

安
祥
文
化
の

火
縄
銃
演
武

戦
国
の
秋
ま
つ
り

歴史や芸術にふれあえる様々なイベントを開催！

9：00～16：00
安祥文化のさと
・歴史博物館　・市民ギャラリー 
・埋蔵文化財センター
・安祥公民館　・安祥城址公園

【主なイベント】
9日
10日
両日

・安城市の伝統芸能の実演（三河万歳・棒の手）
・和太鼓や書の実演などのステージ公演
・勾玉づくり、花押はんこづくりなどの体験コーナー
・さとのマルシェ
・歴史のひろば展、発掘のあゆみ展などの
歴史関連展示

10月9日（土）10日（日）令和3年

会 場
時 間

チ
ャ
ン
バ
ラ
合
戦

安城の歴史を現代に伝える情報誌
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P8 … 安祥文化のさとまつり案内
　　   市民ギャラリーよりお知らせ

特集①
P2

特集②
P4

P6 松平シンポジウム報告［3］

加 賀 本 多 家加 賀 本 多 家
― そ の 歴 史 と 至 宝 ―― そ の 歴 史 と 至 宝 ―
特　別　展特　別　展

所輝夫　《ペルシャ猫》 中島音次郎　《静物》

本展では「Ｈｏｍｅ～ホーム～」
をテーマに、市民ギャラリーのコ
レクションの中から選りすぐった
作品と市内小中学生から寄せら
れた作品を併せて紹介します。

市民ギャラリー企画展「Ｈｏｍｅ～ホーム～」
安城市民ギャラリーよりお知らせ

令和3年10月8日(金) ～10月17日(日)
9：00～17：00（入館は16：30まで）
※最終日は9：00～16：00
安城市民ギャラリー展示室　Ｄ・Ｅ
観覧無料

［開 催 期 間］
［ 時 間 ］

［ 会 場 ］
［観 覧 料］

安城市歴史博物館　　開館時間 / 9：00～17：00
TEL：0566-77-6655　FAX：0566-77-6600

安城市民ギャラリー　開館時間 / 9：00～17：00
TEL：0566-77-6853　FAX：0566-77-4491

安城市埋蔵文化財センター　開館時間 / 9：00～17：00
TEL：0566-77-4477　FAX：0566-77-6600

安祥公民館　開館時間 / 9：00～21：00
TEL：0566-77-5070　FAX：0566-77-6062

文鎮 　宝尽くし

馬面

文鎮　鶏

丸に立葵紋付き碁盤・碁笥

「安祥文化のさと」とは安城市にある松平氏四代50年の
居城跡を整備した安祥城址公園一帯の名称です

［全館共通事項］
住　所 / 〒446-0026 愛知県安城市安城町城堀30番地
休館日 / 毎週月曜日（祝日の場合は開館）、年末年始（12/28-1/4）

公式HP、SNSもご覧ください

URL / https://ansyobunka.jp/

企画展 三河ＭＡＮＺＡＩＴＨＥ企画展 三河ＭＡＮＺＡＩＴＨＥ
安城市
歴史博物館

Anjo city Museum of History

れ
き
し
み
ち
   N
o.122

令
和
3年
9月
発
行
　
編
集
・
発
行
　
安
城
市
歴
史
博
物
館
　
　
　
　
　
　
  （指
定
管
理
者
：
安
祥
文
化
の
さ
と
地
域
運
営
共
同
体
）

安
城
市
歴
史
博
物
館
/〒
446-0026 愛

知
県
安
城
市
安
城
町
城
堀
30
番
地
　
TEL 0566-77-6655    

表紙掲載の資料は
全て加賀本多博物館蔵本多政重画像



　
加
賀
本
多
家
は
本
多
政
重
を
初
代
と
し
、代
々
加
賀
藩
前
田

家
に
譜
代
中
級
大
名
ク
ラ
ス
の
五
万
石
で
仕
え
た
藩
家
老
役
の

上
位
の
年
寄
衆
で
す
。加
賀
藩
に
は
こ
の
よ
う
な
家
は
八
家
あ

り
、江
戸
時
代
は「
加
賀
八
家
」と
称
さ
れ
て
い
ま
し
た
。加
賀
本

多
家
は
そ
の
中
で
一
番
の
知
行
を
受
け
て
い
ま
し
た
。

　
系
図
な
ど
に
よ
る
と
初
代
政
重
は
、天
正
八
年（
一
五
八
〇
）

に
三
河
で
生
ま
れ
た
と
あ
り
ま
す
。父
正
信
は
永
禄
七
年（
一
五

六
四
）の
三
河
一
向
一
揆
終
結
後
に
三
河
を
退
出
し
、畿
内
あ
る

い
は
、加
賀
で
門
徒
武
士
と
し
て
戦
っ
た
と
い
う
伝
説
が
残
っ
て

い
ま
す
。そ
の
後
長
い
間
、三
河
か
ら
離
れ
て
い
て
、そ
の
間
、正

信
の
長
男
正
純
や
妻
は
家
康
家
臣
の
大
久
保
家
に
厄
介
に
な
っ

て
い
た
と「
三
河
物
語
」に
あ
り
、長
ら
く
正
信
は
三
河
に
戻
っ
て

い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。正
信
が
帰
参
し
た
事
が
史
料
上
で
確
認

で
き
る
の
は
、天
正
壬
午
の
乱
と
い
う
、天
正
十
年
の
本
能
寺
の

変
後
に
武
田
氏
旧
領
を
上
杉・北
条・徳
川
が
取
り
合
っ
た
時
期

に
あ
ら
わ
れ
ま
す
。す
で
に
家
康
の
意
志
を
甲
斐・信
濃
の
土
豪

ら
に
伝
え
る
奉
者
と
し
て
出
て
く
る
の
で
、信
頼
を
得
る
に
至

る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、数
年
前
に
は
戻
っ
て
き
て
い
た
の
で

し
ょ
う
。政
重
は
そ
の
頃
に
生
を
授
か
っ
た
人
物
な
の
で
す
。

　
そ
の
後
、倉
橋
長
右
衛
門
の
養
子
と
な
り
、長
五
郎
の
名
で
秀

忠
の
小
姓
と
な
り
ま
し
た
が
、い
さ
か
い
が
あ
り
、慶
長
二
年

（
一
五
九
七
）、一
八
歳
で
伊
勢
国
山
田（
三
重
県
伊
勢
市
）に
蟄

居
し
ま
し
た
。伊
勢
で
大
谷
吉
隆（
吉
継
）に
召
さ
れ
て
京
都
に

移
り
、翌
年
豊
臣
五
大
老
の
一
人
宇
喜
多
秀
家
に
正
木
左
兵
衛

と
名
を
改
め
二
万
石
で
仕
え
、同
五
年
の
関
ヶ
原
の
戦
い
で
は
、

西
軍
に
属
し
て
、家
康
に
弓
を
構
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
関
ヶ
原
の
戦
い
後
、高
野
山
に
蟄
居
し
て
い
た
と
こ
ろ
、福
島

正
則
に
召
さ
れ
て
三
万
石
で
仕
え
ま
し
た
が
、同
七
年
に
福
島

の
元
を
去
り
、こ
こ
で
本
多
姓
に
戻
し
て
、加
賀
の
前
田
利
長
に

仕
え
ま
し
た
。た
だ
、こ
こ
も
長
く
仕
え
ず
、同
九
年
に
出
羽
国

米
沢（
山
形
県
米
沢
市
）の
上
杉
景
勝
家
臣
直
江
兼
続
の
婿
養

子
と
な
り
、直
江
勝
吉
に
名
を
改
め
ま
し
た
。し
か
し
、同
十
六

年
に
は
、再
び
前
田
家
に
仕
え
ま
し
た
。

　
政
重
の
よ
う
な
、何
人
も
の
大
名
に
仕
え
る
こ
と
を「
渡
り

奉
公
」と
い
い
、政
重
だ
け
で
は
な
く
、叔
父
に
あ
た
る
正
重
や
、

滅
び
た
大
名
の
家
臣
な
ど
の
多
く
は
、自
分
を
認
め
て
も
ら
え

る
、あ
る
い
は
安
定
し
た
奉
公
先
を
求
め
て
動
い
て
い
ま
し
た
。

政
重
の
場
合
、徳
川
家
で
問
題
を
起
こ
し
た
た
め
、家
康
の
息
の

か
か
ら
な
い
奉
公
先
と
し
て
、豊
臣
大
名
を
仕
官
先
と
し
て
い

ま
し
た
。こ
れ
ら
の
事
に
関
す
る
文
書
史
料
を
本
展
示
で
数
多

く
紹
介
し
ま
す
。

本
多
政
重
と
は

23

これまで安城市歴史博物館
では、「安城ゆかりの大名」と
して地元出身の大名やその一
族を取り上げ、展覧会を開催
してきました。今回は、石川県
金沢市の加賀本多博物館の
ご厚意により、収蔵品を一括
してお借りし、市内小川出身と
される本多正信の次男政重
を始祖とする加賀本多家の品
を展示します。

加
賀
本
多
家

加
賀
本
多
家

―
そ
の
歴
史
と
至
宝

―
―

そ
の
歴
史
と
至
宝

―

　
政
重
が
加
賀
藩
前
田
家
に
再
び
仕
え
た
の
は
、藤
堂
高
虎
の

仲
介
に
よ
る
も
の
で
す
が
、前
田
家
側
に
も
理
由
が
あ
っ
た
と

思
わ
れ
ま
す
。関
ヶ
原
の
戦
い
、そ
し
て
、江
戸
幕
府
が
開
か
れ

て
い
く
中
で
、父
本
多
正
信
と
兄
正
純
は
幕
政
を
動
か
す
重
要

　
収
蔵
品
の
中
に
は

父
本
多
正
信
に
関
す

る
資
料
も
多
く
残
っ

て
い
ま
す
。正
信
画

像
と
碑
銘
拓
本（
石

摺
）、腹
巻（
甲
冑
）、

そ
し
て「
本
佐
録
」な

ど
で
す
。正
信
碑
銘

は
京
都
南
禅
寺
の
景

烈
祠
内
に
あ
っ
て
、

亀
の
背
に
碑
が
立
て

ら
れ
て
い
る
亀
趺
碑

で
す
。拓
本
作
業
を

行
っ
た
時
期
は
不
明
で
す
が
、正
信
画
像
が
嘉
永
年
間
の
幕
末

に
模
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、何
等
か
の
正
信
に
対
す
る
顕

彰
が
こ
の
時
期
に
あ
り
、そ
の
一
環
で
拓
本
が
取
ら
れ
た
と
も

考
え
ら
れ
ま
す
。

　
加
賀
本
多
家
の
貴
重
な
収
蔵
品
が
一
堂
に
館
外
で
展
示
さ
れ

る
の
は
初
め
て
の
こ
と
で
す
。こ
の
機
会
に
本
多
正
信
・
政
重
ゆ

か
り
の
地
、安
城
市
歴
史
博
物
館
へ
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

加
賀
本
多
家
に
は
代
々
当

主
所
用
の
武
具
が
現
在
ま
で

大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

初
代
と
な
る
政
重
や
父
正
信

の
も
の
と
さ
れ
る
武
具
が
伝

来
さ
れ
て
い
ま
す
。今
回
の
展

示
で
は
、政
重
所
用
の
陣
羽

織
、兜
、甲
冑
や
、特
に
種
類
の

多
い
馬
具
を
展
示
し
ま
す
。

「
の
」の
字
文
象
嵌
鐙
は
加
賀

象
嵌
の
精
緻
さ
と
鉄
の
美
し

さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

加
賀
藩
の
中
の
本
多
家

本
多
正
信
の
こ
と

今
に
残
る
武
具

特　別　展特　別　展

本多系譜　政重項

「の」の字文象嵌鐙 上屋鋪御館惣絵図

本佐録塗箱

本多政重宛 上杉景勝書状

10月2日（土）～
11月14日（日）

※中学生以下無料
観覧料

令和３年

500円

は
っ
か

な
り
な
が

に
は
市
松
文
様
を
描
き
、そ
の
内
部
に
宝
尽
く
し
の
文
様
を
あ

し
ら
っ
て
い
ま
す
。金
高
蒔
絵
や
金
貝・付
描
な
ど
の
精
緻
な
技

法
が
用
い
ら
れ
た
も
の
で
す
。

な
地
位
に
就
い
て
い
て
、特

に
外
様
大
名
政
策
は
正

信
・
正
純
が
担
っ
て
い
ま
し

た
。政
重
の「
渡
り
奉
公
」

と
の
関
係
は
今
後
の
研
究

で
明
ら
か
に
さ
れ
る
で

し
ょ
う
。

　
前
田
家
に
仕
え
た
政
重

は
従
五
位
下
安
房
守
に
叙

任
さ
れ
、金
沢
城
内
外
に

広
大
な
屋
敷
と
、本
多
家

家
中
の
屋
敷
群
を
構
え
ま

し
た
。加
賀
本
多
家
は
江

戸
時
代
を
通
し
て
こ
れ
ら

を
代
々
継
ぎ
ま
し
た
。

姫
に
ま
つ
わ
る
調
度
品

　
藩
主
前
田
家
か
ら
加
賀
本
多
家
に
二
度
姫
の
入
嫁
が
あ
り

ま
し
た
。初
め
は
二
代
政
長
に
三
代
藩
主
利
常
の
娘
春
姫
が
嫁

ぎ
ま
し
た
が
、娘
を
一
人
生
ん
だ
後
に
、二
〇
歳
で
死
去
し
て
い

ま
す
。も
う
一
人
は
九
代
政
和
に
一
二
代
藩
主
前
田
斉
広
の
娘

寿
々
姫
が
嫁
ぎ
ま
し
た
。し
か
し
、嫁
い
だ
翌
年
一
七
歳
の
若
さ

で
死
去
し
ま
し
た
。両
者

と
も
次
代
当
主
を
も
う

け
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

寿
々
姫
の
輿
入
れ
品

が
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

姫
ら
し
い
品
と
し
て
雛

飾
り
の
御
膳
一
式（
姫
道

具
）、菓
子
を
入
れ
る
七

宝
散
ら
し
文
菓
子
重
な

ど
、細
か
い
細
工
の
塗
り

物
な
ど
が
あ
り
ま
す
。前

田
家
か
ら
の
下
嫁
な
の

で
、剣
梅
鉢
紋
が
あ
し
ら

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、加
賀
本
多
家

伝
来
の
も
の
と
し
て
、梅

根
笹
梨
子
地
宝
尽
し
文

蒔
絵
盃
台
が
あ
り
ま
す
。

盃
を
載
せ
る
台
で
、見
込

み
に
花
を
付
け
た
太
い

幹
の
老
梅
、幹
の
周
囲
に

笹
を
配
し
、側
面
の
三
方

ま
さ
は
る

す
ず

く
ろ
が
ね

あ
ぶ
み

ぞ
う
が
ん

う
め

ね

ざ
さ

な

し

じ

き
ふ

姫道具（雛御前）梅根笹梨子地宝尽し文蒔絵盃台

※掲載の資料は加賀本多博物館蔵

文
責
：
三
島
一
信
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　三河万歳は、安城の別所などに住む人 に々よって伝えられた新春の祝
福芸です。彼ら万歳師は、江戸時代には江戸をはじめ関東一円をまわ
り、人気を博しました。明治時代には厳しい統制を受けることになりました
が、かたちを変えながらも今日まで守り伝えられ、平成７年（1995）には西
尾・幸田とともに国の重要無形民俗文化財に指定されました。
　本展では、本館がこれまで収集・保存してきた三河万歳に関わる資料
をあますことなく紹介します。

企画展

三河ＭＡＮＺＡＩＴＨＥ
企画展

三河ＭＡＮＺＡＩＴＨＥ
企画展

三河ＭＡＮＺＡＩＴＨＥ
開催期間
令和３年 令和４年

～㊏ ㊐1.1612.4
休館日／月曜日・12.28㊋～１.４㊋

＊１月10日は開館

観覧
無料

　
本
館
の
収
蔵
資
料
の
大
部
分
を
占
め
る
の

は
、太
夫
と
才
蔵
の
二
人
が
描
か
れ
た
掛
軸
で

す
。江
戸
時
代
か
ら
近
代
に
か
け
て
各
家
々
に

飾
ら
れ
た
も
の
で
、伊
藤
若
冲
や
長
澤
芦
雪

（
資
料
⑤
）ら
著
名
な
絵
師
も
描
い
て
い
ま
し

た
。そ
の
ほ
と
ん
ど
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
万

歳
師
が
舞
う
場
面
を
描
い
た
も
の
で
す
が
、な

か
に
は
お
得
意
先
へ
向
か
う
万
歳
師（
資
料
⑥
）

や
お
得
意
先
の
門
を
く
ぐ
る
万
歳
師
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
シ
ー
ン
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

万歳尽くし万歳尽くし万歳尽くし万歳尽くし

第４章

★資料⑤
万歳図
長澤芦雪（本館蔵）

★資料⑥
万歳図
文隆（本館蔵）

　
万
歳
は
、中
世
、京
都
の
千
秋
万
歳
と
呼
ば

れ
る
も
の
か
ら
始
ま
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。江
戸

時
代
に
は
三
河
を
は
じ
め
、全
国
各
地
に
万
歳

師
が
い
ま
し
た
。そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、

江
戸
時
代
の
風
俗
を
記
し
た『
守
貞
謾
稿
』に

は
、三
河
万
歳
と
大
和
万
歳
を
対
比
し
た
記
録

が
あ
り
ま
す
。大
和
万
歳
の
装
束
は
丸
に
橘
を

あ
し
ら
っ
た
文
様
が
施
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
、

『
万
歳
図
掛
袱
紗
』（
資
料
②
）の
右
側
の
扇
を

持
つ
太
夫
の
衣
装
に
は
そ
の
橘
ら
し
き
文
様
が

み
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
資
料
に
は
三
人
が
描
か
れ
て
お
り
、二
人

一
組
を
基
本
と
す
る
万
歳
と
は
異
な
り
ま
す
。

三
人
と
も
万
歳
師
な
の
か
、そ
れ
と
も
様
子
の

異
な
る
左
側
の
一
人
が
万
歳
師
と
一
緒
に
舞
い
は

じ
め
た
と
こ
ろ
な
の
で
し
ょ
う
か
。

★資料②　万歳袱紗（本館蔵）

さまざまな万歳さまざまな万歳さまざまな万歳さまざまな万歳

第２章

せ
ん
ず

た
ち
ば
な

も
り
さ
だ
ま
ん
こ
う

ふ
く
さ

　
三
河
万
歳
は
、そ
の
名
の
と
お
り
三
河
地
域

の
人
々
が
演
じ
る
新
春
の
祝
福
芸
の
こ
と
で

す
。「
三
河
」と「
万
歳
」が
組
み
合
わ
さ
っ
た
表

記
は
、「
三
河
万
歳
由
緒
書
」（
資
料
①
）に
記
さ

れ
た「
三
河
国
万
歳
師
」に
み
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。江
戸
時
代
に
は
、江
戸
を
は
じ
め
関
東
一
帯

を
ま
わ
っ
た
万
歳
師
の
多
く
が
三
河
の
万
歳
師

で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
い
ま
っ
て
、関
東
で
万
歳
と

い
え
ば「
三
河
万
歳
」と
認
識
さ
れ
て
い
た
時
代

で
す
。

　
万
歳
は
、扇
を
手
に
、め
で
た
い
詞
を
述
べ
て

舞
う
太
夫
と
、鼓
を
打
ち
、合
い
の
手
を
入
れ

る
才
蔵
の
二
人
一
組
を
基
本
と
し
ま
し
た
。

THE MANZAI＝三河万歳THE MANZAI＝三河万歳THE MANZAI＝三河万歳THE MANZAI＝三河万歳

★資料①　享保11年（1726） 三河万歳由緒書
（天保４年（1833）写し。西別所町内会蔵、本館寄託）

第１章

こ
と
ば

つ
づ
み

　『
月
次
風
俗
絵
巻
』（
資
料
③
）に
は
家
の
主

人
と
そ
の
家
族
の
た
め
に
庭
先
で
舞
う
太
夫

と
才
蔵
、屋
敷
の
入
口
に
は
門
に
注
連
飾
り
と

門
松
、屋
敷
に
新
年
の
あ
い
さ
つ
に
訪
れ
た
ら

し
き
武
士
、屋
敷
の
外
側
に
は
羽
根
つ
き
を
楽

し
む
子
ど
も
た
ち
な
ど
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
以
降
に
は
、万
歳
は
正
月
の
風
物

詩
、か
つ
縁
起
物
と
し
て
屏
風
や
巻
物
な
ど
の

モ
チ
ー
フ
に
選
ば
れ
ま
し
た
。

　
な
お
、松
尾
芭
蕉
が「
山
里
は
万
歳
遅
し
梅

の
花
」と
詠
ん
だ
よ
う
に
、正
月
の
風
物
詩
で

あ
る
万
歳
も
地
方
で
は
少
し
遅
れ
て
や
っ
て
き

た
よ
う
で
す
。安
城
の
別
所
に
い
た
万
歳
師
が

記
し
た
記
録（
資
料
④
）に
よ
れ
ば
、正
月
か
ら

四
月
十
五
日
ま
で
お
得
意
先（
檀
那
場
）を
ま

わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

★資料③月次風俗絵巻（本館蔵）

★資料④　大正５年（1916）御初穂控帳（本館蔵）
１月の東京、前橋を皮切りとし、２月から４月にかけては下館、鹿島、
藤岡など関東一円を電車や船を利用してまわりました。

万歳の描かれるころ万歳の描かれるころ万歳の描かれるころ万歳の描かれるころ

第３章

だ
ん
な
ば

　
貞
享
元
年（
一
六
八
三
）か
ら
、万
歳
師
は

陰
陽
師
を
た
ば
ね
た
土
御
門
家
に
貢
納
料

を
支
払
う
こ
と
で
免
許
証（
職
札
）の
発
行

を
受
け
て
活
動
し
て
い
ま
し
た
。し
か
し
、明

治
三
年（
一
八
七
〇
）に
な
る
と
、陰
陽
師
廃

止
の
通
達
が
明
治
政
府
か
ら
出
さ
れ
土
御

門
家
の
お
墨
付

き
を
得
る
こ
と

が
で
き
な
く
な

り
ま
し
た
。同
六

年（
一
八
七
三
）の

免
許
証
（
資
料

⑦
）は
、そ
れ
以

前
の
職
札
を
参

考
に
し
つ
つ
も
土

三河万歳の転機三河万歳の転機三河万歳の転機三河万歳の転機

第５章

つ
ち
み
か
ど
け

し
ょ
く
ふ
だ

こ
と
ば

し
ん
ど
う
き
ょ
う
ど
う
し
ょ
く

お
ん
み
ょ
う
じ

御
門
家
で
は
な
く「
三
河
国
萬
歳
取
締
」の

名
前
で
発
行
さ
れ
て
い
ま
す
。別
所
や
森
下

（
西
尾
）の
万
歳
師
は
、こ
う
し
た
独
自
の

動
き
を
み
せ
、神
道
教
導
職
と
し
て
衣
装
や

詞
を
変
え
な
が
ら
、新
た
な
三
河
万
歳
の
ス

タ
イ
ル
を
創
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
安
城
の
三
河
万
歳
保
存
会
は
、尾
張
万
歳

系
の
御
殿
万
歳（
太
夫
と
複
数
の
才
蔵
が
並

ん
で
演
じ
る
舞
台
を
意
識
し
た
も
の
）、三
曲

万
歳（
歌
舞
伎
の
名
場
面
を
題
材
に
、鼓
と
三

味
線
、胡
弓
の
演
奏
を
加
え
た
も
の
）を
伝
承

し
た
、福
釜
町
や
榎
前
町
の
人
々
に
よ
っ
て
昭

和
四
二
年（
一
九
六
七
）に
結
成
さ
れ
ま
し
た
。

同
四
五
年（
一
九
七
〇
）に
は
、神
道
三
河
万
歳

を
知
る
茨
城
県
に
住
む
別
所
出
身
の
若
杉
氏

の
教
え
を
受
け
、名
実
と
も
に
安
城
の
三
河
万

歳
を
継
承
す
る
団
体
と
な
り
ま
し
た
。

　
平
成
七
年（
一
九
九
五
）、国
重
要
無
形
民

俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
三
河
万
歳
は
、こ

の
よ
う
に
か
た
ち
を
変
え
な
が
ら
繋
が
っ
て

き
ま
し
た
。現
在
、こ
れ
か
ら
の
時
代
に
も
守

り
伝
え
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

国重要無形民俗文化財の
指定と現在

国重要無形民俗文化財の
指定と現在

国重要無形民俗文化財の
指定と現在

国重要無形民俗文化財の
指定と現在

第６章

ご
て
ん

さ
ん
き
ょ
く

こ
き
ゅ
う

文
責
：
西
島
庸
介

★資料⑦　明治６年（1873）
法則（西別所町内会蔵、本館寄託）



吉
良
は
正
式
に
守
護
に
な
っ
た
こ
と
は
な
い
が
、今
川
に

と
っ
て
は
主
家
で
あ
っ
て
、三
河
の
守
護
相
当
の
家
と
い
う

認
識
が
あ
っ
た
。し
か
し
、吉
良
が
今
川
の
言
う
事
を
聞
か

な
い
の
で
見
切
っ
た
。こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
幾
つ
か
の

反
乱
が
お
こ
り
、そ
う
し
た
状
況
を
押
さ
え
て
い
く
中
で
、

今
川
は
三
河
で
鍵
と
な
る
安
城
松
平
家
を
、ち
ょ
う
ど
手
頃

で
使
い
勝
手
も
良
い
国
衆
と
し
て
一
本
釣
り
で
抜
擢
し
た
、

と
い
う
の
が
大
石
氏
の
趣
旨
で
あ
っ
た
。

安
城
松
平
家
は
、偏
諱
を
頂
く
と
い
う
よ
う
な
形
で
、吉

良
を
主
家
と
し
て
た
の
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
は
い
え

る
。そ
の
他
の
国
衆
に
と
っ
て
の
吉
良
と
い
う
の
は
ど
ん

な
存
在
だ
っ
た
の
か
、と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
大
石
氏
は
、

関
連
す
る
史
料
が
見
当
た
ら
な
い
が
、「
矢
文
写
」は
、今
川

が
吉
良
に
と
っ
て
代
わ
る
意
志
が
あ
っ
た
と
す
る
が
、し

か
し
、他
の
国
衆
へ
の
影
響
は
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
、と
し
た
。

ま
た
、反
今
川
の
反
乱
の
三
河
忩
劇
が
起
き
、弘
治
三
年

（
一
五
五
七
）に
手
打
ち
の
儀
式
が
上
野（
豊
田
市
）で
行
わ

れ
た
時
、織

田
は
主
家

と
し
て
斯
波

義
銀
を
立
て

て
、今
川
は

吉
良
を
立
て

た
。三
河
国

衆
が
も
と
も

と
吉
良
に
対

し
て
尊
敬
の

意
識
を
持
っ

て
い
た
か
と

い
う
こ
と
は

別
と
し
て
、

む
し
ろ
今
川

が
吉
良
を
そ

う
い
う
形
で

利
用
し
て
話
を
付
け
た
と
い
う
形
を
と
っ
た
こ
と
を
村
岡

氏
は
興
味
深
い
と
し
た
。

し
か
し
、大
石
氏
は
吉
良
の
政
治
・
軍
事
力
の
衰
滅
の
状

態
が
以
前
の
弘
治
元
年
あ
た
り
に
は
あ
っ
た
と
思
う
と
し
、

今
川
に
と
っ
て
は
政
治
的
看
板
く
ら
い
し
か
吉
良
に
期
待

し
な
か
っ
た
の
で
は
、と
し
た
。

大
石
氏
の
基
調
報
告
で
取
り
上
げ
た
本
史
料
の
解
釈
は
、

天
文
十
五
年
に
今
川
氏
が
三
河
に
侵
攻
し
て
以
来
、

吉
良
様
に
対
し
て
軍
事
行
動
も
起
こ
さ
ず
中
立
を
お
願

い
し
て
い
た
。そ
れ
と
い
う
の
も
義
元
自
身
が
吉
良
の

子
孫
で
あ
り
、吉
良
様
を
大
事
に
思
っ
て
の
こ
と
で

あ
っ
た
と
。駿
遠
二
か
国
を
吉
良
家
と
今
川
が
相
伝
し

て
き
た
が
、義
元
の
以
前
か
ら
の
敵
で
あ
っ
た
斯
波
氏

と
吉
良
氏
は
縁
を
結
び
、さ
ら
に
松
平
竹
千
代（
家
康
）

を
助
け
よ
う
と
出
陣
し
て
、渡・筒
針
に
出
向
い
た
際
に

は
、兵
を
安
城
に
入
れ
、そ
の
後
中
島
を
奪
い
捕
っ
た
際

に
は
途
中
ま
で
馬
を
出
し
て
い
た
と
。こ
れ
ら
の
こ
と

は
結
局
の
と
こ
ろ
義
元
を
退
治
し
よ
う
と
い
う
お
考
え

が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
。こ
の
恨
み
は
非
常
に
深
い

の
で
、他
人
が
吉
良
の
家
督
に
つ
い
て
と
や
か
く
言
っ

て
き
て
も
文
句
は
言
え
ま
い
。と
は
言
い
な
が
ら
も
、今

回
挙
兵
し
た
の
は
外
戚
で
あ
る
後
藤
平
太
夫
の
謀
略
で

あ
る
。こ
う
な
っ
た
か
ら
に
は「
諸
老
」で
評
議
し
た
う

え
で
急
い
で
後
藤
を
殺
し
、「
近
年
の
非
法
の
所
行
」を

改
め
て
義
元
が
望
ま
れ
る
よ
う
に
せ
よ
。

と
あ
る
と
し
た
。し
か
し
、こ
の
史
料
に
対
し
て
平
野
氏
は
、

　
文
中
の
竹
千
代
を
助
け
る
の
た
め
の
出
陣
と
読
ま
ず
に
、

「
剰
え
去
る
こ
ろ
、竹
千
代
の
出
陣
相
助
く
べ
き
為
」、つ
ま
り

竹
千
代
の
出
陣
を
助
け

る
た
め
に
、と
読
む
べ
き

で
あ
り
、広
忠
な
ら
ば
納

得
で
き
る
が
あ
り
え
な

い
こ
と
、当
時
竹
千
代
の

出
陣
な
ど
は
到
底
無
理

と
し
、史
料
自
体
が
偽
文

書
で
あ
る
と
し
た
。

大
石
氏
は
、作
者
が
今

川
義
元
の
意
を
介
し
た

雪
斎
に
よ
る
も
の
で
、敬

称
と
し
て
の「
御
」が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、村
岡
氏
は
文

言
に
今
川
に
よ
る
吉
良
へ
の
迫
力
あ
る
威
し
の
文
言
は
後
代

の
者
が
考
え
つ
か
な
い
の
で
は
と
し
た
。た
だ
、史
料
自
体
が

写
し
で
あ
り
、こ
れ
以
上
の
議
論
は
で
き
な
い
こ
と
で
ま
と

ま
っ
た
。

偖
々
広
忠
ハ
良
将
ト
感
シ
給
フ

さ
て
さ
て

―
 

広
忠
惣
領
時
代
の
再
検
討 ―

第
10
回
松
平
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

６７

＜3＞

令
和
三
年
二
月
十
四
日
、安
祥
公
民
館
に
お
い
て
第
10
回

松
平
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「
偖
々
広
忠
ハ
良
将
ト
感
シ
給
フ

―

広
忠
惣
領
時
代
の
再
検
討―
」を
開
催
し
ま
し
た
。今
回
は

そ
の
内
容
の
第
三
弾
で
す
。

村
岡
氏
の
基
調
報
告
に
引
き
続
き
、平
野・大
石
両
氏
の
報

告
と
討
論
の
一
部
の
要
旨
を
前
回
ま
で
掲
載
し
ま
し
た
が
、

今
回
は
討
論
に
入
り
、①
広
忠
発
給
文
書
の
真
偽
に
つ
い
て
、

②
広
忠
の
家
督
継
承
及
び
論
所
検
地
に
つ
い
て
、に
引
き
続

い
て
、③
三
河
に
お
け
る
吉
良
家
の
存
在
価
値
、④
天
文
十
六

年
の
織
田
信
秀
の
岡
崎
急
襲
、⑤「
駿
遠
軍
中
衆
矢
文
写
」の

史
料
的
評
価
の
内
容
で
す
。

討　

論

ま　

と　

め

さ
て
さ
て

三
河
に
お
け
る
吉
良
家
の
存
在
価
値

3

文
責：三
島  

一
信

　
平
野
氏
は
広
忠
の
時
代
を
議
論
す
る
に
は
、清
康
の
時
代
の

理
解
か
ら
追
求
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
。

　
村
岡
氏
は
、当
時
の
武
家
社
会
の
認
識
と
し
て
嫡
流
か
と

い
う
と
、そ
も
そ
も
の
安
城
松
平
自
身
が
親
忠
の
代
か
ら
実

力
で
家
を
統
治
し
た
者
が
嫡
流
だ
っ
た
。阿
部
大
蔵
が
ひ
た

す
ら
千
松
丸（
広
忠
）に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、彼
と

し
て
は
岡
崎（
松
平
）家
の
維
持
の
た
め
に
は
、こ
の
人
に
し

が
み
つ
く
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
理
解
で
き
る
。清
康
の

時
代
を
議
論
で
き
る
機
会
が
ほ
し
い
、と
し
た
。

　
大
石
氏
は
、天
文
十
年
前
後
の
吉
良
を
含
め
た
三
河
の
情

勢
を
研
究
し
て
い
き
た
い
と
し
、討
論
を
終
了
し
た
。

　
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
主
人
公
で
あ
る
家
康
の
父
松
平

広
忠
期
は
、関
連
史
料
に
乏
し
い
た
め
、周
辺
の
動
向
か
ら
間

接
的
に
見
る
事
し
か
で
き
な
い
の
が
現
状
で
す
。松
平
氏
に

関
連
す
る
史
料
だ
け
で
は
な
く
、三
河
全
体
の
動
向
や
他
の

国
衆
、吉
良
、そ
し
て
今
川
な
ど
を
含
め
た
研
究
の
進
展
に
期

待
し
ま
す
。

　
そ
し
て
、村
岡
・
平
野
・
大
石
三
氏
の
ま
と
め
の
コ
メ
ン
ト

を
受
け
て
、今
年
の
第
一
一
回
の
松
平
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、松

平
広
忠
の
父
で
あ
る
清
康
の
時
期
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
タ
イ
ト
ル
は「
安
城　
代
岡
崎

殿　

―

異
端
児 

清
康―

」で
す
。ご
期
待
く
だ
さ
い
。

天
文
十
六
年（
一
五
四
七
）の
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
、岡
崎

城
は
織
田
信
秀
に
占
拠
さ
れ
、竹
千
代（
家
康
）が
そ
の
際
に

織
田
の
人
質
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
説
が
前
提
と
し

て
あ
る
。こ
の
急
襲
に
つ
い
て
大
石
氏
は
、急
襲
前
後
の
段
階

で
す
で
に
松
平
広
忠
は
、今
川
か
ら
も
織
田
か
ら
も
見
限
ら

れ
て
い
た
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
と
し
、村
岡
氏
は
、大
石
氏

の
示
し
た
史
料
に
あ
る
今
川
の
了
解
の
も
と
に
三
河
分
割
が

出
来
上
が
っ
て
い
た
が
、境
界
が
曖
昧
の
た
め
、織
田
信
秀
は

こ
れ
を
破
談
と
し
た
と
い
う
経
緯
を
評
価
し
た
。

翌
十
七
年
の
小
豆
坂
の
戦
い
が
起
き
る
が
、合
戦
場
か
ら

近
い
岡
崎
城
に
い
る
広
忠
の
動
き
が
全
く
見
え
な
か
っ
た

こ
と
に
対
し
大
石
氏
は
、広
忠
に
と
っ
て
は
織
田
の
人
質
と

な
っ
て
い
る
竹
千
代
が
い
る
こ
と
、今
川
に
と
っ
て
も
次
代

の
氏
真
を
支
え
る
同
世
代
の
竹
千
代
が
必
要
で
あ
っ
た
。そ

れ
も
あ
っ
て
広
忠
は
織
田
方
の
後
方
か
ら
攻
め
る
と
か
、敗

走
し
た
織
田
方
を
襲
う
な
ど
の
行
為
に
及
ば
な
か
っ
た
と

し
た
。

4
天
文
十
六
年
の
織
田
信
秀
の
岡
崎
急
襲

5
「
駿
遠
軍
中
衆
矢
文
写
」
の
史
料
的
評
価

「安城松平家　̶家康以前の道筋̶」 「安城　代岡崎殿
   安城松平家の異端児　清康」

第 11 回 松 平 シ ン ポ ジ ウ ム

※都合により、日時・内容・会場などを変更する場合があります。ご了承ください。

●場所／講座室
●時間／各回14:00～
●費用／1,000円（全4回分、資料代）
●定員／30名
●申込／11月6日（土）9:00～　電話にて受付

■講師／村岡幹生氏（中京大学名誉教授）

●日時／令和3年10月31日（日）13:00～17:00
●出演／コーディネーター 村岡幹生氏（中京大学名誉教授）

 谷口央氏（東京都立大学教授）

　　　　パネリスト 柳沢昌紀氏（中京大学教授）

 平野明夫氏（國學院大學講師）

 山田邦明氏（愛知大学教授）

●場所／アンフォーレ　ホール
※聴講は事前申込みにてお問い合わせください。
　安城市歴史博物館　TEL：0566－77－6655

歴 史 博 物 館 連 続 講 座 の お 知 ら せ
（全４回）

②12月18日㊏「松平一族の展開と安城家」

③1月15日㊏ 「安城家四代をめぐる葛藤」

④2月19日㊏ 「今川氏国衆広忠と織田氏の進攻」

「松平氏発祥をめぐる伝承世界」①11月20日㊏

へ
ん

き

そ
う
げ
き

し

ば

よ
し
か
ね

（
あ
ま
つ
さ
）

本会場の聴講風景

リモート会議での討論（サブ会場）

（
四
）

（四）


