
　初
夏
を
迎
え
た
美
術
博
物
館
で
の
、

日
々
の
さ
さ
や
か
な
愉
し
み
は「
ほ
と
と

ぎ
す
」。三
英
傑
の
方
々
に
は
何
だ
か
申

し
訳
な
い
け
れ
ど
、今
の
時
期「
美
博
な

ら

　い
つ
で
も
鳴
い
て
る

　ほ
と
と
ぎ

す
」。　美

博
の
あ
る
中
央
総
合
公
園
は
、野

鳥
の
宝
庫
だ
。探
鳥
会
も
ち
ょ
く
ち
ょ
く

開
催
さ
れ
て
い
る
。ツ
バ
メ
た
ち
は
軒
の

あ
ち
こ
ち
に
巣
を
か
け
、ウ
グ
イ
ス
や
コ

ジ
ュ
ケ
イ
も
盛
ん
に
囀
っ
て
い
る
け
れ

ど
、「
ほ
と
と
ぎ
す
」の
声
は
ま
た
格
別

だ
。恩
賜
池
の
向
こ
う
か
ら
そ
の
声
が
響

く
た
び
、パ
ソ
コ
ン
を
打
つ
手
が
止
ま
り
、

私
の
全
身
は
耳
に
な
る
。

　花
の
名
前
を
た
く
さ
ん
知
っ
て
い
る

人
に
憧
れ
る
。無
条
件
に
尊
敬
し
て
し
ま

う
。山
歩
き
に
誘
わ
れ
て
出
掛
け
る
と
、

グ
ル
ー
プ
の
中
に
た
い
て
い
そ
う
い
う
人

が
い
て
、少
し
ず
つ
花
や
鳥
の
名
前
を
教

わ
っ
て
き
た
。ま
だ
若
か
っ
た
頃
の
ハ
ナ

シ
だ
け
れ
ど
、ず
っ
と
気
に
な
っ
て
い
た

「
と
て
も
イ
イ
声
で
鳴
く
鳥
」が
、万
葉

の
昔
か
ら
数
多
く
の
和
歌
に
詠
ま
れ
て

き
た
あ
の「
ほ
と
と
ぎ
す
」だ
と
教
え
て

も
ら
っ
た
と
き
は
、甚
く
感
動
し
た
こ
と

を
今
も
憶
え
て
い
る
。そ
ん
な「
ほ
と
と

ぎ
す
」が
、こ
ん
な
ふ
う
に
日
常
の
一
部
に

な
ろ
う
と
は
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
け
れ

ど
。　ど

う
か
皆
さ
ん
も
美
博
に
お
越
し
の

際
は
、展
覧
会
だ
け
で
な
く「
目
に
は
青

葉

　山
ほ
と
と
ぎ
す

　ユ
ア
テ
ー
ブ
ル
」

五
感
を
駆
使
し
て
お
愉
し
み
あ
れ
！（
鈴
）

　先
月
は
亡
き
父
の
誕
生
日
で
し
た
。

八
年
前
の
こ
と
で
す
が
、も
う
随
分
昔
の

こ
と
の
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　大
変
厳
格
な
父
を
少
し
避
け
る
よ
う
に

生
活
し
て
い
た
私
で
す
が
、亡
く
な
っ
て
初

め
て
気
が
付
い
た
こ
と
ー
そ
れ
は
、私
が

好
き
な
も
の
は
殆
ど
、父
か
ら
受
け
継
い

で
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。数
学
、水
泳
、

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
等
々
。ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽

に
つ
い
て
は
、父
が
ピ
ア
ノ
を
弾
い
て
い
る

姿
を
、今
で
も
鮮
明
に
思
い
出
す
こ
と
が

で
き
ま
す
。そ
し
て
私
も
ピ
ア
ノ
を
習
い
始

め
る
と
、父
は
私
を
美
術
館
に
連
れ
て
行

く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。当
時
は
そ
の
理

由
を
知
る
由
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

美
術
館
は
私
に
と
っ
て
と
て
も
居
心
地
の

良
い
空
間
に
な
り
ま
し
た
。

　そ
の
後
、私
は
乳
飲
み
子
を
抱
え
て
数

年
滞
独
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、望

ん
だ
生
活
と
は
い
え
、初
め
て
だ
ら
け
の

緊
張
の
毎
日
の
中
で
、言
葉
を
超
え
た「
音

楽
と
絵
画
」の
大
き
な
力
に
ど
れ
ほ
ど
癒

さ
れ
た
こ
と
か
、計
り
知
れ
ま
せ
ん
。私
が

思
う
に
ド
イ
ツ
で
は
、教
会
に
通
う
延
長

線
上
で
美
術
館
に
訪
れ
る
家
族
が
多
く
、

日
本
よ
り
も
も
う
少
し
身
近
な
存
在
で
あ

る
気
が
し
ま
す
。し
か
し
ま
だ
幼
か
っ
た
息

子
は
残
念
な
が
ら
、当
時
の
こ
と
は
殆
ど

覚
え
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
す
が
・・・
。

　子
ど
も
た
ち
が
成
人
し
た
現
在
で
は
、

私
は
一
人
で
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
や
絵
画
を
鑑

賞
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、い
つ
も
亡

き
父
が
傍
ら
に
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
、魂

が
共
に
震
え
る
の
を
感
じ
ま
す
。（
林
）

不
如
帰
去

父
が
繋
い
で
く
れ
た
縁
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眼
の
極
楽
⑳

　家
康
の
顔

　「
家
康
の
肖
像
と
東
照
宮
信
仰
」展（
七
月
十
七
日
ま
で
）は
、も
う
ご
覧
に
な
っ
た

だ
ろ
う
か
。

　家
康
公
の
画
像
が
こ
ん
な
に
展
観
さ
れ
た
こ
と
は
、か
つ
て
な
か
っ
た
は
ず
だ
。こ
こ

岡
崎
で
、と
云
う
意
味
で
は
な
い
。全
国
的
に
み
て
も
、そ
う
で
あ
る
。絶
後
と
は
云
わ

な
い
に
し
て
も
、空
前
の
展
示
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。し
か
も
今
回
の
展
覧
会
で

は
、「
家
康
像
」に
加
え
て
二
代
秀
忠
か
ら
十
五
代
慶
喜
ま
で
歴
代
の「
将
軍
像
」も
展

示
さ
れ
る
。比
較
す
る
の
に
絶
好
の
機
会
だ
ろ
う
し
、大
樹
寺
に
は
彼
ら
歴
代
の
位
牌

が
安
置
さ
れ
て
い
る
。そ
の
将
軍
の
画
像
が
、時
空
を
超
え
て
、父
祖
以
来
の
地
岡
崎

の
、美
術
博
物
館
で
一
堂
に
会
す
る
。ま
さ
し
く
岡
崎
で
開
か
れ
る
べ
く
し
て
開
か
れ
た

展
覧
会
、そ
れ
が
こ
の「
家
康
の
肖
像
と
東
照
宮
信
仰
」展
で
あ
る
。昨
年
、家
康
公
没

後
四
〇
〇
年
を
記
念
す
る
展
覧
会
が
当
館
は
じ
め
全
国
各
地
で
開
催
さ
れ
た
。本
展

こ
そ
は
、そ
れ
ら
記
念
展
の
掉
尾
を
飾
る
展
示
に
な
る
も
の
と
自
負
す
る
。

　そ
の
家
康
像
と
歴
代
将
軍
像
、現
存
作
品
で
見
る
限
り
、両
者
に
は
大
き
な
違
い
が

あ
っ
た
。歴
代
将
軍
像
が
、ほ
と
ん
ど
す
べ
て
遺
像
で
あ
る
の
に
対
し
、家
康
像
が
必
ず

し
も
そ
れ
に
律
し
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
点
で
あ
る
。

　歴
代
将
軍
は
亡
く
な
る
と
木
像
と
画
像
と
が
制
作
さ
れ
た
。木
像
は
霊
屋
に
安
置
、

画
像
は
霊
屋
の
在
る
増
上
寺
か
寛
永
寺
に
納
め
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。そ
れ
ら
は

明
治
維
新
の
混
乱
や
空
襲
で
失
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。し
か
し
幸
い
に
も
德
川
記
念
財

団
に
は
、そ
う
し
た
画
像
の
下
絵
・
粉
本
類
が
多
数
伝
え
ら
れ
て
い
る
。お
そ
ら
く
こ
れ

ら
を
原
図
に
画
像
や
、さ
ら
に
は
木
像
が
制
作
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。そ
れ
ら
下
絵
・
粉
本

類
の
ほ
と
ん
ど
が
将
軍
画
像
制
作
の
任
に
当
っ
た
幕
府
御
用
絵
師
の
家
＝
木
挽
町
狩

野
家
に
伝
来
し
た
事
実
が
、こ
の
推
定
を
裏
付
け
る
。明
治
十
四
年（
一
八
八
一
）六
月
二

十
七
日
そ
れ
ら
は
一
括
し
て
徳
川
宗
家
に
上
納
さ
れ
た
も
の
で
、仲
介
の
労
を
取
っ
た

の
は
、あ
の
勝
海
舟
で
あ
っ
た（『
海
舟
日
記
』同
年
同
月
日
の
条
）。

　興
味
深
い
の
は
、天
保
十
二
年（
一
八
四
一
）完
成
さ
れ
た
画
像
を
見
た
将
軍
の
感
想

で
あ
る
。十
一
代
家
斉（
文
恭
院
）の
画
像
が
出
来
し
、寛
永
寺
に
納
め
ら
れ
る
直
前
に

こ
れ
を
見
た
十
二
代
家
慶
が
、

　
　至
極
宜
奉
似
候

　
（
狩
野
晴
川
院『
公
用
日
記
』天
保
十
二
年
六
月
二
十
九
日
の
条
）

と
、大
変
よ
く
似
て
い
る
と
感
心
し
た
と
い
う
。つ
ま
り
息
子
家
慶
の
眼
か
ら
見
て
画
像

の
面
貌
は
、確
か
に
父
だ
と
納
得
す
る
だ
け
の
肖
似
性
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
そ
の
点
は
、ひ
と
り「
文
恭
院
画
像
」に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。す
べ
て
の
歴

代
将
軍
画
像
に
は
、似
て
い
る
こ
と
が
暗
黙
の
裡
に
求
め
ら
れ
、ま
た
実
際
に
備
わ
っ
て

い
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。現
に
増
上
寺
に
埋
葬
さ
れ
た
将
軍
の
遺
骨
か
ら
推
定
さ
れ

る
将
軍
の
面
貌
は
、そ
の
将
軍
画
像
に
描
か
れ
た
面
貌
と
実
に
よ
く
一
致
す
る
と
云
う

で
は
な
い
か（
鈴
木
尚
著『
骨
は
語
る
徳
川
将
軍
・
大
名
家
の
人
び
と
』東
京
大
学
出
版

会

　一
九
八
五
年
）。各
画
像
の
面
貌
の
肖
似
性
に
つ
い
て
は
、現
代
科
学
の
眼
の
折
紙

付
き
と
云
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　で
は
ど
う
し
て
、そ
こ
ま
で
肖
似
性
に
こ
だ
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。と
云
え
ば
、も
う

お
分
か
り
だ
ろ
う
。将
軍
画
像
は
あ
く
ま
で
実
人
の
肖
像
で
あ
る
か
ら
だ
。い
や
、そ
れ

だ
け
で
は
答
え
と
し
て
不
十
分
で
、さ
ら
に
そ
れ
が
遺
像
で
あ
る
こ
と
を
、そ
の
理
由

に
加
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　遺
像
で
あ
る
な
ら
ば
、そ
の
画
像
は
掛
真
で
あ
る
。祥
月
命
日
は
も
と
よ
り
月
命
日

や
各
種
法
会
に
掛
け
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。像
主
の
将
軍
を
供
養
し
、偲
ぶ
手
掛
り
に

な
る
。そ
の
像
主
が
似
て
な
け
れ
ば
、法
会
に
も
な
る
ま
い
。

　と
な
る
と
、や
は
り
気
に
な
る
の
は
、同
じ
く
実
人
の
影
で
も
あ
る
は
ず
の
家
康
像

の
肖
似
性
で
あ
る
。そ
れ
と
云
う
の
も
、現
存
す
る
家
康
像
を
見
る
限
り
、同
じ
人
物

を
描
き
な
が
ら
同
一
人
と
は
思
え
な
い
程
に
、そ
の
面
貌
に
違
い
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。歴
代
将
軍
画
像
が
、ひ
と
り
の
将
軍
に
つ
き
複
数
遺
る
場
合
で
も
、面
貌
に
つ
い
て

は
ぴ
た
り
一
致
す
る
の
と
著
し
い
対
比
を
見
せ
る
。

　な
か
で「
東
照
大
権
現
像
」と「
東
照
大
権
現
霊
夢
像
」と
呼
ば
れ
る「
家
康
像
」が
、

そ
れ
ぞ
れ
大
き
な
グ
ル
ー
プ
を
な
し
、そ
れ
ぞ
れ
像
容
、面
貌
に
違
い
を
見
せ
て
い
る
。

　そ
の
う
ち
前
者（
図
１
）こ
そ
は
、わ
た
し
た
ち
が
今
日「
家
康
像
」と
し
て
第
一
に
思

い
浮
か
べ
る
画
像
で
、遺
品
も
多
い
。御
簾
が
上
が
っ
た
宮
殿
内
、家
康
は
繧
繝
縁
の
上
畳

に
坐
す
。黒
袍
の
束
帯
に
身
を
包
み
、右
手
に
笏
、左
腰
に
太
刀
を
佩
い
た
像
容
で
一
致

す
る
。前
方
、欄
干
の
内
に
阿
・
吽
二
匹
の
獅
子
が
控
え
る
。面
貌
も
太
っ
た
丸
顔
に
見

開
い
た
大
き
な
目
、太
い
鼻
梁
の
鉤
鼻
、豊
か
な
耳
朶
を
も
つ
点
で
共
通
す
る
。こ
れ
ら

は
別
に「
深
秘
の
画
像
」と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、神
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
べ
き「
家
康

像
」で
あ
っ
た
。そ
の
像
容
や
面
貌
が
、家
康
の
神
格
化
を
推
し
進
め
た
天
海
の
図
像
的

意
味
付
け
の
結
果
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。筆
者
に
木
村
了
琢
や
神
田
宗
庭

な
ど
絵
仏
師
の
名
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
も
、そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
。彼
ら
な
ら
ば

天
海
の
意
を
踏
ま
え
た
図
像
を
授
け
ら
れ
、知
り
得
た
は
ず
だ
か
ら
だ
。む
ろ
ん
、そ

れ
に
則
っ
て
描
か
れ
た
家
康
の
面
貌
が
、実
人
家
康
の
そ
れ
か
ら
離
れ
る
の
は
当
然
だ

ろ
う
。

　そ
の
点
で
は
後
者（
図
２
）も
変
ら
な
い
。別
に「
夢
の
画
像
」の
名
が
あ
る
よ
う
に
、

三
代
将
軍
家
光
の
夢
に
現
れ
た
家
康（
東
照
大
権
現
）の
姿
を
描
い
た
も
の
が
、こ
れ
で

あ
る
。着
衣
も
白
や
茶
の
紋
服
で
、時
に
頭
巾
を
被
り
、そ
の
多
く
が
立
て
膝
の
く
つ
ろ

い
だ
姿
に
な
る
。目
も
大
き
い
こ
と
に
変
り
な
い
が
、「
深
秘
の
画
像
」と
は
自
か
ら
異

な
る
。つ
ま
り
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
家
光
の
眼
を
通
じ
て
見
た
家
康
の
姿
、面
貌
で
あ

る
。し
か
も
祖
父
と
孫
と
は
云
え
、家
光
が
家
康
と
対
面
す
る
機
会
は
ご
く
ご
く
少
な

く
、そ
れ
も
幼
い
頃
に
限
ら
れ
た
は
ず
だ
。そ
の
幼
少
期
の
お
ぼ
ろ
気
な
記
憶
を
も
と

に
紡
ぎ
出
し
た
家
康
像
こ
そ
が
、家
光
の
家
康
像
で
あ
る
。実
人
と
し
て
の
客
観
的
家

康
離
れ
は
こ
の
場
合
も
否
定
で
き
ま
い
。し
か
も
両
者
と
も
供
養
像
で
は
な
い
。そ
も

そ
も
実
人
と
し
て
の
肖
似
性
を
求
め
る
必
要
も
な
い
。

　と
な
る
と
家
康
の
実
人
と
し
て
の
真
の
姿
、そ
の
面
貌
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、ど

の
肖
像
に
、そ
れ
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。参
州
は
岡
崎
の
人
な
ら
ば
、

誰
も
が
気
に
な
る
問
題
だ
ろ
う
。

　結
論
か
ら
云
え
ば
、画
像
で
は
な
い
も
の
の
、知
恩
院
の『
徳
川
家
康
坐
像
』（
図
３
）

こ
そ
が
、そ
れ
で
あ
ろ
う
。元
和
五
年（
一
六
一
九
）上
洛
し
た
将
軍
秀
忠
は
知
恩
院
三

門
、経
蔵
な
ど
の
建
立
を
命
じ
、併
せ
て
す
で
に
知
恩
院
に
安
置
さ
れ
て
い
た「
家
康
束

帯
像
」の
例
に
な
ら
っ
て
自
ら
の
等
身
木
像
を
造
る
こ
と
を
思
い
立
ち
、京
の
大
仏
師

康
猶
に
そ
の
制
作
を
命
じ
た
。像
は
元
和
六
年
四
月
十
七
日
に
完
成
。「
家
康
束
帯
像
」

と
共
に「
帝
都
鎮
護
之
御
影
」と
し
て
知
恩
院
御
影
堂
に
安
置
さ
れ
た
。現
存
す
る『
徳

川
家
康
・
秀
忠
坐
像
』（
図
３
・
４
）こ
そ
が
、こ
の
時
の
二
像
で
あ
る
。寺
伝
に
よ
れ
ば

こ
の『
家
康
坐
像
』は
慶
長
八
年（
一
六
〇
三
）の
制
作
と
も
云
い
、こ
れ
に
つ
い
て
は
、な

お
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
だ
が
、こ
の
木
像
が
、秀
忠
の
眼
か
ら
見
て
、父
の
像
と
す

る
に
充
分
な
肖
似
性
を
備
え
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

一
方
、『
秀
忠
坐
像
』は
寿
像
で
、も
と
よ
り
秀
忠
本
人
が
自
分
の
肖
像
と
し
て
納
得
す

る
だ
け
の
肖
似
性
が
あ
っ
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。し
か
も
そ
の
面
貌
は
、す
べ
て

の「
秀
忠
像
」の
原
図
と
な
っ
た
紙
形（
図
５
）の
そ
れ
と
も
酷
似
す
る
。知
恩
院『
秀
忠

坐
像
』の
面
貌
が
、秀
忠
そ
の
人
の
そ
れ
を
彷
彿
さ
せ
る
こ
と
に
、も
は
や
疑
い
は
あ
る

ま
い
。そ
し
て
こ
の
事
実
は
ま
た『
家
康
坐
像
』の
肖
似
性
を
も
傍
証
す
る
だ
ろ
う
。知

恩
院
の
こ
の
木
像
の
面
貌
こ
そ
実
人
家
康
の
そ
れ
で
あ
る
と
み
る
所
以
で
あ
る
。そ
の

面
貌
は
も
と
よ
り「
深
秘
の
画
像
」や「
夢
の
画
像
」の
そ
れ
と
も
異
な
る
。だ
が
そ
の

が
っ
し
り
と
骨
太
い
顔
つ
き
に
は
、ど
こ
か
三
河
の
土
の
臭
い
さ
え
感
じ
ら
れ
る
の
だ

が
。い
や
、康
生
町（
岡
崎
の
中
心
街
）辺
り
で
こ
ん
な
男
と
ひ
ょ
い
と
出
会
い
そ
う
な

気
さ
え
す
る
。し
か
し
そ
う
思
う
の
も
わ
た
し
が
三
河
の
野
に
生
ま
れ
育
っ
た
参
州
の

人
だ
か
ら
な
の
か
。な
お
こ
の
木
像
制
作
に
際
し
て
も
紙
形
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。い

ま
は
そ
の
紙
形
の
出
現
を
願
う
こ
と
や
切
で
あ
る
。

よ
し
の
ぶ

と
う
び

お
た
ま
や

も
と

こ
び
き
ち
ょ
う

し
ゅ
っ
た
い

レ

う
ち

け
し
ん

ほ
う
え

し
の

し
ょ
う
つ
き
め
い
に
ち

う
ん
げ
ん
べ
り

あ
げ
だ
た
み

は

か
ぎ
ば
な

じ
だ

じ
ん
ぴ

き
む
ら
り
ょ
う
た
く

の
っ
と

か
ん
だ
そ
う
て
い

ず
き
ん

げ

こ
う
ゆ
う

図２  東照大権現霊夢像  狩野探幽筆  德川記念財団蔵

図１  東照大権現像  愛知・長圓寺蔵



眼
の
極
楽
⑳

　家
康
の
顔

　「
家
康
の
肖
像
と
東
照
宮
信
仰
」展（
七
月
十
七
日
ま
で
）は
、も
う
ご
覧
に
な
っ
た

だ
ろ
う
か
。

　家
康
公
の
画
像
が
こ
ん
な
に
展
観
さ
れ
た
こ
と
は
、か
つ
て
な
か
っ
た
は
ず
だ
。こ
こ

岡
崎
で
、と
云
う
意
味
で
は
な
い
。全
国
的
に
み
て
も
、そ
う
で
あ
る
。絶
後
と
は
云
わ

な
い
に
し
て
も
、空
前
の
展
示
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。し
か
も
今
回
の
展
覧
会
で

は
、「
家
康
像
」に
加
え
て
二
代
秀
忠
か
ら
十
五
代
慶
喜
ま
で
歴
代
の「
将
軍
像
」も
展

示
さ
れ
る
。比
較
す
る
の
に
絶
好
の
機
会
だ
ろ
う
し
、大
樹
寺
に
は
彼
ら
歴
代
の
位
牌

が
安
置
さ
れ
て
い
る
。そ
の
将
軍
の
画
像
が
、時
空
を
超
え
て
、父
祖
以
来
の
地
岡
崎

の
、美
術
博
物
館
で
一
堂
に
会
す
る
。ま
さ
し
く
岡
崎
で
開
か
れ
る
べ
く
し
て
開
か
れ
た

展
覧
会
、そ
れ
が
こ
の「
家
康
の
肖
像
と
東
照
宮
信
仰
」展
で
あ
る
。昨
年
、家
康
公
没

後
四
〇
〇
年
を
記
念
す
る
展
覧
会
が
当
館
は
じ
め
全
国
各
地
で
開
催
さ
れ
た
。本
展

こ
そ
は
、そ
れ
ら
記
念
展
の
掉
尾
を
飾
る
展
示
に
な
る
も
の
と
自
負
す
る
。

　そ
の
家
康
像
と
歴
代
将
軍
像
、現
存
作
品
で
見
る
限
り
、両
者
に
は
大
き
な
違
い
が

あ
っ
た
。歴
代
将
軍
像
が
、ほ
と
ん
ど
す
べ
て
遺
像
で
あ
る
の
に
対
し
、家
康
像
が
必
ず

し
も
そ
れ
に
律
し
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
点
で
あ
る
。

　歴
代
将
軍
は
亡
く
な
る
と
木
像
と
画
像
と
が
制
作
さ
れ
た
。木
像
は
霊
屋
に
安
置
、

画
像
は
霊
屋
の
在
る
増
上
寺
か
寛
永
寺
に
納
め
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。そ
れ
ら
は

明
治
維
新
の
混
乱
や
空
襲
で
失
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。し
か
し
幸
い
に
も
德
川
記
念
財

団
に
は
、そ
う
し
た
画
像
の
下
絵
・
粉
本
類
が
多
数
伝
え
ら
れ
て
い
る
。お
そ
ら
く
こ
れ

ら
を
原
図
に
画
像
や
、さ
ら
に
は
木
像
が
制
作
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。そ
れ
ら
下
絵
・
粉
本

類
の
ほ
と
ん
ど
が
将
軍
画
像
制
作
の
任
に
当
っ
た
幕
府
御
用
絵
師
の
家
＝
木
挽
町
狩

野
家
に
伝
来
し
た
事
実
が
、こ
の
推
定
を
裏
付
け
る
。明
治
十
四
年（
一
八
八
一
）六
月
二

十
七
日
そ
れ
ら
は
一
括
し
て
徳
川
宗
家
に
上
納
さ
れ
た
も
の
で
、仲
介
の
労
を
取
っ
た

の
は
、あ
の
勝
海
舟
で
あ
っ
た（『
海
舟
日
記
』同
年
同
月
日
の
条
）。

　興
味
深
い
の
は
、天
保
十
二
年（
一
八
四
一
）完
成
さ
れ
た
画
像
を
見
た
将
軍
の
感
想

で
あ
る
。十
一
代
家
斉（
文
恭
院
）の
画
像
が
出
来
し
、寛
永
寺
に
納
め
ら
れ
る
直
前
に

こ
れ
を
見
た
十
二
代
家
慶
が
、

　
　至
極
宜
奉
似
候

　
（
狩
野
晴
川
院『
公
用
日
記
』天
保
十
二
年
六
月
二
十
九
日
の
条
）

と
、大
変
よ
く
似
て
い
る
と
感
心
し
た
と
い
う
。つ
ま
り
息
子
家
慶
の
眼
か
ら
見
て
画
像

の
面
貌
は
、確
か
に
父
だ
と
納
得
す
る
だ
け
の
肖
似
性
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
そ
の
点
は
、ひ
と
り「
文
恭
院
画
像
」に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。す
べ
て
の
歴

代
将
軍
画
像
に
は
、似
て
い
る
こ
と
が
暗
黙
の
裡
に
求
め
ら
れ
、ま
た
実
際
に
備
わ
っ
て

い
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。現
に
増
上
寺
に
埋
葬
さ
れ
た
将
軍
の
遺
骨
か
ら
推
定
さ
れ

る
将
軍
の
面
貌
は
、そ
の
将
軍
画
像
に
描
か
れ
た
面
貌
と
実
に
よ
く
一
致
す
る
と
云
う

で
は
な
い
か（
鈴
木
尚
著『
骨
は
語
る
徳
川
将
軍
・
大
名
家
の
人
び
と
』東
京
大
学
出
版

会

　一
九
八
五
年
）。各
画
像
の
面
貌
の
肖
似
性
に
つ
い
て
は
、現
代
科
学
の
眼
の
折
紙

付
き
と
云
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　で
は
ど
う
し
て
、そ
こ
ま
で
肖
似
性
に
こ
だ
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。と
云
え
ば
、も
う

お
分
か
り
だ
ろ
う
。将
軍
画
像
は
あ
く
ま
で
実
人
の
肖
像
で
あ
る
か
ら
だ
。い
や
、そ
れ

だ
け
で
は
答
え
と
し
て
不
十
分
で
、さ
ら
に
そ
れ
が
遺
像
で
あ
る
こ
と
を
、そ
の
理
由

に
加
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　遺
像
で
あ
る
な
ら
ば
、そ
の
画
像
は
掛
真
で
あ
る
。祥
月
命
日
は
も
と
よ
り
月
命
日

や
各
種
法
会
に
掛
け
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。像
主
の
将
軍
を
供
養
し
、偲
ぶ
手
掛
り
に

な
る
。そ
の
像
主
が
似
て
な
け
れ
ば
、法
会
に
も
な
る
ま
い
。

　と
な
る
と
、や
は
り
気
に
な
る
の
は
、同
じ
く
実
人
の
影
で
も
あ
る
は
ず
の
家
康
像

の
肖
似
性
で
あ
る
。そ
れ
と
云
う
の
も
、現
存
す
る
家
康
像
を
見
る
限
り
、同
じ
人
物

を
描
き
な
が
ら
同
一
人
と
は
思
え
な
い
程
に
、そ
の
面
貌
に
違
い
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。歴
代
将
軍
画
像
が
、ひ
と
り
の
将
軍
に
つ
き
複
数
遺
る
場
合
で
も
、面
貌
に
つ
い
て

は
ぴ
た
り
一
致
す
る
の
と
著
し
い
対
比
を
見
せ
る
。

　な
か
で「
東
照
大
権
現
像
」と「
東
照
大
権
現
霊
夢
像
」と
呼
ば
れ
る「
家
康
像
」が
、

そ
れ
ぞ
れ
大
き
な
グ
ル
ー
プ
を
な
し
、そ
れ
ぞ
れ
像
容
、面
貌
に
違
い
を
見
せ
て
い
る
。

　そ
の
う
ち
前
者（
図
１
）こ
そ
は
、わ
た
し
た
ち
が
今
日「
家
康
像
」と
し
て
第
一
に
思

い
浮
か
べ
る
画
像
で
、遺
品
も
多
い
。御
簾
が
上
が
っ
た
宮
殿
内
、家
康
は
繧
繝
縁
の
上
畳

に
坐
す
。黒
袍
の
束
帯
に
身
を
包
み
、右
手
に
笏
、左
腰
に
太
刀
を
佩
い
た
像
容
で
一
致

す
る
。前
方
、欄
干
の
内
に
阿
・
吽
二
匹
の
獅
子
が
控
え
る
。面
貌
も
太
っ
た
丸
顔
に
見

開
い
た
大
き
な
目
、太
い
鼻
梁
の
鉤
鼻
、豊
か
な
耳
朶
を
も
つ
点
で
共
通
す
る
。こ
れ
ら

は
別
に「
深
秘
の
画
像
」と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、神
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
べ
き「
家
康

像
」で
あ
っ
た
。そ
の
像
容
や
面
貌
が
、家
康
の
神
格
化
を
推
し
進
め
た
天
海
の
図
像
的

意
味
付
け
の
結
果
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。筆
者
に
木
村
了
琢
や
神
田
宗
庭

な
ど
絵
仏
師
の
名
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
も
、そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
。彼
ら
な
ら
ば

天
海
の
意
を
踏
ま
え
た
図
像
を
授
け
ら
れ
、知
り
得
た
は
ず
だ
か
ら
だ
。む
ろ
ん
、そ

れ
に
則
っ
て
描
か
れ
た
家
康
の
面
貌
が
、実
人
家
康
の
そ
れ
か
ら
離
れ
る
の
は
当
然
だ

ろ
う
。

　そ
の
点
で
は
後
者（
図
２
）も
変
ら
な
い
。別
に「
夢
の
画
像
」の
名
が
あ
る
よ
う
に
、

三
代
将
軍
家
光
の
夢
に
現
れ
た
家
康（
東
照
大
権
現
）の
姿
を
描
い
た
も
の
が
、こ
れ
で

あ
る
。着
衣
も
白
や
茶
の
紋
服
で
、時
に
頭
巾
を
被
り
、そ
の
多
く
が
立
て
膝
の
く
つ
ろ

い
だ
姿
に
な
る
。目
も
大
き
い
こ
と
に
変
り
な
い
が
、「
深
秘
の
画
像
」と
は
自
か
ら
異

な
る
。つ
ま
り
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
家
光
の
眼
を
通
じ
て
見
た
家
康
の
姿
、面
貌
で
あ

る
。し
か
も
祖
父
と
孫
と
は
云
え
、家
光
が
家
康
と
対
面
す
る
機
会
は
ご
く
ご
く
少
な

く
、そ
れ
も
幼
い
頃
に
限
ら
れ
た
は
ず
だ
。そ
の
幼
少
期
の
お
ぼ
ろ
気
な
記
憶
を
も
と

に
紡
ぎ
出
し
た
家
康
像
こ
そ
が
、家
光
の
家
康
像
で
あ
る
。実
人
と
し
て
の
客
観
的
家

康
離
れ
は
こ
の
場
合
も
否
定
で
き
ま
い
。し
か
も
両
者
と
も
供
養
像
で
は
な
い
。そ
も

そ
も
実
人
と
し
て
の
肖
似
性
を
求
め
る
必
要
も
な
い
。

　と
な
る
と
家
康
の
実
人
と
し
て
の
真
の
姿
、そ
の
面
貌
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、ど

の
肖
像
に
、そ
れ
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。参
州
は
岡
崎
の
人
な
ら
ば
、

誰
も
が
気
に
な
る
問
題
だ
ろ
う
。

　結
論
か
ら
云
え
ば
、画
像
で
は
な
い
も
の
の
、知
恩
院
の『
徳
川
家
康
坐
像
』（
図
３
）

こ
そ
が
、そ
れ
で
あ
ろ
う
。元
和
五
年（
一
六
一
九
）上
洛
し
た
将
軍
秀
忠
は
知
恩
院
三

門
、経
蔵
な
ど
の
建
立
を
命
じ
、併
せ
て
す
で
に
知
恩
院
に
安
置
さ
れ
て
い
た「
家
康
束

帯
像
」の
例
に
な
ら
っ
て
自
ら
の
等
身
木
像
を
造
る
こ
と
を
思
い
立
ち
、京
の
大
仏
師

康
猶
に
そ
の
制
作
を
命
じ
た
。像
は
元
和
六
年
四
月
十
七
日
に
完
成
。「
家
康
束
帯
像
」

と
共
に「
帝
都
鎮
護
之
御
影
」と
し
て
知
恩
院
御
影
堂
に
安
置
さ
れ
た
。現
存
す
る『
徳

川
家
康
・
秀
忠
坐
像
』（
図
３
・
４
）こ
そ
が
、こ
の
時
の
二
像
で
あ
る
。寺
伝
に
よ
れ
ば

こ
の『
家
康
坐
像
』は
慶
長
八
年（
一
六
〇
三
）の
制
作
と
も
云
い
、こ
れ
に
つ
い
て
は
、な

お
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
だ
が
、こ
の
木
像
が
、秀
忠
の
眼
か
ら
見
て
、父
の
像
と
す

る
に
充
分
な
肖
似
性
を
備
え
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

一
方
、『
秀
忠
坐
像
』は
寿
像
で
、も
と
よ
り
秀
忠
本
人
が
自
分
の
肖
像
と
し
て
納
得
す

る
だ
け
の
肖
似
性
が
あ
っ
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。し
か
も
そ
の
面
貌
は
、す
べ
て

の「
秀
忠
像
」の
原
図
と
な
っ
た
紙
形（
図
５
）の
そ
れ
と
も
酷
似
す
る
。知
恩
院『
秀
忠

坐
像
』の
面
貌
が
、秀
忠
そ
の
人
の
そ
れ
を
彷
彿
さ
せ
る
こ
と
に
、も
は
や
疑
い
は
あ
る

ま
い
。そ
し
て
こ
の
事
実
は
ま
た『
家
康
坐
像
』の
肖
似
性
を
も
傍
証
す
る
だ
ろ
う
。知

恩
院
の
こ
の
木
像
の
面
貌
こ
そ
実
人
家
康
の
そ
れ
で
あ
る
と
み
る
所
以
で
あ
る
。そ
の

面
貌
は
も
と
よ
り「
深
秘
の
画
像
」や「
夢
の
画
像
」の
そ
れ
と
も
異
な
る
。だ
が
そ
の

が
っ
し
り
と
骨
太
い
顔
つ
き
に
は
、ど
こ
か
三
河
の
土
の
臭
い
さ
え
感
じ
ら
れ
る
の
だ

が
。い
や
、康
生
町（
岡
崎
の
中
心
街
）辺
り
で
こ
ん
な
男
と
ひ
ょ
い
と
出
会
い
そ
う
な

気
さ
え
す
る
。し
か
し
そ
う
思
う
の
も
わ
た
し
が
三
河
の
野
に
生
ま
れ
育
っ
た
参
州
の

人
だ
か
ら
な
の
か
。な
お
こ
の
木
像
制
作
に
際
し
て
も
紙
形
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。い

ま
は
そ
の
紙
形
の
出
現
を
願
う
こ
と
や
切
で
あ
る
。

よ
し
の
ぶ

と
う
び

お
た
ま
や

も
と

こ
び
き
ち
ょ
う

し
ゅ
っ
た
い

レ

う
ち

け
し
ん

ほ
う
え

し
の

し
ょ
う
つ
き
め
い
に
ち

う
ん
げ
ん
べ
り

あ
げ
だ
た
み

は

か
ぎ
ば
な

じ
だ

じ
ん
ぴ

き
む
ら
り
ょ
う
た
く

の
っ
と

か
ん
だ
そ
う
て
い

ず
き
ん

げ

こ
う
ゆ
う

図２  東照大権現霊夢像  狩野探幽筆  德川記念財団蔵

図１  東照大権現像  愛知・長圓寺蔵



　武
者
絵
、風
景
画
、美

人
画
、戯
画
、と
様
々
な
分

野
で
活
躍
し
た
歌
川
国
芳

（
寛
政
九
〜
文
久
元
年（
一

七
九
七
〜
一
八
六
一
）は
、現

在
で
は
江
戸
後
期
の
浮
世

絵
界
を
代
表
す
る
絵
師
と

し
て
有
名
な
人
気
絵
師
で

す
が
、実
は
十
代
、二
十
代

の
頃
は
兄
弟
子
の
国
貞

（
天
明
六
〜
元
治
元
年（
一

七
八
六
〜
一
八
六
四
）の
活

躍
が
め
ざ
ま
し
く
、そ
の

陰
に
隠
れ
た
不
遇
の
時
代

を
過
ご
し
ま
し
た
。国
芳

が
一
躍
脚
光
を
浴
び
る
契

機
と
な
っ
た
作
品
が
、『
水

滸
伝
』を
題
材
に
し
た《
通

俗
水
滸
伝
豪
傑
百
八
人
之
一
個（
壹
人
）》

シ
リ
ー
ズ
で
す
。本
展
で
は
、多
く
の
浮
世

絵
師
に
画
題
と
さ
れ
た『
水
滸
伝
』の
魅

力
、そ
し
て
国
芳
が
手
が
け
た『
水
滸
伝
』

を
題
材
と
し
た
作
品
に
焦
点
を
当
て
て
ご

紹
介
し
ま
す
。

　『
水
滸
伝
』は
、北
宋（
九
六
〇
〜
一一
二

七
）末
の
混
乱
を
舞
台
に
、百
八
人
の
豪

傑
が
集
結
し
活
躍
す
る
物
語
で
す
。数
百

年
間
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
百
八
の
魔
星

が
解
き
放
た
れ
る
始
ま
り
の
場
面
か
ら
、

豪
傑
百
八
人
が
結
集
し
官
軍
と
し
て
活

躍
す
る
も
壊
滅
し
て
い
く
ま
で
と
い
う
壮

大
な
ス
ト
ー
リ
ー
は
江
戸
の
人
々
の
間
で

熱
狂
的
な
ブ
ー
ム
と
な
り
ま
し
た
。内
容

の
一
部
が
類
似
し
た
物
語
が
作
ら
れ
る
だ

け
で
な
く
、内
容
に
関
連
が
な
く
て
も
タ

イ
ト
ル
に『
水
滸
伝
』と
名
を
冠
し
た
水
滸

伝
物
が
数
多
く
作
ら
れ
る
程
で
し
た
。こ

の
ブ
ー
ム
に
乗
じ
て
、文
政
十
年（
一
八
二

七
）、《
通
俗
水
滸
伝
豪
傑
百
八
人
之
一
個

（
壹
人
）》が
出
版
さ
れ
ま
す
。本
作
は
小

説
の
登
場
人
物
を
一
人
一
人
描
く
と
い
う
そ

れ
ま
で
に
な
い
画
期
的
な
構
成
で
、画
面
一

杯
に
豪
傑
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
動
き
、気

迫
に
満
ち
た
様
相
が
表
現
さ
れ
て
い
ま

す
。は
じ
め
に「
智
多
星
呉
用
」、「
九
紋
龍

史
進
・
跳
澗
虎
陳
達
」（
図
１
）、「
行
者
武

松
」、「
黒
旋
風
李
逵

　一
名
李
鉄
牛
」、

「
花
和
尚
魯
知
深
」（
図
２
）の
五
図
が
出

た
と
さ
れ
て
お
り
、爆
発
的
な
ヒ
ッ
ト
と

な
り
ま
し
た
。国
芳
は
中
国
、日
本
の
先

行
絵
画
を
参
考
に
し
つ
つ
、独
自
の
工
夫

を
随
所
に
加
え
て
い
ま
す
。原
作
と
は
異

な
る
場
面
設
定
、人
物
の
衣
服
、手
に
す

る
武
器
や
肌
の
色
に
す
る
こ
と
で
、豪
傑

の
個
性
を
よ
り
魅
力
的
に
際
立
た
せ
て
い

ま
す
。ま
た
、注
目
す
べ
き
は
豪
傑
の
肌
に

施
さ
れ
た
豪
華
な
彫
り
物
で
す
。現
在
知

ら
れ
る
七
十
四
図
の
う
ち
、原
作
に
彫
物

が
あ
る
と
さ
れ
た
人
物
は
四
名
で
す
が
、

こ
の
作
品
で
は
十
五
名
の
豪
傑
に
彫
り
物

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。本
作
を
機
に
、江
戸

庶
民
の
間
で
色
鮮
や
か
な
彫
り
物
が
流
行

し
、国
芳
の
絵
を
総
身
に
彫
る
者
も
い
た

そ
う
で
す
。文
政
十
年
頃
か
ら
天
保
七
年

（
一
八
三
六
）に
か
け
て
随
時
出
版
さ
れ
、

現
在
七
十
四
図
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

国
芳
は
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
好
評
を
得
て
、

日
本
版
水
滸
伝
で
あ
る《
本
朝
水
滸
伝
豪

傑（
剛
勇
）八
百
人
一
個
》な
ど
、『
水
滸

伝
』の
名
を
冠
し
た
様
々
な
作
品
を
制
作

し
ま
し
た
。こ
の
様
に
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に

富
ん
だ『
水
滸
伝
』に
材
を
と
っ
た
作
品
は

他
の
絵
師
に
よ
っ
て
も
数
多
く
制
作
さ
れ

て
い
ま
す
。

　本
展
で
は
当
館
が
寄
託
を
受
け
て
い
る

《
通
俗
水
滸
伝
豪
傑
百
八
人
之
一
個（
壹

人
）》七
十
四
図（
前
期
・
後
期
で
展
示
）の

他
、国
芳
や
他
の
絵
師
が
描
い
た『
水
滸

伝
』に
関
連
す
る
作
品
を
展
示
い
た
し
ま

す
。浮
世
絵
作
品
を
通
し
て『
水
滸
伝
』の

日
本
に
お
け
る
豊
か
な
受
容
と
広
が
り
、

そ
し
て
国
芳
作
品
の
魅
力
を
ご
堪
能
く
だ

さ
い
。
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　「
家
康
の
肖
像
と
東
照
宮
信
仰
」展（
七
月
十
七
日
ま
で
）は
、も
う
ご
覧
に
な
っ
た

だ
ろ
う
か
。

　家
康
公
の
画
像
が
こ
ん
な
に
展
観
さ
れ
た
こ
と
は
、か
つ
て
な
か
っ
た
は
ず
だ
。こ
こ

岡
崎
で
、と
云
う
意
味
で
は
な
い
。全
国
的
に
み
て
も
、そ
う
で
あ
る
。絶
後
と
は
云
わ

な
い
に
し
て
も
、空
前
の
展
示
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。し
か
も
今
回
の
展
覧
会
で

は
、「
家
康
像
」に
加
え
て
二
代
秀
忠
か
ら
十
五
代
慶
喜
ま
で
歴
代
の「
将
軍
像
」も
展

示
さ
れ
る
。比
較
す
る
の
に
絶
好
の
機
会
だ
ろ
う
し
、大
樹
寺
に
は
彼
ら
歴
代
の
位
牌

が
安
置
さ
れ
て
い
る
。そ
の
将
軍
の
画
像
が
、時
空
を
超
え
て
、父
祖
以
来
の
地
岡
崎

の
、美
術
博
物
館
で
一
堂
に
会
す
る
。ま
さ
し
く
岡
崎
で
開
か
れ
る
べ
く
し
て
開
か
れ
た

展
覧
会
、そ
れ
が
こ
の「
家
康
の
肖
像
と
東
照
宮
信
仰
」展
で
あ
る
。昨
年
、家
康
公
没

後
四
〇
〇
年
を
記
念
す
る
展
覧
会
が
当
館
は
じ
め
全
国
各
地
で
開
催
さ
れ
た
。本
展

こ
そ
は
、そ
れ
ら
記
念
展
の
掉
尾
を
飾
る
展
示
に
な
る
も
の
と
自
負
す
る
。

　そ
の
家
康
像
と
歴
代
将
軍
像
、現
存
作
品
で
見
る
限
り
、両
者
に
は
大
き
な
違
い
が

あ
っ
た
。歴
代
将
軍
像
が
、ほ
と
ん
ど
す
べ
て
遺
像
で
あ
る
の
に
対
し
、家
康
像
が
必
ず

し
も
そ
れ
に
律
し
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
点
で
あ
る
。

　歴
代
将
軍
は
亡
く
な
る
と
木
像
と
画
像
と
が
制
作
さ
れ
た
。木
像
は
霊
屋
に
安
置
、

画
像
は
霊
屋
の
在
る
増
上
寺
か
寛
永
寺
に
納
め
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。そ
れ
ら
は

明
治
維
新
の
混
乱
や
空
襲
で
失
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。し
か
し
幸
い
に
も
德
川
記
念
財

団
に
は
、そ
う
し
た
画
像
の
下
絵
・
粉
本
類
が
多
数
伝
え
ら
れ
て
い
る
。お
そ
ら
く
こ
れ

ら
を
原
図
に
画
像
や
、さ
ら
に
は
木
像
が
制
作
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。そ
れ
ら
下
絵
・
粉
本

類
の
ほ
と
ん
ど
が
将
軍
画
像
制
作
の
任
に
当
っ
た
幕
府
御
用
絵
師
の
家
＝
木
挽
町
狩

野
家
に
伝
来
し
た
事
実
が
、こ
の
推
定
を
裏
付
け
る
。明
治
十
四
年（
一
八
八
一
）六
月
二

十
七
日
そ
れ
ら
は
一
括
し
て
徳
川
宗
家
に
上
納
さ
れ
た
も
の
で
、仲
介
の
労
を
取
っ
た

の
は
、あ
の
勝
海
舟
で
あ
っ
た（『
海
舟
日
記
』同
年
同
月
日
の
条
）。

　興
味
深
い
の
は
、天
保
十
二
年（
一
八
四
一
）完
成
さ
れ
た
画
像
を
見
た
将
軍
の
感
想

で
あ
る
。十
一
代
家
斉（
文
恭
院
）の
画
像
が
出
来
し
、寛
永
寺
に
納
め
ら
れ
る
直
前
に

こ
れ
を
見
た
十
二
代
家
慶
が
、

　
　至
極
宜
奉
似
候

　
（
狩
野
晴
川
院『
公
用
日
記
』天
保
十
二
年
六
月
二
十
九
日
の
条
）

と
、大
変
よ
く
似
て
い
る
と
感
心
し
た
と
い
う
。つ
ま
り
息
子
家
慶
の
眼
か
ら
見
て
画
像

の
面
貌
は
、確
か
に
父
だ
と
納
得
す
る
だ
け
の
肖
似
性
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
そ
の
点
は
、ひ
と
り「
文
恭
院
画
像
」に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。す
べ
て
の
歴

代
将
軍
画
像
に
は
、似
て
い
る
こ
と
が
暗
黙
の
裡
に
求
め
ら
れ
、ま
た
実
際
に
備
わ
っ
て

い
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。現
に
増
上
寺
に
埋
葬
さ
れ
た
将
軍
の
遺
骨
か
ら
推
定
さ
れ

る
将
軍
の
面
貌
は
、そ
の
将
軍
画
像
に
描
か
れ
た
面
貌
と
実
に
よ
く
一
致
す
る
と
云
う

で
は
な
い
か（
鈴
木
尚
著『
骨
は
語
る
徳
川
将
軍
・
大
名
家
の
人
び
と
』東
京
大
学
出
版

会

　一
九
八
五
年
）。各
画
像
の
面
貌
の
肖
似
性
に
つ
い
て
は
、現
代
科
学
の
眼
の
折
紙

付
き
と
云
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　で
は
ど
う
し
て
、そ
こ
ま
で
肖
似
性
に
こ
だ
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。と
云
え
ば
、も
う

お
分
か
り
だ
ろ
う
。将
軍
画
像
は
あ
く
ま
で
実
人
の
肖
像
で
あ
る
か
ら
だ
。い
や
、そ
れ

だ
け
で
は
答
え
と
し
て
不
十
分
で
、さ
ら
に
そ
れ
が
遺
像
で
あ
る
こ
と
を
、そ
の
理
由

に
加
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　遺
像
で
あ
る
な
ら
ば
、そ
の
画
像
は
掛
真
で
あ
る
。祥
月
命
日
は
も
と
よ
り
月
命
日

や
各
種
法
会
に
掛
け
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。像
主
の
将
軍
を
供
養
し
、偲
ぶ
手
掛
り
に

な
る
。そ
の
像
主
が
似
て
な
け
れ
ば
、法
会
に
も
な
る
ま
い
。

　と
な
る
と
、や
は
り
気
に
な
る
の
は
、同
じ
く
実
人
の
影
で
も
あ
る
は
ず
の
家
康
像

の
肖
似
性
で
あ
る
。そ
れ
と
云
う
の
も
、現
存
す
る
家
康
像
を
見
る
限
り
、同
じ
人
物

を
描
き
な
が
ら
同
一
人
と
は
思
え
な
い
程
に
、そ
の
面
貌
に
違
い
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。歴
代
将
軍
画
像
が
、ひ
と
り
の
将
軍
に
つ
き
複
数
遺
る
場
合
で
も
、面
貌
に
つ
い
て

は
ぴ
た
り
一
致
す
る
の
と
著
し
い
対
比
を
見
せ
る
。

　な
か
で「
東
照
大
権
現
像
」と「
東
照
大
権
現
霊
夢
像
」と
呼
ば
れ
る「
家
康
像
」が
、

そ
れ
ぞ
れ
大
き
な
グ
ル
ー
プ
を
な
し
、そ
れ
ぞ
れ
像
容
、面
貌
に
違
い
を
見
せ
て
い
る
。

　そ
の
う
ち
前
者（
図
１
）こ
そ
は
、わ
た
し
た
ち
が
今
日「
家
康
像
」と
し
て
第
一
に
思

い
浮
か
べ
る
画
像
で
、遺
品
も
多
い
。御
簾
が
上
が
っ
た
宮
殿
内
、家
康
は
繧
繝
縁
の
上
畳

に
坐
す
。黒
袍
の
束
帯
に
身
を
包
み
、右
手
に
笏
、左
腰
に
太
刀
を
佩
い
た
像
容
で
一
致

す
る
。前
方
、欄
干
の
内
に
阿
・
吽
二
匹
の
獅
子
が
控
え
る
。面
貌
も
太
っ
た
丸
顔
に
見

開
い
た
大
き
な
目
、太
い
鼻
梁
の
鉤
鼻
、豊
か
な
耳
朶
を
も
つ
点
で
共
通
す
る
。こ
れ
ら

は
別
に「
深
秘
の
画
像
」と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、神
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
べ
き「
家
康

像
」で
あ
っ
た
。そ
の
像
容
や
面
貌
が
、家
康
の
神
格
化
を
推
し
進
め
た
天
海
の
図
像
的

意
味
付
け
の
結
果
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。筆
者
に
木
村
了
琢
や
神
田
宗
庭

な
ど
絵
仏
師
の
名
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
も
、そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
。彼
ら
な
ら
ば

天
海
の
意
を
踏
ま
え
た
図
像
を
授
け
ら
れ
、知
り
得
た
は
ず
だ
か
ら
だ
。む
ろ
ん
、そ

れ
に
則
っ
て
描
か
れ
た
家
康
の
面
貌
が
、実
人
家
康
の
そ
れ
か
ら
離
れ
る
の
は
当
然
だ

ろ
う
。

　そ
の
点
で
は
後
者（
図
２
）も
変
ら
な
い
。別
に「
夢
の
画
像
」の
名
が
あ
る
よ
う
に
、

三
代
将
軍
家
光
の
夢
に
現
れ
た
家
康（
東
照
大
権
現
）の
姿
を
描
い
た
も
の
が
、こ
れ
で

あ
る
。着
衣
も
白
や
茶
の
紋
服
で
、時
に
頭
巾
を
被
り
、そ
の
多
く
が
立
て
膝
の
く
つ
ろ

い
だ
姿
に
な
る
。目
も
大
き
い
こ
と
に
変
り
な
い
が
、「
深
秘
の
画
像
」と
は
自
か
ら
異

な
る
。つ
ま
り
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
家
光
の
眼
を
通
じ
て
見
た
家
康
の
姿
、面
貌
で
あ

る
。し
か
も
祖
父
と
孫
と
は
云
え
、家
光
が
家
康
と
対
面
す
る
機
会
は
ご
く
ご
く
少
な

く
、そ
れ
も
幼
い
頃
に
限
ら
れ
た
は
ず
だ
。そ
の
幼
少
期
の
お
ぼ
ろ
気
な
記
憶
を
も
と

に
紡
ぎ
出
し
た
家
康
像
こ
そ
が
、家
光
の
家
康
像
で
あ
る
。実
人
と
し
て
の
客
観
的
家

康
離
れ
は
こ
の
場
合
も
否
定
で
き
ま
い
。し
か
も
両
者
と
も
供
養
像
で
は
な
い
。そ
も

そ
も
実
人
と
し
て
の
肖
似
性
を
求
め
る
必
要
も
な
い
。

　と
な
る
と
家
康
の
実
人
と
し
て
の
真
の
姿
、そ
の
面
貌
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、ど

の
肖
像
に
、そ
れ
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。参
州
は
岡
崎
の
人
な
ら
ば
、

誰
も
が
気
に
な
る
問
題
だ
ろ
う
。

　結
論
か
ら
云
え
ば
、画
像
で
は
な
い
も
の
の
、知
恩
院
の『
徳
川
家
康
坐
像
』（
図
３
）

こ
そ
が
、そ
れ
で
あ
ろ
う
。元
和
五
年（
一
六
一
九
）上
洛
し
た
将
軍
秀
忠
は
知
恩
院
三

門
、経
蔵
な
ど
の
建
立
を
命
じ
、併
せ
て
す
で
に
知
恩
院
に
安
置
さ
れ
て
い
た「
家
康
束

帯
像
」の
例
に
な
ら
っ
て
自
ら
の
等
身
木
像
を
造
る
こ
と
を
思
い
立
ち
、京
の
大
仏
師

康
猶
に
そ
の
制
作
を
命
じ
た
。像
は
元
和
六
年
四
月
十
七
日
に
完
成
。「
家
康
束
帯
像
」

と
共
に
「
帝
都
鎮
護
之

御
影
」と
し
て
知
恩
院
御

影
堂
に
安
置
さ
れ
た
。現

存
す
る『
徳
川
家
康
・
秀

忠
坐
像
』（
図
３
・
４
）こ

そ
が
、こ
の
時
の
二
像
で

あ
る
。寺
伝
に
よ
れ
ば
こ

の『
家
康
坐
像
』は
慶
長

八
年
（
一
六
〇
三
）の
制

作
と
も
云
い
、こ
れ
に
つ

い
て
は
、な
お
検
討
の
余

地
が
あ
る
よ
う
だ
が
、こ

の
木
像
が
、秀
忠
の
眼
か

ら
見
て
、父
の
像
と
す
る

に
充
分
な
肖
似
性
を
備

え
て
い
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
。

　一
方
、『
秀
忠
坐
像
』は

寿
像
で
、も
と
よ
り
秀
忠
本
人
が
自
分
の
肖
像
と
し
て
納
得
す
る
だ
け
の
肖
似
性
が

あ
っ
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。し
か
も
そ
の
面
貌
は
、す
べ
て
の「
秀
忠
像
」の
原
図

と
な
っ
た
紙
形（
図
５
）の
そ
れ
と
も
酷
似
す
る
。知
恩
院『
秀
忠
坐
像
』の
面
貌
が
、秀

忠
そ
の
人
の
そ
れ
を
彷
彿
さ
せ
る
こ
と
に
、も
は
や
疑
い
は
あ
る
ま
い
。そ
し
て
こ
の
事

実
は
ま
た『
家
康
坐
像
』の
肖
似
性
を
も
傍
証
す
る
だ
ろ
う
。知
恩
院
の
こ
の
木
像
の

面
貌
こ
そ
実
人
家
康
の
そ
れ
で
あ
る
と
み
る
所
以
で
あ
る
。そ
の
面
貌
は
も
と
よ
り

「
深
秘
の
画
像
」や「
夢
の
画
像
」の
そ
れ
と
も
異
な
る
。だ
が
そ
の
が
っ
し
り
と
骨
太
い

顔
つ
き
に
は
、ど
こ
か
三
河
の
土
の
臭
い
さ
え
感
じ
ら
れ
る
の
だ
が
。い
や
、康
生
町（
岡

崎
の
中
心
街
）辺
り
で
こ
ん
な
男
と
ひ
ょ
い
と
出
会
い
そ
う
な
気
さ
え
す
る
。し
か
し
そ

う
思
う
の
も
わ
た
し
が
三
河
の
野
に
生
ま
れ
育
っ
た
参
州
の
人
だ
か
ら
な
の
か
。な
お

こ
の
木
像
制
作
に
際
し

て
も
紙
形
が
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。い
ま
は
そ
の

紙
形
の
出
現
を
願
う
こ

と
や
切
で
あ
る
。

図２  《通俗水滸伝豪傑百八人之一人 
花和尚魯知深初名魯達》  個人蔵

図１  《通俗水滸伝豪傑百八人之一個 九紋龍史進 
跳澗虎陳達》  個人蔵 図３  徳川家康坐像  京都・知恩院蔵

図４  徳川秀忠坐像  康猶作  京都・知恩院蔵図５  徳川秀忠像（紙形）（部分）  
狩野探幽または狩野長信筆  德川記念財団蔵

あ
た



　武
者
絵
、風
景
画
、美

人
画
、戯
画
、と
様
々
な
分

野
で
活
躍
し
た
歌
川
国
芳

（
寛
政
九
〜
文
久
元
年（
一

七
九
七
〜
一
八
六
一
）は
、現

在
で
は
江
戸
後
期
の
浮
世

絵
界
を
代
表
す
る
絵
師
と

し
て
有
名
な
人
気
絵
師
で

す
が
、実
は
十
代
、二
十
代

の
頃
は
兄
弟
子
の
国
貞

（
天
明
六
〜
元
治
元
年（
一

七
八
六
〜
一
八
六
四
）の
活

躍
が
め
ざ
ま
し
く
、そ
の

陰
に
隠
れ
た
不
遇
の
時
代

を
過
ご
し
ま
し
た
。国
芳

が
一
躍
脚
光
を
浴
び
る
契

機
と
な
っ
た
作
品
が
、『
水

滸
伝
』を
題
材
に
し
た《
通

俗
水
滸
伝
豪
傑
百
八
人
之
一
個（
壹
人
）》

シ
リ
ー
ズ
で
す
。本
展
で
は
、多
く
の
浮
世

絵
師
に
画
題
と
さ
れ
た『
水
滸
伝
』の
魅

力
、そ
し
て
国
芳
が
手
が
け
た『
水
滸
伝
』

を
題
材
と
し
た
作
品
に
焦
点
を
当
て
て
ご

紹
介
し
ま
す
。

　『
水
滸
伝
』は
、北
宋（
九
六
〇
〜
一一
二

七
）末
の
混
乱
を
舞
台
に
、百
八
人
の
豪

傑
が
集
結
し
活
躍
す
る
物
語
で
す
。数
百

年
間
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
百
八
の
魔
星

が
解
き
放
た
れ
る
始
ま
り
の
場
面
か
ら
、

豪
傑
百
八
人
が
結
集
し
官
軍
と
し
て
活

躍
す
る
も
壊
滅
し
て
い
く
ま
で
と
い
う
壮

大
な
ス
ト
ー
リ
ー
は
江
戸
の
人
々
の
間
で

熱
狂
的
な
ブ
ー
ム
と
な
り
ま
し
た
。内
容

の
一
部
が
類
似
し
た
物
語
が
作
ら
れ
る
だ

け
で
な
く
、内
容
に
関
連
が
な
く
て
も
タ

イ
ト
ル
に『
水
滸
伝
』と
名
を
冠
し
た
水
滸

伝
物
が
数
多
く
作
ら
れ
る
程
で
し
た
。こ

の
ブ
ー
ム
に
乗
じ
て
、文
政
十
年（
一
八
二

七
）、《
通
俗
水
滸
伝
豪
傑
百
八
人
之
一
個

（
壹
人
）》が
出
版
さ
れ
ま
す
。本
作
は
小

説
の
登
場
人
物
を
一
人
一
人
描
く
と
い
う
そ

れ
ま
で
に
な
い
画
期
的
な
構
成
で
、画
面
一

杯
に
豪
傑
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
動
き
、気

迫
に
満
ち
た
様
相
が
表
現
さ
れ
て
い
ま

す
。は
じ
め
に「
智
多
星
呉
用
」、「
九
紋
龍

史
進
・
跳
澗
虎
陳
達
」（
図
１
）、「
行
者
武

松
」、「
黒
旋
風
李
逵

　一
名
李
鉄
牛
」、

「
花
和
尚
魯
知
深
」（
図
２
）の
五
図
が
出

た
と
さ
れ
て
お
り
、爆
発
的
な
ヒ
ッ
ト
と

な
り
ま
し
た
。国
芳
は
中
国
、日
本
の
先

行
絵
画
を
参
考
に
し
つ
つ
、独
自
の
工
夫

を
随
所
に
加
え
て
い
ま
す
。原
作
と
は
異

な
る
場
面
設
定
、人
物
の
衣
服
、手
に
す

る
武
器
や
肌
の
色
に
す
る
こ
と
で
、豪
傑

の
個
性
を
よ
り
魅
力
的
に
際
立
た
せ
て
い

ま
す
。ま
た
、注
目
す
べ
き
は
豪
傑
の
肌
に

施
さ
れ
た
豪
華
な
彫
り
物
で
す
。現
在
知

ら
れ
る
七
十
四
図
の
う
ち
、原
作
に
彫
物

が
あ
る
と
さ
れ
た
人
物
は
四
名
で
す
が
、

こ
の
作
品
で
は
十
五
名
の
豪
傑
に
彫
り
物

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。本
作
を
機
に
、江
戸

庶
民
の
間
で
色
鮮
や
か
な
彫
り
物
が
流
行

し
、国
芳
の
絵
を
総
身
に
彫
る
者
も
い
た

そ
う
で
す
。文
政
十
年
頃
か
ら
天
保
七
年

（
一
八
三
六
）に
か
け
て
随
時
出
版
さ
れ
、

現
在
七
十
四
図
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

国
芳
は
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
好
評
を
得
て
、

日
本
版
水
滸
伝
で
あ
る《
本
朝
水
滸
伝
豪

傑（
剛
勇
）八
百
人
一
個
》な
ど
、『
水
滸

伝
』の
名
を
冠
し
た
様
々
な
作
品
を
制
作

し
ま
し
た
。こ
の
様
に
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に

富
ん
だ『
水
滸
伝
』に
材
を
と
っ
た
作
品
は

他
の
絵
師
に
よ
っ
て
も
数
多
く
制
作
さ
れ

て
い
ま
す
。

　本
展
で
は
当
館
が
寄
託
を
受
け
て
い
る

《
通
俗
水
滸
伝
豪
傑
百
八
人
之
一
個（
壹

人
）》七
十
四
図（
前
期
・
後
期
で
展
示
）の

他
、国
芳
や
他
の
絵
師
が
描
い
た『
水
滸

伝
』に
関
連
す
る
作
品
を
展
示
い
た
し
ま

す
。浮
世
絵
作
品
を
通
し
て『
水
滸
伝
』の

日
本
に
お
け
る
豊
か
な
受
容
と
広
が
り
、

そ
し
て
国
芳
作
品
の
魅
力
を
ご
堪
能
く
だ

さ
い
。
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　「
家
康
の
肖
像
と
東
照
宮
信
仰
」展（
七
月
十
七
日
ま
で
）は
、も
う
ご
覧
に
な
っ
た

だ
ろ
う
か
。

　家
康
公
の
画
像
が
こ
ん
な
に
展
観
さ
れ
た
こ
と
は
、か
つ
て
な
か
っ
た
は
ず
だ
。こ
こ

岡
崎
で
、と
云
う
意
味
で
は
な
い
。全
国
的
に
み
て
も
、そ
う
で
あ
る
。絶
後
と
は
云
わ

な
い
に
し
て
も
、空
前
の
展
示
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。し
か
も
今
回
の
展
覧
会
で

は
、「
家
康
像
」に
加
え
て
二
代
秀
忠
か
ら
十
五
代
慶
喜
ま
で
歴
代
の「
将
軍
像
」も
展

示
さ
れ
る
。比
較
す
る
の
に
絶
好
の
機
会
だ
ろ
う
し
、大
樹
寺
に
は
彼
ら
歴
代
の
位
牌

が
安
置
さ
れ
て
い
る
。そ
の
将
軍
の
画
像
が
、時
空
を
超
え
て
、父
祖
以
来
の
地
岡
崎

の
、美
術
博
物
館
で
一
堂
に
会
す
る
。ま
さ
し
く
岡
崎
で
開
か
れ
る
べ
く
し
て
開
か
れ
た

展
覧
会
、そ
れ
が
こ
の「
家
康
の
肖
像
と
東
照
宮
信
仰
」展
で
あ
る
。昨
年
、家
康
公
没

後
四
〇
〇
年
を
記
念
す
る
展
覧
会
が
当
館
は
じ
め
全
国
各
地
で
開
催
さ
れ
た
。本
展

こ
そ
は
、そ
れ
ら
記
念
展
の
掉
尾
を
飾
る
展
示
に
な
る
も
の
と
自
負
す
る
。

　そ
の
家
康
像
と
歴
代
将
軍
像
、現
存
作
品
で
見
る
限
り
、両
者
に
は
大
き
な
違
い
が

あ
っ
た
。歴
代
将
軍
像
が
、ほ
と
ん
ど
す
べ
て
遺
像
で
あ
る
の
に
対
し
、家
康
像
が
必
ず

し
も
そ
れ
に
律
し
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
点
で
あ
る
。

　歴
代
将
軍
は
亡
く
な
る
と
木
像
と
画
像
と
が
制
作
さ
れ
た
。木
像
は
霊
屋
に
安
置
、

画
像
は
霊
屋
の
在
る
増
上
寺
か
寛
永
寺
に
納
め
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。そ
れ
ら
は

明
治
維
新
の
混
乱
や
空
襲
で
失
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。し
か
し
幸
い
に
も
德
川
記
念
財

団
に
は
、そ
う
し
た
画
像
の
下
絵
・
粉
本
類
が
多
数
伝
え
ら
れ
て
い
る
。お
そ
ら
く
こ
れ

ら
を
原
図
に
画
像
や
、さ
ら
に
は
木
像
が
制
作
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。そ
れ
ら
下
絵
・
粉
本

類
の
ほ
と
ん
ど
が
将
軍
画
像
制
作
の
任
に
当
っ
た
幕
府
御
用
絵
師
の
家
＝
木
挽
町
狩

野
家
に
伝
来
し
た
事
実
が
、こ
の
推
定
を
裏
付
け
る
。明
治
十
四
年（
一
八
八
一
）六
月
二

十
七
日
そ
れ
ら
は
一
括
し
て
徳
川
宗
家
に
上
納
さ
れ
た
も
の
で
、仲
介
の
労
を
取
っ
た

の
は
、あ
の
勝
海
舟
で
あ
っ
た（『
海
舟
日
記
』同
年
同
月
日
の
条
）。

　興
味
深
い
の
は
、天
保
十
二
年（
一
八
四
一
）完
成
さ
れ
た
画
像
を
見
た
将
軍
の
感
想

で
あ
る
。十
一
代
家
斉（
文
恭
院
）の
画
像
が
出
来
し
、寛
永
寺
に
納
め
ら
れ
る
直
前
に

こ
れ
を
見
た
十
二
代
家
慶
が
、

　
　至
極
宜
奉
似
候

　
（
狩
野
晴
川
院『
公
用
日
記
』天
保
十
二
年
六
月
二
十
九
日
の
条
）

と
、大
変
よ
く
似
て
い
る
と
感
心
し
た
と
い
う
。つ
ま
り
息
子
家
慶
の
眼
か
ら
見
て
画
像

の
面
貌
は
、確
か
に
父
だ
と
納
得
す
る
だ
け
の
肖
似
性
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
そ
の
点
は
、ひ
と
り「
文
恭
院
画
像
」に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。す
べ
て
の
歴

代
将
軍
画
像
に
は
、似
て
い
る
こ
と
が
暗
黙
の
裡
に
求
め
ら
れ
、ま
た
実
際
に
備
わ
っ
て

い
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。現
に
増
上
寺
に
埋
葬
さ
れ
た
将
軍
の
遺
骨
か
ら
推
定
さ
れ

る
将
軍
の
面
貌
は
、そ
の
将
軍
画
像
に
描
か
れ
た
面
貌
と
実
に
よ
く
一
致
す
る
と
云
う

で
は
な
い
か（
鈴
木
尚
著『
骨
は
語
る
徳
川
将
軍
・
大
名
家
の
人
び
と
』東
京
大
学
出
版

会

　一
九
八
五
年
）。各
画
像
の
面
貌
の
肖
似
性
に
つ
い
て
は
、現
代
科
学
の
眼
の
折
紙

付
き
と
云
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　で
は
ど
う
し
て
、そ
こ
ま
で
肖
似
性
に
こ
だ
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。と
云
え
ば
、も
う

お
分
か
り
だ
ろ
う
。将
軍
画
像
は
あ
く
ま
で
実
人
の
肖
像
で
あ
る
か
ら
だ
。い
や
、そ
れ

だ
け
で
は
答
え
と
し
て
不
十
分
で
、さ
ら
に
そ
れ
が
遺
像
で
あ
る
こ
と
を
、そ
の
理
由

に
加
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　遺
像
で
あ
る
な
ら
ば
、そ
の
画
像
は
掛
真
で
あ
る
。祥
月
命
日
は
も
と
よ
り
月
命
日

や
各
種
法
会
に
掛
け
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。像
主
の
将
軍
を
供
養
し
、偲
ぶ
手
掛
り
に

な
る
。そ
の
像
主
が
似
て
な
け
れ
ば
、法
会
に
も
な
る
ま
い
。

　と
な
る
と
、や
は
り
気
に
な
る
の
は
、同
じ
く
実
人
の
影
で
も
あ
る
は
ず
の
家
康
像

の
肖
似
性
で
あ
る
。そ
れ
と
云
う
の
も
、現
存
す
る
家
康
像
を
見
る
限
り
、同
じ
人
物

を
描
き
な
が
ら
同
一
人
と
は
思
え
な
い
程
に
、そ
の
面
貌
に
違
い
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。歴
代
将
軍
画
像
が
、ひ
と
り
の
将
軍
に
つ
き
複
数
遺
る
場
合
で
も
、面
貌
に
つ
い
て

は
ぴ
た
り
一
致
す
る
の
と
著
し
い
対
比
を
見
せ
る
。

　な
か
で「
東
照
大
権
現
像
」と「
東
照
大
権
現
霊
夢
像
」と
呼
ば
れ
る「
家
康
像
」が
、

そ
れ
ぞ
れ
大
き
な
グ
ル
ー
プ
を
な
し
、そ
れ
ぞ
れ
像
容
、面
貌
に
違
い
を
見
せ
て
い
る
。

　そ
の
う
ち
前
者（
図
１
）こ
そ
は
、わ
た
し
た
ち
が
今
日「
家
康
像
」と
し
て
第
一
に
思

い
浮
か
べ
る
画
像
で
、遺
品
も
多
い
。御
簾
が
上
が
っ
た
宮
殿
内
、家
康
は
繧
繝
縁
の
上
畳

に
坐
す
。黒
袍
の
束
帯
に
身
を
包
み
、右
手
に
笏
、左
腰
に
太
刀
を
佩
い
た
像
容
で
一
致

す
る
。前
方
、欄
干
の
内
に
阿
・
吽
二
匹
の
獅
子
が
控
え
る
。面
貌
も
太
っ
た
丸
顔
に
見

開
い
た
大
き
な
目
、太
い
鼻
梁
の
鉤
鼻
、豊
か
な
耳
朶
を
も
つ
点
で
共
通
す
る
。こ
れ
ら

は
別
に「
深
秘
の
画
像
」と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、神
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
べ
き「
家
康

像
」で
あ
っ
た
。そ
の
像
容
や
面
貌
が
、家
康
の
神
格
化
を
推
し
進
め
た
天
海
の
図
像
的

意
味
付
け
の
結
果
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。筆
者
に
木
村
了
琢
や
神
田
宗
庭

な
ど
絵
仏
師
の
名
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
も
、そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
。彼
ら
な
ら
ば

天
海
の
意
を
踏
ま
え
た
図
像
を
授
け
ら
れ
、知
り
得
た
は
ず
だ
か
ら
だ
。む
ろ
ん
、そ

れ
に
則
っ
て
描
か
れ
た
家
康
の
面
貌
が
、実
人
家
康
の
そ
れ
か
ら
離
れ
る
の
は
当
然
だ

ろ
う
。

　そ
の
点
で
は
後
者（
図
２
）も
変
ら
な
い
。別
に「
夢
の
画
像
」の
名
が
あ
る
よ
う
に
、

三
代
将
軍
家
光
の
夢
に
現
れ
た
家
康（
東
照
大
権
現
）の
姿
を
描
い
た
も
の
が
、こ
れ
で

あ
る
。着
衣
も
白
や
茶
の
紋
服
で
、時
に
頭
巾
を
被
り
、そ
の
多
く
が
立
て
膝
の
く
つ
ろ

い
だ
姿
に
な
る
。目
も
大
き
い
こ
と
に
変
り
な
い
が
、「
深
秘
の
画
像
」と
は
自
か
ら
異

な
る
。つ
ま
り
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
家
光
の
眼
を
通
じ
て
見
た
家
康
の
姿
、面
貌
で
あ

る
。し
か
も
祖
父
と
孫
と
は
云
え
、家
光
が
家
康
と
対
面
す
る
機
会
は
ご
く
ご
く
少
な

く
、そ
れ
も
幼
い
頃
に
限
ら
れ
た
は
ず
だ
。そ
の
幼
少
期
の
お
ぼ
ろ
気
な
記
憶
を
も
と

に
紡
ぎ
出
し
た
家
康
像
こ
そ
が
、家
光
の
家
康
像
で
あ
る
。実
人
と
し
て
の
客
観
的
家

康
離
れ
は
こ
の
場
合
も
否
定
で
き
ま
い
。し
か
も
両
者
と
も
供
養
像
で
は
な
い
。そ
も

そ
も
実
人
と
し
て
の
肖
似
性
を
求
め
る
必
要
も
な
い
。

　と
な
る
と
家
康
の
実
人
と
し
て
の
真
の
姿
、そ
の
面
貌
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、ど

の
肖
像
に
、そ
れ
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。参
州
は
岡
崎
の
人
な
ら
ば
、

誰
も
が
気
に
な
る
問
題
だ
ろ
う
。

　結
論
か
ら
云
え
ば
、画
像
で
は
な
い
も
の
の
、知
恩
院
の『
徳
川
家
康
坐
像
』（
図
３
）

こ
そ
が
、そ
れ
で
あ
ろ
う
。元
和
五
年（
一
六
一
九
）上
洛
し
た
将
軍
秀
忠
は
知
恩
院
三

門
、経
蔵
な
ど
の
建
立
を
命
じ
、併
せ
て
す
で
に
知
恩
院
に
安
置
さ
れ
て
い
た「
家
康
束

帯
像
」の
例
に
な
ら
っ
て
自
ら
の
等
身
木
像
を
造
る
こ
と
を
思
い
立
ち
、京
の
大
仏
師

康
猶
に
そ
の
制
作
を
命
じ
た
。像
は
元
和
六
年
四
月
十
七
日
に
完
成
。「
家
康
束
帯
像
」

と
共
に
「
帝
都
鎮
護
之

御
影
」と
し
て
知
恩
院
御

影
堂
に
安
置
さ
れ
た
。現

存
す
る『
徳
川
家
康
・
秀

忠
坐
像
』（
図
３
・
４
）こ

そ
が
、こ
の
時
の
二
像
で

あ
る
。寺
伝
に
よ
れ
ば
こ

の『
家
康
坐
像
』は
慶
長

八
年
（
一
六
〇
三
）の
制

作
と
も
云
い
、こ
れ
に
つ

い
て
は
、な
お
検
討
の
余

地
が
あ
る
よ
う
だ
が
、こ

の
木
像
が
、秀
忠
の
眼
か

ら
見
て
、父
の
像
と
す
る

に
充
分
な
肖
似
性
を
備

え
て
い
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
。

　一
方
、『
秀
忠
坐
像
』は

寿
像
で
、も
と
よ
り
秀
忠
本
人
が
自
分
の
肖
像
と
し
て
納
得
す
る
だ
け
の
肖
似
性
が

あ
っ
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。し
か
も
そ
の
面
貌
は
、す
べ
て
の「
秀
忠
像
」の
原
図

と
な
っ
た
紙
形（
図
５
）の
そ
れ
と
も
酷
似
す
る
。知
恩
院『
秀
忠
坐
像
』の
面
貌
が
、秀

忠
そ
の
人
の
そ
れ
を
彷
彿
さ
せ
る
こ
と
に
、も
は
や
疑
い
は
あ
る
ま
い
。そ
し
て
こ
の
事

実
は
ま
た『
家
康
坐
像
』の
肖
似
性
を
も
傍
証
す
る
だ
ろ
う
。知
恩
院
の
こ
の
木
像
の

面
貌
こ
そ
実
人
家
康
の
そ
れ
で
あ
る
と
み
る
所
以
で
あ
る
。そ
の
面
貌
は
も
と
よ
り

「
深
秘
の
画
像
」や「
夢
の
画
像
」の
そ
れ
と
も
異
な
る
。だ
が
そ
の
が
っ
し
り
と
骨
太
い

顔
つ
き
に
は
、ど
こ
か
三
河
の
土
の
臭
い
さ
え
感
じ
ら
れ
る
の
だ
が
。い
や
、康
生
町（
岡

崎
の
中
心
街
）辺
り
で
こ
ん
な
男
と
ひ
ょ
い
と
出
会
い
そ
う
な
気
さ
え
す
る
。し
か
し
そ

う
思
う
の
も
わ
た
し
が
三
河
の
野
に
生
ま
れ
育
っ
た
参
州
の
人
だ
か
ら
な
の
か
。な
お

こ
の
木
像
制
作
に
際
し

て
も
紙
形
が
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。い
ま
は
そ
の

紙
形
の
出
現
を
願
う
こ

と
や
切
で
あ
る
。

図２  《通俗水滸伝豪傑百八人之一人 
花和尚魯知深初名魯達》  個人蔵

図１  《通俗水滸伝豪傑百八人之一個 九紋龍史進 
跳澗虎陳達》  個人蔵 図３  徳川家康坐像  京都・知恩院蔵

図４  徳川秀忠坐像  康猶作  京都・知恩院蔵図５  徳川秀忠像（紙形）（部分）  
狩野探幽または狩野長信筆  德川記念財団蔵
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内
藤
高
玲

収
蔵
品
紹
介―

指
揮
用
鳶
口

　収
蔵
庫
内
で
自
記
温
湿
度
計
の
用
紙

を
交
換
し
て
い
た
時
に
面
白
い
モ
ノ
を
見

つ
け
た
。消
防
団
で
使
用
し
て
い
た
指
揮

用
の
鳶
口
で
あ
る
。担
当
者
に
確
認
し
た

と
こ
ろ
、か
つ
て
は
連
尺
消
防
団
の
も
の

で
あ
っ
た
と
い
う
。消
防
団
と
い
う
名
称
は

聞
き
な
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、非
常

勤
の
消
防
組
織
で
あ
り
、そ
の
成
員
は
地

元
の
住
民
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。当

館
で
は
他
に
も
消
防
団
由
来
の
民
具
を

多
く
収
蔵
し
て
い
る
が
、こ
の
指
揮
用
鳶

口
の
よ
う
に
直
接
消
防
活
動
に
は
関
係
し

な
い
も
の
も
多
く
あ
り
、使
い
方
の
わ
か

ら
な
い
も
の
も
あ
る
。こ
の
指
揮
用
鳶
口

も
そ
の
中
の
一つ
で
あ
っ
た
が
、か
つ
て
自

分
が
消
防
団
に
所
属
し
て
い
た
こ
と
か
ら

使
用
方
法
が
わ
か
っ
た
。階
梯
操
法
の
時

に
使
用
す
る
の
で
あ
る
。今
で
は
市
域
で

も
岩
津
地
区
に
し
か
伝
承
さ
れ
て
い
な
い

が
、階
梯
操
法（
い
わ
ゆ
る
は
し
ご
乗
り
の

こ
と
）の
時
に
階
梯
の
指
揮
を
と
る
階
梯

長
が
階
梯
の
横
に
立
ち
、「
階
梯
、前
」「
階

梯
、後
」と
前
後
の
指
示
を
出
す
。そ
の
時

の
使
用
す
る
鳶
口
な
の
で
あ
る
。実
用
の

た
め
だ
け
で
は
な
く
、出
初
式
な
ど
の
ハ

レ
の
場
で
使
用
す
る
こ
と
か
ら
、各
部
の

部
品
に
は
、メ
ッ
キ
の
痕
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　こ
の
鳶
口
も
火
消
し
道
具
の
多
分
に

漏
れ
ず
、江
戸
時
代
か
ら
大
ま
か
な
形
は

変
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
で
、他
の
事
例
を
調

べ
て
も「
江
戸
時
代
」と
表
記
さ
れ
て
い
る

も
の
も
あ
る
。火
消
し
の
道
具
は
そ
の
発

祥
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
、住
民
自
治

に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、あ
ま

り
形
態
と
用
途
が
変
わ
っ
て
い
な
い
。

　本
稿
で
紹
介
し
た
指
揮
用
の
鳶
口
も

江
戸
時
代
に
は
別
の
用
途
で
使
用
さ
れ
て

い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、現
在
使
用
さ
れ

て
い
る
形
態
は
異
な
る
。民
具
は
か
つ
て

使
用
さ
れ
て
い
た
状
況
を
確
認
で
き
れ
ば

一
番
で
あ
る
が
、そ
の
時
に
使
用
さ
れ
て
い

る
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
も
重
要
な
こ

と
だ
と
思
わ
れ
る
。

　こ
の
鳶
口
を
見
な
が
ら
、そ
ん
な
こ
と

を
考
え
て
い
た
。

堀
江
登
志
実

地
域
史
を
考
え
る
視
点 

二

　平
成
十
七
年
度
に
当
館
で
は
田
中
吉

政
展
を
開
催
し
た
。こ
の
展
覧
会
は
田
中

吉
政
ゆ
か
り
の
地
の
博
物
館
で
あ
る
岡

崎
市
美
術
博
物
館
と
、滋
賀
県
の
長
浜

城
歴
史
博
物
館
、福
岡
県
の
柳
川
古
文

書
館
の
三
館
に
よ
る
共
同
企
画
展
で
あ
っ

た
。田
中
吉
政
と
い
う
戦
国
武
将
に
つ
い

て
、関
連
地
域
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
全
体

像
、全
貌
を
把
握
し
よ
う
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。田
中
吉
政
は
近
江
に
生
ま
れ
、

秀
吉
に
取
り
立
て
ら
れ
、近
江
八
幡
城
主

豊
臣
秀
次
の
家
老
、さ
ら
に
岡
崎
城
主
一

〇
石
大
名
、筑
後
柳
川
城
主
三
二
万
石
大

名
に
栄
転
す
る
大
名
で
あ
る
。彼
の
一
生

を
通
観
す
る
こ
と
に
よ
り
評
伝
が
書
け

る
か
も
し
れ
な
い
と
の
思
い
が
あ
っ
た
。関

連
地
域
の
共
同
企
画
に
よ
り
、今
ま
で
岡

崎
で
把
握
し
き
れ
な
か
っ
た
田
中
吉
政
の

岡
崎
時
代
の
史
料
が
近
江
に
あ
る
こ
と

も
わ
か
っ
た
。た
と
え
ば
、文
禄
二
年（
一
五

九
三
）吉
政
の
母
が
岡
崎
で
死
去
し
た
際

に
、近
江
の
湯
次
誓
願
寺
住
職
が
焼
香
に

呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、三
河
岡
崎
と

移
っ
て
か
ら
も
近
江
時
代
の
人
々
と
の
交

流
が
あ
る
こ
と
も
判
明
し
た
。

　田
中
は
岡
崎
城
下
町
造
成
や
矢
作
川

築
堤
な
ど
土
木
工
事
で
知
ら
れ
る
が
、そ

の
技
量
は
近
江
時
代
に
近
江
八
幡
城
の

堀
割
や
城
下
町
建
設
、筑
後
時
代
の
柳
川

城
と
城
下
町
の
大
改
造
、有
明
海
沿
岸
の

築
堤
に
も
発
揮
さ
れ
て
い
る
。通
史
的
に

概
観
す
る
こ
と
に
よ
り
、比
較
す
る
こ
と

に
よ
り
、鮮
明
に
地
域
で
の
事
蹟
の
意
味

が
わ
か
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。展
覧
会
の

成
果
は
図
録
に
結
集
し
て
い
る
が
、展
覧

会
の
担
当
者
と
し
て
同
じ
志
で
活
動
い
た

だ
い
た
長
浜
の
太
田
さ
ん
、柳
川
の
田
淵

さ
ん
の
尽
力
に
感
謝
し
た
い
。

　こ
の
視
点
・
手
法
は
江
戸
時
代
に
転
封

と
な
る
譜
代
大
名
の
展
示
で
も
有
効
で

あ
る
と
考
え
る
が
、近
世
社
会
を
切
り
開

い
た
戦
国
武
将
、一
人
の
人
間
の
活
躍
が

あ
る
戦
国
時
代
だ
か
ら
こ
そ
意
味
が
あ

る
の
か
も
し
れ
な
い
。他
館
と
の
共
同
企

画
は
資
料
の
集
荷
な
ど
の
経
費
節
減
に

も
な
る
が
、関
連
地
域
の
情
報
収
集
に
お

い
て
何
に
も
替
え
難
い
成
果
を
生
む
の
で

あ
る
。 　英

国
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
国
立
美
術
館
は
、一
九

〇
七
年
に
設
立
さ
れ
た
世
界
有
数
の
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
を
擁
す
る
美
術
館
で
す
。今
回

は
、約
三
十
年
ぶ
り
に
日
本
で
公
開
さ
れ

る
同
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
、約
七
〇
点

を
越
え
る
作
品
を
展
観
い
た
し
ま
す
。

　本
展
は
、「
ロ
マ
ン
主
義
」、「
リ
ア
リ
ズ

ム
」、「
パ
リ
の
サ
ロ
ン
と
ロ
ン
ド
ン
の
ロ
イ
ヤ

ル
・
ア
カ
デ
ミ
ー
」、「
印
象
派
」、「
ポ
ス
ト
印

象
派
と
そ
の
後
」の
五
章
で
構
成
し
ま
す
。

ま
た
、風
景
画
・
肖
像
画
・
風
俗
画
な
ど
、

十
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
で
活

躍
し
た
画
家
た
ち
の
作
品
を
中
心
に
、英

仏
間
の
交
流
を
め
ぐ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代

絵
画
の
変
遷
を
辿
る
内
容
と
な
っ
て
い
ま

す
。　本

展
の
タ
イ
ト
ル「
タ
ー
ナ
ー
か
ら
モ
ネ

へ
」は
、一
八
七
〇
―
七
一
年
の
普
仏
戦
争

（
プ
ロ
イ
セ
ン
・
フ
ラ
ン
ス
戦
争
）の
際
に
ロ

ン
ド
ン
へ
逃
れ
た
モ
ネ
や
ピ
サ
ロ
が
、と
り

わ
け
タ
ー
ナ
ー
や
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
の
風
景
画

に
接
し
、感
銘
を
受
け
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。こ
の
出
来
事
の

後
、す
で
に
一
八
六
〇
年
代
に
反
サ
ロ
ン
的

性
格
の
グ
ル
ー
プ
展
の
開
催
を
構
想
し
て

い
た
、後
に
印
象
派
と
呼
ば
れ
る
青
年
画

家
た
ち
は
、一
八
七
四
年
に
い
わ
ゆ
る「
第
一

回
印
象
派
展
」を
パ
リ
で
開
催
し
ま
す
。

「
タ
ー
ナ
ー
か
ら
モ
ネ
へ
」に
至
る
ま
で
、主

に
風
景
画
表
現
の
変
化
を
一
度
に
概
観
で

き
る
点
は
、本
展
最
大
の
み
ど
こ
ろ
で
す
。

　ロ
マ
ン
主
義
か
ら
リ
ア
リ
ズ
ム
、印
象

派
、そ
し
て
ポ
ス
ト
印
象
派
と
そ
の
後
の

展
開
を
採
り
上
げ
る
こ
と
で
、西
洋
美
術

史
に
お
け
る
前
衛
と
し
て
見
ら
れ
て
き
た

絵
画
の
変
遷
を
紹
介
す
る
だ
け
で
は
な

く
、「
パ
リ
の
サ
ロ
ン
と
ロ
ン
ド
ン
の
ロ
イ
ヤ

ル
・
ア
カ
デ
ミ
ー
」を
章
と
し
て
紹
介
す
る

部
分
も
本
展
の
み
ど
こ
ろ
で
す
。こ
の
章

で
は
、パ
リ
の
サ
ロ
ン
と
ロ
ン
ド
ン
の
ロ
イ
ヤ

ル
・
ア
カ
デ
ミ
ー
で
活
躍
し
た
画
家
た
ち
の

作
品
を
ご
紹
介
し
ま
す
。十
九
世
紀
中
頃

か
ら
後
半
に
か
け
て
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、イ

タ
リ
ア
・ル
ネ
サ
ン
ス
に
始
ま
る
古
典
主
義

的
な
絵
画
様
式
が
主
流
と
な
っ
て
い
ま
し

た
。こ
の
絵
画
様
式
は
、フ
ラ
ン
ス
政
府
主

催
の
公
募
展
で
あ
る
官
展「
サ
ロ
ン
」で
高

い
評
価
を
受
け
、公
的
な
注
文
を
専
有
す

る
な
ど
、当
時
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
で
承
認
を

得
て
い
ま
し
た
。「
第
一
回
印
象
派
展
」が
開

催
さ
れ
る
契
機
に
は
、サ
ロ
ン
に
お
い
て
落

選
し
た
画
家
た
ち
が
、自
由
に
作
品
を
発

表
で
き
る
場
を
求
め
た
と
い
う
動
き
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
。サ
ロ
ン
で
落
選
し
た
画
家
た

ち
の
作
品
を
展
示
す
る
と
い
う
行
為
は
、一

八
六
三
年
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
命
令
に

よ
っ
て
行
わ
れ
た「
落
選
展
」が
始
ま
り
と

さ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
後
、一
八
七
四
年
に

無
審
査
で
出
品
可
能
な「
第
一
回
印
象
派

展
」が
開
催
さ
れ
、一
八
八
四
年
の
サ
ロ
ン
・

デ
・
サ
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
、い
わ
ゆ
る「
独
立
派

展
」が
開
催
さ
れ
る
と
い
う
歴
史
を
辿
り

ま
す
。サ
ロ
ン
に
落
選
し
自
由
と
独
立
を

求
め
て
行
動
を
起
こ
し
た
印
象
派
の
画
家

た
ち
と
、サ
ロ
ン
や
ア
カ
デ
ミ
ー
で
活
躍
し

た
画
家
た
ち
の
作
品
を
、描
き
方
の
違
い

に
着
目
す
る
な
ど
、対
比
す
る
よ
う
に
観

て
い
た
だ
く
と
よ
り
一
層
楽
し
ん
で
い
た
だ

け
ま
す
。

　ま
た
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
ナ
ポ
レ
オ
ン

三
世
に
よ
る
都
市
整
備
は
、科
学
技
術
の

発
展
と
も
関
連
し
て
お
り
、し
た
が
っ
て
印

象
派
の
作
品
に
は
、当
時
の
人
び
と
に
も

た
ら
さ
れ
た
新
た
な
生
活
環
境
が
よ
く
捉

え
ら
れ
て
い
ま
す
。加
え
て
、写
真
や
チ
ュ
ー

ブ
入
り
絵
具
な
ど
の
発
明
に
挙
げ
ら
れ
る

芸
術
と
科
学
技
術
の
関
わ
り
は
、描
く
対

象
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、画
家
た
ち
の
制
作

ス
タ
イ
ル
に
も
変
化
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

次
号
で
は
、展
示
作
品
の
ご
紹
介
と
あ
わ

せ
て
、十
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
動
向
と
絵

画
の
関
係
に
つ
い
て
も
触
れ
た
い
と
思
い

ま
す
。 

会期：平成29年9月23日（土･祝）～11月12日（日）

《難破後の朝》  ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー 1840年頃
ウェールズ国立美術館蔵 ©National Museum of Wales

田中吉政像  長浜城歴史博物館蔵

特別企画展

ウェールズ国立美術館所蔵

ターナーからモネへ
【上】
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指揮用鳶口

ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
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内
藤
高
玲

収
蔵
品
紹
介―

指
揮
用
鳶
口

　収
蔵
庫
内
で
自
記
温
湿
度
計
の
用
紙

を
交
換
し
て
い
た
時
に
面
白
い
モ
ノ
を
見

つ
け
た
。消
防
団
で
使
用
し
て
い
た
指
揮

用
の
鳶
口
で
あ
る
。担
当
者
に
確
認
し
た

と
こ
ろ
、か
つ
て
は
連
尺
消
防
団
の
も
の

で
あ
っ
た
と
い
う
。消
防
団
と
い
う
名
称
は

聞
き
な
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、非
常

勤
の
消
防
組
織
で
あ
り
、そ
の
成
員
は
地

元
の
住
民
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。当

館
で
は
他
に
も
消
防
団
由
来
の
民
具
を

多
く
収
蔵
し
て
い
る
が
、こ
の
指
揮
用
鳶

口
の
よ
う
に
直
接
消
防
活
動
に
は
関
係
し

な
い
も
の
も
多
く
あ
り
、使
い
方
の
わ
か

ら
な
い
も
の
も
あ
る
。こ
の
指
揮
用
鳶
口

も
そ
の
中
の
一つ
で
あ
っ
た
が
、か
つ
て
自

分
が
消
防
団
に
所
属
し
て
い
た
こ
と
か
ら

使
用
方
法
が
わ
か
っ
た
。階
梯
操
法
の
時

に
使
用
す
る
の
で
あ
る
。今
で
は
市
域
で

も
岩
津
地
区
に
し
か
伝
承
さ
れ
て
い
な
い

が
、階
梯
操
法（
い
わ
ゆ
る
は
し
ご
乗
り
の

こ
と
）の
時
に
階
梯
の
指
揮
を
と
る
階
梯

長
が
階
梯
の
横
に
立
ち
、「
階
梯
、前
」「
階

梯
、後
」と
前
後
の
指
示
を
出
す
。そ
の
時

の
使
用
す
る
鳶
口
な
の
で
あ
る
。実
用
の

た
め
だ
け
で
は
な
く
、出
初
式
な
ど
の
ハ

レ
の
場
で
使
用
す
る
こ
と
か
ら
、各
部
の

部
品
に
は
、メ
ッ
キ
の
痕
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　こ
の
鳶
口
も
火
消
し
道
具
の
多
分
に

漏
れ
ず
、江
戸
時
代
か
ら
大
ま
か
な
形
は

変
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
で
、他
の
事
例
を
調

べ
て
も「
江
戸
時
代
」と
表
記
さ
れ
て
い
る

も
の
も
あ
る
。火
消
し
の
道
具
は
そ
の
発

祥
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
、住
民
自
治

に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、あ
ま

り
形
態
と
用
途
が
変
わ
っ
て
い
な
い
。

　本
稿
で
紹
介
し
た
指
揮
用
の
鳶
口
も

江
戸
時
代
に
は
別
の
用
途
で
使
用
さ
れ
て

い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、現
在
使
用
さ
れ

て
い
る
形
態
は
異
な
る
。民
具
は
か
つ
て

使
用
さ
れ
て
い
た
状
況
を
確
認
で
き
れ
ば

一
番
で
あ
る
が
、そ
の
時
に
使
用
さ
れ
て
い

る
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
も
重
要
な
こ

と
だ
と
思
わ
れ
る
。

　こ
の
鳶
口
を
見
な
が
ら
、そ
ん
な
こ
と

を
考
え
て
い
た
。

堀
江
登
志
実

地
域
史
を
考
え
る
視
点 

二

　平
成
十
七
年
度
に
当
館
で
は
田
中
吉

政
展
を
開
催
し
た
。こ
の
展
覧
会
は
田
中

吉
政
ゆ
か
り
の
地
の
博
物
館
で
あ
る
岡

崎
市
美
術
博
物
館
と
、滋
賀
県
の
長
浜

城
歴
史
博
物
館
、福
岡
県
の
柳
川
古
文

書
館
の
三
館
に
よ
る
共
同
企
画
展
で
あ
っ

た
。田
中
吉
政
と
い
う
戦
国
武
将
に
つ
い

て
、関
連
地
域
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
全
体

像
、全
貌
を
把
握
し
よ
う
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。田
中
吉
政
は
近
江
に
生
ま
れ
、

秀
吉
に
取
り
立
て
ら
れ
、近
江
八
幡
城
主

豊
臣
秀
次
の
家
老
、さ
ら
に
岡
崎
城
主
一

〇
石
大
名
、筑
後
柳
川
城
主
三
二
万
石
大

名
に
栄
転
す
る
大
名
で
あ
る
。彼
の
一
生

を
通
観
す
る
こ
と
に
よ
り
評
伝
が
書
け

る
か
も
し
れ
な
い
と
の
思
い
が
あ
っ
た
。関

連
地
域
の
共
同
企
画
に
よ
り
、今
ま
で
岡

崎
で
把
握
し
き
れ
な
か
っ
た
田
中
吉
政
の

岡
崎
時
代
の
史
料
が
近
江
に
あ
る
こ
と

も
わ
か
っ
た
。た
と
え
ば
、文
禄
二
年（
一
五

九
三
）吉
政
の
母
が
岡
崎
で
死
去
し
た
際

に
、近
江
の
湯
次
誓
願
寺
住
職
が
焼
香
に

呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、三
河
岡
崎
と

移
っ
て
か
ら
も
近
江
時
代
の
人
々
と
の
交

流
が
あ
る
こ
と
も
判
明
し
た
。

　田
中
は
岡
崎
城
下
町
造
成
や
矢
作
川

築
堤
な
ど
土
木
工
事
で
知
ら
れ
る
が
、そ

の
技
量
は
近
江
時
代
に
近
江
八
幡
城
の

堀
割
や
城
下
町
建
設
、筑
後
時
代
の
柳
川

城
と
城
下
町
の
大
改
造
、有
明
海
沿
岸
の

築
堤
に
も
発
揮
さ
れ
て
い
る
。通
史
的
に

概
観
す
る
こ
と
に
よ
り
、比
較
す
る
こ
と

に
よ
り
、鮮
明
に
地
域
で
の
事
蹟
の
意
味

が
わ
か
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。展
覧
会
の

成
果
は
図
録
に
結
集
し
て
い
る
が
、展
覧

会
の
担
当
者
と
し
て
同
じ
志
で
活
動
い
た

だ
い
た
長
浜
の
太
田
さ
ん
、柳
川
の
田
淵

さ
ん
の
尽
力
に
感
謝
し
た
い
。

　こ
の
視
点
・
手
法
は
江
戸
時
代
に
転
封

と
な
る
譜
代
大
名
の
展
示
で
も
有
効
で

あ
る
と
考
え
る
が
、近
世
社
会
を
切
り
開

い
た
戦
国
武
将
、一
人
の
人
間
の
活
躍
が

あ
る
戦
国
時
代
だ
か
ら
こ
そ
意
味
が
あ

る
の
か
も
し
れ
な
い
。他
館
と
の
共
同
企

画
は
資
料
の
集
荷
な
ど
の
経
費
節
減
に

も
な
る
が
、関
連
地
域
の
情
報
収
集
に
お

い
て
何
に
も
替
え
難
い
成
果
を
生
む
の
で

あ
る
。 　英

国
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
国
立
美
術
館
は
、一
九

〇
七
年
に
設
立
さ
れ
た
世
界
有
数
の
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
を
擁
す
る
美
術
館
で
す
。今
回

は
、約
三
十
年
ぶ
り
に
日
本
で
公
開
さ
れ

る
同
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
、約
七
〇
点

を
越
え
る
作
品
を
展
観
い
た
し
ま
す
。

　本
展
は
、「
ロ
マ
ン
主
義
」、「
リ
ア
リ
ズ

ム
」、「
パ
リ
の
サ
ロ
ン
と
ロ
ン
ド
ン
の
ロ
イ
ヤ

ル
・
ア
カ
デ
ミ
ー
」、「
印
象
派
」、「
ポ
ス
ト
印

象
派
と
そ
の
後
」の
五
章
で
構
成
し
ま
す
。

ま
た
、風
景
画
・
肖
像
画
・
風
俗
画
な
ど
、

十
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
で
活

躍
し
た
画
家
た
ち
の
作
品
を
中
心
に
、英

仏
間
の
交
流
を
め
ぐ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代

絵
画
の
変
遷
を
辿
る
内
容
と
な
っ
て
い
ま

す
。　本

展
の
タ
イ
ト
ル「
タ
ー
ナ
ー
か
ら
モ
ネ

へ
」は
、一
八
七
〇
―
七
一
年
の
普
仏
戦
争

（
プ
ロ
イ
セ
ン
・
フ
ラ
ン
ス
戦
争
）の
際
に
ロ

ン
ド
ン
へ
逃
れ
た
モ
ネ
や
ピ
サ
ロ
が
、と
り

わ
け
タ
ー
ナ
ー
や
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
の
風
景
画

に
接
し
、感
銘
を
受
け
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。こ
の
出
来
事
の

後
、す
で
に
一
八
六
〇
年
代
に
反
サ
ロ
ン
的

性
格
の
グ
ル
ー
プ
展
の
開
催
を
構
想
し
て

い
た
、後
に
印
象
派
と
呼
ば
れ
る
青
年
画

家
た
ち
は
、一
八
七
四
年
に
い
わ
ゆ
る「
第
一

回
印
象
派
展
」を
パ
リ
で
開
催
し
ま
す
。

「
タ
ー
ナ
ー
か
ら
モ
ネ
へ
」に
至
る
ま
で
、主

に
風
景
画
表
現
の
変
化
を
一
度
に
概
観
で

き
る
点
は
、本
展
最
大
の
み
ど
こ
ろ
で
す
。

　ロ
マ
ン
主
義
か
ら
リ
ア
リ
ズ
ム
、印
象

派
、そ
し
て
ポ
ス
ト
印
象
派
と
そ
の
後
の

展
開
を
採
り
上
げ
る
こ
と
で
、西
洋
美
術

史
に
お
け
る
前
衛
と
し
て
見
ら
れ
て
き
た

絵
画
の
変
遷
を
紹
介
す
る
だ
け
で
は
な

く
、「
パ
リ
の
サ
ロ
ン
と
ロ
ン
ド
ン
の
ロ
イ
ヤ

ル
・
ア
カ
デ
ミ
ー
」を
章
と
し
て
紹
介
す
る

部
分
も
本
展
の
み
ど
こ
ろ
で
す
。こ
の
章

で
は
、パ
リ
の
サ
ロ
ン
と
ロ
ン
ド
ン
の
ロ
イ
ヤ

ル
・
ア
カ
デ
ミ
ー
で
活
躍
し
た
画
家
た
ち
の

作
品
を
ご
紹
介
し
ま
す
。十
九
世
紀
中
頃

か
ら
後
半
に
か
け
て
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、イ

タ
リ
ア
・ル
ネ
サ
ン
ス
に
始
ま
る
古
典
主
義

的
な
絵
画
様
式
が
主
流
と
な
っ
て
い
ま
し

た
。こ
の
絵
画
様
式
は
、フ
ラ
ン
ス
政
府
主

催
の
公
募
展
で
あ
る
官
展「
サ
ロ
ン
」で
高

い
評
価
を
受
け
、公
的
な
注
文
を
専
有
す

る
な
ど
、当
時
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
で
承
認
を

得
て
い
ま
し
た
。「
第
一
回
印
象
派
展
」が
開

催
さ
れ
る
契
機
に
は
、サ
ロ
ン
に
お
い
て
落

選
し
た
画
家
た
ち
が
、自
由
に
作
品
を
発

表
で
き
る
場
を
求
め
た
と
い
う
動
き
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
。サ
ロ
ン
で
落
選
し
た
画
家
た

ち
の
作
品
を
展
示
す
る
と
い
う
行
為
は
、一

八
六
三
年
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
命
令
に

よ
っ
て
行
わ
れ
た「
落
選
展
」が
始
ま
り
と

さ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
後
、一
八
七
四
年
に

無
審
査
で
出
品
可
能
な「
第
一
回
印
象
派

展
」が
開
催
さ
れ
、一
八
八
四
年
の
サ
ロ
ン
・

デ
・
サ
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
、い
わ
ゆ
る「
独
立
派

展
」が
開
催
さ
れ
る
と
い
う
歴
史
を
辿
り

ま
す
。サ
ロ
ン
に
落
選
し
自
由
と
独
立
を

求
め
て
行
動
を
起
こ
し
た
印
象
派
の
画
家

た
ち
と
、サ
ロ
ン
や
ア
カ
デ
ミ
ー
で
活
躍
し

た
画
家
た
ち
の
作
品
を
、描
き
方
の
違
い

に
着
目
す
る
な
ど
、対
比
す
る
よ
う
に
観

て
い
た
だ
く
と
よ
り
一
層
楽
し
ん
で
い
た
だ

け
ま
す
。

　ま
た
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
ナ
ポ
レ
オ
ン

三
世
に
よ
る
都
市
整
備
は
、科
学
技
術
の

発
展
と
も
関
連
し
て
お
り
、し
た
が
っ
て
印

象
派
の
作
品
に
は
、当
時
の
人
び
と
に
も

た
ら
さ
れ
た
新
た
な
生
活
環
境
が
よ
く
捉

え
ら
れ
て
い
ま
す
。加
え
て
、写
真
や
チ
ュ
ー

ブ
入
り
絵
具
な
ど
の
発
明
に
挙
げ
ら
れ
る

芸
術
と
科
学
技
術
の
関
わ
り
は
、描
く
対

象
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、画
家
た
ち
の
制
作

ス
タ
イ
ル
に
も
変
化
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

次
号
で
は
、展
示
作
品
の
ご
紹
介
と
あ
わ

せ
て
、十
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
動
向
と
絵

画
の
関
係
に
つ
い
て
も
触
れ
た
い
と
思
い

ま
す
。 

会期：平成29年9月23日（土･祝）～11月12日（日）

《難破後の朝》  ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー 1840年頃
ウェールズ国立美術館蔵 ©National Museum of Wales

田中吉政像  長浜城歴史博物館蔵
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ウェールズ国立美術館所蔵
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　初
夏
を
迎
え
た
美
術
博
物
館
で
の
、

日
々
の
さ
さ
や
か
な
愉
し
み
は「
ほ
と
と

ぎ
す
」。三
英
傑
の
方
々
に
は
何
だ
か
申

し
訳
な
い
け
れ
ど
、今
の
時
期「
美
博
な

ら

　い
つ
で
も
鳴
い
て
る

　ほ
と
と
ぎ

す
」。　美

博
の
あ
る
中
央
総
合
公
園
は
、野

鳥
の
宝
庫
だ
。探
鳥
会
も
ち
ょ
く
ち
ょ
く

開
催
さ
れ
て
い
る
。ツ
バ
メ
た
ち
は
軒
の

あ
ち
こ
ち
に
巣
を
か
け
、ウ
グ
イ
ス
や
コ

ジ
ュ
ケ
イ
も
盛
ん
に
囀
っ
て
い
る
け
れ

ど
、「
ほ
と
と
ぎ
す
」の
声
は
ま
た
格
別

だ
。恩
賜
池
の
向
こ
う
か
ら
そ
の
声
が
響

く
た
び
、パ
ソ
コ
ン
を
打
つ
手
が
止
ま
り
、

私
の
全
身
は
耳
に
な
る
。

　花
の
名
前
を
た
く
さ
ん
知
っ
て
い
る

人
に
憧
れ
る
。無
条
件
に
尊
敬
し
て
し
ま

う
。山
歩
き
に
誘
わ
れ
て
出
掛
け
る
と
、

グ
ル
ー
プ
の
中
に
た
い
て
い
そ
う
い
う
人

が
い
て
、少
し
ず
つ
花
や
鳥
の
名
前
を
教

わ
っ
て
き
た
。ま
だ
若
か
っ
た
頃
の
ハ
ナ

シ
だ
け
れ
ど
、ず
っ
と
気
に
な
っ
て
い
た

「
と
て
も
イ
イ
声
で
鳴
く
鳥
」が
、万
葉

の
昔
か
ら
数
多
く
の
和
歌
に
詠
ま
れ
て

き
た
あ
の「
ほ
と
と
ぎ
す
」だ
と
教
え
て

も
ら
っ
た
と
き
は
、甚
く
感
動
し
た
こ
と

を
今
も
憶
え
て
い
る
。そ
ん
な「
ほ
と
と

ぎ
す
」が
、こ
ん
な
ふ
う
に
日
常
の
一
部
に

な
ろ
う
と
は
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
け
れ

ど
。　ど

う
か
皆
さ
ん
も
美
博
に
お
越
し
の

際
は
、展
覧
会
だ
け
で
な
く「
目
に
は
青

葉

　山
ほ
と
と
ぎ
す

　ユ
ア
テ
ー
ブ
ル
」

五
感
を
駆
使
し
て
お
愉
し
み
あ
れ
！（
鈴
）

　先
月
は
亡
き
父
の
誕
生
日
で
し
た
。

八
年
前
の
こ
と
で
す
が
、も
う
随
分
昔
の

こ
と
の
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　大
変
厳
格
な
父
を
少
し
避
け
る
よ
う
に

生
活
し
て
い
た
私
で
す
が
、亡
く
な
っ
て
初

め
て
気
が
付
い
た
こ
と
ー
そ
れ
は
、私
が

好
き
な
も
の
は
殆
ど
、父
か
ら
受
け
継
い

で
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。数
学
、水
泳
、

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
等
々
。ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽

に
つ
い
て
は
、父
が
ピ
ア
ノ
を
弾
い
て
い
る

姿
を
、今
で
も
鮮
明
に
思
い
出
す
こ
と
が

で
き
ま
す
。そ
し
て
私
も
ピ
ア
ノ
を
習
い
始

め
る
と
、父
は
私
を
美
術
館
に
連
れ
て
行

く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。当
時
は
そ
の
理

由
を
知
る
由
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

美
術
館
は
私
に
と
っ
て
と
て
も
居
心
地
の

良
い
空
間
に
な
り
ま
し
た
。

　そ
の
後
、私
は
乳
飲
み
子
を
抱
え
て
数

年
滞
独
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、望

ん
だ
生
活
と
は
い
え
、初
め
て
だ
ら
け
の

緊
張
の
毎
日
の
中
で
、言
葉
を
超
え
た「
音

楽
と
絵
画
」の
大
き
な
力
に
ど
れ
ほ
ど
癒

さ
れ
た
こ
と
か
、計
り
知
れ
ま
せ
ん
。私
が

思
う
に
ド
イ
ツ
で
は
、教
会
に
通
う
延
長

線
上
で
美
術
館
に
訪
れ
る
家
族
が
多
く
、

日
本
よ
り
も
も
う
少
し
身
近
な
存
在
で
あ

る
気
が
し
ま
す
。し
か
し
ま
だ
幼
か
っ
た
息

子
は
残
念
な
が
ら
、当
時
の
こ
と
は
殆
ど

覚
え
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
す
が
・・・
。

　子
ど
も
た
ち
が
成
人
し
た
現
在
で
は
、

私
は
一
人
で
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
や
絵
画
を
鑑

賞
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、い
つ
も
亡

き
父
が
傍
ら
に
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
、魂

が
共
に
震
え
る
の
を
感
じ
ま
す
。（
林
）

不
如
帰
去

父
が
繋
い
で
く
れ
た
縁

■平成29年度特別企画展

家康の肖像と東照宮信仰
6月3日（土）～7月17日（月・祝）
□講演会（当館1階セミナールームにて）
「大樹寺東照大権現坐像をめぐって」
日時:7月8日（土）午後２時～
講師：塩澤寛樹氏（群馬県立女子大学教授）

■平成29年度企画展

歌川国芳　水滸伝の世界
７月29日（土）～9月10日（日）
前期　7月29日（土）～8月13日（日）
後期　8月15日（火）～9月10日（日）
会期中、一部展示替えがあります。

□講演会（当館1階セミナールームにて）
「武者絵のスーパースター　歌川国芳」
 8月20日（日）午後2時～
講師：日野原健司氏（太田記念美術館主席学芸員）
□展示説明会（当館１階展示室にて）
8月6日（日）、8月26日（土）、9月2日（土）
いずれも午後2時～

美術博物館家康公四百年祭講演録「三河時代の家康を考える」好評販売中！
内容／徳川家康没後四百年記念の行事として平成27年に開催した、講演会
「三河時代の家康を考える」全6回にわたる記録。家康が岡崎に生まれ、三河を
統一、遠州計略に乗り出すまでの30年間、三河時代の家康について、家康や
同時代研究の第一人者が様々な角度から語る。
価格／1000円（税込）　編集･発行／岡崎市美術博物館　体裁／四六版、上
製、カバー装、200頁　頒布方法／美術博物館、文化振興課（福祉会館5階）、
三河武士のやかた家康館で販売。 ※郵送による申し込みは美術博物館へ問い合わ
せを。

編集後記｜暑い季節になりました。先月、当館にミュージアムショップYAGURAがオープンしました。これでやっとお客様からご要望の多かったミュー

ジアムショップとレストランが久々に揃うことになりました。展覧会と併せて、レストランの美味しい食事、店長こだわりの品々にもご注目ください。どちら

もいずれアルカディアで特集いたしますのでどうぞお楽しみに。（菊地）
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表紙図版：東照大権現霊夢像（部分）  狩野探幽筆  德川記念財団蔵
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