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天
下
人
の
城
―
信
長
・
秀
吉
・
家
康
―

前期：７月15日（土）～８月15日（火）　後期：８月16日（水）～９月10日（日）
会期：平成29年7月15日（土）～ 9月10日（日）

　

群
雄
割
拠
し
た
戦
国
時
代
、各
地
に
様
々
な
城
郭

が
築
か
れ
ま
す
が
、織
田
信
長
・
豊
臣
秀
吉
・
徳
川
家

康
ら
が
天
下
人
へ
の
道
を
た
ど
る
過
程
で
、石
垣
を

主
体
と
し
高
層
建
築
で
あ
る
天
守
を
擁
す
る
独
特
の

城
郭
が
生
み
出
さ
れ
ま
す
。

　

信
長
か
ら
秀
吉
・
家
康
に
繋
が
る
天
下
人
の
城
の

系
譜
を
追
う
中
で
、第
一
会
場
で
あ
る
蓬
左
文
庫
展

示
室
で
は
、地
方
豪
族
だ
っ
た
織
田
家
・
松
平
家
の

動
向
と
、勝し

ょ

幡ば
た

・
那な

古ご

野や

・
清
須
・
小
牧
・
岐
阜
へ
と

移
っ
た
織
田
家
の
居
城
の
変
遷
を
紹
介
し
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
城
に
ま
つ
わ
る
記
録
や
発
掘
品
の

他
、信
長
ゆ
か
り
の「
脇
指　
蜘
蛛
切
丸
」「
脇
指　
あ

ざ
丸
」（
共
に
熱
田
神
宮
蔵
）と
重
文「
刀　
義
元
左
文

字
」（
建
勲
神
社
蔵　
後
期
展
示
）の
三
振
の
刀
剣
は

必
見
で
す
。

　

な
お
、尾
張
国
の
統
一
過
程
で
生
じ
た
今
川
家
と

の
境
界
紛
争
・
桶
狭
間
合
戦
は
、信
長
の
戦
略
眼
の

み
が
注
視
さ
れ
て
い
ま
す
が
、織
田
家
と
今
川
家
と

の
城
郭
攻
防
戦
で
あ
っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
。
今
回
の
展
覧
会
で
は
、信
長
の
名
を
天

下
に
知
ら
し
め
た
桶
狭
間
合
戦
の
実
態
に
つ
い
て
も
、

遺
さ
れ
た
史
料
を
も
と
に
探
り
ま
す
。

展
示
室
１
・
２　

徳
川
美
術
館
本
館　
　

特
別
展

脇
わき

指
ざし

銘
めい

　吉
よし

光
みつ

　亀
かめ

王
おう

丸
まる

号
ごう

　蜘
く

蛛
も

切
きり

丸
まる

　
鎌倉時代　13 世紀
名古屋市・熱田神宮蔵

色
いろ

々
いろ

威
おどし

大
おお

鎧
よろい

南北朝時代　14 世紀　愛知県・明眼院蔵

春
かす

日
が

井
い

郡
こおり

小
こ

牧
まき

村
むら

古
こ

城
じょう

絵
え

図
ず

　江戸時代　17世紀　名古屋市蓬左文庫蔵

桶狭間合戦が行われた永禄3年
（1560）に、信長が熱田神宮に奉納
したと伝えられる源氏重代の名刀
です。平

ひら

造
づくり

で表面の中程やや切先
寄りに、円い金象嵌が施され、巴紋
を毛彫した珍しい意匠となってい
ます。

尾張地域における最古級の鎧です。
源平合戦時の猛将・平（藤原） 景

かげ

清
きよ

が
着用したとの伝承がある大鎧ですが、
形式的には南北朝期の作品で、『張

ちょう

州
しゅう

雑
ざっ

志
し

』では織田家旧蔵との説を載せ
ています。信長以前の織田家の動向
を探る上で貴重な遺品です。

尾張藩によって実地調査された尾張国古城絵図の一つです。小牧山城は、信長が岐阜城へ移る
までの４年間ほど本拠とした城です。本図は小牧長久手合戦時に改修を受けた後の姿ですが、
全山を要塞化した姿が詳細に描かれています。
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博
物
学
と
は
、一
般
的
に
動
植
物
な
ど
の
自
然
物
を

観
察
し
、そ
の
種
類
や
性
質
・
産
地
な
ど
を
分
類
し
て

記
録
す
る
学
問
で
す
。
日
本
に
お
い
て
は
、東
洋
医
学

の
薬
学
に
あ
た
る「
本ほ

ん

草ぞ
う

学が
く

」と
し
て
は
じ
ま
り
、江
戸

時
代
に
な
る
と
中
国
や
西
洋
の
新
た
な
研
究
の
影
響
を

受
け
な
が
ら
、い
わ
ゆ
る「
博
物
学
」へ
向
け
て
大
き
く

発
展
し
ま
し
た
。「
図ず

譜ふ

」は
そ
の
研
究
成
果
の
一
つ
で
、

今
で
い
う
と
こ
ろ
の
図
鑑
で
あ
り
、対
象
が
正
確
に
、わ

か
り
や
す
く
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、写
真
の
よ

う
に
対
象
を
あ
る
が
ま
ま
写
し
取
る
と
い
う
わ
け
で
は

な
く
、科
学
の
眼
で
取
捨
選
択
さ
れ
た
情
報
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。

　

本
展
で
は
、本
草
学
者
た
ち
の
知
的
好
奇
心
に
満
ち

た
図
譜
の
美
し
さ
に
焦
点
を
絞
り
、愛
知
県
下
に
所
在

す
る
図
譜
の
優
品
を
展
示
し
ま
す
。
ま
た
、江
戸
時
代

に
お
け
る
本
草
学
の
中
心
地
の
一
つ
で
あ
っ
た
尾
張
地

域
に
つ
い
て
、伊
藤
圭け

い

介す
け

ら
の
活
動
を
た
ど
り
な
が
ら
、

尾
張
徳
川
家
に
残
さ
れ
た
本
草
学
に
ま
つ
わ
る
品
々
を

紹
介
し
ま
す
。
大
名
か
ら
市し

井せ
い

の
人
々
ま
で
が
知
の
探

究
に
情
熱
を
傾
け
た
当
時
の
本
草
学
の
熱
気
を
、そ
れ

ぞ
れ
の
作
品
か
ら
感
じ
て
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
す
。

展
示
室
１
・
２　
　

企
画
展　

江
戸
の
生
き
も
の
図
鑑
―
み
つ
め
る
科
学
の
眼
―　

会期：平成29年6月2日（金）～ 7月9日（日）

築
つき

地
じ

名
めい

苑
えん

真
しん

景
けい

・草木虫魚写生図（部分）　
江戸時代　19世紀　徳川美術館蔵

顕微鏡　伊藤圭介所用　19世紀　名古屋市東山植物園蔵

本草図説　
高木春

しゅん

山
ざん

筆
江戸時代　19世紀
西尾市岩瀬文庫蔵

尾張徳川家に伝来した図巻で、草花・虫・魚を的確に描き、巻頭・巻末に
築地の風景を配しています。魚が重なり合うように描かれるなど、対
象を均一的に記録しようとする通常の図譜とはやや異なる性質を見せ
ますが、全巻を通じて図譜に肝要な「写生」の精神が感じられます。

昨年度、伊藤圭介の子孫から名古屋市東山植物園伊藤圭介記念室へ新たに寄
贈された品です。圭介は携帯用の顕微鏡も所持しており、これらを用いて観
察した図が、圭介筆・編による図譜類にも掲載されています。大垣の博物学者・
飯沼慾

よく

斎
さい

もほぼ同型の顕微鏡を所持していました。

魚類・植物・動物・鉱物な
ど幅広く扱った195冊か
らなる世界最大級の図譜
です。春山自筆の写生図
は鮮やかな彩色と精緻な
筆致が見どころです。
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四
月
、と
い
っ
て
も
江
戸
時
代
の
四
月
は
、今
で
言
う
な

ら
ば
一
か
月
半
ほ
ど
後
の
時
期
に
あ
た
る
。
名
古
屋
城
下

は
青
葉
の
季
節
も
過
ぎ
、そ
ろ
そ
ろ
梅
雨
の
走
り
に
入
り

か
け
る
時
分
で
、人
々
は
蒸
し
暑
さ
を
感
じ
始
め
る
。
そ

ん
な
四
月
の
声
を
聞
く
と
、城
下
の
碁
盤
割
で
は
笛
や
太

鼓
、鼓
な
ど
、に
ぎ
や
か
な
お
囃は

や

子し

の
音
が
あ
ち
こ
ち
か
ら

聞
こ
え
て
き
た
。
毎
年
恒
例
、卯う

月づ
き

十
七
日
の
御
神
事「
東

照
宮
祭
」に
む
け
て
の
準
備
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
の

嚆
矢
が
お
囃
子
の
練
習
開
始
で
あ
っ
た
。

　

四
月
朔
日
か
ら
十
二
、三
日
頃
ま
で
、山
車
九
輌
を
祭
り

に
曳
き
出
す
そ
れ
ぞ
れ
の
町
内
で
は
、道
中
囃
子
、人
形

囃
子
、帰
り
囃
子
と
い
っ
た
様
々
な
お
囃
子
の
練
習
が
始

ま
り
、こ
の
練
習
を「
内
囃
子（
ナ
イ
バ
ヤ
シ
）」と
い
っ
た

（『
東
照
宮
御
祭
礼
濫
觴
之
記
』註
一
）。
二
福
神
車
を
曳
き

出
す
上
長
者
町
で
は
、こ
の
お
囃
子
の
練
習
の
折
に
は
宿

元
へ「
内
囃
子
」の
札
を
掛
け
た
と
い
う（『
祭
礼
車
取
調

書
』註
二
）。

　

祭
り
も
せ
ま
る
四
月
十
日
、十
一
日
の
両
日
に
は
、山

車
の
組
み
立
て
が
行
わ
れ
る
。
今
の
よ
う
に
組
み
立
て
た

ま
ま
一
年
中
保
管
で
き
る
山
車
蔵
な
ど
な
い
時
代
で
、祭

り
が
終
わ
る
と
翌
年
の
四
月
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
の
部
材
に
解

体
し
て
保
管
し
て
い
た
。
そ
の
部
材
を
取
り
出
し
て
、組

み
立
て
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
カ
ラ
キ
ダ
チ
と
い
っ
た
。

記
録
で
は「
空
木
立
」「
素
木
建
」な
ど
の
字
が
あ
て
ら
れ

て
い
る
。

　

そ
し
て
祭
り
の
三
日
前
、十
四
日
に
は「
車
の
引
初（
ヒ

キ
ゾ
メ
）」と
い
っ
て
、自
分
た
ち
の
住
む
町
内
や
そ
の
周

辺
の
町
内
を
曳
い
て
廻
っ
た
。
夜
に
は
提
灯
も
灯
し
て
ゆ

ら
ゆ
ら
と
曳
い
た
。
そ
し
て
、翌
十
五
日
に
は
、競け

い

子ご

（
警

固
）と
よ
ば
れ
る
仮
装
行
列
に
出
る
町
内
の
人
々
が「
け

い
子
揃
」と
し
て
、町
々
を
試
し
歩
く
。
こ
う
し
て
町
々
の

準
備
が
進
み
、お
祭
り
気
分
は
一
気
に
高
ま
っ
て
ゆ
く
。

　

と
こ
ろ
で
、祭
り
の
準
備
を
す
る
の
は
町
民
だ
け
で
は

な
か
っ
た
。
祭
り
の
行
列
に
は
町
奉
行
を
は
じ
め
と
し
て

位
の
高
い
僧
侶
な
ど
、馬
に
乗
る
役
職
者
も
少
な
か
ら
ず

い
た
。
こ
の
馬
を
調
教
す
る
練
習
も
お
囃
子
と
同
じ
く
、

朔
日
か
ら
祭
り
直
前
の
十
六
日
ま
で
、本
町
通
り
で
お
こ

な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

曰
く「
一
日
に
何
遍
と
な
く
、朝
よ
り
暮
る
ま
で
、御お

厩う
ま
や

よ
り
御
旅
所
辺
ま
で
、そ
ろ
り
そ
ろ
り
と
、乗
足
を
つ
め
る

よ
う
に
お
し
へ
、本
町
通
り
を
上
り
下
り
す
る
事
屢

し
ば
し
ば

な
り
。

こ
れ
を
詰つ

め

馬う
ま

と
い
ふ
」（『
東
照
宮
御
祭
礼
濫
觴
之
記
』）。

馬
た
ち
に
と
っ
て
は
、歩
幅
を
狭
め
、な
お
か
つ「
走
り
出

さ
な
い
」と
い
う
日
常
と
は
正
反
対
の
練
習
を
課
せ
ら
れ

た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
御
作
事
奉
行
は
東
照
宮
境
内
に
舞
楽
の
舞
台
を
設

置
し
、お
偉
方
の
見
物
席
を
遺
漏
な
く
用
意
す
る
。
寺
社

方
は
火
消
装
束
で
し
げ
し
げ
と
あ
ち
こ
ち
を
見
廻
り
、警

備
に
余
念
が
な
い
。
前
日
の
十
六
日
に
は
い
よ
い
よ
本
町

通
り
の
北
端
か
ら
末
広
町
若
宮
辺
ま
で
、両
側
店
先
に
竹た

け

矢や

来ら
い

を
組
み
、当
日
を
迎
え
る
。
祭
り
が
始
ま
れ
ば
辻
々

が
固
め
ら
れ
、終
る
ま
で
道
を
横
切
る
こ
と
さ
え
ま
か
り

な
ら
ぬ
と
い
う「
御
固
め
」と
な
る
の
で
あ
る
。

　

十
六
日
深
夜
丑
の
刻
に
は
片
端（
現
在
の
外
堀
通
）長

者
町
辺
よ
り
西
の
方
、御み

園そ
の

御
門
前
へ
提
灯
の
ゆ
ら
め
く

山
車
九
輌
が
威
勢
良
く
曳
き
出
さ
れ
る
。
こ
の
後
山
車
を

御
園
御
門
枡
形
へ
引
き
入
れ
る
の
で
、こ
れ
ら
前
夜
の
行

事
を「
引
込（
ヒ
キ
コ
ミ
・
ヒ
ッ
コ
ミ
）」と
称
し
た
。
い
わ

ば
前
夜
祭
で
あ
り
、こ
れ
を
一
目
見
よ
う
と
す
る
群
集
で

深
夜
の
片
端
は
ご
っ
た
が
え
し
た
。

　

夜
明
け
の
開
門
と
と
も
に
、山
車
も
警
固
行
列
の
町
人

た
ち
も
三
の
丸
郭
内
に
入
場
す
る
。
順
列
に
従
っ
て
東
照

宮（
現
・
能
楽
堂
の
東
側
あ
た
り
）へ
参
拝
の
後
、南
へ
下

っ
て
御
厩
に
設
け
ら
れ
た
藩
主
の
御
覧
所（
現
・
名
城
病

院
の
あ
た
り
）で
拝
謁
に
浴
す
る
。
そ
し
て
本
町
御
門
を

抜
け
、い
よ
い
よ
本
町
通
り
を
南
へ
若
宮
八
幡
宮
ま
で
華

麗
な
行
列
が
進
む
の
で
あ
る
。
こ
の
行
列
を
一
目
見
た
さ

の
見
物
人
を
あ
て
こ
み
、本
町
通
両
側
の
御
店
は
こ
の
日

い
ず
こ
も
本
業
そ
っ
ち
の
け
で
有
料
桟
敷
と
化
し
た
。

　

御
店
と
同
じ
よ
う
に
、多
く
の
見
物
人
を
あ
て
こ
ん
で
、

年
に
一
日
、こ
の
日
の
稼
ぎ
に
か
け
る
者
が
い
た
。
絵
草

紙
売
り
で
あ
る
。
高
力
猿
猴
庵
が
絵
入
り
で
著
し
た『
尾

張
年
中
行
事
絵
抄
』（
註
三
）に
よ
れ
ば
、十
四
日
の
引
初
頃

に
は「
御
ま
つ
り
の
絵
双
紙
や
絵
双
紙
や
」と
呼
ん
で
売

り
歩
い
て
い
た
ら
し
い
。
し
か
し
稼
ぎ
時
は
な
ん
と
言
っ

て
も
人
出
の
多
い
祭
り
の
当
日
で
あ
る
。

　

当
日
の
絵
草
紙
売
り
の
姿
は
、江
戸
時
代
中
期
、宝
暦

～
明
和
頃（
一
七
五
一
～
七
一
）の
状
況
を
記
す『
張
州
雑

東
照
宮
祭
の
絵
草
紙
売
り
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志
』（
註
四
）所
収
の「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
」で
、最
末
尾

に
描
か
れ
る
見
物
人
た
ち
の
中
に
描
か
れ
て
い
る（
左
図

版
）。
細
い
竹
に
横
長
の
山
車
行
列
図
と
お
も
わ
れ
る
刷

り
物
を
何
枚
も
ぶ
ら
下
げ
て
い
る
が
、こ
れ
は
竹
の
先
を

二
つ
に
割
り
、そ
こ
へ
商
品
の
刷
り
物
を
挟
み
込
ん
で
見

物
客
に
売
り
歩
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
く
見
る
と『
張

州
雑
志
』に
描
か
れ
る
刷
り
物
の
山
車
行
列
図
は
彩
色
さ

れ
て
お
り
、こ
の
頃
す
で
に
多
色
刷
の
刷
り
物
が
売
ら
れ

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　

多
色
刷
で
は
な
い
が
、描
か
れ
る
よ
う
な
横
長
の
紙
に

東
照
宮
祭
の
山
車
や
警
固
の
姿
を
墨
刷
と
し
た
刷
り
物
が

い
く
つ
か
伝
わ
っ
て
い
る（
図
版
①
～
⑤
：
註
五
）。
①
～

③
は
そ
れ
ぞ
れ
上
下
二
段
に
わ
た
っ
て
大
母ほ

衣ろ

に
始
ま
る

警
固
行
列
の
様
子
を
描
く
。
段
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
一
～
六

の
番
号
が
表
示
さ
れ
る
の
で
、一
連
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

④
は
山
車
九
輌
の
み
を
描
く
も
の
、⑤
は
上
七
間
町
の
警

固
行
列（
寿
老
人
と
唐
子
）を
二
枚
に
わ
た
っ
て
描
く
。

　

横
長
に
裁
断
し
な
い
和
紙
に
山
車
九
輌
を
多
色
刷
で
描

く
も
の（
図
版
⑥
）も
あ
り
、描
か
れ
る
山
車
の
大
幕
・
水

引
幕
の
姿
か
ら
、江
戸
末
期
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
と
ほ
ぼ
同
時
期（
宮
町
唐
子
車
の
大
幕
変
更
の
時
期
か

ら
推
測
し
て
安
政
七
年
頃
）の
も
の
で
、山
車
を
一
輌
ず
つ

一
枚
の
和
紙
に
刷
り（
図
⑦
）、そ
れ
を
十
枚
続
一
組
と
し

て
販
売
し
た
も
の
な
ど
も
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
、山
車
を
一
輌
ず
つ
刷
り
物
と
し
て
売
り
出

さ
れ
た
先
例
と
し
て
は
、『
金
明
録（
猿
猴
庵
日
記
）』（
註

六
）文
化
三
年（
一
八
〇
六
）条
に「
当
年
、錦
摺
絵
双
紙
新

板
出
る
。
押
切
松
宗
板
元
也
。
但
し
、車
一
輌
づ
つ
細
蜜マ

マ

に
せ
し
一
枚
摺
也
」と
の
記
事
が
あ
る
。
や
は
り
山
車
の

細
部
ま
で
色
鮮
や
か
な
刷
り
物
が
人
気
を
博
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
東
照
宮
祭
の
刷
り
物
を
売
り
歩
い

た
絵
草
紙
売
り
に
つ
い
て
、伊
勢
門
水
は
明
治
四
十
三
年

（
一
九
一
〇
）一
月
に
刊
行
し
た
著
書『
名
古
屋
祭
』で
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

絵
草
紙
　
昔
東
照
宮
で
往
来
に
矢
来
を
用
ひ
た
時
代
に

は
、其
通
行
を
堰
切
ら
ぬ
時
刻
に
多
く
の
絵
草
紙
売
が

出
た
も
の
で
、三
尺
斗
の
竹
の
先
に
山
車
行
列
の
次
第

を
摺
っ
た
麁そ

末ま
つ

な
絵
を
何
枚
も
挟
ん
で
、絵
草
紙
絵
草

紙
と
呼
ん
で
売
り
あ
る
い
た
も
の
で
あ
る
が
、今
で
は

若
宮
祭
り
同
様
、祭
車
の
前
後
に
は
必
ら
ず
二
三
人
の

絵
草
紙
売
が
附
随
し
て
来
る
が
、昔
な
が
ら
の
風
俗
と

云
ひ
、之
れ
も
又
祭
り
の
中
の
景
色
で
あ
る
。

　
茲
に
一
ツ
癇か

ん

癪
し
ゃ
く

に
さ
は
る
も
の
は
、此
神
聖
な
音
楽
を

奏
し
て
進
行
す
る
祭
車
の
近
傍
を
も
憚
か
ら
ず
、其
雑

踏
を
目
的
に
さ
ま
ざ
ま
の
行
商
人
が
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
出
て

く
る
。
そ
れ
も
よ
い
が
、中
に
は
飴
屋
の
笛
、豆
売
り
の

太
鼓
、偖
は
人
出
を
利
用
し
た
広
告
屋
の
ド
カ
チ
ヤ
ガ

囃
子
…
…
…
、世
が
世
な
ら
ば
見
事
手
討
ち
に
し
て
呉

れ
う
も
の
を
。（
同
書
三
六
六
～
三
六
七
頁
）

　

明
治
維
新
の
一
時
中
断
を
経
て
、明
治
十
四
年（
一
八

八
一
）、東
照
宮
祭
は
無
事
に
再
興
さ
れ
た
。
絵
草
紙
も
再

び
図
⑧
を
は
じ
め
と
し
て
種
々
売
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
よ
い
が
、町
奉
行
の
先
騎
も
御
固
め
も
な
く
な
り
、売

ら
ん
か
な
の
行
商
人
が
ま
と
わ
り
つ
い
て
騒
々
し
く
な
っ

た
行
列
に
門
水
は
辟へ

き

易え
き

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
翌
年
、明
治
四
十
四
年（
一
九
一
一
）四
月
十
七
日

付
名
古
屋
新
聞
第
二
面
に
は
、文
明
開
化
の
世
ら
し
く
、

洋
風
の
帽
子

を
か
ぶ
っ
た

東
照
宮
祭
の

絵
草
紙
売
り

の
写
真
が
掲

載
さ
れ
て
い

る
。
か
な
り

粗
い
画
像
な
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上２枚：	④山車行列図
	 ⑤上七間町警固図
	 　（寿老人と唐子）

中：	⑦卯月御神事図より宮町・唐子遊車　絵巻物に仕立てる
	 本町三丁目（福井町）菱屋藤兵衛板元（十枚続）
	 安政６年（1859）、大幕を黄地唐草模様大紋羅紗に変更後の刊行

下：⑧名古屋東照宮神事山車引出シ之図　明治18年（1885）	　茶屋町塚本康満作　東照宮刊
	 作者はこの他に明治17年御神事行粧之図（冊子）、明治20年例祭行粧之図（刷り物）なども発行
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の
が
残
念
で
は
あ
る
が
、祭
り
当
日
の
姿
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
写
真
と
し
て
貴
重
な
一
枚
で
あ
る
。

　

こ
の
絵
草
紙
売
り
に
つ
い
て
、さ
ら
に
時
代
が
下
っ
て
、

昭
和
九
年（
一
九
三
四
）四
月
十
四
日
付
名
古
屋
新
聞
第

二
面
で
、連
載
記
事「
近
づ
く
東
照
宮
祭
物
語
り（
四
）」の

中
に
以
下
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
当
時
、愛
知
県

第
一
中
学
校
で
国
語
科
の
教
諭
を
つ
と
め
、祭
礼
に
も
造

詣
の
深
か
っ
た
石
田
元
季
氏
の
談
話
記
事
で
あ
る
。

　
祭
礼
風
景
と
し
て
伝
は
っ
て
ゐ
る
も
の
に
絵
草
紙
売
り

が
あ
る
。
祭
礼
の
行
列
や
山
車
を
色
刷
り
に
し
た
も
の

を
竹
の
先
き
に
つ
け
て
売
っ
た
も
の
で
、こ
れ
は
昨
年

ま
で
呼
び
売
り
し
て
ゐ
た
の
を
見
か
け
た
。『
仮
名
詩

御
祭
礼
』（
註
七
）に
も
絵
草
紙
売
と
し
て

き
の
ふ
表
で
見
た
煎
餅
売

け
ふ
早
や
性
か
へ
て
絵
草
紙

先
規
古
来
の
か
た
改
め
ず

新
車
と
て
呼
ば
る
い
ま
だ
に

と
い
ふ
の
が
あ
る
。

絵
草
紙
売
は
一
年

に
一
日
だ
け

の
商
売
だ

か
ら
、そ
の

本
職
を
さ
ら
け
だ
し
て
ゐ
る
の
も
面
白
い
と
思
ふ
。【
石

田
元
季
氏
談
】
＝
挿
画
絵
草
紙
売
り
の
図
、伊
勢
門
水
氏

筆
＝

　

門
水
の
描
く
絵
草
紙
売
り
の
姿
は
、明
治
再
興
後
の
姿

で
あ
ろ
う
が
、江
戸
時
代
の
絵
草
紙
売
り
と
変
わ
ら
ず
、刷

り
物
を
竹
に
挿
し
吊
し
て
売
り
歩
い
た
。

　

名
古
屋
の
市
井
の
人
々
は
こ
う
し
た
刷
り
物
を
買
い
求

め
、祭
り
当
日
の
土
産
と
し
た
。
し
か
し
祭
り
は
年
に
一

日
の
み
。
祭
り
の
終
わ
っ
た
後
は
、刷
り
物
を
眺
め
な
が

ら
そ
の
勇
壮
な
晴
れ
姿
を
愛
で
、翌
年
の
祭
り
ま
で
の
楽

し
み
と
し
た
。中
に
は
山
車
九
輌
の
色
鮮
や
か
な
錦
絵
を
、

一
枚
物
な
ら
ば
床
飾
り
の
掛
け
軸
に
、続
き
物
を
一
組
に

し
て
売
ら
れ
た
も
の
は
和
装
本
や
絵
巻
物
に
、あ
る
い
は

屏
風
に
と
、そ
れ
ぞ
れ
好
み
の
体
裁
に
仕
立
て
て
鑑
賞
の

用
に
活
か
し
た
。

　

ま
た
橋
弁
慶
車
の
か
ら
く
り
人
形
と
し
て
人
気
の
高
い

牛
若
と
弁
慶
は
く
る
く
る
廻
る
か
ら
く
り
玩
具
と
も
な
っ

て
、子
ど
も
た
ち
に
人
気
で
あ
っ
た
。
こ
の
他
、東
照
宮
祭

の
祭
礼
行
列
は
廻
り
双
六
の
題
材
と
も
な
っ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、名
古
屋
で
は
刷
り
物
や
お
も
ち
ゃ
、果
て

は
小
ぶ
り
に
造
ら
れ
た
山
車
を
子
ど
も
が
楫か

じ

方か
た

よ
ろ
し
く

町
内
を
曳
き
廻
し
て
遊
ぶ
な
ど
、山
車
を
愛
で
る
文
化
が

長
く
人
々
の
間
に
息
づ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
蓬
左
文
庫
調
査
研
究
員　

井
上
善
博
）

左：⑥山車図　
	 本町九丁目（鉄砲町）
	 菱屋久兵衛再板
	 掛け軸に仕立てる

右３枚：①～③　
	 警固行列図（右上が
	 警固先頭の大母衣）

註　

一
、
鶴
舞
中
央
図
書
館
所
蔵
市
史
資
料

　
　
　
　

『
東
照
宮
御
祭
礼
記
』所
収

　
　

二
、
鶴
舞
中
央
図
書
館
所
蔵
市
史
資
料

　
　

三
、
名
古
屋
叢
書
三
編
第
五
巻
一
六
九
頁

　
　

四
、
蓬
左
文
庫
所
蔵
第
二
十
～
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十
三
巻

　
　

五
、
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①
～
⑧
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て
名
古
屋
市
博
物
館
所
蔵

　
　

六
、
名
古
屋
叢
書
三
編
第
十
四
巻
一
九
〇
頁

　
　

七
、
名
古
屋
叢
書
第
十
四
巻
文
学
編
四
〇
八
頁
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本
書
は
天
保
六
年（
一
八
三
五
）、名
古
屋
に

お
け
る
本ほ

ん

草ぞ
う

学が
く

の
大
家
・
水
谷
豊ほ

う

文ぶ
ん（

一
七
七

九
～
一
八
三
三
）の
三
回
忌
追つ

い

善ぜ
ん

の
た
め
、豊
文

が
立
ち
上
げ
た
嘗し

ょ
う

百ひ
ゃ
く

社し
ゃ

に
属
す
る
伊
藤
圭け

い

介す
け

（
一
八
〇
三
～
一
九
〇
一
）ら
が
、
名
古
屋
城
下

南
寺
町
の
一い

ち

行ぎ
ょ
う

院い
ん

で
開
催
し
た
本
草
会
の
出
品

目
録
で
あ
る
。
蓬
左
文
庫
の
所
蔵
本
は
尾
張
徳

川
家
十
一
代
斉な

り

温は
る

へ
の
献
上
本
で
あ
り
、上
質

の
料
紙
を
用
い
る
と
と
も
に
、流る

布ふ

本ぼ
ん

と
は
異

な
り
図
に
彩
色
を
施
し
て
い
る
。

　
「
本
草
会
」（
薬
品
会
）と
は
、各
地
か
ら
収
集

し
た
薬
種
、動
植
物
、鉱
物
な
ど
を
展
示
す
る
一

種
の
展
覧
会
で
あ
る
。嘗
百
社
は
豊
文
の
生
前
、

す
で
に
圭
介
の
居
宅
で
二
度
の「
薬
品
会
」を

開
い
て
お
り
、こ
の
と
き
の
本
草
会
は
三
度
目

の
開
催
で
あ
っ
た
。
小お

田だ

切ぎ
り

春し
ゅ
ん

江こ
う

著『
名め

い

陽よ
う

見け
ん

聞も
ん

図ず

会え

』に
よ
れ
ば
、こ
の
本
草
会
に
は
夥
し
い

見
物
人
が
訪
れ
、会
場
は
立
錐
の
余
地
も
な
か

っ
た
と
い
う
。

　

本
書
に
よ
れ
ば
、こ
の
本
草
会
に
は
嘗
百
社

の
人
々
が
持
ち
寄
っ
た
約
四
百
点
の
品
々
が
出

品
さ
れ
た
。
出
品
者
に
は
豊
文
の
養
子
水
谷
儀

三
郎
、圭
介
の
兄
で
尾
張
医
学
館
塾
頭
の
大お

お

河こ
う

内ち

存ぞ
ん

真し
ん

、奥
医
師
で
薬
園
奉
行
の
浅
井
董
太

郎
、三
河
寺
部
を
治
め
る
尾
張
藩
家
老
の
渡
辺

規の
り

綱つ
な（

又ゆ
う

日じ
つ

庵あ
ん

）な
ど
多
彩
な
面
々
が
名
を
連

ね
て
お
り
、尾
張
に
お
け
る
本
草
学
の
広
が
り

を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

十
九
世
紀
の
尾
張
に
お
け
る
本
草
学
は
、全

国
的
に
み
て
も
屈
指
の
水
準
に
達
し
て
い
た
。

な
か
で
も
伊
藤
圭
介
は
長
崎
に
留
学
し
て
シ
ー

ボ
ル
ト
の
教
え
を
受
け
、文
政
十
二
年（
一
八

三
〇
）に
は
ツ
ン
ベ
ル
ク（
一
七
四
三
～
一
八

二
八
）の『
フ
ロ
ラ
・
ヤ
ポ
ニ
カ
』（
日
本
植
物
誌
）

を
翻
訳
し
て『
泰た

い

西せ
い

本ほ
ん

草ぞ
う

名め
い

疏そ

』を
刊
行
し
、近

代
植
物
学
の
祖
と
さ
れ
る
リ
ン
ネ（
一
七
〇
七

～
七
八
）の
植
物
分
類
法
を
詳
し
く
紹
介
し
て

い
る
。本
書
の
挿
絵
に
も
し
ば
し
ば
リ
ン
ネ（
西

洋
林リ

ン
ネ
ウ
ス

那
斯
）の
分
類
法
に
基
づ
く
綱
目
分
類
が

記
さ
れ
、リ
ン
ネ
の「
二
名
法
」に
よ
る
名
称

（「
レ
セ
ダ
・
オ
ド
ラ
タ
」（
木も

く

犀せ
い

草そ
う

）、「
ス
テ
イ

ラ
ク
ス
・
ベ
ン
ソ
イ
ン
」（
安あ

ん

息そ
く

香こ
う

）な
ど
）が
付

さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
植
物
の
挿
絵
に
は
リ
ン

ネ
分
類
の
基
準
と
な
る
雄お

し
べ
・
雌め

し
べ（
こ

の
名
称
を
発
案
し
た
の
は
圭
介
）の
拡
大
図
が

描
か
れ
る
。

　

本
書
は
単
な
る
本
草
会
の
出
品
目
録
で
は
な

く
、西
洋
の
植
物
学
を
も
貪
欲
に
取
り
入
れ
た
、

伊
藤
圭
介
を
中
心
と
す
る
嘗
百
社
の
高
度
な
学

術
的
水
準
を
示
す
重
要
な
書
物
で
あ
る
と
い
え

る
。　
　
　
　
　
　
　
（
学
芸
員　

木
村
慎
平
）

蓬左文庫

乙い
つ

未び

本ほ
ん

草ぞ
う

会か
い

物ぶ
っ

品ぴ
ん

目も
く

録ろ
く




