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■公共交通機関をご利用の場合
●名古屋駅より
【なごや観光ルートバス「メーグル」】
【 市 バ ス 】
【名鉄バス】
【　J　R　】 
【地下鉄】

●栄より
【 市 バ ス 】

 名古屋駅前8番のりば名古屋駅発着で平日30～１時間に１本、土・日・休日は20分～30分に1本運行
名古屋駅前２番のりば基幹２号系統、「徳川園新出来」下車徒歩３分
名鉄バスセンター３F　４番のりば基幹バス「引山」方面行「徳川園新出来」下車徒歩３分
JR中央本線、「大曽根」下車南出口より徒歩10分
東山線「藤が丘」方面行、「栄」で名城線「右回り」に乗り換え「大曽根」下車３番出口より徒
歩15分　桜通線「野並」方面行、「車道」下車①番出口より徒歩15分

栄バスターミナル（オアシス21）3番のりば基幹2号系統、「徳川園新出来」下車徒歩3分
■お車をご利用の場合
蓬左文庫専用駐車場はありません。徳川園駐車場（有料　30分　120円）をご利用下さい。

■休館日／月曜日（祝日のときは直後の平日）8月12日㈪は展示室のみ臨時開館します。
 12月中旬～1月3日　※催事により変更することがあります。
■展示室／有料　一般：1200円　高大生：700円　小中生：500円（蓬左文庫・徳川美術館 共通観覧）
 【開室時間】午前10時～午後5時（入室は午後4時30分まで）8月9日㈮～11日㈰午後7時まで延長開館（入室は午後6時30分まで）
■閲覧室／無料・館外貸し出しはいたしません。
 【閉架図書】午前9時30分～午前12時　午後1時～午後5時　【開架図書】午前9時30分～午後5時
 【複写サービス】保存など支障のない範囲で、CD-Rからのプリントアウトまたはマイクロフィルム複写などの方法により行います。電話・郵便による申込みも可。

表紙：宗廟朝庭之礼「御座之間御暇之図」（そうびょうちょうていのれい　ござのまおいとまのず）　32.0×43.5cm

宗廟朝庭之礼
「御座之間御暇之図」
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展
示
室
１
・
２
　
　

　
名
古
屋
城
は
徳
川
家
康
が
計
画
創
建
し
、尾
張
徳
川
家
の
居
城
と
し
て
金
の
鯱
を
天

守
閣
に
い
た
だ
い
た
名
城
で
し
た
。
戦
災
で
焼
失
す
る
ま
で
は
、城
郭
建
築
・
御
殿
建

築
の
最
高
峰
で
し
た
。
名
古
屋
城
の
北
に
広
が
っ
た
下
御
深
井
御
庭
は
、落
城
時
の
秘

密
の
脱
出
口
で
あ
り
、藩
主
独
占
の
領
域
で
、知
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
空
間
で
し
た
。
江

戸
時
代
後
期
に
な
る
と
、園
芸
・
陶
芸
・
茶
の
湯
な
ど
私
的
な
大
名
庭
園
と
し
て
整
備
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
展
覧
会
で
は
、初
め
て「
秘
密
の
園
」を
紹
介
し
ま
す
。

会期：平成25年4月13日（土）〜 5月26日（日）

名
古
屋
城
・
下し

た

御お

深ふ

井け

御
庭

―
殿
さ
ま
の
秘
園
―

下
した

御
お

深
ふ

井
け

惣
そう

絵
え

図
ず

　江戸時代　17－18 世紀　徳川美術館蔵

初公開。縦5ｍ、横8ｍ50㎝の巨大な御庭の絵図、尾張徳川家伝来の古絵図中、最大である。展示会場の制約
から少し折りたたんで公開の予定。御蓮池に咲き誇るハスの花や樹木などが美しい彩色で絵画的に描かれ
ている。池の中央小島には、弁財天を祀る建物や鳥居も描かれている。

「弁財天」
（「下御深井惣絵図」部分）

御深井焼　
三島写俵型茶碗　銘万

まん

石
ごく

江戸時代　19世紀　
徳川美術館蔵

下御深井御庭には、瀬戸の陶工が江戸時代初期から召し
出され、茶道具を焼くための御庭焼が開かれた。一時中断
した時期があるものの十代藩主斉朝以後、茶室や庭園整
備も進み、伝来の名物茶器を写して「深井製」窯印を捺し
た御深井焼が焼成された。
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次回展示 会期：平成25年7月27日（土）〜 9月23日（月・祝）

　
徳
川
慶
勝（
一
八
二
四
～
八
三
）は
、幕
末
・
維
新
の
混
乱
期
に
尾
張
徳
川
家
の
舵
取
り
を
担
っ

た
事
実
上
最
後
の
殿
様
で
す
。
慶
勝
は
、尾
張
徳
川
家
の
分
家
・
高
須
松
平
家
に
生
ま
れ
、徳
川

将
軍
家
か
ら
の
養
子
当
主
が
四
代
続
い
た
尾
張
徳
川
家
に
と
っ
て
は
待
望
の
分
家
出
身
者
と
し

て
十
四
代
当
主
に
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。
将
軍
継
嗣
問
題
や
開
港
問
題
に
も
深
く
関
与
し
て
、安

政
の
大
獄
で
失
脚
し
た
も
の
の
、井
伊
直
弼
暗
殺
後
に
復
権
し
、政
局
を
左
右
す
る
重
要
な
場
面

で
指
導
力
を
発
揮
し
ま
し
た
。

　
慶
勝
は
、書
画
・
博
物
学
・
文
芸
な
ど
に
も
造
詣
が
深
く
、特
に
西
洋
か
ら
渡
来
し
た
写
真
術

を
独
自
に
研
究
し
て
、数
多
く
の
貴
重
な
写
真
を
遺
し
ま
し
た
。
こ
の
中
に
は
こ
れ
ま
で
紹
介

さ
れ
た
こ
と
の
な
い
江
戸（
東
京
）・
名
古
屋
な
ど
の
風
景
写
真
も
数
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

今
年
は
慶
勝
の
歿
後
一
三
〇
年
に
あ
た
り
、政
治
家
で
あ
る
と
同
時
に
、文
化
人
と
し
て
も
多
彩

な
才
能
を
発
揮
し
た
慶
勝
の
素
顔
と
業
績
を
紹
介
し
ま
す
。

展
示
室
１
・
２
　
徳
川
美
術
館
　

歿
後
一
三
○
年
記
念
　
夏
季
特
別
展

徳
川
慶
勝
　

―
知
ら
れ
ざ
る
写
真
家
大
名
の
生
涯
―

月に葡萄図　徳川家
いえ

慶
よし

筆　
松平義恕（徳川慶勝）拝領　　
江戸時代　19世紀　徳川美術館蔵

江戸城吹上御庭で行われた天保15年
（1844）の武芸上覧の際、臨席した慶勝
が十二代将軍家慶より拝領した家慶自
筆の作品。慶勝は、当時まだ高須松平家
の部屋住であった。

徳川慶勝肖像写真
文久元年（1861）　徳川林政史研究所蔵

写真技術の研究に取り組んだ慶勝が、初
めて撮影に成功した自身の肖像写真。箱
書には「三十七歳」とあるが慶勝38歳時
の肖像である。

遠望鏡（天体望遠鏡）　徳川慶勝所用　
イギリス製　19世紀　徳川美術館蔵

慶勝が尾張徳川家の家督を相続した嘉永2年（1849）に、相続祝いとし
て福岡黒田家より贈られたイギリス・ギルバート社製の天体望遠鏡。
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展
示
室
１

会期：平成25年6月1日（土）〜 7月21日（日）

尾
張
名
古
屋
の
絵
師
た
ち

―
高
雅
・
清
を
中
心
に
―

尾
張
の
ま
つ
り

　「
尾
張
名
古
屋
は
城
で
も
つ
」と
謳う

た

わ
れ
た
城
下
町
・
名
古
屋
。
江
戸
時
代
、東
海
随
一
の

都
市
と
し
て
発
展
し
、そ
の
に
ぎ
わ
い
は
名
古
屋
を
活
動
拠
点
と
し
た
絵
師
た
ち
に
よ
っ
て

描
き
出
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
尾
張
の
に
ぎ
わ
い
を
描
い
た
絵
師
の
代
表
格
が
、や
ま
と
絵
系
絵
師
の
森も

り

高た
か

雅ま
さ

（
一
七
九
一
～
一
八
六
四
）と
渡
辺
清き

よ
し（

一
七
七
八
～
一
八
六
一
）で
す
。
高
雅
は
、名
古
屋
の

繁
栄
を
象
徴
す
る「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
」を
尾
張
徳
川
家
十
代
斉
朝
の
命
を
受
け
て
描
い

た
ほ
か
、「
尾
張
名
所
図
屏
風
」（
後
期
展
示
）や
伊
藤
圭
介
を
は
じ
め
名
古
屋
で
活
躍
し
た

人
々
の
肖
像
画
な
ど
を
残
し
ま
し
た
。
復
古
大
和
絵
派
の
絵
師
・
清
は
、典
雅
な
故
事
人
物

図
を
展
開
す
る
一
方
で
、茶
道
松
尾
流
の
五
代
不
俊
斎
の
肖
像
画
な
ど
も
手
が
け
、名
古
屋

の
絵
師
た
る
矜
持
を
示
し
ま
し
た
。

　
本
展
で
は
、尾
張
名
古
屋
を
拠
点
に
活
躍
し
た
絵
師
に
焦
点
を
あ
て
、彼
ら
が
描
き
出
し

た
尾
張
名
古
屋
の
活
況
を
今
に
紹
介
し
ま
す
。
ま
た
、名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
と
し
て
は
現

存
最
古
の
描
写
内
容
を
誇
る
新
発
見
の「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」（
前
期
展
示
）を
特

別
公
開
し
ま
す
。

　
名
古
屋
城
下
最
大
の
ま
つ
り
で
あ
っ
た
家
康
を
祀
る
東
照
宮
の
祭
礼
や
、津
島
を
中
心
に

尾
張
各
地
で
行
わ
れ
る
天
王
祭
な
ど
、江
戸
時
代
の
尾
張
の
ま
つ
り
を
紹
介
し
ま
す
。

展
示
室
２

柳薬師夜開帳図　森高雅筆　江戸時代　19世紀　徳川美術館蔵

今はなき柳薬師の御開帳のにぎわいを描く。柳薬師は名古屋城下のメインストリート・広小路にあり、
江戸時代は夜の開帳で人々の信仰を集めた。夕闇に浮かぶ往来の賑わいが巧みにあらわされている。
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名
古
屋
城
下
最
大
の
ま
つ
り
で
あ
っ
た
家
康
を
祀
る
東
照
宮
の
祭
礼
や
、津
島
を
中
心
に

尾
張
各
地
で
行
わ
れ
る
天
王
祭
な
ど
、江
戸
時
代
の
尾
張
の
ま
つ
り
を
紹
介
し
ま
す
。

会期：平成25年2月14日（木）〜 4月7日（日）

「長者町　道成寺」 （「名古屋東照宮祭礼図屏風」部分）

名古屋東照宮祭礼図屏風　六曲一双のうち左隻　江戸時代　17世紀　個人蔵　（展示期間6月1日～ 6月23日）

名古屋東照宮祭礼の行列を描く新発見・現存最古の屏風。下段の山車が七
しちけんちょう

間町・本町・桑名町・長者町・上畠町
の5基しかなく、長者町の山車が享保17年（1732）に替わった二福神でなく道成寺の作り物であることから、17
世紀後半の景観をしめす。
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正
保
元
年（
一
六
四
四
）、江
戸
幕
府
は
全
国
の
大
名
・

代
官
に
国
絵
図
の
作
成
・
献
上
を
命
令
し
ま
し
た
。
全
国

を
対
象
に
し
た
国
絵
図
作
成
は
こ
れ
が
最
初
で
す
。当
時
、

将
軍
は
三
代
家
光
で
、幕
府
の
威
信
が
頂
点
を
迎
え
て
い

た
時
期
で
す
。
各
大
名
は
国
絵
図
を
献
上
す
る
と
、領
内

の
こ
と
が
す
べ
て
幕
府
に
知
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
国
絵

図
と
同
時
に
、城
と
城
下
町
を
描
い
た
城
絵
図
の
作
成
・

献
上
も
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。城
絵
図
に
は
堀
の
幅
や
深
さ
、

石
垣
の
長
さ
や
高
さ
な
ど
、最
高
軍
事
機
密
と
い
う
べ
き

情
報
も
記
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
さ
て
、こ
の
国
絵
図
は
幕
府
撰
正
保
国
絵
図
と
も
よ
ば

れ
て
い
ま
す
が
、献
上
さ
れ
た
原
本
は
数
年
後
、明
暦
の
大

火
で
す
べ
て
焼
失
し
ま
し
た
。
た
だ
し
、絵
図
を
作
成
し
た

各
大
名
家（
絵
図
元
と
い
い
ま
す
）に
は
下
図
・
控
図
・
写

図
な
ど
が
残
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
、献
上
図
の
よ
う
す

が
あ
る
程
度
わ
か
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
尾
張
国
図
の
絵

図
元
は
尾
張
藩
で
、尾
張
徳
川
家
伝
来
の
美
術
品
を
所
蔵

し
て
い
る
徳
川
美
術
館
は
、正
保
尾
張
国
図
ら
し
き
図
を

三
枚
所
蔵
し
て
い
ま
す（
写
真
下
）。一
枚
は
、成
瀬
家
・
竹

腰
家
の
鷹
場
が
色
分
け
さ
れ
て
い
る
図（「
正
保
図
」と
す

る
）で
す
。
次
の
一
枚
は
、知
多
半
島
の
東
と
西
に
三
十
五

か
所
の
古
城
跡
の
記
述
が
あ
る
図（「
古
城
図
」と
す
る
）で

す
。
最
後
の
一
枚
は
、成
瀬
・
竹
腰
・
志
水
・
横
井
・
生
駒
・

間
宮
の
各
家
の
鷹
場
が
色
分
け
さ
れ
て
い
る
図（「
鷹
場

図
」と
す
る
）で
す
。
以
上
三
枚
は
正
保
図
と
い
え
る
の
か
、

そ
う
だ
と
す
れ
ば
尾
張
図
作
成
・
献
上
の
ど
の
段
階
に
位

置
付
け
ら
れ
る
か
、い
ま
だ
検
討
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ

こ
で
検
討
の
た
め
の
材
料
を
提
供
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　
ま
ず「
正
保
図
」で
す
が
、前
述
の
と
お
り
成
瀬
家
・
竹

腰
家
と
い
う
両
家
年
寄（
御
付
家
老
）の
鷹
場
が
色
分
け

さ
れ
て
い
ま
す
。
ほ
か
に
白
い
二
重
線
が
名
古
屋
の
回
り

を
囲
ん
で
い
ま
す
が
、こ
れ
は「
鷹
場
図
」で
は
銀
線
で
描

か
れ
、「
御
秘
蔵
之
御
鷹
場
」と
あ
る
の
で
、藩
主
の
鷹
場
を

示
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
正
保
図
」は
山
林
や
主

要
な
寺
社
、海
岸
な
ど
絵
画
と
し
て
も
非
常
に
丁
寧
に
描

か
れ
て
い
ま
す
が
、鷹
場
の
絵
図
と
し
て
必
要
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。

　
左
ペ
ー
ジ
の
拡
大
図
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
現
在
名
古
屋

市
中
村
区
・
中
川
区
付
近
で
、上
下（
南
北
）に
流
れ
て
い
る

の
は
庄
内
川
、川
の
東
側
が
愛
知
郡
、西
側
が
海
東
郡
で
す
。

水
色
が
塗
ら
れ
た
Ｃ
と
Ｆ
の
範
囲
は
、Ａ
と
Ｄ
の「
竹
腰
山

城
守
鷹
場
」と
い
う
記
述
に
よ
り
、竹
腰
家
の
鷹
場
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
鷹
場
で
は
な
い
Ｂ
は
薄
い
ピ

ン
ク
に
塗
ら
れ
愛
知
郡
で
あ
る
こ
と
を
、Ｅ
は
オ
レ
ン
ジ
で

海
東
郡
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
Ａ
の

地
色
は
ピ
ン
ク
、Ｄ
は
オ
レ
ン
ジ
で
、そ
れ
ぞ
れ
そ
の
場
所

の
郡
の
色
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、こ
の

図
は
Ｂ
と
Ｅ
の
郡
の
色
を
全
体
に
塗
っ
て
か
ら
Ａ
・
Ｄ
の

文
字
を
書
き
、文
字
の
回
り
を
四
角
形
に
空
け
て
Ｃ
・
Ｆ
の

鷹
場
の
色
を
塗
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
こ
の
図

は
当
初
郡
ご
と
に
色
分
け
さ
れ
た
図
と
し
て
完
成
し
て
お

り
、後
日
鷹
場
の
情
報
を
加
え
た
、い
わ
ば
再
利
用
図
と
考

　

三
つ
の
正
保
尾
張
国
絵
図

鷹場図 古城図 正保図
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え
ら
れ
ま
す
。
元
図
に
鷹
場
の
情
報
を
加
え
た
と
い
う
点

で
は「
鷹
場
図
」も
同
じ
で
す
。「
古
城
図
」は
愛
知
郡
・
春

日
井
郡
の
東
部
に「
○
○
御
林
」と
書
か
れ
た
丸
形
や
四
角

形
の
金
箔
が
貼
ら
れ
て
い
ま
す
が
、こ
れ
も
後
日
の
作
業
と

考
え
ら
れ
ま
す（
古
城
の
リ
ス
ト
は
保
留
に
し
ま
す
）。
結

局
こ
の
三
図
か
ら
鷹
場
・
御
林
・
古
城
の
情
報
を
省
く
と
、

三
図
と
も
ほ
ぼ
同
一
で
、こ
れ
が
正
保
国
絵
図
の
下
図
・
控

図
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
正
保
国
絵
図
に
つ
い

て
は
幕
府
の
統
一
し
た
仕
様
が
あ
り
、こ
の
三
図
が
ど
の
程

度
仕
様
を
守
っ
て
い
る
か
、次
に
検
討
し
ま
す
。

　
ま
ず
一
番
重
要
な
縮
尺
で
す
が
、幕
府
の
仕
様
で
は
六

寸
一
里
で
す
。
三
図
の
一
里
塚
と
一
里
塚
の
間
の
長
さ
を

測
る
と
、だ
い
た
い
十
八
㎝
で
幕
府
の
仕
様
を
守
っ
て
い

ま
す
。
と
こ
ろ
が
、幕
府
の
仕
様
で
は
隣
国（
尾
張
図
で

は
伊
勢
・
美
濃
・
三
河
）の
地
色
を
そ
れ
ぞ
れ
別
の
色
で
塗

り
分
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
三
図
と
も
こ
の

隣
国
色
分
が
施
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
街
道
が
国
境

を
越
え
る
箇
所
に
は
、国
境
か
ら
隣
国
の
一
番
近
い
村
ま

で
の
距
離
を
記
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、三
図
で
は

た
と
え
ば「
名
古
屋
城
下
壱
里
山
よ
り
内
津
道
濃
州
山
境

迄
五
里
弐
拾
八
丁
拾
間
」な
ど
と
、城
下
か
ら
国
境
ま
で
の

距
離
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ほ
か
に
も
三
図
は
多
く
の
点
で
幕
府
の
仕
様
と
異
な
っ

て
い
ま
す
が
、一
番
の
違
い
は
郡
分
け
の
方
法
で
す
。
図

中
に
多
数
散
在
し
て
い
る
小
判
型
は「
村
形
」と
い
っ
て
、

一
つ
の
村
を
表
し
、内
部
に
村
名
と
村
高
が
記
さ
れ
ま
す
。

幕
府
の
仕
様
で
は
、こ
の
村
形
内
に
郡
ご
と
に
変
え
た
色

を
塗
り
、郡
界
線
を
太
い
墨
線
で
描
く
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
た
と
え
ば
正
保
の
美
濃
国
絵
図
で
は
、美
濃
国
は

二
十
一
郡
な
の
で
、村
形
が
二
十
一
色
に
塗
り
分
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
加
え
て「
正
保
図
」・「
古
城
図
」（「
鷹
場
図
」

は
村
高
な
し
）で
は
、た
と
え
ば
村
高
が「
二
百
四
十
七
石

五
斗
三
升
九
合
」と
斗
升
合
の
単
位
ま
で
記
さ
れ
て
い
ま

す
が
、幕
府
は「
二
百
四
十
七
石
余
」と
表
示
せ
よ
、と
し

て
い
ま
す
。
墨
線
は
伊
勢
湾
や
木
曽
川
の
岸
に
描
か
れ
て

い
ま
す
が
、こ
れ
は
郡
界
線
で
は
な
く
堤
を
表
し
て
い
ま

す
。
堤
を
表
示
す
る
こ
と
は
幕
府
の
仕
様
に
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、福
田
新
田
・
常
滑
・
師
崎
の
海
岸
に「
吉
利
支

丹
遠
見
番
所
」が
あ
り
ま
す
が
、他
国
で
は「
異
国
船
遠
見

番
所
」と
な
る
の
が
一
般
的
で
す
。

　
以
上
の
よ
う
な
幕
府
の
仕
様
と
三
図
と
の
相
違
が
な
ぜ

お
こ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
縮
尺
な
ど
重
要
な
事
項
を
除

き
、実
は
幕
府
も
最
初
か
ら
仕
様
を
絵
図
元
に
示
し
た
わ
け

で
は
な
い
よ
う
で
す
。
む
し
ろ
絵
図
元
が
作
業
中
に
生
じ

た
疑
問
点
を
幕
府
に
問
い
合
わ
せ
、幕
府
も
そ
こ
で
初
め
て

仕
様
を
決
め
た
、と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

決
め
ら
れ
た
仕
様
は
当
然
各
絵
図
元
に
通
知
さ
れ
た
の
で

し
ょ
う
が
、ど
う
し
て
も
時
間
が
か
か
り
ま
す
。そ
の
た
め
、

絵
図
元
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
絵
図
が
作
成
さ
れ
た
の
で
す
。

た
だ
し
、絵
図
元
は
絵
図
が
完
成
に
近
づ
く
と
、幕
府
に
見

せ
て
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
幕
府
か

ら
絵
図
の
様
式
な
ど
の
間
違
い
を
指
摘
さ
れ
れ
ば
、絵
図
元

は
そ
れ
を
修
正
し
て
最
終
的
に
完
成
図
を
幕
府
に
献
上
し

ま
し
た
。
尾
張
国
絵
図
も
、献
上
図
は
仕
様
に
合
致
し
た
も

の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、こ
こ
で
新
た
な
疑
問
が

生
じ
ま
す
。
そ
れ
は
三
図
の
う
ち
一
枚
が
幕
府
の
チ
ェ
ッ

ク
を
受
け
た
図
だ
と
す
れ
ば
、当
然
幕
府
か
ら
仕
様
と
違
う

点
を
指
摘
さ
れ
る
は
ず
で
す
。
す
る
と
あ
と
の
二
枚
が
ど

う
し
て
仕
様
に
合
致
し
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　
正
保
の
次
の
元
禄
の
国
絵
図
に
な
る
と
、幕
府
の
仕
様
が

絵
図
元
に
徹
底
さ
れ
、現
存
す
る
国
絵
図
で
仕
様
に
あ
わ
な

い
も
の
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
完
成
図
を

描
い
た
の
は
、幕
府
御
用
の
狩
野
派
の
絵
師
た
ち
で
、仕
様

に
合
わ
な
い
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
元
禄
尾
張
国
絵
図
は

幕
府
に
献
上
し
た
図
と
同
一
の
控
図
が
、愛
知
県
図
書
館
に

所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、様
式
が
統
一
さ
れ
た
元
禄

図
よ
り
、仕
様
に
あ
わ
な
い
正
保
図
の
ほ
う
が
、研
究
対
象

と
し
て
ず
っ
と
お
も
し
ろ
い
と
思
い
ま
す
。

　（
学
芸
員
　
種
田
祐
司
）

正保図（部分）

B

D

C

E A

F
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尾
張
藩
主
の
ポ
ケ
ッ
ト
版
幕
府
行
事
作
法

マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
る
。
書
名
の「
宗
廟
」は
、王

宮
の
正
殿
、政
治
を
行
う
所
を
さ
し
、「
朝
庭
」

は
、王
と
臣
下
が
一
堂
に
会
し
て
儀
式
を
行
う

場
を
い
う
。
江
戸
城
本
丸
御
殿
、幕
府
の
政
庁

で
お
こ
な
わ
れ
る
儀
式
の
作
法
を
意
味
す
る
。

　
内
容
は
、幕
閣
と
在
府
の
諸
大
名
が
一
堂
に

参
列
す
る
年
賀
・
五
節
句
な
ど
の
公
式
行
事
、

参
府
・
御
暇
な
ど
の
将
軍
謁
見
に
際
し
て
、江

戸
城
大
広
間
等
に
お
け
る
席
次
と
尾
張
藩
主

が
取
る
べ
き
行
動
を
役
職
別
に
色
分
け
さ
れ

た
三
角
の
色
紙
に
よ
っ
て
示
し
、行
動
順
の
解

説
が
付
さ
れ
た
五
十
六
枚
の
図
に
目
録
、月
別

行
事
一
覧
、色
分
の
凡
例
が
付
属
す
る
。
い
ず

れ
も
縦
六
折
、横
三
折
で
同
じ
大
き
さ
に
折
っ

て
表
紙（
一
〇
・
八
×
七
・
三
㎝
）
を
付
け
、

十
五
枚
ご
と
に
帙
に
入
れ
、二
重
の
箱
に
納
め

ら
れ
て
い
る
。

　
本
書
の
持
ち
主
で
あ
り
製
作
者
は
尾
張

家
十
四
代
慶よ

し

恕く
み（
の
ち
慶
勝
　
一
八
二
四
～

八
三
）で
あ
る
。
二
重
箱
の
外
箱
の
蓋
裏
に「
安

政
丁
巳
春
於
東
武
出
来
　
慶
恕
自
製
」と
あ
る
。

箱
・
帙
・
表
紙
の
文
字
も
解
説
も
す
べ
て
自
筆
、

装
丁
も
慶
恕
自
ら
の
製
作
で
あ
ろ
う
。

　
本
図
が
製
作
さ
れ
た
安
政
四
年（
一
八
五
七
）

春
、慶
恕
は
二
度
目
の
参
府
で
江
戸
に
い
た
。

藩
政
改
革
に
着
手
し
、幕
府
宛
の
対
外
政
策
建

白
書
提
出
な
ど
、次
第
に
中
央
政
界
で
の
発
言

力
を
強
化
し
つ
つ
あ
っ
た
時
期
に
あ
た
る
。

　
表
紙
は
、国
元
へ
の
帰
国
に
際
し
て
江
戸
城

中
奥
、将
軍
御
座
之
間
で
御
暇
の
挨
拶
に
将
軍

に
謁
見
す
る
際
の
図
で
あ
る
。
朱
紙
は
三
家
、

紺
紙
は
老
中
、紺
紙
に
茶
紙
は
若
年
寄
の
動
き

を
示
し
、朱
書
の
行
動
順
の
解
説
に
加
え
、上

段
墨
書
の「
御
暇
」に
関
わ
る
定
例
事
項
の
メ
モ

に
は
、前
回
の
帰
国
時
、嘉
永
四
年（
一
八
五
一
）

二
月
に
老
中
松
平
乗の

り

全や
す

か
ら
受
け
た
指
示
も

記
さ
れ
て
い
る
。

　
激
動
す
る
幕
末
期
、尾
張
藩
の
命
運
を
決

し
、維
新
の
政
局
を
乗
り
切
っ
た
慶
勝
の
繊
細

か
つ
几
帳
面
な
一
面
を
示
す
蔵
書
で
あ
る
。

宗
廟
朝
庭
之
礼

『宗廟朝庭之礼』　外箱蓋裏墨書


