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術
館
に
は
、
江
戸
時
代
前
期
に
在
位
し
た

東
山
天
皇
の
ご
即
位
の
様
子
を
描
い
た
屏

風
や
、
徳
川
家
康
の
孫
で
、
後
水
尾
天
皇

に
入
内
し
、
朝
廷
と
武
家
を
結
ぶ
役
割
を

果
た
し
た
東
福
門
院
（
徳
川
和
子
）
の
像

な
ど
が
展
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

東
京
の
皇
居
で
行
わ
れ
た
今
上
天
皇
の

即
位
礼
で
は
、
現
在
も
京
都
御
所
紫
宸
殿

◆
所　

西
村
さ
ん
は
、
お
母
さ
ま
が
ご
奉

仕
な
さ
っ
た
こ
ろ
と
、
今
回
を
比
較
し
て

若
干
違
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
と
言
わ
れ
ま

に
あ
る
高
御
座
を
使
い
ま
し
た
。
即
位
礼

の
会
場
模
型
が
並
ぶ
会
場
に
お
り
ま
す

と
、
高
御
座
を
分
解
し
、
空
輸
し
て
皇
居

の
会
場
に
運
び
、
即
位
礼
が
終
わ
っ
た
後

に
は
京
都
に
戻
さ
れ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
思
い
出
し
、
皇
位
継
承
と
い
う
儀
式

が
一
目
で
よ
く
理
解
で
き
、
整
然
と
儀
式

が
進
む
様
子
が
思
い
浮
か
ぶ
の
で
、
悠
久

の
時
間
を
一
瞬
で
飛
び
越
え
る
よ
う
な
感

覚
に
な
り
ま
す
。
来
場
者
の
方
も
、
こ
こ

に
い
る
と
す
ご
く
気
持
ち
が
安
ら
ぐ
と

お
っ
し
ゃ
る
方
が
お
ら
れ
ま
す
。

　

皆
さ
ん
、
連
綿
と
続
く
皇
室
の
長
い
歴

史
そ
の
も
の
に
感
動
さ
れ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

し
た
。
そ
う
い
う
違
い
も
踏
ま
え
て
、
斎

王
代
を
お
受
け
に
な
る
と
決
ま
っ
て
か

ら
、
ど
ん
な
心
掛
け
で
ご
準
備
を
な
さ
っ

て
こ
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

◆
西
村　

斎
王
代
の
お
話
を
い
た
だ
い
て

か
ら
時
間
を
置
か
ず
御
禊
の
儀
が
あ
っ
た

の
で
す
が
、
神
事
で
す
の
で
当
日
ま
で
は

練
習
な
ど
は
何
も
な
い
の
で
す
。
母
親
か

ら
は
、
ま
ず
気
持
ち
を
し
っ
か
り
と
持
つ

こ
と
を
ア
ド
バ
イ
ス
さ
れ
、
健
康
管
理
な

ど
も
含
め
て
い
ろ
い
ろ
教
え
て
も
ら
い
ま

し
た
。
天
皇
家
の
お
嬢
様
や
お
孫
様
の
代

理
で
ご
奉
仕
す
る
の
が
斎
王
代
で
す
の

で
、
気
持
ち
を
落
ち
着
け
、
り
ん
と
し
た

表
情
で
、
し
っ
か
り
と
お
役
目
を
果
た
す

と
い
う
こ
と
を
、
御
禊
の
儀
な
ど
の
前
儀

か
ら
本
番
当
日
ま
で
の
期
間
中
、
ず
っ
と

心
掛
け
て
き
ま
し
た
。

◆
所　

五
島
先
生
は
、
祇
園
祭
に
触
れ
ら

れ
、
宮
廷
文
化
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関

係
が
あ
る
と
い
う
ご
指
摘
で
し
た
ね
。

◆
五
島　

祇
園
祭
の
起
源
は
平
安
時
代
に

さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
そ
の
後
南
北
朝
時
代

ご
ろ
に
に
な
っ
て
、
山
鉾
が
登
場
し
、
町

衆
た
ち
が
受
け
継
い
で
き
た
祭
り
で
す
。

室
町
時
代
に
な
り
ま
す
と
天
皇
や
上
皇
、

将
軍
も
祇
園
祭
の
山
鉾
を
見
物
し
た
い
と

希
望
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
ん
な

と
き
は
下
京
の
町
の
人
た
ち
が
山
鉾
を
、

御
所
の
あ
る
上
京
ま
で
曳
い
て
行
っ
て
お

見
せ
し
た
そ
う
で
す
。
天
皇
は
、
そ
れ
を

見
る
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
皇
居
の
築
地
塀
を

壊
さ
れ
た
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
残
っ
て
い

ま
す
。

◆
所　

坂
本
さ
ん
か
ら
も
、
多
く
の
有
志

と
活
動
を
し
て
来
ら
れ
て
気
づ
か
れ
た
こ

文
化
の
中
心
地
は
京
都
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と
等
、
何
か
補
足
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
願

い
し
ま
す
。

◆
坂
本　

私
た
ち
は
、
所
先
生
に
も
お
越

し
い
た
だ
い
て
、
双
京
構
想
の
勉
強
会
を

行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
双
京
構
想
の
推

進
に
つ
い
て
ま
だ
具
体
的
に
活
動
し
て
い

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今
後
、
何

か
お
手
伝
い
が
で
き
な
い
か
と
考
え
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

◆
所　

京
都
御
所
に
御
物
（
ぎ
ょ
ぶ
つ
）

の
図
書
館
が
あ
る
こ
と
を
ご
存
じ
で
し
ょ

　

極
め
て
個
人
的
な
意
見
を
述
べ
る
こ
と

を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
私

は
天
皇
陛
下
に
京
都
へ
戻
っ
て
き
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は

京
都
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
の
国

の
在
り
方
と
し
て
重
要
な
こ
と
で
す
。
経

済
・
政
治
は
東
京
が
中
心
で
す
が
、
文
化

の
中
心
地
は
京
都
が
担
う
と
い
う
の
は
極

め
て
自
然
の
流
れ
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
も
し
双
京
構
想
が
具
体
的
に
進
む
よ

う
で
あ
れ
ば
、
大
事
な
の
は
国
民
、
と
り

わ
け
京
都
市
民
が
皇
室
の
方
々
に
対
し

て
「
ぜ
ひ
お
戻
り
く
だ
さ
い
。
喜
ん
で
歓

迎
致
し
ま
す
」
と
い
う
気
持
ち
を
表
す

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。

う
か
。
正
式
に
は
東
山
御
文
庫
と
申
し
ま

す
。
こ
こ
に
は
皇
室
に
代
々
伝
え
ら
れ
る

大
変
貴
重
な
超
国
宝
級
の
古
文
書
や
古
絵

図
な
ど
が
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
毎
年
10

月
下
旬
か
ら
11
月
上
旬
に
か
け
て
虫
干
し

も
行
わ
れ
ま
す
が
、「
勅
封
」
と
言
い
ま

し
て
、
天
皇
の
お
許
し
が
な
け
れ
ば
開
け

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
奈
良
の
正
倉
院

も
同
じ
制
度
で
管
理
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
東
山
御
文
庫
の
収
蔵
品
を
一
般
に

公
開
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
が
、
そ
の

複
製
品
や
デ
ジ
タ
ル
画
像
な
ど
を
広
く
見

て
い
た
だ
け
る
機
会
を
作
っ
て
い
た
だ
け

た
ら
、
あ
り
が
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

あ
の
15
代
将
軍
か
ら
明
治
天
皇
に
大
政

が
奉
還
さ
れ
た
翌
年
（
１
８
６
８
年
）、

「
明
治
」
と
改
元
さ
れ
て
か
ら
再
来
年

（
２
０
１
８
年
）
で
満
１
５
０
年
と
な
り

ま
す
。
そ
の
明
治
元
年
３
月
、
明
治
天
皇

の
も
と
で
新
政
府
の
基
本
方
針
「
五
箇
条

の
御
誓
文
」
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
誓
約
儀
式
は
、
京
都
御
所
の
紫
宸

殿
に
天
神
地
祇
を
祀
り
、
明
治
天
皇
の
前

明
治
改
元
か
ら
１
５
０
年
を
機
に
新
展
開
を




