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企画展『矢作川―川と人の歴史』展示のシーボルトコレクション矢作橋模型（中央が筆者）

　

今
年
三
月
で
美
術
博
物
館
で
の
私
の
学
芸
員
活
動
が

終
了
す
る
。
三
河
武
士
の
や
か
た
家
康
館
時
代
を
含
め

れ
ば
四
十
二
年
間
、
岡
崎
市
で
学
芸
員
と
し
て
活
動
し

て
き
た
。
市
に
奉
職
し
た
翌
年
の
昭
和
五
十
七
年
十
一

月
、
三
河
武
士
の
や
か
た
家
康
館
を
開
館
さ
せ
、
は
か

ら
ず
も
そ
の
翌
年
は
滝
田
栄
主
演
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ

マ
徳
川
家
康
の
放
映
に
よ
り
観
光
客
が
急
増
、家
康
ブ
ー

ム
の
渦
中
の
な
か
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
今
度
の
Ｎ
Ｈ

Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
で
の
家
康
ブ
ー
ム
。
家
康
に
始
ま
り
、

家
康
で
終
わ
る
の
も
、
家
康
と
の
因
縁
を
感
じ
る
。

　

学
芸
員
人
生
の
な
か
で
、
励
ん
で
き
た
こ
と
に
地
域

資
料
の
収
集
、
調
査
、
研
究
が
あ
る
。
地
方
の
博
物
館

学
芸
員
に
と
っ
て
、
地
域
資
料
に
向
き
合
う
こ
と
は
当

然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
。

　

地
域
資
料
か
ら
、
岡
崎
の
地
域
史
、
さ
ら
に
は
三
河

の
地
域
史
へ
と
目
を
向
け
る
こ
と
に
な
っ
た
き
っ
か
け

は
、
平
成
十
一
年
、
美
術
博
物
館
に
お
い
て
開
催
し
た

企
画
展
「
矢
作
川
―
川
と
人
の
歴
史
」
で
あ
る
。
矢
作

川
の
舟
運
・
洪
水
・
歴
史
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る

が
、
な
か
で
も
舟
運
を
通
じ
て
の
人
と
人
の
繋
が
り
に

焦
点
を
あ
て
た
も
の
で
あ
っ
た
。
河
川
の
物
流
を
通
じ

て
上
流
域
の
足
助
と
下
流
の
平
坂
、
そ
の
間
に
位
置
す

る
岡
崎
の
人
々
に
交
流
が
あ
り
、
そ
の
繋
が
り
に
よ
り

足
助
や
岡
崎
の
商
人
た
ち
が
矢
作
川
河
口
の
新
田
開
発

に
資
本
を
投
ず
る
こ
と
は
驚
き
で
あ
り
、
伝
え
た
か
っ

た
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
企
画
展
に
よ
り
、
矢
作
川
を
通
じ
て
の
人
と
人

の
交
流
に
興
味
を
も
ち
、
矢
作
川
の
舟
運
が
近
世
岡
崎

の
発
展
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
と
考
え
る
よ
う
に

な
っ
た
。
持
論
で
あ
る
が
、
近
世
岡
崎
繁
栄
の
要
因
は
、

①
政
治
の
拠
点
で
あ
る
岡
崎
藩
と
城
、
②
東
西
交
通
・

流
通
の
東
海
道
宿
場
、
③
南
北
物
流
の
動
脈
で
あ
る
矢

作
川
、
こ
の
三
つ
の
存
在
に
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
考

え
に
今
で
も
揺
る
ぎ
は
な
い
。
こ
こ
に
到
達
し
た
背
景

に
は
、
矢
作
川
展
以
前
か
ら
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
愛

知
県
史
編
さ
ん
で
の
調
査
の
経
験
が
あ
る
。

　

愛
知
県
史
で
調
査
員
と
し
て
三
河
各
地
に
赴
き
感
じ

た
こ
と
は
、
近
世
岡
崎
の
情
報
発
信
力
の
高
さ
で
あ
る
。

西
三
河
南
北
へ
の
情
報
伝
達
は
岡
崎
の
飛
脚
問
屋
を
通

じ
て
行
わ
れ
る
。
矢
作
川
流
域
の
物
流
に
お
け
る
岡
崎

の
商
人
の
介
在
や
、
俳
人
鶴
田
卓
池
の
資
料
が
各
地
で

見
ら
れ
こ
と
な
ど
、
岡
崎
に
関
わ
る
資
料
に
出
会
う
た

び
に
、
西
三
河
の
政
治
・
経
済
・
文
化
の
中
心
地
岡
崎
、

と
の
思
い
を
強
く
し
た
。
広
域
的
に
地
域
資
料
を
み
る

こ
と
で
掴
ん
だ
実
感
で
あ
る
。
こ
の
近
世
岡
崎
が
も
つ

活
力
の
高
さ
を
少
し
で
も
美
術
博
物
館
の
企
画
展
な
ど

で
紹
介
し
よ
う
と
い
う
の
が
活
動
の
原
点
に
あ
っ
た
。

　

学
芸
員
活
動
で
力
を
入
れ
て
き
た
こ
と
に
岡
崎
城
絵

図
の
収
集
が
あ
る
。
三
河
武
士
の
や
か
た
家
康
館
時
代

を
含
め
て
購
入
・
寄
附
な
ど
に
よ
り
集
め
た
絵
図
は

一
〇
点
を
越
え
る
。
多
く
の
絵
図
を
集
め
、
比
較
す
る

こ
と
で
城
郭
の
編
年
化
が
可
能
と
な
り
、
文
献
資
料
で

は
把
握
で
き
な
い
城
郭
と
城
下
町
の
推
移
の
一
端
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
絵
図
の
な
か
に
は
類
似

の
絵
図
が
い
く
つ
も
あ
り
、
同
じ
よ
う
な
絵
図
は
買
わ

な
く
て
も
い
い
の
で
な
い
か
と
言
わ
れ
た
が
、
相
違
点

地
域
資
料
の
探
求

堀
江
　
登
志
実
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が
一
か
所
で
も
あ
れ
ば
、
購
入
に
踏
み
切
っ
た
。
そ
の

相
違
点
が
大
事
な
の
で
あ
る
。
前
後
を
推
定
、
編
年
化

が
可
能
に
な
る
。
集
ま
っ
た
絵
図
は
、
美
術
博
物
館
な

ど
の
展
示
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
に
よ
る
岡
崎
城
の
発

掘
、
岡
崎
城
基
本
整
備
計
画
策
定
な
ど
に
活
用
さ
れ
て

お
り
、
う
れ
し
く
思
う
。

　

岡
崎
城
絵
図
と
と
も
に
岡
崎
藩
の
藩
政
資
料
収
集
に

も
時
間
を
割
い
て
き
た
。
藩
家
老
中
根
家
の
子
孫
で
あ

る
中
根
忠
之
さ
ん
宅
に
大
量
の
資
料
が
残
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
平
成
九
年
に
判
明
、
岡
崎
市
で
調
査
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
同
年
か
ら
十
三
年
ま
で
六
回
、
毎
年
の
よ

う
に
九
州
大
分
市
の
中
根
宅
に
赴
き
調
査
を
行
っ
た
。

調
査
に
は
新
行
紀
一
先
生
に
も
御
同
行
い
た
だ
い
た
ほ

か
、
美
術
博
物
館
職
員
の
多
く
が
参
加
、
写
真
撮
影
を

行
っ
た
。
度
々
の
調
査
に
、
お
相
手
い
た
だ
い
た
中
根

さ
ん
、
昼
食
も
用
意
い
た
だ
く
な
ど
、
こ
こ
で
の
体
験

は
生
涯
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
調
査
の

成
果
は
、
平
成
十
四
年
と
十
八
年
に
刊
行
し
た
岡
崎
市

史
料
叢
書
『
中
根
家
文
書
』
上
・
下
、
二
巻
に
結
実
し

て
い
る
。
さ
ら
に
、
平
成
十
九
年
に
は
こ
の
刊
行
を
記

念
し
て
、
中
根
忠
容
の
岡
崎
藩
財
政
改
革
を
テ
ー
マ
と

し
た
企
画
展
「
隼
人
が
ゆ
く
」
を
開
催
し
た
。
開
会
式

に
中
根
さ
ん
夫
妻
を
お
迎
え
で
き
た
の
は
大
き
な
喜
び

で
あ
っ
た
。
人
と
人
の
繋
が
り
が
学
芸
員
の
力
と
な
り

そ
の
活
動
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

昭
和
六
十
二
年
か
ら
平
成
三
年
ま
で
の
四
年
間
を
か

け
て
三
河
の
秋
葉
山
常
夜
燈
を
調
査
し
た
こ
と
が
あ

る
。
三
河
全
域
で
八
〇
〇
点
近
い
常
夜
灯
の
存
在
を
確

認
し
、『
三
河
地
域
史
研
究
』
や
『
岡
崎
市
史
研
究
』

に
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
。
秋
葉
山
常
夜
燈
は
火
伏
の

秋
葉
信
仰
に
よ
り
建
立
さ
れ
る
も
の
で
、
人
が
行
き
交

う
町
・
村
の
中
心
地
、
道
路
三
叉
路
、
寺
の
門
前
な
ど

に
建
立
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
岡
崎
市
で
仕
事

を
始
め
た
頃
、
岐
阜
市
出
身
の
私
に
と
っ
て
町
と
村
の

な
か
に
立
つ
常
夜
燈
は
奇
異
に
映
っ
た
。
美
濃
に
は
な

い
景
観
で
あ
っ
た
こ
と
が
興
味
を
引
い
た
。
調
査
を
す

る
こ
と
で
、「
村
中
安
全
」「
町
内
安
全
」
な
ど
と
刻
ま

れ
た
常
夜
燈
に
は
、
鎮
守
と
し
て
「
秋
葉
山
」
の
神
を

祀
る
近
世
の
人
々
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
感
じ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
調
査
の
経
験
は
、
平
成

二
十
九
年
の
美
術
博
物
館
の
企
画
展
「
三
河
の
秋
葉
信

仰　

火
伏
の
神
の
系
譜
」
の
開
催
に
活
か
さ
れ
た
。
同

展
の
開
催
に
あ
た
り
写
真
撮
影
で
、
三
十
年
ぶ
り
に
常

夜
燈
の
現
地
を
訪
れ
る
と
、
場
所
を
移
動
し
た
り
、
処

分
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
三
河
で

も
最
大
規
模
と
な
る
碧
南
市
志
貴
町
妙
福
寺
前
の
秋
葉

山
常
夜
燈
が
消
え
て
い
る
の
に
は
驚
愕
し
た
。
道
路
わ

き
に
立
つ
秋
葉
山
常
夜
燈
は
、道
路
拡
幅
、開
発
に
よ
り
、

少
な
か
ら
ず
移
動
さ
せ
ら
れ
る
運
命
に
あ
る
。

　

秋
葉
山
常
夜
燈
に
は
岡
崎
石
工
の
作
者
銘
を
刻
む
も

の
が
あ
る
。
銘
の
あ
る
常
夜
燈
は
、
特
注
品
で
、
大
規

模
で
、
均
整
の
と
れ
た
姿
を
呈
す
る
も
の
が
多
く
、
岡

崎
石
工
の
技
術
の
高
さ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

石
都
岡
崎
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
岡
崎
市
は
石
工
業
が
近

世
以
来
盛
ん
で
、
燈
篭
の
ほ
か
、
鳥
居
、
石
仏
、
墓
石
、

石
碑
な
ど
多
く
の
石
造
物
が
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
石
造
物
は
、
秋
葉
山
常
夜
燈
の
例
の
よ
う
に

失
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
墓
誌
銘
に
は
岡
崎
藩
の
藩
儒
が
関

わ
っ
た
情
報
豊
か
な
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
墓
じ
ま

い
な
ど
で
存
続
の
危
機
に
あ
る
。
岡
崎
の
石
造
物
の
調

査
と
保
存
は
緊
急
の
課
題
で
あ
る
。

　

地
域
資
料
、
地
域
史
の
究
明
・
探
求
は
時
間
の
か
か

る
地
道
な
作
業
で
あ
る
。
し
か
し
、
お
も
し
ろ
く
尽
き

る
こ
と
が
な
い
。
地
域
資
料
に
真
摯
に
取
り
組
む
こ
と

は
、
将
来
の
美
術
博
物
館
、
さ
ら
に
は
岡
崎
市
発
展
の

礎
に
つ
な
が
る
も
の
と
確
信
し
て
い
る
。

大分市中根宅での調査風景（平成 10 年 10 月）
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徳
川
家
康
は
な
る
べ
く
し
て
天
下
人
に
な
っ
た
の
で
は

な
い
。
い
か
に
し
て
戦
国
乱
世
を
駆
け
抜
け
、
そ
の
後

二
六
〇
年
続
く
泰
平
の
世
の
礎
を
築
い
た
の
か
。
様
々
な

危
機
に
直
面
し
て
、
時
に
は
失
敗
し
、
時
に
は
運
も
味
方

に
つ
け
な
が
ら
、
予
測
の
つ
か
な
い
戦
国
に
立
ち
向
か
っ

た
家
康
、
そ
の
生
涯
を
描
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
織
田
信
長
・
武
田
信
玄
・
徳
川
四
天
王
な
ど
、

家
康
に
多
く
の
影
響
を
与
え
た
人
物
に
関
係
す
る
品
々
も

交
え
な
が
ら
、
家
康
が
生
き
た
戦
国
乱
世
の
世
界
に
迫
り

ま
す
。
全
国
各
地
よ
り
厳
選
を
重
ね
た
優
品
を
と
お
し
て
、

家
康
が
そ
の
人
生
で
直
面
し
た
「
ど
う
す
る
？
」
を
紐
解

い
て
い
き
ま
す
。

　

今
回
は
、
本
展
覧
会
で
出
品
す
る
多
く
の
品
々
の
中
か
ら

二
点
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

数
々
の
武
者
の
も
と
、
戦
国
を
見
届
け
た
刀
【
写
真
①
】

　

備
前
長
船
の
刀
工
で
あ
る
長な

が

光み
つ

の
作
で
あ
る
太
刀
で
、

＂
大だ

い
は
ん
に
ゃ

般
若
＂
の
異
名
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
室
町
時
代
、
本

作
が
六
百
貫
文
と
い
う
破
格
の
値
段
が
付
け
ら
れ
た
こ
と

か
ら
、
六
百
巻
か
ら
成
る
大
般
若
経
に
ち
な
ん
で
名
付
け

ら
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
値
段
も
頷
け
る
よ
う
な
優
美
な

刃
紋
、
豪
壮
な
姿
で
、
備
前
長
船
鍛
冶
の
基
礎
を
築
い
た

関
白
・
左
大
臣
を
務
め
た
公
家

で
あ
り
な
が
ら
戦
国
の
武
将
た

ち
と
積
極
的
に
か
か
わ
り
を

も
っ
た
人
物
で
、
家
康
が
従
五

位
下
三
河
守
に
叙
任
さ
れ
る
際

に
は
朝
廷
へ
の
働
き
か
け
を

行
っ
て
お
り
、
家
康
と
も
交
流

が
あ
り
ま
し
た
。

　

今
回
紹
介
す
る
の
は
、
前
久

が
息
子
信の

ぶ

伊た
だ

に
宛
て
た
、
関
ヶ

原
の
戦
い
か
ら
五
日
後
の
慶
長

五
年
（
一
六
〇
〇
）
九
月
二
十

日
の
書
状
で
す
。
こ
の
な
か
に

は
、
関
ヶ
原
の
戦
い
の
三
日
後

（
九
月
十
八
日
）
の
夕
方
、
と

あ
る
人
物
が
前
久
の
も
と
を
訪

ね
て
語
っ
た
、
関
ヶ
原
の
戦
い

当
日
の
進
軍
状
況
だ
け
で
な

く
、
そ
の
前
後
の
様
子
ま
で
記

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

従
来
の
説
で
は
、
石
田
三
成

軍
と
家
康
軍
が
一
進
一
退
の
攻

防
を
繰
り
広
げ
、
長
時
間
の
戦

い
の
末
に
勝
敗
が
決
し
た
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

こ
の
前
久
の
書
状
に
は
家
康
の

軍
勢
が
即
時
に
攻
撃
し
て
大
勝

利
を
収
め
た
と
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
家
康
は
毛
利
輝
元

家
臣
の
吉
川
広
家
に
対
し
て
、

毛
利
輝
元
の
知
行
分
を
確
約
す

る
こ
と
を
条
件
に
、
家
康
に
味

方
す
る
よ
う
に
交
渉
を
し
て
い

長
光
の
代
表
作
と
し
て
名
高
い

一
口
で
す
。

　

も
と
は
室
町
幕
府
第
十
三
代

将
軍
足
利
義よ

し

輝て
る

の
佩
刀
で
し
た

が
、
義
輝
よ
り
重
臣
の
三み

好よ
し

長な
が

慶よ
し

に
下
賜
さ
れ
、
そ
の
後
、
織

田
信
長
の
手
に
渡
り
ま
し
た
。

 

元
亀
元
年
（
一
五
七
〇
）、
浅

井
・
朝
倉
連
合
軍
を
信
長
が

破
っ
た
姉
川
の
合
戦
に
家
康
は

参
戦
し
ま
す
。
そ
の
と
き
の
お

礼
と
し
て
、
家
康
は
信
長
か
ら

こ
の
太
刀
を
譲
り
受
け
ま
し

た
。
そ
し
て
そ
の
後
、
長
篠
合

戦
に
お
い
て
、
長
篠
城
を
武
田

勝
頼
軍
の
包
囲
か
ら
守
り
抜
い

た
奥
平
信
昌
へ
と
、
そ
の
功
績

を
讃
え
て
家
康
か
ら
贈
ら
れ
ま

し
た
。

　

時
の
有
力
者
の
手
元
で
愛
さ

れ
、
そ
し
て
贈
答
品
と
し
て
の

役
割
を
果
た
し
た
優
美
な
太
刀

を
、
じ
っ
く
り
と
ご
覧
く
だ
さ

い
。

戦
国
を
生
き
た
公
家
の
情
報
力

が
ス
ゴ
す
ぎ
！
【
写
真
②
】

　

戦
国
時
代
の
公
家
で
、
近こ
の
え衞

前さ
き

久ひ
さ

の
存
在
を
み
な
さ
ま
は
ご

存
知
で
し
ょ
う
か
。
二
〇
二
〇

年
の
大
河
ド
ラ
マ
「
麒
麟
が
く

る
」
の
な
か
で
は
そ
の
活
躍
が

描
か
れ
、「
前さ

き

様さ
ま

」
の
愛
称
で

話
題
に
な
り
ま
し
た
。
前
久
は

EXHIBITIONEXHIBITION

会期　令和５年７月１日（土）～８月２０日（土）会期　令和５年７月１日（土）～８月２０日（土）

山 下 　 葵山 下 　 葵

NHK 大河ドラマ特別展NHK 大河ドラマ特別展

ど う す る 家 康

写真①　国宝　太刀　銘　長光（号　大般若長光）　東京国立博物館
　　　　Image：TNM Image Archives

写真②　近衞前久書状　近衞信伊宛　慶長五年九月二十日　京都・陽明文庫
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た
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

当
時
家
康
は
毛
利
陣
営
の
切
り
崩
し
に

躍
起
に
な
っ
て
お
り
、
破
格
の
条
件
提

示
で
吉
川
広
家
を
味
方
に
つ
け
よ
う
と

し
て
い
た
の
で
す
。
戦
い
直
前
の
ギ
リ

ギ
リ
ま
で
の
交
渉
が
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
を
リ
ア
ル
に
伝
え
て
く
れ
る
内
容
で

す
。

　

ス
マ
ホ
も
ネ
ッ
ト
も
な
い
時
代
に
、

た
っ
た
の
三
日
で
こ
こ
ま
で
の
情
報
収

集
を
し
て
い
た
と
は
驚
き
で
す
。
ま
だ

ま
だ
興
味
深
い
＂
関
ヶ
原
情
報
＂
が
満

載
で
す
が
…
そ
れ
は
展
覧
会
で
の
お
楽

し
み
に
。
研
究
の
最
前
線
で
も
注
目
さ

れ
て
い
る
前
久
の
情
報
力
を
、
ぜ
ひ
そ

の
目
で
お
確
か
め
く
だ
さ
い
。

　

歴
史
フ
ァ
ン
の
方
、
当
館
の
常
連
さ

ま
は
も
ち
ろ
ん
、
大
河
ド
ラ
マ
を
見
て

歴
史
に
興
味
を
持
っ
た
方
、
歴
史
は
そ

ん
な
に
得
意
で
は
な
い
け
ど
、
大
河
ド

ラ
マ
の
盛
り
あ
が
り
が
少
し
気
に
な
っ

て
い
る
方
。
そ
ん
な
す
べ
て
の
皆
様
に

楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
展
覧
会
に
な
っ

て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
皆
様
に
足
を

運
ん
で
い
た
だ
け
る
き
っ
か
け
に
な
る

よ
う
な
、
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
ご
用
意

し
て
お
り
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
大
河
ド
ラ
マ
「
ど
う
す
る
家

康
」
の
世
界
を
ド
ラ
マ
と
は
違
っ
た
角

度
か
ら
ご
体
感
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
夏
、
美
博
に
行
く
？

EVENT INFORMATION

講 演 会

ワ ー ク シ ョ ッ プ

スペシャルギャラリートーク ギ ャ ラ リ ー ト ー ク

申込方法―イベントすべて共通
◇あいち電子申請（ネット申込）は当館 HP から
◇はがきでの申込

ハガキ裏面に希望のイベント名（講演会は番号も）、参加者の郵便番号・住所・氏名・電話番
号を明記のうえ、お申込みください。＊参加者１名につき１応募（はがきまたは電子申請）のみ。
＊１枚のはがきで複数のイベントの申込ができます（応募多数の場合は抽選）。

申込締切　６月８日（木）必着
申 込 先　〒 444-0002 岡崎市高隆寺町峠１　岡崎市美術博物館　「どうする家康」イベント係

講演会共通
会場：当館１階セミナールーム（予定）　　開場：午後１時 30 分　　定員：70 名　　料金：無料

①家康と忠勝
講師：平野明夫氏（國學院大學講師）
日時：７月８日(土)　午後２時～４時
　　＊３時30分～村岡幹生氏によるコメント

心とからだを整える アロマテラピー
天然精油で手のひらサイズのアロマ作り

講師：aromanomori　森恵美氏
日時：７月15日(土)　午後２時30分～４時30分
会場：館内レストラン　YOUR TABLE
定員：20名（小学校３年生以下は保護者同伴）
料金：2,000円（ワンドリンク＋ケーキ付）

本展企画委員による、刀剣“だけ”の説明会！
講師：髙橋哲也氏（静岡市美術館学芸員）
日時：７月30日(日)　午後２時～３時
会場：当館展示室
定員：20名
料金：無料（ただし当日の観覧チケットが必要です）

③元亀・天正争乱と徳川家康
講師：平山優氏（歴史学者・大河ドラマ時代考証）
日時：７月23日(日)　午後２時～３時30分

②天文16年の竹千代をめぐる織田・今川
講師：村岡幹生氏（中京大学名誉教授）
日時：７月９日(日) 　午後２時～４時
　　＊３時30分～平野明夫氏によるコメント

ジブンだけの花押、ホシくない？
花押を知り、自分だけの花押を作れます！

講師：当館学芸員
日時：８月13日(日)　午後２時～３時30分
会場：当館１階セミナールーム
定員：20名
料金：無料

展覧会担当者が見どころを解説！
講師：当館学芸員
日時：７月17日(月・祝)、７月29日(土) 、
　　８月６日(日)、８月17日(木)
　　各午後２時～３時
会場：当館展示室
定員：20名
料金：無料（ただし当日の観覧チケットが必要です）

④家康の「国家」戦略
講師：柴裕之氏（東洋大学非常勤講師・大河ドラマ時代考証）
日時：８月11日(金･祝)　午後２時～３時30分

ど
う
す
る
？
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置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
安
綱
は
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）

に
六
七
歳
で
死
去
し
た
と
あ
る
の
で
、
安
綱
の
生
年
は
永

禄
元
年
で
元
網
と
同
じ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
安
綱

と
元
綱
の
間
に
は
女
子
四
人
・
男
子
一
人
が
い
る
の
で
、

『
寛
政
譜
』
に
お
い
て
元
網
の
生
年
は
永
禄
元
年
以
降
と
な

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。『
寛
政
譜
』
と
「
略
系
覚
記
」
の

い
ず
れ
が
正
し
い
か
（
も
し
く
は
両
方
と
も
間
違
っ
て
い

る
か
）
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
永
禄
元
年
よ
り
遡
ら
な

い
こ
と
は
一
致
し
て
い
る
。
さ
す
れ
ば
、
松
下
元
綱
の
永

禄
九
年
附
属
は
事
実
で
は
な
い
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　

さ
ら
に
『
寛
政
譜
』
に
は
、
松
下
家
の
他
に
も
永
禄
九

年
附
属
と
は
異
な
る
来
歴
を
記
す
家
が
あ
る
。
桜
井
庄
之

助
勝
成
は
、「
天
正
十
八
年
東
照
宮
の
仰
せ
に
よ
り
て
本
多

忠
勝
に
属
し
」
と
、
天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
附
属
、

渡
辺
半
兵
衛
真
綱
は
、
永
禄
一
二
年
（
一
五
六
九
）
附
属

と
記
し
て
い
る
。
松
下
・
桜
井
そ
し
て
渡
辺
に
共
通
し
て

い
る
の
は
、
近
世
期
に
本
多
家
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
と
す
れ
ば
、
ど
う
も
『
寛
政
譜
』
に
永
禄
九
年
附

属
と
い
う
記
述
が
な
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
本
多
家
を
離

れ
た
家
の
来
歴
は
参
照
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
家
康
か
ら
附
け
ら
れ
た
者
の
う
ち
、『
寛
政
譜
』
編

さ
ん
時
点
で
よ
く
分
か
ら
な
い
家
は
、「
と
り
あ
え
ず
永
禄

九
年
附
属
」
と
い
う
こ
と
に
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
『
寛
政
譜
』
編
さ
ん
時
点
で
本
多
家
を
離
れ
て

い
た
家
を
、『
岡
崎
市
史
』
第
二
巻
の
記
録
で
確
認
し
て
み

よ
う
。
旗
本
へ
帰
参
、
本
多
の
別
家
に
附
属
、
断
絶
な
ど

に
よ
り
、
一
五
人
が
離
れ
て
い
る
こ
と
を
記
す
。『
岡
崎
市

史
』
に
記
さ
れ
た
五
三
人
の
う
ち
約
三
．
五
人
に
一
人
が
、

「
と
り
あ
え
ず
永
禄
九
年
附
属
」
と
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る

こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
『
寛
政
譜
』
に
記
さ
れ
た
五
〇
余
騎
と
、
一
九
世
紀

成
立
の
『
岡
崎
藩
本
多
家
分
限
帳
』（
愛
知
県
図
書
館
蔵
、

以
下
、『
分
限
帳
』）
を
比
較
す
る
と
、
そ
の
数
は
さ
ら
に
増

　
〈
承
前
〉
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）
附
属
で
は
な
い
と
考

え
ら
れ
る
も
う
一
人
の
人
物
は
、
松
下
河
内
守
元
綱
で
あ

る
。
松
下
家
に
つ
い
て
は
、「
略
系
覚
記
」（
国
立
公
文
書

館
蔵
）
と
い
う
、
由
緒
を
記
し
た
記
録
か
ら
た
ど
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
「
略
系
覚
記
」
は
、
享
保
一
三
年
―
延

享
二
年
（
一
七
二
八
―
四
五
）
頃
の
成
立
と
み
ら
れ
、『
寛

政
譜
』
よ
り
半
世
紀
以
上
早
い
。
さ
ら
に
こ
の
松
下
家
は
、

本
多
家
四
代
政
勝
の
頃
に
本
多
家
を
離
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
「
略
系
覚
記
」
は
、
本
多
家
や
そ
の
家
臣
の
家
譜
と
の

調
整
や
す
り
合
わ
せ
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
、

資
料
的
価
値
は
高
い
と
い
え
る
。

　

こ
の
「
略
系
覚
記
」
に
よ
る
と
、
松
下
元
綱
は
天
正
元

年
（
一
五
七
三
）
に
一
六
歳
で
家
康
に
仕
え
た
と
あ
る
。

こ
れ
を
逆
算
す
る
と
、松
下
元
綱
は
永
禄
元
年
（
一
五
五
八
）

生
ま
れ
に
な
る
。
永
禄
九
年
附
属
と
す
る
と
九
歳
。
さ
す

が
に
若
す
ぎ
る
、
い
や
幼
い
と
言
っ
た
方
が
正
し
い
だ
ろ

う
。

　

な
お
、『
寛
政
譜
』
に
も
松
下
元
綱
の
名
が
見
え
る
が
、

「
略
系
覚
記
」
と
来
歴
が
異
な
る
。『
寛
政
譜
』
で
元
綱
の

生
年
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
安
綱
（
常
慶
）
の
弟
に
位

加
す
る
。
名
前
の
記
さ
れ
た
五
二
人
の
う
ち
、『
分
限
帳
』

で
確
認
で
き
る
の
は
、
二
三
人
の
み
と
半
分
を
切
る
。
も
っ

と
も
こ
れ
は
名
字
が
一
致
す
る
者
も
「
確
認
で
き
る
」
と
し

て
い
る
の
で
、
実
際
に
は
も
う
少
し
少
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
永
禄
九
年
附
属
の
五
〇
余
騎
は
、
記

録
に
よ
っ
て
人
数
も
構
成
員
も
バ
ラ
つ
き
が
あ
る
。『
分
限

帳
』
の
時
点
で
確
認
で
き
る
家
も
、
実
は
後
世
に
追
加
さ

れ
た
可
能
性
さ
え
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
多
家
家
臣
団
―
と
い
う
よ
り
、
お
そ

ら
く
ほ
ぼ
す
べ
て
の
家
康
家
臣
の
家
臣
団
―
に
つ
い
て

は
、
こ
の
よ
う
な
近
世
期
の
不
確
実
な
記
録
の
中
か
ら
、

少
し
で
も
「
確
か
ら
し
い
」
記
述
を
選
別
し
て
考
え
て
い

く
必
要
が
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
続
〉

連
載

 
本
多
家
の
家
臣
団　

２　
〈
本
多
忠
勝
の
家
臣
団 

②
〉

湯
谷
　
翔
悟

画像１『寛政譜』第 681（国立公文書館蔵）
附属の 50 余騎が書き連ねられる

画像２「略系覚記」（国立公文書館蔵）
松下元綱の仕官について記す。このとき元綱は 16 歳
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愛知県指定文化財　聖徳太子立像（南無仏太子像）
鎌倉時代　満性寺蔵

岡崎市指定文化財　親鸞聖人像
室町時代　願照寺蔵

　

今
年
二
〇
二
三
年
は
浄
土
真
宗
を
開
い
た
親
鸞
聖

人
（
一
一
七
三
―
一
二
六
二
）
の
生
誕
八
五
〇
年
に

あ
た
り
ま
す
。
親
鸞
は
京
都
に
生
ま
れ
、
九
歳
で
出

家
し
て
比
叡
山
で
修
行
し
ま
す
が
、
二
九
歳
で
山
を

下
り
、
法
然
上
人
の
弟
子
と
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
一

心
に
念
仏
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
り
す
べ
て
の
人
が
往

生
で
き
る
と
い
う
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
念
仏
の
教
え

に
出
あ
い
ま
す
が
、
教
団
は
弾
圧
を
受
け
、
師
の
法

然
は
四
国
へ
、
親
鸞
は
越
後
に
流
罪
と
な
り
ま
し
た
。

後
に
罪
が
赦
さ
れ
た
親
鸞
は
、
関
東
な
ど
で
二
十
年

に
わ
た
る
布
教
に
励
み
ま
し
た
。
京
都
に
戻
っ
た
親

鸞
は
さ
ら
に
研
鑽
を
積
み
、
主
著
『
顕
浄
土
真
実
教

行
証
文
類
』（
教
行
信
証
）
を
は
じ
め
多
く
の
著
作

を
晩
年
ま
で
執
筆
し
て
、
弘
長
二
年
（
一
二
六
二
）

九
十
年
の
生
涯
を
閉
じ
ま
し
た
。
そ
の
教
え
は
今
も

多
く
の
人
々
に
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

岡
崎
市
を
中
心
と
す
る
西
三
河
は
古
く
か
ら
浄
土

真
宗
が
盛
ん
な
地
域
で
す
。
岡
崎
市
内
約
三
五
〇
寺

の
う
ち
、
浄
土
真
宗
の
寺
院
が
約
四
割
弱
を
占
め
て

い
ま
す
。
そ
の
始
ま
り
は
建
長
八
年
（
康
元
元
年
＝

一
二
五
六
）
親
鸞
の
高
弟
で
あ
る
真
仏
、
顕
智
、
専

信
ら
に
よ
る
矢
作
の
薬
師
寺
で
の
念
仏
勧
進
と
そ
の

後
三
河
に
滞
在
し
た
顕
智
に
よ
る
教
化
と
さ
れ
て
い

ま
す（「
三
河
念
仏
相
承
日
記
」）。
浄
土
真
宗
の
本
尊

は
阿
弥
陀
如
来
で
あ
り
、
真
宗
寺
院
で
は
阿
弥
陀
仏

の
名み

ょ
う
ご
う号
、
絵
像
、
木
像
な
ど
が
礼
拝
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
聖
徳
太
子
を
祀
る
寺
も
数
多
く
あ
り
ま
す
。

　

聖
徳
太
子
は
、
推
古
天
皇
の
摂
政
と
し
て
『
十
七

条
憲
法
』
な
ど
新
し
い
政
治
を
推
進
し
、
ま
た
遣
隋

使
を
派
遣
し
て
当
時
の
先
進
的
な
学
問
で
あ
っ
た
仏

教
を
取
り
入
れ
、
そ
の
普
及
に
努
め
ま
し
た
。
こ
の

た
め
太
子
は
「
和
国
の
教
主
（
日
本
の
釈
迦
）」
と

も
称
さ
れ
、
宗
派
を
こ
え
て
「
日
本
仏
法
の
祖
」
と

し
て
崇
敬
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
親
鸞
が
聖
徳
太

子
の
建
立
と
伝
わ
る
京
都
の
六
角
堂
で
、
太
子
の

本ほ
ん
じ地
と
さ
れ
る
救く

世ぜ

観
音
の
夢
告
を
受
け
て
法
然
の

も
と
に
赴お

も
む
き
、
こ
れ
が
真
宗
の
端
緒
と
な
っ
た
こ
と

か
ら
、
真
宗
に
は
篤あ

つ

い
太
子
信
仰
が
あ
り
ま
す
。
親

鸞
は
聖
徳
太
子
を
深
く
敬
い
、
太
子
像
を
祀
り
、
そ

の
徳
を
称
え
る
「
皇こ

う
た
い
し

太
子
聖し
ょ
う
と
く徳
奉ほ
う
さ
ん賛
」
な
ど
の
多
く

の
和わ

さ
ん讃
を
著
し
ま
し
た
。
門
弟
た
ち
も
太
子
を
礼
拝

し
、
初
期
真
宗
の
本
尊
と
さ
れ
た
「
光こ

う
み
ょ
う明
本ほ
ん
ぞ
ん尊
」
に

も
「
和
国
の
教
主
」
と
し
て
聖
徳
太
子
が
描
か
れ
て

お
り
、
ま
た
真
宗
で
は
手
に
柄え

香ご
う
ろ炉
と
笏し
ゃ
く
を
持
つ

「
真し

ん
ぞ
く
に
た
い
ぞ
う

俗
二
諦
像
」
と
称
さ
れ
る
太
子
十
六
歳
の
孝き
ょ
う
よ
う養

像
な
ど
が
流
布
し
ま
し
た
。

　

近
隣
の
満ま

ん
し
ょ
う
じ

性
寺
（
岡
崎
市
）
の
「
聖
徳
太
子
立
像
」

（
南
無
仏
太
子
像
）
や
本ほ

ん
し
ょ
う
じ

證
寺
（
安
城
市
）
の
「
聖

徳
太
子
絵
伝
」
を
は
じ
め
、
三
河
の
真
宗
寺
院
に
は

鎌
倉
時
代
に
遡
る
聖
徳
太
子
像
や
太
子
絵
伝
な
ど
が

伝
わ
っ
て
お
り
、
古
く
か
ら
太
子
信
仰
が
盛
ん
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
ほ
か
三
河
の
特

色
あ
る
真
宗
文
化
と
し
て
、
善
光
寺
如
来
、
聖
徳
太

子
、
法
然
上
人
、
親
鸞
聖
人
の
四
絵
伝
が
あ
り
、
こ

れ
ら
は
日
本
へ
の
仏
教
伝
来
か
ら
聖
徳
太
子
に
よ
る

仏
教
の
興
隆
、
法
然
、
親
鸞
に
至
る
真
宗
の
歴
史
を

図
示
し
た
も
の
で
、
そ
の
内
容
を
解
説
す
る
絵え

解と

き

な
ど
を
通
し
て
、
布
教
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま

し
た
。
混
迷
す
る
現
代
、
人
々
の
救
済
に
力
を
尽
く

し
た
親
鸞
聖
人
と
聖
徳
太
子
の
生
涯
に
、
思
い
を
馳

せ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

親
鸞
聖
人
と
聖
徳
太
子
信
仰

浦
野
　
加
穂
子
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［岡崎市美術博物館ニュース／アルカディア］  第94号 2023年3月発行
編集・発行　岡崎市美術博物館
〒444-0002 愛知県岡崎市高隆寺町峠1番地　岡崎中央総合公園内
TEL 0564 - 2 8 - 5 0 0 0（代表）

設 備 改 修 工 事のため、岡 崎 市 美 術 博 物 館は
令 和 5 年 6月まで休 館します

岡崎市美術博物館併設のカフェレストラン『YOUR TABLE』。ガラス張りの店内には太陽
の光がいっぱい入り、お洒落で開放的な空間が広がります。ランチ時には景色を愉しみ
ながらお食事をすることができます。
カフェタイムにはケーキセットや軽食などを販売中。
※ 3 月 16 日より再開

営業時間
定 休 日
LUNCH
T E A
DINNER
T E L
H P

11:00～21:30　土日祝　10:00～21:30
月曜日（祝日の場合は営業。翌火曜日が振替定休日となります） 
11:00 - 14:30 (L.O.14:00)
14:30 - 17:00 (L.O.16:00)
18:00 - 21:30 (L.O.20:30)
0564-28-0141
https://your-table.owst.jp

山梨県市川大門の和紙メーカー大直と、デザイナー深澤直人氏とのタッグにより誕生
した SIWA/ 紙和（シワ）。
軽くて風合いのある和紙の良さをそのままに、和紙漉きの製法で作った新しい和紙

「ナオロン」を開発し、現代の暮らしにあった新しい和紙製品を生み出しています。
手にしたときの軽くて柔らかな肌触りと、温かみを感じる SIWA のアイテム。和紙の
しなやかさを持ちながら、耐久性があり、水に濡れても破れない特徴を持っています。
使い込むほどに味わいも増し、手に馴染んでいきます。
一つ一つ丁寧に作られた生活に必要な身の回りの道具。
名刺入れやペンケース、ティッシュケースなど新生活にいかがでしょうか。
MUSEUMSHOP YAGURA は休館中のため、安城市住吉町にある姉妹店インテリア
ショップ soup. にてお買い求め頂けます。
休館中のお問合せは soup.（0566-95-5288）までお気軽にお問合せください。

営業時間
H P

休館中のためCLOSED
https://www.b-soup.com

展覧会ラインナップ 2023

2 0 2 3 2 0 24

4 5 6 7 8 9 1 110 12 1 2 3
休館　4月～6月 レアリスムの視線

―戦後具象美術と抽象美術
至高の紫　典雅の紅
王朝の色に挑む

ＮＨＫ大河ドラマ特別展
どうする家康 138 億光年　宇宙の旅

■ 改修工事復旧と開館準備のため休館
■ NHK 大河ドラマ特別展「どうする家康」
■ 至高の紫　典雅の紅　王朝の色に挑む
■ 138 億光年　宇宙の旅
■ レアリスムの視線－戦後具象美術と抽象美術

４月～６月
７/ １（土）～８/20（日）
９/16（土）～ 11/ ５（日）
11/19（日）～ 2024/ １/ ８（月・祝）
2024/ １/27（土）～３/17（日）

シャカリキに開館準備中！
どうするじゃない、やるんだよ。
家康の次は光る君が待ってる
神秘的な宇宙の世界へ
自分の目で見比べてみよう！

表紙画像：重要文化財　白檀塗具足（静岡・久能山東照宮博物館）


