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直
弼
の
こ
こ
ろ

生
誕
２
０
０
年
目
の
出
会
い

今
年
は
、
江
戸
幕
府
の
大
老
と
し
て
日

本
を
開
国
へ
と
導
き
、諸
外
国
と
の
交
易
・

交
流
の
門
戸
を
開
い
た
彦
根
藩
主
・
井
伊

直な
お

弼す
け

の
生
誕
２
０
０
年
を
迎
え
ま
す
。

ど
の
地
域
で
も
、
地
元
出
身
の
偉
人
を

誇
る
思
い
が
あ
り
ま
す
が
、
彦
根
で
の
直

弼
は
、
そ
の
よ
う
な
思
い
を
超
え
て
、
功

績
が
高
く
評
価
さ
れ
、慕
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
背
景
に
は
、
明
治
時
代
に
、
政
治
的

な
思
惑
か
ら
直
弼
に
下
さ
れ
た
悪
い
評
価

を
覆
そ
う
と
、
彦
根
の
人
々
が
顕
彰
活
動

を
続
け
て
き
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
今
も
そ
の
思
い
は
受
け
継
が

れ
て
い
ま
す
。
一
方
で
近
年
、
直
弼
の
文

化
活
動
が
評
価
さ
れ
た
り
、
そ
の
個
性
が

明
ら
か
に
な
っ
た
り
す
る
な
ど
、
新
た
な

評
価
が
な
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

生
誕
２
０
０
年
を
迎
え
る
こ
の
機
会

に
、
功
績
や
人
柄
、
文
化
人
と
し
て
の
側

面
な
ど
、
ま
だ
ま
だ
全
国
に
知
ら
れ
て
い

な
い
直
弼
の
魅
力
を
発
信
す
る
た
め
、
記

念
事
業「
井
伊
直
弼
公
生
誕
２
０
０
年
祭
」

を
開
催
し
ま
す
。

今
回
の
特
集
は
、「
井
伊
直
弼
公
生
誕

２
０
０
年
祭
」
の
内
容
と
直
弼
の
魅
力
を

紹
介
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　
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特集

「
一
期
一
会
」

　

直
弼
は
、
茶
の
湯
で
最
も
大
切
な
こ
と

は
、
主
と
客
の
心
の
交
流
だ
と
考
え
て
い

ま
し
た
。
そ
れ
を
一
言
で
表
し
た
の
が
、

「
一い

ち

期ご

一い
ち

会え

」（
上
写
真
、
囲
み
）
と
い
う
言

葉
で
す
。
こ
の
言
葉
に
は
、
一
度
の
茶
会

で
の
出
会
い
は
一
生
に
一
度
だ
け
の
も
の

だ
か
ら
、
心
を
尽
く
し
て
、
出
会
い
の
時

を
大
切
に
し
よ
う
と
い
う
意
味
が
込
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
考
え
は
、
千
利
休
に
由
来
す
る
も

の
で
す
が
、
直
弼
が
自
ら
の
茶
の
湯
の
集

大
成
と
し
て
執
筆
し
た
茶
書
、『
茶
湯
一

会
集
』
の
序
文
に
書
か
れ
た
こ
と
で
、
広

く
世
に
知
ら
れ
る
言
葉
に
な
り
ま
し
た
。

直
弼
の
生
涯

井
伊
家
11
代
直な

お

中な
か

の
14
男
と
し
て
生
ま

れ
た
直
弼
は
、
兄
の
死
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
巡
り
合
わ
せ
に
よ
り
、
36
歳
で
彦
根
藩

主
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
８
年
後
の
安
政

５
年
（
１
８
５
８
）
に
、
江
戸
幕
府
の
最

高
職
で
あ
る
大
老
に
就
任
し
ま
す
。
ア
メ

リ
カ
と
の
外
交
問
題
、
将
軍
の
後
継
者
争

い
と
い
う
難
問
を
解
決
す
る
切
り
札
と
し

て
、
将
軍
徳
川
家
定
に
登
用
さ
れ
た
の
で

す
。大

老
就
任
後
の
直
弼
は
、
こ
れ
ら
の
課

題
解
決
に
取
り
組
み
、
日
米
修
好
通
商
条

約
を
締
結
し
ま
す
。
し
か
し
、
幕
府
の
方

針
に
反
対
す
る
朝
廷
や
水
戸
藩
な
ど
が
幕

府
政
治
を
批
判
す
る
行
動
に
出
る
と
、
安

政
の
大
獄
と
呼
ば
れ
る
反
対
派
へ
の
処
罰

を
行
い
ま
し
た
。激
し
い
政
治
抗
争
の
末
、

安
政
７
年
（
１
８
６
０
）
３
月
３
日
、
直

弼
は
江
戸
城
桜
田
門
外
で
水
戸
浪
士
な
ど

に
よ
り
暗
殺
さ
れ
、
46
歳
で
そ
の
生
涯
を

終
え
ま
し
た
。
藩
主
と
な
り
政
治
の
表
舞

台
に
登
場
し
て
か
ら
10
年
後
の
こ
と
で
し

た
。

新
し
い
直
弼
評
価

　

彦
根
城
博
物
館
に
は
、
直
弼
自
筆
の
書

状
や
書
跡
、
自
作
の
道
具
な
ど
、
そ
の
活

動
を
直
接
示
す
資
料
が
ま
と
ま
っ
て
伝
来

し
て
い
ま
す
。
直
弼
は
、
こ
れ
ま
で
善
悪

さ
ま
ざ
ま
な
評
価
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た

が
、
当
館
で
は
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
、
そ

の
生
涯
や
活
動
を
読
み
直
す
活
動
を
し
て

い
ま
す
。

　

当
館
で
は
、
７
月
か
ら
「
シ
リ
ー
ズ　

直
弼
の
こ
こ
ろ
」
と
題
す
る
展
覧
会
（
詳

細
は
４
、５
ペ
ー
ジ
）
を
企
画
し
て
い
ま
す
。

展
覧
会
で
は
、
直
弼
の
実
像
に
迫
り
、
そ

の
こ
こ
ろ
を
解
き
明
か
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　
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博
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館
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「
埋
木
」
の
精
神

直
弼
は
、
も
と
も
と
井
伊
家
を
継
ぐ
よ

う
な
立
場
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
世

間
か
ら
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
自
分
の

境
遇
を
、
地
中
に
埋
も
れ
て
見
え
な
く

な
っ
た
木
に
例
え
、
青
年
時
代
を
過
ご
し

た
屋
敷
を
「
埋

う
も
れ

木ぎ

舎の
や

」
と
名
付
け
ま
し
た
。

埋
木
舎
と
い
う
名
前
に
は
、
こ
の
屋
敷

で
埋
も
れ
木
の
よ
う
に
暮
ら
し
て
い
く
こ

と
を
覚
悟
し
な
が
ら
も
、
世
の
中
の
面
倒

事
か
ら
離
れ
、
文
武
の
修
養
に
励
ん
で
い

こ
う
と
す
る
直
弼
の
強
い
意
志
が
表
れ
て

い
ま
す
。

埋
木
舎
で
の
部
屋
住
み
時
代
、
直
弼
は

禅
に
は
じ
ま
り
、
茶
の
湯
や
居
合
と
い
っ

た
精
神
性
の
高
い
諸
芸
を
深
く
追
究
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
国
学
や
和
歌
の
研
究
に

も
励
み
ま
し
た
。

い
ず
れ
の
分
野
で
も
、
先
人
の
文
章
を

読
み
込
み
、
思
索
を
重
ね
、
独
自
の
考
え

を
導
き
出
し
て
い
ま
す
。
代
表
的
な
も
の

が
茶
の
湯
で
、
石せ

き

州し
ゅ
う

流
の
一
派
を
創
設

し
ま
し
た
。
藩
主
と
な
っ
て
か
ら
も
研
さ

ん
を
積
み
、『
茶

ち
ゃ
の

湯ゆ

一い
ち

会え

集
』
な
ど
の
著

作
を
残
し
て
い
ま
す
。 

▼埋木舎（尾末町）
井
伊
直
弼
画
像
（
清
凉
寺
所
蔵
）
▼

◀曲
まげ

物
もの

黒
くろ

漆
うるし

塗
ぬり

栗
くり

山
やま

桶
おけ

水
みず

指
さし

直弼が日光名産の曲物の桶を入手し、茶
の湯の水を入れておく水指という器に仕
立てた作品。直弼が、産地の栗山につい
て詠んだ和歌が書かれています。
※ 9 月 18 日㈮から展示

▲神
しん

心
しん

流
りゅう

居
い

相
あい

表
おもて

之
の

巻
まき

直弼が研究の末にまとめた居合術の書物。居合の鍛錬を極めた直弼
は、武術を超えた武士の心と身体のあり方として居合をとらえ直し、
その考えをまとめました。
※ 10 月 23 日㈮から展示

▶
和
歌
短
冊
　
井
伊
直
弼
筆

直
弼
が
江
戸
城
の
庭
園
の
風
景
を
詠
ん
だ
和
歌
。
直
弼
は
、

千
首
以
上
の
自
詠
和
歌
を
収
め
た
本
を
著
す
な
ど
多
く
の
和

歌
を
残
し
て
い
ま
す
。

※
10
月
23
日
㈮
か
ら
展
示

▶
茶
湯
一
会
集
の
序
文

キ
ー
ワ
ー
ド
と

彦
根
城
博
物
館
収
蔵
作
品
で
見
る

直
弼
の
こ
こ
ろ


