
甲
府
城
下
の
道
祖
神
祭
り
と「
幕
絵
」

　
甲
府
城
下
で
は
小
正
月
に
な
る
と
、「
当
国
一

大
盛
事
」と
称
さ
れ
る
ほ
ど
、盛
大
に
道
祖
神
祭

り
が
お
こ
な
わ
れ
た
。と
り
わ
け
江
戸
時
代
後
期

に
は
、一
枚
あ
た
り
縦
約
二
メ
ー
ト
ル
、横
約
十

メ
ー
ト
ル
に
も
な
る
大
き
な「
幕
絵
」数
百
枚
が

表
通
り
を
飾
り
、大
変
な
華
や
か
さ
で
あ
っ
た
と

い
う
。

　「
幕
絵
」に
描
か
れ
た
絵
は
、町
に
よ
っ
て
テ
ー

マ
が
異
な
って
お
り
、題
材
と
な
っ
た
東
海
道
の
宿

場
や
物
語
の
場
面
な
ど
が
、当
時
有
名
だ
っ
た
江

戸
や
京
都
の
絵
師
に
よ
って
描
か
れ
た
。つ
ま
り
、

甲
府
城
下
町
に
お
い
て
は
、町
ご
と
に
数
十
枚
の

連
作
の「
幕
絵
」を
所
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。そ
れ
ぞ
れ
の
町
で
は「
幕
世
話
人
」と

な
っ
た
商
家
の
主
人
が
、絵
師
ら
を
甲
府
に
呼
び

寄
せ
、制
作
費
や
滞
在
費
を
負
担
し
た
上
で
制

作
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、明
治
五
年（
一
八
七
二
）、「
道
祖
神

祭
礼
取
締
」の
通
達
が
出
さ
れ
、甲
府
道
祖
神
祭

り
は
突
然
廃
止
と
な
っ
た
。多
く
の「
幕
絵
」は
転

売
、転
用
さ
れ
る
な
ど
し
て
処
分
さ
れ
、現
存
が

確
認
で
き
る
も
の
は
次
の
三
枚
だ
け
で
あ
る
。風

景
画
を
得
意
と
し
た
人
気
浮
世
絵
師
、初
代
歌

川
広
重
に
よ
る「 

こ
う 

ふ 

ど
う 

そ 

じ
ん
ま
つ
り
ま
く 

え

甲
府
道
祖
神
祭
幕
絵
　
東
都
名

所
　  

め 

ぐ
ろ 

ふ  

ど
う  

の 

た
き

目
黒
不
動
之
瀧
」、初
代
広
重
の「
幕
絵
」が

破
損
し
た
こ
と
か
ら
、二
代
広
重
が
補
筆
を
お
こ

な
っ
た
と
さ
れ
る「 

こ
う 

ふ 

ど
う 

そ 

じ
ん
ま
つ
り
ま
く 

え

甲
府
道
祖
神
祭
幕
絵
　

東
都

名
所
　 

す 

さ
き
し
お
ひ 

が
り

洲
崎
汐
干
狩
」、そ
し
て
幕
末
か
ら
明
治

に
か
け
て
活
躍
し
た
浮
世
絵
師
、つ
き 

お
か
よ
し 

と
し

月
岡
芳
年
に
よ

る「
こ
う 

ふ 

ど
う 

そ 

じ
ん
ま
つ
り
ま
く 

え

甲
府
道
祖
神
祭
幕
絵
　 

た
い
こ
う 

き

太
閤
記
　

佐
久
間
盛

政
羽
柴
秀
吉
を
ね
ら狙
ふ
」が
そ
れ
で
あ
る
。

　
初
代
広
重・二
代
広
重
の「
幕
絵
」は
平
成
十

六・
十
七
年
度
に
か
け
て
修
理
が
お
こ
な
わ
れ

た
。芳
年
の「
幕
絵
」に
つ
い
て
は
令
和
三・四
年

度
に
修
理
が
施
さ
れ
、本
展
に
お
い
て
修
理
後
初

め
て
の
公
開
と
な
る
。

山
梨
と
ゆ
か
り
の
あ
る
浮
世
絵
師
た
ち

　
残
存
す
る「
幕
絵
」か
ら
は
、江
戸
の
浮
世
絵

師
と
甲
府
の
人
々
と
の
繋
が
り
を
見
い
だ
す
こ
と

が
で
き
る
ほ
か
、山
梨
を
舞
台
と
し
た
浮
世
絵
師

た
ち
の
多
く
の
足
跡
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き

る
。例
え
ば
、芳
年
の
師
で
あ
る
う
た
が
わ
く
に
よ
し

歌
川
国
芳
は
、甲

府
に
あ
る
菓
子
屋
、ま
す  
や
升
屋
の
主
人
と
親
交
が
あ

り
、升
屋
の
菓
子
袋
の
デ
ザ
イ
ン
な
ど
を
て   

が
手
掛
け

た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。ま
た
、芳
年
の
弟
子
の

ひ
と
り
で
あ
る
な
か
ざ
わ
と
し
あ
き

中
澤
年
章
は
、甲
斐
国
巨
摩
郡

布
施
村（
現
中
央
市
）の
生
ま
れ
で
、師
か
ら
受
け

継
い
だ
画
技
を
活
か
し
て
、 

に
く
ひ
つ  

が

肉
筆
画（
浮
世
絵
師

が
絹
や
紙
に
直
接
描
い
た
一
点
も
の
の
絵
画
）を

中
心
と
す
る
作
例
を
県
内
に
残
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
山
梨
に
お
け
る
浮
世
絵
研
究
は
、

山
梨
日
日
新
聞
社
長
で
あ
り
、郷
土
史
家
で
あ
っ

た
野
口
二
郎
か
ら
始
ま
っ
た
。昭
和
十
一
年（
一
九

三
六
）、浮
世
絵
研
究
家
で
あ
る 

な
ら
さ
き
む
ね
し
げ

楢
崎
宗
重
が
浮

世
絵
調
査
の
た
め
甲
府
を
訪
れ
た
が
、そ
の
際
に

案
内
し
た
の
が
野
口
で
あ
っ
た
。彼
ら
二
人
の
出

会
い
は
山
梨
に
お
け
る
浮
世
絵
研
究
を
飛
躍
的

に
進
め
、県
内
に
残
る
浮
世
絵
を
中
心
と
し
た
展

覧
会
な
ど
も
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。

　
し
か
し
、山
梨
に
お
け
る
浮
世
絵
師
た
ち
の
活

動
に
つ
い
て
は
、ま
だ
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
も
多

い
。今
後
も
、さ
ら
に
研
究
を
進
め
て
い
く
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。

『
こうしゅうどうちゅうき

甲州道中記』 （写本）（部分）
大正4年（1915） 原本：慶応2年（1866）
江戸時代の終わりに、甲斐国を旅したという安藤助五郎による記録
で、甲府道祖神祭りの様子が挿絵入りで紹介されている。神木状の道
祖神祭りの飾り物の隣に、「幕絵」が飾られた様子が描かれている。

「
  か    し ぶくろ

菓子袋」（『
 ます  た

升太の
 こう こく しゅう

広告集』
しょしゅう

所収）
歌川国芳筆
江戸時代
全体が朱色で仕上げられ、

 ほう   そう   え

疱瘡絵の意味合いが含
まれている。赤色には、

えき びょう

疫病を除く効果があると考え
られた。そのため、なかに軽焼きなどを入れ、疱瘡患
者のもとに見舞いとして参したと考えられる。国芳
の名前が確認できるほか、裏面には升屋の印判が捺
されている。

「
 せん めん  ふ  がく  ず  

扇面富岳図」　中澤年章筆　明治時代末～大正時代初期
芳年の弟子で山梨出身の浮世絵師である中澤年章による富士
図で、甲府の豪商大木家に伝来したものである。大木家には初
代広重が描いた当主夫妻の肖像画なども残されており、大木家
が絵師らのパトロンとして作画活動に広く携わっていたことが
推測される。

「
 こうしゅうぜん こう  じ  けいだい  の   ず

甲州善光寺境内之図 
はつ うま

初午」　三代歌川豊国筆　弘化4～嘉永5年（1847～52）
善光寺（甲府市）の境内を背景とした、浮世絵師の

 さん  だい  うた  がわ  とよ   くに

三代歌川豊国による大判錦絵3枚続の作品。子どもを
連れた女性や

   こ　  む　 そう

虚無僧の姿が描かれている。三代豊国は甲府の菓子屋、升屋とも親交があったと考えられ
ている。山梨とゆかりがある浮世絵師のひとりである。

「
 こう  ふ   どう  そ  じんまつりまく   え

甲府道祖神祭幕絵 
 とう  と  めい しょ

東都名所 
  め  ぐろ  ふ  どう  の  たき

目黒不動之瀧」　歌川広重筆　天保12年(1841)　（山梨県指定文化財）
広重が甲府緑町一丁目（現若松町）の人々に招かれ描いた「幕絵」。
緑町が選んだ画題は「東都名所」であり、当初は同画題で20枚以上の連作として描かれたと考えられている。

「
 こう  ふ   どう  そ  じんまつりまく   え

甲府道祖神祭幕絵 
 とう  と  めい しょ

東都名所 
  す  さき しお  ひ  がり

洲崎汐干狩」　二代歌川広重筆　元治元年（1864）頃　（山梨県指定文化財）　
初代広重が緑町一丁目のために描いた「幕絵」が破損したため、二代広重が元治元年（1864）頃に補って描いたものである。
吊り手に「すさき万定岩彦」などの墨書があることから、この「幕絵」の管理者が岩崎彦左衛門であったことがわかる。

本リーフレットは、シンボル展「帰ってきた芳年の道祖神祭幕絵」（令和6年1月20日（土）～2月19日
（月））に出品した「甲府道祖神祭幕絵 太閤記 佐久間盛政羽柴秀吉を狙ふ」を中心に解説するもの
であり、展示内容・資料のすべてを網羅しているものではない。掲載している資料はすべて山梨県立
博物館所蔵である。修理中の画像については、修理をおこなった半田九清堂より提供を受けた。本文
の執筆・編集は、松田美沙子（山梨県立博物館）がおこなった。

令和6年1月20日発行

編集・発行

〒406-0801 山梨県笛吹市御坂町成田1501-1
電話 055-261-2631

印刷　株式会社 内田印刷所　〒400-0032　山梨県甲府市中央２丁目-10-18　電話 055-233-0188　
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◆野口二郎『峡中浮世絵考』山梨郷土研究会、1953年
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時
の
姿
　
今
蘇
る

令和6年

1月20日（土）
～2月19日（月） 

と
う
こ
く
い
ち

だ
い 

せ
い  

じ

ど
う  

そ 

じ
ん

さ
い
れ
い
と
り
し
ま
り

さ   

く   

ま  

も
り

ま
さ 

は  

し
ば 

ひ
で
よ
し

※月岡芳年の「幕絵」の修理は、公益財団法人 出光美術館の美術品修復事業助成を受け実施しました。

（
ね
ん
し
ょ
う
）

ふ   

せ  

む
ら

 

こ   

ま  

ぐ
ん菓子袋裏面に捺された升屋の印

が
わ
ひ
ろ
し
げ

う
た

と
う 

と  

め
い 

し
ょ

と
う 

と

め
い 

し
ょ



芳
年
の
甲
府
道
祖
神
祭
幕
絵

　
月
岡
芳
年
は
、幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
活
躍
し
た
浮
世
絵
師
の
ひ
と
り

で
あ
る
。武
者
絵
や
美
人
画
、歴
史
画
な
ど
幅
広
い
画
題
の
作
品
を
て   

が
手
掛

け
、当
代
一
流
の
絵
師
と
し
て
そ
の
名
を
は馳
せ
た
。

　
芳
年
は
、山
梨
を
少
な
く
と
も
二
度
訪
れ
て
い
る
。そ
の
う
ち
元
治
元
年

（
一
八
六
四
）頃
の
来
訪
が
、甲
府
道
祖
神
祭
り
の「
幕
絵
」を
描
く
た
め
だ

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。柳
町
四
丁
目（
現
甲
府
市
中
央
）を
飾
っ
た
芳
年
の

「
幕
絵
」の
題
材
は「
た
い
こ
う 

き

太
閤
記
」で
あ
り
、当
館
で
所
蔵
し
て
い
る
も
の
も
、羽

柴
秀
吉
と
、し
ば  

た  

か
つ 

い
え

柴
田
勝
家
の
お
い甥
で
あ
る 

さ 

く 

ま
も
り
ま
さ

佐
久
間
盛
政
が 

た
い 

じ
対
峙
す
る
シ
ー
ン
が
、

見
事
な
筆
遣
い
で
表
さ
れ
て
い
る
。

修
理
か
ら
わ
か
っ
た
こ
と

　
芳
年
の「
幕
絵
」も
初
代
広
重・二
代
広
重
の「
幕
絵
」と
同
様
、横
長
の

あ
さ 

ぬ
の

麻
布
が
五
段
に
重
ね
ら
れ
、縫
い
合
わ
さ
れ
て
い
る
。し
か
し
、今
回
お
こ
な

わ
れ
た
修
理
の
過
程
で
、上
三
段
と
下
二
段
と
で
は
、異
な
る
麻
布
が
使
わ

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。生
地
の
違
い
は
故
意
に
変
え
ら
れ
た
と
い
う
よ

り
も
、同
じ
麻
布
か
ら
一
枚
の
幕
絵
を
作
成
す
る
の
に
十
分
な
長
さ
を
取
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、二
種
類
の
麻
布
を
用
い
た
た
め
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
他
の「
幕
絵
」と
同
様
、「
物
見
の
穴
」が
開
け
ら
れ
て
い
た
こ
と

も
わ
か
っ
た
。戦
場
の
様
子
を
確
認
す
る
た
め
の
穴
で
あ
る「
物
見
の
穴
」が

あ
る
と
い
う
こ
と
や
、五
段
に
重
ね
て
縫
わ
れ
て
い
た
と
い
う
点
は
、戦
場
に

お
い
て
武
士
た
ち
が
己
の
陣
地
に
張
り
巡
ら
せ
た
陣
幕
の
様
式
と
合
致
す

る
。初
代
広
重・二
代
広
重
の「
幕
絵
」に
も
見
ら
れ
る
こ
の
特
徴
が
、芳
年

の「
幕
絵
」に
も
確
認
で
き
た
こ
と
は
、甲
府
道
祖
神
祭
り
の「
幕
絵
」が
、

陣
幕
の
作
法
に
な
ら
っ
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
改
め
て
裏
付
け
る
こ
と
に

な
っ
た
。

　
ま
た
、今
回
の
修
理
で
は「
幕
絵
」に
用
い
ら
れ
た
絵
具
の
分
析
も
お
こ

な
っ
た
。そ
の
結
果
、緑
色
の
色
材
と
し
て「
は
な
ろ
く
し
ょ
う

花
緑
青
」と
い
う
が
ん
り
ょ
う

顔
料
が
使
わ

れ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
た
。こ
の
顔
料
は
、十
九
世
紀
初
頭
に
フ
ラ
ン
ス

で
生
産
が
始
ま
り
、そ
の
後
ド
イ
ツ
で
工
業
化
さ
れ
た
人
工
顔
料
で
あ
る
。

日
本
に
は
江
戸
時
代
に
輸
入
さ
れ
、日
本
画
の
顔
料
と
し
て
用
い
た
よ
う
で

あ
る
。芳
年
の「
幕
絵
」は
色
味
が
強
く
、く
っ
き
り
と
し
た
色
が
出
る
顔
料

が
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、祭
り
で
飾
ら
れ
た
際
は
、そ
の
鮮
烈
な
色
彩
が

甲
府
の
人
々
の
目
を
釘
付
け
に
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

数
奇
な
運
命
を
た
ど
っ
た
芳
年
の「
幕
絵
」

　
芳
年
が
制
作
し
た
当
時
は
、こ
の「
幕
絵
」が
最
も
新
し
く
き
れ
い
で
あ
っ

た
と
の
証
言
が
、野
口
二
郎
の『
峡
中
浮
世
絵
考
』に
残
さ
れ
て
い
る
。ま
た
、

広
重
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
内
田
実
の
著
書『
広
重
』に
は
、「
幕
の
内
最

も
著
名
ニ
シ
テ
今
尚
人
ノ
け
ん 

で
ん

喧
伝
ス
ル
ハ
北
斎
富
士
ノ
巻
狩
、初
代
広
重
五
十

三
次
、二
代
広
重
江
戸
名
所
、芳
年
太
閤
記
等
ナ
リ
」と
の
記
述
が
あ
り
、

芳
年
の「
幕
絵
」の
出
来
の
良
さ
が
う
か
が
え
る
。

　
芳
年
の「
幕
絵
」は
甲
府
道
祖
神
祭
り
が
廃
止
と
な
って
以
降
、甲
州
文

庫
の
しゅう
しゅう

蒐
集
で
知
ら
れ
る 

く 

ぬ 

ぎ  

き  

な
い

功
刀
亀
内
の
所
有
と
な
っ
た
。と
こ
ろ
が
、昭
和
二

十
八
年（
一
九
五
三
）、当
時
の
県
立
図
書
館
で
開
か
れ
た
第
二
回「
峡
中
浮

世
絵
展
」で
展
示
さ
れ
た
後
、行
方
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
。美
術
評
論
家
の

  

せ   

ぎ 

し
ん
い
ち

瀬
木
慎
一
に
よ
っ
て
、こ
の「
幕
絵
」が
と
あ
る
古
書
業
者
の
も
と
に
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、そ
れ
か
ら
約
二
十
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
の
後
個
人
の
所
蔵
と
な
っ
た
芳
年
の「
幕
絵
」は
、令
和
元
年（
二
〇
一

九
）に
当
館
が
所
蔵
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。画
面
か
ら
み
な
ぎ
る
迫
力
は
、

描
か
れ
て
か
ら
一
五
〇
年
以
上
た
っ
た
今
も
変
わ
ら
ず
、修
理
を
経
て
、道

祖
道
祖
神
祭
り
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
当
時
が
鮮
や
か
に
よ
み
が
え
る
よ
う

で
あ
る
。

「
 こう  ふ   どう  そ  じんまつりまく   え

甲府道祖神祭幕絵 
  たい こう  き

太閤記 
  さ   く     ま   もり  まさ  は  しば ひで よし

佐久間盛政羽柴秀吉を
ねら

狙ふ」
月岡芳年筆
元治元年（1864）頃
柳町四丁目を飾った芳年の「幕絵」。『峡中浮世絵考』（野口二郎
著）には、芳年は武者絵を得意とするため、歴史物を描かせたほう
がよいだろう、という話が町の顔役たちの間であがったとの記述が
ある。このことから、武者が多く登場する「太閤記」が題材として選
ばれたと考えられる。

本体表面の汚れや堆積した
ほこり

埃を、
は    け

刷毛で払いとる作業。「幕絵」の上部より
下部のほうに

つちぼこり

土埃や泥はねによる汚れが多くあったことが、修理の過程で判
明した。「幕絵」が屋外で使用されたことを物語っている。

顕微鏡写真❶の拡大図
秀吉の

かぶと

兜の
お

緒の部分を拡大したもの。
調査の結果、「

しゅ

朱」「
えん  たん

鉛丹」といった顔料が使用されたと
考えられる。

顕微鏡写真❷の拡大図
かっちゅう

甲冑の緑色の部分を拡大したもの。
「

 はな   ろく  しょう

花緑青」を使用した可能性が指摘された。

制作当初のものと思しき
一番右上の

ち

乳
「三拾」の文字が記されて
いる。芳年の「幕絵」が飾
られていた場所、もしくは
制作された「幕絵」の数を
表していると考えられる。

物見の穴Bの部分
左図が閉じた状態で、右図が開いたところ。
全部で3ヶ所の「物見の穴」が確認された。

AA

BB

CC 顕微鏡写真❶顕微鏡写真❶

顕微鏡写真❷顕微鏡写真❷

A～Cは「物見の穴」の場所を示している。

修理の様子

は

し
ば 

ひ
で 

よ
し
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