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博
物
館
で
は
現
在
、
「
歌
川
派
と
歌
舞

伎―

勇
壮
な
る
役
者
絵
の
世
界―

」
と
題

し
、
役
者
絵
に
焦
点
を
当
て
た
浮
世
絵
展

を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

江
戸
に
お
け
る
歌
舞
伎
は
、
寛
永
元
年

（
一
六
二
四
）
年
に
初
代
中
村
勘
三
郎
が
幕

府
の
認
可
を
得
て
興
行
を
催
し
た
こ
と
に

始
ま
り
ま
す
。
延
宝
年
間
（
一
六
七
三
～

八
〇
）
に
は
、
勘
三
郎
の
中
村
座
の
他
、

市
村
座
・
森
田
座
・
山
村
座
が
幕
府
公
認

と
な
り
、
多
く
の
歌
舞
伎
役
者
が
活
躍
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
後
押
し

さ
れ
て
、
芝
居
小
屋
の
絵
看
板
な
ど
を
手

が
け
て
い
た
鳥
居
清
信
が
、
役
者
を
描
い

た
一
枚
摺
を
創
始
し
、
勝
川
春
章
が
顔
形

の
写
実
性
を
高
め
た
似
顔
の
表
現
を
確
立

さ
せ
て
、
役
者
絵
の
基
礎
を
築
き
ま
し
た
。

そ
の
流
れ
は
、
や
が
て
初
代
豊
国
や
国
貞

（
三
代
豊
国
）
、
国
芳
と
い
っ
た
歌
川
派
の

絵
師
に
引
き
継
が
れ
、
江
戸
後
期
に
は
歌

川
派
を
中
心
と
し
て
数
々
の
役
者
絵
が
生

み
出
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
で
す
。

　

今
回
の
展
示
で
は
、
郷
土
博
物
館
で
は

初
公
開
と
な
る
作
品
を
多
数
交
え
て
展
示

し
て
い
ま
す
。
そ
の
誕
生
か
ら
明
治
時
代

ま
で
の
役
者
絵
を
中
心
に
、
団
扇
絵
や
玩

具
絵
ま
で
、
様
々
な
役
者
絵
の
形
を
お
楽

し
み
く
だ
さ
い
。

　もくじ　浮世絵展　歌川派と歌舞伎　　　　鹿浜での子どもの生活⑧
　　　　　次回企画展・出展品紹介　版本の世界　　　3P

1P 2P

三代歌川豊国
　「東海道五十三次の内 赤坂 六代目松本幸四郎の沢井又五郎」　

浮
世
絵
展―

勇
壮
な
る
役
者
絵
の
世
界―

会
期
　
二
月
十
日︵
火
︶〜
四
月
六
日︵
月
︶

歌
川
派
と
歌
舞
伎

初代歌川豊国　「嵐三八の奴鳥羽平」

関
連
イ
ベ
ン
ト

【
展
覧
会
講
座
】

　「
役
者
絵
あ
の
手
こ
の
手

　
　

【
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
】

　
　
三
月
一
四
日
（
土
）

　
　
午
後
二
時
か
ら
一
時
間
程
度

　
　
郷
土
博
物
館
企
画
展
示
室

　
　
　
　―

歌
舞
伎
の
発
展
と
浮
世
絵
の
変
化―

」

　
　
小
林
優
（
当
館
専
門
員
）

　
　
二
月
二
一
日
（
土
）

　
　
午
後
二
時
〜
午
後
三
時
三
〇
分

　
　
郷
土
博
物
館
二
階
講
堂
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（
一
）
五
歳
の
頃
、
気
紛
れ
を
起
こ
し
た

祖
母
が
玩
具
店
で
水
彩
用
具
を
買
っ
て
く

れ
た
が
、
こ
れ
を
と
て
も
大
事
に
し
て
、

疎
開
を
経
て
中
学
時
ま
で
使
い
込
ん
だ
。

ほ
か
に
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
大
・
小

文
字
、
そ
れ
に
掛
け
算
・
割
り
算
の
九
九

な
ど
が
印
刷
さ
れ
た
鉄
製
の
下
敷
き
が
お

宝
だ
っ
た
。
文
房
具
は
買
え
な
か
っ
た
の

で
、
と
く
に
消
し
ゴ
ム
は
不
自
由
し
た
。

ゴ
ム
製
品
を
見
る
と
、
試
し
て
み
た
が
だ

め
だ
っ
た
。

 

（
二
）
家
で
凧
の
話
し
を
す
る
と
祖
父
に

聞
き
な
さ
い
と
よ
く
言
わ
れ
た
。
で
も
糸

目
の
中
心
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
れ
る
程
度
、

無
口
な
の
で
あ
ま
り
頼
れ
な
か
っ
た
。
明

治
四
〇
年
代
、
新
宿
で
凧
上
げ
が
大
人
の

間
で
流
行
り
、
祖
父
は
相
当
熱
中
し
活
躍

し
た
と
聞
く
。
追
分
の
店
で
糸
綿
を
商
っ

て
い
た
の
で
、
凧
糸
は
商
売
も
の
だ
っ
た

は
ず
。

　
　

-

つ
づ
く-

（
慶
應
大
学
名
誉
教
授
）

※

王
子
稲
荷
神
社
の
凧
市
は
、
二
月
の
午

の
日
に
行
わ
れ
ま
す
。
今
年
は
、
二
月
十

一
日
と
二
三
日
で
す
。

【
王
子
稲
荷
神
社
】　

　

北
区
岸
町
一-

一-

一
二-

二
六

　

JR
王
子
駅
北
口
か
ら
徒
歩
で
七
分

　

東
京
メ
ト
ロ
南
北
線
王
子
駅
か
ら
徒
歩

　

で
七
分
。

塩
を
ふ
っ
た
だ
け
の
三
角
お
に
ぎ
り
の
す

ば
ら
し
さ
を
思
い
出
す
。
心
情
的
な
も
の

も
重
な
っ
て
、
こ
れ
を
超
え
る
も
の
は
い

ま
だ
現
れ
な
い
。

　

ふ
と
空
を
見
上
げ
る
と
、
澄
ん
だ
青
空

の
中
、
翼
の
つ
い
た
太
め
の
紙
張
り
の
筒

が
上
が
っ
た
り
下
が
っ
た
り
漂
い
さ
ま
よ

っ
て
い
る
。
模
型
飛
行
機
？
で
も
な
い
よ

う
だ
。
隣
家
の
誰
か
が
揚
げ
て
い
る
凧
？

こ
れ
が
最
初
で
最
後
の
飛
行
機
凧
と
の
遭

遇
だ
っ
た
。
初
午
の
機
会
に
新
し
い
世
界

を
覗
け
た
よ
う
で
、
そ
の
後
、
隣
の
セ
ッ

ち
ゃ
ん
と
一
緒
に
い
て
も
、
こ
の
凧
と
の

出
合
い
を
話
す
の
は
も
っ
た
い
な
い
気
が

し
て
じ
っ
と
し
ま
っ
て
お
い
た
。

■
凧
揚
げ　

終
戦
翌
年
の
初
午
、
凧
市
は

ひ
と
き
わ
賑
わ
っ
た
よ
う
だ
。
年
少
の
子

ど
も
達
は
、
た
く
さ
ん
凧
を
買
っ
て
も
ら

う
と
、
半
ば
凍
り
つ
い
た
田
ん
ぼ
が
何
枚

も
連
な
る
広
場
に
集
ま
り
、
寒
さ
も
な
ん

の
そ
の
、
心
行
く
ま
で
凧
揚
げ
に
興
じ
た
。

新
宿
の
お
も
ち
ゃ
屋
で
は
、
子
供
だ
ま
し

の
安
価
な
奴
凧
や
四
角
凧
ば
か
り
だ
っ
た

が
（
註
二
）
、
鹿
浜
で
は
堂
々
と
し
た
奴
凧

に
ま
じ
っ
て
、
美
し
い
作
り
の
カ
ラ
ス
凧

や
ト
ン
ビ
凧
が
目
を
引
い
た
。
高
空
に
じ

っ
と
留
ま
る
優
雅
な
姿
は
生
き
た
鳥
が
ホ

バ
リ
ン
グ
し
て
い
る
よ
う
だ
。
ひ
ょ
う
き

ん
な
奴
は
空
で
忙
し
げ
に
し
て
い
る
と
楽

し
い
が
、
し
ば
ら
く
す
る
と
あ
き
が
来
る
。

　

多
く
の
凧
は
、
近
く
で
見
せ
て
も
ら
う

と
、
街
の
駄
菓
子
屋
の
軒
先
に
並
べ
ら
れ

た
粗
製
の
も
の
な
ど
よ
り
ラ
ン
ク
が
上
、

作
り
手
の
魂
が
こ
め
ら
れ
た
完
成
度
の
高

い
も
の
だ
っ
た
。

■
凧
揚
げ
と
子
ど
も
の
社
会　

凧
上
げ
は

小
さ
な
子
供
に
は
難
し
く
、
先
ず
は
大
人

や
年
長
組
に
な
に
か
と
調
整
し
て
も
ら
う

の
が
普
通
だ
が
、
こ
こ
で
は
凧
自
体
が
優

れ
て
い
て
助
け
な
し
に
自
分
た
ち
で
結
構

遊
べ
た
。
そ
れ
だ
け
に
皆
は
買
っ
て
も
ら

っ
た
凧
を
大
事
に
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
、

揚
が
っ
て
い
る
凧
の
糸
を
私
に
あ
ず
け
、

気
分
良
く
さ
せ
て
く
れ
る
友
は
い
な
か
っ

た
。
で
も
凧
へ
の
憧
れ
を
空
高
く
は
せ
な

が
ら
楽
し
い
時
間
を
共
有
で
き
た
。

　

一
方
で
気
に
な
っ
た
こ
と
は
、
兄
さ
ん

姉
さ
ん
連
が
小
さ
な
弟
や
妹
た
ち
の
遊
び

場
へ
や
っ
て
来
て
、
口
を
出
し
た
り
、
彼

ら
の
丹
精
込
め
た
自
製
角
凧
を
揚
げ
て
見

せ
た
り
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
だ
。

暗
黙
の
約
束
ご
と
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
？
乾
性
油
を
塗
っ
て
仕
上
げ
ら
れ
た
、

花
札
の
坊
主
の
絵
柄
で
飾
っ
た
自
慢
の
四

角
凧
が
、
家
屋
敷
の
裏
で
、
上
級
生
に
よ

っ
て
目
立
た
ぬ
よ
う
に
揚
げ
ら
れ
て
い
る

様
子
が
目
に
浮
か
ぶ
。
凧
の
上
部
に
取
り

付
け
た
、
弓
の
弦
状
に
張
っ
た
平
ゴ
ム
の

唸
り
が
、
の
ぞ
き
見
よ
う
と
集
ま
っ
て
き

た
年
少
組
の
子
ら
の
心
を
そ
っ
と
奮
い
立

た
す
か
の
よ
う
に
音
波
を
送
っ
て
く
る
。

こ
う
し
た
年
齢
層
で
き
ち
ん
と
構
成
さ
れ

た
子
供
社
会
の
棲
み
分
け
を
、
互
い
に
静

か
に
見
守
り
尊
重
し
合
う
空
気
が
、
隅
々

ま
で
行
き
渡
っ
て
い
る
の
が
今
に
な
っ
て

見
え
て
き
た
。

■
初
午
と
王
子
の
凧
市　

二
月
の
初
午
の

日
に
は
凧
市
が
王
子
稲
荷
神
社
で
開
か
れ

る
。
江
戸
時
代
か
ら
の
行
事
で
、
奴
（
や

っ
こ
）
凧
が
火
防
（
ひ
ぶ
せ
）
の
凧
と
し

て
買
わ
れ
た
の
が
始
ま
り
、
今
に
至
る
も

賑
わ
い
を
見
せ
て
い
る
。
初
午
の
早
い
年

は
火
事
が
多
い
と
い
う
俗
信
も
あ
っ
た
。

初
午
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
近
所
の
友
達

は
、
父
親
の
自
転
車
の
荷
台
に
乗
せ
て
も

ら
い
王
子
の
凧
市
へ
出
掛
け
て
い
っ
た
。

　

初
午
っ
て
！
な
ん
な
の
か
分
か
ら
ず
に

い
る
と
、
思
い
が
け
ず
、
庭
の
お
稲
荷
さ

ん
の
祠
へ
供
え
る
真
っ
白
な
和
紙
張
り
行

燈
に
馬
の
絵
を
描
く
よ
う
叔
母
た
ち
に
頼

ま
れ
た
。
以
前
街
中
で
出
会
っ
た
格
好
い

い
騎
馬
警
官
を
思
い
出
し
、
仕
方
な
く
画

筆
を
と
る
と
、
手
が
震
え
て
ひ
弱
な
馬
が

で
き
あ
が
っ
た
。
で
も
大
切
に
携
え
て
き

た
水
彩
絵
具
が
役
に
立
っ
て
う
れ
し
か
っ

た
。
ほ
と
ん
ど
身
一
つ
で
母
に
連
れ
ら
れ

鹿
浜
へ
や
っ
て
来
た
の
で
、
大
事
に
し
て

い
た
数
少
な
い
文
具
や
本
類
は
、
後
で
見

つ
か
る
と
行
き
来
の
折
に
届
け
て
く
れ
た

の
だ
ろ
う
か
（
註
一
）
。
祝
い
事
で
は
よ
く

お
赤
飯
を
炊
い
た
。
お
赤
飯
の
で
き
た
て

に
ゴ
マ
塩
を
か
け
る
と
一
層
お
い
し
く
な

る
の
が
分
か
っ
た
。
遊
び
疲
れ
て
昼
食
時

に
戻
る
と
よ
く
祖
母
が
握
っ
て
く
れ
た
、

鹿
浜
で
の
子
ど
も
の
生
活
　
８

縁
故
疎
開
で
す
ご
し
た
北
鹿
浜
町
の
想
い
出
㉕

小
川
　
誠
一
郎
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刺
し
、
山
雄
が
自
分
た
ち
を
助
け
よ
う
と

し
て
い
た
こ
と
を
知
り
、
深
く
後
悔
し
た
。

　

こ
の
挿
絵
は
、
為
朝
と
重
季
が
蟒
蛇
に

止
め
を
刺
そ
う
と
し
て
い
る
場
面
で
、
右

が
為
朝
、
左
が
重
季
で
、
や
や
わ
か
り
に

く
い
が
、
蟒
蛇
の
首
に
は
噛
み
付
い
て
い

る
山
雄
の
頭
が
描
か
れ
て
い
る
。
一
見
し

て
判
る
よ
う
に
、
非
常
に
豪
壮
な
挿
絵
で

あ
り
、
馬
琴
の
作
り
上
げ
た
物
語
の
面
白

さ
を
一
層
引
き
立
て
て
い
る
。
当
時
の
読

者
た
ち
も
、
こ
の
見
事
な
挿
絵
に
興
奮
し

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

ち
な
み
に
、
北
斎
は
数
多
く
の
号
を
称

し
て
い
る
が
、
有
名
な
「
葛
飾
北
斎
」
と

い
う
号
は
、
馬
琴
と
組
ん
で
い
た
時
の
も

の
で
あ
る
。
し
か
も
北
斎
は
、
馬
琴
の
家

に
居
候
を
し
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し

か
し
、
北
斎
は
馬
琴
の
指
示
通
り
の
絵
を

描
か
な
い
こ
と
も
多
く
、
度
々
喧
嘩
を
し

て
い
た
と
い
う
。

■『
六
阿
弥
陀
詣
』

　

次
に
紹
介
す
る
の
は
、
十
返
舎
一
九
の

『
六
阿
弥
陀
詣
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
化

十
四
年
（
一
八
一
七
）
に
刊
行
さ
れ
た
も

の
で
、
足
立
区
と
ゆ
か
り
の
深
い
六
阿
弥

陀
詣
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

六
阿
弥
陀
と
は
、
第
一
番
西
福
寺
（
北

区
豊
島
）
、
第
二
番
延
命
寺
（
足
立
区
小
台　

※

現
在
は
足
立
区
江
北
の
恵
明
寺
と
合

併
）
、
第
三
番
無
量
寺
（
北
区
西
ヶ
原
）
、

第
四
番
与
楽
寺
（
北
区
田
端
）
、
第
五
番

常
楽
寺
（
台
東
区
下
谷　

※

現
在
は
深
大

い
う
伝
説
を
題
材
に
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
に
掲
げ
た
挿
絵
は
葛
飾
北

斎
に
よ
る
も
の
で
、
「
山
雄
首
を
喪
ふ
て

蟒
蛇
を
噛
」
と
い
う
場
面
が
描
か
れ
て
い

る
。
為
朝
は
須
藤
重
季
と
い
う
従
者
と
山

雄
と
い
う
狼
を
連
れ
て
狩
に
出
か
け
、
途

中
、
楠
の
下
で
眠
り
に
つ
い
て
し
ま
っ
た
。

し
ば
ら
く
し
て
、
山
雄
が
吼
え
た
た
め
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
覚
ま
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
、
山
雄
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
ら
に
吼
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

続
け
、
為
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
向
か
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

走
り
寄
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

き
た
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
め
重
季
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
雄
が
為
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
食
い
掛
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

っ
て
き
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

思
い
、
山
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
切
り
殺
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
し
ま
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
直
後
楠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
上
か
ら
巨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
な
蟒
蛇
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
蛇
）
が
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

れ
、
そ
の
首

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
山
雄
が
噛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

み
付
い
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
の
を
発
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
た
。
為
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
重
季
は
蟒　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

蛇
に
止
め
を

し
ば
ら
く
し
て
肘
が
治
る
と
、
伊
豆
大
島

で
暴
れ
ま
わ
っ
た
た
め
、
追
討
を
受
け
切

腹
し
て
果
て
た
と
い
う
（
日
本
最
初
の
切

腹
と
も
い
わ
れ
て
い
る
）
。
し
か
し
、
為
朝

は
生
き
延
び
て
琉
球
に
渡
り
、
王
朝
を
開

い
た
と
い
う
伝
説
も
あ
る
。
『
椿
説
弓
張

月
』
の
前
半
は
、『
保
元
物
語
』
に
基
づ
く

部
分
が
多
く
、
後
半
は
琉
球
に
渡
っ
た
と

　

四
月
下
旬
か
ら
始
ま
る
平
成
二
十
七
年

度
第
一
回
目
の
展
示
は
、
江
戸
時
代
の
本

で
あ
る
版
本
に
つ
い
て
展
示
す
る
。
現
在
、

展
示
に
向
け
て
資
料
の
調
査･

研
究
を
進
め

て
い
る
最
中
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
今
回
は
、

そ
の
中
か
ら
二
点
の
資
料
を
選
び
、
紹
介

す
る
こ
と
に
し
た
い
。

■『
椿
説
弓
張
月
』

　

最
初
に
紹
介
す
る
の
は
、
文
化
四
年（
一

八
〇
七
）
か
ら
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）

ま
で
刊
行
さ
れ
た
曲
亭
馬
琴
の
『
椿
説
弓

張
月
』
で
あ
る
。
馬
琴
は
『
南
総
里
見
八

犬
伝
』
を
は
じ
め
と
し
た
数
々
の
作
品
を

生
み
出
す
が
、『
椿
説
弓
張
月
』
は
、
馬
琴

最
初
の
大
ヒ
ッ
ト
と
な
っ
た
記
念
す
べ
き

作
品
で
あ
る
。
発
刊
直
後
に
大
坂
で
舞
台

化
さ
れ
、
そ
の
後
も
度
々
公
演
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
人
気
の
高
さ
が
う
か
が
え
る
。

　

主
人
公
の
源
為
朝
は
、
保
元
の
乱
（
一

一
五
六
）
で
活
躍
し
た
実
在
の
人
物
で
、

弓
の
名
手
と
し
て
名
高
か
っ
た
。
承
久
の

乱
（
一
二
二
一
）
前
後
に
成
立
し
た
と
み

ら
れ
る
『
保
元
物
語
』
に
よ
る
と
、
敗
れ

た
為
朝
は
武
勇
を
惜
し
ま
れ
助
命
さ
れ
た

が
、
弓
を
射
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に

肘
を
外
さ
れ
伊
豆
大
島
に
流
さ
れ
た
。

ー
娯
楽
・
教
養
・
挿
絵
の
美
ー

版
本
の
世
界

次
回
企
画
展
・
出
展
品
紹
介佐

藤
　
貴
浩

「山雄首を喪ふて蟒蛇を噛」（『椿説弓張月』画：葛飾北斎　当館蔵）　

ち
ん
せ
つ
ゆ
み
は
り
づ
き

や
ま
お
こ
う
べ

う
わ
ば
み

う
し
な

ろ
く
あ
み
だ
も
う
で



さ
ん
の
人
々
等
が
描
か
れ
て
い
る
。
応
味

寺
と
は
、
甘
露
山
応
味
院
延
命
寺
の
こ
と

で
、
元
は
小
台
に
あ
っ
た
が
、
明
治
時
代

に
荒
川
放
水
路
が
で
き
た
関
係
で
廃
寺
と

な
り
、
現
在
は
宮
城
山
円
明
院
恵
明
寺

（
足
立
区
江
北
）
に
合
併
さ
れ
て
い
る
。
地

誌
の
箇
所
に
は
、
豊
島
方
面
か
ら
荒
川
を

船
で
渡
る
様
子
や
、
行
基
が
阿
弥
陀
仏
を

作
る
と
き
に
余
っ
た
木
で
彫
っ
た
と
い
う

仏
像
が
鎮
座
す
る
木
余
如
来
性
翁
寺
（
足

立
区
扇
）
に
つ
い
て
も
記
し
て
あ
る
。
性

翁
寺
に
は
、
足
立
姫
の
も
の
と
伝
わ
る
墓

も
存
在
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
著
者
の
十
返
舎
一
九
と
い

え
ば
、
弥
次
さ
ん
・
喜
多
さ
ん
の
珍
道
中

で
お
な
じ
み
、
滑
稽
本
の
『
東
海
道
中
膝

栗
毛
』
で
有
名
だ
が
、
彼
の
六
〇
〇
点
以

上
に
及
ぶ
作
品
の
中
に
は
『
六
阿
弥
陀
詣
』

の
よ
う
な
地
誌
や
、
寺
子
屋
の
教
科
書
的

な
往
来
物
な
ど
も
あ
っ
た
。
一
方
、
挿
絵

を
描
い
た
喜
多
川
月
麿
は
、
喜
多
川
歌
麿

の
門
人
で
、
一
九
の
作
品
の
挿
絵
を
多
く

描
い
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

　

今
回
は
、
四
月
か
ら
開
催
予
定
の
企
画

展
で
展
示
す
る
予
定
の
資
料
に
つ
い
て
、

一
足
先
に
紹
介
し
た
。
展
示
で
は
、
足
立

に
関
係
す
る
資
料
を
数
多
く
出
展
し
、
版

本
の
歴
史
と
足
立
の
教
養
・
文
化
に
つ
い

て
せ
ま
る
予
定
で
あ
る
。
多
く
の
方
々
の

ご
来
館
を
お
待
ち
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　

（
郷
土
博
物
館
専
門
員
）

足   立   史   談平成２７年２月 第５６４号（４）

寺
（
調
布
市
）
と
合
併
）
、
第
六
番
常
光

寺
（
江
東
区
亀
戸
）
の
六
ヶ
寺
の
こ
と
を

い
う
。
こ
の
六
ヶ
寺
に
は
、
寺
に
よ
っ
て

人
名
や
筋
書
き
が
異
な
る
が
、
長
者
同
士

が
婚
姻
関
係
を
結
び
、
些
細
な
事
か
ら
嫁

い
だ
姫
が
自
殺
し
て
し
ま
う
と
い
う
悲
話

が
伝
わ
っ
て
い
る
。

　

『
六
阿
弥
陀
詣
』
に
記
さ
れ
た
伝
説
は

こ
う
で
あ
る
。
聖
武
天
皇
の
時
代
と
い
う

か
ら
、
今
か
ら
一
二
五
〇
年
程
前
の
こ
と

に
な
る
が
、
宮
城
に
庄
司
清
光
と
い
う
人

物
が
い
た
。
あ
る
日
の
夢
で
清
光
は
神
託

を
受
け
、
紀
伊
国
（
和
歌
山
県
）
か
ら
熊

野
神
社
を
勧
請
し
、
王
子
に
社
を
築
い
た
。

ま
も
な
く
清
光
は
美
し
い
女
子
を
儲
け
、

足
立
姫
と
名
付
け
た
。
足
立
姫
は
、
近
郷

の
沼
田
治
部
少
輔
に
嫁
ぐ
こ
と
に
な
っ
た

が
、
こ
れ
は
足
立
姫
の
望
む
も
の
で
は
な

く
、
そ
の
た
め
舅
の
そ
し
り
を
う
け
る
こ

と
が
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
足
立

姫
は
、
清
光
の
も
と
へ
行
く
と
理
由
を
つ

け
て
家
を
出
、
荒
川
（
現
在
の
隅
田
川
）

に
着
く
と
、
侍
女
十
二
人
と
共
に
称
名（
南

無
阿
弥
陀
仏
）
を
唱
え
な
が
ら
、
荒
川
の

浅
間
渕
（
宮
城
二
丁
目
付
近
）
と
呼
ば
れ

る
場
所
に
身
を
投
げ
た
。
娘
の
死
を
悲
し

ん
だ
清
光
は
諸
国
巡
礼
を
行
い
、
紀
伊
国

の
熊
野
権
現
で
菩
提
を
弔
い
、
下
山
す
る

時
に
霊
木
を
得
る
。
清
光
は
、
衆
生
済
度

の
願
を
か
け
、
霊
木
を
海
中
に
投
じ
、
も

し
納
受
さ
れ
る
な
ら
ば
国
元
に
漂
着
す
る

こ
と
を
願
っ
た
。
そ
し
て
、
国
元
に
帰
っ

て
み
る
と
、
霊
木
が
熊
野
木
（
江
北
三
丁

目
の
熊
木
橋
付
近
）
に
漂
着
し
て
お
り
、

喜
ん
だ
清
光
は
、
た
ま
た
ま
滞
在
し
て
い

た
行
基
に
頼
ん
で
、
六
体
の
仏
像
を
造
立

し
て
も
ら
い
、
ゆ
か
り
の
場
所
に
安
置
し

た
。
こ
れ
が
六
阿
弥
陀
の
始
ま
り
で
あ
る
。

　

こ
の
伝
説
は
、
寺
や
本
に
よ
っ
て
伝
わ

っ
た
内
容
に
違
い
が
あ
り
、
内
容
に
矛
盾

も
多
く
、
江
戸
時
代
の
頃
か
ら
単
な
る
逸

話
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

実
際
、
江
戸
時
代
の
指
摘
通
り
、
こ
の
伝

　
　
　
　
　
　
　
　
　

説
を
事
実
と
は
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
し
が
た
い
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
し
、
伝
説
が
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
れ
た
背
景
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
ら
か
の
歴
史
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　

事
実
が
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
多
く
、
現
在
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
、
そ
う
し
た
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　

点
か
ら
伝
説
を
読

　
　
　
　
　
　
　
　
　

み
直
す
試
み
も
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　

わ
れ
て
い
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
て
、
こ
の
伝
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
、
江
戸
時
代
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　

庶
民
に
、
六
阿
弥

　
　
　
　
　
　
　
　
　

陀
を
順
々
に
詣
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
風
習
を
生
み
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
た
。
足
立
姫
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　

舅
の
嫁
い
び
り
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
っ
て
死
を
選
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　

だ
こ
と
か
ら
、
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
成
仏
の
寺
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
知
ら
れ
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
な
っ
た
。
そ
の

結
果
、
六
ヶ
寺
に
関
す
る
案
内
板
や
関
連

書
が
た
く
さ
ん
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

そ
の
一
つ
が
『
六
阿
弥
陀
詣
』
な
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
右
に
掲
げ
た
箇
所
は
、
上
部
に

六
阿
弥
陀
の
縁
起
、
下
部
に
は
挿
絵
が
描

か
れ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
下
部
に
は
六

阿
弥
陀
周
辺
の
地
誌
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
掲
げ
た
挿
絵
に
は
、
元
木
村
の
応

味
寺
、
な
ら
び
に
そ
の
境
内
に
阿
弥
陀
堂

や
宝
篋
印
塔
、
そ
し
て
参
詣
に
来
た
た
く

＜再生紙を使用しています＞

第二番　足立郡元木村応味寺（『六阿弥陀詣』画：喜多川月麿　当館蔵）　
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