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は
じ
め
に

「
朝
比
奈
門
破
り
」
な
ど
と
し
て
知
ら
れ
る
門
破
り
の
図
様
は
、『
看
聞
御
記
』

（
一
四
一
六
―
四
八
）
に
す
で
に
記
述
が
あ
る
な
ど
、
古
く
か
ら
絵
画
の
主
題
と
な
っ

て
い
た
。
門
を
破
る
と
い
う
構
図
が
剛
力
を
み
せ
る
場
面
の
典
型
と
な
っ
て
、
近
世

で
は
武
者
絵
本
や
武
者
絵
の
画
題
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
能
、
歌
舞
伎
、
浄
瑠
璃

と
い
っ
た
演
劇
に
も
好
ん
で
取
り
入
れ
ら
れ
た
。場
面
が
定
着
す
る
に
し
た
が
っ
て
、

門
を
破
る
の
は
朝
比
奈
だ
け
で
な
く
他
の
剛
力
武
者
た
ち
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
女
武

者
の
場
合
も
あ
っ
た
。
浄
瑠
璃
、
歌
舞
伎
と
も
に
演
じ
ら
れ
て
い
る
「
和
田
合
戦
女

舞
鶴
」
で
は
朝
比
奈
の
役
を
女
性
の
板
額
に
置
き
換
え
て
門
破
り
の
場
面
が
演
じ
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
物
語
展
開
や
登
場
人
物
の
性
格
の
類
似
点
を
介
し
て
交
渉

し
て
い
き
な
が
ら
、
門
破
り
の
図
像
は
近
世
を
通
し
て
画
像
資
料
に
描
き
続
け
ら
れ

て
い
っ
た
。
そ
の
中
で
も
特
に
「
燓
噲
門
破
り
」
図
様
の
成
立
は
、
他
の
主
題
と
の

類
似
点
が
図
像
の
解
釈
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
を
よ
く
説
明
し
得
る
も
の

で
あ
る
。

漢
初
の
功
臣
で
、
高
祖
・
劉
邦
の
臣
下
で
あ
っ
た
燓
噲
は
、
鴻
門
の
会
に
て
項
羽

に
見
え
、
危
機
に
あ
っ
た
主
君
劉
邦
を
助
け
る
た
め
に
門
扉
を
押
し
破
っ
て
敵
方
の

宴
席
に
乱
入
す
る
。
そ
れ
は
「
鴻
門
の
会
燓
噲
門
破
り
」
と
し
て
特
に
武
者
絵
の
題

材
に
好
ん
で
採
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
国
の
原
典
に
は
鴻
門

の
会
に
燓
噲
が
門
を
破
っ
た
と
い
う
記
述
は
な
く
、
挿
絵
に
も
描
か
れ
て
い
な
い
。

で
は
な
ぜ
日
本
の
絵
画
資
料
で
は
鴻
門
の
会
の
場
面
に
燓
噲
門
破
り
の
図
様
を
描
く

よ
う
に
な
っ
た
の
か
。

本
論
で
は
、
第
一
に
燓
噲
門
破
り
図
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
説
明
し
、
第
二
に
朝

比
奈
の
図
様
と
燓
噲
の
図
像
と
の
交
流
を
浮
世
絵
師
北
斎
が
描
い
た
図
様
か
ら
読
み

解
く
。
第
三
に
、
演
劇
に
お
け
る
板
額
門
破
り
を
取
り
上
げ
、
そ
の
演
出
の
特
徴
を

み
る
。
以
上
か
ら
門
破
り
図
の
用
例
を
近
世
期
の
版
本
、
浮
世
絵
な
ど
か
ら
辿
り
そ

の
受
容
と
変
容
と
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、
共
通
す
る
背
景
を
も
っ
た
図
様
同
士
の
影

響
関
係
に
つ
い
て
論
じ
る
。
武
者
絵
、
漢
画
題
、
演
劇
と
異
な
る
領
域
に
ま
た
が
っ

て
共
通
す
る
「
門
破
り
」
の
図
像
に
注
目
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
要
素
が
交
流
し

て
い
く
様
相
を
捉
え
て
み
た
い
と
思
う
。

一
、
燓
噲
門
破
り
図
の
成
立

【
図
1
】
は
大
森
善
清
の
元
禄
十
五
（
一
七
〇
二
）
年
「
あ
や
ね
竹
」
の
う
ち
の
一

図
で
あ
る
。
燓
噲
の
門
破
り
を
描
い
た
も
の
で
、
本
図
よ
り
先
に
出
版
さ
れ
た
初
印

本①
に
は
タ
イ
ト
ル
「
燓
会マ

マ

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
盾
を
左
手
に
挟
み
、
門
を
押
開
こ

う
と
す
る
燓
噲
の
図
像
が
こ
の
構
図
の
特
徴
で
あ
り
、
そ
れ
は
絵
画
の
画
題
と
な
っ

て
多
く
の
絵
師
に
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
狩
野
派
の
絵
師
、
橘
守
国

の
絵
手
本
で
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
年
刊
の
『
絵
本
鶯
宿
梅
』【
図
2
】。
本
文
中
に

近
世
期
の
画
像
資
料
に
み
る
門
破
り
図
像
の
受
容
と
展
開

松　

葉　

涼　

子
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は
「
噲
い
か
つ
て
。
左
に
た
て
を
脇
ば
さ
み
。
右
の
手
を
さ
し
の
べ
。
力
を
き
は
め

て
お
し
け
れ
ば
、さ
し
も
の
大
門
み
ぢ
ん
に
く
だ
け
た
り
。」
と
あ
る
。
先
ほ
ど
の
善

清
の
絵
本
も
同
様
の
構
図
で
あ
っ
て
、
左
手
に
た
て
を
挟
み
、
右
の
手
で
門
を
押
す

構
図
が
こ
の
場
面
の
定
型
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

だ
が
、
す
で
に
近
世
期
よ
り
さ
ま
ざ
ま
文
人
た
ち
に
よ
っ
て
こ
の
図
像
に
つ
い
て

の
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
た
。『
甲
子
夜
話
』
第
六
十
三
で
は
中
国
の
『
史
記
』
に
大
門

を
押
し
破
る
記
述
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

世
に
鴻
門
会
、
燓
噲
の
門
破
り
と
云
伝
へ
て
、
稗
史
は
論
な
し
。
狩
野
家
の
輩

も
皆
、
盾
を
脇
挟
て
大
門
を
推
毀
る
体
を
描
く
。
是
を
見
れ
ば
、
噲
は
誠
に
大

力
量
な
る
哉
。
去
れ
ど
『
史
記
』
を
見
れ
ば
、大
門
を
推
し
毀
り
し
に
は
非
ず
。

画
工
の
文
を
読
誤
り
た
る
に
や
。

（
文
政
四
〜
天
保
十
二
（
一
八
二
一
―
四
一
）
年
成
立
『
甲
子
夜
話
』
第
六
十
三
）

『
甲
子
夜
話
』
と
同
時
期
の
『
海
禄
』
に
お
い
て
も
同
様
の
見
解
で
あ
っ
た
。

　

今
燓
噲
門
や
ぶ
り
と
て
、
楯
を
持
ち
て
門
を
や
ぶ
る
の
図
を
画
く
事
は
、
も

と
蒙
求
よ
り
謬
り
し
も
の
な
り
、
門
を
破
り
し
は
燓
噲
排
レ
闥
と
て
、
高
祖
の
病

め
る
時
に
、
戸
者
に
詔
て
群
臣
を
入
ざ
ら
し
む
る
故
に
、
排
レ
闥
（
師
古
云
、
闥

宮
中
小
門
）、
直
に
入
た
り
し
也
、
鴻
門
の
会
に
、
事
急
な
り
と
聞
て
楯
を
持
て

入
た
る
に
て
、
こ
れ
は
野
陣
な
れ
ば
、
幕
な
ど
張
れ
る
位
の
事
な
る
べ
し
、
こ

の
二
條
を
蒙
求
に
連
ね
い
へ
る
を
も
て
、
世
に
訛
り
伝
へ
し
な
り
、
か
ゝ
る
事

世
に
は
い
と
多
か
る
も
の
ぞ

（
文
政
三
〜
天
保
八
（
一
八
二
〇
―
三
七
）
年
『
海
録
』「
燓
噲
排
闥
」）

右
の
二
書
の
記
載
は
共
通
し
て
燓
噲
門
破
り
の
図
は
誤
り
で
あ
る
と
述
べ
、『
海

録
』
で
は
そ
の
原
因
と
な
っ
た
の
が
中
国
の
『
蒙
求
』
で
、
異
な
る
二
つ
の
場
面
を

あ
わ
せ
て
記
述
し
た
こ
と
に
拠
る
と
い
う
。
ま
た
、
鴻
門
の
会
の
門
は
戦
に
お
け
る

陣
門
を
意
味
し
、
幕
な
ど
を
張
っ
て
簡
易
に
拵
え
た
門
で
あ
る
と
も
記
し
て
お
り
、

絵
画
に
描
か
れ
た
頑
強
な
門
の
構
造
も
原
拠
に
あ
わ
な
い
こ
と
を
述
べ
る
。
海
録
作

者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
次
に
あ
げ
る
『
蒙
求
』
で
は
、『
史
記
』
の
中
の
燓
噲
が
登

場
す
る
二
つ
の
場
面
を
、
同
じ
項
目
に
列
挙
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

十
二　

燓
噲
闥
を
排
し
、
辛

裾
を
引
く

　
（
略
）
帝
嘗
て
病
み
、
人
を
見
る
を
悪
む
。
禁
中
に
臥
し
、
戸
者
に
詔
し
、
群

臣
を
入
る
こ
と
を
得
る
無
か
ら
し
む
。
群
臣
絳
・
灌
等
、
敢
え
て
入
る
莫
き
こ

と
十
余
日
。
①
噲
乃
ち
闥
を
排
し
直
ち
に
入
る
。
大
臣
之
に
随
う
。（
…
中
略
…
）

亜
父
范
増
、
項
荘
を
し
て
剣
を
抜
き
て
舞
わ
し
め
、
帝
を
撃
た
ん
と
欲
す
。
項

伯
常
に
之
を
屏
蔽
す
。
②
噲
、
事
の
急
な
る
を
聞
き
、
盾
を
持
し
直
ち
に
入
り
、

怒
る
こ
と
甚
だ
し
。

（
七
百
四
十
六
年
成
立
『
蒙
求②
』）

※
傍
線
は
執
筆
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

【図 1】  元禄 15（1702）年『あやね竹』
大森善清 大英博物館蔵（XBL082）
©The Trustees of the British Museum

【図 2】  元文５（1740）年『絵本鶯宿梅』
橘守国　大英博物館蔵（JIB.461）
©The Trustees of the British Museum
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①
噲
乃
チ
闥
ヲ
排
シ
直
ニ
入
ル
（
樊
酈
滕
灌
列
傳
）

②
噲
即
チ
剣
ヲ
帯
シ
盾
ヲ
擁
シ
テ
軍
門
ニ
入
ル
（
項
羽
本
紀
）

（
紀
元
前
九
十
一
年
頃
成
立
『
史
記③
』）

傍
線
部
①
「
闥
を
排
す
」
と
い
う
の
は
、宮
中
の
扉
を
押
し
開
け
る
と
い
う
意
で
、

病
に
伏
し
た
帝
の
部
屋
に
燓
噲
が
押
し
入
る
場
面
を
述
べ
て
い
る
。
傍
線
部
②
は
鴻

門
の
会
で
燓
噲
が
剣
と
盾
と
を
持
っ
て
軍
門
に
進
入
す
る
場
面
を
そ
れ
ぞ
れ
説
明
し

て
お
り
、
燓
噲
が
扉
を
押
し
開
け
る
と
い
う
場
面
は
、
傍
線
部
①
の
場
面
で
あ
っ
て
、

②
の
鴻
門
の
会
に
あ
た
る
場
面
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
次
に
あ
げ

る
の
は
明
、
清
代
に
刊
行
さ
れ
た
『
西
漢
演
義
伝
』
で
あ
る
。
本
書
は
後
日
本
で
、

元
禄
七
（
一
六
九
四
）
年
に
『
通
俗
漢
楚
軍
談
』
と
し
て
翻
訳
、出
版
さ
れ
た
中
国
小

説
で
あ
る
。

○
賀
亡
秦
鴻
門
設
宴 

燓
噲
至
寨
門 

剣
擁
盾
経
入

燓
噲
力
大
将
把
門
軍
士
都
撞
倒
直
進

（
十
四
〜
十
七
世
紀
頃
成
立
清
刊
本
『
西
漢
演
義
伝④
』
巻
二
）

右
の
本
文
中
、
簡
易
に
作
ら
れ
た
門
と
い
う
意
味
で
「
寨
門
」
と
記
し
て
お
り
、

挿
絵
に
は
陣
中
を
囲
む
柵
の
中
に
簡
略
に
作
ら
れ
た
門
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、

燓
噲
が
進
入
し
て
い
く
場
面
は
門
に
入
る
と
せ
ず
、
剣
と
盾
と
を
持
ち
添
え
た
燓
噲

が
門
を
守
る
番
卒
を
突
き
倒
し
て
進
入
し
て
い
っ
た
と
述
べ
る
。

以
上
み
て
き
た
と
こ
ろ
で
、『
孟
求
』『
史
記
』、『
西
漢
演
義
伝
』
な
ど
、
中
国
の

書
に
は
、
鴻
門
の
会
に
お
い
て
燓
噲
が
門
破
り
を
す
る
場
面
は
な
く
、
ま
た
、
門
の

描
写
も
日
本
で
定
着
し
た
燓
噲
門
破
り
の
図
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。

黒
石
陽
子
氏⑤
は
、
草
双
紙
に
お
け
る
漢
楚
軍
談
の
受
容
を
考
察
し
、
燓
噲
門
破
り

の
変
容
に
つ
い
て
、
朝
比
奈
門
破
り
と
し
て
知
ら
れ
、
ま
た
金
平
浄
瑠
璃
で
も
語
ら

れ
た
門
破
り
の
イ
メ
ー
ジ
が
勇
力
の
武
者
と
い
う
共
通
点
を
介
し
て「
燓
噲
門
破
り
」

の
図
像
に
流
入
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
日
本
に
お
い
て
、
燓
噲
鴻
門
の
会
の
故
事

は
『
太
平
記
』
や
『
源
平
盛
衰
記
』
軍
記
も
の
な
ど
に
ひ
か
れ
て
、
伝
え
ら
れ
て
い

た
。

燓
噲
大
き
に
怒
つ
て
、そ
の
楯
を
身
に
横
た
へ
門
の
関
の
木
七
、八
本
押
し
折
つ

て
、
内
へ
つ
と
走
り
入
れ
ば
、
倒
る
る
扉
に
打
ち
倒
さ
れ
、
鉄
の
楯
に
つ
き
倒

さ
れ
て
、
交
戟
の
衛
士
五
百
人
地
に
臥
し
て
皆
起
き
あ
が
ら
ず
。

（
十
四
世
紀
頃
成
立
『
太
平
記⑥
』）

燓
噲
大
ニ
驚
テ
、
門
ヲ
入
ニ
、
守
門
ノ
兵
禦
レ
之
ケ
レ
バ
、
楯
ヲ
先
立
テ
破
入
ヌ
。

（
十
三
世
紀
頃
成
立
『
源
平
盛
衰
記⑦
』）

演
劇
で
は
、
荒
々
し
く
力
強
い
作
風
を
特
徴
と
す
る
金
平
浄
瑠
璃
の
中
に
、
燓
噲

の
門
破
り
が
取
ら
れ
て
い
る
。
元
禄
元
（
一
六
八
八
）
年
頃
の
「
は
ん
く
は
い
い
か
づ

ち
ど
り⑧
」
に
は

所
へ
く
だ
ん
の
万
り
き
、
く
ろ
が
ね
の
た
て
を
わ
き
ば
さ
み
。
し
よ
人
に
す
ぐ

れ
立
出
。
さ
あ
ら
は
某
い
く
さ
は
じ
め
に
、
門
を
や
ぶ
り
て
、
か
た
〳
〵
に
は

た
ら
か
せ
ん
と
。

と
あ
り
、
万
力
と
い
う
登
場
人
物
が
燓
噲
に
模
し
て
鉄
の
楯
を
脇
に
挟
み
、
そ
の

楯
を
門
に
押
し
あ
て
て
押
し
破
る
と
い
う
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
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場
面
も
原
拠
と
は
異
な
る
日
本
の
解
釈
で
あ
っ
て
、
絵
画
同
様
に
軍
記
物
や
演
劇
な

ど
に
も
鴻
門
の
会
の
燓
噲
門
破
り
が
取
り
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

日
本
で
は
古
く
か
ら
朝
比
奈
の
門
破
り
が
知
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
古
浄
瑠
璃
の
金

平
の
門
破
り
も
同
時
に
よ
く
知
ら
れ
た
場
面
で
あ
っ
た
。

其
時
義
秀
遁
す
ま
じ
と
。
同
〽
〳
〵
。
御
門
を
既
に
。
破
ら
ん
と
す
る
を
。
御

所
の
兵　

扉
の
内
に
。
大
勢
集
り　

か
ゝ
へ
け
れ
共
。
朝
比
奈
は
聞
ゆ
る
大
力

ラ
な
れ
ば
。
ゑ
い
や
〳
〵
と
お
す
と
ぞ
見
え
し
が　

忽
ち
御
門
を
押
倒
し
。
多

く
の
兵
を　

打
し
ゐ
で
。
見
方
の
陣
に
ぞ
帰
り
け
る
。

（
謡
曲
『
朝
比
奈⑨
』）

是
程
の
門
一
つ
、や
ぶ
り
て
み
せ
ん
と
て
、さ
う
の
手
を
か
け
、ゑ
い
と
お
せ
ば
、

や
つ
と
た
も
つ
、
ゑ
い
や
〳
〵
と
お
す
程
に
、
な
ん
な
く
門
の
お
し
や
ぶ
り

（
寛
文
元
（
一
六
六
一
）
年
「
公
平
花
だ
ん
や
ぶ
り⑩
」）

燓
噲
の
門
破
り
の
図
像
が
変
容
し
た
の
は
、
中
国
で
伝
わ
っ
て
い
た
伝
説
が
享
受

さ
れ
る
時
に
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
の
武
者
た
ち
の
門
破
り
と
の
場
面
設
定
の
類
似
点

か
ら
両
者
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
得
る
。
燓
噲
と
朝
比

奈
を
は
じ
め
と
す
る
、
門
破
り
の
場
面
の
主
人
公
に
描
か
れ
た
武
者
た
ち
は
同
様
に

勇
力
の
猛
者
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
力
で
門
を
破
っ
て
中
に
押
し
入
る
と
い
う
物
語

展
開
を
共
有
し
て
い
た
。
黒
石
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
燓
噲
門
破
り
が
原
拠
の
も
の

と
異
な
る
の
は
先
行
す
る
門
破
り
の
イ
メ
ー
ジ
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と

の
結
果
で
あ
る
と
い
え
る
。

だ
が
、『
太
平
記
』、『
源
平
盛
衰
記
』、
金
平
も
の
の
『
は
ん
く
は
い
い
か
づ
ち
お

ど
り
』
で
は
、
楯
を
も
つ
燓
噲
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
調
し
、
楯
を
門
に
つ
き
た
て
て
破

る
と
い
っ
た
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、「
盾
で
突
き
倒
す
」
と
い
う
情
景
描
写
は
、

前
に
あ
げ
た
『
絵
本
鶯
宿
梅
』
が
説
明
す
る
よ
う
な
「
右
の
手
を
さ
し
の
べ
て
力
を

き
は
め
て
お
す
」
と
い
う
構
図
に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。
絵
画
資
料
で
、
楯
を
門

に
つ
き
た
て
る
描
写
が
定
着
せ
ず
、
盾
を
脇
に
挟
ん
で
片
手
で
押
す
と
い
う
図
像
が

典
型
的
な
燓
噲
門
破
り
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
成
立
し
た
理
由
の
一
つ
に
は
、
前
述
の

『
海
録
』の
燓
噲
排
闥
の
説
明
に
も
あ
る
よ
う
に
中
国
原
典
の
別
の
場
面
が
混
同
さ
れ

て
い
る
。

次
に
あ
げ
る
『
通
俗
漢
楚
軍
談
』
は
中
国
の
小
説
『
西
漢
演
義
伝
』
を
原
拠
と
し
、

日
本
で
刊
行
さ
れ
た
翻
訳
小
説
で
あ
る
。

鴻
門
会
燓
噲
排
闥　

　

燓
噲
は
鐵
の
盾
を
腋
に
挟
み
、
剣
を
帯
し
て
陣
門
に
至
り
、
大
音
揚
げ
て
呼

ば
は
り
け
る
は
、
今
日
鴻
門
の
会
に
相
従
う
者
、
早
朝
よ
り
来
て
外
に
あ
れ
ど

も
、
都
べ
て
一
滴
の
酒
を
賜
ら
ず
、
我
自
ら
魯
公
に
見
え
て
酒
を
賜
ら
ん
と
て

進
み
け
れ
ば
、
丁
公
、
擁
歯
等
曲
者
な
り
、
通
す
な
と
て
、
急
に
門
を
閉
ぢ
け

る
を
、
燓
噲
こ
と
と
も
せ
ず
、
力
を
出
し
て
門
の
闥
を
推
す
に
、
陣
門
地
に
倒

し
て
、
番
の
士
卒
壓
し
殺
さ
る
ゝ
者
数
を
知
ず
。

（
元
禄
七
（
一
六
九
四
）
年
刊
『
通
俗
漢
楚
軍
談
』）

こ
の
書
に
お
け
る
「
鴻
門
の
会
」
の
場
面
を
み
る
と
、
ま
ず
見
出
し
に
「
鴻
門
会

燓
噲
排
闥
」
と
記
さ
れ
、
文
中
に
お
い
て
も
、
排
闥
の
文
字
を
用
い
て
傍
線
部
「
門

の
闥
を
推
す
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
排
闥
」
は
鴻

門
の
会
の
場
面
で
は
元
来
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。『
通
俗
漢
楚
軍
談
』が
原
拠
と
し
て

い
る
『
西
漢
演
義
伝
』
の
見
出
し
や
本
文
に
な
く
、『
蒙
求
』
や
『
史
記
』
で
確
認
し

た
と
こ
ろ
の
、
病
に
伏
す
帝
に
燓
噲
が
面
会
す
る
場
面
で
使
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

明
ら
か
に
異
な
る
場
面
の
混
同
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
ま
で
に
、
す
で
に
燓
噲
の

門
破
り
が
演
劇
や
軍
記
物
な
ど
に
も
取
り
込
ま
れ
て
お
り
、
物
語
展
開
と
し
て
も
よ
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く
知
ら
れ
て
お
り
、
絵
画
に
お
い
て
も
「
門
の
扉
を
押
す
」
と
い
う
燓
噲
の
イ
メ
ー

ジ
が
で
き
あ
が
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
で
、
本
来
別
の
場
面
で
使
わ
れ
て
い
た
は

ず
の
「
排
闥
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
鴻
門
の
会
の
部
分
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
蒙
求
』
や
『
史
記
』
で
は
別
で
あ
っ
た
燓
噲
が
登
場

す
る
場
面
が
、イ
メ
ー
ジ
が
先
行
し
た
こ
と
に
よ
り
両
者
の
混
動
に
拍
車
を
か
け
た
。

【
図
3
】
は
岳
亭
の
「
排
闥
三
番
」
と
題
さ
れ
た
三
枚
続
き
の
浮
世
絵
摺
物
で
あ
る
。

本
図
に
は
朝
比
奈
と
燓
噲
と
天
の
岩
戸
の
伝
説
に
登
場
す
る
手
力
男
尊
が
描
か
れ
て

お
り
「
扉
を
ひ
ら
く
」
と
い
う
意
を
介
し
て

三
者
の
共
通
点
を
介
し
て
描
か
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、
タ
イ
ト
ル
の
「
排
闥
」
は
鴻
門

の
会
の
燓
噲
門
破
り
か
ら
想
起
せ
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
鴻
門
の
会
の
故
事

は
、
日
本
に
お
い
て
従
来
伝
え
ら
れ
て
き
た

朝
比
奈
や
演
劇
で
は
金
平
も
の
の
門
破
り

の
イ
メ
ー
ジ
と
共
通
性
を
も
ち
、
次
第
に
両

者
の
イ
メ
ー
ジ
が
近
親
性
を
も
っ
て
表
現

さ
れ
、
軍
記
も
の
や
演
劇
に
も
反
映
さ
れ
て

い
っ
た
こ
と
で
変
容
し
た
。
そ
う
し
て
鴻
門

の
会
に
お
い
て
燓
噲
が
門
を
破
る
と
い
う

ス
ト
ー
リ
ー
が
固
定
化
さ
れ
て
い
き
「
門
を

押
し
破
る
」
と
い
う
燓
噲
像
が
形
成
さ
れ
た

こ
と
を
受
け
て
、
中
国
原
典
で
は
別
の
場
面

で
用
い
ら
れ
た
「
門
の
扉
を
押
す
」
と
い
う

意
の
「
排
闥
」
と
い
う
熟
語
が
『
通
俗
漢
楚

軍
談
』
で
は
「
鴻
門
の
会
」
の
タ
イ
ト
ル
に

あ
て
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
扉
を
開
く
と
い
う
意
の
排
闥
が
あ

て
は
め
ら
れ
た
こ
と
で
守
国
の
絵
手
本
が
説
明
し
た
よ
う
な
盾
を
脇
挟
み
、
片
手
で

扉
を
押
す
、
と
い
う
よ
う
な
燓
噲
門
破
り
図
が
絵
画
資
料
の
中
で
そ
の
後
も
描
き
続

け
ら
れ
て
い
く
結
果
と
な
っ
た
の
だ
と
い
え
る
。
絵
画
資
料
を
み
て
い
く
と
、
日
本

化
さ
れ
た
燓
噲
の
門
破
り
の
図
像
が
何
度
も
描
き
続
け
ら
れ
、
日
本
絵
画
の
画
題
と

し
て
し
っ
か
り
と
根
付
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
燓
噲
の
門
破
り
が
絵
画
と
し
て

定
着
し
た
こ
と
が
、
原
典
の
解
釈
の
誤
り
も
含
め
た
、
日
本
的
な
場
面
解
釈
を
そ
れ

そ
の
も
の
と
し
て
決
定
づ
け
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

二
、
北
斎
の
門
破
り
図

朝
比
奈
三
郎
義
秀
才
は
和
田
義
盛
の
三
男
で
、
勇
猛
の
武
者
と
し
て
知
ら
れ
た
武

将
で
あ
る
。「
和
田
合
戦
」
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
建
保
元
（
一
二
一
三
）
年
に
父
義

盛
が
乱
を
お
こ
し
、
兵
を
あ
げ
て
幕
府
に
迫
る
と
、
義
秀
は
幕
府
の
惣
門
を
破
る
な

ど
の
勇
力
を
み
せ
た
。
そ
の
伝
説
が
早
く
か
ら
絵
画
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
、「
朝
比
奈

門
破
り
」
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
他
に
も
数
々
の
伝
説
が
う
ま
れ
、「
草

摺
引
」、「
朝
比
奈
島
廻
り
」
な
ど
と
し
て
も
絵
画
の
題
材
に
と
ら
れ
て
い
る
。

朝
比
奈
の
門
破
り
図
は
多
く
は
【
図
4
】
の
師
宣
絵
本
に
あ
げ
た
よ
う
に
朝
比
奈

が
両
手
で
門
を
ぐ
ら
ぐ
ら
と
押
す
と
こ
ろ
が
描
か
れ
る
。
つ
づ
く
【
図
5
】
の
大
岡

道
信
の
武
者
絵
本
や
、【
図
6
】
の
よ
う
な
草
双
紙
の
挿
絵
、【
図
7
】
の
よ
う
な
武

者
絵
に
も
同
一
の
構
図
が
描
か
れ
て
い
る
。
中
に
は
鉄
棒
を
携
え
て
描
か
れ
る
も
の

も
あ
る
が
、【
図
4
〜
7
】
の
よ
う
に
、
門
を
両
手
で
押
す
、
と
い
う
の
が
定
型
で
あ

る
。【

図
8
】
は
春
本
『
漢
楚
艶
談
』
の
挿
絵
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
通
俗
漢
楚
軍
談
』

を
も
じ
っ
て
春
本
に
し
た
も
の
で
、
挿
絵
の
タ
イ
ト
ル
に
は
「
燓
噲
鴻
門
の
会
に
鉄

の
楯
を
脇
挟
陣
門
破
図
」
と
あ
る
。
グ
ロ
テ
ス
ク
な
場
面
だ
が
、
女
性
が
組
み
伏
せ

【図 3】文政 10（1827）年「排闥三番」岳亭
　　　 ボストン美術館蔵（No.11. 20489, 11. 20491, 11. 20493 ※ 1）
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ら
れ
て
い
る
複
雑
な
構
図
の
中
で
片
手
を
さ
し
だ
す
女
性
の
手
燓
噲
の
片
手
で
門
を

押
し
開
く
と
こ
ろ
が
重
ね
あ
わ
せ
ら
れ
て
お
り
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
燓
噲
門
破
り
と
の

結
節
点
が
あ
る
。【
図
9
】
は
二
代
目
勝
川
春
章
が
描
い
た
武
者
絵
本
『
鎧
草
筆
一

本
』
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
朝
比
奈
の
門
破
り
と
鴻
門
の
会
の
燓
噲
門
破
り
を
一
図
ず
つ
あ

げ
た
。
両
者
と
も
に
門
破
り
の
図
像
で
あ
り
な
が
ら
も
、
母
衣
を
着
け
た
朝
比
奈
が

両
手
で
門
を
押
す
の
に
対
し
、
楯
を
わ
き
に
抱
え
片
手
で
力
強
く
門
を
押
す
燓
噲
の

図
像
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
要
素
が

認
め
ら
れ
る
。
絵
師
は
画
題
の
定
型
を

知
っ
た
上
で
図
像
の
要
素
を
分
け
て
描

い
て
お
り
、
両
者
が
混
同
し
て
描
か
れ

る
事
例
は
な
い
。
あ
る
画
題
が
固
有
の

特
徴
を
も
つ
画
題
と
な
っ
て
成
立
し
て

い
る
場
合
に
、
そ
の
図
像
の
定
型
は
ス

ト
ー
リ
ー
を
説
明
し
得
る
構
成
要
素
で

あ
っ
て
絵
師
独
自
の
解
釈
に
よ
っ
て
そ

れ
が
歪
め
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

い
。
定
型
の
図
像
と
異
な
っ
て
描
か
れ

て
い
る
場
合
に
、
単
な
る
絵
師
の
間
違

い
な
の
か
、
何
ら
か
の
解
釈
に
基
づ
く

も
の
な
の
か
を
考
察
し
て
み
る
必
要
が

あ
る
。
こ
こ
で
北
斎
の
門
破
り
図
を
例

に
と
っ
て
、
描
き
手
が
ど
の
よ
う
に
画

題
を
理
解
し
、
解
釈
し
て
い
た
か
を
考

え
て
い
き
た
い
と
思
う
。

【
図
10
】
は
葛
飾
北
斎
が
ま
だ
前
名

の
勝
春
朗
を
名
乗
っ
て
い
た
時
期
の

浮
絵
で
、
タ
イ
ト
ル
に
は
「
新
板
浮
絵

　

燓
噲
鴻
門
之
会
ノ
図 

」
と
あ
っ
て
、
鴻
門
の
会
の
場
面
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
図

は
【
図
2
】
の
『
絵
本
鶯
宿
梅
』
と
同
じ
場
面
だ
が
、
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
例
え

ば
、
門
の
描
写
は
、
戦
の
簡
略
な
陣
門
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
前
掲
の
『
西
漢
演

義
伝
』
の
場
面
の
記
述
に
合
致
す
る
。
さ
ら
に
、
楯
を
脇
に
抱
え
て
敵
の
陣
中
に
進

入
す
る
燓
噲
と
い
う
描
写
は
、
他
の
絵
師
が
原
典
を
誤
っ
て
解
釈
し
門
を
押
し
破
る

【図 5】  享保 6（1721）年『万歳武勇絵鑑』
大岡道信　大英博物館蔵（JIB. 466）
©The Trustees of the British 
Museum

【図 7】  天明～寛政末（1784-1800） 「朝比奈
義秀」春英　個人蔵

【図 4】  貞享元（1684）年『古今武士道絵
つくし』菱川師宣　大英博物館蔵
（JIB. 10）©The Trustees of the 
British Museum

【図 6】  明和 2（1765）年『根元草摺曳』
鳥居清満　大英博物館蔵（JIB.707）
©The Trustees of the British 
Museum

【図 9】  享和 2（1802）年『鎧草筆一本』二代目
春章　立命館大学 ARC 蔵（hayBK03-
0416）

【図 8】  天保 3（1832）年『漢楚艶談』「燓
噲鴻門の会に鉄の楯を脇挟陣門
破図」個人蔵
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と
い
う
構
図
で
描
い
て
い
た
の
に
対
し
て
、
中
国
原
拠
の
物
語
展
開
に
沿
っ
て
描
い

て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
前
章
で
み
た
よ
う
に
、
こ
の
浮
絵
が
描
か
れ
る
以
前

に
、
す
で
に
大
森
善
清
や
、
橘
守
国
は
「
燓
噲
門
破
り
」
と
し
て
盾
を
脇
挟
み
片
手

で
門
を
押
し
破
る
構
図
を
描
い
て
い
る
。
北
斎
の
こ
の
図
は
今
ま
で
の
図
像
を
そ
の

ま
ま
写
し
た
の
で
は
な
く
、
原
拠
に
あ
る
「
鴻
門
の
会
」
の
物
語
を
忠
実
に
再
現
し

て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
後
年
の
北
斎
の
作
品
で
、【
図
11
】
の
『
絵
本
魁
』
で
は
「
燓
噲
鉄
門

を
破
る
図
」
と
し
て
、
燓
噲
が
両
腕
で
門
を
押
し
開
く
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
。
盾

は
燓
噲
の
腕
に
は
挟
ま
れ
ず
、
門
前
に
立
て
か
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
図
は
先
ほ
ど

の
【
図
10
】
の
浮
絵
の
場
合
と
異
な
っ
て
お
り
、
他
の
絵
師
同
様
に
日
本
化
し
た
イ

メ
ー
ジ
の
「
鴻
門
の
会
」
を
描
い
て
い
な
が
ら
も
、
他
の
絵
師
と
は
異
な
る
構
図
が

と
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
両
腕
で
押
し
破
る
と
い
う
図
像
は
、
前
掲
の
「
朝
比
奈
門
破

り
」
の
構
図
に
近
い
。
こ
の
場
面
を
描
写
す
る
北
斎
の
姿
勢
は
一
貫
し
て
お
り
、
他

に
は
【
図
12
】
の
『
絵
本
武
者
部
類
』
や
、『
通
俗
漢
楚
軍
談
』
を
絵
本
化
し
た
【
図

13
】
の
『
絵
本
漢
楚
軍
談
』
の
挿
絵
「
鴻
門
の
会
に
燓
噲
闥
を
排
く
」
で
も
同
様
で

あ
っ
た
。
ま
た
、【
図
14
】『
北
斎
漫

画
』
で
は
同
じ
頁
の
挿
絵
の
上
部
に

鉄
棒
を
お
い
て
両
腕
で
門
を
押
す
朝

比
奈
を
描
き
、
そ
の
下
に
ど
っ
し
り

と
座
っ
た
燓
噲
を
描
い
て
い
る
。
燓

噲
は
門
破
り
を
し
て
い
な
い
。『
北
斎

漫
画
』
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
図
の
テ
ー

マ
は
独
立
し
て
描
か
れ
る
こ
と
も
あ

る
が
、
同
じ
図
面
に
あ
る
図
の
テ
ー

マ
は
連
想
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

場
合
も
多
く
、
意
識
的
に
朝
比
奈
と

燓
噲
と
を
同
じ
ペ
ー
ジ
に
ま
と
め
た

可
能
性
が
あ
る
と
は
い
え
る
が
、
い

ず
れ
に
せ
よ
北
斎
は
朝
比
奈
門
破
り

と
燓
噲
門
破
り
は
そ
れ
ぞ
れ
区
別
し

て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
を
共
通

し
て
燓
噲
門
破
り
図
を
両
腕
で
押
す

と
い
う
構
図
で
描
い
て
い
る
と
こ
ろ

に
他
の
絵
師
と
の
違
い
が
あ
る
。

弟
子
の
た
め
に
も
数
々
の
絵
手

本
、
画
譜
を
描
き
、
絵
画
の
画
題
を

広
く
取
り
上
げ
て
い
た
北
斎
が
他
の

絵
師
た
ち
の
構
図
を
参
照
し
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
ま

た
、
北
斎
は
【
図
10
】
の
よ
う
に
中

国
原
典
の
描
写
に
忠
実
に
鴻
門
の
会

【図 10】  天明～寛政前期（1779-1793）「新板
浮絵 燓噲鴻門之会ノ図」勝春朗　大
英博物館蔵 1949, 0409,0.60 ©The 
Trustees of the British Museum

【図 13】  天保 14（1843）年『絵本漢楚軍
談』北斎「鴻門の会に燓噲闥を排
く」大英博物館蔵（JH.460）©The 
Trustees of the British Museum

【図 12】  天保 12（1841）年『絵
本武者部類』　北斎 個
人蔵

【図 11】  天保 7（1836）年『絵本魁』北斎　
大英博物館蔵（JIB. 225）©The 
Trustees of the British Museum

【図 14】  文化 13（1816）年『北斎漫画』
第四編　北斎　大英博物館蔵
（JH. 428）©The Trustees of 
the British Museum
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の
場
面
を
描
い
て
み
せ
て
い
る
。
そ
の
図
像
の
ア
イ
デ
ア
が
、
北
斎
自
身
の
知
識
に

よ
る
も
の
か
、
北
斎
を
と
り
ま
く
文
化
圏
か
ら
の
影
響
で
あ
る
か
は
断
定
で
き
な
い

が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
北
斎
は
、
日
本
的
解
釈
に
よ
っ
て
ゆ
が
め
ら
れ
て
い
た
「
燓
噲

門
破
り
図
」
と
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
の
内
容
の
違
い
に
気
づ
い
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
本
来
「
鴻
門
の
会
」
は
門
を
押
し
破
る
場
面
は
な
い
。
ま
た
、
原

典
で
燓
噲
が
門
を
押
し
開
く
場
面
で
は
、
盾
を
脇
挟
ん
だ
燓
噲
は
存
在
し
な
い
。
そ

の
両
者
が
混
同
さ
れ
た
こ
と
が
、こ
れ
ま
で
の
日
本
絵
画
に
お
け
る
「
燓
噲
門
破
り
」

図
の
特
徴
で
あ
る
。
燓
噲
が
門
を
押
し
開
く
場
面
と
、
盾
を
抱
え
る
場
面
と
は
、
本

来
別
々
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
北
斎
が
意
図
す
る
構
図
が
原
典
を
知
っ
た
上
で
の

図
像
の
理
解
で
あ
っ
た
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
朝
比
奈
門
破
り
図
を
代
表
と
す
る
日

本
で
描
き
続
け
ら
れ
て
き
た
門
破
り
の
図
像
を
あ
え
て
燓
噲
門
破
り
図
に
あ
て
は
め

た
の
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
と
す
る
と
北
斎
の
解
釈
か
ら
、
燓
噲
門
破
り
図
の
成

立
過
程
に
他
の
門
破
り
図
と
の
交
渉
が
あ
っ
た
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
確
認
で
き
る
の

で
あ
る
。

三
、
演
劇
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
の
利
用

女
門
破
り

門
破
り
の
場
面
は
す
で
に
金
平
浄
瑠
璃
な
ど
演
劇
の
荒
事
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
演

じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
前
に
触
れ
た
が
、
歌
舞
伎
も
同
様
で
あ
っ
た
。
例

え
ば
、
歌
舞
伎
の
荒
事
の
場
面
に
門
破
り
が
演
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
次
の
評
判
記

の
記
述
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
前
よ
り
あ
ら
ご
と
の
か
い
さ
ん
．
或
は
金
平
．
朝
比
奈
．
燓
噲
な
ど
に
な
ら

れ
．
大
盃
で
．
軍
半
に
．
酒
を
呑
ふ
だ
り
．
門
を
破
り
．
虎
を
引
さ
く
た
ぐ
ひ

よ
く
．
其
上
男
一
道
の
手
づ
よ
き
所
作

（
元
禄
十
三
（
一
七
〇
〇
）
年
三
月
刊
『
役
者
談
合
衝
』
市
川
団
十
郎
評
）

次
に
朝
比
奈
か
け
つ
け
て
．
門
を
あ
け
ん
と
す
る
を
．
内
よ
り
戸
を
を
さ
へ
て

の
つ
め
ひ
ら
き
よ
し
．

（
…
中
略
…
）
扨
両
人
共
に
ぎ
し
み
合
．
門
を
し
や
ぶ
ら
る
ゝ
荒
事
．
い
さ
み
有

つ
て
よ
し
．

（
元
禄
十
五（
一
七
〇
三
）年
三
月
頃『
江
戸
桜
』生
嶋
新
五
郎
評
、元
禄
十
五（
一
七
〇
三
）

年
正
月
江
戸
山
村
座
「
祭
礼
鎧
曽
我
」
の
演
出
に
つ
い
て
）

後
に
も
ん
や
ぶ
り
の
あ
ら
事
関
脇
と
は
み
へ
ま
す

（
宝
永
二
（
一
七
〇
五
）
年
四
月
刊
『
役
者
三
世
相
（
江
）』
市
川
團
四
郎
評
、
宝
永
二

（
一
七
〇
五
）
年
正
月　

江
戸
山
村
座
「
源
氏
繁
昌
信
太
妻
」
の
演
出
に
つ
い
て
）

當
か
ほ
見
せ
女
龍
虎
二
頭
に
権
五
郎
景
政
と
な
ら
れ
。
実
め
い
た
出
端
よ
し（
…

中
略
…
）
次
に
漢
の
高
祖
の
引
事
よ
り
も
ち
こ
ん
で
か
ほ
ど
の
所
に
は
ん
く
わ

い
な
ふ
て
は
か
な
ふ
ま
じ
と
。
是
よ
り
あ
ら
事
に
う
つ
り
門
や
ぶ
り
の
て
い
を

ま
な
び

（
正
徳
五
（
一
七
一
五
）
年
『
役
者
返
魂
香
（
江
）』
大
谷
広
次
評
、正
徳
四
（
一
七
一
四
）

年
十
一
月
江
戸
森
田
座
「
女
竜
虎
二
つ
頭
」
の
演
出
に
つ
い
て
）

初
代
団
十
郎
を
代
表
と
す
る
手
強
い
芸
が
得
意
で
あ
っ
た
役
者
に
よ
っ
て
、
金
平

や
、
朝
比
奈
、
燓
噲
の
門
破
り
が
演
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
評
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

正
徳
頃
の
鳥
居
派
が
描
い
た
浮
世
絵⑪
に
も
門
破
り
の
場
面
を
描
い
た
も
の
が
あ
る
。

門
破
り
の
演
出
は
元
禄
歌
舞
伎
の
頃
よ
り
す
で
に
荒
事
の
芸
と
し
て
歌
舞
伎
、
浄
瑠

璃
で
演
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
一
方
で
、
特
に
歌
舞
伎
で
は
「
女
暫
」
な
ど

「
女
〜
」
と
い
い
、男
の
手
強
さ
を
み
せ
る
演
技
を
わ
ざ
と
女
形
が
演
じ
る
と
こ
ろ
が

見
所
と
な
る
演
出
が
あ
る
。
例
え
ば
、元
禄
十
四
（
一
七
〇
一
）
年
の
「
和
国
女
樊
噌
」

で
は
、
女
形
の
歌
村
才
次
郎
演
じ
る
白
玉
が
女
樊
噌
と
称
し
て
門
破
り
を
す
る
と
い
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う
演
出
が
あ
っ
た
。

後
に
大
ぜ
い
に
取
ま
か
れ
し
時
．
白
玉
門
を
や
ぶ
り
來
り
し
時
．
さ
い
ぜ
ん
の

う
ら
み
を
云
わ
け
せ
ら
る
ゝ
所
．
大
ぜ
い
を
お
い
の
け
ら
る
ゝ
て
い
き
つ
と
し

て
よ
し
．

（
元
禄
十
四
（
一
七
〇
一
）
年
三
月
刊
『
役
者
略
請
状
（
江
）』
小
野
山
宇
治
右
衞
門
評
、

元
禄
十
四
（
一
七
〇
一
）
年
正
月
「
和
国
女
樊
噌
」
の
演
出
に
つ
い
て
）

後
に
ゑ
も
ん
な
ん
ぎ
の
時
．門
を
や
ぶ
り
大
ぜ
い
を
お
い
ち
ら
さ
る
ゝ
あ
ら
事
．

拍
子
き
ゝ
故
は
な
〴
〵
し
く
お
も
し
ろ
し
．（
同
上　

歌
村
才
次
郎
評
）

ま
た
、
京
や
大
坂
な
ど
上
方
に
お
い
て
も
同
様
の
演
出
が
あ
っ
た
。

﹇
じ
ろ
う
く
は
者
﹈仰
せ
の
通
り
声
は
か
い
な
し
．
御
き
り
や
う
が
飛
切
リ
と
申

ス
で
は
な
し
．
す
ぐ
れ
て
所
作
が
よ
い
と
申
で
は
ご
ざ
ら
ず
．
女
は
ん
く
は
い

が
門
ン
や
ぶ
る
や
う
な
所
へ
は
．
田
舎
衆
に
南
禅
寺
豆
腐
し
ん
ぜ
る
や
う
な
物

で
． 

京
に
何
も
あ
き
は
い
た
さ
ぬ
が
．
や
は
ら
か
な
と
う
ふ
く
は
さ
る
ゝ
に
は

こ
ま
り
申
ス

（
享
保
十
五
（
一
七
三
〇
）
年
正
月
刊
『
役
者
美
男
尽
（
京
）』
瀬
川
菊
之
丞
）

右
の
評
で
は
、女
樊
噌
が
門
を
破
る
よ
う
な
手
強
い
仕
打
ち
は
も
の
め
づ
ら
し
く
、

京
都
で
見
る
の
に
は
あ
き
な
い
が
、や
わ
ら
か
な
芸
風
は
困
る
と
評
さ
れ
た
。「
女
は

ん
く
は
い
が
門
や
ぶ
る
よ
う
な
所
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
と
き
ま
で
に
す
で

に
女
樊
噌
の
門
破
り
は
上
方
で
も
知
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
立
役
の

荒
事
か
ら
女
形
の
女
武
道
へ
と
転
じ
る
演
出
は
江
戸
歌
舞
伎
で
は
常
套
で
は
あ
る

が
、
幾
度
も
上
演
が
繰
り
返
さ
れ
て
女
の
門
破
り
と
い
う
の
も
演
出
の
定
型
と
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
て
、
女
門
破
り
の
場
面
を
決
定
づ
け
た
の
は
、
板
額
の
門
破
り
で
あ
っ
た
。

板
額
門
破
り
は
、元
文
元
（
一
七
三
六
）
年
浄
瑠
璃
「
和
田
合
戦
女
舞
鶴
」
で
演
じ
ら

れ
た
の
が
初
演
と
さ
れ
る
。
正
本⑫
に
は

女
も
こ
こ
を
破
ら
ず
は
夫
も
我
も
顔
汚
し
。
一
世
一
度
の
晴
業
と
。
惣
身
の
力

を
両
腕
に
柳
の
腰
も
古
木
と
な
し
。
揺
り
立
た
る
け
や
き
門
。
四
十
五
間
の
高

塀
も
共
に
揺
ら
れ
て
ゆ
つ
さ
〳
〵
。
瓦
は
ら
〳
〵
屋
根
は
ふ
は
〳
〵
。
不
破
の

関
屋
の
如
く
に
て
。

と
あ
り
、
浄
瑠
璃
絵
尽⑬
の
挿
絵
に
は
荒
事
風
の
構
え
で
門
を
押
す
板
額
が
描
か
れ

て
い
る
。「
和
田
合
戦
女
舞
鶴
」は
浄
瑠
璃
の
初
演
と
同
じ
年
に
歌
舞
伎
に
脚
色
さ
れ

て
上
方
で
上
演
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
時
板
額
を
演
じ
た
の
は
女
武
道
を
得
意
と
す
る

佐
野
川
万
菊
で
あ
っ
た
。
評
判
記
で
は
「
去
年
の
和
田
合
戦
の
。
は
ん
が
く
女
の
門

や
ぶ
り
も
ぬ
る
ふ
て
」（
元
文
二
（
一
七
三
七
）
年
正
月
刊
『
役
者
多
名
卸
（
京
）』
佐
野
川

万
菊
評
）
と
い
う
よ
う
に
、
演
技
が
ぬ
る
い
と
評
さ
れ
て
は
い
る
が
、
女
武
道
の
門
破

り
が
見
せ
場
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。　
　

板
額
は
鎌
倉
時
代
の
女
武
者
で
、
そ
の
勇
力
や
弓
の
名
手
で
あ
っ
た
こ
と
は
知
ら

れ
て
い
る
が
、
武
者
絵
本
な
ど
に
み
る
板
額
の
図
像
は
【
図
15
】
の
よ
う
に
描
か
れ

る
こ
と
が
多
く
、
門
破
り
で
描
か
れ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
板
額
門
破
り
の
図

像
は
演
劇
か
ら
は
じ
ま
り
、
上
演
に
基
づ
い
て
役
者
絵
な
ど
に
描
か
れ
て
い
る
も
の

が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。【
図
16
】
は
宝
暦
十
三
（
一
七
六
三
）
年
の
大
坂
角
之
芝
居
で

の
上
演
絵
尽
の
絵
表
紙
で
あ
る
が
、
画
中
の
板
額
の
衣
裳
に
は
舞
鶴
紋
が
描
か
れ
て

い
る
。
舞
鶴
紋
は
歌
舞
伎
で
朝
比
奈
役
を
得
意
と
し
た
中
村
伝
九
郎
が
つ
け
た
紋
で

あ
っ
て
、
板
額
の
門
破
り
は
朝
比
奈
の
門
破
り
を
下
敷
き
と
し
て
お
り
、
板
額
は
女

朝
比
奈
の
門
破
り
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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浄
瑠
璃
、上
方
歌
舞
伎
で
上
演
さ
れ
て

い
た
「
和
田
合
戦
女
舞
鶴
」
で
あ
る
が
、

江
戸
で
は
初
代
中
村
富
十
郎
が
安
永
六

（
一
七
七
七
）年
に
板
額
を
演
じ
た
の
が
最

初
と
な
っ
た
。【
図
17
】
は
そ
の
時
の
富

十
郎
分
す
る
板
額
を
描
い
た
も
の
で
、長

刀
を
抱
え
て
片
手
で
紋
を
押
す
図
像
は

そ
れ
ま
で
の
絵
画
資
料
に
は
な
い
特
徴

で
あ
る
。板
額
の
衣
裳
を
み
る
と
二
つ
の

紋
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
は
、丸

に
三
つ
引
き
の
紋
で
、こ
れ
は
朝
比
奈
の

紋
で
あ
る
。
ま
た
、
も
う
一

つ
の
巴
紋
は
朝
比
奈
の
母
巴

御
前
の
紋
で
あ
っ
た
。
板
額

と
同
様
、
勇
猛
の
女
武
者
と

し
て
知
ら
れ
る
巴
御
前
で

あ
っ
た
が
、長
刀
は
【
図
18
】

の
浮
世
絵
に
あ
る
よ
う
に
、

巴
を
象
徴
す
る
武
具
で
あ

る
。
巴
御
前⑭
と
板
額
と
は
と

も
に
勇
武
の
女
武
者
で
あ
っ

て
、
共
通
す
る
イ
メ
ー
ジ
を

持
っ
て
い
る
。「
和
田
合
戦
女

舞
鶴
」
初
演
時
に
は
長
刀
を

も
つ
な
ど
巴
の
要
素
は
描
か

れ
て
い
な
い
が
、
朝
比
奈
の

門
破
り
を
介
す
る
こ
と
で
、
朝
比
奈

の
母
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
同
じ
よ
う

な
勇
猛
の
女
武
者
で
あ
る
巴
の
要

素
が
板
額
の
門
破
り
の
演
出
に
取

り
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
だ
と
い

え
る
。
そ
う
し
て
、【
図
17
】
の
中
村

富
十
郎
と
同
様
に
長
刀
を
持
っ
た

演
出
は
、
例
え
ば
、【
図
19
】
の
文
政

六
（
一
八
二
三
）
江
戸
中
村
座
「
和
田

合
戦
女
舞
鶴
」
や
、
明
治
ま
で
下
っ
て
【
図
20
】
の
九
代
目
市
川
團
十
郎
の
板
額
ま

で
、
ず
っ
と
同
じ
演
出
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
ま
た
さ
ら
に
上
方
役
者
の
初
代
嵐

雛
助
の
演
出
に
つ
い
て
『
芝
居
乗
合
噺⑮
』
で
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

　
　

  

古
人
嵐
雛
助
（
※
初
代
雛
助
）、「
和
田
合
戦
」
の
狂
言
に
て
則
雛
助
板
額
の
役
た

り
し
に
、（
…
中
略
…
）
板
額
に
て
門
に
か
ゝ
り
、
長
刀
を
か
ひ
こ
み
其
長
刀
を

か
ひ
込
し
手
に
て
上
着
の
裾
を
つ
ま
と
る
様
に
持
添
て
、
片
手
は
門
を
押
た
る

よ
し
、
今
に
〳
〵
思
へ
は
、
少
し
の
事
な
か
ら
、
門
に
か
ゝ
り
押
破
る
に
女
子

の
ち
か
ら
を
入
る
心
得
に
も
至
て
能
み
へ
な
り
。

（
寛
政
十
二
（
一
八
〇
〇
）
年
頃
成
立
『
芝
居
乗
合
話
』）

【図 16】  絵尽表紙　宝暦 13
（1763）年 5月大坂
角之芝居「和田合戦
女舞鶴」早稲田大学
演劇博物館蔵
（ロ 18-00023-09N）

【図 19】  絵本番付「和田合戦女舞鶴」　
文政 6（1823）江戸中村座　早
稲田大学演劇博物館蔵（ロ
23-00002-0090 ）

【図 18】  明和 - 安永年間
（1770-1780）重政
「巴御前」アムス
テルダム国立美術
館蔵（RP-P-1977-
101）

【図 17】  春章　安永 6（1777）年　
江戸市村座「和田合戦
女舞鶴」板額　初代中
村富十郎　シカゴ美術
館蔵（1939. 620 ※ 2）

【図 15】  寛延 2（1749）年『絵本勇武鏡』西川祐
信　京都大学附属図書館蔵
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文
章
中
の
上
演
は
「
和
田
合
戦
女
舞
鶴
」

で
、
初
代
雛
助
が
板
額
を
演
じ
た
時
の
も
の

で
あ
る
。
こ
の
時
ま
で
に
雛
助
は
安
永
七

（
一
七
七
八
）
年
、
天
明
六
（
一
七
八
六
）
年
の

二
回
板
額
を
演
じ
て
い
る
。
文
中
に
長
刀
を

か
い
こ
ん
で
、
片
手
で
門
を
押
す
、
と
あ
り
、

そ
の
演
出
に
つ
い
て
「
能
き
み
へ
」
と
評
し

て
い
る
。
こ
れ
は
、
前
述
の
【
図
17
】
に
あ

げ
た
初
代
中
村
富
十
郎
の
図
様
と
く
ら
べ
る

と
、
特
に
長
刀
を
抱
え
、
片
手
で
押
す
と
い

う
と
こ
ろ
に
共
通
点
が
あ
り
、
同
様
の
形
式

を
も
っ
た
演
出
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

だ
が
、
初
代
雛
助
の
演
じ
た
別
の
板
額
の
門
破
に
は
、
も
う
一
つ
特
徴
的
な
も
の

が
残
っ
て
い
る
。
長
刀
は
持
た
ず
、
門
と
手
の
間
に
紙
を
は
さ
み
、
そ
の
腕
で
ぐ
い

ぐ
い
と
門
を
押
す
や
り
方
で
あ
る
。
安
永
七
（
一
七
七
八
）
年
大
坂
角
之
芝
居
「
和
田

合
戦
女
舞
鶴
」
で
板
額
を
演
じ
た
の
は
初
代
嵐
雛
助
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
の
演
出

に
つ
い
て
評
判
記
で
は
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

芝
居
好
ヲ
ツ
ト
待
た　

門
破
り
の
思
ひ
入
も
背
中
で
柱
を
ゆ
る
め
さ
せ
て
門

を
一
ト
押
お
し
て
夫
ト
の
方
を
見
て
衣
紋
を
直
し
ふ
り
か
は
つ
て
押
所
迄
は
よ

い
が
悪
口
サ
イ
ノ
手
の
ひ
ら
に
か
い
し
き
敷
た
様
に
鼻
紙
を
隔
に
入
レ
て
押

る
に
ち
と
思
ひ
入
が
は
つ
れ
た
様
な
ぞ
や

（
安
永
八
（
一
七
七
九
）
年
正
月
刊
『
役
者
男
紫
花
（
坂
）』
嵐
雛
助
評
）

間
に
鼻
紙
を
入
れ
て
押
す
、
と
い
う
や
り
方
で
あ
る
が
、
夫
の
方
を
み
て
衣
紋
を

直
す
な
ど
の
工
夫
は
、
長
刀
を
も
っ
た
演
出
に
く
ら
べ
る
と
女
性
の
柔
ら
か
み
を
強

調
し
た
演
出
に
な
っ
て
い
る
。
他
に
、

例
え
ば
浮
世
絵
で
は
【
図
21
】
の
三
代

目
嵐
璃
寛
が
演
じ
た
も
の
が
残
っ
て

お
り
、
こ
の
演
出
は
、
先
の
長
刀
を

持
っ
た
も
の
と
は
別
の
演
出
パ
タ
ー

ン
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
雛
助
は
「
板

額
門
破
り
」
の
演
出
に
、
女
形
の
柔
ら

か
い
風
情
を
み
せ
る
演
出
と
、
江
戸
で

富
十
郎
も
演
じ
て
い
た
長
刀
を
持
っ

て
力
強
く
押
す
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

手
強
い
演
出
の
両
方
を
採
用
し
て
お

り
、そ
し
て
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
雛
助
以
外
の
役
者
に
も
伝
わ
っ
て
「
板
額
門
破
り
」

の
演
出
パ
タ
ー
ン
と
し
て
踏
襲
さ
れ
た
。

板
額
門
破
り
は
朝
比
奈
を
筆
頭
と
す
る
荒
事
の
「
門
破
り
」
を
「
女
門
破
り
」
に

転
じ
、
さ
ら
に
他
の
要
素
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
独
自
の
様
式
を
持
つ
よ
う
に
な
っ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
女
武
者
と
い
う
共
通
点
を
介
し
て
、
巴
御
前
な
ど
似
た
登
場

人
物
の
要
素
を
取
り
入
れ
、
ま
た
、
女
形
な
ら
で
は
の
要
素
を
取
り
入
れ
る
な
ど
し

て
イ
メ
ー
ジ
を
変
容
さ
せ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
一
度
で
は
な
く
、
複
数
の
役

者
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
た
こ
と
で
、「
板
額
門
破
り
」
の
演
技
演
出
と
し
て
新
た
な
舞

台
イ
メ
ー
ジ
が
定
型
化
さ
れ
た
。
絵
手
本
や
画
譜
な
ど
で
画
題
の
典
型
が
伝
え
ら
れ

る
絵
画
ほ
ど
演
劇
で
は
定
着
し
た
舞
台
イ
メ
ー
ジ
、
演
出
を
守
ろ
う
と
す
る
必
要
は

無
か
っ
た
は
ず
で
は
あ
る
が
、
舞
台
か
ら
発
生
し
た
図
像
と
し
て
あ
る
一
つ
の
演
出

が
定
着
す
る
と
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
別
の
役
者
に
も
引
き
継
が
れ
る
と
こ
ろ
は
、
絵
画

と
共
通
す
る
発
想
を
も
っ
て
い
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
板
額
の
門
破
り
は
、
絵
画
に

よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
朝
比
奈
、
燓
噲
の
門
破
り
の
イ
メ
ー
ジ
の
利
用
で
あ
り
、

役
者
、
演
出
者
の
工
夫
に
よ
っ
て
演
劇
的
に
展
開
し
た
新
た
な
門
破
り
の
図
像
で
も

【図 20】  明治 30（1897）年　東京歌舞伎座「和田合
戦女舞鶴」板額女　九代目市川団十郎　早
稲田大学演劇博物館蔵（100-5097 ～ 99）

【図 21】  三代目豊国 嘉永 5（1852）年正月　
江戸河原崎座「和田合戦女舞鶴」　ボ
ストン美術館蔵（11.43765a-b ※ 3）



二
〇
〇

718

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
が
何
ら
か
の
類
似
し
た
イ
メ
ー
ジ
に
引
き
寄

せ
ら
れ
て
、
ま
た
新
た
な
パ
タ
ー
ン
を
生
む
と
い
う
と
こ
ろ
は
絵
画
に
お
い
て
も
、

演
劇
に
お
い
て
も
同
様
の
は
た
ら
き
が
認
め
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

「
門
破
り
」は
図
像
と
物
語
の
両
方
と
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
類
似
す
る
性
質
に
引

き
寄
せ
ら
れ
る
場
合
に
も
、
物
語
上
の
共
通
点
と
、
想
起
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
と
の
両

方
に
よ
っ
て
異
な
る
素
材
が
交
流
し
て
い
く
。
ま
た
そ
れ
は
、
演
劇
な
ど
立
体
的
な

役
者
や
人
形
の
動
き
と
も
結
び
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
似
た
も
の
を
引
き
寄

せ
る
と
い
う
発
想
は
、
絵
画
や
文
学
の
伝
承
に
重
要
な
は
た
ら
き
を
し
て
い
る
。
だ

が
、
絵
画
の
場
合
に
は
、
あ
る
一
定
の
「
か
た
ち
」
が
定
ま
っ
て
、
そ
の
物
語
を
説

明
し
得
る
要
素
が
定
着
し
、
そ
の
要
素
が
繰
り
返
し
引
き
継
が
れ
て
い
か
な
い
か
ぎ

り
は
、
画
題
と
し
て
は
成
立
し
な
い
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
か
ら
離
れ
た
「
燓
噲
門
破
り
」

の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
画
題
と
し
て
成
立
し
た
よ
う
に
、
物
語
に
お
け
る
そ
の
場
面
の

イ
メ
ー
ジ
を
決
定
づ
け
る
の
に
は
、
絵
画
の
担
う
役
割
が
大
き
い
。
そ
う
し
て
み
る

と
、
近
世
期
の
豊
富
な
絵
画
資
料
、
そ
し
て
演
劇
に
お
け
る
絵
画
的
な
演
技
、
演
出

が
、
そ
の
物
語
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
た
ら
し
た
か
、
ま
だ
更
に
考
察
さ
れ
る
余

地
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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註①　
浅
野
秀
剛
「
京
の
絵
師
、
大
森
善
清
」（『
菱
川
師
宣
と
浮
世
絵
の
黎
明
』、
東
京
大

学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
、
二
百
七
十
頁
）
に
よ
る
と
「
あ
や
ね
竹
」
の
初
印
本
の
完

本
は
大
阪
府
立
大
学
蔵
の
も
の
だ
と
す
る
。
同
改
題
中
に
、大
英
博
物
館
本
の
画
中
の

文
字
は
「
燓
会
」
の
み
削
除
さ
れ
た
も
の
で
、会
で
は
な
く
噲
で
あ
る
た
め
に
訂
正
の

意
図
が
あ
っ
た
か
、
と
し
て
い
る
。

②　
『
蒙
求
』（『
鑑
賞
中
国
の
古
典　

蒙
求
』
一
九
八
九
年
、
角
川
書
店
）。

③　
『
史
記
』（
北
京
・
中
華
書
局 

、
一
九
七
五
年
）。

④　

清
刊
本
『
西
漢
演
義
伝
』
巻
二
（『
対
訳
中
国
歴
史
小
説
選
集
』
三
、一
九
八
三
年
、



二
〇
一

近
世
期
の
画
像
資
料
に
み
る
門
破
り
図
像
の
受
容
と
展
開

719

ゆ
ま
に
書
房
）。

⑤　

黒
石
陽
子
「
草
双
紙
と
通
俗
軍
談
物
の
諸
相
（『
黒
本
・
青
本
の
研
究
と
用
語
索
引
』

一
九
九
二
年
、
国
書
刊
行
会
）。

⑥　

新
潮
日
本
古
典
集
成
『
太
平
記
』
第
四
巻　

一
九
八
五
年
、
新
潮
社
。

⑦　
『
源
平
盛
衰
記
』
五
節
夜
闇
打
（『
源
平
盛
衰
記
』
第
一
巻
、
一
九
九
一
年
、
三
弥
井

書
店
）。

⑧　
『
金
平
浄
瑠
璃
正
本
集
』
第
三
、一
九
六
九
年
、
角
川
書
店
。

⑨　

田
中
允
編
『
未
刊
謡
曲
集
』
第
一
巻
、
古
典
文
庫
一
九
四
、一
九
六
三
年
。

⑩　
『
金
平
浄
瑠
璃
正
本
集
』
第
五
、一
九
六
六
年
、
角
川
書
店
。

⑪　

展
覧
会
図
録
『
リ
ッ
カ
ー
美
術
館
所
蔵
浮
世
絵
３
０
０
年
の
名
品
展
』（
一
九
九
一

年
）、
樋
口
弘
『
初
期
浮
世
絵
』
一
九
七
七
年
、
味
燈
書
屋
に
そ
そ
れ
ぞ
れ
一
図
ず
つ

事
例
が
あ
る
。

⑫　
『
豊
竹
座
浄
瑠
璃
集
』
第
二
巻
（
一
九
九
〇
年
、国
書
刊
行
会
）
翻
刻
を
参
照
し
た
。

⑬　
『
豊
竹
座
浄
瑠
璃
集
』
第
二
巻
（
一
九
九
〇
年
、国
書
刊
行
会
）
影
印
を
参
照
し
た
。

⑭　

巴
御
前
の
門
破
り
も
歌
舞
伎
で
は
女
武
道
と
し
て
上
演
さ
れ
て
い
た
。例
え
ば
江
戸

で
「
和
田
合
戦
女
舞
鶴
」
が
上
演
さ
れ
る
以
前
の
安
永
二
（
一
七
七
三
）
年
市
村
座
の

「
帰
木
曽
樹
毎
初
物
」
で
は
、嵐
三
五
郎
分
す
る
巴
が
門
破
り
を
す
る
場
面
が
あ
っ
た
。

次
の
評
判
記
に
加
え
て
、天
理
図
書
館
蔵
の
絵
本
番
付
の
挿
絵
に
は
巴
の
門
破
り
の
場

面
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
　

  

此
度
よ
り
当
座
へ
か
へ
ら
れ
め
づ
ら
し
き
女
形
の
役
、巴
ご
ぜ
ん
に
て
大
ふ
り
そ
で

文
字
大
夫
上
る
り
に
て
大
夫
元
相
手
所
作
事
（
…
中
略
…
）
上
る
り
の
う
ち
に
せ
き

ち
が
ひ
の
所
よ
し
、次
に
門
や
ぶ
り
の
立
は
見
事
〳
〵
（
安
永
三
（
一
七
七
四
）
年

正
月
刊
『
役
者
有
難
（
江
）』
嵐
三
五
郎
評
）

⑮　
『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
』
第
六
巻
、
一
九
七
九
年
、
三
一
書
房
。

　
﹇
付
記
﹈

　

本
論
は
、
文
部
科
学
省
グ
ロ
ー
バ
ルC

O
E

プ
ロ
グ
ラ
ム
「
日
本
文
化
デ
ジ
タ
ル
・

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
ズ
拠
点
」（
立
命
館
大
学
）
で
の
「
日
本
版
画
・
版
本
」
研
究
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
、
ま
た
、
春
画
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
立
命
館
大
学
、
ロ
ン
ド
ン
大
学S

O
A

S

、
国

際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
）、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
・
課
題
番

号23

・6697

）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
内
容
は
、2010 A

A
S

（T
h

e A
ssociation

 

F
or A

sian
 S

tu
dies

）A
n

n
u

al M
eetin

g

（
二
〇
一
〇
年
三
月
）、
第
十
二
回
国
際
浮

世
絵
学
会
（
二
〇
一
〇
年
六
月
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
基
づ
き
一
部
訂
正
を
加
え
た
。

席
上
で
、
貴
重
な
ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
先
生
方
、
資
料
の
掲
載
を
許
可
い
た
だ
い

た
諸
機
関
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｐ
Ｄ
）


