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浮世絵師・歌川国芳による

「背面肖像」と「地獄模様の衣裳」に関する考察

浮
世
絵
師
・
歌
川
国
芳
に
よ
る

　「
背
面
肖
像
」
と
「
地
獄
模
様
の
衣
裳
」
に
関
す
る
考
察

平
井
倫
行

　
　
　

一
、
国
芳
の
「
背
面
肖
像
」

　

現
在
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
、
国
芳
の
自
画
像
、
な
い
し
は
自
画
像
的

意
味
を
有
す
と
さ
れ
る
十
数
点
の
作
品
中
「
明
確
に
自
身
の
姿
を
作
品
の

主
要
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
描
い
た
」
と
考
証
さ
れ
る
作
品
は
六
点
確
認
さ

れ
、
そ
の
有
力
な
判
定
根
拠
と
な
る
の
が
、
一
点
の
例
外
を
除
き
全
て
の

作
例
に
用
い
ら
れ
た「
背
中
を
鑑
賞
者
に
向
け
顔
を
描
か
な
い
」と
い
う
、

い
わ
ば
「
背
面
肖
像
」
と
で
も
呼
称
す
べ
き
特
異
な
表
現
に
あ
る
事
は
、

広
く
共
有
さ
れ
た
認
識
で
あ
る（

1
（

。

　

事
実
、
こ
の
肖
像
表
現
に
お
け
る
際
立
っ
た
特
徴
は
、
ま
さ
に
「
顔
貌

を
描
写
し
な
い
」と
い
う
そ
の
点
に
存
し
、例
外
と
さ
れ
る
一
点
に
せ
よ
、

そ
れ
は
単
に
構
図
上
「
背
中
を
向
け
て
い
な
い
」
事
か
ら
、
厳
密
な
意
味

で
は
「
背
面
肖
像
」
に
含
ま
れ
ぬ
だ
け
で
あ
っ
て
、
こ
の
手
法
の
技
巧
的

要
件
が
「
顔
貌
を
描
写
し
な
い
個
人
像
」
に
ま
で
推
し
進
め
て
論
じ
ら
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
六
点
全
て
の
作
品
が
（
広
義
の
意
味
に
お

い
て
）「
背
面
肖
像
」
に
あ
た
る
、
と
計
上
さ
れ
よ
う
。

　
『
枕
辺
深
閨
梅
』（
一
八
三
八
年
）（
図
１
）
で
は
作
中
、
作
家
が
口
上

を
述
べ
る
場
面
に
お
い
て
、
国
芳
は
自
ら
の
姿
を
地
獄
模
様
の
衣
裳
を
着

た
後
ろ
向
き
の
姿
に
よ
っ
て
描
写
し
、
ま
た
「
勇
国
芳
桐
対
模
様
」
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（
一
八
四
七
―
四
八
年
）（
図
２
）
で
は
、
風
流
を
気
取
っ
た
国
芳
一
門
の

行
列
を
先
導
す
る
華
や
か
な
衣
裳
の
人
物
と
し
て
、
作
者
の
様
態
は
鑑
賞

者
に
背
中
を
向
け
る
構
図
で
描
か
れ
る
。「
名
誉
右
に
無
敵
左
り
甚
五
郎
」

（
一
八
四
八
―
五
〇
年
）（
図
３
）
に
お
い
て
は
、
地
獄
模
様
の
衣
裳
に
身

を
包
み
背
中
を
鑑
賞
者
に
向
け
る
伝
説
的
木
彫
師
の
姿
に
自
身
の
姿
を
仮

託
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
肩
に
掛
け
ら
れ
た
手
拭
を
染
め
る
芳

桐
印
や
、
ま
た
し
ば
し
ば
国
芳
の
自
画
像
に
描
き
込
ま
れ
る
猫
に
よ
っ
て

も
暗
示
さ
れ
て
い
る
。「
流
行
逢
都
絵
希
代
稀
物
」（
一
八
四
八
年
）（
図

４
）
で
は
舞
い
上
が
る
紙
が
作
中
絵
師
の
顔
を
覆
い
隠
す
が
、
や
は
り
芳

桐
印
の
団
扇
、傍
に
描
か
れ
た
猫
か
ら
、国
芳
の
自
画
像
と
推
定
さ
れ
る
。

「
○
○
よ
し
」
に
か
か
る
様
々
な
モ
テ
ィ
ー
フ
を
画
面
上
に
配
し
た
戯
画

「
浮
世
与
し
づ
久
志
」（
一
八
四
七
―
五
二
年
）（
図
５
）
で
は
、「
国
芳
」

は
自
身
の
姿
を
そ
の「
よ
し
」の
一
つ
と
数
え
る
機
知
を
採
用
し
つ
つ
も
、

落
款
の
傍
に
芳
桐
印
の
ど
て
ら
を
着
た
後
ろ
向
き
の
作
者
像
を
描
く
事
に

よ
り
、
な
お
強
く
そ
こ
に
「
自
画
像
」
と
し
て
の
意
図
を
強
調
し
た
も
の

と
推
察
さ
れ
る
。
肩
先
に
載
る
猫
も
ま
た
、
署
名
的
意
味
合
い
を
補
足
し

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
考
察
上
の
留
意
点
と
し
て
は
特
に
、
図
３
と
の
関

係
か
ら
発
刊
期
間
の
前
後
を
前
提
と
し
て
顧
慮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
の
、

少
な
く
と
も
あ
る
程
度
、
限
定
可
能
な
考
証
年
代
を
有
す
点
か
ら
「
背
面

肖
像
」最
後
の
作
例
と
看
做
さ
れ
る『
日
本
奇
人
伝
』（
一
八
四
九
年
）（
図

６
）
に
お
い
て
も
、
前
出
す
る
二
作
同
様
、
地
獄
絵
の
衣
裳
を
纏
い
巻
子

を
広
げ
る
後
ろ
姿
の
男
性
こ
そ
が
国
芳
で
あ
る
が
、
そ
の
様
態
は
共
に
描

き
込
ま
れ
る
「
渓
斎
英
泉
」「
三
代
豊
国
（
国
貞
）」
が
顔
貌
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
点
か
ら
も
、
対
比
的
な
形
で
鑑
賞
者
に
印
象
付
け
ら
れ
て
い
る

と
指
摘
し
得
る（
２
（。

　

以
上
の
如
く
、
国
芳
が
自
身
の
姿
を
作
中
「
そ
れ
と
分
か
る
」
形
で
描

写
し
た
際
に
は
、
必
ず
そ
の
顔
貌
を
意
図
的
に
捨
象
、
な
い
し
回
避
す
る

と
い
う
規
則
性
が
存
在
し
て
い
る
事
は
疑
い
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
「
背
面
肖
像
」
と
い
う
奇
抜
な
創
意
は
、
従
来
多
く
の
研
究
者

の
想
像
力
を
喚
起
こ
そ
し
た
も
の
の
、
現
在
の
と
こ
ろ
そ
の
目
的
や
機
能

に
つ
い
て
本
質
的
な
解
釈
を
提
示
す
る
論
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
各

研
究
に
散
在
す
る
見
解
に
せ
よ
、
む
し
ろ
そ
れ
は
伝
記
等
に
残
る
国
芳
の

侠
気
的
人
物
像
や
奇
矯
を
好
む
趣
味
を
指
摘
、
な
い
し
補
強
す
る
「
滑
稽
」

「
諧
謔
」
と
援
用
さ
れ
る
に
留
ま
り
、
当
該
手
法
が
有
す
積
極
的
な
意
図

や
背
景
、
ま
た
そ
れ
が
現
実
の
市
場
に
お
い
て
、
作
家
に
と
り
如
何
な
る

目
的
を
有
し
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
、と
い
う
根
本
的
な
課
題
は
、

未
解
決
の
ま
ま
で
あ
る
。

　

か
く
し
た
状
況
に
対
し
近
年
、
重
要
な
一
石
を
投
じ
た
の
は
山
本
陽
子

の
論
考
で
あ
ろ
う
。
山
本
は
日
本
美
術
の
中
に
古
来
存
在
す
る
「
顔
を
描

写
し
な
い
人
物
像
」
や
、
伝
統
的
抽
象
表
現
の
文
脈
に
国
芳
の
「
後
ろ
姿
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の
自
画
像
」
を
位
置
付
け
る
事
で
、
そ
の
技
法
に
込
め
ら
れ
た
意
図
に
つ

い
て
、
詳
細
な
検
討
を
し
て
い
る（

3
（

。

　

我
が
国
に
お
け
る
「
顔
を
描
か
な
い
肖
像
」
と
い
う
手
法
は
、
同
論
考

に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
る
如
く
平
安
絵
巻
に
ま
で
遡
る
も
の
で
あ
る
が
、

山
本
は
先
行
研
究
を
整
序
し
つ
つ
、
貴
族
達
の
顔
貌
は
引
目
鉤
鼻
と
い
っ

た
類
型
的
抽
象
性
の
も
と
描
写
さ
れ
る
の
に
対
し
、
身
分
の
低
い
者
達
は

写
実
的
表
現
を
受
け
る
「
美
醜
・
貴
賤
の
描
き
分
け
」
を
問
題
と
し
て
取

り
上
げ
、
そ
う
し
た
意
識
が
技
巧
的
に
推
し
進
め
ら
れ
た
結
果
成
立
す
る

イ
メ
ー
ジ
こ
そ
が
、
古
典
美
術
の
中
に
存
在
す
る
「
後
ろ
姿
の
肖
像
」
で

あ
る
と
指
摘
す
る
。『
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
絵
巻　

小
野
小
町
図
』（
十
三

世
紀
）（
図
７
）
を
例
と
す
る
な
ら
ば
、
絶
世
の
美
女
で
あ
る
小
野
小
町

は
背
中
を
鑑
賞
者
に
向
け
た「
後
ろ
姿
」で
あ
り
、「
顔
を
描
か
な
い
肖
像
」

と
は
「
貴
人
」
に
対
す
る
画
家
の
「
配
慮
」
に
基
づ
い
た
、
い
わ
ば
「
究

極
的
な
抽
象
表
現
」と
し
て
、そ
の
根
幹
に
は「
美
し
さ
」「
貴
さ
」と
は
、

具
体
的
か
つ
直
接
的
把
握
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
、
と
い
う
意
識

の
、
強
固
な
影
響
を
仮
定
し
得
る
と
い
う
の
で
あ
る（

（
（

。

　

確
か
に
、
日
本
の
美
的
認
識
に
通
底
す
る
論
理
と
し
て
の
「
抽
象
性
」

「
観
念
性
」
は
、
美
術
の
み
な
ら
ず
文
学
、
化
粧
・
服
飾
史
学
と
い
っ
た

面
か
ら
も
旧
来
、
多
く
の
指
摘
が
な
さ
れ（

（
（

、
以
上
の
論
考
は
我
国
の
文
化

に
広
く
遍
在
す
る
傾
向
と
し
て
も
ま
た
、
強
く
補
足
的
支
持
を
受
け
る
も

の
と
い
え
る
。
し
か
し
、
山
本
は
そ
う
し
た
通
説
を
踏
襲
し
つ
つ
も
、
国

芳
の
「
後
ろ
姿
の
自
画
像
」
は
「
高
貴
さ
」
や
「
美
し
さ
」
に
対
す
る
配

慮
か
ら
か
つ
て
用
い
ら
れ
た
伝
統
手
法
と
は
異
な
る
意
味
を
有
す
る
も
の

と
し
て
「
近
世
的
に
」
成
立
し
た
表
現
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
は
、「
文
人
画
」

等
に
し
ば
し
ば
認
め
ら
れ
る
、顔
を
隠
し
た
り
、後
ろ
姿
で
描
写
し
た
り
、

あ
え
て
そ
の
個
性
を
不
明
瞭
な
も
の
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
人
物
が
配
置

さ
れ
た
「
状
況
」「
様
態
」
に
よ
っ
て
作
中
そ
れ
を
特
に
作
者
と
暗
示
す

る
「
諧
謔
的
自
画
像
」
の
流
れ
に
属
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
国
芳
が
同

様
に
浮
世
絵
と
い
う
領
野
に
お
い
て
用
い
た
表
現
も
ま
た
、
高
貴
さ
や
美

に
対
す
る
配
慮
の
為
に
施
さ
れ
た
結
果
的
な
処
理
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ

の
背
景
に
は
等
し
く
「
屈
折
し
た
自
己
顕
示
性
」
と
し
て
、
作
中
描
写
さ

れ
る
他
の
人
物
と
自
身
を
同
一
次
元
に
お
い
て
処
理
し
な
が
ら
も
な
お
、

他
の
登
場
人
物
か
ら
は
立
場
的
に
一
歩
退
い
た「
作
者
と
し
て
の
姿
勢（
客

観
性
）」
を
示
す
技
法
た
り
得
て
い
る
、
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る（

6
（

。

　

同
論
考
の
意
図
す
る
射
程
は
実
に
広
大
で
あ
り
、
そ
の
為
、
以
上
の
指

摘
が
含
む
日
本
文
化
論
上
の
意
義
や
重
要
性
は
、
決
し
て
一
言
に
論
じ
ら

れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
画
家
の
創
作
上
に
お
け
る
姿

勢
の
問
題
と
し
て
、
浮
世
絵
師
が
自
身
の
姿
を
画
中
登
場
さ
せ
る
と
い
う

例
が
決
し
て
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
当
時
、
最
小
で
も
六
点
に
及
ぶ
「
自

画
像
」
を
制
作
し
た
背
景
に
、
こ
の
種
の
「
自
己
顕
示
性
の
屈
折
」
は
想
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定
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
で
は
あ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
こ
の
見
解
は
必
ず
し
も
先
行
研
究
の
示
す
立
場
を
大
き
く

抜
け
出
し
た
も
の
と
は
い
い
難
い
。
先
に
も
触
れ
た
通
り
、
国
芳
の
「
後

ろ
姿
の
自
画
像
」
を
も
ち
、
そ
れ
を
一
種
の
「
照
れ
」
や
「
諧
謔
」「
職

人
気
質
の
表
れ
」
と
す
る
解
釈
、
感
想
自
体
は
遍
く
存
在
し
、
以
上
の
論

考
は
そ
こ
に
一
つ
の
客
観
的
視
点
と
、
美
術
史
的
な
論
述
の
枠
組
み
を
設

定
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
大
き
な
意
義
を
有
す
が
、
一
方
山
本
は
そ
の

結
論
と
し
て
、
国
芳
の
「
顔
を
描
か
な
い
自
画
像
（
後
ろ
姿
の
自
画
像
）」

の
解
釈
を
、
国
芳
個
人
に
属
す
る
手
法
的
特
性
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
も「
作
家
一
般
」が
有
す
自
画
像
に
対
す
る
客
観
的
把
握
の
困
難
さ
、

と
い
う
抽
象
的
な
問
題
へ
と
還
元
し
た
。
そ
の
結
果
、
同
論
考
は
山
本
が

本
来
想
定
し
た
筈
の
「
国
芳
に
お
け
る
『
後
ろ
姿
の
自
画
像
』
の
意
味
や

目
的
」
と
い
う
具
体
的
設
問
に
対
す
る
直
接
の
結
論
と
は
成
り
得
て
い
な

い
。
ま
し
て
、
山
本
は
そ
の
結
論
を
導
出
す
る
為
の
重
要
な
根
拠
を
、
一

現
代
作
家
の
創
作
上
の
感
想
に
求
め
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
現
代
作
家
と

浮
世
絵
師
と
で
は
も
と
よ
り
、
画
業
と
し
て
の
思
想
的
前
提
が
異
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る（

（
（

。

　

問
題
は
む
し
ろ
起
点
に
こ
そ
あ
る
。
そ
も
そ
も
山
本
は
伝
統
的
に
存
在

す
る
「
顔
を
描
か
な
い
肖
像
」
と
「
国
芳
の
後
ろ
姿
の
自
画
像
」
を
、
目

的
が
異
な
る
も
の
と
し
て
区
別
し
た
。
こ
の
区
別
自
体
は
論
述
上
不
可
欠

な
手
続
き
で
あ
り
、
ま
た
重
要
な
学
術
的
功
績
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ

の
区
別
に
よ
り
峻
別
さ
れ
る
事
の
な
い
「
共
通
し
た
機
能
」
の
存
在
は
、

本
考
察
が
同
問
題
に
対
し
、
改
め
て
再
設
定
を
し
直
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
論
点

で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
機
能
と
は
、「
顔
を
描
写
し
な
い
肖
像
」
と
は
美
醜
や
貴
賤
と
い

う
区
別
を
問
わ
ず
、
ま
た
諧
謔
的
意
図
や
屈
折
か
ら
自
身
の
顔
を
隠
蔽
し

た
と
い
う
作
家
個
人
の
姿
勢
の
問
題
と
も
関
わ
ら
ず
、「
画
中
に
お
い
て

顔
貌
を
描
か
な
い
事
」
そ
れ
自
体
が
逆
に
個
人
を
特
定
・
明
示
す
る
手
法

で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
顔
を
描
か
な
い
肖
像
」
の
根

底
に
存
在
し
た
「
抽
象
性
」「
匿
名
性
」
へ
の
「
配
慮
」
と
い
う
、
極
め

て
重
要
な
契
機
が
存
在
し
て
い
る
。

　
　
　

二
、「
背
面
肖
像
」
の
証
明
性
と
特
異
性

　

以
上
述
べ
て
き
た
如
く
、
日
本
美
術
に
お
い
て
貴
人
や
美
人
は
写
実
的

表
現
を
回
避
し
て
描
写
さ
れ
る
事
は
、
往
時
共
有
さ
れ
た
約
束
事
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
一
方
で
そ
う
し
た
「
配
慮
」
に
守
ら
れ
な
が
ら
も
、
抽
象

性
や
匿
名
性
の
フ
ィ
ル
タ
ー
の
奥
に
想
定
さ
れ
る
べ
き
個
人
は
、
逆
説
的

な
意
味
で
厳
密
に
特
定
、
か
つ
限
定
さ
れ
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
『
佐
竹

本
三
十
六
歌
仙
絵
巻　

小
野
小
町
図
』（
図
７
）
に
し
て
も
、
例
え
顔
を



― 6（ ―
浮世絵師・歌川国芳による

「背面肖像」と「地獄模様の衣裳」に関する考察

描
写
し
て
い
な
く
と
も
、
鑑
賞
者
は
そ
の
人
物
が
何
者
で
あ
る
か
を
あ
く

ま
で
も
具
体
的
に
認
識
し
て
い
る
し
、
ま
た
絵
巻
類
に
お
け
る
引
目
鉤
鼻

の
抽
象
的
顔
貌
に
せ
よ
、「
設
定
さ
れ
た
画
題
」
と
し
て
の
特
定
の
人
物

は
他
の
群
衆
と
は
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
た
状
況
、
様
態
に
よ
り
指
示
さ
れ

る
事
で
、
そ
の
顔
貌
と
し
て
の
匿
名
性
を
留
保
し
な
が
ら
も
、
む
し
ろ
そ

の
人
物
は
自
ら
の
来
歴
と
個
性
を
決
し
て
放
棄
し
て
は
い
な
い（

（
（

。
逆
を
い

え
ば
、
こ
の
手
法
は
貴
人
や
美
人
と
い
っ
た
「
名
誉
」
や
「
地
位
」、
あ

る
い
は
顔
貌
を
描
か
ず
と
も
暗
示
す
る
事
の
出
来
る
「
強
い
物
語
性
」
と

い
っ
た
、
そ
の
人
物
の
有
す
る
「
確
た
る
個
性
」
に
よ
っ
て
成
立
す
る
、

手
法
上
の
前
提
を
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
個
人
を
特
定
し
つ
つ
そ
の
最
大
の
個
性
（
顔
貌
）
を
捨
象
す
る
」
と

い
う
こ
の
表
現
技
法
は
、
山
本
が
「
目
的
を
異
と
す
る
」
と
し
た
近
世
に

お
け
る
「
顔
を
描
か
な
い
肖
像
表
現
」
に
も
通
底
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
中
核
に
は
「
匿
名
性
」
と
い
う
同
根
の
問
題
意
識
が
存
在
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
こ
の
場
合
「
顔
貌
」
と
は
個
性
の
象
徴
で
あ
る
も
、
し
か
し

そ
の
象
徴
を
あ
え
て
捨
象
す
る
事
で
、
鑑
賞
者
は
画
中
に
登
場
す
る
「
顔

貌
の
失
わ
れ
た
」
人
物
に
対
す
る
想
像
力
を
強
く
喚
起
さ
れ
る
。
人
物
の

置
か
れ
た
状
況
、
様
態
は
、
し
ば
し
ば
逆
説
的
に
顔
貌
以
上
に
そ
の
人
物

の
個
性
を
特
定
さ
せ
る
要
因
と
な
り
、
こ
こ
で
「
顔
を
描
か
な
い
肖
像
」

な
か
ん
ず
く
「
背
面
肖
像
」
と
は
「
顔
貌
表
現
に
お
け
る
『
匿
名
性
』
を

留
保
し
な
が
ら
も
な
お
、
自
ら
の
存
在
を
明
確
に
画
中
登
場
さ
せ
る
為
の

手
段
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た
「
絵
画
空
間
に
お
け
る
視
覚
的
個
性
を

捨
象
し
な
が
ら
も
な
お
、
そ
の
人
物
の
置
か
れ
た
状
況
・
様
態
に
対
す
る

読
解
や
想
像
の
余
地
を
刺
激
し
特
定
の
個
人
を
画
中
具
体
的
に
明
示
す

る
」事
を
可
能
と
し
た
、高
度
な
抽
象
表
現
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

し
て
み
れ
ば
、
国
芳
の
「
背
面
肖
像
」
が
間
違
い
な
く
そ
う
し
た
表
現

を
、
自
己
の
画
業
内
部
に
お
い
て
、
意
識
的
に
様
式
化
し
た
も
の
で
あ
っ

た
事
は
明
白
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
作
例
に
お
い
て
も
、
国
芳
が
捨
象
し
て

い
る
の
は
単
に
顔
貌
表
現
「
の
み
」
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
そ
れ
以
外
に
つ

い
て
は
前
述
の
如
く
、
個
人
を
特
定
さ
せ
る
為
の
標
章
を
、
む
し
ろ
積
極

的
に
描
き
込
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
確
認
さ
れ
る
の
は
、
国
芳
は
鑑
賞
者
に

画
中
「
自
己
を
特
定
さ
せ
る
意
図
」
を
有
し
な
が
ら
背
面
肖
像
を
描
い
て

い
た
、
と
い
う
重
要
な
事
実
で
あ
る
が
、
し
か
し
か
く
し
て
大
き
な
問
題

と
し
て
浮
上
す
る
の
は
、
こ
の
「
背
面
肖
像
」
が
鑑
賞
者
に
と
っ
て
、
字

義
通
り
の
「
手
法
」
や
「
様
式
」
と
認
識
さ
れ
た
の
は
、
ど
の
作
品
の
時

点
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
論
点
で
あ
ろ
う
。

　

我
々
は
現
代
と
い
う
全
て
が
完
了
さ
れ
た
段
階
か
ら
、
い
わ
ば
鳥
瞰
的

な
視
点
で
国
芳
の
「
背
面
肖
像
」
を
そ
の
連
続
し
た
画
業
全
体
の
内
部
に

位
置
付
け
て
い
る
が
、
当
時
作
品
を
享
受
し
た
人
々
は
こ
れ
と
は
逆
に
、

一
点
一
点
の
「
背
面
肖
像
」
を
、
い
わ
ば
「
時
系
列
的
」
に
体
験
し
て
い
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る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
手
法
と
し
て
連
続
し
た
「
様
式
」
と
認
識
さ
れ

る
ま
で
に
は
少
な
く
と
も
二
作
以
上
の
経
験
値
が
鑑
賞
者
の
多
く
に
了

解
、
共
有
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
こ
の
「
背
面
肖
像
」
は
「
国
芳
の
自
己
表

現
の
典
型
」
と
把
握
さ
れ
た
筈
な
の
で
あ
る
。

　

明
確
に
「
顔
を
描
か
な
い
自
画
像
」
し
か
も
、
上
掲
六
作
品
の
内
「
連

続
し
て
使
用
さ
れ
る
手
法
と
し
て
そ
れ
を
用
い
た
」
事
が
鑑
賞
者
に
対
し

判
然
と
さ
れ
た
「
最
初
の
作
品
」
と
は
い
ず
れ
の
作
品
で
あ
っ
た
の
か
。

国
芳
の
背
面
肖
像
と
称
す
べ
き
作
品
を
お
よ
そ
年
代
順
に
記
述
し
た
場

合
、
そ
の
最
も
古
い
例
は
艶
本
『
枕
辺
深
閨
梅
』（
一
八
三
八
年
）（
図
１
）

の
作
者
口
上
で
あ
る
事
が
解
さ
れ
る
が
、
し
か
し
と
は
い
え
『
枕
辺
深
閨

梅
』
か
ら
次
作
「
勇
国
芳
桐
対
模
様
」（
一
八
四
七
―
四
八
年
）（
図
２
）

発
刊
ま
で
の
時
間
的
距
離
に
は
、
お
よ
そ
十
年
に
も
及
ぶ
間
隔
が
存
在
し

て
い
る
。
そ
の
為
、
こ
の
十
年
の
隔
絶
を
経
て
な
お
、
人
々
が
一
目
に
こ

れ
を「
作
家
恒
例
の
様
式
的
表
現
」と
認
識
す
る
事
は
極
め
て
困
難
で
あ
っ

た
と
推
察
さ
れ
る
。
ま
し
て
前
者
は
春
画
を
扱
っ
た
「
艶
本
」
で
あ
り
、

受
容
者
は
公
刊
の
浮
世
絵
に
比
し
て
限
定
さ
れ
て
い
た
事
も
減
算
し
て
思

考
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
人
々
が
無
条
件
に
体
験
す
る
事
の
可

能
な
作
例
、
と
い
う
意
味
か
ら
は
、
本
作
は
一
線
区
別
さ
れ
る
と
前
提
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

む
し
ろ
重
要
な
の
は
、
そ
れ
と
ほ
ぼ
間
を
置
か
ず
に
制
作
さ
れ
た
「
名

誉
右
に
無
敵
左
り
甚
五
郎
」（
一
八
四
八
―
五
〇
年
）（
図
３
）
で
あ
り
、

本
作
に
は
国
芳
の
「
顔
の
な
い
自
画
像
」「
背
面
肖
像
」
を
論
じ
る
上
で

不
可
欠
な
条
件
が
、
全
て
出
揃
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
先
述
し
た
『
枕

辺
深
閨
梅
』
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
特
徴
的
表
現
と
し
て
の
「
地
獄
模
様

の
衣
裳
」
や
、
傍
ら
に
配
し
た
「
猫
」
と
い
っ
た
表
現
が
踏
襲
さ
れ
た
と

い
う
点
に
お
い
て
、
一
連
の
背
面
肖
像
群
の
中
で
も
際
立
っ
た
意
味
を
有

し
、
こ
の
時
に
な
り
『
枕
辺
深
閨
梅
』
か
ら
の
未
必
の
伏
線
と
で
も
い
う

べ
き
も
の
は
、
作
者
に
と
り
、
ま
た
鑑
賞
者
に
と
り
、
は
じ
め
て
「
意
識

的
に
」
回
収
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
地
獄
模
様
の
衣
裳
が
用
い
ら
れ
た
背
面
肖
像
」
を
年
代
順
に
提
示
す

る
と
、『
枕
辺
深
閨
梅
』（
一
八
三
八
年
）（
図
１
）、「
名
誉
右
に
無
敵
左

り
甚
五
郎
」（
一
八
四
八
―
五
〇
年
）（
図
３
）、『
日
本
奇
人
伝
』（
一
八
四
九

年
）（
図
６
）
と
な
り
、
そ
の
衣
裳
に
は
い
ず
れ
も
地
獄
絵
が
描
か
れ
て

い
る
。

　

こ
れ
ら
の
作
品
は
、
国
芳
の
背
面
肖
像
群
の
中
で
も
特
に
、
個
々
の
作

品
と
し
て
の
完
結
性
を
越
え
た
「
地
獄
模
様
の
衣
裳
」
と
い
う
共
通
し
た

様
式
性
を
共
有
す
る
事
に
よ
り
、「
顔
の
な
い
肖
像
」を「
国
芳
の
自
画
像
」

と
判
定
さ
せ
る
に
い
た
る
鑑
賞
者
の
認
識
を
、
市
場
に
確
た
る
も
の
と
固

定
さ
せ
る
大
き
な
要
因
と
し
て
作
用
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
こ
れ
ら

三
点
の
背
面
肖
像
は
、
そ
の
全
て
が
国
芳
の
「
作
者
口
上
」
と
し
て
用
い
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ら
れ
た
も
の
や
、
あ
る
い
は
作
中
「
記
名
」
等
に
よ
り
、
明
確
に
そ
の
人

物
を
国
芳
で
あ
る
と
「
作
者
自
ら
が
」
指
示
し
て
い
る
も
の
、
ま
た
国
芳

の
紋
を
捺
さ
れ
た
持
物
等
を
所
持
し
、
そ
れ
が
「
自
画
像
で
あ
る
事
」
を

作
者
自
身
が
顕
示
す
る
が
如
く
、
こ
の
手
法
が
国
芳
自
身
に
よ
り
「
自
己

描
写
の
様
式
」
と
し
て
、
技
法
上
、
模
倣
生
産
さ
れ
て
い
た
事
を
明
瞭
に

解
し
得
る
点
に
お
い
て
、
実
に
意
義
深
い
根
拠
で
あ
る
。

　

こ
の
事
実
は
、
国
芳
が
「
地
獄
表
現
」
を
「
自
身
を
表
す
標
章
」
と
し

て
積
極
的
に
「
方
法
化
」
し
て
い
た
可
能
性
を
強
く
示
唆
す
る
も
の
で
あ

り
、
ま
た
更
に
進
ん
で
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
形
で
自
己
像
に
「
地
獄
模

様
の
衣
裳
」
を
着
用
し
て
描
画
す
る
事
に
、
作
者
は
創
作
上
の
何
が
し
か

の
目
的
を
持
た
せ
て
い
た
と
推
理
さ
せ
る
に
十
分
な
も
の
で
あ
る（

（
（

。

　
「
地
獄
模
様
の
衣
裳
」
と
は
か
く
て
、
国
芳
画
業
中
「
背
面
肖
像
」
が

手
法
的
に
了
解
さ
れ
る
上
で
の
極
め
て
重
要
な
、
か
つ
、
個
性
的
標
章
と

し
て
、
そ
れ
自
体
が
同
手
法
そ
の
も
の
を
成
立
さ
せ
る
要
件
に
不
可
欠
に

組
み
込
ま
れ
つ
つ
生
起
し
た
、
特
異
な
図
像
表
現
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
得

る
の
で
あ
る
。

　
　
　

三
、「
地
獄
模
様
の
衣
裳
」
と
地
獄
太
夫

　

上
記
考
察
を
踏
ま
え
、
以
下
「
地
獄
模
様
の
衣
裳
が
用
い
ら
れ
た
背
面

肖
像
」
に
つ
き
、
論
述
を
進
め
る
。

　

前
章
、
国
芳
が
自
ら
の
自
画
像
で
あ
る
事
を
作
中
、
暗
に
明
示
す
る
に

際
し
て
「
地
獄
模
様
の
衣
裳
」
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
事
が
確

認
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
「
国
芳
も
や
う
正
札
附
現
金
男　

唐
犬
権
兵
衛
」

（
一
八
四
五
年
）（
図
８
）
を
中
心
に
、
国
芳
の
「
背
面
肖
像
」
に
お
け
る

「
地
獄
表
現
」
が
、
如
何
な
る
理
由
、
背
景
を
基
と
し
つ
つ
生
起
せ
ら
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
か
を
思
考
し
た
い
。

　

本
作
の
興
味
深
い
点
は
、
画
中
に
て
「
後
ろ
を
向
き
」「
地
獄
模
様
の

衣
裳
を
纏
う
」
と
い
う
、
前
述
し
た
「
国
芳
に
お
け
る
背
面
肖
像
」
の
特

徴
を
有
し
た
そ
の
様
態
か
ら
、
ま
た
他
の
「
地
獄
模
様
の
衣
裳
」
を
用
い

た
三
点
の
「
背
面
肖
像
」
と
、
本
作
の
制
作
時
期
（
一
八
四
五
年
）
と
が

同
様
に
天
保
九
年
（
一
八
三
八
年
）
か
ら
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
年
）
の

ほ
ぼ
十
年
期
間
に
属
し
て
い
る
事
か
ら
、
見
る
者
が
見
れ
ば
、
本
作
に
は

国
芳
の
自
画
像
と
し
て
の
意
味
が
重
層
し
て
読
み
取
ら
れ
る
、あ
る
い
は
、

国
芳
は
そ
う
し
た
鑑
賞
者
側
の
想
像
や
連
想
を
、
積
極
的
に
許
容
し
て
い

た
と
推
察
し
得
る
点
に
あ
る
。

　

鏡
を
手
に
背
面
を
鑑
賞
者
に
向
け
る
「
唐
犬
権
兵
衛
」
は
、
黒
地
の
衣

裳
に
閻
魔
、
地
獄
の
役
人
、
浄
玻
璃
鏡
、
獄
卒
、
火
焔
、
裁
き
を
受
け
る

罪
人
等
の
、
地
獄
絵
に
お
け
る
伝
統
的
様
式
を
踏
ん
だ
図
柄
の
も
と
に
描

か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
国
芳
が
単
に
イ
メ
ー
ジ
上
の
問
題
を
越
え
て
、
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地
獄
表
現
に
お
け
る
基
本
的
な
世
界
観
や
図
像
を
把
握
し
て
い
た
事
が
明

確
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
一
方
同
時
に
、
加
え
て
強
調
す
べ
き
は
、
本
作

は
そ
の
イ
メ
ー
ジ
的
源
泉
と
し
て
、
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
年
）
出
版
の

読
本
『
本
朝
酔
菩
提
全
伝
』（
山
東
京
伝
作
・
初
代
歌
川
豊
国
画
）
に
登

場
す
る
人
物
「
地
獄
太
夫
」
を
、
そ
の
着
想
源
と
し
て
い
る
と
思
考
さ
れ

る
点
で
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
転
じ
て
、
国
芳
に
お
け
る
「
地
獄
模
様
の
衣

裳
」
と
い
う
着
想
が
、
以
上
同
様
に
、
当
該
読
本
の
強
い
影
響
範
囲
内
に

規
定
・
形
成
さ
れ
た
可
能
性
を
提
示
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う（
（1
（

。

　
「
地
獄
太
夫
」
と
は
、
室
町
時
代
に
堺
の
遊
郭
に
い
た
伝
説
上
の
遊
女

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
高
貴
な
身
分
に
生
ま
れ
な
が
ら
も
、
不
幸
な
運
命
か

ら
遊
郭
に
身
を
堕
と
し
た
彼
女
は
、
こ
の
よ
う
な
苦
し
み
も
前
世
の
不
信

心
が
原
因
と
、
懺
悔
の
意
味
で
「
地
獄
」
を
名
乗
り
、「
地
獄
模
様
の
衣
裳
」

に
身
を
包
み
、
客
を
迎
え
送
っ
た
と
い
う
。
風
狂
で
知
ら
れ
る
禅
僧
・
一

休
は
こ
の
遊
女
の
評
判
を
き
き
た
ず
ね
た
際
に
、「
聞
し
よ
り　

見
て
お

そ
ろ
し
き　

地
獄
哉
」
と
詠
む
と
、「
活
來
る
人
も　

お
ち
ざ
ら
め
や
は
」

と
見
事
に
返
歌
を
受
け
、
以
来
二
人
は
師
弟
関
係
を
結
ん
だ
と
い
う
逸
話

も
あ
る
。
地
獄
太
夫
は
死
後
遺
体
を
野
に
晒
し
、
朽
ち
逝
く
自
身
の
姿
を

人
々
に
見
せ
、
世
の
無
常
と
不
浄
を
教
訓
し
た（
（（
（

。

　

豊
国
の
描
く
「
地
獄
太
夫
」（
一
八
〇
九
年
）（
図
９
）
は
、「
地
獄
模

様
の
衣
裳
」
に
身
を
包
み
、
や
は
り
背
中
を
鑑
賞
者
に
向
け
て
い
る
。
そ

し
て
そ
こ
に
は
閻
魔
、
地
獄
の
役
人
、
浄
玻
璃
鏡
、
獄
卒
、
裁
き
を
受
け

る
罪
人
等
、地
獄
絵
に
お
け
る
伝
統
的
表
現
が
描
か
れ
て
い
る
。一
方「
唐

犬
権
兵
衛
」
は
、
先
述
の
通
り
「
国
芳
も
や
う
正
札
附
現
金
男
」
連
作
の

内
の
一
つ
で
あ
り
、こ
の
連
作
中
登
場
す
る「
野
晒
悟
助
」（
一
八
四
五
年
）

（
図
10
）
は
、『
本
朝
酔
菩
提
全
伝
』
に
お
い
て
地
獄
太
夫
の
兄
と
設
定
さ

れ
た
侠
客
で
あ
る
。
ま
た
国
芳
自
身
も
「
一
休
和
尚
と
地
獄
太
夫
」（
図

11
）
の
よ
う
な
作
を
、
嘉
永
前
期
（
一
八
四
八
―
五
〇
年
）
頃
に
描
い
て

お
り
、
そ
の
地
獄
太
夫
の
着
物
に
は
、
閻
魔
、
浄
玻
璃
鏡
、
獄
卒
、
火
の

車
等
が
描
か
れ
、
更
に
は
国
芳
は
本
作
に
て
、『
本
朝
酔
菩
提
全
伝
』
の

挿
絵
を
描
い
た
初
代
歌
川
豊
国
の「
一
休
和
尚
と
地
獄
太
夫
」（
一
八
〇
九

年
）（
図
12
）
の
構
図
を
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
借
用
し
て
描
写
し
て
い
る（
（1
（

。

画
面
右
下
か
ら
障
子
を
通
し
、
骸
骨
と
踊
る
一
休
を
覗
き
込
む
こ
の
場
面

は
『
本
朝
酔
菩
提
全
伝
』
の
著
名
な
一
幕
で
あ
り
、
豊
国
は
こ
の
挿
絵
に

お
け
る
彼
女
の
着
物
を
、
や
は
り
閻
魔
、
地
獄
の
役
人
、
浄
玻
璃
鏡
、
獄

卒
、と
い
っ
た
、地
獄
絵
の
伝
統
的
モ
テ
ィ
ー
フ
を
も
と
に
描
い
て
い
る
。

　

こ
の
国
芳
に
よ
る
地
獄
太
夫
の
作
品
制
作
時
期（
一
八
四
八
―
五
〇
年
）

と
、「
唐
犬
権
兵
衛
」（
一
八
四
五
年
）、「
地
獄
模
様
の
衣
裳
」
を
用
い
た

三
点
の
「
背
面
肖
像
」
の
制
作
時
期
と
が
、
一
八
三
〇
年
代
末
か
ら

一
八
五
〇
年
代
初
頭
の
期
間
と
、
ほ
ぼ
重
複
す
る
点
を
鑑
み
て
も
、
国
芳

が
「
地
獄
模
様
の
衣
裳
」
を
好
ん
で
「
自
身
を
表
す
標
章
」
と
し
て
描
い
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た
背
景
に
、
こ
の
読
本
と
の
関
係
性
は
無
視
し
得
な
い
。
先
の
一
休
和
尚

と
地
獄
太
夫
の
絵
画
構
成
上
の
踏
襲
、
野
晒
悟
助
と
い
う
登
場
人
物
の
採

用
等
あ
わ
せ
て
、
国
芳
が
本
作
品
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
自
身

の
標
章
と
し
て
「
地
獄
模
様
の
衣
裳
」
を
描
い
た
事
は
明
白
で
あ
り
、
こ

の
点
か
ら
は
あ
る
い
は
「
国
芳
も
や
う
正
札
附
現
金
男　

唐
犬
権
兵
衛
」

が
、
国
芳
の
自
画
像
的
意
味
を
有
す
る
「
背
面
肖
像
」
の
一
つ
に
、
新
た

に
仮
定
し
得
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う（
（1
（

。

　

し
て
み
れ
ば
、
国
芳
が
「
自
身
の
標
章
」
と
し
て
、
自
画
像
に
「
地
獄

太
夫
」
を
意
識
的
に
引
用
し
続
け
た
事
は
、
単
な
る
師
・
初
代
豊
国
の
模

倣
や
、
作
家
固
有
の
「
怪
奇
趣
味
」
と
の
み
捉
え
て
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
は
国
芳
の
、
何
が
し
か
の
「
目
的
」
が
あ
っ
た
、
と
考
え
る
の
が

自
然
で
あ
る
。
国
芳
に
と
っ
て
「
地
獄
表
現
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
合

い
か
ら
選
択
さ
れ
続
け
た
図
像
で
あ
っ
た
の
か
。
鈴
木
重
三
は
発
想
を
進

め
、
国
芳
の
描
く
「
地
獄
変
相
図
」（
一
八
三
五
―
三
八
年
）（
図
13
）
は

『
本
朝
酔
菩
提
全
伝
』
に
お
け
る
地
獄
太
夫
の
衣
裳
を
参
考
に
し
た
の
で

は
な
い
か
、
と
さ
え
述
べ
て
い
る（
（1
（

。
無
論
、
江
戸
当
代
は
既
に
、
地
獄
表

現
に
お
け
る
典
型
的
な
思
想
や
図
像
内
容
は
広
く
巷
間
に
流
布
、
共
有
さ

れ
て
い
た
時
代
で
あ
っ
て
、
ま
た
寺
社
に
お
い
て
盛
ん
に
行
わ
れ
た
絵
解

き
等
、
こ
こ
に
は
他
に
も
複
数
の
イ
メ
ー
ジ
的
典
拠
が
あ
っ
た
と
思
考
す

る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
し
か
し
国
芳
に
お
け
る
「
地
獄
表
現
」
に
は
そ
の

一
方
、
明
白
に
『
本
朝
酔
菩
提
全
伝
』
に
お
け
る
地
獄
太
夫
の
衣
裳
が
、

そ
れ
ら
多
く
の
着
想
源
の
内
に
想
定
さ
れ
る
「
根
拠
」
の
一
つ
と
し
て
確

実
に
存
在
し
、
ま
た
国
芳
が
そ
の
自
画
像
に
お
い
て
、
同
イ
メ
ー
ジ
を
積

極
的
に
自
身
の
背
面
へ
と
引
用
し
続
け
た
意
味
は
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
に

は
「
地
獄
太
夫
」
を
自
己
像
に
重
層
さ
せ
、
か
つ
「
見
立
て
る
」
べ
き
人

物
像
と
し
て
捉
え
よ
う
と
い
う
、
対
外
的
自
己
演
出
、
営
利
創
作
上
の
意

図
が
介
在
し
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　

四
、
国
芳
の
「
背
面
肖
像
」
と
国
芳
の
自
己
表
現

　

そ
も
そ
も
国
芳
に
と
っ
て
「
背
面
肖
像
」
と
は
、
何
を
目
的
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
国
芳
が
画
中
、
自
分
を
描
き
込
ん
だ
と
指

摘
さ
れ
る
作
品
は
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
如
く
他
に
複
数
点
存
在
す
る
。
し

か
し
「
背
面
肖
像
」
は
、
そ
れ
ら
と
は
全
く
次
元
を
異
に
す
る
も
の
で
あ

る
。
例
え
ば
「
大
山
石
尊
良
弁
瀧
之
図
」（
一
八
一
八
―
二
〇
年
）（
図

1（
）
最
右
端
の
人
物
は
、
し
ば
し
ば
国
芳
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ

は
い
う
ま
で
も
な
く
、
殆
ど
景
観
の
一
部
で
あ
る
。
国
芳
と
仮
定
さ
れ
る

人
物
は
群
衆
表
現
に
紛
れ
込
み
、特
別
に
個
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。

紙
数
の
関
係
上
、
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
に
個
別
の
作
品
を
取
り
上
げ
検
討

す
る
事
は
叶
わ
な
い
が
、
他
の
い
ず
れ
の
作
例
も
ほ
ぼ
こ
れ
に
等
し
い
。
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重
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
作
品
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
国
芳
で
あ
る
と
い

う
事
が
「
背
面
肖
像
」
と
比
し
て
、
判
然
と
分
か
る
よ
う
に
は
描
か
れ
て

い
な
い
点
で
あ
る（
（1
（

。「
背
面
肖
像
」
に
は
、
国
芳
の
「
個
の
主
張
」
と
い

う
機
能
が
前
提
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
指
摘
し
た
い
の
は
、
こ
れ
ら
「
背
面
肖
像
」
が
描
か
れ
る
作
品

と
、
そ
の
傾
向
で
あ
る
。
全
て
の
「
背
面
肖
像
」
に
は
一
貫
し
て
共
通
す

る
、
作
品
構
成
上
の
基
底
条
件
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
表
現

形
式
が
単
に
「
国
芳
を
画
中
の
一
人
物
と
し
て
描
く
」
と
い
う
だ
け
で
は

な
く
、
必
ず
「
作
者
の
作
者
性
」
な
い
し
「
表
現
者
と
し
て
の
性
質
を
強

調
す
る
」
と
い
う
特
殊
な
状
況
が
成
立
す
る
場
合
に
の
み
、
限
定
し
て
使

用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
枕
辺
深
閨
梅
』（
図
１
）で
は
艶
本
口
絵
に
、

口
上
と
共
に
国
芳
の
背
面
肖
像
は
描
か
れ
て
お
り
、一
目
で
国
芳
こ
そ
が
、

こ
の
著
書
の
重
要
な
創
作
者
の
一
人
で
あ
る
事
が
了
解
さ
れ
る
。「
勇
国

芳
桐
対
模
様
」（
図
２
）
で
は
作
品
名
そ
の
も
の
が
、
こ
れ
ら
の
衣
裳
デ

ザ
イ
ン
が
「
国
芳
自
身
に
よ
り
為
さ
れ
た
」
も
の
で
あ
る
事
を
明
示
し
て

お
り
、
ま
た
弟
子
達
を
引
き
連
れ
た
「
創
作
集
団
の
長
」
と
し
て
画
中
描

画
さ
れ
る
国
芳
像
に
と
っ
て
、
こ
こ
で
も
主
眼
と
な
る
の
は
や
は
り
、
作

者
の
「
作
者
性
」「
創
作
者
と
し
て
の
性
質
」
で
あ
ろ
う
。

　
「
名
誉
右
に
無
敵
左
り
甚
五
郎
」（
図
３
）で
は「（
役
者
の
顔
を
模
し
た
）

仏
像
を
彫
る
彫
刻
師
」
と
し
て
国
芳
は
画
中
に
登
場
し
、「
彫
刻
を
彫
る

作
者
」
と
「
絵
師
」
と
い
う
、
二
重
の
「
作
者
性
」
が
強
調
さ
れ
る
結
果

と
な
っ
て
い
る
。「
浮
世
与
し
づ
久
志
」（
図
５
）
に
お
い
て
も
、
国
芳
は

ま
さ
に
、
自
身
こ
そ
が
こ
の
「
よ
し
づ
く
し
」
の
締
め
括
り
で
あ
る
と
主

張
す
る
か
の
如
く
落
款
の
傍
に
描
か
れ
、
こ
こ
で
も
意
味
さ
れ
る
の
は
、

国
芳
こ
そ
が
こ
の
作
品
の
「
作
者
で
あ
る
」
と
い
う
事
で
あ
ろ
う
。

　

渓
斎
英
泉
、
歌
川
国
貞
（
三
代
豊
国
）
と
い
っ
た
名
だ
た
る
「
絵
師
の

一
人
」
と
し
て
描
か
れ
る
『
日
本
奇
人
伝
』（
図
６
）
巻
末
挿
絵
で
は
、

こ
の
構
造
は
よ
り
明
瞭
に
確
認
さ
れ
、
国
芳
は
ま
さ
に
同
時
代
に
お
け
る

傑
出
し
た
「
絵
師
で
あ
る
事
」
が
作
中
、
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
前

述
の
如
く
、
身
体
こ
そ
こ
ち
ら
を
向
い
て
い
る
も
の
の
舞
う
紙
に
よ
っ
て

顔
が
隠
さ
れ
る
「
流
行
逢
都
絵
希
代
稀
物
」（
図
４
）
も
、
広
義
の
意
味

で
は
「
背
面
肖
像
」
の
発
想
領
域
に
属
す
る
と
い
え
、
し
て
み
れ
ば
国
芳

は
や
は
り
「（
役
者
の
顔
を
模
し
た
）
大
津
絵
の
作
者
」
と
し
て
作
中
登

場
す
る
事
で
、「
名
誉
右
に
無
敵
左
り
甚
五
郎
」
と
同
様
の
、「
二
重
の
作

者
性
」
を
示
す
の
に
成
功
し
て
い
る
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
仮
に
、

前
章
で
論
じ
た
よ
う
に
「
国
芳
も
や
う
正
札
附
現
金
男　

唐
犬
権
兵
衛
」

（
図
８
）
を
、
国
芳
の
自
画
像
的
意
味
を
有
す
る
作
品
の
一
つ
と
新
た
に

仮
定
し
得
る
な
ら
ば
、
作
家
は
「
国
芳
も
や
う
」
と
い
う
、
他
な
ら
ぬ
「
国

芳
が
手
掛
け
た
」衣
裳
文
様
を
商
品
価
値
の
中
心
と
謳
う
揃
物
の
一
つ
に
、

意
図
的
に
自
ら
の
姿
を
暗
示
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
描
き
入
れ
た
事
に
な
る
。
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以
上
の
事
実
は
、
国
芳
は
あ
く
ま
で
も
「
現
実
と
し
て
の
自
分
」
と
い

う
「
等
身
大
の
個
人
」
で
は
な
く
、「
作
者
と
し
て
の
自
己
像
」
を
主
張

す
る
と
い
う
条
件
下
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
「
背
面
肖
像
」
の
表
現
を
用
い

て
い
た
、
と
い
う
可
能
性
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
背
面
肖
像
」

と
は
単
に
滑
稽
や
諧
謔
的
意
図
に
基
づ
い
た
「
屈
折
し
た
自
己
表
現
」
と

い
う
だ
け
で
は
な
く
、む
し
ろ
積
極
的
な
方
法
と
し
て
、国
芳
が
己
の「
作

家
像
を
構
築
す
る
」
と
い
う
目
的
意
識
の
中
で
使
用
・
考
案
し
た
、
自
己

演
出
の
手
段
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
匿
名
性
」
と
「
顕
示
」、
こ
の
矛
盾
し
た
概
念
を
縫
合
し
、
む
し
ろ
そ

の
「
矛
盾
」
さ
れ
た
感
覚
に
よ
り
生
じ
る
「
違
和
感
」
を
、
画
中
特
定
の

人
物
の
個
性
や
物
語
性
に
対
す
る
注
意
力
と
し
て
喚
起
す
る
の
が
、
絵
巻

類
に
代
表
さ
れ
る
人
物
描
写
の
伝
統
表
現
（
貴
人
に
対
す
る
配
慮
）
と
共

通
し
た
要
素
を
含
み
つ
つ
、
し
か
し
近
世
的
な
「
諧
謔
」
像
に
お
い
て
先

鋭
化
さ
れ
た
、
こ
の
技
法
の
要
諦
で
あ
る
事
は
、
第
一
章
で
述
べ
た
。
取

り
分
け
国
芳
の
「
背
面
肖
像
」
が
鑑
賞
者
に
与
え
る
強
い
「
違
和
感
」
を

形
成
す
る
大
き
な
要
因
と
し
て
重
要
な
の
は
、ま
ず
当
時
の
慣
例
と
し
て
、

浮
世
絵
師
が
作
中
自
ら
の
像
を
描
く
行
為
そ
の
も
の
が
、
そ
れ
自
体
既
に

特
筆
に
値
す
る
、
極
め
て
稀
有
な
態
度
で
あ
っ
た
、
と
い
う
事
で
あ
る
。

　

歌
麿
の
「
高
名
美
人
見
た
て
忠
臣
蔵
十
一
だ
ん
め
」（
一
七
九
四
―

九
五
年
）（
図
1（
）
に
は
、
画
中
描
か
れ
た
男
性
の
傍
に
「
応
求
歌
麿
自

艶
顔
写
」
と
記
さ
れ
、
作
者
自
ら
が
自
身
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
き
込
ん
だ
事

が
判
然
と
す
る
が
、
こ
の
記
述
か
ら
は
、
ま
さ
に
当
該
作
品
が
、
美
人
画

で
名
を
成
し
た
歌
麿
が
「
市
場
か
ら
要
求
さ
れ
る
美
男
子
と
し
て
の
自
己

像
」
に
「
応
じ
た
」
も
の
で
あ
っ
た
事
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
国
芳

に
明
確
に
先
行
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
歌
麿
に
お
い
て
、
こ
の
表
現

は「
手
法
」と
し
て
確
立
さ
れ
る
程
に
繰
り
返
し
使
用
さ
れ
る
事
は
な
く
、

一
過
性
の
表
現
に
留
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
事
実
、
死
後
そ
れ
を
追
悼
、

報
道
す
る
為
の
死
絵
等
で
は
な
く
、
生
前
に
そ
の
作
者
像
を
作
品
の
主
要

モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
「
自
ら
」
描
い
た
と
い
う
作
例
は
、
こ
う
し
た
僅
か

な
事
例
を
除
き
、
国
芳
以
前
に
お
い
て
殆
ど
観
る
事
が
出
来
な
い
。
更
に

い
う
な
ら
ば
、
国
芳
ほ
ど
多
く
の
自
己
像
（
あ
る
い
は
自
己
像
と
「
推
理
」

さ
せ
る
人
物
）
を
作
品
内
に
描
き
込
ん
だ
浮
世
絵
師
は
他
に
存
在
せ
ず
、

冒
頭
で
も
述
べ
た
如
く
、
明
確
に
そ
の
姿
を
描
い
た
作
品
が
全
画
業
中
、

六
点
に
も
上
る
と
い
う
事
実
は
、
決
し
て
軽
視
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
国

芳
は
そ
の
よ
う
な
奇
異
な
表
現
を
採
用
し
つ
つ
、
ま
た
二
重
の
技
巧
と
し

て
、「
顔
を
描
か
な
い
」
と
い
う
手
法
に
も
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
い
た
。

顔
は
本
来
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
前
提
で
あ
り
多
く
の
情
報
を
伝
達

す
る
。し
か
し
国
芳
は
、あ
え
て
顔
貌
に
よ
る
情
報
伝
達
を
捨
て
る
事
で
、

人
々
に
対
し
そ
の
描
か
れ
た
像
全
体
に
対
す
る
想
像
力
と
緊
張
を
喚
起

し
、
画
中
人
物
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
、
様
態
へ
と
、
見
る
者
の
視
線
を
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絶
え
ず
送
り
返
す
の
で
あ
る（

（1
（

。
役
者
絵
や
美
人
絵
等
に
お
い
て
も
、
衣
裳

の
図
柄
を
目
立
た
せ
る
為
に
背
面
を
向
け
る
と
い
う
姿
勢
は
頻
用
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
が
、
国
芳
に
お
け
る
「
背
面
肖
像
」
の
特
異
性
は
、
そ
の
高

度
な
衣
裳
性
を
武
器
と
し
、
広
い
背
面
を
一
種
の
画
中
画
へ
と
高
め
て
い

る
事
で
あ
り
、
そ
の
衣
裳
の
持
つ
「
物
語
性
」、
語
り
の
強
度
を
積
極
的

に
強
化
、
引
用
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
極
め
て
独
創
的
で
あ

る（
（1
（

。

　

で
は
こ
う
し
た
異
質
な
表
現
の
中
、
繰
り
返
し
描
か
れ
続
け
た
「
地
獄

模
様
の
衣
裳
」
に
は
、
如
何
な
る
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
、
第
一
に
は
地
獄
太
夫
の
標
章
で
あ
り
、
そ
の
彼
女
の
意
味
す
る
も
の

は
先
述
の
通
り
、
死
を
所
与
の
も
の
と
し
て
生
き
る
と
い
う
反
世
俗
的
死

生
観
を
体
現
し
た
、
極
め
て
倫
理
的
、
か
つ
教
化
的
人
物
像
で
あ
っ
た
。

国
芳
に
よ
っ
て
志
向
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
を
（
営
利
上
の
）
自
己
演
出
の

手
段
と
し
て
模
倣
す
る
事
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か（
（1
（

。

　
「
地
獄
模
様
の
衣
裳
」
を
は
じ
め
と
し
た
「
背
面
肖
像
」
が
積
極
的
に

使
用
さ
れ
た
時
期
は
、
当
時
歌
川
派
と
浮
世
絵
業
界
の
人
気
を
二
分
し
て

い
た
葛
飾
北
斎
が
退
い
た
天
保
中
期
以
降
に
当
た
る
。
か
く
て
業
界
ト
ッ

プ
と
な
っ
た
歌
川
派
を
代
表
す
る
絵
師
と
し
て
国
貞
と
並
び
地
位
を
高
め

た
国
芳
が
、
自
己
像
を
顕
示
す
る
目
的
意
識
の
も
と
、
既
に
広
汎
に
普
及

し
て
い
た
地
獄
太
夫
の
イ
メ
ー
ジ
を
利
用
し
た
可
能
性
は
極
め
て
高
い
と

思
わ
れ
る（
（1
（

。

　

国
芳
は
そ
の
出
世
作
と
し
て
、
中
国
の
白
話
小
説
『
水
滸
伝
』
に
取
材

し
た
刺
青
版
画
連
作
や
、
和
漢
の
古
典
に
基
づ
く
「
武
者
絵
」
を
多
く
描

く
事
で
、
そ
の
独
自
の
イ
メ
ー
ジ
や
世
界
観
を
構
築
し
、
生
涯
の
名
声
を

確
立
し
た
絵
師
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
絵
画
領
域
に
お
い
て
は
一
般
に
、
反

抗
や
反
逆
と
い
っ
た
精
神
性
は
、
し
ば
し
ば
義
侠
的
欲
望
と
結
び
つ
き
な

が
ら
、
反
体
制
的
、
か
つ
反
世
俗
的
価
値
を
特
に
英
雄
思
想
の
側
面
か
ら

誇
張
し
て
把
握
す
る
傾
向
を
と
り
が
ち
な
も
の
で
あ
る
が
、
地
獄
太
夫
の

示
し
た
、
己
の
倫
理
的
価
値
に
殉
じ
た
死
と
、
そ
の
死
の
在
り
様
に
規
定

さ
れ
た
生
と
い
う
、
反
世
俗
的
世
界
観
を
視
覚
化
し
た
衣
裳
図
案
は
、
国

芳
に
と
っ
て
己
が
作
家
像
を
、
こ
れ
ら
自
身
の
主
張
す
べ
き
絵
画
領
域
と

し
て
の
「
武
者
絵
」
を
中
心
と
し
た
市
場
に
、
特
に
傾
向
化
し
た
も
の
と

し
て
位
置
付
け
る
、
格
好
の
装
置
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。

　

多
く
の
伝
聞
が
書
き
記
す
如
く
、
鳶
や
火
消
し
、
遊
侠
の
徒
と
親
し
く

交
流
し
た
国
芳
の
作
品
は
、
そ
の
扱
う
主
題
か
ら
鑑
み
て
も
、
ま
さ
に
そ

う
し
た
人
々
を
重
要
な
支
持
基
盤
の
一
つ
と
し
た
と
想
定
し
得
る（
11
（

。
人
目

を
驚
か
し
、
ま
た
「
死
を
所
与
の
も
の
と
し
た
倫
理
的
生
」
と
い
う
地
獄

太
夫
の
思
想
的
・
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
を
象
徴
す
る
衣
裳
図
案
を
国
芳
が
用

い
た
背
景
に
は
、
勇
ま
し
さ
や
仁
義
を
重
ん
じ
、
ま
た
あ
る
意
味
で
は
刹
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那
的
生
を
美
徳
や
美
意
識
と
考
え
る
人
々
に
対
し
、
自
身
の
作
家
像
を
、

よ
り
市
場
に
お
い
て
消
費
し
易
い
特
異
な
も
の
と
し
て
傾
向
化
さ
せ
る
為

の
、
戦
略
的
意
図
が
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

彼
等
は
「
た
だ
の
浮
世
絵
師
・
歌
川
国
芳
」
で
は
な
く
、「
地
獄
模
様

の
衣
裳
に
身
を
包
む
侠
気
の
絵
師
・
歌
川
国
芳
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
受

容
、
形
成
す
る
事
を
望
み
、
ま
た
何
よ
り
そ
の
よ
う
な
国
芳
像
を
こ
そ
要

求
し
た
。
浮
世
絵
は
作
者
の
個
人
的
意
向
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
も
の

で
は
な
く
、
受
容
者
側
の
要
求
と
、
版
元
の
採
算
の
見
込
み
の
上
に
成
立

す
る
媒
体
で
あ
る
以
上
、
こ
の
よ
う
な
作
家
像
が
一
度
な
ら
ず
幾
度
も
描

か
れ
、出
版
さ
れ
た
事
実
は
、そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

国
芳
は
自
身
の
「
侠
者
と
し
て
の
作
家
像
」
を
演
出
し
、
更
に
そ
の
演
出

さ
れ
た
作
家
像
は
人
々
に
強
く
支
持
さ
れ
、
繰
り
返
し
消
費
さ
れ
た
。
か

く
て
国
芳
は
、「
形
成
さ
れ
た
自
己
像
」
を
自
ら
模
倣
し
続
け
る
事
で
、

そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
更
に
強
固
な
も
の
と
し
て
再
生
産
し
た
。「
侠
気
の
絵

師
」「
修
羅
絵
師
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
当
時
並
び
立
っ
た
国
貞
の
高

踏
典
雅
な
作
家
イ
メ
ー
ジ
と
は
相
反
し
、
明
確
に
差
別
化
さ
れ
て
い
る
。

国
貞
と
の
明
瞭
な
区
別
化
は
、
国
芳
に
と
っ
て
表
現
者
と
し
て
の
み
な
ら

ず
、
商
業
的
意
味
に
お
い
て
も
重
大
な
死
活
問
題
で
あ
っ
た
事
は
十
分
に

推
察
さ
れ
よ
う（
1（
（

。

　

以
上
の
文
脈
に
お
い
て
、「
背
面
肖
像
」
群
に
共
通
す
る
要
素
と
し
て

も
う
一
つ
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
側
面
は
、
こ
れ
ら

背
面
肖
像
の
多
く
は
当
時
、
幕
府
よ
り
施
行
さ
れ
た
「
天
保
の
改
革
」
と

い
う
風
俗
統
制
政
策
に
、
意
識
的
に
背
く
作
品
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ

る
。

　

天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
年
）、
幕
府
は
天
下
の
悪
政
と
後
に
批
判
さ

れ
る
奢
侈
禁
止
令
を
布
告
し
、
こ
と
に
浮
世
絵
の
分
野
に
お
い
て
は
天
保

十
三
年
（
一
八
四
二
年
）
以
降
、
役
者
絵
や
美
人
画
は
「
享
楽
的
」
と
い

う
理
由
か
ら
厳
し
い
禁
令
に
さ
ら
さ
れ
た
が
、
こ
の
市
場
の
閉
塞
状
況
は

か
え
っ
て
「
戯
画
」
や
「
諷
刺
画
」
と
い
っ
た
新
た
な
絵
画
ジ
ャ
ン
ル
の

開
拓
努
力
を
促
す
結
果
と
な
っ
た
。
特
に
国
芳
は
、
こ
の
領
野
に
お
い
て

格
段
の
才
能
を
発
揮
し
、
禁
令
を
逆
手
に
と
っ
た
「
荷
宝
蔵
壁
の
む
だ
書
」

（
一
八
四
七
年
）
や
「
当
ル
奉
納
願
お
賀
久
面
」（
一
八
四
八
年
）（
図
16
）

等
の
傑
出
し
た
役
者
似
顔
絵
を
立
て
続
け
に
刊
行
す
る
事
に
よ
っ
て
、
幕

府
の
改
革
政
策
に
不
満
を
持
つ
町
民
達
か
ら
圧
倒
的
支
持
を
受
け
た
と
さ

れ
る
。

　

こ
の
国
芳
の
「
禁
令
逃
れ
」
の
役
者
似
顔
絵
が
数
多
く
出
版
さ
れ
た
時

期
と
は
、
先
に
も
述
べ
た
国
芳
の
背
面
肖
像
群
の
作
品
制
作
時
期
と
明
確

に
重
な
っ
て
お
り
、
従
っ
て
「
名
誉
右
に
無
敵
左
り
甚
五
郎
」（
図
３
）、

ま
た
「
流
行
逢
都
絵
希
代
稀
物
」（
図
４
）
も
ま
た
、
明
ら
か
に
こ
の
「
禁

令
逃
れ
の
役
者
似
顔
絵
」
と
い
う
範
疇
に
位
置
付
け
ら
れ
る
べ
き
作
品
で
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あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
画
中
、
作
者
を
暗
示
す
る
人
物
を
（
機
知
を
用

い
た
表
現
で
）
描
画
す
る
と
い
う
事
は
、
単
に
作
品
と
し
て
の
成
立
の
問

題
を
越
え
て
、
公
権
力
に
対
す
る
創
作
家
の
闘
争
と
い
う
、
二
重
の
意
味

で
の
作
品
技
巧
と
、
作
者
の
巧
妙
さ
と
を
証
明
・
享
受
す
る
イ
メ
ー
ジ
と

し
て
生
起
せ
ら
れ
て
い
た
。特
に
、風
刺
画
や
判
じ
絵
と
い
っ
た
作
品
ジ
ャ

ン
ル
に
お
い
て
は
、
作
者
の
趣
向
や
意
図
を
鑑
賞
者
側
が
積
極
的
に
理
解

し
、解
釈
し
よ
う
と
す
る
努
力
や
、相
互
的
共
犯
関
係
を
取
り
結
ぶ
事
が
、

そ
の
興
味
を
成
立
さ
せ
る
特
殊
な
前
提
と
し
て
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
禁
令
逃
れ
の
出
版
物
を
制
作
す
る
と
い
う
絵
師
の
行
動
自
体
が
、
体
制

に
批
判
的
な
感
情
を
有
す
る
大
衆
に
と
っ
て
は
、
十
分
に
英
雄
的
称
賛
に

価
す
る
享
受
価
値
た
り
得
て
い
た
の
で
あ
る（
11
（

。

　

時
に
「
反
骨
の
絵
師
」「
修
羅
絵
師
」
等
と
も
呼
称
さ
れ
る
よ
う
に
、

国
芳
は
基
本
的
に
「
武
者
絵
師
」
と
し
て
成
功
し
た
絵
師
で
あ
る
が
、
同

時
に
優
れ
た
「
奇
想
の
絵
師
」、
狂
画
師
と
し
て
、
特
に
幕
政
批
判
や
禁

令
を
潜
り
抜
け
る
作
家
と
し
て
、
し
ば
し
ば
そ
の
「
行
動
」
や
「
絵
師
と

し
て
の
姿
勢
」
そ
の
も
の
が
、
反
体
制
・
反
権
威
主
義
的
な
人
々
か
ら
の

共
感
を
集
め
て
い
た
。国
芳
作
画
に
お
け
る
義
侠
性
と
反
俗
性
の
紐
帯
が
、

「
地
獄
模
様
の
衣
裳
」
を
要
請
・
支
持
さ
せ
る
思
想
上
の
合
理
と
な
っ
て

い
る
事
は
前
述
し
た
が
、
こ
れ
は
例
え
ば
「
唐
犬
権
兵
衛
」
を
含
む
「
国

芳
も
や
う
」
連
作
を
商
品
と
し
て
成
立
さ
せ
て
い
る
構
成
要
素
が
、
き
ら

び
や
か
な
衣
裳
図
案
集
と
し
て
の
意
味
合
い
を
有
し
て
い
る
と
同
時
に
、

侠
客
や
町
奴
と
い
っ
た「
義
侠
の
徒
」に
よ
っ
て
纏
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
自
体
が
改
革
の
影
響
下
に
お
け
る
「
渋
好
み
」
に
対
す
る
反
駁
で
も

あ
っ
た
、
と
い
う
論
点
も
、
こ
れ
ら
の
状
況
的
必
然
性
を
補
足
し
て
い
る

と
い
え
る
。
か
く
し
た
構
図
を
元
に
国
芳
の
背
面
肖
像
に
お
け
る
地
獄
表

現
を
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
人
々
が
国
芳
を
ど
の
よ
う
に
「
見
た

い
」
と
欲
し
、
ま
た
版
元
が
国
芳
を
ど
の
よ
う
に
「
売
り
た
い
」
と
望
み
、

ま
た
国
芳
自
身
が
自
ら
を
ど
の
よ
う
に
「
見
せ
た
い
」
と
望
ん
だ
か
と
い

う
、
複
数
の
力
学
が
相
互
干
渉
的
に
作
用
し
て
い
る
事
が
分
か
る
。「
侠

気
の
絵
師
」
と
い
っ
た
像
は
、
現
在
に
お
い
て
な
お
通
用
す
る
国
芳
の
基

本
的
な
作
家
像
で
あ
り
、
こ
の
事
実
の
み
に
お
い
て
も
、「
地
獄
模
様
の

衣
裳
」
と
「
背
面
肖
像
」
と
い
う
特
異
な
表
現
が
、
長
き
に
渡
っ
て
国
芳

の
市
場
イ
メ
ー
ジ
形
成
に
如
何
に
効
果
的
に
作
用
し
、
ま
た
絶
大
な
成
果

を
上
げ
た
か
が
解
さ
れ
よ
う
。

　
「
背
面
肖
像
」
は
、
第
一
義
的
に
は
国
芳
の
作
家
像
を
操
作
、
形
成
す

る
為
の
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
「
地
獄
模
様
の
衣
裳
」
は
、
地

獄
太
夫
が
育
ん
だ
文
化
イ
メ
ー
ジ
と
思
想
を
、
即
時
的
に
国
芳
の
作
家
像

に
付
与
す
る
為
に
巧
妙
に
利
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
国
芳
は
こ
れ
ら

の
構
造
を
意
図
的
に
用
い
る
事
で
、
自
己
の
浮
世
絵
師
と
し
て
の
、
ま
た

商
業
絵
師
と
し
て
の
、
最
も
戦
術
的
な
作
家
像
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
で



― （（ ―
浮世絵師・歌川国芳による

「背面肖像」と「地獄模様の衣裳」に関する考察

あ
る
。

註（
1
）�

六
点
の
作
品
と
は
、『
枕
邊
深
閨
梅
』（
一
八
三
八
年
）「
勇
国
芳
桐
対
模
様
」

（
一
八
四
七
―
四
八
年
）「
名
誉
右
に
無
敵
左
り
甚
五
郎
」（
一
八
四
八
―
五
〇
年
）

「
流
行
逢
都
絵
希
代
稀
物
」（
一
八
四
八
年
）「
浮
世
与
し
づ
久
志
」（
一
八
四
七
―

五
二
年
）『
日
本
奇
人
伝
』（
一
八
四
九
年
）
で
あ
る
。

（
2
）�

こ
の
国
芳
の
特
徴
的
自
画
像
群
の
多
く
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
味
や
機
能
を
論
究

す
る
事
こ
そ
な
か
っ
た
も
の
の
、
鈴
木
重
三
が
既
に
『
国
芳
』（
平
凡
社
、
平
成

四
年
、
二
四
八
頁
）
に
お
い
て
特
に
、
絵
師
の
生
涯
に
渡
る
画
業
の
流
れ
に
お
い

て
触
れ
て
お
り
、
ま
た
こ
れ
は
研
究
史
上
、
実
に
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
論
点
で

あ
る
が
、
本
論
で
は
そ
れ
に
「
背
面
肖
像
」
と
い
う
名
称
と
概
念
を
用
い
る
。

（
3
）�

山
本
陽
子
「
後
ろ
姿
の
自
画
像
に
つ
い
て　

―
―
歌
川
国
芳
の
作
品
を
中
心
に
」

『
明
星
大
学
研
究
紀
要
（
13
）』（
明
星
大
学
、
平
成
十
七
年
）

（
（
）�

山
本
陽
子
「
後
ろ
姿
の
自
画
像
に
つ
い
て　

―
―
歌
川
国
芳
の
作
品
を
中
心
に
」

『
明
星
大
学
研
究
紀
要
（
13
）』（
明
星
大
学
、
平
成
十
七
年
）
三
一
頁
。

（
（
）�

村
澤
博
人
は
そ
の
『
顔
の
文
化
誌
』（
東
京
書
籍
、
平
成
四
年
）
に
お
い
て
、
こ

う
し
た
我
国
に
特
徴
的
な
美
意
識
の
在
り
様
を
「
顔
隠
し
の
文
化
」
と
呼
称
し
、

そ
れ
が
装
飾
や
化
粧
、
ま
た
絵
画
表
現
や
文
学
と
い
っ
た
虚
構
の
技
芸
に
も
通
底

す
る
基
本
的
な
傾
向
で
あ
る
事
を
詳
論
し
て
い
る
。
な
お
日
本
の
肖
像
表
現
に
お

け
る
抽
象
化
の
特
性
に
つ
い
て
扱
っ
た
論
考
と
し
て
は
他
に
、
村
重
寧
「
引
目
鉤

鼻
考　

―
―
顔
貌
の
美
醜
表
現
に
つ
い
て
」『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

紀
要
（
（（
）』（
早
稲
田
大
学
、
平
成
十
一
年
）
ほ
か
、
秋
山
光
和
「
徳
川
・
五
島

本
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
と
そ
の
時
代
」『
日
本
の
美
術
（
11（
）』（
至
文
堂
、
昭
和

五
十
一
年
）
等
が
あ
る
。

（
6
）�

山
本
陽
子
「
後
ろ
姿
の
自
画
像
に
つ
い
て　

―
―
歌
川
国
芳
の
作
品
を
中
心
に
」

『
明
星
大
学
研
究
紀
要
（
13
）』（
明
星
大
学
、
平
成
十
七
年
）

（
（
）�

山
本
陽
子
「
後
ろ
姿
の
自
画
像
に
つ
い
て　

―
―
歌
川
国
芳
の
作
品
を
中
心
に
」

『
明
星
大
学
研
究
紀
要
（
13
）』（
明
星
大
学
、
平
成
十
七
年
）
三
九
頁
。

（
（
）��

秋
山
光
和
は
そ
の
「
徳
川
・
五
島
本
『
源
氏
物
語
絵
巻
』
と
そ
の
時
代
」『
日
本

の
美
術
（
11（
）』（
至
文
堂
、
昭
和
五
十
一
年
）
に
お
い
て
、
引
目
鉤
鼻
の
表
現
技

巧
に
つ
い
て
論
述
し
な
が
ら
、
源
氏
物
語
絵
巻
各
場
面
に
お
け
る
主
要
人
物
と
周

囲
の
群
衆
的
貴
族
達
と
は
、
同
様
な
表
現
手
法
に
よ
っ
て
描
写
さ
れ
な
が
ら
も
、

写
実
上
の
些
少
な
技
巧
に
よ
る
描
き
分
け
で
は
な
く
、
作
品
全
体
の
微
妙
な
構
成

の
強
弱
や
、
鑑
賞
者
に
予
め
求
め
ら
れ
る
物
語
性
へ
の
共
感
を
前
提
と
し
た
読
解

に
よ
っ
て
画
中
、
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
と
す
る
が
、
こ
れ
は
逆
説
的
に
い
っ

て
、
こ
こ
で
登
場
す
る
人
物
は
描
き
手
に
と
っ
て
も
鑑
賞
者
に
と
っ
て
も
、
読
み

解
き
、
か
つ
特
定
す
べ
き
個
人
を
限
定
さ
れ
た
上
で
描
画
さ
れ
る
存
在
と
し
て
、

作
品
構
成
の
段
階
か
ら
鑑
賞
段
階
に
い
た
る
ま
で
既
に
、
明
確
に
特
定
し
た
も
の

と
把
捉
さ
れ
て
い
た
事
を
示
し
て
い
る
。

（
（
）�

林
千
里
は
「
歌
川
国
芳
と
山
東
京
伝　

―
異
り
絵
成
立
考
」『
藝
叢
（
23
）』（
筑

波
大
学
大
学
院
人
間
総
合
科
学
研
究
科
、
平
成
十
八
年
、
一
六
一
頁
―
一
六
二
頁
）

に
お
い
て
、
国
芳
の
衣
裳
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
、
ま
た
当
時
の
役
者
文
様
の
流
行

を
論
じ
、
国
芳
は
そ
う
し
た
流
行
に
積
極
的
に
乗
ず
る
事
で
、
衣
裳
の
図
柄
を
そ

れ
を
着
る
人
物
を
表
す
も
の
と
し
て
構
成
し
て
い
る
と
し
、「
地
獄
模
様
」
は
中

で
も
意
識
的
に
「
作
者
自
身
」
を
表
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
指
摘
す

る
。
こ
れ
は
、「
地
獄
模
様
の
衣
裳
」
が
国
芳
に
と
っ
て
は
画
中
、
自
身
の
姿
を

限
定
し
て
指
示
す
る
特
別
な
図
像
で
あ
っ
た
事
を
、
ま
さ
に
具
体
表
現
に
よ
っ
て

確
認
す
る
極
め
て
重
要
な
見
解
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
林
は
こ
の
点
に

つ
い
て
は
そ
れ
以
上
に
特
段
の
考
察
を
加
え
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
そ
れ
が
背
面
肖

像
の
「
手
法
化
」
や
「
認
知
」
に
お
い
て
示
す
意
義
や
、
あ
る
い
は
そ
の
図
案
が

意
図
し
た
「
目
的
」
や
「
機
能
」
に
ま
で
は
、
踏
み
込
ん
だ
論
究
を
し
て
い
な
い
。
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（
10
）�
地
獄
模
様
の
衣
裳
と
『
本
朝
酔
菩
提
全
伝
』
お
よ
び
そ
の
国
芳
自
画
像
と
の
関
係

性
に
つ
い
て
「
唐
犬
権
兵
衛
」
の
図
像
か
ら
特
に
具
体
的
に
指
摘
す
る
記
述
と
し

て
は
、
悳
俊
彦
『
も
っ
と
知
り
た
い　

歌
川
国
芳
』（
東
京
美
術
、
平
成
二
十
年
、

三
八
頁
）
ほ
か
、
岩
切
友
里
子
「
国
芳
も
や
う
正
札
附
現
金
男　

唐
犬
権
兵
衛
（
解

説
）」『
国
芳
妖
怪
百
景
』（
国
書
刊
行
会
、
平
成
十
一
年
、
一
〇
二
頁
）
等
が
あ

る
が
、
も
と
よ
り
こ
れ
ら
は
そ
の
根
拠
に
対
す
る
積
極
的
な
考
察
や
論
究
を
目
的

と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
本
論
は
そ
れ
を
主
に
、
作
家
が
そ
の
図
像
表
現
の
使
用

に
見
出
し
た
「
創
作
上
の
合
理
」
や
「
目
的
」
と
い
っ
た
視
点
か
ら
、
よ
り
具
体

的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
。

（
11
）�

地
獄
太
夫
を
主
と
し
て
扱
っ
た
研
究
考
察
は
現
在
の
と
こ
ろ
決
し
て
多
く
は
な

く
、
西
山
美
香
は
そ
の
「
檀
林
皇
后
九
相
説
話
と
九
相
図　

禅
の
女
人
開
悟
譚
と

し
て
」『
九
相
図
資
料
集
成　

死
体
の
美
術
と
文
学
』（
岩
田
書
院
、平
成
二
一
年
）

に
お
い
て
、
近
世
文
学
に
登
場
す
る
地
獄
太
夫
像
を
一
部
論
題
と
し
て
取
り
扱
っ

て
い
る
。
ち
な
み
に
『
本
朝
酔
菩
提
全
伝
』
に
お
け
る
地
獄
太
夫
と
着
物
の
図
柄

に
つ
い
て
は
、
井
上
啓
治
に
よ
る
『
京
伝
考
証
学
と
読
本
の
研
究
』（
新
典
社
、

平
成
九
年
）
第
七
章
お
よ
び
、「『
本
朝
酔
菩
提
全
伝
』『
善
知
安
方
忠
義
伝
』
に

お
け
る
〈
地
獄
絵
・
地
獄
信
仰
〉
―
京
伝
考
証
に
お
け
る
認
識
・
主
題
形
成
と
読

本
作
品
―
」『
江
戸
文
学
（
10
）』（
ぺ
り
か
ん
社
、
平
成
五
年
）
ほ
か
、
長
島
弘

明
「『
往
生
要
集
』
と
近
世
小
説　

日
本
に
お
け
る
『
地
獄
』」
イ
メ
ー
ジ
の
流
布
」

『
死
生
学
（
４
）　

死
と
死
後
を
め
ぐ
る
イ
メ
ー
ジ
と
文
化
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

平
成
二
十
年
）
等
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
重
要
な
点
は
、
地
獄
太
夫
の
衣
裳
は
「
死

を
所
与
の
前
提
と
し
て
引
き
受
け
る
」
と
い
う
、
そ
の
独
自
の
倫
理
的
生
と
い
う

価
値
観
や
美
意
識
を
視
覚
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
「
機
能
」
に
こ
そ
あ

り
、
こ
こ
に
、
地
獄
太
夫
の
衣
裳
図
案
が
有
す
、
特
殊
な
精
神
的
構
造
が
存
在
し

て
い
る
。

（
12
）�

鈴
木
重
三
「
一
休
和
尚
と
地
獄
太
夫
（
解
説
）」『
国
芳
』（
平
凡
社
、
平
成
四
年
）

二
一
〇
頁
。

（
13
）�

前
註
10
と
も
相
関
す
る
論
点
と
し
て
、
岩
切
友
里
子
は
そ
の
「
国
芳
も
や
う
正
札

附
現
金
男　

唐
犬
権
兵
衛
（
解
説
）」『
展
覧
会
図
録　

没
後
一
五
〇
年　

歌
川
国

芳
展
』（
日
本
経
済
新
聞
社
、
平
成
二
三
年
、
二
五
八
頁
）
に
お
い
て
、
本
図
と

国
芳
の
地
獄
模
様
の
衣
裳
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
示
唆
し
、
ま
た
「
地
獄
変
相
図

（
解
説
）」『
生
誕
200
年
記
念　

歌
川
国
芳
展
』（
日
本
経
済
新
聞
社
、
平
成
八
年
、

二
四
三
頁
）
に
お
い
て
は
、
地
獄
太
夫
の
着
物
と
国
芳
の
衣
裳
と
の
関
係
性
を
指

摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
林
千
里
の
前
掲
論
考
と
も
あ
わ
せ
、
こ
の
奇
抜
な
衣
裳

図
案
が
「
唐
犬
権
兵
衛
」
と
い
っ
た
特
定
の
創
作
上
の
人
物
の
表
現
に
限
定
さ
れ

ず
、
む
し
ろ
広
く
国
芳
本
人
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
往
時
の
状
況
を
補
足

す
る
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
本
論
の
目
的
は
、
こ
の
作
品
が
国
芳
の
自
画
像

で
あ
る
か
否
か
を
論
じ
る
事
に
あ
る
訳
で
は
無
論
な
い
が
、
し
か
し
指
摘
す
べ
き

は
、
こ
れ
ら
研
究
者
の
想
像
や
解
釈
を
包
摂
・
生
成
し
、
ま
た
許
容
し
得
る
だ
け

の
要
素
を
意
図
的
に
本
作
に
付
加
し
た
の
は
、あ
や
ま
た
ず「
国
芳
本
人
」で
あ
っ

た
と
い
う
事
実
で
あ
り
、
こ
こ
に
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
作
家
の
「
意
図
」
や
「
目

的
」
を
考
察
す
る
の
が
、
本
論
の
志
向
す
る
要
点
で
あ
る
。

（
1（
）�

鈴
木
重
三
『
国
芳
』（
平
凡
社
、
平
成
四
年
）
二
一
一
頁
。

（
1（
）�

国
芳
の
自
画
像
と
目
さ
れ
る
他
の
作
例
の
う
ち
に
は
（
そ
の
「
隠
蔽
」
に
対
す
る

主
体
的
意
図
は
判
別
し
か
ね
る
も
の
の
）
顔
貌
が
明
ら
か
で
な
い
作
品
も
数
点
存

在
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
明
確
な
作
品
の
「
主
要
モ
テ
ィ
ー
フ
」

と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
こ
の
論
点
は
前
掲
し
た
山
本
陽
子
の
論

考
が
広
範
な
作
品
検
証
を
加
え
て
い
る
。

（
16
）�

岡
戸
敏
幸
は
展
覧
会
図
録
『
生
誕
200
年
記
念　

歌
川
国
芳
展
』（
日
本
経
済
新
聞

社
、
平
成
八
年
）
に
お
け
る
「『
後
姿
』
の
感
情
」
に
お
い
て
、
後
姿
で
顔
を
描

か
な
い
事
が
逆
説
的
に
、
そ
れ
を
見
る
者
に
与
え
る
強
い
印
象
を
論
じ
、
国
芳
は

そ
の
力
を
計
算
し
て
用
い
て
い
た
と
し
て
い
る
。
工
芸
領
域
に
は
、
例
え
ば
「
留

守
文
様
」
の
よ
う
な
、
画
中
人
物
の
不
在
を
利
用
し
た
物
語
性
の
強
調
と
い
う
技

巧
が
存
在
す
る
が
、
こ
こ
に
は
あ
る
種
そ
う
し
た
表
現
と
も
共
通
す
る
、「
背
面
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肖
像
」
の
技
法
上
の
特
異
性
と
類
似
を
指
摘
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

（
1（
）�

こ
こ
に
は
「
国
芳
の
衣
裳
性
へ
の
傾
向
」
と
い
う
根
幹
的
な
問
題
も
、
強
く
影
響

し
て
い
た
筈
で
あ
る
。
国
芳
は
紺
屋
、
即
ち
染
色
業
の
出
自
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、

事
実
、国
芳
が
描
く
衣
裳
表
現
に
は
傑
出
し
た
例
が
多
く
、連
作「
大
願
成
就
有
ヶ

滝
縞
」（
一
八
四
五
年
）
や
、
本
稿
で
も
主
に
扱
っ
た
「
国
芳
も
や
う
正
札
附
現

金
男
」（
一
八
四
五
年
）
の
よ
う
な
、「
衣
裳
デ
ザ
イ
ン
」
そ
れ
自
体
を
重
要
主
題

と
し
た
揃
物
等
は
、
標
題
に
そ
の
デ
ザ
イ
ン
性
の
価
値
を
謳
う
に
相
応
し
く
、
国

芳
が
衣
裳
に
対
す
る
強
い
こ
だ
わ
り
と
繊
細
な
感
覚
を
有
し
て
い
た
事
を
示
す
、

ま
さ
に
具
体
的
な
例
証
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
例
は
、
い
ず
れ
も
「
画
中
に
お
い

て
」
衣
裳
の
図
案
を
重
要
主
題
と
設
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
国
芳
は
嘉
永
六
年

（
一
八
五
三
年
）
に
は
、
ま
さ
に
「
衣
裳
性
」
そ
の
も
の
を
自
立
し
た
主
題
と
し

て
扱
っ
た
、
新
衣
裳
図
案
集
と
し
て
の
版
本
『
染
物
早
指
南
』
を
も
刊
行
し
て
お

り
、
国
芳
に
お
い
て
衣
裳
表
現
が
極
め
て
重
要
な
問
題
意
識
の
下
に
把
握
さ
れ
、

こ
と
人
物
描
写
の
際
に
は
、
作
画
構
成
上
の
大
き
な
焦
点
と
な
っ
て
い
た
事
は
疑

い
得
な
い
。

（
1（
）�

こ
の
点
に
関
し
て
は
同
時
代
的
な
問
題
と
し
て
、
国
芳
の
出
生
作
で
あ
り
、
ま
た

そ
の
画
業
の
方
向
を
決
定
付
け
た
と
い
う
意
味
で
も
際
立
っ
た
重
要
性
を
有
す

る
、『
水
滸
伝
』
を
描
い
た
刺
青
版
画
連
作
に
お
け
る
作
画
上
の
議
論
と
の
関
係

を
考
慮
し
て
お
く
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
大
貫
菜
穂
は
そ
の
「
イ
レ
ズ
ミ
の
変
身

機
能　

―
歌
川
国
芳
《
通
俗
水
滸
伝
豪
傑
百
八
人
之
一
個
》
に
み
る
『
ほ
り
も
の
』

行
為
と
絵
柄
の
意
味
」『
民
族
藝
術
（
2（
）』（
民
族
藝
術
学
会
、
平
成
二
三
年
、

一
〇
六
頁
）
に
お
い
て
、
国
芳
の
刺
青
版
画
に
描
か
れ
る
人
物
の
多
く
が
鑑
賞
者

に
「
背
中
を
向
け
る
構
図
」
を
取
る
の
は
、
文
字
通
り
刺
青
、
な
か
ん
ず
く
そ
の

「
イ
メ
ー
ジ
」
の
持
つ
意
味
を
「
背
負
う
」
事
を
表
現
す
る
為
に
、
意
図
的
に
と

ら
せ
た
姿
勢
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
大
貫
は
更
に
、
そ
の
「
歌
川
国
芳
《
通
俗
水

滸
伝
豪
傑
百
八
人
之
一
個
》
に
お
け
る
ほ
り
も
の
の
分
析
と
考
察
」『
Ｃ
ｏ
ｒ
ｅ�

Ｅ
ｔ
ｈ
ｉ
ｃ
ｓ
（
６
）』（
立
命
館
大
学
大
学
院
先
端
総
合
学
術
研
究
科
、
平
成

二
二
年
）
で
は
、
刺
青
の
「
変
身
」
機
能
を
強
調
し
、
国
芳
の
作
品
中
に
お
い
て

刺
青
の
図
柄
は
そ
れ
を
施
さ
れ
た
人
物
の
英
雄
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

強
化
し
、
ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
そ
の
も
の
を
付
加
す
る

機
能
を
果
た
し
て
お
り
、
国
芳
は
「
刺
青
が
そ
の
人
物
の
在
り
様
を
規
定
す
る
」

と
い
う
価
値
観
を
有
し
て
い
た
と
詳
論
し
て
い
る
。「
後
ろ
姿
こ
そ
が
多
く
の
情

報
を
背
負
う
」
と
い
う
こ
の
価
値
観
は
、
実
に
「
背
面
肖
像
」
と
い
う
国
芳
自
画

像
の
特
徴
に
も
共
通
す
る
価
値
観
で
あ
る
。
か
く
し
た
前
提
が
国
芳
の
創
作
意
識

の
根
底
に
介
在
し
て
い
た
と
仮
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
国
芳
は
進
ん
で
、
自

身
の
「
後
ろ
姿
」
と
「
衣
裳
」
に
対
し
て
も
、
同
様
の
意
義
や
目
的
を
託
し
て
い

た
可
能
性
は
、
極
め
て
高
い
。
国
芳
が
衣
裳
の
図
柄
を
強
調
す
る
「
背
面
肖
像
」

を
描
き
、
ま
た
そ
の
意
匠
と
し
て
地
獄
絵
を
配
し
た
衣
裳
を
「
自
身
を
表
す
標
章
」

と
し
て
積
極
的
か
つ
特
権
的
に
用
い
続
け
た
背
景
に
は
、
自
己
像
に
特
殊
な
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
付
加
す
る
目
的
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ち
な
み
に
刺
青
と

衣
裳
と
の
概
念
的
関
係
性
、
お
よ
び
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
美
学
、
精
神
文
化
上

の
構
造
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
刺
青
は
『
彫
る
』
も
の
で
あ
る
か　

―
日
本
刺
青

の
『
用
語
法
』
と
『
衣
裳
性
』
を
中
心
に
―
」『
美
学
（
2（3
）』（
美
学
会
、
平
成

三
十
年
）
も
あ
わ
せ
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1（
）�

国
芳
の
十
三
回
忌
に
、
弟
子
・
芳
年
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
「
歌
川
国
芳
肖
像
」

（
一
八
七
三
年
）
に
も
、
地
獄
絵
を
衣
裳
に
し
て
背
面
を
向
け
る
国
芳
が
描
か
れ

て
い
る
。
国
芳
が
実
際
に
こ
う
し
た
衣
裳
を
身
に
付
け
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は

画
中
の
み
の
虚
構
的
表
現
で
あ
っ
た
の
か
は
定
か
で
な
い
が
、
国
芳
を
表
す
イ

メ
ー
ジ
と
し
て
地
獄
模
様
が
極
め
て
重
要
な
意
味
を
有
し
、
か
つ
そ
れ
が
「
故
人

の
姿
を
想
起
さ
せ
る
」
に
足
る
具
体
性
を
持
ち
つ
つ
共
有
さ
れ
て
い
た
事
実
は
十

分
に
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。『
本
朝
酔
菩
提
全
伝
』
は
難
解
な
宗
教
書
物
で
は

な
く
娯
楽
小
説
で
あ
り
、
流
行
作
家
・
山
東
京
伝
と
、
絶
大
に
支
持
さ
れ
た
絵
師
・

初
代
歌
川
豊
国
の
挿
絵
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
本
作
の
中
で
も
、
一
際
個
性
的
な

地
獄
太
夫
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
広
汎
に
認
知
、
把
握
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
国
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芳
に
よ
る
「
地
獄
模
様
の
衣
裳
」
と
い
う
自
己
演
出
は
、
多
く
の
鑑
賞
者
に
と
り

極
め
て
効
果
的
に
受
容
さ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

（
20
）�
浮
世
絵
研
究
に
お
け
る
基
礎
的
文
献
、
飯
島
虚
心
『
浮
世
絵
師
歌
川
列
伝
』
明
治

二
十
七
年
（
一
八
九
四
年
）
に
は
、
国
芳
の
強
い
町
民
気
質
お
よ
び
火
消
し
や
鳶

と
の
親
し
い
交
流
関
係
が
記
述
さ
れ
て
お
り
、
研
究
上
の
基
本
的
な
作
家
像
と
し

て
支
持
さ
れ
て
い
る
。

（
21
）�

江
戸
の
著
名
人
や
名
物
の
位
付
け
を
し
た
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
年
）
の
『
江
戸

寿
那
古
細
撰
記
』
に
は
「
豊
国
に
か
ほ
、
国
芳
む
し
や
、
広
重
め
い
し
よ
」
と
い

う
如
く
、
番
付
形
式
で
歌
川
派
の
大
家
、
そ
れ
ぞ
れ
の
得
意
分
野
が
記
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
こ
か
ら
は
単
純
に
「
国
貞
対
国
芳
」
と
い
っ
た
問
題
の
み
な
ら
ず
、
当

時
の
歌
川
派
全
体
が
置
か
れ
た
社
会
的
状
況
と
、
そ
れ
に
対
す
る
戦
略
的
構
図
を

窺
い
知
る
事
が
出
来
る
。
何
故
な
ら
ば
こ
の
記
述
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
絵
師
得

意
分
野
ご
と
の
分
類
が
成
立
す
る
事
自
体
、
そ
れ
は
そ
の
実
歌
川
派
全
体
が
、
同

時
代
の
飽
和
し
た
市
場
を
如
何
に
巧
み
に
棲
み
分
け
て
い
た
か
が
解
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

（
22
）�

藤
澤
紫
は
「
江
戸
の
『
美
男
子
』　

―
江
戸
文
化
の
中
の
男
た
ち
」『
江
戸
の
美
男

子　

―
若
衆
・
二
枚
目
・
伊
達
男
―
』（
太
田
記
念
美
術
館
、
平
成
二
十
五
年
）

に
お
い
て
、
国
芳
の
後
ろ
姿
の
自
画
像
を
取
り
上
げ
つ
つ
、
絵
師
の
現
実
の
生
き

様
や
姿
勢
と
、
そ
の
表
現
活
動
と
の
価
値
が
連
帯
し
て
い
く
状
況
に
つ
い
て
具
体

的
な
考
証
を
加
え
て
い
る
。
事
実
、
国
芳
の
生
き
た
時
代
と
は
、
肥
大
す
る
町
人

の
経
済
力
、
幕
府
の
財
政
破
綻
、
度
重
な
る
飢
饉
、
黒
船
来
航
と
い
っ
た
内
憂
外

患
の
時
代
で
あ
り
、
社
会
的
な
閉
塞
感
や
不
安
感
は
幕
府
の
権
力
や
体
制
に
対
す

る
民
衆
の
批
判
意
識
を
著
し
く
高
め
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い

て
法
令
を
巧
み
に
か
い
潜
り
、
時
に
幕
政
を
も
批
判
す
る
事
を
辞
さ
な
い
国
芳
の

反
権
威
主
義
的
な
姿
勢
は
、
そ
の
画
業
に
民
衆
の
不
満
を
代
弁
す
る
義
侠
的
反
抗

と
い
う
独
自
の
価
値
性
を
付
与
す
る
結
果
と
も
な
り
、
そ
う
し
た
作
家
像
こ
そ
が

ま
た
、
国
芳
を
支
持
す
る
人
々
の
大
き
な
心
情
的
拠
り
所
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
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図１　歌川国芳『枕辺深閨梅』天保九年（1838）、個人蔵
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図２　歌川国芳「勇国芳桐対模様」弘化四年―嘉永元年（1847-48）、個人蔵

図３　�歌川国芳「名誉右に無敵左り甚五郎」嘉永元年―嘉永三年（1848-50）、
太田記念美術館蔵
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図４　歌川国芳「流行逢都絵希代稀物」嘉永元年（1848）、個人蔵

図５　歌川国芳「浮世与しづ久志」弘化四年―嘉永五年（1847-52）、個人蔵



國學院雜誌　第 120 巻第 6号（2019年） ― （2 ―

図６　歌川国芳『日本奇人伝』嘉永二年（1849）、個人蔵
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図７　「佐竹本三十六歌仙絵巻　小野小町図」13世紀、個人蔵（東京国立博物館寄託）
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図８　�歌川国芳「国芳もやう正札附現金男　唐犬権兵衛」弘化二年（1845）、個
人蔵
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図９　�初代歌川豊国「泉州堺高須名妓地獄」『本町酔菩提全伝』文化六年（1809）、
早稲田大学蔵
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図10　歌川国芳「国芳もやう正札附現金男　野晒悟助」弘化二年（1845）、個人蔵
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図11　歌川国芳「一休和尚と地獄太夫」嘉永元年―嘉永三年（1848-50）、個人蔵

図12　�初代歌川豊国「一休和尚と地獄太夫」『本町酔菩提全伝』文化六年（1809）、
早稲田大学蔵
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図13　歌川国芳「地獄変相図」天保六年―天保九年（1835-38）、個人蔵

図14　�歌川国芳「大山石尊良弁瀧之図」（三枚続のうち中央、右）文政元年―文
政三年（1818-20）、個人蔵
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図15　�喜多川歌麿「高名美人見たて忠臣蔵十一だんめ」（二枚続のうち左）寛政
六年―七年（1794-95）、東京国立博物館蔵
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図16　歌川国芳「当ル奉納願お賀久面」嘉永元年（1848）、個人蔵


