
﹇
論
文
要
旨
﹈

岩
永
て
る
み

紙
や
絹
と
い
っ
た
脆
弱
な
素
材
の
上
に
描
か
れ
た
日
本
絵
画
は
周
期
的
に
修
理
が
施
さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
今
日
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
伝
世
の
な
か
で
、
そ
の
時
の
修
理
で
手
当
て
さ
れ
る
だ
け
で

な
く
、
加
筆
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
現
在
の
修
理
に
お
い
て
、
過
去
の
修
理
に
よ
っ
て
加
筆
さ

れ
た
部
分
の
取
り
扱
い
は
除
去
す
る
場
合
と
除
去
し
な
い
場
合
の
二
様
に
分
か
れ
て
い
る
。
明
ら
か

に
制
作
当
初
の
も
の
で
は
無
い
と
認
識
出
来
て
も
、
そ
れ
を
除
去
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
品
の
印
象

が
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま
う
場
合
や
、
過
去
の
修
理
も
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と
い
う
観
点
と
い
っ
た

こ
と
よ
り
、
現
状
の
ま
ま
に
修
理
を
行
う
こ
と
も
あ
る
。

本
研
究
の
対
象
作
品
で
あ
る
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
歴
博
甲
本
右
隻
第
二
扇
」
に
広
範
囲
に
存
在
す

る
台
形
上
に
欠
損
部
分
に
は
、
周
囲
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
と
は
一
見
し
て
技
法
、
表
現
、
様
式
が
異

な
り
、
鑑
賞
上
に
相
当
の
影
響
を
与
え
て
し
ま
う
よ
う
な
後
世
の
補
筆
が
施
さ
れ
て
い
る
。
平
成
九

年
の
修
理
に
お
い
て
こ
の
後
補
部
分
は
そ
の
ま
ま
に
残
さ
れ
た
経
緯
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
後
補
部

分
を
再
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
損
な
わ
れ
て
し
ま
っ
た
芸
術
性
を
回
復
し
得
る
こ
と
の
可
能
性
を

確
か
め
る
た
め
に
再
現
研
究
を
試
み
た
。

再
現
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
の
調
査
と
現
状
模
写
を
行
う
こ
と
か
ら
始
め
、
同
時
代
に
制
作
さ
れ

た
類
似
作
品
で
あ
る
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
東
博
模
本
、
国
立
歴
史
博
物
館
所
蔵
歴
博
乙
本
、
米
沢

市
上
杉
博
物
館
所
蔵
上
杉
本
の
三
作
品
を
中
心
に
、
建
築
、
芸
能
、
服
飾
、
風
俗
、
商
業
な
ど
の
点

を
考
証
し
な
が
ら
画
家
と
し
て
の
制
作
や
模
写
の
経
験
を
生
か
し
て
検
討
を
行
い
、
よ
り
客
観
的
に

な
る
よ
う
に
努
め
て
行
っ
た
。

こ
の
再
現
図
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
の
現
状
模
写
の
中
に
描
き
加
え
彩
色
を
施
し
、
原
本
と
近
い
手

法
で
制
作
し
作
品
と
し
て
完
成
さ
せ
た
。
制
作
当
初
の
図
柄
が
無
い
以
上
、
ど
こ
ま
で
近
づ
け
た
か

を
確
か
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
一
つ
の
作
例
と
し
て
学
術
的
に
も
誤
り
の
少
な
い
再
現
図
が
出

来
た
と
考
え
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
後
補
、
模
写
、
再
現
、
船
鉾
、
芸
術
性
の
回
復

洛
中
洛
外
図
屏
風
歴
博
甲
本
右
隻
第
二
扇
に
お
け
る

欠
損
部
分
の
再
現

R
eproduction of the D

am
aged A

rea on the Second Panel of the R
ight-hand Screen of a Pair of Folding Screens of Scenes In and A

round K
yoto 

(R
ekihaku A

 Version)

IW
A

N
A

G
A
 Terum

i

は
じ
め
に

❶
研
究
目
的

❷
再
現

❸
再
現
図
作
成

ま
と
め

15



は
じ
め
に

本
研
究
は
東
京
藝
術
大
学
大
学
院
美
術
研
究
科
文
化
財
保
存
学
科
保
存
修
復
日
本

画
専
攻
博
士
後
期
課
程
の
平
成
十
一
年
度
の
学
位
論
文
と
し
て
研
究
を
行
い
、執
筆

を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
今
回
、
小
島
道
裕
教
授
が
代
表
を
務
め
る
共
同
研
究
・
科
学

研
究
費
研
究
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
歴
博
甲
本
の
総
合
的
研
究
」
の
中
で
の
再
現
研
究

の
中
で
、右
隻
第
二
扇
に
存
在
す
る
広
範
囲
の
欠
損
部
分
の
再
現
の
基
礎
図
案
と
し

て
こ
の
博
士
研
究
で
導
き
出
し
た
再
現
図
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。こ
の
右
隻

第
二
扇
の
欠
損
加
筆
部
分
の
再
現
図
作
成
ま
で
至
っ
た
研
究
の
経
緯
を
報
告
す
る
。

今
回
の
報
告
書
で
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
の
現
状
模
写
の
工
程
と
後
補
部
分
の
調

査
・
分
析
の
項
目
は
省
く
こ
と
と
す
る
が
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
の
現
状
模
写
を
行
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
表
現
の
特
徴
を
掴
む
だ
け
で
な
く
、
候
補
部
分
が
い
か
に
オ

リ
ジ
ナ
ル
と
は
異
な
る
か
と
い
う
こ
と
が
確
定
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。

当
時
の
研
究
、
特
に
資
料
の
収
集
に
は
限
界
が
あ
り
、
今
回
の
再
現
研
究
の
中
に

お
い
て
人
物
の
数
や
建
造
部
の
繋
が
り
、
印
地
打
ち
と
い
っ
た
行
事
の
欠
落
と
い
っ

た
部
分
で
異
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
報
告
で
は
当
時
の
研
究
で
導
き

出
し
た
結
果
を
そ
の
ま
ま
に
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

研
究
は
再
現
に
到
る
ま
で
の
論
文
と
、
日
本
画
家
と
し
て
の
経
験
を
活
か
し
て
実

際
に
作
品
と
し
て
再
現
図
を
完
成
さ
せ
る
二
本
立
て
で
行
っ
た
。

❶
研
究
目
的

紙
や
絹
と
い
っ
た
脆
弱
な
素
材
の
上
に
描
か
れ
た
日
本
絵
画
は
周
期
的
に
修
理
が

施
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
今
日
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、伝
世
の
な
か
で
顔
料
の
剥
落
、

料
紙
・
料
絹
の
欠
損
は
、
そ
の
時
の
修
理
で
手
当
て
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
加
筆
さ

れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
明
治
時
代
以
前
の
修
理
で
は
無
原
則
に
加
筆
や
補
修
が
行

わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
明
治
時
代
以
降
は
作
品
を
文
化
財
及
び
芸
術
作
品
と
見

な
す
価
値
観
も
成
立
し
、
文
化
財
の
保
存
に
関
わ
る
法
律
も
制
定
さ
れ
、
オ
リ
ジ
ナ

ル
部
分
を
尊
重
し
、
作
品
上
に
手
を
加
え
て
本
来
の
芸
術
性
を
損
な
う
よ
う
な
修
理

は
行
わ
な
く
な
っ
て
い
る
。
特
に
近
年
の
日
本
絵
画
の
分
野
に
お
い
て
は
図
像
の
回

復
は
芸
術
性
の
回
復
に
繋
が
ら
な
い
と
い
う
認
識
が
確
立
し
て
お
り
、
そ
の
認
識
の

う
え
で
修
理
、
特
に
欠
損
部
の
補
修
の
方
針
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
作
品
の

中
に
は
過
去
に
修
理
に
よ
っ
て
鑑
賞
上
に
相
当
の
影
響
を
与
え
て
し
ま
う
よ
う
な
補

筆
が
組
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
修
理
に
お
け
る
取
り
扱

い
は
除
去
す
る
場
合
と
除
去
し
な
い
場
合
の
二
様
に
分
か
れ
て
い
る
。

本
研
究
の
対
象
作
品
で
あ
る
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
歴
博
甲
本
」
は
保
存
状
態
も
良 

く
、芸
術
作
品
と
し
て
の
価
値
だ
け
で
な
く
研
究
資
料
と
し
て
も
貴
重
な
作
品
で
あ

る
が
、
右
隻
第
二
扇
に
は
縦
三
四
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
（
上
辺
）
三
九
・
七
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
横（
下
辺
）四
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
台
形
上
に
欠
失
が
あ
り
、

周
囲
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
と
は
一
見
し
て
技
法
、表
現
、様
式
の
異
な
る
後
世
の
補

筆
が
施
さ
れ
て
い
る
。平
成
九
年
の
修
理
に
お
い
て
は
こ
の
後
補
部
分
は
そ
の
ま
ま

に
残
さ
れ
た
経
緯
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
経
緯
を
踏
ま
え
、加
筆
に
よ
っ
て
補
わ
れ

た
欠
損
部
分
を
再
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
て
し
ま
っ
た
芸
術
性
を
回
復
し

得
る
こ
と
の
可
能
性
を
確
か
め
る
た
め
に
再
現
研
究
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
。

こ
の
よ
う
な
再
現
は
実
際
の
修
理
の
現
場
に
お
い
て
行
う
と
い
う
も
の
で
も
、
ま

た
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
に
置
き
換
え
る
と
い
う
も
の
で
も
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
洛

中
洛
外
図
屏
風
歴
博
甲
本
右
隻
第
二
扇
」
に
限
り
、
課
程
博
士
研
究
と
し
て
の
自
由

な
立
場
で
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
再
現
が
恣
意
的
に
な
ら
な
い
こ

と
、
学
術
的
批
判
に
耐
え
る
も
の
で
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
、
次
の
よ
う
な
手

法
と
手
順
に
よ
っ
て
再
現
研
究
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

ま
ず
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
の
現
状
模
写
を
行
う
。
こ
の
研
究
方
法
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
部

分
の
表
現
の
特
徴
を
掴
み
、
再
現
図
を
作
成
す
る
た
め
に
も
欠
か
す
こ
と
が
出
来
な

い
。
次
に
後
補
部
分
と
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
の
調
査
・
分
析
を
行
う
。
そ
し
て
後
補
部
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分
の
再
現
を
行
う
が
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
の
調
査
結
果
や
同
時
代
に
制
作
さ
れ
た
類

似
作
品
①
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
東
博
模
本
、
②
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
歴
博

乙
本
、
③
米
沢
市
上
杉
博
物
館
所
蔵
上
杉
本
の
3
作
品
を
中
心
と
し
て
様
々
な
資
料

を
元
に
、
建
築
、
芸
能
、
服
飾
、
風
俗
、
商
業
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
点
よ
り
考
証
し
、

画
家
と
し
て
の
制
作
や
模
写
の
経
験
を
生
か
し
な
が
ら
検
討
を
行
い
、
よ
り
客
観
的

に
当
初
の
姿
に
近
い
と
考
え
る
図
柄
の
再
現
を
試
み
る
。

❷
再
現

（
一
）
場
所
の
特
定

ま
ず
屏
風
に
描
か
れ
る
景
観
の
中
で
の
後
補
部
分
の
位
置
を
特
定
す
る
。

京
の
町
は
か
っ
て
の
平
安
京
の
東
半
分
を
洛
中
と
し
て
、
南
北
に
細
長
い
形
へ
と

変
化
し
な
が
ら
発
展
し
て
き
た
。
し
か
し
、室
町
時
代
の
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
年
）

か
ら
文
明
九
年
（
一
四
七
七
年
）
ま
で
の
応
仁
・
文
明
の
乱
を
境
に
大
き
く
変
化
し

て
し
ま
う
。
主
戦
場
と
な
っ
た
上
京
は
ほ
と
ん
ど
全
域
が
灰
と
な
り
、
下
京
も
中
心

部
を
失
い
、
洛
外
の
寺
社
も
大
半
が
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
。

乱
後
わ
ず
か
に
残
存
し
た
地
域
を
核
と
し
て
再
び
都
市
と
し
て
発
展
し
て
ゆ
く

が
、
上
京
・
下
京
が
乱
前
か
ら
の
地
域
的
特
質
を
継
承
し
て
二
つ
の
都
市
集
落
に
分

離
し
て
し
ま
う
。
上
京
は
武
家
を
中
核
と
し
て
公
家
や
寺
社
家
が
居
住
し
、
そ
の
特

権
階
級
に
依
存
す
る
職
人
や
商
人
た
ち
の
居
住
地
と
し
て
発
展
し
て
い
く
。
ま
た
、

下
京
は
よ
り
下
層
の
一
般
の
顧
客
を
相
手
と
す
る
純
然
た
る
商
工
業
の
町
と
し
て
性

格
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
。
歴
博
甲
本
に
描
か
れ
る
景
観
年
代
頃
の
京
の
町
は
こ
の
よ

う
な
都
市
形
態
で
あ
り
、
左
隻
に
は
上
京
を
、
右
隻
に
は
下
京
を
描
い
て
い
る
。

そ
の
後
、
織
田
信
長
の
入
京
や
豊
臣
秀
吉
の
大
規
模
な
都
市
改
造
、
徳
川
家
康
に

よ
る
新
二
条
城
の
建
設
な
ど
に
よ
り
京
都
の
町
は
近
世
都
市
へ
と
進
ん
で
ゆ
く
。

こ
の
よ
う
に
景
観
年
代
を
挟
ん
で
、
京
の
町
の
景
観
は
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
を
し

て
ゆ
く
。

今
回
の
研
究
で
は
歴
史
学
上
の
見
地
か
ら
で
は
な
く
、
類
似
三
作
品
を
中
心
と
し

た
、
絵
画
作
品
と
の
比
較
に
よ
る
絵
画
上
の
見
地
か
ら
検
討
し
て
い
こ
う
と
思
う
が
、

類
似
三
作
品
は
景
観
年
代
に
若
干
の
開
き
が
あ
る
。例
え
ば
屏
風
に
描
か
れ
る
公
方

様
（
室
町
幕
府
）
に
し
て
も
四
作
品
の
う
ち
の
歴
博
甲
本
の
み
が
、
柳
の
御
所
と
呼

ば
れ
る
以
前
の
建
物
で
あ
り
、建
て
ら
れ
て
い
た
場
所
も
異
な
る
。
後
補
部
分
と
重
な

る
地
域
に
つ
い
て
も
、時
代
の
開
き
に
よ
っ
て
異
な
る
部
分
が
あ
る
の
か
ど
う
か
を
、

通
り
（
道
）・
建
造
物
・
名
所
な
ど
を
詳
し
く
比
較
し
な
が
ら
慎
重
に
進
め
て
い
く
。

﹇
歴
博
甲
本
の
右
隻
景
観
地
域
図
作
成
﹈ 

歴
博
甲
本
の
景
観
は
京
の
町
の
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
の
範
囲
を
描
い
て
お
り
、
そ

の
中
で
後
補
部
分
は
ど
の
場
所
に
位
置
す
る
の
か
を
厳
密
に
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
為
に
実
際
の
地
図
上
で
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
、
当
時
の
京
都
の
地

図
上
に
洛
中
洛
外
図
の
景
観
地
域
を
重
ね
合
わ
せ
た
地
図
を
作
成
し
て
検
討
し
て
い

く
。
こ
の
景
観
地
域
図
を
作
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
屏
風
に
描
か
れ
た
範
囲
が
分

か
り
易
く
な
り
、
後
補
部
分
の
場
所
の
特
定
が
容
易
に
な
る
。

当
時
の
京
都
の
町
は
変
化
が
激
し
い
の
で
、
こ
の
景
観
地
域
図
は
、
景
観
年
代
に

近
い
年
代
を
表
わ
す
で
き
る
だ
け
正
確
な
地
図
か
ら
作
成
す
る
必
要
が
あ
り
、
正
確

な
年
代
は
分
か
ら
な
い
が
、「
室
町
時
代
後
期
の
京
都
市
街
と
そ
の
周
辺
図
」
を
も
と

に
し
て
、
歴
博
甲
本
の
景
観
地
域
図
を
作
成
す
る
。

描
か
れ
て
い
る
通
り
名
・
建
造
物
名
・
名
所
名
に
つ
い
て
は
屏
風
上
に
貼
ら
れ
た

短
冊
の
他
に
、
名
古
屋
工
業
大
学
内
藤
研
究
室
が
比
定
し
た
通
り
名
・
建
造
物
名
を

照
ら
し
合
わ
せ
て
特
定
し
て
い
く
。

右
隻
景
観
図
﹇
図
1
﹈
の
作
成
は
以
下
の
手
順
で
行
う
。

1
．「
室
町
時
代
後
期
の
京
都
市
街
図
そ
の
周
辺
図
」
を
も
と
に
し
て
、右
隻
景
観
対

象
で
あ
る
下
京
か
ら
東
山
に
お
よ
ぶ
範
囲
の
略
図
を
作
成
す
る
。

2
．
図
の
中
に
類
似
本
と
の
比
較
を
行
い
易
く
す
る
た
め
、
内
裏
や
清
水
寺
な
ど
の

（
1
）

（
2
）
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目
標
と
な
る
建
築
物
を
い
く
つ
か
書
き
入
れ
る
。

3
．
屏
風
に
描
か
れ
て
い
る
道
は
実
際
の
地
図
上
で
は
ど
の
道
に
相
当
す
る
の
か
を
、

建
造
物
や
名
所
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
特
定
し
て
い
く
。
特
定
し
た
通
り
を
地
図

上
に
太
線
で
描
き
こ
む
が
、
霞
に
隠
れ
て
途
切
れ
て
い
る
道
も
便
宜
上
繋
い
で
同
一

に
表
わ
す
。

4
．
右
隻
の
景
観
範
囲
を
特
定
す
る
。
右
隻
で
は
洛
中
の
都
市
部
は
ほ
ぼ
平
行
移
動

す
る
視
点
で
描
か
れ
て
い
る
が
、
遠
景
に
行
く
ほ
ど
近
景
に
比
べ
て
広
い
範
囲
を
描

い
て
い
る
。
こ
れ
は
画
面
上
の
建
造
物
や
区
画
が
逆
遠
近
に
描
か
れ
て
い
る
所
以
で

あ
る
。

ま
ず
、
地
図
上
で
西
端
に
な
る
部
分
か
ら
決
め
て
い
く
。
画
面
上
で
は
下
端
に
位

置
す
る
が
、
町
通
の
少
し
下
で
南
は
五
条
通
ま
で
、
北
は
一
条
通
の
少
し
北
側
ま
で

の
範
囲
で
平
行
に
切
れ
て
い
る
。
地
図
上
で
南
端
に
な
る
部
分
は
画
面
上
で
は
第
一

扇
の
右
端
の
部
分
に
あ
た
り
、
東
福
寺
が
最
も
南
に
位
置
し
て
い
る
。
北
端
に
な
る

部
分
は
一
条
通
と
室
町
通
の
交
差
点
の
少
し
北
側
ま
で
が
描
か
れ
て
い
る
。
東
に
な

る
部
分
に
は
画
面
上
で
上
方
に
あ
た
る
遠
景
を
描
い
て
い
る
。
比
叡
山
の
み
が
か
な

り
遠
距
離
に
な
る
が
、
ほ
か
の
景
物
は
東
山
を
背
景
に
し
て
知
恩
院
や
清
水
寺
な
ど

を
描
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
四
方
を
直
線
で
結
び
、
範
囲
内
を
色
づ
け
し
て
右
隻
の

景
観
地
域
の
範
囲
が
特
定
で
き
る
。　

5
．
右
隻
第
二
扇
部
分
の
範
囲
を
特
定
す
る
。
地
図
上
で
西
端
に
な
る
部
分
（
画
面

上
で
は
下
端
）
は
町
通
の
少
し
下
に
な
り
右
隻
全
体
の
西
端
の
部
分
と
重
な
る
。
地

図
上
の
南
端
（
画
面
上
の
右
端
）
に
は
欠
損
部
分
を
含
む
の
で
隣
り
合
う
第
一
扇
か

ら
特
定
す
る
。
室
町
通
の
四
条
通
の
少
し
北
の
地
点
と
東
洞
院
通
の
四
条
通
か
ら
少

し
南
の
地
点
と
五
条
橋
が
入
る
地
点
を
繋
ぐ
。
北
端
（
画
面
上
の
左
端
）
は
、
町
通

と
三
条
通
の
交
差
点
の
少
し
南
側
と
、
烏
丸
通
と
六
角
通
の
交
差
点
と
四
条
橋
の
一

部
が
入
る
地
点
（
八
坂
の
塔
が
入
る
範
囲
）
で
繋
ぐ
。
東
の
遠
景
に
は
子
安
の
塔
や

清
水
寺
を
入
れ
、
特
定
で
き
る
。
な
お
、
内
藤
研
究
室
で
の
比
定
で
は
、
六
角
通
の

南
側
の
通
り
は
三
条
通
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
来
の
地
図
上
で
は
六
角
通
の
南
側
は

六
角
通
で
あ
る
の
で
こ
の
道
は
六
角
通
と
す
る
。

　﹇後
補
部
分
の
特
定
﹈

後
補
部
分
の
範
囲
は
地
図
上
で
は
ど
の
位
置
に
重
な
る
の
か
を
、
厳
密
に
確
認
し

な
が
ら
特
定
し
て
い
く
と
、
以
下
の
よ
う
な
範
囲
に
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

西
（
画
面
上
の
下
方
） 

室
町
通
を
含
む

南
（
画
面
上
の
右
方
） 

四
条
通
と
町
通
の
交
差
点
の
少
し
北
の
地
点
と
綾
小
路
と

東
洞
院
通
の
交
差
点
の
少
し
北
の
地
点
を
斜
め
に
繋
ぐ
線
内

東
（
画
面
上
の
上
方
） 

東
洞
院
通
を
含
ま
な
い
西
側

北
（
画
面
上
の
左
方
）
六
角
通
と
室
町
通
の
交
差
点
の
少
し
南
の
地
点
と
四
条
坊

門
通
と
東
洞
院
通
の
交
差
点
の
少
し
南
の
地
点
を
斜
め
に
繋
ぐ
線
内 

こ
の
地
域
は
、
室
町
幕
府
の
高
札
が
出
さ
れ
る
四
条
町
の
辻
に
も
近
く
、
商
工
業
者

が
多
く
居
住
す
る
下
京
の
中
心
地
で
あ
る
こ
と
が
分
る
。
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（
二
）
通
り
の
再
現

原
本
の
画
面
を
見
る
と
、
洛
中
を
描
く
近
景
の
建
造
物
は
通
り
に
面
し
て
敷
地
を

取
り
、
整
然
と
描
か
れ
て
い
る
。後
補
部
分
も
洛
中
を
描
く
近
景
に
位
置
し
て
い
る
。

こ
の
範
囲
内
に
図
柄
を
再
現
し
て
い
く
場
合
に
は
、
通
り
の
存
在
を
明
確
に
す
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
る
。前
項
目
で
作
成
し
た
右
隻
景
観
図
と
右
隻
通
り
図﹇
図
2
﹈を

参
考
に
し
て
通
り
を
再
現
し
て
い
く
。

狭
く
な
っ
て
し
ま
い
不
自
然
な
画
面
に
な
っ
て
し
ま
う
事
と
、こ
の
道
を
描
き
入
れ
る
根

拠
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
④
錦
小
路
通
は
再
現
図
に
描
き
入
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。

③
四
条
通 

と 

⑤
四
条
坊
門
通
は
、
①
室
町
通
・
②
烏
丸
通
と
同
様
に
後
補
部
分

を
挟
ん
で
続
い
て
い
る
。
ま
た
、右
隻
画
中
で
霞
に
隠
れ
る
訳
で
は
な
く
、通
り
自

体
が
途
中
で
途
切
れ
て
い
る
道
は
、
東
洞
院
通
の
二
条
通
と
の
交
差
点
か
ら
内
裏
の

南
側
に
か
け
て
の
部
分
の
み
で
あ
る
。
こ
の
部
分
の
周
り
は
畑
で
あ
り
、
町
の
賑
や

か
な
場
所
で
は
な
い
。
室
町
時
代
後
期
の
京
都
市
街
と
そ
の
周
辺
図
を
見
て
も
、
内

裏
の
東
側
の
今
出
川
通
と
春
日
通
の
間
は
あ
ま
り
道
が
発
達
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
。こ
れ
と
比
較
し
て
欠
損
部
分
は
下
京
の
中
心
に
位
置
す
る
繁
華
街
で
あ
る
の
で
、

こ
の
よ
う
な
中
心
地
に
お
い
て
道
が
途
切
れ
て
い
る
と
は
考
え
難
い
。

し
た
が
っ
て
、こ
の
①
室
町
通 

②
烏
丸
通 

③
四
条
通 

④
四
条
坊
門
通 

の
四
つ
の

通
り
は
、
後
補
部
分
の
再
現
に
お
け
る
基
軸
と
し
て
描
き
入
れ
る
こ
と
に
す
る
。

（
三
）
建
造
物
の
再
現　

制
作
年
当
時
、
実
際
に
は
後
補
部
分
範
囲
内
に
も
い
く
つ
か
の
寺
院
が
存
在
し
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
同
じ
第
一
定
型
で
あ
り
、
景
観
年
代
も
近
い
歴
博
乙
本
・
東
博

模
本
・
上
杉
本
の
三
作
品
を
参
考
に
し
て
、
画
中
に
描
く
必
要
の
あ
る
重
要
な
名
所

的
存
在
の
寺
院
が
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
、
こ
の
地
図
に
示
さ
れ
て
い
な
い
建
造
物
・

名
所
が
存
在
し
て
い
た
か
ど
う
か
を
調
査
し
検
討
す
る
。

﹇
類
似
三
作
品
の
右
隻
景
観
地
域
図
作
成
﹈

類
似
三
作
品
に
お
い
て
、
歴
博
甲
本
の
後
補
部
分
と
同
じ
場
所
を
描
い
て
い
る
の

は
ど
の
部
分
に
な
る
の
か
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
画
中
に
描
か
れ
る
通
り
や
建
造
物
、
名

所
に
注
意
し
て
調
べ
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
調
査
結
果
を
ま
と
め
、
歴
博
甲
本
後
補
部
分
と
類
似
三
作
品
の
景
観
範
囲
の

位
置
関
係
を
分
か
り
易
く
表
し
た
の
が
﹇
図
3
﹈・﹇
図
4
﹈・﹇
図
5
﹈
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
図
は
前
項
目
で
作
成
し
た
歴
博
甲
本 

右
隻
景
観
図
﹇
図
1
﹈
と
同
じ
順

後
補
部
分
の
中
に
は
南
北
に
走
る

①
室
町
通 

②
烏
丸
通 
と
、東
西
に

走
る
③
四
条
通 

④
錦
小
路
通 

⑤
四

条
坊
門
通
の
五
つ
の
通
り
が
含
ま
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
五
つ
の
通
り
に

つ
い
て
、
再
現
図
に
描
き
い
れ
る
べ

き
か
ど
う
か
検
討
を
行
う
。

当
時
、①
室
町
通
と
②
烏
丸
通
は

上
京
と
下
京
を
結
ぶ
重
要
な
道
で

あ
っ
た
。原
本
の
中
で
も
後
補
部
分

以
外
の
右
隻
第
一
扇
か
ら
第
六
扇
の

す
べ
て
に
か
け
て
通
過
し
て
お
り
、後

補
部
分
を
越
え
て
続
い
て
い
る
。室
町

通
に
つ
い
て
は
左
隻
に
も
描
か
れ
て

い
る
こ
と
よ
り
、①
室
町
通
と
②
烏

丸
通
は
描
き
入
れ
る
こ
と
と
す
る
。

④
錦
小
路
通
は
原
本
の
中
に
は
描

か
れ
て
い
な
い
。仮
に
こ
の
道
を
四
条

通
と
四
条
棒
門
通
の
間
に
想
定
す
る

場
合
、通
り
と
通
り
の
間
隔
は
か
な
り
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で
作
成
し
た
。
な
お
、
書
き
入
れ
・
建
造
物
・
名
所
に
つ
い
て
は
歴
博
甲
本
右
隻
第

二
隻
と
重
な
る
部
分
は
全
て
書
き
表
し
た
が
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
、
歴
博
甲
本

と
共
通
し
、
目
標
と
な
る
も
の
の
み
書
き
入
れ
る
。
ま
た
、
建
造
物
の
位
置
が
実
際

の
地
図
と
合
わ
な
い
も
の
は
省
略
し
た
。

﹇
町
並
み
の
再
現
﹈　　
　
　
　
　
　
　
　

類
似
三
作
品
の
右
隻
景
観
図
作
成
に
よ
り
、
歴
博
甲
本
右
隻
第
二
扇
に
相
当
す
る

部
分
が
確
定
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
図
を
見
る
と
類
似
三
作
品
す
べ
て
に
お
い
て
、
後

補
部
分
に
相
当
す
る
範
囲
に
は
大
き
な
屋
敷
や
寺
院
と
い
っ
た
名
所
ら
し
き
も
の
は

何
一
つ
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
景
観
年
代
の
最
も
新
し
い
上
杉
本
で

は
、
右
隻
だ
け
で
百
二
十
箇
所
も
の
書
き
入
れ
が
あ
り
、
歴
博
甲
本
右
隻
第
二
隻
と

重
な
る
部
分
で
も
十
一
箇
所
の
名
所
の
書
き
入
れ
が
あ
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
後
補

部
分
範
囲
内
に
は
通
り
名
の
書
き
入
れ
が
あ
る
の
み
で
、
町
屋
以
外
の
建
造
物
は
何

も
描
き
込
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
①
歴
博
甲
本
と
同
じ
第
一
定
型
の

形
式
に
添
っ
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
②
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
主
題
と
い
う

べ
き
祇
園
祭
礼
の
山
鉾
巡
行
が
こ
の
付
近
に
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
以
上
の
二
つ
の

点
に
お
い
て
、
名
所
を
描
き
入
れ
る
必
要
が
無
い
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。

可
能
性
が
低
い
と
は
い
え
後
補
部
分
内
に
名
所
が
描
か
れ
て
い
た
可
能
性
が
全
く

無
い
訳
で
は
な
い
が
、
後
補
部
分
の
再
現
を
行
う
場
合
に
特
別
な
何
か
を
選
択
し
、
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描
き
入
れ
る
根
拠
が
見
つ
か
ら
な
い
の
で
今
回
の
再
現
図
の
作
成
に
は
特
別
な
名
所

は
描
き
入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
判
断
し
た
。 

﹇
全
画
面
中
の
町
屋
の
形
態
の
統
計
と
再
現
﹈

後
補
部
分
範
囲
内
に
は
特
別
な
名
所
を
描
き
入
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な

町
並
み
が
描
き
い
れ
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
建
造
物
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

類
似
三
作
品
の
歴
博
甲
本
後
補
部
分
と
合
致
す
る
範
囲
に
は
、
町
屋
の
み
が
描
か

れ
て
い
る
。
ま
た
、
右
隻
に
描
か
れ
る
下
京
は
純
然
た
る
商
工
業
の
町
で
あ
っ
た
。

特
に
後
補
部
分
付
近
は
四
条
町
の
辻
の
近
く
で
あ
り
、
町
屋
が
立
ち
並
び
、
下
京
で

も
か
な
り
賑
や
か
な
地
域
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
後
補
部
分
に
描
か
れ
て
い
た
建
造
物
は
、
他
の
三
作
品
と
同
様
に
す

べ
て
町
屋
で
あ
っ
た
と
考
え
て
も
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
判
断
し
、
町
屋
を
再

現
す
る
こ
と
と
し
た
。

歴
博
甲
本
全
画
中
に
は
三
四
八
軒
の
町
屋
と
思
わ
れ
る
建
物
が
描
か
れ
て
い
る
。

基
本
的
な
構
造
に
は
変
わ
り
は
無
い
が
、
屋
根
や
窓
、
入
口
な
ど
に
は
様
々
な
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
も
多
様
で
あ
り
、
同
じ
組
み
合
わ
せ
は
一

軒
も
無
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
後
補
部
分
の
町
屋
の
再
現
に
は
、
画
中
に
あ
る
町
屋

の
中
か
ら
選
ん
で
そ
の
ま
ま
描
き
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
部
分
の
組
み
合
わ
せ
を
変

え
て
新
た
に
町
屋
を
作
成
し
、
描
き
入
れ
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
画
中
に

描
か
れ
る
町
屋
の
中
で
軒
の
並
び
、
屋
根
、
入
口
、
窓
と
い
っ
た
町
屋
を
構
成
す
る

部
分
の
形
態
、
地
域
性
な
ど
と
い
っ
た
様
々
な
方
向
か
ら
調
査
を
行
い
分
析
し
た
上

で
後
補
部
分
に
描
き
入
れ
る
町
屋
の
検
討
を
進
め
て
い
く
。　

歴
博
甲
本
全
画
中
に
描
か
れ
る
三
四
八
軒
の
町
屋
の
う
ち
、
そ
の
大
半
の
三
四
〇

軒
は
典
型
的
な
町
屋
で
あ
る
が
、
約
二
％
に
当
た
る
八
軒
が
特
異
例
で
あ
り
、
他
の

多
く
の
町
屋
の
構
造
と
は
異
な
る
。
再
現
に
必
要
な
町
屋
を
構
成
す
る
各
部
分
の
内

訳
に
つ
い
て
典
型
例
と
特
異
例
を
分
け
て
調
査
を
行
い
、
統
計
を
取
る
。
こ
れ
ら
の

結
果
を
重
要
な
資
料
と
し
て
検
討
を
重
ね
た
う
え
で
再
現
を
進
め
る
。

（
1
）
軒
の
並
び

後
補
部
分
に
通
り
を
描
き
入
れ
、
通
り
に
沿
っ
て
町
屋
を
描
き
起
こ
す
と
、﹇
図

6
﹈
の
よ
う
に
町
屋
の
ユ
ニ
ッ
ト
が
出
来
上
が
る
。
こ
の
各
ユ
ニ
ッ
ト
範
囲
内
に
ど

の
よ
う
に
町
屋
を
描
き
入
れ
る
べ
き
な
の
か
を
、
通
り
に
対
し
て
の
軒
数
、
曲
が
り

角
の
軒
の
重
な
り
方
に
つ
い
て
の
調
査
を
行
い
、
決
定
し
て
い
く
。　

ま
ず
、交
差
点
に
対
す
る
町
屋
の
重
な
り
方
に
つ
い
て
、一
ユ
ニ
ッ
ト
の
角
を
﹇
図

7
﹈
に
示
す
よ
う
に
（
A
）（
B
）（
C
）（
D
）
の
番
号
を
振
り
、全
画
中
の
町
屋
に

つ
い
て
の
交
差
点
で
の
軒
の
重
な
り
方
の
調
査
を
行
う
。
四
方
の
角
に
つ
い
て
そ
れ

ぞ
れ
2
通
り
の
組
み
合
わ
せ
が
あ
る
の
で
﹇
図
8
﹈
で
共
に
示
す
。
各
交
差
点
で
の

軒
の
重
な
り
方
に
は
制
作
者
の
癖
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
結
果
を
重
要
な
資
料
と
し

て
町
屋
の
配
置
を
再
現
し
て
い
く
。
ま
た
、
交
差
点
か
ら
交
差
点
ま
で
の
間
に
は
お

よ
そ
三
軒
か
ら
四
軒
の
町
屋
が
軒
を
連
ね
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
再
現
に
つ
い
て
は

﹇
図
6
﹈
の
図
に
示
す
よ
う
に
各
角
に
番
号
を
付
け
て
決
定
し
て
い
く
。

ま
ず
①
・
③
・
④
・
⑦
・
⑪
・
⑭
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
か
ら
の
繋
が
り
方
で
決
定

で
き
る
。
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
交
差
点
の
軒
の
重
な
り
方
の
調
査
結
果
と
交
差
点
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図 6　後補部分の町屋のユニット

図 7　町屋ユニットの角



か
ら
交
差
点
ま
で
の
距
離
を
考
慮
し
た
う
え
で
各
町
屋
の
大
き
さ
、
位
置
を
決
め
決

定
し
て
い
く
。
再
現
し
た
町
屋
は
﹇
図
18
再
現
図
﹈
の
よ
う
に
な
る
が
、
交
差
点
で

の
軒
の
重
な
り
を
﹇
図
6
﹈
で
示
し
た
番
号
に
沿
い
、﹇
図
8
﹈
軒
の
重
な
り
方
の
番

号
で
示
し
て
以
下
に
説
明
を
す
る
。

①
〔
A 

1
〕・
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
か
ら
の
繋
が
り
で
決
定
で
き
る
。

②
〔
D 

1
〕・
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
の
蟷
螂
山
を
前
方
で
担
ぐ
人
の
足
元
に
屋
根
が
描
か

れ
て
い
た
が
、こ
の
部
分
を
良
く
観
察
す
る
と
後
補
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。し
た
が
っ

て
（
D
）
の
角
で
は
圧
倒
的
に
（
1
）
が
多
い
の
で
〔
D 

1
〕
に
決
定
す
る
。　

③
〔
A 

1
〕・
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
か
ら
の
繋
が
り
で
決
定
す
る
。

④
〔
C 

1
〕・
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
か
ら
の
繋
が
り
で
決
定
す
る
。

⑤
〔
B 

1
〕・
⑤
か
ら
⑥
ま
で
の
距
離
を
考
え
て
決
定
す
る
。

⑥
〔
C 

1
〕・（
C
）
の
角
で
は
圧
倒
的
に
（
1
）
が
多
い
の
で
〔
C 

1
〕
に
決
定
す
る
。

⑦
〔
B 

1
〕・
隣
接
す
る
第
一
扇
と
の
繋
が
り
を
考
え
て
決
定
す
る
。

⑧
〔
D 

1
〕・
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
と
の
繋
が
り
と
屋
根
の
距
離
、（
D
）
の
角
で
は
圧

倒
的
に
（
1
）
が
多
い
こ
と
よ
り
決
定
す
る
。

⑨
〔
A 

1
〕・
⑩
の
決
定
に
従
い
、
距
離
か
ら
考
え
て
決
定
す
る
。

⑩
〔
D 

1
〕・（
D
）
の
角
で
は
圧
倒
的
に
（
1
）
が
多
い
の
で
決
定
す
る
。

⑪
〔
B 

1
〕・隣
接
す
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
の
屋
根
に
軒
裏
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

と
、〔
B 

1
〕と
の
重
な
り
で
な
け
れ
ば
通
り
の
幅
が
合
わ
な
い
こ
と
に
よ
り
決
定
す
る
。

⑫
〔
C 

1
〕・（
C
）
の
角
で
は
圧
倒
的
に
（
1
）
が
多
い
の
で
決
定
す
る
。

⑬
〔
B 

2
〕・
⑭
の
決
定
に
従
い
、
距
離
か
ら
考
え
て
決
定
す
る
。

⑭
〔
C 

1
〕・
隣
の
第
一
扇
と
の
繋
が
り
を
考
え
て
決
定
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
交
差
点
に
面
す
る
二
八
軒
と
共
に
、
そ
の
間
に
位
置
す
る
町
屋
の
配

置
を
決
定
し
、
全
部
で
三
四
軒
の
町
屋
を
描
き
入
れ
る
こ
と
に
し
た
。
屋
根
、
柱
、
入

口
、
窓
、
店
棚
、
暖
簾
、
卯
建
な
ど
を
後
述
の
町
屋
の
統
計
を
参
考
に
し
て
そ
の
ほ
と

ん
ど
を
歴
博
甲
本
に
描
か
れ
て
い
る
各
部
分
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
描
い
て
い
く
。

（
2
）
屋
根

町
屋
の
屋
根
は
頂
点
の
部
分
「
棟
」
と
「
屋
根
面
」
の
二
つ
の
部
分
の
組
み
合
わ

せ
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
大
き
く
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
三
種
類
が
あ
る
。                           

〈
屋
根
面
〉
典
型
例
が
三
四
〇
軒
あ
り
、
以
下
の
﹇
図
9
﹈
で
示
す
。
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図 8　軒の重なり方

図 9　典型例の棟と屋根面の分類



不
明
は
一
軒
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
屋
根
面
A
の
板
材
の
段
（
枚
）
数
は
、
三
段
が

八
一
軒
（
二
四
％
）、四
段
が
二
一
五
軒
（
六
五
％
）、五
段
が
九
軒
（
三
％
）、
段
数

不
明
が
二
六
軒
（
八
％
）
で
あ
っ
た
。

特
異
例
は
八
軒
あ
り
、
全
て
の
屋
根
面
が
板
材
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
棟
と
屋
根

面
の
組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
も
統
計
を
取
り
、
検
討
を
行
う
。

典
型
例
に
つ
い
て
は
棟
A
は
屋
根
面
の
全
て
に
つ
い
て
の
組
み
合
わ
せ
が
あ
り
、

棟
B
は
屋
根
面
A
（
板
材
）
と
の
組
み
合
わ
せ
の
み
が
あ
り
、
棟
C
は
一
軒
の
不
明

が
あ
る
も
の
の
、
屋
根
面
B
（
上
方
が
藁
材
、
下
方
が
板
材
）
と
の
組
み
合
わ
せ
の

み
が
確
認
で
き
た
。　

ま
た
、
屋
根
面
の
方
か
ら
考
え
る
と
、
屋
根
A
は
棟
A・
B
と
の
組
み
合
わ
せ
が
、

屋
根
B
は
棟
A
と
C
が
ほ
ぼ
半
数
ず
つ
の
組
み
合
わ
せ
が
、屋
根
C
は
一
軒
の
不
明
と
棟

A
と
の
組
み
合
わ
せ
の
み
が
確
認
で
き
た
。
こ
の
組
み
合
わ
せ
を﹇
表
1
﹈に
ま
と
め
る
。

一
番
多
い
組
み
合
わ
せ
は
棟
A
‐
屋

根
面
A
の
二
七
五
軒
（
八
一
％
）、二

番
目
は
棟
B
‐
屋
根
面
A
の
四
八
軒

（
一
四
％
）、
三
番
目
は
棟
C
‐
屋
根
面

B
の
四
軒
（
一
％
）、四
番
目
は
棟
A

‐
屋
根
面
B
の
三
軒
（
一
％
）
の
四
つ

の
組
み
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、特
異
例
に
つ
い
て
は
棟
B
‐

屋
根
面
A
が
七
軒
、棟
A
‐
屋
根
面
A

が
一
軒
で
あ
っ
た
。 

棟
は
、
A
を
三
〇
軒
（
七
九
％
）、

B
を
八
軒
（
二
一
％
）
と
す
る
。

B
の
割
合
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
の
統

計
結
果
よ
り
も
多
い
が
、こ
れ
は
後
補

部
分
と
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
の
両
方
に
ま

た
が
る
町
屋
の
棟
も
含
ん
で
い
る
た
め
で
あ
る
。

屋
根
面
は
全
て
A
と
す
る
。
B
、
C
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
後
補
部
分
は

下
京
の
中
で
も
賑
や
か
な
都
市
部
な
の
で
全
て
を
A
に
決
定
し
て
も
問
題
は
無
い
と

考
え
る
。
ま
た
、
棟
と
屋
根
面
の
組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
も
問
題
は
無
い
。

（
3
）
入
口

典
型
例
の
入
口
は
三
四
〇
軒
の
う
ち
、二
七
三
軒
に
確
認
で
き
た
。
表（
大
戸
口
）、

裏
と
も
四
種
類
の
入
口
が
確
認
で
き
、
不
明
軒
数
は
九
軒
で
あ
っ
た
。

表
側
・
裏
側
共
に
A
、
B
の
タ
イ
プ
が
多
く
を
占
め
て
お
り
、
表
側
で
は
A
の
方

が
多
く
、
裏
側
で
は
B
の
方
が
多
い
。

特
異
例
は
八
軒
の
内
、
A
に
近
い
形
状
の
も
の
が
表
に
四
軒
・
裏
に
一
軒
、
B
に

近
い
形
状
の
も
の
が
表
に
一
軒
あ
り
、
不
明
は
表
に
二
軒
確
認
で
き
た
。
し
か
し
、

特
異
例
の
入
口
は
典
型
例
に
比
べ
て
大
き
く
、
屋
根
が
付
い
て
い
た
り
と
、
か
な
り

形
状
は
異
な
っ
て
い
る
。 

再
現
は
、
表
は
A
―
一
一
軒
（
六
一
％
）、
B
―
五
軒
（
二
八
％
）、
C
―
一
軒

（
六
％
）、D
―
一
軒
（
六
％
）、裏
は
A
―
四
軒
（
三
一
％
）、B
―
八
軒
（
六
二
％
）、

C
―
一
軒
（
八
％
）、D
―
〇
軒
の
割
合
で
描
き
入
れ
る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
の
統
計

の
結
果
と
は
異
な
る
が
、
許
容
範
囲
で
あ
る
と
考
え
る
。
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図
10　
　

典
型
例
の
入
口
の
分
類

表 1　典型例の屋根の組み合わせ（単位軒）

軒

面
A B C 不明 合計

A 275 48 0 7 330

B 3 0 4 0 7

C 1 0 0 1 2

不明 0 0 0 0

合計 279 48 4 8 340



（
4
）
窓

典
型
例
の
窓
は
表
側
と
裏
側
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
き
い
窓
と
小
さ
い
窓
に

分
け
て
統
計
を
取
る
。
統
計
数
は
、
表
側
の
窓
の
大
が
二
五
分
類
で
一
四
四
軒
、
小

が
一
三
分
類
で
二
〇
軒
。裏
側
で
は
大
が
八
分
類
で
二
八
軒
、小
が
一
四
分
類
で
二
八

軒
あ
り
、
全
て
の
合
計
は
六
〇
分
類
で
二
三
三
軒
が
描
か
れ
て
い
る
。
統
計
よ
り
考

え
て
屋
根
や
入
口
と
は
異
な
り
種
類
が
非
常
に
多
い
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
で
も
描

か
れ
る
頻
度
の
高
い
形
態
は
、木
枠
の
み
で
単
純
に
構
成
さ
れ
た
も
の
が
多
か
っ
た
。

ま
た
、
表
側
の
大
窓
に
は
見
世
棚
と
共
に
商
品
な
ど
を
掛
け
、
陳
列
す
る
役
目
も
果

た
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

特
異
例
に
つ
い
て
は
大
き
な
窓
が
表
に
二
軒
、
小
さ
い
窓
が
表
に
三
軒
、
裏
に
一

軒
あ
り
、
窓
の
無
い
町
屋
も
一
軒
が
確
認
で
き
た
。
ま
た
、
暖
簾
に
隠
れ
て
不
明
な

も
の
が
一
軒
で
あ
っ
た
。

再
現
に
は
統
計
の
結
果
を
考
慮
し
て
、
表
・
裏
と
も
に
描
か
れ
る
頻
度
の
高
い
も

の
を
多
く
描
き
入
れ
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
偏
り
を
無
く
す
た
め
に
も
描
か
れ
る

頻
度
の
低
い
窓
か
ら
も
適
宜
引
用
し
、
描
き
入
れ
る
。
再
現
で
は
二
九
軒
の
窓
を
描

く
が
、
表
側
の
大
は
八
分
類
の
一
八
軒
、
小
は
二
分
類
の
二
軒
、
裏
側
の
大
は
四
分

類
の
四
軒
、
小
は
四
分
類
の
五
軒
と
す
る

（
5
）
卯
建

屋
根
に
「
卯
建
（
う
だ
つ
）」
と
呼
ば
れ
る
飾
り
が
描
か
れ
て
い
る
町
屋
が
存
在
す

る
が
、
形
態
、
材
質
（
藁
製
と
木
製
）
に
つ
い
て
の
統
計
を
取
る
。　

典
型
例
の
三
四
〇
軒
の
内
、
卯
建
が
付
い
て
い
る
家
は
ほ
ぼ
一
割
の
三
五
軒
に

あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
材
質
か
ら
、
藁
製
と
木
製
に
分
け
ら
れ
る
。
内
訳
は
屋
根
の

脇
の
み
に
付
く
卯
建
二
七
軒
の
内
、
藁
製
は
一
八
軒
、
木
製
は
九
軒
あ
り
、
屋
根
全

体
を
囲
む
卯
建
八
軒
の
内
、
藁
製
、
木
製
共
に
四
軒
ず
つ
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
特
異
例
の
卯
建
は
八
軒
の
内
、
六
軒
に
確
認
で
き
た
。
内
訳
は
屋
根
の
脇

の
み
に
付
く
卯
建
は
藁
製
は
〇
軒
、
木
製
は
一
軒
で
、
屋
根
全
体
を
囲
む
卯
建
八
軒

の
内
、
藁
製
は
一
軒
、
木
製
は
四
軒
で
あ
っ
た
。

歴
博
甲
本
に
描
か
れ
る
卯
建
は
、
燃
え
易
い
材
料
で
作
ら
れ
て
い
る
。
今
日
の
卯

建
の
目
的
は
主
に
防
火
用
と
い
う
見
解
が
主
流
で
あ
る
が
、
歴
博
甲
本
に
描
か
れ
た

当
時
の
卯
建
は
屋
根
の
収
ま
り
や
、
周
辺
家
屋
に
対
し
て
貧
富
の
差
を
表
す
為
に
作

ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
家
の
高
さ
も
隣
接
す
る
町
屋
よ
り
も
高
い
家
が
多
い
よ
う
で

あ
る
。
ま
た
、
特
異
例
の
八
軒
の
内
で
は
六
軒
に
卯
建
が
あ
り
、
木
製
の
卯
建
が
五

軒
、
屋
根
全
体
を
囲
む
卯
建
が
五
軒
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
て
も
や
は
り
、

卯
建
は
裕
福
な
家
の
象
徴
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
。

統
計
の
結
果
を
考
慮
し
、
再
現
に
は
、
三
八
軒
の
約
八
割
に
当
た
る
三
軒
に
藁
製

を
二
軒
に
、
木
製
を
一
軒
に
描
き
入
れ
る
こ
と
に
す
る
。

（
6
）
暖
簾
類

典
型
例
・
特
異
例
共
に
、
入
口
に
掛
か
る
暖
簾
類
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
分
類

し
、
統
計
を
取
り
、
軒
数
を
﹇
表
2　

暖
簾
分
類
﹈
に
て
示
す
。

調
査
結
果
は
典
型
例
、
特
異
例
共
に
表
側
・
裏
側
と
も
布
製
の
暖
簾
が
多
く
描
か

れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
当
時
の
町
屋
の
入
口
の
多
く
は
戸
を
取
り
外
し
て
開

（
3
）
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合
計

何
も
無
い
も
の

木
戸

む
し
ろ

縄
暖
簾

紋
の
無
い
暖
簾

紋
の
有
る
暖
簾

暖
簾
の
種
類

一
四
二
軒

二
二
軒
（
一
五
％
）

二
軒
（　

一
％
）

七
軒
（　

五
％
）

二
軒
（　

一
％
）

二
八
軒
（
二
〇
％
）

八
一
軒
（
五
七
％
）

表
口

一
一
一
軒

一
五
軒
（
一
四
％
）

一
一
軒
（
一
〇
％
）

二
二
軒
（
一
九
％
）

七
軒
（　

六
％
）

五
七
軒
（
五
一
％
）

〇
軒

裏
口

表
2　

暖
簾
類
分
類



け
た
ま
ま
で
使
用
す
る
こ
と
が
多
く
、
家
の
中
が
丸
見
え
に
な
っ
て
し
ま
う
の
を
防

ぐ
為
に
暖
簾
な
ど
を
掛
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
表
側
の
暖
簾
に
は
家
紋
や

家
の
屋
号
な
ど
の
紋
が
入
っ
て
い
た
も
の
が
多
く
確
認
で
き
た
。
特
に
特
異
例
に
八

軒
で
は
裏
口
を
描
く
一
軒
以
外
の
七
軒
全
て
に
確
認
が
で
き
た
。

再
現
に
は
頻
度
が
高
い
も
の
か
ら
選
び
、
描
く
こ
と
と
す
る
。
暖
簾
の
紋
は
甲
本

を
中
心
に
採
用
し
た
が
、
同
じ
作
品
内
に
同
じ
家
紋
の
暖
簾
が
多
く
存
在
す
る
の
は

不
自
然
で
あ
る
の
で
上
杉
本
か
ら
も
引
用
し
た
。﹇
表
3
﹈

（
7
）
見
世
棚

当
時
の
見
世
棚
は
揚
見
世
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
夜
間
は
窓
を
塞
ぐ
戸
と
し
て
防

犯
の
役
割
を
果
た
し
、
昼
間
に
は
商
品
を
陳
列
す
る
台
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
も

の
で
あ
っ
た
。
商
店
で
は
こ
の
見
世
棚
や
窓
の
格
子
に
商
品
が
見
易
い
よ
う
に
並
べ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
商
品
の
全
て
を
表
に
陳
列
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

く
、
高
価
な
商
品
に
つ
い
て
は
屋
内
に
置
き
、
客
も
土
間
を
通
っ
て
店
の
内
部
に
ま

で
入
り
選
ん
で
い
た
ら
し
い
。

通
り
に
面
し
た
表
側
の
町
屋
一
六
二
軒
に
つ
い
て
ど
れ
く
ら
い
の
割
合
で
見
世
棚

が
あ
る
の
か
調
べ
る
と
、
見
世
棚
が
あ
る
町
屋
と
無
い
町
屋
は
ほ
ぼ
半
分
の
割
合
で

描
か
れ
て
い
た
。
当
時
の
京
都
の
町
で
は
実
際
に
は
ど
の
く
ら
い
の
割
合
で
存
在
し

て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
よ
り
人
通
り
の
多
い
大
き
な
通
り
に
お
い
て
存
在
す

る
場
合
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

特
異
例
で
見
世
棚
が
あ
る
町
屋
は
表
に
面
す
る
七
軒
中
で
一
軒
の
み
で
あ
っ
た
。

こ
の
町
屋
は
二
階
建
て
で
は
あ
る
も
の
の
、
典
型
例
の
町
屋
に
近
い
形
態
で
あ
る
。

見
世
棚
の
無
い
七
軒
の
特
異
例
の
町
屋
に
は
見
世
棚
が
無
い
だ
け
で
な
く
、
商
品
ら

し
き
も
の
は
全
く
陳
列
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
特
異
な
町
屋
は
典
型
町
屋
と
は

商
店
の
性
格
が
異
な
る
職
種
の
町
屋
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

表
側
が
見
え
る
一
六
二
軒
の
町
屋
に
つ
い
て
の
見
世
棚
の
有
無
を
分
類
す
る
と
、
一

軒
に
一
種
類
の
見
世
棚
が
あ
る
町
屋
は
七
八
軒
（
四
八
％
）、一
軒
に
二
種
類
の
見
世
棚

が
あ
る
町
屋
は
三
軒（
二
％
）、
見
世
棚
の
無
い
町
屋
は
八
一
軒（
五
〇
％
）で
あ
っ
た
。

再
現
に
あ
た
っ
て
は
表
に
面
す
る
二
一
軒
に
対
し
て
約
四
三
％
の
九
軒
の
一
種
類
の

み
の
見
世
棚
を
描
き
入
れ
る
。描
き
入
れ
る
場
所
は
烏
丸
通
と
室
町
通
を
中
心
に
行
い
、

船
鉾
の
巡
行
す
る
四
条
通
は
画
面
が
混
み
合
っ
て
し
ま
う
の
で
描
き
入
れ
は
し
な
い
。

（
8
）
煙
出
し

屋
根
上
に
は
煙
出
し
が
あ
る
町
屋
が
一
四
軒
確
認
で
き
た
。
形
状
は
大
き
く
分
け

て
、
両
側
に
屋
根
が
あ
る
切
妻
様
式
の
も
の
が
三
軒
、
片
流
れ
形
式
の
屋
根
の
も
の

が
一
一
軒
で
あ
っ
た
。 

卯
建
に
比
べ
て
も
か
な
り
少
な
い
。
屋
根
に
こ
の
よ
う
な
作
り
の
煙
出
し
を
作
る

の
は
大
変
な
手
間
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
周
り
の
町
屋
よ
り
も
か
な
り
裕
福
で
あ
る

の
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、一
四
軒
中
の
内
卯
建
が
あ
る
町
屋
は
一
軒
の
み
で
あ
り
、

特
異
な
町
屋
八
軒
に
は
煙
出
し
は
無
か
っ
た
。
単
純
に
裕
福
な
町
屋
に
作
ら
れ
る
と

も
考
え
難
い
。
竈
や
火
を
必
要
と
す
る
職
業
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

統
計
結
果
か
ら
考
え
る
と
、再
現
す
る
三
八
軒
の
町
屋
の
一
、二
軒
に
対
し
て
描
き

入
れ
て
も
構
わ
な
い
の
だ
ろ
う
が
、
火
を
使
う
よ
う
な
職
種
が
考
え
ら
れ
な
い
訳
で

は
な
い
が
、
数
値
以
外
に
根
拠
を
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
え
て
描

き
入
れ
な
い
こ
と
に
し
た
。

（
4
）
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合
計

何
も
無
い
も
の

木
戸

む
し
ろ

縄
暖
簾

紋
の
無
い
暖
簾

紋
の
有
る
暖
簾

暖
簾
の
種
類

一
八
軒

二
軒
（
一
一
％
）

一
軒
（　

六
％
）

〇
軒
（　

〇
％
）

〇
軒
（　

〇
％
）

五
軒
（
二
八
％
）

一
〇
軒
（
五
六
％
）

表
口

一
一
軒

一
五
軒
（
一
四
％
）

二
軒
（
一
八
％
）

二
軒
（
一
八
％
）

二
軒
（
一
八
％
）

三
軒
（
二
七
％
）

〇
軒
（　

〇
％
）

裏
口

表
3　

再
現
暖
簾
類
分
類



以
上
で
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
に
描
か
れ
る
町
屋
の
形
態
の
調
査
、お
よ
び
再
現
が
完
了

し
た
。
見
世
棚
に
陳
列
す
る
商
品
や
暖
簾
の
柄
な
ど
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、﹇
表
4
﹈

に
て
示
す
。表
に
書
か
れ
て
い
る
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
や
数
字
は
こ
れ
ま
で
の
統
計
で
示

し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
色
に
つ
い
て
は
、
再
現
図
作
成
の
中
で
決
定
し
て
い
く
。

（
四
）
中
庭
の
構
成
モ
チ
ー
フ
の
再
現

中
庭
に
描
か
れ
る
樹
木
な
ど
の
再
現
に
あ
た
っ
て
は
、
歴
博
甲
本
の
他
の
場
面
を

参
考
に
し
て
、
組
み
合
わ
せ
を
考
え
て
行
う
。

﹇
調
査
﹈

町
屋
の
中
庭
に
描
か
れ
て
い
る
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
、
全
画
中
の
町
屋
の
中
庭
の

ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
に
統
計
を
と
る
。
た
だ
し
、
町
屋
が
一
列
に
並
び
中
庭
を
形
成
し
て

い
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
裏
側
が
描
か
れ
て
い
る
場
合
で
も
統
計
か
ら
削
除
す

る
。
調
査
結
果
は
以
下
の
﹇
表
5
﹈
で
示
す
。

統
計
結
果
を
見
る
と
三
三
ユ
ニ
ッ
ト
中
三
一
ユ
ニ
ッ
ト
に
何
ら
か
の
樹
木
が
描
か

れ
、
井
戸
二
例
・
小
屋
四
例
・
厠
一
例
・
塀
四
例
の
他
、
洗
濯
物
を
干
し
た
光
景
二

例
や
反
物
を
干
す
光
景
二
例
な
ど
が
一
四
ユ
ニ
ッ
ト
に
描
か
れ
て
い
る
。
一
ユ
ニ
ッ

ト
内
の
町
屋
の
軒
数
が
多
く
な
り
、
中
庭
の
面
積
が
広
く
な
る
と
、
描
か
れ
る
題
材

も
多
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
中
庭
に
は
庶
民
の
生
活
風

景
が
活
き
活
き
と
描
か
れ
て
い
る
。
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表 4　町屋再現詳細

屋根 入口 大窓 小窓 暖簾 見世棚
棟部分 屋根面

（1）
（2） B a3 A D 2
（3） B a3 A C 1 ○
（4） A a3 A A 2
（5） A a3 A C 2
（6） A a3 A B 2 ○
（7） B a3 A L 1
（8） A a4 B B 2 ○
（9） A a3 A C C 2
（10） A a3 A B 2
（11） A a4 A B
（12） A a3 B 2
（13） A
（14） A a3 B B 1 ○
（15） A a4 D T 1
（16） B a4 B F 1 ○
（17） A a3 A B 2 ○
（18） A a3 B W 1
（19） A a4 B A 2 ○
（20） A a3 B F 1 ○
（21） B a3 A A 2 ○
（22） A a3 C L
（23） A a4 C H
（24） B a3 A A 6
（25） A a4 B 2
（26） A a3 B H 2
（27） a3 B K 3
（28） A 4
（29）
（30） A a3 A 5
（31） A a4 A A 6
（32） A a3 B I I 3
（33） A a4 B M
（34） A a3
（35） B a4 A A
（36） A a4 B B B 2
（37） A a3 A A 4
（38） A a4 5



﹇
結
果
と
再
現
﹈

再
現
図
の
範
囲
内
に
は
三
箇
所
の
中
庭
を
描
く
が
、
三
箇
所
の
中
庭
に
描
き
込
む

モ
チ
ー
フ
は
全
て
歴
博
甲
本
の
他
の
場
面
よ
り
引
用
す
る
。
こ
の
三
箇
所
と
も
か
な

り
大
き
い
中
庭
な
の
で
、
人
物
・
小
屋
・
井
戸
な
ど
の
何
か
が
描
か
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
樹
木
は
ほ
と
ん
ど
の
中
庭
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
描
か
れ
る
頻
度
の

高
い
種
類
の
も
の
を
選
択
し
、
描
き
入
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
三
箇
所
の
中
庭
は
、
構
成
す
る
町
屋
の
軒
数
が
多
い
の
で
、
樹
木
以

外
に
も
な
ん
ら
か
の
も
の
が
描
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
あ
え
て
中
庭
の
一

箇
所
の
み
に
井
戸
の
み
を
描
き
入
れ
る
こ
と
に
し
た
。

三
箇
所
の
中
庭
へ
の
樹
木
の
配
置
位
置
は
、
す
べ
て
の
中
庭
の
樹
木
の
配
置
を
良

く
観
察
し
た
上
で
決
定
し
、
右
隻
第
二
扇
は
夏
を
表
す
画
面
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も

考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
、
引
用
す
る
樹
木
の
種
類
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。
右
隻
第
二
扇
と
同
じ
、

夏
を
表
す
画
面
は
右
隻
の
第
一
扇
と
第
三
扇
で
あ
る
。
こ
の
三
扇
に
位
置
す
る
中
庭

に
描
か
れ
て
い
る
樹
木
は
﹇
図
11
﹈
の
よ
う
に
、
甲
本
に
多
く
描
か
れ
て
い
る
①
が

四
本
、
②
竹
林
が
五
箇
所
、
③
緑
の
ま
ば
ら
に
葉
を
付
け
る
木
が
二
本
、
④
桃
の
木

が
二
本
、
⑤
松
が
一
本
、
⑥
柳
が
一
本
、
⑦
種
類
不
明
が
一
本
で
あ
っ
た
。
こ
の
七

種
類
の
樹
木
の
中
で
、
桃
は
第
一
扇
の
一
箇
所
の
裏
庭
に
の
み
に
描
か
れ
て
お
り
、

⑤
・
⑥
・
⑦
に
つ
い
て
も
す
べ
て
の
中
庭
の
中
に
も
一
本
ず
つ
し
か
描
か
れ
て
い
な

い
の
で
再
現
す
る
根
拠
に
欠
け
る
。
し
た
が
っ
て
、
①
・
②
・
③
の
三
種
類
の
中
か

ら
選
択
を
す
る
。

次
に
、画
面
上
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
検
討
を
行
う
。
三
箇
所
の
中
庭
は
広
い
面
積
で

あ
る
が
、一
箇
所
の
中
庭
の
み
に
井
戸
を
描
き
、
そ
の
他
の
モ
チ
ー
フ
は
樹
木
し
か
描

き
入
れ
な
い
こ
と
に
し
た
の
で
、空
間
を
埋
め
る
た
め
に
比
較
的
に
大
き
な
樹
木
を
描

き
入
れ
る
こ
と
に
す
る
。
①
と
②
の
竹
林
は
葉
が
多
く
、空
間
を
埋
め
る
の
に
最
適
で

あ
る
が
、②
の
竹
林
は
画
面
の
端
の
方
に
位
置
す
る
中
庭
の
中
に
描
か
れ
る
事
が
多
い

の
で
、一
箇
所
だ
け
に
留
め
て
お
く
。
画
面
上
で
検
討
を
し
た
結
果
、
①
を
三
箇
所
全

て
に
描
き
入
れ
る
こ
と
に
し
、
③
を
一
箇
所
に
描
き
入
れ
る
こ
と
に
し
た
。

ど
の
場
面
か
ら
引
用
し
組
み
合
わ
せ
た
か
を
示
し
説
明
す
る
。﹇
図
12
﹈　

中
庭
の

番
号
は
﹇
図
18
再
現
図
﹈
を
参
照
す
る
。
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表 5　中庭の構成モチーフ
軒数 樹木 人物 その他

右隻

第一扇

3 軒 1 本 1 人
5 軒 2 本 小屋
11 軒 1 本 小屋・L字井戸
7軒 2本 2人
6軒 1人

第二扇

2 軒 1 本
5 軒 1 本 1 人
4 軒 1 本
9軒 2本
3軒 1本
3軒 2本

第三扇 中庭無

第四扇 3 軒 3 本 2 人家 1軒・洗濯物干し
2軒 1本 桶

第五扇 9 軒 1 本
5 軒 1 本

第六扇
5 軒 2 本
7 軒 2 本 2 人反物を干す
8軒 2本 2人子供・木にとまる小鳥

左隻

第一扇 中庭無
第二扇 11 軒 3 本 2 人水場

第三扇
4 軒 1 本
7 軒 1 本 2 人赤ん坊を抱く母親
6軒 2人干された反物

第四扇
11 軒 3 本 井戸・厠・T字塀
6軒 2本 1人コ字塀・物干し竿
6軒 1人

第五扇

6 軒 3 本 1 人
7 軒 3 本 1 人
3 軒 2本
5軒 2本 1人
12 軒 3 本 1 人土を掘る人

第六扇
9 軒 3 本
7 軒 3 本 1 人小屋
6軒 1本 1人井戸

合計 33ユ 
ニット 56 本 25 人

図 11　中庭樹木統計



﹇
中
庭
A
﹈
①
と
③
の
葉
を
ま
ば
ら
に
つ
け
る
木
を
描
き
入
れ
よ
う
と
思
う
が
、適
し

た
形
の
も
の
が
な
い
の
で
、
形
態
の
良
く
似
た
、
右
隻
第
六
扇
中
央
部
分
よ
り
花

（
梅
）
を
③
の
葉
に
変
え
て
引
用
す
る
。 

﹇
中
庭
B
﹈
左
隻
第
五
扇
下
方
部
分
よ
り
、オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
で
最
も
多
く
描
か
れ
得

て
い
る
①
を
選
び
描
き
入
れ
る
。

﹇
中
庭
C
﹈
左
隻
第
五
扇
下
方
部
分
よ
り
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
で
最
も
多
く
描
か
れ
得
て

③
同
じ
く
第
一
扇
の
左
端
の
烏
丸
通
に
扇
を
広
げ
て
少
し
上
を
見
上
げ
る
町
人
が
い
る
。

以
上
の
三
点
か
ら
、
そ
れ
ら
の
集
中
す
る
と
こ
ろ
に
山
鉾
巡
行
の
行
列
の
何
か
が

続
い
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
山
や
鉾
が
描
か
れ
て
い
た
の
か
、
ま

た
は
山
や
鉾
は
無
く
武
者
風
流
な
ど
の
人
物
の
行
列
だ
け
で
あ
る
の
か
考
え
う
る
可

能
性
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

﹇
山
鉾
の
種
類
の
検
討
﹈

後
補
部
分
に
描
か
れ
て
い
た
も
の
が
山
鉾
と
仮
定
し
て
、同
じ
第
一
定
型
の
類
似
三
作

品
と
歴
博
甲
本
の
画
中
に
描
か
れ
る
山
鉾
巡
行
の
行
列
に
つ
い
て
詳
し
く
調
査
す
る
。

（
1
）
第
一
定
型
三
作
品
と
の
比
較

歴
博
甲
本
で
は
山
鉾
巡
行
の
順
番
は
先
頭
を
①
長
刀
鉾
と
し
、
②
琴
は
り
山
、
③

月
鉾
、
④
放
下
鉾
、
⑤
蟷
螂
山
の
順
番
で
描
か
れ
、
後
補
部
分
の
山
鉾
は
6
番
目
に

あ
た
る
。

祇
園
祭
礼
の
山
鉾
巡
行
は
、応
仁･

文
明
の
乱
の
後
、
明
応
九
年（
一
五
〇
〇
年
）
に

三
十
三
年
ぶ
り
に
復
興
し
、山
鉾
三
六
基
の
巡
行
の
順
番
は
く
じ
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い

た
が
、先
頭
の
長
刀
鉾
、最
後
尾
の
船
鉾
は
く
じ
取
ら
ず
で
決
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

後
補
部
分
に
、
残
り
三
一
基
中
か
ら
ど
の
山
鉾
が
選
ば
れ
、
描
か
れ
て
い
た
か
と

い
う
判
断
は
難
し
い
が
、
第
一
定
型
の
他
三
作
品
と
い
く
つ
か
の
山
鉾
が
一
致
す
る

よ
う
な
の
で
、
比
較
検
討
を
試
み
る
。

山
鉾
の
順
番・種
類
を
同
じ
第
一
定
型
の
他
三
本
と
共
に
ま
と
め
、﹇
表
6
﹈に
て
示
す
。

歴
博
乙
本
に
つ
い
て
は
三
基
の
み
の
名
称
し
か
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、
歴
博
甲

本
に
描
か
れ
て
い
る
五
基
の
山
鉾
の
内
、
放
下
鉾
以
外
の
四
基
が
他
の
三
本
の
中
に

描
か
れ
て
い
る
山
鉾
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
判
っ
た
。
中
で
も
東
博
模
本
と
は
三

基
が
一
致
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
類
似
四
作
品
に
描
か
れ
る
頻
度
の
高
い
も
の
か
ら

ま
と
め
て
示
し
た
も
の
が
﹇
表
7
﹈
で
あ
る
。

以
上
の
順
に
描
か
れ
る
頻
度
が
多
い
。（
表
中
の
△
は
、は
っ
き
り
と
鉾
の
名
称
の

い
る
①
と
一
番
目
に
多
い

②
竹
林
を
選
び
描
き
入
れ

る
。
こ
の
竹
林
は
右
方
向

の
み
に
伸
び
て
い
る
が
、

再
現
図
に
当
て
は
め
て
屏

風
全
体
か
ら
見
た
時
に
左

方
向
に
も
伸
び
て
い
た
方

が
バ
ラ
ン
ス
が
良
い
と
考

え
、
他
の
竹
林
を
参
考
に

し
て
少
し
形
態
を
変
え
引

用
す
る
。

（
五
）
船
鉾
の
再
現

﹇
山
鉾
巡
行
に
つ
い
て
﹈

多
く
の
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
画
中
に
は
、
夏
の
行
事
と
し
て
祇
園
祭
礼
の
情
景
が

描
か
れ
て
い
る
。

歴
博
甲
本
に
は
、右
隻
の
第
一
扇
か
ら
第
三
扇
に
渡
り
描
か
れ
て
い
る
が
、こ
の
第
二

扇
の
後
補
部
分
の
範
囲
内
に
山
鉾
巡
行
の
行
列
が
続
い
て
い
た
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
。

①
第
二
扇
の
行
列
は
四
条
通
を
東
（
画
面
で
は
上
方
）
へ
進
む
蟷
螂
山
の
途
中
で
切

れ
て
い
る
。

②
第
一
扇
の
左
端
に
四
条
通
を
東（
画
面
上
で
は
上
）へ
進
む
武
者
風
流
の
行
列
が
あ
る
。
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断
定
は
で
き
な
い
が
、
琴
は
り
山
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
こ
と
よ
り
表
記
し
た
。）

こ
の
よ
う
に
比
較
し
て
み
る
と
、
第
一
定
型
の
画
中
に
描
か
れ
る
山
鉾
に
は
共
通

性
が
あ
る
こ
と
が
分
る
。
欠
損
部
分
に
描
か
れ
て
い
た
山
鉾
も
、
他
三
作
品
に
描
か

れ
て
い
る
い
ず
れ
か
の
山
鉾
と
一
致
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
中

で
も
鶏
鉾
と
船
鉾
は
東
博
模
本
と
上
杉
本
の
二
本
に
描
か
れ
て
お
り
、
歴
博
甲
本
と

東
博
模
本
は
三
基
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
二
基
の
ど
ち
ら
か
が
描
か
れ

て
い
た
と
い
う
可
能
性
は
一
層
高
い
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
2
）
後
補
部
分
範
囲
か
ら
の
検
討

歴
博
甲
本
は
上
方
か
ら
下
方
へ
下
が
る
ほ
ど
図
柄
が
大
き
く
描
か
れ
る
遠
近
法
で

描
か
れ
て
い
る
。﹇
図
13
﹈
で
示
す
よ
う
に
、こ
れ
に
伴
い
鉾
も
上
方
か
ら
下
方
へ
下

が
る
ほ
ど
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
後
補
部
分
範
囲
内
の
鉾
の
高
さ
は
十
六
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
内
で
な
け
れ
ば
収
ま
ら
な
い
が
、
そ
の
場
合
、
三
基
の
鉾
の
大
き

さ
と
位
置
か
ら
換
算
を
す
る
と
鶏
鉾
の
よ
う
な
鉾
頭
の
高
さ
が
高
い
も
の
で
は
、
高

さ
が
二
十
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
大
き
さ
に

な
っ
て
し
ま
い
、
後
補
部
分
か
ら
出
て
し
ま
う
。
琴
は
り
山
を
基
に
し
て
お
お
よ
そ

の
山
の
大
き
さ
を
換
算
す
る
と
、十
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
の
大
き
さ
で
収
ま
る
。

ま
た
、
船
鉾
で
あ
れ
ば
他
の
鉾
に
比
べ
て
高
さ
が
低
く
、
山
と
同
じ
よ
う
な
高
さ
な

の
で
後
補
部
分
か
ら
出
て
し
ま
う
こ
と
は
無
い
。
従
っ
て
、後
補
部
分
範
囲
内
に
山
・

鉾
が
描
か
れ
て
い
た
場
合
は
、
高
さ
の
低
い
船
鉾
か
山
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
第
一

定
型
の
類
似
三
作
品
と
の
比
較
と
後
補
部
分
範
囲
か
ら
検
討
を
行
っ
た
結
果
で
は
、

船
鉾
が
描
か
れ
て
い
た
可
能
性
が
非
常
に
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
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3 3 3 3 2 1
描
画
順
位

船
鉾

鶏
鉾

長
刀
鉾

琴
は
り
山

月
鉾

蟷
螂
山

× × ○ ○ ○ ○ 歴
博
甲
本

○ ○ × ○ ○ ○ 東
博
模
本

× × × △ ○ ○ 歴
博
乙
本

○ ○ ○ × × ○
上
杉
本

2
作
品

2
作
品

2
作
品

2
（
3
）
作
品

3
作
品

4
作
品
全
て 数

表
7　

山
鉾
別
の
描
画
順

表
6　

山
鉾
の
順
番

八
番
目

七
番
目

六
番
目

五
番
目

四
番
目

三
番
目

二
番
目

一
番
目

？
螳
螂
山

放
下
鉾

月
鉾

琴
は
り
山

長
刀
鉾

歴
博
甲
本

船
鉾

琴
は
り
山

月
鉾

鶏
鉾

螳
螂
山

東
博
模
本

（　
　

山
）

（
螳
螂
山
）

（
月
鉾
）

（　
　
　

鉾
）

（
琴
は
り
山
）

歴
博
乙
本

船
鉾

岩
戸
山

鶏
鉾

白
楽
天
山

函
谷
山

傘
鉾

螳
螂
山

長
刀
鉾

上
杉
本

図 13　山鉾の大きさ

山
か
鉾
を
描
き
入
れ
よ
う
と

し
て
い
る
部
分



﹇
山
鉾
の
有
無
に
つ
い
て
﹈

他
の
洛
中
洛
外
図
に
は
ど
の
よ
う
な
頻
度
で
船
鉾
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
を
、美
術

書・展
覧
会
の
図
録
な
ど
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
歴
博
甲
本
を
除
く
第
一
定
型
の
三

作
品
を
含
む
五
一
作
品
に
つ
い
て
調
べ
た
と
こ
ろ
、統
計
結
果
は
、次
の
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
　
　

船
鉾
が
描
か
れ
て
い
る
作
品　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

12
作
品

　
　
　
　

船
鉾
が
描
か
れ
て
い
な
い
作
品　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

20
作
品

　
　
　
　

山
鉾
巡
行
が
描
か
れ
て
い
な
い
作
品　
　
　
　
　
　
　
　

4
作
品

　
　
　
　

祇
園
祭
礼
が
描
か
れ
て
い
な
い
作
品　
　
　
　
　
　
　
　

12
作
品　

　
　
　
　

左
隻
の
み
で
判
ら
な
い
作
品　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

3
作
品

船
鉾
が
描
か
れ
て
い
る
作
品
一
二
作
品
の
う
ち
第
一
定
型
の
上
杉
本
、
東
博
模
本

の
2
作
品
を
除
く
と
第
二
定
型
以
降
、
船
鉾
は
あ
ま
り
描
か
れ
て
い
な
い
。
図
柄
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
五
一
作
品
の
内
、
祇
園
祭
礼
の
山
鉾

巡
行
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
は
三
二
作
品
あ
り
、
そ
の
中
の
約
四
割
の
一
二
作
品
に

船
鉾
が
描
か
れ
て
い
る
。
船
鉾
は
洛
中
洛
外
図
屏
風
に
必
ず
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
題
材
と
い
う
訳
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
一
定
型
の
他
の
三
作
品
の

内
二
作
品
に
は
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
の
結
果
よ
り
考

え
て
、
や
は
り
後
補
部
分
に
は
船
鉾
を
描
き
入
れ
る
こ
と
に
す
る
。
後
補
部
分
は
第

二
扇
の
み
な
ら
ず
右
隻
全
体
に
お
い
て
も
作
品
の
中
心
的
な
場
所
に
位
置
し
て
お

り
、
こ
の
よ
う
な
位
置
に
は
山
よ
り
も
船
鉾
の
ほ
う
が
華
や
か
で
あ
り
、
画
題
と
し

て
も
相
応
し
い
と
考
え
る
。

﹇
船
鉾
の
再
現
図
の
作
成
﹈

祇
園
祭
礼
山
鉾
巡
行
中
の
船
鉾
の
描
写
は
、洛
中
洛
外
図
だ
け
で
な
く
月
次
祭
礼
図

や
祇
園
祭
礼
図
の
画
中
に
も
描
か
れ
て
い
る
。時
代
や
制
作
者
に
よ
っ
て
表
現
方
法
が

か
な
り
異
な
っ
て
い
る
が
、
船
鉾
の
構
造
や
装
飾
な
ど
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

時
代
や
様
式
が
近
い
第
一
定
型
の
洛
中
洛
外
図
の
中
で
は
、
東
博
模
本
と
上
杉
本

の
二
作
品
に
描
か
れ
て
お
り
、
し
か
も
こ
の
二
作
品
は
ど
ち
ら
も
狩
野
派
の
作
で
歴

博
甲
本
と
表
現
方
法
も
似
て
い
る
。
東
博
摸
本
の
船
鉾
は
前
方
と
下
半
分
を
欠
い
て

い
る
が
、
上
杉
本
の
船
鉾
は
完
全
に
全
体
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
形
態
の
再

現
に
は
上
杉
本
の
船
鉾
を
元
に
し
て
形
を
決
め
て
い
く
。船
鉾
の
再
現
図
の
作
成
は
、

ま
ず
形
態
の
再
現
を
行
い
、
次
に
配
色
の
再
現
を
行
な
う
。﹇
図
14
﹈　 

（
1
）
形
態
の
再
現

①
上
杉
本
の
船
鉾
を
立
方
体
と
し
て
と
ら
え
、
縦
・
横
・
高
さ
の
割
合
を
決
定
す
る
。

②
船
鉾
を
配
置
す
る
道
の
角
度
に
合
わ
せ
、
立
方
体
を
描
き
な
お
す
。

③
船
鉾
の
中
心
線
に
注
意
し
な
が
ら
骨
組
み
を
描
き
起
こ
し
て
い
く
。

④
歴
博
甲
本
の
他
の
鉾
を
参
考
に
し
て
細
部
を
決
定
す
る
。　

（
2
）
配
色
の
検
討

形
態
が
決
定
し
た
ら
船
鉾
を
構
成
す
る
各
部
分
の
色
調
を
決
め
て
い
く
。
屋
根
や

胴
体
、
車
輪
な
ど
は
歴
博
甲
本
の
他
の
鉾
の
色
と
同
じ
に
す
る
。

船
鉾
独
特
の
装
飾
品
の
色
調
は
同
じ
第
一
定
型
の
上
杉
本
と
東
博
模
本
を
参
考
に

す
る
が
、
東
博
模
本
に
描
か
れ
て
い
る
船
鉾
は
小
さ
く
雲
に
隠
れ
て
お
り
、
一
部
し

か
見
え
な
い
。
ま
た
、
第
二
定
型
以
降
の
洛
中
洛
外
図
や
月
次
祭
礼
図
、
祇
園
祭
礼

図
に
描
か
れ
る
船
鉾
を
見
る
と
、
そ
の
制
作
時
代
や
表
現
方
法
に
よ
っ
て
装
飾
品
も

形
式
や
表
現
が
異
な
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
た
が
っ
て
上
杉
本
の
船
鉾
を
参
考
に
す
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①

②

③

上杉本の船鉾
（上杉本　洛中洛外図屏風，
米沢市（上杉博物館）所蔵）



る
に
し
て
も
そ
の
ま
ま
に
引
用
す
る
の
で
は
な
く
、
歴
博
甲
本
の
特
徴
を
把
握
し
た

う
え
で
参
考
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各
部
分
の
配
色
の
決
定
は
﹇
図
15
﹈
の
中

で
示
し
た
①
〜
⑬
ま
で
の
番
号
に
従
っ
て
行
っ
て
い
く
。

①
帆
柱
：
赤
地
に
白
線
。
上
杉
本
を
は
じ
め
、
祇
園
祭
礼
図
の
多
く
が
赤
色
に
白

の
線
が
入
っ
て
い
る
。

②
舳
先
：
白
。
上
杉
本
よ
り
引
用
。

③
屋
根
：
茶
色
。
歴
博
甲
本
の
他
の
鉾
の
屋
根
と
同
色
に
す
る
。

④
船
の
内
側
・
床
：
黄
土
色
。
上
杉
本
よ
り
引
用
す
る
。

⑤
吹
流
：
白
地
に
黒
線
。
上
杉
本
を
は
じ
め
、
祇
園
祭
礼
図
の
多
く
が
白
地
に
黒

色
の
線
が
入
っ
て
い
る
。

⑥
名
称
不
明
：
白
地
に
黒
紋
。
上
杉
本
よ
り
引
用
。

⑦
柱
：
赤
。
上
杉
本
・
歴
博
甲
本
の
他
の
鉾
と
同
色
に
す
る
。

⑧
裾
幕
：
白
地
に
黒
紋
。

上
杉
本
で
は
白
地
に
黒
の
丸

い
紋
が
入
っ
て
い
る
。ま
た
、

同
時
代
の
類
似　

本
に
描
か

れ
る
全
て
の
山
や
鉾
の
裾
幕

は
、
白
地
に
黒
色
の
紋
が

入
っ
て
い
る
。
紋
に
つ
い
て

は
、
上
杉
本
で
は
長
刀
鉾
の

裾
幕
と
同
じ
紋
で
あ
っ
た
の

で
、上
杉
本
に
習
い
歴
博
甲

本
の
長
刀
鉾
の
裾
幕
と
同
じ

二
本
の
線
を
描
き
入
れ
る
。

⑨
鉾
車
：
グ
レ
ー
。
歴
博

甲
本
の
他
の
鉾
車
の
色
と
同

じ
色
に
す
る
。

こ
れ
で
①
か
ら
⑨
ま
で
の
色
調
が
決
定
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
①
か
ら
⑨
ま
で
の

部
分
の
色
調
は
、
比
較
的
簡
単
に
決
定
す
る
事
が
出
来
た
。                   

⑩
下
水
引
：
赤
。
⑪
天
水
引
と
合
わ
せ
て
説
明
す
る
。

⑪
天
水
引
：
白
。
上
杉
本
、
東
博
模
本
の
船
鉾
の
下
水
引
は
赤
色
で
あ
り
、
同
時

代
の
類
似
本
で
も
赤　

地
が
多
い
。
ま
た
、
天
水
引
は
上
杉
本
は
赤
色
で
あ
る
が
、

同
時
代
の
類
似
本
で
は
、
白
色
が
多
い
。

ま
た
、
歴
博
甲
本
の
他
の
三
基
の
鉾
の
天
水
引
と
下
水
引
の
組
み
合
わ
せ
は
全
て

異
な
る
。
し
た
が
っ 

て
、
上
杉
本
と
は
異
な
る
が
、
多
く
の
船
鉾
と
同
様
に
天
水
引

は
白
色
に
し
、
下
水
引
は
赤
地
に
す
る
。

⑫
胴
掛
：
四
種
類
の
胴
掛
に
つ
い
て
、
上
杉
本
の
船
鉾
の
胴
掛
は
、
前
方
は
緑
、

一
番
上
は
朱
、
中
央
は
緑
、
一
番
下
は
濃
紫
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
歴
博
甲
本

の
他
の
鉾
の
胴
掛
に
使
用
さ
れ
て
い
る
色
は
、
朱
・
白
・
薄
紫
・
緑
の
四
色
で
あ
り
、

使
用
さ
れ
て
い
る
色
や
組
合
わ
せ
、
模
様
な
ど
が
異
な
る
。
類
似
本
の
中
で
も
上
杉

本
が
最
も
制
作
年
代
が
近
く
参
考
に
な
る
が
、
鉾
の
装
飾
は
時
代
や
作
品
に
よ
っ
て

微
妙
に
形
式
が
異
な
る
の
で
、
上
杉
本
か
ら
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
の
で
は
な
く
、
ま

ず
、
歴
博
甲
本
の
三
基
の
鉾
の
胴
掛
の
形
式
を
調
べ
、
歴
博
甲
本
の
時
代
色
、
表
現

の
特
徴
か
ら
外
れ
な
い
よ
う
に
船
鉾
の
胴
掛
の
配
色
を
決
定
す
る
。
ま
た
、
模
様
に

つ
い
て
は
後
の
項
目
で
決
定
す
る
。

歴
博
甲
本
の
三
基
の
鉾
の
胴
掛
の
配
色
の
中
で
使
用
さ
れ
る
色
の
多
い
順
番
は
、

①
朱
―
七
箇
所
、
②
薄
紫
―
五
箇
所
、
③
白
―
三
箇
所
、
④
緑
―
二
箇
所
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
配
色
の
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
、
法
則
の
有
無
を
検
討
し
て
み
た
が
、
特
別

な
法
則
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
四
箇
所
の
配
色
に
つ
い
て
は
、

上
杉
本
に
準
じ
て
、
絵
画
的
に
見
栄
え
の
す
る
配
色
に
す
る
。

前
方
の
部
分
は
、
上
杉
本
と
同
様
の
緑
色
に
す
る
。

一
番
上
の
部
分
は
、上
部
に
接
す
る
朱
色
と
重
な
ら
な
い
よ
う
に
薄
紫
か
、白
に
す
る
。

一
番
下
の
部
分
は
下
部
に
接
す
る
裾
幕
の
白
色
と
重
な
ら
な
い
よ
う
に
薄
紫
か
、
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朱
に
す
る
。

こ
の
結
果
、
三
つ
の
組
み
合
わ
せ
の
配
色
に
絞
ら
れ
る
が
、
こ
の
中
か
ら
、
自
分

の
主
観
に
頼
っ
て
し
ま
う
が
、
前
方
―
緑
、
一
番
上
―
白
、
中
央
―
薄
紫
、 

一
番
下

―
朱
の
配
色
に
決
定
す
る
。

⑬
舵
：
白
地
に
格
子
模
様
。
上
杉
本
の
舵
は
、白
地
に
朱
と
金
の
格
子
模
様
が
入
っ

た
柄
で
あ
る
。
こ
れ
に
似
た
白
地
に
朱
の
格
子
模
様
が
入
っ
た
柄
が
、
歴
博
甲
本
の

月
鉾
の
網
隠
し
の
部
分
に
確
認
で
き
た
の
で
、
舵
に
は
こ
の
色
柄
を
描
き
入
れ
る
。

以
上
で
船
鉾
の
全
て
の
配
色
が
決
定
し
た
。

（
3
）
模
様
の
検
討

次
に
胴
掛
の
上
に
描
か
れ
て
い
る
模
様
を
決
定
す
る
。
上
杉
本
を
参
考
に
し
な
が

ら
、
時
代
性
を
考
慮
し
て
、
な
る
べ
く
歴
博
甲
本
の
三
基
の
鉾
の
装
飾
布
と
同
一
の

も
の
を
選
択
し
描
き
入
れ
る
こ
と
に
す
る
。
歴
博
甲
本
に
描
か
れ
る
三
基
の
鉾
の
胴

掛
と
網
隠
し
の
模
様
よ
り
検
討
す
る
。 
下
水
引
と
胴
掛
け
の
朱
地
の
模
様
に
つ
い

て
、
三
基
の
鉾
で
は
「
竜
」
や
「
ウ
サ
ギ
」
の
よ
う
な
動
物
柄
が
四
箇
所
に
使
用
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
三
基
の
胴
掛
は
縦
長
の
平
面
上
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い

る
の
で
模
様
が
活
か
さ
れ
る
が
、
船
鉾
の
胴
掛
は
船
の
形
に
沿
っ
た
曲
線
で
使
用
さ

れ
、
模
様
が
あ
ま
り
活
か
さ
れ
な
い
よ
う
に
思
う
の
で
、
小
柄
の
模
様
を
入
れ
る
こ

と
に
す
る
。
ま
た
、
上
杉
本
に
も
動
物
柄
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
二
重
丸
、

牡
丹
の
よ
う
な
花
、
花
と
葉
の
三
種
類
の
中
か
ら
選
択
し
よ
う
と
思
う
が
、
下
水
引

は
、
上
杉
本
の
下
水
引
の
よ
う
に
、
も
っ
と
細
か
い
模
様
の
方
が
良
い
と
思
い
、
放

下
鉾
の
下
水
引
の
模
様
二
重
の
半
円
形
を
引
用
す
る
こ
と
に
す
る
。朱
の
胴
掛
け
は
、

他
の
模
様
が
決
ま
っ
た
後
に
、
組
み
合
わ
せ
を
考
え
決
め
る
。  

舵
は
前
項
目
で
述
べ
た
よ
う
に
、
上
杉
本
の
舵
の
模
様
と
似
て
い
る
放
下
鉾
の
網

隠
し
よ
り
引
用
し
、
白
地
に
朱
の
格
子
模
様
に
す
る
。
前
方
の
胴
掛
け
の
緑
地
の
模

様
は
歴
博
甲
本
の
三
基
で
は
剥
落
が
ひ
ど
く
、
は
っ
き
り
と
し
た
模
様
は
確
認
で
き

な
い
が
、
放
下
鉾
の
緑
地
の
模
様
は
三
重
く
ら
い
の
円
が
並
ん
で
い
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
模
様
で
は
、
少
し
違
和
感
が
あ
る
。
上
杉
本
の
よ
う
な
格
子

模
様
を
歴
博
甲
本
の
鉾
の
中
か
ら
探
し
た
が
、
緑
地
に
格
子
の
入
っ
た
も
の
は
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
、
実
際
に
は
存
在
し
な
い
が
、
歴
博
甲
本
の
月
鉾
の
編
み
隠
し
の

格
子
模
様
を
引
用
し
、
緑
地
に
置
き
換
え
て
描
き
入
れ
る
こ
と
に
し
た
。

胴
掛
け
の
白
地
に
は
、
模
様
を
入
れ
な
い
。
本
来
は
お
そ
ら
く
何
か
模
様
が
入
っ

て
い
た
が
、
剥
落
し
て
し
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
歴
博
甲
本
の
三
基
の
鉾
の
白

地
の
部
分
に
は
、
模
様
が
確
認
さ
れ
な
い
。

胴
掛
け
の
薄
紫
の
部
分
は
、
描
き
こ
む
範
囲
も
狭
い
の
で
ど
れ
で
も
構
わ
な
い
と

考
え
、
船
鉾
と
も
関
連
性
が
あ
る
放
下
鉾
の
波
模
様
に
決
め
る
。

胴
掛
け
の
朱
地
の
部
分
に
は
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
あ
り
、
他
の
部
分
に
も
使
用
し
て

い
な
い
長
刀
鉾
の
三
重
丸
の
模
様
に
決
め
る
。

（
4
）
再
現

以
上
で
船
鉾
の
全
て
の
部
分
が
決
定
し
、
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
船
鉾
に
搭

乗
す
る
人
物
に
つ
い
て
は
次
の
「
人
物
の
想
定
」
の
項
目
で
決
定
す
る
。
全
て
の
模

様
を
入
れ
た
船
鉾
の
再
現
図
は
﹇
図
16
﹈
の
よ
う
に
な
る
。
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（
六
）
人
物
の
再
現

後
補
部
分
に
描
き
入
れ
る
人
物
に
つ
い
て
、
様
々
な
方
向
か
ら
検
討
し
て
い
く
。

﹇
山
鉾
巡
行
に
関
わ
る
人
物
の
再
現
﹈

ま
ず
、山
鉾
巡
行
の
行
列
に
携
わ
る
人
物
に
つ
い
て
統
計
を
と
る
。﹇
表
8
﹈
の
統
計

を
参
考
に
し
て
、
蟷
螂
山
か
ら
船
鉾
に
携
わ
る
人
々
の
役
と
人
数
を
決
定
し
て
い
く
。

　
蟷
螂
山
を
後
で
担
ぐ
人
は
後
補
で
あ
る
。
担
ぎ
棒
の
位
置
を
正
し
て
、
人
物
を
オ

リ
ジ
ナ
ル
部
分
の
表
現
に
習
い
、
描
き
入
れ
る
。

次
に
、
鉾
を
引
く
人
に
つ
い
て
、
長
刀
鉾
は
六
人
、
放
下
鉾
は
五
人
で
あ
り
、
同

程
度
の
人
物
を
考
え
る
が
、
船
鉾
の
規
模
と
近
景
を
描
く
画
面
の
位
置
か
ら
考
え
て

人
数
が
多
い
方
が
良
い
と
考
え
、
六
人
に
決
定
す
る
。　

蟷
螂
山
と
船
鉾
の
間
の
警
固
人
に
つ
い
て
も
他
の
鉾
の
ま
わ
り
に
配
置
さ
れ
る
警

固
人
を
参
考
に
し
て
検
討
す
る
。
他
の
鉾
の
警
固
人
は
後
ろ
に
三
人
、
横
に
一
人
と

い
う
人
数
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
放
下
鉾
と
蟷
螂
山
の
間
に
は
合
わ
せ
て
五

人
の
武
者
姿
の
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
。
蟷
螂
山
と
船
鉾
の
間
で
も
行
列
が
途
切
れ

て
い
る
と
は
考
え
が
た
く
、
船
鉾
を
引
く
人
と
蟷
螂
山
を
後
で
担
ぐ
人
と
の
距
離
を

考
え
て
、
五
人
を
配
置
す
る
。

長
刀
鉾
の
前
方
に
う
ち
わ
を
持
ち
音
頭
を
取
る
人
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
後

方
に
も
音
頭
を
取
る
人
が
一
人
描
か
れ
て
い
る
。
歴
博
甲
本
の
祇
園
祭
礼
山
鉾
巡
行

の
中
で
も
船
鉾
は
か
な
り
大
き
な
規
模
で
描
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
関
わ
る
人
数
も

多
め
で
あ
ろ
う
と
推
定
で
き
る
。
長
刀
鉾
と
同
様
に
う
ち
わ
を
持
ち
音
頭
を
取
る
人

を
描
き
入
れ
る
こ
と
に
す
る
。

船
鉾
の
後
方
に
続
く
人
物
で
あ
る
が
、他
の
鉾
の
後
方
に
は
四
人
程
度
の
警
固
人

が
続
き
、
後
方
に
あ
た
る
右
隻
第
一
扇
に
は
、
三
人
の
警
固
人
が
描
か
れ
て
い
る
。

船
鉾
を
配
置
す
る
場
所
か
ら
第
二
扇
の
端
ま
で
の
間
隔
と
行
列
の
密
度
を
考
え
る

と
、
三
人
程
度
の
人
物
を
配
置
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
第
一
扇
の
三

人
と
合
わ
せ
て
六
人
に
な
る
が
、
船
鉾
は
こ
の
作
品
の
祇
園
祭
礼
の
山
鉾
巡
行
の
中

で
最
後
尾
に
あ
た
る
の
で
、
全
体
を
通
し
て
も
こ
れ
く
ら
い
の
警
固
人
を
配
置
さ
せ

て
も
構
わ
な
い
と
考
え
、
警
固
人
と
し
て
三
人
を
配
置
す
る
こ
と
に
し
た
。

山
鉾
巡
行
に
関
わ
る
人
物
は
、
蟷
螂
山
を
後
ろ
で
担
ぐ
人
が
二
人
、
前
方
の
警
固

人
が
五
人
、船
鉾
を
引
く
人
が
六
人
、横
で
う
ち
わ
を
持
ち
音
頭
を
取
る
人
が
一
人
、

後
方
の
警
固
人
が
三
人
の
合
計
十
七
人
と
す
る
。  

次
に
船
鉾
に
搭
乗
す
る
人
物
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
当
時
と
現
在
の
祇
園
祭
礼
で

の
船
鉾
の
様
子
は
か
な
り
変
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
上
杉
本
な
ど
比
較
的
時
代

の
近
い
作
品
の
中
の
船
鉾
に
は
あ
ま
り
多
く
の
人
は
乗
っ
て
い
な
い
。
時
代
が
下
る

ほ
ど
祇
園
祭
礼
の
規
模
は
大
き
く
な
る
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
山
鉾
も
大
き
く
、
装
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名称 位置 動作 人数 合計

武者風流 7 人 7 人

長刀鉾

前方

うちわを持ち音頭を取る人 1人

13 人

鉾を引く人 6人

紐を引く人 1人

うちわを持ち音頭を取る人 1人

後方
音頭を取る人 1人

警固人 3人

琴はり山

神輿を担ぐ人 5人

9人横方 警固人 1人

後方 警固人 3人

月鉾 警固人 3人 3人

放下鉾

前方 鉾を引く人 5人

10 人
横方 警固人 1人

後方 紐を引く人 1人

警固人 3人

武者 2 人 2 人

蟷螂山 神輿を担ぐ人 3人 3人

？ 後方 警固人 3人

表 8　山鉾巡行に関わる人物



飾
は
豪
華
で
派
手
に
な
り
、
搭
乗
す
る
人
々
の
人
数
も
増
え
て
い
る
。　

現
在
の
船
鉾
で
は
多
く
の
囃
子
方
と
共
に
、
神
功
皇
后
の
外
征
の
説
話
よ
り
、「
神

面
と
緋
縅
の
鎧
を
つ
け
た
神
功
皇
后
」、「
長
刀
を
持
ち
舵
取
の
鹿
島
明
神
」、「
住
吉

明
神
」、「
満
珠
干
珠
を
住
吉
明
神
に
さ
さ
げ
、
水
先
案
内
を
つ
と
め
る
龍
神
安
曇
磯

良
」
の
四
神
像
の
人
形
を
乗
せ
て
い
る
。 

上
杉
本
に
は
長
刀
を
持
つ
武
者
、
鬼
の
よ
う
な
面
を
着
け
珠
の
よ
う
な
も
の
を
盆

に
の
せ
持
っ
て
い
る
人
物
、
鎧
を
つ
け
る
武
者
が
二
人
の
合
計
四
人
の
み
が
搭
乗
し

て
い
る
。
制
作
年
代
の
近
い
東
博
所
蔵
月
次
祭
礼
図
模
本
に
も
立
つ
位
置
は
違
う
も

の
の
同
じ
よ
う
な
装
束
の
者
が
四
人
搭
乗
し
て
い
る
。
ま
た
、
他
の
多
く
の
祇
園
祭

礼
図
の
船
鉾
に
も
こ
の
四
人
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
四
人
を
船
鉾

上
に
描
く
こ
と
と
し
、
制
作
年
代
が
近
く
、
船
鉾
の
形
態
で
も
参
考
と
し
た
上
杉
本

を
参
考
に
し
て
そ
の
位
置
を
決
め
、
描
き
込
む
。
し
か
し
、
こ
の
四
人
に
つ
い
て
は

人
間
な
の
か
人
形
な
の
か
が
は
っ
き
り
と
し
な
い
。
神
功
皇
后
は
安
産
の
神
と
し
て

の
信
仰
が
あ
り
、
古
来
よ
り
人
形
自
身
が
ご
神
体
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
と
い
う
記

述
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
い
つ
頃
か
ら
な
の
か
は
分
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
上
杉
本

で
も
そ
う
で
あ
る
が
、
他
の
人
物
と
大
き
さ
が
同
じ
位
で
あ
り
、
絵
か
ら
判
断
す
る

の
は
難
し
い
。
た
だ
、
満
珠
干
珠
を
持
つ
龍
神
安
曇
磯
良
以
外
は
後
ろ
向
き
に
な
る

の
で
特
に
問
題
は
な
い
と
考
え
る
。 

﹇
町
屋
通
り
を
行
き
来
す
る
人
物
の
再
現
﹈

（
1
）
全
画
中
の
登
場
人
物
の
内
訳

後
補
部
分
内
に
は
ど
れ
く
ら
い
の
人
数
や
、
性
別
、
ポ
ー
ズ
の
人
物
を
描
き
込
め
ば

よ
い
の
か
、
歴
博
甲
本
の
全
画
中
の
登
場
人
物
に
つ
い
て
、
以
下
の
一
六
項
目
に
つ
い

て
、
統
計
を
出
し
考
察
す
る
。
一
双
全
画
中
の
登
場
人
物
の
内
訳
は
﹇
表
9
﹈、﹇
表

10
﹈
で
表
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
扇
で
再
現
を
行
な
う
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
統
計
を

取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
博
甲
本
の
中
に
描
か
れ
る
人
物
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ

て
い
る
の
か
が
把
握
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
ま
た
、
こ
の
統
計
ど
お
り
に

（
5
）

（
6
）

再
現
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
は
、
こ
れ
か
ら
の
調
査
・
分
析
で
決
定
す
る
。

（
2
）
町
屋
通
り
の
人
物
分
布
統
計

﹇
表
10
﹈
を
見
て
も
、右
隻
第
二
扇
の
登
場
人
物
数
は
他
の
画
面
よ
り
も
多
い
こ
と

が
分
る
。
祇
園
祭
礼
の
山
鉾
巡
行
や
神
輿
渡
御
に
参
加
す
る
人
々
や
見
物
人
た
ち
が

描
か
れ
て
い
る
た
め
、
他
の
画
面
よ
り
も
多
い
の
で
あ
ろ
う
。
他
の
画
面
に
つ
い
て

も
何
か
行
事
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
人
も
多
く
集
ま
り
、
建
物
の
中
と
外
で

も
人
数
比
は
異
な
っ
て
く
る
の
で
、
単
純
に
面
積
に
比
例
す
る
人
数
を
描
き
こ
む
と

言
う
訳
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

や
は
り
後
補
部
分
と
同
じ
町
屋
界
隈
の
人
数
を
参
考
に
す
る
べ
き
で
あ
り
、
全
画

面
中
の
町
屋
が
描
か
れ
る
前
の
通
り
を
行
き
来
す
る
人
数
の
統
計
を
出
し
想
定
し
て

行
く
。
な
お
、
通
り
の
交
差
す
る
部
分
は
横
方
向
の
通
り
に
含
め
る
。
統
計
結
果
は

町
屋
に
面
す
る
通
り
の
長
さ
は
、
ま
ず
縦
の
東
西
方
向
に
走
る
通
り
は
全
部
で
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　表 9　歴博甲本の人物の内訳

① 登場人物総数 1,394 人
②

性
別

男性 1,098 人（78.8％）
③ 女性 235 人（16.9％）
④ 子供（赤ん坊を含む） 49 人（3.5％）
⑤ 性別不明  1 人（0.07％）
⑥

向
き

右向き

右向き 724 人（52.0％）
⑦ 体の方向も右を向く 668 人
⑧ 体の方向は左を向く 55 人
⑨ 体の方向が正面 1人
⑩

左向き

左向き 653 人（46.8％）
⑪ 体の方向も左を向く 581 人
⑫ 体の方向は右を向く 66 人
⑬ 体の方向が正面 6人
⑭ 正面を向く 0人
⑮ 後ろを向く 4人（0.3％）
⑯ 向き不明 13 人（9.3％）



二
一
八
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
あ
り
、人
物
は
八
七
人
が
描
か
れ
て
い
た
。
横
の
南
北

に
走
る
通
り
は
五
五
四
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
一
八
六
人
が
描
か
れ
て
い
た
。そ
の

内
、川
に
面
す
る
通
り
が
二
二
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
あ
り
六
一
人
が
描
か
れ
て
い

た
。
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
た
り
、縦
は
四
人
、横
は
三
・
四
人
で
川
に
面
す
る
通
り

は
二
・
七
人
で
あ
っ
た
。こ
の
統
計
を
参
考
に
し
て
山
鉾
巡
行
の
行
列
以
外
の
人
々
を

配
置
す
る
。
左
隻
第
六
扇
の
念
仏
風
流
が
行
わ
れ
て
い
る
界
隈
は
他
の
部
分
に
比
べ

て
人
数
が
多
い
の
が
分
る
。
同
様
に
今
回
の
再
現
で
は
、
祇
園
祭
礼
山
鉾
巡
行
の
船

鉾
を
描
き
加
え
る
の
で
、
や
や
多
め
の
人
物
を
描
き
入
れ
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
が
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
を
良
く
観
察
し
た
結
果
、
祭
り
や
行
事
を
見
物
す
る
人

物
は
他
の
町
屋
通
り
の
人
物
に
比
べ
て
、特
に
多
く
は
無
い
と
い
う
こ
と
が
分
っ
た
。

船
鉾
の
巡
行
の
周
り
の
人
物
は
巡
行
を
見
物
し
て
い
る
よ
う
に
描
き
込
む
が
、
人
数

は
増
や
さ
ず
に
統
計
に
沿
っ
て
、
配
置
す
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
人
物
の
立
つ
位

置
や
ど
の
よ
う
な
人
物
を
描
き
入
れ
る
の
か
は
、
主
観
で
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
、
必
要
な
範
囲
の
人
数
に
抑
え
て
描
き
入
れ
る
こ
と
に
す
る
。

﹇
人
物
の
再
現
﹈

（
1
）
人
数

﹇
図
17
﹈
の
よ
う
に
、
再
現
図
に
は
﹇
A
﹈
四
条
通
り
は
二
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

﹇
B
﹈
烏
丸
通
ま
で
の
四
条
坊
門
通
り
は
一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、﹇
C
﹈
烏
丸
よ
り

下
の
四
条
坊
門
通
り
も
一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、﹇
D
﹈
烏
丸
通
り
は
三
〇
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
、﹇
E
﹈
の
室
町
通
り
は
四
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、欠
損
部
に
続
き
短
い
距

離
の
﹇
F
﹈
六
角
通
り
は
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
。
想
定
し
た
町
屋
通
り
の
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表
10　

歴
博
甲
本　

一
双
全
画
中　

登
場
人
物
内
訳　
（
単
位　

人
）

右
隻

左
隻

合
計

第
一
扇

第
二
扇

第
三
扇

第
四
扇

第
五
扇

第
六
扇

第
一
扇

第
二
扇

第
三
扇

第
四
扇

第
五
扇

第
六
扇

①
155

158
124

85
112

121
100

104
119

100
106

100
1,394

②
129

128
108

77
92

77
82

82
93

73
91

68
1,098

③
20

18
15

6
17

41
15

18
22

24
10

29
235

④
6

12
1

2
4

3
3

4
3

3
5

3
49

⑤
0

0
0

0
1

0
0

0
1

1
0

0
2

⑥
75

80
85

44
48

65
51

57
60

60
57

54
724

⑦
72

74
77

38
43

62
49

44
53

53
54

50
668

⑧
3

6
7

6
5

3
2

2
7

7
3

4
55

⑨
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

⑩
78

75
48

40
62

53
48

47
57

51
49

45
653

⑪
68

70
44

35
55

46
44

42
49

44
43

41
581

⑫
10

5
4

5
6

7
4

5
3

7
6

4
66

⑬
0

0
0

0
1

0
0

0
5

0
0

0
6

⑭
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

⑮
0

1
0

0
0

0
0

1
0

1
0

1
4

⑯
2

2
0

1
2

3
1

0
2

0
0

0
13



中
に
往
来
す
る
人
物
を
前
頁
の
「
町
屋
通
り
の
人
物
分
布
統
計
」
を
考
慮
し
、
町
屋

通
り
の
長
さ
に
応
じ
た
人
数
を
再
現
し
配
置
し
て
い
く
。 

﹇
A
﹈（
四
条
通
り
）
に
つ
い
て
は
船
鉾
を
含
む
祇
園
祭
山
鉾
巡
行
の
行
列
が
入
り
、

﹇
A
﹈
の
部
分
す
べ
て
を
埋
め
て
し
ま
う
。
従
っ
て
、﹇
A
﹈
に
は
前
項
目
の
町
屋
通

り
の
人
物
分
布
統
計
を
適
用
し
な
い
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
前
項
目
の
町
屋
通
り
の

人
物
分
布
統
計
を
適
用
し
、﹇
B
﹈
〜
﹇
E
﹈
の
範
囲
の
分
布
人
数
を
計
算
す
る
と
、

﹇
B
﹈（
四
条
坊
門
通
り
）
は
一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
六
人
、﹇
C
﹈（
四
条
坊
門
通

り
）
は
一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
六
人
、﹇
D
﹈（
烏
丸
通
り
）
は
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
で
一
〇
人
、﹇
E
﹈（
室
町
通
り
）
は
四
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
一
一
人
に
な
る
。

こ
の
人
数
を
参
考
に
し
て
再
現
し
て
い
く
。

ま
ず
、﹇
A
﹈
の
四
条
通
り
は
、船
鉾
に
乗
る
四
体
を
人
物
と
し
て
含
み
、
前
項
目

で
決
定
し
た
船
鉾
巡
行
に
関
わ
る
一
七
人
と
合
わ
せ
て
二
一
人
に
な
る
。

次
に
﹇
B
﹈
は
、
町
屋
通
り
の
人
物
分
布
統
計
で
は
六
人
で
あ
る
が
、
道
幅
が
狭

い
こ
と
を
考
慮
し
て
、
四
条
坊
門
通
り
を
後
補
部
分
か
ら
続
く
部
分
に
位
置
す
る
女

性
を
除
い
て
三
人
を
配
置
す
る
。   

﹇
C
﹈
は
、
町
屋
通
り
の
人
物
分
布
統
計
と
お
り
の
六
人
を
配
置
す
る
。

﹇
D
﹈
は
、
町
屋
通
り
の
人
物
分
布
統
計
と
お
り
の
一
〇
人
を
配
置
す
る
。

﹇
E
﹈
は
、町
屋
通
り
の
人
物
分
布
統
計
で
は
一
一
人
で
あ
る
。
室
町
通
り
に
後
補

部
分
に
よ
り
下
半
身
が
欠
け
る
男
性
一
人
を
含
め
て
一
一
人
を
想
定
し
配
置
す
る
。

﹇
F
﹈
は
、六
角
通
り
に
後
補
部
分
に
よ
り
下
半
身
が
欠
け
る
男
性
一
人
を
描
き
足
す
。

以
上
の
よ
う
に
後
補
部
分
に
再
現
す
る
人
数
を
合
計
五
二
人
と
す
る
。　

（
2
）
性
別

ま
た
、﹇
表
9　

人
物
の
内
訳
﹈
よ
り
男
女
比
を
考
慮
し
、想
定
す
る
人
物
に
性
別

を
決
定
す
る
。 

五
二
人
を
一
双
全
画
中
の
登
場
人
物
の
内
訳
よ
り
割
合
を
換
算
す
る
と
、
男
性
は

七
八
・
八
％
で
四
一
人
、女
性
は
一
六
・
九
％
で
九
人
、子
供
は
三
・
五
％
で
二
人
と
な

る
の
で
、
こ
の
割
合
を
参
考
に
し
て
想
定
し
、
男
性
四
一
人
、
女
性
八
人
、
子
供
二

人
、
不
明
一
人
の
全
画
中
の
平
均
に
近
い
人
数
で
描
き
入
れ
る
。

（
3
）
ポ
ー
ズ

一
双
全
画
中
の
登
場
人
物
の
内
訳
で
の
登
場
人
物
の
顔
が
向
く
方
向
は
、
右
向
き

が
五
二
・
〇
％
で
二
七
人
、
左
向
き
は
四
六
・
八
％
で
二
四
人
と
な
る
。

し
か
し
、
祇
園
祭
礼
の
船
鉾
巡
行
が
左
上
へ
と
向
か
う
の
で
、
こ
の
巡
行
に
参
加
す

る
人
々
の
ほ
と
ん
ど
が
左
向
き
に
な
っ
て
し
ま
う
。ま
た
、
巡
行
以
外
の
人
々
に
つ
い

て
は
、
船
鉾
巡
行
を
見
物
す
る
為
に
、
右
向
き
に
な
る
人
が
多
く
な
り
が
ち
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、登
場
人
物
が
左
右
の
ど
ち
ら
を
向
く
か
と
い
う
比
率
に
つ
い
て
は
、

よ
り
自
然
な
画
面
構
成
に
な
る
よ
う
に
注
意
し
、
一
双
全
画
中
の
登
場
人
物
の
内
訳

に
よ
る
比
率
は
無
視
し
て
決
定
す
る
。 

以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
置
き
人
物
の
再
現
を
進
め
て
い
く
が
、
原
作
者
の
表
現
の
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図 17　再現図における通り配置図　（単位　人）



特
徴
を
生
か
す
た
め
に
、
新
た
に
作
り
出
す
の
で
は
な
く
全
て
歴
博
甲
本
の
中
か
ら

引
用
し
、
描
き
込
む
こ
と
に
す
る
。
引
用
に
関
し
て
は
、
再
現
図
の
地
域
に
相
応
し

い
か
ど
う
か
を
十
分
に
確
認
、
検
討
し
た
上
で
行
な
い
、
引
用
元
は
可
能
な
限
り
、

再
現
図
の
よ
う
な
町
屋
が
並
ぶ
商
業
地
域
か
ら
に
す
る
。

洛
中
洛
外
図
は
右
隻
と
左
隻
で
描
か
れ
る
場
所
が
異
な
り
、そ
の
地
域
差
で
道
を
歩

く
人
物
も
異
な
っ
て
く
る
。
こ
の
後
補
部
分
は
下
京
の
商
工
業
が
盛
ん
な
地
域
で
あ

り
、
町
人
や
郊
外
か
ら
の
取
引
や
祇
園
祭
礼
見
物
に
や
っ
て
来
た
人
物
が
多
く
、
公
家

や
高
級
武
士
と
い
っ
た
身
分
の
高
い
人
物
を
描
き
入
れ
る
必
要
は
無
い
と
思
わ
れ
る
。

船
鉾
の
位
置
や
隣
の
画
面
と
の
繋
が
り
、
町
全
体
の
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、
引
用

す
る
人
物
を
選
択
し
て
行
く
。　

再
現
図
に
配
置
し
た
人
物
の
全
て
に
番
号
を
ふ
り
、
詳
細
を
﹇
表
11　

人
物
再
現

詳
細
﹈
で
示
し
、説
明
す
る
。
番
号
は﹇
図
18　

再
現
図
﹈
中
の
数
字
を
参
照
す
る
。
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　表 11　　再現人物詳細

位置 番号 引用元 詳細 性別

A

1 右隻第二扇 警固人 男性
2 螳螂山を担ぐ人 男性
3 螳螂山を担ぐ人 男性
4 右隻第二扇+右隻第一扇 警固人 男性
5 右隻第二扇 警固人 男性
6 右隻第二扇 警固人 男性
7 右隻第二扇 警固人 男性
8 右隻第二扇 船鉾を引く人 男性
9 右隻第二扇 船鉾を引く人 男性
10 右隻第二扇 船鉾を引く人 男性
11 右隻第二扇 船鉾を引く人 男性
12 右隻第二扇 船鉾を引く人 男性
13 右隻第二扇 船鉾を引く人 男性
14 右隻第二扇 うちわを持ち音頭を取る人 男性
15 右隻第二扇 警固人 男性
16 右隻第二扇 警固人 男性
17 右隻第二扇 警固人 男性
18 右隻第二扇 住吉明神（四神像）
19 右隻第二扇 神功皇后（四神像） 男性
20 右隻第二扇 鹿島明神（四神像） 男性
21 上杉本+芸大本 龍神安曇磯良（四神像） 男性

B
22 左隻第三扇 男性
23 右隻第一扇 後ろを振り返る 男性
24 右隻第三扇 右向き・荷物を左手で持ち、歩く 男性

C

25 左隻第二扇 警固人を従え、歩く武士 男性
26 左隻第二扇 25 番の武士の警固人 男性
27 右隻第一扇 うちわを持ち振り返る人 男性
28 左隻第四扇 尼 女性
29 左隻第四扇 尼と一緒に歩く 女性
30 左隻第四扇 尼と一緒に歩く 女性

D

31 左隻第四扇 後ろを振り返る 男性
32 右隻第四扇 後ろを振り返る 男性
33 右隻第一扇（反転） 山鉾巡行を見るために走る人 男性
34 右隻第一扇（反転） 山鉾巡行を見るために走る人 男性
35 左隻第六扇（反転） 年配の女性 女性
36 左隻第六扇（反転） 年配の女性の手を取る人 女性
37 左隻第五扇（反転） 37 番の子供の付き人 女性
38 右隻第三扇 山鉾巡行を見る 子供
39 右隻第一扇（反転） 40 番の警固人 男性
40 右隻第一扇（反転） 裕福な町人、山鉾巡行を見る 男性

E

41 右隻第三扇（反転） 43 番の警固人 男性
42 右隻第三扇（反転） 男性
43 右隻第三扇（反転） 裕福な町人 男性
44 左隻第四扇 肩に竿を担ぎ荷物を運ぶ 男性
45 右隻第四扇 46 番の女性の付き人 子供
46 右隻第四扇 裕福な女性 女性
47 右隻第四扇 肩に竿を担ぎ荷物を運ぶ 男性
48 右隻第一扇（反転） 背中に荷物を背負う 男性
49 右隻第五扇 肩に樽を乗せ運ぶ 女性
50 右隻第三扇（反転） 杖をつき、背中に藁のようなものを担ぐ 男性
51 隣の馬に乗る人の警固人 男性

F 52 隣の馬に乗る人の警固人 男性



（
七
）
霞
の
再
現

﹇
面
積
か
ら
の
検
討
﹈

後
補
部
分
の
調
査
・
分
析
の
中
で
割
り
出
し
た
﹇
表
12　

全
画
中
霞
面
積
﹈
を
参

考
に
し
て
、
後
補
部
分
に
は
ど
れ
く
ら
い
の
面
積
の
霞
が
描
か
れ
て
い
た
の
か
検
討

し
た
が
、
面
積
を
見
る
限
り
で
は
、
特
に
確
か
な
法
則
の
よ
う
な
も
の
は
見
出
せ
な

か
っ
た
。
た
だ
、
右
隻
第
二
扇
の
後
補
部
分
の
広
い
雲
が
無
く
な
っ
て
も
充
分
に
広

い
面
積
が
残
る
の
で
、
後
補
部
分
の
雲
よ
り
狭
い
面
積
に
し
、
面
積
よ
り
も
形
や
位

置
が
相
応
し
い
よ
う
に
再
現
を
行
う
。

﹇
形
態
か
ら
の
検
討
﹈

オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
の
霞
は
横

長
い
楕
円
形
が
重
な
っ
て
で
き

た
形
態
で
あ
る
の
で
、こ
の
形

状
の
霞
の
特
徴
を
表
現
し
、屏

風
全
体
か
ら
見
た
場
合
に
も
自

然
な
形
状
で
、モ
チ
ー
フ
の
邪

魔
に
な
ら
な
い
よ
う
な
配
置
に

な
る
よ
う
に
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

﹇
位
置
か
ら
の
検
討
﹈ 

後
補
部
分
と
接
す
る
オ
リ
ジ

ナ
ル
部
分
を
見
る
と
、後
補
部

分
の
左
下
方
の
一
部
の
み
が
後

補
部
分
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、こ
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図 18　再現図

表 12　全画中霞面積　（単位　㎠）

左隻 右隻
割合 霞面積 全面積 割合 霞面積 全面積

第一扇 34.30% 2,556 7,452 24.80% 1,848 7,452

第二扇 34.30% 2,769 8,073 35.4％
（26.6％） 2,147 8,073

第三扇 30.50% 2,462 8,073 29.90% 2,414 8,073

第四扇 40.90% 3,302 8,073 29.80% 2,406 8,073

第五扇 33.90% 2,737 8,073 18.60% 1,502 8,073

第六扇 35.80% 2,668 7,452 27.20% 2,027 7,452



の
部
分
か
ら
は
霞
が
続
く
と
判
断
で
き
る
。
こ
の
部
分
か
ら
続
く
霞
以
外
に
入
れ
る

必
要
が
あ
る
の
か
、
右
隻
全
体
か
ら
も
検
討
を
行
な
う
。

﹇
再
現
﹈

霞
の
み
を
抽
出
し
た﹇
図
19
﹈を
見
な
が
ら
、
位
置
・
形
・
面
積
を
検
討
し
て
行
く
。

①
現
状
は
後
補
部
分
の
雲
が
不
自
然
な
形
で
あ
る
。

②
後
補
部
分
の
左
下
方
か
ら
続
く
霞
を
少
し
右
方
向
に
伸
ば
し
、
右
上
方
に
小
さ
め

の
霞
を
入
れ
て
み
た
が
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
他
の
部
分
に
は
こ
の
よ
う
な
小
さ
な
霞
は

無
い
と
い
う
こ
と
と
、
位
置
的
に
も
山
鉾
巡
行
に
あ
た
る
場
所
な
の
で
霞
で
覆
う
必

要
は
な
い
と
考
え
る
。

③
後
補
部
分
の
左
下
方
か
ら
続
く
霞
を
少
し
右
上
方
向
に
伸
ば
し
た
が
、
こ
の
形
態

も
自
然
さ
に
欠
け
る
よ
う
に
思
う
。

④
後
補
部
分
の
左
下
方
か
ら
続
く
霞
を
少
し
右
下
方
向
に
伸
ば
し
た
が
、
や
は
り
自

然
さ
に
欠
け
る
。 

⑤
後
補
部
分
の
左
下
方
か
ら
続
く
霞
を
少
し
右
方
向
に
伸
ば
し
た
形
が
、
最
も
適
し

て
い
る
よ
う
に
思
う
。

⑥
こ
の
よ
う
に
い
く
つ
か
の
形
・
位
置
で
考
え
て
み
た
が
、⑤
の
霞
の
形
が
最
も
自
然

で
あ
り
適
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
再
現
図
の
中
で
ど
の
よ
う
に
入
れ
る
か
は
、実
際

の
図
の
中
で
決
定
し
て
行
く
。

❸
再
現
図
作
成

こ
れ
ま
で
に
決
定
し
て
き
た
図
柄
を
具
体
的
に
描
き
起
こ
し
て
行
く
。

（
一
）
白
描
図
作
成

﹇
下
図
作
成
﹈

再
現
し
た
各
部
分
を
墨
線
で
清
書
す
る
前
に
、
書
き
直
し
の
可
能
な
鉛
筆
を
使
用

し
、
下
図
を
作
成
す
る
。

①
造
物
：
後
補
部
分
上
に
ト
レ
ー
シ
ン
グ
ペ
ー
パ
ー
を
置
き
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
か

ら
繋
が
る
四
本
の
通
り
を
描
き
入
れ
る
。
そ
の
上
に
三
八
軒
の
町
屋
を
配
置
し
描
き
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図 19　右隻霞連続図



入
れ
て
い
く
。
一
つ
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
軒
数
が
一
一
軒
程
度
に
納
ま
り
、
町
並
み
が
自

然
に
な
る
よ
う
に
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
参
考
に
し
て
配
置
し
て
行
く
。

②
中
庭
：
町
屋
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
三
箇
所
の
中
庭
が
作
り
出
さ
れ
た
。
そ
の
中

に
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
か
ら
引
用
し
た
樹
木
を
描
き
入
れ
る
。

③
船
鉾
：
四
条
通
り
を
東
（
画
面
で
は
上
）
方
向
へ
進
む
蟷
螂
山
と
第
一
扇
の
左
端

か
ら
第
二
扇
へ
と
続
く
武
者
行
列
と
の
間
の
ほ
ぼ
中
間
あ
た
り
に
、
再
現
し
た
船
鉾

を
位
置
に
注
意
し
て
描
き
入
れ
る
。

④
人
物
：
オ
リ
ジ
ナ
ル
か
ら
引
用
し
た
五
二
人
の
人
物
を
、
挿
入
位
置
を
検
討
し
な

が
ら
描
き
入
れ
て
い
く
。

⑤
そ
の
他
：
町
屋
の
店
先
に
並
ぶ
商
品
な
ど
の
細
か
い
モ
チ
ー
フ
を
描
き
入
れ
る
。

以
上
で
下
図
を
完
成
す
る
。
霞
は
墨
線
の
清
書
を
終
え
た
後
に
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
部

分
の
現
状
模
写
の
中
に
当
て
は
め
て
、
良
く
検
討
し
て
か
ら
、
形
・
位
置
・
面
積
を

決
め
描
き
入
れ
る
。

﹇
墨
線
描
﹈

再
現
図
か
決
定
し
た
ら
、薄
く
て
丈
夫
な
薄
美
濃
紙
に
墨
線
に
て
清
書
を
行
な
う
。

①
薄
美
濃
紙
に
礬
水
を
引
い
て
滲
み
止
め
を
し
、
水
張
り
を
し
て
紙
を
準
備
す
る
。

② 

①
の
よ
う
に
準
備
し
た
薄
美
濃
紙
を
再
現
下
図
の
上
に
重
ね
、墨
で
丁
寧
に
写
し

取
っ
て
行
く
。
引
用
元
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
図
を
見
な
が
ら
、
そ
の
筆
致
を
再
現
す
る

よ
う
に
心
が
け
る
。

③
墨
線
を
全
て
描
き
入
れ
た
ら
、
薄
墨
に
て
濃
淡
を
着
け
る
。

④
補
強
の
た
め
に
薄
美
濃
紙
で
裏
打
ち
を
し
て
お
く
。

以
上
の
工
程
で
清
書
を
終
え
再
現
図
の
白
描
が
完
成
し
た
。﹇
図
18
﹈

霞
は
こ
の
再
現
図
柄
が
完
成
し
た
後
に
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
の
現
状
模
写
作
品
の

上
に
重
ね
て
、
霞
の
形
、
位
置
、
面
積
を
決
め
て
い
く
。

（
二
）
本
画
作
成

﹇
ト
レ
ー
ス
﹈

現
状
模
写
を
行
っ
た
雁
皮
紙
を
再
現
図
柄
の
上
に
重
ね
、
下
か
ら
ラ
イ
ト
を
当
て

て
霞
に
隠
れ
る
部
分
を
描
き
入
れ
な
い
よ
う
に
注
意
し
な
が
ら
墨
線
で
写
し
取
る
。

﹇
彩
色
﹈

再
現
下
図
を
写
し
取
っ
た
本
紙
を
パ
ネ
ル
に
張
込
み
、
彩
色
を
行
っ
て
い
く
。
彩

色
の
手
順
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
の
現
状
模
写
の
制
作
工
程
に
準
じ
て
行
う
。

（
1
）
彩
色
1

①
地
塗
り
1

黄
土〈
黄
口
〉・焼
白
緑
〈
真
黒
〉。町
屋
部
分
と
船
鉾
を
避
け
、金
泥
の
下
地
と
し
て
塗
る
。

②
地
塗
り
2

金
泥
・
黄
土
〈
黄
口
〉・
生
臙
脂
末
。
町
屋
部
分
を
避
け
て
塗
る
。
ま
た
、
霞
部
分
は

金
泥
を
や
や
多
め
に
し
て
塗
る
。

③
町
屋
下
塗
り

胡
粉
・
焼
白
緑
〈
真
黒
〉。

④
町
屋
の
屋
根

﹇
黄
色
﹈
黄
土
〈
黄
口
〉・
黄
土
〈
淡
口
〉・
焼
白
緑
〈
真
黒
〉・
少
量
の
生
臙
脂
末
。 

﹇
臙
脂
色
﹈
黄
土
〈
黄
口
〉・
黄
土
〈
淡
口
〉・
焼
白
緑
〈
真
黒
〉・
生
臙
脂
末
。

オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
の
屋
根
を
観
察
す
る
と
黄
色
が
か
っ
た
も
の
と
、
臙
脂
色
が

か
っ
た
も
の
二
色
が
ほ
ぼ
交
互
に
並
ん
で
い
る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
で
使
用
さ
れ
る

絵
の
具
を
確
定
で
き
な
い
が
具
を
感
じ
る
の
で
、
質
感
が
近
づ
く
よ
う
に
こ
れ
ら
の

絵
の
具
を
混
色
し
使
用
す
る
。
ま
た
、
二
色
の
屋
根
の
並
び
方
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
部

分
か
ら
続
く
屋
根
の
色
か
ら
決
定
し
て
塗
っ
て
い
く
。　

40

国立歴史民俗博物館研究報告
第 180集　2014年 2月



⑤
壁

黄
土
〈
黄
口
〉・
黄
土
〈
淡
口
〉・
焼
白
緑
〈
真
黒
〉・
生
臙
脂
末
。

オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
を
観
察
す
る
と
、町
屋
の
壁
は
灰
色
が
か
っ
た
も
の
と
、黄
色
が

か
っ
た
も
の
が
ほ
ぼ
交
互
に
並
ん
で
い
る
。
し
か
し
、絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、ラ

ン
ダ
ム
に
変
化
が
つ
け
ら
れ
彩
色
さ
れ
て
い
る
。
再
現
で
も
適
宜
に
変
化
を
つ
け
て

彩
色
を
行
う
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
で
使
用
さ
れ
て
い
る
絵
の
具
は
特
定
で
き
な
い
が
、

狩
野
派
の
技
法
を
示
し
た
「
丹
青
指
南
」
に
よ
る
と
、
様
々
な
混
色
が
行
わ
れ
て
い

る
よ
う
な
の
で
こ
の
四
色
を
混
合
し
て
色
を
作
り
、
柱
部
分
を
避
け
塗
っ
て
い
く
。

⑥
柱
・
木
戸

黄
土
〈
黄
口
〉・
黄
土
〈
淡
口
〉・
焼
白
緑
〈
真
黒
〉。

オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
の
柱
は
壁
よ
り
も
薄
い
色
調
で
あ
る
。
胡
粉
の
割
合
が
多
い
の

で
あ
ろ
う
が
、胡
粉
を
多
く
使
用
す
る
と
鮮
や
か
に
な
り
す
ぎ
る
の
で
黄
土
〈
淡
口
〉

で
調
整
し
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
に
近
づ
け
る
。

⑦
塀

和
黄
土
・
焼
白
緑
〈
淡
口
〉・
焼
白
緑
〈
真
黒
〉。

隣
接
す
る
右
隻
第
一
扇
か
ら
繋
が
る
塀
で
あ
る
が
、右
隻
の
部
分
を
観
察
す
る
と
、

四
条
道
場
の
塀
の
色
に
良
く
似
て
い
る
の
で
参
考
に
す
る
。
た
だ
、
こ
ち
ら
の
方
が

濃
く
焼
け
て
い
る
の
で
少
し
濃
く
す
る
。

⑧
内
畳

松
葉
緑
青
十
一
番
・
焼
松
葉
緑
青
十
一
番
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
と
同
じ
。　
　

⑨
見
世
棚
・
商
品

焼
白
緑
〈
真
黒
〉・
黄
土
〈
黄
口
〉・
黄
土
〈
淡
口
〉・
生
臙
脂
末
・
胡
粉
。

こ
れ
ら
の
絵
の
具
を
混
合
し
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
習
っ
て
、
彩
色
す
る
。

（
2
）
墨
線
の
描
き
入
れ
1

彩
色
の
第
一
工
程
を
終
了
し
た
時
点
で
、
人
物
以
外
の
必
要
な
墨
線
を
描
き
起
こ

す
。
仕
上
が
り
を
意
識
し
て
丁
寧
に
進
め
る
。

（
3
）
彩
色
2

墨
線
の
上
か
ら
彩
色
さ
れ
て
い
る
部
分
に
、
彩
色
を
施
し
て
い
く
。
使
用
し
た
絵

の
具
と
共
に
工
程
を
示
す
。

①
物
の
下
地
・
肌

﹇
女
性
・
子
供
﹈
胡
粉
・
黄
土
〈
淡
口
〉・
焼
白
緑
〈
真
黒
〉。

﹇
男
性
﹈
黄
土
〈
淡
口
〉・
焼
白
緑
〈
真
黒
〉・
黄
土
〈
黄
口
〉。

オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
と
同
じ
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
肌
色
に
合
わ
せ
て
、
絵
の
具
を
混
色

し
、
使
用
す
る
。

②
船
鉾
下
地

黄
土
〈
淡
口
〉

オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
の
神
輿
や
鉾
と
同
様
に
鉾
舞
台
や
胴
、
車
輪
な
ど
に
は
胡
粉
下

地
を
施
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
下
地
に
は
胡
粉
で
は
鮮
や
か
す
ぎ
る
の
で
代
り
に

黄
土
〈
淡
口
〉
を
使
用
す
る
。

③
船
鉾
白
地

黄
土
〈
淡
口
〉・
焼
白
緑
〈
真
黒
〉。

本
来
は
胡
粉
を
使
用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
の
白
地
と
同

様
の
経
年
変
化
を
考
慮
し
て
、
胡
粉
で
は
な
く
上
汁
黄
土
と
焼
白
緑
を
混
色
し
、
彩

度
と
明
度
を
抑
え
た
色
調
に
す
る
。

④
人
物
着
物

﹇
赤
色
﹈
朱
・
紫
朱
。

﹇
臙
脂
色
﹈
朱
・
紫
朱
・
焼
白
緑
。

﹇
水
色
﹈
群
青
・
藍
。

﹇
緑
色
﹈
焼
緑
青
。

﹇
黄
褐
色
﹈
黄
土
〈
黄
口
〉・
朱
。

﹇
茶
色
﹈
朱
・
紫
朱
・
焼
白
緑
〈
真
黒
〉。

オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
同
様
に
、
微
妙
な
色
の
違
い
は
、
絵
の
具
の
混
合
の
割
合
で
調
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節
を
し
、
引
用
元
の
塗
り
方
を
見
な
が
ら
、
着
物
の
色
・
柄
を
塗
っ
て
い
く
。

⑤
町
屋
の
屋
根

﹇
紫
竹
﹈
紫
朱
。

﹇
緑
竹
﹈
焼
緑
青
・
焼
白
緑
。

﹇
石
﹈
焼
白
緑
〈
真
黒
〉。

オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
の
現
状
模
写
と
同
様
に
描
き
入
れ
て
い
く
。

⑥
鉾
の
下
塗
り
：
本
朱
〈
赤
口
〉・
古
代
朱
〈
淡
口
〉・
紫
朱
・
焼
白
緑
〈
真
黒
〉。

胡
粉
下
地
の
無
い
、
鉾
の
部
分
や
屋
根
、
柱
な
ど
に
は
朱
・
古
代
朱
・
紫
朱
を
混

合
し
て
下
塗
り
を
施
す
。

⑦
鉾

﹇
胴
掛
・
薄
紫
﹈
生
臙
脂
末
。

﹇
胴
掛
・
緑
﹈
焼
緑
青
十
二
番
。

﹇
胴
掛
・
朱
﹈
本
朱
〈
赤
口
〉・
古
代
朱
〈
淡
口
〉。

﹇
胴
掛
・
白
﹈
黄
土
〈
淡
口
〉。

﹇
車
輪
﹈
黄
土
〈
淡
口
〉・
焼
白
緑
〈
中
口
〉

オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
の
現
状
模
写
と
同
様
の
色
を
塗
っ
て
い
く
。　

  

⑧
樹
木
下
地

焼
白
緑
。

茶
色
に
焼
い
た
白
緑
で
全
体
に
ト
ー
ン
を
つ
け
る
。　
　

⑨
樹
木
・
草

焼
緑
青
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
と
同
じ
。

焼
き
加
減
を
変
え
色
味
の
異
な
る
焼
緑
青
を
混
合
し
て
近
づ
け
る
。　

⑩
武
者
装
束

紫
朱
・
古
代
朱
・
焼
群
青
・
胡
粉
。

オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
と
同
じ
よ
う
に
彩
色
を
行
う
が
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
の
現
状
模

写
よ
り
も
緑
色
の
鎧
を
着
け
た
武
者
が
多
い
。
緑
色
に
使
用
し
た
と
思
わ
れ
る
緑
青

に
つ
い
て
は
、
焼
き
加
減
で
濃
さ
に
変
化
を
つ
け
使
用
す
る
。

⑪
人
物
、
船
鉾
の
仕
上
げ

人
物
と
船
鉾
の
彩
色
が
終
了
し
た
ら
、
墨
に
て
丁
寧
に
線
を
描
く
。 

⑫
小
物
・
商
品

胡
粉
・
焼
白
緑
・
紫
朱
・
黄
土
な
ど
。

オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
と
同
様
に
、
質
感
や
色
調
を
合
わ
せ
使
用
す
る
。

⑬
金
泥
線

金
泥
を
用
い
、
鉾
の
胴
掛
、
鎧
な
ど
に
施
さ
れ
た
金
泥
線
を
描
き
入
れ
る
。

（
4
）
調
整 

オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
の
現
状
模
写
作
品
に
色
調
を
合
わ
せ
て
い
く
。
剥
落
な
ど
は
描

き
入
れ
な
い
に
し
て
も
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
の
よ
う
な
時
代
色
を
出
す
た
め
に
塗
り

む
ら
や
消
耗
し
た
感
じ
を
表
現
し
て
行
く
。
古
色
付
け
に
は
真
黒
に
焼
い
た
白
緑
の

上
澄
み
を
使
用
す
る
。
た
だ
し
、
暗
く
し
す
ぎ
る
と
明
る
く
戻
せ
な
い
の
で
、
少
し

ず
つ
注
意
し
な
が
ら
行
う
。
あ
る
程
度
の
調
子
が
揃
っ
て
き
た
ら
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
部

分
の
現
状
模
写
と
共
に
作
品
全
体
の
最
終
調
整
を
行
う
。  

こ
の
最
終
調
整
を
行
う
途
中
で
幸
い
な
こ
と
に
、
再
度
原
本
を
熟
覧
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
熟
覧
時
に
は
制
作
中
の
作
品
を
近
く
に
置
い
て
比
較
を
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
っ
た
。
こ
の
熟
覧
で
の
結
果
は
主
に
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

①
全
体
の
色
調
が
黄
味
が
か
っ
て
い
る
。

②
鉾
や
神
輿
な
ど
の
朱
色
の
色
調
が
合
っ
て
い
な
い
。

③
竹
林
な
ど
の
緑
青
や
緑
青
焼
け
の
調
子
が
合
っ
て
い
な
い
。

こ
れ
以
外
の
細
か
い
部
分
に
つ
い
て
も
記
録
を
取
り
、
修
正
を
行
う
。
上
記
の
三

点
を
合
わ
せ
て
い
く
た
め
に
、

①
黄
色
の
補
色
で
あ
る
紫
を
加
え
て
黄
色
味
を
抑
え
る
た
め
に
、
紫
土
色
末
や
棒
絵

の
具
の
藍
、
朱
の
上
澄
み
を
混
合
し
、
慎
重
に
施
し
て
い
く
。

②
古
代
朱
を
重
ね
、
色
調
を
落
ち
着
か
せ
る
。

③
緑
青
焼
け
に
は
焼
白
緑
〈
真
黒
〉
を
重
ね
、
美
し
い
緑
青
が
残
る
部
分
に
は
新
た
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に
描
き
加
え
る
。

④
細
部
に
つ
い
て
も
熟
覧
で
色
合
わ
せ
し
た
色
調
に
合
わ
せ
て
い
く
。

こ
れ
ら
の
作
業
を
行
い
、熟
覧
で
感
じ
た
印
象
に
近
づ
け
る
よ
う
に
調
整
を
行
い
、

以
上
で
完
成
し
た
。﹇
図
20
﹈

オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
の
現
状
模
写
と
併
せ
た
作
品
に
は
表
具
を
施
し
、
作
品
が
完
成

し
た
。﹇
図
21
﹈

ま
と
め

本
研
究
の
目
的
は
、「
洛
中
洛
外
図
歴
博
甲
本
右
隻
第
二
扇
」
を
研
究
対
象
に
し
て

後
補
部
分
の
図
柄
の
再
現
を
試
み
る
こ
と
に
よ
り
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
作
品
の
芸
術

性
の
回
復
の
可
能
性
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
作
成
す
る
再
現
図
は
た
だ
単
に

周
囲
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
の
図
柄
と
繋
が
り
、
そ
れ
ら
し
い
絵
を
作
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
、
描
か
れ
る
内
容
が
建
築
・
芸
能
・
服
飾
・
風
俗
・
商
業
な
ど
の
多
岐
に

渡
る
様
々
な
領
域
に
お
い
て
も
適
切
で
あ
り
、
屏
風
全
体
と
し
て
も
き
ち
ん
と
成
立

す
る
図
柄
を
導
き
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

類
似
作
品
や
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
か
ら
様
々
な
特
徴
を
読
み
取
り
、
再
現
に
必
要
と

思
わ
れ
え
る
モ
チ
ー
フ
の
分
類
を
行
い
、
数
を
調
べ
る
と
い
っ
た
調
査
を
行
う
こ
と

に
よ
り
、
制
作
当
初
に
描
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
図
に
近
い
再
現
図
を
客
観
的
に
導
き

出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
が
、
当
初
の
図
柄
が
存
在
し
な
い
ば
か
り
か
、
そ

の
内
容
に
つ
い
て
書
き
記
し
た
文
献
な
ど
の
資
料
も
分
か
ら
な
い
状
態
か
ら
始
ま
っ

た
研
究
は
大
変
な
作
業
で
あ
っ
た
。

こ
の
再
現
図
が
ど
れ
だ
け
制
作
当
初
の
図
柄
に
近
づ
け
る
か
ど
う
か
は
、
い
か
に

客
観
的
に
適
切
な
推
測
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
が
、
後

補
部
分
は
あ
く
ま
で
も
屏
風
全
体
の
中
の
一
部
で
あ
り
、
周
囲
と
の
関
係
が
あ
っ
て

存
在
す
る
。
作
者
は
何
ら
か
の
目
的
、
意
思
を
持
っ
て
制
作
し
た
訳
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
作
品
を
よ
り
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
加
え
て
作
者
が
意
識
し
て
い
な
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図20　後補部分の再現図

図
21　
「
洛
中
洛
外
図
屏
風
歴
博
甲
本
第
二
扇
」に
つ
い
て
の

　
　
　

オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
の
現
状
模
写
及
び
後
補
部
分
の
再
現
図



い
癖
ま
で
も
読
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
を
良
く
観
察
す
る
と
人
物
や
樹
木
な
ど
で
よ
く
似
た
表
現
は
あ

る
も
の
の
、
全
く
同
じ
も
の
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
再
現
図
の

中
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
と
同
じ
も
の
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
難
く
、

細
部
の
表
現
に
つ
い
て
も
新
た
な
も
の
を
再
現
し
て
描
き
入
れ
る
こ
と
が
本
来
は
望

ま
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
新
し
い
も
の
を
作
り
出
す
と
い
う
こ
と
は
ど
れ

だ
け
裏
付
け
を
取
っ
た
と
し
て
も
客
観
性
に
欠
け
、
主
観
を
強
め
て
し
ま
う
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
を
避
け
る
た
め
に　

も
可
能
な
限
り
、
あ
え
て
オ
リ
ジ

ナ
ル
部
分
よ
り
引
用
す
る
こ
と
に
し
た
。

船
鉾
の
よ
う
に
描
き
入
れ
る
必
要
は
あ
る
が
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
よ
り
の
引
用
が

不
可
能
な
も
の
に
つ
い
て
は
類
似
作
品
や
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
を
参
考
に
し
た
上
で
、

で
き
る
だ
け
の
客
観
性
を
持
っ
て
新
た
に
作
り
出
す
こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
再
現
を

す
る
上
で
特
徴
を
似
せ
る
手
助
け
と
な
る
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
て
も
、
描
き
入

れ
る
根
拠
に
欠
け
る
も
の
は
描
き
入
れ
な
い
よ
う
に
し
た
。

こ
の
よ
う
な
再
現
図
を
制
作
し
て
い
く
作
業
に
は
画
家
と
し
て
の
経
験
、
技
術
や

感
性
が
必
要
で
あ
る
が
、
画
家
と
し
て
の
感
覚
を
頼
り
に
し
て
し
ま
う
と
、
綿
密
な

調
査
を
行
う
こ
と
な
く
再
現
図
を
作
り
出
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。
本
研
究
で

は
自
由
な
立
場
で
行
っ
て
き
た
が
、
再
現
に
際
し
て
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
尊
重
し
、
出

来
る
限
り
客
観
性
を
持
っ
て
作
業
を
進
め
る
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。ま
た
、客
観
的
に
行
お
う
と
す
る
あ
ま
り
に
調
査
し
た
デ
ー

タ
に
頼
り
す
ぎ
て
し
ま
う
と
、
返
っ
て
そ
れ
が
真
実
で
あ
る
と
い
う
誤
解
を
与
え
て

し
ま
う
危
険
性
も
あ
る
。

描
き
入
れ
る
必
然
性
が
あ
る
モ
チ
ー
フ
の
中
で
も
選
択
肢
に
は
幅
が
あ
り
、
た
だ

一
つ
の
選
択
し
か
な
い
も
の
か
ら
、
複
数
の
選
択
肢
が
あ
る
も
の
、
部
分
の
組
み
合

わ
せ
に
よ
り
さ
ら
に
選
択
肢
が
増
え
て
し
ま
う
も
の
も
あ
る
。
複
数
の
選
択
肢
の
中

か
ら
一
つ
を
選
ぶ
場
合
、
統
計
結
果
を
参
考
に
し
て
可
能
性
の
高
い
も
の
か
ら
選
択

を
す
る
よ
う
に
努
め
た
が
、そ
の
最
終
決
定
は
主
観
に
拠
っ
て
し
ま
う
の
は
否
め
ず
、

つ
ま
り
、
再
現
図
に
は
当
然
複
数
の
可
能
性
が
あ
り
、
今
回
作
成
し
た
再
現
図
は
そ

の
可
能
性
の
あ
る
中
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
再
現
図
に
よ
り
作
品
全
体
と
し
て
の
芸
術
性
を
回
復
出
来
た
か
ど

う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
仮
に
現
在
の
後
補
部
分
を
再
現
図
に
置
き
換
え
て
両
隻

を
並
べ
て
全
体
的
に
見
た
場
合
、
以
前
の
後
補
部
分
が
あ
る
も
の
よ
り
も
作
品
と
し

て
見
易
く
な
っ
た
と
考
え
る
。
そ
れ
は
再
現
図
の
内
容
が
芸
術
的
な
価
値
が
高
い
と

い
う
も
の
で
は
な
く
、あ
く
ま
で
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
と
の
自
然
な
繋
が
り
を
考
え
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
特
徴
に
合
わ
せ
、
突
出
す
る
こ
と
の
無
い
よ
う
に
心
掛
け
て
き
た
結

果
で
あ
る
。

当
時
の
個
人
研
究
で
は
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
工
程
に
お
い
て
研
究
を

進
め
る
の
が
精
一
杯
で
あ
っ
た
。
細
か
い
部
分
に
つ
い
て
は
ま
だ
検
討
の
余
地
が
あ

り
、
各
分
野
の
専
門
家
の
意
見
を
仰
ぎ
、
修
正
す
べ
き
箇
所
も
あ
ろ
う
か
と
想
定
し

て
い
た
が
、
実
際
に
今
回
の
総
合
研
究
に
お
い
て
、
新
た
な
追
加
事
項
が
見
出
さ
れ

た
。
そ
れ
は
夏
の
行
事
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
「
印
地
打
ち
」
で
あ
る
。
当
時
、
月

次
風
俗
図
や
祭
礼
図
に
つ
い
て
も
調
べ
た
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、こ
の
「
印
地
打
ち
」

に
つ
い
て
は
抜
け
て
お
り
、
欠
損
部
分
の
中
に
描
き
込
ま
れ
る
べ
き
行
事
で
あ
っ
た

と
の
指
摘
が
小
島
教
授
よ
り
あ
っ
た
。
今
回
の
総
合
研
究
に
て
制
作
さ
れ
て
復
元
複

製
図
の
中
に
は
船
鉾
の
左
手
、
烏
丸
通
り
の
上
に
東
博
模
本
の
「
印
地
打
ち
」
を
参

考
に
描
き
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
「
印
地
打
ち
」
の
描
き
入
れ
に
伴
い
変
更
さ
れ
た
部
分
と
、
デ
ジ
タ
ル
復
元

図
が
実
際
の
屏
風
装
に
仕
立
て
ら
れ
た
上
で
生
じ
た
齟
齬
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。

﹇「
印
地
打
ち
」
の
描
き
入
れ
に
伴
う
再
現
人
物
の
変
更
に
つ
い
て
﹈

印
地
打
ち
の
子
供
達
を
配
置
す
る
場
所
に
つ
い
て
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。
①
室
町

通 
②
烏
丸
通 

③
四
条
通 

④
四
条
坊
門
通
の
四
つ
の
通
り
の
中
で
描
き
入
れ
が
可
能

な
通
り
を
考
え
た
と
こ
ろ
、
③
四
条
通
は
祇
園
祭
り
の
山
鉾
巡
行
で
既
に
通
り
は
埋

ま
っ
て
い
る
こ
と
。
①
室
町
通
に
は
原
本
に
残
る
人
物
の
足
な
ど
か
ら
考
慮
し
て
、
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印
地
打
ち
を
し
て
い
る
行
動
を
と
る
人
物
が
入
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
あ

る
程
度
の
面
積
を
有
し
、
描
き
入
れ
が
可
能
と
な
る
の
は
②
烏
丸
通
と
④
四
条
坊
門

通
が
考
え
ら
れ
る
。
近
く
に
描
か
れ
る
山
鉾
巡
行
が
縦
構
図
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と

よ
り
、
絵
画
的
な
見
地
か
ら
見
て
も
、
横
構
図
に
て
描
か
れ
る
こ
と
が
相
応
し
い
と

思
わ
れ
る
。
参
考
と
し
た
東
博
模
本
も
横
構
図
で
あ
る
こ
と
よ
り
、
②
烏
丸
通
へ
配

置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
作
図
に
つ
い
て
は
阪
野
智
啓
氏
の
報
告
を
参
考
に
し
て

頂
き
た
い
。

烏
丸
通
に
配
置
す
る
と
し
て
、
山
鉾
巡
行
か
ら
あ
る
程
度
の
距
離
を
取
っ
た
上
で

の
配
置
と
な
り
、
前
述
の
﹇
図
18
再
現
図
﹈、﹇
表
11
再
現
人
物
詳
細
﹈
に
お
い
て
、

31
後
方
を
振
り
返
る
男
性
、
32
後
方
を
振
り
返
る
男
性
、
33
走
る
男
性
、
34
走
る
男

性
、
35
年
配
の
女
性
、
36
女
性
、
37
子
供
の
手
を
引
く
女
性
、
38
子
供
の
合
計
八
人

が
印
地
打
ち
を
す
る
十
一
人
の
子
供
達
へ
と
変
更
さ
れ
た
。

ま
た
、
24
の
荷
物
を
持
ち
歩
く
男
性
は
そ
の
様
子
を
見
て
驚
く
武
士
二
人
へ
と
変

更
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

﹇
隣
接
す
る
右
隻
第
一
扇
と
の
繋
が
り
に
つ
い
て
﹈

デ
ジ
タ
ル
復
元
時
に
生
じ
た
、
隣
接
す
る
右
隻
第
一
扇
と
の
繋
が
り
の
齟
齬
の
原
因

つ
い
て
以
下
の
二
点
と
考
え
る
。

当
時
、
欠
損
部
分
の
再
現
を
行
う
に
あ
た
り
使
用
し
た
写
真
は
修
理
前
に
撮
ら
れ

た
ポ
ジ
フ
ィ
ル
ム
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
原
寸
大
に
拡
大
し
た
写
真
を
下
図
と
し
、
作

業
を
進
め
た
。
こ
の
拡
大
時
に
は
原
本
を
直
接
に
測
る
と
い
う
こ
と
が
不
可
能
だ
っ

た
た
め
に
、
場
所
ご
と
に
調
整
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
若
干
の
誤
差
が
生
ま
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
一
点
。

も
う
一
つ
の
要
因
は
各
扇
の
間
隔
が
制
作
当
初
の
寸
法
よ
り
縮
ま
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
原
本
自
体
は
幾
度
か
に
渡
る
修
理
の
過
程
で
寸
法
が
小
さ

く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
間
隔
を
補
う
た
め
に
、
修
復
前
の
屏
風
は
各
扇
ご

と
に
縁
が
廻
さ
れ
、
間
隔
が
保
た
れ
て
い
た
が
、
平
成
九
年
の
修
理
時
に
、
縁
は
外

さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
現
状
で
も
あ
る
程
度
の
間
隔
は
作
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
制
作

当
初
に
比
べ
る
と
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
は
短
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
よ
っ
て
、こ
の
間
隔
を
考
慮
し
て
町
屋
を
再
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
二
点
を
鑑
み
、修
正
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
以
下
に
あ
げ
る
。

（
29
）
屋
根
の
棟
、
上
部
部
分
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
が
残
っ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
に

合
わ
せ
れ
ば
良
か
っ
た
が
、
軒
ま
で
の
長
さ
が
少
し
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

（
12
）
棟
の
高
さ
が
全
く
合
っ
て
い
な
い
。
軒
、地
面
と
の
接
地
部
分
共
に
上
に
す
べ

き
で
あ
っ
た
。

（
37
）　
（
38
）
の
竹
材
が
紫
で
あ
れ
ば
、こ
の
屋
根
の
竹
材
は
緑
色
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

に
伴
い
、
こ
の
町
屋
ユ
ニ
ッ
ト
全
体
の
屋
根
の
配
色
も
検
討
し
直
す
べ
き
だ
っ
た
。

（
38
）
隣
接
す
る
第
一
扇
の
屋
根
の
竹
材
が
紫
で
あ
っ
た
の
で
、本
来
は
紫
に
す
べ
き

で
あ
っ
た
。

（
22
）
隣
接
す
る
第
一
扇
の
町
屋
は
入
口
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
入
口
と
、軒
下
に

下
が
る
板
材
を
考
慮
し
て
検
討
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
今
後
も
新
た
な
研
究
に
よ
り
修
正
さ
れ
る
箇
所
も
出
て
く
る
で
あ
ろ

う
が
、
制
作
当
初
の
図
柄
が
無
い
以
上
、
ど
こ
ま
で
近
づ
け
た
か
を
確
か
め
る
こ
と

は
出
来
な
い
が
、
一
つ
の
作
例
と
し
て
学
術
的
に
も
誤
り
の
少
な
い
再
現
図
が
出
来

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
研
究
は
画
家
と
し
て
の
目
か
ら
研
究
対
象
を
捕
ら
え
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
部
分
の
現

状
模
写
や
後
補
部
分
の
再
現
に
も
制
作
当
時
の
技
法
や
材
料
を
推
測
し
て
、
実
際
に

日
本
画
で
描
く
と
い
う
こ
と
を
伴
う
方
法
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
実
際
の
制
作
を

伴
う
研
究
方
法
は
時
間
や
手
間
が
か
か
っ
て
し
ま
う
が
、
芸
術
大
学
と
い
っ
た
実
技

系
の
学
科
の
特
徴
を
活
か
す
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
あ
り
、
有
効
な
方
法
で
あ
る
と

考
え
る
。

今
回
の
総
合
研
究
の
よ
う
に
、
実
技
系
の
専
門
家
と
各
分
野
の
研
究
者
、
そ
れ
ぞ

れ
の
得
意
分
野
の
能
力
が
融
合
す
る
こ
と
で
こ
れ
ま
で
に
な
い
大
き
な
成
果
が
あ
げ

ら
れ
る
も
の
と
、
今
後
も
期
待
し
た
い
。
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註（
1
）　
「
日
本
文
化
の
歴
史
（
6
）
南
北
朝
･
室
町
」
一
九
八
〇
年　

小
学
館　

巻
末
綴
込
み
地
図
、

『
室
町
時
代
後
期
の
京
都
市
街
と
そ
の
周
辺
』

（
2
）　
「
洛
中
洛
外
図
大
観　

町
田
家
旧
蔵
本
」　

一
九
八
七
年　

小
学
館　

貼
り
紙
一
覧
・
建
築
名

称
よ
り  

（
3
）　

中
西
徹
「
う
だ
つ
」（
一
九
九
〇
年　

二
瓶
社
）
よ
り

（
4
）　
「
日
本
人
の
す
ま
い
」（
一
九
八
三
年　

彰
国
社
）
よ
り

（
5
）　
「
月
次
祭
礼
図
（
模
本
）」
紙
本
墨
画
淡
彩　

六
幅　

東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
。
六
曲
屏
風
の

片
双
部
分
の
模
写
で
、
包
み
袋
に
「
洛
中
洛
外
図　

土
佐
光
信 

筆
」
と
あ
る
。
春
か
ら
夏
の

風
景
を
描
く
中
世
的
色
合
い
の
濃
い
作
品
。
原
図
は
一
五
世
紀
と
思
わ
れ
る
。

（
6
）　
「
八
坂
神
社
」
一
九
九
七
年　

学
生
よ
り

（
7
）　

博
士
論
文
の
中
で
、
欠
損
部
分
の
調
査
、
分
析
を
行
っ
た
が
、
そ
の
中
で
甲
本
全
て
に
描
か

れ
る
霞
部
分
を
抽
出
し
、
面
積
を
調
べ
た
、
今
回
の
報
告
書
で
は
割
愛
す
る
。

「
近
世
風
俗
図
譜　

一　

年
中
行
事
」
一
九
八
三
年　

小
学
館

「
近
世
風
俗
図
譜　

三　

洛
中
洛
外
（
一
）」
一
九
八
三
年　

小
学
館

「
近
世
風
俗
図
譜　

四　

洛
中
洛
外
（
二
）」
一
九
八
三
年　

小
学
館

「
近
世
風
俗
図
譜　

八　

祭
礼
（
一
）」
一
九
八
三
年　

小
学
館

「
日
本
屏
風
絵
集
成
一
一
巻　

風
俗
画　

洛
中
洛
外
」
一
九
九
七
年　

講
談
社

「
日
本
屏
風
絵
集
成
一
三
巻　

風
俗
画　

祭
礼
・
歌
舞
」
一
九
九
七
年　

講
談
社

「
日
本
文
化
の
歴
史
（
六
）
南
北
朝
・
室
町
」
一
九
八
〇
年　

小
学
館

「
日
本
の
美
術
一
〇　

第
三
四
一
号　

町
人
と
服
飾
」
一
九
九
四
年　

至
文
堂

「
日
本
の
美
術
四　

第
一
六
七
号　

町
屋
と
町
並
み
」
一
九
八
〇
年　

至
文
堂

「
洛
中
洛
外
図
」
一
九
九
七
年　

京
都
国
立
博
物
館

「
洛
中
洛
外
図
大
観
」
一
九
八
七
年　

小
学
館

水
藤
真
「
絵
画
・
木
札
・
石
造
物
に
中
世
を
読
む
」
一
九
九
四
年　

吉
川
弘
文
館

「
八
坂
神
社
」
一
九
九
七
年　

学
生
社

所
功
「
京
都
の
三
大
祭
」
一
九
九
七
年　

二
瓶
社

「
図
説　

京
都
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
一
九
九
四
年　

河
出
書
房
新
社

小
澤
弘
・
川
嶋
将
生
「
図
説　

上
杉
本
洛
中
洛
外
図
屏
風
を
見
る
」
一
九
九
四
年　

河
出
書
房
新
社

「
日
本
人
の
す
ま
い
」
一
九
八
三
年　

彰
国
社

「
日
本
職
人
史
（
一
）
職
人
の
誕
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Japanese paintings on fragile materials such as paper and silk have been restored periodically to be handed 

down to today’s generation. While passed down, however, many of them have been not only restored but also giv-

en alterations. In the present restoration works, some of such alterations are removed while others are not. Even 

when it is obvious that some alterations were given, they are sometimes left as they were. This is for fear that re-

moving alterations may significantly change the impression of the work or for a reason that the alterations them-

selves should be valuable as historical materials.

The present article covers the second panel of the right-hand screen of a pair of Folding Screens of Rekihaku 

A Version of Scenes In and Around Kyoto （Rakuchu-Rakugai-Zu）. The panel has a large trapezoid of damaged 

area that has been revised so drastically in terms of technique, depiction, and style as to affect the appreciation. 

However, the alteration to the damaged area was left as it had been when the folding screens were restored in 

1997. This study is aimed at reproducing the original image of the damaged area to confirm the possibility of re-

storing artistry.

The reproduction work started with investigating the original part and copying the present image. Similar con-

temporary works such as Tohaku Replica in the possession of the Tokyo National Museum, Rekihaku B Version 

of the National Museum of Japanese History, and Uesugi Version of the Yonezawa City Uesugi Museum were also 

studied in terms of architectures, entertainment activities, costumes, customs, business practices, and other view-

points. The study was conducted in a more objective manner, using the author’s experience as a painter to create 

and reproduce art works.

This reproduced image was completed by drawing and coloring a picture in the copied image of the present 

version in a way similar to the original painting. The lack of the original design makes it impossible to confirm 

how similar the reproduction is to the original painting, but it is considered that the reproduction can provide an 

example that fills an academic gap between the original and present paintings.

Keywords: Replacement, Copy, Reproduction, Funehoko Festival Car, Artistry restoration 

Reproduction of the Damaged Area on the Second Panel of the Right-hand Screen of a 
Pair of Folding Screens of Scenes In and Around Kyoto (Rekihaku A Version)
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