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は
じ
め
に

こ
こ
に
と
り
上
げ
る
の
は
、
か
つ
て
は
「
免
税
踊
図
」
（
．
．
D
a
n
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i
n
g
i
n

C
e
－
e
b
r
a
t
i
O
n
O
【
T
a
舛
R
e
m
i
s
s
i
O
n
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一
）
　
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
た
六
曲
一
隻
の
中

屏
風
（
図
1
）
で
あ
る
。
こ
の
風
変
わ
り
な
名
称
は
、
「
慶
長
　
免
税
踊
」
と
い

う
付
箋
が
、
屏
風
の
裏
に
貼
っ
て
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
の
よ
う
だ

が
、
武
田
恒
夫
氏
が
、
一
九
六
九
年
の
　
『
在
外
秘
宝
　
障
屏
画
・
琳
派
・
文
人

画
』
の
「
洛
中
風
俗
図
」
解
説
で
、
屏
風
の
左
側
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
「
免
税

踊
」
－
－
－
－
「
秋
の
収
穫
に
対
す
る
年
貢
御
免
の
報
恩
の
た
め
に
、
農
民
た
ち

が
催
し
た
赦
免
地
踊
」
　
で
は
な
く
、
十
六
世
紀
に
京
中
で
大
流
行
し
た
「
風
流

踊
」
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
以
降
、
「
洛
中
風
俗
図
」
と
か
「
洛
中
風
流
踊
図
」

の
名
に
改
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
一
九
八
七
年
の
　
『
秘
蔵
浮
世
絵
大
観
　
第

一
巻
　
大
英
博
物
館
Ⅰ
』
　
で
は
、
「
洛
中
邸
内
風
流
踊
図
屏
風
」
　
（
．
．
D
a
n
c
i
n
g

S
c
e
n
e
a
t
a
ぞ
O
t
O
E
s
t
a
t
e
J
の
名
称
が
採
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
「
邸
内
」
を

加
え
る
こ
と
で
、
野
外
に
お
け
る
風
流
踊
を
描
い
た
作
品
と
区
別
し
た
た
め
と

■

■

■

－

′

本
　
桂
　
子

思
わ
れ
る
。
そ
し
て
一
九
九
二
年
の
　
『
秘
蔵
日
本
美
術
大
観
　
第
一
巻
　
大
英

博
物
館
』
　
や
一
九
九
六
年
に
千
葉
市
立
美
術
館
・
福
島
県
立
美
術
館
・
名
古
屋

市
立
博
物
館
・
宮
崎
県
立
美
術
館
を
巡
回
し
て
開
催
さ
れ
た
「
大
英
博
物
館

肉
筆
浮
世
絵
名
品
展
」
の
図
録
に
お
い
て
も
こ
の
呼
び
名
が
継
承
さ
れ
て
い
る
。
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さ
て
、
十
六
世
紀
の
京
都
で
は
、
町
衆
や
公
家
や
武
家
の
張
行
す
る
風
流
胸

が
大
流
行
し
、
さ
ま
ざ
ま
に
趣
向
を
凝
ら
し
た
踊
り
の
集
団
が
、
公
武
の
邸
や

将
軍
邸
か
ら
内
裏
に
ま
で
押
し
か
け
て
互
い
に
踊
り
を
掛
け
合
う
と
い
う
情
景

が
日
常
的
に
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
。
狩
野
長
信
の
花
下
遊
楽
図
や
神
戸
市
立

博
物
館
と
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
の
花
下
遊
楽
図
は
、
こ
の
風
流
踊
を
描
い
た
作

品
と
し
て
有
名
だ
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
野
外
に
お
け
る
風
流
踊
を
描
い
た

も
の
で
、
『
言
継
卿
記
』
等
の
文
献
史
料
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
、
公
武
の
屋

敷
に
参
入
し
た
風
流
踊
を
描
い
た
作
例
は
、
実
は
こ
の
屏
風
以
外
に
は
知
ら
れ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
本
屏
風
　
（
以
下
本
論
中
で
は
　
「
大
英
本
」

と
呼
ぶ
）
　
は
、
芸
能
史
研
究
の
側
か
ら
も
お
お
い
に
注
目
さ
れ
、
こ
れ
を
絵
画



資
料
と
し
て
使
っ
て
、
当
時
の
風
流
踊
の
芸
態
や
装
束
・
扮
装
を
読
み
解
こ
う

と
い
う
研
究
も
出
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
美
術
史
か
ら
の
　
「
大
英
本
」
　
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
海
外

に
あ
る
作
品
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
作
品
の
紹
介
と
解
説
に
と
ど
ま
り
、

個
別
の
踏
み
込
ん
だ
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
　
（
こ
れ
ま
で
の
　
「
大

英
本
」
に
関
す
る
主
な
解
説
・
言
及
等
は
、
文
献
リ
ス
ト
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。

筆
者
は
一
九
九
四
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
の
S
O
A
S

（
S
c
h
0
0
－
0
r
O
r
i
e
n
t
a
－
軒
と
甲
i
c
a
n
S
t
u
d
i
e
s
）
　
に
滞
在
し
た
が
、
そ
の
折
に

毎
週
通
っ
た
大
英
博
物
館
で
本
屏
風
を
詳
し
く
調
査
さ
せ
て
頂
く
機
会
を
持
っ

た
。
そ
し
て
一
九
九
四
年
秋
の
S
O
A
S
の
研
究
会
で
一
度
こ
の
屏
風
に
つ
い

て
口
頭
発
表
し
た
こ
と
が
あ
り
、
制
作
年
代
や
筆
者
問
題
に
つ
い
て
も
若
干
言

及
し
た
。
帰
国
後
も
う
少
し
詰
め
て
発
表
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
間
に
は
や
十

数
年
の
歳
月
が
流
れ
て
し
ま
っ
た
。

落
款
も
印
章
も
な
い
屏
風
で
は
あ
る
が
、
武
家
衆
の
警
護
す
る
な
か
、
三
棟

の
立
派
な
御
殿
の
縁
で
風
流
廟
を
見
物
す
る
男
女
は
、
ど
う
み
て
も
皇
族
の
男

女
と
し
か
見
え
ず
何
ら
か
の
歴
史
的
出
来
事
を
伝
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。

ま
た
、
本
図
の
作
風
や
構
図
は
、
狩
野
孝
信
筆
と
さ
れ
る
洛
中
洛
外
図
屏
風
　
（
吉

川
観
方
旧
蔵
、
福
岡
市
博
物
館
蔵
）
　
（
図
2
）
　
に
き
わ
め
て
近
く
、
そ
の
影
響

下
に
あ
っ
た
狩
野
派
系
の
絵
師
の
作
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。
こ
の
考
え
は

今
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
小
論
で
は
、
こ
の
屏
風
に
つ
い
て
、
筆

者
が
十
五
年
前
か
ら
考
え
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
い
と
思
う
。

一
、
屏
風
の
概
要

ま
ず
本
屏
風
の
形
状
と
外
観
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。
「
大
英
本
」

は
、
竪
が
一
〇
三
・
一
セ
ン
チ
、
横
二
八
〇
・
二
セ
ン
チ
の
金
地
濃
彩
の
中
屏
風

で
、
地
面
と
雲
に
は
三
寸
（
十
セ
ン
チ
余
り
）
角
の
、
幾
分
小
ぶ
り
な
金
箔
を

押
し
て
い
る
。
本
紙
の
縁
周
り
は
、
桜
や
牡
丹
・
萩
な
ど
の
植
物
の
花
や
葉
を

「
縫
い
　
（
刺
繍
）
」
で
浮
き
上
が
ら
せ
た
豪
華
な
仕
立
て
で
、
黒
漆
の
屏
風
枠
に

は
「
丸
に
抱
き
沢
潟
」
紋
の
金
具
が
打
っ
て
あ
る
。
こ
の
紋
を
使
っ
た
家
門
と

し
て
は
、
下
総
・
結
城
藩
七
万
八
千
石
の
大
名
水
野
氏
以
下
二
十
数
家
が
知
ら

れ
て
い
る
が
、
ど
こ
と
特
定
で
き
る
材
料
は
な
く
、
今
は
あ
る
時
期
の
　
「
大
英

本
」
　
の
所
蔵
者
の
紋
と
し
て
記
録
し
て
お
く
に
と
ど
め
る
。
な
お
、
大
英
博
物

館
の
館
蔵
に
な
っ
た
の
は
一
九
六
一
年
と
比
較
的
新
し
い
が
、
入
手
経
路
や
伝

歴
等
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。

図
様
は
、
向
か
っ
て
左
半
分
に
、
さ
る
洛
中
の
邸
内
　
　
－
　
　
私
は
後
で
述
べ

る
理
由
で
、
内
裏
の
紫
辰
殿
の
南
庭
の
つ
も
り
で
描
い
て
い
る
と
思
う
が
　
－

で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
盛
大
な
風
流
踊
と
そ
れ
を
見
物
す
る
貴
購
男
女
を
と

ら
え
　
（
図
3
）
、
右
半
分
に
は
、
二
階
建
て
の
商
家
や
町
家
が
軒
を
連
ね
る
洛

中
の
街
並
み
と
往
来
を
行
く
人
々
を
措
い
て
い
る
　
（
図
4
）
。
上
京
下
京
の
洛

内
と
洛
外
の
東
山
・
北
山
・
西
山
を
く
ま
な
く
パ
ノ
ラ
マ
的
に
描
い
た
通
常
の

洛
中
洛
外
図
と
は
ち
が
っ
て
、
内
裏
の
一
角
と
商
家
の
並
び
の
み
を
取
り
出
し

た
洛
中
洛
外
図
の
一
変
奏
、
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
版
と
で
も
言
う
べ
き
体
裁
と
な
っ

て
い
る
。
現
在
は
こ
の
六
曲
一
隻
し
か
伝
わ
ら
な
い
が
、
構
図
か
ら
見
て
、
当

初
は
右
に
続
く
も
う
片
隻
が
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
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二
、
「
大
英
本
」
　
の
主
題

「
大
英
本
」
　
の
主
題
は
な
ん
と
い
っ
て
も
左
半
分
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る

華
麗
な
風
流
踊
　
（
図
5
）
　
で
あ
る
。
こ
う
し
た
芸
能
を
高
貴
な
人
々
が
見
物
す

る
と
い
う
図
式
は
、
観
能
図
　
（
神
戸
市
立
博
物
館
）
　
や
花
下
遊
楽
図
　
（
東
京
国

立
博
物
館
）
、
阿
国
歌
舞
伎
図
　
（
京
都
国
立
博
物
館
）
　
に
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ

だ
が
、
「
大
英
本
」
　
の
特
徴
は
、
左
半
分
の
風
流
踊
と
右
半
分
の
商
家
の
町
並

み
が
等
分
の
比
重
で
措
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
左
の
風

流
踊
の
集
団
が
、
右
側
の
商
家
や
往
来
人
と
深
い
関
わ
り
が
あ
る
、
つ
ま
り
町

衆
の
組
織
し
た
踊
り
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
風
流
踊
は
、
正
月
や
孟
蘭
盆
会
の
芸
能
と
し
て
発
生
し
た

も
の
で
、
鉦
や
笛
・
鼓
・
太
鼓
な
ど
の
拍
子
物
に
あ
わ
せ
て
、
仮
装
し
た
り
、

風
流
の
造
り
物
を
身
に
つ
け
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
に
趣
向
を
凝
ら
し
た
出
で
立

ち
の
男
女
が
集
団
で
踊
躍
す
る
踊
り
で
あ
る
。
村
山
修
一
・
小
笠
原
恭
子
・
守

屋
毅
・
山
路
興
造
・
河
内
将
芳
民
ら
の
諸
研
究
に
拠
れ
ば
、
風
流
踊
は
、
京
都

で
は
十
五
世
紀
後
半
か
ら
姿
を
見
せ
始
め
、
十
六
世
紀
に
入
る
と
武
家
衆
、
公

家
衆
、
町
衆
が
そ
れ
ぞ
れ
に
踊
り
の
集
団
を
組
織
し
て
、
互
い
に
近
隣
の
町
々

や
公
武
の
邸
に
踊
り
を
懸
け
た
り
返
し
た
り
し
あ
う
と
い
う
盛
況
ぶ
り
で
あ
っ

た
。
現
存
最
古
の
洛
中
洛
外
図
で
あ
る
旧
町
田
家
本
　
（
図
6
）
　
や
狩
野
永
徳
原

画
と
い
う
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
模
本
本
　
（
図
7
）
、
永
徳
筆
の
上
杉
本
　
（
図

8
）
　
と
い
っ
た
初
期
の
洛
中
洛
外
図
屏
風
に
、
揃
い
の
笠
や
衣
装
を
身
に
纏
っ

た
人
々
が
辻
に
出
て
、
磯
子
の
ま
わ
り
で
躍
っ
て
い
る
風
流
踊
の
場
面
が
措
か

れ
る
の
は
、
そ
う
し
た
流
行
の
世
相
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。

い
ま
本
屏
風
の
風
流
踊
を
見
る
と
、
踊
り
の
集
団
は
前
掲
十
六
世
紀
の
洛

中
洛
外
図
屏
風
に
措
か
れ
た
風
流
踊
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
大
規
模

な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
今
踊
り
の
輪
に
加
わ
っ
て
い
る
人
数
を
数
え
て
み
る

と
、
自
推
に
腰
巻
・
前
掛
け
姿
の
揃
い
の
装
束
を
着
た
「
外
踊
り
衆
」
（
図
9
）

が
二
十
五
人
、
思
い
思
い
の
華
美
な
衣
装
を
身
に
纏
っ
た
「
中
踊
り
衆
」
（
図

1
0
）
が
四
十
人
と
、
総
勢
六
十
五
人
も
の
大
集
団
と
な
っ
て
い
る
。
「
中
踊
り
衆
」

の
中
に
は
、
聯
子
方
と
し
て
太
鼓
を
打
つ
者
が
三
組
六
人
（
図
1
1
）
、
鼓
が
五

人
、
笛
が
二
人
い
る
ほ
か
、
白
布
で
覆
面
し
小
ぶ
り
な
南
蛮
笠
を
持
っ
て
跳
ね

る
者
（
図
1

2
）
、
瓢
箪
を
腰
に
つ
け
御
幣
を
振
っ
て
踊
る
者
（
図
1

3
）
、
切
立
烏

帽
子
を
被
り
紅
い
羽
織
を
着
て
団
扇
を
手
に
躍
る
者
、
カ
ル
サ
ン
を
履
き
南
蛮

人
の
仮
装
を
し
た
者
（
図
1
4
）
な
ど
が
混
じ
っ
て
い
る
。
「
外
踊
り
衆
」
が
揃

い
の
衣
装
を
着
け
同
じ
身
振
り
で
踊
る
の
に
対
し
て
、
「
中
踊
り
衆
」
は
衣
装

も
踊
り
方
に
も
拘
束
が
な
い
よ
う
で
、
各
人
が
思
い
思
い
の
小
袖
を
着
、
金
の

団
扇
を
持
っ
て
実
に
楽
し
げ
に
自
由
に
跳
ね
回
っ
て
い
る
。
風
流
踊
の
踊
り
手

は
、
色
と
り
ど
り
の
華
や
か
な
衣
装
ゆ
え
に
女
性
と
思
い
が
ち
だ
が
、
嚇
子
方

と
仮
装
人
は
全
員
男
性
で
あ
り
、
外
踊
り
・
中
踊
り
衆
に
も
髭
を
蓄
え
た
男
性

が
多
数
い
て
、
男
女
混
成
の
舞
踊
集
団
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
に
し

て
も
何
と
い
う
豪
華
な
出
で
立
ち
の
風
流
踊
で
あ
ろ
う
。
画
家
は
、
衣
装
の
文

様
に
金
泥
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
て
、
金
銀
金
欄
鍛
子
唐
織
紅
梅
と
い
っ
た
衣
装

の
美
麗
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
だ
。

で
は
、
こ
の
風
流
踊
の
大
円
舞
が
行
わ
れ
て
い
る
場
所
は
ど
こ
で
あ
ろ
う
か
。

従
来
の
「
大
英
本
」
の
解
説
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
武
田
恒
夫
氏
は

・
「
一
見
、
内
裏
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
宏
壮
な
公
家
の
邸
内
で
あ
る
。
御
殿

に
は
、
公
家
の
一
群
や
被
衣
の
上
騰
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
欄
干
を
め
ぐ
ら

し
た
縁
上
か
ら
踊
り
を
観
覧
し
て
い
る
」
（
文
献
1
）
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・
「
左
方
に
と
あ
る
公
家
の
広
壮
な
邸
宅
を
設
定
し
、
右
半
分
に
は
そ
の
門

前
を
思
わ
せ
る
町
並
み
が
水
平
に
軒
を
つ
ら
ね
、
上
方
に
も
別
の
町
並
み

が
配
さ
れ
て
い
る
。
・
・
・
（
中
略
）
・
・
・
季
節
は
、
桜
柳
に
よ
っ
て
春

と
知
ら
れ
る
が
、
内
裏
を
思
わ
せ
る
御
殿
で
は
、
庭
前
で
華
麗
な
風
流
踊

が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
い
る
」
　
（
文
献
2
）

・
「
・
・
・
こ
ろ
は
桜
咲
く
春
の
季
節
で
あ
り
、
公
家
の
邸
へ
伺
候
し
た
地

下
人
た
ち
に
よ
る
風
流
踊
を
描
い
た
と
も
の
と
思
わ
れ
る
」
　
（
文
献
3
）

と
、
「
公
家
の
邸
」
と
し
な
が
ら
も
、
い
っ
ぼ
う
で
「
内
裏
を
思
わ
せ
る
」
と

い
う
形
容
を
随
所
で
使
っ
て
お
ら
れ
る
。
推
測
す
る
に
、
内
裏
か
も
し
れ
な
い

と
い
う
思
い
が
ど
こ
か
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
武
田
氏
の
見
解
は
、
松

平
進
氏
の
解
説
に
も
継
承
さ
れ
て
い
て
、

・
「
風
流
踊
り
は
優
雅
に
軒
を
連
ね
た
広
壮
な
貴
人
の
邸
内
で
催
さ
れ
て
い

る
。
あ
る
い
は
内
裏
を
念
頭
に
お
い
て
構
図
を
整
え
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
」
　
（
文
献
4
）

と
、
「
貴
人
の
邸
内
」
と
し
な
が
ら
も
、
内
裏
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
成
揮
勝
嗣
氏
は
、

・
「
季
節
は
桜
咲
く
春
。
と
あ
る
公
家
邸
の
前
庭
で
、
華
麗
な
衣
で
着
飾
っ

た
風
流
踊
り
の
一
団
が
、
輪
舞
を
披
露
し
て
い
る
。
・
・
・
（
中
略
）
‥
・

風
流
踊
り
と
い
え
ば
、
豊
臣
秀
吉
七
回
忌
の
豊
国
臨
時
祭
礼
に
お
け
る

そ
れ
が
有
名
だ
が
、
こ
の
と
き
も
各
町
組
は
内
裏
ま
で
参
入
し
て
、
天
皇

や
公
家
衆
に
踊
り
を
披
露
に
及
ん
で
い
る
。
本
図
の
場
合
、
中
心
と
な
る

べ
き
風
流
傘
や
仮
装
は
な
く
、
規
模
と
し
て
は
比
較
的
小
さ
い
よ
う
だ
が
、

同
様
の
趣
向
に
よ
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

町
衆
の
風
流
踊
り
が
公
家
邸
へ
参
入
す
る
と
い
う
図
式
は
、
寡
聞
に
し

て
他
例
を
知
ら
ず
、
両
者
の
交
歓
が
テ
ー
マ
か
と
も
想
像
す
る
が
、
い
ま

一
つ
主
題
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
判
然
と
し
な
い
。
」
　
（
文
献
5
）

と
、
わ
ざ
わ
ざ
慶
長
九
年
八
月
の
豊
国
臨
時
祭
礼
時
に
町
衆
の
風
流
蹄
が
内
裏

に
参
入
し
た
こ
と
に
触
れ
な
が
ら
も
、
「
大
英
本
」
　
の
場
は
、
「
と
あ
る
公
家
邸

の
前
庭
」
と
解
釈
す
る
。
そ
し
て
、
奥
平
俊
六
氏
も
、

・
「
画
面
右
半
に
商
店
の
立
ち
並
ぶ
繁
華
な
町
筋
を
描
き
、
左
半
に
二
重
の

門
の
あ
る
広
壮
な
貴
顕
の
邸
宅
を
描
く
。
・
・
・
（
中
略
）
・
・
・
本
図
に

描
か
れ
た
場
所
は
、
お
そ
ら
く
上
京
の
公
家
町
の
ど
こ
か
で
あ
ろ
う
が
、

特
定
で
き
な
い
。
」
　
（
文
献
6
）

と
、
公
家
の
邸
だ
が
特
定
で
き
な
い
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
　
「
大
英
本
」
　
の
解
説
で
は
、
一
様
に
風
流
踊
が

参
入
し
た
の
は
ど
こ
か
の
公
家
の
邸
と
す
る
。
そ
れ
は
、
何
よ
り
も
槍
皮
茸
の

御
殿
の
庇
で
踊
り
を
見
物
す
る
男
女
が
公
家
の
装
束
を
着
し
て
い
る
か
ら
な
の

だ
と
思
う
が
、
結
論
を
言
え
ば
「
大
英
本
」
に
描
か
れ
た
よ
う
な
、
檜
皮
茸
の

立
派
な
御
殿
が
三
棟
も
あ
り
（
背
後
に
さ
ら
に
数
棟
の
柿
茸
と
槍
皮
茸
の
御
殿

が
見
え
る
）
、
か
つ
正
殿
の
真
正
面
、
す
な
わ
ち
南
面
に
か
よ
う
な
立
派
な
槍

皮
茸
の
唐
門
　
（
図
1
5
）
　
を
開
い
て
い
る
邸
宅
は
、
公
家
の
邸
宅
な
ど
で
は
な
く
、

内
裏
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
　
「
大
英
本
」
　
の
建
築
描
写

に
は
デ
フ
ォ
ル
メ
が
あ
り
、
航
空
写
真
の
よ
う
に
正
確
に
措
い
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
の
だ
が
、
画
家
の
意
識
の
上
で
は
ま
ち
が
い
な
く
内
裏
の
つ
も
り
で
描

い
て
い
る
。

そ
も
そ
も
京
都
で
は
、
内
裏
で
す
ら
、
豊
臣
秀
吉
が
造
営
し
た
天
正
度
造
営

内
裏
　
（
天
正
十
九
年
完
成
）
　
ま
で
は
、
南
に
門
は
作
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
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中
世
の
里
内
裏
の
伝
統
に
則
る
も
の
で
、
旧
町
田
家
本
・
上
杉
本
・
東
博
模
本

等
の
十
六
世
紀
の
洛
中
洛
外
図
に
描
か
れ
た
内
裏
を
見
て
も
、
南
側
は
築
地
塀

が
ま
わ
る
の
み
で
門
は
開
か
れ
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
は
将
軍
邸
な
ど
の
武
家

の
住
宅
で
も
公
家
の
邸
で
も
同
様
で
、
正
門
を
南
門
に
造
ら
な
い
と
い
う
不
文

律
が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
徳
川
家
康
が
造
営
し
た
慶
長
内
裏
　
（
慶
長
十
九
年
完
成
）
　
以

降
の
近
世
内
裏
で
は
、
紫
辰
殿
の
南
庭
向
こ
う
の
築
地
の
中
央
　
（
す
な
わ
ち
紫

辰
殿
の
中
心
線
上
）
　
に
、
内
裏
の
正
門
と
し
て
南
御
門
が
造
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
内
裏
の
工
事
を
担
当
し
た
幕
府
大
工
頭
の
中
井
家
に
遣

る
指
図
か
ら
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
慶
長
末
年
か
ら
元
和
以
降
に
制
作

さ
れ
た
洛
中
洛
外
図
の
内
裏
描
写
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
舟
木
本

（
東
京
国
立
博
物
館
）
、
旧
池
田
家
本
　
（
林
原
美
術
館
）
　
な
ど
の
、
慶
長
内
裏
を

描
い
た
洛
中
洛
外
図
を
見
る
と
、
南
の
瓦
葺
き
の
塩
築
地
の
中
央
に
立
派
な
唐

門
が
設
け
ら
れ
て
い
る
し
、
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
本
で
は
、
後
水
尾
天
皇
の
寛

永
行
幸
の
鳳
輩
が
ま
さ
に
こ
の
南
御
門
か
ら
出
る
と
こ
ろ
を
措
い
て
い
る
。
こ

う
し
た
こ
と
か
ら
、
「
大
英
本
」
　
は
、
南
築
地
の
櫓
皮
葺
き
の
唐
門
に
よ
っ
て
、

慶
長
内
裏
以
降
の
内
裏
を
念
頭
に
お
い
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
は
ま
た
、
「
大
英
本
」
　
が
、
慶
長
内
裏
が
完
成
を
み
た
慶
長
十
九
年

（
一
六
一
四
）
　
以
降
に
制
作
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

三
、
「
大
英
本
」
　
の
風
流
踊
の
モ
デ
ル

で
は
、
「
大
英
本
」
　
は
、
い
つ
の
風
流
蹄
の
内
裏
参
入
を
描
い
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
読
み
解
く
鍵
の
ひ
と
つ
は
、
「
大
英
本
」
に
描
か
れ
る
風
流
蹄
が
、
武

士
の
奉
公
衆
や
公
家
の
若
者
の
編
成
集
団
で
は
な
く
、
中
年
と
若
輩
が
混
じ
っ

た
町
衆
の
男
女
に
よ
る
踊
り
集
団
で
あ
る
こ
と
。
ふ
た
つ
め
は
、
先
に
も
触
れ

た
右
側
の
商
家
と
踊
り
と
の
関
連
、
三
つ
目
は
踊
り
を
見
物
す
る
高
貴
な
人
々

が
、
三
棟
の
槍
皮
茸
の
御
殿
に
分
か
れ
て
い
て
、
そ
の
中
央
の
、
紫
辰
殿
と
お

ぼ
し
き
建
物
の
階
に
小
さ
な
親
王
と
お
ぼ
し
き
人
物
が
い
る
こ
と
で
あ
る
。

風
流
踊
が
禁
裏
に
参
上
し
た
例
と
し
て
は
、
古
く
は
天
文
十
年
（
一
五
四
一
）

七
月
十
六
日
の
細
川
右
京
大
夫
晴
元
張
行
の
踊
（
拍
子
物
）
、
天
文
二
十
二
年

七
月
二
十
日
の
吉
田
衆
・
下
京
衆
・
室
町
衆
の
参
入
が
あ
る
ほ
か
、
天
正
十
三

年
二
月
の
院
御
所
の
築
地
築
き
に
も
錦
繍
奇
羅
を
ま
と
っ
た
上
下
京
の
町
人
が

輝
子
に
で
て
、
そ
れ
を
多
く
の
見
物
衆
が
見
守
っ
た
こ
と
知
ら
れ
る
が
、
何
と

言
っ
て
も
当
時
の
人
々
の
記
憶
に
新
し
い
の
は
、
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
八

月
の
豊
臣
秀
吉
七
回
忌
の
豊
国
社
臨
時
祭
に
お
い
て
催
さ
れ
た
、
上
京
衆
・
下

京
衆
総
勢
五
百
人
か
ら
な
る
風
流
踊
で
あ
ろ
う
。
そ
の
華
麗
と
熱
狂
ぶ
り
は
、

豊
国
神
社
本
や
徳
川
美
術
館
本
の
「
豊
国
祭
礼
図
」
か
ら
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ

ろ
だ
が
、
こ
の
踊
り
は
、
豊
国
社
門
前
で
の
踊
り
披
露
の
前
後
に
相
次
い
で
宮

中
に
踊
り
を
見
せ
に
参
上
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
の
様
子
は
、
『
御

湯
殿
上
日
記
』
『
慶
長
日
件
録
』
『
時
慶
卿
記
』
『
義
演
准
后
日
記
』
『
言
経
卿
記
』

の
慶
長
九
年
八
月
十
五
・
十
六
日
条
に
詳
し
い
が
、
踊
り
は
紫
辰
殿
の
庭
で
披

露
さ
れ
、
後
陽
成
天
皇
以
下
、
女
院
（
後
陽
成
天
皇
生
母
・
新
上
東
門
院
）
、

政
仁
親
王
（
の
ち
の
後
水
尾
天
皇
）
な
ど
大
勢
の
皇
族
や
門
跡
衆
・
堂
上
衆
、

地
下
衆
が
観
覧
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

「
大
英
本
」
に
は
、
庭
の
周
辺
に
満
開
の
桜
が
措
か
れ
て
い
る
（
図
1

6
）
か
ら
、

こ
の
時
の
風
流
踊
と
違
う
と
見
る
方
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
小
規
模
な
公
家
衆
の
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踊
り
や
ヤ
ヤ
コ
踊
り
（
か
ぶ
き
踊
り
）
が
、
女
院
や
女
御
（
後
陽
成
天
皇
妃
・

近
衛
前
子
）
の
御
所
に
参
る
こ
と
は
ち
ょ
く
ち
ょ
く
あ
っ
て
も
（
前
年
慶
長
八

年
に
も
何
度
か
あ
る
）
、
こ
の
よ
う
な
大
規
模
な
風
流
の
催
し
は
、
慶
長
九
年

八
月
十
五
・
十
六
日
の
豊
国
臨
時
祭
礼
の
時
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
「
大

英
本
」
が
、
慶
長
九
年
か
ら
何
年
か
経
っ
て
か
ら
、
余
り
記
録
性
に
と
ら
わ
れ

る
こ
と
な
く
制
作
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
同
じ
時
期
に
し
ば
し
ば
女
院
御
所
で

催
さ
れ
て
い
た
観
花
の
御
宴
と
あ
わ
せ
て
記
憶
に
と
ど
め
る
べ
く
、
風
流
踊
に

桜
を
添
え
て
描
く
こ
と
も
あ
り
得
た
の
で
は
な
い
か
。
見
物
衆
（
図
1
7
）
の
な

か
に
描
か
れ
る
小
さ
な
男
児
は
、
当
時
八
歳
で
あ
っ
た
政
仁
親
王
（
の
ち
の
後

水
尾
天
皇
）
と
み
て
年
格
好
も
合
っ
て
い
る
し
（
紫
辰
殿
に
出
御
さ
れ
天
皇
は
、

建
物
の
中
か
ら
御
覧
に
な
っ
た
）
、
紫
辰
殿
を
含
め
て
三
棟
の
御
殿
が
描
か
れ

る
の
も
、
男
子
皇
族
と
女
院
、
女
御
の
取
り
巻
き
が
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
観

覧
し
た
（
図
1
8
、
1

9
）
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
八
月
十
五
日
の
上
京
・
下
京
衆
の
踊
り
上
覧
宣
先
立
っ
て
、
亀

屋
栄
任
と
い
う
徳
川
家
康
と
深
い
つ
な
が
り
の
あ
っ
た
上
京
下
立
売
町
（
別
名

永
仁
町
）
の
呉
服
商
が
、
自
分
の
興
行
す
る
躍
を
女
院
御
所
に
お
目
に
懸
け
に

い
く
出
来
事
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

『
御
湯
殿
上
日
記
』
慶
長
九
年
七
月
甘
三
日
条
の

「
は
る
ゝ
。
た
ち
う
り
の
ゑ
ん
に
ん
と
申
候
物
、
女
院
の
御
所
へ
お
と
り

御
め
に
か
け
ま
い
ら
せ
候
と
て
、
御
所
に
も
な
ら
し
ま
す
。
御
所
く

も
な
る
。
ま
き
。
く
も
し
な
と
ま
い
ら
る
ゝ
。
ひ
し
く
な
り
。
」

や
『
慶
長
日
件
録
』
同
日
条
の

「
・
・
・
今
晩
亀
屋
栄
任
躍
興
行
、
下
立
売
衆
五
十
許
不
残
相
催
云
々
。

預
他
適
之
間
不
見
物
。
美
麗
蓋
金
銀
云
々
。
」

『
時
慶
卿
記
』
　
同
日
条
の

「
女
院
御
所
へ
永
仁
町
ヨ
リ
躍
懸
御
目
。
午
刻
こ
参
。
堂
上
内
々
被
召
衆
斗
、

外
様
ニ
ハ
阿
野
卜
予
斗
也
。
金
銀
ヲ
蓋
タ
ル
出
立
也
。
中
躍
五
十
人
斗
・

棒
持
百
斗
、
銀
ノ
笠
捧
也
。
躍
後
殿
上
ニ
テ
各
こ
御
酒
ヲ
被
下
、
半
二

予
ハ
罷
出
。
」

か
ら
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
栄
任
の
仕
立
て
た
踊
り
は
、
豊
国
祭
礼
で
は

「
下
立
売
組
」
と
し
て
編
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
栄
任
は
踊
り
の
仕
上
が
り

ぶ
り
を
ま
ず
も
っ
て
女
院
に
御
覧
に
入
れ
た
の
だ
。
こ
れ
に
つ
い
て
小
笠
原
恭

子
氏
は
、
栄
任
が
踊
上
覧
に
か
こ
つ
け
て
芸
能
好
き
の
女
院
に
接
近
し
た
と
見
、

「
家
康
の
命
で
千
姫
婚
礼
の
呉
服
調
度
を
調
え
た
栄
任
に
と
っ
て
、
女
の
城
で

あ
る
後
宮
へ
の
接
近
は
、
五
十
人
に
金
銀
を
尽
く
し
た
い
で
た
ち
を
さ
せ
、
銀

の
棒
百
本
を
作
っ
て
も
な
お
、
そ
の
入
費
を
は
る
か
に
超
え
る
見
返
り
が
期
待

さ
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
、
の
ち
の
雁
屋
と
東
福
門
院
の
関
係
を

努
焉
さ
せ
る
よ
う
な
意
図
を
よ
み
と
っ
て
い
る
。

こ
の
亀
屋
栄
任
　
（
？
～
一
六
一
六
）
　
に
つ
い
て
は
、
工
藤
敬
一
氏
の
　
「
近

世
初
頭
の
一
特
権
町
人
像
　
－
　
亀
屋
栄
任
に
つ
い
て
　
ー
　
」
　
（
『
日
本
歴
史
』

一
三
三
一
九
五
九
年
）
　
の
研
究
が
あ
り
、
「
呉
服
師
由
緒
書
」
　
に
書
か
れ
た

栄
任
の
伝
記
等
か
ら
、
父
祖
は
丹
波
の
比
隅
を
知
行
す
る
地
侍
で
、
織
田
信
長

の
丹
波
攻
め
で
浪
人
に
な
っ
た
の
を
機
縁
に
上
洛
、
上
京
の
下
立
売
に
住
ん
で

商
業
に
従
事
し
た
人
物
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
栄
任
は
、
早
く
徳
川
家
康
の
知

遇
を
得
て
そ
の
側
近
と
な
り
、
呉
服
商
と
し
て
財
を
成
し
大
き
な
成
功
を
収
め

て
茶
屋
四
郎
次
郎
、
後
藤
庄
三
郎
と
な
ら
ぶ
政
商
と
な
っ
た
。
家
康
は
上
洛
時

に
は
、
栄
任
の
立
元
の
家
に
滞
留
す
る
ほ
ど
両
者
の
関
係
は
緊
密
で
、
栄
任
は

家
康
の
装
束
を
調
え
た
り
、
京
都
の
情
報
を
集
め
て
伝
達
す
る
役
割
を
負
っ
て
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い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
　
『
本
光
国
師
日
記
』
　
に
記
録
さ
れ
て
い
る
南
禅
寺
の

金
地
院
崇
伝
と
の
頻
繁
な
書
簡
の
往
復
が
示
す
よ
う
に
、
京
都
の
社
寺
行
政
に

も
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
。
当
時
の
京
都
で
栄
任
の
持
っ
て
い
た
力
は
絶
大
で

あ
っ
た
。

四
、
亀
屋
栄
任
と
狩
野
内
匠

と
こ
ろ
で
、
『
古
画
備
考
』
　
の
狩
野
門
人
譜
に
は
、
狩
野
松
栄
門
人
と
し
て

狩
野
宗
心
と
い
う
画
家
に
つ
い
て
の
系
譜
が
あ
る
。

松
栄
門
人
狩
野
宗
心
一
本
永
徳
重
信
門
人
、
内
匠
助
種
永
、
一
作
宗
進
、

始
甚
十
郎

由
緒
書
　
元
祖
亀
屋
忍
弟
、
狩
野
内
匠
助
、
権
現
様
江
御
目
見
仕
、

御
画
御
用
相
勤
申
侯
、
慶
長
十
五
成
年
十
月
六
日
頂
戴
之
口
宣
二
藤

原
種
永
住
内
匠
助
卜
御
座
候
、
駿
府
御
城
江
御
供
仕
、

御
画
御
用
相
勤
申
候
、

一
本
慶
長
十
三
申
正
月
、
御
目
見
、
同
十
五
成
年
十
月
六
日
、
改
内
匠
助
、

元
和
六
申
年
正
月
廿
一
日
死
、
年
五
十
三

そ
の
由
緒
書
に
よ
れ
ば
、
狩
野
宗
心
は
亀
屋
忍
　
（
永
の
字
脱
力
）
　
の
弟
で
内

匠
助
を
称
し
、
東
照
大
権
現
徳
川
家
康
に
お
目
見
え
の
う
え
駿
府
に
も
呼
ば
れ

て
御
用
を
勤
め
た
と
い
う
。
ま
た
所
載
系
図
に
拠
れ
ば
、
こ
の
種
永
の
家
系
は
、

内
匠
種
信
、
左
近
種
次
、
大
学
氏
信
と
続
き
、
い
ず
れ
も
徳
川
将
軍
に
お
目
見

え
し
て
、
築
地
小
田
原
町
狩
野
と
い
う
表
絵
師
の
画
系
と
し
て
幕
末
明
治
ま
で

続
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

狩
野
の
直
系
で
も
婿
で
も
な
い
の
に
、
表
絵
師
と
い
う
格
式
あ
る
画
系
を
形

成
す
る
に
は
、
い
く
ら
家
康
お
気
に
入
り
の
政
商
の
弟
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
な

り
の
レ
ベ
ル
の
作
品
を
描
け
る
技
量
が
な
け
れ
ば
無
理
だ
と
思
わ
れ
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
今
日
こ
の
種
永
の
遺
作
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
松
本

の
戸
田
子
爵
家
の
売
立
に
出
た
故
事
人
物
図
　
（
『
日
本
屏
風
絵
集
成
　
第
十
五

巻
　
屏
風
絵
大
鑑
』
所
載
）
　
く
ら
い
し
か
私
も
知
ら
な
い
。
ど
う
や
ら
内
匠
の

絵
は
、
慶
長
期
の
狩
野
派
作
品
の
中
に
埋
も
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。

た
だ
、
『
本
光
国
師
日
記
』
　
や
　
『
鹿
苑
日
録
』
　
な
ど
の
文
献
史
料
で
は
、
狩

野
内
匠
と
そ
の
三
人
の
息
子
の
記
事
が
か
な
り
頻
繁
に
出
て
く
る
。
崇
伝
は
、

栄
任
だ
け
で
な
く
、
内
匠
と
も
頻
繁
に
書
状
の
や
り
と
り
を
し
て
お
り
、
駿
府

か
ら
飛
脚
を
上
げ
る
折
に
は
栄
任
と
内
匠
双
方
に
送
っ
て
い
る
か
ら
、
二
人
は

お
そ
ら
く
近
所
に
住
ま
い
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
な
か
で
も
、
『
鹿

苑
日
録
』
　
の
慶
長
十
八
年
　
（
一
六
一
三
）
　
に
は
、
内
匠
が
甚
十
郎
・
橘
十
郎
・

喜
兵
衛
と
い
う
三
人
の
息
子
を
つ
れ
て
、
相
国
寺
の
鹿
苑
院
主
晰
叔
蘇
峰
を
訪

問
す
る
記
事
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
　
（
八
月
六
日
・
七
日
条
、
九
月
十
七
日
条
）
。

当
時
相
国
寺
の
諸
塔
頭
は
、
慶
長
内
裏
の
障
壁
画
制
作
を
行
っ
て
い
る
絵
師
達

の
仕
事
場
と
な
っ
て
お
り
、
棟
梁
と
し
て
狩
野
派
絵
師
を
統
率
し
て
い
る
狩
野

孝
信
や
右
京
、
宗
徳
な
ど
も
鹿
苑
院
主
に
招
か
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

内
匠
も
ま
た
慶
長
内
裏
で
制
作
す
る
画
家
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
　
（
内
匠

の
子
内
匠
甚
十
郎
は
寛
永
内
裏
で
制
作
し
て
い
る
）
。

ず
い
ぶ
ん
ま
わ
り
く
ど
い
言
い
方
を
重
ね
て
き
た
が
、
私
は
　
「
大
英
本
」
が
、

狩
野
孝
信
筆
と
さ
れ
る
洛
中
洛
外
図
屏
風
　
（
吉
川
観
方
旧
蔵
、
福
岡
市
博
物
館

（
図
2
）
）
　
と
、
非
常
に
似
た
構
図
や
モ
チ
ー
フ
、
人
物
描
写
を
も
つ
こ
と
と
、

亀
屋
栄
任
が
慶
長
九
年
の
風
流
踊
の
興
行
に
大
き
な
関
わ
り
を
有
し
た
事
実

と
、
内
匠
が
栄
任
の
弟
だ
と
い
う
事
実
を
結
び
つ
け
て
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
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る
。
先
の
戸
田
子
爵
家
か
ら
出
た
故
事
人
物
図
の
ほ
っ
そ
り
し
た
き
ゃ
し
ゃ
な

人
物
描
写
と
「
大
英
本
」
の
そ
れ
が
矛
盾
し
な
い
の
も
傍
証
に
は
な
ろ
う
か
。

慶
長
九
年
に
風
流
踊
が
参
入
し
た
時
の
内
裏
は
、
ま
だ
天
正
内
裏
で
、
現
実

に
は
南
に
唐
門
は
建
っ
て
い
な
い
の
だ
が
、
内
匠
は
自
分
が
障
壁
画
（
図
1

6
）

制
作
に
関
与
し
た
新
し
い
内
裏
を
舞
台
に
し
て
（
孝
信
の
洛
中
洛
外
図
の
内
裏

に
は
南
に
門
は
措
か
れ
て
い
な
い
）
、
回
顧
的
に
栄
任
の
催
し
た
下
立
売
町
衆

に
よ
る
華
麗
な
風
流
踊
を
描
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
慶
長
後
半
に
な
る

と
、
京
都
で
も
風
流
踊
の
張
行
は
あ
ま
り
行
わ
れ
な
く
な
り
、
禁
中
に
は
か

わ
っ
て
か
ぶ
き
踊
り
や
伊
勢
踊
り
な
ど
が
参
上
し
て
そ
の
芸
能
を
見
せ
る
こ
と

は
あ
っ
て
も
、
大
規
模
な
風
流
踊
が
参
上
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
お

そ
ら
く
こ
の
屏
風
の
制
作
を
依
頼
し
た
人
物
は
、
あ
の
と
き
の
踊
り
の
熱
狂
を

知
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
懐
か
し
ん
で
い
る
人
物
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が

栄
任
な
の
か
、
女
院
な
の
か
、
武
家
な
の
か
、
今
は
わ
か
ら
な
い
が
、
今
後
私

の
小
論
を
た
た
き
台
に
し
て
、
新
し
い
見
解
が
次
々
に
出
さ
れ
る
こ
と
を
切
に

望
ん
で
結
び
と
し
た
い
と
思
う
。

註（
1
）

（
2
）

文
献
1
．
武
田
一
九
六
九

文
献
2
．
武
田
一
九
七
七
で
は
「
野
外
遊
楽
図
（
洛
中
風
流
踊
図
）
」
、
文
献
3
．
武
田

一
九
七
九
で
は
「
洛
中
風
俗
図
」
と
呼
ん
で
い
る
。
但
し
、
近
年
で
も
　
『
日
本
美
術
全
集

5　4　3

第
十
五
巻
　
永
徳
と
障
屏
画
』
　
（
講
談
社

の
名
を
採
っ
て
い
る
。

文
献
4
．
松
平
一
九
八
七

文
献
6
．
奥
平
一
九
九
二

文
献
7
．
竹
内
一
九
九
六

一
九
九
一
年
）
　
で
は
、
「
免
税
踊
り
図
屏
風
」

（
6
）
　
踊
り
の
掛
け
合
い
に
つ
い
て
、
小
笠
原
恭
子
氏
は
、
『
出
雲
の
お
く
に
』
　
（
中
公
新
書

七
三
四
一
九
八
四
年
）
　
の
中
で
、
「
蹄
は
、
疫
神
を
自
己
の
領
域
の
外
に
送
り
出
す
呪

術
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
踊
を
掛
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
疫
神
を
も
ち
こ
ま
れ
た

こ
と
に
も
な
る
。
し
た
が
っ
て
掛
け
ら
れ
た
踊
は
、
か
な
ら
ず
掛
け
か
え
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
」
　
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

（
7
）
　
『
日
本
屏
風
絵
集
成
　
第
十
五
巻
　
屏
風
絵
大
鑑
』
　
所
載
の
売
立
目
録
に
あ
る
古
土
佐
筆

「
祭
礼
踊
図
」
は
、
二
曲
一
隻
の
、
よ
り
大
き
い
屏
風
の
断
片
か
と
思
わ
れ
る
作
品
だ
が
、
「
大

英
本
」
に
よ
く
似
た
形
式
の
「
平
唐
門
」
の
あ
る
屋
敷
の
庭
で
風
流
踊
が
行
わ
れ
て
お
り
、

そ
れ
を
邸
内
か
ら
見
物
す
る
人
々
も
描
か
れ
て
い
る
。
宮
中
参
入
の
風
流
踊
を
措
い
た
も

の
か
も
し
れ
な
い
。
屏
風
の
出
現
を
待
ち
た
い
。

（
8
）
　
守
屋
毅
「
洛
中
の
風
流
踊
」
　
（
『
芸
能
史
研
究
』
　
五
四
一
九
七
六
年
）

（
9
）
　
千
鹿
野
茂
『
日
本
家
紋
総
監
』
　
（
角
川
書
店
一
九
九
四
年
）

（
1
0
）
　
武
田
氏
は
、
右
隻
に
は
「
社
寺
も
し
く
は
武
家
を
舞
台
と
す
る
祭
礼
あ
る
い
は
年
中
行
事

が
描
か
れ
て
い
た
公
算
が
大
で
あ
る
」
と
す
る
　
（
文
献
1
．
武
田
一
九
六
九
）
。

（
1
1
）
　
風
流
踊
に
関
す
る
研
究
は
非
常
に
多
い
が
、
筆
者
は
本
稿
を
な
す
に
当
た
り
次
の
文
献
か

ら
多
く
を
学
ん
だ
。

村
山
修
一
『
日
本
都
市
生
活
の
源
流
』
　
関
書
院
一
九
五
三
年

守
屋
毅
「
洛
中
の
風
流
踊
」
　
（
『
芸
能
史
研
究
』
　
五
四
一
九
七
六
年
）

守
屋
毅
『
「
か
ぶ
き
」
　
の
時
代
』
角
川
書
店
一
九
七
六
年

小
笠
原
恭
子
『
出
雲
の
お
く
に
』
　
（
中
公
新
書
七
三
四
一
九
八
四
年
）

小
笠
原
恭
子
「
か
ぶ
さ
の
成
立
」
　
（
芸
能
史
研
究
会
編
　
『
日
本
芸
能
史
』
　
第
四
巻
　
中
世

～
近
世
　
法
政
大
学
出
版
局
一
九
八
五
年
　
所
収
）

山
路
興
造
「
風
流
踊
」
　
（
芸
能
史
研
究
会
編
　
『
日
本
芸
能
史
』
　
第
四
巻
　
中
世
～
近
世

法
政
大
学
出
版
局
一
九
八
五
年
　
所
収
）

河
内
将
芳
「
十
六
世
紀
に
お
け
る
京
都
「
町
衆
」
　
の
風
流
「
踊
」
」
　
（
『
芸
能
史
研
究
』

二
二
〇
　
一
九
九
五
年
）

（
1
2
）
　
藤
岡
通
夫
　
『
京
都
御
所
』
彰
国
社
一
九
五
六
年

（
1
3
）
　
（
1
2
）
　
お
よ
び
平
井
聖
編
　
『
中
井
家
文
書
の
研
究
　
第
一
巻
』
　
（
中
央
公
論
美
術
出
版
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一
九
七
六
年
）

（
1
4
）
　
各
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
図
版
に
つ
い
て
は
、
『
都
の
形
象
　
　
洛
中
・
洛
外
の
世
界
』
　
展

図
録
　
（
京
都
国
立
博
物
館
一
九
九
四
年
）
　
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
5
）
　
松
平
進
氏
は
、
文
献
4
で
「
・
・
・
蔀
戸
を
あ
げ
、
緑
の
御
簾
の
前
の
廓
に
、
勾
欄
を
前

に
し
て
座
し
、
踊
り
を
見
物
す
る
公
家
衆
。
子
供
も
ま
じ
え
て
、
女
は
被
衣
、
男
は
直
衣

姿
。
中
央
部
、
階
の
際
ま
で
の
り
出
す
よ
う
に
し
て
い
る
少
年
が
こ
の
日
の
主
賓
で
あ
る

ら
し
い
。
階
の
下
に
は
緋
毛
乾
な
ど
を
敷
い
て
武
士
や
轟
頭
の
僧
、
稚
児
、
そ
し
て
一
般

の
男
女
が
坐
っ
て
踊
り
を
凝
視
す
る
。
」
と
、
こ
の
少
年
が
見
物
衆
の
中
心
で
あ
る
と
い

う
示
唆
に
と
む
指
摘
を
し
て
い
る
。

（
1
6
）
　
守
屋
毅
「
洛
中
の
風
流
踊
」
　
（
『
芸
能
史
研
究
』
　
五
四
一
九
七
六
年
）
、
山
路
輿
造
「
風

流
踊
」
　
（
芸
能
史
研
究
会
編
　
『
日
本
芸
能
史
』
　
第
四
巻
　
中
世
～
近
世
　
法
政
大
学
出
版

局
一
九
八
五
年
　
所
収
）

（
1
7
）
　
『
言
継
卿
記
』
　
天
正
十
三
年
二
月
十
七
・
十
八
・
十
九
・
二
十
二
一
十
五
日
条
な
ど
。

（
1
8
）
　
『
御
湯
殿
上
日
記
』
　
慶
長
九
年
八
月
十
五
日
条

「
は
る
ゝ
。
と
よ
く
に
の
り
ん
し
の
ま
つ
り
に
、
か
み
き
や
う
下
き
ゃ
う
よ
り
、
お
と
り
し
ゝ

て
ん
の
御
に
わ
に
て
お
と
り
御
め
に
御
か
け
あ
り
。
女
院
の
御
所
。
宮
の
御
か
た
。
御
か

つ
し
き
御
所
。
や
、
御
所
。
い
り
ゑ
殿
。
こ
の
え
殿
。
大
か
く
寺
殿
。
一
て
う
院
殿
。
し

や
う
こ
院
殿
。
二
の
み
や
の
御
か
た
御
け
ん
ふ
っ
あ
り
。
は
て
ゝ
く
御
ま
い
る
。
た
い
の

物
に
て
く
も
し
ま
い
る
。
と
さ
ま
。
な
い
く
の
お
と
こ
た
ち
も
し
こ
う
。
は
て
ゝ
ま
き

に
て
く
も
し
ま
い
る
。
あ
な
た
の
女
中
し
ゆ
う
も
み
な
く
御
ま
い
り
。
」

『
慶
長
日
件
録
』
慶
長
九
年
八
月
十
五
日
条

「
晴
、
今
日
為
豊
国
祭
礼
、
上
下
京
地
下
人
催
風
流
、
上
京
よ
り
三
百
人
、
下
京
よ
り
二
百
人
、

都
合
五
百
人
、
一
様
二
持
作
花
、
箔
生
唯
、
美
麗
驚
目
者
也
。
禁
中
へ
懸
御
目
、
於
紫
巌

殿
被
御
覧
也
。
」

『
時
慶
卿
記
』
慶
長
九
年
八
月
十
五
日
条

「
豊
国
ノ
跳
　
禁
中
へ
参
、
堂
上
不
残
何
候
候
、
先
小
川
組
・
西
陣
上
立
売
一
連
也
、
其

次
台
町
中
筋
組
也
、
英
次
六
。
町
也
、
下
京
ハ
晩
二
跳
参
候
。
」

『
義
演
准
后
日
記
』
　
慶
長
九
年
八
月
十
五
日
条

「
・
・
・
巳
半
剋
上
下
京
風
流
、
笠
ホ
コ
一
本
ツ
、
構
之
、
踏
衆
五
百
人
云
々
、
紅
ノ
生

絹
二
金
薄
、
戎
亀
ノ
コ
ウ
、
戎
雲
立
涌
、
戎
カ
コ
、
戎
段
々
ノ
鉢
也
、
笠
ハ
金
銀
二
皆
タ
ミ
。

結
花
ニ
テ
カ
サ
リ
、
扇
金
銀
、
帯
・
草
鞋
二
至
マ
テ
紅
・
金
銀
也
、
憧
僕
五
人
・
十
人
ツ
ゝ

召
具
、
思
々
出
立
、
是
モ
金
銀
ノ
ダ
ミ
物
著
用
、
一
物
ニ
ハ
四
天
王
、
戎
唐
人
、
戎
大
黒
・

エ
ヒ
ス
・
高
野
聖
ノ
ヲ
ィ
、
ア
ラ
ユ
ル
一
興
ノ
林
也
、
鼓
・
大
鼓
以
下
笛
ハ
ヤ
シ
ノ
勝
也
、

難
壷
筆
舌
」

『
言
経
卿
記
』
慶
長
九
年
八
月
十
五
日

「
一
、
禁
中
へ
、
豊
国
社
へ
参
上
京
町
人
風
流
参
、
兼
日
可
参
之
由
也
、
相
番
衆
へ
モ
可

相
礪
之
由
有
之
間
、
各
被
参
了
、
門
跡
衆
・
撮
家
衆
　
御
参
也
云
々
、
紫
震
殿
へ
御
見
物

二
　
出
御
也
、
貴
子
堂
上
衆
見
物
了
、
風
流
己
後
清
涼
殿
東
ノ
間
こ
テ
酒
被
下
了
、
長
橋

殿
・
官
女
・
末
物
衆
　
出
合
了
、
今
日
参
仕
衆
者
、
西
園
寺
大
納
言
・
日
野
大
納
言
・
日

野
前
大
納
言
・
廣
橋
大
納
言
・
花
山
院
大
納
言
・
万
里
小
路
大
納
言
・
予
・
菅
中
納
言
・

中
山
中
納
言
・
葉
室
中
納
言
・
中
御
門
中
納
言
・
新
中
納
言
・
伯
二
位
・
藤
宰
相
・
平
宰
相
・

六
条
宰
相
・
新
宰
相
二
二
条
宰
相
中
将
・
鷲
尾
宰
相
・
大
炊
御
門
三
位
中
将
・
竹
九
・
千

寿
九
・
光
贋
朝
臣
・
焉
治
朝
臣
・
氏
成
朝
臣
・
賓
久
朝
臣
・
重
定
朝
臣
・
賓
顛
朝
臣
・
秀

直
朝
臣
・
忠
長
朝
臣
・
隆
昌
朗
臣
・
・
・
（
中
略
）

一
、
禁
中
へ
下
京
町
人
風
流
参
了
、
内
蔵
頭
参
　
内
了
、
堂
上
衆
大
略
被
参
了
、
予
草
臥

之
間
、
不
参
了
、

同
　
八
月
十
六
日
条

「
一
、
六
町
々
風
流
女
院
へ
参
也
云
々
、
可
参
之
由
有
之
、
遅
々
、
不
参
了
」

『
御
湯
殿
上
日
記
』
慶
長
九
年
八
月
十
六
日

「
は
る
、
。
け
ふ
も
御
ふ
る
ま
い
あ
り
。
女
院
の
御
所
。
宮
の
御
か
た
。
八
て
う
殿
。
大

し
や
う
寺
殿
。
二
の
宮
の
御
か
た
。
や
ゝ
御
所
な
ら
し
ま
す
。
く
御
ま
い
る
。
六
て
う
ま

ち
よ
り
女
院
の
御
所
へ
お
と
り
御
め
に
か
け
候
て
、
み
な
く
御
け
ん
ふ
っ
に
な
る
。
こ

の
御
所
よ
り
と
よ
く
に
に
て
御
か
く
ら
お
は
せ
つ
け
ら
る
ゝ
。
ふ
行
と
う
の
う
大
弁
。
く

け
し
ゆ
う
。
し
け
の
し
ゆ
う
い
つ
も
の
こ
と
く
ま
い
り
て
、
こ
よ
ひ
御
か
く
ら
あ
り
。
」

慶
長
八
年
五
月
六
日
、
六
月
十
一
日
、
七
月
二
十
六
日
条
。

現
存
す
る
寛
政
度
の
紫
窟
殿
に
は
向
拝
が
付
い
て
い
な
い
が
、
慶
長
度
の
紫
辰
殿
に
は
「
大
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英
本
」
　
の
よ
う
な
唐
破
風
で
は
な
い
が
向
拝
が
延
び
て
い
た
。

（
2
1
）
　
小
笠
原
恭
子
『
出
雲
の
お
く
に
』
　
（
中
公
新
書
七
三
四
一
九
八
四
年
）

大
英
博
物
館
所
蔵
「
洛
中
風
流
踊
図
」
を
扱
っ
た
文
献

文
献
1
．
武
田
恒
夫
「
洛
中
風
俗
図
」
解
説
（
『
在
外
秘
宝
　
障
屏
画
・
琳
派
・
文
人
画
』
学

習
研
究
社
一
九
六
九
年
）

文
献
2
．
武
田
恒
夫
「
野
外
遊
楽
図
（
洛
中
風
流
踊
図
）
」
解
説
　
（
『
日
本
屏
風
絵
集
成
　
第

十
四
巻
　
風
俗
画
　
遊
楽
・
誰
力
袖
』
　
講
談
社
一
九
七
七
年
）

文
献
3
．
武
田
恒
夫
「
洛
中
風
俗
図
」
解
説
　
（
『
在
外
日
本
の
至
宝
　
障
屏
画
』
　
第
四
巻
　
毎

日
新
聞
社
一
九
七
九
年
）

文
献
4
．
松
平
進
「
洛
中
邸
内
風
流
踊
図
屏
風
」
解
説
（
楢
崎
宗
重
監
修
『
秘
蔵
浮
世
絵
大

観
　
第
一
巻
　
大
英
博
物
館
Ⅰ
』
　
（
講
談
社
一
九
八
七
年
）

文
献
5
．
成
澤
勝
嗣
「
免
税
踊
り
図
屏
風
」
解
説
　
（
『
日
本
美
術
全
集
　
第
十
五
巻
　
永
徳
と

障
屏
画
』
講
談
社
一
九
九
一
年
）

文
献
6
．
奥
平
俊
六
「
風
流
蹄
を
描
く
絵
画
」
お
よ
び
「
洛
中
邸
内
風
流
踊
図
屏
風
」
解
説
（
楢

崎
宗
重
監
修
『
秘
蔵
日
本
美
術
大
観
』
第
一
巻
講
談
社
一
九
九
二
年
）

文
献
7
．
竹
内
美
砂
子
「
洛
中
邸
内
風
流
踊
図
屏
風
」
解
説
　
（
千
葉
市
美
術
館
・
福
島
県
立

美
術
館
・
名
古
屋
市
博
物
館
編
「
大
英
博
物
館
　
肉
筆
浮
世
絵
名
品
展
」
図
録

一
九
九
六
年
）

川
本
桂
子
（
か
わ
も
と
・
け
い
こ
）

一
九
七
四
年
　
東
京
大
学
文
学
部
美
術
史
学
科
卒
業

一
九
八
〇
年
　
東
京
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
単
位
修
得
満
期
退
学

そ
の
後
、
群
馬
県
立
女
子
大
学
助
手
、

北
海
道
教
育
大
学
・
藤
女
子
大
学
・
神
戸
大
学
非
常
勤
講
師
な
ど
を
へ
て

現
在
、
近
畿
大
学
非
常
勤
講
師
、
大
津
市
文
化
財
保
護
審
議
会
専
門
委
員
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芸子享子≡ラ…二享与十三
千子：三三妻…‾三童子号麦三手亨董一g三三三喜一妻

誓．呼誓．＿．二一十ミ∴空

図1洛中風流踊図屏風　　大英博物館

軍学ミ≡享琵≡ミ三三
三二三＿芋三や雲を三三二＿三f一義「ヱ‾，三l＿一三

図2　狩野孝信筆　洛中洛外図屏風　　福岡市博物館

図20　狩野孝信筆　洛中洛外図屏風（内裏の部分）福岡市博物館
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図3　洛中風流踊図屏風（左3扇分）

図4　洛中風流踊図屏風（右3扇分）
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図5　洛中風流踊図屏風　風流踊と見物衆

図6　孟蘭盆会念仏風流

（旧町田家本洛中洛外図屏風）

図9　外踊り衆

図7　風流踊

（東京国立博物館模本洛中洛外

図屏風）

図10　中踊り衆
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1　▲一

基杢志望主一三嬢戯

図8　風流踊

（狩野永徳筆上杉本洛中洛外図

屏風）

図11中踊り衆　太鼓打ち



図12　中踊衆　南蛮傘

図15　南の唐門

図13　中踊衆　御幣持ち

図16　桜と地下の見物衆

図18　見物の女房衆 図19　見物の女院
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図14　中踊衆　南蛮風俗

図17　紫裏殿緑にて見物の親王・皇

族方


