
近
世
か
ら
く
り
玩
具
の
史
料
研
究

拳
玉

・
御
来
迎

・
ず
ぼ
ん
ぼ

・
猫
と
鼠

安

田

真

紀

子

は

じ

め

に

一
般

に
江
戸
時
代
は
庶
民
の
文
化
が
開
花
し
た
時
代
と
い
わ
れ
て

い
る
。
同
時

に
、
庶
民
文
化
と
し
て
の
遊
戯
や
玩
具
が
考
案
さ
れ
、

発
展
し
た
時
代

で
も
あ
る
。
と
く
に
中
期
以
降
は
、
そ
れ
ま
で
家
庭

で
親
が
子
供

に
手
作
り
で
与
え
て
い
た
玩
具
も
、
生
活
の
糧
と
し
て

製
作

・
販
売
す
る
者
が
出
現
し
て
く
る
。
ま
た
、
都
市
な
ど
の

一
部

で
作
ら
れ
て
い
た
玩
旦
ハも
流
通
の
発
達
に
よ
り
各
地

へ
と
広
が
り
を

み
せ
、
地
方
独
特

の
玩
具
を
も
生
み
出
し
て
種
類
も
急
速
に
増
加
、

「
か
ら
く

り
」
と
呼
ば
れ
る
仕
掛
け
も
複
雑
化
し
て
ゆ
く
。

そ
し

て
、
徐
々
に
玩
具
は
子
供
を
対
象
と
し
た
も
の
ば
か
り
で
な

　
　

　

く
、
大
人

の
興
味

の
対
象
と
な
る
。
『
絵
本
菊
重
ね
』

や

『
江
都
二

　
　

　

色
』
と

い
っ
た
玩
具
絵
本
が
出
版
さ
れ
、
多
く
の
書
物
の
中
で
遊
戯

や
玩
具

に
関
す
る
考
証
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
随
筆
や
日
記
類

に
も
玩
具
関
係
の
記
述
が
多
く
見
ら
れ
、
浮
世
絵
な
ど
の
絵
画

で
も

多
種
の
玩
具
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
江
戸
時
代
の
玩
具
や
遊
具
を
記
録
し
た
文
献
や
絵
画
が

多
く
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
系
統
立

て
て
こ
れ
ら
の
史
料
を

ま
と
め
た
も
の
が
少
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
玩
具
別
に
文
献
を
集
め
、
史
料
集
成
を
作
成
す
る
こ
と

と
し
た
。
こ
こ
で
は
、
江
戸
時
代
の
技
術
や
意
匠
、
材
料
の
特
徴
を

よ
く
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
、
拳
玉

・
御
来
迎

・
ず
ぼ
ん
ぼ

・
猫

と
鼠
の
四
種

の
玩
旦
ハを
取
り
上
げ
、
各
々
の
玩
具
に
関
す
る
史
料
を

ま
と
め
て
、
歴
史
的
考
察
を
加
え
た
。
今
後

の
玩
具
史
研
究
の

一
助

と
な
れ
ば
幸

い
で
あ
る
。

な
お
、

こ
こ
に
掲
載
し
た
図
は
、
対
象
と
な
る
玩
具
の
形
を
明
確

に
す
る
た
め
、
周
辺
の
図
を
削
除
す
る
な
ど
、
若
干
の
修
正
を
加
え

て
あ
る
。
ま
た
、
紙
面
の
都
合
上
、
原
図
と
は
構
成
を

一
部
変
更
し
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て

い

る

。
O

拳
玉

〈史
料
〉

け
ん
さ
ら

へ
す
ま
ひ

　ヨ
　

〔1
〕

『拳
会
角
力
図
会
』
下
之
巻

義
浪

・
吾
雀
篇
述
、
文
化
六

年

(
一
八
〇
九
)、
村
田
屋
治
郎
兵
衛

・
河
内
屋
太
助
刊

す
く
ひ

た
ま
け
ん

ヒ

玉

拳

こ
れ

も

図

に
出

だ

せ

し

ご

と

く

、

唐

桑

・
花

梨

・
紫

檀

な

ど

の
か

た

き
木

に

て

コ
ツ
ブ

を

造

り

(
図

の
ご

と

く

、

す

こ
し

長

き

形

の

も
と

コ
ツ
ブ
な
り
)
本

に
長
き
紐
を
付
け
、
そ
の
は
し
に
同
木
に
て
造

コ

ン

プ

り
た
る
玉
を
結
び
付
け
、
右
の
木
酒
器

へ
彼
の
玉
を
五
遍
の
う
ち

う
ち

に

一
遍

す

く

ひ

入

れ

る

か

、

ま

た

三

べ
ん

の
中

に

一
ぺ
ん

す

く

ひ

入

れ

る

か
、

い

つ

れ

に

て
も

最
初

の
き

は

め

に
よ

り

て
玉

を

す

く

ひ
込

み
、

勝

ま

け

を

あ

ら

そ

ふ
。

こ

の
拳

、

双
方

か

は

る

が

は

る

湘嚢

齢

働

に
す

る

事

な

り

(
す

く

ひ

そ

ん

じ

た

る
か

た

に

さ
け

を

呑

ま

す

な

り

)
。

こ

れ

も

酒

席

に

興

あ

り

て
、

は

な

は

だ

面

白

き

拳

な

り

(
こ
れ

玉

を

す

く

ひ
込

み

て
、

そ

の
日

そ

の

日

の
吉

凶

を

こ

こ

ろ

み
、

ま

た

は

待
人

な

ど
も

こ

こ

ろ
み

る

事

な

り

)
。

　
　

　

〔2
〕

『嬉
遊
笑
覧
」
巻
十
上

喜
多
村
信
節
著
、
文
政
十
三
年

(
一
八
三
〇
)
刊

安
永
六
七
年
の
頃
拳
玉
と
云
も
の
出
来
た
り
、
猪
口
の
形
し
て
柄

あ
る
も
の
な
り
、
そ
れ
に
糸
を
付

て
先
に
玉
を
結
た
り
、
鹿
角
に

て
造
る
、
其
玉
を
投
て
猪
口
の
如
き
も
の

＼
凹
み
に
う
け
、
さ
か

し
ま
に
返
し
て
細
き
か
た
に
と
ゴ
む
る
な

り
、
若
う
け
得
ざ
る
者

に
酒
を
飲
し
む

〔3

〕

　
ら

　

『う
な
ゐ
の
友
』

二
編

(
一
九
〇
二
)
刊

屡
.≦喋

清
水
晴

風
著
、

明
治
三
十
五
年

竃
姿
鬼

＼

鋤
ー

ふ⑳
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〈
解
説
〉

け
ん
玉
は
現
在
で
も
よ
く
知
ら
れ
た
お
も
ち
ゃ
で
あ
る
が
、
江
戸

時
代
に
は
酒
席
で
の
大
人
の
遊
具
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。

『嬉

遊
笑
覧
」
に
お
い
て
も
、
拳
玉
は
児
戯
の
部

で
は
な
く
飲
食
の
部
に

収
録
さ
れ
て
い
る
。
拳
遊
び
ば
か
り
を
集
め
た

『拳
会
角
力
図
会
」

に

「レ
]
玉
拳
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
け
ん
玉
は

「木
酒
器
玉
」
と
い
う
道
具
を
使

っ
た

「拳
」
の

一

種
で
あ

っ
た
。

同
書

に
は

「木
酒
器
玉
」
の
図
と
と
も
に
遊
び
方
が
詳
し
く
紹
介

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
形
は
ワ
イ
ン
グ
ラ
ス
に
近
く
、
遊

び
方
は
勝
敗
を
競
う
二
人
で
事
前
に
回
数
を
定
め
、
そ
の
う
ち

一
度

で
も
玉
を
す
く
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
勝
ち
と
い
う
ル
ー
ル
の
よ
う
で

あ
る
。

し
か
し

『
嬉
遊
笑
覧
』
を
見
る
と
遊
び
方
は
異

っ
て
お
り
、

く
ぼ
み

に
玉
を
う
け
た
後
、
本
体
を
逆
さ
に
し
て
柄
と
な
る
部
分
の

先
に
止

め
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
書
と
も
に
、
玉
を
す
く
い

損
じ
た
者

(敗
者
)
に
酒
を
飲
ま
せ
る
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い

る
が
、
遊
び
方
に
差
異
が
見
ら
れ
る
の
は
形
に
原
因
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。『嬉

遊
笑
覧
』

に
拳
玉
の
図
は
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
説
明
文

か
ら
推
察
す
る
と
、
形
は
ワ
イ
ン
グ
ラ
ス
の
底
の
な
い
も
の
、

つ
ま

り

玉

を

す

く

う

た

め

の
盃

の
部

分

と

「
細

き

か

た
」

11
柄

の
部

分

と

で
構

成

さ

れ

て

い
た

の

で
は

な

い

だ

ろ

う
か

。

そ

の
形

は

、

明

治

に

な

っ
て
描

か

れ

た

『
う

な

ゐ

の
友

』

で
も

知

る

こ
と

が

で
き

る
。

ま

た
、

「
細

き

か

た

に
と

ゴ
む

る
な

り

」

と

あ

る

こ

と

か

ら

、

玉

に

は

穴

が

あ

い

て

い
た

と

も
考

え

ら

れ

る
。

現

在

の
け

ん

玉

は
、

大

中

小

の

三

つ
の

「
皿
」

と

柄

の
先
端

を

と

が

ら

せ

た

「
剣

」

と
呼

ば

れ

る
部

分

か

ら

な

り

、

玉

に
は

剣

に
入

れ

る

た

め

の
穴

が

あ

い

て
い

る
。

お

そ
ら

く

、

先

の
と

が

っ
た
部

分

を

剣

と
呼

ぶ

こ
と

か

ら
、

現

在

で
は

「
剣

玉

」

と

表

記

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ
た

の

で
あ

ろ

う
。

大

正

初

期

に

は

「
日
月

ボ

ー

ル
」

と

呼

ば

れ

た

け

ん
玉

が
現

在

の
形

で
あ

っ
た
と

い
わ

れ

て

い

る

。

『
拳

会

角

力

図

会

」

に
見

え

る
木

酒

器

玉

が

い

つ
ど

の
よ

う

に
し

て
現
在

の
複

雑

な

形

の

け

ん
玉

に
変

化

し

て

い

っ
た

の
か

定

か

で
は

な

い
が

、

『
嬉

遊

笑

覧

』

や

『
う
な

ゐ

の
友

」

に
変

遷

の

一
端

を

窺

い
知

る

こ
と

が

で
き

る
。

⇔

御

来
迎

「御
来
迎
」
は
、
江
戸
時
代
の
庶
民
に
普
及
し
て
い
た
来
迎
思
想

を
取
り
入
れ
た
玩
具
で
、
竹
筒
の
中
に
折
り
畳
ん
だ
和
紙
と
張
り
子

や
木
で
作

っ
た
仏
像
が
入

っ
て
い
る
。
竹
筒

の
外
か
ら
出
た
棒
を
上
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げ
る
と
、
竹
筒
の
中
か
ら
折
り
畳
ま
れ
た
和
紙
が
開
き
、
後
光
と
な

っ

て
仏
像

と
と
も
に
現
れ
る
。
再
び
棒
を
下
げ
る
と
、
後
光
は
折
り
畳

ま
れ
て
竹
筒
の
中

へ
と
納
る
。
和
紙
の
特
性
を
巧
み
に
利
用
し
た
玩

具
で
あ
る
。

〈史
料
〉

　
　

　

〔
1
〕

『
博

多

露

左
衛

門

色

伝

授

』

第

三

宝

永

五
年

(
一
七

〇
八
)

序

①

つ
い

の
か

ぶ

ろ

や

つ
れ

男

、

わ

き

て
め

に

た

つ
有

様

に

三
重
し

ば

し

詠

め

て

「
た

ち

つ
ど

ふ

、

竹

の
う

ち

よ

り

光

を

出

す

、

し

た

い
こ

ら

い
か

う

は

、

大

坂

の
し

だ

し

で
ご

ん

ざ

る

ゑ

い
、

此

ゑ

い
今

は

あ

づ

ま

の
、

は

て
迄

も

、

く

は

つ
と

は
や

り

て
京

九

重

や

、

あ

の
君

た

ち

の
手

に
ふ

れ

て
、

笑

ひ

の
た

ね

と

成

も

よ

し

、

②

か

い

て
く

ど

い

て
見

せ

さ

き

に
、

立

と

ゴ
ま

り

て
色

い
と

に
、

あ

づ

ま

こ
と

ば

も

珍

ら

し

く

、

う

ら

ば

め

せ

め

せ

み

た

三

ぞ

ん

の
御

来

迎

、

め

せ

い
ざ

や

め

さ

ぬ
か

　
　

　

〔2

〕

『
江

都

二

色

」

(
一
七

七

三
)
、

北
尾
重
政
画

・
弄
籟
子
讃
、

鱗
形
屋
孫
兵
衛
刊

安
永
二
年

御
来
迎拝

む
に

つ
け
て

怠
ら
し

朝
な
夕
な
に

南
無あ

め
の
鳥

　
　

　

〔3
〕

『還
魂
紙
料
』
上
之
巻

柳
亭
種
彦
著
、
文
政
九
年

(
一
八

二
六
)
刊

ら
い
か
う
う
り

来
迎
売

て
あ
そ
び

或
老
人
の
話
に
、
む
か
し
小
児
の
翫
弄
に
、
仏
の
像
を
紙
の
張
貫
、

な
か

又

は
木

に

て

つ
く

り

、

竹

の
筒

の
裏

へ
を

さ
め

、

其

竹

の
筒

を

さ

ぐ

れ

ば

、

紙

に

て
畳

た

る

後

光

ひ

ら

き

て
、

仏

も

と

も

に
あ

ら

は

か
ら
く
り

る

＼
機

涙

を

、

藁

苞

や

う

の
も

の
に

さ

し
な

ら

べ
、

是

を

う

ち

か
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た
げ

て
御
来
迎
々
々
々
と
売
き
た
り
し
と
い
へ
り
。

〔中
古
風
俗
志
〕

〔割
註
〕
新
見
老
人
の
昔

々
物
語
を
仲
慶
と

い

ふ
老
人
、
明
和
元
年
に
増
補
せ
し
書
な
り
。
」

に
、
古
来
よ
り
小

て
あ
そ
び

児

の
翫

物

は

し

か

λ
＼

と

い

ふ
条

に
、

「
ぶ

り

ぶ

り

、

ぎ

て

う

、

鈴
守
、
ぴ
い
ー

、
お
き
や
が
り
小
法
師
、
こ
の
小
法
師

い
つ
れ

の
時

よ
り
歎
、
禅
家
の
祖
師
達
磨
大
師
の
尊
形
と
な
れ
り
。
勿
体

な
き
事
な
り
。
鳩
車
、
板
の
琴
、
御
来
迎
の
か
ら
く
り
は
中
古
の

物
な
り
云
々
。」
中
古
と
は
い
つ
の
比
を
さ
し

て
い
ふ
歎
、
元
禄

お
こ
な
は
れ

と

さ
の
し
ょ
う
ま
さ
か

つ

の
こ
ろ
は
は
や
此
手
遊
の
流

行
し
と
見
え
て
、
土
佐

橡

正
勝
が

正
本

〔博
多
露
左
衛
門
色
伝
授
〕
と
い
ふ
浄
瑠
璃
に
、
彼
露
左
衛

門
と

い
ふ
も
の
来
迎
売
と
な
り
て
、
都
島
原

へ
か
よ
ふ
こ
と
を
載

た
り
。
「対

の
禿
や

つ
れ
男
、
わ
き
て
目
に
立
あ
り
さ
ま
に
、

し

ば
し
詠
め
て
立
た
ま
ふ
、
竹
の
う
ち
よ
り
光
を
出
す
、
じ
た
い
御

く
ら

マ

ノ

詳
謬

』.

正
徳
享
保

の
比
印
行

せ
し
絵
双
六
に
見
え

た
る
来
迎
売
の
図
也

来

迎

は
、

大

坂

の
し

だ

し

で
ご
ざ

る
、

今

は
あ

づ

ま

の

は

て
ま

で

も
、

く

わ

つ
と

は

や

り

て
京
九

重

や
、

あ

の
君
た

ち
手

に
ふ

れ

て
、

あ
つ
ま
こ
と
は

笑

ひ

の
種

と

な

る

も

よ

し

、
中

略

、

東

詞

も

め

づ

ら

し

く

、

う

ら
ば
め
せ
ー

、
弥
陀
三
尊
の
御
来
迎
め
せ
云
々
。
」
是
元
禄
年

つ
く
り

間
江
戸

に
て
編
し
浄
瑠
璃
な
り
。
〔割
註
〕

此
さ
う
し
に
宝
永
五

年
と
あ
る
は
、
再
刻

の
年
号
な
り
。
さ
て
こ
＼
に
彼
手
あ
そ
び
は
、

大
坂
に
て
し
だ
し
＼
や
う
に
い
へ
り
、
猶
考
べ
し
。

又
俳
諸

〔江
戸
名
物
鹿
子
〕

〔割
註
〕
享
保
十
八
年
印
本
。
」

「御
来
迎
売

は
ら
み

若
竹
や
誰
と
孕

て
か
く
や
姫

素
濃
」

と
い
ふ
句
あ
り
。
画
は
き
り
竹
を
か
き
た
れ
ば
摸
し
出
さ
ず
。
さ

て
此
句
竹
の
筒
よ
り
い
つ
る
か
ら
く
り
を
、
竹
の
な
か
よ
り
生
れ

し
か
く
や
姫
に
と
り
な
し
、
光
り
を
は
な

つ
を
余
情
に
こ
め
た
る

ゑ
か

し

あ

へ

な

る

べ
し
。

古

老

の
話

に

よ

り

て
画

せ

た

る

ま

へ
の
図

に
よ

く
合

り
。

す
　

　マ
こ

此

図

(
図

略

)

は
近

く
安

永

二
年

鱗

形

屋

が

刊

行

せ

し

〔
江
戸

二

色

〕

に
見

え

た

り
。

此

さ

う
し

は
江

戸

に

て
も

て
は

や

し

＼
手

遊

ふ
た
い
ろ

び

を

、

古

き

新

し
き

を

分

た
ず

、

そ

れ

と

か

れ

と

二
色

づ

＼
と

り

よ
べ

ろ
う
ら

い

し

あ

つ
め
て
、
江
都
二
色
と
題
り
。
画
は
重
政
、
賛
は
弄
籟
子
と
か
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く
し
名
せ
る
老
人
な
り
。
か
の
翁
が
画
人
に
伝

へ
て
か
＼
せ
た
る

も
あ

る
歎
、
今
は
目
馴
ざ
る
物
多
し
。
又
或
人
の
い
ふ
、
明
和
七

年
再
御
来
迎
と
い
ふ
物
お
こ
な
は
れ
し
こ
と
あ
り
。
其
刻
は
仏
像

を
ば

つ
く
ら
ず
、
赤
き
紙
に
て
日
の
出
の
か
た
ち
を
な
し
、
烏
を

画
し
物
な
り
と
そ
。
是
富
士
山
の
行
者
が
、
日
の
出
を
御
来
迎
と

い
ふ
に
も
と
づ
き
て
の
製
に
や
あ
ら
ん
。
こ
の
江
戸
に
し
き
は
古

き
に
よ
り
て
画
る
な
る
べ
し
。

　ね
　

〔
4
〕

『
守

貞

護

稿

』

巻

之

二
十

八

喜

田
川

守

貞

著

、

天

保

八
年

(
一
八

三

七

)

～

嘉

永

六

年

(
一
八

五

三

)

刊

①

御

来

迎

ノ
機

関

佛

像

ハ
、

紙

ノ

ハ
リ

ヌ
キ
、

或

ハ
、

木

製

也
。

後

光

ハ
、
黄

紙

ヲ
帖

シ
、

仏

像

ト

ト

モ

ニ
竹

筒

二
納

レ
、

筒

ヲ
探

レ

バ
、

図

　む
　

(
図

略

)

ノ
如

ク
出

テ
、

筒

ヲ
上

レ
バ
、

再

ビ
納

ル
也

。

此

弄

物
、

元
禄

ヨ
リ
安

永

ノ
間

、

凡

百

年

廃

セ
ズ
。

再

ビ

明

和

中

、

費
之

ノ
時

ハ
、

仏

像

ヲ
造

ラ
ズ

。

赤

紙

ノ

旭

二
代

へ
、

烏

ヲ
画

ク
。

②

(
享

保

十

二

年

、

山

本

九

左

衛

門

版

目

付

絵

)

十

、

こ

ら

い
か

う

の
、

か

ら

く

り

が

三

文

。

」

　ロ
　

〔
5
〕

『
続

飛
鳥

川
』

筆

者

未

詳

お

ん

と

り

さ
、

売

声

、

お

ん
と

り

さ

る

三

文
、

御

来

迎

々
々

々

三
文

、

与
五
郎
が
三
文
、

〈
解
説
〉

御
来
迎
の
起
源
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
宝
永
五
年

(
一
七
〇
八
)

の
序
の
あ
る

『
博
多
露
左
衛
門
色
伝
授
』
に
、
「
こ
ら
い
か
う
は
大

坂
の
し
だ
し
で
ご
ん
ざ
る
ゑ
い
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
江
戸
時
代
中

期
以
前
に
大
坂
で
考
案
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

『
還
魂
紙

料
」
に
掲
出
さ
れ
た
正
徳
享
保
頃
の
絵
双
六

や

『守
貞
護
稿
』

に
見

え
る
享
保
十
二
年

(
一
七
二
七
)
版
行
の
目
付
絵
に
は
、
御
来
迎
売

り
の
の
姿
が
描
か
れ
て
お
り
、
十
八
世
紀
前
半
に
は
流
行
を
見
て
い

た
と
い
え
る
。
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『
還
魂
紙
料
」
に
は
、
老
人
の
話
か
ら
描
き
お
こ
し
た
御
来
迎
の

図
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
構
造
は

『江
都
二
色
』
と
明
ら
か

に
異
な

っ
て
い
る
。
『還
魂
紙
料
』

の
図
は
、
筒

の
下

に
棒
が

つ
い

て
お
り
、
筒
の
側
面
か
ら
は
ひ
も
が
出
て
い
る
。
さ
ら
に
は
筒
の
下

部

に
横
棒
が

つ
い
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
『
江
都
二
色
』

の
絵

は

竹
筒

の
側
面
か
ら
横
棒
が
出
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の

横
棒
を
上
げ
下
げ
す
る
こ
と
で
、
仏
像
と
後
光
を
出
入
り
さ
せ
る
の

で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
『守
貞
護
稿
』
所
載

の
目
付
絵
や

『
続
飛
鳥
川
』
に

「御
来
迎
三
文
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

つ
く
り
は

簡
素

で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
『還
魂
紙
料
』
に
よ
る
と
、
明
和
七
年

(
一
七
七
〇
)

に

は
、
後
光

の
代
わ
り
に
赤
紙
で
日
の
出
を

つ
く
り
鳥

の
絵
を
描

い
た

新
種

の
御
来
迎
が
出
現
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
御
来
迎
を
御

来
光

に
置
き
換
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
実
際
に
そ
の
図
を
掲
げ
た

文
献
は
見
あ
た
ら
な
い
。
安
永
二
年

(
一
七
七
三
)
刊
行

の

『
江
都

二
色
』

に
、
旧
型
の
御
来
迎
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
も
疑
問
が
残

る
。
着
想

・
デ
ザ
イ
ン
と
も
に
旧
型
の
方
が
勝

っ
て
い
る
と
い
え
、

庶
民
の
あ
い
だ
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
来
迎
思
想
と
も
相
侯

っ

て
、
旧
型

の
御
来
迎
が

一
般

に
指
示
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

⇔

ず

ぼ
ん

ぼ

「ず
ぼ
ん
ぼ
」
は
、
和
紙
で
作

っ
た
長
方
形
の
箱
に
頭

・
尾

・
足

を
付
け
て
、
獅
子
や
虎
の
形
に
仕
立
て
た
も
の
で
、
足
の
先
に
は
蜆

の
貝
殻
が
付
い
て
い
る
。
こ
れ
を
屏
風
や
部
屋
の
角
な
ど
衝
立
と
な

る
も
の
の
前
に
置
き
、
団
扇
で
扇
ぐ
と
、
胴
体
の
箱
に
風
が
入
り
ふ

わ
ふ
わ
と
浮
き
あ
が
る
。
四
本
の
足
に
つ
け
ら
れ
た
蜆
貝
が
錘
の
役

割
を
果
た
し
、
飛
び
上
が

っ
て
し
ま
う
こ
と
な
く
空
中
で
微
妙
に
揺

れ
動
く
。
風
の
流
れ
を
目
に
見
え
る
か
た
ち

で
表
現
し
た
、
単
純
な

が
ら
た
い
へ
ん
優
れ
た
玩
具
で
あ
る
。

〈
史
料
〉

　ロ
　

〔1
〕

『
仮
里
択
中
洲
之
華
美
」

内
新
好
著
、
天
明
九
年

(
一
七

八
九
)
刊

枕

び

や

う

し

に
あ

ら

ね

ど

も
、

ア

レ

ハ
ど

つ
こ

い

く

、

コ
ウ

レ

ハ
三
介

ま

つ
た

り

ー

と
、

團

扇

で

は

た
ら

く

獅

子

の
足

は
、

蜆

貝
を
め
し

つ
ぶ
で
付
ケ
、
二
ま
い
屏
風
を
小
楯
に
取
、
船
頭
に
あ

ら
ね
ど
も
、
乗
合
は
か
ま
ひ
ま
せ
ぬ
、

〔
2

〕

n

噸　 　

C壼
D

刊 巻

六
下9

喜
多
村
信
節
著
、
文
政
十
三
年
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○
飛
人
形
は
竹
の
串
を
膏
薬
に
捻
り
付
て
は
ね
返
ら
す
張
子
人
形

な
る

べ
し

「描
金
画
譜
」
に
笠
着
て
飼
旬
る
人
形
み
え
た
り
、
今

浅
草
寺
雷
門
に
て
売
る
亀
山
の
化
物
な
ど
い
ふ
は
張
子
二
つ
に
て

一
つ
は
上
に
着
せ
、
は
ね
か

へ
れ
ば
脱
て
形
か
は
る
や
う
に
し
た

り
、

い
と
近
き
物
な
り
。
(中
略
)
此
外
に
紙
を
方
に
た

＼
み
獅

子
舞

の
形
に
作
り
、
足
に
し
ゴ
み
貝
を
付
て
団
扇
に
て
あ
ふ
ぎ
を

ど
ら
す
る
も
の
あ
り
、

〔
3

〕

　め
　

『万
職
図
考
』
初
編

五
)
序

葛
飾
載
斗
画
、
天
保
六
年

(
一
八
三

曝論

〔
4

〕

『釈
迦
八
相
倭
文
庫
』
第
十
編

〔万
亭
応
賀
作

・
一
陽
斎
豊

　め
　

国
画
、
嘉
永
三
年

(
一
八
五
〇
)
刊
〕

の
引
札

立
斉
画
、

錦
重
堂
版

〔5
〕

『風
俗
画
報
』

一
一
〇
号

明
治
二
卜
九
年

東
陽
堂
刊

「江
戸
市
中
渡
世
種
」
大
竹
政
直
画

(
一
八

九

六

)
、
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乗ミ

そ

と
ん
だ
り

は
ね
た
り

〔
6
〕

『
う

な

ゐ

の
友

』

(
一
九

〇

六

)

刊

7・.yバ

c'

響

邑～.、

鐸嚢

 

§

触

Aて

,夢

豪

、

軸

遡

案
仁
麟

魅

三
編

清
水
晴
風
著
、

明
治
三
十
九
年

ず
ぼ
ん
ぼ

此
玩
具

ハ
天
保
年
頃
よ
り
行
る
獅
子
或
ひ

ハ
蛸
な
と
紙
に
て
製
四

足
の
所
へ
蜆
貝
を
付
る
團
扇
に
て
ず
ぼ
ん
ぼ
ん

ー

ず
ぼ
ん

ぼ
た
ら
た
ち
や

つ
ら
に
く
や
い
け
の
ど
ん
が
め
な
ら
バ
さ
ら
の
相

手
に
い
た
し
ま
す
と
言
て
あ
を
げ
は
自
然

に
伝
動
し
て
興
あ
る
玩

具
な
り

〈
解
説
〉

江
戸
時
代
、
ず
ぼ
ん
ぼ
は

「
と
ん
だ
り
は
ね
た
り
」
(
飛
人
形

・

亀
山
の
お
化
け
な
ど
と
も
い
う
)
と
い
う
玩
具
と
と
も
に
、
江
戸
浅

草
の
浅
草
寺
門
前
で
売
ら
れ
て
い
た
。
『嬉
遊
笑
覧
』

の
飛
人
形
の

項
に
、
「
紙
を
方
に
た
＼
み
獅
子
舞
の
形
に
作
り
、
足

に
し
ゴ
み
貝

を
付
て
団
扇
に
て
あ
ふ
ぎ
を
ど
ら
す
る
も

の
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
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は
、
紛
れ
も
な
く
ず
ぼ
ん
ぼ
の
こ
と
で
あ
る
。
明
治
期
に
出
版
さ
れ

た

『
風
俗
画
報
」
所
載
の

「江
戸
市
中
渡
世
種
」
の
な
か
に
も
、
と

ん
だ
り
は
ね
た
り
と
と
も
に
ず
ぼ
ん
ぼ
を
売
る
店
が
描
か
れ
て
い
る
。

ず
ぼ
ん
ぼ
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
判
然
と
し
な
い
が
、
獅
子
舞
の

と
き
の
唯
子
詞
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
『旅
と
伝
説
』
第
四
郷
土
玩

旦
ハ号
で
は
、
摂
津
地
方
の
民
謡
と
し
て
次
の
よ
う
な
詞
が
紹
介
さ
れ

　ロ
　

て

い
る

。

ず

ぼ

ん

ぼ

え
、

ず

ぼ

ん

ぼ

え
、

ず

ぼ

ん

ぼ

な

ら

こ
そ

面

憎

や

、

お

池

の
ど

ん

亀

な

れ

ば

こ
そ

、

ず

ぼ

ん

ぼ

え
。

こ
れ

は

、

『
う
な

ゐ

の
友

』

に

み

え

る
囎

子

詞

と

類

似

し

て

い

る
。

こ

の
民

謡

が

遊

び

の
な

か

に
と

り

入

れ

ら

れ

た

の
か

ど

う

か

は

定

か

で
は

な

い
が

、

ず

ぼ

ん

ぼ

は

獅

子

の
形

に
仕

立

て
ら

れ

て

い
る

こ
と

か

ら

、

獅

子

舞

の
際

の
唯

子

詞

を

玩

具

の
名

前

に
用

い
た

と

い

っ
て

よ

さ

そ

う

で
あ

る
。

　め
　

　ロ
　

『
日
本
郷
土
玩
具
」
東
の
部
や

『
旅
と
伝
説
』
第
四
郷
土
玩
具
号

に
は
、
獅
子
と
虎
の
二
種
類
の
ず
ぼ
ん
ぼ
が
、
ま
た
、
『
う
な
ゐ
の

友
』

に
は
蛸
が
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
の
文
献
に
は

虎
や
蛸

の
存
在
は
確
認
で
き
な
い
。
玩
具
の
名
称
の
由
来
か
ら
み
て

も
、
当
初
の
ず
ぼ
ん
ぼ
は
獅
子
の
形
を
し
た
も
の

一
種
で
は
な
か

っ

た
か
と
考
え
ら
れ
る
。

四

猫

と
鼠

「猫
と
鼠
」
は
、
猫
が
鼠
を
捕
食
す
る
習
性
を
玩
具
化
し
た
も
の

で
あ
る
。
木
箱
の
蓋
の
上
に
土
製
の
猫
が
の

っ
て
お
り
、
蓋
を
後
方

に
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
て
箱
を
開
く
と
、
中
か
ら
鼠
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
る
。

再
び
蓋
を
前
方

ヘ
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
る
と
鼠
は
箱
の
中

へ
か
く
れ
て
し

ま
う
。
猫
が
後
退
す
る
と
鼠
が
現
れ
、
猫
が
追
う
と
鼠
は
逃
げ
る
。

猫
と
鼠
の
追
い
か
け

っ
こ
を
見
事
に
表
現
し
た
か
ら
く
り
玩
旦
ハで
あ

る
。

〈
史

料

〉

〔1

〕

『
江

都

二

色
』

(
一
七

七

三
)
、

北
尾
重
政
画

・
弄
籟
子
讃
、

鱗
形
屋
孫
兵
衛
刊

お
そ
ろ
し
き

猫
ま
たば

し
の

し
ら
波
に

人

ハ
ね
ず
み
と

逃
け
か
く
れ

里

安
永
二
年
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〔2
〕

『
日
本
郷
土
玩
具
」
西

の
部

武
井
武
雄
著
、

昭
和
五
年

(
一
九
三
〇
)
、
地
平
社
童
旦
房
刊

大
阪
の
木
製
玩
具

〔猫
と
鼠
〕
箱
は
木
製
だ
が
本
尊
の
方
は
土
製
、
長
さ
四
寸
位
の

細
長

い
黄
色
な
木
製
の
蓋
に
型
抜
の
素
朴
な
土
偶
猫
が

つ
け
て
あ

る
。

蓋
裏
の
滑
車
に
は
こ
れ
と
同
類
の
鼠
が

つ
け
て
あ

っ
て
、
蓋

を
引
出
す
と
ピ

ヨ
コ
ン
と
出
現
す
る
が
、
挿
込
む
と
ク
ル
リ
と
か

く
れ

て
了
ふ
。
そ
の
動
作
敏
捷
な
の
で
猫
に
追
は
れ
る
鼠
の
感
じ

が
巧
み
に
捕

へ
て
あ

っ
て
、
場
末
の
雑
玩
い
つ
も
こ
の
種
の
洒
落

気
と

ユ
ー
モ
ア
と
に
豊
か
な
の
は
嬉
し
い
。
こ
れ
亦
セ
ル
ロ
イ
ド

時
代
と
し
て
は
ひ
ど
く
臓
ら
し
い
の
で
ア
ホ
ラ
シ
イ
と
あ

っ
て
敷

年
前

に
製
作
を
絶

っ
て
了

っ
た
。

〔3
〕

『
旅
と
伝
説
」
第
四
郷
土
玩
具
号

昭
和
六
年

(
一
九
三

一
)、

三
元
社
刊

武

田
眞

一
著

「
朝
鮮
の
玩
旦
ハ」

猫
と
鼠

江
戸
時
代
の
玩
具
と
し
て
鰹
節
箱
の
上
に
鼠
が
居
て
蓋

を
引

け
ば
下
か
ら
猫
が
出
て
来
て
鼠
は
逃
げ
か
く
れ
る
日
本
の
玩

具
そ

の
ま
＼
に
て
、
三
寸
五
分
の

一
寸
五
分
位
の
箱
な
り
、
朝
鮮

古
老

の
言
に
よ
れ
ば
二
百
年
前
よ
り
行
は
れ
し
と
云
ふ
。
日
本
の

江

戸

か

ら

渡

っ
た
も

の

や

ら
、

や
ら

興

あ

る

こ
と

な

り
。

こ
の
朝
鮮
鼠
が
内
地

へ
来
た
も
の

〔4
〕

『お
も
ち

ゃ
画
譜
」
第

一
集

川
崎
巨
泉
著
、

(
一
九
三
二
)
刊

猫
鼠
の
玩
具

猫
が
鼠
を
捕

へ
る
さ
ま
を
面
白
く
作

っ
た
も
の
で
、

昭
和
七
年

薄
板
製
の
箱
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に
土
焼
の
小
さ
い
猫
と
鼠
を
箱
の
蓋
の
表
と
箱
の
中
と
に
と
り
つ

け
蓋

の
開
閉
に
よ
っ
て
其
あ
り
さ
ま
を
彷
彿
さ
せ
る
よ
う
に
出
来

て
ゐ
る
、
此
玩
旦
ハは
上
方
地
方
に
も
、
又
江
戸
に
も
出
来
て
ゐ
た

が
、
外
國
に
も
此
式
の
も
の
が
あ
る
か
ら
、
或
る
時
代
に
何
人
か
ゴ

眞
似
た
も
の
で
は
な
い
か
と
も
思
は
れ
て
ゐ
る
。
大
さ
は

一
寸
二

三
分
角
の
長
方
形
の
箱
で
、
長
さ
は
四
寸
位
ひ

(人
阪
製
)

〔5
〕

『上
方
」
郷
土
玩
具
号

上
方
郷
土
研
究
会
編
、
昭
和
十
五

年

(
一
九
四
〇
)
、
創
元
社
刊

前

田
た
ら
ち
ね
著

「滅
び
行
く
大
阪

の
郷
土
玩
旦
ハ」

猫
と
鼠
。
木
製

の
箱

の
蓋
を
引
出
す
と
鼠
が
飛
び
出
る
仕
掛
、

押
込

む
と
ク
ル
リ
ト
箱

の
中

に
入
る
ユ
ー
モ
ア
に
と
む
童
玩
。

(赤
松
現
存
)

〈解
説
〉

猫
と
鼠
は
江
戸
時
代
に
考
案
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
安
永

二
年

(
一
七
七
三
)
に
刊
行
さ
れ
た

『
江
都
二
色
」
以
外
の
近
世
文

献

に
は
見
当
た
ら
な
い
。
江
戸
時
代
の
玩
具
に
つ
い
て
ま
と
ま

っ
た

記
述
の
あ
る

『
嬉
遊
笑
覧
』
や

『
守
貞
護
稿
』
に
も
、
猫
と
鼠
に
つ

い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
江
戸
時
代
中
期
に
江
戸
に

お
い
て
流
行
を
み
た
猫
と
鼠
も
、
地
方

へ
流
布
し
な
い
ま
ま
江
戸
時

代
後
期
に
は
衰
退
あ
る
い
は
廃
絶
し
て
し
ま

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

と
こ
ろ
が
、
昭
和
初
期
の
文
献
に
は
猫
と
鼠

に
つ
い
て
の
記
述
を

散
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
阪
の
玩
具
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る

も
の
が
多
く
、
『
日
本
郷
土
玩
具
」
で
は
昭
和

の
初
頭
に
廃
絶
し
た

と
な

っ
て
い
る
が
、
『
上
方
』
誌
の
記
事
か
ら
、
大
阪

で
は
細

々
と

な
が
ら
戦
前
ま
で
製
造
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
文
末
に
見
え

る

「赤
松
現
存
」

の
赤
松
と
は
、
昭
和
十
五
年

(
一
九
四
〇
)
ヒ
月

　
　

　

に
発
行
さ
れ
た

『上
方
』
続
郷
十
玩
具
号
誌
L

【大
阪
玩
旦
ハ座
談
会
」

に
、
語
り
手
と
し
て
出
席
し
て
い
る
玩
旦
ハ製
作
家
赤
松
十
吉
氏
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。

『
江
都
二
色
』
の
絵
と

『お
も
ち

ゃ
画
譜
』
に
描
か
れ
た
絵
を
比

較
す
る
と
、
そ
の
作
り
に
差
異
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
ず
、
猫

と
鼠
の
位
置
で
あ
る
が
、
『
江
都
二
色
』

で
は
猫
が
蓋

の
前
方

に
お

り
、
蓋
を
開
け
る
と
鼠
が
立

っ
た
よ
う
な
形

で
箱
の
や
や
後
方
に
現

れ
て
い
る
。

一
方
、
『お
も
ち
ゃ
画
譜
』

で
は
猫
が
蓋

の
ほ
ぼ
中
央

に
位
置
し
、
箱
の
中
か
ら
現
れ
る
鼠
の
姿
勢
も
蓋
に
対
し
て
ほ
ぼ
水

平
で
あ
る
。
ま
た
、
鼠
が
現
れ
る
仕
掛
け
の
部
分
も
明
ら
か
に
異
な

っ

て
い
る
。
『江
都
二
色
』
で
は
弧
状
の
紙
の
よ
う
な
も
の
が
見
え

て
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い
る
の
に
対
し
、
『
お
も
ち

ゃ
画
譜
」
に
描
か
れ
た
も
の
は
鼠

の
下

に
棒
が

つ
い
て
お
り
、
箱
の
両
側
面
に
わ
た
さ
れ
た
軸
に
固
定
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
違

い
は
お
そ
ら
く
近
代
に
入

っ
て
量
産
さ
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
『
お
も
ち

ゃ
画

譜
」
に
見
ら
れ
る
猫
と
鼠
は
、
そ
の
人
形
の
作
り
も
簡
素
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
か
ら
く
り
を
含
め
全
体
的

に
単
純
化
さ
れ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
朝
鮮
に
も
同
様
の
玩
具
が
存
在
し
た
こ
と
が

『旅
と
伝
説
」

に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
の
も
の
と
猫
と
鼠
の
位
置
が
逆
に
な

っ

て
い
る
。
「
日
本

の
玩
旦
ハそ
の
ま
＼
に
て
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
筆

者

の
単
純
な
誤
記
と
も
と
れ
る
が
、
史
料
に
乏
し
く
実
態
は
判
然
と

し
な
い
。

む
す
び
に
か
え
て

実
に
複
雑
な
動
き
や
表
情
を
表
現
し
て
い
る
。
玩
具
に
、
当
時
の
人
々

の
自
然
に
対
す
る
知
識
の
深
さ
や
技
術
の
高
さ
を
見
て
と
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
掲
げ
た
史
料
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
近

世
に
お
い
て
は
、
大
人
た
ち
が
玩
具
に
対
し

て
た
い
へ
ん
高
い
関
心

を
よ
せ
て
い
る
。

今
回
は
、
玩
旦
ハそ
の
も
の
に
つ
い
て
若
干

の
考
察
を
加
え
た
に
す

ぎ
な
い
が
、
こ
う
し
た
江
戸
時
代
の
庶
民
生
活
に
お
け
る
玩
具
の
位

置
付
け
や
、
当
時
の
か
ら
く
り
技
術

に
関
し
て
も
考
察
が
必
要
と
思

わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
期
し
た
い
。

ま
た
、
今
回
は
江
戸
期
に
流
行
を
み
た
四
種
類
の
玩
具
を
取
り
上

げ
た
が
、
近
世

の
文
献
や
絵
画
に
見
ら
れ
る
同
様
の
か
ら
く
り
玩
旦
ハ

は
、
筆
者
が
確
認
し
て
い
る
だ
け
で
も
約
百
種
類
に
及
ん
で
い
る
。

今
回
紹
介

で
き
な
か

っ
た
玩
旦
ハに
つ
い
て
も
、
別
の
機
会
を
得
ら
れ

れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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本
稿

で
は
、
「か
ら
く
り
」
を
仕
掛
け
と
い
う
意
味

の
広
義

に
と

ら
え
、
動
か
し
て
遊
ぶ
こ
と
の
で
き
る
お
も
ち
ゃ
を
か
ら
く
り
玩
具

と
呼
ん

で
い
る
。

こ
れ
ら
江
戸
時
代
の
玩
具
は
、
木

・
竹

・
紙

・
土

・

布

・
糸

な
ど
の
自
然
素
材
を
お
も
な
材
料
と
し
て
い
る
が
、
作
り
手

は
素
材

の
も

つ
特
徴
を
最
大
限
利
用
し
て
、
単
純
な
仕
掛
け
な
が
ら

註
(
1
)
中
村
幸
彦

・
日
野
龍
夫
編

『
新
編
稀
書
複
製
会
叢
書
」

第
三
十

六
巻

(
一
九
九

一
年
、
臨
川
書
店
)
所
収

(
2
)
中
村
幸
彦

・
日
野
龍
夫
編

『
新
編
稀
書
複
製
会
叢
書
」
第

三
十

七
巻

(
一
九
九

一
年
、
臨
川
書
店
)
所
収
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朝
倉
治
彦
編

『
日
本
名
所
風
俗
図
会
』

(
一
九
八
八
年
、
角

川
書

店
)

所
収

『
日
本
随
筆
大
成
』
別
巻
第
十
巻

(
一
九
九
六
年
、
吉
川
弘
文

館

)

所
収

『
う
な
ゐ

の
友
」
復
刻
版

(
一
九
八
二
年
、
芸
艸
堂
)

国
書

刊
行
会
編

『
新
群
書
類
従
」
第
五

(
一
九
七
六
年
)
所
収

『
江
都
二
色
』
(
奈
良
大
学
文
学
部
鎌
田
研
究
室
蔵
)

『
日
本

随
筆

大
成
』
第

一
期
第
十

二
巻

(
一
九
九
三
年
、
吉

川

弘
文

館

)
所
収

原
本

所
載

の
図
は
、
前
掲

『
江
都
二
色
』

の
御
来
迎
図

の
模

写

で
あ

る
た
め
、

こ
こ
で
は
省
略
し
た

朝
倉

治
彦

・
柏
川
修

一
編

『
守
貞
護
稿
」
第
四
巻

(
一
九
九

二
年

、

東
京

堂
出
版

)

原
本

所
載

の
図
は
、
前
掲

『
江
都
二
色
」

の
御
来
迎
図

の
模

写

で
あ

る
た
め
、

こ
こ

で
は
省
略
し
た

『
日
本
随
筆

大
成
」
第
二
期
第
十
巻

(
一
九
九
四
年
、
吉
川
弘
文
館
)

所
収

国
書

刊
行
会
編

『
徳
川
文
芸
類
従
』

第
五
巻

(
一
九
二
五
年
)
所
収

『
日
本
随
筆
大

成
」
別
巻
第
九
巻

(
一
九
九
六
年
、
吉
川
弘
文

館

)

所
収『万

職
図
考
』

(
国
立
国
会
図
書
館
蔵
)

『釈
迦

八
相
倭
文
庫
」

第
十
編
引
札

(
奈
良

大
学
文

学
部
鎌

田
研

究

室
蔵
)

『旅

と
伝
説
」
第

四
郷
土
玩
具
号

(
一
九
三

一
年
、
三
元
社
)

九

七

(
18
)

(
19
)

(
20
)

頁武
井
武
雄

『
日
本
郷
土
玩
旦
ハ」
東

の
部

(
一
九
三
〇
年
、

地
平

社
書

房
)

『
旅

と
伝
説
」
第

四
郷
土
玩
具
号

(
一
九
三

一
年
、

三
元
社

)

一
二

頁
『
上
方
』
続
郷
土
玩
旦
ハ号

(
一
九
四
〇
年
)

二
八
頁

一42一


