
歴

史

遺

産

の
復

元

江

戸

時

代

の

か

ら

く

り

玩

旦
ハ

鎌

田

道

隆

は
じ
め
に

「
お

も

ち

ゃ
」

と

い

う
言

葉

に

は
、

今

日

の

日
本

で

は
子

供

の
遊

び

道

具

、

す

な

わ
ち

悪

く
言

え

ば

お
粗

末

な

も

の
、

よ
く

言

え
ば

子

供

の
成

長

を

補

助

す

る
教

育

的

遊

具

と

い

っ
た

幅

の
あ

る
意

味

が

あ

る
。

も

っ
と

も

最

近

で
は
、

高

価

な

コ
ン
ピ

ュ
ー

タ
な

ど

ゲ

ー

ム
機

も

、

い

わ

ゆ

る

お

も

ち

ゃ
と
考

え

ら

れ

た

り

す

る
か

ら

、

一
概

に
安

価

な

も

の
、

粗

末

な

も

の
、

単

純

な

も

の
と

は
位

置

づ

け

ら

れ
な

く

な

っ
て

い

る
。

だ

が
、

英

語

の

8

蜜
に

は
く

だ

ら

な

い
も

の

と

い

っ

た
意

味

も

あ

り
、

フ

ラ

ン

ス
語

の

す

く
①
け
に
も

笑

い
も

の

に

な

る

と

　
ユ

　

い
っ
た
意
味
が
あ
る
な
ど
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
や
は
り
子
供
だ

ま
し
と

い
っ
た
低
い
評
価
が
お
も
ち
ゃ
の
歴
史
の
な
か
に
、
ひ
と

つ

の
要
素

と
し
て
存
在
し
た
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
お
も
ち
ゃ
観
が
定
着
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
た

と
え
ば
歴
史
学

の
分
野
で
正
面
か
ら
お
も
ち

ゃ
を
と
り
あ
げ
て
、
研

究
テ
ー
マ
と
し
て
広
範
に
学
会
な
ど
で
論
じ
ら
れ
た
り
し
た
こ
と
は

な
い
。
ま
た
お
も
ち
ゃ
が
文
化
財
や
歴
史
遺
産
と
し
て
認
識
さ
れ
、

高
い
評
価
を
あ
た
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
も

ほ
と
ん
ど
聞
か
な
い
。

こ
れ
ま
で
お
も
ち
ゃ
に
関
す
る
学
術
的
な
研
究
が
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ

た
こ
と
が
、
正
当
な
評
価
と
認
識
を
欠
如
さ
せ
て
き
た
要
因
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

奈
良
大
学
に
お
い
て
進
め
て
き
た
江
戸
時
代
の
か
ら
く
り
玩
具
の

復
元
研
究
か
ら
、
お
も
ち
ゃ
の
文
化
的
価
値
、
現
代
に
お
け
る
歴
史

　　
　

遺
産
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
試
論
を
展
開
し
て
み
よ
う
。
な
る
べ
く

具
体
的
事
例
を
あ
げ
な
が
ら
、
そ
の
復
元
の
過
程
で
発
見
し
た
こ
と

に
も
論
及
し
た
い
。
実
際
に
復
元
と
い
う
作
業
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
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お
も
ち

ゃ
の
素
材

で
あ
る
木

・
竹

・
紙

・
糸

・
土
な
ど
の
自
然
素
材

に
対
す

る
江
戸
時
代
の
人
々
の
愛
着
と
認
識
の
深
さ
を
発
見
す
る
こ

と
が
で
き
る
し
、
自
然
素
材
の
特
長
を
生
か
し
な
が
ら
、
す
ぐ
れ
た

ア
イ
デ

ア
と
技
術
に
よ

っ
て
、
す
ば
ら
し
い
お
も
ち
ゃ
を

つ
く
り
だ

し
て
い

っ
た
昔
の
人
び
と
の
知
恵
と
工
夫
、
人
間
と
し
て
の
さ
ま
ざ

ま
な
思

い
や
り

・
や
さ
し
さ
な
ど
も
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

鑑
賞
用
の
お
も
ち
ゃ
で
あ
る
人
形
や
器
物
な
ど
は
別
と
し
て
、
お

も
ち

ゃ
本
来
の
意
味
す
な
わ
ち
も
て
あ
そ
び
ぶ

つ
の
ほ
と
ん
ど
は
、

手
で
持
ち
遊
ば
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
破
損
す
る
運
命
に
あ
る
。
江
戸

時
代
の
お
も
ち
ゃ
の
大
半
は
破
損
し
廃
棄
さ
れ
た
。
し
た
が

っ
て
お

も
ち

ゃ
の
実
物
が
伝
存
し
て
い
る
こ
と
は
、
現
在
で
は
例
外
的
で
す

ら
あ
る
。
そ
れ
で
も
明
治

・
大
正
期
に
は
そ
う
し
た
遺
物
に
出
会
う

機
会
も

あ

っ
た
よ
う
で
、
同
好

の
士
に
よ

っ
て
蒐
集
さ
れ
、
模
写
さ

れ
た
り
し
て
、
『う
な
い
の
友
」
を
は
じ
め
玩
具
図
版
が
少
な
か
ら

　ヨ
　

ず
残
さ
れ
て
い
る
。

江
戸
時
代
の
絵
画
や
随
筆

の
な
か
に
記
さ
れ
た
お
も
ち

ゃ
の
外
形

や
説
明
、
そ
し
て
明
治
以
降

の
玩
具
研
究
の
成
果
を
参
考
と
し
、
ま

た
郷
土

玩
具
と
い
う
か
た
ち
で
現
在
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
伝
統
的
な

お
も
ち

ゃ
に
学
び

つ
つ
、
江
戸
時
代
に
庶
民
の
間
で
考
案
さ
れ
、
も

て
遊
ば

れ
た
か
ら
く
り
玩
具
の
復
元
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
か
ら
く

り
玩
具
は
、
手
で
動
か
す

こ
と
が
前
提
と
な

っ
て
い
る
の
で
、
手
の

動
き
の
先
に
し
く
ま
れ
た
い
わ
ゆ
る
仕
か
け
の
部
分
に
、
昔
の
人
々

の
ア
イ
デ
ア
や
工
夫
が
見
え
や
す
い
。

唐

独

楽

お
も

ち

ゃ
と

し

て

の
独

楽

の
歴

史

は
古

く
、

し

か

も

世

界

的

な

広

が

り
を

も

つ
。

木

製

・
竹

製

・
貝

製

・
土

製

・
石

製

・
金

属

製

・
果

　
る

　

実
製
な
ど
そ
の
材
料
も
地
域

に
よ

っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
い
ず

れ
も
ク
ル
ク
ル
と
ま
わ
り

つ
づ
け
る
動
き
に
、
不
思
議
な
霊
力
や
神

秘
性
を
感
得
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

唐
独
楽

(
と
う
ご
ま
)

の
名
称
の
由
来
は
、
昔
か
ら
中
国
に
は
空

鐘
と
い
う
独
楽
が
あ

っ
て
、

こ
れ
が
日
本

へ
伝
わ
り
ト
ウ
ゴ

マ
と
よ

ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
。
『和
名
類
聚
抄
』

に
独
楽
と

い
う

　ら
　

の
は
孔
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
お
り
、
中
が
空
洞
で
孔
の

あ
る
独
楽
す
な
わ
ち
唐
独
楽
が
す
で
に
平
安
時
代
に
は
知
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
唐
独
楽
が
お
も
ち
ゃ
と
し
て
広
く
庶

民
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
江
戸
時
代

の
こ
と
で
、
江
戸
時
代

に
は
半
鐘
独
楽
、
ご
ん
ご
ん
独
楽
、
象
独
楽

な
ど
と
も
よ
ば
れ
、
ま

た
竹
製

で
あ

っ
た
と
こ
ろ
か
ら
竹
独
楽
と
も
よ
ば
れ
た
。
う
な
り
独
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楽
と
い
う
異
称
も
あ
る
。

竹
独
楽
以
外
の
別
称
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
独
楽
の
発
す
る
音
に
よ
っ

て
い
る
。

ご
ん
ご
ん
独
楽

・
半
鐘
独
楽
は
、
ご
ー
ん
と
い
う
鐘

の
ひ

び
き
に
似
た
音
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
象
独
楽
と
か
う
な
り
独
楽
と

い
う
の
は
、
動
物
の
う
な
り
声
に
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
名
付

け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
文
政
十
三
年
刊
の

『嬉
遊
笑
覧
』

に
は
、

唐
独
楽

の
ひ
び
き
が
象
の
う
な
り
声
に
似
て
い
る
と
い
う
の
で
、
長

崎
で
は
象
独
楽
と
よ
ば
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
象

の
ほ
ん
と
う
の
う

　　
　

な
り
声
を
知

っ
て
い
る
人
は
少
な
い
と
い
う
話
を
載
せ
て
い
る
。

唐
独
楽

に
つ
い
て
は
、
安
永
二
年
刊
の

『江
都
二
色
』
や
、
寛
政

九
年
刊

の

『
長
崎
歳
時
記
』

に
そ
の
絵

が
あ
り
、
嘉
永
六
年
刊

の

『守
貞
漫
稿
』
に
は
絵
と
と
も
に
作
り
方
の

一
部
も
説
明
さ
れ
て
い

て
、
京
坂

で
は
も

っ
ぱ
ら
神
社
や
寺
院
の
祭
礼
や
縁
日
に
、
そ
の
門

　
ア

　

前

・
境
内

で
売
ら
れ
て
い
る
と
も
説
明
さ
れ
て
い
る
。
上
方
落
語
の

「天
王
寺
詣
」
に
も
彼
岸

の
と
き
の
竹
独
楽
売
り
の
光
景
が
語
ら
れ

て
い
る
し
、
実
際
に
大
坂
で
は
四
天
王
寺
の
縁
日
で
売
り
出
さ
れ
る

お
も
ち

ゃ
の
ひ
と

つ
と
し
て
、
竹
独
楽
は
有
名

で
あ

っ
た
。
唐
独
楽

は
、
と
く

に
西
日
本
を
中
心
に
流
行
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
お
そ
ら

く
材
料
と
な
る
竹
の
入
手
が
容
易
で
あ

っ
た
こ
と
と
も
関
係
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
現
在
で
も
唐
独
楽
と
同
類

の
音
の
出

る
独
楽
が
土
産
物
と
し
て
売
ら
れ
て
い
た
り
す
る
が
、
江
戸
時
代
の

円
筒
型
の
独
楽
と
は
異
な

っ
て
お
り
、
木
を
く
り
抜
く

ロ
ク
ロ
の
技

術
が
生
か
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
は
東
北
地
方
の
竹
を
手
に
入
れ

に
く
い
地
域
で
発
達
し
た
技
術
が
、
こ
け
し
な
ど
と
同
様
に
お
も
ち
ゃ

に
応
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

唐
独
楽
は
、
大
小
い
ろ
い
ろ
に
つ
く
れ
る
が
、
標
準
的
な
も
の
で

は
、
直
径
が
七
～
八
セ
ン
チ
の
真
竹
を
用
い
る
。
竹
筒
は
か
な
ら
ず

し
も
す
べ
て
が
ま
ん
丸
と
な

っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
の
で
、
な
る
べ

く
円
型
に
近
い
も
の
を
選
ぶ
の
が
よ
い
。

こ
の
竹

の
節
が
な
い
と
こ

ろ
を
長
さ
十
セ
ン
チ
ほ
ど
に
切
り
、
こ
れ
を
独
楽

の
胴
と
す
る
。
竹

筒
を
た
て
て
、
上
か
ら
三
セ
ン
チ
、
下
か
ら
も
三
セ
ン
チ
の
垂
直

に

並
ぶ
位
置
に
、
キ
リ
か
ド
リ
ル
で
ニ
ヵ
所
に
穴
を
あ
け
る
。
ニ
ヵ
所

の
穴
の
間
を
ナ
イ
フ
ま
た
は
小
刀
で
、
す
こ
し
ず

つ
切
り
取
り
、
溝

幅
約
五
ミ
リ
長
さ
四
セ
ン
チ
の
風
穴
を
あ
け
る
。
そ
し
て
外
側

の
溝

幅
五
ミ
リ
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
穴
の
内
側
す
な
わ
ち
竹
筒

の
内
側

に
溝
を
広
げ
る
よ
う
に
、
ナ
イ
フ
を
上
手
に
使

っ
て
切
り
取
る
。

こ

の
と
き
片

一
方
だ
け
で
は
な
く
、
両
側
と
も

に
削
り
と
る
と
、
独
楽

が
左
右
の
ど
ち
ら
の
方
向
に
ま
わ

っ
て
も
音
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
風
切
り
穴
の
大
き
さ
と
内
側
に
四
十
五
度
以
上
く
ら
い
に
鋭
角

に
切
れ
こ
ん
だ
角
度
が
、
よ
い
音
を
出
す

コ
ツ
だ
と
い
う
の
が
、
試
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行
錯
誤

の
結
果
判
明
し
た
。

つ
ぎ

に
、
竹
筒

の
上
と
下
を
板
で
空
気
が
も
れ
な
い
よ
う
に
ふ
さ

ぐ
の
で
あ
る
が
、
『守
貞
漫
稿
』
で
は
桐
の
板

で
、

竹
筒

の
内
側
に

　　
　

ぴ

っ
た
り
と
は
め
込
ん
だ
絵
と
な

っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
板
は
桐

で
な
く
と
も
桧
や
杉
で
も
全
く
差
し

つ
か
え
な
い
。

『
守
貞
漫
稿
』

の
よ
う

に
内
側

へ
の
は
め
込
み
式
で
も
よ
い
が
、
竹
筒
の
上
下
か
ら

板
を
か

ぶ
せ
、
竹
筒
の
外
周
に
沿

っ
て
余
分
な
板
を
切
り
取
る
方
式

の
方
が
作
業
は
楽
か
も
し
れ
な
い
。
に
か
わ
と
か
木
工
用
の
ボ
ン
ド

を
用
い
て
、
空
気
漏
れ
が
な
い
よ
う
に
密
着
さ
せ
る
こ
と
が
肝
要
で

あ
る
。

胴
部

の
外
側

一
ヵ
所
に
た
て
長
の
溝
が
あ
い
た
円
柱
が
で
き
あ
が

っ

た
ら
、
上
と
下

の
板
の
中
央
に
キ
リ
で
穴
を
あ
け
、
独
楽
の
心
棒
を

通
す
作
業

に
入
る
。
心
棒
は
二
十
セ
ン
チ
か
ら
二
十
三
セ
ン
チ
く
ら

い
の
長

さ
で
、
竹

の
丸
箸
が
太
さ
も
ち
ょ
う
ど
よ
い
の
で
代
用
で
き

る
。
心
棒
は
円
柱
の
底
板
か
ら
二
～
三
セ
ン
チ
下
方
に
突
き
出
し
た

位
置
で
固
定
す
る
。
心
棒
と
上
下
の
板
の
穴
と
の
間
か
ら
空
気
が
も

れ
な
い
よ
う
に
、
ま
た
心
棒
だ
け
が
ク
ル
ク
ル
と
カ
ラ
ま
わ
り
し
な

い
よ
う
に
接
着
す
る
。

以
上

で
唐
独
楽
の
本
体
は
で
き
あ
が
り
だ
が
、
こ
れ
を
ま
わ
す
た

　　
　

あ
に
、
江
戸
時
代
の
人
々
は
ひ
と

つ
の
器
具
を
用
い
て
い
る
。
少
し

太
目
の
タ

コ
糸
で

一
メ
ー
ト
ル
位
の
も
の
を

一
本
用
意
す
る
が
、
ほ

か
に
厚
さ
三
～
五
ミ
リ
、
幅
三
セ
ン
チ
、
長
さ
二
十
セ
ン
チ
の
竹

べ

ら

(竹
製
の
も
の
さ
し
状
の
も
の
)
の
先
端
部
に
直
径
五
ミ
リ
位
の

穴
を
あ
け
た
道
具
を
使

っ
て
独
楽
を
ま
わ
す

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

唐
独
楽
の
胴
部
か
ら
上
に
突
き
出
た
心
棒

(十
セ
ン
チ
位
の
長
さ
)

に
下
の
方
か
ら
タ
コ
糸
を
順
序
よ
く
ま
き

つ
け
て
重
な
ら
な
い
よ
う

に
心
棒
の
上
部
ま
で
巻
き
、
そ
の
タ

コ
糸
の
先
を
、
さ
き
ほ
ど
の
竹

べ
ら
の
穴

へ
と
お
し
て
お
く
。
唐
独
楽
を
立

て
、
心
棒
の
先
端
と
竹

ベ
ラ
の
穴
を
密
着
さ
せ
て
お
い
て
、
片
手
は
竹
べ
ら
を
も
ち
、
も
う

一
方

の
手
で
穴
を
通
し
て
あ
る
タ
コ
糸
を
握
り
、
タ
コ
糸
を
も

つ
手

を
思
い
切
り
ひ
っ
ぱ
る
と
、
唐
独
楽
は
勢
い
よ
く
ま
わ
り
は
じ
め
る
。

竹
べ
ら
を
使

っ
て
ま
わ
す
と
、
両
手
に
心
棒
を
は
さ
ん
で
手
の
ひ

ら
を
す
り
合
わ
せ
て
ま
わ
す
の
に
較
べ
、
は
る
か
に
回
転
速
度
が
早

い
。
あ
ま
り
に
回
転
速
度
が
早
す
ぎ
て
直
後

に
は
音
が
聞
こ
え
な
い

場
合
が
あ
る
が
、
し
ば
ら
く
し
て
ス
ピ
ー
ド
が
落
ち
て
く
る
に
従
い
、

徐
々
に
独
特
の
音
が
し
て
く
る
。
狭
い
部
屋

で
は
反
響
音
も
あ
り
か

な
り
高
い
音
に
聞
こ
え
る
。
鐘
の
余
韻
に
聞
く
か
、
象
の
う
な
り
声

と
聞
こ
え
る
か
、
竹
筒
の
太
さ
や
風
穴
の
大
き
さ
で
も
、
ず
い
ぶ
ん

音
は
か
わ

っ
て
く
る
。

唐
独
楽
は
江
戸
時
代
の
庶
民
の
お
も
ち

ゃ
で
あ
る
が
、
昔
の
人
々
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の
知
恵
と
工
夫
が
さ
ま
ざ
ま
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
竹
に
対
す
る
知

識
や
竹
を
工
作
す
る
技
術
を
は
じ
め
、
先
人
た
ち
の
ア
イ
デ
ア
の
豊

か
さ
は
、
ヒ
ト
の
能
力
を
最
大
に
生
か
そ
う
と
す
る
竹
べ
ら
の
考
案

な
ど
ま

で
含
め
て
、
き
わ
め
て
人
間
的

で
あ
る
。

二

猫

と

鼠

猫
は
鼠
を
追
い
か
け
ま
わ
す
も
の
、
そ
し
て
捕
え
て
餌
と
し
て
食

べ
て
し
ま
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
か

つ
て
は
小
さ
な
子
供
で
も

知

っ
て
い
る
常
識
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
猫
の
習
性
な
の
だ

と
ほ
と

ん
ど
の
人
が
理
解
し
て
い
た
。
し
か
し
今
日
で
は
、
猫
は
人

間
の
遊
び
相
手
す
な
わ
ち

ペ
ッ
ト
と
な
り
、
か
わ
い
が

っ
て
育
て
ら

れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
た
と
え
鼠
を
見

つ
け
た
と
し
て
も
、
猫
が
真

剣
に
鼠
を
追
い
か
け
ま
わ
し
た
り
、
運
よ
く
捕
え
た
場
合
で
も
食
べ

て
し
ま
う
と
い

っ
た
光
景
は
見
ら
れ
な
く
な

っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。
昔
の
猫
が
働
き
者

で
、

い
ま
の
猫
が
な
ま
け
者
に
な

っ

た
り
、
猫
の
習
性
が
か
わ

っ
て
し
ま

っ
た
と
い
う
訳
で
は
な
い
。

か

つ
て
、
米
や
麦
な
ど
の
穀
物
や
木
造

の
家
屋
を
鼠
の
被
害
か
ら

守
る
た
め
に
、
民
家
で
は
猫
を
飼
育
し
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭

で
は
猫

に
餌
を
あ
た
え
る
と
き
、

い
つ
も
満
腹
に
な
ら
な
い
程
度
に

少
な
目
に
餌
の
量
を
減
ら
し
て
お
く
と
い
う
工
夫
を
し
て
い
た
。
猫

は
空
腹
を
み
た
す
た
め
に
鼠
を
捕
食
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
鼠
は
猫

の
姿
を
み
た
り
鳴
き
声
を
聞
い
た
り
す
る
と

一
目
散
に
逃
げ
、
猫
は

鼠
を
追
い
か
け
ま
わ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
日
常
生
活
の
な
か
の
猫
と
鼠

の
関
係
を
、
た
く
み
に

か
ら
く
り
仕
掛
け
の
お
も
ち

ゃ
と
し
て
つ
く
り
あ
げ
て
み
せ
た
の
が
、

「猫
と
鼠
」
で
あ
る
。
外
観
は
、
手

の
平
に
お
さ
ま
る
ほ
ど

の
大
き

さ
の
木
製
の
箱
が
あ
り
、
そ
の
箱
の
ブ
タ
の
上
に
つ
く
り
も
の
の
猫

が
の
せ
て
あ
る
。
箱
の
ブ
タ
を
ひ
っ
ぱ

っ
て
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
る
と
、

猫
が
後
退
し
た
よ
う
に
見
え
る
。
猫
が
さ
が

る
と
、
箱
の
中
か
ら
鼠

が
姿
を
あ
ら
わ
す
。
次
に
ブ
タ
を
押
し
て
猫
を
鼠
の
方
に
近
づ
け
る

と
、
鼠
は
あ
わ
て
て
箱
の
中
に
も
ど

っ
て
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。

こ

の
猫
と
鼠
の
お
も
ち

ゃ
は
両
者
の
追
い
か
け

っ
こ
を

コ
ミ
カ
ル
に
ひ

と

つ
の
箱
を
使

っ
て
お
も
ち

ゃ
と
し
て
完
成
さ
せ
た
も
の
で
、
江
戸

時
代
の
玩
具
の
な
か
で
も
、
と
く
に
高
い
評
価
を
あ
た
え
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
の

一
つ
で
あ
る
。

猫
と
鼠
は
、
江
戸
時
代
の
お
も
ち

ゃ
絵
本

で
あ
る

『
江
都
二
色
』

(
一
七
七
三
年
刊
)
に
絵
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
図
柄
は
オ
レ
ン
ジ

色
の
木
箱
で
、

ブ
タ
が
半
分
ほ
ど
あ
け
て
あ
り
、
ブ
タ
の
上
に
は
首

に
リ
ボ
ン
を
巻
き
尻
尾
を
た
て
た
三
毛
猫
が

の
っ
て
お
り
、
箱
の
中
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か
ら
立

ち
す
が
た
で
あ
ら
わ
れ
た
鼠
と
向
い
合
う
構
図
と
な

っ
て
い

る
。
箱

の
内
部
は
斜
め
上
か
ら
見
た
感
じ
で
描
か
れ
て
い
る
の
で
、

明
瞭
で
は
な
い
が
仕
掛
け
ら
し
い
か
た
ち
が
白
色
と
黒
の
描
線

で
示

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

「
お
そ
ろ
し
き
猫
ま
た
ば
し
の
し
ら
波
に
、

に

さ
と

人

ハ
ね
ず

み
と
逃
け
か
く
れ
里
」
と
い
う
ざ
れ
歌
が
添
え
ら
れ
て
い

る
。
歌

の
意
味
は
、
お
そ
ろ
し
い
猫
ま
た
と
い
う
化
物
と
、
江
戸

の

小
石
川

(現
在

の
文
京
区
千
石
四
丁
目
北
部
)
に
架
か
る
猫
ま
た
橋

と
の
か

け
言
葉
、
さ
ら
に
盗
賊
の
異
称
し
ら
な
み
と
、
ね
ず
み
を
も

か
け
言
葉

に
し
て
、
善
良
な
庶
民
は
皆
逃
げ
か
く
れ
る
と
い

っ
た
、

た
わ
い
の
な
い
も
の
で
、
こ
の
歌
は
猫
と
鼠
の
お
も
ち

ゃ
に
つ
い
て

解
説
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

猫
と
鼠

の
お
も
ち
ゃ
は
、
明
治
か
ら
大
正

・
昭
和
に
も
か
ら
く
り

玩
具
と
し

て
も

て
は
や
さ
れ
、

一
時
は
外
国

へ
も
輸
出
さ
れ
る
ほ
ど

人
気
が
あ

っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
明
治
以
降
に

伝
承
さ
れ

た
猫
と
鼠
は
、
か
ら
く
り
仕
掛
け
と
全
体
の
構
図
が
、
江

　り
　

戸
時
代

の
も
の
と
で
は
少

々
異
な

っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
人
気
商

品
と
し

て
明
治
以
降

に
大
量
生
産
す
る
た
め
に
、
若
干
の
変
更
を
し

た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
が
、
あ
る
い
は
、
江
戸
時
代
に
も

『
江
都
二
色
』
型
の
ほ
か
、
明
治
以
降
型
の
も

の
も
す
で
に
両
者
が

並
存
し

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

以
下
、
復
元
に
つ
い
て
述
べ
る
が
、
こ
こ
で
は

『
江
都
二
色
』
型

の
場
合
と
し
て
お
く
。
ま
た
木
箱
の
大
き
さ
は
、
片
手
で
箱
を
も

っ

て
、
も
う

一
方
の
手
で
ブ
タ
を
操
作
す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
手

の

ひ
ら
に
乗
せ
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
す

っ
ぽ
り
と
手
の
ひ
ら
の
中

に

入

っ
て
し
ま
う
く
ら
い
の
大
き
さ
が
よ
い
。
上

ブ
タ
は
、
前
後

に
ス

ラ
イ
ド
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
箱

の
両
側
板

の
上
部

に
、

ブ
タ
の
両
端
が
と
お
る
溝
を
彫

っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ブ
タ
を
中

央
部
付
近
ま
で
引
い
て
箱
を
あ
け
た
と
き
に
、
鼠
が
箱
の
中
か
ら
姿

を
あ
ら
わ
す
。
『江
都
二
色
』

の
絵

で
は
、

猫
は
ブ
タ
の

一
番
先
端

に
位
置
し
て
描
か
れ
、
鼠
は
猫
か
ら
少
し
距
離
を
お
く
よ
う
に
箱

の

奥
側

に
立
ち
あ
が

っ
た
姿
と
な

っ
て
い
る
。

上

ブ
タ
の
先
端
に
猫
の
つ
く
り
も
の
を
粘
土
等
で
つ
く

っ
て
着
色

し
、
接
着
し
て
お
く
が
、
鼠
も
同
じ
よ
う
に
粘
土
で
立
ち
姿
に
つ
く

っ

て
着
色
し
て
お
く
。
た
だ
し
、
鼠
は
箱
の
中

へ
隠
れ
た
り
、
外

へ
姿

を
あ
ら
わ
す
動
き
が
あ
る
の
で
、
か
ら
く
り
仕
掛
け
を
考
案
し
、
そ

こ
に
取
り

つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

鼠
が
動
く
か
ら
く
り
は
、
箱
の
中
央
部
付
近
に
回
転
軸
を

つ
く
り
、

こ
の
回
転
軸
か
ら
の
ば
し
た
腕
部
の
先
端
に
鼠
を
置
く
仕
掛
け
が
も

っ

と
も
単
純
で
あ
り
、
実
用
的
で
あ
ろ
う
。
『江

都
二
色
』

の
絵
で
は

半
分
開
い
た
ブ
タ
の
先
端
の
下
か
ら
湾
曲
し
た
白
い
腕
部
が
の
び
て
、
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そ
の
先

か
ら
鼠
が
立
ち
あ
が

っ
て
い
る
。
回
転
す
る
軸
の
取
り

つ
け

位
置
は
、

箱
の
深
さ
や
、
腕
部
の
湾
曲

の
度
合

い
に
も
よ
る
が
、
上

ブ
タ
の
少
し
下
で
箱
の
両
側
板
に
穴
を
あ
け
て
は
め
込
む
の
が
よ
い
。

腕
部
は
な
る
べ
く
軽
い
も
の
と
い
う
点
か
ら
紙
製
が
よ
い
。
ス
リ
コ

ギ
な
ど

の
円
柱
状
の
も
の
に
厚
紙
を
重
ね
張
り
し
て
作

っ
て
も
よ
い

が
、
ト
イ

レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
の
ロ
ー
ル
芯
を
箱
の
幅
に
合
せ
て
切
り
、

こ
れ
を
二

つ
割
り
に
し
た
も
の
で
代
用
で
き
る
。
半
割
に
し
た

一
端

を
回
転
軸
に
取
り
つ
け
、
も
う

一
方

の
端

に
鼠
の
尻
尾
を
接
着
す
る
。

鼠
が
あ
ら
わ
れ
た
り
隠
れ
た
り
す
る
の
は
、
回
転
軸
の
円
運
動
に

よ
る
と

い
う
か
ら
く
り
仕
掛
け
で
あ
る
か
ら
、
上

ブ
タ
を
引
い
て
あ

け
た
と
き
に
、
回
転
軸
か
ら
ひ
っ
ぱ
ら
れ
て
回
転
し
、
上

ブ
タ
を
押

し
も
ど
す
と
、
ひ

っ
ぱ
ら
れ
て
い
る
部
分
が
ゆ
る
み
、
鼠
と
腕
部
の

重
さ
で
回
転
軸
が
も
と
に
戻
る
工
夫
を
す
れ
ば
よ
い
。
こ
こ
で
も
も

っ

と
も
単
純
な
仕
掛
け
を
選
択
す
る
と
、
回
転
軸
に
和
紙
を
巻
き

つ
け

て
糊
づ

け
し
、
他
方
を
上
ブ
タ
の
裏
に
接
着
す
る
方
法
で
あ
ろ
う
。

上

ブ
タ
の
裏

へ
の
和
紙
の
接
着
は
、
上
ブ
タ
を
半
分
ま
で
引
き
、
鼠

が
箱
の
上
に
姿
を
あ
ら
わ
す
位
置
ま
で
回
転
軸
を
回
転
さ
せ
て
、
和

紙
を
ピ
ー
ン
と
張
る
か
た
ち
で
接
着
す
る
。
こ
う
し
た
作
業
は
、
底

板
を
は
ず
し
た
状
態
で
行
な
え
ば
容
易
で
あ
る
。
従

っ
て
、
箱
の
底

板
は
、
全
作
業
の
最
後
に
取
り
つ
け
る
よ
う
に
す
る
か
、
あ
る
い
は

着
脱
し
や
す
い
か
た
ち
で
取
り
つ
け
る
の
が
よ
い
。
和
紙
が
切
れ
た

場
合
修
理
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
底
板
は
取
り
は
ず
し
が
可
能
な

状
態
に
し
て
お
く
の
が
望
ま
し
い
。

以
上
が
猫
と
鼠

の
基
本
的
な
か
ら
く
り
で
あ
る
が
、
竹
製
の
小
さ

な
笛
で
ピ
ー
ピ
ー
と
な
る
も
の
を
用
意
し
、

こ
れ
に
紙
製
の
ふ
い
ご

を
加
え
て
箱

の
内
部
に
仕
か
け
、
上

ブ
タ
を
引
い
た
ら
鼠
が
チ

ュ
ー

と
鳴
き
な
が
ら
姿
を
あ
ら
わ
す
工
夫
も
あ
る
。
上

ブ
タ
を
引
く
力
で

紙
製
の
ふ
い
ご
を
押
し
、
そ
の
空
気
圧
で
笛
を
鳴
ら
す
し
く
み
で
あ

る
。
昭
和
期
ま
で
伝
承
さ
れ
た
猫
と
鼠
の
お
も
ち

ゃ
に
は
、
こ
う
し

た
仕
掛
け
を
実
際
に
施
し
た
例
も
あ

っ
た
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
猫
と
鼠
は
か

つ
て
の
日
本
社
会
で
日
常
に
見

か
け
ら
れ
た
猫
と
鼠
の
お
い
か
け

っ
こ
を
、

一
つ
の
箱
を
使

っ
て
そ

れ
を
示
す
と
い
う
、
す
ぐ
れ
た
ア
イ
デ
ア
の
お
も
ち
ゃ
で
あ
る
。

一

個

の
箱
を
使

っ
て
猫
と
鼠
の
関
係
を
表
現
す
る
と
い
う
構
想
と
と
も

に
、
か
ら
く
り
の
仕
掛
け
も
単
純

で
は
あ
る
が
、
鼠
の
重
さ
を
重
り

と
し
て
利
用
し
た
り
、
和
紙

の
強
さ
と
や
わ
ら
か
さ
を
テ
ー
プ
と
し

て
活
用
す
る
な
ど
、
素
材
の
魅
力
を
十
分
に
生
か
し
、
そ
れ
ら
を
組

み
あ
わ
せ
る
こ
と
で
、
思
わ
ぬ
効
果
を
あ
げ

て
い
る
。

さ
ら
に
猫
と
鼠
の
魅
力
は
、
現
実
社
会

で
は
穀
物
や
木
造
建
築
物

に
大
き
な
被
害
を
あ
た
え
る
こ
と
か
ら
憎
ま
れ
る
べ
き
鼠
を
、
猫
と
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鼠
の
追

い
か
け

っ
こ
と
い
う
か
た
ち

で
玩
具
化
す
る
お
お
ら
か
さ
が

見
え
る

こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
江
戸
時
代
の
お
も
ち
ゃ
に
は
、
鼠
が

し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
た
と
え
ば
、
ク
ル
ク
ル
と
愛
ら
し
く
ま
わ
る

「
ま
わ
り
鼠
」
、
頭
と
し

っ
ぽ
を
振
り
な
が
ら
米
を
食
う

「米
喰
い
鼠
」

な
ど
も
そ

の
例
で
あ
る
。

三

お
も
ち
ゃ
の
復
元
か
ら
学
ぷ
も
の

上
記
の
ほ
か
に
、
江
戸
時
代

の
お
も
ち
ゃ
に
は
す
ぐ
れ
た
作
品
が

少
く
な
い
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
廃
絶
し
て
い
る
。
銭
独
楽
、
か
わ

り
屏
風
、
御
来
迎
、
鯉
の
滝
の
ぼ
り
、
ず
ぼ
ん
ぼ
、
と
ん
だ
り
は
ね

た
り
、
紙

つ
ば
め
、
管
人
形
、
か
ら
く
り
奴
、
知
恵
の
板
、
鯛

つ
り
、

俵

こ
ろ
ば
し
、
の
ぼ
り
猿
等
々
は
そ
の
代
表

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

明
治
以
降

に
玩
具
が
販
売
を
目
的
と
し
て
大
量
生
産

へ
の
道
を
た
ど
っ

た
の
で
、
機
械
生
産

・
工
場
生
産
に
不
向
き
な
も
の
と
し
て
淘
汰
さ

れ
廃
絶
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
決
し
て
玩
具
と
し
て

の
魅
力
や
評
価
が
低
か

っ
た
か
ら
で
は
な
い
。

廃
絶
し
た
玩
具
は
、

い
ず
れ
も
手
作
り
で
愛
情
が
こ
め
ら
れ
た
も

の
が
多
い
。
し
か
も
自
然
素
材
で
あ
る
木

・
竹

・
紙

・
土

・
糸
な
ど

が
中
心
で
、
手
ざ
わ
り
の
感
触
の
よ
さ
と
、
環
境
的
面
か
ら
も
や
さ

し
さ
が
あ
る
。
と
く
に
、
日
常
生
活

の
な
か

で
上
記
の
よ
う
な
自
然

素
材
に
接
す
る
機
会
が
少
く
な

っ
て
い
る
現
代
社
会
で
は
、
自
然
素

材
と
の
触
れ
あ
い
や
、
手
づ
く
り
の
作
品
と

の
出
合
い
は
、
い
よ
い

よ
大
切
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
し
か
も
、
江
戸
時
代
の
お
も
ち
ゃ
は
、

そ
う
し
た
自
然
素
材
の
特
質
を
最
大
限
に
生
か
し
て
加
工
し
、
そ
れ

を
い
く

つ
も
組
み
あ
わ
せ
な
が
ら
素
朴
な
ア
イ
デ
ア
を
加
え
、
大
人

も
子
供
も
と
も
に
楽
し
く
遊
べ
る
玩
旦
ハと
し

て
完
成
さ
れ
て
い
る
。

江
戸
時
代
の
お
も
ち
ゃ
は
、
子
供
だ
ま
し
と
か
、
大
人
に
と

っ
て
は

く
だ
ら
な
い
も
の
と
い
う
評
価
は
通
用
し
な

い
。
お
も
ち
ゃ
は
、
大

人
が
遊
ん
で
も
楽
し
く
、
子
供
と
も
共
有
し
あ
え
る
も
の
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
る
。
お
も
ち
ゃ
に
は
、
人
間
的

な
愛
情
や
や
さ
し
さ
、

す
ぐ
れ
た
ア
イ
デ
ア
や
技
術
が
随
所
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
江
戸
時

代
の
お
も
ち
ゃ
の
復
元
か
ら
は
、
自
然
と
人

間
に
つ
い
て
多
く
を
学

ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

江
戸
時
代
の
お
も
ち
ゃ
に
は
、
江
戸
時
代

の
社
会
に
お
け
る
人
々

の
営
み
が
深
く
刻
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
か
ら
く
り
玩
具
に

は
、
昔
の
人
の
ア
イ
デ
ア
や
工
夫
や
技
術
が
、
見
え
や
す
い
か
た
ち

で
織
り
こ
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
ま
ぎ
れ
も

な
く
日
本
の
文
化
財

・

歴
史
遺
産
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。
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註
(
1
)
和
久
洋

三

「
玩
具
」

(
『
平
凡
社
大
百
科
事
典
」

一
九
八

四
年
)

(
2
)
奈
良
大
学
文
学
部
鎌

田
研
究
室

の
共
同
研

究

の

一
つ
と

し

て
、

「
江

戸
時
代

の
お
も
ち

ゃ
と
あ
そ
び
」

の
テ
ー

マ
の
も
と

に
、

一
九

八
六

年

か
ら
江
戸
時
代

の
か
ら
く
り
玩
具

の
復
元
研
究
を
す
す
め

て
き
た
。

そ
の
成

果
の

一
部
は
、
鎌
田
道
隆

・
安
田
真
紀
子
共
著

『
江
戸

時
代

で
遊
ぶ
本

か
ら
く
り
玩
具
を

つ
く

ろ
う

』

(
河

出
書

房
新

社
、

一

九
九
八
年
)

に
紹
介
し

て
い
る
。

(
3
)
有
坂
与
太
郎

『
日
本
玩
具
史
』
、
川
崎
巨
泉

『
お
も
ち

ゃ
画
譜
』
、

武

井
武
雄

『
日
本
郷
土
玩
具
』
、
児
童
用
具
研
究
会

『
日
本

玩
具
集
』
、

古
樵
亭
主
人

『
遊
宝
」
な
ど
、
大
正
期
を
中

心
に
、

昭
和
前

期

に
も

数
多
く

の
成
果
が
あ

る
。

(4
)
半
澤
敏
郎

『
童
遊
文
化
史
」

別
巻

(東
京
書

籍

一
九
八
〇
年
)

八

一

～

一
二
七
頁
参
照
。

(
5
)
半
澤
敏
郎

『
童
遊
文
化
史
」

第
二
巻
、
二
七
九
～
二
八

四
頁

に
は

、

『
和
名
類
聚
抄
」

以
下

『
色
葉
字
類
抄
』

な

ど
か

ら
、

中

国
か

ら

の

独
楽

の
渡
来

と

「有

孔
」
独
楽

に

つ
い
て
考
察
し

て
い
る
。

(
6
)
喜
多
村
信
節

『
嬉
遊
笑
覧
』
巻
六

(名
著
刊
行
会

一
九
七
〇

年
)

一

四

一
頁

に

『
長
崎
歳
時
記
」
か
ら

「
象

の
う
な

る
に
た
と

ふ

と

い

へ

ど
も
象

の
声

し
る
も

の
す
く
な
し
」
と
記
し

て
い
る
。

(
7
)
喜
田
川
守
貞

『
守
貞
漫
稿
」

(『
近
世
風
俗
志
」
第

二
十

五
編

.
名
著

刊
行
会

一
九
七
九
年
)
三

一
九
頁
。

(
8
)

『
守
貞
漫
稿
」

(同
右
三

一
九
頁
)

の
図

中

の
上
板

に

「
桐

」

の
文

字
が
見
え

る
。

(
9
)

(
10
)

こ
れ
も

『守
貞
漫
稿
』

の
図
中

に
、
穴
を
あ
け
た
竹
板
が

示
さ

れ

て

い
る
。
参
考
図
参
照
。

川
崎
巨
泉

の

『
お
も
ち

ゃ
画
譜
』

や
斎
藤
良
輔

『
郷
土
玩
具
辞

典
』

(
東
京
堂

、

一
九
七

一
年
)

に
紹
介

さ
れ

て

い
る
図

や
写
真

で
は
、

猫
が

ブ
タ

の
中
央
部

に
位
置

し
、
鼠

は
半
分

ほ
ど
開

い
た
上

ブ
タ

の

先
端

に
接
す
る
と

こ
ろ

に
水

平
の
か
た
ち

で
姿
を
見

せ
て
い
る
。

〔参
考
図
〕

『
守
貞
漫
稿
』
所
収

唐
独
楽
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『江
都
二
色
」
所
収

猫
と
鼠

『
お
も
ち

ゃ
画
譜
』
所
収

猫
と
鼠
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