
桐 き
り

タ
ン
ス 

 

タ
ン
ス
の
前
身
は
、
車

く
る
ま

長
持

な
が
も
ち

（
長
持
に
車
を
つ
け
た
も
の
）
や
唐 か

ら

櫃 び
つ

（
カ
ル
ト
と
も
い
う
）
の
形
を
変
え
て
引
出
し
を
つ
け
た
も
の
で
あ

っ
た
。 

 

古
代
に
は
書
類
、
衣
服
、
小
物
類
等
は
竹
筒
を
使
用
し
て
い
た
。
い
つ
の
頃
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
や
が
て
桐
を
加
工
し
て
長
持
が
作
ら
れ

た
と
い
う
。
近
世
に
な
っ
て
大
名
の
参
勤
交
代
の
砌

み
ぎ
り

、
衣
裳
入
れ
と
し
て
桐
製
の
長
持
が
使
用
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
長
持
は
運
搬
の
便
利
の

た
め
、
前
後
に
金
具
を
取
り
付
け
担
ぐ
よ
う
に
し
た
り
、
引
き
出
し
を
つ
け
た
も
の
が
考
案
さ
れ
て
い
た
。 

 

安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
江
戸
に
大
地
震
が
あ
り
、
大
火
と
な
っ
た
。
そ
の
時
町
民
は
争
っ
て
、
江
戸
城
前
（
現
皇
居
前
）
に
避
難
し
よ
う

と
し
た
。
神
田
橋
は
長
持
の
山
に
埋
ま
り
、
逃
げ
道
を
塞
が
れ
多
数
の
死
者
を
出
し
た
。
（
当
時
の
庶
民
は
担
い
長
持
か
、
車
が
付
い
た
綱
で

引
張
る
長
持
…
一
説
に
は
カ
ラ
ト
と
い
う
…
を
使
っ
て
い
た
） 

 

幕
府
は
定
を
出
し
、
長
持
・
唐
櫃
の
使
用
を
禁
止
し
、
こ
れ
に
代
る
物
を
作
ら
せ
た
。
引
き
出
し
式
で
分
解
し
て
運
べ
る
タ
ン
ス
が
作
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
（
春
日
部
地
方
で
は
明
治
期
に
な
っ
て
も
長
持
・
唐
櫃
は
使
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
今
で
も
旧
家
の
蔵
の
中
に

保
存
さ
れ
て
い
る
） 

こ
の
分
解
式
「
タ
ン
ス
」
は
明
治
末
期
か
ら
、
三
つ
重
ね
式
も
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
明
治
二
十
年
頃
に
作
ら
れ

て
い
た
型
は
、
側
面
上
部
に
金
具
が
取
り
付
け
ら
れ
担
げ
る
よ
う
に
で
き
て
い
た
。 



春
日
部
が
「
タ
ン
ス
」
の
産
地
に
な
っ
た
の
は
、
江
戸
に
集
ま
る
諸
大
名
が
調
度
品
を
納
め
る
「
タ
ン
ス
」
を
製
作
す
る
工
匠
を
京
都
か
ら

迎
え
、
材
料
（
桐
）
の
産
地
に
住
ま
わ
せ
た
こ
と
に
よ
る
。
長
持
に
工
夫
を
こ
ら
し
引
き
出
し
を
付
け
さ
せ
た
。
こ
れ
が
「
タ
ン
ス
」
の
初
め

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

こ
れ
ら
工
匠
が
「
タ
ン
ス
」
の
技
術
を
当
地
に
伝
え
、
改
良
に
改
良
を
加
え
現
在
の
「
タ
ン
ス
」
が
で
き
あ
が
っ
た
。 

 

や
が
て
桐
材
が
地
元
で
供
給
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
、
会
津
産
の
桐
材
が
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
春
日
部
は
古
利
根
川
・
江
戸
川
を

利
用
し
て
原
木
を
集
荷
す
る
便
が
あ
り
、
古
利
根
川
は
喜
蔵
河
岸
（
現
春
日
橋
際
）
、
江
戸
川
は
岩
井
河
岸
・
土
生
津

は

ぶ

つ

河
岸
か
ら
陸
揚
げ
さ
れ

て
運
び
込
ま
れ
て
い
た
。 

 

春
日
部
の
タ
ン
ス
の
特
徴
は
総
桐
タ
ン
ス
で
最
高
級
品
で
あ
る
。
タ
ン
ス
に
は
、
前
桐
（
前
面
だ
け
）
、
三
方
桐
（
前
面
と
側
面
）
、
四
方

桐
（
前
後
と
側
面
）
と
総
桐
が
あ
る
。
総
桐
で
も
、
作
り
方
に
よ
っ
て
三
分
通
し
、
五
分
通
し
、
七
分
通
し
等
の
区
分
が
あ
り
格
付
が
さ
れ
て

い
る
。 

 

春
日
部
の
タ
ン
ス
が
有
名
に
な
っ
た
の
は
、
当
時
上
町
に
居
住
し
た
厚
見
重
次
郎
と
い
う
人
が
製
品
を
改
良
し
て
一
般
の
業
者
も
技
術
の
習

得
に
つ
と
め
、
大
正
十
年
上
野
で
開
催
さ
れ
た
〝
平
和
博
覧
会
〟
で
最
優
秀
賞
を
受
領
し
た
の
が
契
機
と
な
っ
た
。
昭
和
二
年
品
質
保
持
の
た

め
組
合
を
設
立
、
制
服
の
専
任
検
査
員
を
置
き
厳
重
な
検
査
、
出
荷
を
し
た
の
も
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
。
タ
ン
ス
製
造
の
最
盛
期
に
は
、
町

の
い
た
る
処
で
木
く
ぎ
を
打
つ
槌
の
音
が
響
い
て
い
た
。
製
作
工
程
は
「
ノ
コ
ギ
リ
・
手
カ
ン
ナ
・
竹
ク
ギ
」
の
手
仕
事
が
要
求
さ
れ
、
タ
ン

ス
一
棹
の
生
産
に
は
数
種
の
職
人
の
手
を
経
て
、
数
日
を
要
す
る
。 初

出
「
広
報
か
す
か
べ 
昭
和
五
十
三
年
十
一
月
」
か
す
か
べ
の
歴
史
余
話 


