
　
さ
ま
ざ
ま
な
日
本
の
木
を
扱
う
職
人
達
に
会
っ
て
話
を
聞
い
て
き
た
。 

　
職
人
達
は
師
か
ら
技
と
知
恵
を
学
び
、
そ
れ
を
弟
子
達
に
伝
え
て
き
た
。

そ
れ
は
長
い
時
間
と
経
験
、
失
敗
と
成
功
か
ら
生
み
出
さ
れ
、
時
間
と
い
う

鑢
に
磨
き
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

　
時
間
の
鑢
は
容
赦
が
な
い
。
無
駄
な
物
、
余
分
な
物
を
削
り
取
っ
て
し
ま

う
。
ま
た
社
会
と
い
う
変
化
の
大
き
い
激
流
に
耐
え
ら
れ
な
い
物
は
消
し

て
し
ま
う
。 

　
そ
う
や
っ
て
職
人
達
は
技
と
智
恵
を
伝
え
て
き
た
。 

　
会
っ
て
話
を
聞
く
た
び
に
そ
う
思
う
。 

　
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
職
人
の
中
か
ら
、
日
本
独
特
の
木
造
建
造
物
の
技
と

文
化
と
そ
の
伝
承
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。 

    

　
世
界
最
古
の
木
造
建
造
物
で
あ
る
法
隆
寺
の
棟
梁
で
あ
っ
た
西
岡
常
一
氏

（
１
９
０
８
年
生
ま
れ
）
に
話
を
聞
き
に
通
っ
た
の
は
１
９
８
５
年
の
１
月
か

ら
で
あ
っ
た
。
亡
く
な
っ
た
の
が
１
９
９
５
年
４
月
１１
日
。
そ
の
間
、
時
間
が

許
す
限
り
お
訪
ね
し
、
話
を
聞
い
た
。
亡
く
な
ら
れ
る
数
年
前
か
ら
は
西
岡

氏
の
唯
一
の
内
弟
子
鵤
工
舎
舎
主
の
小
川
三
夫
氏
（
１
９
４
７
年
生
ま
れ
）

に
。
そ
の
後
も
小
川
氏
の
下
で
修
業
を
し
て
い
た
若
者
達
か
ら
、
木
造
建
造

物
に
携
わ
る
者
達
の
考
え
方
を
聞
き
に
通
っ
た
。 

　
西
岡
棟
梁
は
宮
大
工
と
民
間
の
大
工
と
の
違
い
は
何
か
と
い
う
質
問
に
、

「
ほ
と
ん
ど
違
い
は
な
い
が
、
自
分
達
は
神
や
仏
の
住
む
建
物
を
造
る
こ
と

と
、
民
家
に
比
べ
て
数
倍
の
大
き
な
材
を
使
う
こ
と
が
大
き
な
差
だ
」
と
話

し
て
く
れ
た
。 

　
材
の
大
き
さ
の
違
い
は
大
き
い
。 

　
大
き
な
材
は
、
誤
魔
化
し
が
利
か
な
い
。 

　
釘
で
打
ち
付
け
て
留
め
て
お
く
こ
と
も
、
接
着
剤
で
接
合
す
る
こ
と
も
で

き
な
い
。
宮
大
工
は
釘
を
使
わ
な
い
と
い
う
言
わ
れ
方
を
す
る
が
、
実
際
に

は
使
っ
て
い
る
。
飛
鳥
や
白
鳳
の
時
代
の
釘
も
残
っ
て
い
る
し
、
打
ち
込
ま

れ
た
跡
も
あ
る
。
そ
の
跡
が
当
時
の
工
法
や
姿
を
復
元
す
る
役
に
も
立
っ
て

い
か
る
が 

や
す
り 

千
年
の
木
は
千
年
の
建
物
に 

木
造
建
築
の
技
術
と
文
化
を 

現
代
に
つ
な
ぐ 

木 の 力 
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い
る
の
で
あ
る
。
　 

　
た
だ
そ
の
釘
の
使
い
方
は
、
着
物
を
仕
立
て
る
時
の
仮
縫
い
の
ま

ち
針
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
釘
で
柱
と
梁
が
組
み
合
わ
さ
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
。
何
し
ろ
直
径
が
５０
セ
ン
チ
は
あ
ろ
う
か
と
い
う

木
材
で
あ
る
。
そ
ん
な
木
を
釘
で
留
め
よ
う
と
い
う
発
想
は
な
い
。 

　
釘
は
錆
び
る
。
錆
は
木
を
傷
め
る
。 

　
千
年
は
も
た
せ
た
い
と
い
う
建
物
に
、
で
き
る
も
の
な
ら
釘
や
鉄

材
は
使
い
た
く
な
い
と
い
う
の
が
西
岡
氏
の
考
え
で
あ
っ
た
。 

　
建
造
物
は
木
と
木
の
組
み
合
わ
せ
で
で
き
あ
が
っ
て
い
る
。
材
の

重
み
と
材
の
癖
を
生
か
す
こ
と
で
建
物
は
堅
固
に
な
り
、
時
間
と
と

も
に
強
さ
が
増
し
て
い
く
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。 

　
１
３
０
０
年
を
超
え
て
法
隆
寺
の
建
物
が
残
っ
て
い
る
理
由
は
、

飛
鳥
の
工
人
達
が
木
の
癖
を
見
抜
き
、
そ
れ
を
生
か
す
技
と
知
恵
を

持
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
西
岡
氏
は
言
っ
た
。 

　
そ
し
て
、
千
年
の
寿
命
を
持
つ
ヒ
ノ
キ
と
い
う
樹
種
が
日
本
に
あ

っ
た
か
ら
だ
と
。
こ
れ
が
ス
ギ
や
マ
ツ
や
ケ
ヤ
キ
で
は
千
年
も
た
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。
ヒ
ノ
キ
と
い
う
水
に
強
く
、
美
し
い
肌
を
持
ち
、

虫
や
腐
れ
に
強
い
木
の
存
在
は
日
本
の
古
建
造
物
を
語
る
上
で
欠
か

せ
な
い
素
材
で
あ
る
。 

　
そ
の
ヒ
ノ
キ
を
使
い
こ
な
す
智
恵
と
技
が
１
３
０
０
年
前
に
既
に

工
人
達
に
育
っ
て
い
た
の
だ
。 

　
飛
鳥
の
工
人
達
の
智
恵
や
技
を
、
西
岡
氏
は
昭
和
の
解
体
修
理
で

知
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
本
一
本
の
木
が
ど
う
使
わ
れ
て
い
る
か
、

何
故
そ
の
木
が
そ
こ
に
使
わ
れ
て
い
る
の
か
、
解
体
し
て
い
く
中
で

何
度
も
頷
か
せ
ら
れ
、
感
心
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
。 

　
そ
の
結
果
は
「
千
年
の
木
を
使
う
か
ら
に
は
千
年
も
つ
建
物
を

造
る
の
は
宮
大
工
の
義
務
で
あ
る
」
と
悟
り
、
自
分
へ
の
課
題
と

し
た
。 

 

　 

  

　
古
建
築
を
見
る
時
に
私
達
は
現
代
の
工
法
や
木
に
対
す
る
考
え
、

道
具
観
を
一
旦
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
建
物
を
建
て
る
に
は
図

面
が
あ
り
、
そ
れ
に
従
っ
て
製
材
し
、
組
み
上
げ
て
い
け
ば
い
い
と

い
う
の
は
、
古
建
築
に
は
通
用
し
な
い
。 

　
真
っ
直
ぐ
や
水
平
を
測
る
道
具
は
あ
っ
た
。
こ
の
２
つ
は
建
物
を

建
て
る
上
で
の
基
礎
で
あ
る
。
糸
に
重
り
を
垂
ら
し
垂
直
を
取
っ
た

だ
ろ
う
。
皿
な
ど
の
容
器
に
水
を
張
り
水
平
を
確
認
し
た
で
あ
ろ
う
。

建
物
を
ど
う
完
成
さ
せ
る
か
ぐ
ら
い
の
図
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
今

の
よ
う
な
設
計
図
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
奈
良
の
海
龍
王
寺
や

元
興
寺
に
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
五
重
塔
の
模
型
が
あ
る
。 

　
小
川
三
夫
氏
は
「
こ
の
模
型
を
そ
の
ま
ま
１０
倍
す
れ
ば
塔
が
建
ち

ま
す
」
と
言
う
。
こ
う
し
た
模
型
が
図
面
の
役
を
し
た
の
で
は
な
い

か
。
そ
れ
を
見
て
塔
を
造
っ
た
と
、
彼
は
推
測
し
て
い
る
。
塔
は
全

体
も
確
認
で
き
、
全
て
解
体
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
材
に
分
け
る
こ
と

が
で
き
る
。 

　
正
確
な
図
面
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
寸
法
通
り
に
製
材
す
る
こ
と
が

当
時
は
不
可
能
だ
っ
た
の
だ
。
ま
た
そ
ん
な
必
要
も
な
か
っ
た
。 

　
ま
ず
は
板
や
柱
を
製
材
す
る
た
め
の
、
縦
引
き
の
鋸
が
な
か
っ
た
。

こ
の
便
利
な
道
具
が
出
現
す
る
の
は
鎌
倉
末
期
か
ら
室
町
と
い
わ

れ
て
い
る
。
今
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
使
わ
れ
、
大
工
道
具
の
代
表

癖 

で 

組 

む 



の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
台
鉋
も
な
か
っ
た
。
こ
れ
も
室
町
期
か
ら

出
て
く
る
。 

　
つ
ま
り
真
っ
直
ぐ
の
柱
も
真
っ
平
ら
な
板
も
作
れ
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。 

　
で
は
、
ど
う
や
っ
て
柱
や
板
を
作
っ
て
い
た
の
か
。 

　
山
の
木
を
切
り
倒
し
、
枝
を
払
い
丸
太
に
し
、
楔
を
打
ち
込
ん
で

柱
や
板
に
割
っ
た
の
で
あ
る
。
切
り
倒
し
た
の
は
斧
で
あ
っ
た
。
山

で
伐
採
用
に
大
き
な
鋸
を
使
う
の
は
ず
っ
と
後
の
こ
と
で
あ
る
。
屋

久
島
の
山
に
残
る
巨
大
な
ス
ギ
の
伐
採
跡
を
見
る
と
江
戸
時
代
は
斧

で
切
っ
て
い
る
。 

　
木
を
割
っ
て
板
に
す
る
技
は
、
今
も
こ
け
ら
屋
根
（
板
で
葺
い
た

屋
根
）
用
の
材
や
数
寄
屋
造
り
の
網
代
天
井
を
作
る
ヘ
ギ
イ
タ
作

り
と
し
て
残
っ
て
い
る
。 

　
楔
を
打
ち
込
ん
で
割
れ
る
た
め
に
は
、
ヒ
ノ
キ
や
ス
ギ
、
サ
ワ
ラ
、

ネ
ズ
コ
の
よ
う
な
性
質
の
木
が
必
要
で
あ
っ
た
。 

　
仕
上
げ
は
斧
や
チ
ョ
ウ
ナ
で
は
つ
っ
た
。
表
に
出
る
部
分
の
最
高

の
仕
上
げ
に
は
槍
鉋
を
使
っ
た
。
法
隆
寺
や
薬
師
寺
の
円
柱
は
槍
鉋

で
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
。 

　
こ
の
道
具
は
仕
上
げ
が
さ
ざ
波
の
よ
う
な
柔
ら
か
さ
を
持
つ
。
台

鉋
の
出
現
以
来
忘
れ
ら
れ
て
い
た
道
具
で
あ
っ
た
。
今
で
は
古
建
築

の
復
元
や
再
建
に
は
欠
か
せ
な
い
仕
上
げ
道
具
と
な
っ
て
い
る
が
、

西
岡
氏
が
鍛
冶
に
頼
ん
で
復
元
し
た
物
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
作
る

部
材
だ
か
ら
、
法
隆
寺
金
堂
に
し
て
も
あ
れ
だ
け
の
部
材
を
積
み
重

ね
て
あ
る
が
、
同
じ
寸
法
の
物
は
ひ
と
つ
と
し
て
な
い
。
総
持
ち
で

建
っ
て
い
る
の
だ
。 

　
製
材
法
が
そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
板
も
柱
も
角
材
も
木
の
繊
維
の
通

り
に
使
う
し
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
良
か
っ
た
の
で
あ
る
。
木
の
繊

維
の
強
さ
を
失
う
こ
と
な
く
、
木
の
癖
が
充
分
に
生
か
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
癖
を
生
か
す
に
は
組
み
合
わ
せ
が
重
要
に
な
る
。 

　
右
に
捻
れ
る
癖
の
木
を
集
め
て
建
物
を
造
れ
ば
仕
上
が
っ
て
か
ら

建
物
は
捻
れ
を
起
こ
す
だ
ろ
う
。 

　
右
捻
れ
と
左
捻
れ
を
組
む
こ
と
で
、
年
月
が
経
て
ば
経
つ
ほ
ど
木

は
が
っ
し
り
と
組
み
合
わ
さ
っ
て
い
く
。
癖
を
見
抜
く
た
め
に
、
棟

梁
達
は
山
に
足
を
運
び
、
木
を
選
び
、
使
い
道
を
決
め
た
。
風
の
向

き
、
日
の
さ
す
方
向
、
土
壌
、
森
の
構
成
、
谷
と
の
関
係
を
読
ん
だ
の

で
あ
る
。 

　
木
は
人
間
に
似
る
。 

　
若
い
木
は
暴
れ
、
年
老
い
た
木
は
穏
や
か
に
な
る
。
そ
れ
は
建
物

に
な
っ
て
現
れ
る
。
三
百
年
、
五
百
年
、
千
年
の
単
位
で
物
を
見
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
木
を
選
ぶ
。 

    
　
縦
引
き
の
鋸
や
台
鉋
が
出
現
し
て
く
る
と
、
図
面
を
描
き
、
奇
抜

で
、
誰
も
そ
れ
ま
で
作
れ
な
か
っ
た
物
を
作
り
た
い
と
人
は
思
う
。

道
具
と
は
そ
う
い
う
も
の
だ
。
道
具
が
物
を
作
る
よ
う
に
な
る
の

で
あ
る
。 

　
そ
の
時
そ
れ
ま
で
の
基
本
が
忘
れ
ら
れ
た
り
、
無
視
さ
れ
る
。 

　
思
い
の
ま
ま
に
板
や
柱
が
挽
け
る
よ
う
に
な
る
と
繊
維
を
断
ち
切

っ
て
製
材
す
る
よ
う
に
な
る
。
現
代
の
電
動
の
工
具
は
寸
法
通
り
に

切
る
た
め
に
、
か
つ
て
の
工
人
達
が
大
事
に
し
た
繊
維
の
強
さ
を
軽

く
さ
び 

や
り
が
ん
な 

だ
い
が
ん
な 

新
し
い
道
具
の
出
現
は
何
を
変
え
た
か 
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視
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
人
間
の
力
で
は
挽
け
な
か
っ
た
物
が
挽
け

る
よ
う
に
な
る
。
無
理
は
全
て
木
に
か
か
り
、
そ
れ
は
で
き
あ
が
っ

た
建
物
に
歪
み
や
弱
点
と
な
っ
て
出
て
く
る
。
そ
の
弱
点
を
さ
ら
な

る
工
具
や
金
具
で
補
強
す
る
。
弱
点
の
出
て
き
た
原
理
に
戻
ろ
う
と

し
な
い
。 

　
こ
う
な
る
と
千
年
の
木
で
千
年
の
建
物
が
建
た
な
く
な
る
。
建
物

は
木
の
癖
で
組
む
こ
と
が
な
く
な
る
か
ら
だ
。
思
い
通
り
の
寸
法
で

製
材
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、
工
人
達
は
木
の
癖
を
読
む
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
必
要
が
な
い
と
思
っ
た
の
だ
。 

　
木
を
肌
で
感
じ
取
り
、
指
先
で
読
む
こ
と
が
遠
く
な
っ
て
し
ま
う

か
ら
だ
。 

　
道
具
が
体
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
。 

　
単
純
な
道
具
は
多
様
に
使
え
る
。
そ
の
た
め
に
は
体
の
熟
練
を
要

求
す
る
。
道
具
が
体
の
一
部
で
あ
れ
ば
、
作
業
の
中
で
人
は
木
と
対

話
が
で
き
る
。
材
の
限
度
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
現
代
が
求
め
る
の
は
速
さ
で
あ
る
。
合
理
化
は
一
本
一
本
違
う
は

ず
の
木
を
工
場
か
ら
出
て
き
た
規
格
品
の
よ
う
に
扱
う
。
そ
こ
に
は

本
来
持
つ
癖
は
な
い
も
の
と
し
て
扱
お
う
と
す
る
態
勢
が
生
ま
れ

る
。
そ
う
し
た
方
が
速
く
、
安
く
、
大
量
に
物
を
作
る
こ
と
が
で
き

る
か
ら
だ
。 

　
人
間
の
生
活
サ
イ
ズ
の
時
間
で
考
え
れ
ば
、
物
を
形
で
仕
上
げ
れ

ば
い
い
と
思
う
だ
ろ
う
。 

　
僅
か
な
時
間
を
耐
え
る
機
能
で
い
い
と
思
う
だ
ろ
う
。 

　
流
行
の
装
飾
性
を
盛
り
込
ん
だ
物
を
欲
す
る
か
も
知
れ
な
い
。 

　
値
段
の
安
い
物
な
ら
多
く
を
我
慢
で
き
る
と
考
え
る
か
も
知
れ

な
い
。 

　
施
主
が
望
む
な
ら
工
人
は
そ
れ
に
答
え
る
し
か
な
い
。 

　
現
代
日
本
の
建
物
は
、
資
金
の
枠
組
み
が
大
き
く
工
法
を
制
限
し

て
い
る
の
で
は
。 

　
西
岡
氏
は
一
生
涯
民
家
を
建
て
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
納
期
と
金
銭

に
仕
事
が
縛
ら
れ
る
か
ら
だ
。
そ
う
し
た
こ
と
で
腕
が
汚
れ
る
と
戒

め
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
そ
う
し
た
考
え
が
、
染
み
こ
む
こ
と
を
畏

れ
た
の
で
あ
る
。 

    

　
西
岡
家
は
代
々
宮
大
工
の
家
で
あ
っ
た
。
法
隆
寺
の
棟
梁
を
務
め

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
祖
父
の
代
か
ら
で
あ
る
。
本
来
、
宮
大
工

は
寺
に
属
し
て
い
た
。
民
家
を
造
ら
な
か
っ
た
西
岡
家
の
大
工
た
ち

は
日
々
法
隆
寺
の
建
物
を
見
回
り
、
仕
事
が
な
け
れ
ば
、
田
畑
を
耕

し
、
修
理
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
行
っ
た
。
１
３
０
０
年
法
隆
寺
は
保
た

れ
て
き
た
が
、
全
て
が
創
建
当
時
の
ま
ま
で
は
な
い
。
雨
風
に
弱
い

部
分
は
修
理
を
し
、
部
材
を
取
り
替
え
、
２
０
０
か
ら
３
０
０
年
お

き
ぐ
ら
い
に
解
体
修
理
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
解
体
や
修
理
が
技
法

の
確
認
や
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
す
る
木
の
使
い
方
を
教
え
て
き
た

の
で
あ
る
。 

　
西
岡
氏
は
小
川
三
夫
氏
の
入
門
を
初
め
拒
否
し
た
。 

　
高
校
卒
業
後
で
は
遅
す
ぎ
る
か
ら
と
、
教
え
る
た
め
の
現
場
が
な

い
こ
と
が
理
由
だ
っ
た
。 

　
焼
失
し
た
法
輪
寺
三
重
の
塔
の
再
建
が
決
ま
っ
た
時
に
、
自
分
の

家
に
住
み
込
ん
で
一
緒
に
働
く
こ
と
を
許
可
し
た
。
仏
壇
屋
や
他
の

技 

の 

伝 

承 



塩
野 

米
松
（
し
お
の
・
よ
ね
ま
つ
）  

作
家
。
1
9
4
7
年
秋
田
県
生
ま
れ
。
東
京
理
科
大
学
理
学
部
応
用
化
学
科

卒
業
。
全
国
各
地
を
旅
し
て
漁
師
や
職
人
の
聞
き
書
き
を
行
い
、
失
わ
れ
ゆ

く
伝
統
文
化
・
技
術
の
記
録
に
精
力
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
９２
年
に
「
昔
の

地
図
」
で
、
初
め
て
芥
川
賞
候
補
と
な
り
、
以
降
、
計
4
回
候
補
と
な
る
。
主

な
著
書
は
、『
手
業
に
学
べ
』（
小
学
館
）、『
聞
き
書
き 

に
っ
ぽ
ん
の
漁
師
』

（
筑
摩
書
房
）
な
ど
。 

現
場
で
修
業
し
て
き
た
小
川
氏
の
道
具
を
見
て
初
め
か
ら
道
具
造
り

に
専
念
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
自
分
が
削
っ
た
鉋
屑
を
渡
し
、
こ

れ
と
同
じ
物
が
で
き
る
よ
う
に
刃
物
を
研
げ
と
命
じ
た
の
で
あ
る
。

あ
と
は
毎
日
一
緒
に
現
場
に
通
い
、
飯
を
食
い
、
黙
っ
て
仕
事
を
続

け
た
。
言
葉
で
教
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
や
っ
て
み
せ
る
だ
け
で

あ
る
。
後
に
な
っ
て
小
川
氏
は
自
分
で
弟
子
を
取
る
よ
う
に
な
っ
て
、

そ
の
意
味
が
わ
か
っ
た
と
い
う
。 

　
大
工
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
大
工
と
い
う
体
を
作
る
こ
と
だ
と
。

感
覚
も
、
考
え
も
、
動
作
も
、
技
も
全
て
体
に
み
に
つ
け
る
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
師
を
ま
ね
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
ど
う
や
れ
ば
早
く

覚
え
ら
れ
る
か
、
身
に
つ
く
か
。
考
え
出
せ
ば
遠
回
り
で
あ
っ
た
。

言
葉
は
感
覚
を
身
に
つ
け
る
道
具
で
は
な
か
っ
た
。
言
葉
は
大
工
の

体
を
作
っ
て
く
れ
な
い
。
時
間
が
か
か
っ
て
も
体
に
師
の
感
覚
を
写

し
取
り
、
技
を
記
憶
さ
せ
る
し
か
な
か
っ
た
。 

　
木
の
癖
を
読
め
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
手
道
具
で
木
に
触
れ
る

し
か
な
か
っ
た
。
手
道
具
を
使
い
、
多
く
の
作
業
を
繰
り
返
す
こ
と

で
身
に
つ
き
、
覚
え
ら
れ
る
こ
と
が
出
て
く
る
。
そ
れ
を
積
み
重
ね

る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。 

　
そ
の
た
め
に
、
小
川
氏
は
鵤
工
舎
を
設
立
、
今
で
は
古
く
さ
い
と

思
わ
れ
て
い
る
「
徒
弟
制
度
」
に
準
じ
た
修
業
法
を
と
っ
て
い
る
。

寝
食
を
共
に
し
、
一
緒
に
働
き
、
先
輩
の
仕
事
を
手
伝
い
つ
つ
学
ぶ
。

西
岡
棟
梁
の
下
で
学
ん
だ
方
法
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
の
で
あ
る
。 

　
共
に
暮
ら
せ
ば
、
相
手
が
何
を
考
え
て
い
る
か
、
何
を
し
よ
う
と

し
て
い
る
か
わ
か
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
仕
事
の
手
順
、
段
取
り
、
道

具
使
い
の
習
得
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
そ
こ
に
は
言
葉
も
テ
キ
ス
ト

も
な
い
。
最
低
で
も
１０
年
の
修
業
が
必
要
だ
と
入
門
者
に
は
言
う
。

共
に
働
く
時
間
が
技
や
感
覚
を
磨
い
て
く
れ
る
の
だ
。 

　
そ
れ
は
西
岡
氏
か
ら
小
川
氏
に
、
そ
し
て
小
川
氏
か
ら
弟
子
達
に
、

人
か
ら
人
へ
、
手
か
ら
手
に
技
と
感
覚
の
記
憶
を
写
し
渡
し
て
い
く

こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
技
法
や
木
に
対
す
る
考
え
は
飛
鳥
の
工
人
か

ら
の
リ
レ
ー
で
あ
る
。
教
科
書
は
人
で
あ
り
、
残
さ
れ
た
建
物
で
あ

る
。
こ
う
し
た
方
法
が
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
１
３
０
０
年

建
ち
続
け
る
法
隆
寺
が
保
証
し
て
く
れ
て
い
る
。 

　
日
本
の
木
造
建
造
物
の
基
本
的
な
技
と
文
化
は
こ
う
し
て
継
承
さ

れ
て
き
た
の
で
あ
る
。 

CEL

木がつなぐ自然の力と人の暮らし Ⅰ 


