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は
じ
め
に

漆
の
生
産
で
日
本
一
の
岩
手
県
浄
法
寺
。
漆
に
か
か
わ
る
奥
深
い
文
化
が
、
高
度
な
技
を
育
て
継
承
し
て
き
た
地
域

の
人
々
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
こ
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
に
は
、
編
者
た
ち
に
よ
る
丁
寧
な
聞
き
書
き
を
通
し
て
、

漆
の
文
化
を
引
き
継
ぐ
方
々
の
生
の
声
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

漆
掻
き
の
仕
事
は
、
農
業
な
ど
と
組
み
合
わ
さ
っ
て
生
業
の
多
様
性
を
つ
く
っ
て
お
り
、
ほ
か
の
地
域
は
で
き
な
い

漆
掻
き
と
漆
塗
り
を
組
み
合
わ
せ
る
人
も
い
る
と
い
う
。
編
者
た
ち
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
生
業
の
複
合
は
、
地
域

の
人
々
の
暮
ら
し
や
地
域
社
会
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
高
め
て
い
る
と
さ
れ
る
。
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
へ
の
登
録
な

ど
を
き
っ
か
け
と
し
た
国
内
外
か
ら
の
注
目
は
、
こ
の
地
域
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
さ
ら
に
高
め
る
と
期
待
さ
れ
る
。

浄
法
寺
で
生
産
さ
れ
た
漆
を
つ
か
っ
て
、
浄
法
寺
の
地
で
漆
器
が
製
作
さ
れ
て
い
る
。
い
っ
た
ん
は
廃
れ
て
い
た
漆

器
製
作
が
復
活
さ
れ
、
現
在
の
技
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
浄
法
寺
で
は
、
漆
の
木
が
植
え
育
て
ら
れ
、
漆
が
採
取
さ
れ
、

漆
器
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
仕
事
を
支
え
る
道
具
類
は
、
専
門
の
職
人
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
。
多

く
の
人
々
の
つ
な
が
り
の
輪
に
よ
っ
て
、
漆
の
文
化
が
こ
の
地
域
で
営
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
つ
な
が
り
の
輪
も
ま
た
、

地
域
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。

漆
と
い
う
自
然
の
恵
み
の
一
面
を
通
し
て
、
浄
法
寺
の
人
々
と
自
然
と
の
か
か
わ
り
が
、
力
強
く
も
や
さ
し
い
言
葉

で
語
ら
れ
て
い
る
。
浄
法
寺
の
漆
器
を
手
に
取
る
と
き
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
豊
か
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
思
い
起
こ
す

こ
と
で
、
同
じ
漆
器
が
だ
い
ぶ
違
っ
て
見
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ぜ
ひ
多
く
の
方
に
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。

二
〇
二
二
年
三
月

総
合
地
球
環
境
学
研
究
所　

吉
田　

丈
人



１
． 

岩
手
県
浄
法
寺
に
お
け
る
漆
生
産
と
塗
師
の
在
来
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―
こ
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ン
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ュ
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集
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い
て
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藤
由
美
子

羽
生　

淳
子

は
じ
め
に

こ
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
は
、
二
〇
一
九
年
三
月
に
発
行
し
た
『
レ
ジ
リ
エ
ン
ト
な
地
域
社
会
2　

漆
の
木
の
あ
る
景

観
―
岩
手
県
二
戸
市
浄
法
寺
に
お
け
る
漆
掻
き
と
日
々
の
暮
ら
し
―
』（
羽
生
編
二
〇
一
九
）
の
続
編
で
あ
る
。

二
戸
市
浄
法
寺
町
と
そ
の
周
辺
は
古
く
か
ら
漆
の
生
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
現
在
で
も
国
産
漆
を
使
っ
て
漆

器
生
産
が
行
わ
れ
て
い
る
数
少
な
い
地
域
で
あ
る
（
図
１–

１
）。
日
本
で
は
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

製
品
が
普
及
し
、
さ
ら
に
安
価
な
外
国
産
漆
の
輸
入
量
が
増
え
た
結
果
、
国
産
漆
を
使
っ
た
漆
器
の
生
産
量
は
激
減
し

た
。
し
か
し
、
近
年
、
国
に
よ
り
、
日
光
東
照
宮
な
ど
の
文
化
財
の
修
理
修
復
に
国
産
漆
の
使
用
が
奨
励
さ
れ
た
た
め
、

国
産
漆
の
需
要
が
増
加
し
、
浄
法
寺
に
お
け
る
漆
の
生
産
量
も
、
そ
れ
以
前
と
く
ら
べ
る
と
回
復
し
て
い
る
。
そ
れ
と

同
時
に
、
国
産
漆
を
使
っ
た
漆
器
の
価
値
が
改
め
て
見
直
さ
れ
て
い
る
。

現
在
、
日
本
で
使
用
さ
れ
て
い
る
漆
の
う
ち
国
内
産
は
五
パ
ー
セ
ン
ト
足
ら
ず
だ
が
、
そ
の
約
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
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岩
手
県
産
で
あ
り
、
そ
の
全
量
を
二
戸
地
域
の
浄
法
寺
漆
が
占
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
浄
法
寺
は
、
日
本
で
も
っ
と
も

漆
掻
き
職
人
が
多
い
場
所
で
あ
り
、
漆
の
木
の
植
栽
も
盛
ん
で
あ
る
（
滴
生
舎
二
〇
二
二　

https://urushi-joboji.
com

/joboji/kokusan#santi

）。

な
お
、「
日
本
産
漆
生
産
・
精
製
」
を
含
む
一
七
の
伝
統
技
術
は
、「
伝
統
建
築
工
匠
の
技　

木
造
建
造
物
を
受
け
継

ぐ
た
め
の
伝
統
技
術
」
と
し
て
、
二
〇
二
一
年
三
月
に
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
登
録
を
受
け
て
い
る
（
文
化
庁

二
〇
二
〇
を
参
照
）。

私
た
ち
の
研
究
チ
ー
ム
で
は
、
二
〇
一
五
年
か
ら
二
〇
一
七
年
に
か
け
て
、
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
（
地
球
研
）

で
「
地
域
に
根
ざ
し
た
小
規
模
経
済
活
動
と
長
期
的
持
続
可
能
性
―
歴
史
生
態
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
」（
以
下
、

小
規
模
経
済
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
と
、
日
本
生
命
財
団
学
際
的
総
合
研
究
助
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
ヤ
マ
・
カ
ワ
・
ウ
ミ
に

生
き
る
知
恵
と
工
夫
」（
以
下
、
ニ
ッ
セ
イ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
の
研
究
活
動
の
一
環
と
し
て
、
岩
手
県
二
戸
市
浄
法

寺
町
で
、
漆
掻
き
職
人
お
よ
び
漆
器
生
産
者
の
方
々
か
ら
、
お
話
を
伺
っ
て
き
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
当
初
の
目
的
は
、

歴
史
生
態
学
（Balée 1998, 2006, 2018
な
ど
）
の
視
点
か
ら
、
漆
掻
き
の
日
々
の
変
化
、
漆
掻
き
と
他
の
生
業
の

年
間
の
サ
イ
ク
ル
、
数
年
か
ら
十
数
年
単
位
で
の
漆
の
出
来
不
出
来
と
需
要
の
変
化
、
そ
し
て
戦
前
か
ら
現
代
に
い
た

る
長
期
の
歴
史
的
変
化
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
間
ス
ケ
ー
ル
に
お
け
る
漆
生
産
の
変
化
を
、
生
業
の
多
様
性
の
中
の
漆

生
産
、
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
成
果
は
、「
生
業
の
多
様
性
と
漆
―
歴
史
生
態
学
か
ら
み

た
二
戸
市
浄
法
寺
地
区
の
漆
産
業
―
」（
伊
藤
・
羽
生
二
〇
一
八
）
と
題
し
た
論
考
に
ま
と
め
た
。

浄
法
寺
に
何
回
も
通
う
う
ち
に
、
漆
掻
き
と
漆
生
産
が
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
人
々
の
暮
ら
し
と
地
域
社
会
の

弾レ
ジ
リ
エ
ン
ス

力
性
を
形
作
る
の
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
小
規
模
経
済
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
と
ニ
ッ
セ
イ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
終
了
後
は
、
人
間
文
化
研
究
機
構
広
領
域
連
携
型
基
幹
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
日

5
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本
列
島
に
お
け
る
地
域
社
会
変
貌
・
災
害
か
ら
の
地
域
文
化
の
再
構
築
」
の
地
球
研
ユ
ニ
ッ
ト
「
災
害
に
レ
ジ
リ
エ
ン

ト
な
環
境
保
全
型
地
域
社
会
の
創
生
」
に
お
け
る
活
動
の
一
環
と
し
て
、
浄
法
寺
に
関
す
る
研
究
を
続
け
た
。
こ
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
東
日
本
大
震
災
を
含
め
た
災
害
か
ら
の
復
興
だ
け
で
は
な
く
、
北
東
北
に
お
け
る
農
山
村
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
弾レ

ジ
リ
エ
ン
ス

力
性
に
つ
い
て
、
生
業
の
多
様
性
の
み
な
ら
ず
、
漆
の
木
の
あ
る
景
観
と
地
域
の
植
生
、
伝
統
知
・
在
来

知
と
道
具
の
役
割
、
さ
ら
に
漆
掻
き
職
人
の
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
な
ど
の
視
点
か
ら
重
層
的
に
考
察
す
る
こ
と
を
め

ざ
し
た
。
同
時
に
、
漆
掻
き
と
漆
生
産
が
こ
の
地
域
で
長
く
営
ま
れ
て
き
た
要
因
に
つ
い
て
、
歴
史
生
態
学
の
視
点
か

ら
検
討
を
進
め
て
い
る
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
浄
法
寺
に
お
け
る
私
た
ち
の
二
〇
一
八
年
ま
で
の
研
究
の
概
要
と
考
察
は
、
伊
藤
・
羽
生

（
二
〇
一
八
）
に
ま
と
め
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
の
詳
細
を
紹
介
す
る
こ

と
は
、
ペ
ー
ジ
数
の
限
ら
れ
た
単
行
本
の
論
考
で
は
不
可
能
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
集
の
第
一
冊
目
と
し

て
、『
レ
ジ
リ
エ
ン
ト
な
地
域
社
会
2　

漆
の
木
の
あ
る
景
観
―
岩
手
県
二
戸
市
浄
法
寺
に
お
け
る
漆
掻
き
と
日
々
の

暮
ら
し
―
』（
羽
生
編
二
〇
一
九
）
で
は
、
漆
掻
き
職
人
の
吉
田
信
一
さ
ん
と
大
森
清
太
郎
さ
ん
、
そ
し
て
産
地
直
売

所
「
キ
ッ
チ
ン
ガ
ー
デ
ン
」
の
小
野
知
子
さ
ん
の
三
人
の
方
々
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
聞
き
書
き
の
形
で
編
集
し
て
出

版
し
た
。歴

史
的
背
景
と
こ
れ
ま
で
の
成
果

岩
手
県
二
戸
市
浄
法
寺
町
は
、
岩
手
県
の
内
陸
北
端
部
、
奥
羽
山
脈
の
西
側
に
位
置
す
る
。
地
区
の
北
西
部
に
は
稲

庭
岳
が
あ
り
、
地
区
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
安
比
川
が
流
れ
て
い
る
。
安
比
川
沿
い
に
低
地
が
あ
る
が
、
地
区
の
八
割
は
山

地
や
原
野
で
あ
る
（
浄
法
寺
町
史
編
纂
委
員
会
一
九
九
七
）。
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浄
法
寺
で
は
、
近
世
よ
り
農
業
（
稗
・
大
豆
・
蕎
麦
等
）・
林
業
・
畜
産
業
（
馬
産
）
と
と
も
に
漆
の
生
産
（
樹
液
・

蝋
）
が
行
わ
れ
、
そ
の
多
く
は
、
複
合
し
て
生
業
と
し
て
営
ま
れ
て
き
た
。
明
治
時
代
以
降
、
漆
の
生
産
は
掻
く
方
法

が
養
生
掻
き
か
ら
殺
し
掻
き
に
変
わ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
生
産
量
が
増
加
し
、
地
区
の
主
要
な
換
金
作
物
と
な
っ
た
。

前
回
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
に
掲
載
し
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
、
吉
田
信
一
さ
ん
か
ら
は
、
昭
和
期
か
ら
現
在
ま
で
の

漆
掻
き
職
人
の
家
の
生
業
変
遷
に
つ
い
て
の
お
話
を
伺
う
こ
と
が
で
き
た
。
吉
田
さ
ん
の
家
で
は
、
漆
掻
き
の
他
に
農

業
（
米
等
）
を
営
ん
で
い
る
。
浄
法
寺
地
区
で
は
水
田
耕
作
が
可
能
な
土
地
が
安
比
川
流
域
に
限
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、

浄
法
寺
の
中
で
は
水
田
面
積
は
大
き
い
。
ま
た
、
漆
で
得
た
収
入
で
山
を
買
っ
て
杉
を
植
林
し
、
戦
後
一
時
期
は
、
牛

の
飼
養
も
行
っ
て
お
り
、
漆
掻
き
を
主
な
生
業
と
し
た
家
で
も
、
小
規
模
な
生
業
を
そ
の
時
代
に
合
わ
せ
て
、
複
合
的

に
組
み
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
小
規
模
な
生
業
を
組
み
合
わ
せ
て
、
漆
が
売
れ
な
い
時
期
に
は
生
計
を
そ

の
他
の
生
業
で
補
な
う
こ
と
で
、
漆
掻
き
が
な
く
な
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ウ
ル
シ
を
栽
培
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
適
地
に
つ
い
て
伊
藤
清
三
（
一
九
四
九
）
は
、『
う
る
し
―
漆
樹
と
漆
液
―
』

の
中
で
、「
一
般
的
に
は
一
日
中
日
光
の
映
射
を
受
け
、
且
つ
空
気
の
流
通
が
よ
く
、
土
質
は
水
の
停
滞
す
る
こ
と
の

な
い
砂
礫
壌
土
を
適
当
と
す
る
。」
と
し
、
福
島
県
と
熊
本
県
の
ウ
ル
シ
の
成
長
の
比
較
か
ら
温
暖
な
地
域
で
成
長
が

良
い
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
田
中
他
の
研
究
で
も
、
最
大
積
雪
深
や
平
均
気
温
が
ウ
ル
シ
の
成
長
に
影
響
が
あ
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
浄
法
寺
は
冬
季
に
積
雪
し
、
気
温
は
氷
点
下
に
な
る
こ
と
も
あ
る
が
、
日
本
で
最

大
の
漆
林
を
有
し
て
い
る
。

前
回
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
に
掲
載
し
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
吉
田
信
一
さ
ん
は
、
ウ
ル
シ
を
植
え
る
適
地
に
つ
い
て
、

畑
の
周
り
の
漆
の
木
が
良
く
、
山
で
は
、
谷
地
で
も
山
の
山
頂
で
も
な
く
山
と
山
と
の
沢
め
い
た
と
こ
ろ
、
小
川
の
よ

う
な
水
が
流
れ
て
い
る
所
か
ら
少
し
上
が
っ
た
よ
う
な
所
が
良
い
、
と
説
明
し
、
さ
ら
に
、「
杉
を
植
え
る
土
地
で
は
、
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大
体
の
場
合
、
漆
も
良
く
成
長
し
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
大
森
清
太
郎
さ
ん
は
、
畑
の
周
り
の
漆
の
木
は
成
長
が
良

く
樹
液
が
良
く
採
れ
、
山
に
植
え
て
も
、
育
つ
場
所
と
育
た
な
い
場
所
が
あ
り
、
適
地
の
見
極
め
が
難
し
い
、
と
述
べ

て
い
る
。
工
藤
竹
夫
さ
ん
は
、
ウ
ル
シ
は
雪
が
深
く
、
霜
が
降
り
る
場
所
は
育
た
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

浄
法
寺
は
、
西
側
に
稲
庭
岳
を
中
心
と
し
た
山
地
が
広
が
り
、
そ
こ
か
ら
安
比
川
へ
注
ぐ
小
河
川
が
流
れ
、
そ
れ
に

沿
っ
た
斜
面
地
等
が
あ
る
複
雑
な
地
形
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
積
雪
が
あ
っ
て
も
ウ
ル
シ
の
適
地
と
な
る
場
所
が
存
在

し
、
そ
の
場
所
や
管
理
方
法
に
つ
い
て
、
近
世
よ
り
漆
掻
き
職
人
等
に
よ
り
長
く
在
来
知
が
継
承
さ
れ
て
き
た
も
の
と

考
え
る
。こ

の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
に
つ
い
て

『
レ
ジ
リ
エ
ン
ト
な
地
域
社
会
6　

漆
の
木
の
あ
る
景
観
そ
の
２ 

― 

岩
手
県
浄
法
寺
に
お
け
る
漆
生
産
と
塗
師
の
在

来
知
―
』
と
題
し
た
今
回
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
に
掲
載
す
る
の
は
、
漆
掻
き
職
人
で
あ
り
日
本
う
る
し
搔
き
技
術
保
存
会

会
長
を
務
め
る
工
藤
竹
夫
さ
ん
と
、
二
戸
市
が
直
営
す
る
漆
器
製
作
と
販
売
を
行
う
漆
器
工
房
「
滴
生
舎
」
技
師
の
小

田
島
勇
さ
ん
の
お
二
人
の
お
話
で
あ
る
。
工
藤
竹
夫
さ
ん
（
写
真
１
‒
１
）
か
ら
は
、
前
回
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
の
第
2

章
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
漆
掻
き
の
基
本
に
つ
い
て
た
く
さ
ん
の
お
教
え
を
い
た
だ
い
た
。
今
回
、
こ
の
ブ
ッ
ク

レ
ッ
ト
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
お
話
は
、
若
い
世
代
へ
の
伝
統
知
・
在
来
知
へ
の
伝
え
方
、
漆
の
収
量
と
掻
く
木

の
数
、
漆
の
保
存
な
ど
、
漆
掻
き
の
技
術
と
そ
の
伝
達
に
関
す
る
貴
重
な
記
録
で
あ
る
と
と
も
に
、
漆
の
植
林
と
そ
の

手
入
れ
の
現
状
、
漆
の
売
値
、
な
ど
、
漆
掻
き
の
現
状
と
将
来
の
展
望
を
考
え
る
際
に
も
示
唆
に
富
む
。
な
お
、
工
藤

竹
夫
さ
ん
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
一
端
は
、『
漆
―
う
る
し
掻
き
に
生
き
る
職
人
の
く
ら
し
―
』
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
聞
き
取
り
の
記
録
（
日
本
う
る
し
搔
き
技
術
保
存
会
編
二
〇
〇
〇
、三
六
〜
三
七
頁
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。
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滴
生
舎
の
小
田
島
勇
さ
ん
（
写
真
１
‒
２
）
か
ら
は
、
滴
生
舎
の
成
り
立
ち
や
若
手
技
師
の
現
状
に
つ
い
て
ご
説
明

い
た
だ
く
と
と
も
に
、
浄
法
寺
産
の
漆
を
使
っ
た
漆
器
を
つ
く
る
視
点
か
ら
、
下
塗
り
に
中
国
産
の
漆
を
使
っ
た
場
合

と
の
比
較
や
漆
の
質
、
漆
塗
り
の
苦
労
や
塗
師
同
士
の
交
流
、
漆
掻
き
と
塗
師
の
両
立
の
難
し
さ
、
な
ど
に
つ
い
て
貴

重
な
お
話
を
う
か
が
っ
た
。
下
塗
り
か
ら
上
塗
り
ま
で
す
べ
て
の
浄
法
寺
産
の
漆
を
使
っ
て
作
ら
れ
た
滴
生
舎
の
漆
器

は
人
気
が
高
く
、
滴
生
舎
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
シ
ョ
ッ
プ
で
販
売
さ
れ
て
い
る
漆
器
に
は
、
現
在
、
売
り
切
れ
の
品
も
多

い
。安

比
川
流
域
の
う
ち
、
上
流
域
（
八
幡
平
市
）
に
は
木
地
師
、
中
流
域
（
八
幡
平
市
・
安
比
地
区
）
に
は
塗
師
、
下

流
域
に
は
漆
掻
き
が
多
く
住
み
、
地
域
で
一
体
的
な
漆
器
製
作
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
工
藤
紘
一　

二
〇
一
一
）。
今
回
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
小
田
島
勇
さ
ん
は
、
浄
法
寺
漆
器
の
歴
史
は
、
天
台
寺
の
僧
侶
た
ち
が
自

ら
漆
器
を
作
り
、
庶
民
に
広
ま
っ
た
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
が
、
戦
後
ま
も
な
く
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
述
べ
て
い

る
。
一
九
五
〇
年
代
に
、
漆
掻
き
職
人
で
あ
っ
た
故
岩
舘
正
二
さ
ん
が
息
子
さ
ん
の
岩
舘
隆
さ
ん
と
今
の
浄
法
寺
漆
器

の
基
盤
を
造
り
上
げ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
、
と
い
う
。

浄
法
寺
で
は
、
現
在
漆
掻
き
と
漆
塗
り
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
関
係
に
つ
い
て
、
塗
師
で
あ
る
小
田
島
さ
ん
の
お

話
か
ら
は
、「
漆
掻
き
職
人
か
ら
漆
を
試
供
品
の
よ
う
に
も
ら
う
こ
と
」
や
、「
ベ
テ
ラ
ン
の
漆
掻
き
職
人
か
ら
採
っ
て

一
〇
年
置
い
た
漆
を
、『
ち
ょ
っ
と
使
っ
て
み
ま
せ
ん
か
』
と
分
け
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
使
っ
て
み

た
ら
、
と
て
も
良
く
、
未
熟
な
私
で
も
う
ま
く
塗
れ
る
よ
う
な
漆
で
し
た
。」
と
、
相
互
の
在
来
知
を
や
り
と
り
す
る

関
係
性
が
見
ら
れ
た
。
安
比
川
流
域
で
一
体
的
に
漆
器
製
作
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
相
互
に
技
術
や
経
験
に
よ
る
在
来

知
を
や
り
取
り
で
き
る
環
境
を
構
築
で
き
、
長
く
漆
産
業
を
継
続
し
て
き
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

前
回
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
漆
掻
き
は
、
一
人
ひ
と
り
の
漆
掻
き
職
人
の
知
恵
と
経
験
の
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蓄
積
に
基
づ
い
た
き
わ
め
て
個
人
的
で
高
度
に
専
門
化
さ
れ
た
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
る
と
同
時
に
、
漆
生
産
と

漆
器
作
り
は
、
浄
法
寺
を
代
表
す
る
産
業
で
あ
る
。
し
か
し
、
漆
の
木
を
含
め
た
森
林
管
理
と
地
域
の
生
態
系
保
全
、

漆
掻
き
と
漆
器
生
産
の
両
者
に
お
け
る
若
手
の
育
成
と
技
術
の
伝
達
、
漆
の
供
給
と
漆
器
生
産
の
調
整
、
安
定
し
た
販

売
経
路
の
確
立
な
ど
、
漆
生
産
を
長
期
的
に
持
続
可
能
に
す
る
た
め
の
課
題
は
数
多
い
。
こ
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
が
、
こ

れ
ら
の
課
題
を
考
え
る
際
に
、
少
し
で
も
参
考
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

謝
辞

こ
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
工
藤
竹
夫
さ
ん
と
小
田
島
勇
さ
ん
に
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
内
容
の
出

版
に
つ
い
て
ご
快
諾
を
頂
く
と
と
も
に
、
草
稿
の
内
容
を
確
認
・
校
閲
し
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
二
戸
市
漆
振
興
課
、

岩
手
県
浄
法
寺
漆
生
産
組
合
、
滴
生
舎
、
二
戸
市
二
戸
歴
史
民
俗
資
料
館
、
二
戸
市
浄
法
寺
歴
史
民
俗
資
料
館
、
御
所

野
縄
文
博
物
館
の
諸
機
関
に
は
、
調
査
を
行
う
に
際
し
て
ご
協
力
い
た
だ
い
た
。

本
研
究
は
、
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
（
地
球
研
）
フ
ル
リ
サ
ー
チ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
地
域
に
根
ざ
し
た
小
規
模

経
済
活
動
と
長
期
的
持
続
可
能
性
―
歴
史
生
態
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
」（
略
称
：
小
規
模
経
済
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、

研
究
番
号
一
四
二
〇
〇
〇
八
四
）、
お
よ
び
公
益
財
団
法
人
日
本
生
命
財
団
学
際
的
総
合
研
究
助
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

「
ヤ
マ･

カ
ワ
・
ウ
ミ
に
生
き
る
知
恵
と
工
夫
」（
羽
生
・
佐
々
木
・
福
永
編
二
〇
一
八
）
と
連
携
し
た
。
両
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
メ
ン
バ
ー
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
員
・
研
究
推
進
支
援
員
に
は
、
調
査
の
準
備
と
研
究
の
遂
行
に
あ
た
り
助
力

を
得
た
。
窪
田
順
平
さ
ん
（
故
人
）
と
中
静
透
さ
ん
、
吉
田
丈
人
さ
ん
は
、
私
た
ち
の
浄
法
寺
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
進
行

を
辛
抱
強
く
見
守
っ
て
く
だ
さ
っ
た
上
、
調
査
成
果
の
解
釈
に
つ
い
て
有
益
な
ご
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
千
田
昌
子
さ

ん
、
北
斗
プ
リ
ン
ト
社
の
山
崎
隼
和
さ
ん
に
は
、
本
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
の
編
集
・
出
版
作
業
に
多
大
な
ご
尽
力
を
い
た
だ
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い
た
。

末
筆
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
方
々
と
諸
機
関
に
心
か
ら
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

文
献

伊
藤
由
美
子
・
羽
生
淳
子
二
〇
一
八
「
生
業
の
多
様
性
と
漆
―
歴
史
生
態
学
か
ら
み
た
二
戸
市
浄
法
寺
地
区
の
漆
産

業
―
」
羽
生
淳
子
・
佐
々
木
剛
・
福
永
真
弓
編
『
や
ま
・
か
わ
・
う
み
の
知
を
つ
な
ぐ
―
東
北
に
お
け
る
在
来
知
と

環
境
教
育
の
現
在
―
』
東
海
大
学
出
版
部
、
一
八
九
〜
二
〇
二
頁
。

工
藤
紘
一　

二
〇
一
一
『
い
わ
て　

漆
の
近
代
史
』　

川
口
印
刷
工
業
株
式
会
社
。

浄
法
寺
町
史
編
纂
委
員
会
一
九
九
七
『
浄
法
寺
町
史
上
巻
』
浄
法
寺
町
。

浄
法
寺
町
史
編
纂
委
員
会
一
九
九
八
『
浄
法
寺
町
史
下
巻
』
浄
法
寺
町
。

滴
生
舎
二
〇
二
二
「
う
る
し
の
森
か
ら
」http://urushi-joboji.com

/joboji/kokusan

（
二
〇
二
二
年
二
月
一
五
日

ア
ク
セ
ス
）

田
中
功
二
・
飯
田
昭
光
・
土
屋
慧
・
小
岩
俊
行
・
松
本
則
行
・
中
村
弘
一
・
高
田
守
男
・
平
井
敬
三
・
平
岡
裕
一
郎
・

田
端
雅
進
二
〇
一
七
「
植
栽
適
地
の
評
価
に
向
け
た
ウ
ル
シ
の
成
長
へ
の
立
地
環
境
お
よ
び
林
分
状
況
の
影
響
の
解

明
」『
日
林
誌
』
第
九
九
巻
第
三
号
、
一
三
六
〜
一
三
九
頁
。

日
本
う
る
し
搔
き
技
術
保
存
会
編
二
〇
〇
〇
『
漆
―
う
る
し
搔
き
に
生
き
る
職
人
の
く
ら
し
―
』
日
本
う
る
し
搔
き
技

術
保
存
会
（
浄
法
寺
町
役
場
内
）
発
行
。

羽
生
淳
子
編
二
〇
一
九
『
レ
ジ
リ
エ
ン
ト
な
地
域
社
会
２　

漆
の
木
の
あ
る
景
観
―
岩
手
県
二
戸
市
浄
法
寺
に
お
け
る

漆
掻
き
と
日
々
の
暮
ら
し
―
』
人
間
文
化
研
究
機
構
広
領
域
連
携
型
基
幹
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
日
本
列
島
に
お
け
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る
地
域
社
会
変
貌
・
災
害
か
ら
の
地
域
文
化
の
再
構
築
」
発
行
。https://w

w
w

.chikyu.ac.jp/publicity/
publications/others/im

g/Resilient2.pdf
羽
生
淳
子
・
佐
々
木
剛
・
福
永
真
弓
編
二
〇
一
八
『
や
ま
・
か
わ
・
う
み
の
知
を
つ
な
ぐ
―
東
北
に
お
け
る
在
来
知
と

環
境
教
育
の
現
在
―
』
東
海
大
学
出
版
部
。

文
化
庁
二
〇
二
〇
「
報
道
発
表　
『
伝
統
建
築
工
匠
の
技
：
木
造
建
造
物
を
受
け
継
ぐ
た
め
の
伝
統
技
術
』
の
ユ
ネ
ス

コ
無
形
文
化
遺
産
代
表
一
覧
表
登
録
に
関
す
る
評
価
機
関
に
よ
る
勧
告
に
つ
い
て
」https://w

w
w

.google.com
/

url?sa=t&
rct=j&

q=&
esrc=s&

source=w
eb&

cd=&
ved=2ahU

K
Ew

jG-sT
a4IP2A

hW
D

JU
Q

IH
dBH

A
D

oQ
FnoECA

0Q
A

Q
&

url=https%
3A

%
2F%

2Fw
w

w
.bunka.go.jp%

2Fkoho_hodo_oshirase%
2Fhodohapp

yo%
2Fpdf%

2F92639701_01.pdf&
usg=A

O
vV

aw
1N

rO
FK

1y23opO
JShuSFyn5　

（
二
〇
二
二
年
二
月

一
五
日
ア
ク
セ
ス
）

Balée, W
illiam

 (ed.), 1998. A
dvances in H

istorical E
cology. Colum

bia U
niversity Press, N

ew
 Y

ork.
Balée, W

illiam
, 2006. T

he research program
 of historical ecology. A

nnual R
eview

 of A
nthropology 

35:75-98.
Balée, W

illiam
, 2018. Brief review

 of historical ecology. Les nouvelles de l’archéologie 152: 1-9.
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図１-１　�浄法寺町の旧5か村（太字）、および、それ以前の16か村のうちの主
な地名。1889年に５か村が合併して浄法寺村が成立。旧５か村は、そ
れぞれ浄法寺村の大字となる。1940年に町制施行により、浄法寺町。
2006年に、合併により二戸市の一部となった際に、旧浄法寺町の区域
が二戸市の町名として引き継がれた。（浄法寺町史編纂委員会1997：
173頁、1998：572頁を参考にして作成）。◆印は、今回のインタビュー
を行った浄法寺町漆沢大久保（工藤竹夫さん自宅）と滴生舎。
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岩手県浄法寺における漆生産と塗師の在来知　―このインタビュー集について―
伊藤　由美子・羽生　淳子



写真１−１　工藤竹夫さんインタビュー風景
（浄法寺町明神沢漆の森［ふる森］にて、2018年 7月26日）

写真１−２　漆器の説明をする小田島勇さん
（滴生舎にて、2018年 12月 23日）
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２
．
漆
の
生
産
と
漆
掻
き
の
技
術
・
伝
統
知

　
　
　

― 

工
藤　

竹
夫
さ
ん
の
お
話
―

 

（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
年
月
日　

二
〇
一
五
年
一
二
月
二
五
日
）

工
藤
竹
夫
さ
ん
は
、
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
生
ま
れ
。
日
本
う
る
し
搔
き
技
術
保
存
会
会
長
、
岩
手
県
浄

法
寺
漆
生
産
組
合
顧
問
・
前
会
長
。
中
学
校
を
卒
業
し
た
一
五
歳
（
昭
和
三
二
年
）
の
時
か
ら
漆
掻
き
を
始
め
た
。

漆
掻
き
は
、
お
父
様
の
工
藤
石
蔵
さ
ん
（
明
治
四
二
年
生
ま
れ
）
か
ら
教
わ
っ
た
。

工
藤
さ
ん
の
ご
経
歴
に
つ
い
て
は
、『
う
る
し
掻
き
に
生
き
る
職
人
の
暮
ら
し
』（
日
本
う
る
し
搔
き
技
術
保
存

会
編
二
〇
〇
〇
年
）
の
三
六
〜
三
七
頁
に
す
で
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
私
た
ち
が
二
〇
一
五
年
一
二
月
二
五

日
に
、
編
者
ら
が
工
藤
さ
ん
の
ご
自
宅
（
二
戸
市
浄
法
寺
町
漆
沢
大
久
保
）
で
行
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、
工

藤
さ
ん
の
漆
の
掻
き
方
の
技
術
や
漆
の
収
量
と
掻
く
木
の
数
、
漆
の
保
存
、
漆
の
木
の
植
林
、
さ
ら
に
日
本
う
る

し
搔
き
技
術
保
存
会
に
よ
る
研
修
生
受
け
入
れ
や
、
漆
の
売
値
の
問
題
、
浄
法
寺
の
漆
器
生
産
と
将
来
の
展
望
な

ど
を
中
心
に
お
話
を
伺
っ
た
。
伺
っ
た
内
容
の
う
ち
、
漆
掻
き
の
技
術
に
関
す
る
お
話
の
一
部
は
、
伊
藤
・
羽
生

二
〇
一
八
の
論
考
と
、
二
〇
一
九
年
に
出
版
し
た
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
『
漆
の
木
の
あ
る
景
観
―
岩
手
県
二
戸
市
浄
法

寺
に
お
け
る
漆
掻
き
と
日
々
の
暮
ら
し
』（
羽
生
淳
子
編
二
〇
一
九
）
の
第
2
章
（
伊
藤
二
〇
一
九
）
を
作
成
す

る
際
の
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
に
は
写
真
も
ご
提
供
い
た
だ
い
た
。
し
か
し
、
多
岐
に
わ
た
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る
お
話
の
大
部
分
は
未
紹
介
だ
っ
た
。

今
回
、
二
〇
一
五
年
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
詳
し
い
内
容
を
活
字
化
さ
せ
て
い
た
だ
け
な
い
か
を
工
藤
さ
ん
に

伺
っ
た
と
こ
ろ
、
ご
快
諾
を
い
た
だ
い
た
。
長
時
間
に
わ
た
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
あ
っ
た
た
め
、
編
者
ら
の
コ
メ

ン
ト
や
質
問
に
つ
い
て
は
、
活
字
化
す
る
に
あ
た
っ
て
は
割
愛
し
、
お
話
の
要
旨
を
読
み
や
す
い
形
に
編
集
し
た
。

お
話
の
細
部
に
つ
い
て
は
、
後
日
、
電
話
と
手
紙
に
よ
り
、
工
藤
さ
ん
に
内
容
の
確
認
を
お
願
い
し
た
上
で
編
集

原
稿
を
作
成
し
た
。
最
終
原
稿
は
、
工
藤
さ
ん
に
校
閲
を
お
願
い
し
た
。
な
お
、
文
末
の
追
記
は
、
工
藤
さ
ん
ご

自
身
に
よ
る
加
筆
で
あ
る
。

写
真
２–

１
〜
２–
４
は
、
二
〇
一
九
年
六
月
二
四
日
に
、
ご
自
宅
近
く
の
浄
法
寺
町
漆
沢
大
久
保
で
工
藤
さ

ん
の
お
仕
事
を
撮
影
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
、
写
真
２–

５
〜
２–

８
は
、
二
〇
一
八
年
七
月
二
六
日
に
、
浄

法
寺
町
明
神
沢
漆
の
森
（
ふ
る
森
）
で
の
お
仕
事
を
撮
影
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。
写
真
２–

９
〜 

２–

11
は
、
工
藤
さ
ん
か
ら
ご
提
供
い
た
だ
い
た
（
羽
生
淳
子
・
伊
藤
由
美
子
）。
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保
存
会
の
研
修
生
受
け
入
れ
と
漆
掻
き

日
本
う
る
し
搔
き
技
術
保
存
会
は
、
二
戸
市
の
う
る
し
振
興
室
（
現
在
は
漆
産
業
課
）
内
に
事
務
局
が
あ
っ
て
、
毎

年
、
数
名
の
研
修
生
を
受
け
入
れ
て
い
ま
す
。
研
修
で
は
、
漆
の
生
産
と
技
術
、
漆
に
ま
つ
わ
る
伝
統
知
に
つ
い
て
教

え
て
い
ま
す
。

今
年
（
二
〇
一
五
年
）
は
、
漆
を
掻
く
人
が
少
な
か
っ
た
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
文
化
財
に
国
産
漆
が
使
わ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
た
め
、
今
年
は
、
裏
目
漆
が
ほ
し
い
と
の
注
文
が
入
っ
て
き
ま
し
た
。
早
く
に
裏
目
漆
を
使
っ
て
し
ま
っ

た
方
か
ら
、
裏
目
が
良
い
と
い
っ
て
再
度
注
文
が
入
っ
た
の
で
す
が
、
裏
目
の
時
期
が
終
わ
る
頃
に
入
っ
て
き
た
注
文

で
し
た
。

裏
目
漆
は
、
乾
燥
の
速
度
が
鈍
く
、
塗
る
と
き
に
厚
く
つ
い
て
縮
み
が
少
な
い
の
で
、
下
地
塗
り
を
中
心
に
使
わ
れ

ま
す
。
初
漆
（
注
：
漆
掻
き
シ
ー
ズ
ン
の
最
初
に
漆
の
木
に
キ
ズ
を
つ
け
る
辺
付
け
か
ら
一
週
間
後
の
、
六
月
二
〇
日

前
後
か
ら
七
月
二
〇
日
頃
ま
で
に
採
っ
た
漆
）
は
、
乾
燥
さ
せ
る
時
の
乾
き
は
よ
い
の
で
す
が
、
縮
み
が
大
き
い
の
で
、

こ
の
初
と
裏
目
を
混
ぜ
て
下
地
に
使
う
と
良
い
の
で
す
。

私
は
裏
目
は
掻
き
ま
せ
ん
が
、
研
修
生
に
は
、
裏
目
ま
で
教
え
る
の
で
、
一
回
は
教
え
な
が
ら
掻
き
ま
す
。
研
修
生

一
人
で
一
貫
目
（
三
・
七
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
く
ら
い
採
れ
ま
す
。

来
年
度
（
二
〇
一
六
年
度
）
の
研
修
生
は
、
三
人
来
る
予
定
で
す
。
三
〇
代
以
上
の
女
性
が
二
名
、
残
り
の
一
名
は

二
戸
出
身
の
五
〇
代
の
男
性
で
す
。
こ
の
男
性
は
、
現
在
は
会
社
で
働
い
て
い
ま
す
が
、
会
社
を
辞
め
て
来
る
そ
う
で

す
。研

修
生
に
教
え
る
場
合
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
若
い
方
の
ほ
う
が
教
え
や
す
い
で
す
ね
。
若
い
方
は
、
教
え
た
と
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お
り
に
掻
き
ま
す
が
、
年
配
の
方
は
、
こ
れ
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
な
さ
っ
て
き
た
た
め
、
自
分
の
や
り
方
で
や
ろ

う
と
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

研
修
生
に
教
え
る
の
は
、
漆
の
掻
き
方
の
基
本
だ
け
で
す
。
漆
を
掻
く
時
に
は
、
平ひ

ら

目め

（
木
の
幹
の
平
ら
な
部
分
）

の
ほ
う
か
ら
漆
の
液
が
手
前
に
流
れ
て
く
る
よ
う
に
少
し
下
げ
て
「
キ
ズ
」
を
つ
け
ま
す
。
そ
の
時
に
、
平
ら
に
ち
ょ

こ
っ
と
手
前
側
か
ら
三
〇
度
く
ら
い
の
と
こ
ろ
に
、
出
た
漆
が
み
ん
な
流
れ
て
き
て
乾
燥
す
る
場
所
が
あ
る
ん
で
す
。

採
っ
た
漆
が
そ
こ
で
溜
ま
ら
な
い
と
木
が
傷
み
ま
す
。
し
か
し
、
研
修
生
に
は
そ
こ
ま
で
は
教
え
ま
せ
ん
。
ま
ず
は
基

本
の
基
本
だ
け
教
え
て
、
あ
と
は
徐
々
に
、
年
数
を
か
け
な
が
ら
教
え
て
い
き
ま
す
。

本
当
は
、
地
元
出
身
の
研
修
生
に
来
て
も
ら
い
た
い
の
で
す
が
、
地
元
の
人
は
、
な
か
な
か
き
て
く
れ
ま
せ
ん
。
最

後
ま
で
こ
こ
に
残
っ
て
く
れ
る
人
を
教
え
た
い
で
す
ね
。

漆
掻
き
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り
掻
き
方
が
違
い
ま
す
。
漆
掻
き
を
教
わ
る
時
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
人
か
ら
話
を
聞
く
の

で
は
な
く
、
最
初
は
一
人
の
人
か
ら
教
わ
る
ほ
う
が
い
い
ん
で
す
。
私
自
身
は
、
親
父
か
ら
聞
い
た
掻
き
方
で
や
っ
て

い
ま
す
。
自
分
で
も
工
夫
し
て
み
ま
し
た
が
だ
め
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
研
修
生
も
、
い
っ
ぺ
ん
に
い
ろ
い
ろ
と
教
え

て
も
だ
め
で
す
。
徐
々
に
習
っ
て
い
く
し
か
な
い
ん
で
す
。

漆
の
収
量
と
掻
く
木
の
数

一
般
に
は
、
一
日
で
一
〇
〇
本
の
木
を
一
年
掻
く
と
五
貫
目
の
漆
が
採
れ
る
、
と
い
い
ま
す
。
私
が
今
年
掻
い
た
の

は
一
日
七
〇
本
で
し
た
が
、
そ
こ
か
ら
や
は
り
五
貫
目
の
漆
が
採
れ
ま
し
た
。
漆
の
量
が
、
木
の
太
さ
に
よ
っ
て
違
う

か
ら
で
す
。
四
日
の
周
期
で
す
か
ら
そ
の
四
倍
と
考
え
る
と
、
採
れ
る
人
は
、
一
年
で
一
五
〜
二
〇
貫
目
の
漆
が
採
れ

る
計
算
に
な
り
ま
す
。
本
数
と
し
て
は
、
一
日
七
〇
本
で
掻
く
と
す
る
と
、
一
年
で
は
、
計
二
八
〇
本
く
ら
い
で
す
ね
。
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雨
が
降
る
と
、
周
期
が
五
日
か
六
日
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
間
が
あ
ま
り
空
き
す
ぎ
る
と
漆
の
質
が
均
一
に

な
ら
な
い
の
で
、
私
は
な
る
べ
く
四
日
ご
と
に
回
っ
た
方
が
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
空
け
す
ぎ
る
と
、
お
っ
ぱ
い
と

同
じ
で
跳
ね
る
し
、
五
〜
六
日
待
つ
と
、
樹
液
が
出
す
ぎ
て
、
そ
の
次
に
行
っ
た
と
き
の
出
が
悪
い
ん
で
す
。

四
日
あ
け
て
回
る
の
を
繰
り
返
し
て
、
お
盆
あ
た
り
ま
で
が
っ
つ
り
と
掻
け
ば
、
最
後
ま
で
う
ま
く
い
き
ま
す
。
初

漆
の
こ
ろ
、
六
月
か
ら
七
月
半
ば
ま
で
は
、
普
通
は
四
日
で
掻
く
分
を
三
日
で
掻
い
て
、
四
日
目
を
休
み
ま
す
。

漆
の
質
は
、
掻
い
た
人
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
。
い
ち
ば
ん
大
事
な
の
は
キ
ズ
の
つ
け
方
で
す
。
キ
ズ
が
あ
ま
り
浅
く

て
も
だ
め
で
す
が
、
木
の
肌
を
削
る
ほ
ど
深
く
な
っ
て
し
ま
う
と
、
採
っ
た
漆
の
見
栄
え
は
い
い
の
で
す
が
乾
燥
が
悪

く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

乾
燥
が
早
い
漆
と
遅
い
漆
が
あ
り
ま
す
が
、
早
い
漆
で
も
、
遅
い
漆
と
混
ぜ
れ
ば
い
い
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
今
年

（
二
〇
一
五
年
）
の
一
二
月
四
日
か
ら
六
日
に
、
明
治
大
学
の
リ
バ
テ
ィ
・
タ
ワ
ー
で
行
わ
れ
た
第
七
回
漆
サ
ミ
ッ
ト

で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
漆
が
あ
っ
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
を
し
ゃ
べ
り
ま
し
た
。
こ
の
時
に
は
、
皆
で
日
光
東
照
宮
の
見

学
に
も
行
き
ま
し
た
。

文
化
庁
が
、
文
化
財
修
復
に
使
う
漆
と
し
て
国
産
漆
を
推
奨
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
今

年
は
注
文
が
多
く
、
浄
法
寺
で
生
産
し
た
漆
は
、
注
文
量
と
比
べ
て
三
〇
〇
キ
ロ
く
ら
い
足
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
漆
掻

き
職
人
の
う
ち
、
年
配
の
八
〇
歳
代
の
方
が
三
名
ほ
ど
体
調
を
崩
し
て
漆
掻
き
を
中
断
し
て
し
ま
い
、
五
〜
六
貫
目
く

ら
い
で
掻
く
の
を
や
め
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
。

岩
手
県
浄
法
寺
漆
生
産
組
合
の
メ
ン
バ
ー
の
半
分
く
ら
い
は
、
七
〇
歳
台
で
す
。
組
合
員
は
二
五
名
ほ
ど
い
ま
す
が
、

実
際
に
現
在
掻
い
て
い
る
の
は
二
〇
名
く
ら
い
で
す
。
ベ
テ
ラ
ン
で
、
一
年
で
二
〇
貫
以
上
採
る
方
が
休
ん
で
い
る
状

態
で
す
。
若
い
人
で
二
〇
貫
採
れ
る
人
は
い
ま
せ
ん
。
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漆
の
木
に
キ
ズ
を
つ
け
す
ぎ
る
と
、
木
が
疲
れ
て
、
木
の
肌
が
息
が
で
き
な
く
な
っ
て
、
漆
の
出
が
悪
く
な
り
ま
す
。

目
サ
シ
（
漆
の
木
に
カ
ン
ナ
で
キ
ズ
を
つ
け
た
後
に
、
木
肌
と
幹
の
間
に
あ
る
薄
い
白
い
膜
ま
で
キ
ズ
を
つ
け
る
小
刀

の
部
分
）
で
た
く
さ
ん
切
り
す
ぎ
る
と
、
漆
が
流
れ
出
る
の
が
早
く
な
り
す
ぎ
て
、
仕
事
が
や
り
に
く
く
な
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
無
駄
に
漆
を
流
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

漆
を
掻
く
の
に
は
、
経
験
の
蓄
積
が
重
要
で
す
。
た
と
え
ば
、
お
盆
前
ご
ろ
ま
で
に
、
今
年
は
雨
が
降
ら
な
い
と
わ

か
れ
ば
、
キ
ズ
を
短
く
し
ま
す
。
そ
の
様
な
年
に
は
、
キ
ズ
が
き
れ
い
に
並
び
ま
せ
ん
。
雨
が
多
か
っ
た
年
の
キ
ズ
は
、

最
後
ま
で
き
れ
い
に
並
び
ま
す
。
で
す
か
ら
、
キ
ズ
を
見
れ
ば
、
そ
の
年
が
ど
ん
な
天
気
だ
っ
た
か
が
分
か
る
ん
で
す
。

漆
の
保
存

漆
の
質
に
は
、
掻
く
人
の
掻
き
方
や
、
掻
い
て
か
ら
の
年
数
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
違
い
が
あ
り
ま
す
。
漆
を
塗
る

時
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
質
の
漆
を
調
合
し
ま
す
。
ま
た
、
漆
を
塗
る
際
に
は
、
新
し
く
掻
い
た
漆
だ
け
で
な
く
、
古
い

漆
も
良
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
古
い
漆
は
、
乾
き
が
遅
い
の
で
す
が
、
滑
ら
か
に
塗
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
仕
上

が
り
が
よ
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
古
い
漆
は
最
後
の
仕
上
げ
に
使
う
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

漆
は
き
ち
ん
と
保
存
す
れ
ば
腐
り
ま
せ
ん
。
個
人
で
保
管
し
て
、
荒
味
漆
（
未
精
製
の
漆
）
の
ま
ま
で
保
存
し
、
と

き
ど
き
見
て
や
り
ま
す
。
水
分
が
飛
ぶ
と
膜
が
厚
く
張
り
ま
す
。
こ
れ
を
ゴ
ム
の
よ
う
に
さ
く
っ
と
取
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
三
〇
分
く
ら
い
お
く
と
湯
葉
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
蓋
紙
二
枚
ほ
ど
を
入
れ

て
交
換
し
ま
す
。
蓋
紙
に
は
、
昔
は
柿
渋
を
塗
り
ま
し
た
が
、
今
は
油
紙
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
か
す
も
出
ま
す
が
、
そ

の
ま
ま
か
ま
せ
て
沈
め
て
お
い
て
保
存
し
ま
す
。

販
売
す
る
時
に
は
、
粗
い
網
で
漉
せ
ば
、
か
す
は
取
れ
ま
す
。
草
や
木
、
蛾
や
バ
ッ
タ
な
ど
、
大
き
い
ゴ
ミ
が
入
っ
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て
い
る
場
合
に
は
、
保
存
す
る
前
に
取
り
ま
す
け
れ
ど
ね
。

保
存
場
所
は
、
私
の
場
合
は
、
あ
ま
り
日
の
当
た
ら
な
い
、
湿
気
の
な
い
小
屋
の
中
で
、
箱
の
中
に
入
れ
て
い
ま
す
。

昔
は
、
漆
を
保
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
滅
多
に
な
か
っ
た
の
で
、
特
別
な
準
備
と
い
う
の
は
誰
も
し
て
こ
な
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。
床
下
に
野
菜
や
果
物
を
入
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
し
て
作
っ
て
や
っ
て
い
る
方
は
何
人
か
い
ま
す
ね
。
あ

と
は
組
合
長
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
蔵
が
あ
る
の
で
、
中
に
、
板
で
保
存
す
る
棚
や
枠
を
作
っ
て
置
こ
う
か
、
と
い
う
話
は

一
回
し
ま
し
た
が
、
ま
だ
決
ま
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。

漆
は
、
毎
年
一
ト
ン
ぐ
ら
い
は
欲
し
い
の
で
す
が
、
今
年
（
二
〇
一
五
年
）
は
大
体
八
〇
〇
キ
ロ
で
す
。
毎
年
一
ト

ン
採
る
と
す
る
と
、
漆
の
木
の
数
か
ら
考
え
て
、
ま
だ
一
〇
年
ぐ
ら
い
は
続
け
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
以
降
は
、

木
の
手
入
れ
次
第
で
す
が
、
掻
く
人
の
人
数
が
増
え
て
き
た
場
合
に
は
、
や
は
り
漆
の
木
が
足
り
な
く
な
る
よ
う
な
状

態
で
す
。漆

の
木
の
植
林

日
本
文
化
財
漆
協
会
に
よ
る
漆
の
植
林
に
つ
い
て
は
、
国
か
ら
も
補
助
が
出
る
の
で
、
毎
年
大
体
二
町
歩
は
や
っ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
だ
と
、
一
時
的
に
は
足
り
な
く
な
っ
て
も
、
最
終
的
に
は
十
分
な
量
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
私
が
自
分
で
植
林
し
て
い
る
漆
の
木
も
、
二
〜
三
反
歩
ぐ
ら
い
は
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
部
分
林
組
合
の
山

（
部
分
林
）
が
あ
り
ま
す
。

部
分
林
は
、
日
本
文
化
財
漆
協
会
の
植
林
地
と
一
緒
の
地
域
で
す
。
馬う

ま

洗あ
ら
い

場ば

と
吉
田
に
並
ん
で
あ
り
ま
す
。
馬
洗

場
の
、
小
屋
の
あ
る
と
こ
ろ
の
真
ん
中
の
五
町
歩
が
日
本
文
化
財
漆
協
会
、
あ
と
は
部
分
林
が
見
え
な
い
と
こ
ろ
の
上

の
ほ
う
に
五
町
歩
あ
っ
て
、
全
部
で
一
〇
町
歩
で
す
。
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吉
田
の
植
林
地
は
二
か
所
あ
っ
て
、
全
部
の
面
積
で
は
一
五
町
歩
ぐ
ら
い
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
実
際
に
漆
の
木
を

植
林
し
て
あ
る
部
分
は
、
五
町
歩
か
六
町
歩
ぐ
ら
い
で
す
。
漆
の
木
が
根
づ
か
な
い
場
所
は
そ
の
ま
ま
で
、
雑
木
が

育
っ
て
い
ま
す
。
あ
そ
こ
は
霜
が
強
く
て
雪
も
多
い
で
す
し
、
漆
の
木
が
な
か
な
か
育
た
な
い
の
で
す
。
馬
洗
場
は
い

い
の
で
す
が
。

昔
か
ら
の
天
然
の
漆
の
木
は
、
す
ぐ
そ
こ
、
土
手
の
と
こ
ろ
に
四
反
ぐ
ら
い
あ
り
ま
す
。
こ
の
大
久
保
で
は
、
天
然

木
が
出
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
す
が
、
私
の
自
宅
の
周
り
は
、
植
林
も
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
辺
で
は
、
漆

の
木
を
植
林
し
た
の
は
私
の
畑
付
近
だ
け
で
、
あ
と
は
ほ
と
ん
ど
天
然
木
で
す
。
稲
庭
か
ら
こ
の
辺
ま
で
は
、
漆
の
天

然
木
が
多
い
地
域
で
す
。

毎
年
下
草
を
刈
っ
て
い
れ
ば
、
漆
を
掻
く
面
積
は
一
人
で
二
反
く
ら
い
で
す
。
下
草
刈
り
は
、
最
近
は
、
森
林
組
合

を
頼
ん
で
や
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
が
、
私
は
頼
ん
で
い
ま
せ
ん
。

私
の
土
地
の
漆
は
三
反
か
四
反
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
ち
ょ
う
ど
い
い
の
で
す
。
そ
の
ほ
か
に
漆
を
植
林
し
た
と

こ
ろ
が
上
の
ほ
う
に
あ
る
の
で
、
毎
年
、
雨
が
降
っ
た
日
や
、
漆
を
掻
い
て
い
る
間
に
三
日
に
一
日
休
ん
だ
り
し
て
、

草
を
刈
っ
て
い
ま
す
。
大
体
、
全
部
で
二
町
歩
は
管
理
し
て
い
ま
す
よ
。
人
の
土
地
の
分
ま
で
や
っ
て
い
て
、
掻
く
の

も
私
が
掻
い
て
い
ま
す
。
手
入
れ
し
て
掻
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
ほ
か
の
と
こ
ろ
へ
行
か
な

く
て
も
、
近
く
の
も
の
を
掻
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
分
で
掻
い
た
あ
と
は
、
萌
芽
を
立
て
て
そ
れ
を
手
入
れ
し
ま

す
が
、
植
林
も
し
て
い
ま
す
。

漆
掻
き
を
や
り
な
が
ら
、
下
草
を
刈
っ
た
り
し
て
、
自
分
の
木
の
手
入
れ
を
や
っ
て
い
る
方
は
他
に
も
何
人
か
い
る

と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
間
に
合
い
ま
せ
ん
か
ら
、
結
局
は
森
林
組
合
さ
ん
を
通
し
て
や
っ
て
い
る

方
が
多
い
の
で
す
。
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浄
法
寺
町
内
の
漆
の
植
林
の
う
ち
、
大
体
二
町
歩
ぐ
ら
い
は
個
人
が
や
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
漆
の
値
段
を
も

う
少
し
上
げ
て
い
た
だ
い
て
木
の
値
段
も
上
げ
な
い
と
、
結
局
、
木
も
な
く
、
後
継
者
も
立
て
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
や
は
り
、
元
に
な
る
漆
の
木
が
い
ち
ば
ん
大
切
な
の
で
す
。

そ
れ
で
、
市
で
も
補
助
し
て
、
植
林
を
行
っ
て
い
ま
す
。
刈
り
払
い
の
ほ
う
も
、
今
年
（
二
〇
一
五
年
）
は
三
町
歩

ほ
ど
、
市
か
ら
の
依
頼
を
受
け
て
、
漆
が
終
わ
っ
た
方
が
刈
り
払
い
に
入
り
ま
し
た
。
四
日
か
五
日
ぐ
ら
い
で
終
わ
り

ま
し
た
か
ね
。
組
合
長
さ
ん
が
先
に
立
っ
て
、
若
い
人
も
一
緒
に
や
っ
て
い
ま
す
。
去
年
は
漆
生
産
組
合
の
組
合
長

だ
っ
た
の
で
私
が
刈
り
払
い
を
し
ま
し
た
が
、
毎
年
に
な
る
と
疲
れ
る
の
で
、
今
年
は
新
組
合
長
さ
ん
に
お
願
い
し
ま

し
た
。

漆
の
木
に
支
払
う
値
段
は
、
私
の
場
合
は
、
幹
の
径
が
一
〇
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
木
の
場
合
、
だ
い
た
い
一
五
〇
〇
円

で
す
。
一
五
セ
ン
チ
に
な
る
と
二
〇
〇
〇
円
く
ら
い
で
す
。
こ
こ
（
大
久
保
）
に
あ
る
木
で
は
、
二
五
セ
ン
チ
ぐ
ら
い

が
い
ち
ば
ん
太
い
も
の
で
す
が
、
そ
れ
だ
と
二
五
〇
〇
円
ぐ
ら
い
で
す
。

木
を
見
て
、
私
の
出
せ
る
も
の
と
額
が
合
え
ば
、
漆
が
五
貫
目
採
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
む
や
み
に

木
に
キ
ズ
を
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
木
か
ら
ど
れ
だ
け
漆
が
採
れ
る
か
を
考
え
て
、
値
段
を
考
え
な
が
ら

漆
を
採
り
ま
す
。
一
五
〇
〇
円
の
木
だ
と
す
れ
ば
、
一
〇
〇
本
な
い
と
五
貫
目
採
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
普
通
の
木
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

漆
掻
の
売
値
は
、
樽
に
し
て
目
方
を
入
れ
た
場
合
、
五
貫
目
で
一
〇
〇
万
円
、
経
験
を
積
ん
だ
漆
掻
き
職
人
の
場
合

で
二
〇
貫
採
れ
ば
、
一
年
の
売
上
げ
が
四
〇
〇
万
円
の
計
算
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
実
は
、
そ
の
売
上
げ
の
約
三
分

の
一
が
経
費
に
な
り
ま
す
。

昔
か
ら
、
木
の
代
金
は
一
割
と
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
は
全
然
足
り
ま
せ
ん
。
木
の
値
段
の
一
本
一
五
〇
〇
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円
に
加
え
て
、
伐
採
し
て
片
付
け
る
「
伐
採
料
」
と
し
て
一
本
あ
た
り
三
〇
〇
円
で
計
算
し
て
、
一
八
〇
〇
円
と
言
っ

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
一
〇
〇
本
の
木
に
対
し
て
、
伐
採
し
て
片
付
け
る
の
に
三
〜
四
日
か
か
り
ま
す
。

一
本
三
〇
〇
円
で
す
と
三
万
円
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
は
足
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
加
え
て
、
道
具
代
、
樽
代
、
組
合

費
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

最
近
の
経
費
の
計
算
は
、
一
〇
〇
本
で
一
九
万
円
強
（
現
在
は
二
〇
万
円
）
に
な
り
ま
し
た
。
漆
の
販
売
価
格
は
十

貫
（
二
樽
）
で
一
八
〇
万
円
（
現
在
は
一
九
五
万
円
）
で
す
。
こ
の
三
分
の
一
が
経
費
で
三
分
の
二
が
私
た
ち
の
収
入

と
な
り
ま
す
。

最
近
は
、
茨
城
な
ど
で
も
植
林
を
し
て
い
ま
す
し
、
経
費
に
大
体
い
く
ら
ぐ
ら
い
か
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
ど

こ
で
も
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
の
で
、
皆
少
し
ず
つ
分
か
っ
て
き
た
み
た
い
で
す
。
で
す
か
ら
、
漆
塗
り
の
方
た
ち
に
も
、

道
具
代
、
油
代
な
ど
も
含
め
た
経
費
が
い
ろ
い
ろ
か
か
っ
て
い
て
、（
漆
掻
き
職
人
に
は
）
三
分
の
二
し
か
手
元
に
入

ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
分
か
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

漆
掻
き
の
仕
事
で
は
、
漆
を
掻
い
た
月
だ
け
し
か
収
入
が
な
い
の
で
す
。
つ
ま
り
、
一
一
月
か
ら
三
月
ま
で
の
半
年

間
は
収
入
が
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
若
い
人
が
、
奥
さ
ん
と
子
を
持
っ
て
、
ア
パ
ー
ト
な
ど
を
借
り
て
漆
掻
き
を

す
る
と
い
う
の
は
、
と
て
も
で
き
な
い
の
で
す
。
う
ち
が
農
業
で
あ
れ
ば
何
と
か
な
り
ま
す
け
れ
ど
ね
。
私
た
ち
も
、

皆
、
農
業
で
や
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
漆
掻
き
で
今
残
っ
て
い
る
人
た
ち
は
み
ん
な
農
業
の
人
で
、
漆
掻

き
の
専
門
家
は
辞
め
た
の
で
す
。

昔
は
漆
専
門
と
い
う
の
も
あ
り
ま
し
た
。
本
当
の
漆
専
門
と
い
う
も
の
は
、
大
正
辺
り
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
越

前
か
ら
来
た
人
た
ち
が
漆
の
関
係
で
浄
法
寺
に
入
っ
て
き
ま
し
た
。
や
は
り
、
木
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、

明
治
時
代
に
入
っ
て
き
て
、
そ
れ
か
ら
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
と
思
う
の
で
す
。
こ
こ
の
漆
掻
き
自
体
は
、
明
治
以
前
か
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ら
あ
る
こ
と
は
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
本
当
に
栄
え
る
よ
う
に
な
っ
て
、
た
く
さ
ん
採
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

明
治
に
入
っ
て
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

若
い
世
代
の
塗
師
さ
ん
と
漆
掻
き

地
元
の
塗
師
さ
ん
で
女
性
は
一
人
だ
け
で
す
。
も
う
一
人
は
、
他
県
か
ら
の
人
の
よ
う
で
す
。
地
元
の
塗
師
さ
ん
の

方
た
ち
で
も
、
漆
器
だ
け
で
は
食
べ
て
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
漆
掻
き
も
や
っ
て
い
る
若
い
方
も
い
ま
す
。
冬
に

は
バ
イ
ト
を
し
て
い
る
方
も
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
た
い
し
た
額
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
結
局
、
資
本
金
が
な
い
と
漆
掻

き
は
で
き
ま
せ
ん
。
木
代
を
払
わ
な
い
と
、
掻
く
と
い
い
ま
し
て
も
ね
。
で
す
か
ら
、
私
は
、
資
本
金
で
一
五
〇
万
円

な
い
と
で
き
な
い
よ
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
漆
を
売
る
ま
で
に
、
最
低
で
も
木
代
は
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ス

タ
ン
ド
や
車
は
借
り
ら
れ
ま
す
け
れ
ど
ね
。
漆
の
木
代
は
先
払
い
を
し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
が
、
な
か
な
か
そ
れ
が
な

い
ん
で
す
よ
ね
。。

漆
掻
き
の
場
所

私
の
場
合
、
漆
を
掻
く
の
は
、
全
部
近
く
で
す
。
あ
ま
り
遠
く
に
は
行
き
ま
せ
ん
。
行
っ
た
と
し
て
も
一
〇
キ
ロ
ぐ

ら
い
で
す
。
遠
く
て
も
「
天
台
の
湯
」
と
か
、
吉
田
の
植
林
地
、
馬
洗
場
と
か
で
す
ね
。「
天
台
の
湯
」
を
通
っ
て

い
っ
て
、
上
の
ほ
う
の
最
後
に
う
ち
が
一
軒
あ
る
と
こ
ろ
で
す
。
植
林
は
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
す
。
あ
ち
ら

は
、
雪
が
多
い
で
す
ね
。「
天
台
の
湯
」
の
ほ
う
は
天
候
が
全
然
違
い
ま
す
。
こ
ち
ら
の
天
気
が
晴
れ
で
も
、
向
こ
う

は
雨
な
の
で
す
。
そ
れ
で
も
漆
は
育
つ
の
で
す
が
、
何
し
ろ
朝
早
く
行
く
と
露
が
あ
っ
た
り
、
霧
が
下
が
っ
て
き
た
り

て
、
な
か
な
か
ね
。
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地
元
に
い
れ
ば
、
う
ち
か
ら
で
も
雨
が
降
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
し
、
帰
っ
て
き
て
も
、
す
ぐ
に
行
け
ま
す
し
ね
。

天
気
は
、
こ
こ
と
、
一
戸
や
二
戸
の
ほ
う
と
、
浄
法
寺
と
は
違
う
の
で
す
。
浄
法
寺
の
中
で
も
違
い
ま
す
か
ら
ね
。

漆
掻
き
に
つ
い
て
は
、
後
継
者
探
し
が
い
ち
ば
ん
の
問
題
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
外
に
も
い
ろ
い
ろ
と
あ
り
ま
す

ね
。
若
い
人
に
や
ら
せ
る
と
い
っ
て
も
、
漆
掻
き
と
農
業
で
す
と
、
結
局
、
ど
ち
ら
も
夏
場
は
忙
し
い
で
し
ょ
う
？　

そ
う
す
る
と
、
若
い
夫
婦
で
共
稼
ぎ
で
も
、
な
か
な
か
大
変
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
で
す
か
ら
、
冬
に
バ
イ
ト
を
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
昔
、
二
〇
年
前
頃
は
、
冬
は
東
京
へ
出
稼
ぎ
し
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
今
は
な
か
な
か
出
稼

ぎ
も
で
き
な
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
今
、
若
い
方
の
場
合
は
、
滴
生
舎
で
漆
器
を
や
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
あ
そ
こ
で

修
行
を
し
て
自
分
で
や
れ
る
よ
う
に
と
考
え
て
は
い
る
よ
う
で
す
。

浄
法
寺
の
漆
器
と
そ
の
将
来

漆
は
、
食
洗
機
の
よ
う
に
熱
い
も
の
は
だ
め
で
す
。
水
に
浸
け
て
、
長
く
置
い
て
も
い
け
ま
せ
ん
。
ち
ょ
っ
と
傷
が

つ
い
て
い
た
場
合
、
水
が
木
地
ま
で
浸
み
て
、
そ
こ
か
ら
漆
が
剥
が
れ
て
き
ま
す
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
使
い
に
く
い
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
、
う
ち
で
は
ジ
ャ
ブ
ジ
ャ
ブ
洗
っ
て
相
当
使
っ
て
い
ま
す
。
漆
を
長
い
間
使
っ
て
剥
げ
て
し
ま
っ

て
も
、
塗
り
直
し
が
で
き
ま
す
。
漆
器
の
表
面
は
、
瀬
戸
物
よ
り
も
滑
ら
か
で
す
。
で
す
か
ら
、
本
当
に
良
さ
を
知
っ

て
も
ら
え
れ
ば
、
需
要
は
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

二
戸
市
で
は
、
五
歳
ま
で
の
子
供
に
お
椀
を
貸
し
出
し
て
い
ま
す
。
子
ど
も
の
食
器
を
貸
し
出
し
て
五
年
か
六
年
に

な
り
ま
す
。
私
が
組
合
長
に
な
る
前
で
す
か
ら
、
平
成
一
九
（
二
〇
〇
七
）
年
か
平
成
二
〇
（
二
〇
〇
八
）
年
あ
た
り

で
す
。

漆
掻
き
職
人
の
中
に
は
、
夏
場
は
漆
を
掻
い
て
、
冬
場
は
漆
器
を
や
る
、
と
い
う
人
も
増
え
て
い
ま
す
。
滴
生
舎
で
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漆
器
を
や
っ
て
か
ら
今
は
自
分
で
や
っ
て
い
る
人
も
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
浄
法
寺
の
漆
器
も
、
将
来
、
輪
島
の
よ
う

に
大
き
く
な
る
可
能
性
は
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

【
二
〇
二
二
年
二
月
　
追
記
】

日
光
東
照
宮
や
鹿
苑
寺
金
閣
、
平
泉
の
中
尊
寺
な
ど
様
々
な
文
化
財
の
修
復
に
浄
法
寺
漆
は
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

令
和
二
年
六
月
十
九
日
、
浄
法
寺
町
を
流
れ
る
安
比
川
流
域
に
育
ま
れ
て
き
た
漆
文
化
「
奥
南
部
漆
物
語
」
が
日
本

遺
産
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
同
年
十
二
月
十
七
日
に
は
「
漆
掻
き
技
術
」
が
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
へ
登
録

さ
れ
ま
し
た
。「
日
本
産
漆
生
産
・
精
製
」
の
分
野
で
漆
掻
き
職
人
が
世
界
か
ら
認
め
ら
れ
、
国
内
二
二
件
目
の
登
録

と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
う
る
し
搔
き
技
術
保
存
会
会
長
と
し
て
も
大
変
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
漆
掻
き
職
人
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
者
の
皆
さ
ま
に
は
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

文
献

伊
藤
由
美
子　

二
〇
一
九
「
漆
掻
き
に
つ
い
て
」
羽
生
淳
子
編
『
レ
ジ
リ
エ
ン
ト
な
地
域
社
会
2　

漆
の
木
の
あ
る
景

観
―
岩
手
県
二
戸
市
浄
法
寺
町
に
お
け
る
漆
掻
き
と
日
々
の
暮
ら
し
―
』
五
〜
六
頁
。
人
間
文
化
研
究
機
構
広
領
域

連
携
型
基
幹
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
日
本
列
島
に
お
け
る
地
域
社
会
変
貌
・
災
害
か
ら
の
地
域
文
化
の
再
構
築
」
発

行
。https://w

w
w

.chikyu.ac.jp/publicity/publications/others/im
g/Resilient2.pdf

伊
藤
由
美
子
・
羽
生
淳
子　

二
〇
一
八
「
生
業
の
多
様
性
と
漆
―
歴
史
生
態
学
か
ら
み
た
二
戸
市
浄
法
寺
地
区
の
漆
産

業
―
」
羽
生
淳
子
・
佐
々
木
剛
・
福
永
真
弓
編
『
や
ま
・
か
わ
・
う
み
の
知
を
つ
な
ぐ
―
東
北
に
お
け
る
在
来
知
と

環
境
教
育
の
現
在
―
』
一
八
九
〜
二
〇
二
頁
。
東
海
大
学
出
版
部
。
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日
本
う
る
し
搔
き
技
術
保
存
会
編　

二
〇
〇
〇
『
う
る
し
搔
き
に
生
き
る
職
人
の
暮
ら
し
』
日
本
う
る
し
搔
き
技
術
保

存
会
。

羽
生
淳
子
編　

二
〇
一
九
『
レ
ジ
リ
エ
ン
ト
な
地
域
社
会
2　

漆
の
木
の
あ
る
景
観
―
岩
手
県
二
戸
市
浄
法
寺
町
に
お

け
る
漆
掻
き
と
日
々
の
暮
ら
し
―
』
人
間
文
化
研
究
機
構
広
領
域
連
携
型
基
幹
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
日
本
列
島
に

お
け
る
地
域
社
会
変
貌
・
災
害
か
ら
の
地
域
文
化
の
再
構
築
」
発
行
。

https://w
w

w
.chikyu.ac.jp/publicity/publications/others/im

g/Resilient2.pdf
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写真２-１　漆
うるし

鎌
がま

で漆の木の表面を削って滑らかにする工藤竹夫さん

写真２–２　二辺目の漆（あげやま）を掻く工藤竹夫さん

30



写真２-３　工藤竹夫さんのタカッポ（採取した漆液を入れる容器）（右）と、その底面（左）

写真２-４　工藤竹夫さんの漆掻きの道具。左から漆
うるし

鉋
がんな

、掻
かき

箆
へら

、漆鎌

（写真２-１～２-４は、いずれも浄法寺町漆沢大久保にて。
２０１９年６月２４日　羽生淳子撮影）

31

２．漆の生産と漆掻きの技術・伝統知



写真２-５　盛辺を掻く工藤竹夫さん

写真２-６　漆箆で漆液を採取する工藤竹夫さん
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写真２-７　工藤竹夫さん

写真２-８　漆掻き用のやぐら

（写真２-５～２-８はいずれも、浄法寺町明神沢漆の森［ふる森］にて。
２０１８年７月２６日、羽生淳子撮影）
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写真２-９　やぐらの上で辺掻きをする工藤竹夫さん
（提供：工藤竹夫さん）
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写真２-１0　１０月に裏目掻きをする工藤竹夫さん
（提供：工藤竹夫さん）

写真２-１１　作業前にそろえた漆掻きの道具類
（提供：工藤竹夫さん）
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３
．
塗
師
か
ら
み
た
漆
と
漆
塗
り
に
つ
い
て

　
　
　

― 

小
田
島　

勇
さ
ん
の
お
話
―

 

（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
年
月
日　

二
〇
一
八
年
一
二
月
二
三
日
、
二
〇
二
〇
年
一
月
六
日
））

二
〇
一
九
年
に
刊
行
し
た
『
レ
ジ
リ
エ
ン
ト
な
地
域
社
会
2　

漆
の
木
の
あ
る
景
観
―
岩
手
県
二
戸
市
浄
法
寺

に
お
け
る
漆
掻
き
と
日
々
の
暮
ら
し
―
』
で
は
、
漆
を
掻
く
職
人
の
方
々
の
在
来
知
、
自
然
観
な
ど
に
つ
い
て
、

聞
き
取
っ
た
も
の
を
ま
と
め
た
。
次
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、
漆
掻
き
職
人
か
ら
塗
師
へ
、
掻
き
取
ら
れ
た
漆
が
引

き
継
が
れ
た
後
の
、
漆
に
ま
つ
わ
る
在
来
知
、
自
然
観
に
つ
い
て
知
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
滴
生
舎
の
職
員
で

あ
る
小
田
島
勇
さ
ん
に
、
漆
、
浄
法
寺
漆
器
の
復
興
、
滴
生
舎
の
立
ち
上
げ
、
若
手
の
育
成
な
ど
に
つ
い
て
話
を

伺
っ
た
。
滴
生
舎
は
、
二
戸
市
が
直
営
す
る
漆
器
製
作
と
販
売
を
行
う
漆
器
工
房
で
、
小
田
島
さ
ん
の
他
に
六
名

の
塗
師
が
所
属
し
て
い
る
。

小
田
島
さ
ん
は
、
浄
法
寺
出
身
。
一
九
九
六
年
よ
り
滴
生
舎
技
師
と
し
て
勤
め
る
。

今
回
掲
載
し
た
原
稿
は
、
二
〇
一
八
年
一
二
月
二
三
日
の
小
田
島
さ
ん
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、

二
〇
二
〇
年
一
月
六
日
に
第
二
回
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
い
、
両
者
の
内
容
を
統
合
し
た
も
の
で
あ
る
。
作
成
し

た
原
稿
は
、
小
田
島
さ
ん
に
校
閲
を
お
願
い
し
た
（
伊
藤
由
美
子
・
羽
生
淳
子
）
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家
族
の
こ
と
、
自
分
の
こ
と

昭
和
四
八
（
一
九
七
三
）
年
に
浄
法
寺
（
現
二
戸
市
）
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
父
母
も
浄
法
寺
の
出
身
で
、
寿
司
屋
を

営
ん
で
い
ま
す
。
家
族
は
妻
と
息
子
の
三
人
で
、
二
戸
市
内
に
住
ん
で
い
ま
す
。

高
等
学
校
を
卒
業
し
て
か
ら
三
年
間
、
宮
城
県
仙
台
市
内
の
会
社
で
営
業
の
仕
事
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
会
社
を
辞

め
て
浄
法
寺
へ
戻
っ
て
き
ま
し
た
。

戻
っ
て
き
た
き
っ
か
け
は
、
幼
な
じ
み
で
あ
っ
た
同
級
生
が
町
役
場
の
職
員
で
あ
り
、
滴
生
舎
の
木
地
製
作
を
や
っ

て
み
な
い
か
と
声
を
か
け
ら
れ
、
悩
ん
だ
結
果
、
浄
法
寺
町
（
現
二
戸
市
）
に
戻
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
ま
で
木
地
製
作
の
知
識
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
幼
少
の
と
き
か
ら
絵
を
描
く
こ
と
や
物
を
作
る
こ
と
が

好
き
で
し
て
、
町
役
場
職
員
で
あ
る
同
級
生
は
、
中
学
生
の
頃
か
ら
私
が
器
用
だ
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
て
、
声
を
か

け
て
く
れ
た
よ
う
で
す
。

滴
生
舎
に
つ
い
て

滴
生
舎
は
平
成
六
（
一
九
九
四
）
年
に
浄
法
寺
町
（
現
二
戸
市
）
が
国
の
補
助
金
で
あ
る
林
業
構
造
改
善
事
業
で
建

物
等
を
建
て
、
平
成
七
年
（
一
九
九
五
）
に
浄
法
寺
町
（
現
二
戸
市
）
が
森
林
組
合
に
運
営
を
委
託
し
て
開
業
し
ま
し
た
。

そ
の
頃
、
私
は
木
地
を
製
作
す
る
た
め
に
、
平
成
七
年
に
大
野
村
（
現
洋
野
町
）
と
岩
手
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー

（
独
立
行
政
法
人
）
に
半
年
ず
つ
研
修
に
行
き
、
平
成
八
（
一
九
九
六
）
年
に
滴
生
舎
へ
来
ま
し
た
。

そ
し
て
平
成
一
七
（
二
〇
〇
五
）
年
に
滴
生
舎
が
浄
法
寺
町
（
現
二
戸
市
）
の
直
営
に
な
っ
た
際
、
専
門
技
師
と
な

り
ま
し
た
。
滴
生
舎
が
建
て
ら
れ
た
時
か
ら
二
四
年
間
働
い
て
い
ま
す
。

37

３．塗師からみた漆と漆塗りについて



平
成
七
年
に
就
職
し
た
頃
は
、
漆
器
の
木
地
の
製
作
よ
り
、
掻
い
た
後
の
漆
の
木
の
有
効
活
用
と
し
て
木
工
品
を
製

作
し
て
い
ま
し
た
。
テ
ー
ブ
ル
ウ
ェ
ア
と
か
、
文
具
と
か
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。

主
に
新
商
品
開
発
を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
コ
ス
ト
等
を
考
え
る
と
商
品
化
ま
で
結
び
付
か
な
か
っ
た
で
す
。

滴
生
舎
が
開
業
し
た
時
は
、
職
員
は
事
務
員
兼
販
売
が
一
名
と
私
だ
け
で
し
た
。
そ
の
当
時
は
、
岩
館
隆
さ
ん
他
四

名
の
塗
師
が
工
房
を
借
り
て
塗
り
を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
二
年
間
程
で
自
分
達
の
工
房
に
戻
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

次
に
趣
味
に
近
い
漆
塗
り
を
し
て
い
る
方
に
工
房
を
貸
し
ま
し
た
が
、
そ
の
方
は
高
齢
で
数
年
後
に
引
退
し
、
そ
の

次
に
東
京
か
ら
来
た
漆
芸
家
が
二
年
間
程
い
ま
し
た
が
、
ま
た
離
れ
て
い
き
ま
し
た
。

平
成
一
五
（
二
〇
〇
三
）
年
に
は
誰
も
工
房
を
使
用
し
な
い
空
白
の
期
間
が
出
来
て
し
ま
い
、
滴
生
舎
に
塗
師
が
必

要
で
あ
る
こ
と
、
後
継
者
も
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
急
遽
私
が
塗
師
の
修
行
に
出
る
事
に
な
り
ま
し
た
。

平
成
一
五
年
か
ら
二
年
の
間
、
週
に
二
、三
日
は
滴
生
舎
で
仕
事
を
し
、
残
り
二
日
程
度
は
隣
町
に
あ
る
安
代
漆
工

技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
で
修
行
し
ま
し
た
。
三
年
目
か
ら
滴
生
舎
で
漆
を
塗
り
始
め
、
現
在
は
滴
生
舎
で
営
業
か
ら
製
造

ま
で
の
全
て
を
取
り
仕
切
っ
て
い
ま
す
。

浄
法
寺
漆
器
に
つ
い
て

浄
法
寺
漆
器
の
歴
史
は
、
天
台
寺
の
僧
侶
た
ち
が
自
ら
漆
器
を
作
り
、
庶
民
に
広
ま
っ
た
と
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

長
い
歴
史
の
な
か
で
作
ら
れ
て
き
た
浄
法
寺
漆
器
で
す
が
、
戦
後
ま
も
な
く
無
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

一
九
五
〇
年
代
に
漆
掻
き
職
人
で
あ
っ
た
故
岩
舘
正
二
さ
ん
が
、
何
と
か
こ
の
地
元
で
浄
法
寺
漆
器
を
復
興
し
た
い

と
、
息
子
の
隆
さ
ん
と
今
の
浄
法
寺
漆
器
の
基
盤
を
造
り
上
げ
ま
し
た
。

昔
の
浄
法
寺
漆
器
は
下
地
に
炭
粉
と
柿
渋
を
使
い
、
漆
を
一
、二
回
塗
る
程
度
の
簡
素
な
作
り
か
た
で
し
た
が
、
浄
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法
寺
漆
器
を
復
興
す
る
に
当
た
り
、
現
代
に
合
う
丈
夫
な
漆
器
づ
く
り
が
で
き
る
手
法
を
岩
手
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー

と
共
に
築
き
上
げ
て
い
き
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
手
法
を
試
み
失
敗
を
重
ね
検
証
し
た
結
果
、
木
地
に
弁
柄
漆
（
ベ
ン

ガ
ラ
粉
と
精
製
漆
を
混
ぜ
た
漆
）
を
塗
り
重
ね
て
い
く
と
い
う
方
法
に
な
り
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
塗
り
に
至
っ
た
理
由
は
、
作
業
効
率
性
や
値
段
、
技
術
等
を
検
討
し
最
も
適
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

こ
の
よ
う
に
岩
舘
親
子
が
現
在
の
浄
法
寺
漆
器
の
基
盤
を
築
い
て
く
れ
た
お
か
げ
で
、
今
の
滴
生
舎
が
あ
る
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

浄
法
寺
漆
器
を
復
興
し
た
際
、
下
塗
り
に
使
う
漆
は
中
国
産
を
使
用
し
て
い
ま
し
た
が
、
一
四
年
く
ら
い
前
か
ら
滴

生
舎
の
漆
器
は
、
下
塗
り
も
浄
法
寺
漆
を
使
う
漆
器
を
作
り
始
め
ま
し
た
。
滴
生
舎
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
漆
器
で
あ
れ
ば
、

浄
法
寺
産
の
漆
に
こ
だ
わ
り
た
い
た
め
、
下
塗
り
か
ら
上
塗
り
ま
で
全
て
浄
法
寺
産
の
漆
で
作
っ
て
み
よ
う
か
と
変
え

て
み
ま
し
た
。

し
か
し
、
下
塗
り
に
中
国
産
の
漆
を
使
っ
た
漆
器
と
比
べ
る
と
、
値
段
が
一
・
五
倍
上
が
り
ま
す
。
当
初
は
高
価
格

に
な
り
購
入
減
と
懸
念
し
て
い
ま
し
た
が
、
い
い
意
味
で
予
想
を
裏
切
り
売
れ
始
め
ま
し
た
。
そ
し
て
滴
生
舎
以
外
の

製
作
者
達
も
同
様
に
浄
法
寺
漆
の
み
の
漆
器
を
作
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

滴
生
舎
の
運
営
に
つ
い
て

一
三
年
前
か
ら
滴
生
舎
の
運
営
は
市
（
町
）
の
予
算
を
受
け
て
行
っ
て
い
ま
す
。
漆
器
の
売
り
上
げ
は
、
お
か
げ
様

で
少
し
ず
つ
伸
び
て
い
ま
す
。

平
成
三
〇
（
二
〇
一
八
）
年
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
て
か
ら
、
遠
方
か
ら
の
お
客
様
が
多
く
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

今
ま
で
地
道
に
県
外
、
首
都
圏
を
中
心
に
浄
法
寺
漆
を
使
っ
た
漆
器
や
漆
器
を
作
る
職
人
、
漆
掻
き
職
人
な
ど
を
紹
介
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し
、
こ
ん
な
も
の
を
作
っ
て
い
ま
す
と
展
示
会
等
を
通
し
て
言
い
つ
づ
け
て
き
た
こ
と
が
、
来
て
み
た
い
と
い
う
形
に

つ
な
が
っ
て
き
た
の
か
と
思
い
ま
す
。

最
近
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
効
果
は
と
聞
か
れ
ま
す
が
、
今
は
ま
だ
効
果
が
あ
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

現
状
で
は
、
外
国
人
観
光
客
が
来
た
と
し
て
も
外
国
語
で
の
対
応
が
難
し
く
、
ど
の
よ
う
に
振
舞
っ
て
い
け
ば
い
い

の
か
、
基
本
的
な
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
来
年
度
以
降
は
そ
う
い
う
基
本
的
な
と
こ
ろ
か
ら
整
理
し
て
い
く

こ
と
が
課
題
で
す
。
こ
れ
は
漆
産
業
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
地
域
全
般
の
産
業
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
課
題
だ
と
も
思

い
ま
す
。

滴
生
舎
で
人
気
の
あ
る
漆
器
は
、
お
箸
と
お
椀
で
す
。
漆
器
は
扱
い
方
が
難
し
い
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
が
、
長
く
使

い
こ
な
す
秘
訣
は
使
う
こ
と
で
す
。
毎
日
使
っ
て
も
ら
っ
た
ほ
う
が
漆
器
自
体
の
水
分
が
保
た
れ
て
、
変
形
や
乾
燥
を

防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
使
っ
て
洗
い
拭
く
こ
と
で
漆
の
艶
が
増
し
て
光
っ
て
き
ま
す
の
で
、
変
化
を
楽
し
め

る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
し
、
万
が
一
落
と
し
て
傷
つ
け
た
り
、
ヒ
ビ
が
入
っ
て
割
れ
た
と
し
て
も
修
理
し
て
ま
た
使
え

る
こ
と
が
漆
器
の
良
さ
で
も
あ
り
ま
す
。

東
京
都
に
あ
る
渋
谷
ヒ
カ
リ
エ
八
階
の
食
堂
で
、
地
方
の
食
材
を
定
食
に
し
て
提
供
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
こ
で

滴
生
舎
の
漆
器
を
モ
ニ
タ
ー
と
し
て
使
っ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
か
れ
こ
れ
六
年
経
ち
ま
す
が
、
そ
の
食
堂
は
い
つ
も

行
く
と
人
が
並
ん
で
い
る
人
気
店
で
、
漆
器
も
ヘ
ビ
ー
ロ
ー
テ
イ
シ
ョ
ン
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
分
修
理
率
も
半

端
で
は
な
く
、
物
に
よ
っ
て
は
一
年
も
も
た
な
い
く
ら
い
で
修
理
依
頼
さ
れ
ま
す
。
多
分
一
個
の
お
椀
が
一
日
三
回
転

か
ら
四
回
転
ぐ
ら
い
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
が
、
修
理
を
し
て
も
ら
い
な
が
ら
ま
た
使
っ
て
も
ら
っ

て
い
ま
す
。

実
際
に
食
堂
で
お
椀
を
使
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
り
、
多
く
の
方
が
漆
器
の
良
さ
を
体
感
で
き
、
購
入
し
て
も
ら
え
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る
ケ
ー
ス
も
多
々
あ
り
ま
す
。

漆
の
質
に
つ
い
て

漆
の
木
か
ら
掻
い
た
漆
を
「
生
漆
」
と
い
い
ま
す
が
、
滴
生
舎
で
は
生
漆
を
購
入
し
た
後
、
ナ
ヤ
シ
、
ク
ロ
メ
と
い

う
精
製
工
程
を
経
た
精
製
漆
を
塗
り
に
使
い
ま
す
。

漆
掻
き
職
人
は
一
人
一
人
掻
き
方
が
多
少
異
な
る
た
め
、
漆
の
香
り
、
色
、
乾
く
速
度
も
違
い
ま
す
。
例
え
ば
、
Ｉ

さ
ん
の
漆
は
乾
く
ま
で
一
二
時
間
か
か
り
、
Ｋ
さ
ん
の
漆
は
一
〇
時
間
で
乾
く
と
い
う
よ
う
に
個
性
が
あ
る
の
で
す
。

そ
の
た
め
漆
掻
き
職
人
そ
れ
ぞ
れ
の
漆
を
ガ
ラ
ス
板
に
塗
っ
て
、
色
み
と
乾
く
速
度
を
確
認
し
、
各
職
人
の
漆
の
個
性

を
見
極
め
て
か
ら
塗
っ
て
い
ま
す
（
写
真
３–

９
）。

滴
生
舎
で
は
浄
法
寺
漆
生
産
組
合
か
ら
、
毎
年
決
ま
っ
た
漆
掻
き
職
人
の
漆
を
指
定
し
て
買
っ
て
い
ま
す
。

現
在
は
、
漆
掻
き
職
人
の
ベ
テ
ラ
ン
で
あ
る
工
藤
竹
夫
さ
ん
、
大
森
清
太
郎
さ
ん
、
吉
田
信
一
さ
ん
、
沢
田
文
雄
さ

ん
の
漆
を
使
っ
て
い
ま
す
。

昔
か
ら
浄
法
寺
で
は
漆
掻
き
職
人
の
経
験
や
技
量
に
関
わ
ら
ず
漆
の
値
段
は
同
じ
で
す
が
、
経
験
が
浅
く
技
量
が
足

り
な
い
人
の
漆
も
使
い
方
し
だ
い
で
は
良
い
漆
だ
と
思
い
ま
す
。
中
に
は
と
て
も
乾
き
が
遅
い
漆
と
い
う
の
も
あ
り
ま

す
が
、
そ
の
場
合
は
乾
き
が
早
い
漆
に
混
ぜ
て
塗
り
や
す
い
漆
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
漆
の
生
か

し
方
が
あ
る
の
で
す
。

私
た
ち
の
よ
う
に
自
ら
国
産
漆
を
ブ
レ
ン
ド
し
て
、
漆
器
を
作
っ
て
い
る
漆
器
産
地
は
ご
く
ま
れ
な
地
域
で
す
。
こ

れ
は
日
本
一
漆
が
採
れ
る
地
域
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
で
す
。
大
半
の
漆
器
産
地
で
は
漆
精
製
業
者
が
精
製
し
た
中
国
産

漆
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
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中
国
産
漆
と
国
産
漆
は
、
塗
っ
て
乾
け
ば
見
た
目
は
同
じ
で
わ
か
り
ま
せ
ん
。
で
も
国
産
は
い
い
香
り
が
し
て
、
塗

る
と
柔
ら
か
な
粘
度
で
、
透
明
度
も
良
く
、
乾
く
と
中
国
産
よ
り
硬
い
塗
膜
に
な
る
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
中
国
産
の
漆

は
掻
き
方
や
漆
の
木
の
管
理
、
生
育
す
る
気
候
な
ど
、
色
々
と
日
本
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
で
す
が
、
質
が

悪
い
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

滴
生
舎
で
は
年
間
八
貫
（
約
三
〇
キ
ロ
）
く
ら
い
漆
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
大
半
は
そ
の
年
に
使
い
切
っ
て
し
ま
い

ま
す
が
、
一
年
以
上
時
間
を
置
い
て
か
ら
使
う
よ
う
に
取
り
置
き
し
て
い
る
漆
も
あ
り
ま
す
。
主
に
上
塗
り
用
（
仕
上

げ
用
）
の
漆
で
す
。

取
り
置
き
し
て
い
る
理
由
は
、
そ
の
年
に
採
れ
た
漆
を
す
ぐ
精
製
し
使
っ
て
い
く
と
、
色
ム
ラ
や
乾
き
が
安
定
し
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
そ
の
こ
と
を
「
漆
が
暴
れ
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
現
象
を
防
ぐ
に
は
、
あ

る
経
験
を
し
た
こ
と
が
生
き
て
い
ま
す
。

私
が
若
い
こ
ろ
に
、
ベ
テ
ラ
ン
の
漆
掻
き
職
人
か
ら
採
っ
て
一
〇
年
置
い
た
漆
を
、「
ち
ょ
っ
と
使
っ
て
み
ま
せ
ん

か
」
と
分
け
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
使
っ
て
み
た
ら
、
と
て
も
良
く
、
未
熟
な
私
で
も
う
ま
く
塗
れ
る

よ
う
な
漆
で
し
た
。
さ
ら
に
不
安
定
な
乾
き
や
色
ム
ラ
が
で
る
漆
に
少
し
混
ぜ
て
使
う
と
、
と
て
も
い
い
漆
に
変
化
し

安
定
し
た
塗
り
に
な
り
ま
し
た
。

他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
効
果
を
出
し
て
く
れ
た
り
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
あ
く
ま
で
私
た
ち
が
経
験

し
た
こ
と
で
す
か
ら
、
他
で
は
違
う
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

漆
塗
り
に
つ
い
て

漆
塗
り
は
自
分
の
思
う
よ
う
に
い
か
な
い
と
こ
ろ
が
多
く
、
で
も
そ
こ
が
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
。

42



漆
の
乾
か
し
方
一
つ
で
も
思
う
よ
う
に
い
か
な
い
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。

漆
は
温
度
と
湿
度
が
な
け
れ
ば
乾
き
ま
せ
ん
。
滴
生
舎
に
は
九
つ
の
風
呂
（
漆
を
乾
か
す
戸
棚
）
が
あ
り
、
各
風
呂

は
、
温
度
が
二
〇
度
、
湿
度
八
〇
％
と
か
温
度
二
〇
度
、
湿
度
九
〇
％
な
ど
と
、
い
ろ
い
ろ
分
け
て
温
湿
度
設
定
し
て

い
ま
す
。
そ
の
理
由
は
、
塗
っ
た
漆
の
質
に
よ
っ
て
、
乾
き
や
す
い
環
境
が
異
な
る
た
め
で
す
。

設
定
は
ほ
と
ん
ど
経
験
値
で
そ
の
時
々
の
漆
に
あ
っ
た
温
湿
度
を
決
め
て
お
り
、
お
お
よ
そ
の
設
定
は
私
が
指
示
し
、

他
の
塗
師
た
ち
が
微
調
整
し
て
い
ま
す
。
五
年
以
上
い
る
塗
師
は
だ
い
た
い
わ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
三
年
未
満
だ
と
ま

だ
環
境
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。

感
覚
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
温
湿
度
計
も
デ
ジ
タ
ル
で
は
な
く
針
で
動
い
て
い
ま
す
。
数
字
で
の
一
％
、
二
％

は
、
さ
ほ
ど
影
響
が
あ
り
ま
せ
ん
。
体
で
感
じ
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
雰
囲
気
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
く
、
数
字
よ
り
も

日
頃
の
雰
囲
気
の
勘
が
大
切
で
、
私
も
何
回
も
失
敗
し
て
い
る
か
ら
わ
か
る
も
の
で
す
。

他
に
は
、
塗
っ
た
漆
の
厚
さ
に
よ
っ
て
も
設
定
を
変
え
た
り
、
塗
る
場
所
の
環
境
や
塗
る
木
地
温
度
な
ど
、
漆
を
取

り
巻
く
全
て
の
環
境
に
も
関
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

そ
の
た
め
同
じ
漆
を
塗
っ
て
今
日
は
う
ま
く
塗
れ
て
も
、
次
の
日
は
う
ま
く
塗
れ
な
か
っ
た
り
と
か
毎
日
少
し
ず
つ

違
っ
た
り
し
て
い
き
ま
す
。

ま
た
漆
は
毎
回
同
じ
よ
う
に
は
縮
み
ま
せ
ん
の
で
、
私
た
ち
は
縮
ま
な
い
限
界
を
感
覚
で
み
な
が
ら
、
厚
さ
を
調
節

し
て
塗
っ
て
い
ま
す
。
塗
っ
た
漆
を
縮
ま
せ
な
い
で
、
で
き
る
だ
け
厚
く
塗
る
た
め
に
、
そ
の
日
の
環
境
を
み
な
が
ら
、

漆
と
や
り
と
り
を
し
て
塗
っ
て
い
る
の
で
す
。

毎
日
同
じ
よ
う
な
作
業
を
繰
り
返
し
、
経
験
を
重
ね
、
た
く
さ
ん
の
失
敗
を
し
て
漆
の
乾
か
し
方
や
、
塗
り
の
厚
さ

の
感
覚
や
雰
囲
気
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
失
敗
を
し
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
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ま
す
か
ら
、
若
手
の
塗
師
に
は
失
敗
を
経
験
さ
せ
、「
な
ぜ
失
敗
し
た
か
？
」
を
考
え
さ
せ
て
い
ま
す
。

塗
師
同
士
の
交
流
に
つ
い
て

安
代
漆
工
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
の
職
員
で
あ
る
冨
士
原
さ
ん
が
私
の
師
匠
で
、
彼
か
ら
漆
塗
り
の
基
本
を
教
わ
り
、

岩
舘
隆
さ
ん
の
師
匠
で
も
あ
る
岩
手
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
を
退
職
し
た
高
橋
さ
ん
に
昔
の
漆
塗
り
の
技
術
を
学
び
ま

し
た
。

ま
た
、
今
の
浄
法
寺
漆
器
の
基
盤
を
つ
く
っ
た
漆
塗
り
職
人
の
岩
舘
隆
さ
ん
か
ら
、
漆
器
を
作
る
際
の
考
え
方
、
値

段
の
付
け
方
、
営
業
の
仕
方
な
ど
、
実
践
的
な
こ
と
を
教
わ
り
ま
し
た
。
岩
館
隆
さ
ん
か
ら
は
今
で
も
教
え
て
も
ら
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
情
報
交
換
を
密
に
し
て
い
ま
す
。

鈴
木
健
司
さ
ん
や
山
崎
さ
ん
は
、
平
成
一
五
（
二
〇
〇
三
）
年
に
滴
生
舎
で
漆
塗
り
を
始
め
た
際
に
、
試
行
錯
誤
し

な
が
ら
一
緒
に
や
っ
て
き
た
塗
り
仲
間
で
す
。

滴
生
舎
に
は
、
こ
の
よ
う
な
塗
り
仲
間
や
安
代
漆
工
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
で
研
修
を
終
え
た
先
輩
や
後
輩
が
来
て
、

漆
を
塗
っ
た
際
の
失
敗
談
な
ど
話
を
し
ま
す
。
そ
の
時
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
一
緒
に
考
え
切
磋
琢
磨
し
な
が
ら
漆
塗

り
を
続
け
ら
れ
れ
ば
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

以
前
は
、
漆
掻
き
職
人
か
ら
漆
を
試
供
品
の
よ
う
に
も
ら
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
自
分
達
だ
け
で
は
使
い
切
れ
な

い
く
ら
い
多
く
も
ら
っ
た
時
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
場
合
は
県
外
の
漆
塗
り
職
人
へ
宣
伝
と
営
業
を
兼
ね
て
渡
し
た
り

し
ま
す
。

漆
を
渡
す
人
は
、
私
た
ち
と
同
じ
目
線
で
漆
器
を
作
っ
て
い
る
人
た
ち
で
、
浄
法
寺
に
も
来
て
く
れ
た
こ
と
が
あ
る

人
達
で
す
。
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私
た
ち
と
同
じ
目
線
と
い
う
意
味
は
、
漆
は
道
具
も
含
め
多
く
の
人
が
関
わ
る
こ
と
で
、
一
つ
の
文
化
と
な
っ
て
い

る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
方
々
で
す
。
漆
を
植
え
育
て
る
人
や
、
漆
を
掻
く
人
々
が
い
て
、
そ
の
人
々
が
居
な
く
な
っ

た
ら
漆
器
が
作
れ
な
く
な
る
こ
と
を
知
り
、
そ
の
生
活
や
考
え
方
を
理
解
し
て
い
る
方
々
で
す
。

滴
生
舎
の
若
手
塗
師
に
つ
い
て

滴
生
舎
の
塗
師
は
六
名
で
、
浄
法
寺
出
身
が
二
名
、
県
外
は
四
名
で
す
（
注
：
二
〇
一
八
年
一
二
月
当
時
）。

今
の
六
名
は
み
ん
な
女
性
で
年
齢
的
に
は
平
均
す
る
と
三
〇
代
で
す
。
募
集
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
滴
生
舎
に
塗
り

を
し
た
く
て
訪
ね
て
来
た
人
達
で
す
。
市
の
非
常
勤
職
員
と
い
う
立
場
で
、
一
年
契
約
で
毎
年
更
新
し
て
い
ま
す
。

給
料
は
、
固
定
給
で
少
な
い
で
す
が
、
皆
や
め
な
い
で
す
。

漆
の
技
術
を
習
得
す
る
に
は
、
お
金
を
払
っ
て
教
え
て
も
ら
う
こ
と
が
大
半
で
し
ょ
う
か
ら
、
お
金
を
も
ら
っ
て
習

得
で
き
る
場
だ
と
い
う
こ
と
は
、
ま
だ
良
い
方
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

今
の
メ
ン
バ
ー
は
、
滴
生
舎
に
い
て
盛
り
立
て
る
人
間
に
な
り
た
い
と
言
い
ま
す
。
女
性
一
人
だ
け
で
や
る
と
な
る

と
や
っ
ぱ
り
大
変
な
こ
と
が
多
い
で
す
か
ら
、
力
仕
事
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
な
る
と
、
こ
こ
で
職
人
と
し
て
あ

り
続
け
た
い
と
い
う
意
識
が
出
て
く
る
の
で
し
ょ
う
。

塗
師
の
う
ち
半
分
は
一
人
暮
ら
し
で
、
他
は
結
婚
し
て
家
庭
が
あ
り
ま
す
。
一
人
暮
ら
し
で
食
べ
て
い
く
こ
と
は
大

変
で
す
が
、
地
元
の
人
か
ら
の
お
裾
分
け
で
生
活
で
き
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
の
辺
の
地
域
の
人
は
野
菜
が
取
れ
る
と

「
持
っ
て
行
け
。」
と
な
り
ま
す
か
ら
。

今
年
（
注
：
二
〇
一
八
年
一
二
月
時
点
）
も
も
う
あ
と
一
週
間
で
す
が
、
毎
年
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
皆
に
「
来
年

辞
め
た
ら
」、「
そ
の
ま
ま
フ
ェ
ー
ド
ア
ウ
ト
し
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か
」
と
話
し
ま
す
。
し
か
し
皆
「
や
り
ま
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す
」
と
言
い
ま
す
。
ま
た
次
の
年
も
「
い
つ
で
も
辞
め
て
も
い
い
か
ら
」
と
自
分
は
言
っ
て
い
ま
す
ね
。
で
も
、
皆
は

本
当
に
漆
が
好
き
だ
か
ら
や
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
多
分
、
お
金
以
上
の
価
値
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

で
あ
れ
ば
、
好
き
な
だ
け
や
れ
ば
良
い
と
思
い
ま
す
。

漆
掻
き
と
塗
師
の
両
立
に
つ
い
て

漆
を
掻
く
こ
と
と
、
漆
を
塗
る
こ
と
を
両
立
さ
せ
る
生
活
は
大
変
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
で
食
べ
て
い
け
る
か
と
言

え
ば
厳
し
い
状
況
で
す
し
、
よ
ほ
ど
の
覚
悟
を
も
っ
て
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

滴
生
舎
で
は
本
当
に
や
り
た
い
人
に
は
「
そ
れ
で
も
や
れ
る
か
」
と
い
う
厳
し
さ
を
教
え
る
所
で
も
あ
る
の
か
な
と

思
っ
て
い
ま
す
。

漆
掻
き
と
漆
塗
り
を
両
立
す
る
こ
と
が
大
変
と
い
う
の
は
、
漆
塗
り
技
術
を
習
得
す
る
に
も
時
間
が
か
か
る
こ
と
で

す
し
、
掻
く
こ
と
に
し
て
も
同
じ
で
す
。

漆
掻
き
が
で
き
な
い
冬
場
に
塗
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
三
ヶ
月
か
四
ヶ
月
ぐ
ら
い
と
短
い
の
で
、
そ
の
期
間
で
覚
え

ら
れ
る
技
術
は
基
本
的
の
「
基
」
の
字
を
ち
ょ
っ
と
知
る
ぐ
ら
い
で
す
。

漆
掻
き
と
漆
塗
り
の
両
立
は
、
浄
法
寺
の
よ
う
に
、
掻
く
こ
と
と
塗
る
こ
と
が
近
い
環
境
に
あ
る
か
ら
で
き
る
こ
と

で
す
が
、
そ
れ
を
一
か
ら
自
分
で
準
備
し
て
や
る
と
な
る
と
、
そ
れ
相
応
の
覚
悟
と
努
力
が
必
要
に
な
る
の
か
と
思
い

ま
す
。

本
気
で
あ
れ
ば
も
ち
ろ
ん
サ
ポ
ー
ト
は
し
ま
す
が
、
そ
の
前
に
現
場
の
厳
し
さ
、
つ
ら
さ
を
少
し
で
も
分
か
っ
て
も

ら
っ
た
ほ
う
が
い
い
か
と
思
い
伝
え
て
い
ま
す
。
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写真３-１　滴生舎内部　様々な漆器が展示されている
（提供：滴生舎）

写真３−２　小田島勇さん（提供：滴生舎）
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写真３−３　漆器を上塗りしている（提供：滴生舎）

写真３−４　下塗りの風呂（提供：滴生舎）
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写真３−５　塗師の道具（2018年 12月 23日撮影）

写真３−６　木地から上塗りまでの工程（2018年 12月 23日撮影）
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写真３−７　生漆の樽（2015年 1月撮影）

写真３−８　樽の内部にある漆の皺（2015年1月撮影）

写真３−９　漆の乾く速度などを確認するためのガラス版（2015年1月撮影）
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