
基
準
温
度
計

編 集 後 記

が
あ
る
。
そ
の
仕
事
は
機
械
化
が
難
し
く
、

手
仕
事
で
な
さ
れ
る
職
人
芸
な
の
だ
と
か
。

そ
ん
な
超
高
精
度
な
世
界
を
垣
間
見
た
く

て
、
宮
野
功
勝
会
長
に
お
話
を
お
聞
き
し

た
。
す
で
に
社
長
を
次
の
代
に
譲
り
、
ご

自
身
は
会
長
に
な
ら
れ
た
が
、
情
熱
は
冷

め
る
こ
と
な
く
、
語
る
あ
い
だ
じ
ゅ
う
、

温
度
計
の
水
銀
は
上
昇
し
た
ま
ま
だ
。

「
基
準
温
度
計
は
、
計
量
法
に
よ
っ
て
定
め

ら
れ
た
基
準
規
格
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
）
を
ク
リ
ア

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
筑
波
に
あ
る

国
立
産
業
技
術
総
合
研
究
所
に
よ
る
基
準

器
検
査
に
合
格
し
な
い
と
ダ
メ
な
の
で
す
。
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つながるひと
まちぶんか 計

測
器
の
校
正
を
お
こ
な
う
天
満
の
精
密
測
定
器
メ
ー
カ
ー
『
日
本
計
器
株
式
会
社
』
の
宮
野
功
勝
会
長
に
聞
く

基
準
温
度
計
と
一
般
の
温
度
計
は
︑
何
が
違
う
ん
で
す
か
？

基
準
温
度
計
と
一
般
の
温
度
計
は
︑
何
が
違
う
ん
で
す
か
？

判
定
）
の
仕
事
を
メ
イ
ン
に
業
態
を
脱

皮
・
転
換
さ
せ
た
。
民
間
企
業
な
の
に
、

合
否
判
定
？

２
０
０
５
年
（
平
成
17
年
）
に
制
度
変
更

が
お
こ
な
わ
れ
、
国
立
産
業
技
術
総
合
研

究
所
の
み
な
ら
ず
、
認
定
を
受
け
た
民
間

事
業
者
が
測
定
器
の
校
正
を
お
こ
な
う
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
、
日

本
計
器
は
国
際
Ｍ
Ａ
Ｒ
対
応
Ｊ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
認

定
事
業
者
（
温
度
・
質
量
）
で
あ
り
、
国

際
Ｍ
Ａ
Ｒ
対
応
Ｊ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
ロ
ゴ
マ
ー
ク
付

校
正
証
明
書
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る

事
業
者
な
の
だ
。
簡
単
に
言
う
と
、
世
界

の
ど
こ
で
で
も
通
用
す
る
国
際
基
準
の
校

正
証
明
書
を
発
行
で
き
る
事
業
者
で
、
温

度
の
分
野
で
は
府
下
に
２
社
し
か
な
い
の

だ
と
か
。

「
校
正
で
は
プ
ラ
チ
ナ
の
測
温
抵
抗
体
の
温

度
を
測
り
ま
す
。
超
低
温
の
マ
イ
ナ
ス

50
℃
と
超
高
温
の
３
０
０
℃
の
環
境
下
で
、

基
準
温
度
計
と
合
否
判
定
に
か
け
る
温
度

計
の
２
本
の
温
度
計
で
測
温
抵
抗
体
の
温

度
を
測
り
、
１
／
１
０
０
０
０
の
誤
差
を

見
ま
す
。
温
度
計
を
カ
メ
ラ
で
撮
影
し
て
、

モ
ニ
タ
ー
に
映
し
た
画
像
を
拡
大
し
て

チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
。
目
視
す
る
た
め
に
人

体
が
近
づ
く
と
体
温
が
温
度
測
定
に
影
響

す
る
の
で
、
カ
メ
ラ
で
撮
影
す
る
ん
で
す
」。

「
温
槽
を
一
定
温
度
に
保
つ
た
め
に
も
、
高

い
技
術
と
ノ
ウ
ハ
ウ
が
要
求
さ
れ
ま
す
」。

こ
の
建
物
の
外
で
道
路
工
事
な
ど
が
お
こ

な
わ
れ
る
日
は
、
振
動
が
伝
わ
っ
て
測
定

で
き
な
い
の
だ
と
か
。
そ
り
ゃ
あ
ヒ
ト
が

近
づ
い
た
だ
け
で
体
温
が
測
定
に
影
響
す

る
レ
ベ
ル
の
仕
事
な
ら
、
振
動
な
ん
て

も
っ
て
の
ほ
か
だ
ろ
う
。
こ
の
測
定
器
だ

け
で
も
、
ん
千
万
円
だ
と
か
。

さ
す
が
大
阪
ガ
ラ
ス
発
祥
の
地
、
天
満
。

理
系
の
分
野
で
す
ら
、
手
仕
事
の
粋
が
詰

ま
っ
た
企
業
が
な
に
げ
に
存
在
し
て
い
る
。

あ
あ
恐
ろ
し
い
。

（
ル
イ
ス
）

お
い
く
ら
万
円
す
る
の
だ
ろ
う
か
と
、
ゲ

ス
い
僕
は
考
え
て
し
ま
う
。「
は
は
は
。
６

本
セ
ッ
ト
で
、
軽
ト
ラ
が
１
台
買
え
る
く

ら
い
の
価
格
で
す
か
ね
」。

そ
ん
な
超
高
度
な
技
術
を
持
つ
日
本
計
器

だ
が
、
現
在
で
は
、
自
社
で
は
製
造
せ
ず
、

譲
り
渡
し
た
工
場
で
製
造
し
て
い
る
。
も

ち
ろ
ん
温
度
計
づ
く
り
か
ら
離
れ
た
わ
け

で
は
な
く
、
基
準
温
度
計
の
校
正
（
合
否

り
込
ん
だ
ま
ま
に
な
る
の
で
、
黒
い
線
と

な
っ
て
残
る
わ
け
で
す
」。

髪
の
毛
１
本
分
の
深
さ
の
傷
を
０
・
４
㎜

間
隔
で
！　
そ
の
レ
ベ
ル
の
も
の
を
機
械

で
は
な
く
ヒ
ト
の
手
で
や
る
ん
で
す
と
。

信
じ
ら
れ
な
い
精
度
で
あ
る
。
90
歳
で
米

粒
に
絵
を
描
い
た
葛
飾
北
斎
も
逃
げ
出
す

レ
ベ
ル
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
職
人
が
線
を
引
き
は
じ
め
た
ら
、
背
後
を

歩
く
こ
と
す
ら
で
き
ま
せ
ん
。
集
中
力
が

そ
が
れ
る
か
ら
。
慣
れ
と
い
う
か
、
感
覚

で
線
を
引
く
ん
で
す
。
ま
さ
に
職
人
仕
事

で
、
こ
れ
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
５

〜
10
年
か
か
り
ま
す
」。

基
準
温
度
計
と
い
う
も
の
を
ご
存
じ
だ
ろ

う
か
？　
精
度
の
高
い
計
量
に
使
用
さ
れ

る
計
量
器
の
検
定
や
製
造
等
は
計
量
法
で

定
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
ら

の
検
査
の
信
頼
性
を
確
保
・
維
持
す
る
た

め
に
は
さ
ら
に
上
位
の
計
量
器
で
あ
る
基

準
器
が
必
要
で
あ
り
、
温
度
計
で
は
「
基

準
温
度
計
」
が
そ
れ
に
当
た
る
。
つ
ま
り

世
間
一
般
の
温
度
計
が
正
し
く
測
定
で
き

て
い
る
の
か
ど
う
か
を
検
査
す
る
の
に
用

い
る
も
の
で
、
い
わ
ば
、
温
度
計
の
な
か

の
温
度
計
な
の
だ
。

「
大
阪
ガ
ラ
ス
発
祥
の
地
」
碑
が
立
つ
大
阪

天
満
宮
か
ら
東
へ
２
、
３
分
歩
い
た
と
こ

ろ
に
、
こ
の
基
準
温
度
計
を
つ
く
る
超
高

精
度
な
技
術
を
持
つ
『
日
本
計
器
（
株
）』

機
械
で
は
で
き
な
い
も
の
な
の
で
す
か
と
、

疑
問
を
ぶ
つ
け
て
み
る
と
、

「
水
銀
を
入
れ
る
毛
細
管
は
、
ガ
ラ
ス
の
塊

を
び
ゅ
ー
っ
と
伸
ば
し
て
細
く
ス
ト
ロ
ー

状
の
も
の
を
つ
く
る
の
で
、
内
部
は
真
円

に
は
な
ら
な
い
ん
で
す
。
必
ず
ゆ
が
み
が

生
じ
ま
す
。
そ
れ
が
ガ
ラ
ス
の
特
性
。
そ

の
ゆ
が
み
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
、
機
械
で
は
正
確
な
線
は
引
け
な
い

の
で
す
。
従
っ
て
、
手
仕
事
に
な
り
ま
す
」。

ガ
ラ
ス
の
ゆ
が
み
と
い
っ
て
も
、
目
に
見

え
る
レ
ベ
ル
の
話
で
は
な
い
。
空
恐
ろ
し

い
。
な
ん
だ
か
ん
だ
で
完
成
ま
で
１
カ
月

か
か
る
と
い
う
し
、
日
本
計
器
の
生
産
能

力
で
は
、「
１
カ
月
で
１
種
類
の
温
度
計
を

50
本
程
度
つ
く
る
の
が
限
界
」
だ
そ
う
。

そ
ん
な
基
準
温
度
計
は
、
す
べ
て
、
手
仕

事
で
で
き
て
い
ま
す
。
機
械
化
で
き
な
い
。

ま
ず
、
ガ
ラ
ス
管
を
バ
ー
ナ
ー
で
炙
っ
て

規
格
の
か
た
ち
に
し
、
長
さ
や
外
管
の
基

準
を
ク
リ
ア
し
ま
す
。
次
に
、
外
管
の
な

か
に
、
さ
ら
に
細
い
内
捙
を
入
れ
ま
す
。

水
銀
が
入
っ
て
い
る
毛
細
管
で
す
ね
。
こ

の
管
に
目
盛
り
を
引
い
て
（
刻
ん
で
）
い

き
ま
す
。
道
具
を
使
っ
て
、
１
℃
に
10
本

の
目
盛
り
を
引
き
ま
す
。
目
盛
り
の
間
隔

は
０
・
４
㎜
。
線
を
引
く
だ
け
で
丸
１
日

か
か
り
ま
す
。
ガ
ラ
ス
の
表
面
に
傷
を
付

け
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
深
さ
は
髪
の
毛

１
本
分
。
線
が
引
け
た
ら
、
ガ
ラ
ス
の
表

面
に
墨
を
塗
り
、
キ
レ
イ
に
拭
き
ま
す
。

す
る
と
、
傷
を
付
け
た
箇
所
に
は
墨
が
入

ヒ
ト
の
手
で
０
・
４
㎜
間
隔
の
目
盛
り
を
刻
む

の
号

満天 しご と

天
満
の

し
ご
と

手

だんじりの本場・岸和田から天満にアトリエを移転させた木彫前田工房 木彫師・前田暁彦さんの彫刻。堺市毛穴町だんじり 主屋根正面桝合「神武東征」をモチーフにした木彫り。
神武天皇とその配下が幾重にも折り重なった奥行きのある彫りが素晴らしい。

手

﹃
提
灯
鋪
か
わ
い
﹄
の
提
灯

﹃
切
子
工
房 

昌
榮
﹄
の
天
満
切
子

﹃
藤
為
金
網
篩
製
造
所
﹄
の
金
網
と
篩
︵
ふ
る
い
︶

﹃
薫
々
堂
﹄
の
い
ち
ご
大
福

﹃
池
田
畳
工
業
所
﹄
の
畳

﹃
木
彫
前
田
工
房
﹄
の
だ
ん
じ
り
木
彫
り

﹃
三
枝
堂
﹄
の
印
鑑

﹃
本
の
ア
ト
リ
エ
Ｅ
Ｉ
Ｋ
Ｏ
﹄
の
手
製
本

﹃
國
重
刃
物
店
﹄
の
包
丁

﹃
日
本
計
器
﹄
の
基
準
温
度
計

﹃
提
灯
鋪
か
わ
い
﹄
の
提
灯

﹃
切
子
工
房 

昌
榮
﹄
の
天
満
切
子

﹃
藤
為
金
網
篩
製
造
所
﹄
の
金
網
と
篩
︵
ふ
る
い
︶

﹃
薫
々
堂
﹄
の
い
ち
ご
大
福

﹃
池
田
畳
工
業
所
﹄
の
畳

﹃
木
彫
前
田
工
房
﹄
の
だ
ん
じ
り
木
彫
り

﹃
三
枝
堂
﹄
の
印
鑑

﹃
本
の
ア
ト
リ
エ
Ｅ
Ｉ
Ｋ
Ｏ
﹄
の
手
製
本

﹃
國
重
刃
物
店
﹄
の
包
丁

﹃
日
本
計
器
﹄
の
基
準
温
度
計

﹃
猫
舌
堂
﹄
の
ス
プ
ー
ン

﹃
猫
舌
堂
﹄
の
ス
プ
ー
ン

不
動
産
シ
ョ
ッ
プ
﹃
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
﹄
の
６
種
の
マ
ッ
プ

不
動
産
シ
ョ
ッ
プ
﹃
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
﹄
の
６
種
の
マ
ッ
プ

川
村
義
肢
株
式
会
社
・
工
房
ア
ル
テ 

福
島
有
佳
子
さ
ん

川
村
義
肢
株
式
会
社
・
工
房
ア
ル
テ 

福
島
有
佳
子
さ
ん

キ
タ
の
え
え
も
ん 

キ
タ
の
手
み
や
げ

キ
タ
の
え
え
も
ん 

キ
タ
の
手
み
や
げ

北
区
マ
ッ
プ
考
現
学

北
区
マ
ッ
プ
考
現
学

彼
女
と
キ
タ
の
ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー

彼
女
と
キ
タ
の
ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー



提
灯

天
満
の
夏
と
い
え
ば
天
神
祭
。
天
神
祭
が
近
づ

く
と
、
祭
提
灯
が
天
満
の
あ
ち
こ
ち
に
飾
ら
れ

て
風
流
な
装
い
に
。
祭
り
気
分
が
ぐ
ん
ぐ
ん
高

ま
り
ま
す
。
そ
う
い
え
ば
、
あ
の
提
灯
は
、
ど

う
や
っ
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
？　

今
ま
で
考
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

滝
川
公
園
の
近
く
に
あ
る
『
提
灯
舗
か
わ
い
』

で
つ
く
ら
れ
て
い
る
と
知
り
、
お
話
を
聞
い
て

き
ま
し
た
。
事
務
所
前
の
ス
ペ
ー
ス
に
は
、
納

品
前
の
提
灯
が
ず
ら
り
と
天
井
か
ら
つ
る
さ
れ

て
い
て
、
そ
れ
だ
け
で
テ
ン
シ
ョ
ン
が
上
が
っ

ち
ゃ
い
ま
す
。
そ
ん
な
提
灯
と
と
も
に
、
河
合

清
司
さ
ん
と
浩
司
さ
ん
の
ご
兄
弟
が
迎
え
て
く

だ
さ
り
ま
し
た
。

提
灯
舗
か
わ
い
は
現
在
、
提
灯
の
卸
業
を
営
ん

で
い
ま
す
が
、
も
と
も
と
は
側
（
が
わ
）
の
塗

り
が
本
業
で
し
た
。
提
灯
の
上
と
下
に
装
着
さ

れ
て
い
る
側
に
漆
を
塗
っ
て
黒
く
仕
上
げ
る
仕

事
で
す
。
最
初
は
源
蔵
町
（
現
在
の
西
天
満
３

丁
目
付
近
）
に
工
房
を
構
え
て
お
り
、
現
在
の

場
所
に
移
っ
た
の
が
１
８
５
８
年
（
安
政
５
年
）。

そ
の
と
き
を
創
業
年
と
し
て
い
ま
す
。「
お
そ
ら

く
、
安
政
（
南
海
）
地
震
か
大
塩
焼
け
（
大
塩

平
八
郎
の
乱
）
を
機
に
現
在
の
場
所
に
移
っ
て

き
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
」
と
浩
司
さ
ん
。

か
つ
て
、
こ
の
界
隈
に
は
『
小
松
』
と
い
う
提

灯
屋
を
頂
点
と
し
て
提
灯
づ
く
り
に
関
わ
る
工

房
が
約
20
軒
あ
り
、
組
合
を
組
織
し
て
い
た
そ

う
で
す
。
当
時
の
地
図
を
広
げ
「
こ
こ
は
張
り

を
し
て
い
た
と
こ
、
う
ち
の
隣
は
提
灯
に
文
字

入
れ
を
し
て
い
た
と
こ
。
達
筆
で
し
た
よ
」
と

清
司
さ
ん
が
指
さ
し
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、

も
と
も
と
提
灯
は
１
社
の
み
で
完
結
す
る
仕
事

で
は
な
く
、
分
業
制
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

で
も
今
は
、
み
な
さ
ん
廃
業
し
て
し
ま
い
、

残
っ
た
の
は
提
灯
舗
か
わ
い
の
み
。「
提
灯
屋
が

な
く
な
っ
た
ら
、
そ
の
土
地
の
文
化
が
消
え
て

し
ま
う
」
と
側
の
塗
り
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て

の
工
程
を
受
け
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の

だ
そ
う
で
す
。

 
で
は
、
提
灯
は
ど
の
よ
う
に
つ
く
ら
れ
る
の
で

し
ょ
う
か
？

ざ
っ
く
り
と
お
聞
き
し
た
説
明
で
は
、
竹
を
割

い
て
骨
を
つ
く
る
、
組
み
木
に
沿
わ
せ
て
骨
組

み
を
つ
く
る
、
和
紙
を
張
る
、
和
紙
に
字
や
紋

や
絵
を
書
く
、
側
を
装
着
す
る
。
プ
ロ
セ
ス
を

簡
単
に
説
明
し
た
だ
け
で
も
こ
れ
だ
け
の
工
程

が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
分
業
で
す
。
し
か
も
、

そ
の
す
べ
て
が
手
仕
事
。（
ぐ
る
り
の
コ
マ
割
り

参
照
）

機
械
化
で
き
な
い
ん
で
す
か
？
と
の
素
人
質
問

に
、
浩
司
さ
ん
は
首
を
横
に
振
り
ま
す
。「
提
灯

は
種
類
も
作
業
工
程
も
た
く
さ
ん
あ
り
過
ぎ
て
、

と
て
も
じ
ゃ
な
い
け
ど
機
械
化
は
で
き
ま
せ
ん
」。

聞
け
ば
、
サ
イ
ズ
１
つ
を
と
っ
て
も
、
手
の
ひ

ら
サ
イ
ズ
か
ら
数
ｍ
の
大
き
な
も
の
ま
で
無
数
。

か
た
ち
も
さ
ま
ざ
ま
で
、
細
長
い
も
の
か
ら
丸

い
も
の
ま
で
、
時
に
は
四
角
い
も
の
も
。
弓
張

と
呼
ば
れ
る
持
ち
手
の
付
い
た
も
の
も
あ
れ
ば
、

上
か
ら
つ
る
す
も
の
も
。
さ
ら
に
土
地
土
地
で

サ
イ
ズ
や
か
た
ち
も
微
妙
に
違
う
の
で
、
種
類

は
無
限
と
言
っ
て
も
い
い
ほ
ど
で
す
。

ぐ
る
り
の
コ
マ
割
り
を
見
て
く
だ
さ
い
。（
５
）

の
骨
の
両
端
を
の
り
を
塗
っ
た
和
紙
で
接
着
す

る
作
業
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
張
り
型
に
合
わ
せ
て

接
着
し
な
い
と
ダ
メ
で
、
種
類
が
多
過
ぎ
て
機

械
化
は
難
し
い
。（
16
）
の
側
の
金
具
も
種
類
が

無
数
に
あ
り
、
か
つ
小
ロ
ッ
ト
で
す
。
金
型
を

つ
く
っ
て
機
械
で
量
産
し
よ
う
と
す
る
と
、
投

資
と
リ
タ
ー
ン
が
ま
っ
た
く
釣
り
合
い
ま
せ
ん
。

文
字
入
れ
は
印
刷
で
き
そ
う
に
見
え
ま
す
が
、

提
灯
は
紙
を
何
枚
も
張
り
合
わ
せ
て
で
き
て
い

る
の
で
、
複
数
の
紙
に
ま
た
が
っ
て
印
刷
し
た

後
、
継
ぎ
目
が
ピ
ッ
タ
リ
合
う
よ
う
に
張
り
合

わ
せ
る
の
は
至
難
の
業
で
す
。
そ
れ
な
ら
と
、

紙
を
張
り
合
わ
せ
て
か
ら
印
刷
し
よ
う
と
し
て

も
、
骨
の
凸
凹
が
邪
魔
し
て
、
き
れ
い
に
印
刷

で
き
る
わ
け
が
な
い…

。「
と
て
も
じ
ゃ
な
い
け

ど
機
械
化
は
で
き
ま
せ
ん
」
に
納
得
で
す
。

 

随
所
で
職
人
さ
ん
の
匠
の
技
が
必
要
な
提
灯
づ

く
り
で
す
が
、「
今
は
提
灯
を
つ
く
る
人
が
少
な

く
な
り
、
全
国
で
１
０
０
軒
弱
ぐ
ら
い
か
な
？
」

と
清
司
さ
ん
。
お
か
げ
で
、
提
灯
の
材
料
を
揃

え
る
だ
け
で
も
大
変
だ
そ
う
で
す
。

ピ
ア
ノ
線
に
被
覆
を
巻
い
た
も
の
を
提
灯
の
骨

に
使
う
こ
と
も
あ
る
そ
う
で
す
が
、
こ
れ
が
で

き
る
工
房
も
全
国
に
１
社
し
か
な
く
、
組
合
が

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
ほ
そ
ぼ
そ
と
続
い
て
い
る

状
態
。
和
紙
に
色
を
付
け
る
「
ぼ
か
し
」
を
出

せ
る
職
人
さ
ん
も
少
な
く
な
り
ま
し
た
。

「
骨
に
す
る
竹
を
仕
入
れ
る
の
も
苦
労
す
る
よ
う

に
な
っ
て
き
て
ね
」
と
浩
司
さ
ん
は
ぼ
や
き
ま

す
。
細
か
い
注
文
を
出
さ
ず
に
１
本
丸
々
を
毎

年
買
っ
て
く
れ
る
、
養
殖
用
の
い
か
だ
製
作
業

者
と
競
合
す
る
の
だ
と
か
。
へ
ぇ
！

 

竹
か
ら
骨
を
つ
く
っ
て
和
紙
を
張
る
ま
で
の
作

業
を
担
当
す
る
山
上
恵
章
さ
ん
は
、
サ
ー
フ

ボ
ー
ド
職
人
か
ら
の
転
職
組
。
最
初
の
１
年
は

た
だ
働
き
状
態
で
修
業
を
さ
れ
た
そ
う
。
教
え

て
も
も
ら
え
ず
、
先
輩
の
そ
ば
で
見
て
勉
強
。

生
半
可
な
気
持
ち
で
な
い
こ
と
を
認
め
て
も

ら
っ
て
や
っ
と
、
職
人
と
し
て
雇
わ
れ
ま
し
た
。

一
人
前
に
な
る
ま
で
に
10
年
は
か
か
る
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

山
上
さ
ん
の
つ
く
っ
た
提
灯
に
、
清
司
さ
ん
は

字
を
、
浩
司
さ
ん
は
紋
を
入
れ
ま
す
。

字
入
れ
・
紋
入
れ
も
じ
つ
は
大
変
。
地
球
儀
を

開
い
た
メ
ル
カ
ト
ル
図
法
の
地
図
の
よ
う
に
、

球
体
に
書
く
字
と
平
面
に
書
く
字
は
か
た
ち
が

違
う
そ
う
で
す
。
見
た
人
に
違
和
感
を
与
え
な

い
た
め
に
は
、
わ
ざ
と
ゆ
が
め
て
書
か
な
い
と

い
け
な
い
。

し
か
も
30
個
の
提
灯
の
注
文
が
来
た
ら
、
30
個

全
部
、
同
じ
に
見
え
る
よ
う
に
字
の
か
た
ち
が

揃
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。
こ
れ
が

プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
だ
そ
う
で
す
。

天
満
天
神
繁
昌
亭
オ
ー
プ
ン
時
に
は
、
寄
付
者

の
名
前
が
書
か
れ
た
提
灯
が
天
井
に
ぎ
っ
し
り

と
１
２
０
０
個
つ
ら
れ
ま
し
た
。
書
か
れ
た
名

前
は
約
１
万
人
。
提
灯
舗
か
わ
い
の
仕
事
で
す
。

地
元
の
提
灯
屋
が
や
ら
ん
で
ど
う
す
る
！
と
も

う
け
度
外
視
で
請
け
負
っ
た
も
の
の
、
提
灯
の

数
も
名
入
れ
の
人
数
も
計
画
当
初
よ
り
倍
増
、

さ
ら
に
納
期
短
縮…

。
オ
ー
プ
ン
に
間
に
合
わ

せ
て
完
納
さ
れ
た
こ
と
は
、
今
や
伝
説
で
す
。

 

最
後
に
、『
提
灯
舗
』
と
名
乗
る
理
由
を
う
か
が

い
ま
し
た
。「『
舗
』
っ
て
カ
ッ
コ
え
え
や
ん
、

そ
れ
だ
け
。
で
も
、
下
手
な
も
の
は
つ
く
ら
な

い
と
い
う
自
戒
。
伝
統
を
守
っ
て
い
く
と
い
う

決
意
を
込
め
て
ね
。
提
灯
は
そ
の
土
地
土
地
で

微
妙
な
違
い
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
文
化
だ
か
ら
、

残
し
て
い
き
た
い
ん
で
す
」。（
秋
山
暁
子
）

竹を割いて竹ひごをつくる。縦に半
分に割った竹をさらに半分に割いて、
それをまた割いて、物差しくらいの
幅になるまで割く。

物差しくらいの幅になった竹の先端
に、同じピッチで 8～ 10 個程度の
切り込みを入れ、竹ひご程度の幅に
割いていく。

刃を据え付けた台に竹を乗せ、切り
込みに沿って刃を入れていき、竹を
さらに細かく割いていく。

刃を入れるのは竹の節の部分だけ。
それ以外のところは、竹をしごくこ
とで勝手に割けていき、バラけてい
く。もちろん、しごき方には熟練の
コツが要る。

こうして骨ができたら、張り型に骨
を沿わせていく。張り型の周りにク
ルッと骨を沿わせて、骨の両端を、
のりを塗った和紙でクルクルッと接
着して固定し、竹ひごでできた骨で
円をたくさんつくる。

骨をすべて張り型に沿わせたら、次
は、和紙を張る。大きなはけで骨に
のり付けして和紙を張っていく。の
りを塗るというよりも、はけで骨を
たたいて、のりを乗せていくという
感覚。塗る感覚でやると、どうして
ものりが多くなってしまって失敗す
るんだそう。

のりを塗ったら、骨に和紙を張る。
提灯舗かわいで使用する和紙は、島
根県の石州和紙。日本三大和紙の１
つで、ユネスコの無形文化遺産にも
登録されている和紙。

和紙がピンときれいに張れたら、ヘ
ラを使って骨の上に筋を入れて、和
紙を完全に骨に張っていく。のりは
壁紙を張るのりとおなじもので、虫
が来ないのだそう。霧吹きで水を吹
いて、伸ばしていく。

こんな格好で、筆を走らせていく。
平たい紙や木ではなく、球面かつ骨
による凹凸がある立体的な面に筆を
走らせるので、安定させるのが大変。張り終わったら、カミソリを使って、

余分なマージンを切り落とす。
次に、半乾きの状態で張り型をばら
して、提灯が完成。
この後は、絵入れや字入れにバトン
タッチ。

側（がわ）と呼ばれる上下の黒い金具（木
製、プラ製もある）を取り付けて完成。
なお、提灯が破れたりデザインを変えたい
ときなどは側を再利用できるので、提灯は
エコなのだ。

火袋（提灯の紙の覆いをした部分）
のなかに突っ張り棒の役目をする
「伸子（しんし）」を入れ、提灯を極
限まで伸ばし、筆で字や絵を書きや
すくする。

文字を書く場所にアタリを入れる。
囲い字と言い、字のアウトラインを
書いてから、なかを塗っていく。
提灯に使う文字には決まったフォン
トはないそうだが、見やすくて訴え
る字を書く。

印入れ。書くのは、一発勝負。書道
家は何十枚も何百枚もおなじ字を書
いて１番いいものを展示するけれど
も、提灯の絵入れや字入れは一発勝
負で失敗が許されない。

提
灯
が

で
き
る
ま
で

完成 !!!!完成 !!!!

1 16

2

3

印入れ完成！
火袋に書く仕事はこれで完成。

和紙製の提灯では、撥水性を高める
ために火袋部分に油を薄く塗布する
「油引き」をおこなう。（お客さんか
らの要望があるときのみ）

14

15

4 13

5 6
7

8

9 10
11

12ここから字入れ•絵入れ→

創業１８５８年（安政５年）『提灯鋪かわい』
河合清司さん・浩司さんに聞く

創業１８５８年（安政５年）『提灯鋪かわい』
河合清司さん・浩司さんに聞く

提灯って
どうやってつくるんですか？
提灯って
どうやってつくるんですか？

提
灯
は
分
業
制
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金
網

切
子

天
満
切
子
の
取
材
と
い
う
こ
と
で
、
天
満
切
子

の
マ
イ
グ
ラ
ス
を
持
っ
て
『
切
子
工
房 

昌
榮
』

代
表
の
西
川
昌
美
さ
ん
に
お
話
を
聞
き
に
行
っ

た
。

天
満
と
い
え
ば
「
天
満
切
子
」
と
い
う
く
ら
い

有
名
だ
が
そ
の
歴
史
は
ま
だ
20
年
く
ら
い
だ
。

明
治
〜
昭
和
50
年
代
ま
で
は
天
満
に
は
ガ
ラ
ス

工
場
や
加
工
場
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。
時
代
の

流
れ
で
ほ
と
ん
ど
の
工
場
が
な
く
な
っ
て
い
く

な
か
、
故
・
宇
良
武
一
さ
ん
が
天
満
の
名
産
で

あ
る
ガ
ラ
ス
が
な
く
な
ら
な
い
よ
う
に
と
切
子

工
房
を
は
じ
め
た
の
が
き
っ
か
け
だ
。
西
川
さ

ん
は
こ
の
宇
良
さ
ん
の
工
房
で
修
行
し
現
在
は

ご
自
分
の
工
房
を
構
え
て
い
る
。

西
川
さ
ん
に
天
満
切
子
の
特
徴
と
魅
力
に
つ
い

て
聞
い
て
み
た
。

「
天
満
切
子
の
特
徴
は
映
り
込
み
の
美
し
さ
。
魅

力
は
普
段
使
い
の
切
子
で
す
」。

ア
ル
コ
ー
ル
や
水
を
入
れ
た
と
き
に
、
底
面
の

カ
ッ
ト
が
側
面
の
楕
円
の
カ
ッ
ト
に
反
射
さ
れ
、

グ
ラ
ス
の
内
側
に
広
が
っ
て
見
え
る
と
い
う
。

実
際
に
水
を
注
い
で
も
ら
い
グ
ラ
ス
を
の
ぞ
き

込
ん
で
み
る
と
確
か
に
万
華
鏡
の
よ
う
に
光
っ

て
い
る
（
水
で
さ
え
こ
ん
な
に
き
れ
い
に
見
え

る
の
だ
か
ら
、
ア
ル
コ
ー
ル
を
入
れ
た
ら
さ
ぞ

お
い
し
く
輝
い
て
見
え
る
だ
ろ
う
な
、
と
思
い

な
が
ら
日
本
酒
を
持
参
し
な
か
っ
た
自
分
に
と

て
も
後
悔
し
た
）。

薩
摩
切
子
は
ガ
ラ
ス
が
厚
く
重
み
や
色
の
グ
ラ

デ
ー
シ
ョ
ン
が
楽
し
め
、
江
戸
切
子
は
細
か
い

カ
ッ
ト
に
良
さ
が
あ
る
。
天
満
切
子
は
液
体
を

注
い
だ
と
き
の
映
り
込
み
が
楽
し
め
る
の
で
、

「
使
っ
て
な
ん
ぼ
」
な
の
だ
。「
使
っ
て
な
ん
ぼ
」

の
普
段
使
い
が
で
き
る
と
こ
ろ
が
私
に
は
と
て

も
親
し
み
や
す
く
感
じ
た
。

切
子
用
の
グ
ラ
ス
は
内
側
は
透
明
な
ガ
ラ
ス
、

外
側
に
色
の
付
い
た
ガ
ラ
ス
が
完
全
手
作
業
で

つ
く
ら
れ
て
い
て
外
側
の
色
の
部
分
を
削
る
こ

と
で
模
様
を
つ
く
っ
て
い
る
。

ク
リ
ス
タ
ル
グ
ラ
ス
と
い
っ
て
、「
ガ
ラ
ス
」
に

鉛
や
酸
化
バ
リ
ウ
ム
を
加
え
る
こ
と
で
よ
り
透

明
感
が
出
る
「
グ
ラ
ス
」
が
で
き
る
（
高
級
グ

ラ
ス
の
バ
◯
ラ
も
こ
の
仲
間
）。

カ
ッ
ト
す
る
工
程
を
説
明
し
て
も
ら
っ
た
。
色

の
付
い
た
グ
ラ
ス
に
ア
タ
リ
を
付
け
る
「
割
り

出
し
」↓
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
・
ホ
イ
ー
ル
で
ア
タ
リ

を
付
け
た
箇
所
を
削
る
「
粗
ず
り
」↓
砥
石
の
グ

ラ
イ
ン
ダ
ー
で
削
る
「
石
か
け
」↓
磨
き
砂
を
コ

ル
ク
に
付
け
な
が
ら
ツ
ヤ
を
出
す
「
磨
き
」↓
仕

上
げ
の
「
バ
フ
」
と
、
大
ま
か
に
分
け
て
５
工

程
だ
が
ど
の
作
業
も
根
気
の
要
る
作
業
だ
。

相
手
は
グ
ラ
ス
で
あ
る
。
ち
ょ
っ
と
の
力
加
減

や
不
注
意
で
割
れ
て
し
ま
う
。
一
点
の
曇
り
も

な
く
磨
い
て
い
く
が
、
油
断
す
る
と
摩
擦
熱
が

加
わ
り
過
ぎ
て
割
れ
る
リ
ス
ク
が
高
い
。「
失
敗

し
た
ら
ど
な
い
す
る
ん
で
す
か
？
」
と
聞
く
と

「
手
直
し
で
き
る
と
き
は
直
し
ま
す
。
で
き
な
い

と
き
は
そ
っ
と
ゴ
ミ
箱
行
き
で
す
」
と
答
え
て
く

れ
た
西
川
さ
ん
の
笑
顔
は
あ
っ
さ
り
し
て
い
て
気

持
ち
い
い
。
し
か
し
ダ
メ
な
も
の
は
ダ
メ
と
割
り

切
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
職
人
だ
な
と
感
じ
た
。

 

工
房
で
は
オ
ー
ダ
ー
も
受
け
て
い
る
。
北
新
地

が
近
い
こ
と
も
あ
り
飲
食
店
か
ら
の
オ
ー
ダ
ー

も
あ
る
よ
う
だ
。「
最
近
は
日
本
酒
を
半
合
で
提

供
す
る
お
店
が
増
え
て
い
る
よ
う
で
、
ぐ
い
呑

み
よ
り
も
少
し
大
き
め
の
も
の
を
依
頼
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
で
す
。
コ
ロ
ナ
禍
で
家
飲
み
が
増

え
た
時
期
は
焼
酎
の
家
飲
み
用
に
と
少
し
背
の

高
い
グ
ラ
ス
を
依
頼
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。
時
代
時
代
で
微
妙
に
依
頼
の
内
容
が
変
わ
っ

て
き
ま
す
」。
そ
の
時
々
の
世
相
や
使
う
人
の
気

持
ち
が
反
映
さ
れ
る
。
ま
さ
に
普
段
使
い
で
あ
る
。

天
満
切
子
の
こ
れ
か
ら
に
つ
い
て
聞
い
て
み
た
。

「
新
し
さ
で
す
。
柄
や
か
た
ち
、
色
の
新
し
さ
を

追
求
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
天
満

切
子
の
美
し
さ
や
特
徴
、
魅
力
は
変
え
な
い
新

し
さ
の
追
求
で
す
ね
」。

お
話
を
聞
い
て
い
る
最
中
か
ら
気
に
な
っ
て
い

た
グ
ラ
ス
が
あ
っ
た
。
西
川
さ
ん
の
話
を
聞
い

て
次
は
あ
の
グ
ラ
ス
を
買
お
う
と
心
に
決
め
た
。

（
む
し
ま
つ
）

南
森
町
交
差
点
か
ら
天
神
橋
筋
商
店
街
を
北
へ

歩
い
て
数
分
、
に
ぎ
や
か
に
商
店
が
軒
を
連
ね

る
な
か
に
あ
っ
て
、
作
業
場
然
と
し
た
一
風
変

わ
っ
た
ス
ペ
ー
ス
が
あ
る
。
１
８
７
１
年
（
明

治
４
年
）
創
業
、
オ
ー
ダ
ー
メ
ー
ド
で
金
網
や

篩
（
ふ
る
い
）
を
製
造
す
る
『
藤
為
金
網
篩
製

造
所
』
だ
。

「
金
網
」
は
読
め
る
が
「
篩
」
は
な
か
な
か
読
め

な
い
。
そ
も
そ
も
金
網
や
篩
は
ど
う
や
っ
て
つ

く
る
の
か
、
オ
ー
ダ
ー
メ
ー
ド
が
必
要
な
と
き

と
は
ど
ん
な
ケ
ー
ス
な
の
か
も
、
う
ま
く
想
像

で
き
な
い
。
い
ろ
い
ろ
お
聞
き
し
た
い
と
思
い
、

ド
ア
を
開
け
た
。
金
網
の
材
料
が
と
こ
ろ
狭
し

と
並
び
、
木
型
や
ハ
ン
マ
ー
を
使
っ
て
黙
々
と

作
業
さ
れ
て
い
る
５
代
目
の
桒
田
（
く
わ
た
）

憲
二
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。

篩
は
主
に
調
理
器
具
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
よ
う
だ
。
米
や
豆
な
ど
を
選
別
し
た
り
、

煮
た
豆
や
イ
モ
な
ど
を
裏
ご
し
す
る
と
き
に
使

う
。
既
製
品
が
な
ん
ぼ
で
も
あ
り
そ
う
だ
が
、

「
網
の
目
の
大
き
さ
の
指
定
が
お
客
さ
ん
に
よ
っ

て
さ
ま
ざ
ま
で
、
規
格
の
も
の
で
は
間
に
合
わ
ず
、

う
ち
に
注
文
さ
れ
ま
す
」
と
の
こ
と
。
ち
な
み

に
裏
ご
し
用
の
篩
は
今
は
ス
テ
ン
レ
ス
の
網
だ

が
元
々
は
馬
の
毛
が
使
わ
れ
て
い
た
そ
う
で
、

大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
る
も
の
を
見
せ
て
い
た

だ
い
た
。
作
業
場
を
見
ま
わ
す
と
一
見
、
布
と

見
間
違
う
ほ
ど
目
の
細
か
い
も
の
が
あ
り
、
こ

れ
は
何
で
す
か
？
と
聞
く
と
、「
油
こ
し
に
使
う

た
め
の
網
で
す
」
と
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
な
る

ほ
ど
！　
調
理
用
だ
け
で
も
用
途
は
さ
ま
ざ
ま
だ
。

製
作
工
程
は
次
の
通
り
。
ま
ず
土
台
に
な
る
木

枠
に
ス
テ
ン
レ
ス
の
網
を
釘
打
ち
、
も
し
く
は

別
の
木
枠
で
網
が
し
っ
か
り
固
定
さ
れ
る
よ
う

に
た
た
く
。
枠
ま
で
ス
テ
ン
レ
ス
の
篩
も
あ
る
が
、

木
枠
の
ほ
う
が
手
に
な
じ
み
、
軽
く
使
い
や
す

い
ら
し
い
。
網
を
均
一
に
ピ
ー
ン
と
張
る
に
は

微
妙
な
力
加
減
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
と
感
じ
る
。

「
な
る
べ
く
き
れ
い
な
円
に
な
る
よ
う
、
心
掛
け

て
い
ま
す
」
と
サ
ラ
ッ
と
お
っ
し
ゃ
る
が
、
よ

く
見
な
い
と
分
か
ら
な
い
く
ら
い
の
ゆ
が
み
で
、

そ
ん
な
と
こ
ろ
に
職
人
魂
を
感
じ
る
。

金
網
も
た
く
さ
ん
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。
用
途
は
、

飲
食
店
か
ら
工
業
製
品
ま
で
と
幅
広
い
。
飲
食

店
で
お
な
じ
み
な
の
は
、
と
ん
か
つ
や
串
か
つ

を
乗
せ
る
網
、
焼
鳥
店
の
焼
き
台
の
網
な
ど
。

脚
が
４
カ
所
に
付
い
て
い
る
が
、
４
つ
の
高
さ

が
キ
チ
ン
と
揃
っ
て
い
な
け
れ
ば
ガ
タ
つ
く
の

で
、
そ
こ
は
神
経
を
使
う
と
思
う
。
工
業
製
品

だ
と
、
試
験
管
立
て
や
、
基
盤
を
な
か
に
入
れ

て
洗
浄
す
る
た
め
の
箱
状
の
も
の
、
大
き
い
も

の
で
は
直
径
１
８
０
㎝
の
送
風
機
の
カ
バ
ー
な

ど
も
あ
る
。
教
え
て
も
ら
わ
な
い
と
用
途
が
ま
っ

た
く
分
か
ら
な
い
。「
ご
希
望
の
サ
イ
ズ
や
仕
様

だ
け
聞
い
て
つ
く
る
ケ
ー
ス
が
多
い
の
で
、
最

終
的
に
何
に
使
う
の
か
僕
に
も
分
か
ら
な
い
も

の
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
」
と
、
東
大
阪
の
ね

じ
工
場
の
よ
う
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
。

篩
同
様
、
用
途
が
さ
ま
ざ
ま
な
の
で
、
規
格
の

も
の
で
は
間
に
合
わ
ず
つ
く
る
し
か
な
い
。
希

望
の
寸
法
に
合
わ
せ
ス
テ
ン
レ
ス
の
針
金
を
手

や
道
具
で
曲
げ
、
外
枠
を
つ
く
る
。
枠
の
な
か

に
金
網
を
は
め
、
溶
接
し
て
い
く
。
か
な
り
の

力
仕
事
に
な
り
、
指
が
痛
く
な
る
こ
と
も
あ
る

ら
し
い
。
加
工
用
の
道
具
も
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。

規
格
に
な
い
も
の
を
つ
く
る
の
で
、
加
工
用
の

道
具
も
手
づ
く
り
だ
。
製
造
の
工
程
を
想
像
し

な
が
ら
加
工
用
の
道
具
を
つ
く
る
の
は
長
年
の

経
験
の
積
み
重
ね
な
の
だ
ろ
う
と
感
じ
た
。

桒
田
さ
ん
は
16
歳
の
と
き
に
先
代
が
亡
く
な
り

20
歳
で
家
業
を
継
が
れ
た
。
溶
接
な
ど
を
学
ぶ

た
め
に
半
年
ほ
ど
修
行
に
行
き
、
そ
の
後
は
先

代
の
仕
事
を
そ
ば
で
見
て
き
た
お
母
さ
ん
の
話

を
聞
い
た
り
、
子
ど
も
時
代
に
見
て
い
た
こ
と

を
思
い
出
し
た
り
し
な
が
ら
仕
事
を
し
て
き
た

と
か
。
家
業
を
継
い
で
25
年
に
な
る
ご
自
身
の

こ
と
を
「
不
器
用
」
で
「
ま
だ
ま
だ
満
足
で
き

る
も
の
を
つ
く
れ
た
こ
と
が
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ

る
。
職
人
歴
25
年
の
桒
田
さ
ん
の
口
か
ら
そ
ん

な
言
葉
が
出
る
と
、
こ
ち
ら
の
身
も
引
き
締
ま

る
思
い
が
し
た
の
だ
っ
た
。（
む
し
ま
つ
）

﹁
使
っ
て
な
ん
ぼ
﹂
な
の
が

　
　
　
　
　
　
親
し
み
持
て
ま
す

﹁
使
っ
て
な
ん
ぼ
﹂
な
の
が

　
　
　
　
　
　
親
し
み
持
て
ま
す

使
う
人
の
﹁
欲
し
い
﹂
を
つ
く
る
ん
で
す
が
︑

何
に
使
わ
れ
る
か
分
か
ら
ん
ま
ま
つ
く
る
こ
と
が
多
い
で
す

使
う
人
の
﹁
欲
し
い
﹂
を
つ
く
る
ん
で
す
が
︑

何
に
使
わ
れ
る
か
分
か
ら
ん
ま
ま
つ
く
る
こ
と
が
多
い
で
す

液
体
を
注
い
だ
と
き
の
映
り
込
み
の
美
し
さ
が

　
　
天
満
切
子
の
良
さ
な
ん
で
す

液
体
を
注
い
だ
と
き
の
映
り
込
み
の
美
し
さ
が

　
　
天
満
切
子
の
良
さ
な
ん
で
す

ベタに色が入った

クリスタルのグラス

粗ずり
基準となる縦の線を

ダイヤモンド・ホイールで削る。

最初は細く削り、少しずつ幅広にしていく。

石かけ
砥石のグラインダーで削る。

削ったところが半透明になる。

磨き
磨き砂をコルクに付けて、磨く。

ここが重要！

一点の曇りもなく磨いていく。

篩（ふるい）
一番左は馬の毛を使用したもの。

今はステンレスの網が主流。

ス
テ
ン
レ
ス
の
針
金
を
曲
げ
て
金
網
の
外
枠
を
つ
く
る
た
め
の
道
具

金
網
の
数
々
。

半
円
形
の
も
の
は
と
ん
か
つ
を
乗
せ
る
金
網
。

皿
の
大
き
さ
に
合
わ
せ
て
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

篩（ふるい）の木枠
ステンレスの枠もあるが、

木枠だと軽く、手になじみやすい。

西
川
昌
美
さ
ん

む
し
ま
つ

右から左へ工程が進む

『
切
子
工
房 

昌
榮
』 

切
子
師 

西
川
昌
美
さ
ん
に
聞
く

天
満
切
子
の
美
し
さ
は
映
り
込
み
の
美
し
さ

天
満
切
子
の
美
し
さ
は
映
り
込
み
の
美
し
さ

１
８
７
１
年
（
明
治
４
年
）
創
業
『
藤
為
金
網
篩
製
造
所
』 

桒
田
憲
二
さ
ん
に
聞
く

規
格
に
な
い
金
網
や
篩（
ふ
る
い
）
を
つ
く
る

規
格
に
な
い
金
網
や
篩（
ふ
る
い
）
を
つ
く
る
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畳
御
菓
子
司

餅
と
あ
ん
の
比
率
、
あ
ん
の
糖
度
も
変
え
ま
す
。

最
初
は
白
あ
ん
や
な
く
て
粒
あ
ん
や
っ
た
ん
で

す
。
で
も
粒
あ
ん
や
と
、
１
、
２
日
寝
か
し
て

イ
チ
ゴ
の
完
熟
度
が
増
す
と
、
あ
ん
の
固
さ
と

の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
る
ん
で
す
。
せ
や
か
ら
、

そ
の
日
の
う
ち
に
食
べ
て
く
だ
さ
い
！
っ
て
お

客
さ
ん
に
は
お
願
い
す
る
ん
で
す
け
ど
、
他
府

県
か
ら
来
ら
れ
た
方
だ
と
、
な
か
な
か
ね
。
そ

れ
で
５
年
前
か
ら
、
粒
あ
ん
よ
り
経
時
変
化
の

少
な
い
白
あ
ん
を
使
っ
て
ま
す
」。
薫
々
堂
の
い

ち
ご
大
福
は
、
そ
の
都
度
配
合
が
変
わ
る
し
、

こ
れ
が
完
成
形
！
と
い
う
ゴ
ー
ル
も
な
さ
そ
う

だ
。
で
は
そ
も
そ
も
、
薫
々
堂
の
い
ち
ご
大
福

は
い
つ
ど
う
や
っ
て
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
う
ち
の
い
ち
ご
大
福
が
で
き
た
の
は
、
１
９
８

８
年
（
昭
和
63
年
）
で
す
。
当
時
は
イ
チ
ゴ
と

な
に
か
の
コ
ラ
ボ
が
流
行
っ
て
ま
し
た
。
一
方
で
、

大
福
＝
粒
あ
ん
と
い
う
方
程
式
が
確
立
さ
れ
て

い
た
の
で
、
イ
チ
ゴ
を
使
え
ば
そ
れ
ま
で
に
な

い
大
福
が
で
き
る
ぞ
、
と
。
そ
れ
で
当
時
の
修

行
先
の
師
匠
が
、
う
ち
で
も
い
ち
ご
大
福
や
ろ

か
！
と
な
っ
た
ん
で
す
」。
と
こ
ろ
が
修
業
を
終

え
て
本
店
に
戻
り
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
い
ち

ご
大
福
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
と
、
長
年
の
伝
統

と
の
れ
ん
を
大
切
に
す
る
先
代
の
反
対
に
遭
う

こ
と
に
な
る
。

「
先
代
の
祖
父
は
今
ど
き
の
お
菓
子
を
快
く
思
わ

な
い
昔
気
質
と
い
う
か
、
ワ
シ
の
目
の
黒
い
う

ち
は
好
き
に
は
さ
せ
へ
ん
ぞ
！
と
い
う
か
ん
じ

で
し
た
。
若
い
頃
っ
て
、
変
化
を
求
め
て
い
ろ

い
ろ
ア
レ
ン
ジ
し
た
く
な
る
で
し
ょ
。
目
先
を

変
え
る
だ
け
で
新
し
い
表
現
も
で
き
る
し
ね
。

で
も
、
店
に
出
す
前
に
、
こ
ん
な
も
ん
は
あ
か

ん
！
と
言
わ
れ
た
ら
、
へ
こ
み
ま
っ
せ
」。

老
舗
の
の
れ
ん
は
強
固
だ
っ
た
が
、
こ
こ
で
林

さ
ん
は
一
計
を
案
ず
る
。
字
が
上
手
か
っ
た
先

代
に
、
し
お
り
20
枚
に
「
苺
大
福
」
と
書
い
て

と
お
願
い
す
る
の
だ
。
理
由
は
告
げ
ず
に
。
な

ん
や
そ
れ
？
と
疑
問
に
思
い
な
が
ら
も
、
先
代

は
丁
寧
な
字
で
書
い
て
く
れ
た
。
ま
さ
か
、
そ

れ
が
店
頭
に
並
ん
で
、
い
ち
ご
大
福
が
売
ら
れ

る
と
も
知
ら
ず
に
。
林
さ
ん
、
策
士
で
す
な
ー
。

そ
の
と
き
の
し
お
り
は
今
で
も
店
で
使
わ
れ
て

い
る
。
そ
う
や
っ
て
、
よ
う
や
く
（
こ
っ
そ
り

と
）
い
ち
ご
大
福
が
薫
々
堂
の
店
頭
に
並
ぶ
。

お
客
さ
ん
か
ら
は
、「
え
え
や
ん
！
」
と
「
そ
ん

な
ん
売
ら
ん
で
も
よ
ろ
し
！
」
の
声
が
半
々
。

の
れ
ん
に
は
、
お
客
さ
ん
の
思
い
も
あ
る
の
だ
。

火
が
付
い
た
の
は
、
雑
誌
で
紹
介
さ
れ
た
と
き
。

一
躍
有
名
に
な
っ
た
。
反
響
は
大
き
く
、
い
ち

ご
大
福
の
売
れ
行
き
は
好
調
に
。
そ
れ
を
見
た

先
代
は
「
も
っ
と
つ
く
れ
〜
！
」
と
販
売
拡
大

へ
急
転
舵
。
商
機
を
逃
が
さ
な
い
姿
勢
は
さ
す

が
商
売
人
だ
。「
ほ
ん
ま
つ
く
づ
く
商
売
っ
ち
ゅ

う
の
は
〝
売
り
上
げ
が
正
義
〞
で
す
ね
（
笑
）」。

林
さ
ん
の
い
ち
ご
大
福
づ
く
り
に
は
、
正
解
も

終
わ
り
も
な
い
。
最
初
は
反
対
も
さ
れ
た
。
で
も
、

そ
の
試
行
錯
誤
が
の
れ
ん
を
守
り
、
伝
統
を
継

い
で
い
く
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
、
林
さ
ん
の
仕

事
ぶ
り
を
見
て
い
て
思
う
の
だ
っ
た
。（
西
野
仁
）

通常のイチゴ（あまおう）

巨大古都華でつくった

いちご大福（非売品）

「
こ
の
イ
チ
ゴ
は
ほ
ん
ま
に
す
ご
い
わ
」。

天
神
橋
３
丁
目
商
店
街
に
あ
る
創
業
１
５
９
年

の
歴
史
を
持
つ
『
株
式
会
社
薫
々
堂
』。
１
８
６

４
年
（
元
治
元
年
）
に
大
阪
天
満
宮
の
蛭
子
門

前
で
創
業
、
明
治
時
代
に
刊
行
さ
れ
た
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
『
浪
華
の
魁
』
に
も
載
る
大
店
で
、
屋

号
は
大
阪
天
満
宮
の
梅
が
薫
る
様
子
か
ら
。
そ

の
薫
々
堂
の
代
表
取
締
役
・
林
喜
久
さ
ん
が
う

な
っ
た
。

取
材
日
に
無
理
を
承
知
で
い
ち
ご
大
福
に
し
て

ほ
し
い
と
持
ち
込
ん
だ
の
は
、
奈
良
県
生
ま
れ

の
イ
チ
ゴ
『
古
都
華
（
こ
と
か
）』。

「
こ
の
古
都
華
は
最
高
級
の
イ
チ
ゴ
や
ね
。
粒
が

大
き
い
か
ら
、
イ
チ
ゴ
の
頭
を
飛
び
出
さ
せ
ん

と
包
ん
だ
ほ
う
が
、
な
ん
じ
ゃ
こ
れ
〜
っ
て
な
っ

て
お
も
ろ
い
な
。
白
あ
ん
を
薄
く
し
て
、
き
れ
い

な
赤
色
を
透
け
さ
せ
て
。
練
乳
を
か
け
て
瞬
間

冷
凍
し
て
も
え
え
か
も
。
餅
の
バ
ス
タ
オ
ル
を
巻

い
て
も
え
え
し
、
カ
ッ
ト
せ
ん
と
餅
で
包
も
か
。

こ
の
イ
チ
ゴ
に
帽
子
か
ぶ
せ
て
服
着
せ
て
靴
履
か

せ
て
化
粧
す
る
の
は
も
っ
た
い
な
い
け
ど
な
」。

じ
つ
は
い
ち
ご
大
福
は
薫
々
堂
を
代
表
す
る
商
品

で
、
そ
ん
な
商
品
に
恐
れ
多
く
も
、
こ
の
イ
チ
ゴ

を
使
っ
て
ほ
し
い
と
持
ち
込
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
怒
る
ど
こ
ろ
か
興
味
津
々
で
次
々
と
ア
イ
デ

ア
を
出
す
林
さ
ん
は
、
根
っ
か
ら
の
職
人
だ
。

薫
々
堂
の
い
ち
ご
大
福
は
、
見
た
目
が
美
し
く

口
当
た
り
が
ソ
フ
ト
で
、
絹
の
よ
う
な
羽
二
重

餅
の
大
福
だ
。
白
と
黒
の
こ
し
あ
ん
で
イ
チ
ゴ

と
あ
ん
の
比
率
が
同
じ
く
ら
い
に
な
る
よ
う
に

包
む
の
が
基
本
。

い
ち
ご
大
福
の
製
造
工
程
は
大
ま
か
に
３
つ
に

分
け
ら
れ
る
。
あ
ん
を
炊
く
、
餅
生
地
を
つ
く
る
、

最
後
に
イ
チ
ゴ
と
あ
ん
を
餅
で
包
む
。
包
む
と

き
に
イ
チ
ゴ
入
り
の
あ
ん
玉
に
す
る
か
ど
う
か

は
、
お
店
に
よ
り
け
り
だ
。「
餅
生
地
の
羽
二
重

に
合
わ
せ
て
あ
ん
を
固
め
に
炊
い
て
ま
す
。
イ

チ
ゴ
の
糖
度
や
か
た
ち
、
完
熟
度
に
合
わ
せ
て
、

創
業
１
８
６
４
年
（
元
治
元
年
）

老
舗
御
菓
子
司
『
薫
々
堂
』

林 

喜
久
さ
ん
に
聞
く

老舗御菓子司の
いちご大福 誕生物語
老舗御菓子司の
いちご大福 誕生物語

最
初
は
め
っ
ち
ゃ
反
対
さ
れ
た
け
ど
︑

売
れ
た
ら
︑
も
っ
と
つ
く
れ
！
︵
笑
︶

最
初
は
め
っ
ち
ゃ
反
対
さ
れ
た
け
ど
︑

売
れ
た
ら
︑
も
っ
と
つ
く
れ
！
︵
笑
︶

床
材
な
の
だ
が
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
は

い
か
ん
と
も
し
難
い
よ
う
だ
。

「
畳
表
の
み
を
張
り
替
え
る
『
表
替
え
』
や
、
畳

を
ひ
っ
く
り
返
し
て
使
う
『
裏
返
し
』
の
仕
事

が
減
っ
て
い
ま
す
。
和
室
が
荷
物
置
き
場
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
ご
家
庭
も
多
い
し
、
そ
も
そ

も
新
築
マ
ン
シ
ョ
ン
や
と
、
畳
寄
せ
や
敷
居
の

木
枠
の
設
置
に
手
間
が
掛
か
る
こ
と
か
ら
、
和

室
そ
の
も
の
が
つ
く
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
」。

じ
つ
は
畳
は
１
枚
で
約
30
㎏
も
あ
る
。
例
え
ば

高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
の
ワ
ン
フ
ロ
ア
に
１
０
０
枚

敷
く
と
、
そ
れ
だ
け
で
３
ｔ
。
耐
震
・
制
振
構

造
の
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
だ
と
、
大
き
く
横
揺
れ

す
る
こ
と
か
ら
、
上
層
階
に
重
い
畳
を
置
く
こ

と
が
難
し
く
、
こ
う
し
た
こ
と
も
和
室
離
れ
・

畳
離
れ
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
畳
メ
ー

カ
ー
も
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

フ
ロ
ー
リ
ン
グ
（
高
さ
約
15
㎜
）
に
合
わ
せ
た

バ
リ
ア
フ
リ
ー
対
応
の
薄
い
置
き
畳
や
床
暖
房

対
応
の
熱
伝
導
率
の
高
い
畳
、
わ
ら
で
は
な
く

段
ボ
ー
ル
や
ポ
リ
ス
チ
レ
ン
を
畳
床
に
使
っ
た

軽
量
畳
も
開
発
さ
れ
て
い
る
。
イ
草
の
抗
菌
効

果
と
吸
湿
性
を
生
か
し
た
寝
ご
ざ
も
あ
る
。
高

い
抗
菌
効
果
な
ど
、
今
の
時
代
の
ニ
ー
ズ
に
も

マ
ッ
チ
し
て
い
る
は
ず
な
の
だ
が
。

畳
の
サ
イ
ズ
に
は
、
江
戸
間
と
呼
ば
れ
る
五
八
間
、

京
間
と
呼
ば
れ
る
本
間
（
ほ
ん
け
ん
）
間
、
中

京
間
と
呼
ば
れ
る
三
六
間
、
マ
ン
シ
ョ
ン
に
多

い
団
地
間
な
ど
、
い
く
つ
も
の
サ
イ
ズ
が
あ
る

の
だ
が
、
部
屋
に
合
わ
せ
て
畳
を
つ
く
る
の
で
、

完
全
な
オ
ー
ダ
ー
メ
ー
ド
と
な
る
。
畳
寄
せ
の

反
り
具
合
で
畳
を
曲
げ
た
り
、
敷
居
の
高
さ
と

合
わ
す
た
め
に
古
い
畳
表
を
細
か
く
切
っ
て
畳

下
に
敷
き
、
縦
横
の
平
面
と
水
平
を
合
わ
せ
た

り
と
、
寸
法
通
り
に
つ
く
る
に
は
畳
職
人
の
経

験
と
技
術
が
要
求
さ
れ
る
。
畳
縁
の
織
り
な
ど

で
変
わ
る
が
、
畳
１
枚
の
価
格
は
約
２
万
円
。
手

間
を
考
え
る
と
、
ず
い
ぶ
ん
と
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
だ
。

わ
ず
か
な
隙
間
も
つ
く
ら
ず
に
畳
を
敷
く
に
は

畳
職
人
が
厳
密
に
採
寸
す
る
必
要
が
あ
り
、
畳

づ
く
り
に
は
伝
統
的
な
道
具
を
用
い
る
。
池
田

さ
ん
が
見
せ
て
く
れ
た
の
は
「
畳
包
丁
」
と
「
敷

き
込
み
鉤
（
か
ぎ
）」
だ
。
畳
包
丁
は
畳
表
や
分

厚
い
畳
床
を
バ
ッ
サ
リ
切
り
落
と
す
た
め
の
包

丁
で
、
敷
き
込
み
鉤
は
畳
を
持
ち
上
げ
る
際
に

引
っ
掛
け
る
鉤
。
現
在
の
機
械
化
さ
れ
た
仕
事

で
は
出
番
は
少
な
い
が
、
池
田
さ
ん
は
今
で
も

大
切
に
保
管
し
て
い
る
。

「
ひ
と
昔
前
ま
で
、
天
満
に
は
神
社
が
あ
り
寺
町

が
あ
り
料
理
屋
が
あ
り
、
キ
タ
だ
け
で
畳
屋
の

組
合
が
つ
く
れ
た
ほ
ど
畳
の
需
要
が
あ
っ
た
け

ど
、
今
で
は
北
区
に
畳
屋
は
数
え
る
ほ
ど
し
か

あ
り
ま
せ
ん
。
畳
の
世
界
は
先
細
り
や
け
ど
手

広
く
な
ん
で
も
請
け
負
っ
て
、
仕
事
と
人
、
人

と
畳
、
畳
と
仕
事
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
し
た
い
」。

千
年
の
歴
史
と
伝
統
を
誇
る
畳
の
上
で
の
生
活

は
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
心
に
深
く
刻
み
込
ま

れ
て
い
る
は
ず
だ
。
最
後
に
こ
れ
か
ら
の
畳
文

化
の
継
承
と
発
展
を
願
っ
て
掛
け
声
を
１
つ
。

「
起
き
て
半
畳
寝
て
１
畳
、
商
売
繁
〝
畳
〞
で
畳

持
っ
て
こ
い
！
」。（
西
野
仁
）

大阪天満宮の十日戎で

えべっさんに扮する池田さん

えべっさん姿だとめっちゃモテる☆

大阪天満宮の十日戎で

えべっさんに扮する池田さん

えべっさん姿だとめっちゃモテる☆

大
阪
天
満
宮
蛭
子
門
の
酔
い
え
び
す
像
・
御
神

酒
笑
姿
（
お
み
き
え
び
す
）
か
ら
歩
く
こ
と
数
分
。

『
池
田
畳
工
業
所
』
に
て
出
迎
え
て
く
れ
た
の
は
、

大
き
な
体
と
大
き
な
福
耳
に
長
い
あ
ご
ひ
げ
、

既
視
感
た
っ
ぷ
り
の
リ
ア
ル
え
べ
っ
さ
ん
こ
と

池
田
和
夫
さ
ん
だ
。
似
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。

大
阪
天
満
宮
か
ら
正
式
に
え
び
す
様
役
を
任
命

さ
れ
て
10
年
が
経
つ
。
御
年
58
歳
。
北
区
在
住

の
方
は
池
田
さ
ん
が
扮
す
る
え
べ
っ
さ
ん
を
１

度
は
見
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
？　
じ
つ
は
こ

の
え
べ
っ
さ
ん
、
本
業
は
江
戸
時
代
か
ら
続
く

畳
屋
の
７
代
目
職
人
な
の
だ
。
元
々
は
滝
川
地

域
で
営
ん
で
い
た
が
、
戦
後
、
先
代
が
現
在
の

大
阪
天
満
宮
近
く
に
場
所
を
移
さ
れ
た
そ
う
だ
。

江
戸
時
代
と
い
え
ば
「
御
畳
奉
行
」
と
い
う
役

職
が
あ
っ
た
ほ
ど
で
、
商
家
に
も
畳
が
普
及
し
、

畳
職
人
が
職
種
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
た
時
代
。

し
か
し
今
で
は
畳
一
本
で
は
商
売
が
厳
し
く
、

池
田
畳
工
業
所
も
行
く
末
を
考
え
、
内
装
全
般

を
請
け
負
う
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
の
内
装
業
者
に
事

業
再
編
し
、
畳
文
化
を
支
え
て
い
る
。

「
３
、
４
月
は
引
っ
越
し
シ
ー
ズ
ン
、
６
月
は
新

入
社
員
の
仮
配
属
も
あ
り
、
畳
も
内
装
業
も
忙

し
い
。
で
も
全
体
的
に
畳
の
需
要
は
減
る
一
方
。

畳
屋
の
生
き
残
る
道
は
、
内
装
全
般
を
扱
っ
て

他
業
種
と
タ
イ
ア
ッ
プ
す
る
か
、
寺
社
専
門
に

特
化
す
る
し
か
な
い
の
か
な
と
。
伝
統
的
な
日

本
家
屋
や
日
本
建
築
が
あ
る
か
ら
、
畳
文
化
の

灯
が
消
え
る
こ
と
は
な
い
と
思
う
け
ど…

な
」。

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
に
よ
り
、
畳
離
れ
が

言
わ
れ
て
久
し
い
。

畳
は
、
わ
ら
を
重
ね
て
麻
糸
で
締
め
た
畳
の
芯

に
当
た
る
「
畳
床
（
た
た
み
ど
こ
）」、
畳
床
を

ぐ
る
り
と
巻
い
て
い
る
、
イ
草
と
経
糸
で
織
っ

た
ご
ざ
の
「
畳
表
（
た
た
み
お
も
て
）」、
畳
床

に
畳
表
を
固
定
す
る
た
め
の
布
縁
の
「
畳
縁
（
た

た
み
べ
り
）」
の
３
つ
の
部
位
で
構
成
さ
れ
て
い

る
。
通
気
性
や
ク
ッ
シ
ョ
ン
性
が
高
く
エ
コ
な

創
業
江
戸
時
代
『
池
田
畳
工
業
所
』

７
代
目
・
池
田
和
夫
さ
ん
に
聞
く あるときは畳屋さん

あるときはえべっさん
あるときは畳屋さん
あるときはえべっさん

畳
は
１
枚
3 0
㎏
︒
１
０
０
枚
敷
い
た
ら
３
ｔ
で
す
わ
︒

昔
の
マ
ン
ガ
み
た
い
に
畳
返
し
な
ん
か
で
き
ひ
ん
よ
︵
笑
︶

畳
は
１
枚
3 0
㎏
︒
１
０
０
枚
敷
い
た
ら
３
ｔ
で
す
わ
︒

昔
の
マ
ン
ガ
み
た
い
に
畳
返
し
な
ん
か
で
き
ひ
ん
よ
︵
笑
︶
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だ
ん
じ
り

木
彫
師

@中之島

「
も
う
、
だ
ん
じ
り
の
仕
事
は
な
い
ん
で
す
よ
」。

岸
和
田
の
だ
ん
じ
り
の
木
彫
師
で
あ
る
『
木
彫

前
田
工
房
』
代
表
取
締
役
・
前
田
暁
彦
さ
ん
は
、

だ
ん
じ
り
祭
の
本
場
・
岸
和
田
か
ら
天
満
に
移

転
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
理
由
を
う
か
が
う
と
、

衝
撃
の
ひ
と
言
が
返
っ
て
き
た
の
だ
。

３
０
０
年
以
上
の
歴
史
を
誇
る
あ
の
勇
壮
な
岸

和
田
だ
ん
じ
り
祭
の
仕
事
が
、
も
う
、
な
い
？

「
だ
ん
じ
り
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
各
町
会
が
所

有
し
て
い
ま
す
。
新
調
す
る
と
き
は
、
町
会
が

発
注
し
て
、
だ
ん
じ
り
大
工
が
元
請
け
と
な
り
、

そ
の
下
で
僕
た
ち
木
彫
師
が
仕
事
を
請
け
負
い

ま
す
。
平
成
の
30
年
間
は
周
期
的
に
新
調
ラ
ッ

シ
ュ
や
っ
た
ん
で
す
よ
。
ど
の
職
人
に
も
10
年

先
ま
で
仕
事
が
あ
り
ま
し
た
。
で
も
そ
れ
も
も

う
終
わ
り
。
新
調
す
る
町
会
は
全
部
新
調
し
た
し
、

お
古
を
も
ら
い
受
け
た
町
会
は
そ
れ
で
良
し
」。

よ
く
よ
く
考
え
れ
ば
、
御
輿
も
山
車
も
祭
り
の

数
だ
け
全
国
に
あ
る
が
、
あ
ん
な
に
凝
っ
た
彫

り
物
が
び
っ
し
り
の
だ
ん
じ
り
は
岸
和
田
が
本

場
で
、
岸
和
田
市
内
に
は
約
80
基
、
泉
州
全
体

で
も
約
３
０
０
基
が
あ
る
の
み
で
、
そ
の
数
は

有
限
だ
。
一
度
新
調
す
る
と
70
〜
80
年
、
長
い

も
の
だ
と
１
０
０
年
持
つ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
新
調
が
終
わ
る
と
、
今
後
１
０
０
年

は
だ
ん
じ
り
の
仕
事
が
な
く
、
職
人
は
食
べ
て

い
け
な
い
の
だ
そ
う
だ
。
そ
ん
な
こ
と
は
考
え

た
こ
と
が
な
か
っ
た
。

「
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
。
今
の
日
本
は
少

子
化
が
進
ん
で
い
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
祭
り

の
担
い
手
の
人
口
は
減
っ
て
い
き
ま
す
。
多
く

の
人
が
参
加
す
る
こ
と
が
前
提
の
祭
り
は
、
こ

れ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
」。

だ
ん
じ
り
は
、
曳
き
手
、
鳴
り
物
、
大
工
方
、

前
梃
子
、
後
梃
子
が
連
携
し
て
５
０
０
〜
１
０

０
０
人
ほ
ど
で
曳
行
す
る
。
重
さ
４
ｔ
に
も
な

る
だ
ん
じ
り
を
ス
ム
ー
ズ
に
動
か
す
た
め
に

人
々
が
一
丸
と
な
る
姿
は
、
だ
ん
じ
り
祭
の
見

ど
こ
ろ
の
１
つ
だ
。
な
る
ほ
ど
、
少
子
化
は
曳

き
手
の
減
少
に
直
結
す
る
だ
ろ
う
し
、
曳
き
手

が
い
な
く
な
る
と
、
今
の
ス
タ
イ
ル
で
の
祭
り

は
催
行
で
き
な
く
な
る
。
前
田
さ
ん
は
そ
こ
ま

後
す
ぐ
の
新
人
研
修
で
、
こ
の
ま
ま
敷
か
れ
た

レ
ー
ル
の
上
を
歩
く
の
に
嫌
気
が
差
し
、
両
親

を
説
得
し
た
。
そ
し
て
、
高
校
時
代
に
新
調
委

員
会
で
出
会
っ
た
木
彫
師
の
門
を
た
た
く
。

「
こ
の
世
界
、
大
卒
な
ん
て
ほ
と
ん
ど
い
な
く
て
、

中
卒
や
高
卒
で
入
っ
て
く
る
人
が
ほ
と
ん
ど
な

ん
で
す
。
親
方
も
、
大
卒
な
ん
て
採
ら
ん
よ
、
と
。

で
も
、
間
に
入
っ
て
く
れ
た
人
が
身
元
引
受
人

と
な
っ
て
、
頼
み
込
ん
で
く
れ
ま
し
た
。
明
日

か
ら
来
ま
す
！
と
い
う
僕
の
熱
意
に
も
折
れ
て

く
れ
て
、
晴
れ
て
木
彫
師
の
弟
子
と
な
り
ま
し

た
」。

　
最
初
は
、「
松
の
葉
」
の
彫
り
物
を
教
え
て
も

ら
っ
た
。
松
の
葉
の
彫
り
物
に
は
、
彫
刻
の
技

術
の
基
礎
が
詰
ま
っ
て
い
る
と
い
う
。
平
刀
の

使
い
方
、
刃
の
入
れ
方
、
力
の
入
れ
具
合…

。

真
っ
す
ぐ
に
鑿
（
の
み
）
を
突
く
、
平
ら
に
削
る
、

木
口
を
キ
レ
イ
に
す
る
と
い
っ
た
基
礎
技
術
が
、

松
の
葉
１
つ
に
ぎ
っ
し
り
と
詰
ま
っ
て
い
る
。

木
材
の
正
目
と
逆
目
の
勉
強
も
で
き
る
。

だ
ん
じ
り
は
１
基
約
１
億
円
す
る
。
直
径
１
・

５
ｍ
、
長
さ
15
ｍ
の
欅
（
け
や
き
）
の
原
木
を
２
、

３
本
探
す
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
。
乾
か
す
の

に
２
年
。
そ
の
後
、
木
彫
師
が
２
〜
３
年
か
け

て
だ
ん
じ
り
の
四
面
に
び
っ
し
り
と
彫
刻
を

彫
っ
て
い
く
。
む
し
ろ
彫
刻
だ
ら
け
で
、
彫
刻

に
覆
わ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

彫
刻
の
題
材
に
は
、
神
話
や
戦
記
物
が
選
ば
れ

る
こ
と
が
多
い
。
源
平
合
戦
、
太
平
記
、
太
閤
記
、

信
長
公
記…

。
物
語
の
部
位
が
あ
る
場
所
だ
け

で
も
60
〜
65
は
あ
る
。
し
か
も
、
場
面
ご
と
に
、

主
人
公
や
脇
役
が
存
在
す
る
。
こ
の
場
面
で
は

こ
の
人
が
主
人
公
だ
と
す
ぐ
に
分
か
る
よ
う
に

表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
戦
記
や
神
話
だ
と
、

絵
の
見
本
が
な
い
場
合
も
多
い
。
古
文
書
に
書

か
れ
て
い
る
文
章
か
ら
想
像
し
、
造
形
を
つ
く
っ

て
い
く
。
そ
の
想
像
力
が
木
彫
師
の
腕
の
見
せ

ど
こ
ろ
と
な
る
。

「
ま
ず
下
絵
を
描
き
ま
す
。
こ
こ
で
ほ
と
ん
ど
が

決
ま
る
し
、
彫
り
師
の
セ
ン
ス
が
試
さ
れ
ま
す
。

彫
り
師
は
、
絵
が
描
け
て
な
ん
ぼ
な
ん
で
す
。

デ
ッ
サ
ン
力
が
必
要
で
す
。
で
も
、
た
だ
写
実

的
な
絵
を
描
く
だ
け
で
は
ダ
メ
で
、
動
き
が
出

る
よ
う
、
か
っ
こ
良
く
見
え
る
よ
う
、
デ
フ
ォ

ル
メ
が
必
要
な
ん
で
す
」。

前
田
さ
ん
は
修
行
時
代
、
デ
ッ
サ
ン
力
を
身
に

付
け
る
た
め
に
学
校
に
も
通
っ
た
そ
う
だ
。

「
下
絵
は
２
次
元
だ
け
ど
、
彫
り
は
３
次
元
。
立

体
的
な
奥
行
き
を
想
像
し
な
が
ら
、
下
絵
を
描

か
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
そ
の
感
覚
を
身
に
付

け
る
の
に
、
だ
ん
じ
り
彫
り
師
だ
と
10
年
か
か

り
ま
す
。
他
の
彫
刻
だ
と
平
均
５
年
と
い
い
ま

す
が
、
だ
ん
じ
り
は
覚
え
る
こ
と
が
多
い
か
ら
。

そ
の
代
わ
り
、
だ
ん
じ
り
の
彫
り
の
技
術
が
あ

れ
ば
、
立
体
物
、
板
物
、
家
具
彫
刻
、
デ
ザ
イ

ン
彫
刻…

、
全
部
で
き
ま
す
」。

こ
の
技
術
が
あ
れ
ば
、
何
が
あ
っ
て
も
食
べ
て

い
く
こ
と
が
で
き
る
。

「
だ
ん
じ
り
の
新
調
が
な
く
な
っ
た
と
い
っ
て
も
、

修
理
の
仕
事
は
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
技

術
は
残
さ
な
い
と
い
け
な
い
。
技
術
さ
え
残
せ
ば
、

つ
く
る
も
の
は
時
代
と
と
も
に
変
わ
っ
て
い
っ

て
も
い
い
ん
で
す
」。

前
田
さ
ん
は
今
、
そ
ん
な
だ
ん
じ
り
彫
刻
で
培
っ

た
技
術
を
他
の
ジ
ャ
ン
ル
に
も
生
か
し
、
世
界

に
飛
び
出
し
て
い
る
。
オ
ラ
ン
ダ
の
デ
ザ
イ
ナ
ー

と
組
ん
で
つ
く
っ
た
コ
ー
ス
タ
ー
や
プ
レ
ー
ト
、

上
の
写
真
で
製
作
中
な
の
は
、
ベ
ト
ナ
ム
の
ホ

テ
ル
に
飾
る
欄
間…

。

「
２
０
１
９
年
（
令
和
元
年
）
に
ド
バ
イ
の
見
本

市
に
出
展
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
の
伝
統
工
芸
は

海
外
の
ほ
う
が
評
価
が
高
い
と
実
感
し
ま
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
で
も
そ
う
。
日
本
だ
と
工
芸
か
ア
ー

ト
か
と
線
引
き
を
さ
れ
ま
す
が
、
海
外
だ
と
そ

ん
な
分
類
は
無
用
。
良
い
も
の
は
良
い
と
す
ぐ

に
評
価
し
て
く
れ
ま
す
。
そ
れ
に
今
は
、
海
外

の
ほ
う
が
勢
い
が
あ
る
し
」。

そ
う
話
す
前
田
さ
ん
の
ま
な
ざ
し
は
、
こ
れ
か

ら
の
道
筋
を
し
っ
か
り
と
彫
り
刻
ん
で
い
る
よ

う
に
見
え
た
。

（
ル
イ
ス
）

で
見
据
え
て
、
次
の
一
手
を
考
え
て
い
る
。

「
岸
和
田
で
は
、
だ
ん
じ
り
の
仕
事
が
な
く
な
る

け
ど
、
職
人
は
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
ま
す
。
仕

事
の
取
り
合
い
や
価
格
破
壊
が
起
こ
っ
て
い
ま

す
。
い
っ
そ
の
こ
と
ま
っ
た
く
関
係
な
い
場
所

に
移
転
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
縁
が

あ
っ
て
、
天
満
の
こ
の
場
所
に
来
ま
し
た
。
こ

の
ビ
ル
の
１
階
は
、
天
神
祭
で
鳳
神
輿
が
休
憩

す
る
場
所
に
な
っ
て
い
る
ん
だ
そ
う
で
す
。
た

ま
た
ま
で
す
が
、
僕
は
堺
の
鳳
出
身
な
の
で
、

縁
を
感
じ
て
こ
こ
に
工
房
を
構
え
よ
う
と
決
め

た
ん
で
す
」。

こ
う
し
て
２
０
２
１
年
（
令
和
３
年
）、
木
彫
前

田
工
房
は
天
満
に
や
っ
て
来
た
。

前
田
さ
ん
は
堺
の
鳳
の
出
身
だ
。
鳳
に
も
だ
ん

じ
り
が
あ
り
、
幼
少
期
か
ら
だ
ん
じ
り
が
好
き
で
、

な
ん
と
３
歳
の
頃
か
ら
だ
ん
じ
り
を
曳
い
て
い

た
と
か
。
そ
ん
な
前
田
さ
ん
の
人
生
を
変
え
る

出
来
事
が
小
学
４
年
生
の
と
き
に
起
こ
っ
た
。

修
理
に
出
て
い
た
だ
ん
じ
り
が
新
し
く
な
っ
て

戻
っ
て
き
た
の
だ
。
そ
の
姿
を
目
に
し
た
と
き
、

雷
に
打
た
れ
た
よ
う
な
衝
撃
が
走
っ
た
の
だ
と

か
。
そ
も
そ
も
、
だ
ん
じ
り
は
昔
か
ら
そ
こ
に

あ
る
も
の
で
、
今
で
も
新
し
く
つ
く
ら
れ
て
い

る
と
い
う
発
想
が
な
か
っ
た
。「
新
し
く
彫
ら
れ

た
彫
刻
の
美
し
い
こ
と
。
今
の
時
代
に
も
だ
ん

じ
り
の
彫
刻
を
彫
る
人
が
い
る
！　
自
分
で
も

だ
ん
じ
り
を
つ
く
っ
て
み
た
い
、
彫
刻
を
彫
っ

て
み
た
い
と
思
っ
た
ん
で
す
」。

隣
町
に
移
っ
た
高
校
時
代
に
町
会
で
だ
ん
じ
り

を
新
調
す
る
こ
と
に
な
り
、
新
調
委
員
会
に
入

れ
て
も
ら
っ
た
。
そ
こ
で
の
ち
の
親
方
と
な
る

木
彫
師
と
出
会
い
、
木
彫
り
の
仕
事
を
間
近
で

見
る
機
会
を
得
て
、
魅
了
さ
れ
る
。
小
学
校
時

代
の
夢
が
い
よ
い
よ
現
実
の
も
の
に
近
づ
き
つ

つ
あ
っ
た
。
高
校
を
卒
業
す
る
と
き
に
は
、
木

彫
師
に
な
り
た
い
と
両
親
に
訴
え
た
。
し
か
し

反
対
さ
れ
、
大
学
へ
。
ま
だ
両
親
を
説
得
す
る

だ
け
の
覚
悟
が
な
か
っ
た
。

大
学
卒
業
後
も
就
職
を
し
た
の
だ
け
ど
、
就
職

だ
ん
じ
り
の
新
調
は
も
う
な
い
で
す

で
も
︑
だ
ん
じ
り
の
木
彫
り
の
技
術
が
あ
れ
ば

た
い
て
い
の
彫
刻
が
で
き
ま
す

だ
ん
じ
り
の
新
調
は
も
う
な
い
で
す

で
も
︑
だ
ん
じ
り
の
木
彫
り
の
技
術
が
あ
れ
ば

た
い
て
い
の
彫
刻
が
で
き
ま
す

前
田
暁
彦
さ
ん
の
修
行
時
代
か
ら
今
日
ま
で
を
代
表
的
な
仕
事
と
と
も
に
振
り
返
り
、
さ
ら
に
木
彫
師
の
未
来
を
語
る
自
伝
本
『
好
き
な
こ
と
を
仕
事
に
変
え
た
木
彫
師
』（
ギ
ャ
ラ
ク
シ
ー
ブ
ッ
ク
ス
／
２
０
２
２
）
は
、
ア
マ
ゾ
ン
公
式
サ
イ
ト
よ
り
オ
ン
デ
マ
ン
ド
ペ
ー
パ
ー
バ
ッ
ク
で
発
売
中
。

「
神
武
東
征
」

（
主
屋
根
枡
合
正
面
）

「
唐
獅
子 

梅
枝
」

（
木
鼻 

右
）

「
描
龍
」

（
番
号
持
ち
）

「
柴
田
勝
家

水
瓶
を
砕
い
て

名
誉
を
顕
す
」

（
大
連
子
正
面
）

「
信
長
公 

ル
イ
ス
フ
ロ
イ
ス
謁
見
」

（
縁
葛
正
面
）

「
山
崎
合
戦
」

（
松
良 

右
）

「
本
能
寺
の
変
」

（
松
良 

左
）

「
本
能
寺
大
茶
会
」

（
小
連
子
正
面
）

「
天
乃
巌
戸
開
き
」

（
主
屋
根
枡
合
右
面
）

「
八
岐
大
蛇
退
治
」

（
主
屋
根
枡
合
左
面
）

「
信
長
公
、

蘇
鉄
の
怪
異
を
怒
り
た
ま
ふ
」

（
土
呂
幕
正
面
）

大阪府堺市毛穴町だんじり （植山工務店）

『
木
彫
前
田
工
房
』
木
彫
師 

前
田
暁
彦
さ
ん
に
聞
く

だ
ん
じ
り
木
彫
り
の
す
ご
い
と
こ
ろ

だ
ん
じ
り
木
彫
り
の
す
ご
い
と
こ
ろ

「
唐
獅
子 

か
い
ち
鈴
」

（
木
鼻 

左
）
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印
鑑

手
製
本

こ
の
道
半
世
紀
。
名
工
と
呼
ば
れ
た
『
三
枝
堂
』
の
３
代
目
に
仕
え
た
マ
イ
ス
タ
ー
に
聞
く

『
本
の
ア
ト
リ
エ
Ｅ
Ｉ
Ｋ
Ｏ
』
中
尾
エ
イ
コ
さ
ん
に
聞
く
、
手
製
本
の
楽
し
さ

装
丁
は
無
限
の
イ
メ
ー
ジ
を

自
由
に
乗
せ
る
こ
と
が
で
き
る
け
ど
︑

本
の
つ
く
り
方
や
か
た
ち
自
体
は

昔
か
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
ん
で
す
︒

装
丁
は
無
限
の
イ
メ
ー
ジ
を

自
由
に
乗
せ
る
こ
と
が
で
き
る
け
ど
︑

本
の
つ
く
り
方
や
か
た
ち
自
体
は

昔
か
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
ん
で
す
︒

南
森
町
交
差
点
か
ら
天
神
橋
筋
商
店
街
を
北
へ

す
ぐ
の
と
こ
ろ
に
、
手
彫
り
の
印
鑑
の
お
店
『
三

枝
堂
』
が
あ
る
。
１
９
０
１
年
（
明
治
34
年
）

創
業
。
先
日
亡
く
な
ら
れ
た
と
の
こ
と
だ
が
、

１
級
技
能
士
、
全
国
技
能
グ
ラ
ン
プ
リ
優
勝
、

労
働
大
臣
賞
、
な
に
わ
の
名
工
な
ど
数
多
く
の

賞
を
受
賞
さ
れ
た
３
代
目
の
松
浦
秀
夫
さ
ん
を

輩
出
し
た
名
店
だ
。
現
在
は
秀
夫
さ
ん
の
奥
さ

ん
が
４
代
目
と
し
て
店
を
切
り
盛
り
さ
れ
、
３

代
目
に
仕
え
た
職
人
さ
ん
が
印
鑑
の
手
彫
り
の

技
を
継
承
さ
れ
て
い
る
。
く
だ
ん
の
職
人
さ
ん
は
、

「
名
前
が
出
た
り
す
る
の
は
好
き
じ
ゃ
な
い
」
と

お
っ
し
ゃ
る
無
銘
の
人
た
ら
ん
と
す
る
無
口
な

マ
イ
ス
タ
ー
。
18
歳
で
三
枝
堂
に
入
り
、
御
年

72
歳
。
こ
の
道
半
世
紀
を
超
え
る
大
ベ
テ
ラ
ン
だ
。

訥
々
と
、
や
が
て
雄
弁
に
語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。

手
彫
り
と
い
え
ば
一
点
物
。
ゆ
え
に
ま
ね
す
る

こ
と
が
で
き
ず
、
偽
造
さ
れ
に
く
い
イ
メ
ー
ジ

が
あ
る
。

「
近
頃
は
印
影
を
ス
キ
ャ
ン
し
て
、
そ
の
デ
ー
タ

を
彫
刻
機
に
か
け
た
ら
ま
ね
は
で
き
る
」
と
身

も
ふ
た
も
な
い
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
。

「
彫
刻
機
で
粗
彫
り
し
、
そ
の
後
、
手
彫
り
で
仕

上
げ
る
。
機
械
（
彫
刻
機
）
で
は
表
現
で
き
な

い
柔
ら
か
い
曲
線
を
印
刀
で
彫
る
ん
や
。
横
棒

１
つ
取
っ
て
も
、
直
線
で
は
な
く
て
、
な
ん
と

も
言
え
ん
微
妙
な
カ
ー
ブ
が
か
か
っ
て
い
る
。

そ
れ
が
字
の
丸
み
に
つ
な
が
り
、
味
に
な
る
。

印
鑑
屋
は
字
を
つ
く
る
の
が
大
切
な
ん
や
」。
そ

れ
こ
そ
が
彫
り
師
の
セ
ン
ス
が
問
わ
れ
る
と
こ

ろ
で
、
ス
キ
ャ
ン
と
コ
ピ
ー
で
素
人
の
目
は
だ

ま
せ
て
も
、
専
門
家
の
目
に
は
そ
の
違
い
は
一

目
瞭
然
な
の
だ
そ
う
だ
。

さ
ら
に
、
三
枝
堂
に
は
、
３
代
目
が
開
発
し
た

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
フ
ォ
ン
ト
が
あ
る
。
篆
書
体
の

１
種
で
、
な
ん
と
フ
ォ
ン
ト
１
セ
ッ
ト
約
７
０

０
０
文
字
を
丸
々
開
発
さ
れ
た
そ
う
だ
。
今
、

僕
た
ち
が
パ
ソ
コ
ン
等
で
使
っ
て
い
る
Ｊ
Ｉ
Ｓ

第
１
水
準
と
第
２
水
準
を
併
せ
る
と
６
８
７
９

文
字
な
の
で
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
網
羅
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
３
代
目
が
１
人
で
開
発
さ
れ
た
。

「
３
代
目
の
遺
産
を
使
っ
て
、
私
ら
は
商
売
さ
せ

て
も
ら
っ
て
る
」
と
話
す
。

印
鑑
に
使
う
書
体
は
一
般
に
、
楷
書
体
、
篆
書
体
、

古
印
体
の
３
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
さ
ら
に
縦
書
き
、

横
書
き
、
筋
違
い
（
斜
め
書
き
）
等
の
レ
イ
ア

ウ
ト
が
あ
り
、
材
質
は
水
牛
や
柘
（
ツ
ゲ
）
な
ど
。

通
常
は
そ
れ
ら
を
選
ん
で
、
注
文
す
る
。

「
今
は
柘
が
多
い
な
。
で
も
、
柘
は
落
と
す
と
欠

け
や
す
い
。
水
牛
の
ほ
う
が
強
い
。
そ
れ
に
深

く
彫
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
彫
り

が
深
い
と
欠
け
や
す
い
し
な
」。

言
う
ま
で
も
な
く
、
彫
り
の
作
業
は
デ
リ
ケ
ー

ト
だ
。
彫
刻
機
で
粗
彫
り
し
た
印
面
に
、
墨
を

染
み
込
ま
せ
た
綿
棒
を
た
た
く
よ
う
に
し
て
墨

を
乗
せ
、
粗
彫
り
し
た
文
字
を
浮
か
び
上
が
ら

せ
る
。
布
で
拭
っ
て
墨
を
乗
せ
る
と
、
彫
っ
た

と
こ
ろ
に
墨
が
入
り
込
ん
で
し
ま
い
、
文
字
が

浮
か
び
上
が
ら
な
い
。
墨
を
乗
せ
る
と
、
印
刀

を
握
る
。
理
屈
は
分
か
る
が
、
コ
ン
マ
数
ミ
リ

の
話
な
の
で
、
理
屈
を
超
え
て
い
る
。

「
若
い
頃
は
企
業
向
け
の
丸
判
を
１
日
に
２
〜
３

本
は
彫
っ
た
も
ん
や
。
夜
な
べ
も
よ
く
や
っ
た
。

し
か
し
、
年
齢
を
重
ね
る
と
目
が
見
え
な
く
な

る
し
、
根
気
や
集
中
力
が
な
く
な
っ
て
き
た
。

今
は
１
日
に
１
本
と
い
っ
た
と
こ
ろ
。
そ
も
そ
も
、

〝
ハ
ン
コ
屋
は
タ
ニ
シ
の
江
戸
行
き
〞
と
い
う

言
葉
が
あ
る
。
印
鑑
づ
く
り
に
は
時
間
が
か
か

る
ん
や
。
急
ぎ
の
仕
事
に
は
ロ
ク
な
も
の
が
な

い
と
、
２
代
目
の
奥
さ
ん
が
よ
く
言
っ
て
い
た
」。

昔
、
実
印
に
は
ど
ち
ら
が
上
か
す
ぐ
に
分
か
る

た
め
の
ア
タ
リ
が
な
い
と
教
わ
っ
た
。
重
要
な

場
面
で
の
押
印
の
際
、
今
一
度
印
鑑
の
文
字
の

上
下
を
確
認
し
、
ひ
と
呼
吸
置
く
た
め
だ
。
時

間
を
か
け
る
こ
と
が
大
切
な
場
合
も
あ
る
。
そ

う
い
う
と
き
こ
そ
、
時
間
と
手
間
を
掛
け
て
つ

く
ら
れ
た
手
彫
り
の
印
鑑
を
使
い
た
い
。
ク
リ
ッ

ク
１
つ
で
す
ぐ
に
物
が
手
に
入
る
時
代
に
あ
っ

て
、
時
間
が
か
か
る
こ
と
の
大
切
さ
を
、
手
彫

り
の
印
鑑
は
教
え
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思

う
。（
ル
イ
ス
）

大
阪
天
満
宮
か
ら
東
に
５
分
ほ
ど
歩
い
た
場
所

に
、
お
手
製
の
本
が
並
ん
だ
、
一
風
変
わ
っ
た

ス
ペ
ー
ス
の
『
本
の
ア
ト
リ
エ
Ｅ
Ｉ
Ｋ
Ｏ
』
が

あ
り
ま
す
。
ど
う
や
ら
世
界
に
１
冊
だ
け
の
本

を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
ア
ト
リ
エ
な
の
だ
と

か
。
本
を
読
ん
だ
り
書
い
た
り
す
る
の
が
仕
事

の
一
部
で
あ
る
私
で
す
が
、
さ
す
が
に
本
を
手

づ
く
り
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、

ア
ト
リ
エ
を
主
宰
さ
れ
て
い
る
中
尾
エ
イ
コ
さ
ん

に
、
手
製
本
に
つ
い
て
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

「
元
々
、
本
の
か
た
ち
が
好
き
だ
っ
た
ん
で
す
」。

そ
う
語
る
中
尾
さ
ん
は
、
子
育
て
中
に
手
製
本

の
こ
と
を
知
り
、
そ
の
技
術
を
カ
ル
チ
ャ
ー
セ

ン
タ
ー
で
学
ん
だ
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
こ
の

世
界
に
ど
っ
ぷ
り
は
ま
り
ま
し
た
。
娘
さ
ん
が

話
し
た
言
葉
を
手
書
き
で
表
現
し
、
自
身
で
製

本
し
た
『
ア
ム
ち
ゃ
ん
の
詩
』
を
個
展
に
出
品

し
た
と
こ
ろ
、
通
り
が
か
り
の
人
が
買
っ
て
く

れ
た
こ
と
で
自
信
が
付
き
、
ア
ト
リ
エ
兼
教
室

を
開
く
ま
で
に
。
そ
れ
か
ら
40
年
以
上
、
手
製

本
の
道
を
究
め
続
け
、
海
外
の
コ
ン
ク
ー
ル
で

の
受
賞
歴
も
多
数
あ
り
ま
す
。

手
製
本
の
大
ま
か
な
手
順
は
次
の
通
り
で
す
。

（
１
）
ペ
ー
ジ
順
に
ま
と
め
ら
れ
た
本
文
紙
を
、

糸
に
よ
る
中
綴
じ
・
平
綴
じ
・
か
が
り
綴
じ
な

ど
の
方
法
で
綴
じ
合
わ
せ
ま
す
。

（
２
）
綴
じ
た
本
文
紙
を
仕
上
が
り
サ
イ
ズ
に
裁

断
し
、
背
に
丸
み
を
出
し
た
後
、
表
紙
の
ボ
ー

ル
紙
と
厚
み
を
揃
え
る
た
め
の
バ
ッ
キ
ン
グ
を

お
こ
な
い
ま
す
。

（
３
）
最
後
は
装
丁
。
表
紙
、
背
表
紙
、
裏
表
紙

な
ど
を
付
け
た
ら
完
成
で
す
。

こ
の
な
か
で
１
番
気
を
使
う
の
が
、（
２
）
の

バ
ッ
キ
ン
グ
。
製
本
の
背
の
部
分
は
一
般
的
に

「
丸
背
」
か
「
角
背
」
で
仕
上
げ
ま
す
が
、
厚
み

の
あ
る
本
は
、
背
表
紙
が
凸
の
丸
み
、
小
口
（
こ

ぐ
ち
＝
本
を
開
い
た
と
き
に
紙
の
両
端
に
な
る

部
分
）
が
凹
の
丸
み
に
な
る
「
丸
背
」
に
し
ま
す
。

丸
背
に
す
る
こ
と
で
、
本
を
開
く
と
き
に
し
な
り
、

ペ
ー
ジ
が
め
く
り
や
す
く
な
る
と
と
も
に
、
強

度
も
増
す
の
で
、
本
を
立
て
て
収
納
す
る
際
に

型
崩
れ
し
に
く
い
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
の

だ
そ
う
で
す
。「
こ
の
バ
ッ
キ
ン
グ
が
１
番
難
し

い
の
で
、
や
っ
て
い
る
人
は
少
な
い
と
思
い
ま

す
」
と
中
尾
さ
ん
は
言
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
、

こ
こ
に
ひ
と
手
間
掛
け
る
こ
と
が
、
本
の
か
た

ち
を
整
え
る
上
で
大
切
な
の
で
す
ね
。

（
３
）
の
装
丁
は
、
最
も
自
由
度
の
高
い
工
程
。

革
を
使
っ
た
り
、
布
や
紙
を
使
っ
た
り
、
じ
つ

に
さ
ま
ざ
ま
。

「
布
の
裏
に
和
紙
を
貼
る
こ
と
で
、
装
丁
の
材
料

と
し
て
使
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
、
そ
れ
を
つ

く
り
だ
め
す
る
の
が
楽
し
い
で
す
。
布
を
わ
ざ

わ
ざ
買
い
に
行
か
な
く
て
も
、
子
ど
も
の
パ
ジ
ャ

マ
な
ど
既
存
の
布
を
生
か
せ
る
の
も
魅
力
で
す
」

と
中
尾
さ
ん
が
言
う
よ
う
に
、
ア
ト
リ
エ
に
は

長
年
に
わ
た
っ
て
蓄
え
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
柄

の
布
が
ズ
ラ
リ
。
か
わ
い
い
布
や
紙
に
囲
ま
れ

た
ア
ト
リ
エ
は
、
女
子
に
は
た
ま
ら
な
い
空
間

で
し
ょ
う
。

「
技
術
は
教
え
ま
す
が
、
無
限
の
イ
メ
ー
ジ
を
自

由
に
乗
せ
る
こ
と
が
で
き
る
装
丁
は
、
そ
の
人

が
ど
う
し
た
い
か
で
ま
っ
た
く
違
う
も
の
に
な

り
ま
す
」
と
中
尾
さ
ん
。
し
か
も
手
製
本
は
特

殊
な
道
具
や
機
械
が
不
要
な
の
で
、
誰
で
も
気

軽
に
で
き
そ
う
な
気
が
し
て
く
る
の
で
す
が
、

「
手
製
本
は
奥
深
く
て
難
し
い
で
す
。
こ
う
い
う

こ
と
を
し
た
い
と
考
え
る
人
は
多
い
で
す
が
、

熱
意
が
な
い
と
続
き
ま
せ
ん
。
何
十
年
も
続
け

な
い
と
分
か
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
。
本

の
つ
く
り
方
や
か
た
ち
自
体
は
昔
か
ら
変
わ
っ

て
い
な
く
て
、
そ
こ
に
は
歴
史
が
埋
め
込
ま
れ

て
い
る
ん
で
す
」。

こ
の
よ
う
に
、
中
尾
さ
ん
は
伝
統
的
な
製
本
技

術
を
ベ
ー
ス
に
、
装
丁
に
趣
向
を
凝
ら
し
た
一

点
物
の
本
を
生
み
出
し
続
け
て
い
ま
す
。
本
の

修
理
も
請
け
負
っ
て
お
り
、
劣
化
し
た
古
本
を

新
し
い
か
た
ち
・
素
材
の
も
の
に
生
ま
れ
変
わ

ら
せ
る
こ
と
も
。
そ
ん
な
中
尾
さ
ん
の
お
話
を

う
か
が
う
と
、
こ
れ
か
ら
は
本
の
中
身
だ
け
で

な
く
、
か
た
ち
や
手
触
り
を
し
っ
か
り
味
わ
っ

て
い
こ
う
と
思
え
て
き
ま
す
。（
松
岡
慧
祐
）

オリジナルのフォントをベースに
手彫りするので、偽装されにくい。

本の美観と強度を増し、
ページを開きやすくする「丸み出し」と「バッケ出し」

❶ 丸み出し

❷ バッケ出し（耳出し）

偽
造
防
止
の
た
め
、
こ
の
画
像
で
は
印
鑑
の
半
分
を
ボ
カ
し
て
い
ま
す
。

深く彫ると細い線などは
欠けやすくなる。
深彫りがいいわけではない。

横棒も単なる直線ではなく
微妙なカーブがかかり、
それが味となる。

本文がばらけないように、
紙帯とテープでガチガチに包む

指で紙を押さえながら
手前に引っ張り、
背の部分に丸みを付けていく

本文紙（本の中身）の背の丸み出しをおこなった後、
中身の背のかたちを整え、耳を出す作業。

耳。バッケ出し（耳出し）は
表紙のボールの厚さと同じ高さで
倒していく

バッキング機を使って
本文紙を両側から強力に締め付けて
固定する

バッケ出し用のハンマーを使って
たたきながら耳を出す

丸みが付いてきている

本文紙の2/3をつかんで、
手前に引き、背に丸みを付ける

バッケ出しをした後、
背に接着剤を塗って乾かす

バッケ出しの目的は、
本の開きを良くするだけでなく、
小口が前へ飛び出すのを防ぐため

印
鑑
屋
は
字
を
つ
く
る
こ
と
が
大
切
︒

横
棒
も
単
な
る
直
線
で
は
な
く
︑

微
妙
な
丸
み
が
味
に
な
る

印
鑑
屋
は
字
を
つ
く
る
こ
と
が
大
切
︒

横
棒
も
単
な
る
直
線
で
は
な
く
︑

微
妙
な
丸
み
が
味
に
な
る
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刃
物

今
回
は
、
つ
ひ
ま
ぶ
編
集
ス
タ
ッ
フ
激
推
し
の
『
猫

舌
堂
』
の
ス
プ
ー
ン
『iisazy

』
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
。

２
０
２
０
年
（
令
和
２
年
）
の
発
売
以
来
、
約
２
万

本
も
売
れ
て
お
り
、
私
の
周
り
で
も
愛
用
者
が
多
い
。

と
に
か
く
使
い
や
す
い
ら
し
い
。
ア
ラ
フ
ィ
フ
を
迎

え
、
カ
ト
ラ
リ
ー
へ
の
違
和
感
を
持
ち
は
じ
め
て
い

た
私
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
暁
光
と
な
る
の
か
？
　
興

味
津
々
で
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
ま
し
た
。

全
長
17
㎝
で
デ
ザ
ー
ト
用
く
ら
い
。
素
材
は
良
質
な

ス
レ
ン
レ
ス
ス
チ
ー
ル
18  

８
、
新
潟
県
燕
市
製
の

ス
グ
レ
モ
ノ
。
口
に
含
む
ツ
ボ
部
分
は
小
さ
め
で
平

た
く
、
厚
み
も
薄
い
。
持
ち
手
へ
つ
な
が
る
傾
斜
が

緩
や
か
な
た
め
に
、
唇
か
ら
引
き
抜
く
と
き
に
、
上

唇
に
「
ガ
チ
ッ
」
と
当
た
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
口
当
た
り
の
良
さ
は
た
だ
物
で
は
な
い
で
す
ね
。

手
に
取
る
と
高
級
感
が
あ
る
の
に
意
外
と
軽
く
、
優

美
な
光
沢
は
手
磨
き
仕
上
げ
な
ら
で
は
。
使
い
や
す

い
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
な
ら
食
事
の
所
作
も
美
し
く

映
え
そ
う
で
す
。
私
の
好
み
に
ド
ン
ピ
シ
ャ
で
、
こ

れ
は
め
ぐ
り
合
っ
た
感
あ
り
！
　
　

な
ぜ
こ
ん
な
に
も
使
い
や
す
い
ス
プ
ー
ン
が
生
ま
れ

た
の
か
。『
猫
舌
堂
』
代
表
の
柴
田
敦
巨
（
あ
つ
こ
）

さ
ん
に
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。
元
々
は
柴
田
さ

ん
ご
自
身
が
２
０
１
４
年
（
平
成
26
年
）
に
耳
下
腺

が
ん
を
患
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
ス
プ
ー
ン
誕
生
の

き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。

「
口
元
に
ま
ひ
が
残
っ
た
せ
い
で
、
日
常
生
活
に
復
帰

し
て
も
、
人
前
で
の
食
事
を
避
け
る
よ
う
に
な
っ
た

ん
で
す
。
食
べ
こ
ぼ
し
が
増
え
、
口
の
周
り
も
汚
す

し
、
食
べ
る
姿
を
他
人
に
見
ら
れ
る
の
が
イ
ヤ
に
な

り
ま
し
た
。
大
好
き
な
同
僚
と
飲
み
に
行
く
の
も

お
っ
く
う
に
な
り
、
自
分
が
弱
い
人
間
に
な
っ
た
気

さ
え
し
ま
し
た
」。〝
食
べ
づ
ら
さ
〞
と
い
う
身
体
的

な
悩
み
が
、
や
が
て
心
に
影
を
落
と
し
ま
す
。

転
機
は
、
病
を
通
じ
て
で
き
た
仲
間
と
同
じ
悩
み
で

盛
り
上
が
っ
た
と
き
。「
自
分
は
１
人
じ
ゃ
な
い
ん
だ

と
思
え
て
、
心
の
底
か
ら
ホ
ッ
と
で
き
た
ん
で
す
」。

こ
の
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
食
べ
る
喜
び
を
取

り
戻
し
た
い
と
一
念
発
起
し
、
起
業
。
カ
ト
ラ
リ
ー

を
使
っ
て
「
食
べ
る
こ
と
へ
の
バ
リ
ア
」
を
解
消
す

る
た
め
、『
猫
舌
堂
』
の
ス
プ
ー
ン
が
誕
生
し
ま
す
。

「
仲
間
に
は
が
ん
治
療
で
舌
を
全
摘
出
し
て
い
る
方
も

い
ま
す
。
舌
は
味
覚
だ
け
で
な
く
口
腔
内
で
食
べ
物

を
ま
と
め
る
役
割
も
担
っ
て
い
る
た
め
、
舌
と
同
様

に
ス
プ
ー
ン
を
使
っ
て
滑
ら
か
に
回
転
さ
せ
て
喉
に

運
ぶ
必
要
が
あ
り
ま
す
。
通
常
の
ス
プ
ー
ン
で
は

引
っ
掛
か
り
や
す
く
、
口
の
な
か
に
食
べ
物
が
入
り

過
ぎ
て
窒
息
し
そ
う
に
な
っ
た
り
、
む
せ
た
り
、
こ

ぼ
れ
た
り
と
、
毎
回
の
食
事
が
命
懸
け
な
ん
で
す
」。

そ
ん
な
経
験
か
ら
生
ま
れ
た
ス
プ
ー
ン
は
こ
だ
わ
り
に

こ
だ
わ
り
を
重
ね
、
口
当
た
り
の
心
地
良
さ
が
徹
底
的

に
追
求
さ
れ
、
離
乳
食
期
の
幼
児
か
ら
高
齢
者
ま
で
、

ど
ん
な
人
に
も
使
い
や
す
い
と
評
判
を
呼
び
ま
す
。

こ
れ
な
ら
老
若
男
女
問
わ
ず
、
毎
日
使
っ
て
喜
ば
れ
る

一
生
モ
ノ
の
手
み
や
げ
に
な
る
こ
と
間
違
い
な
し
！
　

ギ
フ
ト
向
け
の
「
月
見
桜
（
ピ
ン
ク
ゴ
ー
ル
ド
色
）」

に
は
、
会
え
な
く
て
も
同
じ
月
を
見
上
げ
て
い
る
よ

と
励
ま
し
合
っ
た
仲
間
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る

そ
う
。
早
速
、
母
に
は
「
月
見
桜
」
を
、
審
美
眼
の

あ
る
う
る
さ
型
の
親
友
と
自
分
用
に
は
シ
ル
バ
ー
を

購
入
。
心
地
良
い
口
当
た
り
を
想
像
し
な
が
ら
わ
く

わ
く
感
で
い
っ
ぱ
い
の
私
な
の
で
し
た
。（
吉
野
早
苗
）

天
神
橋
３
丁
目
商
店
街
に
あ
る
三
和
通
産
の
不
動
産

シ
ョ
ッ
プ
『
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
』
の
前
を
通
り
か
か
る

と
、
店
先
の
ラ
ッ
ク
に
数
種
類
の
地
域
イ
ラ
ス
ト
マ

ッ
プ
が
配
架
さ
れ
て
い
ま
す
。
界
隈
の
歴
史
資
源
を

ま
と
め
た
「
南
森
町
マ
ッ
プ
」
に
加
え
て
、「
グ
ル
メ

マ
ッ
プ
」「
ラ
ー
メ
ン
マ
ッ
プ
」「
カ
フ
ェ
マ
ッ
プ
」

「
パ
ン
と
ケ
ー
キ
と
ス
イ
ー
ツ
の
地
図
」、
さ
ら
に
は

「
子
育
て
マ
ッ
プ
」
ま
で
。
不
動
産
会
社
が
物
件
の
広

告
に
周
辺
の
マ
ッ
プ
を
掲
載
す
る
こ
と
は
珍
し
く
あ

り
ま
せ
ん
が
、
南
森
町
だ
け
で
こ
の
種
類
の
多
さ
は

た
だ
事
で
は
な
い…

。
そ
こ
で
、
マ
ッ
プ
制
作
の
経

緯
に
つ
い
て
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

マ
ッ
プ
を
制
作
し
た
の
は
、
経
営
企
画
室
の
池
田
佳

那
栄
さ
ん
。
企
画
・
リ
サ
ー
チ
か
ら
デ
ザ
イ
ン
ま
で
、

す
べ
て
１
人
で
手
掛
け
て
い
る
そ
う
で
す
。
元
々
池

田
さ
ん
は
営
業
職
で
し
た
が
、
結
婚
・
出
産
に
よ
り

土
日
祝
の
勤
務
が
難
し
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
事
務

職
に
異
動
。「
自
分
に
な
に
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
役
割

を
探
す
な
か
で
、
芸
大
出
身
で
デ
ザ
イ
ン
な
ら
で
き

る
の
で
、
知
ら
な
い
土
地
に
移
り
住
ん
で
く
る
方
々

へ
の
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
、
こ
う
い
う
マ
ッ
プ
づ
く
り

が
で
き
る
と
提
案
し
た
ん
で
す
」
と
池
田
さ
ん
。
当

初
は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
情
報

を
ま
と
め
た
簡
易
的
な
「
南
森
町
周
辺
マ
ッ
プ
」
を

公
開
し
て
い
ま
し
た
が
、
物
件
の
入
居
者
や
通
り
す

が
り
の
人
に
配
布
す
る
た
め
に
、
紙
の
マ
ッ
プ
を
つ

く
る
こ
と
に
。「
既
存
の
マ
ッ
プ
を
活
用
す
る
手
も
あ

り
ま
し
た
が
、
い
ろ
い
ろ
な
マ
ッ
プ
を
見
た
と
き
に

魅
力
が
伝
わ
り
に
く
い
と
感
じ
た
の
で
、
も
ら
っ
た

人
が
う
れ
し
く
な
る
よ
う
な
マ
ッ
プ
を
た
く
さ
ん
つ

く
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。
紙
な
の
で
、
冷
蔵
庫
に
張

っ
て
も
ら
え
る
の
が
目
標
で
す
」。

そ
れ
か
ら
は
怒
濤
の
勢
い
で
、
わ
ず
か
１
年
の
間
に

前
述
の
よ
う
な
マ
ッ
プ
を
次
々
と
つ
く
り
出
し
て
い

き
ま
し
た
。
さ
ら
に
驚
き
な
の
が
、
こ
れ
ま
で
に
15

回
は
マ
ッ
プ
の
情
報
を
更
新
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

「
こ
の
あ
た
り
は
店
の
入
れ
替
わ
り
も
激
し
い
の
で
、

１
年
前
と
情
報
が
変
わ
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
の

が
イ
ヤ
で…

」
と
語
る
池
田
さ
ん
で
す
が
、
そ
こ
に

不
動
産
の
プ
ロ
と
し
て
の
矜
持
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

ま
た
、
池
田
さ
ん
は
北
区
の
ま
ち
歩
き
に
も
参
加
し

て
地
域
の
歴
史
を
勉
強
し
、
マ
ッ
プ
に
反
映
す
る
こ

と
で
、
店
情
報
だ
け
で
は
伝
え
切
れ
な
い
多
層
的
な

地
域
の
魅
力
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
出
色
な

の
が
、「
子
育
て
マ
ッ
プ
」。
行
政
が
つ
く
る
も
の
と

は
違
い
、
実
際
に
子
育
て
を
す
る
親
の
目
線
か
ら
、

習
い
事
の
教
室
や
子
ど
も
服
の
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
が
カ

バ
ー
さ
れ
た
実
用
性
の
高
い
マ
ッ
プ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
マ
ッ
プ
は
物
件
情
報
の
広
告
と
セ
ッ
ト
で

配
架
さ
れ
て
お
り
、
広
告
だ
け
で
は
な
か
な
か
手
に

取
っ
て
く
れ
な
い
人
々
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
も

な
っ
て
い
る
の
だ
そ
う
。
観
光
客
に
も
地
元
住
民
に

も
好
評
で
、
町
会
長
さ
ん
か
ら
は
お
褒
め
の
言
葉
を

い
た
だ
い
た
の
だ
と
か
。
顧
客
サ
ー
ビ
ス
に
も
抜
か

り
は
な
く
、
例
え
ば
若
い
人
に
は
「
カ
フ
ェ
マ
ッ
プ

＋
ラ
ー
メ
ン
マ
ッ
プ
」
と
い
う
よ
う
に
、
顧
客
の
属

性
に
合
わ
せ
て
渡
す
マ
ッ
プ
を
使
い
分
け
て
い
る
そ

う
で
す
。
今
は
新
た
に
「
カ
レ
ー
マ
ッ
プ
」
を
つ
く

る
た
め
に
食
べ
歩
き
中
、
と
い
う
お
話
を
聞
い
た
矢

先
で
し
た
が
、
そ
の
前
に
「
お
花
見
マ
ッ
プ
」
が
季

節
に
合
わ
せ
て
配
架
さ
れ
て
い
ま
し
た
（
笑
）　
自
分

で
仕
事
を
つ
く
り
出
そ
う
と
す
る
だ
け
で
も
素
晴
ら

し
い
と
思
う
の
で
す
が
、
池
田
さ
ん
は
そ
れ
を
も
超

え
て
、
そ
こ
ま
で
や
ら
な
く
て
も…

、
と
思
わ
せ
る

ほ
ど
の
こ
と
を
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。

で
も
、
そ
ん
な
熱
量
溢
れ
る
す
て
き
な
お
仕
事
ぶ
り

か
ら
、「
マ
ッ
プ
に
人
あ
り
」
を
あ
ら
た
め
て
実
感
さ

せ
ら
れ
た
の
で
し
た
。（
松
岡
慧
祐
）

不
動
産
シ
ョ
ッ
プ

『
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
』
の

南
森
町
だ
け
で
６
種
の
マ
ッ
プ

不
動
産
シ
ョ
ッ
プ

『
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
』
の

南
森
町
だ
け
で
６
種
の
マ
ッ
プ

考
現
學

北
区

マ
ッ
プ

イ
ン
デ
ィ
ー
ズ
系

社
会
学
者
の

イ
ン
デ
ィ
ー
ズ
系

社
会
学
者
の

幼
児
か
ら
高
齢
者
ま
で

〝
い
い
さ
じ
加
減
〞
の

『
猫
舌
堂
』
の
ス
プ
ー
ン

幼
児
か
ら
高
齢
者
ま
で

〝
い
い
さ
じ
加
減
〞
の

『
猫
舌
堂
』
の
ス
プ
ー
ン

キ
タ
のキ

タ
の　

 

み
や
げ

え
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も
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手
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包
丁
が
で
き
る
ま
で
と
家
庭
で
使
う
包
丁
の
選
び
方

包
丁
が
で
き
る
ま
で
と
家
庭
で
使
う
包
丁
の
選
び
方 の

で
、
家
庭
で
は
大
き
な
包
丁
を
何
本
も
揃
え

る
必
要
は
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
食
材
を

選
ば
な
い
三
徳
包
丁
が
い
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
？　
長
さ
は
お
好
み
で
。
重
い
包
丁

を
持
つ
の
が
し
ん
ど
い
と
お
っ
し
ゃ
る
ご
高
齢

の
方
に
は
、
軽
い
も
の
を
お
勧
め
し
て
い
ま
す
。

結
局
、
使
い
や
す
い
も
の
が
１
番
で
す
よ
」。

使
い
や
す
い
も
の
が
１
番
と
聞
い
て
、
ホ
ッ
と

す
る
。
難
し
く
考
え
な
く
て
も
い
い
よ
う
だ
。

こ
こ
で
も
、
そ
の
人
に
と
っ
て
の
使
い
や
す
さ

が
基
準
と
な
っ
て
い
る
。

お
店
を
見
わ
た
す
と
、
包
丁
の
他
に
も
裁
ち
ば

さ
み
や
植
木
ば
さ
み
な
ど
、
数
多
く
の
刃
物
が

並
ん
で
い
る
。

「
戦
後
、
こ
の
天
満
界
隈
に
は
繊
維
工
場
が
多

か
っ
た
の
で
、
裁
ち
包
丁
や
裁
ち
ば
さ
み
を
つ

く
っ
て
い
ま
し
た
。
昔
は
こ
の
シ
ョ
ー
ル
ー
ム

一
面
に
裁
ち
包
丁
を
展
示
し
て
い
た
も
の
で
す
」。

も
は
や
目
に
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
一
気
に
布

を
切
る
こ
と
の
で
き
る
裁
ち
包
丁
と
い
う
も
の

が
あ
っ
た
の
だ
そ
う
だ
。

ま
た
、
最
近
の
特
徴
だ
と
、
外
国
人
観
光
客
が

包
丁
を
買
っ
て
帰
る
ケ
ー
ス
が
多
い
の
だ
と
か
。

「
コ
ロ
ナ
禍
前
に
は
、
外
国
人
の
方
が
よ
く
買
っ

て
帰
ら
れ
ま
し
た
。
日
本
料
理
は
繊
細
な
も
の

が
多
い
の
で
、
外
国
の
包
丁
よ
り
も
切
れ
味
が

良
く
、
そ
こ
が
好
ま
れ
た
よ
う
で
す
」。

刀
鍛
冶
に
は
じ
ま
り
、
廃
刀
令
後
、
軍
需
、
繊

維
業
向
け
裁
ち
ば
さ
み
や
裁
ち
包
丁
、
そ
し
て

包
丁
。
さ
ら
に
は
外
国
人
観
光
客
に
も
。
江
戸

か
ら
明
治
、
そ
し
て
令
和
の
世
へ
、
時
代
の
波

に
柔
軟
に
対
応
し
な
が
ら
、
伝
統
の
灯
を
絶
や

す
こ
と
な
く
受
け
継
い
で
い
る
國
重
刃
物
店
。

そ
う
い
う
お
店
が
天
神
橋
筋
商
店
街
に
あ
る
の

だ
と
思
う
と
、
ち
ょ
っ
ぴ
り
誇
ら
し
く
思
え
て

く
る
の
は
、
僕
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。（
ル
イ
ス
）

南
森
町
交
差
点
か
ら
天
神
橋
筋
商
店
街
を
北
へ

少
し
歩
い
た
と
こ
ろ
に
、
包
丁
か
ら
は
さ
み
、

彫
刻
刀
ま
で
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
刃
物
が
並
ぶ
『
國

重
刃
物
店
』
の
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン
ド
ー
が
、
目
に

飛
び
込
ん
で
く
る
。
１
７
７
２
年
（
安
永
元
年
）

創
業
。
備
中
の
刀
鍛
冶
・
水
田
國
重
を
ル
ー
ツ

に
持
つ
。
江
戸
時
代
に
は
大
坂
町
奉
行
所
の
与

力
や
同
心
の
御
用
達
と
な
り
、
大
塩
平
八
郎
か

ら
刀
や
槍
の
注
文
を
受
け
て
い
た
と
い
う
か
ら
、

歴
史
を
彩
っ
て
い
る
。

明
治
維
新
で
廃
刀
令
が
発
布
さ
れ
た
と
き
、
刀

鍛
冶
か
ら
刃
物
製
造
販
売
業
に
転
じ
、
最
初
は

植
木
ば
さ
み
を
つ
く
っ
て
い
た
そ
う
だ
。
も
っ

と
も
、
廃
刀
令
の
後
も
軍
隊
向
け
に
刀
を
製
作

し
て
き
た
。
刀
の
製
作
を
完
全
に
終
え
た
の
は
、

終
戦
の
と
き
。Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
命
に
よ
る
。 

以
後
、
植
木
ば
さ
み
、
裁
ち
ば
さ
み
か
ら
包
丁

ま
で
数
多
く
の
刃
物
を
手
掛
け
、
刀
鍛
冶
の
技

と
高
い
品
質
を
守
り
受
け
継
い
で
い
る
。
８
代

目
の
水
田
裕
隆
さ
ん
に
、
包
丁
が
で
き
る
ま
で

の
プ
ロ
セ
ス
や
い
い
包
丁
の
選
び
方
な
ど
に
つ

い
て
お
聞
き
し
た
。

「
ま
ず
、
地
鉄
に
鋼
や
ス
テ
ン
レ
ス
を
重
ね
て
、

熱
を
加
え
て
鍛
接
し
ま
す
。
鋼
は
鉄
に
炭
素
を

加
え
た
合
金
で
、
切
れ
味
が
鋭
く
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
さ
び
や
す
い
。
一
方
で
ス
テ
ン
レ
ス

は
鉄
に
ク
ロ
ー
ム
を
加
え
た
も
の
で
、
さ
び
に

く
い
と
い
う
特
性
が
あ
り
ま
す
」。

そ
も
そ
も
包
丁
に
は
ど
ん
な
種
類
が
あ
っ
て
、

ど
う
や
っ
て
つ
く
る
の
か
。
基
本
的
な
と
こ
ろ

か
ら
教
え
て
い
た
だ
く
と
、
こ
の
よ
う
に
返
っ

て
き
た
。

特
に
焼
入
れ
す
る
の
が
難
し
い
の
だ
と
か
。
約

９
０
０
℃
の
高
温
で
鍛
接
し
た
後
、
打
ち
延
ば

し
て
整
形
し
、
い
く
つ
か
の
工
程
を
経
て
、
焼

入
れ
と
焼
戻
し
を
お
こ
な
う
。
鋼
の
硬
度
を
高

め
る
た
め
に
約
８
０
０
℃
に
加
熱
し
た
後
、
水

の
な
か
に
入
れ
て
急
冷
す
る
。
温
度
が
高
い
と

脆
く
な
り
、
低
い
と
な
ま
く
ら
な
切
れ
な
い
包

丁
が
で
き
て
し
ま
う
。
こ
の
加
減
が
難
し
い
。

も
ち
ろ
ん
、
砥
（
と
）
ぎ
も
大
切
。
裕
隆
さ
ん

は
砥
ぎ
を
や
っ
て
16
〜
17
年
に
な
る
そ
う
だ
が
、

今
で
も
、
こ
れ
で
い
い
の
か
な
？
と
な
る
こ
と

が
あ
る
そ
う
だ
。

「
薄
く
砥
ぐ
と
切
れ
味
は
増
し
ま
す
が
、
同
時
に

脆
く
も
な
り
ま
す
。
欠
け
や
す
く
、
へ
た
り
や

す
く
も
な
る
。
そ
の
加
減
を
見
極
め
る
の
が
コ

ツ
で
す
ね
。
修
理
に
持
っ
て
こ
ら
れ
た
包
丁
を

見
る
と
、
そ
の
人
の
癖
が
分
か
り
ま
す
。
欠
け

が
あ
っ
た
り
す
る
と
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
使
わ

れ
る
の
で
し
ょ
う
か
ら
、
厚
く
砥
ぐ
よ
う
に
し

ま
す
。
そ
の
人
に
と
っ
て
使
い
や
す
い
よ
う
に

仕
上
げ
ま
す
」。

技
術
だ
け
で
は
な
い
、
使
う
人
の
立
場
を
想
像

す
る
こ
と
が
大
切
な
の
だ
と
話
さ
れ
る
。

で
は
、
一
般
家
庭
で
使
う
包
丁
は
、
ど
う
や
っ

て
選
べ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
？

「
魚
を
切
る
な
ら
刺
身
包
丁
と
、
用
途
別
に
使
い

分
け
る
の
が
い
い
の
で
す
が
、
今
は
ス
ー
パ
ー

で
小
さ
く
カ
ッ
ト
さ
れ
た
食
材
が
数
多
く
並
ぶ

１
７
７
２
年
（
安
永
元
年
）
創
業
『
國
重
刃
物
店
』
８
代
目
・
浪
速
の
名
工 

水
田
裕
隆
さ
ん
に
聞
く

店の裏の工場で包丁を砥ぐ８代目・水田裕隆さんショーウインドーには刃物がびっしりで、さながらミニ博物館！

13 tsuhimabu vol.22 / 2023.5 tsuhimabu vol.22 / 2023.5  12

天
天満の しごと手



人
工
ボ
デ
ィ
で

心
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
を

目
指
し
た
い
ん
で
す

聞
き
手
・
書
き
手
／
秋
山
暁
子

川
村
義
肢
株
式
会
社 

工
房
ア
ル
テ 

人
工
ボ
デ
ィ
技
師

福
島 

有
佳
子
さ
ん

社
会
復
帰
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
連
携
。
福
島
さ
ん
の

つ
く
る
小
指
は
多
く
の
離
脱
者
の
社
会
復
帰
の
力

に
な
り
、
暴
力
団
追
放
府
民
大
会
で
は
何
度
も
功

労
賞
を
受
賞
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
２
０
１

９
年
（
令
和
元
年
）
に
は
全
国
暴
力
追
放
運
動
中

央
大
会
で
暴
力
追
放
栄
誉
銅
章
を
受
章
し
、
な
ん

と
警
察
庁
長
官
か
ら
表
彰
さ
れ
て
い
ま
す
！

そ
ん
な
福
島
さ
ん
は
指
の
リ
ア
ル
さ
に
こ
だ
わ
っ

て
い
ま
す
。「
指
の
せ
い
で
仕
事
を
辞
め
た
と
言

い
訳
で
き
な
い
よ
う
な
、
リ
ア
ル
な
指
を
つ
く
る

と
決
め
た
ん
で
す
」
と
笑
い
ま
す
。

「
暴
力
団
に
入
っ
て
し
ま
う
人
の
な
か
に
は
、
苦

し
い
環
境
で
育
ち
、
さ
び
し
い
思
い
を
抱
え
る
人

も
数
多
く
い
ま
す
。
そ
ん
な
人
た
ち
も
、
社
会
復

帰
し
て
、
家
族
が
で
き
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
と
き
、

本
当
に
う
れ
し
そ
う
に
家
族
の
話
を
し
て
く
れ
る

ん
で
す
。
そ
ん
な
と
き
は
、
私
も
う
れ
し
い
。
人

と
の
つ
な
が
り
や
、
家
族
と
い
う
守
る
も
の
が
で

き
た
と
き
、
暴
力
団
に
戻
ら
ず
に
済
む
ん
じ
ゃ
な

い
か
な
っ
て
思
い
ま
す
」。

人
が
そ
れ
ぞ
れ
違
う
よ
う
に
、
工
房
ア
ル
テ
で
つ

く
ら
れ
る
人
工
ボ
デ
ィ
も
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
い
ま

す
。
ま
ず
は
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
お
こ
な
い
、
ど

ん
な
人
工
ボ
デ
ィ
が
必
要
か
を
聞
き
取
り
ま
す
。

か
た
ち
合
わ
せ
を
し
て
色
を
つ
く
り
、
仕
上
げ
ま

す
。
納
品
ま
で
は
３
週
間
か
ら
１
カ
月
ほ
ど
。

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
で
は
人
工
ボ
デ
ィ
を
必
要
と
し

て
い
る
理
由
を
丁
寧
に
聞
き
ま
す
。「
そ
の
人
だ

け
の
体
を
つ
く
る
こ
と
が
１
番
大
事
」。

お
子
さ
ん
と
手
を
つ
な
ぎ
た
い
と
い
う
人
に
は
、

つ
な
い
だ
手
か
ら
ぬ
く
も
り
を
感
じ
て
も
ら
え
る

よ
う
、
人
工
ボ
デ
ィ
の
内
部
に
温
度
が
伝
わ
る
素

材
が
入
る
よ
う
工
夫
し
ま
し
た
。
指
の
オ
シ
ャ
レ

を
楽
し
み
た
い
人
に
は
ネ
イ
ル
が
で
き
る
爪
。
ま

た
、
ギ
タ
ー
が
弾
け
る
義
手
な
ど
も
開
発
。
リ
ア

ル
な
義
足
カ
バ
ー
を
つ
く
っ
た
と
き
に
は
「
も
う

履
け
な
い
と
思
っ
て
い
た
サ
ン
ダ
ル
を
履
い
て
出

掛
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
！
」
と
喜
ば
れ
た
そ

う
で
す
。「
お
客
さ
ま
が
必
要
と
し
て
い
る
こ
と

を
う
か
が
い
、
そ
の
た
め
に
ど
ん
な
製
品
を
つ

く
っ
た
ら
良
い
か
工
夫
し
て
き
ま
し
た
。
私
の
先

生
は
お
客
さ
ま
な
ん
で
す
」
と
福
島
さ
ん
は
に
っ

こ
り
。
人
工
ボ
デ
ィ
が
装
着
し
や
す
い
手
術
を
し

て
も
ら
え
る
よ
う
、
お
客
さ
ん
の
通
院
に
同
行
し

て
先
生
に
説
明
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
福
島
さ

ん
の
思
い
が
通
じ
、
今
で
は
病
院
の
先
生
た
ち
も

人
工
ボ
デ
ィ
と
い
う
選
択
肢
が
あ
る
こ
と
を
患
者

さ
ん
に
伝
え
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

体
の
一
部
を
欠
損
し
て
い
る
人
に
出
会
う
こ
と
は
、

多
く
の
人
に
と
っ
て
日
常
的
な
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
さ
ま
ざ
ま
な
人
工
ボ
デ
ィ
を
見
せ
て
い
た

だ
き
な
が
ら
、
私
自
身
は
今
ま
で
考
え
た
こ
と
も

な
か
っ
た
事
故
や
病
気
で
体
の
一
部
を
失
っ
た

方
々
に
、
思
い
を
は
せ
ま
し
た
。

「
多
く
の
人
に
と
っ
て
、
身
近
な
こ
と
で
は
な
い

ん
で
す
。
で
も
体
の
一
部
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
人

が
い
な
い
の
で
は
な
く
て
、
外
へ
出
る
こ
と
が
で

き
な
い
人
も
い
る
と
知
っ
て
ほ
し
い
で
す
」。

福
島
さ
ん
は
続
け
ま
す
。「
足
指
が
な
い
方
の
な

か
に
は
、
出
産
の
と
き
も
お
風
呂
の
と
き
も
靴
下

を
絶
対
に
脱
が
ず
生
活
し
て
い
る
方
が
い
ま
す
。

手
の
指
を
欠
損
し
て
い
る
方
に
は
、
手
を
握
る
癖

が
あ
る
方
が
多
い
で
す
。
義
手
や
義
足
と
は
違
い
、

指
先
、
耳
、
足
指
な
ど
は
隠
す
こ
と
が
で
き
る
が

ゆ
え
に
、
理
解
さ
れ
に
く
く
、
心
の
内
を
話
す
場

所
が
少
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
」。

い
つ
も
は
自
分
の
欠
損
部
分
を
隠
し
て
喫
茶
店
の

壁
際
に
座
っ
て
し
ま
う
女
性
が
、
人
工
ボ
デ
ィ
を

装
着
し
た
後
、「
初
め
て
ス
タ
バ
の
真
ん
な
か
の

席
に
座
っ
た
ん
で
す
！
」
と
う
れ
し
そ
う
に
報
告

し
て
く
れ
た
そ
う
で
す
。「
人
工
ボ
デ
ィ
を
装
着

す
る
こ
と
で
心
が
少
し
軽
く
な
っ
た
り
、
日
々
の

生
活
の
な
か
で
の
ち
ょ
っ
と
し
た
ハ
ッ
ピ
ー
が
生

ま
れ
た
ら
い
い
な
っ
て
思
う
ん
で
す
」。

さ
ら
に
は
、「
人
工
ボ
デ
ィ
を
装
着
し
な
く
た
っ

て
い
い
ん
で
す
」
と
も
。「
周
り
に
障
害
を
も
っ

と
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
、
人
工
ボ
デ
ィ
を
装
着

す
る
／
し
な
い
を
気
楽
に
選
べ
る
世
の
な
か
に

な
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
の
ま
ま
の
自

分
で
い
ら
れ
る
場
所
が
あ
っ
て
ほ
し
い
」
と
。
人

工
ボ
デ
ィ
は
選
択
肢
の
１
つ
、
ま
さ
に
心
の
バ
リ

ア
フ
リ
ー
で
す
ね
。

休
む
こ
と
な
く
走
り
続
け
て
き
た
福
島
さ
ん
で
す

が
、
35
歳
の
と
き
に
大
病
を
経
験
。
そ
れ
を
機
に
、

後
世
に
技
術
を
残
す
こ
と
も
考
え
は
じ
め
ま
す
。

技
術
伝
承
と
機
械
化
に
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
。
そ
し
て

労
災
保
険
が
適
用
さ
れ
る
セ
ミ
オ
ー
ダ
ー
の
指
も

開
発
し
ま
し
た
。
少
し
で
も
多
く
の
人
が
笑
顔
に

な
れ
る
よ
う
、
福
島
さ
ん
の
挑
戦
は
続
き
ま
す
。

「
天
満
宮
さ
ん
に
呼
ば
れ
た
ん
か
な
？
と
思
い
ま

し
た
よ
」。
福
島
さ
ん
の
生
ま
れ
育
っ
た
場
所
の

近
く
に
も
神
社
が
あ
っ
て
、
ま
ち
の
風
景
が
似
て

い
る
そ
う
で
す
。「
な
に
よ
り
、
こ
こ
は
川
村
義

肢
の
発
祥
の
地
と
聞
い
て
、
ア
ル
テ
を
は
じ
め
る

に
は
こ
こ
し
か
な
い
っ
て
思
っ
た
ん
で
す
。
こ
の

ま
ち
が
好
き
！
」
と
福
島
さ
ん
。「
20
年
以
上
こ

こ
に
通
っ
て
い
る
ん
で
す
け
ど
ね
。
出
勤
の
と
き

に
商
店
街
の
人
た
ち
が
、
お
は
よ
う
！
っ
て
声
を

掛
け
て
く
れ
る
ん
で
す
よ
。
た
ま
に
立
ち
話
も
。

み
ん
な
が
温
か
く
て
。
ち
ょ
っ
と
会
わ
な
い
と
、

ど
な
い
し
て
た
ん
や
？
と
。
い
い
意
味
で
お
せ
っ

か
い
な
と
こ
ろ
が
、
私
の
性
に
合
っ
て
い
る
ん
で

す
」。
こ
れ
か
ら
も
こ
こ
で
、
誰
か
の
心
の
バ
リ

ア
を
溶
か
し
て
い
か
れ
る
の
で
し
ょ
う
。（
終
）

大
阪
天
満
宮
の
表
大
門
の
少
し
西
、
蛭
子
門
の
斜

め
前
の
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン
ド
ー
に
、
本
物
!?
と
見
紛

う
超
リ
ア
ル
な
手
・
足
を
発
見
！
　
近
寄
っ
て
見

て
み
る
と
、
小
さ
な
し
わ
の
１
つ
１
つ
、
血
管
の

浮
き
出
た
か
ん
じ
、
血
の
通
っ
た
色
合
い…

。
本

当
に
す
ご
い
!!

展
示
物
の
後
ろ
に
は
、
ポ
ス
タ
ー
が
張
ら
れ
て
い

ま
す
。
ふ
む
ふ
む…

こ
れ
は
『
工
房
ア
ル
テ
』
で

つ
く
ら
れ
て
い
る
〝
人
工
ボ
デ
ィ
〞
と
い
う
も
の

ら
し
い
。
建
物
を
見
上
げ
る
と
『
川
村
義
肢
株
式

会
社
』
の
屋
号
が
。

こ
の
人
工
ボ
デ
ィ
を
開
発
し
た
の
は
、
福
島
有
佳

子
さ
ん
。
笑
顔
が
す
て
き
で
、
そ
ば
に
い
る
だ
け

で
こ
ち
ら
が
元
気
に
な
っ
て
く
る
女
性
で
す
。

福
島
さ
ん
は
、
体
の
す
べ
て
の
パ
ー
ツ
を
つ
く
る

こ
と
が
で
き
る
人
工
ボ
デ
ィ
技
師
で
す
。
２
０
１

４
年
（
平
成
26
年
）
に
は
、
内
閣
府
の
『
女
性
の

チ
ャ
レ
ン
ジ
賞
』
を
受
賞
。
女
性
が
自
ら
の
意
欲

と
能
力
に
よ
っ
て
未
来
を
切
り
開
い
て
い
く
ロ
ー

ル
モ
デ
ル
と
し
て
傑
出
し
て
い
る
と
、
当
時
の
国

務
大
臣
・
森
ま
さ
こ
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
男

女
共
同
参
画
）
か
ら
贈
ら
れ
て
い
ま
す
。
人
工
ボ

デ
ィ
と
い
う
業
界
で
一
体
ど
ん
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
を

し
て
き
た
の
で
し
ょ
う
？
　
福
島
さ
ん
が
人
工
ボ

デ
ィ
を
つ
く
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
を
た
ず

ね
る
と
、
思
い
も
寄
ら
ぬ
壮
絶
!?
な
20
代
の
お
話

を
う
か
が
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

21
歳
で
初
め
て
就
職
し
た
会
社
で
、
爆
発
事
故
で

耳
と
鼻
を
失
っ
た
男
性
と
出
会
い
ま
す
。
暑
い
夏

で
も
顔
の
下
半
分
に
マ
フ
ラ
ー
を
巻
い
て
い
る
姿

に
「
ど
う
し
て
？
」
と
聞
く
と
、「
鼻
が
な
い
か

ら
見
せ
た
く
な
い
。
そ
れ
に
、
空
気
が
直
接
体
に

入
っ
て
き
て
鼻
も
喉
も
渇
く
」
と
。「
マ
ス
ク
を

し
た
ら
？
」
と
提
案
し
て
初
め
て
、
彼
に
は
耳
が

な
く
、
マ
ス
ク
が
で
き
な
い
か
ら
仕
方
な
く
マ
フ

ラ
ー
を
巻
い
て
い
た
こ
と
を
知
り
ま
す
。

大
阪
市
立
工
芸
高
校
（
現
大
阪
府
立
工
芸
高
校
）

出
身
で
も
の
づ
く
り
が
得
意
だ
っ
た
福
島
さ
ん
は
、

「
私
が
引
っ
掛
か
り
を
つ
く
っ
て
あ
げ
る
！
と
造

形
粘
土
を
彫
刻
し
て
耳
の
よ
う
な
か
た
ち
の
突
起

を
つ
く
り
、
顔
の
横
に
く
っ
付
け
て
あ
げ
た
ん
で

す
。
若
い
っ
て
怖
い
で
す
ね
（
笑
）」。

そ
の
な
に
げ
な
い
、
ち
ょ
っ
と
し
た
お
せ
っ
か
い

で
つ
く
っ
た
耳
は
今
の
福
島
さ
ん
の
技
術
か
ら
す

れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
は
お
粗
末
な
も
の
だ
っ
た
そ

う
で
す
。
し
か
し
男
性
は
「
お
か
げ
で
マ
ス
ク
を

着
け
ら
れ
る
」
と
と
て
も
喜
び
、
こ
れ
が
評
判
を

呼
び
、
私
に
も
つ
く
っ
て
ほ
し
い
、
こ
ん
な
も
の

も
つ
く
れ
な
い
か
と
相
談
が
舞
い
込
む
よ
う
に
な

り
ま
す
。

「
そ
ん
な
経
験
か
ら
、
体
や
顔
を
欠
損
し
て
い
る

こ
と
で
一
歩
を
踏
み
出
せ
な
い
で
い
る
人
に
対
し

て
、
な
に
か
で
き
る
こ
と
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か

と
思
っ
た
ん
で
す
」。
た
だ
、
つ
く
り
方
を
教
え

て
く
れ
る
人
は
い
ま
せ
ん
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
も

な
く
、
今
の
よ
う
に
気
軽
に
情
報
を
得
る
手
段
も

あ
り
ま
せ
ん
。「
ど
う
や
っ
て
つ
く
る
か
は
、
君

が
考
え
て
や
」。
専
門
家
で
は
な
い
社
長
に
は
そ

う
言
わ
れ
ま
し
た
。
福
島
さ
ん
は
、
お
客
さ
ん
が

求
め
る
製
品
を
つ
く
る
た
め
、
独
自
に
工
夫
を
重

ね
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
た
ど
り
着
い
た
素
材
が

シ
リ
コ
ー
ン
で
し
た
。

シ
リ
コ
ー
ン
で
つ
く
り
上
げ
た
体
を
〝
人
工
ボ

デ
ィ
〞
と
名
付
け
た
の
も
福
島
さ
ん
。
人
工
ボ

デ
ィ
が
話
題
に
な
る
一
方
、
福
島
さ
ん
は
土
日
の

休
み
も
な
く
、
お
客
さ
ん
の
話
を
聞
き
、
開
発
と

製
作
を
お
こ
な
う
日
々
。「
と
に
か
く
、
必
死
で

し
た
」。
そ
ん
な
あ
る
日
、
会
社
が
倒
産
！
　
残

さ
れ
た
の
は
代
金
を
先
払
い
済
み
の
お
客
さ
ん
と

福
島
さ
ん
。
福
島
さ
ん
23
歳
の
と
き
の
こ
と
で
す
。

取
り
残
さ
れ
た
福
島
さ
ん
の
手
元
に
、
お
金
は
あ

り
ま
せ
ん
。
で
も
、
お
客
さ
ん
か
ら
は
「
金
を
返

せ
、
訴
え
る
ぞ
」「
あ
な
た
を
頼
っ
た
の
に
！
　

最
低
」
と
ク
レ
ー
ム
の
嵐
。
当
然
で
す
。「
今
思

え
ば
逃
げ
て
も
良
か
っ
た
の
に
ね
。
逃
げ
る
と
い

う
考
え
が
、
な
ぜ
か
当
時
の
私
の
頭
に
は
浮
か
ば

な
か
っ
た
ん
で
す
よ
ね
」。

福
島
さ
ん
の
実
家
は
、
い
わ
ゆ
る
旧
家
。
当
時
、

女
性
は
家
を
守
る
も
の
と
い
う
考
え
方
で
す
。
そ

れ
に
反
発
す
る
よ
う
に
自
分
は
仕
事
を
し
て
生
き

て
い
く
と
息
巻
い
て
い
た
福
島
さ
ん
に
は
、
実
家

に
助
け
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

「
で
も
、
石
の
上
に
も
三
年
、
人
か
ら
後
ろ
指
を

さ
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
だ
け
は
す
る
な
と
、
小
さ

い
頃
に
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
か
ら
教
え
ら
れ
て
、
そ
の

こ
と
が
頭
に
残
っ
て
い
た
ん
で
す
」。

そ
こ
で
、
お
客
さ
ん
１
人
ひ
と
り
に
手
紙
を
書
き

ま
す
。「
私
は
お
金
を
受
け
取
っ
て
い
な
い
の
で
、

お
金
を
返
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
代
わ
り
に
技

術
で
お
返
し
し
ま
す
」
と
。

借
金
を
し
て
材
料
を
買
い
揃
え
、
注
文
の
品
を
す

べ
て
納
め
る
の
に
数
年
が
か
か
り
ま
し
た
。
最
後

の
注
文
を
納
め
た
と
き
、「
あ
ぁ
、
や
っ
と
辞
め

ら
れ
る
」。
そ
う
思
っ
た
そ
う
で
す
。

と
こ
ろ
が
「
人
工
ボ
デ
ィ
の
よ
う
な
リ
ア
ル
な
体

を
つ
く
る
と
こ
ろ
が
他
に
は
な
い
」「
こ
こ
が
な

く
な
れ
ば
ど
こ
で
つ
く
っ
た
ら
い
い
の
？
」「
辞

め
な
い
で
」
と
い
っ
た
声
を
た
く
さ
ん
も
ら
い
、

「
も
う
一
度
こ
の
仕
事
と
ち
ゃ
ん
と
向
き
合
お
う
」

と
決
意
。
24
歳
で
人
工
ボ
デ
ィ
専
門
の
会
社
を
立

ち
上
げ
ま
す
。
４
年
後
、
そ
の
会
社
ご
と
現
在
の

川
村
義
肢
株
式
会
社
に
迎
え
ら
れ
、
今
の
場
所
で

工
房
ア
ル
テ
と
し
て
落
ち
着
く
こ
と
に
な
っ
た
そ

う
で
す
。
な
ん
て
壮
絶
な
20
代
で
し
ょ
う
。

福
島
さ
ん
の
元
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
で
体
の

一
部
を
失
く
し
た
人
が
相
談
に
来
ま
す
。
な
か
に

は
、
元
暴
力
団
員
の
人
も
。「
小
指
を
つ
く
っ
て

ほ
し
い
」。
暴
力
団
を
離
脱
し
た
人
か
ら
、
そ
の

よ
う
な
相
談
を
受
け
、
引
き
受
け
ま
し
た
。
す
る

と
福
島
さ
ん
の
つ
く
る
精
巧
な
小
指
は
口
コ
ミ
で

広
が
り
、
小
指
の
注
文
が
増
え
ま
し
た
。

「
な
か
に
は
お
金
を
払
わ
ず
に
、
逃
げ
る
人
が
い

る
ん
で
す
。
私
は
ち
ゃ
ん
と
心
を
込
め
て
製
作
し

て
い
る
の
に
、
な
ん
で
？
と
悲
し
く
て
。
会
社
も

お
金
が
な
い
と
や
っ
て
い
け
な
い
で
す
か
ら
、
支

払
い
の
お
願
い
の
電
話
を
何
度
も
か
け
ま
し
た

ね
」。
す
る
と
「
支
払
い
た
い
け
ど
、
組
を
抜
け

て
お
金
が
な
い
ん
や
」
と
謝
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

そ
の
後
、
何
カ
月
か
に
１
回
、
働
い
て
少
し
ず
つ

お
金
を
返
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
暴

力
団
を
離
脱
し
て
新
た
に
生
活
を
は
じ
め
よ
う
と

思
っ
て
も
、
小
指
が
な
い
こ
と
が
足
か
せ
と
な
っ

て
就
職
が
上
手
く
い
か
ず
、
ま
た
暴
力
団
に
戻
る

人
も
多
い
と
の
こ
と
。
彼
ら
の
社
会
復
帰
の
難
し

さ
を
痛
感
し
、
手
助
け
し
た
い
と
思
っ
た
福
島
さ

ん
は
、
大
阪
府
警
本
部
を
訪
ね
、「
出
所
し
た
人
、

組
を
抜
け
た
人
の
指
を
つ
く
る
か
ら
、
私
を
護
衛

し
て
ほ
し
い
」
と
掛
け
合
い
ま
し
た
。「
20
代
の

若
い
女
の
子
が
急
に
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
か
ら
、

当
時
の
担
当
刑
事
さ
ん
は
ビ
ッ
ク
リ
し
て
い
ま
し

た
」。
今
で
は
大
阪
府
警
の
暴
力
団
対
策
担
当
や

大
阪
天
満
宮
の
目
の
前
で

き
っ
か
け
は
、
な
に
げ
な
い
お
せ
っ
か
い
!?

後
ろ
指
を
さ
さ
れ
た
く
な
い

暴
力
団
離
脱
者
の
社
会
復
帰
支
援
も

私
の
先
生
は
お
客
さ
ま

人
工
ボ
デ
ィ
が
選
択
で
き
る
世
の
な
か
に

彼
女　

キ
タ　

ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー

と

の
第
二
十
一
回

聞き手・書き手／秋山暁子

機能性重視の義手や義足とは異なり、見た目や着け心地など、ユーザー
の「気持ち」を第１に考えるのが人工ボディ。
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