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さ
い
こ
ろ
か
ら
も
の
を
作
る
こ

と
が
好
き
で
し
た
が
、
も
の
づ

く
り
の
仕
事
を
し
よ
う
と
思
っ
た
の
は

高
校
を
卒
業
す
る
と
き
。
京
都
府
立
陶

工
高
等
技
術
専
門
校
で
２
年
間
ろ
く
ろ

の
基
礎
技
術
を
学
び
ま
し
た
。
卒
業
後

は
亀
岡
の
陶
芸
家
に
師
事
し
修
行
。
１

年
後
、
清
水
焼
の
煎
茶
道
具
を
作
る
工

房
に
就
職
し
、
急
須
や
煎
茶
湯
の
み
な

ど
を
作
る
ろ
く
ろ
師
と
し
て
15
年
間
働

き
ま
し
た
。

　
煎
茶
湯
の
み
の
特
徴
は
、
６
客
１
組

の
湯
の
み
を
す
べ
て
同
じ
よ
う
に
作
ら

な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
。
形
や
厚
み

な
ど
、
見
本
の
寸
法
を
調
べ
な
が
ら
寸

分
の
狂
い
な
く
、
手
作
業
で
器
を
作
り

ま
し
た
。
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房
で
働
き
な
が
ら
、
独
立
を
考

え
、
子
ど
も
の
小
学
校
入
学
を

契
機
に
移
住
先
を
探
し
て
た
ま
た
ま
訪

れ
た
の
が
日
吉
で
し
た
。
自
然
環
境
が

良
く
、
樹
木
園
の
あ
る
胡
麻
郷
小
学
校

に
衝
撃
を
受
け
、
胡
麻
に
工
房
を
設
け

ま
し
た
。
日
吉
は
時
間
の
流
れ
も
穏
や

か
で
、
夏
は
工
房
の
窓
を
開
け
て
作
業

し
ま
す
。
広
い
空
や
緑
豊
か
な
山
を
眺

め
、
自
然
を
感
じ
な
が
ら
気
持
ち
良
く

仕
事
が
で
き
て
い
ま
す
。
人
が
少
な
く

寂
し
い
と
感
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た

が
、
都
会
に
は
な
い
リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き

る
環
境
で
す
。

の
作
る
品
物
の
特
徴
は
見
た
目

よ
り
も
軽
い
こ
と
。
物
を
入
れ

た
り
、
盛
り
付
け
た
と
き
の
使
い
や
す

さ
を
第
一
に
考
え
、
強
度
を
保
ち
つ
つ

肉
厚
を
薄
く
仕
上
げ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
私
が
一
番
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
は

切
磋
琢
磨
し
な
が
ら
良
い
作
品
を
作
り

た
い
と
励
ん
で
い
ま
す
。

丹
市
を
〝
も
の
づ
く
り
の
ま
ち
〞

に
す
る
た
め
に
大
事
な
こ
と

は
、
特
に
プ
ロ
の
作
り
手
個
々
の
意
識

だ
と
思
い
ま
す
。
都
会
に
出
て
行
っ
て

の
宣
伝
活
動
も
大
事
で
す
が
、
根
本
的

に
は
〝
も
の
の
力
〞
に
か
か
っ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。
〝
も
の
の
力
〞
は
自
己

責
任
で
あ
っ
て
、
美
山
の
よ
う
な
不
便

な
と
こ
ろ
で
活
動
し
て
い
る
か
ら
売
れ

な
い
な
ど
と
言
い
訳
す
る
の
で
は
な

く
、
そ
ん
な
不
便
な
と
こ
ろ
に
、
わ
ざ

わ
ざ
行
っ
て
ま
で
も
見
て
み
た
い
、
欲

し
い
、
と
思
わ
せ
る
だ
け
の
も
の
づ
く

り
を
私
た
ち
が
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
が
で
き
て
や
っ
と
〝
も
の
づ

く
り
の
ま
ち
〞
に
な
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

弟
制
度
が
ほ
ぼ
崩
壊
し
た
現
在

で
は
、
伝
統
技
術
を
ど
の
よ
う

に
伝
承
し
て
い
く
か
と
い
う
課
題
が
あ

り
ま
す
。
全
国
的
に
職
業
訓
練
校
も
少

な
く
な
っ
て
い
る
中
で
、
私
が
木
工
と

い
う
世
界
で
生
か
し
て
も
ら
っ
て
い
る

こ
と
に
感
謝
し
、
技
術
を
学
ぶ
だ
け
で

な
く
、
自
分
の
で
き
る
範
囲
で
後
輩
に

技
術
を
伝
え
て
い
く
こ
と
も
こ
れ
か
ら

の
私
の
役
目
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
伝
統
を
守
り
、
残
し
つ
つ
も
新
し

い
も
の
を
取
り
入
れ
、
伝
統
工
芸
の
世

界
に
新
た
な
風
を
吹
か
せ
た
い
で
す
。

〝
き
ち
っ
と
し
た
も
の
〞
を
作
る
こ

と
。
煎
茶
湯
の
み
を
同
じ
形
に
作
っ
た

経
験
、
習
慣
は
抜
け
ま
せ
ん
の
で
、
寸

法
を
測
っ
て
大
き
さ
の
揃
っ
た
品
物
を

作
り
ま
す
。
寸
法
を
気
に
し
な
い
大
胆

な
仕
事
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
職
人
気
質

の
私
の
こ
だ
わ
り
で
す
。

き
物
は
同
じ
釉ゆ
う

薬や
く

で
も
焼
き
方

や
温
度
、
土
を
変
え
る
こ
と
で

色
に
変
化
が
生
ま
れ
ま
す
。
同
じ
方
法

で
制
作
し
て
も
違
っ
た
も
の
が
で
き
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
し
、
焼
き
物
に
は
方

程
式
は
あ
り
ま
せ
ん
。
品
物
を
作
り
つ

つ
、
試
行
錯
誤
を
重
ね
な
が
ら
新
し
い

発
見
が
で
き
、
気
に
入
る
も
の
が
経
験

と
と
も
に
、
一
つ
二
つ
と
増
え
て
い
け

ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

物
を
対
面
販
売
す
る
機
会
は
あ

ま
り
あ
り
ま
せ
ん
が
、
市
の
イ

ベ
ン
ト
な
ど
に
参
加
し
、
お
客
さ
ん
と

会
話
を
す
る
の
は
と
て
も
楽
し
い
で

す
。
手
に
と
っ
て
品
物
を
見
て
い
た
だ

き
、
制
作
の
模
様
や
出
来
栄
え
に
つ
い

て
話
し
合
う
こ
と
は
、
自
分
の
感
覚
と

の
相
違
に
気
付
く
良
い
勉
強
の
機
会
と

な
り
ま
す
。
地
域
の
保
育
所
や
小
学
校

で
陶
芸
教
室
を
し
た
り
、
地
域
の
祭
り

な
ど
に
参
加
し
た
り
す
る
こ
と
も
、
日

吉
に
暮
ら
し
、
も
の
づ
く
り
を
す
る
私

が
生
み
出
す
品
物
に
影
響
を
与
え
て
く

れ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
私
は
茶
わ
ん
屋
で
す
の
で
、
作
る
も

の
は
作
品
で
は
な
く
品
物
、
商
品
で

す
。
日
々
の
生
活
の
中
で
使
っ
て
い
た

だ
く
こ
と
が
私
の
喜
び
で
す
。

　
家
族
が
私
の
作
っ
た
器
に
食
べ
物
を

盛
り
付
け
た
と
き
、
「
お
い
し
そ
う
に

見
え
る
」
と
言
っ
て
く
れ
る
と
す
ご
く

う
れ
し
い
で
す
。
ま
た
、
品
物
を
東
山

区
の
陶
器
店
『
ひ
の
木
』
に
置
か
せ
て

も
ら
っ
て
い
ま
す
が
、
「
長

元
さ
ん
の
品
物
よ
く
売
れ
て

い
る
」
と
言
わ
れ
る
と
制
作

意
欲
が
沸
い
て
き
ま
す
。
定

番
の
も
の
で
も
新
た
な
試
み

を
加
え
、
少
し
ず
つ
変
化
を

付
け
る
こ
と
で
た
く
さ
ん
の

方
に
手
に
取
っ
て
も
ら
え
る

工
夫
を
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

か
ら
も
使
っ
て
も
ら
え
る
品

物
作
り
を
続
け
て
い
き
た
い

で
す
。

小

工私

南徒焼品

陶
芸

　長 

元

　
　宏

　さん
（
日
吉
町
）

な
が  

も
と

　

 

　
　ひろ
し

日
吉
町
胡
麻
の
陶
房
「
宏
」
で
皿
や
器
、
コ
ー
ヒ

ー
カ
ッ
プ
な
ど
の
食
器
を
制
作
。
京
都
市
内
の
陶

器
店
を
中
心
に
品
物
を
納
め
る
。
ビ
ア
カ
ッ
プ
は

例
年
売
り
切
れ
る
人
気
商
品
。

灰釉ボール

炭化粉引小皿・皿

南
丹
市
長

　
佐
々
木

　
稔
納

「
も
の
づ
く
り
」
の
魅
力
を
発
信

　い
よ
い
よ
今
年
は
『
国
民
文
化
祭
京

都
２
０
１
１
』
本
番
の
年
で
す
。
南
丹

市
で
は
昨
年
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
京
都
匠
塾

と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
て
、
も
の
づ
く
り
の

ま
ち
南
丹
市
を
ア
ピ
ー
ル
し
、
国
民
文

化
祭
に
向
け
た
機
運
の
醸
成
を
目
的
に

マ
イ
箸
・
マ
イ
茶
碗
づ
く
り
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
や
プ
レ
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
南
丹
も

の
づ
く
り
の
祭
典
を
開
催
し
ま
し
た
。

　国
民
文
化
祭
は
、
昭
和
61
年
に
第
１

回
大
会
が
東
京
都
で
開
催
さ
れ
、
そ
れ

以
降
毎
年
全
国
の
都
道
府
県
を
巡
回

し
、
京
都
で
の
開
催
は
初
め
て
と
な
り

ま
す
。
皆
さ
ん
が
日
ご
ろ
行
わ
れ
て
い

る
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
・
芸
術
活
動
を
全

国
的
な
規
模
で
発
表
し
、
そ
れ
ら
を
鑑

賞
す
る
場
と
な
る
も
の
で
、
全
国
か
ら

多
く
の
「
文
化
」
や
「
人
」
が
集
ま

り
、
交
流
し
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
に
出

会
え
る
「
国
内
最
大
の
文
化
イ
ベ
ン

ト
」
で
す
。

　10
月
29
日
か
ら
11
月
６
日
ま
で
、
府

内
各
地
で
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
が
催

さ
れ
る
中
、
南
丹
市
で
は
「
美
術
展

『
工
芸
』
〜
想
い
を
技
に

　暮
ら
し
に

息
づ
く
用
の
美

　工
芸
の
祭
典
〜
」
を

開
催
し
ま
す
。
南
丹
市
立
文
化
博
物

館
、
国
際
交
流
会
館
、
町
家
な
ど
を
会

場
に
、
工
芸
の
素
晴
ら
し
さ
を
お
伝
え

で
き
る
よ
う
〝
も
の
づ
く
り
〞
に
親
し
む

方
々
の
工
芸
作
品
を
全
国
か
ら
公
募
し
、

洗
練
さ
れ
た
技
が
光
る
作
品
を
展
示
す

る
と
と
も
に
入
賞
者
を
表
彰
し
ま
す
。

　ま
た
、
南
丹
市
内
に
点
在
す
る
手
仕

事
の
工
房
や
お
勧
め
ス
ポ
ッ
ト
を
掲
載

し
、
も
の
づ
く
り
と
の
ふ
れ
あ
い
や
豊

富
な
秋
の
恵
み
を
広
く
紹
介
す
る
「
工

房
と
里
の
秋
め
ぐ
り
『
里
の
秋
マ
ッ

プ
』
」
を
作
成
し
ま
す
。

　全
国
か
ら
京
都
へ
集
ま
っ
て
来
ら
れ

る
参
加
者
や
観
客
に
、
新
た
な
創
造
と

感
動
が
与
え
ら
れ
る
南
丹
市
な
ら
で
は

の
〝
も
の
づ
く
り
〞
の
魅
力
を
発
信
し

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。




