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柳

橋

真

|
|
'
和
紙
と
和
紙
を
支
え
る
人
び
と
|
lー

私
は
集
り
で
和
紙
の
話
を
す
る
際
塁
実
物
の
紙
と
と
も
に
漉

ギ

き
簑
を
持
っ
て
い
く
。
そ
し
て

r

話
の
は
じ
め
に
、
「
美
し
い
和

紙
は
こ
の
よ
う
に
美
し
い
道
具
か
ら
生
れ
て
く
る
の
で
す
。
」
と

巻
い
て
き
た
賛
を
ひ
ろ
げ
る
。
細
く
丸
く
み
が
き
上
げ
ら
れ
た
、

無
数
の
竹
ひ
ご
が
、
絹
の
特
製
の
編
糸
で
、
整
然
と
等
間
隔
に
編

す
だ
れ

ま
れ
て
い
る
。
こ
の
世
界
一
美
し
い
簾
を
通
し
て
、
陽
光
が
こ
ま

か
く
砕
け
て
虹
を
つ
く
る
。
す
で
に
会
場
の
あ
ち
こ
ち
か
ら
賛
嘆

の
声
が
も
れ
て
い
る
の
だ
が
、
一
メ
ー
ト
ル
を
超
す
瀕
き
簑
の
幅

を
指
し
な
が
ら
、
「
こ
れ
は
一
本
の
竹
ひ
ご
で
は
な
い
の
で
す
。

こ
ん
な
に
長
く
節
の
な
い
竹
が
あ
る
訳
が
あ
り
ま
せ
ん
。
節
の
部

分
を
除
い
た
四
十
七
ン
チ
ほ
ど
の
竹
ひ
ご
の
端
を
わ
ず
か
に
斜
め

に
そ
ぎ
、
そ
の
そ
い
だ
面
ど
う
し
を
合
せ
て
、
そ
の
上
を
編
糸
で

編
ん
で
一
本
と
し
て
い
る
の
で
す
。
」
と
説
明
す
る
と
、
殆
ん
ど
の

人
が
「
ほ
う
」
と
驚
き
の
声
を
上
げ
て
、
身
を
の
り
だ
し
て
贅
を

改
め
て
見
つ
め
る
。

精
緻
で
美
し
い
ば
か
り
で
は
な
い
。
日
に
千
回
ほ
ど
も
水
に
浸

け
ら
れ

r

激
し
く
ゆ
す
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
繊
細
で
あ
る
と

と
も
に
水
に
丈
夫
な
硬
い
材
質
を
用
い
て
頑
丈
に
作
ら
れ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
竹
は
日
当
り
の
良
い
、
乾
燥
し
た
地
の
も
の

で
r

特
に
竹
林
で
は
な
く
、
松
や
桧
等
の
林
の
中
で
一
本
だ
け
で

は

ち

く

ま

だ

け

育
っ
た
深
竹
、
ま
た
は
真
竹
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
漉
き

簑
用
の
竹
の
生
育
や
伐
採
を
専
門
に
扱
う
人
が
い
る
（
現
在
、
高

知
県
夜
須
町
羽
尾
附
近
の
山
林
に
限
ら
れ
て
い
る
）
。
一
本
の
竹
で
も

中
央
の
一
節
か
、
二
節
し
か
用
い
ら
れ
ぬ
と
い
う
、
厳
密
な
材
料
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板干しをする安部さん。現在， 78歳だが，元気に紙
漉きを続けている。先年はパリやニューヨークで，今
年は北京で細の展覧会を開催した。

：殻岱硲況：：a森9殴：9：'.：が霰：：名：：l4＂ぶ：：こ

虹
ん
べ

さ
れ
て
い
る
の
心
島
根
累
八
雲
村
の
安
部
栄
四
郎
さ
ん
の
雁
皮

紙
で
あ
る
。
若
い
こ
ろ
の
安
部
さ
ん
は
三
栢
紙
な
ど
い
ろ
い
ろ
の

紙
を
手
が
け
て
い
た
叫
昭
和
六
年
に
民
芸
運
動
の
柳
宗
悦
氏
に

厚
紙
の
雁
皮
紙
を

r

「
上
古
の
紙
の
再
来
だ
。
」
と
賞
め
ら
れ
て
以

来
、
出
雲
民
芸
紙
の
道
を
開
拓
し
た
。
今
で
こ
そ

r

民
芸
紙
は
土

産
物
の
紙
の
よ
う
に
あ
ふ
れ
出
し
て
き
て
、
安
部
さ
ん
自
身
、

年
さ
ぎ
ょ
贔
響
可
g
Jl

F
,
'

i
:
い
じ
9,':"f、
9;し,i

l
ー

ー

ー

l
l
ー
ー
ー
，
l
i
i
i
i

雁
皮
紙
で
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
に
な
っ
て
い
る
安
部

栄
四
郎
さ
ん
。
今
、
漉
い
て
い
る
簑
桁
は
、
正
倉
院
の
縦
を

復
現
す
る
時
に
用
い
た
小
型
の
も
の
で
あ
る
。

悦訟税：芹：；没災；；岱；；；は松；；：：汲睾；；g．:•も'I；;;

吟
味
が
行
わ
れ
る
。
漉
く
紙
の
厚
薄
や
種
類
で
f
竹
ひ
ご
の
太
さ

が
、
八
種
類
ほ
ど
の
段
階
に
分
れ
る
。
ひ
ご
の
太
さ
が
違
う
と
い

す

う
こ
と
ば
ひ
ご
と
ひ
ご
の
透
き
間
が
違
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る

た
心
褐
む
絹
糸
の
太
さ
も
そ
れ
に
応
じ
た
種
類
に
分
れ
る
。
市

販
の
絹
糸
で
は
間
に
合
わ
ず
、
順
か
ら
取
っ
た
、
綱
の
原
糸
を
所

定
の
本
散
で
撚
り
合
わ
せ
る
こ
と
か
ら
、
編
糸
づ
く
り
の
仕
事
が

は
じ
ま
る
。
強
く
撚
り
を
か
け
た
糸
で
、
平
均
に
力
を
加
え
て
編

む
。
編
み
上
げ
た
時
は
奇
麗
に
見
え
て
も
、
水
に
浸
け
る
と
締
め

方
の
む
ら
が
あ
ら
わ
に
出
て
、
簑
が
波
を
う
つ
。
そ
う
な
っ
た

ら
、
箸
（
編
み
さ
ん
は
鋏
で
糸
を
全
部
切
っ
て
、
十
日
ほ
ど
の
根
を

つ
め
た
仕
事
を
ふ
い
に
し
て
し
ま
っ
て
、
は
じ
め
か
ら
や
り
直

す。
緒
（
こ
う
ぞ
）
や
三
極
（
み
つ
ま
た
）
な
ど
の
原
料
づ
く
り
を
含
め

て
、
ま
だ
ま
だ
続
く
下
積
み
の
職
人
の
苦
労
を
語
る
と

r

我
が
国

の
紙
漉
き
の
仕
事
の
精
妙
な
巧
み
さ
＇
磨
き
ぬ
か
れ
た
美
し
さ
。

入
の
目
の
つ
か
な
い
部
分
で
も
決
し
て
手
を
ぬ
い
て
な
い
厳
し
さ

と
い
う
も
の
が
、
最
も
良
く
納
得
し
て
も
ら
え
る
。

は
じ
め
は
記
録
す
る
と
い
う
書
写
材
料
炉
目
的
で
あ
っ
た
手
蔑

詞
訳
も
丈
夫
で
美
し
い
と
い
う
特
質
の
た
め
、
障
子
紙
や
襖
紙
と

い
う
建
築
註
日
本
国
や
版
画
な
ど
の
画
料
や
表
具
用
紙
傘
紙

い
つ
か
ん
ば
り

ゃ
琴
詞
な
ど
の
日
用
品
、
漆
を
塗
っ
た
一
閑
張
や
こ
よ
り
で
亨
『

く
っ
た
調
度
品
、
和
紙
を
揉
ん
だ
髯
デ
や
糸
に
し
て
織
っ
た
紙
布

•
佐
賀
錦
な
ど
の
染
織
張
り
子
や
折
り
紙
な
ど
の
玩
具
な
ど

日
本
人
の
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
使
わ
れ
て
い
る
。
も
は
や
慣
れ

親
し
ん
で
当
り
前
の
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
和
紙
以
外
の

外
国
の
紙
例
え
は
和
紙
の
元
祖
で
あ
る
中
国
の
紙
を
含
め
て
、

こ
の
よ
う
に
多
方
面
に
使
用
さ
れ
る
例
は
た
く
、
外
国
人
が
目
を

み
は
る
異
例
な
事
柄
な
の
で
あ
る
。

紙
龍
き
で
「
重
要
無
形
文
化
財
」
（
俗
に
い
う
人
間
国
宝
）
に
指
定

「
近
頃
は
民
芸
紙
と
い
う
言
葉
を
使
わ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
」

と
い
う
ほ
ど
で
あ
る
が
、
従
来
、
工
芸
の
一
部
門
と
し
て
和
紙
を

認
め
な
い
凰
潮
も
あ
っ
た
中
で
、
和
紙
の
価
値
を
国
内
の
み
な
ら

ず
、
欧
米
ま
で
広
め
た
。
ま
た
、
長
年
の
経
験
を
い
か
し
て

r

寿

岳
文
章
氏
ら
と
正
倉
院
の
紙
を
調
査
し
f
和
紙
が
始
ま
っ
た
当
時

の
姿
を
客
観
的
に
朋
ら
か
に
し
た
功
績
も
大
き
い
（
「
正
倉
院
の
紙
」

日
本
経
済
新
聞
社
昭
和
区
十
五
年
）
。

雁
皮
紙
は
き
め
の
細
か
な
紙
肌
℃
ぬ
め
り
の
よ
う
な
独
特
の

光
沢
を
も
ち
、
防
虫
に
も
優
れ
、
保
存
力
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
欧

米
の
人
々
か
ら
も
紙
王
と
危

r

東
洋
の
羊
皮
紙
と
も
呼
ば
れ
て
高

く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
栽
培
が
き
か
な
く

r

野
生
の
も
の
を

採
取
す
る
他
な
い
な
ど
の
不
便
も
あ
っ
て
、
生
産
量
は
少
な
い
。

そ
れ
に
対
し
、
長
く
強
靱
な
緞
維
を
使
う
猪
紙
は
、
や
や
あ
ら
あ

ら
し
い
が
素
朴
な
、
飽
き
の
こ
な
い
味
合
い
が
あ
る
。
長
い
絨
維

が
十
分
に
か
ら
ん
で
い
る
の
で
、
こ
と
の
ほ
か
丈
夫
で
あ
る
。
紙
の

端
を
何
回
も
折
り
曲
げ
て
み
る
と
よ
く
分
る
こ
と
だ
が
、
洋
紙
だ

と
数
回
か
ら
数
十
回
も
曲
げ
る
と
ち
ぎ
れ
て
し
ま
う
。
か
つ
て
福

ぇ
ち
ぜ
ん

井
の
岩
野
市
兵
術
さ
ん
の
昔
ど
お
り
の
和
叩
誓
で
つ
く
っ
た
越
前

奉
書
を
、
試
験
場
で
は
か
っ
て
み
た
ら
、
横
方
向
で
一
、
五
五
九

回
縦
方
向
（
紙
の
天
地
方
向
）
で
は
実
に
八
、

0
一
八
回
と
ず
ば

ぬ
け
た
丈
夫
さ
を
示
し
た
こ
と
が
あ
る
。

岩
野
さ
ん
も
「
重
要
無
形
文
化
財
」
の
保
持
者
で
あ
っ
た
が
、

:~9,1'̀  
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漉き簑の竹ひこをつくる高知の高橋房美さん。 80歳
だが，毎日，元気に竹ひこ＂をつくり，全国の簑編みさ
んに送っている。

•高笠硲：·訟訊窯·双ふ競：•：佐岱'.:'.:

漉
き
桁
を
組
み
た
て
る
、
高
知
の
桁
づ
く
り
の
有
光
弘
範
さ
ん
。
有

光
さ
ん
の
名
は
、
全
国
の
紙
漉
き
が
知
っ
て
い
る
。
材
料
の
桧
は
、
先

代
が
購
入
し
て
長
い
間
枯
ら
し
た
、
水
に
強
い
良
材
で
あ
る
。

せ

い

ち

ょ

う

し

と

さ

村
町
菊
地
定
重
）
•
清
帳
紙
（
高
知
県
吾
川
村
片
岡
藤
義
）
•
土
佐

典
具
帖
紙
（
高
知
県
伊
野
町
浜
田
幸
雄
）
。
以
上
の
紙
は
、
す
で
に

江
戸
時
代
に
名
紙
と
し
て
全
国
に
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
数

百
年
後
に
い
た
る
ま
で
、
そ
の
製
法
の
主
要
部
分
に
崩
れ
が
な
く
、

独
自
の
美
し
さ
を
保
ち
読
け
て
こ
れ
た
の
は

r

世
の
日
の
当
ら
ぬ

所
で
黙
々
と
漉
き
続
け
て
き
た
紙
漉
き
の
誠
実
さ
の
ゆ
え
で
あ
っ
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昭
和
五
十
一
年
に
亡
く
な
ら
れ
た
。
中
世
の
武
土
社
会
の
公
用
紙

す
ぎ
ほ
ら
し

と
し
て
奉
書
紙
や
杉
原
紙
は
大
い
に
用
い
ら
れ
た
が
、
明
治
維
新

後
、
用
途
が
な
く
な
っ
て
、
漉
い
て
も
売
れ
ず
に
困
っ
て
い
た
。

そ
の
時
、
岩
野
さ
ん
は
新
聞
で
東
京
の
浮
世
絵
木
版
画
の
人
々
が

昔
ど
お
り
の
紙
が
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
を
読
み
、
上
京
し
て
歌

麿
上
広
重
・
春
信
ら
の
版
画
用
紙
を
研
究
し
て

r

要
望
に
こ
た
え

た
。
色
の
深
み
を
出
す
た
め
に
、
同
じ
色
で
応
何
回
も
刷
り
重
ね

た
。
し
か
し

r

紙
漉
き
よ
り
も
更
に
日
の
当
ら
ぬ
所
で
の
誠
実
な

仕
事
が
あ
っ
た
。

従
来
の
無
形
文
化
財
の
保
護
で
は
、
い
わ
ば
最
終
工
程
と
も
い

え
る
加
飾
や
仕
上
げ
の
技
が
中
心
と
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
。
例
え

ま
ぎ
え

ば
漆
工
で
い
え
ば
、
金
粉
を
文
様
に
蒔
く
蒔
絵
・
色
漆
を
塗
り
重

ち

ょ

う

し

つ

ぎ

ゆ

う

し

つ

ね
て
彫
る
彫
漆
．
漆
塗
り
の
楳
漆
な
ど
が
重
要
無
形
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
技
術
を
支
え
る
材
料
づ
く

り
や
道
具
づ
く
り
の
技
術
者
か

r

現
在
絶
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

い
か
に
蒔
絵
や
髭
漆
の
後
継
者
を
養
成
し
よ
う
と
も
、
漆
を
塗
る

刷
毛
を
つ
く
る
人
や
国
内
産
漆
そ
の
も
の
が
絶
え
て
し
ま
っ
た

ら
、
役
に
た
た
な
い
。
こ
う
し
た
現
実
の
危
機
に
直
面
し
て
、
昭

和
五
十
年
に
文
化
財
保
護
法
の
一
部
を
改
正
し
て
、
文
化
財
保
存

技
術
に
対
し
て
も
、
積
極
的
な
保
護
対
策
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
例
え
ば
、
漆
塗
り
に
使
う
漆
刷
毛
は
人
間
の
髪
の
毛
を
用

い
る
が
、
こ
れ
に
は
漆
の
嫌
う
油
性
が
少
な
い
日
本
女
性
の
長
い

髪
が
必
要
と
な
る
。
今
ど
き
、
パ
ー
マ
ネ
ン
ト
な
ど
で
痛
め
て
な

い
、
五
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
髪
な
ど
、
め
っ
た
に
手
に
入
る
も
の
で

は
な
い
（
本
来
は
海
女
の
髪
を
最
上
と
し
た
）
。
選
定
さ
れ
た
保
持
者

の
泉
清
吉
さ
ん
は
、
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
古
い
髪
な
ど
を
苦
心
し

ぬ

し

て
求
め
て
い
る
。
輪
島
塗
を
は
じ
め
、
数
多
く
の
塗
師
が
各
．
産
地

で
働
い
て
い
る
訳
だ
が
、
こ
の
漆
刷
毛
の
製
作
者
は
五
軒
ほ
ど
に

す
き
な
い
。
あ
る
い
は
中
国
や
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
等
か
ら
輸
入
さ
れ
て

麟疇，＇

書
品

誓

る
。
そ
の
た
め
、
時
に
は
数
百
回
も
バ
レ
ン
で
強
く
こ
す
っ
て
刷

り
重
ね
る
場
合
も
あ
る
が
、
岩
野
さ
ん
の
紙
は
そ
れ
に
耐
え
、
毛

ほ
ど
も
伸
び
縮
み
が
な
く
、
女
の
人
の
髪
の
一
本
一
本
の
表
現
が

崩
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
昔
ど
お
り
の
仕
事
を
し
て
い
て
も
、
常

に
現
代
社
会
で
和
紙
を
ど
う
い
か
し
て
い
く
か
の
研
究
を
怠
ら
な

い
の
が
優
れ
た
職
人
で
あ
る
。
岩
野
さ
ん
は
よ
く
、
「
手
は
古
く
、

頭
は
新
し
く
。
」
と
仲
間
の
紙
漉
き
に
説
い
て
い
た
。

和
紙
の
三
大
原
料
と
し
て
雁
皮
．
楷
と
と
も
尺
お
だ
や
か
な

紙
色
と
柔
ら
か
な
紙
肌
を
つ
く
る
三
栢
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し

雁
皮
や
三
極
を
漉
く
人
々
は
少
な
べ
大
半
は
梧
紙
で
あ
る
。
楷

紙
は
数
が
多
い
は
か
り
で
な
く
、
地
域
に
よ
っ
て
栢
の
性
質
に
特

色
が
あ
り
、
競
き
方
ぶ
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
の
で
f
紙
に
風
土
色
が唸ぎ

強
く
覆
れ
る
。
重
要
無
形
文
化
財
と
し
て
総
合
指
定
し
て
い
る
石

ほ

ん

み

の

し

し
ゅ
う
ほ
ん
し

州
半
紙
（
島
根
県
三
隅
町
石
州
半
紙
技
術
者
会
）
。
本
美
濃
紙
（
岐
阜

県
美
濃
市
蕨
生
本
美
濃
紙
保
存
会
）
。
冒
叫
訳
（
埼
玉
県
小
川
町
細

川
紙
技
術
者
塙
会
）
な
ど
は
そ
う
し
た
優
れ
た
風
土
性
を
あ
ら
わ

し
た
紙
で
あ
る
。

各
地
の
紙
漉
き
が
一
軒
と
少
な
く
な
り
、
記
録
作
成
に
緊
急
性

が
求
め
ら
れ
る
。
「
記
録
作
成
等
の
措
置
を
譜
ず
べ
き
無
形
文
化

ぉ

ぐ

に

が

み

財
」
に
次
の
梧
紙
が
選
択
さ
れ
て
い
る
。
小
国
紙
（
新
潟
県
小
国
町

江
口
昭
吾
）
。
声
の
団
尉
（
茨
城
県
山
方
町
菊
池
五
介
。
菊
池
一
男
）

せ

ん

か

し

ほ
ど
む
ら
し

．
程
村
紙
（
栃
木
県
烏
山
町
福
田
製
紙
所
）
・
泉
貨
紙
（
愛
媛
県
野
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い
る
漆
は
約
五

0
0
ト
ソ
ほ
ど
だ
が
、
国
内
産
漆
は
公
式
に
は
約

五
ト
ン
、
表
面
に
現
れ
な
い
景
を
推
定
す
る
と
倍
ほ
ど
で
あ
ろ
う

か
ら
、
国
内
産
は
全
消
費
量
の
二
％
に
み
た
な
い
。

紙
漉
き
の
数
は
現
在

r

六

0
0軒
前
後
か
と
思
わ
れ
る
が
、
紙

漉
き
の
道
具
づ
く
り
は
、
約
四

0
人
で
あ
る
（
全
国
の
技
術
者
て
全

国
手
漉
和
紙
用
具
製
作
技
術
保
存
会
が
結
成
さ
れ
、
文
化
財
保
存
技
術
の

保
存
団
体
に
認
定
さ
れ
て
い
る
）
。
漆
工
に
く
ら
べ
る
と
意
外
に
多
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
か
応
知
れ
ぬ
が
、
一
番
基
礎
と
な
る
竹
ひ
ご
づ

く
り
は
八

0
歳
の
お
は
あ
さ
ん
一
人
、
編
糸
づ
く
り
は
七
七
歳
の

お
じ
い
さ
ん
が
た
だ
一
人
と
な
る
。
こ
の
老
人
の
手
か
ら
、
主
要

産
地
に
一
人
や
二
人
は
い
る
資
編
み
さ
ん
（
全
国
て
合
計
二
十
人
ほ

ど
）
に
送
ら
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
お
ば
あ
さ
ん
や

お
じ
い
さ
ん
が
止
め
た
ら
、
紙
漉
き
が
い
く
ら
苦
労
し
て
も
紙
に

厚
薄
の
む
ら
が
生
じ
、
賛
目
は
み
に
く
く
乱
れ
る
。
ま
さ
に
風
前

の
灯
と
も
い
え
る
危
機
で
あ
る
。
漆
工
に
し
ろ

r

手
漉
和
紙
に
し

ろ
、
そ
の
生
産
額
は
天
地
ほ
ど
大
き
く
違
う
が
、
基
礎
に
い
く
に

従
尺
技
術
者
が
高
齢
化
し
、
後
継
者
不
足
が
深
刻
に
な
る
と
い

う
逆
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
構
造
は
同
様
だ
。
お
そ
ら
く
他
の
伝
統
工
芸

の
分
野
も
似
た
よ
う
な
事
情
で
あ
ろ
う
。

幸
い
に
し
て
、
最
後
の
カ
ン
フ
ル
注
射
が
間
に
あ
っ
た
の
か

r

昭
和
五
十
一
年
度
か
ら
継
続
し
て
行
っ
て
い
る
手
漉
和
紙
用
具
製

作
技
術
研
修
会
で
数
人
の
後
継
者
が
育
ち
つ
つ
あ
る
。

ひ
ご
づ
く
り
の
技
術
者
の
高
橋
房
美
さ
ん
（
明
治
三
十
三
年
生
れ
）

を
訪
ね
る
と
、
小
さ
な
庭
に
面
し
た
縁
側
が
作
業
場
だ
。
竹
を
割

り
r

鋼
に
穴
を
あ
け
て
通
す
。
竹
に
は
微
妙
に
反
り
か
え
る
＜
せ

が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
見
分
け
る
。
銅
の
穴
も
通
し
て
い
る
と
次

第
に
大
き
く
な
る
の
で
、
所
定
の
太
さ
に
決
め
る
の
は
指
先
の
触

感
で
あ
る
。
体
で
覚
え
た
計
測
が
何
よ
り
も
正
し
い
。
銅
に
穴
を

ま
い
ぎ
り

あ
け
る
道
具
は
、
昔
な
が
ら
の
舞
錐
を
使
う
。
ど
の
分
野
に
し

召
道
具
づ
く
り
の
技
術
の
中
に
は
古
い
仕
事
が
よ
く
残
っ
て
い

る
。
道
具
を
使
う
側
か
ら
、
こ
れ
で
な
く
て
は
と
念
を
お
さ
れ
れ

ば
、
道
具
づ
く
り
は
手
間
を
い
と
わ
ず

r

昔
な
が
ら
の
仕
事
を
厳

格
に
守
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
高
橋
さ
ん
も
昔
は
大
勢
の
職
人
を
使

っ
て
、
盛
ん
に
ひ
ご
を
作
っ
て
送
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
紙
漉
き

が
減
少
し
て
い
く
に
つ
れ
、
責
任
者
の
自
分
一
人
が
残
っ
た
。
し

か
し
屈
託
の
な
い
明
る
い
笑
顔
で
、
毎
日
、
縁
側
に
す
わ
っ
て
仕

事
を
し
て
い
る
。
不
況
で
注
文
が
絶
え
よ
う
が
、
毎
日
の
仕
事
は

欠
か
さ
な
か
っ
た
。
誰
に
頼
ま
れ
た
の
で
も
な
い
。
こ
の
働
き
者

の
お
ば
あ
さ
ん
の
小
柄
な
体
塁
手
漉
和
紙
界
の
全
重
量
が
か
か

っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
笑
み
が
胸
に
深
く
し
み
る
。

（
文
化
庁
文
化
財
調
査
官
）
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▽
迂
時
、
第
三
次
全
国
総
合
開
発
計
画
や
新

経
済
社
会
七
か
年
計
画
に
お
い
て
も
、
国
民

の
生
活
や
教
育
、
文
化
、
福
祉
へ
の
視
点
を

強
め
る
な
ど
、
国
の
施
策
が
経
済
中
心
か
ら

文
化
重
視
へ
と
い
う
時
代
認
詞
の
転
換
の
も

と
に
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
過
程

に
お
い
て
、
中
央
教
育
審
議
会
が
「
地
域
社

会
と
文
化
」
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
昨
年
六

月
に
答
申
を
出
し
た
の
を
機
に
、
文
敦
行
政

の
各
分
野
に
お
い
て
地
域
社
会
捺
興
の
視
点

が
い
っ
そ
う
強
く
意
訊
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
下

で
、
激
し
い
人
口
移
動
、
都
市
化
の
進
行
等

々
に
よ
っ
て
地
域
社
会
の
姿
も
、
住
民
の
意

識
も
大
き
く
変
わ
っ
た
後
、
最
近
社
会
、
経

済
変
動
が
や
や
沈
静
化
す
る
と
、
改
め
て
伝

統
文
化
を
見
直
し
、
更
に
は
地
域
社
会
再
生

の
期
待
を
地
域
の
伝
統
文
化
に
求
め
よ
う
と

す
る
傾
向
が
、
住
民
に
も
行
政
に
も
強
く
な

っ
て
き
ま
し
た
。

▽
今
月
は
、
伝
統
文
化
の
継
承
と
今
後
の
発

展
を
期
す
る
た
め
の
課
題
等
を
広
い
視
野
か

ら
取
り
上
げ
ま
し
た
。
建
築
と
生
汚
と
の
関

係
か
ら
日
本
の
住
宅
建
築
の
特
徴
を
考
察
し

た
関
野
論
文
、
伝
統
芸
餡
に
お
け
る
日
本
的

な
文
化
現
象
で
あ
る
家
元
制
度
等
の
伝
承
方

式
に
つ
い
て
考
察
し
た
西
山
論
文
な
ど
の
ほ

か
、
地
域
社
会
に
お
い
て
秀
れ
た
伝
統
芸
鮨

や
伝
統
工
芸
を
支
え
、
あ
る
い
は
そ
の
継
承

に
苦
闘
さ
れ
て
い
る
人
々
の
状
況
報
告
な
ど

も
掲
載
し
ま
し
た
。

▽
次
号
は
「
国
際
化
の
進
展
と
淀
外
子
女
教

育
」
を
特
築
し
ま
す
。
（
企
画
室
）
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