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木
地
師
と
い
っ
て
も
今
日
で
は
知
ら
ぬ
人
も
多
い
が
、
木
地
師
と
は
一
家
巻

族
と
共
に
高
山
の
奥
深
く
住
み
、
一
般
の
百
姓
町
人
達
と
は
交
り
を
せ
ず
深
山

に
小
屋
が
け
で
暮
し
て
い
て
、
木
で
茶
碗
や
皿
な
ど
の
形
に
似
た
木
地
を
く
っ

て
、
そ
れ
を
家
族
の
者
に
持
た
し
て
里
へ
出
て
売
る

の

を

業

と

し

て

い

た

の

で

あ

る

。

‘

三
十
年
前
八
十
三
オ
で
死
ん
だ
祖
母
の
話
に
よ
る

と
、
木
地
一
個
の
代
価
は
一
升
の
枡
量
が
入
る
木
地

を
代
米
一
升
、
五
合
の
枡
量
が
入
る
も
の
を
代
米
五

合
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

原
料
の
木
材
は
ケ
ン
ポ
ー
や
ケ
ヤ
キ
の
よ
う
な
逆

も
げ
の
し
な
い
材
を
用
い
た
も
の
だ
。
そ
の
原
料
木

は
自
由
に
深
山
の
奥
、
官
林
で
伐
り
取
る
事
を
許
さ

れ
て
い
た
。
諸
国
の
関
所
も
通
行
自
由
な
往
来
手
形

を
交
付
さ
れ
て
お
っ
た
。
木
地
師
は
―
つ
の
団
結
を

つ
く
り
、
全
国
の
深
山
に
足
跡
を
残
し
て
い
る
が
、

こ
と
わ
ざ
に
も
「
木
地
屋
の
宿
替
」
と
い
わ
れ
る
よ

う
に
全
く
住
所
不
定
で
村
人
と
も
交
渉
せ
ず
、
正
式

次
昔
は
紋
付
羽
織
袴
で
あ
っ
た
が
当
今
は
和
服
あ
り
洋
服
あ
り
で
あ
る
。
乙
組

貪
着
席
し
て
、
お
汲
み
茶
を
出
す
。
次
に
二
つ
の
膳
付
の
皿
鉢
料
理
が
出
て

客
人
の
前
に
並
べ
ら
れ
、
酒
が
出
る
。

甲
組
当
頭
芝
竹
治
氏
か
ら
「
太
夫
さ
ん
当
頭
（
甲
組
）
さ
ん
お
客
さ
ん
達
よ

く
お
出
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
、
粗
末
な
も
の
で
あ
り
ま
す
が
お
召
し
上
り
下
さ

い
ま
せ
」
と
の
挨
拶
が
あ
り
、
酒
宴
が
始
ま
る
。
そ
れ
に
は
部
落
の
若
い
娘
の

子
達
が
出
て
お
酌
を
す
る
。

宴
な
か
ば
に
据
え
つ
け
の
本
膳
を
各
客
人
の
前
に
配
る
。
甲
組
当
頭
よ
り

「
太
夫
さ
ん
据
え
つ
け
の
準
備
を
し
ま
し
た
。
当
頭
さ
ん
据
え
つ
け
の
か
ま

え
を
い
た
し
ま
し
た
、
皆
さ
ん
お
召
し
上
り
く
だ
さ
い
ま
せ
」
と
の
挨
拶
が
あ

る
。
そ
こ
で
客
人
達
は
御
飯
一
ぱ
い
と
汁
一
椀
を
い
た
だ
く
。
終
っ
て
甲
組
当

頭
芝
氏
が
盃
二
個
を
持
っ
て
、
太
夫
さ
ん
と
乙
組
当
頭
に
献
じ
、
他
の
客
人
は

手
も
と
の
盃
に
「
中
ざ
し
」
を
お
受
け
く
だ
さ
い
、
と
の
挨
拶
が
あ
り
、
酒
を

一
っ
ぱ
い
つ
ぐ
。
ま
た
お
酒
が
つ
づ
く
。
そ
の
席
の
中
へ
若
者
三
名
が
赤
だ
す

き
で
各
々
一
個
づ
つ
飯
櫃
を
持
ち
出
し
て
来
る
。
こ
の
飯
櫃
に
は
米
一
斗
二
升

位
を
炊
い
た
白
飯
が
は
い
っ
て
お
る
。

こ
れ
よ
り
客
人
達
の
本
膳
に
あ
る
、
先
刻
御
飯
を
食
べ
た
お
椀
に
そ
れ
ぞ
れ

皆
飯
を
盛
り
た
て
盛
り
た
て
大
山
盛
り
に
し
て
、
お
膳
に
並
ぺ
る
。
（
も
ち
米

が
少
し
入
っ
て
お
れ
ば
、
な
お
高
く
盛
り
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
）
。

終
っ
て
か
ら
当
頭
芝
氏
よ
り
「
例
に
よ
り
ま
し
て
掛
飯
の
祝
儀
を
致
し
ま
し

た
、
太
夫
さ
ん
当
頭
さ
ん
掛
飯
の
祝
儀
を
致
し
ま
し
た
」
と
の
挨
拶
が
あ
る
。

つ
づ
い
て
当
頭
よ
り
盃
三
個
に
小
皿
を
添
え
て
太
夫
と
乙
組
の
当
頭
に
献
ず
る

酒
が
つ
が
れ
る
。
乙
組
当
頭
よ
り
祝
儀
を
述
べ
た
い
と
の
挨
拶
が
あ
っ
て
、
盃

を
甲
組
当
頭
に
も
ど
さ
れ
、
太
夫
と
当
頭
よ
り
謡
が
出
る
。

に
婚
姻
も
し
な
い
。
そ
の
墓
地
は
深
山
の
奥
に
集
ま
っ
て
あ
る
が
、
石
碑
も
無

い
の
が
普
通
で
あ
る
。
幡
多
郡
上
山
郷
（
現
在
大
正
町
）
に
は
葛
籠
川
の
奥
、

官
林
一
ノ
又
山
に
木
地
川
原
と
い
う
所
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
昔
木
地
師
が
居
た

と
伝
え
ら
れ
其
の
墓
も
現
在
残
っ
て
居
る
。
中
津
川
の
奥
、
官
林
小
松
尾
山
林

内
に
も
木
地
師
の
墓
が
あ
り
、
木
地
の
駄
馬
と
い
う
ホ
ノ
ギ
も
あ
る
。
こ
こ
は

屋
敷
の
あ
っ
た
跡
で
あ
ろ
う
と
息
う
。
下
津
井
の
坂
島
の
官
林
内
に
も
木
地
巳

屋
の
名
称
が
残
っ
て
居
り
、
同
所
仁
井
田
神
社
の
戦
り
入
れ
の
木
箱
の
蓋
に
も

坂
島
の
木
地
師
よ
り
織
を
寄
進
し
た
こ
と
を
示
す
記
録
が
あ
ろ
。

四
手
ノ
川
永
井
さ
ん
の
奥
狗
子
山
官
林
の
入
口
に
も
、
木
地
山
と
い
う
所
が

あ
っ
て
、
森
中
徳
太
郎
翁
(83)
の
母
親
が
若
い
時
分
に
、
木
地
師
が
い
て
、
木

地
を
く
っ
て
は
そ
れ
を
売
っ
た
こ
と
を
見
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

折
合
い
三
所
権
現
神
社
に
は
木
地
屋
小
椋
清
蔵
同
文
左
衛
門
の
文
字
が
木
地
椀

の
糸
じ
り
に
あ
る
も
の
が
あ
る
。

以
上
で
、
上
山
郷
の
官
林
内
に
は
、
昔
は
た
く
さ
ん
の
木
地
師
が
住
ん
で
お

っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
（
写
真
は
木
地
師
の
免
許
吠
と
木
椀
）

ゆ

当

屋

祭

（

飯

食

い

祭

）

幡
多
郡
上
山
郷
上
分
下
遁
村
（
現
大
正
町
下
道
）
と
い
う
部
落
は
、
昔
は
戸

数
凡
十
四
位
の
山
間
の
小
衆
落
で
あ
っ
た
こ
と
が
州
郡
志
に
見
え
て
い
る
。

昔
か
ら
毎
年
旧
十
一
月
十
二
日
、
産
土
神
春
日
神
社
の
霜
月
祭
当
日
に
行
わ

れ
る
当
屋
祭
の
行
事
は
、
昔
の
姿
を
そ
の
ま
ま
っ
た
え
て
い
て
、
酒
道
具
膳
椀

等

も

昔

の

お

も

か

げ

を

残

し

て

い

る

。

曹

そ
の
し
き
た
り
は
、
部
落
戸
数
を
二
組
に
区
分
し
て
各
組
に
当
頭
一
名
を
選

ん
で
、
そ
の
差
配
に
よ
っ
て
行
事
を
進
め
る
の
で
あ
る
が
、
昭
和
三
十
三
年
霜

月
の
当
屋
祭
は
、
甲
組
当
頭
芝
竹
治
氏
の
差
配
で
、
当
屋
野
並
伴
次
方
で
準
備

万
端
を
整
え
、
お
客
側
を
待
ち
受
け
る
。
午
後
五
時
頃
客
側
の
乙
組
当
頭
吉
村

氏
よ
り
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
と
礼
を
述
べ
る
。
そ
れ
か
ら
は
よ
さ
こ
い
と

な
り
、
「
ぼ
た
も
ち
が
」
の
唄
が
出
る
、
み
ん
な
が
う
た
い
、
盃
も
交
換
も
盛

に
行
わ
れ
宴
も
た
け
な
わ
と
な
る
。

次
に
本
膳
の
111盛
り
飯
の
蓋
を
と
っ
て
、
飯
に
箸
を
つ
け
る
が
、
な
か
な
か

食
べ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
中
に
は
二
杯
位
食
べ
る
豪
の
者
も
あ
る
。
食
ぺ
ら
れ

な
い
者
は
紙
を
も
ら
っ
て
包
ん
で
持
ち
帰
え
る
こ
と
に
す
る
。
決
し
て
食
べ
残

し
た
り
捨
て
た
り
は
し
て
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
よ
り
御
飯
の
す
ん
だ
お
椀
に
三
杯
御
酒
を
受
け
て
い
た
だ
く
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
終
っ
て
か
ら
客
側
当
頭
よ
り
、
甲
組
当
頭
芝
竹
治
氏
に
盃
を
献
じ

て
、
謡
に
う
つ
る
。
浪
波
津
の
一
節
を
謡
う
が
、
そ
れ
か
ら
は
ま
た
雑
歌
と
な

っ
て
ひ
と
し
き
り
さ
わ
ぐ
。
御
茶
が
出
る
。
次
に
御
湯
が
出
る
。
こ
れ
は
飯
を

摺
り
つ
ぶ
し
た
白
い
汁
で
あ
る
。
以
上
で
こ
の
日
の
当
屋
祭
り
は
終
り
、
客
人

盗
達
は
「
当
頭
さ
ん
御
馳
走
に
な
り
ま
し
た
」

一
と
の
挨
拶
を
し
な
が
ら
一
同
つ
れ
だ
っ
て
出

一
て
行
き
一
人
残
ら
ず
帰
っ
て
し
ま
う
。
後
に

疇
残
っ
て
ぐ
ず
つ
く
客
は
一
人
も
な
い
。
食
糧

、
不
足
を
つ
げ
て
お
た
が
い
が
苦
労
し
た
戦
時

，
中
も
こ
の
行
事
は
続
け
ら
れ
て
今
日
に
い
た

っ
て
い
る
。

現
在
も
神
田
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ

の
収
穫
に
よ
っ
て
年
々
の
白
飯
行
事
が
つ
づ

け
ら
れ
て
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
。

（
写
耳
は
飯
食
い
祭
風
景
）

（
前
町
会
議
員
）

(27) 
ぷ:,

伊

与
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北
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町
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定

(26) 


