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志ある中小企業経営者の応援団として「採
用から共育」まで一貫した支援サービスを
行っている。これまで数多くの社員、職員
の採用・人財育成・職場定着等に携わり、
CSR（社会貢献活動）を活用した「いい会
社創り」のサポーターとして定評がある。

2024 年 3 月 11 日

は
、何
年
も
か
か
る「
大
航
海
」で
し
た
。海
上
移

動
に
使
わ
れ
る
重
要
で
堅
牢
な
船
を
ど
う
や
っ

て
造
る
か
。欧
州
に
向
か
う
だ
け
で
な
く
、無
事

に
日
本
に
帰
っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、気
仙
沼
の「
気
仙
大
工
」、岩
手
の
大

船
渡
な
ど
の
漁
業
地
域
か
ら
漁
船
の
建
造
を

し
て
い
た
船
大
工
が
集
め
ら
れ
ま
し
た
。そ
う

し
て
完
成
し
た
の
が
、洋
式
の
帆
船
、い
わ
ゆ
る

黒
船
の「
サ
ン・フ
ァ
ン・バ
ウ
テ
ィ
ス
タ
」号
で

す
。こ
の
船
の
建
造
は
仙
台
藩
の
一
大
事
業
で
、

津
波
後
の
被
災
地
の
復
興
に
も
貢
献
し
た
と
言

い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。作
業
に
当
た
っ
た
船

大
工
た
ち
の
弟
子
や
子
孫
た
ち
が
、そ
の
後
、木

造
家
屋
の
大
工
や
建
具
職
人
と
な
り
、石
巻
の

建
具
職
人
の「
ル
ー
ツ
」と
な
っ
た
と
語
り
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
の
使
節
団
で
す
が
、支
倉
常
長
は
ス

ペ
イ
ン
国
王
フ
ェ
リ
ペ
三
世
に
謁
見
、教
皇
パ

ウ
ロ
五
世
に
拝
謁
を
果
た
し
ま
し
た
が
、江
戸

幕
府
の
キ
リ
ス
ト
教
弾
圧
に
よ
り
、結
局
、貿
易

を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、7
年
後
に
仙
台

に
戻
り
ま
し
た
。

協
和
木
工
所
の
歴
史

協
和
木
工
所
の
創
立
は
、大
正
か
ら
昭
和
を

生
き
た
初
代
社
長
、上
杉
社
長
の
祖
父・上
杉

正
男
さ
ん
の
時
代
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。現
在

は
、住
宅
の
窓
は
ア
ル
ミ
サ
ッ
シ
、そ
し
て
樹
脂

サ
ッ
シ
が
ほ
と
ん
ど
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、今

か
ら
90
年
前
の
大
正
、そ
し
て
昭
和
初
期
に
は
、

ほ
と
ん
ど
の
家
の
窓
や
玄
関
は
木
で
で
き
て
い

ま
し
た
。建
物
の
中
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
建

具
―
そ
れ
ら
を
作
る
の
が
、技
を
持
っ
た
建
具

屋
、建
具
職
人
の
仕
事
で
し
た
。

正
男
さ
ん
は
、石
巻
に
生
ま
れ
、育
ち
、地

元
の
建
具
屋・菊
森
建
具
店
で
働
き
始
め
ま
し

た
。い
わ
ゆ
る
、弟
子
入
り
で
す
。そ
こ
で
は
、

親
方
の
一
番
弟
子
か
ら
マ
ン・ツ
ー・マ
ン
で
、

「
見
て
覚
え
ろ
」「
や
っ
て
覚
え
ろ
」と
い
う
よ
う

に
厳
し
く
技
を
教
え
込
ま
れ
ま
し
た
。そ
し
て

1
9
3
5（
昭
和
10
）年
、正
男
さ
ん
は
協
和
木

工
所
を
創
業
し
ま
す
。親
方
や
先
輩
職
人
に
認
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協
和
木
工
所

協
和
木
工
所

戦
後
は
住
宅
や
施
設
等
の
建
設・修
理
の
需

要
が
あ
り
、建
具
職
人
は
ひ
っ
ぱ
り
だ
こ
で
し

た
。協
和
木
工
所
は
最
盛
期
に
は
弟
子
を
10
人

も
抱
え
て
い
ま
し
た
。年
に
何
回
も
全
国
各
地

を
旅
行
し
、大
き
な
仕
事
を
終
え
る
と
自
宅
の

テ
ー
ブ
ル
に
毛
蟹
が
並
ん
で
い
た
こ
と
も
あ
っ

た
そ
う
で
す
。弟
子
や
従
業
員
の
家
族
や
子
ど

も
た
ち
が
集
ま
っ
て
盛
大
な
新
年
会
な
ど
も
開

か
れ
ま
し
た
。

二
代
目
昌
弘
さ
ん
の
時
代
へ

そ
し
て
会
社
は
二
代
目
昌
弘
さ
ん
の
時
代

に
入
り
ま
す
。昌
弘
さ
ん
は
鉄
道
が
好
き
で
、本

当
は
列
車
の
運
転
手
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
お

り
、本
音
で
は
家
を
継
ぐ
こ
と
に
抵
抗
が
あ
っ

た
そ
う
で
す
。と
こ
ろ
が
長
男
で
も
あ
り
、「
家

を
継
ぐ
の
が
当
然
」と
い
う
流
れ
の
中
、正
男
さ

ん
の
弟
子
か
ら
技
術
を
学
ん
で
建
具
職
人
と

な
り
、二
代
目
に
就
任
し
ま
し
た
。昌
弘
さ
ん
は

温
厚
な
性
格
で
、敏
之
さ
ん
を
仕
事
の
こ
と
で

怒
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

こ
の
頃
に
な
る
と
、住
宅
の
窓
や
玄
関
に
ア

ル
ミ
サ
ッ
シ
が
登
場
、次
第
に
普
及
し
て
き
ま

し
た
。一
方
で
、伝
統
的
な
建
具
を
使
用
す
る
住

宅
は
減
り
、顧
客
は
寺
院
や
公
共
施
設
な
ど
が

中
心
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

建
具
店
は
、建
物
建
築
事
業
で
元
請
業
者
と

な
る
住
宅
会
社
や
工
務
店
、大
工
か
ら
仕
事
を

依
頼
さ
れ
て
引
き
受
け
る
立
場
で
、「
技
術
よ
り

も
値
段
」と
ば
か
り
に
、価
格
が
安
い
建
具
店
へ

と
発
注
が
流
れ
た
り
、値
段
を
叩
か
れ
た
り
し

て
、技
術
を
発
揮
す
る
機
会
が
減
る
傾
向
が
顕

著
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

敏
之
さ
ん
は
男
3
人
兄
弟
の
次
男
で
、昌
弘

さ
ん
は
敏
之
さ
ん
に「
会
社
は
継
が
な
く
て
も

い
い
」と
常
々
話
し
て
い
ま
し
た
。そ
こ
で
敏
之

さ
ん
は
高
校
を
卒
業
す
る
と
栃
木
県
の
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
成
形
の
会
社
に
就
職
、社
会
人
と
な
り

独
立
し
ま
し
た
。

就
職
し
て
1
年
が
経
っ
た
こ
ろ
、石
巻
の
自

宅
で
、大
き
な
出
来
事
が
起
き
ま
し
た
。祖
母
マ

サ
子
さ
ん
が
が
ん
に
な
り
闘
病
生
活
を
送
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
す
。忙
し
い
両
親
の
代
わ
り

に
敏
之
さ
ん
の
面
倒
を
見
て
く
れ
た
最
愛
の
マ

サ
子
さ
ん
。敏
之
さ
ん
の
母・米
子
さ
ん
と
と
も

に
家
族
だ
け
で
な
く
、工
場
に
住
み
込
む
弟
子

た
ち
の
食
事
や
身
の
回
り
の
こ
と
、家
事
や
孫

の
世
話
、仕
事
で
受
注
し
た
障
子
張
り
と
い
う

「
女
た
ち
の
仕
事
」を
含
め
、い
く
つ
も
の
仕
事

を
こ
な
す
、家
庭
内
の「
も
う
一
つ
の
大
黒
柱
」

の
よ
う
な
存
在
で
し
た
。

「
私
は
す
ご
い
、ば
あ
ち
ゃ
ん
子
で
。祖
母
が

病
院
の
ベ
ッ
ド
で
、『
敏
之
、敏
之
』と
私
の
名

前
ば
っ
か
り
呼
ん
で
い
る
と
聞
い
て
、『
石
巻
に

帰
っ
て
、ば
あ
ち
ゃ
ん
の
看
病
を
し
よ
う
』と
決

め
ま
し
た
」。敏
之
さ
ん
は
勤
め
て
い
た
会
社
を

辞
め
て
石
巻
に
帰
り
、マ
サ
子
さ
ん
の
看
病
を
続

け
、そ
し
て
見
送
り
ま
し
た
。

勤
め
て
い
た
栃
木
県
の
会
社
で
は
、入
社
同

期
で
は
あ
る
も
の
の
大
卒
の
た
め
４
歳
年
上

で
、敏
之
さ
ん
を
と
て
も
可
愛
が
っ
て
く
れ
た

先
輩
が
い
ま
し
た
。そ
の
人
も
実
家
が
自
営
業

で
、敏
之
さ
ん
の
退
職
後
、実
家
に
戻
っ
て
、や

は
り
自
動
車
会
社
ト
ヨ
タ
の
関
連
事
業
を
し
て

い
る
親
の
会
社
を
継
い
で
い
ま
し
た
。故
郷・石

巻
に
帰
っ
た
敏
之
さ
ん
を
何
か
と
気
に
か
け
て

連
絡
を
く
れ
て
い
ま
し
た
が
、「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

の
看
病
を
し
て
見
送
っ
て
、お
前
は
や
る
こ
と

を
や
っ
た
。じ
ゃ
あ
、こ
れ
か
ら
は
ど
う
す
る
ん

だ
。お
前
に
い
ろ
い
ろ
教
え
た
い
こ
と
も
あ
る

か
ら
、岐
阜
で
仕
事
を
し
な
い
か
」と
、誘
っ
て

く
れ
ま
し
た
。そ
こ
で
敏
之
さ
ん
は
岐
阜
へ
。と

こ
ろ
が
、岐
阜
は
全
く
知
ら
な
い
土
地
で
、知
っ

て
い
る
人
と
言
え
ば
、誘
っ
て
く
れ
た
先
輩
一

人
。そ
ん
な
敏
之
さ
ん
を
思
っ
て
、先
輩
は
た
く

さ
ん
の
友
人
を
次
々
に
紹
介
し
、休
み
の
日
で

も
寂
し
く
な
ら
な
い
よ
う
、集
ま
っ
て
食
事
を

し
た
り
、出
か
け
た
り
と
一
緒
に
過
ご
し
て
く

れ
ま
し
た
。

岐
阜
で
成
人
式
に
出
席
し
た
そ
の
後
、石
巻

に
帰
省
す
る
時
、先
輩
か
ら
あ
る
こ
と
を
言
わ

れ
ま
し
た
。「
男
3
人
兄
弟
が
い
て
、誰
も
家
業

を
継
が
な
い
な
ん
て
、そ
ん
な
バ
カ
な
話
は
な

い
。い
い
機
会
だ
か
ら
、帰
っ
た
ら
兄
貴
や
弟
と

家
の
こ
と
を
ち
ゃ
ん
と
話
し
て
こ
い
。た
だ
、お

前
は
絶
対
に
岐
阜
に
戻
っ
て
こ
い
よ
」。

実
家
で
兄
弟
が
顔
を
合
わ
せ
る
と
、す
で
に

兄
は
郵
便
局
に
勤
務
し
て
お
り
途
中
で
は
辞
め

ら
れ
ず
、弟
も
地
元
の
大
き
な
企
業
に
就
職
が

決
ま
っ
た
ば
か
り
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
。「
話
し

合
う
余
地
も
な
く
、私
が
家
を
継
ぐ
こ
と
に
な

り
ま
し
た
」と
敏
之
さ
ん
は
当
時
を
振
り
返
り

ま
す
。岐
阜
の
先
輩
か
ら
は「
ば
か
や
ろ
う
」と

怒
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

石
巻
に
戻
っ
て
き
て
家
業
を
継
ぐ
こ
と
を

最
も
喜
ん
で
く
れ
た
の
は
祖
父
の
正
男
さ
ん

で
し
た
。正
男
さ
ん
は
す
で
に
80
歳
に
な
り
、実

質
的
に
は
仕
事
を
引
退
し
て
い
ま
し
た
が
、そ

れ
で
も
毎
日
、土
日
祝
日
も
関
係
な
く
、工
場
に

顔
を
出
し
、作
業
の
邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
床

に
散
ら
ば
っ
て
い
る
残
材
を
き
れ
い
に
片
付
け

た
り
、そ
の
残
材
を
薪
ス
ト
ー
ブ
や
だ
る
ま
ス

ト
ー
ブ
の
燃
料
に
く
べ
た
り
、建
具
に
使
う
具

材
を
乾
燥
さ
せ
る
作
業
を
手
伝
っ
た
り
し
て
い

ま
し
た
。そ
の
職
人
気
質
に
は「
引
退
」と
い
う

２
文
字
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

「
昔
の
職
人
は
機
械
を
使
わ
ず
に
作
っ
て
き

た
か
ら
腹
が
出
て
い
な
い
。木
の
厚
み
を
決
め

る
の
も
、鉋（
か
ん
な
）が
け
の
微
妙
で
正
確
な

手
加
減
で
き
っ
ち
り
や
っ
て
き
た
か
ら
だ
。俺

も
若
い
頃
は
、腹
な
ん
か
出
て
い
な
か
っ
た
」。

そ
う
苦
労
し
た
日
々
を
語
っ
て
い
た
と
い
い
ま

す
。亡
く
な
る
そ
の
日
ま
で
、工
房
に
い
て
、職

人
た
ち
の
仕
事
ぶ
り
を
眺
め
て
い
た
正
男
さ

ん
。「
職
人
と
し
て
最
後
ま
で
生
き
る
」と
い
う

姿
を
体
現
し
た
人
生
で
し
た
。

1
9
7
0
年
代
以
降
、住
宅
建
設
ブ
ー
ム
は

去
り
、そ
の
後
の
バ
ブ
ル
経
済
も
終
わ
り
つ
つ

あ
る
時
期
の
敏
之
さ
ん
の
帰
省
と
後
継
。父・昌

弘
さ
ん
も
、二
代
目
と
し
て
の
苦
労
か
ら
複
雑

な
思
い
は
あ
り
つ
つ
も
、や
は
り
我
が
子
が
後

を
継
い
で
同
じ
道
を
歩
む
こ
と
を
と
て
も
喜
ん

で
く
れ
ま
し
た
。

祖
父
の
一
番
弟
子
か
ら
技
術
を
学
ぶ

協
和
木
工
所
に
入
り
、敏
之
さ
ん
の
修
行
が

始
ま
り
ま
す
。

自
宅
の
隣
に
工
場
が
あ
っ
た
の
で
、幼
い

頃
か
ら
出
入
り
し
た
り
、中
で
遊
ん
だ
り
し
て

い
ま
し
た
。大
き
な
機
械
が
た
く
さ
ん
あ
る
の

で
、遊
ん
で
い
る
う
ち
に
頭
や
体
を
ぶ
つ
け
て
、

ち
ょ
っ
と
し
た
け
が
を
し
た
り
。

母・米
子
さ
ん
が
、幼
い
敏
之
さ
ん
を
お
ぶ
っ

て
工
場
の
手
伝
い
を
し
て
い
た
時
期
も
あ
り
ま

し
た
。作
業
工
程
で
は
、母
親
や
妻
ら
女
性
た
ち

も
、障
子
や
襖（
ふ
す
ま
）を
キ
チ
っ
と
き
れ
い

に
貼
る
と
い
う
、最
後
の
仕
上
げ
に
向
け
て
重

要
な
役
割
を
担
い
ま
す
。出
来
上
が
っ
た
建
具

は
、家
族
全
員
で
仕
上
げ
た「
作
品
」で
も
あ
る

の
で
す
。そ
う
し
た
家
族
全
員
の
暮
ら
し
と
仕

事
が
あ
り
、長
年
親
し
ん
で
き
た
工
場
に
、敏
之

さ
ん
は
戻
っ
て
き
た
の
で
し
た
。

「
私
は
、祖
父
の
一
番
弟
子
か
ら
仕
事
を
教
わ

り
ま
し
た
。そ
の
お
弟
子
さ
ん
に
よ
る
と
、祖
父

は
か
な
り
気
性
が
荒
く
て
、金
づ
ち
が
飛
ん
で

く
る
ぐ
ら
い
だ
っ
た
そ
う
で
す
。た
だ
、私
が
石

巻
に
戻
っ
た
頃
に
は
、穏
や
か
な
お
じ
い
ち
ゃ

ん
”で
、そ
う
い
う
怖
さ
は
全
く
な
か
っ
た
で
す

ね
。た
だ
、仕
事
の
話
に
な
る
と
真
剣
無
表
情
に

変
わ
っ
て
、『
仕
事
に
嘘
は
つ
く
な
よ
』と
言
い
、

仕
事
に
対
し
て
誠
実
に
向
き
合
う
こ
と
を
教
え

て
く
れ
ま
し
た
」。祖
父
の
技
術
と
理
念
を
引
き

継
い
だ
一
番
弟
子
、敏
之
さ
ん
の
師
匠
も
、技
に

つ
い
て
は
祖
父
同
様
に
、正
確
で
厳
格
な
教
え

方
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

当
時
は
、親
方
や
師
匠
が
弟
子
に
直
接
、「
見

せ
て
、や
っ
て
、や
ら
せ
て
」教
え
る
や
り
方
。そ

こ
に
職
人
気
質（
か
た
ぎ
）が
加
わ
り
ま
す
。マ

ニ
ュ
ア
ル
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

「
一
番
弟
子
の
方
に
教
わ
っ
て
い
た
当
時
の

私
は
、何
も
わ
か
ら
な
い
く
せ
に
、技
を
突
き
詰

め
た
い
気
持
ち
ば
か
り
が
あ
り
ま
し
た
。『
何
で

こ
う
す
る
ん
で
す
か
』と
聞
く
と
、『
昔
か
ら
こ

う
や
っ
て
い
る
ん
だ
』と
い
う
返
事
が
返
っ
て

き
て
、会
話
は
終
了
。多
分
そ
れ
は
、非
常
に
理

に
か
な
っ
て
い
る
と
、今
な
ら
理
解
で
き
ま
す

が
、当
時
の
私
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
、具
体
的
な
言
葉
を

欲
し
て
い
ま
し
た
ね
。自
分
が
指
導
す
る
側
に

回
っ
た
今
、技
巧
を
学
ぶ
人
に
は
、具
体
的
に
言

葉
で
説
明
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
」。時
代
が

移
り
、技
術
の
伝
承
方
法
も
変
わ
っ
て
き
て
い

る
の
で
す
。

組
子
細
工
と
国
産
材
へ
の
こ
だ
わ
り

敏
之
さ
ん
は「
う
ち
は
あ
く
ま
で
も
国
産
材

で
、特
に
良
質
の
秋
田
杉
を
使
っ
て
い
ま
す
」

と
、良
質
の
国
産
材
を
使
っ
た
製
品
づ
く
り
に

こ
だ
わ
っ
て
い
ま
す
。

昌
弘
さ
ん
が
社
長
の
時
代
に
は
、学
校
や
公

共
施
設
の
建
設
関
係
の
公
共
事
業
の
仕
事
を
中

心
に
、注
文
建
築
に
近
い
住
宅
の
建
具
な
ど
の

仕
事
も
受
け
て
い
ま
し
た
。そ
の
頃
は
時
代
の

流
れ
で
、新
建
材
や
ベ
ニ
ヤ
張
り
の
建
具
の
仕

事
も
多
く
受
け
て
い
ま
し
た
。

「
で
も
、新
建
材
や
ベ
ニ
ヤ
の
仕
事
を
や
っ
て

い
て
も
、な
ん
だ
か
つ
ま
ら
な
く
て
。全
部
、国

産
材
で
作
っ
た
よ
う
な
建
具
づ
く
り
を
や
り
た

い
と
常
々
思
っ
て
い
ま
し
た
。す
る
と
、そ
う
い

う
会
社
と
お
付
き
合
い
が
生
ま
れ
て
、震
災
前

に
は
、国
産
材
に
よ
る
玄
関
扉
を
作
り
ま
し
た
。

ま
た
近
く
の
お
寺
か
ら
は
、組
子
細
工
の
襖（
ふ

す
ま
）の
注
文
を
受
け
、父
が
中
心
に
な
っ
て
工

夫
し
な
が
ら
制
作
し
ま
し
た
。山
梨
の
寺
ま
で

視
察
に
行
っ
て
鎌
倉
、室
町
時
代
の
流
行
の
紋

様
を
再
現
し
ま
し
た
。東
日
本
大
震
災
で
も
そ

の
襖
が
残
っ
た
の
は
う
れ
し
か
っ
た
で
す
」と

敏
之
さ
ん
。

細
や
か
な
木
組
と
微
妙
な
凹
凸
。遠
く
か
ら

見
る
の
と
、近
づ
い
て
見
る
の
で
は
そ
れ
ぞ
れ

に
違
っ
た
風
合
い
や
光
の
入
り
方
、景
色
へ
の

溶
け
込
み
が
あ
り
、見
て
い
る
だ
け
で
も
全
く

飽
き
ま
せ
ん
。そ
の
襖
が
あ
る
寺
は
、津
波
の

後
、さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
押
し
寄
せ
て
き
た
場

所
に
あ
り
ま
し
た
。し
か
し
震
災
の
後
も
そ
の

襖
は
壊
れ
ず
に
無
事
に
残
り
、「
奇
跡
の
襖
」だ

と
言
う
人
も
い
ま
す
。

「
震
災
で
も
家
が
戻
る
」現
象

東
日
本
大
震
災
の
後
、敏
之
さ
ん
が
壊
れ
た

建
物
の
修
理
に
奔
走
す
る
な
か
で
、驚
い
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
は「
家
が
自
ら
戻
る
」と

い
う
現
象
で
す
。

「
日
本
建
築
の
伝
統
的
な
家
は
あ
れ
ほ
ど
の

大
地
震
で
揺
れ
て
も
元
に
戻
っ
て
い
る
。梁（
は

り
）を
繋
ぎ
合
わ
せ
る『
仕
口（
し
ぐ
ち
）』な
ど

の
工
法
が
あ
り
、そ
れ
は
揺
れ
て
も
自
然
に
元

に
戻
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。材
木

を
プ
レ
カ
ッ
ト
し
て
金
物
で
押
さ
え
た
り
す
る

現
代
の
住
宅
は
、傾
い
て
し
ま
っ
た
ら
元
に
は

戻
り
ま
せ
ん
。長
年
、自
然
災
害
の
多
い
日
本

で
、工
夫
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
伝
え
ら
れ
て
き

た
日
本
建
築
の
伝
統
と
知
恵
、そ
の
良
さ
は
、建

具
職
人
の
技
術
に
も
生
か
さ
れ
て
い
ま
す
。自

然
の
中
で
生
き
る
建
物
と
技
術
、そ
し
て
住
ん

で
い
る
方
々
に
伝
統
美
の
な
か
で
過
ご
す
生
活

を
大
切
に
し
た
建
具
を
提
供
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
」と
敏
之
さ
ん
は
語
り
ま
す
。

東
日
本
大
震
災
、

地
震
と
津
波
の
被
害
に

社
長
に
就
任
し
て
約
6
年
が
過
ぎ
、順
調
に

軌
道
に
乗
っ
て
い
た
2
0
1
1
年
3
月
11
日
、

宮
城
県
を
震
源
と
す
る
東
日
本
大
震
災
が
発
生

し
ま
し
た
。石
巻
を
含
む
東
北
の
太
平
洋
沿
岸

は
、広
く
津
波
の
被
害
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
。

協
和
木
工
所
は
、海
か
ら
直
線
距
離
で
約
３

キ
ロ
に
あ
り
、海
と
の
間
に
日
本
製
紙
石
巻
工

場
と
い
う
大
き
な
工
場
が
あ
っ
た
お
か
げ
で
、

津
波
の
直
撃
は
免
れ
ま
し
た
が
、建
物
の
中
で

は
、地
震
で
家
具
や
物
が
落
下
し
、ゆ
っ
く
り
と

し
た
海
水
の
流
れ
が
地
上
１
．５
メ
ー
ト
ル
の

高
さ
ま
で
押
し
寄
せ
、建
物
１
階
が
完
全
に
水

没
。１
階
に
あ
っ
た
機
械
も
水
と
泥
に
浸
か
っ

て
使
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。隣
接
す

る
住
ま
い
に
い
た
父・昌
弘
さ
ん
、母・米
子
さ

ん
と
は
３
日
間
連
絡
が
つ
か
ず
に
ず
っ
と
心
配

し
て
い
ま
し
た
が
、避
難
を
し
て
無
事
だ
と
い

う
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。敏
之
さ
ん
は
発

災
直
後
は
仙
台
で
仕
事
を
し
て
い
て
、妻
を
は

じ
め
家
族
も
み
な
無
事
で
し
た
。完
成
し
て
い

た
建
具
も
奇
跡
的
に
被
害
を
免
れ
ま
し
た
。

「
東
日
本
大
震
災
は
被
害
が
広
範
囲
だ
っ
た

た
め
、修
理
を
し
て
く
れ
る
機
械
屋
さ
ん
も
被

害
を
受
け
て
来
ら
れ
る
状
態
で
は
な
か
っ
た
。

な
ん
と
か
修
理
が
終
わ
っ
て
機
械
が
全
部
揃
っ

た
の
が
、そ
の
年
の
10
月
ぐ
ら
い
。半
年
以
上
か

か
り
ま
し
た
」と
敏
之
さ
ん
。

震
災
の
影
響
は
、思
わ
ぬ
と
こ
ろ
に
も
現
れ

て
き
ま
し
た
。長
年
お
世
話
に
な
っ
た
機
械
の

会
社
が
、震
災
を
契
機
に
廃
業
す
る
こ
と
に
。

困
り
果
て
て
い
る
と
こ
ろ
、こ
れ
ま
で
取
引
の

あ
っ
た
家
具
製
造
で
有
名
な
福
島
県
二
本
松
市

の
大
工
さ
ん
と
た
ま
た
ま
話
す
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。「
機
械
が
壊
れ
て
大
変
だ
」と
言
う
と
、す

ぐ
、二
本
松
か
ら
機
械
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
会
社

を
紹
介
し
て
く
れ
、技
術
者
を
石
巻
に
連
れ
て

き
て
く
れ
ま
し
た
。ほ
か
に
も
、長
年
取
引
の
あ

る
福
島
県
郡
山
市
の
会
社
の
社
長
が
、週
に
2

回
、ト
ラ
ッ
ク
に
物
資
を
積
ん
で
持
っ
て
支
援

に
き
て
く
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

発
災
か
ら
１
、２
ヶ
月
は
、１
階
の
工
場
に
溜

ま
っ
た
泥
か
き
と
機
械
の
修
理
。そ
の
後
に
ぽ

つ
り
、ぽ
つ
り
と「
自
宅
の
玄
関
戸
や
襖
を
直
し

て
ほ
し
い
」な
ど
の
修
理
の
依
頼
が
入
る
様
に

な
り
ま
し
た
。石
巻
市
内
は
ま
だ
ま
だ
津
波
の

傷
跡
が
残
る
場
所
ば
か
り
で
、道
路
の
路
面
は

で
こ
ぼ
こ
、ま
だ
放
置
さ
れ
た
ま
ま
の
車
両
で

渋
滞
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、敏
之
さ

ん
は
修
理
作
業
の
た
め
、鉋（
か
ん
な
）と
鋸（
の

こ
ぎ
り
）を
自
転
車
の
前
か
ご
に
積
ん
で
石
巻

を
走
り
回
り
ま
し
た
。発
災
直
後
は
、地
震
と
津

波
の
水
で
家
具
が
倒
れ
、そ
れ
に
よ
っ
て
柱
や

戸
が
歪
ん
だ
り
痛
ん
だ
り
と
、家
々
で
は
さ
ま

ざ
ま
な
問
題
が
起
き
て
い
ま
し
た
。最
初
は
家

具
の
修
理
、そ
の
後
に
建
具
の
修
理
や
調
整
と
、

時
間
の
経
過
を
経
て
作
業
内
容
も
変
わ
っ
て
い

き
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
数
年
間
は
、津
波
で
家
が
壊
れ
た

り
、流
さ
れ
た
り
し
た
家
庭
が
家
を
新
築
す
る

な
ど
、建
築
ブ
ー
ム
が
押
し
寄
せ
ま
し
た
。し
か

し
、現
在
は
そ
の
ブ
ー
ム
も
終
わ
り
、石
巻
市
内

で
は
逆
に
避
難
で
移
転
し
、高
齢
で
亡
く
な
る

人
が
増
え
る
な
ど
し
て
、世
帯
数
が
減
少
。現
在

は
少
し
ず
つ
、顧
客
や
取
引
先
事
業
所
が
戻
っ

て
き
て
は
い
る
も
の
の
、着
工
数
は
減
少
の
一

途
で
、厳
し
い
時
代
に
突
入
し
て
い
ま
す
。

「
こ
れ
ま
で
、取
引
先
や
友
人
、知
人
、と
に
か

く
人
に
恵
ま
れ
て
、声
を
か
け
て
も
ら
っ
て
こ

こ
ま
で
や
っ
て
こ
ら
れ
た
。仕
事
の
受
注
は
長

年
、工
務
店
や
大
工
さ
ん
任
せ
で
や
っ
て
こ
ら

れ
た
も
の
の
、震
災
の
影
響
で
住
宅
の
建
設
サ

イ
ク
ル
が
ず
れ
て
、今
ま
で
の
よ
う
に
は
や
っ

て
い
け
な
い
時
代
に
な
り
ま
し
た
。私
も
含
め
、

職
人
は
も
の
づ
く
り
は
プ
ロ
で
も
、発
信
力
は

不
十
分
で
す
。こ
れ
か
ら
は
、建
具
職
人
の
技
、

組
子
細
工
の
素
晴
ら
し
さ
な
ど
を
発
信
し
て
、

伝
統
技
術
を
広
く
知
っ
て
も
ら
い
、顧
客
を
獲

得
し
て
い
き
た
い
」と
敏
之
さ
ん
は
新
た
な
目

標
を
見
据
え
て
い
ま
す
。

め
ら
れ
て
の
独
立
で
す
。

「
祖
父
は
組
子
が
得
意
で
し
た
。祖
父
が
作
っ

た
組
子
の
見
本
の
よ
う
な
も
の
が
、今
も
店
に

残
っ
て
い
ま
す
」と
、敏
之
さ
ん
。

2
0
1
1
年
の
東
日
本
大
震
災
で
、協
和
木

工
所
も
津
波
の
被
害
に
遭
い
ま
し
た
。そ
し
て

店
に
は
、一
冊
の
古
い
ア
ル
バ
ム
が
被
災
を
免

れ
て
残
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
中
に
は
、若
々
し
い

法
被（
は
っ
ぴ
）姿
の
正
男
さ
ん
が
、菊
森
建
具

店
に
務
め
て
い
た
当
時
の
写
真
が
収
蔵
さ
れ

て
い
ま
す
。昭
和
初
期
、正
男
さ
ん
ら
職
人
た
ち

が
、襖
や
障
子
の「
組
子
」作
品
と
と
も
に
写
っ

て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。白
黒
写
真
な
が
ら
、

組
子
の
美
し
い
デ
ザ
イ
ン
と
曲
線
が
く
っ
き
り

と
残
さ
れ
て
い
ま
す
。津
波
の
被
害
を
受
け
な

が
ら
も
し
っ
か
り
と
そ
の
写
真
が
残
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
は
、「
優
れ
た
建
具
職
人
の
知
恵
と

技
」を
画
像
と
と
も
に
後
世
に
伝
え
て
い
こ
う

と
い
う
先
代
た
ち
の
思
い
が
、ま
る
で
写
真
に

宿
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
出
来
事
で
し
た
。

正
男
さ
ん
は
、石
巻
の
里
山
の
上
に
あ
る
自

宅
の
隣
に
工
房
を
造
り
、建
具
や
組
子
づ
く
り

を
続
け
ま
し
た
。馬
を
使
っ
て
材
木
を
山
の
上

の
工
房
に
運
び
、建
具
が
完
成
す
る
と
、馬
を

使
っ
て
出
来
上
が
っ
た
製
品
を
住
宅
や
建
物
へ

と
運
び
納
品
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、現
在
の
海
に
近
い
と
こ
ろ
へ
、自
宅

と
工
房
を
移
し
ま
し
た
。敏
之
さ
ん
は「
な
ぜ
海

に
近
い
と
こ
ろ
に
移
っ
て
き
た
か
は
わ
か
り
ま

せ
ん
が
、仕
事
が
増
え
て
、山
か
ら
運
び
出
す
の

が
大
変
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。顧
客

の
も
と
へ
、馬
車
を
使
っ
て
泊
ま
り
が
け
で
建
具

を
納
入
し
た
、と
い
う
話
も
聞
き
ま
し
た
」。

石
巻
の
老
舗
建
具
製
造
所

親
子
三
代
で
職
人

宮
城
県
石
巻
市
に
、来
年
2
0
2
5
年
に
創

業
90
年
を
迎
え
る
歴
史
あ
る
建
具
店「
協
和
木

工
所
」が
あ
り
ま
す
。上
杉
敏
之
さ
ん
は
三
代

目
社
長
と
し
て
、先
代
か
ら
技
術
を
引
き
継
ぎ
、

地
域
の
住
宅
や
公
共
施
設
の
ド
ア
や
襖（
ふ
す

ま
）な
ど
を
純
国
産
材
木
か
ら
制
作
す
る
建
具

職
人
で
す
。最
近
は
、国
内
だ
け
で
な
く
海
外
で

も
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
る
日
本
の
伝
統
技
術
を

生
か
し
て
細
木
に
よ
る
幾
何
学
模
様
を
描
き
出

す「
組
子
細
工（
く
み
こ
ざ
い
く
）」も
手
が
け
ま

す
。先

代
、先
々
代
か
ら
会
社
を
継
い
で
、順

調
な
経
営
を
続
け
て
き
た
協
和
木
工
所
は
、

2
0
1
1
年
3
月
、東
日
本
大
震
災
に
よ
る
地

震
と
津
波
の
直
撃
を
受
け
ま
し
た
。店
自
体
も

被
害
を
受
け
、ま
た
地
域
の
住
民
や
顧
客
も
石

巻
を
離
れ
る
な
ど
、大
き
な
被
害
が
出
ま
し
た
。

そ
の
震
災
か
ら
13
年
間
、復
興
に
取
り
組
ん
で

き
た
上
杉
社
長
は
、「
良
い
建
具
を
届
け
た
い
」

と
、そ
の
職
人
技
を
生
か
し
て
、美
し
く
使
い
や

す
い
建
具
を
作
り
続
け
て
い
ま
す
。

船
の
建
造
技
術
か
ら
発
展
し
た

石
巻
の
建
具
技
術

石
巻
の
建
具
職
人
の
ル
ー
ツ
は
古
く
、今

か
ら
約
4
0
0
年
前
の
1
5
0
0
年
代
、安
土

桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期
に
遡
り
ま
す
。

1
6
1
1
年
の
慶
長
時
代
、三
陸
地
方
で
三
度

の
大
地
震
と
大
津
波
が
起
き
ま
し
た
。戦
国
大

名
で「
独
眼
竜
」と
も
呼
ば
れ
る
仙
台
藩
主
伊
達

政
宗
は
、こ
の
大
災
害
後
に
、海
外
の
ノ
ビ
ス
パ

ニ
ア（
メ
キ
シ
コ
）と
貿
易
を
し
よ
う
と
イ
ス
パ

ニ
ア（
ス
ペ
イ
ン
）国
王
や
ロ
ー
マ
教
皇
の
も
と

へ
使
節
団
を
派
遣
し
ま
す
。こ
れ
が「
慶
長
遣
欧

使
節
団
」（
1
6
1
3
年
|
1
6
2
0
年
）で
、そ

の
使
節（
今
で
い
う
特
命
全
権
大
使
の
よ
う
な

役
割
）を
担
っ
た
の
が
、家
臣
の
支
倉
常
長（
は

せ
く
ら・つ
ね
な
が
）で
す
。

船
で
海
外
を
訪
ね
て
貿
易
交
渉
を
図
る
の

初代正男さんが師匠のもとで
修行をしていた頃（右から4人目が正男さん）

協和木工所で製造された作品
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は
、何
年
も
か
か
る「
大
航
海
」で
し
た
。海
上
移

動
に
使
わ
れ
る
重
要
で
堅
牢
な
船
を
ど
う
や
っ

て
造
る
か
。欧
州
に
向
か
う
だ
け
で
な
く
、無
事

に
日
本
に
帰
っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、気
仙
沼
の「
気
仙
大
工
」、岩
手
の
大

船
渡
な
ど
の
漁
業
地
域
か
ら
漁
船
の
建
造
を

し
て
い
た
船
大
工
が
集
め
ら
れ
ま
し
た
。そ
う

し
て
完
成
し
た
の
が
、洋
式
の
帆
船
、い
わ
ゆ
る

黒
船
の「
サ
ン・フ
ァ
ン・バ
ウ
テ
ィ
ス
タ
」号
で

す
。こ
の
船
の
建
造
は
仙
台
藩
の
一
大
事
業
で
、

津
波
後
の
被
災
地
の
復
興
に
も
貢
献
し
た
と
言

い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。作
業
に
当
た
っ
た
船

大
工
た
ち
の
弟
子
や
子
孫
た
ち
が
、そ
の
後
、木

造
家
屋
の
大
工
や
建
具
職
人
と
な
り
、石
巻
の

建
具
職
人
の「
ル
ー
ツ
」と
な
っ
た
と
語
り
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
の
使
節
団
で
す
が
、支
倉
常
長
は
ス

ペ
イ
ン
国
王
フ
ェ
リ
ペ
三
世
に
謁
見
、教
皇
パ

ウ
ロ
五
世
に
拝
謁
を
果
た
し
ま
し
た
が
、江
戸

幕
府
の
キ
リ
ス
ト
教
弾
圧
に
よ
り
、結
局
、貿
易

を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、7
年
後
に
仙
台

に
戻
り
ま
し
た
。

協
和
木
工
所
の
歴
史

協
和
木
工
所
の
創
立
は
、大
正
か
ら
昭
和
を

生
き
た
初
代
社
長
、上
杉
社
長
の
祖
父・上
杉

正
男
さ
ん
の
時
代
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。現
在

は
、住
宅
の
窓
は
ア
ル
ミ
サ
ッ
シ
、そ
し
て
樹
脂

サ
ッ
シ
が
ほ
と
ん
ど
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、今

か
ら
90
年
前
の
大
正
、そ
し
て
昭
和
初
期
に
は
、

ほ
と
ん
ど
の
家
の
窓
や
玄
関
は
木
で
で
き
て
い

ま
し
た
。建
物
の
中
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
建

具
―
そ
れ
ら
を
作
る
の
が
、技
を
持
っ
た
建
具

屋
、建
具
職
人
の
仕
事
で
し
た
。

正
男
さ
ん
は
、石
巻
に
生
ま
れ
、育
ち
、地

元
の
建
具
屋・菊
森
建
具
店
で
働
き
始
め
ま
し

た
。い
わ
ゆ
る
、弟
子
入
り
で
す
。そ
こ
で
は
、

親
方
の
一
番
弟
子
か
ら
マ
ン・ツ
ー・マ
ン
で
、

「
見
て
覚
え
ろ
」「
や
っ
て
覚
え
ろ
」と
い
う
よ
う

に
厳
し
く
技
を
教
え
込
ま
れ
ま
し
た
。そ
し
て

1
9
3
5（
昭
和
10
）年
、正
男
さ
ん
は
協
和
木

工
所
を
創
業
し
ま
す
。親
方
や
先
輩
職
人
に
認

戦
後
は
住
宅
や
施
設
等
の
建
設・修
理
の
需

要
が
あ
り
、建
具
職
人
は
ひ
っ
ぱ
り
だ
こ
で
し

た
。協
和
木
工
所
は
最
盛
期
に
は
弟
子
を
10
人

も
抱
え
て
い
ま
し
た
。年
に
何
回
も
全
国
各
地

を
旅
行
し
、大
き
な
仕
事
を
終
え
る
と
自
宅
の

テ
ー
ブ
ル
に
毛
蟹
が
並
ん
で
い
た
こ
と
も
あ
っ

た
そ
う
で
す
。弟
子
や
従
業
員
の
家
族
や
子
ど

も
た
ち
が
集
ま
っ
て
盛
大
な
新
年
会
な
ど
も
開

か
れ
ま
し
た
。

二
代
目
昌
弘
さ
ん
の
時
代
へ

そ
し
て
会
社
は
二
代
目
昌
弘
さ
ん
の
時
代

に
入
り
ま
す
。昌
弘
さ
ん
は
鉄
道
が
好
き
で
、本

当
は
列
車
の
運
転
手
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
お

り
、本
音
で
は
家
を
継
ぐ
こ
と
に
抵
抗
が
あ
っ

た
そ
う
で
す
。と
こ
ろ
が
長
男
で
も
あ
り
、「
家

を
継
ぐ
の
が
当
然
」と
い
う
流
れ
の
中
、正
男
さ

ん
の
弟
子
か
ら
技
術
を
学
ん
で
建
具
職
人
と

な
り
、二
代
目
に
就
任
し
ま
し
た
。昌
弘
さ
ん
は

温
厚
な
性
格
で
、敏
之
さ
ん
を
仕
事
の
こ
と
で

怒
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

こ
の
頃
に
な
る
と
、住
宅
の
窓
や
玄
関
に
ア

ル
ミ
サ
ッ
シ
が
登
場
、次
第
に
普
及
し
て
き
ま

し
た
。一
方
で
、伝
統
的
な
建
具
を
使
用
す
る
住

宅
は
減
り
、顧
客
は
寺
院
や
公
共
施
設
な
ど
が

中
心
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

建
具
店
は
、建
物
建
築
事
業
で
元
請
業
者
と

な
る
住
宅
会
社
や
工
務
店
、大
工
か
ら
仕
事
を

依
頼
さ
れ
て
引
き
受
け
る
立
場
で
、「
技
術
よ
り

も
値
段
」と
ば
か
り
に
、価
格
が
安
い
建
具
店
へ

と
発
注
が
流
れ
た
り
、値
段
を
叩
か
れ
た
り
し

て
、技
術
を
発
揮
す
る
機
会
が
減
る
傾
向
が
顕

著
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

敏
之
さ
ん
は
男
3
人
兄
弟
の
次
男
で
、昌
弘

さ
ん
は
敏
之
さ
ん
に「
会
社
は
継
が
な
く
て
も

い
い
」と
常
々
話
し
て
い
ま
し
た
。そ
こ
で
敏
之

さ
ん
は
高
校
を
卒
業
す
る
と
栃
木
県
の
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
成
形
の
会
社
に
就
職
、社
会
人
と
な
り

独
立
し
ま
し
た
。

就
職
し
て
1
年
が
経
っ
た
こ
ろ
、石
巻
の
自

宅
で
、大
き
な
出
来
事
が
起
き
ま
し
た
。祖
母
マ

サ
子
さ
ん
が
が
ん
に
な
り
闘
病
生
活
を
送
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
す
。忙
し
い
両
親
の
代
わ
り

に
敏
之
さ
ん
の
面
倒
を
見
て
く
れ
た
最
愛
の
マ

サ
子
さ
ん
。敏
之
さ
ん
の
母・米
子
さ
ん
と
と
も

に
家
族
だ
け
で
な
く
、工
場
に
住
み
込
む
弟
子

た
ち
の
食
事
や
身
の
回
り
の
こ
と
、家
事
や
孫

の
世
話
、仕
事
で
受
注
し
た
障
子
張
り
と
い
う

「
女
た
ち
の
仕
事
」を
含
め
、い
く
つ
も
の
仕
事

を
こ
な
す
、家
庭
内
の「
も
う
一
つ
の
大
黒
柱
」

の
よ
う
な
存
在
で
し
た
。

「
私
は
す
ご
い
、ば
あ
ち
ゃ
ん
子
で
。祖
母
が

病
院
の
ベ
ッ
ド
で
、『
敏
之
、敏
之
』と
私
の
名

前
ば
っ
か
り
呼
ん
で
い
る
と
聞
い
て
、『
石
巻
に

帰
っ
て
、ば
あ
ち
ゃ
ん
の
看
病
を
し
よ
う
』と
決

め
ま
し
た
」。敏
之
さ
ん
は
勤
め
て
い
た
会
社
を

辞
め
て
石
巻
に
帰
り
、マ
サ
子
さ
ん
の
看
病
を
続

け
、そ
し
て
見
送
り
ま
し
た
。

勤
め
て
い
た
栃
木
県
の
会
社
で
は
、入
社
同

期
で
は
あ
る
も
の
の
大
卒
の
た
め
４
歳
年
上

で
、敏
之
さ
ん
を
と
て
も
可
愛
が
っ
て
く
れ
た

先
輩
が
い
ま
し
た
。そ
の
人
も
実
家
が
自
営
業

で
、敏
之
さ
ん
の
退
職
後
、実
家
に
戻
っ
て
、や

は
り
自
動
車
会
社
ト
ヨ
タ
の
関
連
事
業
を
し
て

い
る
親
の
会
社
を
継
い
で
い
ま
し
た
。故
郷・石

巻
に
帰
っ
た
敏
之
さ
ん
を
何
か
と
気
に
か
け
て

連
絡
を
く
れ
て
い
ま
し
た
が
、「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

の
看
病
を
し
て
見
送
っ
て
、お
前
は
や
る
こ
と

を
や
っ
た
。じ
ゃ
あ
、こ
れ
か
ら
は
ど
う
す
る
ん

だ
。お
前
に
い
ろ
い
ろ
教
え
た
い
こ
と
も
あ
る

か
ら
、岐
阜
で
仕
事
を
し
な
い
か
」と
、誘
っ
て

く
れ
ま
し
た
。そ
こ
で
敏
之
さ
ん
は
岐
阜
へ
。と

こ
ろ
が
、岐
阜
は
全
く
知
ら
な
い
土
地
で
、知
っ

て
い
る
人
と
言
え
ば
、誘
っ
て
く
れ
た
先
輩
一

人
。そ
ん
な
敏
之
さ
ん
を
思
っ
て
、先
輩
は
た
く

さ
ん
の
友
人
を
次
々
に
紹
介
し
、休
み
の
日
で

も
寂
し
く
な
ら
な
い
よ
う
、集
ま
っ
て
食
事
を

し
た
り
、出
か
け
た
り
と
一
緒
に
過
ご
し
て
く

れ
ま
し
た
。

岐
阜
で
成
人
式
に
出
席
し
た
そ
の
後
、石
巻

に
帰
省
す
る
時
、先
輩
か
ら
あ
る
こ
と
を
言
わ

れ
ま
し
た
。「
男
3
人
兄
弟
が
い
て
、誰
も
家
業

を
継
が
な
い
な
ん
て
、そ
ん
な
バ
カ
な
話
は
な

い
。い
い
機
会
だ
か
ら
、帰
っ
た
ら
兄
貴
や
弟
と

家
の
こ
と
を
ち
ゃ
ん
と
話
し
て
こ
い
。た
だ
、お

前
は
絶
対
に
岐
阜
に
戻
っ
て
こ
い
よ
」。

実
家
で
兄
弟
が
顔
を
合
わ
せ
る
と
、す
で
に

兄
は
郵
便
局
に
勤
務
し
て
お
り
途
中
で
は
辞
め

ら
れ
ず
、弟
も
地
元
の
大
き
な
企
業
に
就
職
が

決
ま
っ
た
ば
か
り
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
。「
話
し

合
う
余
地
も
な
く
、私
が
家
を
継
ぐ
こ
と
に
な

り
ま
し
た
」と
敏
之
さ
ん
は
当
時
を
振
り
返
り

ま
す
。岐
阜
の
先
輩
か
ら
は「
ば
か
や
ろ
う
」と

怒
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

石
巻
に
戻
っ
て
き
て
家
業
を
継
ぐ
こ
と
を

最
も
喜
ん
で
く
れ
た
の
は
祖
父
の
正
男
さ
ん

で
し
た
。正
男
さ
ん
は
す
で
に
80
歳
に
な
り
、実

質
的
に
は
仕
事
を
引
退
し
て
い
ま
し
た
が
、そ

れ
で
も
毎
日
、土
日
祝
日
も
関
係
な
く
、工
場
に

顔
を
出
し
、作
業
の
邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
床

に
散
ら
ば
っ
て
い
る
残
材
を
き
れ
い
に
片
付
け

た
り
、そ
の
残
材
を
薪
ス
ト
ー
ブ
や
だ
る
ま
ス

ト
ー
ブ
の
燃
料
に
く
べ
た
り
、建
具
に
使
う
具

材
を
乾
燥
さ
せ
る
作
業
を
手
伝
っ
た
り
し
て
い

ま
し
た
。そ
の
職
人
気
質
に
は「
引
退
」と
い
う

２
文
字
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

「
昔
の
職
人
は
機
械
を
使
わ
ず
に
作
っ
て
き

た
か
ら
腹
が
出
て
い
な
い
。木
の
厚
み
を
決
め

る
の
も
、鉋（
か
ん
な
）が
け
の
微
妙
で
正
確
な

手
加
減
で
き
っ
ち
り
や
っ
て
き
た
か
ら
だ
。俺

も
若
い
頃
は
、腹
な
ん
か
出
て
い
な
か
っ
た
」。

そ
う
苦
労
し
た
日
々
を
語
っ
て
い
た
と
い
い
ま

す
。亡
く
な
る
そ
の
日
ま
で
、工
房
に
い
て
、職

人
た
ち
の
仕
事
ぶ
り
を
眺
め
て
い
た
正
男
さ

ん
。「
職
人
と
し
て
最
後
ま
で
生
き
る
」と
い
う

姿
を
体
現
し
た
人
生
で
し
た
。

1
9
7
0
年
代
以
降
、住
宅
建
設
ブ
ー
ム
は

去
り
、そ
の
後
の
バ
ブ
ル
経
済
も
終
わ
り
つ
つ

あ
る
時
期
の
敏
之
さ
ん
の
帰
省
と
後
継
。父・昌

弘
さ
ん
も
、二
代
目
と
し
て
の
苦
労
か
ら
複
雑

な
思
い
は
あ
り
つ
つ
も
、や
は
り
我
が
子
が
後

を
継
い
で
同
じ
道
を
歩
む
こ
と
を
と
て
も
喜
ん

で
く
れ
ま
し
た
。

祖
父
の
一
番
弟
子
か
ら
技
術
を
学
ぶ

協
和
木
工
所
に
入
り
、敏
之
さ
ん
の
修
行
が

始
ま
り
ま
す
。

自
宅
の
隣
に
工
場
が
あ
っ
た
の
で
、幼
い

頃
か
ら
出
入
り
し
た
り
、中
で
遊
ん
だ
り
し
て

い
ま
し
た
。大
き
な
機
械
が
た
く
さ
ん
あ
る
の

で
、遊
ん
で
い
る
う
ち
に
頭
や
体
を
ぶ
つ
け
て
、

ち
ょ
っ
と
し
た
け
が
を
し
た
り
。

母・米
子
さ
ん
が
、幼
い
敏
之
さ
ん
を
お
ぶ
っ

て
工
場
の
手
伝
い
を
し
て
い
た
時
期
も
あ
り
ま

し
た
。作
業
工
程
で
は
、母
親
や
妻
ら
女
性
た
ち

も
、障
子
や
襖（
ふ
す
ま
）を
キ
チ
っ
と
き
れ
い

に
貼
る
と
い
う
、最
後
の
仕
上
げ
に
向
け
て
重

要
な
役
割
を
担
い
ま
す
。出
来
上
が
っ
た
建
具

は
、家
族
全
員
で
仕
上
げ
た「
作
品
」で
も
あ
る

の
で
す
。そ
う
し
た
家
族
全
員
の
暮
ら
し
と
仕

事
が
あ
り
、長
年
親
し
ん
で
き
た
工
場
に
、敏
之

さ
ん
は
戻
っ
て
き
た
の
で
し
た
。

「
私
は
、祖
父
の
一
番
弟
子
か
ら
仕
事
を
教
わ

り
ま
し
た
。そ
の
お
弟
子
さ
ん
に
よ
る
と
、祖
父

は
か
な
り
気
性
が
荒
く
て
、金
づ
ち
が
飛
ん
で

く
る
ぐ
ら
い
だ
っ
た
そ
う
で
す
。た
だ
、私
が
石

巻
に
戻
っ
た
頃
に
は
、穏
や
か
な
お
じ
い
ち
ゃ

ん
”で
、そ
う
い
う
怖
さ
は
全
く
な
か
っ
た
で
す

ね
。た
だ
、仕
事
の
話
に
な
る
と
真
剣
無
表
情
に

変
わ
っ
て
、『
仕
事
に
嘘
は
つ
く
な
よ
』と
言
い
、

仕
事
に
対
し
て
誠
実
に
向
き
合
う
こ
と
を
教
え

て
く
れ
ま
し
た
」。祖
父
の
技
術
と
理
念
を
引
き

継
い
だ
一
番
弟
子
、敏
之
さ
ん
の
師
匠
も
、技
に

つ
い
て
は
祖
父
同
様
に
、正
確
で
厳
格
な
教
え

方
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

当
時
は
、親
方
や
師
匠
が
弟
子
に
直
接
、「
見

せ
て
、や
っ
て
、や
ら
せ
て
」教
え
る
や
り
方
。そ

こ
に
職
人
気
質（
か
た
ぎ
）が
加
わ
り
ま
す
。マ

ニ
ュ
ア
ル
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

「
一
番
弟
子
の
方
に
教
わ
っ
て
い
た
当
時
の

私
は
、何
も
わ
か
ら
な
い
く
せ
に
、技
を
突
き
詰

め
た
い
気
持
ち
ば
か
り
が
あ
り
ま
し
た
。『
何
で

こ
う
す
る
ん
で
す
か
』と
聞
く
と
、『
昔
か
ら
こ

う
や
っ
て
い
る
ん
だ
』と
い
う
返
事
が
返
っ
て

き
て
、会
話
は
終
了
。多
分
そ
れ
は
、非
常
に
理

に
か
な
っ
て
い
る
と
、今
な
ら
理
解
で
き
ま
す

が
、当
時
の
私
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
、具
体
的
な
言
葉
を

欲
し
て
い
ま
し
た
ね
。自
分
が
指
導
す
る
側
に

回
っ
た
今
、技
巧
を
学
ぶ
人
に
は
、具
体
的
に
言

葉
で
説
明
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
」。時
代
が

移
り
、技
術
の
伝
承
方
法
も
変
わ
っ
て
き
て
い

る
の
で
す
。

組
子
細
工
と
国
産
材
へ
の
こ
だ
わ
り

敏
之
さ
ん
は「
う
ち
は
あ
く
ま
で
も
国
産
材

で
、特
に
良
質
の
秋
田
杉
を
使
っ
て
い
ま
す
」

と
、良
質
の
国
産
材
を
使
っ
た
製
品
づ
く
り
に

こ
だ
わ
っ
て
い
ま
す
。

昌
弘
さ
ん
が
社
長
の
時
代
に
は
、学
校
や
公

共
施
設
の
建
設
関
係
の
公
共
事
業
の
仕
事
を
中

心
に
、注
文
建
築
に
近
い
住
宅
の
建
具
な
ど
の

仕
事
も
受
け
て
い
ま
し
た
。そ
の
頃
は
時
代
の

流
れ
で
、新
建
材
や
ベ
ニ
ヤ
張
り
の
建
具
の
仕

事
も
多
く
受
け
て
い
ま
し
た
。

「
で
も
、新
建
材
や
ベ
ニ
ヤ
の
仕
事
を
や
っ
て

い
て
も
、な
ん
だ
か
つ
ま
ら
な
く
て
。全
部
、国

産
材
で
作
っ
た
よ
う
な
建
具
づ
く
り
を
や
り
た

い
と
常
々
思
っ
て
い
ま
し
た
。す
る
と
、そ
う
い

う
会
社
と
お
付
き
合
い
が
生
ま
れ
て
、震
災
前

に
は
、国
産
材
に
よ
る
玄
関
扉
を
作
り
ま
し
た
。

ま
た
近
く
の
お
寺
か
ら
は
、組
子
細
工
の
襖（
ふ

す
ま
）の
注
文
を
受
け
、父
が
中
心
に
な
っ
て
工

夫
し
な
が
ら
制
作
し
ま
し
た
。山
梨
の
寺
ま
で

視
察
に
行
っ
て
鎌
倉
、室
町
時
代
の
流
行
の
紋

様
を
再
現
し
ま
し
た
。東
日
本
大
震
災
で
も
そ

の
襖
が
残
っ
た
の
は
う
れ
し
か
っ
た
で
す
」と

敏
之
さ
ん
。

細
や
か
な
木
組
と
微
妙
な
凹
凸
。遠
く
か
ら

見
る
の
と
、近
づ
い
て
見
る
の
で
は
そ
れ
ぞ
れ

に
違
っ
た
風
合
い
や
光
の
入
り
方
、景
色
へ
の

溶
け
込
み
が
あ
り
、見
て
い
る
だ
け
で
も
全
く

飽
き
ま
せ
ん
。そ
の
襖
が
あ
る
寺
は
、津
波
の

後
、さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
押
し
寄
せ
て
き
た
場

所
に
あ
り
ま
し
た
。し
か
し
震
災
の
後
も
そ
の

襖
は
壊
れ
ず
に
無
事
に
残
り
、「
奇
跡
の
襖
」だ

と
言
う
人
も
い
ま
す
。

「
震
災
で
も
家
が
戻
る
」現
象

東
日
本
大
震
災
の
後
、敏
之
さ
ん
が
壊
れ
た

建
物
の
修
理
に
奔
走
す
る
な
か
で
、驚
い
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
は「
家
が
自
ら
戻
る
」と

い
う
現
象
で
す
。

「
日
本
建
築
の
伝
統
的
な
家
は
あ
れ
ほ
ど
の

大
地
震
で
揺
れ
て
も
元
に
戻
っ
て
い
る
。梁（
は

り
）を
繋
ぎ
合
わ
せ
る『
仕
口（
し
ぐ
ち
）』な
ど

の
工
法
が
あ
り
、そ
れ
は
揺
れ
て
も
自
然
に
元

に
戻
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。材
木

を
プ
レ
カ
ッ
ト
し
て
金
物
で
押
さ
え
た
り
す
る

現
代
の
住
宅
は
、傾
い
て
し
ま
っ
た
ら
元
に
は

戻
り
ま
せ
ん
。長
年
、自
然
災
害
の
多
い
日
本

で
、工
夫
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
伝
え
ら
れ
て
き

た
日
本
建
築
の
伝
統
と
知
恵
、そ
の
良
さ
は
、建

具
職
人
の
技
術
に
も
生
か
さ
れ
て
い
ま
す
。自

然
の
中
で
生
き
る
建
物
と
技
術
、そ
し
て
住
ん

で
い
る
方
々
に
伝
統
美
の
な
か
で
過
ご
す
生
活

を
大
切
に
し
た
建
具
を
提
供
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
」と
敏
之
さ
ん
は
語
り
ま
す
。

東
日
本
大
震
災
、

地
震
と
津
波
の
被
害
に

社
長
に
就
任
し
て
約
6
年
が
過
ぎ
、順
調
に

軌
道
に
乗
っ
て
い
た
2
0
1
1
年
3
月
11
日
、

宮
城
県
を
震
源
と
す
る
東
日
本
大
震
災
が
発
生

し
ま
し
た
。石
巻
を
含
む
東
北
の
太
平
洋
沿
岸

は
、広
く
津
波
の
被
害
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
。

協
和
木
工
所
は
、海
か
ら
直
線
距
離
で
約
３

キ
ロ
に
あ
り
、海
と
の
間
に
日
本
製
紙
石
巻
工

場
と
い
う
大
き
な
工
場
が
あ
っ
た
お
か
げ
で
、

津
波
の
直
撃
は
免
れ
ま
し
た
が
、建
物
の
中
で

は
、地
震
で
家
具
や
物
が
落
下
し
、ゆ
っ
く
り
と

し
た
海
水
の
流
れ
が
地
上
１
．５
メ
ー
ト
ル
の

高
さ
ま
で
押
し
寄
せ
、建
物
１
階
が
完
全
に
水

没
。１
階
に
あ
っ
た
機
械
も
水
と
泥
に
浸
か
っ

て
使
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。隣
接
す

る
住
ま
い
に
い
た
父・昌
弘
さ
ん
、母・米
子
さ

ん
と
は
３
日
間
連
絡
が
つ
か
ず
に
ず
っ
と
心
配

し
て
い
ま
し
た
が
、避
難
を
し
て
無
事
だ
と
い

う
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。敏
之
さ
ん
は
発

災
直
後
は
仙
台
で
仕
事
を
し
て
い
て
、妻
を
は

じ
め
家
族
も
み
な
無
事
で
し
た
。完
成
し
て
い

た
建
具
も
奇
跡
的
に
被
害
を
免
れ
ま
し
た
。

「
東
日
本
大
震
災
は
被
害
が
広
範
囲
だ
っ
た

た
め
、修
理
を
し
て
く
れ
る
機
械
屋
さ
ん
も
被

害
を
受
け
て
来
ら
れ
る
状
態
で
は
な
か
っ
た
。

な
ん
と
か
修
理
が
終
わ
っ
て
機
械
が
全
部
揃
っ

た
の
が
、そ
の
年
の
10
月
ぐ
ら
い
。半
年
以
上
か

か
り
ま
し
た
」と
敏
之
さ
ん
。

震
災
の
影
響
は
、思
わ
ぬ
と
こ
ろ
に
も
現
れ

て
き
ま
し
た
。長
年
お
世
話
に
な
っ
た
機
械
の

会
社
が
、震
災
を
契
機
に
廃
業
す
る
こ
と
に
。

困
り
果
て
て
い
る
と
こ
ろ
、こ
れ
ま
で
取
引
の

あ
っ
た
家
具
製
造
で
有
名
な
福
島
県
二
本
松
市

の
大
工
さ
ん
と
た
ま
た
ま
話
す
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。「
機
械
が
壊
れ
て
大
変
だ
」と
言
う
と
、す

ぐ
、二
本
松
か
ら
機
械
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
会
社

を
紹
介
し
て
く
れ
、技
術
者
を
石
巻
に
連
れ
て

き
て
く
れ
ま
し
た
。ほ
か
に
も
、長
年
取
引
の
あ

る
福
島
県
郡
山
市
の
会
社
の
社
長
が
、週
に
2

回
、ト
ラ
ッ
ク
に
物
資
を
積
ん
で
持
っ
て
支
援

に
き
て
く
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

発
災
か
ら
１
、２
ヶ
月
は
、１
階
の
工
場
に
溜

ま
っ
た
泥
か
き
と
機
械
の
修
理
。そ
の
後
に
ぽ

つ
り
、ぽ
つ
り
と「
自
宅
の
玄
関
戸
や
襖
を
直
し

て
ほ
し
い
」な
ど
の
修
理
の
依
頼
が
入
る
様
に

な
り
ま
し
た
。石
巻
市
内
は
ま
だ
ま
だ
津
波
の

傷
跡
が
残
る
場
所
ば
か
り
で
、道
路
の
路
面
は

で
こ
ぼ
こ
、ま
だ
放
置
さ
れ
た
ま
ま
の
車
両
で

渋
滞
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、敏
之
さ

ん
は
修
理
作
業
の
た
め
、鉋（
か
ん
な
）と
鋸（
の

こ
ぎ
り
）を
自
転
車
の
前
か
ご
に
積
ん
で
石
巻

を
走
り
回
り
ま
し
た
。発
災
直
後
は
、地
震
と
津

波
の
水
で
家
具
が
倒
れ
、そ
れ
に
よ
っ
て
柱
や

戸
が
歪
ん
だ
り
痛
ん
だ
り
と
、家
々
で
は
さ
ま

ざ
ま
な
問
題
が
起
き
て
い
ま
し
た
。最
初
は
家

具
の
修
理
、そ
の
後
に
建
具
の
修
理
や
調
整
と
、

時
間
の
経
過
を
経
て
作
業
内
容
も
変
わ
っ
て
い

き
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
数
年
間
は
、津
波
で
家
が
壊
れ
た

り
、流
さ
れ
た
り
し
た
家
庭
が
家
を
新
築
す
る

な
ど
、建
築
ブ
ー
ム
が
押
し
寄
せ
ま
し
た
。し
か

し
、現
在
は
そ
の
ブ
ー
ム
も
終
わ
り
、石
巻
市
内

で
は
逆
に
避
難
で
移
転
し
、高
齢
で
亡
く
な
る

人
が
増
え
る
な
ど
し
て
、世
帯
数
が
減
少
。現
在

は
少
し
ず
つ
、顧
客
や
取
引
先
事
業
所
が
戻
っ

て
き
て
は
い
る
も
の
の
、着
工
数
は
減
少
の
一

途
で
、厳
し
い
時
代
に
突
入
し
て
い
ま
す
。

「
こ
れ
ま
で
、取
引
先
や
友
人
、知
人
、と
に
か

く
人
に
恵
ま
れ
て
、声
を
か
け
て
も
ら
っ
て
こ

こ
ま
で
や
っ
て
こ
ら
れ
た
。仕
事
の
受
注
は
長

年
、工
務
店
や
大
工
さ
ん
任
せ
で
や
っ
て
こ
ら

れ
た
も
の
の
、震
災
の
影
響
で
住
宅
の
建
設
サ

イ
ク
ル
が
ず
れ
て
、今
ま
で
の
よ
う
に
は
や
っ

て
い
け
な
い
時
代
に
な
り
ま
し
た
。私
も
含
め
、

職
人
は
も
の
づ
く
り
は
プ
ロ
で
も
、発
信
力
は

不
十
分
で
す
。こ
れ
か
ら
は
、建
具
職
人
の
技
、

組
子
細
工
の
素
晴
ら
し
さ
な
ど
を
発
信
し
て
、

伝
統
技
術
を
広
く
知
っ
て
も
ら
い
、顧
客
を
獲

得
し
て
い
き
た
い
」と
敏
之
さ
ん
は
新
た
な
目

標
を
見
据
え
て
い
ま
す
。

め
ら
れ
て
の
独
立
で
す
。

「
祖
父
は
組
子
が
得
意
で
し
た
。祖
父
が
作
っ

た
組
子
の
見
本
の
よ
う
な
も
の
が
、今
も
店
に

残
っ
て
い
ま
す
」と
、敏
之
さ
ん
。

2
0
1
1
年
の
東
日
本
大
震
災
で
、協
和
木

工
所
も
津
波
の
被
害
に
遭
い
ま
し
た
。そ
し
て

店
に
は
、一
冊
の
古
い
ア
ル
バ
ム
が
被
災
を
免

れ
て
残
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
中
に
は
、若
々
し
い

法
被（
は
っ
ぴ
）姿
の
正
男
さ
ん
が
、菊
森
建
具

店
に
務
め
て
い
た
当
時
の
写
真
が
収
蔵
さ
れ

て
い
ま
す
。昭
和
初
期
、正
男
さ
ん
ら
職
人
た
ち

が
、襖
や
障
子
の「
組
子
」作
品
と
と
も
に
写
っ

て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。白
黒
写
真
な
が
ら
、

組
子
の
美
し
い
デ
ザ
イ
ン
と
曲
線
が
く
っ
き
り

と
残
さ
れ
て
い
ま
す
。津
波
の
被
害
を
受
け
な

が
ら
も
し
っ
か
り
と
そ
の
写
真
が
残
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
は
、「
優
れ
た
建
具
職
人
の
知
恵
と

技
」を
画
像
と
と
も
に
後
世
に
伝
え
て
い
こ
う

と
い
う
先
代
た
ち
の
思
い
が
、ま
る
で
写
真
に

宿
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
出
来
事
で
し
た
。

正
男
さ
ん
は
、石
巻
の
里
山
の
上
に
あ
る
自

宅
の
隣
に
工
房
を
造
り
、建
具
や
組
子
づ
く
り

を
続
け
ま
し
た
。馬
を
使
っ
て
材
木
を
山
の
上

の
工
房
に
運
び
、建
具
が
完
成
す
る
と
、馬
を

使
っ
て
出
来
上
が
っ
た
製
品
を
住
宅
や
建
物
へ

と
運
び
納
品
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、現
在
の
海
に
近
い
と
こ
ろ
へ
、自
宅

と
工
房
を
移
し
ま
し
た
。敏
之
さ
ん
は「
な
ぜ
海

に
近
い
と
こ
ろ
に
移
っ
て
き
た
か
は
わ
か
り
ま

せ
ん
が
、仕
事
が
増
え
て
、山
か
ら
運
び
出
す
の

が
大
変
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。顧
客

の
も
と
へ
、馬
車
を
使
っ
て
泊
ま
り
が
け
で
建
具

を
納
入
し
た
、と
い
う
話
も
聞
き
ま
し
た
」。

石
巻
の
老
舗
建
具
製
造
所

親
子
三
代
で
職
人

宮
城
県
石
巻
市
に
、来
年
2
0
2
5
年
に
創

業
90
年
を
迎
え
る
歴
史
あ
る
建
具
店「
協
和
木

工
所
」が
あ
り
ま
す
。上
杉
敏
之
さ
ん
は
三
代

目
社
長
と
し
て
、先
代
か
ら
技
術
を
引
き
継
ぎ
、

地
域
の
住
宅
や
公
共
施
設
の
ド
ア
や
襖（
ふ
す

ま
）な
ど
を
純
国
産
材
木
か
ら
制
作
す
る
建
具

職
人
で
す
。最
近
は
、国
内
だ
け
で
な
く
海
外
で

も
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
る
日
本
の
伝
統
技
術
を

生
か
し
て
細
木
に
よ
る
幾
何
学
模
様
を
描
き
出

す「
組
子
細
工（
く
み
こ
ざ
い
く
）」も
手
が
け
ま

す
。先

代
、先
々
代
か
ら
会
社
を
継
い
で
、順

調
な
経
営
を
続
け
て
き
た
協
和
木
工
所
は
、

2
0
1
1
年
3
月
、東
日
本
大
震
災
に
よ
る
地

震
と
津
波
の
直
撃
を
受
け
ま
し
た
。店
自
体
も

被
害
を
受
け
、ま
た
地
域
の
住
民
や
顧
客
も
石

巻
を
離
れ
る
な
ど
、大
き
な
被
害
が
出
ま
し
た
。

そ
の
震
災
か
ら
13
年
間
、復
興
に
取
り
組
ん
で

き
た
上
杉
社
長
は
、「
良
い
建
具
を
届
け
た
い
」

と
、そ
の
職
人
技
を
生
か
し
て
、美
し
く
使
い
や

す
い
建
具
を
作
り
続
け
て
い
ま
す
。

船
の
建
造
技
術
か
ら
発
展
し
た

石
巻
の
建
具
技
術

石
巻
の
建
具
職
人
の
ル
ー
ツ
は
古
く
、今

か
ら
約
4
0
0
年
前
の
1
5
0
0
年
代
、安
土

桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期
に
遡
り
ま
す
。

1
6
1
1
年
の
慶
長
時
代
、三
陸
地
方
で
三
度

の
大
地
震
と
大
津
波
が
起
き
ま
し
た
。戦
国
大

名
で「
独
眼
竜
」と
も
呼
ば
れ
る
仙
台
藩
主
伊
達

政
宗
は
、こ
の
大
災
害
後
に
、海
外
の
ノ
ビ
ス
パ

ニ
ア（
メ
キ
シ
コ
）と
貿
易
を
し
よ
う
と
イ
ス
パ

ニ
ア（
ス
ペ
イ
ン
）国
王
や
ロ
ー
マ
教
皇
の
も
と

へ
使
節
団
を
派
遣
し
ま
す
。こ
れ
が「
慶
長
遣
欧

使
節
団
」（
1
6
1
3
年 

|
1
6
2
0
年
）で
、そ

の
使
節（
今
で
い
う
特
命
全
権
大
使
の
よ
う
な

役
割
）を
担
っ
た
の
が
、家
臣
の
支
倉
常
長（
は

せ
く
ら・つ
ね
な
が
）で
す
。

船
で
海
外
を
訪
ね
て
貿
易
交
渉
を
図
る
の

組子細工の技法
組子細工の特徴は、釘を一切使
わず、数ミリという微細な木の
板に、ほぞ（木の板同士を組み
合わせるための溝）や、切り込
みを入れて組み合わせ、美しく
繊細な幾何学模様を作り出す
技法です。

①はじめに菱形の格子を作ります。
②その後、模様を作り出す細くて薄い小さな木の板を作ります。木材を細く小さく切り、
引き割り、一つ一つに木々を組み合わせるためのほぞ（凹凸の溝）や穴を作ります。模
様によって、ほぞや切り込みの角度などが決まっているため、この作業が最も大事で、
繊細さや慎重さが必要です。その小さな木片のパーツは何種類にものぼり、全体で数百
枚以上になることもあります。

③パーツが出来上がったら菱形の格子へ組み込みます。職人は、鉋（かんな）や鋸（のこぎり）、
ノミなどの道具で調節しながら、自分の手で一つ一つの木片のパーツを組み上げていき
ます。

組子の制作作業は、時間がかかり、根気や集中力、繊細さが必要な職人技です。実際に組
み上がった組子細工の襖や扉が設置され、外から差し込む光が組子の模様を建物の中で描
き出すと、光と空気と木々の空間を美しく演出してくれます。

建具を造る社長の上杉敏之さん

天然木のテーブルや家具も製造

弟子や従業員がそろっての新年会＝昭和40年代ごろ

Vol.27 



- 2 -- 3 -

Y  Vol.27

は
、何
年
も
か
か
る「
大
航
海
」で
し
た
。海
上
移

動
に
使
わ
れ
る
重
要
で
堅
牢
な
船
を
ど
う
や
っ

て
造
る
か
。欧
州
に
向
か
う
だ
け
で
な
く
、無
事

に
日
本
に
帰
っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、気
仙
沼
の「
気
仙
大
工
」、岩
手
の
大

船
渡
な
ど
の
漁
業
地
域
か
ら
漁
船
の
建
造
を

し
て
い
た
船
大
工
が
集
め
ら
れ
ま
し
た
。そ
う

し
て
完
成
し
た
の
が
、洋
式
の
帆
船
、い
わ
ゆ
る

黒
船
の「
サ
ン・フ
ァ
ン・バ
ウ
テ
ィ
ス
タ
」号
で

す
。こ
の
船
の
建
造
は
仙
台
藩
の
一
大
事
業
で
、

津
波
後
の
被
災
地
の
復
興
に
も
貢
献
し
た
と
言

い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。作
業
に
当
た
っ
た
船

大
工
た
ち
の
弟
子
や
子
孫
た
ち
が
、そ
の
後
、木

造
家
屋
の
大
工
や
建
具
職
人
と
な
り
、石
巻
の

建
具
職
人
の「
ル
ー
ツ
」と
な
っ
た
と
語
り
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
の
使
節
団
で
す
が
、支
倉
常
長
は
ス

ペ
イ
ン
国
王
フ
ェ
リ
ペ
三
世
に
謁
見
、教
皇
パ

ウ
ロ
五
世
に
拝
謁
を
果
た
し
ま
し
た
が
、江
戸

幕
府
の
キ
リ
ス
ト
教
弾
圧
に
よ
り
、結
局
、貿
易

を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、7
年
後
に
仙
台

に
戻
り
ま
し
た
。

協
和
木
工
所
の
歴
史

協
和
木
工
所
の
創
立
は
、大
正
か
ら
昭
和
を

生
き
た
初
代
社
長
、上
杉
社
長
の
祖
父・上
杉

正
男
さ
ん
の
時
代
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。現
在

は
、住
宅
の
窓
は
ア
ル
ミ
サ
ッ
シ
、そ
し
て
樹
脂

サ
ッ
シ
が
ほ
と
ん
ど
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、今

か
ら
90
年
前
の
大
正
、そ
し
て
昭
和
初
期
に
は
、

ほ
と
ん
ど
の
家
の
窓
や
玄
関
は
木
で
で
き
て
い

ま
し
た
。建
物
の
中
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
建

具
―
そ
れ
ら
を
作
る
の
が
、技
を
持
っ
た
建
具

屋
、建
具
職
人
の
仕
事
で
し
た
。

正
男
さ
ん
は
、石
巻
に
生
ま
れ
、育
ち
、地

元
の
建
具
屋・菊
森
建
具
店
で
働
き
始
め
ま
し

た
。い
わ
ゆ
る
、弟
子
入
り
で
す
。そ
こ
で
は
、

親
方
の
一
番
弟
子
か
ら
マ
ン・ツ
ー・マ
ン
で
、

「
見
て
覚
え
ろ
」「
や
っ
て
覚
え
ろ
」と
い
う
よ
う

に
厳
し
く
技
を
教
え
込
ま
れ
ま
し
た
。そ
し
て

1
9
3
5（
昭
和
10
）年
、正
男
さ
ん
は
協
和
木

工
所
を
創
業
し
ま
す
。親
方
や
先
輩
職
人
に
認

戦
後
は
住
宅
や
施
設
等
の
建
設・修
理
の
需

要
が
あ
り
、建
具
職
人
は
ひ
っ
ぱ
り
だ
こ
で
し

た
。協
和
木
工
所
は
最
盛
期
に
は
弟
子
を
10
人

も
抱
え
て
い
ま
し
た
。年
に
何
回
も
全
国
各
地

を
旅
行
し
、大
き
な
仕
事
を
終
え
る
と
自
宅
の

テ
ー
ブ
ル
に
毛
蟹
が
並
ん
で
い
た
こ
と
も
あ
っ

た
そ
う
で
す
。弟
子
や
従
業
員
の
家
族
や
子
ど

も
た
ち
が
集
ま
っ
て
盛
大
な
新
年
会
な
ど
も
開

か
れ
ま
し
た
。

二
代
目
昌
弘
さ
ん
の
時
代
へ

そ
し
て
会
社
は
二
代
目
昌
弘
さ
ん
の
時
代

に
入
り
ま
す
。昌
弘
さ
ん
は
鉄
道
が
好
き
で
、本

当
は
列
車
の
運
転
手
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
お

り
、本
音
で
は
家
を
継
ぐ
こ
と
に
抵
抗
が
あ
っ

た
そ
う
で
す
。と
こ
ろ
が
長
男
で
も
あ
り
、「
家

を
継
ぐ
の
が
当
然
」と
い
う
流
れ
の
中
、正
男
さ

ん
の
弟
子
か
ら
技
術
を
学
ん
で
建
具
職
人
と

な
り
、二
代
目
に
就
任
し
ま
し
た
。昌
弘
さ
ん
は

温
厚
な
性
格
で
、敏
之
さ
ん
を
仕
事
の
こ
と
で

怒
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

こ
の
頃
に
な
る
と
、住
宅
の
窓
や
玄
関
に
ア

ル
ミ
サ
ッ
シ
が
登
場
、次
第
に
普
及
し
て
き
ま

し
た
。一
方
で
、伝
統
的
な
建
具
を
使
用
す
る
住

宅
は
減
り
、顧
客
は
寺
院
や
公
共
施
設
な
ど
が

中
心
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

建
具
店
は
、建
物
建
築
事
業
で
元
請
業
者
と

な
る
住
宅
会
社
や
工
務
店
、大
工
か
ら
仕
事
を

依
頼
さ
れ
て
引
き
受
け
る
立
場
で
、「
技
術
よ
り

も
値
段
」と
ば
か
り
に
、価
格
が
安
い
建
具
店
へ

と
発
注
が
流
れ
た
り
、値
段
を
叩
か
れ
た
り
し

て
、技
術
を
発
揮
す
る
機
会
が
減
る
傾
向
が
顕

著
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

敏
之
さ
ん
は
男
3
人
兄
弟
の
次
男
で
、昌
弘

さ
ん
は
敏
之
さ
ん
に「
会
社
は
継
が
な
く
て
も

い
い
」と
常
々
話
し
て
い
ま
し
た
。そ
こ
で
敏
之

さ
ん
は
高
校
を
卒
業
す
る
と
栃
木
県
の
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
成
形
の
会
社
に
就
職
、社
会
人
と
な
り

独
立
し
ま
し
た
。

就
職
し
て
1
年
が
経
っ
た
こ
ろ
、石
巻
の
自

宅
で
、大
き
な
出
来
事
が
起
き
ま
し
た
。祖
母
マ

サ
子
さ
ん
が
が
ん
に
な
り
闘
病
生
活
を
送
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
す
。忙
し
い
両
親
の
代
わ
り

に
敏
之
さ
ん
の
面
倒
を
見
て
く
れ
た
最
愛
の
マ

サ
子
さ
ん
。敏
之
さ
ん
の
母・米
子
さ
ん
と
と
も

に
家
族
だ
け
で
な
く
、工
場
に
住
み
込
む
弟
子

た
ち
の
食
事
や
身
の
回
り
の
こ
と
、家
事
や
孫

の
世
話
、仕
事
で
受
注
し
た
障
子
張
り
と
い
う

「
女
た
ち
の
仕
事
」を
含
め
、い
く
つ
も
の
仕
事

を
こ
な
す
、家
庭
内
の「
も
う
一
つ
の
大
黒
柱
」

の
よ
う
な
存
在
で
し
た
。

「
私
は
す
ご
い
、ば
あ
ち
ゃ
ん
子
で
。祖
母
が

病
院
の
ベ
ッ
ド
で
、『
敏
之
、敏
之
』と
私
の
名

前
ば
っ
か
り
呼
ん
で
い
る
と
聞
い
て
、『
石
巻
に

帰
っ
て
、ば
あ
ち
ゃ
ん
の
看
病
を
し
よ
う
』と
決

め
ま
し
た
」。敏
之
さ
ん
は
勤
め
て
い
た
会
社
を

辞
め
て
石
巻
に
帰
り
、マ
サ
子
さ
ん
の
看
病
を
続

け
、そ
し
て
見
送
り
ま
し
た
。

勤
め
て
い
た
栃
木
県
の
会
社
で
は
、入
社
同

期
で
は
あ
る
も
の
の
大
卒
の
た
め
４
歳
年
上

で
、敏
之
さ
ん
を
と
て
も
可
愛
が
っ
て
く
れ
た

先
輩
が
い
ま
し
た
。そ
の
人
も
実
家
が
自
営
業

で
、敏
之
さ
ん
の
退
職
後
、実
家
に
戻
っ
て
、や

は
り
自
動
車
会
社
ト
ヨ
タ
の
関
連
事
業
を
し
て

い
る
親
の
会
社
を
継
い
で
い
ま
し
た
。故
郷・石

巻
に
帰
っ
た
敏
之
さ
ん
を
何
か
と
気
に
か
け
て

連
絡
を
く
れ
て
い
ま
し
た
が
、「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

の
看
病
を
し
て
見
送
っ
て
、お
前
は
や
る
こ
と

を
や
っ
た
。じ
ゃ
あ
、こ
れ
か
ら
は
ど
う
す
る
ん

だ
。お
前
に
い
ろ
い
ろ
教
え
た
い
こ
と
も
あ
る

か
ら
、岐
阜
で
仕
事
を
し
な
い
か
」と
、誘
っ
て

く
れ
ま
し
た
。そ
こ
で
敏
之
さ
ん
は
岐
阜
へ
。と

こ
ろ
が
、岐
阜
は
全
く
知
ら
な
い
土
地
で
、知
っ

て
い
る
人
と
言
え
ば
、誘
っ
て
く
れ
た
先
輩
一

人
。そ
ん
な
敏
之
さ
ん
を
思
っ
て
、先
輩
は
た
く

さ
ん
の
友
人
を
次
々
に
紹
介
し
、休
み
の
日
で

も
寂
し
く
な
ら
な
い
よ
う
、集
ま
っ
て
食
事
を

し
た
り
、出
か
け
た
り
と
一
緒
に
過
ご
し
て
く

れ
ま
し
た
。

岐
阜
で
成
人
式
に
出
席
し
た
そ
の
後
、石
巻

に
帰
省
す
る
時
、先
輩
か
ら
あ
る
こ
と
を
言
わ

れ
ま
し
た
。「
男
3
人
兄
弟
が
い
て
、誰
も
家
業

を
継
が
な
い
な
ん
て
、そ
ん
な
バ
カ
な
話
は
な

い
。い
い
機
会
だ
か
ら
、帰
っ
た
ら
兄
貴
や
弟
と

家
の
こ
と
を
ち
ゃ
ん
と
話
し
て
こ
い
。た
だ
、お

前
は
絶
対
に
岐
阜
に
戻
っ
て
こ
い
よ
」。

実
家
で
兄
弟
が
顔
を
合
わ
せ
る
と
、す
で
に

兄
は
郵
便
局
に
勤
務
し
て
お
り
途
中
で
は
辞
め

ら
れ
ず
、弟
も
地
元
の
大
き
な
企
業
に
就
職
が

決
ま
っ
た
ば
か
り
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
。「
話
し

合
う
余
地
も
な
く
、私
が
家
を
継
ぐ
こ
と
に
な

り
ま
し
た
」と
敏
之
さ
ん
は
当
時
を
振
り
返
り

ま
す
。岐
阜
の
先
輩
か
ら
は「
ば
か
や
ろ
う
」と

怒
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

石
巻
に
戻
っ
て
き
て
家
業
を
継
ぐ
こ
と
を

最
も
喜
ん
で
く
れ
た
の
は
祖
父
の
正
男
さ
ん

で
し
た
。正
男
さ
ん
は
す
で
に
80
歳
に
な
り
、実

質
的
に
は
仕
事
を
引
退
し
て
い
ま
し
た
が
、そ

れ
で
も
毎
日
、土
日
祝
日
も
関
係
な
く
、工
場
に

顔
を
出
し
、作
業
の
邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
床

に
散
ら
ば
っ
て
い
る
残
材
を
き
れ
い
に
片
付
け

た
り
、そ
の
残
材
を
薪
ス
ト
ー
ブ
や
だ
る
ま
ス

ト
ー
ブ
の
燃
料
に
く
べ
た
り
、建
具
に
使
う
具

材
を
乾
燥
さ
せ
る
作
業
を
手
伝
っ
た
り
し
て
い

ま
し
た
。そ
の
職
人
気
質
に
は「
引
退
」と
い
う

２
文
字
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

「
昔
の
職
人
は
機
械
を
使
わ
ず
に
作
っ
て
き

た
か
ら
腹
が
出
て
い
な
い
。木
の
厚
み
を
決
め

る
の
も
、鉋（
か
ん
な
）が
け
の
微
妙
で
正
確
な

手
加
減
で
き
っ
ち
り
や
っ
て
き
た
か
ら
だ
。俺

も
若
い
頃
は
、腹
な
ん
か
出
て
い
な
か
っ
た
」。

そ
う
苦
労
し
た
日
々
を
語
っ
て
い
た
と
い
い
ま

す
。亡
く
な
る
そ
の
日
ま
で
、工
房
に
い
て
、職

人
た
ち
の
仕
事
ぶ
り
を
眺
め
て
い
た
正
男
さ

ん
。「
職
人
と
し
て
最
後
ま
で
生
き
る
」と
い
う

姿
を
体
現
し
た
人
生
で
し
た
。

1
9
7
0
年
代
以
降
、住
宅
建
設
ブ
ー
ム
は

去
り
、そ
の
後
の
バ
ブ
ル
経
済
も
終
わ
り
つ
つ

あ
る
時
期
の
敏
之
さ
ん
の
帰
省
と
後
継
。父・昌

弘
さ
ん
も
、二
代
目
と
し
て
の
苦
労
か
ら
複
雑

な
思
い
は
あ
り
つ
つ
も
、や
は
り
我
が
子
が
後

を
継
い
で
同
じ
道
を
歩
む
こ
と
を
と
て
も
喜
ん

で
く
れ
ま
し
た
。

祖
父
の
一
番
弟
子
か
ら
技
術
を
学
ぶ

協
和
木
工
所
に
入
り
、敏
之
さ
ん
の
修
行
が

始
ま
り
ま
す
。

自
宅
の
隣
に
工
場
が
あ
っ
た
の
で
、幼
い

頃
か
ら
出
入
り
し
た
り
、中
で
遊
ん
だ
り
し
て

い
ま
し
た
。大
き
な
機
械
が
た
く
さ
ん
あ
る
の

で
、遊
ん
で
い
る
う
ち
に
頭
や
体
を
ぶ
つ
け
て
、

ち
ょ
っ
と
し
た
け
が
を
し
た
り
。

母・米
子
さ
ん
が
、幼
い
敏
之
さ
ん
を
お
ぶ
っ

て
工
場
の
手
伝
い
を
し
て
い
た
時
期
も
あ
り
ま

し
た
。作
業
工
程
で
は
、母
親
や
妻
ら
女
性
た
ち

も
、障
子
や
襖（
ふ
す
ま
）を
キ
チ
っ
と
き
れ
い

に
貼
る
と
い
う
、最
後
の
仕
上
げ
に
向
け
て
重

要
な
役
割
を
担
い
ま
す
。出
来
上
が
っ
た
建
具

は
、家
族
全
員
で
仕
上
げ
た「
作
品
」で
も
あ
る

の
で
す
。そ
う
し
た
家
族
全
員
の
暮
ら
し
と
仕

事
が
あ
り
、長
年
親
し
ん
で
き
た
工
場
に
、敏
之

さ
ん
は
戻
っ
て
き
た
の
で
し
た
。

「
私
は
、祖
父
の
一
番
弟
子
か
ら
仕
事
を
教
わ

り
ま
し
た
。そ
の
お
弟
子
さ
ん
に
よ
る
と
、祖
父

は
か
な
り
気
性
が
荒
く
て
、金
づ
ち
が
飛
ん
で

く
る
ぐ
ら
い
だ
っ
た
そ
う
で
す
。た
だ
、私
が
石

巻
に
戻
っ
た
頃
に
は
、穏
や
か
な
お
じ
い
ち
ゃ

ん
”で
、そ
う
い
う
怖
さ
は
全
く
な
か
っ
た
で
す

ね
。た
だ
、仕
事
の
話
に
な
る
と
真
剣
無
表
情
に

変
わ
っ
て
、『
仕
事
に
嘘
は
つ
く
な
よ
』と
言
い
、

仕
事
に
対
し
て
誠
実
に
向
き
合
う
こ
と
を
教
え

て
く
れ
ま
し
た
」。祖
父
の
技
術
と
理
念
を
引
き

継
い
だ
一
番
弟
子
、敏
之
さ
ん
の
師
匠
も
、技
に

つ
い
て
は
祖
父
同
様
に
、正
確
で
厳
格
な
教
え

方
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

当
時
は
、親
方
や
師
匠
が
弟
子
に
直
接
、「
見

せ
て
、や
っ
て
、や
ら
せ
て
」教
え
る
や
り
方
。そ

こ
に
職
人
気
質（
か
た
ぎ
）が
加
わ
り
ま
す
。マ

ニ
ュ
ア
ル
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

「
一
番
弟
子
の
方
に
教
わ
っ
て
い
た
当
時
の

私
は
、何
も
わ
か
ら
な
い
く
せ
に
、技
を
突
き
詰

め
た
い
気
持
ち
ば
か
り
が
あ
り
ま
し
た
。『
何
で

こ
う
す
る
ん
で
す
か
』と
聞
く
と
、『
昔
か
ら
こ

う
や
っ
て
い
る
ん
だ
』と
い
う
返
事
が
返
っ
て

き
て
、会
話
は
終
了
。多
分
そ
れ
は
、非
常
に
理

に
か
な
っ
て
い
る
と
、今
な
ら
理
解
で
き
ま
す

が
、当
時
の
私
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
、具
体
的
な
言
葉
を

欲
し
て
い
ま
し
た
ね
。自
分
が
指
導
す
る
側
に

回
っ
た
今
、技
巧
を
学
ぶ
人
に
は
、具
体
的
に
言

葉
で
説
明
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
」。時
代
が

移
り
、技
術
の
伝
承
方
法
も
変
わ
っ
て
き
て
い

る
の
で
す
。

組
子
細
工
と
国
産
材
へ
の
こ
だ
わ
り

敏
之
さ
ん
は「
う
ち
は
あ
く
ま
で
も
国
産
材

で
、特
に
良
質
の
秋
田
杉
を
使
っ
て
い
ま
す
」

と
、良
質
の
国
産
材
を
使
っ
た
製
品
づ
く
り
に

こ
だ
わ
っ
て
い
ま
す
。

昌
弘
さ
ん
が
社
長
の
時
代
に
は
、学
校
や
公

共
施
設
の
建
設
関
係
の
公
共
事
業
の
仕
事
を
中

心
に
、注
文
建
築
に
近
い
住
宅
の
建
具
な
ど
の

仕
事
も
受
け
て
い
ま
し
た
。そ
の
頃
は
時
代
の

流
れ
で
、新
建
材
や
ベ
ニ
ヤ
張
り
の
建
具
の
仕

事
も
多
く
受
け
て
い
ま
し
た
。

「
で
も
、新
建
材
や
ベ
ニ
ヤ
の
仕
事
を
や
っ
て

い
て
も
、な
ん
だ
か
つ
ま
ら
な
く
て
。全
部
、国

産
材
で
作
っ
た
よ
う
な
建
具
づ
く
り
を
や
り
た

い
と
常
々
思
っ
て
い
ま
し
た
。す
る
と
、そ
う
い

う
会
社
と
お
付
き
合
い
が
生
ま
れ
て
、震
災
前

に
は
、国
産
材
に
よ
る
玄
関
扉
を
作
り
ま
し
た
。

ま
た
近
く
の
お
寺
か
ら
は
、組
子
細
工
の
襖（
ふ

す
ま
）の
注
文
を
受
け
、父
が
中
心
に
な
っ
て
工

夫
し
な
が
ら
制
作
し
ま
し
た
。山
梨
の
寺
ま
で

視
察
に
行
っ
て
鎌
倉
、室
町
時
代
の
流
行
の
紋

様
を
再
現
し
ま
し
た
。東
日
本
大
震
災
で
も
そ

の
襖
が
残
っ
た
の
は
う
れ
し
か
っ
た
で
す
」と

敏
之
さ
ん
。

細
や
か
な
木
組
と
微
妙
な
凹
凸
。遠
く
か
ら

見
る
の
と
、近
づ
い
て
見
る
の
で
は
そ
れ
ぞ
れ

に
違
っ
た
風
合
い
や
光
の
入
り
方
、景
色
へ
の

溶
け
込
み
が
あ
り
、見
て
い
る
だ
け
で
も
全
く

飽
き
ま
せ
ん
。そ
の
襖
が
あ
る
寺
は
、津
波
の

後
、さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
押
し
寄
せ
て
き
た
場

所
に
あ
り
ま
し
た
。し
か
し
震
災
の
後
も
そ
の

襖
は
壊
れ
ず
に
無
事
に
残
り
、「
奇
跡
の
襖
」だ

と
言
う
人
も
い
ま
す
。

「
震
災
で
も
家
が
戻
る
」現
象

東
日
本
大
震
災
の
後
、敏
之
さ
ん
が
壊
れ
た

建
物
の
修
理
に
奔
走
す
る
な
か
で
、驚
い
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
は「
家
が
自
ら
戻
る
」と

い
う
現
象
で
す
。

「
日
本
建
築
の
伝
統
的
な
家
は
あ
れ
ほ
ど
の

大
地
震
で
揺
れ
て
も
元
に
戻
っ
て
い
る
。梁（
は

り
）を
繋
ぎ
合
わ
せ
る『
仕
口（
し
ぐ
ち
）』な
ど

の
工
法
が
あ
り
、そ
れ
は
揺
れ
て
も
自
然
に
元

に
戻
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。材
木

を
プ
レ
カ
ッ
ト
し
て
金
物
で
押
さ
え
た
り
す
る

現
代
の
住
宅
は
、傾
い
て
し
ま
っ
た
ら
元
に
は

戻
り
ま
せ
ん
。長
年
、自
然
災
害
の
多
い
日
本

で
、工
夫
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
伝
え
ら
れ
て
き

た
日
本
建
築
の
伝
統
と
知
恵
、そ
の
良
さ
は
、建

具
職
人
の
技
術
に
も
生
か
さ
れ
て
い
ま
す
。自

然
の
中
で
生
き
る
建
物
と
技
術
、そ
し
て
住
ん

で
い
る
方
々
に
伝
統
美
の
な
か
で
過
ご
す
生
活

を
大
切
に
し
た
建
具
を
提
供
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
」と
敏
之
さ
ん
は
語
り
ま
す
。

東
日
本
大
震
災
、

地
震
と
津
波
の
被
害
に

社
長
に
就
任
し
て
約
6
年
が
過
ぎ
、順
調
に

軌
道
に
乗
っ
て
い
た
2
0
1
1
年
3
月
11
日
、

宮
城
県
を
震
源
と
す
る
東
日
本
大
震
災
が
発
生

し
ま
し
た
。石
巻
を
含
む
東
北
の
太
平
洋
沿
岸

は
、広
く
津
波
の
被
害
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
。

協
和
木
工
所
は
、海
か
ら
直
線
距
離
で
約
３

キ
ロ
に
あ
り
、海
と
の
間
に
日
本
製
紙
石
巻
工

場
と
い
う
大
き
な
工
場
が
あ
っ
た
お
か
げ
で
、

津
波
の
直
撃
は
免
れ
ま
し
た
が
、建
物
の
中
で

は
、地
震
で
家
具
や
物
が
落
下
し
、ゆ
っ
く
り
と

し
た
海
水
の
流
れ
が
地
上
１
．５
メ
ー
ト
ル
の

高
さ
ま
で
押
し
寄
せ
、建
物
１
階
が
完
全
に
水

没
。１
階
に
あ
っ
た
機
械
も
水
と
泥
に
浸
か
っ

て
使
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。隣
接
す

る
住
ま
い
に
い
た
父・昌
弘
さ
ん
、母・米
子
さ

ん
と
は
３
日
間
連
絡
が
つ
か
ず
に
ず
っ
と
心
配

し
て
い
ま
し
た
が
、避
難
を
し
て
無
事
だ
と
い

う
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。敏
之
さ
ん
は
発

災
直
後
は
仙
台
で
仕
事
を
し
て
い
て
、妻
を
は

じ
め
家
族
も
み
な
無
事
で
し
た
。完
成
し
て
い

た
建
具
も
奇
跡
的
に
被
害
を
免
れ
ま
し
た
。

「
東
日
本
大
震
災
は
被
害
が
広
範
囲
だ
っ
た

た
め
、修
理
を
し
て
く
れ
る
機
械
屋
さ
ん
も
被

害
を
受
け
て
来
ら
れ
る
状
態
で
は
な
か
っ
た
。

な
ん
と
か
修
理
が
終
わ
っ
て
機
械
が
全
部
揃
っ

た
の
が
、そ
の
年
の
10
月
ぐ
ら
い
。半
年
以
上
か

か
り
ま
し
た
」と
敏
之
さ
ん
。

震
災
の
影
響
は
、思
わ
ぬ
と
こ
ろ
に
も
現
れ

て
き
ま
し
た
。長
年
お
世
話
に
な
っ
た
機
械
の

会
社
が
、震
災
を
契
機
に
廃
業
す
る
こ
と
に
。

困
り
果
て
て
い
る
と
こ
ろ
、こ
れ
ま
で
取
引
の

あ
っ
た
家
具
製
造
で
有
名
な
福
島
県
二
本
松
市

の
大
工
さ
ん
と
た
ま
た
ま
話
す
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。「
機
械
が
壊
れ
て
大
変
だ
」と
言
う
と
、す

ぐ
、二
本
松
か
ら
機
械
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
会
社

を
紹
介
し
て
く
れ
、技
術
者
を
石
巻
に
連
れ
て

き
て
く
れ
ま
し
た
。ほ
か
に
も
、長
年
取
引
の
あ

る
福
島
県
郡
山
市
の
会
社
の
社
長
が
、週
に
2

回
、ト
ラ
ッ
ク
に
物
資
を
積
ん
で
持
っ
て
支
援

に
き
て
く
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

発
災
か
ら
１
、２
ヶ
月
は
、１
階
の
工
場
に
溜

ま
っ
た
泥
か
き
と
機
械
の
修
理
。そ
の
後
に
ぽ

つ
り
、ぽ
つ
り
と「
自
宅
の
玄
関
戸
や
襖
を
直
し

て
ほ
し
い
」な
ど
の
修
理
の
依
頼
が
入
る
様
に

な
り
ま
し
た
。石
巻
市
内
は
ま
だ
ま
だ
津
波
の

傷
跡
が
残
る
場
所
ば
か
り
で
、道
路
の
路
面
は

で
こ
ぼ
こ
、ま
だ
放
置
さ
れ
た
ま
ま
の
車
両
で

渋
滞
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、敏
之
さ

ん
は
修
理
作
業
の
た
め
、鉋（
か
ん
な
）と
鋸（
の

こ
ぎ
り
）を
自
転
車
の
前
か
ご
に
積
ん
で
石
巻

を
走
り
回
り
ま
し
た
。発
災
直
後
は
、地
震
と
津

波
の
水
で
家
具
が
倒
れ
、そ
れ
に
よ
っ
て
柱
や

戸
が
歪
ん
だ
り
痛
ん
だ
り
と
、家
々
で
は
さ
ま

ざ
ま
な
問
題
が
起
き
て
い
ま
し
た
。最
初
は
家

具
の
修
理
、そ
の
後
に
建
具
の
修
理
や
調
整
と
、

時
間
の
経
過
を
経
て
作
業
内
容
も
変
わ
っ
て
い

き
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
数
年
間
は
、津
波
で
家
が
壊
れ
た

り
、流
さ
れ
た
り
し
た
家
庭
が
家
を
新
築
す
る

な
ど
、建
築
ブ
ー
ム
が
押
し
寄
せ
ま
し
た
。し
か

し
、現
在
は
そ
の
ブ
ー
ム
も
終
わ
り
、石
巻
市
内

で
は
逆
に
避
難
で
移
転
し
、高
齢
で
亡
く
な
る

人
が
増
え
る
な
ど
し
て
、世
帯
数
が
減
少
。現
在

は
少
し
ず
つ
、顧
客
や
取
引
先
事
業
所
が
戻
っ

て
き
て
は
い
る
も
の
の
、着
工
数
は
減
少
の
一

途
で
、厳
し
い
時
代
に
突
入
し
て
い
ま
す
。

「
こ
れ
ま
で
、取
引
先
や
友
人
、知
人
、と
に
か

く
人
に
恵
ま
れ
て
、声
を
か
け
て
も
ら
っ
て
こ

こ
ま
で
や
っ
て
こ
ら
れ
た
。仕
事
の
受
注
は
長

年
、工
務
店
や
大
工
さ
ん
任
せ
で
や
っ
て
こ
ら

れ
た
も
の
の
、震
災
の
影
響
で
住
宅
の
建
設
サ

イ
ク
ル
が
ず
れ
て
、今
ま
で
の
よ
う
に
は
や
っ

て
い
け
な
い
時
代
に
な
り
ま
し
た
。私
も
含
め
、

職
人
は
も
の
づ
く
り
は
プ
ロ
で
も
、発
信
力
は

不
十
分
で
す
。こ
れ
か
ら
は
、建
具
職
人
の
技
、

組
子
細
工
の
素
晴
ら
し
さ
な
ど
を
発
信
し
て
、

伝
統
技
術
を
広
く
知
っ
て
も
ら
い
、顧
客
を
獲

得
し
て
い
き
た
い
」と
敏
之
さ
ん
は
新
た
な
目

標
を
見
据
え
て
い
ま
す
。

め
ら
れ
て
の
独
立
で
す
。

「
祖
父
は
組
子
が
得
意
で
し
た
。祖
父
が
作
っ

た
組
子
の
見
本
の
よ
う
な
も
の
が
、今
も
店
に

残
っ
て
い
ま
す
」と
、敏
之
さ
ん
。

2
0
1
1
年
の
東
日
本
大
震
災
で
、協
和
木

工
所
も
津
波
の
被
害
に
遭
い
ま
し
た
。そ
し
て

店
に
は
、一
冊
の
古
い
ア
ル
バ
ム
が
被
災
を
免

れ
て
残
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
中
に
は
、若
々
し
い

法
被（
は
っ
ぴ
）姿
の
正
男
さ
ん
が
、菊
森
建
具

店
に
務
め
て
い
た
当
時
の
写
真
が
収
蔵
さ
れ

て
い
ま
す
。昭
和
初
期
、正
男
さ
ん
ら
職
人
た
ち

が
、襖
や
障
子
の「
組
子
」作
品
と
と
も
に
写
っ

て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。白
黒
写
真
な
が
ら
、

組
子
の
美
し
い
デ
ザ
イ
ン
と
曲
線
が
く
っ
き
り

と
残
さ
れ
て
い
ま
す
。津
波
の
被
害
を
受
け
な

が
ら
も
し
っ
か
り
と
そ
の
写
真
が
残
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
は
、「
優
れ
た
建
具
職
人
の
知
恵
と

技
」を
画
像
と
と
も
に
後
世
に
伝
え
て
い
こ
う

と
い
う
先
代
た
ち
の
思
い
が
、ま
る
で
写
真
に

宿
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
出
来
事
で
し
た
。

正
男
さ
ん
は
、石
巻
の
里
山
の
上
に
あ
る
自

宅
の
隣
に
工
房
を
造
り
、建
具
や
組
子
づ
く
り

を
続
け
ま
し
た
。馬
を
使
っ
て
材
木
を
山
の
上

の
工
房
に
運
び
、建
具
が
完
成
す
る
と
、馬
を

使
っ
て
出
来
上
が
っ
た
製
品
を
住
宅
や
建
物
へ

と
運
び
納
品
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、現
在
の
海
に
近
い
と
こ
ろ
へ
、自
宅

と
工
房
を
移
し
ま
し
た
。敏
之
さ
ん
は「
な
ぜ
海

に
近
い
と
こ
ろ
に
移
っ
て
き
た
か
は
わ
か
り
ま

せ
ん
が
、仕
事
が
増
え
て
、山
か
ら
運
び
出
す
の

が
大
変
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。顧
客

の
も
と
へ
、馬
車
を
使
っ
て
泊
ま
り
が
け
で
建
具

を
納
入
し
た
、と
い
う
話
も
聞
き
ま
し
た
」。

石
巻
の
老
舗
建
具
製
造
所

親
子
三
代
で
職
人

宮
城
県
石
巻
市
に
、来
年
2
0
2
5
年
に
創

業
90
年
を
迎
え
る
歴
史
あ
る
建
具
店「
協
和
木

工
所
」が
あ
り
ま
す
。上
杉
敏
之
さ
ん
は
三
代

目
社
長
と
し
て
、先
代
か
ら
技
術
を
引
き
継
ぎ
、

地
域
の
住
宅
や
公
共
施
設
の
ド
ア
や
襖（
ふ
す

ま
）な
ど
を
純
国
産
材
木
か
ら
制
作
す
る
建
具

職
人
で
す
。最
近
は
、国
内
だ
け
で
な
く
海
外
で

も
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
る
日
本
の
伝
統
技
術
を

生
か
し
て
細
木
に
よ
る
幾
何
学
模
様
を
描
き
出

す「
組
子
細
工（
く
み
こ
ざ
い
く
）」も
手
が
け
ま

す
。先

代
、先
々
代
か
ら
会
社
を
継
い
で
、順

調
な
経
営
を
続
け
て
き
た
協
和
木
工
所
は
、

2
0
1
1
年
3
月
、東
日
本
大
震
災
に
よ
る
地

震
と
津
波
の
直
撃
を
受
け
ま
し
た
。店
自
体
も

被
害
を
受
け
、ま
た
地
域
の
住
民
や
顧
客
も
石

巻
を
離
れ
る
な
ど
、大
き
な
被
害
が
出
ま
し
た
。

そ
の
震
災
か
ら
13
年
間
、復
興
に
取
り
組
ん
で

き
た
上
杉
社
長
は
、「
良
い
建
具
を
届
け
た
い
」

と
、そ
の
職
人
技
を
生
か
し
て
、美
し
く
使
い
や

す
い
建
具
を
作
り
続
け
て
い
ま
す
。

船
の
建
造
技
術
か
ら
発
展
し
た

石
巻
の
建
具
技
術

石
巻
の
建
具
職
人
の
ル
ー
ツ
は
古
く
、今

か
ら
約
4
0
0
年
前
の
1
5
0
0
年
代
、安
土

桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期
に
遡
り
ま
す
。

1
6
1
1
年
の
慶
長
時
代
、三
陸
地
方
で
三
度

の
大
地
震
と
大
津
波
が
起
き
ま
し
た
。戦
国
大

名
で「
独
眼
竜
」と
も
呼
ば
れ
る
仙
台
藩
主
伊
達

政
宗
は
、こ
の
大
災
害
後
に
、海
外
の
ノ
ビ
ス
パ

ニ
ア（
メ
キ
シ
コ
）と
貿
易
を
し
よ
う
と
イ
ス
パ

ニ
ア（
ス
ペ
イ
ン
）国
王
や
ロ
ー
マ
教
皇
の
も
と

へ
使
節
団
を
派
遣
し
ま
す
。こ
れ
が「
慶
長
遣
欧

使
節
団
」（
1
6
1
3
年 

|
1
6
2
0
年
）で
、そ

の
使
節（
今
で
い
う
特
命
全
権
大
使
の
よ
う
な

役
割
）を
担
っ
た
の
が
、家
臣
の
支
倉
常
長（
は

せ
く
ら・つ
ね
な
が
）で
す
。

船
で
海
外
を
訪
ね
て
貿
易
交
渉
を
図
る
の

組子細工の技法
組子細工の特徴は、釘を一切使
わず、数ミリという微細な木の
板に、ほぞ（木の板同士を組み
合わせるための溝）や、切り込
みを入れて組み合わせ、美しく
繊細な幾何学模様を作り出す
技法です。

①はじめに菱形の格子を作ります。
②その後、模様を作り出す細くて薄い小さな木の板を作ります。木材を細く小さく切り、
引き割り、一つ一つに木々を組み合わせるためのほぞ（凹凸の溝）や穴を作ります。模
様によって、ほぞや切り込みの角度などが決まっているため、この作業が最も大事で、
繊細さや慎重さが必要です。その小さな木片のパーツは何種類にものぼり、全体で数百
枚以上になることもあります。

③パーツが出来上がったら菱形の格子へ組み込みます。職人は、鉋（かんな）や鋸（のこぎり）、
ノミなどの道具で調節しながら、自分の手で一つ一つの木片のパーツを組み上げていき
ます。

組子の制作作業は、時間がかかり、根気や集中力、繊細さが必要な職人技です。実際に組
み上がった組子細工の襖や扉が設置され、外から差し込む光が組子の模様を建物の中で描
き出すと、光と空気と木々の空間を美しく演出してくれます。

建具を造る社長の上杉敏之さん

天然木のテーブルや家具も製造

弟子や従業員がそろっての新年会＝昭和40年代ごろ
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志ある中小企業経営者の応援団として「採
用から共育」まで一貫した支援サービスを
行っている。これまで数多くの社員、職員
の採用・人財育成・職場定着等に携わり、
CSR（社会貢献活動）を活用した「いい会
社創り」のサポーターとして定評がある。

2024 年 3 月 11 日

は
、何
年
も
か
か
る「
大
航
海
」で
し
た
。海
上
移

動
に
使
わ
れ
る
重
要
で
堅
牢
な
船
を
ど
う
や
っ

て
造
る
か
。欧
州
に
向
か
う
だ
け
で
な
く
、無
事

に
日
本
に
帰
っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、気
仙
沼
の「
気
仙
大
工
」、岩
手
の
大

船
渡
な
ど
の
漁
業
地
域
か
ら
漁
船
の
建
造
を

し
て
い
た
船
大
工
が
集
め
ら
れ
ま
し
た
。そ
う

し
て
完
成
し
た
の
が
、洋
式
の
帆
船
、い
わ
ゆ
る

黒
船
の「
サ
ン・フ
ァ
ン・バ
ウ
テ
ィ
ス
タ
」号
で

す
。こ
の
船
の
建
造
は
仙
台
藩
の
一
大
事
業
で
、

津
波
後
の
被
災
地
の
復
興
に
も
貢
献
し
た
と
言

い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。作
業
に
当
た
っ
た
船

大
工
た
ち
の
弟
子
や
子
孫
た
ち
が
、そ
の
後
、木

造
家
屋
の
大
工
や
建
具
職
人
と
な
り
、石
巻
の

建
具
職
人
の「
ル
ー
ツ
」と
な
っ
た
と
語
り
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
の
使
節
団
で
す
が
、支
倉
常
長
は
ス

ペ
イ
ン
国
王
フ
ェ
リ
ペ
三
世
に
謁
見
、教
皇
パ

ウ
ロ
五
世
に
拝
謁
を
果
た
し
ま
し
た
が
、江
戸

幕
府
の
キ
リ
ス
ト
教
弾
圧
に
よ
り
、結
局
、貿
易

を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、7
年
後
に
仙
台

に
戻
り
ま
し
た
。

協
和
木
工
所
の
歴
史

協
和
木
工
所
の
創
立
は
、大
正
か
ら
昭
和
を

生
き
た
初
代
社
長
、上
杉
社
長
の
祖
父・上
杉

正
男
さ
ん
の
時
代
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。現
在

は
、住
宅
の
窓
は
ア
ル
ミ
サ
ッ
シ
、そ
し
て
樹
脂

サ
ッ
シ
が
ほ
と
ん
ど
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、今

か
ら
90
年
前
の
大
正
、そ
し
て
昭
和
初
期
に
は
、

ほ
と
ん
ど
の
家
の
窓
や
玄
関
は
木
で
で
き
て
い

ま
し
た
。建
物
の
中
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
建

具
―
そ
れ
ら
を
作
る
の
が
、技
を
持
っ
た
建
具

屋
、建
具
職
人
の
仕
事
で
し
た
。

正
男
さ
ん
は
、石
巻
に
生
ま
れ
、育
ち
、地

元
の
建
具
屋・菊
森
建
具
店
で
働
き
始
め
ま
し

た
。い
わ
ゆ
る
、弟
子
入
り
で
す
。そ
こ
で
は
、

親
方
の
一
番
弟
子
か
ら
マ
ン・ツ
ー・マ
ン
で
、

「
見
て
覚
え
ろ
」「
や
っ
て
覚
え
ろ
」と
い
う
よ
う

に
厳
し
く
技
を
教
え
込
ま
れ
ま
し
た
。そ
し
て

1
9
3
5（
昭
和
10
）年
、正
男
さ
ん
は
協
和
木

工
所
を
創
業
し
ま
す
。親
方
や
先
輩
職
人
に
認

27

協
和
木
工
所

協
和
木
工
所

戦
後
は
住
宅
や
施
設
等
の
建
設・修
理
の
需

要
が
あ
り
、建
具
職
人
は
ひ
っ
ぱ
り
だ
こ
で
し

た
。協
和
木
工
所
は
最
盛
期
に
は
弟
子
を
10
人

も
抱
え
て
い
ま
し
た
。年
に
何
回
も
全
国
各
地

を
旅
行
し
、大
き
な
仕
事
を
終
え
る
と
自
宅
の

テ
ー
ブ
ル
に
毛
蟹
が
並
ん
で
い
た
こ
と
も
あ
っ

た
そ
う
で
す
。弟
子
や
従
業
員
の
家
族
や
子
ど

も
た
ち
が
集
ま
っ
て
盛
大
な
新
年
会
な
ど
も
開

か
れ
ま
し
た
。

二
代
目
昌
弘
さ
ん
の
時
代
へ

そ
し
て
会
社
は
二
代
目
昌
弘
さ
ん
の
時
代

に
入
り
ま
す
。昌
弘
さ
ん
は
鉄
道
が
好
き
で
、本

当
は
列
車
の
運
転
手
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
お

り
、本
音
で
は
家
を
継
ぐ
こ
と
に
抵
抗
が
あ
っ

た
そ
う
で
す
。と
こ
ろ
が
長
男
で
も
あ
り
、「
家

を
継
ぐ
の
が
当
然
」と
い
う
流
れ
の
中
、正
男
さ

ん
の
弟
子
か
ら
技
術
を
学
ん
で
建
具
職
人
と

な
り
、二
代
目
に
就
任
し
ま
し
た
。昌
弘
さ
ん
は

温
厚
な
性
格
で
、敏
之
さ
ん
を
仕
事
の
こ
と
で

怒
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

こ
の
頃
に
な
る
と
、住
宅
の
窓
や
玄
関
に
ア

ル
ミ
サ
ッ
シ
が
登
場
、次
第
に
普
及
し
て
き
ま

し
た
。一
方
で
、伝
統
的
な
建
具
を
使
用
す
る
住

宅
は
減
り
、顧
客
は
寺
院
や
公
共
施
設
な
ど
が

中
心
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

建
具
店
は
、建
物
建
築
事
業
で
元
請
業
者
と

な
る
住
宅
会
社
や
工
務
店
、大
工
か
ら
仕
事
を

依
頼
さ
れ
て
引
き
受
け
る
立
場
で
、「
技
術
よ
り

も
値
段
」と
ば
か
り
に
、価
格
が
安
い
建
具
店
へ

と
発
注
が
流
れ
た
り
、値
段
を
叩
か
れ
た
り
し

て
、技
術
を
発
揮
す
る
機
会
が
減
る
傾
向
が
顕

著
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

敏
之
さ
ん
は
男
3
人
兄
弟
の
次
男
で
、昌
弘

さ
ん
は
敏
之
さ
ん
に「
会
社
は
継
が
な
く
て
も

い
い
」と
常
々
話
し
て
い
ま
し
た
。そ
こ
で
敏
之

さ
ん
は
高
校
を
卒
業
す
る
と
栃
木
県
の
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
成
形
の
会
社
に
就
職
、社
会
人
と
な
り

独
立
し
ま
し
た
。

就
職
し
て
1
年
が
経
っ
た
こ
ろ
、石
巻
の
自

宅
で
、大
き
な
出
来
事
が
起
き
ま
し
た
。祖
母
マ

サ
子
さ
ん
が
が
ん
に
な
り
闘
病
生
活
を
送
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
す
。忙
し
い
両
親
の
代
わ
り

に
敏
之
さ
ん
の
面
倒
を
見
て
く
れ
た
最
愛
の
マ

サ
子
さ
ん
。敏
之
さ
ん
の
母・米
子
さ
ん
と
と
も

に
家
族
だ
け
で
な
く
、工
場
に
住
み
込
む
弟
子

た
ち
の
食
事
や
身
の
回
り
の
こ
と
、家
事
や
孫

の
世
話
、仕
事
で
受
注
し
た
障
子
張
り
と
い
う

「
女
た
ち
の
仕
事
」を
含
め
、い
く
つ
も
の
仕
事

を
こ
な
す
、家
庭
内
の「
も
う
一
つ
の
大
黒
柱
」

の
よ
う
な
存
在
で
し
た
。

「
私
は
す
ご
い
、ば
あ
ち
ゃ
ん
子
で
。祖
母
が

病
院
の
ベ
ッ
ド
で
、『
敏
之
、敏
之
』と
私
の
名

前
ば
っ
か
り
呼
ん
で
い
る
と
聞
い
て
、『
石
巻
に

帰
っ
て
、ば
あ
ち
ゃ
ん
の
看
病
を
し
よ
う
』と
決

め
ま
し
た
」。敏
之
さ
ん
は
勤
め
て
い
た
会
社
を

辞
め
て
石
巻
に
帰
り
、マ
サ
子
さ
ん
の
看
病
を
続

け
、そ
し
て
見
送
り
ま
し
た
。

勤
め
て
い
た
栃
木
県
の
会
社
で
は
、入
社
同

期
で
は
あ
る
も
の
の
大
卒
の
た
め
４
歳
年
上

で
、敏
之
さ
ん
を
と
て
も
可
愛
が
っ
て
く
れ
た

先
輩
が
い
ま
し
た
。そ
の
人
も
実
家
が
自
営
業

で
、敏
之
さ
ん
の
退
職
後
、実
家
に
戻
っ
て
、や

は
り
自
動
車
会
社
ト
ヨ
タ
の
関
連
事
業
を
し
て

い
る
親
の
会
社
を
継
い
で
い
ま
し
た
。故
郷・石

巻
に
帰
っ
た
敏
之
さ
ん
を
何
か
と
気
に
か
け
て

連
絡
を
く
れ
て
い
ま
し
た
が
、「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

の
看
病
を
し
て
見
送
っ
て
、お
前
は
や
る
こ
と

を
や
っ
た
。じ
ゃ
あ
、こ
れ
か
ら
は
ど
う
す
る
ん

だ
。お
前
に
い
ろ
い
ろ
教
え
た
い
こ
と
も
あ
る

か
ら
、岐
阜
で
仕
事
を
し
な
い
か
」と
、誘
っ
て

く
れ
ま
し
た
。そ
こ
で
敏
之
さ
ん
は
岐
阜
へ
。と

こ
ろ
が
、岐
阜
は
全
く
知
ら
な
い
土
地
で
、知
っ

て
い
る
人
と
言
え
ば
、誘
っ
て
く
れ
た
先
輩
一

人
。そ
ん
な
敏
之
さ
ん
を
思
っ
て
、先
輩
は
た
く

さ
ん
の
友
人
を
次
々
に
紹
介
し
、休
み
の
日
で

も
寂
し
く
な
ら
な
い
よ
う
、集
ま
っ
て
食
事
を

し
た
り
、出
か
け
た
り
と
一
緒
に
過
ご
し
て
く

れ
ま
し
た
。

岐
阜
で
成
人
式
に
出
席
し
た
そ
の
後
、石
巻

に
帰
省
す
る
時
、先
輩
か
ら
あ
る
こ
と
を
言
わ

れ
ま
し
た
。「
男
3
人
兄
弟
が
い
て
、誰
も
家
業

を
継
が
な
い
な
ん
て
、そ
ん
な
バ
カ
な
話
は
な

い
。い
い
機
会
だ
か
ら
、帰
っ
た
ら
兄
貴
や
弟
と

家
の
こ
と
を
ち
ゃ
ん
と
話
し
て
こ
い
。た
だ
、お

前
は
絶
対
に
岐
阜
に
戻
っ
て
こ
い
よ
」。

実
家
で
兄
弟
が
顔
を
合
わ
せ
る
と
、す
で
に

兄
は
郵
便
局
に
勤
務
し
て
お
り
途
中
で
は
辞
め

ら
れ
ず
、弟
も
地
元
の
大
き
な
企
業
に
就
職
が

決
ま
っ
た
ば
か
り
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
。「
話
し

合
う
余
地
も
な
く
、私
が
家
を
継
ぐ
こ
と
に
な

り
ま
し
た
」と
敏
之
さ
ん
は
当
時
を
振
り
返
り

ま
す
。岐
阜
の
先
輩
か
ら
は「
ば
か
や
ろ
う
」と

怒
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

石
巻
に
戻
っ
て
き
て
家
業
を
継
ぐ
こ
と
を

最
も
喜
ん
で
く
れ
た
の
は
祖
父
の
正
男
さ
ん

で
し
た
。正
男
さ
ん
は
す
で
に
80
歳
に
な
り
、実

質
的
に
は
仕
事
を
引
退
し
て
い
ま
し
た
が
、そ

れ
で
も
毎
日
、土
日
祝
日
も
関
係
な
く
、工
場
に

顔
を
出
し
、作
業
の
邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
床

に
散
ら
ば
っ
て
い
る
残
材
を
き
れ
い
に
片
付
け

た
り
、そ
の
残
材
を
薪
ス
ト
ー
ブ
や
だ
る
ま
ス

ト
ー
ブ
の
燃
料
に
く
べ
た
り
、建
具
に
使
う
具

材
を
乾
燥
さ
せ
る
作
業
を
手
伝
っ
た
り
し
て
い

ま
し
た
。そ
の
職
人
気
質
に
は「
引
退
」と
い
う

２
文
字
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

「
昔
の
職
人
は
機
械
を
使
わ
ず
に
作
っ
て
き

た
か
ら
腹
が
出
て
い
な
い
。木
の
厚
み
を
決
め

る
の
も
、鉋（
か
ん
な
）が
け
の
微
妙
で
正
確
な

手
加
減
で
き
っ
ち
り
や
っ
て
き
た
か
ら
だ
。俺

も
若
い
頃
は
、腹
な
ん
か
出
て
い
な
か
っ
た
」。

そ
う
苦
労
し
た
日
々
を
語
っ
て
い
た
と
い
い
ま

す
。亡
く
な
る
そ
の
日
ま
で
、工
房
に
い
て
、職

人
た
ち
の
仕
事
ぶ
り
を
眺
め
て
い
た
正
男
さ

ん
。「
職
人
と
し
て
最
後
ま
で
生
き
る
」と
い
う

姿
を
体
現
し
た
人
生
で
し
た
。

1
9
7
0
年
代
以
降
、住
宅
建
設
ブ
ー
ム
は

去
り
、そ
の
後
の
バ
ブ
ル
経
済
も
終
わ
り
つ
つ

あ
る
時
期
の
敏
之
さ
ん
の
帰
省
と
後
継
。父・昌

弘
さ
ん
も
、二
代
目
と
し
て
の
苦
労
か
ら
複
雑

な
思
い
は
あ
り
つ
つ
も
、や
は
り
我
が
子
が
後

を
継
い
で
同
じ
道
を
歩
む
こ
と
を
と
て
も
喜
ん

で
く
れ
ま
し
た
。

祖
父
の
一
番
弟
子
か
ら
技
術
を
学
ぶ

協
和
木
工
所
に
入
り
、敏
之
さ
ん
の
修
行
が

始
ま
り
ま
す
。

自
宅
の
隣
に
工
場
が
あ
っ
た
の
で
、幼
い

頃
か
ら
出
入
り
し
た
り
、中
で
遊
ん
だ
り
し
て

い
ま
し
た
。大
き
な
機
械
が
た
く
さ
ん
あ
る
の

で
、遊
ん
で
い
る
う
ち
に
頭
や
体
を
ぶ
つ
け
て
、

ち
ょ
っ
と
し
た
け
が
を
し
た
り
。

母・米
子
さ
ん
が
、幼
い
敏
之
さ
ん
を
お
ぶ
っ

て
工
場
の
手
伝
い
を
し
て
い
た
時
期
も
あ
り
ま

し
た
。作
業
工
程
で
は
、母
親
や
妻
ら
女
性
た
ち

も
、障
子
や
襖（
ふ
す
ま
）を
キ
チ
っ
と
き
れ
い

に
貼
る
と
い
う
、最
後
の
仕
上
げ
に
向
け
て
重

要
な
役
割
を
担
い
ま
す
。出
来
上
が
っ
た
建
具

は
、家
族
全
員
で
仕
上
げ
た「
作
品
」で
も
あ
る

の
で
す
。そ
う
し
た
家
族
全
員
の
暮
ら
し
と
仕

事
が
あ
り
、長
年
親
し
ん
で
き
た
工
場
に
、敏
之

さ
ん
は
戻
っ
て
き
た
の
で
し
た
。

「
私
は
、祖
父
の
一
番
弟
子
か
ら
仕
事
を
教
わ

り
ま
し
た
。そ
の
お
弟
子
さ
ん
に
よ
る
と
、祖
父

は
か
な
り
気
性
が
荒
く
て
、金
づ
ち
が
飛
ん
で

く
る
ぐ
ら
い
だ
っ
た
そ
う
で
す
。た
だ
、私
が
石

巻
に
戻
っ
た
頃
に
は
、穏
や
か
な
お
じ
い
ち
ゃ

ん
”で
、そ
う
い
う
怖
さ
は
全
く
な
か
っ
た
で
す

ね
。た
だ
、仕
事
の
話
に
な
る
と
真
剣
無
表
情
に

変
わ
っ
て
、『
仕
事
に
嘘
は
つ
く
な
よ
』と
言
い
、

仕
事
に
対
し
て
誠
実
に
向
き
合
う
こ
と
を
教
え

て
く
れ
ま
し
た
」。祖
父
の
技
術
と
理
念
を
引
き

継
い
だ
一
番
弟
子
、敏
之
さ
ん
の
師
匠
も
、技
に

つ
い
て
は
祖
父
同
様
に
、正
確
で
厳
格
な
教
え

方
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

当
時
は
、親
方
や
師
匠
が
弟
子
に
直
接
、「
見

せ
て
、や
っ
て
、や
ら
せ
て
」教
え
る
や
り
方
。そ

こ
に
職
人
気
質（
か
た
ぎ
）が
加
わ
り
ま
す
。マ

ニ
ュ
ア
ル
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

「
一
番
弟
子
の
方
に
教
わ
っ
て
い
た
当
時
の

私
は
、何
も
わ
か
ら
な
い
く
せ
に
、技
を
突
き
詰

め
た
い
気
持
ち
ば
か
り
が
あ
り
ま
し
た
。『
何
で

こ
う
す
る
ん
で
す
か
』と
聞
く
と
、『
昔
か
ら
こ

う
や
っ
て
い
る
ん
だ
』と
い
う
返
事
が
返
っ
て

き
て
、会
話
は
終
了
。多
分
そ
れ
は
、非
常
に
理

に
か
な
っ
て
い
る
と
、今
な
ら
理
解
で
き
ま
す

が
、当
時
の
私
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
、具
体
的
な
言
葉
を

欲
し
て
い
ま
し
た
ね
。自
分
が
指
導
す
る
側
に

回
っ
た
今
、技
巧
を
学
ぶ
人
に
は
、具
体
的
に
言

葉
で
説
明
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
」。時
代
が

移
り
、技
術
の
伝
承
方
法
も
変
わ
っ
て
き
て
い

る
の
で
す
。

組
子
細
工
と
国
産
材
へ
の
こ
だ
わ
り

敏
之
さ
ん
は「
う
ち
は
あ
く
ま
で
も
国
産
材

で
、特
に
良
質
の
秋
田
杉
を
使
っ
て
い
ま
す
」

と
、良
質
の
国
産
材
を
使
っ
た
製
品
づ
く
り
に

こ
だ
わ
っ
て
い
ま
す
。

昌
弘
さ
ん
が
社
長
の
時
代
に
は
、学
校
や
公

共
施
設
の
建
設
関
係
の
公
共
事
業
の
仕
事
を
中

心
に
、注
文
建
築
に
近
い
住
宅
の
建
具
な
ど
の

仕
事
も
受
け
て
い
ま
し
た
。そ
の
頃
は
時
代
の

流
れ
で
、新
建
材
や
ベ
ニ
ヤ
張
り
の
建
具
の
仕

事
も
多
く
受
け
て
い
ま
し
た
。

「
で
も
、新
建
材
や
ベ
ニ
ヤ
の
仕
事
を
や
っ
て

い
て
も
、な
ん
だ
か
つ
ま
ら
な
く
て
。全
部
、国

産
材
で
作
っ
た
よ
う
な
建
具
づ
く
り
を
や
り
た

い
と
常
々
思
っ
て
い
ま
し
た
。す
る
と
、そ
う
い

う
会
社
と
お
付
き
合
い
が
生
ま
れ
て
、震
災
前

に
は
、国
産
材
に
よ
る
玄
関
扉
を
作
り
ま
し
た
。

ま
た
近
く
の
お
寺
か
ら
は
、組
子
細
工
の
襖（
ふ

す
ま
）の
注
文
を
受
け
、父
が
中
心
に
な
っ
て
工

夫
し
な
が
ら
制
作
し
ま
し
た
。山
梨
の
寺
ま
で

視
察
に
行
っ
て
鎌
倉
、室
町
時
代
の
流
行
の
紋

様
を
再
現
し
ま
し
た
。東
日
本
大
震
災
で
も
そ

の
襖
が
残
っ
た
の
は
う
れ
し
か
っ
た
で
す
」と

敏
之
さ
ん
。

細
や
か
な
木
組
と
微
妙
な
凹
凸
。遠
く
か
ら

見
る
の
と
、近
づ
い
て
見
る
の
で
は
そ
れ
ぞ
れ

に
違
っ
た
風
合
い
や
光
の
入
り
方
、景
色
へ
の

溶
け
込
み
が
あ
り
、見
て
い
る
だ
け
で
も
全
く

飽
き
ま
せ
ん
。そ
の
襖
が
あ
る
寺
は
、津
波
の

後
、さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
押
し
寄
せ
て
き
た
場

所
に
あ
り
ま
し
た
。し
か
し
震
災
の
後
も
そ
の

襖
は
壊
れ
ず
に
無
事
に
残
り
、「
奇
跡
の
襖
」だ

と
言
う
人
も
い
ま
す
。

「
震
災
で
も
家
が
戻
る
」現
象

東
日
本
大
震
災
の
後
、敏
之
さ
ん
が
壊
れ
た

建
物
の
修
理
に
奔
走
す
る
な
か
で
、驚
い
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
は「
家
が
自
ら
戻
る
」と

い
う
現
象
で
す
。

「
日
本
建
築
の
伝
統
的
な
家
は
あ
れ
ほ
ど
の

大
地
震
で
揺
れ
て
も
元
に
戻
っ
て
い
る
。梁（
は

り
）を
繋
ぎ
合
わ
せ
る『
仕
口（
し
ぐ
ち
）』な
ど

の
工
法
が
あ
り
、そ
れ
は
揺
れ
て
も
自
然
に
元

に
戻
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。材
木

を
プ
レ
カ
ッ
ト
し
て
金
物
で
押
さ
え
た
り
す
る

現
代
の
住
宅
は
、傾
い
て
し
ま
っ
た
ら
元
に
は

戻
り
ま
せ
ん
。長
年
、自
然
災
害
の
多
い
日
本

で
、工
夫
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
伝
え
ら
れ
て
き

た
日
本
建
築
の
伝
統
と
知
恵
、そ
の
良
さ
は
、建

具
職
人
の
技
術
に
も
生
か
さ
れ
て
い
ま
す
。自

然
の
中
で
生
き
る
建
物
と
技
術
、そ
し
て
住
ん

で
い
る
方
々
に
伝
統
美
の
な
か
で
過
ご
す
生
活

を
大
切
に
し
た
建
具
を
提
供
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
」と
敏
之
さ
ん
は
語
り
ま
す
。

東
日
本
大
震
災
、

地
震
と
津
波
の
被
害
に

社
長
に
就
任
し
て
約
6
年
が
過
ぎ
、順
調
に

軌
道
に
乗
っ
て
い
た
2
0
1
1
年
3
月
11
日
、

宮
城
県
を
震
源
と
す
る
東
日
本
大
震
災
が
発
生

し
ま
し
た
。石
巻
を
含
む
東
北
の
太
平
洋
沿
岸

は
、広
く
津
波
の
被
害
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
。

協
和
木
工
所
は
、海
か
ら
直
線
距
離
で
約
３

キ
ロ
に
あ
り
、海
と
の
間
に
日
本
製
紙
石
巻
工

場
と
い
う
大
き
な
工
場
が
あ
っ
た
お
か
げ
で
、

津
波
の
直
撃
は
免
れ
ま
し
た
が
、建
物
の
中
で

は
、地
震
で
家
具
や
物
が
落
下
し
、ゆ
っ
く
り
と

し
た
海
水
の
流
れ
が
地
上
１
．５
メ
ー
ト
ル
の

高
さ
ま
で
押
し
寄
せ
、建
物
１
階
が
完
全
に
水

没
。１
階
に
あ
っ
た
機
械
も
水
と
泥
に
浸
か
っ

て
使
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。隣
接
す

る
住
ま
い
に
い
た
父・昌
弘
さ
ん
、母・米
子
さ

ん
と
は
３
日
間
連
絡
が
つ
か
ず
に
ず
っ
と
心
配

し
て
い
ま
し
た
が
、避
難
を
し
て
無
事
だ
と
い

う
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。敏
之
さ
ん
は
発

災
直
後
は
仙
台
で
仕
事
を
し
て
い
て
、妻
を
は

じ
め
家
族
も
み
な
無
事
で
し
た
。完
成
し
て
い

た
建
具
も
奇
跡
的
に
被
害
を
免
れ
ま
し
た
。

「
東
日
本
大
震
災
は
被
害
が
広
範
囲
だ
っ
た

た
め
、修
理
を
し
て
く
れ
る
機
械
屋
さ
ん
も
被

害
を
受
け
て
来
ら
れ
る
状
態
で
は
な
か
っ
た
。

な
ん
と
か
修
理
が
終
わ
っ
て
機
械
が
全
部
揃
っ

た
の
が
、そ
の
年
の
10
月
ぐ
ら
い
。半
年
以
上
か

か
り
ま
し
た
」と
敏
之
さ
ん
。

震
災
の
影
響
は
、思
わ
ぬ
と
こ
ろ
に
も
現
れ

て
き
ま
し
た
。長
年
お
世
話
に
な
っ
た
機
械
の

会
社
が
、震
災
を
契
機
に
廃
業
す
る
こ
と
に
。

困
り
果
て
て
い
る
と
こ
ろ
、こ
れ
ま
で
取
引
の

あ
っ
た
家
具
製
造
で
有
名
な
福
島
県
二
本
松
市

の
大
工
さ
ん
と
た
ま
た
ま
話
す
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。「
機
械
が
壊
れ
て
大
変
だ
」と
言
う
と
、す

ぐ
、二
本
松
か
ら
機
械
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
会
社

を
紹
介
し
て
く
れ
、技
術
者
を
石
巻
に
連
れ
て

き
て
く
れ
ま
し
た
。ほ
か
に
も
、長
年
取
引
の
あ

る
福
島
県
郡
山
市
の
会
社
の
社
長
が
、週
に
2

回
、ト
ラ
ッ
ク
に
物
資
を
積
ん
で
持
っ
て
支
援

に
き
て
く
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

発
災
か
ら
１
、２
ヶ
月
は
、１
階
の
工
場
に
溜

ま
っ
た
泥
か
き
と
機
械
の
修
理
。そ
の
後
に
ぽ

つ
り
、ぽ
つ
り
と「
自
宅
の
玄
関
戸
や
襖
を
直
し

て
ほ
し
い
」な
ど
の
修
理
の
依
頼
が
入
る
様
に

な
り
ま
し
た
。石
巻
市
内
は
ま
だ
ま
だ
津
波
の

傷
跡
が
残
る
場
所
ば
か
り
で
、道
路
の
路
面
は

で
こ
ぼ
こ
、ま
だ
放
置
さ
れ
た
ま
ま
の
車
両
で

渋
滞
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、敏
之
さ

ん
は
修
理
作
業
の
た
め
、鉋（
か
ん
な
）と
鋸（
の

こ
ぎ
り
）を
自
転
車
の
前
か
ご
に
積
ん
で
石
巻

を
走
り
回
り
ま
し
た
。発
災
直
後
は
、地
震
と
津

波
の
水
で
家
具
が
倒
れ
、そ
れ
に
よ
っ
て
柱
や

戸
が
歪
ん
だ
り
痛
ん
だ
り
と
、家
々
で
は
さ
ま

ざ
ま
な
問
題
が
起
き
て
い
ま
し
た
。最
初
は
家

具
の
修
理
、そ
の
後
に
建
具
の
修
理
や
調
整
と
、

時
間
の
経
過
を
経
て
作
業
内
容
も
変
わ
っ
て
い

き
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
数
年
間
は
、津
波
で
家
が
壊
れ
た

り
、流
さ
れ
た
り
し
た
家
庭
が
家
を
新
築
す
る

な
ど
、建
築
ブ
ー
ム
が
押
し
寄
せ
ま
し
た
。し
か

し
、現
在
は
そ
の
ブ
ー
ム
も
終
わ
り
、石
巻
市
内

で
は
逆
に
避
難
で
移
転
し
、高
齢
で
亡
く
な
る

人
が
増
え
る
な
ど
し
て
、世
帯
数
が
減
少
。現
在

は
少
し
ず
つ
、顧
客
や
取
引
先
事
業
所
が
戻
っ

て
き
て
は
い
る
も
の
の
、着
工
数
は
減
少
の
一

途
で
、厳
し
い
時
代
に
突
入
し
て
い
ま
す
。

「
こ
れ
ま
で
、取
引
先
や
友
人
、知
人
、と
に
か

く
人
に
恵
ま
れ
て
、声
を
か
け
て
も
ら
っ
て
こ

こ
ま
で
や
っ
て
こ
ら
れ
た
。仕
事
の
受
注
は
長

年
、工
務
店
や
大
工
さ
ん
任
せ
で
や
っ
て
こ
ら

れ
た
も
の
の
、震
災
の
影
響
で
住
宅
の
建
設
サ

イ
ク
ル
が
ず
れ
て
、今
ま
で
の
よ
う
に
は
や
っ

て
い
け
な
い
時
代
に
な
り
ま
し
た
。私
も
含
め
、

職
人
は
も
の
づ
く
り
は
プ
ロ
で
も
、発
信
力
は

不
十
分
で
す
。こ
れ
か
ら
は
、建
具
職
人
の
技
、

組
子
細
工
の
素
晴
ら
し
さ
な
ど
を
発
信
し
て
、

伝
統
技
術
を
広
く
知
っ
て
も
ら
い
、顧
客
を
獲

得
し
て
い
き
た
い
」と
敏
之
さ
ん
は
新
た
な
目

標
を
見
据
え
て
い
ま
す
。

め
ら
れ
て
の
独
立
で
す
。

「
祖
父
は
組
子
が
得
意
で
し
た
。祖
父
が
作
っ

た
組
子
の
見
本
の
よ
う
な
も
の
が
、今
も
店
に

残
っ
て
い
ま
す
」と
、敏
之
さ
ん
。

2
0
1
1
年
の
東
日
本
大
震
災
で
、協
和
木

工
所
も
津
波
の
被
害
に
遭
い
ま
し
た
。そ
し
て

店
に
は
、一
冊
の
古
い
ア
ル
バ
ム
が
被
災
を
免

れ
て
残
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
中
に
は
、若
々
し
い

法
被（
は
っ
ぴ
）姿
の
正
男
さ
ん
が
、菊
森
建
具

店
に
務
め
て
い
た
当
時
の
写
真
が
収
蔵
さ
れ

て
い
ま
す
。昭
和
初
期
、正
男
さ
ん
ら
職
人
た
ち

が
、襖
や
障
子
の「
組
子
」作
品
と
と
も
に
写
っ

て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。白
黒
写
真
な
が
ら
、

組
子
の
美
し
い
デ
ザ
イ
ン
と
曲
線
が
く
っ
き
り

と
残
さ
れ
て
い
ま
す
。津
波
の
被
害
を
受
け
な

が
ら
も
し
っ
か
り
と
そ
の
写
真
が
残
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
は
、「
優
れ
た
建
具
職
人
の
知
恵
と

技
」を
画
像
と
と
も
に
後
世
に
伝
え
て
い
こ
う

と
い
う
先
代
た
ち
の
思
い
が
、ま
る
で
写
真
に

宿
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
出
来
事
で
し
た
。

正
男
さ
ん
は
、石
巻
の
里
山
の
上
に
あ
る
自

宅
の
隣
に
工
房
を
造
り
、建
具
や
組
子
づ
く
り

を
続
け
ま
し
た
。馬
を
使
っ
て
材
木
を
山
の
上

の
工
房
に
運
び
、建
具
が
完
成
す
る
と
、馬
を

使
っ
て
出
来
上
が
っ
た
製
品
を
住
宅
や
建
物
へ

と
運
び
納
品
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、現
在
の
海
に
近
い
と
こ
ろ
へ
、自
宅

と
工
房
を
移
し
ま
し
た
。敏
之
さ
ん
は「
な
ぜ
海

に
近
い
と
こ
ろ
に
移
っ
て
き
た
か
は
わ
か
り
ま

せ
ん
が
、仕
事
が
増
え
て
、山
か
ら
運
び
出
す
の

が
大
変
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。顧
客

の
も
と
へ
、馬
車
を
使
っ
て
泊
ま
り
が
け
で
建
具

を
納
入
し
た
、と
い
う
話
も
聞
き
ま
し
た
」。

石
巻
の
老
舗
建
具
製
造
所

親
子
三
代
で
職
人

宮
城
県
石
巻
市
に
、来
年
2
0
2
5
年
に
創

業
90
年
を
迎
え
る
歴
史
あ
る
建
具
店「
協
和
木

工
所
」が
あ
り
ま
す
。上
杉
敏
之
さ
ん
は
三
代

目
社
長
と
し
て
、先
代
か
ら
技
術
を
引
き
継
ぎ
、

地
域
の
住
宅
や
公
共
施
設
の
ド
ア
や
襖（
ふ
す

ま
）な
ど
を
純
国
産
材
木
か
ら
制
作
す
る
建
具

職
人
で
す
。最
近
は
、国
内
だ
け
で
な
く
海
外
で

も
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
る
日
本
の
伝
統
技
術
を

生
か
し
て
細
木
に
よ
る
幾
何
学
模
様
を
描
き
出

す「
組
子
細
工（
く
み
こ
ざ
い
く
）」も
手
が
け
ま

す
。先

代
、先
々
代
か
ら
会
社
を
継
い
で
、順

調
な
経
営
を
続
け
て
き
た
協
和
木
工
所
は
、

2
0
1
1
年
3
月
、東
日
本
大
震
災
に
よ
る
地

震
と
津
波
の
直
撃
を
受
け
ま
し
た
。店
自
体
も

被
害
を
受
け
、ま
た
地
域
の
住
民
や
顧
客
も
石

巻
を
離
れ
る
な
ど
、大
き
な
被
害
が
出
ま
し
た
。

そ
の
震
災
か
ら
13
年
間
、復
興
に
取
り
組
ん
で

き
た
上
杉
社
長
は
、「
良
い
建
具
を
届
け
た
い
」

と
、そ
の
職
人
技
を
生
か
し
て
、美
し
く
使
い
や

す
い
建
具
を
作
り
続
け
て
い
ま
す
。

船
の
建
造
技
術
か
ら
発
展
し
た

石
巻
の
建
具
技
術

石
巻
の
建
具
職
人
の
ル
ー
ツ
は
古
く
、今

か
ら
約
4
0
0
年
前
の
1
5
0
0
年
代
、安
土

桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期
に
遡
り
ま
す
。

1
6
1
1
年
の
慶
長
時
代
、三
陸
地
方
で
三
度

の
大
地
震
と
大
津
波
が
起
き
ま
し
た
。戦
国
大

名
で「
独
眼
竜
」と
も
呼
ば
れ
る
仙
台
藩
主
伊
達

政
宗
は
、こ
の
大
災
害
後
に
、海
外
の
ノ
ビ
ス
パ

ニ
ア（
メ
キ
シ
コ
）と
貿
易
を
し
よ
う
と
イ
ス
パ

ニ
ア（
ス
ペ
イ
ン
）国
王
や
ロ
ー
マ
教
皇
の
も
と

へ
使
節
団
を
派
遣
し
ま
す
。こ
れ
が「
慶
長
遣
欧

使
節
団
」（
1
6
1
3
年
|
1
6
2
0
年
）で
、そ

の
使
節（
今
で
い
う
特
命
全
権
大
使
の
よ
う
な

役
割
）を
担
っ
た
の
が
、家
臣
の
支
倉
常
長（
は

せ
く
ら・つ
ね
な
が
）で
す
。

船
で
海
外
を
訪
ね
て
貿
易
交
渉
を
図
る
の

初代正男さんが師匠のもとで
修行をしていた頃（右から4人目が正男さん）

協和木工所で製造された作品


