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若
い
職
人
の
手
本
と
し
て

終
戦
間
も
な
い
昭
和
23
年
。
15
歳
だ
っ
た

桜
庭
さ
ん
は
樽
職
人
の
世
界
に
踏
み
込
み
、

修
行
を
経
て
、
28
歳
で
能
代
製
樽
所
に
入
り

ま
し
た
。
以
来
、
今
日
ま
で
、
そ
の
手
で
何

万
樽
と
い
う
樽
を
作
り
出
し
て
き
ま
し
た
。

71
歳
と
な
る
現
在
、
第
１
線
は
退
い
た
も

の
の
、
月
・
火
・
木
・
金
の
週
４
日
の
午
前

中
、
能
代
製
樽
所
で
樽
作
り
に
精
を
出
し
て

い
ま
す
。

こ
こ
で
働
く
若
い
職
人
は
、
ベ
テ
ラ
ン
職

人
の
技
術
を
間
近
で
見
る
こ
と
が
で
き
、
わ

か
ら
な
い
こ
と
は
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

貴
重
な
技
が
、
後
継
者
不
足
や
職
人
の
高
齢

化
に
よ
り
、
継
承
さ
れ
ず
消
え
て
い
く
。
そ

ん
な
時
代
に
あ
っ
て
、
桜
庭
さ
ん
の
存
在
は

貴
重
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

父
親
の
影
響
で
こ
の
道
に

父
親
は
山
か
ら
木
を
切
っ
て
き
て
、
樽
の

側
面
に
使
え
る
ま
で
加
工
す
る
樽
丸
職
人
。

子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
職
人
の
仕
事
を
身
近
で

見
て
き
た
桜
庭
さ
ん
に
と
っ
て
、
﹁
職
人
と

い
う
道
を
選
ん
だ
の
は
自
然
な
こ
と
だ
っ

た
﹂
と
言
い
ま
す
。

当
時
は
、
木
材
産
業
が
元
気
だ
っ
た
時
代
。

市
内
で
は
、
桶
樽
、
柾
割
り
、
製
材
が
木
材

関
係
の
主
な
働
き
口
だ
っ
た
そ
う
で
、
市
内

に
桶
樽
業
者
は
数
十
件
も
あ
り
、
能
代
は
全

国
的
に
も
有
名
な
桶
樽
の
産
地
で
し
た
。

樽
作
り
の
昔
と
今

昔
か
ら
樽
作
り
は
、
木
に
対
す
る
知
識
と

技
術
を
要
す
仕
事
で
、
作
業
の
ほ
と
ん
ど
は
、

人
の
手
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ

ん
な
樽
作
り
に
も
現
在
は
、
一
部
に
機
械
が

導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。

す
べ
て
手
作
業
で
や
っ
て
い
た
時
代
を
過

ご
し
て
き
た
桜
庭
さ
ん
は
﹁
今
は
と
に
か
く

骨
を
折
ら
な
く
な
っ
た
。
機
械
が
入
る
前
は

ひ
と
つ
の
樽
を
作
る
に
も
労
力
や
時
間
は
、今

の
倍
以
上
か
か
っ
た
。
昔
は
真
冬
で
も
、
体

か
ら
湯
気
が
出
て
、
シ
ャ
ツ
１
枚
に
ね
じ
り

は
ち
ま
き
で
や
っ
た
も
ん
だ
﹂
と
言
い
ま
す
。

さ
ら
に
今
と
昔
の
大
き
な
違
い
は
給
料
体

系
に
あ
り
ま
す
。
﹁
今
は
一
日
い
く
ら
の
月

給
制
。
昔
は
、
一
樽
い
く
ら
の
歩
合
制
。
だ

か
ら
一
日
に
作
れ
る
樽
が
多
い
職
人
ほ
ど
お

金
も
も
ら
え
た
し
、
周
り
か
ら
も
一
目
置
か

れ
ま
し
た
。
昔
は
、
と
に
か
く
み
ん
な
競
う

よ
う
に
樽
を
仕
上
げ
た
も
ん
で
す
。
今
の
若

い
人
も
ま
じ
め
に
一
生
懸
命
や
っ
て
い
る

が
、
昔
は
職
人
に
も
っ
と
ハ
ン
グ
リ
ー
精
神

が
あ
っ
た
﹂
と
言
い
ま
す
。

変
わ
ら
な
い
日
々
の
な
か
で

﹁
職
人
の
世
界
は
一
日
一
日
が
同
じ
こ
と

の
繰
り
返
し
だ
﹂
と
桜
庭
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

毎
日
毎
日
、
同
じ
作
業
を
通
し
て
磨
か
れ
た

技
術
。
そ
れ
は
桜
庭
さ
ん
に
と
っ
て
大
き
な

誇
り
で
も
あ
り
ま
す
。

合
成
樹
脂
製
品
の
登
場
や
生
活
ス
タ
イ
ル

の
変
化
で
、
木
樽
は
各
家
庭
で
見
る
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
﹁
今
は
、
職
人
の

技
が
見
え
な
い
時
代
。
そ
れ
が
社
会
の
流
れ

だ
か
ら
ね
。
仕
方
が
な
い
﹂
と
桜
庭
さ
ん
は

言
い
ま
す
。

し
か
し
、
木
樽
は
、
い
ま
で
も
酒
造
会
社

や
居
酒
屋
か
ら
の
需
要
が
あ
る
ほ
か
、
注
文

数
は
減
り
つ
つ
あ
る
も
の
の
、
漬
け
物
樽
と

し
て
使
い
た
い
と
い
う
、
個
人
の
お
客
さ
ん

の
声
も
あ
り
ま
す
。

﹁
こ
こ
で
は
、
若
い
人
た
ち
が
い
る
の
で

こ
れ
か
ら
も
樽
は
、
ず
っ
と
作
ら
れ
て
い
く

で
し
ょ
う
﹂
。
黙
々
と
作
業
を
す
る
桜
庭
さ

ん
。
そ
の
技
は
、
時
間
を
か
け
な
が
ら
も
、

着
実
に
次
世
代
へ
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。

桜庭さんのように、すべて手作業でやっていた時代を
経験してきた樽職人の技術は非常に高い

『せん』と呼ばれる桶樽作りに欠かせない道
具。さまざまな角度の『せん』を使いこなす。


