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人
さ
ん

師
匠
を
真
似
て
覚
え
た
弟
子
時
代

ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
も
の
で
も
、
鋸
は

使
う
と
す
ぐ
に
摩
耗
し
て
し
ま
い
ま
す
。
目

立
て
と
は
切
れ
味
の
悪
く
な
っ
た
鋸
を
研

ぎ
、
ア
サ
リ
を
修
正
し
て
、
切
れ
味
を
復
活

さ
せ
る
仕
事
で
す
。

昭
和
25
年
、
中
学
を
卒
業
と
同
時
に
宮
腰

さ
ん
は
市
内
の
木
材
会
社
に
入
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
自
転
車
で
鋸
を
運
ぶ
仕
事
を
す
る

う
ち
に
、
丸
太
と
格
闘
す
る
よ
り
も
目
立
て

の
ほ
う
が
自
分
の
小
さ
い
体
に
合
っ
て
る
と

思
い
、
目
立
て
の
道
に
入
り
ま
し
た
。

師
匠
は
、
口
で
教
え
て
く
れ
な
か
っ
た
た

め
、
普
段
、
師
匠
が
や
る
こ
と
を
、
真
似
し

な
が
ら
仕
事
を
し
ま
し
た
。
技
術
以
外
で
も

真
似
る
こ
と
が
多
か
っ
た
そ
う
で
す
。

﹁
そ
の
こ
ろ
は
、
技
術
は
、
簡
単
に
外
に

出
さ
な
い
と
い
う
世
の
中
だ
っ
た
た
め
、
目

立
て
場
に
知
ら
な
い
人
は
入
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
当
時
は
、
本
も
な
く
、
目
立
て
の
情
報

が
手
に
入
り
や
す
く
な
っ
た
の
は
、
弟
子
を

終
わ
っ
て
か
ら
で
す
﹂
。

壁
を
越
え
る
の
に
10
年

見
習
い
を
終
え
て
か
ら
は
、
毎
日
、
朝
６

時
前
の
汽
車
に
乗
り
、
津
軽
の
ほ
う
で
４
年

間
、
仕
事
を
し
ま
し
た
。

﹁
そ
の
こ
ろ
、
仕
事
で
壁
に
当
た
り
、
常

に
頭
の
中
か
ら
そ
の
事
が
離
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
師
匠
が
早
く
に
亡
く
な
り
、
兄
弟
弟
子

に
聞
け
る
よ
う
な
環
境
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
鋸
の
あ
さ
り
を
出
す
機
械
の
調
整
方

法
だ
っ
た
の
で
す
が
、
乗
り
越
え
た
の
は
10

年
も
経
っ
て
か
ら
で
す
。
あ
る
時
、
ふ
っ
と

ひ
ら
め
く
も
の
が
あ
り
ま
し
た
﹂。

今
は
人
も
仕
事
も
減
り
ま
し
た

宮
腰
さ
ん
の
現
在
の
仕
事
は
、
帯
鋸
の
研

磨
が
主
体
と
な
っ
て
い
ま
す
。
帯
鋸
と
は
、

１
周
が
数
　
に
も
な
る
製
材
所
な
ど
で
木
材

加
工
機
械
に
使
用
す
る
工
業
用
の
鋸
で
、
機

械
を
使
っ
て
研
ぎ
ま
す
。

研
ぐ
音
で
仕
上
が
り
が
わ
か
る
そ
う
で
、

ひ
と
つ
の
帯
鋸
を
、
だ
い
た
い
15
〜
20
分
で

仕
上
げ
る
そ
う
で
す
。

﹁
昔
は
木
材
会
社
だ
け
で
何
千
人
も
働
き
、

目
立
て
だ
け
で
200
人
も
い
ま
し
た
。
仕
事
も

朝
か
ら
晩
ま
で
あ
り
ま
し
た
。
今
は
同
業
者

も
少
な
く
、
仕
事
は
半
日
で
終
わ
り
ま
す
。

や
め
よ
う
と
思
っ
た
時
も
あ
っ
た
ほ
ど
で

す
﹂。帯

鋸
に
技
術
が
現
れ
ま
す

ど
う
い
う
木
を
切
る
か
に
よ
っ
て
、
帯
鋸

の
厚
み
や
刃
の
間
隔
が
違
っ
て
き
ま
す
。
メ

ー
カ
ー
か
ら
は
、
鋸
の
元
と
な
る
150
〜
200

の
薄
く
長
い
鉄
板
が
コ
イ
ル
状
に
な
っ
て
届

き
ま
す
。
始
め
に
、
そ
れ
を
注
文
元
の
木
材

加
工
機
械
に
合
う
よ
う
に
、
幅
や
長
さ
を
切

断
し
ま
す
。
次
に
鋸
の
刃
を
つ
く
り
、
最
後

に
帯
状
に
な
る
よ
う
に
溶
接
し
ま
す
。

ど
の
工
程
も
し
っ
か
り
や
ら
な
い
と
、
鋸

の
強
度
が
落
ち
た
り
、
あ
と
で
研
磨
が
う
ま

く
で
き
な
か
っ
た
り
し
ま
す
。
冬
期
間
は
木

が
凍
っ
て
し
ま
う
た
め
、
鋸
が
精
巧
に
で
き

て
な
い
と
、
あ
さ
り
を
小
さ
く
し
て
も
引
け

な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

﹁
高
価
な
機
械
を
置
い
て
い
る
人
は
、
や

り
方
が
違
い
ま
す
が
、
鋸
に
対
す
る
基
本
的

な
考
え
方
は
今
も
昔
も
同
じ
で
す
。
機
械
化

が
進
ん
で
も
最
後
に
鋸
を
作
る
の
は
目
立
て

屋
で
す
﹂。

使
う
人
の
評
価
が
一
番
で
す

作
業
す
る
う
え
で
最
も
大
事
に
思
っ
て
い

る
の
は
、
仕
上
げ
た
も
の
が
使
用
に
耐
え
う

る
完
璧
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
ほ
か
の
業
種

の
職
人
は
作
っ
た
も
の
が
残
り
ま
す
が
、
目

立
て
の
仕
事
は
外
見
か
ら
は
判
断
で
き
ま
せ

ん
。
実
際
に
鋸
を
使
っ
て
い
る
人
の
評
価
を

最
も
大
事
に
し
て
い
ま
す
。

こ
の
仕
事
に
は
﹃
こ
れ
は
俺
し
か
で
き
な

い
﹄
と
い
う
誇
り
や
満
足
感
を
感
じ
て
い
ま

す
。﹁

新
し
い
機
械
が
ど
ん
ど
ん
出
て
き
ま
す

が
、
そ
れ
に
負
け
る
と
は
思
い
た
く
あ
り
ま

せ
ん
﹂。

人
の
感
覚
や
判
断
力
に
は
す
ご
い
力
が
あ

る
と
宮
腰
さ
ん
は
信
じ
て
い
ま
す
。

作る刃の形はすべて微妙に異なる。どんな木を切るか
で刃の形を調整する。


