
雲
外
算
盤
工
業
の
．
基
盤
ε
し
て
の

徒
弟
翻
度
の
性
格
に
つ
い
て
詔勝

　
　
　
部

邦

　
　
　
　
　
芯
序
　
　
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
物
で
あ
り
や
雲
州
算
盤
は
主
と
し
て
手
工
業
の
産
物
で
あ
る
。
両
者
ぼ
競
争
麗
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
に
立
ち
つ
ふ
も
機
械
は
手
工
業
を
駆
逐
せ
す
併
存
を
続
げ
て
い
る
、
∵

　
生
産
手
段
、
特
に
労
．
働
要
具
が
変
化
す
る
に
つ
れ
て
杜
会
的
経
営
様
式
が
変
革

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
雲
州
算
盤
工
業
は
手
工
業
の
上
に
立
つ
て
い
る
が
、
二
、
三
の
マ
一
ニ
フ
ア
ク

さ
れ
る
と
い
う
過
程
が
最
も
よ
く
現
わ
れ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
本
来
的
エ
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
ユ
ア
経
営
を
除
き
圧
倒
的
な
部
分
が
家
内
工
業
で
あ
り
竜
然
も
殆
ん
ど
商
業
資

経
営
の
成
立
に
際
し
て
で
あ
る
が
竜
こ
の
推
転
は
過
渡
的
諾
形
態
の
錯
雑
し
だ
混

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
の
支
配
下
に
お
か
れ
て
い
る
幻
（
拙
稿
「
雲
州
算
盤
生
産
に
1
お
け
る
商
業
資
本
」
（
島
根
．

沌
の
中
で
行
わ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
或
る
種
の
産
業
に
為
い
て
は
本
来
的
工
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
学
論
集
第
四
号
所
収
）
参
照
）
小
マ
ニ
、
ユ
フ
ア
ク
・
チ
ュ
ア
エ
場
は
も
と
よ
り
、
こ
、

警
が
他
の
襲
営
形
撃
排
除
す
差
至
ら
漬
で
、
す
べ
て
の
諾
形
態
雀
れ
ら
の
家
掌
工
落
朱
型
で
姦
繁
の
な
が
ら
雰
的
に
は
麓
が
篤

錯
し
あ
つ
て
存
在
す
る
。
裁
縫
業
、
シ
ヤ
ツ
製
造
業
、
製
靴
業
な
ど
の
加
工
部
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
れ
て
い
．
る
（
第
一
表
）
、
勿
論
機
－
械
と
は
名
の
み
の
、
近
代
的
水
準
に
は
蓬
か
に
遠

に
そ
の
例
が
よ
く
み
ら
れ
る
。
我
が
国
で
も
輸
串
雑
貨
に
膜
著
に
み
ら
れ
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
す
ら
も
原
動
機
た
る
モ
ー
タ
ー
が
下
講
業
者
に
巻
い
て

に
原
料
や
牛
製
品
は
巨
大
な
強
占
企
業
に
よ
つ
て
竜
他
方
そ
の
伽
工

る
業
種
の
一
つ
で
抄
る
箏
。
播
州
算
盤
は
主
と
し
て
機
械
制
工
場
の
産

淳1鞭了
，モ　□　’タ　ー　　28　62　gO

各鼠カッター　24　31　55

4ボpル盤6991160
各種口取機　620261l‘口，クロ152035；グライ■ンダー．　5　6　11

1小型製材機　1315鍵
！大塑製材機　11　011

プレ、ナ｝13五3’26…穴凌機9留231

艶　出　機　3　1　4

珠削機8816…

ノ
マ
手 フ　　1　0　1

ヨ穴　磨　機　1　0　1
ξ木エミーリング　　3　0　3

3木工旋盤　1011

水カタービン　盟　0　2

1面　取　機　O　毘　2
三角ホッ挽機　0　1　1

1三角アリ挽機　⑪　1　1

一計 i飢坤…
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ぼ
穴
叡
に
瀞
た
な
い
状
況
で
あ
ク
て
充
製
造
工
程
の
参
く
ぼ
後
述
の
虹
く
争
と
直

具
と
に
依
存
し
て
い
る
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
手
工
業
は
近
代
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
生
産
要
具
も
単
純
廉

価
で
あ
つ
て
鼓
術
水
準
と
し
て
は
極
め
て
低
位
に
あ
る
、
然
し
雲
州
算
盤
が
手
工

業
の
生
産
物
で
あ
る
こ
と
は
曳
そ
れ
が
晶
質
的
に
も
低
位
で
あ
．
る
こ
と
を
決
し
て
．

意
味
し
な
い
。
反
対
に
雲
州
算
盤
は
そ
の
手
工
的
熟
繰
に
よ
つ
て
生
み
出
さ
れ
る

晶
質
の
優
良
性
と
芸
術
的
な
美
し
さ
に
よ
づ
て
喝
価
格
的
に
弱
点
を
も
ち
な
が
ら

も
、
大
量
生
産
方
式
に
よ
る
廉
価
な
播
州
算
盤
に
対
し
て
競
争
力
を
も
つ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
か
ふ
る
状
態
の
下
で
は
竜
「
そ
の
生
産
活
動
は
主
と
し
て
個
人
的
な
性
格
の
も
の

で
あ
り
、
分
業
は
－
－
非
常
に
原
始
的
な
発
展
水
準
に
あ
る
。
」
　
　
（
芦
b
・
多

望
邑
冨
旨
亭
⑳
b
睾
①
ざ
毛
昌
竃
ざ
㍉
◎
名
ぎ
豪
冒
毛
手
○
。
ひ
1
賢
京
大
近
代
史
研
究
会
訳
五
四

頁
）
反
対
に
機
械
の
導
入
に
よ
る
本
来
的
工
場
経
営
の
発
展
は
分
業
の
進
展
に
よ

つ
て
生
産
清
動
が
個
人
的
性
格
を
失
い
、
労
働
過
程
が
客
観
化
さ
れ
る
過
程
で
あ

る
。
テ
ー
ラ
ー
嚢
シ
ス
テ
ム
や
フ
オ
ー
ド
⑧
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
我
々
は
そ
の
極
致

を
み
る
こ
と
が
出
来
る
。
科
学
的
管
理
法
に
お
け
る
標
準
作
業
は
唯
一
最
善
の
作

業
方
法
（
◎
屋
鼠
。
。
け
考
章
）
と
い
わ
れ
る
が
発
そ
れ
は
動
作
研
究
に
よ
つ
て
護
れ

の
熟
練
に
も
属
し
な
い
作
業
の
模
範
型
を
析
出
し
、
そ
れ
ら
を
構
成
し
て
作
り
上

げ
た
極
め
て
抽
象
的
な
非
人
間
的
な
も
の
で
あ
る
（
古
川
栄
一
、
経
営
学
入
門
、
一
；
一

頁
参
照
）
フ
オ
ー
ド
⑧
シ
ス
テ
ム
に
至
つ
て
は
か
㌧
る
標
準
作
業
が
コ
ン
ヴ
ェ
ー
ヤ

ー
に
よ
つ
て
同
時
的
進
行
を
強
制
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
生
産
活
動
が
全
く
物
一

的
に
客
観
化
す
る
。
然
し
手
工
業
に
お
い
て
は
こ
れ
と
正
に
対
蹄
的
に
生
産
者
の

個
人
的
な
熟
練
が
そ
の
ま
ふ
生
産
物
の
出
来
栄
え
に
表
わ
れ
る
、
雲
州
算
盤
で
は

■
エ
う
し
た
楓
人
的
熟
練
を
示
す
顕
著
な
特
徴
が
二
ひ
あ
る
。
策
一
は
生
産
膏
の
熟

練
に
よ
る
格
付
で
あ
る
。
名
人
、
名
工
と
い
わ
れ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
り
、
そ
の
、

中
に
も
ま
た
天
地
、
甲
乙
丙
丁
な
ど
の
段
階
が
あ
る
。
第
二
は
銘
及
び
刻
印
に
よ

．
る
生
産
者
の
表
示
で
あ
る
。
銘
は
名
人
や
名
工
が
そ
の
作
晶
に
対
し
て
附
す
各
も
，

の
で
竜
通
席
は
裏
板
叉
は
向
桁
o
内
側
に
、
例
え
ば
「
雲
州
亀
嵩
倖
水
清
之
作
」

の
如
く
彫
り
つ
け
ら
れ
る
。
刻
町
は
大
量
生
産
の
普
及
品
に
対
し
て
向
桁
の
杓
側
∵

に
製
作
者
の
頭
字
を
反
名
或
い
は
英
字
で
打
つ
も
の
で
あ
る
。
名
工
で
あ
つ
て
も

普
及
品
を
製
作
す
る
と
き
は
銘
で
は
な
く
て
対
印
を
打
つ
。
銘
入
算
盤
が
生
藍
者

の
個
人
的
熟
練
に
墓
く
独
特
の
品
質
を
表
永
し
、
従
つ
て
彼
が
そ
れ
に
対
し
て
誇

と
責
任
と
を
持
つ
こ
と
、
そ
の
点
で
近
代
的
機
械
工
場
の
標
準
化
さ
れ
規
格
化
さ
」
，
1
。

れ
て
、
生
産
者
と
の
人
的
繋
り
牽
一
か
け
ら
も
持
た
な
い
生
産
物
と
は
全
く
異
な

る
こ
と
は
い
う
奉
で
も
な
い
。
然
し
刻
印
に
つ
い
て
は
そ
の
意
義
は
二
重
で
－
あ

る
。
．
即
ぢ
生
産
者
の
品
質
保
証
と
共
に
、
・
販
売
市
場
に
直
接
に
つ
な
が
る
商
人
資

本
家
（
親
工
場
騒
伸
買
）
－
が
得
意
先
の
苦
情
を
生
産
者
に
転
嫁
す
る
一
つ
、
の
手
段

と
な
う
て
い
、
る
。
燃
も
後
の
意
義
が
よ
り
重
要
で
あ
る
こ
と
は
刻
印
が
親
工
場
や

間
扉
の
指
示
に
よ
つ
て
ぼ
じ
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
・
雲
州
算
盤

が
間
屋
制
家
内
工
業
の
最
高
形
態
に
あ
る
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
と
ζ
ろ
で
あ
る
．

が
、
（
前
掲
拙
稿
参
照
）
こ
の
段
階
で
は
商
業
資
本
は
事
実
上
の
産
業
資
本
で
あ

り
、
下
請
業
者
は
事
実
上
の
賃
労
働
者
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
す
兎
生
産
物
に
関
す

る
企
業
的
危
険
の
一
部
が
刻
印
と
い
う
手
段
に
よ
つ
て
前
者
か
ら
後
者
に
転
嫁
さ

れ
る
の
で
あ
る
、
こ
う
し
た
点
に
そ
の
一
斑
が
う
か
じ
わ
れ
る
よ
う
に
雲
州
算
盤

工
業
に
対
す
る
商
業
資
本
的
支
配
の
強
烈
さ
が
生
産
者
を
経
済
的
低
位
に
圧
追

し
鷲
そ
の
技
術
的
発
展
を
阻
害
し
て
い
る
。



　
扱
’
て
、
分
業
化
さ
れ
な
い
個
人
的
熟
練
を
保
存
伝
承
す
る
方
法
と
し
て
代
表
的

な
も
の
は
徒
弟
刷
度
で
㌻
る
。
作
業
分
業
と
憎
械
と
を
特
色
上
す
る
近
代
的
生
産

に
お
い
て
は
熟
練
が
機
械
体
系
の
中
に
客
観
化
さ
れ
個
々
の
作
業
自
体
は
単
純
と

な
る
の
で
、
技
能
の
伝
承
に
は
科
学
的
か
つ
規
則
的
な
方
法
を
適
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
然
し
複
雑
な
主
観
的
熟
練
を
内
容
と
す
る
手
工
業
に
お
い
て
は
か
㌧
る

劃
一
的
方
法
で
技
能
の
伝
承
を
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
そ
こ
に
徒
弟
制
度
が

生
産
的
技
術
的
根
拠
を
も
つ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
雲
州
算
盤
工
業
で
も
徒
弟
制

度
が
広
範
に
征
わ
れ
て
拾
り
、
多
く
の
下
請
業
考
や
製
造
販
売
業
者
が
一
－
二
名

程
度
の
徒
弟
を
お
い
て
い
る
。

　
処
で
雲
州
算
盤
工
業
の
倦
弟
制
度
を
主
観
的
熟
練
の
保
存
な
い
し
伝
承
と
い
う

技
術
的
根
拠
か
ら
の
み
把
握
す
る
こ
と
の
妥
当
性
は
ど
う
で
あ
る
か
。
雲
州
算
盤

が
名
人
芸
を
も
つ
て
う
先
わ
れ
て
い
る
だ
け
に
徒
弟
制
度
の
存
在
理
由
を
技
術
教

育
に
求
め
る
見
方
が
強
い
、
然
し
現
代
に
お
け
る
徒
弟
制
度
が
中
世
ギ
ル
ド
内
の

古
典
的
な
も
の
と
異
な
各
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
中
世
的
僚
沸
制
度
で

さ
え
崩
壊
期
に
至
る
と
当
初
の
糖
神
が
忘
れ
去
ら
れ
て
「
親
方
は
徒
弟
の
訓
育
に

留
意
す
る
よ
り
も
こ
れ
を
単
な
る
労
働
君
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
に
重
点
を
お
く

キ
う
に
な
つ
た
」
（
平
凡
杜
版
経
済
学
事
輿
；
…
四
頁
）
こ
と
を
反
省
す
る
な
ら
ば
、

雲
州
算
盤
工
業
の
徒
弟
制
度
を
・
技
術
的
に
の
み
根
拠
づ
け
る
と
と
の
不
十
分
さ
が

分
る
で
あ
ろ
う
φ
，
そ
こ
で
徒
弟
制
度
は
も
う
一
つ
の
面
、
即
ち
経
済
的
な
面
か
ら

考
察
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
を
れ
が
J
方
に
お
い
て
如
何
に
技
術
的
課
題

に
対
処
し
つ
㌧
同
時
に
他
方
に
お
い
て
如
何
な
る
経
済
的
意
義
を
も
つ
て
い
る
か

を
探
求
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ご
の
こ
と
は
現
在
に
お
げ
る
徒
弟
制
度
の

変
貌
を
。
質
的
に
探
る
と
と
で
あ
り
“
ま
た
今
日
残
存
す
る
前
期
的
経
営
の
労
働
の
，

性
格
を
究
明
す
る
こ
と
に
も
繋
が
つ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
後
述
の
如
く
雲
州

算
盤
工
業
に
と
つ
て
そ
の
む
つ
諾
間
題
の
最
深
部
に
触
牝
る
も
の
で
あ
り
蔦
従
つ

て
こ
れ
が
合
理
的
解
決
に
対
し
て
一
づ
の
鍵
を
与
え
る
こ
壬
に
も
な
る
、

　
右
の
観
点
か
ら
筆
者
は
雲
州
算
盤
工
業
に
紅
け
る
徒
弟
概
度
の
実
態
調
査
を
試

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

み
た
。
先
づ
一
九
五
三
年
十
二
月
よ
り
翌
五
坦
年
一
」
月
に
か
け
て
現
地
中
学
校
の

協
力
を
得
て
質
間
紙
に
よ
る
調
査
を
行
つ
た
、
記
入
済
の
質
間
紙
の
回
収
状
況
は

横
田
町
三
八
、
亀
嵩
村
五
、
八
川
村
五
、
馬
木
村
二
、
鳥
上
村
一
、
計
五
一
枚
で

あ
つ
た
。
之
に
対
し
て
島
根
果
中
小
企
業
課
調
査
に
よ
る
一
九
五
三
年
七
月
現
在

の
徒
弟
数
は
横
田
町
七
六
、
亀
嵩
村
二
一
、
八
川
村
八
、
布
勢
村
一
、
計
九
七
名

で
あ
る
　
（
全
課
雲
州
算
盤
工
業
産
地
診
断
勧
告
書
。
予
備
調
査
篇
八
頁
〉
か
ら
喝
約
五
三

％
の
調
査
率
で
あ
つ
た
。
つ
い
で
此
の
質
問
紙
を
整
理
分
析
し
た
後
、
そ
れ
に
墓

い
て
一
九
五
四
年
三
月
及
び
八
月
に
現
地
を
訪
れ
、
聴
取
調
査
を
中
心
と
す
る
諸

調
査
を
補
完
的
に
行
つ
た
。
以
下
は
こ
れ
ら
の
調
査
の
一
応
の
ま
と
め
で
あ
る
。

　
註
ω
　
質
問
紙
の
配
布
、
記
入
済
の
も
の
の
蒐
集
と
い
う
と
極
め
て
酉
倒
か
つ
困
難
な
仕

　
　
　
事
に
つ
い
て
積
極
的
な
御
協
力
を
い
た
ゾ
い
た
横
田
、
亀
嵩
、
八
川
、
馬
木
、
鳥
上

　
　
　
各
申
学
校
の
関
係
教
官
各
位
に
対
し
て
深
甚
の
謝
意
を
表
し
た
い
。
こ
の
協
力
な
く

　
　
　
し
て
は
、
本
研
究
の
成
果
は
殆
ん
ど
期
待
し
得
な
か
つ
た
。
　
　
一

　
　
ω
、
本
稿
は
昭
和
二
十
八
隼
度
日
本
教
育
大
学
協
会
研
究
助
成
金
の
対
象
と
な
つ
た

　
　
　
「
徒
弟
教
育
の
実
証
的
研
究
」
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
二
、
雲
州
算
盤
の
製
造
工
程

　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

雲
州
算
盤
は
分
業
の
未
発
展
な
手
工
薬
の
産
物
で
あ
る
か
ら
禦
造
工
程
な
必
す

し
も
一
定
で
は
な
い
。
む
し
ろ
製
造
工
程
に
お
け
る
個
別
性
が
そ
の
特
色
と
な
つ

て
い
る
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
㌻
、
然
し
な
が
ら
複
雑
な
作
業
の
紬
部
に
為
げ

る
菱
異
を
拍
象
し
て
撰
準
的
な
工
程
を
示
す
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
v
。
そ
こ
で
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H
珠
製
造
工
程

　
算
盤
部
品
申
最
も
多
量
に
必
要
な
の
は
珠
で
あ
る
か
ら
製
珠
部
門
は
他
の
諸
工

程
か
ら
独
立
し
た
専
門
業
種
と
な
つ
て
い
る
。
材
料
に
は
黒
檀
竜
紫
檀
、
梅
、
黄

楊
も
柞
セ
樺
な
ど
の
堅
木
を
用
い
る
が
現
在
で
は
樺
珠
が
多
い
。

．
ω
　
挽
　
木
。
　
先
づ
原
木
の
木
目
に
直
角
に
、
珠
の
高
さ
二
分
二
厘
－
二
分

七
厘
よ
り
少
し
厚
く
輸
切
り
の
板
に
す
る
、

　
閉
孔
あ
か
し
。
　
珠
の
直
径
（
三
分
五
厘
－
四
分
六
厘
）
よ
り
少
し
広
い
巨

離
閻
隔
で
板
に
錐
で
穿
孔
す
る
、

　
㈹
　
繰
抜
き
、
　
片
側
に
胡
の
出
た
或
の
形
の
ド
リ
ル
で
繰
抜
く
。
犬
の
援
が

ド
リ
ル
に
、
胡
が
バ
イ
ト
に
相
当
す
る
わ
げ
で
あ
る
が
一
之
を
ロ
ク
ロ
に
よ
つ
て

回
転
さ
せ
な
が
ら
ω
で
あ
げ
た
孔
に
ド
リ
ル
を
進
め
円
鎗
形
に
切
込
む
、
ζ
の
作

業
を
二
回
表
裏
か
ら
行
う
と
繰
抜
か
れ
て
荒
珠
が
出
来
上
る
。

　
以
上
は
雲
州
で
行
つ
て
い
る
荒
珠
製
造
法
で
あ
る
が
実
際
に
は
瑞
珠
工
場
は
少

数
に
す
ぎ
す
、
こ
の
地
方
の
荒
珠
需
要
は
犬
部
分
播
州
な
ど
か
ら
の
仕
入
晶
で
み

た
し
て
い
る
の
で
竜
雲
州
の
珠
作
業
は
以
下
述
べ
る
茄
珠
の
加
工
作
業
即
ち
珠
仕

上
が
主
で
あ
る
、
親
工
場
や
間
屋
は
荒
珠
を
仕
入
れ
て
珠
仕
上
の
下
請
業
着
に
前

貸
す
る
。

．
ω
　
孔
さ
ら
え
、
　
綱
長
い
鐙
を
回
転
さ
せ
つ
ふ
荒
珠
の
孔
を
通
し
て
削
る
。

ζ
の
作
業
は
前
後
二
回
行
わ
れ
る
。

　
例
．
口
取
り
、
　
荒
珠
の
孔
を
軸
に
差
込
ん
で
上
端
を
湖
る
。
差
か
え
て
他
ρ

端
も
削
力
．
、
珠
の
高
さ
を
一
定
に
す
る
。

　
㈹
　
蝶
削
力
。
　
荒
鎌
牽
聯
κ
蓬
込
み
、
軸
を
回
転
さ
せ
つ
㌧
蝶
の
円
錐
頂
俸

鈎
の
双
を
斜
に
あ
て
ふ
削
る
、
差
か
え
て
同
じ
作
業
を
他
の
円
錐
面
に
も
行
う
。

　
例
　
宙
取
り
、
　
削
り
終
つ
た
珠
を
軸
に
差
込
ん
で
回
転
さ
せ
、
金
属
製
の
瓜

を
も
つ
て
珠
の
周
囲
の
尖
り
を
僅
か
に
削
り
鈍
化
さ
せ
る
、
こ
ふ
嚢
で
の
工
樫
を

終
え
た
塔
の
が
．
仕
上
鎌
で
あ
る
。

　
右
の
工
程
の
う
ち
荒
珠
製
造
は
機
械
化
し
て
お
り
喝
従
業
員
は
多
く
賛
労
働
着

で
あ
る
。
挽
木
を
除
き
多
く
は
女
子
工
員
に
よ
つ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
．
荒
珠
加
工

作
業
は
か
つ
て
は
す
べ
て
手
工
業
で
あ
り
竜
数
年
の
徒
弟
修
薬
を
必
要
と
し
定
が

現
在
で
は
1
爾
馬
力
程
度
の
小
電
動
機
を
入
牝
て
低
度
な
が
ら
も
機
械
化
し
て
い

る
珠
工
場
と
足
踏
機
な
ど
に
よ
り
手
工
的
に
行
つ
て
い
る
作
業
物
と
が
あ
る
、
個

れ
も
工
具
の
使
い
方
な
ど
主
観
的
熟
練
を
要
す
る
部
分
が
多
い
。
珠
加
工
の
一
人

一
日
の
踏
来
高
は
モ
ー
ク
ー
が
入
つ
て
い
る
処
で
は
二
千
個
以
上
で
あ
る
が
蒐
手

工
的
に
行
つ
て
い
る
場
合
に
は
予
乃
至
千
五
百
個
止
り
で
あ
る
、

○
芯
竹
製
造
土
程

　
芯
竹
に
天
然
媒
竹
即
ち
農
家
の
藁
屋
根
の
支
え
竹
と
し
て
数
十
年
な
い
し
百
数

十
年
も
煙
で
煤
け
淀
竹
を
使
用
す
る
こ
と
は
雲
州
算
盤
創
始
者
村
上
吉
五
邸
の
独

創
の
一
で
あ
り
、
雲
州
算
盤
の
優
良
性
の
一
つ
の
根
拠
で
あ
る
。
ご
の
工
程
は
す

べ
て
手
で
行
わ
れ
洩
先
づ
節
を
除
い
て
円
筒
形
と
な
し
た
竹
を
小
割
し
湾
薄
く
上

皮
を
と
つ
て
、
肉
を
削
り
冶
小
さ
な
棒
状
に
す
る
。
そ
れ
か
ら
の
工
程
は
次
の
如

く
で
あ
る
。

　
ω
芯
こ
き
。
　
様
表
の
直
径
で
穿
孔
し
た
「
竹
こ
き
台
し
釦
称
す
る
鋼
板
の

孔
を
次
戊
に
し
ご
い
て
一
定
の
丸
さ
恒
す
る
。

、
ω
1
研
　
磨
。
　
充
づ
ぺ
－
、
ハ
ー
（
荒
い
の
と
紬
か
い
の
）
㍑
を
か
げ
る
、
・
次
に

ト
タ
ナ

木
賊
と
ム
ク
の
葉
一
（
何
れ
も
水
に
浸
し
た
も
の
）
で
み
が
き
、
最
後
に
蟻
で
仕
よ

げ
る
、
こ
の
ぺ
－
パ
ー
↓
木
賊
嘉
ム
ク
の
葉
↓
蟻
と
い
う
磨
き
作
薬
は
芯
鮒
の
み



な
ら
す
以
下
述
べ
る
種
々
の
木
部
に
つ
い
て
も
共
通
で
あ
る
。

　
天
然
煤
竹
は
供
給
が
制
隈
さ
れ
て
い
る
。
藁
屋
榎
の
竹
を
か
え
る
こ
と
は
滅
多

－
に
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
現
在
で
は
天
然
煤
竹
は
高
価
晶
に
の
み
使
用
さ
れ

大
部
分
の
芯
竹
は
薬
品
加
工
し
た
人
工
煤
竹
を
主
に
播
州
か
ら
仕
入
れ
て
い
る
、

こ
の
場
合
は
肉
削
り
ま
で
終
つ
た
も
の
が
入
る
の
で
雲
州
で
の
作
業
ぼ
芯
こ
き
と

研
磨
で
あ
る
。
な
お
天
然
媒
竹
の
場
合
は
染
色
は
し
な
い
。

目
　
裏
板
製
造
工
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
モ

．
裏
板
σ
み
な
ら
す
桁
材
共
材
等
木
部
の
原
料
に
は
以
前
は
黒
檀
紫
檀
等
の
唐
木

を
用
い
る
の
が
普
通
で
あ
つ
た
が
竜
戦
時
唐
木
の
輸
入
難
か
ら
ア
フ
γ
カ
黒
檀
、
ビ

リ
ァ
ン
等
の
甫
方
材
が
用
い
ら
牝
た
、
戦
後
は
そ
の
入
手
も
困
難
に
な
つ
た
の
で

イ
ス
ノ
キ
オ
ノ
オ
レ
カ
ン
バ

柞
樹
や
斧
折
樺
等
の
内
地
材
を
用
い
る
よ
う
に
な
つ
た
。
紫
檀
黒
檀
類
以
外
は
染

色
し
て
唐
木
仁
模
す
る
、
こ
れ
ら
の
木
材
は
当
地
方
に
は
産
し
な
い
の
で
大
阪
嚢

兵
庫
（
黒
檀
）
、
い
鹿
児
島
（
柞
）
、
兵
庫
⑧
長
野
畷
群
馬
（
樺
）
．
等
果
外
か
ら
移
入

し
て
い
る
。
板
に
挽
割
つ
た
も
の
を
忙
入
れ
る
の
で
当
地
で
の
加
工
は
荒
削
り
以

下
で
あ
る
、
．
こ
の
点
は
桁
、
．
共
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
σ
止

　
ω
　
荒
削
り
、
　
自
動
鉋
を
用
い
る
も
の
も
あ
る
が
滝
多
く
は
手
工
作
業
で
あ

る
。

　
ω
　
歩
揃
え
。
・
歩
揃
板
を
用
い
数
枚
の
板
を
合
わ
せ
て
緊
縛
し
同
じ
厚
さ
に

鉋
で
削
る
。
，
一
∵

　
㈹
染
色
。
、
前
述
の
如
く
柞
や
樺
を
木
酷
液
を
用
い
染
色
槽
で
黒
く
唐
木

の
よ
う
に
染
色
す
る
◎

　
ω
　
切
一
断
、
一
算
盤
の
幅
は
四
ツ
珠
這
五
ツ
珠
、
及
び
珠
の
高
さ
な
ど
に
よ

つ
て
違
う
の
で
そ
れ
に
応
じ
て
切
断
す
る
。

㈲
　
裏
板
繰
り
。
　
長
方
形
に
切
断
し
た
裏
板
の
両
倒
を
様
々
の
型
に
模
様
づ

け
て
彫
り
込
む
c

四
　
外
桁
及
び
ト
モ
製
造
工
程
　
－
∴
　
’

　
桁
と
い
う
の
は
枠
の
こ
と
で
あ
つ
て
、
数
の
位
取
り
に
い
う
桁
の
こ
と
で
は
な

い
。
上
部
の
桁
を
向
う
桁
、
下
部
の
を
手
前
桁
と
呼
ぷ
、
小
モ
は
ヅ
マ
土
晃
い
ふ
、

左
右
の
枠
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
工
程
で
特
に
注
意
す
べ
き
作
業
は
次
の
如
く
で

あ
る
。

　
川
　
穿
　
孔
。
　
芯
竹
を
さ
す
孔
左
あ
け
る
道
具
と
し
て
特
徴
的
な
の
は
舞
錐

或
い
は
ロ
ク
ロ
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ご
れ
は
縦
軸
の
上
部
の
一
端
か
ら
皮

紐
二
本
を
も
つ
て
横
軸
の
両
端
に
結
び
つ
け
、
横
軸
を
上
下
せ
し
め
る
こ
と
に
よ

つ
て
生
す
る
皮
紐
の
撚
転
一
反
転
を
利
用
し
て
縦
軸
に
回
転
運
動
を
起
し
、
そ
の
下

部
に
取
付
げ
た
錐
に
よ
つ
て
穿
孔
す
る
も
の
で
、
こ
れ
を
使
用
す
る
際
に
は
桁
孔

の
間
隔
を
一
定
に
保
持
す
る
為
に
ガ
ン
木
と
称
す
る
一
種
の
定
規
を
併
用
す
る
。

こ
の
工
程
ば
現
在
で
は
ボ
ー
ル
盤
を
用
い
て
機
械
的
に
行
う
事
が
多
く
な
つ
て
い

る
が
、
高
級
晶
を
作
る
場
合
に
ぼ
手
工
的
な
舞
錐
に
か
象
る
と
い
う
職
人
が
多
い
、

　
ω
　
ホ
ソ
作
ケ
、
　
ト
雫
の
両
端
に
。
、
外
側
に
薄
く
内
方
に
厚
い
三
角
形
の
ホ

ヅ
を
彫
り
、
外
桁
の
両
端
に
は
そ
れ
の
入
る
よ
う
な
三
角
形
の
彫
込
を
つ
く
る
。

　
㈹
　
仮
組
立
。
　
外
桁
、
ト
モ
の
他
次
に
述
べ
る
中
桁
（
中
割
溝
付
を
終
つ
た

　
　
　
　
　
　
　
ガ
ワ

も
の
）
を
も
つ
て
側
の
仮
組
立
を
行
う
。

　
　
　
市
ワ
バ

　
ω
　
上
場
の
丸
味
取
り
◎
　
先
づ
ト
モ
の
上
部
を
前
後
に
少
し
く
山
形
に
削
つ

た
後
、
外
桁
と
ト
モ
の
上
部
に
丸
味
を
つ
け
る
。
工
具
は
ノ
ミ
や
鉤
で
あ
る
。

　
旧
染
色
。
黒
檀
紫
檀
以
外
の
柞
や
樺
は
仮
組
立
の
ま
ム
木
錯
液
に
侵
し

て
染
色
す
る
。

sokyu

sokyu



　
俳
　
分
齢
・
．
反
組
立
を
降
く
降
に
ぽ
各
部
分
に
番
骨
を
ク
げ
て
混
厨
を
隊

ぐ
ぴ
手
工
品
で
あ
る
為
部
品
の
規
格
が
不
統
一
で
代
替
性
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

・
m
鳩
目
入
れ
、
　
桁
孔
は
外
桁
の
厚
み
の
牛
分
位
ま
で
あ
け
る
が
五
－
六
個

目
毎
に
完
全
に
穿
孔
し
て
そ
れ
に
ア
ル
ミ
ニ
ュ
ー
ム
板
を
丸
く
し
て
鳩
目
を
入
れ

芯
竹
を
通
す
。
鳩
目
は
裏
棒
を
通
す
桁
孔
に
も
入
れ
る
。

’
、
㈹
　
桁
孔
さ
ら
え
、
　
桁
孔
は
三
ツ
目
錐
で
あ
け
る
の
で
穴
の
底
部
は
凹
凸
を

生
じ
て
い
る
。
こ
れ
を
平
坦
に
さ
ら
え
て
芯
竹
の
緊
定
を
よ
く
す
る
。

　
な
お
普
及
晶
に
は
ト
モ
を
真
織
製
ブ
ロ
ン
ズ
メ
ツ
キ
の
金
具
で
作
つ
て
い
る
。

固
　
中
桁
製
造
工
程

・
中
桁
或
い
は
中
桟
と
い
う
の
は
梁
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
製
造
工
程
は
外
桁
な

ど
と
同
じ
も
の
が
多
い
の
で
重
複
を
避
け
、
こ
の
工
租
に
特
殊
な
も
の
の
み
を
述

べ
る
。一

ω
　
中
割
溝
付
。
　
申
桁
の
上
部
に
溝
を
ほ
る
の
で
あ
つ
て
、
中
割
機
と
い
う
・

八
寸
位
の
小
さ
な
丸
鋸
を
用
い
る
場
合
と
手
工
的
に
行
う
場
合
と
あ
る
。

、
⑫
セ
ル
ロ
イ
ド
張
り
、
　
右
の
溝
に
セ
ル
ロ
イ
ポ
板
を
紬
く
裁
断
し
て
充
翼

す
る
、
．

㈱
桁
組
工
　
程

　
組
立
作
業
は
全
部
手
工
的
に
行
わ
れ
る
、
算
盤
製
作
の
総
工
程
は
珠
部
門
（
荒

珠
築
造
と
珠
仕
上
）
と
桁
組
部
門
に
分
れ
て
い
る
の
で
、
一
部
の
一
貫
作
業
工
場

を
除
き
珠
関
係
以
外
の
．
芯
竹
や
木
部
の
講
工
程
即
ち
前
述
日
－
固
は
す
べ
て
桁
組

部
門
に
含
ま
れ
る
。
そ
れ
ら
は
純
粋
の
桁
組
工
程
に
と
つ
て
は
、
い
わ
ば
準
備
工

程
で
あ
る
。
準
備
工
程
で
は
一
部
に
機
械
化
さ
れ
た
部
分
も
あ
る
が
、
固
有
の
桁

組
工
程
は
全
く
手
工
業
で
あ
る
、
そ
の
工
程
は
前
掛
図
式
の
通
り
で
あ
る
が
意
二
、

三
注
意
す
べ
ぎ
も
の
に
ク
い
て
次
に
路
説
す
る
①

　
ω
珠
孔
さ
ら
え
仕
上
、
、
仕
上
珠
は
「
削
り
」
と
「
面
取
り
」
の
際
に
差
込

む
軸
の
形
に
よ
つ
て
孔
が
六
角
形
に
な
つ
て
い
る
の
で
、
之
を
穴
ざ
ら
え
機
に
か

げ
て
丸
く
さ
ら
え
る
。
こ
の
作
業
は
嫌
部
門
で
は
な
ぐ
て
桁
組
部
門
に
属
す
る
⑳

算
盤
工
業
で
最
も
大
切
な
作
業
は
珠
の
調
節
、
即
ち
珠
と
芯
竹
と
の
問
の
ゆ
と
り

H
ア
ダ
具
合
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
珠
孔
さ
ら
え
は
極
め
て
重
祝
さ
れ

る
。
こ
の
場
合
仕
上
げ
た
芯
竹
に
合
わ
せ
て
正
し
い
ア
ダ
を
生
す
る
よ
う
に
珠
の

孔
繰
り
を
仕
上
げ
る
の
で
あ
る
。
高
級
品
の
珠
孔
さ
ら
え
は
瑚
方
み
づ
か
ら
行

い
、
普
及
品
で
徒
弟
や
家
族
従
業
者
に
行
わ
せ
局
場
合
で
も
ヤ
ス
リ
の
調
節
は
必

す
親
方
が
自
ら
行
う
。
名
人
と
い
わ
れ
る
人
は
こ
の
作
業
を
絶
対
に
他
人
に
行
わ

せ
す
、
二
、
三
個
さ
ら
え
る
毎
に
ヤ
ス
リ
の
双
を
直
す
程
こ
の
作
業
に
は
注
意
す

る
。　

ω
　
珠
の
艶
出
し
。
　
多
く
の
珠
を
袋
に
入
れ
、
’
エ
ボ
タ
な
ど
の
鱒
粉
と
共
に

擦
ん
で
艶
を
出
す
の
で
あ
る
が
、
ご
の
作
業
は
簡
単
で
老
人
や
子
供
で
も
手
伝
つ

て
い
る
。

　
㈹
桁
せ
め
。
　
組
立
て
た
算
盤
の
前
後
左
右
の
ね
じ
れ
を
1
と
り
洩
正
L
い
短

形
に
す
る
り

　
ω
　
目
釘
打
ち
。
　
外
桁
と
ト
モ
と
の
組
合
せ
部
や
鳩
目
部
に
、
ア
ル
、
・
；
ユ
．
可

ム
線
で
目
釘
を
打
ち
固
定
す
る
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
、

例
　
ヤ
不
ヅ
か
げ
。
　
桁
の
端
を
ヤ
ス
リ
で
仕
上
げ
る
。

　
㈹
　
下
場
直
し
、
　
厚
板
や
大
理
石
盤
に
合
わ
せ
て
桁
や
ト
ぞ
、
の
下
側
を
平
坦

に
削
り
安
定
を
よ
く
す
る
◎
　
　
　
　
、
．
．
、
．
　
ゾ

扱
て
雲
州
算
盤
の
製
造
工
程
の
概
観
に
よ
つ
て
気
付
く
こ
と
は
雲
州
算
盤
工
業



が
原
料
の
殆
ん
ど
全
部
を
果
外
に
依
存
し
唯
そ
の
加
工
組
立
作
業
⑳
み
か
ら
成
立

つ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
ψ
僅
か
に
例
外
を
な
す
の
が
天
然
媒
竹
で
あ
る
が
之
と
て

も
一
部
の
製
晶
に
用
い
ら
れ
る
だ
げ
で
あ
り
、
然
も
そ
れ
さ
え
地
元
で
供
給
を
充

た
し
得
す
鳥
取
果
あ
た
り
ま
で
さ
が
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
、
緒
局
、
こ
σ
地
方

に
算
盤
工
業
が
興
り
存
続
し
て
い
る
の
は
原
材
料
面
か
ら
の
理
由
に
墓
く
も
の
セ

は
全
ぐ
な
い
。
‘
創
始
者
に
発
す
る
歴
史
的
事
情
や
往
民
σ
性
格
洩
人
椿
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
、
最
大
の
も
の
は
労
働
力
の
面
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て

労
働
力
の
面
も
様
序
な
視
点
か
ら
考
察
さ
れ
得
奇
の
で
、
例
え
ば
「
農
村
の
余
剰
労

働
力
調
節
の
安
全
弁
」
、
「
農
村
の
余
剰
労
働
力
を
塞
盤
と
す
る
手
工
業
的
在
来
工

業
」
で
あ
る
と
い
う
、
い
わ
ぼ
量
的
見
埴
も
あ
る
、
（
島
根
県
申
小
企
業
課
、
前
掲
書
）

こ
の
見
地
も
極
め
で
重
要
な
も
の
で
あ
る
、
が
、
本
稿
で
は
雲
州
算
盤
工
業
を
支
え

て
い
る
大
き
な
桂
で
あ
る
製
作
技
術
の
優
秀
性
、
個
人
的
主
観
的
熟
練
士
い
う
、

い
わ
ば
質
的
見
地
か
ら
労
歓
力
を
な
が
抄
、
そ
の
杜
会
的
伝
承
方
法
ど
し
て
の
倦

弟
制
度
を
手
掛
り
に
し
て
考
察
を
進
め
よ
う
と
思
う
。

；
滝
徒
，
弟
制
度

の
実
態

雲
州
算
盤
工
業
に
泰
い
て
ぼ
殆
ん
ど
保
護
着
が
親
方
に
対
し
て
四
頭
唯
俊
顧
す
る

だ
け
で
あ
る
、
（
第
二
表
）
従
つ
て
契
約
閨
係
は
強
固
で
は
な
く
、
年
季
中
途
の
解

第3表中遼解約第3表中遼解約 第蟄表徒弟契約方式

分1
一

区 数1・ 区’止分 1数 1・

．自由に解約できる ユ5 曾9．4 口　頭 43 跳．蟹

特別の事情があれ
ぱ解約できる

窪O ．39．3 書　颪 3 5．8

解絢できない 10 19．6 その他 1 ，2．6

≡

記入なし 6 11国7 記入なし 4 7．9

計 I叫… 計1 ・・1・・⑰

（注）「その他」は親方の子

絢
に
つ
い
て
も
、
自
由
¢
や
め
る
こ
と
が

で
き
る
者
と
特
別
の
事
惜
あ
れ
ば
で
き
る

着
を
合
わ
せ
る
と
六
八
％
強
に
及
ぷ
。

（
第
三
表
）
実
地
調
査
に
お
い
て
筆
者
が
親

方
に
聞
い
た
処
で
も
、
や
め
る
と
い
わ
れ

ふ
ば
已
む
を
得
な
い
と
い
う
答
が
多
か
つ

た
、
な
お
中
途
解
約
は
徒
弟
の
方
の
事
惜

に
の
み
よ
る
と
は
隈
ら
な
い
。
後
述
の
如

く
不
況
時
に
拾
い
て
仕
事
の
量
が
滅
つ
た

り
、
下
講
工
賃
の
切
下
げ
が
行
わ
れ
る
と

親
方
は
暫
定
的
と
い
う
名
目
で
徒
弟
を
親

元
へ
帰
ら
せ
る
こ
と
が
歴
々
あ
る
、
亡
れ

ユ
ぼ
徒
悌
制
度
が
個
入
的
熟
練
技
能
の
鮭
義

的
保
存
方
法
と
し
て
ば
伽
ヅ
で
な
く
前
期

H
、
形
式
的
諮
条
件

　
ω
徒
弟
契
約
。

　
申
棋
の
徒
弟
制
度
で
は
我
が
国
で
ポ
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
で
も
徒
弟
に
入
る
場
合
に
は

保
護
者
と
親
方
と
の
問
に
契
約
書
（
H
邑
g
g
屋
）
や
講
ぎ
が
交
わ
さ
れ
た
こ
ど

は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
（
呉
ψ
声
§
昌
答
釦
ρ
事
◎
・
－
汽
目
8
呂
冒
ざ
雲
ぎ
嵩

。
、
国
一
一
、
。
づ
ゆ
一
籟
。
。
、
砕
。
冒
e
紅
ド
勺
ラ
震
々
Q
ゆ
“
倉
お
遼
藤
元
男
も
近
世
撒
人
史
話
参
螺
）
1

的
経
営
の
経
営
弾
カ
性
を
支
え
る
安
全
弁
た
る
性
格
を
持
づ
に
至
つ
て
い
る
ご
と

、
を
示
す
一
つ
の
指
標
で
あ
る
。

　
ω
　
徒
．
弟
の
。
資
格
。
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
身
分
関
係
怒
出
身
地
へ
挙
歴
等
に
よ
る
制
隈
や
優
遇
ば
全
く
な
い
、
、
銑
づ
第
四

表
を
み
れ
ぼ
徒
弟
の
贈
身
地
は
仁
多
郡
一
円
に
及
び
堆
域
的
制
隈
の
な
い
こ
と
が

分
る
。
筆
著
の
颪
接
調
査
の
際
徒
弟
は
自
村
の
者
し
か
と
ら
な
い
と
い
う
親
方
も

あ
つ
表
が
、
そ
机
は
個
人
的
事
情
把
よ
る
例
外
に
属
す
る
。



－
椎
襲
関
係
に
関
す
る
若
干
の
数
字
を
あ
げ
る
と
、
「
あ
な
だ
の
家
ぼ
代
々
算
盤

第4表 徒弟出身地

ぐ
横

田

亀

嵩

人

川

馬

木
計
、

鳥
上ぷ

13

7
　
　
6

6
　
　
4
一

4
　
　
3

2
　
　
　
1

1
　
　
留

1

’
2
　
一

1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

11

5
　
　
5

3
　
　
3

1
　
　
3

1
　
　
1

1
　
　
2

横田

馬木

鳥上

阿井

八川

亀嵩

三沢

三成

温泉

　
　
　
し

勢
儀
㎜
な

布
田
磯
郡

5115538計

の
鼓
術
者
か
」
と
い
う
質
間
に
対
し
て
は
、
「
父
か
ら
」
五
（
九
熔
八
劣
）
、
「
兄
か

ら
」
一
（
二
％
）
、
「
自
分
か
ら
し
五
（
九
ゆ
八
％
）
、
「
記
入
な
し
」
四
〇
（
七
八
畷

四
劣
）
で
あ
り
竜
叉
「
あ
な
た
の
家
に
は
今
算
盤
の
技
術
者
が
い
る
か
」
と
い
う

間
に
対
し
て
は
、
父
五
（
九
憾
八
％
）
、
兄
三
（
五
竃
九
％
）
、
父
と
兄
一
（
二
％
）
、

「
賞
分
σ
他
い
な
い
」
三
五
（
六
八
惑
六
劣
）
「
記
入
な
し
し
七
（
二
子
七
劣
）
で

あ
つ
た
、
更
に
「
算
盤
技
術
者
を
志
し
だ
理
由
」
の
う
ち
「
家
業
だ
か
ら
」
と
答

え
淀
者
は
六
名
（
二
勇
）
「
年
季
が
終
れ
ば
ど
う
す
る
か
」
に
■
対
し
．
て
「
家
業
を

つ
ぐ
」
五
（
九
、
八
％
）
で
あ
つ
た
。
「
現
在
の
親
方
と
の
関
係
」
に
つ
い
て
も
親
族

な
ど
特
別
な
関
係
は
少
な
く
帖
大
半
は
特
別
な
関
係
老
も
つ
て
い
在
い
、
（
備
五
表
）

こ
机
㌦
の
載
字
を
通
じ
て
看
取
さ
机
る
こ
と
は
、
1
算
盤
技
術
の
泄
襲
制
は
な
く
、
如

佃
な
る
職
業
の
子
弟
で
も
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
の
実
地
調
査
で
も
農
家
の
由

第5表親方との関係柄第6表続

区　　分 鼓レ・’
父
。
兄
等
家
族
親
　
　
類
其
の
他
特
別
関
係
有
特
別
関
係
無
記
入
な
し

4
3
4
3
5
5

7
．
9
5
．
8
7
，
9
6
8
．
6
λ
8

計
…1．…

15

芋
弟
が
圧
倒
的
に
多
く
、
そ
の
隈
り
で

は
斯
業
が
農
村
の
余
剰
労
働
力
を
塞
擦

と
す
る
と
い
う
見
方
は
正
し
い
◎
続
柄

兎
長
男
よ
ψ
二
勇
が
多
く
（
第
六
表
）
彩

斯
業
が
い
わ
ゆ
る
二
三
勇
対
策
と
し
て

も
考
え
ら
れ
て
い
る
面
が
あ
る
。

　
な
お
右
に
関
し
て
注
意
す
べ
き
は
実

地
調
査
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
親
方
は
多

く
の
場
合
そ
の
子
弟
を
白
H
已
の
職
場
で

徒
弟
と
し
て
教
育
し
て
い
る
こ
と
、
ま

た
親
方
と
の
特
別
な
関
係
な
し
と
答
え

た
者
も
実
際
に
は
知
人
、
間
接
的
如
人

等
何
ら
か
の
繋
が
り
を
通
じ
て
徒
弟
に

入
つ
て
い
る
者
が
殆
ん
ど
全
部
を
占
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
業
者
の
歴
史
が
浅

く
二
⊥
二
代
と
い
う
の
が
多
い
の
は
洩
明
治
年
間
に
斯
業
が
衰
滅
に
瀕
し
て
い
淀

事
椿
に
よ
る
。

　
㈹
徒
弟
期
間

　
明
治
年
間
ま
で
は
七
年
が
普
通
で
あ
り
這
現
在
の
親
方
の
中
に
は
六
芯
七
年
の
徒

弟
期
間
を
終
え
た
者
が
多
い
。
但
し
こ
の
時
代
に
は
未
だ
製
珠
部
門
と
組
立
部
門

と
が
分
業
化
さ
れ
て
為
ら
す
従
つ
て
全
製
造
工
程
に
わ
た
る
技
能
を
修
得
し
た
の

で
あ
る
。
現
在
で
は
両
部
門
が
分
離
し
、
極
く
少
数
の
一
貫
作
業
工
場
の
他
家
内

工
業
で
酉
部
椚
の
兼
貸
は
な
い
。
恐
ら
く
そ
の
為
で
も
あ
ろ
う
。
徒
弟
期
問
は
短
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第7表。

徒弟期間別徒弟数
第8表
徒弟期間別徒弟数

徒鵜剛数レ 徒鵜剛数レ
1年未満 2 2．1． 1 年 5 9．6

i
一

1～2年 30 31．O 2 8 15．4
■

2～3 5碧 63．5 3 13 25．O

3～4 11 11．4 4 4 7。窪

4～5 1 1，O 5 琴 3．8

その他 1 1．O 期間の定
なし 2 3．8 ≡

い・1…

！
■
≡

計 記入なし 18 34．6

計 1・・1 100

緒
さ
牝
て
組
立
部
門
で
墜
二

年
が
最
も
多
い
一
珠
仕
上
工

程
は
既
述
の
如
ぺ
多
く
機
械

化
さ
れ
て
き
た
め
で
作
業
が

か
な
り
単
純
化
さ
れ
、
そ
の

技
能
修
得
に
は
組
立
部
門
ぽ

ど
の
期
間
。
を
必
要
止
し
な

い
。
第
七
表
は
筆
着
の
調
査

第
八
表
は
島
根
果
中
小
企
業

課
の
調
査
で
あ
る
。

（
前
掲
書
、
予
備
調
査
篇
八
頁
）

　
徒
弟
期
問
に
麗
連
し
て

　
、「

入
れ
奉
公
」
な
る
も
の
に

触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
、
「
入
れ
」
と
い
う
の
は
「
入
れ
目
」
即
ち
員
物
の
際
の

「
お
ま
け
」
に
あ
た
る
方
言
で
あ
り
、
「
入
れ
奉
公
」
は
徒
弟
期
間
終
了
後
の
礼
奉
公

の
こ
と
で
あ
る
、
質
間
票
に
も
「
契
約
期
間
三
年
、
但
し
約
四
年
に
な
る
」
と
記

し
た
者
が
一
名
あ
つ
た
が
そ
れ
は
「
入
れ
奉
公
」
を
意
味
し
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
入
れ
奉
公
」
ぼ
強
制
的
な
も
の
で
は
な
い
が
遺
義
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

そ
の
期
間
は
大
低
一
年
で
あ
る
。
　
「
年
季
が
終
れ
ば
ど
う
す
る
か
」
と
い
う
間
に

対
し
て
「
今
の
家
で
お
礼
奉
公
す
る
」
と
記
入
し
た
者
が
十
一
名
（
二
〇
％
）
あ

つ
た
。
処
で
親
方
に
と
つ
て
は
徒
弟
を
と
れ
ば
賄
費
な
ど
の
経
費
を
要
し
、
叉
徒

弟
の
仕
事
か
ら
目
が
離
せ
な
い
の
で
生
産
量
が
下
る
。
そ
こ
で
筆
者
の
面
接
調
査

に
お
い
て
或
る
親
方
は
徒
弟
期
間
を
、
一
年
目
は
損
、
二
年
目
は
損
得
な
し
彩
三

第9表徒弟第11表従弟経験年数 第9表徒弟の学墜

年　数 1数 1％ 区 分 1数

一
レ

1年以下 12 23．5 新制由学校卒1 42 82．3 ；

1～2年 17 33，3 高等小学校率 7 13．7止 L≡
2～3 i2 23．5 旧制申等宇校卒 1 2，O 与

3～4 6 11．7 新制高等学校卒 1 2．O

4紬5 2 4．O 計’ …・・1
100

8；～9 1 2．O

記入なし 1 2．O
第10表徒碑令構成

計1
年令区分1数レ・ ‘

51 100
一

‘ 18才未満 27 52．9
；

三天は他・す年1装蟹二姦ξ星；．集，君窪一馨舌D・楽最初だのこし後竺と一損 20才未満 1O 19．6
；

21．6
｛

25才未満 11

26才 1 2．O
，

記入な し 2 3．9 1

計’1
・・1

100
幸
，

第10表 徒弟年令構成

第11表 徒弟経験年数

年
目
に
一
年
月
の
損
を
止
り
返

す
と
い
う
割
合
だ
ど
説
肝
し
も

他
の
親
方
は
初
め
の
二
年
間

は
犠
牲
で
あ
り
最
後
の
∵
年
と

「
入
れ
奉
公
」
が
楽
し
み
で
あ
る

と
言
つ
た
。
こ
の
こ
と
は
徒
弟

制
度
を
技
術
激
育
H
主
観
的
熟
練
の
保
存
芳
法
と
し
て
の
み
兇
握
す
る
ご
と
の
誤

を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
徒
弟
の
学
歴
は
新
制
中
学
卒
が
圧
倒
的
に
多
い
。
（
第
仇
浅
）
。
ま
た
調
査
時
に

お
げ
る
年
令
構
成
は
第
十
表
、
経
験
年
数
は
第
十
甲
表
の
如
く
で
沸
つ
先
。
こ
れ

に
よ
つ
て
多
く
の
徒
弟
が
新
制
中
学
卒
業
直
後
か
或
い
ぼ
そ
の
後
問
も
な
く
、
年

令
的
に
は
十
五
、
六
才
で
徒
弟
に
入
る
こ
と
が
分
る
。
な
お
第
七
表
の
徒
弟
期
問

に
虹
し
て
三
牛
以
上
の
経
験
年
数
の
比
率
が
梢
々
高
い
の
は
第
七
表
に
無
記
入
が

多
か
つ
た
関
係
も
あ
る
が
、
前
述
の
「
入
れ
奉
公
」
一
の
た
め
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ

れ
る
。
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目
。
実
質
的
講
条
件

　
A
　
徒
弟
の
受
益
内
容
　
　
　
　
．
　
一
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
∵
，
：

　
ω
技
術
教
育

　
徒
弟
教
育
は
何
よ
り
も
先
づ
職
業
技
術
教
育
と
し
て
考
察
し
な
け
れ
ば
在
ら
な

い
。
既
述
の
如
く
ζ
の
制
度
の
生
産
的
根
拠
は
主
観
的
熟
練
の
伝
承
を
も
つ
て
串

発
し
て
い
る
小
ら
で
1
あ
る
」
．
　
　
　
　
　
　
　
　
キ

　
技
術
教
育
の
方
法
に
つ
い
て
の
回
答
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
項
　
　
　
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
数
　
　
　
百
分
比

ー
イ
一
藷
礪
狩
き
め
て
順
序
を
立
て
て
指
　
八
　
三
二
勇

‘
㌧
親
方
と
一
諾
に
仕
事
を
し
な
が
ら
必
要
　
　
　
四
四
　
　
　
六
七
彰
七
一

　
　
　
な
時
教
え
て
も
ら
う

　
く
、
親
方
の
仕
事
を
み
．
て
覚
え
る
　
　
　
　
　
　
　
　
、
一
　
　
　
ニ
ハ
畿
九
、

二
、
、
記
入
な
し
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
ご
丁
、
一
、

　
　
　
’
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
　
　
　
一
，
○
○
ギ
（
）
．

　
　
（
註
）
一
人
で
二
項
目
の
記
入
が
か
な
り
あ
つ
た
の
で
合
計
は
．
調
査
数
と
一
致
し
な
い
、

　
生
産
技
術
そ
の
も
の
が
科
学
的
害
観
性
を
欠
く
の
で
そ
の
教
育
方
法
も
合
理
的

で
な
く
灰
行
的
で
あ
る
り
即
ち
親
方
の
作
業
の
進
捗
に
応
じ
セ
出
て
く
る
各
部
分

の
粗
作
業
を
．
行
わ
せ
2
㌧
機
に
応
じ
て
や
り
方
を
注
意
し
コ
ツ
を
覚
え
さ
せ
る
と
、

い
う
方
法
で
あ
る
、
。
前
節
で
」
応
擦
準
化
し
て
み
た
製
造
工
程
が
実
際
に
は
い
わ

ば
無
限
の
ヴ
ァ
ラ
、
エ
テ
イ
と
複
雑
性
と
を
も
つ
熟
練
に
よ
つ
て
遂
行
さ
れ
、
－
そ
れ

が
製
品
に
為
い
て
ア
ダ
（
珠
と
芯
竹
と
の
適
度
な
ゆ
と
り
或
い
は
間
合
い
じ
ハ
シ
リ

（
掌
で
盤
面
の
珠
を
棲
に
廻
し
た
場
合
の
正
確
な
回
転
－
音
で
判
断
す
る
）
或
い

は
サ
ヱ
（
弾
い
た
時
σ
堅
く
冴
え
牟
晋
色
）
な
ど
と
い
う
直
観
的
な
規
準
で
判
断

さ
れ
る
晶
質
と
な
つ
て
表
わ
れ
る
タ
こ
の
よ
う
な
熟
練
の
伝
承
を
規
側
的
に
行
ケ

ζ
と
の
困
－
難
さ
ぼ
容
易
に
知
ら
れ
る
処
で
あ
り
、
勢
い
↓
勘
に
よ
る
教
育
意
以

心
伝
心
的
教
育
が
行
わ
れ
る
ご
と
に
な
る
、
或
る
名
人
は
「
教
え
る
の
で
は
な
い

見
て
習
え
」
、
と
い
つ
て
い
る
｝
叉
単
に
作
業
時
の
み
な
ら
す
、
親
方
と
起
居
を
共

に
す
る
間
に
富
然
的
に
修
得
さ
れ
る
面
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
淀
め
後
述
の
如

く
徒
弟
は
往
込
が
原
則
的
で
ぺ
、
、
塞
着
の
颪
接
し
た
親
方
は
声
を
そ
ろ
え
て
住
込
の

徒
弟
方
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
腕
が
つ
か
ぬ
と
述
べ
た
。
．

　
扱
て
右
の
．
事
情
に
即
し
て
筆
者
が
雲
州
算
盤
工
薬
に
お
け
、
る
徒
弟
制
度
の
職
業

技
術
教
育
的
意
義
、
従
つ
て
生
産
的
根
拠
を
誌
め
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
止
揚
の

可
能
性
を
否
定
す
る
も
．
の
で
は
な
い
』
「
生
産
の
基
礎
は
親
方
自
身
め
熟
繰
で
あ

つ
セ
彼
自
身
の
労
働
が
経
菅
の
支
桂
を
な
し
」
（
小
宮
山
前
掲
書
九
一
頁
）
家
族
従
業

員
が
四
二
劣
強
（
下
請
業
者
で
は
七
〇
％
彊
－
島
根
大
学
論
集
第
四
号
拙
稿
二
六
頁
）
を
占

め
る
前
期
的
小
経
営
が
支
配
的
な
形
態
で
あ
る
現
状
に
お
い
て
は
確
か
に
徒
弟
制

度
の
上
述
の
存
在
理
－
由
は
生
き
て
い
る
。
然
し
な
が
ろ
近
代
的
機
械
生
産
の
発
優

が
主
観
的
熟
練
の
者
顧
化
の
過
程
で
あ
つ
た
こ
と
を
顧
る
な
ら
ば
雲
州
算
盤
工
業

の
手
工
的
熟
練
が
絶
対
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
も
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
ρ
覇

に
為
潤
治
沫
期
衰
憾
乍
梱
し
て
い
た
斯
業
を
再
興
し
1
た
功
績
を
も
つ
亀
嵩
村
の
噌

槻
健
一
氏
は
長
沸
の
催
弗
激
育
が
泌
要
で
あ
る
の
柑
技
術
の
要
偵
に
対
す
名
科
序

的
研
究
を
し
な
い
か
ら
で
あ
り
、
手
工
的
「
勘
」
を
排
し
て
科
学
的
研
究
を
行
う

一
な
ム
ば
一
年
、
否
牛
ヰ
ヤ
も
十
扮
κ
一
λ
前
の
職
人
に
な
巾
る
こ
と
を
筆
噌
木
咽
一

言
し
た
。
か
∴
る
観
ぶ
伽
ら
全
氏
の
倒
省
し
た
桧
杜
で
は
戦
前
噌
で
｝
棉
λ
O
名

の
労
働
者
を
雇
用
し
て
分
業
式
に
生
産
を
行
つ
て
い
た
し
、
現
在
横
田
町
で
は
部

分
的
に
機
械
を
採
用
し
工
場
生
産
を
行
つ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
多
く
の
業

者
が
機
械
化
へ
の
強
い
希
望
を
表
明
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
播
州
算
搬
呈
業
の
刷



皿

翰
も
あ
る
に
麓
い
な
い
が
竜
何
牝
に
し
て
も
主
観
的
熟
線
が
絶
漸
的
な
も
の
で
ば

な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
、
こ
の
瞥
後
に
は
手
工
的
熟
練
に
よ
る
優
良
品
の
み
で

は
価
格
的
競
争
に
耐
え
得
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
り
、
然
る
限
り
我
々
は
主
観
的

熟
練
の
隈
界
を
も
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
斯
く
て
雲
州
算
盤
工
業
の
機

械
化
近
代
化
が
進
む
な
ら
ば
、
技
術
的
に
も
熟
繰
の
客
観
化
が
行
わ
れ
冷
此
の
面

に
為
げ
る
徒
弟
制
度
の
止
揚
が
可
能
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
一
方
徒
弟
制
度
は
、

し
ば
し
ば
触
れ
て
き
た
よ
う
に
前
期
的
経
営
の
弾
力
性
の
支
桂
で
も
あ
る
が
竜
雲

州
算
盤
工
業
に
お
い
て
近
代
化
を
阻
止
し
て
家
内
工
業
に
停
滞
さ
せ
て
い
る
原
因

と
親
方
の
経
営
弾
力
性
を
徒
弟
制
度
に
求
め
さ
せ
て
い
る
原
因
と
は
同
一
の
も
の

即
ち
商
業
資
本
の
支
配
n
下
請
関
係
な
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
、
亀

嵩
の
会
杜
が
戦
後
ば
生
産
を
や
め
て
間
屋
機
能
の
み
を
果
し
セ
横
田
の
会
杜
が
工

場
生
産
に
併
せ
て
四
〇
以
上
の
下
請
業
者
u
親
方
を
支
配
し
て
い
る
の
も
斉
し
く

商
業
資
本
的
麦
配
の
有
利
性
な
の
で
あ
る
。
従
つ
て
徒
弟
制
度
は
か
㌧
る
地
盤
の

上
に
の
み
根
拠
と
必
然
と
を
も
つ
て
栄
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

後
述
す
る
◎
（
な
お
前
掲
拙
稿
も
参
照
の
こ
と
）

　
ω
技
術
以
外
の
教
育

「
技
術
教
育
の
他
に
ど
ん
な
教
育
を
う
げ
る
か
」
と
い
う
質
間
に
対
し
て
結
果
は

次
の
如
く
で
あ
つ
た
、

　
　
　
　
項
』
　
　
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
実
数
　
　
　
　
百
分
比

　
イ
、
家
庭
生
活
の
「
し
つ
け
」
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
　
　
　
；
二
、
三
％

　
鶯
、
杜
会
生
活
の
心
得
⑧
公
徳
心
な
ど
の
市
民
教
育
一
四
　
　
　
二
七
、
四

　
ハ
。
政
治
紬
経
済
な
ど
の
時
事
間
題
　
　
　
　
　
　
　
三
　
　
　
　
五
⑧
八

　
二
祉
一
他
一
の
歓
由
胃
は
う
げ
な
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
　
　
　
　
－
三
勲
・
七

。
ホ
、
記
入
な
し
　
　
　
　
　
　
。
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
　
　
　
三
四
、
六

　
　
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圭
九
　
　
一
〇
〇
領
○

　
う
け
る
時
期
は
不
定
時
も
し
く
は
夜
間
で
あ
る
。
な
お
右
の
他
「
国
語
、
数
学

理
科
の
よ
う
な
墓
礎
科
目
」
と
い
う
一
項
目
が
あ
つ
た
が
之
に
印
を
つ
げ
た
者
は

一
名
も
な
か
つ
淀
。

　
徒
弟
が
多
く
住
込
で
親
方
と
起
居
を
共
に
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
す
滴
技
術
以

外
の
指
導
は
極
め
て
貧
弱
で
あ
る
。
然
も
「
し
つ
げ
」
、
教
育
と
か
市
民
教
育
と
か

い
つ
て
も
等
蟹
邑
◎
冒
な
も
の
で
、
徒
弟
の
し
く
じ
り
な
ど
に
際
し
て
訓
戒
に

併
せ
て
行
わ
れ
る
体
の
も
の
で
あ
る
。
従
つ
て
「
記
入
な
し
」
は
他
の
教
育
は
う

け
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
竜
「
し
つ
げ
」
や

市
民
教
育
の
内
容
も
近
代
的
な
も
の
で
は
な
く
雲
州
算
盤
工
業
の
基
盤
と
な
つ
て

い
る
前
期
的
生
産
様
式
や
こ
の
地
方
の
封
建
的
環
境
に
応
じ
た
前
近
代
的
性
格
の

も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
か
ら
は
義
務
教
育
の
成
果
を
殺
す
効
果
さ
え
持
つ
こ
と

に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
周
知
の
如
く
中
世
の
徒
弟
制
度
に
お
け
る
親
方

は
徒
弟
に
対
し
て
技
術
的
教
育
ば
か
り
で
な
く
、
市
民
的
教
育
特
に
将
来
ギ
ル
ド

の
構
成
員
と
し
て
ギ
ル
ド
行
政
、
都
市
行
政
に
参
劃
す
る
た
め
に
必
要
な
教
育
、

更
に
は
晶
性
教
育
や
一
般
教
育
を
も
擾
け
だ
。
そ
れ
は
ギ
ル
ド
共
同
体
に
対
す
る

親
方
の
責
任
で
あ
つ
た
り
勿
論
こ
う
し
た
こ
と
を
今
こ
ふ
で
引
合
い
に
出
す
の
は

お
か
し
い
で
あ
ろ
う
、
何
故
な
れ
ば
現
在
で
は
市
民
的
教
育
や
一
般
教
育
な
ど
の

必
要
最
少
隈
は
学
校
に
お
い
て
義
務
教
育
と
し
て
修
得
し
た
者
が
徒
弟
と
な
つ
て

い
る
か
ち
で
あ
る
、
然
し
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
す
こ
の
間
題
ぼ
重
視
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
蓋
し
義
務
教
育
は
十
分
な
教
育
で
は
な
く
這
そ
の
修
了
後
数
年
聞
に
お
け



鳩

る
指
導
拡
特
侭
重
要
で
奪
る
の
に
此
の
期
間
に
お
い
て
徒
弟
が
劣
悪
な
条
件
下
で

の
肉
体
的
労
働
に
従
事
す
る
以
外
竜
、
教
育
的
環
境
か
ら
殆
ん
ど
放
棄
さ
れ
る
士
い

う
こ
と
は
寒
心
に
値
す
る
。
こ
れ
は
親
方
軋
身
に
そ
の
能
力
が
乏
し
い
こ
と
に
も

拠
る
で
あ
ろ
う
が
、
主
た
る
理
由
は
間
屋
制
下
に
喘
ぐ
前
期
的
経
営
に
お
い
て
は

徒
弟
が
個
人
的
熟
練
の
後
継
者
と
し
て
よ
り
も
撃
ろ
家
族
従
業
員
と
相
な
ら
ん
で

緩
営
離
力
性
を
支
え
る
労
働
力
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ

ま
り
徒
弟
制
度
が
職
業
教
育
制
度
と
し
て
の
性
格
を
薄
め
つ
㌧
「
反
つ
て
近
代
的

苦
汁
制
度
の
現
実
形
態
に
転
化
し
て
い
る
」
（
小
宮
山
前
掲
書
九
三
頁
）
こ
と
に
根
本

の
原
因
が
あ
る
。
こ
れ
は
以
下
徳
弟
の
労
働
条
件
を
調
べ
る
に
つ
れ
て
荷
一
層
明

瞭
に
な
る
。
1
．

㈹
．
衣
食
往
に
つ
い
て

徒
弟
は
物
質
的
生
活
に
つ
い
て
強
く
親
方
に
依
存
し
て
伽
る
。
（
第
十
二
表
及
び

第12表衣食爽給区分

数予。1数千。区　　分
全
部
親
方
支
給
一
部
親
方
支
給
一
部
自
弁
全
部
自
弁
記
入
な
し

2
1
7
1
9
1
3

3
萄
9
鑓
固
3
3
7
，
3
2
5
勘
5

鎚
二
童
．
7
5

7
4
，
5
2
，
0
1
3
．
7
9
．
8

計 ・・1…1・・1・・g

第
士
二
表
）
特
杷
食
と
住
と
に
つ
い
て
は
大
牛

の
も
の
が
全
部
親
方
か
ら
支
給
さ
れ
て
い

る
。
即
ち
親
方
の
家
に
注
み
慈
親
方
及
び
そ

第13表住込1通いの区分

区分1数レ住
　
込
通
’
い
記
入
な
し

4
0
7
4

7
8
曲
5
1
3
曲
7
7
曲
8

計1 ・・1 100

の
家
族
と
食
■

事
老
共
に
し

て
い
る
。
衣

料
品
は
自
弁

の
者
が
比
較

的
多
い
，
が
、

4，
そ
れ
と
同
じ

数
の
者
が
多
か
れ
親
方
か
ら
支
給
を
受
げ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
、
親
方

の
個
人
的
熟
練
が
単
に
技
術
的
な
も
の
の
み
で
な
く
、
親
方
の
人
格
或
い
ぼ
風
格

と
結
ぴ
つ
い
た
曳
い
わ
ば
芸
術
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
修
得
が
作
業

間
に
隈
ら
れ
す
、
起
屠
の
間
識
ら
す
釦
ら
す
の
う
ち
に
体
得
さ
れ
る
面
の
あ
る
ζ

と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
親
方
が
住
込
で
な
げ
れ
ば
腕
が
つ
か
碑

と
い
う
の
も
こ
の
点
に
一
応
の
根
拠
は
あ
る
。

　
然
し
我
々
は
こ
㌧
で
も
技
能
教
育
的
観
点
の
他
に
経
済
的
観
点
を
必
要
と
す

る
。
即
ち
住
込
食
事
付
士
い
う
条
件
が
反
つ
て
親
方
の
経
営
採
算
性
の
上
に
提
供

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
日
本
の
織
緯
工
業
に
為
け
る
寄
宿
舎
制
度

と
極
め
て
多
く
の
共
通
点
を
も
つ
て
い
る
、
親
方
は
徒
弟
の
衣
食
住
に
要
す
る
費

用
を
も
つ
て
捷
弟
の
労
働
力
を
時
間
の
拘
束
を
う
け
る
こ
と
な
く
利
用
し
得
る
わ

げ
で
あ
る
、
従
つ
て
徒
弟
の
労
働
が
右
の
費
用
を
償
わ
な
い
と
こ
れ
ら
の
条
件
ぼ

そ
れ
を
補
う
べ
く
様
々
に
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
年
来
業
界
が
不
景
気
に

な
つ
i
て
親
工
場
や
間
屋
か
ら
の
受
注
数
が
滅
少
し
た
り
、
下
講
加
工
賃
を
切
下
げ

ら
れ
た
り
、
更
に
納
晶
検
査
が
厳
し
く
な
つ
た
り
す
る
と
、
家
族
従
業
員
や
徒
弟

の
不
熟
練
労
働
の
担
当
部
票
い
よ
く
縮
少
し
親
方
が
李
の
作
業
蓄
か
ら

行
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
の
緒
果
滴
親
方
は
徒
弟
に
対
し
て
主
食
の
持
込
を

要
求
し
た
り
、
最
近
そ
の
事
例
が
急
増
し
て
い
る
が
住
込
を
や
め
，
て
通
い
に
し
た

り
芯
親
元
へ
帰
休
さ
せ
だ
り
す
る
。
通
い
の
場
合
親
方
は
極
め
て
安
価
な
労
カ
を

得
る
こ
と
ふ
な
る
、
＝

ω
賃
金
等
に
つ
い
て

賃
金
と
い
う
よ
り
は
小
遣
程
度
の
も
の
で
あ
る
が
支
給
を
受
げ
て
い
る
者
の
率



皿

第14表の1 きまつた給与

区 分 1数1・

支給される 32 62．8』

支給されない 14 27．41

記入なレ 5
9．8！

計 1・・ 1001

第14表の2 臨時の給与

区 分1 数1・
支給される

套7
53．0

支給されない 14 27．4

記入な、し 10 19。φ

計
・・1

100’

二
百
円
滝
五
百
円
、
八
百
円
そ
れ
ぞ
れ
一
名
為
千
円
五
名
鳶

円
そ
れ
ぞ
れ
一
名
で
あ
る
。
そ
の
他
一
巳
二
百
円
二
名
、
仕
上
高
侭
よ
る
者
一
名

が
あ
つ
た
が
此
等
は
経
験
年
数
三
セ
四
年
の
、
徒
弟
と
い
う
よ
り
は
職
人
に
近
い
．

も
の
で
あ
る
。
更
に
前
記
「
入
れ
奉
公
」
，
の
時
期
に
至
る
士
親
方
と
加
工
賃
を
歩

分
げ
す
る
の
で
月
収
七
千
何
前
後
に
達
す
る
者
も
あ
る
。

　
臨
時
給
与
の
種
類
を
記
入
し
た
者
に
つ
い
て
み
る
と
も
「
現
金
」
九
名
、
「
品
物
」

「
現
金
と
品
物
」
そ
れ
ぞ
れ
五
名
で
時
期
は
盆
、
年
末
年
始
、
祭
な
ど
ポ
金
額
は

年
末
に
千
円
竜
そ
の
他
は
五
百
円
程
度
で
あ
る
、

＝
、
こ
の
種
の
賃
金
や
臨
時
給
与
も
不
況
時
に
は
親
工
場
↓
下
講
↓
徒
弟
へ
ど
シ
ワ

寄
せ
ざ
れ
て
前
記
衣
食
住
の
条
件
と
同
じ
く
滅
額
さ
れ
た
り
停
止
さ
れ
た
り
す
る

こ
と
は
い
ケ
ま
で
も
な
い
。
∴
　
－
．
　
　
・
、
一

が
稽
々
多
い
。

■
（
第
十
四
表
の
一
及

　
び
二
）
　
き
ま
つ
て

支
給
さ
れ
る
者
の

う
ち
金
顧
1
を
記
入

せ
る
者
に
つ
い
て

み
る
と
ち
月
額
で

千
五
百
円
滴
千
六
百

　
旧
休
’
日
　
、
　
一
、

　
休
日
侭
錦
十
五
表
1
の
如
く
不
規
則
で
あ
る
。
主
に
停
電
月
を
利
用
し
た
週
休
制

と
記
↓
た
者
が
二
二
壌
五
％
あ
つ
た
が
、
一
こ
机
は
芙
地
調
査
で
は
余
り
厳
格
に
守

ら
れ
て
小
な
箏
。
’
不
甫
入
者
が
劣
小
が
此
等
は
「
侍
．
共
休
青
」
或
い
は
「
き
雇
つ
て

第15表休

項’ 目1 数！ ％・

週 一
回、 5 9．8

圭 曜 目 4 7．8

停 電、一日 2 ．3．9！

年末年粋盆。祭
7；

13．8

時々休．む 1 一2．0

きまつていない 2 3．9

休日苓し 4 7．8

記入なし 26 51．O

計 1
・・1 100

い
－
な
い
ト
者
セ
あ
ろ
，
う
Φ

大
工
や
左
官
な
ど
の
職
人

に
み
ら
れ
る
毎
月
一
日
と

十
五
日
に
休
む
習
慣
ぼ
な

い
。
叉
休
日
で
も
親
元
帰

省
や
外
出
な
ど
め
場
合
を

除
き
完
全
に
仕
事
を
休
む

ζ
と
は
少
く
葛
遺
具
の
手

入
を
レ
た
り
、
研
究
を
兼
ね
て
普
通
の
よ
う
に
仕
事
を
し
先
り
し
て
慈
作
業
場
を

離
れ
な
い
ζ
と
が
か
な
り
多
い
。

　
㈹
道
具
に
づ
い
て

　
手
工
業
の
労
働
手
段
は
い
う
ま
で
兆
在
ぺ
遣
具
で
あ
り
い
小
生
産
者
の
特
色
は

労
働
手
段
を
嘗
か
ら
所
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
、
算
盤
製
作
は
紬
か
い
作
業
が

多
小
の
で
鋸
⑧
飽
⑧
錐
？
ノ
・
・
；
ヤ
ス
リ
等
の
そ
れ
、
ぞ
れ
に
わ
先
り
大
小
数
十
種

の
木
工
道
具
を
必
要
と
す
る
。
徒
弟
は
少
数
の
者
ぱ
目
ら
遺
具
を
所
有
す
る
着
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
あ
る
が
そ
れ

第16表の1・

　遣具の借用・所有区分

区分1数レ親
方
か
ら
借
り
て
い
る
一
白
分
の
も
の
・
記
入
な
レ

幽
3
1
4
一

8
6
，
3
5
，
8
7
；
9

計1 ・・1…

第16表の2
年季終了後の道具の処置

区 分1数レ

返 す 26 59．1

貰 う 7 、15．9

．記入な。し u 25．O

計 い・ ■・・

は
む
し
ろ
例

一
外
で
普
通
は

第
十
六
表
の

如
く
徒
弟
期

間
中
ば
親
方

か
ら
貸
与
さ

sokyu



旭

牝
怒
之
を
終
牝
ば
返
却
す
る
、
そ
し
て
「
入
牝
奉
公
」
の
蒔
か
ら
前
証
の
如
く
机

工
賃
を
親
方
と
歩
分
げ
す
る
の
で
そ
の
収
入
を
も
つ
て
逐
次
遺
具
を
調
達
す
る
。

一
部
に
ぼ
年
季
終
了
後
報
償
と
し
て
贈
与
さ
れ
る
者
も
あ
る
、

由
　
徒
弟
の
負
担
内
容

　
ω
　
労
働
時
問
（
算
盤
生
産
に
麗
す
る
も
の
）

・
前
期
的
経
営
に
お
け
る
労
働
の
中
心
は
親
方
営
身
で
あ
り
之
に
対
し
て
徒
弟
や

家
族
従
業
員
が
補
充
的
地
位
を
し
め
る
。
後
者
の
比
重
は
彼
等
の
有
す
る
熟
練
の

程
度
に
よ
つ
て
異
な
る
こ
と
は
い
う
遂
で
も
な
い
が
、
零
紬
経
営
に
な
る
程
高
く
セ

雷
腐
州
算
盤
工
業
で
も
下
蒲
業
者
で
は
依
存
度
が
極
め
て
大
き
い
。
（
前
掲
拙
稿
第
三
節

参
照
）
そ
の
上
技
能
修
得
の
必
要
上
か
ら
も
徒
弟
の
労
働
は
時
問
的
に
親
方
の
労

働
に
附
随
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
徒
弟
の
労
働
時
間
は
近
代
的
な
賃
労
働
者
の
み
、

れ
と
性
格
を
異
に
し
家
族
従
業
員
と
同
じ
も
の
に
な
る
、
労
働
時
間
は
概
し
て
長

い
、
．
第
十
七
表
は
コ
日
に
算
盤
の
仕
事
を
何
時
澗
す
ろ
か
」
に
対
す
る
答
で
あ

る
。
八
時
間
と
い
う
記
入
が
前
記
休
庁
に
お
げ
局
週
一
回
と
同
じ
く
労
働
基
準
法

老
腐
慮
し
て
の
も
の
で
あ
る
こ
　
1
と
は
容
易
仁
想
像
さ
れ
る
。
友
つ
て
葛
食
事
時
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
休
憩
時
間
冷
そ
れ
に
夏
季
は
午
睡
時
間
な

第17表　労働時商

区分1数レ
8I時間 12 23．6

’8斜10 17 33．3

10時間以上 17 33．3

記入なし 5 9．8

計1 ・・1・・1

ど
も
含
ん
で
讐
あ
る
が
「
午
前
八
時
か
ら
午

後
十
時
ま
で
」
「
冬
十
三
時
間
竜
夏
十
一
時

問
」
「
冬
十
五
時
間
、
夏
十
時
間
」
等
の
記

入
の
方
が
真
実
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。
冬
季

の
時
間
が
長
い
の
は
学
校
や
官
庁
の
需
要
期

が
四
、
五
月
頃
に
集
中
す
る
の
で
親
工
場
が

ら
の
受
注
が
冬
季
に
多
い
上
に
農
閑
期
が
重
な
つ
て
業
界
が
活
況
を
呈
す
る
か
ら

で
あ
る
。
徹
夜
作
業
が
行
わ
れ
る
の
も
多
く
冬
で
あ
る
、
こ
う
し
た
長
い
労
働
時

間
、
然
も
そ
の
長
さ
と
時
期
と
を
仕
事
の
繁
閑
に
応
じ
て
自
由
に
調
節
可
能
な
ら

し
め
る
の
が
前
記
往
込
制
で
あ
る
。

　
ω
共
の
他
の
労
働

　
住
込
で
準
家
族
的
な
生
活
を
す
る
徒
弟
が
親
方
の
家
の
様
々
の
労
働
に
従
事
す

る
の
は
自
然
の
勢
で
あ
る
。
（
第
十
八
表
）
か
∫
る
生
活
部
面
で
い
わ
ゆ
る
職
人
的

な
気
風
が
養
戎
さ
れ
る
点
も
あ
る
が
、
徒
弟
に
と
つ
て
は
こ
の
種
の
労
働
が
算
蟹

労
働
に
附
加
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
労
働
総
量
は
非
常
に
大
き
い
と
み
な
け
れ

第18表

　算盤生産以外の労働

区　分 r数 ％。

す　　るしない記入しない

4
3
7
1

8
4
，
3
1
3
．
7
2
，
O

．計 1・・ 100

働
は
農
事
が
最
多
を
占
め
、

で
あ
る
。

つ
い
で
水
く
み
、

　
ば
な
ら
な
い
。
な
お
前
述
第
十
三
表
の
「
通
い
」

　
七
名
の
う
ち
「
す
る
」
と
答
え
た
着
が
、
六
名

　
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
算
盤
製
造
め
み
な
、

　
ら
す
此
の
種
の
雑
務
も
徒
弟
教
育
の
要
素
と
考

　
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
◎
算
盤
製

・
造
業
と
農
業
と
の
結
び
つ
き
が
強
酎
で
あ
る

　
（
前
掲
拙
稿
第
五
節
参
照
）
と
こ
ろ
か
ら
此
の
種
労

　
　
　
　
　
　
木
割
烏
風
呂
た
き
等
の
家
事
労
働
，

　
㈹
謝
　
礼
　
　
　
　
　
　
　
－
一
．
．
一
乱

　
親
方
に
対
し
て
授
業
料
類
似
の
謝
礼
を
払
う
毛
の
は
殆
ん
ど
な
い
。
バ
第
十
九
表
）

少
数
の
支
払
う
者
は
米
な
ど
の
現
晶
持
込
み
で
あ
る
。
「
入
れ
奉
公
」
即
ち
年
季
後

sokyu
一．．一乱

sokyu



蝸

の
礼
奉
公
に
つ
一
い
，
て
は
前
述
し
た
か
ら
重
ね
て

述
べ
な
い
。

ω
そ
の
他
の
義
務

　
中
世
ギ
ル
ド
に
お
け
る
徒
弟
は
右
に
述
べ
た
一

他
も
様
々
な
義
務
、
例
え
ば
親
方
の
技
能
上
の

秘
密
を
厳
守
す
る
と
か
作
業
上
の
失
敗
に
対
し

第19表

　親方に対する謝礼

区分1数1・
支払う 、3 5自8’

支払わない 40 78．5

詞入なし 8 15．7

計
1・・！

10q

て
損
害
賠
償
を
す
る
等
の
義
務
を
負
つ
て
い
た
。
そ
れ
は
徒
弟
制
度
が
技
能
修
得

と
共
に
そ
の
裏
づ
け
と
さ
れ
た
職
遺
の
倫
理
確
立
の
手
段
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
然
し
現
在
の
徒
弟
制
度
で
は
か
㌧
る
義
務
は
全
く
弛
緩
し
て
↓
ま
つ
て
い

る
。
筆
者
の
調
査
に
お
い
て
も
、
親
方
の
技
能
上
の
秘
密
厳
守
に
つ
い
て
強
く
要

求
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
か
え
つ
て
他
の
親
方
の
仕
事
に
行
つ
た
経
験
を
も
つ
者
が

二
三
％
に
及
び
、
仕
事
上
の
失
敗
に
対
す
る
損
害
賠
償
と
い
う
こ
と
も
、
強
い
制

裁
に
服
す
る
こ
と
も
な
い
。
徒
弟
契
約
が
多
く
口
頭
で
あ
り
中
途
の
解
約
が
已
む

を
得
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
、

　
之
を
要
す
る
に
徒
弟
ぼ
兼
業
を
含
め
親
方
の
経
営
採
算
に
関
係
あ
る
面
で
は
過

重
な
義
務
を
負
つ
て
い
る
が
為
親
方
の
個
人
的
熟
練
伝
承
と
い
う
徒
弟
制
度
の
い

わ
ば
本
来
的
な
面
で
の
義
務
は
殆
ん
ど
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
、
こ
の
点
に
も

我
々
は
徒
弟
制
度
の
性
格
変
化
の
表
わ
れ
を
み
る
こ
と
が
出
来
る
。

三
　
其
　
の
　
他

。
ω
弟
子
入
め
理
由

徒
弟
と
し
て
入
る
理
由
は
年
令
的
な
関
係
も
あ
つ
て
自
主
的
な
も
の
よ
り
他
葎

第黎O表 弟子入の理由

≡項 刈数 レ
人からす㌧め
られたから 30 52曾6

工作がすきだ
から・

1留 21．1

家業だから 6 10，5

そ　の　他 4 7呂O。

記入なし 5 8．8

計 一・・1
・100，

（註）一名で二項目の記入者が
　　数名あつたため合計は調査
　　数と一致しない、

的
な
沓
の
が
多
い
、
　
（
第
二
十
表
）

「
人
か
ら
奨
め
ら
れ
た
」
う
ち
「
親

か
ら
」
と
明
記
し
た
者
は
九
名
で

あ
つ
た
。
「
そ
の
他
」
の
理
由
と
し

て
は
「
手
に
職
を
つ
け
て
お
き
た

い
」
「
家
内
中
で
胎
来
る
仕
事
だ
か

ら
」
な
ど
で
あ
る
、
、
な
お
「
収
入

が
多
い
か
ら
」
と
い
う
理
由
を
例
示
し
て
お
い
だ
が
之
に
印
を
つ
け
定
者
ぼ
二
名

も
な
か
つ
た
。
事
実
、
前
述
の
如
く
シ
ワ
寄
せ
の
末
端
に
位
す
る
徒
弟
の
受
益
内

容
ぼ
極
め
て
貧
弱
で
あ
り
遂
一
人
前
の
職
人
に
な
つ
て
も
間
屋
資
本
の
収
取
を
う

げ
て
収
入
は
決
し
て
多
く
な
い
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
寺
親
な
ど
が
徒
弟
入
を
す
ぺ

め
る
と
い
う
こ
と
は
此
の
附
近
の
農
家
の
窮
乏
の
深
さ
も
余
剰
労
働
力
の
大
き
さ

を
推
測
せ
し
め
る
に
足
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
、
食
住
と
僅
か
な
小
遺
を

給
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
農
家
に
と
つ
て
は
家
計
補
助
的
意
義
を
も
つ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
点
は
徒
弟
の
み
な
ら
す
珠
工
場
な
ど
に
通
勤
す
る
労
働
者
も
同
じ

で
彼
等
の
賃
金
が
島
根
果
の
平
均
水
準
を
蓬
に
下
廻
つ
て
い
る
事
実
も
右
の
墓
盤

に
立
つ
て
い
る
。
但
し
こ
の
間
題
の
検
討
は
別
の
機
会
に
譲
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、

　
ω
徒
弟
の
進
路

徒
弟
期
間
を
終
了
し
た
者
は
普
通
前
記
の
如
く
一
年
前
後
の
「
入
れ
奉
公
」
を

す
る
、
そ
の
後
は
一
人
前
の
算
盤
技
術
者
に
な
る
わ
け
で
資
本
さ
え
十
分
に
あ
れ

ば
独
立
自
営
の
製
造
販
売
業
者
に
な
る
t
と
も
出
来
る
が
、
多
く
は
親
方
の
斡
旋

で
親
方
自
身
が
従
属
し
て
い
る
親
工
場
や
間
屋
の
下
請
薬
者
に
な
る
、
第
二
十
一

sokyu



第21表 隼季終了後9進路
　1、’区．

一
分1数レ

独＝丘ヨすドる 止23 42，6

今の家で礼奉公 11 20．盈

十

下請になる■ 7 12．8

家業毒つぐ 、5 9．5

他の職場に雇わ
れる， 1 1邊9

記’入な し 7 12．8

計1 一… 100

（注）ア名で二項目記入者あり。

〃
’

1
表
は
一
、
年
季
が
終
れ
ぱ
ど
う
す

る
か
」
と
い
う
間
に
対
す
る
答

で
あ
る
、
そ
の
中
で
「
お
礼
奉

公
」
，
の
比
率
が
少
い
が
こ
れ
ぽ
、

箏
ろ
当
然
の
こ
と
ム
し
て
年
季

の
中
に
含
め
て
考
え
ら
れ
た
場

合
が
多
い
と
想
像
さ
れ
る
。
現

に
「
お
礼
奉
公
」
と
「
下
講
に

な
る
」
と
の
二
重
記
入
が
み
ら
れ
た
よ
う
に
「
お
礼
奉
公
し
は
経
過
的
進
路
、
他

の
項
目
は
終
局
的
進
賂
と
考
う
べ
く
実
際
に
は
「
お
礼
奉
公
し
は
も
つ
と
普
遍
的

で
あ
る
。
ま
だ
「
強
立
す
る
」
，
と
い
う
項
目
が
多
い
の
は
、
商
業
資
本
の
収
取
の

対
象
た
る
従
属
的
下
請
業
者
の
下
で
働
い
て
い
る
徒
弟
が
独
立
自
営
の
製
造
販
売

業
者
衣
ら
ん
と
志
す
の
は
当
然
で
あ
グ
、
そ
の
希
望
の
表
明
に
他
な
ら
な
い
が
沌
、
L

現
実
に
ぼ
そ
れ
は
殆
ん
ど
不
可
能
で
前
記
の
如
く
大
牛
は
下
請
業
者
に
な
る
の
で

あ
る
、
親
方
の
み
の
ギ
ル
ド
類
似
の
組
織
な
ど
は
な
い
の
で
、
業
者
の
伸
間
入
を

す
る
た
め
の
制
限
は
な
い
。
然
し
徒
弟
期
間
を
終
れ
ば
直
ち
に
親
方
と
し
て
徒
弟

を
置
く
こ
と
は
な
ぐ
や
そ
の
為
に
は
下
請
業
者
そ
の
他
と
し
て
更
に
数
年
間
の
技

能
的
練
磨
を
為
し
、
そ
の
技
能
の
優
秀
性
を
杜
会
的
に
認
．
め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
．

　
　
．
　
囚
竜
結
－
．
．
論
　
　
　
　
　
、

・
雲
洲
算
盤
工
業
が
分
業
の
未
発
展
な
、
主
観
酌
肉
体
酌
な
綜
合
的
手
工
熟
艦
の

．
塞
礎
の
上
に
立
つ
隈
り
徒
弟
制
度
は
そ
の
熟
練
の
杜
会
的
保
存
手
段
と
L
て
生
産

上
の
根
拠
を
も
つ
て
い
る
、
こ
れ
ぼ
徒
弟
制
度
の
技
術
的
性
格
な
い
し
意
義
で
畜

る
。
を
し
て
雲
州
算
盤
工
業
は
事
実
か
㌧
る
■
も
の
と
し
て
の
性
椿
を
濃
厚
に
有
し

製
品
の
品
質
的
優
良
性
を
標
傍
し
て
い
る
、
現
に
第
二
節
で
述
べ
た
よ
σ
、
に
雲
州

・
算
盤
工
業
は
そ
の
原
材
料
を
殆
ん
ど
全
部
果
外
に
、
然
も
ー
強
力
な
麓
争
相
手
で
あ

る
播
州
の
業
者
に
最
も
多
く
依
存
し
て
お
り
、
そ
の
上
製
品
の
販
路
は
果
外
九
六

劣
に
対
し
て
果
内
僅
か
に
四
劣
に
す
き
な
い
。
（
島
根
県
申
ハ
企
業
課
前
掲
書
現
況
分

析
篇
一
〇
頁
）
つ
ま
り
雲
州
算
盤
工
業
は
純
然
た
る
加
工
貿
易
的
性
質
の
も
の
で
あ

り
壱
然
も
右
の
事
情
か
ら
原
材
料
も
労
務
費
即
ち
加
工
賃
も
割
高
と
な
つ
て
い

る
。
（
上
掲
書
三
頁
）
そ
牝
に
も
拘
わ
ら
す
雲
州
算
盤
工
業
が
業
界
に
お
い
て
名
声

を
緯
持
し
、
浮
沈
を
閲
し
つ
㌧
も
か
な
り
の
隆
盛
を
み
た
こ
と
は
そ
の
手
工
業
的

技
能
の
精
巧
為
綴
密
に
負
う
処
が
極
め
て
多
い
。
雲
州
算
盤
は
確
か
に
名
人
芸
に

支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
雲
州
算
盤
工
業
が
こ
の
名
人
芸
u
主
観
的
熟
練
を
止
、

揚
し
な
い
隈
り
徒
弟
制
度
は
か
㌧
る
熟
練
の
伝
承
手
段
と
し
て
存
在
理
串
を
も
ち

続
け
る
に
違
い
な
い
。
。

　
然
し
名
人
芸
と
い
う
狭
潅
な
技
術
的
基
盤
は
近
代
的
市
場
の
要
求
と
矛
盾
す

る
。
そ
こ
で
近
代
的
な
機
械
生
産
が
手
工
業
生
産
に
と
つ
て
代
わ
る
。
逸
早
く
機

械
化
に
よ
る
大
量
生
産
を
は
じ
め
た
播
州
算
盤
工
業
が
次
第
に
雲
州
算
蟹
の
市
場
．

を
浸
蝕
し
て
行
つ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
処
で
機
械
生
産
は
既
に
述
べ
た
よ
う

に
主
観
的
技
能
の
客
観
化
を
意
味
し
そ
の
進
展
に
つ
れ
て
労
働
が
単
純
化
し
∵
そ

れ
が
ま
淀
徒
弟
制
度
存
立
の
基
礎
を
掘
り
崩
し
て
行
く
。
然
る
に
雲
州
算
盤
工
業

に
お
い
て
は
何
故
に
近
代
的
機
械
生
産
へ
の
推
転
が
行
わ
れ
す
∵
手
工
的
鼓
能
∵

従
つ
て
ま
淀
徒
弟
制
塵
の
温
存
が
布
わ
れ
淀
の
で
あ
る
か
。
私
見
に
よ
机
ば
阻
上

sokyu

sokyu
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的
原
因
ば
商
業
資
本
の
支
配
に
あ
る
。
つ
ま
り
そ
牝
が
瀞
屋
撤
家
内
工
業
と
し

て
、
伸
買
や
親
工
場
即
ち
賞
か
ら
は
生
産
様
式
を
変
革
す
る
力
を
有
せ
す
外
部

か
ら
こ
れ
に
寄
生
し
て
利
潤
を
収
取
し
生
産
力
の
発
展
に
と
つ
て
は
寧
ろ
阻
止
的

に
作
用
す
る
勢
力
の
下
に
緊
鱒
さ
れ
て
い
る
ご
と
が
、
手
工
技
術
と
徒
弟
制
度
と

の
温
存
の
基
礎
条
件
で
あ
る
。
雲
州
算
盤
工
業
に
お
げ
る
間
屋
制
支
配
に
つ
い
て

は
既
に
分
析
済
で
あ
る
の
で
重
複
を
避
け
る
が
、
何
れ
に
し
て
も
徒
弟
制
度
が
間

屋
制
支
配
と
い
う
新
し
い
条
件
の
下
で
質
的
な
転
化
を
遂
げ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
、
そ
し
て
此
の
点
で
徒
弟
制
度
を
技
術
的
に
の
み
考
察
す
る
こ
と
の
不
十

分
さ
と
そ
の
経
済
的
性
格
の
分
析
の
必
要
が
明
ら
か
と
な
る
。
徒
弟
制
度
は
技
術

的
と
経
済
的
と
の
両
面
か
ら
統
一
的
に
把
捉
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、

警
、
し
ば
く
指
摘
し
て
き
だ
よ
う
に
雲
州
算
盤
の
徒
覇
窪
、
去
で

は
親
方
の
個
人
的
熟
練
の
継
承
と
い
う
本
来
的
性
格
を
保
持
し
つ
㌧
も
竜
他
方
で

ぼ
親
方
の
前
親
的
経
営
の
弾
力
性
を
保
証
す
る
一
要
因
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て

い
る
。
そ
し
て
後
者
こ
そ
間
屋
制
支
配
な
る
条
件
下
に
愉
げ
る
徒
弟
制
度
の
質
的

転
化
の
内
容
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
、

　
多
く
の
例
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
現
在
の
徒
弟
制
度
に
お
い
て
は
親
方
と
徒
弟
と

の
紐
帯
は
弛
緩
し
、
徒
弟
の
き
び
し
い
義
務
は
親
方
の
採
算
面
に
関
す
る
も
の
を

除
い
て
は
殆
ん
ど
な
く
な
つ
て
い
る
、
こ
れ
ば
徒
弟
制
度
に
お
け
る
封
建
性
の
或

る
意
味
で
の
衰
退
で
あ
る
。
こ
の
現
象
は
徒
弟
が
手
工
的
熟
練
の
後
継
者
と
し
て

よ
り
も
親
方
に
と
つ
て
の
労
働
力
と
な
り
始
め
た
ギ
ル
ド
H
徒
弟
制
度
の
崩
壊
期

に
は
多
か
れ
少
か
れ
一
般
的
に
み
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
現
代
的
性
格

は
更
に
複
雑
で
あ
る
、
即
ち
徒
弟
制
度
の
変
質
が
反
つ
て
雲
州
算
盤
工
業
に
お
け

る
前
期
性
、
つ
ま
り
商
業
資
本
的
支
配
と
結
び
つ
い
て
後
着
の
存
在
な
い
し
強
化

の
現
実
的
基
盤
と
な
つ
て
い
る
。
封
建
性
の
衰
退
が
別
の
前
鶉
性
と
結
含
し
ゼ
い
，

る
の
で
あ
．
る
、
ギ
ル
ド
親
方
の
場
合
そ
の
産
業
資
本
家
へ
の
上
昇
が
徒
弟
を
し
て

賃
労
働
着
た
ら
し
め
、
徒
弟
制
度
の
変
質
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
が
、
今
の
場

合
は
反
対
に
親
方
が
商
業
資
本
の
収
取
の
た
め
産
業
資
本
家
に
上
昇
し
得
な
い
こ

と
が
徒
弟
制
度
の
変
質
と
緒
び
つ
い
て
い
る
o
で
あ
る
。

　
近
代
的
家
内
工
楽
は
大
工
業
の
背
後
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
絶
え
す
再
生
産
さ
れ
一

つ
㌧
あ
る
中
間
的
、
前
期
的
経
営
形
態
で
あ
つ
て
、
1
之
を
支
配
す
る
親
工
場
や
伸

買
の
商
業
資
本
的
収
取
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
収
取
に
耐
え

う
る
経
営
弾
力
性
を
保
証
す
る
も
の
は
労
働
手
段
の
低
位
と
劣
悪
な
労
働
条
件
で

あ
る
、
前
者
は
下
請
加
工
賃
に
お
け
る
不
変
資
本
部
分
を
、
後
者
は
そ
の
可
変
資
本

部
分
を
節
約
せ
し
め
る
。
原
材
料
購
入
市
場
と
製
品
販
売
市
場
に
結
び
つ
い
て
い

る
親
工
場
や
伸
買
は
市
況
変
動
の
影
響
を
直
接
に
は
蒙
る
が
竜
実
質
的
に
は
加
工

賃
切
下
げ
、
納
品
検
査
厳
重
化
等
の
方
法
に
よ
つ
て
下
請
家
内
工
業
に
転
嫁
す

る
。
処
が
家
内
工
業
は
親
方
自
身
の
手
工
的
熟
練
を
支
桂
と
し
徒
弟
と
家
族
従
業

員
を
も
つ
て
之
を
補
う
と
い
う
特
異
な
労
働
力
構
成
を
も
つ
前
期
的
経
営
で
あ
る

か
ら
、
一
商
業
資
本
か
ら
の
シ
ワ
寄
せ
に
対
し
て
は
親
方
は
賞
か
ら
を
含
め
て
の
労

働
条
件
を
切
下
げ
る
こ
と
に
よ
つ
て
之
を
受
け
と
め
る
よ
り
仕
方
が
な
い
。
そ
し

て
そ
の
為
に
は
家
族
従
業
員
と
同
じ
よ
う
に
労
働
条
件
の
劣
悪
化
に
耐
え
う
る
雇

用
労
働
者
を
も
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
か
ふ
る
雇
用
労
働
着
を
親
方
に
対
し
て

制
度
的
に
保
証
す
る
も
の
こ
そ
前
記
変
質
せ
る
徒
弟
制
度
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
徒
弟
制
度
は
近
代
的
家
内
工
業
即
ち
間
屋
制
下
に
お
け
る
前
期
的
経

営
の
劣
悪
な
労
働
条
件
の
制
度
的
支
桂
で
あ
り
、
親
工
場
や
伸
買
に
と
つ
て
親
方

の
下
請
経
営
が
景
気
変
動
の
波
を
避
け
る
ク
ツ
シ
ョ
ン
な
ち
、
徒
弟
制
度
ぼ
親
方
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に
と
つ
て
の
ク
ツ
シ
ヨ
ン
で
あ
る
σ

　
多
く
の
親
方
の
作
業
場
が
自
宅
の
一
部
を
利
用
し
た
二
冶
三
坪
の
狭
温
な
も
の

で
、
然
も
採
光
通
風
な
ど
も
お
よ
そ
考
え
る
隈
り
劣
悪
な
条
件
下
で
坐
つ
た
ま
ふ

の
労
働
が
長
時
間
続
く
と
い
う
事
態
、
そ
の
上
消
耗
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
補
給
す
べ
き

1
衣
食
住
の
内
容
が
甚
だ
粗
悪
で
あ
る
と
い
う
事
態
の
原
因
に
は
様
卒
の
も
の
が
あ

ろ
う
、
第
一
に
親
方
及
び
そ
の
家
族
と
起
居
を
共
に
し
て
い
る
徒
弟
が
自
分
だ
げ

の
待
遇
改
善
を
要
求
す
る
こ
と
は
現
実
に
不
可
能
で
あ
る
こ
と
も
第
二
に
家
内
労

働
は
常
に
同
一
生
産
部
門
の
機
械
経
営
や
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
経
営
と
不
利
な

競
争
関
係
に
立
つ
こ
と
、
第
三
に
仕
事
が
不
規
則
で
あ
る
こ
と
、
第
四
に
此
の
附

近
の
農
村
に
拾
け
る
過
剰
労
働
力
の
捌
げ
口
と
し
て
徒
弟
間
の
競
争
が
激
化
す
る

こ
と
等
が
考
え
ら
れ
る
。
然
し
根
本
的
な
原
因
ぼ
商
業
資
本
の
支
配
⑧
収
取
古
シ

ブ
寄
せ
に
よ
る
親
方
の
絶
対
的
相
対
的
窮
乏
で
あ
る
。
か
∫
る
親
方
の
経
済
力
の

’
．
隈
界
こ
そ
親
方
の
も
つ
徒
弟
数
が
普
運
一
を
二
名
を
超
え
な
い
と
い
う
事
態
を
も

説
明
す
各
。
徒
弟
の
労
働
昔
化
と
い
う
質
的
転
化
が
親
方
の
産
業
資
本
家
へ
の
上

昇
と
結
び
つ
く
も
の
な
ら
ぼ
、
徒
弟
数
は
親
方
の
資
本
の
蓄
積
に
つ
れ
て
増
大
す

ぺ
き
筈
で
あ
る
、
然
る
に
雲
州
算
盤
エ
業
で
は
前
述
の
如
く
徒
弟
の
質
的
転
化
が

間
屋
制
度
な
る
前
期
的
要
因
と
結
び
つ
い
て
い
る
が
故
に
、
親
方
の
経
営
は
い
つ

遂
で
も
家
内
工
業
に
停
滞
し
其
の
発
展
が
阻
止
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
窮
乏
化
さ

え
み
ら
牝
る
の
で
あ
る
。
従
つ
て
収
容
徒
弟
数
は
極
め
て
少
数
に
隈
定
さ
れ
、
然

も
労
働
影
，
生
活
条
件
の
劣
悪
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
近
の

如
く
不
況
の
影
響
か
ら
商
業
資
本
の
圧
遣
が
親
方
の
経
済
力
を
超
え
る
に
至
る

と
、
親
方
の
経
営
は
そ
の
弾
力
性
を
殆
ん
ど
喪
失
し
て
徒
弟
の
主
食
持
込
み
、
小

遺
銭
の
滅
額
も
停
止
か
ら
遂
に
彼
等
を
親
元
へ
帰
休
さ
せ
る
と
い
う
事
態
さ
え
惹

起
し
て
い
る
。
又
そ
こ
に
至
る
ま
で
に
算
盤
業
の
将
来
に
絶
望
し
て
徒
弟
た
る
斑

位
を
賞
か
ら
放
棄
す
る
者
を
生
す
る
。
親
方
自
身
の
休
業
や
転
職
も
少
く
な
い
。

　
右
の
事
態
は
ま
た
徒
弟
制
度
の
本
来
的
意
義
即
ち
熟
練
の
杜
会
的
保
存
方
法
と

も
矛
盾
す
る
に
至
る
。
即
ち
完
成
し
た
手
工
業
技
術
者
た
る
親
方
の
休
業
転
幟
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
技
術
修
得
中
の
徒
弟
が
自
律
的
或
い
は
他
律
的
に
こ
の
職
業

を
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
は
、
原
材
料
を
も
た
す
手
工
的
熟
繰
に
の
み
依
存

し
加
工
貿
易
類
似
の
方
式
に
立
つ
雲
州
算
盤
工
業
が
其
の
拠
つ
て
立
つ
塞
盤
を

崩
し
て
行
く
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
斯
く
て
我
々
ぼ
徒
弟
制
度
が
技
術

的
竃
経
済
的
に
み
て
如
何
に
雲
州
算
盤
工
業
の
最
深
奥
部
に
つ
凌
が
つ
て
い
る
か

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
寄
生
的
機
能
を
通
じ
て
生
産
力
の
発
展
を
阻
止
し

雲
州
算
盤
工
業
を
手
工
業
的
段
階
に
停
滞
せ
し
め
つ
㌧
あ
る
商
薬
資
本
は
、
そ
の

故
に
一
方
で
は
徒
弟
制
度
の
必
要
を
絶
え
す
生
み
出
し
つ
ム
、
他
方
で
は
そ
の
機

能
を
忠
実
に
果
せ
ば
果
す
程
徒
弟
制
度
の
質
的
転
化
と
延
い
て
は
徒
弟
制
度
の
み

な
ら
す
斯
業
全
部
の
衰
減
の
原
因
を
拡
大
再
生
産
し
つ
㌧
あ
る
と
い
う
矛
盾
せ
る

事
態
を
み
る
の
で
あ
る
◎

　
筆
者
は
雲
州
算
盤
工
業
の
徒
弟
制
度
を
技
術
的
観
点
の
み
か
ら
考
察
す
る
こ
と

の
不
十
分
な
る
所
以
を
明
ら
か
に
し
、
技
術
的
、
経
済
的
両
面
か
ら
の
統
一
的
把

捉
の
必
要
を
述
べ
た
が
、
そ
の
こ
と
は
結
局
間
屋
制
支
配
の
間
題
に
帰
着
し
た
◎

従
つ
て
技
術
的
に
も
経
済
的
に
も
雲
州
算
盤
工
業
の
死
命
を
制
す
る
も
の
は
間
屋

制
支
配
の
正
し
い
解
決
如
何
で
あ
る
。

　
第
三
節
で
触
れ
た
よ
う
に
雲
州
算
盤
工
業
の
手
工
的
熟
練
ぼ
名
人
芸
と
い
わ
れ

る
も
の
と
い
え
ど
も
絶
対
的
の
も
の
で
ぼ
な
い
。
多
く
の
生
産
部
門
に
お
い
て
工

場
制
度
の
発
展
は
、
生
産
遇
程
を
そ
の
構
成
諾
段
階
に
紬
か
く
分
解
し
竜
か
く
て
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与
虎
ら
れ
た
諾
間
題
叱
機
械
エ
岸
や
化
学
な
ど
自
然
科
嘩
の
応
凋
に
よ
つ
て
擬
決

し
、
主
観
的
熟
練
1
を
客
観
化
L
て
来
た
。
こ
れ
ご
そ
機
械
経
営
の
原
理
に
他
な
ら

盾
い
「
一
こ
の
点
で
埠
盤
の
禦
造
工
程
は
さ
し
て
困
難
な
間
題
を
も
つ
て
㎞
な
伽
。

即
ち
組
立
作
喋
の
一
部
を
徐
き
、
「
垂
直
運
動
士
水
平
運
動
に
よ
寸
加
工
可
能
の

も
の
で
あ
り
、
且
つ
直
線
の
も
の
で
あ
る
こ
と
」
（
島
根
県
申
小
企
業
課
前
掲
書
改
善
指

併
篇
二
〇
頁
）
に
よ
つ
て
寧
ろ
機
械
化
の
絶
好
の
対
象
で
す
ら
あ
る
。
．
従
つ
て
技
術

的
根
拠
よ
』
す
る
徒
弟
制
度
の
止
揚
は
十
分
可
能
で
あ
ろ
う
、
主
観
的
肉
体
的
熟

繰
が
組
立
作
業
等
で
部
分
的
に
残
存
す
る
隈
り
徒
弟
的
な
熟
練
修
得
方
法
も
幾
ら

か
存
続
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
窺
状
の
如
き
一
般
的
制
度
と
し
て
の
徒
弟
制
度
は
上

揚
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
そ
の
為
に
は
機
械
経
営
の
原
理
の
適
用
を
邪
げ
て
い

る
間
屋
制
支
配
が
先
づ
止
揚
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
雲
州
算
盤
工
業
に
お
げ

る
「
穆
行
」
の
間
題
で
あ
り
（
前
掲
拙
稿
参
照
）
こ
の
「
移
行
」
が
正
し
く
行
わ
れ
た

時
こ
そ
、
徒
弟
制
度
を
近
代
的
雇
用
関
係
に
す
る
（
島
根
県
申
小
企
業
課
前
掲
書
八
頁
）

こ
と
が
可
能
と
な
り
、
徒
弟
制
度
は
経
済
的
に
も
止
揚
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
五
四
彩
一
〇
、
一
五
）

sokyu


