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吐
く
息
も
白
い
１
月
某
日
。
久
保
田
町
に

あ
る
作
業
場
か
ら
木
材
を
た
た
く
大
き
な
音

が
こ
ぼ
れ
て
く
る
。

　
「
原
田
製
樽
所
」
は
、
昔
な
が
ら
の
酒
樽
を

作
る
日
本
で
も
数
少
な
い
製
樽
所
だ
。
大
正

元
年
の
創
業
以
来
、
伝
統
の
技
と
良
質
な
材

質
に
こ
だ
わ
り
、
１
０
０
年
以
上
逸
品
を
作

り
続
け
て
い
る
。

　

中
心
と
な
る
の
は
３
代
目　

原
田　

泰
行

さ
ん
だ
。

　

大
学
卒
業
後
に
家
業
を
継
ぎ
、
職
人
歴
は

40
年
。
幼
い
頃
か
ら
２
代
目
で
父
の
仕
事
風

景
を
眺
め
、
後
片
付
け
を
手
伝
い
な
が
ら
育
っ

た
。
も
の
を
作
る
こ
と
が
好
き
で
、
手
伝
う

こ
と
も
「
嫌
な
こ
と
」
で
は
な
く
「
楽
し
い

こ
と
」
だ
っ
た
。

　

そ
ん
な
息
子
に
、
父
は
「
継
い
で
欲
し
い
」

と
は
一
度
も
言
わ
な
か
っ
た
。

　

当
然
の
ご
と
く
入
っ
た
職
人
の
世
界
だ
っ

た
が
、
や
は
り
厳
し
い
も
の
だ
っ
た
。
当
時
、

３
、
４
人
の
職
人
が
働
い
て
い
た
が
、
誰
一

人「
樽
の
作
り
方
」を
教
え
て
く
れ
な
か
っ
た
。

「
技
術
は
見
て
覚
え
る
」
こ
と
が
当
然
の
世
界
。

見
よ
う
見
ま
ね
で
作
っ
て
は
「
こ
れ
で
い
い

だ
ろ
う
か
」
と
見
せ
続
け
る
し
か
な
い
。
自

分
か
ら
尋
ね
な
け
れ
ば
「
良
い
」
も
「
悪
い
」

も
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。

　

幾
度
も
「
こ
が
ん
と
で
樽
に
な
ん
も
ん

か
！
」
と
叱
責
を
受
け
、悔
し
い
思
い
も
し
た
。

　

約
10
年
。
褒
め
る
言
葉
は
無
か
っ
た
が
、

叱
ら
れ
る
こ
と
も
無
く
な
っ
た
。
こ
れ
が
よ

う
や
く
一
人
前
と
認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と

だ
。

　

そ
う
し
て
身
に
つ
い
た
技
術
は
、
決
し
て

裏
切
ら
な
い
。
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原
田
製
樽
所
の
３
代
目
と
な
っ
た
泰
行
さ

ん
は
、
自
分
が
10
年
以
上
か
け
て
身
に
付
け

た
技
術
を
惜
し
む
こ
と
な
く
、
マ
ン
ツ
ー
マ

ン
で
若
手
の
職
人
に
徹
底
的
に
教
え
込
ん
で

い
る
。

　

樽
づ
く
り
は
、
ひ
と
り
の
職
人
が
全
て
の

工
程
を
一
貫
し
て
行
い
、
製
品
に
仕
上
げ
る

た
め
、
職
人
が
確
実
に
技
術
を
身
に
付
け
る

こ
と
は
、
企
業
と
し
て
大
き
な
力
と
な
る
か

ら
だ
。

　

最
も
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
は
、
樽
の
原
料

と
な
る
杉
。

　

江
戸
時
代
に
神
戸
や
伏
見
な
ど
の
酒
処
か

ら
江
戸
へ
、
酒
を
詰
め
た
樽
を
運
ん
だ
「
樽

廻
船
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
頃
、

日
本
酒
に
一
番
合
う
杉
と
し
て
「
吉
野
杉
」

が
重
宝
さ
れ
、
奈
良
県
南
部
地
域
は
杉
の
一

大
産
地
と
な
っ
た
。

　

原
田
製
樽
所
で
は
現
代
で
も
「
吉
野
杉
」

に
こ
だ
わ
り
、
製
法
も
抗
菌
剤
や
接
着
剤
を

一
切
使
用
し
な
い
こ
と
を
創
業
以
来
守
り
続

け
て
い
る
。

　

そ
の
こ
だ
わ
り
は
、
４
代
目
の
博
史
さ
ん

に
受
け
継
が
れ
る
。

　

大
学
卒
業
後
、
自
動
車
販
売
会
社
の
営
業

職
を
務
め
、
５
年
前
に
家
業
に
入
っ
た
。「
父

親
が
作
業
を
す
る
姿
を
見

て
い
た
は
ず
な
の
に
、

ど
う
や
っ
て
樽
に
な
る

の
か
わ
か
ら
な
か
っ

た
」
と
話
す
。

　

今
は
地
道
に
技
を
磨
く

修
行
の
毎
日
。
ま
だ
全
工
程
を
ひ

と
り
で
任
せ
て
も
ら
え
る
ほ
ど
に
は
で

き
て
い
な
い
。「
40
年
職
人
を
続
け
て
い

る
父
親
は
本
当
に
す
ご
い
」
と
実
感
す
る
。

　

そ
ん
な
若
き
４
代
目
を
、
３
代
目
は
「
経

験
が
も
の
を
言
う
。
今
は
だ
め
で
も
そ
の
う

ち
き
っ
と
や
れ
る
」
と
安
心
し
て
見
て
い
る
。

　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
間
、
息
子
に
つ
い
て
語

る
父
を
、
少
し
緊
張
し
た
面
持
ち
で
見
つ
め

る
博
史
さ
ん
の
姿
が
微
笑
ま
し
い
。

　

こ
れ
か
ら
さ
ら
に
10
年
後―

。
現
在
、
全

国
で
10
件
ほ
ど
し
か
な
い
製
樽
所
は
、
ま
す

ま
す
そ
の
数
を
減
ら
し
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
。

　

し
か
し
、
久
保
田
の
地
で
１
０
０
年
以
上

受
け
継
が
れ
て
き
た
技
は
、
新
し
い
息
吹
を

得
て
、さ
ら
に
磨
き
続
け
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

①④⑤職人を支えるさまざ
まな道具。部位により使い
わけ、刃物は１日に何度も
研ぎながら使用する。②「正
直台」で板の側面を削る。 
③樽の内側をかんなで削り
滑らかに。⑥木をたたく音が
響く作業場。⑦上ぶたも「竹
くぎ」でつなぐ⑧厚みをそ
ろえる「皮けずり」
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