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伝
蕪
と
で
■
轟
菫

織
重
凛

『外
国
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
こ
と
』
を

『伝
来
』
と
い
ユ
言
葉
を
使

２ヽ

こ
の
言
葉

に
は
も
う

一
つ
、
『先
祖
か
ら
代
々
伝
え

ら
れ
て
き
た
こ
と
』
と
い
う
意
味
も
あ
る
。

こ
の
『伝
来
』
を
社
名
に
し
て
い
る
の
が
、

株
式
会
社
停
末
工
房
（代
表
取
締
役
社

長
橋
本
和
良
）で
あ
る
。
平
安
時
代
、
弘

法
大
師
が
遣
唐
使
と
し
て
唐
に
修
業
に

行
き
、
帰
っ
て
く
る
時
に
文
化
・技
術
を

持
ち
帰
っ
た
。
そ
の
中
の
一
つ
に
、
青
銅

蝋
型
鋳
造
技
術
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い

る
。
フ」の
時

一
緒
に
中
国
か
ら
連
れ
て
来

た
職
人
集
団
が
京
都
葛
野
に
住
み
着
い

た
よ
う
で
あ
る
。
フ」の
技
術
集
団
の
ア」と

を
や
が
て
『停
末
』
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
以
後
、
フ」の
集
団
で
は
最
高

の
技
術
を
持
っ
た
者
を
『博
末
』
と
し
て
継

承
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
京
都
で
は
、
一

子
相
伝
が
圧
倒
的
に
多
い
の
で
、
不
思
議

に
思
わ
れ
る
読
者
が
い
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
実
は
こ
う
だ
。
鋳
造
技
術
は
武
器
・

貨
幣
を
造
る
に
は
欠
か
せ
な
い
技
術
で
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
）常
に
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の

技
術
が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ア」の
技

術
を
継
承
し
て
い
く
た
め
に
は
、
技
術
的

に

一
番
レ
ベ
ル
の
局
い
人
材
に
跡
を
継
が

せ
る
の
が
ご
く
当
然
と
し
て
千
年
続
い
て

き
た
の
だ
。

『博
末
』
が
今
日
ま
で
知
ら
れ
て
い
る
の

は
、
江
戸
時
代
ま
で
京
都

・奈
良
の
著
名

な
大
寺
院

・神
社
の
大
型
青
銅
製
装
飾

金
物
を
扱
っ
た
こ
と
に
あ
る
。

実

轟
式

長
童

業

寺

鏡

，
辞

社

そ
し
て
、
明
治
に
交
通
が
発
達
し
、
全

国
の
有
名
な
寺
院

・神
社
も
手
が
け
る

よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
寺

院
・神
社
か
ら
の
信
頼
で
仕
事
が
成
り
立

つ
の
か
と
い
う
と
、
実
は
寺
院

・神
社
は

長
年
に
渡
り
成
長
産
業
で
あ
っ
た
の
だ
。

大
本
山
の
多
く
は
京
都
に

あ
り
、
フ号
」
か
ら
全
国
に
展

開
し
て
い
く
、
一
見
し
て
チ
ェ

ー
ン
の
組
織
化
が
続
い
た
と

い
う
こ
と
だ
。

そ
の
成
長
期
の
後
期
に
停

末
を
橋
本
和
三
郎

（２３
代
目

と
言
わ
れ
て
い
る
）が
継
承
す

る
の
が
大
正
７
年
で
あ
る
。

以
後
、
地
道
に
商
売
を
維
持
す
る
の

で
あ
る
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
り
、

青
銅
製
品
は
溶
か
し
て
、
軍
事
物
資
に
す

る
と
い
う
厳
し
い
状
況
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
に
、
仕
方
な
く
機
械
金
属

製
品
を
扱
う
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
戦

後
は
自
動
車
・電
機
部
品
を
つ
く
る
こ
と

と
な
る
。
更
に
、
昭
和
４６
年
に
は
、
鋳
造

技
術
を
活
か
し
、
建
築
美
術
工
芸
製
品

に
進
出
す
る
。
こ
れ
ま
で
の
技
術
を
活
か

し
た
バ
キ
ュ
ー
ム
プ
ロ
セ
ス
宣
（空
を
使
っ
て

砂
を
固
め
る
技
術
）を
世
界
で
始
め
て
昭

和
４７
年
に
実
用
化
し
、
フ」れ
が
飛
躍
の
原

動
力
と
な
り
、
以
後
、
順
調
に
業
績
を
伸

ば
す
こ
と
と
な
る
。

外

の
会

社

鷲
ト
プ
プ
に
な

れ

現
社
長
は
大
学
卒
業
後
、
製
薬
会
社

へ
と
就
職
す
る
。
そ
れ
は
、
先
代
社
長
か

ら
上
場
会
社
に
就
職
し
て
、
そ
ア」で
足
跡

を
残
し
て
か
ら
後
を
継
ぐ
よ
う
に
と
言

わ
れ
て
い
た
た
め
だ
。
そ
の
言
葉
通
り
、

製
薬
会
社
で
は
、
営
業
の
仕
事
で
ト
ッ
プ

２
フ
ス
の
成
績
を
残
す
一
３
年
半
勤
め
、

停
末
に
入
社
す
る
こ
と
と
な
る
。
退
社
の

き
っ
か
け
は
、
フ」
れ
以
上
製
薬
会
社
に
い

る
と
、
重
要
な
ポ
ス
ト
を
与
え
ら
れ
、
辞

め
に
く
く
な
る
と
思
わ
れ
た
か
ら
だ
。

博
末
に
入
社
後
、

１０
年
間
・製
造
現
場

を
体
験
し
、
営
業
部
門
を
担
当
す
る
こ
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株式会社偉1来工房  ||‐ |‐
‐ ・

T601・8317
京都市南区吉祥院新田弐の段町45番地
丁EL 075… 681-7321  FA〉 (075-661-5332
0創業は平安時代初期と伝えられる。弘法大使

(空海)が唐より持ち帰った鋳造技術を受け継ま

以来、技能の一番優れた一番弟子が代 「々偉
来(でんらい)」

の銘を継承し、今に至る。

と
と
な
る
。
入
社
後
、
ユ則
の
会
社
で
や
っ

て
い
た
営
業
職
で
な
く
、
製
造
現
場
を
み

っ
ち
り
体
験
し
た
こ
と
が
実
際
に
営
業

部
門
で
活
か
さ
れ
、
そ
し
て
社
長
の
ベ
ー

ス
と
な
る
の
で
あ
る
。

停
末
は
鋳
造
技
術
を
生
か
し
て
、
大

手
エ
ク
ス
プ
リ
ア
会
社
の
外
注
工
場
を
し

て
い
た
。
そ
の
当
時
、
社
長
が
感
じ
た
こ

と
は
、
今
の
状
況
で
あ
る
な
ら
ば
、
い
つ
ま

で
経
っ
て
も
下
請
け
で
あ
り
、
経
営
が
安

定
し
な
い
と
い
２

」と
で
あ
っ
た
。
結
局

は
、
大
手
の
総
合
エ
ク
る
ア
リ
ア
会
社
に

牛
耳
ら
れ
て
し
ま
い
、
よ
い
時
は
そ
れ
な

り
に
仕
事
量
が
あ
る
が
、
ダ
メ
に
な
る
と

一
気
に
落
ち
込
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
基
羹

社

で
家

を

通

纂

そ
フ」で
思
い
切
っ
て
平
成
１１
年
自
社
ブ

ラ
ン
ド
の
注
文
住
宅
「博
末
工
房
の
家
」

に
進
出
す
る
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の

は
、
社
長
自
身
が
大
手
住
宅
メ
ー
カ
ー
で

自
宅
を
建
て
た
時
の
こ
と
で
、
大
手
住
宅

メ
ー
カ
ー
な
の
で
安
心
し
て
い
た
の
で
、
契

約
を
す
る
ま
で
は
営
業
が
親
身
に
な
っ
て

相
談
に
乗
っ
て
く
れ
た
が
、
い
ざ
工
事
と

な
る
と
お
客
様
の
声
を
聞
こ
う
と
も
し

な
唆

完
成
し
た
後
も
フ
ォ
ロ
ー
を
し
て
く

れ
な
い
。
「お
そ
ら
く
自
分
と
同
じ
思
い
を

し
て
い
る
人
が
他
に
も
い
る
は
ず
だ
。
そ

れ
な
ら
ば
、
ニ
ー
ズ
が
あ
る
は
ず
だ
。」
と

考
え
た
の
で
あ
る
。

「博
末
工
房
の
家
」
は
、
地
域
限
定
の

京
都
地
区
の
み
を
対
象
と
し
た
。
そ
れ

は
住
宅
産
業
は
ク
レ
ー
ム
産
業
で
あ
り
、

い
か
に
早
く
お
客
様
に
対
応
す
る
こ
と

が
勝
負
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

一
般
に
、

営
業
活
動
で
は
買
っ
て
く
れ
る
お
客
様
が

い
る
な
ら
ば
、
ど
こ
ま
で
も
広
げ
る
と
い

う
の
が
常
識
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
当

社
は
そ
れ
と
は
別
の
方
向
で
お
客
様
に

接
す
る
こ
と
を
大
切
に
し
て
い
る
。
一
度

取
引
願
っ
た
お
客
様
に
は
、
定
期
的
な
訪

間
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
国
コ
ミ
を
重
視

す
る
と
い
つ
営
業
活
動
を
行
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

平
成
１５
年
に
は

一
般
住
宅
向
け
ガ
ー

デ
ン
エ
ク
ス
テ
リ
ア
ブ
ラ
ン
ド
「
∪
①
叱
∽

〇
ミ
鮎
①
●
↑
ク
ー
ズ
ガ
ー
デ
ン
と
を
ス
タ
ー

ト
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
大
手
エ
ク
る
ア
リ
ア
会
社
の

下
請
け
を
し
て
い
た
が
、
そ
れ
で
は
お
客

様
の
顔
が
見
え
な
い
。
お
客
様
の
生
の
声

を
生
か
し
た
エ
ク
る
ア
リ
ア
製
品
と
い
う

こ
と
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
∪
①
”
一∽
〇
雲
Ｑ
①
”
は
、
全

国
に
特
約
店
を
展
開
し
よ
う
と
し
た
。

こ
の
展
開
で
苦
労
し
た
の
は
、
そ
の
ル
ー

卜
を
全
く
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
一
件

一
件
社
長
・社
員
自
ら
が
出
向

い
て
、
特
約
店
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に

な
る
。
ア」の
時
、
博
末
が

一
番
重
視
し
た

の
は
、
価
値
観
の

一
致
と
い
？
」と
で
あ

る
。
日
先
の
利
益
や
販
売
ボ
リ
ュ
ー
ム
に

追
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
長
く
停
末
と

付
き
合
い
、
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
の
立
場
で
親

身
に
な
っ
て
仕
事
を
進
め
て
取
れ
る
と
こ

ろ
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
の
た
め
に
、
年
に
２
回
特
約
店
の
人

達
に
京
都
に
集
ま
っ
て
も
ら
い
、
勉
強
会

を
行
っ
て
い
る
。
フ」こ
で
ビ
ッ
ク
リ
す
る
の

が
当
社
の
社
員
の
対
応
に
あ
る
。
著
者

も
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
会
社
を
見
て
き

た
が
、
社
員
の
対
応
の
良
さ
は
ト
ッ
プ
を
フ

ス
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。

一
般
に
、
特
約
店
向
け
の
研
修
会
と
い

う
の
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と

一
方
的
で
、

押
し
つ
け
の
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
博
来

工
房
の
研
修
会
で
は
、
一
つ
一
つ
具
体
的

に
説
明
し
、
相
互
に
意
見
を
交
換
し
合

う
と
い
つ
も
の
で
あ
り
、
参
加
者
の
多
く

か
ら
礼
状
、
再
度
参
加
し
た
い
と
い
つ
声

を
多
く
聞
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

や
は
な
京
都
嶽
強

い

停
末
工
房
が
生
き
残
っ
て
き
た
背
景

に
は
、
京
都
で
物
を
作
っ
て
い
た
と
い
つ
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自
負
が
あ
る
。
博
末
工
房
に
限
っ
た
も
の

で
は
な
い
が
、
京
都
の
老
舗
で
働
く
人
達

は
、
一示
都
ブ
ラ
ン
ド
に
自
信
を
持
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
著
者
の
偏
見
か
も
し
れ
な

い
が
、
私
の
よ
う
な
東
京
人
か
ら
見
る
と

寄
せ
集
め
の
東
京
人
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ

り
、
何
と
な
く
京
都
に
対
し
て
劣
等
感

を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
こ
と

が
あ
る
。

博
末
工
房
の
も
の
、つ
く
り
の
基
本
を

見
る
と
、
当
面
の
業
績
を
考
え
な
が
ら
長

い
日
で
作
品
に
対
し
て
責
任
を
持
つ
と
い

う
と
こ
ろ
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
和
服
で
洗
い
張
り
を
し
な
が

ら
、
親
子
何
代
に
も
渡
っ
て
同
じ
着
物
を

着
て
い
た
だ
く
こ
と
は
、
そ
の
作
品
を
作

っ
た
人
達
の
金
銭
に
変
え
ら
れ
な
い
喜

び
が
あ
る
と
い
う
の
と
似
て
い
る
。
こ
の

集
団
は
、
フ」れ
を
千
年
に
渡
っ
て
体
験
し

て
き
た
の
だ
。

そ
の
よ
う
な
技
を
支
え
る
根
底
に
あ

る
も
の
が
、
停
末
の
環
境
整
備
で
あ
る
。

と
に
か
く
、
フサ
」
ま
で
徹
底
し
て
い
る
環

境
整
備
は
著
者
が
今
ま
で
に
目
に
し
た

こ
と
の
な
い
レ
ベ
ル
で
あ
る
。

暮
塞
義
奎
叢
を
支
ム
で
い
は
入
錬

〈
フ
、
バ
ブ
ル
が
崩
壊
し
て
わ
か
っ
て
き
た

こ
と
は
、
実
は
企
業
を
支
え
て
き
た
人
材

は
、
多
弁
で
な
く
て
も
、
プ
レ
ゼ
と
ア
ー
シ

ョ
ン
が
得
手
で
な
く
て
も
、
コ
ツ
コ
ツ
仕
事

を
進
め
、
飽
き
ず
に
仕
事
を
す
る
と
い
つ

人
材
だ
っ
た
の
だ
と
い
う
事
実
だ
。
ア」の

よ
う
な
人
材
は
、
環
境
整
備
を
確
実
に

実
施
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
育
て
る
こ

と
が
で
き
る
の
だ
。

博
末
で
は
、
新
人
社
員
が
入
っ
て
く
る

と
環
境
整
備
を
徹
底
し
て
さ
せ
る
よ
う

に
し
て
い
る
。
ア」
の
間
に
本
人
が
嫌
に
な

っ
て
辞
め
て
し
ま
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

は
仕
方
が
な
い
と
い
つ
こ
と
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
。
最
近
は
、
職
人
ブ
ー
ム
と
い
つ

こ
と
も
あ
り
、
一
方
的
な
見
方
だ
け
で

老
舗
に
入
っ
て
く
る
と
い
つ
社
員
を
見
掛

け
る
。
た
い
し
た
決
心
も
な
い
の
に
、
百

年

二
一百
年
と
続
く
老
舗
で
の
仕
事
が

勤
ま
る
わ
け
が
な
い
。
勤
め
る
と
い
う
こ

と
は
、
就
社
で
は
な
く
、
就
職
だ
と
い
う

こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ま
で
著
者
が
見
て
き
た
老
舗
の

教
育
の
特
長
は
、
仕
事
を
教
え
る
前
に

本
人
を
見
極
め
る
た
め
の
『し
く
み
』
を

持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
ち
な
み
に
、

適
性
検
査
な
ど
は
使
っ
て
い
な
い
。

こ
れ
は
、
一
度
仕
事
に
つ
い
て
し
ま
い
、

実
は
本
人
に
適
性
が
無
か
っ
た
り
、
会
社

の
考
え
方
が
納
得
で
き
な
い
で
、
そ
の
ま

ま
勤
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
か
り

間
違
え
ば
本
人
の
人
生
を
狂
わ
せ
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
る
と
い
つ
こ
と
を
長
年
の

体
験
か
ら
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
現
社
長
の
後
継
者
で
あ
る
が
、

今
の
と
こ
ろ
明
確
で
な
い
。
そ
れ
は
、
博

末
と
い
つ
伝
統
あ
る
組
織
が
真
に
実
力

の
あ
る
人
を
後
継
者
に
し
て
き
た
と
こ
ろ

に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
著
者
は
思
う
。

ま
た
、
関
西
で
は
、
息
子
を
外
に
出
し
、

娘
に
婿
を
と
る
と
い
つ
こ
と
を
行
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
組
織
を
存
在
さ
せ
る
と
い

う
フ」と
を
優
先
し
て
い
る
と
い
つ
こ
と
に

あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
う
遠
く
な

い
、
将
来
に
は
答
え
を
出
さ
な
く
て
は
な

ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

京
都
・千
年
・博
末
と
い
つ
中
で
、
現

社
長
は
伝
統
に
あ
ぐ
ら
を
か
く
だ
け
で

は
商
売
で
は
な
い
。
次
に
新
し
い
も
の
を

切
り
開
い
て
い
く
の
が
、
本
来
の
停
末
で

は
な
い
か
と
言

２ヽ

次
の
千
年
で
、
博
末

の
メ
ン
バ
ー
が
何
を
残
す
か
を
期
待
し
た

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一▼
▼

ひ
ら
ま
つ

よ
う
い
ち
　
玉
川
大
学
工
学
部
経
営

工
学
科
卒
業
後
、
経
営
コ
ン
サ
を
η
ジ
グ
活
動

（会
社
経
営
研
究
所
）
を
経
て
、
Ｉ
Ｍ
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
代
表
と
な
る
。
現
在
、
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
と
し
て
、
指
導
業
務
、
教
育
、
講
演
を
行
っ
て

い
る
。
ョ
ン
サ
を
ア
Ｊ
ン
グ
活
動
の
傍
ら
、
企
業

に
入
り
管
理
職
を
兼
務
。
主
な
著
書
Ｆ
」
の
老

舗
に
学
べ
穴
フ
ォ
レ
ス
ト
出
版
）
、
『必
ず
売
れ
る

営
業
マ
ン
に
な
れ
る
Ｌ
営
業
幹
部
の
た
め
の
指

導
力
倍
増
講
座
宍
以
上
す
ば
る
舎
）な
ど
多
数
。
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