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四
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望
tt
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刀

鋸

の
地

理

的

研

究
(

≡)

小

刀

家

治

八
'
月
山
及
び
寧
泉
鍛
冶

前
章
に
雛
革
鍛
冶
だ
共
に
月
山
中
泉
両
地
方
の
鍛
冶
を

7
宿
し
て
述
べ
た
o
然
る
に
前
耽
校
正
後
に
刀
餌
の
附
属

物
た
る
銘
か
ら
始
め
て
p
和
漢
古
銭
鋼
俳
等
の
各
種
金
属
製
晶
に
就
い
て
廃
滅
し
た

金
文
の
牒
銘
を
馨
見
し
た
の

で
p
刀
御
銘
文
の
横
式
が
こ
れ
等
ビ
共
通
の
も
の
で
あ
る
こ
だ
が
知
れ
.
且
つ
漢
代
の
肯
億
は
玉
算
の
始
建
国
元
年

(酋
暦
九
年
)
の
年
就
あ
る
も
の
が
最
も
肯
い
､ら
し
-
な
っ
た
｡

自
分
所
蔵
の
鋸
に
は
三
囲
'
唐
'
乗
等
年
代
の
遇
っ

た
も
の
に
何
れ
も
東
商
(磨
い
た
側
)
に
弟

7
に

大
新
飴
銀
歯
元
年
歳
次
己
巳
款
八
月
朔
日
丹
陽
郡
安
梨
郷
包
次
郎
延
原
作
(又
は
磨
上
之
)

の
文
を
刻
み
p

Z
の
三
組
鏡
に
は
後
淡
建
安
八
年
発
未
(二
〇
三
)洛
陽
焚
氏
作
銘
を
之
に
並
べ
て
刻
み
､
之
ビ
鑑
角

の
方
向
に
窮
三
の
萄
濃
延
鷹
九
年
丙
演
(
二
四
六
)
成
都
劃
代
作
銘
を
刻
ん
で
ゐ
る
｡
こ
れ
は
成
都
の
瀧
工
劉
氏
が
洛

陽
柴
原
を
瓶
b･J
L
p
之
ビ
始
融
包
氏
の
銘
文
を
免
づ
刻
み
､
然
る
後
に
作
者
申
身
の
銘
を
刻
ん
だ
も
の
で
あ
る
ら
し

い
｡
康
成
に
も
同
じ
-
始
建
国
云
々
の
銘
を
見
る
の
み
な
ら
ず
.
鋼
俳
等
に
も
同
じ
-
こ
の
姶
親
銘
を
刻
み
.
玲
じ

て
和
紀
及
び
和
製
銅
価
を
観
て
-
助
の
始
瓶
銘
を
刻
ん
だ
後
に
日
本
の
始
瓶
及
び
系
統
を
示

し
た
錦
を
刻
ん
で
ゐ
る



こ
亡
が
明
か
ど
な
っ
た
0

日
分
所
減
の
和
製
価
像
の

一
に
敬
兄
し
た
銘
文
に
は
大
新
飴
建
国
云
々
の
銘
文
の
次
に
施
主
銘
だ
作
者
銘
を

和
銅
四
年
(虜
軌
九
年
)'
歳
次
章
亥
(丁
亥
).
秋
八
月
(夏
五
月
)朔
日
.
左
大
臣
藤
原
朝
臣
不
比
等

(従
五
位

上
藤
原
朝
臣
高
洗
)
､
串
造
規
準
膏
等
薩
像

一
姫
安
澄
淡
海
囲
志
賀
京
兜
滞
寺
金
堂
中
'
以
此
功
徳
'
国
家
安

泰
二
相
絶
間
浦
p
無
病
姐
英
'
安
穏
延
命
p
以
往
生
極
楽
辞
土
O

飛
鳥
梓
見
原
宮
改
元
四
年
､
歳
次
丙
子
(六
七
六
)
､夏
六
月
朔
日
'
陸
奥
国
衆
革
住
人
安
倍
忌
寸
安
麿
磨
上
之
｡

朱
鳥
元
年
歳
次
丁
亥
(六
八
七
)
.
秋
八
月
朔
日
P
陸
奥
国
難
草
住
人
安
倍
忌
寸
安
房
磨
上
之
｡

和
銅
四
年
歳
次
章
亥
溶
正
月
元
日
や
大
和
簡
単
東
京
三
億
大
骨
住
人
安
倍
忌
寸
友
光
廉
上
之
｡

ビ
蔑
丑
に
も
重
別
し
て
ゐ
る
.
此
の
施
jiiは
多
分
虜
観
の
高
故
で
.
不
比
等
の
外
に
鎌
足
'
武
魯
鹿
'
乙
麿
等
の
光

風
を
そ
の
年
代
/̂-,共
に
列
港
し
て
ゐ
る
｡
此
等
の
銘
文
を
馨
見
し
た
の
で
庖
丁
物
そ
の
他
の
忠
を
更
に
精
細
に
調
rrf

で
王
非
年
報
ビ
共
に
丹
陽
包
次
郎
延
房
の
名
を
刻
み
次
に
安
腰
安
房
等
を
刻
む
こ
亡
が
知
れ
た
｡

故
霊
盟
単
の
雛
輩
鍛
治
の
殖
租
を
こ
の
天
武
改
元
四
年
の
安
麿
と
し
､
次
の
朱
鳥
の
鍛
冶
を
安
房
だ
し
.
そ
の
次

の
友
光
を
和
銅
鍛
冶
E
L
t
包
次
郎
だ
延
房
を
二
人
ビ
し
た
誤
謬
を
正
し
て
.
包
氏
の
次
郎
延
房

1
人
ビ
せ
ね
ば
な

ら
ね
こ
E
に
な
っ
た
O
従
っ
て
天
長
の
安
房
も
或
は
後
に
記
す
る
重
荷
が
義
光
の
l
人
の
年
報
銘
を
誤
っ
て
戯
け
て

讃
ん
だ
か
も
知
れ
ず
､
錬
革
鍛
冶
系
圏
は
鷹
番
更
に
大
に
訂
正
を
要
す
る
こ
ど
も
断
っ
て
置
か
ぬ
ぼ
な
ら
ぬ
.

刀
触
り
地
組
的
桝
罪

竺

三

m



地

球

節
三
番

郡
肘
枕

望

山

〓

】

洗
鑑
で
は
包
氏
作

だ
包
次
郎
延
房
磨
上
之
ど
な
重
ね
て
刻
み
.
唐
鱗
に
は
洛
陽
京
だ
東
都
だ
を
重
糾
し
.
日
本
の

場
食
で
は
奥
州
任
舞
革
太
郎
安
房
ビ
い
ふ
銘
文
だ
上
記
陸
奥
凶
云
々
安
房
と
い
ふ
銘
文
だ
NqIJ重
ね
て
刻
ん
で
ゐ
る
.

又
た
最
初
研
究
に
着
手
し
た
時
に
作
の

7
字
ビ
膳
上
之
}J
が
頚
劃
さ
れ
て
ゐ
る
の
に
疑
惑
し
た
が
､
今
や
｢盛
上
｣
は

｢飽
き
上
つ
る
｣
の
意
味
で
作
だ
同
義
た
る
二
だ
が
鏡
の
場
食
に
明
か
ど
な
･Ja
.
又
た
此
の
如
-
地
名
で
も
人
名
で
も

二
重
に
刻
む
こ
}J
も
挟
鑑
以
雄
の
習
慣
そ
の
ま
ゝ

を

保
持
し
た
も
の
た
る
二
だ
が
附
か
ど
な
っ
た
｡
故
に
盛
上
は
癖

-
上
げ
だ
い
ふ
後
世
の
意
義
亡
は
無
関
係
}J
す
る
外
な
い
｡

カ
i(ド

荷
は
日
本
奈
良
朝
の
鍛

冶

は
恐
ら
-
は
餓
銅
等
各
種
金
属
の
精
錬
加
工
を
行
っ
た
も
の
で
.
雛
革
は
叙
刀
工
発
だ

け
の
起
原
地
た
ら
す
し
て
銅
工
も
之
を
起
原
地
ビ
し
て
p
安
麿
安
房
を
そ
の
飴
瓶
ビ
仰
ぎ
友
光
は
和
銅
年
間
に
大
和

に
兼
ね
も
の
で
あ
る
ビ
考

へ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
}J
に
な
っ
た
｡

鍛
冶
の
姓
名
を
詳
細
に
刻
.b
形
式
が
明
か
だ
な
っ
た
の
で
'
再
び
精
細
に
調

べ
て
p
羽
州
住
月
山
友
則
安
別
の
場

令
は
出
羽
団
月
山
佳
人
清
原
忌
寸
友
則
及
び
安
則
ビ
盟
劃
さ
れ
.
又
奥
州
催
雛
草
署
蓄
選
高
は
陸
奥
凶
年
兼
住
人
勝

原
朝
臣
遊
高
ビ
重
劃
さ
れ
て
ゐ
る
こ
ど
も
明
か
}J
な
っ
た
｡

曲
の
如
-
此
等
の
銘
文
か
ら
昇
っ
た
革
質
で
前
蛍
の
内
容
に
訂
正
す

べ
き
所
が
頗
る
出
た
が
う
衆
だ
研
究
の
逸
中

に
在
る
か
ら
姑
-
盛
夏
な
月
山
だ
平
泉
ど
の
両
鍛
冶
に
就

い
て
左
に
放
言
を
補
ふ
に
止
め
.
他
Tl
舞
革
以
外
の
地
方

を
調

べ
た
後
に
東
に
報
告
す
る
=
b･J
に
す
る
0



前
車
に
舞
等
職
治
の
作
品
に
防
い
で
連
べ
た
が
､
同
じ
-
奥
州
地
方
に
育
-
敬
遠
し
た
月
山
覇
治
の
作
品
に
関
し

て
は
稀
か
な
せ
作
1
'認
定
す
る
も
の
～
研
究
が
出
凍
て
ゐ
な
ん
だ
の
で
之
を
記
載
L
酸
は
な
ん
だ
｡
飴
る
に
そ
の
後

元
親
友
則
の
作
品
で
は
な
い
が
･
安
別
か
降
っ
て
も
近
別
の
作
品
ビ
想
は
れ
る
も
の
を
敬
見
し
た
か
ら
.
露
に
挿
入

し
て
前
章
を
補
足
す
る
.

舞
草
鍛
冶
は
今

述
べ
た
如
-
大
和
奈
良
京
の
金
工
の
殖
渦
ど
な
っ
て
安
倍
氏
の

蒜
=
た
る
こ
ぞ
が
知
れ
た
が
.
月

山
鍛
冶
は
清
原
忌
寸
友
刈
萱
Jr,
租
だ
し
た
清
原
氏
の

一
門
に
屈
す
る
こ
と
が
磨
滅
し
た
隈
銘
か
ら
敬
見
さ
れ
.
之
だ

同
時
に
前
章
に
疑
問
だ
し
た
羽
州
住
月
山
友
則
和
銅
の
銘
文
は
多
分
安
則
又
は
近
別
の
切
っ
た
月
山
始
弧
の
銘
文
た

る
こ
亡
が
略
ぼ
明
か
だ
な
っ
た
O

問
題
の
質
物
は
頗
る
疲
れ
た
短
刀
で
畢

三

五
粍
(七
寸
四
分
撃

隔
二
五
粍
(八
重

二
厘
弱
)
の
竹
子
反
-
.
重
ね

厚
-
庵
低
い
も
の
で
あ
る
.
地
域
の
色
は
白
っ
ぽ
い
帝
政
に
梢
紫
が
,
つ
た
の
が
銀
賞
物
だ
異
っ
た
瓢
で
.
及
界
に

う
つ
LJ,
の
寛
政
の
あ
る
細
荘
双
に
糸
の
如
き
句
が
通
っ
て
紀
子
は
だ
然
た
る
沸
に
包
ま
れ
て
返
っ
て
ゐ
る
.
最
も
著

し
い
の
は
月
山
の
樺
色
た
る
綾
杉
に
近
い
杢
肌
で
'
銀
糸
の
乱
れ
た
如
-
地
の
中
に
閃
め
い
て
美
観
を
豊
し
.
匁
の

中
に
は
金
筋
も
見
え
る
ら
し
い

■

此
の
短
刀
の
忠
に
読
ん
だ
銘
文
を
列
馨
す
る
は
繁
に
堪
へ
ね
か
ら
省
い
て
別
の
機
骨
に
譲
る
が
.弗
建
観
包
延
房
､

舞
革
安
男

質
次
.
月
山
友
則
(和
銅
義

則
(延
暦
)近
聖

天
長
)
大
和
天
固
英

軍

感
囲
(和
銅
)
党
長
(天
敵
)
伯
者

刀
放
り
沌
艶
的
研
鋸

聖

戦

冨

I



地

境

第
三
番

解
四
鶴

望
内

申
四

安
鋼
(弘
仁
)選
守
(義
解
)豊
後
行
中
(文
治
)備
前
守
家
､
長
則
.
兜
近
(轡
氷
)所
定
(天
文
)等
の
十
数
工
の
名
が
銘

文
に
覇
め
る
｡

政
の
如
-
多
数
の
銘
文
は
あ
る
が
作
風
の
好
色
か
ら
推
し
て
月
山
物
た
る
こ
yJ
殆
ん
で
疑
を
容
れ
ぬ
か
ら
.
他
の

蕗
沢
の
商
工
名
は
何
れ
も
幽
-
止
の
藤

に
切
っ
た
ビ
考
へ
ら
れ
p
月
山
諮
正
中
で
晩
-
も
天
長
元
年
甲
辰
(八
二
四
)

の
近
刺

を
降
ら
撃

)
亡
は
明
か
で
.
そ
の
昔
雅
花
晃
文
か
ら
愛
別
友
剤
の
作
品
を
推
知
す
る
に
足
る
ビ
憩
ふ
｡
曲
の

推
定
に
し
て
誤
よ
ら
ず
ぼ
葡
萄
要
綱
の
系
統
は
雛
革
の
庶
系
に
属
せ
す
し
て
.
此
の
意
月
山
系
か
ら
出
た
も
の
で
P

安
則
の
安
の

1
字
を
冠
し
て
ゐ
る
の
も
何
か
血
族
叉
は
師
鹿
の
関
係
を
暗
示
し
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
｡
永
延
頃
の
大

知
鍛
冶
党
則
が
鰐
新
大
夫
だ
名
乗
る
の
は
こ
の
月
山
元
就
k
J店
別
す
る
褒
め
で
p
月
山
澱
治
の
大
和
移
住
を
静
る
も

の
}J
見
ら
れ
る
｡

次
節
に
述
べ
る
如
-
著
し
簸
草
鍛
治
の
源
流
が
購
洲
民
族
の
変
通
に
あ
rclだ
す
れ
ば
'
月
山
の
方
が
交
通
の
容
易

な
魔
で
あ
る
か
ら
.
或
は
却
っ
て
兜
づ
大
陸
の
武
群
を
輸
入
し
て
そ
の
直
接
の
抜
放
を
耽
み
'
鍛
刀
工
業
の
中
心
が

原
料
豊
富
で
交
通
の
梗
あ
る
舞
軍
に
移
っ
て
静
蓮
し
た
の
で
､
そ
の
名
工
安
麿
等
が
澱
袷
の
元
嵐
㌢

d
れ
て
.
最
初

の
月
山
刀
工
の
名
は
却
っ
て
忘
れ
ら
れ
p
細
事
の
影
響
を
受
け
た
後
に
出
た
友
則
等
に
至
っ
て
有
名
だ
な
っ
た
か
ビ

憩
は
れ
る
｡
次
に
述
べ
る
宿
餓
刀
や
瓜
塵
蓮
ま
で
贋
が
っ
た
刀
助
の
覇
道
法
の
両
目
は
月
山
鍛
治
の
方
が
細
草
鍛
冶

A
-
-
瓜
賓
に
樽
へ
て
ゐ
る
ら
し
い
か
ら
ー
政
の
推
定
は
金
-
容
憩
で
も
あ
る
ま
い
｡



萌
蛍
を
麗
精
し
でrJ
後
に
革
冶
薫
陶
に
見
え
氾
基
随
だ
い
ふ
璃
銘
だ
遮
高
裁
光
の
隙
銘
あ
る
短
刀
を
調

べ
て
､

陸
奥
観
平
泉
住
人
藤
原
朝
臣
基
南
天
長
五
年
歳
次
戊
中
春
正
月
元
日

陸
奥
団
中
泉
住
人
藤
原
朝
臣
義
光
月
翫
四
年
歳
次
壬
午
夏
六
月
□
日

陸
奥
薗
中
泉
住
人
藤
原
朝
臣
遊
園
延
長
元
年
歳
次
発
来
秋
八
月
朔
日

の
三
部
が
あ
る
の
を
僚
見
し
た
.
此
の
遮
光
だ
茎
向
ど
の
前
後
は
重
刻
の
膚
め
に
頗
る
疑
は
し
い
が
遊
園

ビ共
に
奥

州
の
細
準
位
貿
寺
ビ
政
の
陸
奥
観
云
々
だ
盟
劃
さ
れ
て
.
後
世
の
賢
寿
華
治
の
元
就
だ
そ
の
次
の
名
工
た
る
こ
だ
が

明
か
ど
な
-
､
且
つ
平
泉
鍛
冶
が
天
長
年
中
(八
二
八
)
に
既
に
対
岸
か
ら
移
住
し
た
の
に
起
原
す
る
こ
ど
も
明
か
ど

な
っ
た
｡

政
等
の
銘
文
研
究
か
ら
考
ふ
れ
ば
奥
羽
文
化
は
停
凶
の
起
し
た
金
属
工
業
に
淵
源
し
.
安
倍
源
憧
よ
-
轟
か
に
以

前
に
安
倍
忌
寸
を
名
乗
る
鍛
冶
を
出
し
.
月
山
に
は
晴
原
忽
寸
.
平
泉
に
は
藤
原
朝
臣
を
名
乗
る
も
の
を
出
し
て
ゐ

て
p
平
安
朝
に
入
っ
た
後
に
停
園
優
遇
の
詔
勅
が
出
さ
れ
た
の
は
此
の
如
き
大
和
地
方
よ
-
優
越
し
た
も
の
～
居
住

を
認
め
た
に
よ
っ
て
ゐ
る
ビ
考
へ
ら
れ
る
｡

九
p
舞
茸
田
刀
工
葉
巻
促
し
死
大
陸
交
通

_

以
上
葡
じ
氷
っ
て
考
足
し
た
年
代
が
著
し
大
観
な
し
yJ
す
れ
ば
､
舞
茸
鍛
冶
は
日
本
刀
剣
史
の
蔚

山
頁
を
古
む
ペ

CvJ教
も
古
い
も
の
ど
な
っ
て
P
大
化
以
後
奥
羽
地
方
の
経
略
が
大
和
朝
廷
か
ら
試
み
ら
れ
た
際
に
既
に
興
っ
て
ゐ
た

刀
蝕
の
地
艶
的
研
究

讐
七

相
思



地

球

第
三
各

節
四
淡

望

八

〓
八

の
で
あ
る
｡
平
安
朝
以
後
の
大
和
物
の
作
風
が
頗
る
雛
草
物
の
古
い
型
式
を
存
す
る
こ
ど
も
そ
の
自
然
に
取
る
べ
き

篠
路
で
p
流
派
の
淵
源
を
語
る
も
の
ビ
満
し
得
る
.
煎
れ
で
も
此
の
考
説
を
認
む
れ
ば
我
々
が
従
妹

7
股
に
信
じ
た

如
-
.
奥
羽
の
閑
静
な
る
も
の
は
其
の
経
略
に
瞥
-
大
和
か
ら
文
化
を
未
開
地
に
侍
へ
た
の
に
よ
っ
た
も
の
で
な
-

て
.
金
属
工
琴

)
亡
に
武
器
製
造
業
は
奥
羽
地
方
に
兜
づ
起
っ
て
大
い
に
進
歩
し
た
も
の
で
p
大
和
の
方
へ
連
流
し

て
兼
ね
.yJ
せ
ね
は
な
ら
ぬ
O

細
筆
に
澱
刀
工
菜
の
勃
興
を
促
す
に
足
る
地
文
的
関
係
ビ
し
て
は
砂
城
の
産
出
が
最
も
東
大
で
あ
-
'
人
文
的
関

係
だ
し
て
は
経
略
征
伐
に
件
ふ
武
器
の
欝
姿
が
等
し
-
重
大
で
あ
る
の
は
勿
翰
で
あ
る
が
p
大
和
文
化
よ
-
も
低
か

る
べ
き
塵
に
こ
れ
よ
-
進
歩
し
た
鍛
刀
法
が
輿
pc,得
る
に
は
そ
の
安
田
を
海
外
交
通
に
よ
る
外
雑
文
化
に
求
め
ね
は

i.h
J
,ぬ
｡

此
の
時
代
に
は
東
亜
の
陸
橋
た
る
朝
鮮
寧
島
が
支
邦
文
化
の
申
渡
ぎ
場
ど
な
っ
て
二

二
韓
人
が
入
賞
及
び
蹄
化
し

た
後
に
p
塗
徳
太
子
の
呼
(六
〇
七
)
か
ら
は
造
防
腐
伐
を
派
遣
し
て
進
ん
で
大
陸
に
留
畢
生
を
塗
る
ま
で
に
な
っ
て

ゐ
た
O
而
し
て
奥
羽
地
方
の
武
力
に
よ
る
経
略
は
鮮
明
天
真
の
九
年
(六
三
七
)
の
上
竜
野
形
名
の
蝦
夷
救
乱
の
討

伐
'
孝
徳
天
皇
の
大
化
四
年
(六
四
八
)
の
磐
舟
刑
の
設
置
が
あ
っ
て
七
番
明
天
皇
の
四
年
か
ら
六
年

(六
五
八
'
六

〇
)
に
阿
倍
此
康
夫
が
蝦
夷
却
慣
人
を
出
羽
渡
島
等
の
由
方
に
征
伐
し
た
等
の
事
件
が
書
紀
に
見
え
る
の
で
知
れ
る

外
に
は
､
奥
羽
地
方
の
状
況

を記
載
し
た
史
料
は
甚
だ
乏
し
い
｡



然
れ
}/J
も
常
時
の
奥
朗
地
方
ど
却
恨
即
ち
高
麗
よ
-
更
に
北
の
湘
洲
拾
岸
地
方
の
民
族
ど
の
間
に
中
央
ビ
狗
丑
に

交
通
の
塩
が
開
け
て
ゐ
て
'
兼
悌
人
も
移
住
し
凍
っ
て
奥
州
の
蝦
夷
民
放
に
混
じ
て
ゐ
た
こ
E
は
比
雅
夫
の
挙
措
に

明
か
な
る
の
み
な
ら
ず
､
其
後
謝
怪
人
が
勧
海
図
を
建
て
公
け
に
使
節
を
大
和
朝
廷
に
派
遣
し
凍
る
に
及
ん
で
.
塾

武
天
皇
の
天
平
十
八
年
(七
四
六
)
及
び
光
仁
天
皇
の
資
亀
二
年
(七
七

こ
の
如
-
千
除
人
三
百
除
人
等
の
多
数
で
出

羽
地
方
に
水
火
革
質
も
記
載
さ
れ
'
そ
の
記
施
さ
れ
る
以
前
に
既
に
絶
え
ず
交
通
が
あ
-
移
住
も
行
ほ
れ
た
の
を
推

定
し
得
る
の
で
あ
る
.
勘
海
人
だ
共
に
殊
た
餓
別
人
な
る
も
の
は
遼
東
宇
島
の
民
族
で
'
天
脅
天
皇
の
元
年

(六
六

八
)
に
高
麗
が
降
服
し
て
ゐ
る
か
ら
.
此
の
奥
羽
に
雑
著
し
た
も
の
は
衆
北
支
那
に
現
存
し
た
文
物
を
賭
楽
し
得
た

の
で
あ
っ
て
p
勘
海
尉
を
建
て
た
繭
慣
人
も
既
に
早
-
大
陸
文
化
を
入
れ
て
ゐ
托
の
は
建
囲
後
地
名
ま
で
支
那
風
に

改
め
た
の
で
明
か
で
'
大
和
朝
廷
の
交
通
に
よ
っ
て
賂
沸
し
た
文
物
ビ
著
し
い
軒
軽
を
見
ぬ
も
の
を
侍

へ
得
た
ビ
想

は
れ
る
.

一
歩
を
譲
っ
て
甜
慣
人
は
低
級
で
あ
っ
LJ
ビ
し
て
も
､
江
戸
時
代
に
江
南
の
丑
涯
な
織
物
を
蝦
夷
錦
ビ
挿

し
満
洲
か
ら
枚
前
を
通
じ
て
日
本
に
輸
入
し
た
の
か
ら
大
陸
の
珍
物
を
蔀
慣
人
が
侍
耕
し
た
ビ
板
推
し
得
る
｡

奥
羽
地
方
に
渡
来
し
た
舶
慣
人
が
大
陸
文
化
の
幾
分
か
を
侍
へ
来
っ
た
ど
す
れ
ば
'
そ
の
中
に
は
就
中
武
界
の
如

-
何
時
も
他
の
<
文
的
事
物
に
光
っ
て
遠
隔
の
地
方
に
樽
播
す
る
こ
ど
の
迅
速
な
静
物
が
必
ず
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の

も
明
か
で
あ
る
｡

甜
慣
人
の
所
持
し
た
武
群
が
如
何
な
る
も
の
か
を
考
ふ
る
に
p
前
に
述
べ
た
遼
陽
輝
で
費
掘
さ
れ
て
今
京
都
大
軍

刀
髄
の
地
熱
的
研
究

聖
水

丁
唱



地

球

筋
三
番

鰐
四
公

望

0

側
r<

文
軍
部
陳
列
館
に
保
存
す
る
日
本
刀
ビ
同
じ
曲
刀
二
振
が
若
し
階
の
垂
髄
征
伐
前
後
を
降
ら
ぬ
も
の
だ
し
得
ぼ
'
蒲

洲
地
方
に
日
本
刀
だ
同
形
の
式
辞
が
早
-
現
存
し
て
ゐ
た
ど
推
定
し
得
る
の
で
あ
る
｡

我
々
の
曲
の
如
き
推
定
を
試
み
る
に
至
っ
た

7
の
根
嫁
は
日
本
刀
の
澱
造
絵
だ
同

7
の
仕
方
で
刀
鋤
を
造
る
捜
術

は
雛
革
物
の
出
現
に
発
つ
こ
ビ
少
-
も
盲
数
十
年
前
に
北
支
那
に
行
は
れ
p
兼
魂
の
高
歌
の
時
に
凝
固

(脂
徳
原
澗

煤
)
で
碁
母
懐
文
が
此
の
方
法
で
.
甲
三
十
札
を
斬
-
得
る
鋭
利
な
宿
域
刀
を
造
-
.
そ
の
後
ま
で
盛
ん
に
製
造
さ

れ
た
の
は
北
妃
及
び
北
勢
等
碁
母
懐
文
侍
に
見
え
て
ゐ
る
｡

蕗
母
憤
文
不
知
何
許
人
也
や
以
造
楯
事
務
紳
武
(高
欺
)
'
武
足
初
(五
四
三
)-
-
懐
文
造
宿
餓
刀
'
其
法
焼
生

餓
精
p
以
霊
柔
魁
.
数
宿
則
成
剛
､
以
発
現
虜
刀
番
.
洛
以
五
牲
之
溺
.
捧
以
五
牲
之
脂
'
噺
甲
三
十
札
､
今

裏
幽
(順
徳
雁
澗
櫛
)冶
家
新
館
宿
柔
鰻
.
是
其
進
法
.
作
刀
滑
遊
侠
剃
'
但
不
能
頓
戴
三
十
札
也
'
憤
文
又
云

贋
中
郡
甫
幹
子
城
'
是
干
将
頗
励
魔
.
基
土
可
盛
刀
.
･･,･‥
(北
史
)

だ
い
ふ
文
で
そ
の
仕
方
は
頗
る
明
か
に
知
れ
る
O
今

諾
々
ビ
い
ふ
の
は
膚
初
北
史
を
編
纂
し
た
時
の
こ
E
で
日
本
の

大
化
良
雄
に
常
-
､
甜
慣
樹
海
の
交
通
時
代
に
此
の
鋭
利
な
武
器
だ
そ
の
製
作
術
が
侍
蒸
し
得
た
ビ
憩
は
れ
る
O
養

母
懐
文
が
交
通
し
た
柔
然
又
は
圏
域
の
僧
侶
な
で
か
ら
之
を
学
ん
だ
も
の
か
或
は
ま
た
北
鵡
太
原
府
に
そ
の
以
前
か

ら
行
ほ
れ
て
ゐ
た
か
.
何
れ
に
し
て
も
そ
の
第

7
の
淵
源
は
汲
斯
蓮
に
在
っ
て
中
央
を
経
て
支
那
に
入
っ
た
も
の

で
.
馬
沸
諸
島
に
伸
は
つ
た
の
も
或
は
同

じ雀
牌
を
捉
ね
ら
う
ビ
憩
は
れ
る
｡



偶
は
此
の
他
に
外
漆
文
化
の
偽
雄
に
開
す
る
考
説
を
支
持
す
る
も
の
は
奥
州
教
冶
文
審
問
が
庸
<
で
あ
る
だ
い
ふ
侍

説
の
力
鋤
番
に
見
え
て
ゐ
る
こ
と
で
､
こ
れ
ま
た

Z
考
の
惜
低
が
あ
る
｡
文
章
は
文
殊
又
は
塵
珠
だ
同

1
で
銘
文
に
認

め
ら
れ
る
文
殊
支
利
の
信
仰
に
蓮
原
す
る
は
疑
な
い
｡
内
藤
博
士
は
滞
洲
ビ
い
ふ
地
名
の
語
源
を
盛
雄
即
ち
文
殊
だ

せ
ら
れ
た
が
p
曲
の
刀
射
銘
研
究
に
伸
ひ
支
那
金
文
を
も
調

べ
て
そ
の
起
源
が
兼
憐
人
に
偶
数
の
侍
は
つ
た
初
に
在

っ
た
も
の
だ
し
得
る
こ
E
を
聴
見
し
た
.
鮮
革
物
の
刀
身
恩
典
に
八
幡
大
菩
薩
'
金
光
明
経
'
法
華
経
ビ
共
に
文
寺

(又
は
殊
)
寛
刑
の
銘
が
刻
ま
れ
､
之
に
伴
ひ
獅
子
王
九
だ
い
ふ
名
も
屡
刻
ま
れ
て
ゐ
る
の
は
宙
白
い
革
質
で
.
現
に

自
分
所
蔵
の
北
醜
永
興
元
年
邑
智
の
銘
あ
る
鍍
金
偶
に
文
章
支
利
の
文
字
を
教
属
し
.
慶
珠
.
文
殊
.
文
殊
等
よ
う

も
文
藻
の
方
が
古
い
昏
き
方
た
る
こ
}J
も
明
か
に
な
っ
て
ゐ
る
.

奥
州
の
閑
静
を
考
察
す
る
に
曹
つ
セ
何
人
も
鑑
に
想
ひ
着
-
の
は
黄
金
の
費
鬼
で
あ
る
｡
こ
の
尊
兄
が
外
凍
人
の

宵
.%
王
駅
南
が
陸
奥
守
で
あ
る
時
に
起
っ
た
の
も
正
に
注
意
さ
れ
て
'
大
陸
の
砂
金
淘
汰
に
経
験
あ
る
も
の
Ĵ
手
で

珠
的
し
た
こ
ど
な
推
定
せ
し
む
る
｡
常
時
数
式
天
畠
が
大
鞘
の
開
眼
に
要
す
る
鍍
金
の
原
料
た
る
黄
金
を
獲
る
逸
な

き
に
苦
心
さ
せ
給
ひ
.
宇
佐
八
幡
細
の
託
宣
に
よ
-
大
陸
か
ら
輸
入
せ
ず
ど
も
内
地
に
産
出
す
る
ど
の
こ
}J
で
遣
唐

使
の
派
遣
を
鬼
令
せ
胎
ふ
た
だ
い
ふ
宇
佐
八
幡
宮
繰
蓮
の
樽
寵
が
あ
る
.

こ
の
縁
起
の
虚
誕
で
な
い
こ
E
は
'
落
成

後
八
幡
伸
の
大
俳
塵
界
が
太
政
迎
を
受
け
手
向
山
に
近
畿
敢
初
の
八
幡
宮
の
鎮
ま
を
見
た

T
撃
で
明
か
で
あ
る
0
水

輝
の
北

山
里
許
の
垂

麓
に
鎮
守
府
八
幡
宮
が
あ
っ
て
田
村
麻
呂
の
拳
赦
し
た
励
節
を
減
す
ご
い
ひ
p
平
泉
志
は
之
を

刀
細
り
粗
放
的
研
班

望

l

E
九



地

球

節
三
春

第
四
雄

琴
】

三
〇

男
山
八
幡
宮
の
出
凍
LJ
後
源
願
輩
の
頃
に
出
凍
た
ど
し
て
田
村
麻
呂
に
関
す
る
侍
説
を
疑
っ
た
の
は
此
の
革
質
を
知

ら
ぬ
妄
断
で
'
少
-
も
黄
金
藤
尾
を
漁
言
し
た
八
幡
碑
が
手
向
山
主
刑
後
し
て
此
魔
に
も
瀧
ら
れ
る
べ
き
笛
で
'
田

村
麻
呂
の
時
代
に
既
に
在
っ
た
の
は
寧
ろ
潜
熱
で
あ
る
｡

卦
事
物
を
始
め
何
れ
の
刀
の
銘
文
に
も
宇
佐
住
八
幡
宮
紳
息
だ
切
っ
て
ゐ
る
が
､
八
幡
宮
繰
蓮
に
八
幡
碑
の
垂
跡

の
欄
龍
だ
し
て
輩
治
の
易
が
そ
の
化
身
で
あ
る
･iJ
な
っ
て
ゐ
る
｡

是
も
亦
允

刀
工
の
切
る
最
初
の
銘
文
だ
節
食
す

る
G
此
の
琳
息
ビ
は
碑
の
御
子
の
意
塊
で
あ
ら
う
か
ら
.
刀
戟
治
の
紳
ビ
し
て
八
幡
大
菩
薩
の
信
仰
が
細
軍
鍛
治
の

時
に
既
に
行
ほ
れ
て
ゐ
た
ど
兼
し
得
る
.
或
は
今
週
跡
の
な
い
敷
革
神
社
が
豊
後
宇
佐
以
外
で
八
幡
碑
を
耽
っ
た
最

も
青
い
も
の
で
後
に
今
の
陸
中
宇
佐
に
移
っ
た
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
.
雌
の
如
-
筑
紫
宇
佐
ビ
奥
州
鮮
草
ど
の

問
に
聯
鰭
が
あ
っ
た
ど
す
る
推
定
の

叫
傍
詮
だ
し
て
p
古
墳
か
ら
出
る
蕨
手
の
刀
が
開
発
以
北
だ
九
州
の
二
地
方
に

限
ら
れ
た
事
賓
も

叫
考
の
慣
位
が
あ
る
ら
し
-
戚
せ
ら
れ
.
瓜
畦
の
ク
リ
ス
の
把
手
だ
同

7
の
も
の
が
早
-
大
陸
か

ら
九
州
へ
渡
っ
て
凍
て
.
彦
山
宇
佐
月
山
等
の
修
験
道
の
起
源
だ
そ
の
侍
拾
ど
も
或
は
何
等
か
の
鯛
係
あ
る
か
も
知

れ
ね
だ
ま
で
寄
ら
れ
て
凍
る
.
虎
っ
て
砂
金
も
砂
磯
を
探
る
土
人
に
敬
見
さ
れ
て
ゐ
た
の
が
豊
後
宇
佐
に
知
れ
て
ゐ

た
ど
す
れ
ば
.
黄
金
費
鬼
の
託
宣
も
亦
た
偶
中
で
な
-
て
'
確
信
の
あ
る
肯
定
で
あ
っ
た
こ
亡
に
な
る
O
是
は
甚
だ

来
客
の
想
像
の
横
で
は
あ
る
が
､
砂
餓
採
取
の
錬
業
が
探
金
焼
業
に
発
っ
て
ゐ
る
こ
ど
ゝ
細
事
で
偶
像
ま
で
も
作
ら

れ
た
か
-
知
れ
ね
5･J
い
ふ
推
定
か
ら
赦
術
想
像
し
得
ら
れ
ぬ
=
ど
は
な
か
ら
-
0



此
の
如
き
雅
兄
の
鎗
膏
か
ら
離
れ
て
我
々
の
故
意
す
る
の
は
大
和
朝
廷
の
経
略
が
屡
武
力
を
朗
川
み
て
Jb
ハ放
し
た
:

E
で
.
是
は
確
か
に
蝦
夷
人
や
慣
甜
人
が
放
し
て
我
々
の
想
像
す
る
如
き
未
開
民
族
で
な
-
て
.
大
陸
だ
交
通
を
開

き
既
に
鋭
利
な
式
辞
を
有
し
て
ゐ
た
の
が

1
因
で
あ
っ
て
､
少
-
も
大
陸
僻
寮
の
式
辞
の
所
有
者
で
.
文
化
の
侍
雄

は
花
-
ど
も
武
化
は
持
っ
て
ゐ
た
ど
考

へ
ら
れ
る
｡

此
の
如
-
考
へ
て
初
め
て
大
貿
以
後
の
大
和
鍛
冶
の
鮮
草
鍛
冶

空
冗
租
ビ
承
認
し
た
理
由
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
0

故
に
武
群
製
作
法
だ
共
に
金
威
工
業
の
敬
達
を
促
し
た
奥
羽
ビ
清
洲
亡
の
交
通
は
同
時
に
人
文
地
理
挙
上
に
頗
る

重
大
空

風
義
を
有
す
る
も
の
で
､
近
畿
か
ら
関
東
平
野
ま
で
に
贋
が
つ
た
朝
鮮
蹄
化
人
ビ
金
-
別
の
径
路
か
ら
満
洲

人
の
奥
羽
移
住
が
行
ほ
れ
た
ビ
兼
冷
し
得
る
}J
信
ず
る
0

以
上
述
べ
た
所
か
ら
奥
羽
の
平
安
朝
以
前
に
大
和
文
化
以
外
の
淵
源
か
ら
大
陸
文
化
を
輸
入
し
て
ゐ
琴

)
E
は
略

は
疑
な
く
停
囚
長
た
る
清
原
氏
で
も
そ
の
以
前
の
安
倍
氏
で
も
何
れ
も
奥
羽
の
富
源
に
按
･Ln
兵
力
を
排
し
て
中
央
政

府
を
睦
蔑
し
た
の
こ
ど
は
こ
の
影
響
を
無
税
し
て
は
埋
骨
し
難
二

大
諏
文
化
が
奥
羽
に
汲
及
し
て
初
め
て
黄
金
堂

を
興
し
た
藤
原
秀
衡
の
如
き
富
強
の
家
族
が
出
た
ビ
推
測
す
る
の
は
'
梅
花
を
宗
鑑
に
示
し
て
赤
地
を
か
い
た
大
骨

人
の
醜
態
を
踏
塾
す
る
屑
薄
の
睡
魔
た
る
を
免
れ
ま
い
0

一
〇
.
舞
草
耐
刀
工
業
の
盛
衰
芭
影
響

雛
草
に
起
っ
た
職
刀
工
業
は
日
本
の
武
界
製
造
法
の

一
紀
元
を
成
す
も
の
で
､
直
ち
に
之
を
侍
承
し
た
の
は
大
和

刀
匁
の
地
現
的
研
先

買

〓

B



沌

磯

節
三
唾

第
四
幼

望

凹

こ

こ

宇
多
の
澱
冶
天
国
(天
資
)盛
問
(和
銅
)
天
慮
(天
卒
)等
で
.
荘
園
岩
地
方
の
砂
職
を
原
料
E
L
た
ら
し
-
'
奈
良
卒

安
南
朝
の
歴
史
に
餓
穴
な
る
も
の
が
近
江
な
で
に
-
見
え
る
の
は
恐
ら
-
は
此
等
の
股
治
の
原
粋
で
あ
っ
た
ら
-
0

此
等
の
刀
工
の
中
に
は
'
友
党
の
如
-
明
か
に
舞
草
か
ら
兼
ね
だ
す

べ
き
も
の
も
あ
っ
て
天
平
時
代
の
刀
剣
が
華
道

さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

次
に
田
村
麿
等
が
奥
羽
蝦
夷
を
征
伐
し
た
質
砲
嬉
暦
の
間
に
は
錐
革
に
名
工
賓
次
月
山
に
安
別
が
出
で
.
伯
者
の

安
鋼
(弘
仁
)晃
守
(義
解
)播
磨
の
盛
瀬
(承
和
)等
は
そ
の
澱
刀
絵
を
中
国
に
個
へ
.
豊
富
な
砂
餓
を
原
料
ビ
し
て
漸

-
盛
運
に
向
っ
た
ど
憩
は
れ
る
.
然
れ
で
も
三
僻
の
鍛
刀
工
菜

が
他
地
方
を
凌
鷲
す
る
に
至
っ
た

の
は
珊
之
に
後

れ
p
鍛
治
系
岡
に

7
億
天
虫
の
永
延
前
後
(
1
0
0
0
)だ
し
た
の
は
晩
に
失
し
.
恐
ら
-
は
展
観
年
中
(八
六
〇
)に

雅
章
有
淀
の
移
住
し
そ
の
子
の
奥
州
太
郎
正
恒
が
碍
い
て
出
て
凍
た
の
で
次
第
に
隆
運
に
向
つ
た
も
の
ら
し

-.
そ

れ
は
天
魔
純
皮
の
乱
以
前
か
ら
屡
記
戟
さ
れ
た
海
賊
の
瀬
戸
内
海
に
跳
放
し
た
の
で
‥
そ
の
警
備
討
伐
の
行
は
る
ゝ

5･J
共
に
饗
達
し
た
ら
-
｡

中
国
に
粟
刀
工
業
が
典
っ
て
も
細
事
鍛
冶
の
名
肇
は
依
然
ど
し
て
猫
且
向
か
っ
た
ビ
見
え
て
.
平
泉
に
移
っ
た
蟹

詩

l
門
が
樽
承
し
て
永
娃
前
後
ま
で
は
前
に
凝
げ
た
良
工
が
聾
出
し
.
之
に
反
し
て
近
畿
地
方
で
は
大
和
の
安
則
重

弘
行
卒
等
,̂J
京
の
三
傑
宗
鑑
等
の
永
延
以
後
に
出
る
ま
で
は
､
良
治
の
名
を
侍
へ
な
い
位
で
'
未
だ
十
舟
に
舞
草
鍛

治
に
比
肩
し
碍
な
ん
だ
bJ
想
は
れ
る
｡



此
の
･却
-
山井
草
加職
刀
工
兼
が
濫
鴨
を
成
し
て
大
和
兼
伯
薯
備
前
等
の
各
地
方
に
僻
は
つ
た
も
の
で
ー
爪丁賛
朝
及
び

其
の
.以
後
の
駁
刀
池
が
各
地
方
に
於
で
訳
解
に
改
良
進
歩
し
て
今
日
刀
鋤
鑑
賞
家
の
認
定
す
る
如
き
各
地
力
称
有
の

刀
鋤
が
出
兼
ね
の
で
あ
る
｡
之
を
約
言
す
れ
ば
刀
釦
の
製
造
は
先
づ
奥
州
に
興
っ
た
の
が
西
南
に
樽
播
し
て
卒
安
朝

の
間
に
終
に
九
州
に
も
薩
摩
改
革
正
樹
行
安
父
子
'
豊
後
定
秀
行
卒
師
弟
'
筑
後
三
池
正
世
'
典
太
発
散
の
如
き
名

工
が
出
る
ま
で
に
駿
屈
し
た
ら
し
い
.

関
東
以
北
で
は
舞
草
の
附
鑑
だ
出
羽
の
月
山
ど
の
外
に
は
著
し
い
澱
刀
工
業
の
馨
展
を
見
な
ん
だ
ら
し
い
の
は
頗

る
奇
異
に
威
せ
ら
れ
る
0
戯
れ
で
も
其
の
不
振
の

一
の
原
因
は
恐
ら
-
は
平
安
朝
定
の
中
央
集
樵
の
賓
を
失
ひ
交
通

不
便
ど
な
っ
た
関
係
に
在
サ?
べ
き
で
.
月
山
だ
け
は
信
仰
の
飼
め
に
椅
有
利
な
位
置
を
占
め
て
ゐ
ね
か
ら
'
最
も
永

-
名
葦
を
維
持
し
て
今
日
に
及
び
得
た
の
で
あ
ら
-
O
又
た
泰
衡
の
没
落
に
よ
･n
平
泉
に
発
え
た
奥
羽
文
化
の
中
心

が
滑
漉
し
､
平
安
朝
の
後
期
に
出
た
刀
工
の
作
品
が
戦
敗
者
だ
運
命
を
共
に
し
て
.
我
々
の
今
銘
文
か
ら
碓
知
し
た

も
の
以
外
の
多
数
の
作
品
が
共
に
浬
没
に
蹄
し
た
の
.も
第
二
の
原
因
で
あ
ら
-
0

盛
れ
?/J
も
我
々
の
手
に
す
る
雛
草
物
に
曜
銘
ビ
し
て
蔚

山
文
字

だ
助
秀
及
び
香
華
治
等
の
磨
り
上
蔀
が
頗
る
あ
っ

て
p
l冗
暦
以
後
後
鳥
羽
上
皇
の
刀
剣
製
作
を
奨
励
せ
ら
れ
た
頃
に
は
盛
ん
に
変
革
さ
れ
た
の
が
明
か
で
.
大
に
番
戟

治
の
患
作
品
に
影
響
を
輿

へ
た
ら
し
-
p
こ
の
前
後
に
皮
々
の
膝
上
を
経
て
原
作
者
の
銘
文
が
失
ほ
れ
た
の
が
p
箱

三
の
大
厄
で
あ
っ
た
ら
-
0

刀
鋤
の
地
弧
的
研
究

=
l]記

二

三



地

球

節
三
春

第
四
班

阿
宗

〓
E
l

之

ビ陶
聯
し
て
注
意
さ
れ
る
の
は
鎌
倉
幕
府
が
興
っ
た
後
に
新
ら
し
い
載
刀
工
菜
が
鎌
倉
に
起
っ
た
こ
と
で
.
粕

州
正
宗
の
名
が
名
刀
だ
同
輩
を
有
す
る
に
至
っ
て
'
鎌
倉
時
代
の
来
期
か
ら
南
北
朝
の
問
に
日
本
刀
の
廟

造
法
が
面

目
を

7
新
し
た
ど
倍
せ
ら
れ
て
ゐ
る
.

鎌
倉
物
の
こ
E
は
他
日
に
渡
る
が
.
此
の
近
畿
及
び
開
国
の
鍛
刀
工
業
地
か

ら
遠
-
隔
っ
て
､
題
原
地
た
る
奥
州
に
比
較
的
に
接
近
し
た
鎌
倉
物
が
舞
事
物
の
影
響
を
破
っ
た
形
跡
が
歴
飴
だ
認

め
ら
れ
る
の
は
頗
る
面
白

い
革
質
ビ
し
て
馨
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
｡
森
草
物
の
長
庭
が
再
び
鎌
倉
鍛
冶
の
注
意
を
喚
起
し

た
の
は
疑
を
容
れ
ぬ
桝
で
あ
る
.

蔀
単
語
工
の
作
品
に
粗
鋼
等
の
塵

-
上
銘
あ
る
ら
し
い
の
は
注
意
す

べ
き
革
質
で
'
何
時
も
奥
羽
征
伐
に
従
軍
し

た
の
は
闘
兼
の
武
士
で
舞
草
物
の
名
刀
が
関
東
に
多
-
存
在
し
､
そ
の
優
良
な
作
品
に
親
式
す
る
横
倉
の
多
か
っ
た

鎌
倉
の
刀
工
等
が
そ
の
影
響
を
受
け
て
'
鎌
倉
物
に
細
軍
物
の
長
魔
が
換
放
さ
れ
た
ビ
推
定
し
得
ら
れ
る
｡
後
世
舞

事
物
が
殆
ん
で
亜
-
磨
-
上
げ
ら
れ
て
原
作
者
の
名
が
抹
殺
さ
れ
た
後
に
､
所
謂
庖
丁
正
宗
の
如
-
天
平
時
代
の
古

刀
ま
で
も
粕
州
物
だ
看
倣
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
此
の
加
-
詮
し
凍
れ
ば
別
に
怪
む
に
足
ら
ぬ
.

前
に
遇
.べ
た
加
-
雛
草
物
の
鼻
蓮
を
追
跡
し
て
明
か
ど
な
っ
た
革
質
は
其
の
奈
良
朝
に
&
'け
る
原
始
的
日
本
刀
の

作
風
か
ら
次
第
に
武
士
の
使
用
す
る
華
美
な
及
文
あ
る
も
の
ど
な
つ
た
こ
だ
で
'
平
安
朝
以
後
に
鎌
倉
鍛
冶
が
再
び

之
に
酷
似
し
た
作
風
を
静
揮
し
た
の
は
後
世
戦
国
時
代
以
後
に
鎌
倉
物
衆
評
の
好
餌
を
生
じ
.
新
刀
鍛
治
が
之
を
横

敵
し
た
及
文
を
焼
き
出
し
た
の
ど
金
-
同

t
の
趣
向
に
外
な
-
ぬ
さ
い
ひ
待
べ
-
ー
曲
州
物
が
鎌
倉
茶
席
の
没
落
,iJ



運
命
を
共
に
L
t
麻
革
物
の
平
泉
の
没
落
に
伸
ふ
Ji'の
ど
同
じ
種
格
を
辿
っ
た
の
-
7
奇
で
あ
る
｡

j
1
.
結

論

以
上
論
じ
凍
っ
た
所
を
概
括
す
れ
ば
刀
餅
の
地
班
的
分
布
を
考
察
す
る
に
常
っ
て
奥
州
雛
欝
に
起
っ
た
駁
刀
工
業

を
第

7
に
研
究
す
る
の
必
要
は
其
の
日
本
刀
鋤
史
の
第

一
頁
を
占
め
て
ゐ
る
鮎
で
あ
っ
て
.
其
の
起
原
を
尋
ぬ
れ
ば

砂
餓
川
を
背
後
に
経
へ
て
奥
州
中
央
を
縦
走
す
る
北
上
川
に
臨
む
奥
州
の
中
心
の
位
置
に
在
っ
て
'
原
料
餓
鋸
}̂)需

給
亡
に
便
な
る
こ
ど
が
蔚

l
の
地
理
的
要
因
た
る
を
認
め
る
｡
然
れ
で
も
進
歩
し
た
鍛
刀
工
兼
の
技
術
が
近
畿
に
光

っ
て
此
度
に
輸
入
さ
れ
た
の
に
は
滞
洲
地
力
即
ち
甜
慣
樹
海
亡
の
交
通
が
近
畿
の
三
韓
及
び
階
唐
の
交
通
と
和
並
ん

で
卑
-
か
ら
行
は
れ
た
ど
い
ふ
籍
二
の
要
因
を
認
め
ね
は
な
ら
ぬ
｡
な
は
其
の
隆
盛
を
成
し
た
弟
三
の
要
因
ビ
し
て

は
奈
良
平
安
南
朝
の
闇
に
中
央
か
ら
奥
羽
の
蝦
夷
民
族
を
征
伐
す
る
戦
役
が
屡
此
魔
を
中
心
ビ
し
て
起
っ
た
こ
ど
も

考

へ
ね
ば
な
ら
ぬ
.

此
の
如
-
鍛
刀
工
業
の
成
立
に
敏
-
可
ら
ざ
る
要
因
が
こ
ち

ど
も
に
追
流
さ
れ
て
見
れ
ば
､
我
々
の
今
提
出
し
た

舞
革
物
が
最
古
の
日
本
刀
を
代
表
す
る
ど
い
ふ
断
案
に
射
し
て
.
恐
ら
-
は
虎
雄
刀
剣
書
を
題
ま
な
か
っ
た
覇
者
な

ら
ば
何
故
に
此
の
如
-
自
然
的
な
教
蓮
の
鵜
原
が
今
日
ま
で
知
れ
て
ゐ
な
い
で
p
今

我
々
が
先
人
来
聴
の
新
説
の
如

-
連
覇
す
る
か
を
怪
し
む
に
過
ぎ
ま
い
｡

之
に
反
し
て
礁
雄
の
刀
剣
鑑
定
書
を
播
蘭
し
て
刀
剣
を
変
鷺
研
究
し
た
人
士
に
は
曲
の
断
定
は
金
-
異
様
に
響
-

方
釦
の
地
組
的
研
究

宜
男

〓
五



地

球

弟
三
番

第
四
統

望

八

三
六

ペ
-
.
或
は
痴
人
の
夢
を
説
く
如
き
無
稽
の
妄
想
だ
見
え
る
か
も
知
れ
ぬ
O
我
々
の
列
車
し
た
安
麿
.安
房
p賓
次
.

聴
覚
等
の
名
が
流
布
本
の
押
形
集
に
見
え
ぬ
も
の
で
､
安
麿
の
如
き
大
賓
の
天
国
以
前
の
鍛
治
に
至
っ
て
は
系
図
に

も
見
え
ぬ
刀
工
で
あ
る
か
ら
是
も
敢
て
怪
む
に
足
ら
ぬ
｡

煎
れ
.,jJ
も
我
々
を
し
て
言
は
し
ひ
れ
ば
此
の
加
-
慶
長
以

後
の
目
利
蓄
及
び
押
形
集
に
金
-
跡
を
潜
め
た
刀
工
の
名
だ
そ
の
年
報
干
支
月
-LLlを
切

っ
た
造
銘
が
草
紙
銘
ビ
し
て

現
存
す
る
革
質
は
少
-
旦

二
百
年
衆
に
切

っ
た
梅
錦
で
な
い

7
の
反
語
凍
る
は
勿
論
で
.
従
っ
て
此
等
の
原
始
的
日

本
刀
の
作
品
を
無
税
し
て
古
刀
の
鑑
別
を
試
ひ
る
麗
定
法
ビ
我
々
が
耽
み
ん
だ
す
る
板
源
か
ら
支
葉
状
涯
を
推
さ
ん

だ
す
る
の
ビ
根
本
か
ら
典
っ
.花
姑
鼎
を
見
て
も
不
忠
講
は
な
い
だ
信
ず
る
0
我
々
の
経
験
は
未
だ
浅
い
が
多
数
の
在

銘
刀
効
の
銘
文
に
は
磨

-
上
げ
銘
中
の
比
較
的
に
知
名
の
新
ら
し
い
刀
工
の
で
あ
っ
て
.
偶
然
原
作
品
ビ
作
風
の
類

似
し
た
嚢
め
に
正
銘
ビ
看
倣
さ
れ
た
の
が
頗
る
普
通
で
.
従

っ
て
現
存
す
る
目
刺
番
に
此
の
如
き
作
品
に
題

い
て
諸

家
の
作
風
の
錠
を
丑
で
吾
の
が
あ
り
得
る
な
ら
ば
J
其
の
淀
は
決
し
て
絶
対
的
塵
威
あ
る
筈
は
な
-
各
種
の
目
刺
番

の
淀
に
異
同
が
あ
る
の
も
常
食
で
あ
ら
-
ど
愚
は
れ
る
｡

最
後
に

〓
表
し
て
置
か
ぬ
ば
な
ら
ぬ
の
は
本
稿
起
草
中
に
費
見
し
た
古
鏡
p
舌
俳
其
他
の
金
属
製
晶
を
通
じ
て
'

金
文
に
共
通
な
銘
文
が
際
銘
ビ
し
て
刻
ま
れ
て
ゐ
る
革
質
で
あ
る
0
考
古
単
著
の
従
姉
取
扱
っ
た
青
銅
界
よ

-
も
錆

び
易
い
刀
脚
部
で
窮
ま
れ
た
倉
光
明
綻
以
下
八
幡
宮
帥
息
に
至
る
ま
で
の
銘
文
は
鋼
域
を
翰
せ
ず
薙
-
和
漢
古
今

共

通
の
邦
文
で
あ
る
=
だ
が
購
英
の
横
倉
に
静
見
さ
れ
た
の
は
白
倉
も
以
外
ビ
す
る
朋
で
あ
る
｡
或
は
銅
器
の
み
を
取



扱
ふ
切
で
は
こ
の
頻
る
憶
約
ビ
し
て
現
存
す
る
文
字
を
鑑
別
す
る
の
困
難
か
ら
容
易
に
著
者
単
著
に
は
承
認
さ
れ
ぬ

か
も
知
れ
ぬ
｡
盛
れ
で
も
覇
刀
を
取
扱
は
れ
る
刀
励
家
に
は
此
魔
に
述

べ
た
桝
の
銘
文
研
究
の
自
分

一
個
の
錨
塵
か

ら
出
た
の
で
な
い
こ
E
が
鑑
に
理
解
さ
れ
得
る
だ
倍
す
る
.

(追
記
)

以
上
三
回
に
亙
-
雛
草
鍛
冶
を
中
>a
k
,し
て
日
本
刀
鋤
の
起
源

ビ敏
速
ビ
考
察
す
る
問
に
'
そ
の
研

究
資
料
だ
し
た
刀
鋤
が
偶
然
肯
錦
路
だ
共
通
に
支
那
漢
代
の
金
属
製
品
ビ
銘
文
の
様
式
を
同
じ
-
し
.
共
通
の
起

源
を
有
す
る
こ
と
が
略
ぼ
疑
を
容
れ
ね
や
-
に
な
っ
た
｡
而
し
て
此
の
新
ら
し
い
尊
兄
に
伴
ひ
｢
史
林
友

び
本
誌

上
に
論
じ
凍
っ
た
所
は
毎
月

1
稿
を
駿
東
す
る
間
に
次
第
に
疑
惑
の
晴
れ
た
鮎
が
頗
る
多
か
っ
た
ど
同
時
に
.
又

た
困
難
な
ー憲
銘
の
竃
み
方
が
進
歩
す
る
の
で
訂
正
を
賓
す
る
誤
蘭
も
薦
出
し
誓

言

は
読
者
諸
君
に
お
断

-
せ
ね

ぼ
な
ら
ぬ
｡

然
れ
で
も
蟹
を
執
-
始
め
て
か
ら
本
稿
を
結
ぶ
ま
で
の
問
に
刀
励
銘
を
通
じ
て
観
る
限
界
が
次
箱
に
贋
ま
っ

て
･
日
本
の
人
文
地
理
学
的
考
察
に
雷
っ
て
p
近
畿
中
国
地
方
ビ
猫
立
に
九
州
奥
羽
両
地
方
が
各
大
陸
ビ
狗
櫛
の

関
係
を
有
し
て
費
達
し
た
こ
ど
な
知
っ
た
｡
九
州
に
関
し
て
は
九
州
西
北
部
を
人
文
地
理
的
に
考
察
す
る
に
督
っ

て
述

べ
る
櫓
で
あ
る
0

次
に
は
近
畿
地
方
の
刀
鍛
冶
に
関
し
て
述
べ
､
追
々
に
中
国
九
州
粕
州
等
の
連
繋
糞
刀
工
業
地
匿
に
及
ぼ
す
こ

ど
に
す
る
｡

(
乙
丑
春
分
日
放
)

刀
免
の
地
艶
的
軒
先

E
lJ式

二
七


