
近

畿

地

方

の

鋸

刃

工

業

(刀
鋤
の
地
理
的
研
究
第
二
稀
)

本
編
は
堪
刀
工
業
地
を
歴
史
的
馨
蓮
の
順
序
を
逐
ふ

て
そ
の
地
文
及
び
人
文
的
要
因
を
考
察
す
る
畜
で
あ
る

か
ら
､
地
理
畢
止
の
論
文
だ
し
て
は
刀
劾
そ
の
も
の
ゝ

記
故
に
偏
す
る
5,J
同
時
に
刀
励
家
に
は
ま
た
語
っ
て
評

か
な
ら
ぬ
も
の
だ
さ
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
｡
煎
れ
で
も
最

初
に
標
榛
し
た
加
-
日
本
の
親
藩
瀞
連
を
研
究
し
て
居

住
地
理
拳
の
基
礎
を
作
ら
ん
だ
す
る
に
は
平
安
朝
以
前

の
地
方
正
業
ビ
し
て
澱
刀
正
業
は
最
も
面
白
い
問
題
で

あ
る
こ
亡
を
高
調
す
る
の
が
春
祭
り
趣
旨
で
あ
っ
た
｡

研
究
の
結
果
は
我
々
の
鞄
想
外
に
出
で
陸
奥
の
黄
金
静

見
よ
rCh
も
砂
餓
採
取
の
方
が
造
か
に
宙
-
し
て
.
僻
は

大
陸
移
住
民
が
奥
羽
閣
僚
の
先
駆
を
成
し
た
ビ
推
定
し

替
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
.
不
十
分
な
記
述
や
股

統
し
た
考
説
に
射
し
て
覇
者

の
寛
寧
伊
乞
ふ
外
は
な

近
畿
地
方
の
鍛
刀
工
栄
(
刀
銀
の
粗
放
的
併
好
餌
こ
鏑
)

小

月

琢

清

い

｡
本
籍
二
稿
か
ら
は
舞
茸
か
ら
分
れ
た
糞
刀
工
業
地

中

の
最
も
青
い
近
畿
地
方
か
ら
順
次
考
察
す
る
競
り
で

あ
る
｡

大
和
物
の
古
い
も
の
に
は
飛
鳥
奈
良
南
京
に
於
て
造

ら
れ
た
第
八
世
紀
の
刀
劫
が
あ
る
ペ
-
'
若
し
正
倉
院

の
御
物
の
磨
滅
銘
が
完
全
に
認
め
た
な
ら
ば
'
そ
の
確

野
花
も
の
が
知
れ
る
欝
で
あ
る
.
我
々
は
昨
秋
鹿
か
に

そ
の
痕
跡
を
馨
見
し
た
の
み
で
.
未
だ
之
を
精
讃
す
る

塘
骨
を
猿
な
ん
だ
｡
触
れ
}/J
も
本
館
鎗

7
稿
及
び

｢
肯

刀
鋤
の
研
究
｣
(籍

1
稀
'
｢
史
称
±

月
髄
)
に
於
て
述

べ
た
如
-
～
-雌
の
痕
跡
ビ
庖
丁
物
そ
の
他
の
者
刀
か
ら

略
ぼ
同
年
代
に
虜
す
る
も
の
が
民
間
に
散
在
す
る
事
賓

を
認
め
た
O
今

此
鬼
で
は
御
物
を
精
細
に
研
究
す
る
機

骨
を
得
る
ま
で

に
.
姑
-
準
備
作
業
だ
し
て
百
分
の
高

空

七

二
七



地

球

目
し
得
た
炊
き
範
園
内
の
研
究
結
果
の
み
を
述
べ
る
O

大
和
物
の
原
親
を
小
鳥

九

の
作

者
宇
陀
郡
の
天
観

(大
蜜
頃
)'
門
弟
天

座
(同
じ
頃
)p
衣
光

(文
殊
翼
冶

元
就
'
和
銅
頃
)
YJ
す
る
の
が
碓
凍
鍛
冶
系
園
の
通
説

の
や
-
で
あ
る
O
そ
の
作
品
も
ま
柁
天
固
在
銘
物
が
世

間
に
往
々
侍
は
つ
て
押
形
集
に
見
え
て
ゐ
る
rJ
然
れ
.I,J

も
此
の
如
き
音
作
の
現
存
に
射
し
て
懐
疑
的
な
る
今
日

ま
で
の
鋸
商
家
が
認
め
て
異
物
ビ
虚
し
得
る
も
の
は
な

い
ら
し
-
､
我
々
が
今
ま
天
平
時
代
の
肯
物
の
必
L
も

股
間
に
絶
無
な
ら
ざ
る
を
壬
張
す
る
に
昏
つ
て
も
､
そ

の
作
品
か
こ
玄
翁
す
る
に
は
何
は
大
に
蹟
蹟
せ
ざ
る
を
得

ね
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
我
々
の
基
に
考
足
せ
ん
だ
す
る

所
は
銘
文
か
ら
推
究
し
得
る
天
国
以
下
諸
刀
工
の
侍
説

的
東
園
年
代
の
問
題
に
限
ら
れ
て
.
現
存
作
物
の
有
無

具
備
を
皮
外
に
措
-
外
は
あ
る
ま
い
｡

天
観
の
居
た
場
魔
は
系
同
類
何
れ
も
大
和
国
字
多
だ

し
現
存
す
る
古
刀
牒
銘
に
は
通
例
和
州
任
天
団
作
文
は

磨
上
之
だ
切
っ
て
ゐ
る
が
'
自
分
所
蔵
の
短
財
に

大
和
国
境
丁多
任
安
倍
打
Tj.寸
天
囲
旗
上
之

節
三
使

節
玉
髄

望

八

三
<

.
停
尉
田
天
囲
奉
献
之
(某
審
)

yJ
い
ふ
銘
文
を
務
め
､
年
月
銘
は
｢
大
茸
元
年
宰
丑
(以

下
不
明
｣
£
観
め
る
｡
他
に
も
盲
刀
銭
に
屡
費
属
さ
れ

る
も
の
で
'
｢
大
驚
二
年
壬
墳
五
月
朔
日
｣
｢
大
薯
二
奉

賛
卯
六
月
甘
六
日
｣
等
の
銘
文
も
読
め
た
場
令
が
あ
る
O

故
に
天
観
に
牌
す
る
侍
説
は
銘
文
研
究
に
よ
っ
て
何
等

疑
ほ
し
い
研
が
な
い
こ
だ
が
明
か
ど
な
っ
た
O
従
っ
て

又
飛
鳥
時
代
に
奥
州
舞
革
よ
-
少
し
-
後
れ
て
大
和
に

も
名
工
が
出
た
こ
ど
も
稀
か
ど
な
っ
た
.

而
し
て
政
の

刀

工
の
姓
が
安
倍
忌
寸
で
廉
草
戯
拾
安

倍
忌
寸
安
房
等
ビ
同
姓
の
停
園
で
あ
る
こ
E
は
注
意
に

催
し
'
友
光
が
移
住
す
る
以
前
に
天
国
が
早
-
飛
鳥
京

に
近
い
宇
多
郡
に
凍
て
戯
刀
を
始
め
た
の
で
な
心
か
ど

想
ほ
れ
る
.
未
だ
精
竃
の
暇
が
な
い
の
で
確
言
し
難
い

が
p
こ
の
名
も
大
蟹
の
年
故
ビ
共
に
和
製
銅
俳
の
背
面

に
讃
め
る
ら
し
い
か
ら
､
恐
ら
-
は
域
も
鍋
そ
の
他
の

金
属
の
冶
金
加
工
が
分
業
せ
ぬ
時
代
に
属
す
る
ら
し
い
｡

和
銅
三
年
奈
良
京
に
遷
都
の
あ
っ
た
後
に
出
た
刀
鍛

冶
で
は
藤
樹
だ
い
ふ
-
の
が
屡
銘
文
に
現
ほ
れ
る
｡
此



の
刀
工
は
薫
陶
に
は
大
和
の
部
に
見
.乙
や
し
て
､
荒
物

大
宮
叡
治
臨
場

丁
派
の
元
租
ビ
せ
ら
れ
､
元
明
御
宇
和

飼
犬
常
滑
五
郎
盛
観
ビ
い
ふ
も
の
で
あ
る
｡
銘
文
に

和
州
三
健
太
官
位
藤
原
朝
臣
雄
図
磨
上
之

伴
iE
臼
盛
観
奉
戯
之
(基
音
)

皇
嗣
め
る
ら
し
-
.
和
銅
四
年
辛
亥
八
月
朔
日
'
五
年

壬
予
六
月
瓦
日
?
同
七
月
十
五
日
.
六
年
賛
丑
四
月
五

日
等
の
造
銘
･Ja
あ
る
｡
故
に
恐
ら
-
は
奈
良
京
遷
都
の

時
ま
で
は
飛
鳥
東
に
ゐ
た
刀
工
で
､
授
刀
合
入
寮
が
置

か
れ
.
蝦
襲
征
伐
が
行
ほ
れ
た
頃
か
ら
刀
鋤
の
需
要
が

盛
ん
ど
な
っ
た
頃
に
名
を
潜
げ
た
ち
の
ビ
憩
は
れ
る
.

曲
の
三
億
大
宮
の
地
名
は
無
論
奈
良
京
の
坊
中
に
屈
す

る
も
の
で
､
多
分
常
在
の
御
用
を
勃
め
た
で
あ
ら
-
か

ら
p
正
倉
院
御
物
中
の
切
兜
の
再
現
に
な
っ
た
御
細
の

忠
の

一
面
に
幽
か
に
和
銅
の
文
字
が
認
め
る
ら
し
い
の

か
ら
推
測
す
れ
ば
p
そ
の
裏
面
に
此
の
刀
工
か
叉
は
同

時
の
.他
の
刀
工
の
名
か
が
費
鬼
さ
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
｡

盛
観
./J
い
ふ
鍛
冶
は
慶
長
三
年

の
罵
本
意
今
銘
韮

(竹
屋
垂
攻
)
に
は
.r備
前
圃
任
'
異
説
奥
州
催
平
城
天

皇
御
宇
｣
ビ
注
し
p
坂
本
寛
永
常
韮
顕
字
寄
分
の
部
に

況
粍
地
方
G
T批
刀
工
莱
(
刀
叡
¢
粗
放
的
研
究
鱒
二
稿
)

｢
骨
小和
同
(山側
)
の
応判
弼
義
郎
｣
だ
注
し
､
本
朝
脚鞘
治
者
に

は
京
大
宮
澱
治
系
図
に

｢元
明
和
宇
和
錦
'
大
骨
紺
五

郎
.
千
乗
重
代
此
作
の
太
刀
あ
･C二
･J
l京
｣
tfJ
注
し
p
そ

の
末
孫
が
永
延
の
囲
盛
AJJ
な
っ
て
ゐ
る
.
今
我
々
の
讃

ん
だ
隠
銘
か
ら
推
究
す
れ
ば
盛
観
の
三
億
大
宮
住
た
る

こ
ど
ゝ
和
銅
年
間
だ
す
る
の
ど
は
正
し
い
が
'
和
銅
年

間
の
三
傑
大
宮
は
単
数
京
即
ち
奈
良
の
こ
亡
で
.
之
を

平
安
京
の
三
催
大
宮
ビ
考
足
し
た
龍
雄
の
鍛
治
薫
陶
は

金
-
祝
っ
て
ゐ
る
｡
怨
れ
で
も
竹
屋
銘
轟
に
異
説
だ
し

て
奥
州
住
を
容
げ
た
の
は

1
考
の
慣
低
あ
る
も
の
で
p

同
時
に
同
地
に
友
党
が
或
は
凍
て
ゐ
た
か
も
知
れ
ぬ
れ

ら
P
感
団
も
亦
た
雛
草
鍛
冶
で
あ
-
得
る

の
み

な
ら

ず
.
中
泉
鍛
冶
が
藤
原
姓
を
名
蘇
る
の
か
ら
考
ふ
れ
ぼ

早
-
停
園
が
藤
原
姓
を

胃

し

て
ゐ
た
ĴJ
考

へ
得
ら
れ

る

○感
図
だ
開
聯
し
て
考

へ
ら
れ
る
の
は
三
候
宗
近
で
あ

っ
て
.
曲
の
永
娃
年
間
の
刀
工
の
隙
銘
は
藤
忠
に
篭
め

る
ビ
同
時
に
.
そ
の
宗
鑑
ビ
盛
観
ビ
が
藤
原
朝
臣
の
下

に
蛮
っ
て
ゐ
る
の
が
潜
し
い
｡
此
の
如
き
例
は
他
の
銘

文
で
減
免
父
子
の
関
係
あ
る
も
の
に
見
る
朗
で
'
宗
鑑

k

.]九

二
九



地

球

の
三
傑
ビ
い
ふ
の
は
感
紺
の
末
孫
で
三
傑
を
氏
だ
し
た

も
の
か
ビ
憩
は
れ
､
又
た
宗
鑑
が
永
耗
頃
に
卒
安
京
に

移
住
し
た
も
の
で
.
京
大
宮
戯
治
の
陶
磁
だ
或
は
同
時

に
移
住
し
た
の
か
ど
も
憩
は
れ
る
｡

天
国
の
弟
子
だ
さ
れ
た
天
産
､
友
党
等
も
叡
尊
系
な

る
こ
と
は
前
稿
と
誼
に
述

べ
た
の

で

明
か
で
'
又
た
永

延
頃
だ
さ
れ
た
清
新
大
先
安
別
が
月
山
鍛
冶
締
周
忌
寸

安
別
の
後
で
p
同
名
な
る
を
甚
別
す
る
兼
め
に
畠
か
ら

新
大
充
だ
名
薬
っ
吾
の
も
殆
ん
で
紀
を
容
れ
ぬ
o
愛
別

の
銘
に
伸
ひ
石
撤
九
ビ
い
ふ
銘
が
必
ず
あ
る
の
が
唯

7

本
の
盾
稚
九
作
者
だ
し
て
侍
っ
た
ら
し
い
.

此
の
他
の
平
安
朝
大
和
刀
工
で
今
ま
で
我
々
の
際
銘

で
静
見
し
た
も
の
は
夢
々
ビ
し
て
七
曜

l
A

l
健
天
皇

長
他
覚
弘

問
に
奈
良
意

市
に
住

ん
だ
布
平
の

み
が
あ

る
0
是
は
紀
行
卒
ビ
挿
し
､豊
後
紀
新
大
失
行
卒
は
そ
の

末
流
で
.
古
行
革
ビ
区
別
す
る
薦
め
に
大
和
愛
別
の
場

食
ビ
同
じ
-
紀
新
大
夫
だ
名
薬
っ
た
こ
と
は
豊
後
行
中

の
,切
っ
た
銘
に
大
和
圃
紀
行
中
ビ
い
ふ
観
光
銘
が
あ
る

の
で
明
か
で
あ
る
｡

曲
の
如
-
未
だ
お
ル艮
砿丁安
南
朝
の
♯
ハ和
励恥
治
に
閣
す

第
三
番

餌
玉
髄

望

0

冨0

る
牒
銘
研
究
は
十
分
で
な
い
か
ら
奥
羽
か
ら
.
侍
華
し

て
助
産
で
如
何
に
鍵
化
し
如
何
に
進
歩
し
た
か
を
述

べ

髄
は
ぬ
の
は
造
機
で
あ
る
｡

故
今

村
長
嚢
象
は
大
和
物
の
意
作
の
稀
な
る
を
説
か

れ
て
千

手
院
元
就
で
後
鳥
羽
院
御
番
鍛
治
ど
な
り
美
濃

千
手
院
の
元
凧
だ
も
e･b
つ
た
･JJ
い
ふ
重
弘
の
作
品
yJ
し

て
確
か
な
も
の
を
見
ね
だ
い
ほ
れ
た
.
我
々
は
作
の
優

否
を
知
ら
ぬ
が
垂
弘
の
他
の
番
堪
治
}J
の
金
作
銘
あ
る

も
の
を
隠
銘
か
ら
馨
属
し
.

大
和
固
千
手
院
住
人
藤
原
朝
臣
重
弘

と
別
人
だ
の
が
そ
の
長
銀
た
る
を
知
っ
た
.
戯
れ
で
も

他
の
鍛
冶
b
L食
作
な
る
が
腐
め
に
そ
の
作
風
の
特
長
を

明
確
に
知
a
三

だ
が
困
難
で
あ
る
｡

重
弘
の
後
に
出
た
義
弘
は
前
に
史
称
誌
上
で
述

.I(
克

如
-
.
沸
荒
-
乱
れ
の
華
美
な
も
の
で
江
だ
償
銘
を
盃

劃
し
た
ら
し
い
も
の
を
認
め
る
.

大
和
畢
治
に
関
し
て
最
も
注
意
す

べ
き
は
そ
の
中
英

政
府
の
所
在
地
に
起
っ
た
に
踊
ら
ず
.
名
工
だ
し
て
開

孔̂
た
も
の
が
少
い
:
}J
で
あ
る
O
エハ
囲
由
八
に
搾
れ
ば
は札



江
に
は
餓
穴
が
麗
々
に
開
か
れ
た
の
で
肘
仰料
の
供
給
は

沌
無
}J
は
い
へ
ぬ
撲
で
あ
る
が
豊
寓
で
は
な
い
｡
然
れ

Bh/J
も
此
の
か
-
平
安
朝
に
不
振
に
し
て
却
っ
て
元
暦
以

下
追
々
皆
麻
尻
懸
手
接
等
の
諸
派
刀
工
の
輩
出
を
見
た

の
.は
ま
yJ
L
で
職
軍
が
久
し
-
近
傍
に
起
ら
ず
.
保
元

軍
治
以
後
平
安
京
が
戦
塵
に
蔽
は
る
ゝ
に
至
っ
て
始
め

て
需
要
が
激
増
L
t
商
都
何
兵
等
に
も
供
給
す
る
の
で

大
に
旺
盛
ど
な
-
.
南
北
朝
以
後
ま
で
引
鱒

い
て
解
刀

工
業
の
緊
衆
が
薦

い
た
も
の
ら
し
い
｡
之
A,J
同

一
の
関

係
は
平
安
京
の
澱
治
に
も
認
め
ら
れ
て
p
宗
近
国
盛
岡

涯
の
刀
工
の
数
が
少
い
の
も
著
し
い
.

政
の
如
-
餓
錬
原
料
の
乏
し
い
地

文
的
関
係
は
近
畿

地
方
か
ら
滝
-
離
れ
た
奥
羽
中
国
等
の
田
仲料
産
地
に
於

て
刀
助
を
作
っ
て
､
原
料
よ
-
も
製
品
ビ
し
て
中
央
に

輸
送
す
る
の
が
便
利
で
.､
従

っ
て
繊
硯
産
地
に
澱
刀
工

業
が
発
え
た
も
の
だ
想
は
れ
る
｡

之
を
渠
す
る
に
他
の
工
薮
が
中
央
政
府
の
所
在
地
た

る
近
畿
に
於
て
進
歩
し
た
の
に
反
し
て
'
澱
刀
工
兼
の

み
が
原
料
産
地
に
於
で
永
-
兜
え
で
'
保
元
平
治
頃
か

ら
混
載
が
屡
戦
闘
の
巷
ビ
な
る
に
及
ん
で
却
っ
て
多
数

の
刀
工
輩
出
を
見
た
の
は
兵
器
製
造
業
の
他
の
工
業
だ

異
っ
た
特
色
ビ
せ
ね
ば
な
る
ま
い
｡

額
は
京
及
び
近
畿
諦
観
の
鍛
刀
工
業
に
関
し
て
は
更

に
商

い
で
述

べ
る
.
(乙
独
四
月
十
五
日
)

卦

悌

歯

生

暦

の
時

偲

如

何

本
邦
の
地
質
図
を

一
瞥
す
れ
ば
何
人
も
開
束
山
系
が

南
村
日
本
外
背
の

一
断
片
に
し
て
現
在
の
位
艦
に
噂
任

せ
る
も
の
た
る
を
想
像
す
る
な
る
ペ
L
D

小
俳
打
出
厨
の
時
代
如
何

江

丁

原

虞

住

商
西
日
本
外
背
の
地
贋
構
造
は
最
北
に
結
晶
片
岩
あ

-
て
其
外
側
に
秩
父
古
生
暦
中
生
唐
鍛
三
紀
暦
の
順
に

排
列
す
る
に
射
し
て
関
東
山
系
は
境
地
に
胎
品
片
岩
あ
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