
地

球

堅

一遍

壁

ハ
跳

荒

へ

ltiO

中

国

地

方

の
鍛

刀

工

業

(刀
励
地
哩
的
軒
兜
窮
三
稿
)

=
本
畢
刀
工
菜
の
鷹
取
を
観
る
に
奥
羽
の
職
種
産
地

に
先
づ
大
に
聴
達
し
､
是
か
ら
大
和
に
将
は
-
更
に
西

方
の
中
観
の
砂
餓
錬
床
あ
る
播
膝
伯
省
三
席
の
地
方
に

傾
は
っ
て
.
日
本
に
於
で
最
む
盛
ん
な
澱
刀
工
菜
が
成

漉
し
た
｡

中
歯
地
方
の
最
も
古
い
刀
エ
ビ
し
て
･鍛
冶
系
図
に
記

我
さ
れ
た
の
は
伯
者
の
要
綱
で
､大
同
又
は
弘
仁
(A
.0

六
乃
至
八
二
三
年
)
頃
ど
な
っ
て
ゐ
る
｡
山
陰
産
の
側

で
は
之
よ
り
温
か
に
後
れ
て
備
前
Q
L賓
成
友
威
か
永
延

(約

一
〇
〇
〇
年
)
頃
に
出
で
､
包

準
用
卒
高
卒
の
三
年

で
も
首
iE
厩
助
包
で
も
略
ぼ
そ
の
前
後
ど
な
っ
て
ゐ
る

甘
薯
は
大
山
だ
い
ふ
修
験
道
の
素
地
が
あ
る
か
ら
､
著

し
出
羽
の
月
山
ヱ
馴
後
し
て
開
け
た
も
の
か
す
れ
ば
,

此
塵
に
も
音
-
刀
鍛
冶
が
あ
る
の
は
容
易
七
理
解
さ
れ

小

ノ

琢

治

る
O
我
々
は
月
山
に
友
別
安
則
ビ
い
ふ
嘉
島
朝
の
刀
澱

治
を
銘
文
で
聴
鬼
し
た
か
ら
'
安
鋼
は
此
の
系
統
に
威

す
る
も
の
で
修
験
道
ど
閲
聯
し
て
単
-
此
魔
に
移
住
し

て
中
囲
餓
鋸
産
地
の
澱
刀
工
業
の
鼻
風
ど
な
っ
た
ら
う

ど
考

へ
た
O
(本
誌
三
食
四
三
由
常
盤
照
)

然
る
に
そ
の
後
隙
銘
上

皿
の
如
き
播
磨
の
要
職
の
銘

文
の
あ
る
の
を

蟹
見
し
た
の
で
､
中
的
鍛
冶
の
系
統
は

柑
明
か
ど
な
っ
て
､播
磨
が
最
も
青
い
こ
と
に
な
っ
た
｡

妊
魔
四
年
乙
空

ハ
月
朔
甲
子
播
磨
囲
小
川
佳
大
原
忌

寸
安
類
焼
之
､
同
年
月
日
伯
者
観
佳
人
犬
用
:忌
寸

安
鋼
澱
之

他
の
多
-
の
場
令
に
安
鋼
は
弘
仁
年
間
の
紀
年
銘
が

見
ら
れ
る
の
ど
併
せ
考
ふ
れ
は
'
安
願
は
延
暦
年
問
に

蹄
胸
囲
府
の
附
近
小
川
に
佳
屈
し
た
鍛
冶
で
'
要
綱
ビ



同
じ
-
大
原
を
姓
だ
し
､
多
分
要
綱
の
父
か
兄
で
あ
ら

-
ビ
想
は
れ
.
近
畿
に
隣
接
し
て
砂
城
の
供
給
に
近
い

播
磨
に
先
づ
刀
鍛
冶
を
出
し
た
ビ
想
は
れ
る
.

拾
塵
に
名
工
の
ゐ
た
こ
.fJ
は
小
烏
丸
の
樽
説

(中
家

物
括
.初
巻
)
で
も
明
か
で
あ
る
に
関
ら
ず
.
従
妹
の
鍛

冶
系
国
に
載
せ
た
播
磨
刀
工
年
代
に
非
常
な
異
同
が
あ

っ
て
.
古
刀
銘
菰
其
他
諸
寄
に
は
大
抵
安
腰

一
統
を
鎌

倉
庫
代
ビ
し
､家
相
(永
延
頃
宍
粟
郡
住
人
)家
幡
'助
時

(家
時
の
子
)
の
三
人
だ
け
を
奉
家
朝
5･J
看
倣
L
t
唯
鎌

田
魚
妙
の
鍛
治
考
の
み
は
常
滑
系
圏
に
披
-
'
安
額
を

租
ど
し
晃
和
(九
八
五
)
そ
の
子
角
団
を
永
延
}J
L
.
父

子
共
に
大
和
か
ら
移
住
し
た
だ
あ
る
｡
銘
文
が
正
し
い

t<J
す
れ
ば
安
燭
を
平
安
朝
以
後
に
引
き
下
げ
る
の
は
約

四
百
年
の
和
典
で
大
に
誤
っ
て
ゐ
る
の
み
な
ら
ず
､
之

を
永
延
前
後
だ
し
て
も
僻
は
約
二
有
年
は
誤
っ
て
ゐ
る

此
の
小
川
ど
い
ふ
土
地
は
飾
磨
郡
に
屈
し
.
今

の
姫

路
市
ビ
市
川
を
隔
て
ゝ
そ
の
束
に
任
し
.
姫
路
は
古
の

国
庫
所
在
地
で
あ
っ
て
'
そ
の
負
郭
の
地
E
L
で
古
-

鮭
蕗
を
成
し
た
ら
し
い
O
和
名
抄
の
郷
名
中
に
此
の
名

ヰ
サィ
チ
ノサ
ト

を
載
せ
ぬ
が
播
磨
風
土
記
に
は
も
ど

私

盟

ビ

呼
ん
で

叶
閥
地
方
の
鍛
刀
工
弟

ユ

ツ
カ

タ

タ

_～

ヒ

ル

私
部
弓

束

等

の
血
椙

又

利

君

鼻

留

が
居
た
の
で
起
-
I

後
に
小
川
里
ビ
改
め
た
ど
あ
る
｡
そ
の
移
住
年
代
を
志

粟
島
宮
御
宇
ビ
し
､
そ
の
改
耶
･tq･J庚
寅
年

/̂J
L
で
ゐl
る

が
､
志
食
島
宮
を
欽
明
天
皇
5･J
す
れ
ば
そ
の
庚
展
は
即

位
三
十

一
年
嘉

七

〇
年
)
に
舶
常
す
る
が
､
年
代
の
古

い
ど
い
ふ
以
上
の
正
確
は
期
し
難
-
'
又
た
必
妻
も
な

い
｡
曲
の
施
蕗
は
勿
論
そ
の
四
近
の
集
落
も
何
れ
も
移

住
者
の
作
っ
た
も
の
た
る
こ
ど
が
風
土
記
地
名
語
源
の

説
明
か
ら
明
か
で
あ
る
｡

蝦
夷
人
即
ち
所
謂
伴
囚
を
中
紺
の
各
地
に
置
い
た
こ

亡
は
歴
虹
に
見
え
る
研
で
あ
る
が
.
播
州
小
川
の
刀
鍛

冶
が
同
じ
-
停
囚
な
る
こ
と
は
前
に
掲
げ
た
銘
文
の
外

に
慕
啓
及
び
糟
書
で

停
囚
日
豪
頗
容
赦
之
(又
は
泰
造
之
'
春
暁
之
)

だ
あ
-
'
角
観
に
も
同
文
が
見
え
る
｡
前
精
錬
草
鍛
冶

を
伴
凶
ビ
し
て
述
べ
た
後
に
'
豊
浦
宮
(推
古
天
皇
)
改

元
何
年
ビ
い
ふ
銘
文
を
件
ふ
陸
奥
図
倍
凶
日
千
伊
な
る

も
の
ゝ
隙
銘
を
験
見
し
て
確
質
だ
な
っ
た
が
'
そ
の
他

の
刀
工
も
大
抵
倖
囚
臣
某
ビ
憶
銘
に
切
っ
て
る
こ
と
が

費
兇
さ
れ
た
｡
政
に
中
国
刀
工
中
の
敦
も
古
い
銘
文
を

究
九

ttH



地

球

魂
し
た
も
の
は
同
じ
-
奥
州
か
ら
雑
た
移
住
者
で
砂
蛾

チ
ク
サ

の
産
出
す
る
宍
粟
郡
千
種
の
鹿

柳
を
庇
に
利
用
し
た
ビ

想
は
れ
.
チ
ク
サ
は
今
の
ア
イ
孟

約
で
｢
伶
人
の
｣
忘
我

を
有
L
.
或
は
こ
～
に
持
て
雑
克
餓
鋸
を

｢
チ
ク
サ
カ

ネ
｣
ど
呼
ん
だ
の
か
ら
地
名
が
由

っ
た
ら
し
い
｡

安
藤
;晶

ん
.～
前
後
し
て
出
た
伯
膏
要
綱
も
,
前
に

掲
げ
た
憶
銘
で
蓉
見
し
た
朗
に
よ
れ
ば
発
願
の
加
地
を

打

っ
た
ビ
想
は
れ
.
安
藤
ビ
同
族
で
而
者
の
砂
蛾
魔
地

を
開
馨
し
た
も
の
ら
し
-
'
要

綱
は
鍛
冶
薫
陶
に
或
は

大
同
(八
〇
六
)或
は
弘
仁
(八

〇
九
乃
至
八
二
三
盲

な

っ
て
る
が
'
延
暦
四
年
(七
八
吾

に
は
晩
に
伯
者
に
入

っ
て
ゐ
た
ら
し
い
､'

安
綱
は
確
か
な
作
品
を
今

日
ま
で
樽

へ
夜
食
も
甘
い

刀
工
で
あ
る
｡
そ
の
今
日
に
有
名
ど
な
つ
れ
の
は
恐
ら

く
田
村
庚
と
同
時
で
此
の
武
将
が
そ
の
作
品
を
楓
用
し

塵
光
は
こ
れ
で
大
江
山
の
鬼
退
治
を
し
た
と
い
ふ
樽
龍

が
太
平
記
に
よ
っ
て
宣
伸
さ
れ
た
の
に
在
る
ら
し
い
｡

揃
し
て
此
の
名
刀
は
鬼
切
丸
ど
も
い
ふ
が
又
望

豊
丁
切

ビ
呼
び
樽
へ
て
今
博
伸
し
て
作
州
津
山
枚
中
家
の
韮
聾

.fJ
な
っ
て
ゐ
る
.IJ
い
ふ
｡

笹
壷

節

六

鮎

表

書
一

宏
鋼
の
層
虚
は
太
牢
記
に
倉
見
郡
大
原
茄
飾
大
夫
安

鋼
.JJ
L
､
系
圏
に
は
横
粥
二
面

大
夫
ど
な
っ
て
る
の
も

ぁ
る
O
卒

も
大
山
の
開
放
日
野
部
首
素
材
に
大
原
ビ
い

ふ
地
名
が
あ
-
､
日
下
(久
東
)
郷
に
威
し
て
ゐ
る
0
此

廃
に
.大
原
の
地
名
が
あ
る
の
か
ら
推
せ
ば
､
大
原
氏
の

部
落
で
あ
っ
た
ら
し
い
O
但
し
大
原
に
層
吾
か
ら
こ
の

武
を
名
舞
っ
た
k
,も
考

へ
ら
れ
る
が
､
大
原
ビ
い
ふ
姓

は
姓
氏
鎌
に
見
え
た
も
の
で
'
安
頼
安
鋼
等
の
伴
凶
が

他
の
安
値
清
尿
藤
原
三
池
等
の
姓
を
持
し
た
如
-
名
乗

っ
た
ビ
考
へ
ら
れ
'
伯
薯
の
大
原
･JJ
い
ふ
地
名
は
彼
等

の

7
族
の
移
住
に
よ
っ
て
起
っ
た
ど
す
る
り
が
妥
際
ど

考

へ
ら
れ
る
｡

此
の

叫
族
は
天
長
か
ら
義
解
の
聞

(八
二
四
乃
至
八

五
〇
)
に
異
守
'
月
触
頃
(即
ち
九
世
紀
後
空

に
畏
綱

な
}/J
の
名
工
を
出
し
頗
る
盛
ん
で
､
奥
朋
大
和
備
前
の

宅
エ
PIJ
層
を
並

べ
て
ゐ
た
｡

従
妹
は
傭
前
職
治
の
元

就
欝
戊
を
天
暦

(九
四
七
乃

至
九
五
六
)
又
は
天
延
正
暦
問
(九
七
三
乃
至
九
九
四
)
､

そ
の
手
友
戒
を
鑑
和
長
和
聞
(九
八
五
乃
至

l
〇
二
ハ
)



に
ゐ
た
備
前
の
最
も
古

い
刀
エ

ビし
て
る
が
､
我
々
の

搭
銘
で
蘭
ん

だも
の
に
は
青
井
の
元
親
だ
さ
れ
た
兼
別

が
故

も

音

-

I

天
長
四年
丁
来
春
正
月
朔
努
亥
備
前
圃
沙
着
任
人

件
朋
臣
翁
則
拳
造
之

ビ
あ
る
｡
之
に
次
い
で
舞
革
か
ら
移
住
し
た
長
駆
の
粛

正
正
榎英

規
六
年
甲
中
ロ
月
口
日
備
前
団
長
船
佐
有
子

更
に
そ
の
次
に
藤
岡
の
友
成
父
子
S
T

元
壁
.R
年
(貞
翫
十
九
年
)
巳
巳
正
月
朔
丁
巳
備
前

囲
藤
岡
佳
人
伴
囚
肘
藤
原
友
威
容
造
之

ビ
い
ふ
順
に
な
っ
て
ゐ
る
.
天
長
四
年
(八
二
七
)
は
欝

戊
を
天
暦
ビ
し
た
の
よ
り
東
に
百
二
十
年
古
-
'
前
に

述
べ
た
播
触
覚
頼
父
子
に
次
ぐ
も
の
.で
.
竃
非
鍛
冶
の

元
融
翁
別
は
従
妹
の
系
問
に
鎌
倉
時
代
の
正
和

(
二
二

二

二

,̂J
な
っ
て
ゐ
て
.
曜
郭
か
ら
読
ん
だ
も
の
に
的

末
宵
年
後
れ
て
ゐ
る
0
自
分
の
重
ん
だ
曲
等
の
銘
文
に

は
H
の
干
支
ま
で
三
光
綜
賢
の
一干
支
ビ
箱
脊
す
る
の
で

後
世
の
末
流
刀
工
が
迫
銘
.を
切
っ
た
･fJ
は
考
へ
難
い
や

-
で
あ
る
O
又
た
止
に
掲
げ
た
も
の
は
何
れ
も

｢
於
串

f
･幽
地
方
り
似
刀
工
莱

安
京
大
梅
殿
賊
之
｣
だ
い
ふ
楓
用
銘
を
伸
ひ
､そ
の
人
物

も
常
時
の
公
卿
で
あ
る
か
ら
､
是
れ
又
た
疑
を
拝
む
べ

き
鮎
を
認
め
ぬ
｡
故
に
賂
頚
城
は
よ
-
古
い
刀
工
を
費

見
せ
ね
だ
は
断
言
し
難
い
が
'
恐
ら
-
は
反
対
に
此
の

年
代
よ
り
引
き
下
げ
る
必
妻
は
堪
る
ま
い
ど
信
す
る
｡

備
前
刀
工
の
層
化
艦
で
は
今
の
蛾
鑑
沿
線
の
甫
雷
曙

の
附
近
膏
岡
が
鎌
倉
時
代
以
後
に
膏
岡

一
派
の
佳
鹿
ビ

し
て
知
れ
て
ゐ
る
の
み
な
ら
ず
'
敢
近
に
同
相
荒
木
槻

1
氏
が
柑
誌
を
編
纂
さ
れ
る
際
に
調
査
さ
れ
て
'
此
魔

が
古
の
沙
石
和
に
相
静
L
t
育
備
前
戯
治
の
ゐ
た
遺
跡

が
敢
ヶ
所
静
兄
さ

れ
'
鍛
冶
屋
ビ
い
ふ
大
字
に
も

一
つ

知
れ
た
O
是
に
よ

っ
て
膏
非
の
元
親
だ
さ
れ
た
兼
朗
が

早
-
此
鮭
で
鍛
刀
に
従
事
し
た
こ
だ
が
明
か
ど
な
っ
た

同
氏
は
長
賠
鍛
冶
は
此
艦
か
ら
移

住
し
た
だ
考

へ
ら
れ

若
し
然
-
ど
す
れ
ば
t遡
府
が
岡
山
市
の
北
部
か
ら
晒
遷

し
て
鎌
倉
時
代
に
藤
岡
の
覚
に
従
っ
た
頃
に
移
住
し
て

大
に
発
え
吾
も
の
ど
さ
れ
得
る
0

後
者
は
邑
久
郡
行
革
村
の
膏
井
川
に
滑
-
穴
平
地
に

凝
っ
て
'
観
肺
魚
郭
の
取
落
た
る
は
播
旗
小
川
F,J
按
を

K/
L

t三
ニ



地

球

ニ
ト
す
る
-
'

そ
の
成
立
は
造
か
に
新
ら
し
い
の
で
あ

る
｡
然
れ
..M
も
福
岡
長
傭
畠
田
等
は
何
れ
も
奈
良
中
野

の
傑
里
遺
跡
あ
る
魔
に
賛
逢
し
た
垣
内
式
村
落
の
形
式

を
有
す
ろ
-
の
で
.
多
少
格
子
形
の
巻
繊
を
成
し
て
ゐ

る
か
ら
推
せ
ば
'
そ
の
癖

蕗
の
成
立
は
鎌
倉
庫
代
刀
工

の
移
住
に
よ
っ
て
繁
兼
す
る
以
前
に
在
っ
た
ら
し
-
I

或
は
翁
則

1
円
に
鼎
嘩
し
て
友
成

一
派
は
最
初
か
ら
此

魔
に
居
て
.
後
に
竃
岡
か
ら
有
正
正
候
の

7
沢
も
移
任

し
て
長
船
に
凍
た
の
で
な
い
か
ビ
想
は
れ
る
O
こ
の
近

傍
に
服
部
土
師
な
で
い
ふ
部
落
が
あ
っ
て
舌
-
固
守
か

郡
司
の
官
術
が
あ
っ
た
の
で
鍛
治
機
械
陶
工
等
の
工
人

が
そ
の
周
囲
に
部
落
を
遣
っ
て
ゐ
た
ど
推
測
さ
れ
得
る
.

而
し
て
此
等
の
刀
工
は
皆
な
外
氷
の
部
族
伴
園
た
る
こ

だ
ぼ
銘
文
に
明
記
さ
れ
'
粛
正
だ
け
は
鉾
単
位
ビ
切
っ

た
の
が
月
観
五
年
ま
で
あ
っ
て
.
そ
の
子
正
榎
は
奥
州

太
郎
ビ
呼
び
p
真
観
田
だ

舞
革
か
ら
荘
按
に
移
任
し
た

こ
,̂,J
が
明
か
で
あ
る
｡
湾
別
は
そ
の
作
品
だ
想
は
る
～

貨
物
が
あ
っ
て
安
鋼
ビ
類
似
L
で
ゐ
る
の
か
ら
推
し
て

播
磨
か
ら
兼
任
L
LJ
も
の
ど
想
は
れ
.
質
成
友
戊
は
判

然
せ
ね
が
恐
ら
-
は
同
じ
-
細
事
か
ら
の
庇
接
又
は
聞

節
1ニ
額

･

弟
六
幼

lV,
O

Tl

三
周

接
移
住
索
で
或
は
安
頼
か
ら
の
分
派
で
花
-
て
河
内
宥

成
昼
.W
～
同
派
で
､
後
世
に
薬
包
卒
が
両
地
を
徒
衆
し

た
か
-
早
-
か
ら
連
絡
が
あ
っ
た
か
ビ
想
は
れ
る
｡

澱
刀
FIi菜
が
卒
安
朝
の
前
年
に
於
て
既
に
起
-
此
尊

の
地
方
.に
名
工
輩
出
の
盛
況
を
見
た
の
は
循
月
内
海
に

純
友
の
起

っ
た
以
前
か
ら
海
賊
常
備
の
必
妻
が
あ
っ
て

団
府
所
在
地
に
於
て
大
に
武
器
を
製
造
し
た
結
果
な
る

べ
き
は
疑
を
容
れ
ぬ
o
然
れ
)/J
も
此
の
場
倉
に
も
牒
粁

僚
石
が
容
易
に
縛
ら
れ
る
の
ど
海
上
交
通
の
便
利
な
ど

が
興
っ
て
盛
大
に
聴
蓮
し
た
の
で
あ
る
｡
永
延
前
後
か

ら
平
安
朝
後
年
に
至
っ
て
僧
房
包
平
助
卒
高
卒
等
の
名

工
が
出
で
奥
州
大
和
を
凌
鷹
せ
ん
と
す
る
更
に
盛
大
な

工
業
ど
な
-
､
保
元
平
治
以
後
平
安
京
が
戦
肇
の
巷
ど

な
-
､
平
家
の
西
奔
し
て
瀬
戸
内
海
沿
岸
で
職
肇
が
行

は
れ
る
に
及
び
滞
槽
僚
達
し
､
鎌
倉
初
期
に
後
鳥
羽
上

皇
が
帯
紐
名
工
を
召
集
し
て
御
番
鍛
冶
を
選
足
さ
れ
た

時
に
畢
安
京
に
盛

っ
た
も
の
ゝ
多
数
は
備
前
鍛
冶
た
る

に
至
っ
た
の
は
武
器
製
造
業
の
原
因
が
具
備
し
て
ゐ
た

飴
某
で
あ
ら
-
0



平
安
朝
来
期
に
入
っ
て
此
の
加
-
雄
大
ビ
な
る
に
及

ん
で
備
中
団
雁
の
商
で
山
陽
の
街
道
に
鎗
っ
た
育
江
に

移
住
し
.
此
魔
で
も
工
業
が
大
に
笹

凡
て
備
前
に
亜
ぎ

京
栗
田
汀
に
肩
を
並

べ
る
盛
況
を
具
し
'
安
次
の

l
家

数
人
が
御
番
鍛
治
ど
な
っ
た
O
政
の

…
門
の
住
所
は
多

分
敢
初
苗
葦
庄

(今
の
倉
敷
町
の
北
)
の
近
傍

に
在
っ

て
.
追
々
に
備
中
の
威
カ
に
分
れ
た
も
の
ら
し
-
｣
岡

山
の
永
山
氏
の
,調
査
に
よ
っ
て
五
ヶ
所
も
青
江
ビ
い
ふ

場
所
か
知
れ
た
が
'
地
形
間
に
は
殆
ぎ
大
字
だ
し
て
残

っ
て
ゐ
ぬ
O
備
後
の
三
原
尾
道
等
の
海
港
に
於
け
る
鍛

刀
工
業
は
東
に
晩
-
し
て
'
音
三
原
Aj,祁
す
る
正
家
正

燐
が
南
北
朝
の
初
期
で
'
瀬
戸
内
渥
沿
岸
の
地
方
が
群

雄
制
接
し
て
敵
味
方
ど
な
っ
て
絶
え
ず
明
軍
が
行
は
れ

た
る
頃
で
あ
る
｡
又
吾
此
の
頃
か
ら
八
幡
船
が
支
那
朝

鮮
の
海
上
に
出
動
し
始
め
て
.
武
群
が
渥
外
に
輸
出
せ

ら
れ
る
の
で
常
用
が

1
暦
盛
ん
ど
な
-
.
室
町
幕
府
の

朱
印
船
を
蓬
-
明
囲
ど
の
庶
易
が
聞
か
る
頃
に
重
要
軽

出
商
品
ど
な
っ
て
終
に
大
義
鎮
座
ビ
共
に
品
位
の
低
下

を
沸
す
こ
ど
ゝ
t･や
っ
た
｡

中
間
地
方
の
鍛
刀
工
米

鎌
倉
時
代
の
初
期
は
今
述
べ
た
如
-
備
前
もこ
多
数
の

名
工

が
同
時
に
出
た
時
で
'
稲
閲
に
菊

山
文
字
E
L
で

有
名
な
則
宗
が
そ
の
互
撃
で
あ
っ
た
｡
そ
の
手
助
宗
助

成
助
包
助
則
等
の
外
に
t

T
門
に
延
房
倍
房
信
.#
が
出

で
.
僻
は
宗
音
符
国
包
造
包
助
等
も
あ
-
'
長
船
に
質

種
則
次
等
が
出
で
'富
岡
鍛
冶
に
是
助
が
損
で
､同
じ
-

畠
田
に
分
れ
て
守
家
が
出
で
'
そ
の
後
に
大
将
鍛
冶
の

囲
感
の
兼
が
寧
甘
(鵜
飼
)
に
移
っ
て
宴
上
質
塵
雲
次
の

7
円
が
出
雑
.
竃
井
鍛
治
も
薦

い
て
後
に
出
雲
近
永
の

一
派
ど
な
っ
た
｡
そ
の
後
に
長
船
の
光
忠
義
兜
発
光
長

轟
等
の

7
円
が
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
最
も
名
工
の
名
を

博
し
'
又
た
島
田
の
後
が
南
北
朝
に
な
っ
て
長
船
の
小

反
物
')
堤
-
そ
の
束
流
が
則
光
藤
兼
所
定
ど
な
っ
た
｡

一備
前
物
は
曲
の
加
-
郵
革
物
の
聴
連
し
た
の
ビ
同
じ

径
路
を
取
っ
て
職
肇
の
近
畿
に
起
る
ビ
共
に
誼
も
な
武

詐
供
給
の
中
心
ど
な
-
'
多
旗
の
名
工
が
出
た
の
･で
あ

る
が
'
叉
た
諸
方
に
此
の
俄
刀
工
業
の
中
心
か
ら
移
任

し
た
こ
}J
も
雛
革
鍛
治
の
場
食
だ
同
じ
様
で
あ
る
｡
何

時
も
地
方
の
.名
工
は
中
心
に
召
し
出
さ
れ
た
も
の
で
.

大
和
朝
延
へ
は
解
草
月
山
等
か
ら
凍
て
.
経
に
大
和
に

jA
O
rll.

三
五



地

球

･

定
住
し
た
が
.

平
安
朝
に
は
又
た
諦
観
の
澱
治
が
京
都

に
悠
-
.
播
磨
伯
蕃
備
前
の
鍛
治
等
は
京
都
ビ
郷
里
の

問
を
荏
解
し
て
ゐ
LJ
こ
ĵJ
が
前
に
掲
げ
た
銘
文
か
ら
察

せ
ら
れ
.
所
甜
御
番
鍛
冶
が
選
足
さ
れ
る
以
前
か
ら
舌

-
既
に
朝
廷
堂
細
の
御
用
を
勤
め
る
こ
亡
に
な
っ
て
ゐ

た
ら
し
い
｡

盛
れ
.I/,
も
日
本
畢
刀
工
業
の
礎
蓮
に
重
大
な
圃
係
の

あ
る
事
件
は
御
鳥
羽
上
皇
の
番
鍛
冶
を
召
集
さ
せ
ら
れ

た
こ
E
で
あ
っ
て
､
此
の
屑
め
に
日
本
の
翼
刀
楯
の

f

大
進
歩
が
あ
っ
た
ビ
認
め
ら
れ
る
.
番
鍛
冶
に
選
足
さ

れ
た
塙
工
に
は
撞
き
は
豊
後
の
行
中
､
備
前
か
ら
伯
者

に
針
居
た
宗
隆
に
及
び
'
大
和
千
手
院
義
弘
.
粟
田
口

観
友

丁
門
に
備
前
備
中
の
多
数
の
名
工
が
垂
加
し
た
の

で
'
諸
流
派
に
別
れ
て
猫
樺
の
長
魔
を
馨
押
し
た
畢
刀

術
の
他
流
任
命
が
行
ほ
れ
て
､
上
皇
親
裁
の
下
に
刀
効

を
造
ら
せ
給
ふ
た
の
で
あ
る
O
故
に
奈
良
平
安
南
朝
の
L

問
に
僚
蓮
し
た
長
魔
が
綜
令
此
政
さ
れ
LJ
評
で
あ
る
.

政
の
閏
に
於
て
狗
-
則
宗
だ
け
が
菊

7
文
字
の
代
表

者
ど
な
っ
て
ゐ
る
の
は
藤
岡
の
粛
党
友
戒
の
焼
き
出
し

た

一
種
担
化
の
最
も
面
白
い
叔
文
に
あ
っ
て
.
備
前
乱

節
三
谷

節
六
助

穴OS

三

光

れ
の
正
し
い
系
統
を
代
演
し
た
の
に
在
る
ビ
感

は
れ
る
｡

今
日
は
二
股
に
此
の

一
門
か
み
が
天
下

T
の
意
味
で
菊

f
文
字
を
切
る
こ
と
を
許
さ
れ
ぬ
ど
す
る
が
.

1.説
に

は
帯
革
治
は
何
れ
も

7
文
字
を
切

っ
た
E
L
t
際
銘
を

見
れ
ば
菊
及
び

一
文
字
を
何
れ
の
泰

鍛
冶
も
切

っ
た
こ

yJ
は
疑
ふ
簡
地
が
な
い
｡然
る
に
此
の
如

-
則宗
7
円
に

限
る
加
-
考
ふ
る
に
至
っ
た
の
は
後
に
述

べ
る
甥
由
で

他
の
.番
鍛
治
の
切

っ
た
菊
ビ

7
文
字
は
償
物
故
に
さ
れ

た
不
串
な
結
果
に
因
っ
た
の
で
あ
る
O
闇
銘
に
は
ま
LJ

手
入
れ
を
し
た
古
い
刀
効
に
も
菊

叫
文
学
を
切

っ
た
形

跡
が
明
か
で
.
常
時
上
皇
は
政
槽
の
鎌
倉
鑑
櫛
に
移
っ

た
の
を
回
収
さ
れ
る
の
に
兵
力
に
誹

へ
ね
は
な
ら
ね

こ

亡
を
察
し
給
ひ
'
十
三
年
間
武
士
を
懐
柔
さ
れ
る
ビ

同

時
に
武
器
を
集
め
ら
れ
た
こ
}J
も

7
種
の
軍
備
購
張
の

御
精
榊
に
出
L
J
だ
寮
せ
ら
れ
､
勤
王
の
武
士
に
精
良
な

武
器
を
持
た
せ
て
鎌
倉
基
原
の
武
力
を
打
偵
せ
ん
だ
す

る
壮
岡
が
原
因
k
JL･1
つ
て
ゐ
た
J
御
所
焼
の
刀
で
馬
の

骨
ビ
手
綱
を

7
所
に
切
っ
て
落
し
た
yJ
い
ふ
請
が
承
久

物
語
に
あ
る
E3
従
っ
て
我
々
の
手
に
す
る
古
刀
に
は
隠

鉾
に
深
山
の

7
文
字
を
切
っ
た
の
が
あ
っ
て
ー
承
元
以



前
の
育
作
を
も
何
れ
も
承
久
常
時
に

一
院
御
用
に
選
足

さ
れ
'
そ
れ
が
｢
承
久
三
年
宰
巳
五
月
朔
日
腸
之
｣
だ
い

ふ
銘
文
を
件
ひ
.
営
方
の
武

士
に
配
付
さ
れ
た
こ
だ
が

知
れ
て
寒
た
｡

詳
細
に
隠
錦
を
重
ん
で
明
か
と
な
っ
た
の
は
番
鍛
冶

の
倉
作
の
多

い
こ
亡
で
'
則
宗
そ
の
他
の
刀
工
の
俄

へ

た
も
の
も

焼
い
た
も
の
も
仕
上
げ
即
ち
磨
き
上
げ
た
も

の
が
多

い
.
従
っ
て
帯
解
拾
物
に
は
食
作
即
ち

｢
倉
ひ

の
子
｣
の
作
風
が
普
通
で
'
粟
田
口
A,J
山
文
字
ビ
酷
似

す
る
こ
ど
が
従
雄
の
刀
鋤
FJ1刑
事
に
既
に
明
言
さ
れ
て

る
理
由
は
此
の
閣
係
で
埋
骨
さ
れ
る
P
叉
た
従
っ
て
偶

然
備
前
粟
治
の
L令
作
で
則
宗
助
宗
等
の
焼
い
た
も
の
だ

け
な
七
線
壮
麗
定
家
が
姿
､
肌
倉
.
双
文
典
に
筋
の
正

し
い

∵
文
字
ビ
局
限
し
て
考

へ
る
こ
と
に
も
t･･t
つ
た
F,LF

想
は
れ
る
｡

承
久
回
天
の
.事
業
失
敗
に
蹄
し
た
後
に
備
前
の
観

宗
p
肋
異
p
粟
田
口
閥
綱
等
の
名
工
が
鎌
倉
に
招
か
れ

て
鎌
倉
時
代
の
中
葉
以
後
に
相
州
物
A,J
い
ふ
正
宗
が
そ

の
代
表
的
名
工
./J
さ
れ
た

1
沢
が
聴
達
し
で
'
今
H
で

は

小
股
に
正
宗
が
澱
刀
工
菜
の
漸
ら
し
い
紀
元
を
開
い

中
岡
地
方
G
l鍛
刀
工
柴

吾
桟
に
考

へ
ら
れ
て
る
O

戯
れ
で
も
隠
銘
を
研
究
し

て

正
に
我
々
の
気
付
い
た
の
は
正
倉
院
御
物
中
の
刀
鋤

即

ち
天
平
時
代
以
前
及
び
常
時
の
作
品
た
る
こ
/̂J
の
疑
な

き
も
の
ビ
略
ぼ
同

1
の
恵

物
で
'
姿
.
地
域
へ
刃
文
等

の
類
似
し
た
も
の
が
庖
丁
正
宗
ビ
呼
ぶ
も
の
ヽ
中
に
も

あ
る
ら
し
-
な
っ
て
､
今
日
疑
雲
に
蔽
推
さ
れ
た
正
宗

の
廃

品
な
る
も
の
は
時
代
に
於
で
頗
る
薫
っ
た
も
の
ま

で
も
倉
,ま
れ
で
ゐ
る
こ
と
も
疑
な
-
､
正
倉
院
御
物
に

比
按
す
る
機
骨
の
な
か
っ
た
時
代
の
鹿
足
で
は
鞭
で
怪

し
む
に
足
ら
ぬ
が
.
今
西
は
鎌
倉
を
過
重
腫
す
る
の
は

如
何
で
あ
ら

-
か
｡

兎
に
角
鎌
倉
時
代
の
鍛
刀
工
業
の
僚
蓬
に
は
番
鍛
治

の
鍛
刀
か
正
宗
の
由

現
よ
rI
は
造
か
に
頚
大
な
意
義
あ

る
も
の
で
.
非
常
に
華
美
な
茂
文
を
是
し
て
切
味
も
無

比
な
作
品
が
此
の
他
流
仕
倉
の
峰
に
出
奔
た
だ
者

へ
て

よ
い
｡
且
つ
又
た

｢
時
鎌
倉
基
府
が
中
央
政
府
た
る
状

態
を
蓋
し
で
も
'
澱
刀
工
業
の
隆
盛
の
要
因
は
原
料
の

豊
富
､
交
通
の
由

利
､戦
肇
の
こ
こ
つ
で
あ
っ
て
､近
畿
中

開
九
州
等
は
鎌
倉
幕
府
の
勢
力
の
及
び
難
い
脇
で
.
南

北
朝
か
ら
室
町
時
代
ま
で
絶
え
ず
戦
肇
が
あ
-
.
又
Lj

岩

li

tニ
七
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後
に
は
愉
出
向
の
需
用
も
あ
っ
て
備
前
を
中
心
ビ
し
て

益
々
盛
運
を
具
し
､
そ
れ
が
天
正
年
間
の
大
洪
水
の
た

め
に
忽
ち
裏
無
し
で
再
び
起
つ
能
は
ざ
る
ま
で
七
官
僚

年
間
連
綿
ĴJ
救
え
た
｡

今
霜
に
備
前
澱
刀
工
業
の
興
亡
を
歴
史
的
に
辿
っ
て

集
落
の
人
文
地
埋
単
的
考
察
の

7
端
ビ
す
る
に
潜
っ
て

特
に
注
意
さ
れ
る
は
地
理
的
梁
因
ĴJ
L
で
気
候
の
艶
蕗

の
成
丑
ビ
盛
衰
に
東
大
な
る
閥
係
あ
る
flJ
で
あ
る
｡
今

述

べ
た
天
正
年
間
の
大
洪
水
の
記
事
は
本
朝
鍛
冶
考
の

記
事
極
め
て
箇
壁
で
あ
っ
て
且
つ
如
何
な
る
文
鹿
に
よ

っ
た
も
の
.か
も
不
明
で
あ
る
が
､
洪
水
に
て
山
崩
れ
花

中
大
河
の
堤
崩
れ
て
長
船
町
の
人
家
鍛
治
数
千
人
溺
死

し
.
以
雄
長
酔
鍛
治
衰
え
た
と
い
ふ
.
此
の
地
鼻
は
地

形
上
で
判
断
す
れ
ば
多
分
は
青
井
の
北
の
蓮
の
山
が
崩

捜
し
て

1
時
河
流
を
堰
き
止
め
再
び
破
壊
し
て
長
船
近

傍
を
荒
ら
し
た
も
の
ビ
推
測
さ
れ
る
0
洪
水
の
t惨
粥
は

狗
-
膏
井
川
に
止
ら
ず
.
中
図

1
固
同
様
で
山
陰
側
の

清
田
境
等
で
は

1
年
間
の
降
水
最
の
最
大
が
九
月
の
低

気
腫
鍵
雑
の
季
節
に
在
っ
て
'
山
醍
醐
で
も
六
月
梅
雨

第
1.1..谷

第
六
駄

犬
O

ir,

三
･(

季
ビ
九
月
だ
の
二
回
に
最
大
が
あ
る
0

7
昨
年
鳥
取
市

が
金
浦
し
た
ど
の
電
報
す
ら
侍
は
つ
た
洪
水
は
そ
の

1

例
で
山
陰
方
面
で
餓
飽
水
だ
呼
ぶ
さ
-
で
あ
る
.

然
れ
ど
も
今
我
々
は
長
醇
が
餓
飽
水
に
遣
ら
れ
た
ど

い
つ
で
.罫
な
る
茶
話
に
滑
稽
化
す
る
こ
亡
は
出
水
ぬ
O

そ
の
貌
蕗
の
静
連
敗
止
の
悪
童
は
頗
る
重
大
で
'
播
磨

風
土
記
に
揺
れ
ば
奈
良
朝
以
前
に
蛮
蚊
か
ら
対
岸
の
播

磨

へ
の
移
住
に
よ
っ
て
出
水
･花
村
落
が
記
載
さ
れ
て
.

潰
帳
の
側
の
人
口
の
過
剰
が
早
-
起
っ
て
.
播
磨
の
方

が
後
れ
て
開
け
た
こ
亡
を
示
し
て
ゐ
る
｡
曲
の
原
因
が

何
で
あ
る
か
は
頗
る
明
瞭
で
P
欝
岐
の
平
野
を
流
れ
る

河
流
が
何
れ
も
讃
岐
山
脈
か
ら
教
源
す
る
水
源
地
の
準

域
の
小
さ
い
想
い
も
の
で
著
し
い
洪
水
が
起
ら
ぬ
に
反

し
.
播
磨
で
も
備
前
で
も
河
流
の
水
源
の
港
域
が
償
い

の
で
大
雨
が

.叫
陣
に
降
っ
て
洪
水
を
起
す
場
令
が
頻
繁

に
あ
る
0
故
に
う
歯
蚊
の
串
野
に
は
人
口
密
度
が
申
-

飽
和
状
態
に
達
し
t
TIi]む
を
得
ず
対
岸

へ
移
焦
し
て
罪

基
地
を
開
架
し
た
も
の
ど
推
測
さ
れ
る
0
勝
田
文
軍

士

の
研
究
に
よ
れ
ば
播
磨
備
前
の
沿
岸
地
方
で
は
奈
良
朝

前
後
に
大
和
寺
院
の
墾
田
と
し
て
開
験
さ
れ
て
洪
滴
平



地
の
塩
溶
が
粗
雑
た
例
が
あ
る
fyJ
い
ふ
｡
そ
の
束
開
墾

地
の
あ
つ
た
の
ノも
助
の
t長
躯
澱
治
の
殆
ん
で
金
城
し
た

の
も
同

1
の
地
即
的
要
因
が
働
い
LJ
賠
某
で
あ
っ
た
｡

今

も
桐
は
岡
山
膝
に
は
蘭
の
収
穫
の
如
き
努
力
の
必

要
な

時
季
に
誤
岐
か
ら
披

っ
て
凍
る
労
働
者
の
斬
る
多

い
事
貨
が
あ
る
こ
AfJ
を
浦
上
宗
衛
氏
か
ら
開
い
た
が
'

過
去
取
落
聴
蓮
の
歴
史
に
は
人
口
移
動
の
潮
流
に
色
々

の
種
燕
が
あ
っ
て
'

そ
の
1
が
澱
治
工
業
ビ
し
て
此
塵

に
現
は
れ
'
そ
の
敏
速
の
根
底
た
る
気
候
の
要
因
が
ま

た
そ
の
廃

滅
を
促
す
こ
亡
に
な
っ
た
の
は
必
L
も
偶
然

で
は
Li
い
｡

阿
波
囲
勝
浦
郡
羽
ノ
浦
町
附
近
の
オ
ル
ビ
-
リ
ー
ナ

石
灰
岩
ご
イ
ノ
セ
ラ
ム
ス
層

江

原

最

伍

予
は
昨
春
勝
浦
川
盆
地
踏
査
の
際
同
盆
地
の
東
端
な

る
朋
ノ
浦
町
附
近
に
於
で
オ
ル
ビ
ト

リ
ー
ナ
石
衣
岩
及

イ
ノ
セ
ラ
ム
ス
厨
を
費
見
せ
-
'

此
の
石
衣
岩
は
先
に

大
鼓
洋
之
助
寧
士
が
日
和
佐
因
幡
説
明
書
に
中
角
よ
-

中

ノ
庄

(羽
ノ
浦
)
に
連
縛
せ
-
ビ
記
載
L
LJ
る
も
の
な

-
､
触
れ
で
も
中
角
の
右

凝
着
は
鳥
の
′灘
系
統
の
も
の

在
る
こ
ビ
明
か
に
し
て
中
ノ
圧
の
も
の
f̂J
は
全
然
其
の

厨
位
を
異
に
せ
-
｡

此
の
石
衣
碁
は
記
者
が
勝
浦
川
盆
地
に
於
で
溝
川
磯

岩
静
ビ
命
名
せ
る
自
室
紀
暦
の
基
底
磯
岩
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石
捕

物
ビ
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に
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在
す

る
も
の

に
し
て
両
者
の
問

に
密
接
の
関
係
あ
り
p
然
し
て
曲
の
石
衣
岩
は
黒
色
勧

密
に
し
て
時
に
騨
状
又
は

pis
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の
構
造
竪
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