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日
本
に
は
刀
剣
以
外
に
も
多
く
の
武
器
武
具
が
古
来
よ
り
存
在
し
、
使

用
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
中
で
、
世
界
に
も
類
を
見
な
い
も
の
と
し
て
、
殺

傷
を
目
的
と
せ
ず
、
捕
縛
や
警
護
の
た
め
に
盛
ん
に
使
用
さ
れ
て
い
た
も

の
が
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
捕と
り

者も
の

（
捕
物
）
に
用
い
る
道
具
、
す
な
わ
ち

十じ
っ
て手

に
代
表
さ
れ
る
捕と
り

者も
の

道ど
う

具ぐ

（
捕
物
道
具
）
で
あ
る
。
こ
の
捕
者
道
具

に
関
し
て
の
研
究
は
、
名
和
弓
雄
に
よ
っ
て
大
い
に
進
め
ら
れ
る
も
の

の
、
そ
の
後
の
研
究
は
、
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
い
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で

あ
り
、
僅
か
な
が
ら
も
捕
者
道
具
の
研
究
を
進
め
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
当
論
文
は
、
こ
の
捕
具
の
中
で
も
、
代
表
的
な
十
手
の
起
源
変
遷
に

つ
い
て
、
文
献
及
び
文
献
史
料
、
現
物
史
料
か
ら
、
こ
れ
ま
で
述
べ
ら
れ

て
き
た
論
を
再
検
討
し
た
上
で
、
名
和
の
研
究
を
参
考
に
し
つ
つ
、
筆
者

独
自
の
論
と
し
て
、
十
手
の
起
源
は
、
室
町
幕
府
に
仕
え
、
足
利
将
軍
の

警
護
な
ど
に
当
た
っ
て
い
た
走

は
し
り

衆し
ゆ
うが

使
用
し
た
刄は

引び
き

こ
そ
が
、
十
手
の
起

源
で
あ
る
と
提
唱
し
、
こ
の
刄
引
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
、
現
在
、
広
く

知
ら
れ
て
い
る
十
手
に
な
っ
た
の
か
を
論
究
す
る
。

十
手

―

そ
の
起
源
と
変
遷
に
関
す
る
考
察

　

は
じ
め
に

　

近
年
に
起
こ
っ
た
刀
剣
ブ
ー
ム
の
煽
り
を
う
け
、
博
物
館
、
美
術
館
な
ど
で
は
刀
剣
の
特
別
展
、
展
覧
会
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
以
前
か

ら
刀
剣
や
甲
冑
は
美
術
品
と
し
て
高
い
評
価
を
受
け
、
展
示
や
研
究
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
他
の
武
器
武
具
の
展
示
は
勿
論
の
こ
と
、
研
究

も
少
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

岩　

下　

忠　

輝

論　

文　

要　

旨
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し
か
し
、
日
本
に
は
刀
剣
以
外
に
も
多
く
の
武
器
武
具
が
古
来
よ
り
存
在
し
、
使
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
中
で
、
世
界
に
も
類
を
見
な
い
殺
傷
を
目
的
と
せ

ず
、
捕
縛
や
警
護
の
た
め
に
盛
ん
に
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
十
手
に
代
表
さ
れ
る
捕
者
（
捕
物
）
道
具
で
あ
る
。
当
論
文
で
は
こ
れ

ら
を
捕
具
と
呼
称
す
る
。
こ
の
捕
具
に
関
し
て
の
研
究
は
名
和
弓
雄
氏
に
よ
っ
て
大
い
に
進
め
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
後
の
研
究
は
進
ん
で
い
な
い
と
い
う
の

が
現
状
で
あ
る
と
い
え
る
。
当
論
文
は
、
こ
の
捕
具
の
中
で
も
代
表
的
な
十
手
の
起
源
変
遷
に
つ
い
て
名
和
の
研
究
を
参
考
と
し
つ
つ
、
文
献
及
び
史
料
・
現

物
史
料
か
ら
、
こ
れ
ま
で
述
べ
ら
れ
て
き
た
先
行
研
究
を
再
検
討
し
、
十
手
の
起
源
に
つ
い
て
論
究
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
．
十
手
概
論

　

十
手
の
起
源
変
遷
を
述
べ
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
は
十
手
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
有
し
て
い
る
か
を
述
べ
る
必
要
が
あ
る
。
さ

ら
に
、
十
手
は
捕
物
道
具
と
い
う
武
具
類
に
分
類
す
る
こ
と
の
で
き
る
武
器
で
あ
る
。
十
手
が
何
で
あ
る
か
を
語
る
前
に
、
ま
ず
捕
物
道
具
の
概
念
を
規
定
す

る
。

　

捕
者
道
具
は
捕
物
道
具
と
も
呼
ば
れ
、
捕
縛
に
用
い
る
た
め
の
非
殺
傷
武
具
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
使
用
は
室
町
時
代
中
期
頃
か
ら
使
用
さ
れ
て
お
り
、『
洛

中
洛
外
図
屏
風
上
杉
本
』
な
ど
に
も
そ
の
姿
を
見
る
事
が
出
来
る
。（
図
1
）

　

十
手
の
形
状
に
お
け
る
特
徴
と
し
て
、
多
く
は
鍛
鉄
製
の
棒
身
に
Ｌ
字
の
鈎
が
付
き
、
柄
に
房
紐
を
取
り
付
け
る
た
め
の
環
が
付
け
ら
れ
た
も
の
で
、
十
手

の
棒
身
部
分
で
刃
を
受
け
、
鈎
に
刃
を
滑
り
込
ま
せ
て
ひ
ね
り
止
め
る
為
に
使
用
す
る
。
基
本
的
な
形
状
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
中
に
は
、
刀
の
よ
う
に

鍔
を
付
け
た
も
の
、
古
武
術
で
使
用
さ
れ
て
い
た
物
に
は
複
数
の
鈎
を
付
け
た
り
、
鈎
に
刃
を
付
け
た
も
の
、
先
端
に
分
銅
を
付
け
た
鎖
を
仕
込
ん
だ
も
の
な

ど
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
み
、
火
付
盗
賊
改
方
の
使
用
し
た
物
に
は
拳
を
刃
か
ら
護
る
た
め
の
鍔
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
材
質
は
鍛
鉄
製
で
、
長
さ
は
三
十
六

糎
か
ら
四
十
五
糎
ほ
ど
が
基
本
と
な
る
。
こ
の
長
さ
は
、
使
用
者
が
十
手
を
逆
手
に
握
り
、
肘
に
ピ
タ
リ
と
付
け
た
際
に
肘
か
ら
数
糎
ほ
ど
は
み
出
る
。
こ
の

寸
法
は
腕
を
完
全
に
防
御
し
つ
つ
、
携
帯
に
差
支
え
の
無
い
長
さ
に
調
整
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
三
十
六
糎
、
つ
ま
り
一
尺
二
寸
と
い
う
長
さ
は
、
竹
内
流
で
使

用
さ
れ
る
小
太
刀
と
同
じ
長
さ
で
あ
る（
１
）。
こ
の
こ
と
は
単
な
る
偶
然
の
一
致
で
は
な
く
、
後
述
す
る
十
手
と
柔
術
と
深
い
関
わ
り
が
強
い
が
た
め
の
一
致
と
推
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測
さ
れ
る
。

　

基
本
的
な
使
用
方
法
と
し
て
、
防
御
の
他
、
打
撃
、
突
き
、
体
術
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
投
げ
、
投
擲
の
他
に
鉤
の
形
状
を
利
用
し
て
指
を
栓
抜
き
の
要

領
で
責
め
る
と
い
っ
た
方
法
が
あ
る
。
こ
う
し
た
独
特
な
使
用
方
法
を
持
つ
た
め
に
、
十
手
は
十
手
術
、
捕
縛
術
な
ど
の
独
立
し
た
専
門
の
武
術
で
使
用
さ
れ

る
ほ
か
、
竹
内
流
、
柳
生
心
眼
流
等
の
古
流
柔
術
で
も
使
用
さ
れ
る
武
器
で
あ
る（

２
）。

　

十
手
は
、
使
用
者
の
身
分
や
使
用
場
面
に
よ
っ
て
形
状
や
素
材
が
異
な
る
場
合
も
あ
り
、
江
戸
町
奉
行
所
の
与
力
、
同
心
が
使
用
し
た
も
の
は
真
鍮
で
製
作

さ
れ
、
そ
の
上
に
銀
流
し
が
施
さ
れ
た
美
術
品
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
懐
中
に
し
ま
う
た
め
、
長
さ
は
三
十
糎
以
下
と
短
い
の
が
特
徴
で
も
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
火
付
盗
賊
改
方
・
目
明
し
・
捕
物
出
役
時
の
江
戸
町
奉
行
所
同
心
と
い
っ
た
実
戦
に
従
事
す
る
場
合
及
び
立
場
の
者
は
四
十
糎
以
上
の
堅
牢
か
つ
重

厚
な
作
り
に
な
っ
て
い
る
。
特
に
捕
物
出
役
の
江
戸
町
奉
行
所
同
心
の
十
手
は
六
十
三
糎
と
長
大
で
あ
る
。（
図
２
）
こ
の
他
、
柄
や
房
紐
も
職
掌
に
よ
っ
て

そ
の
有
無
や
形
状
が
異
な
っ
て
い
る
他
、
関
西
と
関
東
で
は
形
状
が
異
な
る
と
い
っ
た
地
域
差
も
現
れ
て
い
る
。
形
状
な
ど
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
町
人
、

武
士
の
身
分
を
問
わ
ず
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
う
し
た
様
々
な
特
徴
を
有
す
る
が
、
不
明
な
点
が
多
く
、
特
に
そ
の
来
歴
に
関
し
て
は
後

述
す
る
複
数
の
説
が
存
在
す
る
。

二
．
十
手
の
先
行
研
究
史

　

十
手
に
つ
い
て
の
大
略
を
上
記
し
た
が
、
十
手
の
研
究
は
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
て
き
た
か
、
そ
の
研
究
史
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

我
が
国
に
は
、
古
く
か
ら
種
々
様
々
な
武
器
武
具
が
あ
り
、
そ
の
中
で
も
捕
具
は
種
類
が
多
く
、
ま
し
て
単
純
な
物
で
も
な
い
が
、
何
故
か
研
究
は
非
常
に

少
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
の
種
類
は
、
論
題
と
も
し
た
十
手
は
勿
論
と
し
て
、
長
柄
・
握
物
・
鎖
物
・
薬
品
類
な
ど
、
種
類
も
形
状
も
多
い
の
で
あ
る
。

特
に
、
息
討
器
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
今
日
の
催
涙
ス
プ
レ
ー
の
先
駆
け
と
も
い
え
る
も
の
で
、
日
本
の
技
術
力
の
高
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
れ
ら
は
基
本
的

に
殺
傷
を
目
的
と
し
な
い
武
器
で
あ
る
。
世
界
的
に
見
れ
ば
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
ヤ
ー
ド
の
警
棒
な
ど
、
類
す
る
も
の
は
当
然
見
る
事
が
出
来
る
。
し
か
し
、
非

殺
傷
武
具
類
を
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
多
種
多
様
に
発
達
さ
せ
た
こ
と
は
、
世
界
に
類
を
見
な
い
事
で
あ
る
。
捕
具
に
関
す
る
研
究
は
、
極
め
て
乏
し
く
、
管
見
の
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限
り
で
は
、
名
和
の
研
究
が
唯
一
で
あ
る
。
名
和
自
身
、
古
武
術
、
十
手
術
の
宗
家
で
も
あ
り
、
時
代
劇
の
時
代
考
証
を
行
う
傍
ら
、
様
々
な
捕
具
を
蒐
集
し
、

研
究
を
行
っ
て
い
た
。
研
究
成
果
は
、
昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
十
手
・
捕
縄
の
研
究（
３
）』
に
ま
と
め
ら
れ
以
後
複
数
の
著
書
を
刊
行
し
、

平
成
八
年
（
一
九
九
六
）
の
『
十
手
・
捕
縄
事
典
』
が
最
後
の
十
手
、
捕
物
道
具
な
ど
の
研
究
書
と
な
っ
た
。
現
在
で
は
、
こ
れ
ら
の
著
作
物
に
書
か
れ
た
捕

具
に
関
す
る
観
点
は
、
ほ
ぼ
通
説
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
名
和
の
研
究
方
法
は
、
現
物
の
蒐
集
の
他
、
古
老
か
ら
の
聞
き
取
り
及

び
武
器
武
具
の
実
験
な
ど
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
現
在
、
名
和
の
収
集
し
た
史
料
凡
そ
一
八
〇
点
が
明
治
大
学
博
物
館
に
寄
贈
、
展
示
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
他
に
は
、
江
戸
風
俗
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
三
田
村
鳶
魚
の
研
究（
４
）も
あ
る
が
、
江
戸
町
奉
行
の
与
力
、
同
心
や
目
明
し
な
ど
の
生
活
状
況
な
ど
の
研

究
が
主
で
あ
り
、
捕
具
に
限
っ
て
言
え
ば
、
三
田
村
の
研
究
は
、
名
和
の
研
究
に
及
ば
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
今
日
、
十
手
を
取
り
上
げ
る

際
に
は
、
管
見
の
限
り
、
名
和
か
三
田
村
の
説
の
ど
ち
ら
か
に
依
る
こ
と
が
多
い
と
看
取
さ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
名
和
は
在
野
の
研
究
者
で
あ
り
、
現
物
の
蒐
集
及
び
古
老
か
ら
の
聞
き
取
り
な
ど
が
主
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
文
献
に
依
る
と
こ
ろ
が
少

な
く
、
現
存
す
る
物
か
ら
の
類
推
と
い
う
側
面
が
強
い
の
が
研
究
の
特
質
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
捕
具
に
関
す
る
文
献
史
料
は
、
非
常
に
乏
し
い
こ
と

も
重
な
り
、
十
手
の
起
源
に
関
し
て
名
和
は
複
数
の
説
を
唱
え
つ
つ
も
、
い
ず
れ
か
一
つ
の
説
に
絞
っ
て
い
な
い
こ
と
も
現
状
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
、
文
献

資
料
と
名
和
の
先
行
研
究
な
ど
を
活
用
し
、
十
手
の
起
源
及
び
変
遷
に
就
い
て
考
察
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

三
．
十
手
起
源
論―

中
国
伝
来
説

　

十
手
の
起
源
は
、
諸
説
あ
る
が
、
大
き
く
二
つ
の
系
統
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
中
国
に
起
源
を
も
つ
と
す
る
説
と
日
本
発
祥
の
武
器
と
す
る
こ
の
二
つ
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
中
国
を
起
源
と
す
る
説
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
。

　

ま
ず
、
中
国
に
起
源
が
あ
る
と
す
る
説
は
、
明
代
末
期
に
日
本
に
帰
化
し
た
陳
元
贇
が
伝
え
た
と
す
る
説
と
、
中
国
の
暗
器
、
す
な
わ
ち
隠
し
武
器
に
分
類

さ
れ
る
筆
架
叉
が
日
本
に
伝
わ
っ
た
と
す
る
説
の
二
つ
で
あ
る
。

　

陳
元
贇
が
伝
え
た
と
す
る
説
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
辞
典
『
大
言
海
』
に
載
せ
ら
れ
た
十
手
の
項
目
が
元
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る（

５
）。
陳
元
贇
は
来
日
し
た
際
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に
、
捕
手
つ
ま
り
柔
術
を
伝
え
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
に
柔
術
が
存
在
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
今
日
で
は
こ
の
説
は
否
定
さ
れ
つ
つ
あ
る
説
で
あ

る（
６
）。
ま
た
、
多
く
の
文
献
で
は
こ
の
時
に
捕
手
を
伝
え
た
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
十
手
を
含
む
と
す
る
記
述
は
管
見
の
限
り
『
大
言
海
』
以
外
に
は
見
受
け

ら
れ
な
い
。
陳
元
贇
が
捕
手
を
伝
え
た
と
す
る
説
が
誤
り
で
あ
る
上
に
、『
大
言
海
』
の
み
の
記
述
で
あ
る
こ
と
を
加
味
す
る
と
、
陳
元
贇
が
伝
え
た
と
す
る

説
は
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。

　

次
に
筆
架
叉
か
ら
発
生
し
た
と
す
る
説
で
あ
る
が
、
筆
架
叉
自
体
は
中
国
南
方
地
方
で
発
祥
し
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
東
南
ア
ジ
ア
を
経
由
し
て
琉
球
に

伝
わ
っ
て
い
る
。
今
日
、
沖
縄
古
武
道
で
使
用
さ
れ
て
い
る
釵
が
こ
れ
に
あ
た
り
、
形
状
も
全
く
同
じ
で
あ
る（
７
）。
形
状
も
非
常
に
似
通
っ
て
い
る
た
め
、
十
手

は
釵
が
変
化
し
た
も
の
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
十
手
の
異
称
に
は
鉄て
っ

尺さ
く

が
あ
り
、
こ
れ
は
釵
や
筆
架
叉
の
異
称
で
も
あ
る
た
め
関
連
付
け
て
述
べ
ら

れ
る
こ
と
も
多
い（
８
）。
さ
ら
に
形
状
も
棒
に
鉤
を
取
り
付
け
て
お
り
、
形
状
の
特
徴
も
似
て
い
る
。
ま
た
、
殺
傷
部
位
を
持
た
ず
、
捕
縛
を
目
的
と
す
る
武
器
で

あ
り
、
琉
球
で
は
治
安
維
持
を
担
っ
て
い
た
平
等
所
の
役
人
が
使
用
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る（
９
）。
筆
架
叉
あ
る
い
は
釵
は
十
手
と
同
様
に
治
安
維
持
に

関
係
す
る
も
の
が
所
持
、
使
用
し
て
い
た
と
い
う
点
で
も
、
使
用
者
、
用
途
と
も
に
似
通
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
十
手
と
筆
架
叉
に
は
大
き
く
異
な

る
点
が
複
数
あ
り
、
筆
架
叉
を
十
手
の
起
源
と
す
る
の
は
短
絡
的
で
あ
り
、
充
分
な
比
較
検
証
が
必
要
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

　

ま
ず
、
筆
架
叉
と
十
手
の
形
状
の
点
か
ら
比
較
す
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
筆
架
叉
は
三
又
で
あ
り
、
長
さ
は
四
十
五
糎
前
後）

10
（

。
こ
れ
に
対
し
て

十
手
は
、
先
に
述
べ
た
通
り
、
棒
に
Ｌ
字
上
の
カ
ギ
を
付
け
た
も
の
が
基
本
の
形
で
あ
り
、
長
さ
は
約
三
〇
糎
か
ら
六
十
糎
以
上
と
非
常
に
幅
が
あ
る
が
、

三
十
五
糎
か
ら
四
十
五
糎
ほ
ど
が
基
本
で
あ
る
。
こ
の
点
だ
け
見
れ
ば
、
よ
く
似
て
お
り
、
十
手
に
も
稀
に
、
左
右
に
鉤
が
付
け
ら
れ
、
沖
縄
古
武
道
で
使
用

さ
れ
る
よ
う
な
卍
型
の
も
の
が
存
在
す
る
。

　

し
か
し
、
大
き
く
異
な
る
点
は
、
鉤
の
接
合
方
法
で
あ
る
。
中
国
で
の
発
掘
品
は
鉤
の
部
分
に
穴
を
あ
け
、
そ
の
部
分
に
棒
を
差
し
込
ん
だ
形
状
を
有
す
る
。

ま
た
、
琉
球
で
使
用
さ
れ
た
筆
架
叉
は
、
鉤
を
一
本
の
鉄
で
製
作
し
、
鍛
接
し
て
い
る）
11
（

。
こ
れ
に
対
し
て
十
手
は
、
異
な
る
方
法
で
製
作
さ
れ
て
い
る
。

　

十
手
の
場
合
は
、
棒
の
部
分
に
穴
を
開
け
、
そ
こ
に
鉤
を
差
し
込
む
よ
う
に
し
て
接
合
し
て
お
り
、
筆
架
叉
や
釵
の
製
法
と
大
き
く
異
な
る
。
お
そ
ら
く
、

筆
架
叉
の
場
合
は
鉤
の
部
分
に
穴
を
開
け
る
か
、
鉤
の
中
央
部
分
を
筒
状
に
し
た
も
の
に
、
穴
と
同
寸
の
棒
を
、
熱
膨
張
で
広
げ
た
穴
に
差
し
込
み
、
冷
却
し

て
止
め
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
十
手
に
用
い
ら
れ
る
手
法
は
「
か
し
め
止
め
」
と
言
わ
れ
る
製
法
で
あ
る
。
十
手
の
棒
身
部
分）

12
（

に
鉤
の
接
合
部
分
と
同
型
の
四
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角
い
穴
を
開
け
、
穴
に
通
し
、
僅
か
に
は
み
出
た
部
分
を
金
槌
で
打
っ
て
止
る
。（
図
３
）
鉤
と
接
合
部
分
を
四
角
い
形
状
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
刃
を
強

く
ひ
ね
り
止
め
て
も
、
鉤
が
緩
み
、
回
転
す
る
こ
と
は
な
い
。
現
存
す
る
十
手
に
最
も
多
く
み
ら
れ
る
方
法
で
あ
る）
13
（

。
筆
者
は
、
筆
者
の
父
親
と
と
も
に
、
こ

の
方
法
で
十
手
を
製
作
し
た
と
こ
ろ
、
鉤
は
非
常
に
強
靭
な
も
の
と
な
っ
た
。

　

関
西
方
面
の
十
手
で
は
、
筆
架
叉
の
場
合
と
似
た
方
法
で
太
鼓
銅
鉤
と
呼
称
さ
れ
る
鉤
の
接
合
方
法）
14
（

が
あ
り
、
一
見
す
る
と
同
じ
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
こ

れ
は
環
に
鉤
を
接
合
し
、
こ
れ
に
菊
座
を
設
け
て
棒
身
に
取
り
付
け
る
た
め
、
完
全
に
鉤
と
棒
身
部
分
と
の
接
続
箇
所
が
一
体
に
な
っ
て
い
る
筆
架
叉
と
は
大

き
く
異
な
る
。
さ
ら
に
、
関
西
の
十
手
の
鉤
と
筆
架
叉
の
鉤
と
を
比
較
す
る
と
、
筆
架
叉
の
鉤
に
比
べ
て
関
西
の
十
手
の
鉤
は
極
め
て
小
さ
く
華
奢
で
装
飾
的

な
竹
節
状
に
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
芸
術
性
が
高
く
装
飾
性
が
強
い
た
め
、
素
朴
で
実
戦
本
意
と
す
る
筆
架
叉
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る

と
看
取
さ
れ
る
。

　

釵
の
場
合
は
、
筆
架
叉
と
似
た
方
法
で
あ
る
が
、
鉤
状
の
二
枚
の
板
で
棒
の
部
分
を
挟
み
込
む
よ
う
に
し
て
接
合
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

十
手
と
は
似
て
非
な
る
製
造
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
観
察
さ
れ
る）
15
（

。

　

ま
た
、
後
述
す
る
十
手
の
祖
型
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
は
、
鉤
を
棒
の
部
分
よ
り
打
ち
出
し
て
い
る
も
の
も
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
筆
架
叉
の
よ
う
に
鉤
を

左
右
に
出
し
て
い
る
も
の
は
木
製
の
棒
身
部
分
に
、
接
合
さ
れ
て
い
る
物
が
確
認
で
き
る
。
お
そ
ら
く
、
木
製
の
棒
に
接
合
す
る
た
め
の
工
夫
の
一
つ
と
も
考

え
ら
れ
る）

16
（

。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
十
手
と
筆
架
叉
は
形
状
こ
そ
似
て
い
る
も
の
の
、
製
造
法
か
ら
し
て
全
く
異
な
る
捕
具
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
仮
に
、
筆
架
叉

が
十
手
の
起
源
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
現
存
す
る
十
手
は
「
か
し
め
止
め
」
に
よ
っ
て
製
造
さ
れ
た
も
の
が
少
数
派
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

次
に
使
用
法
に
つ
い
て
は
、
筆
架
叉
と
十
手
使
用
の
基
本
的
な
動
作
は
主
に
突
き
と
打
撃
で
あ
る
。
十
手
の
場
合
は
、
こ
れ
に
鉤
を
活
用
し
た
攻
撃
が
加
わ

る
。
大
き
な
違
い
と
し
て
、
筆
架
叉
は
一
対
の
同
型
の
も
の
を
使
用
す
る）

17
（

。
対
し
て
十
手
は
、
基
本
的
に
十
手
の
み
か
、
十
手
と
「
な
え
し
」
と
呼
ば
れ
る
鉤

の
無
い
十
手
の
よ
う
な
捕
具
や
鎖
の
両
端
に
分
銅
を
付
け
た
万
力
鎖
な
ど
他
の
武
器
と
組
み
合
わ
せ
て
使
用
す
る
の
で
あ
る）

18
（

。
こ
の
時
、
十
手
は
主
に
刀
な
ど

の
攻
撃
を
防
ぐ
防
御
の
た
め
に
使
用
す
る
。
筆
架
叉
が
十
手
の
起
源
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
筆
架
叉
と
同
様
の
使
用
が
想
定
さ
れ
、
一
対
で
使
用
す
る
際
に
は
当

然
同
型
の
十
手
を
使
用
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
十
手
単
体
、
あ
る
い
は
十
手
を
防
御
、
な
え
し
を
攻
撃
と
す
る
十
手
と
同
型
の
一
対
の
筆
架
叉
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を
使
用
の
基
本
と
す
る
筆
架
叉
と
は
使
用
方
法
及
び
根
本
的
な
使
用
理
念
が
異
な
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
形
状
と
使
用
方
法
の
比
較
か
ら
、
筆
架
叉
と
十
手
は
異
な
る
製
法
が
採
ら
れ
て
お
り
、
大
き
さ
や
形
状
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
十
手
と
均
一
的
に
製
作

さ
れ
て
い
る
筆
架
叉
は
、
形
状
の
類
似
の
他
に
お
い
て
関
連
性
が
少
な
い
も
の
と
把
握
さ
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
筆
架
叉
を
十
手
の
起
源
と
す
る

説
は
、
完
全
に
否
定
は
で
き
な
い
が
、
肯
定
す
る
だ
け
の
根
拠
が
乏
し
い
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
十
手
と
筆
架
叉
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
の
発
生
と
発
展

を
遂
げ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

四
．
十
手
起
源
論―
日
本
発
祥
説

　

十
手
を
日
本
発
祥
と
す
る
説
で
は
、
鼻
捩
、
鉄
鞭
、
鉄
刀
な
ど
が
変
化
し
、
十
手
に
な
っ
た
と
す
る
説
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
名
和
は
鼻
捩
あ
る
い
は
鉄
刀

か
ら
変
化
し
た
も
の
が
十
手
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る）

19
（

。
本
章
で
は
、
鼻
捩
、
鉄
鞭
、
鉄
刀
の
概
要
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

　

鼻
捻
は
、
元
々
は
馬
具
の
一
種
で
、
馬
を
落
ち
着
か
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
鼻
捻
は
古
く
か
ら
使
用
さ
れ
て
お
り
、
絵
画
史
料
で
も
馬
小
屋
に
備
え
付

け
ら
れ
て
い
る
様
子
が
確
認
で
き
る）

20
（

。
こ
の
鼻
捻
の
初
出
と
し
て
『
兵
範
記）

21
（

』
に
記
述
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

左
右
居
飼
廿
人
、
装
束
常
如
、
但
大
烏
帽
子
蒲
扇
・
鼻
捻
已
上
挿
腰
二
行
列
、

　

右
は
、
仁
安
二
年
（
一
一
六
七
）
十
月
二
十
五
日
の
記
述
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
中
世
前
期
に
は
既
に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

馬
具
と
し
て
の
使
用
方
法
は
、
輪
紐
の
輪
を
馬
の
上
唇
の
部
分
に
深
く
か
け
、
棒
の
反
対
端
の
近
く
を
持
ち
右
へ
棒
を
捻
じ
り
馬
の
鼻
を
締
め
付
け
る
こ
と

に
よ
り
、
馬
を
お
と
な
し
く
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
馬
が
暴
れ
て
い
れ
ば
、
馬
の
治
療
等
に
差
し
支
え
る
の
で
馬
を
飼
う
際
の
必
需
品
で
あ
り
、
現
代

で
も
鼻
捻
棒
と
呼
ば
れ
使
用
さ
れ
て
い
る
馬
具
で
あ
る）

22
（

。
鼻
捻
の
多
く
は
、
木
製
で
漆
が
か
け
ら
れ
て
お
り
、
螺
鈿
細
工
や
蒔
絵
が
施
さ
れ
て
い
る
。
鼻
捻
は

木
製
が
主
で
あ
り
、
稀
に
金
属
製
の
も
の
も
現
存
し
て
い
る
。（
図
４
）
ま
た
、『
武
家
名
目
抄）

23
（

』
に
そ
の
例
記
載
さ
れ
て
お
り
、
引
用
す
る
と
次
の
通
り
で
あ

る
。

　
　

 　

大
坂
軍
記
云
、
出
雲
守
是
に
有
返
し
候
へ
と
呼
候
を
見
て
、
毛
利
豊
前
組
中
川
彌
次
右
衛
門
已
下
七
八
人
懸
り
、
只
々
名
乗
は
本
多
出
雲
そ
あ
ま
す
な
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と
て
懸
り
候
、
出
雲
守
持
鑓
を
呼
ひ
候
へ
と
も
、
無
レ
之
に
付
數
鑓
持
て
有
し
を
お
つ
と
り
、
馬
上
よ
り
二
人
突
伏
せ
候
處
を
紺
の
羽
織
着
た
る
足
輕
、

二
間
程
詰
二
ッ
玉
に
て
出
雲
守
臍
の
上
を
う
し
ろ
へ
打
拔
候
、
出
雲
守
少
も
不
レ
瘻
刀
を
ぬ
き
、
馬
よ
り
飛
ひ
お
り
彼
足
輕
を
切
ふ
せ
候
、
馬
取
一
人
日

來
持
せ
候
金
の
鼻
戾
持
來
候
を
、
出
雲
左
の
手
に
刀
を
も
ち
、
七
八
人
を
相
手
に
し
て
切
廻
り
候
へ
と
も
、
大
事
の
手
を
負
其
上
鑓
疵
廿
餘
ヵ
所
に
お
よ

ひ
候
、
ゆ
ゑ
敵
の
迯
を
追
、
小
溝
を
飛
越
候
と
て
倒
る
云
々

　

こ
の
鼻
戾
は
、
鼻
捩
す
な
わ
ち
鼻
捻
の
こ
と
で
あ
り
、
と
っ
さ
の
場
合
は
武
器
と
し
て
用
い
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
合
戦
で
捕
具
が
用
い
ら
れ
た

稀
有
な
例
で
も
あ
る
。
名
和
に
よ
る
と
本
来
は
、
馬
泥
棒
な
ど
を
捕
ら
え
る
た
め
に
使
用
し
た
こ
と
が
多
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
馬
の
唇
に
か
け
る
輪
紐
を
小

指
や
手
首
に
巻
き
付
け
、
敵
を
打
ち
す
え
、
腕
な
ど
を
捻
じ
り
あ
げ
捕
ら
え
る
と
い
っ
た
捕
具
と
し
て
の
使
用
も
一
般
的
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る）

24
（

。

　

現
存
す
る
木
製
の
十
手
は
、
こ
の
鼻
捻
に
金
属
製
の
鉤
を
取
り
付
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
金
属
製
の
鼻
捩
に
鉤
を
つ
け
る
よ
う
に
な
り
、

後
の
十
手
に
変
化
し
た
と
い
う
説
で
あ
る）

25
（

。
こ
う
し
た
、
木
製
の
棒
に
鉤
を
取
り
付
け
、
攻
撃
を
防
ぎ
、
防
御
、
攻
撃
に
転
じ
る
と
い
う
こ
と
自
体
は
、
鉤
槍

に
も
共
通
す
る
た
め
、
何
ら
不
思
議
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る）
26
（

。

　

鉄
刀
は
、
別
名
に
兜
割
、
鉢
割
と
も
よ
ば
れ
、
こ
れ
ら
は
名
和
の
蒐
集
及
び
研
究
に
よ
れ
ば
、
室
町
期
に
は
使
用
さ
れ
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

大
坂
町
奉
行
所
の
捕
方
は
、
十
手
で
は
な
く
形
状
な
ど
の
詳
細
は
不
明
で
は
あ
る
も
の
の
、
十
手
に
よ
く
似
た
鉄
刀
を
使
用
し
て
い
た
と
も
記
し
て
い
る）
27
（

。

　

現
在
、
鉄
刀
と
呼
称
さ
れ
る
古
い
も
の
は
、
刀
剣
の
よ
う
な
反
り
の
あ
る
形
状
を
し
た
棒
身
で
、
そ
こ
か
ら
打
ち
出
さ
れ
た
小
さ
な
鉤
が
つ
い
て
い
る
。
十

手
の
棒
身
の
断
面
形
状
は
、
丸
及
び
四
角
、
六
角
、
八
角
で
あ
る
が
、
鉄
刀
は
刀
身
を
模
し
て
い
る
の
か
、
厚
み
を
持
た
せ
た
扁
平
な
四
角
。
若
し
く
は
丸
み

を
帯
び
た
三
角
で
あ
る
。
鉤
が
有
る
も
の
、
無
い
も
の
、
刀
剣
の
よ
う
に
拵
え
に
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
そ
う
で
は
な
い
も
の
と
多
種
多
様
で
あ
る
。
こ
の
多
様

な
形
状
の
差
異
は
、
十
手
と
共
通
す
る
も
の
も
あ
り
、
鉄
刀
自
体
も
十
手
と
よ
く
似
て
い
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。（
図
５
）

　

右
記
を
踏
ま
え
て
名
和
は
、
十
手
は
鉄
刀
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
鉄
刀
の
鉤
が
棒
身
か
ら
打
ち
出
し
て
製
作
す
る
技
法
か
ら
、
鉤
を
別
個
に
製

作
し
接
合
す
る
手
法
に
推
移
し
、
十
手
の
形
に
な
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
。
十
手
の
場
合
は
稀
で
は
あ
る
が
、
鉄
刀
同
様
に
拵
え
を
伴
う
も
の
が
確
認
さ
れ
て

い
る
こ
と
も
あ
り
、
信
憑
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る）
28
（

。

　

そ
の
た
め
、
名
和
は
十
手
の
起
源
の
有
力
な
説
と
し
て
、
形
状
か
ら
類
推
に
よ
っ
て
鉄
刀
か
ら
変
化
し
た
と
す
る
説
を
挙
げ
て
お
り）

29
（

、
筆
者
も
同
意
見
で
あ
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る
が
、
そ
の
起
源
は
さ
ら
に
遡
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
次
に
述
べ
る
「
刄
引
」
と
呼
ば
れ
る
武
器
で
あ
り
、
筆
者
は
こ
れ
こ
そ
が
十
手
の
起

源
で
あ
る
と
提
唱
す
る
も
の
で
あ
る
。

五
．
十
手
の
起
源―

刄
引

　

刄
引
は
、
名
称
か
ら
も
推
定
で
き
る
よ
う
に
刃
を
引
い
た
、
つ
ま
り
は
刃
を
潰
し
て
斬
れ
な
い
よ
う
に
し
た
刀
状
の
武
器
で
あ
る
。
刄
引
に
つ
い
て
は
、『
群

書
類
従
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
『
走
衆
故
実）

30
（

』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
足
利
将
軍
家
に
仕
え
て
い
た
走
衆
と
呼
ば
れ
る
集
団
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
走

衆
の
姿
と
役
割
を
分
か
り
易
く
示
す
た
め
に
『
走
衆
故
実
』
と
『
貞
丈
雑
記
』
を
引
用
す
る
。

　
　
『
走
衆
故
実
』

　
　

 　

一
、
走
衆
の
故
實
仕
來
る
儀
な
け
れ
バ
、
委
し
く
ハ
存
候
は
な
ど
も
、
先
申
傳
侍
る
ハ
、
烏
帽
子
か
け
ハ
心

の
ま
ゝ
也

、
上
下
に
て
は
、
引
を
さ
し
、
太
刀
を
は
き
、

か
へ
し
も
ゝ
だ
ち
を
と
り
て
參
、
日
く
れ
て
御
ち
や
う
ち
ん
ま
い
り
候
へ
バ
、
金
鞭
を
と
り
手
を
さ
げ
て
參
候
也
、
狼
藉
人
の
成
敗
ハ
時
に
よ
る
べ
し
、

衣
装
ハ
老
若
と
も
に
う
す
か
ろ
く
出
立
た
る
が
よ
し
、
あ
は
せ
の
下
に
し
ろ
か
た
び
ら
を
重
き
た
る
が
よ
く
候
由
候
、
次
第
ハ
鬮
取
に
て
候
、
敷
皮
笠
を

用
意
す
べ
し
、
笠
と
て
笠
の
こ
し
ら
へ
や
う
あ
り）
31
（

、

　
　
『
貞
丈
雑
記
』

　
　

 　

一
、
御
走ハ

シ
リ

衆シ
ウ

と
云
は
、
御
成
の
時
、
御
道
筋
又
は
御
能
有
レ
之
時
は
、
狼ラ

ウ

藉ゼ
キ

人
を
打テ

ウ

擲チ
ャ
ク

し
い
ま
し
め
ら
る
ゝ
役
成
り
、
ゑ
ぼ
し
す
あ
ふ
を
着
し
、
繻シ

ユ

子ス

の
き
や
は
ん
を
は
き
、
太
刀
を
は
き
、
は
び
き
を
さ
し
、
鉄
鞭フ

チ

を
持
て
御
供
せ
ら
る
ゝ
也
、
は
び
き
の
事
は
刀
劒
の
部
に
記
す）

32
（

　

以
上
か
ら
も
明
確
で
あ
る
よ
う
に
、
足
利
将
軍
の
警
備
に
あ
た
っ
て
い
た
走
衆
の
装
備
品
で
あ
り
、
狼
藉
者
を
打
擲
す
る
た
め
の
武
器
で
あ
る
こ
と
が
理
解

で
き
る
。
刄
引
に
関
し
て
は
『
走
衆
故
実
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

 　

一
、
は
び
き
を
バ
う
る
し
に
て
ぬ
る
べ
し
、
つ
か
ハ
刀
の
つ
か
な
ど
の
ご
と
く
こ
し
ら
へ
、
ま
き
て
其
上
を
杉
原
を
折
て
つ
ゝ
み
て
、
も
と
ゆ
ひ
に
て

三
所
五
所
ゆ
ふ
、
き
つ
ば
に
さ
し
て
面
に
む
す
び
め
の
有
や
う
に
ゆ
ふ
べ
し
、
つ
ば
の
有
も
あ
り
、
心
に
ま
か
す
べ
し）

33
（

、
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こ
の
記
述
か
ら
す
る
と
柄
は
刀
の
よ
う
で
あ
っ
た
こ
と
、
刄
引
と
い
う
名
前
か
ら
察
す
る
に
、
元
は
刀
剣
の
刃
を
引
い
た
も
の
で
、
刀
か
ら
派
生
し
た
武
器

で
あ
る
と
み
て
よ
い
。
こ
れ
が
十
手
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
た
の
は
次
の
よ
う
な
指
摘
が
『
武
家
名
目
抄
』
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　
　

按
、
足
利
家
の
頃
刄
引
と
い
ひ
し
物
は
鉄
鞭
と
も
い
ひ
て
其
用
は
今
の
十
手
と
い
ふ
も
の
に
全
く
同
し
と
見
え
た
り）

34
（

　

こ
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。
た
だ
、
刄
引
と
鉄
鞭
を
混
同
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
判
断
は
難
し
い
。
お
そ
ら
く
、『
走
衆
故
実
』
に
あ
る

次
の
記
述
が
根
拠
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　

 　

一
、
か
な
ふ
ち
の
事
、
は
ひ
き
も
宿
老
ハ
さ
し
候
は
ね
共
、
不
レ
苦
様
ニ
申
候
、
殊
御
輿
ぎ
は
の
衆
ハ
、
大
方
は
さ
し
候
は
ぬ
様
ニ
被
レ
申
候
、
何
も

同
前
に
候
歟）

35
（

、

　

こ
の
記
述
で
は
最
初
に
「
か
な
ふ
ち
」
つ
ま
り
鉄
鞭
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
す
ぐ
次
に
「
は
ひ
き
」
と
続
い
て
お
り
、「
さ
し
候
は
ね
共
」
と
あ
る
。

差
さ
な
い
の
は
刄
引
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、「
か
な
ふ
ち
」
と
最
初
に
出
て
き
て
い
る
た
め
、
同
じ
も
の
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
採
れ
る
。
た
だ
、
名

和
の
蒐
集
し
た
鉄
鞭
に
は
、
腰
に
差
す
た
め
の
鉤
が
付
い
た
も
の
も
あ
る
た
め
、
刄
引
の
事
で
は
な
く
、
鉄
鞭
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
採
れ
る
。（
図
６
）

お
そ
ら
く
、
こ
の
こ
と
が
刄
引
と
鉄
鞭
の
混
同
の
原
因
と
考
え
ら
れ
る
。

　

仮
に
こ
の
指
摘
が
正
し
け
れ
ば
、中
世
中
期
に
は
す
で
に
、十
手
と
同
様
の
働
き
を
す
る
捕
具
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。
以
上
の
事
か
ら
刄
引
は
、十
手
の
ル
ー

ツ
で
あ
る
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
。
刄
引
が
十
手
の
起
源
で
あ
る
な
ら
ば
、何
か
し
ら
刄
引
の
名
残
で
あ
る
共
通
点
が
十
手
に
遺
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
ず
は
「
其
用
」、
つ
ま
り
使
用
方
法
の
点
か
ら
比
較
し
て
い
く
。
共
通
す
る
使
用
方
法
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
第
一
に
打
擲
で
あ
る
。
十
手
は
、
前
述

の
通
り
様
々
な
使
用
方
法
が
あ
る
が
、
打
擲
つ
ま
り
打
撃
が
主
と
も
い
え
よ
う）

36
（

。
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
に
勝
小
吉
が
自
身
の
生
涯
を
家
訓
と
し
て
記
し

た
『
夢
酔
独
言
』
に
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
勝
が
十
八
歳
の
と
き
に
行
っ
た
捕
物
の
記
述
が
あ
る
。

　
　

 　

夫
か
ら
検
見
に
諸
々
へ
い
つ
た
。
其
内
江
戸
で
お
ふ
く
ろ
が
死し

ん

だ
と
し
ら
せ
て
き
た
か
ら
、
御
用
を
仕し

ま
つ
し末
て
、
江
戸
へ
来
る
道
で
、
信
州
の
追
分
で
、

夕
方
、
五
分
月
代
の
野
郎
が
、
馬
方
の
蔭
に
は
ゐ
つ
て
下
に
い
た
が
、
兄
が
見
付
て
、
お
れ
に
、「
と
れ
」
と
い
ふ
か
ら
、
か
ご
の
脇
よ
り
十
手
を
抜
ゐ
て
、

か
け
出
し
た
ら
、
其
野
郎
は
一
さ
ん
に
朝浅

間
の
山
の
方
へ
逃
げ
お
つ
た
か
ら
、
と
ふ
〳
〵
お
つ
か
け
て
近
寄
た
ら
、
二
尺
九
寸
の
一
本
脇
差
を
そ
り
か
へ

し
て
、「
御
役
人
様
。
御
見
の
が
し
被
レ
下
ま
せ
」
と
い
つ
た
か
ら
、「
う
ぬ
。
な
に
見
の
が
す
物
だ
」
と
そ
ば
へ
ゆ
く
と
、
其
刀
を
抜
き
お
つ
た
が
、
引
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廻
し
を
き
て
い
た
が
、
其
す
そ
へ
小
戻
が
引
か
ゝ
り
て
、
壱
尺
斗
り
抜
き
お
つ
た
が
、
お
れ
が
直す

ぐ

に
飛
び
こ
ん
で
、
柄
を
持
て
宙
へ
り
を
し
た
ら
、
野
郎

も
一
所
に
こ
ろ
ん
で
、
お
れ
の
上
に
な
つ
た
が
、
跡
か
ら
平
賀
村
の
喜
藤
次
と
い
ふ
取
締
が
来
て
、
野
郎
の
頭
を
持
て
引
く
り
返
し
た
故
、
お
れ
も
起
上

り
て
十
手
に
て
た
ゝ
き
ち
ら
し
た
。
夫
か
ら
な
わ
を
打
て
、
追
分
の
旅
宿
へ
引
来
た）

37
（

。

　

こ
の
記
述
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
十
手
で
「
た
た
き
ち
ら
す
」、
つ
ま
り
打
擲
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
文
政
十
三
年
に
抄
録
さ
れ
た
随

筆
『
よ
し
の
冊
子
』
に
は
、
こ
の
よ
う
な
記
述
も
確
認
で
き
る
。

　
　

 　

一
、
長
谷
川
平
藏
、
町
方
ニ
て
今
迄
ニ
無
レ
之
御
加
役
だ
と
悦
び
不
レ
怪
御
じ
ひ
深
い
御
方
じ
や
と
悦
候
由
。
長
谷
川
組
へ
申
付
候
ハ
、
十
手
ハ
腰
物
同

様
と
心
得
、
決
し
て
抜
き
候
事
可
レ
致
二
無
用
一
、
此
上
ニ
て
人
を
あ
や
め
候
事
抔
相
聞
へ
候
ハ
ヾ
、
急
度
可
申
付
候
付
、
能
々
手
ニ
餘
り
し
時
な
ら
で
ハ

十
手
を
抜
不
レ
申
候
二
付
、
町
ニ々
て
悦
候
由
。（
中
略
）

　
　

 　

一
、
長
谷
川
ハ
頭
も
切
者
、
組
ハ
輿
力
同
心
共
一
躰
、
先
年
よ
り
勤
來
候
者
共
ニ
て
、
何
レ
も
名
高
キ
者
共
多
、
巧
者
に
ハ
此
上
も
な
き
者
共
の
よ
し
。

當
時
ハ
少
し
も
町
方
ニ
て
ゆ
す
り
抔
も
致
し
不
レ
申
、
誠
ニ
け
つ
ぱ
く
の
由
。
先
年
ハ
右
同
心
の
内
抔
、
四
ッ
や
新
宿
の
女
郎
揚
詰
ニ
い
た
し
、
與
力
も

及
ば
ぬ
勢
ひ
の
者
有
レ
之
、
參
り
懸
ニ
ハ
四
ッ
谷
の
自
身
番
へ
諸
々
立
寄
、
女
郎
へ
の
み
や
げ
を
貰
、
又
か
へ
り
に
ハ
自
身
番
ニ
て
内
へ
の
み
や
げ
を
貰
歸

候
よ
し
。
與
力
ニ
も
、
吉
原
ニ
て
女
郎
の
手
を
引
き
な
が
ら
十
手
ニ
て
人
を
打
候
も
の
も
御
ざ
候
由
。
右
等
の
溢
れ
も
の
此
せ
つ
ひ
し
と
か
た
ま
り
、
召
捕

候
者
出
情
い
た
し
、
左
金
吾
殿
の
組
に
ハ
少
し
手
違
ひ
も
有
レ
之
候
由
の
さ
た）
38
（

。

　

こ
れ
ら
は
、
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
年
）
頃
の
記
述
で
あ
る
。
か
の
『
鬼
平
犯
科
帳
』
で
有
名
な
長
谷
川
平
蔵
宜
以
が
、
配
下
の
火
付
盗
賊
改
方
の
者
た
ち

対
し
て
、
十
手
の
使
用
の
自
粛
と
十
手
で
人
を
殺
し
た
場
合
は
必
ず
処
罰
す
る
と
い
う
旨
を
伝
え
、
そ
の
こ
と
を
民
衆
が
評
価
し
て
い
る
と
い
う
旨
の
記
述
で

あ
る
。
次
に
近
年
の
与
力
同
心
が
賄
賂
を
と
ら
な
く
な
っ
た
事
と
、
か
つ
て
の
与
力
同
心
の
様
子
を
挙
げ
、
状
態
が
改
善
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
時
の
例
と
し
て
吉
原
で
女
郎
の
手
を
引
き
な
が
ら
十
手
で
人
を
打
っ
た
与
力
の
事
が
記
さ
れ
て
お
り
、
与
力
が
日
頃
十
手
を
携
帯
し
て
い
た
事
と
、
十
手

で
打
撃
を
加
え
て
い
た
事
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、『
走
衆
故
実
』
に
も
刄
引
を
使
用
し
た
際
の
記
述
が
あ
る）
39
（

。　

　
　

 　

一
、
惠
林
院
殿
周
防
よ
り
御
上
洛
之
御
門
出
候
時
、
田
村
清
親
俗
躰
に
て
走
に
參
勤
、
御
末
の
進
上
各
〳
交
て
參
、
御
末
の
衆
詰
候
ニ
混
亂
不
レ
及
二
覺

悟
一
候
由
雖
レ
被
申
、
不
レ
能
二
承
引
一
、
然
に
は
引
を
持
て
打
擲
せ
ら
れ
候
、
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こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、十
手
と
刄
引
に
共
通
す
る
使
用
方
法
と
し
て
、相
手
を
打
擲
す
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
『
武

家
名
目
抄
』
の
「
十
手
と
い
ふ
も
の
に
全
く
同
し
と
見
え
た
り
」
の
記
載
は
、
こ
う
し
た
共
通
項
が
あ
っ
た
か
ら
と
看
取
さ
れ
る
。

　

筆
者
は
、
さ
ら
に
共
通
す
る
点
と
し
て
、
柄
に
類
似
点
が
認
め
ら
れ
る
と
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
刄
引
の
柄
は
、
先
述
の
『
走
衆
故
実
』
の
刄
引
に
関
す

る
記
述
に
よ
る
と
「
つ
か
ハ
刀
の
つ
か
な
ど
の
ご
と
く
こ
し
ら
へ）
40
（

」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
刀
剣
の
柄
を
模
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
十
手
の
柄
は
持
ち
主
の

身
分
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
十
手
に
も
様
々
な
柄
の
形
態
が
存
在
し
て
い
る
。
独
鈷
を
模
し
た
も
の
も
あ
れ
ば
、
籐
巻
、
さ
め
皮
な
ど
多
様
で
あ
る）

41
（

。
中

で
も
後
述
す
る
伝
長
谷
川
平
蔵
所
用
の
十
手
は
、
刀
の
柄
を
模
し
た
様
式
を
と
っ
て
い
る
。
そ
し
て
最
も
注
目
す
べ
き
は
、
刄
引
と
同
様
に
紙
で
巻
か
れ
た
も

の
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
名
和
に
よ
れ
ば
、
十
手
の
柄
を
紙
で
巻
く
方
法
は
「
こ
よ
り
巻
き
」
と
い
い
、
細
長
く
裁
っ
た
和
紙
を
縒
り
合
わ
せ
、
何
本
も
つ
な

ぎ
合
わ
せ
て
長
い
紐
に
す
る
。
そ
う
し
た
も
の
を
二
本
縒
り
合
わ
せ
、
柄
に
巻
き
付
け
、
漆
を
か
け
る
と
い
う
手
法
で
あ
り
、
紙
で
で
き
て
い
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
丈
夫
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る）

42
（

。（
図
７
）

　

刄
引
の
場
合
は
、
先
述
の
『
走
衆
故
実
』
に
刄
引
き
に
つ
い
て
の
部
分
に
「
ま
き
て
其
上
を
杉
原
を
折
て
つ
ゝ
み
て
、
も
と
ゆ
ひ
に
て
三
所
五
所
ゆ
ふ
、」

と
あ
る
。
こ
の
「
杉
原
」
は
、
杉
原
紙
と
い
う
和
紙
の
一
種
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
何
か
を
巻
い
た
上
を
和
紙
で
包
ん
で
い
た
事
は
確
か
で
あ
る
。

た
だ
、
元
結
で
縛
っ
て
い
る
こ
と
を
見
る
と
、「
こ
よ
り
巻
き
」
と
は
巻
き
方
が
異
な
り
、
和
紙
を
折
っ
た
も
の
で
包
ん
で
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
だ
が
、
狼

藉
者
を
打
擲
す
る
た
め
の
武
器
の
柄
に
巻
く
も
の
で
あ
る
た
め
、「
こ
よ
り
巻
き
」
と
同
様
に
丈
夫
に
作
り
、使
用
に
適
す
る
よ
う
に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
そ
ら
く
、
刄
引
の
柄
を
和
紙
で
包
む
手
法
が
、「
こ
よ
り
巻
き
」
に
変
化
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
刄
引
に
用
い
ら
れ
て
い
た
手
法
で
あ
る
と
、
お
そ
ら
く
、

和
紙
の
端
が
折
れ
る
か
、
元
結
で
縛
っ
た
付
近
の
和
紙
が
浮
い
て
破
け
て
し
ま
い
み
っ
と
も
な
い
形
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
事
態

を
避
け
る
た
め
に
考
案
さ
れ
た
の
が
「
こ
よ
り
巻
き
」
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。「
こ
よ
り
巻
き
」
で
あ
る
な
ら
簡
単
か
つ
、
綺
麗
に
仕
上
が
る
だ
ろ
う
。

　

次
に
挙
げ
る
共
通
点
は
漆
の
使
用
で
あ
る
。『
走
衆
故
実
』
に
は
、「
は
び
き
を
バ
う
る
し
に
て
ぬ
る
べ
し
」
と
あ
る
。
ど
の
部
分
に
漆
を
掛
け
る
の
か
が
不

明
だ
が
、
日
本
刀
で
い
え
ば
刀
身
に
あ
た
る
十
手
の
棒
身
部
分
に
漆
を
か
け
た
可
能
性
が
あ
る
。
漆
を
使
用
す
る
事
例
は
、
十
手
で
も
確
認
さ
れ
て
お
り
、
赤

漆
あ
る
い
は
黒
漆
を
用
い
る
。
名
和
に
よ
れ
ば
、
十
手
に
漆
が
か
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
水
が
身
近
に
あ
る
役
職
の
者
が
錆
止
め
と
し
て
施
し
た
の
で
は
な
い

か
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
民
俗
学
者
の
藤
澤
衛
彦
は
、
一
時
期
赤
漆
掛
け
の
指
揮
用
十
手
が
台
頭
し
た
と
し
て
お
り
、
名
和
も
実
際
に
赤
漆
掛
け
の
指
揮
用
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十
手
が
存
在
す
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る）

43
（

。
赤
漆
が
使
用
さ
れ
て
い
れ
ば
、
指
揮
を
執
る
際
に
周
囲
の
注
意
を
引
き
や
す
く
す
る
効
果
が
期
待
で
き
る
が
、
黒

漆
を
使
用
し
た
場
合
は
、
赤
漆
を
使
用
し
た
場
合
の
よ
う
な
効
果
は
、
期
待
で
き
な
い
と
思
わ
れ
疑
問
が
残
る
。
ま
た
、
棒
身
部
分
で
な
く
、
柄
に
漆
を
掛
け

る
場
合
、「
こ
よ
り
巻
き
」
の
仕
上
げ
に
漆
を
掛
け
て
い
る
点
と
共
通
す
る
。
他
に
も
鮫
革
に
漆
を
掛
け
、
研
ぎ
出
し
て
い
る
も
の
が
現
存
し
て
い
る）

44
（

。
刄
引

の
漆
を
掛
け
て
い
た
部
分
は
不
明
で
あ
る
が
、お
そ
ら
く
、錆
止
め
の
目
的
も
含
め
、十
手
の
起
源
た
る
も
の
が
刄
引
で
あ
る
こ
と
を
江
戸
時
代
の
人
々
は
知
っ

て
お
り
、
そ
の
故
実
に
則
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

続
い
て
挙
げ
る
共
通
点
は
佩
帯
方
法
で
あ
る
。
十
手
の
佩
帯
及
び
携
行
方
法
は
三
種
類
ほ
ど
確
認
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
目
は
、
帯
や
袴
の
前
半
に
刀
に
添
え

て
差
す
。
こ
の
様
式
は
、
目
明
し
が
同
心
の
供
を
す
る
際
や
与
力
、
同
心
に
み
ら
れ
る
方
法
の
一
つ
で
あ
る
。
次
に
袱
紗
、
あ
る
い
は
専
用
の
袋
に
入
れ
、
懐

中
に
し
ま
う
。
こ
れ
は
与
力
、
同
心
が
主
に
行
う
方
法
で
、
実
際
に
十
手
専
用
の
袋
が
現
存
し
て
お
り
、『
徳
川
幕
府
県
治
要
略）

45
（

』
に
も
図
示
さ
れ
て
い
る
。

三
つ
目
は
、
目
明
し
に
多
く
見
ら
れ
る
方
法
で
、
後
腰
に
斜
め
に
差
し
、
そ
の
上
に
羽
織
な
ど
を
着
て
隠
す
か
、
内
懐
に
縦
に
差
す
よ
う
に
し
て
佩
帯
す
る
。

以
上
の
三
点
が
十
手
の
佩
帯
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
刃
引
き
は
ど
の
よ
う
な
佩
帯
方
法
を
と
っ
た
の
か
。『
走
衆
故
実
』
に
よ
れ
ば
、「
は（
刄
）、
引
を
さ
し
、

太
刀
を
は
き
、」
と
あ
る
の
で
、
前
述
し
た
十
手
の
佩
帯
方
法
で
最
初
に
述
べ
た
方
法
に
近
い
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
記
述
も
あ
る
た
め
、
引

用
す
る）
46
（

。

　
　

 　

一
、
右
京
兆
其
外
い
づ
く
に
て
も
御
成
候
時
、
彼
亭
に
て
ハ
、
や
が
て
返
し
も
ゝ
だ
ち
を
と
き
、
太
刀
を
取
各
居
べ
き
所
へ
行
、
太
刀
を
下
に
置
、
は

び
き
を
も
抜
て
下
に
置
。（
中
略
）

　

こ
の
記
載
か
ら
す
る
と
、
刄
引
が
抜
か
れ
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
刄
引
き
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
場
合
に
は
、
抜
く
、
差
す
な
ど
の
表
現

が
あ
る
た
め
、
刄
引
き
は
腰
に
差
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
走
衆
は
、
太
刀
を
佩
い
た
上
で
、
刄
引
を
差
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
刀
を
差
し
て

そ
れ
に
添
え
る
よ
う
に
十
手
を
差
し
て
い
る
様
子
と
非
常
に
似
通
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
与
力
・
同
心
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
町
人
で
あ
る
目
明
し
も
公
式

に
十
手
の
携
帯
が
認
め
ら
れ
た
場
合）

47
（

と
も
同
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
共
通
す
る
点
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
目
明
し
が
刀
、
若
し
く
は
脇
差
と

十
手
を
携
帯
し
て
い
る
様
子
が
『
徳
川
幕
府
刑
事
図
譜
本
編
』（
図
８
）
に
描
か
れ
て
い
る
他
に
『
幕
末
維
新
風
俗
写
真
史）

48
（

』
及
び
『
東
京
古
今
圖
史）

49
（

』
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
古
写
真
で
も
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
『
徳
川
制
度
（
上）

50
（

）』
で
は
、
目
明
し
の
装
い
に
つ
い
て
、「
腰
に
一
刀
・
十
手
を
挟
み
」
と
い
う
記
述
が
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あ
り
、
間
違
い
な
い
な
く
刀
と
十
手
を
合
わ
せ
て
佩
用
し
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

　

先
に
挙
げ
た
十
手
の
佩
帯
及
び
携
帯
方
法
で
挙
げ
た
、
残
り
二
つ
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
治
安
維
持
及
び
犯
罪
捜
査
の
た
め
の
探
索
に
必
要
な
処
置
と
し
て

行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
探
索
の
際
に
は
、
当
然
そ
の
身
分
を
隠
し
た
上
で
探
索
を
行
う
必
要
が
あ
り
、
そ
の
際
に
十
手
を
携
行
し
て
い
る
こ
と
が
判

明
す
る
と
、
探
索
中
で
あ
る
こ
と
が
露
見
し
て
し
ま
う
場
合
も
あ
る
。
特
に
目
明
し
な
ど
は
、
差
口
つ
ま
り
、
密
告
な
ど
を
し
て
犯
人
を
捕
ら
え
る
た
め
、
目

明
し
で
あ
る
こ
と
が
露
見
す
れ
ば
、
殺
害
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
。『
よ
し
の
冊
子
』
の
記
述
に
、
報
復
に
殺
害
さ
れ
た
目
明
し
の
事
が
次
の
よ
う
に

書
か
れ
て
い
る
。

　
　

 　

一
、
神
田
の
岡
引
、
盗
賊
共
さ
し
口
召
捕
せ
候
由
。
右
盗
賊
の
内
扣
き
放
し
ニ
相
成
候
も
の
意
趣
を
ふ
く
ミ
。
右
岡
引
を
す
だ
町
ニ
て
切
殺
逃
去
候
よ

し）
51
（

。

　

こ
の
神
田
の
岡
引
つ
ま
り
目
明
し
は
、
密
告
し
た
だ
け
と
も
思
わ
れ
る
が
、『
江
戸
町
奉
行
事
蹟
問
答）

52
（

』
に
よ
れ
ば
、
目
明
し
は
捕
物
に
も
参
加
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
、
盗
賊
を
召
捕
っ
た
際
に
、
目
明
し
で
あ
る
事
と
共
に
差
口
し
た
こ
と
が
露
見
し
、
恨
み
を
買
っ
て
殺
害
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
以
上
の

事
か
ら
、
名
和
に
よ
る
と
目
明
し
は
、
十
手
を
携
帯
す
る
こ
と
自
体
を
好
ま
ず
、
携
帯
す
る
に
し
て
も
一
見
し
て
十
手
を
携
帯
し
て
い
る
こ
と
を
悟
ら
れ
な
い

よ
う
に
し
た
と
し
て
い
る）
53
（

。
前
述
の
神
田
の
目
明
し
の
事
を
踏
ま
え
れ
ば
、
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

　

同
心
の
場
合
は
支
給
さ
れ
た
十
手
を
携
行
す
る
の
で
は
な
く
、
私
物
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
が
名
和
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
り
、
与
力
も
私
物
の
十

手
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
同
様
の
理
由
で
私
物
を
使
用
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
と
は
、
盗
難
を
恐
れ
て
の
事
で
あ
り
、『
よ
し
の
冊
子
』
に

次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　

 　

一
、
松
平
左
金
吾
先
達
中
ハ
至
て
評
判
宜
く
候
處
、
ア
マ
リ
嚴
し
過
候
上
む
つ
か
し
く
御
ざ
候
と
て
、
當
時
ハ
却
て
評
判
あ
し
き
由
。（
中
略
）
い
づ

れ
此
節
ハ
長
谷
川
の
方
評
判
宜
く
、
此
間
も
左
金
吾
の
與
力
如
何
い
た
し
候
や
十
手
を
盗
れ
候
間
、
其
事
を
左
金
吾
へ
相
届
候
へ
ば
、
以
の
外
立
腹
ニ
て
、

是
ハ
御
支
配
方
へ
不
二
申
上
一
は
成
ま
い
と
平
藏
へ
相
談
い
た
し
候
處
、
せ
ゝ
ら
笑
ニ
て
そ
の
よ
う
な
事
が
ど
ふ
し
て
申
上
ら
れ
る
も
の
か
、
貴
様
つ
も
つ

て
見
て
や
れ
（
以
下
中
略）
54
（

）

　

こ
の
記
述
は
、
長
谷
川
平
蔵
と
と
も
に
火
付
盗
賊
改
方
を
率
い
た
松
平
左
金
吾
の
配
下
の
与
力
が
十
手
を
盗
ま
れ
た
際
の
も
の
で
、
松
平
左
金
吾
が
長
谷
川
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平
蔵
に
相
談
し
た
と
い
う
話
で
あ
り
、
名
和
の
私
物
の
十
手
使
用
の
理
由
を
裏
付
け
る
こ
と
の
で
き
る
資
料
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
支
給
品
の
十
手
を
盗
ま
れ
れ

ば
、
当
然
そ
れ
相
応
の
罰
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
は
、
平
蔵
の
と
り
な
し
で
事
な
き
を
得
た
の
だ
が
、
左
金
吾
が
報
告
を
挙
げ
て
い
れ
ば
、
左
金
吾

配
下
の
与
力
は
、
そ
れ
な
り
に
重
い
罰
を
う
け
る
事
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

以
上
の
事
か
ら
、
十
手
を
携
帯
す
る
際
に
は
、
探
索
の
た
め
、
自
身
の
命
や
地
位
を
守
る
た
め
に
普
段
は
注
意
深
く
所
持
し
た
の
で
あ
り
、
市
中
見
廻
り
な

ど
の
公
的
な
場
合
は
、
刀
剣
と
と
も
に
佩
用
し
て
い
た
。
刄
引
と
十
手
は
佩
帯
方
法
及
び
携
帯
方
法
が
共
通
す
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
共
通
点
と
し
て
挙
げ
る
の
が
鍔
で
あ
る
。
刄
引
に
関
し
て
『
走
衆
故
実）

55
（

』
で
は
「
つ
ば
の
有
も
あ
り
、
心
に
ま
か
す
べ
し
、」
と
し
て
あ
り
、
鍔
の

有
無
は
個
人
の
判
断
で
よ
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
も
あ
る
。

　
　

 　

一
、
宗
幡
物
語
に
、
は
ひ
き
ハ
隱
剱
に
て
候
程
に
は
か
ま
の
下
よ
り
上
へ
さ
す
事
も
候
由
慥
に
申
候
つ
る
、
乍
レ
去
不
審
の
よ
し
候）

56
（

、

　
「
は
ひ
き
ハ
隱
剱
に
て
候
」
と
あ
る
。
こ
の
隱
剱
と
は
脇
差
の
別
称
で
、
匕
首
の
よ
う
に
鍔
の
無
い
短
い
刀
で
は
な
く
、
鍔
の
付
い
た
短
い
刀
を
示
す
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
刄
引
き
は
短
い
鍔
付
き
の
も
の
で
あ
る
こ
と
示
し
て
い
る
。
鍔
の
有
無
は
、
使
用
者
の
身
分
、
役
職
に
よ
っ
て
異
な
る
が
十
手
に
も
見
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
特
に
火
付
盗
賊
改
の
十
手
に
多
く
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
り
、
凶
悪
な
強
盗
や
放
火
犯
な
ど
を
相
手
に
す
る
た
め
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

火
付
盗
賊
改
に
は
十
手
に
関
す
る
規
定
が
な
く
、
各
々
で
用
意
し
て
い
た
と
見
ら
れ
て
い
る）

57
（

。
先
例
な
ど
が
な
い
た
め
、
十
手
の
故
実
と
し
て
刄
引
の
形
状
に

拠
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
火
付
盗
賊
改
方
の
長
官
と
し
て
名
高
い
長
谷
川
平
蔵
宣
為
所
用
と
伝
わ
る
十
手
は
、『
装
束
着
用
圖
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

走
衆
装
束
の
図
に
描
か
れ
て
い
る
刄
引
と
比
べ
る
と
、
豪
奢
で
は
あ
る
が
柄
の
形
状
が
似
て
い
る
。（
図
９
）
ま
た
、
刀
剣
の
よ
う
な
柄
を
持
ち
、
鞘
に
納
め

ら
れ
た
鈎
な
し
の
鍔
付
き
の
十
手
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
武
士
の
所
持
品
で
あ
る）
58
（

。

　

以
上
の
事
か
ら
使
用
方
法
、
柄
、
漆
の
使
用
、
鍔
の
有
無
と
共
通
点
を
多
く
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
刄
引
が
十
手
の
起
源
で
あ
る
と
結
論
付
け
る
。
次
の

節
に
て
、
刄
引
が
ど
の
よ
う
に
十
手
へ
の
変
化
を
詳
述
す
る
。
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六
．
刄
引
か
ら
十
手
へ
の
変
遷―

名
和
弓
雄
の
研
究
を
参
考
に

　

刄
引
が
十
手
に
変
化
し
た
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
も
っ
て
十
手
に
変
化
し
た
の
か
を
考
察
し
て
い
く
。
筆
者
は
、
刄
引
か
ら
ス
ト
レ
ー
ト
に
十
手
へ

と
変
化
し
た
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
拵
え
入
り
の
鉄
刀
へ
と
変
化
し
た
と
考
え
て
い
る
。
順
を
追
っ
て
考
察
す
る
。

　

ま
ず
刄
引
は
、
元
々
そ
の
名
称
が
示
す
通
り
刀
の
刃
を
引
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
れ
が
後
に
日
本
刀
の
転
用
で
は
な
く
、
刄
引
と
し
て
製

作
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
前
述
の
『
走
衆
故
実
』
に
繋
が
っ
て
ゆ
く
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
な
ぜ
刄
引
と
し
て
作
ら
れ
、
使
用

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
筆
者
は
、
日
本
刀
の
特
性
と
コ
ス
ト
が
関
係
し
て
い
る
と
推
測
す
る
。
本
来
、
日
本
刀
は
斬
る
、
も
し
く
は
刺
す
た
め
の
も
の

で
、
打
撃
を
加
え
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
日
本
刀
は
、
鋭
い
切
れ
味
を
出
す
た
め
に
焼
き
入
れ
が
さ
れ
て
い
る
た
め
、
強
く
固
い
も
の
を
打
て
ば
折
れ
て

し
ま
う
。
例
え
刃
が
な
く
と
も
刀
と
斬
り
結
べ
ば
、
折
れ
ず
と
も
刀
身
が
変
形
す
る
。
仮
に
警
護
の
た
び
に
破
損
或
い
は
痛
め
て
し
ま
え
ば
、
多
額
の
費
用
が

掛
か
る
の
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
の
解
決
策
と
し
て
、
日
本
刀
を
転
用
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
打
撃
を
目
的
と
し
た
刄
引
と
し
て
作
っ
て
し
ま
う
ほ
う
が
安

上
が
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
刃
が
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
研
ぎ
な
ど
は
不
要
で
あ
る
し
、
焼
き
入
れ
も
不
要
で
あ
り
、
そ
の
分
製
作
費
用
や
時

間
も
節
約
で
き
る
。
打
撃
を
加
え
る
た
め
に
厚
く
、
太
く
そ
れ
ぞ
れ
の
好
み
に
合
わ
せ
た
も
の
を
作
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
由
な
ら
ば
、
刄
引
が

生
ま
れ
た
こ
と
も
納
得
で
き
る
。
つ
ま
り
、
コ
ス
ト
軽
減
の
た
め
の
簡
略
化
が
進
ん
だ
結
果
と
い
え
る
。

　

さ
ら
に
、
刄
引
き
か
ら
、
次
第
に
拵
え
入
り
の
鉄
刀
が
製
作
さ
れ
、
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
の
拵
え
入
り
の
鉄
刀
は
十

手
や
刄
引
同
様
に
打
撃
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
外
見
は
刀
そ
の
も
の
で
あ
る
も
の
の
、
刀
身
は
全
く
の
別
物
で
あ
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
こ

れ
は
刄
引
の
日
本
刀
と
し
て
の
面
影
を
残
し
つ
つ
、
打
撃
を
目
的
と
し
て
い
る
た
め
、
関
連
性
が
強
い
と
言
え
る
。
鉄
刀
は
、
刀
で
い
え
ば
刀
身
部
分
で
あ
る

棒
身
部
分
が
日
本
刀
に
比
べ
厚
く
な
っ
た
造
り
を
し
て
い
る
が
、
拵
え
は
簡
素
な
も
の
が
多
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
日
本
刀
の
略
式
で
あ
ろ
う
刃
引
に
近
い

も
の
が
あ
る
。
こ
の
段
階
で
、
刄
引
で
用
い
ら
れ
て
い
た
漆
塗
り
と
和
紙
の
使
用
が
廃
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
鉄
刀
は
、
捕
具
と
し
て
充
分
な
威
力
を
有
し

て
い
る
た
め
か
関
西
方
面
に
お
い
て
は
、
鉄
刀
の
使
用
が
近
世
で
も
続
い
た）
59
（

。

　

こ
の
鉄
刀
が
さ
ら
に
簡
略
化
さ
れ
た
形
と
し
て
次
の
段
階
に
進
み
、
拵
え
や
鍔
を
廃
し
た
鉄
刀
、
い
わ
ゆ
る
兜
割
（
以
後
は
拵
え
無
し
の
鉄
刀
を
兜
割
と
称
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す
る
。）
へ
変
化
し
た
と
考
察
す
る
。
こ
れ
は
、
刀
で
い
え
ば
棟
の
部
分
に
鈎
が
付
い
た
も
の
で
、
棒
身
部
分
の
見
た
目
は
刀
身
に
似
て
湾
曲
し
て
お
り
、
簡

単
な
柄
巻
き
が
施
さ
れ
て
い
る
。
拵
え
入
り
鉄
刀
か
ら
柄
や
鞘
を
省
い
た
と
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
棟
の
部
分
に
鈎
が
あ
る
の
は
、
十
手
の
鈎
の
よ
う
に
防
御

や
攻
撃
の
た
め
で
は
な
く
、
腰
に
差
し
た
際
に
ず
り
落
ち
て
し
ま
わ
な
い
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
十
手
の
鈎
は
、
敵
の
刃
を
ひ
ね
り
止
め
る
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
十
手
が
登
場
す
る
前
段
階
で
は
、
そ
う
し
た
目
的
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
棟
に
あ
た
る
部
分
に
鈎
が
あ
る
の
が
理
由
で
あ
る
。
こ
の
位
置
に
あ

れ
ば
腰
に
差
し
た
場
合
の
納
ま
り
が
良
い
た
め
で
あ
る
。
流
派
に
よ
っ
て
差
異
は
あ
る
が
、
基
本
的
に
敵
に
十
手
を
向
け
る
場
合
は
、
刃
を
受
け
止
め
る
た
め

鈎
が
あ
る
方
を
敵
に
向
け
る
。
し
か
し
、
腰
に
差
し
た
兜
割
を
抜
刀
す
る
要
領
で
抜
い
た
際
、
自
然
に
鈎
の
な
い
部
分
が
敵
に
向
く
。
突
然
の
事
態
に
あ
っ
て

は
、
悠
長
に
鈎
を
敵
に
向
け
る
よ
う
に
握
り
直
す
の
は
難
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
段
階
で
は
鈎
を
使
用
し
て
刀
に
対
処
す
る
と
い
う
こ
と
が

想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

十
手
の
鈎
は
、
太
刀
も
ぎ
の
鈎
と
呼
称
さ
れ
、
多
く
の
十
手
に
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
で
敵
の
刃
を
ひ
ね
り
止
め
る
ほ
か
、
頸
動
脈
等

の
急
所
を
責
め
る
。
初
期
の
兜
割
の
鈎
は
、
帯
留
め
を
目
的
と
し
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
何
故
に
鈎
が
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
こ
れ
は
、
兜
割
の

変
化
と
実
戦
で
の
経
験
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
る
。
兜
割
に
は
、
刀
同
様
に
そ
り
が
あ
る
こ
と
は
述
べ
た
が
、
兜
割
が
さ
ら
に
簡
略
化
さ
れ
、
反
り
が
な
く

な
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
形
状
で
鈎
を
付
け
た
兜
割
を
差
す
場
合
、
反
り
が
な
い
た
め
に
、
バ
ラ
ン
ス
の
関
係
で
鈎
が
若
干
上
方
向
に
ず

れ
る
こ
と
と
な
る
。
抜
刀
の
要
領
で
抜
け
ば
自
然
と
敵
に
向
か
っ
て
鈎
が
向
く
。
こ
の
状
態
で
敵
と
戦
う
内
に
、
敵
の
刃
を
止
め
る
為
に
鈎
が
有
効
で
あ
る
と

認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
筆
者
は
推
測
す
る
。

　

名
和
は
、
こ
の
兜
割
と
十
手
の
中
間
と
も
と
れ
る
よ
う
な
も
の
を
数
点
蒐
集
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
兜
割
、
す
な
わ
ち
拵
え
を
廃
し
た
鉄
刀
か
ら
十
手

の
原
型
が
出
来
上
が
り
、
い
く
つ
か
の
改
良
が
加
え
ら
れ
、
現
在
広
く
伝
わ
っ
て
い
る
十
手
の
形
に
な
っ
た
と
推
定
す
る
。

　

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
十
手
は
、
日
本
刀
の
刃
を
引
い
た
刄
引
が
原
型
で
あ
り
、
刄
引
が
よ
り
打
撃
に
適
し
、
且
つ
安
価
に
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果

と
考
え
ら
れ
る
。
和
紙
や
漆
の
使
用
が
簡
略
化
さ
れ
た
鉄
刀
に
変
化
。
さ
ら
に
鉄
刀
の
拵
え
が
廃
さ
れ
る
こ
と
で
兜
割
に
推
移
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
性
が

あ
ろ
う
。
次
い
で
、
腰
に
差
す
た
め
の
鉤
が
発
生
し
、
後
に
十
手
特
有
の
鉤
に
変
化
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
段
階
で
十
手
に
近
い
形
状
の
も
の
と
な

り
、
現
在
広
く
知
ら
れ
る
十
手
の
形
が
確
立
し
た
も
の
と
推
測
す
る
。
つ
ま
り
、
簡
略
化
の
連
続
に
よ
り
十
手
が
生
ま
れ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
簡
略
化
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を
繰
り
返
し
た
も
の
の
現
存
す
る
十
手
の
中
に
は
、
刄
引
の
特
徴
を
残
し
た
も
の
が
現
存
し
て
い
る
。
か
か
る
資
料
を
見
た
場
合
、
一
種
の
復
古
趣
味
の
よ
う

な
形
で
使
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
拵
え
入
り
の
十
手
や
無
鉤
で
鍔
が
付
い
た
十
手
が
使
用
さ
れ
て
い
た
事
も
納
得
で
き
よ
う
。
刄
引
の
使
用
は
、
室
町

幕
府
に
仕
え
て
い
た
走
衆
で
あ
る
の
で
、
そ
の
起
源
は
室
町
時
代
前
期
に
あ
り
、
そ
れ
以
降
簡
略
化
を
繰
り
返
し
、
江
戸
時
代
初
期
以
前
に
十
手
の
形
状
が
確

立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。（
図
10
）

考
察

　

従
来
述
べ
ら
れ
て
き
た
十
手
の
起
源
は
、
中
国
伝
来
説
と
日
本
発
祥
の
武
器
で
あ
る
と
す
る
説
の
二
系
統
に
分
か
れ
て
い
た
。
筆
者
の
調
査
研
究
に
基
づ
け

ば
、
中
国
伝
来
説
は
二
種
あ
り
、
陳
元
贇
に
よ
っ
て
捕
手
と
共
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
す
る
説
は
、
今
日
否
定
さ
れ
て
い
る
説
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
十
手
の
起

源
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
筆
架
叉
は
、
形
状
こ
そ
類
似
し
て
い
る
が
、
製
造
方
法
や
使
用
方
法
の
相
違
か
ら
全
く
別
の
発
生
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
中

国
か
ら
伝
来
し
た
可
能
性
は
、
極
め
て
低
い
と
推
察
さ
れ
る
。
日
本
発
祥
説
、
特
に
名
和
が
最
も
強
く
押
し
て
い
た
鉄
刀
か
ら
変
化
し
た
と
す
る
説
の
方
が
有

力
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
筆
者
の
調
査
研
究
に
よ
れ
ば
、
名
和
の
規
定
す
る
前
段
階
ま
で
、
十
手
の
起
源
は
遡
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
十
手
の
起
源
と
言

え
る
の
は
、
室
町
幕
府
に
属
す
る
走
衆
が
使
用
し
て
い
た
刄
引
で
あ
り
、
両
者
を
比
較
す
る
と
使
用
方
法
並
び
に
形
状
の
特
徴
と
し
て
漆
と
和
紙
の
使
用
と
鍔
、

さ
ら
に
佩
帯
及
び
携
帯
方
法
な
ど
の
点
で
非
常
に
共
通
点
が
多
く
、
こ
れ
ま
で
の
論
説
で
十
手
の
起
源
と
し
て
有
力
視
さ
れ
て
い
た
鉄
刀
と
の
関
連
も
強
い
こ

と
か
ら
、
鉄
刀
の
前
段
階
は
刄
引
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
刄
引
が
打
撃
に
よ
り
適
し
た
簡
略
化
が
進
み
、
変
化
の
過
程
で
和
紙
や
漆
の
使
用
が
無
く

な
り
、
さ
ら
に
拵
え
や
鍔
が
廃
さ
れ
、
よ
り
十
手
に
近
い
兜
割
に
な
る
。
拵
え
や
鍔
が
無
く
な
っ
た
た
め
に
、
腰
に
差
し
た
際
の
ず
り
落
ち
を
防
ぐ
た
め
の
小

さ
な
鉤
を
付
け
た
の
が
、
十
手
の
鉤
の
始
ま
り
で
あ
り
、
そ
れ
が
実
戦
に
お
い
て
有
効
で
あ
る
こ
と
が
実
戦
経
験
に
よ
っ
て
知
ら
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
よ
り

頑
丈
な
鉤
が
取
り
付
け
ら
れ
る
と
共
に
反
り
も
な
く
な
り
、
現
在
広
く
知
ら
れ
る
十
手
の
形
に
な
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
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註　

（
１
）
竹
内
流
編
纂
委
員
会
『
日
本
柔
術
の
源
流　

竹
内
流
』
一
九
七
九
年
、
三
八
頁

（
２
）
名
和
弓
雄
『
十
手
・
捕
縄
事
典̶

江
戸
町
奉
行
所
の
装
備
と
逮
捕
術
』
雄
山
閣　

一
九
九
六
年
、
八
六
〜
八
七
頁　

（
３
）
名
和
弓
雄
『
十
手
・
捕
繩
の
研
究
』
雄
山
閣 

一
九
六
四
年

（
４
）
三
田
村
鴛
魚
『
三
田
村
鴛
魚
全
集　

第
十
三
巻
』
中
央
公
論
社
一
九
七
五
年
、
一
一
〜
二
二
五
頁

（
５
）
大
槻
文
彦
『
新
訂
大
言
海
』
富
山
房　

一
九
六
八
年
、
二
〇
四
六
頁

（
６
） 

綿
谷
雪
『
完
本　

日
本
武
芸
小
伝
』
国
書
刊
行
会　

二
〇
一
一
年
、
三
二
七
〜
三
二
九
頁
、
笠
尾
恭
二
『
中
國
武
術
史
大
観
』
福
昌
堂　

一
九
九
四
年
、
三
七
四
〜
三
八
三
頁　

（
７
）
篠
田
耕
一
『
武
器
と
防
具　

中
国
編
』
新
紀
元
社　

一
九
九
二
年
、
二
七
一
頁

（
８
）
註
（
７
）
前
掲
、
註
（
２
）
前
掲
書
、
二
〇
〜
二
二
頁

（
９
）
高
宮
城
繁
、
新
里
勝
彦
、
仲
本
政
博
『
沖
縄
空
手
古
武
道
事
典
』
柏
書
房　

二
〇
〇
八
年
、
三
二
一
〜
三
二
五
頁

（
10
）
註
（
７
）
前
掲
、
註
（
９
）
前
掲
書
、
三
二
二
頁

（
11
）
註
（
９
）
前
掲
書
、
三
二
一
〜
三
二
三
頁　

（
12
）
十
手
の
部
分
名
称
に
つ
い
て
は
、
註
（
２
）
前
掲
書
、
六
頁
及
び
図
3
の
十
手
名
所
を
参
照
。

（
13
）
註
（
２
）
前
掲
書
、
三
四
頁

（
14
）
註
（
２
）
前
掲
書
、
三
五
頁

（
15
）
名
和
弓
雄
『
絵
で
見
る
時
代
考
証
百
科̶

捕
者
道
具
編
』
新
人
物
往
来
社　

一
九
八
五
年
、
一
一
二
頁

（
16
）
註
（
２
）
前
掲
書
、
口
絵
、
四
頁

（
17
）
註
（
９
）
前
掲
書
、
三
二
三
頁

（
18
）
註
（
２
）
前
掲
書
、
一
九
一
〜
一
九
二
頁
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（
19
）
註
（
15
）
前
掲
書
、
一
〇
三
〜
一
〇
五
頁

（
20
）「
厩
図
」
東
京
国
立
博
物
館
蔵
『
日
本
屏
風
絵
集
成　

第
十
二
巻　

風
俗
画　

公
武
風
俗
』
講
談
社　

一
九
八
〇
年　

三
五
頁

（
21
）
増
補
「
史
料
大
成
」
刊
行
会
『
増
補
「
史
料
大
成
」
兵
範
記　

三
』
臨
川
書
店　

一
九
六
五
年
、
二
八
七
頁

（
22
）
註
（
２
）
前
掲
書
、
六
〜
七
頁

（
23
）
塙
保
己
一　

編
『
新
訂
増
補　

故
実
叢
書　

武
家
名
目
抄
第
八
』
明
治
図
書
出
版
一
九
五
四
年
、
六
九
四
〜
六
九
五
頁

（
24
）
註
（
２
）
前
掲
書
、
七
頁

（
25
）
註
（
15
）
前
掲
書
、
一
〇
三
頁

（
26
）
戸
田
藤
成
『
武
器
と
防
具　

日
本
編
』
新
紀
元
社　

一
九
九
四
年
、
七
八
頁

（
27
）
藤
井
嘉
雄
『
大
坂
町
奉
行
と
刑
罰
』
清
文
堂　

一
九
九
〇
年
、
七
四
頁

（
28
）
註
（
２
）
前
掲
書
、
五
〇
〜
五
二
頁

（
29
）
註
（
15
）
前
掲
書
、
一
〇
五
頁

（
30
）
塙
保
己
一　

編
『
群
書
類
従　

第
二
十
二
編　

武
家
部
』
續
群
書
類
從
完
成
會　

一
九
五
九
年
、
四
二
五
〜
四
三
九
頁

（
31
）
註
（
30
）
前
掲
書
、
四
二
五
頁

（
32
）
伊
勢
貞
丈
『
新
訂
増
補　

故
実
叢
書　

貞
丈
雑
記
』
明
治
図
書
出
版　

一
九
五
五
年
、
一
二
四
頁

（
33
）
註
（
30
）
前
掲
書
、
四
二
七
頁

（
34
）
塙
保
己
一　

編
『
新
訂
増
補　

故
実
叢
書　

武
家
名
目
抄　

第
七
』
明
治
図
書
出
版　

一
九
五
四
年
、
三
七
二
頁

（
35
）
註
（
30
）
前
掲
書
、
四
三
七
頁

（
36
）
註
（
２
）
前
掲
書
、
三
二
〜
三
三
頁

（
37
）
勝
小
吉　

著
、
勝
部
真
長　

編
『
夢
酔
独
言 

他
』
平
凡
社　

一
九
六
九
年
、
四
七
〜
四
九
頁

（
38
）
水
野
爲
長
『
隨
筆
百
花
苑　

第
九
巻　

よ
し
の
冊
子
（
下
）』
中
央
公
論
社　

一
九
八
一
年
、
七
五
〜
七
六
頁
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（
39
）
註
（
30
）
前
掲
書
、
四
三
八
頁

（
40
）
註
（
30
）
前
掲
書
、
四
二
七
頁

（
41
）
註
（
2
）
前
掲
書
、
四
三
頁
〜
四
七
頁

（
42
）
註
（
2
）
前
掲
書
、
四
五
頁

（
43
）
藤
沢
衛
彦　

伊
藤
晴
雨
『
日
本
刑
罰
風
俗
図
史
』
国
書
刊
行
会　

二
〇
一
〇
年
、
八
九
〜
九
一
頁

（
44
）
前
掲
（
２
）
前
掲
書
、
四
六
頁　

（
45
）
安
藤
博　

編
『
徳
川
幕
府
県
治
要
略
』
柏
書
房　

一
九
七
一
年
、
一
二
二
頁

（
46
）
註
（
30
）
前
掲
書
、
四
三
一
頁

（
47
）
前
掲
（
２
）
前
掲
書
、
八
〇
頁

（
48
）
山
田
米
吉
『
幕
末
維
新
風
俗
写
真
史
』
山
田
集
美
堂　

一
九
五
〇
年　

一
一
頁

（
49
）
東
亞
文
化
協
會　

編
『
東
京
古
今
圖
史
』
東
亞
文
化
協
會　

一
九
三
九
年
、
三
八
頁

（
50
）
加
藤
貴　

校
注
『
徳
川
制
度
（
上
）』
岩
波
書
店　

二
〇
一
四
年
、
二
一
二
頁

（
51
）
水
野
爲
長
『
隨
筆
百
花
苑　

第
八
巻　

よ
し
の
冊
子
（
上
）』
中
央
公
論
社　

一
九
八
〇
年
、
三
四
五
〜
三
四
六
頁

（
52
）
佐
久
間
長
敬
『
江
戸
町
奉
行
事
蹟
問
答
』
東
洋
書
院　

一
九
六
七
年
、
一
一
一
頁

（
53
）
名
和
弓
雄
『
間
違
い
だ
ら
け
の
時
代
劇
』
河
出
書
房
新
社　

一
九
八
七
年
、
八
五
頁

（
54
）
註
（
51
）
前
掲
書
、
三
五
五
頁

（
55
）
註
（
30
）
前
掲
書
、
四
二
七
頁

（
56
）
註
（
30
）
前
掲
書
、
四
二
八
頁

（
57
）
註
（
２
）
前
掲
書
、
七
一
〜
七
二
頁

（
58
）
註
（
２
）
前
掲
書
、
五
〇
〜
五
二
頁
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（
59
）
註
（
27
）
前
掲

参
考
図
版
出
典
一
覧

（
１
）『
洛
中
洛
外
図
大
観　

上
杉
家
本
』
小
学
館　

一
九
八
七
年　

九
八
頁

（
２
）
名
和
弓
雄
『
十
手
・
捕
縄
事
典̶

江
戸
町
奉
行
所
の
装
備
と
逮
捕
術
』
雄
山
閣　

一
九
九
八
年　

口
絵
、
九
、一
三
、一
〇
頁

（
３
）
図
（
２
）
前
掲
書
、
六
頁

（
４
）
井
出
正
信
『
江
戸
の
十
手
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
里
文
出
版　

一
九
九
五
年　

三
六
頁

（
５
）
名
和
弓
雄
『
隠
し
武
器
総
覧
』
壮
神
社　

一
九
九
八
年　

一
三
五
頁

（
６
）
図
（
５
）
前
掲
書
、
一
四
六
頁

（
７
）
図
（
４
）
前
掲
書
、
二
二
頁

（
８
）
書
誌
研
究
会
『
徳
川
幕
府
刑
事
図
譜
本
編
』
三
崎
書
房　

一
九
七
二
年　

一
五
頁　

（
９
）
図
（
４
）
前
掲
書
、
八
九
頁
、
故
実
叢
書
編
集
部
編
『
冠
帽
圖
絵 
礼
服
着
用
圖 

装
束
着
用
圖  

鎧
着
用
次
第 

女
官
装
束
着
用
次
第 

服
色
圖
解
』
明
治
図
書
出
版　

一
九
九
三
年

（
10
）
井
出
正
信
『
江
戸
の
十
手
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
Ⅱ
』
里
文
出
版　

二
〇
〇
四
年　

三
一
頁
、
図
（
５
）
前
掲
書
、
一
三
五
、一
三
七
頁
、
図
（
２
）
前
掲
書
、
口
絵
、
六
頁
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図（
１
）「
洛
中
洛
外
図
屛
風
」
鑓
と
共
に
捕
具
の
一

種
で
あ
る
突
棒
が
あ
る
。
室
町
期
。（『
洛
中
洛
外

図
大
観　

上
杉
家
本
』）

（
２
）
①
「
町
方
同
心
（
官
給
品
）
十
手
」

三
〇
、六
糎
、
短
寸
、
江
戸
期
。
②
「
火
付
盗
賊

改
方
十
手
」
四
十
六
糎
、
鍔
付
き
、
江
戸
期
。
③

「
町
方
同
心
捕
者
出
役
用
十
手
」
約
六
十
三
糎
、

長
寸
、
江
戸
期
。（『
十
手
・
捕
縄
事
典
』）

（
３
）「
十
手
名
所
（
挿
絵
）」
十
手
に
は
様
々
な

部
分
名
称
が
あ
る
。（『
十
手
・
捕
縄
事
典
』）

（
４
）「
鼻
捻
」
二
十
一
、五
糎
、鉄
製
、年
代
不
明
。

（『
江
戸
の
十
手
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』）　

（
５
）
①
「
鉄
刀
」
寸
法
不
明
、
拵
え
入
り
、
江

戸
期
。
②
「
兜
割
」
寸
法
不
明
、
拵
え
無
し
、
室

町
期
。（『
隠
し
武
器
総
覧
』）

（
６
）「
鉄
鞭
」寸
法
不
明
、鉤
付
き
、江
戸
期
。（『
隠

し
武
器
総
覧
』）

（
７
）「
鉤
無
し
鍔
付
き
十
手
」
五
十
四
糎
、
こ
よ

り
巻
き
の
柄
、
年
代
不
明
。（『
江
戸
の
十
手
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
』）

① ②

①

 ②
③

207-岩下忠輝氏.indd   229207-岩下忠輝氏.indd   229 2018/02/20   20:20:212018/02/20   20:20:21



230

（
８
）「
捕
縛
の
図
」
腰
に
刀
を
差
し
て
い
る
。
明

治
期
。（『
徳
川
幕
府
刑
事
図
譜
本
編
』）

（
９
）
①
「
伝
長
谷
川
平
蔵
所
用
十
手
」、六
〇
糎
、

鉤
無
し
鍔
付
き
、
柄
は
刀
剣
を
模
し
た
も
の
。
江

戸
期
。（『
江
戸
の
十
手
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』）
②
「
走

衆
装
束
」
①
と
よ
く
似
た
形
状
を
し
て
い
る
。
江

戸
期
。（『
冠
帽
圖
絵 

礼
服
着
用
圖 

装
束
着
用
圖  

鎧
着
用
次
第 

女
官
装
束
着
用
次
第 

服
色
圖
解
』）

（
10
）
刃
引
か
ら
十
手
ま
で
の
変
遷
。
①
「
鉄
刀
」

五
十
一
、五
糎
、
拵
え
入
り
、
江
戸
期
。（『
江
戸

の
十
手
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
Ⅱ
』）、
②
「
兜
割
」
寸
法

不
明
、
拵
え
無
し
、
反
り
が
あ
り
鉤
付
き
、
室
町

期
。（『
隠
し
武
器
総
覧
』）、
③
「
兜
割
（
鉄
刀
型

十
手
）」
寸
法
不
明
、
反
り
は
無
く
鉤
付
き
、
室

町
期
。（『
隠
し
武
器
総
覧
』）、
④
「
江
戸
の
目
明

し
十
手
」
三
十
七
、五
糎
、
形
状
長
さ
共
に
典
型

的
な
十
手
、
江
戸
期
。（『
十
手
・
捕
縄
事
典
』）

① ②③
④

①

 ②
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