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日
本
刀
の
記
録
の
歴
史
と
今
後
の
展
望

　
　
―
押
形
の
再
評
価
に
つ
い
て
―

井
本
悠
紀

　
　
　

は
じ
め
に

　

近
年
、
日
本
刀
（
以
下
、
刀
剣
）
を
テ
ー
マ
と
し
た
特
別
展
・
企
画
展

が
全
国
各
地
で
開
催
さ
れ
、
正
に
刀
剣
ブ
ー
ム
と
言
わ
れ
る
時
代
を
迎
え

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
現
象
は
戦
後
に
お
い
て
昭
和
四
十
年
代

（
一
九
六
五
〜
一
九
七
五
）
に
も
認
め
ら
れ
、
当
時
は
刀
剣
を
購
入
し
所

持
す
る
経
済
的
余
裕
が
あ
る
社
会
層
の
男
性
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
一
方
で
、
近
年
の
ブ
ー
ム
は
若
い
女
性
層
が
牽
引
し
て
お
り
、

全
国
の
美
術
館
・
博
物
館
に
展
示
作
品
を
観
に
多
く
の
女
性
が
足
繁
く
通

う
様
子
を
み
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
比
較
は
刀
剣
ブ
ー
ム
の
一
端
で
し
か

な
い
の
で
あ
る
が
、
歴
史
的
通
観
の
中
で
女
性
が
中
心
と
な
っ
て
刀
剣
に

注
目
し
た
事
象
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
新
時
代
の
中

で
、
教
育
普
及
を
担
う
美
術
館
・
博
物
館
の
役
割
は
重
要
で
あ
り
、
各
地

で
刀
剣
を
扱
っ
た
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
意
義
は
大
き
い
も
の
が
あ

る
。

　

ま
た
、
展
覧
会
に
合
わ
せ
て
出
版
さ
れ
る
図
録
は
、
展
示
構
成
や
展
示

内
容
を
知
る
上
で
重
要
な
出
版
物
で
あ
り
、
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
る
資
料
図

版
は
学
術
的
研
究
に
お
い
て
有
益
な
情
報
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。ま
た
、

刀
剣
文
化
の
新
時
代
と
い
う
意
味
で
は
資
料
の
魅
力
（
情
報
）
を
分
か
り
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や
す
く
記
録
し
発
信
す
る
こ
と
に
よ
り
教
育
普
及
面
で
重
要
な
ツ
ー
ル
と

な
る
で
あ
ろ
う
。
現
在
、
刀
剣
の
記
録
法
は
伝
統
的
な
押
形
（
拓
本
）
と

写
真
が
主
要
と
な
り
、
そ
こ
に
デ
ジ
タ
ル
ス
キ
ャ
ナ
ー
が
加
わ
り
始
め
て

い
る
。
そ
の
中
で
も
写
真
記
録
が
主
に
活
用
さ
れ
て
お
り
、
近
年
で
は
写

真
図
版
だ
け
の
図
録
や
研
究
論
文
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
押

形
は
専
門
的
範
囲
の
中
で
の
み
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
の

が
現
状
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
記
録
に
は
多
様
な
方
法
を
用
い
る
こ

と
に
よ
っ
て
多
く
の
情
報
を
正
確
に
記
録
す
る
有
効
性
が
存
在
し
て
お

り
、
一
つ
の
記
録
法
に
偏
重
を
き
た
す
の
は
決
し
て
適
切
と
言
え
る
も
の

で
は
な
い
。

　

そ
こ
で
、
本
論
で
は
刀
剣
記
録
法
と
し
て
の
押
形
と
写
真
を
通
史
的
に

論
じ
、そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
刀
剣
を
記
録
し
変
遷
し
て
き
た
か
考
察
し
、

そ
こ
に
存
在
す
る
各
技
法
の
特
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
当
該
記
録

法
が
新
し
い
時
代
を
迎
え
て
い
る
刀
剣
文
化
発
展
に
果
た
す
役
割
を
考
え

て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　　
　
　

一
、
日
本
刀
の
記
録
と
先
行
研
究
に
つ
い
て

　

明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）、
古
社
寺
保
存
法
が
制
定
さ
れ
て
か
ら

一
一
〇
年
が
経
っ
た
平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
）
に
文
化
庁
が
発
行
す
る

『
月
刊
文
化
財
』
に
「
文
化
財
を
記
録
す
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
連
載
が

始
ま
っ
た
。
そ
の
主
題
は
、
様
々
な
分
野
の
文
化
財
が
ど
の
よ
う
な
手
法

を
用
い
て
記
録
さ
れ
て
き
た
か
、
そ
の
歴
史
性
や
各
種
の
記
録
法
に
つ
い

て
各
分
野
の
研
究
者
に
よ
る
考
察
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
連
載
開
始
に
つ

い
て
、
亀
井
伸
雄
は
「（
前
略
）
各
種
調
書
や
記
録
写
真
自
体
も
貴
重
な

文
化
財
（
歴
史
資
料
）
と
し
て
認
識
さ
れ
保
護
す
べ
き
対
象
と
し
て
関
心

が
高
ま
っ
て
い
る（

1
（

」
と
述
べ
、
記
録
さ
れ
た
資
料
の
重
要
性
、
ま
た
当
該

記
録
法
が
持
つ
意
義
に
つ
い
て
再
考
す
る
必
要
性
を
唱
え
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
、文
化
財
を
闇
雲
に
調
査
研
究
す
れ
ば
い
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

記
録
に
際
し
て
は
資
料
の
性
格
を
し
っ
か
り
と
把
握
し
、
そ
の
情
報
を
的

確
か
つ
適
切
に
目
的
に
沿
っ
た
記
録
法
を
用
い
て
慎
重
に
行
っ
て
い
く
必

要
が
あ
る
。

　

そ
の
基
礎
と
な
る
の
が
文
字
記
録
に
よ
る
調
書
で
あ
る
。
刀
剣
の
調
書

は
大
略
以
下
の
よ
う
に
、
種
別
や
銘
文
、
法
量
、
造
込
、
地
鉄
（
じ
が
ね
）、

刃
文
、
彫
、
茎
の
情
報
（
銘
、
鑢
目
、
目
釘
孔
の
数
、
茎
先
の
形
状
な
ど
）、

登
録
証
情
報
、
伝
来
、
附
帯
す
る
資
料
な
ど
を
記
録
す
る
。
こ
れ
ら
は
調

書
作
成
時
の
時
間
的
制
約
な
ど
の
状
況
に
も
よ
る
が
、
詳
細
に
記
録
で
き

る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
地
鉄
や
刃
文
と
い
う
資
料
固
有

の
情
報
を
視
覚
的
観
察
か
ら
文
字
に
置
換
す
る
に
は
、
あ
る
程
度
の
経
験

と
知
識
が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
逆
の
作
業
と
し
て
文
字
記
録
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か
ら
還
元
し
、
そ
の
情
報
を
読
み
解
く
行
為
に
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
、

新
し
い
需
要
層
が
増
え
て
い
る
刀
剣
文
化
普
及
に
お
い
て
は
文
字
情
報
だ

け
の
発
信
で
は
十
分
な
理
解
は
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
学
術
面
で
も

多
く
の
情
報
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
調
書
を
補
完
す
る
も
の
と
し

て
押
形
や
写
真
と
い
っ
た
技
法
を
目
的
に
よ
り
活
用
し
、
資
料
化
し
て
い

く
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

㈠　

日
本
刀
記
録
法
の
先
行
研
究

　

刀
剣
の
記
録
に
つ
い
て
は
、
主
に
書
誌
学
的
に
刀
剣
文
書
（
以
下
、
古

剣
書
）
の
研
究
が
進
め
ら
れ
、
刀
剣
史
学
分
野
で
は
本
間
順
治
、
村
上
孝

介
、
得
能
一
男
、
辻
本
直
男
ら
が
精
力
的
に
研
究
し
て
き
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
古
剣
書
に
所
収
す
る
押
形
に
つ
い
て
は
一
書
の
内
容
と
し
て
触
れ

ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
古
剣
書
の
通
史
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
形
で
論
じ

ら
れ
る
の
が
殆
ど
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
中
で
、
犬
塚
徳
太
郎
は
『
刀
剣
押
形
の
技
法（

（
（

』
と
い
う
方
法
論
を

述
べ
た
著
書
の
中
で
、「
押
形
の
変
遷
」
と
し
て
、
古
剣
書
に
み
る
具
体

的
な
手
法
を
読
み
解
き
、押
形
は「
毛
筆
墨
書
に
よ
る
書
写
に
は
じ
ま
り
、

タ
ン
ポ
に
よ
る
水
拓
、
石
華
墨
に
よ
る
乾
拓（

3
（

」
へ
と
変
遷
し
て
い
っ
た
と

考
察
を
加
え
た
。
一
方
、
福
永
酔
剣
は
押
形
技
法
を
四
種
類
に
分
類
す
る

考
察
を
行
っ
た
が
、
犬
塚
の
変
遷
史
に
い
う
水
拓
を
含
め
ず
、
茎
に
直
接

墨
を
塗
る
方
法
を
加
え
る
な
ど
、
両
者
の
考
察
に
は
相
違
点
が
認
め
ら
れ

る
。

　

ま
た
先
述
の
「
文
化
財
を
記
録
す
る
」
の
連
載
で
は
伊
東
哲
夫
と
藤
代

興
里
が
刀
剣
の
記
録
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
伊
東
は
「
刀
剣
の
記
録
の

歴
史（

（
（

」
と
し
て
、
中
世
以
降
の
文
字
記
録
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
が
、

押
形
や
写
真
に
つ
い
て
十
分
な
考
察
に
及
ん
で
い
な
い
。
一
方
、
藤
代
は

「
刀
剣
の
記
録
手
法
に
つ
い
て（

（
（

」
と
し
て
写
真
記
録
の
手
法
を
中
心
に
論

じ
て
い
る
。
と
り
わ
け
本
論
で
は
考
察
し
得
な
い
写
真
の
特
性
を
活
か
す

具
体
的
な
方
法
論
を
述
べ
て
お
り
、
写
真
記
録
法
に
関
し
て
傾
聴
に
値
す

る
内
容
と
な
っ
て
い
る
が
、そ
の
歴
史
に
関
す
る
考
察
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
先
行
研
究
を
概
観
す
る
と
、
刀
剣
の
記
録
法
の
歴
史
に
関

し
て
十
分
に
ま
と
ま
っ
た
先
行
研
究
が
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
特
に
押
形

史
に
つ
い
て
は
、
定
説
と
な
る
論
が
な
く
書
誌
学
的
研
究
と
合
わ
せ
て
再

考
し
整
理
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
ま
た
同
様
に
写
真
に
関
し
て
も
近
代

以
降
の
受
容
か
ら
活
用
ま
で
の
歴
史
を
考
察
し
、
そ
の
重
要
性
に
つ
い
て

考
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　

二
、
記
録
と
し
て
の
押
形

　

刀
剣
の
「
押
形
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
拓
本
技
法
の
こ
と
で
あ
る
が
、
斯
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界
で
は
広
義
的
な
解
釈
と
し
て
拓
本
と
臨
模
（
筆
写
）
の
ど
ち
ら
も
「
押

形
」と
い
う
言
葉
の
意
味
に
含
ま
せ
て
い
る
。そ
れ
に
関
し
て
福
永
は「
押

形
」
と
い
う
言
葉
に
含
ま
れ
て
い
る
記
録
手
法
に
つ
い
て
、
中
世
か
ら
近

世
の
古
剣
書
の
考
察
を
行
い
、狭
義
の
意
味
で
一
、毛
筆
で
筆
写
す
る
法
。

二
、
版
木
に
彫
る
法
。
三
、
印
肉
ま
た
は
墨
汁
を
直
接
塗
っ
て
採
拓
す
る

法
。
四
、
石
華
墨
で
採
拓
す
る
法
、
の
四
技
法
に
分
類
し
た
（
以
下
、
便

宜
的
に
一
、
筆
写
押
形
、
二
、
版
木
押
形
、
三
、
直
接
押
形
、
四
、
間
接

押
形
（
乾
拓
・
湿
拓
）
と
す
る
）。

　

こ
の
押
形
は
刀
剣
記
録
の
原
初
的
技
法
で
あ
る
が
、
近
年
は
写
真
が
主

流
と
な
り
、
刀
剣
史
学
と
い
う
専
門
的
分
野
で
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く

な
っ
て
い
る
。
現
在
行
わ
れ
て
い
る
押
形
手
法
は
、
資
料
に
和
紙
を
乗
せ

た
上
か
ら
茎
を
石
華
墨
で
擦
り
採
拓
す
る
間
接
押
形
（
乾
拓
）
と
、
茎
に

直
接
印
刷
用
イ
ン
ク
な
ど
を
塗
り
つ
け
採
拓
す
る
直
接
押
形
が
用
い
ら
れ

て
い
る
。
現
状
、
そ
の
活
用
は
前
者
が
広
く
行
わ
れ
て
お
り
、
後
者
は
研

師
な
ど
職
人
を
中
心
に
し
て
行
わ
れ
て
い
る
手
法
と
な
っ
て
い
る
。ま
た
、

ど
ち
ら
も
採
拓
時
に
茎
の
銘
字
や
鑢
目
が
墨
に
よ
っ
て
潰
れ
不
明
瞭
に
な

る
懸
念
を
有
し
て
お
り
、
記
録
す
べ
き
情
報
は
事
前
に
よ
く
把
握
し
て
慎

重
に
行
う
の
が
肝
心
で
あ
り
、
そ
れ
と
合
わ
せ
て
採
拓
の
経
験
を
培
っ
て

い
く
必
要
が
十
分
に
あ
る
。

　

さ
て
、
そ
の
記
録
は
茎
だ
け
の
採
拓
と
刀
身
の
刃
文
を
模
写
し
て
記
録

す
る
場
合
が
あ
り
、
そ
の
判
断
は
目
的
に
よ
っ
て
異
な
る
。
こ
の
刃
文
の

記
録
は
、
毛
筆
ま
た
は
鉛
筆
を
使
用
し
模
写
す
る
も
の
で
あ
り
、
区
上
の

刃
文
（
以
下
、
焼
出
し
）
と
鋒
周
辺
だ
け
を
描
く
部
分
記
録
と
、
刀
身
全

体
の
刃
文
を
記
録
す
る
全
身
押
形
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
存
在
し
て
い
る
。

全
身
押
形
に
つ
い
て
は
原
寸
の
姿
や
茎
、
そ
し
て
刃
文
の
全
て
を
記
録
に

留
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
地
鉄
以
外
の
多
く
の
情
報
を
記
録
で
き
る

点
で
資
料
性
が
高
い
記
録
法
で
あ
る
が
、
作
業
に
際
し
て
か
な
り
の
時
間

を
要
す
る
た
め
、
通
常
は
部
分
記
録
だ
け
で
済
ま
す
こ
と
が
多
く
な
っ
て

い
る
。
こ
の
記
録
と
し
て
の
押
形
は
、
資
料
化
に
あ
た
っ
て
採
拓
者
の
巧

拙
が
影
響
し
易
い
こ
と
や
、
刃
文
の
模
写
に
関
し
て
主
観
が
入
り
易
い
点

で
資
料
の
正
確
性
に
批
判
対
象
と
な
り
得
る
要
素
を
有
し
て
い
る
が
、
刃

文
模
写
す
る
と
い
う
行
為
は
他
の
記
録
法
と
は
相
違
す
る
も
の
で
あ
り
、

刀
剣
の
見
所
で
あ
る
刃
文
を
明
瞭
に
出
来
る
手
法
で
あ
る
。

㈠　

筆
写
押
形
に
よ
る
記
録

　

押
形
の
原
初
的
形
態
は
、
最
古
の
古
剣
書
と
い
わ
れ
る
『
観
智
院
本
銘

尽
』（
重
要
文
化
財
、
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）
に
認
め
ら
れ
る
（
資
料
一
）。

同
書
は
、
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
数
種
の
剣
書
を
基
に
し
て
応
永
三
十
年

（
一
四
二
三
）
に
一
冊
に
ま
と
め
た
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
の
押
形
は
稚
拙

な
表
現
で
茎
の
形
状
や
銘
、
鑢
目
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
正
確
な
記
録
へ
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の
意
識
は
希
薄
と
言
え
、
手
控
え
程
度
の
記
録
で
あ
っ
た
と
解
釈
さ
れ
、

茎
を
描
い
て
記
録
に
残
す
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
同
書
に
限
ら
ず
、
室
町
後
期
以
前
の
代
表
的
な
古
剣
書

に
正
確
に
筆
写
し
た
押
形
を
見
ず
、
実
物
大
で
茎
を
記
録
す
る
よ
う
に
な

る
の
も
室
町
期
以
降
と
さ
れ
て
い
る（

（
（

。

　

そ
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
の
が
、
天
文
十
六
年
（
一
五
四
七
）
に
筆
写
さ
れ

た
『
往
昔
抄
』（
重
要
美
術
品
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
筆
写
押
形
を
用
い
な

が
ら
も
、
そ
れ
以
前
の
古
剣
書
に
み
る
押
形
よ
り
銘
字
や
鑢
目
、
ま
た
茎

の
形
状
に
至
る
ま
で
正
確
に
筆
写
し
た
押
形
集
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

そ
れ
を
補
う
注
記
に
よ
り
当
時
の
貴
重
な
情
報
を
残
す
資
料
と
な
っ
て
お

り
、
後
の
時
代
に
も
影
響
を
与
え
万
治
四
年
（
一
六
六
一
）
出
版
の
『
古

今
銘
尽
』（
全
七
巻
）
に
所
載
す
る
押
形
の
半
数
以
上
が
『
往
昔
抄
』
よ

り
転
載
し
た
も
の
と
指
摘
が
さ
れ
て
い
る（

7
（

。
ま
た
昭
和
三
十
年

（
一
九
五
五
）
に
は
刀
剣
学
研
究
の
た
め
に
原
寸
複
製
本
が
作
成
さ
れ
て

い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
優
れ
た
押
形
集
と
し
て
存
在
す
る
『
往
昔
抄
』
で
は
あ
る

が
、
あ
く
ま
で
も
茎
だ
け
の
筆
写
押
形
で
あ
り
、
刃
文
の
記
録
は
認
め
ら

れ
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
得
能
は
「
当
時
の
押
形
が
い
ま
だ
刃
文
を
描
か

ず
、
茎
絵
図
だ
け
が
通
常
で
あ
っ
た（

8
（

」
と
い
う
考
察
を
し
て
お
り
、
そ
の

記
録
さ
れ
た
時
代
性
を
反
映
し
た
内
容
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来

る
。

　

そ
の
『
往
昔
抄
』
以
後
も
本
阿
弥
家
各
代
に
よ
る
押
形
集
や
金
工
家
埋

忠
が
自
ら
の
作
業
記
録
と
し
て
残
し
た
『
埋
忠
押
形
』、
刀
工
で
あ
る
近

江
守
継
平
が
将
軍
家
の
蔵
刀
を
記
録
し
た
と
伝
え
る
『
継
平
押
形
』
な
ど

多
く
の
押
形
集
が
現
存
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
埋
忠
が
残
し
た

押
形
は
、
茎
の
外
形
を
版
木
と
し
て
、
そ
こ
に
銘
と
鑢
目
を
筆
写
し
た
も

の
と
い
わ
れ
て
お
り（

9
（

、
筆
写
押
形
と
版
木
押
形
の
折
衷
様
式
で
あ
っ
た
こ

と
は
興
味
深
く
、
資
料
を
正
確
に
記
録
し
よ
う
と
す
る
意
識
の
基
に
行
わ

れ
た
手
法
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
本
阿
弥
家
に
あ
っ
て
は
、
筆
写
押
形
を
伝
統
的
な
も
の
と
し
、
本

阿
弥
光
二
・
光
悦
・
光
瑳
・
光
徳
・
光
温
・
光
山
と
い
っ
た
人
物
が
当
該

技
法
に
よ
り
押
形
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
本
阿
弥
系
押
形
の
中
で
緻
密
に

資
料
記
録
を
行
っ
た
の
が
十
七
代
目
本
阿
弥
光
一
の
『
新
刀
定
儀
』（
寛

政
六
年
（
一
七
九
四
）
自
序
、
公
益
財
団
法
人
日
本
美
術
刀
剣
保
存
協
会

（
以
下
、
刀
剣
協
会
）
蔵
）
で
あ
る（
（1
（

。
そ
れ
は
新
刀
期
の
作
品
を
中
心
に

記
録
し
た
内
容
と
な
り
、
整
然
と
描
か
れ
た
茎
に
寸
尺
や
作
風
な
ど
の
注

記
を
加
え
て
い
る
。
刃
文
は
僅
か
に
焼
出
し
を
描
い
た
も
の
が
散
見
さ
れ

る
程
度
で
あ
る
が
、
歪
み
の
な
い
丁
寧
に
描
か
れ
た
茎
の
形
状
は
、
一
説

に
紙
を
強
く
押
し
当
て
、
紙
に
残
存
す
る
外
形
の
痕
跡
を
な
ぞ
っ
て
描
い

た
と
さ
れ
て
い
る（
（（
（

。
特
徴
的
な
の
は
銘
字
の
描
写
表
現
に
あ
り
、
線
で
描
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い
た
銘
に
細
か
な
点
描
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
鏨
の
一
点
一
画
を
再
現
し

よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
そ
し
て
、
注
目
す
べ
き
は
葵
紋

や
菊
紋
に
茎
に
直
接
墨
を
塗
り
採
拓
し
た
直
接
押
形
を
用
い
て
い
る
こ
と

で
あ
る
（
資
料
二
）。
私
見
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
古
剣
書
に
直
接
押
形
で

記
録
し
た
も
の
を
見
ず
、
紋
と
い
う
一
部
分
だ
け
で
は
あ
る
が
刀
剣
記
録

に
直
接
押
形
を
使
用
し
た
例
と
し
て
は
年
代
の
上
が
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
押
形
集
に
み
る
記
録
の
精
密
性
に
つ
い
て
、
福
永
は
「
毛
筆
臨
模
の
技

術
も
最マ

マ潮
に
達
し
た（
（1
（

」
と
評
価
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
江
戸
時
代
後
期

の
筆
写
押
形
の
完
成
度
は
評
価
す
べ
き
対
象
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
部
分
的

で
あ
っ
て
も
直
接
押
形
を
加
え
た
点
は
注
目
さ
れ
る
べ
き
内
容
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
当
時
の
刀
剣
研
究
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
正
確
な
記
録
が
希

求
さ
れ
て
い
た
表
れ
で
あ
り
、
本
阿
弥
光
一
が
伝
統
的
な
記
録
法
に
加
え

て
、
よ
り
正
確
な
記
録
が
可
能
と
な
る
手
法
を
試
験
し
た
も
の
と
考
え
る

資料一　『観智院本銘尽』（国立国会図書館蔵）

資料二　『新刀定儀』
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こ
と
が
出
来
、
あ
え
て
言
う
な
ら
ば
押
形
史
の
転
換
期
で
あ
っ
た
と
も
言

え
る
の
で
は
な
い
か
。

㈡　

版
木
押
形
に
よ
る
記
録

　

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
古
剣
書
が
筆
写
に
よ
り
限
ら
れ
た

人
た
ち
に
伝
書
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
版
本
と
い
う
形
で
刊
行
さ
れ
普

及
し
て
い
く
。
先
に
挙
げ
た
『
古
今
銘
尽
』
は
万
治
四
年
（
一
六
六
一
）

の
初
刊
か
ら
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
に
至
る
ま
で
に
六
回
版
を
重
ね
て

お
り
、
当
時
の
刀
剣
文
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
版
本
で
あ
っ
た
。
ま

た
同
書
に
限
ら
ず
、
広
く
万
民
へ
普
及
し
た
と
い
う
点
で
、
版
木
押
形
は

刀
剣
記
録
の
発
展
期
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
福
永
に
よ
れ
ば
、
版
本

の
他
に
門
弟
に
伝
授
す
る
際
に
版
木
押
形
を
用
い
る
例
が
あ
っ
た
と
し
、

版
木
押
形
は
慶
長
頃
（
一
五
九
六
〜
一
六
一
四
）
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
と

考
察
し
て
い
る（
（1
（

。

　

そ
の
江
戸
時
代
の
版
本
の
中
で
著
名
な
も
の
に
『
新
刃
銘
尽
』（
以
下
、

『
新
刃
』）、『
新
刃
銘
尽
後
集
』（
以
下
、『
後
集
』）、『
新
刀
辨
疑
』（
以
下
、

『
辨
疑
』）、『
新
刀
賞
鑒
餘
録
』（
以
下
、『
餘
録
』）、『
古
今
鍛
冶
備
考
』（
以

下
、『
備
考
』）
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
版
木
押
形
を
考
察
す
る
と
、
銘

を
黒
く
表
す
も
と
の
、
白
抜
き
で
表
す
手
法
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
、
前
者

の
例
は
『
新
刃
』、『
後
集
』、『
辨
疑
』
で
あ
る
。
神
田
白
竜
子
が
出
版
し

た
『
新
刃
』（
享
保
六
年
〈
一
七
二
一
〉）
は
新
刀
に
つ
い
て
ま
と
め
た
最

初
の
刊
本
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
収
め
ら
れ
た
押
形
は
全
て
規
格
化
さ
れ
た

茎
の
大
き
さ
と
な
っ
て
お
り
、原
寸
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る（
資
料
三
）。

そ
し
て
刃
文
は
全
く
記
録
さ
れ
て
お
ら
ず
押
形
は
茎
情
報
の
み
と
な
っ
て

い
る
。
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
に
『
新
刃
』
の
遺
漏
を
補
う
目
的
で

出
さ
れ
た
『
後
集
』
は
、
文
章
内
容
の
充
実
も
あ
る
が
、
押
形
に
刃
文
が

追
加
さ
れ
て
お
り
、
焼
出
し
だ
け
で
は
な
く
鋒
部
分
を
描
い
た
も
の
が
多

数
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
。
ま
た
、
茎
の
大
き
さ
も
画
一
的

で
な
く
な
り
原
寸
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
新
刀
研
究

の
最
高
峰
と
も
い
わ
れ
る
ほ
ど
内
容
が
充
実
し
た
『
辨
疑
』（
安
永
六
年

〈
一
七
七
七
〉）
は
、
原
寸
に
近
い
茎
の
形
状
や
鑢
、
そ
し
て
銘
文
な
ど

先
の
二
書
よ
り
細
か
く
記
録
さ
れ
て
お
り
、
資
料
の
再
現
性
が
高
ま
っ
て

い
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。ま
た
刃
文
を
記
録
し
た
数
は
僅
か
で
あ
る
が
、

焼
出
し
を
必
ず
記
録
し
て
い
る
。
そ
し
て
『
新
刃
』
と
『
後
集
』
が
刀
工

の
大
要
を
記
録
し
た
内
容
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、『
辨
疑
』
に
は
各
資

料
の
寸
尺
が
注
記
さ
れ
、
ま
た
「
廣
直
刃
匂
ヒ
至
テ
深
シ
強
キ
コ
ト
云
ベ

カ
ラ
ズ
」
な
ど
、
個
々
の
資
料
に
つ
い
て
の
特
徴
を
記
述
す
る
な
ど
記
録

の
資
料
性
を
高
め
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
一
書
だ
け
で
時
代
性
と
し

て
捉
え
て
し
ま
う
こ
と
は
早
計
だ
が
、『
辨
疑
』
で
は
一
点
一
点
に
お
け

る
固
有
の
情
報
を
記
録
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
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以
上
三
書
の
記
録
内
容
を
通
観
す
る
と
年
代
の
下
降
と
共
に
茎
の
形
状

や
鑢
目
の
線
、
ま
た
銘
の
鏨
運
び
な
ど
が
詳
細
な
記
録
に
変
化
し
て
い
っ

た
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
現
代
の
写
真
資
料
で
銘
字

を
比
較
す
る
と
必
ず
し
も
細
か
な
点
で
合
致
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の

原
因
と
し
て
版
下
に
筆
写
押
形
で
記
録
し
た
資
料
を
用
い
た
可
能
性
が
高

い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
り
細
か
な
点
で
情
報
が
正
確
で
な
く
、

『
新
刃
』
の
よ
う
に
茎
の
大
き
さ
も
原
寸
と
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
一
方
で
、銘
字
を
白
抜
き
に
す
る
版
本
の『
餘
録
』と『
備
考
』（
文

政
十
三
年
〈
一
八
三
〇
〉）
は
ど
う
か
。
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）、
箕
浦

吉
隆
が
著
し
た
『
餘
録
』
は
茎
全
体
を
黒
く
刷
り
、
銘
と
鑢
を
白
抜
き
に

す
る
手
法
で
、
刀
身
は
先
述
の
三
書
と
同
じ
く
外
形
の
線
を
と
り
、
刃
文

を
描
い
て
い
る
（
資
料
四
）。
ま
た
個
々
の
資
料
に
つ
い
て
の
記
述
も
多

く
な
り
、
茎
棟
の
鑢
も
版
木
押
形
で
表
し
た
も
の
が
あ
る
な
ど
、
資
料
が

持
つ
多
く
の
情
報
を
詳
細
に
記
録
し
よ
う
と
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
ま
た
、
注
目
さ
れ
る
の
は
原
寸
の
茎
に
銘
字
が
か
な
り
忠
実
に
再
現

さ
れ
て
い
る
点
で
あ
り
、『
辨
疑
』
ま
で
の
版
本
と
は
明
ら
か
に
異
な
る

精
度
と
言
え
る
。
そ
し
て
、『
備
考
』
も
銘
と
鑢
を
白
抜
き
に
す
る
点
は

同
じ
で
あ
る
が
、
刀
身
ま
で
黒
く
刷
り
、
焼
出
し
を
白
く
表
現
す
る
こ
と

は
『
餘
録
』
と
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
『
餘
録
』
同
様
に
、
原
寸

資料三　『新刃銘尽』資料四　『新刀賞鑒餘録』
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茎
に
非
常
に
正
確
な
銘
字
が
刻
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
版
下
に
は
、
幕
府
の

御
様
（
た
め
し
（御

用
を
務
め
た
山
田
浅
右
衛
門
が
直
接
押
形
に
よ
っ
て
記
録
し
た

押
形（
（1
（

が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
詳
ら
か
に
な
っ
て
い
る（
（1
（

。
つ
ま
り
、
そ

れ
ま
で
の
版
木
押
形
で
は
不
十
分
で
あ
っ
た
茎
の
情
報
に
関
し
、
そ
の
版

下
に
直
接
押
形
に
よ
り
採
拓
さ
れ
た
資
料
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ

り
正
確
な
情
報
を
持
つ
版
本
を
本
刻
し
得
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
こ

れ
を
手
に
す
る
当
時
の
刀
剣
研
究
者
は
、
よ
り
確
か
な
資
料
情
報
を
求
め

る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
『
備
考
』
の
事
例
か
ら
す
れ
ば
、
先
の
『
餘
録
』
も
版
下
に
直
接

押
形
を
使
用
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
直
接
押
形
に
関
し
て
、

従
来
の
研
究
で
は
江
戸
時
代
後
期
か
ら
使
用
し
始
め
た
と
い
う
だ
け
で
年

代
的
な
絞
り
込
み
が
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
も
し
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）

刊
の
『
餘
録
』
の
版
下
に
直
接
押
形
が
使
わ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の

頃
に
は
刀
剣
記
録
手
法
の
一
つ
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と

が
出
来
、
先
述
の
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
の
自
序
を
持
つ
『
新
刀
定
儀
』

に
直
接
押
形
が
使
用
さ
れ
て
い
る
事
例
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

㈢　

直
接
押
形
に
よ
る
記
録

　

犬
塚
に
よ
る
押
形
史
の
中
に
は
、
被
採
拓
物
に
墨
を
直
接
塗
る
法
は
存

在
し
な
か
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
福
永
が
分
類
し
た
四
つ
の
法
に
は
確
か

に
直
接
法
が
存
在
し
、
そ
の
代
表
例
と
し
て
浅
右
衛
門
の
『
刀
剣
押
形
』

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
そ
の
『
刀
剣
押
形
』
を
版
下
に
用
い
た
『
備

考
』
に
つ
い
て
犬
塚
は
「
刀
茎
の
絵
形
（
押
形
）
は
水
拓
ら
し
く（
（1
（

」
と
い

う
考
察
を
加
え
て
い
る
。
そ
の
水
拓
に
つ
い
て
不
分
明
で
あ
る
が
、
刀
工

細
田
直
光
の
押
形
集
『
か
ぢ
平
真
偽
押
形
』
に
つ
い
て
も
「
茎
の
押
形
は

墨
液
を
用
い
た
水
拓
（
湿
拓
と
も
い
う
。
用
紙
を
茎
の
上
に
密
着
さ
せ
、

上
か
ら
墨
液
を
し
め
し
た
タ
ン
ポ
で
た
た
く（
（1
（

）」
で
あ
る
と
解
釈
し
て
お

り
、
そ
れ
が
本
論
で
い
う
間
接
押
形
（
湿
拓
）
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
得
能
も
同
様
の
解
釈
を
採
っ
て
い
る（
（1
（

。

　

こ
の
直
接
押
形
と
間
接
押
形
（
湿
拓
）
で
記
録
さ
れ
た
も
の
は
、
出
来

上
が
り
に
確
か
に
似
通
っ
た
も
の
が
あ
り
、
そ
の
判
断
に
よ
り
犬
塚
と
福

永
の
考
察
に
違
い
が
生
じ
る
結
果
と
な
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
茎
に
直
接

墨
を
塗
る
法
は
版
画
技
法
を
応
用
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
通
常
の
方
法
で

は
銘
が
左
字
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
茎
に
墨
を
塗
り
、
そ
こ
に
薄
い
紙

の
表
側
を
上
に
し
て
載
せ
、
馬
連
な
ど
で
擦
っ
た
後
、
そ
の
表
側
に
染
み

こ
ん
だ
情
報
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
銘
を
正
字
で
み
る
こ
と
が
可
能

と
な
る
。
ま
た
外
形
の
線
と
刃
文
は
ど
ち
ら
も
表
側
か
ら
記
録
す
る
。
そ

の
よ
う
な
手
法
の
た
め
江
戸
時
代
後
期
の
直
接
押
形
で
記
録
さ
れ
た
資
料

は
、紙
の
裏
側
を
見
る
と
墨
色
が
濃
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。そ
の
た
め
、
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そ
の
記
録
手
法
の
特
定
に
悩
ん
だ
場
合
は
、
紙
の
裏
を
見
る
の
が
一
番
分

か
り
易
い
こ
と
に
な
る
。

　

福
永
が
直
接
押
形
の
代
表
例
と
し
て
挙
げ
て
い
た
『
刀
剣
押
形
』
は
実

見
出
来
て
お
ら
ず
、
そ
の
内
容
の
精
査
を
行
え
て
い
な
い
が
、
刀
剣
協
会

が
所
蔵
す
る
一
書
に
山
田
吉
昌
が
集
成
し
た
『
刀
剣
留
牒
』
な
る
押
形
集

が
あ
る
。
そ
の
内
容
は
『
刀
剣
押
形
』
に
類
似
す
る
も
の
で
、
茎
や
刃
文
、

彫
の
押
形
が
あ
り
、
そ
こ
に
出
来
の
良
し
悪
し
、
実
用
面
で
の
切
れ
味
な

ど
に
つ
い
て
注
記
が
さ
れ
て
い
る（
資
料
五
）。そ
の
押
形
手
法
に
つ
い
て
、

記
録
さ
れ
て
い
る
八
十
振
分
の
押
形
資
料
の
裏
側
を
観
察
す
れ
ば
、
そ
の

全
て
が
直
接
押
形
で
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
ま
た
直
光
の
押
形
集
で
あ
る
『
諸
国
鍛
冶
忠
押
形
（
文
久
本
）』、『
鍛

冶
平
細
田
平
次
郎
藤
原
直
光
押
形
（
元
治
本
）』（
ど
ち
ら
も
刀
剣
協
会
所

蔵
）
も
同
じ
く
直
接
押
形
を
主
体
と
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
で
は
、

間
接
押
形
（
湿
拓
）
で
記
録
し
た
も
の
は
ど
う
か
と
言
う
と
、
極
僅
か
確

認
さ
れ
る
程
度
と
な
っ
て
い
る（
資
料
六
）。そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
し
て
、

恐
ら
く
押
形
史
の
中
で
間
接
押
形
（
湿
拓
）
が
主
要
記
録
法
と
し
て
扱
わ

れ
た
歴
史
は
な
か
っ
た
の
で
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
要
因
は
定
か

で
は
な
い
が
、
資
料
に
紙
を
固
定
す
る
た
め
に
水
を
使
用
す
る
こ
と
が
関

係
し
て
い
る
と
推
量
さ
れ
る
も
の
の
証
徵
に
欠
け
、
今
後
の
研
究
課
題
と

す
る
。

資料五　『刀剣留牒』資料六　『諸国鍛冶忠押形（文久本）』
一番左、間接押形（湿拓）、他直接押形
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こ
こ
で
見
て
き
た
よ
う
に
直
接
押
形
は
天
明
頃
よ
り
幕
末
に
至
る
ま
で

刀
剣
記
録
の
主
要
記
録
法
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か

と
な
っ
た
。
こ
の
技
法
は
墨
の
量
に
よ
り
細
か
な
鑢
目
が
埋
没
し
て
し
ま

う
ら
し
く
、
後
で
鑢
の
線
を
手
で
書
き
入
れ
て
い
る
も
の
が
少
な
く
な
い

も
の
の
、
明
ら
か
に
筆
写
押
形
よ
り
忠
実
に
銘
字
を
記
録
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
方
法
か
ら
発
想
を
得
て
、
藤
代
義
雄
が
大
正

十
四
、五
年
頃
（
一
九
二
五
〜
一
九
二
六
）
よ
り
謄
写
版
イ
ン
ク（
（1
（

を
用
い

た
ロ
ー
ラ
式
（
通
称
、
藤
代
式
）
を
考
案
し
、
一
際
鮮
明
に
茎
を
記
録
で

き
る
技
法
を
完
成
さ
せ
た
。
そ
れ
は
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
に
発
行

さ
れ
た
『
刀
工
辞
典
』
が
版
を
重
ね
続
け
、
今
な
お
銘
字
研
究
の
バ
イ
ブ

ル
的
書
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
記
録
さ
れ
た
資
料
性
の
高
さ

が
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
手
法
は
今
で
は
現
代
押
形
の
一
技
法

と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
。

㈣　

間
接
押
形
（
乾
拓
）
に
よ
る
記
録

　

先
述
の
直
接
押
形
は
押
形
技
法
の
中
で
も
茎
情
報
を
明
瞭
に
記
録
す
る

一
技
法
で
あ
っ
た
が
、
あ
く
ま
で
も
墨
や
謄
写
イ
ン
ク
を
資
料
に
直
接
塗

り
付
け
る
た
め
、
そ
れ
を
適
切
な
処
置
に
よ
り
除
去
す
る
必
要
が
あ
り
、

確
か
な
認
識
の
基
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
文
化
財
保
護
の
観

点
か
ら
す
れ
ば
資
料
汚
損
に
繋
が
る
可
能
性
を
持
つ
点
で
慎
重
を
期
す
必

要
が
あ
り
、
そ
れ
は
水
を
使
用
す
る
湿
拓
も
同
様
で
あ
る
。
一
方
で
石
華

墨
を
使
用
す
る
間
接
押
形
（
乾
拓
）
は
文
化
財
の
汚
損
・
欠
損
な
ど
に
繋

が
る
危
険
性
が
低
い
手
法
で
あ
り
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
現
在
で
は
主

要
な
押
形
方
法
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

　

さ
て
石
華
墨
の
よ
う
な
固
形
の
墨
を
使
用
し
始
め
た
の
は
、
江
戸
時
代

後
期
頃
と
い
わ
れ
て
お
り
、
先
の
直
光
の
押
形
集
に
も
茎
を
固
形
墨
で
擦

り
採
拓
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
確
認
さ
れ
、『
刀
剣
留
牒
』
に
は
彫
を

外
形
と
同
じ
よ
う
に
固
形
墨
で
記
録
し
た
も
の
が
幾
つ
か
認
め
ら
れ
る
。

但
し
、
あ
く
ま
で
も
主
流
は
直
接
押
形
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
認
し
た
通
り

で
あ
る
。
そ
の
手
法
は
受
容
さ
れ
な
が
ら
も
間
接
押
形
（
乾
拓
）
が
普
及

し
な
か
っ
た
要
因
に
、
銘
の
情
報
な
ど
を
忠
実
に
記
録
出
来
る
よ
う
な
適

切
な
硬
度
を
持
つ
固
形
墨
が
入
手
し
得
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
お

り
、
資
料
を
正
確
に
記
録
で
き
る
手
法
を
求
め
選
択
し
た
社
会
的
背
景
が

あ
っ
た
と
言
え
る
。
ま
た
実
際
に
そ
れ
ら
で
採
ら
れ
た
資
料
を
見
る
と
平

面
的
で
銘
の
鏨
運
び
が
詳
細
に
記
録
で
き
て
お
ら
ず
、
柔
ら
か
い
固
形
墨

で
あ
っ
こ
と
が
窺
知
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
刀
剣
記

録
に
間
接
押
形
（
乾
拓
）
が
普
及
す
る
の
に
は
幾
分
か
待
た
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。

　

明
治
期
の
刀
剣
界
で
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
今
村
長
賀
は
膨
大
な
押
形

資
料
を
残
し
た
一
人
で
あ
る
が
、
そ
の
記
録
は
『
今
村
押
形（
11
（

』
と
し
て
出
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版
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
用
い
て
い
た
手
法
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
、
そ

の
記
録
内
容
に
石
華
墨
で
採
拓
し
た
も
の
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
恐
ら
く
明
治
の
中
頃
に
は
、
江
戸
時
代
後
期
に

行
わ
れ
て
い
た
直
接
押
形
と
間
接
押
形
（
乾
拓
）
の
主
要
記
録
法
と
し
て

の
立
場
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
後
は
、
日
本
刀
記
録
に
適
す
る
質
の
良
い
石
華
墨
が
入
手
さ
れ
易

く
な
っ
た
こ
と
や
、今
村
が
刀
剣
界
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
影
響
も
あ
り
、

当
時
の
刀
剣
研
究
に
間
接
押
形
（
乾
拓
）
が
普
及
し
て
い
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
杉
原
祥
造
や
神
津
伯（
1（
（

と
い
っ
た
後
進
が
間
接
押
形

（
乾
拓
）
を
用
い
て
膨
大
な
量
の
記
録
を
残
し
、
そ
れ
ら
は
押
形
集（
11
（

と
し

て
刊
行
さ
れ
る
な
ど
、
重
要
な
記
録
資
料
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
そ
の
間
接
押
形
（
乾
拓
）
は
明
治
以
降
の
刀
剣
文
化
発
展
と
共
に

伝
統
的
記
録
法
と
し
て
現
在
に
継
承
さ
れ
主
要
記
録
法
と
し
て
行
わ
れ
て

い
る
。

㈤　

刃
文
の
記
録
に
つ
い
て

　

こ
れ
ま
で
押
形
に
お
け
る
茎
の
記
録
法
の
変
遷
を
み
て
き
た
が
、
押
形

で
最
も
重
要
と
な
る
の
が
刃
文
の
記
録
で
あ
る
。
そ
の
刃
文
の
記
録
に
つ

い
て
は
、「
弘
治
二
年
三
月
吉
日
本
阿
弥
光
心
（
花
押
）」
の
奥
書
を
持
つ

『
本
阿
弥
光
心
押
形（
11
（

』
が
嚆
矢
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
得
能
は
「
成

立
年
代
の
は
っ
き
り
し
て
い
る
押
形
本
と
し
て
初
め
て
茎
と
刃
文
の
双
方

を
記
録
し
た
画
期
的（

11
（

」
な
押
形
集
で
あ
る
と
述
べ
て
お
り
、
刀
剣
の
記
録

史
上
で
重
要
な
位
置
付
け
が
さ
れ
る
資
料
で
あ
る
。
ま
た
同
氏
は
転
写
本

の
み
確
認
さ
れ
る
「
本
阿
弥
光
心
押
形
」
に
対
し
て
、
原
本
が
現
存
す
る

も
の
に
本
阿
弥
光
二
に
よ
る
天
正
三
年
（
一
五
七
五
）
か
ら
九
年

（
一
五
八
一
）
ま
で
の
記
録
を
持
つ
押
形
集
が
あ
る
と
し
、「
押
形
に
茎
だ

け
で
は
な
く
刃
文
も
記
録
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
弘
治
か
ら
天
正
ご
ろ

に
か
け
て
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い（
11
（

」
と
考
察
さ
れ
て
お
り
傾
聴
に
値
す

る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
後
、
社
会
的
な
需
要
に
よ
る
も
の
か
刃
文
を
記
録

す
る
風
潮
が
浸
透
し
て
い
く
が
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
に
本
阿
弥
光
徳
直

筆
本
の
「
刀
絵
図
」（
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
奥
書
、
毛
利
本
、
重
要

文
化
財
）、「
紙
本
墨
画
刀
絵
図
」（
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
奥
書
、
大

友
本
、
重
要
美
術
品
）
が
あ
る
。
そ
れ
は
豊
臣
秀
吉
が
蔵
し
た
、
い
わ
ゆ

る
太
閤
御
物
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
り
、
御
物
手
入
れ
の
際
に
筆
写
し
記

録
し
た
も
の
さ
れ
、
こ
れ
を
門
下
や
友
人
の
指
南
書
と
し
て
自
ら
模
写
し

て
送
り
、
ま
た
限
ら
れ
た
人
物
に
模
写
を
許
し
た
と
言
わ
れ
る（
11
（

。
同
書
は

筆
写
押
形
に
よ
り
姿
と
刃
文
、
そ
し
て
茎
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
り
、
本

間
は
「
光
徳
が
作
々
の
特
色
を
よ
く
把
握
し
て
写
意
と
写
実
を
併
せ
用
ひ

た
」
優
れ
た
記
録
で
あ
る
と
、
そ
の
内
容
を
評
し
て
い
る（
11
（

。
ま
た
重
要
な

の
は
、
そ
の
描
写
だ
け
で
は
な
く
本
書
が
大
坂
の
役
や
明
暦
の
大
火
な
ど
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で
焼
失
し
た
刀
剣
を
多
く
記
録
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
太
閤
御
物
の
全

容
を
知
る
に
は
欠
か
せ
な
い
資
料
と
な
り
、
文
化
財
を
記
録
し
て
い
く
意

義
を
証
明
し
て
い
る
。

　

で
は
、
本
阿
弥
家
以
外
の
剣
書
で
は
ど
う
か
。
刀
剣
協
会
が
蔵
す
る
一

書
に
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
の
奥
書
を
有
す
る
『
金
物
目
術
書
』（
資

料
七
）
が
あ
る
。
本
書
の
性
格
に
つ
い
て
は
得
能
の
『
古
書
遍
歴（
11
（

』
と
本

間
の
『
古
伝
書
釈
文（
11
（

』
に
詳
し
い
が
、
一
説
で
は
刃
文
と
茎
を
備
え
た
最

古
の
押
形
集
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
但
し
、
内
容
と
し
て
は
本
来
太
刀
銘

で
あ
る
は
ず
の
資
料
を
刀
銘
と
し
て
記
録
し
、
刃
文
も
全
体
の
刃
文
を
縮

図
す
る
形
で
描
い
た
も
の
が
あ
る
な
ど
正
確
性
に
は
乏
し
い
内
容
と
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
当
時
の
記
録
内
容
を
知
る
貴
重
な
一

書
で
あ
り
、
刃
文
記
録
の
水
準
が
ま
だ
未
熟
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と

が
出
来
る
。

　

こ
の
刃
文
の
記
録
法
は
、
茎
記
録
に
幾
つ
か
の
変
遷
が
あ
っ
た
の
に
対

し
て
、使
用
す
る
道
具
が
毛
筆
に
鉛
筆
が
加
わ
る
程
度
の
変
化
し
か
な
く
、

近
世
以
降
も
模
写
は
一
貫
し
た
手
法
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う

に
室
町
後
期
に
刀
剣
記
録
の
一
部
と
し
て
加
わ
っ
た
刃
文
記
録
法
が
、
今

な
お
連
綿
と
行
わ
れ
て
き
て
い
る
理
由
は
、
刃
文
の
記
録
は
模
写
だ
け
が

可
能
に
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
後
述
す
る
が
、
写
真
に
お
い
て

も
一
部
で
は
鮮
明
な
記
録
が
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
般
的
に

は
写
真
で
記
録
さ
れ
た
刃
文
は
明
瞭
で
な
く
再
現
性
に
乏
し
い
も
の
と

な
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
記
録
と
し
て
の
押
形
が
備

え
て
い
る
特
性
を
考
え
る
上
で
、
刃
文
を
記
録
す
る
と
い
う
行
為
は
重
要

な
要
素
で
あ
り
、
そ
れ
を
理
解
し
活
用
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
模
写
と
い
う
作
業
の
た
め
、
主
観
が
介
入
し
易
く
描
写
表
現
に
差
異

が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
室
町
後
期
以
降
の
押
形
集
の
内
容
を
見
る
だ
け
で

も
明
ら
か
で
あ
る
。
但
し
、
近
代
以
降
の
学
術
的
研
究
の
発
展
は
刃
文
描

写
技
術
を
著
し
く
進
歩
さ
せ
、
押
形
を
積
極
的
に
行
っ
て
き
た
今
村
長
賀

の
流
れ
で
あ
れ
ば
神
津
、
佐
藤
寒
山（
11
（

、
田
野
邉
道
宏（
1（
（

な
ど
が
毛
筆
に
よ
り

資料七　『金物目術書』
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正
確
か
つ
再
現
性
の
高
い
優
れ
た
押
形
集
を
残
し
、
ま
た
鉛
筆
を
用
い
た

人
物
で
あ
れ
ば
藤
代
松
雄（

11
（

が
写
実
を
追
求
し
沸
や
匂
を
細
か
く
表
現
し
た

資
料
性
の
高
い
記
録
を
残
し
て
お
り
、
押
形
と
い
う
視
覚
的
情
報
が
持
つ

資
料
的
価
値
を
改
め
て
評
価
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
　
　

三
、
記
録
と
し
て
の
写
真

　

文
化
財
の
記
録
、
そ
の
中
で
写
真
は
有
益
な
技
法
で
あ
り
重
要
な
記
録

法
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
押
形
で
は
銘

字
や
鑢
目
の
細
か
な
情
報
が
墨
（
印
刷
用
イ
ン
ク
な
ど
）
で
埋
没
す
る
危

険
性
が
あ
り
注
意
が
必
要
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
写
真
で
は
銘
字
の
鏨

運
び
（
起
筆
と
終
筆
、
鏨
の
方
向
）
が
客
観
的
か
つ
鮮
明
に
記
録
で
き
、

細
か
な
鑢
目
も
十
分
に
把
握
す
る
事
が
可
能
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
茎

記
録
に
お
い
て
写
真
が
多
用
さ
れ
る
優
位
性
が
存
在
し
て
お
り
、
戦
後
に

か
け
て
銘
字
研
究
が
進
ん
だ
背
景
に
は
写
真
資
料
の
充
実
が
挙
げ
ら
れ

る
。
一
方
で
、
地
鉄
と
刃
文
の
記
録
に
は
困
難
が
伴
い
、
各
資
料
に
存
在

す
る
固
有
の
特
徴
や
個
性
を
十
分
に
再
現
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
の

が
現
状
で
あ
り
、
と
り
わ
け
刃
文
の
記
録
で
は
刃
文
模
写
を
行
う
伝
統
的

な
押
形
が
有
効
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
近
代
以

降
に
発
達
し
た
研
磨
技
法
で
あ
る
刃
取
り
研
ぎ
（
化
粧
研
ぎ
）
が
影
響
し

て
い
る
。
刃
取
り
研
ぎ
に
つ
い
て
は
、
本
誌
第
一
一
五
巻
第
八
号（
11
（

に
論
じ

て
お
り
詳
細
を
省
く
が
、
明
治
以
降
の
刀
剣
鑑
賞
の
変
化
に
伴
い
発
達
し

て
い
っ
た
一
技
法
で
あ
っ
た
と
推
量
し
て
お
り
、
当
初
は
「
白
粉
研
ぎ
」

と
批
判
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
近
代
以
前
の
研
磨
技
法
よ
り
華
美
な
も
の
で

あ
っ
た
。
写
真
で
刃
文
を
記
録
す
る
際
に
問
題
な
の
は
、
刃
文
の
上
に
施

さ
れ
た
刃
取
り
と
い
う
研
磨
痕
を
写
し
こ
み
、
記
録
す
べ
き
刃
文
が
不
明

瞭
に
な
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
刃
取
り
に
つ
い
て
は
、
資
料
観
察
時
な
ど

適
切
な
照
明
使
用
に
よ
り
、
刃
取
り
が
消
え
観
察
に
は
支
障
が
な
い
よ
う

に
研
磨
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
撮
影
時
の
光
の
照
射
角
度
と
撮
影
角

度
を
工
夫
し
て
一
部
分
の
刃
文
を
写
し
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い

が
、
刃
文
記
録
の
再
現
性
と
し
て
不
十
分
な
要
素
が
強
い
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
そ
の
よ
う
な
写
真
が
刀
剣
の
記
録
法
と
し
て
ど
の
よ
う
に
活
用

さ
れ
、
現
在
に
至
る
の
か
、
そ
の
歴
史
を
概
観
し
た
い
。

㈠　

写
真
の
受
容
と
明
治
期
の
文
化
財
記
録

　

幕
末
に
日
本
へ
も
た
ら
さ
れ
た
写
真
技
術
は
、
写
真
師
（
技
師
）
と
呼

ば
れ
る
よ
う
な
一
部
の
人
間
に
よ
っ
て
の
み
担
わ
れ
た
存
在
で
あ
り
、
初

期
の
写
真
は
肖
像
写
真
を
主
体
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
文

化
財
的
記
録
の
撮
影
を
行
っ
た
の
が
横
山
松
三
郎
、
小
川
一
真
な
ど
で
あ

る
。
横
山
松
三
郎（
11
（

は
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
の
壬
申
検
査
で
近
畿
地
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方
を
中
心
に
什
宝
の
調
査
に
携
わ
り（
11
（

、
ま
た
別
に
同
年
か
ら
六
年

（
一
八
七
三
）
に
か
け
て
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
に
向
け
た
調
査
を
行
っ

て
い
る
。
そ
の
時
、
横
山
に
よ
っ
て
撮
影
さ
れ
た
「
墺
国
維
納
博
覧
会
出

品
撮
影
」（
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
）
が
現
存
し
て
お
り
、「
刀
剣
及
利
器
」

と
「
刀
剣
・
釜
・
壷
各
種
」
と
名
称
付
け
ら
れ
た
二
枚
の
記
録
写
真
が
確

認
さ
れ
る
。
こ
れ
は
刀
剣
が
写
真
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
た
早
い
事
例
と
言

え
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
前
者
に
は
数
点
の
刀
剣
及
び
槍
、
そ
の
他
大
工

道
具
類
な
ど
、
後
者
に
は
二
振
り
の
刀
剣
と
馬
具
な
ど
が
一
括
複
数
点
で

記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
写
真
で
は
不
明
瞭
で
は
あ
る
が
刀
剣
に
は
柄

が
つ
け
ら
れ
、
一
点
一
点
に
対
す
る
調
査
資
料
と
し
た
記
録
と
は
明
ら
か

に
性
格
の
異
な
る
も
の
と
言
え
る
。

　

小
川
一
真
は
十
五
歳
で
写
真
術
を
学
び
、
写
真
技
師
と
し
て
活
躍
す
る

一
方
で
、
渡
米
し
学
ん
だ
経
験
を
生
か
し
、
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）

に
は
日
本
で
初
め
て
の
コ
ロ
タ
イ
プ
写
真
製
版
印
刷
を
始
め
る
と
共
に
ガ

ラ
ス
乾
板（
11
（

の
国
産
化
を
行
う
な
ど
、
近
代
写
真
史
に
多
大
な
功
績
を
残
し

て
い
る
。

　

明
治
二
十
一
年
九
月
（
一
八
八
八
）、
臨
時
全
国
宝
物
取
調
局
が
設
置

さ
れ
小
川
も
、
そ
の
調
査
に
加
わ
る
こ
と
に
な
る
が
、
実
際
は
そ
れ
よ
り

以
前
か
ら
岡
倉
天
心
を
中
心
に
し
た
宝
物
調
査
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
既

に
そ
れ
に
参
画
し
て
い
た
。
そ
の
調
査
は
同
年
五
月
か
ら
京
都
・
奈
良
・

滋
賀
・
大
阪
を
中
心
と
し
た
畿
内
宝
物
調
査
が
主
体
で
あ
っ
た
が
、
明
治

十
九
年
（
一
八
八
六
）
に
神
奈
川
県
鎌
倉
の
社
寺
宝
物
調
査
を
実
施
し
て

い
る
。
そ
れ
ら
一
連
の
記
録
写
真
は
現
在
、
東
京
国
立
博
物
館
に
収
蔵
さ

れ
研
究
情
報
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
明
治
半

ば
の
文
化
財
調
査
に
お
い
て
、
既
に
写
真
が
有
効
な
記
録
媒
体
と
し
て
積

極
的
に
導
入
さ
れ
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。

　

さ
て
、
そ
の
中
で
刀
剣
は
一
点
の
み
鶴
岡
八
幡
宮
所
蔵
の
太
刀
、
正
恒

（
資
料
八（
11
（

）
が
確
認

さ
れ
る
。
そ
の
記
録

は
ウ
ィ
ー
ン
万
博
に

際
し
て
横
山
が
撮
影

し
た
も
の
と
は
性
格

が
異
な
り
、
宝
物
調

査
記
録
の
作
業
の
た

め
一
点
の
全
景
撮
影

が
採
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
明
ら
か
に
文

化
財
調
査
を
目
的
と

し
た
性
格
の
記
録
で

あ
り
、
そ
の
よ
う
な

資料八　小川一真撮影（東京国立博物館蔵）
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目
的
で
刀
剣
が
写
さ
れ
た
古
い
例
と
し
て
貴
重
な
存
在
で
あ
る
。

　

ま
た
同
写
真
帖
内
に
は
鶴
岡
八
幡
宮
所
蔵
の
銀
造
兵
庫
鎖
太
刀
拵
の
記

録
写
真
も
認
め
ら
れ
、
小
川
に
は
他
に
も
明
治
二
十
一
か
ら
二
十
二
年
頃

（
一
八
八
八
〜
一
八
八
九
）、
川
崎
正
蔵
所
蔵
の
拵
を
複
数
点
撮
影
し
て
い

る（
11
（

。
そ
の
他
、
小
川
以
外
に
よ
る
撮
影
で
記
録
さ
れ
た
拵
の
記
録
写
真
を

確
認
し
て
い
き
た
い
。
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）、
パ
リ
万
国
博
覧
会

出
品
の
記
録
に
「
正
倉
院
御
太
刀
」（
撮
影
者
不
明
）
が
撮
影
さ
れ
、
ま

た
同
年
に
は
安
村
喜
当
に
よ
り
丹
生
都
比
売
神
社
所
蔵
の
兵
庫
鎖
太
刀
拵

三
点
「
刀
剣
：
附
古
鏡
」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
少
し
く
年
代
が
下
が
っ

て
明
治
三
十
四
年（
一
九
〇
一
）に
は「
七
宝
造
太
刀
拵
」（
宗
重
正
所
蔵
、

撮
影
者
不
明
）、「
螺
鈿
太
刀
・
七
宝
造
太
刀
拵
」（
平
瀬
亀
之
助
・
宗
重

正
所
蔵
、
撮
影
者
不
明
）
が
あ
り
、
同
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）
に
は
坂

上
田
村
麻
呂
所
用
の
剣
を
含
む
「
剣
・
兵
庫
鎖
太
刀
二
口
・
銀
銅
蛭
巻
太

刀
」（
剣
、
鞍
馬
寺
所
蔵
、
兵
庫
鎖
太
刀
二
口
・
銀
銅
蛭
巻
太
刀
、
丹
生

都
比
売
神
社
所
蔵
、
斎
藤
謹
撮
影
）
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
を
通
観
す

る
と
、
当
時
の
宝
物
調
査
の
中
で
文
化
財
的
記
録
の
対
象
は
刀
身
で
は
な

く
拵
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
と
推
量
さ
れ
る
も
の
な
っ
て
お
り
、
現
存

す
る
記
録
写
真
数
も
刀
剣
と
拵
で
は
明
ら
か
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
そ
れ
は
文
化
財
保
護
制
度
の
動
き
か
ら
も
窺
知
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
。
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）、「
古
社
寺
保
存
法
」
が
公
布
さ
れ
刀

剣
類
は
工
芸
品
の
中
で
採
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
刀
身
は
拵
に

付
属
す
る
形
式
で
扱
わ
れ
て
い
た
。
同
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
に
な
っ

て
「
刀
剣
之
部
」
が
独
立
す
る
形
で
新
設
さ
れ（
11
（

、
同
年
九
月
二
十
二
日
白

山
比
咩
神
社
蔵
の
吉
光
の
剣
、
同
社
蔵
の
長
光
の
太
刀
な
ど
が
初
め
て
指

定
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
本
間
は
「
明
治
三
十
年
か
ら

四
十
一
年
に
至
る
間
に
は
刀
の
外
装
の
み
が
美
術
工
藝
品
と
し
て
指
定
の

詮
議
に
上
り
な
が
ら
遂
に
刀
身
に
は
及
ば
な
か
っ
た
の
は
、
蓋
し
當
初
は

繪
畫
・
彫
刻
・
美
術
工
藝
の
調
査
に
主
力
を
用
ひ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
述

べ
て
い
る（
11
（

。
そ
の
よ
う
な
社
会
的
背
景
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、
そ

れ
以
前
の
文
化
財
調
査
に
お
い
て
写
真
記
録
と
し
て
刀
剣
が
撮
影
さ
れ
た

例
は
僅
少
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
小
川
に
よ
っ
て
撮
影
さ

れ
た
正
恒
の
太
刀
は
刀
剣
記
録
史
の
中
で
重
要
な
存
在
と
言
え
る
で
あ
ろ

う
。

㈡　

日
本
刀
文
化
の
再
興
と
写
真
の
活
用

　

明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
の
帯
刀
禁
止
令
以
後
、
衰
亡
の
道（
1（
（

を
辿
っ
た

刀
剣
界
で
あ
る
が
、
同
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）、
戦
前
に
お
け
る
中
心

的
な
会
で
あ
る
刀
剣
会
（
後
の
中
央
刀
剣
会
）
が
設
立
さ
れ
る（
11
（

。
発
起
人

に
は
西
郷
従
道
、
谷
干
城
、
岩
崎
弥
之
助
、
犬
養
毅
な
ど
錚
々
た
る
人
物

た
ち
が
名
を
連
ね
、
廃
刀
令
公
布
か
ら
三
十
余
年
が
経
ち
多
く
の
職
人
が
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衰
微
し
て
い
く
危
機
を
抱
き
、
そ
の
伝
統
技
術
を
継
承
し
保
存
し
て
い
く

こ
と
を
目
的
に
設
立
さ
れ
た
。
ま
た
会
則
に
は
「
第
二
十
六
條　

本
會
ハ

標
本
タ
ル
ヘ
キ
刀
劍
及
屬
品
又
ハ
圖
書
、
押
形
等
ヲ
漸
次
購
入
、
模
造
若

ク
ハ
模
冩
シ
テ
之
ヲ
保
存
ス
ヘ
シ（
11
（

」
と
あ
り
、
職
人
の
保
護
と
共
に
刀
剣

や
刀
装
・
刀
装
具
、
剣
書
、
押
形
等
を
保
存
し
て
い
く
こ
と
が
趣
旨
に
盛

り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
続
く
よ
う
に
同
様
の
刀
剣
研
究
会
が
徐
々
に

設
立
さ
れ
て
い
き
、
合
わ
せ
て
刀
剣
雑
誌
が
発
行
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の

中
で
、
一
刀
剣
商
で
あ
っ
た
中
島
勝
義（
11
（

は
明
治
三
十
八
年
（
一
九
〇
五
）

よ
り
『
刀
剣
』
と
い
う
名
の
雑
誌
を
発
行
し
、
そ
こ
に
は
今
村
や
松
平
頼

平
な
ど
刀
剣
界
の
中
心
た
る
人
物
が
文
章
を
寄
せ
、
当
時
の
刀
剣
諸
相
を

知
れ
る
貴
重
な
雑
誌
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
内
容
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

特
に
注
目
し
た
い
の
が
コ
ロ
タ
イ
プ
版
に
よ
る
写
真
記
録
を
同
三
十
九
年

（
一
九
〇
六
）か
ら
多
用
し
始
め
、銘
字
写
真
を
多
く
掲
げ「
正
銘
の
標
本
、

よ
ツマ
マ

く
銘
振
り
御
覽
の
程
を
願
ひ
升（
11
（

」
と
記
す
な
ど
、
写
真
記
録
を
評
価

し
活
用
し
て
い
た
様
子
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
「
寫
眞
版
に
取
っ

て
見
ま
す
る
と
刄
に
華
美
は
顯
は
れ
ま
せ
ん（
11
（

」
と
刃
文
の
記
録
に
つ
い
て

は
不
十
分
要
素
を
抱
い
て
い
た
よ
う
で
、「
標
本
諸
刀
は
之
を
押
形
と
し

或
は
寫
眞
版
と
し
て
次
第
に
刀
劍
集
に
揭
げ
以
て
廣
く
江
湖
に
紹
介
の
勞

を
取
る
べ
し（
11
（

」
と
、
伝
統
的
な
押
形
と
最
新
技
術
の
写
真
双
方
の
必
要
性

を
理
解
し
、
そ
れ
を
広
く
普
及
に
活
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う

な
意
識
に
準
じ
た
雑
誌
内
容
で
あ
っ
た
た
め
、
斯
界
で
も
注
目
さ
れ
高
木

復
は
「
刀
劍
は
大
に
他
の
物
品
と
異
な
り
圖
に
畫
に
其
形
象
微
妙
の
處
を

顯
は
す
こ
と
は
至
難
に
し
て
、
亦
偉
業
と
謂
ふ（
11
（

」
と
、
文
章
に
加
え
写
真

と
押
形
を
活
用
し
た
内
容
を
高
く
評
価
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
、
や
や
遅
れ
て
写
真
を
積
極
的
に
活
用
し
始
め
た
の
が
今
村

の
門
人
神
津
で
あ
る
。
神
津
の
子
女
宏
子
に
依
れ
ば
大
正
六
、七
年
頃

（
一
九
一
七
〜
一
九
一
八
）
か
ら
写
真
で
刀
剣
を
記
録
す
る
こ
と
を
考
え

出
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
そ
れ
以
前
に
「
誰
も
刀
を
写
真
で
写
す
と
い
っ

た
考
え
は
あ
り
ま
せ
ん（
11
（

」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
中
島
の
事
例
が
あ
る
こ

と
か
ら
誤
解
で
あ
る
と
知
れ
、
既
に
写
真
を
活
用
し
て
い
た
中
島
の
行
為

が
先
駆
的
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
と
な
る
。

　

神
津
の
写
真
記
録
は
『
新
刀
鍛
冶
綱
領（
11
（

』
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、

主
と
し
て
茎
と
鋒
を
記
録
し
て
い
る
。
僅
か
に
全
身
撮
影
し
た
も
の
を
み

る
が
一
尺
六
寸
以
下
の
脇
差
に
限
ら
れ
て
お
り
、
刀
の
全
身
を
撮
る
技
術

を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
作
業
は
、
ガ
ラ
ス
張
り
の
部

屋
の
中
で
正
午
の
太
陽
光
線
を
用
い
て
撮
影
し
た
と
さ
れ（
1（
（

、
印
刷
の
影
響

も
あ
る
が
光
線
の
統
一
が
と
れ
て
お
ら
ず
色
調
に
叢
が
あ
り
全
体
に
白
っ

ぽ
い
な
ど
、
地
鉄
と
刃
文
の
景
色
を
十
分
に
記
録
出
来
て
お
ら
ず
、
ま
だ

時
代
的
に
刀
剣
記
録
の
技
法
が
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

但
し
、
彫
の
写
真
は
押
形
で
の
記
録
よ
り
細
か
な
情
報
を
写
し
込
ん
で
お
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り
、
お
そ
ら
く
神
津
も
彫
記
録
に
お
い
て
写
真
の
有
用
性
を
理
解
し
、
意

識
的
に
多
く
の
彫
を
写
真
で
記
録
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。ま
た
一
方
で
、

神
津
が
積
極
的
に
押
形
を
採
っ
て
い
た
こ
と
は
触
れ
た
が
、
同
書
に
も
多

く
の
押
形
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、押
形
記
録
の
重
要
性
を
認
識
し
た
上
で
、

そ
れ
と
合
わ
せ
て
写
真
を
用
い
て
客
観
的
に
多
く
の
情
報
を
記
録
し
よ
う

と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

㈢　

記
録
と
し
て
の
写
真
の
発
展

　

中
島
や
神
津
以
外
に
、
写
真
が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
活
用
さ
れ
て
い

た
の
か
、
調
査
不
足
で
詳
ら
か
に
な
ら
な
い
が
、
大
き
な
発
展
と
し
て
挙

げ
ら
れ
る
が
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
に
出
版
さ
れ
た
『
名
刀
圖
譜（
11
（

』
で

あ
る
。
そ
れ
は
同
年
一
月
に
高
島
屋
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
旧
国
宝
四
十

余
口
、
重
要
美
術
品
八
十
余
口
を
含
む
大
名
刀
展
の
出
陳
刀
か
ら
、
研
究

的
価
値
の
高
い
作
品
を
抄
録
し
た
も
の
で
あ
り
、
撮
影
は
大
塚
巧
藝
社
が

担
当
し
た
。
そ
れ
以
前
の
刀
剣
の
撮
影
法
は
、
刀
掛
け
に
掛
け
た
ま
ま
の

状
態
か
、
あ
る
い
は
逆
さ
に
吊
る
し
て
撮
影
す
る
の
が
主
流
で
あ
っ
た
と

さ
れ
、
確
か
に
中
島
が
記
録
し
た
写
真
に
は
刀
身
を
吊
る
す
た
め
目
釘
孔

に
釘
が
引
っ
掛
け
て
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な

従
来
の
方
法
で
は
正
確
な
記
録
に
は
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
工
夫
し
た
結

果
、
初
め
て
刀
身
を
下
に
置
き
上
か
ら
覗
き
込
ん
で
撮
影
す
る
方
法
が
開

発
さ
れ
た
と
い
う（
11
（

。

　

そ
の
後
、
写
真
の
記
録
に
つ
い
て
「
長
足
の
進
歩
を
し
た
と
は
い
え
な

い（
11
（

」
と
本
間
は
述
べ
て
い
る
が
、
写
真
記
録
が
銘
字
研
究
の
進
歩
に
果
た

し
て
き
た
役
割
は
大
き
い
も
の
が
あ
り
、
昭
和
十
年
代
の
記
録
水
準
と
比

べ
れ
ば
圧
倒
的
に
茎
情
報
を
客
観
的
で
あ
り

鮮
明
に
記
録
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
地
鉄
と
刃
文
の
記
録
に
つ

い
て
は
、
決
し
て
大
き
く
進
歩
し
た
と
言
え

な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
地
鉄

と
刃
文
を
明
瞭
に
記
録
す
る
こ
と
に
成
功
し

て
い
る
の
が
藤
代
興
里
で
あ
る
。
藤
代
は
父

松
雄
の
代
か
ら
、
写
真
技
法
の
研
究
を
重
ね

て
お
り
、
そ
の
地
鉄
と
刃
文
が
鮮
明
に
撮
影

さ
れ
た
写
真
は
学
術
的
研
究
や
教
育
普
及
に

大
き
く
寄
与
す
る
資
料
と
な
っ
て
い
る
（
資

料
九
）。
し
か
し
、
こ
の
記
録
は
あ
く
ま
で

も
藤
代
独
自
の
も
の
と
言
っ
て
も
よ
く
、
一

般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
手
法
で
は
地
鉄
と
刃

文
の
特
色
を
記
録
す
る
に
は
、
未
だ
困
難
が

伴
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
り
、
大
き
な
課

資料九　源清麿（撮影・提供　藤代興里）
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題
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

近
年
の
刀
剣
ブ
ー
ム
と
い
う
新
し
い
局
面
を
迎
え
て
い
る
日
本
刀
文
化

に
、
学
術
的
研
究
ま
た
は
教
育
普
及
の
面
で
記
録
資
料
が
果
た
す
役
割
を

明
ら
か
に
す
る
目
的
で
、当
該
記
録
法
の
歴
史
を
考
察
し
て
き
た
。特
に
、

押
形
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
を
整
理
す
る
形
で
押
形
史
と
し
て
ま
と
め
、

各
時
代
に
求
め
ら
れ
た
資
料
性
や
そ
の
手
法
を
明
ら
か
に
し
、
と
り
わ
け

押
形
で
の
み
可
能
と
な
る
刃
文
記
録
の
重
要
性
を
再
評
価
す
る
形
で
論
じ

て
き
た
。
こ
の
視
覚
的
情
報
を
有
す
る
刃
文
記
録
は
、
学
術
的
研
究
に
は

欠
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
教
育
普
及
の
面
で
大

い
に
活
用
で
き
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
実
際
、
本
年
四
月
か
ら
岐
阜
県

博
物
館
に
お
い
て
「
日
本
刀
押
形
展
」
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
試

み
は
日
本
初
で
あ
っ
た
が
記
録
さ
れ
た
刀
剣
と
押
形
を
並
列
す
る
こ
と
に

よ
り
「
押
形
と
実
物
を
見
比
べ
る
だ
け
で
刀
剣
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

た（
11
（

」と
、来
館
者
の
理
解
を
充
足
す
る
役
割
を
大
い
に
果
た
し
た
と
い
う
。

そ
れ
は
、
照
明
の
性
質
や
角
度
な
ど
観
察
時
の
光
に
シ
ビ
ア
な
日
本
刀
独

自
の
鑑
賞
の
難
し
さ
を
解
消
す
る
一
つ
の
糸
口
と
も
い
え
、
和
紙
に
記
録

さ
れ
た
刃
文
の
存
在
は
今
後
重
要
な
意
味
を
な
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
写
真
に
つ
い
て
も
初
期
の
需
要
と
活
用
の
歴
史
を
み
る
こ
と
に
よ

り
、
早
い
段
階
か
ら
銘
字
や
彫
の
記
録
な
ど
に
活
用
し
よ
う
と
す
る
様
子

が
窺
知
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
島
や
神
津
な
ど
は
押
形
の
特
性
を

認
識
し
た
上
で
、
そ
れ
と
両
立
す
る
形
で
写
真
を
導
入
し
て
い
た
こ
と
が

理
解
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ
れ
は
現
代
に
お
い
て
写
真
で
鮮
明
な
刃
文
を
撮

影
し
て
い
る
藤
代
に
あ
っ
て
も
「
刀
剣
研
究
の
た
め
、
押
形
採
取
と
写
真

撮
影
を
並
行
し
て
き
た（
11
（

」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
各
記
録
法
の
特
性
を

し
っ
か
り
と
理
解
し
た
上
で
、
目
的
に
合
わ
せ
て
多
角
的
な
記
録
を
行
っ

て
い
く
こ
と
が
重
要
と
さ
れ
、
そ
の
基
底
が
あ
っ
て
こ
そ
正
確
な
資
料
記

録
へ
と
繋
が
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
次
第
に
記
録
さ
れ
た
資
料
の
活
用

へ
と
関
連
し
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
本
論
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
今
後
は
デ
ジ
タ
ル
ス
キ
ャ

ナ
ー
技
術
が
一
層
進
歩
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
文
化
財
記
録
の
基
礎

と
な
る
文
字
記
録
、
押
形
に
よ
る
刃
文
記
録
、
写
真
に
よ
る
銘
字
記
録
、

そ
し
て
そ
れ
ら
で
も
不
十
分
な
面
を
補
完
す
る
技
術
が
加
わ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
特
性
を
も
っ
て
、
適
切
な
理
解
の
基
に
大
い
に
活
用
さ
れ
日
本
刀
文

化
の
発
展
に
寄
与
し
て
い
く
こ
と
を
期
す
る
次
第
で
あ
る
。
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伊
東
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夫
「
刀
剣
の
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録
の
歴
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刊
文
化
財
五
四
五
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二
〇
〇
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法
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刀
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五
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一
年　

p（（

（
7
）�

全
七
巻
の
内
、
六
巻
・
七
巻
が
「
心
形
像
押
形
」
と
押
形
集
に
な
っ
て
い
る
が
、

辻
本
は
同
書
の
「
心
形
像
押
形
は
往
昔
抄
の
中
か
ら
そ
の
半
数
よ
り
や
や
上
廻
る

四
百
五
十
図
を
選
ん
で
転
載
」
し
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。（
辻
本
直

男
「
往
昔
抄
と
古
今
銘
尽
の
関
係
に
つ
い
て
」『
刀
剣
美
術
』
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村
上
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「
古
書
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刀
定
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刀
苑
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刀
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）
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国
立
国
会
図
書
館
に
山
田
家
の
押
形
集
『
刀
剣
押
形
』
と
題
す
る
全
二
十
四
冊
、

別
に
続
編
五
冊
が
蔵
さ
れ
て
い
る
。
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福
永
酔
剣
は
『
刀
剣
押
形
』
は
抄
録
し
ま
と
め
た
『
首
斬
り
浅
右
衛
門
刀
剣
押
形
』

に
お
い
て
、『
古
今
鍛
冶
備
考
』
に
転
載
さ
れ
た
資
料
に
つ
い
て
注
記
を
加
え
て

い
る
。
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』
の
押
形
に
つ
い
て
「
水
拓
に
よ
る
鮮
明
な
押
形
は
鑢
目
か
ら
鑽
癖
ま
で

余
す
と
こ
ろ
な
く
写
し
」
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
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現
在
は
謄
写
イ
ン
ク
で
は
な
く
、
様
々
工
夫
を
し
た
代
替
品
を
用
い
て
い
る
と
こ

の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
直
接
押
形
・
間
接
押
形
（
乾
拓
）
と
も
に
墨
と
紙
の
枯

渇
に
悩
ま
さ
れ
て
お
り
、
藤
代
式
で
は
手
漉
の
和
紙
を
求
め
て
い
る
と
の
こ
と
で

あ
る
が
、
押
形
技
術
の
継
承
と
い
っ
た
意
味
で
、
必
須
と
な
る
道
具
類
の
確
保
も

考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
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今
村
長
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今
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押
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』
一
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大
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刀
剣
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国
宝
保
存
法
お
よ
び
重
要
美
術
品
等
に
関
す
る
法
律
の
委
員
を
務
め
て
刀
剣
部
門

の
専
門
家
と
し
て
指
定
・
認
定
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
人
物
で
あ
り
、
そ
の

門
下
に
本
間
順
治
、
佐
藤
寒
山
な
ど
が
い
る
。
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杉
原
に
は（
公
財
）日
本
美
術
刀
剣
保
存
協
会
所
蔵
に
『
杉
原
祥
造
押
形
集　

全

十
七
冊
』
が
あ
り
、
神
津
に
は
代
表
的
な
も
の
と
し
て
（
本
間
薫
山
監
修
『
刀
影
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神
津
伯
押
形
』
一
九
八
四
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刀
剣
春
秋
新
聞
社
）
が
存
在
す
る
。
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原
本
の
所
在
は
不
明
で
あ
る
が
、
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
九
月
に
土
屋
温
直

が
筆
写
し
た
も
の
が
、
静
嘉
堂
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
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現
存
す
る
模
写
本
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に
金
工
埋
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家
の
寿
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本
（
重
要
美
術
品
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が
あ
る
。
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一
九
五
一
年
よ
り
発
行
し
た
『
名
刀
図
鑑
』
に
そ
の
微
細
な
表
現
の
刃
文
記
録
を

見
る
こ
と
が
出
来
る
。
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拙
稿
「
日
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刀
展
示
に
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け
る
Ｌ
Ｅ
Ｄ
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明
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問
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点
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い
て
」（『
國
學
院
雜

誌　

第
一
一
五
巻
第
八
号
』
二
〇
一
四
年　

國
學
院
大
學
）
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明
治
維
新
後
に
荒
廃
す
る
旧
江
戸
城
の
撮
影
を
し
「
旧
江
戸
城
写
真
帖
」（
重
要

文
化
財
）
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
。
こ
れ
は
文
化
財
記
録
の
嚆
矢
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
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佐
々
木
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「
壬
申
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査
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写
真
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月
刊
文
化
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五
一
七
号
』
二
〇
〇
六
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法
規
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式
会
社
）
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岡
塚
章
子
「
小
川
一
眞
の
近
畿
宝
物
調
査
写
真
―
日
本
美
術
へ
の
視
点
を
つ
く
っ

た
写
真
―
」（『
月
刊
文
化
財　

第
五
一
七
号
』
二
〇
〇
六
年　

第
一
法
規
株
式
会

社
）
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絵
画
美
術
工
芸
写
真
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京
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物
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。
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刀
剣
之
部
の
設
立
は
、
法
学
者
で
あ
っ
た
一
木
喜
德
郎
が
提
案
者
で
あ
っ
た
と
い

う
（
本
間
薫
山
『
薫
山
刀
話
』
一
九
七
二
年　

東
京
出
版　
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）。
ま
た
本
間
は
、

一
木
が
当
時
内
務
大
臣
で
あ
っ
た
と
書
い
て
い
る
が
、
一
木
が
内
務
大
臣
を
務
め

た
の
は
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）、
第
二
次
大
隈
重
信
内
閣
の
時
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
一
木
は
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
に
発
足
し
た
刀
剣
会
の
発
起
人
に

加
わ
っ
て
お
り
、
刀
剣
に
つ
い
て
理
解
が
あ
っ
た
こ
と
は
知
れ
る
。
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日
本
刀
分
類
目
録
』
一
九
四
四
年　
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陽
堂
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多
く
の
刀
職
者
が
職
を
変
え
、
刀
剣
界
の
権
威
で
あ
っ
た
本
阿
弥
家
も
職
人
同
様

に
本
家
を
含
め
て
殆
ど
が
職
を
変
え
る
状
況
と
な
っ
た
。
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一
説
、
こ
の
会
の
発
足
に
は
日
本
刀
を
愛
さ
れ
た
明
治
天
皇
の
関
わ
り
が
あ
っ
た

と
さ
れ
（
本
間
順
治
『
薫
山
刀
話
』
一
九
七
二
年　

東
京
出
版
、p（（
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明
治

三
十
八
年
か
ら
は
千
円
の
御
下
賜
金
が
あ
っ
た
（『
明
治
天
皇
紀　

第
十
一
』

一
九
七
五
年　

吉
川
弘
文
館
）。
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刀
剣
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創
刊
号
』　

一
九
〇
〇
年　

刀
剣
會
本
部

（
（（
）�

中
島
勝
義
に
つ
い
て
は
（
辻
本
直
男
『
刀
剣
人
物
誌
』
刀
剣
春
秋
、
二
〇
一
二
年
）

に
詳
し
い
。

（
（（
）�『
刀
剣
』
一
九
〇
八
年　

花
月
庵　

p90

（
（（
）�『
刀
剣
』
一
九
〇
六
年　

花
月
庵　

p（

（
（7
）�『
刀
剣
』
一
九
〇
九
年　

花
月
庵　
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本
間
薫
山
監
修
『
刀
影
摘
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神
津
伯
押
形
』　

一
九
八
四
年　

刀
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春
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新
聞
社
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神
津
伯
『
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綱
領
』
一
九
二
一
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弘
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館
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本
間
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『
名
刀
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一
九
三
五
年　

大
塚
巧
藝
社
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『
薫
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刀
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一
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七
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東
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版　
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