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津
軽
は
鷹
と
の
関
連
が
強
い
土
地
で
あ
る
。
次
の
史
料
は
、
津
軽
氏
が
は
じ
め
て
統
一
政
権
に
公
式
に

鷹
献
上
を
行
っ
た
記
録
で
あ
る
。『
津
軽
家
文
書
』
天
正
十
七
年
（
一
五
八
九
）
十
二
月
二
十
四
日
（
推
定
）

南
部
右
京
亮
（
津
軽
為
信
）
宛
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。 

 
 
 

豊
臣
秀
吉
朱
印
状 

為
音
信
黄
鷹
一
居
、
蒼
鷹
兄
一
居
到
来
、
悦
思
召
候
、
於
路
次
損
候
者
、
併
志
同
前
候
、
重
而
遠
路

候
間
、
鷹
数
無
用
候
、
猶
増
田
右
衛
門
尉
、
木
村
弥
一
右
衛
門
尉
可
申
候
也
、 

十
二
月
廿
四
日 

 

（
朱
印
） 

南
部
右
京
亮
と
の
へ 

秀
吉
が
為
信
の
黄
鷹
と
蒼
鷹
献
上
に
対
し
て
謝
辞
を
述
べ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
為
信
は
、
天
正
十

七
年
八
月
に
「
叛
逆
之
族
」
と
し
て
秀
吉
に
認
定
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
鷹
を
献
上
す
る
こ
と
で

そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
に
、
鷹
を
献
上
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
の
不

義
を
帳
消
し
に
す
る
効
果
や
領
土
支
配
を
承
認
さ
れ
る
効
果
が
得
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
鷹

を
贈
答
す
る
こ
と
に
は
大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
で
は
、
そ
の
意
義
と
は
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
論
文
で
は
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
自
分
な
り
に
位
置
付
け
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。 

本
論
文
の
構
造
と
し
て
は
、
三
章
構
成
で
、
鷹
の
贈
答
儀
礼
に
つ
い
て
の
意
義
を
探
っ
て
い
く
。
第
一

章
で
は
権
力
者
と
鷹
狩
に
つ
い
て
古
代
に
遡
っ
て
鷹
狩
禁
令
の
側
面
か
ら
述
べ
る
。
第
二
章
で
は
織
豊
政

権
下
に
お
け
る
鷹
贈
答
の
意
義
を
解
明
し
、
そ
の
上
で
第
三
章
で
は
徳
川
政
権
下
に
お
け
る
鷹
贈
答
の
意



義
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。 

第
一
章
で
は
、
根
崎
光
男
氏
の
論
考
に
よ
り
な
が
ら
、
古
代
か
ら
戦
国
期
に
お
け
る
鷹
狩
の
権
利
者
に

つ
い
て
、
禁
止
令
等
を
も
と
に
明
確
に
し
て
い
っ
た
。
鷹
狩
の
歴
史
を
古
代
か
ら
た
ど
る
こ
と
で
、
鷹
狩

の
全
体
像
だ
け
で
は
な
く
、
い
か
に
鷹
が
権
力
と
結
び
つ
い
て
き
た
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の

中
で
注
目
し
た
い
の
が
、
十
二
世
紀
前
後
で
鷹
狩
禁
止
令
を
出
す
主
体
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

十
二
世
紀
末
以
前
は
天
皇
が
、
十
二
世
紀
末
以
降
は
鎌
倉
幕
府
が
禁
令
を
出
し
て
い
る
。
武
士
に
よ
る
政

権
の
成
立
に
よ
り
、
政
治
の
主
体
者
が
天
皇
か
ら
武
士
へ
の
転
換
を
迎
え
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
武
士
が
表

立
っ
て
鷹
狩
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
鎌
倉
時
代
以
降
も
天
皇
は
鷹
狩
を
行
っ

て
い
た
。
そ
の
根
拠
と
し
て
次
の
二
点
を
あ
げ
た
。
一
点
目
が
、
幕
府
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
鷹
狩
禁
令
は

公
家
で
は
な
く
武
家
に
出
さ
れ
た
法
令
だ
と
い
う
こ
と
、
二
点
目
が
、
鷹
が
天
皇
の
所
有
物
だ
と
い
う
認

識
が
依
然
と
し
て
見
ら
れ
た
こ
と
、
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
十
二
世
紀
前
後
で
は
政
治
主
体
の
変
化
に
よ
り
、

武
士
も
表
立
っ
て
鷹
狩
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
、
天
皇
が
鷹
狩
を
行
わ
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
点
は
注
意
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
鎌
倉
幕
府
成
立
以
降
、
戦
国
期
に
か
け
て
は
、
武
士
に
よ
る

鷹
狩
が
活
発
化
し
て
い
っ
た
。
鷹
狩
の
活
発
化
に
伴
い
、
鷹
の
贈
答
儀
礼
も
南
北
朝
期
か
ら
戦
国
期
、
織

田
政
権
下
、
豊
臣
政
権
下
と
い
う
流
れ
の
中
で
頻
繁
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
鷹
の
贈
答
自

体
は
古
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
鷹
の
贈
答
に
鷹
狩
目
的
以
外
の
意
義
付
け
を
し
、
鷹
の
贈

答
を
活
発
に
行
っ
た
の
が
織
田
信
長
、
豊
臣
秀
吉
両
政
権
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

第
二
章
で
は
、
鷹
の
贈
答
儀
礼
が
活
発
化
し
た
織
田
・
豊
臣
両
政
権
に
焦
点
を
あ
て
て
、
鷹
に
関
す
る 

諸
制
度
や
当
時
の
時
代
背
景
を
も
と
に
、
鷹
贈
答
の
意
義
に
つ
い
て
見
て
い
っ
た
。 

第
二
章
第
一
節
で
は
、
織
田
政
権
下
に
お
け
る
鷹
贈
答
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
織
田
政
権
下

で
の
鷹
確
保
方
法
と
し
て
、
大
名
か
ら
贈
与
さ
れ
る
場
合
と
、
人
を
奥
羽
に
遣
わ
し
て
買
い
求
め
る
場
合

を
あ
げ
た
。
ど
ち
ら
も
信
長
が
強
制
的
に
相
手
に
献
上
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
面
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
戦
国
時
代
と
い
う
時
代
背
景
や
、
全
国
統
一
を
果
た
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
二
点

が
挙
げ
ら
れ
る
。
戦
国
時
代
は
実
力
で
領
国
の
支
配
権
を
獲
得
し
て
い
っ
た
時
代
で
あ
り
、
支
配
の
正
当

性
に
乏
し
く
、
将
軍
や
朝
廷
の
後
ろ
盾
が
必
要
だ
っ
た
。
そ
の
際
、
将
軍
や
朝
廷
に
接
近
す
る
た
め
の
手

段
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
が
鷹
だ
っ
た
。
ま
た
、
当
時
、
信
長
が
領
主
階
級
や
土
地
全
て
を
掌
握
し
て
い

た
の
は
四
か
国
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
四
か
国
以
外
に
は
強
制
的
に
何
か
を
「
さ
せ
る
」
こ
と
は
出
来
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
織
田
政
権
下
に
お
け
る
鷹
献
上
は
、
諸
大
名
が
修
好
目
的
に
献
上
す
る
と
い

う
、
大
名
が
鷹
を
優
位
に
使
う
面
が
強
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

第
二
章
第
二
節
で
は
、
豊
臣
政
権
下
に
お
け
る
鷹
贈
答
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
秀
吉
は
、
天
正

十
五
年
（
一
五
八
七
）
の
日
向
鷹
巣
奉
行
の
任
命
や
、
文
禄
初
年
に
お
け
る
松
前
・
津
軽
鷹
の
鷹
献
上
シ

ス
テ
ム
を
確
立
し
て
い
る
。
鷹
献
上
シ
ス
テ
ム
と
は
、
鷹
を
津
軽
か
ら
上
方
に
献
上
す
る
際
に
、
道
筋
に

あ
た
る
主
要
な
宿
泊
地
の
人
々
に
鷹
餌
の
給
与
と
道
中
の
賄
い
を
援
助
さ
せ
、
遠
方
で
も
鷹
を
献
上
し
や

す
い
よ
う
に
便
宜
を
図
っ
た
シ
ス
テ
ム
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
政
策
に
よ
っ
て
、
秀
吉
は
日
向
・
松

前
・
津
軽
の
鷹
を
独
占
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
ま
た
、
秀
吉
が
こ
れ
ら
の
地
域
の
鷹
を
独
占
し
た

の
は
、
名
鷹
が
産
出
さ
れ
る
た
め
と
い
う
理
由
も
あ
る
が
、
全
国
統
一
を
維
持
し
続
け
る
た
め
に
行
わ
れ



た
側
面
が
あ
る
と
指
摘
し
た
。
秀
吉
に
と
っ
て
は
東
北
・
松
前
の
地
か
ら
鷹
を
わ
ざ
わ
ざ
運
ば
せ
る
と
い

う
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
鷹
を
遠
方
の
奥
羽
・
松
前
か
ら
運
ば
せ
る
こ
と
は
、
統
一
政
権
の

威
令
を
最
北
ま
で
徹
底
さ
せ
よ
う
と
い
う
ね
ら
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
豊
臣
政
権
で
は
織

田
政
権
と
は
異
な
り
、
大
名
に
強
制
的
に
鷹
を
献
上
さ
せ
る
こ
と
で
、
秀
吉
が
鷹
を
優
位
に
使
う
面
が
強

か
っ
た
と
結
論
し
た
。 

第
三
章
で
は
、
徳
川
政
権
下
で
の
鷹
制
度
は
い
か
な
る
変
容
を
遂
げ
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
言
及
す

る
こ
と
で
、
徳
川
政
権
下
に
お
け
る
鷹
献
上
の
意
義
に
つ
い
て
解
明
し
て
い
っ
た
。 

第
三
章
第
一
節
で
は
、
豊
臣
政
権
下
で
始
ま
っ
た
鷹
献
上
シ
ス
テ
ム
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
か
に
つ

い
て
述
べ
た
。
鷹
輸
送
を
命
じ
る
老
中
奉
書
は
、
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
四
月
十
日
に
出
さ
れ
た
も
の

を
発
端
に
、
以
下
将
軍
の
代
替
わ
り
ご
と
に
発
給
さ
れ
て
い
る
。
豊
臣
政
権
と
徳
川
政
権
に
お
け
る
鷹
輸

送
シ
ス
テ
ム
の
大
き
な
違
い
は
、
鷹
輸
送
を
命
じ
る
老
中
奉
書
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
豊
臣
・
徳
川
政
権

下
で
は
奉
書
を
泊
々
に
出
し
て
い
る
の
に
対
し
、
徳
川
政
権
下
で
は
諸
大
名
に
出
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
、
こ
の
鷹
献
上
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
、
豊
臣
政
権
下
で
は
行
い
え
な
か
っ
た
諸
大
名
の
統
制
を
徳
川
政

権
下
で
実
現
で
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
述
べ
た
。 

第
三
章
第
二
節
で
は
、
徳
川
政
権
で
は
天
皇
制
を
組
み
込
む
た
め
に
、
天
皇
へ
の
「
御
鷹
之
鶴
」
献
上

が
行
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
。
織
豊
政
権
下
に
お
い
て
も
天
皇
へ
の
鶴
献
上
は
少
な
か
ら

ず
行
わ
れ
て
い
た
が
、
豊
臣
政
権
下
に
お
け
る
「
御
鷹
之
鶴
」
献
上
は
恒
例
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
制
度
と

し
て
整
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
徳
川
政
権
下
で
は
、
慶
長
十
七
年
正
月
以
降
、

天
皇
へ
の
「
御
鷹
之
鶴
」
進
献
を
恒
例
化
し
、
天
皇
と
の
結
び
つ
き
を
積
極
的
に
求
め
て
い
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

第
三
章
第
三
節
で
は
、「
御
鷹
之
鶴
」
進
献
は
鷹
の
贈
答
儀
礼
の
構
造
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
の
か
、
鷹
贈
答
の
構
造
の
面
か
ら
見
て
い
っ
た
。
岡
崎
寛
徳
氏
の
論
文
を
参
照
し
つ
つ
、
気
に
な
っ

た
点
と
し
て
次
の
三
点
を
挙
げ
た
。
一
つ
は
、
将
軍
―
井
伊
家
間
の
鷹
贈
答
の
構
造
と
井
伊
家
―
家
老
間

の
構
造
が
似
通
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
鷹
供
給
藩
が
献
上
し
た
鷹
が
将
軍
、
井
伊
家
、

家
老
へ
と
い
き
わ
た
り
、
鷹
を
媒
介
に
し
て
鷹
供
給
諸
藩
と
将
軍
、
井
伊
家
、
天
皇
の
三
者
が
つ
な
が
り

を
持
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
三
つ
目
は
、
徳
川
政
権
下
で
は
じ
め
て
制
度
化
さ
れ
た
鷹
献
上
シ
ス
テ
ム
の

中
に
、
将
軍
か
ら
天
皇
へ
の
「
鷹
之
鶴
」
献
上
も
含
み
込
ん
で
い
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
江
戸
時
代
に
お
い
て
も
主
従
の
間
で
御
恩
と
奉
公
の
関
係
が
見
ら
れ
、
特
に
三
つ
目
の
指
摘
に
関
し

て
は
、
将
軍
か
ら
天
皇
に
対
し
て
の
「
御
鷹
之
鶴
」
献
上
が
恒
常
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

中
に
天
皇
を
含
み
込
む
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
。
す
な
わ
ち
、
徳
川
政
権
下
に
お
け
る
鷹
贈
答
の

中
に
は
、
将
軍
―
諸
藩
（
大
名
）・
家
臣
、
大
名
―
家
臣
を
繋
ぐ
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
天
皇
制
を
も
組
み

込
む
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
と
指
摘
し
た
。 

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
鷹
狩
・
鷹
の
献
上
の
意
義
を
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、
自
分
か
ら
見
て
上

の
立
場
の
者
に
贈
る
の
か
、
そ
れ
と
も
下
の
立
場
の
者
に
送
る
の
か
に
よ
っ
て
二
通
り
の
意
義
が
考
え
ら

れ
る
。
ま
ず
、
上
の
立
場
の
者
が
下
の
立
場
の
者
に
鷹
を
下
賜
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
上
の

立
場
の
者
が
権
力
の
拡
大
を
は
か
れ
る
と
い
う
意
義
が
あ
る
。
豊
臣
・
徳
川
両
政
権
で
行
わ
れ
た
鷹
献
上



シ
ス
テ
ム
の
よ
う
に
、
鷹
献
上
に
よ
り
統
一
政
権
を
維
持
、
拡
大
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
次
に
、

下
の
立
場
の
者
が
上
の
立
場
の
者
に
鷹
を
献
上
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
下
の
立
場
の
者
が
上

の
立
場
の
者
に
、
自
ら
の
支
配
の
正
統
性
を
認
め
て
も
ら
う
意
義
が
あ
っ
た
。
武
家
政
権
全
体
で
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
成
り
上
が
り
の
武
士
た
ち
は
、
権
威
に
よ
る
支
配
の
た
め
の
後
ろ
盾
が
な
い
と
い
う
欠
点
が

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
権
力
と
の
結
び
つ
き
を
求
め
、
政
権
で
あ
れ
ば
天
皇
、
大
名
で
あ
れ
ば
将
軍
と
の

接
触
を
図
ろ
う
と
し
た
。
そ
の
と
き
、
権
威
と
の
接
触
を
円
滑
に
進
め
る
道
具
と
し
て
鷹
献
上
は
非
常
に

大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
二
通
り
の
意
義
は
、
織
田
・
豊
臣
・
徳
川
政
権
に
お

い
て
総
じ
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

鷹
は
、
長
谷
川
成
一
氏
が
「
武
家
政
権
の
権
威
発
揚
に
不
可
欠
の
装
置
」
と
指
摘
す
る
通
り
、
い
つ
で

も
権
力
と
と
も
に
あ
っ
た
。
権
力
に
よ
っ
て
使
わ
れ
、
権
力
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
き
た
。
鷹
が
古
来
よ

り
蓄
積
し
た
権
力
と
の
つ
な
が
り
を
、
時
の
権
力
者
は
巧
み
に
利
用
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ

鷹
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
鷹
に
は
、
天
皇
（
公
家
）
と
武
家
（
天
下
人
・
将
軍
・
大
名
）、
も
し
く
は
武
家

相
互
（
天
下
人
・
将
軍
・
大
名
）
を
つ
な
ぐ
役
割
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
鷹
匠
が
捕
え
た
鷹
は
、
そ
の

土
地
の
統
治
者
に
献
上
さ
れ
る
。
統
治
者
（
鷹
供
給
藩
の
大
名
）
は
、
将
軍
や
諸
大
名
へ
鷹
を
贈
る
。
将

軍
は
天
皇
や
家
臣
へ
鷹
を
贈
り
、
ま
た
、
鷹
を
も
ら
い
受
け
た
諸
大
名
は
、
家
臣
や
他
大
名
へ
鷹
を
贈
る
。

こ
の
よ
う
に
、
鷹
贈
答
は
贈
っ
た
時
点
で
完
結
せ
ず
、
身
分
差
・
階
級
差
を
超
え
て
派
生
し
て
い
く
。
こ

の
派
生
に
よ
っ
て
、
様
々
な
効
果
が
生
み
出
さ
れ
て
き
た
。
天
下
人
や
将
軍
に
と
っ
て
は
、
鷹
献
上
シ
ス

テ
ム
の
よ
う
に
、
諸
国
統
治
を
い
き
わ
た
ら
せ
る
装
置
と
し
て
働
い
た
。
ま
た
、
大
名
に
と
っ
て
は
鷹
を

贈
る
こ
と
で
、
直
接
的
に
将
軍
、
間
接
的
に
は
天
皇
と
の
結
び
つ
き
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
統
一
政
権
に
お
け
る
鷹
贈
答
の
意
義
と
は
、
鷹
の
持
つ
「
身
分
差
・
階
級
差
を
つ
な
ぐ
」
力
を

用
い
て
、
あ
る
時
は
権
力
の
拡
大
を
、
ま
た
あ
る
時
は
支
配
の
正
統
性
を
肯
定
さ
れ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ

に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 
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