
.地

球
凝
入
省
第
閤
鶴

昭
利
二
-

月

音

九
州
刀
工
分
布
の
歴
史
埋
地
的
意
義

(上
)

小

ノ

琢

蘭

.
B
J

本
誰
第
三
怨
に
刀
剣
の
地
班
的
研
繋
留
連
載
し
､
日
本
鍛
刀
工
業
が
育
-
奥
御
地
方
に
起
っ
た
こ
亡
.
そ
の
起
源

が
補
剛
沿
岸
を
経
て
北
支
那
ビ
直
接
の
交
通
に
在
っ
た
こ
と
.
銭
盤
の
採
掘
か
ら
砂
金
駿
の
饗
兄
を
誘
導
し
て
東
北

の
開
発
を
鬼
平

し
ぎ
等
を
論
じ
'
近
畿
中
開
の
鍛
刀
工
業
が
主
だ
し
て
蝦
夷
停
園
の
移
住
に
よ
-
起
っ
た
こ
亡
に
及

ぼ
し
た
｡
久
し
-
を
の
績
稿
を
起
草
す
る
暇
が
な
か
っ
た
が
も
今
夏
小
閑
を
野
で
九
州
即
ち
筑
紫
物
の
銘
文
を
研
究

し
た
結
基
を
苗
に
公
に
す
る
｡

従
来
の
鍛
冶
系
間
に
疲
れ
ば
九
州
の
鍛
刀
工
業
の
中
心
は
四
つ
あ
っ
て
､
濃
後
宇
佐
'
筑
讐

一旭
が
最
も
古
-
､

薩
摩
顔
中
､
筑
前
博
多
が
平
安
朝
以
後
に
順
次
に
興
っ
た
ど
い
S
.
甜
倉
時
代
以
後
に
肥
後
菊
池
の
慧

雪

登

別
了

誠
､
愚
徳
嵩
潤
､
儲
蘭
金
剛
兵
衛
､
筑
後
大
石
等
の
諸
派
が
諮
問
に
出
で
'
波
空

家
の
み
は
平
安
朝
か
ら
標
い
て

発

へ
た
ど
い
ふ
?

此
の
有
用
既
知
の
資
料
か
ら
観
て
p
交
通
､
貿
易
'
磯
節
等
ビ
閥
係
し
て
鋭
刀
工
業
の
盛
衰
の
あ
っ
写

竃
が
前

,九
州
刀
工
分
布
の
歴

史
地
規
的
悲
観

蓋

r



地

球

弟
八
壌

節
四
幼

･

諾
O

.
二

稿
に
論
じ

た
所
だ
径
路
を
同
-
す
る
を
知
る
に
足
る
の
で
あ
る
.
熟
れ
ざ
も
九
州
の
鋭
刀
工
業
が
奈
良
朝
頃
か
ら
近

畿
を
中
心
だ
し
た
中
央
文
化
が
地
方
に
波
及
し
て
地
方
開
磯
の
結
果
だ
し
て
.
中
央
の
影
響
哲
受
け
て
漸
-
典
た
も

の
や
あ
る
か
は
疑
ほ

し
い
｡
藤
倉
時
代
以
後
に
艶
出
し
死
語
園
刀
工
に
銅
す
る
停
説
に
は
此
の
如
き
撞
路
を
認
む
る

ち
.
三
催
宗
近
が
薩
摩
に
流
布
し
た
樽
詮
の
如
き
は
叔
櫨
の
知
れ
ぬ
の
み
な
ら
ず
二

二
傑
物
E
波
卒
物
ど
の
作
品
に

共
通
の
特
色
が
認
め
ら
れ
ぬ
朗
か
ら
観
て
'
此
の
如
き
古
幡
の
取
る
に
足
ら
ぬ
こ
亡
は
冨
ふ
ま
で
も
な
い
C
'

･
盛

衰
地
拙
撃
の
見
地
か
ら
考
察
す
れ
ば
､
九
州
は
大
陸
交
通
の
門
戸
た
る
地
位
を
占
め
p
之
ビ

1
衣
背
の
水
を
隔

て
相
封
す
る
朝
鮮
牛
島
は
支
那
本
部
だ
の
東

通
の
陸
橋
を
成
し
'
尊
貌
ど
の
使
節
が
牛
島
の
西
岸
か
ら
封
馬
安
岐
を

経
て
肥
前
に
凍
ね

こ
だ
が
三
闘
志
(貌
志
)
の
記
載
に
徴
し
て
明
か
で
あ
る
｡

≡
韓
人
口
確
の
凍
着
し
た
土
地
が
肥
後
の
葦
北
地
方
で
あ

っ
て
九
州
の
中
央
を
横
断
し
て
蓋
後
に
凍
た
kJ
い
ふ
俸

詮
は
西
岸
の
中
部
に
も
亦
た
大
陸
ど
の
奏

迫
の
行
は
れ
た
こ
ど
な
語
る
も
の
で
､
是
も
亦
た
無
税
し
難

い｡
我
々
は

豊
後
廃
屋
石
俳
を
研
究
し
て
大
分
臼
杵
等
の
沿
岸
の
焼
栗
を
通
じ
て
外
舶
凍
航

に封
す
る
要
津
で
あ
っ
た
こ
ど
な
知

h
､
大
友
民
時
代
に
明

葡

諸
般
の
凍
る
以
前
に
既
に
同
様
の
交
通
が
行
ほ
れ
た
こ
と
を
推
定
し
て
初
め
て
大
分
に
放

け
る
龍
門
の
様
式
ビ
周
じ
石
俳
が
囲
分
寺
ビ
共
に
あ
-
､
臼
杵
在
深
田
に
杭
州
筒
湖
の
呉
越
王
威
氏
の
時
代
に
出
雄

花
も
の
に
酷
似
す
る
様
式
の
が
あ
る
革
質
を
説
明

し
得
る
だ
信
す
る
｡
近
頃
演
出
博
士
の
豊
後
石
桃
の
研
究
に
常

り

二
秒
闘
係
を
無
税
さ
れ
た
の
は
我
々
の
同
意
に
播
蹄
す
る
桝
で
あ
る
｡

‥此
等
の
大
陸
交
通
の
種
路
は
六
朝
か
ら
庸
栗
に
至
る
間
の
文
物
輸
入
の
絵
で
あ
る
ど
す
れ
ば
.
蝦
刀
工
業
の
歴
史

智
者
ふ
る
に
砂
田
1-
之
を
考
慮
トト
入
れ
ね
ば
れ仏
ら
ね
0



然
る
に
大
陸
か
ら
加
水
し
た
刀
剣
に
閥
し
て
我
が
史
郎
に
徴
す

べ
-
-
の
は
殆

ど
な
-
1
:-
本
訴
配
経
常
配
二
十

年
(
六

二
l年
)
の
御
製
に

ク

レ

て

サ
i.

ウ
ベ

展
蘇
我
よ
､
蘇
我
の
予
等
は
､
由

な
ら
ば
､
日
向
の
駒
､
太
刀
な
ら
ば
句

縄

の
異

鋤

J

宜

し

か
も
'
蘇
我
の
子

等
ぞ
､
大
藩
の
位
は
す
ら
し
き
｡

ど
い
ふ
軟
骨
の
『
句
機
能
摩
差
此
』
は
奥
又
は
句
歴
の
剣
亡
者

へ
ら
れ
､
骨
時
頗
る
食
蛋
さ
れ
た
こ
と
を
親
か
知
る
殆

ん
で
唯

一
の
根
櫨
で
あ
る
.

ト
支
那
の
史
料
も
亦
化
芝
し
い
が
'
貌
志
東
夷
侍
に
弁
辰
に

圃
出
銭
'
韓
減
債
悪
徒
取
之
p
譜
蒋
眉
骨
用
鎖
､

ど
い
ふ
の
で
p
第
三
世
紀
頃
に
蛾
が
朝
鮮
か
ら
内
地
に
輸
入
さ
れ
た
こ
.JJ
が
明
か
で
あ
る
｡
叉
た
同
僚
倭
人
の
項
に

景
初
二
年
(
二
三
八
年
)
日
本
の
使
節
の
答
潤
だ
し
て
鼎
絹
等
の
織
物
.
銅
鏡
､
異
球
､
鈴
丹
等
LJ
共
に
五
八
刀
二
口

を
貨

っ
た
記
事
が
見
え
p
之
ビ
併
せ
考
ふ
れ
ば
推
古
天
皇
の
頃
に
至
る
ま
で
の
数
百
年
は
あ
ら
ゆ
る
文
物
だ
共
に
優

良
な
る
武
器
の
輸
入
を
大
陸
に
仰
い

だ形
跡
を
疑
ふ
こ
E
が
山
楽
ぬ
｡
是
は
明
治
開
聞
の
初
に
火
器
を
欧
洲
か
ら
輸

入

し
そ
の
後
漸
-
内
地
に
製
作
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
ど
趣
を
同
-
L
.
少
し
も
怪
む
に
足
ら
ぬ
｡

此
の
関
係
は
平
安
朝
牛
に
至
っ
て

7
擬
し
p
天
元
五
年
(
栗
太
中
興
問
七
年
.
九
八
二
年
)
に
粛
然
の
入
宋
し
た
時

に
邸
立
法
者
経
そ
の
他
の
沓
籍
だ
共
に
餓
刀
二
口
を
献
じ
た
ビ
宋
史
日
本
樽
に
見
え
､
鶴
に
亡
伏
し
た
鮭
番
だ
共
に

日
本
刀
を
輸
出
し
た
の
で
あ
る
｡
欧
陽
修
叉
は
司
馬
光
の
作
だ
し
て
人
ロ
に
胸
荻
す
る
日
本
刀
歌
に

管
刀
近
田
日
本
閣
'
越
質
得
之
沿
海
東
'
魚
皮
装
貼
寄
木
鞘
へ
黄
白
閑
雅
硫
輿
鋼
､
官
金
偉
人
好
事
手
､
侃
服

九
州
刀
工
分
加
の
雁
故
地
排
的
淑
武

義

-

三



地

球

解
<
容

節
凹
蚊

工竺

凹

可
以
蔵
妖
凶
､

ど
い
ふ
句
だ
p･
後
に
『
週
番
官
篇
今
周
布
』
だ
い
ふ
句
ビ
封
照
さ
せ
て
ゐ
る
の
は
此
の
粛
然
の
鹿

鼎
し
た
晶
日
中
に
事

物
だ
刀
剣
ビ
が
あ
っ
た
記
載
に
よ
-
大
に
登
別
さ
れ
る
｡

戦
乱
の
多
い
大
陸
に
於
て
育
番
の
鞭
倣
す
る
こ
ど
に
何
の
不
思
議
も
な
い
が
､
職
辞
に
よ
っ
て
港
沖
す

べ
き
兵
幕

の
製
造
法
ま
で
が
俸
承
を
失
ひ
'
却

っ
て
太
平
の
撹

い
た
我
が
邦
に
於
い
て
進
捗
し
て
逆
に
輸
出
し
て
名
邸
を
博
し

た
の
は
太

だお
か
し
い
｡
然
れ
ど
も
軍
資
は
疑
ふ
飴
地
な
T
･
明
朝
に
入
っ
て
我
が
八
幡
船
が
支
那
の
沿
岸
に
出
没

し
た
頃
に
槽
撃
偶
を
樹
し
た
の
で
あ
る
｡

此
の
加
-
階
唐
亡
の
交
通
が
開
ら
け
て
か
ら
三
官
徐
年
間
に
我
が
鍛
刀
工
業
が
進
歩
し
た
筈
で
､
そ
の
種
路
に
替

る
九
州
が
日
本
鍛
刀
工
業
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
ゐ
た
こ
だ
～
推
測
さ
れ
る
｡
故
に
我
々
の
-irLi本
刀
剣
の
起
源
を

論
せ
ん
だ
す
る
に
営

む
も
此
の
大
陸
交
通
の
大
動
脈
た
る
通
路
に
何
時
か
ら
鍛
刀
工
業
が
起
っ
た
か
な
考
究
せ
ね
ば

L･i
ら
ぬ
0

〓

九
州
の
鍛
冶
に
関
す
る
古

い
俸
孜
は
宇
佐
八
幡
託
官
｣基
に
停

へ
た
鼻
前
宇
佐
郡
厩
峰
の
菱
形
池
の
間
に
販
冶
の
爵

あ
旦

芯
々
ビ
い
ふ
も
の
で
､
鷹
永
古
希
刀
剣
古
記
(
商
洞
院
本
古
記
)
ド

I.5=
=
､.

嵩

...+.I:朋
描

;.'川

..-.I.･･.i."=
21･:.
..
.～(
...,∴
.;

:

､

ど
い
ふ

樽
砕

-
之

ビ

甜

聯

し

て

起

っ

た

ら

し

い
｡
帥

息

ビ

い
ふ
銘
は
潤
-
=
本
古
刀
に
限
ら
ぬ
ー八
幡
大
著
蛙
は
根
治

の
元
祖
.,J
閥
聯
し
て
信
仰
さ
れ
T
翻
舟
は
:
の
軸
の
御
子
を
意
味
す
る
-
の
で
剣
鯖
に
論
L･4
-
支
那
梨
の
企
臓
器
胤
ハ



既
に
そ
の
隠
赦
判が
散
見
さ
れ
ー
而
し
て
そ
れ
が
円
木
で
は
寧
佐
八
幡
ビ
舶
び
付
け
た
俸
龍
･.･J
な
つ
て
る
ま
で
で
あ
る

ナ
カ
ゴ

我
々
の
利
剣
造
り
の
古
い
忠

に

蔑
み
村
た
中
に

宇
佐
珊
敢
鍛
冶
工
人
大
軸
比
義
上
之
､
余
剰
官
即
位
朴

l
年
庚
寅
春
正
月
朔
奉
献
之
.

}J
い
ふ
の
が
あ
る
｡
之
を
託
宣
集
に
鍛
冶

の易
に
大
紳
此
義
が
穀
を
断
つ
こ
三

二
年
の
後
所
-
'
鈴
の
形
か
ら
三
蔵

カ
ヌチ

の
小
鬼
に
な
っ
て
現
ほ
れ
た
八
幡
榊
の
和
姦
を
押
し
た
ど
い
ふ
文
ビ
並

べ
考
ふ
る
に
'
根

治

の
軸
の
崇
邦
が
八
幡
伸

を
騎
る
起
源
を
成
し
て
ゐ
る
ら
し
-
な
る
｡
而
し
て
を
の
八
つ
の
幡
を
表
徴
ビ
す
る
こ
E
は

日
本
に
始
め
て
起
っ
た

俳
敦
の
四
天
王
を
護
法
詫
間
の
紳

ビし
て
崇
邦
す
る
信
仰
だ
関
係
が
あ
っ
て
'
後
に
を
の
榊
を
腰
酬
天
畠
の
示
現
ビ

考

へ
た
も
の
ら
し
い
｡
此
の
革
は
図
華
上
に
『
九
州
石
俳
の
研
究
』
で
詳
ら
か
に
述

べ
化
か
ら
鼠
に
は
省
-
0

然
ら
ば
九
州
の
鍛
冶
が
宇
佐
に
於
で
欽
明
天
畠
御
字
に
初
め
て
起
っ
た
も
の
か
ど
い
ふ
に
'
藩
山
の
方
が
古
い
ら

し
い
｡
彦
山
縁
起
に
い
ふ
太
古
天
津
日
子
私
甘
食
の
蛋
蒼
鷹
に
化
し
て
此
擬
症
降
止
し
､
本
憎
を
顕
し
給
ふ
､
之
を

高
任
官
ビ
串
す
ご
い
ふ
停
舘
が
換
骨
奪
胎
さ
れ
て
.
八
幡
大
背
薩
が
金
色
の
鷲
に
化
し
て
常
山
に
影
向
す
る
だ
い
ふ

俸
龍
ど
な
っ
て
ゐ
る
｡
叉
だ
彦
山
の
開
山
に
は
寺
正
法
師
の
確
認
が
あ
り
て
､･
北
魂
の
人
で
舷
鰻
天
皇
の
二
十
五
年

(
畢

三

年
)
に
水
銀
し
て
盛
山
寺
を
創
建
し
た
W
い
ふ
｡
日
本
の
修
験
道
は
近
畿
の
文
化
中
心
地
に
氷
化
棚
法
だ
趣

を
異
に
し
た
民
間
の
信
仰
だ
し
て
入
り
凍
っ
た
こ
E
は
諸
岡
の
椎
現
の
起
源
に
共
通
に
認
め
ら
れ
'
宇
佐
八
幡
の
信

仰
は
彦
山
の
修
脇
道
の
興
っ
た
後
に
そ
の
影
響
を
受
け
て
出
凍
た
こ
bJ
が
略
ぼ
疑
を
容
れ
ね
｡

慣
銘
に
は
此
の
外
に

日
子
山
霊
山
寺
鍛
冶
工
人
有
牧
(
摩
幾
)上
之
､
簡
城
宮
即
位
二
十
五
年
辛
亥

九
州
刀
工
分
布
の
雁
故
地
瓢
的
意
戟

宗

一t



地

球

終
八
番

節
四
班

,

詩

碑

▲
ヽ

｣
′

･1J
諌
め
る
も
の
が
あ
り
､
荷
は
そ
の
外
に

太
原
府
根
治
工
人
耐
順
(
有
年
)
□
世
孫
有
ロ

だ
い
ふ
文
も
あ
る
｡

此
の
就
氏
が
北
魂
大
原
の
金
工
の
家
た
る
こ
亡
は
茸
て
三
代
の
難
奇
を
模
造
し
た
銅
器
の
隠
銘

に
磯
見
し
て
知
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
､
偶
然
ま
た
こ
の
金
工
を
親
だ
し
た
も
の
が
彦
山
昭
治
の
元
弧
に
な
っ
て
る
こ

i
)
が

知

れ
た

｡

若
し

我

々

の
隠
銘
か
ら
推
論
す
る
朗
が
正
鵠
を
誤
ら
ず
ど
せ
ば
､
修
贋
造
だ
共
に
筑
豊
の
山
地
に
蝦
刀
工
業
の
起

っ
た
結
典
､
平
安
朝
の
兼
共
に
行
軍
が
出
る
以
前
に
既
に
法
師
の
刀
工
が
ゐ
て
定
秀
の
如
き
名
工
が
温
か
に
後
れ
て

出
た
ビ
解
押
さ
れ
､
北
魂
か
ら
棚
法
だ
共
に
入
-
凍
っ
て
日
本
刀
剣
史
の

1
貢
を
占
め
た
も
の
ビ
考

へ
ら
れ
る
｡

彦
山
修
験
道
は
停
数
大
師
の
頃
に
至
っ
て
天
姦
宗
だ
な
っ
た
後
槽
隆
盛
を
頂
け
山
上
Ljこ
伊
原
三
千
あ
っ
た
ビ
冨
ひ

憧

へ
た
｡
此
の
信
仰
の
中
心
が
同
時
に
経
麟
上
の
中
心
ど
な

り
僧
兵
が
養
は
れ
七
第
保
元
年
二

〇
九
四
年
)太
宰
大

武
藤
原
長
房
が
付
従
の
蜂
起
に
逢
ひ
逐
電
し
て
上
洛
し
た
と
い
ふ

一
事
に
よ
-
こ
の
九
州
の
山
寺
が
洛
北
に
割
摸
し

た
叡
山
衆
徒
に
劣
ら
ぬ
勢
力
を
持
っ
て
ゐ
た
こ
ど
な
想
像
す
る
に
飴

-
あ
る
｡
筑
前
濃
後
の
山
間
に
鍛
刀
工
兼
の
磯

達
し
化
径
路
は
此
の
加
-
筑
紫
物
の
中
に
特
色
あ
る
刀
剣
が
出
雄
花
の
で
あ
る
｡

奈
良
朝
の
豊
前
刀
工
の
名
は
殆
ん
ぎ
金
-
停
は
ら
ぬ
が
'
唯

一
人

天
平
五
年
寮
丑
冬
十

一
月
膏
日
宇
佐
榊
官
尊
何
行
仁
上
之

だ
い
ふ
暗
部
に
よ
り
行
仁
な
る
-
の
が
知
れ
た
｡
流
布
本
渚
昔
に
行
仁
ビ
い
ふ
刀
工
は
根
治
備
考
払
出
し
補
過
の
如

-
躍
州
披

ノ
爪
丁
建
仇
ハビ
い
ふ
よ
じ
の

7
人
し
か
目見
え
ね
が
､
甫
洞
院
本
小日
記
に
､



行

仁

和
軸
(
ノ
タ
レ
穀
)鈍
紫
改
印
な
り
､
械
や
す
り

だ
い
ふ
怯
師

の
昭
治
が
あ
る
O

此
の
筑
紫
怯
伸
行

仁
が
多
分
銘
文
の
刀
工
だ
偲
ば
れ
る
｡

本
朝
鍛
冶
考
に
は
定
秀
に
も
或
は
天
平
だ
い
ふ
典
故
を
畢
げ
て
ゐ
る
が
､
本
阿
弼
長
根
の
校
正
者
刀
薪
鑑
に
孝
和

元
年
(
一
一
八

一
年
)作
の
義
銘
が
裁
っ
て
る
｡
我
々
の
隙
銘
で
蔑
ん

だ所
で
は
､
力

輩
の
未
鼎
に
剣
の
切
物
の
上
靴

を
威
し
た
大
鹿
上
脇
指
に

-太
原
府
根
治
工
人
就

〇
〇
十
五
鹿
之
孫
定
秀
諜
鮪
之

娃
暦
十
五
年
丙
午
春
正
月
(
以
下
無
)

だ
あ
っ
て
'
前
に
拳
げ
た
有
吸
及
び
有
摩
幾
だ
あ
る
現
有
等
の
後
衛
の
移
住
者
の
末
t･･t
る
こ
と
が
窺
ほ
れ
た
.

是
に
操
れ
ば
定
秀
を
天
平
ビ
す
る
俸
詮
は
平
安
朝
末
の

1
人
の
外
に
平
安
朝
初
に
今

1
人
あ
っ
た
こ
ど
な
語
る
も

の
ビ
推
定
さ
れ
る
.

我
々
の
宇
佐
彦
山
刀
工
の
薪
文
研
究
が
荷
は
不
十
分
で
あ
る
か
ら
'
他
日
更
に
之
を
補
ふ
積

-
で
あ
る
が
､
著
し

端
に
掲
げ
た
腰
部
に
大
隈
な
し
だ
す
れ
ば
~
彦
山
関
配
が
北
親
善
正
法
師
L･i
-
ビ
す
る
修
職
者
涯
裸
の
停
説
が
架
容

の
担
造
に
非
ざ
る
こ
亡
が
知
れ
'
同
時
に
筑
-=H:鍛
冶
の
定
秀
行
卒

1
沢
の
源
流
が
明
か
ど
な
･C,'
大
陸
直
輸
入
の
鍛

刀
工
業
が
此
虞
に
起
っ
た
ビ
訟
め
て
よ
い
の
で
あ
る
.

三

九
州
に
於
け
る
甘
い
刀
剣
で
第
二
の
有
名
な
産
地
は
筑
後
三
池
で
あ
る
｡
此
地
にこ
は
正
世
'
そ
の
子
典
太
光
世

(

･法
名
l空
興
)等
の

l象

が
有
名
で
あ
る
が
'
そ
の
年
代
に
鏑
し
て
は
両
説
あ
っ
て
､
或
は
和
銅
だ
L
或
は
鹿
卒
だ
す
る

九
州
刀
工
分
布
の
歴
故
地
鎚
的
窓
鵡

一山恵

七



地

球

第

八
容

･

筋
四
故

二
果

八

も
之
を
決
定
し
得
る
紀
年
願
銘
が
な
い
q

然
る
に
隠
銘
に
は
正
位
光
世
の
配
年
腰
上
銘
が
頗
る
に
頻
繁
に
出
る
も
の

で
ー
何
れ
も
和
銅
前
後
の
も
の
で
あ
る
｡
故
に
我
々
は
平
安
朝
に
引
き
下
げ
た
本
阿
獅
長
根
の
散
に
は
従
ひ
能
は
ぬ
o

此
の
地
方
は
大
陸
交
通
に
便
な
位
置
を
占
め
'
大
陸
文
化
の
影
響
が
近
畿
を
中
心
だ
し
た
中
央
よ
.rJl
迄
か
早
-
此

盛
に
来
た
り
そ
の
政
も
著
明
な
る
は
腹
酷
天
皇
の
御
字
の
筑
紫
磐
井
の
革
蹟
で
あ
ち
.i
;
寄
託
に
は
『
此
の
御
世
に
筑

イ
ハヰ

カ
ヒ

紫
の
常
石

井

天
皇
の
毒

に
従
は
ず
し
て
機
な
き
こ
ビ
客
か
-
き
｡
故
物
部
荒

甲

の
大
連
､
大
伴
の
金
柑
の
連
の
二
人

を
蓮
は
し
て
､
石
井
を
穀
ら
し
め
給
ひ
き
』
}J
い
ふ
に
止
る
も
､車
紀
の
腹
鰭
天
皇
配
二
十

1
年
の
茸
に
よ
れ
ば
'
近

江
の
竜
野
臣
が
新
都
に
破
ら
れ
た
任
那
を
窺
興
せ
ん
だ
す
る
に
勤
し
､
新
羅
が
筑
紫
剛
造
磐
井
の
戴
迫
を
殊
-
つ
～

あ
る
を
知
っ
て
之
～J
聯
脊
し
て
竜
野
の
軍
の
渡
轍
を
逓
ら
し
め
た
の
で
'
翌
二
十
二
年
大
雅
罫
物
部
大
通
鹿
鹿
火
が

盤
非
を
伐
っ
て
之
だ
御
井
郡
に
戦
っ
た
ど
い
ふ
｡
又
光
輝
8
本
配
に
引
い
た
風
土
記
逸
文
に
よ
れ
ば
盤
非
の
蓋
は

高
七
丈
ー
周
大
女
､
墓
相
南
北
各
六
十
丈
'
兼
簡
各
四
十
史
､
石
人
石
屑
各
六
十
枚
､
安
陳
成
行
､
周
匝
四
両

云
々

だ
い
ふ
｡
此
の
逸
文
に
よ
れ
ば
そ
の
基
制
が
高
大
な
る
鮎
に
於
で
諮
問
々
造
の
古
墳
に
超
絶
し
､
殆
ん
で
近
畿
諸
星

陵
中
の
大
な
る
も
の
に
些
屑
す
る
の
み
な
ら
ず
p
そ
の
石
人
を
列
陳
し
た
題
の
支
部
の
大
き
な
古
墳
に
類
似
す
る
こ

}J
が
又
た
頗
る
明
瞭
で
あ
る
｡
故
に
禽
時
の
九

州
酉
岸
が
他
の
地
方
よ

-
も
支
部
文
化
の
輸
入
の
盛
な

ら
L
を
表
徴

■1レ

す
る
紀
食
物
が
此
度
に
あ
っ
て
ー
人
形
原
の
名
が
そ
の
遺
地
だ
し
て
今
も
残
っ
て
ゐ
る
静
で
あ
る
｡

こ
の
時
代
の
刀
工
の
牒
銘
が
菖
蒲
造
の
古
い
筑
紫
物
yJ
憩
は
れ
る
ノ
タ
レ
乱
に
て
焼
出
し
に
打
の
け
地
け
い
等
あ

る
巾ル
文
の
面
L日
い
レ
仙
骨
(長
さ
山ハ
寸
九
分
)
に
山放
兄
さ
れ
た
0
そ
の
仙卸
文
は



班
人
骨
泰
熊
作
ー
恭
劣
仙郷
仲
川
撲
人
骨
秦
能
i作
ー
筑
紫
閥
共
伊
計
伊
北
葦
口
熊
作

等
の
外
に

□
□
□
十
四
年
康
子
冬
十

一
月
辛
来
朔
停
囚
医
務
熊
作

□
□
□
十
五
年
辛
証
iE
月
庚
午
朔
筑
紫
聞
造
盤
井
上
高
良
紳
御
前

等
の
配
車
銘
も
見
え
る
｡
此
等
の
紀
年
は
磐
井
の
課
に
服
す
る
前
の
檎
健
天
皇
即
位
の
十
四
年
及
び
十
五
年
を
意
味

す
る
も
の
で
'
閲
歴
五
二
〇
年
及
び
五
二

一
年
に
歯

-
'
何
ぼ
比
の
外
に
大
貌
洛
陽
鍛
冶
江
入
寮
豹
(
柄
文
)Ej
倣
之

覇

U
}J
い
ふ
文
も
あ
る
｡

此
等
を
通
観
す
れ
ば
督
時
北
魂
ど
の
交
通
が
三
韓
を
通
じ
で
行
は
れ
､
洛
陽
の
鍛
工
泰
氏
が
甘
酒
(
恭
多
尿
)
を
慮

て
水
化
も
の
で
.
前
の
幾
前
刀
工
の
観
光
が
太
原
府
税
氏
を
凪
だ
す
る
の
ビ
同
じ
-
そ
の
種
路
が
窺
は
れ
る
ビ
倍
や

る

○之
を
同
時
の
大
和
朝
廷
の
大
陸
交
通
の
記
磯
に
比
梗
す
る
に
'
染
か
ら
司
馬
蓮
等
が
凍
っ
て
梯
歌
を
欝
ら
し
た
ど

い
ふ
俸
殻
ど
の
封
照
が
面
白
-
､
或
は
後
者
の
航
路
は
九
州
の
南
端
を
回
っ
て
豊
後
水
道
を
通
過
す
る
庸
宋
以
後
の

組
に
治
ふ
た
の
で
な
い
か
ビ
想
像
さ
れ
る
｡

荷
は
之
W
同
時
に
問
題
ど
な
る
の
は
磐
井
だ
い
ふ
洗
車
の
外
に
以
聴
許
だ
い
ふ
萌
黄
暇
名
に
も
撞

-
､
又
た
爵
家

城
及
び
以
聴
良
岐
或
は
乙
弗
朗
だ
持
っ
た
他
の
人
名
も
蔑
ま
れ
る
こ
E
で
あ
る
｡
渡
憎
天
皇
紀
に
よ
れ
ば
磐
井
の
子

ク.ツ
n

に
筑
紫
潜

菊

子

な
る
も
の
が
居
て
'
父
に
坐
し
て
課
せ
ら
れ
る
の
を
恐
れ
て
糟
屋
の
屯
倉
を
献

じ
て
死
罪
を
嫡
は
ん

こ
ど
な
求
め
た
.fJ
あ
る
の
か
ら
推
せ
ば
'
或
は
葛
子
の
外
に
僻
は
窮
地
な
る
も
の
が
､
そ
の

一
族
に
居

た
ビ
想
は
れ

九
州
刀
工
分
布
の
歴
故
地
=A
.的
忠
魂

二
四
七

九



地

却

第
八
怨

第
四
統

二
宍

7
0

る
｡

北
史
(
怨
四
十
九
)を
観
る
に
乙
弗
朗
な
る
も
の
が
北
魂
の
一束
に
武
勇
を
以
て
名
を
綿
は
し
大
官
に
葬
っ
た
外
囲

人
ビ
し
て
裁

っ
て
ゐ
る
｡
健
に
疲
れ
ば

『
早
通
盟
､
其
光
来
邦
人
也
'
世
為
部
絡
大
人
'
輿
魂
従
代
.
筏
困
家
蔦
云

々
』
だ
い
ふ
D
若
し
茨
城
乙
弗
朗
が
同
人
･fJ
す
れ
ば
磐
非
の

山
故
地
に
塗
れ
た
時
に
そ
の

山
麓
に
赴
れ
て
大
陸
に
渡

っ
た
も
の
が
あ
っ
て
'
義
経
渡
溝
の
停
数
に
酷
似
し
た
事
件
が
千
四
宵
年
前
に
宥
ほ
れ
た
の
み
な
ら
ず
'
此
の
方
が

前
後
の
事
情
地
坪
的
陶
係
等
に
寒
ろ
蓋
然
性
が
多
-
.
且
つ
支
那
正
史
に
片
鱗
が
閃
め
い
て
ゐ
る

だけ
義
経
俸
龍
よ

ち
も
把
任
鮎
の
あ
る
帯
で
あ
る
.

刀
工
系
周
の
方
か
ら
之
を
取
る
に
p
漢
人
首
泰
熊
な
る
も
の
が
洛
陽
の
寮
豹
な
る
も
の
～
筏
商
で
.
早
-
九
州
に

凍
て
ゐ
た
こ
だ
は
頗
る
任
意
に
鶴
す
る
｡
古
い
河
内
鍛
冶
に
薬
包
卒
な
る
も
の
が
備
前
包
卒
ビ
同
時
で
､
或
は
同
人

或
は
別
人

だ着
放
す
開
放
が
あ
る
｡
若
し
我
々
の
蔑
ん

だ通
-
に
信
じ
得
る
な
ら
ば
'
此
の
河
内
包
卒
は
備
前
鍛
冶

･!J
別
系
で

､三
池
鍛
冶
の
近
畿
代
表
者
ど
な
-
'
慶
長
如
手
引
に

『
備
前
作
に
似

ざ
れ
で
も
同
作
だ
い
ふ
は
不
審
t･6

-
』
だ
あ
る
の
が
常
を
稗
た
児
榊
だ
な
る
｡

三
池
鍛
冶
の
系
間
も
亦
た
未

だ時
代
を
逐
ふ
た
系
統
的
に
調
査
を
了
ら
ね
か
ら
､
そ
の
詳
細
は
他
日
満
を
史
め
て

之
を
述

P.(
る
｡
(
米
J37h
)


