
地

球
凝
T<
魯
他燭
義
鶴
昭
利
二
-
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-

九
州
刀
工
分
布
の
歴
史
地
理
的
意
義

(守
)

.

か小

ノ

家

治

四

薩
摩
の
育
刀
工
は
汲
卒

.i
家
が
iL
-
か
ら
嬰

礼
'
今
も
戊
免
鵜
絹
の
南

<L
旦
飴
の
海
岸
に
披

ノ
牢
の
村
落
が
あ
る

此
廃
に
橋
月
氏
が
元
弧
正
岡
以
凍
連
綿
E
L
で
近
年
ま
で
縛
き
.
そ
の
系
間
に
よ
れ
ば
正
樹
は
永
妊
叉
は
承
元
の
東

大
和
か
ら
水
化
だ
い
ふ
は
停
龍
に
止
る
も
P
源
平
腫
衷
紀

一
ノ
谷
の
版
に
越
中
雅
俊
を

だま
し
打
ち
に
し
た
猪
俣
虻

空

ハ
則
鋼
の
刀
は
薩
摩
問
任
浪
平
作
Ll
-
.･J･J
あ
る
か
ら
､
そ
の
鬼
瀬
の
率

刀
よ
h
古
い
こ
だ
が
推
知
さ
れ
る
｡
然
れ

ど
も
之
だ
同
時
に
三
権
宗
近
が
洗
掘
し
て
正
問
か
ら
業
を
受
け
て
継
に
違
っ
て
名
工
の
撃
聾
を
符
花
だ
い
ふ
停
紀
も

亦
花
信
を
措
き
難

い
｡

薩
摩
牛
島
は
地
相
的
心
猫
特
の
位
聡
を
占
め
'
そ
の
苗
の
鵜
の
坊

ノ
津
は

一
名
店

ノ
沌
ビ
い
ひ
､
伊
勢
阿
波
浄
'

筑
前
博
多
ノ
津

}J北
ハ
に
三
津
だ
し
て
聞
え
､
西
南
の
突
角
に
於
て
帆
冊
の
風
波
を
避
け
る
通
好
の
小
幣
で
あ
っ
た
｡

そ
の
大
陸
交
通
の
歴
史
は
朋
の
武
備
志
茂
.?/,
に
革

見
た
以
前
に
柳
る
資
料
は
L･4
い
戚
で
あ
る
が
､
患
後
水
道
を

経
由

す
る
鹿
来
交
通
の
航
路
が
開
け
る
頃
に
も
必
ず

1
要
略
で
あ
っ
た
F,J
想
像
さ
れ
る
｡
~

九
州
刀
工
廿
和
の
健
也
地
軸
的
･;=i
･;S

至

心



地

紋

節

八や

第
五
舵

1

芳

こ

姑
-
此
等
の
想
像
か
ら
離
れ
で
我
々
の
披

ノ
卒
物
の
銘
文
に
就
い
て
検
出
し
程
た
朗
は
左
の
如
-

薩
摩
囲
浪
卒
昭
治
工
人
菰
伊
菜
箸
正
長
作

磁
想
官
帥
位
八
年
己
巳
十
二
月
丙
予
断
上
之

薩
摩
囲
浪
寧
鍛
冶
工
人
正
次
作

紳
亀
四
年
丁
卯
冬
十
二
月
戊
辰
朔
上
之

大
帝
脚
部
碁
母
怪
文
七
世
孫
正
次
搾
之
､
予
正
園
正
包
鍛
之

等
が
あ
っ
て
.
菰
晶

原
亡
を
重
ね
て
刻
む
の
か
ら
推
し
て
､
清
原
姓
を
賢
し
･
菰
氏
晶

し
た
か
ビ
憩
は
れ
る
｡

樽
説
の
元
粛
正
囲
以
前
･'i
天
智
天
武
両
群
の
時
代
に
正
長
iE
良
iE
街
正
次
正
行
正
亀
等
の
諸
工
が
あ
っ
た
ら
し
い
0

而
し
て
此
等
の
諮
工
は
菰

ノ
伊
美
章

忌
寸
)を
足
し
･
そ
の
剰
先
を
北
魂
牝
番
の
問
に
歴
仕
し
た
碁
母
懐
文
な
き

宿
し
､
菰
は
碁
樽
の
南
日
本
膏
で
あ
る
所
か
ら
推
せ
ば
､
漢
字
の
姓
を
そ
の
ま
～
襲
用
し
た
こ
嘉

明
か
ど
な
っ
た

北
虹
(怨
八
十
九
)恭
母
懐
文
の
侍
に
そ
の
宿
餓
刀
を
鍛
造
し
た
事
蹟
を
膝

へ
,

懐
文
造
宿
餓
刀
p
其
法
焼
生
蛾
精
.
以
茸
柔
躍
､数
宿
則
成
剛
'
以
柔
他
薦
刀
脊
,
弥
望

牲
之
溺
･
搾
以
盃

之
脂
､
斬
甲
過
三
十
札
､
今
惑
囲
冶
家
朗
鋳
宿
柔
讐

是
其
造
粒
'
作
刀
湛
快
利
,
但
不
能
頓
撃

手

札
也
,

ど
い
ひ
'
剛
柔
二
種
の
鋼
を
打
ち
重
ね
る
鍛
錬
法
を
俺

へ
た
ど
い
ふ
.

波

ノ
卒
物
の
特
色
は
地
肌
立
ち
砂
流
し
が
あ
っ
て
,
大
和
物
､
北
開
物
品

似
す
る
晶

倦
輔
に
い
ひ
､
風
光
の

大
和
か
ら
氷
化
-

塵
説
に

姦

す
る
か
ら
,
強
紹
す
れ
ば
奥
州
鍛
冶
の
系
統
に
属
し
､
北
方
粛
慣
勧
源
の
交
通
が

奥
羽
ビ
密
接
に
脊
は
れ
時
代
に
碁
坤
氏
の
後
葡
ビ
綱
-

言

の
が
ー
=
の
種
路
を
辿
っ
て
奥
州
か
-
大
和
に
茶
-
I



趣
に‥
九
州
の
基
ま
で
移
焦
し
た
ビ
考

へ
-
れ
な
い
で
は
t･b
い
｡

然

れ
ざ
も
情
唐
黍
油
以
前
の
配
年
薪
を
仲
ふ
も
の
が

見
潜
ら
ぬ
所
か
ら
い
へ
ば
､
階
の
南
朝
を
挙
げ
た
頃
高
麗
が
牛
島

に
割
接
し
て
=
本
亡
の
･医
用
交
通
の
俊
が
絶
え
だ

際
に
､
研
江
海
岸

へ
の
直
航
路
が
開
け
､
こ
の
交
通
線
に
箇
る
薩
摩
の
位
置
が
大
陸
文
化
輸
入
の
二

門
tq
ど
な
h
P

因
っ
て
刀
工
の
寓
接
移
住
が
起
っ
た
･,J
考

へ
る
方
が
或
は
異
相
に
捉
い
か
も
知
れ
ぬ
C

況
ん
や
汲

ノ
卒
は
棟
島
火
山
に
射
し
'
石
川
(
成
輩
)
班
撃
士
の
踏
査
に
よ
れ
ば
安
山
岩
の
磁
蝕
鋸
か
ら
噴
か
れ
た

砂
蛾
が
手
近
い
海
岸
に
散
見
さ
れ
る
虞
で
あ
る
か
ら
.
此
塵
に
楽
著
し
た
刀
工
が
こ
の
原
料
産
地
に
定
任
し
て
鍛
冶

業
を
始
め
･jJ
し
た
方
が
､
温
々
幾
多
の
砂
蛾
あ
る
海
岸
を
粧
て
九
州
最
後
の

一
角
ま
で
通
わ
着
い
た
ど
す
る
よ
り
も

愚
か
に
婁
皆
で
あ
る
.
而
し
て
此
の
渦
動
の
刀
剣
が
大
陸
輸
入
品
を

昏
琵
す
る
奈
良
朝
廷
に
邸
慨
骨
博

し
得
る
こ
ど

も
容
易
に
了
解
さ
れ
る
所
で
あ
る
｡
好
相
の
鼻
化
し
た
後
世
に
下
作
.fJ
さ
れ
た
も
の
が
東
革
時
代
の
禍
東
武
士
の
指

料
ビ
し
て
誇
っ
て
ゐ
た
･1J
の
停
説
は
､
同
じ
-
此
の
歴
史
地
理
的
位
置
の
悪
童
を
説
明
し
て
飴

･Eあ

る
｡

之
を
婁
す
る
tこ
我
々
は
奈
良
朝
に
披

ノ
卒
に
鍛
冶
工
業
が
柴

へ
た
の
は
大
陸
直
航
路
の
開
け
た
時
期
を
表
徴
す
る

好
餌
の
配
念
･fJ
考

へ
て
よ
い
ビ
揺
す
る
｡

五

九
州
第

一
の
仰秋
津
は
博
多

ノ
津
で
三
韓
の
鹿

か
･J-
術
成
･J-J
騰
接
の
鳥
め
に
大
官
を
駐
在
せ
し
め
た
梅
陸
要
衝
の
地

鮎
を
占
め
p
簸
西
の
警
備
に
必
要
な
る
兵
器
供
給
の
輔
係
か
ら
筑
紫
鍛
冶
の
中
心
だ
な
る
べ
き
で
あ
る
｡
然
る
に
平

安
朝
を
独
じ
て
名
工
が
此
塵
に
層
っ
化
樽
舘
が
LJ;上

之
に
反
し
て
三
池
鍛
冶
の
奉
厭
銘
に
香
椎
醐
宮
に
さ
ゝ
げ
吾

の
を
見
る
｡
故
に
三
池
･/･J彦
山
宇
佐
等
に
棺
刀
工
業
が
祭

へ
て
ゐ
て
.
多
-
は
比
等
の
産
地
か
ら
供
給
さ
れ
､
又
た

九
州
刀
.r17介
布
の
.肺
如
拙
矧
的

怒
誠

一1二
九

三



地

球

節

八
各

節
五
紙

空

0

凹

此
虚
に
移
任
し
た
刀
工
が
ゐ
で
も
本
間
を
栴
し
て
発
憤
を
碓
井
し
っ
Jj
あ
っ
先
の
で
な
い
か
ビ
憩
は
れ
る
｡

オ
キ

==
鹿
に
用
た
名
工
は
空

家
で
吉
崎
八
幡
宮
に
近
い

息

ノ
啓
に
任
し
p
そ
の
初
代
良
相
p
二
代
西
遊
､
三
代
薯
阿

共
に
法
名
を
浦
荊
ビ
す
る
｡
革
に
こ
れ
の
み
か
ら
推
せ
ば
宇
佐
八
幡
の
勅
苗
さ
れ
た
前
後
に
宇
佐
の
修
倣
者
が
此
鷹

に
定
住
し
た
も
の
で
そ
の
勃
興
は
字

氷
弘
安
の
撃

遠

来
･,J経
る
可
ら

ざ
る
閲
係
あ
る
,̂J
憩
は
れ
る
○

然
れ
?rjJ
も
隠
銘
に
擦
れ
ば

築

別
図
鍛
冶
工
人
多
多
良
(確
)忌
寸
高
塩
鐸
之

だ
い
ふ
天
平
膝
賓
三
年
ハ
七
五

左

)
の
造
銘
あ
る
刀
工
が
ゐ
た
｡
此
の
如
-
多
々
良
は
香
椎
帥
宵
の
所
在
地
に
近
-

博
多
刀
工
中
の
政
も
童
い

一
人
が
偶
然
知
れ
た
｡
多
々
良
氏
が
大
陸
据
化
人
た
る
は
い
音

で
も
な
い
が
p
此
の
刀

工
は
自
ら

大
原
肘
鍛
冶
工
人
谷
崇
八
位
之
孫

だ
柄
し
た
銘
文
も
あ
っ
て
､
百
碑
人
に
非
や
し
て
洗
人
な
ら
ビ
威
張
っ
た
ら
し
い
0

餌
は
間
道
の
隠
銘
に

多
多
良
忌
寸
高
塩
十
五
位
孫
左
衛
門
太
郎
開
署

だ
篭
め
る
の
が
あ
る
桝
か
ら
見
れ
ば
､
空

家
は
此
の
多
々
良
鍛
冶
高
麗
を
風
だ
し
･
そ
の
中
間
四
官
飴
年
間
に
蔑

多

の刀
工
が
ゐ
た
筈
で
あ
る
｡
今

我
々
の
讃
み
得
た
の
は
閣
迎
賓
阿
等
の
隠
銘
あ
る
大
腰
上
物

一
刀
の
み
に
限
ら
れ

甚
だ
不
十
分
罷
る
を
免
れ
ね
が
-

筑
前
物
の
系
統
を
奈
良
朝
ま
で
潮
-
得
た
の
は
意
外
の
収
穫
で
あ
る
0

多
多
良
は
郁
JL
も
背
き
根
治
の
用
具
の

1
つ
で
､
地
名
の
語
源
が
鍛
冶
の
居
住
に
園
な
む
だ
こ
亡
は
言
ふ
ま
で
も

'-



'-

な
い
｡
周
防
川
口
の
大
内
氏
の
利
光
は
甘
掛
琳
曳
太
字
で
ー
欽
桝
天
虫
の
翻
年
に
多
多
良

ノ
鵜
に
就
任
し
ー
賂
沸
し

た
珍
賓
を
献
じ
て
,
地
を
今
の
山
口
の
.近
傍
に
賜
は
-
地
方
の
豪
族
,1,L･i
つ
た
だ
い
ふ
倦
紋
が
あ
る
｡
之
に
徽

へ
ば

鞘
,J
い
ふ
地
冬
の
首
輪
人
膚
任

だ
踊
係
あ
る
こ
E
は
明
か
で
あ
る
｡
前
に
三
池
刀
工
の
飴
融
が
膏
執
停
偶
浅
人
骨
寮

熊
ビ
切
っ
た
隠
薪
の
蔑
み
方
に
誤

-
な
し
だ
せ
ば
､
腹
鰭
天
皇
の
頃
に
既
に
宙
餅
を
経
て
瑛
人
刀
工
が
渡
っ
て
視
た

の
で
あ
る
か
ら
､
俸
詮
に
い
ふ
欽
明
天
皇
の
頃
三
韓
交
渉
の
頻
繁
誓

心
時
に
同
じ
-
洗
人
刀
工
が
凍
任
し
て
盛
ん
に

兵
器
を
製
造
し
た
亡
者

へ
ら
れ
る
｡
隠
銘
の
敬
兄
ま
で
彼
等
の
革
蹟
が
全
土

心
れ
ら
れ
て
た
の
は
恐
ら
-
は
三
韓
経

略
の
止
み
兵
器
の
需
要
の
喪

へ
た
こ
と
､
障
庸
交
通
錬
路
が
牛
島
を
揮
由
せ
ぬ
薦
め
に
博
多
附
近
大
陸
交
通
の
門
戸

た
る
偲
値
の
減
じ
た
こ
ビ
等
に
ょ
-
､
蝦
刀
工
業
が
以
前
の
盛
況
を
見
ね
に
至
っ
た
始
発
ビ
推
測
さ
れ
る
｡

多
々
良
民

一
族
の
兼
任
だ
離
れ
難

い
の
は
妙
見
信
仰
で
あ
っ
て
'
そ
の
様
衆
は
移
住
に
先
っ
雪
,J
い
ひ
､
周
防
に

I
?I.I:

妙
見
聾

庚
が
降
っ
た
時
に
盛

々
を
樽
徒
し
て
終
に
今
の
下
於
に
鎮
座
し
た
だ
い
ふ
が
こ

の俸
説
は
宇
佐
八
幡
伸
の
帥

座
の
遷
移
･ZJ
題
を
同
-
し
て
ゐ
る
｡
西
遊
等
が
僧
侶
の
刀
工
な
る
革
質
は
或
は
軍
に
老
年
梯
道
に
入
る
骨
年
の
流
行

に
従
っ
た
も
の
で
は
L=～

､
妙
見
も=
奉
仕
す
る
両
部
酬
濫
叉
は
修
脇
道
に
属
し
､
発
出
宇
佐
の
鍛
冶
ビ
同
じ
棟
寵
に

在
っ
た
か
ど
想
は
れ
る
｡六

鎌
倉
非
府
に
な
っ
て
か

ら
後
に
築

肌
に
左
の

一
門
か
ら
別
れ
た
金
剛
兵
衛
櫨
団

∵
家
p
大
石
琴

空

家
.
盤
後
に

大
和
千
手
暁
の
高
田
友
行

l
家
､
京
了
減

一
家
が
鹿
-
.
周
は
肥
前
に
平
戸
左
脇
鹿
､
諌
早
別
行
則
末
の

一
家
が
あ

,Q
､
特
に
肥
後
射
池
の
蟹

空

家
が
南
北
朝
の
時
に
九
州
死
相
豚
罫
肝
を
擁
推
し
た
菊
池
氏
だ
典
に
著
名
で
あ
る
.

九
州
刀
工
介
和
の
推
虹
地
政
的
怒
孤

塁

五



地

拭

節

人
世

餌
五
班

重

大

鎌
倉
室
町
両
時
代
を
通
じ
て
九
州
は
戦
争
が
何
慮

ま

も
頻
繁
に
起
っ
た
地

方

で
,
琴

設

安
の
爾
役
商
い
で
閲

北
面
朝
に
屈
す
る
豪
族
の
輩
樹
に
革
口
亨

､
楢
北
(
=
1
の
筏
に
至
っ
て
は
八
幡
蝋
が
海
外
工
数
展
し
っ
～
職
圃
時

代
に
入
っ
た
の
で
あ
る
｡
故
に
此
等
の
事
件
品

瑚
し
て
兵
器
需
給
の
閥
係
か
ら
鍛
刀
工
栗
の
盛
大
な

-
L
を
容
す

る
に
飴
-1
あ
る
桝
で
､
此
の
間
に
九
州
に
多
頻
の
刀
工
が
出
i
J
の
は
皆
無
で
あ
る
｡

其
の
中
延
章

一
派
の
勅
語

太
宰

手
院
弘
肘
-

そ
の
手
岡
村
-

冨
ひ
樽

へ
･
何
れ
か
ゞ
霊

園
行
の
喝
で

ぁ
る
ど
い
ふ
の
は
京
物
の
特
色
を
維
持
し
た
鮎
か
ら
正
し
-
革

hJ
N?
｡
故
に
其
の
棚
倉
時
代
以
後
の
移
住
に
関
し
て

露
に
報
説
せ
ぬ
じ

唯
前
稿
(竺

惑

第
五
此
)
に
荒
物
に
閲
し
て
述

べ
た
時
に
求
だ
議
さ
:2
ん
だ
奈
良
空

福

大
雪

平
安
空

1榛
及

び
衆
の
三
派
の
聯
路
に
就
い
て
鉱
に
追
補
す
る
0

鹿

空

家
は
洗
和
本
系
閲
で
は
周
章
を
元
剰
ビ
し
･
或
は
相
は
そ
の
父
開
明
(
箪

R
)ま
で
糊
る
が
,
鎌
倉
時
代
に

雪

て
平
安
京
に
起

つ
空

し
､
そ
の
風
光
を
漠
然
孟

魔
人
-

ふ
に
止
-

o
比
の
大
陸
蹄
化
人
吉

ふ
倖
龍

は
覇
洞
院
本
肩
甲

嘩

空

一十
年
間
空

に
讐

た
頗
る
票

も
等

あ
る
が
･
そ
の
詳
細
は
何
れ
の
停
番
に
息

潜

ら
な
い
｡
此
頃
菊
池
千
本
槍
の
隠
銘
を
調
べ
る
間
に
偶
飴

.
今
都
岡
光
骨
世
孫
問
時

芋
の
る
の
哲
磯
風
し
た
の
で
'
大
約
六
汀
年
以
前
の
奈
良
刀
工
関
北
の
末
孫
た
る
こ
k
Jが
明
か
ど
な
っ
た
0

叉
七
此
の
奈
良
氷
観
光
の
在
銘
物
は
鶴
首
蛍
の
刀
子
に
磯
風
し
た
外
に
,
宗
近
の
迫
銘
を
切
っ
た
細
身
の
大
刀
及

び
刺
州
行
光
春
斜
の
小
太
刀
に
-
準
則
&

･J
L
で
明
瞭
に
諌
め
た
の
み
で
あ
る
が
-
そ
の
賦
銘
に
は



.
乗

執

光

基

車
の
代
-
に
末
を
用
ゐ
ー
且
っ
光
の
草
が
反
文
(
左
-

辛
)
に
な
っ
て
見
え
る
0

而
し
て
其
上
に
今
の
字
が
隠

顕
何
れ
の
場
食

も
明
か
に
警

ら
れ
,
姓
氏
讐

見
え
-

衆
即
ち
新
蒜

鋸
化
人
の
繁

る
こ
這

版
が
な
い

翻
ほ
此
の
外
に
三
権
膏
家
の
隠
銘
の
寵
め
ん
刀
に

大
麻
基
安
涼
鍛
冶
工
人
王
慨
深
□
世
孫
囲
口
｡

ど
い
ふ
刀
十
そ
の
他
9
11石

基

迫
の
銘
品

登

れ
招
じ

此
等
露

寄

れ
ば
屈

の
系
統
は
三
傑

表

芸

密

閉
盛
芸

踊
係
に
就
き
前
稿
(讐

遍

五

完

雪

に
讐

蒜

よ
-
も

一
瞥
明
白
に
な
る
.

此
の

蒜

の
畠
か
ら
今
警

種
す
る
の
は
繭
稿
に
述

べ
-

数
の
奥
州
刀
工
が
大
和
に
先
完

任
し
孟

ら
'
後

れ
て
蛋

し
た
却
雷

語
る
も
の
～
加
-
､
そ
の
高
庇
蹄
化
人
-

ビ
い
ふ
箆

は
陪
席
交
通
の
開
け
蒜

に
莞

琵

監

柑
る
も
の
～
如
-
見

@̂
･
壁
是

の
-

征
服
後
即
ち
天
莫

皇
撃

に
慧

貿

節
の
大
栗

あ
っ
た
頃

巳
考

へ
る
の
が
索
督
ら
し
い
｡

今
誓

い
ふ
語
は
新
霊

峰
讐

意
晩
が
曾

れ
て
ゐ
る
か
晶

は
鎧

る
0
管

-

か
ら
之
姦

楯
し
化
の

造

ら-
は
席
代
の
大
陸
文
化
の
敢
晶

繁

る
時
に
長
芸

名
の
鍛
冶
1百
･_"
.
亨

島

の
悪
疫
に
誇
解
し
た

も
の
想
は
れ
る
｡
警

-
は
此
の
新
禁

の

一
派
が
群
姦

い
て
洗
練
し
セ
作
風
姦

挿
し
､
他
の
洗
誓

魔
倒
し

_J
H
木
板
刀
術
に
新
･-?
し
い
時
期
を
開
い
陀
の
で
あ
ら
う
｡

T

篭

口

表

及
び
大
審

麻

表

も
亦
-

の
字

を

冠
す
る
刀
工
が
多

い
0
そ
の
恵

筒

口
雪

の
隙
銘
に
は

冒

閉
環
幾
世
孫
』
晶

-

の
露

見
し
た
朗
か
ら
推
し
て
今
芸

の
未
来
で
あ
る
品

誉

れ
､
此
の

表

が

九
州
空

笈

の
霊

地
講

義

芸

七



地

球

第
八
怨

第
五
雛

喜

八

大
和
か
ら
凍
た
ど
い
ふ
停
漁
は
奈
良
聖

夜

大
宮
住
着

山
方
が
始
配
笹
る
藍

柑
る
も
の
だ
憩
は
れ
る
Q
*鼠

物
に
此

品

じ
始
動
銘
怠

っ
て
る
か
否
か
未
だ
確
品

は
ね
が
､
凍
菜
ES
n
両
派
が
共
通
の
皿
先
か
ら
出
た
強
例
か
ら
観

れ
ば
走
れ
亦
た
同
系
の
.
1
別
派
で
な
い
か
f̂j
推
測
さ
れ
る
｡

･之
を
要
す
る
に
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
互
に
濁
立
し
た
こ
の
三
振
は
鋸
流
が

三

で
､
階
庸
交
通
が
始
ま
っ
た
筏
に

讐

た
大
陸
根
空

業
の
影
響
を
反
映
す
-

の
晶

測
さ
れ
,
票

L
-

の
相
互
の
作
風
の
誉

の
は
平
安
朝

の
間
に
壁
題
額
達
し
品

に
過
ぎ
ぬ
ら
し
い
じ

耐
し
-

の
中
の
栗
誓

l
品

前

妄

苦

の
類
似
の
如
き
は
承
元

番
竪

1日
の
諮
問
か
ら
平
安
京
に
基
っ
蒜

に
瓦
に
受
け
た
影
響
あ
る
べ
き
も
･
備
前
賓
成
友
戊
等
の
上
洛
し
た
頃
に

も
阿
藤
の
闘
係
が
あ
っ
写

し
だ
が
同
じ
-
想
像
に
難
-
な
い
｡

七

鼓
に
本
稿
姦

ぶ
に
皆
品

び
出
撒
瓢
晶

み
て
池
基

つ
-

本
努

術
霊

の
経
路
が
我
々
に
票

す
る
事

項
を
絵
括

し
て
起
草
の
整

-

摸
た
結
果
ビ
を
明
か
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
J

我
々
の
磨
滅
L
蒜

葺
か
ら
古
い
銘
文
姦

原
せ
ん
-

る
努

は
恐
ら
-
は
今
日
貴

の
因
襲
的
鑑
雷

霊

す
る
刀
剣
家
に
は
十
分
に
評
偲
畏

ま
い
が
,
若
し
姦

物
の
素
銘
即
ち
太
刀
の
芸

又
は
男

の
指
警

警

紀

卑
怯
銘

姦

警
れ
る
-

ば
､
我
々
の
蒜

瓢
が
想
像
す
る
如
-
救
援
の
薄
習

る
も
の
で
な
い
二
品

容
易
に

7
警

れ
る
品

雷

.
故
に
我
々
は
自
分
の
研
究
法
に
依
-

-

某
が
必
L
も
絶
封
的
正
確
姦

し
禦

蒜

ぁ
る
に
踊
ら
す
.
之
晶

足
し
て
是

刀
工
の
溌
-

そ
-

源
に
翻
る
途
-

-
の
が
決
し
て
従
等

な
い
晶

す
る
0



我
々
の
隠
郵
S
研
究
に
よ
-
獲
た
第

7
の
鮎
基
は
月
川
部
革
両
派
の
刀
工
が
平
安
朝
以
前
に
優
越
の
付
滑
を
占
め

た
こ
亡
で
､
奥
羽
地
方
,9
甜
慣
観
梅
ど
の
交
通
に
よ
-
=
の
地
方
に
大
陸
文
化
が
近
畿
地
方
を
経
由
せ
ず
に
直
接
に

流
れ
込
ん

だ
?
つ
の
紀
念
物
が
刀
剣
た
る
こ
,,J
を
推
定
せ
し
め
た
｡
此
の
交
通
が
我
々
の
柳
ら
ん
だ
し
た
所
よ
り
も

史
に
上
i;
に
既
に
行
は
れ
た
こ
と
は
此
頃
内
田
(
覚

l
)
文
壁
土
の
救
出
地
方
を
踏
査
し
て
洗
武
碑
を
祭
る
榊
配
あ
る

こ
E
､
五
倣
饗
が
散
見
さ
れ
た
こ

だ､
等
を
別
に
し
た
の
ど
'
蓄
国
博
士
の
奥
州
に
商
(
中
容
の
三
足
を
持

つ
鼎
)
形

の
土
器
の
存
在
を
確
か
め
ら
れ
た
こ
だ
～
に
よ
-
傭
明
瞭
ビ
L･J
つ
た
｡

第
二
は
大
和
朝
薫
の
刀
剣
が
此
の
地
方
の
所
謂
伴
囚
刀
工
に
よ
TO
製
作
さ
れ
､
そ
の
移
住
に
よ
り
近
畿
中
間
等
の

鞍
刀
工
業
が
次
第
に
聴
達
し
､
大
和
宇
多
の
天
閥
､
播
磨
小
川
の
貸
鵬
等
が
難
損
じ
.
播
州
か
ら
伯
署
備
前
等
に
嵐

延
し
た
形
跡
を
追
跡
し
和
た
こ
亡
で
あ
っ
た
｡

此
等
の
箇
々
の
鍛
刀
工
業
の
中
心
は
何
れ
も
原
料
た
る
銀
鱗
供
給
4,J
製
品
の
需
嘉
.fJ
の
踊
係
で
盛
衰
あ
っ
て
'
備

前
は
そ
の
中
最
も
促
捷
の
位
置
を
占
め
た
薦
め
に
寧
安
朝
以
後
最
大
の
磯
展
を
遂
げ
た
も
の
で
あ
る
｡

第
三
は
鎌
倉
に
興
っ
た
鍛
刀
工
業
は
備
前
凶
宗
助
展
粟
出
口
問
綱
等
の
移
住
に
先
ち
.
先
勝
幕
府
の
創
設
文
治
奥

州
征
伐
だ
前
後
し
て
舞
草
鍛
冶
の
平
泉

一
派
が
既
に
衆
-
'
山
内
非
鍛
冶
ヶ
谷
に
於
で
兵
器
供
君
に
従
事
L
p.
そ
の

中
に
舞
輩
僧
房
､
月
例
､
問
弘
等
の
名
工
が
ゐ
た
こ
だ
で
(
史
林
第

怨
)是
れ
は
水
元
番
鍛
冶

の平
安
京
に
新
ら
し

い
鍛
刀
術
の
気
運
を
振
ら
せ
る
前
即
ち
舶
州
作
風
が
天
下
を
胤
磨
す
る
百
五
十
年
前
に
既
に
起
源
す
る
こ
ど
な
意
味

す
る
q

今
苗
に
九
州
鍛
冶
の
起
源
を
探
究
し
た
結
果
だ
し
て
'
朝
鮮
牛
島
を
粧
由
す
る
大
陸
交
通
の
門
戸
た
る
九
州
に
北

九
州
刀
h
f介
布
の
鰐
故
地
現
的
記
載

書
記

九



地

球

鋳
八
巻

解
式
班

等

宗

7
0

魂
の
刀
工
が
凍
肴
L
P
修
魔
道
だ
共
に
愛
山
宇
佐
等
に
筑
紫
鍛
冶
の

1
派
が
早
-
輿
む
､
集
紫
問
造
磐
井
の
根
嘘
地

に
近
旦

二
池
に
も
赤
花
秦
氏
を
名
乗
る

一
派
が
之
だ
並
び
.
博
多
の
軍
津
に
近
,･T･多
多
良
に
左

一
家
の
皿
先
た
る
べ

き
多
々
良

一
派
が
凍
著
し
牛
島
を
耗
由
せ
ざ
る
南
支
郵
ど
の
湛
航
路
が
開
け
る
頃
に
薩
摩
に
披

ノ
卒

1
派
が
興
っ
た

こ
bJ
を
知
っ
た

此
の
最
後
の
情
庸
交
通
時
代
に
入
っ
て
長
安
刀
工
王
氏
の

1
族
が
奈
良
の
三
億
大
宮
鍛
冶
ど
な
-

三
池

1
派
か
ら
は
河
内
薬
包
卒

一
派
･,J
な
っ
て
､
共
に
奥
州
系
の
渚
派
の
中

へ
新
派
を
興
し
て
､
平
安
朝
の
鍛
刀
工

業
の
新
時
期
を
開
い
た
種
路
が
略
ぼ
明
か
ど
な
っ
た
｡

此
等
を
通
観
す
れ
ば
満
洲
燕
由
ビ
中
島
歴
由
ど
の
爾
交
通
兼
が
各
我
が
群
島
の
文
化
生
活
に
最
も
育
-
影
聾
し
た

意
義
を
明
か
に
す
る

1
珊
ど
な
-
.
最
後
の
南
朝
及
び
階
庸
ど
の
南
支
那
経
由
の
航
掛
の
開
通
後
に
流
れ
込
ん

だ文

化
の
潮
流
が
奈
良
平
安
南
京
に
及
ぼ
し
た
影
響
が

一
府
泥
大
で
､
今
日
ま
で
持
て
聯
さ
れ
る
多
-
の
名
刀
は
此
等
の

交
通
の
配
合
物
亡
君
倣
す
べ
き
も
の
で
あ
る
.
そ
の
歴
史
地
坪
的
悪
童
は
此
等
の
刀
工
の
地
球
的
分
布
に
依
わ
､
握

路
に
常
る
地
鮎
が
決
定
さ
れ
る
覇
宜
に
在
る
｡

以
上
述
べ
た
所
に
古
い
牛
島

へ
の
沿
岸
航
路
に
潜
る
山
陰
混
及
び
著
越
の
日
本
海
沿
岸
が
佃
は
漏
れ
て
ゐ
る
｡
此

の
地
方
の
交
通
に
摘
す
る
材
料
が
我
々
の
研
究
法
に
よ
-
琴
ら
れ
る
ビ
期
待
さ
れ
る
が
.
今
は
其
の
研
究
の
暇
を
待

な
い
か
ら
蓮
を
他
日
に
譲
る
｡
(完
)


