
「
鬼
ノ
岩
窟
」
と
、
鉄
と
、
聖
地

一
、
は
じ
め
に

　
別
府
の
地
名
を
、
明
治
よ
り
以
前
の
古
い
小
字
名
（
「
別
府
市

誌
」
昭
和
六
〇
年
刊
に
付
載
）
を
見
て
ゆ
く
と
、
す
ぐ
に
気
が
つ

く
の
は
、
鶴
と
亀
と
い
う
縁
起
の
良
い
名
前
で
あ
る
。
牛
・
馬
な

ど
の
ほ
か
に
、
高
地
に
は
野
性
動
物
の
名
が
多
く
、
こ
と
に
東
山

地
区
に
は
鹿
や
猿
・
狐
・
狸
・
猪
・
蛇
さ
ら
に
ク
ラ
4
K
u
r
a
n
g
i

（
大
蛇
の
朝
鮮
語
）
ま
で
い
る
。
い
ま
の
別
府
か
ら
は
想
像
も
出

来
な
い
よ
う
な
自
然
優
位
で
あ
る
。

　
文
化
的
に
は
、
何
と
い
っ
て
も
タ
タ
ラ
・
鍛
冶
の
地
名
と
と
も

に
、
そ
れ
に
関
連
す
る
も
の
が
多
く
、
金
山
・
銅
免
・
鉱
地
ま
た

千
疋
・
白
土
・
水
落
・
登
り
立
・
風
穴
な
ど
沢
山
に
あ
る
。
だ
か

ら
神
社
も
ま
た
多
い
。

　
こ
れ
ら
の
う
ち
、
明
治
一
五
年
の
『
字
小
名
取
調
帳
』
の
中
で

富
　
米

隆

は
、
す
で
に
消
え
て
い
る
も
の
も
多
い
。
近
代
化
の
た
め
に
か
、

歴
史
の
移
り
変
り
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
。

　
古
く
は
、
「
日
本
書
紀
」
・
「
豊
後
風
土
記
」
な
ど
に
よ
り
、

景
行
天
皇
の
九
州
西
征
の
記
事
を
み
る
と
、
豊
前
と
豊
後
と
に
、

一
の
共
通
し
た
「
表
現
の
型
」
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。

　
ま
ず
天
皇
方
の
先
達
の
武
将
た
ち
。
そ
し
て
平
野
部
に
は
天
皇

を
奉
迎
す
る
女
性
の
首
長
の
存
在
。
山
間
部
で
は
反
抗
す
る
族
長

た
ち
。
日
本
語
で
分
ら
な
い
よ
う
な
名
前
は
、
朝
鮮
語
を
媒
介
す

る
こ
と
で
始
め
て
理
解
で
き
る
こ
と
（
『
史
談
』
前
号
）
。
全
く

同
じ
「
型
」
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
。

　
さ
ら
に
、
天
皇
の
進
路
を
辿
る
と
、
周
防
の
娑
婆
ノ
津
か
ら
、

豊
前
の
京
都
郡
へ
、
そ
こ
か
ら
（
宇
佐
を
す
ぎ
て
）
佐
賀
ノ
関
へ

さ
ら
に
直
入
の
城
原
へ
と
南
に
三
〇
度
の
天
道
線
に
の
り
、
Ｓ
字

状
に
南
下
・
進
軍
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
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い
ろ
い
ろ
と
苦
し
み
な
が
ら
の
発
見
が
あ
っ
た
。

　
「
豊
」
の
国
と
は
結
局
「
鍛
冶
文
化
の
王
国
」
の
意
と
な
っ
て
、

（
本
誌
八
号
反
び
「
喜
寿
記
念
集
」
）
別
府
に
四
ケ
所
も
の
、
タ

タ
ラ
地
名
（
関
連
す
る
多
く
の
地
名
）
の
あ
る
意
味
も
漸
く
に
分

か
っ
た
。
永
年
か
か
っ
た
け
れ
ど
、
や
っ
と
結
論
が
出
た
。

　
い
よ
い
よ
最
後
の
大
物
が
の
こ
っ
た
。
「
鬼
ノ
石
窟
」
古
墳
で

あ
る
。
普
通
は
形
か
ら
「
亀
塚
」
・
「
亀
甲
山
」
な
ど
と
言
っ
た

り
す
る
。
ま
た
地
名
か
ら
の
呼
び
名
で
あ
っ
た
り
す
る
。

　
そ
れ
な
の
に
、
ど
う
し
て
「
鬼
」
な
ど
と
言
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
だ
れ
が
、
い
つ
ご
ろ
、
な
ぜ
？
　
分
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
で
あ

る
。
県
内
を
さ
が
し
て
も
、
そ
ん
な
に
多
く
は
な
い
。
豊
前
・
豊

後
と
い
う
か
ら
、
「
豊
」
の
中
心
の
福
岡
県
の
ほ
う
は
ど
う
か
。

　
豊
前
を
ふ
く
め
て
福
岡
県
全
体
で
も
、
甘
木
市
に
「
鬼
の
枕
古

墳
」
が
一
つ
だ
け
（
そ
れ
も
Ｔ
几
八
五
年
消
滅
）
だ
と
、
入
江
さ

ん
が
調
べ
て
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
う
な
る
と
、
豊
後
に
点
々

と
四
・
五
ケ
所
に
あ
る
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
ど
う

し
た
こ
と
か
、
と
、
改
め
て
考
え
こ
ま
ざ
る
を
得
な
い
。

　
も
う
逃
げ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
、
と
に
角
あ
れ
こ
れ
を

考
え
な
が
ら
、
前
に
進
ん
で
み
た
い
。

二
、
「
鬼
」
の
は
な
し

　
鬼
と
い
え
ば
、
悪
い
も
の
・
恐
ろ
し
い
も
の
、
と
い
う
感
じ
で

あ
る
が
、
そ
う
だ
と
決
め
て
し
ま
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
か
。

　
子
供
の
こ
ろ
、
。
鬼
ゴ
ッ
コ
す
る
も
の
、
寄
っ
と
い
で
〃
誰
か

の
声
が
聞
こ
え
る
と
、
近
所
の
子
供
た
ち
が
ワ
ー
ツ
と
家
の
中
か

ら
飛
び
出
し
て
く
る
の
が
、
毎
日
だ
っ
た
。

　
鬼
ゴ
ッ
コ
遊
び
は
、
遊
び
で
あ
っ
て
、
「
恐
ろ
し
い
も
の
・
悪

い
者
」
な
ど
と
考
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。
昭
和
の
は
じ
め
で
、

小
学
一
年
の
と
き
の
私
た
ち
の
国
語
読
本
で
は
、
一
番
終
わ
り
に

「
モ
モ
タ
ロ
ウ
の
鬼
が
島
征
伐
」
が
の
っ
て
い
た
が
、
家
来
に
は

イ
ヌ
・
サ
ル
・
キ
ジ
を
つ
れ
て
ゆ
く
の
だ
か
ら
、
子
供
心
に
も
、

こ
れ
は
作
り
話
だ
と
思
っ
て
い
た
か
ら
、
鬼
も
作
り
話
で
あ
り
、

そ
れ
だ
け
の
こ
と
だ
っ
た
。

　
鬼
が
悪
い
や
つ
だ
、
と
い
う
の
は
、
二
月
の
節
分
の
豆
ま
き
の

と
き
、
父
親
が
豆
を
も
っ
て
、
「
福
は
内
、
鬼
は
外
」
と
い
っ
て

豆
を
な
げ
る
の
を
拾
っ
て
、
自
分
の
年
の
数
だ
け
食
べ
る
こ
と
だ
っ

た
。
福
も
鬼
も
、
目
に
は
見
え
な
い
が
、
鬼
は
悪
い
や
つ
だ
と
い

う
位
は
教
わ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
が
、
覚
え
て
い
な
い
。
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中
学
の
と
き
、
満
州
事
変
が
始
ま
り
、
だ
ん
だ
ん
軍
事
色
が
強

く
な
り
、
教
練
の
時
間
が
厳
し
く
な
っ
て
い
っ
た
。

　
だ
が
、
本
当
に
「
桃
太
郎
」
の
こ
と
が
強
く
印
象
に
の
こ
っ
て

い
る
の
は
、
熊
本
の
五
高
に
入
っ
た
年
の
夏
の
こ
と
で
あ
る
。

　
友
人
が
岡
山
の
六
高
に
入
っ
て
、
そ
れ
が
夏
休
み
に
、
九
段
上

の
私
の
家
に
遊
び
に
き
て
、
六
高
ダ
ン
ス
を
踊
っ
て
み
せ
た
の
で

あ
る
。
五
高
の
「
武
夫
原
頭
」
と
全
く
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る

が
、
座
敷
の
ま
ん
な
か
で
の
こ
と
で
、
そ
れ
が
桃
太
郎
ダ
ン
ス
だ
っ

た
か
ら
、
た
い
へ
ん
印
象
的
で
、
今
で
も
目
に
見
え
る
よ
う
で
あ

る
。
そ
の
】
節
を
、
左
に
記
し
て
み
る
。

　
む
ぅ
か
し
、
む
ぅ
か
し
、
そ
の
む
か
し

　
　
　
ぢ
い
さ
ん
と
、
ば
あ
さ
ん
が
、
あ
っ
た
と
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ョ
イ
ヤ
サ
、
キ
タ
サ

　
ぢ
い
さ
ん
は
、
や
ぁ
ま
へ
、
し
ば
か
り
に
、

　
　
　
ば
あ
さ
ん
は
、
か
ぁ
わ
へ
、
せ
ん
た
く
に
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ョ
イ
ヤ
サ
、
キ
タ
サ

　
ど
ん
ぶ
り
こ
、
ど
ん
ぶ
り
こ
、
な
が
れ
く
る
、

　
　
　
モ
モ
を
ば
、
ば
あ
さ
ん
、
ひ
ろ
い
あ
げ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ョ
イ
ヤ
サ
、
キ
タ
サ

お
う
ち
へ
、
帰
え
っ
て
、
真
っ
ぶ
た
つ

　
　
　
な
か
か
ら
、
で
た
の
が
。
こ
の
わ
た
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ョ
イ
ヤ
サ
、
キ
タ
サ

　
成
人
、
長
じ
て
、
オ
ニ
が
島

　
　
　
征
伐
、
せ
ん
と
て
、
家
を
で
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ョ
イ
ヤ
サ
、
キ
タ
サ

　
　
　
（
中
略
）

　
赤
鬼
、
青
鬼
、
ま
だ
ら
鬼

　
　
　
ま
え
か
ら
、
く
る
や
っ
あ
、
拝
み
う
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ョ
イ
ヤ
サ
、
キ
タ
チ

　
あ
と
か
ら
、
く
る
や
っ
あ
、
背
負
い
投
げ

　
　
　
う
っ
か
り
し
て
、
立
っ
て
る
や
っ
あ
、
ぶ
ん
な
ぐ
っ
て

　
　
　
七
ゆ
す
り
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
イ
ヤ
サ
、
キ
タ
サ

さ
す
が
に
六
高
は
吉
備
の
国
、
桃
太
郎
の
本
場
で
は
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
桃
太
郎
の
研
究
と
い
え
ば
、
私
た
ち
に
と
っ
て
の

民
俗
学
界
の
大
御
所
、
柳
田
国
男
翁
の
『
桃
太
郎
の
誕
生
』
を
、

昭
和
一
七
年
（
三
省
堂
）
に
入
手
し
た
。
む
さ
ぼ
る
よ
う
に
読
ん

で
、
母
親
か
ら
「
す
っ
か
り
子
供
に
か
え
っ
た
よ
う
ね
」
と
冷
や

か
さ
れ
た
り
し
た
。
こ
れ
は
鬼
で
は
な
く
て
、
「
小
サ
子
物
語
」
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の
本
で
あ
っ
た
。
大
学
生
の
と
き
で
あ
る
。
「
鬼
畜
米
英
」
と
の

戦
争
の
真
っ
最
中
だ
っ
た
か
ら
、
柳
田
学
に
と
り
つ
か
れ
た
。

　
戦
後
に
な
っ
て
求
め
た
の
は
、
文
化
人
類
学
の
泰
斗
、
石
田
英

一
郎
「
桃
太
郎
の
母
」
　
（
昭
和
四
一
　
講
談
社
）
で
あ
る
。
社
会

学
の
講
義
を
担
当
し
て
い
た
だ
け
に
、
「
文
化
人
類
学
」
と
い
う

宣
伝
に
興
味
を
ひ
か
れ
た
。
内
容
に
は
、
「
月
と
不
死
－
沖
縄
研

究
－
」
と
か
、
「
天
馬
の
道
―
中
国
古
代
文
化
－
」
な
ど
と
共
に

収
め
ら
れ
た
「
桃
太
郎
の
母
」
も
母
子
神
信
仰
と
し
て
の
「
小
サ

子
神
」
で
あ
る
。
柳
田
翁
も
、
こ
ち
ら
も
、
ど
ち
ら
に
も
「
鬼
」

の
こ
と
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。

　
そ
の
後
、
昭
和
五
八
年
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
の
一
冊
と
し
て
、

『
桃
太
郎
の
運
命
』
が
鳥
越
信
氏
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
な
児
童
文

学
の
流
れ
（
民
話
の
あ
り
方
）
を
数
多
く
紹
介
さ
れ
、
時
代
と
と

も
に
移
り
か
わ
る
様
子
に
も
す
っ
か
り
驚
か
さ
れ
た
。
そ
の
中
で

も
面
白
か
っ
た
の
は
森
桂
園
の
「
鬼
が
島
」
だ
っ
た
。

　
　
「
桃
を
拾
い
あ
げ
た
お
ば
あ
さ
ん
は
、
家
に
持
ち
帰
っ
て
、
お

じ
い
さ
ん
と
共
に
食
べ
る
と
、
二
人
は
ぐ
ん
ぐ
ん
若
が
え
っ
て
、

お
ば
あ
さ
ん
は
や
が
て
身
重
に
な
り
、
三
年
目
に
男
の
子
を
産
ん

で
、
桃
太
郎
と
名
付
け
た
」
云
々
。
あ
ｘ
、
ビ
ッ
ク
リ
し
た
。

　
鬼
の
こ
と
で
は
芥
川
竜
之
助
の
小
説
「
桃
太
郎
」
が
面
白
い
が
、

こ
れ
は
小
説
で
あ
る
。
「
鬼
」
の
研
究
の
本
も
あ
る
が
、
本
稿
の

眼
目
と
も
合
わ
な
い
よ
う
だ
。
だ
か
ら
、
や
は
り
、
そ
の
方
の
角

度
か
ら
調
べ
ね
ば
な
る
ま
い
。

三
、
「
鬼
」
と
い
う
語
に
つ
い
て

　
今
手
許
に
あ
る
の
は
、
若
尾
五
雄
『
鬼
伝
説
の
研
究
　
金
工
史

の
視
点
か
ら
　
』
。
こ
れ
は
役
に
立
ち
そ
う
だ
。
ほ
か
に
は
、
大
　
　
　
一

和
岩
雄
『
鬼
と
天
皇
』
、
邦
光
史
郎
『
鬼
の
伝
説
』
が
あ
り
、
そ
　
　
2
5

れ
に
道
教
の
研
究
家
福
永
光
司
＾
中
津
市
出
身
゛
の
『
馬
の
文
化
　
　
　
一

と
、
船
の
文
化
』
　
（
平
成
八
・
三
刊
）
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
だ
け
有
れ
ば
大
丈
夫
だ
ろ
う
。

　
ま
ず
順
序
か
ら
言
っ
て
、
「
鬼
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
か
ら
始

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
手
始
め
に
「
大
字
辞
典
」
と

『
学
研
漢
和
大
字
典
』
か
ら
ひ
い
て
み
る
。

「
大
字
典
」



鬼
　
（
漢
）心弓

　
　
　
｀
キ
　
オ
ニ
、
タ
マ
、
タ
マ
シ
ヒ
、
死
ン
ダ
霊

キ
　
　
幽
魂
、
バ
ケ
モ
ノ

　
　
　
サ
ト
シ
、
ラ
セ
ツ
、
夜
叉

　
〔
和
義
〕
　
オ
ニ
、
借
金
取
り
、

　
　
　
　
　
猛
勇
、
無
慈
悲
、
異
形
等
ヲ
現
ワ
ス
語

　
〔
語
義
・
字
源
〕
　
人
ノ
死
シ
テ
ナ
ル
モ
ノ

　
　
　
　
　
死
者
ノ
霊
魂

①
鬼
ノ
義
ヲ
ト
ル
字

　
　
　
　
　
魂
、
魂
、
蛸
等
、
鬼
部
二
属
ス
ル
大
部
ノ
字

②
鬼
ノ
音
符
字

　
　
　
　
　
愧
、
腕
、
婉
、
魏
、
傀
、
塊
、
槐
、
塊
、
院
、

　
　
　
　
　
鬼
、
魁
、
婉
、
極
、
魏
等

　
『
学
研
漢
和
大
字
典
』

鬼
キ

　
〔
意
味
〕
①
　
お
に
、
死
人
の
お
ば
け
、
亡
霊

　
　
　
　
　
▽
中
国
で
は
、
魂
が
体
を
離
れ
て
さ
ま
よ
う
と
考
え

　
　
　
　
　
三
国
・
六
朝
以
降
に
は
、
泰
山
の
地
下
に
鬼
の
世

　
　
　
　
　
界
が
あ
る
（
冥
界
）
と
信
じ
ら
れ
た
。

　
　
　
　
幽
鬼
、
属
鬼
（
わ
る
い
鬼
）

　
　
　
②
（
仏
）
イ
地
獄
で
死
者
を
扱
う
も
の
や
死
人
た
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
口
人
力
以
上
の
力
を
も
ち
、
人
間
を
害
す

　
　
　
　
　
　
　
　
る
も
の

　
　
　
③
（
名
）
飢
餓
に
苦
し
む
亡
者
（
餓
鬼
）

　
　
　
④
（
名
）
い
や
な
人
、
ず
ば
抜
け
て
い
る
が
い
や
ら

　
　
　
　
　
し
い
人
。
債
鬼
（
借
金
取
り
）
、
鬼
蟻
（
陰
険
な

　
　
　
　
　
人
）

　
　
　
⑤
（
形
・
名
）
あ
の
世
の
。
死
後
の
世
界
の
。
転
じ

　
　
　
　
　
て
人
の
住
ま
な
い
異
様
な
所
（
鬼
籍
、
鬼
録
）

　
　
　
⑥
（
形
）
人
間
の
わ
ざ
と
は
思
え
な
い
。
並
は
ず
れ

　
　
　
　
　
て
優
れ
た
。
（
鬼
工
、
鬼
才
）

〔
国
〕
お
に

　
　
　
①
そ
の
道
に
Ｉ
生
か
け
た
人
。
（
芸
道
の
鬼
）

　
　
　
②
鬼
の
よ
う
に
む
ご
い
。
（
鬼
婆
、
鬼
夫
婦
）

　
　
　
③
鬼
の
よ
う
に
強
い
。
（
鬼
将
軍
）

　
　
　
④
並
は
ず
れ
て
大
き
い
。
普
通
と
違
っ
た
お
か
し
な

　
　
　
　
　
（
鬼
ゆ
り
、
鬼
や
ん
ま
）
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「
大
字
典
」
と
「
漢
和
大
字
典
」
に
よ
る
と
、
「
鬼
」
と
い
う

の
は
、
だ
い
た
い
死
者
の
霊
で
あ
り
（
鬼
籍
に
入
る
と
い
う
）
特

別
の
古
墳
を
造
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
中
で
も
「
並
は
ず

れ
て
す
ぐ
れ
た
」
と
か
「
鬼
の
よ
う
に
強
い
」
と
い
う
よ
う
な
土

地
の
支
配
者
を
意
味
し
た
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
に
「
日

出
町
か
ら
移
っ
た
次
期
の
新
し
い
古
墳
」
　
（
「
別
府
市
誌
」
）
で

あ
る
だ
け
に
、
別
府
に
と
っ
て
初
代
の
王
者
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

そ
れ
だ
け
に
ま
た
「
恐
ろ
し
い
」
支
配
者
だ
っ
た
。

　
と
は
言
っ
て
も
、
な
ん
の
伝
説
も
聞
か
な
い
か
ら
、
だ
れ
が
、

い
つ
ご
ろ
『
鬼
』
と
名
付
け
た
の
か
は
分
か
り
よ
う
が
な
い
。

　
延
岡
か
ら
高
千
穂
線
に
乗
っ
て
、
町
に
行
っ
た
と
き
、
大
き
な

古
墳
が
あ
り
、
こ
ん
も
り
と
木
々
が
茂
っ
て
い
た
の
を
見
て
、
そ

の
土
地
の
人
に
間
い
た
ら
「
あ
の
お
山
に
上
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん

よ
。
出
て
来
た
人
は
居
な
い
ん
で
す
よ
」
と
言
わ
れ
た
。
「
腹
が

せ
く
」
位
の
こ
と
は
よ
く
聞
く
が
、
こ
の
言
葉
に
は
驚
い
た
が
、

そ
の
後
、
あ
ち
こ
ち
で
同
じ
言
葉
を
聞
く
よ
う
に
な
っ
た
。
大
分

川
東
岸
の
下
郡
か
ら
長
谷
（
ナ
ガ
タ
ニ
）
に
は
「
あ
の
森
に
は
大

蛇
が
住
ん
で
い
て
、
入
っ
た
ら
出
ら
れ
な
い
と
い
う
よ
」
と
聞
か

さ
れ
た
が
、
今
日
で
は
き
れ
い
に
街
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
　
「
鬼
ノ
石
窟
」
に
は
伝
説
は
な
い
が
、
最
初
の
強
大
な
支
配
者

だ
っ
た
だ
け
に
、
案
外
に
古
い
呼
び
名
か
も
し
れ
な
い
。

　
い
ろ
い
ろ
考
え
て
も
分
か
ら
な
い
か
ら
、
も
一
度
出
直
そ
う
。

　
　
『
大
字
典
』
の
終
り
の
「
鬼
の
音
符
字
」
の
な
か
に
、
終
り
に

「
魏
」
と
い
う
の
が
あ
っ
た
。
魏
志
倭
人
伝
を
思
い
出
し
た
。

　
魏
は
、
委
に
鬼
で
あ
り
、
倭
は
人
に
委
で
あ
る
。
委
（
女
が
稲

を
つ
く
る
意
）
を
共
有
し
て
、
一
は
鬼
、
一
は
人
で
あ
る
。
こ
れ

は
ど
う
し
た
も
の
か
と
、
自
分
な
り
の
発
見
に
面
白
が
っ
た
り
、

考
え
込
ん
だ
り
し
た
。

　
　
『
三
国
志
』
の
「
魏
志
東
夷
伝
」
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る

が
、
念
の
た
め
に
「
鬼
」
を
み
て
み
る
。

　
夫
飴
、
殷
の
正
月
を
以
て
天
を
祭
る

　
高
句
麗
、
大
屋
を
立
て
大
鬼
神
を
祭
る

　
　
　
十
月
を
以
て
、
天
を
祭
る

　
蔵
、
十
月
の
節
を
以
て
天
を
祭
る
。

　
馬
韓
、
五
月
を
以
て
種
を
下
し
お
わ
り
、
鬼
神
を
祭
る
。

　
　
　
鬼
神
を
信
じ
、
国
邑
に
各
一
人
を
立
て
、
天
神
を
祭
る
こ

　
　
　
と
を
つ
か
さ
ど
ら
し
む
。
鬼
神
に
事
ふ
。
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辰
韓
、
（
な
し
）

弁
韓
、
鬼
神
を
祠
祭
す
る
。

倭
人
、
（
卑
弥
呼
）
鬼
道
を
事
と
し
、
能
く
衆
を
惑
わ
す
。

　
右
は
白
川
静
『
中
国
古
代
の
文
化
』
か
ら
孫
引
き
し
た
が
、

「
鬼
神
」
と
か
「
鬼
道
」
と
か
に
な
る
と
、
最
も
新
し
い
書
と
し

て
福
永
光
司
『
馬
の
文
化
と
船
の
文
化
』
が
、
入
手
し
や
す
く
も

あ
り
、
い
ろ
い
ろ
と
説
明
が
あ
る
。
「
鬼
神
の
祭
り
、
人
鬼
」

「
鬼
遣
に
つ
い
て
」
ま
た
「
神
と
鬼
」
　
「
魂
と
哨
」
な
ど
な
ど
。

　
そ
れ
に
し
て
も
『
古
事
記
』
に
は
な
い
「
鬼
」
が
、
『
日
本
書

紀
』
に
は
ど
う
し
て
出
て
く
る
の
か
。
そ
れ
は
と
も
角
、
こ
う
な

る
と
「
鬼
」
と
い
う
語
は
ず
い
分
と
古
く
か
ら
あ
り
、
地
方
に
ひ

ろ
が
り
、
い
よ
い
よ
伝
説
化
し
た
り
も
す
る
。
コ
ッ
目
の
鬼
」

と
な
れ
ば
、
「
一
ッ
目
の
竜
神
」
と
は
も
う
似
た
よ
う
な
こ
と
に

も
な
る
。
（
神
々
に
も
多
い
）
。

　
そ
う
し
て
「
一
ッ
目
・
一
本
足
」
の
巨
人
と
な
れ
ば
、
当
地
に

は
「
百
合
若
大
臣
」
の
物
語
り
（
本
拠
地
は
大
分
市
）
さ
え
生
ま

れ
て
く
る
。
九
六
位
山
麓
に
も
同
様
な
伝
承
が
あ
る
。

　
こ
う
な
る
と
、
卑
弥
呼
の
「
鬼
道
」
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
か
ら
離
れ

て
、
俗
世
界
の
「
鍛
冶
文
化
」
に
近
づ
い
て
く
る
。

四
、
鬼
の
つ
く
古
墳
と
鉄
文
化

　
　
「
鬼
」
と
っ
く
古
墳
は
、
豊
前
に
は
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。

（
入
江
氏
の
御
教
示
）
。
あ
と
、
豊
後
に
つ
い
て
、
左
の
四
書
を

利
用
し
た
。

　
角
川
書
店
刊
『
大
分
県
地
名
大
辞
典
Ｊ

　
Ｏ
Ｂ
Ｓ
大
分
放
送
『
大
分
歴
史
大
事
典
』

　
平
凡
社
刊
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
四
五
・
大
分
』

　
保
育
社
、
橘
昌
信
『
日
本
の
古
代
遺
跡
四
九
・
大
分
』

　
右
に
よ
っ
て
、
北
の
方
か
ら
写
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

名
称
　
　
　
　
場
所

鬼
塚
　
　
　
国
見
町
の
丘
陵
北
端

鬼
が
城
　
　
玖
珠
町
（
旧
森
町
東
）

鬼
塚
　
　
　
玖
珠
町
小
田

秋
葉
鬼
塚
　
三
重
町
秋
葉

鬼
の
石
窟
　
別
府
市
上
人
町

遺
物
　
装
飾

省
略

尹ﾀ　ZZ//

線
刻
両

線
刻
画

彩
色

彩
色

彩
色
線
刻
画

た
だ
こ
の
ほ
か
に
大
分
市
丹
生
の
佐
野
神
社
う
ら
に
雄
塚
雌
塚
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と
よ
ば
れ
る
小
円
丘
が
二
つ
並
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
前
方
後
円

墳
の
崩
れ
残
り
で
あ
る
ら
し
く
、
昔
は
「
鬼
塚
」
と
よ
ば
れ
て
い

た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
大
学
で
内
野
先
生
の
実
地
指
導
で
野
間

古
墳
群
十
余
を
測
量
し
た
と
き
、
そ
れ
ら
が
、
こ
の
方
向
に
一
致

し
た
か
ら
、
お
そ
ら
く
丹
生
川
中
流
の
中
心
古
墳
だ
っ
た
と
思
う
。

当
ら
ず
と
雖
も
遺
か
ら
ず
、
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
装
飾
を
も
つ
た
り
、
遺
物
に
め
ぐ
ま
れ
た
古
墳
は

他
に
多
く
あ
る
（
前
記
、
橘
氏
著
『
大
分
の
遺
跡
』
な
ど
）
が
、

此
所
に
は
、
「
鬼
」
の
付
く
も
の
に
限
っ
た
。
装
飾
の
多
い
こ
と

が
遺
物
と
共
に
、
将
来
、
考
古
学
的
な
解
決
に
つ
な
が
る
か
も
知

れ
な
い
が
、
そ
れ
は
専
門
の
学
者
に
ゆ
ず
り
た
い
。

　
こ
こ
で
は
、
右
の
よ
う
な
位
置
に
、
点
々
と
「
鬼
」
の
古
墳
が

存
在
す
る
事
の
意
味
（
ど
う
し
て
、
誰
が
、
い
つ
頃
か
は
分
か
ら

な
い
け
れ
ど
も
）
を
、
何
と
か
考
え
て
み
た
い
欲
望
に
か
り
立
て

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
別
府
の
地
に
は
、
「
鬼
ノ
石
窟
」
　
（
古
墳
）
の
ほ
か
に
、
そ
こ

か
ら
西
の
山
手
に
「
鬼
山
」
　
（
鬼
山
地
獄
あ
り
）
が
あ
る
。
南
の

東
山
に
は
志
高
湖
が
あ
り
、
西
の
迫
を
「
鬼
が
迫
」
と
よ
ん
で
い

る
。
と
す
る
と
、
そ
の
と
な
り
の
城
島
（
き
じ
ま
）
も
、
あ
る
い

は
「
鬼
島
」
が
元
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
思
え
る
。
と
い
う
の

は
「
桃
太
郎
」
が
征
伐
し
た
「
鬼
が
島
」
と
い
う
の
が
、
岡
山
か

ら
対
岸
の
四
国
・
高
松
の
人
口
近
い
「
女
木
島
」
　
（
め
き
じ
ま
）

だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
木
・
紀
・
城
・
鬼
、
こ
れ
ら

す
べ
て
の
「
キ
」
は
自
由
に
移
動
す
る
か
ら
で
あ
る
。
と
に
角
、

別
府
に
三
ケ
所
も
「
鬼
」
が
あ
る
の
は
凄
い
。

　
一
つ
の
例
と
し
て
、
古
墳
で
は
な
い
が
、
国
見
町
に
「
鬼
ノ
岩

屋
」
・
「
鬼
が
城
」
と
呼
ば
れ
る
所
が
あ
る
。
じ
つ
は
名
刀
工
の

紀
ノ
行
平
、
彼
は
紀
ノ
新
大
夫
行
平
と
よ
ば
れ
、
そ
れ
が
あ
ま
り

の
名
刀
工
ゆ
え
に
、
名
前
を
も
じ
っ
て
鬼
神
大
夫
と
呼
ば
れ
た
。

そ
の
鍛
冶
の
場
を
、
世
人
称
し
て
「
鬼
ノ
岩
屋
」
・
「
鬼
が
城
」

と
云
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
（
『
香
々
地
町
史
』
）

　
こ
の
鬼
神
大
夫
、
の
ち
に
次
第
に
国
東
半
島
か
ら
別
府
を
南
下

し
、
つ
い
に
大
分
市
上
野
丘
の
東
端
の
「
岩
屋
」
に
入
り
、
さ
ら

に
東
し
て
鶴
崎
の
奥
の
「
二
目
川
」
　
（
ふ
た
め
が
わ
）
に
住
ん
で

豊
後
高
田
鍛
冶
の
祖
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
鍛
冶
の
業
は
、
他
人
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
嫌
っ
た
。
特
殊
な
技

で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
秘
術
を
盗
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
た
の
だ
。

ふ
つ
う
の
人
達
か
ら
み
れ
ば
、
粉
砂
鉄
を
燃
や
し
て
い
る
の
か
、
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と
思
っ
て
い
る
と
、
色
々
な
金
工
物
が
出
て
く
る
。
「
火
」
を
扱

う
の
も
恐
ろ
し
い
。
「
地
獄
の
図
は
、
鍛
冶
屋
か
ら
展
開
し
た
も

の
だ
」
と
云
わ
れ
る
。

　
タ
タ
ラ
・
カ
ジ
の
業
は
、
「
砂
鉄
七
里
に
、
炭
三
里
」
と
い
わ

れ
る
が
、
こ
れ
は
材
料
を
は
こ
ぶ
距
離
で
あ
る
し
、
炭
と
い
う
の

は
木
炭
だ
か
ら
、
森
林
の
あ
る
所
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
す
る

と
、
だ
い
た
い
三
里
ぐ
ら
い
の
所
を
移
動
し
て
い
っ
た
、
と
考
え

て
良
い
だ
ろ
う
。

　
紀
ノ
行
平
は
、
始
め
に
竹
田
津
の
鬼
篭
（
キ
ゴ
）
に
鍛
冶
場
を

作
っ
た
。
森
の
下
に
井
戸
水
あ
り
。
こ
こ
か
ら
野
田
に
、
最
後
に

鬼
が
城
に
移
っ
た
。
黒
木
山
の
山
腹
で
自
然
の
石
窟
。
石
清
水
が

わ
き
、
そ
の
上
方
に
鍛
冶
場
、
多
々
良
、
金
敷
な
ど
が
あ
る
。

　
紀
ノ
行
平
、
す
な
わ
ち
鬼
神
大
夫
と
よ
ば
れ
た
よ
う
な
カ
ジ
ヤ

の
居
る
と
こ
ろ
に
、
「
鬼
」
の
伝
説
が
付
い
て
動
い
た
、
と
仮
定

し
よ
う
。

　
そ
う
す
る
と
、
香
々
地
（
カ
ガ
は
岑
；
原
鉱
の
音
写
）
は
、

古
く
神
武
天
皇
の
故
事
の
「
天
ノ
香
具
山
」
の
カ
グ
と
も
同
じ
意

味
で
あ
る
。
そ
し
て
伊
美
に
は
「
赤
根
」
　
（
赤
は
銅
・
水
銀
朱
）

が
あ
る
。
そ
し
て
鬼
神
大
夫
が
居
る
。

　
伊
美
の
北
端
の
古
墳
が
、
「
鬼
塚
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
左
様
い
う
因
縁
か
ら
、
後
人
の
名
付
け
た
も
の
で
は
な

い
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
「
鬼
」
と
「
鉄
」
↓
「
鬼
塚
」
の
誕
生
。
す
こ
し
単
純
す
ぎ
る

か
も
知
れ
な
い
が
、
と
も
角
、
第
一
の
出
発
点
と
し
て
、
こ
う
い

う
仮
説
を
立
て
て
み
た
い
。

　
先
に
記
し
た
「
鬼
」
の
付
く
古
墳
の
う
ち
、
こ
れ
に
都
合
の
良

い
所
は
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
？
　
有
る
、
あ
る
。

　
そ
う
だ
、
三
重
町
の
秋
葉
鬼
塚
は
、
右
の
想
定
に
ピ
ッ
タ
リ
の

古
墳
だ
と
云
え
よ
う
。
す
こ
し
く
記
し
て
み
た
い
。

　
秋
葉
の
南
・
上
の
方
が
内
山
観
音
で
、
炭
焼
小
五
郎
の
墓
も
あ

る
。
炭
焼
き
と
は
「
鋳
物
師
」
の
こ
と
で
あ
る
。
タ
タ
ラ
師
と
い
っ

て
も
良
い
。
柳
田
国
男
の
名
著
も
あ
り
、
小
五
郎
の
名
は
全
国
に

渉
り
歩
い
て
い
て
、
名
古
屋
で
は
「
芋
焼
き
よ
か
ろ
う
」
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
オ
ト
ギ
噺
に
似
た
話
も
あ
る
程
で
あ
る
。

　
こ
の
内
山
観
音
を
さ
ら
に
上
る
と
、
す
ぐ
次
ぎ
が
「
三
重
鉄
山
」

で
、
三
米
程
の
白
い
標
柱
が
立
っ
て
い
た
。
「
鉄
山
」
が
あ
る
こ

と
は
、
あ
ま
り
学
会
に
知
ら
れ
て
い
な
い
。
も
う
一
つ
。
今
度
は

内
山
の
す
ぐ
下
（
北
）
の
崖
か
ら
「
ヒ
ス
ヰ
」
が
と
れ
る
、
と
地
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質
学
の
先
生
に
教
わ
っ
た
。
鉄
山
が
あ
り
、
ヒ
ス
ヰ
が
あ
り
、
炭

焼
小
五
郎
の
本
拠
地
で
あ
る
。
す
こ
し
は
な
れ
て
「
玉
田
」
の
里

の
地
名
も
あ
る
。
そ
し
て
、
古
墳
の
名
を
「
鬼
塚
」
と
呼
ぶ
の
だ

と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
鬼
と
鉄
と
の
同
居
の
モ
ハ
ン
例
の
よ
う

な
も
の
と
な
ろ
う
（
後
述
）
。

　
も
う
一
つ
例
を
あ
げ
よ
う
。
い
ま
大
分
市
で
あ
る
が
、
以
前
は

海
部
郡
だ
っ
た
「
丹
生
」
の
地
の
例
で
あ
る
。
佐
野
の
丹
生
神
社

（
ニ
ノ
宮
）
の
す
ぐ
後
が
「
鬼
塚
」
だ
っ
た
ら
し
い
。
丹
生
川
は

九
六
位
山
か
ら
流
れ
出
る
。
そ
の
源
に
見
事
な
「
水
銀
朱
」
が
と

れ
る
。
そ
れ
が
有
名
す
ぎ
て
他
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
銅
も
あ

る
し
、
少
量
だ
が
ヒ
ス
ヰ
も
あ
る
。
沿
岸
は
九
十
九
塚
で
知
ら
れ
、

野
間
古
墳
群
の
付
近
は
弥
生
・
縄
文
・
先
縄
文
（
ホ
ル
ン
ヘ
ル
ス

が
圭
）
、
さ
ら
に
旧
石
器
で
知
ら
れ
る
。
特
色
あ
る
石
英
斑
岩
と

真
白
な
石
英
岩
が
、
凝
灰
岩
や
珪
岩
な
ど
に
混
じ
っ
て
六
七
割
を

占
め
る
。
そ
れ
迄
の
問
墾
で
拾
っ
た
弥
生
土
器
に
ホ
ル
ン
ヘ
ル
ス

が
入
っ
て
い
た
の
で
、
昭
和
三
七
年
一
一
月
六
日
（
旧
正
月
二
目
墓

参
の
折
り
）
此
処
に
石
器
ひ
ろ
い
に
出
か
け
た
の
が
、
丹
生
旧
石

匹
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
故
里
と
は
云
え
、
特
別
に
印
象
が
つ
よ

い
。
近
く
に
、
青
銅
器
出
土
も
四
ケ
所
あ
り
、
古
代
の
聖
地
１
・

「
丹
朱
」
と
「
銅
」
と
「
ヒ
ス
ヰ
」
。
そ
れ
に
海
岸
か
ら
大
野
川

岸
に
か
け
て
、
小
佐
井
・
大
在
・
川
添
の
地
（
ソ
イ
は
回
｛
砂

鉄
の
こ
と
｝
で
あ
る
。
炭
焼
小
五
郎
の
お
姫
さ
ま
が
、
南
か
ら
九

六
位
山
系
の
姫
岳
を
越
え
、
丹
生
川
か
ら
大
在
に
出
て
船
出
し
た

話
も
有
名
で
あ
る
。
や
は
り
、
朱
と
ヒ
ス
ヰ
と
鉄
に
ま
つ
わ
る
伝

説
で
あ
ろ
う
。
「
鬼
塚
」
の
名
も
、
こ
れ
ら
金
工
の
業
と
結
び
つ

く
と
考
え
る
と
、
三
重
の
秋
葉
鬼
塚
（
鉄
と
ヒ
ス
ヰ
）
よ
り
以
上

に
好
例
だ
ろ
う
。

　
玖
珠
で
は
、
弥
生
・
古
墳
群
で
有
名
な
「
千
人
塚
」
が
あ
り

（
今
自
衛
隊
）
、
田
の
畝
か
ら
は
よ
く
石
包
丁
を
す
て
て
あ
る
の

が
袷
え
た
。
千
人
塚
か
ら
は
「
鉄
鉾
」
も
出
て
い
る
し
。
角
理
由

（
ツ
ノ
ム
レ
）
か
ら
は
銅
鉾
も
出
て
い
る
（
今
近
畿
の
大
学
博
物

館
に
あ
る
）
。
こ
れ
ら
が
、
「
鬼
」
の
付
く
理
由
と
な
っ
た
の
か

ど
う
か
。
あ
と
で
、
も
う
Ｉ
度
ふ
れ
て
て
み
た
い
。

　
さ
て
、
鉄
（
タ
タ
ラ
・
カ
ジ
）
と
鬼
と
が
む
す
び
つ
い
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
分
か
っ
た
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
タ
タ
ラ
・
カ

ジ
の
あ
る
と
こ
ろ
全
部
に
「
鬼
塚
」
の
名
が
つ
い
て
い
る
わ
け
で

も
な
い
。
こ
と
に
豊
前
か
ら
宇
佐
の
方
に
、
そ
の
名
が
無
い
こ
と

が
ど
う
も
気
に
か
か
る
。
ク
ボ
テ
由
に
鬼
神
社
が
あ
る
が
、
こ
れ
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は
修
験
の
ほ
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
ち
ら
か
ら
も
考
え
て
み
な
く
て

は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
「
塚
」
は
な
く
て
も
「
鬼
」
が
居
る
こ
と

は
大
変
な
こ
と
だ
。
こ
と
に
国
東
に
は
六
郷
満
山
と
よ
ば
れ
る
多

く
の
寺
院
が
あ
り
、
「
修
正
鬼
会
」
　
（
東
・
西
と
あ
る
）
は
こ
と

に
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
鬼
は
ど
ん
な
も
の
か
。

五
、
修
験
道
と
、
天
道
信
仰
と
、

　
写
真
に
掲
げ
た
の

は
尾
山
・
長
安
寺
の

修
正
鬼
会
の
面
と
、

新
発
見
さ
れ
た
中
国
・

揚
子
江
上
流
の
、
昔

の
蜀
（
し
ょ
く
）
の

初
代
王
国
の
青
銅
製

の
面
と
て
あ
る
。
殷

代
後
半
の
こ
ろ
の
も

の
と
さ
れ
る
。
中
国

文
化
と
い
え
ば
北
方

（
黄
河
）
の
文
化
と
ば
か
り
思
わ
れ
て
い
た
の
に
、
中
国
南
部
に

こ
ん
な
に
進
ん
だ
文
化
が
あ
っ
た
と
い
う
新
発
見
で
、
歴
史
が
か

わ
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
云
わ
れ
て
い
る
。
（
七
月
一
日
、
朝

日
新
聞
）

　
場
所
は
遠
く
は
な
れ
、
時
間
も
永
く
は
な
れ
て
い
る
の
に
拘
わ

ら
ず
、
こ
の
二
つ
の
顔
の
面
は
、
何
と
よ
く
似
て
い
る
こ
と
で
あ

ろ
う
か
。

　
こ
れ
を
、
ど
う
考
え
た
ら
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
中
国
の
歴
史
が

上　長安寺鬼面

下　中国古代鬼面

書
き
か
え
ら
れ
る

程
の
も
の
だ
と
い

う
だ
け
に
、
た
ゞ

た
ゞ
驚
く
ば
か
り

で
あ
る
。

　
修
正
会
の
鬼
は
、

善
鬼
で
あ
り
、
火

鬼
で
あ
り
、
鍛
冶

（
金
工
業
）
の
代
表

者
の
よ
う
で
も
あ

る
。
ハ
幡
神
は
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「
鍛
冶
ノ
翁
と
し
て
現
わ
れ
た
」
と
託
宣
集
に
あ
り
、
ま
た
熊
野

明
神
も
「
鋳
物
師
の
神
」
だ
と
い
う
こ
と
が
『
神
道
集
』
　
（
平
凡

社
、
東
洋
文
庫
所
収
）
に
み
え
て
い
る
。

　
例
の
武
蔵
坊
弁
慶
の
背
中
に
背
負
っ
て
い
る
七
ツ
道
具
が
鍛
冶

（
金
工
）
に
関
係
す
る
と
は
、
も
は
や
周
知
の
と
こ
ろ
。

　
以
前
、
国
東
の
成
仏
寺
の
鬼
会
に
、
栗
林
定
さ
ん
の
案
内
で
、

家
内
と
と
も
に
出
か
け
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
見
て
よ
か
っ
た
。

　
宇
佐
ハ
幡
の
博
物
館
長
中
野
幡
能
氏
や
、
最
近
中
津
に
帰
郷
さ

れ
た
福
永
光
司
氏
ら
に
よ
り
、
ハ
幡
大
神
の
こ
と
、
道
教
の
こ
と

の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
若
尾
五
雄
氏
の
『
鬼
伝
説
の
研
究
』

は
金
工
史
と
の
腎
係
を
記
さ
れ
て
い
る
。

　
宇
佐
八
幡
宮
に
奉
呈
す
る
神
鏡
を
鋳
造
す
る
こ
と
で
知
ら
れ
る

香
原
岳
は
「
一
名
、
鬼
が
城
と
云
ふ
。
ウ
サ
八
幡
の
社
家
と
し
て

も
重
要
な
辛
島
一
族
の
発
祥
地
で
あ
る
。
つ
ま
り
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム

で
あ
る
。
」
鬼
と
金
工
（
採
鉱
・
冶
金
・
鍛
冶
）
の
関
係
を
示
し

て
い
る
。
前
お
き
は
、
こ
の
位
に
し
て
お
こ
う
。

　
宇
佐
を
中
心
に
し
て
国
東
半
島
に
花
を
開
い
た
六
郷
満
山
文
化

を
、
そ
の
「
分
布
」
を
地
図
上
に
示
す
と
、
御
許
山
・
雲
が
岳
を

接
点
と
し
て
、
そ
の
東
に
、
本
山
・
中
山
・
末
山
の
順
に
小
円
・

中
円
・
大
円
が
う
ま
く
画
か
れ
る
こ
と
は
、
前
に
何
度
も
図
示
し

た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
に
天
道
信
仰
の
線
が
見
事
に

引
か
れ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
（
大
分
大
・
教
育
『
国
東
半

島
』
所
収
、
ま
た
古
稀
記
念
集
な
ど
に
も
再
収
し
た
。
）

　
今
日
の
問
題
に
関
し
て
云
え
ば
、
雲
が
岳
か
ら
東
北
三
〇
度

（
夏
至
の
日
ノ
出
線
）
の
線
を
ひ
く
と
、
本
山
本
寺
の
西
叡
山
を

す
ぎ
、
富
貴
寺
を
通
っ
て
、
両
子
寺
を
過
ぎ
る
。
こ
の
寺
は
、
わ

ざ
わ
ざ
こ
の
天
道
線
上
ま
で
両
子
山
か
ら
南
に
下
っ
て
造
ら
れ
て

い
る
。
（
両
子
山
は
御
許
山
か
ら
東
北
三
〇
度
の
線
上
に
あ
る
）

　
両
子
寺
か
ら
さ
ら
に
富
来
の
大
恩
寺
を
す
ぎ
て
、
鳴
（
ナ
ル
・

ｚ
ａ
　
〈
日
〉
の
音
写
）
と
日
向
に
至
る
。
と
も
に
冊
が
あ
る
。

　
西
叡
山
の
東
に
は
、
す
ぐ
近
く
に
元
宮
磨
崖
仏
が
あ
り
、
東
南

三
〇
度
に
は
真
木
大
堂
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
で
、
も

う
天
道
線
の
こ
と
、
十
分
で
あ
ろ
う
。

　
末
山
本
寺
の
屋
山
・
長
安
寺
か
ら
真
南
に
線
を
引
く
と
、
雲
が

岳
か
ら
東
南
三
〇
度
（
冬
至
）
の
線
と
ぶ
つ
か
る
所
に
、
満
山
最

後
の
赤
松
・
願
成
就
寺
が
あ
る
。
見
事
な
天
道
信
仰
線
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
別
府
の
「
鬼
ノ
石
屋
」
に
も
ど
ろ
う
。

　
小
字
名
図
で
分
る
よ
う
に
。
鬼
ノ
石
窟
の
付
近
に
は
、
鉄
輪
の
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（
野
田
境
に
）
タ
タ
ラ
か
ら
下
り
て
き
て
、
宇
土
山
か
ら
梶
屋
・

井
手
添
、
そ
し
て
水
落
が
す
ぐ
近
く
に
あ
る
。

　
梶
屋
の
南
に
「
ウ
カ
リ
」
　
（
も
と
怒
・
イ
カ
リ
、
こ
れ
は
鋳
鋼

の
こ
と
）
も
あ
る
。

　
ま
た
古
墳
の
す
ぐ
近
く
に
、
鋼
面
（
鋼
免
）
も
あ
る
。

　
別
の
伝
説
で
は
あ
る
が
、
浜
脇
と
同
じ
よ
う
に
隠
迫
の
地
名
も

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
鋼
鉄
の
文
化
地
名
に
は
事
欠
か
な
い
。

　
さ
ら
に
春
木
川
を
こ
し
て
南
に
は
、
山
ノ
神
、
千
疋
、
千
疋
前
、

千
疋
浦
、
土
穴
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
新
し
い
も
の
か
も
し
れ

な
い
。
や
は
り
鉄
輪
を
カ
ン
ナ
バ
（
鉄
砂
場
）
か
ら
の
転
と
し
て

古
い
も
の
だ
と
考
え
た
い
。
（
『
史
談
』
第
六
号
）
。

　
た
し
か
に
、
「
鬼
」
と
金
工
（
鋼
・
鉄
）
と
の
関
係
が
あ
り
そ

う
だ
と
説
明
は
さ
れ
る
が
、
ど
う
も
ス
ッ
キ
リ
し
な
い
。
こ
れ
は

「
鬼
ノ
石
窟
」
古
墳
が
、
別
府
で
の
最
初
の
古
墳
と
し
て
、
別
府

地
方
の
中
心
的
支
配
者
と
し
て
の
「
鬼
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
か

ら
で
あ
る
。
書
紀
で
は
「
迷
津
媛
」
と
い
う
姫
様
な
の
に
。

　
こ
こ
で
や
は
り
天
道
信
仰
の
こ
と
が
気
に
か
か
る
の
で
あ
る
。

　
鬼
の
石
窟
が
「
天
道
信
仰
」
に
お
い
て
、
ど
う
い
う
位
置
を
占

め
る
も
の
に
な
る
か
、
思
い
切
っ
て
天
道
線
を
ひ
い
て
み
る
こ
と

に
す
る
。

　
二
〇
万
分
の
一
、
そ
れ
に
五
万
分
の
一
を
数
枚
つ
な
い
だ
も
の

を
用
意
し
た
。

　
ま
ず
目
に
つ
く
の
は
、
別
府
の
象
徴
と
も
い
う
べ
き
鶴
見
岳

二
三
七
四
、
五
ｍ
）
。
そ
し
て
こ
の
鶴
見
岳
の
山
頂
か
ら
東
北

三
〇
度
（
夏
至
の
日
の
出
線
）
が
、
ま
さ
し
く
此
の
「
鬼
ノ
石
窟
」

と
な
る
。

　
そ
し
て
鶴
見
岳
の
東
南
三
〇
度
（
冬
至
）
の
線
は
浜
脇
の
「
隠

山
」
　
（
と
な
り
が
タ
タ
ラ
）
の
山
峡
に
と
ど
く
。

　
試
み
に
鬼
ノ
石
窟
と
、
此
の
隠
山
の
山
峡
を
結
ぶ
と
マ
ッ
ス
グ

南
北
に
な
る
。
（
正
三
角
形
が
で
き
た
）
。
こ
れ
は
面
白
い
こ
と

に
な
っ
た
。
だ
か
ら
今
度
は
、
「
鬼
ノ
石
窟
」
を
中
心
に
し
て
、

各
種
の
線
を
ひ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

　
図
を
み
て
い
た
だ
き
た
い
。
す
ご
い
こ
と
に
な
っ
た
。

　
鬼
ノ
石
窟
か
ら
の
南
北
線
を
延
長
す
る
と
。
北
は
六
郷
満
山
の

本
山
本
寺
た
る
西
叡
山
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
南
に

線
を
の
ば
す
と
鳥
越
峠
を
こ
え
て
、
さ
ら
に
南
下
す
る
と
大
分
川

の
北
岸
の
「
鬼
が
瀬
」
に
な
る
。
ま
た
鬼
が
出
た
。

　
鬼
ノ
石
窟
か
ら
西
北
に
三
〇
度
の
線
を
の
ば
す
と
、
十
文
字
原
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曳
ノ
仁
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鬼が瀬

の
猫
が
岩
山
、
宇
佐
郡
に
入
っ
て
院
内
の
日
ノ
岳
に
と
ど
く
（
西

方
寺
あ
り
）
。
（
と
な
り
に
熊
野
が
あ
る
。
）

　
こ
の
日
ノ
岳
は
す
ご
い
と
こ
ろ
。
ず
っ
と
西
北
三
〇
度
に
は
ク

ボ
テ
山
（
こ
こ
に
鬼
神
社
あ
り
）
。
そ
し
て
日
ノ
岳
か
ら
東
北
に

三
〇
度
に
は
雲
が
岳
に
と
ど
く
。
だ
か
ら
そ
の
先
は
西
叡
山
に
と

ど
く
こ
と
に
な
る
。

　
鬼
ノ
石
窟
と
西
叡
山
と
、
日
ノ
岳
と
の
線
も
大
き
な
正
三
角
形

を
作
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ク
ボ
テ
山
ま
で
巻
き
こ
ん
だ
。

　
若
尾
氏
に
よ
る
と
、
求
菩
提
出
に
鬼
神
社
あ
り
、
大
ケ
岳
に
向
っ

て
建
て
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
金
鉱
が
あ
り
（
黄
金
が
掘
ら

れ
た
伝
説
あ
り
）
、
ま
た
求
菩
提
山
麓
に
は
タ
タ
ラ
の
地
名
も
あ
っ

て
、
鬼
と
金
工
の
関
係
を
よ
く
示
し
て
い
る
、
と
言
う
。

　
地
図
を
見
る
と
、
求
菩
提
か
ら
流
れ
出
す
川
（
東
北
流
）
が
、

佐
井
川
で
あ
る
。
サ
イ
と
は
朝
鮮
語
で
砂
鉄
の
こ
と
。
川
を
少
し

下
る
と
、
岩
屋
と
大
河
内
が
あ
る
。
こ
の
岩
屋
の
天
井
に
は
、
す

ば
ら
し
い
極
彩
色
の
、
天
女
の
舞
う
姿
が
画
か
れ
て
い
る
。
ぜ
ひ

一
見
を
す
す
め
た
い
。
そ
の
下
の
大
河
内
は
、
老
輩
に
は
懐
か
し

い
大
河
内
伝
次
郎
の
生
地
で
あ
る
。
さ
ら
に
下
る
と
、
左
岸
に
才

尾
（
サ
イ
ノ
ヲ
）
と
鬼
木
（
オ
ニ
キ
）
の
部
落
が
あ
り
、
此
所
に
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も
鬼
と
鉄
と
の
関
係
を
示
し
て
い
る
。

も
う
一
度
、
天
道
線
に
も
ど
ろ
う
。
最
後
に
鬼
ノ
石
窟
か
ら
、
正

東
西
線
を
ひ
い
て
み
る
。
西
の
す
ぐ
近
く
に
「
鬼
山
」
が
あ
り
、

温
泉
が
あ
る
。
ず
っ
と
線
を
の
ば
す
と
、
塚
原
温
泉
の
北
を
通
っ

て
、
日
出
生
台
演
習
場
の
ま
ん
中
に
「
鬼
ケ
原
」
の
地
を
す
ぎ
、

さ
ら
に
西
す
る
と
旧
森
町
の
北
、
角
理
由
（
こ
こ
か
ら
銅
矛
が
数

本
、
出
土
し
て
い
る
）
の
東
北
に
「
鬼
火
」
の
地
に
と
ど
く
。
こ

の
辺
で
や
め
よ
う
。
鬼
火
の
南
に
は
「
鬼
ケ
城
古
墳
」
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
、
そ
の
西
の
「
天
道
聖
地
」
の
東
に
当
る
。

　
玖
珠
の
「
天
道
由
」
は
、
英
彦
由
を
は
さ
ん
で
両
側
に
あ
る

「
天
道
」
の
一
つ
（
西
側
は
ホ
ナ
ミ
天
道
）
で
あ
る
。

　
こ
の
天
道
の
聖
地
か
ら
、
南
に
玖
珠
川
を
渡
っ
て
、
小
田
の
地

に
「
鬼
塚
」
が
あ
り
、
天
道
か
ら
東
に
は
千
人
塚
あ
り
（
い
ま
自

衛
隊
駐
屯
地
）
、
か
つ
て
鉄
矛
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。
千
人
塚

を
す
ぎ
て
さ
ら
に
東
す
る
と
「
鬼
ケ
城
古
墳
」
に
つ
き
当
る
。

　
（
「
玖
珠
郡
史
」
に
よ
る
）

　
こ
う
し
て
「
鬼
ノ
石
窟
」
　
鬼
と
名
の
付
く
も
の
も
、
た
だ
た

だ
恐
ろ
し
い
モ
ノ
と
云
う
だ
け
で
な
く
、
先
祖
の
墓
地
で
あ
り
、

タ
タ
ラ
ほ
か
の
金
工
と
の
関
係
も
密
な
る
も
の
あ
り
、
そ
の
う
え

「
天
道
」
聖
地
と
し
て
、
一
の
「
聖
な
る
も
の
」
へ
の
昇
化
さ
え

見
え
る
の
で
は
な
い
か
！

　
天
道
信
仰
が
早
く
か
ら
存
し
て
い
た
こ
と
は
云
え
る
だ
ろ
う
。

　
だ
が
、
や
は
り
、
誰
が
、
い
つ
頃
、
「
鬼
」
と
い
う
名
を
、
ど

う
し
て
、
あ
ち
こ
ち
に
付
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ば
か
り
は
、

ど
う
に
も
分
か
ら
な
い
。
や
ん
ぬ
る
か
な
。

　
た
だ
、
ど
う
や
ら
分
り
か
け
た
「
聖
地
化
」
の
問
題
に
つ
い
て

こ
れ
が
案
外
な
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
に
な
る
か
も
、
そ
う
思
っ

て
以
下
、
も
う
少
し
筆
を
す
す
め
て
み
た
い
。

ﾕ．

／へ

　ゝ

聖
な
る
空
間
と
時
間

　
太
陽
崇
拝
を
、
天
道
信
仰
と
し
て
、
さ
ら
に
「
天
道
線
」
の
存

在
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
不
思
議
だ
不
思
議
だ
と

思
っ
て
き
た
こ
と
が
、
あ
る
と
こ
ろ
迄
は
疑
問
が
と
け
た
。

　
　
「
日
の
神
」
の
子
孫
で
あ
る
天
皇
、
第
一
代
の
神
武
天
皇
が
、

セ
ト
内
海
を
東
征
し
て
、
近
畿
地
方
で
、
長
髄
彦
（
登
美
彦
）
に

向
っ
て
勝
だ
な
い
の
は
「
日
ノ
御
子
」
で
あ
る
天
皇
が
、
東
に
向
っ

て
攻
め
る
か
ら
だ
、
と
云
っ
て
南
に
熊
野
か
ら
回
っ
て
北
上
し
、
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東
か
ら
登
美
彦
を
攻
め
亡
し
た
話
は
、
太
陽
を
背
に
し
て
攻
め
る

こ
と
が
「
日
の
御
子
」
の
こ
と
、
天
道
線
を
吾
が
モ
ノ
と
す
る
事

を
意
味
し
て
い
る
、
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
景
行
天
皇
の
西
征
が
周
防
の
娑
婆
ノ
津
か
ら
豊
前
の
京
都
郡
へ
、

さ
ら
に
速
吸
ノ
門
へ
、
さ
ら
に
直
入
郡
木
原
へ
と
の
進
軍
は
、
三

〇
度
、
三
〇
度
、
三
〇
度
の
線
を
Ｓ
字
状
に
進
む
こ
と
で
、
は
っ

き
り
と
天
道
線
上
を
進
軍
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
初
め
て
天
道
信
仰
線
の
こ
と
を
記
し
た
と
き
は
。
偶
然
だ
よ
〃

と
云
わ
れ
も
し
た
り
、
笑
わ
れ
も
し
た
。
し
か
し
、
今
は
違
う
。

　
補
助
線
一
本
の
引
き
方
で
問
題
が
解
け
る
幾
何
学
を
笑
う
人
は

居
な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
言
入
線
引
き
か
い
、
線
引
き
″
と
冷

や
か
さ
れ
て
も
、
ゾ
刀
引
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
〃
と
笑
っ
て
答

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
か
え
っ
て
フ
ァ
イ
ト
が
わ
い
た
。

　
今
回
も
ま
た
、
線
引
き
を
つ
づ
け
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
解
決

で
き
た
面
と
、
で
き
な
い
面
と
が
、
は
っ
き
り
と
し
た
。

　
こ
こ
で
、
「
鬼
の
石
窟
」
が
天
道
地
で
も
な
い
の
に
聖
地
と
し

て
理
解
さ
れ
得
る
の
か
。
つ
ぎ
つ
ぎ
と
問
題
が
起
っ
て
く
る
。

　
ま
ず
対
馬
の
「
天
童
信
仰
」
　
（
天
童
聖
地
）
の
こ
と
が
あ
る
。

北
九
州
で
は
、
英
彦
山
（
ヒ
コ
、
日
子
）
の
東
と
西
に
ニ
ケ
所
の

「
天
道
」
地
名
が
あ
る
。
玖
珠
川
の
北
に
「
天
道
山
」
あ
り
、
英

彦
山
の
西
北
に
ホ
ナ
ミ
天
道
が
あ
る
。
ま
た
国
東
六
郷
満
山
の
本

寺
た
る
屋
山
長
安
寺
の
「
太
郎
天
像
」
は
正
確
に
は
太
郎
天
童
像

で
あ
っ
て
、
天
童
＝
天
道
の
な
の
で
あ
る
。

　
そ
の
ほ
か
英
彦
山
（
ヒ
コ
）
な
ど
の
よ
う
に
日
子
を
示
す
ほ
か

日
向
（
ヒ
ウ
ガ
）
日
平
（
ヒ
ビ
ラ
）
な
ど
、
日
の
つ
く
地
名
。

　
ま
た
朝
鮮
語
の
「
日
」
の
音
写
で
あ
る
鳴
・
奈
留
の
地
名
。

　
背
振
山
や
祖
母
山
（
古
く
は
添
利
岳
、
ソ
ウ
リ
）
の
よ
う
に
朝

鮮
語
の
「
所
夫
里
」
　
（
ソ
ウ
ル
）
の
音
写
の
霊
山
な
ど
な
ど
。

　
こ
れ
ら
が
Ｉ
ツ
ー
ツ
、
ポ
ツ
ン
ポ
ツ
ン
と
点
在
す
る
の
で
な
く

太
陽
崇
拝
の
天
道
線
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
互
い

に
結
び
つ
い
て
、
ま
た
神
社
や
寺
院
が
そ
の
線
上
に
建
て
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
発
見
で
き
た
り
す
る
。

　
天
道
聖
地
や
、
聖
な
る
神
社
・
寺
院
な
ど
が
、
互
い
に
結
び
あ

い
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
な
る
聖
の
空
間
を
作
り
出
す
、
と

い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
の
か
。

　
歴
史
的
伝
統
の
強
い
日
本
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
聖
地
も
ま

た
永
い
伝
統
的
な
聖
地
化
す
る
の
で
あ
る
。

　
日
本
だ
け
で
は
な
い
。
宗
教
と
い
う
も
の
は
「
聖
」
信
仰
で
あ
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り
、
世
界
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
今
問
題
と
し
て
い
る

も
の
と
関
連
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
社
会
学
者
の
ミ
ル
チ
ャ
・

エ
リ
ア
ー
デ
の
説
明
に
か
り
て
、
「
聖
な
る
空
間
と
時
間
」
を
少

し
く
述
べ
て
み
た
い
。

　
第
一
に
、
「
聖
な
る
空
間
」
に
つ
い
て
。

　
ど
の
よ
う
な
力
の
顕
現
（
ク
ラ
フ
ト
フ
ァ
ー
ニ
ー
）
も
ど
ん
な

聖
の
顕
現
（
ヒ
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
）
も
、
と
も
に
そ
れ
が
顕
現
し
た

場
を
変
容
さ
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
す
な
は
ち
、
そ
れ
ま
で
は
俗

的
な
空
間
だ
っ
た
も
の
が
、
聖
な
る
空
間
に
昇
格
す
る
の
で
あ
る
。

（
日
本
で
の
古
墳
や
石
塔
、
神
社
な
ど
）

　
周
囲
の
俗
的
空
間
か
ら
、
そ
れ
を
隔
絶
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

聖
別
化
し
た
原
初
の
聖
地
を
、
く
り
返
し
永
続
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
連
続
性
が
、
聖
な
る
空
間
の
永
遠
性
の
理
由
を
説
明
づ
け
る

の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
「
聖
な
る
時
間
」
の
不
均
衡
性
に
つ
い
て
。

　
エ
リ
ア
ー
デ
は
例
と
し
て
、
ダ
ヤ
ク
族
に
お
い
て
、
一
日
に
、

五
つ
の
時
が
区
別
さ
れ
て
い
る
の
を
示
す
。
　
日
の
出
、
　
午
前

九
時
ご
ろ
、
　
正
午
、
　
午
後
三
時
、
　
夕
暮
れ
、
で
あ
る
。

　
　
「
聖
な
る
」
時
間
は
、
そ
れ
に
前
後
す
る
「
俗
的
」
時
間
と
は

ど
の
点
に
お
い
て
相
違
す
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
い
ま
日
本
で
利
用
し
て
い
る
六
曜
表
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
　
先
勝
、
　
友
引
、
　
先
負
、
　
仏
滅
、
　
大
安
、
　
赤
口
、

ま
あ
似
た
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
だ
い
た
い
理
解
で
き
る
。

　
最
後
に
、
第
三
と
し
て
、
「
象
徴
の
構
造
」
に
つ
い
て
。

　
こ
の
「
聖
」
な
る
も
の
を
「
象
徴
的
に
示
す
石
」
に
よ
っ
て
、

説
明
と
、

　
あ
る
種
の
「
石
」
が
「
聖
な
る
も
の
」
と
な
る
の
は
、
死
者
の

「
先
祖
」
の
魂
が
、
そ
こ
に
宿
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
石
が
、
神

聖
さ
・
聖
な
る
力
を
顕
現
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
み
る
「
鬼
の
石
窟
古
墳
」
や
家
々
の
「
墓
石
」
な
ど
も

こ
れ
で
あ
る
。
聖
地
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
あ
る
。

　
そ
の
ほ
か
に
、
間
接
的
な
ヒ
ェ
ロ
フ
ア
ニ
ー
に
よ
っ
て
、
つ
ま

り
、
石
に
呪
術
的
な
宗
数
的
な
価
値
を
賦
与
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
「
金
（
キ
ン
）
」
は
、
世
界
私
的
に
「
貴
石
」
で
あ

る
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
例
え
ば
、
裴
翠
（
ひ
す
い
）
は
、
古
代
中

国
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
は
た
し
た
「
貴
石
」

で
あ
る
。
社
会
的
次
元
で
は
、
ヒ
ス
イ
は
王
権
と
武
力
を
具
現
し
、
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医
療
の
面
で
は
不
老
・
不
死
の
薬
だ
と
、
道
教
信
者
は
信
じ
て
い

た
。
金
も
ヒ
ス
イ
も
、
陽
の
面
を
あ
ら
わ
す
。

　
日
本
の
神
器
の
一
つ
、
ヒ
ス
イ
の
勾
玉
は
こ
れ
で
は
な
い
か
。

　
つ
ぎ
に
先
史
イ
ン
ド
で
は
、
「
真
珠
」
が
万
能
薬
と
な
る
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
伝
わ
り
、
真
珠
は
女
性
的
・
陰
の
面
を
も
つ
シ
ン
ボ
リ

ズ
ム
だ
と
さ
れ
る
。

　
多
く
の
地
方
で
、
「
貴
石
」
は
蛇
か
竜
の
頭
か
ら
落
ち
て
き
た

も
の
だ
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
あ
ら
ゆ
る
性
質
の
財
宝
（
大
海
の

底
の
真
珠
、
地
中
の
金
な
ど
）
は
、
竜
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
る

の
だ
。

　
大
学
の
東
洋
史
で
。
メ
コ
ン
川
の
底
に
、
竜
が
金
の
玉
を
守
っ

て
い
る
。
帝
王
の
位
に
つ
く
資
格
の
あ
る
王
子
で
な
い
と
、
こ
れ

を
渡
さ
な
い
〃
と
教
わ
っ
た
こ
と
を
想
い
出
す
。
そ
う
だ
と
す
る

と
、
長
崎
オ
ク
ン
チ
の
祭
り
に
、
金
の
珠
を
竜
が
追
い
か
け
て
ま

わ
る
の
は
、
そ
の
本
当
の
意
味
は
、
竜
が
全
の
珠
（
王
位
の
象
徴
）

を
守
っ
て
動
い
て
い
る
の
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

（
山
本
達
郎
『
即
位
式
と
泳
浴
と
龍
　
東
南
ア
ジ
ア
の
伝
承
』

平
六
・
二
　
〔
日
本
学
士
院
紀
要
〕
）

象
徴
と
は
、
こ
う
い
う
も
の
を
云
う
に
他
な
ら
な
い
。

七
、
む
す
び

　
別
府
の
「
鬼
ノ
石
窟
」
が
、
も
ち
ろ
ん
先
祖
を
祭
る
石
と
し
て

聖
化
さ
れ
た
こ
と
は
分
っ
た
。
先
祖
の
魂
が
宿
る
「
聖
な
ぞ
石
」

と
し
て
神
聖
祖
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
」
朋
章
で
み
た
た
よ
う
に
、
鶴
見
岳
か
ら
東
北
三
〇
度

　
の
「
日
の
出
」
の
線
（
夏
至
）
と
、
求
菩
提
か
ら
日
ノ
岳
を
通
っ

　
て
の
、
東
南
三
〇
度
の
「
日
の
出
」
の
線
（
冬
至
）
と
い
う
、

　
二
つ
の
天
退
縮
の
交
点
の
位
置
を
占
め
る
こ
と
。
さ
ら
に
南
北
　
　
　
一

　
に
、
ま
た
西
に
天
道
縮
を
ひ
く
と
「
鬼
」
の
名
の
付
く
地
名
が
　
　
3
9

　
次
々
と
存
し
て
い
る
と
。
こ
れ
も
ま
た
「
聖
地
化
」
の
一
つ
の
　
　
　
一

　
あ
ら
わ
れ
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
れ
に
し
て
も
「
鬼
の
石
窟
」
と
は
、
誰
が
付
け
た
名
前
な
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
誰
の
祖
先
と
し
て
祀
っ
て
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。
石
窟
の
構
造
や
、
装
飾
の
モ
ヨ
ウ
な
ど
か
ら
、
い
つ
の
日

か
分
か
る
時
が
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
専
門
の
退
の
人
に

ゆ
ず
る
と
し
て
、
い
ま
ま
で
、
多
く
の
紙
数
を
費
や
し
て
記
し
て

来
た
責
任
上
、
私
な
り
の
考
え
を
ま
と
め
て
み
た
い
。

・
別
府
の
先
祖
神
。
こ
れ
を
文
献
の
上
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
景
行



西
征
に
お
い
て
の
、
豊
後
で
の
迷
津
媛
が
第
一
に
う
か
ぶ
。

　
だ
が
そ
う
で
は
な
い
と
な
る
と
、
天
皇
の
側
臣
で
、
直
入
ま
で

進
ん
だ
中
臣
氏
と
物
部
氏
の
祖
が
浮
か
ん
で
く
る

　
祭
祀
の
ほ
う
か
ら
云
え
ば
文
句
な
く
中
臣
氏
で
あ
る
。
「
聖
」

な
る
も
の
に
目
を
や
れ
ば
、
そ
の
ほ
う
に
目
が
ゆ
く
。

　
し
か
し
支
配
者
と
し
て
の
武
力
を
考
え
、
金
工
（
と
く
に
夕
タ

ラ
な
ど
）
を
支
配
し
た
武
人
と
し
て
は
文
句
な
く
物
部
氏
に
軍
配

を
上
げ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
そ
う
い
う
意
味
で
私
と
し
て
は
、
物
部
氏
の
一
族
が
、
別
府
の

支
配
者
の
祖
神
と
し
て
の
「
鬼
ノ
石
窟
」
古
墳
に
ま
つ
ら
れ
る
に

相
応
わ
し
い
の
で
は
な
い
か
、
と
云
い
た
い
。

　
　
「
鬼
」
と
「
鉄
」
と
「
聖
地
観
」
の
題
名
に
も
、
ピ
。
タ
リ
と

く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
〔
後
記
〕

　
何
度
も
考
え
、
書
き
直
し
て
も
、
悔
や
み
が
残
る
。

　
ラ
ン
ド
ル
・
コ
リ
ン
ズ
の
『
脱
常
識
の
社
会
学
－
社
会
の
読
み

方
入
門
』
の
ま
え
が
き
が
、
左
の
文
か
ら
は
じ
ま
る
。

　
ど
ん
な
学
問
も
、
つ
ぎ
の
二
つ
の
こ
と
を
、
め
ざ
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
（
第
一
に
）
明
快
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て

（
第
二
に
）
当
た
り
前
で
な
い
こ
と
、
で
あ
る
。

　
真
の
知
識
は
、
他
人
に
分
る
よ
う
に
言
い
表
わ
す
こ
と
が
出
来

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
（
第
二
に
）
何
か
言
う
に
値
す
る

こ
と
、
そ
れ
を
知
れ
ば
、
知
る
前
と
は
違
っ
て
く
る
よ
う
な
こ
と

が
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
あ
と
略
す
）
。

　
た
し
か
に
左
様
だ
と
思
っ
た
。
読
ん
で
す
ご
い
と
思
っ
た
。

　
だ
が
、
然
し
悲
し
い
か
な
。
私
な
ど
が
そ
の
つ
も
り
で
論
じ
て

も
、
自
分
で
は
そ
の
つ
も
り
で
い
て
も
、
「
ウ
の
ま
ね
す
る
カ
ラ

ス
」
に
さ
え
な
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
自
戒
す
る
。

　
コ
リ
ン
ズ
の
、
第
二
の
こ
と
ど
こ
ろ
か
、
第
一
の
こ
と
さ
え
も

で
あ
る
。
つ
ら
い
。
文
を
書
く
と
は
、
つ
く
づ
く
ム
ズ
カ
シ
イ
も

の
だ
と
、
自
分
を
鞭
う
っ
て
い
る
。
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