
地

球

節
十
五
懸

節

こ

艶

≡

I

四

〇

捜
熊
谷
政

一
兜
劫
の
御
懲
切
な
る
御
錦
織

の
鵬
で
あ
り
ま
す
O
終
ん
で
こ
Jl
に
腹
-
感
謝

の
貫
を
巾
し
述
べ
て
紬
堆

い
た
し
等
y
｡

肥
前
相
知
附
蕊
の
海
蝕
洞
窟
と
有
償

取

口

九

番

膚
浄
線
相
知
輝
の
西
方
約

一
粁
'
相
知
炭
坑
々
犬
小

屋
の
背
後
に
鉾
白
す
る
第
三
紀
の
原
潜
砂
岩
か
ら
成
る

丘
陵
地
は
断
蔑
む
成
し
､
を
の
中
腹
に
は
鵜
殿
鯖
が
あ

る
0小

川
博
士
に
ょ
つ
て
此
の
洞
窟
は
海
蝕
洞
と
確
馳
せ

ら
れ
､
且
を
の
内
壁
や
洞
外
は
彫
刻
n
飢
死
磨
崖
の
石

燐
は
骨
で
鱗
状
九
朝
に
停
凍
し
た
大
陸
交
通
記
念
物
と

し
て
'
我
閣
文
化
史
土
は
興
味
あ
る
遺
跡
で
あ
る
こ
と

が
明
瞭
は
怒
っ
た
｡

乙
の
鵜
殿
鰐
の
外
は
､
和
知
附
近
ほ
は
済
源
触
洞
窟

が
覗
称
す
る
で
あ
ら
う
と
の
考
森
の
下
は
筆
者
は
昨
夏

同
博
士
の
命
む
う
け
tj
､
こ
の
他
は
訪
れ
た
｡

此
か
る
海
蝕
洞
緒
は
嘗
汀
線
の
位
置
む
琴
不
す
る
菓

盤
を
記
録
で
あ
っ
て
､
蕊
等
を
追
跡
す
る
と
き
は
そ
こ

ほ
地
撃
土
塊
妹
あ
る
事
項
を
暫
し
う
る
も
の
と
信
じ
た

か
ら
で
あ
る
｡
陸
Y
賞
は
は
ま
と
し
て
海
蝕
洞
鯖
は
庇

で
記
述
し
従
と
し
て
石
碑
の
観
察
の
結
愚
計
.略
記
L
t

詳
細
は
専
門
家
の
考
鷲
は
譲
与
た
い
と
惟
ふ
0

我
間
は
放
け
る
渦
触
洞
窟
の
研
究
中
ほ
は
其
白
眉
と

栴
す

べ
き
川
崎
博
士
は
よ
っ
て
夜
表
さ
れ
た
盾
線
牛
島

守
谷
の
洞
猫
を
飴
と
し
､
江
の
島
'
紀
伊
牛
島
其
他
各

地
も
の
の
組
織
は
あ
る
が
句
末
だ
文
軌
は
豊
富
と
は
謂

以
難

い
O

･J
の
意
味
は
於
tて
相
知
附
近
の
海
蝕
洞
猫
群
は
珍
重

誤
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
､
探
査
の
結
果
で
は
p
鵜
殿

の
如
き

洞
猫
は
数
多
-
は
粗
衣
せ
粕
の
で
あ
る
O
加
ふ

る
ほ

この海
蝕
洞
環
は
含
数
燈
と
極
め
で
緊
密
を
槻
孫

を
有
す
る
乙
の
地
方
に
特
は
よ
-
寮
蓮
す
る
砂
岩
中
は



穿
た
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
'
堀
米
の
磯
展
ほ
つ
れ
業
者

の
無
慈
悲
な
手
に
よ
っ
て
'
既
は
駁
滅
し
た
も
の
が

鋤

く
夜

い
0

海
蝕
洞
窟
の
特
徴
は
通
例
ア
ー
チ
形
の
洞
口
を
有
し

天
井
は
奥
に
入
る
に
従
て
漸
次
低
-
且
狭
ま
-
､
底
面

は
乙
の
砂
岩
は
発
達
す
る
水
平
を
節
桝
田
に
ょ
つ
て
造

ら
れ
'
水
平
で
あ
る
｡
洞
内
に
は
何
等
の
堆
積
物
が
威

さ
れ
て
屠
ら
ず
.
守
谷

の洞
窟
に
於
け
る
や
う
な
典
蟻

あ
る
罫
薯
は
磯
風
さ
れ
伯
｡
こ
れ
は
洞
信
内
に
多
-
は

石
俳
が
造
指
せ
ら
れ
'
或
ば
淫
洞
が
配
ら
れ
た
た
め
人

為
的
に
取
除
か
れ
た
7P
の
と
も
想
像
さ
れ
る
｡
而
し
て

是
等
の
洞
窟
が
有
水
住
民
の
崇
敬
の
封
象
物
で
あ
っ
た

fJ
と
は
.
そ
の
原
形
を
よ
-
今
日
攻
で
保
存
し
氷
っ
た

乙
と
に
典
づ
y
カ
が
あ
る
｡
叉
洞
窟
の
内
壁
に
は
明
か

に
波
浪
を
謎
め
う
る
が
'
月
数
等
の
附
着
物
は
覆

い
｡

獅
乙
の
海
蝕
洞
霜
と
課
離
さ
れ
易

い
も
の
に
､
河
川

の
浸
触
作
用
に
よ
る
洞
穴
や
､
風
刑
作
用
は
よ
る
洞
穴

或
は
砂
岩
中
に
毅
連
す
る
節
理
面
に
沿
う
て
珪
じ
ね
洞

穴
或
は
探
鋸
の
目
的
で
掘
ら
れ
た
も
の
が
播
磨
に
存
在

す
る
が
､
基
等
は
そ
の
形
状
及
周
囲
の
地
形
を
注
意
さ

肥
前
州
か
附
虹

の
粘
蝕
洞
Im
と

ポ
俳

へ
す
れ
ば
､
海
蝕
洞
棺
と
は
容
易
に
匿
別
し
視
る
｡

以
下
筆
者

の
観
察
に
よ

っ
で
渥
蝕
洞
窟
と
確
離

し

得

た
79
の
の
み
に
就
で
､
簡
略
に
訣
別
を
附
し
た

い
と

恩

間

都側 附妃の地形 と海蝕洞錨の位紀
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▲
〇
一

(
線
輪
静
鷺
の
償
t
蛙
繍

Y

鶏
J
で
あ
さ
)

.
､

鵜
最
鷺

義
貞
鷺
練

貯
蔵
発
会

や
畿
~

方
に
敷
街
す
a
響
真
#
鹿
青
嶋
や

中
震
寒
声
'
幕

塵
か
ら
革

ユ
0
書

轟
音
.h
t海
与
｡
曹

常

澄
の
五
臓

蛾
の
此
欝
は
杓
玉
.e
兼
あ
せ
て

電

鍵
で
欄

や

川
謂

…
艶

髭

静

態

的
鮎

帥

悶

謂

柑

㌍

硝
琵

罰

点
雷
の
上
盤
七
度
L
t
讐

托
駄
農

辱
董
農
局

長

て
み
書

の
f
J
あ
.Q
O

!･L-

にこ
並
ん
で
盾
も
義
は
幕
こ
t
琴
帯
L
弄

雀
卓
i
,あ
罫
中

又
を
音

方
の
息
瞳
亀
芸

書

や
宴

等

長

門

絹

…
㍍

絹

は

謂

…
銀

賞
は
長
竿
の
内
で
そ
の
親
糠
の
最
大
を
も
の
で
払
中
電

貴
方
各

日
点

き
官

十
芸

'集
庸
嘉

､
曹

中



第 三 国

JTl.は他の叫州 糾 )'の柿i'lL.Tこは小さな附加 て･Jt故LY,･刺

されてわ るり滋_LL1-tflその 一部分 と,I/;した ものでJ･:方B

の洞Pfは小さい粘蝕･'-r"lPfであ るD

折田悶 打開天

和
郎
打

に
あ
る
相
川
.人
(
身
代
六
八
二
i,
'
=
巾
.

八

九
寸
'

淑
托

+.
尺
二
十
)

で
あ
rO
｡

右
榊

は
純
殿
の
洞
打

の

一
部
fJ

あ

っ

て放

れ

の
搾
れ
乙
を
見
る
｡

央
部
に
於
三

滴

に
及
び
､
ア
ー
チ
形
七
成
し
､
底
面

は
洞
錆
の
内
部
戊
外
部
と
も
に
水
中
在
中
川
面
て
あ
る

洞
描
内
攻
東
力
斜
河
に
は
大
小
1五
十
四
伍
の
俳
櫓
が
刻

み
込
･1W
れ

て
ゐ
る
.

肥
前
棚
卸
附
近
の
朽
稚
内
爪
と
4'
仰

代
山水
的
な
も
の
は
持
関
大
'
多
糊
Lへ

柁
池
的
像
t

的
粕
'
碓
制
多
加
.聖

;=･享

､
木
勅
令
等
で
あ
っ
て
､
そ

の
身
滋
七
蝕
に
及
ぶ
も
の
が
あ
-
'
肉
彫
の
大
面
は
多

少
鵬
繊
し
て
桝
る
も
の
J
朱
や
準

や
墨
の
新
色
は
(T
獅

明
か
に
弟
る
こ
と
が
出
来
る
｡

小
川
博
士
に
ょ
れ
ば
=止
等
の
.<
恥
は
舟
服
用
蛭
要
約

の
気
韻
-γ
.椛
溢
L
t
中
安
納
以
後
の
据
敢
系
統
の
仰
像

〓

‥正

円
l11



第五樹 多聞天

r
T

二

Tl

阜別Tt(身長･L･尺二寸,n IIJ=尺四寸

封丘九寸,群小九 ･)A)で指的人 と火に

滋 もよ く爪形 を 保存あ るものであ る

そのIPJ:･7'上花巧凝塊にJutて 抑勤1..･枚の

･太い力強い作凪があ 1)[･.'LJ'-tIJ-のち:t軌が

抹 ひ'紳秘的1..-:･TL爪 の悠があ る｡

〓

;六

円
円

北
九
州
の
各
地
に
削
称
す
る
rJ
と

は
'
そ
の
謂
水
の
稚
紡
h
･1g
示
す

る
も
の
で
あ
-
'
菅
時
の

如
作
に

於
け
る

..
火
流
行
の
造
順
の
f.4
跡

が
花
川
に
於
.1
71.
破
瓜
さ
れ
た
乙

と
は
愉
快
で
あ
る
っ
而

し

/し
密
教

以
前
に
値
吠
し
た
鵜
殿
の
石
棚
の

如
d
Jは
そ
の
北
松
は
於
で
は
龍
門

や

霊
鯛
ヤ
苛
龍
山
に
此
す
べ
-
ち

か･{
い
が
'
蝿
i
=の
造
像
法
の
小
結

と
は
そ
の
趣
を
典
に
し
､
そ
の
樽
僻
の
:相･'紡
7g
亦
典
在

る
も
の
で
あ
る
0

乙
の
ポ
俳
の
造
伐
の
下
法
は
儀
軌
に
佃
し
た
密
教
橡

に
此
す
れ
ば
'
何
れ
も

稚
拙
稚
拙
で
'
作
動
の
趣
と
叫"

軽
の
美
と
倣

い
で
ゐ
る
や

う
で
あ
る
が
､
そ
の
勤
他
的

朴
を
祖
は

席

+;
の
敦
が
漬
3
'
似
陀
錐
笈
多
の
埜
凪
に

影
響
さ
れ
ね
と
rJ
ろ
も
多

い
も
の
と
想
は
れ
る
｡

嵯
放
火
の
流
行
的
f=)像
舷
で
あ
る
鵬
躍
又
は
石
窟
中

に
典
法
ru
t
LJ
休
機
が
'
治
唐
位
の
碇
的
確
で
あ
っ
た

の
美
を
我
的
に
於
て
物
語
る
も
の
で
あ
る
と
炎
に
､
奈

良
朝
米
州
か
ら
卒
･:ttK湘
初
期
の
批
蛸
彫
刻
堺
に

1
年
両

を
拓

い
た
も
の
で
あ
る
｡

鵜
殿
錆
の
守
体
に
は
附
･34
l泡
の

..
夜
の
作
と
云
ふ
.

そ
れ
は
〃
潜
す
る
に
は
足
ら
1>
が
､
前
述
の
代
滋
的
仰

像
は
tJJ
の
硝
勤
は
作
風
か
ら
九
て
そ
れ
に
想

い
も
の
と

想
は
れ
る
｡

切
論
を
it
は
撲
式
上
の
聞
出
で
あ
っ
て
確

･lfT
な
る
文
献
?.=銀
に
ょ
つ
LJ
の
で
は
な

い
｡
久
鵜
殿
紺

の
右
帆
の
製
作
年
代
も
柁
々
錯
邪
し
て
居

-
遥
か
に
後

世
の
も
の
も
あ
る
｡



鵜
殿
稀
は
何
重
泥
の
開
基
後
､
僧
骨
暁
が
天
長
年
闇

米
か
ら
鋸
朝
後
､
始
め
て
此
魔
は
堂
軍
を
建
て
鵜
殿
山

中
等
寺
と
云
ふ
寺
が
出
水
た
｡
以
後
rJ
の
寺
は
岸
岳
城

主
松
浦
盛
の
崇
敬
敦
か
つ
た
が
､
盈
公
名
護
屋
滞
陣
里

は
潜
時
の
城
主
波
多
野
三
河
守
が
領
地
を
性
状
せ
ら
れ

寺
7g
兵
焚
ほ
遇
っ
て
益
し
-
次
蟻
と
化
し
'
現
は
只
壁

俳
を
遺
す
の
み
と
な
っ
た
｡

獅
相
知
の
南
方
数
町
､
妙
音
寺
境
内
に
は
鵜
殿
拓
か

ら
移
し
た
丈
飴
の

一
石
桃
が
奉
安
せ
ら
れ
､
叉
相
知
の

熊
野
醐
配
北
龍
の
砂
岩
中
に
は
二
価
橡
が
開
愚
さ
れ
で

ゐ
る
○

立
石
観
菅

立
石
観
官
は

一
に
米
の
山
観
世
音
と
呼

ば
れ
､
相
知
郊
外
適
保
木
の
西
方
三
丁
､
渓
流
の
絶
壁

の
中
腹
に
あ
る
｡
乙
の
丘
陵
を
成
す
砂
岩
は
岩
屋
秒
岩

よ
り
79
古

い
も
の
で
遊
保
水
-
鷹
取
断
簡

(
第

一
固
参

照
)
で
岩
屋
砂
岩
と
限
ら
れ
て

ゐ
る
｡
洞
露
の
位
置
は

演
底
か
ら
十
五
米
の
高
さ
に

あ-
､
洞

口は
間
口
十
間

奥
行
田
岡
､
高
さ
二
間
で
あ
っ
て
､
ア
ー
チ
形
を
成
し

底
面
は
中
州
ぞ

あ
る
｡

洞
窟
の
内
壁
に
は
梓
彫
の
三
尊
像
が
造
描
せ
ら
れ
､

肥
前
棚
卸
隅
妃
の
粘
仙
洞
婿
と
石
仰

中
火
に
阿
弼
陀
像
､
左
右
に
十

1
両
観
世
菅
像
と
導
師

如
裸
像
と
が
あ
る
｡
そ
の
表
面
は
著
し
-
磨
滅
し
て
了

っ
て
昔
日

の
而
影
を
止
ひ
る
に
過
ぎ
伯
が
､

そ
の
位
置

か
ら
考
察
し
て
韓
帥
如
氷
像
は
或
は
勢
至
像
で
あ
る
か

79
知
れ
ぬ
｡
造
像
の
手
法
と
技
巧
か
ら
推
し
て
相
箇
古

い
も
の
と
憩
は
れ
る
｡
洞
内
に
は
波
痕
が
残
さ
れ
て
ゐ

る
○相

帯
紳
敢

稲
荷
醐
配
は
平
出
下
の
汲
坑
か
ら
四
万

二
町
'
佐
里
に
通
ず
る
村
道
の
北
側
に
あ
る
丘
陵
地
の

中
腹
に
穿
た
れ
た
海
蝕
洞
窟
内
に
配
ら
れ
て
み
る
｡
乙

の
洞
霜
の
大
呂
は
間
口
正
閏
､
奥
行
二
間
高
ru
四
間
で

あ
っ
て
.
南
方
に
洞
口
を
開
き
'
道
路
面
か
ら
約
二
〇

米
の
高
さ
は
あ
る
｡
叉
繕
道
を
距
で
J
庸
方
の
丘
陵
地

に
も
海
蝕
洞
猫
群
が
望
見
さ
れ
る
｡

以
上
は
筆
者
の
観
察
し
た
と
rJ
ろ
の
源
蝕
洞
窟
で
あ

っ
て
'
是
等
の
倖
健
か
ら
嘗
汀
線

を
諭
ず
る
は
早
計
の

磯
を
免
れ
伯
｡
此
の
問
題
を
取
扱
ふ
ほ
あ
た
っ
て
次
の

や
う
在
国
難
を
革
質
が
伏
在
す
る
｡
先
づ
第

1

に相
知

附
近
は
現
在
の
海
岸
か
ら
遠
-
距
た
-
'
松
浦
潟
か
ら

約
十
二
粁
79
奥
地
は
あ
る
｡
節
二
は
地
形
を
見
る
ほ
'

t
ニ
七

四
五



地

球

節
十
五
怨

岸
岳
や
田
河
内
山
は
城
壁
の
や
う
な
山
貌
む
成
し
､
頂

上
は
低
平
で
あ
-
､
叉
鵜
殿
窟
附
近
も
亦
平
坦
を
丘
陵

地
で
あ
る
が
､
是
等
は
風
化
浸
蝕
爾
作
用
は
抗
す
る
カ

の
大
在
砂
岩
で
あ
少
､
そ
の
抵
抗
力
の
弱
い
部
分
の
地

形
の
か
-

単
純
で
な
い
軍
か
ら
考

へ
で
､
此
政
的
新
し

い
時
期
の
隆
起
所
と
は
想
定
し
難

い
｡
第
三
に
海
蝕
洞

窟
の
壁
成
し
た
地
盤
運
動
の
性
質
は
蚤
-
知
ら
う
る
手

掛
が
覆

い
｡
第
凹
に
該
地
方
は
唐
津
炭
山
の
中
枢
地
で

あ
っ
て
.
機
業
の
磯
展
の
た
め
地
形
は
著
し
-
破
壊
さ

れ
て
居
る
｡

故
に
以
上
の
事
項
を
考
慮
し
て
唯
海
蝕
洞
環
の
現
存

す
る
革
質
か
ら
推
知
し
う
る
rJ
と
の
み
を
陳
べ
て
粍
蘭

と
し
た
い
○

海
蝕
洞
霜
の
演
底
か
ら
の
些
向
は
既
述
の
三
者
と
も

興
っ
て
ゐ
る
が
､
同

1
時
期
に
塵
成
し
た
も
の
で
あ
る

か
否
か
は
地
盤
運
動
の
性
質
が
明
か
で
を

い
以
上
露
に

断
定
し
難
い
｡

海
蝕
洞
虜
の
底
面
が
綻
べ
て
水
平
の
位
置
は
あ
る
rJ

と
は
少
-
と
も
そ
の
生
成
後
に
地
盤
運
動
の
皆
無
で
あ

節
二
城

二‥八

四
六

つ
ね
誼
櫨
で
あ
っ
て
､
第

1
閲
は
示
し
た
平
出
下
-
鷹

取
断
層
も
海
蝕
洞
雷
の
生
成
よ
-
は
古

い
も
め
で
あ
る

載
閲
岩
頻
か
ら
成
る
脊
振
山
塊
の
西
経
は
著
し

い
断

層
谷
で
あ
ゎ
'
相
知
附
近
の
低
地
に
晋
で
現
に
伊
常
盤

附
鑑
は
見
る
や
う
夜
探

い
轡
人
が
'
北
方
の
枚
浦
潟
か

ら
遮
っ
て
居
り
､
現
存
す
る
海
蝕
洞
嬉
群
は
そ
の
皆
時

の
汀
線
の
僅
静
を
暗
示
す
る
も
の
で
は
を
か
ら
う
か
｡

又
大
盛
挙
士
の
平
月
間
隔
説
明
薯
は
よ
れ
ば
鷹
島
及

岸
岳
に
は
汲
痕
が
記
載
せ
ら
れ
､
佐
健
保
附
近
の
海
岸

に
79
俗
に
眼
鏡
岩

(
風
層
作
用
に
よ
っ
て
鎌
成
さ
れ
た

と
云
ふ
)
と
種
す
る
洞
穴
が
存
在
す
る
｡
筆
者
は
蓮
等

trJ賓
見
し
髄
は
夜
か
つ
ね
が
'
相
知
附
近
の
海
蝕
洞
債

と
は
勿
論
生
成
の
時
期
は
異
を
る
も
の
で
あ
ら
う
｡

ヽ
ヽ

猟
厳
木
騨
関
南
二
粁
狽
'
汲
瀬
と
云
ふ
地
名
は
任
意

す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
'
そ
の
附
近
で
は
海
蝕
洞
館
を

登
児
す
る
は
至
ら
夜
か
っ
た
｡

(
昭
和
五
年
十
二
月
六
日
稿
)


