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四
方
の
守
護
神
で
あ
る
四
神
の
う
ち
、

東
の
「
青
龍
」
と
西
の
「
白
虎
」
は
す
で

に
紹
介
し
ま
し
た
。
今
回
は
南
を
司
り
、

季
節
で
は
夏
に
相
当
す
る
「
朱
雀
」
に
つ

い
て
書
き
ま
す
。

　

平
城
京
や
平
安
京
に
お
い
て
「
朱
雀

門
」
と
い
え
ば
、
天
皇
の
お
住
ま
い
で
あ

る
大
内
裏
の
南
側
の
正
門
と
し
て
最
重
要

の
門
で
し
た
。
ま
た
、
こ
の
朱
雀
門
か
ら

南
に
伸
び
る
道
路
を
「
朱
雀
大
路
」
と
い

い
、
都
の
中
央
を
一
直
線
に
縦
断
す
る
メ

イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
で
し
た
。

　

朱
雀
は
古
代
中
国
の
五
行
思
想
で
は

「
火
」
に
関
連
す
る
と
と
も
に
、
伝
説
上
の

瑞
鳥
（
め
で
た
い
鳥
）
で
あ
る
鳳
凰
と
も

し
ば
し
ば
同
視
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
龍

と
よ
く
似
た
ド
ラ
ゴ
ン
が
別
に
あ
る
の
と

同
様
、
朱
雀
や
鳳
凰
に
酷
似
す
る
架
空
の

鳥
と
し
て
西
洋
に
は
「
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
」

が
あ
り
ま
す
。
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
は
、
死
期

を
悟
る
と
自
ら
火
中
に
飛
び
込
み
、
一

度
灰
に
な
っ
て
か
ら
蘇
生
す
る
と
さ
れ
、

「
不
死
鳥
」
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
こ
ち
ら
も

赤
い
火
と
関
連
す
る
点
が
興
味
深
い
と
こ

ろ
で
す
。

　

私
事
な
が
ら
、「
赤
」
に
は
何
か
と
ご
縁

が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
郷
里
や
母
校
と
の

関
連
で
す
。
徳
川
四
天
王
の
筆
頭
と
も
さ

れ
た
彦
根
藩
初
代
藩
主
の
井
伊
直
政
、
お

よ
び
そ
の
子
直
孝
は
極
め
て
勇
猛
な
武
将

で
、
常
に
徳
川
軍
の
先
鋒
を
務
め
、
戦
場

で
は
鎧
兜
も
幟
旗
も
す
べ
て
赤
く
染
め
た

こ
と
か
ら
「
赤
鬼
」
と
恐
れ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
井
伊
家
は
譜
代
と
し
て
は
群
を

抜
く
35
万
石
の
大
名
と
し
て
代
々
幕
閣
の

重
鎮
と
な
り
、
幕
末
に
開
国
を
断
行
し
た

井
伊
直
弼
な
ど
数
人
の
大
老
を
輩
出
し
ま

し
た
。

　

こ
れ
ら
に
ち
な
ん
で
、
彦
根
藩
校
の
流

れ
を
く
む
母
校
の
滋
賀
県
立
彦
根
東
高
校

で
は
、
時
代
の
先
駆
者
と
な
る
果
敢
な
精

神
を
「
赤
鬼
魂
」
と
称
し
、
こ
れ
を
校
訓

と
し
ま
し
た
。
近
年
、
硬
式
野
球
部
が
全

国
大
会
に
出
場
す
る
度
、
応
援
団
が
甲
子

園
球
場
の
ア
ル
プ
ス
ス
タ
ン
ド
を
真
っ
赤

に
染
め
、
注
目
さ
れ
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
私
が
学
ん
だ
大
学

は
「
淡
青
」
つ
ま
り
水
色
を
ス
ク
ー
ル
カ

ラ
ー
と
す
る
一
方
、「
赤
門
」
で
も
有
名

で
す
。
つ
い
で
な
が
ら
、
4
年
に
1
度
の

夏
の
活
動
に
お
い
て
も
赤
を
イ
メ
ー
ジ
カ

ラ
ー
と
し
て
市
中
を
駆
け
回
り
ま
す
。

　

昨
年
の
夏
は
例
年
に
な
い
猛
暑
に
見
舞

わ
れ
ま
し
た
が
、
し
ば
ら
く
は
暑
い
夏
が

続
き
そ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

天て
ん
ぶ
ん文

20
（
1
5
5
1
）
年
、大
内
氏
重

臣
筆
頭
陶す
え
は
る晴

賢か
た

（
当
時
は
隆
房
）
ら
に

よ
る
主
君
大お
お
う
ち内
義よ
し
た
か隆
に
対
す
る
下げ
こ
く
じ
ょ
う

剋
上

が
起
こ
り
ま
す
。
こ
の
下
剋
上
に
積
極

的
に
協
力
し
て
い
た
の
が
、
安あ
き芸

・
備び
ん
ご後

（
広
島
県
）
で
は
毛も
う
り利

元も
と
な
り就

で
あ
り
、
石

見
西
部
で
は
益
田
藤ふ
じ
か
ね兼
で
し
た
。
彼
ら

は
そ
れ
ぞ
れ
下
剋
上
の
計
画
を
事
前
に

陶
晴
賢
ら
と
打
ち
合
わ
せ
、
周
辺
の

領
主
達
に
協
力
を
取
り
付
け
る
役
割
を

担
っ
て
い
ま
し
た
。

　

下
剋
上
が
成
功
し
た
後
、
陶
晴
賢
は

大
内
氏
の
実
権
を
握
り
、
競
合
す
る
大

内
氏
重
臣
や
有
力
な
領
主
を
攻
撃
し
て

い
き
ま
す
。
そ
し
て
、天
文
22
年
末
頃
か

ら
陶
氏
・
益
田
氏
は
、
以
前
か
ら
仲
の
悪

か
っ
た
吉よ
し
み見

氏
を
共
同
で
攻
撃
し
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
、翌
23
年
、毛
利
氏
は
陶

氏
を
危
険
視
し
、
こ
れ
と
断
交
、
陶
氏
・

益
田
氏
は
吉
見
氏
と
い
っ
た
ん
和わ
ぼ
く睦

し
、
益
田
氏
は
東
の
三み
す
み隅
氏
に
矛
先
を

向
け
、三
隅
沿
岸
部
を
制
圧
し
ま
す
。
陶

氏
は
毛
利
氏
を
倒
す
た
め
安
芸
へ
と
転

戦
し
ま
す
が
、弘こ
う
じ治

元
（
1
5
5
5
）
年

の
厳い
つ
く
し
ま島

の
合か
っ
せ
ん戦

で
戦
死
し
て
し
ま
い
ま

す
。

　

毛
利
氏
は
大
内
氏
の
本
拠
周す
お
う防

に
侵

攻
し
、
吉
見
氏
も
こ
れ
に
呼
応
し
て
、

嘉か
ね年
、
渡わ
た
り
が
わ川
を
攻
略
し
て
山
口
に
迫
り

ま
す
。
毛
利
氏
は
山や
ま
し
ろ代

地
方
な
ど
で
苦

戦
し
て
お
り
、
毛
利
元
就
は
吉
見
氏
に

負
け
て
い
ら
れ
な
い
と
記
し
て
い
ま
す
。

一
方
、益
田
氏
も
大
内
氏
を
見
限
っ
た
の

か
、田た
ま万

、小お
が
わ川

や
須す
さ佐

な
ど
に
勢
力
を

広
げ
、
も
と
も
と
預
け
ら
れ
て
い
た
大

井
・
川
島
と
あ
わ
せ
て
、
阿あ
ぶ
ぐ
ん
武
郡
（
山

口
県
北
部
）
の
沿
岸
部
を
制
圧
し
ま
す
。

　

こ
う
し
て
大
内
氏
滅
亡
時
、
阿
武
郡

の
沿
岸
部
は
益
田
氏
が
、
内
陸
部
は
吉

見
氏
が
制
圧
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の

後
、
益
田
氏
は
毛
利
氏
と
の
和
睦
を
進

め
ま
す
が
、
そ
の
間
に
吉
見
氏
は
大
井

や
川
島
を
占
領
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
毛

利
氏
と
和
睦
し
た
益
田
氏
が
永え
い
ろ
く禄
5

（
1
5
6
2
）
年
に
毛
利
氏
の
石
見
侵
攻

の
援
軍
と
し
て
東
部
に
軍
勢
を
向
け
た

隙
に
須
佐
を
攻
略
し
ま
す
。

　

結
果
、
毛
利
氏
の
周
防
・
長な
が
と門

支
配

の
も
と
で
、
吉
見
氏
は
阿
武
郡
の
ほ
ぼ

全
域
を
支
配
し
、
毛
利
氏
に
も
認
め
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
一
方
、
益
田
氏
は
本

拠
に
接
す
る
田
万
や
小
川
を
な
ん
と
か

死
守
し
た
の
で
し
た
。
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