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盲
人
伝
承
と
龍
蛇
信
仰
―
蛇
女
房
譚
を
中
心
に
― 

酒 

向 

伸 

行   

は
じ
め
に 

か
つ
て
山
椒
太
夫
伝
説
を
構
成
す
る
も
っ
と
も
重
要
な
モ
チ
ー
フ

で
あ
る
安
寿
伝
承
を
分
析
し
た
際
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
盲
人
と
龍
蛇

と
の
間
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
（

1
）

。
盲
人
が
管
理
し
語
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
語
り
物
や
昔
話
を
始
め
と
す
る
口
承
文
芸
に
頻
り
に
龍

蛇
が
登
場
す
る
こ
と
は
、
柳
田
国
男
以
来
、
民
俗
学
の
世
界
に
お
い
て

は
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
（

2
）

。
本
稿
で
は
、
盲
人
と
龍
蛇
と
の

関
わ
り
を
中
心
に
彼
ら
が
語
っ
た
伝
承
を
分
析
し
、
物
語
に
登
場
す
る

龍
蛇
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。 

最
初
に
、
盲
女
で
あ
る
瞽
女
が
語
る
昔
話
を
み
る
こ
と
に
す
る
。
新

潟
県
長
岡
市
で
生
家
が
瞽
女
宿
を
し
て
い
た
下
条
登
美
女
は
、
座
頭
を

主
人
公
と
す
る
「
ヘ
ビ
の
大
水
」
と
題
さ
れ
る
次
の
よ
う
な
昔
話
を
瞽

女
か
ら
聞
い
た
と
い
う
（

3
）

。 

座
頭
が
峠
の
清
水
の
ほ
と
り
で
休
み
三
味
線
を
弾
い
て
歌
っ
て
い

る
と
、
池
の
主
が
女
性
に
化
け
て
現
わ
れ
、「
い
い
歌
を
聞
か
し
て

も
ろ
て
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
た
か
っ
た
。
お
前
さ
ん
に
だ
け
、
話

す
が
ら
が
、
お
ら
は
、
こ
の
山
奥
の
池
の
主
で
、
三
日
あ
と
に
は
、

ほ
か
の
池
の
主
の
ど
こ
へ
、
嫁
に
行
ぐ
が
ら
。
そ
の
と
き
は
、
こ

の
下
の
村
中
が
大
水
に
な
る
。
そ
れ
で
、
お
前
さ
ん
を
殺
す
の
は

気
の
毒
だ
す
け
、
三
日
た
た
ぬ
う
ち
に
、
ほ
か
の
遠
い
村
へ
、
立

ち
の
い
て
も
ら
い
た
い
。
こ
の
こ
と
は
、
誰
に
も
い
わ
ん
で
、
お

前
さ
ん
だ
け
、
こ
っ
そ
り
と
立
ち
の
い
て
、
行
っ
て
も
ら
い
た
い
」

と
言
っ
た
。
し
か
し
、
座
頭
は
、「
お
れ
一
人
で
助
か
っ
て
も
、
村

中
の
人
が
死
ぬ
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
れ
や
、
大
勢
の
人
の
命
に
代

え
ら
ん
ね
え
す
け
、
お
れ
一
人
で
死
ね
ば
い
い
こ
と
だ
」
と
思
っ

て
、
村
人
に
こ
の
こ
と
を
伝
え
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
村
人
は
池
に

土
手
を
築
い
て
池
の
主
が
出
な
い
よ
う
に
し
た
。
こ
う
し
て
村
人

は
助
か
っ
た
が
、
座
頭
は
峠
の
清
水
の
所
で
熱
病
を
病
ん
で
死
ん

で
い
た
。 

こ
の
話
で
池
の
主
と
し
て
語
ら
れ
る
女
性
の
正
体
は
、
語
り
の
な
か
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に
は
登
場
し
て
こ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
話
が
「
ヘ
ビ
の
大
水
」
と
題

さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
各
地
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
本
話
の
同
話
や
類
話

に
お
い
て
も
蛇
が
女
性
の
姿
で
盲
人
の
前
に
現
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
女
性
の
正
体
が
蛇
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

れ
ら
の
伝
承
に
登
場
す
る
蛇
（
龍
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
）
は
女
性
の

姿
で
盲
人
の
前
に
現
わ
れ
、
洪
水
や
山
津
波
な
ど
を
引
き
起
こ
そ
う
と

す
る
存
在
と
し
て
語
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。 

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
座
頭
を
主
人
公
と
す
る
伝
承
と
同
一
の
モ
チ
ー

フ
を
有
す
る
伝
説
が
、
新
潟
県
佐
渡
市
赤
泊
で
は
瞽
女
を
主
人
公
と
し

て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
（

4
）

。 

羽
茂
の
川
原
か
ら
蛇
骨
石
が
出
る
。
こ
の
蛇
骨
石
は
昔
羽
茂
の
殿

様
が
、
ド
ン
デ
ン
山
の
大
蛇
を
退
治
し
た
時
の
大
蛇
の
骨
の
化
石

だ
と
い
わ
れ
、
傷
薬
に
な
る
と
伝
え
て
い
る
。
昔
、「
お
鹿
」
と
い

う
瞽
女
が
野
宿
し
て
い
る
と
、「
三
味
線
を
弾
い
て
唄
を
歌
っ
て
く

れ
」
と
依
頼
す
る
女
の
声
が
聞
こ
え
て
き
た
。
お
鹿
が
そ
の
依
頼

に
こ
た
え
て
歌
っ
て
や
る
と
、
声
の
主
は
お
鹿
を
人
里
ま
で
案
内

し
て
く
れ
た
。
そ
し
て
、「
こ
の
こ
と
は
誰
に
も
話
し
て
は
い
け
な

い
。
も
し
話
す
と
お
前
の
命
は
な
い
」
と
告
げ
た
。
こ
の
時
不
思

議
な
こ
と
に
お
鹿
の
眼
が
見
え
る
よ
う
に
な
り
、
女
を
見
る
と
そ

の
姿
は
大
蛇
で
あ
っ
た
。
お
鹿
は
羽
茂
に
泊
ま
っ
た
時
、
う
っ
か

り
こ
の
話
を
し
て
し
ま
っ
た
。
す
る
と
急
に
お
鹿
は
苦
し
み
だ
し

死
ん
で
し
ま
っ
た
。
こ
の
話
を
聞
い
た
羽
茂
の
殿
様
が
山
狩
り
を

し
て
こ
の
蛇
を
退
治
し
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
同
じ
話
の
主
人
公
が
座
頭
と
も
瞽
女
と
も
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
座
頭
と
盲
女
と
が
と
も
に
こ
の
よ
う
な
龍
蛇
退
治
譚
の
語

り
手
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

さ
て
、
本
話
は
、
せ
っ
か
く
開
眼
で
き
た
の
に
大
蛇
か
ら
言
わ
れ
た

「
誰
に
も
こ
の
こ
と
を
話
し
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
禁
を
瞽
女
が
破

っ
た
た
め
死
ん
だ
と
い
う
話
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
話
も
盲
人
が
龍
蛇

か
ら
告
げ
ら
れ
た
「
誰
に
も
話
し
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
禁
を
破
っ

た
が
た
め
に
そ
の
命
を
落
と
し
た
と
い
う
共
通
の
モ
チ
ー
フ
を
有
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
瞽
女
が
語
る
龍
蛇
が
登
場
す
る
昔
話
の
な
か

に
、
や
は
り
龍
蛇
か
ら
告
げ
ら
れ
た
禁
を
破
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
有

す
る
昔
話
が
存
在
す
る
。
一
般
に
「
蛇
女
房
」
と
称
さ
れ
て
い
る
昔
話

で
あ
る
。 

 一
、
瞽
女
の
語
る
蛇
女
房
譚 

高
田
瞽
女
で
あ
る
杉
本
キ
ク
エ
女
（
一
八
九
八
～
一
九
八
九
）
は
、
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瞽
女
唄
を
唄
う
だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
昔
話
も
語
っ
て
い
た
。
そ
の

中
で
、
龍
蛇
と
盲
女
と
の
関
係
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
岩
瀬
博
氏
が
彼

女
か
ら
採
話
し
た
昔
話
八
三
話
中
、
九
話
が
蛇
に
ま
つ
わ
る
話
で
あ
っ

た
こ
と
で
あ
る
（

5
）

。
こ
の
う
ち
「
蛇
女
房
と
左
甚
五
郎
」
と
題
さ
れ

た
話
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
（

6
）

。 

あ
る
山
の
頂
上
に
大
き
な
池
が
あ
り
、
そ
の
池
の
主
は
女
で
「
何

と
し
て
も
人
間
さ
ん
と
契
り
を
込
め
て
み
た
い
」
と
思
っ
て
い
た
。

そ
し
て
、
あ
る
大
工
の
女
房
に
な
り
、
子
供
も
で
き
、
そ
の
子
は

甚
五
郎
と
名
付
け
ら
れ
る
。
子
供
が
三
歳
に
な
っ
た
時
、
女
は
「
暇

貰
い
た
い
」
と
言
い
、
自
分
が
池
の
主
の
蛇
で
あ
る
と
そ
の
正
体

を
明
か
す
。
女
は
我
が
子
が
泣
か
な
い
よ
う
に
と
、
自
分
の
目
玉

を
一
つ
く
り
抜
い
て
男
に
残
し
て
去
っ
た
。
や
が
て
、
男
の
家
に

珍
し
い
「
蛇
玉
」
が
あ
る
と
い
う
噂
が
た
ち
、「
殿
様
」
に
玉
を
取

り
上
げ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
子
供
が
泣
く
よ
う
に
な
り
、
困
っ
た

男
は
山
の
池
へ
女
に
逢
い
に
行
っ
た
。
女
は
も
う
一
つ
の
目
を
抜

い
て
与
え
た
。
女
は
男
に
、
盲
目
と
な
っ
た
の
で
鐘
の
音
色
で
時

間
を
知
る
か
ら
と
、
「
つ
り
鐘
作
っ
て
ネ
、
お
寺
へ
あ
げ
て
呉
れ
」

と
頼
ん
だ
。
そ
の
後
、
子
供
は
立
派
な
大
工
に
な
っ
た
。 

本
話
は
一
般
の
蛇
女
房
譚
に
み
ら
れ
る
産
室
を
男
が
覗
く
と
い
う

モ
チ
ー
フ
は
有
し
て
い
な
い
が
、
蛇
が
両
眼
を
く
り
抜
い
て
与
え
る
と

い
う
も
っ
と
も
印
象
的
な
モ
チ
ー
フ
を
有
し
て
い
る
。
高
田
瞽
女
だ
け

で
は
な
く
、
長
岡
瞽
女
で
あ
る
金
子
セ
キ
女
（
一
九
一
三
～
二
〇
一
〇
）

も
蛇
女
房
譚
を
語
っ
て
い
る
。
そ
の
梗
概
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。 

蛇
を
助
け
た
男
の
も
と
へ
、
女
が
や
っ
て
き
て
夫
婦
に
な
る
。
嫁

は
妊
娠
し
男
の
子
を
生
む
。
夫
が
の
ぞ
く
と
、
嫁
が
大
蛇
だ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
嫁
は
助
け
ら
れ
た
蛇
で
あ
っ
た
こ
と
を
告
げ
、

子
ど
も
を
育
て
る
た
め
の
目
の
玉
を
一
つ
渡
し
、
姿
を
消
す
。
そ

の
玉
の
こ
と
が
有
名
に
な
り
、
玉
は
殿
様
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
し

ま
う
。
困
り
果
て
た
夫
が
大
蛇
の
す
む
池
に
行
く
と
、
片
目
の
大

蛇
が
現
れ
て
、
も
う
一
つ
の
目
玉
を
与
え
る
。
盲
目
に
な
っ
た
大

蛇
は
洪
水
を
お
こ
し
、
殿
様
は
流
さ
れ
て
死
ん
だ
（

7
）

。 

こ
れ
ら
の
瞽
女
が
語
る
一
般
に
「
蛇
女
房
」
と
題
さ
れ
て
い
る
昔
話

は
、
全
国
各
地
に
広
く
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
最
初
に
、
そ
の
梗
概
を
確

認
し
て
お
き
た
い
。
『
日
本
昔
話
事
典
』
の
「
蛇
女
房
」
の
項
で
は
本

話
の
梗
概
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。 

あ
る
若
者
が
蛇
を
助
け
、
や
が
て
美
し
い
女
が
や
っ
て
来
て
若
者

と
夫
婦
に
な
る
。
女
房
は
妊
娠
し
、
覗
い
て
く
れ
る
な
と
部
屋
に
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入
っ
て
お
産
を
す
る
が
、
つ
い
夫
が
覗
く
と
大
蛇
が
赤
児
を
産
ん

で
い
る
。
女
房
は
見
ら
れ
た
こ
と
を
悟
り
、
自
分
は
池
の
主
で
助

け
ら
れ
た
蛇
で
あ
る
と
告
げ
、
子
供
を
育
て
る
た
め
の
玉
（
片
目
）

を
置
い
て
去
る
。
そ
の
玉
が
有
名
に
な
り
殿
様
に
取
り
あ
げ
ら
れ

る
。
夫
が
池
へ
行
く
と
片
目
の
蛇
が
現
わ
れ
て
も
う
一
方
の
目
を

与
え
、
こ
れ
で
盲
目
に
な
っ
て
し
ま
い
時
も
わ
か
ら
な
い
の
で
、

寺
に
鐘
を
寄
進
し
て
朝
夕
に
撞
い
て
く
れ
と
頼
む
（
ま
た
は
、
夫

と
子
供
を
安
全
な
地
に
逃
が
し
た
後
、
洪
水
を
起
こ
し
て
殿
様
に

復
讐
す
る
）（
8
）

。 

こ
の
よ
う
に
、
長
岡
瞽
女
が
本
話
を
語
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、

高
田
瞽
女
も
「
蛇
女
房
と
左
甚
五
郎
」
と
題
す
る
類
話
を
語
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
蛇
女
房
譚
は
瞽
女
が
好
ん
で
語
っ
た
昔
話
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
広
瀬
千
香
子
氏
は
瞽
女
と
い
う
盲
女
が
こ
の
蛇
女
房
譚
を

語
っ
て
い
る
点
に
着
目
し
、
本
話
に
お
け
る
「
目
玉
を
く
り
抜
く
」
と

い
う
も
っ
と
も
印
象
的
な
モ
チ
ー
フ
は
瞽
女
が
こ
の
伝
承
に
関
わ
っ

た
こ
と
に
よ
り
付
加
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
（

9
）

。

私
も
同
感
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
蛇
女
房
譚
の
本
来
の
語
り
と
は
い
か

な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

蛇
が
残
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
蛇
の
目
玉
の
意
味
を
ま
ず
明
ら
か
に

し
た
い
。
こ
の
モ
チ
ー
フ
が
「
蛇
女
房
」
と
題
さ
れ
る
昔
話
を
構
成
す

る
も
っ
と
も
重
要
な
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ

る
。 な

お
、
蛇
女
房
譚
で
は
蛇
を
龍
と
す
る
語
り
も
存
在
す
る
。
た
と
え

ば
、
兵
庫
県
養
父
郡
大
屋
町
で
は
、
ナ
メ
ク
ジ
に
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ

て
い
た
蛇
を
救
っ
た
若
者
の
も
と
へ
、
「
山
の
池
」
に
棲
む
蛇
が
娘
の

姿
と
な
っ
て
現
わ
れ
嫁
と
な
る
が
、
産
室
の
部
屋
を
覗
い
て
見
る
と

「
大
き
な
竜
が
と
ぐ
ろ
を
巻
い
て
う
め
い
て
い
た
」
と
語
ら
れ
、
目
玉

も
「
竜
の
置
い
て
行
っ
た
目
玉
」
と
語
ら
れ
て
い
る[

一
六
―
一
一
三

～
一
一
四
（

10
）]

。
ま
た
、
山
梨
県
西
八
代
郡
市
川
大
門
町
の
蛇
女
房
譚

で
は
、
子
を
生
ん
だ
の
が
蛇
で
あ
っ
た
と
し
な
が
ら
も
、
盲
目
と
な
っ

た
蛇
が
琵
琶
湖
の
底
へ
と
消
え
る
場
面
で
、
「
琵
琶
湖
へ
ね
そ
の
龍
が

ね
、
龍
ち
ゅ
う
か
蛇
の
ヌ
シ
っ
ち
ゅ
う
わ
け
が
ね
は
い
っ
た
だ
っ
て
」

と
も
語
っ
て
い
る[

一
二
―
二
〇
八]

。
こ
の
よ
う
に
、
龍
と
蛇
と
は
語

り
手
の
意
識
に
お
い
て
は
同
一
の
存
在
と
認
識
さ
れ
て
い
る
場
合
が

多
い
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
龍
蛇
を
一
体
の
存
在
と
し
て
考
察
を
進
め

て
い
く
こ
と
に
す
る
。 

 二
、
龍
蛇
が
残
し
た
玉 
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異
界
に
属
す
る
龍
蛇
が
我
が
子
の
た
め
に
と
人
間
界
の
男
に
与
え

た
と
語
ら
れ
る
目
玉
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。
全
国
的

に
み
る
と
、
龍
蛇
は
自
分
の
両
目
を
く
り
抜
い
て
残
し
て
い
っ
た
と
語

ら
れ
る
話
が
圧
倒
的
に
多
い
。
こ
の
モ
チ
ー
フ
が
本
話
の
語
り
に
お
い

て
、
聞
き
手
に
と
っ
て
も
っ
と
も
印
象
的
な
場
面
で
あ
る
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
は
異
な
る
語
り
が
各
地
に
存
在
し
て
い
る
。

ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
龍
蛇
が
残
し
て
い
っ
た
物
を
自
ら
の
「
目
玉
」

と
は
せ
ず
に
、
単
に
「
玉
」
と
す
る
以
下
の
よ
う
な
事
例
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
事
例
に
は
語
り
の
な
か
に
龍
蛇
が
目
を
く
り
抜
く
と
い
っ
た

モ
チ
ー
フ
も
な
く
、
た
だ
龍
蛇
が
「
玉
」
を
残
し
て
い
っ
た
と
の
み
語

ら
れ
て
い
る
。 

・
兵
庫
県
川
西
市
黒
川
字
仲
筋[

一
六
―
一
一
四
～
一
一
五]

 

男
が
産
室
を
の
ぞ
く
と
、
蛇
は
「
の
ぞ
か
れ
た
か
ら
に
は
元
の

川
に
帰
る
。
自
分
は
こ
の
川
の
主
だ
。
赤
ち
ゃ
ん
が
泣
い
た
ら
こ

の
玉
を
見
せ
る
と
よ
い
。
子
供
は
後
に
出
世
す
る
」
と
言
い
残
し

て
川
へ
は
い
る
。
男
が
育
て
た
子
は
大
人
に
な
っ
て
出
世
す
る
。 

・
長
崎
県
下
県
郡
美
津
島
町
根
緒[

二
四
―
三
十
一] 

自
分
の
正
体
が
大
蛇
で
あ
る
の
を
見
ら
れ
た
の
で
、
何
か
の
玉

を
婿
に
渡
し
、
子
供
が
泣
け
ば
そ
の
玉
を
な
め
さ
せ
る
よ
う
頼
ん

で
去
っ
た
。 

ま
た
、
次
の
よ
う
に
、
龍
蛇
が
残
し
た
玉
を
「
子
育
て
の
玉
」
と
か

「
龍
の
玉
」
な
ど
と
称
し
て
い
る
事
例
も
あ
る
。 

・
愛
媛
県
北
宇
和
郡
吉
田
町[

二
二
―
六
十] 

妻
は
蛇
で
、
夫
が
池
に
行
く
と
「
子
育
て
の
玉
」
を
く
れ
る
。

玉
は
殿
様
の
家
来
に
取
ら
れ
、
二
つ
目
の
玉
も
取
ら
れ
て
夫
は
殺

さ
れ
る
。
蛇
は
怒
っ
て
悪
者
を
殺
し
玉
を
取
り
返
し
た
。 

 

・
佐
賀
県
鳥
栖
市
村
田
町[

二
三
―
四
八] 

娘
は
子
を
生
ん
だ
あ
と
、
「
元
の
家
へ
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」

と
言
っ
て
、「
龍
の
玉
」
を
一
つ
置
い
て
い
く
。
殿
様
が
「
龍
の
玉
」

を
男
か
ら
取
り
上
げ
る
。
男
は
島
原
の
池
の
そ
ば
で
娘
か
ら
「
龍

の
玉
」
を
も
う
一
つ
も
ら
う
。
殿
様
は
こ
の
玉
も
取
り
上
げ
る
。

す
る
と
、
七
日
七
晩
雨
が
降
り
、
雲
仙
の
山
が
崩
れ
て
島
が
で
き

る
。
娘
は
「
龍
の
玉
」
を
取
り
戻
し
た
。 

以
上
の
よ
う
な
伝
承
で
は
玉
が
二
個
登
場
す
る
こ
と
か
ら
龍
蛇
の

二
個
の
目
玉
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
も
と
れ
る
が
、
一
方
に
次
の
よ

う
に
玉
の
数
を
三
個
と
す
る
話
が
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、
龍
蛇
が
残
し

た
玉
が
本
来
、
目
玉
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。 

・
島
根
県
松
江
市
［
一
八
―
二
一
三
］ 
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蛇
が
女
に
化
け
て
現
わ
れ
、
人
間
と
交
わ
っ
て
子
を
生
む
。
別

れ
る
お
り
に
は
三
つ
の
玉
を
授
け
、
子
の
泣
く
と
き
に
な
め
さ
せ

よ
と
言
い
残
し
た
。 

 

・
愛
媛
県
宇
摩
郡
土
居
町
関
川
（
現
四
国
中
央
市
）[

二
二
―
一
六

〇] 漁
師
が
行
き
暮
れ
た
女
に
宿
を
借
し
夫
婦
に
な
る
。
男
の
子
を

生
む
が
、
女
房
の
様
子
が
お
か
し
い
の
で
、
漁
に
行
っ
た
ふ
り
を

し
て
の
ぞ
い
て
見
る
と
、
大
蛇
が
部
屋
い
っ
ぱ
い
に
な
り
子
供
を

遊
ば
せ
て
い
る
。
女
房
は
海
神
で
、
正
体
を
見
ら
れ
た
の
で
別
れ

る
と
玉
を
置
い
て
海
に
帰
る
。
子
供
は
玉
を
し
ゃ
ぶ
っ
て
成
長
す

る
が
、
代
官
に
知
れ
て
玉
を
奪
わ
れ
る
。
海
辺
で
妻
を
呼
ぶ
と
二

つ
目
の
玉
を
く
れ
る
が
そ
れ
も
取
ら
れ
る
。
三
つ
目
の
玉
を
も
ら

っ
て
村
を
逃
げ
、
そ
こ
で
親
子
無
事
に
暮
ら
し
た
。
玉
は
中
将
庵

（
土
居
町
）
の
神
宝
に
な
っ
て
い
る
。 

両
話
に
は
「
目
を
く
り
抜
く
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
登
場
せ
ず
、
女

が
渡
す
の
は
た
だ
「
玉
」
と
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
玉
は
三
つ
と
さ
れ
て

い
る
。
す
る
と
、
龍
蛇
が
両
目
を
与
え
る
と
い
う
話
が
変
容
し
て
こ
の

よ
う
な
「
三
つ
の
玉
」
を
与
え
る
と
い
う
話
に
な
っ
た
と
は
考
え
に
く

い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
玉
の
数
は
二
つ
と
さ
れ
る
は
ず
だ

か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
蛇
女
房
譚
は
、
本
来
、
龍
蛇
は
「
目
玉
」

で
は
な
く
「
玉
」
を
残
し
た
と
語
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
が
盲
人
た
ち
に
よ
っ
て
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
く
間
に

「
玉
」
が
蛇
の
「
目
玉
」
へ
と
変
容
さ
れ
、
龍
蛇
が
自
ら
の
目
を
く
り

抜
き
盲
目
と
な
っ
た
と
い
う
趣
向
を
中
心
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。 

さ
て
、
東
北
地
方
で
は
、
こ
の
よ
う
な
龍
蛇
が
残
し
た
玉
を
「
宝
生

の
玉
」
と
称
す
る
特
別
な
玉
と
す
る
事
例
を
い
く
つ
か
み
る
こ
と
が
で

き
る
。 

・
青
森
県
下
北
郡
東
通
村
大
利[

二
―
一
四
六
～
一
四
八] 

蛇
は
子
に
は
「
宝
生
の
玉
」
を
置
い
て
い
く
の
で
子
は
一
人
で

飲
め
る
と
言
っ
て
去
る
。
子
は
「
宝
生
の
玉
」
を
持
た
せ
る
と
泣

く
こ
と
も
な
く
育
つ
。 

 

・
秋
田
県
北
秋
田
郡
阿
仁
町
萱
草[

五
―
二
一
九] 

蛇
の
姿
を
夫
に
み
ら
れ
た
妻
は
「
自
分
は
実
は
沼
の
主
だ
」
と

告
白
し
て
、「
宝
生
の
玉
」
を
子
供
に
な
め
さ
せ
た
あ
と
去
っ
て
い

く
。
後
に
夫
が
沼
に
行
き
「
子
供
が
泣
い
て
困
る
の
で
、『
宝
生
の

玉
』
を
く
れ
」
と
頼
む
が
、「
大
切
な
宝
物
だ
か
ら
」
と
こ
と
わ
っ

て
去
る
。
夫
は
子
育
て
に
疲
れ
て
死
ぬ
が
、
子
供
は
成
長
し
て
、



29 
 

し
ま
い
に
神
様
に
な
っ
た
。 

 
・
山
形
県
上
山
市
楢
下[

六
―
二
五
二] 

男
が
山
で
蛇
を
助
け
る
。
蛇
は
美
女
の
姿
と
な
っ
て
恩
返
し
に

男
の
も
と
に
来
て
二
人
の
子
が
で
き
る
。
あ
る
日
、
女
が
家
で

大
蛇
の
姿
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
男
に
見
ら
れ
家
を
出
さ
れ

る
。
蛇
は
子
供
に
「
東
の
淵
へ
行
く
か
ら
困
っ
た
こ
と
が
あ
っ

た
ら
こ
い
」
と
言
い
置
く
。
男
は
そ
の
ま
ま
重
病
に
な
り
、
占

い
師
が
「
『
宝
生
の
玉
』
で
撫
で
れ
ば
治
る
」
と
い
う
の
で
、
子

供
が
蛇
に
相
談
し
て
玉
を
一
つ
も
ら
い
、
父
の
体
を
こ
す
っ
て

治
す
。
奉
行
所
の
役
人
が
玉
を
取
り
上
げ
、「
対
の
も
の
だ
か
ら
、

も
う
一
つ
出
さ
な
い
と
皆
殺
し
に
す
る
」
と
言
う
。
子
供
が
ま

た
蛇
に
相
談
す
る
と
、
玉
は
蛇
自
身
の
目
玉
で
盲
目
に
な
る
が
、

残
っ
た
方
も
渡
す
。
玉
を
受
け
取
っ
た
役
人
は
嵐
で
奉
行
所
も

ろ
と
も
飛
ば
さ
れ
、
玉
は
東
の
空
に
昇
っ
て
二
つ
輝
く
宵
の
明

星
と
な
っ
た
。
淵
の
あ
た
り
に
は
盲
蛇
し
か
い
な
く
な
っ
て
「
座

頭
淵
」
と
呼
ば
れ
、
蛇
の
幻
に
悩
ま
さ
れ
た
殿
様
が
そ
こ
に
供

養
碑
を
立
て
た
（

11
）

。 

こ
の
「
宝
生
の
玉
」
の
由
来
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
が
、
少
な
く

と
も
こ
の
玉
は
人
間
の
願
い
を
か
な
え
る
宝
の
玉
と
さ
れ
て
い
た
こ

と
は
確
か
で
あ
る
（

12
）

。
そ
の
よ
う
な
玉
を
龍
蛇
は
人
間
に
残
し
て
去

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
事
実
、
龍
蛇
の
残
し
た
玉
を
「
宝
珠
」
と
す

る
蛇
女
房
譚
が
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
埼
玉
県
比
企
郡
吉
身
町
の
蛇

女
房
譚
は
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る[

九
―
一
〇
〇
～
一
〇
一]

。 

・
武
田
信
玄
の
臣
、
原
虎
胤
の
妻
は
諏
訪
湖
の
龍
神
の
化
身
だ
っ
た
。

子
が
で
き
る
と
妻
は
宝
珠
を
残
し
て
淵
に
帰
り
、
夫
は
吉
見
に
移

る
。
二
代
の
う
ち
は
、
そ
ば
の
大
沼
に
向
か
っ
て
願
う
と
膳
椀
な

ど
が
水
面
に
浮
か
ん
だ
の
で
、
そ
こ
を
膳
椀
淵
と
言
っ
た
。 

本
話
は
、
蛇
女
房
譚
と
椀
貸
し
淵
譚
と
が
結
合
し
て
い
る
。
椀
貸
し

淵
譚
は
淵
・
川
・
沼
な
ど
が
龍
宮
と
つ
な
が
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
富

や
幸
い
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
例
が
多
い
。
そ
の
よ
う
な

椀
貸
し
淵
譚
と
蛇
女
房
譚
と
が
結
び
つ
き
、
龍
蛇
は
「
宝
珠
」
を
残
し

て
去
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
広
島
県
比
婆
郡
高
野
町
大
内
大
野
で

も
、
娘
は
そ
の
正
体
で
あ
る
大
蛇
の
姿
を
見
ら
れ
、
「
見
破
ら
れ
た
か

ら
に
は
海
へ
帰
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
子
供
を
こ
れ
で
育
て
て
く
れ
」

と
言
っ
て
や
は
り
「
宝
珠
」
を
渡
し
て
去
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る[

二

〇
―
二
一
〇]

。 
こ
こ
ま
で
み
て
き
た
事
例
か
ら
、
蛇
女
房
譚
で
龍
蛇
が
残
し
て
い
っ

た
の
は
、
「
宝
の
玉
」、
つ
ま
り
「
宝
珠
」
で
あ
っ
た
と
す
る
の
が
そ
の
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本
来
の
語
り
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
目
玉
に
つ
い
て

も
、
先
の
山
形
県
上
山
市
楢
下
の
蛇
女
房
譚
で
は
「
宝
生
の
玉
」
を
龍

蛇
の
目
玉
だ
と
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
龍
蛇
が
残
し
た
の
は
自
ら
の
目

で
あ
る
と
す
る
話
が
、
後
に
一
般
化
し
て
い
く
の
に
つ
れ
て
、
本
来
の

伝
承
で
あ
っ
た
宝
珠
を
逆
に
龍
蛇
の
目
玉
で
あ
る
と
理
解
す
る
よ
う

に
な
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
蛇
の
目
玉
そ
の
も
の
を
宝
の

玉
と
す
る
話
は
各
地
に
残
さ
れ
て
い
る
（

13
）

。 

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
今
日
の
蛇
女
房
譚
で
は
龍
蛇
が
残
し
た
の

は
自
ら
の
両
眼
で
あ
る
と
す
る
語
り
が
一
般
的
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
本
来
は
宝
珠
な
ど
の
「
玉
」
を
残
し
た
と
す
る
語
り
で
あ
っ

た
。
そ
れ
で
は
龍
蛇
が
残
し
た
と
さ
れ
る
「
玉
」
と
は
い
っ
た
い
何
を

象
徴
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
、
蛇
女
房
譚
に
登
場
す
る
龍

蛇
の
性
格
を
分
析
す
る
こ
と
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。 

 三
、
龍
蛇
の
性
格 

（
１
）
水
を
支
配
す
る
龍
蛇 

特
別
な
「
玉
」
を
龍
蛇
が
残
し
た
と
す
る
語
り
の
な
か
で
も
っ
と
も

注
目
さ
れ
る
の
は
高
木
敏
雄
の
『
日
本
伝
説
集
』
に
収
め
ら
れ
た
静
岡

県
磐
田
郡
で
語
ら
れ
る
蛇
女
房
譚
で
あ
る
。
そ
の
梗
概
は
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
（

14
）

。 

坂
上
田
村
麿
将
軍
が
蝦
夷
征
伐
の
途
次
宿
っ
た
宿
で
結
ば
れ
た
女

が
懐
妊
し
た
。
女
は
「
何
卒
、
わ
が
た
め
に
産
屋
を
建
て
」
て
ほ

し
い
、
そ
し
て
「
わ
が
産
屋
の
中
に
在
ら
ん
程
は
、
如
何
な
る
事

あ
り
と
も
ゆ
め
ゆ
め
覗
き
給
ふ
な
」
と
告
げ
る
。
し
か
し
、
将
軍

は
誓
い
を
忘
れ
て
産
屋
を
覗
い
て
し
ま
っ
た
。
す
る
と
、
大
蛇
が

赤
児
の
頭
を
ね
ぶ
っ
て
い
た
。
大
蛇
は
、「
わ
が
身
は
こ
の
淵
に
棲

む
者
」
で
あ
る
、
本
体
を
見
ら
れ
た
以
上
、
自
分
の
命
は
こ
こ
ま

で
で
あ
る
、
亡
骸
は
こ
の
淵
に
沈
め
て
ほ
し
い
と
依
頼
す
る
。
そ

し
て
、
「
わ
れ
に
二
つ
の
宝
珠
あ
れ
ば
君
に
奉
る
べ
し
。
一
つ
は
、

此
児
の
泣
く
と
き
に
舐
さ
せ
給
へ
、
乳
の
代
り
と
な
り
て
育
つ
べ

し
。
一
つ
は
、
潮
乾
珠
な
れ
ば
、
水
に
投
入
れ
た
ま
は
ば
、
忽
ち

水
退
き
、
陸
地
と
な
ら
ん
」
と
告
げ
て
息
絶
え
た
。
赤
児
は
「
大

蛇
の
授
け
た
宝
珠
を
乳
の
代
り
に
し
て
」
育
て
ら
れ
る
。
大
蛇
は

淵
の
底
に
沈
め
ら
れ
、
椎
河
脇
神
社
（
浜
松
市
南
区
東
町
）
に
大

蛇
を
祀
っ
た
。
こ
の
あ
た
り
は
一
面
の
水
で
あ
っ
た
が
、
将
軍
が

大
蛇
の
授
け
た
潮
乾
珠
を
投
込
む
と
、
忽
ち
水
が
退
い
て
陸
地
が

出
た
。 

本
話
の
内
容
は
明
ら
か
に
蛇
女
房
譚
で
あ
る
が
、
蛇
が
残
し
て
い
っ
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た
の
は
「
二
つ
の
宝
珠
」
と
さ
れ
て
お
り
、
目
を
く
り
抜
く
と
い
う
モ

チ
ー
フ
は
み
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
こ
の
伝
承
で
注
目
さ
れ
る
の
は
「
二

つ
の
宝
珠
」
が
、「
乳
の
代
り
に
子
に
舐
ら
せ
る
宝
珠
」
と
「
潮
乾
珠
」

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
潮
乾
珠
と
は
、
記
紀
神
話
に
登
場
す
る

「
潮
涸
瓊

し

お

ひ

の

た

ま

（
潮
乾
珠
）
」
と
「
潮
満
瓊

し
ほ
み
ち
の
た
ま

（
潮
満
珠
）
」
と
い
う
山
幸
（
彦

火
火
出
見
命
）
が
、
「
海
神

わ

た

つ

み

の
宮
」
で
与
え
ら
れ
る
宝
珠
の
一
つ
で
あ

る
。『
日
本
書
紀
（

15
）

』
巻
第
二
神
代
下
に
よ
れ
ば
、
山
幸
は
「
海
神
の

女
む
す
め

豊
玉

と

よ

た

ま

姫び

め

」
と
結
ば
れ
る
が
、
産
室
を
覗
く
な
と
い
う
禁
忌
を
破
り
覗

い
て
見
る
と
、「
豊
玉
姫
、
方

み
ざ
か
り

に
産こ

う

む
と
き
に
竜た

つ

に
化
為な

り
ぬ
」
と
姫

は
龍
の
姿
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
恥
じ
て
豊
玉
姫
は
去
っ
て
い
っ
た

と
い
う
。 

妻
の
正
体
が
龍
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
夫
が
「
産
室
を
覗
く
な
」
と

い
う
禁
忌
を
破
っ
た
た
め
に
妻
が
去
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、

蛇
女
房
譚
と
共
通
す
る
モ
チ
ー
フ
は
み
ら
れ
る
が
、
山
幸
は
あ
く
ま
で

も
海
神
か
ら
宝
珠
を
も
ら
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
豊
玉
姫
は
関
わ
っ

て
い
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
蛇
女
房
譚
と
記
紀
の
山
幸
海
幸
神
話

と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
両
者
の
伝
承
が
大
き
く
類

似
し
て
い
た
た
め
に
、
こ
の
地
に
伝
え
ら
れ
た
蛇
女
房
譚
が
変
容
す
る

過
程
に
お
い
て
蛇
が
残
し
て
い
っ
た
宝
珠
の
一
つ
が
「
潮
乾
珠
」
と
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

さ
て
、
「
海
神
」
が
有
す
る
と
さ
れ
る
潮
涸
瓊
と
潮
満
瓊
は
、
潮
の

干
満
を
自
在
に
す
る
呪
力
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
海
を
掌

る
と
い
う
海
神
へ
の
信
仰
を
象
徴
し
て
い
る
。
つ
ま
り
海
神
は
水
を
支

配
す
る
水
神
な
の
で
あ
る
（

16
）

。
同
様
に
蛇
女
房
譚
に
登
場
す
る
龍
蛇

も
水
を
支
配
す
る
水
神
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
残
し

て
い
っ
た
玉
を
奪
っ
た
殿
様
な
ど
に
対
す
る
龍
蛇
の
復
讐
と
い
う
モ

チ
ー
フ
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
。 

た
と
え
ば
、
先
に
紹
介
し
た
長
岡
瞽
女
で
あ
る
金
子
セ
キ
女
の
蛇
女

房
譚
で
は
、
大
蛇
は
洪
水
を
お
こ
し
、
玉
を
取
り
上
げ
た
殿
様
は
流
さ

れ
て
死
ん
だ
と
語
ら
れ
て
い
た
。
大
分
県
南
海
郡
蒲
江
町
西
の
浦
西
で

も
、
両
目
の
玉
を
殿
様
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
蛇
は
大
洪
水
を
起
こ
し
て

殿
様
の
城
を
流
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う[

二
三
―
四
七]

。
ま
た
、
徳
島

県
海
部
郡
海
部
町
鞆
浦
で
は
、
両
目
を
代
官
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
蛇
が

夫
に
「
一
週
間
の
う
ち
に
七
里
離
れ
た
所
に
逃
げ
よ
」
と
言
う
の
で
、

夫
は
子
供
を
連
れ
て
逃
げ
た
。
す
る
と
蛇
の
棲
む
池
が
で
ん
ぐ
り
返
っ

て
七
里
四
方
が
泥
沼
に
な
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る[

二
一
―
一
八
三
～

一
八
四]
。 

こ
の
よ
う
に
蛇
女
房
譚
に
登
場
す
る
龍
蛇
は
洪
水
を
お
こ
し
た
と
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各
地
で
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
特
に
四
国
か
ら
九
州
地
方
に
か

け
て
は
大
津
波
を
起
こ
し
た
と
語
ら
て
い
れ
る
地
が
多
い
。
な
か
で
も

寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
四
月
に
お
こ
っ
た
島
原
地
方
の
大
地
震
と
結

び
つ
け
ら
れ
た
語
り
が
存
在
す
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

長
崎
県
島
原
市
で
語
ら
れ
る
蛇
女
房
譚
の
梗
概
は
次
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る[

二
四
―
三
〇]
。 

「
諏
訪
の
池
」（
雲
仙
市
小
浜
町
）
に
大
蛇
が
二
匹
い
て
畑
を
荒
ら

す
の
で
、
島
原
の
殿
様
が
蛇
狩
り
を
し
、
一
匹
を
射
殺
し
た
が
も

う
一
匹
に
は
痛
手
を
負
わ
せ
た
が
取
り
逃
が
し
た
。
あ
る
日
、
島

原
の
医
者
の
家
に
「
お
す
わ
（
諏
訪
）
」
と
い
う
名
の
娘
が
傷
の
手

当
を
し
て
も
ら
い
に
来
る
。
後
に
二
人
は
夫
婦
と
な
り
男
の
子
が

生
ま
れ
る
。
し
か
し
、
娘
の
正
体
が
蛇
で
あ
る
こ
と
が
後
に
わ
か

り
、「
子
供
が
泣
く
時
に
は
、
こ
れ
を
与
え
る
と
泣
か
ず
に
成
長
す

る
」
と
言
っ
て
娘
は
玉
を
渡
し
て
去
る
。
し
ば
ら
く
し
て
寛
政
四

年
の
大
地
震
が
起
こ
り
、
眉
山
（
島
原
市
）
が
崩
れ
出
し
た
の
で

眉
山
の
麓
の
蛇
町
の
人
々
が
地
震
に
驚
き
逃
げ
よ
う
と
す
る
と
、

大
蛇
が
道
に
横
た
わ
り
逃
げ
ら
れ
な
い
。
仕
方
な
く
家
に
帰
る
と

大
津
波
が
起
こ
り
、
付
近
の
人
家
は
こ
と
ご
と
く
流
さ
れ
て
し
ま

っ
た
が
、
蛇
町
の
人
は
み
な
助
か
っ
た
。
地
震
が
蛇
の
祟
り
だ
と

い
う
の
で
、
島
原
の
城
主
は
そ
の
責
を
負
っ
て
自
刃
し
た
と
い
う
。 

こ
の
よ
う
に
、
蛇
女
房
譚
に
登
場
す
る
龍
蛇
は
、
盲
人
た
ち
に
よ
っ

て
各
地
で
語
ら
れ
て
い
た
龍
蛇
退
治
譚
に
登
場
す
る
龍
蛇
と
同
様
に
、

洪
水
や
津
波
な
ど
を
も
た
ら
す
存
在
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、
蛇
女
房
の

龍
蛇
は
雨
を
も
た
ら
す
存
在
で
も
あ
っ
た
。
兵
庫
県
氷
上
郡
柏
原
町
の

蛇
女
房
譚
に
よ
れ
ば
、
「
殿
様
が
献
上
さ
れ
た
蛇
の
玉
を
出
し
て
み
る

と
雨
が
降
っ
た[

一
六
―
一
一
五]

」
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
蛇
女
房

譚
に
登
場
す
る
龍
蛇
は
、
洪
水
や
津
波
を
起
こ
し
た
り
雨
を
降
ら
せ
た

り
す
る
と
い
う
水
を
統
御
し
支
配
す
る
「
水
神
」
と
し
て
の
性
格
を
強

く
有
し
て
い
る
と
い
え
る
。
大
蛇
が
有
す
る
「
玉
」
が
象
徴
す
る
第
一

は
そ
の
よ
う
な
力
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
先
の
静
岡
県
磐
田
郡
で
語
ら
れ
る
蛇
女
房
譚
の
よ
う
に
、
記
紀
神

話
に
登
場
す
る
海
神
が
有
す
る
と
さ
れ
る
宝
珠
を
蛇
女
房
譚
の
龍
蛇

が
坂
上
田
村
麿
に
残
し
た
と
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（

17
）

。 

た
だ
、
蛇
女
房
譚
に
登
場
す
る
龍
蛇
は
、
水
神
と
は
ま
た
異
な
っ
た

性
格
を
も
有
し
て
い
た
。
当
然
「
玉
」
も
ま
た
別
の
力
を
象
徴
し
て
い

る
。
次
に
そ
の
点
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。 

（
２
）
龍
蛇
と
富
の
獲
得 

龍
蛇
の
目
玉
が
有
す
る
意
味
を
考
え
る
上
で
注
目
し
た
い
の
は
、
次
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の
愛
知
県
北
設
楽
郡
設
楽
町
八
橋
の
「
蛇
息
子
」
譚
で
あ
る
。
そ
の
梗

概
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る[

一
三
―
二
三
八
～
二
三
九]

。 
子
の
な
い
爺
と
婆
が
小
さ
な
蛇
を
子
供
に
す
る
。
蛇
は
大
き
く
な

り
村
人
に
恐
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
村
人
は
退
治
に
行
く
。
爺

が
説
得
に
行
く
と
、
蛇
は
「
自
分
を
殺
し
て
く
れ
。
自
分
の
目
を

一
つ
や
る
か
ら
お
ひ
つ
に
入
れ
て
お
け
ば
、
米
で
も
銭
で
も
ほ
し

い
物
が
出
る
。
人
に
は
見
せ
る
な
」
と
言
っ
て
片
目
を
与
え
る
。

爺
が
蛇
の
首
を
打
っ
て
帰
る
と
村
人
は
喜
ぶ
。
し
か
し
、
目
は
役

人
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
爺
と
婆
が
池
の
ふ
ち
へ
行
っ
て
話
す
と
、

蛇
が
出
て
き
て
「
残
り
の
一
つ
の
目
玉
を
や
る
が
、
夜
明
け
が
わ

か
ら
な
い
か
ら
明
け
六
つ
と
暮
れ
六
つ
に
鐘
を
撞
い
て
く
れ
」
と

言
う
。 

本
話
は
蛇
女
房
譚
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
話
で
は
あ
る
が
、
「
蛇
が

人
間
に
両
目
を
与
え
る
」
、「
盲
目
に
な
っ
た
の
で
鐘
を
撞
い
て
く
れ
と

依
頼
す
る
」
な
ど
蛇
女
房
譚
と
共
通
す
る
モ
チ
ー
フ
を
有
し
て
い
る
点

が
と
り
あ
え
ず
は
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
蛇
の
目
が
何
で
も
欲
し

い
物
が
手
に
入
る
呪
宝
と
さ
れ
て
い
る
点
が
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

蛇
女
房
譚
に
も
こ
の
よ
う
に
人
間
に
富
を
も
た
ら
す
と
い
う
性
格
を

有
す
る
目
玉
が
登
場
す
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
鹿
児
島
県
大
島

郡
喜
界
町
の
蛇
女
房
譚
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る[

二
五
―
二
〇

六]

。 「
川
嶺
（
喜
界
町
）
の
溜
め
池
の
大
蛇
」
が
貧
乏
な
男
と
夫
婦
に

な
っ
た
が
、
妻
が
大
蛇
の
姿
で
子
供
を
産
ん
で
い
る
と
こ
ろ
を
男

に
見
ら
れ
、「
こ
れ
を
赤
子
に
し
ゃ
ぶ
ら
せ
て
育
て
る
よ
う
に
」
と
、

自
分
の
片
目
を
抜
い
て
男
に
渡
し
て
去
る
。
後
に
目
玉
を
失
い
困

っ
て
い
る
と
、
池
の
中
か
ら
大
蛇
が
現
わ
れ
、「
子
供
の
命
の
た
め

に
残
り
の
目
玉
を
抜
い
て
上
げ
る
か
ら
、
子
供
が
成
長
し
た
ら
床

に
飾
っ
て
く
れ
」
と
、
も
う
一
方
の
目
玉
を
男
に
渡
す
。
子
供
が

成
長
し
た
の
で
玉
を
床
の
上
に
飾
っ
て
お
く
と
、
知
ら
ず
知
ら
ず

に
金
が
た
ま
っ
て
村
一
番
の
金
持
ち
に
な
る
。
村
人
た
ち
が
玉
を

奪
っ
て
い
く
。
男
が
溜
め
池
に
行
っ
て
話
す
と
、
大
蛇
は
怒
っ
て

池
の
水
を
溢
れ
さ
せ
下
の
村
を
流
し
た
。 

蛇
の
目
の
呪
力
に
よ
り
男
は
富
を
得
て
村
一
番
の
金
持
ち
に
な
っ

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
新
潟
県
西
頚
城
郡
名
立
町
の
蛇
女
房
譚
で
も
蛇

を
嫁
に
も
ら
っ
た
「
小
林
」
と
い
う
家
は
付
近
で
一
軒
だ
け
栄
え
た
と

い
う[
一
〇
―
二
四
九]

。
実
は
蛇
女
房
譚
で
は
残
さ
れ
た
男
が
後
に
金

持
ち
に
な
っ
た
と
か
城
主
に
な
っ
た
な
ど
と
幸
せ
に
暮
ら
し
た
と
語

ら
れ
る
例
が
多
く
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 
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こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
蛇
女
房
譚
の
本
来
の
語
り
は
、
「
異
界

か
ら
人
間
界
を
訪
れ
た
龍
蛇
が
人
間
の
男
と
結
ば
れ
て
子
を
な
し
た

が
、
男
が
禁
忌
を
破
っ
た
た
め
そ
の
正
体
が
明
ら
か
に
な
り
、
男
に
宝

珠
を
残
し
て
異
界
へ
と
去
っ
て
い
っ
た
。
残
さ
れ
た
男
は
宝
珠
の
呪
力

で
富
を
得
て
裕
福
に
暮
ら
し
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。 

つ
ま
り
、
蛇
女
房
譚
で
水
を
統
御
し
支
配
す
る
存
在
で
あ
る
と
語
ら

れ
て
い
た
龍
蛇
は
、
人
間
に
富
や
幸
い
を
授
け
て
く
れ
る
存
在
で
も
あ

る
と
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
富
や
幸
い
を
授
け
る
た
め

に
男
の
も
と
に
残
し
た
宝
珠
と
は
い
か
な
る
玉
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。 

 四
、
龍
宮
の
如
意
宝
珠
と
龍
蛇 

（
１
）
龍
宮
と
如
意
宝
珠 

蛇
女
房
譚
に
登
場
し
て
く
る
女
の
正
体
が
「
池
や
淵
の
主
」
や
「
海

神
」
と
さ
れ
、
そ
の
姿
が
龍
蛇
の
姿
で
表
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

女
は
「
龍
宮
」
と
称
さ
れ
る
異
界
か
ら
人
間
界
を
訪
れ
た
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
龍
宮
界
と
人
間
界
と
の
往
来
を
モ
チ
ー

フ
と
す
る
話
と
し
て
は
、
「
龍
宮
の
贈
り
物
」
・
「
龍
宮
童
子
」
・
「
龍
宮

女
房
」
な
ど
と
称
さ
れ
る
一
群
の
昔
話
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
話
と

同
じ
モ
チ
ー
フ
を
有
し
て
い
る
た
め
か
、
「
龍
宮
の
贈
り
物
」
な
ど
の

昔
話
と
習
合
し
た
語
り
と
な
っ
て
い
る
蛇
女
房
譚
も
存
在
す
る
。
た
と

え
ば
、
徳
島
県
三
好
郡
西
祖
谷
山
村
重
末
の
蛇
女
房
譚
は
次
の
よ
う
に

語
ら
れ
て
い
る[

二
―
一
八
四]

。 

 

爺
が
売
れ
残
っ
た
薪
を
「
龍
宮
様
の
御
姫
様
」
に
あ
げ
る
と
橋
か

ら
川
へ
投
げ
込
む
。
家
へ
帰
る
途
中
で
娘
に
出
会
い
一
緒
に
帰
り
、

と
も
に
生
活
す
る
よ
う
に
な
る
。
や
が
て
娘
は
妊
娠
し
、
丸
い
物

を
渡
し
て
鴻
池
へ
売
り
に
行
か
せ
、
爺
は
千
両
を
得
て
家
を
建
て

直
し
た
。
娘
と
の
約
束
を
破
っ
て
爺
が
産
室
を
の
ぞ
く
と
大
蛇
が

子
と
と
も
に
い
る
。
娘
は
「
自
分
は
龍
宮
界
か
ら
来
て
い
た
。
後

に
残
す
子
を
大
事
に
育
て
て
く
れ
」
と
言
っ
て
川
へ
入
る
。
あ
る

日
、
あ
ま
り
子
が
泣
く
の
で
爺
は
川
の
ふ
ち
へ
行
き
、
も
う
一
度

姿
を
見
せ
て
く
れ
と
頼
む
。
現
わ
れ
た
大
蛇
は
左
の
目
玉
を
抜
き

子
に
な
め
さ
せ
る
よ
う
に
渡
し
、「
前
に
売
っ
た
玉
は
自
分
の
右
目

だ
っ
た
」
と
言
う
。 

こ
こ
で
も
大
蛇
が
渡
し
た
玉
（
目
玉
）
は
千
両
で
売
れ
る
ほ
ど
の
価

値
が
あ
る
玉
と
さ
れ
て
い
る
。
本
話
の
前
半
は
「
龍
宮
の
贈
り
物
」・「
龍

宮
童
子
」・
「
龍
宮
女
房
」
な
ど
の
龍
宮
訪
問
譚
と
同
一
の
モ
チ
ー
フ
で
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あ
り
、
後
半
が
蛇
女
房
譚
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
香
川
県
西
讃
岐
地

方
で
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る[

二
―
一
八
二]

。 
貧
し
い
男
が
嫁
を
も
ら
う
と
、
そ
れ
か
ら
は
い
つ
も
米
び
つ
に
米

が
い
っ
ぱ
い
あ
る
よ
う
に
な
る
。
子
供
が
生
ま
れ
る
時
に
こ
っ
そ

り
の
ぞ
く
と
女
は
大
蛇
と
な
っ
て
い
る
。
子
供
に
自
分
の
目
玉
を

く
り
抜
い
て
山
へ
帰
っ
た
。 

前
半
は
「
龍
宮
女
房
」
な
ど
と
同
様
の
、
龍
宮
か
ら
人
間
界
を
訪
れ

た
女
が
宝
物
を
持
参
し
二
人
は
幸
せ
に
暮
ら
す
と
い
う
モ
チ
ー
フ
で

あ
る
。
本
話
は
そ
れ
に
蛇
女
房
譚
の
モ
チ
ー
フ
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。

龍
宮
女
房
譚
は
、
竜
宮
か
ら
訪
れ
た
女
が
人
間
の
男
と
結
ば
れ
、
男
に

富
や
幸
せ
を
も
た
ら
す
と
い
う
話
で
あ
る
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
蛇
女

房
譚
も
本
来
こ
れ
と
同
様
の
語
り
で
あ
り
、
龍
蛇
を
そ
の
正
体
と
す
る

女
が
人
間
界
の
男
と
一
緒
に
な
り
、
女
が
持
参
し
た
宝
珠
の
力
で
男
は

豊
か
に
な
る
と
い
う
話
で
あ
っ
た
。
蛇
女
房
譚
に
登
場
す
る
女
も
龍
宮

か
ら
訪
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
女
が
持
参
し
た
宝
珠
は
龍
宮
に
存
在
す

る
宝
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
龍
宮
に
は
「
如
意
宝
珠
」
と
称
さ
れ
る
玉
が
存
在
す
る

と
古
く
か
ら
信
じ
ら
れ
て
き
た
。
蛇
女
房
譚
で
、
龍
宮
か
ら
人
間
界
を

訪
れ
た
女
が
残
し
た
の
は
こ
の
如
意
宝
珠
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

如
意
宝
珠
は
仏
教
経
典
な
ど
に
登
場
し
、
「
如
意
宝
」
、
「
如
意
珠
」
な

ど
と
も
称
さ
れ
る
、
一
切
の
願
い
が
所
持
者
の
意
の
ま
ま
に
か
な
う
と

い
う
不
思
議
な
宝
珠
の
こ
と
で
あ
る
（

18
）

。
時
代
を
遡
っ
て
み
る
と
、

東
寺
観
智
院
本
『
三
宝
絵
（

19
）

』
上
―
四
「
精
進
波
羅
密
」
条
に
、
波
羅
奈

は

ら

な

国こ

く

の
「
大
施

だ

い

せ

太
子

た

い

し

」
が
、
苦
難
の
旅
を
続
け
、
大
海
の
水
を
汲
み
干
そ

う
と
ま
で
し
て
、
貧
し
い
人
々
を
救
う
た
め
「
如
意

に

ょ

い

珠し

ゆ

」
を
手
に
入
れ

た
と
い
う
本
生
譚
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
我
レ
聞

ク
、
海う

ミ
ノ
中
ニ
如
意

に

ょ

い

珠し

ゆ

有あ

ん

ナ
リ
。
心

こ
こ
ろ

見み

ニ
行ゆ

き

テ
求

も
と
め

ム
。
」
と
あ
り
、

さ
ら
に
、
こ
の
珠
は
「
竜
王

り

う

わ

う

ノ
宮み

や

」
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、「
王わ

う

ノ
宮み

や

ニ
至

い
た
り

テ
見
レ
バ
、
毒
ノ
竜
堀ほ

り

キ
ヲ
守ま

も

リ
、
玉た

ま

ノ
女

を
む
な

門か

ど

ヲ
守
」
っ
て
い
た
。

そ
し
て
、
太
子
は
竜
王
に
対
し
て
「
王
ノ
左
ノ
耳
ノ
中
ノ
珠
ヲ
乞こ

ハ
ム

ガ
為た

め

ニ
来き

た

レ
ル
也
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
十
世
紀
末
ま
で

に
は
如
意
宝
珠
の
存
在
は
貴
族
社
会
に
お
い
て
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、

「
海
ミ
ノ
中
ニ
如
意
珠
有
ナ
リ
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
如
意
宝
珠
は

海
中
に
、
そ
れ
も
「
竜
王
の
宮
」
、
す
な
わ
ち
龍
宮
の
龍
王
が
こ
れ
を

所
持
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
大
施
太
子
の
話
は
、
平
康
頼
の

『
宝
物
集
（

20
）

』
巻
第
一
に
も
次
の
よ
う
に
登
場
し
て
く
る
。 

大
施
太
子
は
、
「
一
切
衆
生
に
宝
を
あ
た
へ
ん
」
と
云
大
願
有
て
、

施
を
ほ
ど
こ
し
給
ふ
に
、
宝
は
尽
く
れ
ど
も
衆
生
の
ね
が
ひ
は
尽
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ず
。
故
に
、
命
を
捨
て
龍
宮
城
へ
行
て
、
如
意
宝
珠
を
え
て
帰
給

ふ
事
也
。
（
略
）
こ
ゝ
を
も
つ
て
、
花
厳
経
に
は
、
「
一
切
の
宝
の

中
に
如
意
宝
珠
勝
れ
た
り
」
と
と
き
、
妙
楽
大
師
は
「
如
意
珠
天

上
勝
宝
」
と
は
釈
し
給
ふ
也
。
如
意
珠
な
ん
ど
を
え
て
ん
に
は
、

五
穀
七
宝
、
い
づ
れ
か
と
も
し
き
は
あ
ら
ん
。 

こ
の
よ
う
に
、
い
か
な
る
宝
で
も
自
由
に
出
せ
る
と
さ
れ
た
如
意
宝

珠
は
や
は
り
「
龍
宮
城
」
に
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（

21
）

。

さ
ら
に
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
一
六
―
「
仕

く
わ
ん

観
音

お
む
に
つ
か

人
ま
つ
る

行
ひ
と
り
う

竜
宮

ぐ

う

に

得
ゆ
き
て

富
語

と
み
を
う
る

第
一
五

こ
と
だ
い
じ
ふ
ご

」
は
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。 

観
音
に
深
く
帰
依
す
る
若
者
が
、
如
意

に

ょ

い

造
り
の
職
人
に
と
ら
え
ら
れ

た
小
蛇
（
そ
の
正
体
は
竜
王
の
娘
）
を
救
っ
た
お
礼
に
池
の
底
に
あ
る

竜
宮
に
案
内
さ
れ
、
帰
り
に
娘
を
救
っ
て
も
ら
っ
た
礼
と
し
て
竜
王
か

ら
も
ら
っ
た
い
く
ら
割
っ
て
も
尽
き
な
い
「
金

こ
が
ね

ノ
餅

も
ち
ひ

」
の
力
に
よ
っ
て

生
涯
富
み
栄
え
た
。
た
だ
し
、
最
初
、
竜
王
は
「
如
意

に

よ

い

ノ
珠た

ま

ヲ
モ
可
奉

た
て
ま
つ
る
べ

ケ
レ
ド
モ
、
日
本

に

つ

ぽ

ん

ハ
人
ノ
心
悪あ

シ
ク
シ
テ
、
持た

も

チ
給た

ま

ハ
ム
事こ

と

難か

た

シ
」
と
、

「
如
意
宝
珠
」
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
や
は
り
龍

宮
に
あ
る
も
っ
と
も
貴
重
な
宝
は
如
意
宝
珠
と
称
さ
れ
る
玉
だ
っ
た

の
で
あ
る
。 

（
２
）「
さ
よ
ひ
め
」
と
如
意
宝
珠 

室
町
時
代
に
お
い
て
も
、
龍
宮
に
あ
る
と
さ
れ
る
如
意
宝
珠
に
対
す

る
信
仰
は
存
在
し
た
。
た
と
え
ば
、
東
北
地
方
で
活
動
し
て
い
た
ボ
サ

マ
と
称
さ
れ
る
盲
僧
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
奥
浄
瑠
璃
の
な
か
の
一
曲

で
あ
る
『
竹
生
島
の
本
地
』
系
の
曲
の
成
立
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た

室
町
時
代
に
流
布
し
た
「
さ
よ
ひ
め
」
の
物
語
に
も
「
如
意
宝
珠
」
が

登
場
し
て
く
る
。
奈
良
絵
本
『
さ
よ
ひ
め
（

22
）

』
の
梗
概
は
次
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
（

23
）

。 

大
和
坪
坂
の
「
ま
つ
ら
長
し
や
」（
松
浦
長
者
）
に
は
子
供
が
な
い

の
で
長
谷
観
音
に
祈
っ
て
「
さ
よ
姫
」
を
授
か
っ
た
。
や
が
て
父

が
亡
く
な
り
家
は
没
落
し
、
さ
よ
姫
は
母
と
二
人
貧
し
い
生
活
を

し
て
い
た
。
そ
し
て
さ
よ
姫
十
六
歳
の
時
に
、
父
の
十
三
回
忌
の

費
用
を
得
る
た
め
に
母
に
内
緒
で
「
む
つ
の
国
あ
た
ち
の
こ
ほ
り
」

（
陸
奥
国
安
達
郡
）
の
「
こ
ん
か
の
太
夫
」
に
身
を
売
っ
て
し
ま

う
。
さ
よ
姫
は
安
達
郡
の
池
に
棲
む
大
蛇
の
人
身
御
供
と
し
て
、

太
夫
の
娘
の
身
代
わ
り
に
捧
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
さ
よ
姫
が
出

現
し
た
大
蛇
に
『
法
華
経
』
の
提
婆
達
多
品
を
誦
み
か
け
る
と
、

大
蛇
の
角
は
取
れ
鱗
も
落
ち
十
七
、
八
の
娘
姿
に
な
り
、
蛇
身
の

苦
患
か
ら
救
わ
れ
る
。
こ
の
大
蛇
の
前
世
は
、
人
買
い
に
さ
ら
わ

れ
人
柱
に
さ
れ
た
伊
勢
国
二
見
ケ
浦
の
女
性
で
あ
っ
た
。
大
蛇
は
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龍
宮
の
如
意
宝
珠
を
成
仏
で
き
た
礼
と
し
て
さ
よ
姫
に
差
し
出

す
。
そ
の
後
、
大
蛇
は
天
に
昇
り
、
坪
坂
の
観
音
と
し
て
祀
ら
れ

た
。
大
蛇
の
力
で
故
郷
に
帰
っ
た
さ
よ
姫
は
娘
と
別
れ
た
悲
し
み

で
目
を
泣
き
つ
ぶ
し
た
母
と
再
会
し
、
大
蛇
に
も
ら
っ
た
如
意
宝

珠
を
あ
て
て
母
の
目
を
開
け
る
。
さ
よ
姫
親
子
は
ふ
た
た
び
長
者

と
な
る
。
後
に
さ
よ
姫
は
竹
生
島
の
弁
才
天
に
祀
ら
れ
た
。 

こ
こ
で
生
贄
を
求
め
て
い
る
の
は
「
「
大
し
や
」（
大
蛇
）
と
記
述
さ

れ
て
は
い
る
が
、「
十
二
の
つ
の
」
を
有
し
、「
口
よ
り
く
わ
ゑ
ん
の
い

き
を
は
き
」
と
い
う
姿
は
ま
さ
に
龍
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
大
蛇
は

『
法
華
経
』
提
婆
達
多
品
の
功
徳
に
よ
っ
て
成
仏
し
た
と
さ
れ
て
い
る

が
、
『
法
華
経
』
に
つ
い
て
『
さ
よ
ひ
め
』
の
本
文
に
は
「
そ
の
ほ
け

き
や
う
、
一
ふ
八
く
わ
ん
の
う
ち
、
五
の
ま
き
、
た
い
は
ほ
ん
と
申
は
、

女
人
し
や
う
仏
の
。
八
さ
い
の
り
う
に
よ
ま
て
う
か
み
た
り
し
御
き
よ

う
な
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、『
法
華
経
（

24
）

』
巻
第
五
「
提

婆
達
多
品
第
十
二
」
に
は
、
八
大
龍
王
の
一
つ
で
あ
る
沙
羯
羅
龍
王
の

八
歳
に
な
る
娘
が
、
持
っ
て
い
た
「
価
直
は
三
千
大
千
世
界
な
り
」
と

い
う
ほ
ど
の
価
値
あ
る
宝
珠
を
釈
尊
に
差
し
上
げ
、
釈
尊
が
こ
れ
を
受

け
取
る
と
同
時
に
龍
女
は
「
忽
然
の
間
に
変
じ
て
男
子
と
成
り
」
成
仏

し
た
と
い
う
龍
女
成
仏
譚
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
『
さ

よ
ひ
め
』
に
登
場
す
る
大
蛇
も
ま
た
、
ま
さ
に
龍
女
で
あ
る
と
い
っ
て

よ
い
。
さ
て
、
成
仏
し
た
大
蛇
は
さ
よ
姫
に
礼
を
す
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
場
面
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。 

此
御
き
よ
う
の
、
ふ
せ
も
つ
に
、
こ
れ
を
参
ら
せ
候
は
ん
、
こ
れ

こ
そ
、
り
う
く
う
し
や
う
の
、
た
い
一
の
た
か
ら
、
に
よ
い
ほ
う

し
ゆ
に
て
候
な
り
、
此
玉
と
申
は
、
何
事
に
て
も
候
へ
、
の
そ
み

の
か
な
ふ
、
宝
也
と
て
、
さ
よ
姫
に
奉
り
、 

や
は
り
、
如
意
宝
珠
は
「
り
う
く
う
し
や
う
」（
龍
宮
城
）、
つ
ま
り

龍
宮
に
あ
る
、
ど
の
よ
う
な
望
み
で
も
か
な
う
第
一
の
宝
だ
と
い
う
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
母
の
開
眼
の
場
面
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。 

 

か
の
大
し
や
の
、
あ
た
へ
つ
る
、
に
よ
い
ほ
う
し
ゆ
を
、
と
り
出

し
、
は
ゝ
う
へ
の
り
よ
う
か
ん
に
を
し
あ
て
給
へ
は
、
た
ち
ま
ち

に
ひ
ら
け
つ
ゝ
、
お
や
子
の
た
い
め
ん
、
あ
り
け
る
は
、
た
め
し

す
く
な
き
、
し
た
い
也
。 

こ
の
よ
う
に
、
如
意
宝
珠
の
力
に
よ
っ
て
さ
よ
ひ
め
の
願
い
は
か
な

い
、
母
の
眼
は
開
く
の
で
あ
る
。
母
と
子
が
人
買
い
に
売
ら
れ
離
れ
離

れ
に
な
っ
た
後
に
再
会
し
、
子
が
母
の
眼
を
開
眼
さ
せ
る
と
い
う
モ
チ

ー
フ
、
さ
ら
に
は
こ
の
場
面
の
語
り
は
山
椒
太
夫
伝
説
の
原
型
と
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
安
寿
伝
承
と
酷
似
し
て
い
る
。
安
寿
伝
承
の
管
理
者
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は
越
後
瞽
女
や
、
津
軽
イ
タ
コ
と
い
っ
た
盲
女
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら

（

25
）

、「
さ
よ
姫
」
系
伝
承
の
成
立
に
も
盲
女
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
世
末
に
語
ら
れ
た
龍
蛇
を
巡
る
物
語

群
の
な
か
に
は
、
盲
人
そ
れ
も
盲
女
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
た
物
語

が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。 

な
お
、『
さ
よ
姫
』
で
は
こ
の
母
の
開
眼
の
場
面
の
後
に
、「
か
の
ほ

う
し
ゆ
よ
り
、
た
か
ら
を
ふ
ら
せ
」
、「
ふ
た
ゝ
ひ
、
ち
や
う
し
や
と
さ

か
へ
給
ふ
」
と
あ
る
。
如
意
宝
珠
か
ら
宝
を
降
ら
せ
、
「
さ
よ
姫
」
と

母
と
は
再
び
長
者
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ボ
サ
マ
が
語
る
奥
浄

瑠
璃
の
写
本
の
う
ち
、
『
竹
生
嶋
弁
才
天
由
来
記
』
で
も
、
「
佐
世
姫
」

は
蛇
か
ら
も
ら
っ
た
玉
で
母
の
眼
を
開
き
、
こ
の
玉
を
虚
空
を
拝
し
て

振
る
と
消
え
て
い
た
宝
物
が
湧
き
出
し
再
び
栄
華
に
暮
ら
す
よ
う
に

な
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
（

26
）

。
や
は
り
龍
宮
の
龍
蛇
が
所
有
す
る
如

意
宝
珠
は
人
間
の
願
い
を
か
な
え
、
富
や
幸
い
を
も
た
ら
す
宝
と
信
じ

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 お
わ
り
に 

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
蛇
女
房
譚
は
盲
人
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ

た
話
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
本
話
の
本
来
の
語
り
は
異
界
（
龍
宮
）
に

棲
む
龍
女
と
人
間
界
の
男
と
が
結
ば
れ
子
供
も
産
ま
れ
る
が
、
そ
の
正

体
が
露
見
し
た
た
め
、
龍
女
は
龍
宮
に
あ
る
い
か
な
る
願
い
で
も
か
な

う
と
さ
れ
る
如
意
宝
珠
と
い
う
玉
を
残
し
て
異
界
へ
と
去
っ
た
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
盲
人
に
よ
っ
て
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
く
間

に
、
残
し
て
い
く
子
を
育
て
る
た
め
に
自
ら
の
目
玉
を
く
り
抜
い
て
残

し
て
い
っ
た
と
い
う
語
り
へ
と
変
容
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
盲
人
が
語
る
蛇
女
房
譚
に
登
場
す
る
龍
蛇
は
、
一
方
で

水
を
支
配
す
る
神
で
あ
り
、
も
う
一
方
で
人
間
に
富
や
幸
い
を
も
た
ら

す
神
で
も
あ
っ
た
。
仏
教
世
界
に
お
い
て
、
こ
れ
と
同
様
の
信
仰
を
集

め
て
い
る
の
が
弁
才
天
で
あ
る
。
村
々
の
池
や
川
の
ほ
と
り
で
も
っ
と

も
よ
く
目
に
す
る
の
は
弁
才
天
を
祀
る
祠
や
碑
で
あ
り
、
弁
才
天
は
水

神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
七
福
神
の
一
員
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
弁
才
天
は
福
神
と
し
て
も

広
く
信
仰
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
弁
才
天
は
一
般
的
に
美
女
の
姿
で
表

わ
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
龍
蛇
の
姿
で
表
象
さ
れ
る
こ
と

も
多
い
。
た
と
え
ば
、
弁
才
天
の
縁
日
が
「
巳
の
日
」
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
弁
才
天
は
蛇
の
姿
で
表
象
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
。
か
つ
て
養
蚕
地
帯
に
お
い
て
、
弁
才
天
は
蚕
神
と
し
て
信
仰

さ
れ
て
い
た
。
越
後
の
長
岡
瞽
女
で
あ
る
関
根
ヤ
ス
女
は
「
弁
天
様
は
、
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（
略
）
蛇
の
ま
あ
、
親
方
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
」
と
い
い
、
「
弁
天
様
を

信
心
す
れ
ば
蚕
が
良
う
な
る
と
い
う
て
い
る
人
も
あ
る
。
弁
天
様
は
蛇

ら
ん
だ
」
と
、
弁
才
天
は
蛇
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
蚕
を
育
て
る
家

は
こ
の
弁
才
天
を
信
仰
し
て
い
る
と
語
っ
て
い
る
（

27
）

。
こ
の
よ
う
に

弁
才
天
が
蚕
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
た
理
由
と
し
て
は
、
一
般
に
弁
才
天

の
使
い
の
蛇
が
蚕
に
害
を
及
ぼ
す
ね
ず
み
を
食
べ
る
た
め
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
（

28
）

。
ま
た
、
山
形
県
米
沢
市
の
簗
沢
弁
天
に
つ
い
て
も
、

「
簗
沢
弁
天
の
お
姿
は
蛇
体
で
、
付
近
の
養
蚕
農
家
は
オ
ブ
ク
（
護
符
）

を
い
た
だ
い
て
き
て
一
升
米
に
オ
ブ
ク
を
の
せ
て
蚕
棚
に
あ
げ
て
お

く
。
弁
天
様
の
お
姿
を
借
り
て
き
て
い
る
か
ら
鼠
が
こ
な
い
（

29
）

」
と

い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
弁
才
天
の
本
体
は
蛇
で
あ
る
と
か
、
弁
才
天
の

使
い
は
蛇
で
あ
る
な
ど
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。 

時
代
を
遡
る
と
、『
平
家
物
語
（

30
）

』（
覚
一
本
）
巻
七
「
竹
生
島
詣
」

で
は
竹
生
島
の
弁
才
天
が
龍
の
姿
で
平
経
正
の
前
に
示
現
し
て
お
り
、

『
太
平
記
（

31
）

』
巻
第
五
「
時
政

ト

キ

マ

サ

参サ

ン

二

籠
ロ
ウ
ノ

榎エ

ノ

嶋
シ
マ
ニ

一

事
」
に
よ
れ
ば
、
北
条

時
政
が
榎
嶋
（
江
の
島
）
に
参
籠
し
「
子
孫
ノ
繁
昌
」
を
祈
願
し
て
い

た
夜
に
端
厳
美
麗
な
女
房
が
顕
れ
、「
子
孫
永
ク
日
本
ノ
主

ア
ル
ジ

ト
成ナ

リ

テ
、
栄エ

イ

花グ

ワ

ニ
可ベ

シ

レ

誇
ホ
コ
ル

。
但

タ
ダ
シ

其ソ

ノ

挙
動

フ

ル

マ

ヒ

違
タ
ガ
フ

所
ト
コ
ロ

ア
ラ
バ
、
七
代

シ

チ

ダ

イ

ヲ
不ズ

レ

可
ベ
カ
ラ

レ

過ス

グ

」
と
告

げ
て
帰
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
後
姿
を
見
て
い
る
と
、「
忽

タ
チ
マ
チ

ニ
伏フ

シ

長ダ

ケ

二
十

丈
許

バ
カ
リ

ノ
大
蛇

ダ

イ

ジ

ヤ

ト
成ナ

ツ

テ
」
、
海
中
に
入
っ
て
い
っ
た
、
あ
と
に
は
大
き
な

鱗
が
三
枚
落
ち
て
い
た
と
い
う
。
江
の
島
の
弁
才
天
が
美
女
と
大
蛇
の

姿
で
示
現
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
厳
島
明
神
の
本
地
は
弁

才
天
と
さ
れ
て
い
る
が
、
厳
島
明
神
は
大
蛇
の
姿
と
さ
れ
（

32
）

、「
沙
羯

羅
龍
王
の
娘
」
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（

33
）

。 

以
上
の
よ
う
な
弁
才
天
信
仰
の
伝
播
に
も
盲
人
は
深
く
関
わ
っ
て

い
た
。
座
頭
も
瞽
女
も
と
も
に
「
妙
音
講
」
で
弁
才
天
を
祀
っ
て
い
る

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
妙
音
講
が
盲
人
内
だ
け
の
儀
礼
で

は
な
く
、
近
在
の
村
々
の
信
仰
と
し
て
も
定
着
し
て
い
る
事
例
が
あ
る
。

先
に
み
た
よ
う
に
養
蚕
地
帯
に
お
い
て
は
弁
才
天
が
蚕
神
と
し
て
信

仰
さ
れ
て
お
り
、
長
岡
瞽
女
は
妙
音
講
で
弁
財
天
に
あ
げ
て
供
養
し
た

箸
を
世
話
に
な
る
瞽
女
宿
に
土
産
と
し
て
持
参
し
た
。
こ
の
箸
を
使
う

と
蚕
が
丈
夫
に
育
つ
と
か
よ
い
繭
に
な
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
（

34
）

。

長
野
県
で
最
近
ま
で
活
動
し
て
い
た
飯
田
瞽
女
の
妙
音
講
で
も
弁
才

天
を
祀
っ
て
い
る
が
、
こ
の
日
、
在
の
人
が
蚕
の
春
子
の
種
を
持
っ
て

き
て
弁
天
様
に
供
え
る
。
こ
れ
を
瞽
女
が
拝
ん
で
く
れ
る
と
い
う
（

35
）

。 
一
方
、
座
頭
の
催
す
妙
音
講
が
村
の
儀
礼
と
も
な
っ
て
い
た
事
例
が

あ
る
。
近
世
の
淡
路
で
は
、
「
亥
の
子
」
の
日
に
、
淡
路
一
国
の
座
頭

が
全
員
当
番
の
家
に
集
ま
り
「
弁
才
天
」
の
画
像
を
掛
け
て
琵
琶
・
琴
・
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三
味
線
の
歌
曲
な
ど
を
奉
納
し
た
。
こ
の
淡
路
の
「
妙
音
講
」
で
特
徴

的
な
の
は
座
頭
の
み
で
執
行
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
当
番
の
村
の
村
役

人
が
座
頭
を
饗
応
し
、
近
隣
の
寺
々
の
僧
に
よ
る
読
経
や
、
相
撲
興
行

も
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
近
世
末
の
淡
路
島
で
座

頭
が
催
す
妙
音
講
は
各
村
で
行
な
わ
れ
る
「
亥
の
子
」
行
事
と
完
全
に

習
合
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ

の
淡
路
島
の
妙
音
講
で
掛
け
ら
れ
る
弁
才
天
の
画
像
は
毎
年
順
番
に

輪
番
制
で
座
頭
の
間
を
回
り
、
こ
れ
を
守
る
当
番
に
当
た
っ
た
座
頭
の

在
所
の
村
は
、
そ
の
年
、
村
方
は
五
穀
が
よ
く
み
の
り
、
浦
方
は
大
漁

に
な
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
（

36
）

。
つ
ま
り
、
村
人
は
弁

才
天
を
五
穀
豊
穣
や
豊
漁
を
も
た
ら
す
福
神
と
し
て
信
仰
し
て
い
た

の
で
あ
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
盲
人
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
た
蛇
女
房
譚
な
ど
の
龍

蛇
伝
承
に
登
場
す
る
龍
蛇
と
、
盲
人
が
そ
の
信
仰
の
伝
播
に
深
く
関
わ

っ
た
弁
才
天
へ
の
信
仰
と
は
、
ま
っ
た
く
同
一
の
性
格
を
有
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
今
後
、
龍
蛇
信
仰
と
弁
才
天
信
仰
と
の
関
係
、
さ
ら
に
は
、

そ
こ
に
盲
人
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
を
考
え
て

い
き
た
い
（

37
）

。 

 

【
註
】 

（
１
）
酒
向
伸
行
『
山
椒
太
夫
伝
説
の
研
究
―
安
寿
・
厨
子
王
伝
承
か
ら

説
経
節
・
森
鷗
外
ま
で
―
』（
名
著
出
版
、
一
九
九
二
年
）
第
三
章
二

節
―
二
「
盲
人
と
蛇
」
。 

（
２
）
盲
人
と
龍
蛇
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
柳
田
国
男
が
早
く
に
「
米

倉
法
師
」
（
『
桃
太
郎
の
誕
生
』
所
収
）
や
『
一
目
小
僧
そ
の
他
』
で

注
目
し
て
い
る
。 

（
３
）
水
沢
健
一
『
瞽
女
の
ご
め
ん
な
ん
し
ょ
昔
』（
講
談
社
、
一
九
七
六

年
）、
一
二
三
～
一
二
五
頁
。 

（
４
）
小
山
直
嗣
『
越
佐
の
伝
説
』
（
野
島
出
版
、
一
九
六
七
年
）
、
三
一

五
～
三
一
七
頁
。 

（
５
）
岩
瀬
博
『
瞽
女
の
語
る
昔
話
』（
昔
話
研
究
資
料
叢
書
別
巻
三
、
三

弥
井
書
店
、
一
九
七
五
年
）
、
五
三
頁
。「
蛇
婿
入
り
（
姥
皮
）
」、「
蛇

骨
報
恩
」、「
蛇
婿
入
（
苧
環
型
）」
、「
蛇
神
教
化
」
、「
蛇
の
仕
返
し
」
、

「
犬
娘
と
蛇
息
子
」
、
「
ス
ズ
メ
と
ケ
ラ
ツ
ツ
キ
と
蛇
と
蛙
」
、
「
蛇
女

房
と
左
甚
五
郎
」、
「
婆
ち
ゃ
ん
池
の
蛇
」
の
九
話
で
あ
る
。 

（
６
）
前
掲
註
（
５
）
岩
瀬
博
『
瞽
女
の
語
る
昔
話
』、
二
三
九
～
二
四
九

頁
。 

（
７
）
廣
瀬
千
香
子
「
瞽
女
サ
の
語
る
『
蛇
女
房
』
に
お
け
る
『
失
明
』
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の
意
味
づ
け
」
〈
『
昔
話
伝
説
研
究
』
三
七
、
昔
話
伝
説
研
究
会
、
二

〇
一
八
年
三
月
〉、
一
二
二
頁
。 

（
８
）
稲
田
浩
二
他
編
『
日
本
昔
話
事
典
』（
弘
文
堂
、
一
九
七
二
年
）「
蛇

女
房
」
項
。
な
お
、
本
項
を
執
筆
し
た
黄
地
百
合
子
氏
は
「
本
話
型

の
分
布
に
は
盲
人
、
座
頭
が
参
与
し
た
の
で
は
な
い
か
」
と
、
盲
人

の
関
与
を
想
定
し
て
い
る
。 

（
９
）
前
掲
註
（
７
）
廣
瀬
千
香
子
「
瞽
女
サ
の
語
る
『
蛇
女
房
』
に
お

け
る
『
失
明
』
の
意
味
づ
け
」
。 

（
10
）
本
稿
で
は
、
特
に
注
記
す
る
場
合
以
外
の
昔
話
資
料
は
『
日
本
昔

話
通
観
』（
同
朋
社
）
に
収
録
さ
れ
た
も
の
を
参
照
し
、[

 
]

内
に
巻

数
と
頁
数
を
示
し
た
。
つ
ま
り[

十
六
―
一
一
三
～
一
一
四]

は
第
一

六
巻
の
一
一
三
～
一
一
四
頁
を
示
し
て
い
る
。 

（
11
）
本
話
で
蛇
の
棲
む
淵
が
「
座
頭
淵
」
と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

本
話
の
語
り
に
盲
人
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

（
12
）「
宝
生
の
玉
」
を
宝
物
と
す
る
伝
承
な
ど
か
ら
「
宝
生
の
玉
」
の
「
宝

生
」
と
は
財
福
を
授
け
る
仏
と
し
て
も
信
仰
さ
れ
て
い
る
「
宝
生
如

来
」（
宝
生
仏
）
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

（
13
）
た
と
え
ば
、
新
潟
県
長
岡
市
西
蔵
王
町
で
は
、「
蛇
が
く
れ
た
両
目

が
高
く
売
れ
赤
子
に
乳
を
与
え
た
」[

一
〇
―
二
四
七
～
二
四
八]

、

同
中
蒲
原
郡
村
松
町
安
出
で
は
、「
蛇
は
金
の
玉
を
く
れ
、
子
供
は
玉

を
お
も
ち
ゃ
に
し
て
泣
か
ず
に
育
つ
。
殿
様
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
二

つ
目
を
も
ら
う
。
蛇
は
『
こ
れ
は
自
分
の
目
の
玉
で
二
つ
と
も
な
く

な
っ
て
何
も
見
え
な
く
な
る
の
で
、
明
け
と
暮
れ
と
鐘
を
つ
い
て
く

れ
』
と
言
う
」[

一
〇
―
二
四
八
～
二
四
九]

、
同
中
蒲
原
郡
村
松
町

下
戸
倉
で
は
、「
蛇
が
『
目
玉
を
売
っ
て
寺
に
奉
納
し
て
く
れ
』
と
頼

む
。
一
つ
で
は
売
れ
ず
、
両
目
を
千
両
で
売
り
夫
は
鐘
を
三
井
寺
に

奉
納
し
て
朝
昼
晩
に
鐘
を
撞
い
て
も
ら
う
」[

一
〇
―
二
四
八]

、
広

島
県
甲
奴
郡
上
下
町
（
現
府
中
市
上
下
町
）
で
は
、「
明
神
池
の
水
神

さ
ん
の
お
使
い
（
途
中
で
は
池
の
主
と
も
）
を
正
体
と
す
る
大
蛇
が

『
こ
の
目
は
金
の
玉
に
見
え
る
け
え
、
こ
の
金
の
玉
を
持
っ
と
り
ゃ

あ
、
こ
の
子
は
絶
対
泣
か
ん
け
え
の
う
』
と
子
の
父
に
渡
す
。
し
か

し
、
こ
の
玉
は
近
所
の
子
供
た
ち
に
取
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
大

蛇
は
も
う
ひ
と
つ
の
目
を
渡
し
た
」[

二
〇
―
二
〇
七
～
二
一
一]

、

香
川
県
香
川
郡
直
島
町
積
浦
で
は
、
「
大
蛇
は
金
の
玉
を
残
し
、
『
子

供
に
ね
ぶ
ら
し
て
遊
ば
せ
て
く
れ
』
と
頼
ん
で
去
る
。
お
殿
さ
ん
が

こ
の
玉
を
取
り
上
げ
る
。
池
へ
行
っ
て
相
談
し
も
う
一
つ
も
ら
う
が
、

こ
れ
も
奪
わ
れ
る
。
蛇
は
『
あ
れ
は
私
の
目
の
玉
だ
っ
た
。
二
つ
と

も
と
ら
れ
た
の
で
私
は
盲
に
な
っ
た
』
と
い
う
」[

二
―
－
八
二]

と
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語
ら
れ
て
い
る
。 

（
14
）
高
木
敏
雄
『
日
本
伝
説
集
』（
宝
文
館
出
版
、
一
九
七
三
年
）
、
一

四
五
～
一
四
七
頁
。 

（
15
）
こ
こ
で
は
、
坂
本
太
郎
他
校
注
『
日
本
書
紀
』
一
（
岩
波
書
店
、

一
九
九
四
年
）
に
拠
っ
た
。 

（
16
）
田
中
久
夫
氏
は
、『
古
事
記
』
の
海
幸
山
幸
神
話
の
記
述
を
ふ
ま
え

て
、「
海
神
は
水
神
で
あ
り
、
農
耕
の
神
で
も
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て

い
る
（
「
日
本
人
と
他
界
」
〈
田
中
久
夫
『
氏
神
信
仰
と
祖
先
祭
祀
』
、

名
著
出
版
、
一
九
九
一
年
、
所
収
〉
）。 

（
17
）
廣
瀬
千
香
子
氏
は
、
蛇
の
目
玉
は
も
と
も
と
記
紀
神
話
に
登
場
す

る
「
潮
涸
瓊
」
と
「
潮
満
瓊
」
で
あ
っ
た
と
し
、
そ
れ
が
静
岡
県
磐

田
郡
の
坂
上
田
村
麿
伝
説
に
み
ら
れ
る
「
子
供
に
舐
ら
せ
る
玉
」
と

「
潮
乾
珠
」
に
変
容
し
、
更
に
瞽
女
の
伝
承
が
関
わ
る
よ
う
に
な
っ

て
「
子
供
に
舐
ら
せ
る
一
つ
目
の
目
玉
」
と
「
殿
様
に
取
ら
れ
て
さ

ら
に
求
め
に
応
じ
て
与
え
ら
れ
た
二
つ
目
の
目
玉
」
と
に
変
容
し
た

と
論
じ
て
い
る
（
前
掲
註
（
７
）
廣
瀬
千
香
子
「
瞽
女
サ
の
語
る
『
蛇

女
房
』
に
お
け
る
『
失
明
』
の
意
味
づ
け
」、
一
二
九
頁
）
。 

（
18
）
『
大
智
度
論
』
（
新
修
大
正
大
蔵
経 

二
五
）
五
十
九
に
は
「
此
宝

珠
名
如
意
。（
中
略
）
是
宝
常
能
出
一
切
宝
物
、
衣
服
飲
食
、
随
意
所

欲
、
尽
能
与
之
亦
能
除
諸
衰
悩
病
苦
等
。」
と
あ
る
。 

（
19
）
こ
こ
で
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
拠
っ
た
。 

（
20
）
こ
こ
で
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
拠
っ
た
。
こ
こ
で
引
用
し

た
本
文
は
文
治
四
年
（
一
一
八
八
）
以
前
に
は
完
成
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る
七
巻
本
系
の
本
文
で
あ
る
。 

（
21
）
『
百
練
抄
』（
国
史
大
系
）
延
久
三
年
（
一
〇
七
一
）
十
月
二
十
六

日
条
に
、「
今
日
有
夢
想
。
朱
常
林
降
雨
時
、
前
相
国
被
献
如
意
宝
珠
、

其
形
如
鶏
卵
。
頗
大
。」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
如
意
宝
珠
が
実
在
す
る

と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

（
22
）
こ
こ
で
は
『
室
町
時
代
物
語
集
』
第
四
（
大
岡
山
書
店
、
一
九
四

〇
年
）
に
収
録
さ
れ
た
奈
良
絵
本
『
さ
よ
ひ
め
』
に
拠
っ
た
。 

（
23
）
こ
こ
で
は
徳
田
和
夫
編
『
お
伽
草
子
事
典
』（
東
京
堂
出
版
、
二
〇

〇
二
年
）
の
「
さ
よ
ひ
め
」
項
の
梗
概
を
参
照
し
、
こ
れ
に
適
宜
補

足
し
た
。 

（
24
）
こ
こ
で
は
岩
波
文
庫
本
に
拠
っ
た
。 

（
25
）
前
掲
註
（
１
）
酒
向
伸
行
『
山
椒
太
夫
伝
説
の
研
究
―
安
寿
・
厨

子
王
伝
承
か
ら
説
経
節
・
森
鷗
外
ま
で
―
』 

（
26
）
成
田
守
『
奥
浄
瑠
璃
の
研
究
』
（
桜
楓
社
、
一
九
八
五
年
）
、
二
一

三
頁
。 
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（
27
）
鈴
木
昭
英
「
関
根
ヤ
ス
聞
き
書
き
」（
同
『
瞽
女 

信
仰
と
芸
能
』
、

高
志
書
院
、
一
九
九
六
年
、
所
収
）。 

（
28
）
前
掲
註
（
27
）
鈴
木
昭
英
『
瞽
女 

信
仰
と
芸
能
』
、
一
〇
二
頁
。 

（
29
）
佐
久
間
淳
一
『
瞽
女
の
民
俗
』
（
岩
崎
美
術
社
、
一
九
八
三
年
）、

一
九
四
頁
。 

（
30
）
こ
こ
で
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
拠
っ
た
。 

（
31
）
こ
こ
で
は
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
拠
っ
た
。 

（
32
）『
臥
雲
日
件
録
跋
尤
』
文
安
四
年
（
一
四
四
七
）
四
月
一
七
日
条
。 

（
33
）『
平
家
物
語
』（
覚
一
本
）
巻
第
二
「
卒
塔
婆
流
」
で
は
、「
厳
島
の

大
明
神
」
の
「
宮
人

ミ
ヤ

ウ
ド

」
は
「
是コ

レ

は
よ
な
、
沙
羯

シ
ャ

カ
ツ

羅ラ

龍リ
ウ

王ワ
ウ

の
第
三

ダ
イ

さ
ん

の
姫
宮

ヒ
メ

ミ
ヤ

、

胎
蔵
界

タ
イ

ザ

ウ
カ

イ

の
垂
迹
也

ス
イ
シ
ヤ
ク
な
り

」
と
語
っ
て
い
る
。 

（
34
）
五
十
嵐
富
夫
『
瞽
女
―
旅
芸
人
の
記
録
―
』（
桜
楓
社
、
一
九
八
七

年
）、
一
一
四
頁
。
お
よ
び
、
前
掲
註
（
29
）
佐
久
間
淳
一
『
瞽
女

ご

ぜ

の

民
俗
』
、
一
八
七
頁
）
。
ま
た
、
長
岡
系
四
郎
丸
組
の
土
田
ミ
ス
女
も

「
妙
音
講
に
は
弁
天
様
の
前
に
白
箸
の
束
を
三
味
線
糸
で
結
ん
で
供

え
、
そ
れ
を
上
州
の
養
蚕
家
の
土
産
に
持
参
し
て
い
た
」
と
い
う
（
佐

久
間
淳
一
『
瞽
女

ご

ぜ

の
民
俗
』
、
同
頁
）
。 

（
35
）
前
掲
註
（
27
）
鈴
木
昭
英
『
瞽
女 

信
仰
と
芸
能
』
、
一
一
八
頁

～
一
二
五
頁
。 

（
36
）『
淡
路
国
風
俗
問
状
答
』「
十
月
亥
の
子
の
事
」
条
（
『
日
本
庶
民
生

活
史
料
集
成
』
〈
三
一
書
房
〉
第
九
巻
、
所
収
）。 

（
37
）「
弁
才
天
」
の
異
名
で
あ
る
「
妙
音
天
」
や
「
妙
音
菩
薩
」
に
対
す

る
盲
人
の
信
仰
に
つ
い
て
は
、
酒
向
伸
行
「
盲
人
伝
承
と
『
妙
音
講
』

―
妙
音
菩
薩
信
仰
を
中
心
に
―
」
（
『
御
影
史
学
論
集
』
四
三
、
御
影

史
学
研
究
会
、
二
〇
一
八
年
一
〇
月
）
で
論
じ
て
い
る
の
で
参
照
さ

れ
た
い
。 

 

【
付
記
】
本
稿
は
二
〇
一
八
年
十
一
月
二
十
五
日
に
開
催
さ
れ
た
御
影

史
学
研
究
会
十
一
月
例
会
で
報
告
し
た
も
の
に
手
を
加
え
た
も
の
で

あ
る
。
報
告
後
、
多
く
の
皆
様
か
ら
ご
教
示
を
賜
っ
た
。
こ
の
場
を
借

り
て
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。 
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み
か
げ
民
俗 

七
号
（
二
〇
一
五
年
八
月
） 

 

  

端
午
の
節
供
と
即
位
式
と
武
者
飾
り
の
こ
と 

 
 
 
 
 

田
中 

久
夫 

 

狐
霊
信
仰
の
性
格 

 
 
 
 
 

―
『
今
昔
物
語
集
』
の
世
界
を
中
心
に
―     

酒
向 

伸
行 

 

祭
り
の
日
に
悪
態
を
つ
く
理
由 

 
 
 
 
 

―
祭
り
の
中
の
争
う
要
素
の
比
較
か
ら
―     

世
森
か
ん
奈 

   
 

み
か
げ
民
俗 

八
号
（
二
〇
一
五
年
十
二
月
） 

 

  

豊
前
の
飛
鉢
説
話 

 
 

―
門
司
関
と
草
野
津
と
の
関
わ
り
の
中
で
― 

 
 
 
 

嶺
岡 

美
見 

 

『
金
峰
山
秘
密
伝
』
に
見
る
十
三
世
紀
末
の
天
川
弁
才
天 

 
 

―
役
行
者
伝
承
と
宇
賀
弁
才
天
信
仰
を
め
ぐ
っ
て
―    

籔 
 

元
晶 

 

六
甲
修
験
と
雨
乞
い
の
翁
面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

早
栗
佐
知
子 

 

古
代
の
大
型
船
と
安
芸
国
と
賀
茂
神
と 

 
 
 
 
 
 
 

田
中 

久
夫 

 

  
 

み
か
げ
民
俗 

九
号
（
二
〇
一
六
年
七
月
） 

 

  

賀
茂
の
神
と
水
上
輸
送
の
こ
と 

 
 

―
尼
崎
の
長
渚
御
厨
と
高
槻
の
御
島
鴨
社
（
河
野
氏
）
を
中
心
に
― 

 
 

 

田
中 

久
夫 

 

酒
糟
に
よ
る
原
皮
の
毛
抜
き
（
脱
毛
）
と
裏
漉
き
実
務
及
び
毛
抜
き 

（
脱
毛
）
実
験 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

永
瀬 

康
博 

大
阪
府
貝
塚
市
脇
浜
浦
の
八
大
龍
王
が
和
泉
葛
城
山
へ
勧
請
さ
れ
た
理
由 

植
野
加
代
子 

 

［
書
籍
紹
介
］ 

酒
井
卯
作
編
『
柳
田
国
男
南
島
旅
行
記
』 

 
 
 
 
 
 

  

田
中 

久
夫 

 


