
ま
え
が
き

蛇
と
い
う
生
き
も
の
は
、
お
金か
ね

を
好
む
よ
う
で
す
。

そ
れ
が
証
拠
に
、
大
蛇
が
、
荒
れ
屋
敷
の
隠
し
財
産
や
洞
窟
の
秘
宝
を
守
護
し
て
い
る
と
い
う
伝
説
は
、

世
界
中
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
残
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
古
今
東
西
を
問
わ
ず
、
「
お
金か
ね

な
ん
か
大
嫌
い
」
と
い
う
女
性
は
、
め
っ
た
に
居
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
の
文
化
史
や
芸
能
史
を
み
て
い
て
面
白
い
の
は
、

「
金か
ね

」
を
「
鐘
」
と
言
い
換
え
て
み
て
も
、
そ
の
あ
た
り
の
事
情
が
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
と
い
う
点
で
す
。

「
蛇
・
女
・
鐘
」
と
い
う
、
ち
ょ
っ
と
唐
突
に
思
え
る
三
つ
の
お
題
を
も
と
に
、

ど
ん
な
噺
が
飛
び
出
し
ま
す
や
ら
、
さ
ぁ
て
、
お
立
ち
合
い
！



１

鐘
と
い
う
宇
宙



2

（
１
）
日
本
文
化
は
鐘
づ
く
し

鐘
と
聞
い
て
、
何
を
連
想
さ
れ
ま
す
か
。

ち
ょ
っ
と
古
風
な
御お
か
た方
な
ら
、
い
ろ
は
歌
留
多
に
も
あ
る
「
提ち
ょ
う
ち
ん灯に
釣つ
り
が
ね鐘
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
で
し
ょ
う
か
。

提
灯
と
釣
鐘
は
、
形
こ
そ
似
て
い
ま
す
が
、
そ
の
重
量
た
る
や
格
段
の
違
い
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、「
外
見
は
と
も
か
く
と
し
て
、
中
身
が
似
て
も
似
つ
か
な
い
こ
と
」「
ふ
た
つ
の
こ
と
が
全
く
釣
り
あ
わ

な
い
こ
と
」
の
た
と
え
に
用
い
ら
れ
る
の
が
、
こ
の
句
で
す
。「
月
と
す
っ
ぽ
ん
」
や
「
雪
と
炭
」
も
同
じ
よ
う
な

意
味
で
使
わ
れ
ま
す
。

井
原
西
鶴
の
『
西さ
い
か
く
お
り
ど
め

鶴
織
留
』
の
目
録
一
の
三
に
は
、

挑ち
ょ
う
ち
ん
灯
（（
注
）
西
鶴
は
、
提
灯
で
は
な
く
挑
灯
と
表
記
）
に

釣
鐘
か
け
あ
は
ぬ
事
す
れ
ば
、

内な
い
し
ょ
う証
の
火
の
消
ゆ
る
に
ほ
ど
ち
か
し

（
身
分
不
相
応
な
縁
組
み
を
す
る
と
、
早
晩
、
暮
ら
し
向
き
が
立
ち
ゆ
か
な
く
な
る
も
の
で
す
）



２

鐘
と
蛇
と
水
の
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
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（
１
）
沈
鐘
伝
説
と
は

①
越
前
国
と
筑
前
国
が
二
大
名
所

三
井
寺
や
尾
上
神
社
の
伝
説
に
も
窺う
か
がえ

る
通
り
、
鐘
と
蛇
と
は
深
い
つ
な
が
り
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
両
者
を

取
り
持
つ
大
事
な
要
素
が
、
水
で
す
。

蛇
は
水
辺
に
棲
む
こ
と
も
多
い
の
で
、「
蛇–

水
」
の
関
係
の
深
さ
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

「
鐘–

水
」
と
な
る
と
・
・
・
。

鐘
楼
に
架
か
る
鐘
し
か
思
い
浮
か
ば
な
い
御お
か
た方

に
は
奇
異
に
感
じ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
鐘
と
水
と
は
、
実
の
と

こ
ろ
、
結
構
、
縁
が
深
い
の
で
す
。

そ
の
証
左
が
、
各
地
に
残
る
「
沈
ち
ん
し
ょ
う鐘

伝
説
」
で
す
。
故ゆ
え

あ
っ
て
、
池
沼
、
川
、
海
な
ど
の
水み
な
そ
こ底

へ
沈
ん
だ
鐘
が
さ

ま
ざ
ま
な
怪
異
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
も
の
。

鐘
が
沈
ん
だ
場
所
は
、
多
く
の
場
合
、「
鐘か
ね
の
み
さ
き

ノ
岬
」、「
鐘か
ね
が
み
さ
き

ケ
岬
」、「
鐘か
ね
ざ
き崎
」、「
鐘か
ね
が
ふ
ち

ケ
淵
」
な
ど
、
鐘
に
ち
な
ん
だ

地
名
で
呼
ば
れ
ま
す
（
鐘
が
開
口
部
を
上
に
し
て
逆
さ
ま
に
沈
ん
だ
場
合
、そ
の
姿
が
釜
に
見
立
て
ら
れ
、「
鐘
ケ
淵
」

で
は
な
く
「
釜
ケ
淵
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
）。



３

鐘
に
恨
み
は
か
ず
か
ず
ご
ざ
る
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（
１
）
追
う
女
、
逃
げ
る
男

一
夜
の
宿
を
供
し
た
旅
の
男
に
懸け
そ
う想

し
た
女
。

男
の
か
り
そ
め
の
言
葉
を
信
じ
、
添
い
遂
げ
る
こ
と
を
夢
見
て
待
つ
が
、
や
が
て
男
の
裏
切
り
を
知
り
、
怨え
ん
さ嗟
と

憤ふ
ん
ぬ怒

の
あ
ま
り
、
そ
の
身
は
大
蛇
は
化
し
て
、
男
の
あ
と
を
追
う
。
驚
い
た
男
は
、
寺
へ
逃
げ
込
み
、
鐘
の
中
へ
匿
か
く
ま

わ
れ
る
が
、
大
蛇
は
瞋し
ん
い恚

の
炎
毒
で
以
て
、
男
を
鐘
も
ろ
と
も
焼
き
つ
く
す
・
・
・
。

こ
れ
が
、
世
に
名
高
い
道ど
う
じ
ょ
う
じ

成
寺
（
和
歌
山
県
日ひ
だ
か
ぐ
ん
ひ
だ
か
が
わ
ち
ょ
う
か
ね
ま
き

高
郡
日
高
川
町
鐘
巻
）
伝
説
、
安あ
ん
ち
ん
き
よ
ひ
め

珍
清
姫
伝
説
の
骨
子
で
す
。

鐘
に
恨
み
は
か
ず
か
ず
ご
ざ
る
。

さ
っ
そ
く
、
こ
の
伝
説
の
系
譜
を
た
ど
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

①
『
大だ

い
に
ほ
ん
こ
く
ほ
け
き
ょ
う
げ
ん
き

日
本
国
法
華
経
験
記
』
の
「
寡や

も
め婦
」

仏
典
は
、
女
人
を
罪
業
深
き
身
と
蔑
み
、
僧
や
信
者
に
対
し
て
、
こ
れ
を
退
け
る
よ
う
に
強
く
勧
奨
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、



４

芸
能
に
み
る
道
成
寺
伝
説
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（
１
）
文
楽
『
日ひ
だ
か
が
わ
い
り
あ
い
ざ
く
ら

高
川
入
相
花
王
』
の
激
流

道
成
寺
伝
説
は
、
男
を
想
う
女
の
妄
執
と
い
う
普
遍
的
な
テ
ー
マ
を
含
み
、
し
か
も
日
本
人
の
心
性
に
深
く
喰
い

こ
ん
で
い
る
鐘
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
る
た
め
、
芸
能
の
世
界
で
さ
ま
ざ
ま
な
演
目
を
生
み
だ
し
、「
道
成
寺
も
の
」

と
呼
ば
れ
る
一
大
ジ
ャ
ン
ル
を
形
成
す
る
に
至
り
ま
し
た
。

道
成
寺
も
の
の
う
ち
、「
僧
逃
走
系
（
逃
げ
る
安
珍
＆
追
う
清
姫
）」
の
代
表
作
と
言
わ
れ
る
の
が
、
宝
暦
九

（
一
七
五
九
）
年
に
大
坂
竹
本
座
で
初
演
さ
れ
た
『
日ひ
だ
か
が
わ
い
り
あ
い
ざ
く
ら

高
川
入
相
花
王
』
の
四
段
目
「
日
高
川
渡
し
場
の
段
」
で
す
。

（
な
お
、『
日
高
川
入
相
花
王
』
の
先
行
作
は
、「
清
姫
」
と
い
う
名
が
初
め
て
登
場
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
浄

瑠
璃
『
道
成
寺
現げ
ん
ざ
い
う
ろ
こ

在
蛇
鱗
』（
寛か
ん
ぽ
う保

二
（
一
七
四
二
）
年
大
坂
豊
竹
座
初
演
）
で
す
。）

眼
前
の
日
高
川
に
遮
ら
れ
て
男
を
追
い
か
け
ら
れ
な
い
清
姫
の
懊
悩
、
妄
執
に
よ
る
蛇
体
へ
の
変
身
、
そ
し
て
壮

絶
な
川
渡
り
の
く
だ
り
を
劇
的
に
表
現
し
て
い
ま
す
。

一
足
先
に
対
岸
へ
船
で
渡
っ
た
安
珍
は
、
渡わ
た

し
守も
り

の
船
頭
に
金か
ね

を
渡
し
、
後
か
ら
自
分
を
追
っ
て
清
姫
と
い
う
娘

が
来
て
も
、
決
し
て
対
岸
へ
渡
し
て
く
れ
る
な
と
頼
み
ま
す
。

追
い
つ
め
ら
れ
た
男
が
い
か
に
も
や
り
そ
う
な
手
口
で
、
男
の
身
勝
手
さ
や
姑
息
さ
が
観
客
に
強
く
印
象
づ
け
ら

れ
ま
す
。



５

無む
げ
ん間
の
鐘
の
呪
縛
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女
。

愛
欲
に
狂
い
、
嫉
妬
の
炎ほ
む
らに
身
を
焦こ

が
し
、
蛇
身
と
な
る
女
。

そ
の
狂
熱
は
、
中
に
い
る
男
も
ろ
と
も
、
鐘
を
焼
き
つ
く
し
ま
す
。

そ
し
て
、
み
ず
か
ら
も
火か
え
ん焔
の
内
に
果
て
、
あ
る
い
は
池ち
し
ょ
う沼
や
淵
に
身
を
沈
め
て
、
落
命
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

し
か
し
、
そ
れ
で
す
べ
て
が
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

彼
女
は
、
遠
か
ら
ず
転
生
し
ま
す
。

無
垢
な
、
別
の
女
と
し
て
。

彼
女
は
、
新
し
い
人
生
に
お
い
て
、
ま
た
し
て
も
恋
を
知
り
、
愛
に
お
ぼ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

裏
切
ら
れ
、
傷
つ
き
、
恨
み
、
つ
い
に
は
蛇
と
な
る
の
で
し
ょ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
蛇
が
向
か
う
先
に
は
、
鐘
が
あ
る
の
で
す
。

女
・
蛇
・
鐘
、
女
・
蛇
・
鐘
、
女
・
蛇
・
鐘
・
・
・
。

神
仏
の
加
護
も
及
ば
な
い
、
恐
ろ
し
い
三
角
形
。

女
・
蛇
・
鐘
の
三
者
の
循
環
と
そ
の
連
鎖
は
、
鐘
の
響
き
に
促
さ
れ
な
が
ら
、
永
遠
に
続
い
て
ゆ
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

な
ん
と
い
う
酷む
ご

さ
。

な
ん
と
い
う
哀
し
さ
。

な
ん
と
い
う
美
し
さ
。

〈
完
〉




