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尽
き
せ
ぬ
執
心
―
―『
鉄
輪
』
の
鬼
、『
道
成
寺
』
の
蛇

式　

町　

眞　

紀　

子

【
一
】
問
題
の
所
在 
― 

鬼
に
な
る
の
か
蛇
に
な
る
の
か

ひ
と
に
生
ま
れ
つ
い
て
お
き
な
が
ら
、
能
で
は
、
人
間
は
鬼
に
も
蛇
に
も
な
る
。

こ
の
、
異
形
の
姿
と
な
る
契
機
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
執
心
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
さ

ら
に
、
異
形
の
姿
と
な
る
（
変
え
ら
れ
る
）
際
、
鬼
と
な
る
パ
タ
ー
ン
、
ま
た
は

蛇
と
な
る
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
な
ど
、
異
形
の
姿
に
も
幅
が
あ
る
。
で
は
、
い
っ
た

い
何
に
な
る
（
も
し
く
は
、
さ
れ
る
）
か
の
違
い
に
は
、
異
形
と
転
じ
る
原
因
で

あ
る
「
執
心
」
の
も
と
や
、
さ
ら
に
そ
の
矛
先
に
左
右
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、実
際
に
作
品
を
通
じ
て
検
証
す
る
べ
く
、鬼
と
な
る
パ
タ
ー

ン
と
し
て
は
『
鉄
輪
』
を
、
ま
た
、
蛇
と
な
る
パ
タ
ー
ン
と
し
て
『
道
成
寺
』
を

選
び
、
本
稿
で
は
こ
の
二
曲
を
中
心
に
論
じ
る
。

な
お
、
本
稿
は
、
二
〇
一
七
年
十
二
月
一
日
、
学
習
院
女
子
大
学
で
開
催
さ
れ

た
公
演
会
『
道
成
寺
縁
起　

絵
解
き
の
魅
力
』
で
披
露
さ
れ
た
絵
解
き
に
続
き
行

わ
れ
た
、筆
者
に
よ
る
レ
ク
チ
ャ
ー「
尽
き
せ
ぬ
執
心
―『
鉄
輪
』の
鬼
、『
道
成
寺
』

の
蛇
」
の
発
表
内
容
に
基
づ
き
、
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ

め
断
っ
て
お
く
。

さ
て
、
鬼
に
つ
い
て
は
、
能
に
お
い
て
は
怨
霊
に
関
連
し
、
生
霊
死
霊
が
人ひ

と間

の
か
た
ち
を
し
て
い
る
も
の
と
す
る
の
で
、夢
幻
能
の
形
式
を
取
る
も
の
が
多
い
。

ま
ず
は
、
鬼
の
定
義
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
辞
書
で
の
定
義
の
一
例
と
し
て
は
、

次
の
よ
う
に
あ
る
。

　

 　

鬼
…
死
者
の
霊
を
一
般
に
〈
鬼き

〉
と
い
う
。
亡
霊
を
い
う
。
超
人
間
的
作
用

の
う
ち
の
忌
避
す
べ
き
観
念
に
つ
ら
な
る
。
日
本
の
〈
お
に
〉
の
語
源
に
つ
い

て
は
〈
隠お
ん

〉
の
字
音
の
転
訛
ら
し
く
、
原
義
は
隠
れ
て
見
え
な
い
も
の
、
常
民

社
会
と
は
異
な
る
世
界
に
あ
っ
て
不
断
は
目
に
見
え
な
い
も
の
だ
ろ
う
一
。

　

死
者
の
霊
、
す
な
わ
ち
亡
霊
が
「
鬼
（
キ
）」
で
あ
る
と
し
、「
見
え
な
い
も
の
」

と
し
て
「
隠
」
の
字
義
に
由
来
、
そ
れ
が
転
訛
し
「
鬼
（
オ
ニ
）」
と
な
っ
た
と

し
て
い
る
。
鬼
は
、
同
じ
漢
字
を
当
て
ら
れ
な
が
ら
も
、
読
み
方
に
よ
っ
て
二
通

り
の
意
味
を
備
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

鬼
は
辞
書
的
に
は
こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
が
、折
口
信
夫
は
「
鬼
と
山
人
と
」

に
お
い
て
、「
鬼
」
の
概
念
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
宛
て
ら
れ
る
漢
字
を
出

発
点
に
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。

 　

お
に
と
言
ふ
語
は
、
日
本
固
有
の
語
で
、
隠
で
も
陰
で
も
な
か
っ
た
。
鬼
を

も
の
と
訓
じ
（
此
は
魔
の
略
格
か
も
知
れ
ぬ
）、
お
に
と
称
し
た
の
は
、
語
に

両
面
の
意
が
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
お
に
の
第
一
義
は
、「
死
人
の
魂
」
で
神

に
近
い
も
の
と
思
ふ
。
其
れ
が
段
々
悪
く
考
へ
ら
れ
て
安
住
せ
ぬ
死
霊
の
よ
う

に
思
は
れ
て
行
つ
た
。〈
中
略
〉
死
の
国
の
強
力
者
と
も
言
ふ
べ
き
、
異
形
身

を
考
へ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
身
躰
の
大
き
い
こ
と
が
恐
ら
く
必
須
条
件
で
あ
ら

う
。
も
の
は
本
身
を
持
た
ぬ
魂
で
、
依
る
べ
の
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
、
常
に
魂
の
う
か
れ
る
時
を
窺
う
て
、
人
に
依
ら
う
と
す
る
の
で
あ
る
二
。
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学
習
院
女
子
大
学 

紀
要　

第
二
十
一
号

鬼
は
日
本
固
有
の
語
で
あ
り
、「
隠
で
も
陰
で
も
な
か
っ
た
」
と
出
発
点
は
異

な
る
も
の
と
断
り
な
が
ら
も
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

 　

も
の
ゝ
け
即
、
怨
霊
と
い
ふ
語
は
、
霊
魂
を
意
味
す
る
も
の
と
い
ふ
語
と
、

病
気
の
義
な
る
け
と
い
ふ
語
と
の
熟
語
で
あ
っ
た
。「
霊
の
病
ひ
」
が
直
に
其

を
惹
き
起
こ
す
凶
悪
な
霊
魂
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
三
。

 　

元
々
「
も
の
ゝ
け
」
と
言
ふ
語
は
、
霊モ
ノ

の
疾ケ

の
意
味
で
あ
っ
た
。〈
略
〉
低

級
な
精
霊
が
人
の
身
に
入
っ
た
た
め
お
こ
る
わ
づ
ら
ひ
が
、
霊
の
疾
で
あ
る
。

後
に
は
霊
魂
其
物
を
ぢ
か
に
も
の
ゝ
け

0

0

0

0

と
ば
か
り
言
ふ
様
に
な
り
、
そ
れ
を
人

間
の
霊
と
考
へ
た
の
で
あ
る
四
。

こ
れ
ら
の
よ
う
に
中
国
伝
来
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、出
発
点
は
「
死
者
」
や
「
死
」

そ
の
も
の
で
あ
り
、
目
に
見
え
な
い
も
の
が
、
あ
た
か
も
見
え
る
よ
う
な
感
覚
、

つ
ま
り
「
お
そ
れ
」
と
「
お
の
の
き
」
と
い
う
、
負
の
想
像
力
が
は
た
ら
き
、
ひ

い
て
は
、病
気
を
頂
点
と
し
、す
べ
て
の
忌
む
べ
き
こ
と
の
原
因
と
み
な
さ
れ
、「
も

の
の
け
」
と
い
う
熟
語
に
な
る
と
の
見
解
で
あ
る
。

一
方
、
現
代
で
は
、
病
に
と
っ
て
代
わ
り
、
妖
怪
な
ど
の
よ
う
に
容
貌
こ
そ
人

間
な
ら
ざ
る
も
の
の
、
お
よ
そ
か
た
ち
あ
る
も
の
を
「
も
の
の
け
」
と
捉
え
る
の

が
標
準
的
な
解
釈
に
な
ろ
う
が
、
言
い
換
え
れ
ば
、
み
に
く
さ
や
常
と
は
異
な
る

も
の
に
象
っ
て
対
象
を
固
定
化
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
短
絡
で
も
あ
り
、
想
像
力

が
貧
困
に
な
っ
て
き
て
い
る
表
わ
れ
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、漢
字
の
宛
て
方
も
、

「
霊
」
に
、
疾
病
の
「
疾
」
が
宛
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
ワ
ー
ド
で
変
換
し
た
と
こ
ろ
、
物
語
の
「
物
」
に
、
怪
し
い
と
い

う
字
の
「
怪
」
が
変
換
候
補
の
上
位
で
提
示
さ
れ
、
気
持
ち
の
「
気
」
は
そ
れ
に

続
く
。
既
に
慣
用
表
現
と
し
て
は
「
物
の
怪
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
表
わ
れ

で
あ
ろ
う
。
さ
き
ほ
ど
引
い
た
折
口
の
説
明
か
ら
す
る
と
、
本
来
の
考
え
方
は
、

気
持
ち
の
「
気
」
を
宛
て
る
の
が
妥
当
な
わ
け
で
あ
る
が
、
現
代
日
本
語
は
か
よ

う
に
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、活
字
化
さ
れ
て
い
る
古
文
に
お
け
る
「
妖
怪
」
と
い
う
熟
語
の
初
出
は
、

管
見
で
は
『
太
平
記
』
で
散
見
さ
れ
、
一
例
と
し
て
、
第
二
十
六
巻
「
持
明
院
殿

御
即
位
事
」
に
あ
る
「
か
や
う
の
妖
怪
、
触
穢
に
な
る
べ
く
は
…
」
が
挙
げ
ら
れ

る
五
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
の
妖
怪
は
、
い
わ
ゆ
る
今
日
で
い
う
お
化
け
の
類
で

は
な
く
、
天
変
地
異
や
事
件
事
故
な
ど
の
、
不
穏
な
こ
と
、
異
様
な
出
来
事
を
指

す
こ
と
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
。

怪
し
い
様
子
、
た
だ
な
ら
ぬ
気
配
、
そ
し
て
不
安 

―
― 

「
鬼
と
女
と
は
、
人

に
見
え
ぬ
ぞ
よ
き
」、
こ
れ
は
高
校
古
文
の
教
科
書
で
も
お
な
じ
み
の
『
堤
中
納

言
物
語
』
の
「
虫
愛
づ
る
姫
君
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
六
。
虫
な
ど
を
愛
好
す
る

生
活
を
続
け
、
上
流
貴
族
の
姫
君
と
し
て
お
よ
そ
行
動
も
発
言
も
逸
脱
し
、
我
が

道
を
行
く
娘
を
嘆
く
両
親
の
言
葉
の
と
お
り
、
女
性
は
、
つ
つ
ま
し
や
か
に
御
簾

の
う
ち
に
あ
っ
て
姿
が
見
え
な
い
よ
う
に
隠
れ
て
い
る
の
が
良
し
と
さ
れ
た
も
の

だ
し
、
ま
た
、
一
旦
見
え
て
し
ま
う
時
は
、
人
々
を
恐
怖
の
ど
ん
底
に
陥
れ
る
鬼

は
、
や
は
り
見
え
な
い
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
、「
見
え
る
」
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
、
ひ
と
が
「
見
る
」
の
だ
ろ
う
か
。

鬼
が「
見
ら
れ
て
い
る
」の
だ
ろ
う
か
。
視
点
を
ど
ち
ら
か
ら
と
定
め
る
か
に
よ
っ

て
、
真
に
恐
ろ
し
い
も
の
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
変
わ
っ
て
く
る
。
こ
こ
に
、

見
え
な
い
も
の
が
見
え
る
時
に
お
け
る
問
題
が
あ
る
。
鬼
が
見
え
て
い
る
と
感
じ

る
の
は
な
ぜ
か
。
鬼
は
本
当
に
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
鬼
が

登
場
す
る
『
鉄
輪
』
を
取
り
上
げ
て
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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尽
き
せ
ぬ
執
心
―
―『
鉄
輪
』
の
鬼
、『
道
成
寺
』
の
蛇

【
二
】
能
『
鉄
輪
』
に
つ
い
て 

　
　
　
　
　
　
　
　

― 

「
ま
づ
こ
の
た
び
は
帰
る
べ
し
」
と
は
本
当
か

『
鉄
輪
』
に
つ
い
て
は
作
者
不
詳
と
さ
れ
る
が
、
長
ち
ょ
う
き
ょ
う
享
二
年
（
一
四
八
八
）
に

演
能
記
録
の
初
見
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
五
世
紀
後
半
に
は
成
立
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
ず
は
、
あ
ら
す
じ
を
押
さ
え
て
お
く
。

 　

夫
に
見
捨
て
ら
れ
た
女
が
、
恨
み
を
晴
ら
す
た
め
に
貴き
ふ
ね船
明
神
に
参
る
と
、

社
人
が
神
の
告
げ
を
聞
か
せ
る
。
赤
い
着
物
を
着
て
顔
に
は
朱
を
塗
り
、
鉄
輪

を
頭
に
い
た
だ
き
、
そ
の
三
つ
の
脚
に
ろ
う
そ
く
を
付
け
て
火
を
と
も
せ
ば
、

生
き
な
が
ら
鬼
と
な
っ
て
恨
み
を
果
た
せ
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
中
入
）。
一

方
、
夫
は
夢
見
が
悪
い
の
で
陰
陽
師
の
安
倍
晴
明
を
訪
れ
て
祈
祷
を
頼
む
。
晴

明
が
夫
と
新
妻
の
人
形
を
作
っ
て
祈
祷
す
る
と
、
先
妻
の
生
霊
が
現
れ
る
。
霊

は
、
人
形
に
向
か
っ
て
恨
み
を
述
べ
、
新
妻
の
髪
に
手
を
か
ら
め
て
打
ち
た
た

い
た
り
し
た
末
、
男
の
命
を
取
ろ
う
と
責
め
寄
る
が
、
守
護
の
神
々
に
追
わ
れ
、

の
ろ
い
の
言
葉
を
残
し
て
立
ち
去
る
七
。

　

恨
み
、
呪
詛
、
人ひ
と
が
た形
、
殺
意
と
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
イ
メ
ー
ジ
が
連
な
り
、
守

護
の
神
々
に
立
ち
は
だ
か
ら
れ
て
も
な
お
、
呪
い
の
言
葉
を
残
し
て
主
人
公
で
あ

る
女
は
立
ち
去
る
と
い
う
、
あ
ら
す
じ
を
読
む
だ
け
で
も
十
分
に
恐
ろ
し
い
。
し

か
し
、
こ
の
女
は
心
変
わ
り
し
た
夫
に
よ
っ
て
一
方
的
に
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た

だ
け
で
あ
り
、
冷
静
に
考
え
て
み
れ
ば
、
い
わ
ば
被
害
者
と
も
言
え
る
。
そ
ん
な

立
場
か
ら
、
恨
み
言
を
述
べ
て
同
情
は
さ
れ
て
も
、
非
難
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
ま

い
。
だ
が
、
恨
み
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
不
実
な
夫
に
対
す

る
も
の
か
、
ま
た
は
後
妻
に
対
す
る
も
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
二
人
に
と
ど
ま
ら

ず
、
別
の
対
象
に
対
し
て
だ
ろ
う
か 

―
― 

そ
こ
で
、
女
の
心
境
を
つ
ぶ
さ
に
綴

る
詞
章
に
従
っ
て
そ
の
思
い
を
た
ど
り
、
恨
み
の
対
象
と
そ
の
行
先
を
見
る
こ
と

に
し
よ
う
。

　
『
鉄
輪
』
前
場

〔
次
第
〕　　

 

日
も
数
添
ひ
て
恋
衣　

日
も
数
添
ひ
て
恋
衣　

き（
着
・
貴
船
）

ぶ
ね
の
宮
に　

参
ら
ん

〔
サ
シ
〕　　

 

げ
に
や
蜘
の
家
に
荒
れ
た
る
駒
は
繋
ぐ
と
も　

二ふ
た
み
ち道
か
く
る
あ
だ

人
を　

頼
ま
じ
と
こ
そ
思
ひ
し
に　

人
の
偽
り
末
知
ら
で　

契
り

初
め
に
し
悔
し
さ
も　

た
だ
わ
れ
か
ら
の
心
な
り　

あ
ま
り
思
ふ

も
苦
し
さ
に　

貴
船
の
宮
に
詣
で
つ
つ　

住
む
か
ひ
も
な
き
同
じ

世
の　

中う
ち

に
報
ひ
を
見
せ
給
へ
と

〔
下
ゲ
歌
〕　

頼
み
を
か
け
て
き（
来
・
貴
船
）

ぶ
ね
が
は　

早
く
歩
み
を
運
ば
ん
八

シ
テ
で
あ
る
女
の
登
場
歌
で
あ
る
〔
次
第
〕
に
続
く
〔
サ
シ
〕
に
お
け
る
、
次

の
詞
章
に
注
目
し
た
い
。「
二ふ
た
み
ち道
か
く
る
あ
だ
人
を　

頼
ま
じ
と
こ
そ
思
ひ
し
に　

人
の
偽
り
末
知
ら
で　

契
り
初
め
に
し
悔
し
さ
も　

た
だ
わ
れ
か
ら
の
心
な
り
」

―
― 

ほ
か
の
女
に
心
を
移
す
よ
う
な
人
を
好
き
に
な
る
道
理
な
ど
お
よ
そ
無
い

は
ず
な
の
に
、
し
か
し
、
ま
さ
に
夫
が
そ
の
よ
う
な
不
実
な
男
だ
と
は
夢
に
も
思

わ
ず
、
思
い
続
け
て
い
た
の
は
、
他
で
も
な
い
こ
の
自
分
自
身
で
あ
る
と
、
悔
し

さ
が
溢
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。「
た
だ
わ
れ
か
ら
の
心
な
り
」
と
、「
わ
れ
か

ら
」、
す
な
わ
ち
自
分
自
身
か
ら
、
と
い
う
こ
と
ば
に
は
、
な
ん
と
重
み
が
あ
る

こ
と
か
。
そ
し
て
「
あ
ま
り
思
ふ
も
苦
し
」
い
と
い
う
悲
痛
な
う
め
き
に
も
似
た

声
。
こ
れ
は
、単
に
不
実
な
夫
を
責
め
て
い
る
だ
け
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。「
人

の
偽
り
末
知
ら
で
契
」
っ
た
愚
か
な
自
分
が
恨
め
し
い
。
嗚
咽
し
、
臓
腑
か
ら
絞

り
出
さ
れ
る
よ
う
な
こ
の
言
葉
か
ら
は
、
む
し
ろ
、
す
ぐ
そ
ば
に
い
る
人
の
気
持

ち
を
測
る
こ
と
も
で
き
な
い
ど
こ
ろ
か
、
疑
い
も
し
な
か
っ
た
愚
鈍
な
自
分
を
思
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い
知
り
、
湧
き
上
が
る
激
し
い
悔
悟
の
情
か
ら
、
自
分
を
責
め
て
い
る
よ
う
に
聞

こ
え
て
こ
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
う
し
て
、
ま
っ
し
ぐ
ら
に
貴
船
神
社
へ
と
向
か
う
。
貴
船
の
神
は
、
男
女
の

仲
を
取
り
持
つ
も
の
と
し
て
信
仰
を
集
め
る
が
、
女
は
、
和
泉
式
部
の
よ
う
に
夫

と
の
復
縁
を
祈
願
す
る
九
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
世
に
あ
っ
て
報
い
を
見
せ
て
欲
し
い

と
こ
い
ね
が
う
。
夫
へ
の
失
望
と
憎
し
み
や
、
後
妻
へ
の
嫉
妬
を
引
き
金
に
激
し

い
自
責
の
念
に
か
ら
れ
、
自
分
に
対
す
る
怒
り
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
女
を
鬼
に
変

え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

前
場
で
は
、
シ
テ
は
異
界
の
も
の
を
表
す
面
で
あ
る
「
泥
眼
」
を
つ
け
る
が
、

恐
ろ
し
さ
の
中
に
、
悔
し
さ
・
哀
し
さ
・
そ
し
て
静
か
な
怒
り
を
、
白
目
の
部
分

に
金
を
差
し
て
い
る
工
夫
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
「
泥
眼
」
と

い
う
面
は
、『
葵
上
』
で
の
六
条
御
息
所
の
前
シ
テ
に
も
用
い
ら
れ
る
。
六
条
御

息
所
に
つ
い
て
は
改
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
光
源
氏
と
の
関
係
が
破
綻

に
向
か
う
中
、
生
霊
と
し
て
、
死
後
は
死
霊
と
し
て
、
源
氏
の
周
囲
の
人
々
を
こ

と
ご
と
く
苦
し
め
た
り
、
死
に
追
い
や
っ
た
り
す
る
。
御
息
所
の
、
し
か
し
な
が

ら
こ
の
光
源
氏
当
人
を
直
接
攻
撃
せ
ず
、
周
囲
の
人
々
に
危
害
を
加
え
る
と
い
う

点
も
大
き
な
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

『
鉄
輪
』
の
女
が
「
住
む
か
ひ
も
な
き
同
じ
世
の　

中う
ち

に
報
ひ
を
見
せ
給
へ
」

と
夫
を
呪
う
が
、や
は
り
、ま
ず
は
、後
妻
か
ら
攻
撃
す
る
。
夫
を
心
底
怯
え
さ
せ
、

生
き
た
心
地
が
し
な
い
思
い
を
さ
せ
る
と
い
う
点
で
は
、
堀
を
埋
め
ら
れ
る
よ
う

に
周
囲
の
人
々
に
異
変
が
起
き
る
中
で
狼
狽
す
る
源
氏
と
『
鉄
輪
』
の
夫
、
二
人

の
間
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。

後
場
に
移
り
、
鬼
の
姿
と
な
っ
た
後
ジ
テ
の
女
は
「
変
は
ら
じ
と
こ
そ
思
ひ
し

に　

な
ど
し
も
捨
て
は
果
て
給
ふ
ら
ん
」
と
、
自
分
の
純
愛
に
対
す
る
夫
の
裏
切

り
を
嘆
く
。

　
『
鉄
輪
』
後
場

〔（
一
セ
イ
）〕　 

恋
の
身
の　

浮
か
む
こ
と
な
き
賀
茂
川
に

〔
ノ
リ
地
〕　　

 

沈
み
し
は
水
の　

青
き
鬼　

わ
れ
は
貴
船
の
川
瀬
の
螢
火　

頭

に
戴
く　

鉄
輪
の
足
の　

炎
の
赤
き　

鬼
と
な
つ
て
〈
略
〉

〔
ク
ド
キ
〕　　

 

変
は
ら
じ
と
こ
そ
思
ひ
し
に　

な
ど
し
も
捨
て
は
果
て
給
ふ
ら

ん　

あ
ら
恨
め
し
や

〔
ノ
リ
地
〕　　

 

捨
て
ら
れ
て　

捨
て
ら
れ
て　

思
ふ
思
ひ
の　

涙
に
沈
み　

人

を
恨
み　

夫
を
託カ
コ

ち　

あ
る
時
は
恋
し
く　

ま
た
は
恨
め
し

く　

起
き
て
も
寝
て
も　

忘
れ
ぬ
思
ひ
の　

因
果
は
今
ぞ
と　

し（
知
・
白
雪
）

ら
ゆ
き
の
消
え
な
ん　

　
　
　
　
　
　

命
は
今
宵
ぞ　

痛
は
し
や　
〈
略
〉

〔
中
ノ
リ
地
〕　 

… 

時
節
を
待
つ
べ
し
や　

ま
づ
こ
の
た
び
は
帰
る
べ
し
と　

言
ふ
声
ば
か
り
は
定
か
に
聞
こ
え
て
姿
は　

目
に
見
え
ぬ
鬼
と

ぞ
な
り
に
け
る　

目
に
見
え
ぬ
鬼
と
な
り
に
け
る

さ
て
、「
捨
て
ら
れ
て　

捨
て
ら
れ
て　

思
ふ
思
ひ
の　

涙
に
沈
み　

人
を
恨

み　

夫
を
託
ち　

あ
る
時
は
恋
し
く　

ま
た
は
恨
め
し
く　

起
き
て
も
寝
て
も　

忘
れ
ぬ
思
ひ
の　

因
果
は
今
ぞ
と　

し（
知
・
白
雪
）

ら
ゆ
き
の
消
え
な
ん
」
と
、
面
々
と
嘆
き

悲
し
む
言
葉
が
連
な
る
が
、
ひ
ど
い
仕
打
ち
を
受
け
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
く

せ
「
あ
る
時
は
恋
し
く
」
な
ど
と
、
ま
だ
未
練
が
ま
し
い
。

「
起
き
て
も
寝
て
も　

忘
れ
ぬ
思
ひ
」
と
は
い
う
も
の
の
、
断
ち
切
れ
な
い
の

で
は
な
く
、
女
が
断
ち
切
ろ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
不
実
な
夫
を
呪
っ
て
い
る

よ
う
で
、
実
は
、
夫
を
忘
れ
ら
れ
な
い
自
分
が
呪
わ
し
い
、
情
け
な
い
と
、
自
分

に
対
し
て
怒
っ
て
い
る
と
取
れ
る
場
面
で
あ
る
。「
そ
し
て
痛
は
し
や
」
と
の
切

な
い
声
。
夫
に
対
し
て
は
、
恨
み
を
述
べ
つ
つ
、
こ
の
期
に
及
ん
で
ま
だ
一
分
の

愛
情
を
、
そ
し
て
そ
ん
な
迷
い
を
抱
き
、
貴
船
の
神
に
救
い
を
求
め
て
頼
っ
た
も
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尽
き
せ
ぬ
執
心
―
―『
鉄
輪
』
の
鬼
、『
道
成
寺
』
の
蛇

の
の
、
三
十
番
神
一
〇
に
追
い
や
ら
れ
る
の
は
自
分
の
弱
さ
。
行
き
場
の
な
い
思

い
は
果
て
し
な
い
負
の
循
環
に
陥
る
こ
と
必
定
と
な
る
。

そ
し
て
「
い
で
い
で
命
を
と
ら
ん
」
と
、
後
妻
も
ろ
と
も
夫
を
責
め
殺
そ
う
と

し
て
三
十
番
神
に
立
ち
は
だ
か
ら
れ
て
ひ
る
み
、「
ま
づ
こ
の
た
び
は
帰
る
べ
し
」

と
言
う
女
。
表
面
的
に
は
負
け
惜
し
み
に
聞
こ
え
る
が
、
成
仏
も
で
き
ず
、
中
空

を
鬼
と
し
て
さ
迷
い
続
け
る
女
は
、「
こ
の
た
び
は
」
と
断
る
上
は
、
い
つ
ま
で

も
自
分
を
呪
い
、
永
劫
に
怒
り
続
け
る
の
で
あ
ろ
う
。
夫
に
捨
て
ら
れ
た
か
わ
い

そ
う
な
女
の
は
ず
が
、
怒
り
が
頂
点
に
達
し
鬼
と
な
っ
て
、
永
遠
に
鬼
の
ま
ま
で
、

救
い
は
な
い
。

こ
れ
と
は
対
照
的
に
、『
葵
上
』
に
お
け
る
御
息
所
は
、「
読
誦
の
声
を
聞
く
と

き
は　

読
誦
の
声
を
聞
く
と
き
は　

悪
鬼
心
を
和
ら
げ　

忍
辱
慈
悲
の
姿
に
て　

菩
薩
も
こ
こ
に
来
迎
す　

成
仏
得
脱
の　

身
と
な
り
行
く
ぞ
あ
り
が
た
き　

身
と

な
り
行
く
ぞ
あ
り
が
た
き
」
一
一
に
あ
る
と
お
り
、
妄
執
の
火
車
か
ら
解
放
さ
れ
、

喜
び
の
う
ち
に
成
仏
を
果
た
す
。
実
際
に
は
、
女
三
宮
の
密
通
を
仕
掛
け
、
不
義

の
罪
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
る
柏
木
を
悶
死
さ
せ
る
ま
で
に
い
た
り
、
女

三
宮
も
出
家
に
追
い
込
む
場
面
に
、
み
た
び
こ
の
世
の
も
の
な
ら
ぬ
「
化
け
物
」

と
し
て
現
れ
る
の
だ
が
。

し
か
し
、「
成
仏
得
脱
の
身
と
な
り
行
く
」
と
の
詞
章
が
伝
え
る
よ
う
に
、
能

で
は
御
息
所
が
成
仏
し
て
終
わ
る
。
こ
の
こ
と
は
能
が
書
か
れ
た
時
代
の
違
い
に

よ
る
か
ら
と
も
考
え
ら
れ
る
。
寺
社
を
後
ろ
盾
に
発
展
し
た
能
と
い
う
劇
に
は
、

こ
と
に
夢
幻
能
の
シ
テ
は
成
仏
を
求
め
て
、
通
り
か
か
る
僧
職
の
者
の
前
に
然
る

べ
く
し
て
現
れ
る
と
い
う
設
定
も
ほ
ぼ
常
套
的
で
あ
り
、
と
り
も
な
お
さ
ず
結
末

と
し
て
は
有
難
い
経
文
に
与
り
、
成
仏
す
る
さ
ま
を
文
言
と
と
も
に
可
視
化
す
る

必
要
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
一
方
で
、
夢
幻
能
の
形
が
少
し
ず
つ
変
化
を
見
せ
、
必

ず
し
も
成
仏
の
有
無
が
明
ら
か
で
は
な
い
結
末
の
作
品
も
登
場
し
て
き
た
こ
と

や
、市
井
の
女
と
上う
え

つ
方が
た

と
の
立
場
の
違
い
に
基
づ
く
と
も
考
え
ら
れ
る
。『
葵
上
』

は
、世
阿
弥
の
息
男
元
能
に
よ
る
芸
談
で
あ
る
『
申
楽
談
義
』
に
も
記
事
が
見
え
、

『
鉄
輪
』
よ
り
は
先
に
で
き
て
い
た
と
さ
れ
る
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、「
怒
り
」
こ
そ
が
、
鬼
と
な
る
鍵
と
考
え
ら
れ
る
。
怒

り
と
鬼
の
関
連
性
を
見
る
と
き
、
人
間
の
基
本
的
な
一
〇
の
罪
悪
た
る
「
十
悪
」

の
う
ち
、
意こ
こ
ろ
の
悪
で
あ
る
、
九
番
目
の
「
瞋
恚
」、
す
な
わ
ち
怒
り
憎
む
こ
と
、

自
分
の
心
に
違
う
も
の
に
怒
り
う
ら
む
こ
と
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。
生
ま

れ
な
が
ら
に
し
て
背
負
う
原
罪
と
も
い
え
る
十
種
の
悪
は
、
そ
の
中
で
も
ま
た
、

身
の
悪
、
口
の
悪
、
そ
し
て
意
の
悪
の
三
項
目
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ

う
に
配
当
さ
れ
る
。

　
　
「
十
悪
」

　
　
　

 

①
殺
生　
②
盗
み　
③
邪
淫
〈
以
上
身
の
悪
〉　

　
　
　

 

④
妄
語
（
偽
り
）　

⑤
綺
語
（
戯
言
）　

⑥
悪
口　
⑦
二
枚
舌
（
両
舌
）

〈
以
上
口
の
悪
〉

　
　
　

⑧
貪
欲　
⑨
瞋
恚　
⑩
愚
痴
〈
以
上
意こ
こ
ろの
悪
〉

な
お
、『
鉄
輪
』
と
い
う
能
の
素
材
に
は
、『
平
家
物
語
』「
剣
の
巻
」
や
、橋
姫
、

そ
し
て
和
泉
式
部
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
前
述
し
た
和
泉
式
部
の
歌
は
そ
の

ひ
と
つ
に
当
た
る
が
、
貴
船
神
社
も
重
要
な
要
素
と
し
て
数
え
ら
れ
よ
う
。
男
女

和
合
に
あ
や
か
る
宮
と
し
て
、
そ
し
て
水
と
の
縁
と
し
て
。

「
頼
み
を
か
け
て
き（
来
・
貴
船
）

ぶ
ね
が
は　

早
く
歩
み
を
運
ば
ん
」

と
、
女
は
川
を
越
え
る
こ
と
で
鬼
と
な
る
。
こ
の
「
川
」
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ

は
、『
道
成
寺
』
に
お
い
て
、
白
拍
子
が
僧
を
追
い
か
け
る
う
ち
に
大
蛇
と
化
す

際
に
も
重
要
な
モ
テ
ィ
ー
フ
に
な
る
。
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【
三
】
能
『
道
成
寺
』
に
つ
い
て 

　
　
　
　
　

― 

「
望
み
足
り
ぬ
と
験
者
た
ち
」
は
安
心
し
て
よ
い
の
か

そ
れ
で
は
『
道
成
寺
』
に
移
る
こ
と
に
し
よ
う
。
鬼
は
も
ち
ろ
ん
、
キ
ツ
ネ
や

タ
ヌ
キ
な
ど
の
動
物
の
類
や
、
非
人
間
を
登
場
人
物
に
据
え
る
の
は
、
能
よ
り
も

狂
言
で
顕
著
で
あ
る
。
し
か
も
、
諧
謔
性
や
風
刺
に
富
み
、『
道
成
寺
』
の
よ
う

に
、
思
い
余
っ
て
焼
き
殺
す
な
ど
凄
惨
な
結
末
に
つ
な
が
る
よ
う
な
お
ど
ろ
お
ど

ろ
し
さ
は
な
い
。
そ
の
異
例
異
様
さ
に
『
道
成
寺
』
の
特
徴
が
あ
り
、
問
題
が
あ

る
わ
け
だ
。
ま
た
、
蛇
へ
の
転
身
譚
を
扱
っ
た
能
は
あ
ま
り
例
を
見
ず
、
ほ
か
に

は
、
レ
パ
ー
ト
リ
ー
と
し
て
の
現
行
曲
で
は
な
い
が
、
法
華
供
養
に
参
加
し
た
に

も
関
わ
ら
ず
、
猟
師
の
生
業
で
あ
る
狩
猟
へ
の
欲
、
兄
弟
へ
の
妬
み
な
ど
、
心
の

迷
い
か
ら
大
蛇
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
『
当
願
暮
頭
』
が
あ
る
位
で
あ
る
。

な
ぜ
鬼
畜
の
姿
に
変
わ
る
の
か
は
、先
ほ
ど
の
『
鉄
輪
』
が
鬼
と
な
っ
た
の
は
、

何
が
主
な
原
因
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
と
も
関
わ
っ
て
く
る
。

能
の
『
道
成
寺
』
に
つ
い
て
は
、『
道
成
寺
縁
起
』
の
内
容
に
基
づ
く
と
こ
ろ

も
あ
れ
ば
、
重
な
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に

は
、
現
行
の
『
道
成
寺
』
に
先
行
す
る
能
『
鐘
巻
』
が
関
係
す
る
。
差
違
を
考
え

る
際
に
は
、
ひ
と
ま
ず
、『
道
成
寺
』
の
詞
章
を
抑
え
て
お
こ
う
。

　
『
道
成
寺
』
前
場

〔
次
第
〕　　

 

作
り
し
罪
も
消
え
ぬ
べ
し　

作
り
し
罪
も
消
え
ぬ
べ
し　

鐘
の
供

養
に
参
ら
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊
＊
＊
＊
＊
＊

　
　
　
　
　

 

嬉
し
や
さ
ら
ば
舞
は
ん
と
て　

あ
れ
に
ま
し
ま
す
宮
人
の　

烏
帽

子
を
暫
し
か（
借
・
仮
）りに
着
て　

す
で
に
拍
子
を
進
め
け
り
一
二

『
鐘
巻
』
は
筋
立
て
も
詞
章
も
ほ
ぼ
一
致
を
見
せ
る
が
、現
行
の
『
道
成
寺
』
が
、

右
に
引
い
た
詞
章
が
示
す
よ
う
に
、「
嬉
し
や
さ
ら
ば
舞
は
ん
と
て　

あ
れ
に
ま

し
ま
す
宮
人
の　

烏
帽
子
を
暫
し
か（
借
・
仮
）りに
着
て　

す
で
に
拍
子
を
進
め
け
り
」と
、

鐘
入
り
直
前
の
見
せ
場
で
あ
る
「
乱
拍
子
」
を
一
曲
の
頂
点
と
し
、
後
は
そ
ぎ
落

と
す
が
ご
と
く
、い
う
な
れ
ば
詞
章
を
省
く
よ
う
に
簡
略
化
さ
え
し
て
い
る
点
や
、

次
に
挙
げ
る
後
場
の
終
曲
部
に
相
違
を
見
せ
る
。

　
『
道
成
寺
』
後
場

〔
中
ノ
リ
地
〕　 

い
づ
く
に
大
蛇
の
あ
る
べ
き
ぞ
と　

祈
り
祈
ら
れ
か
つ
ぱ
と
転ま
ろ

ぶ
が　

ま
た
起
き
上
が
つ
て
た
ち
ま
ち
に　

鐘
に
向
か
つ
て
つ

く
息
は　

猛
火
と
な
つ
て
そ
の
身
を
焼
く　

ひ
た
か
の
川
波　

深
淵
に
飛
ん
で
ぞ
入
り
に
け
る

〔
歌
〕　　
　
　

 

望
み
足
り
ぬ
と
験
者
た
ち
は　

わ
が
本
坊
に
ぞ
帰
り
け
る　

わ

が
本
坊
に
ぞ
帰
り
け
る

こ
の
よ
う
に
、『
道
成
寺
』
で
は
、
大
蛇
と
化
し
た
白
拍
子
が
川
に
飛
び
込
ん

で
終
わ
り
、
そ
れ
ま
で
慌
て
ふ
た
め
い
て
い
た
道
成
寺
の
僧
た
ち
は
満
足
し
て
帰

途
に
就
く
。
と
こ
ろ
が
、『
鐘
巻
』
で
は
次
の
よ
う
な
終
曲
部
な
の
で
あ
る
。

　
『
鐘
巻
』

〔
中
ノ
リ
地
〕　 

鐘
に
向
か
つ
て
つ
く
息
は　

猛
火
と
な
つ
て
炎
に
む
せ
べ
ば 

身
を
焦
が
す
悲
し
さ
に　

日
高
の
川
波　

深
淵
に
帰
る
と
見
え

つ
る
が　

ま
た
こ
の
鐘
を
つ
く
づ
く
と　

ま
た
こ
の
鐘
を
つ
く

づ
く
と
か
へ
り
見　

執
心
は
消
え
て
ぞ
失
せ
に
け
る　

執
心
は

消
え
て
う
せ
に
け
り
一
三　
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尽
き
せ
ぬ
執
心
―
―『
鉄
輪
』
の
鬼
、『
道
成
寺
』
の
蛇

こ
う
し
て
並
べ
て
み
る
と
、
前
者
は
一
目
散
に
川
へ
と
飛
び
込
む
あ
り
さ
ま
が

描
写
さ
れ
る
だ
け
で
、
期
待
さ
れ
る
終
わ
り
方
、
つ
ま
り
、
成
仏
が
果
た
し
て
実

現
し
た
の
か
否
か
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
者
で
は
、
シ
テ
は
川
に
戻

ろ
う
と
す
る
ま
さ
に
そ
の
時
、
先
ほ
ど
自
分
が
業
火
の
炎
を
浴
び
せ
た
鐘
を
つ
く

づ
く
と
振
り
返
っ
て
見
る
。
そ
し
て
「
執
心
は
消
え
て
う
せ
に
け
り
」
と
、
愚
行

に
よ
る
畜
生
へ
の
堕
罪
か
ら
一
転
、
成
仏
を
果
た
す
こ
と
が
言
外
に
示
さ
れ
る
。

『
鐘
巻
』
の
女
に
は
、悔
悟
の
哀
し
み
、己
が
愚
行
を
省
み
る
心
が
そ
こ
に
あ
る
一
四
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、『
鐘
巻
』
も
『
道
成
寺
』
も
、前
出
『
道
成
寺
』
前
場
の
冒
頭
、

〔
次
第
〕
に
あ
る
よ
う
に
、「
作
り
し
罪
も
消
え
ぬ
べ
し　

作
り
し
罪
も
消
え
ぬ
べ

し　

鐘
の
供
養
に
参
ら
ん
」で
物
語
が
始
ま
る
。
こ
の「
罪
」と
は
何
か
。
そ
れ
は
、

女
が
男
を
好
き
に
な
る
あ
ま
り
、
相
手
の
立
場
も
意
向
も
無
視
す
る
形
で
、
一
方

的
に
追
い
か
け
、
追
い
詰
め
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。『
鉄
輪
』
の
女
は
、
破
れ

る
も
の
の
、
夫
と
の
結
婚
は
成
立
し
て
い
た
。
一
方
、
縁
起
で
も
能
で
も
、
お
よ

そ
『
道
成
寺
』
も
の
に
登
場
す
る
女
は
、
市
井
の
男
で
は
な
く
、
信
仰
と
修
行
に

克
己
勉
励
す
る
い
わ
ば
聖
な
る
者
を
見
初
め
、
強
引
に
結
婚
を
迫
り
、
当
然
の
よ

う
に
拒
絶
さ
れ
、
思
い
余
っ
て
蛇
と
な
る
。『
鉄
輪
』
で
は
相
手
の
裏
切
り
を
契

機
に
鬼
と
な
る
が
、『
道
成
寺
』で
は
相
手
か
ら
の
拒
絶
が
契
機
と
な
り
蛇
と
化
す
。

こ
の
蛇
に
つ
い
て
は
、
少
々
視
点
を
変
え
て
考
え
て
み
よ
う
。

蛇
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
そ
の
特
異
な
形
態
や
生
態
か
ら
、
多
義
的
な
意

味
を
持
っ
て
い
て
、『
旧
約
聖
書
』「
創
世
記
」
で
は
、
神
の
罰
を
受
け
る
。

 　

主
な
る
神
が
造
ら
れ
た
野
の
生
き
物
の
う
ち
で
、
最
も
賢
い
の
は
蛇
で
あ
っ

た
。
主
な
る
神
は
、
蛇
に
向
か
っ
て
言
わ
れ
た
。「
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た

お
前
は
あ
ら
ゆ
る
家
畜
、あ
ら
ゆ
る
野
の
獣
の
中
で
呪
わ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
。

お
前
は
、
生
涯
這
い
ま
わ
り
、
塵
を
食
ら
う
。」
一
五　

蛇
が
イ
ブ
を
そ
そ
の
か
し
、
知
恵
の
実
を
食
べ
た
と
い
う
誰
も
が
思
い
浮
か
べ

る
有
名
な
描
写
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
原
罪
の
根
本
は
、
そ
そ
の
か
さ

れ
た
人
間
で
は
な
く
、
そ
そ
の
か
し
た
蛇
で
あ
る
。
一
方
、
仏
教
で
は
、
前
世
の

悪
行
の
報
い
で
動
物
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
さ
れ
、
そ
の
境
涯
を
畜
生
道
と
言
い
、

六
道
の
一
つ
で
人
間
に
虐
げ
ら
れ
、
互
い
に
殺
傷
し
あ
う
苦
を
受
け
る
と
言
わ
れ

る
。『
日
本
霊
異
記
』
の
記
事
一
六
、
ま
た
、
先
に
引
用
し
た
「
虫
愛
づ
る
姫
君
」

に
も
、
姫
君
が
、
蛇
を
仕
掛
け
た
懸
想
文
を
受
け
取
り
、
そ
れ
を
開
い
た
時
に

驚
き
騒
い
だ
侍
女
を
た
し
な
め
る
発
言
「
生
前
の
親
な
ら
む
。
な
騒
ぎ
そ
」
が

あ
る
一
七
。

蛇
に
つ
い
て
は
、
先
に
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
原
罪
の
問
題
に
触
れ
た
が
、
日

本
文
化
に
お
け
る
蛇
の
イ
メ
ー
ジ
と
象
徴
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
ふ
た
た
び
「
虫

愛
づ
る
姫
君
」
か
ら
の
引
用
に
な
る
が
、
興
味
深
い
読
み
を
導
い
た
一
節
が
こ
れ

で
あ
る
。

　
「
は
ふ
は
ふ
も
君
が
あ
た
り
に
し
た
が
は
む
長
き
心
の
限
り
な
き
身
は
」

こ
れ
に
対
し
、
本
稿
で
参
照
し
た
テ
キ
ス
ト
の
注
に
は
こ
う
あ
る
。「
く
ね
く

ね
と
這
い
ず
り
回
り
な
が
ら
も
、
あ
な
た
の
か
た
わ
ら
に
ぴ
っ
た
り
と
付
き
従
お

う
。
こ
の
身
体
の
よ
う
に
長
く
い
つ
ま
で
も
変
わ
ら
な
い
、
あ
な
た
を
愛
し
く
思

う
心
で
あ
る
私
は
。」
同
書
校
注
者
の
塚
原
鉄
雄
氏
は
続
け
て
、「「
は
う
は
う
」

は
蛇
の
生
態
で
あ
る
が
、
姫
君
に
奉
仕
す
る
含
意
が
あ
る
。「
長
き
心
」
は
含
意

と
し
て
、
愛
情
の
不
変
を
宣
言
す
る
と
と
も
に
そ
れ
が
ま
た
、
姫
君
を
見
込
ん
だ

強
靭
な
執
念
を
も
連
想
さ
せ
る
。
古
来
、
蛇
は
男
性
の
象
徴
と
さ
れ
る
。」
と
も

指
摘
す
る
一
八
。

蛇
が
男
性
の
象
徴
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
独
特
な
姿
形
に
も
由
来
す
る
。
古
代

神
話
の
時
代
か
ら
中
世
の
説
話
に
至
る
ま
で
、
異
類
婚
の
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
、
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学
習
院
女
子
大
学 

紀
要　

第
二
十
一
号

蛇
は
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
蛇
体
の
長
さ
が
、
愛
情
の
深
さ
を
暗
示
し
、

強
靭
な
執
念
を
も
連
想
さ
せ
る
と
の
、
塚
原
氏
の
指
摘
は
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
面
で
の

連
想
を
呼
び
、
非
常
に
興
味
深
い
。
蛇
に
い
っ
た
ん
狙
い
を
定
め
ら
れ
た
か
ら
に

は
、逃
れ
る
術
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ほ
ほ
え
ま
し
い
愛
情
と
い
う
よ
り
、

蛇
に
譬
え
た
愛
情
は
、
邪
ま
な
ま
で
に
深
く
、
淫
靡
な
イ
メ
ー
ジ
が
漂
う
。
ま
さ

に
「
邪
淫
」
と
い
う
こ
と
ば
が
ピ
ッ
タ
リ
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
愛
し
さ
の
あ
ま

り
歯
止
め
が
利
か
な
く
な
る
愛
と
は
い
か
に
。

能
か
ら
下
っ
て
長
唄
に
も
『
道
成
寺
』
の
悲
劇
は
恰
好
の
素
材
を
提
供
し
て
い

る
が
、
長
唄
解
説
集
で
あ
る
二
代
目
稀
音
家
義
丸
氏
の
芸
語
で
は
、
物
語
の
舞
台

と
な
る
地
名
の
特
異
さ
に
も
注
目
さ
れ
、「
ま
な
ご
」
に
、「
愛
子
」
を
当
て
る
説

が
あ
る
こ
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
一
九
。
地
名
の
み
を
表
す
の
で
は
な
く
、
父
親
に

と
っ
て
、
目
の
中
に
入
れ
て
も
痛
く
な
い
ほ
ど
愛
す
る
子
、
と
も
読
む
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
娘
は
、
し
か
し
や
が
て
、
愛
す
る
勢
い
の
あ
ま
り
、
悲
劇
を
招
く
。

愛
す
る
に
も
程
が
あ
る
べ
き
で
、
思
い
と
ど
ま
る
こ
と
、
冷
静
に
な
る
こ
と
こ
そ

が
大
事
で
あ
る
と
の
戒
め
と
も
と
れ
る
。
な
お
、
先
ほ
ど
『
鉄
輪
』
で
、
鬼
と
化

す
原
動
力
と
し
て
「
怒
り
」
を
指
摘
し
、十
悪
の
う
ち
の
「
瞋
恚
」
を
指
摘
し
た
。

こ
の
「
邪
淫
」
も
、
や
は
り
十
悪
の
身
の
悪
に
配
当
さ
れ
て
い
る
の
は
言
う
ま
で

も
な
い
。

【
四
】
ま
と
め

さ
て
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
内
容
を
整
理
し
、
そ
ろ
そ
ろ
ま
と
め
に
入
る
こ

と
に
す
る
。

執
心
が
も
と
で
異
形
の
姿
と
な
る
（
変
え
ら
れ
る
）
際
、鬼
と
な
る
パ
タ
ー
ン
、

ま
た
は
蛇
と
な
る
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
と
し
、『
鉄
輪
』
で
は
「
怒
り
」、
す
な
わ
ち

十
悪
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
瞋
恚
」
を
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
、『
道
成
寺
』
で
は
「
邪

淫
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
と
述
べ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
一
つ
だ
け
で
は
な
く
、『
道

成
寺
』
で
は
「
か
わ
い
さ
余
っ
て
憎
さ
百
倍
」
で
は
な
い
も
の
の
、
好
き
の
一
念

で
追
い
か
け
て
い
た
挙
句
、
鐘
の
中
に
逃
げ
込
ん
だ
僧
を
焼
き
殺
す
と
い
う
「
殺

生
」
の
罪
も
あ
る
。
ま
た
、
後
妻
の
命
を
奪
い
、
夫
の
命
を
狙
う
『
鉄
輪
』
に
は
、

同
じ
く
身
の
悪
で
あ
る「
殺
生
」と
、夫
た
る
異
性
に
対
す
る
執
着
と
し
て『
邪
淫
』

も
当
然
関
わ
っ
て
く
る
。
た
だ
、『
道
成
寺
』
に
つ
い
て
は
、
殺
す
こ
と
が
目
的

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
蛇
体
と
化
し
た
勢
い
で
、
自
分
も
焼
け
死
ぬ
と
い
う
、

心
中
の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、ひ
と
く
ち
に
「
殺
生
」
と
言
っ

て
も
、
二
曲
に
は
違
い
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、『
鐘
巻
』

の
終
結
部
が
「
猛
火
と
な
つ
て
炎
に
む
せ
べ
ば　

身
を
焦
が
す
悲
し
さ
」
と
な
っ

て
い
る
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
だ
。
た
だ
好
き
に
な
っ
た
、
そ
の
一
念
が
相
手
も

自
分
も
ま
き
こ
む
悲
惨
な
結
末
と
な
っ
た
。
そ
の
引
き
金
と
な
っ
た
の
は
、
あ
く

ま
で
も
『
邪
淫
』
の
念
で
あ
る
。
畜
生
道
に
落
と
さ
れ
、
蛇
と
な
っ
た
の
は
、
邪

な
肉
欲
と
い
う
罪
に
対
す
る
罰
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。身
を
焦
が
す
炎
に
よ
っ
て
、

痛
み
で
は
な
く
、
悲
し
み
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
執
心
の
矛
先
は
相
手

で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
執
心
は
肉
欲
に
由
来
す
る
。『
道
成
寺
』
で
は
、
鬼
で
は

な
く
蛇
に
な
る
の
は
、「
邪
淫
」
の
念
に
よ
っ
て
人
間
が
過
ち
を
犯
す
こ
と
へ
の

戒
め
と
読
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、『
鉄
輪
』
は
怒
り
が
根
本
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
罰
と
し
て
は
畜

生
の
形
で
は
な
く
、
姿
形
を
持
た
な
い
邪
気
と
し
て
「
目
に
見
え
ぬ
鬼
」
と
さ
れ

た
と
、
一
応
の
ま
と
め
と
し
た
い
。
教
訓
性
が
前
面
に
打
ち
出
さ
れ
る
わ
け
で
は

な
い
が
、
能
に
は
様
々
な
形
で
人
間
に
求
め
ら
れ
る
倫
理
観
が
組
み
込
ま
れ
て
い

る
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

最
後
に
も
う
ひ
と
つ
、『
鉄
輪
』
と
『
道
成
寺
』
に
共
通
す
る
、
物
語
が
次
の

場
面
に
展
開
す
る
場
、
つ
ま
り
『
鉄
輪
』
の
女
が
人
か
ら
鬼
に
な
る
場
面
、『
道

成
寺
』
で
は
女
が
人
か
ら
蛇
と
な
る
場
面
が
ど
ち
ら
も
川
で
あ
る
点
に
つ
い
て
述
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尽
き
せ
ぬ
執
心
―
―『
鉄
輪
』
の
鬼
、『
道
成
寺
』
の
蛇

べ
て
お
く
。

先
行
す
る
『
道
成
寺
』
関
連
の
説
話
群
で
は
、
女
が
蛇
に
な
る
の
は
家
屋
の
中

で
あ
る
。『
大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
巻
下
・
第
一
二
九
「
紀
伊
国
牟
婁
郡
の
悪

し
き
女
」
で
は
、「
大
き
に
瞋
り
、
家
に
還
り
て
隔
る
舎
に
入
り
、
籠
居
し
て
音

な
か
り
き
。
す
な
わ
ち
五
尋
の
大
き
な
る
毒
蛇
の
身
と
成
り
て
、
こ
の
僧
を
追
ひ

行
け
り
。」
二
〇
の
よ
う
に
「
隔
る
舎
に
入
り
、
籠
居
し
」
と
あ
り
、
ま
た
、『
今

昔
物
語
集
』
巻
一
四
・
第
三
「
紀
伊
国
道
成
寺
僧
写
法
花
救
蛇
語
」
で
は
若
干
の

違
い
を
示
し
な
が
ら
も
「
家
ニ
返
テ
寝
屋
ニ
籠
居
ヌ
。」
二
一
と
や
は
り
室
内
に
閉

じ
こ
も
る
描
写
で
あ
り
、
そ
し
て
『
元
亨
釈
書
』
第
一
九
・「
釈
安
珍
」
で
は
「
乃

入
レ
室
不
レ
出
。
経
レ
宿
為
レ
蛇
。
長
二
丈
余
」
二
二
と
、
い
ず
れ
も
僧
が
逃
げ
た
こ

と
を
知
る
や
否
や
、
激
し
く
憤
り
、
い
っ
た
ん
家
に
戻
っ
て
部
屋
に
入
り
、
出
て

く
る
と
き
に
は
大
蛇
と
化
し
て
い
る
点
が
明
ら
か
に
異
な
る
。
そ
れ
に
対
し
、『
道

成
寺
縁
起
』
で
初
め
て
川
を
渡
る
時
に
蛇
に
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
注
目

す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
下
に
、
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
、『
道
成
寺
縁
起
絵
巻
』

か
ら
コ
ラ
ー
ジ
ュ
し
て
み
た
が
二
三
、
い
か
が
だ
ろ
う
か
。
こ
の
、
川
を
超
え
る

と
異
形
の
も
の
に
な
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、『
鉄
輪
』
で
も
貴
船
川
を
越
え

る
こ
と
で
果
た
さ
れ
た
と
繰
り
返
し
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

川
を
境
に
何
か
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
で
視
線
を
西
洋
に
向
け
る
と
、
ウ
ェ
ル

ギ
リ
ウ
ス
の
『
ア
エ
ネ
ー
イ
ウ
ス
』
の
ア
ケ
ロ
ン
の
川
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
ま
た
、

大
蛇
の
身
を
焦
が
す
炎
、
こ
れ
は
、
罰
と
し
て
の
火
あ
ぶ
り
だ
け
で
は
な
く
、
邪

淫
の
罪
の
穢
れ
を
焼
き
尽
く
す
浄
化
の
炎
と
、
二
重
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
も

読
め
な
く
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
川
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
、
そ
し
て
火
や
炎
と
い
う

モ
テ
ィ
ー
フ
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
考
え
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
が
、
今
回
は
、

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
、暗
殺
さ
れ
て
亡
霊
と
な
っ
た
ハ
ム
レ
ッ

ト
の
父
の
セ
リ
フ
を
引
用
し
、
い
っ
た
ん
締
め
く
く
り
た
い
。
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学
習
院
女
子
大
学 

紀
要　

第
二
十
一
号

 　
「
わ
し
は
、
お
前
の
父
親
の
霊
。
真
夜
中
だ
け
は
さ
迷
い
歩
く
こ
と
が
許
さ

れ
る
が
、
昼
は
間
断
な
く
業
火
の
焔
に
身
を
包
ま
れ
て
、
地
上
で
犯
し
た
罪
の

汚
れ
が
焼
き
つ
く
さ
れ
、
清
め
ら
れ
る
時
を
待
つ
身
の
上
。」
二
四

【
注
】

一
、　

中
村
元
編
集
『
岩
波
仏
教
辞
典
』
第
二
版　

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二

二
、　

折
口
信
夫
全
集
刊
行
会
編
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
17
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
六

三
、　

同
「
日
本
の
創
意
―
源
氏
物
語
を
知
ら
ぬ
人
々
に
寄
す
―
」
第
15
巻

四
、　

同
「
も
の
ゝ
け
其
の
他
」
第
15
巻

五
、　

 

兵
頭
裕
己
校
注
『
太
平
記　

四
』
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五　

な
お
、
同
第

二
十
七
巻
に
も
「
妖
怪
」
の
熟
語
あ
り
（
た
だ
し
、
流
布
本
の
系
統
に
よ
っ
て
巻
号
に

は
異
同
が
あ
る
）。

六
、　

塚
原
鉄
雄
校
注
『
堤
中
納
言
物
語
』
新
潮
日
本
古
典
集
成
56
、
新
潮
社
一
九
八
三　

七
、　

 

西
野
春
雄
・
羽
田
昶
編
集
委
員
『
新
版　

能
・
狂
言
辞
典
』
平
凡
社
、
二
〇
一
一

八
、　

 

伊
藤
正
義
校
注
『
謡
曲
集　

上
』
新
潮
日
本
古
典
集
成
57
、
新
潮
社
、
一
九
八
三
、
以

下
『
鉄
輪
』
詞
章
は
同
書
に
拠
る
。

九
、　

 

和
泉
式
部
「
男
に
忘
れ
ら
れ
て
侍
り
け
る
頃
、
貴
船
に
参
り
て
御
手
洗
川
に
蛍
の
飛
び

侍
り
け
る
を
見
て
詠
め
る 

― 

物
思
へ
ば
沢
の
蛍
も
わ
が
身
よ
り
あ
く
が
れ
出
づ
る
魂た

ま

か
と
ぞ
見
る
」
参
照
は
、
久
保
田
淳
・
平
田
喜
信
校
注
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
新
日
本
古

典
文
学
大
系
8
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四　

一
〇
、 

本
地
垂
迹
説
に
よ
り
、
日
本
天
台
宗
と
日
蓮
宗
で
、
法
華
経
を
守
護
す
る
神
と
し
て
、

月
の
三
〇
日
に
割
り
当
て
て
ま
つ
る
三
〇
の
神
。
さ
ん
じ
ゅ
う
ば
ん
じ
ん
。

一
一
、
前
掲
八
に
所
収　

一
二
、 

伊
藤
正
義
校
注
『
謡
曲
集　

中
』
新
潮
日
本
古
典
集
成
73
、
新
潮
社
、
一
九
八
六
、
以

下
『
道
成
寺
』
詞
章
は
同
書
に
拠
る
。

一
三
、 

野
上
記
念
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
創
立
四
十
周
年
記
念
第
四
回
試
演
能
『
鐘
巻
』
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
一
九
九
二
年
六
月
九
日　

於
国
立
能
楽
堂　

一
四
、 『
鐘
巻
』
終
曲
部
を
『
道
成
寺
』
と
比
較
し
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
拙
稿
「
作
り
し

罪
も
消
え
ぬ
べ
き
―
―
女
の
愛
と
哀
し
み
の
能
『
鐘
巻
』」『
能
楽
タ
イ
ム
ズ
』
二
〇
一

八
年
一
月
号
を
参
照
さ
れ
た
し
。

一
五
、 『
新
共
同
訳　

聖
書
』「
創
世
記
」
三
章
一
お
よ
び
一
四
節
、
日
本
聖
書
協
会
、
一
九
九

〇　

一
六
、 『
日
本
霊
異
記　

上
』
畜
生
に
見
ゆ
と
言
へ
ど
も
、
わ
が
過
去
の
父
母
な
り
。
六
道
四

生
は
わ
が
生
ま
れ
む
家
な
り
。　

一
七
、 

注
六
参
照
。

一
八
、
右
同

一
九
、 「「
ま
な
ご
」
は
地
名
と
愛
子
の
二
説
あ
り
ま
す
。
紀
州
の
道
成
寺
辺
り
に
は
現
在
も

真
砂
と
い
う
姓
の
方
が
多
く
ま
す
。」「「
紀
州
道
成
寺
」『
長
唄
囈
語
』
邦
楽
の
友
社
【
非

売
品
】

二
〇
、 

井
上
光
貞
、
大
曽
根
章
介
校
注
『
往
生
伝
・
法
華
験
記
』
日
本
思
想
大
系
7
、
岩
波
書

店
、
一
九
七
四

二
一
、 

馬
淵
和
夫
、
国
東
文
麿
、
稲
垣
泰
一
校
注
・
訳
『
今
昔
物
語
集
』
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
、
小
学
館
、
一
九
九
九

二
二
、 『
新
訂
増
補
國
史
大
系
』
第
三
十
一
巻
「
日
本
高
僧
伝
要
文
抄　

元
亨
釈
書
」、
吉
川
弘

文
館
、
一
九
六
五

二
三
、 

網
野
善
彦
、
大
西
廣
、
佐
竹
昭
広
編
『
瓜
と
龍
蛇
』
い
ま
は
昔
む
か
し
は
今
第
一
巻
、

福
音
館
書
店
、
一
九
八
九
。
原
本
の
道
成
寺
蔵
『
道
成
寺
縁
起
絵
巻
』
を
ト
リ
ミ
ン
グ

し
た
も
の
。

二
四
、 

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
作
、
安
西
哲
雄
訳
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
Q1
』 

光
文
社
古
典

新
訳
文
庫
、
光
文
社
、
二
〇
一
〇

（
本
学
非
常
勤
講
師
）
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