
別
府
の
伝
説動

物
ア
ラ
カ
ル
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堀
　
藤
吉
郎

豪
雨
を
止
め
た
樹
上
の
霊
犬

　
朝
見
の
浄
水
池
の
う
え
に
、
昔
庄
内
道
と
い
わ
れ
る
枝
郷
へ
通

ず
る
道
が
あ
っ
た
。
こ
の
上
手
の
山
を
昔
散
見
山
と
い
い
、
こ
の

付
近
に
五
反
田
上
畑
と
い
う
地
名
が
あ
る
。

　
こ
の
地
域
は
、
大
友
の
家
匝
の
朝
見
万
太
郎
景
治
の
領
地
で
あ
っ

た
い
わ
れ
、
こ
の
散
見
山
の
頂
上
近
く
に
、
一
昔
前
に
枯
れ
て
し

ま
っ
た
が
天
を
摩
す
る
大
松
が
あ
っ
た
。
こ
の
松
を
犬
ほ
え
松
と

い
っ
て
木
の
側
に
石
の
祠
が
あ
っ
た
。

　
宝
亀
二
年
五
月
二
十
三
日
、
豪
雨
の
た
め
に
山
崩
れ
し
て
谷
を

埋
め
、
田
畑
や
田
島
田
井
一
帯
の
人
家
を
押
し
流
し
て
、
四
十
七

人
の
民
百
姓
を
殺
し
た
と
い
う
歴
史
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
時
、

朝
廷
は
調
・
庸
を
免
除
し
て
難
民
に
恩
賜
金
を
下
賜
し
た
こ
と
が

続
日
本
書
紀
に
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
勅
使
と
し
て
下
向
し
た

大
臣
吉
備
の
真
吉
備
の
徳
を
偲
ん
で
、
後
世
の
人
が
散
見
山
を
吉

備
山
と
改
め
た
と
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
史
実
に
つ
い
て
、
お
も
し
ろ
い
伝
説
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ざ
な
ぎ
　
　
い
ざ
な
み

　
こ
の
散
見
山
の
頂
上
に
伊
邪
那
岐
・
伊
邪
那
美
の
二
神
が
山
の

神
と
し
て
祀
ら
れ
、
こ
の
祠
の
下
手
に
大
の
ほ
え
松
と
い
う
老
大

木
が
あ
っ
た
。

　
宝
亀
二
年
、
大
雨
が
降
り
続
き
、
空
は
黒
雲
に
お
お
わ
れ
て
篠

を
束
ね
た
よ
う
な
豪
雨
と
な
っ
た
。
村
人
は
こ
の
世
の
終
わ
り
が

来
た
の
で
あ
ろ
う
と
、
途
方
に
暮
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る

日
の
真
夜
中
に
山
の
神
の
下
手
に
あ
る
大
松
の
梢
に
大
き
な
大
が

登
っ
て
、
大
雨
の
降
る
空
を
仰
い
で
天
地
に
響
き
渡
る
大
声
で
三

度
鳴
き
続
け
た
。
村
人
は
豪
雨
の
闇
夜
に
こ
の
奇
声
を
聞
い
て
ま

す
ま
す
恐
れ
お
の
の
い
て
い
た
。

　
す
る
と
不
思
議
に
今
ま
で
降
り
注
い
で
い
た
大
雨
が
止
み
、
夜

が
明
け
る
に
つ
れ
て
青
空
が
あ
ら
わ
、
太
陽
の
光
さ
え
さ
し
て
き

た
。
大
洪
水
も
だ
ん
だ
ん
お
さ
ま
り
元
の
静
か
な
村
に
な
っ
た
。

人
々
は
ほ
っ
と
し
て
生
き
返
っ
た
喜
び
に
浸
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
か
ら
誰
い
う
と
な
く
、
こ
の
大
松
の
梢
で
吠
え
た
犬
は
、

散
見
山
の
山
の
神
が
人
々
の
難
儀
を
ご
覧
に
な
っ
て
、
一
夜
大
に

化
身
な
さ
れ
て
雨
を
止
め
た
の
で
あ
ろ
う
と
言
う
よ
う
に
な
り
、
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こ
の
大
松
を
犬
吠
え
の
松
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
松
は
、

大
人
四
人
が
手
を
つ
な
い
で
や
っ
と
回
る
こ
と
が
で
き
る
位
の
大

樹
で
あ
っ
た
が
、
今
は
枯
れ
て
し
ま
っ
た
。

猿
の
く
れ
た
美
酒

　
万
寿
寺
別
院
の
左
に
大
谷
と
い
う
深
い
渓
谷
が
あ
る
。
秋
の
紅

葉
の
の
頃
に
は
立
派
な
渓
谷
美
を
見
せ
る
が
、
こ
の
谷
と
田
の
浦

の
村
里
に
面
白
い
猿
の
報
恩
伝
説
が
あ
る
。

　
府
内
（
大
分
）
の
場
末
の
草
深
い
里
に
細
々
と
煙
を
た
て
て
そ

の
日
暮
ら
し
の
貧
し
い
人
が
住
ん
で
い
た
。
名
を
中
尾
乾
通
と
い
っ

た
。
正
直
一
方
の
律
義
者
で
、
悪
い
こ
と
は
何
一
つ
で
き
な
い
男

で
あ
っ
た
。
彼
は
、
毎
日
僅
か
の
酒
を
府
内
の
酒
屋
で
買
い
求
め
、

そ
れ
を
背
負
っ
て
田
の
浦
の
部
落
に
売
り
歩
き
、
少
な
い
口
銭
で

糊
口
を
し
の
い
で
い
た
。
常
に
山
王
権
現
に
詣
で
て
商
売
繁
盛
を

祈
っ
て
い
た
。

　
暖
か
い
あ
る
日
、
い
つ
も
の
よ
う
に
酒
を
担
っ
て
海
辺
道
を
通
っ

て
、
い
つ
も
の
よ
う
に
田
の
浦
の
里
の
入
口
で
岩
に
腰
掛
け
て
煙

草
入
れ
と
火
打
石
を
取
り
出
し
て
一
服
し
た
。

　
　
「
い
つ
見
て
も
こ
の
海
辺
か
ら
の
景
色
は
又
格
別
じ
ゃ
　
由
布

や
鶴
見
の
お
山
の
色
、
国
崎
の
岬
の
出
入
り
　
こ
の
景
色
を
見
る

だ
け
で
も
貧
乏
を
忘
れ
て
長
生
き
し
そ
う
じ
ゃ
」

煙
草
を
ゆ
ら
し
▽
人
つ
ぶ
や
い
て
い
る
と
き
、
崖
際
で
「
キ
ャ
ー

キ
ャ
ー
」
と
悲
し
そ
う
な
さ
る
の
悲
鳴
が
聞
こ
え
た
。
乾
通
は
何

気
な
く
下
の
海
辺
を
眺
め
る
と
、
一
匹
の
犬
猿
が
岩
の
間
に
手
を

差
し
入
れ
て
い
る
。
よ
く
見
る
と
犬
蟹
に
手
を
挟
ま
れ
て
痛
そ
う

な
顔
を
し
て
い
る
。

　
　
「
よ
し
よ
し
わ
し
が
降
り
て
行
っ
て
助
け
て
や
ろ
う
　
し
ば
ら

く
辛
抱
し
て
お
れ
」

　
崖
を
下
り
た
乾
通
は
岩
を
は
ね
の
け
て
蟹
を
殺
し
猿
を
助
け
て

や
っ
た
。
猿
は
、
大
喜
び
で
何
度
も
後
を
振
り
向
い
て
手
を
合
わ

せ
、
大
谷
の
方
へ
逃
げ
て
い
っ
た
。

　
明
く
る
日
、
い
つ
も
の
よ
う
に
酒
を
担
っ
て
田
の
浦
に
行
く
と
、

昨
日
助
け
た
大
猿
が
あ
ら
わ
れ
た
。
猿
が
乾
通
の
手
を
取
る
よ
う

に
し
て
山
の
方
へ
案
内
す
る
の
で
、
猿
の
行
く
ま
ま
に
つ
い
て
行

く
と
大
谷
の
流
れ
に
出
た
。
流
れ
の
横
に
湧
き
水
が
あ
る
。
猿
が

手
真
似
で
、
し
き
り
に
そ
の
湧
き
水
を
飲
む
よ
う
に
す
す
め
る
た
。

怪
冴
な
顔
を
し
て
い
る
乾
通
を
見
て
、
猿
は
業
を
煮
や
し
た
の
か

自
分
で
湧
き
水
を
飲
ん
で
み
せ
る
の
で
、
乾
通
も
飲
ん
で
み
る
と
、
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な
ん
と
豊
醸
な
美
酒
で
っ
た
。

　
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
は
、
乾
通
は
田
の
浦
の
湧
き
水
か
ら
美

酒
を
汲
ん
で
府
内
の
町
に
売
り
歩
い
て
、
つ
い
に
は
大
酒
問
屋
に

な
っ
て
巨
万
の
富
を
積
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
乾
通
は
、
享
録
・
天
文
の
頃
に
は
大
友
宗
麟
が
神
宮
寺
浦
で
南

蛮
貿
易
に
立
会
う
ま
で
の
権
勢
家
と
な
り
、
つ
い
に
は
、
乾
通
が

立
会
わ
な
い
交
易
は
品
物
の
値
段
が
付
け
ら
れ
な
と
い
わ
れ
る
ほ

ど
の
大
貿
易
商
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

天
子
に
献
じ
た
奇
瑞
の
白
亀

　
亀
川
は
、
里
屋
・
御
越
と
改
名
さ
れ
て
今
の
亀
川
と
な
っ
た
。

こ
の
亀
川
の
本
町
筋
の
中
ほ
ど
に
白
亀
塚
が
あ
る
。
亀
川
の
人
は

亀
の
甲
と
呼
ん
で
い
る
。
此
処
は
大
昔
は
海
の
潮
の
さ
す
入
江
で

あ
っ
た
。

　
承
和
十
五
年
の
六
月
、
こ
の
入
江
の
岩
根
か
ら
雌
雄
二
頭
の
白

亀
が
あ
ら
わ
れ
た
。
里
人
は
こ
れ
は
国
に
な
に
か
良
い
こ
と
の
あ

る
瑞
祥
で
あ
る
い
っ
て
こ
れ
を
捕
ら
え
、
重
平
と
い
う
も
の
が
こ

れ
を
捧
げ
て
都
に
上
り
仁
明
天
皇
に
献
上
し
た
。

　
朝
廷
で
は
、
白
亀
は
神
亀
で
あ
り
、
神
亀
の
出
現
は
天
下
の
吉

兆
で
あ
る
と
た
い
へ
ん
喜
ん
で
、
年
号
を
嘉
祥
と
改
元
し
た
。

　
や
が
て
、
重
平
は
、
天
皇
の
命
令
を
受
け
て
雄
白
亀
を
神
亀
彦

命
、
雌
白
亀
を
神
亀
姫
命
と
崇
め
奉
り
、
二
頭
の
白
亀
を
元
の
入

江
に
放
し
た
。

　
そ
れ
か
ら
こ
の
村
は
亀
の
甲
村
と
名
付
け
ら
れ
た
が
、
の
ち
に

亀
川
村
と
改
め
ら
れ
た
。

　
白
亀
伝
説
は
大
分
郡
の
寒
川
に
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
寒
川
の
岩

の
上
で
白
亀
を
一
匹
捕
ら
え
て
朝
廷
に
献
上
し
た
ら
、
勅
が
あ
っ

て
嘉
祥
と
改
元
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
古
来
亀
は
喜
瑞
で
あ
る
と
大
切
に
さ
れ
、
朝
廷
や
神
社
で
は
重
　
　
1
0
1

大
な
こ
と
が
起
こ
る
と
占
部
＾
ウ
ラ
ベ
゛
に
命
じ
て
ヽ
亀
卜
と
い
　
　
　
一

う
亀
の
甲
を
焼
い
て
、
亀
裂
の
数
に
よ
っ
て
占
い
を
行
な
っ
て
い

た
。
亀
川
の
竃
門
神
社
に
も
亀
ト
殿
が
あ
っ
た
が
今
は
な
い
。

　
雌
雄
の
白
亀
を
祀
っ
た
白
亀
塚
に
は
老
松
が
二
本
残
っ
て
い
た

が
、
一
本
は
台
風
で
倒
れ
て
し
ま
っ
た
。

牝
鹿
の
愛
に
発
心
し
た
狩
人

　
標
高
七
二
八
メ
ー
ト
ル
の
小
鹿
山
が
志
高
湖
畔
の
東
に
そ
び
え

て
い
る
。



　
昔
、
由
布
郷
に
狩
り
を
そ
の
業
と
し
て
い
た
若
者
が
あ
っ
た
。

こ
れ
ま
で
射
止
め
た
獣
は
、
猪
、
鹿
、
兎
な
ど
数
千
順
に
も
の
ぼ
っ

た
で
あ
ろ
う
。

　
あ
る
と
き
、
弓
矢
を
も
っ
て
志
高
湖
の
畔
で
待
ち
か
ま
え
て
い

る
と
、
一
頭
の
牝
鹿
が
東
無
田
の
草
叢
か
ら
あ
ら
わ
れ
て
湖
の
水

を
飲
み
に
や
っ
て
き
た
。
若
者
は
一
矢
で
射
止
め
た
が
、
鹿
は
東

の
山
の
尾
根
に
逃
げ
山
の
頂
上
近
く
で
倒
れ
た
。
追
い
つ
い
た
若

い
狩
人
は
、
傷
つ
い
た
母
鹿
が
い
ま
生
ま
れ
た
子
鹿
の
血
糊
を
砥

志高湖と小鹿山

め
て
い
る
光
景
を
見
た
。
母
鹿
は
自
分
の
痛
手
も
忘
れ
た
か
の
よ

う
に
、
苦
し
い
息
遣
い
な
か
で
悲
鳴
を
あ
げ
つ
つ
子
鹿
の
体
を
な

め
こ
と
切
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
こ
の
有
様
を
見
た
若
者
は
、
南
無
頓
生
菩
提
の
心
を
お
こ
し
て

弓
矢
を
う
ち
捨
て
て
我
が
家
へ
帰
っ
た
。
そ
れ
か
ら
は
、
毎
日
仏

壇
に
灯
明
を
捧
げ
て
念
仏
三
昧
、
懺
悔
の
生
活
を
送
っ
て
一
切
の

殺
生
遣
を
離
れ
て
母
鹿
の
冥
福
を
祈
り
続
け
た
。

　
そ
れ
か
ら
、
自
分
の
射
殺
し
た
鹿
の
皮
を
剥
ぎ
、
兜
巾
と
し
、

衣
に
仕
立
て
て
身
に
つ
け
、
皮
の
裏
に
は
千
兜
陀
羅
尼
の
経
文
を

書
き
綴
り
仏
門
に
帰
依
し
て
故
郷
を
旅
立
ち
、
諸
国
を
遍
歴
し
て

鹿
の
冥
福
と
衆
生
再
度
を
念
じ
つ
つ
、
京
都
に
上
り
修
業
を
積
ん

だ
。
や
が
て
京
の
寺
々
を
廻
り
佛
者
の
道
を
き
わ
め
徳
望
の
高
僧

と
な
っ
た
。
寛
元
二
年
の
末
で
あ
っ
た
。

　
京
の
町
で
は
皮
の
兜
巾
を
つ
け
、
皮
の
衣
を
つ
け
た
僧
侶
が
評

判
に
っ
た
。
一
条
天
皇
も
こ
の
奇
異
な
姿
の
僧
を
革
聖
人
と
崇
め

て
、
御
堂
を
建
立
さ
れ
て
御
下
賜
に
な
り
勅
願
所
定
め
ら
れ
た
。

革
聖
人
も
、
子
鹿
を
思
う
母
鹿
の
供
養
の
た
め
に
こ
の
御
堂
を
小

鹿
山
行
願
寺
と
名
付
け
、
本
尊
に
観
音
大
悲
像
を
安
置
し
た
の
で

あ
る
。
京
都
の
人
は
こ
の
御
堂
を
革
堂
（
コ
ウ
ド
ウ
）
と
呼
ん
で
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い
る
。

　
現
在
で
も
京
都
で
名
高
い
一
条
革
堂
と
い
う
寺
は
小
鹿
山
行
願

寺
の
こ
と
で
、
花
山
法
皇
も
西
国
巡
礼
第
十
九
番
の
霊
場
と
定
め

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
が
あ
っ
て
以
来
志
高
湖
畔
の
東
峰
を
小
鹿
山
と
呼
び

な
ら
わ
し
て
き
た
。
命
名
は
行
円
聖
人
（
革
堂
聖
人
）
で
あ
る
と

い
わ
れ
る
。

御
岳
権
現
の
山
伏
が
調
伏
し
た
狐
の
群

　
鶴
見
山
鎮
護
の
神
　
火
男
火
売
神
社
の
奉
行
は
比
叡
山
延
暦
寺

の
僧
徒
山
伏
が
仕
え
て
い
た
が
、
延
暦
寺
の
祠
堂
奉
納
な
ど
を
信

徒
か
ら
集
め
て
い
た
。
御
岳
権
現
の
僧
坊
は
昼
夜
の
境
な
し
に
法

燈
は
か
が
や
き
読
経
の
声
は
鶴
見
全
山
に
こ
だ
ま
し
て
い
た
。

　
そ
れ
は
足
利
時
代
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
或
る
年
、
比
叡
の
山

伏
が
祠
堂
奉
納
金
集
め
の
た
め
豊
後
に
来
て
、
別
府
の
朱
雀
院
阿

弥
陀
寺
（
朝
見
長
松
寺
）
を
宿
坊
と
し
て
い
た
。
山
伏
は
由
布
院

地
方
へ
勧
進
に
行
く
た
め
朝
見
の
庄
内
道
か
ら
枝
郷
へ
向
け
て
い
っ

た
が
、
一
月
た
っ
て
も
二
月
た
っ
て
も
戻
っ
て
こ
な
い
の
で
、
阿

弥
陀
寺
で
は
不
思
議
な
こ
と
だ
と
心
配
し
て
、
御
岳
権
現
の
山
伏

に
事
情
を
話
し
て
助
力
を
求
め
、
猪
の
瀬
戸
一
帯
を
捜
索
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
法
螺
貝
を
吹
き
六
根
清
浄
を
唱
え
て
手
分
け
を
し

て
探
す
と
、
猪
の
瀬
戸
の
山
麓
の
岩
石
累
々
た
る
山
陰
で
大
石
に

圧
し
潰
さ
れ
て
死
ん
で
い
た
。

　
大
勢
で
遺
体
を
朱
雀
院
阿
弥
陀
寺
に
持
ち
帰
っ
て
、
山
伏
修
験

者
一
同
が
大
祈
祷
を
始
め
て
、
天
台
の
法
力
を
も
っ
て
死
霊
を
呼

び
起
し
て
死
因
を
尋
ね
て
見
る
と
、
死
霊
は
、

　
　
「
猪
の
瀬
戸
を
通
る
と
き
、
山
の
中
腹
に
狐
が
一
匹
気
持
ち
よ

　
げ
に
昼
寝
を
し
て
い
た
。
こ
の
付
近
は
狩
人
が
通
る
所
で
あ
る

　
の
で
、
狩
人
の
手
に
か
か
っ
て
は
可
哀
相
な
の
で
逃
が
し
て
や

　
る
つ
も
り
で
、
法
螺
貝
を
吹
い
た
ら
狐
は
驚
い
て
飛
び
起
き
、

　
一
目
散
に
鶴
見
の
裏
山
に
逃
げ
込
ん
で
し
ま
っ
た
。

　
　
こ
れ
は
善
　
い
こ
と
を
し
た
と
喜
ん
で
い
る
と
、
暫
ら
く
す

　
る
う
ち
、
山
上
か
ら
大
石
小
石
が
雨
窮
の
よ
う
に
落
ち
て
き
た

　
の
で
、
山
上
を
見
る
と
数
十
匹
の
狐
が
石
を
転
が
し
落
と
し
て

　
い
る
。
防
ぐ
術
も
な
く
、
と
う
と
う
大
石
に
圧
し
漬
さ
れ
て
し

　
ま
っ
た
の
じ
ゃ
、
後
の
旅
人
の
道
中
安
全
の
た
め
に
此
奴
等
を

　
退
治
し
て
も
ら
い
た
い
。
」

死
霊
の
話
を
聞
い
て
、
御
岳
権
現
の
山
伏
を
は
じ
め
と
し
各
院
の
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山
伏
が
集
ま
り
猪
の
瀬
戸
の
狐
調
伏
の
護
摩
を
焚
き
夜
を
撤
し
て

大
法
会
を
執
行
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
明
く
る
朝
、
朝
見
川
や
朝
見
の
田
の
中
に
幾
百
と

な
く
夥
し
い
狐
が
首
を
突
き
込
ん
で
死
ん
で
い
た
。
御
岳
権
現
の

山
伏
の
法
力
は
恐
ろ
し
い
も
の
で
、
そ
の
後
こ
の
道
を
通
っ
て
由

布
院
へ
行
き
来
す
る
旅
人
は
、
狐
の
害
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ

た
と
い
わ
れ
る
。

炭
焼
小
屋
を
巻
い
た
大
蛇

　
由
布
山
と
鶴
見
山
に
か
こ
ま
れ
た
広
大
な
猪
の
瀬
戸
湿
原
の
北

に
そ
び
え
る
青
梅
台
（
オ
ー
メ
ン
デ
ー
）
と
い
う
美
し
い
ス
ロ
ー

プ
の
山
が
あ
る
。
北
側
は
太
古
の
静
け
さ
を
保
つ
原
始
林
で
覆
わ

れ
て
い
る
。
こ
の
原
始
林
に
大
蛇
の
伝
説
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
昔
、
こ
の
青
梅
台
の
原
始
林
に
目
を
付
け
た
山
師
が
、

　
　
「
こ
れ
は
美
し
い
山
並
み
じ
ゃ
、
こ
の
木
を
炭
に
焼
い
て
売
り

　
出
せ
ば
大
儲
け
に
な
る
。
人
の
気
付
か
ぬ
う
ち
に
人
夫
を
入
れ

　
よ
う
」

　
や
が
て
人
夫
た
ち
は
、
炭
焼
き
小
宮
を
立
て
て
、
東
側
か
ら
順
々

に
木
を
伐
倒
し
て
来
る
日
も
来
る
日
も
炭
を
焼
い
て
い
っ
た
。
東

側
を
伐
り
つ
く
し
て
北
側
の
森
を
残
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
ろ
か
ら
、

毎
晩
の
よ
う
に
家
鳴
り
が
始
ま
っ
た
。
炭
焼
き
た
ち
は
夕
方
仕
事

が
お
わ
る
と
、

　
　
「
ま
た
、
今
夜
も
恐
ろ
し
い
家
鳴
り
が
す
る
ん
じ
ゃ
な
か
ろ
う

　
か
。
一
体
何
の
家
鳴
り
だ
ろ
う
か
。
毎
晩
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ

て
は
わ
し
ら
は
恐
ろ
し
ゅ
う
て
寝
る
夜
も
な
い
わ
い
。
」

　
夜
の
と
ば
り
り
が
降
り
、
丑
満
ツ
時
に
な
り
こ
陣
の
生
ぬ
る
い

風
が
吹
く
と
ま
た
家
鳴
り
が
始
ま
る
。

　
ひ
と
り
の
炭
焼
き
が
正
体
を
見
て
や
ろ
う
と
小
屋
の
隙
間
か
ら

そ
っ
と
覗
い
て
み
る
と
、
胴
が
二
斗
樽
ほ
ど
も
あ
ろ
う
か
と
思
わ

れ
る
大
蛇
が
小
屋
を
三
廻
り
も
巻
い
て
い
る
で
は
な
い
か
。
恐
ろ

し
い
Ｉ
夜
が
あ
け
た
。

　
　
「
ゆ
う
べ
の
大
蛇
は
こ
の
山
の
主
で
あ
ろ
う
。
段
々
と
木
を
伐

ら
れ
て
自
分
の
住
家
が
な
く
な
る
の
で
、
毎
晩
あ
ら
わ
れ
て
わ
し

ら
を
脅
か
す
の
じ
ゃ
。
こ
ん
な
恐
ろ
し
い
目
に
あ
っ
て
は
寿
命
が

縮
ま
る
。
今
日
を
限
り
に
山
を
下
り
よ
う
。
」

　
み
ん
な
恐
ろ
し
さ
の
あ
ま
り
山
を
下
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
現
在
青
梅
台
の
北
側
に
原
始
林
の
面
影
を
残
し
て
、
老
木
の
密

林
が
淋
し
く
そ
び
え
て
い
る
の
が
そ
の
あ
と
で
あ
る
。
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