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毎  
年 
ま
い
ね
ん

一
度
の 

虫  

干 

む
し
ぼ
し

の
日
ほ
ど
、
な
つ
か
し
い
も
の
は
な
い
。

　  

家    
中  

う
ち
ぢ
ゆ
う

で
一
番
広
い
客
座
敷
の
縁
先
に
は
、
亡
な
く
なつ
た
人
達
の
小
袖
こ
そ
で
や
、

年
寄
つ
た
母
上
の
若
い
時
分
の
長
襦
袢
な
ど
が
、
幾
枚
と
な
く
つ
り
下
げ
ら

れ
、
其
の
か
げ
に
な
つ
て
薄
暗
く
妙
に
涼
し
い
座
敷
の
畳
の
上
に
は
歩
く
隙

間
も
な
い
ほ
ど
に
、
古
い
蔵
書
や
書
画
帖
な
ど
が
並
べ
ら
れ
る
。

　
色
の
さ
め
た
古
い
衣
裳
の 
仕 

立 

方 
し
た
て
か
た

と
、
紋
の
大
き
さ
、
縞
柄
、
染
模
様

な
ど
は
、
鋭
い
樟
脳
の
匂
ひ
と
共
に
、
自
分
に
取
つ
て
は
年
毎
に
い
よ
〳
〵

な
つ
か
し
く
、
過
ぎ
去
つ
た
時
代
の
風
俗
と
流
行
と
を
語
つ
て
聞きか
せ
る
。
古

い
蔵
書
の
さ
ま
／
″
＼
な
種
類
は
、
其
の
折
々
の
自
分
の
趣
味
思
想
に
よ
つ

て
、
自
分
の
家うち
に
も
こ
ん
な
面
白
い
も
の
が
あ
つ
た
の
か
と
、
忘
れ
て
ゐ
た
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自
分
の
眼
を
驚
か
す
。

　
近
頃
に
な
つ
て
父
が
頻
し
き
りと
買
込
ま
れ
る
支
那
や
朝
鮮
の
珍
本
は
、
自
分
の

趣
味
知
識
と
は
余
り
に
懸
隔
が
烈
し
過
ぎ
る
。
古
い
英
語
の
経
済
学
や
万
国

史
は
さ
し
て
珍
し
く
も
な
い
。
今
年
の
虫
干
の
昼
過
ぎ
、
一
番
自
分
の
眼
を

驚
か
し
喜
ば
し
た
も
の
は
、
明
治
初
年
の
頃
に
出
版
さ
れ
た
草
双
紙
や
綿
絵

や
又
は
漢
文
体
の
雑
書
で
あ
つ
た
。

　
明
治
め
い
ぢ
初
年
の
出
版
物
は
自
分
が
此
の
世
に
生
れ
落
ち
た
当
時
の
人
情
世
態

を
語
る
尊
い  

記    

録  

ド
キ
ユ
ウ
マ
ン
で
あ
る
。
自
分
の
身
の
上
ば
か
り
で
は
な
い
。
自
分

を
生
ん
だ
頃
の
父
と
母
と
の
若
い
華
や
か
な
時
代
を
も
語
る
も
の
で
あ
る
。

苔
と
落
葉
と
土
と
に
埋
う
づ
もれ
て
し
ま
つ
た
古
い
石
碑
の
面
お
も
てを
恐
る
〳
〵
洗
ひ
清

め
な
が
ら
、
磨
滅
し
た
文
字
も
ん
じ
の
一
ツ
一
ツ
を
捜さぐ
り
出
し
て
行
く
や
う
な
心
持
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で
、
自
分
は
先
づ
第
一
に
、
「 

東  

京  

新  

繁  

昌  

記 

と
う
き
や
う
し
ん
は
ん
じ
や
う
き

」
と
言
ふ
漢
文
体
の

書
籍
を
拾
ひ
読
み
し
た
。

　 

今  
日 

こ
ん
に
ち

で
は
最も
早は
や
か
う
云
ふ
文
章
を
書
く
も
の
は 

一  

人 

い
ち
に
ん

も
あ
る
ま
い
。

「
東
京
新
繁
昌
記
」
は
自
分
が
茲ここ
に
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
、 

寺  

門  

静  

て
ら
か
ど
せ
い
け

軒 ん
の
「
江
戸
繁
昌
記
」 

成  

島  

柳  

北 

な
る
し
ま
り
う
ほ
く

の
「
柳 

橋 

新 

誌 

り
う
け
う
し
ん
し

」
に
倣なら
つ
て
、

正
確
な
漢
文
を
ば
、
故
意
に
破
壊
し
て
日
本
化
し
た
結
果
、
其
の
文
章
は
無

論
支
那
人
に
も
分
ら
ず
、
又
漢
文
の
素
養
な
き
日
本
人
に
も
読
め
な
い
。
所

謂
鵺ぬえ
の
や
う
な
一
種
変
妙
な
形
式
を
作
り
出
し
て
ゐ
る
。
こ
の
変
妙
な
文
体

は
今
日
の
吾
々
に
対
し
て
は
著
作
の
内
容
よ
り
も
一
層
多
大
の
興
味
を
覚
え

さ
せ
る
。
何な
故ぜ
な
れ
ば
、
其
れ
は
正
確
純
粋
な
漢
文
の
形
式
が
漸
次
ぜ
ん
じ
時
代
と

共
に
日
本
化
し
て
来
る
に
従
ひ
、
若
し
漢
文
に
よ
つ
て 

浮 

世 

床 

う
き
よ
ど
こ

や
縁
日
や
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夕    

涼  
ゆ
ふ
す
ず
み

の
如
き
市
井
の
生
活
の
実
写
を
試
み
や﹅
と
い
ふ
日
本
語
の
写
実
文

学
の
感
化
が
邪
道
に
陥
つ
た
末
世
ま
つ
せ
の
漢
文
家
を
侵
し
た
一
例
と
見
て
も
差
支

へ
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
東
京
新
繁
昌
記
」
の
奇
妙
な
文
体
は
厳
格
な
る
学
者
を
憤
慨
さ
せ
る
間
違

つ
た
処
に
、
そ
の
時
代
を
再
現
さ
せ
る
価
値
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

此かく
の
如
き
漢
文
は
や
が
て
吾
々
が
小
学
校
で
習
つ
た
仮
名
交

か
な
ま
じ

り
の
紀
行
文
に

終
り
を
止とど
め
て
、
其
の
後
は
全
く
廃
滅
に
帰
し
て
し
ま
つ
た
。
時
勢
が
然
ら

し
め
た
の
で
あ
る
。
漢
文
趣
味
と
戯
作
趣
味
と
は
共
に
西
洋
趣
味
の
代
る
と

こ
ろ
と
な
つ
た
。
自
分
は
今
日
近
代
的
文
章
と
云
は
れ
る
新
し
い
日
本
文
が

恰あた
かも
三
十
年
昔
に
、
「
東
京
新
繁
昌
記
」
に
試
み
ら
れ
た
奇
態
な
文
体
と
同

様
な
、
不
純
混
乱
を
示
し
て
ゐ
は
せ
ぬ
か
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
か
の
「
ス
バ
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ル
」
一
派
を
以
て
、
其
の
代
表
的
実
例
と
な
し
た
或
る
批
評
の
老
大
家
に
は
、

青
年
作
家
の
文
章
が
丁
度
西
洋
人
の
日
本
語
を
口
真
似
す
る
手
品
使
ひ
の
口こ

     

上   

う
じ
や
う

の
や
う
に
思
は
れ
、
又
日
本
文
を
読
み
得
る
或
外
国
人
に
は
矢
張
り

現
代
の
青
年
作
家
が
日
本
文
の  

間    

々  

あ
ひ
だ
〳
〵

に
挿
入
す
る
外
国
語
の
意
味
が
、

余
り
に
日
本
化
し
て
使
は
れ
て
ゐ
る
為
め
、 

折  

々 

お
り
〳
〵

は
諒
解
さ
れ
な
い
事
が

あ
る
と
か
云
ふ
話
も
聞
い
た
。
大
き
に
さ
う
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
こ
の
間

違
つ
た
、
滑
稽
な
、
鵺ぬえ
の
や
う
な
、
故こ
意い
に
な
し
た
奇
妙
の
形
式
は
、
寧む
し

ろ  

言    

現  

い
ひ
あ
ら
は

さ
れ
た
叙
事
よ
り
も
、
内
容
の
思
想
を
尚なほ
能
く
窺
ひ
知
ら
し
め

る
の
で
あ
る
。

　
新
繁
昌
記
第
五
編
中
、
妾﹅
宅﹅
と
云
ふ
一
節
の
書
始
め
に
次
の
や
う
な
文
章

が
あ
る
。
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方
今
女
学
之
行
也
専
明
女
子
之
道
。
稍
有
男
女
同
権
之
説
。
然
而
別
品
之

　
流
行
未
曾
有
盛
今
日
者
也
。
妻
有
正
権
妾
有
内
外
。
一
男
而
能
守
一
婦
者

　
甚
鮮
矣
。
蓋
一
男
之
養
数
女
則
男
権
之
圧
女
権
也
。
一
女
之
遇
四
男
則
女

　
権
之
勝
男
権
也
。
合
算
此
等
之
権
以
為
男
女
同
権
耶カ
。

　
妾
宅
と
い
ふ
や
う
な
不ふ
真ま
面じ
目め
極
き
は
まる
問
題
を
ば
、
全
然
其
れ
と
は
調
和
し

な
い
形
式
の
漢
文
を
以
て
、
仔
細
ら
し
く
論
じ
出
し
て
、
更
に
戯
作
者
風
の

頓
智
滑
稽
の
才
を
振ふる
つ
て
人
を
笑
は
す
。
か
う
云
ふ
著
者
の
態
度
は
飽
く
ま

で
其
の
時
代
一
般
の
傾
向
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
丁
度
其
れ
と
同
じ
や
う
、

現
代
の
年
少
詩
人
が
日
本
に
も
随
分
古
く
か
ら
あ
る
天 

竺 

牡 

丹 
て
ん
ぢ
く
ぼ
た
ん

の
花
に
殊こ
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更 
と
さ
ら
ダ
リ
ヤ
と
い
ふ
洋
語
を
応
用
し
、
其
の
花
の
形
容
か
ら
失
へ
る
恋
、
得

た
る
恋
の
哀
楽
を
叙
し
て
、
忽
ち
人
生
哲
学
の
奥
義
あ
う
ぎ
に
説
き
及
ぶ
が
如
き
、

亦また
よ
く
吾
々
の
時
代
思
潮
を
語
る
も
の
で
は
無
か
ら
う
か
。
似
て
非
な
る
漢

文
の
著
述
は
時
代
と
共
に
全
く
断
滅
し
て
し
ま
つ
た
如
く
、
吾
々
の
時
代
の

「
新
し
き
文
章
」
も
果
し
て 

幾  

何 

い
く
ば
く

の
生
命
を
有
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。
或

は
こ
れ
が
日
本
文
の
最
後
の
定
さ
だ
まつ
た
形
式
と
し
て
少
く
と
も
或
る
地
盤
を
作

る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
自
分
は
知
ら
な
い
。

　 

天  

保  

年  

間 

て
ん
ぱ
う
ね
ん
か
ん

の
発
行
と
し
て
あ
る
「
江
戸
繁
昌
記
」
と
此
れ
に
模
し
て

著
作
さ
れ
た
「
東
京
新
繁
昌
記
」
と
は
、
単
に
其
の
目
次
だ
け
を
比
較
し
て

見
て
も
、
非
常
な
興
味
を
以
て
、
時
代
風
俗
の
変
遷
を
眺
め
る
事
が
出
来
る
。

明
治
の
初
年
に
於
け
る
「
文
明
開
化
」
と
云
ふ
通
り
言
葉
は
如
何
な
る
強
い
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力
を
以
て
国
民
を
支
配
し
た
で
あ
ら
う
。
「
新
繁
昌
記
」
の
著
者
が
牛
肉
を

讃
美
し
て
、
「 

牛  

肉 

ギ
ウ
ニ
ク

ノ
人ヒト
ニ
於オ
ケ
ル
ヤ  

開
化
之
薬
舗  

カ
イ
ク
ワ
ノ
ヤ
ク
ホ

ニ
シ
テ
而シカ
シ
テ
文ブ

   

明 

ン
メ
イ
ノ  
良    

剤  
リ
ヤ
ウ
ザ
イ

也ナリ
」
と
言
ひ
、
京
橋
に
建
て
ら
れ
た 

煉 

瓦 

石 

れ
ん
ぐ
わ
せ
き
の
家
を
見

て
は
、
「
此コ
ノ 
築  

造 
チ
ク
ザ
ウ

有ア
ル
ハ
都ト
下カ
ノ  

繁    

昌  

ハ
ン
ジ
ヤ
ウ

ヲ
増マ
シ
テ 

人  

民 

ジ
ン
ミ
ン

ノ
知
識
チ
シ
キ

ヲ
開ヒラ
ク
所
以
ユ
エ
ン
ノ
器
械
キ
カ
イ
也ナリ
」
と
叫
ん
だ
如
き
わ
ざ
と
誇
張
的
に
滑
稽
的
に
戯
作

の
才
筆
を
揮
つ
た
ば
か
り
で
は
な
か
ら
う
。
今
日
の
時
代
か
ら
振
返
つ
て
見

れ
ば
、
無
論
此
の
時
代
の
「
文
明
開
化
」
に
は
如
何
に
も
子
供
ら
し
く
馬
鹿

馬
鹿
し
い
事
が
多
い
。
け
れ
ど
も
時
代
一
般
の
空
気
が
如
何
に
も 

生  

々 

い
き
〳
〵

と

し
て
、
多
少
進
取
の
気
運
に
伴
と
も
なつ
て
奢
侈
逸
楽
等
の
弊
害
欠
点
の
生
じ
て
来

る
事
に
対
し
て
も
、
世
間
は
多
く
の
杞
憂
き
い
う
を
抱いだ
か
ず
、
清
濁
併
せ
呑
む
勢
を

以
て
大
胆
に
猛
進
し
て
行
つ
た
有
様
は
い
か
に
も
心
持
よ
く
感
じ
ら
れ
る
。
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こ
れ
を
四
十
四
年
後
に
於
け
る 

今  

日 

こ
ん
に
ち

の
時
勢
に
比
較
す
る
と
、
吾
々
は
殊

に
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
の
暴
圧
の
下
に
萎
縮
し
つ
ゝ
あ
る
思
想
界
の
現
状
に
鑑
か
ん
がみ

て
、
転うた
た
夢
の
如
き
感
が
あ
る
と
云
つ
て
も
い
ゝ
。
然
し
自
分
は
断
つ
て
置

く
。
自
分
は
な
に
も
現
時
の
社
会
に
対
し
て
経
世
家
的
憤
慨
を
漏もら
さ
う
と
す

る
の
で
は
な
い
。
時
勢
が
よ
け
れ
ば
自
分
は
都
の
花
園
に
出
て
、
時
勢
と
共

に
喜
び
楽
し
む
代
り
、
時
勢
が
わ
る
け
れ
ば
黙
つ
て
退
い
て
、
象
牙
の
塔
に

身
を
隠
し
、
自
分
一
個
の
空
想
と  

憧    

憬  

し
よ
う
け
い

と
が
導
い
て
行
く
好
き
勝
手
な

夢
の
国
に
、
自
分
の
心
を
逍
遥
さ
せ
る
ま
で
の
事
で
あ
る
。

　
寧
ろ
か
う
云
ふ
理
由
か
ら
、
自
分
は
今
正まさ
に
、
自
分
が
此
の
世
に
生
れ
落

ち
た
頃
の
時
代
の
中うち
に
、
せ
め
て
虫
干
の
日
の
半
日 

一  

時 

い
つ
と
き

な
り
と
、
心
静

か
に
遊
ん
で
見
や
う
と
急あせ
つ
て
ゐ
る
最
中
な
の
で
あ
る
。
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大  

方 
お
ほ
か
た

母
上
が
若
い
時
に
着
た
衣
装
で
あ
ら
う
。 

撫  

子 

な
で
し
こ

の
裾
模
様
を
ば

肉
筆
で
描か
い
た
紗しや
の 

帷  

子 

か
た
び
ら

が
一
枚
風
に
ゆ
ら
れ
な
が
ら
下
つ
て
ゐ
る
辺あた
り

の
縁
先
に
、
自
分
は
明
治
の
初
年
に
出
版
さ
れ
た
草
双
紙
の
種
類
を
沢
山
に

見
付
け
出
し
た
。  

古
河
黙
阿
弥  
ふ
る
か
は
も
く
あ
み

の
著
述
に
大 

蘇 

芳 

年 

た
い
そ
よ
し
と
し

の
絵
を
挿
入
さ
し
い
れ
た

「   

霜 

夜 

鐘 

十 
時 
辻 

占   

し
も
よ
の
か
ね
じ
ふ
じ
の
つ
じ
う
ら

」
。
伊 

藤 

橋 

塘 

い
と
う
け
い
た
う

と
云
ふ
人
の
書
い
た
「
花   

は
な
の

春   

時  

相  

政  

は
る
と
き
に
あ
ひ
ま
さ

」
と
い
ふ 
侠 

客 

伝 
け
ふ
か
く
で
ん
も
あ
る
。
「 

高  

橋 

た
か
は
し

お
伝でん
」
や
「
夜   

よ
あ

嵐 らし
お
絹きぬ
」
の
や
う
な
流
行
の
毒
婦
伝
も
あ
る
。
「  

明 

治 

芸 

人 

鑑  

め
い
ぢ
げ
い
に
ん
か
が
み

」
と

題
し
て
俳
優  

音    

曲  

お
ん
ぎ
よ
く

落
語
家
の
人
名
を
等
級
別
に
書
分
か
き
わ
け
た
も
の
、
又
は
、

「   

新 

橋 

芸 

妓 

評 

判 

記   

し
ん
ば
し
げ
い
し
や
ひ
や
う
ば
ん
き

」
「 
東  
京  

粋  

書 

と
う
き
や
う
す
ゐ
し
よ
」
「
新 

橋 

花 

譜 

し
ん
ば
し
く
わ
ふ

」
な
ぞ

名な
付づ
け
た
小
冊
子
も
あ
る
。

　
此
等
こ
れ
ら
の
書
籍
は
い
づ
れ
も
水 

野 

越 

州 

み
づ
の
え
つ
し
う

以
来
久
し
く
圧
迫
さ
れ
て
ゐ
た
江
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戸
芸
術
の
花
が
、
維
新
の
革
命
後
、
如
何
に
目
覚
め
ざ
ま
し
く 

返  

咲 

か
へ
り
ざ

き
し
た
か
を

示
す
も
の
で
あ
る
。
芝
居
と  

音    

曲  

お
ん
ぎ
よ
く

と
花
柳
界
と
は
江
戸
芸
術
の
生
命
で

あ
る
。
仮
名
垣
魯
文

か
な
が
き
ろ
ぶ
ん
が
「
い
ろ
は
新
聞
」
の
全
紙
面
を
花
柳
通
信
に
費
し
た

の
も
怪
し
む
に
足
り
な
い
。
芝
居
道
楽
と
い
ふ
デ
ィ
レ
ツ
タ
ン
ト
の
劇
評
家

が 

六 

二 

連 

ろ
く
に
れ
ん

を
組
織
し
て
各
座
の
劇
評
を
単
行
本
と
し
て
出
版
し
た
の
も
不

思
議
で
は
な
い
。
二
世
国
貞

に
せ
く
に
さ
だ
、 

国  

周 

く
に
ち
か

、 

芳  

幾 

よ
し
い
く

、 

芳  

年 

よ
し
と
し

の
如
き
浮
世
絵

師
が
盛
さ
か
んに
其その
製
作
を
刊
行
し
た
の
も
自
然
の
趨
勢
で
あ
ら
う
。
支
那
画
家
の

一
派
も
亦また
時
と
し
て
は  

柳    
橋  

や
な
ぎ
ば
し

や 

山 

谷 

堀 

さ
ん
や
ぼ
り

辺
り
の
風
景
を
ば
、
恰
あ
た
かも
水

の
多
い
南
部
支
那
の
風
景
で
も
ス
ケ
ツ
チ
し
た
や
う
に
全
く
支
那
化
し
て
描
ゑ
が

い
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
当
時
の
漢
詩
人
が  
向    

島  
む
こ
う
じ
ま

を
夢﹅
香﹅
洲﹅
、  

不  

忍  

し
の
ば
ず
の
い

池  け
を
小﹅
西﹅
湖﹅
と
呼
ん
だ
と
同
じ
く
、
日
本
の
社
会
の
一
面
に
は
何い
時つ
の
時

13



代
に
も
そ
れ
／
″
＼
、
外
国
崇
拝
の
思
想
の
流
れ
て
ゐ
た
事
を
証
明
す
る
材

料
の
一
ツ
と
し
て
、
他
日
別
に
論
究
さ
れ
べ
き
問
題
で
あ
ら
う
。

　
自
分
は
虫
干
の
今け
日ふ
も
ま
た
最
も
興
味
深
く
古
河
黙
阿
弥
の
著
作
を
読
返

し
た
。
脚
本
の
ト
ガ
キ
だ
け
を
書
き
直
し
て 

其  

儘 

そ
の
ま
ゝ

絵
入
の
草
双
紙
に
し
た

も
の
、
又
は
狂
言
の
筋
書
役
者
の
芸
評
等
に
よ
つ
て
、
自
分
は
黙
阿
弥
翁
が

脚
本
作
家
た
る
一
面
に
於
て
、
忠
実
に
其
の
時
代
の
風
俗
を
写
生
し
て
ゐ
る

こ
と
を
喜
ぶ
の
で
あ
る
。
同
時
に
又
、
作
者
が
勧
善
懲
悪
の
名
の
下もと
に
或
は

作
劇
の
組
織
を
複
雑
な
ら
し
め
ん
が
為
め
に
描ゑが
き
出
し
た
多
種
類
の
悪
徳
及

び
殺
人
の
光
景
が
、
写
実
的
な
る
と
空
想
的
な
る
と
を
問
は
ず
、
江
戸
的
デ

カ
ダ
ン
ス
思
想
の
最
後
の
究
極
点
を
示
し
て
ゐ
る
事
を
面
白
く
思
ふ
の
で
あ

る
。
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江
戸
文
明
の
爛
熟
は
久
し
く 

傾  

城 

け
い
せ
い 

遊  

君 

け
い
せ
い

の
如
き
病
的
婦
人
美
を
賞
讃

し
尽
し
た
結
果
、
其
不
健
全
な
る
芸
術
の
趣
味
の
赴
く
処
は
是
非
に
も
毒
婦

と
称
す
る
が
如
き
特
種
な
る
暗
黒
の
人
物
を 

造  

出 

つ
く
り
だ

さ
ね
ば
止や
ま
な
か
つ
た
。

自
分
は
当
時
の 
世  

間 
よ
の
な
か

に
事
実
全
身
に 

刺  

青 

ほ
り
も
の

を
な
し 

万  

引 

ま
ん
び
き

を
し
て
歩
い

た
や
う
な
毒
婦
が 
幾  

人 
い
く
た
り

あ
つ
た
に
し
て
も
、
其
れ
を
ば
矢
張
や
は
り
一
種
の
芸
術

的
現
象
と
見み
倣な
し
て
し
ま
ふ
。
何な
故ぜ
な
れ
ば
此この
当
時
の
世
の
中
に
は
芝
居
が

人
心
を
支
配
し
た
勢
力
と
、
芝
居
が
実
社
会
か
ら
捉
へ
て
来
た
モ
デ
ル
と
の

密
接
な
関
係
が
、
殆
ど
或
場
合
に
は
引
放
す
事
の
出
来
な
い
程
混
同
錯
乱
し

て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
黙
阿
弥
の
劇
中
に
見
ら
れ
る
や
う
な
毒
婦
は
近
松
に

も
西
鶴
に
も  

春    

水  

し
ゆ
ん
す
ゐ

に
も
見
出
み
い
だ
さ
れ
な
い
。
馬
琴
ば
き
ん
に
至
つ
て
初
め
て
「
船ふ

   

虫 

な
む
し
」
を
発
見
し
得
る
が
、
講
談
と
し
て
は
已
に
鬼
神
き
じ
ん
お
松まつ
其
他
そ
の
た
に
多
く
の
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類
例
を
挙
げ
得
る
で
あ
ら
う
。
黙
阿
弥
は
其
の
以
前
と
其
の
時
代
と
に
云
伝

へ
ら
れ
た
毒
婦
を
一
括
し
て
此
れ
に
特
種
の
典
型
を
付
し
、
菊
五
郎
と
源
之

助
と
の
技
芸
化
を
経
て
、
遂
に
一
時
代
の
特
色
を
作
ら
し
め
た
天
才
で
あ
る
。

毒
婦
は
如
何
な
る
彼
の
著
作
に
も
世
話
物
と
云
へ
ば
必
ず
現
は
れ
て
来
る
重

要
な
る
人
物
で
あ
る
。
観
客
は
こ
の
人
物
の
悪
徳
的
活
動
範
囲
の
広
け
れ
ば

広
い
だ
け
、 

所  

謂 

い
は
ゆ
る

芝
居
ら
し
い
快
感
と
興
味
と
を
感
ず
る
。
そ
し
て
勧
善

懲
悪
の
名
の
下もと
に
一
篇
の
結
末
に
至
つ
て
此
等
の
人
物
が
惨
殺
若も
し
く
は
所

刑
せ
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
英
雄
的
悲
壮
美
を
経
験
す
る
の
で
あ
る
。

　
毒
婦
の
第
一
の
資
格
は
美
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
其
れ
も
軽
妙
で
、
清せ

   

洒 

い
し
や
で
、
す
ね
気
味
な
強
み
を
持
つ
て
ゐ
る
美
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
其

れ
故
、
毒
婦
が
遺
憾
な
く
其
の
本
領
を
発
揮
す
る
場
合
に
は
観
客
は
道
義
的
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批
判
を
離
れ
て
、
全
く
芸
術
的
快
感
に
酔ゑ
ひ
、
毒
婦
の
迫
害
に
遭
遇
す
る
良

民
の
暗
愚
遅
鈍
を
嘲
笑
す
る
。
「   

木 

間 

星 

箱 

根 

鹿 

笛   

こ
の
ま
の
ほ
し
は
こ
ね
の
し
か
ぶ
え

」
と
云
ふ
脚
本

中
の
毒
婦
は 

色 

仕 

掛 

い
ろ
じ
か
け

で
欺
し
た
若
旦
那
へ
の 

愛 

想 

尽 

あ
い
そ
づ
か

し
に
「
亭
主
が
あ

る
と
明あ
け
す
け
に
、
言
つ
て
し
ま
へ
ば
身
も
蓋ふた
も
、
な
い
て
頼
ん
だ
無
心
ま

で
、
ば
れ
に
成
る
の
は
知
れ
た
事
、
云
は
ぬ
が
花
と
実み
入い
り
の
よ
い  

大  

尽

だ
い
じ
ん

  

客  

き
や
く
を 

引  

掛 

ひ
つ
か
け

に
、
旅
に
出
る
の
も
あ
り
や
う
は
、
亭
主
の
為
め
と
夕
暮
の
、

 

涼  

風 

す
ず
か
ぜ

慕
ふ
夏
場
を
か
け
、
湯
治
場

た
う
ぢ
ば

近
き
小
田
原

を
だ
は
ら

で
、 

宿 

場 

稼 

し
ゆ
く
ば
か
せ
ぎ
の
旅
芸

者
、
知
ら
ぬ
土
地
故

ゆ

ゑ 

応  

頼 

お
う
ら
い

の
、
転
ぶ
噂
も
き
の
ふ
と
過
ぎ
、
今け
日ふ
迄
す
ま

し
て
ゐ
ら
れ
た
が
、
東
京
に
ゐ
た
其
の
頃
は
、
毎
度
い
ろ
は
の
新
聞
で
、
仮か

名
垣
な
が
き
さ
ん
に
叩
か
れ
て
も
、
の
ん
こ
の
し
や
ア
で
押
通
し
、 

山  

猫 

や
ま
ね
こ

お
き
つ

と
名
を
取
つ
た
、
尻
尾
し
つ
ぽ
の
裂
け
た
気
ま
ぐ
れ
者
さ
。
」
な
ぞ
云
つ
て
ゐ
る
の
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は
既
に
好
劇
家
の
暗
記
し
て
ゐ
る
処
で
あ
ら
う
。

　
自
分
は
黙
阿
弥
劇
の
毒
婦
と
又 

白 

浪 

物 

し
ら
な
み
も
の
の
舞
台
面
か
ら
「
悪
」
の
芸
術

美
を
感
受
す
る
場
合
、
い
つ
も
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
の
詩
集 F'leurs du M

al 

を

比
較
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
無
論
両
者
の
間
に
は
東
西
文
明
の
相
違
せ
る

色
調
に
従
つ
て
、
思
想
上
の
価
値
に
高
下
の
差
別
は
あ
ら
う
け
れ
ど
、
両
者

と
も
に
デ
カ
ダ
ン
ス
芸
術
の
極
致
を
示
し
て
ゐ
る
事
だ
け
は
同
じ
で
あ
る
。

　
審
美
学
者
ギ
ヨ
オ
は
有
名
な
る
其
の
著
述
「
社
会
学
上
よ
り
見
た
る
芸
術
」

の
巻
末
に
於
て
犯
罪
者
の
心
理
に
関
す
る
ロ
ン
ブ
ロ
ゾ
博
士
は
く
し
の
所
論
を
引
用

し
て
、
悪
人
は
一
種
恐
し
い
虚
栄
心
を
持
つ
て
ゐ
る
も
の
で
、
単
に
世
間
を

恐
怖
さ
せ
る
た
め
、
或
は
世
間
一
般
を
し
て
己
の
名
を
歌
は
し
む
る
為
に
人

を
殺
す
事
が
あ
る
。
悪
人
の
虚
栄
心
は
文
学
者
や
婦
人
の
そ
れ
よ
り
も
更
に
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甚はな
は
だ
し
い
事
を
記
載
し
、
「
殺
人
者
の
酔ゑひ
」
と
題
す
る
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
の

　
　
　
乃お
公れ
の 

女  

房 

に
よ
う
ぼ

は
も
う
死
ん
だ
。

　
　
　
乃お
公れ
は
気
随
気
儘
の
身
に
な
つ
た
。

　
　
　
一
文
な
し
で
帰
つ
て
来
て
も
、

　
　
　
ガ
ア
〳
〵
喚わめ
く
嚊かか
ア
が
く
た
ば
つ
て
、

　
　
　
乃お
公れ
は
気
楽
に
た
ら
ふ
く
呑
め
る
。

と
云
ふ
詩
な
ぞ
を
掲かか
げ
て
ゐ
る
が
、
此
れ
等
は
何
処
と
な
く
、
黙
阿
弥
劇
中

に
散
見
す
る
台
詞
せ
り
ふ
「
今
宵
こ
よ
ひ
の
事
を
知
つ
た
の
は
、
お
月
様
と
乃お
公れ
ば
か
り
。
」

ま
た
、
「
人
間
わ
づ
か
五
十
年
、
一
人
殺
す
も
千
人
殺
す
も
、
と
ら
れ
る
首
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は
た
つ
た
一
ツ
、
と
て
も
悪
事
を
仕し
出だ
し
た
か
ら
は
、
こ
れ
か
ら
夜
盗
、
家や

尻
切
じ
り
き
り
…
…
。
」
の
如
き
を
思
ひ
出
さ
せ
る
で
は
な
い
か
。

　
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
を
始
め
西
洋
の
デ
カ
ダ
ン
ス
に
は
必
ず
神
秘
的
宗
教
的
色

彩
が
強
く
、
ま
た
死
に
対
す
る
恐
し
い
幻
覚
が
現
は
れ
て
ゐ
る
が
、
此
れ
等

は
初
め
か
ら
諦
め
の
い
ゝ
人
種
だ
け
に
、
江
戸
思
想
中
に
は
皆
無
か
い
む
で
あ
る
。

其
の
代
か
は
りに
残
忍
極
き
は
まる 
殺  
戮 
さ
つ
り
く

の
描
写
は
、
他
人
種
の
芸
術
に
類
例
を
見
ざ
る

特
徴
で
あ
つ
て
、 

所  

謂 

い
は
ゆ
る

「
殺
し
の
場
」
と
し
て
黙
阿
弥
劇
中
興
味
の
大
部

分
を
占
め
て
ゐ
る
事
は
、
今
更
ら
し
く
論
じ
出
す
に
も
及
ぶ
ま
い
。

　
毒
婦
と 

盗  

人 

ぬ
す
び
と

と
人
殺
し
と 

道  
行 

み
ち
ゆ
き

と
を
仕
組
ん
だ
黙
阿
弥
劇
は
、
丁
度

羅
馬
ロ
オ
マ 

末  

代 

ま
つ
だ
い

の
貴
族
が
猛
獣
と
人
間
の
格
闘
を
見
て
喜
ん
だ
や
う
に
、
尋
常

平
凡
の
事
件
に
は
興
味
を
感
ず
る
事
の
出
来
な
く
な
つ
た
鎖
国
の
文
明
人
が
、
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仕 

度 

三 

昧 
し
た
い
ざ
ん
ま
い

の
贅
沢
の
揚
句
に
案
出
し
た
極
端
な
凡
て
の
娯
楽
的
芸
術
を
最

も
能
く
総
括
的
に
代
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
あ
ら
ゆ
る
江
戸
文
明
の
究

極
点
は
、
此
の
劇
的
綜
合
芸
術
中
に
集
注
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
講
談
に

於
け
る
「
怪
談
」
の
戦
慄
、
人
情
本
か
ら
味
あ
ぢ
はは
れ
べ
き
「
濡ぬ
れ
場ば
」
の
肉
感

的
衝
動
の
如
き
、
悉
こ
と
ご
とく
此
れ
を
黙
阿
弥
劇
の
中うち
に
求
む
る
事
が
出
来
る
。
三

味
線
音
楽
が
亦また
こ
の
劇
中
に
於
て
、
如
何
に
複
雑
に
且
つ
効
果
鋭
く
応
用
さ

れ
て
ゐ
る
か
は
、
已
に
自
分
が
其
の
折
々
の
劇
評
に
論
じ
た
処
で
あ
る
。

「
殺
し
の
場
」
の
や
う
な  

血    
腥  

ち
な
ま
ぐ
さ

き
場
面
が
、
屡
し
ば
し
ばそ
の
伴
奏
音
楽
と
し
て

用
ひ
ら
れ
る
独
吟
と
、
如
何
に
不
思
議
な
る
詩
的
調
和
を
示
せ
る
か
を
聞
け
。

　
以
上
は
黙
阿
弥
劇
に
現
は
れ
た
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
の
半
面
で
あ
る
が
、
其
の
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写
実
的
半
面
は
狂
言
の
本
筋
に
関
係
の
な
い
仕
出
し
の
台
詞
せ
り
ふ
や
、
其
の
折
々

の
流
行
の
洒
落
し
や
れ
、
又
は
狂
言
全
体
の
時
代
と
類
型
的
人
物
の
境
遇
等
に
於
て

窺
ひ
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
維
新
後
零
落
し
た
旗
本
の
家
庭
、
親
の
為
め
に

身
を
売
る
娘
、
新
し
い
法
律
を
楯
に
し
て
悪
事
を
働
く
代
言
人
、
暴
悪
な
高

利
貸
、
傲
慢
な
官
吏
、
淫
鄙
な 

権  

妻 

ご
ん
さ
い

、  

狡    

獪  

か
う
く
わ
い

な 

髪  

結 

か
み
ゆ
ひ

等
い
づ
れ
も

 

生  

々 

い
き
い
き

と
し
た
新
し
い
興
味
を
以
て
写
し
出
さ
れ
て
ゐ
る
。
黙
阿
弥
の
著
作

は
幕
末
か
ら
維
新
以
後
に
於
け
る
東
京
下
層
社
会
の
生
活
を
研
究
す
る
に
最

も
適
当
な
資
料
で
あ
ら
う
。 
本  
所 

ほ
ん
じ
よ 
深  

川 
ふ
か
が
は 

浅 

草 

辺 

あ
さ
く
さ
へ
ん
の
路
地
裏
に
は
今
も

つ
て
三
四
十
年
前まへ
黙
阿
弥
劇
に
見
る
ま
ゝ
の
陰
惨
不
潔
無
智
な
る
生
活
が
残ざ

   

存 

ん
ぞ
ん
し
て
居
る
。

　
虫
干
の
縁
先
に
は
尚なほ
い
ろ
〳
〵
の
面
白
い
も
の
が
あ
つ
た
。 

大 

川 

筋 

お
お
か
は
す
ぢ
の
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料
理
屋
の
変
遷
を
知
る
に
足
る
べ
き
「   

開 

化 

三 

十 

六 

会 

席   

か
い
く
わ
さ
ん
じ
ふ
ろ
く
く
わ
い
せ
き
」
と
題
し

た 
芳  
幾 
よ
し
い
く

の
綿
絵
に
は
、
当
時
名
を
知
ら
れ
た
芸
者
の
姿
を
中
心
に
し
て
河

筋
の
景
色
が
描ゑが
か
れ
て
あ
る
。
自
分
は 

春  

信 

は
る
の
ぶ

や 

歌  

麿 

う
た
ま
ろ

や  

春    

章  

し
ゆ
ん
し
や
う
や
其

れ
よ
り
下くだ
つ
て 
国  

貞 
く
に
さ
だ 

芳  

年 

よ
し
と
し

の
絵
な
ど
を
見
る
に
つ
け
、
そ
れ
等
と
今
日

の 

清  

方 

き
よ
か
た

や
夢
二
ゆ
め
じ
な
ど
の
絵
を
比
較
す
る
に
、
時
代
の
推
移
は
人
間
の
生
活

と
思
想
と
を
変
化
さ
せ
る
の
み
な
ら
ず
、
生
理
的
に
人
間
の
容
貌
と
体
格
を

も
変
化
さ
せ
て
行
く
ら
し
い
。
吾
々
は
今
日
の 

新  

橋 

し
ん
ば
し

に
「
堀ほり
の
小
万
こ
ま
ん
」
や

「  

柳    

橋  

や
な
ぎ
ば
し

の
小
悦
こ
え
つ
」
の
や
う
な
姿
を
見
る
事
が
出
来
な
い
と
す
れ
ば
、
其

れ
と
同
じ
や
う
に
、
二
代
目
の
左
団
次

さ
だ
ん
じ

と
六
代
目
の 

菊 

五 

郎 

き
く
ご
ら
う

に
向
つ
て
、

 

鋳 

掛 

松 

い
か
け
ま
つ

や
髪 

結 

新 

三 

か
み
ゆ
ひ
し
ん
ざ

の
原
型
的
な
風
采
を
求
め
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。

古
池
に
飛
び
込
む
蛙
か
は
づは
昔
の
ま
ゝ
の
蛙
で
あ
ら
う
。
中
に 

玉  

章 

た
ま
づ
さ

忍
ば
せ
た
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萩はぎ
と 

桔  

梗 

き
き
や
う

は 

幾  

代 

い
く
だ
い

た
つ
て
も
同
じ
形
同
じ
色
の
萩
桔
梗
で
あ
ら
う
。
然

し
人
間
と
呼
ば
れ
る
種
族
間
に
於
て
は
、
親
か
ら
子
に
譲
ら
る
べ
き
其
儘

そ
の
ま
ま
の

同
じ
も
の
と
て
は
一
ツ
も
な
い
。

　
自
分
は
時
代
の
空
気
の
人
体
に
及
ぼ
す
生
理
的
作
用
の
如
何
を
論
じ
た
い

…
…
。
然
し
夏
の
日
足
は
已
に
傾
き
か
ゝ
つ
て
来
た
。
涼
し
い
風
が
頻
し
き
りと
植

込
の
木こ
の
葉は
を
ゆ
す
つ
て
ゐ
る
。
縁
先
の
鳳
仙
花
は
炎
天
に
萎しを
れ
た
其その
葉
を

ば
早
く
も
真
直
に
立
て
直
し
た
。
古
い
小
袖
を
元
の
や
う
に
古
い
葛
籠
つ
づ
ら
に
し

ま
ひ
終
つ
た
家
人
は
片
隅
か
ら
一
冊
宛づつ
古
い
書
物
を
倉
の
中なか
へ
と
運
ん
で
ゐ

る
。
自
分
は
又
来
年
の
虫
干
を
待
た
う
。
来
年
の
虫
干
に
は
自
分
の
趣
味
は

い
か
な
る
書
物
を
あ
さ
ら
せ
る
事
で
あ
ら
う
。
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
日
本
の
名
随
筆36

　
読
」
作
品
社

　
　
　1985
（
昭
和60

）
年10

月25

日
第1

刷
発
行

　
　
　1996

（
平
成8

）
年4

月20

日
第15

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
荷
風
全
集
　
第
一
三
巻
」
岩
波
書
店

　
　
　1963

（
昭
和38
）
年3
月
発
行

入
力
：
門
田
裕
志

校
正
：noriko saito

2009

年12

月4

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：
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こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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