
狂
⾔ 

﹃
附
⼦
﹄ 

 
所
⽤
あ
て
外
出
す
る
こ
と
に
な
た
主
⼈
は
召
使
う
⼆
⼈
の
冠
者
に
附
⼦
と
い
う
猛
毒
の
⼊
た
桶
を
預

け
︑
そ
の
⽅
向
か
ら
吹
く
⾵
に
当
て
さ
え
死
ん
で
し
ま
う
の
で
︑
絶
対
に
桶
に
は
近
付
か
な
い
よ
う
に
と
⾔
い

置
い
て
出
か
け
ま
す
︒ 

 

さ
て
︑
近
付
く
な
と
⾔
わ
れ
れ
ば
か
え
て
気
に
な
る
の
が
⼈
間
と
い
う
も
の
︒
⼆
⼈
は
⾵
に
当
ら
ぬ
よ
う
扇

で
仰
ぎ
な
が
ら
桶
の
蓋
を
開
け
︑
恐
る
恐
る
中
を
覗
き
込
み
ま
す
︒
す
る
と
中
に
は
毒
で
は
な
く
何
や
ら
美
味
そ

う
な
も
の
が
⁝
︒
思
い
き
て
⼀
⼝
⾷
べ
て
み
る
と
︑
な
ん
と
そ
れ
は
砂
糖
で
し
た
︒
⼆
⼈
は
⼀
⼝
⼆
⼝
と
⾷
べ

る
う
ち
に
⽌
ま
ら
な
く
な
り
︑
と
う
と
う
砂
糖
を
⾷
べ
尽
し
て
し
ま
い
ま
す
︒ 

 

主
⼈
に
叱
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
⼆
⼈
は
⾔
い
訳
を
思
案
し
︑
や
が
て
主
⼈
秘
蔵
の
掛
け
軸
を
破
り
︑
さ
ら
に

天
⽬
茶
碗
ま
で
割
り
は
じ
め
て
⁝
︒ 

 

能 

﹃
⾼
砂
﹄ 

 

肥
後
国
阿
蘇
︵
熊
本
県
阿
蘇
市
︶
の
神
主
友
成
が
都
へ
の
船
旅
の
途
中
︑
播
磨
国
⾼
砂
︵
兵
庫
県
⾼
砂
市
︶
の

浦
へ
と
着
き
ま
す
︒ 

 

す
る
と
そ
こ
に
さ
ら
え
と
杉
箒
を
⼿
に
し
た
⽼
夫
婦
が
現
れ
︑
由
あ
り
気
な
松
の
⽊
陰
を
掃
き
清
め
ま
す
︒
⽼

⼈
は
こ
の
松
こ
そ
﹃
古
今
和
歌
集
﹄
に
﹁
⾼
砂
住
江
︵
住
吉
︶
の
松
も
相
⽣
の
や
う
に
覚
え
﹂
と
あ
る
⾼
砂
の
松

だ
と
教
え
︑
⾃
分
た
ち
も
同
じ
く
⾼
砂
と
摂
津
国
住
吉
︵
⼤
阪
市
住
吉
区
︶
に
離
れ
て
住
む
夫
婦
な
の
だ
と
明
か

し
ま
す
︒ 

 

不
審
が
る
友
成
に
︑
さ
ら
に
⽼
夫
婦
は
遠
く
離
れ
て
い
て
も
夫
婦
の
⼼
は
通
う
も
の
だ
と
⾔
い
︑
⾮
情
の
草
⽊

で
あ
る
松
で
さ
え
相
⽣
︵
別
の
樹
⽊
が
同
じ
根
か
ら
⽣
え
︑
地
中
で
繋
が
て
い
る
こ
と
︶
の
名
が
あ
る
の
だ
か

ら
︑
離
れ
て
住
む
夫
婦
が
い
て
も
不
思
議
は
な
い
の
だ
と
⾔
い
ま
す
︒ 

 

ま
た
⾼
砂
の
松
は
﹃
万
葉
集
﹄
が
編
ま
れ
た
上
代
を
︑
住
吉
の
松
は
﹃
古
今
集
﹄
が
編
ま
れ
た
延
喜
の
御
代
を

そ
れ
ぞ
れ
指
し
︑
四
季
を
通
じ
て
変
わ
ら
ぬ
緑
を
湛
え
る
松
の
よ
う
に
︑
末
久
し
く
栄
え
る
御
代
を
讚
え
て
い
る

の
だ
と
夫
婦
は
語
り
ま
す
︒ 

 

や
が
て
⽇
が
暮
れ
︑
⼊
相
の
鐘
が
鳴
り
ま
す
︒
⽼
夫
婦
は
実
は
⾃
分
た
ち
こ
そ
⾼
砂
住
江
の
相
⽣
の
松
の
精
な

の
だ
と
明
か
し
︑
住
吉
で
待
つ
と
⾔
い
残
し
て
⼩
⾈
に
乗
り
︑
消
え
失
せ
て
し
ま
い
ま
す
︒ 

 

⽉
の
出
と
と
も
に
追
て
船
出
し
た
友
成
が
住
江
へ
と
着
く
と
︑
や
が
て
住
吉
明
神
が
現
れ
︑
春
宵
の
⽉
下
に

颯
爽
と
舞
を
舞
い
︑
御
代
を
祝
福
す
る
の
で
し
た
⁝
︒ 

 

前
半
の
清
廉
さ
と
後
半
の
⼒
強
く
颯
爽
と
し
た
神
舞
が
⾒
所
の
︑
世
阿
弥
作
の
名
作
祝
⾔
能
で
す
︒ 

 

⾼
砂
の
松
を
﹃
万
葉
集
﹄︵
古
⾵
︶
に
︑
住
江
の
松
を
﹃
古
今
集
﹄︵
新
⾵
︶
に
例
え
︑
そ
れ
ら
を
相
⽣
と
す
る

こ
と
で
歌
道
の
繁
栄
を
表
し
た
と
す
る
﹃
古
今
集
﹄
仮
名
序
の
解
釈
に
よ
て
こ
の
曲
が
書
か
れ
た
と
も
⾔
わ
れ

て
い
ま
す
︒ 

 

ま
た
世
阿
弥
の
⾔
葉
を
記
し
た
﹃
申
楽
談
儀
﹄
に
は
︑
同
じ
く
世
阿
弥
作
の
脇
能
﹃
⼸
⼋
幡
﹄
を
﹁
曲
︵
趣
向
︶

も
な
く
︑
真
直
成
能
也
﹂
と
あ
る
の
に
対
し
︑
こ
の
曲
は
﹁
猶
し
鰭
が
有
也
﹂
と
あ
り
︑
さ
ら
に
趣
向
を
凝
ら
し

た
曲
で
あ
る
と
⾃
ら
評
し
て
い
ま
す
︒ 


