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1

狂
言
「
附
子
」
は
、
今
日
の
よ
う
な
主
従
狂
一
一
一
一
口
に
な
る
以
前
、
「
は
う
す
（
坊
主
）
」
と
「
’
一
人
の
者
（
新
発
意
？
）
」
を
登
場
人
物
と
し

て
い
た
こ
と
が
、
現
存
最
古
の
狂
言
集
で
あ
る
「
天
正
狂
言
本
』
か
ら
わ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
初
期
の
狂
一
言
に
み
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ
、
昔

話
研
究
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
飴
は
毒
」
型
の
「
和
尚
と
小
僧
讃
」
は
、
鎌
倉
時
代
の
十
三
世
紀
に
無
住
が
著
し
た
『
沙
石
集
」
に
も
記
録

（
１
）

さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
狂
言
は
無
住
の
書
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
形
の
垂
日
話
に
取
材
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
こ

の
話
は
わ
が
国
独
自
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
他
の
国
々
と
の
間
に
何
ら
か
の
繋
が
り
を
持
つ
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
近
世
日
本
に
於
け
る
支
那
俗
語
文
学
史
」
の
箸
で
知
ら
れ
る
石
崎
又
造
は
、
狂
言
の
淵
源
を
中
国
に
求
め
よ
う
と
、
戦
前
、
六
種
の

作
品
（
宝
の
笠
、
土
産
の
鏡
、
料
理
聟
、
附
子
、
成
上
者
、
魚
説
法
及
骨
皮
新
発
地
意
）
に
つ
い
て
中
国
笑
話
と
の
関
連
を
調
べ
て
い
る
。

（
２
）

し
か
し
「
附
子
」
に
つ
い
て
は
宋
代
の
笑
話
集
の
中
に
次
の
よ
う
な
類
話
を
見
つ
け
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

敦
煙
写
本
『
啓
顔
録
』
に
つ
い
て

ｌ
狂
言
「
附
子
」
の
淵
源
を
明
ら
か
に
し
た
唐
代
の
古
写
本
Ｉ

荊
王
に
不
死
の
薬
を
献
じ
た
者
が
い
た
。
射
士
が
こ
れ
を
取
っ
て
食
べ
た
た
め
、
王
は
射
士
を
殺
そ
う
と
し
た
。
（
す
る
と
射
士

は
）
言
っ
た
。
「
私
は
不
死
の
薬
だ
と
思
っ
て
食
べ
た
の
に
、
い
ま
私
を
殺
し
た
の
で
は
、
人
殺
し
の
薬
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
王
は

鈴
木

靖



２

こ
れ
は
『
韓
非
子
』
説
林
上
に
見
ら
れ
る
逸
話
を
笑
話
に
改
作
し
た
も
の
だ
が
、
類
話
と
い
う
ほ
ど
の
類
似
性
は
見
ら
れ
な
い
。
と
こ

ろ
が
、
石
崎
が
こ
の
論
考
を
発
表
す
る
三
十
八
年
ほ
ど
前
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
オ
ア
シ
ス
都
市
・
敦
煙
の
近
く
に
あ
る
仏
教
石
窟
で
、
十

一
世
紀
ご
ろ
封
印
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
石
窟
が
見
つ
か
り
、
そ
こ
に
蔵
さ
れ
て
い
た
大
量
の
文
書
の
中
か
ら
、
初
期
の
狂
言
「
附
子
」
に

き
わ
め
て
類
似
し
た
笑
話
を
収
め
た
写
本
が
発
見
さ
れ
た
。
現
在
大
英
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
敦
煤
写
本
『
啓
顔
録
」
百
六
一
○
、

以
下
「
敦
煙
写
本
」
と
略
）
で
あ
る
。

む
か
し
一
人
の
僧
が
急
に
蒸
し
パ
ン
が
食
べ
た
く
な
り
、
寺
の
外
で
数
十
個
の
蒸
し
パ
ン
と
一
瓶
の
蜜
を
買
っ
て
、
憎
房
の
中
で

こ
っ
そ
り
食
べ
た
。
食
べ
終
わ
る
と
、
残
っ
た
蒸
し
パ
ン
を
鉢
の
中
に
入
れ
、
蜜
の
瓶
を
ベ
ッ
ド
の
下
に
置
い
て
、
弟
子
に
言
っ
た
。

「
わ
し
の
蒸
し
パ
ン
が
な
く
な
ら
ぬ
よ
う
し
っ
か
り
見
張
っ
て
お
れ
。
ベ
ッ
ド
の
下
の
瓶
の
中
は
猛
毒
じ
ゃ
、
飲
め
ば
す
ぐ
に
死
ん

で
し
ま
う
か
ら
な
。
」
僧
が
去
る
と
、
弟
子
は
瓶
か
ら
蜜
を
出
し
、
蒸
し
パ
ン
に
つ
け
て
食
べ
、
残
っ
た
の
は
二
個
だ
け
だ
っ
た
。

僧
が
来
て
、
取
っ
て
お
い
た
蒸
し
パ
ン
と
蜜
を
出
す
よ
う
に
い
っ
た
が
、
蒸
し
パ
ン
は
二
個
し
か
残
っ
て
お
ら
ず
、
蜜
も
す
っ
か
り

嘗
め
尽
く
さ
れ
て
い
た
。
（
僧
は
）
怒
っ
て
言
っ
た
。
「
ど
う
し
て
わ
し
の
蒸
し
パ
ン
と
蜜
を
食
べ
た
の
じ
ゃ
。
」
弟
子
は
一
一
一
一
回
っ
た
。

「
和
尚
様
が
去
っ
た
後
、
蒸
し
パ
ン
の
い
い
香
り
が
し
た
の
で
、
が
ま
ん
で
き
ず
に
取
っ
て
食
べ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
和
尚
様
に
怒

ら
れ
る
の
が
怖
く
て
、
瓶
の
中
の
毒
薬
を
飲
ん
で
死
の
う
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
い
ま
だ
に
何
と
も
あ
り
ま
せ

ん
。
」
僧
は
怒
っ
て
一
一
一
一
口
っ
た
。
「
ど
う
す
れ
ば
、
あ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
蒸
し
パ
ン
を
平
ら
げ
る
こ
と
が
で
き
る
じ
ゃ
。
」
弟
子
は
鉢

の
中
に
残
っ
て
い
た
一
一
個
の
蒸
し
パ
ン
を
手
で
つ
か
む
と
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
ほ
お
ば
っ
て
言
っ
た
。
「
こ
う
や
っ
て
平
ら
げ
た
ん
で

（
３
）

笑
っ
て
彼
突
亡
赦
し
た
。
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「
啓
顔
録
』
の
作
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
階
の
侯
白
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
五
代
十
国
か
ら
南
宋
に
か
け
て
編
纂

さ
れ
た
三
種
の
書
誌
目
録
（
後
晋
の
開
運
二
年
（
九
四
五
年
）
成
書
の
『
旧
唐
書
」
経
籍
志
、
北
宋
の
嘉
祐
六
年
（
一
○
六
○
年
）
の
「
新
唐

書
』
芸
文
志
、
南
宋
の
鄭
樵
の
『
通
志
』
芸
文
略
）
が
、
い
ず
れ
も
「
啓
顔
録
』
の
作
者
を
侯
白
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
近
年
中
国
で
は
、
張
鴻
勲
氏
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
研
究
者
が
こ
の
説
に
異
議
を
唱
え
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、

①
階
の
滅
亡
か
ら
間
も
な
い
、
唐
の
貞
観
十
年
（
六
三
六
年
）
に
完
成
し
た
「
階
書
』
列
伝
の
中
の
侯
白
伝
や
、
顕
慶
元
年
（
六
五
六
年
）
に

完
成
し
た
「
階
書
』
経
籍
志
の
中
に
、
「
啓
顔
録
』
の
記
載
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
（
侯
白
の
別
の
著
書
で
あ
る
「
旋
異
記
」
十
五
巻
は
、

伝
・
志
と
も
に
記
載
さ
れ
て
い
る
）
、
②
敦
煙
写
本
の
中
に
唐
初
の
人
物
（
李
勤
、
温
彦
博
、
杜
如
晦
、
崔
行
功
な
ど
）
が
登
場
す
る
こ
と
、

で
は
、
こ
の
『
啓
顔
録
」
は
、
い
つ
、
誰
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
の
か
。
ま
た
敦
煙
写
本
は
そ
の
発
見
以
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
「
太
平

広
記
』
所
引
の
諸
作
品
と
ど
う
異
な
る
の
か
。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
石
窟
の
中
に
封
印
さ
れ
た
の
か
。
本
稿
で
は
、
近
年
に
お
け
る

中
国
で
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

フ
が
語
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
し

が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
写
本
に
は
巻
末
に
題
識
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
劉
丘
子
な
る
人
物
が
唐
の
開
元
十
一
年
（
七
二
一
一
一
年
）
に
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
写
本
の
発
見
に
よ
り
、
中
国
で
は
わ
が
国
の
『
沙
石
集
』
よ
り
も
さ
ら
に
五
百
年
以
上
前
に
こ
う
し
た
モ
チ
ー

フ
が
語
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
当
時
の
都
・
長
安
か
ら
千
五
百
キ
ロ
も
離
れ
た
砂
漠
の
オ
ア
シ
ス
都
市
に
ま
で
広
く
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と

（
４
）

す
。
」
そ
の
僧
が
ベ
ッ
ド
を
降
川
ソ
て
大
声
で
怒
鳴
る
と
、
弟
子
は
す
〈
、
に
逃
げ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
。

『
啓
顔
録
」
の
作
者



４

え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

（
５
）

③
侯
白
の
自
述
に
「
侯
白
は
・
・
・
」
と
い
う
古
人
の
習
慣
に
合
わ
な
い
表
現
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
６
）

い
ま
敦
煙
写
本
を
見
る
と
、
確
か
に
作
者
の
名
は
記
弐
こ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
時
代
が
下
っ
て
南
宋
時
代
の
陳
振
孫
『
直
斎
書
録
解
題
』

に
も
作
者
不
詳
の
テ
キ
ス
ト
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
な
ぜ
「
啓
顔
録
」
の
作
者
に
侯
白
が
選
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
彼
の
人
柄
と
生
涯
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
７
）

『
晴
書
』
の
侯
白
伝
は
そ
の
人
柄
と
生
涯
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
侯
白
を
「
啓
顔
録
』
の
作
者
と
し
た
の
は
後
世
の
仮
託
で
あ
り
、
元
来
は
無
名
氏
の
撰
で
あ
っ
た
と
考

侯
白
、
字
は
君
素
。
勉
強
好
き
で
頭
の
回
転
が
速
く
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
性
格
で
と
り
わ
け
弁
舌
に
長
け
て
い
た
。
科
挙
に
合
格
し

て
儒
林
郎
と
な
っ
た
。
酒
脱
で
偉
ぶ
る
こ
と
な
く
冗
談
好
き
だ
っ
た
た
め
、
人
気
が
あ
り
、
彼
の
い
る
と
こ
ろ
は
ま
る
で
市
場
の
よ

う
に
見
物
の
人
だ
か
り
が
で
き
た
。
楊
素
も
彼
と
親
し
く
し
て
い
た
が
、
あ
る
と
き
楊
素
と
牛
弘
が
朝
議
を
終
え
て
出
て
く
る
と
、

『
啓
顔
録
』
八
差

語
、
但
誰
謬
極
多
。

『
啓
顔
録
」
八
巻

十
巻
」
と
い
う
の
」

き
わ
め
て
多
い
。

醍
録
」
八
巻
、
作
者
不
詳
。
ユ
ー
モ
ア
や
冗
談
の
こ
と
が
雑
記
さ
れ
て
い
る
。
『
唐
書
」
芸
文
志
に
あ
る
「
侯
白
『
啓
顔
録
』

と
い
う
の
は
、
必
ず
し
も
こ
の
本
で
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
や
は
り
侯
白
の
言
葉
を
多
く
載
せ
て
い
る
。
た
だ
誤
謬
が

八
巻
、
不
知
作
者
。
雑
記
該
譜
調
笑
事
。
『
唐
志
」
有
「
侯
白
『
啓
顔
録
」
十
巻
」
、
未
必
是
此
書
、
然
亦
多
有
侯
白
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こ
の
中
の
侯
白
と
楊
素
の
逸
話
に
つ
い
て
は
、
や
や
説
明
が
必
要
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
『
詩
経
』
の
中
の
「
君
子
子
役
」
と
い
う
詩
を
踏

ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

局
至
哉

難
棲
干
塒

日
之
夕
英

羊
牛
下
来

君
子
子
役

如
之
何
勿
思

不
知
其
期

君
子
子
役

侯
白
は
楊
素
に
一
一
一
一
口
っ
た
。
「
日
之
夕
突
（
夕
暮
れ
時
で
す
ね
）
」
楊
素
は
大
笑
い
し
て
言
っ
た
。
「
わ
し
ら
が
山
を
降
り
て
き
た
羊
や
牛

だ
と
い
う
の
か
。
」
階
の
高
祖
も
そ
の
名
声
を
聞
き
、
宮
中
に
召
し
て
話
を
し
た
と
こ
ろ
、
彼
の
こ
と
が
気
に
入
り
、
秘
書
省
で
国

史
の
編
纂
に
当
た
ら
せ
た
。
そ
の
後
、
栄
転
の
話
が
出
る
た
び
に
、
高
祖
は
「
侯
白
は
そ
の
任
に
耐
え
ん
」
と
い
っ
て
彼
を
宮
中
に

引
き
止
め
た
。
後
に
五
品
官
の
禄
を
得
た
が
、
一
ヶ
月
あ
ま
り
で
亡
く
な
っ
た
。
当
時
の
人
々
は
そ
の
薄
命
を
悼
ん
だ
。
著
書
に

『
旋
異
記
」
十
五
巻
が
あ
り
、
世
に
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。

夕
暮
れ
時
に
な
り

羊
や
牛
た
ち
も
山
を
降
り
て
来
ま
し
た

戦
争
に
行
っ
た
あ
な
た

ど
う
し
て
あ
な
た
の
こ
と
を
思
わ
ず
に
い
ら
れ
ま
し
ょ
う

鶏
は
巣
の
中

戦
争
に
行
っ
た
あ
な
た

終
わ
り
の
見
え
ぬ
こ
の
戦
い

い
つ
帰
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う



中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
○
・
日
二
①
の
庁
貝
な
ど
と
呼
ば
れ
る
宮
廷
道
化
師
が
い
た
よ
う
に
、
中
国
の
宮
廷
に
も
専
門
の
道
化
師
が
い
た
。

（
８
）

「
啓
顔
録
」
に
は
北
斉
の
高
祖
に
仕
え
た
石
動
篇
と
い
う
「
弄
擬
人
」
（
道
化
師
）
が
登
場
す
る
。
侯
白
も
ユ
ー
モ
ー
フ
ス
な
人
柄
で
、
人
だ

か
り
が
で
き
る
ほ
ど
の
人
気
者
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
石
動
篇
の
よ
う
な
道
化
師
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
当
時
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
科
挙

に
合
格
し
た
エ
リ
ー
ト
官
僚
で
あ
り
、
「
族
異
記
」
の
著
者
と
し
て
も
知
ら
れ
た
文
人
で
あ
っ
た
。
後
年
、
彼
が
「
啓
顔
録
」
の
作
者
に

仮
託
さ
れ
た
の
は
、
恐
ら
く
当
時
の
人
々
が
そ
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
人
柄
を
愛
し
、
ま
た
、
そ
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
人
柄
ゆ
え
に
役
人
と
し
て

は
不
遇
な
生
涯
を
終
え
る
こ
と
に
な
っ
た
「
薄
命
」
に
同
情
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

と
に
な
っ
た
。

笑
っ
て
応
じ
た
の
で
あ
る
。

教
養
が
あ
り
、
ま
た
ユ
ー
モ
ア
に
も
長
け
た
侯
白
は
、
楊
素
と
牛
弘
が
二
人
揃
っ
て
宮
中
か
ら
出
て
く
る
の
を
見
る
と
、
す
ぐ
に
こ
の

詩
の
中
の
「
羊
（
楊
）
牛
下
来
」
（
「
楊
」
と
「
羊
」
は
同
音
）
と
い
う
句
を
思
い
出
し
た
。
と
は
い
え
、
二
人
は
朝
廷
の
重
臣
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
を
そ
の
ま
ま
口
に
出
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
侯
白
は
、
歌
後
語
（
前
の
句
だ
け
を
い
い
、
後
の
句
を
連
想
さ
せ
る
言
葉
遊

び
）
の
よ
う
に
「
日
之
夕
突
」
と
い
う
前
の
句
だ
け
を
言
い
、
「
羊
（
楊
）
牛
下
来
」
と
い
う
後
の
句
を
連
想
さ
せ
た
。
楊
素
も
文
武
両
道
で

知
ら
れ
る
軍
師
で
あ
っ
た
か
ら
、
す
ぐ
に
侯
白
の
ユ
ー
モ
ア
を
理
解
し
、
「
わ
し
ら
が
山
を
降
り
て
き
た
羊
や
牛
だ
と
い
う
の
か
」
と

侯
白
の
こ
う
し
た
ユ
ー
モ
ア
は
、
や
が
て
高
祖
の
耳
に
も
入
り
、
抜
擢
さ
れ
て
宮
中
の
秘
書
省
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

よ
ほ
ど
高
祖
に
気
に
入
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
、
そ
の
後
、
転
出
の
話
が
出
る
た
び
に
反
対
さ
れ
、
役
人
と
し
て
は
不
遇
な
生
涯
を
終
え
る
こ

前
述
の
よ
う
に
敦
煙
写
本
の
巻
末
に
は
次
の
よ
う
な
題
識
が
あ
る
。

「
啓
顔
録
」
の
成
立
年
代
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こ
の
題
識
か
ら
敦
煙
写
本
が
作
ら
れ
た
の
は
唐
の
開
元
十
一
年
（
七
二
一
一
一
年
）
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
写
本
の
原

本
で
あ
る
『
啓
顔
録
」
は
い
つ
ご
ろ
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

董
志
翻
氏
は
、
テ
キ
ス
ト
の
成
立
年
代
の
上
限
を
唐
の
六
四
一
年
（
貞
観
十
五
年
）
と
推
定
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
年
に
成
立

し
た
「
階
書
」
の
中
に
『
啓
顔
録
』
に
関
す
る
記
事
が
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
敦
煙
写
本
の
よ
う
に
作
者
不
詳

で
、
そ
の
作
品
中
に
も
李
動
や
温
彦
博
、
杜
如
晦
、
崔
行
功
な
ど
多
く
の
唐
代
の
人
物
が
登
場
す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
「
階
書
」
の
編

者
が
こ
れ
を
唐
初
の
無
名
氏
の
撰
と
考
え
、
記
録
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
む
し
ろ
成
立
年
代
の
上
限
は
、
氏
が
挙
げ

て
い
る
も
う
一
つ
の
論
拠
、
す
な
わ
ち
敦
煙
写
本
に
登
場
す
る
実
在
の
人
物
か
ら
考
え
て
み
る
方
が
確
か
で
あ
ろ
う
。

董
志
翻
氏
に
よ
れ
ば
、
敦
煙
写
本
に
登
場
す
る
実
在
の
人
物
の
中
で
も
っ
と
も
遅
く
ま
で
生
存
し
て
い
た
の
は
、
敦
煙
写
本
第
三
十
四

話
「
国
初
有
人
姓
斐
」
に
登
場
す
る
温
彦
博
で
あ
る
と
い
う
。

国
初
、
斐
と
い
う
姓
の
人
が
宮
中
の
護
衛
の
任
期
が
来
た
た
め
兵
部
の
試
験
を
受
け
た
が
、
一
文
字
間
違
え
た
た
め
に
不
合
格
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
僕
射
の
温
彦
博
に
こ
の
こ
と
を
訴
え
た
が
、
そ
の
と
き
温
彦
博
は
杜
如
晦
と
同
席
し
て
い
た
た
め
、
取
り
合
お

う
と
し
な
か
っ
た
。
す
る
と
、
そ
の
人
が
言
っ
た
。
「
私
は
子
供
の
こ
ろ
か
ら
弁
舌
の
明
瞭
さ
に
自
信
が
あ
り
ま
す
。
（
宮
中
の
）
奏

聞
や
伝
宣
で
あ
れ
ば
、
通
事
舎
人
の
任
に
も
耐
え
ま
す
。
文
章
も
上
手
く
、
冗
談
も
得
意
で
す
。
」
そ
こ
で
温
彦
博
は
考
え
を
変
え
、

そ
の
人
と
話
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
ち
ょ
う
ど
庁
舎
の
前
に
竹
が
生
え
て
い
た
の
で
、
温
彦
博
は
こ
の
竹
で
何
か
冗
談
を
言
う
よ

開
元
十
一
年
捌
月
五
日
、
篤
了
。
劉
丘
子
於
二
舅
□
（
破
損
の
た
め
末
字
一
字
不
詳
）

開
元
十
一
年
八
月
五
日
、
写
本
終
了
。
劉
丘
子
、
二
番
目
の
母
方
の
叔
父
の
□
に
て
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こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
「
僕
射
」
と
い
う
官
名
で
あ
る
。
温
彦
博
が
「
僕
射
」
す
な
わ
ち
唐
代
の
宰
相
職
で
あ
る
尚
書
右
僕
射
を
拝

命
し
た
の
は
、
そ
の
死
の
前
年
六
三
六
年
（
貞
観
十
年
）
で
あ
る
。
温
彦
博
が
こ
の
官
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
以
上
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
成
立

年
代
は
こ
の
年
を
遡
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
つ
ま
り
敦
煙
写
本
の
原
本
は
、
六
三
六
年
（
貞
観
十
年
）
を
上
限
と
し
、
写
本
の
題
記
に
あ

る
七
一
一
三
年
（
開
元
十
一
年
）
を
下
限
と
す
る
八
十
七
年
の
間
に
成
立
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

も
っ
と
も
実
際
の
成
立
年
代
は
、
こ
の
範
囲
の
中
で
も
か
な
り
後
の
方
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
①
こ
の
話
の
冒
頭
で
温

彦
博
の
「
僕
射
」
在
任
時
代
、
す
な
わ
ち
唐
王
朝
の
建
国
か
ら
す
で
に
十
八
年
以
上
が
過
ぎ
た
六
三
六
年
か
ら
六
三
七
年
（
貞
観
十
か
ら

十
一
年
）
を
「
国
初
」
（
わ
が
王
朝
の
初
期
）
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
、
②
こ
の
話
の
中
に
登
場
す
る
杜
如
晦
は
、
実
際
に
は
温
彦
博
が
「
僕

射
」
を
拝
命
す
る
六
年
前
の
六
三
○
年
（
貞
観
四
年
）
に
没
し
て
お
り
、
史
実
に
合
わ
な
い
こ
と
、
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

う
に
と
命
じ
た
。
そ
の
人
は
す
ぐ
に
こ
ん
な
冗
談
を
言
っ
た
。
「
竹
。
風
が
吹
け
ば
青
葉
は
粛
々
と
な
び
く
。
冬
を
越
え
て
も
葉
は

落
ち
ず
、
春
に
な
っ
て
も
実
は
な
ら
ぬ
。
『
虚
心
』
（
謙
虚
の
意
。
竹
の
『
空
心
」
と
か
け
て
い
る
）
に
国
士
を
過
そ
う
と
も
せ
ず
、

な
ぜ
『
節
目
」
（
面
倒
の
意
。
竹
の
『
節
目
」
と
か
け
て
い
る
）
ば
か
り
を
増
や
す
の
か
。
」
温
彦
博
は
大
喜
び
し
、
さ
ら
に
言
っ
た
。

「
奏
聞
や
伝
宣
が
得
意
な
ら
、
庁
舎
の
前
の
塀
に
言
葉
を
伝
え
て
み
よ
。
」
す
る
と
そ
の
人
は
塀
の
前
ま
で
行
き
、
「
い
ま
聡
明
な
る

陛
下
は
、
広
く
門
戸
を
開
い
て
士
を
迎
え
て
い
る
。
な
の
に
な
ぜ
お
前
は
賢
者
の
道
を
妨
げ
る
の
か
」
と
大
声
で
言
う
と
、
塀
を
押

（
９
）

し
倒
し
た
。
温
彦
博
〔
が
「
そ
れ
は
博
（
私
）
へ
の
当
て
つ
け
か
」
と
一
一
一
一
口
う
と
〕
そ
の
人
は
「
当
て
た
の
は
『
鱒
』
（
腕
の
意
。
温
彦

博
の
「
博
』
と
か
け
て
い
る
）
だ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
、
『
肚
」
（
腹
の
意
。
杜
如
晦
の
「
杜
』
と
か
け
て
い
る
）
に
も
当
て
ま
し

た
」
と
言
っ
た
。
そ
の
場
に
杜
如
晦
が
い
た
の
で
そ
う
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
温
彦
博
と
杜
如
晦
は
大
笑
い
し
、
そ
の
人
を
吏
部
に

送
っ
て
官
職
を
与
え
た
。
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『
啓
顔
録
」
に
は
敦
煙
写
本
の
ほ
か
に
、
そ
の
作
品
を
引
用
し
た
七
種
の
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
。
そ
の
中
で
敦
煙
写
本
に
次
い
で
古
く
、

ま
た
最
も
多
く
の
作
品
を
収
録
す
る
の
が
、
九
七
八
年
（
太
平
興
国
三
年
）
に
宋
の
李
防
ら
が
太
宗
の
勅
命
を
奉
じ
て
編
纂
し
た
『
太
平
広

記
」
で
あ
る
。
敦
煙
写
本
は
四
十
話
、
『
太
平
広
記
』
は
六
十
九
話
を
収
録
し
、
そ
の
う
ち
十
七
話
が
重
出
す
る
。
他
の
六
種
の
テ
キ
ス

（
、
）

ト
は
、
い
ず
れ
も
「
太
平
広
記
」
の
系
統
の
も
の
と
考
唇
え
ら
れ
て
い
る
。

（
、
）

敦
煙
写
本
と
『
太
平
広
記
」
所
引
の
諸
作
ロ
叩
と
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
張
鴻
勲
氏
が
す
で
に
詳
細
な
検
討
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ

で
は
新
た
に
敦
煙
写
本
の
第
七
話
を
取
り
上
げ
、
『
太
平
広
記
』
所
引
の
も
の
と
の
違
い
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

（
Ⅲ
）

ち
な
み
に
八
○
七
年
（
一
兀
和
二
年
）
に
唐
の
劉
粛
が
著
し
た
『
大
唐
新
語
』
に
も
こ
の
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
登
場
す
る
の

は
温
彦
博
と
斐
略
と
い
う
人
物
だ
け
で
、
杜
如
晦
は
登
場
し
な
い
。
『
啓
顔
録
』
が
杜
如
晦
を
登
場
さ
せ
た
の
は
、
彼
の
姓
が
ち
ょ
う
ど

こ
の
話
の
オ
チ
に
必
要
な
「
杜
」
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

階
に
経
論
律
の
三
蔵
に
通
暁
し
た
法
師
が
い
た
。
父
親
は
も
と
「
商
胡
」
（
西
方
の
異
民
族
の
商
人
）
で
、
法
師
は
中
国
の
生
ま
れ

だ
っ
た
が
、
容
貌
は
「
胡
人
」
（
西
方
の
異
民
族
）
の
よ
う
だ
っ
た
。
徳
行
が
高
く
、
弁
舌
に
長
け
、
四
月
八
日
（
釈
迦
の
誕
生
日
）
に

齋
を
設
け
て
講
説
を
行
い
、
朝
廷
の
役
人
か
ら
僧
俗
に
い
た
る
ま
で
数
千
人
が
見
物
に
集
ま
っ
た
。
弁
舌
に
長
け
た
大
徳
の
名
僧
や

役
人
た
ち
十
人
あ
ま
り
が
（
法
師
に
）
問
答
を
挑
ん
だ
。
法
師
は
ど
ん
な
難
題
に
も
当
意
即
妙
、
理
路
整
然
と
答
え
、
誰
も
負
か
す
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。
最
後
に
観
衆
の
間
か
ら
十
三
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
の
趙
と
い
う
子
供
が
現
れ
た
。
人
々
は
、
法
師
の
弁
舌
が

人
並
み
は
ず
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
ま
で
の
相
手
も
高
名
有
徳
な
人
物
ば
か
り
だ
っ
た
の
で
、
突
然
こ
ん
な
小
さ
な
子
供
が
問
答
に

敦
煙
写
本
と
『
大
平
広
記
」
と
の
違
い
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こ
の
話
は
『
太
平
広
記
』
巻
二
四
八
誠
譜
四
に
も
「
趙
小
児
」
の
名
で
収
録
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
傍
線
で
示
し
た
「
野
干
和

尚
」
の
部
分
は
「
野
狐
和
尚
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

中
国
で
は
『
啓
顔
録
』
の
校
注
本
が
二
種
出
版
さ
れ
て
い
る
。
曹
林
梯
・
李
泉
輯
注
『
啓
顔
録
」
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
○
年
、

以
下
、
輯
注
本
と
略
）
と
董
志
翻
菱
注
『
啓
顔
録
菱
注
』
（
中
華
書
局
、
二
○
一
四
年
、
以
下
、
菱
注
本
と
略
）
で
あ
る
。
両
書
を
見
る
と
、

ま
ず
輯
注
本
で
は
こ
の
部
分
を
『
太
平
広
記
』
に
従
っ
て
「
野
狐
和
尚
」
と
校
勘
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
で
は
文
意
が
通
ら
な
い
た
め
、
輯
注
本
は
「
野
狐
和
尚
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
注
釈
を
加
え
て
い
る
。

昔
野
狐
和
尚
自
有
經
文
。
未
審
狐
作
闇
梨
出
何
典
詰
。

む
か
し
の
野
狐
和
尚
の
話
は
仏
典
に
載
っ
て
お
り
ま
す
が
、
狐
（
キ
ツ
ネ
、
「
胡
」
と
か
け
て
い
る
）
が
闇
梨
（
法
師
）
に
な
る
な
ど
、

ど
こ
に
書
い
て
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

現
れ
た
の
を
見
て
、
不
思
議
に
思
い
笑
っ
た
。
子
供
は
平
然
と
し
た
よ
う
す
で
席
に
着
く
と
、
こ
の
僧
に
向
か
っ
て
大
声
で
言
っ
た
。

「
む
か
し
の
野
干
和
尚
の
話
は
仏
典
に
も
載
っ
て
い
ま
す
が
、
狐
（
キ
ツ
ネ
、
「
胡
」
と
同
音
）
が
闇
梨
（
法
師
）
に
な
る
な
ど
、
ど
こ
に

書
い
て
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
」
僧
は
す
ぐ
に
一
一
一
一
口
っ
た
。
「
き
み
は
声
ば
か
り
大
き
く
て
体
が
小
さ
い
。
そ
の
声
で
体
を
補
っ
て
は
ど

う
か
な
。
」
子
供
は
答
え
て
言
っ
た
。
「
法
師
様
は
私
は
声
が
大
き
い
の
に
体
が
小
さ
い
か
ら
声
で
体
を
補
え
と
仰
い
ま
す
が
、
そ
れ

な
ら
法
師
様
も
眼
が
奥
ま
っ
て
い
る
の
に
鼻
が
長
い
の
で
、
そ
の
鼻
を
切
っ
て
眼
を
補
っ
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
」
人
々
は
み
な
驚

い
て
立
ち
上
が
り
、
大
笑
い
し
た
。
（
下
略
）
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か
ら
で
あ
る
。

（
田
）

「
野
干
」
と
は
、
か
つ
て
南
方
熊
楠
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ジ
ャ
ッ
カ
ル
を
指
す
幸
日
訳
語
で
あ
る
。
イ
ン
ド
で
誕
生
し
た
仏
教
経
典
に

は
、
北
ア
フ
リ
カ
か
ら
南
ア
ジ
ア
に
か
け
て
広
く
分
布
す
る
キ
ン
イ
ロ
ジ
ャ
ッ
カ
ル
（
Ｏ
四
日
の
四
日
の
巨
の
）
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
が
、
キ
ン

イ
ロ
ジ
ャ
ッ
カ
ル
は
東
北
ア
ジ
ア
に
は
生
息
し
な
い
た
め
、
漢
訳
仏
典
で
は
し
ば
し
ば
原
語
の
ま
ま
「
野
干
」
と
音
訳
さ
れ
て
い
る
。
八

○
七
年
（
元
和
二
年
）
に
唐
の
慧
琳
が
著
し
た
『
一
切
経
音
義
」
に
も
「
野
干
」
と
は
梵
語
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
）
の
悉
伽
羅
（
シ
ュ
リ

ガ
ー
ラ
）
を
指
す
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。

輯
注
本
の
こ
の
校
勘
と
注
釈
は
正
し
く
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
敦
煙
写
本
の
「
野
干
和
尚
」
と
は
、
仏
教
経
典
に
典
拠
を
持
つ
言
葉
だ

つ
ま
り
こ
の
一
節
は
、
次
の
よ
う
な
意
味
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

野
干
、
梵
語
悉
伽
羅
。
形
色
青
黄
如
狗
、
翠
行
夜
鳴
聲
如
狼
也
。
字
又
作
射
干
。
案
『
子
虚
賦
」
云
「
騰
遠
射
干
」
、
司
馬
彪
・

郭
漢
等
注
並
云
「
射
干
似
狐
而
小
、
能
縁
木
、
射
音
夜
。
」
『
廣
志
」
云
「
巣
於
危
巖
高
木
也
」
『
輝
經
』
云
「
見
一
野
狐
、
又
見
野

千
」
是
也
。

む
か
し
野
狐
禅
を
行
っ
た
和
尚
の
話
は
仏
典
に
載
っ
て
お
り
ま
す
が
、
狐
（
キ
ツ
ネ
、
「
胡
」
と
か
け
て
い
る
）
が
闇
梨
（
法
師
）
に

な
る
な
ど
、
ど
こ
に
書
い
て
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

道
を
学
び
な
が
ら
も
邪
僻
に
流
れ
、
い
ま
だ
悟
り
を
開
け
ぬ
の
に
妄
り
に
開
い
た
と
称
す
。
禅
家
は
こ
れ
を
「
野
狐
禅
」
と
い
う
。

と
は
梵
語
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
）
の
悉
伽
羅
（
シ
ュ
リ
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こ
こ
に
い
う
「
ジ
ャ
ッ
カ
ル
和
尚
の
話
」
と
は
、
南
朝
斉
の
曇
景
が
翻
訳
し
た
「
仏
説
未
曾
有
因
縁
経
』
の
中
の
次
の
仏
教
説
話
を
指

す
と
考
え
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
「
ジ
ャ
ッ
カ
ル
」
と
い
う
言
葉
自
体
も
、
こ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
シ
ュ
リ
ガ
ー
ラ
が
中
期
イ
ン
ド
・
ア
ー
リ
ア
語
、
ぺ

（
ｕ
）

ル
シ
ャ
壷
叩
、
ト
ル
コ
語
を
経
て
英
語
に
入
っ
た
も
の
と
い
う
。

「
野
干
」
を
本
来
の
ジ
ャ
ッ
カ
ル
と
い
う
意
味
に
解
釈
す
れ
ば
、
敦
煙
写
本
の
一
節
は
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

む
か
し
イ
ン
ド
に
阿
逸
多
と
い
う
少
年
が
い
た
。
高
貴
な
ク
シ
ャ
ト
リ
ア
の
出
身
だ
っ
た
が
、
家
は
貧
し
か
っ
た
。
聡
明
で
学
問

を
好
み
、
十
二
歳
で
明
師
に
師
事
し
、
深
山
で
厳
し
い
修
行
を
し
た
。
師
匠
は
昼
夜
を
分
か
た
ず
、
彼
を
指
導
し
た
。
五
十
年
が
過

ぎ
、
経
論
、
医
術
、
呪
術
、
占
い
な
ど
九
十
六
種
の
学
問
に
精
通
し
た
。
し
ば
ら
く
し
て
国
王
が
亡
く
な
り
、
新
た
な
王
を
選
ぶ
こ

と
に
な
っ
た
。
阿
逸
多
も
こ
れ
に
参
加
し
た
。
五
百
人
の
賢
者
が
集
ま
り
、
議
論
を
行
っ
た
が
、
誰
も
阿
逸
多
に
か
な
わ
な
い
。
そ

こ
で
群
臣
た
ち
は
阿
逸
多
を
新
た
な
王
に
選
ん
だ
。
王
に
な
っ
た
阿
逸
多
は
、
師
匠
を
都
に
招
き
、
そ
の
教
え
に
従
っ
て
、
百
年
の

間
、
国
を
平
和
に
治
め
た
。
そ
の
国
の
国
境
付
近
に
二
つ
の
小
国
が
あ
っ
た
。
両
国
は
争
い
を
続
け
て
い
た
が
、
そ
の
中
の
一
国
が

援
軍
を
得
よ
う
と
、
阿
逸
多
に
美
女
と
宝
物
を
贈
っ
た
。
喜
ん
だ
阿
逸
多
は
百
万
の
精
鋭
を
送
っ
た
。
百
日
に
及
ぶ
激
戦
で
兵
の
半

数
は
亡
く
な
り
、
負
け
た
国
の
王
と
そ
の
一
族
は
処
刑
さ
れ
た
。
阿
逸
多
は
美
女
に
溺
れ
、
国
政
を
顧
み
な
く
な
り
、
や
が
て
外
国

む
か
し
の
ジ
ャ
ッ
カ
ル
和
尚
の
話
に
つ
い
て
は
仏
典
に
載
っ
て
お
り
ま
す
が
、
狐
（
キ
ツ
ネ
、
「
胡
」
と
か
け
て
い
る
）
が
闇
梨
（
法

師
）
に
な
る
な
ど
、
ど
こ
に
書
い
て
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。



１３敦煙写本『啓顔録』について

の
希
麟
が
著
し
た
「
続
一
切

線
部
）
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
『
未
曾
有
因
縁
経
」
は
、
敦
煙
写
本
が
作
ら
れ
た
こ
ろ
に
は
よ
く
知
ら
れ
た
経
典
だ
っ
た
ら
し
く
、
七
三
○
年
（
開
元
十
八
年
）
に

唐
の
智
升
が
編
纂
し
た
「
開
元
釈
教
録
」
の
中
の
入
蔵
録
（
所
蔵
仏
典
目
録
）
に
は
、
複
数
の
テ
キ
ス
ト
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
輯
注
本
は
「
太
平
広
記
』
に
従
っ
て
「
野
干
和
尚
」
を
「
野
狐
和
尚
」
と
校
勘
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
は
『
太
平
広
記
」
は

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
誤
っ
た
訂
正
を
行
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

前
述
の
と
お
り
、
キ
ン
イ
ロ
ジ
ャ
ッ
カ
ル
は
中
国
や
日
本
な
ど
の
東
北
ア
ジ
ア
に
は
生
息
し
な
い
。
こ
の
た
め
梵
語
の
音
訳
で
あ
る

「
野
干
」
は
、
い
つ
し
か
キ
ツ
ネ
と
混
同
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
宋
で
「
太
平
広
記
』
（
九
七
八
年
）
が
編
纂
さ
れ
た
こ
ろ
、
遼

の
希
麟
が
著
し
た
「
続
一
切
経
音
義
』
（
九
八
七
年
）
に
は
、
前
掲
の
慧
琳
宣
切
経
音
義
」
の
解
説
に
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
補
足
（
傍

の
侵
略
を
受
け
て
国
は
滅
亡
し
、
阿
逸
多
も
亡
く
な
っ
た
。

阿
逸
多
は
地
獄
に
落
ち
た
が
、
師
匠
の
教
え
に
従
っ
て
善
行
を
修
め
た
た
め
、
餓
鬼
か
ら
畜
生
へ
と
転
生
し
て
野
干
に
生
ま
れ
変

わ
っ
た
。
野
干
と
な
っ
た
阿
逸
多
は
、
獅
子
に
追
わ
れ
て
井
戸
の
底
に
落
ち
た
と
こ
ろ
を
、
帝
釈
天
に
救
わ
れ
た
。
帝
釈
天
は
こ
の

野
干
が
深
い
学
識
を
持
つ
こ
と
を
知
り
、

善
哉
善
哉
和
上
野
干
唯
願
説
法
開
化
天
人

善
き
か
な
、
善
き
か
な
、
野
干
和
尚
。
説
法
に
よ
り
天
人
を
開
化
さ
れ
よ

と
、
八
万
の
天
人
と
と
も
に
そ
の
教
え
を
聞
く
こ
と
に
し
た
。

実
は
阿
逸
多
は
仏
陀
の
前
世
で
あ
り
、
そ
の
師
匠
と
は
弥
勒
菩
薩
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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景
戒
が
『
日
本
霊
異
記
」
を
著
し
た
の
は
、
奈
良
時
代
の
末
か
ら
平
安
時
代
の
初
め
と
い
う
か
ら
、
日
本
で
も
八
世
紀
の
末
か
ら
九
世

紀
の
初
め
に
は
「
野
干
」
と
キ
ツ
ネ
が
混
同
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
恐
ら
く
中
国
で
も
こ
の
こ
ろ
か
ら
両
者
の
混
同
が
始
ま
っ
て

「
野
干
は
キ
ツ
ネ
と
は
異
な
る
。
「
禅
経
』
に
三
頭
の
野
狐
に
会
い
、
ま
た
野
干
に
会
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
明
ら
か
に
別
物
で
あ

る
」
と
、
わ
ざ
わ
ざ
補
足
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、
「
野
干
」
は
キ
ツ
ネ
と
混
同
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

両
者
の
混
同
は
、
日
本
へ
も
早
く
か
ら
伝
わ
っ
て
い
た
ら
し
い
。
奈
良
時
代
の
僧
・
景
戒
が
著
し
た
「
日
本
霊
異
記
」
に
は
、
キ
ツ
ネ

（
巧
）

と
い
う
言
葉
の
由
来
讃
と
し
て
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
説
話
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

い
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
近
年
出
止

欽
明
天
皇
の
御
世
、
一
人
の
若
者
が
広
野
で
美
し
い
娘
と
出
会
っ
た
。
二
人
は
夫
婦
と
な
り
、
子
供
が
生
ま
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、

あ
る
日
、
犬
に
呪
え
ら
れ
た
妻
は
、
驚
き
の
あ
ま
り
そ
の
本
性
を
現
し
て
し
ま
う
。
妻
の
本
性
は
「
野
干
」
だ
っ
た
。
そ
れ
を
見
た

夫
は
、
「
汝
與
我
之
中
子
相
生
、
故
吾
不
忘
汝
、
毎
來
相
療
（
お
前
と
私
の
間
に
は
子
供
も
生
ま
れ
た
で
は
な
い
か
。
ど
う
し
て
お
前

の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
よ
う
。
来
て
い
っ
し
ょ
に
寝
よ
う
）
」
と
言
っ
た
。
妻
は
夫
の
言
葉
に
従
い
、
そ
れ
か
ら
も
毎
夜
来
て
は
共
に

寝
た
。
こ
れ
が
「
岐
都
禰
」
（
来
つ
寝
）
、
す
な
わ
ち
キ
ツ
ネ
の
由
来
で
あ
る
。

野
干
、
梵
語
悉
伽
羅
。
此
云
野
干
、
案
青
黄
色
形
如
狗
、
軍
行
夜
鳴
聲
如
狼
。
郭
注
「
莊
子
』
云
「
野
干
、
能
縁
木
」
。
『
廣
雅
」

云
「
巣
於
危
巌
高
木
」
。
又
音
夜
干
。
與
狐
異
也
。
『
輝
經
」
云
「
見
一
野
狐
、
又
見
野
干
」
明
是
二
物
也
。
（
後
略
）

近
年
出
版
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
『
啓
顔
録
』
の
注
釈
書
で
あ
る
菱
注
本
は
、
こ
う
し
た
点
を
考
慮
し
て
か
、
敦
煙
写
本
の
「
野



１５敦煙写本「啓顔録」について
干
」
に
は
手
を
加
え
ず
、
注
釈
の
中
で
「
野
干
」
が
狐
と
は
異
な
る
動
物
で
あ
る
こ
と
を
詳
述
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
肝
心
の
「
野
干

和
尚
」
に
つ
い
て
は
、
輯
注
本
に
従
い
、
「
野
狐
禅
」
を
指
す
と
し
て
い
る
。
菱
注
本
の
著
者
で
あ
る
董
志
翻
氏
は
、
輯
注
本
の
誤
り
を

（
咽
）

正
し
た
二
○
○
六
年
の
論
考
の
中
で
、
前
述
の
『
佛
説
未
曾
有
因
縁
経
』
を
引
用
し
て
い
る
の
で
、
な
ぜ
同
経
の
中
の
ジ
ャ
ッ
カ
ル
和
尚

の
説
話
に
言
及
し
て
い
な
い
の
か
不
思
議
だ
が
、
こ
の
点
は
再
考
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
敦
煙
写
本
と
『
太
平
広
記
』
所
引
の
作
品
と
の
違
い
を
見
て
み
た
が
、
敦
煙
写
本
（
七
二
一
一
一
年
）
か
ら
『
太
平
広
記
』
（
九
七
八

年
）
ま
で
の
二
百
五
十
年
ほ
ど
の
間
に
、
『
啓
顔
録
』
は
か
な
り
そ
の
姿
を
変
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
収
録
作
品
を
見
て
も
、
両
者
に

共
通
す
る
も
の
は
全
体
の
三
割
強
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
内
容
も
「
野
干
和
尚
」
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
誤
っ
た
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い

る
。
恐
ら
く
は
こ
う
し
た
改
訂
作
業
の
中
で
、
狂
一
一
一
一
口
「
附
子
」
に
類
似
し
た
モ
チ
ー
フ
を
持
つ
作
品
（
敦
煙
写
本
第
三
九
話
）
も
散
逸
し
て

最
後
に
、
敦
煙
写
本
「
啓
顔
録
』
が
な
ぜ
蔵
経
洞
の
中
に
封
蔵
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

蔵
経
洞
が
封
蔵
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
「
避
難
説
」
と
「
廃
棄
説
」
の
二
説
が
あ
る
。
「
避
難
説
」
は
フ
ラ
ン
ス
の
研
究
者
ペ
リ
オ

が
唱
え
た
も
の
で
、
異
教
徒
か
ら
貴
重
な
仏
教
経
典
を
守
る
た
め
に
封
蔵
さ
れ
た
と
い
う
説
で
あ
る
。
ペ
リ
オ
は
そ
の
原
因
と
し
て
、
こ

の
地
が
一
○
三
五
年
頃
、
タ
ン
グ
ー
ト
族
の
西
夏
の
攻
撃
を
受
け
、
そ
の
支
配
下
に
入
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
井
上
靖
の
小
説
「
敦

煙
』
の
モ
チ
ー
フ
に
も
な
っ
た
説
だ
が
、
仏
教
を
信
奉
し
て
い
た
西
夏
か
ら
仏
教
経
典
を
守
る
と
い
う
の
は
お
か
し
い
と
し
て
、
今
日
で

は
十
一
世
紀
初
頭
に
仏
教
国
・
干
闘
国
を
滅
ぼ
し
た
、
イ
ス
ラ
ム
教
国
・
カ
ラ
ハ
ン
朝
の
脅
威
を
原
因
と
考
え
る
研
究
者
が
多
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
探
検
家
ス
タ
イ
ン
が
唱
え
た
の
が
「
廃
棄
説
」
で
あ
る
。
ス
タ
イ
ン
は
一
九
二
一
年
に
出
版
し
た
第
二

る
。
恐
ら
く
は
こ
う
し
全

し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

敦
煙
写
本
は
な
ぜ
蔵
経
洞
に
封
蔵
さ
れ
た
の
か
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次
中
央
ア
ジ
ア
探
検
〈
’
九
○
六
～
八
年
）
の
報
告
書
の
中
で
、
蔵
経
洞
は
不
用
と
な
っ
た
仏
教
経
典
な
ど
を
納
め
た
「
神
聖
な
不
用
品
の

貯
蔵
庫
」
で
あ
る
と
い
う
新
し
い
考
え
を
示
し
た
。
こ
の
説
は
、
敦
煙
写
本
『
啓
顔
録
』
が
な
ぜ
蔵
経
洞
に
入
れ
ら
れ
た
の
か
を
解
く
鍵

に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
少
し
詳
し
く
見
て
み
た
い
。

ス
タ
イ
ン
の
い
う
「
文
字
の
書
か
れ
た
紙
が
床
や
道
に
落
ち
て
い
る
と
、
拾
っ
て
焚
き
上
げ
の
儀
式
を
行
う
習
慣
」
と
は
「
敬
惜
字

＊

（
蔵
経
洞
か
ら
発
見
さ
れ
た
）
大
量
の
文
書
の
中
か
ら
は
、
一
○
一
一
一
四
年
か
ら
一
一
一
七
年
の
間
に
敦
煙
を
征
服
し
、
そ
の
後
一
一
百
年
近

く
こ
の
地
を
支
配
し
た
西
夏
王
朝
あ
る
い
は
タ
ン
グ
ー
ト
王
朝
の
創
始
者
（
季
元
昊
）
が
制
定
し
た
あ
の
奇
妙
な
文
字
（
西
夏
文
字
）
は

ま
っ
た
く
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
洞
窟
の
壁
画
に
は
、
数
百
字
の
漢
字
の
ほ
か
に
、
い
く
つ
か
の
西
夏
文
字
が
チ
ベ
ッ
ト

文
字
や
モ
ン
ゴ
ル
文
字
、
ウ
ィ
グ
ル
文
字
と
と
も
に
ズ
グ
ラ
ッ
フ
ィ
ー
ト
の
よ
う
に
漆
喰
の
上
に
書
き
刻
ま
れ
て
い
る
の
が
見
え
た
。

と
な
る
と
、
自
然
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
小
さ
な
礼
拝
堂
は
、
た
と
え
ば
タ
ン
グ
ー
ト
族
な
ど
の
破
壊
的
な
侵
攻
が
原
因
で
封

印
さ
れ
、
そ
の
後
、
完
全
に
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
密
封
さ
れ
た
穴
倉
か

ら
は
、
も
と
も
と
寺
廟
や
僧
院
で
神
聖
な
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
、
不
用
と
な
っ
た
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
も
の
を
貯
蔵
す
る
場
所
と
し

て
使
わ
れ
て
い
こ
と
を
示
す
証
拠
も
見
つ
か
っ
て
い
る
。
な
か
で
も
特
筆
す
ぺ
き
な
の
は
、
明
ら
か
に
経
典
の
端
切
れ
と
見
ら
れ
る

漢
字
を
記
し
た
紙
切
れ
を
、
丁
寧
に
包
ん
で
縫
い
上
げ
た
多
く
の
小
さ
な
布
袋
で
あ
る
。
中
国
の
人
々
は
、
い
ま
で
も
文
字
の
書
か

れ
た
紙
が
床
や
道
に
落
ち
て
い
る
と
、
拾
っ
て
焚
き
上
げ
の
儀
式
を
行
う
習
慣
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
明
ら
か
に
そ
れ
と
同
じ
俗
信

（
Ⅳ
）

か
ら
集
め
ら
れ
た
到
り
の
で
あ
ろ
う
。

＊
（
）
内
は
い
ず
れ
も
引
用
者



１７敦煙写本『啓顔録』について

こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
明
の
郎
瑛
が
著
し
た
「
七
修
類
稿
』
に
は
、
「
敬
惜
字
紙
」
の
善
行
に
よ
り
、
優
秀
な
息
子
を
授
か
っ
た
と
い

（
四
）

室
７
人
の
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

紙
」
の
旧
慣
を
指
す
。
中
国
で
は
古
来
、
文
字
の
書
か
れ
た
紙
を
粗
末
に
す
る
と
罰
が
当
た
り
、
逆
に
こ
れ
を
大
切
に
す
る
と
善
報
が
あ

る
と
い
う
俗
信
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
南
宋
の
洪
邇
が
著
し
た
『
夷
堅
志
』
に
は
、
経
典
を
粗
末
に
扱
っ
た
た
め
に
、
悲
惨
な
死
を
と

（
囮
）

げ
た
人
の
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。＊

宋
の
王
折
公
（
王
曽
）
の
父
は
、
文
字
が
書
か
れ
た
紙
が
落
ち
て
い
る
の
を
見
る
と
、
必
ず
拾
っ
て
、
香
ｈ
ソ
を
つ
け
た
お
湯
で
洗
い
、

燃
や
し
て
い
た
。
あ
る
夜
の
こ
と
、
夢
に
孔
子
が
現
れ
、
彼
の
背
を
叩
い
て
こ
う
言
っ
た
。
「
お
前
は
（
儒
教
の
）
文
字
が
書
か
れ
た

紙
を
、
な
ぜ
そ
ん
な
に
大
切
に
し
て
く
れ
る
の
か
。
お
前
が
高
齢
で
立
身
出
世
が
望
め
な
い
の
は
残
念
だ
が
、
後
日
、
（
弟
子
の
）
曽

参
を
お
前
の
家
に
転
生
さ
せ
、
一
族
を
繁
栄
さ
せ
て
や
ろ
う
。
」
し
ば
ら
く
す
る
と
、
夢
の
お
告
げ
の
と
お
り
に
男
の
子
が
生
ま
れ

た
の
で
、
（
曽
参
に
ち
な
ん
で
）
曽
と
名
づ
け
た
。
す
る
と
や
は
り
夢
の
お
告
げ
の
と
お
り
に
科
挙
に
一
番
で
合
格
し
た
。

分
寧
県
の
兜
率
寺
に
張
天
覚
が
著
し
た
「
円
覚
経
」
が
あ
っ
た
。
兵
火
の
後
、
近
く
に
住
む
黄
と
い
う
人
が
そ
れ
を
手
に
入
れ
た
。

寺
の
僧
が
こ
れ
を
返
す
よ
う
頼
ん
だ
が
、
同
意
し
な
か
っ
た
。
黄
は
愚
か
な
人
だ
っ
た
の
で
、
そ
れ
が
尊
い
も
の
で
あ
る
と
も
知
ら

ず
、
紙
が
丈
夫
だ
っ
た
の
で
、
バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
寝
台
の
敷
物
に
し
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
ら
い
病
に
か
か
り
、
体
を
腐
ら
せ
て

苦
し
ん
だ
あ
げ
く
、
数
年
後
に
死
ん
だ
。

＊
（
）
の
中
は
い
ず
れ
も
引
用
者



1８

一
方
、
「
敬
惜
字
紙
」
の
処
分
方
法
は
、
「
火
葬
」
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
唐
代
に
は
、
蔵
経
洞
と
同
じ
よ
う
に
土
中
に
封
蔵
す
る
「
土

葬
」
も
行
わ
れ
て
い
た
．
晩
唐
の
劉
蜆
は
、
「
破
天
荒
」
の
故
事
ｌ
「
天
荒
」
〈
文
運
不
毛
の
地
）
と
呼
ば
れ
た
荊
州
か
ら
初
め
て
進
士

に
及
第
し
、
「
破
天
荒
」
と
称
え
ら
れ
た
ｌ
で
知
ら
れ
る
人
物
だ
が
、
彼
は
唐
の
大
中
初
年
（
八
四
七
～
八
年
一
、
梓
州
の
兜
率
寺
に
十

（
皿
）

五
年
の
受
験
勉
強
の
間
に
溜
ま
っ
た
廃
紙
二
七
八
○
枚
を
埋
め
、
そ
こ
に
「
文
塚
」
を
建
立
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
「
敬
惜
字
紙
」
の
習
慣
に
着
目
し
た
ス
タ
イ
ン
は
、
蔵
経
洞
か
ら
発
見
さ
れ
た
文
書
の
多
く
が
、
経
典
の
残
巻
や
反
古
で
あ

る
理
由
を
「
廃
棄
説
」
に
よ
っ
て
説
明
し
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
ス
タ
イ
ン
自
身
は
後
年
、
自
説
を
放
棄
し
て
ペ
リ
オ
の
説
を
受
け
入

（
犯
）

れ
た
よ
う
だ
が
、
わ
が
国
の
藤
枝
晃
氏
や
土
肥
義
和
氏
、
中
国
の
方
広
錯
氏
ら
は
こ
の
説
を
支
持
し
、
な
か
で
も
方
広
錯
氏
は
、
敦
煙
文

こ
こ
に
登
場
す
る
王
折
公
（
王
曽
）
と
は
、
北
宋
の
戒
平
年
間
、
科
挙
の
三
段
階
の
本
試
験
（
解
試
・
省
試
・
殿
試
）
に
す
べ
て
首
席
で
及

第
し
、
後
に
宰
相
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。

ス
タ
イ
ン
が
中
国
を
訪
ね
た
こ
ろ
、
こ
う
し
た
「
敬
惜
字
紙
」
の
習
慣
は
各
地
で
広
く
行
わ
れ
て
い
た
。
ス
タ
イ
ン
の
報
告
書
と
同
年

（
卯
）

に
出
版
さ
れ
た
片
岡
巌
の
「
台
湾
風
俗
誌
』
に
も
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
ら
れ
る
。

本
島
人
は
老
幼
婦
女
に
至
る
ま
で
一
般
に
文
字
を
尊
重
す
る
慣
習
あ
る
こ
と
は
一
度
ぴ
臺
湾
の
地
に
足
を
入
る
れ
ば
直
に
知
る
を

得
く
し
、
彼
の
本
島
到
る
虚
の
街
庄
に
於
て
人
々
が
鱸
金
し
て
一
厘
毎
に
一
人
の
老
翁
を
雇
ひ
、
街
巷
に
落
ち
散
れ
る
文
字
あ
る
紙

の
一
切
即
ち
新
聞
紙
、
名
刺
乃
至
廣
告
紙
の
破
れ
紙
等
、
筍
も
文
字
あ
る
も
の
一
切
を
拾
っ
て
篭
に
入
れ
、
廟
前
又
は
街
端
、
巷
角

に
あ
る
所
の
「
字
紙
艫
」
、
即
ち
文
字
あ
る
紙
を
焼
く
爲
め
設
け
あ
る
小
亭
壯
の
紙
焼
き
艫
に
入
れ
焼
き
、
其
灰
の
積
み
溜
ま
る
に

従
て
海
中
に
投
し
、
之
れ
に
て
戒
く
清
め
議
し
た
る
も
の
と
な
す
風
あ
り
、
之
れ
儒
教
崇
拝
よ
り
來
た
る
も
の
な
り
と
云
ふ
。



１９敦煙写本『啓顔録」について
書
の
統
計
的
な
調
査
を
通
じ
て
、
こ
の
説
に
有
力
な
根
拠
を
示
し
て
い
る
。
氏
の
近
年
の
報
告
に
よ
る
と
、
①
敦
煙
文
書
か
ら
発
見
さ
れ

た
仏
教
経
典
は
わ
ず
か
四
百
種
弱
に
過
ぎ
ず
、
当
時
の
標
準
的
な
大
蔵
経
（
唐
の
智
昇
『
開
元
釈
教
録
」
「
現
蔵
入
蔵
目
録
」
所
収
一
○
七

六
種
）
の
半
数
に
も
満
た
な
い
。
②
敦
煙
文
書
は
ほ
と
ん
ど
が
使
い
古
し
の
残
巻
で
あ
り
、
天
竿
（
巻
子
本
の
巻
首
を
保
護
す
る
た
め
に
つ

け
ら
れ
た
細
い
竹
や
木
）
と
尾
軸
（
巻
子
本
の
軸
）
が
揃
っ
た
も
の
は
、
中
国
国
家
図
書
館
蔵
の
一
六
五
七
八
部
の
中
で
は
わ
ず
か
八
部
、

大
英
図
書
館
蔵
の
約
一
四
○
○
○
部
の
中
で
も
三
○
部
に
過
ぎ
な
い
、
③
敦
煙
文
書
は
同
じ
経
典
の
重
複
が
多
く
、
主
要
な
八
種
の
仏
教

経
典
の
合
計
が
、
中
国
国
家
図
書
館
所
蔵
の
も
の
で
は
全
体
の
六
六
・
三
％
、
氏
が
デ
ー
タ
化
し
た
世
界
各
地
に
散
在
す
る
敦
煙
文
書
約

六
五
○
○
○
部
の
中
で
も
四
四
・
二
％
を
占
め
て
い
る
と
い
う
。
さ
ら
に
氏
は
、
中
国
国
家
図
書
館
蔵
の
敦
煙
文
書
の
中
か
ら
「
こ
の
紙

は
故
経
処
に
安
置
さ
れ
た
し
」
と
書
か
れ
た
廃
紙
Ｓ
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
北
敦
○
七
七
二
号
）
を
発
見
し
て
い
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、

（
鋼
）

こ
の
「
故
経
処
」
と
は
敦
煙
の
寺
院
の
中
に
あ
っ
た
廃
紙
の
保
管
場
所
を
指
す
と
い
這
う
。

で
は
、
敦
煙
写
本
『
啓
顔
録
』
は
、
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

張
鴻
勤
氏
は
、
敦
煙
写
本
は
遺
漏
や
添
削
、
修
正
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
「
正
式
な
写
本
」
だ
と
い
う
。

確
か
に
敦
煙
写
本
は
整
然
と
し
た
写
本
で
あ
る
。
し
か
し
、
詳
し
く
見
て
み
る
と
、
張
鴻
勤
氏
が
指
摘
し
て
い
な
い
誤
写
が
あ
る
こ
と

全
篇
は
、
最
初
の
行
の
篇
題
の
下
に
「
辮
捷
」
と
い
う
一
一
字
の
桁
字
、
第
二
四
行
に
「
得
云
」
と
い
う
一
一
字
の
補
足
、
第
五
八
行

＊

に
「
ソ
」
と
い
う
倒
乙
号
（
｜
｜
つ
の
文
字
が
前
後
逆
転
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
校
正
記
号
）
が
あ
る
以
外
は
、
何
の
遺
漏
や
添
削
、
修

正
も
見
ら
れ
な
い
。
（
中
略
）
こ
れ
ら
の
点
は
、
こ
の
巻
が
正
式
な
写
本
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。＊
（
）
の
中
は
い
ず
れ
も
引
用
者



2０

マ
マ

マ
マ

こ
の
ほ
か
に
も
第
十
四
話
「
随
時
王
徳
任
尚
書
省
員
外
爲
人
健
忘
」
に
七
字
、
第
一
一
十
一
話
「
随
時
有
一
癖
人
車
載
烏
豆
入
京
耀
之
」

に
九
文
字
、
第
二
十
一
一
話
「
陳
長
沙
王
叔
堅
性
騎
豪
暴
虐
」
に
八
字
と
一
一
十
字
と
、
あ
わ
せ
て
六
十
五
字
の
桁
文
が
見
ら
れ
る
。

張
鴻
勤
氏
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
写
本
の
作
成
自
体
は
か
な
り
丁
寧
に
行
わ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
唐
の
太
宗
（
李
世
民
）
の
「
世
」
を

欠
筆
し
た
り
、
「
葉
」
の
中
の
「
世
」
を
「
云
」
に
変
え
た
り
、
玄
宗
（
李
隆
基
）
の
「
基
」
と
同
音
字
の
「
幾
」
や
「
機
」
を
欠
筆
し
た

り
と
、
慎
重
に
誰
を
避
け
て
い
る
。
ま
た
、
誤
写
し
た
箇
所
に
は
校
正
記
号
を
付
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
第
一
話
「
北
齊
高
祖
嘗
以
大

齋
日
設
聚
會
」
の
「
物
何
」
に
は
「
ｖ
」
と
い
う
倒
乙
号
（
文
字
が
前
後
転
倒
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
記
号
）
、
第
一
一
一
十
三
話
「
陪
朝
有
一
一
一

四
人
共
入
店
飲
酒
」
の
「
脚
」
に
は
削
除
を
示
す
「
ト
」
と
い
う
記
号
が
付
さ
れ
て
い
る
。
二
十
一
字
の
桁
文
が
見
つ
か
っ
た
第
一
一
十
五

話
「
郭
縣
有
人
將
銭
絹
向
市
」
の
「
之
」
に
も
「
、
、
、
」
と
い
う
記
号
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
原
書
に
あ
っ
た
桁
字
を
示
す
も
の

で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
だ
け
丁
寧
に
作
成
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
六
十
五
字
の
桁
文
に
は
何
の
記
号
も
付
さ
れ
て
い
な
い
の
で

が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、
第
二
十
五
話
「
郭
縣
有
人
將
銭
絹
向
市
」
に
は
二
十
一
字
の
桁
文
が
見
ら
れ
る
。

た
。
妻
は
言
っ
た
。
「
ど
う
し
て
鞍
代
を
、
手
ぶ
ら
で
帰
宅
し
た
」
妻
が
尋
ね
る
と
、
一
部
始
終
を
説
明
し
た
。
妻
は
言
っ
た
「
ど

う
し
て
鞍
が
顎
に
な
る
の
で
す
か
。
た
と
え
役
所
に
送
ら
れ
て
も
、
ち
ゃ
ん
と
説
明
す
れ
ば
難
を
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
た
は
ず
。
な

に
も
銭
や
絹
を
や
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
」

問
之
、
具
以
此
報
。
妻
語
云
函
「
何
物
鞍
橋
、
堪
作
下
頷
？
縦
送
官
府
、
分
疏
自
應
得
脱
、
何
須
浪
與
他
銭
絹
？
」

そ
の
人
は
銭
と
絹
を
ロ
バ
の
鞍
代
に
当
て
て
も
ら
う
こ
と
に
し
、
手
ぶ
ら
で
帰
宅
し
た
。
妻
が
尋
ね
る
と
、
一
部
始
終
を
説
明
し

此
人
乃
悉
以
銭
絹
求
充
鱸
鞍
橋
之
直
、
空
手
還
家
。
其
妻
問
之
、
具
以
此
報
。
妻
語
云
昌
何
物
鞍
橋
之
直
、
空
手
還
家
。
」
其
妻



２１敦煙写本「啓顔録」について

以
上
の
考
察
か
ら
、
「
啓
顔
録
」
の
作
者
、
成
立
年
代
、
敦
煙
写
本
と
『
太
平
広
記
』
所
引
の
諸
作
品
と
の
違
い
、
敦
憧
写
本
が
蔵
経

洞
に
封
蔵
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

①
『
啓
顔
録
』
の
作
者
に
つ
い
て
は
、
従
来
暗
の
侯
白
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
後
世
の
仮
託
と
考
え
ら
れ
る
。
侯
白

は
科
挙
出
身
の
エ
リ
ー
ト
官
僚
で
、
『
旋
異
記
」
の
著
者
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
人
柄
で
人
々
に
愛
さ

れ
る
一
方
、
そ
れ
が
あ
だ
と
な
っ
て
官
僚
と
し
て
は
不
遇
な
生
涯
を
終
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
侯
白
が
『
啓
顔
録
』
の
作
者
に
仮
託

こ
こ
か
ら
推
測
さ
れ
る
の
は
、
写
本
を
作
成
し
た
劉
丘
子
は
、
当
初
「
啓
顔
録
』
の
完
全
な
写
本
を
作
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
写

本
が
終
わ
っ
た
後
で
六
十
五
字
も
の
行
文
に
気
づ
き
、
こ
れ
を
反
古
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
写
本
の
末
紙
（
第
十

四
紙
）
の
続
き
に
は
、
反
古
に
な
っ
た
後
で
写
本
の
練
習
に
で
も
使
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
『
雑
集
時
用
要
字
壹
仔
三
百
一
一
一
一
巳
と
い
う
実

用
辞
書
の
一
部
な
ど
二
種
の
文
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
筆
跡
で
書
か
れ
て
い
る
。

蔵
経
洞
が
封
蔵
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
文
書
に
見
ら
れ
る
記
年
か
ら
、
北
宋
の
成
平
五
年
二
○
○
二
年
）
以
降
で

（
別
）

あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
敦
煙
写
本
が
作
ら
れ
た
の
は
、
唐
の
開
元
十
一
年
（
七
二
三
年
）
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
一
一
百
七
十
九
年

以
上
が
経
過
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
五
代
後
晋
の
開
運
二
年
（
九
四
五
年
）
に
編
纂
さ
れ
た
『
旧
唐
書
」
経
籍
志
に
よ
れ
ば
、
当
時
「
啓

顔
録
」
は
十
巻
本
に
増
補
さ
れ
て
い
た
は
ず
だ
が
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
二
百
七
十
九
年
以
上
も
前
の
古
写
本
が
蔵
経
洞
の
中
に
入
れ
ら

れ
た
の
は
、
そ
れ
が
貴
重
な
文
書
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
「
敬
惜
字
紙
」
の
習
慣
に
よ
っ
て
「
神
聖
な
不
用
物
の
貯
蔵
庫
」
に
廃
棄
さ

れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

あ
る
。結
論
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こ
の
よ
う
に
狂
言
「
附
子
」
と
ア
ジ
ア
と
の
繋
が
り
を
明
ら
か
に
し
た
こ
の
作
品
（
敦
煙
写
本
『
啓
顔
録
』
大
英
図
書
館
蔵
Ｓ
六
一
○

第
三
十
九
話
）
は
、
唐
か
ら
宋
に
か
け
て
行
わ
れ
た
『
啓
顔
録
』
の
改
訂
作
業
の
中
で
一
度
は
散
逸
し
た
も
の
の
、
た
ま
た
ま
誤
写
に

よ
っ
て
反
故
と
さ
れ
た
唐
代
の
古
写
本
が
中
国
古
来
の
「
敬
惜
字
紙
」
の
習
慣
に
よ
っ
て
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
仏
教
石
窟
に
封
蔵
さ
れ
た
た

さ
れ
た
の
は
、
恐
ら
く
当
時
の
人
々
が
そ
の
薄
命
を
悼
ん
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

②
敦
煙
写
本
の
原
本
と
な
っ
た
『
啓
顔
録
』
の
成
立
年
代
は
、
作
品
中
に
登
場
す
る
人
物
（
温
彦
博
）
の
官
名
か
ら
唐
の
貞
観
十
年
（
六

三
六
年
）
を
上
限
と
し
、
敦
煙
写
本
の
題
識
に
見
ら
れ
る
開
元
十
一
年
（
七
一
一
一
一
一
年
）
を
下
限
と
す
る
八
七
年
の
間
に
成
立
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
唐
王
朝
の
建
国
か
ら
す
で
に
十
八
年
以
上
が
過
ぎ
た
貞
観
十
年
ご
ろ
を
「
国
初
」
（
わ
が
王
朝
の
初
期
）
と
呼

ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
実
際
の
成
立
年
代
は
こ
の
範
囲
の
中
で
も
か
な
り
後
の
方
と
思
わ
れ
る
。

③
「
啓
顔
録
』
に
は
敦
煙
写
本
の
ほ
か
に
、
『
太
平
広
記
」
と
そ
の
系
統
の
テ
キ
ス
ト
の
計
八
種
が
あ
る
が
、
両
者
を
比
較
す
る
と
、
敦

燵
写
本
（
七
二
一
一
一
年
）
か
ら
「
太
平
広
記
』
（
九
七
八
年
）
ま
で
の
一
一
百
五
十
年
ほ
ど
の
間
に
、
『
啓
顔
録
』
は
そ
の
姿
を
か
な
り
変
え

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
両
者
に
共
通
す
る
作
品
は
全
体
の
三
割
強
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
内
容
も
「
野
干
和
尚
」
の
例
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
不
用
意
な
改
訂
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
改
訂
作
業
の
中
で
、
狂
言
「
附
子
」
に
類
似
し
た
モ
チ
ー
フ
を
持
つ
作
品
も
散

逸
し
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

④
敦
煙
写
本
が
蔵
経
洞
に
封
蔵
さ
れ
た
理
由
と
し
て
は
、
ス
タ
イ
ン
が
提
唱
し
、
方
広
娼
氏
ら
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
た
「
廃
棄
説
」
を

支
持
し
た
い
。
敦
煙
写
本
は
、
美
し
い
書
体
で
整
然
と
抄
写
さ
れ
、
ま
た
各
種
の
校
正
記
号
を
使
っ
て
慎
重
に
校
正
を
進
め
て
い
る

が
、
な
ぜ
か
六
十
五
字
も
の
誤
写
が
未
校
訂
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。
恐
ら
く
は
こ
の
誤
写
の
た
め
に
反
古
と
さ
れ
、
巻
末
の
一
部

が
再
利
用
さ
れ
た
後
、
「
敬
惜
字
紙
」
の
習
慣
に
従
っ
て
「
神
聖
な
不
用
品
の
貯
蔵
庫
」
で
あ
る
蔵
経
洞
に
封
蔵
さ
れ
た
の
で
あ
る

主『ノ。



２３敦煙写本「啓顔録」について

論
文

書
籍

め
に
、
十
九
世
紀
の
末
、
同
石
窟
の
発
見
と
と
も
に
再
び
我
々
の
前
に
そ
の
姿
を
現
し
た
の
で
あ
る
。

由
口
和
夫
「
熊
狂
言
研
究
Ｉ
中
世
文
芸
論
考
」
（
三
弥
井
書
店
一
九
九
七
年
一

・
曹
林
梯
・
李
泉
輯
注
「
啓
顔
録
」
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
○
年
）

・
張
鴻
勲
「
敦
煙
俗
文
学
研
究
』
（
甘
粛
教
育
出
版
社
、
二
○
○
二
年
）

・
方
広
錯
「
方
広
娼
敦
煙
遺
書
散
論
」
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
○
一
○
年
）

・
董
志
調
『
啓
顔
録
菱
注
』
（
中
華
書
局
、
二
○
一
四
年
）

小
林
博
臣
「
敦
煙
文
学
口
語
資
料
（
二
『
啓
顔
録
』
敦
煙
巻
子
本
考
察
」
（
中
国
研
究
（
神
戸
外
国
語
大
学
）
六
号
、

曹
林
梯
二
啓
顔
録
」
及
其
遺
文
」
（
蘇
州
大
學
學
報
第
一
期
、
一
九
八
九
年
）

張
繼
紅
「
淺
論
「
啓
顔
録
芒
（
齊
魯
學
刊
第
六
期
、
一
九
九
一
年
）

郭
娼
玉
「
『
啓
顔
録
』
初
探
」
（
大
陸
雑
誌
第
九
四
巻
第
四
期
、
一
九
九
七
年
）

童
志
翻
「
輯
注
本
『
啓
顔
録
」
詞
語
注
輝
商
免
」
（
南
京
師
範
大
學
文
學
院
學
報
第
一
期
、
一
一
○
○
六
年
三
月
）

黄
征
「
輯
注
本
「
啓
顔
録
」
匡
補
」
（
俗
語
言
研
究
第
二
輯
、
二
○
○
六
年
六
月
）

呉
倒
髪
「
『
啓
顔
録
」
探
析
」
（
香
港
・
新
亜
論
叢
第
九
期
、
二
○
○
七
年
）

播
霞
芝
「
論
敦
煙
本
『
啓
顔
録
」
中
關
干
佛
教
的
笑
話
」
（
東
南
大
學
學
報
第
二
期
、
二
○
○
八
年
）

参
考
文
献

一
九
五
八
年
）
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注（
１
）
田
口
和
夫
「
能
狂
言
研
究
ｌ
中
世
文
芸
論
考
」
（
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
七
年
）
六
五
三
’
四
頁

（
２
）
石
崎
又
造
「
支
那
笑
話
と
狂
言
記
・
咄
本
三
種
」
（
国
語
と
国
文
学
、
一
九
三
八
年
四
月
特
輯
号
）

（
３
）
酒
芥
楼
明
抄
本
『
説
郛
」
巻
六
十
五
所
引
宋
周
文
尼
「
開
顔
集
』

（
４
）
敦
煤
写
本
「
啓
顔
録
」
（
大
英
図
書
館
蔵
Ｓ
六
一
○
）
第
三
十
九
話
「
嘗
有
一
僧
忽
憶
鎚
喫
」

（
５
）
張
鴻
勲
「
敦
煙
本
『
啓
顔
録
』
的
発
現
及
其
文
献
価
値
」
ｓ
敦
煙
俗
文
学
研
究
」
甘
粛
教
育
出
版
社
、
二
○
○
二
年
所
収
）

（
６
）
（
南
宋
）
陳
振
孫
『
直
斎
書
録
解
題
」
巻
十
一
小
説
家
類

（
７
）
「
晴
書
」
巻
五
八
陸
爽
伝
附
侯
白

（
８
）
「
北
齊
書
』
方
伎
伝
皇
甫
玉
に
は
石
動
統
、
「
北
史
』
芸
術
伝
上
皇
甫
玉
に
は
石
動
桶
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）
敦
煙
写
本
で
は
〔
〕
内
の
温
彦
博
の
言
葉
が
ぬ
け
て
い
る
た
め
、
『
太
平
広
記
』
に
よ
っ
て
こ
れ
を
補
っ
た
。

（
ｕ
（
唐
）
劉
粛
撰
『
大
唐
新
語
」
巻
十
三
譜
諺

（
、
）
他
の
六
種
の
テ
キ
ス
ト
と
そ
の
引
用
作
品
数
は
次
の
と
お
り
。
（
宋
）
曽
慥
「
類
説
」
（
十
七
話
）
、
（
明
）
陳
禺
謨
『
広
滑
稽
』
（
五
十
二
話
）
、

（
明
）
許
自
昌
「
捧
腹
編
』
（
二
十
五
話
）
、
（
明
）
呉
永
「
続
百
川
学
海
』
（
十
一
話
）
、
（
明
）
陶
班
「
重
較
説
郛
』
（
十
一
話
）
、
（
清
）
呉
曽
旗
「
旧

小
説
』
（
十
六
話
）
。
こ
の
ほ
か
（
清
）
王
仁
俊
『
経
籍
侠
文
』
も
一
話
を
収
め
る
。
こ
の
う
ち
（
宋
）
曽
慥
『
類
説
』
に
は
敦
煤
写
本
と
「
太
平
広

記
』
の
い
ず
れ
に
も
見
ら
れ
な
い
三
話
を
収
め
る
。
（
童
志
翻
「
啓
顔
録
菱
注
』
四
～
八
頁
）

（
皿
）
張
鴻
勲
「
敦
煙
本
「
啓
顔
録
』
的
発
現
及
其
文
献
価
値
」
（
「
敦
煙
俗
文
学
研
究
』
甘
粛
教
育
出
版
社
、
二
○
○
二
年
所
収
）

冠
）
南
方
熊
楠
「
本
邦
に
於
け
る
動
物
崇
拝
」
（
東
京
人
類
学
雑
誌
第
二
五
巻
第
二
九
一
号
、
一
九
一
○
年
）

・
朱
珸
「
「
啓
顔
録
』
成
書
考
」
（
第
三
届
中
國
俗
文
化
國
際
學
書
研
討
會
寳
項
楚
教
授
七
十
華
誕
學
術
討
會
論
文
集
、
二
○
○
九
年
）

・
馬
培
潔
「
『
啓
顔
録
』
與
中
古
時
期
的
笑
話
集
」
（
西
北
師
範
大
學
碩
士
學
位
論
文
、
二
○
○
九
年
）



２５敦煙写本『啓顔録ｊについて
（
ｕ
）
二
の
シ
曰
＆
・
自
国
＆
層
の
□
三
．
目
ｑ
・
帛
言
向
長
｝
ご
Ｐ
目
、
目
、
①
国
三
臣
言
Ｐ
国
・
巨
召
三
三
窪
目
四
日
８
三
》
三
］

（
坦
『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
第
二
「
狐
為
妻
令
生
子
縁
（
狐
を
妻
と
し
て
子
を
生
ま
し
め
し
縁
）
」

（
咄
）
童
志
翻
「
輯
注
本
『
啓
顔
録
』
詞
語
注
釈
商
見
」
（
南
京
師
範
大
学
文
学
院
学
報
二
○
○
六
年
第
一
期
）

（
Ⅳ
）
シ
貝
の
一
ｍ
（
の
旨
の
の
ニ
ロ
ニ
肩
口
の
菌
一
一
＆
『
の
ロ
○
耳
。
［
の
門
ロ
一
○
日
毎
○
口
の
白
○
①
ご
官
巴
シ
の
一
口
目
□
言
の
の
（
の
日
日
○
の
（
Ｏ
亘
９
．
，
ぐ
○
一
の
・
Ｐ
Ｃ
ロ
ロ
。
ご
伜
○
Ｈ
‐

ず
貝
○
一
日
の
己
・
ロ
勺
局
の
⑩
の
』
①
』
・
ぐ
・
｝
・
図
Ｓ
ｇ
・
〆
門
口
向
ぞ
一
・
【
畳
・
ロ
。
ご
言
こ
の
□
ｉ
ｓ
百
・
四
己
已
・
缶
◎

（
肥
）
（
宋
）
洪
邇
「
夷
堅
志
」
夷
堅
支
甲
巻
第
六
・
兜
率
寺
経

（
四
）
（
明
）
郎
瑛
「
七
修
類
稿
」
巻
四
十
九
奇
諺
類
「
王
折
公
生
」

（
別
）
片
岡
巌
「
台
湾
風
俗
誌
』
（
台
湾
日
日
新
報
社
、
一
九
二
一
年
）
一
五
八
～
九
頁

（
Ⅲ
）
「
全
唐
文
』
巻
七
百
八
十
九
、
劉
蜆
「
梓
州
兜
率
寺
文
塚
銘
」

（
皿
）
ス
タ
イ
ン
は
一
九
一
一
一
三
年
に
出
版
し
た
。
ご
シ
己
の
日
Ｏ
①
貝
邑
‐
少
の
】
目
目
白
、
訂
の
中
で
「
ペ
リ
オ
教
授
が
収
集
し
た
資
料
の
調
査
か
ら
、

こ
の
大
宝
庫
の
閉
鎖
は
、
二
世
紀
の
初
頭
に
行
わ
れ
た
も
の
と
い
う
結
論
が
出
さ
れ
た
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
辺
境
地
域
が
タ
ン
グ
ー
ト
族
に

征
服
さ
れ
て
、
こ
の
聖
跡
の
宗
教
的
諸
設
備
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
」
（
沢
崎
順
之
助
訳
『
中
央
ア

ジ
ア
踏
査
記
」
白
水
社
、
一
九
六
六
年
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
翌
方
広
娼
氏
の
近
年
の
研
究
成
果
は
、
一
九
九
○
年
に
敦
煙
学
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
発
表
し
た
論
文
「
敦
爆
蔵
経
洞
封
閉
原
因
之
我
見
」
に

附
往
と
し
て
加
え
た
も
の
が
「
方
広
錯
敦
煙
遺
書
散
論
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
○
一
○
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
皿
）
敦
煙
文
書
に
記
さ
れ
た
年
号
の
中
で
も
っ
と
も
新
し
い
も
の
は
、
ロ
シ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
支
局
東
洋
学
研
究
所

が
所
蔵
す
る
①
一
一
三
Ａ
に
見
ら
れ
る
「
維
大
宋
成
平
五
年
壬
寅
歳
五
月
十
五
日
記
」
と
「
維
大
宋
成
平
五
年
壬
寅
歳
七
月
十
五
日
記
」
で
、

「
成
平
」
は
北
宋
の
真
宗
の
時
代
の
年
号
、
「
成
平
五
年
」
は
西
暦
一
○
○
二
年
に
当
た
る
。


