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落

窪

物

語

の

笑

ひ

大

原

一

輝

一

落

窪
物
語
は
語
彙
語
法
上
か
ら
そ
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
若
干

の
異

論
が
見
ら
れ
、
多
少
後
世
の
手
が
加

へ
ら
れ
て
ゐ
る
と
は
考

へ

ら
れ
て
ゐ
る
も
の
の

「
げ
に
交
野
少
将
も
ど
き
た
る
落
窪
の
少
将
な

ど
は
を
か
し
。
…
…
」

(枕
草
子
春
曙
抄
)
と
引
用
さ
れ
て
ゐ
る
所

か
ら
.
そ
の
原
型
は
枕
草
子
成
立
以
前
に
成
つ
て
ゐ
た
も
の
と
見
ら

れ
、
そ
の
内
容
に
は
平
安
朝

の
面
影
が
多
分
に
留
め
ら
れ
て
ゐ
る
も

の
と
見
て
差
支

へ
な
か
ら
う
と
思
ふ
。
さ
う
し
て
宮
廷
生
活
を
中
心

と
す
る
当
時
の
物
語
の
中
に
あ
つ
て
、
こ
の
物
語
の
占
め
る
位
置
は

継
子
い
ぢ
め
の
家
庭
紛
争
諌
で
あ
る
と
い
ふ
所
に
、
そ
の

一
つ
の
特

色
を
見
出
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ら
う
。
し
か
し
そ
の
主
題
と
な
つ
て

ゐ
る
継

子
い

ぢ

め

に
つ
い
て
見
る
時

に
は
、
か
の
宇
津
保
物
語

の

「
忠

こ
そ
」
や
、
源
氏
物
語
の

「
継
母
の
腹
ぎ
た
な
き
昔
物
語
も
多

か
る
を
」

(螢
)
の
詞
を
侯

つ
ま
で
も
な
く
、
女
君
の

「
い
か
な
る

罪
を
作
り
て
、
か
ゝ
る
目
を
見
る
ら
む
、
継

母
の
憎
む
は
、例

の
こ
止

に
人
も
語
る
類
あ
り
て
聞
く
」

(巻

一
)
に
よ
つ
て
も
そ
の

一
般
的

な
も
の
で
あ
つ
た
事
が
分
る
の
で
あ
る
。
従

つ
て
、
か

ゝ
る
物
語
に

は

一
般
に
継
母
子
間

の
虐
待
と
復
讐
と
い
ふ
対
立
的
構
成
要
素
が
考

へ
ら
れ
、
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
残
酷
陰
惨
な
葛
藤
や
悲
哀

の
暗
い
世

界
が
描
か
れ
る
の
が
普
通
で
あ
ら
う
。
事
実
こ
の
物
語
の
内
容
も
第

一
部
継
母
源
中
納
言
忠
頼
の
北
の
方
の
落
窪
姫
君
虐
待
、
第
二
部
男

君
左
近
少
将
道
頼
の
継
母

へ
の
復
讐
、
第
三
部
男
君
、
北
の
方
両
派

和
解
と
い
ふ
構
成
に
於
て
把
握
さ
れ
て
ゐ

る
。
し
か
し
ご
の
物
語
で

は
陰
気
な
暗
さ
や
悲
哀

の
世
界
は
遠
く
後
方
に
押
し
や
ら
れ
て
、
男

君
、
帯
刀
、
阿
漕
、
典
薬
助
、
兵
部
少
輔
等
の
示
す

「
笑
ひ
」
の
軽

妙
滑
稽
な
明
る
い
世
界
が
遙
か
に
強
く
感

じ
ら
れ
、
そ
ご
に
又

「落

、

窪

」
の
世
界
の
持
つ
特
色
が
印
象
づ
け
ら
れ
て
来
て
ゐ

る

の

で

あ

る
。試

み
に
こ
の
物
語
の
中
か
ら

「
笑
ふ

」

「笑
む

」
の
語
を
拾
ひ
出
　

し

て
見
る
と
約
百
例
に
近

い
多
数

の

「
笑

ひ
」
を
数

へ
得
る
の
も
之



を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
ら
う
。
こ
の
中

「
笑
は
る
」
等
の
受
動
的
な

も
の
や
、

「
世
の
笑
は
れ
ぐ
さ
」
、

「
人
笑
は
れ
」
等
の
名
詞
的
な

も
の
は
殆

ど
数

へ
る
程
し
か
な
く
、
大
多
数
の
も
め
が
対
象
に
対
し

て
笑

ひ
か
け
る
能
動
的
な
も
の
で
あ
る
。
次
に
之
を
人
物
別
に
見
る

と
、
男
君
二
四
、
世
の
人
々

(物
見
の
人
々
、
殿
上
の
君
達
等
を
含

む
)

一
五
、
帯
刀

一
〇
、
女
君

一
〇
、
蔵
人
少
将
七
、
阿
漕
六
、
典

薬
助
四
、
北

の
方
一『

以
下
男
君

の
従
者
達
、
女
君
付
き
の
女
房
達

を
始

め
源
中
納
言
忠
頼
、
男
君
の
父
大
臣
及
び
北
の
方
、
兵
部
少
輔

及

び
そ
の
供
人
、
男
君
の
乳
母
、
若
君
、
北
の
方
の
供
人
の
順
に
な

つ
て
ゐ
る
。
即
ち
ご
の
物
語
に
登
揚
す
る
す
べ
て
の
人
物
が
笑
ひ
笑

は
れ

て
ゐ
る
訳
で
、
落
窪
物
語
は
あ
た
か
も

「
笑
ひ
の
文
芸
」
の
観

を
呈

し
て
来

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
之
等

の
笑

ひ
は
北
の
方
派

よ
り

は
男
君
派

の
方
に
三
倍
乃
至
四
倍
の
多
数
を
も
つ
て
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
ま
た
之

を
第

一
部
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
女

君

垣
間

見

や
、

雨
中
微
行

の
際
に
於
け
る

「
物
忌
の
姫
君
」
や

「
塵
香
の
香
」

問
答
等
を
始

め
と
し
て
、男
君
派

の
笑
ひ
に
は
、
男
君
帯
刀
主
従
、帯

刀

阿
漕
夫
妻

の
詣
譲
的
楽
天
的
な
笑
ひ
が
躍
如
と
し
て
描
き
出
さ
れ

て
ゐ

る
。
さ
う
し
て
之
は
ま
た
、
女
君
に
縫
物
を
さ
せ
る
北
の
方
の

「
あ

ざ
笑
ひ
」
や
女
君
の
消
息
を
落
し
て

「
死
ぬ
る
心
地
す
」
る
…帯

刀

に
向
つ
て
の
蔵
人
少
将

の
嘲
笑
、
女
君
幽
閉
に

「
口
は
耳
も
と
ま

で
笑
み
ま
け
」
て
喜
ぶ
典
薬
助
等

の
北
の
方
派
に
見
ら
れ
る
冷
笑
嘲

笑
と

は
明
か
に
対
称
的
に
描
き
分
け
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
蓋

し
物
語
の
中
に
於
て
人
物
の
笑
ひ
が
描
写

さ
れ
る
こ
と
は
自
然
で
み

り
、
又
、
北
の
方
派
の
冷
笑
の
如
き
は
,
そ
の
物
語
中
に
於
て
占
め

る
位
置
の
上
か
ら
言
つ
て
至
当
で
あ
る
と
し
て
も
、
前
述
の
如
き
多

数
の

「
笑
ひ
」
を
持
つ
こ
の
物
語
の
特
性

、
就
中
被
虐
者
女
君
の
側

に
立
つ
男
君
派
の
譜
誌
的
楽
天
的
笑
ひ
は
、
そ
の
多
量
性
と
共
に
本

来
明
る
い
笑
ひ
の
世
界
と
は
懸
隔
す
る
継

子
物
語
の
中
に
あ
つ
て
は

特
異
な
存
在
で
あ
る
と
言

へ
よ
う
。
次
に
こ
の
物
語
の
構
想
を
追
ひ

つ
ゝ
、
男
箔
派
の
笑
ひ
を
中
心
に
そ
の
展
開
様
相
と
展
開
の
基
底
に

あ
る
も
の
を
眺
め
て
見
よ
う
と
思
ふ
。

落
窪
物
語
の
内
容
が
三
部
に
分
け
ら
れ

て
考

へ
ら
れ
る
ご
と
は
既

述

の
通
り
で
あ
る
が
、
第

一
部
と
第
二
部

の
間

に
は
北
の
方
男
君
両

派
の
聞
に
夫
々
虐
待
と
復
讐
が
対
応
の
妙

を
得
た
強
い
因
果
律
に
よ

つ
て
構
成
さ
れ
て
ゐ
る
ご
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
第
二
部
の
所

謂

面

白

駒

事

件
を
始
め
と
し
て
清

水

詣

途
中
の
車
争
ひ
及
び
参

籠
、
賀
茂
の
祭
の
折
の
車
争
ひ
、
三
条
邸
乗
取
等
に
見
ら
れ
ち
男
君

派
の
報
復
は
第

一
部
の
女
君
落
窪
幽
閉
.
典
薬
助
事
件
、
北
の
方
石

山
詣
等
に
対
応
し
て
描
か
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
之
は
後
朝
の
文

に
四
の
君
の
響
君
の
正
体
が
暴
露
さ
れ
た
北
の
方
に
対
し
て

「
死
ぬ

る
心
地
す
る
と
と
、
か
の
落
窪
と
い
ふ
名
聞
か
れ
て
、
思
ひ
し
程
よ



り
も
ま
さ
る
心
地
す
べ
し
」

(面
白
駒
事
件
)
と
い
ひ
、
参
籠
の
局

を
横

取
ら
れ
た
北
の
方
に
対
し
て
は

「
苦
し
き
ご
と
、
落
窪
の
部
屋

に
籠
り
給

へ
り
し
に
も
ま
さ
る
べ
し
」

(清
水
詣
)
と

い

ふ
作

者

は
、
女
君
の

「
か
の
石
山
詣
の
折
、
ひ
と
り
え
り
捨

て
給
ひ
し
も
思

ひ
出

で
ら
れ
て
、
心
憂
し
」
と
い
ふ
加
茂
の
祭

の
折
の
車
争
ひ
で
も

「乗

り
た
る
人
の
心
地
た

ゞ
思
ひ
や
る
べ
し
」
と
北
の
方
派
に
対
し

て
冷

や
か
な
傍
観
的
態
度
を
と
つ
て
ゐ
る
ご
と
に
よ
つ
て
も
、
そ
の

意
識
的
な
対
応
的
描
写
の
中
に
応
報
の
冷
理
が
明
白
に
認
め
ら
れ
る

も

の
で
あ
る
。

次
に

「
笑
ひ
」
の
面
か
ら
第
二
部
を
眺
め
る
と
、
そ
の
数
量
、か
ら

言

つ
て
も
三
部
中
最
も
多
く
見
ら
れ
、
特
に

「
人
々
の
」

の
笑
ひ
が

著
し
く
目
立
つ
て
見
え
る
部
分
で
あ
る
。
第

一
部
の
北
の
方
派

の
冷

笑
嘲
笑
と
対
称
的
に
描
か
れ
て
ゐ
た
男
君
派
の
明
る
い
楽
天
的
な
無

邪
気

さ
を
持

つ
た
笑
ひ
は
転
じ
て
北
の
方
派
に
対
す
る
報
復
的
な
も

の
と
し
て
積
極
性
と
執
拗
性
を
も
つ
て
第

一
部
の
女
君
に
対
し
て
与

へ
た
北
の
方
派
の
冷
笑
嘲
笑

へ
の
対
応
と
し
て
描
か
れ
て
来
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
即
ち
第

一
部
の
終
り
に
見
ら
れ
る
典
薬
助
の
失
態
が
北

の
方

を
始
め

「
ほ
の
聞
く
若
き
人
」
か
ら
も

「
死
に
か

へ
り
笑
」
は

れ
、

「
い
と
ゞ
人
々
笑
ひ
死
ぬ
べ
し
」
と
言
は
れ
る
所
か
ら
北
の
方

派

は

「
笑
ふ
」
立
揚
を
失
つ
て
、
専
ら

「
笑
は
れ
る
」
立
揚
に
廻
さ

れ

て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
例

へ
ば

「
さ
す
が
に
笑
み
た
る
顔
、
色
は
雪

の
白
さ
に
て
、
首
い
と
長
う
て
、
顔
つ
き
た
だ
駒

の
や
う
に
」

「
対

ひ
居
た
ら
む
人
は
げ
に
笑
は
で
は
え
あ
る
ま
じ

」
き
身
に
可
笑
性
を

帯
び
た
兵
部
少
輔
に
つ
い
て
は

「
た
だ
今

こ
の
君
,
大
臣
が
ね
」
と

「
笑
み
ま
け
」
る
北
の
方
や

「う
ち
笑
み
」
て
後
朝
の
文
の
返
し
を

四

の
君
に
促
す
源
中
納
言
忠
頼
等

の
満
足
感
も

「
心
ひ
と
つ
に
を
か

し
」
け
れ
ば
帯
刀
に
語
つ
て

「
笑
ひ
給

ふ
」
男
君
の
策
計
と
は
知
ら

ず
、
聾
君
が

「
面
白
の
駒

」
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
人
汝
に

「
あ
さ

ま
し
う
て
」
「
え
念

ぜ
す
ほ
ほ
と
笑
」
は
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
人
々

の
咲
笑
は
更
に
蔵
人
少
将

の
恥
辱
と
念
癒

の
自
嘲
自
棄
的
笑
ひ
と
相

侯

つ
て
男
君
派
の
報
復
奏
功
と
愈

々
北
の
方
派
の
敗
北
を
そ
の
ま
ゝ

物
語
つ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。

即
ち
蔵
人
少
将
は

「
は
な
ば
な
と
物
笑

ひ
す
る
人
」
で

「
笑
ひ
給

ふ
こ
と
限
り
な
」
く

「
面
白

の
駒
な
り
け
り
や
」
と
て

「扇
を
叩
き

て
、
笑
ひ
て
立
ち
」

「
こ
は
い
か
な
る
ご
と
そ
と
も
い
ひ
や
ら
す
笑

ひ
」
、
人
を
も
我
を
も

「
笑
ひ
嘲
弄
し
給

」
ひ
、
や
が
て
北
の
方
派

を
去
つ
て
行
く
の
で
あ
る
。

こ
の
事
件
で
少
輔
の
供
人
が
、

主

の

「
か
く
笑
は
る
る
」
を
も
知
ら
す

「
食
ひ
の
の
し
り
て
座
に
居
並
み

た
」
る
揚
面

は
又
北
の
方
派
に
対
す
る
皮
肉
な
側
面
描
写
で

あ

ら

う
。作
者
は
明
ら
か
に
「
笑
ひ
や
る
」
側
、
男
君
派
の
立
揚
に
立
つ
て

北
の
方
派
を
冷
た
く
傍
観
的
に
扱
ふ
態
度

を
示
し
て
ゐ
る
。
人
々
の

咲
笑
嘲
笑

に
認
め
ら
れ
る
男
君
派
の
復
讐

の
成
功
は
続
い
て
第
二
の

報
復
清
水
詣
の
車
争
ひ
や
参
籠
の
揚
に
も
見
ら
れ
る
。
北
の
方
の
車

が
堀
に
墜
ち
、
局
を
横
取
さ
れ
た
所
の
男
君
方
従
者
達
の

「
笑
ひ
」



は
何

れ
も
相
手
方
に
対
す
る
さ
げ
す
み
と
群
衆
性
を
持
つ
た
も
の
で

あ
り
、
決
し
て
偶
発
的
な
も
の
で
は
な
か
つ
た
。

「
か
の
人

々
は
笑

は
せ
よ
」
と
い
ふ
男
君
の
命
を
受
け
た
帯
刀
が

「
若
う
は
や
れ
る
者

に
は

や
し
て
い
は
せ
て
笑
ふ
」
計
画
的
な
も
の
で
あ
つ
て
見
れ
ば
、

之
も
面
白
駒
事
件
同
様
男
君
の
意
識
的
報
復
手
段
と
し
て
描
か
れ
て

ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
次
の
賀
茂
の
祭

の
折
の
車
争
ひ
で
は
例
の
典
薬

助
は
男
君
派
の
人

々
に
打
郷
さ
れ

「
物
見
る
人
」

に

「
ゆ
す
り
て
笑

は
」
れ
、
北
の
方
の
車
の
失
態
に
対
し
て
も

「
下
臨

の
物
見
人
ど
も

わ
な
な
き
騒
ぎ
給
ふ
こ
と
限
り
な
」
き
有
…様
空
、
世
聞

で

は

専

ら

「
こ

の

こ
と
を
い
ひ
笑
ひ
の
の
し
る
」
状
態

と

な
つ
て
、
此
処
に
世

人
を
も
交

へ
た
群
衆
的
咲
笑
嘲
笑
が
、
男
君
派

の
意
識
的
計
画
的
挑

戦
的
報
復

の
重
複
と
共
に
高
ま
つ
て
来
て
ゐ
る
こ
と
が
窺

へ
る
の
で

あ
る
。
最
後

に
三
条
殿
に
つ
い
て
来
訪
し
た
北
の
方
の
長
子
越
前
守

や
北

の
方
が
女
君
に
与

へ
た
古
い
鏡
の
箱
に
対
す
る
女
房
達
の

「
笑

ひ
」
に
も
北
の
方
派
に
対
す
る
嘲
笑
的
な
も
の
が
見
ら
れ
る
。

北

の
方
派
が
報
復
の
憂
き
目
を
受
け
る
以
上
の
如

き

第

二

部
の

「
笑

ひ
」
の
特
色
は
、
北
の
方
派
に
対
す
る
群
衆
性
と
い
ふ
背
景
を

も
加

へ
た
男
君
派
の
積
極
的
且
つ
意
識
的
な
嘲
笑
喋
笑
に
あ
る
と
言

へ
る
で
あ
ら
う
。
さ
う
し
て
そ
の
や
う
な

「
人
々
の
」
笑
ひ
の
背
後

に
は
作
者
自
身

の
-

読
者

の
存
在
と
そ

の
期
待
と
興
味
と
を
意
識

し
て
ゐ
る
作
者
自
身

の
笑
ひ
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ

男
君
派
の
笑
ひ
は
明
ら
か
に
第

一
部
で
女
君
に
対
し
て
な
さ
れ
た
北

の
方
派
の
冷
笑
嘲
笑
に
対
応
的
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
之
等

の

笑
ひ
が
報
復
そ
の
も
の
で
は
な

い
に
し
て
も
、
男
君
の
詞

「
か
の
人

・

々
笑
は
せ
よ
」
に
徴
し
て
も
、
そ
こ
に
意
識
的
な
報
復
的
笑
ひ
の
意

味
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
ら
う
。

し
か
し
反
面
之
等
の
笑
ひ
を
第

一
部
の
無
邪
気
な
明
朗
楽
天
的
な

男
君
派
の
笑
ひ
と
の
対
比
に
於
て
見
る
時

に
は
、
む
し
ろ
か
ゝ
る
対

象
に
対
し
て
意
識
的
な
執
拗
さ
を
も
つ
て
嘲
弄
侮
蔑
的
に
投
げ
か
け

る
笑
ひ
そ
れ
自
体
は
決
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
な
い
ご

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
か
ゝ
る

「
笑

ひ
」
の
翻
弄
的
可
笑
的
報

復
は
、
楽
天
的

「
笑
ひ
」

の
主
人
公
男
君
派
の
復
讐
に
は
相
応
し
た

も
の
で
あ
る
と
は
い
へ
、
又
仮
に
作
者

の
性
格
や
性
別
、或

い
は
読
者

の
興
味
に
対
す
る
意
識
等
を
考
慮
に
入
れ
、
許
容
し
た
と
し
て
も
、

男
君
派

の
か
ゝ
る
笑
ひ
の
中
に
は
笑
ひ
そ

の
も
の
と
し
て
の
下
向
性

が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
又
、
そ
れ
が
か

へ
つ
て
物
語

自
体
の
弛
緩
と
読
者
の
倦
怠
感
を
齎
し
め
て
ゐ
る
ご
と
も
否
定
出
来

な
い
も
の
で
あ
ら
う
。

三

 

次
に
第
三
部
は

い
は
ゞ
北
の
方
の
男
君
両
派
和
解
の
揚
で
あ
り
、

そ
れ
は
両
派
対
立
の
解
消
、
事
件

の
収
拾
と
い
ふ
意
味
に
於
て
も
第

二
部
と
の
対
応
に
考
慮
が
払
ぼ
れ
て
ゐ
る
。
第
二
部
で
は
た
え
す
男



君
派

の
立
場
に
あ
つ
て
物
語
を
そ
の
意
識
的
報
復
的
な
笑
ひ
の
世
界

に
進
め
、
北
の
方
派
に
対
し
て
は

一
片
の
同
情
的
措
辞
を
も
示
さ
す

客
観

的
批
判
的
な
冷
静
な
態
度

を
執
つ
て
来
た
作
者
は
、
第
三
部
に

於
て
は
之
を
情
的
な
立
場
に
於
て
取
扱
ひ
、
円
満

な
解
決
を
め
ざ
し

て
前
段
に
見
ら
れ
た
報
復
の
類
型
化
乃
至
は
飽
和
的
状
態
の
脱
却
に

よ
る
物
語

の
停
滞
感
か
ら
の
開
放
を
も
計
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
即

ち
源
中
納
言
に
対
す
る
法
華
八
講
の
七
十
賀
、
越
前
守
の
悔
悟
と
源

中
納
言
の
遺
言
及
び
遺
産
処
分
等
に
於
け
る
男
君
の
態
度
や
、
蔵
人

少
将

の
三
の
君

へ
の
便
り
、
四
の
君
の
筑
紫
下
り
と
面
白

の
駒
の
文

等
に
北
の
方
派

へ
の
仁
愛
乃
至
は
第
二
部
で
の
破
綻
に
、
不
自
然
さ

と
不
充
分
さ
と
を
含
み
乍
ら
も
、
何
ら
か
の
結
末
を
つ
け

よ
う
と
し

て
、
冷

や
か
に
つ
き
放
し
て
き
た
北
の
方
派
を
救
ひ
採
ら
う
と
す
る

作
者

の
意
図
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従

つ
て
第
三
部
を

「
笑
ひ
」

の
面
か
ら
見
れ
ば
和
解

の
揚
も
ふ
さ
は
し
い
、
な
ご
や
か
な
笑
ひ
が

、

見
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

四

の
君
の
筑
紫
下
り
に
当
つ
て
も

「我
や
は
ご
の
ご
と
は
せ
し
。

…
…
…
悲
し
き
目
を
見
せ
給
は
む
と
て
、
腹
ぎ
た
な
き
わ
ざ
を
し
給

へ
る
な
り
け
り
。
」
と

い
ふ
北
の
方
に
対
し
て

「
笑
ひ
に
な

む

笑
」

ふ
男

君
夫
妻
、
祖
父
大
臣
の
孫
に
対
す
る
慈
愛
に
ほ

ゝ

ゑ

み

「笑

ふ
」
男
君
、
源
中
納
言
の
遺
産
処
分
に
当
つ
て
の

「
な
ど
い
と
こ
こ

が
ち
に
は
見
ゆ
る
ぞ
、
豪
家
と
煩
は
し
が
り
て
あ
る
か
」
と

「
う
ち

笑
給

」
ひ
、

「
そ
の
夜
、
思
ひ
臥
し
た
り
し
本
意
の
、
皆
か
な
ひ
た

る
か
な
」
と
「
ほ
ほ
笑
」
む
男
君
の
笑
ひ
は
、
若
君
と
の
対
面
に

「
笑

み
ま
け
」
、
「
ご
の
世
に
つ
か
う
ま
つ
ら
で
死
ぬ
と
も
、大
か
た
守
護

と
も
な
り
侍
り

て
、
な
ど
念
じ
侍
る
」
と
喜

ぶ
源
中
納
言
や

「
人
は

生
み
た
る
子
よ
り
も
継
子
の
徳

こ
そ
見
け
れ
」
と

「
例
よ
り
も
心
ゆ

き
喜
」
ぶ
北
の
方
と
共
に
、両
派
の
人
間
的
愛

情
を
取
り
戻
し
た
平
穏

な
融
和
的
零
囲
気
が
之
ら
の
笑
ひ
の
中
に
感

じ
と
れ
る
の
で
あ
る
。

其
処
に
は
第
二
部
で
見
ら
れ
た
如
き
激

情

的
報

復
的
な
嘲

笑

や
冷

笑
は
な
く
な
り
、
ゆ
と
り
と
明
る
さ
暖
か
さ
を
も
つ
た
笑
ひ
が
、
家

庭
的
零
囲
気

の
中
に
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
男
君
派

の

「
笑

ひ
」
を
、
第
二
部
と
の
対
応
に
於
て
見
る
時

、
そ
の
否
定
的
下
向
的

」な
も
の
に
赴

い
た

「
笑
ひ
」
が
も

そ
の
ま

ゝ
で
停
滞
さ
せ
ら

れ
す

に
、
人
間
的
愛
情
に
基
づ
く
肯
定
的
な

「
笑

ひ
」
の
世
界
に
ま
で
上

昇
さ
せ
ら
れ
た
も
の
と
も
言

へ
る
で
あ
ら
う
。

か
く
て
物
語
は
家
庭
的
紛
争
課
の
ゆ
き

つ
く
べ
き
作
者
の
理
想
的

結
末
が
も
た
ら
さ
れ
て
来
て
ゐ
る
の
で
あ

る
が
、
こ
の
結
末
に
迄
進

展
さ
せ
ら
れ
る
に
当
つ
て
は
、
こ
の
主
導
性
が
男
君
の

「
本
意
」
に

依
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
時
、
そ

の
背
後
に
あ
つ
て
、
そ

の

基
底
を
な
し
て
来
て
ゐ
る
女
君
の
姿
も
ま
た
無
視
出
来
な

い
も
の
と

な
つ
て
来
る
の
で
あ
る
。
即
ち
北
の
方
の
女
君
虐
待
に
対
し
て

「
た

だ
今
も
は
ひ
入
り
て
北
の
方
を
う
ち
殺
さ
ぼ
や
と
思
」
ひ

(巻

一
)
、

「
い
か
で
こ
れ
愉
み
出
で
て
の
ち
に
、
北

の
方
に
心
惑
は
す
ば
か
り

に
ね
た
き
目
見
せ
む
」

「
北
の
方
の
い
と
ね
た
く
増
く
て
、

い
か
で



こ
れ
に
わ
び
し
と
思
は
せ
む
」

(巻
二
)
と
い
ふ
男
君
の
報
復
も
、

「
い
み
じ
う
懲
じ
伏
せ
て
後

に
は
、
喜
び
惑
ふ
ば
か
り
か

へ
り
み
ば

や
」
と

い
ひ

「
懲
す
べ
き
限
り
は
あ
ま
た
度
し
て
き
。
嬉
し
と
覚
ゆ

る
こ
と
は
、
た
だ

一
度
に
て
止
み
な
ば
い
と
か
ひ
な
し
」

(巻
四
)

と
い
ふ
北
の
方
派

へ
の
仁
愛
も

「
七
十
の
賀
せ
む
。
我
が
せ
む
と
思

ひ
し
本
意
遂
げ
む
、」

「
そ
の
夜
思
ひ
臥
し
た
り
し
本
意
の
皆

か

な

ひ
た

る
か
な
」

(巻
四
)
と
い
ふ
男
君
の

「
本
意
」
に
基
づ
く
も
の

で
あ

る
ご
と
は
明
か
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の

「
本
意
」

の
基

底

に

は
、
面
白
駒
事
件
に
際
し

「
か
の
君
や
憎
か
り
し
」
と
四
の
君
に
同

情
し
、
清
水
詣
で
は

「
お
と
ど
後
に
聞
き
給
は
む
こ
と
も
ぞ
あ
る
。

か
く
な
宣
ひ
そ
」
・と
男
君
を

「
制
し
給
」
ひ
、

「
今
少
し
懲
ぜ
む
と

思
ふ

心
あ
り
」
と
い
ふ
男
君
に
は

「今
は
い
か
で
殿
に
知
ら
れ
奉
ら

む
。
老
ひ
給

へ
れ
ば
.
夜
中
暁
の
こ
と
も
知
ら
ぬ
を
」
と
父

へ
の
慕

情
を
訴

へ
、
賀
茂
の
祭
の
車
争
ひ
で
は

「
我
が
人
に
は
あ
ら
で
督
の

君
の
人
に
な
り
ね
。

そ
れ
こ
そ
か
く
物
は
し
ふ
ね

く
思
ひ

い
へ
」

(以

上
巻
二
)
と
阿
漕
を
た
し
な
め
、
三
条
殿
乗
取
り
を

「
ま
た
い

か
な

る
こ
と
を
か
し
出
し
給
は
む
。
衛
門
こ
そ
け
し
か
ら
す
な
り
に

た
れ
。
た
だ
い
ひ
は
や
す
や
う
に
、

い
み
じ
き
御
心
を
」

と
い
ひ

「
我

が
身
さ
い
な
ま
る
る
か
し
」
と
て
悲
し
む

(巻
三
)
女
君
の
存

在
を
無
視
す
る
訳
に
は
行
か
な
い
事
は
、
源
中
納
言

の
遺
産
処
分
、

北
の
方
、
三
四
の
君
に
対
す
る
男
君
の
恩
恵
的
思
慮
が

「
大
将
殿
の

宣
ふ
は
、
北
の
方

(女
君
)
の
御
心
に
従
ひ
給
ふ
に
こ
そ
」
と
い
ふ

越
前
守
の
詞
に
よ
り
て
も
明
か
で
あ
る
。

(巻
四
)

か
く
て
北

の
方
女
君
の
対
立
に
端
を
発
す

る
こ
の
物
語
の
結
末

へ

の
進
展
の
主
導
力
を
な
し
た
る
男
君
の

「本
意
」
は
、
そ
れ
と
並
行

的
に
流
れ
て
ゐ
る
女
君
の

「
御
心
」
を
、
そ

の
基
底
に
認
め
る
時
、

第
三
部
で
見
ら
れ
る
男
君
派
の

「
笑
ひ
」

の
基
底
、
ひ
い
て
は
こ
の

物
語
の

「
笑
ひ
」

の
癸
展
基
底
に
、
女
君

の

「
御
心
」
の
働
き
を
強

く
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
之
を
第

一
部
で
描

か
れ
た
北
の
方
男
君
の
対
称
的
世
界
が
、
第

二
部
に
至
つ
て
男
君
の

復
讐
的
闘
争
を
描
い
て
男
性
的
世
界
の
勝
利

を
示
し
て
ゐ
る
も
の
と

す
れ
ば
、
第
三
部
で
の
男
君
派
の
勝
利
が
,
女
君
の
愛
情
を
基
底
に

お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
見
れ
ば
、
之
を
女
性
的
な
世
界
の

勝
利
で
あ
る
と
い
へ
る
で
あ
ら
う
。
ま
た
第

二
部
を
作
者
の
知
的
客

観
的
態
度
に
於
て
見
れ
ば
、
第
三
部
は
そ

の
情
的
主
観
的
態
度
に
於

て
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
ら
う
。
之
を
男
君

の

「
笑
ひ
」
の
面
か
ら

眺
め
る
時
、
第

一
部
の
笑
ひ
に
は
、
土
佐
日
記
や
古
今
集
に
見
ら
れ

る
言
葉
の
機
知
的
諮
誰
性
と
通
す
る
も
の
を
認
め
、
第

二
部

の
笑

ひ
に
、
堤
中
納
言
物
語
や
今
昔
物
語
の
批
判
的
客
観
的
笑
ひ
に
通
す
、

る
も
の
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
第
三
部
の
人
聞
的
立
揚
に
於
て
す
べ

て
を
そ
の
愛
清
の
世
界
に
包
み
と
ら
う
と
す
る
笑
ひ
は
源
氏
物
語
の

そ
れ
に
近

い
も
の
で
あ
る
と
も
い
へ
る
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
ご

の
物
語
に
つ
い
て
は

「
巻
四

一
冊
は
蛇
足
な
り
」
註
と
非
難
さ
れ
、

そ
の
他
多
く
の
不
自
然
性
が
指
摘
さ
れ

る
と
し

て
も
、
単

に

「
笑



ひ
」
の
復
讐
を
も
つ
て
物
語
の
結
末
と
す
る
に
忍
び
得
な
か
つ
た
所

に
、

こ
の
物
語
作
者
の
人
間
性
の

一
端
が
偲
ば
れ
る
の
で
あ
り
、
又

そ
こ
に
ご
の
物
語
の

「
笑
ひ
」

の
世
界
は
、
女
君
の

「
御
心
」
に
具

象
化

さ
れ
た

「
あ
は
れ
」
の
世
界
を
基
底
と
し
て
ゐ
る
と
言

へ
る
の

で
あ

る
。
し
が
し
そ
の
よ
り
具
象
的
発
展
と
完
成
は
之
を
源
氏
物
語

に
俟

た
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
ご
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。

蔑

藤
岡
作
太
郎
氏

「国
文
学
全
史
平
安
朝
篇
」

尚
引
用
文
は
所
弘
氏
校
註

「落
窪
物
語
」

つ
た
。

(
日
本
古
典
全
書

)

に
依

お

知

ら

せ

明
昭
和
三
十

一
年
は
我
が
国
語
国
文
学
講
座
開
始
三
十
周
年
に
当
り
ま
す
の
で
、
本
誌
第
四
・第
五
号
を
合
併
に
し

て
記
念
号
を
発
刊

の
予
定
に
し
て
お
り
ま
す
。

幸

い
開

講
以
来
担
任
を
な
さ
つ
た
先
生
方
も
御
健
在
で
す
か
ら
、

諸
先
生
全

部
の
玉
稿
を
掲
載
出
来

る
こ
と
と
存

じ
ま
す
。
会
員
各
位
に
も
御
賛
同
の
上
何
と
ぞ
多
数
御
寄
稿
下
さ
い
ま
す
様
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

締
切

昭
和
三
十

一
年
四
月
三
十
日

(
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
二
十
枚
前
後
)

七
月
下
旬
発
行
予
定


