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は
じ
め
に

君
が
愛
せ
し
綾
藺
笠　

落
ち
に
け
り
落
ち
に
け
り　

賀
茂
川
に
川

中
に　

そ
れ
を
求
む
と
尋
ぬ
と
せ
し
ほ
ど
に　

明
け
に
け
り
明
け

に
け
り　

さ
ら
さ
ら
さ
や
け
の
秋
の
夜
は

梁
塵
秘
抄
（
以
下
秘
抄
と
略
す
）
三
四
三
番
の
歌
で
あ
る
。「
あ0

い
せ

し　

あ0

や
い
が
さ
」、「
か0

も
が
わ
に　

か0

わ
な
か
に
」
と
い
う
ア
音
、

ア
段
の
頭
韻
。「
落
ち
に
け
り
落
ち
に
け
り
」「
明
け
に
け
り
明
け
に
け

り
」
の
リ
フ
レ
イ
ン
。「
さ
ら
さ
ら
さ
や
け
」
と
い
う
サ
音
の
繰
り
返

し
。
一
首
は
、

「
落
ち
に
け
り
」「
明
け
に
け
り
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
繰
返
し
が
、
は

ず
ん
だ
気
分
と
快
い
律
調
を
添
え
て
い
る
。
ど
こ
か
飄
逸
な
と
こ

ろ
も
あ
り
、
全
体
と
し
て
叙
情
味
豊
か
な
秀
作
。

 

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
脚
注
（
注
１
））

秋
の
月
も
、
暁
け
の
明
星
も
、
清
く
照
っ
た
世
界
と
し
て
見
え
て

く
る
。
光
る
川
波
も
、
流
れ
る
綾
藺
笠
も
、
そ
れ
を
追
う
二
人
の

黒
い
影
も
、
風
も
川
原
も
、
み
な
生
き
生
き
と
踊
っ
て
見
え
て
く

る
。
お
そ
ら
く
「
梁
塵
秘
抄
」
中
で
も
最
も
美
し
い
傑
作
の
一
つ

と
、
私
は
こ
の
「
う
た
」
の
こ
と
な
ら
い
く
ら
話
し
て
も
話
し
た

り
な
い
気
が
い
た
し
ま
す
。 

（
秦
恒
平
『
梁
塵
秘
抄
』
（
注
２
））

と
、
リ
ズ
ム
感
や
情
景
の
美
し
さ
で
、
現
代
人
を
も
惹
き
つ
け
て
や
ま

な
い
歌
と
な
っ
て
い
る
。
秘
抄
全
体
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
特
に

こ
の
歌
に
関
し
て
は
歌
謡
研
究
者
以
外
か
ら
の
発
言
が
多
い
の
も
特
徴

で
あ
る
。
し
か
し
歌
の
魅
力
と
裏
腹
に
一
首
の
解
釈
は
ま
だ
定
ま
っ
て

い
な
い
。
先
入
観
を
排
し
て
本
稿
で
考
察
す
る
。

大

木

桃

子

綾
藺
笠
を
愛
し
た
の
は
誰
か

―
梁
塵
秘
抄
三
四
三
番
歌
考
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一
、
従
来
の
解
釈

美
し
く
飾
っ
た
藺
笠
を
綾
藺
笠
と
い
う
。
秘
抄
に
、

327
武
者
を
好
ま
ば
小
胡
簶　

狩
を
好
ま
ば
綾
藺
笠　

捲
り
上
げ
て　

梓
の
真
弓
を
肩
に
掛
け　

軍
遊
び
を
よ　

軍
神

と
あ
り
、
今
昔
物
語
集
に
も
四
例
を
見
る
。

紺
ノ
襖
ニ
欵
冬
ノ
衣
ヲ
着
テ
、
夏
毛
ノ
行
縢
ニ
履
、
綾
藺
笠
ヲ
着

テ
、
征
箭
三
十
許
、
上
指
雁
胯
二
並
指
タ
ル
胡
簶
ヲ
負
テ
、
手
太

キ
弓
ノ
革
所
ゝ
巻
タ
ル
ヲ
持
テ
、
打
出
ノ
太
刀
帯
テ
、
腹
葦
毛
ナ

ル
馬
ノ
長
七
寸
計
ニ
テ
打
ハ
ヘ
長
キ
ガ
、
極
タ
ル
一
物
ノ
進
退
ナ

ル
ニ
乗
テ
・
・
・
・　

 
（
巻
二
十
五
第
五
）

他
の
三
例
も
、
行
縢
を
着
け
、
胡
簶
・
太
刀
・
弓
矢
を
帯
び
て
馬
に
乗

る
武
士
で
あ
る
。
従
っ
て
綾
藺
笠
の
持
ち
主
が
武
士
で
あ
る
こ
と
は
動

か
し
難
い
。

植
木
朝
子
の
『
梁
塵
秘
抄
の
世
界

（
注
３
）』
に
諸
氏
の
解
釈
が
手
際
よ
く
整
理

さ
れ
て
い
る
が
、
参
考
に
し
つ
つ
諸
解
釈
を
改
め
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

塚
本
邦
雄
は
「
君
」
を
若
侍
と
し
て
、
従
者
が
主
君
へ
の
忠
誠
か
ら

徹
夜
で
真
剣
に
笠
を
探
し
た
の
だ
と
す
る

（
注
４
）。

こ
の
解
釈
は
塚
本
独
特
の

も
の
で
あ
り
、
他
の
諸
氏
は
背
景
に
男
女
関
係
を
想
定
す
る
。
当
該
歌

が
、
恋
愛
歌
群
と
言
わ
れ
る
十
首
の
歌
の
最
後
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

直
前
の
数
首
を
挙
げ
る
。

338
厳
粧
狩
場
の
小
屋
習
ひ　

し
ば
し
は
立
て
た
れ
閨
の
外
に　

懲

ろ
し
め
よ　

宵
の
ほ
ど　

昨
夜
も
昨
夜
も
夜
離
れ
し
き　

悔
過
は

し
た
り
と
も
し
た
り
と
も　

目
な
見
せ
そ

339
わ
れ
を
頼
め
て
来
ぬ
男　

角
三
つ
生
ひ
た
る
鬼
に
な
れ　

さ
て

人
に
疎
ま
れ
よ　

霜
雪
霰
降
る
水
田
の
鳥
と
な
れ　

さ
て
足
冷
た

か
れ　

池
の
浮
草
と
な
り
ね
か
し　

と
揺
り
か
う
揺
り
揺
ら
れ
あ

り
け

340
冠
者
は
妻
設
け
に
来
ん
け
る
は　

構
へ
て
二
夜
は
寝
に
け
る
は　

三
夜
と
い
ふ
夜
の
夜
半
ば
か
り
の
暁
に　

袴
取
り
し
て
逃
げ
に
け

る
は

341
わ
ぬ
し
は
情
け
な
や　

わ
ら
は
が
あ
ら
じ
と
も
住
ま
じ
と
も
言

は
ば
こ
そ　

憎
か
ら
め　

父
や
母
の
さ
け
た
ま
ふ
仲
な
れ
ば　

切

る
と
も
刻
む
と
も
世
に
も
あ
ら
じ

342
美
女
う
ち
見
れ
ば　

一
本
葛
に
も
な
り
な
ば
や
と
ぞ
思
ふ　

本

よ
り
末
ま
で
縒
ら
れ
ば
や　

切
る
と
も
刻
む
と
も　

離
れ
が
た
き

は
わ
が
宿
世

三
四
四
・
三
四
五
が
仏
教
に
関
す
る
山
の
名
の
物
尽
く
し
歌
謡
で
、
テ
ー

マ
が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
該
歌
は
そ
れ
以
前
の
恋
愛
歌
群
に

含
め
る
の
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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と
述
べ
る
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
の
脚
注
（
注
６
）も

、

「
求
む
と
尋
ぬ
」
の
は
形
式
的
目
的
。
恋
人
同
志
、
月
明
り
の
河
原

を
語
ら
い
歩
く
楽
し
さ
の
表
現
。

と
、
二
人
で
過
ご
し
た
い
が
ゆ
え
の
口
実
と
し
、「
洗
練
さ
れ
た
芸
謡
。

女
性
の
息
を
感
じ
る
。
都
女
の
粋
。」
と
も
注
し
て
歌
主
を
女
性
と
す
る
。

事
実
で
な
く
比
喩
と
見
る
向
き
も
あ
る
。
佐
藤
春
夫
は
、
根
拠
を
は
っ

き
り
示
し
て
い
な
い
が
綾
藺
笠
を
愛
し
た
の
を
女
と
し
て
、

何
し
ろ
あ
の
人
が
気
に
入
り
の
も
の
だ
か
ら
と
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら

へ
追
つ
か
け
ま
は
す
う
ち
に
夜
が
あ
け
た
と
い
ふ
。
恋
の
口
説
に

明
け
た
一
夜
の
た
と
へ
歌
と
見
た
が
よ
か
ら
う
か
。
事
実
を
歌
つ

た
と
す
れ
ば
ム
リ
が
多
い
か
ら
。
そ
れ
と
も
こ
ろ
が
り
ま
は
る
笠

に
あ
や
つ
ら
れ
て
、
お
つ
か
け
ま
は
す
の
も
、
ま
た
恋
の
苦
労
の

一
つ
と
、
こ
つ
け
い
に
も
哀
れ
な
ユ
ー
モ
ア
と
読
む
の
が
よ
い
か
。

（
中
略
）
時
代
が
変
つ
た
今
で
は
風
俗
的
に
よ
く
わ
か
ら
な
い
か

ら
、
や
は
り
一
つ
の
比
喩
と
見
る
こ
と
に
し
た
。

と
す
る

（
注
７
）。

渡
邊
昭
五
は
、

笠
が
女
、〈
落
ち
に
け
り
〉
が
失
う
と
い
っ
た
譬
喩
に
考
え
る
と
、

そ
れ
は
鴨
川
の
河
川
敷
に
仮
小
屋
を
並
べ
た
遊
女
と
い
う
よ
り
は
、

寺
社
参
詣
の
中
流
階
級
の
女
な
ど
に
想
像
が
馳
せ
る
。（
中
略
） 

美

女
打
ち
見
れ
ば
…
〉
の
思
い
で
見
染
め
た
女
も
、
そ
の
身
装
風
態

だ
け
で
出
自
も
わ
か
ら
ず
、
結
局
は
再
び
求
め
て
鴨
川
あ
た
り
の

塚
本
の
解
釈
は
、
自
作
の
短
歌
の
中
に
も
見
ら
れ
る
男
同
士
の
絆
へ

の
興
味
ゆ
え
の
発
想
で
あ
る
が
、

「
君
」
は
動
か
ぬ
と
こ
ろ
だ
が
、
従
者
は
動
く
か
も
知
れ
ぬ
。
だ

が
、
河
に
落
ち
た
笠
を
、
ま
さ
か
女
が
、
そ
れ
も
徹
夜
で
探
し
は

す
ま
い
。
主
従
の
関
係
を
考
へ
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

と
い
う
理
由
に
よ
る
も
の
で
も
あ
る
。
問
題
点
は
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
。

綾
藺
笠
を
愛
し
た
「
君
」
は
持
ち
主
自
身
と
想
定
す
る
の
が
自
然
で
あ

る
。
だ
が
、
恋
愛
の
歌
と
し
た
場
合
、
探
し
た
の
が
女
で
あ
り
得
る
の

か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
諸
氏
は
解
釈
に
さ

ま
ざ
ま
な
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
。

新
間
進
一
は
、

河
原
で
笠
を
無
く
し
た
の
で
な
く
、
舟
に
乗
っ
て
い
る
遊
女
が
、

恋
人
が
愛
し
た
笠
を
川
中
に
見
失
っ
て
、
共
に
そ
の
行
方
を
追
っ

て
い
る
間
に
夜
が
明
け
た
と
み
る
見
方
で
一
応
よ
い
か
と
思
っ
て

い
る
。

と
述
べ
、
二
人
で
笠
を
探
し
求
め
て
夜
を
明
か
し
た
と
解
し
て
い
る

（
注
５
）。

笠
を
探
す
と
い
う
口
実
の
も
と
に
、
男
女
が
一
夜
を
共
に
過
ご
し
た
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。「
は
じ
め
に
」
で
引
い
た
よ
う
に
秦
恒
平
も
、

そ
の
笠
を
二
人
が
か
り
、
で
し
ょ
う
ね
、
愛
し
あ
っ
て
い
る
男
と

女
と
、
そ
れ
も
若
い
二
人
で
流
れ
に
沿
う
て
さ
が
し
求
め
た
秋
の

一
夜
の
、
清
々
し
く
澄
み
き
っ
た
印
象
。
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一
夜
を
散
策
す
る
始
末
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
…
と
い
う
男
の
切
な

い
思
い
を
、
三
四
二
の
連
作
と
し
て
鑑
み
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
、
ひ
と
め
ぼ
れ
の
女
を
追
い
求
め
る
比
喩
の
可
能
性
を
示
す

（
注
８
）。

吾
郷
寅
之
進
は
、
和
歌
の
表
現
と
の
綿
密
な
比
較
考
察
と
秘
抄
の
配

列
へ
の
考
慮
を
も
と
に
、
女
の
恨
み
の
歌
と
見
る

（
注
９
）。

「
君
」
が
綾
藺
笠
を
着
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
男
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
男
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
そ
の

男
の
こ
と
を
「
君
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
歌
主
は
女
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。（
中
略
）
こ
れ
ら
の
歌
を
含
め
た
配
列
上
の
関
連

（
本
歌
以
前
の
四
首
―
稿
者
注
）
を
考
え
れ
ば
、
本
歌
の
趣
旨

も
、
前
述
の
よ
う
に
（
後
撰
和
歌
集
・
大
和
物
語
の
歌
を
指
す
―

稿
者
注
）
女
の
抗
議
乃
至
怨
み
が
、
冷
淡
皮
肉
の
念
を
そ
の
中
に

潜
め
た
よ
う
な
客
観
的
な
表
現
の
形
を
と
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
一
首
の
軽
快
な
表
現
か
ら
み
れ
ば
、
女

―
歌
主
―
の
抗
議
と
か
怨
み
と
か
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
さ
ほ

ど
深
刻
な
も
の
で
は
な
く
、
淡
白
な
揶
揄
を
主
と
し
た
も
の
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

笠
を
探
し
て
い
て
訪
ね
て
来
ら
れ
な
か
っ
た
ん
だ
と
い
う
男
の
言
い
訳

を
繰
り
返
し
て
、
女
が
軽
く
往
な
し
て
い
る
歌
と
解
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
榎
克
郎
の
解
釈
も
、

「
笠
を
落
と
し
た
の
で
心
な
ら
ず
も
来
れ
な
か
っ
た
ん
だ
」
と
い
う

男
の
下
手
な
言
い
訳
を
か
ら
か
っ
た
遊
君
の
歌
、
と
解
し
て
み
た
。

と
、
女
を
遊
女
と
見
な
し
て
い
る
も
の
の
吾
郷
と
一
致
す
る）

（注

（
注

。

浅
野
健
二
は
、
梁
塵
秘
抄
の
「
君
」
の
用
例
が
限
定
的
に
遊
女
を
指

す
と
し
た
上
で
、

歌
主
は
男
で
、
途
中
で
落
と
し
た
笠
を
探
す
た
め
に
徹
夜
し
て
、

と
う
と
う
女
の
許
へ
訪
ね
得
な
か
っ
た
と
い
う
弁
解
の
歌
と
見
る

の
が
、
も
っ
と
も
自
然
な
解
釈
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
す
る）

（（

（
注

。
こ
の
場
合
、
笠
を
愛
し
た
の
は
持
ち
主
で
な
く
、
女
（
遊
女
）

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

植
木
朝
子
は
、
浅
野
の
「
君
＝
遊
女
」
説
が
、
秘
抄
歌
に
お
い
て
成

り
立
た
な
い
こ
と
を
証
明
し
た
上
で
、「
君
」
を
女
性
と
す
る
浅
野
や
佐

藤
の
説
に
、「
他
者
が
好
む
自
分
の
持
ち
物
を
、
そ
の
他
者
が
好
む
が
故

に
一
晩
中
探
し
求
め
る
と
い
う
の
は
、
や
や
特
殊
な
状
況
」
と
疑
義
を

差
し
挟
む）

（注

（
注

。
そ
し
て
吾
郷
や
榎
の
「
女
の
も
と
を
訪
ね
な
か
っ
た
男
の

言
い
訳
を
、
女
が
か
ら
か
い
な
が
ら
も
う
一
度
繰
り
返
し
て
い
る
」
と

い
う
解
釈
が
、
今
ま
で
提
出
さ
れ
た
中
で
は
一
番
説
得
力
が
あ
る
と
述

べ
る
。

一
方
、
馬
場
光
子
は
、
真
鍋
昌
弘
の
「
民
謡
の
中
に
笠
を
忘
れ
る
と

い
う
類
型
が
あ
る）

（注

（
注

」
と
い
う
説
を
受
け
て
、

君
の
落
と
し
た
笠
を
尋
ね
求
め
る
、
と
い
う
発
想
は
、
や
は
り
、

君
の
笠
を
拾
い
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
君
に
会
う
為
で
あ
ろ
う
と
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思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
一
晩
中
、
笠
を
探
す
の
で
あ
る
。

と
言
う）

（注

（
注

。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
当
該
歌
は
、
歌
主
が
男
か
女
か
、
事
実
か
比
喩
か
も

定
か
で
な
く
、
当
然
歌
意
も
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
。
諸
氏
は
、
リ
ズ

ム
や
表
現
の
美
し
さ
を
強
調
す
る
こ
と
に
重
心
を
傾
け
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る）

（注

（
注

。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
近
代
的
な
感
覚
で
あ
り
、
秘
抄

歌
の
解
釈
の
方
法
と
し
て
や
や
不
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二
、「
愛
す
」
と
い
う
語

「
愛
す
」
は
、「
賞
玩
す
る
・
大
切
に
す
る
」
と
い
う
意
味
だ
と
さ
れ

る
。
従
っ
て
歌
主
が
女
な
ら
「
あ
な
た
が
大
切
に
し
て
い
た
」、
男
な
ら

「
お
前
さ
ん
の
お
気
に
入
り
だ
っ
た
」
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。「
愛
す
」

の
意
味
が
議
論
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
よ
う
だ
が
、
果
た
し
て
こ
の
解
釈

で
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

秘
抄
の
「
愛
す
」
二
例
の
う
ち
、
も
う
一
例
は
、

121
法
華
を
行
ふ
人
は
み
な　

忍
辱
鎧
を
身
に
着
つ
つ　

露
の
命
を

愛
せ
ず
て　

蓮
の
上
に
上
る
べ
し

と
い
う
法
文
歌
で
あ
る
。
諸
注
釈
の
指
摘
ど
お
り
法
華
経
勧
持
品
の
偈

を
踏
ま
え
て
お
り
、
一
二
〇
歌
と
合
わ
せ
て
、

・
・
・
我
等
仏
ヲ
敬
信
シ
タ
テ
マ
ツ
リ
テ
、
当
ニ
忍
辱
ノ
鎧
ヲ
著

ル
ベ
シ
。
是
ノ
経
ヲ
説
カ
ン
ガ
為
ノ
故
ニ
、
此
ノ
諸
ノ
難
事
ヲ
忍

バ
ン
。
我
身
命
ヲ
愛
セ
ズ
。
但
無
上
道
ヲ
惜
シ
マ
ン
。
我
等
来
世

ニ
於
イ
テ
、
仏
ノ
所
嘱
ヲ
護
持
セ
ン
。

の
部
分
の
今
様
化
と
さ
れ
る
。
命
を
大
事
に
す
る
、
惜
し
む
、
と
い
う

意
味
に
な
る
が
、
三
四
三
番
歌
と
同
列
に
論
じ
ら
れ
な
い
。
名
詞
の

「
愛
」
な
ら
、

380
遊
女
の
好
む
も
の　

雑
芸
鼓
小
端
舟　

簦
翳
艫
取
女　

男
の
愛

祈
る
百
太
夫

が
あ
る
。
遊
女
の
職
業
上
必
要
な
も
の
が
列
挙
さ
れ
た
物
尽
く
し
歌
謡

で
、
百
太
夫
に
祈
る
「
男
の
愛
」
は
客
の
男
性
の
寵
愛
、
す
な
わ
ち
彼

女
ら
の
裏
芸
で
あ
る
売
春
を
指
す
。「
愛
」
を
含
む
熟
語
に
範
囲
を
広
げ

る
と
数
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

307
い
づ
れ
か
法
輪
へ
参
る
道　

内
野
通
り
の
西
の
京　

そ
れ
過
ぎ

て　

や　

常
盤
林
の
あ
な
た
な
る
愛
敬
流
れ
来
る
大
堰
川
（
傍
線

部
原
文
＝
あ
い
〳
〵
行
―
稿
者
注
）　

や
や
わ
か
り
に
く
い
が
、「
愛
敬
」
は
大
堰
川
沿
い
の
遊
女
の
媚
態
と
解

さ
れ
て
い
る
。

376
楠
葉
の
御
牧
の
土
器
造　

土
器
は
造
れ
ど
女
の
貌
ぞ
よ
き　

あ

な
美
し
や
な　

あ
れ
を
三
車
の
四
車
の
愛
行
輦
に
う
ち
乗
せ
て　

受
領
の
北
の
方
と
言
は
せ
ば
や　

愛
行
輦
は
婚
礼
用
の
手
車
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
以
上
「
愛
」
は
い
ず
れ
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も
性
行
為
を
暗
示
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
。

夙
に
宮
地
敦
子
が
指
摘
す
る
よ
う
に）

（注

（
注

、
そ
も
そ
も
「
愛
す
」
は
院
政

期
以
前
の
和
文
中
に
ほ
と
ん
ど
出
て
こ
な
い
。
わ
ず
か
に
栄
花
物
語
、
大

鏡
、
堤
中
納
言
物
語
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
に
そ
れ
ぞ
れ
孤
例
が
見
え
る

の
み
で
あ
る
。
栄
花
物
語
で
は
花
山
院
が
皇
女
に
対
し
て
、
大
鏡
で
は

村
上
帝
か
ら
親
族
の
臣
下
に
対
し
て
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
目
下
へ
の
行

為
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
堤
中
納
言
の
例
は
、
姫
君
が
虫
を
「
大
切
に

す
る
・
賞
玩
す
る
」
と
い
う
意
味
と
さ
れ
、
辞
書
に
も
よ
く
引
か
れ
る
。

眉
さ
ら
に
ぬ
き
給
は
ず
、
歯
黒
め
、
さ
ら
に
う
る
さ
し
、
き
た
な

し
と
て
、
つ
け
給
は
ず
、
い
と
白
ら
か
に
ゑ
み
つ
ゝ
、
こ
の
虫
ど

も
を
朝
夕
に
愛
し
給
。　

題
名
に
反
し
て
、
実
は
本
文
中
に
虫
を
「
め
づ
」
と
い
う
表
現
は
な
い
。

「
蝶
め
づ
る
姫
君
の
す
み
給
か
た
は
ら
に
」
住
む
「
按
察
使
の
大
納
言
の

御
む
す
め
」
が
虫
に
接
す
る
様
子
は
、「
愛
し
給
」
の
ほ
か
「
ま
ぼ
り

給
」「
興
じ
給
」
で
あ
る
。「
め
づ
」
で
な
く
「
愛
す
」
を
使
っ
た
の
は
、

対
象
が
珍
奇
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。

時
代
が
下
り
、
今
昔
物
語
集
に
は
「
愛
す
」
の
用
例
が
頻
出
す
る
。

多
く
は
親
か
ら
子
に
対
す
る
も
の
で
、
臣
下
、
馬
な
ど
へ
の
用
例
も
あ

る
が
、
や
は
り
目
下
に
対
し
て
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
物

を
「
愛
す
」
行
為
は
、
必
ず
し
も
よ
い
結
果
を
生
ん
で
い
な
い
点
が
注

目
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
慳
貪
女
が
煎
餅
を
「
造
テ
此
ヲ
愛
シ
テ
食
ト
」
し
、
惜
し

ん
で
托
鉢
に
来
た
賓
頭
廬
尊
者
に
や
ら
な
か
っ
た
た
め
、
尊
者
が
餓
死

し
て
異
臭
が
満
ち
る
と
い
う
話
が
あ
る
（
巻
三
第
二
十
三
話
）。
ま
た
、

六
波
羅
蜜
寺
の
講
仙
と
い
う
僧
は
、
読
師
も
勤
め
る
ほ
ど
で
極
楽
往
生

間
違
い
な
し
と
思
わ
れ
て
い
た
が
、
僧
房
の
前
に
植
え
た
橘
の
木
を
「
常

ニ
護
リ
此
レ
ヲ
愛
シ
」
た
こ
と
に
よ
っ
て
死
後
小
蛇
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
（
巻
十
三
第
四
十
二
話
）。
紅
梅
に
執
着
し
「
他
ノ
心
無
ク
此
レ
ヲ
愛

シ
」、
花
が
散
れ
ば
集
め
て
箱
に
入
れ
、「
程
ド
過
グ
ル
マ
デ
匂
ヲ
愛
」

し
た
た
た
め
、
蛇
に
な
っ
た
女
子
も
い
る
（
同
第
四
十
三
話
）。
悲
し
ん

だ
両
親
が
法
華
八
講
を
行
っ
た
お
か
げ
で
女
子
は
成
仏
で
き
た
の
で
あ

る
が
、
彼
ら
は
も
と
も
と
こ
の
女
子
を
「
愛
シ
テ
傅
ク
事
無
限
」
で
あ
っ

た
。
子
に
対
す
る
愛
で
さ
え
、
悲
劇
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で

あ
る
。「
子
ヲ
愛
シ
悲
シ
ニ
依
テ
」、
馬
と
な
り
畜
生
道
に
落
ち
た
父
母

も
い
る
（
巻
十
九
第
三
話
）。
愛
執
の
結
果
で
あ
る
。

物
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

此
ノ
硯
ヲ
取
出
シ
テ
見
ル
ニ
、
実
ニ
伝
ヘ
聞
キ
ツ
ル
ヨ
リ
モ
云
ハ

ム
方
無
ク
微
妙
ナ
レ
バ
、
愛
シ
テ
、
手
裏
ニ
居
テ
、
差
上
ゲ
差
下

シ
暫
ク
見
ル
程
ニ
、
人
ノ
足
音
ノ
為
レ
バ
、
怱
テ
置
カ
ム
ト
為
ル

程
ニ
、
取
リ
□
シ
テ
打
落
シ
ツ
（
巻
十
九
第
九
話
）。

大
臣
が
女
御
に
奉
る
た
め
厨
子
に
保
管
し
て
い
た
硯
を
、
仕
え
る
者
が

こ
っ
そ
り
触
っ
て
い
る
う
ち
に
落
と
し
て
割
っ
て
し
ま
う
場
面
で
あ
る
。
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硯
を
手
の
内
に
置
い
て
撫
で
さ
す
る
動
作
と
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
別
に
、

今
夜
、
正
シ
ク
女
ノ
彼
ノ
許
ニ
行
テ
、
二
人
臥
シ
テ
愛
シ
ツ
ル
顔

ヨ
（
巻
三
十
一
第
十
）

と
、
男
女
の
性
行
為
を
表
わ
す
例
も
あ
る
。

宇
治
拾
遺
物
語
に
は
三
例
の
「
愛
す
」
が
あ
る
。
二
例
は
馬
と
犬
に

対
し
て
で
あ
る
。
今
一
例
は
僧
の
少
年
へ
の
同
性
愛
で
あ
る
。

（
一
乗
寺
僧
正
は
）
呪
師
小
院
と
い
ふ
童
を
愛
せ
ら
れ
け
り
。・
・
・

あ
ま
り
に
寵
愛
し
て
、「
よ
し
な
し
。
法
師
に
な
り
て
、
夜
る
昼
は

な
れ
ず
、
つ
き
て
あ
れ
」
と
あ
り
け
る
を
・
・
・　
（
巻
五
・
九
）

以
上
の
用
例
か
ら
次
の
こ
と
が
導
か
れ
る
。「
愛
す
」
は
基
本
的
に
良

い
意
味
合
い
を
持
た
な
い
。
性
愛
表
現
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

物
に
対
し
て
は
、
単
に
「
大
切
に
す
る
、
気
に
入
る
」
と
い
う
よ
り
、

異
様
に
執
着
す
る
か
愛
撫
す
る
と
い
う
意
味
が
ふ
さ
わ
し
い
。
こ
れ
ら

に
鑑
み
る
と
、
三
四
三
番
歌
の
従
来
の
解
釈
が
妥
当
で
な
い
こ
と
が
わ

か
る
。
綾
藺
笠
は
大
切
に
さ
れ
た
の
で
な
く
「
愛
撫
さ
れ
た
」
の
で
あ

り
、
性
行
為
が
関
わ
っ
て
い
る
と
見
通
さ
れ
る
。

三
、
綾
藺
笠
が
意
味
す
る
も
の

こ
の
こ
と
を
前
提
に
視
野
を
転
じ
る
と
、
新
猿
楽
記
の
「
藺
笠
」
の

比
喩
に
行
き
当
た
る
。
伏
見
稲
荷
の
祭
礼
の
際
に
行
わ
れ
る
芸
能
見
物

に
来
た
大
家
族
、
右
衛
門
尉
一
家
。
十
四
女
の
夫
は
次
の
よ
う
に
描
写

さ
れ
る
。

不
調
白
者
の
第
一
な
り
。・
・
・
た
だ
し
一
の

あ
り
。
謂
は
く
、

☆
大
く
し
て
虹
梁
を
横
へ
た
る
が
ご
と
く
、
雁
高
く
し
て
藺
笠
を

戴
け
る
に
似
た
り
。
長
さ
は
八
寸
、
大
さ
は
四
伏
。
紐
結
の
附
贅

は
蜘
蛛
の
咋
ひ
付
け
る
が
ご
と
し
。
帯
縛
の
筋
脈
は
蚯
蚓
の
跂
ひ

行
く
が
ご
と
し
。
剛
き
こ
と
栗
の
株
の
ご
と
く
、
堅
き
こ
と
鉄
鎚

の
ご
と
し
。
晩
に
発
ひ
て
暁
に
萎
ゆ
。
あ
へ
て
嫁
が
る
る
女
な
し
。

た
だ
し
十
四
の
御
許
一
人
の
み
こ
れ
を
翫
ぶ
。
こ
れ
を
愛
す
る
に

聊
も
憚
る
と
こ
ろ
な
し
。

ま
た
本
朝
文
粋
「
鉄
槌
伝
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

・
・
・
鉄
槌
、
字
は
藺
笠
、
袴
下
毛
中
の
人
な
り
。
一
名
磨
裸
。

其
の
先
は
鉄
脛
よ
り
出
づ
。
身
長
七
寸
、
大
口
に
し
て
尖
頭
、
脛

下
に
附
贅
有
り
。
少
き
時
に
袴
下
に
隠
れ
処
て
、
公
主
頻
り
に
召

せ
ど
起
た
ず
。
漸
く
長
大
す
る
に
及
び
て
、
朱
門
に
出
仕
す
。
甚

だ
寵
幸
せ
ら
れ
、
頃
之
擢
で
て
開
国
公
と
な
す
。

藺
笠
は
男
根
の
比
喩
に
用
い
ら
れ
る
。
前
者
は
そ
の
も
の
ず
ば
り
で

あ
り
、
後
者
は
擬
人
化
し
て
出
世
譚
に
仕
立
て
る
。
前
述
の
よ
う
に
藺

笠
を
美
し
く
飾
っ
た
も
の
が
綾
藺
笠
と
呼
ば
れ
る
。
笠
の
上
部
に
髻
を

入
れ
る
突
起
が
あ
り
、
男
根
を
連
想
し
て
も
不
思
議
で
な
い
。
三
四
三

番
歌
の
綾
藺
笠
も
ま
た
男
根
の
比
喩
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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秘
抄
の
研
究
者
が
、
新
猿
楽
記
と
鉄
槌
伝
を
見
落
と
し
た
と
は
考
え

に
く
い
。
榎
克
郎
が
「
藺
笠
を
男
根
の
隠
語
（『
本
朝
文
粋
』
参
照
）
と

勘
繰
る
の
も
、
一
首
の
ム
ー
ド
に
そ
ぐ
わ
な
い）

（注

（
注

」
と
言
っ
て
い
る
と
こ

ろ
を
見
る
と
、
こ
の
比
喩
に
言
及
し
た
人
が
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
稿
者

は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
諸
説
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
表
現

の
類
似
性
か
ら
作
者
が
共
に
藤
原
明
衡
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
た
め
、

根
拠
と
す
る
に
薄
弱
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
か
。
歌
の
表
現
に
引
か
れ
、

男
根
を
持
ち
出
す
こ
と
に
た
め
ら
い
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し

秘
抄
の
歌
の
配
列
に
注
意
を
払
い
、
ま
た
新
猿
楽
記
と
秘
抄
の
世
界
の

共
通
性
に
思
い
を
致
す
と
、
看
過
で
き
な
い
比
喩
で
あ
る
。

新
猿
楽
記
冒
頭
部
に
列
挙
さ
れ
る
芸
能
が
梁
塵
秘
抄
の
歌
と
深
い
関

わ
り
を
持
つ
こ
と
は
、
既
に
諸
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、「

漉
舍
人
が
足
仕
」
は
梁
塵
秘
抄
の
、

395
海
老
漉
舎
人
は
い
づ
く
へ
ぞ　

小
魚
漉
舎
人
が
り
行
く
ぞ
か
し　

こ
の
江
に
海
老
な
し　

下
り
ら
れ
よ　

あ
の
江
に
雑
魚
の
散
ら
ぬ

間
に

及
び
三
九
六
番
歌
と
関
係
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
歌
い
な
が
ら
現
在
の
「
泥

鰌
す
く
い
」
の
よ
う
な
し
ぐ
さ
の
芸
能
を
行
っ
た
の
だ
ろ
う
と
さ
れ
る
。

「
侏
儒
舞
」「
傀
儡
子
」「
八
玉
」
は
、

330
よ
く
よ
く
め
で
た
く
舞
ふ
も
の
は　

巫
小
楢
葉
車
の
筒
と
か
や　

や
ち
く
ま
侏
儒
舞
手
傀
儡　

花
の
園
に
は
蝶
小
鳥

の
侏
儒
舞
、
手
傀
儡
、
や
ち
く
ま
（
や
つ
た
ま
の
誤
写
と
い
う
説
が
あ

る
―
稿
者
注
）
と
そ
れ
ぞ
れ
関
連
す
る
可
能
性
が
あ
り
、「
蟷
蜋
舞
の

頸
筋
」
は
、

331
を
か
し
く
舞
ふ
も
の
は　

巫
小
楢
葉
車
の
筒
と
か
や　

平
等
院

な
る
水
車　

囃
せ
ば
舞
ひ
出
づ
る
蟷
螂　

蝸
牛

の
、「
囃
せ
ば
舞
ひ
出
づ
る
蟷
螂
」
と
関
係
付
け
ら
れ
る
。
蟷
螂
が
鎌
を

振
り
上
げ
る
様
子
を
模
し
た
芸
能
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。「
東
人
の
初
京

上
り
」
は
、

473
東
よ
り
昨
日
来
れ
ば
妻
も
持
た
ず　

こ
の
着
た
る
紺
の
狩
襖
に

女
換
へ
た
べ

と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
都
慣
れ
し
て
い
な
い
男
の
言
動
を
滑

稽
に
演
じ
た
寸
劇
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。「
氷
上
専
当
が
取
袴
」
も
、

恋
愛
歌
群
の
う
ち
三
四
〇
番
歌
の
、
冠
者
が
「
三
夜
と
い
ふ
夜
の
夜
半

ば
か
り
の
暁
に　

袴
取
り
し
て
逃
げ
」
た
様
子
を
連
想
さ
せ
る
。

新
猿
楽
記
に
は
、
右
衛
門
尉
の
娘
十
六
人
と
そ
の
夫
、
九
人
の
息
子

た
ち
の
職
業
尽
く
し
の
面
が
あ
る
が
、
娘
の
う
ち
職
業
を
も
つ
の
は
四

女
と
十
六
女
だ
け
で
、
そ
れ
ぞ
れ
巫
女
と
遊
女
で
あ
る
。
巫
女
・
遊
女

は
秘
抄
歌
に
歌
い
込
ま
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
今
様
の
主
な
担
い
手

で
も
あ
る
。
息
子
と
女
婿
の
職
業
も
、
博
打
・
武
者
・
修
験
者
・
受
領

な
ど
秘
抄
に
見
え
る
職
業
と
重
な
る
。

こ
の
よ
う
に
新
猿
楽
記
と
今
様
の
世
界
は
極
め
て
近
い
。
右
衛
門
尉
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の
十
四
女
は
、
夫
の
、
藺
笠
の
突
起
の
よ
う
な
巨
大
な
男
根
を
「
愛
す

る
に
聊
も
憚
る
こ
と
」
が
無
か
っ
た
。
三
四
三
番
歌
の
「
君
が
愛
せ
し

綾
藺
笠
」
も
同
じ
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
だ
と
思
う
。

四
、
笠
が
賀
茂
川
に
落
ち
る
と
い
う
こ
と

白
河
院
が
、
双
六
の
賽
、
山
法
師
と
共
に
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
も

の
と
し
て
挙
げ
た
と
い
う
賀
茂
川
の
水
。
秘
抄
歌
に
お
い
て
も
「
261
賀

茂
川
桂
川
い
と
速
し
」「
312
賀
茂
川
は
川
広
し
」
と
、
流
れ
の
速
さ
、
川

幅
の
広
さ
が
強
調
さ
れ
る
。
で
は
、
笠
が
川
に
落
ち
る
と
い
う
の
は
ど

う
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
。　
　
　
　

古
今
著
聞
集
に
以
下
の
よ
う
な
話
が
載
る
。
嫉
妬
深
い
妻
を
も
つ
下
っ

端
の
蔵
人
が
い
た
。
長
年
、
あ
る
こ
と
な
い
こ
と
に
つ
け
て
責
め
ら
れ

苦
し
い
の
で
一
計
を
案
じ
る
。
亀
を
求
め
て
首
を
引
き
出
し
、
三
、
四

寸
ば
か
り
の
と
こ
ろ
で
切
っ
て
隠
し
持
っ
て
い
た
。
あ
る
と
き
ま
た
妻

と
喧
嘩
に
な
る
。

男
い
ふ
や
う
、「
せ
む
ず
る
所
か
や
う
の
口
舌
の
た
え
ぬ
は
、
こ
れ

ゆ
へ
に
こ
そ
」
と
て
、
刀
を
ぬ
き
て
、
を
の
れ
が
ま
ら
を
き
る
よ

し
を
し
て
、
ふ
と
こ
ろ
に
も
ち
た
る
亀
の
く
び
を
な
げ
い
だ
し
た

り
け
り
。
ち
み
ど
ろ
な
る
物
の
三
四
寸
ば
か
り
な
れ
ば
、
其
物
に

た
が
は
ざ
り
け
り
。

妻
は
驚
い
て
反
省
す
る
。
男
は
し
ば
ら
く
傷
が
痛
む
ふ
り
を
し
て
伏
し

て
い
た
。
何
か
月
か
し
て
、
妻
が
股
の
部
分
に
黒
い
布
を
当
て
て
い
た
。

い
ぶ
か
し
く
思
っ
て
男
が
尋
ね
る
と
、「
き
り
て
捨
給
し
故
人
が
た
め
」

の
喪
服
だ
と
し
お
ら
し
く
答
え
る
の
だ
っ
た
（
巻
十
六
・
五
四
七
）。

今
昔
物
語
集
に
は
、
妖
術
に
よ
っ
て
男
根
を
失
っ
た
男
た
ち
の
話
が

あ
る
。
道
範
と
い
う
滝
口
が
陸
奥
へ
遣
い
に
い
く
途
中
、
信
濃
の
国
の

郡
司
の
家
に
泊
ま
っ
た
。
彼
は
郡
司
の
若
い
妻
を
垣
間
見
る
。
主
人
に

対
し
て
疚
し
い
気
は
し
な
が
ら
、
美
し
さ
に
惹
か
れ
寄
り
伏
し
て
関
係

を
結
ぼ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

気
悪
ク
モ
辞
ブ
事
無
ケ
レ
バ
、
懐
ニ
入
ヌ
。
其
程
ニ
、
男
ノ

ヲ

痒
ガ
ル
様
ニ
ス
レ
バ
、
掻
捜
タ
ル
ニ
、
毛
許
有
テ
、

失
ニ
タ
リ
。

驚
キ
怪
ク
テ
、
強
ニ
捜
ト
云
ヘ
ド
モ
、
惣
テ
頭
ノ
髪
ヲ
捜
ル
ガ
如

ニ
テ
、
露
跡
ダ
ニ
無
シ
。
大
ニ
驚
テ
、
女
ノ
微
妙
カ
リ
ツ
ル
事
モ

忘
レ
ヌ
。

男
の
戸
惑
う
様
子
を
見
て
、
女
は
微
笑
む
。
腑
に
落
ち
な
い
ま
ま
部
屋

に
戻
っ
た
道
範
は
、
男
根
の
件
は
言
わ
ず
、
郎
党
た
ち
を
女
の
も
と
に

行
か
せ
る
。
順
々
に
行
っ
て
戻
っ
て
き
た
郎
党
た
ち
は
、
一
様
に
驚
き

呆
れ
た
様
子
を
見
せ
る
の
だ
っ
た
。
翌
日
、
納
得
が
い
か
な
い
ま
ま
出

発
し
た
道
範
一
行
を
、
郡
司
の
郎
党
が
追
っ
て
く
る
。「
急
ガ
セ
給
ヒ
ケ

ル
程
ニ
、
此
レ
ヲ
サ
ヘ
落
サ
セ
給
テ
ケ
リ
。
然
レ
バ
拾
ヒ
集
テ
奉
ル
也
」

と
い
っ
て
渡
さ
れ
た
の
は
紙
に
包
ん
だ
人
数
分
の
男
根
で
あ
っ
た
。
昔
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習
っ
た
妖
術
で
郡
司
が
取
っ
た
こ
と
を
後
に
知
り
、
道
範
自
身
も
修
行

を
す
る
こ
と
に
な
る
（
巻
二
十
第
十
話
）。

二
つ
の
話
は
滑
稽
で
あ
り
哀
れ
で
も
あ
る
が
、
男
女
の
性
愛
の
本
質

を
よ
く
表
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
一
章
で
、
笠
を
愛
し
た
の
が
女
で

あ
る
場
合
、「
他
者
が
好
む
自
分
の
持
ち
物
を
、
そ
の
他
者
が
好
む
が
故

に
一
晩
中
探
し
求
め
る
と
い
う
の
は
、
や
や
特
殊
な
状
況
」
で
あ
る
と

い
う
植
木
朝
子
の
見
解
に
触
れ
た
。
し
か
し
、
男
根
の
比
喩
で
あ
れ
ば

不
自
然
さ
は
な
い
。
当
該
歌
は
、「
綾
藺
笠
す
な
わ
ち
男
根
を
、
賀
茂
川

に
落
と
し
て
探
し
て
い
た
た
め
に
行
け
な
か
っ
た
」
と
い
う
、
男
の
言

い
訳
の
歌
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
見
え
透
い
た
嘘
で
あ
る
が
、
女
は
男
を

責
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
綾
藺
笠
を
愛
し
た
の
は
他
な
ら
ぬ
女
自
身

で
あ
る
の
だ
か
ら
。

さ
て
一
章
で
馬
場
光
子
が
当
該
歌
を
「
君
の
笠
を
拾
い
置
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
君
に
会
う
為
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
」
と
解
釈
し
て
い
る
こ

と
、
そ
れ
が
真
鍋
昌
弘
の
「
民
謡
の
中
に
笠
を
忘
れ
る
と
い
う
類
型
が

あ
る
」
と
い
う
説
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
に
触
れ
た
。

真
鍋
は
「
笠
を
忘
れ
た
」
と
い
う
類
型
の
歌
を
、
近
世
か
ら
古
代
へ

遡
る
形
で
網
羅
的
に
示
し
て
い
る
。

笠
は
呪
力
の
あ
る
神
聖
な
も
の
で
あ
り
、
恋
の
ま
じ
な
い
に
関
わ
る

と
指
摘
す
る
。
思
う
人
が
忘
れ
た
笠
を
取
っ
て
置
く
こ
と
が
再
会
の
予

祝
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

な
ご
り
言
ふ
と
て
か
さ
を
バ
川
へ
な
が
し
た

お
り
て
と
め
お
け
か
な
ら
ず
と
り
ニ
い
か
ふ
ぞ

笠
ハ
留
メ
た
が
と
の
を
バ
得
留
メ
ま
い
そ
よ

ひ
る
の
や
く
そ
く
こ
よ
ゆ
ハ
留
メ
て
ま
い
ら
せ
う

 

（
大
毛
寺
叶
谷
本
『
田
植
歌
双
紙
』）

を
紹
介
す
る
。
こ
の
田
歌
は
、
友
久
武
文
が
、
吾
郷
寅
之
進
の
『
中
世

歌
謡
の
研
究
』
の
書
評
の
中
で
三
四
三
番
歌
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
例

示
し
た
も
の
で
あ
る）

（注

（
注

。

真
鍋
は
、
類
型
の
延
長
線
上
に
、
東
遊
歌
・
駿
河
舞
の
、

い
は
た
し
た
え　

笠
忘
れ
た
り　

や　

い
は
た
し
た
え　

殿
ば
ら

も　

し
る
く
も
が
な
や　

笠
ま
つ
り
お
か
む　

や　

知
ら
ざ
ら
む　

あ
ぜ
か
そ
の
殿
ば
ら
知
ら
ざ
ら
む　

い
は
た
な
る
や
た
べ
の
殿
は　
　

近
き
隣
を　

近
き
隣
を

が
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
笠
以
外
に
も
花
・
太
刀
・
鳥
籠
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
も
の
が
忘
れ
ら
れ
て
お
り
、
太
刀
に
関
し
て
は
古
事
記
歌
謡
の
、

嬢
子
の
床
の
辺
に
我
が
置
き
し
つ
る
き
の
太
刀
そ
の
太
刀
は
や

も
関
係
す
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
。
馬
場
に
よ
れ
ば
、
三
四
三

番
歌
は
す
な
わ
ち
、
恋
し
い
人
が
落
と
し
た
笠
を
拾
い
お
い
て
所
持
す

る
こ
と
で
、
再
会
を
予
祝
す
る
歌
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

稿
者
も
、
笠
の
呪
力
、
そ
し
て
落
と
し
た
も
の
を
留
め
置
く
こ
と
に

よ
っ
て
再
会
を
願
う
と
い
う
民
謡
の
発
想
の
パ
タ
ー
ン
が
三
四
三
番
歌
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に
も
流
れ
込
ん
で
い
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
。
だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
「
愛

す
」
と
い
う
言
葉
が
敢
え
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
や
、
当
該
歌
が
赤
裸
々

な
歌
の
並
ぶ
恋
愛
歌
群
の
最
後
に
配
置
さ
れ
た
こ
と
を
説
明
し
に
く
い
。

女
が
愛
撫
し
た
綾
藺
笠
―
従
来
叙
情
的
で
洗
練
さ
れ
て
い
る
と
言

わ
れ
て
い
た
当
該
歌
は
、
滑
稽
で
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
、
ま
さ
に
秘
抄
に
ふ

さ
わ
し
い
歌
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

三
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
秘
抄
歌
は
新
猿
楽
記
の
世
界
と
密
接
に
関

わ
る
。
当
該
歌
も
猿
楽
の
物
ま
ね
や
寸
劇
の
際
に
歌
わ
れ
た
可
能
性
が

あ
る
。
笠
を
頭
に
被
っ
た
り
股
間
に
当
て
た
り
し
た
後
、
川
に
流
す
真

似
を
す
る
。
そ
れ
を
慌
て
て
探
す
動
作
が
続
く
。
芸
能
者
た
ち
に
よ
っ

て
演
じ
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
宴
席
の
余
興
で
行
わ
れ
た
か
も
し
れ
な

い
。
所
作
を
伴
っ
た
秘
抄
歌
の
一
つ
に
、
当
該
歌
を
新
た
に
付
け
加
え

た
い
。

注

注
１　

新
間
進
一
・
外
村
南
都
子　
『
神
楽
歌　

催
馬
楽　

梁
塵
秘
抄　

閑
吟
集
』　

二
〇
〇
〇
年

注
２　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス　

一
九
七
八
年　

注
３　
『
梁
塵
秘
抄
の
世
界　

中
世
を
映
す
歌
謡
』　

角
川
書
店　

二
〇
〇
九
年

注
４　
『
君
が
愛
せ
し
』　

み
す
ず
書
房　

一
九
七
七
年

注
５　
『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学　

歌
謡
Ⅱ
』　

角
川
書
店　

一
九
七
七
年

注
６　

小
林
芳
規
・
武
石
彰
夫　
『
梁
塵
秘
抄　

閑
吟
集　

狂
言
歌
謡
』　

岩
波
書

店　

一
九
九
三
年

注
７　
『
美
の
世
界
』　

朝
日
新
聞
社　

一
九
六
二
年

注
８　
『
梁
塵
秘
抄
の
風
俗
と
文
芸
』　

三
弥
井
書
店　

一
九
七
九
年

注
９　
『
中
世
歌
謡
の
研
究
』　

風
間
書
房　

一
九
七
一
年

注
10　

新
潮
日
本
古
典
集
成
『
梁
塵
秘
抄
』　

新
潮
社　

一
九
七
九
年

注
11　

鑑
賞
日
本
の
古
典
『
今
昔
物
語
集　

梁
塵
秘
抄　

閑
吟
集
』　

尚
学
図
書　

一
九
八
〇
年

注
12　

注
３
参
照

注
13　
『
中
世
近
世
歌
謡
の
研
究
』　

桜
楓
社　

一
九
八
二
年

注
14　
『
今
様
の
こ
こ
ろ
と
こ
と
ば
』　

三
弥
井
書
店　

一
九
八
七
年

注
15　

例
え
ば
馬
場
光
子
は
、

　
　
　

歌
う
者
は
、
あ
る
い
は
、
聴
く
者
は
、
ど
う
し
て
笠
が
落
ち
た
の
か
、

な
ぜ
探
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
ら
の
意
味
に
疑
問
を
持
つ
必
要
は
な

く
、
と
い
う
よ
り
、
疑
問
は
次
々
に
流
れ
出
ず
る
音
の
響
き
に
漂
い

去
っ
て
、
繰
り
返
し
句
の
ま
ま
に
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ

た
、
流
れ
ゆ
く
美
し
い
時
間
を
感
ず
れ
ば
よ
い
よ
う
に
、
こ
の
歌
は

情
調
的
芸
謡
と
し
て
完
成
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

と
評
す
。
注
14
参
照

注
16　
『「
愛
す
」
考
』 

国
語
国
文
35
・
６　

一
九
六
六
年　
『「
愛
す
」
続
考 

』 

国

文
学
論
叢
（
龍
谷
大
学
）
22　

一
九
七
七
年　
　

注
17　

 
注
11
参
照

注
18　

伝
承
文
学
研
究
十
二
号　

一
九
七
一
年

＊
引
用
本
文
は
そ
れ
ぞ
れ
次
に
拠
っ
た
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梁
塵
秘
抄　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集『
神
楽
歌　

催
馬
楽　

梁
塵
秘
抄　

閑
吟
集
』

今
昔
物
語
集　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
今
昔
物
語
集
』

堤
中
納
言
物
語　

新
日
本
古
典
文
学
大
系『
堤
中
納
言
物
語　

と
り
か
へ
ば
や
物
語
』

宇
治
拾
遺
物
語　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
宇
治
拾
遺
物
語　

古
本
説
話
集
』

新
猿
楽
記　

日
本
思
想
大
系
『
古
代
政
治
社
会
思
想
』

鉄
槌
伝　

日
本
古
典
文
学
大
系
『
本
朝
文
粋
』

古
今
著
聞
集　

日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
今
著
聞
集
』

（
お
お
き　

も
も
こ
・
福
岡
大
学
非
常
勤
講
師
）


