




る
と
︑
よ
く
笑
う
こ
と
の
意
︵﹃
落
窪
物
語
﹄
巻
二
の
例
︶
の
ほ
か
︑
あ
ざ
け
り
笑
う
こ
と
︑
あ
ざ
け
り
笑
わ
れ
る
こ
と
の
意
が
あ
り
︑

﹃
源
平
盛
衰
記
﹄
巻
三
十
三
︑﹃
太
平
記
﹄
巻
三
の
例
を
あ
げ
る
︒
こ
こ
で
は
後
者
の
意
味
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
こ
と
を
見
る
と
︑
武
家
社

会
を
描
い
た
能
は
︑
も
と
も
と
軍
記
物
語
の
詞
章
の
影
響
が
あ
っ
て
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
俗
語
的
な
語
彙
が
入
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
︒
こ
の
語
は
ほ
か
の
現
行
曲
に
は
な
く
︑﹃
狂
言
事
典
・
語
彙
編
﹄
に
も
項
目
は
な
い
︒
謡
曲
に
お
い
て
は
︑
か
な
り
特
殊
な

語
で
あ
る
︒﹃
時
代
別
国
語
辞
典
・
室
町
時
代
編
﹄
で
は
︑﹃
日
葡
辞
書
﹄
以
下
の
例
を
あ
げ
る
︒
叱
る
は
﹃
落
窪
物
語
﹄
巻
二
︑﹃
枕
草

子
﹄
五
十
六
段
に
用
例
が
見
え
る
語
で
あ
る
が
︑
現
行
曲
に
は
見
え
ず
︑
番
外
曲
﹁
笛
の
巻
﹂
に
︑﹁
し
か
り
て
も
よ
し
ぞ
な
き
﹂︵
謡
曲

二
百
五
十
番
集
︶
と
い
う
例
が
あ
る
︒
こ
の
曲
も
シ
テ
を
常
盤
︑
牛
若
を
子
方
と
す
る
義
経
物
で
あ
る
点
が
興
味
深
い
が
︑﹃
義
経
記
﹄

に
お
い
て
は
特
に
牛
若
が
﹁
叱
ら
る
﹂
と
い
う
語
は
な
い
︒
狂
言
に
は
見
ら
れ
る
こ
と
ば
で
あ
る
︒

五

お
わ
り
に

謡
曲
の
世
界
は
番
外
曲
を
含
め
れ
ば
︑
か
な
り
の
数
に
上
り
︑
中
世
の
社
会
を
反
映
し
て
い
る
文
芸
の
大
海
で
︑
こ
こ
に
は
色
々
な
も

の
が
見
え
る
宝
庫
が
あ
る
︒
俗
語
的
︑
口
語
的
表
現
か
ら
謡
曲
を
考
え
る
と
︑
ま
だ
ま
だ
材
料
は
尽
き
な
い
︒
和
泉
式
部
の
霊
を
主
人
公

と
し
た
﹁
東
北
﹂
の
中
の
︑﹁
目め

離が

れ
せ
ず
眺
め
給
ひ
し
と
な
り
﹂︵
日
本
古
典
文
学
全
集
︶
の
目
離
れ
せ
ず
も
面
白
い
表
現
で
あ
る
と
思

う
︒
雅
語
的
表
現
の
謡
曲
文
に
俗
語
が
交
る
こ
と
は
︑
武
家
社
会
の
言
葉
の
混
入
や
軍
記
物
語
の
影
響
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
と
し
た
︒
歴

史
的
に
は
世
阿
弥
を
中
心
と
す
る
幽
玄
主
義
の
時
代
か
ら
は
ず
れ
て
く
る
室
町
後
期
に
至
っ
て
︑
こ
う
し
た
表
現
は
多
く
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
︒﹁
草
紙
洗
﹂
や
番
外
曲
﹁
家
持
﹂
の
よ
う
に
︑
有
名
歌
人
を
荒
唐
無
稽
に
︑
庶
民
的
に
仕
立
て
て
い
る
能
を
考
察
す
る
こ
と
も
︑

面
白
い
テ
ー
マ
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
ま
た
近
世
の
清
元
節
や
長
唄
な
ど
︑
語
り
物
音
楽
の
雅
俗
折
衷
体
に
も
通
じ
る
問
題
が

あ
る
︒
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も
と
よ
り
私
は
国
語
学
の
理
論
に
は
疎
く
︑
こ
の
稿
も
多
少
素
人
の
論
の
観
が
あ
る
︒
佐
藤
喜
代
治
編
の
﹃
中
世
の
語
彙
﹄︵
明
治
書

院
︑
昭
和
五
十
六
年
︶
で
は
︑
軍
記
物
語
︑
説
話
︑
和
歌
・
連
歌
︑
狂
言
な
ど
が
扱
わ
れ
て
い
る
が
︑
謡
曲
に
つ
い
て
は
見
え
な
い
︒
ま

た
柳
田
征
司
氏
の
﹁
室
町
時
代
に
お
け
る
口
語
語
彙
と
文
語
語
彙
﹂︵﹃
室
町
時
代
語
資
料
に
よ
る
基
本
語
詞
の
研
究
﹄
武
蔵
野
書
院
︑
平

成
三
年
︶
は
︑
虎
明
本
狂
言
と
車
屋
本
謡
曲
を
対
比
し
︑
専
門
的
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
筆
者
は
中
世
の
擬
古
的
な
文
章
の
中
に
俗

語
的
な
表
現
が
あ
る
こ
と
を
︑
常
日
頃
か
ら
面
白
い
現
象
と
見
て
き
た
︒
優
雅
な
表
現
を
め
ざ
す
謡
曲
文
に
俗
語
は
目
立
つ
の
で
あ
る
︒

他
の
例
で
は
た
と
え
ば
﹃
正
徹
物
語
﹄
の
冒
頭
に
︑

此
道
に
て
定
家
を
な
み
せ
ん
輩
は
︑
冥
加
も
有
る
べ
か
ら
ず
︑
罰
を
か
ふ
む
る
べ
き
事
也
︒
其
末
流
二
条
・
冷
泉
両
派
と
別
れ
︑

為
兼
一
流
と
て
三
の
流
れ
有
り
て
︑
魔
醯
首
羅
の
三
目
の
ご
と
く
也
︒
た
が
ひ
に
抑
揚
褒
貶
あ
れ
ば
︑
い
づ
れ
を
さ
み
し
︑
い
づ
れ

を
以
て
な
す
べ
き
事
に
も
あ
ら
ざ
る
か
︒
⁝
⁝
︵
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
歌
論
集
・
能
楽
論
集
﹄︶

と
あ
る
が
︑
こ
の
う
ち
の
﹁
な
み
す
﹂﹁
さ
み
す
﹂
は
雅
語
で
は
な
く
︑
俗
語
に
属
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
う
し
た
時
折
俗
語
が
交
る

文
体
が
室
町
時
代
の
擬
古
文
的
な
一
つ
の
型
で
あ
る
と
す
る
と
︑
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
た
謡
曲
と
も
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
︒

注
︵

︶﹃
新
国
文
学
史
﹄︵
早
稲
田
大
学
出
版
部
︑
明
治
四
十
五
年
︶
四
三
九
頁

1
︵

︶﹃
観
阿
弥
の
藝
流
﹄︵
三
弥
井
選
書
︑
昭
和
五
十
三
年
︶
三
三
～
三
四
頁

2
︵

︶﹁
中
世
に
お
け
る
海
運
の
発
達
と
能
︱
北
陸
の
港
湾
を
舞
台
と
す
る
作
品
に
つ
い
て
︱
﹂︑﹃
室
町
能
楽
論
考
﹄
わ
ん
や
書
店
︑
平

3
成
六
年
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︵

︶
日
本
思
想
大
系
﹃
世
阿
弥
・
禅
竹
﹄︵
岩
波
書
店
︶
二
六
五
頁
頭
注

4
︵

︶
拙
稿
﹁
廃
曲
﹁
横
山
﹂
を
め
ぐ
っ
て
︵﹃
中
世
演
劇
の
諸
相
﹄
桜
楓
社
︑
昭
和
五
十
八
年
︶

5
︵

︶
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
謡
曲
集
・
上
﹄
で
世
阿
弥
作
の
能
に
入
れ
る
︒

6
︵

︶
同
右
書
の
頭
注

7
︵

︶
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
神
楽
歌
・
催
馬
楽
・
梁
塵
秘
抄
・
閑
吟
集
﹄
二
八
三
頁
頭
注

8
︵

︶
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
謡
曲
集
・
上
﹄
四
五
五
頁
補
注

9
︵

︶﹃
観
世
流
史
参
究
﹄︵
檜
書
店
︑
平
成
二
十
年
︶
一
〇
七
頁

10
︵

︶
西
野
春
雄
他
編
﹃
新
訂
増
補

能
･狂
言
事
典
﹄︵
平
凡
社
︑
平
成
十
一
年
︶
宮
増
の
項

11
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