


俗
の
お
も
し
ろ
う
胚
り
た
り
し
朝、

人
の
が
り
百
ふ
ぺ
き
事
あ
り
て
文

を
や
る
と
て、

営
の
こ
と
何
と
も
い
は
ざ
り
し
返
事
に、
「
こ
の
省
い

か
ゞ

見
る
と、
一

節
の
た
ま
は
せ
ぬ
ほ
ど
の、

ひ
が
ひ
が
し
か
ら
ん
人

の
お
ほ
せ
ら
る
、

事、

間
き
い
る
ぺ
き
か
は
。

返
々
口
を
し
き
御
心
な

り」

と
言
ひ
た
り
し
こ
そ、

を
か
し
か
り
し
か
。

今
は
亡
き
人
な
れ
ば、

か
ば
か
り
の
事
も
忘
れ
が
た
し
。

（

第
三
十
一

段）

笞
が
趣
深
く
降
っ
た
朝、

あ
る
人
に
所
用
の
た
め
に
手
紙
を
屈
け
た
が、

笞
の
こ
と
に
は
一

言
も
触
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
返
事
に、
「
そ
ん
な
粗
野
な

．

お
方
の
仰
せ
を
受
け
入
れ
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
」

と
掛
か
れ
て
来
た
。

こ
の
段
の
主
姐
は、
「
返
事」

の
文
面
に
現
れ
て
い
る、

純
粋
か
つ
率
直
に

自
分
を
非
難
し
た、
「
亡
き
人」

の
性
格
に
あ
る
。

返
事
の
こ
と
ば．
つ
か
い

か
ら、

こ
の
相
手
は
女
性
と
み
ら
れ
て
お
り、

次
の
第
三
十
二
段
と
同
じ、

兼
好
ご
の
み
の
女
性
像
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

九
月
二
十
日
の
比、

あ
る
人
に
さ
そ
は
れ
た
て
ま
つ
り
て、

明
く
る
ま

で
月
見
あ
り
く
事
侍
り
し
に、

お
ぽ
し
い
づ
る
所
あ
り
て、

案
内
せ
さ

せ
て
入
り
給
ひ
ぬ
。

荒
れ
た
る
庭
の
露
し
げ
き
に、

わ
ざ
と
な
ら
ぬ
匂

ひ、

し
め
や
か
に
う
ち
黛
り
て、

し
の
ぴ
た
る
け
は
ひ、

い
と
も
の
あ

は
れ
な
り。

よ
き
ほ
ど
に
て
出
で
給
ひ
ぬ
れ
ど、

な
ほ
事
ざ
ま
の
仮
に

お
ぽ
え
て、

物
の
か
く
れ
よ
り
し
ば
し
見
ゐ
た
る
に、

要一
P
を
今
少
し

お
し
あ
け
て、

月
見
る
け
し
き
な
り。

や
が
て
か
け
こ
も
ら
ま
し
か
ば、

く
ち
を
し
か
ら
ま
し
。

跡
ま
で
見
る
人
あ
り
と
は、

い
か
で
か
知
ら
ん
。

か
や
う
の
事
は、

た
ゞ

朝
夕
の
心
づ
か
ひ
に
よ
る
べ
し
。

そ
の
人、

ほ

ど
な
く
失
せ
に
け
り
と
叫
き
侍
り
し
。

（
第
三
十
二
段）

こ
の
女
性
に
つ
い
て
見
る
に、

ま
ず
し
の
ぴ
住
み
の
け
は
い
、

わ
ざ
と
な

ら
ぬ
庶
物
の
用
意、

さ
ら
に
は
自
然
と
な
ご
り
を
惜
し
む
姿、

す
べ
で
が
兼

好
の
好
み
そ
の
ま
ま
で
あ
る
が、

彼
は
こ
れ
を
「
朝
夕
の
心
づ
か
ひ
」

に
よ

る
も
の
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

兼
好
は
人
の
死
後
の
印
象
・

痕
跡
が
こ
の

世
か
ら
梢
滅
し
て
ゆ
く
過
程
を
述
ぺ
て
い
た。

そ
う
い
う
無
常
遷
流
の
世
に

も、

な
お
人
間
の
真
実
・

其
梢
が、

死
後
の
い
ま
も、

自
分
の
心
に
残
り
止

ま
っ
て
い
る
趣
を
述
ぺ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
久
し
く
お
と
づ
れ
ぬ
比、

い
か
ば
か
り
恨
む
ら
ん
と、

我
が
怠
り
思

ひ
知
ら
れ
て
酋
菜
な
き
心
地
す
る
に、

女
の
方
よ
り、
「
仕
T
や
あ
る、

ひ
と
り」

な
ど
言
ひ
お
こ
せ
た
る
こ
そ、

あ
り
が
た
く
う
れ
し
け
れ。

さ
る
心
ざ
ま
し
た
る
人
ぞ
よ
き一

と、

人
の
Jtl
し
侍
り
し、

さ
も
あ
る

ペ
き
事
な
り。

（

第
三
十
六
段）

前
の
二
段
を
受
け
る
こ
の
段
は、

男
が
撫
沙
汰
絣
き
を
す
ま
な
く
思
っ
て

い
る
時、

気
軽
に
用
事
を
い
っ
て
よ
こ
す
よ
う
な
女
が
よ
い
と
い
う
話
で
あ

る。

ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
女
が
「
あ
り
が
た
く
う
れ
し
け
れ
」

と
評
さ
れ

る
か
と
い
う
問
姐
に
は、

従
来
二
つ
の
陪
釈
が
あ
る。
―
つ
は
西
尾
実
説
で

「
そ
の、

男
を
信
じ
て、

少
し
も
疑
う
と
こ
ろ
の
な
い
の
を、

男
が
「
あ
り

が
た
く、

う
れ
し
け
れ」

と
讃
め、
「
さ
る
心
ざ
ま
し
た
る
人
ぞ
よ
き
j

と

It3
 

認
め
て
い
る
」

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た、
ー

つ
は、

久
保
田
淳
説
で

「
男
に
ば
つ
の
悪
い
思
い
を
さ
せ
ず
に、

さ
り
げ
な
く
音
位
の
き
っ
か
け
を

ル
4

作
っ
て
や
る
賢
さ
が、
「
あ
り
が
た
く
う
れ
し」

い
の
だ
」

と
説
く
も
の
で
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く
ら
ぺ
こ
し
板
分
裂
も
同
す
ぎ
ぬ
君
な
ら
ず
し
て
誰
か
あ
ぐ
ぺ
き

な
ど
い
ひ
い
ひ
て、

つ
ゐ
に
本
意
の
ご
と
く
あ
ひ
に
け
り。

さ
て、

年
ご
ろ
経
る
ほ
ど
に、

女、

親
な
く
た
よ
り
な
く
な
る
ま
ま
に、

も
ろ
と
も
に
い
ふ
か
ひ
な
く
て
あ
ら
ん
や
は
と
て、

か
う
ち
の
国、

高

安
の
郡
に、

い
き
か
よ
ふ
所
出
で
き
に
け
り。

さ
り
け
れ
ど、

こ
の
も

と
の
女、

悪
し
と
息
へ
る
け
し
き
も
な
く
て、

出
し
や
り
け
れ
ば、

お

と
こ、

こ
と
心
あ
り
て
か
か
る
に
や
あ
ら
む
と
思
ひ
う
た
が
ひ
て、

前

栽
の
中
に
か
く
れ
ゐ
て、

か
う
ち
へ
い
ぬ
る
頻
に
て
見
れ
ば、

こ
の
女、

い
と
よ
う
仮
粧
じ
て、

う
ち
な
が
め
て

風
吹
け
ば
沖
つ
白
浪
た
っ
た
山
夜
半
に
や
君
が
ひ
と
り
こ
ゆ
ら
ん

る
ま
に

女、

返
し、

あ
る。

東
洋
で
も
西
洋
で
も、

物
語
に
は
信
念
を
持
っ
た
女
主
人
公
が
登
場

し、

さ
ん
ざ
ん
苦
労
を
し
て、

よ
う
や
く
男
主
人
公
と
会
う
と
い
う
話
が
少

．

な
く
な
い
。

た
と
え
ば、
「
伊
勢
物
語
j

の
有
名
な
第
二
十
三
段
「
筒
井
筒」

注
s

に
も
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る。

む
か
し、

田
舎
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
の
子
ど
も、

井
の
も
と
に
出
で
て

あ
そ
ぴ
け
る
を、

大
人
に
な
り
に
け
れ
ば、

お
と
こ
も
女
も
恥
ぢ
か
は

し
て
あ
り
け
れ
ど、

お
と
こ
は
こ
の
女
を
こ
そ
得
め
と
思
ふ
。

女
は
こ

の
お
と
こ
を
と
思
ひ
つ
つ
、

栽
の
あ
は
す
れ
ど
も、

間
か
で
な
ん
あ
り

け
る
。

さ
て、

こ
の
隣
の
お
と
こ
の
も
と
よ
り
か
く
な
ん
。

箭
井
つ
の
井
筒
に
か
け
し
ま
ろ
が
た
け
過
ぎ
に
け
ら
し
な
妹
見
ざ

と
よ
み
け
る
を
き
き
て、

限
り
な
く
か
な
し
と
思
ひ
て、

河
内
へ
も
い

か
ず
な
り
に
け
り。
（
下
略）

夫
の
不
行
跡
を
知
り
な
が
ら
も、

ひ
た
す
ら
そ
の
身
を
案
じ
て
よ
ん
だ

「
凪
吹
け
ば
」

の
歌
が、

男
の
心
を
再
び
と
り
も
ど
す
瓜
要
な
契
機
と
な
っ

て
い
る。
「
徒
然
草
j

の
第
三
十
六
段
の
こ
の
女
も、

こ
う
い
う
辛
抱
強
い

人
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

次
に、

兼
好
が
手
般
し
い
女
性
論
を
説
く
第
百
七

段
か
ら
こ．
の
問
題
の
答
え
を
見
付
け
て
み
よ
う。

女
の
物
甘
ひ
か
け
た
る
返
事、

と
り
あ
へ
ず
よ
き
ほ
ど
に
す
る
男
は
あ

り
が
た
き
も
の
ぞ
と
て
、

亀
山
院
の
御
時、

し
れ
た
る
女
房
ど
も、

若

き
男
述
の
参
ら
る
、

毎
に、
「
郭
公
や
聞
き
給
へ
る」

と
問
ひ
て
心
み

ら
れ
け
る
に、

な
に
が
し
の
大
納
言
と
か
や
は、
「
数
な
ら
ぬ
身
は、

え
聞
き
候
は
ず」

と
答
へ
ら
れ
け
り。

掘
川
内
大
臣
殿
は、
「
岩
倉
に

て
聞
き
て
候
ひ
し
ゃ
ら
ん
」

と
仰
せ
ら
れ
た
り
け
る
を、
「
こ
れ
は
難

な
し。

か
ず
な
ら
ぬ
身、

む
つ
か
し」

な
ど
定
め
合
は
れ
け
り。

す
ぺ
．

て
を
の
こ
を
ば●

女
に
笑
は
れ
ぬ
や
う
に
お
ほ
し
た
っ
ぺ
し
と
ぞ
。

「
浄
土
寺
前
関
白
殿
は、

幼
く
て、

安
喜
門
院
の
よ
く
教
へ
参
ら
せ
さ

せ
給
ひ
け
る
故
に、

御
詞
な
ど
の
よ
き
ぞ」

と、

人
の
仰
せ
ら
れ
け
る

と
か
や
。

111
階
左
大
臣
殿
は、
「
あ
や
し
の
下
女
の
見
奉
る
も、

い
と

恥
づ
か
し
く、

心
づ
か
ひ
せ
ら
る
、
」

と
こ
そ、

仰
せ
ら
れ
け
れ。

女

の
な
き
枇
な
り
せ
ば、

衣
文
も
冠
も、

い
か
に
も
あ
れ、

ひ
き
つ
く
ろ

ふ
人
も
侍
ら
じ
。

か
く
人
に
恥
ぢ
ら
る
、

女、

如
何
ば
か
り
い
み
じ
き

も
の
ぞ
と
息
ふ
に、

女
の
性
は
特
ひ
が
め
り。

人
我
の
相
深
く、

食
欲
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甚
だ
し
く、

物
の
理
を
知
ら
ず、

た
だ
迷
ひ
の
方
に
心
も
早
く
移
り、

詞
も
巧
み
に、

苦
し
か
ら
ぬ
事
を
も
問
ふ
時
は
哲
は
ず。

用
意
あ
る
か

と
見
れ
ば、

ま
た、

浅
ま
し
き
事
ま
で、

問
は
ず
甜
り
に
言
ひ
出
す。

深
く
た
ば
か
り
簡
れ
る
事
は、

男
の
智
恵
に
も
ま
さ
り
た
る
か
と
思
へ

ぱ、

そ
の
事、

跡
よ
り
顕
は
る
ヽ
を
知
ら
ず。

す
な
ほ
な
ら
ず
し
て、

拙
き
も
の
は
女
な
り。

そ
の
心
に
従
ひ
て
よ
く
思
は
れ
ん
事
は、

心
菱

•
か
る
ぺ
し。

さ
れ
ば、

何
か
は
女
の
恥
づ
か
し
か
ら
ん。

も
し
賢
女
あ

ら
ば、

そ
れ
も
も
の
う
と
く、

す
さ
ま
じ
か
り
な
ん。

た
だ
迷
ひ
を
主

と
し
て
か
れ
に
従
ふ
時、

や
さ
し
く
も、

お
も
し
ろ
く
も
党
ゆ
ぺ
き
事

な
り。

（
第
百
七
段）

女
の
本
性
は、

す
べ
て、

ね
じ
け
た
も
の
で
あ
る。

女
は
自
我
に
執
着
す

る
状
態
が
深
く
て、

や
た
ら
に
欲
が
強
く、

物
の
道
理
を
解
さ
な
い
。

心
が

率
直
で
な
く
て、

愚
劣
な
の
は、

女
と
い
う
も
の
で
あ
る。

万
一
、

オ
智
の

す
ぐ
れ
た
女
が
い
る
と
し
て
も、

そ
れ
も、

何
と
な
く
親
し
み
が
な
く、

魅

力
が
な
い
に
違
い
な
い
。

と、

兼
好
は
こ
の
よ
う
に、

女
を
敬
し
く
批
判
し

否
定
し
て
い
る。
こ
の
点
に
つ
い
て
は、

後
述
す
る
が、

第
三
十
六
段
の
女

主
人
公
は
本
性
の
ま
ま
行
動
す
る
で
も
な
く、

い
わ
ゆ
る
「
賢
女」

で
も
な

い
と
推
察
で
き
る。

従
っ
て、

私
は
西
尾
実
説
に
賛
同
す
る
の
で
あ
る
が、

次
の
よ
う
な
女
性
を
兼
好
ご
の
み
と
考
え
た
い
。

第
三
十
一

段、

三
十
二
段、

三
十
六
段
に
描
か
れ
た
よ
う
に
純
粋
で
率
直
で
自
然
と
な
ご
り
を
惜
し
む
姿

)

J

そ
が
兼
好
の
理
想
と
す
る
女
で
あ
り、

こ
ま
や
か
な
心
造
い
の
で
き
る
女

性
像
を、

彼
は
求
め
た
の
で
あ
る。

さ
ら
に
女
の
本
性
が
あ
ら
わ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
第
百
七
十
五
段
の
次

の
一

節
で
あ
る。

人
の
上
に
て
見
た
る
だ
に
心
憂
し。

思
ひ
入
り
た
る
さ
ま
に、

心
に
く

し
と
見
し
人
も、

思
ふ
所
な
く
笑
ひ
の
の
し
り、

詞
多
く、

烏
帽
子
ゆ

が
み、

紐
は
づ
し、

腔
席
く
か
か
げ
て、

用
意
な
き
気
色、

日
来
の
人

と
も
党
え
ず。

女
は
額
髭
は
れ
ら
か
に
掻
き
や
り、

ま
ば
ゆ
か
ら
ず
顔

う
ち
さ
さ
げ
て
う
ち
笑
ひ、

盃
も
て
る
手
に
と
り
つ
き、

よ
か
ら
ぬ
人

は
さ
か
な
取
り
て
口
に
さ
し
あ
て、

み
づ
か
ら
も
食
ひ
た
る、

様
あ
し。

声
の
限
り
出
し
て、

お
の
お
の
謡
ひ
舞
ひ、

年
老
い
た
る
法
師
召
し
出

さ
れ
て、

黒
く
き
た
な
さ
身
を
屑
抜
ぎ
て、

目
も
あ
て
ら
れ
ず
す
ぢ
り

た
る
を、

典
じ
見
る
人
さ
へ
、

う
と
ま
し
く
憎
し。（

第
百
七
十
五
段
）

酒
を
飲
む
と、

老
若
炭
賤
男
女
を
問
わ
ず、

本
性
の
ま
ま
を
表
わ
す
こ
と

が
少
な
く
な
い
。

礼
俄
に
か
な
わ
な
い
誇
張
し
た
仕
草
を
し
て、

大
声
を
張

り
上
げ
て
い
る
姿、

と
く
に
女
の
酔
態
は
兼
好
に
と
っ
て、

ど
う
に
も
た
ま

ら
な
い
醜
悪
・
下
品
な
振
鉗
と
し
て
退
け
ら
れ
る
の
で
あ
る。

要
と
い
ふ
も
の
こ
そ、

を
の
こ
の
持
つ
ま
じ
き
も
の
な
れ。
「
い
つ
も

独
り
住
み
に
て
」

な
ど
聞
く
こ
そ、

心
に
く
け
れ。
「
誰
が
し
が
婿
に

成
り
ぬ」

と
も、

ま
た、
「
如
何
な
る
女
を
取
り
す
ゑ
て、

相
住
む」

な
ど
聞
き
つ
れ
ば、

無
下
に
心
劣
り
せ
ら
る
ヽ
わ
ざ
な
り。

異
な
る
事
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な
き
女
を
よ
し
と
思
ひ
定
め
て
こ
そ
添
ひ
ゐ
た
ら
め
と、

賎
し
く
も
お

し
は
か
ら
れ、

よ
き
女
な
ら
ば、

ら
う
た
く
し
て、

あ
が
佛
と
ま
も
り

ゐ
た
ら
め、

た
と
へ
ば、

さ
ば
か
り
に
こ
そ
と
党
え
ぬ
ぺ
し。

ま
し
て、

家
の
内
を
行
ひ
治
め
た
る
女、

い
と
口
を
し。

子
な
ど
出
で
き
て、

か

し
づ
き
愛
し
た
る、

心
擾
し。

男
な
く
な
り
て
後、

尼
に
な
り
て
年
寄

り
た
る
あ
り
さ
ま、

亡
き
跡
ま
で
浅
ま
し。

い
か
な
る
女
成
り
と
も、

明
荘
源
ひ
見
ん
に
は、

い
と
心
づ
き
な
く、

憎
か
り
な
ん
。

女
の
た
め

も
半
空
に
こ
そ
な
ら
め
。

よ
そ
な
が
ら
と
き
ど
き
通
ひ
住
ま
ん
こ
そ、

年
月
経
て
も
絶
え
ぬ
な
か
ら
ひ
と
も
な
ら
め
。

あ
か
ら
さ
ま
に
来
て、

宿
り
居
な
ど
せ
ん
は、

珍
ら
し
か
り
ぬ
べ
し。

（
第
百
九
十
段）

こ
の
段
と、

次
に
示
す
第
二
百
四
十
段
は、

結
婚
否
定
論、

特
に、

同
居

婚
に
対
す
る
否
定
的
な
見
解
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り、

恋
愛
は
情

趣
が
あ
る
が、

結
婚
は
味
気
な
い
、

と
い
う
意
見
で
あ
る。

兼
好
に
よ
る
と、

女
と
は
「
迷
ひ
を
主
と
し
て
か
れ
に
従
ふ
時」
（
第
百
七
段）

こ
そ
僅
雅
に

も
魅
力
的
に
も
感
じ
ら
れ
る
対
象
で
あ
る。

し
た
が
っ
て、

い
わ
ぱ
非
日
常・

的
な
枇
界
で
出
会
う
べ
き
そ
の
女
を、
「
要」

と
し
て
日
常
的
な
場
の
中
に

祁
き
入
れ
た
ら
堪
え
難
い
違
和
感
が
生
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

し
の
ぶ
の
捕
の
役
の
見
る
め
も
所
せ
く、

く
ら
ふ
の
山
も
守
る
人
し
げ

か
ら
ん
に、

わ
り
な
く
通
は
ん
心
の
色
こ
そ、

浅
か
ら
ず
哀
と
思
ふ
ふ

し
ぶ
し
の、

忘
れ
が
た
き
こ
と
も
多
か
ら
め
。

親
・
は
ら
か
ら
ゆ
る
し

て、

ひ
た
ふ
る
に
む
か
へ
裾
ゑ
た
ら
ん、

い
と
ま
ば
ゆ
か
り
ぬ
ぺ
し
。

世
に
あ
り
佗
ぶ
る
女
の、

似
げ
な
き
老
法
師、

あ
や
し
の
吾
要
人
な
り

と
も、

賑
は
、
し
き
に
つ
き
て、
「
誘
ふ
水
あ
ら
ぱ
」

な
ど
云
ふ
を、

仲
人、

何
方
も
心
に
く
き
さ
ま
に
言
ひ
な
し
て、

知
ら
れ
ず、

知
ら
ぬ

人
を
む
か
へ
も
て
来
た
ら
ん
あ
い
な
さ
よ。

何
事
を
か
打
ち
い
づ
る
言

の
薬
に
せ
ん
。

年
月
の
つ
ら
さ
を
も、
「
分
け
こ
し
葉
山
の
」

な
ど
も

あ
ひ
か
た
ら
は
ん
こ
そ、

斑
き
せ
ぬ
言
の
紫
に
て
も
あ
ら
め
。

す
ぺ
て、

余
所
の
人
の
取
り
ま
か
な
ひ
た
ら
ん、

う
た
て、

心
づ
き
な
き
事
多
か

る
べ
し。

よ
き
女
な
ら
ん
に
つ
け
て
も、

品
く
だ
り、

見
に
く
ヽ
、

年

も
長
け
な
ん
男
は、

か
く
あ
や
し
き
身
の
た
め
に、

あ
た
ら
身
を
い
た

づ
ら
に
な
さ
ん
や
は
と、

人
も
心
お
と
り
せ
ら
れ、

我
が
身
は、

む
か

ひ
ゐ
た
ら
ん
も、

影
は．
つ
か
し
く
党
え
な
ん
。

い
と
こ
そ、

あ
い
な
か

ら
め。

梅
の
花
か
う
ば
し
き
夜
の
瀧
月
に
仔
み、

み
か
き
が
原
の
露
分

け
出
で
ん
在
明
の
空
も、

我
が
身
さ
ま
に
し
の
ば
る
ぺ
く
も
な
か
ら
ん

人
は、

た
ゞ
色
こ
の
ま
ざ
ら
ん
に
は
し
か
じ。

（
第
二
百
四
十
段
）

他
人
に
用
意
さ
れ、

認
め
ら
れ
た
結
婚
を
い
と
わ
し
い
と
す
る
も
の
で、

人
目
を
は
ぱ
か
り
つ
つ
営
ま
れ
る
い
わ
ゆ
る
忍
ぷ
恋
や、

苦
難
を
し
の
い
で

結
ば
れ
た
男
女
の
仲
な
ど
は
容
認
し
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
段
で、

兼
好
の

論
じ
る
理
論
は
い
ず
れ
も
主
観
的
す
ぎ
批
判
的
す
ぎ
る
に
述
い
な
い
。

三
木

に
6

紀
人
氏
が
解
説
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
よ
ほ
ど
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
人
間
論
か、

で

な
け
れ
ば、
一

生
結
婚
す
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
男
の
嫉
妬
の
梢
を
背
後
に

見
な
い
か
ぎ
り、

に
わ
か
に
理
解
で
き
な
い
論
で
あ
る
。

た
と
え
ば、
「
詩

It7
 

経」

の
「
邸
風」

に
次
の
よ
う
な
古
詩
が
あ
る。

死
生
契
闊

（
死
生
契

闊
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執
子
之
手

輿
子
偕
老

輿
子
成
説

子
と
説
り
を
成
し
ぬ

子
の
手
を
執
り

子
と
偕
に
老
い
ん
と）

死
ん
で
も
生
き
て
も
ど
ん
な
苦
労
が
あ
ろ
う
と
も、
あ
な
た
と
の
間
に
は

ち
ゃ
ん
と
し
た
約
束
が
あ
る。
あ
な
た
の
手
を
に
ぎ
っ
た
ま
ま、
あ
な
た
と

一
甜
に
白
嬰
に
な
る
ま
で
夫
婦
で
い
よ
う
と
笹
う。
「
い
か
な
る
女
成
り
と

も、
明
介在
添
ひ
見
ん
に
は、
い
と
心
づ
き
な
く、

悧
か
り
な
ん」
（
第
百
九

十
段）
と
い
う
兼
好
の
考
え
と
巡
っ
て、
こ
れ
が
男
女、
夫
婦
の
間
の
偕
に

つ
い
て
の
栢
極
的、
肯
定
的
な
考
え
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う。

風
も
吹
き
あ
へ
ず
う
つ
ろ
ふ
人
の
心
の
花
に、
な
れ
に
し
年
月
を
思
へ

ば、
あ
は
れ
と
間
き
し
こ
と
の
紫
ご
と
に
忘
れ
ぬ
も
の
か
ら、
我
が
世

の
外
に
な
り
ゆ
く
な
ら
ひ
こ
そ、
亡
き
人
の
わ
か
れ
よ
り
も
ま
さ
り
て

か
な
し
き
も
の
な
れ。

（
第
二
十
六
段）

こ
の一
文
は、
あ
る
女
性
と
ほ
ん
と
う
に
親
し
み、
愛
し
合
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず、
別
れ
て
し
ま
っ
た
切
な
い
経
験
が
兼
好
に
あ
っ
た
が
た
め
に
粛

•

か
れ
た
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い。
「
兼
好
法
師
集」
に
は、
そ
の
よ
う
な

it.
 

．
体
験
の
痕
跡
と
お
ほ
し
き
も
の
を
い
く
つ
か
見
付
け
る
こ
と
が
で
き
る。

た
の
も
し
げ
な
る
こ
と
い
ひ
て、
た
ち
わ
か
る
る
人
に

は
か
な
し
や
い
の
ち
も
人
の
こ
と
の
は
も
た
の
ま
れ
ぬ
世
を
た
の
む
わ

か
れ
は

い
ま
さ
ら
に
か
は
る
ち
ぎ
り
と
お
も
ふ
ま
で
は
か
な
く
人
を
た
の
み
け

る
か
なわ

す
ら
る
る
恋

わ
れ
ば
か
り
わ
す
れ
ず
し
た
ふ
心
こ
そ
な
れ
て
も
人
に
な
ら
は
ざ
り
け

兼
好
の
出
家
の
動
機
が
何
で
あ
っ
た
か
は、
今
で
は
つ
き
と
め
え
な
い。

し
か
し、
彼
の
出
家
は
三
十
歳

前後
の
時
の
こ
と
で
あ
る
か
ら、
出
家
の
原

困
の
ひ
と
つ
に、
失
恋
に
か
か
わ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

推
測
が
成
り
立
つ。
「
世
の
人
の
心
ま
ど
は
す
事、
色
欲
に
は
し
か
ず。
人

の
心
は
愚
か
な
る
も
の
か
な」
（
第
八
段）
と
い
う
久
米
仙
人
の
こ
と
を
例

と
し
て
挙
げ
た
兼
好
は、
人
間
の
色
欲
の
迷
い
が
官
能
に
よ
る
自
然
の
触
発

で
あ
る
こ
と
を
肯
定
す
る。
し
か
し、
「
愛
滸
の
道」
の
「
み
．つ
か
ら
戒
め

て、

恐
る
ぺ
＜
慎
し
む
ぺ
き
は、
こ
の
惑
ひ
な
り」
（
第
九
段）
と
い
う
男

女
の
愛
培
の
道
へ
の
戒
め
に
は、
兼
好
の
女
へ
の
無
関
心
を
示
す
の
で
は
な

く、
女
と
い
う
捉
え
が
た
い
心
理
や
存
在
に
対
す
る
恐
怖
と
駿
病
な
心
を
指

摘
で
き
る
の
で
は
な
い
か。

二
月
十
五
日、
月
明
き
夜、
う
ち
ふ
け
て、
千
本
の
寺
に
ま
う
で
て、

う
し
ろ
よ
り
入
り
て、．
ひ
と
り
頗
ふ
か
く
か
く
し
て
聴
間
し
侍
り
し
に、

擾
な
る
女
の、
姿・
匂
ひ、
人
よ
り
こ
と
な
る
が、
わ
け
入
り
て
膝
に

ゐ
か
ヽ
れ
ば、
に
ほ
ひ
な
ど
も
う
つ
る
ば
か
り
な
れ
ば、

便
あ
し
と
思

ひ
て、
す
り
退
き
た
る
に、
な
ほ
ゐ
よ
り
て、
同
じ
様
な
れ
ば、
立
ち

れ

つ
ら
く
な
り
ゆ
く
人
に
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ぬ
。

そ
の
後、

あ
る
御
所
さ
ま
の
ふ
る
き
女
房
の、

そ
ゞ

ろ
ご
と
言
は

れ
し
つ
い
で
に、
「
無
下
に
色
な
き
人
に
お
は
し
け
り
と
、

見
お
と
し

た
て
ま
つ
る
こ
と
な
ん
あ
り
し
。

梢
な
し
と
恨
み
奉
る
人
な
ん
あ
る」

と
の
た
ま
ひ
出
し
た
る
に、
「
更
に
こ
そ
心
得
侍
ら
ね」

と
申
し
て
や

み
ぬ
。

こ
の
事、

後
に
き
、

侍
り
し
は、

か
の
聴
間
の
夜、

御
つ
ぼ
ね

の
内
よ
り
人
の
御
覧
じ
し
り
て、

候
ふ
女
房
を
つ
く
り
た
て
て
い
だ
し

給
ひ
て、
「
ぴ
ん
よ
く
は、

言
業
な
ど
か
け
ん
も
の
ぞ。

そ
の
有
様
参

り
て
申
せ
。

典
あ
ら
ん
」

と
て、

は
か
り
給
ひ
け
る
と
ぞ。

（
第
二
百
三
十
八
段）

涅
槃
会
の
夜、

千
本
釈
迦
党
に
お
い
て、

あ
る
人
の
意
を
体
し
た
美
女
に

語
惑
さ
れ
た
時、

そ
の
悩
ま
し
い
誘
惑
に
乗
ら
ず、

無
視
と
沈
黙
と
を
選
ん

で
済
ま
せ
た
用
心
深
さ
を、

兼
好
は
こ
の
よ
う
に
自
賛
し
て
い
る
。
「
女
に

た
や
す
か
ら
ず
思
は
れ
ん
こ
そ、

あ
ら
ま
ほ
し
か
る
べ
き
わ
ざ
な
れ
」
（
第

三
段）

と
説
き、

服
し
い
女
性
観
を
持
っ
て
い
た
人
の、

男
性
ら
し
い
惧
狐

さ
と
自
批
が
よ
く
う
か
が
え
る
一

節
で
あ
る
。

が、

兼
好
が
匂
わ
せ
て
い
る

よ
う
な
恨
重
な
振
舞
と
い
う
よ
り
も、

本
能
的
な
恐
れ
に
よ
る
退
却
な
の
だ

と、

言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

．

「
徒
然
平」

に
は、

兼
好
と
同
時
代
に
生
き
た
若
い
女
性
と
し
て
は、

延

政
門
院
（

第
六
十
二
段）

と
今
出
川
院
近
衛
（
第
六
十
七
段）

の
二
人
し
か

登
楊
し
な
い
。

そ
の
ほ
か、

具
体
的
に
登
場
す
る
の
は
も
は
や
老
女
と
な
っ

四

た
女
達
だ
け
で
あ
る
。

女
へ
の
返
事
の
し
か
た
を
浄
土
寺
の
関
白
に
教
え
た

と
伝
え
ら
れ
る
安
喜
門
院
（
第
百
七
段）
、

沓
冠
り
歌
で
父
帝
へ
の
思
い
を

伝
え
た
と
い
う
幼
い
日
の
延
政
門
院
の
逸
話
（
第
六
十
二
段）
、

新
築
の
内

衷
の
消
涼
殿
の
櫛
型
の
窓
の
縁
が、

手
本
と
し
た
閑
院
殿
と
述
っ
て
い
た
こ

と
を
証
言
し
た
玄
郎
門
院
の
逸
話
（
第
三
十
三
段）
、

内
侍
所
の
神
楽
に
持

ち
出
さ
れ
る
剣
が、

三
種
の
神
器
の
l

つ
の
宝
剣
で
は
な
く、

消
涼
殿
の
昼

の
御
座
に
あ
る
剣
で
あ
る
と、

ひ
そ
か
に
訂
正
し
た
「
古
き
典
侍」
（
第
百

七
十
八
段）

な
ど、

過
去
の
時
代
を
さ
な
が
ら
継
承
す
る
よ
う
に、

故
実
を

伝
え
る
老
貨
女
達
の
姿
は、

森
厳
な
存
在
感
を
「
徒
然
草
j

の
中
で、

主
張

し
て
い
る
。

つ
ま
り、

兼
好
の
「
女」

へ
の
思
い
は、

現
実
に
お
け
る
失
恋

を
経
て、

古
き
も
の
へ
の
愛
沿
と
執
珀
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
か
た
ち
で
転

換
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

非
日
常
の
批
界
で、

思
い
が
け
ず
出
会
っ
た
趣

味
の
好
い
女
に
ひ
か
れ
る
と
い
う
の
も、

非
日
常
性
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ

る
が
た
め
で、

そ
の
女
は
死
後
も
な
お、

兼
好
の
中
に
美
し
い
面
影
を
残
し

•yoそ
し
て、

相
次
ぐ
戦
乱
や、

持
明
院
就
・

大
党
寺
統
の
両
是
統
の
対
立
な

ど
で
揺
れ
動
い
た
十
四
世
紀
前
半
に
生
き
た
兼
好
が、

女
流
文
学
の
栄
え
た、

輝
か
し
い
王
朝
の
風
雅
へ
の
慌
憬
と
思
慕
の
感
党
に
没
っ
た
と
こ
ろ
に
も
共

通
の
意
識
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
祭
過
ぎ
ぬ
れ
ば、

後
の
葵
不
用
な
り」

と
て、

或
人
の
、

御
旅
な
る

を
み
な
取
ら
せ
ら
れ
侍
り
し
が、

色
も
な
く
鉗
え
侍
り
し
を、

よ
き
人

の
し
給
ふ
事
な
れ
ぱ、

さ
る
ぺ
き
に
や
と
思
ひ
し
か
ど、

周
防
内
侍
が、
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と
詠
め
る
も、．

母
屋
の
御
簾
に
葵
の
か
、
り
た
る
枯
葉
を
詠
め
る
よ
し、

家
の
集
に
掛
け
り
。

古
き
歌
の
詞
甚
に、
「
枯
れ
た
る
葵
に
さ
し
て
つ

か
は
し
け
る」

と
も
侍
り。

枕
卒
子
に
も、
「
来
し
か
た
恋
し
き
物、

枯
れ
た
る
葵」

と
世
け
る
こ
そ、

い
み
じ
く
な
つ
か
し
う
思
ひ
寄
り
た

れ。

鴨
長
明
が
四
季
物
語
に
も、
「
玉
だ
れ
に
後
の
葵
は
留
り
け
り
」

と
ぞ
也
け
る。

己
と
枯
る
、
だ
に
こ
そ
あ
る
を、

名
残
な
く、

い
か
ゞ

取
り
拾
つ
ぺ
き。

御
帳
に
か
ヽ
れ
る
楽
王
も、

九
月
九
日、

菊
に
取
り

か
へ
ら
る
、
と
い
へ
ば、

為
蒲
は
菊
の
折
ま
で
も
あ
る
ぺ
き
に
こ
そ
。

枇
杷
皇
太
后
宮
か
く
れ
給
ひ
て
の
ち、

古
き
御
帳
の
内
に、

松
茄
·

薬

王
な
ど
の
枯
れ
た
る
が
侍
り
け
る
を
見
て、
「
折
な
ら
ぬ
音
を
な
ほ
ぞ

か
け
つ
る」

と
妍
の
乳
母
の
い
へ
る
返
事
に、
「
あ
や
め
の
草
は
あ
り

な
が
ら
」

と
も、

江
侍
従
が
詠
み
し
ぞ
か
し
。

（
第
百
三
十
八
段）

賀
茂
祭
の
後、

簾
に
掛
け
ら
れ
て
い
た
葵
を
取
り
捨
て
さ
せ
る
「
よ
き

人」

が
い
た。

そ
の
事
を
無
風
流
な
こ
と
と
感
じ
た
兼
好
は、

古
典
の
文
章

か
ら
「
よ
き
人」

の
行
為
の
不
当
さ
の
証
と
な
る
も
の
を
あ
げ
て
い
る
。

葵

．

の
艶
な
雰
囲
気
が
現
れ
る
こ
の
段
に
は、

兼
好
の
王
朝
的
み
や
ぴ
の
世
界
へ

往9

の
悽
古
情
緒
を
は
っ
き
り
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
し
な
へ
に
述
順
に
つ
か
は
る
、

事
は、

ひ
と
へ
に
苦
楽
の
た
め
な

り。

楽
と
い
ふ
は、

こ
の
み
愛
す
る
事
な
り。

こ
れ
を
求
む
る
こ
と
や

む
時
な
し
。

楽
欲
す
る
所、
―
つ
に
は
名
な
り。

名
に
二
種
あ
り。

行

り か
く
れ
ど
も
か
ひ
な
き
物
は
も
ろ
友
に
み
す
の
葵
の
枯
葉
な
り
け
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跡
と
オ
芸
と
の
営
な
り。

二
つ
に
は
色
欲、

三
つ
に
は
味
な
り。

万
の

ね
が
ひ、

こ
の
三
つ
に
は
し
か
ず。

こ
れ、

顛
倒
の
相
よ
り
お
こ
り
て、

若
干
の
わ
づ
ら
ひ
あ
り。

も
と
め
ざ
ら
ん
に
は
し
か
じ。

（
第
二
百
四
十
二
段）

物
事
を
好
み
愛
す
る
こ
と
か
ら、

さ
ま
ざ
ま
な
願
い
を
求
め
る
こ
と
に
な

る。

こ
の
願
い
は、

誤
っ
た
思
い
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で、

多
く
の
苦
悩
を

伴
う。

だ
か
ら、

兼
好
は
面
望
を
持
た
な
い
ほ
う
が
よ
か
ろ
う
と
力
説
し
て

い
る。

第
九
段
で
「
六
瞑
の
楽
欲
お
ほ
し
と
い
へ
ど
も、

皆
厭
離
し
つ
べ
し。

そ
の
中
に、

た
だ、

か
の
惑
ひ
の
ひ
と
つ
止
め
が
た
き
の
み
ぞ、

老
い
た
る

も
若
き
も、

智
あ
る
も
愚
か
な
る
も、

か
は
る
所
な
し
と
み
ゆ
る」

と
沿
い

て
い
た
。

顧
望
は
一

切
持
た
な
い
ほ
う
が
よ
か
ろ
う
と
言
い
、

ま
た、
「
色

欲」

の
迷
い
だ
け
は
止
め
る
こ
と
が
難
し
い
と
も
柑
い
て
い
る
兼
好
は、

「
女」

に
対
し
て、
「
男
女
の
梢」

に
対
し
て、

や
は
り
解
決
で
き
な
い
で

い
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

物
事
を
深
く
考
え
て
い
る
兼
好
は、
「
男
女
間
の
情」

も
鋭
く
見
透
か
し

て
い
た
。

恋
は
風
も
吹
き
あ
え
ず
散
っ
て
ゆ
く
花
だ
と
も
説
い
て
い
る。

「
よ
そ
な
が
ら
と
き
ど
き
通
ひ
住
ま
ん
こ
そ、

年
月
経
て
も
絶
え
ぬ
な
か
ら

ひ
と
も
な
ら
め
。

あ
か
ら
さ
ま
に
来
て、

宿
り
居
な
ど
せ
ん
は、

珍
し
か
り

ぬ
ぺ
し」
（
第
百
九
十
段）

と
論
じ
た
兼
好
は
、

人
の
心
も
枇
と
同
じ
く

刻
々
変
わ
っ
て
行
く
た
め
に、

通
い
婚
を
認
め
た
の
だ
ろ
う。

兼
好
に
と
っ

て
、

現
実
の
女
は
愚
か
で、

醸
く、

捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
存
在
で
あ
っ
た。

日
常
の
場
面
に
お
い
て、

純
粋
で
率
直
で
自
然
と
な
ご
り
を
惜
し
む
女
は



め
っ
た
に
い
な
い。
そ
れ
に
対
し
て、
非
日
常
的
な
場
面
の
女
は、
隔
て
ら

れ
た
向
う
側
の
世
界
で、
抑
え
ら
れ
た
思
い
を
解
き
放
つ
ぺ
く、
あ
く
ま
で

•
も、
理
想
的
に
美
し
く
存
在
し
た
の
で
あ
る。

兼
好
は、
日
常
的
な
生
活
空
間
に
お
け
る
女
の
本
性
を
批
判
し、
自
ら
の

体
験
も
あ
っ
て
か、
本
能
的
に
女
と
の
接
触
を
避
け
て
い
た
ふ
し
が
あ
る。

ま
た、
結
婚
と
い
う
形
で
制
度
化
さ
れ
た
男
女
の
関
係
を
否
定
し
た。
し
か

し、
色
好
み
を
認
め、
恋
の
情
趣
を
理
解
し
て
い
た
点、
そ
し
て
理
想
的
な

．
女
性
像
と
し
て、
趣
味
が
よ
く、
つ
つ
し
み
深
い
女
を
描
い
て
い
る
点
か
ら

考
え
る
と、
兼
好
に
と
っ
て、
恋
愛
や
女
性
像
は―
つ
の
美
意
識
と
し
て
捉

え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か。

注
1

r
徒
然
草」
の
引
用
は、
日
本
古
典
文
学
大

系本
（
岩
波
苦
店）
に
よ
る。
以

下
同
じ。

注
2

「
時
経」
の
引
用
は
吉
JII
幸
次
郎
「
待
経
国
風」
上
（
中
国
詩
人
選
梨
ー、
岩

波
苔
店、
昭
和＝二
十
三
年）
に
よ
る。

注
3

安
良
岡
康
作
「
徒
然
草
全
注
釈』
上
巻
（
角
川
野
店、
昭
和
四
十
二
年）
一
八

ー
ペ
ー
ジ。

注
4

久
保
田
淳
「

徒
然
草
を
読
む」
（「
別
冊
国
文
学・
徒
然
草
必
携
j

―
九
八一

年）。

注
5

「
伊
勢
物
語』
の
引
用
は、
8
本
古
典
文
学
大

系本
（
岩
波
啓
店）
に
よ
る。

注
6

三
木
紀
人
『
徒
然
草
全
訳
注』
四
（
講
談
社
学
術
文
郎）
昭
和
五
十
匹

年—
五

十
七
年。

注
7

注
2
に
同
じ。

注
8

「
兼
好
法
師
媒』
の
引
用
は、

R初
編
国
歌
大
観j

第
四
巻
所
収
本
に
よ
る。

注
9

三
田
村
雅
子
「
後
の

葵ー徒
然
草
の
E

女」」
（「
国
文
学」
平
成
元
年
三
月
号。

（
参
考
文
献）

安
良
岡
康
作
「
徒
然
草
全
注
釈
j

上
巻・
下
巻

昭
和
四
ニ
ー
四
三
年
角
JIl
酋
店

宮
弁
徳
次
郎・
貨
志
正
造

鑑
賞
日
本
古
典
文
学
第
十
八
巻
「
方
丈
記・
徒
然
草」
昭

和
五
十
年
角
川
杏
店

（
岡
山
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科）

研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
鋒
口

金
沢
大
学
語
学・
文
学
研
究
（
金
沢
大
学
教
脊
学
部）
第
二
十
号

金
沢
大
学
国
語
国
文
（
金
沢
大
学
国
語
国
文
学
会）
第
16
号

花
業
（「
花
紫」
発
行
所）
6

岐

阜女
子
大
学
紀
要

第
20
号

九
州
大
谷
国
文
（
九
州
大
谷
短
期
大
学）
第
二
十
号

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告

人
文

第
42
号

金
城
国
文
（
金
城
学
院
大
学）
第
67
号

代
文
学
論
集
（
日
本
近
代
文
学
会
九
州
支
部）
第
17
号

群
馬
県
立
女
子
大
学
紀
要

第
11
号

群
馬
県
立
女
子
大
学
国
文
学
研
究

第
11
号
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