
顔

之

推

の

文

準

1

1

「
綴
我
牛
一
賦
」
を
中
心
に
!
l
i

顔
之
推
(
五
一
一
二
i

五
九
一
?
)
、
字
は
介
。
浪
部
臨
折
の
人
で

あ
る
。
八
世
の
組
靖
侯
合
が
習
の
南
波
に
従
っ
て
以
来
、
代
々
江
南

に
住
む
。
之
推
そ
の
人
を
著
名
に
す
る
の
は
、
六
世
紀
後
半
を
代
表

す
る
思
想
家
の
一
人
と
し
て
で
あ
り
、
ま
た
吋
判
断
、
氏
家
訓
b

の
著
者

と
し
て
で
あ
る
。
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
、
彼
の
文
事
作
品
は
俸
記
的

資
料
と
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
文
事
研
究
の
鈎
象
と
さ
れ
る
こ

と
は
少
な
か
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
思
想
家
の
精
神
に
は
、
深
く
文
壌
が

か
か
わ
っ
て
い
た
の
だ
と
、
私
は
思
う
。
顔
之
推
の
内
面
で
文
挙
が

荷
っ
た
一
怒
味
の
一
端
を
、
代
表
作
可
制
悦
一
我
生
賦
b

と
い
く
つ
か
の
詩

篇
の
検
討
を
通
じ
て
考
察
す
る
の
が
、
本
論
の
試
み
で
あ
る
。

梁
の
承
謹
一
一
一
(
五
五
四
〉
年
、
商
貌
の
来
一
窓
に
よ
っ
て
梁
都
江
陵

は
陥
波
し
、
元
管
は
殺
さ
れ
た
。
明
ら
か
に
こ
の
事
件
が
、
顔
之
推

の
人
生
の
最
大
の
轄
換
黙
と
な
っ
た
。
時
?
に
之
推
は
二
十
四
歳
、
散

総
一
侍
郎
・
奏
合
人
事
の
官
に
あ
っ
た
。
江
陵
の
人
士
十
数
寓
と
と
も

安

藤

信

康

に
彼
は
西
貌
の
虜
囚
と
し
て
北
地
に
連
行
さ
れ
、
以
後
、
江
南
に
蹄
る

こ
と
は
な
い
。
死
に
至
る
ま
で
ほ
ぼ
四
十
年
に
及
ぶ
北
地
で
の
人
生

を
、
で
は
彼
自
身
は
ど
の
よ
う
に
静
岡
出
し
て
い
た
か
。
『
古
其

一
i
i
i
こ
こ
に
は
後
半
の
み
を
引
く
1

1

ー
に
は
次
の
よ
う
に

央
部
破
九
龍
央
部
九
龍
を
破
り

え』

秦
丘
ハ
割
千
里
秦
兵
千
用
品
を
割
く

狐
兎
穴
宗
一
期
狐
兎
宗
廟
に
穴
つ
く
り

霜
露
治
朝
市
籍
露
朝
市
を
治
す

袋
入
郡
部
宮
壁
は
郡
部
の
宮
に
入
り

創
去
袈
域
水
創
は
裏
域
の
水
に
去
る

0

0

0

0

0

 

未
獲
殉
陵
墓
未
だ
陵
墓
に
殉
ず
る
を
獲
ず

0

0

0

0

0

ま
こ
と

濁
生
良
足
恥
濁
生
良
に
恥
づ
る
に
足
る

偶
偶
思
葎
都
間
関
と
し
て
葱
都
を
思
ひ

お
も

側
側
一
懐
君
子
傾
倒
と
し
て
君
子
を
懐
ふ

白
髪
一
瞬
現
鏡
白
髪
明
鏡
を
関
ひ

憂
傷
設
余
歯
憂
傷
し
て
余
歯
を
波
へ
ん
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前
半
は
、
之
推
が
元
一
習
の
税
に
仕
え
て
、
の
日
々
を
迭
っ
て
い

た
こ
と
を
述
べ
る
。
だ
が
突
然
、
戦
銃
を
告
げ
る
風
塵
が
天
を
階
く

し
て
起
こ
っ
て
来
た
。
「
央
部
破
九
龍
一
」
と
一
一
一
一
向
う
の
は
、
太
清
三
(
五

四
九
)
年
の
侯
景
の
乱
を
一
…
一
一
口
い
、
「
秦
兵
制
千
m…
亡
と
は
、
他
な
ら
ぬ

西
税
の
来
寵
を
指
す
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
己
は
「
部
部
」
「
豪

放
」
の
地
、
つ
ま
り
北
地
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
人
生
は

悩
み
深
い
も
の
だ
っ
た
。
殺
さ
れ
た
主
君
一
万
一
帝
の
陵
慕
に
殉
死
す
る

常
Aい

v
h

ル」

こ
と
さ
え
も
で
き
ず
、
濁
り
生
き
る
己
の
ル
訟
は
長
に
恥
ず
べ
き
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

な
の
だ
。
三
木
獲
殉
陵
墓
、
濁
生
良
足
恥
」
と
い
う
一
階
い
一
意
識
が
、

詩
の
世
界
の
底
流
と
な
っ
て
作
品
を
一
貫
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の

「
恥
い
の
意
識
が
、
王
朝
撚
制
の
倫
理
観
一
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
る

。。

こ
と
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
「
溺
生
」
と
い
う
訟
は
、
文
理
の
一
言
葉

と
し
て
は
、
あ
ま
り
先
行
す
る
用
例
を
見
な
い
。
『
文
選
』
に
は
、

わ
ず
か
に
劉
現
の
吋
容
成
説
b

詩
に
一
一
例
を
見
る
の
み
で
あ
る
。

高
J

亭
孤
幹
亭
亭
た
る
孤
幹

O

O

L

ど
も

獄
生
無
作
濁
り
生
じ
て
作
無
し

持
の
相
手
で
あ
る
成
誌
を
、
高
潔
な
竹
に
た
と
え
て
言
う
。
劉
現

。。

は
、
「
郷
牛
一
」
の
訟
を
、
孤
高
に
し
て
気
高
い
生
と
い
う
一
滋
味
で
用

。。

い
て
い
る
の
で
あ
る
ο

こ
れ
に
到
し
て
、
之
推
の
言
う
「

e

濁
生
い
、

そ
れ
は
倫
恕
的
幣
潟
か
ら
は
ず
れ
た
生
、
倫
理
的
普
遍
性
を
喪
失
し

た
生
を
、
一
試
味
す
る
。
常
然
死
ぬ
べ
き
で
あ
る
の
に
、
自
分
は
濁
り

生
き
て
い
る
、
と
い
う
治
し
難
い
痛
み
を
「
内
に
は
ら
ん
だ
言
葉
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
一
意
識
は
、
決
し
て
顔
之
推
一
人
だ
け
に
間
有
の
も

の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
向
援
の
境
遇
を
生
き
た
康
信
(
五
一
一
ニ

i

五
八
一
)
・
王
褒
(
五
二
二

?
i五
七
六
)
等
の
、
葱
梁
の
透
度
に

(
注
一
)

共
通
し
た
倫
理
的
苦
悩
だ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
顔
之
推
の
精
神
は
、
こ
の
倫
理
的
苦
悩
に
だ
け
と
ど

0

0

0

0

0

 

ま
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
彼
は
、
「
猫
生
良
足
恥
」
と
い
う
語
に
完

全
に
矛
盾
す
る
後
一
一
一
一
日
を
、
幻
視
我
牛
一
賦
』
の
中
で
す
る
。
江
陵
焔
設

の
直
後
、
西
貌
に
連
行
さ
れ
る
持
の
述
懐
と
し
て
。

0

0

0

0

0

0

 

小
臣
恥
其
溺
死
小
毘
其
の
濁
り
死
な
ん
と
す
る
を
恥
ぢ

0

0

0

0

0

0

 

資
有
惚
一
於
胡
顔
寅
に
初
顔
、
に
悦
づ
る
有
り

家
病
京
市
就
路
病
政
を
牽
き
て
路
に
就
き

策
駕
窪
以
入
関
筏
饗
に
策
ち
て
閥
に
入
る

ひ

か

り

し

き

り

下
無
景
市
麗
蹟
下
景
無
き
に
腐
に
踏
み

し
ば
し
ば
ぬ

上
有
等
而
説
家
上
等
ぬ
る
有
り
て
一
似
一
家
く

暖
飛
蓬
之
日
永
飛
蓬
の
日
の
、
水
き
を
暖
き

恨
流
梗
み
ノ
~
無
還
流
税
の
還
る
無
き
を
恨
む

わ
た
く
し

小
限
は
濁
り
死
の
う
と
し
た
こ
と
を
恥
じ
、
資
に
胡
顔
の
居
障
を
も

。。

犯
し
て
生
き
よ
う
と
し
た

i
i
「
濁
生
い
を
恥
じ
る
彼
は
、
不
可
解

0

0

 

に
も
、
こ
こ
で
ま
た
「
溺
死
」
を
も
恥
じ
る
の
で
あ
る
。
十
数
寓
人

の
上
下
の
士
人
が
残
酷
な
仕
打
ち
を
受
け
な
が
ら
ひ
き
た
て
ら
れ
た
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か

っ

け

に

ぷ

い

う

ま

む

ち

う

放
路
に
、
病

t

釈
を
ひ
き
ず
り
駕
饗
に
策
ち
な
が
ら
加
わ
っ
た
の
は
、

「
胡
顔
」
の
諮
り
を
犯
し
て
も
、
敢
え
て
生
き
よ
う
と
す
る
決
意
に

基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
耐
難
な
日
々
に
、
彼
の
内
街
の
何
も
の
か
が

彼
に
生
き
る
こ
と
を
命
じ
た
の
だ
と
、
我
々
は
考
え
る
以
外
に
な

い
。
そ
し
て
そ
れ
は
逆
に
、
彼
が
一
度
は
自
殺
を
考
え
た
こ
と
を
、

ま
た
そ
の
上
で
死
を
思
い
と
ど
ま
っ
た
こ
と
を
、
暗
示
し
て
い
よ

う
。
王
朝
位
制
下
の
倫
理
で
は
生
は
恥
だ
が
、
そ
れ
と
は
迷
う
税
野

に
於
て
は
死
が
恥
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
生
か
死
か

l
!ー
そ
の
選
探
の

最
終
的
な
局
面
で
、
之
推
は
生
を
と
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
理
由
は

誰
よ
り
も
之
推
自
身
に
と
っ
て
不
可
解
だ
っ
た
に
迷
い
な
い
。
生
き

た
彼
は
な
お
、
「
究
有
塊
於
拐
潟
、
」
と
述
べ
る
の
だ
か
ら
。

0

0

0

0

0

 

(
溺
生
い
と
「
溺
死
い
を
と
も
に
「
恥
い
と
し
た
こ
と
は
、
彼
の

文
向
学
的
経
山
矯
の
性
格
支
部
す
で
あ
ろ
う
。
妓
信
等
と
と
も
に
、
彼
も

や
は
り
倫
理
的
傷
を
負
っ
た
の
で
あ
り
、
彼
の
文
壌
を
そ
こ
か
ら
出

設
さ
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
己
の
生
が
王
朝
の
倫
理
を

裏
切
っ
て
い
る
と
い
う
事
賀
、
し
か
も
な
お
生
き
て
い
る
、
生
き
よ

と
何
か
が
叫
ん
で
い
る
と
い
う
事
質
、
そ
の
防
の
精
紳
の
陪
閣
に
光

を
あ
て
よ
う
と
し
て
、
彼
は
文
事
の
中
に
自
己
を
投
入
し
た
の
で
は

0

0

0

0

0

0

 

な
か
っ
た
か
。
辺
倒
牛
一
良
足
恥
:
一
と
「
小
間
以
恥
其
溺
死
i
一
と
i
i
i
i
こ
の

鈎
磁
の
観
念
を
自
己
の
思
念
の
精
が
り
か
ら
呼
び
さ
ま
し
形
を
凱
ハ

え
、
な
お
そ
の
相
克
を
追
う
こ
と
、
こ
れ
が
北
地
に
於
け
る
顔
之
推

の
文
壊
の
i

i

と
り
わ
け
で
頑
我
生
賦
』
の
i
i
l試
み

だ

っ

た

と
、
私
は
思
う
。

ニ

0

0

0

0

 

「
溺
生
い
と
「
獄
死
」
の
間
の
精
榊
の
振
幅
は
、
さ
ら
に
命
に

到
す
る
信
頼
と
不
信
の
相
克
の
中
に
、
之
推
自
身
を
つ
き
動
か
し
て

行
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
内
観
我
生
賦
』
は
、
運
命
に
、
ま
た
そ

の
主
催
者
と
し
て
の
天
に
、
之
推
が
次
々
に
裏
切
ら
れ
て
行
く
過
程

と
し
て
展
開
さ
れ
る
。
賦
の
末
尾
に
近
く
、

予
一
生
而
一
一
一
化
予
は
一
生
に
一
ニ
た
び
化
し

に

が

な

た

で

つ

ら

つ

ぶ

さ

的
茶
苦
而
審
辛
茶
の
苦
し
み
と
馨
の
辛
さ
と
を
備
に
す

と
言
う
の
は
、
そ
の
集
約
的
な
表
現
で
あ
る
。
「
一
一
一
化
し
と
は
、
一
二

度
の
亡
閣
の
鰻
験
を
一
一
一
一
向
う
。
二
度
は
侯
景
の
範
(
五
四
九
)
を
、
二

度
は
西
貌
の
来
復
を
、
一
一
一
度
は
之
推
の
第
二
の
故
関
北
湾
の
滅
亡

(
五
七
七
〉
を
、
そ
れ
ぞ
れ
指
す
。

こ
の
よ
う
に
苦
汁
に
み
ち
た
鰻
験
の
中
で
、
だ
が
之
推
は
、
運
命

を
信
頼
し
よ
う
と
し
績
け
る
。
侯
景
の
範
を
平
定
し
た
一
克
一
帝
の
功
業

を
た
た
え
て
、
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0

0

0

0

0

0

ゆ
る
が
せ

夏
犯
於
一
一
皆
川
不
忽
変
犯
に
於
て
か
忽
な
ら
ず

と
述
べ
る
の
は
、
そ
の
最
も
明
ら
か
な
例
で
あ
る
。
繰
返
し
裏
切
ら

れ
な
が
ら
、
で
は
何
故
、
彼
は
執
劫
に
運
命
へ
の
信
抑
制
を
間
持
し
よ

う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
そ
れ
は
、
王
朝
の
倫
理
が
、
運
命

へ
の
i
ー
ー
そ
の
主
催
者
と
し
て
の
天
へ
の
i

i信
頼
を
基
盤
と
し
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
之
推
が
、
裏
切
ら
れ
て
も
裏
切
ら
れ
て
も
運
命

を
依
頼
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
彼
の
倫
理
観
を
、
根
底
的
に
は
運
命

た
は
天
の
善
一
治
、
が
支
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
、
繰
返
さ
れ
る
天
の
裏
切
り
を
通
じ
て
、
運
命
へ
の
信
頼
、
は

山
別
れ
て
行
か
ざ
る
を
得
な
い
。
賦
は
、
そ
の
裏
切
り
を
あ
ば
き
出
す

伏
線
を
、
白
旗
か
ら
、
い
や
目
頭
以
前
か
ら
準
備
し
て
い
た
か
の
よ

う
に
、
私
に
は
忠
わ
れ
る
。
そ
れ
は
既
に
コ
脱
我
生
賦
h

と
い
う
題

名
の
中
に
膝
胎
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

近
人
間
川
法
高
氏
は
、
お
側
我
牛
…
賦
』
に
前
一
一
援
の
影
響
を
興
え
た
作

(
注
二
〉

品
と
し
て
、
政
一
一
備
の
吋
友
江
南
賦
b

を
あ
げ
る
。
ま
た
陳
寅
格
氏

は
、
コ
A
江
南
賦
b

に
影
響
を
問
問
え
た
の
は
、
沈
嫡
(
五

O
一lESSE-s
五

(
仲
間
一
一
…
)

五
九
〉
の
認
阿
魂
斌
』
で
あ
る
と
す
る
。
沈
熔
は
、
顔
、
之
推
と
同
じ

く
江
陵
の
網
に
よ
っ
て
北
地
に
連
行
さ
れ
、
幸
運
に
も
許
さ
れ
て
江

南
に
蹄
っ
た
人
で
あ
る
。

各
々
の
賦
の
題
名
の
つ
け
方
は
、
一
一
一
賦
の
影
響
関
係
を
最
も
顕
著

に
あ
ら
わ
す
。
沈
畑
は
忠
開
捜
賦
b

の

、

古
語
稀
牧
魂
升
極
。
周
易
有
蹄
魂
卦
o
m
m
原

招

魂

篇

。

故

知

0

0

 

魂
之
可
蹄
。
其
日
己
久
。
余
白
長
安
反
。
乃
作
蹄
魂
賦
。

と
越
ベ
マ
令
部
ち
、
内
践
と
と
も
に
江
南
に
締
り
得
た
魂
の
賦
な
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
炭
信
は
、
自
己
の
代
表
作
と
な
る
で
あ
ろ
う
賦

に
、
コ
及
江
南
賦
b

と
名
付
け
る
。
そ
れ
は
円
楚
僻
』
招
魂
の
、

魂
今
跨
来
魂
よ
締
り
来
れ

。
。
。

友
江
南
江
南
哀
し

〈
浅
間
)

に
よ
る
。
沈
畑
の
「
日
間
原
著
招
魂
篇
」
と
い
う
話
を
ふ
ま
え
つ
つ
、

沈
嫡
と
は
逆
に
、
江
南
の
地
に
締
ろ
う
と
し
て
蹄
れ
ぬ
魂
の
賦
と
い

う
怠
味
で
、

2
A
江
南
賦
b

と
名
付
け
た
の
で
あ
る
。
で
は
内
観
我

生
賦
h

と
い
う
題
名
は
ど
う
か
。
多
く
の
在
家
は
こ
の
問
題
に
無
関

心
で
あ
る
が
、
劉
扮
迭
だ
け
は
そ
こ
に
波
目
し
て
、

0

0

0

 

按
周
易
観
卦
九
五
交
。
観
我
生
。
君
子
元
件
。
取
絞
文
以
名
顔

4

氏。
nuuH (

注
五
〉

と
述
べ
る
。

。
。
。

観
我
生
我
が
ん
は
を
桜
一
る
に

君
子
元
径
一
君
子
な
れ
ば
各
元
し

沈
燭
の
斌
序
の
コ
周
易
有
蹄
魂
卦
い
と
い
う
一
誌
を
と
ら
え
、
内
局
易
』

の
終
文
を
究
燃
に
利
用
し
た
の
で
あ
る
。

内
側
側
我
生
賦
い
の
立
脚
黙
が
前
二
者
と
大
き
く
迷
う
こ
と
は
、
一
一
一
日

う
ま
で
も
な
い
。
沈
嫡
・
炭
信
と
も
に
、
江
南
へ
蹄
る
、
あ
る
い
は

( 42 ) 



蹄
ろ
う
と
し
て
蹄
れ
な
い
人
間
の
精
榊
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
に

剥
し
て
、

mv
州
制
我
生
賦
い
は
、
も
は
や
江
市
に
締
る
，
魂
と
い
う
モ
チ

ー
フ
を
蛇
犯
す
る
。
品
目
い
か
え
る
な
ら
ば
、
一
副
之
推
は
、
内
己
の
r
目

立
の
恭
一
粧
を
江
南
に
求
め
よ
う
と
は
し
な
い
。
逆
に
、
彼
は
ね
般
投

生
紙
h

に
於
て
、
北
地
に
あ
っ
て
!
i
!
そ
れ
は
中
関
の
ど
こ
に
あ
っ

て
も
と
い
う
こ
と
だ
が

l
lー
そ
の
情
況
と
潟
峠
し
得
る
人
間
像
を
迫

求
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
ろ
う
。

吋
組
一
我
生
賦
h

と
い
う
題
名
は
、
こ
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
の
提
示

で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
ま
た
賦
全
般
に
特
兵
な
構
造
を
向
(
え
て
い
る

よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
「
桜
我
生
、
君
子
光
弘
引
い

i
i
i
己
の
ル
止
を
視
る

に
、
君
子
と
し
て
恥
ず
か
し
く
な
い
よ
う
で
あ
れ
ば
、
牲
は
な
い

i
i
iと
い
う
コ
川
口
だ
の
訟
は
、
天
の
諮
問
一
訟
の
保
障
で
あ
る
。
唯
一

つ
の
侠
件
、
そ
れ
は
人
が
「
君
子
」
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い

う
こ
と
だ
O
i
l
-
こ
の
よ
う
な
前
提
に
立
っ
て
、
賦
の
中
の
之
推
は

生
き
る
。
天
の
品
鴨
川
一
怠
を
信
じ
つ
つ
、
「
君
子
」
ら
し
く
生
き
よ
う
と

す
る
。
だ
が
、
彼
の
人
生
の
軌
跡
は
、
次
々
に
前
提
そ
の
も
の
の
無

一
語
味
さ
を
あ
ば
き
た
て
て
行
く
。
「
殺
子
い
ら
し
く
あ
ろ
う
と
し
た

之
推
を
、
天
が
裏
切
り
綴
け
て
行
く
。
だ
か
ら
吋
翻
我
生
賦
b

と
い

う
題
名
は
、
一
旗
之
推
が
い
か
に
天
を
信
頼
し
て
い
た
か
を
示
す
と
向

時
に
、
繰
返
さ
れ
る
天
の
裏
切
り
の
重
さ
を
痛
烈
に
あ
ば
き
た
て
る

伏
線
と
な
る
の
で
あ
る
。
賦
の
要
所
で
繰
返
さ
れ
る
天
へ
の
街
い

シ〕

よ
っ
て
次
第
に
激
越
な
諮
問
に
な
っ
て
行

の
範
で
殺
さ
れ
た
武
一
怖
を
措
い
て
は
、

一
段
饗
凶
…
間
五
十
一
位
に
闘
を
饗
く
る
こ
と
五
十
な
る
に

0

0

0

0

0

0

よ

勺

4

何
克
彩
之
弗
康
何
ぞ
移
り
を
克
く
す
る
こ
と
の
康
か
ら
ざ
る
や

一
一
白
い
、
江
佼
の
陥
授
に
除
し
て
は
、

0

0

0

0

0

0

た

み

何
梨
成
之
罷
菅
何
ぞ
梨
奴
は
昔
に
陸
ず
し
て

0

0

0

0

0

0

さ
き

徒
山
川
川
之
猶
袋
徒
だ
山
川
の
み
猫
ほ
袋
の
ご
と
き
こ
と
あ
る
や

一
百
い
、
ま
た
葱
関
梁
の
滅
亡
に
あ
た
っ
て
は
、

途
向
山
間
滞
於
津
演
途
に
樟
演
に
留
滞
し

0

0

0

0

0

0

ひ

τ

私
自
憐
共
何
己
私
か
に
自
ら
憐
れ
む
其
れ
何
く
に
か
巳
む
と

さ
ら
に
は
第
二
の
放
闘
北
持
が
滅
亡
し
た
後
に
も
、
次
の
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は
、
こ
の

O
 

J
く
、よ

主主o此oう
!等o窮oに
安o何o連
所01*10ベ
自o布。る
球。至。 。

此
の
窮
ま
り
は
何
に
出
向
り
て
か
歪
れ
る

訟
の
戸
時
か
し
め
は
安
く
の
所
よ
り
し
て
か
自
ら

残
れ
る

己
を
か
か
る
窮
境
と
屈
辱
に
陥
れ
た
の
は
誰
か
。

1

1

i
そ
れ
は
天
に

他
な
ら
ぬ
。

こ
れ
ら
の
一
諮
問
は
、
円
観
我
生
賦
b

で
顔
之
推
の
試
み
た
こ
と
が

何
で
あ
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
る
。
そ

れ
は
、
己
の
王
朝
的
倫
理
i

i

そ
れ
に
縛
ら
守
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
彼

0

0

0

0

0

 

は
「
濁
生
良
一
足
恥
」
っ
た
の
だ
が

i
i
i
の
基
底
に
あ
る
「
天
」



へ
の
信
頼
を
く
つ
が
え
す
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
本
質
的
に
は
、
そ

の
信
頼
を
成
り
立
た
せ
て
い
た

rH己
の
思
惟
の
脅
性
そ
の
も
の
を
く

つ
が
え
す
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
題
名
で
提
示
さ
れ
る
天
の
務
告

を
、
賦
の
中
味
が
次
々
に
裏
切
っ
て
行
く
と
い
う
構
成
は
i
i
!
一一一日い

か
え
れ
ば
、
運
命
へ
の
信
頼
と
不
信
と
い
う
二
税
の
緊
張
の
中
で
賦

を
擦
問
し
て
来
た
の
は
i
l
i
王
朝
的
倫
理
離
に
か
ら
め
と
ら
れ
て
い

る
之
推
自
'
身
が
、
そ
の
倫
理
観
の
根
底
を
伺
い
直
す
た
め
の
試
み
だ

っ
た
の
だ
と
、
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

一一一

そ
れ
に
し
て
も
、
町
一
般
我
生
賦
い
は
、
天
へ
の
諮
問
と
い
う
形
市

上
原
的
な
問
題
立
識
に
よ
っ
て
だ
け
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
。
顔
之
推
は
、
賦
の
も
う
一
方
で
の
構
造
的
柱
と
し
て
、
現
寅
へ

の
執
助
な
詑
税
を
行
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
そ
れ

は
、
人
間
的
後
魚
の
集
約
で
あ
る
文
明
へ
の
強
い
関
心
と
し
て
現
わ

れ
る
。
日
制
我
生
賦
b

の
著
し
い
特
徴
の
一
つ
は
、
近
代
史
を
文
明

の
危
機
の
歴
史
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

北
放
出
身
の
伎
の
起
こ
し
た
奴
鈍
に
つ
い
て
、
賦
は
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。

0

0

0

0

0

0

 

由
来
背
之
法
難

0

0

0

0

0

0

 

j
司
引
叩
乱
立
ぺ
、
、
、
、
A
J
A
口
H
H

手
躍
刈
ヌ
ヤ
ρ~UY脊

m\~ 
紫

。〉

江期;
詳oを
に j♀さ
寓け
すて

よ
り

0

0

0

0

0

0

ち
か

迄
此
幾
於
三
百
此
に
迄
る
ま
で
三
百
に
幾
き
に

0

0

0

0

0

0

あ
ま
ね

左
任
決
於
四
方
左
在
四
方
に
決
し

一
詠
苦
拐
市
永
歎
苦
拐
を
詠
じ
て
永
く
歎
き

吟
徴
管
部
増
傷
徴
管
を
吟
じ
て
増
々
傷
め
り

か
り
ず
ま
い

三
百
年
も
の
間
「
江
湖
」
に
寓
し
て
い
た
「
濃
紫
」
が
、
田
県
民
族

の
佼
入
に
よ
っ
て
打
撃
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

i
i
i
ま
た
酒
税
の
来

短
は
、民

百
寓
布
図
虜
民
百
寓
囚
虜
と
な
り

0

0

0

0

0

0

 

者
千
一
問
而
燦
妨
害
千
南

A

刷
版
制
腕
す

0

0

0

0

 

一
昨
天
之
下
一
仰
天
の
下

0

0

0

0

ほ
ら

斯

文

議

喪

斯

文

意

く

喪

ベ

り

と
、
桜
め
て
激
し
い
口
調
で
表
現
さ
れ
る
。
百
高
の
民
は
凶
践
と
な

り
、
一
千
両
の
車
に
載
せ
て
落
都
建
康
よ
り
運
び
来
た
っ
た
書
物
は

全
て
燃
え
上
っ
た
。
こ
の
一
大
の
下
、
文
明
は
完
全
に
滅
ん
だ
の
だ
。

だ
が
霊
安
な
の
は
、
之
推
の
中
で
文
明
は
決
し
て
破
壊
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
王
朝
の
崩
壊
を
も
越
え
て
生

き
続
け
て
い
る
。
「
在
任
決
於
四
方
」
と
一
一
一
日
い
、
「
斯
文
議
喪
」
と
一
一
一
向

う
が
、
そ
れ
は
常
に
、
そ
れ
ら
の
事
貨
を
越
え
て
文
明
が
あ
り
績
け

。。

た
こ
と
を
示
す
。
文
明
r
i
l
l
之
推
の
一
誌
に
よ
れ
ば
、
「
鵡
柴
」
で
あ

0

0

 

り
ぺ
斯
文
)
で
あ
る
が
i
i
i
i
の
根
強
さ
を
、
逆
に
鮮
明
に
す
る
の
で

あ
る
。
と
り
わ
け
、
王
朝
の
も
ろ
さ
と
の
針
比
に
於
て
。
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こ
の
こ
と
は
一
際
何
を
託
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
そ
れ

は
、
顔
之
推
が
、
政
治
権
力
と
し
て
の
王
朝
と
、
あ
ら
ゆ
る
打
撃
を

越
え
て
あ
り
績
け
る
文
明
と
を
、
兵
次
元
の
も
の
と
し
て
把
躍
し
て

い
た

l
iあ
る
い
は
、
そ
う
し
つ
つ
あ
っ
た

i

i
こ
と
を
示
す
。
王

朝
と
は
兵
な
っ
た
次
元
、
文
明
的
体
統
の
中
に
あ
り
こ
れ
か
ら
も
あ

り
続
け
る
で
あ
ろ
う
所
の
も
の
1
1
1
文
明
を
中
軸
と
し
て
永
遠
な

H

中

関

川

を

、

彼

は

彼

の

し

た

の

で

は

な

か

っ

た

￥

O
 

ヲ刀

の

こ
の
よ
う
な
秘
結
は
、
之
推
を
さ
ら
に
人
間
の
現
交
に
間
執
さ
せ

る
。
文
明
は
、
人
間
の
営
み
の
集
積
な
の
だ
か
ら
。
自
己
の
内
面
的

課
題
に
文
壌
の
方
法
に
よ
っ
て
と
り
く
も
う
と
し
た
持
、
之
推
は
現

貨
に
あ
る
人
間
の
相
貌
を
と
ら
え
る
と
い
う
課
題
を
も
、
己
に
課
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
江
陵
の
絹
に
よ
っ
て
西
貌
に
捕
え
ら

れ
、
開
中
へ
と
連
行
さ
れ
て
行
く
十
数
市
内
の
人
々
を
、
内
観
我
生
賦
』

は
次
の
よ
う
に
描
く
。

0

0

0

0

0

0

 

民
百
潟
市
凶
虜

議
千
阪
市
煙
燐

湾
天
之
下

斯
文
議
喪

0

0

0

0

0

0

 

憐
嬰
濡
之
何
事

0

0

0

0

0

0

 

於
老
疾
之
無
賦

三老嬰訴滞書民
疾読3文天千百
のに の討母国
無何議下
H犬のく 煩 囚
な事2喪 :場海
るかベ す と
をあり な
豹去ら t 
れん
むと

憐
れ
み

0

0

0

0

0

0

 

奪
諸
懐
一
向
禁
止
け
十
よ
り
奪
ひ
て

0

0

0

0

0

0

た

ふ

お

も

時
於
法
一
一
市
受
掠
に
賠
れ
て
掠
を
受
く

幾
何
舵
に
も
間
貌
の
兵
は
、
嬰
読
を
殺
の
懐
か
ら
奪
っ
て
涼
野
の

の
中
に
棄
て
、
老
い
疾
ん
だ
者
は
塗
に
跨
れ
る
た
び
に
そ
の

J

身
に
掠

を
受
け
る
の
で
あ
る
。

l
l明
ら
か
に
之
推
は
、
こ
の
事
件
の
最
大

の
被
害
者
を
見
落
し
て
い
な
い
。
彼
は
、
時
代
の
最
も
鋭
い
問
題

を
、
自
己
の
脱
野
か
ら
紙
落
さ
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に

こ
そ
、
現
笠
の
線
践
を
み
つ
め
る
之
推
の
親
知
は
、
ひ
る
が
え
っ
て

天
へ
の
詰
問
の
刀
と
な
る
。
四
貌
に
辿
行
さ
れ
た
人
々
の
背
痛
を
描

い
た
後
、
之
推
は
次
の
よ
う
に
一
言
う
。

0

0

0

0

0

0

た

み

何
接
取
之
陸
昔
何
ぞ
梁
取
は
昔
に
陸
、
ず
し
て

0

0

0

0

0

0

さ
き

徒
山
川
之
猶
議
徒
だ
山
川
の
み
猫
ほ
裳
の
ご
と
き
こ
と
あ
る
や

た

み

さ

き

何
故
梁
取
は
昔
の
ま
ま
で
は
な
い
の
に
、
た
だ
山
川
だ
け
が
裳
の
援

に
存
在
し
て
い
る
の
か
、
と
。
現
笈
へ
の
註
税
は
、
天
へ
の
織
烈
な

詰
問
に
よ
っ
て
し
め
く
く
ら
れ
る
。
現
寅
へ
の
注
説
と
、
天
へ
の
詰

問
と
は
、
い
わ
ば
互
い
に
補
完
し
桔
抗
し
合
い
な
が
ら
拭
を
展
開
さ

0

0

0

0

 

せ
て
行
く
の
で
あ
る
。
「
溺
生
」
と
「
猫
死
」
の
関
の
振
一
腕
は
、
天

へ
の
信
頼
と
不
信
と
い
う
こ
極
の
抗
争
へ
彼
の
親
貼
を
内
面
化
さ
せ

た
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
そ
れ
を
人
間
の
現
寅
へ
と
外
延
化
し
て
行

く
方
向
を
も
開
い
た
の
で
あ
る
。
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殴

吋
綴
我
牛
一
蹴
匂
の
末
尾
は
、
己
の
生
の
債
舘
が
、
王
朝
的
倫
理
の

基
準
か
ら
は
全
く
否
定
さ
れ
絞
け
て
来
た
こ
と
を
ま
ず
述
べ
る
。

予
一
生
部
…
一
一
化
予
は
一
生
に
一
一
一
た
び
化
し

に

が

な

た

で

つ

ら

つ

ぶ

さ

備
茶
苦
部
孝
辛
茶
の
芳
し
み
と
蓄
の
辛
さ
と
を
備
に
す

0

0

0

0

0

0

や

は

ね

そ

こ

な

鳥
焚
林
市
鍛
関
鳥
は
林
を
焚
か
れ
て
翻
を
鍛
ひ

0

0

0

0

0

0

さ
ら

魚
奪
水
市
服
部
鱗
魚
は
水
を
奪
は
れ
て
鱗
を
暴
す

暖
宇
宙
之
遼
麟
宇
宙
の
遼
鱗
な
る
を
暖
き

州
内
無
所
一
向
容
身
所
と
し
て
身
を
符
る
る
無
き
を
保
守
つ

こ
れ
は
明
ら
か
に
、
威
信
の
円
相
関
誌
懐
b

二
十
七
首
の
世
界
i
i
i
特

に
其
一
1
1
1
に
蒸
づ
く
。
庚
信
は
そ
の
中
で
、

0

0

0

0

0

 

約
鮒
常
怒
水
澗
鮒
常
に
水
を
忠
ひ

0

0

0

0

0

 

驚
飛
ん
得
失
林
驚
飛
ん
慨
に
林
を
失
ふ

と
、
自
己
を
表
現
す
る
。
水
を
思
う
澗
鮒
・
林
を
失
っ
た
鳥
は
、
安

定
し
た
倫
現
的
基
盤
を
失
っ
た
政
信
の
姿
で
あ
っ
た
。
之
推
は
そ
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
「
烏
焚
林
市
鍛
潟
、
魚
奪
水
面
暴
鱗
」
と
一
古
っ

た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
話
例
我
生
賦
b

全
般
の
構
造
は
、
質
に
こ
う
し
た
続
紳

を
の
り
こ
え
る
べ
く
創
出
さ
れ
て
来
た
と
言
っ
て
議
官
で
は
あ
る
ま

い
。
「
際
宇
儲
之
遼
勝
、
川
内
無
所
雨
前
行
身
い
と
い
う
血
を
吐
く
よ
う

な
濁
自
は
、
一
方
で
「
活
子
な
れ
ば
牲
克
し
い
と
い
う
天
の
託
貨
の

無
力
さ
を
明
る
み
に
出
し
、
ま
た
一
方
で
、
そ
の
天
を
頼
ん
で
来
た

己
の
不
甲
斐
な
き
を
照
し
出
す
。
つ
い
に
こ
こ
に
至
っ
て
、
之
推
は

一
一
腕
の
う
ち
に
、
遼
ぃ
畷
な
る
宇
宙
と
釘
持
す
る
自
己
の
中
に
口
県
の
問

題
を
見
出
す
。
賦
は
、
結
け
て
一
一
一
一
向
う
。

0

0

0

0

0

0

と
が

夫
有
遁
部
自
訟
夫
れ
過
有
ら
ん
か
と
自
ら
訟
む
る
や

0

0

0

0

0

0

ひ
ら

始
設
陵
於
天
員
一
始
め
て
擦
を
天
真
に
設
き
ぬ

0

0

0

0

0

0

 

叩
一
場
経
翠
而
察
知
首
遠
く
嬰
を
絶
ち
知
鳴
を
棄
て
ん

0

0

0

0

0

o

t

ざ

つ

な

な

妄
鎖
義
以
嬬
仁
義
に
鋲
さ
れ
仁
に
揺
が
る
る
こ
と
妄
け
ん

と
カ

そ
も
そ
も
自
分
自
身
に
遜
り
、
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
自
ら
を
訟

。。

め
た
所
、
援
の
こ
の
身
も
始
め
て
「
天
異
い
が
己
に
絞
け
て
い
た
こ

。。

と
に
気
付
い
た
。
!
!
主
人
民
」
と
は
、
天
間
ハ
の
純
粋
な
生
、
本
来

ハ
注
六
〉

的
な
人
向
性
を
一
一
一
一
向
う
。

。。

之
推
が
こ
こ
で
用
い
た
つ
天
異
い
と
い
う
言
葉
、
そ
れ
は
、
王
朝

の
倫
理
か
ら
自
立
し
た
人
間
性
を
指
す
誌
な
の
だ
と
、
私
は
考
え

る
。
そ
れ
は
、
人
間
が
生
き
る
償
他
の
基
擦
を
王
朝
倫
理
の
束
縛
の

外
に
器
こ
う
と
す
る
、
一
つ
の
宣
言
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

0

0

0

0

 

総
い
て
述
べ
ら
れ
る
寸
法
総
理
部
楽
智
、
妄
鎖
義
以
藤
仁
」

l
l
'遼

0

0

0

0

と

ぎ

つ

な

く
嬰
や
智
な
ど
は
来
て
て
し
ま
い
、
義
や
仁
に
鈴
さ
れ
磁
が
れ
る
の

は
や
め
て
し
ま
お
う
;
;
と
い
う
一
言
葉
は
、
顔
之
推
を
儒
家
と
し
て

と
ら
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
あ
ま
り
に
も
不
俗
岱
な
渡
言
で
あ

0

0

0

 

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
ら
か
に
寸
天
倍
以
い
の
獲
得
が
、
翠
・
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0

0

0

 

智
・
義
・
仁
の
放
棄
と
針
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

。。

「
天
員
」
と
い
う
…
訟
は
、
係
数
一
に
支
え
ら
れ
る
ま
朝
倫
理
か
ら
離
脱

し
、
自
立
し
た
人
間
性
を
指
す
話
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

。。

そ
し
て
同
時
に
「
天
異
い
と
い
う
一
訟
は
、
之
推
の
併
数
へ
の
傾
利
仰

を
も
暗
示
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
彼
の
円
台
怠
』
詩
其
二
の
後
半

。。

に
、
「
蹄
国
民
」
と
い
う
訟
が
出
て
来
る
。

昔
潟
時
所
重
昔
時
の
重
ん
ず
る
所
と
魚
り
し
が

今
潟
時
所
軽
今
時
の
較
ん
令
す
る
所
と
潟
れ
り

阪
輿
渇
泥
ん
問
問
願
は
く
は
潟
況
と
禽
せ
ん

思
賂
垢
芯
弁
思
は
く
は
垢
石
と
弁
ば
ん

0

0

 

務
員
川
岳
下
呉
に
締
せ
ん
川
一
面
の
下

抱
溺
潜
其
築
潤
を
抱
き
て
北
ハ
の
楽
を
潜
め
ん

「
賢
珠
出
東
圏
、
品
川
天
王
産
南
剤
」
と
、
自
己
を
珠
玉
に
た
と
え
て
歌

う
詩
で
あ
る
。
そ
の
き
ら
、
ぎ
ら
し
い
光
揮
は
、
昔
人
々
か
ら
市
叫
ん
ぜ

ら
れ
た
。
だ
が
、
今
で
は
逆
に
!
i
iこ
こ
で
も
倫
理
的
負
い
目
へ
の

自
意
識
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
る
よ
う
だ
が
l
l
i人
々
か
ら
軽
ん
ぜ
ら
れ。

て
い
る
。
埋
も
れ
て
「
潟
泥
い
「
垢
石
」
と
一
絡
に
な
る
の
だ
。
「
国
民
」

。

、

つ

あ

お

い

に
「
締
い
ろ
う
、
川
岳
の
下
で
。
潤
の
あ
る
光
を
抱
き
な
が
ら
、

。。

策
を
潜
め
て
し
ま
お
う
0
1
1
i
s

「
野
呉
川
岳
下
、
抱
潤
潜
武
(
栄
」
と

い
う
、
全
て
の
地
上
的
な
も
の
の
放
棄
を
に
お
わ
せ
る
表
現
は
、
先

。。

の
「
夫
有
、
地
雨
自
訟
、
始
後
駿
於
天
国
民
、
遠
紹
患
部
棄
智
、
妄
鎖
義

以
編
仁
」
と
い
う
表
現
と
共
通
す
る
一
一
ュ
ア

γ
ス
を
持
つ
。
そ
し
て

0

0

 

「
蹄
民
」
の
誌
は
、
天
廷
京
癒
智
般
(
五
一
…
一
八
!
五
九
七
〉
の
吋
一
大

台
間
数
義
』
に
、

。。

夫
道
総
二
迷
。
果
究
者
常
築
。
法
唯
一
味
。
寂
滅
務
員
。

と
あ
る
。
つ
ま
り
「
員
如
」

i
i普
遍
的
真
理
i

i

に
締
す
る
こ
と

で
あ
る
。
之
推
が
晩
年
、
併
数
へ
の
傾
斜
を
示
し
て
行
っ
た
事
質
に

つ
い
て
、
彼
の
信
仰
告
白
と
も
一
一
一
一
向
う
べ
き
忠
勝
、
氏
家
訓
』
蹄
心
第
の

成
立
時
期
を
五
八
七
年
前
後
と
推
定
し
な
が
ら
、
宇
都
宮
清
吉
博
士

は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
の
時
彼
は
迫
り
来
る
老
年
を
感
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と

共
に
彼
の
精
榊
は
地
上
の
世
界
を
越
え
る
信
仰
の
世
界
へ
と
深
く

傾
斜
し
つ
つ
あ
っ
た
と
忠
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
精
神

の
彼
岸
へ
の
憶
景
の
時
期
に
こ
そ
、
彼
は
蹄
心
篇
を
執
筆
し
た
も

の
に
ち
が
い
な
い
。
(
吋
顔
氏
一
家
訓
蹄
心
篇
費
え
書
き
』
名
古
屋
大

向
学
文
問
宇
部
紀
一
安
説
競
)

吋
概
我
生
一
賦
』
の
制
作
年
代
が
、
北
湾
の
滅
亡
(
五
七
七
)
以
後
数

年
以
内
で
あ
る
こ
と
は
確

J

買
だ
か
ら
、
宇
都
宮
博
士
の
指
摘
す
る
併

殺
へ
の
傾
制
約
は
、
こ
の
賦
の
制
作
の
直
後
か
ら
は
じ
ま
っ
た
と
一
一
一
日
い

。。

得
る
。
「
蹄
員
」
の
一
味
仰
が
、
あ
ら
ゆ
る
地
上
的
柴
饗
を
捨
て
て
真
如

へ
終
諒
す
る
こ
と
を
暗
示
す
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
と
い
う
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誌
が
、
儒
激
的
償
値
を
超
克
し
併
殺
へ
と
進
ん
で
行
っ
た
人
間
性
を

暗
示
す
る
可
能
性
も
大
き
い
と
一
一
一
日
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
町
一
概
我
生
賦
h

は
、
之
推
の
精
…
別
的
立
場
を
よ
り
鮮
明
に

う
ち
出
し
て
完
結
す
る
。

0

0

0

0

0

0

0

0

 

向
使
潜
於
草
茅
之
下

0

0

0

0

0

0

 

甘
魚
吠
玖
之
人

民
m

宣
誓
訂
手
一
説

djd
芸
員

F
i
m
-
-
下
正
巳
メ
n
J

英
抵
挙
以
一
宵
身

委
明
珠
市
柴
賎

僻
自
撰
以
安
食

0

0

0

0

0

0

0

0

 

発
舜
不
能
祭
災
素
撲

0

0

0

0

0

0

0

0

 

r
f
E竹
i
ヘ
二
仁
、
色
川
JaA司

祭
常
生
ハ
ト
旬
、
ピ
オ
/
詩

E

此
窮
何
向
市
安

故
障
安
所
自
綴

も
し
た
と
ひ
草
茅
の
下
に
潜
む
と
も

甘
ん
じ
て
吠
玖
の
人
と
潟
ら
ん

議
を
議
み
創
を
印
字
ぶ
こ
と
無
く

あ
ぶ
ら

掌
を
抵
し
て
身
を
一
骨
に
す
る
こ
と
英
け
ん

ゆ
だ

明
珠
を
委
ね
て
践
を
策
し
み

自
壌
を
僻
し
て
貧
に
安
ん
ぜ
ん

あ
ら
は

免
舜
も
其
の
素
撲
を
築
す
能
は
ず

け
が

条
約
も
以
て
其
の
清
践
を
汗
す
こ
と
無
し

此
の
窮
ま
り
は
何
に
由
り
て
か
至
れ
る

放
の
浮
か
し
め
は
安
く
の
所
よ
り
し
て
か

自
ら
議
れ
る

今
よ
り
し
て
後

敢
へ
て
天
を
怨
み
て
麟
に
泣
か
ざ
ら
ん

0

0

0

0

 

市
今
雨
後

0

0

0

0

0

0

0

0

 

不
敢
怨
天
市
泣
麟
也

之
推
が
思
想
的
に
併
殺
へ
の
傾
斜
を
深
め
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

は
現
貨
の
隠
避
で
は
な
い
。
「
向
使
潜
於
草
茅
之
下
、
甘
伺
川
朕
欧
之

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

人
」
と
言
い
、
「
尭
舜
不
能
楽
兵
素
撲
、
条
約
無
以
一
行
止
ハ
活
躍
い
と

言
う
が
、
そ
れ
ら
は
儒
数
倫
坪
一
の
束
縛
か
ら
の
訣
別
、
天
を
前
提
し

な
い
人
間
存
在
へ
の
飛
躍
を
一
活
味
す
る
。
天
へ
の
依
存
は
こ
こ
で
は

断
ち
切
ら
れ
、
之
推
に
と
っ
て
人
間
存
在
は
自
立
的
な
も
の
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
彼
の
信
仰
が
浄
土
数
で
あ
っ
た
と
す
る
宇
都
宮
博
士

の
訟
に
従
う
な
ら
ば
、
浄
土
へ
の
懐
景
と
信
仰
は
、
逆
に
現
世
に
於

け
る
人
間
と
し
て
の
管
震
を
決
定
的
に
重
ん
じ
る
姿
勢
を
、
彼
の
中

に
生
じ
さ
せ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
之
推
の
信
仰
は
、
決
し
て
思
想
的
葛
藤
な
し
に

か
ち
と
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
限
り
で
、
宇
都
宮
博
士
の
次
の
よ
う
な
見
解
は
、
私
に
は

従
い
難
い
。

彼
の
信
仰
は
、
多
分
に
品
目
問
時
の
批
舎
に
一
肢
が
っ
た
脅
俗
化
し
た
浄

土
信
仰
的
雰
翻
然
に
、
向
調
し
蒸
染
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
も

す
る
よ
う
だ
。
何
の
苦
悶
の
跡
も
な
く
、
単
純
に
儒
同
学
的
救
設
の

延
長
線
上
に
俳
教
的
数
設
の
員
理
性
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
締
心

一
筋
の
態
度
は
、
こ
の
世
の
速
い
は
て
に
連
結
し
て
存
在
す
る
浄

土
を
見
て
い
た
蛍
時
の
一
般
信
仰
界
の
態
度
と
完
全
に
一
致
す
る

も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
何
よ
り
も
雄
競
に
彼
の
こ
の
種
の
向

調
と
薫
染
と
を
物
語
る
と
思
う
。
(
間
前
)

む
し
ろ
事
態
は
逆
で
は
な
か
っ
た
か
。
厳
し
い
思
想
的
相
克
の
中

で
、
儒
家
顔
之
推
は
併
殺
へ
と
傾
斜
し
て
行
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た

か
。
後
の
儒
家
が
非
難
し
て
や
ま
な
い
町
村
朗
氏
家
訓
い
蹄
心
篇
の
、
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同
行
蹄
定
。
千
円
入
諮
問
。
幣
才
智
恵
。
蛍
徒
七
線
百
氏
之
博
故
。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

〈
注
七
〉

問
問
非
滋
一
ん
舜
周
孔
所
及
也
。

と
い
う
よ
う
な
溌
言
は
、
晩
年
の
彼
の
思
想
が
ど
れ
ほ
ど
強
く
併
数

(
法
人
〉

に
傾
き
、
し
か
も
儒
敬
と

J

取
離
し
て
い
た
か
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
そ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

し
て
そ
れ
は
、
「
発
舜
不
能
柴
其
素
撲
、
策
約
無
以
、
汗
其
清
麗
」
i
1
i

あ
ら
は

発
舜
の
よ
う
な
嬰
天
子
も
私
の
索
撲
な
生
を
柴
す
こ
と
は
で
き
や
す
、

け
が

ま
た
梨
約
の
よ
う
な
怒
一
大
子
も
私
の
清
鹿
を
汗
す
こ
と
は
な
い
の
だ

i
l
!と
い
う
、
王
朝
練
制
に
束
縛
さ
れ
て
い
た
生
へ
の
烈
し
い
訣
別

よ
っ
て
生
ま
れ
得
た
一
言
葉
だ
っ
た
こ
と
を
見
落
す
こ
と
は

ので
き
な
い
。

五

0

0

0

 

振
り
返
れ
ば
、
之
推
を
こ
こ
に
ま
で
導
い
た
「
猫
生
」
と
「
濁

。
死
」
の
関
の
相
克
そ
の
も
の
が
、
践
に
彼
の
併
殺
的
素
養
を
一
暗
示
し

。

。

。

。

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
溺
生
」
と
「
溺
一
死
」
と
い
う
一
言
葉
を
、

二
つ
な
が
ら
、
存
在
の
不
完
全
な
あ
り
援
を
示
す
一
言
葉
と
し
て
使
用

す
る
の
は
、
浄
土
数
の
根
本
数
典
と
し
て
知
ら
れ
る
『
大
無
量
議

経
』
で
あ
る
。
一
一
一
一
向
う
、

0

0

0

0

 

人
在
位
向
愛
欲
之
中
。
濁
生
・
溺
一
死
・
濁
去
・
溺
来
。
蛍
行
事
…
趣

(
注
九
)

苦
柴
之
地
。
身
自
蛍
之
。
無
有
一
代
者
。

0

0

0

0

 

と
。
「
猫
生
」
「
溺
死
」

i
l
i
そ
れ
は
員
如
に
諒
一
せ
ず
に
、
輪
廻
の
中

を
特
々
と
す
る
存
在
の
あ
り
様
を
指
す
。
顔
、
之
推
が
、
倫
理
的
常
潟

。。

に
は
ず
れ
る
生
と
い
う
法
味
で
「
猫
生
」
と
い
う
誌
を
用
い
得
た
の

は
、
僻
山
県
の
こ
う
し
た
用
例
が
あ
っ
た
た
め
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま

た
さ
ら
に
は
、
王
朝
的
倫
理
の
賞
潟
に
基
づ
く
殉
死
を
も
恥
じ
た
背

。。

景
に
は
、
「
溺
死
」
を
輪
廻
の
一
様
相
と
し
て
と
ら
え
る
併
数
の
愛

想
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
は
未
分
化
な

。。

認
識
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
「
溺
死
」
を
、
王
朝
の
倫
理
に
は
ず
れ
る

生
と
い
う
意
味
で
使
う
持
、
そ
れ
は
併
典
の
使
い
方
と
完
全
に
は
一

致
し
な
い
。
だ
、
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
、
彼
の
中
に
未
分
化

な
ま
ま
内
在
し
て
い
た
併
敬
へ
の
指
向
が
、
可
制
例
我
生
紙
一
』
の
創
作

を
通
じ
て
精
神
の
表
舞
去
、
へ
設
場
し
て
来
た
の
だ
と
、
一
一
一
日
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

『
観
我
生
斌
』
は
、
王
朝
鰻
制
下
の
倫
理
的
束
縛
か
ら
之
推
が
離

股
し
て
行
く
、
そ
の
思
想
的
葛
藤
の
頂
熱
に
立
つ
文
挙
だ
っ
た
と
、

私
は
思
う
。
苔
む
し
ろ
、
お
側
我
生
斌
』
は
、
己
の
思
想
的
相
克
の

全
て
の
課
題
を
さ
ら
け
出
し
、
そ
の
相
克
を
展
開
し
、
そ
し
て
そ
れ

を
の
り
越
え
て
行
く
場
で
あ
り
方
法
だ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

一
人
の
思
想
家
が
自
己
の
思
想
的
縛
生
を
成
し
遂
げ
る
上
で
、
こ
こ

に
文
壌
の
方
法
が
特
異
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

儒
数
の
世
界
観
は
、
顔
之
推
の
思
想
の
基
底
と
し
て
の
地
位
を
、

こ
の
時
間
取
務
的
に
失
っ
た
で
あ
ろ
う
。
之
推
は
今
や
新
た
な
基
盤
の

( 49 ) 



上
に
、
自
己
の
精
一
柳
を
再
構
築
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
巌
し
い
思
想
的
放
立
ち
を
、
文
壊
は
最
後
に
描
き
出
さ
な
け
れ
ば

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
、
私
は
思
う
。
「
此
窮
何
由
市
室
、
設
痔
一
安

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

所
自
張
、
而
今
而
後
、
不
敬
怨
天
而
泣
麟
也
」

i
l
!こ
の
窮
紋
は
何

に
由
っ
て
や
っ
て
来
た
の
か
。
こ
の
恥
痔
は
ど
の
よ
う
な
所
か
ら
や

っ
て
来
た
の
か
。
今
よ
り
後
、
敢
え
て
私
は
、
天
を
怨
ん
で
、
死
ん

だ
麟
麟
に
な
み
だ
す
る
こ
と
を
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
ー

i
人
間
存
在

が
真
に
自
立
す
る
た
め
の
代
債
の
重
さ
に
傑
然
と
し
な
が
ら
、
し
か

も
な
お
新
た
な
思
想
的
放
立
ち
に
向
か
お
う
と
す
る
顔
之
推
を
、
我

々
は
こ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

(
東
京
印
刷
す
畿
大
殿
場
開
腐
高
等
勝
校
教
議
)

〈
法
〉

一
た
と
え
ば
、
民
信
の
代
表
作
吋
擬
詠
懐
』
一
一
十
七
首
は
、
全
般
が
そ
う

し
た
苦
慣
の
告
白
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

一
一
周
法
高
町
一
郎
之
般
観
我
生
拭
興
炭
信
友
江
市
賦
之
関
係
b

Q顔
氏
家
訓

説
法
い
一
九
七
一
丸
一
所
牧
)

一
一
一
服
災
格
コ
蹴
友
江
市
賦
b

下
(
町
陳
寅
栴
先
生
論
文
集
』
五
二
一
一
真
)

問
洪
興
胤
吋
宗
林
…

O

O

O

 

五
向
じ
く
観
卦
六
三
党
に
「
観
我
々
一
選
泣
い
と
あ
る
が
、
今
は
一
腹
劉
説

に
従
う
0

0

0

 

六

2
何
者
b

院
籍
停
に
「
擬
和
股
純
。
以
保
天
員
。
」
と
あ
る
。
活
家
的
ニ

コ
ア
ン
ス
の
強
い
誌
で
あ
る
。
し
か
し
、
潜
在
す
る
影
響
は
と
も
か
く
、

こ
の
訴
に
よ
っ
て
之
般
が
活
家
の
立
場
ヘ
傾
斜
し
た
と
す
る
こ
と
は
で
き

な
い

o

Q顔
氏
家
訓
』
勉
翠
篇
等
参
照
)

七
成
文
招
は
「
之
推
此
一
言
。
得
罪
名
数
突
。
」
と
述
べ
る
。

八
し
か
も
「
習
俗
化
し
た
浄
土
信
仰
的
一
毎
回
気
」
と
一
一
-
一
向
う
の
も
、
や
や
世

ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
蛍
時
の
北
地
の
一
部
十
一
致
は
、
刊
誌
穏
ハ
四
七
六

i
五
回
二
〉

に
よ
っ
て
唱
導
さ
れ
た
新
興
の
宗
数
だ
っ
た
。
わ
が
閣
の
親
驚
が
ヲ
ロ
間
借

和
讃
』
の
中
で
、
円
安
穏
を
、
「
，
四
論
の
誌
設
さ
し
お
き
て
、
本
顕
他
力
を

と
き
た
ま
ひ
、
兵
締
の
凡
衆
を
み
ち
び
き
て
、
波
探
の
か
ど
に
ぞ
い
ら
し

め
し
に
と
た
た
え
る
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
江
市
の
慈
述
。
ニ
三

五

i
四
一
六
)
以
来
の
、
思
排
に
流
れ
が
ち
な
浄
土
信
仰
と
水
質
的
に
異

な
る
大
衆
性
を
持
つ
(
塚
本
議
際
円
併
数
の
思
想
b

八
各
七
一
一
一
頁
〉
が
、

ま
た
問
時
に
、
「
習
俗
化
し
た
浄
土
信
仰
的
雰
間
気
」
を
は
る
か
に
脱
し

た
高
度
な
宗
教
思
想
で
あ
っ
た
こ
と
も
明
白
で
あ
る
。
ハ
望
月
一
一
約
亨
ウ
中

間
浄
土
数
理
史
』
第
六
平
・
第
七
平
・
第
十
一
一
平
)

九
康
鵠
針
一
誇
。
な
お
金
鰭
は
、
こ
の
離
を
所
依
の
桜
山
県
と
し
て
教
化
を
肢

b
乍
」

0

2
7
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