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子
六
経
ノ

コ
ー
窮
茨
ノ
茨
ハ
、
輔
災
l

修
ム

Jレ

ノ'‘
ヽ

中
井
竹
山
が
捩
徳
堂
の
請
堂
の
旧
欅
に
桐
げ
た
聯
に

経
術
心
之
準
縄

文
章
逍
之
洞
菜

あ
っ
て
、

と
大
き
く
書
い
て
あ
っ
た
と
い
ふ
。
こ
の
経
術
と
文
脊
壬
と
を
．
並
び
尚
ん
だ
こ
と
は
、
す
た
は
ち
餃
徳
堂
の
學
問
の
特
色
を
た
し
た
と
こ
ろ
で

お
た
じ
く
朱
子
學
を
宗
と
し
た
が
ら
も
、
山
綺
間
齋
の
一
派
た
ど
と
は
、
全
く
歩
趨
を
異
に
し
た
所
以
で
あ
る
。
竹
山
は
、
こ
の

堂
聯
の
説
明
に
於
て
、

「
邸
生
J

蚤
歳
ョ
リ
學
問
修
行
ノ

ハ
、
経
術
文
窄
J

ニ
ッ
ニ
ア
リ
、
此
ニ
ッ
J

到
底
ヲ
究
メ
ザ
ル
ハ
、
小
成
―
―

安
ズ

J
V
l
器
ニ
シ
テ
、
大
成
ノ
業
二
非
ズ
。
」
と
い
ひ
、
ま
た
或
る
人
に
典
へ
た
尺
詔
の
中
に
も
、
「
山
綺
ノ
諸
信
ハ
租
子
l
脱
ヲ
誤
リ
會
シ

テ
文
窄
ヲ
學
者
ノ
大
杯
ぷ
ト
ス
ル
コ
ト
甚
グ
僻
ボ
ナ
リ
、
寅
行
ヲ
巖
シ
庫
文
―
―
馳
ル
コ
ト
ハ
イ
カ
ニ
モ
柴
ズ
ベ
シ
、
質
行
ヲ
主
ト
シ
テ
文
業
ヲ

ノ
常
然
ノ
コ
ト
ナ
リ
、
笠
繋
ズ
ベ
ケ
ン
ヤ
。
」
と
稲
し
て
ゐ
る
。
俊
徳
堂
の
學
問
が
、
い
か
に
文
章
を
尚
ん
だ
か
を
知
る

べ
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
竹
山
は
何
故
に
文
掌
を
尚
ん
だ
の
か
と
い
ふ
と
、
い
ま
の
堂
聯
の
「
文
章
逍
之

―
―
ハ
非
ズ
、
ヤ
ハ
リ
鳥
災
ノ
皮
ニ
テ
、
飛
シ
ム
ル
ノ
具
＝
一
喩
フ
ル
ナ
リ
、
是
二
少
シ

ミ
ナ
文
ナ
リ
、
宋
匹
ノ
郷
後
ノ
不
仙
ノ
緒
ヲ
緞
デ
、
痙
底
言
ヲ
得
タ
ビ
明
ヵ
―
―
七
ル
千
言
寓
語
、
ミ
ナ
文
―
―
非
ザ
ル
、
ハ
ナ

゜

懐

徳

堂

の

文

藝

快
徳
党
の
文
臨

の
句
の

紳

田

喜 --ノ‘

ア
リ
、
凡
ソ
四

明
に
於
て
、
竹
山
は

郎



快
徳
党
の

は
極
め
て
栂
沿
の

で

に
ま
で

ヽ

そ：
れ
iこ

た
見
識
を
育
ち
、

， 
ノ‘

に
つ
い
て
は
、
創
作
の
オ
よ
り
も
、
む
し
ろ
批
評
に

し
た
こ
と
が
論
じ
て
あ
る
。
わ
た
く
し
は
、

い
ま
だ
蘭
洲
の

る

に

れ
た
い
が
、
蘭
洲

の

に
始
め
て

V
し、

叫

や
が

C
竹
山
・
屈
軒
の
時
代
の
盛
を
致

い
ふ
考
へ
方
は
、

お
な
じの

も
の
を
主
と
す
る
混
沌
就
の
一
派
と
も
釘
立
し
た
。
山
鯰
の
一
派
は
経
術
祇
で
あ
り
、
混
沌
社
の
一
祇
は
文
藝
派

す
、
詞
窄
を
直
ん
ぜ
ず
、

見
に
本
づ
い

C
、

以
て
主
と
し
た
の
が
、
蘭
洲
に
至
つ
て
、

に
も
長
じ
た
の
で
、
そ
の
意

堂
の

叙
す
る
こ
と
楓
め
て

で
あ
る
が
、

は
、
竹
山
の
師
、
五
井
閣
淵
に
よ
っ
て
間
か
れ
た
も
の
ら
し
い
。
酉
村
天
囚
拇
士
の
「

創
立

の

た
三
宅

の
誤
抵
も
深
く
、

の

人
は
、

ノ

~
 

A

う
力

の

゜

で
あ
り
、

は
そ
の
中
間
に
獨
自
の
立
場
を
主
板
し
た
の
で
あ
る
。

カ
の
あ
っ
た
、
文

ノ

"/J

ーヽ

の
一
派
と
討
立
し
た
の
み
な
ら
中
、
そ
の
一
方
に
於
て
、
常
時
浪
旅
の
地
に

は、 と
も
い
つ
て
、

非
ズ
、
故
＝
一
経
術
文
窄
迭
―
―
修
メ
テ
相
待
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、

‘‘
 ヵ

る
の
に
文
脊
ナ
を

コ
レ
切
要
ノ

ぶ
必
要
の
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
ゐ
る
が
、

が
あ
っ
て
、
文
窄
は
そ
れ
と
必
然
的
た
闘
係
を
も
つ
こ
と
に
於
て
の
み
債
値
を
も
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
か
う

T リ゚

一
賠
ケ
レ
バ
、

か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
ま
た
竹
山
は

「
文
所
以
載
道
也
」
と
い
つ
て
ぬ
る
の
と
、

ル
ユ
ヘ
、
是
ヲ
千
馘
ノ
後
―
―
他
ヘ
テ
朽
ズ
、
海
外
萬
星
ノ
外
一
、
デ
―
―
及
プ
モ
ノ
、
〈
平
辺
鐵
刷
ト
モ
云
ツ
ベ
シ
、
文
松
飩
属
ス
ベ
ケ
ン
ヤ
0

の
文
北
に
序
し
て
、
「
文
者
買
道
之
器
也
」
と
い
ひ
、
宋
の
周
茂
叔
が
通
杏
の
中
に
．

文
窄
そ
れ
自
憫
に
獨
立
し
た
恨
値
を
認
め
た
の
で
は
た

求
ム
ル
ニ
モ
和
胄
俗
習
J

ア
ヤ
マ
リ
ア
リ
テ
、

全
く
お
た
じ
息
想
か
ら
出
た
も
の
で
、

と
い
つ
て
ゐ
る
。

シ
ヽ

以
テ
道
ヲ

ヘ
後
樅
―
―
貼
ス
ヲ
得
ル
ハ
、
即
チ
逍
ヲ
飛
シ
ム
ル
也
、
文
ア
ニ
道
J

祠
叩
二
非
ズ
ャ
、
ゾ

J

文
J

こ
れ
は
つ
ま
り
店
の

カゞ

-IIt 

聖
賢
ノ
意
ヲ
ト
リ
タ
ガ
エ
ル
コ
ト
ア
リ
、

る
に
竹
山
に
あ
っ
て

諒
文
に
長
ぜ

は
ヽ

是
細
JJf



そ
れ
に
竹
山
に
つ
い
て
、
も
う
一
っ
驚
く
の
は
、
曹
通
の
詩
の
外
に
填
詞
を
試
み
て
ぬ
る
こ
と
で
あ
る
。
竹
山
の
時
代
に
、
浪
蔀
の
地
に

る
の
は
、
何
と
い
つ
て
も
そ
の
オ
に
感
心
せ
ざ
る
を
得
た
い
。

官

怨

る。 う
し
て
近
盟
詩
の
墜
律
を
請
す
る
こ
と
甚
だ
細
か
で
、

し
か
し
誅
は
唐
の
純
粋
典
雅

物
祖
彼
の
一
派
が
明
の
王
冊
貞
や
乍
手
麟
の
暁
を
奉

一
隻
眼
を
具
へ
て
ゐ
た
の
で
は
た
い
か
と
思
ふ
。
闇
洲
打
話
の
中
に

何
人
の
い
ひ
し
か
、
定
家
卿
は
歌
つ
く
り
、
四
行
は
歌
よ
み
と
た
り
。
よ
く
い
ひ
か
た
ど
れ
り
。
定
家
卿
は
明
の
王
李
に
類
す
。
四
行

は
唐
の
元
白
に
類
す
。

と
い
ふ
一
條
の
如
き
、
簡
吼
た
が
ら
も
、
そ
の
批
評
眼
を
見
る
に
足
る
で
あ
ら
う
。

竹
山
の
詩
文
に
封
す
る
意
見
は
、

常
時
文
概
の
泰
斗
と
仰
が
れ
て
ゐ
た
明
石
の
梁
田
鐙
巖
の
こ
と
で
あ
る
。
竹
山
は
、

じ
て
、
文
は
泰
淡
、
詩
は
盛
唐
と
限
り
、

た
の
を
以
て
宗
と
す
べ
き
で
、
ま
づ
立

の
作
品
と
い
ふ
感
を
免
れ
た
い
が
、

と
い
ふ
の
で
あ
る
°

竹
山
の
詩
に
つ
い
て
は
、
田
能
村
竹
田
が
そ
の
詩
話
の
中
に
「
克
費
有
餘
。
風
趣
梢
乏
。
」
と
評
し
て
ゐ
る
の
が
適
評
で
、

し
か
し
そ
の
中
に
は
、
竹
田
も
唐
人
の
逍
特
あ
り
と
許
し
て
ゐ
る

さ

い
か
に
も
學
者

滑
羞
揺
夢
愕
丁
丁
。
錯
飢
君
平
詞
此
繹
。
不
知
緑
険
多
闘
雀
。
牡
丹
花
上
隅
金
鈴
゜

の
如
き
、
専
門
詩
人
を
し
て
後
に
腔
若
た
ら
し
め
る
も
の
も
膨
く
な
い
。
さ
う
し
て
ヒ
は
風
雅
に
擬
し
た
四
言

i

古
詩
か
ら
、
下
は
七
言
絶
句

に
至
る
ま
で
、
古
今
盟
護
の
各
庫
血
に
互
り
、
中
に
は
六
言
絶
句
と
い
ふ
や
う
た
も
の
さ
え
あ
っ
て
、
凡
て
一
千
敷
百
首
の
作
品
を
遣
し
て
ゐ

゜

の
文
蒻

そ
の
莫
険
集
に
見
え
C
ぬ
る
呈
院
巖
先
生
書
に
よ
っ
て
賎
ふ
こ
と
が
で
き
る
，

徒
に
そ
の
形
貌
ば
か
り
を
佼
倣
し
よ
う
と
す
る
の
を
排
撃
す
る
、

そ
れ
か
ら
桔
鵞
、

そ
の
方
面
で
は
、

更
に
進
ん
で
格
調
、
氣
約
を
講
ぜ
ね
ば
た
ら
ぬ
、

特
に
詩
律
兆
と
題
す
る
専
著
を
さ
へ
上
梓
し
て
ゐ
る
の
で
あ

六
四

蜆
巖
と
い
ふ
の
は
、



力S

っ

の

の
文
袋 し

て
、

も
う
一
っ

で
填
叫
趣
味
の
物
輿
し
て
ゐ
た
こ
と
は
確
か
で
、
こ
れ
よ
り
前
、

み
て
ゐ
る
し
、
ま
た
竹
山
と
並
肌
の
文
人
で
浪
旅
に
住
し
て
ぬ
た
細
合
半
煩
の
手
の
張
廂
と
い

れ
に
し
て
も
我
が
邦
で
は
虞
詞
た
ど
ま
だ
輩
味
に
あ
っ
た
時
代
に
於
て
、
竹
山
の
や
う
な

や
く
作
っ
て
ゐ
る
の
は
、
ま
こ
と
に
而
白
い
こ
と
と
い
は
ね
ば
な
ら

の
で
は
た
く
、

そ
の
上
失
調
の
と
こ
ろ
も
見
賞
る
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
瑣
詞
を
作
っ
て
ゐ
る
こ
と
だ
け
で

と
し
て
柴
野
栗
山
と

を
存
す
る
も
、
雄
健
に
し
て
浪
闊
老
成
な
り
~
、
と
評
せ
ら
れ
て
ぬ
る
。
栂
士
は
、
特
に

は
さ
う
多
く
は
な
い
と
思

於
け
る
主
張
と

こ
こ
に
竹
山
の
弟
、

竹
山
の
歿
後
、
そ
の

の
こ
と
に
過
ぎ
す
、

は
そ
の
ま
ま
伯
じ
て
よ
か
ら
う
。
邸
見
を
以
て
し
て
も
、
江
戸
時
代
Q

生
た
る
者
に
答
ヘ

し
て
お
き
た
い
の
は
、

て
、
頗
る
顔
法
に
通
じ
た
と
い
は
れ
て
ゐ
る
。
五
井
薗
洲
・
中
井
梵
癒
、

に
は
、

さ
し
て
菫
要
な

そ
の

六
五

い
和
歌
山
で
は
、
祇
園
南
栂
が
闊
に
-
,
}
れ
を
試

な
ど
も
、
．
こ
れ
を
作
っ
て
ゐ
る
が
、
そ

も
っ
と
も
そ
の
坦
詞
は
、
多
く
は

そ
の
も
の
と
は
餘
り
深
い

し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
も
屈
軒
の
楓
＜
晩
年
の
敗
年
間

軍
ん
じ
た
こ
と
で
あ
る
。

い
づ
れ
も
斯
道
に
造
詣
深
く
、
殊
に
闇
洲
が

は
な
い
。
履
叩
日
の
こ
と
は
、

宅

い
ま
は
省
く
。

は、

の
鴨
毛
扉
風

に
エ
に
し

゜
の

や に
よ
っ
て
、

し
ば
ら
く
誤
徳
堂
に

の

に
つ
い
て
逃
べ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、

nlfま
・,f 

Jt~"ì  

の
と
こ
ろ
、

は
な

゜

用
し
得
た
い
の
が
逍
憾
で
あ
る
。

竹
山
の

は
、
そ
の

に
よ
く
現
は
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
文
の
長
く
し
て
引

深
か
つ

で
あ
る
か
ら
、
そ
の

で
、
竹
山
ほ
ど
の
文
窄

の
道
に
於
て
、
桐
城
の

こ
れ
に

、
粟
山
の
文
は
、
東
敗
を
學
ん
で

の
作
多
く
、
竹
山
の
文
は
、

を
繹
て
苦
心
の
痕

竹
山
の
文
意
は
、
四
村
閲
士
は

の
上
に
あ
る
と
い
は
れ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
竹
山
を
、
不
文
の

能
く
し
た
者

心
で
あ
る
。

の
作
で
、
餘
り
立
派
た
も

一
と
し
た

sava1lt
が
、
こ
れ
を
逸
は

或
る



一
篇
、
そ
れ
に
莫
檎
集
の
中
の
い
ろ
ん
た
題
践
に
よ
っ
て
、
具
さ
に
媒
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
竹
山
も
、
わ
が
小
野
追
風
の

秋
萩
帖
や
、
道
麿
寺
障
銘
た
ど
に
深
い
注
意
を
む
け
て
ぬ
る
が
、
お
そ
ら
く
閥
洲
あ
た
り
か
ら
の
、
さ
う
し
た
他
統
を
水
け
て
ぬ
る
も
の
と

恢
徳
堂
の
學
風
は
、
棒
め
て
認
健
に
し
て
中
正
を
得
た
も
の
で
あ
っ
た
。
経
術
を
主
と
し
た
が
ら
も
、
文
藝
を
寮
て
す
、
少
し
も
偏
狭
た

と
こ
ろ
が
た
く
、

nn
平
に
文
藝
に
つ
い
て
だ
け
い
つ
て
も
、
輝
か
し
い
成
紐
を
あ
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
わ
た
わ
た
く
し
は
浪
嵌
の
地
に
、
一
般

敬
育
楓
闘
と
し
て
、
悩
徳
堂
の
榮
え
た
の
は
、
過
去
に
於
け
る
大
阪
市
民
の
幸
輻
で
あ
っ
た
と
思
ふ
と
共
に
、
今
後
に
於
て
も
、

學
風
こ
そ
史
に
興
隆
せ
し
む
べ
き
も
の
と
確
信
す
る
。

思
ふ
。

ら
し
い
。
竹
山
の

゜

善
く
し
た
こ
と
は
周
知
の
噸
質
で
、

の
文
総

そ
の

の
営
を
「
文
字
の
さ
ま
、
正
楷
に
て
古
雅
た
る
書
た
り
。
」
な
ど
と
、
甚
だ
通
人
ぶ
っ
た
こ
と
を
い
つ
て
ぬ
る
の
は
、
嘩
2

時
の
低
者
と
し
て
稀

つ
い
て
は
、
竹
山
閾
字
駁
の
中
に
見
え
る
「
答
貞
蔵
論
字
學
」
の

六
六

側
へ
ら
れ
る

か
う
い
ふ




