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本
書
は
、
文
學
博
士
池
内
宏
氏
が
一
昨
年
九
月
を
以
て
還
暦
の
壽
を
迎

へ
も
れ
た
に
際
し
。
博
士
の
知
友
、
門
下
の
諸
士
が
、
博
士
の
學
界
に
於

け
る
功
績
を
記
念
せ
ん
が
た
め
に
編
纂
し
た
一
大
論
文
集
で
あ
る
。
先
づ

巻
頭
に
は
博
士
の
照
相
と
博
士
著
作
年
表
を
掲
げ
て
を
り
、
著
作
年
表
は

市
村
博
士
の
手
に
な
る
「
序
」
と
と
も
に
博
士
の
偉
功
を
表
裏
よ
り
物
語

つ
て
ゐ
る
。
集
録
の
論
文
は
三
十
五
、
何
れ
も
専
門
分
野
に
於
け
る
特
殊

研
究
で
、
短
篇
と
は
い
へ
、
讃
み
ご
た
へ
の
あ
る
、
建
設
的
な
作
品
が
多

く
、
殊
に
門
下
の
諸
士
が
、
博
士
薫
陶
の
恩
義
に
む
く
ひ
ん
と
は
り
き
つ

て
ゐ
る
の
は
、
御
同
慶
に
堪
へ
な
い
。
以
下
紙
幅
の
許
す
限
り
仁
於
て
、

逐
次
紹
介
を
試
み
る
こ
と
ｉ
し
よ
う
。

　

ま
づ
博
士
専
攻
の
領
域
で
あ
り
。
掲
載
論
文
の
敷
の
最
を
多
い
幽
鮮
史

に
開
す
る
も
の
を
見
れ
ば
、
古
い
所
で
は
「
遼
西
鮮
卑
段
氏
考
」
｛
志
田
不

動
麿
｝
が
、
同
族
で
あ
る
慕
容
氏
に
比
し
て
、
所
傅
の
詳
細
で
な
い
遼
西

の
鮮
卑
段
氏
の
、
創
業
期
に
於
け
る
活
動
を
聊
明
し
て
ゐ
ろ
。
次
に
高
句

麗
関
係
の
も
の
一
一
つ
。
「
朝
鮮
業
器
玄
琴
の
起
原
」
（
瀧
遼
一
）
は
、
通
溝

高
句
麗
墳
墓
中
の
「
舞
踊
塚
」
の
壁
重
に
見
ら
れ
る
弾
琴
岡
の
琴
が
、
形

膿
上
玄
琴
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
論
を
進
葡
、
そ
の
起
原
を

支
那
に
あ
り
と
す
る
新
羅
古
記
の
誕
を
否
定
し
、
玄
琴
は
東
１
　
よ
り
北
魏

に
至
る
間
に
高
句
麗
人
の
製
作
し
た
も
の
で
あ
る
と
な
し
、
高
句
麗
固
有

文
化
の
一
斑
を
う
か
ざ
吻
へ
き
示
唆
を
呉
へ
、
「
通
溝
附
近
の
古
墳
と
高
句

麗
の
墓
制
」
（
藤
田
亮
策
）
は
、
通
溝
の
古
墳
官
測
の
結
果
を
整
理
し
、
高

句
麗
の
冪
制
に
就
て
概
括
的
な
推
定
を
下
し
た
も
の
で
、
精
密
な
蜜
測
岡

は
も
と
よ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
陵
域
と
い
ふ
も
の
を
考
へ
来
っ
た
こ
と
、

石
塚
と
土
築
と
の
性
質
を
論
じ
た
鮎
な
ど
注
目
す
べ
き
で
あ
ら
５
。

　

扇
海
國
都
城
址
に
開
す
る
も
の
一
一
。
一
－
東
京
城
名
義
考
」
（
原
田
淑
人
）
は

牡
丹
江
省
寧
安
懸
下
に
在
る
治
海
國
上
京
龍
泉
府
の
｀
澄
址
内
に
今
も
槃
え

て
ゐ
る
東
京
城
と
い
ふ
町
の
名
の
起
原
を
考
へ
、
現
在
の
東
京
城
ぱ
、
潮

海
國
上
京
城
の
東
の
京
城
の
意
で
、
溺
海
國
上
京
の
東
市
を
中
心
と
す
る

部
分
が
聚
落
と
し
て
存
続
し
て
今
日
に
及
び
、
東
京
城
の
名
を
以
て
呼
び

な
ら
は
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
す
る
。
従
ふ
べ
き
説
で
あ
ら
う
。
「
蘇
密

城
に
就
い
て
」
（
鳥
山
喜
一
）
は
、
か
つ
て
同
氏
が
潮
海
國
中
京
穎
徳
府
に

比
定
し
た
蘇
密
城
Ｉ
吉
林
省
樺
旬
戮
城
東
北
約
四
粁
上
頁
地
踏
査
の
結
果

を
略
述
し
、
こ
の
城
址
が
酒
海
に
全
く
繰
が
な
か
っ
た
と
は
い
へ
な
い
ま

で
も
故
都
と
七
て
楽
え
た
こ
と
を
示
す
讃
左
は
乏
し
い
と
串
直
に
判
定
を
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下
し
た
も
の
。
将
来
更
に
大
規
模
な
調
査
が
行
は
れ
て
、
中
京
の
澄
址
が

確
定
せ
ら
れ
る
こ
と
を
著
者
と
と
も
に
希
望
す
る
。

　

高
麗
を
中
心
と
す
る
對
外
交
渉
を
取
扱
っ
た
も
の
一
一
。
「
高
麗
仁
宗
朝
に

於
け
る
麗
宋
開
係
」
（
三
上
次
男
）
は
、
高
麗
仁
宗
朝
が
金
興
り
遼
亡
び
、

北
床
が
金
の
た
め
に
中
絶
す
る
と
い
ふ
一
大
愛
蒋
期
に
相
富
す
る
こ
と
を

指
摘
し
、
遼
の
滅
亡
後
、
宋
が
麗
に
鵬
き
か
け
て
こ
れ
に
正
朔
を
奉
ぜ
し

め
ん
と
し
た
と
こ
ろ
、
麗
は
金
・
宋
の
資
力
を
は
か
つ
て
金
に
従
ひ
し
こ

と
ヽ
及
び
金
帝
に
拉
致
せ
ら
れ
た
徽
宗
欽
宗
濫
零
回
せ
ん
が
た
め
に
、
麗

を
介
し
て
裏
面
よ
り
金
に
通
じ
て
そ
の
目
的
を
達
せ
ん
と
し
た
が
。
麗
こ

れ
に
従
牡
ず
し
て
失
敗
し
た
こ
と
等
の
事
件
を
取
り
上
げ
、
麗
が
文
化
的

に
は
南
宋
と
の
交
渉
の
持
続
を
留
み
な
が
ら
も
。
牛
島
外
交
の
基
調
を
な

す
事
大
功
利
の
方
針
を
踏
襲
せ
し
こ
と
を
説
述
し
、
「
高
麗
忠
定
王
朝
の
倭

寇
に
関
す
＆
一
一
石
考
察
」
（
青
山
公
亮
）
は
、
・
高
麗
の
記
録
に
よ
れ
ば
倭

寇
の
晟
端
ぽ
忠
定
王
時
代
に
在
り
と
な
し
。
對
馬
と
牛
島
と
の
不
可
分
関

係
、
海
冦
興
起
の
素
因
、
興
起
富
初
に
於
け
る
倭
寇
の
宵
陵
等
に
開
し
て

。
論
述
し
て
ゐ
る
。

　

’
清
朝
創
業
期
に
開
す
る
も
の
二
つ
。
「
建
州
Ξ
衛
の
戸
口
に
つ
い
て
」
（
旗

　

田
巍
）
は
、
清
朝
の
創
業
に
際
し
て
そ
の
中
心
勢
力
を
な
し
た
建
州
三
衛

　

の
戸
口
叡
を
克
明
に
調
査
し
、
次
で
そ
の
戸
口
の
丙
容
、
部
落
結
合
の
状

　

態
を
明
に
し
、
か
５
し
た
方
面
か
ら
女
佩
族
の
欧
會
組
織
を
究
め
ん
と
し

　

て
ゐ
る
ｏ
多
年
に
瓦
る
李
朝
食
無
精
讃
に
よ
っ
て
こ
そ
は
じ
め
て
得
ら
れ

る
精
緻
な
作
品
で
あ
る
。
「
清
祗
晨
絆
の
地
域
に
つ
い
て
」
（
和
田
清
）
は

清
の
太
組
み
父
祀
の
居
住
地
、
太
岨
の
旱
兵
の
場
處
等
を
考
究
し
た
も
の

で
ヽ
清
の
祀
先
は
今
の
興
京
老
城
Ｉ
赫
岡
阿
拉
－
よ
り
少
し
く
蘇
子
河
を

湖
っ
て
上
流
の
、
北
岸
の
要
地
た
る
新
兵
蟻
附
近
に
起
り
、
や
が
て
興
京

盆
地
に
移
っ
た
９
で
あ
る
が
、
太
祀
は
他
の
諸
祀
よ
り
少
し
く
遅
れ
て
、

萬
暦
十
五
年
老
城
の
南
方
の
一
一
道
河
子
附
近
の
城
を
築
い
て
こ
れ
に
擦
り

Ξ
十
一
年
興
京
老
城
に
う
っ
っ
た
と
い
ふ
論
定
を
下
し
て
ゐ
る
。

　

叉
「
Ｊ
ｕ
ｒ
ｂ
ｉ
ｃ
ａ
　
1
　
(
石
田
幹
之
助
）
は
、
明
の
方
于
魯
の
『
方
氏
墨
譜
』

巻
一
の
一
墨
の
銘
に
見
え
る
女
仮
字
を
解
讃
し
た
部
分
と
、
東
洋
文
庫
本

華
夷
譚
語
『
女
仮
館
雑
字
』
の
部
の
う
ち
、
ベ
ル
リ
ン
末
輩
夷
譚
語
－
グ

ル
ー
ベ
氏
佼
刊
本
－
、
故
梢
勧
恣
氏
本
に
牧
録
し
て
ゐ
な
い
語
句
四
十
六

を
謄
録
し
た
部
分
と
よ
り
な
り
、
と
も
に
女
気
語
研
究
の
好
資
料
で
あ

る
。
「
東
縫
紀
行
の
山
丹
に
就
い
て
」
白
鳥
庫
吉
）
は
、
間
宮
林
職
の
『
東

繊
紀
行
』
に
見
え
る
山
丹
な
る
名
辞
の
起
原
と
沿
革
と
を
考
へ
、
元
時
代

の
奴
見
干
の
地
で
あ
る
黒
龍
江
下
流
域
の
チ
ル
の
地
は
。
清
朝
の
あ
る
時

期
に
サ
ン
タ
ン
と
呼
ば
れ
た
が
Ｉ
タ
ル
カ
ン
も
サ
ン
タ
ン
も
と
も
に
ト
ウ

ン
グ
ー
ス
語
の
方
言
と
し
て
解
せ
ら
れ
、
拳
の
意
で
あ
る
Ｉ
、
そ
の
チ
ル

の
土
人
が
オ
ル
チ
ア
人
で
あ
っ
た
開
係
か
ら
、
後
に
は
ギ
リ
ヤ
ー
ク
人
や
ヽ

ア
イ
ス
人
は
、
サ
ン
タ
ン
を
、
こ
の
民
族
と
そ
の
住
地
全
臍
を
呼
ぶ
名
孵

と
し
て
押
し
ひ
ろ
め
た
と
な
し
、
そ
の
他
黒
龍
江
下
院
域
の
諸
民
族
に
開
’

し
て
言
及
し
て
ゐ
る
。
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最
初
に
南
鮮
史
開
係
の
も
の
を
あ
げ
た
か
ら
、
地
域
別
に
支
那
周
逼
史

に
開
す
る
も
の
を
見
て
ゆ
か
う
。
蒙
古
西
域
史
開
係
の
も
の
に
っ
い
て
い

へ
ば
、
ま
づ
「
匈
奴
の
奇
畜
、
訣
唸
・
駒
除
・
騨
験
に
就
い
て
」
（
江
上
波

夫
）
は
、
支
那
の
文
献
に
傅
へ
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
奇
畜
の
賓
箆
を
考
へ
た

も
の
・
支
那
文
鰍
の
傅
へ
る
奇
獣
の
特
性
を
て
が
ｘ
り
と
し
て
考
究
を
進

め
た
結
果
、
映
脱
は
車
駕
の
ぼ
馬
た
る
ア
リ
ア
ン
馬
の
東
傅
し
た
も
の
、

駒
除
は
現
在
ヅ
ｙ
ガ
リ
ア
の
啜
野
に
群
棲
し
て
ゐ
る
、
、
癈
小
な
、
ブ
ル
ヂ

ェ
ワ
ル
ス
キ
ー
馬
の
如
き
種
類
の
馬
、
騨
眺
は
、
現
在
も
蒙
古
の
高
原
、

就
中
西
北
部
の
山
岳
地
方
に
、
往
々
タ
ル
バ
ガ
ソ
ー
跳
兎
―
と
共
捷
し
て

ゐ
る
野
誼
の
一
種
で
あ
る
と
な
し
、
三
者
と
も
に
そ
の
語
義
に
言
及
し

夫
々
解
樟
を
下
し
て
ゐ
る
・
名
孵
の
考
定
に
は
議
論
の
訟
地
が
あ
ら
う
が

文
鰍
と
吻
物
と
よ
り
賓
謄
を
推
測
し
た
と
こ
ろ
は
氏
の
飛
壇
場
と
い
ふ
べ

き
で
、
本
篇
の
彊
味
は
こ
の
鮎
に
あ
る
と
思
ふ
。
「
女
國
に
就
い
て
の
考
」

　

（
松
田
壽
男
）
は
、
隋
書
や
雨
唐
書
等
に
見
え
る
女
國
－
東
女
國
－
は
、

傅
説
や
暇
想
の
國
で
は
な
く
。
東
は
ム
ル
ス
ー
ウ
ス
の
畔
か
ら
西
は
ラ
ダ

ー
ク
地
方
に
及
び
。
北
は
胤
沓
山
脈
か
ら
南
は
ヒ
フ
フ
ヤ
山
風
に
逢
す
る

廣
汎
な
地
域
に
散
居
す
る
、
女
を
王
と
な
し
、
婦
人
を
重
ん
じ
、
子
は
母

姓
に
従
ふ
と
い
ふ
様
な
同
習
を
も
っ
だ
同
種
の
民
の
總
罹
で
あ
り
、
。
そ
の

地
は
金
、
甕
等
を
産
し
、
。
支
那
、
印
度
と
も
直
接
間
接
に
交
通
し
た
、
史

上
に
相
常
重
要
な
足
跡
を
印
し
た
國
で
あ
っ
た
と
誕
い
て
ゐ
る
。
支
那
、

イ
ｙ
ド
、
チ
ベ
ッ
ト
等
に
別
々
に
傅
へ
ら
れ
た
名
蒔
を
整
理
し
、
そ
の
國

Ｊ

の
大
さ
を
考
へ
た
と
こ
ろ
に
努
力
の
あ
と
が
見
ら
れ
る
。

　

「
曹
國
考
」
（
大
谷
勝
侭
）
は
、
隋
書
、
爾
唐
書
西
域
傅
等
に
傅
へ
ら
れ
た

曹
國
の
記
事
に
つ
い
て
考
讃
を
行
ひ
、
曹
國
は
Ｓ
ｏ
ｇ
ｈ
ｄ
の
頭
音
に
従
っ

て
省
略
さ
れ
た
形
な
り
と
断
じ
、
併
せ
て
曹
國
に
開
す
る
記
載
の
混
飢
し

た
所
以
を
推
し
て
ゐ
る
。
叉
「
『
興
胡
』
名
義
考
」
（
羽
田
亨
）
は
、
敦
煌
文

書
に
見
え
る
興
胡
と
い
ふ
語
に
つ
い
て
は
従
来
定
っ
た
解
群
が
下
さ
れ
ず

或
は
興
は
呉
の
字
の
潟
と
せ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
か
く
讃
む
こ
と
に

疑
は
な
く
、
唐
代
に
於
け
る
他
の
用
例
に
徴
し
て
も
、
興
胡
は
商
胡
の
意

と
解
輝
す
べ
き
で
、
興
は
興
利
の
興
で
、
利
を
生
ず
る
と
い
ふ
意
味
か
ら

商
と
同
義
に
用
ゐ
ら
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
匝
く
。

　

次
に
南
海
史
開
係
の
も
の
と
し
て
「
元
初
の
南
海
経
略
に
就
い
て
」
（
桑

田
六
郎
）
は
、
元
初
の
南
海
経
略
の
計
蜜
と
開
係
あ
る
市
舶
司
設
置
の
年

代
、
経
略
に
際
し
て
史
上
に
現
は
れ
る
地
名
、
事
件
等
に
開
し
、
桑
原
、

藤
田
爾
博
士
の
所
説
を
批
判
し
な
が
ら
自
説
を
提
示
し
て
ゐ
る
。

　

さ
て
、
周
優
を
巡
っ
て
中
央
へ
た
ち
か
へ
る
と
、
祀
會
経
済
史
開
係
の

都
＊
し
も
の
が
多
い
。
。
「
漢
代
の
漕
這
と
常
平
倉
の
設
置
」
（
西
田
保
）
は
。
開

中
に
た
漢
室
は
は
じ
め
開
東
の
漕
穀
に
依
頼
し
た
が
、
漕
蓮
の
困
難
な
る

に
か
ん
が
み
’
農
業
技
術
の
改
善
に
よ
り
開
中
に
於
て
看
嵐
を
は
か
っ
た

結
果
、
穀
價
は
下
落
し
百
姓
は
却
っ
て
苦
ん
だ
の
で
、
開
中
漕
穀
の
費
を

利
し
て
常
千
倉
を
設
置
し
、
そ
の
資
金
に
よ
っ
て
穀
物
を
買
ひ
上
げ
。
優

に
穀
を
供
し
、
併
せ
て
穀
物
の
過
刺
と
價
格
の
低
落
に
悩
む
農
民
を
救
は
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ん
と
し
た
、
し
か
し
こ
の
機
能
も
政
治
経
済
の
愛
遷
に
よ
っ
て
阻
害
せ
ら

れ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
と
導
へ
、
「
支
賦
考
」
（
清
水
泰
次
）
は
、
明
代
泡

河
に
Ｉ
る
租
米
翰
溌
に
、
永
槃
十
三
年
以
来
支
燧
と
い
ふ
方
法
が
と
ら
れ

た
こ
と
あ
り
、
こ
れ
は
従
来
、
軍
民
分
掘
接
賦
又
は
一
倉
よ
り
次
倉
へ
の

漉
逡
匈
運
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
が
、
そ
の
解
憚
で
は
不
充
分
で
、
そ
の
著

し
い
特
徴
は
、
政
府
が
賦
賃
を
自
辨
し
て
賦
ぶ
方
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
、

し
、
自
著
「
明
代
の
漕
蓮
」
（
史
學
雑
誌
三
九
／
三
）
を
補
足
し
て
ゐ
る
。

な
ほ
読
者
は
星
斌
夫
「
明
初
の
漕
賦
に
つ
い
て
」
（
史
學
雑
誌
四
入
ノ
五
・

六
）
を
も
併
せ
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　

「
唐
の
戸
槐
と
青
苗
銭
と
の
開
係
に
就
い
て
」
（
鈴
木
俊
）
は
、
唐
の
高
宗

時
代
、
劇
看
し
た
官
吏
の
俸
銭
に
あ
て
る
べ
く
戸
税
を
徴
し
た
が
、
そ
の

後
財
政
膨
脹
の
絲
果
、
戸
税
が
他
に
も
流
用
せ
ら
れ
た
の
で
、
代
宗
時
代

よ
り
青
苗
鏡
‐
地
頭
談
―
を
徴
し
て
そ
の
不
足
を
補
ひ
、
爾
税
法
が
行
は

れ
る
に
至
っ
て
腹
止
せ
ら
れ
た
、
の
ち
再
び
青
岩
鏡
な
る
税
目
は
復
活
さ

れ
た
が
そ
の
性
頁
は
腱
化
し
、
’
現
談
を
徴
せ
ず
粟
姿
に
折
親
し
て
軍
國
の

用
に
立
て
た
と
い
ひ
、
「
唐
代
寺
庫
の
機
能
の
一
二
に
つ
い
て
」
三
島
一
）

は
ヽ
唐
代
の
寺
庫
は
、
貯
蔵
保
管
の
機
能
を
有
す
る
と
と
も
に
、
厨
庫
と

し
て
の
機
能
を
も
有
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

「
宋
代
の
茶
専
奏
と
官
痢
法
」
（
加
藤
繁
）
は
、
前
牛
に
於
て
は
、
宋
史
食

貨
志
に
よ
る
と
、
宋
に
於
け
る
茶
の
専
費
法
に
は
専
ら
通
商
法
が
行
は
れ

た
様
に
記
さ
れ
、
官
癩
法
に
つ
い
て
は
記
事
が
曖
昧
だ
が
、
宋
會
要
柘
よ
、

　

る
と
、
主
と
し
て
淮
南
地
方
に
官
躍
法
が
行
は
れ
、
茶
の
４
　
資
法
の
行
は

　

れ
て
ゐ
な
い
四
川
、
廣
南
を
除
き
。
そ
の
他
の
地
方
に
は
大
胎
通
商
法
が

　

行
は
れ
た
こ
と
を
明
か
に
し
、
。
後
牛
に
於
て
は
い
宋
初
に
於
け
る
茶
専
資

　

制
度
成
立
の
経
過
を
考
へ
、
乾
笹
一
年
祐
貨
務
を
お
い
て
輪
入
茶
の
専
頁

　

を
行
っ
た
の
を
は
じ
め
と
し
、
三
年
、
淮
南
に
十
四
山
場
を
お
い
て
國
内

　

の
茶
を
梢
し
、
｀
五
年
に
禁
椎
地
分
を
設
定
、
更
に
太
宗
時
代
、
版
圖
の
ひ

　

ろ
ま
る
に
従
ひ
、
茶
専
資
は
支
那
國
土
の
大
牛
に
行
は
れ
、
仁
宗
の
嘉
銘

　

三
年
補
法
魔
止
の
際
ま
で
縫
績
さ
れ
、
こ
の
法
の
一
部
を
な
す
官
痢
法
も

　

乾
徳
の
初
に
早
く
も
成
立
し
、
仁
宗
の
時
ま
で
行
は
れ
た
の
で
あ
る
と
概

　

説
し
て
ゐ
る
。
「
寇
瑶
傅
に
見
え
た
る
『
陰
頭
』
の
解
穐
」
（
日
野
開
三
郎
）

　

は
、
長
編
所
引
の
寇
琥
傅
そ
の
他
に
戈
え
る
馨
頭
は
、
合
同
符
読
を
印
現

　

し
た
見
銭
交
引
、
総
じ
て
か
ｋ
る
讃
券
を
用
ゐ
る
こ
と
を
意
味
す
る
語
で

　

あ
る
こ
と
を
究
め
、
聡
頭
の
頭
は
、
印
記
が
讃
書
の
頭
部
に
な
さ
れ
た
こ

　

と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
。
聡
頭
に
闘
す
る
限
り
こ
の
解
卵
は

、
営
っ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
思
ひ
っ
き
を
い
っ
て
は
気
の
毒
だ
が
、

　

頭
の
字
は
、
「
封
還
詞
頭
」
「
宣
頭
」
の
頭
の
如
く
接
尾
語
的
な
も
の
と
解

　

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
と
、
こ
ん
な
考
が
頭
に
浮
ぶ
の
で
あ
る
。
「
開
申
ヽ

　

法
と
占
拠
」
（
中
山
八
郎
）
は
、
明
代
堕
法
史
の
一
面
を
明
に
し
た
も
の
、

　

開
申
法
と
は
、
商
人
が
糧
米
を
府
州
懸
衝
に
上
納
し
て
勘
合
－
毘
書
１
を

　

も
ら
ひ
、
撫
混
司
も
し
く
は
輿
課
提
旱
司
に
赴
い
て
蜃
引
の
支
給
を
う
け

　

引
を
も
っ
て
節
場
に
到
っ
て
裂
の
支
給
を
弓
け
る
こ
と
で
あ
る
が
、
次
第
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に
そ
の
椎
利
―
こ
れ
を
属
と
い
ふ
Ｉ
は
官
員
勢
要
に
奪
は
れ
、
そ
の
緑
利

　
　

い
。

Ｊ

を
買
は
な
け
れ
ば
中
節
で
き
な
か
っ
た
。
清
代
に
於
て
は
、
攘
引
を
う
け

る
複
利
は
世
襲
で
あ
り
、
こ
の
複
利
を
得
る
に
は
互
額
の
銀
を
彿
は
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
明
の
成
化
年
間
の
官
員
勢
要
占
高
の
事
例
ま

で
淵
源
で
き
る
こ
と
を
つ
き
と
め
た
。

　

「
前
浹
の
南
北
軍
に
就
い
て
」
（
消
口
重
國
）
は
、
前
湊
時
代
長
安
に
南
北

爾
車
の
設
け
あ
り
、
南
軍
は
宮
城
の
城
門
及
び
宮
嫁
丙
の
警
備
に
あ
た
る

衛
尉
隷
下
の
軍
で
あ
り
、
北
軍
は
宮
城
の
門
外
か
ら
長
安
城
内
の
警
備
に

任
ず
る
中
尉
隷
下
の
軍
で
あ
り
、
中
尉
の
北
軍
は
丙
史
地
置
よ
り
番
上
す

る
兵
士
よ
り
な
り
立
っ
て
ゐ
た
、
そ
し
て
前
漢
時
代
北
軍
と
い
へ
ば
常
に

中
尉
の
軍
の
み
を
指
し
た
と
い
ひ
、
こ
れ
ら
に
開
す
る
異
説
を
粉
砕
し
去

り
ぺ
唐
代
防
丁
考
」
（
玉
井
是
博
）
は
、
府
兵
制
の
崩
壌
に
伴
っ
て
出
現
し

た
鎚
戌
防
丁
が
、
従
来
強
制
的
募
兵
に
よ
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
て
ゐ
た
に

對
し
、
敦
煌
文
書
を
利
用
し
て
、
募
兵
に
あ
ら
ず
し
て
強
制
徴
晟
に
よ
る

も
の
な
り
と
の
解
仰
を
呉
へ
て
ゐ
る
。

　

思
想
史
開
係
の
も
の
。
に
は
、
「
竹
林
七
賢
Ｉ
特
に
そ
の
名
蒔
の
意
味
に
つ

い
て
Ｌ
－
」
（
板
野
長
八
）
が
あ
り
、
竹
林
七
賢
の
竹
林
は
何
で
あ
っ
た
か
、

七
賢
と
は
何
か
と
い
ふ
こ
と
を
、
七
賢
の
思
想
及
び
生
活
態
度
を
基
準
し

と
て
考
へ
て
ゐ
る
。
竹
林
の
遊
び
は
、
仙
境
に
遊
ぶ
こ
と
、
竹
林
七
賢
は

自
然
の
道
の
至
仙
境
に
遊
ぶ
方
外
の
士
と
い
ふ
意
味
で
あ
り
、
竹
林
は
現

賞
の
畦
會
に
見
出
さ
れ
る
理
想
の
境
地
で
あ
っ
た
と
説
い
て
味
ひ
が
深

　

考
古
學
方
面
で
は
、
「
四
五
の
傘
弊
の
化
學
成
分
に
就
い
て
」
（
梅
原
末

治
）
は
、
戦
國
以
前
の
も
の
と
見
ら
れ
る
五
つ
の
奪
鋒
を
分
析
し
た
結
果

純
銅
と
錫
と
を
主
な
る
合
金
要
素
と
す
る
も
の
ｉ
ほ
か
に
、
純
銅
と
鉛
と

を
主
成
分
と
な
し
、
小
量
の
鍛
、
枇
素
を
含
む
一
類
が
あ
る
こ
と
が
明
に

せ
ら
れ
る
が
、
鋪
金
技
術
の
難
易
よ
り
し
て
後
者
を
以
て
に
は
か
に
前
者

よ
り
も
原
始
的
な
も
の
と
考
へ
去
る
こ
と
は
危
瞼
で
あ
る
、
前
者
に
は
利

器
的
な
も
の
、
後
者
に
は
明
器
的
な
性
質
を
有
す
る
こ
と
、
錫
の
乏
し
い

北
方
支
那
に
於
て
は
、
他
の
金
高
を
以
て
錫
に
代
る
効
果
を
あ
げ
る
工
夫

を
こ
ら
し
た
と
い
ふ
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
、
道
野
氏

に
對
す
ろ
反
對
意
見
を
く
り
か
へ
し
て
強
く
提
示
し
て
ゐ
る
。

　

こ
の
外
、
玄
武
の
岡
紋
の
起
原
を
考
へ
た
「
玄
武
圖
紋
私
考
」
（
駒
井
和

愛
）
、
「
僊
臭
と
し
て
の
鶴
の
由
来
に
つ
い
て
」
（
出
石
誠
彦
）
、
「
古
代
支
那

に
於
け
る
土
牢
の
痕
跡
」
（
白
鳥
清
）
、
「
十
一
一
次
学
名
に
つ
い
て
１
　
（
橋
本
考

吉
）
等
の
諸
篇
や
、
支
那
の
邨
術
は
要
す
る
に
個
人
的
な
も
の
。
私
生
活

の
も
の
で
、
祗
會
的
意
義
が
な
い
と
断
じ
た
「
支
那
§
術
の
一
側
面
」
こ

田
左
右
吉
）
な
ど
い
づ
れ
も
興
味
ふ
か
い
。
ま
た
現
存
せ
る
永
楽
大
典
の

冊
敷
、
巻
数
を
精
細
に
調
査
し
て
こ
れ
を
表
示
し
た
「
袁
氏
永
業
大
典
現

存
巻
目
表
補
正
」
岩
井
大
慧
）
、
六
朝
時
代
に
於
て
編
簒
せ
ら
れ
た
地
方

誌
、
地
岡
の
種
類
を
く
ら
べ
、
北
朝
で
は
岡
繩
岡
記
の
類
、
南
朝
で
は
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・

　
　
　
　
　
　

丿

方
誌
の
類
が
多
い
こ
と
を
あ
げ
、
そ
の
所
以
を
究
め
ん
と
し
た
こ
ハ
朝
時
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代
に
於
け
る
地
方
誌
編
幕
の
沿
革
」
（
青
山
定
雄
）
、
道
光
朝
以
来
、
幾
度

か
補
犀
改
修
せ
ら
れ
て
公
刊
せ
ら
れ
た
脛
世
文
編
の
諸
木
を
比
較
考
究
し

時
代
の
雙
遷
に
伴
っ
て
、
そ
の
間
に
丙
容
的
の
差
違
あ
る
を
要
領
よ
く
述

べ
た
「
清
末
の
纒
世
文
編
に
就
い
て
」
（
百
瀬
弘
）
な
ど
、
見
る
べ
き
も
の

が
多
い
。
池
内
博
士
な
ら
び
に
執
筆
者
諸
士
の
健
康
を
新
っ
て
紹
介
の
筆

を
掴
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
外
山
軍
治
〕

　
　
　

一
百
七
十
五
種
日
木
期
刊
中
東
方
學
論
文

　
　
　
　

篇
目
附
引
得
（
罰
得
特
刊
之
十
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

于
式
玉
、
劉
選
民
編

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
四
○
年
二
月
、
除
佛
燕
京
學
蔀
登
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
六
倍
判
、
ｘ
l
i
ｖ
Ｉ
一
九
八
Ｉ
一
三
一
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
二
五
ｉ
三
六
頁
、
價
五
元

　

こ
れ
は
一
九
三
三
年
に
出
た
于
式
玉
編
「
日
本
期
刊
三
十
八
種
中
東
方

學
篇
目
附
引
得
」
の
っ
ぎ
ざ
で
あ
る
。
こ
の
三
三
年
版
は
な
か
な
か
念
入

り
に
編
纂
さ
れ
て
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
大
塚
史
學
會
の
’
「
東
洋
史
論
文

要
目
」
と
と
も
に
し
ば
し
ば
厄
介
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
大

塚
史
學
會
の
も
の
・
は
牧
録
の
篇
目
は
多
い
が
著
書
索
引
が
な
く
、
分
類
も

杜
撰
で
あ
り
、
ま
た
燕
京
の
も
の
は
、
何
は
と
も
あ
れ
収
録
し
た
雑
誌
・

論
叢
が
僅
か
に
三
十
八
種
に
止
ま
っ
て
居
り
、
』
、
採
録
洩
れ
の
論
文
も
多
い

と
は
誰
し
も
が
不
満
に
思
っ
て
ゐ
た
所
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
か
う
い
ふ
も

の
ｘ
増
補
版
や
績
刊
は
初
版
に
比
べ
て
際
立
っ
て
よ
く
な
る
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
も
、
三
三
年
版
が
僅
か
三
十
八
種
で
あ
っ
だ
の
に
對
し
、
こ
ん

ど
の
新
版
は
そ
の
約
四
倍
牛
の
一
七
五
種
の
雑
誌
・
論
叢
を
牧
め
、
篇
目

の
数
も
約
二
倍
の
七
千
ば
か
り
に
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
奮
版
の

最
大
の
鋏
鮎
に
闘
す
る
限
り
は
大
い
に
是
正
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
新
着

雨
版
の
併
用
に
よ
っ
て
（
奮
版
に
牧
め
ら
れ
た
湊
の
は
新
版
に
は
牧
め
ら

れ
て
ゐ
な
い
）
、
わ
れ
わ
れ
の
う
け
る
便
宜
は
少
く
な
い
と
思
ふ
。

　

新
版
の
謄
裁
は
、
奮
版
と
多
少
相
異
が
あ
っ
て
、
第
一
篇
、
分
類
篇
目

第
二
篇
、
篇
目
引
得
。
第
三
篇
、
著
者
引
得
（
一
一
、
三
篇
は
「
中
國
字
皮

措
」
の
順
に
依
る
）
。
第
四
篇
、
著
者
晋
譚
引
得
の
四
篇
よ
り
成
り
、
菖

版
で
は
ロ
ー
マ
字
引
き
の
著
者
引
得
の
欄
に
も
各
著
者
の
名
の
下
に
論
文

の
題
目
が
列
記
し
て
あ
っ
だ
の
が
、
新
版
で
は
、
第
四
篇
の
フ
ー
マ
字
引

き
の
著
者
引
得
か
ら
は
。
第
三
篇
の
頁
敷
が
出
る
様
に
な
っ
て
ゐ
る
所
が

先
づ
異
な
っ
て
ゐ
る
。
に

の
末
は
敷
日
前
に
到
着
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
ま
だ
全
部
に
は
眼

を
通
し
て
は
ゐ
な
い
が
、
い
ろ
い
ろ
気
ぷ
っ
い
た
こ
と
も
あ
る
か
ら
、
こ

こ
。
に
少
し
申
し
述
べ
て
お
か
う
。

　

釜
芦
の
「
所
収
日
本
期
刊
表
」
を
見
る
と
、
一
七
五
種
の
う
ち
、
約
四

十
種
が
論
集
で
あ
っ
て
、
賤
り
が
雑
誌
・
年
報
類
で
あ
り
（
こ
の
表
に
洩

れ
て
ゐ
る
も
の
が
一
つ
あ
る
か
ら
宣
際
は
一
七
六
種
と
な
る
）
、
序
文
に
よ

る
と
燕
京
大
學
回
書
館
所
職
の
も
の
の
み
に
限
っ
た
と
い
ふ
。
な
か
な
か
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