
『
免
兵
法
之
記
』
に
み
る
武
道
の
教
育
・
指
導
に
つ
い
て

瀧

元

誠

樹

一
、
は
じ
め
に

平
成
二
十
四
年
度
か
ら
中
学
校
保
健
体
育
に
お
い
て
武
道
が
必
修
化
さ
れ
た
。
中
央
教
育
審
議
会
の
答
申
に
よ
り
、
武
道
を
中
学
校

保
健
体
育
に
お
い
て
男
女
と
も
に
必
修
化
す
る
方
針
が
出
さ
れ
た
の
は
、
平
成
十
九
年
だ
っ
た
が
、
い
よ
い
よ
必
修
化
さ
れ
る
と
い
う

頃
に
な
っ
て
、
教
員
の
武
道
種
目
に
関
す
る
指
導
力
不
足
の
懸
念
や
武
道
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
の
危
険
性
な
ど
が
問
わ
れ
て
い
た

よ
う
に
思
う
。
確
か
に
、
武
道
授
業
で
中
心
的
存
在
と
な
る
柔
道
は
、
学
校
管
理
下
に
お
い
て
最
も
死
亡
事
故
の
多
い
種
目
で
あ
る
。

内
田
良（
一
）
に
よ
れ
ば
、
昭
和
六
十
年
か
ら
平
成
二
十
年
ま
で
の
間
に
中
学
校
と
高
等
学
校
を
あ
わ
せ
た
学
校
管
理
下
に
お
け
る
体
育
授

業
な
ら
び
に
部
活
動
お
い
て
百
十
四
件
の
死
亡
事
故
が
発
生
し
て
い
る
。
平
成
十
三
年
か
ら
二
十
二
年
ま
で
の
十
年
間
で
の
死
亡
事
故

の
発
生
率
で
は
、
二
番
目
に
多
い
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
六
・
二
倍
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
柔
道
を
授
業
実
施
す
る
に
あ
た

り
安
全
確
保
が
声
高
に
言
わ
れ
る
の
は
当
り
前
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
へ
今
年
度
に
入
る
と
、
柔
道
・
女
子
日
本
代
表
チ
ー
ム
に
お
け
る
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
問
題
や
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
部
と
い
う
別
種
目
で
は
あ
る
が
、
学
校
管
理
下
に
お
け
る
体
罰
問
題
が
大
き
く
取
り
上
げ

ら
れ
、
あ
ら
た
め
て
武
道
の
教
育
や
指
導
に
つ
い
て
問
い
質
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
こ
で
、
武
道
が
中
学
校
保
健
体
育
に
お
い
て
必
修
化
さ
れ
た
経
緯
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
昭
和
六
十
二
年
の
教
育
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課
程
審
議
会
答
申
で
、
国
際
理
解
を
深
め
、
我
が
国
の
文
化
と
伝
統
を
尊
重
す
る
態
度
の
育
成
を
重
視
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
さ
ら

に
は
、
諸
外
国
に
誇
れ
る
我
が
国
固
有
の
文
化
と
し
て
、
歴
史
と
伝
統
の
も
と
に
培
わ
れ
て
き
た
武
道
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
特
性
を
活

か
し
た
指
導
が
出
来
る
よ
う
に
す
る
と
告
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
翌
六
十
三
年
に
は
、
学
習
指
導
要
領
が
改
訂
さ
れ
、
そ
れ
ま
で

格
技
と
総
称
さ
れ
て
い
た
柔
道
や
剣
道
な
ど
の
運
動
領
域
名
が
武
道
に
変
更
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
平
成
十
九
年
に
は
、
武
道
の
必
修
化

の
方
針
が
立
つ
わ
け
で
あ
る
。

歴
史
と
伝
統
の
も
と
に
培
わ
れ
て
き
た
武
道
の
教
育
を
通
し
て
、
武
道
の
特
性
を
活
か
し
た
指
導
が
出
来
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
。

そ
れ
か
ら
一
世
代
を
経
て
の
武
道
必
修
化
な
の
だ
か
ら
、
当
然
指
導
者
育
成
は
進
ん
で
い
て
い
い
は
ず
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
こ
の
答
申
の
出
さ
れ
た
同
じ
年
に
、
日
本
武
道
協
議
会
は
、『
武
道
憲
章
』
を
制
定
し
て
い
る
が
、
第
五
条
に
「
指
導
」
と
い

う
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
、
確
認
し
て
み
よ
う
。
そ
の
条
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

指
導
に
当
た
っ
て
は
、
常
に
人
格
の
陶
冶
に
努
め
、
術
理
の
研
究
、
心
身
の
鍛
錬
に
励
み
、
勝
敗
や
技
術
の
巧
拙
に
と
ら
わ
れ
る

こ
と
な
く
、
師
表
に
ふ
さ
わ
し
い
態
度
を
堅
持
す
る
。（
二
）

こ
の
『
武
道
憲
章
』
は
、
広
く
武
道
に
関
す
る
条
文
を
定
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
保
健
体
育
教
員
や
学
校
部
活
動
指
導
者
だ

け
を
対
象
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
学
校
に
お
い
て
武
道
を
指
導
す
る
に
あ
た
っ
て
の
心
構
え
と
し
て
上
位
に
位
置

づ
け
て
よ
い
だ
ろ
う
。

教
員
や
指
導
者
は
、
生
徒
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
保
護
者
や
地
域
の
人
々
に
対
し
て
模
範
と
な
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
武
道
も
競
技
ス
ポ
ー
ツ
の
側
面
が
あ
る
た
め
、
勝
敗
に
と
ら
わ
れ
や
す
く
な
っ
て
し
ま
い
、
生
徒
を
鼓
舞
す
る
た
め
に
も
強
い
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言
動
や
振
る
舞
い
が
起
き
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
き
に
は
そ
れ
が
体
罰
に
ま
で
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は

許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
体
罰
に
つ
い
て
の
考
察
も
大
切
で
は
あ
る
が
、
本
旨
か
ら
ず
れ
る
た
め
こ
れ
以
上
は
踏
み
込
ま
ず
他
に
譲

る
こ
と
に
す
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
武
道
教
育
を
推
進
す
る
に
あ
た
り
、
十
分
に
指
導
内
容
や
技
術
は
検
討
さ
れ
て
き
て
は
い
た
。
た
だ
し
、
も
し
か

す
る
と
こ
れ
ま
で
の
武
道
界
で
ま
か
り
と
お
っ
て
き
た
指
導
が
踏
襲
さ
れ
て
き
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
悪
い
体
質

は
改
善
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
伝
統
的
な
指
導
方
法
を
全
否
定
す
る
必
要
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
歴
史
と
伝
統

の
も
と
に
培
わ
れ
て
き
た
武
道
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
特
性
を
活
か
す
教
育
を
推
進
し
て
い
く
と
い
う
よ
う
に
、
武
道
界
に
は
推
奨
さ
れ

る
伝
統
文
化
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
紐
解
き
な
が
ら
改
善
を
図
る
の
は
有
益
だ
ろ
う
。
歴
史
は
、
現
在
を
捉
え
直
し
、

将
来
を
見
通
す
た
め
の
指
針
に
な
る
の
だ
か
ら
、
先
人
の
知
恵
に
耳
を
傾
け
る
の
も
一
考
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
文
化
・
文
政
期
頃
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
藤
原
敬
信
述
の
『
免
兵
法
之
記
』（
三
）
と
い
う
武
芸
伝
書
を
取
り
上
げ
て
、

教
育
・
指
導
に
関
す
る
叙
述
を
読
み
解
き
、
武
道
の
教
育
・
指
導
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。『
免
兵
法
之
記
』
を
テ
キ
ス
ト
と
す
る

の
は
、
江
戸
時
代
に
書
か
れ
た
多
く
の
武
芸
伝
書
の
中
で
、
師
の
在
り
方
、
教
育
・
指
導
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
叙
述
が
と
り
わ
け
多

い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

武
芸
伝
書
と
し
て
著
名
な
も
の
と
し
て
は
、
宮
本
武
蔵
の
『
五
輪
書
』
や
柳
生
宗
矩
の
『
兵
法
家
伝
書
』、
択
庵
禅
師
の
『
不
動
智
神

妙
録
』
を
は
じ
め
、
佚
斎
樗
山
の
『
天
狗
藝
術
論
』、
小
出
切
一
雲
の
『
夕
雲
流
剣
術
書
』
な
ど
あ
る
が
、
そ
の
内
容
の
ほ
と
ん
ど
が
修

行
す
る
本
人
の
技
術
や
心
の
在
り
方
を
説
く
も
の
で
あ
る
。『
免
兵
法
之
記
』
を
は
じ
め
て
公
刊
し
た
渡
辺
一
郎
編
の
『
武
道
の
名
著
』（
四
）

に
は
、
剣
術
か
ら
柔
術
、
弓
術
な
ど
多
様
な
二
十
の
武
芸
伝
書
が
採
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
師
の
在
り
方
や
指
導
に
お
け
る

留
意
点
を
扱
っ
た
も
の
は
、
こ
の
他
に
『
関
口
流
柔
術
極
意
書
』
と
『
藝
術
二
葉
始
』
の
二
つ
し
か
な
く
、
し
か
も
、
そ
れ
ぞ
れ
数
行
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に
わ
た
る
記
述
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
比
べ
て
『
免
兵
法
之
記
』
は
、「
師
之
心
得
之
事
」
と
題
す
る
項
目
か
ら
始
ま
り
、「
稽
古
之
次
第
之
事
」
な
ど
稽
古
に
お
け

る
留
意
点
に
つ
い
て
も
修
行
者
本
人
だ
け
で
な
く
指
導
者
側
か
ら
の
視
点
が
多
く
、
全
二
十
篇
に
渡
り
藤
原
敬
信
の
教
育
・
指
導
論
が

事
細
か
に
説
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う（
五
）
。

そ
こ
で
以
下
で
は
、
特
に
師
の
在
り
方
や
教
育
・
指
導
論
を
論
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
七
項
目
と
、
稽
古
者
側
の
内
容
で
は
あ
る

が
や
は
り
教
育
・
指
導
上
の
留
意
点
と
し
て
注
目
で
き
る
三
項
目
を
取
り
上
げ
読
み
解
き
、『
免
兵
法
之
記
』
に
描
か
れ
た
武
道
の
教
育
・

指
導
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

二
、
師
の
心
得
を
読
む

二
―
一
、
師
之
心
得
之
事

『
免
兵
法
之
記
』
は
、
ま
ず
「
師
之
心
得
之
事
」
と
題
さ
れ
た
項
目
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
藤
原
敬
信
が
い
わ
ゆ
る
技
法
や

心
法
な
ど
修
行
者
自
身
に
求
め
ら
れ
る
武
芸
の
解
説
書
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
教
育
・
指
導
の
視
野
に
立
っ
て
本
書
が
描
か
れ
て
い

る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
冒
頭
で
は
、
流
派
の
師
た
る
者
は
、
必
ず
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
を
違
え
る
こ
と
な
く
教
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
説
く
。
そ
の
後
に
は
、
時
流
を
受
け
て
い
る
の
か
、
依
怙
贔
屓
や
い
わ
ゆ
る
賄
賂
な
ど
の
不
正
を
働
か
な

い
よ
う
に
戒
め
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
藤
原
敬
信
の
言
葉
を
み
て
い
き
た
い
。
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諸
藝
術
を
学
び
一
流
の
師
た
る
者
可
二キ

心
得
一

事
。
第
一
、
先
師
�
傳
来
の
意
味
聊
モ

不
レル

違
ハ

様
に
教
フ

事
本
意
候
。
流
は
只
一
ツ
に

し
て
、
師
は
萬
人
に
渡
る
故
、
賢
愚
の
沙
汰
も
可
レク

有
レル

之
候
得
共
、
流
儀
の
躰
は
幾
世
を
ふ
る
共
た
が
ふ
事
な
き
も
の
な
り
。
若
流

の
躰
違
事
有
ば
、
其
師
の
作
意
に
候
間
、
習
之
事
理
少
も
不
レル

違
ハ

様
に
可
レキ

致
二ス

教
導
一

事
肝
要
候
。（
六
）

諸
芸
術
を
学
び
、
そ
の
流
派
の
師
た
る
者
は
、
先
人
か
ら
伝
承
さ
れ
て
き
た
意
味
や
流
儀
の
型
（
躰
）
を
ほ
ん
の
少
し
も
違
え
る
こ

と
な
く
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
師
と
な
る
者
は
何
人
と
現
れ
る
だ
ろ
う
が
、
師
が
変
わ
ろ
う
と
も
伝
承
す
る
流
派
は
一
つ
な
の
だ

か
ら
不
変
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
流
儀
の
型
が
違
う
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
師
が
自
分
勝
手
に
作
意
に
よ
り
改
変
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
教
授
内
容
の
技
と
理
法
を
少
し
も
違
う
と
こ
ろ
が
な
い
よ
う
に
、
教
え
導
く

こ
と
こ
そ
肝
心
で
あ
る
。

勿
論
、
門
弟
の
親
疎
に
よ
ら
ず
、
た
と
ひ
親
子
兄
弟
た
り
共
、
毛
頭
依
怙
贔
屓
な
く
、
義
を
専
ら
と
し
、
門
弟
中
の
賢
愚
を
撰
ず

一
統
に
順
和
せ
し
め
、
己
れ
�
勝
る
弟
子
を
も
取
立
を
師
の
誉
と
し
、
流
儀
の
賢
盛
を
可
二キ

心
掛
一ク

事
。（
七
）

も
ち
ろ
ん
、
弟
子
と
の
関
係
の
親
疎
の
隔
て
な
く
、
た
と
え
親
子
兄
弟
と
い
え
ど
も
、
少
し
も
依
怙
贔
屓
す
る
こ
と
な
く
、
義
を
専

ら
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
弟
子
で
あ
っ
た
と
し
て
も
一
様
に
教
え
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
分
よ
り
も
優
れ
て
い
る
弟
子

を
持
て
る
こ
と
を
師
の
誉
と
し
て
、
流
儀
の
隆
盛
を
は
か
る
よ
う
に
心
掛
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

偖
又
専
嗜
む
べ
き
事
は
、
藁
苞
に
て
国
傾
ク

と
申
ス

た
と
へ
の
ご
と
く
、
金
銀
衣
食
に
迷
ふ
未
練
至
極
の
賊
心
を
の
ぞ
か
ざ
れ
ば
、
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終
に
は
大
切
な
る
事
も
賣
物
同
然
に
取
扱
様
に
成
行
事
多
々
有
レ

之
儀
、
不
レル

及
二バ

是
非
一ニ

次
第
候
。
依
レ

之
、
師
の
心
底
不
レ

正
シ
カ
ラ

れ

ば
、
流
儀
を
穢
事
目
下
候
。
此
段
を
能
々
考
ヘ

可
レキ

慎
ム

事
専
一
候
。（
八
）

そ
れ
か
ら
ま
た
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
賄
賂
の
横
行
に
よ
り
国
が
傾
く
と
い
う
例
え
の
よ
う
に
、
金
銀
衣
食
に
よ
っ
て

惑
わ
さ
れ
る
よ
こ
し
ま
な
心
を
な
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
し
ま
い
に
は
流
儀
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
も
売
り

物
同
然
に
取
り
扱
う
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
師
の
心
が
正
し
く
な
け
れ
ば
、
流
儀
を
汚
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ

の
よ
う
な
こ
と
の
な
い
よ
う
に
慎
む
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。

二
―
二
、
作
意
之
事

「
作
意
之
事
」
で
は
、
前
項
で
も
取
り
上
げ
て
い
た
よ
う
に
自
分
勝
手
に
型
の
解
釈
を
し
た
り
、
技
法
を
変
え
た
り
す
る
作
意
を
戒
め

て
い
る
。
し
か
も
、
作
意
を
抱
く
者
に
は
「
折
檻
を
加
へ
」
る
よ
う
に
述
べ
て
い
て
、
作
意
を
抱
く
こ
と
を
相
当
に
強
く
戒
め
て
い
る
。

こ
の
点
は
、
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、『
免
兵
法
之
記
』
全
体
を
見
渡
す
限
り
、
こ
の
よ
う
な
強
い
戒
め
が
示
さ
れ
て
い

る
の
は
二
か
所
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
基
本
的
に
藤
原
敬
信
の
姿
勢
と
し
て
は
、
師
の
徳
と
義
に
よ
っ
て
教
え
導
く
こ
と
を
説
い
て

い
る
。
こ
の
こ
と
と
併
せ
て
「
折
檻
」
に
つ
い
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

心
氣
素
立
、
事
理
吟
味
の
位
に
至
り
、
自
然
作
意
有
レ

之
物
候
。
此
作
意
出
来
候
得
ば
、
本
道
は
必
捨
る
物
候
。
縦
ば
師
の
教
に
は

爰
は
ひ
か
へ
よ
と
習
候
得
共
、
其
通
ニ

而
は
我
心
に
不
レ

叶
候
付
、
少
脇
に
ひ
ら
き
候
が
よ
き
な
ど
、
余
事
も
凡
如
レシ

此
ノ

。
教
を
一
應
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は
用
た
る
様
な
れ
共
、
真
実
の
志
無
レ

之
故
、
我
意
を
専
と
い
た
し
、
師
の
教
は
別
之
事
に
成
し
、
我
氣
隨
い
斗
り
を
た
て
候
故
、
後

に
は
本
道
な
く
な
る
者
也
。
然
ば
作
意
は
、
諸
藝
稽
古
筋
之
妨
無
二キ

此
上
一

事
候
。（
九
）

心
や
気
が
育
ち
、
技
や
理
合
い
を
吟
味
で
き
る
ほ
ど
の
段
階
に
い
た
る
と
、
自
然
と
作
意
、
つ
ま
り
自
分
な
り
に
考
え
た
り
工
夫
し

た
り
す
る
意
識
が
で
き
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
作
意
が
で
き
て
し
ま
う
と
、
正
し
い
道
は
必
ず
と
言
っ
て
捨
て
去

ら
れ
て
し
ま
う
も
の
で
も
あ
る
。
例
え
ば
、
師
の
教
え
で
は
「
こ
こ
は
引
き
な
さ
い
」
と
習
お
う
と
も
、
そ
の
通
り
に
は
得
心
で
き
ず

に
「
少
し
脇
を
開
い
た
ほ
う
が
い
い
」
な
ど
と
考
え
て
し
ま
う
こ
と
が
そ
の
例
で
あ
る
。
教
え
を
一
応
は
守
っ
て
い
る
よ
う
で
い
て
、

真
実
の
志
が
な
い
た
め
に
自
分
の
考
え
を
専
ら
と
し
て
、
師
の
教
え
は
別
の
こ
と
と
し
自
分
で
気
づ
い
た
こ
と
ば
か
り
を
し
て
し
ま
う
。

そ
の
た
め
、
後
に
は
正
し
い
道
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
作
意
は
、
諸
芸
の
稽
古
の
筋
道
を
妨
げ
る
こ
と
こ
の

上
な
い
の
で
あ
る
。

師
と
し
て
は
、
一
�
十
迄
之
事
を
心
に
含
致
二

教
導
一

事
に
候
得
ば
、
何
れ
の
心
ニ

而
教
な
し
候
や
、
弟
子
た
る
者
の
、
殊
に
漸
合
方

等
覚
候
位
に
て
、
師
の
教
之
意
味
を
推
察
叶
べ
き
よ
ふ
無
レ

之
候
。
只
差
当
り
た
る
所
の
み
思
ひ
当
る
浅
智
�
生
る
事
に
て
、
意
味
の

深
長
な
る
義
は
見
へ
ざ
る
故
、
さ
せ
ら
ざ
る
事
共
を
面
白
思
ひ
、
物
ず
き
多
く
、
そ
の
く
せ
半
迄
も
致
届
ざ
る
物
候
。
畢
竟
丈
夫
な

る
思
ひ
入
な
き
故
に
候
。
此
智
に
邪
お
ふ
け
れ
ば
佞
奸
の
者
た
る
べ
し
。（
十
）

師
と
し
て
は
、
一
か
ら
十
ま
で
の
こ
と
す
べ
て
を
心
に
含
み
教
え
導
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ど
の
心
に
教
え
が
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う

か
。
弟
子
た
る
者
は
、
特
に
斬
り
合
う
仕
方
な
ど
を
覚
え
る
段
階
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
師
の
教
え
の
意
味
を
自
分
な
り
に
推
察

『免兵法之記』にみる武道の教育・指導について33



し
て
も
、
叶
う
わ
け
が
な
い
。
と
い
う
の
も
そ
う
し
た
推
察
は
、
さ
し
あ
た
り
思
い
当
た
る
浅
知
恵
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
意
味

深
長
な
る
意
義
は
見
い
だ
せ
な
い
。
大
し
た
こ
と
で
も
な
い
こ
と
を
面
白
く
思
う
も
の
好
き
も
多
く
、
そ
の
く
せ
道
半
ば
ま
で
も
届
か

な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
結
局
は
、
丈
夫
な
る
思
い
入
れ
が
な
い
か
ら
、
そ
う
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
浅
知
恵
を
働
か
す
者
は

邪
心
が
多
い
の
で
、
従
順
の
よ
う
で
い
て
、
心
の
中
は
悪
賢
く
ね
じ
け
て
い
る
者
な
の
で
あ
る
。

ケ
様
な
る
者
も
、
師
の
取
立
様
に
て
、
兼
日
の
行
跡
よ
り
折
檻
を
加
へ
、
義
を
守
り
、
実
を
専
ら
と
す
る
事
を
教
な
さ
ば
、
善
人

共
可
レク

成
候
。
兎
角
作
意
は
実
な
く
義
な
き
所
�
生
る
事
候
。
右
躰
之
者
、
其
流
に
加
り
居
候
得
ば
、
自
然
と
門
弟
中
の
風
義
悪
く
な

る
の
み
な
ら
ず
、
後
に
は
流
義
を
穢
す
程
之
事
出
来
す
る
物
候
。
如
レ

斯
者
も
、
師
の
徳
義
に
よ
っ
て
、
行
跡
�
教
導
し
、
事
理
合
対

の
善
道
に
仕
立
事
、
誠
に
其
流
の
可
レキ

為
二ル

廣
徳
一

也
。（
十
一
）

浅
知
恵
を
働
か
す
よ
う
な
者
も
、
師
の
取
立
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
つ
ま
り
、
日
頃
か
ら
折
檻
を
加
え
、
義
を
守
り
、
実
を
専
ら
と
す

る
こ
と
を
教
え
て
い
け
ば
、
善
人
と
も
な
る
だ
ろ
う
。
と
も
か
く
作
意
は
、
実
も
な
く
、
義
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
る
こ
と
で
あ
る
。

作
意
を
働
か
せ
、
浅
知
恵
を
持
つ
よ
う
な
者
が
、
そ
の
流
派
の
門
に
い
る
と
す
れ
ば
、
自
然
と
門
弟
中
の
風
儀
は
悪
く
な
り
、
そ
れ
ば

か
り
か
後
に
は
流
儀
を
汚
す
ほ
ど
の
こ
と
が
起
き
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
者
で
あ
っ
て
も
、
師
の
徳
と
義
に
よ
っ
て
日
頃
の
行
い
か
ら

教
え
導
き
、
技
と
理
合
い
の
一
致
し
た
善
き
道
に
仕
立
て
る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
そ
の
流
派
の
広
い
徳
と
な
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
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二
―
三
、
和
ら
み
の
事

本
項
で
は
、
技
を
行
う
際
に
身
体
を
柔
ら
か
く
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
説
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
相
撲
取
り
や
弓
を
射
る
時
の
話

題
、
ま
た
は
、
鞭
の
手
入
れ
や
火
打
石
で
火
を
お
こ
す
と
き
の
こ
と
な
ど
の
話
題
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
身
体
が
柔
ら
か
く
あ
る
べ
き

こ
と
を
解
説
し
、
い
か
に
そ
れ
を
教
え
る
か
ま
で
説
い
て
い
る
。
そ
の
教
え
方
の
個
所
を
次
に
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

和
ら
み
、
最
初
�
専
と
教
候
事
、
不
レ

�
覚
候
。
依
二リ

流
儀
一ニ

、
和
ら
み
を
第
一
と
致
し
候
事
有
レ

之
と
見
へ
候
。（
十
二
）

流
儀
に
よ
っ
て
は
、
和
ら
み
を
第
一
と
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
最
初
か
ら
専
ら
と
教
え
る
こ
と
は
宜
し
く
な
い
と
覚
え

て
お
く
よ
う
に
。

又
、
人
の
生
れ
付
に
よ
り
、
體
和
ら
か
な
る
有
。
又
か
た
く
ろ
し
き
有
。
し
な
や
か
な
る
生
付
は
、
初
重
に
手
数
等
教
フ

に
は
、
馴
々

敷
直
し
能
、
殊
に
像
も
す
な
を
に
見
ゆ
る
物
候
。
此
故
に
、
只
和
ら
か
に
さ
へ
有
レ

之
ば
、
末
は
い
か
様
に
も
宜
敷
上
達
す
る
事
の
様

に
思
慮
し
、
専
和
ら
か
な
る
振
舞
を
好
と
見
へ
候
。
又
か
た
く
ろ
し
き
生
付
は
、
そ
れ
に
代
り
は
る
か
に
直
し
が
た
く
、
手
数
等
覚

さ
す
に
も
こ
わ
く
ろ
敷
、
引
直
す
に
し
な
ら
し
か
ら
ず
。
最
初
は
も
て
あ
つ
か
ふ
程
に
有
物
故
、
漸
手
数
等
を
お
ぼ
へ
さ
せ
、
身
形

の
定
る
�
の
事
を
思
ひ
、
和
ら
か
に
致
さ
せ
候
事
も
可
レク

有
レル

之
候
。（
十
三
）

ま
た
、
生
ま
れ
つ
き
身
体
の
柔
ら
か
い
者
も
あ
れ
ば
、
固
い
者
も
あ
る
。
柔
ら
か
く
し
な
や
か
な
る
者
は
、
は
じ
め
手
数
を
教
え
て
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い
く
際
に
す
ぐ
に
な
れ
て
直
し
や
す
く
、
姿
勢
も
素
直
に
見
え
る
。
こ
の
た
め
に
、
柔
ら
か
く
さ
え
あ
れ
ば
、
あ
と
は
い
か
様
に
も
上

達
し
て
い
く
だ
ろ
う
と
思
い
違
い
し
、
専
ら
柔
ら
か
な
振
る
舞
い
を
好
む
と
見
え
る
。

逆
に
、
堅
苦
し
い
者
は
、
柔
ら
か
な
者
と
比
べ
て
は
る
か
に
直
し
が
た
く
、
手
数
を
覚
え
さ
す
に
し
て
も
ぎ
こ
ち
な
く
、
直
そ
う
に

も
う
ま
く
慣
ら
せ
な
い
。
最
初
は
取
り
扱
い
に
も
困
り
、
と
も
か
く
手
数
を
覚
え
さ
せ
て
、
形
の
定
ま
る
ま
で
の
こ
と
と
思
い
、
柔
ら

か
く
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
。

手
数
を
覚
、
身
形
の
出
来
候
�
の
事
は
兎
も
角
も
、
一
体
強
ミ
を
致
し
抜
け
ざ
れ
ば
、
ま
こ
と
の
和
ら
み
は
出
来
ぬ
物
候
。
強
み

を
致
し
ぬ
け
ざ
る
和
ら
み
は
、
弱
み
の
至
極
と
知
べ
し
。
鑓
・
剱
術
に
不
レ

限
、
相
撲
を
と
り
候
に
も
、
先
以
剛
勢
を
尽
し
、
力
量
の

強
み
を
隨
分
と
致
さ
せ
、
其
者
の
情
一
ぱ
い
強
み
を
致
尽
候
上
に
て
、
和
ら
か
な
る
仕
形
を
教
る
由
候
。（
十
四
）

手
数
を
覚
え
、
形
が
出
来
る
ま
で
の
こ
と
は
と
も
か
く
も
、
そ
も
そ
も
力
強
さ
を
身
に
つ
け
て
そ
の
強
み
や
力
み
を
抜
く
こ
と
が
で

き
な
け
れ
ば
、
本
当
の
柔
ら
か
さ
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
力
の
配
分
、
緩
急
の
呼
吸（
十
五
）
を
身
に
つ
け
ら
れ
な
い
段
階
で
の
柔
ら
か
さ

は
、
弱
み
の
至
極
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。
鑓
や
剣
術
に
限
ら
ず
、
相
撲
を
取
る
に
し
て
も
、
ま
ず
剛
勢
を
つ
く
し
、
力
強
さ
を
十
分
に

身
に
つ
け
さ
せ
、
そ
の
も
の
の
精
い
っ
ぱ
い
の
力
強
さ
を
し
つ
く
し
た
上
に
、
柔
ら
か
な
形
を
教
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

二
―
四
、
無
理
之
事

次
は
、「
無
理
之
事
」
を
み
て
い
き
た
い
。
前
項
で
は
、
本
当
の
柔
ら
か
さ
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
た
め
に
は
、
精
い
っ
ぱ
い
の
力
強
さ
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を
し
つ
く
す
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
う
は
言
う
も
の
の
や
み
く
も
に
力
を
入
れ
て
い
け
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
は

な
い
。
理
に
か
な
わ
な
い
、
術
理
の
無
い
動
き
を
さ
せ
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
、
前
項
に
続
け
て
本
項
で
は
説
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、

そ
の
無
理
に
も
稽
古
者
の
心
の
持
ち
よ
う
に
よ
っ
て
差
異
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
見
極
め
て
指
導
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
こ
と
に
、

注
目
し
て
お
き
た
い
。

我
慢
�
生
る
無
理
に
候
は
ゞ
、
無
理
を
出
す
所
を
骨
髄
に
徹
す
る
程
に
取
詰
べ
し
。
偖
又
、
下
た
手
の
者
と
夢
々
出
会
致
さ
す
べ

か
ら
ず
。
下
た
手
の
者
へ
は
、
猶
無
理
を
致
よ
き
事
候
。
下
た
手
の
者
は
心
に
無
理
と
知
り
な
が
ら
、
捌
方
な
ら
ぬ
故
、
無
理
に
て

仕
込
ら
る

ニゝ

付
、
後
に
は
無
理
も
尤
の
様
に
初
心
な
る
輩
は
疑
付
事
候
。
依
レ

之
道
を
失
ふ
こ
と
有
レ

之
候
。
殊
に
我
慢
之
無
理
は
甚

嫌
ふ
事
候
。（
十
六
）

我
慢
か
ら
、
つ
ま
り
は
我
意
を
張
っ
て
の
強
情
さ
か
ら
生
じ
て
無
理
を
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
無
理
を
出
す
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
自
分

勝
手
に
我
意
を
張
る
そ
の
性
根
を
、
骨
身
に
し
み
る
ま
で
厳
し
く
責
め
て
改
め
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
そ
う
い
う
者
に
は
、
そ
の
者
よ
り
も
下
手
な
者
を
相
手
に
練
習
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
下
手
な
者
に
は
、
無
理
な
こ
と
を

し
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
相
手
を
さ
せ
ら
れ
る
下
手
の
者
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
無
理
な
こ
と
で
あ
る
と
知
っ
た
と
し
て
も
、

未
熟
な
た
め
に
そ
の
無
理
な
技
を
さ
ば
く
こ
と
も
で
き
ず
、
や
り
込
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
後
に
は
、
無
理
で
あ
っ
て
も
技
と
し
て

成
り
立
つ
の
か
と
初
心
者
は
誤
っ
て
覚
え
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
よ
り
正
し
き
道
を
踏
み
誤
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

我
慢
か
ら
生
じ
る
無
理
は
好
ま
し
く
な
い
の
で
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。
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臆
病
氣
付
、
惣
躰
に
屈
託
な
る
所
生
じ
、
心
氣
縮
る
所
�
無
二ク

為
方
一
し
て
無
理
生
る
事
有
レ

之
候
。
此
無
理
に
は
、
我
�
下
た
手

と
覚
る
者
と
無
理
道
理
の
吟
味
に
不
レ

渡
、
ひ
た
も
の
致
二

執
行
一

候
得
ば
、
下
た
手
を
相
手
と
致
し
候
故
、
非
も
利
も
我
致
所
道
理
斗

り
の
様
に
思
ふ
心
相
生
候
。
此
心
生
じ
候
に
隨
て
、
臆
病
氣
も
屈
託
成
所
も
い
つ
と
な
く
除
物
候
。（
十
七
）

臆
病
気
が
つ
い
て
、
何
か
と
気
が
か
り
な
こ
と
が
あ
り
、
心
が
縮
み
こ
ん
で
し
ま
う
と
こ
ろ
か
ら
ど
う
し
よ
う
も
な
く
な
っ
て
理
に

か
な
わ
な
い
こ
と
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
無
理
を
し
て
し
ま
う
者
に
は
、
そ
の
者
よ
り
も
下
手
な
者
と
相
手
を
さ
せ
る
と
よ

い
。
さ
ら
に
、
無
理
を
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
道
理
に
か
な
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
な
ど
の
吟
味
を
さ
せ
る
こ
と
も
な
く
、
た
だ
ひ

た
す
ら
に
練
習
を
さ
せ
れ
ば
よ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
下
手
な
者
を
相
手
に
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
上
手
く
い
か
な
い
こ
と
も
上
手
く
い

く
こ
と
も
自
分
の
す
る
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
と
判
る
心
持
ち
が
生
じ
て
く
る
。
こ
の
心
が
生
じ
る
の
に
し
た
が
っ
て
、
臆
病
気
も
、
何

か
と
気
が
か
り
だ
っ
た
こ
と
も
、
い
つ
と
な
く
消
え
失
せ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

爰
に
て
必
乗
氣
生
候
。
此
圖
を
不
レ

除
、
一
段
も
二
段
も
越
候
上
手
を
相
手
に
し
て
執
行
い
た
さ
す
べ
く
候
。（
中
略
）
一
二
段
越

候
者
に
は
、
進
退
虚
実
の
振
舞
不
レ

任
二

所
存
一

、
ま
し
て
頃
日
�
曲
付
候
無
理
さ
へ
得
な
ら
ぬ
事
候
。
此
跡
�
教
導
し
て
、
爰
は
無
理

に
付
如
レ

此
致
候
、
夫
は
道
理
に
付
尤
の
業
候
と
、
修
行
に
力
を
付
、
理
非
の
差
別
明
白
に
教
取
立
候
は
ゞ
、
愚
智
な
る
者
も
解
得
し
、

本
道
の
執
行
に
至
る
物
候
。（
十
八
）

そ
う
す
る
と
進
ん
で
や
っ
て
み
よ
う
と
乗
り
気
が
生
じ
て
く
る
の
で
、
こ
の
機
会
を
逃
す
こ
と
な
く
、
次
は
そ
の
者
よ
り
も
一
段
も

二
段
も
上
手
な
者
を
相
手
に
練
習
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
一
段
も
二
段
も
上
手
な
者
に
は
、
進
退
虚
実
の
振
る
舞
い
な
ど
自
分
の
思
い
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通
り
に
い
く
も
の
で
は
な
く
、
ま
し
て
日
頃
か
ら
癖
が
つ
い
て
し
ま
っ
た
無
理
な
動
き
さ
え
封
じ
込
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
情
況
に
な
っ
て
か
ら
、「
こ
こ
は
無
理
な
動
き
だ
っ
た
か
ら
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
」、「
こ
こ
は
道
理
に
か
な
っ
て
い
る
技
で
あ
る
」
と

教
え
導
き
、
修
行
す
る
過
程
に
力
を
授
け
、
道
理
に
か
な
っ
て
い
る
こ
と
と
間
違
っ
て
い
る
こ
と
の
差
を
明
確
に
教
え
諭
せ
ば
、
愚
者

で
あ
ろ
う
と
知
者
で
あ
ろ
う
と
納
得
し
、
正
し
き
道
の
修
行
が
出
来
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

氣
勝
な
る
者
の
無
理
は
、
無
理
の
吟
味
よ
り
心
氣
の
治
り
を
専
に
可
レク

教
候
。
其
教
は
、
氣
勝
な
る
儘
に
任
せ
て
、
無
理
過
候
得
ば
、

後
に
は
元
空
に
成
物
候
。
此
故
に
、
人
の
表
裏
に
乗
り
安
く
候
。
表
裏
に
乗
り
安
き
者
は
、
其
身
不
相
應
の
不
覚
を
取
事
有
レ

之
候
。

心
氣
さ
へ
治
り
候
得
ば
、
自
然
と
無
理
は
除
物
候
。（
十
九
）

負
け
ん
気
の
強
い
者
の
無
理
は
、
無
理
の
吟
味
よ
り
も
心
や
気
持
ち
の
治
ま
り
を
専
ら
教
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
教
え
は
、「
勝
気

の
ま
ま
に
ま
か
せ
て
、
理
に
か
な
わ
な
い
動
き
を
し
す
ぎ
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
動
き
は
、
理
合
い
も
相
手
と
の
駆
け
引
き
も
何
の
意
味

も
な
い
空
っ
ぽ
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
、
だ
か
ら
か
え
っ
て
相
手
の
表
裏
、
思
惑
に
乗
り
や
す
く
な
っ
て
し
ま
う
。
相
手
の
表
裏
に

乗
り
や
す
い
者
は
、
そ
の
身
に
不
相
応
な
不
覚
を
取
っ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
、
心
気
を
安
定
さ
せ
ら
れ
た
な
ら
ば
、

自
然
と
無
理
な
こ
と
は
し
な
く
な
る
。

事
理
合
対
の
位
に
至
り
、
乗
氣
出
来
候
所
ニ

而
無
理
生
る
事
こ
れ
あ
り
候
。
乗
氣
出
来
候
事
は
、
段
を
越
際
に
付
物
候
。
得
と
一
段

越
候
得
ば
、
修
行
の
上
達
に
隨
て
、
己
れ
と
無
理
と
云
事
を
合
点
致
事
に
候
。
依
レ

之
、
得
と
一
段
越
得
ば
、
無
理
は
除
事
候
。（
二
十
）
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技
と
理
合
い
が
合
致
す
る
よ
う
な
腕
前
に
な
っ
て
、
乗
り
気
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
る
と
無
理
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
特
に
、
腕

前
が
一
段
と
上
が
る
と
き
に
、
乗
り
気
は
生
じ
や
す
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
し
っ
か
り
と
一
段
上
が
っ
て
し
ま
え
ば
、
修
行
の
上

達
に
し
た
が
っ
て
、
お
の
ず
か
ら
無
理
を
し
て
い
る
と
合
点
い
く
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
し
っ
か
り
と
一
段
腕
前
が
上
が
れ
ば
、
無

理
は
な
く
な
る
。

二
―
五
、
直
し
か
た
の
事

こ
こ
で
は
、
誤
り
を
ど
の
よ
う
に
直
す
の
か
、
そ
の
直
し
か
た
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
み
て
い
く
。
こ
の
項
で
は
、
一
つ
め
に
医
師

や
御
者
（
馬
の
調
教
師
）
の
例
に
倣
っ
て
、
表
面
上
の
誤
り
を
正
す
の
で
は
な
く
、
そ
の
誤
り
が
生
じ
た
発
端
や
心
身
の
状
態
を
見
極

め
る
こ
と
の
大
切
さ
を
説
い
て
い
る
。
武
術
に
お
け
る
技
は
、
身
体
の
運
動
で
は
あ
る
が
、
身
体
単
独
で
働
く
の
で
は
な
く
心
と
共
に

働
く
と
考
え
ら
れ
る
。
多
く
の
武
芸
伝
書
が
技
法
の
み
な
ら
ず
心
法
を
説
い
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
が
、
形
を
直
す
た
め
に
は
、

心
も
知
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
例
え
ば
、『
関
口
流
柔
極
意
書
』
で
も
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。（
二
十
一
）

そ
し
て
、
も
う
一
つ

に
は
、
武
術
は
生
死
に
か
か
わ
る
の
だ
か
ら
こ
そ
、
少
し
も
誤
り
を
見
落
と
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
っ
か
り
と
見
極
め
、
注
意
を
行

き
届
か
せ
る
こ
と
の
重
要
さ
を
説
い
て
い
る
。

諸
藝
を
教
、
直
し
か
た
致
事
は
、
醫
師
の
病
を
治
す
る
ご
と
く
に
致
候
は
ね
ば
、
本
筋
に
致
届
ぬ
物
候
。
た
と
へ
ば
、
頭
痛
を
治

る
に
、
白
人
は
頭
痛
の
事
の
み
い
た
し
、
病
根
に
も
と
づ
か
ざ
る
故
、
彼
是
と
致
候
内
に
、
體
は
お
と
ろ
へ
病
は
盛
ん
に
な
り
、
終

に
は
醫
術
の
不
レ

及
様
に
仕
な
す
事
も
可
レ

有
レ

之
。
又
名
醫
は
虚
実
顕
隠
之
差
別
、
掌
を
差
が
ご
と
く
、
明
白
に
思
慮
に
渡
る
事
故
、
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其
根
本
に
取
付
致
二ス

療
治
一

。
偖
同
じ
薬
種
に
て
も
、
可
レキ

用
時
分
を
考
へ
用
ひ
候
故
、
忽
に
致
二

平
癒
一

事
と
被
レ

存
候
。
藝
術
の
直
し

方
も
其
ご
と
く
、
曲
の
発
端
を
見
付
て
、
其
根
本
�
直
し
、
本
道
へ
み
ち
び
く
物
候
。
然
ば
、
初
重
よ
り
段
々
稽
古
之
次
第
を
記
す

所
の
藝
術
の
曲
に
、
此
醫
療
之
理
合
を
引
合
、
薬
違
な
き
様
に
諸
の
曲
本
復
致
さ
す
べ
く
候
。
薬
の
違
事
は
、
見
立
の
違
ゆ
へ
候
。

直
し
方
も
見
立
違
候
得
ば
、
本
道
に
違
様
に
教
な
す
物
候
。（
二
十
二
）

諸
芸
を
教
え
る
際
の
直
し
か
た
は
、
医
師
が
病
気
を
治
す
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
、
直
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
頭
痛
を
治
す

の
に
、
素
人
は
頭
痛
の
み
に
対
処
し
、
そ
の
痛
み
の
も
と
と
な
る
病
根
に
基
づ
か
な
い
た
め
、
あ
れ
こ
れ
と
し
て
い
る
う
ち
に
、
身
体

は
衰
え
病
気
は
進
展
し
、
し
ま
い
に
は
医
術
の
及
ば
ぬ
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
名
医
は
、
虚
実
顕
隠
の

差
別
、
つ
ま
り
症
状
の
表
れ
て
い
る
と
こ
ろ
と
そ
れ
に
関
連
し
表
面
上
は
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
ま
で
掌
を
さ
す
が
ご
と
く
、
明
白
に
思

慮
に
渡
り
探
り
、
そ
の
病
気
の
根
本
に
い
た
り
つ
き
治
療
を
施
す
の
で
あ
る
。
同
じ
く
薬
を
施
す
に
し
て
も
、
使
う
べ
き
種
類
や
時
間

帯
ま
で
を
考
え
て
用
い
る
の
で
、
確
か
に
治
癒
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

芸
術
の
直
し
方
も
そ
の
よ
う
に
、
癖
や
誤
り
の
発
端
を
見
つ
け
て
、
そ
の
根
本
よ
り
直
す
な
ら
ば
、
正
し
い
道
へ
と
導
け
る
の
で
あ

る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
初
め
よ
り
段
々
と
稽
古
の
次
第
を
記
す
と
こ
ろ
の
藝
術
の
癖
を
、
こ
の
医
療
の
理
合
い
を
引
き
合
い
に
し

て
薬
が
違
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
も
ろ
も
ろ
の
癖
を
す
っ
か
り
直
さ
せ
る
べ
き
と
考
え
る
。
薬
の
違
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
見
立
て

が
違
う
か
ら
で
あ
る
。
直
し
方
も
、
見
立
て
が
違
え
ば
、
正
し
い
道
か
ら
外
れ
る
よ
う
に
教
え
て
い
る
も
の
と
な
る
。

た
と
へ
ば
文
字
等
は
、
一
点
一
畫
の
誤
り
は
上
下
之
手
尓
葉
ニ

而
、
当
読
に
て
も
済
こ
と
も
可
レ

有
レ

候
得
共
、
武
術
の
直
方
は
至
而
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大
切
な
る
事
候
得
ば
、
一
足
一
合
の
事
は
扨
置
、
目
ま
じ
す
る
程
の
間
之
事
も
違
所
有
レ

之
候
は
ゞ
、
生
死
せ
つ
だ
ん
の
場
に
の
ぞ
み

て
は
、
文
字
の
当
読
の
理
に
て
難
レ

叶
候
。
稽
古
の
内
に
て
、
い
か
ほ
ど
真
実
粉
骨
を
尽
と
い
へ
共
、
一
命
存
亡
の
場
程
之
義
に
不
レ

至
事
は
人
情
の
常
に
候
。
一
命
存
亡
の
期
に
至
り
て
な
ら
で
、
真
実
の
働
は
出
間
敷
候
。
此
時
に
至
り
て
は
、
人
心
実
に
明
鏡
の
ご

と
く
可
レ

有
レ

之
、
若
一
塵
の
曇
り
に
て
、
五
尺
の
體
を
可
レク
ン

損
ば
、
師
弟
多
年
之
辛
苦
を
尽
せ
し
益
な
き
の
み
に
な
ら
ず
、
流
義
の

名
迄
穢
す
事
、
無
二ク

勿
体
一

候
。
常
々
明
鏡
一
塵
之
曇
り
を
如
レ

拂
、
深
く
約
か
に
教
可
レ

習
候
。（
二
十
三
）

例
え
ば
文
字
の
誤
り
な
ど
は
、
一
点
一
画
の
誤
り
は
上
下
の
て
に
を
は
に
て
、
当
て
推
量
で
読
み
済
ま
せ
る
こ
と
も
で
き
る
け
れ
ど

も
、
武
術
の
直
し
方
で
大
切
な
こ
と
は
、
一
足
一
合
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
瞬
き
す
る
ほ
ど
短
い
間
の
こ
と
で
も
違
う
と
こ
ろ

が
あ
る
の
な
ら
ば
、
生
死
の
か
か
っ
た
場
に
臨
ん
で
は
文
字
の
当
て
推
量
で
読
む
こ
と
の
よ
う
に
は
か
な
わ
な
い
と
い
う
こ
と
を
肝
に

銘
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
稽
古
の
う
ち
に
、
ど
れ
ほ
ど
真
剣
に
力
の
限
り
努
力
し
つ
く
し
た
と
し
て
も
、
命
の
か
か
っ
た
存
亡
の
場
ほ
ど

に
は
至
ら
な
い
の
が
、
人
情
の
常
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
命
を
か
け
た
よ
う
に
稽
古
を
し
な
い
で
、
真
実
の
技
は
起
き
な
い

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

命
を
懸
け
た
戦
い
で
は
、
心
が
明
鏡
の
よ
う
に
な
る
べ
き
で
あ
る
。
も
し
も
一
塵
の
曇
り
が
あ
る
た
め
に
、
身
体
を
損
傷
す
る
よ
う

な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
長
年
苦
労
を
重
ね
修
行
を
し
つ
く
し
て
き
た
か
い
が
な
い
の
み
な
ら
ず
、
流
儀
の
名
ま
で
も
汚
す
こ
と
に
な
り
、

も
っ
た
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
つ
ね
に
、
明
る
い
鏡
の
ご
と
く
あ
り
、
一
塵
の
曇
り
を
払
う
ご
と
く
、
深
く
忠
実
に
教
え
、
習
う
べ
き

で
あ
る
。

比較文化論叢２９ 42



二
―
六
、
器
量
無
器
量
之
事

本
項
で
は
、
稽
古
者
の
資
質
を
、
器
量
と
無
器
量
と
に
分
け
て
、
そ
の
特
質
と
稽
古
方
法
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
。
実
際
の
と
こ
ろ

稽
古
者
の
資
質
は
、
簡
単
に
二
つ
に
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
が
、
同
じ
こ
と
を
教
え
る
に
し
て
も
、
稽
古
者
の
心
や
資
質
を

見
極
め
て
、
適
宜
工
夫
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
と
こ
ろ
は
注
目
し
て
お
き
た
い
。

諸
道
致
二

稽
古
一

に
、
器
量
有
レ

之
候
方
�
事
候
。
し
か
し
な
が
ら
道
を
致
二シ

修
行
一

物
を
約
に
致
候
事
は
、
十
に
し
て
六
七
迄
は
不
器

量
な
る
者
致
と
げ
候
。
器
量
に
し
て
事
を
成
就
せ
ざ
る
よ
り
は
、
不
器
量
に
し
て
事
を
致
と
げ
る
が
ま
さ
る
べ
く
、
器
量
な
る
者
は
、

不
器
量
者
の
十
度
に
致
候
事
を
、
三
四
度
に
て
も
致
お
ふ
す
る
義
候
。
依
レ

之
、
物
事
く
わ
し
か
ら
ず
、
間
に
は
不
都
合
な
る
事
共
有
レ

之
物
候
。
又
、
不
器
量
な
る
者
は
、
惑
ひ
多
く
、
こ
と
�
�
の
様
に
行
詰
り
て
、
人
に
導
れ
て
、
漸
合
点
行
事
故
、
器
量
な
る
者
の

一
度
に
致
覚
候
事
を
、
幾
扁
も
い
た
し
、
精
魂
を
尽
し
て
習
届
候
故
、
善
悪
之
意
味
得
と
熟
得
す
る
物
候
。
ま
た
器
量
な
る
者
は
、

事
の
委
敷
に
は
不
レ

渡
共
、
人
の
な
ら
ぬ
程
の
事
を
見
事
に
致
す
物
候
。
人
の
な
ら
ぬ
程
の
こ
と
を
見
事
に
い
た
さ
ん
よ
り
は
、
不
器

量
に
し
て
も
人
の
成
る
ほ
ど
の
事
を
辛
苦
を
尽
し
て
致
二

修
行
一

、
業
理
相
違
な
き
様
に
務
る
事
、
道
に
か
な
い
候
。（
二
十
四
）

多
く
の
道
に
お
い
て
稽
古
す
る
の
に
、
器
量
が
あ
る
、
つ
ま
り
そ
の
道
に
ふ
さ
わ
し
い
能
力
が
あ
る
の
は
良
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
そ
の
道
を
修
行
し
て
い
く
も
の
ご
と
を
注
意
深
く
忠
実
に
こ
な
し
て
い
く
の
は
、
十
の
う
ち
六
か
ら
七
ま
で
は
器
量
の
な

い
者
が
や
り
遂
げ
て
い
る
。
器
量
だ
け
れ
ど
も
成
就
し
な
い
よ
り
は
、
器
量
が
な
く
て
も
事
を
成
し
遂
げ
る
ほ
う
が
勝
っ
て
い
る
。
器

量
の
あ
る
者
は
、
器
量
の
な
い
者
が
十
回
行
っ
て
よ
う
や
く
出
来
る
こ
と
を
、
三
か
ら
四
回
で
出
来
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
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よ
り
、
器
量
の
あ
る
者
は
物
事
に
詳
し
く
な
く
、
と
き
に
は
不
都
合
な
こ
と
も
あ
る
も
の
だ
。

ま
た
、
器
量
の
な
い
者
は
、
悩
み
惑
う
こ
と
が
多
く
、
事
あ
る
ご
と
に
行
き
詰
ま
り
、
他
の
人
に
導
か
れ
て
よ
う
や
く
合
点
が
い
く

も
の
だ
か
ら
、
器
量
の
あ
る
者
が
一
回
で
覚
え
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
で
も
、
何
遍
も
繰
り
返
し
、
精
魂
尽
し
て
習
い
覚
え
て
い
く
。

そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
か
え
っ
て
善
悪
の
意
味
を
も
し
っ
か
り
熟
慮
し
て
獲
得
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

ま
た
、
器
量
の
あ
る
者
は
、
物
事
を
詳
し
く
通
じ
な
く
て
も
、
普
通
の
人
が
で
き
な
い
よ
う
な
こ
と
を
見
事
に
し
て
し
ま
う
も
の
で

あ
る
。
普
通
の
人
が
で
き
な
い
よ
う
な
こ
と
を
見
事
に
で
き
る
よ
り
は
、
器
量
が
な
く
て
も
普
通
の
人
が
で
き
る
こ
と
を
辛
苦
尽
し
て

修
行
し
、
技
と
理
合
い
に
相
違
な
い
よ
う
に
き
ち
ん
と
出
来
る
こ
と
の
方
が
、
道
に
か
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

偖
、
取
立
様
は
、
器
量
な
る
者
は
得
方
の
事
を
致
さ
せ
ず
、
不
得
手
の
事
�
さ
き
に
可
レ

教
。
又
不
器
量
な
る
者
に
は
、
不
得
手
の

事
を
い
た
さ
せ
ず
、
得
手
の
事
を
得
と
執
行
い
た
さ
す
べ
く
候
。
得
手
の
事
を
得
と
致
覚
候
得
ば
、
其
心
を
取
、
不
得
手
の
事
に
も

畢
竟
し
て
合
点
行
物
候
。
又
器
量
な
る
者
、
不
得
手
の
事
�
先
に
致
さ
せ
候
得
ば
、
不
得
手
の
事
故
、
夫
是
と
鍛
練
致
に
付
て
、
得

手
の
事
を
も
、
ケ
様
な
る
意
味
、
此
様
な
る
訳
も
有
レ

之
と
存
付
せ
て
、
稽
古
之
根
入
ふ
か
く
致
さ
す
べ
き
た
め
に
候
。
器
量
な
る
者

は
、
己
れ
が
器
量
ま
か
せ
に
、
深
く
探
練
に
わ
た
り
兼
る
故
、
右
の
ご
と
く
い
た
し
候
得
ば
、
無
レ

拠
道
に
委
く
な
る
物
候
。
依
レ

之
、

兎
角
平
日
之
行
跡
よ
り
、
取
立
の
筋
�
候
は
ゞ
、
実
に
千
里
の
の
ふ
に
至
る
一
物
可
二シ

出
来
一ス

、
専
取
立
に
可
レ
依
事
候
。（
二
十
五
）

さ
て
、
稽
古
の
際
に
は
、
器
量
の
あ
る
者
に
は
得
意
な
こ
と
を
さ
せ
な
い
で
、
不
得
意
な
こ
と
か
ら
先
に
教
え
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
逆
に
、
器
量
の
な
い
者
に
は
、
不
得
意
な
こ
と
は
さ
せ
な
い
で
、
得
意
な
こ
と
を
し
っ
か
り
と
行
わ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
得
意

な
こ
と
を
し
っ
か
り
と
し
覚
え
て
い
け
ば
、
そ
の
要
点
を
も
っ
て
不
得
意
な
こ
と
で
も
結
局
は
合
点
が
い
く
も
の
で
あ
る
。
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器
量
の
あ
る
者
に
不
得
意
な
こ
と
か
ら
先
に
さ
せ
て
い
け
ば
、
不
得
意
だ
か
ら
こ
そ
、
あ
れ
こ
れ
と
鍛
練
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
、

得
意
な
こ
と
で
も
「
そ
の
技
の
意
味
は
こ
う
で
あ
る
」、「
こ
う
い
う
意
味
も
あ
る
」
と
説
明
し
十
分
に
理
解
さ
せ
て
い
き
な
が
ら
注
意

深
く
稽
古
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
器
量
の
あ
る
者
は
、
そ
の
能
力
に
甘
ん
じ
て
深
く
掘
り
下
げ
て
技
と
理
合
い
を
練
っ
て
い
く
こ
と

を
し
な
い
の
で
、
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
道
に
詳
し
く
な
る
も
の
で
あ
る
。

と
に
か
く
、
普
段
の
行
い
か
ら
取
立
て
方
が
良
け
れ
ば
、
一
日
に
千
里
も
疾
走
す
る
才
能
を
持
つ
駿
馬
の
よ
う
に
秀
で
た
者
が
出
て

く
る
の
で
、
こ
の
よ
う
に
稽
古
者
を
見
分
け
指
導
す
べ
き
で
あ
る
。

二
―
七
、
習
之
事

本
項
で
示
さ
れ
て
い
る
「
習
」
は
、
こ
れ
ま
で
に
用
い
ら
れ
て
い
た
習（
二
十
六
）
と
は
違
い
、
秘
事
や
奥
義
と
い
う
意
味
合
い
で
用
い
ら

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
秘
事
や
奥
義
と
し
て
の
「
習
」
は
、
軽
率
に
教
え
る
も
の
で
は
な
く
、
適
し
た
機
会
に
教
え
る
べ
き
で
あ
る
と

説
く
。
こ
れ
は
、『
藝
術
二
葉
始
』
に
お
い
て
も
、
初
心
者
の
う
ち
は
特
に
技
よ
り
も
理
合
い
が
先
に
立
つ
と
迷
い
も
生
じ
、
不
相
応
に

高
い
段
階
へ
登
ろ
う
と
性
急
に
な
り
が
ち
な
の
で
、
適
宜
順
序
立
て
て
教
え
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
を
説
い
て
い
た（
二
十
七
）
こ
と
に
も
通

じ
よ
う
。

習
は
卒
尓
に
教
ざ
る
が
、
習
候
。
習
を
軽
々
敷
教
候
得
ば
、
流
義
の
躰
手
薄
く
な
り
候
。
扨
又
、
習
を
猥
り
に
教
る
事
は
、
其
師

の
業
ふ
つ
ゝ
か
な
る
ゆ
へ
候
。
業
を
以
て
得
心
す
る
様
に
教
候
得
ば
、
習
事
お
し
ゆ
る
に
は
不
レ

及
候
。
習
は
理
を
能
究
た
る
物
に
候

得
ば
、
業
は
不
レ

叶
共
、
そ
ろ
�
�
と
致
見
せ
候
得
ば
、
尤
な
る
事
故
、
習
者
も
一
應
は
感
得
致
物
候
。
去
な
が
ら
、
い
か
ほ
ど
心
に

『免兵法之記』にみる武道の教育・指導について45



感
得
し
た
る
共
、
業
に
叶
わ
ざ
れ
ば
、
却
而
迷
ひ
生
ず
る
物
候
得
ば
、
大
切
な
る
習
も
無
益
の
み
な
ら
ず
、
流
義
の
乱
と
成
基
に
候
。（
二
十
八
）

「
習
」
は
、
軽
率
に
教
え
な
い
も
の
が
「
習
」
で
あ
る
。「
習
」
を
軽
々
し
く
教
え
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
流
儀
の
体
が
手
薄
く
な
っ
て

し
ま
う
。
そ
れ
か
ら
ま
た
、「
習
」
を
み
だ
り
に
教
え
る
こ
と
は
、
そ
の
師
の
業
が
行
き
届
か
な
い
不
調
法
だ
か
ら
で
あ
る
。
技
を
も
っ

て
得
心
す
る
様
に
教
え
れ
ば
、「
習
」
を
教
え
る
に
は
及
ば
な
い
も
の
で
あ
る
。「
習
」
は
理
合
い
を
よ
く
究
め
た
も
の
ご
と
だ
か
ら
、

技
が
か
な
わ
ず
と
も
、
そ
ろ
そ
ろ
と
し
て
見
せ
て
み
れ
ば
、
も
っ
と
も
な
こ
と
の
た
め
、
習
っ
て
い
る
者
も
一
応
は
感
得
す
る
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ど
れ
ほ
ど
心
に
感
得
し
た
と
し
て
も
、
技
が
伴
わ
な
け
れ
ば
、
か
え
っ
て
迷
い
が
生
じ
る
も
の
で
、
大
切
な

「
習
」
も
無
益
に
な
る
の
み
な
ら
ず
、
流
儀
の
乱
れ
と
な
る
基
と
も
言
え
る
。

習
事
は
不
レ

教
共
、
稽
古
之
功
績
候
得
ば
、
自
然
と
生
る
物
候
。
其
図
を
不
レ

迯
教
る
事
候
。
習
は
人
の
思
ひ
寄
ず
、
工
夫
探
練
に

も
得
が
た
き
事
故
、
秘
密
に
致
事
候
。
傳
を
請
候
得
ば
、
尤
至
極
な
る
事
ゆ
へ
、
闇
夜
に
燈
を
得
る
ご
と
く
、
末
期
迄
も
照
り
か
ゞ

や
き
、
致
二

崇
敬
一

候
。
此
通
り
に
仕
立
候
義
は
、
先
師
の
辛
苦
無
レ

限
事
に
て
可
レ

有
レ

之
候
。
殊
に
秘
事
は
末
毛
と
申
候
得
ば
、
不
レ

至
者
の
傳
に
て
は
素
り
末
毛
の
功
も
あ
る
間
敷
候
。
又
傳
地
に
至
り
候
者
之
傳
候
は
ゞ
、
末
毛
の
功
、
大
山
に
も
可
レ

勝
候
。
兎
角
事

理
符
合
い
た
し
候
様
に
、
其
程
々
に
應
じ
て
可
二

傳
授
一

事
肝
要
之
事
候
。（
二
十
九
）

「
習
」
は
教
え
な
く
て
も
、
稽
古
を
し
っ
か
り
と
積
め
ば
自
然
と
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
時
を
逃
さ
ず
に
教
え
る
こ
と
で
あ
る
。

「
習
」
は
人
の
思
い
も
よ
ら
ず
、
工
夫
鍛
錬
し
て
も
得
難
い
こ
と
ゆ
え
に
、
秘
密
な
の
で
あ
る
。「
習
」
を
伝
え
て
ほ
し
い
と
願
わ
れ
れ

ば
、「
習
」
は
も
っ
と
も
至
極
な
る
こ
と
ゆ
え
、
闇
夜
に
燈
の
光
を
得
た
よ
う
に
、
末
期
ま
で
も
照
り
輝
き
、
崇
敬
さ
れ
る
も
の
と
な
ろ
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う
。「
習
」
が
こ
の
よ
う
に
仕
立
て
ら
れ
た
の
は
、
先
師
の
辛
苦
限
り
な
い
と
こ
ろ
か
ら
出
来
た
も
の
で
あ
る
。

特
に
秘
事
は
睫
の
よ
う
な
も
の
と
言
う
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
奥
義
の
段
階
に
た
ど
り
つ
か
な
い
者
に
と
っ
て
は
伝
え
ら
れ
た
と

し
て
も
そ
の
功
績
に
あ
ず
か
る
こ
と
は
な
い
。
奥
義
の
段
階
に
た
ど
り
着
い
た
者
に
と
っ
て
伝
え
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
功
績
は
睫

と
は
い
え
大
山
に
も
勝
る
だ
ろ
う
。

と
も
か
く
、
技
と
理
合
い
が
合
致
す
る
よ
う
に
、
そ
の
時
々
に
応
じ
て
伝
授
し
て
い
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

三
、
門
弟
の
心
得
を
読
む

三
―
一
、
門
弟
之
心
得
之
事

本
章
で
は
、
門
弟
の
心
得
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
項
を
読
み
な
が
ら
、
教
育
・
指
導
す
る
留
意
点
を
見
出
し
て
い
く
。
当
然
の
こ
と

な
が
ら
、
師
は
、
自
分
自
身
が
稽
古
者
で
あ
っ
た
経
験
を
持
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
門
弟
の
心
得
と
し
て
描
か
れ
た
内
容
は
師
自
身
も
わ

き
ま
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
稽
古
者
の
状
況
が
し
っ
か
り
と
把
握
で
き
、
適
材
適
所
、
時
機
を
逃
さ
ず
に
教

え
、
導
け
る
の
で
あ
る
。

『
免
兵
法
之
記
』
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
「
師
之
心
得
之
事
」
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
続
く
項
が
こ
れ
か
ら
読
み
解
く
「
門

弟
之
心
得
之
事
」
と
な
っ
て
い
る
。
師
の
心
得
と
門
弟
の
心
得
が
対
に
な
る
こ
と
で
、
教
育
・
指
導
し
て
い
く
者
に
と
っ
て
重
要
な
事

柄
が
よ
り
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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武
藝
を
致
二ス

稽
古
一

者
可
二キ

心
得
一

事
。
第
一
、
流
儀
を
重
ん
じ
、
師
を
崇
ひ
、
高
弟
を
敬
、
末
弟
を
教
導
し
、
師
命
は
申
ス

に
お
よ
ば

ず
、
高
弟
の
差
図
を
も
真
実
に
守
り
、
致
シ

不
レル

覚
所
を
ば
、
教
に
随
て
昼
夜
探
練
し
、
問
が
た
き
と
い
へ
共
、
十
度
百
度
に
て
も
不

審
な
る
所
は
時
々
相
尋
、
少
も
内
心
に
疑
ひ
無
様
に
心
懸
、
我
致
得
ざ
る
所
な
ら
ば
、
は
る
か
の
末
弟
に
も
謹
而
可
二ク

申
談
一ズ

候
。（
三
十
）

武
芸
を
稽
古
す
る
も
の
が
心
得
る
べ
き
こ
と
の
第
一
は
、
流
儀
を
重
ん
じ
、
師
を
崇
め
、
高
弟
を
敬
い
、
末
弟
を
教
え
導
く
こ
と
で

あ
る
。
ま
た
、
師
命
は
言
う
に
お
よ
ば
ず
、
高
弟
の
指
図
を
も
真
実
に
守
る
こ
と
も
大
事
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
覚
え
に
く
い
と
こ
ろ
は
、

教
え
に
従
っ
て
昼
夜
問
わ
ず
探
練
（
鍛
錬
）
し
、
質
問
し
に
く
い
な
ど
と
言
わ
ず
に
十
度
、
百
度
と
不
審
な
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
そ
の

時
々
に
尋
ね
、
少
し
も
心
の
内
に
疑
い
の
無
く
な
る
よ
う
に
心
掛
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
分
の
上
手
く
で
き
な
い
所
な
ら
ば
、
末

弟
に
は
誤
り
や
軽
は
ず
み
な
こ
と
を
し
な
い
よ
う
に
慎
重
に
事
を
な
し
、
伝
え
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

素
り
武
術
致
二

稽
古
一

儀
は
、
人
に
見
せ
度
故
致
二ス

修
行
一

に
て
は
無
レ

之
、
専
ら
忠
義
を
存
し
己
が
嗜
に
致
事
に
候
得
ば
、
稽
古
の
節

何
程
打
た
れ
候
共
、
少
も
厭
事
な
く
、
譬
ば
己
う
た
れ
候
共
、
相
手
を
無
理
に
打
返
す
な
ど
ゝ
申
様
な
る
我
意
有
レ

之
候
而
は
、
決
而

難
レキ

致
二シ

勝
達
一

事
候
之
条
、
我
意
、
我
慢
、
作
意
な
く
、
一
切
な
す
事
い
ふ
事
、
其
身
の
行
ひ
直
な
る
事
を
専
ラ

可
二キ

心
懸
一ク

事
肝
要
候
。

是
レ

兵
法
致
二ス

稽
古
一

者
思
ひ
入
の
根
本
候
。
万
一
此
旨
を
心
得
違
候
而
は
、
何
程
致
二

稽
古
一

候
而
も
致
二

通
達
一

間
敷
、
却
而
其
身
の
害

に
は
成
候
共
、
己
が
身
を
守
る
備
に
は
成
が
た
く
、
甚
大
切
成
事
に
候
条
、
い
さ
ゝ
か
も
邪
の
心
な
く
、
私
を
は
な
れ
、
賊
心
を
切

断
す
る
修
行
専
一
に
可
二キ

心
懸
一

事
。（
三
十
一
）

言
う
ま
で
も
な
く
、
武
術
を
稽
古
す
る
意
味
は
、
人
に
見
せ
る
た
め
に
修
行
す
る
の
で
は
な
く
、
専
ら
忠
義
を
尽
く
す
自
分
の
嗜
み
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の
た
め
に
修
行
す
る
の
だ
か
ら
、
稽
古
の
際
に
打
た
れ
よ
う
と
も
、
少
し
も
嫌
な
こ
と
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
自
分
が
打
た
れ
た
か
ら

と
い
っ
て
、
相
手
に
無
理
に
打
ち
返
す
な
ど
と
い
う
よ
う
な
自
分
勝
手
な
行
い
を
し
て
い
て
は
、
き
っ
と
上
達
す
る
こ
と
は
難
し
く
な

る
だ
ろ
う
。
我
意
、
我
慢
、
作
意
な
ど
と
い
っ
た
自
分
の
思
う
ま
ま
勝
手
な
こ
と
を
す
る
こ
と
な
く
、
一
切
の
す
る
こ
と
言
う
こ
と
、

行
い
が
素
直
に
な
る
こ
と
を
専
ら
心
掛
け
る
べ
き
こ
と
こ
そ
肝
心
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
兵
法
を
稽
古
す
る
者
に
と
っ
て
の
思
い
入
れ
の
根
本
で
あ
る
。
万
一
、
こ
の
こ
と
を
心
得
違
え
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
ど
れ

ほ
ど
稽
古
を
し
た
と
し
て
も
上
達
す
る
こ
と
は
な
く
、
か
え
っ
て
自
分
に
と
っ
て
の
害
に
な
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
身
を
守
る
た
め
の

備
え
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
大
変
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
少
し
も
邪
心
な
く
、
私
心
を
持
つ
こ
と
な
く
、
賊
心
を
切
断
す
る
修

行
を
専
ら
と
す
る
よ
う
心
掛
け
る
べ
き
で
あ
る
。

三
―
二
、
稽
古
之
次
第
之
事

本
項
で
は
、
初
心
者
の
段
階
か
ら
始
ま
り
、
形
を
覚
え
た
段
階
、
試
合
が
で
き
る
よ
う
な
段
階
、
そ
し
て
、
心
気
が
育
つ
よ
う
に
な
っ

た
段
階
へ
と
四
段
階
に
分
け
て
、
稽
古
す
る
心
構
え
、
ひ
る
が
え
っ
て
は
教
育
・
指
導
上
の
留
意
点
を
説
い
て
い
る
。
稽
古
の
段
階
と

し
て
は
『
猫
の
妙
術
』
に
お
い
て
、
技
を
磨
く
段
階
、
気
を
練
る
段
階
、
和
す
る
心
を
練
る
段
階
、
自
然
体
と
な
る
段
階
が
説
か
れ
て

い
る（
三
十
二
）

『
猫
の
妙
術
』
と
比
べ
る
と
『
免
兵
法
之
記
』
で
は
、
自
然
体
と
な
る
段
階
が
描
か
れ
て
い
な
い
。
全
体
を
見
渡
し
て
も
、
心
気
に
つ

い
て
は
、
改
め
て
一
項
目
挙
げ
て
解
説
を
加
え
て
い
る
が
、
自
然
体
に
つ
い
て
は
特
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。『
猫
の
妙
術
』
は
、
老
荘

思
想
の
啓
蒙
書
的
な
『
田
舎
荘
子
』
に
編
ま
れ
て
い
る
た
め
、
自
然
体
に
つ
い
て
触
れ
る
思
想
的
基
盤
を
持
つ
の
に
対
し
、『
免
兵
法
之
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記
』
は
一
貫
し
て
流
儀
の
尊
重
と
師
の
心
得
な
ら
び
に
稽
古
内
容
に
つ
い
て
具
体
的
に
説
く
た
め
自
然
体
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い

の
だ
ろ
う
。
心
気
が
育
ち
、
よ
り
高
い
段
階
に
進
め
ば
お
の
ず
か
ら
無
理
は
消
え
失
せ
る
も
の
だ
と
説
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
あ
え

て
自
然
体
に
つ
い
て
は
語
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

初
重
之
稽
古
は
、
先
以
流
義
の
建
を
守
る
心
得
専
一
候
。
お
き
ふ
し
歩
行
の
数
々
、
或
ハ

小
哥
乱
舞
を
見
聞
に
付
て
も
、
其
流
之
意

に
か
な
ひ
候
様
専
可
レク

懸
レク

心
候
。
千
里
の
行
も
一
歩
�
発
り
候
得
ば
、
発
端
之
念
慮
第
一
之
事
候
。
右
之
外
は
只
何
心
な
く
、
強
弱

に
も
わ
た
ら
ず
、
我
平
日
の
気
持
に
て
致
二ス

稽
古
一

事
よ
く
候
。（
三
十
三
）

初
心
者
の
稽
古
は
、
ま
ず
も
っ
て
流
儀
の
原
則
と
し
て
立
て
て
い
る
方
針
を
守
る
心
得
が
第
一
で
あ
る
。
日
常
生
活
で
の
立
ち
居
振

る
舞
い
、
あ
る
い
は
小
唄
乱
舞
を
見
聞
す
る
に
つ
け
て
も
、
そ
の
流
儀
に
か
な
う
よ
う
に
心
掛
け
る
べ
き
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
遠
く
長

い
道
の
り
で
あ
っ
て
も
最
初
の
一
歩
か
ら
始
ま
る
の
だ
か
ら
、
初
心
、
つ
ま
り
始
め
る
と
き
の
想
い
を
大
事
に
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の

他
は
、
た
だ
何
心
な
く
、
強
弱
に
も
わ
た
ら
ず
、
普
通
の
気
持
ち
で
稽
古
を
す
れ
ば
よ
い
。

段
々
形
遣
覚
候
而
は
、
師
命
に
毛
頭
不
レ

違
、
何
卒
師
の
像
を
も
真
似
な
ら
ひ
、
縦
半
年
一
年
も
其
業
致
シ

不
レ

覚
共
、
只
一
事
斗
り

を
師
命
の
通
り
致
届
る
心
懸
肝
要
候
。
尤
、
形
ち
の
吟
味
余
り
強
く
候
得
ば
、
間
に
は
心
氣
屈
る
事
有
レ

之
候
。
兎
角
像
調
ひ
丸
橋
に

懸
り
候
位
に
て
は
、
専
心
氣
の
育
様
に
致
二

稽
古
一

事
要
用
候
。（
三
十
四
）

か
た
ち

だ
ん
だ
ん
と
形
を
使
い
覚
え
て
く
る
頃
は
、
師
の
教
え
に
わ
ず
か
ば
か
り
も
違
わ
ず
に
、
ぜ
ひ
と
も
師
の
像
を
真
似
て
倣
い
、
た
と
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え
半
年
一
年
も
あ
る
技
を
し
続
け
て
も
覚
え
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
た
だ
一
事
ば
か
り
を
師
の
教
え
ど
お
り
に
や
り
遂
げ
る
心
が
け
が

肝
心
で
あ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
技
を
真
似
る
た
め
と
は
い
え
、
形
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
な
ど
と
吟
味
す
る
こ
と
が
あ
ま
り
に
強

す
ぎ
る
と
、
し
ま
い
に
は
心
気
が
挫
け
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
と
も
か
く
、
像
が
調
っ
て
き
て
、
丸
橋
と
い
う
技
が
で
き
る
段
階
く

ら
い
ま
で
は
、
専
ら
心
気
が
育
つ
よ
う
に
稽
古
す
る
こ
と
が
肝
心
で
あ
る
。

形
得
と
仕
覚
、
勝
負
合
に
懸
り
、
大
体
致
し
習
候
上
に
て
は
、
我
不
得
手
の
事
を
第
一
に
致
二

稽
古
一

、
像
�
く
仕
習
候
様
、
辛
苦

辛
労
可
レ

致
候
。（
三
十
五
）

形
を
し
っ
か
り
と
し
覚
え
、
試
合
を
す
る
よ
う
に
な
り
、
大
体
の
こ
と
を
習
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
ろ
に
は
、
自
分
の
不
得
意
の
こ
と

を
第
一
に
稽
古
す
る
こ
と
。
そ
し
て
像
を
し
習
う
た
め
に
つ
ら
く
と
も
苦
労
を
す
べ
き
で
あ
る
。

心
氣
育
候
上
ニ

而
は
、
稽
古
は
鬼
神
も
捕
ひ
し
ぐ
思
入
専
一
候
。
獅
子
一
句
す
れ
ば
百
獣
懼
伏
す
る
位
可
レ

然
候
。
夫
も
か
た
ち
不
レ

調
、
不
得
手
の
所
を
得
と
致
し
、
不
レ

覚
内
は
決
而
不
レ

宜
候
。
不
得
手
の
所
不
二

仕
覚
一

、
像
不
レル

調
内
は
、
心
氣
不
レル

育
義
と
可
二

心
得
一

候
。（
三
十
六
）

心
気
が
育
っ
て
き
た
こ
ろ
の
稽
古
は
、
鬼
神
を
も
捕
り
ひ
し
ぐ
く
ら
い
の
気
合
を
入
れ
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。
獅
子
が
ひ
と
た
び

吼
え
る
と
百
獣
が
恐
れ
お
の
の
き
ひ
れ
伏
す
く
ら
い
の
気
合
を
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
像
が
調
わ
ず
に
、
不
得
意
の
と
こ

ろ
を
し
っ
か
り
と
稽
古
し
て
も
覚
え
ら
れ
て
い
な
い
う
ち
は
、
気
合
を
入
れ
る
こ
と
は
決
し
て
良
い
こ
と
で
は
な
い
。
不
得
意
の
と
こ
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ろ
を
し
覚
え
ず
、
像
が
調
わ
な
い
う
ち
は
、
心
気
育
た
な
い
も
の
と
心
得
る
べ
き
で
あ
る
。

三
―
三
、
太
刀
恐
れ
の
事

本
項
で
は
、
稽
古
者
の
恐
れ
る
心
に
つ
い
て
、
ゑ
ず
み
（
お
じ
け
）
と
臆
病
と
に
分
け
て
説
い
て
い
る
。
題
目
と
し
て
は
、
太
刀
恐

れ
と
な
っ
て
い
る
が
、
太
刀
を
も
っ
て
対
峙
す
る
場
面
の
記
載
は
な
い
た
め
、
稽
古
の
階
梯
ご
と
の
問
題
と
し
て
読
む
こ
と
も
可
能
だ

と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、『
免
兵
法
之
記
』
が
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
時
期
（
文
化
・
文
政
期
以
降
）
は
、
竹
刀
剣
術
が
考
案
さ
れ

て
か
ら
百
年
余
り
後
の
こ
と（
三
十
七
）
で
あ
り
、
す
で
に
各
道
場
で
竹
刀
と
防
具
を
用
い
た
稽
古
方
法
が
普
及
し
て
い
た
の
で
、
勝
負
の
場

は
、
竹
刀
に
よ
る
も
の
か
ら
木
刀
、
さ
ら
に
刃
引
き
の
刀
、
真
剣
と
段
階
を
踏
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

勝
負
合
に
懸
り
、
必
恐
氣
付
事
有
レ

之
候
。
是
は
其
意
味
を
も
合
点
せ
ぬ
内
に
無
理
に
せ
ゝ
り
、
又
は
無
法
之
事
を
致
し
候
故
生
る

物
に
候
。
依
レ

之
、
其
意
味
合
、
仕
形
得
と
合
点
行
迄
、
ゑ
ず
み
付
た
る
所
斗
り
を
半
年
も
壱
年
も
ひ
た
と
修
練
す
べ
し
。
尤
、
直
し

方
之
義
は
、
此
通
り
と
定
置
事
は
成
が
た
く
、
其
人
に
よ
り
師
之
指
揮
有
レ

之
事
に
候
得
ば
、
書
あ
ら
わ
し
が
た
く
候
。
併
、
事
理
得

心
す
れ
ば
、
恐
氣
は
除
物
候
。（
三
十
八
）

勝
負
の
場
に
立
つ
と
ど
う
し
て
も
恐
れ
る
気
持
ち
が
、
思
い
が
け
ず
に
起
こ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
勝
負
の
意
味
を
合
点
し
な

い
で
あ
れ
こ
れ
と
細
か
い
こ
と
ま
で
干
渉
す
る（
三
十
九
）
た
め
、
ま
た
は
、
道
理
に
は
ず
れ
た
こ
と
を
し
て
い
る
た
め
に
生
じ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
勝
負
の
意
味
合
い
や
行
う
べ
き
技
の
形
な
ど
合
点
い
く
ま
で
、
ゑ
ず
み
つ
く
と
こ
ろ
ば
か
り
を
半
年
も
一
年
も
ひ
た
す
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ら
に
修
練
す
べ
き
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
直
し
方
は
、
こ
の
通
り
で
あ
る
と
定
め
置
く
こ
と
は
難
し
い
。
と
い
う
の
も
そ
の
人
に
よ
っ

て
違
う
か
ら
で
あ
り
、
適
宜
師
の
指
導
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
書
き
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
は
い
う
も
の
の
、
技
と
理

合
い
を
得
心
す
れ
ば
、
恐
れ
る
気
は
除
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

又
最
初
�
こ
れ
な
く
、
不
斗
お
そ
れ
氣
付
事
有
レ

之
候
。
是
を
臆
病
と
心
得
た
る
人
も
可
レ

有
レ

之
候
得
共
、
恐
氣
と
臆
病
と
は
違
事

候
。
剛
臆
は
生
付
所
に
候
。
ゑ
ず
み
と
い
ふ
物
は
生
れ
付
に
て
は
無
レ

之
、
当
分
の
つ
け
事
に
て
候
。
依
レ

之
、
臆
病
は
難
レク

治
メ

、
ゑ

ず
み
は
可
レキ

治
ム

事
候
。
但
、
師
の
取
立
に
よ
る
べ
く
、
た
と
へ
ば
大
剛
之
者
も
、
鉄
炮
を
放
に
、
自
然
火
お
ぢ
致
事
有
レ

之
候
。
是
を

臆
病
と
い
ふ
べ
き
や
。
然
ば
、
剱
術
等
に
て
、
今
�
無
レ

之
ゑ
ず
み
、
稽
古
の
中
不
斗
俄
か
に
出
来
候
ば
、
弥
付
事
と
可
二

心
得
一

候
。（
四
十
）

ま
た
、
最
初
に
は
な
か
っ
た
の
に
ふ
と
恐
れ
る
気
持
ち
が
思
い
が
け
ず
起
こ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
を
臆
病
と
思
う
人
も
あ
る
け
れ

ど
も
、
こ
の
恐
れ
る
気
持
ち
と
臆
病
と
は
違
う
。
剛
気
と
臆
病
は
生
ま
れ
つ
き
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
ゑ
ず
み
と
い
う
も
の
は
生

ま
れ
つ
き
の
こ
と
で
は
な
く
、
あ
る
時
に
思
い
が
け
ず
起
こ
る
こ
と
で
あ
る
。
臆
病
は
治
し
づ
ら
く
、
ゑ
ず
み
は
治
せ
る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
師
の
取
立
に
よ
り
違
っ
て
く
る
。
例
え
ば
、
大
変
剛
気
な
者
で
も
鉄
砲
を
放
つ
際
に
火
を
見
て
怖
気
づ
く
こ
と
が
あ
る
け
れ

ど
も
、
こ
れ
は
臆
病
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
剣
術
な
ど
で
今
ま
で
ゑ
ず
み
が
無
く
稽
古
の
中
で
ふ
と
し
た
時
に
起
き
た

の
で
あ
れ
ば
、
思
い
が
け
ず
起
き
た
も
の
で
あ
り
臆
病
で
は
な
い
と
心
得
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
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四
、
お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
中
学
校
保
健
体
育
に
お
け
る
武
道
必
修
化
が
な
さ
れ
る
な
か
、
武
道
に
お
け
る
教
育
・
指
導
の
在
り
方
を
問
い
質
す
論

調
が
散
見
さ
れ
る
の
を
受
け
、
学
校
教
育
に
お
い
て
我
が
国
固
有
の
伝
統
文
化
で
あ
る
武
道
を
扱
う
の
な
ら
、
先
人
た
ち
の
残
し
た
言

葉
に
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
と
、
藤
原
敬
信
述
の
『
免
兵
法
之
記
』
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
読
み
解
い
て
き
た
。

こ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
藤
原
敬
信
の
武
道
教
育
・
指
導
に
お
け
る
考
え
を
概
観
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
師
の
姿
勢
と
し
て
何
よ
り
も

流
儀
を
守
る
こ
と
を
第
一
に
説
い
て
い
た
。
今
回
取
り
上
げ
た
十
項
目
（
テ
キ
ス
ト
全
体
と
し
て
は
二
十
項
目
）
中
五
項
目
に
渡
り
こ

の
こ
と
は
記
載
さ
れ
て
い
た
。
特
に
「
師
之
心
得
之
事
」
で
は
中
心
的
課
題
と
し
て
述
べ
ら
れ
、「
作
意
之
事
」
で
は
流
儀
を
穢
す
こ
と

に
も
な
り
か
ね
な
い
と
し
て
、
自
分
勝
手
に
型
を
改
編
し
流
儀
を
守
ら
な
い
こ
と
を
忌
み
嫌
い
、
師
と
し
て
は
あ
る
ま
じ
き
行
為
で
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
ま
た
稽
古
者
に
対
し
て
も
、「
無
理
之
事
」
で
は
理
に
か
な
わ
な
い
こ
と
を
自
分
勝
手
に
行
う
こ
と
を
許
さ
な

い
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
流
儀
を
こ
こ
ま
で
大
事
に
守
ろ
う
と
し
て
き
た
の
は
、
文
化
・
文
政
期
ご
ろ
ま
で
に
は
諸
流
派
が
こ
こ
か
し

こ
で
勃
興
し
て
は
凋
落
し
て
も
い
た（
四
十
一
）
か
ら
、
己
が
こ
れ
と
信
じ
て
修
行
し
伝
承
し
て
き
た
者
と
し
て
の
藤
原
敬
信
の
意
気
を
感
じ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
て
、「
作
為
之
事
」
と
「
無
理
之
事
」
で
流
儀
を
守
る
意
に
反
し
て
自
分
勝
手
な
こ
と
を
す
る
者
に
は
、
折
檻
を
加
え
た
り
、
骨
髄

に
徹
す
る
ほ
ど
に
取
り
詰
め
た
り
せ
よ
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
体
罰
問
題
も
抱
え
る
現
在
の
教
育
・
指
導
を
考
え
る
に
は
、
眉
を
ひ

そ
め
た
く
な
る
文
言
で
は
あ
る
。
た
だ
、『
免
兵
法
之
記
』
は
武
家
社
会
に
お
け
る
教
え
で
あ
り
、
実
戦
か
ら
離
れ
て
い
る
と
は
い
え
、

生
死
を
決
す
る
場
に
立
つ
か
も
し
れ
な
い
緊
張
感
を
も
っ
た
稽
古
で
あ
る
か
ら
、
と
き
に
は
厳
し
く
責
め
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
は
容
易

に
想
像
で
き
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
を
伝
統
的
な
叱
咤
激
励
と
し
て
そ
の
ま
ま
に
、
今
の
教
育
・
指
導
の
場
に
受
け
継
ぐ
こ
と
は
で
き
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な
い
だ
ろ
う
。

ど
の
よ
う
に
叱
る
の
が
良
い
の
か
、
そ
の
工
夫
は
『
免
兵
法
之
記
』
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、『
免
兵
法
之
記
』
に
は
、

体
罰
と
も
取
ら
れ
か
ね
な
い
文
言
は
、「
折
檻
」
と
「
骨
髄
に
徹
す
る
程
に
取
詰
」
の
二
つ
し
か
見
い
だ
せ
ず
、
む
し
ろ
叱
る
こ
と
よ
り

も
、
徳
と
義
を
も
っ
て
正
し
き
、
善
き
道
へ
と
教
え
導
く
こ
と
の
方
が
肝
心
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
よ
う
だ
。
ほ
ぼ
全
編
を
通
し
て
師

は
、
稽
古
者
の
心
身
の
状
態
、
性
格
、
力
量
、
資
質
、
稽
古
段
階
な
ど
を
見
極
め
、
情
況
に
適
し
た
内
容
を
指
示
し
、
言
葉
を
か
け
す

る
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
師
は
、
日
常
の
立
ち
居
振
る
舞
い
か
ら
模
範
と
な
る
よ
う
に
務
め
る
こ
と
を
説
く
。
こ
の
こ
と
は
、

今
で
も
求
め
ら
れ
る
教
育
者
・
指
導
者
の
資
質
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
『
免
兵
法
之
記
』
を
読
む
限
り
、
教
え
導
く
者
に
と
っ
て
大

事
な
資
質
は
、
時
代
を
経
て
も
変
容
し
て
い
な
い
よ
う
だ
。

最
後
に
、
武
道
の
概
念
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
き
た
い
。
筆
者
は
、
武
術
を
武
芸
と
武
道
、
そ
し
てB

U
D

O

と
に
分
け
て
考
察
し
て
き
て
い
る（
四
十
二
）
。
こ
れ
ら
を
簡
潔
に
述
べ
れ
ば
、
江
戸
期
以
前
に
興
隆
し
伝
承
さ
れ
か
つ
土
着
性
の
あ
る
武
芸
、

戦
時
中
に
日
本
の
統
一
的
組
織
に
よ
り
再
創
造
さ
れ
た
武
道
、
そ
し
て
戦
後
競
技
ス
ポ
ー
ツ
化
し
て
再
興
さ
れ
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
て
く

るB
U

D
O

で
あ
る
。
本
稿
で
は
特
に
こ
の
区
別
を
用
い
ず
に
、
中
学
校
保
健
体
育
で
必
修
化
し
た
「
武
道
」
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
き

た
。し

か
し
、
我
が
国
固
有
の
伝
統
文
化
と
し
て
の
「
武
道
」
と
は
何
か
と
い
う
、
根
本
的
な
概
念
の
問
い
直
し
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
特

に
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
頂
点
と
し
た
競
技
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
の
柔
道
界
が
揺
れ
て
い
る
こ
と
を
勘
案
し
て
み
て
も
、
教
育
現
場
に
求
め

ら
れ
て
い
る
「
伝
統
文
化
」
と
は
何
か
、「
伝
統
文
化
と
し
て
の
武
道
」
と
は
何
か
、
教
育
者
・
指
導
者
は
そ
れ
に
対
す
る
答
え
を
持
つ

べ
き
で
あ
ろ
う
。
自
分
の
立
ち
位
置
を
は
っ
き
り
さ
せ
な
け
れ
ば
、
稽
古
者
と
共
に
歩
む
道
、
教
え
導
く
正
し
き
良
き
道
も
見
失
い
か

ね
な
い
。
教
育
者
、
指
導
者
の
熱
い
想
い
も
、
生
徒
や
稽
古
者
と
同
じ
視
野
に
立
っ
て
、
懇
切
丁
寧
に
教
え
導
か
な
け
れ
ば
、
空
回
り
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し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
『
免
兵
法
之
記
』
は
物
語
っ
て
い
る
。

五
、
注
お
よ
び
引
用
文
献

（
一
）
「
学
校
管
理
下
の
柔
道
死
亡
事
故
全
事
例
【
事
故
発
生
年
度：

一
九
八
三
年
度
〜
二
〇
一
〇
年
度
（
二
十
八
年
）】」
作
成
者
、
内
田
良
『
学
校
リ

ス
ク
研
究
所
』http://w

w
w

.geocities.jp/rischool.blind/

平
成
二
十
五
年
七
月
十
五
日
参
照
。

（
二
）
「
武
道
憲
章
」『
日
本
武
道
館
』http://w

w
w

.nipponbudokan.or.jp/shinkoujigyou/kenshou.htm
l

平
成
二
十
五
年
七
月
十
五
日
参
照
。

（
三
）
『
武
道
の
名
著
』
の
編
者
で
あ
る
渡
辺
一
郎
に
よ
る
と
、『
免
兵
法
之
記
』
伝
書
中
に
は
、
著
述
年
代
の
記
載
が
な
い
け
れ
ど
も
、
記
述
内
容
や
用

語
か
ら
文
化
・
文
政
期
（
一
八
〇
四
〜
二
九
年
）
以
降
に
書
き
下
さ
れ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。
渡
辺
一
郎
編
、『
武
道
の
名
著
』
東
京
コ
ピ
ィ
出
版

部
、
一
九
七
九
年
、
七
八
頁
。

（
四
）
『
武
道
の
名
著
』
東
京
コ
ピ
ィ
出
版
部
、
一
九
七
九
年
。

（
五
）
編
者
の
渡
辺
一
郎
も
解
題
の
中
で
次
の
よ
う
に
特
筆
し
て
い
る
。「
初
歩
よ
り
極
意
に
至
る
各
階
梯
、
―
中
略
―
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
応
じ
て

起
こ
る
問
題
点
を
摘
出
し
つ
つ
、
自
己
の
修
行
体
験
に
基
づ
い
て
、
稽
古
・
修
錬
・
教
授
・
指
導
の
眼
目
を
説
述
し
て
い
る
。」（
傍
線
強
調
、
筆
者
）

『
武
道
の
名
著
』、
七
八
頁
。

（
六
）
『
武
道
の
名
著
』、
七
九
頁
。

（
七
）
『
武
道
の
名
著
』、
七
九
頁
。

（
八
）
『
武
道
の
名
著
』、
七
九
頁
。

（
九
）
『
武
道
の
名
著
』、
八
二
頁
。

（
十
）
『
武
道
の
名
著
』、
八
二
頁
。

（
十
一
）
『
武
道
の
名
著
』、
八
二
頁
。

（
十
二
）
『
武
道
の
名
著
』、
八
三
頁
。

（
十
三
）
『
武
道
の
名
著
』、
八
三
頁
。
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（
十
四
）
『
武
道
の
名
著
』、
八
三
―
八
四
頁
。

（
十
五
）
渡
辺
一
郎
の
脚
注
に
よ
れ
ば
、「
強
み
を
致
し
抜
け
ざ
れ
ば
」
は
、「
つ
け
た
強
み
を
抜
く
方
法
、
す
な
わ
ち
力
の
配
分
、
緩
急
の
呼
吸
を
会
得

し
な
け
れ
ば
」
と
解
釈
し
て
い
る
。『
武
道
の
名
著
』、
八
四
頁
。

（
十
六
）
『
武
道
の
名
著
』、
八
五
頁
。

（
十
七
）
『
武
道
の
名
著
』、
八
五
頁
。

（
十
八
）
『
武
道
の
名
著
』、
八
五
―
八
六
頁
。

（
十
九
）
『
武
道
の
名
著
』、
八
六
頁
。

（
二
十
）
『
武
道
の
名
著
』、
八
六
頁
。

（
二
十
一
）
『
関
口
流
柔
極
意
書
』
で
は
、
技
の
欠
点
を
見
立
て
て
直
す
際
に
は
、「
其
人
ノ
身
ブ
リ
ヲ
知
、
心
ヲ
知
リ
直
ス
ト
心
得
肝
要
ナ
リ
」
と
述
べ

て
い
る
。『
武
道
の
名
著
』、
二
四
六
頁
。

（
二
十
二
）
『
武
道
の
名
著
』、
八
七
―
八
八
頁
。

（
二
十
三
）
『
武
道
の
名
著
』、
八
九
頁
。

（
二
十
四
）
『
武
道
の
名
著
』、
八
九
頁
。

（
二
十
五
）
『
武
道
の
名
著
』、
八
九
頁
。

（
二
十
六
）
例
え
ば
、「
作
意
之
事
」
に
あ
る
「
縦
ば
師
の
教
に
は
爰
は
ひ
か
へ
よ
と
習
候
得
共
」（『
武
道
の
名
著
』、
八
二
頁
）
は
、
教
え
を
習
う
と
い

う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。

（
二
十
七
）
『
武
道
の
名
著
』、
二
三
頁
。

（
二
十
八
）
『
武
道
の
名
著
』、
九
二
頁
。

（
二
十
九
）
『
武
道
の
名
著
』、
九
二
頁
。

（
三
十
）
『
武
道
の
名
著
』、
七
九
頁
。

（
三
十
一
）
『
武
道
の
名
著
』、
七
九
―
八
十
頁
。

（
三
十
二
）
実
は
、『
猫
の
妙
術
』
で
は
、
も
う
一
段
階
、「
無
物
と
帰
す
。
神
武
に
し
て
不
殺
と
い
ふ
も
の
な
り
」
と
い
う
位
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た

だ
、
こ
れ
は
稽
古
の
段
階
と
し
て
示
す
と
い
う
よ
り
も
、
昔
の
伝
え
聞
い
た
事
柄
と
し
て
一
つ
の
理
想
論
的
な
も
の
と
も
と
れ
る
記
述
と
な
っ
て
い

る
の
で
、
こ
こ
で
は
「
自
然
体
と
な
る
」
ま
で
を
、
稽
古
の
階
梯
と
し
て
考
え
て
お
く
。
た
だ
し
、
武
芸
の
み
な
ら
ず
、「
無
」
が
理
想
的
状
態
で
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あ
る
こ
と
は
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
武
道
の
名
著
』、
十
三
頁
。

（
三
十
三
）
『
武
道
の
名
著
』、
八
〇
頁
。

（
三
十
四
）
『
武
道
の
名
著
』、
八
〇
頁
。

（
三
十
五
）
『
武
道
の
名
著
』、
八
〇
頁
。

（
三
十
六
）
『
武
道
の
名
著
』、
八
〇
―
八
一
頁
。

（
三
十
七
）
正
徳
年
間
（
一
七
一
一
〜
一
七
一
五
）
に
、
直
心
影
流
の
長
沼
四
郎
左
衛
門
国
郷
が
防
具
を
開
発
し
、
竹
刀
で
打
突
し
合
う
打
込
み
稽
古
法

を
確
立
し
た
。

（
三
十
八
）
『
武
道
の
名
著
』、
八
三
頁
。

（
三
十
九
）
『
武
道
の
名
著
』、
八
三
頁
。

（
四
十
）
『
武
道
の
名
著
』、
八
三
頁
。

（
四
十
一
）
例
え
ば
、
十
七
世
紀
末
の
夕
雲
流
も
三
代
に
わ
た
り
興
隆
し
た
が
そ
の
後
途
絶
え
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
二
代
目
の
小
出
切
一
雲
の
著
し
た

『
夕
雲
流
剣
術
書
』
は
、
広
く
読
み
継
が
れ
『
免
兵
法
之
記
』
が
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
文
化
・
文
政
期
ご
ろ
に
も
刊
行
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
（『
武
道
の
名
著
』、
五
五
頁
）
か
ら
、
こ
う
し
た
流
儀
の
栄
枯
盛
衰
を
鑑
み
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

（
四
十
二
）
拙
稿
「
武
術
へ
の
関
心
に
つ
い
て
」（『
現
代
ス
ポ
ー
ツ
評
論

第
２０
号
』、
創
文
企
画
、
二
〇
〇
九
年
）、
２１
世
紀
ス
ポ
ー
ツ
文
化
研
究
会
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
発
表
「
古
武
術
の
伝
承
に
つ
い
て
考
え
る
」（
二
〇
一
二
年
）、
武
漢
体
育
大
学
武
術
学
院
研
究
会
講
演
「
日
本
の
武
術
の
歴
史
と
起
源

に
つ
い
て
」（
二
〇
一
三
年
）
な
ど
。
こ
れ
ら
の
論
考
で
は
武
芸
で
は
な
く
古
武
術
と
い
う
用
語
を
用
い
て
き
た
。
し
か
し
、
古
い
武
術
と
し
て
読

め
ば
、
新
し
い
武
術
と
い
う
二
項
対
立
的
感
覚
を
呼
び
覚
ま
す
か
も
し
れ
ず
、
む
し
ろ
江
戸
期
以
前
で
は
武
芸
と
い
う
表
現
の
ほ
う
が
、
芸
術
・
芸

能
へ
と
武
の
考
察
の
広
が
り
を
持
て
る
の
で
、
古
武
術
で
は
な
く
武
芸
を
用
い
る
。

六
、
そ
の
他
の
主
な
参
考
文
献

沢
庵
宗
彭
著
、
池
田
諭
翻
訳
、『
不
動
智
神
妙
録
』、
徳
間
書
店
、
一
九
九
〇
年

中
村
民
雄
、『
今
、
な
ぜ
武
道
か

―
文
化
と
伝
統
を
問
う
』、
日
本
武
道
館
、
二
〇
〇
七
年
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宮
本
武
蔵
著
、
渡
辺
一
郎
校
注
、『
五
輪
書
』、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
五
年

柳
生
宗
矩
著
、
渡
辺
一
郎
校
注
、『
兵
法
家
伝
書
』、
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
三
年

湯
浅
晃
、『
武
道
伝
書
を
読
む
』、
日
本
武
道
館
、
二
〇
〇
一
年
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