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皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
、
先
ほ
ど
の
演
武
で
は
、
國
學
院
大
學
の
武
道
関

係
、
弓
道
を
始
め
、
柔
道
、
空
手
、
剣
道
、
杖
道
の
先
生
方
に
一
同
に
集

ま
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
武
道
の
各
分
野
の
先
生
方
が

ひ
と
つ
の
大
学
に
お
ら
れ
る
こ
と
は
、
全
国
の
教
育
学
部
、
あ
る
い
は
教

育
大
学
で
も
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
テ
ー
マ
と
し
て「
現
代

武
道
の
人
間
開
発
力
」と
い
う
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
こ
と
は
、

こ
れ
は
も
う
國
學
院
大
學
が
全
国
に
誇
れ
る
企
画
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う

い
う
意
味
で
は
、
今
後
こ
う
い
う
よ
う
な
企
画
を
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
、
今
日
は
演
武
だ
け
で
な
く
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
問
題
提
起
も
話

す
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
今
か
ら
「
武
道
教
育
の
意
義
と
展
望
」

と
い
う
講
演
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
資
料
と
し
て
、「
武
道
に
お
け

る
≪
こ
こ
ろ
≫
の
鍛
錬
と
武
道
教
育
の
意
義
」
と
い
う
、『
教
育
フ
ォ
ー

ラ
ム（

１
）』
と
い
う
本
に
掲
載
さ
れ
た
資
料
を
配
っ
て
い
ま
す
。
基
本
的
に
は

そ
の
内
容
に
基
づ
い
て
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

〔
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本
日
の
要
点
と
し
ま
し
て
は
、
和
文
化
教
育
の
性
格
、
武
道
と
し
て
の

居
合
道
の
意
義
を
話
し
て
、
次
に
居
合
道
だ
け
で
は
な
く
て
、
ほ
か
の
武

道
に
も
共
通
す
る
武
道
の
基
本
的
な
考
え
方
、
技
の
構
成
、
こ
れ
ら
を
踏

ま
え
た
、
教
育
と
し
て
の
武
道
の
意
義
と
展
望
と
い
う
内
容
に
つ
い
て
述

べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

和
文
化
教
育
と
は
な
に
か

　

最
初
に
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、
私
は
平
成
十
七
年
度
か

ら
「
和
文
化
教
育
研
究
交
流
協
会
」
と
い
う
協
会
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

そ
の
「
和
文
化
教
育
研
究
交
流
協
会
」
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
と
し
て
、
プ
リ

ン
ト
資
料
に
、W

EB

ペ
ー
ジ
と
し
て
閲
覧
で
き
る
形
で
公
開
し
て
い
ま

す
の
で（

２
）、

さ
ら
に
ご
関
心
を
も
た
れ
る
方
は
、
和
文
化
教
育
と
い
う
こ
と

も
含
め
て
、
閲
覧
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
「
和
文
化
教
育
」
と
い
う
教
育
領
域
に
つ
い
て
は
私
が
提
唱
し
た

の
で
す
が
、
こ
の
用
語
の
意
味
と
し
て
は
新
し
い
教
育
の
取
り
組
み
の
運

動
を
、
込
め
て
い
ま
す
。「
和
文
化
教
育
」
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
教

育
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
一
つ
は
日
本
の
文
化
に
基
づ
く
教
育
、

そ
れ
か
ら
文
化
の
交
流
・
創
造
と
し
て
の
教
育
、
心
技
体
の
場
に
お
け
る

教
育
、
調
和
と
平
和
の
「
和
」
を
含
む
教
育
だ
と
、
定
義
し
て
い
ま
す
。

　

文
化
と
は
、要
す
る
に
人
間
が
作
り
出
し
た
、価
値
体
系
す
べ
て
で
す
。

だ
か
ら
何
も
伝
統
文
化
だ
け
で
は
な
く
て
、
今
私
た
ち
が
、
道
具
を
使
っ

た
り
機
械
を
使
っ
た
り
、
こ
う
い
う
も
の
を
含
め
て
す
べ
て
文
化
の
顕
れ

だ
と
解
せ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
我
々
の
生
活
の
中
に
見
ら
れ
る
文
化

を
、
き
ち
っ
と
見
直
そ
う
と
言
っ
て
い
ま
す
。
文
化
の
中
で
も
伝
統
と
し

て
称
さ
れ
る
伝
統
芸
能
だ
け
で
は
な
く
、
地
域
文
化
、
現
代
文
化
そ
れ
か

ら
生
活
文
化
を
、
我
々
の
生
活
と
の
関
わ
り
と
し
て
と
ら
え
ま
す
。
そ
し

て
単
に
存
在
す
る
文
化
を
理
解
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
文
化
と
の
関
わ
り

を
作
り
上
げ
る
と
い
う
、
側
面
を
重
視
し
た
考
え
方
で
す
。

　

そ
の
教
育
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
は
、
頭
で
考
え
て
、
知
識
を
理
解
す

る
方
法
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
頭
も
身
体
も
、
す
べ
て
身
体
的
に
関
わ
る

形
で
教
育
に
関
与
で
き
る
方
法
で
あ
り
、
こ
れ
を
心
技
体
と
い
う
方
法
と

し
て
重
視
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、こ
う
い
う
文
化
が
生
み
出
さ
れ
る
た
め
に
は
、や
は
り
平
和
、

そ
れ
か
ら
お
互
い
の
文
化
と
文
化
の
調
和
が
な
け
れ
ば
、
ひ
と
つ
の
文
化

が
優
先
し
て
、
た
だ
単
に
す
ば
ら
し
い
と
い
う
、
自
国
文
化
の
礼
賛
に
終

わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
調
和
と
和
を
重
視
し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
い
う
定
義
で
、「
和
文
化
教
育
」
の
取
り
組
み
を
し
て
い
ま
す
。

実
は
「
和
文
化
教
育
」
を
私
が
提
唱
し
た
き
っ
か
け
が
、
中
学
校
時
代
の

先
生
と
の
出
会
い
だ
っ
た
の
で
す
。

　

私
が
中
学
校
時
代
に
育
っ
た
と
こ
ろ
は
、
神
戸
市
の
須
磨
区
と
い
う
所

で
す
。
当
時
神
戸
市
の
中
で
も
マ
ン
モ
ス
校
の
飛
松
中
学
校
で
は
、
私
ら

の
学
年
が
一
八
ク
ラ
ス
、
そ
の
上
が
二
二
ク
ラ
ス
、
そ
の
下
が
一
六
ク
ラ

ス
、
一
ク
ラ
ス
五
五
名
で
、
生
徒
数
だ
け
で
も
約
三
〇
〇
〇
人
在
籍
し
て

い
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
の
大
規
模
校
で
し
た
の
で
い
ろ
い
ろ
な
問
題
も
あ

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
神
戸
市
の
中
学
校
の
中
で
評
価
さ
れ
る
学
校
で
し

た
。
そ
の
理
由
は
環
境
が
良
か
っ
た
の
で
す
。
神
戸
の
旧
市
街
地
は
、
山

と
海
に
囲
ま
れ
た
狭
い
風
光
明
媚
な
地
域
で
し
て
、
戦
後
に
地
域
住
民
の

方
々
が
宮
さ
ま
の
別
邸
の
跡
地
を
譲
り
受
け
て
、
新
制
中
学
校
を
作
っ
た

の
で
す
。そ
う
い
う
意
味
で
は
非
常
に
環
境
が
良
か
っ
た
で
す
。だ
か
ら
、

運
動
場
に
小
川
が
流
れ
て
い
た
り
、
四
季
の
変
化
と
い
う
よ
う
な
自
然
の

姿
も
、
校
庭
の
中
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
国
語
と
か
美
術
の
時
間
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に
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
に
応
じ
て
自
然
に
接
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
当
時
は
新
任
の
若
い
先
生
方
が
た
く
さ
ん
お
ら
れ
ま
し
た
。

そ
う
い
う
新
任
の
先
生
の
中
の
お
ひ
と
り
で
、
岡
山
大
学
の
教
育
学
部
を

出
ら
れ
た
先
生
、
社
会
科
の
先
生
で
す
。
そ
の
先
生
が
た
ま
た
ま
講
堂
で

空
手
み
た
い
な
こ
と
を
や
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
我
々
は
そ
の
若
い
先
生

の
魅
力
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。「
な
ん
か
あ
の
先
生
面
白
い
こ
と
や
っ
て

る
ぞ
」、
と
い
う
こ
と
で
話
題
に
な
っ
て
、
そ
の
先
生
か
ら
い
わ
ゆ
る
柔

術
と
い
う
柔
道
の
古
い
形
を
、
教
え
て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

あ
と
で
知
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
先
生
が
稽
古
さ
れ
て
い
た
の
は
、
岡

山
の
竹
内
流
と
い
う
、
日
本
の
武
道
の
一
つ
の
源
流
と
さ
れ
る
も
の
で
し

た
。
竹
内
流
は
、
今
で
も
宗
家
が
お
ら
れ
て
、
岡
山
を
中
心
に
活
動
を
展

開
し
て
い
ま
す
。
竹
内
久
盛
が
安
土
桃
山
時
代
に
開
創
し
た
、
捕
手
、
羽

手
、
棒
、
十
手
、
腰
廻
小
具
足
と
か
、
鎖
鎌
、
槍
、
薙
刀
と
い
っ
た
も
の

を
含
む
総
合
武
術
で
す
。
そ
の
中
で
先
生
は
羽
手
と
い
わ
れ
る
、
柔
術
を

や
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
武
道
を
教
え
て
い
た
だ
く
こ
と
を
通
し

て
、
自
分
自
身
の
一
つ
の
も
の
の
見
方
、
そ
れ
か
ら
人
と
人
と
の
つ
な
が

り
、
そ
う
い
う
こ
と
を
先
生
か
ら
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
が
、
い

わ
ゆ
る
武
道
と
い
う
も
の
に
関
心
を
持
つ
き
っ
か
け
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　

そ
の
後
、
高
校
時
代
は
剣
道
を
や
り
ま
し
た
が
、
ち
ょ
っ
と
腰
を
悪
く

し
ま
し
て
、大
学
時
代
に
居
合
道
を
す
る
機
会
が
あ
り
、大
学
時
代
に
行
っ

た
居
合
道
を
ず
っ
と
続
け
て
い
ま
す
。

居
合
道
の
技
と
考
え
方

　

こ
う
い
う
武
道
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
中
学
校
時
代
に
教
え
ら
れ
た
先

生
の
言
葉
と
し
て
、
稽
古
を
や
る
時
に
は
常
に
「
残
心
」
だ
と
、「
残
心

と
い
う
こ
と
を
技
の
構
成
か
ら
終
わ
る
ま
で
、
き
ち
っ
と
気
を
付
け
な
さ

い
」と
、言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。中
学
校
時
代
に
、「
残
心
」と
い
わ
れ
て
も
、

武
道
の
重
要
な
こ
と
だ
と
し
か
受
け
止
め
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
こ

の
教
え
が
、
そ
の
後
、
居
合
道
を
修
得
す
る
上
に
お
い
て
、
武
道
を
と
ら

え
る
概
念
と
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
う
い
う
き
っ
か
け
を
通
し
て
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
大
学

時
代
に
始
め
た
居
合
道
が
、
現
在
ま
で
続
い
て
き
て
い
ま
す
。
今
日
、
演

武
を
し
ま
し
た
が
、
お
そ
ら
く
個
々
の
形
で
す
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
の

意
味
も
、
そ
れ
か
ら
居
合
の
形
の
基
本
的
な
こ
と
も
、
な
か
な
か
理
解
が

で
き
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
居
合
道
と
い
う
の
は
、
日
本
刀
を
用
い

ま
す
。
真
剣
で
す
の
で
、
切
れ
ま
す
。
重
さ
は
約
一
キ
ロ
ぐ
ら
い
あ
り
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
刀
を
振
り
回
し
て
、
形
を
演
じ
ま
す
。
居
合
道
は
、
抜

刀
し
て
相
手
の
攻
撃
に
対
し
て
瞬
時
に
応
じ
て
相
手
を
制
す
る
武
道
で
す
。

　

居
合
道
の
開
祖
と
し
て
は
、
一
五
四
〇
年
代
に
山
形
県
の
村
山
市
、
こ

こ
に
は
今
で
も
居
合
神
社
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
生
ま
れ
た
林
崎
甚
助
重

信
が
開
祖
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
弟
子
た
ち
が
居
合
を
広

め
、
そ
の
弟
子
の
一
人
の
片
山
伯
耆
守
藤
原
久
安
と
い
う
人
、
こ
れ
も
説

が
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
人
が
伯
耆
流
居
合
道
の
流
派
を
始
め
た

と
の
こ
と
で
す
。
こ
の
片
山
久
安
は
、
時
代
的
に
は
ち
ょ
う
ど
江
戸
の
は

じ
め
、
宮
本
武
蔵
と
か
、
柳
生
十
兵
衛
と
か
、
彼
ら
と
同
じ
時
代
に
活
躍

し
た
武
道
家
で
す
。
伯
耆
流
に
「
磯
波
」
と
い
う
一
つ
の
形
が
あ
り
ま
す

が
、
後
陽
成
天
皇
の
前
で
演
武
を
し
て
、
そ
の
技
の
す
ば
ら
し
さ
に
よ
っ

て
官
位
を
与
え
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
全
国
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
よ
う
な
話
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
私
の
場
合
に
は
師
匠
と
し
て
出
会
っ

た
相
原
勝
雄
先
生
が
伯
耆
流
だ
っ
た
の
で
す
。
居
合
に
は
江
戸
時
代
の
藩

ご
と
に
い
ろ
ん
な
流
派
が
あ
り
ま
し
た
。
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そ
う
い
う
た
く
さ
ん
の
流
派
の
中
で
、
伯
耆
流
の
考
え
方
の
特
色
と
し

て
、
武
に
対
す
る
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
武
士
の
「
武
」
と
い
う
の
漢
字

に
は
、「
戈
（
ほ
こ
）
を
止
（
と
）
め
る
」、
武
道
の
意
味
と
し
て
争
い
を

止
め
る
と
い
う
語
彙
が
あ
り
ま
す
が
、
伯
耆
流
で
は
「
戈
（
ほ
こ
）
が
止

む
」
と
考
え
ま
す
。「
戈
を
止
め
る
」
と
、「
戈
が
止
む
」
と
、
ど
う
違
う
。

言
葉
上
そ
う
変
わ
ら
な
い
と
お
思
い
に
な
る
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、「
戈

を
止
め
る
」
と
な
れ
ば
、
相
手
の
攻
撃
に
対
し
て
、
そ
れ
な
り
に
武
力
な

り
、
な
ん
ら
か
の
形
で
制
す
る
わ
け
で
す
。
け
れ
ど
も
「
戈
が
止
む
」
と

い
う
の
は
、
お
互
い
争
い
が
な
い
よ
う
に
、
自
然
に
川
が
流
れ
て
い
く
よ

う
に
争
い
を
避
け
る
。
こ
う
し
た
「
戈
が
止
む
」
と
い
う
考
え
で
、
伯
耆

流
で
は
形
の
特
色
を
説
明
し
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
居
合
は
争
う
敵
を
倒
す
こ
と
で
は
な
く
て
「
不
争
ノ
利
」
を

重
視
す
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
確
か
に
、
敵
に
対
し
て
制
す
る
と
い
う

意
味
で
は
争
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
が
、そ
う
い
う
よ
う
な
争
い
を
超
え
て
、

で
き
れ
ば
「
未
発
の
居
合
」、
刀
を
抜
か
ず
に
相
手
と
の
和
の
関
わ
り
を

重
視
す
る
。そ
う
い
う
思
想
性
が
、伯
耆
流
の
考
え
方
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

伯
耆
流
の
開
祖
は
、こ
う
い
う
剣
術
の
形
を
編
み
出
し
て
、広
め
て
い
っ

た
の
で
す
が
、
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
相
手
を
倒
す
こ
と
で
は
な
く
、

相
手
を
生
か
す
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
争
い
を
す
る
の
で
は
な
く
、
で
き

れ
ば
争
い
が
な
い
よ
う
に
、
刀
を
抜
か
な
く
て
も
、
お
互
い
の
争
い
が
収

ま
る
よ
う
に
、
剣
の
修
行
を
す
る
こ
と
。
こ
う
い
う
考
え
方
が
伯
耆
流
の

思
想
性
と
し
て
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
考
え
方
は
、
居
合
道
の
形
の
構
成
を
見
ま
す
と
、
伯
耆
流
だ

け
で
は
な
く
て
他
の
流
派
に
も
通
じ
ま
す
。
つ
ま
り
居
合
の
技
は
、
自
ら

刀
を
抜
い
て
相
手
を
や
っ
つ
け
る
の
で
は
な
く
て
、
相
手
の
動
き
に
応
じ

て
、
相
手
を
制
す
る
と
い
う
動
作
で
す
。
だ
か
ら
居
合
道
の
技
は
、
相
手

を
攻
撃
す
る
よ
り
も
、
相
手
の
仕
掛
け
に
応
じ
る
技
で
す
。
ど
う
い
う
こ

と
か
と
い
う
と
、
自
ら
刀
を
抜
い
て
相
手
を
殺
す
の
で
は
な
く
、
相
手
の

動
き
に
応
じ
て
、
そ
れ
に
対
応
し
て
相
手
を
制
す
る
と
い
う
技
構
成
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
、
居
合
道
で
は
「
機
先
を
制
す
る
」、
相
手
の
動
き
を
察

知
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
察
知
す
る
方
法
と
し
て
、「
先

先
の
先
」「
先
」「
後
の
先
」
と
い
う
察
知
方
法
が
あ
り
ま
す
。「
先
先
の
先
」

は
、
相
手
が
ま
だ
刀
に
手
を
つ
け
て
な
い
時
に
、
殺
気
を
感
じ
て
相
手
の

動
き
を
制
す
る
。
そ
れ
か
ら
「
先
」
は
、
相
手
が
刀
に
手
を
か
け
て
、
ま

さ
し
く
こ
ち
ら
に
攻
め
て
こ
よ
う
と
す
る
時
、「
後
の
先
」
と
は
、
も
う

相
手
が
刀
抜
い
て
こ
ち
ら
に
攻
め
て
く
る
、そ
う
い
う
状
況
の
対
応
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
相
手
の
動
き
を
察
知
し
て
、
相
手
の
仕
掛
け
に
対
し
て
、

事
前
に
技
や
状
況
に
応
じ
て
制
す
る
わ
け
で
す
。
一
番
い
い
方
法
は
刀
を

抜
か
ず
に
相
手
の
殺
気
を
押
さ
え
る
こ
と
で
す
が
、
形
と
し
て
は
相
手
を

制
す
る
一
つ
の
方
法
が
、「
切
付
け
」
の
方
法
で
す
。
こ
れ
は
居
合
道
の

基
本
的
な
最
初
の
技
と
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
相
手
の
攻

め
に
応
じ
て
、
相
手
を
制
す
る
た
め
に
、
一
刀
目
は
相
手
の
顔
面
を
真
上

か
ら
切
り
付
け
ま
す
。
そ
れ
か
ら
二
刀
目
は
、
斜
め
に
切
り
ま
す
。
肩
の

斜
め
か
ら
切
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
三
刀
目
は
、
横
か
ら
水
平
に
切
り
つ
け

ま
す
。
四
刀
目
は
、
脇
下
か
ら
斜
め
上
方
へ
切
り
上
げ
ま
す
。

　

本
日
の
私
の
演
武
の
中
に
も
、
基
本
的
な
技
の
一
刀
目
と
し
て
、
こ
の

「
切
付
け
」
の
ど
れ
か
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
技
に
は
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
何
も
基
本
技
だ
け
で
は
な
く
て
、
い
ろ
ん
な

形
が
あ
り
ま
す
。し
か
し
居
合
に
お
け
る
基
本
的
な
一
刀
目
の
技
法
は「
切

付
け
」
と
い
う
手
法
で
す
。
そ
の
手
法
と
し
て
は
、
頭
、
斜
め
か
ら
、
水

平
、
そ
れ
か
ら
下
か
ら
切
り
挙
げ
る
、
こ
う
い
う
よ
う
な
方
法
で
す
。
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実
は
、「
切
付
け
」
の
方
法
は
片
手
で
切
り
ま
す
。
片
手
で
頭
を
切
っ

て
も
、
相
手
は
死
に
ま
せ
ん
。
ま
だ
生
か
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
相
手
の

攻
め
を
そ
う
い
う
形
で
押
さ
え
て
、
そ
れ
で
一
刀
目
で
相
手
が
引
き
下
が

れ
ば
別
に
そ
れ
以
上
は
攻
め
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
な
お
一
刀
目
で
切
っ

て
も
、
制
し
て
も
な
お
か
つ
攻
め
て
く
る
時
に
は
、
あ
な
た
の
命
を
頂
戴

し
ま
す
と
し
て
、
止
め
を
刺
し
ま
す
。
そ
れ
を
切
り
下
ろ
し
、
相
手
を
頭

か
ら
切
り
倒
し
て
し
ま
う
、
技
に
な
り
ま
す
。

　

居
合
道
の
構
成
は
、「
切
付
け
」
に
始
ま
り
、「
切
り
下
ろ
し
」、「
打
ち

込
み
」
で
終
わ
る
。
こ
う
い
う
技
構
成
が
基
本
的
な
構
成
で
あ
る
こ
と
を

理
解
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
最
初
は
「
切
付
け
」
で
、
最
後

は
と
ど
め
の
技
。
そ
し
て
そ
の
始
め
と
終
わ
り
の
止
め
の
と
間
に
、
い
ろ

ん
な
状
況
設
定
を
し
て
い
ま
す
。
座
っ
て
い
る
時
、
歩
い
て
い
る
時
、
寝

て
い
る
時
。
そ
れ
か
ら
前
か
ら
攻
め
て
き
た
時
、
左
右
、
後
ろ
か
ら
攻
め

て
き
た
時
。
そ
う
い
う
状
況
設
定
を
通
し
て
、
こ
の
「
切
付
け
」
の
基
本

技
を
使
っ
て
相
手
を
制
し
な
が
ら
、
な
お
か
つ
攻
め
て
き
た
ら
、
最
後
に

命
を
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
切
り
倒
し
て
、
相
手
が
倒
れ
ま
す
け

ど
、
本
当
に
相
手
は
こ
れ
で
も
う
起
き
て
こ
な
い
と
、
そ
こ
ま
で
ず
っ
と

警
戒
を
す
る
と
い
う
意
味
で
、
あ
と
の
動
き
が
続
き
ま
す
。

　

基
本
的
な
技
の
構
成
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
形
で
構
成
さ
れ
て
い
る

と
理
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
技
構
成
が
、
四
方
八
方

い
つ
い
か
な
る
状
況
か
ら
攻
め
ら
れ
て
き
て
も
、
そ
れ
に
応
じ
る
よ
う
な

技
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。
流
派
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
が
、
前
か
ら
、
右
、

斜
め
、
左
斜
め
、
横
、
後
ろ
。
そ
う
い
う
よ
う
に
四
方
八
方
か
ら
の
敵
に

対
し
て
の
動
き
で
、
技
が
い
ろ
い
ろ
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
形

で
理
解
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
多
少
こ
の
居
合
道
の
仕
組
み
な
り
、
考
え

方
な
り
を
理
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、こ
う
し
た
基
本
的
な
構
成
を
、技
と
し
て
習
得
す
る
た
め
に
、

一
番
何
が
重
要
な
の
か
と
申
し
ま
す
と
、
居
合
道
の
基
本
技
術
は
、
上
下

振
り
で
す
。
こ
れ
は
自
然
体
で
体
を
開
い
て
、
木
剣
な
り
刀
を
自
分
の
中

心
線
に
添
っ
て
振
り
上
げ
て
振
り
下
ろ
す
と
い
う
、
こ
う
い
う
上
下
振
り

の
操
作
で
す
。
自
然
体
の
姿
勢
を
き
ち
ん
と
保
ち
ま
す
。
そ
れ
か
ら
上
げ

な
が
ら
息
を
吸
う
、
下
ろ
す
時
に
息
を
吐
く
。
そ
う
い
う
よ
う
な
動
き
と

呼
吸
を
合
わ
せ
ま
す
。
こ
う
い
う
動
き
で
ま
ず
自
分
の
中
心
ラ
イ
ン
を
き

ち
ん
と
保
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
き
ま
す
。

　

こ
れ
は
い
ろ
ん
な
武
道
全
て
そ
う
で
す
。
中
心
ラ
イ
ン
と
い
う
の
を
外

し
た
ら
体
が
崩
れ
て
く
る
わ
け
で
す
。そ
し
て
、そ
の
中
心
ラ
イ
ン
に
添
っ

て
、「
切
付
け
」
な
り
、
そ
れ
か
ら
「
切
り
下
ろ
し
」
と
い
う
最
初
の
基

本
技
を
行
い
ま
す
。「
切
付
け
」
は
先
ほ
ど
の
四
種
類
、
そ
れ
か
ら
「
切

り
下
ろ
し
」
は
上
か
ら
真
っ
二
つ
に
切
り
落
と
し
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
う

な
動
き
の
の
基
本
技
を
き
ち
っ
と
練
習
す
れ
ば
、
あ
と
は
こ
の
基
本
技
に

応
用
編
で
い
ろ
ん
な
技
構
成
が
出
て
き
ま
す
。
だ
か
ら
居
合
構
成
の
七
割

く
ら
い
は
、
こ
う
い
う
基
本
的
な
動
き
の
習
得
で
学
習
で
き
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
、
す
べ
て
の
技
が
こ
う
い
う
基
本
的
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
か
と

い
う
と
、ま
た
い
ろ
ん
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、応
用
編
が
あ
り
ま
す
の
で
、

基
本
的
な
技
を
習
得
し
て
お
け
ば
、
ま
た
い
ろ
ん
な
形
で
応
用
の
能
力
が

身
に
付
き
ま
す
。

　

と
い
う
具
合
に
形
で
居
合
道
の
一
つ
の
基
本
的
な
技
の
学
習
を
し
ま

す
。
私
は
こ
う
い
う
考
え
方
が
居
合
道
を
学
習
す
る
方
法
で
あ
る
と
考
え

て
し
ま
い
ま
す
。
そ
し
て
、
先
ほ
ど
い
い
ま
し
た
よ
う
に
、
呼
吸
と
技
の

動
き
を
連
動
さ
せ
る
、
こ
れ
は
弓
道
に
し
ろ
、
空
手
に
し
ろ
、
ど
ん
な
武

道
の
中
で
も
呼
吸
が
乱
れ
た
ら
技
が
乱
れ
ま
す
。
呼
吸
に
合
わ
す
と
同
時

に
動
き
が
一
つ
に
な
り
ま
す
。
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こ
う
い
う
よ
う
な
心
と
体
の
動
き
を
呼
吸
と
い
う
営
み
の
中
で
、
調
整

し
な
が
ら
、「
心
技
体
」
と
い
う
修
練
を
し
て
い
く
と
い
う
の
が
、
あ
る

意
味
で
は
武
道
の
根
本
で
あ
る
と
、
考
え
て
い
ま
す
。
武
道
、
あ
る
い
は

居
合
道
の
考
え
方
や
基
本
的
な
方
法
の
根
底
は
、
呼
吸
と
連
動
さ
せ
な
が

ら
「
心
技
体
」
と
い
う
動
き
を
自
分
の
中
で
身
に
付
け
ま
す
。
こ
れ
が
居

合
道
の
技
の
基
本
的
な
こ
と
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

教
育
と
し
て
の
武
道
の
意
義

　

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
武
道
を
ど
の
よ
う
に
教
育

の
中
に
取
り
入
れ
る
か
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
う
い
う
よ
う
な
意
義

が
あ
る
の
か
。
後
半
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
杖
道
の
話
を
例
に
あ
げ

て
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
日
は
植
原
先
生
と
阿
部
先
生
で
、
杖
道
を
演
武
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
中
学
校
の
武
道
必
修
科
に
伴
っ
て
、
柔
道
、
剣
道
、
相
撲
、
空
手
、

薙
刀
な
ど
が
学
校
教
育
に
取
り
入
れ
ら
れ
ま
す
が
、
主
な
も
の
は
柔
道
、

剣
道
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
武
道
の
中
で
、
広
島
県
東
広
島
市
で
は
、

杖
道
を
武
道
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
自
身
は
和
文
化
教
育

研
究
交
流
協
会
と
の
関
わ
り
で
、
研
究
会
で
す
と
か
大
会
も
開
催
し
て
い

ま
し
て
、
東
広
島
と
の
つ
な
が
り
が
強
く
な
っ
た
の
で
、
特
に
今
回
は
東

広
島
の
杖
道
の
取
り
組
み
を
例
に
し
て
紹
介
し
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、今
日
の
演
武
会
は
全
て
形
を
見
せ
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。

剣
道
に
し
ろ
柔
道
に
し
ろ
、
や
は
り
形
と
い
う
よ
う
な
部
分
が
ち
ゃ
ん
と

あ
る
わ
け
で
す
が
、
一
般
的
に
武
道
の
中
に
は
、
競
技
的
な
性
格
が
強
い

も
の
と
、
演
武
的
な
性
格
が
強
い
も
の
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
分
け
ま
す

と
、
剣
道
に
し
ろ
、
柔
道
に
し
ろ
、
空
手
に
し
ろ
、
や
は
り
勝
ち
負
け
、

最
終
的
に
は
勝
負
と
い
う
こ
と
が
、
競
技
の
中
で
重
視
さ
れ
ま
す
。
大
学

の
場
合
で
も
剣
道
大
会
だ
と
か
、
柔
道
大
会
だ
と
か
、
色
ん
な
形
が
あ
り

ま
す
け
れ
ど
も
や
は
り
勝
つ
と
い
う
こ
と
が
優
先
さ
れ
る
と
い
う
面
が
あ

り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
武
道
の
中
で
も
、
こ
れ
ら
は
競
技
的
な
性

格
が
強
い
も
の
と
し
て
言
え
ま
す
。
一
方
で
居
合
道
と
か
杖
道
と
い
う
の

は
、
ど
ち
ら
か
と
い
っ
た
ら
、
演
武
的
性
格
で
す
。
形
を
演
ず
る
こ
と
に

よ
っ
て
修
練
し
て
い
く
と
い
う
、
性
格
を
し
て
い
ま
す
。

　

具
体
的
に
言
え
ば
、
皆
さ
ん
に
も
ど
こ
か
で
居
合
道
を
や
っ
て
い
た
だ

け
れ
ば
、
あ
り
が
た
い
ん
で
す
、
中
学
校
で
武
道
を
す
る
場
合
で
も
、
居

合
道
を
や
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
私
自
身
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
高
校
で

は
、
剣
道
と
、
制
定
居
合
道
を
取
り
入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

た
だ
居
合
道
と
通
じ
る
と
い
う
意
味
で
、
杖
道
も
非
常
に
興
味
あ
る
武
道

の
一
つ
と
し
て
言
え
ま
す
。

　

そ
し
て
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
東
広
島
で
は
杖
道
を
取
り
上

げ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
杖
道
を
取
り
入
れ
る
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
要
は
柔

道
に
し
ろ
剣
道
に
し
ろ
、
防
具
や
設
備
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が

杖
道
と
い
う
の
は
、
棒
と
木
刀
が
あ
れ
ば
割
と
簡
単
に
ど
こ
で
も
で
き
ま

す
。
そ
れ
か
ら
形
で
す
の
で
、
お
互
い
が
組
ん
で
投
げ
合
っ
た
り
、
い
ろ

ん
な
形
で
や
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。だ
か
ら
男
女
、あ
る
い
は
男
同
士
、

女
同
士
と
い
う
い
ろ
ん
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
行
え
ま
す
。
そ
れ
か
ら
形

を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手
の
動
き
を
見
る
こ
と
も
習
得
さ
れ
ま
す
。

　

問
題
は
剣
道
、柔
道
に
比
べ
て
、杖
道
は
指
導
者
が
少
な
い
こ
と
で
す
。

だ
か
ら
ど
の
地
域
で
も
で
き
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
た
だ
、
今
日
の

形
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
、大
体
剣
道
に
し
ろ
柔
道
に
し
ろ
、武
道
を
や
っ

て
い
れ
ば
、
形
の
動
き
は
居
合
道
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
所

作
と
し
て
は
非
常
に
入
り
や
す
い
と
思
い
ま
す
。
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【
こ
こ
で
映
像
に
よ
る
説
明
】

　

こ
れ
は
東
広
島
の
先
生
の
形
で
す
が
、
一
本
目
は
相
手
の
打
ち
込
み
を

か
わ
し
て
、本
手
打
ち
で
小
手
を
制
し
て
、下
が
っ
て
逆
手
を
打
ち
ま
す
。

そ
う
い
う
よ
う
な
一
つ
の
動
き
で
す
。
こ
う
い
う
技
を
形
と
し
て
習
得
し

て
い
く
わ
け
で
す
。

　

だ
か
ら
、形
の
習
得
に
は
、基
本
的
技
が
本
当
に
生
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

最
初
に
基
本
的
な
技
を
習
い
、
で
き
る
だ
け
そ
う
い
う
技
が
生
か
さ
れ
る

形
を
習
得
し
て
い
け
ば
、
非
常
に
や
り
や
す
く
な
り
ま
す
。

　

私
が
居
合
道
を
教
え
ら
れ
た
時
は
、
そ
ん
な
基
本
的
な
技
だ
と
か
動
き

と
か
関
係
な
く
、
最
初
か
ら
座
り
技
の
複
雑
な
技
か
ら
教
え
ら
れ
て
、
そ

し
て
中
段
の
技
を
稽
古
し
ま
し
た
。私
ら
の
時
代
の
居
合
道
の
教
え
方
は
、

全
く
理
屈
も
何
も
な
い
ま
ま
、
先
生
の
言
わ
れ
る
形
を
習
得
す
る
と
い
う

や
り
方
で
し
た
。

　

そ
れ
で
、
私
自
身
が
居
合
道
を
教
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
、
た
ま
た

ま
十
三
年
前
に
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
に
行
く
機
会
あ
り
、
こ
こ
で
機
会
が

あ
れ
ば
居
合
道
を
教
え
る
と
い
う
話
を
し
て
ま
し
た
ら
、
向
こ
う
の
学
生

が
何
人
か
集
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
外
国
の
人
に
教
え
る
場
合
、
座
り
技
か

ら
教
え
ま
す
と
、
と
て
も
じ
ゃ
な
い
け
ど
で
き
ま
せ
ん
。
ず
っ
と
正
座
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
に
対
し
て
ど
う
す
る
の
か
と
い
い
ま
し
た
ら
、

や
っ
ぱ
り
立
ち
技
か
ら
し
か
教
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
立
ち
技
だ
っ
た
ら
非
常

に
入
り
や
す
い
し
、立
ち
技
の
中
で
も
、先
ほ
ど
行
っ
た
基
本
技
が
き
ち
っ

と
使
わ
れ
て
い
る
技
か
ら
入
り
ま
す
。

　

基
本
技
の
下
か
ら
切
り
挙
げ
る
四
本
目
で
、
相
手
を
制
し
て
、
そ
の
次

に
何
の
技
も
な
い
ま
ま
に
、「
打
ち
下
ろ
し
」、「
打
ち
込
み
」
を
す
る
。

最
初
の
技
と
最
後
の
技
の
間
に
い
ろ
ん
な
動
き
が
な
い
単
純
な
動
き
、
基

本
技
だ
け
形
を
教
え
ま
す
。そ
う
す
る
と
だ
ん
だ
ん
慣
れ
て
き
ま
す
か
ら
、

　

東
広
島
の
場
合
に
は
、
指
導
者
が
た
ま
た
ま
地
域
に
た
く
さ
ん
お
ら
れ

た
の
で
、
指
導
的
関
与
が
非
常
に
、
や
り
や
す
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
ま

た
、
先
程
の
杖
道
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
の
で
、
武
道
教
育
の
中
で
杖

道
を
取
り
い
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
杖
道
の
指
導
に
お
い
て
、ま
ず
何
が
重
要
な
の
か
と
申
し
ま
す
と
、

基
本
動
作
の
習
得
で
す
。
こ
れ
は
ど
の
武
道
で
も
共
通
で
す
。
そ
れ
か
ら

武
道
だ
け
で
は
な
く
色
々
な
文
化
的
な
活
動
、
例
え
ば
絵
を
描
く
に
し
て

も
、
歌
を
歌
う
に
し
て
も
、
楽
器
を
弾
く
に
し
て
も
、
基
本
動
作
が
や
は

り
重
要
に
な
り
ま
す
。

　

杖
道
に
お
け
る
基
本
動
作
と
し
て
は
、
正
座
座
礼
、
立
礼
姿
勢
、
今
日

の
動
き
の
中
で
も
見
れ
ま
し
た
。
そ
れ
と
杖
の
構
え
と
基
本
打
ち
で
す
。

「
本
手
打
ち
」、「
逆
手
打
ち
」
は
今
日
の
先
生
方
の
演
武
の
中
で
も
、
敵

に
対
し
て
接
す
る
時
に
、
逆
手
で
相
手
の
攻
め
に
た
い
し
て
対
応
す
る
動

き
で
す
。
居
合
道
で
い
う
「
切
付
け
」
の
基
本
動
作
と
言
え
ま
す
。
そ
し

て
打
ち
立
ち
の
構
え
と
し
て
は
、
こ
れ
は
剣
道
も
居
合
道
も
一
緒
で
す
。

木
剣
で
「
中
段
、
左
上
段
、
八
相
、
脇
」
で
す
。
こ
の
よ
う
な
一
つ
の
構

え
を
稽
古
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
形
の
基
本
的
動
き
を
最
初
は
習
得
し
ま

す
。

　

先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
、
居
合
道
の
「
切
付
け
」
と
「
打
ち
下
ろ
し
」
の

基
本
技
が
、
杖
道
の
基
本
打
ち
と
通
じ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
の
基
本
技
を
踏
ま
え
て
、
今
日
の
演
武
で
の
形
が
な
さ
れ
て
い
た
わ
け

で
す
。
杖
道
の
形
は
十
二
本
あ
り
ま
し
て
、
今
日
の
演
武
の
中
で
は
、
か

な
り
複
雑
な
形
も
演
武
さ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
中
学
校
で
は
基
本
的
に

は
、
一
本
目
か
ら
五
本
目
ま
で
を
授
業
で
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形

を
修
練
す
る
と
い
う
指
導
が
な
さ
れ
ま
す
。
一
本
目
の
「
着
杖
」、
二
本

目
の
「
水
月
」
で
す
。
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難
し
い
技
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
私
自
身
が
、
教
育

法
を
研
究
し
て
い
ま
す
の
で
、
居
合
も
私
が
受
け
て
き
た
よ
う
な
習
得
で

は
、
と
て
も
一
般
的
な
人
た
ち
に
は
難
し
い
し
、
特
に
外
国
の
人
に
は
難

し
い
と
思
い
ま
し
た
。
基
本
技
は
何
な
の
か
。
明
確
に
し
て
、
本
来
的
に

い
え
ば
、
初
級
、
中
級
、
上
級
と
い
う
よ
う
な
技
構
成
だ
け
れ
ど
も
、
中

級
か
ら
教
え
る
。
中
級
の
中
で
も
こ
れ
と
こ
れ
を
教
え
る
。
そ
う
い
う
よ

う
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
こ
ち
ら
の
ほ
う
で
考
え
る
わ
け
で
す
。そ
し
た
ら
、

外
国
の
人
も
一
応
そ
れ
な
り
に
で
き
ま
す
。
そ
う
い
う
基
本
的
な
動
き
を

き
ち
ん
と
習
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
形
が
一
つ
、
二
つ
、
三
つ
と
い
う

形
で
身
に
つ
い
て
い
き
ま
す
。

　

そ
し
て
こ
れ
を
身
に
付
け
る
た
め
に
は
、
反
復
練
習
で
す
。
武
道
の
一

つ
の
形
の
修
練
と
い
う
の
は
、
繰
り
返
し
繰
り
返
し
て
い
く
わ
け
で
す
。

頭
で
考
え
て
か
ら
す
る
の
で
は
な
く
て
、
動
き
の
中
で
覚
え
て
、
習
得
し

て
い
き
ま
す
。
繰
り
返
し
や
っ
て
い
る
内
に
発
見
が
あ
り
ま
す
。
自
分
で

気
づ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
動
き
が
自
然
な
、
こ
う
い
う
動
き

が
決
ま
っ
た
な
、
そ
う
い
う
よ
う
な
自
己
学
習
の
中
で
発
見
し
て
い
く
わ

け
で
す
。

　

し
か
し
、自
己
学
習
ば
か
り
し
て
悪
い
癖
が
付
い
た
ら
、そ
れ
が
パ
タ
ー

ン
化
し
ま
す
。
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
し
っ
か
り
模
範
演
技
、
師
匠
の
技

を
見
て
、
そ
し
て
師
匠
の
動
き
を
再
度
自
分
の
中
で
繰
り
返
し
ま
す
。
こ

の
繰
り
返
し
を
通
し
て
形
の
習
得
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

　

東
広
島
の
中
学
校
の
子
ど
も
た
ち
も
、
杖
道
の
繰
り
返
し
技
と
、
五
本

目
く
ら
い
ま
で
の
形
を
稽
古
す
る
わ
け
で
す
。
最
初
は
こ
の
生
徒
た
ち

だ
っ
て
、
杖
道
を
知
ら
な
か
っ
た
し
、
正
座
し
て
も
足
は
し
び
れ
る
し
大

変
だ
な
と
思
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
形
を
修
練
し
て
い
く
こ
と

を
通
し
て
、
面
白
味
を
得
ら
れ
る
し
、
学
習
が
進
む
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
え
ば
、
ま
ず
姿
勢
が
良
く
な
る
、
目
線

が
良
く
な
り
ま
す
。
武
道
を
や
り
な
が
ら
だ
ん
だ
ん
と
、
姿
勢
が
良
く
な

る
し
、
目
線
が
落
ち
着
き
ま
す
。
落
ち
着
か
な
い
人
、
心
が
乱
れ
て
い
る

人
は
、
静
止
し
て
も
、
目
線
が
こ
ち
ら
を
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
、
き

ち
ん
と
見
ら
れ
て
、
目
線
が
き
ち
っ
と
落
ち
着
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ

れ
か
ら
挨
拶
が
で
き
る
。
そ
う
い
う
よ
う
に
生
徒
が
如
実
に
変
わ
っ
て
く

る
わ
け
な
ん
で
す
。

　

そ
し
て
杖
道
し
な
が
ら
相
手
を
傷
つ
け
る
と
い
け
な
い
か
ら
、
相
手
の

動
き
や
技
、間
合
い
を
見
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。そ
れ
で
笑
い
話
で
す
け
ど
、

本
当
の
話
な
ん
で
す
け
れ
ど
、
東
広
島
市
の
向
陽
中
学
校
で
杖
道
を
始
め

た
五
年
ぐ
ら
い
前
で
す
。
テ
ニ
ス
部
の
学
生
が
言
っ
た
の
で
す
が
、
杖
道

や
り
出
し
て
か
ら
ボ
ー
ル
が
見
え
出
し
た
、
ボ
ー
ル
の
動
体
的
な
動
き
が

武
道
の
動
き
と
つ
な
が
り
ま
す
。
結
局
、
そ
の
学
年
は
テ
ニ
ス
で
全
国
優

勝
し
た
の
で
す
。
杖
道
の
効
果
か
は
わ
か
ら
な
い
で
す
が
、
や
は
り
動
き

と
い
う
も
の
が
、
武
道
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
い
ろ
ん
な
ス
ポ
ー
ツ
の
中
に

も
転
移
し
て
発
展
さ
せ
て
い
き
ま
す
。

　

と
い
う
具
合
に
、
武
道
を
通
し
な
が
ら
子
ど
も
た
ち
の
姿
勢
や
礼
儀
作

法
、
相
手
の
心
を
考
え
る
力
、
そ
れ
か
ら
学
力
、
忍
耐
力
等
を
育
て
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。さ
ら
に
集
中
力
、一
瞬
で
あ
っ
て
も
相
手
の
動
き
を
し
っ

か
り
と
見
な
い
と
、
油
断
し
た
ら
、
ミ
ス
し
て
し
ま
い
ま
す
。
き
ょ
う
の

演
武
の
中
で
も
私
だ
っ
て
ミ
ス
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
素
人
の
人
が
見

て
も
分
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
ミ
ス
に
よ
っ
て
心
が
乱
れ
た
ら
、
次
の
技

が
ま
た
乱
れ
て
き
ま
す
。
ミ
ス
が
あ
ろ
う
が
、
何
が
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は

そ
れ
と
し
て
受
け
止
め
な
が
ら
、
次
の
技
を
動
き
を
し
っ
か
り
と
し
て
い

く
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
、
一
つ
の
形
を
習
得
す
れ
ば
、
達
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成
感
が
出
ま
す
。
学
習
の
一
つ
の
到
達
点
と
し
て
、
例
え
ば
「
着
杖
」
と

い
う
技
を
習
得
し
た
ら
、次
の
技
へ
と
さ
ら
に
発
展
し
て
い
こ
う
と
す
る
、

そ
う
い
う
達
成
感
と
か
意
欲
が
み
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
教
育
的
効
果
が
見
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
。
そ

れ
か
ら
先
ほ
ど
言
っ
た
テ
ニ
ス
部
の
学
生
の
よ
う
に
、
他
の
ス
ポ
ー
ツ
の

転
移
に
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
、
全
国
で
評
価
さ
れ
る
よ
う
な
活
動
に
も
発

展
し
て
い
き
ま
す
。
こ
う
い
う
教
育
効
果
は
、
実
は
武
道
だ
け
で
な
く
尺

八
や
琴
の
よ
う
な
和
楽
器
や
書
道
、
絵
手
紙
と
い
っ
た
和
文
化
教
育
と
通

じ
ま
す
。
こ
れ
ら
も
や
は
り
、
姿
勢
、
構
え
が
必
要
で
す
。

　

こ
う
い
う
よ
う
に
、
武
道
や
日
本
の
色
々
な
文
化
的
な
活
動
を
す
る
中

で
、
姿
勢
だ
と
か
、
礼
儀
、
相
手
の
心
、
そ
れ
か
ら
自
分
の
動
き
、
物
と

の
関
わ
り
方
、
そ
う
い
う
よ
う
な
事
を
習
得
す
る
よ
う
な
体
験
が
で
き
る

と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
主
要
五
教
科
の
よ
う
な
教
科
書
を
通

し
て
自
主
的
に
学
ぶ
よ
う
な
こ
と
か
ら
で
は
形
成
で
き
な
い
能
力
を
、
こ

う
い
う
文
化
的
な
活
動
と
の
関
わ
り
を
通
し
て
形
成
で
き
ま
す
。
そ
れ
は

ま
さ
し
く「
心
技
体
」の
関
わ
り
の
中
で
学
習
が
で
き
る
か
ら
で
あ
っ
て
、

要
す
る
に
頭
の
中
で
杖
道
を
い
く
ら
練
習
し
て
も
、
そ
れ
は
駄
目
で
す
。

身
体
と
動
き
と
相
手
と
、
そ
う
い
う
関
わ
り
中
で
、
や
っ
て
い
る
こ
と
通

し
て
で
き
る
わ
け
で
す
。

　

そ
う
い
う
こ
と
を
修
練
し
て
い
る
一
瞬
で
す
が
、
例
え
ば
今
日
の
武
道

の
形
で
も
、
相
手
の
動
き
に
応
じ
て
連
動
し
た
形
の
動
き
を
で
き
る
時
が

あ
り
ま
す
。
ま
さ
し
く
相
手
と
呼
応
し
て
、
相
手
の
動
き
と
、
技
術
と
、

心
と
体
と
が
一
瞬
一
つ
に
な
る
。
そ
う
い
う
動
き
を
体
得
で
き
る
こ
と
が

重
要
で
す
。
こ
れ
は
、
所
作
を
し
な
が
ら
感
じ
な
け
れ
ば
、
な
か
な
か
説

明
し
て
も
で
き
な
い
し
、
理
解
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
演
武
を
行
い
な

が
ら
、
演
武
者
は
分
か
り
ま
す
。
こ
の
技
の
中
で
お
互
い
上
手
に
で
き
た

こ
と
、
ち
ょ
っ
と
上
手
に
で
き
な
か
っ
た
こ
と
。

　

そ
し
て
、
技
を
や
り
な
が
ら
一
瞬
自
分
の
存
在
と
動
き
が
一
つ
に
な
る

時
が
あ
り
ま
す
。
自
分
の
心
と
体
と
技
と
が
ひ
と
つ
に
な
る
瞬
間
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
瞬
間
を
味
わ
う
こ
と
、
感
じ
ら
れ
る
の
が
、
こ
う
い
う
和
文

化
学
習
の
一
番
の
妙
だ
と
思
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
そ
の
妙
が
、
次
の
動
き
を
生
み
出
し
ま
す
。
一
瞬
の
心
と
体
の

一
体
感
が
次
の
動
き
を
生
み
だ
し
、
そ
の
一
瞬
を
し
っ
か
り
と
専
念
す
る

こ
と
が
、
あ
る
意
味
で
は
残
心
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
心
と
体
す

べ
て
が
一
つ
の
中
で
統
一
で
き
る
時
で
す
。

　

そ
れ
は
皆
さ
ん
も
、
素
晴
ら
し
い
も
の
に
触
れ
た
時
は
、
自
分
の
理
解

を
超
え
て
感
動
す
る
瞬
間
が
あ
り
ま
す
。
美
し
い
夕
焼
け
を
見
た
場
合
だ

と
か
、
良
い
音
楽
を
聴
い
た
場
合
で
も
。
一
瞬
自
分
を
忘
れ
て
夢
中
に
な

り
ま
す
。
自
分
の
生
活
的
な
、
利
害
的
な
、
い
ろ
ん
な
利
害
関
心
を
超
え

て
、
自
分
な
り
の
凄
い
も
の
に
触
れ
た
と
い
う
、
そ
う
い
う
体
験
が
あ
る

か
と
思
い
ま
す
、
そ
う
い
う
こ
と
と
通
じ
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
こ
そ
が
、
お
金
と
か
、
政
治
的
権
力
と
か
、
地
位
と
か
、
そ
ん
な

も
の
で
は
説
明
で
き
な
い
、
文
化
的
価
値
の
喜
び
で
す
。
こ
う
い
う
文
化

的
な
行
為
の
中
身
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
心
の
耕
し
と
い
う
か
、
価
値
の
深

ま
り
を
踏
み
出
す
働
き
か
け
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
ま
さ
し
く
、
こ
う
い

う
和
文
化
教
育
の
核
で
す
。そ
う
い
う
意
味
で
は
武
道
だ
け
で
は
な
く
て
、

こ
う
い
う
文
化
的
な
活
動
の
意
義
と
し
て
、
心
身
の
調
和
的
発
達
と
し
て

の
自
己
と
い
う
側
面
、
そ
れ
か
ら
人
間
的
な
絆
と
し
て
の
武
道
や
っ
て
い

れ
ば
、
お
互
い
武
道
や
っ
て
る
人
間
は
、
柔
道
で
あ
ろ
う
が
、
剣
道
で
あ

ろ
う
が
、
や
っ
ぱ
り
武
道
者
と
い
う
な
に
か
共
通
的
な
一
体
感
、
価
値
観

の
共
有
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
地
域
の
祭
り
で
あ
ろ
う
が
、
あ
る
い
は

同
好
会
で
ク
ラ
ブ
作
っ
た
り
と
か
、
な
ん
で
も
そ
う
で
す
。
そ
う
い
う
集
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ま
り
は
、な
ん
ら
か
の
共
通
価
値
観
に
人
々
が
集
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
人
た
ち
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
、
文
化
的
な
関
わ
り
の
持

つ
重
要
な
要
素
で
す
。

　

そ
し
て
、
こ
う
い
う
自
己
、
あ
る
い
は
人
間
同
士
の
結
び
つ
き
方
が
さ

ら
に
発
展
し
て
い
け
ば
、
学
校
、
地
域
作
り
、
国
際
交
流
的
な
い
ろ
ん
な

営
み
と
い
う
形
で
、
文
化
的
創
造
が
深
ま
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う

い
う
意
味
で
今
回
、
國
學
院
の
研
究
大
会
で
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
い
う
話

だ
け
で
は
な
く
て
、
演
武
会
を
で
き
た
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
非
常
に
意

味
が
あ
る
こ
と
で
す
。

　

剣
道
家
は
、
剣
道
に
つ
い
て
は
知
っ
て
い
て
も
、
柔
道
と
か
空
手
な
ん

て
ほ
と
ん
ど
興
味
が
な
い
し
、
見
る
機
会
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
日
本

の
武
道
家
の
特
徴
で
す
。
例
え
ば
、
剣
道
を
し
て
い
た
ら
、
柔
道
す
る
と

か
、
弓
道
す
る
と
か
、
居
合
道
す
る
と
か
い
う
の
は
邪
道
だ
と
い
う
人
も

お
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
武
道
に
共
通
す
る
ね

ら
い
、本
質
的
に
は
共
通
的
な
と
こ
ろ
は
す
べ
て
の
武
道
に
共
通
し
ま
す
、

そ
の
現
れ
の
形
式
と
し
て
、
方
法
が
違
う
だ
け
で
す
。
そ
う
い
う
価
値
観

の
共
有
を
通
し
て
、
武
道
の
文
化
、
そ
の
良
さ
を
見
直
し
て
い
く
こ
と
、

そ
れ
を
地
域
社
会
、
あ
る
い
は
国
際
社
会
に
発
信
し
て
い
く
こ
と
は
、
大

き
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
、
今
回
こ
う
い
う
場
が
設
け
ら
れ
て
、
私
自
身
も
、

こ
こ
で
い
ろ
ん
な
先
生
方
の
い
ろ
ん
な
武
道
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
価

値
観
が
共
有
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
今
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
演
武
会
が
行
わ
れ
た
の
は
、
こ
こ
の
大
学
の
文
化

的
な
独
自
の
試
み
だ
と
言
え
ま
す
。

　

最
初
に
居
合
道
の
話
を
し
た
の
で
す
が
、
片
山
久
安
と
い
う
伯
耆
流
の

開
祖
と
、
中
学
校
時
代
に
や
っ
た
竹
内
流
の
開
祖
で
あ
る
竹
内
久
盛
は
、

実
は
あ
る
学
説
に
よ
れ
ば
兄
弟
、異
母
兄
弟
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

竹
内
流
の
柔
術
は
伯
耆
流
の
柔
術
と
非
常
に
似
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意

味
で
は
、
私
自
身
が
何
気
な
く
武
道
に
関
与
し
た
竹
内
流
の
開
祖
と
、
そ

れ
か
ら
い
ま
自
分
な
り
に
稽
古
を
し
て
い
る
伯
耆
流
の
開
祖
、
そ
う
い
う

人
た
ち
が
親
族
的
に
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
意
味
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
歴
史
的
な
因
縁
と
つ
な
が
り
も
再
認
識
し

な
が
ら
、
あ
ら
た
め
て
自
分
自
身
の
武
道
の
励
み
と
し
て
考
え
て
い
る
次

第
で
す
。

　

こ
う
い
う
武
道
の
意
義
を
、
植
原
先
生
と
ベ
ネ
ッ
ト
先
生
を
含
め
て
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
中
で
検
討
で
き
れ
ば
良
い
と
思
い
ま
す
。
私
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
の
テ
ー
マ
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

（
拍
手
）
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