
小川忠太郎

189

筆
者
は
『
楓
厡
』
第
五
号
に
お
い
て
、
国
士
舘
剣
道
の
礎
を
築

き
、「
剣
聖
十
段
」
と
称
さ
れ
た
「
斎
村
五
郎
」
に
つ
い
て
紹
介

し
た
。
本
稿
で
は
、
そ
の
斎
村
の
意
思
を
受
け
継
ぎ
、
戦
中
・
戦

後
の
混
乱
期
を
切
り
抜
け
、
国
士
舘
剣
道
の
中
興
の
祖
と
も
い
う

べ
き
人
物
で
あ
る
小
川
忠
太
郎
（
お
が
わ
ち
ゅ
う
た
ろ
う
）
を
紹

介
し
て
い
き
た
い
。

小
川
忠
太
郎
は
、
一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
一
月
一
〇
日
、

埼
玉
県
熊
谷
市
大
字
熊
谷
一
四
〇
二
番
地
に
、
小
川
文
太
郎
、
せ

つ
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
剣
道
と
の
出
会
い
は
、
一
二
歳
の

時
、
吉
岡
道
徳
お
よ
び
直
心
影
流
七
尾
菊
太
郎
の
指
導
を
受
け
て

の
こ
と
と
い
う
。
一
四
歳
に
な
る
と
、
埼
玉
県
立
熊
谷
農
学
校
本

科
第
一
学
年
に
入
学
し
、
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
三
月
に
同
校

を
卒
業
す
る
。
翌
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
、
一
八
歳
と
な
っ
た

小
川
は
、
剣
道
修
業
を
志
し
て
上
京
し
、
高
野
佐
三
郎
の
明
信
本

館
に
入
門
す
る
。
こ
こ
で
生
涯
の
恩
師
と
な
る
斎
村
五
郎
よ
り
指

導
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。

一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
に
な
る
と
、
一
年
志
願
兵
と
し
て

宇
都
宮
歩
兵
第
六
六
連
隊
第
二
中
隊
に
入
隊
す
る
。
そ
の
後
、
一

九
二
二（
大
正
一
一
）年
に
歩
兵
伍
長
に
任
じ
ら
れ
満
期
除
隊
す
る
。

小
川　

忠
太
郎

浪
江　

健
雄

国
士
舘
を
支
え
た
人
々

小川　忠太郎
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一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
、
二
二
歳
と
な
っ
た
小
川
は
、
国

士
舘
高
等
部
第
一
学
年
に
入
学
し
た
。
こ
の
時
の
心
境
を
次
の
様

に
語
っ
て
い
る
。

　

私
は
二
十
歳
の
と
き
に
軍
隊
へ
行
っ
た
が
、
そ
の
と
き
に

よ
く
考
え
て
、
軍
隊
か
ら
帰
っ
て
き
た
ら
十
年
間
、
死
ん
だ

気
に
な
っ
て
剣
道
を
修
行
し
よ
う
と
志
を
立
て
た
。
こ
れ
が

第
一
の
発
奮
。
試
合
に
勝
と
う
と
か
段
を
と
ろ
う
と
か
、
そ

う
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
本
当
の
剣
道
の
修
業
を
し
て
自
己

の
完
成
を
し
よ
う
と
。

　

そ
こ
で
私
は
そ
の
場
所
と
し
て
国
士
舘
を
選
ん
だ
。
当
時

の
国
士
舘
は
剣
道
の
専
門
家
を
育
て
る
学
校
で
は
な
い
。
人

間
づ
く
り
の
教
育
を
や
っ
て
い
た
。
私
は
剣
道
で
人
間
形
成

を
し
よ
う
と
国
士
舘
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
（「
発
奮
」『
剣
と

道　

小
川
忠
太
郎
範
士
剣
道
講
話
（
三
）』
体
育
と
ス
ポ
ー

ツ
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）。

こ
う
し
て
国
士
舘
に
剣
道
修
業
を
志
し
、
入
学
し
た
小
川
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
当
時
三
軒
茶
屋
に
あ
っ
た
私
塾
「
滄

浪
塾
」
に
入
塾
し
、
漢
籍
の
森
茂
に
師
事
し
て
い
る
。
剣
道
の
師

が
、
斎
村
五
郎
で
あ
る
な
ら
、
漢
籍
の
師
が
森
で
あ
っ
た
。
そ
の

森
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
は
、『
剣
道
講
話　

小
川
忠
太
郎
範
士

剣
道
講
話
（
一
）』（
体
育
と
ス
ポ
ー
ツ
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）

所
収
「
師
を
選
ぶ
」
で
述
懐
し
て
い
る
。

　

私
自
身
の
師
と
い
え
ば
そ
れ
は
漢
籍
の
森
茂
先
生
、
こ
の

先
生
に
強
い
感
化
を
受
け
た
。
私
が
一
番
迷
い
出
し
た
数
え

で
二
十
三
の
と
き
か
ら
二
十
八
ま
で
の
五
年
間
、
こ
の
先
生

に
つ
い
て
引
っ
ぱ
っ
て
も
ら
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
年
齢
的
に
は

い
い
時
期
で
、
こ
れ
で
私
の
土
台
が
だ
い
た
い
固
ま
っ
た
。

　

当
時
私
は
国
士
舘
の
高
等
科（
部
）に
学
ん
で
い
た
が
、
三
軒
茶

屋
に
あ
っ
た
森
先
生
の
滄
浪
塾
に
通
っ
て
漢
文
の
講
義
を
受

け
た
。
森
先
生
は
私
を
非
常
に
可
愛
が
っ
て
く
れ
て
、
私
が

自
分
と
い
う
も
の
に
気
が
つ
い
て
か
ら
は
先
生
が
そ
れ
を
認

め
て
、
二
十
五
の
と
き
、
老
荘
思
想
の
『
荘
子
』
を
三
ヶ
月

か
け
て
、
先
生
一
人
に
私
一
人
、
一
対
一
で
講
義
し
て
く
れ

た
。

こ
う
し
た
経
験
か
ら
、
戦
後
一
時
期
、
武
道
教
育
が
禁
止
さ
れ
、

名
称
も
国
士
舘
か
ら
至
徳
学
園
に
改
称
さ
れ
た
時
期
に
は
、
漢
文

の
講
義
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
当
該
期
に
は
、
至
徳
中
学
校
・
高
等
学
校
で
、
保
健
体
育

と
農
業
を
、
至
徳
専
門
学
校
で
は
徳
育
課
副
主
任
を
も
務
め
た
と

い
う
（「
小
川
忠
太
郎
範
士
年
譜
」
前
掲
『
小
川
忠
太
郎
範
士
剣
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道
講
話
（
三
）』）。

小
川
は
、
一
九
二
五
（
大
正
一
四
）
年
に
国
士
舘
高
等
部
を
卒

業
し
、
翌
一
九
二
六
（
大
正
一
五
）
年
、
国
士
舘
中
学
校
お
よ
び

商
業
学
校
剣
道
教
師
と
な
っ
た
。
他
方
、
同
年
に
は
大
日
本
武
徳

会
よ
り
剣
道
精
錬
証
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。

国
士
舘
は
、
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
に
専
門
学
校
を
創
設
す

る
こ
と
に
な
る
。こ
の
と
き
小
川
は
剣
道
講
師
を
拝
命
し
て
い
る
。

そ
れ
以
前
の
高
等
部
の
時
代
と
は
違
い
、
国
語
、
漢
文
、
そ
し
て

武
道
（
柔
道
・
剣
道
）
の
有
資
格
者
（
教
員
）
を
輩
出
で
き
る
こ

と
と
な
っ
た
。
ま
さ
に
こ
れ
が
そ
の
後
の
国
士
舘
の
伝
統
と
な
る

文
武
両
学
の
魁
で
あ
っ
た
。
小
川
も
斎
村
ら
と
と
も
に
そ
の
一
翼

を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年

に
は
、
剣
道
主
任
教
授
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
（
前
掲
「
小
川
忠
太

郎
範
士
年
譜
」）。

国
士
舘
の
武
道
教
育
の
礎
を
築
い
た
の
が
斎
村
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
の
伝
統
を
引
き
継
い
だ
の
が
小
川
で
あ
る
。
と
く
に
戦
後
、

武
道
教
育
が
禁
止
さ
れ
た
時
期
を
挟
ん
で
、混
乱
期
を
切
り
抜
け
、

伝
統
の
武
道
教
育
を
次
の
世
代
に
引
き
継
ぐ
こ
と
が
出
来
た
の
は

小
川
の
存
在
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

小
川
は
、
当
時
の
稽
古
の
実
際
に
つ
い
て
、
後
年
、
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
受
け
て
い
る
。

　

稽
古
は
ね
、
ま
ず
五
時
起
床
で
五
時
半
か
ら
六
時
半
ま
で

朝
稽
古
。
午
後
は
三
時
か
ら
四
時
半
ま
で
稽
古
。
こ
の
朝
稽

古
が
成
功
だ
っ
た
な
。
み
な
眠
た
い
さ
か
り
の
若
者
が
、
朝

早
く
か
ら
大
勢
で
や
る
、
や
は
り
気
合
が
入
る
ん
だ
。
十
九

歳
の
伸
び
る
さ
か
り
か
ら
四
年
間
だ
か
ら
ね
。

　

一
年
生
は
切
り
返
し
ば
か
り
、
午
前
も
午
後
も
。
担
当
は

ボ
ク
だ
っ
た
。（
中
略
）
一
年
生
に
は
む
や
み
に
長
い
竹
刀

を
使
わ
せ
な
い
で
、
左
手
と
左
足
を
練
る
よ
う
に
し
た
ん
で

す
。
こ
れ
で
本
当
の
構
え
が
で
き
る
ん
だ
ね
。

　

こ
れ
を
や
っ
て
い
る
学
校
は
京
都
の
武
専
で
す
。
そ
れ
は

主
任
教
授
の
内
藤
先
生
の
方
針
。
だ
か
ら
斉
村
先
生
が
同
じ

基
礎
教
育
を
と
っ
た
の
も
、内
藤
流
か
ら
出
て
い
る
わ
け
だ
。

　

二
年
生
に
な
る
と
、
か
か
り
稽
古
を
一
年
や
る
。
待
っ
て

い
て
当
て
っ
こ
を
す
る
の
で
は
な
く
、気
分
の
連
続
を
練
る
、

“
先
”
の
気
合
を
ね
。
こ
こ
ま
で
が
国
士
舘
教
育
の
特
徴
。

こ
れ
で
三
年
に
な
る
と
構
え
が
で
き
る
ん
だ
。
そ
れ
で
三
年

に
な
っ
て
か
ら
地
稽
古
に
入
る
。
だ
か
ら
四
年
生
あ
た
り
に

な
る
と
、
グ
ー
ッ
と
伸
び
て
く
る
（「
小
川
忠
太
郎
範
士
が

語
る
国
士
舘
戦
前
史
秘
話
」『
月
刊
剣
道
』第
一
四
巻
第
二
号
、

ス
キ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
、
一
九
八
九
年
）。

武
専
は
、
京
都
に
あ
っ
た
大
日
本
武
徳
会
武
道
専
門
学
校
の
こ
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と
。
内
藤
は
、
内
藤
高
治
の
こ
と
。
内
藤
は
当
時
、
そ
の
名
を
知

ら
れ
た
剣
道
家
で
あ
り
、
斎
村
は
武
専
で
内
藤
の
教
え
を
う
け
て

い
た
。

と
こ
ろ
で
、
小
手
先
の
技
を
介
さ
な
い
稽
古
は
「
捨
身
」
と
よ

ば
れ
、
構
え
が
出
来
た
上
に
、
そ
の
先
の
気
合
が
剣
先
に
出
る
よ

う
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
相
手
が
打
と
う
と
し
て
入
っ
て
来
よ

う
と
す
れ
ば
、
そ
こ
を
先
の
気
合
で
打
つ
こ
と
が
出
来
る
の
だ
と

い
う
。
補
則
す
れ
ば
、
小
川
の
い
う
「
捨
身
」
と
は
、「
我
を
殺
す
」

こ
と
。「
勝
ち
た
い
」
と
か
「
上
手
く
見
せ
た
い
」
と
い
っ
た
気

持
ち
が
あ
る
う
ち
は
、
ま
だ
ま
だ
で
、
究
極
的
に
は
「
無
心
」
の

境
地
に
至
る
こ
と
。
そ
れ
を
目
指
し
て
日
々
努
力
す
る
こ
と
で
あ

る
。
小
川
は
、
こ
の
「
捨
身
」
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。

　

ス
ポ
ー
ツ
と
言
っ
て
も
、
剣
道
か
ら
捨
身
を
と
っ
た
ら
何

も
残
ら
な
い
。
小
手
先
だ
け
。
小
手
先
だ
け
な
ら
ス
ポ
ー
ツ

に
も
な
ら
な
い
。（
中
略
）

　

小
手
先
だ
け
だ
と
精
神
面
の
内
容
が
な
い
か
ら
、
人
間
的

に
も
伸
び
な
い
。
そ
れ
が
捨
身
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
心
が

成
長
し
て
人
間
的
に
も
幅
が
広
く
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
剣

道
即
生
活
と
な
る
。こ
れ
な
ら
剣
道
を
す
る
意
義
は
大
き
い
。

　

指
導
者
は
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
気
が
つ
い
て
、
道
を
誤
ら

な
い
よ
う
に
子
供
に
指
導
し
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い

（「
捨
身
」
前
掲
『
剣
道
講
話　

小
川
忠
太
郎
範
士
剣
道
講
話

（
一
）』）。

そ
れ
で
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
様
に
導
い
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
ま
た
、
そ
の
教
え
を
学
生
は
如
何
に
受
け
止
め
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。幸
い
に
も
そ
の
教
え
を
書
き
留
め
た
日
記
が
あ
る
。

一
九
四
三（
昭
和
一
八
）年
に
国
士
舘
専
門
学
校
武
道
国
漢
科（
剣

道
）
に
入
学
し
、
一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）
年
に
至
徳
専
門
学
校

を
卒
業
し
た
小
野
寅
生
氏
の
日
記
が
そ
れ
で
あ
る
。
同
氏
の
日
記

に
は
、「
〜
先
生
御
話
」
等
と
し
て
、
そ
の
教
え
を
書
き
留
め
て

い
る
。
中
で
も
小
川
の
教
え
が
多
数
を
占
め
て
い
る
。
こ
こ
で
そ

の
幾
つ
か
を
紹
介
し
て
み
た
い
。

構
え
た
時
は
隙
無
く
、
構
斬
る
時
は
全
力
を
持
ち
捨
身
で
切

込
め
。
打
と
う
打
と
う
す
る
と
い
か
ぬ
。
其
の
様
な
心
を
無

く
す
と
向
ふ
か
ら
打
れ
に
来
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
相
手
に

委
せ
切
っ
て
あ
せ
っ
て
は
い
か
ぬ
。
し
か
し
こ
れ
は
最
後
の

事
で
あ
っ
て
、
此
処
迄
で
来
る
に
は
努
力
で
あ
る
。
結
局
最

後
の
勝
利
者
は
努
力
す
る
者
で
あ
る
。（
小
川
先
生
訓
話
）

（「
小
野
寅
生
日
記
」
昭
和
二
〇
年
四
月
一
四
日
条
）

全
力
を
出
し
尽
し
て
か
ら
、
も
を
二
、
三
本
稽
古
を
す
る
事
。



小川忠太郎

193

捨
身
と
は
其
処
か
ら
生
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
斯
迄
や
ら
ね

ば
本
当
の
稽
古
で
は
な
い
。
体
操
と
何
ん
の
変
る
所
無
し
。

（
小
川
先
生
御
話
）（「
小
野
寅
生
日
記
」
昭
和
二
〇
年
五
月

五
日
条
）

即
ち
、「
打
と
う
打
と
う
す
る
」
心
に
は
未
だ
「
我
」
が
あ
り
、

そ
れ
を
捨
て
る
よ
う
諭
し
て
い
る
。「
全
力
を
出
し
尽
し
て
か
ら
、

も
を
二
、
三
本
稽
古
を
す
る
」
と
い
う
の
は
、
体
力
的
に
ぎ
り
ぎ

り
の
状
態
で
、
余
計
な
事
を
考
え
る
術
も
な
い
状
態
に
自
分
を
追

い
込
み
、
無
心
の
境
地
に
近
づ
か
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
剣
道
で
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
精
神
面
の
向
上

を
日
常
生
活
に
直
結
で
き
る
よ
う
指
導
し
て
い
る
。

剣
道
と
云
ふ
も
の
は
妙
な
も
の
で
、
相
手
に
打
た
れ
て
怒
る

者
は
無
い
。
打
れ
る
と
云
ふ
の
は
自
分
の
悪
る
い
所
を
打
た

れ
る
の
で
あ
る
。
打
た
る
れ
ば
、
あ
！
あ
そ
こ
が
悪
る
か
っ

た
の
だ
な
、今
度
こ
そ
は
打
た
れ
ぬ
様
に
し
よ
う
と
直
す
が
、

外
で
自
分
の
悪
い
所
を
注
意
さ
れ
る
と
腹
が
立
つ
。
そ
ん
な

事
で
は
駄
目
で
あ
る
。
常
に
道
場
に
居
る
時
と
同
じ
く
、
悪

い
所
を
注
意
さ
れ
た
ら
、
す
な
ほ
に
直
ほ
さ
な
け
れ
ば
い
か

ぬ
。
何
時
も
道
場
に
居
る
時
の
心
を
心
と
し
て
。（
小
川
先

生
御
注
意
）（「
小
野
寅
生
日
記
」
昭
和
二
〇
年
三
月
二
日
条
）

人
に
認
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
は
い
か
ぬ
。
先
ず
自
分
を
正
し

う
し
て
身
を
治
む
れ
ば
、
人
が
自
然
に
認
め
て
く
れ
る
。
偉

く
な
る
の
は
自
分
が
す
る
の
で
無
く
人
が
す
る
の
で
あ
る
。

故
に
己
を
正
し
く
治
む
れ
ば
、
機
会
さ
え
あ
れ
ば
、
何
時
で

も
偉
ら
く
な
れ
る
。
が
し
か
し
人
に
依
っ
て
其
の
機
会
が
無

い
人
も
あ
る
が
、
其
の
人
は
そ
れ
で
好
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
人
間
の
根
本
で
あ
る
事
は
、
己
を
正
す
事
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
其
の
半
面
、
人
に
認
め
ら
れ
よ
う
と
思
っ
て

を
る
者
は
、
事
に
望
ん
で
大
事
を
成
す
事
が
出
来
な
い
。
亦

そ
う
ゆ
う
者
は
褒
め
ら
る
れ
ば
喜
び
、
誹
ら
る
れ
ば
落
胆
す

る
。
而
し
て
遂
に
は
神
経
衰
弱
の
様
に
な
り
、
駄
目
に
な
る
。

己
れ
を
治
め
、
正
し
う
せ
よ
。（
小
川
先
生
御
話
）（「
小
野

寅
生
日
記
」
昭
和
二
〇
年
四
月
一
三
日
条
）

一
つ
め
は
、
剣
道
で
は
、
自
分
の
隙
を
突
か
れ
、
打
た
れ
る
こ

と
に
よ
り
欠
点
を
見
い
だ
せ
る
。
こ
れ
を
日
常
生
活
に
も
置
き
換

え
て
、
人
か
ら
注
意
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
足
ら
な
い
と
こ
ろ

を
見
い
だ
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
素
直
に
応
じ
な
さ
い
と
の
教
え

で
あ
る
。
二
つ
め
の
「
人
に
認
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
は
い
か
ぬ
」

と
い
う
の
は
、
先
に
挙
げ
た
「
打
と
う
打
と
う
す
る
と
い
か
ぬ
」

と
同
意
で
、
す
な
わ
ち
、
人
に
認
め
ら
れ
た
い
と
い
う
の
は
、
我
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で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
気
に
す
る
ば
か
り
で
は
成
長
で
き

な
い
こ
と
を
諭
し
て
い
る
。
総
じ
て
、
剣
道
を
通
し
て
の
人
格
形

成
が
小
川
の
目
指
し
た
道
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
小

川
の
こ
う
し
た
考
え
方
の
根
本
に
あ
っ
た
の
が
「
禅
」
で
あ
る
。

私
は
三
十
の
と
き
か
ら
禅
を
始
め
た
。
そ
し
て
五
十
五
の
と

き
禅
の
公
案
（
問
題
）
を
終
え
た
。
こ
れ
が
師
家
に
な
る
第

一
条
件
。
そ
し
て
臨
済
の
宗
活
老
師
に
「
刀
耕
」
の
道
号
を
、

人
間
禅
教
団
の
立
田
英
山
老
師
に
「
無
得
庵
」
の
庵
号
を
も

ら
っ
た
。
私
の
よ
う
に
坊
さ
ん
で
な
い
の
に
こ
ん
な
に
禅
を

や
る
人
は
あ
ま
り
い
な
い
（「
わ
が
座
右
の
書
」
前
掲
『
剣

道
講
話　

小
川
忠
太
郎
範
士
剣
道
講
話
（
一
）』）。

ま
た
、
と
く
に
坐
禅
と
読
書
、
そ
し
て
そ
れ
に
伴
う
「
行
」
の

重
要
性
を
説
い
て
い
る
。
坐
禅
に
つ
い
て
は
、「
剣
道
で
一
番
大

事
な
の
は
、
打
っ
た
打
た
れ
た
で
は
な
く
心
を
明
ら
め
る
こ
と
だ

が
、
そ
れ
が
坐
禅
で
で
き
る
。
心
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
構
え
が
で

き
る
」（「
応
無
所
住
而
生
其
心
」『
不
動
智
神
妙
録　

小
川
忠
太

郎
範
士
剣
道
講
話
（
二
）』
体
育
と
ス
ポ
ー
ツ
出
版
社
、
一
九
九

三
年
）
と
し
、
読
書
に
つ
い
て
は
、「
人
間
の
体
は
栄
養
、
休
養
、

鍛
錬
が
必
要
だ
が
、
精
神
だ
っ
て
同
じ
こ
と
。
精
神
の
栄
養
は
書

物
で
あ
る
。
ま
た
書
物
は
物
事
を
行
な
う
定
規
に
な
る
。
そ
し
て

良
書
に
は
定
規
に
狂
い
が
な
い
」
と
し
て
い
る
。
但
し
、「
禅
で

も
そ
う
だ
が
、
禅
の
本
を
読
ん
だ
り
話
を
聞
い
て
も
、
そ
れ
だ
け

で
は
、
た
だ
知
る
だ
け
、
た
だ
聞
く
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ

れ
で
は
意
味
が
な
い
。
こ
れ
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
言
う
と
、

「
行
」
に
よ
る
こ
と
。
剣
道
な
ら
稽
古
を
や
る
こ
と
。
一
に
稽
古
、

二
に
稽
古
、
三
に
稽
古
。
こ
れ
以
外
に
な
い
」（
前
掲
「
わ
が
座

右
の
書
」）。
も
ち
ろ
ん
稽
古
と
は
、
当
て
っ
こ
で
は
な
く
、
捨
身

稽
古
で
あ
る
。
そ
し
て
禅
の
目
的
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
総
括
し

て
い
る
。

本
当
の
人
生
を
味
わ
い
な
が
ら
、
自
己
の
た
め
と
世
の
た
め

に
尽
し
て
ゆ
く
こ
と
。
こ
れ
は
剣
道
理
念
の
「
誠
を
尽
し
て

常
に
自
己
の
修
養
に
努
め
、
以
て
国
家
社
会
を
愛
し
て
、
広

く
人
類
の
平
和
繁
栄
に
寄
与
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
と

同
じ
こ
と
。
剣
も
禅
も
究
極
の
目
的
は
同
じ
で
あ
る
。
そ
し

て
書
物
が
そ
の
裏
付
け
に
な
る
（
前
掲
「
わ
が
座
右
の
書
」）。

小
川
は
、
一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）
年
、
至
徳
学
園
を
退
職
し
、

警
視
庁
体
育
事
務
嘱
託
と
し
て
人
事
部
教
養
課
に
勤
務
す
る
こ
と

と
な
る
。
時
に
五
二
歳
、
そ
の
後
半
生
は
警
視
庁
に
坐
し
て
、
剣

道
を
正
し
い
道
に
導
く
指
標
で
在
り
続
け
た
。
一
九
六
〇
（
昭
和

三
五
）
年
、
剣
道
範
士
、
一
九
七
一
（
昭
和
四
六
）
年
、
剣
道
九
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段
と
な
っ
た
。
ま
た
同
年
に
は
、
全
日
本
剣
道
連
盟
の
理
念
委
員

に
就
任
し
、
剣
道
理
念
の
制
定
に
尽
力
し
た
。
他
方
、
小
野
派
一

刀
流
第
一
六
代
笹
森
順
造
よ
り
小
野
派
一
刀
流
免
許
皆
伝
を
受

け
、
人
間
禅
教
団
附
属
剣
道
場
宏
道
会
の
最
高
師
範
と
な
り
、
小

野
派
一
刀
流
を
指
導
す
る
な
ど
、
古
来
よ
り
の
流
派
の
存
続
と
発

展
に
も
寄
与
し
て
い
る
。
一
九
七
五
（
昭
和
五
〇
）
年
に
は
、
勲

五
等
双
光
旭
日
章
を
受
章
、
齢
七
四
を
迎
え
て
い
た
。

そ
の
後
、
年
を
重
ね
て
行
く
も
、
小
川
の
道
を
究
め
ん
と
す
る

姿
勢
は
か
わ
ら
ず
、
晩
年
に
は
そ
の
心
境
を
語
っ
て
い
る
。

　

私
は
も
う
す
ぐ
満
で
九
十
一
歳
に
な
る
が
、
年
な
ん
か
問

題
で
は
な
い
。
今
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
ん
な
こ
と
は

問
題
で
は
な
い
。
十
段
に
な
る
と
か
、
そ
う
い
う
段
な
ど
も

問
題
で
は
な
い
。
毎
月
、
体
が
悪
く
て
大
変
だ
が
、
日
本
武

道
館
で
や
っ
て
い
る
全
剣
連
の
合
同
稽
古
に
行
く
の
も
、
こ

の
正
念
相
続
（
雑
念
を
正
念
化
す
る
）
の
修
行
を
す
る
た
め

に
行
く
の
で
あ
る
。
打
っ
た
打
た
れ
た
の
稽
古
な
ら
、
年
を

と
っ
て
体
が
衰
え
れ
ば
で
き
な
く
な
る
。
正
念
相
続
の
修
行

は
年
齢
や
体
に
は
関
係
な
い
。
だ
か
ら
楽
し
い
し
、
ま
た
楽

し
い
か
ら
続
け
る
道
力
が
内
か
ら
湧
き
出
る
の
で
あ
る
（
前

掲
「
発
奮
」）。

小
川
は
、
一
九
九
二
（
平
成
四
）
年
一
月
二
九
日
、
こ
の
世
に

別
れ
を
告
げ
た
。
九
一
年
の
生
涯
で
あ
っ
た
。
最
後
に
、『
小
川

忠
太
郎
範
士
剣
道
講
話
』
の
編
集
を
務
め
た
小
澤
誠
氏
の
言
葉
を

借
り
て
、
本
稿
を
し
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
平
成
）
四
年
一
月
二
十
九
日
、
先
生
は
従
容
と
し
て
眠
る

が
ご
と
き
大
往
生
を
遂
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
享
年
九
十
一

歳
。
あ
と
で
お
伺
い
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
先
生
は
死
を

目
前
に
し
「
病
気
を
楽
し
み
、
平
気
で
死
ぬ
」
と
い
う
心
境

で
お
ら
れ
た
よ
う
だ
。
辞
世
の
和
歌
に
「
我
が
胸
に
剣
道
理

念
抱
き
し
め
て　

死
に
ゆ
く
今
日
ぞ
楽
し
か
り
け
る
」。
ま

さ
に
先
生
の
一
生
は
、
道
に
志
し
、
道
を
修
行
し
、
道
を
楽

小川忠太郎範士（『剣と道　小川
忠太郎範士剣道講話（三）』より）
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し
ん
だ
道
人
と
し
て
の
生
涯
で
あ
っ
た
（「
あ
と
が
き
」
前

掲
『
剣
と
道　

小
川
忠
太
郎
範
士
剣
道
講
話
（
三
）』）。


