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操 
練 

操
練
と
は
、
軍
を
出
動
さ
せ
る
時
は
言
う
に
及
ば
ず
、
平
時
に
あ

て
も
人
馬
に
戦
の
や
り
方
を
教

え
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
異
国
に
お
い
て
も
周
で
は
こ
れ
を
治
兵
と
云
い
、
唐
で
は
教
旗
と
云
い
、

明
で
は
操
練
と
云

た
が
、
皆
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
古
代
の
日
本
で
は
都
に
鼓
吹
司
を
置
き
、
国
々

に
は
軍
団
を
置
い
て
軍
事
教
練
を
行
な

て
い
た
こ
と
が
史
書
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
他
に
も
犬
追

物
、
牛
追
物
、
又
は
戯
道
な
ど
と
云

た
事
も
操
練
・
教
旗
と
同
じ
趣
旨
で
あ
る
。
孔
子
も
「
教
え

ざ
る
民
を
以
て
戦
う
、
こ
れ
之
を
棄
て
る
と
謂
う
」
と
述
べ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
近
年
、
日
本

で
は
こ
う
し
た
操
練
が
全
く
行
な
わ
れ
ず
、
危
う
い
状
態
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
そ
の
理
由
は
、
弓

馬
、
鎗
刀
の
小
武
芸
で
あ

て
も
、
稽
古
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
一
芸
を
発
揮
で
き
な
く
な
る
も
の
で

あ
る
。
ま
し
て
や
天
下
分
け
目
の
大
武
芸
を
、
稽
古
も
な
し
に
行
動
さ
せ
る
こ
と
は
見
識
を
欠
く
こ

と
こ
の
上
な
い
。
大
将
た
る
人
は
、
心
中
深
く
思
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
異
国
で
は
末
世(

道
徳

が
衰
え
て
乱
れ
た
時
代)

に
な

て
も
、
よ
く
操
練
を
実
施
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
と
云
う

の
も
、
太
閤
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
征
伐
は
明
の
万
暦
年
間
で
あ
り
、
そ
の
国
で
は
数
十
年
間
に
わ
た
る

平
和
が
続
い
て
い
た
時
代
で
あ

た
が
、
明
か
ら
朝
鮮
に
加
勢
し
に
来
た
軍
勢
ど
も
は
、
そ
の
動
止

駆
引
が
甚
だ
自
在
で
あ

て
、
一
身
を
使
う
か
の
よ
う
で
あ
る
と
云

て
、
日
本
の
諸
将
が
大
い
に

驚
い
た
の
で
あ

た
。
又
近
年
に
な

て
明
和(

一
七
六
四

一
七
七
二)

の
頃
、
支
那
の
福
州
に
漂

流
し
て
三
年
後
に
日
本
に
帰
国
し
た
者
ど
も
が
語
る
こ
と
を
聞
い
た
の
で
あ
る
が
、
南
京
省
に
滞

在
し
て
い
た
間
に
軍
の
稽
古
を
度
々
見
る
こ
と
が
あ

た
と
云
う
。
今
の
清
も
康
熙
帝
以
来
、
百
余

年
の
穏
や
か
な
世
が
続
い
て
お
り
、
そ
の
上
、
南
京
省
は
首
都
(
北
京
)
を
去
る
こ
と
四
十
日
路
の

い
く
さ 

く 

す
い 

し 

け 

ど
う 

ど
う 

し 

か
け
ひ
き 



辺
鄙
な
場
所
で
あ
る
が
、
右
記
の
よ
う
に
軍
事
を
疎
か
に
し
な
い
の
は
、
手
の
行
き
届
い
た
政
治
で

あ

て
羨
ま
し
い
限
り
で
あ
る
。さ
て
、日
本
の
軍
は
操
練
も
な
く
、軍
法
も
粗
末
な
も
の
で
あ
る
。

た
だ
国
土
自
然
の
英
気
に
任
せ
て
、
そ
の
鉾
先
が
鋭
い
だ
け
で
あ
る
。
支
那
の
兵
と
接
戦
す
れ
ば
、

一
旦
は
勝
利
を
得
る
で
あ
ろ
う
が
、
⾧
期
戦
に
な

て
位
詰
(

敵
を
制
圧
す
る
備
を
立
て
、
敵
の

動
き
に
応
じ
て
徐
々
に
追
い
詰
め
て
い
く
こ
と
)
に
遭
え
ば
、
軍
法
が
厳
重
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、

必
ず
瓦
解
し
て
敗
れ
る
で
あ
ろ
う
。
兵
を
用
い
る
者
は
、
こ
の
所
を
よ
く
会
得
し
て
、
操
練
と
軍
法

を
忽
せ
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
操
練
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、
左
に
大
略
を
記
す
。
さ
ら
に
広
く
考
察

し
て
教
え
よ
。た
だ
し
、細
か
い
こ
と
に
拘
泥
せ
ず
に
、大
筋
を
し

か
り
と
教
え
る
よ
う
に
せ
よ
。 

〇
操
練
す
る
に
は
、
先
ず
操
練
を
実
施
す
る
た
め
の
場
所
を
設
け
よ
。
概
ね
大
き
く
て
六

七
里

(
約
三
・
九

約
四
・
六
㎞
)
四
方
、 

 
 

 
 

 
 

小
さ
く
て
四

五
町
(
約
四
三
六
・
四

約
五
四

五
・
五
ｍ
)
か
ら
十
町
(
一
〇
九
〇
・
九
ｍ
)
程
で
あ
る
。
国
の
大
小
、
人
数
の
多
寡
に
応
じ
れ
ば
よ
い
。

こ
れ
を
大
馬
場
と
云
う
。
た
だ
し
、
こ
の
大
馬
場
は
総
人
数
を
集
め
て
、
大
操
練
を
す
る
場
所
な
の

で
、
年
に
二
度
だ
け
設
け
れ
ば
よ
い
。 

 

そ
れ
以
外
の
小
操
練
は
、
末
巻
で
図
示
す
る
大
学
校
の

敷
地
内
で
教
え
よ
。
そ
の
教
育
法
も
末
巻
に
記
し
て
あ
る
。 

〇
第
一
に
、
第
八
巻
目
に
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
押
前
(

前
進
)、
陣
取
の
要
領
、
又
は
野
陣

の
張
り
方
な
ど
を
教
え
よ
。 

〇
次
に
全
て
の
軍
兵
が
陣
屋
に
居
る
時
、
陣
触
れ
(

出
陣
命
令
の
伝
達
)
の
要
領
を
操
練
せ
よ
。

そ
の
仕
方
は
、
薄
板
に
「
何
日
、
何
時
、
何
処
へ
出
陣
」
と
書
く
。
た
だ
し
、
出
陣
の
行
く
先
を
省

く
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
札
を
三
尺
(
約
九
一
㎝
)
程
の
竹
に
挟
ん
で
、
幟
の
よ
う
に
す
る
。

こ
の
幟
を
本
大
将
か
ら
一
札
を
三
人
ず
つ
に
持
た
せ
て
番
頭
の
下
に
遣
わ
す
の
で
あ
る
。
た
だ
し

番
頭
が
七
組
で
あ
れ
ば
、
こ
の
札
を
七
枚
こ
し
ら
え
て
、
一
頭
に
一
札
ず
つ
遣
わ
す
こ
と
に
な
る
。

六
町
(
六
五
四
・
五
四

ｍ
)
で
一
里
で
あ
る 

二
月 

八
月 

へ
ん 

ぴ 

く
ら
い
づ
め 

ゆ
る
が 

の
ぼ
り 



勿
論
、
使
い
の
者
は
直
に
番
頭
に
対
面
し
て
相
渡
し
、
控
え
て
居
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
番
頭
は

自
筆
に
て
「(
自
分
の
)
姓
名
、
承
る
」
と
書
い
て
、
別
に
使
者
を
仕
立
て
、
手
下
の
百
人
頭
に
遣

わ
す
。
そ
の
時
、
百
人
頭
が
自
筆
に
て
書
き
付
け
る
の
は
、
番
頭
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
百
人

頭
が
何
人
あ
ろ
う
と
も
、
番
頭
の
使
い
が
持
ち
回
る
よ
う
に
せ
よ
。
次
々
に
持
ち
回

て
最
後
の
百

人
頭
を
終
え
て
持
ち
帰

た
な
ら
ば
、(
そ
の
札
を
)
大
将
の
使
者
に
返
納
せ
よ
。
大
将
の
使
者
は

こ
れ
を
持
ち
帰

て
、
直
に
大
将
軍
に
納
め
よ
。
そ
う
し
て
、
百
人
頭
は
各
人
が
右
記
の
札
を
写
し

取

て
、
手
下
の
小
組
頭
共
を
呼
び
集
め
て
そ
の
札
(
写
し
)
を
見
せ
て
、
そ
の
札
に
受
令
の
署
名

を
さ
せ
よ
。
小
組
頭
は
又
、
そ
の
札
を
写
し
て
持
ち
帰
り
、
手
下
の
首
立
(
主
立
)
五
人
を
呼
び
集

め
て
、
右
の
札
を
貸
し
与
え
よ
。
五
人
の
首
立
(
主
立
)
は
そ
の
札
を
借
り
て
帰
り
、
面
々
の
組
員

で
あ
る
四
人
の
軍
士
共
に
見
せ
て
、
そ
の
札
に
皆
の
爪
判
(
拇
印
)
を
取

て
、
右
の
札
を
小
組
頭

に
返
納
せ
よ
。こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、百
万
人
の
軍
士
と
云
え
ど
も
、一
々
受
領
判
を
取
る
こ
と
で
、

確
実
に
知
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 

〇
次
に
貝
の
吹
き
方
を
教
え
よ
。
そ
の
方
法
と
し
て
、
一
番
貝
は
起
床
で
あ
る
。
起
き
て
飯
の
用
意

を
せ
よ
。
二
番
貝
は
支
度
で
あ
る
。
装
具
で
身
を
固
め
よ
。
三
番
貝
は
集
合
で
あ
る
。
出
て
陣
門
に

整
列
し
、
大
将
の
お
出
ま
し
を
待
て
。
さ
て
貝
に
は
様
々
な
吹
き
方
が
あ
り
、
そ
の
決
ま
り
ご
と
が

や
た
ら
と
多
い
が
、
戦
場
の
騒
が
し
い
中
で
事
細
か
な
合
図
は
聞
き
分
け
る
の
が
難
し
く
、
却

て

間
違
い
の
元
に
な
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
た
だ
貝
は
貝
と
だ
け
定
め
よ
。
た

だ
し
、
急
速
に
吹
く
か
、
冗
⾧
に
吹
く
か
の
二
通
り
に
吹
き
分
け
る
こ
と
は
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。 

た
だ
し
、
出
陣
に
貝
、
拍
子
木
等
の
鳴
物
を
一
切
禁
じ
て
、
密
か
に
出
陣
す
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
場
面
も
又
、
操
練
す
べ
き
で
あ
る
。 

〇
次
に
太
鼓
の
作
法
を
教
え
よ
。
そ
の
方
法
は
敵
と
の
間
合
い
が
四

五
町
(
約
四
三
六
・
四

約
五



四
五
・
五
ｍ
)
か
ら
二

三
十
間
(
約
三
六
・
四

約
五
四
・
五
ｍ
)
に
詰
ま
る
ま
で
は
、
緩
く
打
つ
。

大
概
は
太
鼓
一
声
に
一
歩
足
を
運
ぶ
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
敵
と
の
間
合
い
が
二

三
十
間
(
約
三
六
・
四

約
五
四
・
五
ｍ
)
に
詰
ま

た
な
ら
ば
、
双
方
が
睨
み
合

て
そ
れ
以
上
は

間
合
い
が
詰
ま
り
難
く
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
時
は
居
敷
(

片
膝
を
つ
く
姿
勢
)
を
し
て
弓
・

鉄
砲
を
連
ね
て
発
射
し
、
太
鼓
を
三
拍
子
の
頭
付
け
を
打

て
早
太
鼓
に
直
せ
ば
、
士
卒
は
無
二
無

三
に
矢
煙
の
下
か
ら
敵
隊
に
飛
び
込
む
の
で
あ
る
。
軍
法
の
巻
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
頭
付
け
の
太

鼓
を
聞
い
て
も
進
ま
な
い
者
は
、
そ
の
頭
、
並
び
に
鑑
軍
が
よ
く
見
覚
え
て
報
告
し
、
戦
が
済
ん
だ

後
に
斬

て
棄
て
よ
。
こ
う
し
た
場
合
の
太
鼓
は
、
馬
上
太
鼓
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
鞍
の
左
の

居
木
先
へ
太
鼓
を
縦
に
結
び
付
け
て
、
馬
上
で
打
つ
の
で
あ
る
。 

〇
次
に
押
行
(

行
進
)
要
領
を
教
え
よ
。
し
か
し
な
が
ら
押
前
は
人
数
の
多
寡
、
土
地
の
険
易
に

因

て
手
順
が
同
じ
で
は
な
い
の
で
、
一
概
に
は
言
い
難
い
。
た
だ
行
列
を
乱
さ
な
い
こ
と
や
、
大

小
便
を
し
、
草
鞋
等
を
着
替
え
る
等
の
あ
ら
ま
し
を
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

〇
次
に
押
行
の
道
中
(

行
進
中
)
に
お
い
て
敵
に
遭
遇
し
た
時
の
行
動
を
教
え
よ
。
行
進
途
上
に

お
い
て
も
、
常
に
前
後
左
右
の
物
見
を
用
い
る
よ
う
に
せ
よ
。
そ
う
し
て
東
の
方
に
敵
あ
り
と
物
見

か
ら
報
告
が
あ
れ
ば
、
旗
本
で
鐘
を
鳴
ら
し
て
、
押
行
人
数
(

行
進
縦
隊
)
を
停
止
さ
せ
る
。

そ
の
時
、
総
員
居
敷
し
て
旗
本
の
下
知
を
待
て
。
敵
の
有
無
を
諸
軍
に
通
知
す
る
に
は
、
前
述
し
た

よ
う
に
旗
を
用
い
る
。
そ
の
仕
方
は
第
七
巻
目
で
述
べ
た
と
こ
ろ
の
内
容
を
教
え
よ
。
さ
て
居
敷
に

て
旗
本
の
下
知
を
待

て
、
敵
に
攻
め
か
か
る
の
が
基
本
で
は
あ
る
が
、
敵
の
軍
勢
が
無
二
無
三
に

突
入
し
て
来
る
な
ら
ば
、
旗
本
の
下
知
を
待
つ
こ
と
な
く
、
敵
と
接
触
し
た
備
が
直
に
取
合

て
合

戦
せ
よ
。
も

と
も
遊
軍
は
そ
の
後
方
に
詰
め
る
か
、
敵
の
側
面
を
打
撃
す
る
か
せ
よ
。
そ
の
他
の

備
は
妄
り
に
動
揺
せ
ず
、
各
方
角
に
向
い
て
居
敷
し
な
が
ら
旗
本
の
下
知
を
待
て
。
下
知
が
あ
る
ま

こ
の
仕
方
は
一
騎
前

の
巻
に
記
し
て
あ
る

 

お
り
し
き 

か
し
ら 

め
つ
け 

い 

き 



で
は
少
し
で
も
動
い
て
は
な
ら
な
い
。 

〇
次
に
押
行
の
道
中(

行
進
中
)に
お
い
て
、両
方
向
に
敵
を
発
見
し
た
場
合
に
つ
い
て
教
え
よ
。

三
方
向
、
四
方
(
全
周
囲
)
に
つ
い
て
も
皆
、
同
じ
よ
う
に
教
え
る
の
で
あ
る
。 

〇
次
に
押
行
人
数
(

行
進
縦
隊
)
に
鐘
を
鳴
ら
し
て
停
止
さ
せ
る
こ
と
を
教
え
よ
。
そ
の
方
法
と

し
て
、
先
ず
旗
本
が
足
を
止
め
て
鐘
を
鳴
ら
し
た
な
ら
ば
、
先
陣
は
行
き
過
ぎ
、
後
陣
は
押
し
詰
ま

て
難
儀
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
人
数
(
縦
隊
)
を
停
止
さ
せ
る
に
は
、
行
進
し
な
が
ら
鐘
を

五
声
打
て
。
そ
の
時
に
は
諸
手
も
鐘
を
鳴
ら
し
て
応
ず
る
の
で
あ
る
。
鐘
を
打
つ
方
法
は
一
呼
吸
に

一
声
打
つ
よ
う
に
せ
よ
。
そ
し
て
六
声
目
に
旗
本
の
足
を
止
め
、
そ
れ
以
外
の
梯
隊
も
聞
き
つ
け
次

第
、
足
を
止
め
る
な
ら
ば
、
先
陣
が
行
き
過
ぎ
る
こ
と
も
な
く
、
後
陣
が
押
し
詰
ま
る
こ
と
も
な
く

し
て
、
行
列
が
整
う
の
で
あ
る
。 

〇
次
に
敵
と
我
が
備
を
押
出
し
て
、
大
競
合
い
と
な
る
場
面
を
教
え
よ
。
そ
の
手
順
、
突
破
口
を
つ

く
る
の
に
六
つ
あ
る
。
全
て
は
陸
戦
の
巻
に
出
て
い
る
。
そ
の
記
述
内
容
に
基
づ
い
て
操
練
せ
よ
。

こ
れ
は
特
に
重
要
な
操
練
で
あ
る
。 

〇
次
に
敵
を
踏
み
破

て
追
撃
す
る
時
の
こ
と
を
操
練
せ
よ
。
こ
れ
又
陸
戦
の
巻
に
あ
る
。 

〇
次
に
味
方
が
敵
に
追
撃
さ
れ
て
い
る
時
に
、
二
の
見
か
ら
敵
の
側
面
を
打
撃
す
る
場
面
を
操
練

せ
よ
。
こ
れ
又
陸
戦
の
巻
に
あ
る
。 

〇
次
に
馬
入
れ
(

騎
馬
で
の
突
入
)
の
場
面
を
操
練
せ
よ
。
馬
入
れ
に
は
三
つ
の
方
法
が
あ
る
。

こ
れ
又
陸
戦
の
巻
に
あ
る
。 

〇
次
に
敵
が
馬
入
れ
す
る
の
を
阻
止
す
る
場
面
を
操
練
せ
よ
。
こ
れ
又
陸
戦
の
巻
に
あ
る
。 

〇
次
に
⾧
柄(

鑓)

備
の
立
て
方
を
教
え
よ
。
こ
れ
又
陸
戦
の
巻
に
あ
る
。 

〇
次
に
⾧
柄
備
を
破
る
要
領
を
教
え
よ
。
こ
れ
又
陸
戦
の
巻
に
あ
る
。 



〇
次
に
大
砲
の
撃
ち
方
、
又
大
砲
で
砲
撃
す
る
場
面
を
教
え
よ
。
二
つ
と
も
陸
戦
の
巻
に
あ
る
。 

〇
次
に
城
攻
め
の
方
法
を
教
え
よ
。
中
で
も
特
に
仕
寄
(

城
に
近
寄
る
)
の
技
は
、
そ
の
実
行
が

難
し
い
も
の
で
あ
る
。
し

か
り
教
え
よ
。
詳
し
い
こ
と
は
城
攻
め
の
巻
に
あ
る
。
と
り
わ
け
居
敷

し
な
が
ら
(
低
い
姿
勢
で
)
仕
寄
る
技
を
十
分
に
習
得
さ
せ
よ
。 

〇
次
に
守
城
の
各
種
方
法
を
教
え
よ
。
そ
の
方
法
は
籠
城
の
巻
に
あ
る
。
総
じ
て
城
攻
め
、
籠
城
の

二
条
に
は
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
よ
く
意
識
し
て
そ
の
本
質
を
分
か
り
易
く
教
え
よ
。 

〇
馬
を
教
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
十
五
巻
目
、
馬
の
条
で
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。 

右
に
述
べ
た
以
外
に
も
、
楯
の
持
ち
方
、
虚
敗
(

偽
の
敗
走
)
の
仕
方
等
、
思
い
つ
く
も

の
を
次
々
と
教
え
よ
。
な
お
、
こ
の
他
に
も
軍
中
の
礼
式
が
あ
る
。
時
間
に
余
裕
が
あ
れ
ば

教
え
よ
。戦
が
巧
い
か
拙
い
か
は
全
て
こ
の
操
練
に
あ
る
の
で
、忽
せ
に
し
て
は
な
ら
な
い
。

日
本
の
軍
は
操
練
を
し
な
い
の
で
、
無
法
の
戦
が
多
い
。
太
閤
・
秀
吉
の
猛
威
と
云
え
ど
も
、

朝
鮮
に
お
い
て
明
軍
の
堂
々
整
斉
と
し
た
姿
に
仰
天
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
他
に
も
和
漢

の
軍
立
て
の
精
粗
の
様
子
を
、
諸
軍
記
を
読
ん
で
学
べ
。
皆
、
操
練
す
る
の
と
し
な
い
の
と

に
あ
る
。
孔
子
が
「
民
に
教
え
ざ
る
を
以
て
戦
う
、
こ
れ
を
棄
て
る
と
謂
う
」
と
言

た
こ

と
の
意
味
を
よ
く
吟
味
せ
よ
。
さ
て
、
現
在
の
大
平
の
世
の
人
に
甲
冑
を
着
せ
て
奔
走
さ
せ

た
な
ら
ば
、
肩
を
引
か
れ
、
体
の
節
々
が
痛
ん
で
一
里
(
約
六
五
四
・
五
ｍ
)
を
往
来
す
る

こ
と
さ
え
困
難
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
操
練
の
度
毎
に
甲
冑
を
着
せ
て
終
日
奔
走

さ
せ
て
い
れ
ば
、
度
重
な

て
自
然
と
甲
冑
に
慣
れ
る
の
で
、
肩
も
引
か
れ
ず
、
体
の
節
々

も
痛
ま
ず
、
足
も
重
く
な
く
、
息
も
切
れ
ず
、
後
に
は
二

三
日
甲
冑
を
脱
が
な
く
て
も
、

さ
ほ
ど
体
も
疲
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
所
が
操
練
の
妙
で
あ
る
。
よ
く
よ
く
配
慮
し
て

教
え
よ
。
し
か
る
に
、
現
代
の
よ
う
に
完
全
に
平
和
ボ
ケ
し
た
世
の
中
に
あ

て
、
こ
れ
ら

そ
ら
に
げ 

い
く
さ 



の
言
を
発
す
る
こ
と
は
、
実
に
罪
多
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
は
云
え
ど
も
、
始
め
よ
り
繰
り

返
し
云

て
い
る
よ
う
に
、日
本
は
海
国
で
あ
り
、し
か
も
隣
国
が
多
い
地
勢
な
る
が
ゆ
え
、

た
だ
外
国
に
よ
る
事
変
の
た
め
に
も
こ
の
よ
う
に
教
え
て
お
く
べ
き
こ
と
が
、「
備
」
と
い
う

字
の
本
来
意
味
す
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
今
の
世
で
武
備
と
云
う
こ
と
は
、
人
々
が
絶
え

ず
口
に
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、皆
虚
談
で
あ

て
実
用
性
が
な
い
。危
う
い
こ
と
甚
だ
し
い
。

武
備
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
よ
り
も
さ
ら
に
劣

て
い
る
。
よ
く
よ
く
考
え
て
み
よ
。 

             

第
十
三
巻
終 


