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江
戸
期
に
は
多
く
の
槍
術
の
流
派
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

明
治
以
降
、
急
速
に
失
わ
れ
て
い
っ
た
。
現
在
で
は
、
風
偲
流
、
佐

分
利
流
、
貫
流
、
そ
し
て
本
稿
で
取
り
上
げ
る
宝
蔵
院
流
の
四
つ
が

槍
術
専
門
の
流
派
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
お
り
、
神
社
・
寺
院
で
の

奉
納
演
武
や
古
武
道
イ
ベ
ン
ト
で
の
演
武
で
稀
に
み
る
こ
と
が
で
き

る
に
過
ぎ
な
い
。
奈
良
で
発
祥
し
た
宝
蔵
院
流
槍
術
は
、
い
く
つ
も

あ
っ
た
系
派
を
含
め
て
、
江
戸
後
期
に
は
槍
術
の
中
で
最
大
の
流
派

と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
全
国
的
な
広
が
り
を
み
せ
た
が
、
現
在
で
は
高

田
派
と
呼
ば
れ
る
―
つ
の
系
派
、
し
か
も
そ
の
う
ち
の
槍
合
せ
の
型

と
呼
ば
れ
る
一
部
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

は
じ
め
に

前
田
繁
則

小
寺
直
樹

平
野
恭
平

民
俗
文
化
・
古
武
道
と
し
て
の

槍
術
の
伝
承
・
復
元
の
あ
り
方

ー
大
阪
宝
蔵
院
流
槍
術
の
取
り
組
み
を
中
心
に
1

現
代
武
道
は
、
単
な
る
武
技
の
習
得
に
と
ど
ま
ら
ず
、
心
身
の
鍛

錬
を
通
じ
て
人
間
形
成
を
図
る
教
育
的
な
側
面
を
も
っ
て
親
し
ま
れ

て
い
る
が
、
槍
術
の
よ
う
に
、
近
世
か
ら
の
伝
承
に
重
き
を
置
き
、

そ
れ
を
大
切
に
保
存
し
て
き
た
古
武
道
も
あ
る
。
古
武
道
は
、
近
世

か
ら
近
代
に
か
け
て
武
士
か
ら
民
衆
へ
と
広
が
り
、
近
代
以
降
は
市

民
層
が
担
い
手
と
な
っ
て
、
世
代
を
い
く
つ
も
超
え
て
現
在
へ
と

伝
承
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
近
世
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
古
武
道
は
、

単
な
る
殺
傷
技
術
で
は
な
く
、
表
現
様
式
・
思
想
・
信
仰
・
教
育
法

な
ど
に
日
本
の
伝
統
や
文
化
が
内
包
さ
れ
て
お
り
、
民
俗
文
化
を
構

成
す
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
か
つ
て
は
、
民
俗
芸
能
の

演
目
に
関
係
す
る
形
で
武
術
が
民
俗
学
の
対
象
と
な
る
こ
と
も
あ
っ

た
が
、
こ
の
よ
う
な
性
格
か
ら
古
武
道
そ
の
も
の
を
民
俗
学
の
対
象

と
す
る
研
究
も
現
れ
て
お
り
、
伝
承
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
長
い
年
月
を
経
た
伝
承
の
過
程
で
は
、
時
代
や

環
境
の
変
化
に
よ
っ
て
武
術
そ
の
も
の
が
喪
失
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、

伝
承
の
担
い
手
が
血
族
か
ら
有
志
へ
と
変
わ
り
、
そ
の
有
志
の
代

表
が
亡
く
な
っ
た
際
に
型
や
術
技
が
失
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
失

伝
し
か
け
た
型
や
術
技
に
つ
い
て
、
残
さ
れ
た
有
志
が
稽
古
を
再
開

す
る
中
で
伝
書
類
を
紐
解
い
て
再
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、

伝
承
さ
れ
て
い
る
型
や
術
技
が
一
部
に
と
ど
ま
る
場
合
に
は
、
後
々

に
か
つ
て
の
姿
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
機
運
が
高
ま
る
こ
と
も
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
失
わ
れ
た
も
の
に
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
の
か
と
い
う
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型
や
術
技
の
復
元
が
、
重
要
な
論
点
の
一
っ
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
。

民
俗
芸
能
の
分
野
で
は
、
失
わ
れ
た
演
目
・
唄
．
踊
り
・
道
具
な

ど
を
復
元
す
る
取
り
組
み
が
数
多
く
あ
り
、
古
武
道
の
研
究
で
も
同

(
4
)
 

様
の
試
み
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
、
残
さ
れ
た
伝
書
や
絵

図
な
ど
を
駆
使
し
、
資
料
に
忠
実
な
復
元
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
も

あ
り
、
貴
重
な
成
果
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
資
料
に
基
づ
く
だ
け
で
は
、
指
導
者
・
経
験
者
の
教
授
を

経
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
動
作
の
タ
イ
ミ
ン
グ
・
緩
急
強

弱
・
間
合
・
呼
吸
と
い
っ
た
文
字
と
し
て
残
り
に
く
い
要
素
を
欠
く

可
能
性
が
あ
り
、
実
践
に
展
開
し
て
い
く
に
は
そ
れ
ら
を
補
う
必
要

が
あ
る
。
古
武
道
を
取
り
上
げ
た
研
究
で
も
、
伝
書
類
に
基
づ
く
復

元
に
偏
重
す
る
の
で
は
な
く
、
術
技
や
理
合
の
面
か
ら
の
検
討
や
実

際
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
技
法
を
吟
味
し
て
の
考
察
の
重
要
性
を
指
摘

(
5
)
 

す
る
も
の
も
あ
る
。

そ
の
た
め
、
実
践
へ
の
展
開
を
視
野
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
資
料
か

ら
正
確
に
読
み
解
く
だ
け
で
は
な
く
、
資
料
に
基
づ
い
て
復
元
さ
れ

る
も
の
と
現
在
ま
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
も
の
が
交
差
す
る
折
衷
的
な

も
の
を
模
索
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
復
元
に
際
し
て
、

民
俗
芸
能
で
は
、
衰
退
・
失
伝
し
た
演
目
・
唄
．
踊
り
な
ど
を
他
地

域
の
も
の
を
取
り
入
れ
て
復
活
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
武
術
の
場

合
、
師
資
相
承
を
基
本
と
す
る
伝
承
系
譜
に
よ
る
正
当
性
が
重
視
さ

れ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
、
同
系
流
派
の
も
の
を
取
り
入
れ
る
か
否

(
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か
を
含
め
て
、
復
元
は
忌
避
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
。
現
在
の
伝
承
活

動
と
の
関
係
性
や
正
当
性
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
も
課
題
と
い

え
る
。以

上
か
ら
は
、
資
料
に
基
づ
く
完
璧
な
復
元
が
目
指
さ
れ
る
だ
け

で
は
な
く
、
現
在
の
伝
承
を
踏
ま
え
た
形
で
の
復
元
を
目
指
し
、
実

践
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
も
―
つ
の
方
向
性
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、

民
俗
芸
能
や
古
武
道
に
と
っ
て
、
自
ら
の
ル
ー
ツ
を
探
ろ
う
と
す
る

過
程
で
も
あ
り
、
伝
承
活
動
の
あ
り
方
の
一
っ
と
し
て
積
極
的
に
評

価
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
近
代
以

降
、
著
し
い
衰
退
を
み
せ
、
そ
の
過
程
で
多
く
の
型
や
術
技
を
失
い

な
が
ら
も
、
古
武
道
と
し
て
現
代
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
宝
蔵
院

流
槍
術
に
つ
い
て
、
伝
承
の
系
譜
と
そ
の
あ
り
方
を
示
し
、
そ
の
後

で
、
大
阪
宝
蔵
院
流
槍
術
の
取
り
組
み
を
中
心
と
し
て
、
失
伝
し
た

型
の
復
元
に
つ
い
て
の
意
義
と
限
界
を
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

宝
蔵
院
流
槍
術
は
奈
良
発
祥
の
武
術
で
あ
り
、
創
始
者
は
、
興
福

寺
塔
頭
の
宝
蔵
院
の
院
主
で
あ
っ
た
覚
禅
房
胤
栄
で
あ
る
。
胤
栄
に

は
、
宝
蔵
院
流
槍
術
の
創
始
に
際
し
て
、
十
文
字
槍
を
発
明
し
た
と

い
う
伝
説
も
あ
り
、
明
治
の
浮
世
絵
師
・
月
岡
芳
年
も
連
作
『
月
百

近
惟
か
ら
現
代
に
至
る
宝
蔵
院
流
槍
術
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姿
』
の
中
で
「
つ
き
の
発
明
」
と
し
て
描
い
て
い
る
。
胤
栄
が
十
文

字
槍
を
発
明
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
が
大
勢
を
占
め
、
古
武
道

に
よ
く
み
ら
れ
る
流
儀
を
神
秘
化
す
る
た
め
の

一
種
の
縁
起
話
と
み

ら
れ
る
が
、
十
文
字
槍
の
操
法
に
独
自
の
工
夫
を
凝
ら
し
た
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。
胤
栄
は
、
新
陰
流
の
流
祖
・
上
泉
信
綱
か
ら
剣
術
を
、

剣
術
・
柔
術
・
棒
術
・
槍
術
・
薙
刀
術
・
軍
学
な
ど
を
含
む
総
合
武

術
で
あ
っ
た
香
取
新
当
流
の
兵
法
家
・
大
西
木
春
見
か
ら
槍
術
を
学

ん
で
お
り
、
そ
れ
ら
を
基
礎
に
十
文
字
槍
を
用
い
る
独
自
の
流
儀
を

(
8
)
 

編
み
出
し
た
。

胤
栄
の
槍
術
は
、
短
柄
の
槍
を
縦
横
に
立
体
的
に
使
う
操
法
に
特

徴
が
あ
っ
た
。
宝
蔵
院
流
槍
術
で
用
い
る
十
文
字
槍
は
、
鎌
槍
と

も
称
し
、
全
長
九
尺
＼
一
丈
（
約
ニ
・
七
＼
三
メ
ー
ト
ル
）
、
図
ー

の
よ
う
に
、
穂
長
六
＼
七
寸
（
約
一
八
＼
ニ
―
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
、

鎌
幅
四
＼
五
寸
（
約
―
二
＼
一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
、
尖
っ
た
形

状
の
石
突
の
長
さ
四
＼
五
寸
（
約

―
二
＼
一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

と
な
っ
て
い
た
。
現
在
の
稽
古
で
も
、
ほ
ぼ
同
じ
約
ニ
・
七
メ
ー
ト

ル
の
十
文
字
の
形
を
し
た
木
製
槍
を
使
用
し
て
い
る
。
鎌
槍
の
特
徴

と
し
て
は
、
穂
に
も
柄
に
も
横
手
の
な
い
素
朴
な
形
状
の
素
槍
に
比

べ
て
、
攻
防
変
化
の
多
様
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
攻
撃
面
で
は
、
穂
先

で
突
く
以
外
に
、
押
し
た
り
引
い
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
鎌
で
切

る
、
防
御
面
で
は
、
鎌
を
水
平
に
し
て
身
構
え
て
、
相
手
の
槍
の
突

き
を
鎌
で
引
き
落
と
し
た
り
上
へ
押
し
上
げ
た
り
す
る
、
下
か
ら
掬
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い
受
け
て
鎌
で
掛
け
落
と
し
た
り
巻
き
落
と
し
た
り
す
る
な
ど
に

よ
っ
て
、
攻
撃
を
か
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
槍
の
操
法

に
は
、
柄
を
短
く
し
て
取
り
回
し
を
容
易
に
す
る
こ
と
が
適
し
て
い

た。
胤
栄
の
槍
術
は
、
香
取
新
当
流
の
槍
術
が
基
礎
に
あ
る
と
み
ら
れ

る
が
、
理
合
と
し
て
は
、
新
陰
流
の
影
響
が
色
濃
く
認
め
ら
れ
る
と

い
わ
れ
る
。
宝
蔵
院
流
槍
術
で
は
、
相
手
の
仕
掛
け
と
同
時
に
攻
防

一
体
で
技
を
施
し
て
勝
つ
技
が
多
い
こ
と
、
敵
の
手
足
を
攻
め
て
生

命
を
奪
わ
ず
に
闘
争
心
を
失
わ
せ
る
技
が
多
い
こ
と
な
ど
、
敵
を
十

分
に
働
か
せ
て
、
そ
れ
に
乗
じ
て
勝
ち
を
得
る
理
が
み
ら
れ
、
「
槍

術
に
お
け
る
活
人
剣
」
と
評
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
術
技
と
理
合
が
、

泰
平
の
世
と
な
っ
た
時
代
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
宝
蔵
院
流
槍
術
が
江

(
9
)
 

戸
期
に
広
く
普
及
し
た
一
因
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

こ
の
胤
栄
の
生
み
出
し
た
宝
蔵
院
流
槍
術
は
、
後
継
の
禅
栄
房
胤

舜
に
受
け
継
が
れ
た
。
胤
舜
は
、
胤
栄
の
直
弟
子
の
奥
蔵
院
の
老
僧

に
学
ん
だ
と
さ
れ
る
が
、
鎌
槍
の
操
法
と
術
技
を
整
理
し
、
流
儀
と

し
て
の
体
裁
を
整
え
、
伝
書
の
体
系
を
確
立
し
た
。
こ
の
他
に
も
、

図
2
に
示
す
よ
う
に
、
胤
栄
の
高
弟
で
あ
っ
た
中
村
市
右
衛
門
直
政

（
福
井
溜
松
平
家
家
臣
）
、
そ
の
弟
子
の
高
田
又
兵
衛
吉
次
（
小
倉
溜

小
笠
原
家
家
臣
）
、
胤
舜
の
下
で
学
ん
だ
中
御
門
半
入
胤
張
・
磯
野

主
馬
信
元
（
熊
本
溜
細
川
家
家
臣
）
・
下
石
平
右
衛
門
三
正
（
白
河

溜
松
平
家
家
臣
）
と
い
っ
た
門
弟
た
ち
に
も
伝
え
ら
れ
、
彼
ら
が
そ

れ
ぞ
れ
系
派
を
起
こ
し
、
中
村
派
・
高
田
派
・
磯
野
派
・
下
石
派
な

(10) 

ど
と
し
て
日
本
各
地
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。

本
流
と
し
て
の
奈
良
の
宝
蔵
院
流
槍
術
は
鎌
宝
蔵
院
と
も
呼
ば
れ
、

代
々
の
院
主
が
宗
家
と
な
り
、
江
戸
期
を
通
じ
て
槍
術
の
伝
承
を

行
っ
て
い
た
。
三
代
の
覚
舜
房
胤
清
は
長
尾
一
入
資
政
（
長
尾
派
）

を
、
四
代
の
覚
山
房
胤
風
は
伊
能
宗
右
衛
門
由
常
（
伊
能
派
）
・
旅

川
弥
右
衛
門
政
羽
（
旅
川
流
）
•
姉
川
忠
右
衛
門
安
知
（
姉
川
流
）

を
輩
出
し
、
系
派
が
全
国
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。
嘉
永
•
安
政
頃
の

全
国
の
著
名
槍
術
家
を
記
し
た
文
献
に
よ
れ
ば
、
槍
術
家
三
七
九
名

の
う
ち
宝
蔵
院
流
系
統
の
者
は
―
二
六
名
、
全
国
一
四
四
ヵ
所
の
う

ち
宝
蔵
院
流
系
統
の
あ
る
場
所
は
七
ニ
ヵ
所
と
な
っ
て
お
り
、
十
文

字
槍
を
専
門
と
す
る
有
力
な
流
儀
が
宝
蔵
院
流
系
統
以
外
に
現
れ
な

か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
江
戸
後
期
の
総
勢
力
は
か
な
り
の
大
き
さ
と

(11) 

な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
明
治
の
世
に
な
る
と
、
鎌
宝
蔵
院
の
伝
授

活
動
は
み
ら
れ
な
く
な
り
、
神
仏
分
離
に
よ
っ
て
宝
蔵
院
と
と
も
に

喪
失
し
て
い
っ
た
。

鎌
宝
蔵
院
と
系
派
で
の
型
の
差
異
に
つ
い
て
の
研
究
も
あ
る
が
、

中
村
派
・
高
田
派
・
磯
野
派
な
ど
と
い
っ
た
系
派
は
便
宜
上
の
呼
称

(12) 

で
あ
り
、
正
式
に
は
い
ず
れ
も
宝
蔵
院
流
で
あ
る
。
槍
術
史
研
究

の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
島
田
貞
一
に
よ
れ
ば
、
胤
栄
の
晩
年
の
頃
に

は
流
儀
の
大
元
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
「
内
容
も
各
系
統
に

よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
工
夫
が
加
え
ら
れ
て
は
い
た
が
、
基
本
的
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図2．宝蔵院流高田派槍術の伝承系譜
（資料 1) 石川哲也「現伝承の宝蔵院流高田派の術技と伝書に記された術技の差

異についての研究」（『関西武道学研究』第23巻第 1号， 2014年3月）
11-15頁。

（資料 2) 島田貞ー・今村嘉雄・齋藤聰編『日本武道体系
1982年） 203頁， 210-211頁。

（資料 3)奈良宝蔵院流槍術保存会『宝蔵院槍術』（奈良宝蔵院流槍術保存会，

2013年8月）。
（注 1)高田派の伝承系譜については，現在伝承活動を行っている組織に連なる

ものを中心に示している。
（注 2)系譜図中の吉田弥五右衛門豊平については，資料 1では系譜から外れて

いるが，資料 2では系譜に連なっている。本稿では，暫定的に系譜に連
ねているが，今後検証する必要がある。

第 7巻』（同朋舎出版，
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(13) 

に
は
諸
派
と
も
ほ
ぼ
一
致
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
」
と
し
て
、

大
き
な
違
い
は
な
い
と
も
い
わ
れ
る
。

現
在
伝
承
さ
れ
て
い
る
宝
蔵
院
流
高
田
派
を
築
い
た
高
田
又
兵
衛

吉
次
は
、
一
五
九

0
年
に
伊
賀
国
白
樫
に
生
ま
れ
、
一
六

0
三
年
に

中
村
直
政
に
入
門
し
て
宝
蔵
院
流
槍
術
を
学
び
、
胤
栄
や
胤
舜
の
下

(14) 

で
も
槍
術
を
学
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
吉
次
は
、
大
坂
夏
の
陣
に
も
参

戦
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
一
六
一
五
年
に
直
政
よ
り
印
可
を
授
け
ら

れ
、
江
戸
で
道
場
を
開
い
て
大
名
や
旗
本
に
槍
術
を
指
南
し
た
。
吉

次
は
、
一
六
二
三
年
に
明
石
藩
の
小
笠
原
忠
政
に
仕
え
、
主
家
の
豊

前
国
小
倉
へ
の
移
封
に
従
っ
た
後
、
一
六
三
七
年
の
島
原
の
乱
で
手

柄
を
立
て
、
一
六
五
一
年
に
は
三
代
将
軍
・
家
光
の
御
前
で
槍
術
の

妙
技
を
披
露
し
た
。
吉
次
は
、
進
退
・
屈
伸
・
表
裏
・
悠
急
・
剛
柔

を
説
き
、
法
形
一
〇
一
ケ
条
や
巴
之
術
一
五
ケ
条
を
考
案
す
る
な
ど
、

鎌
槍
の
哲
理
を
深
め
た
。
吉
次
の
長
男
・
斎
宮
吉
深
は
伊
賀
国
に
戻

り
伊
賀
上
野
の
藤
堂
家
に
、
次
男
・
新
左
衛
門
吉
和
は
福
岡
の
黒
田

家
に
、
三
男
・
八
兵
衛
吉
通
（
又
兵
衛
を
称
し
て
相
続
）
と
四
男
・

弥
太
郎
吉
全
は
小
笠
原
家
に
仕
え
、
宝
蔵
院
流
高
田
派
を
伝
え
た
。

息
子
た
ち
の
他
に
も
、
下
総
国
関
宿
藩
主
の
久
世
広
之
を
は
じ
め
、

森
平
三
清
政
綱
•
河
辺
弥
右
衛
門
盛
連
・
不
破
慶
賀
と
い
っ
た
優
れ

た
門
弟
が
お
り
、
宝
蔵
院
流
高
田
派
は
、
幕
末
に
至
る
ま
で
江
戸
を

(15) 

含
め
日
本
各
地
で
術
技
の
研
鑽
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
っ
た
。
以
下

で
は
、
近
代
か
ら
現
代
に
至
る
伝
承
の
過
程
を
中
心
に
み
て
い
く
こ

と
に
す
る
。

幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
、
戦
闘
の
あ
り
方
は
大
き
く
変
わ
り
、

戦
い
か
ら
離
れ
た
日
常
生
活
の
中
で
も
携
帯
に
不
便
な
槍
は
、
時
が

経
つ
に
つ
れ
て
単
に
過
去
の
祖
先
の
士
風
を
継
承
し
、
そ
の
栄
光
を

(16) 

象
徴
す
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
な
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
幕
末

に
は
、
試
合
稽
古
を
重
視
す
る
気
風
が
高
ま
り
、
型
を
一
種
の
儀
礼

的
な
も
の
と
み
て
、
型
を
熱
心
に
稽
古
す
る
者
が
減
少
し
、
各
流
派

で
型
の
伝
承
の
危
機
が
訪
れ
た
。
新
時
代
の
実
用
武
術
に
も
体
育
競

技
に
も
不
適
当
と
な
っ
た
槍
術
の
衰
退
は
甚
だ
し
く
、
宝
蔵
院
流
に

限
ら
ず
、
各
地
の
槍
術
が
消
え
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

明
治
維
新
は
槍
術
放
棄
の
時
期
で
あ
っ
た
が
、
明
治
中
期
に
な
る

と
、
国
粋
思
想
の
勃
典
に
と
も
な
い
文
化
や
伝
統
を
保
存
し
よ
う
と

す
る
気
風
が
生
じ
、
一
八
九
五
年
の
大
日
本
武
徳
会
の
設
立
も
あ
っ

て
、
槍
術
復
興
の
兆
し
が
み
ら
れ
た
。
江
戸
期
の
練
達
者
が
残
っ
て

い
た
明
治
・
大
正
期
に
は
、
型
に
習
熟
し
た
者
こ
そ
減
っ
て
い
た
が
、

素
槍
で
は
無
辺
流
・
種
田
流
・
兵
法
流
・
風
偲
流
・
正
智
流
・
疋
田

流
・
新
天
流
、
鍵
槍
で
は
鏡
智
流
•
佐
分
利
流
、
管
槍
で
は
空
玄

流
・
行
覚
流
・
貫
流
、
鎌
槍
と
し
て
宝
蔵
院
流
諸
系
派
が
残
っ
て
い

た
。
し
か
し
、
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
古
老
の
相
次
ぐ
死
去
と
と
も

(18) 

に
絶
伝
す
る
流
派
が
増
加
し
て
い
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
宝
蔵
院
流
が
完
全
に
失
わ
れ
な
か
っ
た
の
は
、

旧
制
第
一
高
等
学
校
撃
剣
部
の
有
志
が
、
徳
川
御
三
卿
の
田
安
家
に
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仕
え
て
い
た
山
里
忠
徳
か
ら
宝
蔵
院
流
高
田
派
槍
術
の
指
導
を
受
け
、

五
0
本
と
い
わ
れ
る
槍
合
せ
の
型
を
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
幸
い

し
た
。
山
里
は
、
剣
は
東
軍
流
、
槍
は
宝
蔵
院
流
高
田
派
、
弓
は
日

(19) 

置
流
、
薙
刀
は
一
心
流
を
身
に
つ
け
て
い
た
。
第
一
高
等
学
校
撃
剣

部
の
佐
々
木
保
蔵
は
、
「
日
本
の
武
士
道
の
象
徴
で
あ
る
槍
術
が
消

滅
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
憂
え
永
久
に
残
す
に
は
学
校
に
お
い
て

(20) 

伝
承
す
る
ほ
か
は
な
い
」
と
考
え
、
一
九
一
八
年
冬
に
矢
野
一
郎
・

横
田
正
俊
・
和
久
金
蔵
の
三
人
を
山
里
の
下
に
派
遣
し
て
宝
蔵
院
流

高
田
派
を
学
ば
せ
た
。
そ
の
後
、
宝
蔵
院
流
高
田
派
は
、
第
一
高
等

学
校
撃
剣
部
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
を
境

に
稽
古
は
中
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

戦
後
、
旧
制
第
一
高
等
学
校
は
、
学
制
改
革
に
よ
り
新
制
東
京
大

学
教
養
学
部
に
組
み
込
ま
れ
、
宝
蔵
院
流
高
田
派
の
伝
承
は
途
絶
え

た
。
第
一
高
等
学
校
撃
剣
部
で
槍
術
を
学
び
、
後
に
全
日
本
剣
道
連

盟
会
長
に
就
く
石
田
和
外
は
、
佐
々
木
の
遺
志
が
消
え
て
し
ま
う
こ

と
を
憂
え
た
矢
野
の
依
頼
を
受
け
て
、
一
九
六
五
年
か
ら
メ
モ
や
記

憶
を
頼
り
に
復
元
を
開
始
し
た
。
石
田
が
教
え
を
受
け
た
、
山
里
直

伝
の
和
久
も
協
力
し
て
い
た
が
、
長
い
時
間
が
経
つ
中
で
型
の
手
順

の
記
憶
が
薄
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
か
つ
て
稽
古
に
参
加
し
て
い

た
者
た
ち
が
集
い
、
槍
合
せ
の
型
と
し
て
表
一
四
本
・
裏
一
四
本
・

(22) 

新
仕
掛
七
本
の
計
三
五
本
の
復
元
に
成
功
し
た
。
山
里
よ
り
伝
え
ら

れ
た
五

0
本
の
型
の
中
に
は
、
「
三
段
目
」
、
「
乱
れ
」
、
「
仕
掛
」
と

い
う
そ
れ
ぞ
れ
五
本
の
技
を
連
統
さ
せ
た
も
の
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ

(23) 

る
が
、
こ
れ
ら
の
一
五
本
は
失
伝
し
た
。
こ
の
復
元
の
成
果
と
し
て

表
一
四
本
が
、
一
九
六
七
年
に
日
本
武
道
館
で
開
か
れ
た
全
国
実
業

団
剣
道
大
会
で
石
田
と
穴
山
徳
夫
に
よ
っ
て
戦
後
初
め
て
披
露
さ
れ

(24) 
た。

こ
こ
で
復
元
さ
れ
た
宝
蔵
院
流
高
田
派
の
槍
合
せ
の
型
は
、
鎌
槍

で
素
槍
を
制
す
る
術
技
と
な
っ
て
お
り
、
表
一
四
本
は
鎌
槍
を
用
い

て
薙
ぎ
・
突
き
・
払
う
技
が
多
く
、
裏
一
四
本
は
表
の
型
の
変
化
を

示
し
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
最
後
に
鎌
槍
の
鎌
を
相
手
の
手
元
に

擦
り
込
ん
で
小
手
内
を
斬
る
技
が
多
く
、
新
仕
掛
七
本
は
高
度
な
術

技
が
多
く
な
り
、
縦
横
に
鎌
槍
を
使
う
立
体
的
な
操
法
が
多
く
な
っ

(25) 

て
い
る
。
裏
の
型
に
み
ら
れ
る
擦
り
込
み
は
、
鎌
槍
な
ら
で
は
の
技

術
と
い
え
る
。
最
後
の
新
仕
掛
は
、
古
伝
の
目
録
に
は
み
ら
れ
ず
、

い
つ
頃
制
定
さ
れ
た
の
か
不
明
で
は
あ
る
が
、
表
や
裏
の
型
に
比
べ

て
複
雑
な
動
作
を
と
も
な
う
躍
動
的
な
型
で
あ
り
、
応
用
的
な
術
技

と
な
っ
て
い
る
。

失
伝
を
免
れ
た
型
は
、
旧
制
第
一
高
等
学
校
撃
剣
部

O
B
の
穴

山
・
坂
西
太
郎
・
山
崎
卓
た
ち
が
石
田
の
指
導
の
下
、
第
一
生
命
保

険
の
道
場
で
稽
古
を
続
け
て
い
た
が
、
一
九
八
九
年
に
社
屋
改
築
の

た
め
に
道
場
が
閉
鎖
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
宝
蔵
院
流
高
田
派
の
伝

承
活
動
は
一
時
休
止
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
槍
術
の
稽
古
を
希
望
す

る
者
が
現
れ
、
山
崎
も
石
田
か
ら
受
け
継
い
だ
宝
蔵
院
流
高
田
派
を



(26) 

伝
承
し
て
い
き
た
い
と
い
う
想
い
か
ら
、
東
京
富
坂
の
警
視
庁
武
道

場
を
借
用
し
て
稽
古
を
再
開
し
、
山
崎
を
中
心
と
し
て
東
京
で
槍
の

会
が
発
足
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
槍
の
会
は
、
埼
玉
県
狭
山
市
に
拠

点
を
移
し
た
後
、
現
在
は
忠
徳
会
と
な
っ
て
、
山
里
よ
り
伝
え
ら
れ

た
宝
蔵
院
流
高
田
派
槍
術
と
一
心
流
薙
刀
術
の
伝
承
活
動
を
再
び
東

京
を
中
心
に
行
っ
て
い
る
。

現
在
に
受
け
継
が
れ
る
宝
蔵
院
流
高
田
派
は
、
旧
制
第
一
高
等
学

校
撃
剣
部
の
関
係
者
の
努
力
と
執
念
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
。
穴
山
に

よ
る
絵
目
録
の
作
成
や
山
崎
に
よ
る
指
南
心
得
帳
の
作
成
は
、
そ
の

功
労
者
で
あ
る
石
田
の
教
え
を
忠
実
に
守
り
、
そ
れ
を
変
え
ず
に
後

世
に
正
し
く
伝
え
て
い
こ
う
と
す
る
規
範
意
識
の
現
れ
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
同
校
撃
剣
部
O
B
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
伝
承

活
動
が
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
も
あ
り
、
先
輩
ー
後
輩
の
関
係
性
が
、

そ
の
よ
う
な
規
範
意
識
を
よ
り
強
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
み
ら

れ
る
。
穴
山
が
、
「
私
ど
も
は
第
一
生
命
の
道
場
で
、
佐
々
木
先
生

の
御
遺
志
を
承
け
継
ぎ
、
宝
蔵
院
流
高
田
派
の
本
流
を
守
っ
て
行
く

（
町
）

こ
と
に
よ
り
、
石
田
先
輩
と
の
お
約
束
を
果
し
て
行
き
た
い
」
と
石

田
の
追
想
集
で
決
意
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
本
流
と
し
て

の
自
負
と
覚
悟
が
垣
間
み
え
る
。

奈
良
と
大
阪
で
の
宝
蔵
院
流
槍
術
の
伝
承
活
動

か
ろ
う
じ
て
命
脈
を
保
っ
た
宝
蔵
院
流
槍
術
で
あ
っ
た
が
、
発
祥

の
地
で
あ
る
奈
良
に
戻
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
展
開
を
み
せ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
里
帰
り
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
奈
良
市
長
で

剣
道
家
で
も
あ
っ
た
鍵
田
忠
三
郎
が
、
一
九
七
三
年
に
奈
良
柳
生
で

の
剣
道
の
指
導
者
講
習
会
に
講
師
と
し
て
出
席
し
た
石
田
を
偶
然
宝

蔵
院
墓
地
に
案
内
し
た
こ
と
で
あ
る
。
鍵
田
は
、
宝
蔵
院
流
槍
術
を

発
祥
の
地
で
あ
る
奈
良
に
戻
す
こ
と
を
石
田
に
懇
請
し
、
一
九
七
四

年
九
月
の
奈
良
市
中
央
武
道
場
（
鴻
ノ
池
武
道
場
）
の
竣
工
式
で
石

(28) 

田
・
坂
西
・
山
崎
が
表
一
四
本
を
披
露
し
た
。
石
田
が
要
請
を
受
け

た
理
由
と
し
て
は
、
「
一
高
撃
剣
部
は
昭
和
二
十
五
年
に
消
滅
し
て

お
り
、
そ
の
卒
業
生
も
や
が
て
は
居
な
く
な
っ
て
、
こ
れ
を
伝
え
る

(29) 

者
が
な
く
な
る
こ
と
は
必
定
と
考
え
た
」
た
め
と
い
わ
れ
る
。

こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
西
川
源
内
・
鈴
木
真
男
•
松
田
勇
吉
・

鍵
田
忠
兵
衛
・
一
箭
順
三
と
い
っ
た
奈
良
の
剣
道
家
た
ち
が
石
田

に
入
門
し
、
一
九
七
五
年
九
月
に
日
本
武
道
館
で
表
一
四
本
の
型
、

一
九
七
六
年
一

0
月
に
第
一
生
命
保
険
の
道
場
で
裏
一
四
本
の
型
、

一
九
七
七
年
―
二
月
に
は
同
じ
く
第
一
生
命
保
険
の
道
場
で
新
仕
掛

七
本
の
型
を
習
得
し
た
。
そ
の
間
の
一
九
七
六
年
―
二
月
に
は
、
奈

良
市
中
央
武
道
場
で
石
田
か
ら
西
川
た
ち
に
宝
蔵
院
流
高
田
派
槍
術

槍
合
せ
の
型
の
伝
授
式
が
行
わ
れ
、
宝
蔵
院
流
が
奈
良
に
里
帰
り
す
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る
こ
と
に
な
っ
た
。
奈
良
で
の
宝
蔵
院
流
高
田
派
は
、
奈
良
市
武
道

振
興
会
の
槍
教
室
と
し
て
有
志
が
集
っ
て
稽
古
を
開
始
し
、
奈
良
市

の
後
援
の
下
に
伝
承
活
動
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
。
石
田
は
そ

(30) 

の
後
も
何
度
か
奈
良
を
訪
れ
て
、
指
導
を
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

現
在
に
残
る
高
田
派
は
江
戸
に
伝
わ
っ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
近

代
以
降
の
伝
承
の
中
心
も
東
京
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
奈
良
と
の
関

係
性
は
薄
い
も
の
の
、
宝
蔵
院
流
槍
術
と
し
て
は
発
祥
の
地
で
あ
り
、

そ
の
関
係
性
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
る
。
こ
の
奈
良
で
動
き
始
め
た

宝
蔵
院
流
槍
術
の
復
活
に
か
け
る
地
域
の
人
々
の
熱
意
も
あ
り
、
各

(31) 

所
か
ら
秘
蔵
の
伝
書
の
寄
贈
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
奈
良
で

活
動
が
開
始
さ
れ
る
と
、
高
田
派
に
限
ら
ず
宝
蔵
院
流
槍
術
に
関
係

す
る
資
料
収
集
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
、
宝
蔵
院
流
槍
術
を

単
に
奈
良
発
祥
の
武
術
と
し
て
型
や
術
技
だ
け
を
戻
し
て
伝
え
て
い

こ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
脱
文
脈
化
と
再
文
脈
化
の
過
程
と
し
て
、

地
域
へ
の
定
着
を
図
る
動
き
と
、
自
ら
の
ル
ー
ツ
を
中
心
に
歴
史
性

を
追
求
す
る
動
き
を
み
せ
て
き
た
。

市
長
が
里
帰
り
を
望
み
、
奈
良
の
有
志
で
実
現
し
た
こ
と
か

ら
、
地
域
と
の
つ
な
が
り
が
当
初
か
ら
望
ま
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、

一
九
九
一
年
六
月
に
伝
承
母
体
と
な
る
組
織
と
し
て
奈
良
宝
蔵
院
流

槍
術
保
存
会
が
設
立
さ
れ
る
と
、
奈
良
と
の
つ
な
が
り
が
強
く
意

識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
年
一

0
月
に
は
宝
蔵
院
流
と
関
係
の

あ
っ
た
興
福
寺
で
奉
納
演
武
を
行
い
‘
―
二
月
に
催
さ
れ
る
奈
良
の

伝
統
行
事
・
春
日
若
宮
お
ん
祭
に
も
参
加
し
、
こ
れ
ら
を
毎
年
の
恒

例
行
事
と
す
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
は
新
聞
・
タ
ウ
ン
情
報
誌
・

テ
レ
ビ
な
ど
で
活
動
を
積
極
的
に
発
信
し
、
奈
良
発
祥
の
武
術
と
し

（
立
）

て
の
定
着
が
図
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
奈
良
で
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

は
、
「
地
域
の
人
々
と
伝
承
を
伝
え
る
師
範
の
努
力
に
よ
っ
て
復
活

し
、
ま
た
地
域
行
政
の
後
援
も
あ
っ
て
現
在
に
至
る
も
伝
承
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
姿
は
武
術
を
伝
承
保
存
す
る
う
え
で
、
ひ
と
つ
の
理
想

(33) 

的
な
形
」
と
評
価
さ
れ
る
。
奈
良
宝
蔵
院
流
槍
術
保
存
会
の
設
立
以

前
か
ら
、
古
武
道
大
会
や
全
日
本
剣
道
演
武
大
会
へ
の
参
加
は
み
ら

れ
た
が
、
設
立
後
は
、
鹿
島
神
宮
・
明
治
神
宮
・
下
鴨
神
社
・
厳
島

神
社
な
ど
の
有
名
な
神
社
に
加
え
て
、
宝
蔵
院
流
槍
術
と
縁
の
あ
る

場
所
と
し
て
、
高
田
派
を
創
始
し
た
高
田
吉
次
の
生
誕
地
で
あ
る
三

重
県
伊
賀
市
白
樫
の
岡
八
幡
宮
、
胤
栄
・
胤
舜
に
学
ん
で
土
佐
蕃
に

宝
蔵
院
流
槍
術
を
も
た
ら
し
た
馬
詰
権
右
衛
門
親
貞
を
顕
彰
し
て
高

知
県
高
知
市
洞
ケ
島
町
の
薫
的
神
社
な
ど
で
も
奉
納
演
武
を
行
っ
て

お
り
、
活
動
の
広
が
り
を
み
せ
て
い
る
。

ま
た
、
奈
良
宝
蔵
院
流
槍
術
保
存
会
で
は
、
流
派
の
始
祖
に
あ
た

る
胤
栄
や
吉
次
の
顕
彰
や
宝
蔵
院
の
歴
代
院
主
の
供
養
、
さ
ら
に
は

宝
蔵
院
流
槍
術
の
伝
書
類
の
調
究
・
翻
刻
な
ど
、
現
在
を
起
点
と
し

て
過
去
と
の
関
係
性
を
探
ろ
う
と
す
る
取
り
組
み
も
な
さ
れ
て
い
る
。

二
0
0
二
年
―
二
月
に
奈
良
国
立
博
物
館
旧
館
西
側
の
宝
蔵
院
跡
地

に
「
宝
蔵
院
流
鎌
槍
発
祥
之
地
顕
彰
碑
」
を
建
立
し
た
他
、
胤
栄
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が
武
神
・
摩
利
支
天
を
祀
っ
た
大
石
（
興
福
寺
三
重
塔
前
）
や
歴
代

院
主
が
眠
る
宝
蔵
院
墓
地
（
奈
良
県
奈
良
市
白
奄
寺
町
）
な
ど
の
関

連
史
跡
も
取
り
上
げ
て
い
る
。
宝
蔵
院
流
槍
術
に
関
係
す
る
資
料
収

集
の
成
果
と
し
て
は
、
西
川
に
よ
っ
て
資
料
の
翻
刻
が
数
冊
刊
行
さ

れ
て
お
り
、
宝
蔵
院
流
槍
術
の
歴
史
書
を
編
纂
す
る
試
み
も
み
ら
れ

(35) 
た
。
奈
良
発
祥
の
武
術
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
の
形
成
の
た
め

に
ル
ー
ツ
や
歴
史
の
探
索
を
行
い
、
そ
れ
が
地
域
へ
の
定
着
に
も
よ

い
影
響
を
及
ぽ
し
、
地
域
に
根
差
し
た
伝
承
活
動
に
つ
な
が
っ
て
い

る
。
現
在
ま
で
伝
わ
る
多
く
の
古
武
道
が
、
宗
家
や
代
表
者
の
個
人

的
な
献
身
に
よ
っ
て
伝
承
・
保
存
さ
れ
て
い
る
中
で
、
地
域
や
行
政

を
取
り
込
ん
で
実
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
と
い
え
る
。

奈
良
の
宝
蔵
院
流
高
田
派
は
、
石
田
伝
を
基
本
と
し
て
継
承
し
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
奈
良
で
の
伝
承
の
過
程
で
は
、
型
の
中
で

の
術
技
や
動
作
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
面
も
散
見
さ
れ
る
。
ニ
メ
ー

ト
ル
を
超
え
る
鎌
槍
を
重
さ
に
耐
え
な
が
ら
扱
う
と
と
も
に
、
片
側

六
ー
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
い
う
短
い
鎌
の
部
分
を
巧
み
に
操
っ
て

相
手
の
素
槍
を
制
す
る
と
い
う
の
は
、
極
め
て
難
し
い
こ
と
で
あ
り
、

し
か
も
複
雑
な
足
捌
き
や
微
妙
な
タ
イ
ミ
ン
グ
が
加
わ
る
と
、
そ
の

難
易
度
は
さ
ら
に
増
す
た
め
、
型
の
習
得
と
成
功
率
の
向
上
に
は
必

要
な
措
置
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
奈
良
で
の
活
動
で
は

演
武
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
技
術
的
な
問
題
か

ら
型
の
習
得
の
難
易
度
を
下
げ
る
措
置
と
し
て
は
、
や
む
を
得
な
い

対
策
で
あ
っ
た
よ
う
に
汲
み
取
れ
る
。

現
在
の
奈
良
宝
蔵
院
流
槍
術
保
存
会
で
は
、
毎
週
土
曜
日
に
奈
良

市
中
央
武
道
場
を
中
心
に
数
十
名
の
参
加
者
で
稽
古
を
行
っ
て
い
る

他
に
、
東
京
稽
古
会
や
名
古
屋
道
場
、
ド
イ
ツ
の
ハ
ン
ブ
ル
グ
道
場

も
あ
り
、
宝
蔵
院
流
槍
術
の
最
大
組
織
と
し
て
伝
承
活
動
を
行
っ
て

い
る
。
ま
た
、
奈
良
で
は
、
昔
な
が
ら
の
目
録
•
免
許
•
免
許
皆
伝

の
称
号
に
加
え
て
、
表
・
裏
・
新
仕
掛
の
習
得
に
応
じ
て
初
級
・
中

級
・
上
級
の
級
位
の
認
定
も
行
わ
れ
る
な
ど
、
伝
授
の
体
系
化
も
進

め
ら
れ
て
い
る
。
組
織
や
制
度
を
整
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
伝
承
が
途

絶
え
る
こ
と
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
近
年
で
は
、
子
供
の
槍
教
室

の
開
講
、
女
性
へ
の
門
戸
の
解
放
、
稽
古
槍
に
用
い
る
樫
の
植
林
な

(37) 

ど
、
槍
術
文
化
の
保
存
と
拡
大
に
も
努
め
て
い
る
。
奈
良
の
宝
蔵
院

流
高
田
派
の
代
表
は
、
石
田
か
ら
指
導
を
受
け
た
西
川
・
鍵
田
・
一

箭
を
経
て
、
現
在
は
駒
喜
多
学
と
な
っ
た
が
、
受
け
継
い
だ
も
の
を

地
域
に
根
差
し
て
守
り
伝
え
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。

一
方
の
大
阪
宝
蔵
院
流
槍
術
も
、
奈
良
と
同
じ
く
石
田
伝
の
系
譜

を
汲
む
も
の
で
あ
る
。
奈
良
で
の
活
動
の
創
始
期
か
ら
四

0
年
以
上

に
わ
た
り
伝
承
活
動
に
携
わ
っ
て
き
た
前
田
繁
則
が
、
高
齢
の
た
め

に
奈
良
で
の
活
動
に
区
切
り
を
つ
け
る
と
と
も
に
、
長
年
の
武
道
の

修
練
を
経
て
よ
う
や
く
指
導
者
の
入
り
口
に
至
っ
た
と
考
え
、
奈
良

宝
蔵
院
流
槍
術
保
存
会
の
大
阪
道
場
と
し
て
活
動
し
て
き
た
東
大
阪

を
拠
点
と
し
て
、
二

0
一
八
年
よ
り
新
組
織
を
立
ち
上
げ
た
こ
と
に
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写真 1 大阪宝蔵院流槍術の稽古風景（筆者撮影）

始
ま
る
。
大
阪
宝
蔵
院
流
槍
術
は
、
現
在
、
毎
週
火
曜
日
に
東
大
阪

市
立
玉
川
小
学
校
内
の
体
育
館
に
四
ー
五
人
が
仕
事
帰
り
な
ど
に
集

い
、
宝
蔵
院
流
高
田
派
の
稽
古
を
行
っ
て
い
る
。
奈
良
も
ほ
ぽ
同
様

で
あ
る
が
、
稽
古
で
は
、
写
真
ー
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
ニ
・
七
メ
ー

ト
ル
の
鎌
槍
と
三
・
六
メ
ー
ト
ル
の
素
槍
の

二
つ
を
用
い
、
ま
ず
各

人
が
基
本
と
な
る
足
捌
き
や
突
き
な
ど
の
稽
古
を
行
い
、
次
に
二
人

一
組
と
な
っ
て
型
稽
古
に
移
る
。
型
稽
古
で
は
、
槍
合
せ
の
型
と
し

て
、
仕
方
（
鎌
槍
）
と
打
方
（
素
槍
）
で
表
一
四
本
・
裏
一
四
本
・

新
仕
掛
七
本
を
習
熟
度
に
応
じ
て
稽
古
す
る
こ
と
に
な
る
。
基
本
的

に
は
、
素
槍
の
仕
掛
け
に
鎌
槍
で
応
じ
て
制
す
る
術
技
を
習
得
し
て

い
く
こ
と
に
な
る
。

大
阪
宝
蔵
院
流
槍
術
で
は
、
奈
良
で
の
活
動
の
よ
う
に
地
域
と
の

強
い
結
び
つ
き
を
志
向
す
る
も
の
で
は
な
く
、
全
日
本
剣
道
演
武
大

会
や
西
日
本
古
武
道
大
会
な
ど
、
関
西
を
中
心
に
古
武
道
各
種
の
流

派
が
集
う
場
で
演
武
を
行
う
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、
東
京
や
奈
良

に
は
み
ら
れ
な
い
試
み
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の

―
つ
が
、
こ
れ
ま

で
の
奈
良
で
の
伝
承
活
動
の
中
で
生
じ
た
細
か
な
術
技
や
動
作
の
変

化
を
元
の
形
に
戻
そ
う
と
す
る
取
り
組
み
で
あ
る
。

一
例
を
挙
げ
る
と
、
表
の
型
の
ご

一本
目

「鱗
」
は
、
現
在
、

①

打
方
が
前
面
（
顔
）
を
突
い
て
く
る
の
を
、
仕
方
が
正
面
で
鎌
を
掛

け
て
引
き
落
と
し
、

②
打
方
は
攻
撃
を
防
が
れ
た
た
め
、
後
退
し
な

が
ら
相
手
の
裏
胴
（
腰
の
辺
り
）
を
狙
っ
て
突
き
、
仕
方
は
鎌
槍
を

反
転
さ
せ
て
相
手
の
槍
の
柄
と
自
分
の
槍
の
柄
が
交
差
す
る
形
で
上

方
へ
打
ち
上
げ
、
す
ぐ
に
鎌
槍
を
直
し
再
度
鎌
で
掛
け
て
引
き
落
と

す
と
い
う
動
き
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
当
初
は
、

①
の
動
作
は
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同
じ
で
あ
る
が
、
②
の
動
作
が
異
な
り
、
打
方
は
後
退
し
な
が
ら
前

面
（
顔
）
を
も
う
一
度
突
き
、
仕
方
は
鎌
槍
を
反
転
さ
せ
て
、
そ
の

鎌
で
下
か
ら
相
手
の
槍
の
柄
を
掬
う
よ
う
に
跳
ね
上
げ
、
上
が
っ
た

と
こ
ろ
で
鎌
槍
を
直
し
鎌
で
掛
け
て
引
き
落
と
す
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
動
く
素
槍
の
柄
を
鎌
の
わ
ず
か
な
部
分
の
み
で
捉
え
る
こ

と
は
難
し
い
が
、
柄
と
柄
を
交
差
さ
せ
る
形
で
当
て
て
捉
え
る
の
で

あ
れ
ば
、
外
す
こ
と
が
少
な
く
な
る
。
伝
承
の
過
程
で
型
を
容
易
化

す
る
変
更
が
生
じ
て
お
り
、
大
阪
で
は
、
そ
の
両
方
を
稽
古
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
型
や
術
技
の
意
味
や
理
合
を
深
く
考
え
る
こ
と
に
つ

な
げ
て
い
る
。

そ
し
て
、
も
う
―
つ
が
、
失
伝
し
た
型
の
復
元
に
挑
戦
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
担
う

中
心
的
な
人
物
の
経
験
と
探
求
心
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
が
、
背
景
と
し
て
、
石
田
伝
の
本
流
と
い
う
立
場
も
な

く
、
発
祥
地
と
い
う
地
域
と
の
関
係
性
も
弱
い
と
い
う
こ
と
が
重
要

で
あ
っ
た
。
自
由
な
立
場
で
新
た
な
挑
戦
を
行
う
こ
と
が
、
参
加

者
の
動
機
と
な
り
、
組
織
の
存
続
意
義
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
で
は
、

こ
の
大
阪
宝
蔵
院
流
槍
術
で
の
失
伝
し
た
型
の
復
元
の
取
り
組
み
を

検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

大
阪
宝
蔵
院
流
槍
術
で
の
失
伝
し
た
型
の
復
元
の
試
み

現
在
伝
わ
っ
て
い
る
宝
蔵
院
流
高
田
派
は
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う

に
、
戦
後
に
再
興
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
時
に
復
元
さ
れ
た
武
術
と

い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
確
か
に
、
組
織
的
な
伝
承
活
動
が
一
時
途

絶
え
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
幸
い
な
こ
と
に
、
型
や
術
技
を
体

得
し
た
者
が
い
た
た
め
、
流
派
の
根
幹
と
な
る
部
分
は
残
っ
て
お
り
、

完
全
に
失
伝
す
る
と
い
う
事
態
は
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
古
伝
と

現
在
の
宝
蔵
院
流
高
田
派
の
型
や
術
技
を
比
較
・
考
察
し
た
研
究
に

よ
れ
ば
、
現
在
の
も
の
は
、
型
の
順
番
や
名
称
の
差
異
が
み
ら
れ
る(38) 

が
、
概
ね
江
戸
に
伝
わ
っ
て
い
た
も
の
を
踏
襲
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

現
在
の
表
の
型
の
一
本
目
「
到
用
」
、
二
本
目
「
一
挽
」
、
三
本
目

「
粘
花
」
は
、
か
つ
て
の
太
刀
合
せ
（
古
伝
の
一
＼
三
本
目
）
、
長
刀

合
せ
（
古
伝
の
四
ー
六
本
目
）
に
続
く
、
槍
合
せ
（
古
伝
の
七
＼
九

本

H
)
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
引
き
落
し
」
、
「
巻
き
落
し
」
、

「
巻
き
返
し
」
と
い
っ
た
宝
蔵
院
流
の
基
礎
的
な
技
術
を
体
得
す
る

重
要
な
型
で
あ
っ
た
。
こ
の
三
本
に
つ
い
て
は
、
高
田
吉
次
の
高
弟

で
あ
っ
た
久
世
広
之
が
「
鎌
鑓
表
の
三
つ
鑓
に
宝
蔵
院
流
奥
ま
で
の

秘
術
を
あ
ら
は
し
候
」
と
し
て
お
り
、
現
在
で
も
古
伝
の
動
作
・
技

術
・
理
合
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
太
刀
合
せ
•
長
刀
合
せ
・
槍
合

せ
の
九
本
の
型
は
、
鎌
宝
蔵
院
で
も
高
田
派
で
も
基
本
の
表
の
型
と

(40) 

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
表
の
型
と
い
う
の
は
、
流
儀
の
基
礎
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を
示
す
最
も
公
式
の
形
で
あ
り
、
最
初
の
教
え
で
あ
る
と
同
時
に
奥

儀
に
一
貫
す
る
も
の
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら

九
本
の
う
ち
六
本
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

大
阪
宝
蔵
院
流
槍
術
で
は
、
失
伝
し
た
型
の
う
ち
、
ま
ず
太
刀
合

せ
の
「
飛
乱
」
、
「
虎
乱
」
、
「
挙
一
」
の
三
本
の
型
を
復
元
す
る
こ
と

を
試
み
た
。
こ
の
太
刀
合
せ
の
型
に
つ
い
て
、
石
田
は
、
「
槍
合
せ

の
外
に
太
刀
と
合
せ
る
三
本
の
型
も
あ
っ
た
と
云
う
が
、
こ
れ
は
山

里
先
生
か
ら
伝
授
に
至
ら
な
か
っ
た
」
と
し
て
お
り
、
旧
制
第
一
高

等
学
校
撃
剣
部
に
も
伝
わ
っ
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で

に
も
伝
書
類
の
調
査
・
研
究
に
基
づ
い
て
鎌
宝
蔵
院
や
宝
蔵
院
流
諸

系
派
の
型
や
術
技
を
復
元
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
み
ら
れ
た
が
、
大

阪
宝
蔵
院
流
槍
術
の
取
り
組
み
は
、
伝
承
活
動
と
い
う
実
践
へ
の
展

(42) 

開
ま
で
を
志
向
す
る
復
元
で
あ
る
と
い
え
る
。

復
冗
の
方
向
性
と
し
て
、
例
え
ば
能
楽
分
野
で
の
廃
絶
曲
の
復
元

を
み
る
と
、
原
上
演
時
の
様
式
・
実
態
の
再
現
、
現
行
演
目
に
準
じ

た
様
式
・
実
態
の
設
定
、
現
代
能
と
し
て
の
様
式
・
実
態
の
工
夫
と

（
扮
）

い
う
三
つ
の
方
法
が
あ
る
と
い
う
。
現
行
演
目
に
準
じ
た
様
式
・
実

態
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
形
式
的
な
簡
単
な
復
元
と
評
価
さ
れ
る
こ

と
も
あ
る
が
、
失
わ
れ
た
能
楽
の
か
つ
て
の
姿
を
知
る
こ
と
を
重
要

と
考
え
る
場
合
に
は
、
現
代
の
技
法
に
よ
る
復
元
で
あ
っ
て
も
意
義

が
あ
る
と
さ
れ
る
。
大
阪
宝
蔵
院
流
槍
術
の
取
り
組
み
も
同
様
で
あ

り
、
現
在
伝
承
さ
れ
て
い
る
術
技
や
動
作
を
基
礎
と
し
て
現
行
の
様

式
で
整
え
る
立
場
に
近
い
も
の
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
復
元
を
進

め
る
に
際
し
て
、
復
元
す
る
型
に
つ
い
て
の
十
分
な
情
報
が
記
さ
れ

た
資
料
が
残
っ
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
復
元
す
る
型
の
動
作
や
理

合
を
検
討
で
き
る
流
派
の
根
幹
と
な
る
体
系
が
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
、

復
冗
の
担
い
手
が
現
存
の
術
技
を
十
分
に
体
得
し
て
い
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。

復
匹
さ
れ
た
型
や
術
技
を
め
ぐ
る
評
価
は
様
々
で
あ
る
が
、
古
伝

が
完
全
な
形
で
伝
わ
っ
て
い
な
い
流
派
に
と
っ
て
、
伝
書
類
の
入
念

な
検
討
に
基
づ
い
た
実
技
を
と
も
な
う
復
元
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
の

姿
に
少
し
で
も
迫
ろ
う
と
す
る
こ
と
、
そ
の
過
程
で
の
学
び
を
伝
承

活
動
に
も
生
か
せ
る
こ
と
な
ど
の
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た

だ
し
、
伝
承
活
動
を
行
う
中
で
復
元
を
行
う
場
合
に
は
、
伝
承
さ
れ

て
い
る
術
技
と
復
元
し
た
術
技
を
明
確
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
を
正
し

く
位
置
づ
け
る
こ
と
、
復
元
し
た
術
技
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
術
技
の

動
作
や
理
合
に
影
響
な
い
し
干
渉
し
な
い
こ
と
な
ど
に
注
意
す
べ
き

で
あ
る
。
ま
た
、
資
料
に
忠
実
に
復
元
し
よ
う
と
し
て
も
、
文
字
と

し
て
残
っ
て
い
な
い
要
素
ま
で
を
十
分
に
反
映
で
き
て
い
る
と
は
限

ら
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
あ
く
ま
で
も
―
つ
の
仮
説
や
試
論
と

し
て
復
元
し
た
型
を
提
示
す
る
と
い
う
よ
う
な
姿
勢
が
望
ま
し
い
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
、
復
元
し
た
も
の
を
根
拠
と
し

て
実
際
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
も
の
を
批
評
・
批
判
す
る
こ
と
は
慎
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
考
え
る
。
以
下
で
は
、
宝
蔵
院
流
高
田
派
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の
太
刀
合
せ
の
型
の
復
元
過
程
を
紹
介
す
る
。

依
拠
す
る
資
料
の
収
集
・
選
定

宝
蔵
院
流
高
田
派
は
、
比
較
的
明
瞭
に
体
系
化
さ
れ
て
お
り
、
江

戸
期
に
広
く
普
及
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
詳
細
な
伝
書
類
が
数
多
く

残
さ
れ
て
い
る
。
復
元
に
際
し
て
は
、
ま
ず
そ
の
よ
う
な
資
料
の
中

か
ら
復
冗
に
必
要
な
情
報
を
与
え
て
く
れ
る
、
信
頼
に
値
す
る
も
の

を
選
定
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
久
世
に
よ
る

（
お
）

『
鑓
秘
書
』
は
、
高
田
派
の
基
礎
資
料
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も

の
で
あ
り
、
大
阪
宝
蔵
院
流
槍
術
で
も
多
く
を
依
拠
す
る
資
料
と
し

た
。
し
か
し
、
『
鑓
秘
書
』
は
、
型
の
手
順
が
簡
潔
に
示
さ
れ
て
い

る
も
の
の
、
動
作
や
理
合
の
情
報
量
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の

他
に
も
高
田
派
の
伝
書
類
を
合
わ
せ
て
検
討
す
る
と
と
も
に
、
流
儀

の
源
に
当
た
る
鎌
宝
蔵
院
の
伝
書
類
も
参
考
と
し
て
用
い
る
こ
と
に

(46) 

し
た
。
師
資
相
承
に
よ
る
型
や
術
技
の
習
得
が
不
可
能
な
た
め
、
可

能
な
限
り
同
系
統
に
近
い
と
こ
ろ
の
資
料
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

わ
ず
か
な
が
ら
で
も
正
当
性
を
担
保
し
た
も
の
で
あ
る
。

資
料
に
基
づ
く
型
の
手
順
・
動
作
の
解
釈

次
に
、
各
種
資
料
か
ら
型
の
手
順
や
動
作
を
読
み
解
く
作
業
で

あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
「
飛
乱
」
を
例
に
簡
潔
に
説
明
す
る
。
ま
ず
、

基
本
と
す
る
『
鑓
秘
書
』
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

是
は
太
刀
持
手
を
う
ち
、
か
へ
ひ
た
り
の
あ
し
を
ふ
ミ
出
し
か

ま
へ
た
る
処
へ
十
文
字
の
さ
き
を
こ
ふ
し
の
下
へ
さ
し
あ
て
か

ふ
り
て
行
太
刀
持
ミ
き
の
あ
し
を
ふ
ミ
い
た
し
左
の
あ
し
を
引

太
刀
を
な
を
し
て
十
文
字
の
よ
こ
て
き
わ
を
打
其
時
十
文
字
を

な
を
し
さ
た
に
は
す
し
て
左
右
の
こ
ふ
し
の
間
へ
つ
き
込
候
て

（
打
）

勝
な
り

他
の
高
田
派
の
伝
書
類
か
ら
も
情
報
を
収
集
す
る
が
、
そ
の
中
で

比
較
的
詳
細
に
型
の
手
順
や
動
作
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
『
賓
蔵

院
鎗
術
口
偲
書
』
を
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

一
請
太
刀
ハ
太
刀
ヲ
冠
、
十
文
字
鑓
ヨ
リ
来
ル
所
ヲ
鎌
ノ
所
ヲ

上
ヨ
リ
足
ヲ
入
ナ
カ
ラ
切
ル
、
入
タ
ル
足
ヲ
又
引
、
十
文
字

ノ
穂
先
ヲ
左
手
ニ
テ
詰

〇
十
文
字
鑓
冠
、
ス
ラ
／
＼
行
キ
、
鎌
ヲ
上
ヨ
リ
切
ル
所
ヲ
詰
、

太
刀
ノ
手
元
ヱ
下
段
ニ
ヲ
ロ
ス
、
俣
冠
ノ
通
リ
ハ
請
太
刀
ノ

目
鼻
ノ
間
ヱ
穂
先
ヲ
ア
テ
斬
ル
、
冠
ハ
同
前
、

請
太
刀
ヨ
リ
鎌
ヲ
切
ル
時
、
少
シ
ヌ
ケ
ル
心
持
ニ
テ
下
段
二

(48) 

ヲ
ロ
ス

合
わ
せ
て
参
考
と
し
て
、
鎌
宝
蔵
院
の
『
家
元
諸
側
秘
録
』
を
確

認
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
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初
手
ノ
打
太
刀
ハ
ヱ
ン
ヒ
ニ
カ
マ
ユ
ル
也
百
疋
ハ
ヒ
タ
イ
ノ
上

二
太
刀
ヲ
立
テ
カ
マ
ユ
ル
ナ
リ
]
十
文
字
ハ
ヲ
コ
シ
テ
上
段
少

鑓
先
左
ヘ
ソ
ム
カ
ス
ル
[
真
中
ヱ
ヨ
ル
処
ヲ
]
打
太
刀
鎌
ノ
ヨ

コ
テ
ヲ
右
足
ヲ
出
テ
切
彿
フ
処
ヲ
一
拍
子
ニ
-
ア
[
ハ
ヅ
ス
コ
ト

ク
己
行
足
二
勝
ナ
リ
行
足
ト
ハ
左
ノ
足
ヲ
ツ
ム
ル
事
ナ
リ

[
太
刀
左
足
少
引
勝
付
ト
ハ
フ
セ
テ
持
テ
キ
ノ
手
元
ヱ
ャ
リ
先

ヲ
付
ル
手
ハ
屈
曲
ナ
キ
様
二
勝
付
也
]
先
師
[
胤
栄
覚
禅
房
法

印
]
ノ
時
ハ
ヨ
コ
手
二
太
刀
ヲ
切
リ
帝
国
テ
サ
セ
テ
勝
今
ハ

[O
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禅
栄
房
胤
舜
也
]
不
嘗
勝
也

（
引
用
中
の
[
]
は
、
原
資
料
中
の
朱
字
注
記
部
分
を
示
す
）

資
料
に
よ
る
型
の
手
順
や
動
作
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
写
真
2

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
打
方
（
太
刀
）
は
古
流
の
剣
術
に
み
ら
れ
る

い
わ
ゆ
る
霞
の
構
え
、
仕
方
（
鎌
槍
）
は
大
上
段
に
構
え
、
槍
先
を

打
方
の
拳
の
下
に
合
わ
せ
る
。
両
者
と
も
一
足
一
刀
の
間
合
ま
で
前

進
す
る
が
、
仕
方
は
先
手
を
取
ろ
う
と
す
る
気
構
え
を
も
っ
て
打
方

の
動
き
を
誘
お
う
と
す
る
。
打
方
は
、
そ
の
誘
い
に
応
じ
て
、
右
足

を
前
に
出
し
、
左
足
を
引
い
て
、
鎌
槍
の
横
手
を
切
り
払
お
う
と
試

み
る
。
仕
方
は
、
間
合
を
詰
め
つ
つ
切
り
払
い
を
避
け
て
、
写
真
3

の
よ
う
に
、
そ
の
ま
ま
打
方
の
両
手
の
拳
の
間
に
槍
先
を
突
き
込
ん

で
勝
ち
を
得
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

写真 2 太刀合せの型「飛乱」の構え（筆者撮影）
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写真 3.太刀合せの型「飛乱」の突き込み（筆者撮影）

伝
承
を
踏
ま
え
た
動
作
の
確
定
と
意
味
・
理
合
の
検
討

最
後
に
、
資
料
レ
ベ
ル
で
の
復
元
か
ら
実
技
レ
ベ
ル
で
の
復
元
に

移
る
。
実
際
に
、
仕
方
と
打
方
に
分
か
れ
、
資
料
か
ら
読
み
解
い
た

動
作
を
踏
ま
え
、
ま
た
伝
承
さ
れ
て
い
る
術
技
や
動
作
に
反
し
な
い

よ
う
に
、
細
か
な
動
き
や
タ
イ
ミ
ン
グ
を
探
り
な
が
ら
、
一
っ

―
っ

の
動
作
を
確
認
し
て
い
く
地
道
な
作
業
と
な
る
。

い
く
ら
詳
細
な
資

料
が
残
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
匝
接
指
導
や
口
伝
を
受
け
た
わ
け
で

は
な
い
た
め
、
実
技
レ
ベ
ル
で
の
復
元
で
は
、
担
い
手
に
よ

っ
て
細

か
な
動
作
の
差
異
が
生
じ
や
す
く
、
そ
れ
ら
の
意
見
を
戦
わ
せ
な
が

ら
の
作
業
と
な
る
。

資
料
の
解
釈
か
ら
型
の
手
順
や
動
作
の
大
枠
は
把
握
で
き
る
が
、

細
か
な
動
作
の
タ
イ
ミ
ン
グ
や
緩
急
強
弱
、
お
互
い
の
間
合
や
呼
吸

な
ど
は
知
り
得
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
入
念
に
検
討
し
て

い
く
こ
と
に
な
る
。
実
際
に
現
存
の
術
技
を
体
得
し
た
者
が
担
い
手

と
な
る
と
、
普
段
の
動
作
・
間
合
・
呼
吸
と
異
な
る
要
素
も
あ
る
た

め
、
違
和
感
を
覚
え
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
違
和
感
こ
そ
が
重
要
で

あ
り
、
普
段
の
稽
古
で
は
鎌
槍
と
素
槍
と
い
う
長
い
物
同
士
で
の
型

に
慣
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
短
い
太
刀
に
対
峙
す

る
際
の
タ
イ
ミ
ン
グ

・
間
合
・
呼
吸
の
違
い
に
自
ら
気
づ
き
、
そ
の

習
得
に
よ
っ
て
本
来
の
槍
術
技
法
の
幅
の
広
さ
を
理
解
す
る
こ
と
に

つ
な
が
る
。

こ
の

―
つ
の
仮
説
と
し
て
復
元
し
た
型
に
対
し
て
、
実
技
を
と
も



(35) 

な
い
な
が
ら
意
味
や
理
合
を
考
え
て
い
く
作
業
を
加
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
よ
り
確
か
な
術
技
へ
と
昇
華
さ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

こ
の
過
程
で
も
、
資
料
に
向
き
合
う
こ
と
が
有
力
な
手
掛
か
り
で
あ

り
、
高
田
派
の
伝
書
類
の
中
に
は
型
の
意
味
や
術
技
の
理
合
に
つ
い

て
説
明
し
た
も
の
も
あ
る
。
『
宝
蔵
院
流
十
文
字
鎌
目
録
之
事
』
も

そ
の
一
っ
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
飛
乱
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る
。

飛
ハ
と
ふ
と
云
事
に
て
鳥
の
両
羽
を
遣
ひ
飛
行
の
形
鳥
の
行
ん

と
欲
す
る
時
其
目
当
と
し
て
森
或
ハ
水
辺
へ
な
り
と
も
其
止
る

所
を
極
め
て
行
也
両
羽
に
少
し
も
滞
あ
れ
は
中
端
に
し
て
地
上

へ
落
る
也
技
合
も
左
の
こ
と
く
敵
に
立
向
ひ
勝
負
を
決
す
る
時

技
合
に
少
し
も
お
こ
た
り
な
く
敵
の
手
元
へ
入
込
突
留
る
に
ハ

飛
乱
の
心
を
持
っ
て
仕
勝
口
偲
な
り
…
中
略
…
修
業
二
て

も
か
く
の
こ
と
く
怠
慢
有
て
ハ
そ
の
位
に
至
ら
ぬ
な
り
…
中

不
明

略
…
安
に
て
ハ
身
鉢
健
に
飛
乱
る
と
い
ふ
よ
う
に
左
へ

身
を
ひ
ら
き
て
大
業
を
か
け
て
飛
込
へ
し
不
断
の
飛
乱
の
技
を
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施
し
て
入
込
事
と
思
ひ
て
ハ
迭
ふ
な
り

そ
こ
で
は
、
体
を
大
き
く
捌
い
て
突
き
込
む
よ
う
な
過
度
に
大
き

な
動
き
を
み
せ
る
こ
と
が
戒
め
ら
れ
、
目
標
を
し
つ
か
り
と
見
定
め

て
無
駄
な
く
突
き
込
む
気
構
え
が
説
か
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
失

わ
れ
た
型
や
術
技
の
場
合
、
そ
の
意
味
や
理
合
の
す
べ
て
を
資
料
か

ら
引
き
出
す
こ
と
は
難
し
く
、
現
在
伝
承
さ
れ
て
い
る
型
や
術
技
に

基
づ
い
て
解
釈
・
理
解
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
他
の
古
武
道
で
の
知

識
や
経
験
で
補
完
す
る
こ
と
も
避
け
ら
れ
な
い
。
そ
れ
故
に
、
動
作

を
確
定
す
る
作
業
以
上
に
、
こ
の
意
味
や
理
合
を
検
討
す
る
過
程
で
、

現
在
の
伝
承
を
踏
ま
え
た
解
釈
・
理
解
が
入
り
や
す
く
な
り
、
担
い

手
に
よ
る
差
異
が
生
じ
や
す
く
な
る
と
も
い
え
る
。
形
の
上
だ
け
の

復
冗
で
は
な
く
、
伝
承
活
動
と
い
う
実
践
の
中
に
復
元
の
成
果
を
取

り
入
れ
よ
う
と
す
る
と
、
伝
承
さ
れ
て
い
る
型
や
術
技
と
同
じ
よ
う

に
、
そ
れ
ら
の
意
味
や
理
合
を
合
わ
せ
て
再
構
築
し
て
い
く
こ
と
も

必
要
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
復
元
過
程
を
経
て
、
大
阪
宝
蔵
院
流
槍
術
で
は
、

二
0
一
九
年
六
月
に
行
わ
れ
た
第
二
五
回
西
日
本
古
武
道
大
会
で
太

刀
合
せ
の
型
三
本
の
演
武
を
披
露
し
た
。
復
元
さ
れ
た
型
や
術
技
は
、

依
拠
す
る
資
料
の
選
定
、
そ
の
資
料
の
解
釈
、
実
技
レ
ベ
ル
で
の
動

作
の
確
定
、
意
味
や
理
合
の
検
討
と
い
う
い
く
つ
か
の
過
程
を
経
る

中
で
、
大
小
様
々
な
差
異
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
り
、
唯
一
無
二
の

型
や
術
技
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、
古
伝
本
来
の
型
や
術
技
に
な
っ

て
い
る
こ
と
も
、
決
し
て
保
証
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
取
り

組
み
を
第
一
歩
と
位
置
づ
け
、
さ
ら
な
る
資
料
の
収
集
・
研
究
を
進

め
る
と
同
時
に
、
日
々
の
稽
古
で
磨
い
た
術
技
を
復
元
に
も
反
映
さ
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民
俗
文
化
の
一
っ
と
も
い
え
る
古
武
道
の
伝
承
の
あ
り
方
と
今
後

お
わ
り
に

せ
、
ま
た
時
に
は
演
武
会
な
ど
を
通
じ
て
他
の
武
術
や
流
派
か
ら
の

意
見
や
批
判
を
踏
ま
え
て
、
復
元
し
た
型
や
術
技
を
磨
い
て
い
く
必

要
が
あ
る
。
大
阪
宝
蔵
院
流
槍
術
で
は
、
次
の
課
題
と
し
て
、
太
刀

合
せ
の
型
に
続
く
長
刀
合
せ
の
型
の
復
元
に
取
り
組
み
、
実
技
を
と

も
な
う
伝
承
活
動
の
実
践
の
中
で
宝
蔵
院
流
高
田
派
槍
術
の
全
体
像

に
少
し
で
も
迫
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

現
代
で
の
失
伝
し
た
型
や
術
技
の
復
元
の
意
義
は
、
単
に
本
来
の

武
術
が
も
っ
て
い
た
殺
傷
技
法
を
取
り
戻
す
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な

く
、
失
わ
れ
た
術
技
と
い
う
古
伝
、
流
儀
の
全
体
像
と
い
う
か
つ
て
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の
姿
を
追
い
求
め
る
挑
戦
に
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
古
伝
や
か
つ
て
の

姿
は
、
「
幾
重
に
も
解
釈
を
施
さ
れ
た
、
「
そ
う
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ

て
い
る
過
去
」
と
考
え
る
べ
き
」
と
い
う
見
解
が
あ
る
よ
う
に
、
過

去
の
資
料
と
現
在
の
伝
承
が
交
差
す
る
中
で
再
構
築
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
再
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
伝
承

さ
れ
て
い
る
も
の
が
一
部
に
と
ど
ま
る
流
儀
の
場
合
、
そ
れ
ら
を
追

い
求
め
る
こ
と
が
、
実
際
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
も
の
と
は
異
な
る
価

値
を
生
み
出
し
、
未
来
に
向
け
て
の
伝
承
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

の
取
り
組
み
を
問
う
も
の
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
宝
蔵
院
流
槍
術
を

取
り
上
げ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
異
な
る
組
織
に
よ
る
多
様
な
伝
承

の
あ
り
方
が
確
認
で
き
、
古
武
道
を
め
ぐ
る
伝
承
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

な
運
動
を
理
解
す
る
一
助
に
な
っ
た
と
考
え
る
。
近
代
以
降
の
伝
承

過
程
で
は
、
同
一
の
ル
ー
ツ
か
ら
出
発
し
な
が
ら
も
、
組
織
の
出
自

や
歴
史
、
地
域
と
の
関
係
性
、
担
い
手
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
や
経

験
な
ど
に
よ
っ
て
、
東
京
・
奈
良
・
大
阪
で
の
伝
承
活
動
に
差
異
が

み
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

と
り
わ
け
大
阪
宝
蔵
院
流
槍
術
で
み
ら
れ
た
復
元
と
い
う
取
り
組

み
に
つ
い
て
は
、
現
在
ま
で
の
伝
承
を
忠
実
に
守
ろ
う
と
す
る
こ
と

か
ら
の
逸
脱
と
も
受
け
取
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
復
元
し
た
型
の

再
現
性
や
武
術
と
し
て
の
伝
承
面
の
正
当
性
と
い
っ
た
問
題
も
残
る
。

し
か
し
、
失
伝
し
た
型
や
術
技
を
多
く
含
む
流
派
に
と
っ
て
、
伝
承

活
動
と
い
う
実
践
の
中
で
古
伝
や
か
つ
て
の
姿
に
迫
ろ
う
と
す
る
試

み
に
は
、
そ
れ
ら
の
懸
念
や
問
題
を
上
回
る
効
用
も
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
現
在
伝
承
さ
れ
て
い
る
型
や
術
技
と
は
区
別
し
て
考
え
ら
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
宝
蔵
院
流
槍
術
と
い
う
流
儀
の
本
質
や
槍
術

技
法
の
幅
の
広
さ
を
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
を
今
後
の

伝
承
活
動
に
も
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
る
。

古
武
道
の
伝
承
・
復
元
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
民
俗
学
の
研
究
で

指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
伝
承
活
動
や
復
元
の
担
い
手
と
な
る
人
々
に
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焦
点
を
合
わ
せ
た
調
査
・
研
究
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
。
中
心
的
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(
l
)
近
代
以
降
の
武
道
に
つ
い
て
は
、
井
上
俊
『
武
道
の
誕
生
』

（
吉
川
弘
文
館
、
二

0
0
四
年
）
、
中
嶋
哲
也
『
近
代
日
本

の
武
道
論
〈
武
道
の
ス
ポ
ー
ツ
化
〉
問
題
の
誕
生
』
（
国
書

刊
行
会
、
二

0
一
七
年
）
が
詳
し
い
。
な
お
、
古
武
道
と

は
、
「
概
ね
明
治
時
代
以
前
に
必
殺
の
技
と
し
て
生
ま
れ
た

武
技
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
流
儀
の
も
と
で
独
特
な
形
と
し
て
大

切
に
な
が
く
継
承
し
て
来
た
古
流
」
（
二
木
謙
一
・
入
江
康

平
・
加
藤
寛
編
『
日
本
史
小
百
科
〈
武
道
〉
』
（
東
京
堂
出
版
、

一
九
九
四
年
）
ニ
―
六
頁
）
と
さ
れ
る
。

(
2
)
小
山
隆
秀
「
青
森
県
に
お
け
る
前
近
代
の
武
の
伝
承
と
変
容
」

（
『
青
森
県
立
郷
土
館
研
究
紀
要
』
第
四
一
号
、
二

0
一
七
年

三
月
）
八
一
頁
。

(
3
)
例
え
ば
、
同
右
小
山
「
青
森
県
に
お
け
る
前
近
代
の
武
の

注

な
人
物
を
捉
え
て
、
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
調
査
や
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト

リ
ー
分
析
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た

宝
蔵
院
流
槍
術
の
東
京
・
奈
良
・
大
阪
の
伝
承
活
動
の
あ
り
方
の
違

い
を
よ
り
深
く
考
察
・
理
解
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
、
今
後
の
古

武
道
の
伝
承
活
動
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
の
有
益
な
知
見
が
得
ら

れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

日
本
の
名
槍
』
（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
七
四

伝
承
と
変
容
」
、
田
邊
元
「
秋
田
の
シ
シ
踊
り
に
伝
承
さ
れ

る
芸
能
武
術
ー
村
落
社
会
に
お
け
る
武
術
伝
承
へ
の
考
察

|
」
（
『
ス
ポ
ー
ツ
人
類
學
研
究
』
第
一
八
号
、
二

0
一
六

年
）
、
田
邊
元
「
つ
な
が
り
の
中
で
生
ま
れ
る
技
ー
神
道
香

取
流
に
み
る
技
の
復
元
ー
」
（
『
現
代
民
俗
学
研
究
』
第
一
―

号
、
二

0
一
九
年
三
月
）
な
ど
が
あ
る
。

(
4
)
例
え
ば
、
民
俗
芸
能
で
は
、
茂
手
木
潔
子
「
新
潟
県
南
区
月

潟
に
お
け
る
「
角
兵
衛
獅
子
囃
子
」
復
元
の
経
緯
と
現
状
」

（
『
藝
能
』
第
二
四
号
、
二

0
一
八
年
三
月
）
、
山
中
玲
子
「
『
御

世
話
筋
秘
曲
』
の
解
読
と
復
元
の
記
録
」
（
『
能
楽
研
究
』
第

四
一
号
、
二

0
一
七
年
三
月
）
な
ど
、
古
武
道
で
は
、
石
川

哲
也
『
賓
蔵
院
流
中
村
派
の
術
技
第
一
巻
、
第
二
巻
』
（
私

家
版
、
二

0
1
―
年
）
、
吉
田
納
男
・
魚
住
孝
至
「
「
三
学
」

組
太
刀
試
論
」
（
『
武
道
・
ス
ポ
ー
ツ
科
学
研
究
所
年
報
』
第

1
0
号
、
二

0
0
五
年
）
な
ど
が
あ
る
。

(
5
)
同
右
吉
田
・
魚
住
「
「
三
学
」
組
太
刀
試
論
」
三
六
七
ー

三
六
八
頁
、
小
椋
一
広
「
古
流
剣
術
に
お
け
る
型
（
形
）
．

組
太
刀
の
変
遷
ー
新
陰
流
と
一
刀
流
の
変
遷
に
つ
い
て
ー
」

（
『
ス
ポ
ー
ツ
人
類
學
研
究
』
第
一
七
号
、
二

0
一
五
年
）
二
頁
。

(
6
)
前
掲
小
山
「
青
森
県
に
お
け
る
前
近
代
の
武
の
伝
承
と
変
容
」

八
六
頁
。

(
7
)
沼
田
鎌
次
『
新
版
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年
）
―
二
八
頁
、
福
島
酔
剣
「
日
本
刀
大
百
科
事
典
第
三

巻
』
（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
三
年
）
四
五
＼
四
六
頁
な
ど

で
は
、
胤
栄
に
よ
る
十
文
字
槍
の
発
明
に
は
懐
疑
的
で
あ
り
、

そ
の
他
の
起
源
説
を
示
し
て
い
る
。

(
8
)
島
田
貞
一
「
宝
蔵
院
流
槍
術
」
（
財
団
法
人
奈
良
市
武
道
振

興
会
編
『
奈
良
の
宝
蔵
院
槍
術
』
財
団
法
人
奈
良
市
武
道
振

興
会
、
一
九
八

0
年
）
八
＼
―
-
頁
。

(
9
)
横
瀬
知
之
『
日
本
の
古
武
道
』
（
日
本
武
道
館
、
二

0
0
一年）

二
六
一
＼
二
六
二
頁
。

(10)
渡
邊
一
郎
『
鎌
宝
蔵
院
槍
術
』
（
奈
良
市
、
一
九
八
一
年
）

七
三
ー
九
二
頁
。

(11)
前
掲
島
田
「
宝
蔵
院
流
槍
術
」
一
八
頁
。
原
資
料
は
、
清
水

正
熾
『
藝
王
姓
氏
録
』
(
-
八
六
0
年
）
で
あ
る
。

(12)
宝
蔵
院
流
槍
術
に
つ
い
て
の
代
表
的
な
研
究
と
し
て
は
、
石

川
哲
也
「
賓
蔵
院
流
の
創
流
及
び
伝
系
の
分
類
に
関
す
る
研

究
」
（
『
武
道
学
研
究
』
第
三
八
巻
（
S
u
p
p
l
e
m
e
n
t
)
、

二
0
0
五
年
）
を
は
じ
め
と
す
る
石
川
に
よ
る
一
連
の
研
究

が
あ
る
。

(13)
前
掲
島
田
「
宝
蔵
院
流
槍
術
」
一
八
頁
。
た
だ
し
、
下
石
派

や
旅
川
流
で
は
、
一
丈
一
尺
五
寸
（
約
三
・
五
メ
ー
ト
ル
）

の
独
特
の
長
い
十
文
字
槍
を
使
用
し
て
い
る
と
い
っ
た
違
い

も
あ
る
。

(14)
吉
次
が
小
笠
原
家
に
仕
官
す
る
ま
で
の
経
歴
に
つ
い
て

は
、
文
献
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
り
、
胤
舜
門
下
の
六
天
狗
の

一
人
と
す
る
も
の
も
あ
る
（
前
掲
横
瀬
『
日
本
の
古
武
道
』

二
五
九
ー
ニ
六
0
頁）。

(15)
同
右
横
瀬
『
日
本
の
古
武
道
」
二
六

0
ー
ニ
六
一
頁
、
前
掲

渡
邊
『
鎌
宝
蔵
院
槍
術
』
七
六
ー
七
七
頁
。

(16)
前
掲
二
木
・
入
江
・
加
藤
『
日
本
史
小
百
科
〈
武
道
〉
』

九
六
頁
。

(17)
講
談
社
編
『
日
本
の
武
道
―
一
極
意
守
成
の
道
』
（
講
談
社
、

一
九
七
五
年
）
―
-
三
頁
。
銃
剣
道
は
、
明
治
初
期
に
フ
ラ

ン
ス
か
ら
西
洋
式
銃
剣
術
を
取
り
入
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
が
、

後
に
日
本
独
自
の
槍
術
と
し
て
宝
蔵
院
流
•
佐
分
利
流
・
疋

田
流
・
貰
流
な
ど
の
心
技
に
源
流
を
置
い
て
、
剣
道
の
理
論

な
ど
を
合
わ
せ
て
確
立
さ
れ
て
お
り
、
槍
術
は
銃
剣
道
に
一

部
受
け
継
が
れ
た
側
面
も
あ
る
。

(18)
前
掲
島
田
「
宝
蔵
院
流
槍
術
」
一
九
頁
。

(19)
石
川
は
、
山
里
が
遠
藤
半
三
郎
良
淳
に
師
事
し
て
い
た
こ
と

を
示
し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
現
在
広
く
採
用
さ
れ
て
い

る
小
倉
の
高
田
吉
通
か
ら
連
な
る
伝
承
の
系
譜
に
疑
義
を
呈

す
る
。
石
川
に
よ
れ
ば
、
図
2
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
高
田

吉
次
の
高
弟
で
あ
っ
た
森
平
政
綱
か
ら
竹
内
六
郎
左
衛
門
勝

重
ー
竹
内
六
兵
衛
勝
辰
ー
吉
田
太
左
衛
門
豊
近
ー
吉
田
弥
五



(39) 

右
衛
門
豊
貞
ー
吉
田
弥
五
右
衛
門
豊
膳
ー
宅
間
善
右
衛
門
憲

孝
ー
杉
浦
藤
右
衛
門
勝
興
ー
遠
藤
半
三
郎
良
淳
を
経
て
山
里

に
至
る
と
す
る
（
石
川
哲
也
「
現
伝
承
の
宝
蔵
院
流
高
田
派

の
術
技
と
伝
書
に
記
さ
れ
た
術
技
の
差
異
に
つ
い
て
の
研
究
」

（
『
関
西
武
道
学
研
究
』
第
二
三
巻
第
一
号
、
二

0
一
四
年
三
月
）

―
―
＼
一
五
頁
）
。
現
在
伝
わ
っ
て
い
る
宝
蔵
院
流
高
田
派
は
、

島
田
貞
一
・
今
村
嘉
雄
・
齋
藤
聰
編
『
日
本
武
道
大
系
第

七
巻
』
（
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
二
年
）
ニ
―

0
頁
な
ど
で

江
戸
に
伝
わ
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い

た
が
、
こ
の
石
川
の
研
究
は
、
そ
れ
を
伝
書
類
の
調
究
・
考

察
か
ら
資
料
面
で
裏
づ
け
た
貴
重
な
成
果
で
あ
る
。

(20)
穴
山
徳
夫
「
槍
一
筋
宝
蔵
院
流
高
田
派
絵
目
録
」
（
石
田
和

外
追
想
集
刊
行
会
編
『
石
田
和
外
追
想
集
』
石
田
和
外
追
想

集
刊
行
会
、
一
九
八
一
年
）
三
二
六
頁
。

(21)
山
崎
卓
「
有
志
の
槍
術
百
年
の
由
来
」
（
『
文
武
館
』
第

一
六
号
、
二

0
0
一
年
）
四
頁
。

(22)
同
右
山
崎
「
有
志
の
槍
術
」
二
＼
四
頁
、
前
掲
穴
山
「
槍
一

筋
宝
蔵
院
流
高
田
派
絵
目
録
」
二
三
六
頁
。
矢
野
は
、
撃
剣

部
O
B
が
朝
稽
古
を
し
て
か
ら
出
勤
で
き
る
よ
う
に
と
考
え

て
、
一
九
四

0
年
に
東
京
日
比
谷
の
第
一
生
命
保
険
社
屋
の

地
下
に
道
場
を
開
設
し
て
お
り
、

G
H
Q
に
よ
る
社
屋
の
接

収
と
武
道
禁
止
令
の
空
白
期
間
を
経
て
、
一
九
五
二
年
か
ら

稽
古
を
再
開
し
て
い
た
。

(23)
石
田
和
外
「
剣
術
修
業
の
あ
れ
こ
れ
」
（
石
田
恭
子
編
『
子
々

孫
々
』
私
家
版
、
一
九
八
一
年
）
六
四
頁
。

(24)
前
掲
穴
山
「
槍
一
筋
宝
蔵
院
流
高
田
派
絵
目
録
」
二
三
六
＼

二
三
七
頁
。

(25)
前
掲
横
瀬
『
日
本
の
古
武
道
』
二
六
三
頁
。

(26)
山
崎
卓
『
宝
蔵
院
流
高
田
派
槍
術
槍
合
せ
の
型
指
南
心
得
帳
』

（
私
家
版
、
二

0
―
二
年
）
三
〇
＼
三
二
頁
、
忠
徳
会
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ

(
h
t
t
p
s
:
/＼
t
y
u
u
t
o
k
u
k
a
i
.
w
i
x
s
i
t
e
.
c
o
m
¥
h
o
m
e
)

二
0
二
0
年
―
一
月
一

0
日
閲
覧
。

(27)
前
掲
穴
山
「
槍
一
筋
宝
蔵
院
流
高
田
派
絵
目
録
」
二
三
八
頁
。

(28)
鍵
田
忠
三
郎
「
お
蔭
で
、
宝
蔵
院
流
鎌
槍
奈
良
に
甦
る
」

（
前
掲
石
田
和
外
追
想
集
刊
行
会
「
石
田
和
外
追
想
集
』
）

ニ
ニ
七
ー
ニ
ニ
九
頁
。

(29)
前
掲
山
崎
『
宝
蔵
院
流
高
田
派
槍
術
槍
合
せ
の
型
指
南
心
得

脹
」
三
一
頁
。

(30)
西
川
源
内
「
宝
蔵
院
槍
術
の
顕
彰
」
（
前
掲
奈
良
市
武
道
振

興
会
『
奈
良
の
宝
蔵
院
槍
術
』
）
一

1
三
頁
。

(31)
前
掲
山
崎
「
有
志
の
槍
術
」
五
頁
。

(32)
宝
蔵
院
流
槍
術
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(
h
t
t
p
s
:
/＼
h
o
z
o
i
n
.
j
p
¥
)

二
0
二
0
年
―
一
月
一

0
日
閲
覧
。

(33)
前
掲
横
瀬
『
日
本
の
古
武
道
』
二
六
二
頁
。
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(34)
宝
蔵
院
流
槍
術
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(
h
t
t
p
s
:
/＼
h
o
z
o
i
n
.
j
p
¥
）

二
0
二
0
年
―
一
月
一

0
日
閲
覧
。

(35)
資
料
の
翻
刻
と
し
て
は
、
西
川
源
内
『
宝
蔵
院
流
十
文
字
鎌

槍
偲
鎌
槍
兵
法
百
歌
首
』
（
財
団
法
人
奈
良
市
武
道
振
興
会
、

一
九
七
七
年
）
、
西
川
源
内
『
高
田
又
兵
衛
伝
宝
蔵
院
流

十
文
字
口
伝
書
久
世
大
和
守
廣
之
著
述
』
（
財
団
法
人
奈

良
市
武
道
振
興
会
、
一
九
七
九
年
）
、
西
川
源
内
『
宝
蔵
院

流
十
文
字
鎌
目
録
之
事
武
道
極
意
』
（
財
団
法
人
奈
良
市

武
道
振
興
会
、
一
九
八

0
年
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
成
果
は
、

後
に
財
団
法
人
奈
良
市
武
道
振
輿
会
編
『
奈
良
の
宝
蔵
院
槍

術
』
（
財
団
法
人
奈
良
市
武
道
振
典
会
、
一
九
八
九
年
）
に

再
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
宝
蔵
院
流
槍
術
の
歴
史
を
ま
と

め
た
も
の
と
し
て
は
、
前
掲
奈
良
市
武
道
振
興
会
『
奈
良
の

宝
蔵
院
槍
術
』
、
前
掲
渡
邊
『
鎌
宝
蔵
院
槍
術
」
が
あ
る
。

(36)
奈
良
で
の
伝
承
活
動
で
も
、
教
本
と
し
て
、
奈
良
宝
蔵
院
流

槍
術
保
存
会
編
『
宝
蔵
院
流
十
文
字
鎌
槍
教
本
』
（
奈
良
宝

蔵
院
流
槍
術
保
存
会
、
一
九
九
七
年
）
が
発
行
さ
れ
て
い
る

が
、
東
京
で
み
ら
れ
た
よ
う
な
強
い
規
範
意
識
の
現
れ
と
い

う
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

(37)
奈
良
宝
蔵
院
流
槍
術
保
存
会
『
宝
蔵
院
槍
術
』
（
奈
良
宝
蔵

院
流
槍
術
保
存
会
、
二

0
一
三
年
八
月
）
、
宝
蔵
院
流
槍
術

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(
h
t
t
p
s
:
/＼
h
o
z
o
i
n
.
j
p
¥
）
二

0
二
0
年
一
―

月
一

0
日
閲
覧
。

(38)
前
掲
石
川
「
現
伝
承
の
宝
蔵
院
流
高
田
派
の
術
技
と
伝
書
に

記
さ
れ
た
術
技
の
差
異
に
つ
い
て
の
研
究
」
二
五
頁
。

(39)
久
世
広
之
『
印
可
目
録
覚
書
』
（
一
六
七
七
年
、
前
掲
島

田
・
今
村
・
齋
藤
「
日
本
武
道
大
系
第
七
巻
』
二
三
六
＼

三
二
九
頁
載
録
）
。

(40)
前
掲
講
談
社
『
日
本
の
武
道
―
-
」
-
―
―
二
頁
。

(41)
前
掲
石
田
「
剣
術
修
業
の
あ
れ
こ
れ
」
六
四
頁
。

(42)
例
え
ば
、
前
掲
石
川
『
賓
蔵
院
流
中
村
派
の
術
技
』
、
鈴
木

太
郎
「
宝
蔵
院
流
の
基
礎
的
研
究
ー
『
十
文
字
鎌
兵
法
家
元

諸
伝
秘
録
全
』
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
花
園
大
学
文
学
部
国

際
禅
学
科
卒
業
論
文
、
二

0
一
三
年
）
な
ど
、
優
れ
た
研
究

成
果
が
あ
る
。
後
者
は
、
卒
業
論
文
で
あ
る
た
め
に
公
刊
さ

れ
て
い
な
い
が
、
詳
細
な
考
察
の
下
に
復
元
が
試
み
ら
れ
た

貴
重
な
成
果
で
あ
り
、
大
阪
宝
蔵
院
流
槍
術
の
復
元
に
も
活

か
さ
れ
て
い
る
。

(43)
横
道
萬
里
雄
「
「
三
山
」
の
復
活
上
演
」
（
『
観
世
』
第
五
三

巻
第
四
号
、
一
九
八
六
年
四
月
）
三
三
＼
三
五
頁
。

(44)
前
掲
山
中
「
『
御
世
話
筋
秘
曲
』
の
解
読
と
復
元
の
記
録
」

九
五
＼
九
六
頁
。

(45)
久
世
広
之
『
鑓
秘
書
』
(
-
六
三
六
年
、
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
、

請
求
記
号
Q
B
I七
一
八
四
）
。



(41) 

(46)
宝
蔵
院
流
高
田
派
の
伝
書
類
と
し
て
は
、
高
田
又
兵
衛
吉
通

の
系
統
に
よ
る
『
十
文
字
目
録
」
(
-
八
三

0
年
、
筆
者
所
蔵
）
、

高
田
新
左
衛
門
吉
和
『
十
文
字
鎌
目
録
之
事
』
（
一
六
七
二
年
、

筆
者
所
蔵
）
、
高
田
弥
五
兵
衛
吉
任
の
系
統
で
編
ま
れ
た
『
賓

蔵
院
鎗
術
口
偲
書
』
（
一
六
七
四
年
、
筆
者
所
蔵
）
、
前
掲
西

川
『
宝
蔵
院
流
十
文
字
鎌
目
録
之
事
』
な
ど
、
鎌
宝
蔵
院
の

伝
書
類
と
し
て
は
、
『
十
文
字
鎌
兵
法
家
元
諸
偲
秘
録
全
』

（
一
八
五
九
年
、
奈
良
県
立
図
書
情
報
館
所
蔵
、
請
求
記
号

五
七
ー
一
ー
ニ
六
）
、
中
原
行
光
『
賓
蔵
院
本
来
之
書
」
（
作

成
年
不
明
、
筆
者
所
蔵
）
な
ど
を
用
い
た
。

(47)
前
掲
久
世
『
鑓
秘
書
』
。

(48)
前
掲
『
賓
蔵
院
鎗
術
口
偲
書
」
。

(49)
前
掲
『
家
元
諸
偲
秘
録
』
。

(50)
前
掲
西
川
『
宝
蔵
院
流
十
文
字
鎌
目
録
之
事
』
四
頁
。

(51)
前
掲
田
邊
「
つ
な
が
り
の
中
で
生
ま
れ
る
技
」
四
七
＼
四
八
頁
。

(52)
俵
木
悟
「
民
俗
芸
能
の
変
化
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
独
立

行
政
法
人
文
化
財
研
究
所
東
京
文
化
財
研
究
所
芸
能
部
編

『
民
俗
芸
能
の
上
演
目
的
や
上
演
場
所
に
関
す
る
調
査
報
告
』

独
立
行
政
法
人
文
化
財
研
究
所
東
京
文
化
財
研
究
所
芸
能
部
、

二
0
0
六
年
）
一
六
頁
。

(53)
前
掲
田
邊
「
つ
な
が
り
の
中
で
生
ま
れ
る
技
」
四
九
頁
、
高

久
舞
『
芸
能
伝
承
論
伝
統
芸
能
・
民
俗
芸
能
に
お
け
る
演

者
と
系
譜
』
（
岩
田
書
院
、
二

0
一
七
年
）
三
九
〇
＼
三
九
一
頁
。

高
久
は
、
芸
能
を
伝
承
す
る
上
で
芸
能
の
普
及
、
芸
能
維
持

の
保
証
、
芸
能
伝
承
組
織
の
結
束
力
を
作
り
上
げ
る
「
個
」

の
存
在
に
注
目
し
て
い
る
。
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