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武
術
に
お
け
る
「
放
擲
」
を
考
え
る 

  

瀧
元 

誠
樹 

  

１
．
は
じ
め
に 

 

二
〇
一
二
年
八
月
に
開
催
さ
れ
た
神
戸
市
外
国
語
大
学
・
バ
ス
ク
大

学
第
二
回
国
際
セ
ミ
ナ
ー
「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
伝
統
ス
ポ
ー

ツ
」
の
初
日
に
行
わ
れ
た
特
別
講
演
「
身
体
―
あ
る
乱
丁
の
歴
史
」
に

お
い
て
、
そ
の
冒
頭
で
今
福
龍
太
は
「
放
擲
」
す
る
こ
と
の
意
味
を
説

い
た
。
ス
ペ
イ
ン
語
と
日
本
語
を
話
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
的
に

は
二
つ
の
言
語
が
操
れ
る
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
二
つ
の
言
語
、
つ

ま
り
、
完
結
体
と
し
て
の
単
一
言
語
的
な
シ
ス
テ
ム
を
横
並
び
に
存
在

し
て
い
る
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
一
人
の
人
間
の
中
に
生
き
て
い
る

言
葉
は
ひ
と
つ
で
あ
る
と
考
え
て
み
る
と
い
う
。 

あ
る
人
と
は
日
本
語
で
会
話
し
、
あ
る
人
と
は
ス
ペ
イ
ン
語
を
駆
使

し
て
会
話
す
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
別
々
の
自
分
が
存
在
す
る
わ
け
で

は
な
い
。
自
分
の
周
り
に
、
別
々
の
言
語
を
話
す
人
が
複
数
人
い
て
、

そ
の
場
で
は
複
数
の
言
語
で
会
話
が
で
き
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に

い
る
自
分
自
身
は
一
人
な
の
で
あ
り
、
相
手
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
応

じ
て
会
話
す
る
こ
と
に
は
何
ら
区
別
は
な
い
。
呼
び
か
け
に
触
発
さ
れ

て
考
え
る
自
分
自
身
は
一
人
な
の
で
あ
り
、
応
答
し
た
言
葉
を
客
観
的

に
と
ら
え
た
ら
別
の
言
語
と
し
て
み
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

自
分
自
身
の
言
葉
と
し
て
は
ひ
と
つ
し
か
な
い
と
い
う
わ
け
だ
。 

そ
れ
で
も
、
ス
ペ
イ
ン
語
な
ら
ス
ペ
イ
ン
語
を
学
び
、
修
得
す
る
か

ら
こ
そ
操
れ
る
よ
う
な
る
、
自
分
の
も
の
に
な
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
ス

ペ
イ
ン
語
で
の
会
話
能
力
を
「
所
有
」
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、「
所

有
」
す
る
の
で
は
な
く
「
放
擲
」
す
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
だ

ろ
う
か
。
今
福
は
、「
放
擲
」
す
る
と
は
、「
自
分
で
完
全
に
独
占
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
形
で
解
放
し
つ
つ
、
自
分
が
知
覚
で
き
る
と

こ
ろ
に
と
ど
め
置
く
」
こ
と
だ
と
説
い
て
い
た
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た

こ
と
は
言
語
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
身
体
に
お
い
て
も
そ
う
だ
と
い

う
。
複
数
の
身
体
意
識
や
身
体
感
覚
が
混
在
し
な
が
ら
、
す
べ
て
合
わ

せ
て
一
つ
の
身
体
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
何
か
が
あ
る
、
と
。 

そ
れ
で
は
、「
言
語
」
を
「
武
術
」
に
置
き
換
え
て
考
え
て
み
た
い
。

弓
や
剣
、
柔
な
ど
様
々
な
武
術
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
に
流
派
が
分

か
れ
、
レ
ベ
ル
に
応
じ
た
技
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
一
つ
一
つ

を
、
修
得
し
、
自
分
の
も
の
に
し
、
使
え
る
よ
う
に
し
て
い
く
。
「
放

擲
」
は
、
能
力
を
使
い
こ
な
し
、
「
所
有
」
し
て
い
る
主
体
と
し
て
の

自
己
が
あ
り
、
使
い
こ
な
さ
れ
、
「
所
有
」
さ
れ
る
複
数
の
言
語
や
技

と
い
う
、
所
有-

被
所
有
の
関
係
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
別

の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
「
所
有
」
し
て
い
る
言
語
や
技
の
概
念
を
捨
て

る
だ
け
で
な
く
、
「
所
有
」
し
て
い
る
主
体
と
し
て
の
自
己
が
な
く
な

る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。 

 

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
「
放
擲
」
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
武
術
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の
修
行
過
程
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
武
術
の
修
行
過
程
で
の
一
つ
の
理

想
と
し
て
、
自
然
体
に
な
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
相
手
の
動
き
を
想

定
し
、
そ
れ
に
対
応
し
や
す
い
形
を
あ
ら
か
じ
め
準
備
す
る
の
が
構
え

で
あ
る
。
修
得
す
る
技
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
構
え
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ

実
戦
で
相
手
と
対
峙
し
た
時
に
あ
ら
か
じ
め
構
え
て
し
ま
う
と
、
か
え

っ
て
こ
ち
ら
の
技
を
教
え
て
し
ま
い
か
ね
な
い
し
、
想
定
し
た
こ
と
に

居
つ
き
か
ね
な
い
。
う
ま
く
構
え
に
は
ま
っ
て
く
れ
る
な
ら
良
い
が
、

何
を
し
て
く
る
の
か
わ
か
ら
な
い
の
が
実
戦
で
あ
る
。
あ
ら
か
じ
め
準

備
す
る
身
構
え
、
心
構
え
る
こ
と
が
あ
だ
と
な
り
か
ね
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
相
手
や
技
へ
の
こ
だ
わ
り
を
捨
て
、
無
念
無
想
の
自
然
体
が
求

め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
武
術
に
お
け
る
理
想
を
具
体
的
に
確

認
し
な
が
ら
、「
放
擲
」
す
る
と
は
何
か
明
ら
か
に
し
て
い
く
。 

 ２
．
忍
び
の
な
ら
い 

 

平
安
時
代
末
期
の
武
士
で
源
義
経
の
郎
党
・
伊
勢
三
郎
義
盛
は
、
戦

の
世
に
お
い
て
敵
陣
へ
忍
び
入
る
た
め
の
心
構
え
や
苦
難
を
耐
え
忍

ぶ
心
情
を
歌
に
し
て
残
し
た
。
た
と
え
ば
、
「
し
の
び
つ
ゝ
見
た
つ
る

こ
と
を
絵
図
に
し
て 

軍
者
に
向
談
合
せ
よ
」
の
よ
う
に
、
忍
ぶ
様
を

表
し
た
も
の
が
あ
る
。
敵
の
陣
容
を
偵
察
し
て
見
て
き
た
こ
と
を
絵
図

に
し
て
作
戦
を
立
て
て
い
く
様
は
、
忍
者
の
活
躍
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。 

そ
し
て
、
忍
者
の
修
行
を
表
す
も
の
と
し
て
、
伊
勢
三
郎
義
盛
は
次

の
歌
を
詠
ん
だ
。 

 

し
の
び
に
は
な
ら
ひ
の
道
は
お
ほ
け
れ
ど 

先
第
一
は
敵
に
ち

か
づ
け 

 

 

遠
く
離
れ
た
土
地
に
忍
び
入
り
、
見
聞
し
た
こ
と
を
絵
図
に
す
る
こ

と
を
考
え
て
み
て
も
、
そ
の
た
め
に
は
各
地
の
風
土
、
習
俗
、
言
葉
を

あ
ら
か
じ
め
熟
知
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
地
に
赴
く
た

め
の
旅
に
む
け
て
、
食
料
を
得
る
方
法
、
水
源
や
鉱
物
を
探
る
方
法
、

天
候
や
天
文
学
的
知
識
、
危
機
管
理
能
力
、
動
物
や
敵
に
襲
わ
れ
た
と

き
の
対
処
法
、
戦
闘
術
と
し
て
の
武
芸
十
八
般
な
ど
、
多
様
な
習
い
の

道
が
あ
る
。
フ
ィ
ー
ル
ド
で
の
ア
ク
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
相
手
や
自
然
の

状
況
に
対
応
す
る
叡
智
が
、
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で

義
盛
は
、
忍
者
の
習
う
べ
き
道
は
多
い
け
れ
ど
も
ま
ず
は
敵
に
近
づ
く

こ
と
が
、
大
切
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
、
ど
う
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。 

藤
林
保
武
は
『
萬
川
集
海
』
の
な
か
で
、
義
盛
の
忍
歌
を
取
り
上
げ

て
、
敵
の
隙
を
窺
い
危
険
を
顧
み
ず
に
忍
び
入
る
際
、
そ
の
心
は
刃
の

ご
と
く
堅
く
鋭
く
な
け
れ
ば
、
臆
し
て
し
ま
い
失
敗
す
る
と
説
い
て
い

る
。
そ
し
て
、
刃
の
心
と
書
く
「
忍
」
を
も
っ
て
術
の
名
と
す
る
、
と

も
。
と
い
う
こ
と
は
、
敵
地
へ
赴
く
旅
の
途
上
や
敵
陣
に
忍
び
込
む
た

め
に
、
わ
ず
か
な
動
き
も
見
逃
さ
な
い
よ
う
に
神
経
を
研
ぎ
澄
ま
し
、

表
面
だ
け
で
は
推
し
量
る
こ
と
の
で
き
な
い
機
微
を
察
す
る
感
性
を

磨
き
、
敵
の
出
方
に
冷
静
沈
着
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
心
身
を
鍛
え
て

お
く
こ
と
を
、
「
忍
」
の
字
が
象
徴
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
技
が
さ
び

付
い
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
、
感
覚
が
鈍
ら
な
い
よ
う
に
、
鋭
い
刃
の

ご
と
く
心
身
を
鍛
え
る
こ
と
が
大
切
だ
と
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
敵
に

近
づ
け
た
と
し
て
も
敵
に
捕
ら
え
ら
れ
る
可
能
性
が
高
く
、
任
務
は
果

た
せ
ず
、
命
も
奪
わ
れ
か
ね
な
い
の
だ
か
ら
。 
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３
．
胆
が
錬
ら
れ
る 

奥
瀬
平
七
郎
は
、
『
忍
術
秘
伝
』
に
お
い
て
、
忍
術
を
行
う
者
は
、

第
一
に
機
敏
で
あ
れ
と
を
説
い
て
い
る
。
敵
に
近
づ
く
こ
と
よ
り
も
、

敵
に
近
づ
い
た
ら
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
か
を
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

敵
に
近
づ
き
臨
機
応
変
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
機
を

見
る
こ
と
を
誤
ら
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に

は
、
平
常
か
ら
精
神
を
鍛
え
る
必
要
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
技
術
や
知
識

の
み
で
は
鍛
え
ら
れ
な
い
。
精
神
を
鍛
え
、
機
敏
に
な
る
た
め
に
は
、

「
胆
が
錬
ら
れ
る
」
必
要
が
あ
る
。
奥
瀬
は
、
胆
が
錬
ら
れ
る
た
め
に

忍
術
は
、
体
錬
の
部
で
常
に
身
を
危
険
に
曝
し
て
い
る
と
い
う
。
体
錬
、

す
な
わ
ち
身
体
を
鍛
え
る
武
術
の
修
錬
が
、
心
身
を
鍛
え
、
整
え
る
。 

こ
こ
で
、
武
術
の
修
行
に
つ
い
て
理
解
す
る
た
め
に
、
最
後
の
忍
者

と
称
さ
れ
る
藤
田
西
湖
の

遺
し
た
数
あ
る
武
術
の
中

か
ら
『
拳
法
図
』
の
技
を
一

つ
取
り
上
げ
て
、
具
体
的
に

武
術
の
修
錬
過
程
を
確
認

す
る
。 

 

 

図
１
は
、
『
拳
法
図
』
と

し
て
編
ま
れ
た
五
九
本
の

最
初
の
技
を
表
し
た
図
で

あ
る
。
人
智
を
超
え
た
モ
ノ

を
描
こ
う
と
し
て
い
る
の

か
天
狗
と
烏
天
狗
に
よ
る

技
が
五
九
種
類
描
か
れ
て

写真1  三重県伊賀上野城（左） 忍者に扮装した観光客が堀を眺めている（右） 

図1  『拳法図』（藤田西湖編、日本武術研究
所発行、1985年）の一本目
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い
る
。
日
本
武
術
研
究
所
で
は
、
こ
の
図
を
次
の
よ
う
な
技
と
し
て
伝

承
し
て
い
る
。 

①
お
互
い
に
立
っ
た
状
態
で
向
か
い
合
う
。 

②
相
手
は
、
右
足
を
一
歩
進
め
な
が
ら
右
拳
で
自
分
の
腹
部
を
突
い

て
く
る
。 

③
自
分
は
、
左
手
で
相
手
の
突
い
て
く
る
右
腕
を
受
け
流
し
、
そ
の

右
肘
を
自
分
の
右
脇
に
抱
え
る
よ
う
に
す
る
。 

④
自
分
は
、
左
手
で
相
手
の
の
ど
元
を
お
さ
え
る
よ
う
に
し
て
相
手

の
左
襟
を
つ
か
み
、
相
手
の
上
体
を
反
ら
せ
る
よ
う
に
押
し
込
ん

で
い
く
。 

⑤
自
分
は
、
左
足
裏
で
相
手
の
右
踵
を
外
か
ら
内
へ
刈
り
、
相
手
の

襟
を
つ
か
ん
で
い
る
左
手
は
さ
ら
に
押
し
込
ん
で
い
く
。 

⑥
相
手
が
、
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
て
自
分
の
左
側
へ
倒
れ
て
く
る
の
で
、

自
分
は
左
ひ
ざ
を
つ
い
て
、
右
腕
を
極
め
、
左
手
で
の
ど
を
押
し

込
ん
で
極
め
る
。 

こ
の
六
つ
の
段
階
は
、
便
宜
上
一
連
の
流
れ
を
分
け
て
記
載
し
て
い
る
。

実
際
に
は
、
技
の
習
得
状
況
に
応
じ
て
、
書
か
れ
方
は
違
う
。 

武
術
の
練
習
を
始
め
た
ば
か
り
で
あ
れ
ば
、
師
範
や
先
輩
の
模
範
を

見
た
と
し
て
も
何
を
し
て
い
る
の
か
見
当
も
つ
か
な
い
だ
ろ
う
。
ゆ
っ

く
り
と
動
き
を
分
節
化
し
な
が
ら
見
せ
て
も
ら
う
こ
と
で
、
な
ん
と
な

く
イ
メ
ー
ジ
が
つ
か
め
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
ら
、
見
聞
き
し
た

技
の
立
ち
方
や
姿
勢
、
腕
の
動
き
を
真
似
る
。
こ
の
時
に
自
分
自
身
の

体
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
も
、
ま
ず
は
身
体
各
部
か
ら
で
あ
り
、
慣

れ
て
く
る
と
一
緒
に
動
か
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。 

た
と
え
ば
、
③
に
お
い
て
、
右
足
を
一
歩
引
い
て
立
ち
方
を
整
え
て

・

・

・

か
ら

・

・

左
手
で
相
手
の
突
き
を
受
け
流
し
て
い
た
の
が
、
右
足
を
一
歩
引

き
な
が
ら

・

・

・

左
手
で
相
手
の
突
き
を
受
け
流
せ
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
っ

た
よ
う
に
。
左
手
で
相
手
の
突
き
を
受
け
流
す
の
も
、
は
じ
め
は
相
手

に
ゆ
っ
く
り
突
い
て
も
ら
っ
た
う
え
で
掌
の
触
れ
る
場
所
、
手
首
の
返

し
や
肘
の
動
き
な
ど
を
一
つ
一
つ
確
認
し
て
真
似
て
い
く
。
さ
ら
に
少

し
ず
つ
突
き
を
速
く
し
て
も
ら
う
わ
け
だ
が
、
失
敗
し
て
突
か
れ
る
と

当
然
痛
い
の
で
、
怖
く
て
受
け
が
上
手
に
で
き
な
い
。
突
か
れ
た
く
な

い
の
で
、
力
を
入
れ
て
速
さ
に
負
け
な
い
よ
う
に
払
い
の
け
て
し
ま
う
。

時
に
は
、
相
手
の
腕
を
た
た
い
て
し
ま
う
こ
と
さ
え
起
こ
り
、
自
分
の

手
も
痛
か
っ
た
り
す
る
。
回
数
を
重
ね
て
練
習
を
積
む
な
か
で
は
、
腕

や
お
腹
を
打
ち
鍛
え
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
慣
れ
て
く
れ
ば
、
怖
さ

も
払
拭
し
、
た
た
い
た
り
払
っ
た
り
す
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
右
腕
に

触
れ
な
が
ら
突
き
の
軌
道
を
少
し
ず
ら
す
受
け
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
。
そ
う
し
た
ら
、
今
度
は
相
手
に
突
き
の
腕
の
速
さ
だ
け
で
な
く
、

運
ん
で
く
る
足
の
動
き
も
速
く
鋭
く
し
て
い
っ
て
も
ら
う
。
拳
だ
け
で

な
く
、
相
手
の
体
全
体
が
ぶ
つ
か
っ
て
く
る
よ
う
に
感
じ
る
の
で
、
こ

こ
で
も
ま
た
怖
さ
が
増
し
て
き
て
、
落
ち
着
い
て
足
を
引
い
て
態
勢
を

整
え
て
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
大
き
く
飛
び
退
い
て
し
ま
っ
た
り
、

間
に
合
わ
な
く
て
突
き
が
も
ろ
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
。
そ
れ
で

も
、
突
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
タ
イ
ミ
ン
グ
や
軌
道
が
判
っ

て
く
る
。
そ
し
て
、
慣
れ
て
く
れ
ば
渾
身
の
力
で
突
き
込
ん
で
く
る
の

で
さ
え
、
軽
く
触
れ
て
受
け
流
せ
る
よ
う
に
な
る
。 

同
じ
よ
う
に
し
て
④
、
⑤
、
⑥
へ
と
動
き
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
、
形
が
整
う
。
形
が
整
う
過
程
で
、
怖
さ
も
克

服
で
き
て
余
計
な
力
み
も
な
く
な
る
。
慣
れ
て
く
る
と
、
胆
が
錬
ら
れ

て
い
く
。
し
か
し
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

・

・

と
い
う
意
識
的
行
為
を
し
て

い
る
う
ち
は
、
技
の
完
成
に
は
届
か
な
い
。 

128瀧元誠樹



４
．
敵
に
成
る
、
敵
の
心
を
取
る
、
敵
に
離
る
る 

 

心
身
を
鍛
錬
し
、
形
が
整
っ
て
く
る
こ
と
で
胆
が
錬
ら
れ
て
い
く
こ

と
を
確
認
し
て
き
た
。
も
う
少
し
付
け
加
え
て
お
け
ば
、
①
に
お
い
て

相
手
と
立
ち
合
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
形
を
整
え
る
こ
と
を
意
識
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
ど
れ
く
ら
い
の
間
合
い
だ
と
相
手
の

突
き
が
届
く
の
か
を
覚
え
た
り
、
心
身
の
姿
勢
や
重
心
移
動
に
よ
っ
て

相
手
の
突
き
始
め
を
察
知
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
り
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
身
構
え
や
心
構
え
を
整
え
て
立
ち
合
う
こ
と
で
、

相
手
の
攻
撃
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
な
る
。 

 

こ
の
身
構
え
や
心
構
え
に
つ
い
て
、
藤
一
水
子
正
武
が
『
正
忍
記
』

で
三
つ
の
相
を
説
い
て
い
る
こ
と
に
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
、

「
敵
に
成
る
」
、「
敵
の
心
を
取
る
」
、「
敵
に
離
る
る
」
の
様
相
で
あ
る
。

敵
に
成
る
と
は
、
自
分
が
相
手
に
な
っ
た
つ
も
り
で
心
を
読
ん
で
備
え

て
お
く
こ
と
だ
。
自
分
と
相
手
と
の
間
合
い
や
姿
勢
か
ら
、
自
分
が
相

手
な
ら
ば
ど
う
い
う
技
で
攻
撃
を
仕
掛
け
る
か
考
え
て
か
ら
構
え
、
対

応
す
る
。 

 

さ
ら
に
そ
の
先
に
、
自
分
が
相
手
な
ら
ば
こ
う
い
う
攻
撃
を
す
る
だ

ろ
う
と
考
え
て
、
相
手
が
攻
撃
を
仕
掛
け
や
す
い
よ
う
に
わ
ざ
と
隙
を

作
っ
た
り
、
動
き
は
じ
め
の
き
っ
か
け
を
与
え
た
り
す
る
こ
と
で
誘
い

出
す
の
が
、
敵
の
心
を
取
る
と
い
う
も
の
だ
。 

 

し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
い
く
つ
も
の
技
を
習
得
し
な
け
れ
ば
相

手
の
技
を
あ
ら
か
じ
め
想
定
で
き
な
い
し
、
自
分
が
あ
ら
か
じ
め
想
定

し
た
も
の
が
当
て
は
ま
れ
ば
勝
て
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
外
れ
た
場
合

に
は
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
。
想
定
外
の
こ
と
が
起
き
て
慌
て
ふ
た

め
く
よ
う
で
は
、
ぶ
ざ
ま
で
あ
る
。
む
し
ろ
自
分
は
自
分
、
敵
は
敵
と

割
り
切
っ
て
、
敵
か
ら
離
れ
、
と
ら
わ
れ
え
な
い
よ
う
説
く
。
あ
ら
か

じ
め
想
定
す
る
と
い
う
意
味
で
の
身
構
え
・
心
構
え
を
解
き
、
自
分
の

習
得
し
た
技
の
エ
ッ
セ
ン
ス
の
数
々
を
収
斂
さ
せ
た
姿
勢
＝
自
然
体

で
立
ち
合
う
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
。 

 

５
．
非
自
と
他
者
の
違
い 

 

あ
ら
か
じ
め
想
定
す
る
と
い
う
意
味
で
の
身
構
え
・
心
構
え
は
、
自

分
の
習
得
し
た
技
に
寄
っ
て
立
つ
こ
と
で
あ
っ
て
、
言
い
方
を
変
え
れ

ば
自
己
中
心
的
で
独
り
よ
が
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
自

分
の
考
え
た
と
お
り
に
相
手
は
動
く
だ
ろ
う
と
思
い
、
想
定
内
で
技
を

行
お
う
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。
ま
た
、
先
人
た
ち
の
築
き
、
伝
承
し

て
き
た
技
の
世
界
に
、
身
を
投
じ
て
厳
し
い
稽
古
を
積
ん
で
、
そ
の
世

界
の
内
側
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
の
相
手
と

は
、
同
じ
世
界
に
立
た
せ
て
自
分
の
想
定
し
た
こ
と
が
ら
を
も
と
に
判

断
し
た
他
人
で
あ
る
。
自
己
完
結
し
て
い
る
世
界
観
の
内
側
で
、
自
分

の
投
影
し
た
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
他
人
の
一
部
を
「
非
自
」
と
し
て

認
識
し
て
い
る
の
だ
。 

 

と
こ
ろ
が
、
勝
負
の
世
界
で
は
、
敵
は
敵
で
あ
っ
て
自
分
で
は
な
い
。

何
を
し
て
く
る
の
か
判
ら
な
い
、
自
分
の
想
定
も
か
な
わ
な
い
、
投
影

し
た
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
な
い
「
他
者
」
が
相
手
と
し
て
立
ち
現
わ
れ

て
く
る
。
だ
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め
想
定
し
て
構
え
る
の
で
は
な
く
、
臨

機
応
変
に
対
応
で
き
る
と
信
じ
て
立
ち
合
う
し
か
な
い
。 

一
所
懸
命
に
稽
古
を
積
ん
で
心
身
を
鍛
錬
し
、
で
き
る
限
り
多
く
の

技
を
習
い
、
差
異
の
あ
る
反
復
を
行
っ
て
い
き
な
が
ら
自
然
体
に
な
れ

た
と
き
、
本
当
の
意
味
で
臨
機
応
変
に
か
ら
だ
が
応
答
し
て
く
れ
る
。

意
識
し
て
非
自
を
と
ら
え
て
対
応
す
る
の
で
は
な
く
無
意
識
が
働
き

始
め
る 
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よ
う
に
準
備
し
て
臨
む
と
、
他
者
と
立
ち
合
え
る
自
己
が
立
ち
現
れ
て

く
る
。 

 

６
．
無
意
識
が
働
き
始
め
る 

 

佚
斎
樗
山
は
『
猫
の
妙
術
』
で
、
自
分
の
意
思
を
相
手
に
投
影
し
て

立
ち
合
う
こ
と
を
戒
め
て
い
る
。
佚
斎
樗
山
は
、
孫
た
ち
に
向
け
て
武

術
の
神
髄
を
わ
か
り
や
す
く
説
く
た
め
に
、
猫
た
ち
に
こ
の
こ
と
を
物

語
ら
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
屋
敷
に
ど
う
に
も
手
に
負
え
な
い
ネ

ズ
ミ
が
出
現
し
、
ネ
ズ
ミ
捕
り
の
修
行
を
積
ん
だ
三
匹
の
猫
が
捕
獲
を

試
み
る
が
こ
と
ご
と
く
失
敗
し
て
し
ま
う
の
で
、
老
齢
な
古
猫
に
そ
の

三
匹
が
そ
の
理
由
を
尋
ね
る
話
で
あ
る
。 

 
 

 
 

黒
猫
一
疋
す
ゝ
み
出
、
我
レ
鼠
を
と
る
の
家
に
生
れ
、
其
道
に
心

が
け
、
七
尺
の
屏
風
を
飛
び
越
、
ち
い
さ
き
穴
を
く
ゞ
り
、
猫
子
の

時
よ
り
、
早
わ
ざ
、
軽
わ
ざ
至
ら
ず
と
云
所
な
し
。
或
は
睡
て
表
裏

を
く
れ
、
或
は
不
意
に
お
こ
つ
て
、
桁
梁
を
走
る
鼠
と
い
へ
ど
も
、

捕
損
じ
た
る
事
な
し
。
然
る
に
今
日
、
思
ひ
の
外
成
強
鼠
に
出
合
、

一
生
の
お
く
れ
を
と
り
、
心
外
の
至
り
に
侍
る
。 

古
猫
の
云
、
吁
汝
の
修
す
る
所
は
、
所
作
の
み
。
故
に
い
ま
だ
、

ね
ら
う
心
あ
る
こ
と
を
ま
ぬ
か
れ
ず
。
古
人
の
所
作
を
教
る
は
、
其

道
筋
を
し
ら
し
め
ん
た
め
也
。
故
に
其
所
作
、
易
簡
に
し
て
、
其
中

に
至
理
を
含
め
り
。 

  

一
匹
目
の
俊
敏
性
あ
ふ
れ
る
若
い
黒
猫
は
、
ネ
ズ
ミ
を
捕
る
家
に
生

ま
れ
、
早
技
、
軽
技
を
修
業
し
、
こ
れ
ま
で
捕
り
損
じ
た
こ
と
が
な
か

っ
た
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
古
猫
は
、
黒
猫
が
修
業
し
て
き
た
の

図2  非自と他者の概念図 
 
自分の意識でとらえたことを既知のものとするが、それは自己
と他者のイメージが交錯する非自の領域に過ぎない 
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は
、
技
の
み
で
あ
っ
て
、
狙
う
心
が
現
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
心
に
応
じ

て
ネ
ズ
ミ
は
動
い
た
た
め
に
仕
損
じ
た
の
だ
と
言
う
。
技
は
、
動
き
方

と
し
て
の
技
法
だ
け
で
な
く
、
道
理
ま
で
も
含
め
て
教
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
も
理
解
す
る
よ
う
に
諭
し
て
い
る
。 

  
 

虎
毛
の
大
猫
一
疋
ま
か
り
出
、
我
お
も
ふ
に
、
武
術
は
氣
然
を
貴

ぶ
。
故
に
氣
を
錬
る
事
久
し
。
今
、
其
氣
豁
達
至
剛
に
し
て
、
天
地

に
充
る
が
ご
と
し
。
敵
を
脚
下
に
蹈
み
、
先
ヅ
勝
て
然
し
て
後
進
む
。

声
に
随
ひ
、
響
に
應
じ
て
、
鼠
を
左
右
に
つ
け
、
変
に
應
ぜ
ず
と
い

ふ
こ
と
な
し
。
所
作
を
用
る
に
心
な
く
し
て
、
所
作
を
の
づ
か
ら
沸

出
づ
。
桁
梁
を
走
る
鼠
は
、
に
ら
み
お
と
し
て
、
是
を
と
る
。
然
る

に
彼
強
鼠
、
来
る
に
形
な
く
、
往
に
迹
な
し
。
是
い
か
な
る
も
の
ぞ

や
。 古

猫
の
云
。
汝
の
修
錬
す
る
所
は
、
是
レ
氣
の
勢
に
乗
じ
て
働
く

も
の
也
。
我
に
恃
む
こ
と
有
て
然
り
。
善
の
善
な
る
も
の
に
あ
ら
ず
。

我
や
ぶ
つ
て
往
む
と
す
れ
ば
、
敵
も
亦
や
ぶ
つ
て
来
る
。
又
や
ぶ
る

に
、
や
ぶ
れ
ざ
る
も
の
あ
る
時
は
い
か
ん
。
我
覆
つ
て
挫
が
ん
と
す

れ
ば
、
敵
も
ま
た
覆
つ
て
来
る
。
覆
ふ
に
、
覆
は
れ
ざ
る
も
の
あ
る

時
は
い
か
む
。
豈
我
レ
の
み
剛
に
し
て
、
敵
み
な
弱
な
ら
ん
や
。
豁

達
至
剛
に
し
て
、
天
地
に
み
つ
る
が
ご
と
く
覚
ゆ
る
も
の
は
、
皆
氣

の
象
な
り
。 

  

二
匹
目
の
虎
毛
の
大
猫
は
、
気
を
練
り
、
気
の
力
に
よ
っ
て
威
圧
し

て
捕
ま
え
る
と
言
い
、
ネ
ズ
ミ
を
狙
う
心
も
な
く
し
て
技
は
自
然
と
出

て
く
る
も
の
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
件
の
ネ
ズ
ミ
は
、
来
る
に
も
退
く

に
も
感
じ
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
上
手
く
捕
ま
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
な

ぜ
か
と
問
う
。
す
る
と
、
古
猫
は
、
虎
毛
の
大
猫
は
、
気
の
勢
い
に
乗

じ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
み
な
自
分
よ
り
弱
い
と
思
う
お
ご

り
を
い
ま
し
め
て
い
る
。 

  
 

は
い
毛
の
少
年
闌
た
る
猫
、
し
づ
か
に
進
て
云
。
如

仰
、
氣
は

旺
な
り
と
い
へ
ど
も
、
象
あ
り
。
象
あ
る
も
の
は
微
也
と
い
へ
ど
も

見
つ
べ
し
。
我
レ
心
を
錬
る
こ
と
久
し
。
勢
を
な
さ
ず
、
物
と
不


争
、
相
和
し
て
不

戻
。
彼
つ
よ
む
時
は
、
和
し
て
彼
に
添
。
我
が

術
は
帷
幕
を
以
、
礫
を
受
る
が
ご
と
し
。
強
鼠
有
と
い
へ
ど
も
、
我

に
敵
せ
ん
と
し
て
よ
る
べ
き
所
な
し
。
然
る
に
今
日
の
鼠
、
勢
に
も

屈
せ
ず
、
和
に
も
應
ぜ
ず
、
来
往
、
神
の
ご
と
し
。
我
レ
い
ま
だ
如


斯
も
の
を
見
ず
。 

古
猫
の
云
、
汝
の
和
と
い
ふ
も
の
は
、
自
然
の
和
に
あ
ら
ず
。
思

つ
て
和
を
な
す
も
の
也
。
敵
の
鋭
氣
を
は
づ
れ
む
と
す
れ
ど
も
、
わ

づ
か
に
念
に
わ
た
れ
ば
、
敵
其
機
を
知
る
。
心
を
容
て
和
す
れ
ば
、

氣
濁
て
惰
に
ち
か
し
。
思
ひ
て
な
す
時
は
、
自
然
の
感
を
ふ
さ
ぐ
。

自
然
の
感
を
ふ
さ
ぐ
時
は
、
妙
用
何
れ
の
所
よ
り
生
ぜ
ん
や
。
只
思

ふ
こ
と
も
な
く
、
す
る
こ
と
も
な
く
、
感
に
随
て
動
く
時
は
、
我
に

象
な
し
。
象
な
き
時
は
、
天
下
我
に
敵
す
べ
き
も
の
な
し
。 

  

三
匹
目
の
灰
毛
の
猫
は
、
技
や
気
に
は
象
が
あ
る
た
め
に
相
手
に
伝

わ
り
や
す
く
、
対
応
さ
れ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
心
を
練
り
、
相
和
し
て
、

布
で
石
つ
ぶ
て
を
受
け
る
よ
う
に
柔
ら
か
く
包
み
込
ん
で
捕
ま
え
よ

う
と
し
た
。
に
も
か
か
わ
ず
、
上
手
く
捕
ま
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
な

ぜ
か
と
問
う
。
す
る
と
、
古
猫
は
、
灰
毛
の
猫
の
和
は
、
自
然
の
和
で

は
な
く
、
意
識
し
て
作
り
出
し
た
和
で
あ
り
、
少
し
で
も
念
が
あ
る
と
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捕
ま
え
よ
う
と
す
る
機
会
を
知
ら
れ
て
し
ま
う
。
意
識
し
て
行
う
と
、

自
然
の
感
を
ふ
さ
ぐ
こ
と
に
な
り
、
自
然
の
感
が
ふ
さ
が
れ
る
と
妙
用

が
生
じ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
。
只
、
思
う
こ
と
も
な
く
、
意
識
し
て

す
る

・

・

こ
と
も
な
く
、
感
に
隨
っ
て
動
く
こ
と
が
大
事
で
あ
る
と
い
う
。

さ
ら
に
、
感
に
隨
っ
て
動
く
と
、
象
が
表
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
敵

と
な
る
者
は
な
く
な
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
三
匹
の
猫
が
修
行
し
て
き

た
こ
と
が
間
違
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
あ
わ
せ
て
説
い
て

い
る
。 

 
 

然
り
と
い
へ
共
、
各
の
修
す
る
所
、
悉
く
無
用
の
事
な
り
と
い
ふ

に
は
あ
ら
ず
。
道
器
一
貫
の
義
な
れ
ば
、
所
作
の
中
に
、
至
理
を
含

め
り
。
氣
は
一
身
の
用
を
な
す
も
の
な
り
。
其
気
豁
達
な
る
時
は
、

物
に
應
ず
る
こ
と
窮
り
な
く
、
和
す
る
時
は
、
力
を
闘
は
し
め
ず
、

金
石
に
あ
た
り
て
も
、
よ
く
折
る
こ
と
な
し
。
然
と
い
へ
ど
も
、
わ

づ
か
に
念
慮
に
い
た
れ
ば
、
皆
作
意
と
す
。
道
体
の
自
然
に
あ
ら
ず
。

故
に
む
か
ふ
も
の
、
心
服
せ
ず
し
て
、
我
に
敵
す
る
の
心
あ
り
。
我

レ
何
の
術
を
か
用
ん
や
。
無
心
に
し
て
、
自
然
に
應
ず
る
の
み
。 

  

技
を
磨
き
、
気
を
練
り
、
和
す
る
心
を
大
事
に
す
る
の
は
、
修
行
過

程
に
お
い
て
必
要
な
こ
と
だ
と
い
う
。
た
だ
、
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い

て
も
、
少
し
で
も
念
慮
を
起
こ
し
て
、
つ
ま
り
意
識
し
て
行
お
う
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
作
意
で
あ
っ
て
、
技
の
理
に
か
な
っ
て
い
は
い
な
い
。

ネ
ズ
ミ
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
心
、
つ
ま
り
敵
対
す
る
意
識
が
あ
る
の

は
い
け
な
い
と
い
う
。
意
識
し
て
ど
ん
な
術
を
用
い
て
も
駄
目
で
あ
る
。

狙
う
心
を
無
く
し
て
、
無
心
に
し
て
、
自
然
に
応
じ
て
動
く
こ
と
に
身

を
任
せ
る
こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
。
わ
ず
か
で
も
意
識
し
て
立
ち
合
え

ば
、
み
な
意
識
的
行
為
と
な
っ
て
し
ま
い
自
然
体
で
は
な
く
な
っ
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。 

                      
 

 
 

図3 〈出来事〉の概念図 
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た
と
え
ば
、
先
に
見
た
拳
法
図
の
技
に
し
て
も
、
相
手
か
ら
の
ア
プ

ロ
ー
チ
が
あ
っ
て
技
は
起
こ
る
。
相
手
が
突
い
て
き
て
く
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
受
け
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
形
が
整
っ
て
い
れ
ば
、
意
識
し
て
受

け
る
の
で
は
な
く
、
突
き
の
形
や
勢
い
が
受
け
さ
せ
て
く
れ
る
。
技
を

行
う

・

・

の
で
は
な
く
、
接
触
に
よ
っ
て
技
が
生
ま
れ
る

・

・

・

・

の
に
身
を
ゆ
だ
ね

る
。
本
来
的
に
は
相
手
は
何
を
し
て
く
る
の
か
わ
か
ら
な
い
の
だ
か
ら
、

あ
ら
か
じ
め
想
定
で
き
る
は
ず
も
な
い
。 

だ
か
ら
、
図
３
の
よ
う
に
、
不
意
に
何
か
が
起
こ
る
。
〈
そ
の
出
来

事
〉
に
よ
っ
て
、
何
か
と
接
触
す
る
こ
と
を
感
じ
る
。
そ
の
接
触
に
反

応
す
る
か
ら
だ
が
準
備
で
き
て
い
れ
ば
、
何
か
し
ら
の
技
が
起
こ
る
。

そ
の
結
果
を
受
け
て
、
他
者
を
認
識
す
る
と
と
も
に
自
己
も
立
ち
現
わ

れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
武
術
で
あ
れ
ば
気
づ
い
た
時
に
は
す
で

に
、
ど
ち
ら
か
が
や
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
生
死
の
境
を
分
け
て

い
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
無
意
識
が
働
き
始
め
る
よ

う
な
か
ら
だ
の
状
態
を
正
確
に
準
備
」
し
て
お
く
と
、
自
然
と
技
が
生

ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。 

 
 ７

．
「
放
擲
」
と
し
て
の
無
敵
の
姿 

 

忍
者
は
、
必
要
最
小
限
の
装
備
で
命
に
か
か
わ
る
よ
う
な
危
険
な
任

務
を
遂
行
し
な
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
首
尾
よ
く
生
き
て
帰

郷
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
困
難
に
遭
遇
し
て
も
耐
え
忍
び
、
任
務

を
遂
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
考
え
う
る
だ
け
の
知

識
を
身
に
つ
け
、
武
術
の
能
力
を
高
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
予
期
せ

ぬ
困
難
な
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
た
と
き
、
動
じ
る
こ
と
な
く
行
動
に
移
せ

る
よ
う
に
、
日
頃
か
ら
心
身
を
鍛
錬
し
て
、
準
備
を
怠
ら
な
い
で
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
想
定
で
き
る
こ
と
す
べ
て
に
対
応
す
る
技
を
修
錬

し
て
お
く
。
そ
し
て
、
敵
に
近
づ
い
た
ら
任
務
遂
行
の
意
思
、
あ
ら
か

じ
め
想
定
す
る
構
え
を
解
い
て
、
我
も
敵
も
な
い
無
敵
の
状
態
に
な
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
敵
と
は
、
百
戦
錬
磨
で
向
か
う
と
こ
ろ
敵
な

し
と
い
う
強
さ
の
事
で
は
な
い
。 

自
分
と
い
う
構
え
が
な
く
な
れ
ば
、「
非
自
」
も
意
識
さ
れ
ず
、「
他

者
」
も
現
れ
て
い
な
い
。
あ
る
が
ま
ま
の
自
然
体
で
、
こ
れ
か
ら
起
こ

る
で
あ
ろ
う
出
来
事
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
。
そ
こ
で
、
何
か
が
起
こ
る
。

「
分
割
＝
分
有
」
さ
れ
る
〈
出
来
事
〉
が
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
。
分
割

＝
分
有
と
は
、
ジ
ャ
ン
＝
リ
ュ
ッ
ク
・
ナ
ン
シ
ー
の
用
語
概
念
で
あ
り
、

「
支
配
や
所
有
の
主
体
で
あ
る
『
私
』
が
立
ち
上
が
る
以
前
に
、
た
だ

〈
触
れ
る
〉
と
い
う
ひ
と
つ
の
出
来
事
が
、
他
を
感
じ
る
も
の
と
し
て

自
分
を
目
覚
め
さ
せ
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
〈
接
触
〉
が
、〈
分

割
＝
分
有
〉
と
い
う
出
来
事
」
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
〈
出
来
事
〉
に

身
を
ゆ
だ
ね
る
よ
う
構
え
な
い
〈
構
え
〉
が
、
武
術
に
お
け
る
「
放
擲
」

と
し
て
無
敵
の
姿
な
の
で
あ
る
。 
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Study on abandonment in martial arts 
 

TAKIMOTO Seiki 
 

 
This study was aimed at abandonment (放擲：HOUTEKI) in martial arts 

beyond the usual categories. We read martial art books of secrets and were tried 
on the subject. 『猫の妙術』（”THE MYSTERIOUS TECHNIQUE OF THE CAT”） 
reveals core believes. It is given below. 

When the smallest thing enters one’s mind, form will appear. And when there 
is form, there will be an opponent and there will be oneself. Facing each other, 
there will be conflict; and in a situation like this, the mysterious functions of 
change and metamorphosis will not occur with freedom. First, one’s mind will fall 
into thoughts of death and they will lose all clarity of sprit. ‘Nothingness’ is not 
what they would call empty-headedness. What the author calling ‘Not One Thing’ 
means neither opponent nor oneself, and that there is nothing more than 
following phenomena as they come, responding to them, and leaving no traces. 

Results indicate that abandonment in martial arts is the principle in which 
there is, and there is not, a stance. 
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