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　（
三
）
居
合
腰
、
抜
附
、
血
振

　
居
合
術
で
重
要
な
の
は
、
ま
ず
自
由
自
在
に
動
く
こ
と
の
で
き
る
姿
勢
を
と
る
こ
と
で
す
。
香
取
神
道
流

の
居
合
腰
は
、
右
足
を
少
し
前
に
出
し
て
左
膝
を
つ
き
ま
す
。
そ
し
て
、
両
足
の
つ
ま
先
を
立
て
て
、
左
右

の
踵
に
七
対
三
の
割
合
で
重
心
を
と
り
ま
す
。

　
ま
た
、
背
筋
は
真
っ
直
ぐ
に
し
ま
す
。
こ
の
姿
勢
を
と
れ
ば
、
前
後
左
右
自
由
に
身
を
捌さ

ば

き
、
様
々
な
状

居合腰では、背筋を真っ直ぐにし、
左右の踵に７対３の割合で重心をとる
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況
に
素
早
く
対
応
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
抜ぬ

き

附つ
け

の
方
法
は
、
ま
ず
、
左
手
で
鯉こ

い

口く
ち

を
握
り
、
親
指
と
人
さ
し
指
を
鐔つ

ば

の
両
側
に
か
け
ま
す
。
こ
れ
は
、

後
ろ
か
ら
鞘さ

や

を
抜
か
れ
た
り
、
柄
を
取
ら
れ
て
刀
を
奪
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
す
。
そ
し
て
、
親
指

で
鐔
を
押
し
て
鯉
口
を
切
り
ま
す
。

　
右
手
は
手
の
ひ
ら
を
上
に
し
、
柄
の
真
ん
中
に
乗
せ
ま
す
。
こ
れ
は
、
衣
類
の
袖
を
肘
の
ほ
う
に
落
と
し
、

手
首
の
返
し
（
ス
ナ
ッ
プ
）
を
使
っ
て
刀
を
抜
く
た
め
に
行
い
ま
す
。
こ
の
手
首
の
効
か
せ
方
は
、
柔
術
の

親指と人さし指は鐔の両側にかける

右手は手のひらを上にし、
柄の真ん中に乗せる
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節
で
あ
ら
た
め
て
紹
介
し
ま
す
が
、
手
刀
で
も
そ
の
威
力

を
発
揮
し
ま
す
。
手
刀
を
つ
く
り
、
力
を
抜
い
て
素
早
く

手
首
を
返
せ
ば
、
空
気
を
切
る
音
が
聞
こ
え
、
鋭
く
打
つ

こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　
納
刀
の
前
に
は
血ち

振ぶ
り

を
行
い
ま
す
。
当
流
の
血
振
は
特

徴
的
で
、
残
心
で
手
元
に
刀
を
引
い
た
後
、
構
え
た
状
態

か
ら
右
手
で
刀
を
一
回
転
さ
せ
て
（
こ
の
と
き
手
元
で
刀

を
回
転
さ
せ
る
た
め
に
、
左
手
を
一
瞬
緩
め
ま
す
）、
右

拳
で
柄
を
叩
き
ま
す
。

　
以
前
、
刀
を
水
に
濡
ら
し
て
血
振
り
を
検
証
し
て
み
ま

し
た
が
、
実
際
に
は
、
き
れ
い
に
水
を
切
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
動
作
を
極き

め
る
こ

と
で
本
当
に
血
を
落
と
せ
る
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
一
本
一
本
の
技
の
「
区
切
り
」
と
い
う
意
味
も

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

右手で刀を一回転させ、拳で柄を叩く
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　（
四
）
握
　
り

　
柄
の
握
り
方
は
剣
術
と
同
じ
で
、
左
手
は
柄
頭
い
っ
ぱ
い
に
持
ち
ま
す
。
柄
頭
を
一
寸
ほ
ど
残
し
て
持
っ

た
場
合
と
比
べ
る
と
、
そ
の
差
で
「
テ
コ
」
の
力
が
何
倍
も
違
う
の
が
わ
か
り
ま
す
。

　
私
が
十
九
歳
の
と
き
の
話
で
す
。
林
弥
左
衛
門
先
生
が
、
乾
い
た
藁わ
ら

の
束
を
物
干
し
竿
に
吊
る
し
、
刀
で

斜
め
に
切
り
落
と
し
た
と
話
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
、
私
の
家
で
は
馬
を
飼
っ
て
お
り
、
厩

う
ま
や
に
は
大
量
の
藁
が

あ
り
ま
し
た
。自
分
も
さ
っ
そ
く
や
っ
て
み
よ
う
と
思
い
、直
径
二
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
の
藁
の
束
を
作
り
ま
し
た
。

　
納
屋
に
あ
る
農
作
業
用
の
台
の
上
に
本
を
置
き
、
そ
の
上
に
藁
の
束
を
横
た
え
、
愛
刀
伊い

賀が
の

守か
み

金き
ん

道み
ち

を
握

り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
藁
の
束
を
め
が
け
、
思
い
切
り
振
り
下
ろ
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
結
果
は
刃
が
ほ
と

ん
ど
入
ら
ず
、
か
ろ
う
じ
て
切
れ
た
藁
は
、
数
え
て
み
れ
ば
わ
ず
か
十
二
本
で
し
た
。

　
実
は
、
濡
れ
た
藁
で
あ
れ
ば
、
剣
術
な
ど
ま
る
で
知
ら
な
い
者
で
も
簡
単
に
切
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し

か
し
、
乾
い
た
藁
に
は
な
か
な
か
刃
が
入
ら
ず
、
う
ま
く
切
り
つ
け
な
け
れ
ば
弾は

ず

ん
で
し
ま
い
、
一
刀
両
断

と
は
い
か
な
い
の
で
す
。


