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昔
の
柔
術
で
も
力
は
必
要
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
技
が
未
熟
の
う
ち
に
力
ば
か
り
用
い
る
と
力り

き

み

と
な
り
、
進
歩
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
今
日
の
柔
道
で
も
、
力
は
必
要
と
さ
れ
る
が
、
力
み
の
な
い
変
幻

自
在
な
技
が
求
め
ら
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
天
神
真
楊
流
の
乱
捕
技
に
は
絞
技
と
関
節
技
は
み
ら

れ
た
が
、
抑
込
技
の
記
載
は
な
く
、
当
時
は
ま
だ
横
四
方
固
や
袈
裟
固
な
ど
の
抑
込
技
は
存
在
し
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

　
嘉
納
の
乱
取
開
発

　

嘉
納
は
天
神
真
楊
流
と
起
倒
流
柔
術
な
ど
を
学
び
、
明
治
十
五
年
に
講
道
館
柔
道
を
創
始
し
た
。
当
初
か
ら
、

嘉
納
は
「
形
」
と
乱
取
の
二
つ
の
稽
古
法
を
採
用
す
る
。
両
流
派
柔
術
と
も
比
較
的
乱
捕
は
行
わ
れ
て
い
た
が
、

明
治
に
入
り
近
代
化
が
叫
ば
れ
る
中
、
こ
れ
ま
で
の
柔
術
の
乱
捕
の
ま
ま
で
は
普
及
が
お
ぼ
つ
か
な
く
な
る
。

　

そ
こ
で
嘉
納
は
、
柔
道
の
乱
取
で
は
相
手
を
〝
仰
向
け
に
倒
す
〟、
し
か
も
〝
ハ
ズ
ミ
〟
を
も
っ
て
倒
す
こ

と
に
重
き
を
置
く
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
明
治
三
十
三
年
制
定
の
「
講
道
館
柔
道
乱
捕
試
合
審
判
規
程
」
に
、

「
仰あ
お

向む
け

け
に
」「
相
当
の
『
ハ
ズ
ミ
』
ま
た
は
勢

い
き
お

い
を
以も

っ

て
」
倒
す
こ
と
が
「
一
本
」
の
条
件
と
し
て
明
記
さ
れ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
背
負
投
の
発
展
過
程
か
ら
読
み
取
れ
る
。
柔
術
で
は
、
背
負
っ
て
投
げ
る
際
に
は
腕
を
つ
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か
み
、
掌

て
の
ひ
らを
上
に
し
て
背
負
い
肘
関
節
に
ダ
メ
ー
ジ
を

与
え
、
投
げ
た
後
で
留
め
を
刺
す
と
い
う
捕
縛
の
意
味

が
強
か
っ
た
（
資
料
３
―
６
、
７
）。
し
か
し
、
柔
道

で
は
掌
を
下
に
し
て
背
負
い
、
相
手
を
仰
向
け
に
投
げ

る
こ
と
を
「
一
本
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
変

化
は
、
明
治
二
十
年
代
か
ら
三
十
年
代
に
か
け
て
の
こ

と
で
あ
る
。

　

固
技
に
お
い
て
も
、
柔
術
乱
捕
で
は
絞
技
と
関
節
技

は
あ
っ
た
が
抑
込
技
は
な
か
っ
た
。
柔
術
は
捕
縛
技
と

し
て
瞬
時
に
絞
め
落
し
、
関
節
を
挫く
じ

く
こ
と
が
優
先
さ

れ
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
、
嘉
納
は
抑
込
技

を
新
た
に
こ
し
ら
え
て
、
お
互
い
が
向
か
い
合
っ
て
攻

防
が
出
来
る
よ
う
に
工
夫
し
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
安
全
面
に
お
い
て
も
、
嘉
納
は
稽
古
衣
に
改
良

を
加
え
る
。
柔
術
乱
捕
に
お
い
て
は
、
短
袖
短
袴
を
着

資料 3-6　天神真楊流柔術の
「背逐投」（『天神真楊流極意教
授図解』）

資料 3-7　掌を下にした「背負
投」（『柔術生理書』）
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用
し
た
た
め
に
肘
や
膝
の
怪
我
が
絶
え
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、

嘉
納
は
安
全
性
を
考
慮
し
て
、
上
二
番
町
初
期
の
頃
は
短
い
稽
古
着

で
あ
っ
た
が
、
明
治
十
九
年
か
ら
の
富
士
見
町
道
場
で
の
稽
古
で
は
、

下
穿
は
短
い
が
上
着
は
肘
が
隠
れ
る
ほ
ど
の
長
さ
に
し
た
。
そ
し
て
、

下
富
坂
道
場
二
百
七
畳
で
の
稽
古
で
は
下
穿
も
膝
が
隠
れ
る
よ
う
に

な
り
、
明
治
四
十
一
年
に
は
、
袖
は
一
握
り
出
来
る
く
ら
い
に
し
、

下
穿
も
膝
下
三
寸
と
規
定
さ
れ
、
怪
我
も
減
り
、
背
負
投
や
体
落
な

ど
の
手
技
が
思
う
存
分
発
揮
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

乱
取
を
行
う
際
の
留
意
点
と
し
て
嘉
納
は
、
基
本
姿
勢
は
自
然
体

の
姿
勢
で
行
い
、
こ
の
姿
勢
は
変
化
も
し
や
す
く
ま
た
疲
れ
な
い
姿

勢
で
あ
る
と
し
た
。
同
時
に
「
作
り
及
び
掛
け
」
が
必
要
で
あ
り
、

「
技
の
掛
り
易
い
よ
う
に
対
手
の
身
体
を
崩
し
、
自
分
の
身
体
を
構

え
る
こ
と
を
作
り
と
い
い
、
又
作
ら
れ
た
姿
勢
に
対
し
、
技
を
施
す

こ
と
を
掛
け
と
い
う
。
乱
取
を
修
行
す
る
際
、
殊こ
と

に
投
技
に
於
て
は
、

初
め
に
は
作
り
の
練
習
に
重
き
を
置
き
、
後
に
は
掛
け
の
練
習
に
力

資料 3-8　富士見町時代の稽古（講道館蔵）
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第三章　講道館柔道の歴史と技法

を
注
ぐ
こ
と
を
得
策
と
す
る
」（
13
）

と
述
べ
て
い
る
。

　

乱
取
で
は
「
作
り
と
掛
け
」
が
必
要
で
あ
り
、
相
手
を
押
し
た
り
引
い
た
り
、
種
々
の
手
段
を
尽
く
し
て
、

崩
し
て
か
ら
掛
け
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
代
の
柔
道
に
お
い
て
も
、
基
本
動
作

と
し
て
体
さ
ば
き
や
崩
し
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

3　

講
道
館
柔
道
の
行
事
と
整
備

　
五
箇
条
の
誓
文
の
内
容

　

嘉
納
は
講
道
館
を
創
設
す
る
と
、
講
道
館
に
お
け
る
諸
行
事
を
次
々
と
整
備
し
て
い
く
。
例
え
ば
、
五
箇
条

の
誓
文
が
作
ら
れ
て
入
門
帳
に
は
署
名
と
血
判
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
鏡
開
式
や
月つ
き

次な
み

試
合
、
寒
稽
古

な
ど
が
行
わ
れ
始
め
た
の
は
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
頃
で
あ
る
。
五
箇
条
の
誓せ
い

文も
ん

（
次
頁
資
料
３
―
９
）

は
、
講
道
館
に
入
門
し
て
柔
道
修
行
を
始
め
よ
う
と
す
る
者
が
必
ず
誓
約
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
誓
文
で
あ
り
、

明
治
十
七
年
に
作
成
さ
れ
た
入
門
帳
の
巻
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

明
治
十
七
年
の
署
名
時
に
は
、
講
道
館
で
は
二
十
名
前
後
の
修
行
者
が
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
途
中
稽
古
を

止
め
た
者
は
省
か
れ
、
明
治
十
五
年
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
署
名
さ
れ
た
者
は
、
富
田
常
次
郎
、
樋
口
誠
康
、
有
馬


