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●
秘
伝
科
学
が
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ

た
現
代
の
武
道
界
や
格
闘
技
界

ほ
こ

　
「
戈
を
止
め
る
」
と
書
く
、
武
の

儀
法
は
、
今
日
、
ま
さ
に
「
戈
を
止

め
な
い
も
の
」
に
成
り
下
が
っ
て
い

ち
え

る
。
古
人
の
智
慧
は
、
す
っ
か
り
失

わ
れ
、
西
洋
流
の
愚
か
し
い
強
弱
論

ひ
と
と
き

が
、
一
時
の
幅
を
利
か
せ
て
い
る
。

　
秘
伝
科
学
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、

「
合
気
」
も
そ
の
古
代
科
学
の
宇
宙

げ
ん
り

の
玄
理
か
ら
出
発
し
た
も
の
で
あ

り
、
こ
こ
に
は
原
始
太
陽
の
神
代
か

こ
と
わ
り

ら
の
、
発
生
以
前
の
理
が
あ
る
。

　
さ
て
、
原
始
太
陽
は
そ
の
後
、
宇

み
は
し
ら

宙
創
造
の
根
源
と
し
て
、
三
柱
の
神

を
創
造
し
た
。
こ
の
神
こ
そ
が
、

あ
め
の
な
か
ぬ
し
の
か
み

す

天
之
御
中
主
神
を
中
心
軸
に
据
え
た

神
で
あ
り
、
そ
の
軸
を
左
右
に
転
じ

る
神
が
高
御
産
巣
日
神
で
あ
り
、
神

産
巣
日
神
で
あ
る
。

　
こ
の
三
柱
の
神
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が

独
立
し
た
神
で
あ
り
な
が
ら
、
一
体

と
な
っ
て
活
動
す
る
神
で
あ
る
。

　
天
之
御
中
主
神
は
中
心
に
坐
す
る

神
で
あ
り
、
同
時
に
人
の
中
心
に
坐

す
る
神
で
あ
る
。
ま
た
、
高
御
産
巣

日
神
は
何
処
ま
で
も
高
く
、
気
高

た
け

く
、
健
く
、
外
に
発
す
る
遠
心
力
を

伴
う
働
き
を
す
る
。

　
更
に
、
神
産
巣
日
神
は
、
カ
ミ
、

で
あ
る
事
か
ら
「
噛
む
」
で
あ
り
、

噛
み
し
め
る
内
包
す
る
、
あ
る
い
は

中
心
軸
に
向
か
う
事
を
目
的
と
し
て

働
く
神
で
あ
る
。
こ
の
三
柱
の
神
の

働
き
に
よ
っ
て
、
「
合
気
」
が
構
築

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
一

た
い
ど
う

致
し
た
時
、
「
躰
動
」
と
し
て
人
間

は
つ
き

の
か
ら
発
気
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
合
気
」
を
秘
伝
科
学
と
し
て
考

え
る
根
底
に
は
、
宇
宙
の
三
柱
の
玄

理
が
あ
り
、
こ
れ
が
臍
下
丹
田
よ
り

発
気
さ
れ
て
、
高
御
産
巣
日
神
が
具

現
化
さ
れ
れ
ば
「
脱
力
」
と
な
り
、

こ
れ
が
合
気
力
貫
と
な
る
。

　
ま
た
密
着
し
、
入
身
と
し
て
懐
に

入
り
、
力
が
凝
縮
さ
れ
れ
ば
神
産
巣

日
神
の
働
き
が
具
現
化
さ
れ
て
、
高

度
な
集
中
力
を
発
気
す
る
事
に
な

る
。

　
こ
れ
を
西
郷
派
大
東
流
合
気
武
術

で
は
、
「
秘
伝
」
と
称
す
る
わ
け
で

あ
る
。

●
今
日
の
合
気
武
道
界
の
現
実

　
《
合
気
》
は
極
め
て
難
解
な
技
法

で
あ
る
。
そ
の
構
築
を
考
え
て
見
た

だ
け
で
も
、
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な

習
得
の
為
の
各
段
階
に
於
け
る
各
々

の
《
修
法
》
と
《
行
法
》
が
あ
る
。

そ
れ
が
ま
た
習
得
の
為
の
修
練
法
を

複
雑
に
す
る
。

　
あ
る
指
導
者
は
基
本
で
あ
る
「
一

本
取
り
」
を
十
年
繋
っ
て
も
遣
れ
と

言
う
し
、
ま
た
あ
る
指
導
者
は
「
力

の
無
用
論
」
を
力
説
し
て
憚
ら
な

い
。
合
気
武
道
界
（
八
光
流
を
含

む
）
で
は
各
々
が
異
な
っ
た
見
解
を

示
し
、
異
な
っ
た
宗
教
観
（
神
道
、

大
本
教
、
キ
リ
ス
ト
教
等
）
を
以
て

雄
弁
力
で
他
を
圧
す
る
よ
う
な
と
こ

ろ
が
あ
る
。

　
さ
て
、
合
気
を
表
看
板
の
売
り
物

に
し
て
い
る
「
合
気
道
」
に
つ
い

て
、
ま
ず
触
れ
て
み
る
こ
と
に
し
よ

う
。
合
気
道
は
大
き
く
分
け
て
、
そ

の
指
導
者
が
戦
前
派
と
戦
後
派
の
二

つ
に
分
か
れ
る
。
こ
れ
は
合
気
道
の

開
祖
植
芝
盛
平
の
精
神
的
成
長
の
度

合
で
、
各
々
の
時
代
に
於
け
る
指
導

法
が
異
な
っ
て
い
る
為
で
あ
る
。

　
戦
前
の
合
気
道
は
大
東
流
柔
術
で

あ
り
、
戦
後
は
一
変
し
て
新
興
武
道

と
し
て
神
道
の
「
行
」
を
模
倣
し

た
。

　
特
に
、
大
本
教
の
宗
教
観
で
捕
え

た
精
神
修
養
的
合
気
道
に
な
っ
た
。

そ
の
精
神
修
養
的
な
考
え
方
が
《
武

産
合
気
》
で
あ
っ
た
。

　
戦
後
の
合
気
道
の
特
徴
は
、
大
本

教
の
宗
教
観
が
全
面
に
打
ち
出
さ
れ

て
い
て
、
本
来
武
術
で
あ
っ
た
筈
の

当
身
業
（
武
術
に
使
う
七
十
箇
所
。

そ
の
う
ち
重
要
活
二
十
四
箇
所
）
を

含
む
柔
術
が
、
い
つ
の
間
に
か

か
ぐ
ら
ま
い

《
神
楽
舞
》
に
摺
り
変
わ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
《
神
楽
舞
》
は
回
転
す
る
事

か
み
が
か

に
よ
っ
て
神
懸
り
、
《
産
霊
之
理
》

ゆ
う
え
ん

を
以
て
幽
遠
な
境
地
に
至
る
と
す
る

神
事
に
準
え
て
い
る
こ
と
が
昨
今
の

合
気
道
（
特
に
合
気
会
）
の
実
情
で

あ
る
。
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こ
れ
は
修
行
者
の
植
芝
盛
平
自
身

か
ら
す
れ
ば
精
神
的
領
域
の
中
で
の

進
化
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、

戦
前
合
気
道
を
大
東
流
柔
術
と
し
て

学
ん
だ
人
達
や
武
術
と
し
て
捕
え
た

人
達
は
、
こ
の
《
神
楽
舞
》
が
、
武

術
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る

か
、
そ
の
意
図
が
理
解
で
き
ず
、
合

こ
ぎ

気
会
植
芝
フ
ァ
ミ
リ
ー
に
狐
疑
を
示

し
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。

　
合
気
道
を
実
戦
武
術
と
し
て
考
え

た
場
合
、
い
く
ら
口
で
「
他
人
と
相

対
し
て
強
弱
勝
敗
を
争
う
格
闘
技
で

無
い
（
次
元
が
違
う
と
云
い
た
い
の

だ
ろ
う
が
、
格
闘
技
の
世
界
は
、
和

す
る
こ
と
、
愛
す
る
こ
と
が
理
解
で

き
な
い
修
羅
の
世
界
で
あ
る
）
」
と

逃
げ
口
上
を
申
し
立
て
た
と
こ
ろ
で

説
得
力
が
な
く
、
そ
の
真
価
が
如
何

程
の
も
の
か
、
格
闘
技
修
行
者
か
ら

合
気
道
自
体
が
そ
れ
程
、
高
く
評
価

さ
れ
て
無
い
の
が
現
状
の
よ
う
だ
。

　
そ
の
為
に
、
難
解
な
合
気
を
理
解

で
き
な
い
若
い
指
導
者
達
は
、
「
突

き
や
蹴
り
」
は
空
手
に
頼
り
、
「
投

げ
」
は
柔
道
に
頼
り
、
気
の
理
論
は

「
気
の
研
究
会
」
や
「
西
野
式
健
康

法
」
等
の
「
気
の
存
在
を
力
説
す
る
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団
体
」
に
頼
っ
て
い
る
と
い
う
の
が

実
情
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

大
東
流
も
然
り
で
あ
る
。

　
ま
た
大
東
流
及
び
合
気
道
指
導
者

の
中
に
は
、
こ
れ
ら
団
体
の
技
術
を

積
極
的
に
取
り
入
れ
て
、
普
及
し
て

い
る
人
も
少
な
く
な
い
。

　
こ
う
い
う
事
態
に
陥
っ
た
の
は
、

護
身
術
と
し
て
は
極
め
て
有
効
な
大

東
流
の
「
危
険
技
を
防
止
し
た
」
と

い
う
名
目
で
、
技
の
前
に
必
ず
行
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
当
身
技
」

等
を
省
略
し
た
結
果
で
あ
る
。
特
に

「
合
気
の
当
て
」
と
い
う
も
の
を
省

合
気
戦
闘
理
論
そ
の
五

略
・
簡
化
し
た
こ
と
は
有
効
な
極
め

手
を
捨
て
て
し
ま
っ
た
事
に
も
等
し

か
っ
た
。

　
合
気
道
で
は
動
き
を
奇
麗
に
見
せ

も
っ
ぱ

る
為
に
、
専
ら
「
手
首
・
肘
関
節
・

肩
関
節
を
極
め
る
」
「
手
首
や
肘
を

取
っ
て
投
げ
る
」
「
タ
イ
ミ
ン
グ
に

合
わ
せ
て
呼
吸
投
げ
で
投
げ
る
」

「
相
手
の
不
注
意
の
隙
を
突
い
て
崩

す
」
等
の
非
現
実
的
な
、
腰
か
ら
上

の
上
半
身
の
技
が
中
心
で
あ
る
。
こ

う
し
た
投
げ
技
の
類
い
は
、
実
戦
に

は
極
め
て
掛
け
る
事
が
難
し
い
、
技

法
で
も
あ
る
。

●
歴
史
に
刻
ま
れ
た
教
訓
に
学
ぶ

　
太
平
洋
戦
争
に
は
、
多
く
の
教
訓
が
残

さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
「
お
ぞ
ま
し
い
過
去
の
出
来

事
」
と
一
蹴
す
れ
ば
、
こ
の
教
訓
は
生
か

さ
れ
ず
、
再
び
歴
史
の
繰
り
返
し

の
渦
に
巻
き
込
ま
れ
る
事
は
必
定

で
あ
る
。
歴
史
は
、
再
び
回
帰
す

る
法
則
を
持
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

　
「
戦
争
は
、
も
う
こ
り
ご
り

だ
。
二
度
と
こ
う
し
た
も
の
は
避

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
戦
争
体

験
者
は
次
世
代
に
こ
の
悲
惨
さ
を

伝
え
ね
ば
な
ら
ぬ
…
…
」
と
い
う

使
命
感
を
持
ち
、
反
戦
運
動
に
情

熱
を
燃
や
す
人
が
居
る
。
一
方

で
、
こ
の
情
熱
は
、
何
ら
か
の
使

命
感
を
帯
び
て
い
る
か
の
よ
う
な

言
辞
に
錯
覚
を
抱
く
。

　
し
か
し
こ
の
言
辞
は
、
戦
争
の

根
本
を
洞
察
す
る
も
の
で
は
な

く
、
そ
の
彼
等
の
言
辞
の
そ
れ

は
、
憎
悪
に
満
ち
た
「
感
情
」
そ

の
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。

　
戦
争
は
悪
い
、
太
平
洋
戦
争
は

誤
り
だ
っ
た
、
ア
メ
リ
カ
の
無
尽

蔵
な
工
業
生
産
力
を
考
え
れ
ば
無

謀
な
戦
い
だ
っ
た
、
そ
れ
故
に
軍

国
主
義
に
反
対
す
る
等
と
豪
語
す

る
感
情
が
、
い
つ
の
間
に
か
「
絶

対
的
正
義
」
の
よ
う
に
取
り
扱
わ

れ
て
い
る
現
実
を
見
る
。

　
ま
た
マ
ス
コ
ミ
も
一
緒
に
な
っ

て
、
こ
う
し
た
彼
等
の
感
情
論
で

肩
を
持
つ
。
し
か
し
戦
争
は
一
方
的
に
勃

発
す
る
も
の
で
は
な
い
。
相
手
国
あ
っ
て

の
事
だ
。
戦
い
に
、
一
人
相
撲
は
存
在
し

な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
反
戦
情
熱
家
の
そ
れ
は
、
必
然

的
に
、
あ
る
い
は
軍
国
主
義
者
が
一
方
的

に
戦
争
指
導
を
行
い
、
戦
い
の
渦
の
中
に

引
き
込
ん
だ
よ
う
な
錯
覚
を
抱
か
せ
る
。

　
そ
し
て
こ
れ
は
、
政
治
的
な
駆
け
引
き

に
使
わ
れ
、
左
翼
政
党
や
左
翼
反
戦
団
体

の
政
治
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
な
っ
て
、
如
何
に

も
正
義
で
あ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
抱
か

せ
、
善
玉
論
と
悪
玉
論
を
展
開
さ
せ
て
、

悪
玉
の
血
祭
り
に
あ
げ
た
そ
れ
を
絶
対
的

無
謀
論
と
断
定
し
て
、
こ
れ
に
拍
車
を
掛

け
、
長
い
間
、
こ
う
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

が
王
座
の
座
に
君
臨
し
続
け
た
。

　
そ
れ
は
恰
度
、
既
に
崩
壊
し
た
、
か
つ

て
の
ソ
ビ
エ
ト
が
、
資
本
主
義
と
民
主
主

義
を
結
合
さ
せ
て
社
会
シ
ス
テ
ム
に
採
用

し
て
い
る
並
の
一
般
国
家
よ
り
、
一
等

も
、
二
等
も
ラ
ン
ク
が
上
で
、
優
れ
た
国

家
だ
と
礼
賛
し
た
あ
の
愚
行
に
酷
似
す

る
。
そ
し
て
「
反
戦
」
と
い
う
頑
迷
な
絶

叫
が
、
左
翼
陣
営
の
強
力
な
感
情
論
に

な
っ
て
展
開
さ
れ
た
。

　
つ
ま
り
何
も
原
因
を
考
え
な
い
で
、

「
戦
争
は
も
う
懲
り
懲
り
だ
」
と
い
う
思

考
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
良
く
考
え
て
見
れ
ば
分
か
る

事
で
あ
る
が
、
こ
の
よ

う
な
感
情
論
を
以
て
、

次
世
代
に
歪
め
ら
れ
た

歴
史
の
局
面
を
豪
語
す

る
の
は
、
極
め
て
危
険

で
あ
り
、
ま
た
傲
慢
で

あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
事
が
次

世
代
の
思
考
感
覚
を
愚

弄
し
、
彼
等
の
判
断
を

感
情
に
任
せ
て
、
誤
ら

せ
る
と
い
う
危
険
な
要

因
を
孕
む
結
果
を
招
い

た
。

　
そ
の
事
が
、
次
世
代

の
歴
史
を
検
証
す
る
判

断
力
や
洞
察
力
を
奪

い
、
次
世
代
が
自
ら
の

感
情
の
発
露
と
し
て
、

正
し
い
目
標
を
見
失
わ

せ
る
、
悪
し
き
体
験
主

義
に
陥
ら
せ
る
危
険
性

を
齎
し
た
こ
と
で
あ
っ

た
。

　
今
日
、
国
民
の
多
く

は
結
果
に
照
ら
し
合
わ

せ
て
、
そ
こ
に
至
っ
た

原
因
究
明
の
冷
静
な
探

知
の
目
を
失
っ
て
い

る
。

　
戦
闘
理
論
を
考
え
る
武
略
観
は
、
感
情

で
語
る
の
で
は
な
く
、
理
性
や
知
性
を
拠

り
所
に
し
て
、
戦
争
体
験
あ
る
い
は
戦
闘

体
験
を
語
り
、
そ
れ
を
冷
静
に
瞶
め
、
そ

の
中
か
ら
必
須
要
因
や
敗
因
を
洞
察
す
べ

き
で
、
感
情
を
全
面
に
打
ち
出
し
、
ヒ
ス

テ
リ
ッ
ク
に
シ
ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
を
上
げ

る
事
で
は
な
い
。

　
戦
闘
と
言
え
ば
眉
を
し
か
め
、
軍
事
と

言
え
ば
貌
を
背
け
、
戦
争
は
悪
の
権
化
、

お
ぞ
ま
し
い
も
の
の
最
た
る
も
の
と
評
す

る
人
達
を
一
概
に
否
定
は
し
な
い
。

　
し
か
し
何
故
、
戦
争
が
起
こ
る
の
か
。

ど
う
し
て
戦
い
が
始
ま
る
の
か
、
と
い
う

メ
カ
ニ
ズ
ム
と
、
そ
の
過
程
に
至
る
ま
で

の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
例
え

誤
り
で
あ
っ
て
も
、
感
情
論
を
振
り
回

し
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
に
糾
弾
し
て
も
、
決
し

て
解
決
で
き
る
事
で
は
な
い
。
人
類
は
地

球
上
か
ら
戦
争
を
無
く
し
た
り
、
争
い
を

無
く
し
た
り
す
る
程
、
完
全
無
欠
に
は
完

成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
話
し
合
い
で
こ
れ
を

片
付
け
る
ほ
ど
、
ま
だ
十
分
に
進
化
し
て

い
な
い
の
で
あ
る
。

　
二
十
一
世
紀
に
至
っ
て
も
、
国
際
紛
争

は
後
を
絶
た
ず
、
世
界
の
至
る
所
で
戦
争

の
火
種
は
燻
っ
て
い
る
。
防
衛
問
題
一
つ

上
げ
て
見
て
も
、
過
去
の
昏
い
体
験
論

や
、
そ
れ
の
混
合
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
観
念
論
が
、
一
人
歩
き
し
て
、
今
な

お
、
巷
を
徘
徊
中
で
あ
る
。

　
率
直
に
言
え
ば
、
歴
史
的
な
教
訓
を
伝

え
よ
う
と
す
る
場
合
、
悪
乗
り
で
、
便
乗

気
味
の
反
戦
主
義
者
の
言
よ
り
も
、
実
際

に
戦
争
の
現
場
に
従
軍
し
、
そ
れ
を
戦

い
、
そ
の
結
果
、
人
命
の
尊
さ
や
平
和
の

有
難
さ
、
あ
る
い
は
戦
闘
を
通
じ
て
悲
惨

さ
を
痛
切
し
た
人
の
言
の
方
が
、
数
倍
も

重
み
を
持
っ
て
い
る
事
は
明
ら
か
だ
。

　
そ
し
て
戦
争
観
を
通
じ
て
分
か
っ
て
く

る
事
は
、
例
え
ば
太
平
洋
戦
争
を
指
導
し

た
軍
人
を
分
析
し
て
い
く
と
、
結
局
、
当

時
の
戦
争
指
導
者
並
び
に
職
業
軍
人
の
多

く
は
、
「
人
間
を
知
ら
な
い
。
政
治
を
知

ら
な
い
。
外
交
を
知
ら
な
い
。
歴
史
を
知

ら
な
い
。
そ
し
て
軍
人
で
あ
り
な
が
ら
、

戦
争
そ
の
も
の
を
知
ら
な
い
」
と
い
う

由
々
し
き
事
態
に
突
き
当
た
る
の
だ
。

　
こ
れ
は
今
日
の
、
肉
体
を
信
奉
し
、
好

戦
的
に
物
事
に
挑
む
、
格
闘
技
愛
好
者
や

競
技
ス
ポ
ー
ツ
愛
好
者
に
酷
似
し
、
同
程

度
の
近
視
眼
的
視
野
と
類
似
す
る
の
で
あ

る
。


