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第 11 回
「努必達」武専出身の寝技の名手　栗原民雄

 本橋 端奈子

生
涯
た
だ
一
度
の
敗
北
を
喫
す
る

　

栗
原
民
雄
は
明
治
29
（
１
８
９
６
）
年

5
月
21
日
、
兵
庫
県
姫
路
市
博
労
町
に
生

ま
れ
た
。
父
は
内
科
医
を
営
む
栗
原
良
順

で
あ
る
。
体
は
小
さ
か
っ
た
が
、
負
け
ん

気
が
強
く
ま
た
面
倒
見
も
良
か
っ
た
た

め
、
餓
鬼
大
将
と
し
て
常
に
地
元
の
子
供

た
ち
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

栗
原
が
10
歳
の
頃
、
友
人
と
の
遊
び
の

最
中
に
誤
っ
て
田
ん
ぼ
に
転
落
し
、
ひ
ど

い
捻
挫
を
負
っ
て
し
ま
う
と
い
う
出
来
事

が
あ
っ
た
。
冷
や
汗
が
出
る
ほ
ど
の
痛
み

だ
っ
た
が
、「
男
子
た
る
も
の
、
さ
さ
い

な
事
で
泣
き
言
を
言
う
よ
う
で
は
一
人
前

の
人
間
と
は
な
れ
ぬ
１
」と
日
ご
ろ
父
か

ら
言
わ
れ
た
言
葉
を
思
い
出
し
、
親
に
も

言
わ
ず
頑
張
り
通
し
て
2
日
間
を
や
り
過

ご
し
た
。
し
か
し
こ
れ
が
い
け
な
か
っ
た

の
か
、
日
に
日
に
捻
挫
は
悪
化
し
、
挙
句

足
の
切
断
を
迫
ら
れ
る
ま
で
に
な
る
。
結

局
栗
原
は
、
父
の
必
死
の
介
護
の
お
か
げ

で
切
断
こ
そ
な
ん
と
か
免
れ
た
も
の
の
、

1
年
半
に
も
及
ぶ
療
養
入
院
を
余
儀
無
く

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
諦
め
て
足
を

切
断
し
て
い
た
ら
、
十
段
栗
原
民
雄
は
存

在
し
得
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

栗
原
は
、
遅
れ
て
い
た
学
業
を
取
り

戻
す
た
め
必
死
に
勉
強
し
、
明
治
42

（
１
９
０
９
）
年
13
歳
に
し
て
当
時
難
関

と
言
わ
れ
て
い
た
兵
庫
県
立
姫
路
中
学
校
２

に
入
学
を
果
す
。
こ
こ
で
彼
は
柔
道
と
剣

道
と
い
っ
た
武
道
の
授
業
に
強
く
興
味
を

惹
か
れ
た
。
そ
し
て
中
学
3
年
15
歳
か
ら

は
、
更
に
専
科
を
柔
道
と
決
め
打
ち
込
ん

栗原民雄十段
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で
い
く
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
立
技
に
自
信
を
つ
け
始
め
た

頃
、
栗
原
は
初
め
て
の
対
校
試
合
に
出
場

し
、
兵
庫
県
姫
路
師
範
学
校
の
山
形
為
一

と
あ
た
る
こ
と
と
な
る
。

立
ち
上
っ
て
組
ん
だ
瞬
間
、
キ
ャ
リ
ア

の
違
い
は
判
然
と
し
て
い
た
。
栗
原

は
「
ア
ッ
」
と
思
っ
た
。
と
た
ん
に

カ
ァ
ー
っ
と
顔
が
熱
く
な
っ
た
。
山
形

は
悠
々
と
右
自
然
体
に
組
む
、
栗
原
も

さ
ら
ば
と
左
自
然
体
に
組
ん
だ
。
そ
し

て
そ
の
ま
ま
三
十
秒
、
自
分
の
胸
の
動

悸
が
そ
の
ま
ま
相
手
に
伝
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
思
う
程
激
し
く
な
っ

た
。
わ
ず
か
三
十
秒
が
一
時
間
に
も
二

時
間
に
も
思
え
る
く
ら
い
で
あ
る
。
栗

原
は
あ
せ
り
気
味
に
左
へ
移
動
し
な
が

ら
右
足
払
を
放
っ
た
が
山
形
は
び
く
と

も
し
な
い
。
か
わ
っ
て
山
形
は
右
釣
込

腰
を
掛
け
て
来
た
が
栗
原
は
必
死
に
引

き
手
を
振
り
切
っ
て
防
い
だ
。
機
を
と

ら
え
た
栗
原
、
得
意
の
左
釣
込
腰
を
か

け
れ
ば
、
山
形
の
体
浮
い
て
あ
わ
や
と

思
わ
れ
た
瞬
間
、
山
形
は
栗
原
の
後
方

に
大
き
く
廻
り
込
ん
で
栗
原
の
体
を
崩

し
、
横
に
倒
し
て
得
意
の
寝
技
に
持
ち

込
ん
で
し
ま
っ
た
。
栗
原
下
か
ら
必
死

の
防
戦
す
る
こ
と
し
ば
し
、
だ
が
寝
技

巧
者
の
山
形
う
ま
く
栗
原
の
両
脚
を
制

し
て
、
す
る
す
る
と
「
け
さ
固
め
」
に

入
れ
ば
、審
判
す
か
さ
ず
「
抑
え
込
み
」

を
宣
言
す
る
。
栗
原
は
渾
身
の
力
を
ふ

り
し
ぼ
っ
て
逃
れ
ん
と
し
た
が
山
形
得

意
の
「
け
さ
固
め
」
に
、
が
っ
ち
り
抑

え
込
ま
れ
て
は
万
事
休
す
。
ま
こ
と
に

あ
っ
け
な
い
敗
北
を
喫
し
て
し
ま
っ

た
。３

山
形
の
強
烈
な
固
技
に
な
す
術
な
く
敗
れ

た
様
子
が
見
て
取
れ
る
。
こ
の
敗
北
が
余

程
悔
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
以
後
栗
原

は
大
日
本
武
徳
会
の
道
場
・
武
徳
殿
や
、

根ね

木ぎ

金
一
二
段
４

の
道
場
へ
も
足
繁
く
通

い
、
投
技
だ
け
で
な
く
固
技
の
練
習
に
心

血
を
注
い
で
い
く
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
山

形
に
喫
し
た
一
敗
こ
そ
、
栗
原
の
生
涯
た

だ
一
度
の
敗
北
で
あ
る
。

柔
道
家
と
な
る
こ
と
を
決
意

　

18
歳
に
し
て
早
々
に
武
徳
会
初
段
を
取

る
な
ど
、
柔
道
に
力
を
入
れ
て
い
た
栗
原

だ
が
、
学
業
も
お
ろ
そ
か
に
は
せ
ず
、
優

秀
な
成
績
で
姫
路
中
学
を
卒
業
し
、
将
来

は
父
と
同
じ
く
医
者
に
な
ろ
う
と
決
意
し

て
、
京
都
の
第
三
高
等
学
校
５

の
受
験
を

控
え
て
い
た
。
し
か
し
折
悪
し
く
重
い
脚

気
を
患
い
、
受
験
で
き
ず
に
1
年
間
病
床

に
伏
し
て
し
ま
う
。
夢
を
断
た
れ
意
気
消

沈
し
て
い
た
栗
原
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
柔

道
の
天
分
を
惜
し
ん
で
い
た
根
木
は
、
こ

れ
を
機
に
京
都
の
大
日
本
武
徳
会
武
術
専

門
学
校
６

へ
の
入
学
を
熱
心
に
勧
め
て
き

た
７
。
そ
し
て
栗
原
は
、
日
本
一
の
柔
道

家
に
な
れ
る
、
と
い
う
根
木
の
言
葉
を
信

じ
、
柔
道
家
と
し
て
身
を
立
て
て
い
く
決

心
を
固
め
た
の
で
あ
る
。
武
専
へ
の
入
学

は
大
正
4
（
１
９
１
５
）
年
4
月
、
栗
原
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19
歳
の
春
で
あ
っ
た
。

　

武
専
入
学
に
際
し
て
、
根
木
の
斡
旋
を

受
け
て
栗
原
の
保
証
人
に
は
武
専
の
教

授
を
勤
め
る
磯
貝
一
８

に
な
っ
て
も
ら
っ

た
。
そ
こ
で
栗
原
は
磯
貝
の
も
と
へ
挨
拶

に
出
向
き
、
柔
道
修
行
上
の
ア
ド
バ
イ
ス

を
請
う
た
。
先
日
来
、
栗
原
の
武
徳
会
で

の
稽
古
を
見
て
い
た
磯
貝
は
、「
成
功
は

運
、
鈍
、
根
に
よ
る
。
お
前
は
ち
と
鈍
で

あ
る
。
こ
の
鈍
を
征
服
す
る
の
は
根
で
あ

る
。
努
力
精
進
を
怠
る
な
」
と
言
っ
た
９
。

栗
原
は
ハ
ッ
と
し
て
こ
の
言
葉
を
か
み
し

め
た
。
確
か
に
自
分
は
「
鈍
」
で
あ
る
自

覚
が
あ
る
。
こ
の
「
鈍
」
を
切
り
拓
く
に

は
、
一
念
を
持
っ
て
石
に
齧
り
付
い
て
で

も
修
行
に
励
む
「
根
」
を
貫
く
し
か
道
は

無
い
、
と
覚
悟
を
決
め
、「
鈍
根
」
を
念

頭
に
武
専
で
の
修
行
に
身
を
投
じ
て
行
く

の
で
あ
っ
た
。

　

栗
原
は
稽
古
は
一
日
も
休
ま
ず
、
人
よ

り
も
1
本
で
も
多
く
稽
古
を
積
ん
だ
。
ま

た
毎
朝
、
武
専
の
裏
に
あ
っ
た
吉
田
山
へ

駆
け
登
り
、
老
木
や
岩
を
相
手
に
打
込
に

励
み
身
体
を
練
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
努
力

は
や
が
て
実
力
と
な
っ
て
現
れ
、
武
専
入

学
か
ら
僅
か
4
ヵ
月
に
し
て
武
徳
会
二
段

へ
の
昇
段
を
果
す
。
こ
れ
は
武
専
同
級
生

中
ト
ッ
プ
を
切
る
壮
挙
で
あ
っ
た
。

　

大
正
6
（
１
９
１
７
）
年
、
3
年
生
に

な
っ
た
栗
原
は
武
専
の
生
徒
ら
と
講
道
館

へ
出
稽
古
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
春
季

紅
白
勝
負
へ
の
出
場
を
目
的
と
し
た
上
京

で
あ
る
。
こ
れ
に
先
立
っ
て
同
年
1
月
に

講
道
館
へ
の
入
門
手
続
き
も
行
い
、
栗
原

は
武
徳
会
仕
込
み
の
実
力
を
認
め
ら
れ
て

初
段
に
編
入
さ
れ
、
そ
の
後
す
ぐ
に
二
段

扱
い
と
な
っ
た
。
あ
こ
が
れ
の
講
道
館
で

あ
る
。
ど
ん
な
猛
者
が
い
る
の
か
、
否
が

応
に
も
期
待
は
高
ま
る
が
、
反
面
、
武
徳

会
出
身
と
し
て
負
け
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
気
概
も
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
白
軍
二
段
の
大
将
格
と
し
て
出
場
し

た
栗
原
は
、
居
藤
高
季
二
段
ら
3
人
を
屠

り
、
さ
ら
に
一
人
と
引
き
分
け
て
、
成
績

抜
群
に
よ
っ
て
三
段
を
許
さ
れ
た
の
で

あ
っ
た
。

　

翌
大
正
7
（
１
９
１
８
）
年
、
22
歳
で

武
専
の
卒
業
試
験
に
臨
ん
だ
栗
原
は
、
武

徳
会
三
段
の
五
人
掛
を
見
事
勝
ち
抜
き
、

武
徳
会
四
段
に
昇
段
し
て
主
席
で
卒
業
と

な
っ
た
。
四
段
で
の
卒
業
は
武
専
始
ま
っ

て
以
来
初
の
快
挙
で
あ
る
。
栗
原
は
こ
の

時
の
感
激
を
後
々
ま
で
人
に
語
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、
一
度
は
伊
勢
の
神
宮
皇
学

館
に
柔
道
教
師
と
し
て
赴
く
も
、
す
ぐ

に
武
専
に
戻
り
、
助
教
授
と
し
て
柔
道
に

専
心
し
て
行
く
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
大

正
8
（
１
９
１
９
）
年
の
講
道
館
春
季
紅

白
勝
負
で
は
、
ま
た
し
て
も
抜
群
で
四

段
、大
正
11
（
１
９
２
２
）
年
に
は
五
段
、

昭
和
3
（
１
９
２
８
）
年
に
は
31
歳
に
し

て
六
段
と
異
例
の
ス
ピ
ー
ド
で
段
を
重
ね

て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
頃
に
は
、「
京
都

に
豪
勇
栗
原
民
雄
あ
り
」
と
全
国
に
名
を

轟
か
せ
る
存
在
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ

た
。
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牛
島
辰
熊
と
の
天
覧
試
合

　

栗
原
は
平
素
か
ら
摂
生
に
努
め
、
午
前

6
時
起
床
午
後
9
時
就
寝
、
食
事
も
1
日

3
回
必
ず
決
ま
っ
た
時
間
に
摂
る
な
ど
、

規
律
的
生
活
を
重
ん
じ
て
き
た
。
ま
た
磯

貝
一
に
教
え
ら
れ
た
「
鈍
根
」
を
掲
げ
、

ル
ソ
ー
の「
熱
心
は
才
能
を
補
う
」を
モ
ッ

ト
ー
に
、
立
技
は
武
専
で
寝
技
は
教
師
を

し
て
い
た
三
高
で
、
毎
日
三
時
間
も
ま
さ

に
年
中
無
休
で
稽
古
を
続
け
た
。
技
は
、

合
理
的
に
前
後
左
右
に
利
か
せ
て
出
来
得

る
限
り
無
理
を
せ
ず
に
、
相
手
の
崩
れ
た

方
向
に
適
宜
応
変
し
て
色
々
な
技
を
出
せ

る
よ
う
に
特
訓
を
重
ね
た
と
い
う
。
ま
た

自
分
に
厳
し
い
反
面
、
生
徒
に
は
徹
底
し

て
丁
寧
な
指
導
に
努
め
た
。
そ
ん
な
栗

原
の
人
柄
に
、
彼
を
慕
う
学
生
は
頗
る
多

か
っ
た
。

　

栗
原
は
自
ら
「
試
合
の
心
得
」
と
い
う

も
の
を
作
り
、
道
場
な
ど
に
掲
げ
、
兎
角

勝
利
至
上
主
義
に
走
り
が
ち
な
学
生
ら
に

も
徹
し
て
守
ら
せ
て
い
る
。

　

試
合
の
心
得

　

一
、
敵
を
知
り
己
を
知
れ

　

一
、
平
気
で
あ
れ

　

一
、
頭
を
働
か
せ
よ

　

一
、
公
明
正
大
堂
々
と
戦
え

　

一
、
礼
儀
作
法
を
守
れ

　

一
、
規
律
節
制
を
守
れ

　

一
、
審
判
員
の
命
令
採
決
に
は
絶
対
服

従
の
こ
と

　

一
、
試
合
の
堂ど
う

奥お
う

に
入い

る
よ
う
精
進
せ
よ

　

一
、
試
合
後
は
光こ
う
ふ
う
せ
い
げ
つ

風
霽
月
の
態
度
で
あ
れ

清
廉
で
、
己
を
厳
し
く
律
す
る
栗
原
の
人

柄
が
よ
く
表
れ
て
い
る
訓
示
で
あ
る
と
言

え
る
。
彼
の
長
い
柔
道
人
生
に
お
い
て
、

訓
示
の
通
り
一
貫
し
て
公
明
正
大
に
大
小

数
十
試
合
に
臨
み
な
が
ら
も
、
先
述
し
た

と
お
り
敗
北
は
中
学
時
代
に
喫
し
た
た
だ

1
度
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
も
栗
原

の
比
類
な
き
強
さ
が
窺
い
知
れ
る
で
あ
ろ

う
。
武
専
の
第
18
期
卒
業
生
で
あ
る
高
木

栄
一
郎
な
ど
は
、
後
に
往
時
を
回
想
し
て

「
私
の
四
十
年
の
稽
古
中
、固
め
技
で
（
栗

原
）
先
生
を
負
か
し
た
者
は
い
な
い
だ
ろ

う
し
、
投
げ
技
で
一
本
で
も
投
げ
た
者
は

生
涯
の
語
り
草
に
し
て
い
る
ほ
ど
猛
烈
な

稽
古
だ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
ほ
ど
だ
。

　

中
で
も
名
勝
負
と
し
て
語
り
継
が
れ
て

い
る
の
は
、
昭
和
4
（
１
９
２
９
）
年
5

月
33
歳
で
臨
ん
だ
牛
島
辰
熊
と
の
天
覧
試

合
決
勝
戦
で
あ
る
。
当
時
、
天
覧
に
供
さ

れ
る
こ
と
は
至
上
の
名
誉
で
あ
り
、
出
場

が
決
ま
っ
た
時
に
は
親
類
は
勿
論
、
恩
師

で
あ
る
磯
貝
も
非
常
に
喜
び
、
是
が
非
で

も
優
勝
す
る
よ
う
に
彼
を
鼓
舞
し
た
。
栗

原
は
、
磯
貝
が
自
分
を
日
本
一
の
実
力
と
常

日
頃
買
っ
て
く
れ
て
い
る
の
を
知
っ
て
、
恩

に
報
い
よ
う
と
、
勝
利
の
た
め
壮
絶
な
猛

稽
古
を
開
始
し
た
。
し
か
し
試
合
を
半
月

後
に
控
え
た
4
月
、
不
幸
に
も
栗
原
は
武

専
で
の
稽
古
中
、
右
膝
を
捻
挫
し
て
し
ま

う
。
思
い
の
外
怪
我
は
ひ
ど
く
、
試
合
1

週
間
前
に
な
っ
て
や
っ
と
ど
う
に
か
歩
け

る
よ
う
に
な
っ
た
程
度
で
あ
っ
た
。だ
が
、

彼
を
応
援
し
て
く
れ
る
磯
貝
や
、
ひ
い
て
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は
武
徳
会
の
名
誉
の
た
め
、
決
死
の
覚
悟

で
栗
原
は
試
合
へ
の
出
場
を
決
め
た
。
上

京
し
て
か
ら
も
痛
み
止
め
の
注
射
を
打
ち

続
け
る
ほ
ど
の
怪
我
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

天
覧
試
合
は
、
須
藤
金
作
を
は
じ
め
猛

者
揃
い
の
番
組
で
は
あ
っ
た
が
、
栗
原
は

壮
絶
な
戦
い
を
経
て
勝
ち
上
が
り
、
遂
に

牛
島
と
の
決
勝
戦
と
な
っ
た
。
試
合
の
模

様
を
以
下
に
引
用
す
る
。

「
は
じ
め
！
」
表
審
判
永
岡
八
段
の
声

は
凛
と
し
て
場
に
響
い
た
。
と
た
ん
両

雄
の
眼
ギ
ラ
リ
と
光
る
や
右
方
よ
り
栗

原
、
左
方
よ
り
牛
島
互
に
小
手
を
挙
げ

て
敢
然
と
躍
進
す
る
。（
略
）
突
如
、

牛
島
の
右
手
は
手
探
る
が
如
く
、
内
側

か
ら
、
敵
の
左
襟
に
か
か
っ
た
。「
ア
、

右
手
が
引
く
ぞ
」
心
あ
る
人
々
ハ
ッ
と

膽き
も

を
冷
や
す
時
、
何
さ
ま
牛
島
は
、
そ

の
左
手
に
敵
の
右
袖
を
引
き
つ
つ
、
一

気
に
グ
グ
ッ
と
引
か
ん
と
し
た
。
云
う

ま
で
も
な
く
こ
れ
牛
島
の
誘
い
、
彼
れ

一
流
の
右
内
股
か
、
乃
至
ま
た
寝
技
に

行
か
ん
策
戦
、
サ
テ
ハ
危
う
し
と
見
る

時
早
く
、
栗
原
は
、
牛
島
の
右
手
の
内

側
へ
、パ
ッ
と
左
手
を
さ
し
か
え
つ
つ
、

グ
ッ
と
敵
の
左
襟
を
引
掴
ん
だ
。
牛
島

の
右
は
殺
さ
れ
た
。
こ
こ
に
形
勢
は
一

変
、
牛
島
は
、
そ
の
右
を
殺
さ
れ
て
自

由
を
失
な
い
、
そ
れ
に
逆
に
、
栗
原
の

左
手
は
、
驚
く
べ
き
威
力
を
発
揮
し
つ

つ
、
グ
イ
グ
イ
牛
島
の
陣
営
に
肉
薄
し

来
っ
た
。
ま
さ
に
こ
れ
、
敵
の
持
て
る

武
略
を
咄
嗟
に
奪
い
取
っ
て
、
逆
に
そ

の
武
略
を
相
手
の
的
に
擬
し
て
迫
る
も

の
、
若
し
、
こ
の
儘
の
形
勢
を
以
て
す

れ
ば
、
栗
原
の
右
手
は
迅
く
敵
の
左
袖

を
と
っ
て
彼
れ
得
意
の
釣
込
腰
、
乃
至

ま
た
大
内
刈
の
強
引
と
な
っ
て
閃
め
く

に
違
い
な
い
。
さ
れ
ば
牛
島
も
、
今
は

寸
毫
の
猶
予
も
な
り
難
き
形
勢
、
謂
う

な
ら
ば
こ
れ
、
身み

断
崖
に
押
し
つ
め
ら

れ
て
眼
下
深
淵
に
臨
む
が
如
し
。「
エ

イ
ッ
」
果
せ
る
か
な
栗
原
の
左
釣
込
腰

は
カ
ッ
キ
リ
這
入
っ
た
。
危
い
か
な
牛

島
、
然
る
に
そ
の
時
最
早
容
易
に
の
が

る
べ
く
も
な
い
と
思
わ
れ
た
栗
原
の
左

手
を
ば
、
己
が
右
手
を
以
て
ビ
ン
と

切
っ
た
。
し
か
も
敵
体
の
崩
れ
に
乗
じ

押
し
倒
し
た
が
栗
原
警
戒
し
て
敏す
ば
や捷
く

起
ち
、
起
つ
や
直
ち
に
巴
投
に
奇
襲
し

た
が
、
牛
島
が
っ
き
と
耐
え
た
。（
略
）

機
を
は
ず
さ
ず
栗
原
の
寝
技
は
来
た
。

天覧に浴した柔道選士ら　前列左から佐藤金之助、栗原、牛島、安部英兒
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彼
れ
は
、
倒
れ
し
敵
の
両
脚
を
、
両
手

に
抱
え
上
げ
気
味
に
し
て
片
膝
つ
き
、

他
の
一
膝
を
折
っ
て
万
全
の
戦
い
、
こ

れ
か
ら
ジ
ワ
ジ
ワ
敵
を
押
え
に
か
か
ろ

う
と
す
る
形
勢
で
あ
る
。「
サ
テ
ハ
！
」

観
衆
膝
の
り
出
し
て
に
じ
り
出
た
が
、

こ
の
時
栗
原
悠
場
迫
ら
ず
、
少
し
も
焦

ら
ず
、
そ
の
儘
の
姿
勢
を
以
て
機
を
見

て
い
る
。
し
か
も
下
な
る
牛
島
も
亦
動

か
な
い
。
起
き
よ
う
と
し
な
い
。
た
だ

敵
の
仕
掛
け
を
見
て
一
気
に
ハ
ネ
返
さ

ん
と
し
て
い
る
も
の
の
如
く
だ
。
併
し

も
う
所
定
の
時
間
を
過
ぎ
て
い
る
。
果

し
て
如
何
と
見
て
あ
る
時
、
俄
然
牛
島

の
眉
は
ピ
リ
リ
と
動
い
た
。
同
時
に
彼

れ
は
一
気
に
身
を
捻
転
し
つ
つ
、
そ
の

足
を
強
力
に
引
き
抜
け
ば
、
敵
の
手
は

ズ
ボ
リ
と
抜
け
た
。
こ
の
機
！
牛
島
は

猛
然
と
し
て
は
ね
起
き
た
。
し
か
も
立

上
が
れ
ば
、
ま
た
、
寸
毫
の
猶
予
も
あ

ら
せ
ず
、
猛
然
髪
を
慄
わ
し
て
ヅ
カ
ヅ

カ
と
突
進
し
た
。
満
場
、
こ
の
光
景
に

御
前
を
も
忘
れ
て
ド
ッ
と
ど
よ
め
い

た
。（
略
）
牛
島
無
念
と
ば
か
り
に
透

か
さ
ず
抑
込
む
を
栗
原
の
俊
敏
、
忽
ち

こ
れ
を
返
し
て
崩
横
四
方
固
の
か
た
ち

に
抑
込
む
。
栗
原
の
右
手
は
敵
の
左
足

を
掬
い
上
げ
、
そ
の
体
は
の
し
か
か
り

気
味
、
而
か
も
そ
の
左
手
を
支
え
棒
に

し
て
応
変
の
用
意
、
こ
れ
い
よ
い
よ
出

で
て
い
よ
い
よ
妙
な
る
理
詰
め
の
戦

法
、
さ
れ
ど
も
牛
島
此
処
に
敗
れ
て
堪

る
か
と
憤
然
力
闘
、
両
脚
を
も
て
栗
原

の
体
を
巻
き
込
み
、抑
込
と
は
な
ら
ず
、

遂
に
牛
島
の
斃
而
後
已
む
底
の
猛
闘
に

栗
原
の
抑
手
殆
ど
不
確
実
と
な
っ
た
。

（
略
）
永
岡
審
判
は
山
下
、
田
畑
の
両

審
判
に
目
配
せ
す
る
よ
り
早
く
「
や

め
！
」（
と
宣
告
し
た
。）

　

一
瞬
の
静
寂
の
後
、
場
内
の
大
き
な
採

点
表
の
一
番
上
に
、「
優
勝
者
栗
原
民
雄
」

と
書
き
加
え
ら
れ
た
。
栗
原
は
足
の
痛
み

に
耐
え
な
が
ら
も
、
得
意
の
寝
技
で
見
事

優
勝
を
も
ぎ
取
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
こ

の
勝
利
を
無
上
の
喜
び
と
し
、
下
賜
さ
れ

た
恩
賜
刀
を
終
生
大
切
に
座
右
に
置
い
て

い
た
と
い
う
。

　

そ
の
後
も
栗
原
は
、
昭
和
8
（
１
９
３

３
）
年
に
は
七
段
、
同
12
（
１
９
３
７
）

年
に
は
八
段
と
昇
段
を
重
ね
て
行
き
、
武

専
の
主
任
教
授
に
な
る
傍
ら
、京
都
府
警
・

京
都
帝
国
大
学
・
京
都
蚕
糸
専
門
学
校
な

ど
で
も
指
導
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
同

19（
１
９
４
４
）年
に
は
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
柔
道
委
員
を
拝
命
し
て
い
る
が
、
戦
況

の
悪
化
に
よ
り
開
催
さ
れ
ず
に
終
わ
っ

た
。

公
職
追
放
後
も
柔
道
一
筋
に

　

大
戦
の
混
乱
の
中
、大
日
本
武
徳
会
は
、

政
府
の
外
郭
団
体
、
民
間
団
体
と
姿
を
変

え
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
生
徒
の

殆
ど
は
徴
兵
適
齢
期
を
超
え
て
い
た
た
め

に
次
々
に
応
召
さ
れ
、
残
っ
た
者
も
勤
労

動
員
に
参
加
す
る
な
ど
し
て
柔
道
が
出
来

る
状
態
で
は
無
く
な
っ
て
い
っ
た
。
栗
原
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自
身
も
学
徒
勤
労
隊
の
監
督
と
し
て
そ
の

任
務
に
当
た
っ
て
い
た
。
そ
し
て
終
戦
後

の
昭
和
21
（
１
９
４
６
）
年
11
月
、
Ｇ
Ｈ

Ｑ
に
よ
り
と
う
と
う
武
徳
会
は
解
散
を
命

じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
当
時
数
千
万

円
に
の
ぼ
る
財
産
は
全
て
没
収
と
い
う
、
非

常
に
厳
し
い
処
遇
も
加
え
ら
れ
た
。
武
徳

会
の
解
散
に
よ
っ
て
下
部
組
織
で
あ
っ
た

武
専
も
当
然
廃
校
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
れ
に
伴
い
、
栗
原
も
含
め
１
３
０
０
人

以
上
が
公
職
を
追
放
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
。
ま
だ
中
学
生
の
子
供
た
ち
を
抱
え
た

栗
原
は
、
以
前
取
得
し
た
柔
道
整
復
師
の

免
許
を
生
か
し
、
接
骨
院
を
開
く
こ
と
で

何
と
か
糊
口
を
凌
ぐ
の
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
接
骨
院
の
隣
に
栗
原
道
場
を
建
て
、

青
少
年
ら
の
育
成
に
も
努
め
た
。
栗
原
の

人
柄
も
あ
っ
て
か
、
接
骨
院
と
道
場
は
非

常
に
繁
盛
し
、
特
に
道
場
は
日
に
日
に
入

門
者
が
増
え
続
け
、
2
部
制
に
し
て
運
営

す
る
ほ
ど
の
人
気
と
な
る
。
こ
の
間
の
同

23
（
１
９
４
８
）
年
5
月
、
栗
原
は
公
職

追
放
中
の
身
な
が
ら
、
講
道
館
よ
り
九
段

に
列
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

昭
和
26
（
１
９
５
１
）
年
に
な
っ
て
よ

う
や
く
公
職
追
放
が
解
除
さ
れ
、
栗
原
は

即
時
、
京
都
府
柔
道
道
場
連
盟
の
会
長
に

推
さ
れ
、
ま
た
京
都
府
警
察
柔
道
師
範
と

し
て
も
迎
え
入
れ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
ま
た
そ
の
後
す
ぐ
に
、
同
年
6
月
よ

り
嘉
納
履
正
館
長
の
欧
州
行
に
随
行
し
て

フ
ラ
ン
ス
で
柔
道
指
導
を
行
う
な
ど
、
講

道
館
の
中
で
も
失
く
て
は
な
ら
な
い
存
在

と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
ん
な

中
で
も
、
強
制
的
に
解
散
さ
せ
ら
れ
た
武

徳
会
を
無
念
に
思
う
人
々
ら
の
想
い
を
受

け
て
、
武
徳
会
再
建
を
目
指
す
活
動
を
も

行
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
栗
原
は
正
し
い
柔
道
普
及
発
展

を
目
指
し
て
、
関
西
発
の
柔
道
機
関
紙
の

発
行
に
も
携
わ
っ
て
い
く
。
こ
れ
は
、
も

と
も
と
武
専
卒
業
生
の
新
井
佐
市
が
戦
後

の
苦
境
の
中
に
あ
っ
て
私
財
を
投
じ
て
発

行
し
て
い
た
が
財
政
難
な
ど
か
ら
廃
刊
に

な
っ
た
も
の
を
、
栗
原
が
惜
し
み
編
集
名

義
人
を
受
け
継
い
だ
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ

に
栗
原
が
著
し
た
「
編
集
名
義
人
と
な
っ

て
」
の
一
文
を
掲
げ
る
。

往
時
は
東
に
講
道
館
あ
り
、
西
に
武
徳

会
あ
り
、
時
に
は
少
し
く
ら
い
の
摩
擦

も
あ
っ
た
が
、
常
に
緊
密
に
提
携
し
合

い
、
両
者
に
属
す
る
修
行
者
も
、
東
西 フランスでの指導稽古
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に
偏
せ
ず
、
是
を
是
と
し
非
を
非
と
し

て
い
た
が
、
こ
の
ご
ろ
は
、
東
に
お
も

ね
っ
て
、
西
の
屍
に
鞭
打
つ
議
論
を
建

て
る
者
が
往
々
に
し
て
あ
る
。
言
論
自

由
の
戦
後
派
と
し
て
、
か
っ
て
は
武
徳

会
の
理
事
と
し
て
働
き
、
そ
れ
が
た
め

に
追
放
を
受
け
た
も
の
ま
で
が
、
武
徳

会
と
い
え
ば
、
あ
る
い
は
伏
魔
殿
の
ご

と
く
、
あ
る
い
は
講
道
館
の
反
謀
者
の

ご
と
く
の
の
し
っ
て
講
道
館
に
忠
勤
を

抜
き
ん
出
て
い
る
。（
略
）
私
は
武
徳

会
並
び
に
武
専
に
三
十
年
の
恩
顧
を
受

け
た
者
で
あ
り
、
そ
の
再
興
を
念
願
す

る
や
切
な
る
も
の
が
あ
る
。（
略
）だ
が
、

私
は
武
徳
会
を
再
興
し
て
講
道
館
に
盾

つ
か
ん
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
大
局

的
に
い
え
ば
、
武
徳
会
は
講
道
館
に
協

力
し
て
全
国
的
組
織
網
を
、
最
大
限
に

活
用
し
て
柔
道
の
普
及
発
展
に
尽
力
し

た
こ
と
は
、
多
大
な
も
の
で
あ
っ
て
、

戦
前
の
隆
盛
の
一
半
は
、
武
徳
会
の
功

績
に
負
う
と
こ
ろ
で
あ
る
と
、
私
は
確

信
し
て
い
る
。
私
は
講
道
館
に
対
し
て

は
、
故
嘉
納
治
五
郎
先
生
の
知
遇
を
受

け
、
そ
の
御
生
前
に
八
段
を
、
現
館
長

に
は
九
段
を
免
許
せ
ら
れ
、
ま
た
渡
欧

に
当
っ
て
は
、
講
道
館
よ
り
一
方
な
ら

ぬ
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
。
私
は
現
館

長
の
公
平
無
私
、
円
満
な
ご
人
格
に
対

し
て
は
常
に
敬
意
を
表
し
、
信
頼
を
寄

せ
て
い
る
（
略
）
そ
れ
故
に
現
在
横
行

す
る
、
為
に
せ
ん
が
為
の
、
東
に
お
も

ね
っ
て
西
を
誹
謗
す
る
言
論
は
、
私
の

与
し
あ
た
わ
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
私

は
道
の
た
め
に
図
っ
て
最
も
厳
正
公

正
に
立
論
し
た
い
と
念
願
し
て
い
る
。

（
略
）
故
嘉
納
治
五
郎
先
生
の
ご
在
世

時
に
は
、「
精
力
善
用
、自
他
共
栄
」
が
、

柔
道
修
行
の
指
標
で
あ
っ
た
。
こ
の
標

語
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
各
道
場
に
掲
額
さ

れ
る
く
ら
い
に
、
世
界
へ
浸
透
し
た
も

の
で
あ
っ
た
が
、
現
今
は
果
し
て
如
何

で
あ
る
か
。
柔
道
は
礼
に
始
ま
り
、
礼

に
終
わ
る
と
さ
れ
、
礼
儀
作
法
が
柔
道

の
一
眼
目
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
ご
ろ
の

不
作
法
さ
は
ど
う
か
。（
略
）
欧
州
人

は
柔
道
に
、
哲
理
や
宗
教
的
安
心
を
求

め
ん
と
し
て
い
る
。
柔
道
を
よ
り
高
き

理
想
の
も
の
に
し
な
い
で
よ
い
で
あ
ろ

う
か
。

栗
原
が
、
武
徳
会
の
上
層
部
に
い
た
者
と

し
て
、
戦
後
様
々
な
立
場
の
人
々
が
持
つ

不
満
や
憤
り
を
一
身
に
受
け
て
苦
境
に
立

た
さ
れ
て
い
た
様
子
が
、
あ
り
あ
り
と
想

像
で
き
る
。
し
か
し
そ
ん
な
中
で
も
公
平

厳
正
な
立
場
を
保
ち
、
純
粋
に
柔
道
普
及

の
為
に
何
が
必
要
か
、
柔
道
界
を
真
に

思
っ
て
堂
々
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
が
栗

原
の
気
概
で
あ
ろ
う
か
。
武
徳
会
が
霧
消

し
た
今
、
関
西
か
ら
柔
道
機
関
紙
を
発
行

し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
自
ら
の
使
命

で
あ
る
と
考
え
て
い
た
、と
察
せ
ら
れ
る
。

こ
の
機
関
紙
は
栗
原
が
体
調
を
崩
す
昭
和

40
年
代
ま
で
続
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
昭

和
54
（
１
９
７
９
）
年
10
月
8
日
、
心
筋

梗
塞
の
た
め
死
去
。享
年
83
歳
で
あ
っ
た
。
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講
道
館
は
、
栗
原
が
柔
道
界
に
与
え
た
功

績
の
甚
大
な
こ
と
を
受
け
て
、
前
日
付
で

十
段
位
を
贈
る
。
史
上
11
人
目
の
名
誉
で

あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊
引
用
文
献
は
、
現
代
漢
字
・
仮
名
づ
か
い

に
改
め
た
。

＊
標
題
「
努
必
達
」
は
、
鈍
根
を
胸
に
努
力

を
続
け
た
栗
原
が
、
好
ん
で
用
い
た
揮
毫

で
あ
る
。

　
《
主
要
参
考
文
献
》

　
『
柔
道
に
生
涯
を
賭
け
て
』
長
谷
川
泰
一
著

　

京
都
府
柔
道
連
盟
発
行　

１
９
７
８
年

　
《
そ
の
他
典
拠
・
註
》

１　
『
柔
道
に
生
涯
を
賭
け
て
』
長
谷
川
泰
一

著　

京
都
府
柔
道
連
盟
発
行　

１
９
７
８
年

２　

現
在
の
兵
庫
県
立
姫
路
西
高
等
学
校

３　

前
掲
註
1
参
照

４　

後
の
八
段

５　

三
高
。
京
都
大
学
の
前
身
の
一
つ

６　

大
日
本
武
徳
会
が
武
道
指
導
者
を
養
成

す
る
た
め
に
設
立
し
た
専
門
学
校
。
後
の

武
道
専
門
学
校
、
通
称
「
武
専
」

７　
「
栗
原
六
段
と
牛
島
五
段
」
神
田
伯
龍
著

『
昭
和
天
覧
試
合
』
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社

発
行　

１
９
３
０
年

８　

後
の
講
道
館
十
段

９　
「
磯
貝
、
田
畑
十
段
を
語
る
」
栗
原
民
雄

著
『
柔
道
新
聞
』
第
137
号
（
１
９
５
７
年
）

10　
「
講
道
館
有
段
者
春
季
大
紅
白
勝
負
の

記
」
山
崎
亘
著
『
柔
道
』
第
3
巻
第
7
号

（
１
９
１
７
年
）

11　

現
在
の
皇
学
館
大
学

12　
「
柔
道
指
定
選
士
の
感
想
」
栗
原
民
雄
著

『
昭
和
天
覧
試
合
』
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社

発
行　

１
９
３
０
年

13　
「
栗
原
先
生
を
偲
び
て
」
林
田
悠
紀
夫
著

『
柔
道
』
第
50
巻
第
12
号
（
１
９
７
９
年
）

14　

前
掲
註
1
参
照

15　

恐
怖
心
を
捨
て
去
り
、
冷
静
沈
着
に
平

常
心
で
。
の
意

16　

武
芸
の
奥
義
、
秘
奥

17　

心
が
清
々
し
く
澄
み
切
っ
て
、
爽
や
か

で
蟠
り
の
な
い
状
態

18　

前
掲
註
1
参
照

19　
『
柔
道
範
士
磯
貝
一
口
述　

わ
が
七
十
年

を
語
る
』
長
谷
川
泰
一
著　

赤
心
同
盟
会

東
海
支
部　

１
９
４
０
年

20　

永
岡
秀
一
後
の
十
段

21　
「
指
定
選
士
決
勝
試
合
」『
昭
和
天
覧

試
合
』
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
発
行　

１
９
３
０
年

22　
「
武
専　

そ
の
発
足
か
ら
解
散
ま
で
」『
近

代
柔
道
』
2
巻
3
号(

昭
和
55
年
3
月)

23　
「
武
徳
会
再
建
運
動
に
挺
身
す
る
」
栗
原

民
雄
著
『
ス
ポ
ー
ツ
タ
イ
ム
ス
』
第
47
号

（
１
９
５
４
年
）

24　
「
編
集
名
義
人
と
な
っ
て
」
栗
原
民
雄
著

『
ス
ポ
ー
ツ
タ
イ
ム
ス
』
１
９
４
３
年
4
月

15
日
号
（
前
掲
註
1
参
照
）

　
《
写
真
典
拠
》

１　

講
道
館
柔
道
資
料
館

２　
『
昭
和
天
覧
試
合
』
大
日
本
雄
弁
会
講
談

社
発
行 

１
９
３
０
年

３　
『
柔
道
に
生
涯
を
賭
け
て
』
長
谷
川
泰
一

著 

京
都
府
柔
道
連
盟
発
行 

１
９
７
８
年　


