
73 埼王工大紀要
No.7 (1989)

ASTUDYOFTHESIGNIFICATIONOF

6(KAGE"INTHESHZIVK4GE-RYU

Jun-ichiKato

TheSHINKAGE-RYU-oneoftheKど"(Joschools-wasfounded

byHidetsunaKamiizumiwhohadbeeninfluencedbytheKAGE-
RYU・ Hewrote letters (KAGE-MOKUROKU) toMuneyoshi
Yagyuinl566. Ineachoftheseletters,heerasedtheterm($陰”
(んα梁) andwrOtein"影" ("gE).
Thepurposeofthisstudyistoclarifyhowthecharacters $:陰'，
and($影''wereusedintheearlyyearsoftheSHINKAGE-RYU.
Thesummoriesareasfollows.

1． Therearetwosignifications intheterm々α鋲． Oneof
themis <$陰" (shade) ; itmeansthehiddenpart (invisible).
Theother is &;影'' (shadow) ; and itmeanssomething
whichcutsoffthedirectraysoflight.

2. Peoplehadatendencytofavor{$mindtechnique'' ineach
of theschoolswhentheypracticedKな"do in theearlv
stages. But inthefollowingageofcivil strife, theyhad
totendencytofavor #<actual fightingtechnique.'' Inother
words, thehidden (<mindtechnique'' becamethevisibie
446ghtingtechnique'' ; soU:陰'' cametobe($影."

3. WhenKamiizumi firstwrote ::陰,'' itwas <Imindtechni-
que"timejustasitwas intheotherschools. Butwhen
he finishedwritingthe letters, ithadbecame $6fighting
technique'' time.

Myconclusionisthathechangedthecharacterto ($影'' because
Ofsocial inHuences.
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一

緒

言

永
禄
九
年
、
柳
生
宗
厳
は
、
師
匠
上
泉
秀
綱
よ
り
四
巻
か
ら

（

１

）

な
る
『
新
影
流
目
録
』
を
授
け
ら
れ
た
。
こ
の
四
巻
と
は
、

「
燕
飛
」
「
七
太
刀
」
「
参
学
」
「
九
箇
」
で
、
こ
れ
ら
は
絵
目

録
の
体
裁
を
な
し
、
当
時
の
打
ち
合
い
の
様
子
が
個
々
の
技
ご

と
に
画
か
れ
て
い
る
。
宗
厳
は
、
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
勢
法

（
か
た
）
を
継
承
す
る
と
共
に
、
独
自
の
創
意
工
夫
を
加
味
し
、

柳
生
家
と
し
て
の
新
陰
流
を
発
展
さ
せ
た
。

と
こ
ろ
で
、
宗
厳
の
新
陰
柳
生
流
の
原
点
と
な
っ
た
こ
の
目

録
は
、
『
新
影
流
目
録
』
と
「
影
」
の
文
字
が
使
わ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
文
字
は
最
初
「
陰
」
と
記
し
た
後
、
そ
れ
を
消
し
て

「
影
」
と
書
き
直
し
て
い
る
。
「
新
陰
流
」
と
は
彼
が
開
流
し

た
流
派
名
で
あ
り
、
近
世
の
三
源
流
と
称
さ
れ
る
陰
流
・
新
当

流
・
念
流
の
三
つ
の
流
派
を
学
び
、
特
に
愛
洲
移
香
の
陰
流
の

影
響
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、
「
新
」
の
「
陰
流
」
と
い
う
意
味

で
付
け
た
名
称
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が

な
け
れ
ば
、
そ
う
簡
単
に
名
称
の
変
更
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

新
陰
流
に
お
け
る
「
か
げ
」
の
意
味
に
関
す
る
一
考
察

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
「
陰
」
と
「
影
」
を
め
ぐ
る
「
か
げ

の
意
味
」
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
る
と
共
に
、
こ
れ
ら
の
タ
ー

ム
と
新
陰
流
と
の
係
わ
り
。
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

二
「
か
げ
」
の
字
義

そ
も
そ
も
「
か
げ
」
と
訓
ず
る
語
字
に
は
、
陰
・
蔭
・
陰
・

景
・
影
・
男
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
解
字
か
ら
意
味
を
調
べ
て
見

る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
分
か
る
。

○
陰
湿
気
が
籠
も
っ
て
う
っ
と
う
し
い
こ
と
。
陽
（
日
の

当
る
丘
）
の
反
対
、
つ
ま
り
日
の
当
ら
な
い
か
げ
地

の
こ
と
。
な
か
に
と
じ
こ
め
て
、
塞
ぐ
の
い
ゑ
を
含

む

。

○
蔭
草
木
の
か
げ
、
ま
た
は
ひ
か
げ
。
覆
わ
れ
暗
い
木

陰

。

○
蔭
上
か
ら
覆
っ
て
、
外
部
か
ら
の
難
に
あ
わ
な
い
よ
う

に
庇
う
こ
と
。
木
の
か
げ
を
蔭
と
い
う
の
と
同
系
の

こ

と

ば

。

加

藤

純

~
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三
「
陰
」
と
「
影
」
に
つ
い
て

こ
こ
で
「
陰
」
と
「
影
」
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
触

れ
て
お
こ
う
。

以
上
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
漢
字
は
大
別
し
て
二
つ
の
群

に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
「
陰
・
蔭
・
蔭
・
譜
」
は
、
視
覚
に
映
ら
な

い
、
眼
に
見
え
な
い
部
分
の
「
か
げ
」
を
指
し
、
「
景
・
影
」

は
、
陽
の
光
り
に
よ
っ
て
生
じ
た
視
覚
的
な
、
眼
に
見
え
る

「
か
げ
」
を
指
す
と
い
え
よ
う
。
~

し
た
が
っ
て
、
緒
言
で
触
れ
た
「
陰
」
と
「
影
」
と
で
は
、

音
は
同
じ
「
か
げ
」
で
あ
る
が
、
そ
の
解
字
か
ら
す
る
と
ま
っ

た
く
異
な
っ
た
意
味
を
持
つ
こ
と
が
わ
か
る
。

○
景
光
り
に
よ
っ
て
生
じ
た
か
げ
。
境
（
け
じ
め
）
と
同

系
で
、
明
暗
の
境
を
生
じ
る
こ
と
。

○
影
日
光
に
照
ら
さ
れ
て
明
暗
の
つ
い
た
像
の
こ
と
。
光

り
に
と
っ
て
明
暗
の
境
界
が
つ
い
た
こ
と
。
と
く
に

そ
の
暗
い
部
分
。

○
鼈
矢
を
箱
の
中
に
隠
す
こ
と
。

（

２

）

＊

『

学

研

漢

和

大

字

典

』

よ

り

。

富
永
半
次
郎
氏
は
、
そ
の
著
書
『
剣
道
に
於
け
る
道
』
の
な

か
で
、
こ
の
「
陰
」
「
影
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

ヲ
（
》
○
・陰

の
方
は
熟
字
に
す
れ
ば
陰
影
或
は
陰
磐
な
ど
と
い
ふ
時

の
「
か
げ
」
で
あ
り
ま
し
て
、
陰
影
或
は
陰
鬚
と
い
は
れ
る

部
分
が
暗
く
て
見
え
な
い
部
分
で
あ
っ
て
、
そ
の
ま
は
り
が

明
る
い
場
合
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
對
し
て
影
の
方
は
形

影
、
影
向
な
ど
と
熟
す
る
場
合
の
如
く
見
え
る
も
の
の
形
を

主
に
し
て
申
し
ま
す
。
ｌ
中
略
ｌ
か
げ
に
陰
陽
両
義
の

使
方
が
あ
る
、
そ
の
現
れ
る
方
の
陽
の
義
の
使
方
の
場
合
の

形
と
し
て
現
れ
る
方
面
を
主
に
し
て
ゐ
る
の
が
影
で
あ
り
ま

（

３

）

す

。
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
先
の
解
字
か
ら
の
区
別

と
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
氏
の
言
葉
を
借
り
る

な
ら
ば
、
「
か
げ
」
に
は
陰
陽
の
両
義
が
あ
り
、
~
陰
の
指
す
字

が
「
陰
」
で
あ
り
、
陽
の
指
す
字
が
「
影
」
な
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
現
象
的
に
捉
え
ら
れ
る
か
否
か
と
い
う
点
で
、
こ
の

「
陰
」
と
「
影
」
に
わ
か
れ
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

な
お
、
富
永
氏
は
こ
の
概
念
的
な
区
別
の
後
、
中
世
の
和
歌

の
例
を
挙
げ
、
当
時
は
、
厳
密
に
両
字
を
使
い
分
け
て
い
た
こ

と
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
時
代
が
経
つ
に
つ
れ
て
、
「
か
げ
」
の
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意
味
が
徐
々
に
混
乱
し
て
き
た
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
の
よ
う
な
混
乱
の
結
果
、
近
世
の
徳
川
時
代
に
入
り
、

上
泉
秀
綱
の
神
陰
流
（
新
陰
流
の
こ
と
か
）
の
「
陰
」
の
意
味

が
問
題
化
さ
れ
た
と
す
る
の
が
氏
の
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
新
陰
柳
生
流
に
お
け
る
「
か
げ
」
の
意
味

上
泉
秀
綱
は
、
陰
流
・
新
当
流
・
念
流
の
三
つ
の
流
派
を
学

び
、
特
に
愛
洲
移
香
の
陰
流
の
影
響
を
受
け
、
そ
の
名
も
新
陰

流
と
称
し
た
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時

期
の
名
称
は
愛
洲
移
香
の
陰
流
の
「
陰
」
を
用
い
て
い
る
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
永
禄
九
年
に
柳
生
宗
厳
に
与
え
ら
れ
た
目

録
の
表
書
き
に
は
、
『
新
影
流
目
録
』
と
「
陰
」
の
字
を
消
し

て
「
影
」
の
字
に
書
き
改
め
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
目
録
を
伝

授
さ
れ
た
柳
生
宗
厳
は
、
「
新
影
流
」
と
「
影
」
の
文
字
を
使

用
し
た
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
く
、
や
は
り
前
の
「
陰
」
の

字
を
用
い
た
新
陰
流
と
い
う
名
称
を
用
い
て
い
る
。
以
後
、
被

伝
授
者
が
書
き
記
し
た
伝
書
類
を
見
て
も
、
「
影
」
の
字
を
用

い
た
「
新
影
流
」
と
い
う
名
称
が
使
わ
れ
た
形
跡
は
見
当
ら
な

い
。

つ
ま
り
、
「
影
」
の
字
が
用
い
ら
れ
た
新
影
流
と
い
う
言
葉

は
、
上
泉
秀
綱
が
書
き
改
め
た
こ
の
『
新
影
流
目
録
』
に
し
か

存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
何
故
上
泉
秀
綱
は
敢
え
て

「
影
」
の
字
に
書
き
変
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

柳
生
厳
長
『
正
伝
新
陰
流
』
に
よ
れ
ば
、
新
陰
流
に
お
い
て

は
「
陰
」
と
「
影
」
と
は
、
次
の
よ
う
に
区
別
す
る
と
し
て
い

う
（
や
。

流
儀
の
真
体
ｌ
真
諦
（
さ
と
り
）
を
指
す
と
き
は
「
新

陰
流
」
、
形
象
ま
た
は
軽
く
流
名
を
呼
称
す
る
と
き
は
「
新

影
流
」
と
流
祖
伊
勢
守
信
綱
が
は
っ
き
り
と
区
別
し
て
い
た

（

４

）

か
ら
。

新
陰
柳
生
流
、
あ
る
い
は
新
陰
流
は
「
心
の
流
」
と
言
わ
れ

る
よ
う
に
、
心
法
を
重
ん
じ
た
流
派
で
あ
る
が
、
そ
う
い
っ
た

流
儀
の
核
心
に
触
れ
る
場
合
は
「
新
陰
流
」
と
書
き
表
し
、
単

に
流
派
の
外
様
を
指
す
場
合
に
は
「
新
影
流
」
と
書
き
表
す
と

い
っ
た
こ
と
を
、
上
泉
秀
綱
が
区
別
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
の
富
永
氏
に
よ
る
「
陰
」
「
影
」
の
字

義
上
か
ら
の
区
別
に
当
て
は
ま
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
厳
長
氏
の
説
に
対
し
て
は
異
論
が
見
ら
れ
る
。

今
村
嘉
雄
氏
は
、
そ
の
著
書
『
柳
生
一
族
』
の
中
で
そ
の
論
を

展
開
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
そ
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
柳
生
宗
厳
自
身
も

使
い
分
け
を
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
形
跡
は
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見
ら
れ
な
い
。

②
丸
目
蔵
人
が
元
亀
三
年
に
田
浦
遠
国
に
与
え
た
『
タ
イ
捨

流
秘
密
書
』
は
、
上
泉
が
柳
生
宗
厳
に
宛
て
た
目
録
と
一

宇
一
句
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
は
あ
る
が
、
丸
目
家
の
書
に
は

「
陰
流
」
が
「
影
流
」
と
な
っ
て
お
り
、
「
影
」
の
字
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。

③
永
禄
八
、
九
年
頃
に
上
泉
の
も
と
を
去
っ
た
と
さ
れ
て
い

る
疋
田
文
五
郎
に
対
し
て
、
柳
生
宗
厳
、
丸
目
蔵
人
と
同

じ
目
録
を
上
泉
は
与
え
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
『
新
陰

（

５

）

流
』
と
書
か
れ
て
い
る
。

以
上
が
今
村
氏
の
論
の
要
旨
で
あ
る
が
、
そ
の
最
後
に
、

丸
目
家
の
も
の
が
永
禄
十
年
、
柳
生
家
の
も
の
が
永
禄
九

年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
秀
綱
が
名
を
信
綱
と
改
め
た
永
禄
九

（

６

）

年
頃
か
ら
は
陰
を
影
に
改
め
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

と
結
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
目
録
と
そ
の
受
け
渡
し
年
月

の
事
実
と
照
ら
し
合
せ
て
も
確
か
な
と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
信
綱
」

の
改
名
と
共
に
あ
る
い
は
「
陰
」
か
ら
「
影
」
へ
と
修
正
し
た

こ
と
も
推
察
で
き
る
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
両
氏
の
説
か
ら

そ
の
修
正
理
由
を
窺
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

五
「
陰
」
か
ら
「
影
」
へ
（
時
代
背
景
か
ら
）

こ
こ
で
、
何
故
上
泉
が
「
影
」
の
文
字
に
書
き
替
え
た
か
に

つ
い
て
考
え
て
ゑ
た
い
。

ま
ず
実
際
に
こ
の
目
録
を
見
る
と
、
二
重
線
で
「
陰
」
の
文

字
が
消
さ
れ
て
「
影
」
の
字
が
横
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
目
録
を
作
成
中
、
あ
る
い
は
作
成
の
後
に
、
上
泉
が
何
ら

か
の
意
図
を
も
っ
て
書
き
替
え
た
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。
で

は
、
こ
の
目
録
が
書
き
表
さ
れ
た
永
禄
八
年
前
後
に
、
一
体
何

が
あ
り
、
何
が
そ
う
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
富
永
氏
の
説
で
あ
る
。
富
永
氏

は
『
剣
道
に
於
け
る
道
』
の
な
か
で
、
「
神
陰
流
よ
り
神
影
流

へ
」
と
題
し
て
、
奥
平
（
奥
山
）
休
賀
斎
公
重
の
神
影
流
を
取

り
挙
げ
、
「
陰
」
か
ら
「
影
」
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
っ
た
背

景
を
、
社
会
情
勢
と
比
較
し
な
が
ら
考
察
を
お
こ
な
っ
て
い

る
。
こ
の
公
重
と
い
う
人
物
は
、
上
泉
秀
綱
の
門
弟
の
一
人

で
、
免
許
皆
伝
の
後
、
徳
川
家
康
に
仕
え
て
姉
川
の
戦
い
に
参

戦
し
、
そ
の
腕
を
見
込
ま
れ
て
刀
術
を
家
康
に
教
え
る
と
い
っ

た
経
歴
を
持
つ
者
で
あ
る
。
な
お
、

『
奥
平
系
譜
・
直
心
影
流
伝
書
』
に
は
奥
山
流
と
せ
ず
、

（

７

）

新
陰
を
書
き
替
え
て
神
影
流
に
改
め
た

と
あ
る
よ
う
に
、
最
初
上
泉
か
ら
の
「
新
陰
」
を
用
い
て
い
た
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が
、
後
に
「
影
」
の
字
に
改
め
て
「
神
影
流
」
と
流
派
名
を
改

め
て
い
る
。
以
下
、
氏
の
要
旨
を
記
し
て
お
く
。

そ
も
そ
も
「
陰
」
の
字
は
見
え
な
い
と
こ
ろ
を
表
す
わ
け
で

あ
り
、
心
法
的
に
言
え
ば
相
手
に
自
分
の
心
の
動
き
が
見
え
な

く
な
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
に
見
え

な
く
な
る
た
め
に
は
心
が
働
か
な
い
の
が
一
番
良
い
わ
け
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
は
、
心
が
思
考
の
作
用
を
し
な
く
な
る
よ
う

に
す
る
こ
と
に
あ
り
、
我
執
が
主
動
的
に
働
か
ぬ
よ
う
に
工
夫

す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
兵
法
家
達
は
内
面
的
な

部
分
を
修
行
す
る
こ
と
で
心
を
制
御
で
き
る
よ
う
に
し
、
目
的

が
達
成
で
き
る
よ
う
に
努
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
近
世
以
前

の
所
謂
「
陰
」
の
領
域
で
あ
る
が
、
近
世
に
入
る
と
多
少
考
え

方
が
変
わ
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
近
世
以
前
に
お
い
て
は
刀
法

と
い
う
も
の
が
充
分
に
研
究
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
系
統
だ
っ

て
い
な
か
っ
た
た
め
、
合
理
的
な
型
や
組
と
い
う
も
の
が
完
成

し
て
い
な
く
、
専
ら
精
神
の
鍛
練
の
方
向
に
の
象
眼
が
向
け
ら

れ
て
い
た
が
、
元
来
剣
術
は
武
術
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に

技
の
練
磨
が
な
け
れ
ば
闘
争
と
い
う
こ
と
の
目
的
は
達
成
さ
れ

な
い
と
い
う
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
こ
と
か
ら

心
法
が
具
現
化
さ
れ
、
よ
り
具
体
的
に
な
っ
た
刀
法
と
い
う
も

の
が
工
夫
、
練
磨
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
受
け
て
、
派

内
に
お
い
て
は
刀
法
の
型
や
組
が
考
案
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
。
こ
こ
に
、
近
世
以
前
に
「
陰
」
の
領
域
と
し
て
存
在
し

て
い
た
部
分
が
、
「
影
」
と
な
っ
て
現
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
よ
う
な
意
味
合
い
が
「
神
陰
」
の
字
に
も
表
れ
、
心
法
を

主
意
と
す
る
陰
の
字
が
、
刀
法
を
主
意
と
す
る
影
の
字
に
転
化

し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
刀
法
の
研
究
に
伴
う
「
か
た
」
の
系
統
化
に
よ

っ
て
、
「
陰
」
が
「
影
」
と
な
っ
て
現
れ
て
き
た
由
が
記
さ
れ

て
い
る
が
、
戦
国
時
代
末
期
か
ら
近
世
初
期
は
、
流
派
内
に
お

け
る
第
一
回
目
の
分
流
分
派
が
盛
ん
に
な
っ
た
時
期
で
も
あ

り
、
各
々
の
被
伝
授
者
の
個
性
が
「
か
た
」
に
現
れ
、
文
節
的

に
広
が
り
を
も
っ
た
時
期
で
も
あ
る
。

事
実
、
新
陰
流
に
お
い
て
も
、
愛
洲
移
香
の
陰
流
で
は
あ
ま

り
組
立
ち
が
存
在
し
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
上
泉
の
新
陰
流

に
な
る
と
「
参
学
（
三
学
）
」
・
「
九
筒
」
な
ど
太
刀
数
も
増
え
て

き
て
い
る
。
ま
た
新
陰
流
の
理
念
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
「
転

（
ま
る
ぱ
し
）
の
道
」
は
、
上
泉
に
よ
っ
て
「
転
」
と
い
う
勢
法

と
し
て
具
現
化
さ
れ
て
い
る
。

公
重
が
上
泉
門
下
に
参
篭
し
た
時
期
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

徳
川
家
康
の
従
軍
し
た
姉
川
の
戦
い
が
永
禄
十
三
年
で
あ
る
こ
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六
柳
生
家
の
「
陰
」
の
継
承
に
つ
い
て

時
代
も
近
世
に
移
る
と
、
各
地
で
繰
り
広
げ
て
き
た
戦
乱
も

終
息
の
方
向
に
向
か
い
、
世
は
天
下
泰
平
へ
と
移
行
す
る
。
剣

術
界
に
お
い
て
も
、
「
か
た
」
は
介
者
剣
術
期
の
様
相
を
呈
し

て
い
る
が
、
本
質
的
に
は
介
者
を
脱
却
し
よ
う
と
す
る
動
き
が

見
ら
れ
る
の
も
、
こ
の
時
期
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
柳
生
利
厳

が
父
宗
厳
か
ら
目
録
を
伝
授
さ
れ
、
介
者
剣
術
期
の
「
沈
な
る

身
」
構
え
を
否
定
し
、
素
肌
剣
術
と
し
て
の
新
た
な
構
え
で
あ

る
「
直
立
（
つ
っ
た
）
た
る
身
」
構
え
を
考
案
し
た
の
も
ま
さ

に
こ
の
時
期
で
あ
る
。
（
慶
長
八
年
『
新
陰
流
兵
法
目
録
事
』
、

慶
長
九
年
『
没
滋
味
手
段
口
伝
書
』
）

と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
期
の
柳
生
家
の
ど
の
目
録
を
見
て
も
、

と
か
ら
も
、
凡
そ
上
泉
が
宗
厳
に
目
録
を
伝
授
し
た
頃
に
こ
の

よ
う
な
改
変
が
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
富
永
氏
の
指
摘
す
る
通
り
こ
の
時
期
に
剣
術
界
に
お
い

て
、
内
面
的
な
心
法
重
視
の
傾
向
か
ら
、
刀
法
（
技
法
）
重
視

の
方
向
へ
と
移
行
し
、
そ
の
表
れ
が
「
陰
」
の
字
か
ら
「
影
」

の
字
へ
移
り
替
わ
っ
て
い
っ
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
し
て
、
新
陰
流
も
他
の
流
派
同
様
、
そ
の
よ
う
な
方
向

に
傾
斜
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

上
泉
が
書
き
直
し
た
「
新
影
流
」
の
文
字
が
見
当
ら
な
い
こ
と

は
前
に
も
述
べ
た
。
し
か
し
、
上
泉
の
門
弟
の
一
人
で
あ
る
西

一
頓
が
継
承
し
た
流
は
、
「
新
影
流
」
と
「
影
」
の
文
字
が
そ
の

ま
ま
使
わ
れ
て
お
り
、
同
じ
く
門
弟
の
一
人
丸
目
蔵
人
の
「
タ

イ
捨
流
」
も
「
新
影
タ
イ
捨
流
」
と
「
影
」
の
字
が
用
い
ら
れ

て
い
る
。
（
西
一
頓
の
目
録
は
慶
長
十
五
年
、
丸
目
蔵
人
の
目

（

９

）

録
は
文
禄
五
年
の
も
の
）
同
じ
門
下
の
継
承
状
況
か
ら
す
れ

ば
、
柳
生
家
に
お
い
て
は
一
早
く
元
の
「
陰
」
の
文
字
に
戻
し

た
こ
と
に
な
る
。
（
時
代
が
下
る
と
、
他
の
流
派
も
「
陰
」
に

戻
す
と
こ
ろ
が
多
く
な
っ
て
く
る
。
）

で
は
、
こ
の
「
影
」
か
ら
「
陰
」
へ
の
移
り
変
わ
り
は
ど
の

よ
う
に
捉
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

宗
厳
の
嗣
子
、
柳
生
宗
矩
が
著
し
た
『
兵
法
家
伝
害
』
に

は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

人
を
こ
ろ
す
刀
、
却
而
人
を
い
か
す
つ
る
ぎ
也
と
は
、
夫

れ
乱
れ
た
る
世
に
は
、
故
な
き
者
多
く
死
す
る
也
。
乱
れ
た

る
世
を
治
め
む
為
に
、
殺
人
刀
を
用
ゐ
て
、
巳
に
治
ま
る
時

（

蛆

）

は
、
殺
人
刀
即
ち
活
人
剣
な
ら
ず
や
。

こ
こ
で
は
、
「
殺
人
刀
（
せ
つ
に
ん
と
う
）
」
が
人
を
活
か
す

た
め
の
「
活
人
剣
（
か
つ
に
ん
け
ん
）
」
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
戦
国
時
代
に
お
い
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て
殺
致
の
目
的
に
の
象
使
用
さ
れ
た
剣
術
が
不
必
要
と
な
り
、

代
わ
っ
て
平
穏
な
世
に
合
致
し
た
剣
術
の
意
義
が
求
め
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

同
様
な
こ
と
は
、
利
厳
の
「
直
立
た
る
身
」
構
え
の
考
案
に

も
い
え
る
。
こ
の
構
え
方
は
、
「
切
る
」
た
め
の
動
作
を
主
と

し
た
、
甲
冑
の
空
き
所
を
狙
う
介
者
剣
術
期
の
構
え
を
否
定
し

た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
留
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の

事
象
は
、
戦
国
時
代
の
「
切
る
」
技
術
の
追
求
か
ら
、
そ
の
技

術
の
エ
ッ
セ
ン
ス
で
あ
る
技
法
を
通
し
て
、
そ
の
奥
に
あ
る
理

念
や
流
儀
内
の
「
心
」
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
表
わ
れ
と
し
て

捉
え
ら
れ
、
戦
国
時
代
の
剣
術
技
法
を
全
面
的
に
否
定
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
戦
国

時
代
の
技
法
重
視
を
支
え
る
理
念
が
、
近
世
に
入
る
こ
と
で
新

た
な
理
念
に
変
容
し
、
そ
れ
に
適
し
た
新
た
な
技
法
が
再
構
築

さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
志
向
は
、
ま
さ
に
剣
術
界
が
最
初
に

有
し
て
い
た
「
陰
」
の
思
想
に
通
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
柳
生

家
に
お
い
て
も
、
技
術
優
位
の
時
代
に
書
き
直
さ
れ
た
「
影
」

か
ら
、
流
祖
上
泉
秀
綱
が
最
初
に
命
名
し
た
「
陰
」
の
文
字
に

戻
し
、
そ
れ
を
継
承
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

七

結

び

「
陰
」
と
「
影
」
の
二
つ
の
タ
ー
ム
を
交
え
て
、
上
泉
秀
綱

か
ら
柳
生
家
へ
継
承
さ
れ
た
新
陰
流
の
流
れ
を
ま
と
め
て
ゑ
る

と
、
図
ｌ
１
の
よ
う
に
な
る
。

こ
の
図
に
関
し
て
若
干
の
補
足
を
し
て
お
く
と
、
こ
の
「
陰
」

←
「
影
」
←
「
陰
」
は
弁
証
法
的
に
展
開
し
、
形
成
期
の
「
陰
」

と
文
節
期
の
「
影
」
と
の
止
揚
か
ら
、
定
着
期
の
「
陰
」
へ
と
発

展
す
る
構
図
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
定
着
期
の
「
陰
」

は
形
成
期
の
「
陰
」
と
同
様
の
文
字
を
使
用
し
て
い
る
が
、
内

容
的
に
は
昇
華
さ
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
て
よ
い
。

ま
た
、
形
成
期
の
「
陰
」
に
お
い
て
は
、
可
視
的
で
な
い

「
心
」
の
拠
を
も
と
め
て
修
行
す
る
と
い
っ
た
、
あ
る
意
味
で

は
宗
教
色
の
濃
い
流
儀
性
を
有
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
が
、
「
影
」
に
替
わ
る
こ
と
で
、
そ
の
心
を
体
現
す
る

術
が
追
求
さ
れ
、
そ
れ
が
「
剣
」
の
「
術
」
と
な
り
、
技
法
を

細
分
化
さ
せ
系
統
化
さ
せ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
剣
の
技
術
を
発
展
さ
せ
た
「
影
」
の
時
期
が
存
在

し
た
か
ら
こ
そ
、
定
着
期
に
逆
の
方
向
（
「
剣
」
の
技
術
を
通

し
て
「
心
」
を
修
養
す
る
方
向
）
が
志
向
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

仮
に
こ
の
時
期
が
な
け
れ
ば
、
形
成
期
の
混
沌
と
し
た
状
態
は

近
世
に
入
っ
て
も
解
決
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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