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第 10 回
左右自在、稀有の名人　中野正三

 本橋 端奈子

新
潟
の
腕
白
少
年

　

中
野
正
三
は
、
明
治
21
（
１
８
８
８
）

年
1
月
6
日
に
中
野
真
太
郎
の
三
男
と
し

て
、
雪
深
い
新
潟
県
中
蒲
原
郡
新
津
町
字

草
水1
に
生
ま
れ
た
。
実
家
は
付
近
36
ヶ
村

を
束
ね
る
大
庄
屋
で
、
祖
父
は
日
本
画
家

と
し
て
谷
文
晁
の
弟
子
と
な
る
な
ど
、
経

済
的
・
文
化
的
に
も
恵
ま
れ
た
家
庭
で

あ
っ
た
。2

中
野
は
子
供
の
時
分
か
ら
か
な

り
の
腕
白
者
で
、高
等
小
学
校
2
年
の
頃
、

喧
嘩
を
し
て
友
人
の
頭
を
棒
で
叩
き
3
針

縫
う
怪
我
を
負
わ
せ
て
し
ま
い
、
5
日
間

の
停
学
処
分
を
食
ら
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た

と
い
う
。
小
学
生
に
し
て
停
学
と
い
う
の

は
新
津
町
尋
常
高
等
小
学
校
始
ま
っ
て
以

来
の
珍
事
で
、
学
校
も
村
も
大
騒
ぎ
に
な

る
程
で
あ
っ
た
。

　

中
野
の
そ
の
腕
白
な
性
分
は
武
道
へ
の

興
味
に
向
け
ら
れ
た
。
彼
は
、
父
か
ら
剣

道
を
、
二
人
の
兄
か
ら
は
柔
道
の
手
ほ
ど

き
を
受
け
る
。
特
に
兄
か
ら
教
わ
っ
た
柔

道
が
面
白
く
、
中
野
は
勉
学
そ
っ
ち
の
け

で
熱
中
し
て
練
習
に
励
ん
だ
の
で
あ
っ

た
。

　

上
の
兄
二
人
は
医
者
に
な
る
た
め
医
学

校
に
通
う
ほ
ど
優
秀
で
、
中
野
も
医
者
に

な
る
よ
う
家
族
か
ら
勧
め
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
兄
た
ち
と
違
い
中
野
は
、
勉
学
は

ど
う
や
ら
落
ち
こ
ぼ
れ
の
部
類
で
、
医
者

に
な
る
こ
と
も
あ
ま
り
気
乗
り
し
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
結
局
、
中
野
は
中
学
校

の
入
学
試
験
に
落
ち
て
し
ま
い
、
15
歳
で

高
等
小
学
校
を
卒
業
し
て
か
ら
2
年
ほ
ど

を
無
為
に
過
ご
す
こ
と
と
な
る
。
し
か
し

中野正三十段
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や
は
り
明
治
の
少
年
で
あ
る
、
自
分
の
力

で
何
か
を
成
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
中

野
も
抱
え
て
い
た
。
そ
の
為
に
は
東
京

に
行
き
た
い
、
と
い
う
思
い
が
次
第
に

強
く
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
明
治
38

（
１
９
０
５
）
年
、
遂
に
思
い
立
っ
て
、

兄
た
ち
の
上
京
に
合
わ
せ
て
東
京
へ
上
る

こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

念
願
の
東
京
へ
出
て
来
た
中
野
で
あ
っ

た
が
、
何
を
成
せ
ば
い
い
の
か
考
え
て
も

答
え
が
出
な
い
。
そ
こ
で
彼
の
脳
裏
を
よ

ぎ
っ
た
も
の
は
、
郷
里
で
兄
た
ち
に
教

わ
っ
て
い
た
柔
道
で
あ
っ
た
。
柔
道
を
本

格
的
に
や
っ
て
み
よ
う
、そ
う
心
に
決
め
、

兄
た
ち
に
内
緒
で
本
を
質
に
入
れ
て
入
門

料
を
捻
出
し
、
講
道
館
へ
の
入
門
を
果
す

の
で
あ
っ
た3
。
明
治
38
年
3
月
19
日
、
17

歳
の
こ
と
で
あ
る
。
入
門
料
は
1
円
、
毎

月
の
道
場
費
は
30
銭
の
時
代
で
あ
っ
た
。

左
右
の
技
を
特
訓

　

当
時
、
日
本
は
日
露
戦
争
の
只
中
に

あ
っ
て
、
講
道
館
も
そ
の
雰
囲
気
の
中
で

何
か
殺
気
立
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
と
い

う4
。
道
場
は
夜
も
昼
も
無
く
常
に
い
っ
ぱ

い
で
、
寒
稽
古
な
ど
は
皆
気
負
っ
て
夜
中

の
2
時
半
か
ら
ぶ
っ
と
お
し
で
行
う
様

な
、
そ
ん
な
時
分
に
中
野
は
入
門
し
た
。

尋
常
な
ら
ざ
る
、
騒
然
と
し
た
道
場
の
空

気
に
気
圧
さ
れ
な
が
ら
も
、
中
野
は
壮
気

を
奮
い
立
た
せ
、
修
行
に
没
頭
し
て
行
く

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
頃
毎
日
道
場
に
来
て

い
た
の
は
横
山
作
次
郎5
、
半
田
義
麿
、
伊

藤
徳
五
郎
ら
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

柔
道
の
稽
古
に
当
た
っ
て
は
、
兄
か

ら
「
右
技
ば
か
り
や
っ
て
い
て
い
ざ
と
い

う
時
に
ど
う
す
る
の
だ
、
右
も
左
も
出
来

な
く
て
は
満
足
な
柔
道
で
は
な
い
ぞ
」
と

常
々
諭
さ
れ
て
い
た
。そ
の
言
葉
に
従
い
、

彼
は
左
右
ど
ち
ら
で
も
と
れ
る
よ
う
に
稽

古
を
積
み6
、
更
に
は
日
常
生
活
に
お
い
て

も
ペ
ン
や
箸
を
左
手
で
持
つ
な
ど
、
左
右

両
利
き
と
な
る
よ
う
努
め
た
。「
片
方
だ

け
の
技
で
は
、
進
歩
も
つ
ぎ
足
で
歩
く
よ

う
に
遅
々
と
し
て
し
ま
う
」
と
い
う
信
念

の
下
、
左
右
平
等
に
技
を
習
得
し
て
い
っ

た
。

　

ま
た
、
勉
学
に
も
再
度
取
り
組
も
う
と

決
心
し
、
三
船
久
蔵7
ら
と
私
立
東
京
正
則

英
語
学
校8
で
学
び
、
更
に
は
日
本
大
学
植

民
科
の
夜
間
に
通
い
、
昼
は
柔
道
夜
は
勉

学
と
い
っ
た
生
活
に
明
け
暮
れ
る
の
で

あ
っ
た
。

　

と
に
か
く
中
野
の
練
習
量
は
飛
び
ぬ
け

て
多
か
っ
た
。
当
時
、
普
通
の
者
が
3
時

間
で
10
本
弱
や
る
と
こ
ろ
を9
、
中
野
は
1

日
20
本
、
多
い
時
で
30
本
こ
な
し
て
い
た

と
い
う
。
こ
れ
は
、
中
野
が
師
と
仰
ぐ
横

山
作
次
郎
の
教
え
で
あ
っ
た
。
中
野
は
、

横
山
の
指
導
振
り
を
次
の
よ
う
に
述
懐
し

て
い
る
。

　

思
い
出
の
稽
古
振
り
は
何
と
言
っ
て

も
第
一
人
者
は
横
山
先
生
と
申
す
外
は

有
り
ま
せ
ん
。
先
生
の
稽
古
は
畳
数

二
三
枚
の
範
囲
内
で
殆
ど
立
ち
通
し
の

形
で
稽
古
を
付
け
て
居
ら
れ
ま
し
た
。
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現
時
の
修
行
者
に
見
受
け
ら
れ
る
様
な

道
場
を
広
く
歩
き
廻
ら
ず
、
寸
分
の
隙

な
き
稽
古
振
り
は
終
始
武
道
と
し
て
の

御
心
懸
け
よ
り
出
た
事
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。10

　

横
山
と
中
野
の
師
弟
関
係
は
と
て
も
密

で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
契
機
に
は

以
下
の
よ
う
な
逸
話
が
あ
る
。
当
時
、
講

道
館
は
下
富
坂11
に
道
場
を
持
っ
て
い
た

が
、
夏
季
な
ど
は
道
場
裏
の
井
戸
で
水
浴

び
を
す
る
の
が
修

行
者
た
ち
の
慣
例

と
な
っ
て
い
た
。

た
だ
、
あ
ま
り
に

人
数
が
多
く
、
入

り
き
ら
な
い
場
合

は
近
所
に
あ
っ
た

神
道
無
念
流
剣
術

の
有
信
館12
の
井
戸

ま
で
遠
征
し
、
有

信
館
の
者
ら
を
閉

口
さ
せ
て
い
た
と

い
う
。13
あ
る
日
、
あ
ま
り
に
井
戸
が
汚
い

の
で
、
中
野
は
門
人
の
江
川
貞
夫
を
誘
っ

て
井
戸
さ
ら
い
を
試
み
た
。
数
時
間
か

か
っ
て
や
っ
と
綺
麗
に
な
り
、
井
戸
の
そ

ば
で
二
人
が
一
息
つ
い
て
い
る
と
、
そ
の

様
子
を
横
山
が
見
て
お
り
、
感
心
な
奴
ら

だ
と
い
う
こ
と
で
横
山
の
家
で
〝
麦
茶
〞

を
ご
ち
そ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ

こ
で
い
う
〝
麦
茶
〞
と
は
ビ
ー
ル
の
こ
と

で
、
横
山
は
日
本
酒
を
〝
茶
〞、
ビ
ー
ル

を
〝
麦
茶
〞
と
呼
ん
で
い
た
よ
う
で
あ

る
。14
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
横
山
は
特
に
中

野
に
目
を
か
け
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
。
ま
さ
に
名
人
と
謳
わ
れ
る
よ
う

な
横
山
の
指
導
を
熱
心
に
受
け
た
中
野

は
、
明
治
40
（
１
９
０
７
）
年
3
月
23
日

に
は
初
段
、
翌
41
年
1
月
12
日
の
鏡
開
式

に
は
20
歳
に
し
て
二
段
、
と
か
な
り
の
ス

ピ
ー
ド
で
昇
段
を
果
し
て
い
く
の
で
あ
っ

た
。

警
視
庁
武
術
大
会
で
の
名
勝
負

　

破
竹
の
勢
い
で
実
力
を
つ
け
る
中
野
で

あ
っ
た
が
、
彼
の
名
勝
負
を
挙
げ
れ
ば
明

治
42
（
１
９
０
９
）
年
の
春
季
紅
白
勝
負

と
、
同
年
の
警
視
庁
武
術
大
会
で
の
児
玉

光
太
郎
と
の
一
戦
で
あ
ろ
う
。15
こ
の
年
5

月
23
日
の
春
季
紅
白
勝
負
に
紅
組
四
将
と

し
て
出
場
し
た
中
野
は
、
5
人
を
倒
し
白

組
副
将
の
三
段
・
中
野
栄
三
郎
と
引
き
分

け
る
と
い
う
快
挙
を
演
じ
た
。16
う
ち
二
人

を
得
意
の
内
股
で
仕
留
め
た
と
い
う
。
こ

中野が署名をした入門誓文帳
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の
活
躍
が
嘉
納
師
範
に
特
に
評
価
さ
れ
、

5
月
26
日
に
三
段
へ
の
昇
段
を
許
さ
れ
た

の
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
同
年
10
月
、
弥
生
神
社17
で
行
わ

れ
た
警
視
庁
武
術
大
会
に
お
い
て
、
児
玉

光
太
郎
二
段
と
手
合
わ
せ
る
こ
と
に
な

る
。
児
玉
は
、
天
神
真
楊
流
柔
術
・
谷
鯱
し
ゃ
ち

雄お
の
下
で
修
行
を
積
み
、
後
に
講
道
館
へ

も
入
門
し
た
寝
技
に
長
け
た
猛
者
で
あ

り
、
当
時
は
築
地
警
察
署
に
勤
務
し
て
い

た18
。
立
技
で
は
左
右
の
釣
込
腰
を
得
意
と

し
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
二
人
の
勝
負
は

以
下
の
文
章
に
詳
し
い
。

　

中
野
の
自
然
本
体
に
近
い
姿
勢
は
、

ま
こ
と
に
春
風
駘
蕩
と
し
て
爽
や
か
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
児
玉
は
右
の
自

護
体
に
組
む
。
両
者
の
攻
防
は
、
あ
く

ま
で
理
詰
め
で
無
理
な
力
を
用
い
な

い
、
水
の
流
れ
る
よ
う
な
流
暢
な
体
さ

ば
き
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
あ
く
ま
で

表
の
姿
形
で
あ
っ
て
、
心
中
は
激
し
く

火
花
を
散
ら
し
て
闘
っ
て
い
た
。果
然
、

中
野
の
柔
ら
か
い
、
全
身
こ
れ
バ
ネ
と

い
う
体
か
ら
得
意
の
左
跳
腰
が
閃
き
、

児
玉
の
体
は
宙
に
跳
ね
上
げ
ら
れ
て
舞

い
落
ち
た
。
さ
す
が
は
児
玉
、
畳
に
落

ち
た
と
き
は
体
を
ひ
ね
っ
て
横
に
落
ち

た
。
審
判
は
首
を
傾
け
た
が
「
一
本
」

を
宣
言
せ
ず
。
中
野
は
す
か
さ
ず
寝
技

の
滅
法
に
強
い
児
玉
を
抑
え
に
か
か
っ

た
。
観
て
い
る
者
は
一
斉
に
驚
い
た
。

こ
れ
は
無
茶
で
あ
る
。
寝
技
は
一
通
り

や
っ
て
も
得
意
で
な
い
中
野
が
、
敢
え

て
火
中
の
栗
を
拾
お
う
と
い
う
の
だ
。

案
の
定
、
児
玉
は
ニ
タ
リ
と
笑
み
を
浮

か
べ
て
「
よ
し
っ
来
た
」
と
ば
か
り
に
、

上
な
る
中
野
を
返
さ
ん
と
す
る
が
、
中

野
も
さ
る
も
の
、
そ
う
簡
単
に
は
児
玉

の
注
文
に
は
乗
ら
ず
、約
2
分
で
立
つ
。

組
み
直
す
や
否
や
、
今
度
は
中
野
の
右

内
股
が
一
閃
し
た
。
さ
す
が
の
児
玉
も

こ
の
冴
え
た
内
股
を
く
ら
っ
て
は
防
ぎ

よ
う
が
な
い
。
そ
の
体
は
宙
に
舞
っ
て

ダ
ー
ッ
と
畳
を
背
負
っ
た
。
鮮
や
か
な
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文
句
の
な
い
一
本
で
あ
る
。19

　

余
り
に
も
見
事
な
鋭
い
内
股
に
、
満
場

の
観
衆
は
刹
那
静
ま
り
返
っ
た
と
い
う
。

そ
し
て
一
瞬
の
後
、
会
場
は
怒
涛
の
よ
う

な
拍
手
に
包
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。20
中
野

は
こ
の
大
会
で
の
功
績
が
認
め
ら
れ
、
21

歳
に
し
て
警
視
庁
へ
入
庁
し
、
柔
道
教
師

を
拝
命
す
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
翌
43

（
１
９
１
０
）
年
に
は
日
本
大
学
の
柔
道

師
範
を
、
大
正
5
年
（
１
９
１
６
）
年
に

は
慶
応
義
塾
の
柔
道
師
範
も
兼
ね
る
こ
と

と
な
り
、
若
く
し
て
柔
道
指
導
者
と
し
て

の
道
を
歩
ん
で
い
く
の
で
あ
っ
た
。

八
方
開
き
の
稽
古

　

柔
道
の
指
導
に
熱
を
入
れ
る
と
と
も

に
、明
治
45
（
１
９
１
２
）
年
に
は
四
段
、

大
正
7
（
１
９
１
８
）
年
に
は
31
歳
に
し

て
五
段
、
大
正
15
（
１
９
２
６
）
年
に
は

39
歳
の
若
さ
に
し
て
六
段
と
、
順
調
に
昇

段
も
重
ね
て
い
っ
た
。

　

中
野
が
左
右
と
も
様
々
な
技
を
使
え
る

様
に
自
ら
を
鍛
え
上
げ
て
い
た
こ
と
は
前

述
し
た
通
り
だ
が
、
そ
の
中
で
も
、
彼
は

特
に
跳
腰
や
内
股
を
得
意
と
し
て
い
た
。

中
野
の
技
に
つ
い
て
、
明
治
末
年
ご
ろ
の

講
道
館
下
富
坂
道
場
の
描
写
に
こ
の
様
な

く
だ
り
が
あ
る
。

　

一
度
跳
腰
を
行
う
や
そ
の
勢
い
当
た

る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
一
同
鳴
り
を
静

め
て
拝
見
す
る
。
払
釣
込
足
、大
内
刈
、

背
負
投
な
ど
得
意
で
、
跳
腰
は
最
も
得

意
と
す
る
と
こ
ろ
で
、
た
い
て
い
の
者

は
こ
れ
で
飛
ば
さ
れ
る
。
如
何
な
る
大

敵
に
対
し
て
も
、
ま
た
小
敵
に
対
し
て

も
、
終
始
自
然
本
体
を
保
ち
少
し
も
頑

張
る
と
か
い
う
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
が

同
氏
（
中
野
）
の
多
く
の
業
を
連
発
し

得
る
理
由
で
ま
た
最
も
美
し
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。21

　

片
手
で
跳
腰
を
決
め
ら
れ
る
ほ
ど
、
こ

の
技
に
長
け
て
い
た
と
い
う
。22
ま
た
、
中

野
の
柔
道
が
「
美
し
い
」
と
表
現
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
ど
ん
な
相
手
で
も
組
み
手

を
争
う
こ
と
な
く
相
手
に
自
由
に
取
ら

せ
、
そ
の
上
か
ら
楽
に
握
り
自
然
体
に
構

え
て
、「
八
方
開
き
」
の
状
態
で
稽
古
を

つ
け
て
い
た
。23
横
綱
が
懐
を
あ
け
て
稽
古

を
下
の
者
に
つ
け
る
様
に
、
良
い
技
な
ら

ど
ん
ど
ん
投
げ
ら
れ
て
や
っ
て
下
の
者
を

育
て
た
の
で
あ
っ
た
。「
自
分
が
投
げ
て

ば
か
り
い
て
強
く
上
手
く
な
る
こ
と
は
出

来
な
い
、
沢
山
投
げ
ら
れ
て
初
め
て
技
が

出
来
、
身
体
も
出
来
る
。
ま
た
上
位
の
者

は
下
位
の
者
に
投
げ
ら
れ
て
や
ら
な
け
れ

ば
技
を
教
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
口

癖
の
よ
う
に
言
っ
て
い
た
と
い
う
。
中
野

の
当
時
の
稽
古
振
り
を
、
慶
応
義
塾
卒
業

生
の
羽
鳥
輝
久
は
以
下
の
よ
う
に
振
り

返
っ
て
い
る
。

　
「
人
間
右
か
左
か
し
か
で
き
な
い
の

は
片
端
だ
ぞ
」
と
注
意
さ
れ
、
右
の
受

身
を
と
っ
て
下
さ
る
と
直
ぐ
左
が
か
け

易
い
姿
勢
を
と
っ
て
左
の
受
身
も
し
て

下
さ
い
ま
し
た
。ホ
イ
背
負
を
か
け
ろ
、

ホ
イ
大
外
刈
、
ホ
イ
足
払
だ
と
い
っ
た



182011.7  雑誌「柔道」

工
合
に
促
さ
れ
て
、
立
っ
て
い
る
間
が

な
い
程
よ
た
よ
た
技
を
か
け
さ
せ
ら
れ

た
の
を
覚
え
て
お
り
ま
す
。
四
十
才
半

ば
で
あ
ん
な
に
受
身
を
し
て
下
さ
っ
た

指
導
者
は
私
の
五
十
年
近
い
経
験
で
は

極
め
て
稀
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。（
略
）

先
生
に
受
身
を
と
っ
て
い
た
だ
い
た
数

は
私
が
投
げ
ら
れ
た
数
の
数
倍
に
な
る

と
思
い
ま
す
。（
略
）
先
生
は
常
に
大

学
生
の
上
位
者
に
対
し
、
下
位
者
と
稽

古
す
る
時
は
相
手
の
好
き
な
よ
う
に
組

ま
せ
て
力
を
使
わ
な
い
で
、
そ
の
者
よ

り
一
寸
上
位
者
に
な
っ
た
心
構
え
を
持

ち
、
下
位
者
が
技
を
か
け
る
時
は
作
り

崩
し
を
完
全
に
し
て
か
ら
投
げ
ろ
。
そ

う
す
る
こ
と
で
互
に
投
げ
る
感
じ
、
か

わ
す
感
じ
を
つ
か
ん
で
、
両
者
の
稽
古

に
な
る
の
だ
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。24

　

ま
さ
に
「
自
分
を
殺
さ
ず
し
て
人
を
殺

す
こ
と
が
出
来
な
い25
」
と
い
う
至
言
を
実

践
し
続
け
た
指
導
振
り
が
見
て
取
れ
よ

う
。

　

そ
し
て
昭
和
8
（
１
９
３
３
）
年
、
46

歳
で
七
段
へ
、
12
（
１
９
３
７
）
年
に
は

八
段
へ
、と
昇
段
を
果
た
す
の
で
あ
っ
た
。

昭
和
21
（
１
９
４
６
）
年
の
終
戦
後
に
は
、

長
年
勤
め
て
き
た
慶
応
義
塾
柔
道
師
範
の

任
を
武
道
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

解
か
れ
る
等
の
憂
き
目
に
も
遭
う
が
、
昭

和
23
（
１
９
４
８
）
年
に
は
九
段
に
列
せ

ら
れ
る
ま
で
に
な
る
。
そ
し
て
、
長
く
日

本
大
学
の
柔
道
名
誉
師
範
と
し
て
人
材
を

育
て
る
こ
と
に
没
頭
す
る
の
で
あ
っ
た
。

中
野
を
慕
う
者
は
数
多
く
、
彼
の
喜
寿
の

祝
賀
会
な
ど
は
、
か
つ
て
中
野
が
指
導
し

て
き
た
慶
応
義
塾
・
日
本
大
学
・
東
京
医

科
大
学
な
ど
が
合
同
で
行
い
、
数
多
く
の

教
え
子
が
集
ま
っ
た
。
後
進
の
育
成
に
務

め
て
き
た
中
野
に
と
っ
て
、
忘
れ
難
い
最

良
の
日
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
昭
和
52

（
１
９
７
７
）
年
1
月
、
持
病
の
悪
化
に

伴
い
入
院
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
も
、
数
多

く
の
教
え
子
ら
が
見
舞
い
に
訪
れ
た26
。
た

だ
、12
月
22
日
に
89
歳
で
永
眠
す
る
ま
で
、



19 雑誌「柔道」2011.7

一
言
も
「
苦
し
い
、
痛
い
」
と
は
洩
ら
さ

な
か
っ
た
と
い
う
。
中
野
の
柔
道
人
と
し

て
の
気
概
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

講
道
館
は
中
野
の
功
績
を
讃
え
、
12
月

21
日
付
を
も
っ
て
彼
に
講
道
館
柔
道
十
段

を
贈
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

最
後
に
、
中
野
の
得
意
技
の
一
つ
で
あ

る
内
股
に
つ
い
て
、
中
野
自
身
の
解
説
を

掲
げ
て
こ
の
項
を
擱
筆
し
た
い
。

　
（
内
股
の
）
崩
し
で
あ
る
が
、
よ
く

内
股
や
跳
腰
を
や
る
人
は
腋わき
し
た下
の
辺
を

突
張
ら
れ
る
と
困
る
と
い
う
の
を
聞
く

が
、
私
は
突
張
ら
れ
て
も
何
の
苦
痛
も

感
じ
な
い
。
か
え
っ
て
そ
う
さ
れ
る
と

内
心
し
め
た
と
会
心
の
笑
を
浮
べ
る
程

で
あ
る
。

　

い
ま
自
然
本
体
に
近
く
左
自
然
体
に

構
え
た
相
手
を
、
や
や
右
自
然
体
に
組

ん
だ
私
が
崩
そ
う
と
す
る
場
合
、
ま
ず

第
一
に
自
分
の
右
足
先
を
軸
に
し
て
上

体
を
後
に
反
る
気
持
で
左
足
を
廻
し
引

く
。
こ
の
足
の
捌
き
と
上
体
の
引
き
加

減
で
相
手
は
崩
れ
る
の
で
あ
る
。
崩
す

方
向
は
普
通
右
前
隅
の
方
向
が
多
い
よ

う
で
あ
る
が
、
私
の
場
合
は
左
前
隅
の

方
向
に
崩
す
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば

ど
ん
な
に
相
手
が
突
張
っ
て
い
て
も
自

然
に
相
手
の
臂ひじ
は
死
ん
で
し
ま
う
。
そ

し
て
更
に
相
手
の
上
体
を
捻
り
気
味
に

右
に
開
く
よ
う
に
す
る
。
そ
う
す
る
と

相
手
は
ど
う
と
も
出
来
な
い
絶
体
絶
命

と
い
っ
た
と
こ
ろ
ま
で
崩
れ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
説
明
し
て
も

こ
れ
だ
け
で
は
な
か
な
か
分
る
も
の
で

は
な
い
が
、
こ
の
辺
で
御
勘
弁
願
い
た

い
。

　

次
は
相
手
の
両
脚
の
間
に
入
れ
た
右

足
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
私
の
右
内
股

に
当
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

第
三
に
挙
げ
る
こ
と
は
、
軸
に
な
っ

て
い
る
左
足
で
あ
る
。
相
手
を
充
分
に

崩
し
て
作
っ
た
そ
の
形
か
ら
飛
び
込
ん

だ
左
足
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
左
足
の

膝
の
所
は
殆
ど
直
角
に
曲
り
、
左
爪
先

に
力
が
入
っ
て
い
る
。
こ
の
左
足
が
相

手
の
崩
れ
た
方
向
に
の
び
、
上
体
も
反

り
気
味
に
伸
び
て
相
手
を
宙
に
跳
ね
上

げ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。27

　

＊
引
用
文
献
は
、
現
代
漢
字
に
改
め
た
。

　

＊
表
題
出
典
：
「
中
野
正
三
対
児
玉
光
太
郎
」

工
藤
雷
介
著
『
近
代
柔
道
』
第
2
巻
第
7
号

(

１
９
８
０
年
7
月)

　
《
主
要
参
考
文
献
》

　
　
「
中
野
正
三
履
歴
書
」
講
道
館
柔
道
資
料
館
蔵

　
《
そ
の
他
引
用
文
献
・
註
》

１　

現
・
新
潟
市
秋
葉
区
草
水
町

2　
「
柔
道
半
代
記
」
竹
下
彦
一
著 

「
柔
道
新
聞
」

昭
和
46
年
5
月
20
日

3　
「
明
治
は
遠
く
に
な
り
に
け
り
」『
柔
道
』
第
37

巻
第
10
号
（
１
９
６
６
年
10
月
）

4　

 

前
掲
註
3
参
照

5　

 

後
の
講
道
館
七
段
。
柔
道
殿
堂
の
1
人

6　

 

「
技
の
冴
え
と
左
右
の
技
」
中
野
正
三
著
『
柔

道
』
第
28
巻
第
3
号(

１
９
５
７
年
3
月)

7　

 

後
の
講
道
館
十
段

8　

 

現
在
の
正
則
学
園
高
等
学
校
の
前
身

9　

 

前
掲
註
2
参
照

10　

 

「
好
き
な
技
思
い
出
の
技
」
中
野
正
三
著
『
柔

道
』
第
26
巻
第
2
号(

１
９
５
５
年
2
月)
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11　
 

現
在
の
文
京
区
春
日
、
大
黒
ビ
ル
付
近

12　

 
中
山
博
道
氏
が
講
道
館
に
ほ
ど
近
い
本
郷
真

砂
町
に
開
い
た
剣
道
場
。「
東
都
四
大
道
場
」
の

1
つ
と
言
わ
れ
た
。

13　

 

前
掲
註
3
参
照
。「
講
道
館
の
人
は
困
る
な
、

こ
ん
な
と
こ
ろ
ま
で
水
か
ぶ
り
に
来
て
」
等
と
言

わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

14　

 

こ
れ
は
、
嘉
納
師
範
か
ら
道
場
内
で
の
飲
酒

を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
関
係
す
る
と
思
わ
れ

る
。

15　

 

「
私
の
得
意
技 

内
股
」
中
野
正
三
著
『
柔
道
』

第
18
巻
第
4
号
（
１
９
４
７
年
9
月
）

16　

 

「
講
道
館
記
事
」『
講
道
館
柔
道
教
師
会
々
報
』

第
2
号
（
明
治
42
年
7
月
）

17　

 

警
察
・
消
防
活
動
で
の
慰
霊
者
を
祭
る
た
め

の
神
社
。
現
在
は
弥
生
慰
霊
堂
と
し
て
千
代
田
区

北
の
丸
公
園
内
に
所
在
す
る
。

18　

 

前
掲
註
15
参
照

19　

 

「
中
野
正
三
対
児
玉
光
太
郎
」工
藤
雷
介
著『
近

代
柔
道
』
第
2
巻
第
7
号
（
１
９
８
０
年
7
月
）

20　

 

「
中
野
正
三
と
児
玉
（
光
）
②
」
松
本
鳴
弦
楼

著
「
柔
道
新
聞
」
昭
和
33
年
3
月
10
日

21　

 

「
講
道
館
勃
興
時
代
へ
の
回
想
」
石
黒
敬
七
著

『
柔
道
』
第
32
巻
第
6
号
（
１
９
５
２
年
6
月
）

22　

 

「
下
富
坂
時
代
を
語
る
」『
柔
道
』
第
33
巻
第

1
号
（
１
９
６
２
年
1
月
）

23　

 

「
十
段
中
野
正
三
先
生
を
偲
ぶ
」
伊
藤
哲
三
著

『
柔
道
』
第
49
巻
第
3
号
（
１
９
７
８
年
3
月
）

24　

 

「
中
野
正
三
十
段
の
憶
い
出
」羽
鳥
輝
久
著『
柔

道
』
第
49
巻
第
3
号
（
１
９
７
８
年
3
月
）

25　

 

中
野
の
先
輩
で
あ
り
、
尊
敬
し
て
い
た
佐
村

嘉
一
郎
十
段
の
言
葉

26　

 

「
中
野
正
三
十
段
の
思
い
出
」今
井
鉄
雄
著『
柔

道
』
第
49
巻
第
2
号
（
１
９
８
７
年
2
月
）

27　

 

「
私
の
得
意
技 

内
股
」
中
野
正
三
著
『
柔
道
』

第
18
巻
第
4
号
（
１
９
４
７
年
9
月
）

《
写
真
典
拠
》

１
．
講
道
館
柔
道
資
料
館
蔵

２
．
講
道
館
柔
道
資
料
館
蔵

一
口
メ
モ
36
：
十
段
の
名
札

　

以
前
、
日
本
武
道
館
の
行
事
の
折
に
展

示
さ
れ
て
い
た
、
十
段
の
人
た
ち
の
名
前

の
書
か
れ
た
木
札
が
講
道
館
に
戻
っ
て
き

ま
し
た
。
山
下
義
韶
、
永
岡
秀
一
、
佐
村

嘉
一
郎
十
段
の
も
の
と
、
日
露
戦
争
で
戦

死
さ
れ
た
、
軍
神
と
呼
ば
れ
た
廣
瀬
武
夫

六
段
の
も
の
で
す
。
こ
れ
は
下
富
坂
道
場

の
正
面
横
に
掛
け
ら
れ
て
い
た
も
の
と
推

測
さ
れ
ま
す
。
現
在
、
こ
の
木
札
は
講
道

館
資
料
館
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。


