
26・7・15 ２
　
「
居
合
道
」
を
ご
存
じ
で
す
か
。
老
若
男
女
が
同
じ
試
合
場
に
立
ち
、
努
力
を
す

れ
ば
う
ま
く
な
れ
る
種
目
で
す
。
す
べ
て
の
技
を
覚
え
て
も
終
わ
り
で
は
な
く
、
同

じ
技
を
何
百
、
何
千
、
何
万
回
と
繰
り
返
し
ま
す
。

　

親
子
で
最
高
位
の
八
段
を
持
ち
、
二
人
と
も
健
康
で
元
気
に
活
動
し
て
い
る
の
は

全
国
で
金
田
さ
ん
親
子
だ
け
で
す
。

　

今
号
は
、「
心
身
の
鍛
錬
こ
そ
が
武
道
の
道
を
極
め
る
。
稽
古
で
身
に
付
け
た
も

の
を
、
稽
古
を
通
じ
て
次
世
代
へ
伝
え
た
い
」
と
話
さ
れ
る
金
田
正
夫
教
士
・
和
久

教
士
親
子
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

金
か ね だ ま さ お

田正夫さん・和
か ず ひ さ

久さん

居合道教士八段

謙虚に、素直に
伝統から学び反復する稽古を

　
「
相
手
と
接
触
し
て
投
げ
ら
れ
る
こ

と
も
な
い
の
で
、
居
合
道
は
年
齢
や
性

別
に
関
係
な
く
始
め
ら
れ
る
」
と
、
正

夫
さ
ん
と
和
久
さ
ん
。
定
年
退
職
す
る

ま
で
全
く
運
動
経
験
が
な
く
、
60
歳
を

　

正
夫
さ
ん
は
居
合
道
教
士
八
段
。
現

在
88
歳
で
す
。
昔
は
実
家
に
た
く
さ
ん

刀
が
あ
っ
た
た
め
、
幼
少
か
ら
剣
に
親

し
ん
で
い
た
そ
う
で
す
。
ま
た
、
正
夫

さ
ん
の
生
ま
れ
故
郷
で
は
、
剣
舞
（
詩

吟
を
歌
い
な
が
ら
刀
を
抜
く
踊
り
）
が

盛
ん
で
、
小
学
生
の
こ
ろ
に
は
真
剣
で

演
舞
し
て
い
た
と
の
こ
と
。

　

昭
和
46
年
に
、
武
道
家
の
中
山
博
道

先
生
（
※
１
）
の
直
弟
子
で
あ
る
、
居

合
道
範
士
八
段
の
大
村
唯
次
先
生
と
山

本
繁
雄
先
生
に
指
導
を
受
け
、
居
合
道

を
始
め
ま
し
た
。
平
成
12
年
か
ら
全
日

本
居
合
道
大
会
（
※
２
）
東
京
都
代
表

　

和
久
さ
ん
は
現
在
54
歳
。
50
歳
の
若

さ
で
八
段
に
昇
段
し
ま
し
た
。
も
と
も

と
剣
道
を
や
っ
て
い
た
そ
う
で
す
が
、

正
夫
さ
ん
の
勧
め
で
16
歳
よ
り
居
合
道

を
始
め
た
と
の
こ
と
。
全
日
本
居
合
道

大
会
に
東
京
都
代
表
と
し
て
13
回
出
場

し
、
前
人
未
到
の
８
回
優
勝
を
成
し
遂

げ
ま
し
た
。

　

現
在
は
、
父
正
夫
さ
ん
が
師
範
を
務

め
る
清
瀬
市
剣
道
連
盟
居
合
道
部
な
ど

で
、
師
範
代
（
※
３
）
と
し
て
稽
古
を

し
て
い
る
他
、
国
際
武
道
大
学
で
の
非

常
勤
講
師
や
監
督
を
務
め
、ア
メ
リ
カ
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
チ
リ
な
ど
海
外

で
も
指
導
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

正
夫
さ
ん
の
師
範
の
山
本
先
生
の
稽

古
で
は
、
一
回
の
稽
古
の
間
中
、
夢む

そ
う想

神し
ん
で
ん
り
ゅ
う

伝
流
の
基
本
技
で
あ
る
「
初し

ょ
は
っ
と
う

発
刀
」

だ
け
を
行
い
、
刀
を
繰
り
返
し
繰
り
返

し
抜
か
せ
る
こ
と
が
し
ば
ら
く
続
い
た

と
の
こ
と
。「
だ
め
」と
も「
う
ま
く
な
っ

た
」
と
も
言
わ
ず
、
た
だ
目
で
「
も
う

一
度
」
と
合
図
を
す
る
だ
け
で
、
と
に

か
く
初
発
刀
が
Ｏ
Ｋ
に
な
ら
な
い
と
次

の
技
に
進
め
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

　
「
基
本
が
大
切
と
い
う
こ
と
を
教
え

た
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
居
合
の

基
礎
に
な
る
も
の
が
す
べ
て
初
発
刀
に

入
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
が
そ
の
後

　
「
相
手
と
戦
う
剣
道
や
柔
道
と
違
い
、

声
も
出
さ
ず
一
人
で
黙
々
と
練
習
す
る

　

居
合
道
で
は
、
刀
剣
を
抜
き
一
瞬
で

敵
を
倒
し
、
鞘さ

や

に
刀
を
納
め
る
ま
で
の

一
連
の
流
れ
（
形
）
を
演
武
し
ま
す
。

　

修
練
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
敵
を
「
斬

る
」
技
能
を
身
に
付
け
、
そ
の
過
程
に

お
い
て
「
心
身
」
が
鍛
え
ら
れ
る
の
だ

そ
う
で
す
。

　
「
試
合
や
昇
段
審
査
で
は
実
際
に
斬

り
合
う
わ
け
で
は
な
く
、
自
ら
が
仮
想

す
る
敵
に
対
し
て
刀
を
抜
き
ま
す
。
各

流
派
の
技
と
全
日
本
剣
道
連
盟
に
よ
っ

て
定
め
ら
れ
た
12
の
形
に
つ
い
て
演
武

し
、
審
判
と
審
査
員
は
演
武
の
正
確
さ

や
美
し
さ
、
迫
力
な
ど
を
総
合
的
に
評

価
し
て
勝
敗
の
決
定
、
段
位
が
与
え
ら

れ
る
」
と
の
こ
と
。

　
「
仮
想
敵
の
頭
・
胴
・
足
を
切
る
た

め
に
刀
を
振
る
」
と
言
う
と
恐
ろ
し
そ

う
で
す
が
、
金
田
さ
ん
親
子
を
含
め
、

稽
古
場
で
練
習
し
て
い
た
生
徒
は
皆
優

刀
を
抜
く
ま
で
が
勝
負

居

合

道

の

醍

醐

味

良
い
師
範
に
出
会
え
た
幸
せ

居

合

は

生

涯

武

道

写
真
上
：
和
久
さ
ん
が
使
用
し
て
い
る
約
１

㌕
の
真
剣
。
実
際
に
持
つ
と
鉄
の
重
み
が
ず

っ
し
り
と
伝
わ
り
ま
す

写
真
下
：
居
合
道
で
自
然
に
鍛
え
ら
れ
た
和

久
さ
ん
の
腕
。
二
の
腕
も
余
分
な
脂
肪
を
感

じ
さ
せ
ず
引
き
締
ま
っ
て
い
ま
す

※
１　

夢む
そ
う
し
ん
で
ん
り
ゅ
う

想
神
伝
流
（
中
山
先
生
が
独
自
の
工
夫

　

を
加
え
て
伝
え
た
流
派
）
と
い
う
居
合
の
流
派

　

の
創
始
者
。
武
道
の
称
号
の
最
高
位
で
あ
る
範

　

士
に
も
「
出
来
損
な
い
」
と
し
か
る
な
ど
、
弟

　

子
へ
の
指
導
は
厳
し
か
っ
た
。

※
２　

五
～
七
段
が
大
会
出
場
資
格
で
、
各
都
道

　

府
県
で
各
段
一
人
の
み
出
場
で
き
る
。
資
格
を

　

満
た
し
、
か
つ
予
選
会
で
優
勝
し
て
東
京
都
代

　

表
に
な
ら
な
い
と
出
場
で
き
な
い
。

※
３　

芸
道
分
野
の
指
導
者
で
、
師
範
の
次
席
に

　

あ
る
者
。

　

今
後
の
目
標
を
伺
う
と
、「
私
た
ち

が
い
つ
も
指
導
し
て
い
る
の
は
、『
鞘

の
内
の
精
神
』
で
す
。
今
な
お
世
界
で

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
戦
争
が
起

こ
っ
て
い
ま
す
が
、
も
し
居
合
道
の
鞘

の
内
の
考
え
方
が
世
界
中
に
広
ま
れ

ば
、
戦
い
は
起
き
な
い
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ま
す
。
お
互
い
を
尊
重
し
、
お

互
い
の
領
域
は
侵
さ
ず
共
生
が
で
き
れ

ば
争
い
ご
と
は
起
き
な
い
。
簡
単
な
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
考

え
方
を
世
界
中
に
発
信
し
、
伝
え
続
け

る
こ
と
が
一
番
の
目
標
で
す
」
と
、
笑

顔
で
話
さ
れ
ま
し
た
。

　

居
合
は
「
鞘
の
内
の
精
神
」
と
言
い
、

「
居
合
と
は
人
に
斬
ら
れ
ず
人
斬
ら
ず

己
を
修
め
て
平
の
道
か
な
」
と
古
く
か

ら
伝
え
ら
れ
て
い
て
、「
刀
を
抜
か
ず

に
争
い
を
治
め
る
」
と
い
う
気
持
ち
が

心
の
底
に
必
ず
あ
る
こ
と
が
重
要
で
、

こ
れ
が
基
盤
に
な
い
と
品
性
に
欠
け
た

技
に
な
る
そ
う
で
す
。「
刀
を
抜
く
の

は
自
分
の
身
を
守
る
た
め
の
最
終
手
段

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
な
け
れ

「
鞘
の
内
の
精
神
」
で

世
界
に
平
和
を

居

合

の

心

構

え

チ
ー
ム
の
監
督
や
同
監
督
補
佐
４
回
を

歴
任
し
、
昨
年
、
全
日
本
剣
道
連
盟
有

功
賞
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

現
在
は
、
東
京
都
剣
道
連
盟
居
合
道

部
会
常
任
理
事
と
清
瀬
市
剣
道
連
盟
顧

の
で
居
合
道
は
地
味
に
思
わ
れ
が
ち
」

と
話
す
和
久
さ
ん
。
居
合
道
の
面
白
さ

は
「
形
を
覚
え
る
こ
と
」
だ
そ
う
で
す
。

「
形
を
覚
え
て
完
成
度
が
高
ま
り
先
生

に
ほ
め
ら
れ
る
と
う
れ
し
い
で
す
し
、

昇
段
す
る
と
次
の
技
を
教
え
て
も
ら
え

て
、
ど
ん
ど
ん
上
を
目
指
す
こ
と
が
で

き
る
の
で
楽
し
い
」
と
の
こ
と
。

　

ま
た
、「
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
で
き
る
と

と
も
に
精
神
が
鍛
え
ら
れ
る
こ
と
も
一

つ
の
魅
力
で
す
。
試
合
で
優
勝
し
た
と

き
は
や
り
が
い
を
感
じ
ま
す
し
、
最
初

に
日
本
一
に
な
っ
た
と
き
は
、
ゆ
る
ぎ

な
い
努
力
が
実
を
結
ん
だ
と
い
う
何
物

に
も
変
え
ら
れ
な
い
う
れ
し
さ
を
感
じ

ま
し
た
」
と
話
す
和
久
さ
ん
か
ら
は
笑

み
が
こ
ぼ
れ
ま
す
。

過
ぎ
て
始
め
た
と
い
う
方
に
も
指
導
さ

れ
て
い
る
そ
う
で
す
。「
そ
の
年
齢
で

居
合
を
始
め
よ
う
と
い
う
気
持
ち
が
尊

い
で
す
し
、か
っ
こ
い
い
と
思
い
ま
す
。

だ
か
ら
私
も
相
手
に
合
わ
せ
て
ゆ
っ
く

り
指
導
を
し
、
初
心
者
の
皆
さ
ん
も
自

分
の
ペ
ー
ス
で
あ
せ
ら
ず
に
続
け
て
ほ

し
い
で
す
」
と
い
う
金
田
さ
ん
親
子
の

熱
心
な
指
導
は
、
生
徒
か
ら
も
好
評
で

す
。
一
つ
一
つ
丁
寧
に
教
え
る
と
、
３

か
月
く
ら
い
で
形
に
な
っ
て
く
る
そ
う

で
す
。

　

ま
た
、「
居
合
は
形
稽
古
で
す
が
、

た
だ
形
を
な
ぞ
る
も
の
で
は
、
あ
り
ま

せ
ん
」
と
の
こ
と
。
詳
し
く
伺
う
と
、

「
フ
ィ
ニ
ッ
シ
ュ
の
形
や
姿
勢
を
整
え

る
こ
と
が
大
切
な
の
で
は
な
く
、
そ
の

形
に
な
る
ま
で
の
『
切
る
と
い
う
動

作
』、『
刀
が
仕
事
を
す
る
過
程
』
が
大

切
」
な
の
だ
そ
う
で
す
。

　
「
若
い
世
代
の
居
合
を
見
て
い
る
と
、

そ
の
あ
た
り
が
き
ち
ん
と
認
識
さ
れ
て

い
な
い
よ
う
に
感
じ
る
」と
和
久
さ
ん
。

「
形
稽
古
と
し
て
の
完
成
度
を
高
め
て

い
く
に
は
伝
統
か
ら
学
び
、
そ
れ
が
身

に
付
く
ま
で
反
復
し
て
繰
り
返
す
し
か

道
は
あ
り
ま
せ
ん
。
教
わ
っ
た
こ
と
を

謙
虚
に
、素
直
に
修
練
し
て
い
く
こ
と
、

辛
抱
や
、
努
力
と
い
っ
た
こ
と
は
、
や

は
り
大
事
だ
と
い
う
こ
と
を
心
し
て
ほ

し
い
」
と
話
さ
れ
ま
す
。

し
そ
う
な
方
ば
か
り
で
す
。
し
か
し
、

演
技
が
始
ま
っ
た
瞬
間
に
は
別
人
と
な

り
、
思
わ
ず
息
を
の
む
迫
力
で
し
た
。

ば
居
合
に
は
な
り
ま
せ
ん
」
と
話
さ
れ

ま
す
。

　

ま
た
、「
武
道
は
礼
儀
が
大
事
で
す
。

礼
に
始
ま
り
礼
に
終
わ
る
。道
場
で
は
、

神し
ん
ざ座
・
刀
・
先
生
・
同
僚
・
後
輩
に
対

し
て
礼
を
尽
く
す
と
い
う
心
持
ち
で
稽

古
を
始
め
る
こ
と
が
大
切
」
と
話
す
お

二
人
。
稽
古
の
開
始
終
了
時
に
は
、
神

座
に
対
し
礼
を
し
て
い
ま
し
た
。

金田正夫さん（左）と和久さん

問
、
師
範
な
ど
多
様
な
職
務
を
務
め
な

が
ら
息
子
の
和
久
さ
ん
と
生
徒
の
指
導

に
い
そ
し
ん
で
い
ま
す
。

写真右：全日本
剣道連盟有功賞
写真下：受賞時
のメダルと徴章
（造幣局製）

七小での稽古。剣を振る上半身に注目され
がちですが、「居合腰」という姿勢はつらく、
下半身が鍛えられます

山形県にある「居
合神社」のお札。
敬意の対象であり
必ず礼をします

の
私
た
ち
の
居
合
に
は
大
い
に
役
に
立

ち
ま
し
た
。
良
い
師
範
に
学
べ
て
幸
せ

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
」
と
言
う
正
夫
さ

ん
は
、「
居
合
の
稽
古
は
一
つ
一
つ
コ

ツ
コ
ツ
と
進
ん
で
い
か
な
い
と
後
が
伸

び
な
く
な
る
の
で
、
そ
の
こ
と
を
肝
に

銘
じ
て
ほ
し
い
」
と
話
さ
れ
ま
す
。

ダイヤルイン番号が混雑している場合は、代表
番号（042・492・5111）へおかけください。

　

心
身
と
も
に
健
全
な
体
作
り
を
し
ま

せ
ん
か
。
ゆ
っ
た
り
と
し
た
動
き
の
な

か
で
自
然
に
筋
肉
が
付
き
、
全
身
の
筋

肉
に
効
果
が
あ
り
ま
す
。

日
時　

毎
週
水
曜
日
午
後
７
時
～
９
時

場
所　

七
小

※
市
外
で
も
活
動
し
て
い
ま
す
。
詳
し

く
は
左
記
へ
。

問
合
せ　

金
田
☎
491
・
４
３
３
３

居
合
道
を
始
め
ま
せ
ん
か


