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熊
本
公
徳
会
武
道
場
「
振
武
館
」
は
、
昭
和
８
年
３

月
、
熊
本
市
上
通
町
・
鎮
西
館
の
広
大
な
敷
地
の
一
角

に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
「
教
育
学
問
の
真
の
目
的
は
人

格
の
備
わ
っ
た
人
間
を
養
成
す
る
こ
と
に
あ
る
。
新
た

な
道
場
は
振
武
館
と
名
付
け
、
文
武
の
基
礎
を
学
び
、

も
っ
て
人
格
を
磨
く
こ
と
に
あ
る
」
と
い
う
設
立
の
趣

旨
に
沿
っ
て
、
い
ら
い
尚
武
の
国
・
肥
後
の
拠
点
と
し

て
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

戦
前
戦
後
を
通
し
て
、
全
国
有
数
の
選
士
を
数
多
く

輩
出
し
て
き
た
振
武
館
は
、
平
成
14
年
、
び
ぷ
れ
す
熊

日
会
館
内
に
近
代
的
道
場
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
、
広

く
青
少
年
や
一
般
に
開
放
さ
れ
て
い
ま
す
。

振 武 館

私
は
剣
道
を
30
年
ぶ
り
に

再
開
し
ま
し
た
。
平
成
20
年

６
月
、
公
的
病
院
か
ら
現
在

の
、
に
し
く
ま
も
と
病
院
へ

勤
務
を
変
わ
っ
た
こ
と
が
そ

の
契
機
に
な
り
ま
し
た
。
救

急
医
療
で
は
な
く
リ
ハ
ビ
リ

主
体
の
病
院
で
、
仕
事
と
そ

れ
以
外
の
時
間
に
メ
リ
ハ
リ

が
つ
き
、
病
院
一
辺
倒
の
生

活
か
ら
自
分
の
時
間
を
も
て

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
頃
、
高
校
時
代
の
剣

道
部
仲
間
で
剣
道
を
続
け
て

い
る
友
人
か
ら
竹
刀
を
唐
突

に
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
、
こ
れ

が
私
の
剣
道
再
開
を
後
押
し

し
て
く
れ
ま
し
た
。
人
は
進

学
、
就
職
、
結
婚
な
ど
人
生

の
転
機
と
い
う
も
の
が
一
生

の
う
ち
に
何
回
か
あ
り
ま
す

が
、
私
に
と
っ
て
剣
道
を
再

開
す
る
と
い
う
こ
と
は
ま
さ

に
一
つ
の
大
き
な
転
機
・
決

断
で
あ
り
ま
し
た
。

私
は
昭
和
42
年
、
帯
山
中

学
で
剣
道
を
始
め
、
熊
本
高

校
、
熊
本
大
学
（
医
学
部
）

で
剣
道
部
に
所
属
し
、
学
生

時
代
は
ほ
と
ん
ど
剣
道
中
心

の
生
活
で
し
た
。
大
学
卒
業

後
は
医
療
に
専
念
し
剣
道
か

ら
離
れ
ま
し
た
が
、
剣
道
で

培
っ
た
精
神
を
医
療
で
生
か

す
こ
と
が
私
の
剣
道
に
対
す

る
考
え
で
し
た
。

そ
し
て
、
平
成
21
年
6
月
、

54
歳
か
ら
の
剣
道
再
開
と
な

り
ま
し
た
。
稽
古
の
場
は
高

校
の
Ｏ
Ｂ
会
（
振
武
館
利
用
）
、

地
域
の
剣
友
会
、
県
の
武
道

館
で
の
合
同
稽
古
会
な
ど
が

主
な
も
の
で
す
。

再
開
当
初
は
全
身
の
筋
肉

痛
や
ふ
く
ら
は
ぎ
の
筋
断
裂

（
い
わ
ゆ
る
肉
離
れ
）
な
ど

を
受
傷
し
、
稽
古
を
休
む
こ

と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
が
、
剣
道
を

続
け
ま
し
た
。
再
開
１
年
半

も
す
れ
ば
身
体
を
ひ
ど
く
痛

め
る
こ
と
も
な
く
な
り
ま
し

た
。
ま
た
、
剣
道
を
再
開
し

た
こ
と
で
多
く
の
旧
友
、
先

輩
、
師
と
も
再
会
で
き
、
地

域
の
剣
友
会
の
人
々
と
も
知

り
合
い
に
な
り
ま
し
た
。

人
に
と
っ
て
幸
せ
な
人
生

の
必
要
条
件
は
衣
食
住
で
あ

り
ま
す
が
、
さ
ら
に
も
う
一

つ
重
要
な
も
の
は
「
自
分
の

居
場
所
」
が
あ
る
か
と
い
う

こ
と
で
す
。
退
職
後
、
人
と

の
つ
き
あ
い
の
な
い
孤
独
な

男
性
が
増
え
て
い
る
と
い
う

現
実
の
中
、
そ
の
居
場
所
を

一
つ
確
保
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

平
成
22
年
に
４
段
、
同
26

年
に
は
５
段
の
昇
段
審
査
に

合
格
。
今
後
、
64
歳
で
６
段
、

70
歳
で
７
段
を
取
得
し
、
80

歳
で
８
段
受
験
資
格
を
得
る

こ
と
を
長
期
目
標
と
し
て
立

て
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
問
題

は
、
高
血
圧
症
、
痛
風
な
ど

の
危
険
因
子
を
多
く
有
す
る

私
が
何
歳
ま
で
元
気
で
剣
道

が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
。

そ
こ
で
、
健
康
剣
道
を
実

践
し
よ
う
と
健
康
ス
ポ
ー
ツ

に
つ
い
て
勉
強
を
始
め
ま
し

た
。
そ
し
て
健
康
ス
ポ
ー
ツ

医
の
認
定
医
を
取
得
し
、
更

に
昨
年
は
、
日
本
ス
ポ
ー
ツ

協
会
の
認
定
ス
ポ
ー
ツ
ド
ク

タ
ー
を
取
得
し
ま
し
た
。

私
の
医
師
と
し
て
の
専
門

は
神
経
内
科
・
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
な
ど
で
す
。
脳
卒
中

や
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
、
筋
萎

縮
性
側
索
硬
化
症
、
筋
ジ
ス

ト
ロ
フ
ィ
ー
な
ど
の
神
経
難

病
と
い
っ
た
身
体
が
不
自
由

に
な
る
疾
患
の
患
者
さ
ん
を

多
く
診
て
き
ま
し
た
。

特
に
現
在
の
回
復
期
リ
ハ

ビ
リ
病
棟
を
有
す
る
病
院
で

は
、
脳
卒
中
で
半
身
ま
ひ
と

な
り
動
け
な
く
な
っ
た
患
者

さ
ん
が
、
毎
日
リ
ハ
ビ
リ
を

行
う
こ
と
で
、
寝
た
き
り
の

状
態
か
ら
車
椅
子
、
さ
ら
に

立
ち
上
が
っ
て
杖
（
つ
え
）

歩
行
・
独
歩
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

私
は
こ
の
回
復
期
リ
ハ
ビ

リ
病
棟
に
勤
務
す
る
前
ま
で
、

身
体
は
年
齢
と
と
も
に
衰
え

て
い
く
の
が
自
然
の
こ
と
だ

と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
だ
が
、

こ
れ
ら
の
患
者
さ
ん
を
前
に

考
え
が
一
変
し
ま
し
た
。
加

齢
は
変
え
ら
れ
ま
せ
ん
が
、

身
体
機
能
は
何
歳
に
な
っ
て

も
伸
び
て
い
く
可
能
性
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

そ
こ
で
、
還
暦
を
機
に
熊

本
城
フ
ル
マ
ラ
ソ
ン
に
挑
戦

す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
剣

道
の
稽
古
で
は
自
分
が
伸
び

て
い
る
の
か
、
は
っ
き
り
分

か
り
ま
せ
ん
が
、
マ
ラ
ソ
ン

で
あ
れ
ば
、
走
る
距
離
が
伸

び
、
走
る
時
間
が
短
縮
す
る

こ
と
で
運
動
能
力
を
測
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
初
め
は
1

㌔
、
5
㌔
、
10
㌔
と
走
る
距

離
を
伸
ば
し
ま
し
た
。
そ
の

後
は
週
に
3
日
ほ
ど
、
1
日

10
㌔
程
度
を
走
り
、
大
会
に

合
わ
せ
て
20
㌔
、
25
㌔
と
走
っ

て
い
ま
す
。

剣
道
の
稽
古
は
時
間
と
場

所
を
選
ぶ
た
め
、
毎
日
の
稽

古
は
困
難
で
す
が
、
走
る
の

は
い
つ
で
も
可
能
と
い
う
手

軽
さ
が
あ
り
ま
す
。
初
め
て

の
熊
本
城
フ
ル
マ
ラ
ソ
ン
で

は
4
時
間
45
分
で
完
走
で
き

ま
し
た
。
2
回
目
は
4
時
間

15
分
、
3
回
目
の
今
年
は
4

時
間
8
分
と
回
を
重
ね
る
ご

と
に
自
己
記
録
を
更
新
し
、

身
体
は
鍛
え
れ
ば
ま
だ
ま
だ

伸
び
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

確
認
し
ま
し
た
。

プ
ロ
ス
キ
ヤ
ー
の
三
浦
雄

一
郎
氏
は
「
攻
め
る
健
康
法
」

と
い
う
著
書
の
中
で
、
健
康

状
態
の
維
持
（
守
り
の
健
康
）

を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
目

標
を
立
て
そ
の
目
標
を
達
成

す
る
た
め
に
は
自
分
は
何
を

す
べ
き
か
を
考
え
て
楽
し
く

日
々
努
力
す
る
こ
と
を
強
調

さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
私
は

80
歳
で
フ
ル
マ
ラ
ソ
ン
が
走

れ
る
剣
道
家
と
な
れ
る
よ
う

に
日
々
精
進
し
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

剣
道
は
比
較
的
け
が
が
少

な
い
ス
ポ
ー
ツ
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
成
人
で
の
突
然

死
の
危
険
率
は
他
の
ス
ポ
ー

ツ
と
比
較
し
て
高
い
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
時
々
は
メ
デ
ィ

カ
ル
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
、
自

分
の
健
康
状
態
を
知
っ
て
、

生
涯
健
康
剣
道
を
実
践
し
た

い
も
の
で
す
。
（
筆
者
は
上

益
城
郡
益
城
町
在
住
。
63
歳
）

白
い
顎
ひ
げ
を
蓄
え
、
鋭

い
眼
差
し
の
植
芝
盛
平
が
、

81
歳
と
は
思
え
な
い
よ
う
な

元
気
さ
で
模
範
演
武
を
披
露

す
る
と
、
固
唾
（
か
た
ず
）

を
の
ん
で
見
守
っ
て
い
た
人

た
ち
か
ら
大
き
な
拍
手
が
送

ら
れ
ま
し
た
。
「
こ
れ
が
、

あ
の
植
芝
先
生
の
技
な
の
か
」
。

初
め
て
直
に
見
る
植
芝
の
体

さ
ば
き
に
、
そ
の
場
に
い
た

人
た
ち
の
興
奮
と
も
、
高
揚

感
と
も
い
え
る
よ
う
な
雰
囲

気
に
会
場
は
包
ま
れ
ま
し
た
。

合
気
道
の
創
始
者
・
植
芝

盛
平
を
迎
え
、
熊
本
市
の
振

武
館
で
「
特
別
招
待
演
武
会
」

が
開
か
れ
た
の
は
昭
和
36
年

５
月
27
日
の
こ
と
で
す
。
今

か
ら
57
年
前
の
、
こ
の
年
に

は
日
本
で
は
第
２
次
池
田
勇

人
内
閣
が
誕
生
し
、
ア
メ
リ

カ
で
は
ジ
ョ
ン
・
Ｆ
・
ケ
ネ

デ
ィ
ー
が
第
35
代
大
統
領
に

選
ば
れ
、
映
画
は
「
用
心
棒
」
、

歌
は
「
上
を
向
い
て
歩
こ
う
」

（
坂
本
九
）
な
ど
が
ヒ
ッ
ト

し
て
い
た
こ
ろ
で
す
。

「
ぜ
ひ
、
開
祖
・
植
芝
盛

平
先
生
を
熊
本
に
お
呼
び
し

た
い
」
。
そ
れ
が
、
合
気
道

愛
好
者
の
願
い
で
し
た
。
苦

労
の
末
、
や
っ
と
そ
の
願
い

が
実
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
す
。
「
開
祖
を
熊
本
に

お
迎
え
で
き
る
」
と
、
人
々

は
最
上
の
喜
び
で
、
そ
の
準

備
に
数
日
を
費
や
し
ま
し
た
。

演
武
会
当
日
、
会
場
の
振

武
館
に
は
、
県
内
の
知
名
士

や
武
道
関
係
者
ら
約
２
０
０

人
が
参
集
。
畳
を
敷
き
詰
め

た
道
場
内
の
周
囲
に
神
妙
な

面
も
ち
で
座
り
、
会
が
始
ま

る
の
を
待
ち
ま
し
た
。
建
物

の
外
か
ら
窓
越
し
に
見
て
い

る
人
た
ち
も
い
ま
し
た
。

午
後
１
時
に
開
会
。
中
島

好
章
・
合
気
会
熊
本
県
支
部

長
や
、
東
京
か
ら
駆
け
つ
け

た
剣
道
界
の
最
高
峰
、
大
麻

勇
次
十
段
（
玉
名
市
出
身
）

ら
来
賓
が
次
々
と
歓
迎
の
挨

拶
を
し
た
後
、
開
演
。

ま
ず
、
肥
後
の
古
武
道
を

代
表
す
る
二
天
一
流
型
な
ど

の
親
善
演
武
が
あ
り
、
引
き

続
き
、
10
代
の
頃
に
植
芝
の

元
に
入
門
、
九
州
方
面
の
実

力
者
と
し
て
知
ら
れ
、
開
祖

か
ら
合
気
道
九
段
を
受
け
た

熊
本
市
の
合
気
道
万
生
館

（
現
・
万
生
館
合
氣
道
）
道

場
長
・
砂
泊
諴
秀
（
当
時
八

段
）
の
解
説
で
、
合
気
道
の

理
論
と
技
が
披
露
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
同
道
場
の
門
人

た
ち
に
よ
る
稽
古
も
あ
り
ま

し
た
。

こ
れ
ら
が
終
わ
る
と
、
じ
っ

と
座
っ
て
、
そ
の
様
子
を
見

守
っ
て
い
た
植
芝
が
立
ち
上

が
り
、
い
よ
い
よ
模
範
演
武

の
始
ま
り
で
す
。
１
５
６
㌢

と
小
柄
な
体
な
が
ら
、
繰
り

出
す
技
は
鋭
く
、
目
の
前
で

展
開
さ
れ
る
妙
技
の
連
続
に

人
々
は
引
き
つ
け
ら
れ
ま
し

た
。

◇

植
芝
は
明
治
16
年
の
生
ま

れ
で
和
歌
山
県
出
身
。
柔
術

の
名
人
、
武
田
惣
角
か
ら
大

東
流
の
技
を
、
そ
し
て
古
神

道
的
様
相
を
呈
す
る
大
本
教

で
学
ん
だ
精
神
性
な
ど
を
基

に
、
大
正
の
終
わ
り
か
ら
昭

和
の
初
め
に
か
け
て
合
気
道

を
確
立
し
ま
し
た
。

「
真
の
武
道
に
は
相
手
も

な
い
。
敵
も
な
い
。
真
の
武

道
と
は
、
宇
宙
そ
の
も
の
と

一
つ
に
な
る
こ
と
な
の
で
す
。

合
気
道
に
お
い
て
は
、
強
く

な
ろ
う
、
相
手
を
倒
し
て
や

ろ
う
と
錬
磨
す
る
の
で
は
な

く
、
世
界
人
類
の
平
和
の
た

め
、
少
し
で
も
お
役
に
立
と

う
と
、
自
己
を
宇
宙
の
中
心

に
帰
一
し
よ
う
と
す
る
心
が

必
要
な
の
で
す
。
合
気
道
と

は
、
各
人
に
与
え
ら
れ
た
天

命
を
完
成
さ
せ
て
あ
げ
る
羅

針
盤
で
あ
り
、
和
合
の
道
で

あ
り
、
愛
の
道
な
の
で
す
」
。

植
芝
は
そ
う
話
し
、
戦
わ
ぬ

武
道
で
あ
り
、
世
界
の
和
合

を
願
う
の
が
合
気
道
の
精
神

だ
と
教
え
説
き
ま
し
た
。

◇

県
内
で
初
め
て
、
合
気
道

の
演
武
が
公
開
さ
れ
た
の
は
、

昭
和
28
年
11
月
23
日
。
会
場

は
、
こ
の
時
も
振
武
館
で
し

た
。
当
時
、
植
芝
が
設
立
し

た
合
気
会
の
指
導
員
だ
っ
た

砂
泊
が
東
京
か
ら
熊
本
市
に

や
っ
て
来
て
、
集
ま
っ
た
２

０
０
人
余
り
の
見
学
者
の
前

で
そ
の
技
を
披
露
し
ま
し
た
。

そ
の
こ
ろ
、
合
気
道
は
ま

だ
一
般
の
人
々
に
、

あ
ま
り
馴
染
み
が
な

く
、
多
く
の
人
に

と
っ
て
、
合
気
道

を
見
る
の
は
初
め

て
で
し
た
。

振
武
館
で
の
砂

泊
の
演
武
披
露
を

き
っ
か
け
に
、
合

気
道
は
九
州
各
地

へ
と
広
ま
っ
て
い

き
ま
し
た
。
こ
の

日
の
振
武
館
で
の

演
武
が
、
そ
の
第

一
歩
に
な
っ
た
の

で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
８
年

後
、
開
祖
・
植
芝
の
姿
を
、

人
々
は
熊
本
の
地
で
直
に
見

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

植
芝
は
５
月
25
日
、
特
急

「
は
や
ぶ
さ
」
で
熊
本
着
。

27
日
の
振
武
館
で
の
演
武
会

の
翌
日
に
は
熊
本
市
の
大
洋

文
化
ホ
ー
ル
、
更
に
29
日
に

は
熊
本
市
体
育
館
で
の
各
演

武
会
に
出
席
し
ま
し
た
。
植

芝
の
鋭
い
技
の
数
々
は
、
会

場
に
詰
め
か
け
た
多
く
の
観

衆
を
魅
了
。
こ
れ
を
機
に
、

合
気
道
人
気
が
高
ま
っ
て
い

き
ま
し
た
。

（
敬
称
略
）

＊
「
武
の
真
人
―
合
気
道

開
祖
植
芝
盛
平
伝
」
（
砂
泊

兼
基
）
、
「
開
祖
植
芝
盛
平

の
合
気
道
」
（
大
宮
司
朗
）
、

熊
本
日
日
新
聞
、
合
気
道
新

聞
を
参
考
に
し
ま
し
た
。

振武館

85周年

振

武

館

物

語

あ
の
日
に
、
何
が
…

剣
道
再
開
か
ら
生
涯
健
康
剣
道
へ

昭和36年5月27日 植芝盛平

合気道の創始者

数々の妙技披露

箕田 修治（上益城郡益城町、医師）

鍛えれば伸びる身体機能

振
武
館
で
開
か
れ
た
「
特
別
招
待
演
武
会
」
に
集
ま
っ
た
人
々
の
前
で

技
を
披
露
す
る
合
気
道
開
祖
の
植
芝
盛
平
（
昭
和
36
年
５
月
27
日
）

写
真
上
に
あ
る
扁
額
は
、
今
も
道
場
に
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
心
外
無
別
法
（
し
ん
が
い
む
べ
っ
ぽ
う
）
」
と
書
か
れ
て
お

り
、
禅
宗
の
言
葉
で
、
こ
の
世
の
諸
現
象
は
全
て
心
の
生
み
出

し
た
も
の
と
い
う
意
味
で
す
。
幸
せ
だ
と
感
じ
る
の
も
、
不
幸

せ
だ
と
感
じ
る
の
も
、
全
て
は
自
分
の
心
が
つ
く
り
だ
し
た
も

の
で
、
自
分
の
心
の
持
ち
よ
う
次
第
で
、
い
く
ら
で
も
変
え
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
。
昭
和
初
期
に
大
慈
禅
寺
で
座
禅
を
指
導
し

た
澤
木
興
道
が
、
振
武
館
開
館
当
初
に
書
い
た
も
の
で
す
。


