
剣
道
の
文
化
誌
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第
１
章　
剣
道
の
は
じ
ま
り 

―
―
「
剣
」
と
「
刀
」
を
め
ぐ
っ
て
―
―

　
武
道
の
一
つ
で
あ
る
「
剣
道
」。
一
般
の
方
に
と
っ
て
、
剣
道
具
を
着
け
竹し
な
い刀

で
打
ち
合
う
姿
を
漠
然
と
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
例
え
ば
剣
道
の

「
一
本
」
ほ
ど
、
わ
か
り
に
く
い
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
書
で
は
、
中
世
の

剣
術
に
源
を
持
ち
、
し
な
い
や
剣
道
具
の
創
案
に
よ
っ
て
撃げ
っ

剣け
ん

と
い
う
修
錬
の
様

式
を
育
み
、
そ
れ
を
剣
道
と
い
う
文
化
と
し
て
発
展
さ
せ
て
き
た
経
緯
に
つ
い
て
、

お
も
に
技
術
史
・
用
具
史
的
観
点
か
ら
見
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
章

で
は
「
剣
道
の
は
じ
ま
り
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
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は
じ
め
に

　

日
本
武
道
の
一
つ
で
あ
る
「
剣
道
」
に
つ
い
て
、
読
者
の
方
々
は
ど
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
お
持
ち
で
あ
ろ
う

か
。
剣
道
と
い
う
言
葉
を
聞
け
ば
、
剣
道
具
（
防
具
）
を
着
け
て
竹
刀
で
打
ち
合
う
姿
を
日
本
人
の
多
く
は
イ

メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
い
ざ
そ
れ
を
海
外
の
人
に
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
を
説
明
す
る

と
な
る
と
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
種
目
で
あ
る
柔
道
ほ
ど
容
易
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
そ
れ
が
剣
道
の
特

徴
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

よ
く
一
般
の
方
々
か
ら
お
聞
き
す
る
の
は
、
剣
道
着
・
袴
を
着
け
た
姿
な
ど
に
「
凜り
ん

と
し
た
」
も
の
を
感
じ

る
、
と
い
う
肯
定
的
な
見
方
が
あ
る
一
方
で
、「
剣
道
の
試
合
を
テ
レ
ビ
で
何
回
見
て
も
、
あ
の
〝
一
本
〟
と
い

う
の
が
速
す
ぎ
て
ど
う
し
て
も
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
を
多
く
頂
戴
す
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
実
は
こ
こ

に
挙
げ
た
二
つ
の
側
面
は
、
ど
ち
ら
も
剣
道
の
歴
史
の
中
で
長
い
年
月
を
か
け
て
作
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
も
の

で
あ
る
。
本
書
で
は
、
こ
う
し
た
特
徴
を
持
つ
剣
道
の
文
化
と
し
て
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
、
な
る
べ
く
わ
か

り
や
す
い
形
で
お
伝
え
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

さ
て
、「
文
化
」
と
い
う
場
合
、
社
会
学
・
人
類
学
は
じ
め
多
く
の
学
術
的
定
義
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
紙
幅
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の
都
合
も
あ
り
、
そ
こ
に
は
深
く
立
ち
入
ら
な
い
。
多
く
の
辞
書
等
の
定
義
に
共
通
す
る
「
一
定
の
集
団
・
社

会
に
お
い
て
長
い
年
月
を
か
け
て
共
有
・
継
承
・
発
展
さ
せ
て
き
た
行
動
・
様
式
や
、
そ
れ
に
付
随
す
る
有
形

無
形
の
成
果
」
と
大
ま
か
に
「
文
化
」
を
捉
え
て
稿
を
進
め
て
い
く
。

　

な
お
、
筆
者
は
大
学
院
在
学
時
代
か
ら
一
貫
し
て
剣
道
の
技
術
・
用
具
史
を
中
心
に
研
究
を
進
め
て
き
た
。

「
文
化
誌
」
と
い
う
大
き
な
タ
イ
ト
ル
で
は
あ
る
が
、
本
書
に
お
け
る
記
述
も
そ
う
し
た
技
術
・
用
具
史
が
中

心
と
な
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
で
は
、「
剣
道
と
い
う
文
化
」
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
で
き
上
が
っ

て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
「
剣
道
」
の
は
じ
ま
り
は
い
つ
か

　

剣
道
の
は
じ
ま
り
は
い
つ
で
あ
ろ
う
か
。
全
日
本
剣
道
連
盟
が
平
成
15
（
２
０
０
３
）
年
に
『
剣
道
の
歴

史
』
を
刊
行
し
た
際
、
編
集
企
画
部
会
員
お
よ
び
執
筆
者
の
一
員
と
し
て
関
わ
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
そ
の

折
に
「
剣
道
の
は
じ
ま
り
を
ど
こ
に
置
く
か
」
と
い
う
こ
と
が
議
論
さ
れ
た
。

　

剣
道
の
技
術
や
用
具
、
修
錬
や
試
合
の
形
態
・
様
式
、
お
よ
び
そ
こ
に
含
ま
れ
る
精
神
性
や
思
想
を
ど
こ
ま

で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
結
論
的
に
は
同
書
「
総
論
編
」
の
は
じ
め
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「（
前
略
）
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剣
道
の
淵
源
を
さ
ら
に
細
か
く
た
ど
る
と
、
刀
剣
に
ま
つ
わ
る
祭
祀
上
の
概
念
は
古
代
に
、
鎬

し
の
ぎ
づ
く
り
の
打う

ち

刀か
た
なに

代
表
さ
れ
る
日
本
刀
の
技
術
は
中
世
に
、
伝
書
や
形か

た

に
よ
る
教
習
体
系
の
整
備
は
近
世
前
期
に
、
竹
刀
と

剣
道
具
を
使
用
し
た
技
法
の
改
革
は
近
世
中
期
以
降
に
、
そ
れ
ぞ
れ
遡
る
こ
と
が
で
き
る
」（
1
）と
い
う
共
通

認
識
を
持
ち
つ
つ
編
集
・
執
筆
作
業
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
、「
刀
剣
に
ま
つ
わ
る
祭
祀
上
の
概

念
」
は
古
代
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
が
、（
後
述
す
る
よ
う
に
）
実
は
こ
れ
が
「
剣
道
」
と
い
う
呼
称
と
深
く
関

わ
っ
て
い
る
。

　

一
方
で
剣
道
は
、
そ
の
基
本
的
技
法
（
剣
術
の
源
流
）
が
形
作
ら
れ
た
中
世
に
お
い
て
は
、
戦
闘
経
験
か
ら

得
た
太た

刀ち

（
日
本
刀
）
の
合
理
的
操
法
を
基
底
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
は
現
代
の
剣
道
に
お
い
て
も

部
分
的
・
精
神
的
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
今
、
我
々
が
使
う
四
つ
割
り
竹
刀
は
、「
片
刃
」
の
日
本
刀
を
前
提

と
し
た
造
り
に
な
っ
て
い
て
、
弦つ
る

を
棟む

ね

（
峰み

ね

）
に
見
立
て
、
弦
の
反
対
側
の
竹
片
を
刃
と
規
定
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
試
合
・
審
判
規
則
が
構
成
さ
れ
、
そ
の
こ
と
を
自
明
の
理
と
し
て
日
々
の
稽
古
も
行
わ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
一
本
（
有
効
打だ

突と
つ

）
と
な
る
た
め
に
は
、
竹
刀
の
打
突
部
（
物も

の

打う
ち

を
中
心
と
し
た
刃じ

ん

部ぶ

）
で
、
相
手

の
打
突
部
位
（
面
部
、
小
手
部
、
胴
部
、
突
部
）
を
刃は

筋す
じ

正
し
く
打
突
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
試
合
・
審
判

規
則
第
十
二
条
）。
「
物
打
」
と
は
、「
刀
身
の
中
で
、
最
も
良
く
切
れ
る
部
位
の
こ
と
で
、
切
っ
先
よ
り
10
㎝

ほ
ど
の
と
こ
ろ
の
こ
と
と
い
わ
れ
て
い
る
。
竹
刀
の
場
合
に
は
最
も
力
が
有
効
に
作
用
す
る
刃
部
の
こ
と
で
、
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竹刀の各部名称
（『剣道試合・審判規則、同細則』より、全日本剣道連盟提供）

－ 26－

第１図　試合場（基準）

外　側 

境界線 

1.5 
メートル 

1.5 
メートル 

30～40センチメートル 

50センチ 
  メートル 

9～11メートル 

９
〜
11
メ
ー
ト
ル 

1.4 
メートル 

1.4 
メートル 

開
始
線 

開
始
線 中心 

第２図　竹刀各部の名称

（
つ
か
が
し
ら
） 

  
柄 
頭 

（
つ
か
） 

 

柄 

（
つ
ば
ど
） 

 

鍔
止
め 

（
つ
ば
） 

  

鍔 

（
つ
る
） 

  

弦 

（
な
か
ゆ
い
） 

 

中 

結 

（
さ
き
が
わ
） 

 

先 

革 

（
け
ん
せ
ん
） 

 

剣 

先 

  物 打 
（ものうち） 

刀身と拵
こしらえ

の各部名称
（『剣道指導要領』より、全日本剣道連盟提供）
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中
結
あ
た
り
か
ら
剣
先
に
か
け
て
の
と
こ
ろ
」
と
さ
れ
て
い
る（
2
）。

　

こ
の
ほ
か
に
も
、
日
本
刀
独
自
の
「
鎬
し
の
ぎ

」
の
部
分
を
生
か
し
た
技
法
が
、（
刃は

引び
き

や
木
刀
を
使
用
し
て
行
わ
れ

る
）「
日
本
剣
道
形
」
や
「
木
刀
に
よ
る
剣
道
基
本
技
稽
古
法
」
の
指
導
に
お
い
て
尊
重
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

は
、
刀
や
木
刀
と
違
い
構
造
的
に
明
確
に
は
鎬
と
い
う
部
分
を
持
た
な
い
竹
刀
を
使
用
す
る
日
々
の
稽
古
に
お

い
て
も
、
特
に
相
手
の
竹
刀
の
勢
い
を
削
ぐ
、
あ
る
い
は
方
向
を
変
え
る
目
的
で
使
わ
れ
る
払
い
・
す
り
上

げ
・
返
し
な
ど
の
技
術
に
お
い
て
、
鎬
に
相
当
す
る
部
分
を
意
識
し
て
行
う
こ
と
が
尊
ば
れ
、
実
際
に
そ
う
い

う
意
識
で
そ
れ
ら
の
技
術
を
行
う
と
、
合
理
的
か
つ
経
済
的
な
太
刀
筋
と
な
り
、
う
ま
く
で
き
る
場
合
が
多
い
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
剣
道
よ
り
も
「
刀
道
」
と
呼
ぶ
方
が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
も
思
え
て
く
る
が
、
剣

道
の
歴
史
に
お
い
て
は
あ
え
て
「
剣
」
の
字
を
尊
重
し
て
き
た
流
れ
が
あ
る
。

　
　
「
剣
」
と
「
刀
」
を
め
ぐ
っ
て

　

考
古
学
で
は
両
刃
の
も
の
を
「
剣
」、
片
刃
の
も
の
を
「
刀
」
と
し
て
い
る
。
一
般
的
に
も
（
平
家
伝
来
の

小こ
が
ら
す
ま
る

烏
丸
の
よ
う
に
例
外
的
な
も
の
も
中
に
は
あ
る
が
）
お
お
よ
そ
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
前

項
で
見
た
よ
う
に
、
剣
道
は
技
術
的
に
は
「
刀
」
の
流
れ
を
色
濃
く
汲
む
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
か
ら
言
え
ば
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「
刀
道
」
で
あ
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
剣
道
発
展
史
（
剣
術
→
撃
剣
→
剣
道
）
に
お
い
て
は
、

あ
え
て
「
剣
」
の
字
が
多
用
さ
れ
、
前
面
に
出
さ
れ
て
き
た（
3
）。

　

酒
井
利
信
氏
は
、
柳や
ぎ

生ゅ
う

新し
ん

陰か
げ

流
『
兵
法
家
伝
書
』
の
「
人
を
こ
ろ
す
刀
、
却か

え

而っ
て

人
を
い
か
す
つ
る
ぎ
也
」
に

つ
い
て
、「
万
人
を
苦
し
め
る
一
人
の
悪
人
を
殺
す
刀0

は
、
万
人
を
活
か
す
剣0

に
な
る
と
い
っ
た
『
活か

つ

人に
ん

剣け
ん

』
思

想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
剣
と
刀
、
明
ら
か
に
観
念
上
の
区
別
が
あ
り
、
特
に
剣
を
神
聖
視
す
る
見
方
が
あ

る
。
こ
う
い
っ
た
観
念
は
、
剣
術
に
広
く
浸
透
し
て
い
た
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
氏
は
そ
う
し
た
「
剣
の
観

念
」
の
ル
ー
ツ
が
我
が
国
の
神
話
に
あ
る
草
く
さ
な
ぎ

薙の
つ

剣る
ぎ

や
韴

ふ
つ
の

霊み
た

剣ま
の
つ
る
ぎ
、
お
よ
び
東
ア
ジ
ア
地
域
に
見
ら
れ
る
宝
剣
伝
説

に
由
来
し
、
剣
（
術
）
と
い
う
も
の
が
辟へ
き

邪じ
ゃ

（
邪
悪
を
排
除
す
る
）
の
要
素
を
持
ち
つ
つ
も
、
殺
人
技
術
で
は

な
く
「
人
を
活
か
す
つ
る
ぎ
」
の
道
と
な
り
、
人
間
形
成
の
道
に
成
り
得
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る（
4
）。

　

全
日
本
剣
道
連
盟
で
は
、
昭
和
50
（
１
９
７
５
）
年
に
「
剣
道
の
理
念
」
を
制
定
し
た
。
そ
の
理
念
は
、「
剣

道
は
剣
の
理
法
の
修
錬
に
よ
る
人
間
形
成
の
道
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
戦
後
の
剣
道
が
極
端
に
競
技
偏
重
と
な

り
、「
刀
の
観
念
」
や
人
間
形
成
的
側
面
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
危
機
感
か
ら
策
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
議
論
の
過
程
で
は
「
刀
」
と
い
う
言
葉
を
入
れ
る
べ
き
と
い
う
強
い
意
見
が
あ
っ
た
が
、
結
果
的
に

は
「
刀
の
理
法
」
で
は
な
く
「
剣
の
理
法
」
と
さ
れ
た（
5
）。

　

そ
の
後
、
平
成
19
（
２
０
０
７
）
年
に
全
日
本
剣
道
連
盟
は
「
剣
道
指
導
の
心
構
え
」
を
制
定
し
た
が
、
そ


