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明
治
���
年
記
念
第
��
回
国
際
武
道
文
化

セ
ミ
ナ
ー
（
主
催
＝
日
本
武
道
館
、
日
本

武
道
協
議
会
）
は
、
３
月
９
日
～
��
日
の

３
日
間
、日
本
武
道
館
研
修
セ
ン
タ
ー（
勝

浦
市
）
で
開
催
さ
れ
た
。
セ
ミ
ナ
ー
に
は

��
カ
国
か
ら
���
名
が
参
加
。
講
義
や
体
験

武
道
、
参
加
者
発
表
、
稽
古
な
ど
武
道
づ

く
め
の
３
日
間
と
な
っ
た
。

●
開
講
式　

三
藤
芳
生
日
本
武
道
館
常
任

理
事
・
事
務
局
長
が
挨
拶
し
、「
国
際
武

道
文
化
セ
ミ
ナ
ー
へ
の
参
加
を
心
よ
り
歓

迎
し
ま
す
。
武
道
は
日
々
の
修
練
を
通
し

て
、
自
己
を
よ
り
高
め
て
い
く
人
間
形
成

の
道
で
す
。
本
セ
ミ
ナ
ー
を
通
し
て
武
道

へ
の
理
解
を
一
層
深
め
、
実
り
あ
る
３
日

間
に
な
る
こ
と
を
切
望
い
た
し
ま
す
」
と

参
加
者
を
激
励
。
続
い
て
講
師
と
ス
タ
ッ

フ
が
紹
介
さ
れ
た
。

●
講
義
①　

開
講
式
が
終
わ
る
と
引
き
続

き
、竹
内
整
一
鎌
倉
女
子
大
学
教
授
の「
日

本
の
武
道
文
化
の
特
質
と
可
能
性
」
と
題

し
た
講
義
が
行
わ
れ
た
（
要
旨
別
掲
）。

●
実
技
研
修　

講
義
の
後
は
、
日
頃
稽
古

し
て
い
る
種
目
の
実
技
研
修
を
行
い
、
斯

道
一
流
の
講
師
の
指
導
の
下
、
�0
分
間
た

っ
ぷ
り
と
稽
古
に
汗
を
流
し
た
。

明治 150 年記念

第 30 回国際武道文化セミナー
国際色豊かに、35 カ国 112 名が参加

�

■
�
日
目
（
３
月
９
日
）
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よ
く
日
本
人
は
、「
今
度
結
婚
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
」
と
表
現
し
ま

す
。
自
分
で
決
断
し
た
の
だ
か
ら
「
結

婚
す
る
こ
と
に
し
た
」
と
い
う
べ
き
と

こ
ろ
で
す
。
こ
う
し
た
言
い
方
に
は
、

本
人
が
決
断
し
た
こ
と
で
も
、『
お
の

ず
か
ら
』
の
働
き
で
そ
う
な
っ
た
と
い

う
受
け
止
め
方
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
ま
す
。

　

思
想
家
の
二に
の

宮み
や

尊そ
ん

徳と
く

は
、「
人
の
生

き
る
道
と
は
、
自
分
み
ず
か
ら
の
努
力

と
、
自
然
お
の
ず
か
ら
の
働
き
、
こ
の

両
方
の
間
に
あ
る
」
と
説
い
て
い
ま

す
。
自
然
は
時
に
不
慮
不
測
の
猛
威
を
振

る
い
、
我
々
は
そ
れ
に
耐
え
、
で
き
る

限
り
の
努
力
、
工
夫
を
し
な
が
ら
な
お
、

自
然
お
の
ず
か
ら
の
働
き
に
従
っ
て
生

き
て
い
ま
す
。
哲
学
者
の
九く

鬼き
し

周ゅ
う

造ぞ
う

は

日
本
の
思
想
文
化
の
大
切
な
要
素
と
し

て
、「
自
然
、
意い

気き

、
諦て
い

念ね
ん

」
を
挙
げ
て

い
ま
す
。「
自
然
」
お
の
ず
か
ら
の
働
き

を
基
本
と
し
て
、
そ
れ
に
対
応
す
る
み
ず

か
ら
の
「
意
気
」、
そ
れ
ら
二
つ
を
合
わ

せ
た
「
諦
念
」
が
日
本
の
思
想
文
化
を
性

格
づ
け
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。

「
自
然
」
は
お
の
ず
か
ら
の
働
き
、「
意

気
」
は
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
起
き
た

と
き
に
一
心
を
賭
し
て
や
り
遂
げ
る

気
概
で
、
死
を
敢
然
と
引
き
受
け

る
「
意
気
」
に
は
「
諦
念
」
を
窺
う
か
が

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
諦
念
」

は
、「
明
ら
か
に
見
る
」
か
ら
き

て
お
り
、
明
ら
か
に
見
て
ど
う
に

も
な
ら
な
い
こ
と
を
、
敢
え
て
引
き
受

け
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
日
本
の
思
想
文
化
の

特
質
は
み
ず
か
ら
す
る
努
力
、
自
然
お
の

ず
か
ら
の
働
き
の
間
に
あ
る
と
受
け
止
め

ら
れ
ま
す
。
そ
こ
に
日
本
人
の
基
本
的
な

考
え
方
、
感
じ
方
が
見
出
せ
ま
す
。
そ
れ

ゆ
え
、
日
本
の
武
道
文
化
も
同
様
だ
と
捉

え
ら
れ
ま
す
。
九
鬼
周
造
は
、「
日
本
の

道
徳
の
理
想
に
は
お
の
ず
か
ら
の
自
然

と
い
う
こ
と
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
て

い
る
。
自
然
と
い
う
と
こ
ろ
に
い
か
な
け

れ
ば
、
道
徳
が
完
成
し
た
と
は
み
ら
れ
な

い
」と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
文
章
の「
道

徳
」
は
そ
の
ま
ま
「
武
道
」
に
置
き
換
え

ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　

日
本
の
武
道
は
、
最
終
的
に
、
お
の
ず

か
ら
な
る
自
然
と
な
ら
な
け
れ
ば
完
成
し

た
と
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
日

本
の
武
道
文
化
に
は
、
道
徳
や
宗
教
、
芸

術
の
思
想
文
化
な
ど
と
共
通
の
、
み
ず
か

ら
努
力
し
な
が
ら
、
つ
い
に
は
お
の
ず
か

ら
の
自
然
の
広
み
、
深
み
に
つ
な
が
っ
て

い
く
と
い
う
特
質
が
あ
り
、
そ
の
可
能
性

も
見
出
せ
る
の
で
す
。

♢
質
疑
応
答

2
「
こ
の
講
義
は
『
み
ず
か
ら
』
行
う
こ

と
に
し
た
の
か
、『
お
の
ず
か
ら
』
行
う

こ
と
に
な
っ
た
の
か
、ど
ち
ら
で
す
か
」

Ａ
「
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
自
ら
の
意
思

と
、
自
分
を
超
え
た
働
き
か
ら
な
っ
て

い
ま
す
。
私
は
、
も
と
も
と
日
本
思
想

を
研
究
し
て
、
月
刊
『
武
道
』
で
連
載

も
し
、
少
林
寺
拳
法
を
稽
古
し
て
い
ま

し
た
。
そ
の
自
分
の
意
思
と
、
武
道
館

の
人
た
ち
が
私
が
そ
れ
に
関
し
た
話
を

す
る
だ
ろ
う
と
い
う
期
待
を
し
た
、
そ

の
周
り
か
ら
の
働
き
の
間
に
こ
の
講
義

が
あ
る
わ
け
で
す
」

2
「
お
の
ず
か
ら
の
働
き
と
み
ず
か
ら

の
働
き
は
時
代
に
よ
っ
て
変
わ
る
の
で

し
ょ
う
か
」

Ａ
「
そ
れ
は
時
代
に
よ
っ
て
変
わ
り
ま

す
。
時
代
が
古
く
な
れ
ば
お
の
ず
か
ら

の
働
き
が
強
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
お

の
ず
か
ら
と
み
ず
か
ら
の
間
に
人
の
営

み
が
あ
る
の
は
ど
こ
の
国
で
も
同
じ
で

す
。
人
間
は
、
お
の
ず
か
ら
の
働
き
を

超
え
て
、
文
明
・
文
化
を
作
っ
て
き
ま

し
た
が
、
最
終
的
に
文
明
が
お
の
ず
か

ら
を
押
さ
え
つ
け
ら
れ
る
と
思
っ
て
い

た
の
が
間
違
い
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

が
、
東
日
本
大
震
災
で
明
ら
か
に
な
り

ま
し
た
」

■
講
義
①　

竹
内
整
一
氏
（
鎌
倉
女
子
大
学
教
授
）

「
日
本
の
武
道
文
化
の
特
質
と
可
能
性
」
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●
参
加
者
発
表　

２
日
目
は
８
時
�0
分
よ

り
「
武
道
の
魅
力
」
を
テ
ー
マ
に
参
加
者

４
名
に
よ
る
発
表
が
行
わ
れ
、
司
会
は
田

中
守
国
際
武
道
大
学
教
授
が
務
め
た
。

　

モ
ハ
メ
ッ
ド
・
志シ

覇ハ

武ブ

氏
、
デ
イ
ビ
ッ

ド
・
マ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ル
氏
、
ペ
ー
ル
・
フ

ル
ー
ド
氏
、
ラ
イ
オ
ー
ン
・
マ
カ
ヴ
ォ
イ

氏
の
順
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
考
え
る
「
武
道

の
魅
力
」
が
発
表
さ
れ
た
。

▽�

モ
ハ
メ
ッ
ド
・
志
覇
武
氏
（
シ
リ
ア
・

空
手
道
六
段
、
本
部
御
殿
手
五
段
）

「
日
本
に
来
て
�0
年
で
す
。
武
道
は
人
間

関
係
や
上
下
関
係
を
教
え
て
く
れ
る
教
育

シ
ス
テ
ム
で
す
。
武
道
は
ス
ポ
ー
ツ
で
は

な
い
の
で
、
五
輪
種
目
に
な
る
の
に
は
違

和
感
が
あ
り
ま
す
。
武
道
は
い
ろ
い
ろ
教

え
て
く
れ
る
教
育
法
だ
か
ら
で
す
。
決
し

て
武
道
を
ス
ポ
ー
ツ
に
し
て
は
い
け
な
い

と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
で
も
２
０
２

０
年
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
日
本
の
武
道
文

化
を
発
信
す
る
素
晴
ら
し
い
機
会
で
す
。

で
す
の
で
、
武
道
修
行
者
が
そ
の
た
め
に

で
き
る
こ
と
を
考
え
て
欲
し
い
で
す
」

▽�

デ
イ
ビ
ッ
ド
・
マ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ル
氏（
ア

メ
リ
カ
・
柔
道
五
段
）

「
日
本
の
こ
と
わ
ざ
で
、『
虎こ

穴け
つ

に
入
ら

ず
ん
ば
虎こ

子じ

を
得
ず
』
と
い
う
言
葉
が
あ

り
ま
す
。
西
郷
四
郎
と
い
う
柔
道
家
が
い

ま
す
が
、
彼
は
恐
れ
ず
に
攻
撃
を
し
続
け

る
柔
道
ス
タ
イ
ル
で
し
た
。
こ
れ
は
、
人

モハメッド・志覇武氏デイビッド・
マックフォール氏

ペール・フルード氏ライオーン・
マカヴォイ氏

�
■
�
日
目
（
３
月
��
日
）

生
で
も
同
じ
こ
と
が
言
え
ま
す
。
そ
れ

は
、
リ
ス
ク
を
取
ら
な
い
と
何
も
得
ら
れ

な
い
、
人
生
で
成
功
を
摑つ
か

め
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
私
は
柔
道
を
通
じ
て
そ
れ
を

学
び
、
リ
ス
ク
を
覚
悟
し
て
柔
道
の
専
門

誌
を
創
刊
し
ま
し
た
」

▽�

ペ
ー
ル
・
フ
ル
ー
ド
氏
（
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
・
弓
道
三
段
）

「
昔
、
剣
道
三
段
の
審
査
を
初
め
て
受
け

た
ら
不
合
格
で
し
た
。
そ
の
理
由
を
先
生

に
確
認
し
て
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
い
ま

し
た
。
た
だ
、
当
時
通
っ
て
い
た
道
場
は

初
心
者
の
道
場
だ
っ
た
の
で
合
格
す
る
た

め
の
練
習
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か

し
、
そ
れ
で
も
自
分
の
こ
と
は
置
い
て
、

初
心
者
に
ず
っ
と
教
え
て
い
た
ら
合
格
で

き
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
人
の
こ
と
を
考
え

て
行
動
し
た
結
果
な
の
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
。
千
回
戦
っ
て
千
回
勝
つ
喜
び
よ
り
も

自
分
の
悩
み
を
ひ
と
つ
克
服
す
る
方
が
大

き
な
喜
び
が
得
ら
れ
る
。
そ
れ
が
武
道
の

魅
力
で
す
」

▽�

ラ
イ
オ
ー
ン
・
マ
カ
ヴ
ォ
イ
氏
（
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
・
合
気
道
四
段
）

「
合
気
道
、
テ
コ
ン
ド
ー
、
空
手
道
、
プ

ロ
レ
ス
、
キ
ッ
ク
ボ
ク
シ
ン
グ
な
ど
様
々

な
武
道
や
格
闘
技
を
や
っ
て
き
ま
し
た
。

中
で
も
合
気
道
が
と
て
も
好
き
な
の
で
す

が
、
合
気
道
の
本
当
の
良
さ
が
分
か
っ
た

の
は
、
そ
こ
か
ら
離
れ
て
別
の
こ
と
を
い

ろ
い
ろ
や
っ
た
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
、
自

分
の
や
っ
て
い
る
も
の
を
よ
り
楽
し
み
、

理
解
す
る
た
め
に
他
の
と
こ
ろ
か
ら
イ
ン

ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
る
こ
と
が
大
切
だ

と
思
い
ま
す
」

　

最
後
に
司
会
の
田
中
守
教
授
が
「
武
道

の
魅
力
と
は
、『
道
』
と
は
何
か
と
い
う

こ
と
を
自
分
自
身
が
体
験
し
て
感
じ
と
る

こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
ま
と
め

て
、
参
加
者
発
表
を
締
め
く
く
っ
た
。

●
講
義
②　

�0
分
の
休
憩
の
後
、
岡
﨑
廣

志
全
日
本
弓
道
連
盟
参
与
・
範
士
八
段
が

「
武
道
・
弓
道
の
魅
力
」
と
題
し
た
講
義

を
行
っ
た
（
要
旨
別
掲
）。

参加者発表の様子



5 月刊「武道」　2018．5

　

試
合
で
相
手
を
し
て
く
れ
た
方
に
勝

っ
た
か
ら
と
い
っ
て
相
手
が
下
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
自
分
の
力
を
試
す
試
合
で

相
手
に
敬
意
を
表
す
。
敬
意
を
表
す
こ

と
を
忘
れ
た
ら
、
そ
れ
は
も
う
武
道
で

は
な
く
な
る
と
思
い
ま
す
。

♢
質
疑
応
答

2
「
日
本
人
以
外
で
も
、『
弓
道
は
仁

の
道
な
り
』
を
理
解
す
る
た
め
の
ヒ
ン

ト
を
く
だ
さ
い
」

Ａ
「
日
本
人
で
も
、
全
員
が
理
解
し
て

い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
経
験
を

積
み
重
ね
て
『
仁
の
道
』
を
自
分
で
理

解
す
る
し
か
な
い
と
思
い
ま
す
」

　

弓
道
に
は
他
の
武
道
と
違
う
大
き
な

特
徴
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
直
接
闘

う
相
手
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

的
を
相
手
に
競
技
を
し
ま
す
。
こ
れ
が

曲
者
で
す
。
何
故
か
と
い
う
と
的
は
動

か
な
い
か
ら
で
す
。
動
く
の
は
自
分
な

の
で
す
。

　

人
間
が
相
手
で
あ
れ
ば
、
動
い
た
り

迷
っ
た
り
、失
敗
も
し
ま
す
。し
か
し
、

的
は
不
動
で
す
。
的
に
隙
は
生
ま
れ
ま

せ
ん
。
だ
か
ら
、
ど
ん
な
こ
と
を
し
て

も
的
に
は
勝
て
ま
せ
ん
。
こ
う
申
し
上

げ
る
と
、
弓
道
を
学
ん
で
い
る
人
は
精

神
的
に
強
い
と
誤
解
さ
れ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
違
い
ま
す
。

　

的
は
攻
め
て
こ
な
い
の
で
、
逆
に
自

分
に
甘
え
て
言
い
訳
が
で
き
て
し
ま
う

の
で
す
。
だ
か
ら
自
分
で
自
分
を
律
し
、

自
分
に
勝
た
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
人
は

ど
う
し
て
も
自
分
に
甘
く
な
り
が
ち
で

す
。
そ
れ
が
弓
道
の
恐
い
と
こ
ろ
で
す
。

「
会か
い

」
の
状
態
に
な
る
と
様
々
な
煩ぼ
ん

悩の
う

が

押
し
寄
せ
て
き
ま
す
。
誰
で
も
「
当
て
た

い
」「
褒
め
ら
れ
た
い
」「
失
敗
し
た
く
な

い
」
と
思
い
ま
す
。
大
会
で
優
勝
が
か
か

っ
て
い
る
時
な
ど
は
特
に
そ
う
で
す
。
だ

か
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
人
は
こ
こ
が
勝
負

な
の
で
す
。
練
習
で
は
で
き
る
け
ど
、

大
き
な
試
合
で
は
で
き
な
い
と
い

う
こ
と
に
も
な
る
の
で
す
。

　

私
が
そ
う
い
う
時
に
自
分
に

言
い
聞
か
せ
る
の
は
、
最
悪
を

覚
悟
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
失

敗
し
て
も
命
ま
で
は
と
ら
れ
な
い
だ
ろ

う
」
と
考
え
ま
す
。
弓
を
引
い
て
い
る
時

に
、
こ
こ
で
離
せ
ば
当
た
る
と
い
う
こ
と

が
分
か
る
場
所
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

そ
こ
で
離
す
と
、
そ
れ
は
た
だ
の
当
て
弓

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
時
に
出
て

く
る
い
ろ
い
ろ
な
気
持
ち
を
我
慢
す
る
こ

と
が
重
要
な
の
で
す
。
だ
か
ら
早
く
弓
を

射
る
こ
と
が
戒
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
が
、
当
て
れ
ば
い
い
ス
ポ
ー
ツ
と
の

違
い
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
弓

道
は
「
精
神
格
闘
技
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。
現
代
で
は
、
弓
は
戦
争
で
使
え
な
い

し
、
狩
り
に
も
使
い
ま
せ
ん
。
精
神
を
鍛

え
る
た
め
の
道
具
な
の
で
す
。

「
弓
道
は
仁
の
道
な
り
」
と
い
う
言
葉
が

あ
り
ま
す
。「
仁
の
道
」
は
、
鍛
え
た
精

神
や
強
さ
で
人
を
圧
し
た
り
、
い
じ
め
る

の
で
は
な
く
、
弱
い
人
に
手
を
差
し
伸
べ

る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
自
分
が
本
当
に
強

け
れ
ば
弱
い
人
を
い
じ
め
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
武
道
に
携
わ
る
人
は
こ
れ
に
一

番
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

国
際
弓
道
連
盟
に
は
「
和
を
も
っ
て
世
界

を
結
ぶ
弓
の
道
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が

あ
り
ま
す
。
弱
い
立
場
の
人
に
基
準
を
合

わ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
な
け

れ
ば
、
強
い
立
場
の
人
の
発
言
が
強
く
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
。

■
講
義
②　

岡
﨑
廣
志
氏
（
全
日
本
弓
道
連
盟
参
与
）

「
武
道
・
弓
道
の
魅
力
」
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■
講
師
演
武
会

●
講
師
演
武
会　

午
後
は
講
師
演
武
会
が

行
わ
れ
、
弓
道
、
合
気
道
、
柔
道
、
相

撲
、
空
手
道
、
銃
剣
道
、
な
ぎ
な
た
、
少

林
寺
拳
法
、
剣
道
の
順
に
演
武
が
披
露
さ

れ
た
。
セ
ミ
ナ
ー
参
加
者
は
カ
メ
ラ
、
ビ

デ
オ
を
手
に
、
一
流
の
講
師
に
よ
る
演
武

を
見
学
。
各
道
の
迫
力
溢
れ
る
演
武
に
時

折
感
嘆
の
声
も
あ
が
る
な
ど
、
熱
心
に
見

入
っ
て
い
る
様
子
だ
っ
た
。

●
体
験
武
道　

日
頃
稽
古
し
て
い
な
い
武

道
を
経
験
す
る
稽
古
会
、
体
験
武
道
が
行

わ
れ
た
。
参
加
者
は
慣
れ
な
い
動
き
に
戸

惑
い
な
が
ら
も
講
師
の
熱
の
こ
も
っ
た
指

導
に
耳
を
傾
け
た
。
参
加
者
は
未
経
験
の

種
目
に
一
生
懸
命
取
り
組
み
、
明
る
い
雰

囲
気
で
稽
古
は
行
わ
れ
た
。
�0
分
の
稽
古

時
間
が
あ
っ
と
い
う
間
に
終
わ
る
と
、
１

回
目
と
は
違
う
種
目
を
選
択
し
て
２
回
目

の
体
験
武
道
が
行
わ
れ
た
。

●
懇
親
会　

こ
の
日
の
夜
に
は
懇
親
会
が

開
催
さ
れ
た
。
髙
見
令
英
国
際
武
道
大
学

学
長
、
平
井
正
人
天
然
理
心
流
剣
術
第
十

代
宗
家
の
挨
拶
に
続
い
て
、
剣
道
の
網
代

忠
宏
講
師
が
乾
杯
の
発
声
を
行
い
、
懇
親

会
が
ス
タ
ー
ト
。
参
加
者
は
共
に
武
道
を

学
ぶ
仲
間
と
国
を
超
え
て
幅
広
く
交
流

し
、
武
道
談
義
に
も
大
い
に
花
が
咲
き
、

賑
や
か
な
夜
と
な
っ
た
。

■
懇
親
会

剣　道

空手道 合気道

熱心に見学する参加者

網代忠宏講師（左）の発声で乾杯
髙見令英

国際武道大学学長懇親会の様子
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剣　道

少林寺拳法

なぎなた 弓　道

空手道相　撲

柔　道

合気道銃剣道

■
体
験
武
道
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●
天
然
理
心
流
剣
術
講
義
・
演
武
会
及
び

体
験
会　

８
時
�0
分
よ
り
天
然
理
心
流
剣

術
の
講
義
、
演
武
及
び
体
験
会
が
行
わ
れ

た
。

　

ま
ず
平
井
正
人
天
然
理
心
流
剣
術
第
十

代
宗
家
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
を
用
い
て
流

派
の
歴
史
、
特
徴
を
説
明
。
続
い
て
参
加

者
は
模
範
演
武
を
見
学
し
た
後
に
、
流
派

の
代
表
的
な
型
で
あ
る
表
木
刀
の
型
を
体

験
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
真
剣
を
想
定
し
た

模範演武

重
量
（
１
・
̐
〜
２
㎏
）
の
あ
る
太
い
木

刀
を
用
い
る
と
こ
ろ
、
本
数
の
関
係
で
通

常
の
木
刀
を
使
用
し
て
稽
古
を
実
施
し

た
。
最
後
は
希
望
者
を
募
り
、
本
来
の
太

い
木
刀
を
使
用
し
た
形
を
体
験
し
た
。

●
閉
講
式　

古
武
道
体
験
の
あ
と
は
閉
講

式
が
行
わ
れ
、
第
１
回
か
ら
参
加
し
て
い

る
ラ
ン
デ
ィ
・
チ
ャ
ネ
ル
さ
ん（
カ
ナ
ダ
）

に
修
了
証
が
授
与
さ
れ
た
。

　

最
後
に
、
吉
野
喜
信
日
本
武
道
館
振
興

部
長
が
閉
会
の
挨
拶
を
し
て
無
事
に
全
日

程
が
終
了
し
た
。

指導を行う平井正人宗家

全員で記念撮影

本来の太い木刀を使った形の体験

�
■
３
日
目
（
３
月
��
日
）



� 月刊「武道」　2018．5

黒
澤
シ
ニ
ッ
カ
さ
ん
（
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
）

■
参
加
者
の
感
想

フ
ラ
ン
シ
ス
コ・エ
ス
テ
ベ
ス
さ
ん（
ス
ペ
イ
ン
）

【
特
別
講
師
】

竹
内
整
一
（
鎌
倉
女
子
大
学
教
授
）

岡
﨑
廣
志
（
全
日
本
弓
道
連
盟
参
与
）

平
井
正
人
（
天
然
理
心
流
剣
術
第
十
代
宗
家
）

【
主
任
講
師
・
講
師
】

柔
道　

小
俣
幸
嗣
八
段
、石
井
兼
輔
七

段
、越
野
忠
則
七
段
、大
島
修
次
七
段

剣
道　

網
代
忠
宏
範
士
八
段
、
井
島
章

教
士
八
段
、
丸
橋
利
夫
教
士
八
段
、

岩
切
公
治
教
士
八
段

弓
道　

久
保
田
清
範
士
八
段
、
土
佐
正

明
教
士
八
段

相
撲　

伊
東
良
五
段
、
菊
池
大
史
芽
三

段
、
渡
邉
晋
太
郎
二
段

空
手
道　

岡
林
俊
雄
範
士
八
段
、
渡
邉

純
一
錬
士
七
段

合
気
道　

金
澤
威
七
段
、
森
智
洋
六
段

少
林
寺
拳
法　

合
田
雅
彦
正
範
士
七
段
、

村
瀨
晃
啓
准
範
士
六
段

な
ぎ
な
た　

小
野
恭
子
範
士
、
梅
原
敬

子
錬
士

銃
剣
道　

佐
藤
亨
範
士
八
段
、
小
川
功

範
士
八
段

【
講
師
助
手
（
天
然
理
心
流
剣
術
）】

平
本
輝
彦
、
小
林
恵
子
、
須
田
英
宏
、

時
田
由
記
、
常
田
貞
行

【
参
加
者
発
表
司
会
者
】

田
中
守
（
国
際
武
道
大
学
教
授
）

【
通
訳
者
】

ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
ベ
ネ
ッ
ト
（
ニ
ュ

ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・
関
西
大
学
教
授
）

シ
ョ
ー
ン
・
オ
コ
ネ
ル
（
ニ
ュ
ー
ジ
ー

ラ
ン
ド
・�

南
山
大
学
教
授
）

ブ
ル
ー
ス
・
フ
ラ
ナ
ガ
ン
（
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
・
開
智
国
際
大
学
専
任
講
師
）

ソ
リ
ド
ー
ワ
ル
・
マ
ー
ヤ
（
ド
イ
ツ
・

津
田
塾
大
学
専
任
講
師
）

（
敬
称
略
）

「
20
回
目
の
参
加
で

す
。
体
験
武
道
が
と

て
も
良
か
っ
た
で

す
。
相
撲
を
や
り
ま

「
空
手
四
段
で
す
。

５
回
目
の
参
加
に
な

り
ま
す
。
今
回
も
素

晴
ら
し
い
先
生
に
講

義
を
し
て
も
ら
い
、
い
ろ
い
ろ
学
ぶ
こ
と

が
で
き
て
感
謝
し
て
い
ま
す
。
セ
ミ
ナ
ー

で
出
会
っ
た
友
達
と
再
会
し
た
り
、
世
界

の
武
道
の
現
状
を
先
生
に
聞
く
こ
と
が
、

こ
の
セ
ミ
ナ
ー
の
楽
し
み
で
す
」

デ
ル
フ
ォ
・
キ
ス
ペ
さ
ん
（
ボ
リ
ビ
ア
）

て
い
ま
す
。
セ
ミ
ナ
ー
に
は
講
道
館
の
先

生
に
話
を
聞
い
て
申
し
込
み
ま
し
た
。
セ

ミ
ナ
ー
を
通
じ
た
国
際
的
な
交
流
が
と
て

も
良
か
っ
た
で
す
ね
。
講
義
と
稽
古
の
バ

ラ
ン
ス
も
良
く
と
れ
て
い
ま
し
た
。
日
本

の
武
道
は
素
晴
ら
し
い
も
の
だ
と
思
い
ま

す
。
日
本
の
指
導
者
の
先
生
が
外
国
人

の
普
及
に
今
以
上
に
力
を
入
れ
て
く
れ
れ

ば
、
そ
の
家
族
や
子
供
に
も
伝
わ
っ
て
も

っ
と
広
ま
る
と
思
い
ま
す
」

「
初
参
加
で
す
。
昨

年
４
月
に
柔
道
を
始

め
て
今
は
３
級
で

す
。
黒
帯
を
目
指
し

し
た
が
、
生
徒
同
士
、
素
人
目
線
で
優
し

く
教
え
あ
え
ま
し
た
。
セ
ミ
ナ
ー
で
は
友

人
た
ち
と
集
ま
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
新
し
い

こ
と
を
学
べ
る
点
が
魅
力
で
す
」

フ
ァ
イ
ク・モ
ハ
メ
ド
さ
ん（
ス
リ
ラ
ン
カ
）

「
７
回
目
の
参
加
で

す
。
仕
事
で
中
断
し

て
い
た
武
道
を
再
開

し
た
い
と
思
い
参
加

し
ま
し
た
。
合
気
道
を
約
�0
年
続
け
て
い

て
今
は
四
段
で
す
。
先
生
に
稽
古
で
ア
ド

バ
イ
ス
を
も
ら
え
た
の
で
よ
か
っ
た
で

す
。
体
験
武
道
の
少
林
寺
拳
法
で
合
気
道

と
似
た
関
節
技
を
や
っ
て
、
関
係
が
感
じ

ら
れ
て
楽
し
か
っ
た
で
す
」

心ٕମ ਓをҭͯΔ૯߹ࢽ
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第
��
回
全
国
高
等
学
校
柔
道
選
手
権
大

会
は
３
月
��
日
（
個
人
戦
）・
��
日
（
団

体
戦
）
に
日
本
武
道
館
で
開
催
さ
れ
た
。

　

男
子
団
体
戦
決
勝
で
は
、
国
士
舘
（
東

京
）
が
天
理
（
奈
良
）
を
逆
転
の
末
に
降

し
、
３
年
ぶ
り
９
回
目
の
頂
点
に
立
っ

た
。
女
子
団
体
戦
決
勝
で
は
、
夙
し
ゅ
く

川が
わ

学
院

（
兵
庫
）
が
帝
京
（
東
京
）
と
の
接
戦
を

制
し
２
連
覇
の
栄
冠
に
輝
い
た
。

　

男
子
個
人
戦
無
差
別
で
は
、
天
理
（
奈

良
）
の
中な
か

野の

寛か
ん

太た

が
優
勝
。
女
子
個
人
戦

��
㎏
級
で
は
比
叡
山
（
滋
賀
）
の
芳よ
し

田だ

真さ
な

が
優
勝
し
た
。

　

52
チ
ー
ム
に
よ
る
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
方

式
、試
合
時
間
は
３
分
（
決
勝
は
４
分
）、

各
チ
ー
ム
５
名
の
体
重
無
差
別
に
よ
る
勝

ち
抜
き
試
合
に
よ
り
、
競
わ
れ
た
。

　

決
勝
は
、
３
年
ぶ
り
の
優
勝
を
狙
う
国

士
舘
（
東
京
）
と
、
４
回
戦
で
昨
年
優
勝

の
桐
蔭
学
園
を
破
り
、
第
６
回
大
会
以
来

の
悲
願
の
優
勝
を
狙
う
天
理
（
奈
良
）
と

の
対
決
と
な
っ
た
。

　

先
鋒
戦
、
国
士
舘
・
藤
永
と
天
理
・
井

上
の
対
戦
で
は
、
終
了
間
際
、
藤
永
が
井

上
か
ら
送
足
払
で
技
有
を
奪
っ
て
勝
利
。

　

続
く
、
天
理
・
水
上
と
の
戦
い
は
、
水

上
が
藤
永
か
ら
内
股
透
の
技
有
を
奪
っ

て
、
勝
負
は
振
り
出
し
に
戻
っ
た
。

　

国
士
舘
・
安
藤
対
天
理
・
水
上
戦
は
、

安
藤
が
小
外
掛
を
放
っ
て
一
本
勝
ち
し
、

再
び
国
士
舘
が
リ
ー
ド
す
る
。

　

次
い
で
国
士
舘
・
安
藤
の
相
手
は
天

理
・
池
田
。
安
藤
は
左
内
股
を
繰
り
出
し

こ
れ
が
技
有
と
な
る
。
安
藤
は
２
人
抜
き

を
果
た
し
て
さ
ら
に
リ
ー
ド
を
広
げ
る
。

　

前
日
に
個
人
戦
（
無
差
別
級
）
を
制
し

た
天
理
・
中
野
が
こ
こ
で
登
場
。
昨
年
の

高
校
総
体
100
㎏
超
級
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
で
も

国
士
舘
︵
東
京
︶︑
夙
川
学
院
︵
兵
庫
︶
が
頂
点
に
立
つ

ஂମઓ 第
40
回
全
国
高
等
学
校
柔
道
選
手
権
大
会

男子団体決勝＝斉藤立（国士舘・大将）が植岡虎太郎（天理・大将）を内股で降す

●
男
子

●
女
子

団
体
戦（
��
日
）

男
子
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堂
々
と
渡
り
合
う
。
斉
藤
は
中
野
の
奥
襟

を
し
っ
か
り
摑つ
か

ん
で
、
大
内
刈
と
大
外
刈

で
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
。
斉
藤
の
圧
力
に

押
さ
れ
た
中
野
に
指
導
１
が
与
え
ら
れ

る
。
開
始
１
分
1�
秒
、
斉
藤
は
中
野
に
組

み
勝
つ
と
、
父
直
伝
の
体
落
を
放
ち
、
中

野
の
背
を
地
に
着
け
て
一
本
勝
。
勝
負
の

行
方
は
大
将
同
士
の
対
決
へ
。

　

優
勝
が
か
か
る
注
目
の
一
戦
、
天
理
・

植
岡
は
、
勢
い
に
乗
る
斉
藤
に
果
敢
に
挑

む
が
、
開
始
わ
ず
か
��
秒
、
斉
藤
は
植
岡

に
豪
快
な
内
股
を
決
め
て
畳
に
沈
め
、
勝

負
あ
り
。
斉
藤
の
値
千
金
の
活
躍
に
会
場

が
大
き
く
ど
よ
め
い
た
。

　

国
士
舘
は
最
後
ま
で
も
つ
れ
た
天
理
と

の
激
闘
を
制
し
、
３
年
ぶ
り
９
回
目
の
優

勝
を
飾
っ
た
。

�

国
士
舘（
東
京
）１
人
残
し
天
理（
奈
良
）

藤
永
龍
太
郎

技　

有　

井
上　

直
弥

藤
永
龍
太
郎　

技　

有

水
上　

世
嵐

安
藤　

稀
梧
○
小
外
掛　

水
上　

世
嵐

安
藤　

稀
梧

技　

有　

池
田　

凱
翔

安
藤　

稀
梧　

大　

腰
○
中
野　

寛
太

道
下　

新
大　
支
釣
込
足
○
中
野

寛
太

酒
井　
　

陸　

小
外
掛
○
中
野　

寛
太

斉
藤　
　

立
○
体　

落　

中
野　

寛
太

斉
藤　
　

立
○
内　

股　

植
岡
虎
太
郎

あ
る
中
野
が
反
撃
を
開
始
す
る
。
試
合
開

始
わ
ず
か
��
秒
、
安
藤
を
大
腰
で
破
っ
て

勝
利
。

　

続
く
国
士
舘
・
道
下
戦
で
、
中
野
は
電

光
石
火
の
支
釣
込
足
を
決
め
て
一
本
勝
。

　

さ
ら
に
、
国
士
舘
・
酒
井
と
対
戦
。
中

野
は
、
中
盤
に
小
外
掛
を
仕
掛
け
て
一
本

男子団体決勝（国士舘・藤永と天理・井上の試合）
＝藤永龍太郎（手前）が送足払で技有

男子団体決勝（国士舘・安藤と天理・水上の
試合）＝安藤稀梧（左）が小外掛で一本

男子団体決勝（国士舘・斉藤対天理・中野）
＝斉藤立（下）が体落で一本勝

男子団体決勝（天理・中野と国士舘・安藤の試合）
＝中野寛太（上）の大腰が決まる

勝
。
３
人
抜
き
を
達
成
し
て
形
勢
逆
転
と

な
り
、
会
場
を
大
い
に
沸
か
せ
る
。

　

こ
こ
で
8�
年
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
五
輪
と
88

年
ソ
ウ
ル
五
輪
金
メ
ダ
リ
ス
ト
の
故
・
斉

藤
仁
氏
の
息
子
で
、
１
年
生
な
が
ら
大
将

を
務
め
る
国
士
舘
・
斉
藤
立た
つ
るが
登
場
。
華

麗
な
３
人
抜
き
を
見
せ
た
中
野
に
対
し
て

◎
優
勝
＝
国
士
舘
・
岩
渕
公
一
監
督

「
今
大
会
で
は
、
気
持
ち
を
い
か
に
出
し

て
波
に
乗
れ
る
か
が
大
事
で
し
た
。
斉
藤

の
体
落
が
決
ま
り
、
見
事
優
勝
を
呼
び
込

ん
で
く
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
こ
ぞ
と
い

う
時
に
間か
ん

髪は
つ

入
れ
ず
に
内
股
を
決
め
ら
れ

た
の
は
良
か
っ
た
で
す
。つ
ま
先
、組
手
、

技
出
し
の
順
番
を
大
事
に
す
る
よ
う
に
言

い
続
け
て
、
そ
の
成
果
が
決
勝
で
現
れ
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

課
題
は
寝
技
を
し
つ
こ
く
狙
う
選
手
が

い
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
ま
だ
ま
だ
国
士

舘
ら
し
く
な
い
で
す
。

　

本
大
会
で
は
、
天
理
が
し
ぶ
と
か
っ
た

で
す
ね
。
ま
た
、
東
海
大
相
模
と
桐
蔭
学

園
に
は
怪
我
人
が
い
ま
し
た
の
で
、
高
校

総
体
で
は
状
況
が
変
わ
る
で
し
ょ
う
」

◎
優
勝
＝
国
士
舘
・
斉
藤
立た
つ
る選
手

「
や
っ
た
！　

と
い
う
気
持
ち
で
す
。
苦

労
を
か
け
た
お
母
さ
ん
に
は
感
謝
し
て
も

し
き
れ
ま
せ
ん
。ま
た
、応
援
し
て
く
れ
た

皆
と
毎
日
何
百
本
と
受
け
て
く
れ
た
同
級

生
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。
今
年
は
絶
対
誰

に
も
負
け
ず
に
団
体
戦
も
個
人
戦
も
優
勝

し
た
い
で
す
。
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
も

出
て
優
勝
し
て
恩
返
し
を
し
た
い
で
す
。

将
来
は
日
本
を
背
負
っ
て
闘
っ
た
お
父
さ

ん
み
た
い
な
選
手
に
な
り
た
い
で
す
」
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�8
チ
ー
ム
に
よ
る
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
方

式
、試
合
時
間
は
３
分
（
決
勝
は
４
分
）、

各
チ
ー
ム
３
名
の
体
重
別
（
先
鋒
52
㎏
以

下
、
中
堅
��
㎏
以
下
、
大
将
無
差
別
）
に

よ
る
点
取
り
試
合
に
よ
り
、
競
わ
れ
た
。

　

決
勝
は
、２
連
覇
を
狙
う
夙
川
学
院（
兵

庫
）
と
初
優
勝
を
摑
み
た
い
帝
京
（
東
京
）

と
の
対
戦
と
な
っ
た
。

　

先
鋒
戦
は
、
前
日
の
個
人
戦
�8
㎏
級
で

準
優
勝
の
夙
川
・
村
川
と
、
個
人
戦
52
㎏

級
優
勝
の
帝
京
・
大
森
と
の
対
決
。
試
合

は
大
森
が
優
位
な
状
態
で
試
合
を
運
び
、

村
川
が
組
ま
な
い
と
し
て
指
導
１
、
そ
の

後
も
ク
ロ
ス
グ
リ
ッ
プ
で
指
導
２
が
与
え

ら
れ
る
。
そ
の
ま
ま
時
間
終
了
と
な
り
、

死
に
闘
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
優
勝
を
摑

み
取
っ
た
こ
と
は
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま

す
。
今
ま
で
阿
部
と
金
が
い
る
か
ら
と
、

ど
こ
か
で
驕お
ご

り
と
油
断
が
大
き
か
っ
た
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
」

◎
優
勝
＝
夙
川
学
院
・
金キ
ム

知チ

秀ス

選
手

「
阿
部
が
出
な
か
っ
た
か
ら
負
け
た
と
は

言
わ
せ
た
く
な
か
っ
た
で
す
。
２
連
覇
で

き
る
の
は
夙
川
し
か
な
い
と
み
ん
な
の
気

合
い
が
す
ご
く
入
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
結

果
に
つ
な
が
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
帝

京
は
先
鋒
と
大
将
に
優
勝
者
が
い
た
の

で
、
自
分
が
取
ら
な
い
と
こ
の
試
合
は
不

利
だ
と
思
い
ま
し
た
。
団
体
で
高
校
総
体

優
勝
、
個
人
は
（
韓
国
代
表
と
し
て
）
９

月
の
世
界
選
手
権
を
頑
張
り
た
い
で
す
」

　

男
女
と
も
、
体
重
別
４
階
級
と
無
差
別

の
５
部
門
、
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
方
式
に
よ

り
、
試
合
時
間
は
３
分
間
、
時
間
内
に
勝

負
が
決
し
な
い
場
合
は
時
間
無
制
限
の
Ｇ

Ｓ
（
ゴ
ー
ル
デ
ン
ス
コ
ア
）
に
よ
り
、
競

わ
れ
た
。

▽
��
㎏
級

　

決
勝
は
、近
藤
隼
斗（
佐
賀
・
佐
賀
工
業
）

女子団体決勝・中堅戦＝金知秀（夙川学院・上）が大内刈で技有を奪う

女
子

個
人
戦（
��
日
）

男
子

大
森
が
僅
差
で
勝
利
し
た
。

　

中
堅
戦
、
夙
川
・
金キ
ム

と
帝
京
・
三
谷
の

対
戦
は
、
前
半
、
三
谷
が
消
極
的
姿
勢
で

指
導
を
２
つ
重
ね
る
。
金
は
寝
技
を
積
極

的
に
狙
っ
て
い
く
。
試
合
は
徐
々
に
金
の

ペ
ー
ス
と
な
り
、
金
は
��
秒
に
大
内
刈
を

仕
掛
け
て
技
有
。
さ
ら
に
２
分
８
秒
に
一

本
背
負
投
で
技
有
を
奪
っ
て
試
合
終
了
。

金
は
内
容
差
で
逆
転
を
果
た
し
た
。

　

大
将
戦
は
、
夙
川
・
吉
峰
対
帝
京
・
髙

橋
。
吉
峰
は
先
に
仕
掛
け
て
、
個
人
戦
無

差
別
覇
者
の
髙
橋
を
封
じ
る
。
し
か
し
、

追
い
込
ま
れ
た
髙
橋
は
負
け
じ
と
積
極
的

に
支
釣
込
足
で
攻
め
る
。
終
盤
、
組
ま
な

い
と
し
て
吉
峰
に
指
導
が
与
え
ら
れ
て
、

そ
の
ま
ま
試
合
は
終
了
。

　

夙
川
学
院
が
、
勝
数
同
等
で
、
内
容
差

に
よ
り
２
連
覇
を
達
成
し
た
。

�

夙
川
学
院（
兵
庫
）　

①
ー
１　

帝
京
（
東
京
）

村
川
実
葉
瑠　

僅　

差

大
森　

生
純

金　
　

知
秀

技　

有　

三
谷　
　

桜

吉
峰
芙
母
絵　

引　

分　

髙
橋　

瑠
璃

◎
優
勝
＝
夙
川
学
院
・
松
本
純
一
郎
監
督

「
阿
部
（
詩
）
を
起
用
し
て
い
な
い
の
で

非
常
に
苦
し
か
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、

彼
女
た
ち
が
結
果
を
出
さ
な
け
れ
ば
と
必
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と
松
田
淳
希
（
和
歌
山
・
初
芝
橋
本
）
の

対
戦
と
な
っ
た
。
松
田
が
指
導
１
で
、
Ｇ

Ｓ
に
突
入
。近
藤
は
攻
め
の
手
を
緩
め
ず
、

消
極
的
と
み
な
さ
れ
た
松
田
が
反
則
負
と

な
り
、
近
藤
が
優
勝
し
た
。

▽
��
㎏
級

　

決
勝
に
残
っ
た
の
は
、
昨
年
覇
者
の
西

願
寺
哲
平（
埼
玉
・
埼
玉
栄
）と
松
村
士（
東

京
・
足
立
学
園
）。
西
願
寺
は
、
開
始
２

分
�5
秒
で
松
村
に
腕
挫
十
字
固
を
決
め
、

一
本
勝
で
連
覇
を
果
た
し
た
。

◎
西
願
寺
哲
平
選
手
（
埼
玉
・
埼
玉
栄
）

「
去
年
と
同
じ
よ
う
に
は
い
か
な
い
と
は

思
っ
て
い
ま
し
た
。厳
し
い
戦
い
で
し
た
」

▽
��
㎏
級

　

中
村
洸
登
（
奈
良
・
天
理
）
と
内
村
秀

資
（
大
阪
・
東
海
大
学
付
属
仰
星
）
の
決

勝
。終
盤
、中
村
が
裏
投
で
技
有
を
と
り
、

勝
負
あ
り
。
中
村
が
優
勝
を
果
た
し
た
。

▽
��
㎏
級

　

決
勝
は
、竹
市
大
祐
（
福
岡
・
大
牟
田
）

と
板
東
虎
之
輔
（
千
葉
・
木
更
津
総
合
）

の
顔
合
せ
。
互
い
に
技
に
よ
る
ポ
イ
ン
ト

が
な
く
Ｇ
Ｓ
に
移
る
。
攻
勢
に
出
た
の
は

竹
市
。
３
分
が
経
過
、
小
外
掛
で
一
本
を

と
り
、
勝
利
を
収
め
た
。

▽
無
差
別

　

決
勝
は
、
昨
年
高
校
総
体
100
㎏
超
級
チ

ャ
ン
ピ
オ
ン
の
中
野
寛
太（
奈
良
・
天
理
）

と
昨
年
の
カ
デ
、
高
校
総
体
�0
㎏
級
チ
ャ

ン
ピ
オ
ン
の
村
尾
三
四
郎
（
神
奈
川
・
桐

蔭
学
園
）
の
対
戦
。
体
重
差
は
�0
㎏
。
互

い
に
技
が
決
ま
ら
ず
、
試
合
は
Ｇ
Ｓ
に
突

入
。
中
野
が
鮮
や
か
な
大
内
返
で
村
尾
を

畳
に
沈
め
て
一
本
勝
し
、優
勝
を
決
め
た
。

◎
優
勝
＝
中
野
寛
太
選
手
（
奈
良
・
天
理
）

「
嬉
し
い
の
で
す
が
明
日
の
団
体
が
あ
る

の
で
気
は
抜
け
な
い
で
す
。（
決
勝
の
大

内
返
は
）
練
習
は
し
て
い
ま
し
た
が
、
た

ま
た
ま
出
た
と
い
う
感
じ
で
す
。
団
体
日

本
一
も
目
指
し
て
頑
張
り
ま
す
」

男子 60kg 級決勝＝近藤隼斗（左）が攻める

男子 66㎏級決勝＝西願寺哲平（左）の腕挫十字固

男子 73㎏級決勝＝中村洸登（左）の裏投

男子 81㎏級決勝＝竹市大祐（右）の小外掛

男子無差別決勝＝中野寛太（上）の大内返
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決
勝
戦
。
互
い
に
決
め
手
を
欠
き
、
そ
の

ま
ま
Ｇ
Ｓ
に
突
入
。
そ
の
��
秒
後
、
芳
田

が
一
瞬
の
隙
を
突
き
、
村
川
か
ら
豪
快
な

大
外
刈
で
一
本
。
初
優
勝
し
た
。

▽
��
㎏
級

　

昨
年
３
位
の
芳
田
真（
滋
賀
・
比
叡
山
）

と
村
川
実
葉
瑠
（
兵
庫
・
夙
川
学
院
）
の女子 48㎏級決勝＝芳田真（右）の大外刈

女子 52㎏級決勝＝大森生純（上）が袈裟固で勝利女子 63㎏級決勝＝浦明澄（右）の体落

女子 57㎏級決勝＝金知秀（左）対古賀ひより

女子無差別決勝＝髙橋瑠璃（上）の横四方固

◎
優
勝
＝
芳
田
真
選
手
（
滋
賀
・
比
叡
山
）

「
準
決
勝
の
前
に
、
応
援
に
来
て
く
れ
た

姉
（
芳
田
司
選
手
）
が
ア
ド
バ
イ
ス
を
く

れ
ま
し
た
。
そ
の
姉
に
少
し
で
も
近
づ
け

た
か
な
と
思
い
ま
す
」

▽
��
㎏
級

　

大
森
生
純
（
東
京
・
帝
京
）
と
對
馬
み

な
み
（
宮
城
・
東
北
）
と
の
対
戦
。
開
始

１
分
、
一
本
背
負
を
仕
掛
け
る
對
馬
が
体

勢
を
崩
し
た
瞬
間
、
大
森
が
す
ぐ
さ
ま
袈

裟
固
に
入
り
、
一
本
勝
と
な
っ
た
。

▽
��
㎏
級

　

決
勝
は
、韓
国
代
表
の
金
知
秀
（
兵
庫
・

夙
川
学
院
）
と
古
賀
ひ
よ
り
（
岡
山
・
創

志
学
園
）
と
の
対
決
と
な
っ
た
。
中
盤
、

両
者
に
積
極
的
戦
意
が
欠
け
る
と
し
て
指

導
１
が
与
え
ら
れ
る
。
Ｇ
Ｓ
に
も
つ
れ
る

と
、
金
は
釣
手
を
使
い
、
古
賀
の
頭
を
下

げ
、
試
合
を
有
利
に
進
め
て
い
く
。
金
が

最
後
ま
で
攻
め
続
け
る
と
、
防
戦
一
方
の

古
賀
は
指
導
を
重
ね
て
反
則
負
と
な
り
、

金
が
優
勝
し
た
。

▽
��
㎏
級

　

昨
年
準
優
勝
の
浦
明
澄
（
岡
山
・
創
志

学
園
）と
昨
年
優
勝
の
結
城
彩
乃（
山
梨
・

富
士
学
苑
）
の
決
勝
と
な
っ
た
。
序
盤
、

浦
は
結
城
か
ら
体
落
で
技
有
を
奪
う
。
そ

の
ま
ま
時
間
と
な
り
試
合
は
終
了
。
浦
が

昨
年
の
リ
ベ
ン
ジ
を
果
た
し
て
悲
願
の
優

勝
を
飾
っ
た
。

▽
無
差
別

　

髙
橋
瑠
璃
（
東
京
・
帝
京
）
と
、
決
勝

ま
で
全
て
一
本
勝
し
て
き
た
米
川
明
穂

（
静
岡
・
藤
枝
順
心
）
の
決
勝
戦
と
な
っ

た
。
試
合
は
残
り
１
分
、
米
川
が
大
内
刈

を
仕
掛
け
る
も
体
勢
を
崩
し
、
髙
橋
が
す

か
さ
ず
横
四
方
固
に
入
る
。
髙
橋
が
横
四

方
固
の
一
本
勝
で
、
女
子
無
差
別
を
制
し

た
。

女
子

心ٕମ ਓをҭͯΔ૯߹ࢽ
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■
男
子
団
体
＝
国
士
舘
（
東
京
）、
②
天

理
（
奈
良
）、
③
東
海
大
相
模
（
神
奈

川
）、
桐
蔭
学
園
（
神
奈
川
）

■
女
子
団
体
＝
①
夙
川
学
院
（
兵
庫
）、

②
帝
京
（
東
京
）、
③
大
成
（
愛
知
）、

創
志
学
園
（
岡
山
）

■
男
子
個
人

▽
��
㎏
級
＝
①
近
藤
隼
斗
（
佐
賀
・
佐
賀

工
）、
②
松
田
淳
希
（
和
歌
山
・
初
芝
橋

本
）、
③
福
田
大
晟
（
滋
賀
・
比
叡
山
）、

鷲
見
仁
義
（
北
海
道
・
札
幌
山
の
手
）

▽
��
㎏
級
＝
①
西
願
寺
哲
平
（
埼
玉
・
埼

玉
栄
）、
②
松
村
士
（
東
京
・
足
立
学

園
）、
③
唯
野
己
哲
（
千
葉
・
木
更
津

総
合
）、
若
狭
智
也
（
石
川
・
鶴
来
）

▽
��
㎏
級
＝
①
中
村
洸
登
（
奈
良
・
天

理
）、
②
内
村
秀
資
（
大
阪
・
東
海
大

学
付
属
仰
星
）、
③
飯
田
竜
生
（
福
岡
・

南
筑
）、
齋
五
澤
航
介
（
栃
木
・
白
鷗

大
学
足
利
）

▽
��
㎏
級
＝
①
竹
市
大
祐
（
福
岡
・
大
牟

田
）、
②
板
東
虎
之
輔
（
千
葉
・
木
更

津
総
合
）、
③
日
野
山
剛
（
滋
賀
・
比

叡
山
）、
赤
星
遼
太
郎
（
熊
本
・
九
州

学
院
）

▽
無
差
別
＝
①
中
野
寛
太
（
奈
良
・
天

理
）、
②
村
尾
三
四
郎
（
神
奈
川
・
桐

蔭
学
園
）、
③
酒
井
陸
（
東
京
・
国
士

舘
）、
大
石
由
（
愛
知
・
桜
丘
）

■
女
子
個
人

▽
��
㎏
級
＝
①
芳
田
真
（
滋
賀
・
比
叡

山
）、
②
村
川
実
葉
瑠
（
兵
庫
・
夙
川

学
院
）、
③
渡
邉
愛
子
（
神
奈
川
・
横

須
賀
学
院
）、
久
保
井
仁
菜
（
京
都
・

京
都
文
教
）

▽
��
㎏
級
＝
①
大
森
生
純
（
東
京
・
帝

京
）、②
對
馬
み
な
み
（
宮
城
・
東
北
）、

③
畠
山
瑠
唯
（
埼
玉
・
埼
玉
栄
）、
藤

城
心
（
山
梨
・
富
士
学
苑
）

▽
��
㎏
級
＝
①
金
知
秀
（
兵
庫
・
夙
川
学

院
）、
②
古
賀
ひ
よ
り
（
岡
山
・
創
志

学
園
）、
③
袴
田
佳
名
瑚
（
静
岡
・
藤

枝
順
心
）、
堂
﨑
月
華
（
三
重
・
名
張
）

▽
��
㎏
級
＝
①
浦
明
澄
（
岡
山
・
創
志
学

園
）、
②
結
城
彩
乃
（
山
梨
・
富
士
学

苑
）、
③
立
川
桃
（
愛
媛
・
新
田
）、
山

口
葵
良
梨
（
福
岡
・
大
牟
田
）

▽
無
差
別
＝
①
髙
橋
瑠
璃
（
東
京
・
帝

京
）、
②
米
川
明
穂
（
静
岡
・
藤
枝
順

心
）、
③
朝
飛
真
実
（
神
奈
川
・
桐
蔭

学
園
）、
吉
峰
芙
母
絵
（
兵
庫
・
夙
川

学
院
）

大�

会�

結�

果
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ͦのྺ࢙ͱٕ๏ॊ道ॊ道
筑波大学体育系教授 ౻ಊ ྑ໌ 著

ୈҰষ　౼ͪのى Γ͜ͱٕ๏
　　　　　体術の起こりと技法
　　　　　組討ちの体系化と技法

ୈೋষ　ॊज़ॾྲྀのྺ࢙ͱٕ๏
　　　　　竹内流腰廻
　　　　　関口新心流柔術
　　　　　起倒流柔術
　　　　　起倒流柔道
　　　　　直信流柔道
　　　　　真之神道流柔術
　　　　　天神真楊流柔術

ୈࡾষ　ߨ道館ॊ道のྺ࢙ͱٕ๏
　　　　　講道館柔道の創設と技法
　　　　　嘉納治五郎の乱取開発
　　　　　講道館柔道の行事と整備
　　　　　警視庁武術大会の勝利と技法
　　　　　学校体操への柔道導入の試み
　　　　　学校における柔道普及の実態
　　　　　高専柔道の起こりと技法
　　　　　嘉納治五郎の他武道への接近
　　　　　精力善用国民体育の創案と技法
　　　　　全日本柔道選士権大会の開催と技法

ୈ࢛ষ　ୈೋੈ࣍ք大ઓޙのॊ道෮׆ͱٕ๏
　　　　　第二次大戦中の柔道界と技法
　　　　　第二次大戦後の柔道禁止と復活
　　　　　格技柔道から武道柔道へ
　　　　　女子柔道の競技化と技法

ୈޒষ　ॊ道ٕ๏のมભͱࡍࠃԽの՝
　　　　　柔道技法の変遷と特徴
　　　　　柔道の国際的普及と発展
　　　　　段位制度の国際比較
　　　　　柔道の国際化と課題

　࣍

　柔道の歴史を振り返りつつ、その技法が、どのように
形作られてきたのかを、丁寧に解説しています。

四六判・上製・330頁・本体2,400円＋税

　武道の稽古は、技を通して精神を磨き、やがて社会のため
になるという教育の道でもあった。時代は移り変われども、日本
の伝統に培われた〝武道としての柔道〟を見失わないでいた
だきたいと願うものである。（本書「あとがき」より抜粋）

「原点に帰る」には、「原点を知る」必要がある。
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日本武道館発行の単行本

にཱͭ
গॊ道ࢦಋ๏

തװ Ҫ 著
ಋ෦՝ࢦ道ؗ道ߨ

	 ̖５判・ฒ製・DVD 付・414 頁 


ঁ子ॊ道の
ͱ՝࢙ྺ　　

߳ ޱࢁ 著
ஜ大学ମ育ܥ।教授

（ 四六判・上製・412 頁 ）

ʶˋʄĆ
ā武道のȳȳɛ

田͠ΜͨΖ͏ 著
ອըՈ・ผ大学教授

（ B５判・ฒ製・236 頁 ）

今、なぜ武道か
―文化と伝統を問うー

中村 民雄 著
福島大学教授

（ 四六判・上製・370 頁 ）

Յೲޒ࣏ൣࢣにֶͿ

村田 थ 著
ྉ෦ࢿ道ؗਤॻߨ

（ 四六判・上製・2�2 頁 ）

大先輩に聞く

田谷 将俊 著
月刊「武道」記者

（ 四六判・上製・376 頁 ）

武道に͓͚Δ
　　　ମͱ心

લྛ ਗ਼ 著
ਆށ学Ӄ大学教授

（ 四六判・上製・370 頁 ）

ॊ道は
͢Β͍͠

ෲ רҰ 著
ॊ道क़لॊؗؗ

（ 四六判・上製・310 頁 ）

BUDO：
THE MARTIAL WAYS OF JAPAN

日本武道館 編
翻訳・編集：アレキサンダー・ベネット

	 B５判・上製・DVD 付・336 頁 


日本武道館 編

日本の武道

（ B５判・上製・箱入・526 頁 ）

ʕͦのྺ࢙ͱ՝
ॊ道のࡍࠃԽ

村田 थ著
ྉ෦ࢿ道ؗਤॻߨ

（ 四六判・上製・552 頁 ）

子どもの心をҭむ
武道

菅野　純 著
早稲田大学教授・教育カウンセラー

（ 四六判・上製・410 頁 ）
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ニュース

◎
お
祝
い
の
こ
と
ば
＝

　

開
成
学
園
剣
道
部
顧
問　

小
竹　
禎

「
宿
泊
研
修
100
万

人
達
成
、
誠
に
お

め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
開
成
学
園

剣
道
部
は
、
セ
ン

タ
ー
創
設
以
来
、
東
日
本
大
震
災
の
年
を

除
い
て
毎
年
合
宿
で
お
世
話
に
な
っ
て
い

ま
す
。
千
畳
敷
の
大
道
場
、
バ
イ
キ
ン
グ

形
式
の
美
味
し
い
食
事
、
東
京
か
ら
の
ア

ク
セ
ス
の
良
さ
な
ど
、
こ
ち
ら
以
上
の
施

設
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
も
末
永
く

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
」

　

３
月
��
日
、
日
本
武
道
館
研
修
セ
ン
タ

ー
（
千
葉
県
勝
浦
市
）
の
宿
泊
者
数
が
開

館
以
来
���
万
人
を
達
成
し
ま
し
た
。

　

ち
ょ
う
ど
���
万
人
目
の
宿
泊
者
と
な
っ

た
開
成
学
園
中
学
校
・
高
等
学
校
剣
道
部

に
は
、
お
祝
い
の
記
念
品
が
贈
呈
さ
れ
ま

し
た
。

　

研
修
セ
ン
タ
ー
の
開
館
は
、昭
和
��（
１

９
６
９
）
年
７
月
、
山
口
吉
暉
千
葉
県
勝

浦
市
長
よ
り
「
日
本
武
道
館
勝
浦
分
館
誘

致
に
関
す
る
陳
情
書
」
が
正
力
松
太
郎
日

本
武
道
館
初
代
会
長
に
発
せ
ら
れ
た
こ
と

に
始
ま
り
ま
す
。
公
益
財
団
法
人
日
本
武

道
館
は
、
そ
の
定
款
に
地
方
武
道
館
の
設

置
運
営
を
謳う
た

っ
て
お
り
、
県
や
関
係
者
の

協
力
の
も
と
、
昭
和
��
年
８
月
、
財
団
直

営
の
地
方
武
道
館
第
一
号
と
し
て
勝
浦
市

に
誕
生
し
ま
し
た
。

　

研
修
セ
ン
タ
ー
で
は
「
青
少
年
へ
の
武

道
の
普
及
・
奨
励
、
質
実
剛
健
の
気
風
養

成
」
な
ど
財
団
創
建
の
精
神
に
基
づ
き
、

鏡
開
き
青
少
年
武
道
大
会
、
千
葉
県
高
等

学
校
剣
道
・
柔
道
（
宿
泊
）
錬
成
大
会
、

書
道
教
室
を
含
む
武
道
学
園
の
運
営
等
、

幅
広
く
武
道
振
興
普
及
事
業
を
実
施
し
て

き
ま
し
た
。
昭
和
5�
年
４
月
勝
浦
市
に
開

学
さ
れ
た
国
際
武
道
大
学
誕
生
の
き
っ
か

け
と
も
な
っ
た
施
設
で
す
。

　

ま
た
、
宿
泊
研
修
の
総
合
道
場
と
し

て
、
各
武
道
団
体
の
講
習
会
や
大
学
、
高

校
の
武
道
合
宿
等
に
広
く
利
用
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

千
畳
敷
の
大
道
場
、
九
人
立
ち
の
弓
道

場
、
相
撲
道
場
、
研
修
室
、
会
議
室
を
擁

し
、
年
間
を
通
し
て
多
く
の
武
道
人
に
利

用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
武
道
振
興
事
業
推
進
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
来
館
さ
れ
る
皆
様
の
合

宿
・
研
修
が
実
り
多
い
も
の
と
な
る
よ

う
、
安
心
・
快
適
な
施
設
の
提
供
に
努
め

る
所
存
で
す
。

（
日
本
武
道
館
研
修
セ
ン
タ
ー
管
理
室
）

日
本
武
道
館
研
修
セ
ン
タ
ー

宿
泊
者
数
100
万
人
を
達
成

年度 人数 累計 年度 人数 累計
昭和46年度 5,319 5,319 平成７年度 20,407 568,514
　　47　　 12,118 17,437 　　８　　 23,014 591,528
　　48　　 16,816 34,253 　　９　　 22,097 613,625
　　49　　 19,987 54,240 　　10　　 19,868 633,493
　　50　　 24,688 78,928 　　11　　 19,316 652,809
　　51　　 23,414 102,342 　　12　　 19,105 671,914
　　52　　 25,592 127,934 　　13　　 19,755 691,669
　　53　　 25,831 153,765 　　14　　 20,007 711,676
　　54　　 25,614 179,379 　　15　　 19,360 731,036
　　55　　 25,388 204,767 　　16　　 18,772 749,808
　　56　　 24,463 229,230 　　17　　 19,906 769,714
　　57　　 24,900 254,130 　　18　　 19,047 788,761
　　58　　 26,719 280,849 　　19　　 18,653 807,414
　　59　　 25,678 306,527 　　20　　 18,055 825,469
　　60　　 25,119 331,646 　　21　　 19,038 844,507
　　61　　 21,139 352,785 　　22　　 18,207 862,714
　　62　　 24,176 376,961 　　23　　 18,486 881,200
　　63　　 25,810 402,771 　　24　　 18,409 899,609
平成元年度 25,215 427,986 　　25　　 18,958 918,567
　　２　　 23,559 451,545 　　26　　 19,147 937,714
　　３　　 27,016 478,561 　　27　　 20,147 957,861
　　４　　 22,758 501,319 　　28　　 21,403 979,264
　　５　　 21,882 523,201 　　29　　 20,906 1,000,170
　　６　　 24,906 548,107

日本武道館研修センター　宿泊人数・累計表
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日本武道館の単行本

マ
ン
ガ
・
武
道
の
す
す
め

田
代
し
ん
た
ろ
う
　
著

漫
画
家
・
別
府
大
学
教
授

（ 

Ｂ
５
判
・
２
３
６
頁 

）

　
月
刊
﹁
武
道
﹂
誌
上
で
好
評
連
載
中
の
﹁
マ
ン
ガ
・
武
道
の
す
す
め
﹂

を
単
行
本
化
！

　
柔
道
・
剣
道
・
弓
道
・
相
撲
・
空
手
道
・
合
気
道
・
少
林
寺
拳
法
・

な
ぎ
な
た
・
銃
剣
道
・
古
武
道
の
各
先
生
方
に
毎
回
直
接
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
取
材
し
、
武
道
の
良
さ
、
す
ば
ら
し
さ
を
お
も
し
ろ
く
、
わ
か
り
や

す
く
、
描
い
て
い
ま
す
。

　
大
人
も
子
ど
も
も
読
ん
で
楽
し
く
、
た
め
に
な
る
武
道
教
養
マ
ン
ガ
。

《
目
次
》

序
章
　
武
道
の
す
す
め

　
松
永
光
（
日
本
武
道
館
）
／
高
村
正
彦
（
武
道
議
員
連
盟
）

　
／
有
松
育
子
（
文
部
科
学
省
）

第
１
章
　
い
ざ
！
　
武
道
の
世
界
へ

第
２
章
　
柔
道
の
す
す
め

　
大
澤
慶
己
／
長
谷
川
博
之
／
腹
巻
宏
一
／
吉
村
和
郎
／
山
内
直
人

第
３
章
　
剣
道
の
す
す
め

　
森
島
健
男
／
角
正
武
／
千
田
重
光
／
井
上
茂
明
／
小
林
知
洋

第
４
章
　
弓
道
の
す
す
め

　
森
永
良
雄
／
吉
本
清
信
／
宇
佐
美
義
光
／
柴
田
猛
／
大
和
田
正
孝

第
５
章
　
相
撲
の
す
す
め

　
塔
尾
武
夫
／
住
吉
和
則
／
下
村
勝
彦
／
安
井
和
男

第
６
章
　
空
手
道
の
す
す
め

　
金
城
裕
／
長
谷
川
伸
一
／
安
里
廣
之
／
山
本
英
雄
／
大
石
武
士

第
７
章
　
合
気
道
の
す
す
め

　
多
田
宏
／
磯
山
博
／
菅
沼
守
人
／
珠
玖
仁

第
８
章
　
少
林
寺
拳
法
の
す
す
め

　
合
田
清
一
／
阿
達
美
恵
子
／
山
巻
哲
／
松
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