
学
習
指
導
要
領
改
訂
に
伴
い
、
平

成
24
年
度
か
ら
中
学
校
で
は
武
道
が

必
修
と
な
る
。
筆
者
が
勤
務
す
る
栃

木
県
小
山
市
立
乙
女
中
学
校
で
は
、

こ
れ
ま
で
は
男
子
は
武
道
、
女
子
は

ダ
ン
ス
の
授
業
を
実
施
し
て
い
た
。

し
か
し
、
学
校
に
武
道
場
、
防
具
、

竹
刀
（
カ
ー
ボ
ン
竹
刀
）
な
ど
の
設

備
や
用
具
が
整
っ
て
い
た
こ
と
や
、

生
徒
の
実
態
を
考
慮
し
、
平
成
20
年

度
か
ら
は
、
１
年
生
か
ら
男
女
全
員

を
対
象
と
し
て
「
武
道
」（
剣
道
）
か

「
ダ
ン
ス
」
の
ど
ち
ら
か
を
選
択
さ
せ
、

必
修
化
に
向
け
た
授
業
を
展
開
す
る

こ
と
に
し
た
。
本
稿
で
は
、
男
女
共

習
の
「
武
道
」（
剣
道
）
の
授
業
に
お

い
て
、
特
に
軈
剣
道
の
学
習
に
対
す

る
意
欲
を
高
め
な
が
ら
、
技
能
の
向

上
も
目
指
し
た
導
入
軋
に
重
点
を
置

い
た
指
導
私
案
を
紹
介
し
た
い
。

ま
ず
、
指
導
者
と
し
て
剣
道
を
通

し
て
何
を
学
ば
せ
た
い
の
か
を
確
認

１は
じ
め
に

し
て
お
き
た
い
。

①
以
前
に
比
べ
て
日
常
生
活
で
行
わ

れ
る
こ
と
の
少
な
く
な
っ
た
正
座

や
、
普
段
は
触
れ
る
機
会
の
少
な

い
、
剣
道
具
の
扱
い
方
、
防
具
の

ひ
も
を
結
ぶ
動
作
な
ど
を
行
い
、

伝
統
的
な
行
動
の
仕
方
や
考
え
方
、

そ
の
重
要
性
を
学
ば
せ
る
（
平
常

心
や
感
謝
の
心
、
忍
耐
力
な
ど
、

現
代
の
子
ど
も
た
ち
に
不
足
し
て

い
る
と
い
わ
れ
る
事
柄
を
経
験
、

理
解
さ
せ
る
）。

②
礼
儀
作
法
や
相
手
を
尊
重
す
る
態

度
を
重
ん
じ
る
こ
と
の
理
由
や
そ

の
意
義
を
理
解
し
、
実
践
さ
せ
る

（
礼
や
あ
い
さ
つ
、
謙
虚
な
心
な

ど
）。

③
新
学
習
指
導
要
領
に
あ
る
よ
う
に

「
技
が
で
き
る
楽
し
さ
や
喜
び
を
味

わ
い
、
基
本
動
作
や
基
本
と
な
る

技
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
」
と
い

う
こ
と
を
目
指
し
て
活
動
し
て
い

く
な
か
で
、
剣
道
の
お
も
し
ろ
さ

や
奥
深
さ
を
実
感
さ
せ
る
（
達
成

感
や
充
実
感
を
味
わ
わ
せ
る
こ
と

で
剣
道
に
対
す
る
興
味
・
関
心
を

高
め
る
）。

④
「
技
を
高
め
、
勝
敗
を
競
う
楽
し

さ
や
喜
び
を
味
わ
い
、
得
意
技
を

身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
す
る
」
な
か
で
、
自
分
の
課
題

を
見
つ
け
、
そ
の
解
決
に
向
け
努

力
し
、
仲
間
と
協
力
す
る
こ
と
を

経
験
さ
せ
る
。

以
上
の
４
つ
が
、
筆
者
の
考
え
る

内
容
で
あ
る
。

次
に
、
生
徒
か
ら
見
た
剣
道
に
つ

い
て
、
そ
の
実
態
や
事
前
ア
ン
ケ
ー

ト
の
結
果
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
剣

道
選
択
者
は
男
子
18
名
、
女
子
17
名

の
合
計
35
名
。
そ
の
う
ち
29
名
は
運

動
部
に
所
属
。
ま
た
、
中
学
校
入
学

前
ま
で
に
剣
道
を
経
験
し
た
こ
と
が

あ
る
生
徒
は
男
子
１
名
、
女
子
２
名

の
合
計
３
名
（
う
ち
女
子
の
１
名
は

中
学
校
で
も
剣
道
部
に
入
部
）。
そ
の

他
に
、
中
学
校
か
ら
剣
道
部
に
入
部

し
た
女
子
生
徒
が
６
名
で
あ
る
。

授
業
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
全
員

に
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
剣

道
の
授
業
に
対
し
て
約
６
割
以
上
の

生
徒
が
「
楽
し
み
」
と
答
え
る
一
方
、

こ
れ
ま
で
に
体
験
し
た
こ
と
が
な
い

運
動
種
目
で
あ
り
、
不
安
や
心
配
に

感
じ
て
い
る
生
徒
も
多
く
、
残
り
の

約
４
割
の
生
徒
は
「
ま
あ
ま
あ
楽
し

み
」
と
い
う
回
答
を
選
ん
だ
こ
と
が

わ
か
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
理
由
を
自

由
記
述
さ
せ
た
と
こ
ろ
、「
難
し
そ
う
」

「
痛
そ
う
」「
厳
し
そ
う
」
と
い
う
こ

と
ば
が
多
く
書
か
れ
て
い
た
。

事
前
ア
ン
ケ
ー
ト
に
は
剣
道
に
対

す
る
い
ろ
い
ろ
な
イ
メ
ー
ジ
も
書
か

れ
て
い
た
が
、
授
業
を
通
し
て
剣
道

の
技
能
や
態
度
を
身
に
つ
け
て
い
く

な
か
で
、「
竹
刀
で
た
た
か
れ
る
の
が

痛
そ
う
」「
防
具
を
着
け
て
動
く
の
で

重
く
て
暑
そ
う
」「
裸は

足だ
し

で
動
く
の
で

痛
そ
う
」
な
ど
の
生
徒
た
ち
が
剣
道

に
対
し
て
抱
い
て
い
る
マ
イ
ナ
ス
イ

メ
ー
ジ
よ
り
も
、「
堂
々
と
し
て
い
て

中
学
校
体
育
に
お
け
る
武
道
必
修
化
を
受
け
、
環
境
の
整
備
や
指
導
内
容
の

検
討
、
指
導
法
の
工
夫
が
求
め
ら
れ
て
く
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

す
べ
て
の
生
徒
が
武
道
に
触
れ
る
こ
と
と
な
る
か
ら
こ
そ
、
武
道
の
授
業
を

通
し
て
学
ば
せ
た
い
こ
と
を
明
確
に
し
、
技
能
の
向
上
だ
け
で
な
く
、
武
道
に

対
す
る
興
味
・
関
心
を
高
め
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
運
動
に
親
し
む
資
質
・
能
力

の
育
成
へ
と
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
理
想
と
な
っ
て
く
る
。

今
回
は
、「
武
道
」（
剣
道
）
の
授
業
に
お
い
て
、
導
入
部
分
に
焦
点
を
当
て

た
現
場
の
指
導
を
も
と
に
、
そ
の
考
え
方
や
実
践
内
容
、
成
果
や
課
題
か
ら
見

え
て
き
た
も
の
を
紹
介
す
る
。
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剣
道
授
業
の
実
践
報
告
と
必
修
化
の
課
題

■
シ
リ
ー
ズ
■

中
学
校
武
道

授
業
の
充
実
に
向
け
て
筍

栃
木
県
小
山
市
立
乙
女
中
学
校

教
諭

追
田
　
靖
之



ほ
う
を
持
つ
」
と
教
え
る
程
度
）。
ま

た
、
お
互
い
の
竹
刀
を
打
ち
合
わ
せ

る
の
で
は
な
く
、
剣
道
部
員
の
７
名

が
各
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
た
の
で
、

剣
道
部
員
に
元
立
ち
を
さ
せ
る
こ
と

で
、
一
般
の
生
徒
に
は
打
ち
込
ん
だ

時
の
感
触
や
音
な
ど
を
楽
し
む
こ
と

に
集
中
さ
せ
た
。

２
時
間
目

今
後
の
技
能
説
明
の
際
に
も
必
要

と
な
っ
て
く
る
の
で
、
２
時
間
目
の

目
標
は
『
用
具
の
し
く
み
や
扱
い
方

を
知
り
、
正
し
い
使
い
方
を
覚
え
よ

う
』
と
し
た
。

①
竹
刀
の
し
く
み
や
名
称
、
点
検
の

仕
方
や
そ
の
必
要
性
の
説
明

②
防
具
の
着
脱
、
片
付
け
方
の
指
導
　

正
し
い
着
装
を
身
に
つ
け
る
に
は

時
間
が
か
か
る
こ
と
が
事
前
に
予
想

で
き
た
の
で
、
単
元
の
導
入
が
終
わ

る
ま
で
は
、
面
を
着
用
せ
ず
に
胴
・

垂
れ
・
小
手
の
み
で
進
め
て
い
く
こ

と
に
し
た
。

③
グ
ル
ー
プ
内
で
ペ
ア
を
組
ん
で
の

竹
刀
打
ち
（
打
た
せ
る
側
が
竹
刀
を

横
に
し
て
自
分
の
頭
の
高
さ
で
持
ち
、

打
つ
側
が
そ
れ
を
目
指
し
て
打
ち
込

む
）注

意
点
と
し
て
は
、
前
時
の
最
後

と
同
様
に
「
右
手
が
上
、
左
手
が
下

の
ほ
う
を
持
つ
」「
物
打
ち
（
竹
刀
の

先
に
あ
る
打
突
部
位
）
で
打
つ
」
の

２
つ
を
意
識
さ
せ
た
。
さ
ら
に
、「
相

手
に
打
た
れ
た
と
き
の
感
触
な
ど
を

自
分
の
こ
と
ば
で
表
現
し
て
相
手
に

伝
え
る
」
と
い
う
追
加
課
題
も
与
え

た
。す

る
と
、
自
分
が
打
つ
側
の
と
き

に
は
「
楽
し
い
」「
お
も
し
ろ
い
」

「
気
持
ち
い
い
」
な
ど
の
感
想
を
持
つ

が
、
受
け
る
側
に
な
る
と
「
痛
い
」

「
手
が
し
び
れ
る
」
な
ど
の
声
が
多
く

聞
か
れ
た
。
こ
の
経
験
を
し
た
後
に
、

「
正
し
い
竹
刀
の
握
り
方
、
振
り
方
、

打
ち
方
を
学
ん
で
い
く
こ
と
で
、
打

つ
側
、
受
け
る
側
と
も
に
変
化
が
出

て
く
る
」
と
い
う
こ
と
を
伝
え
、
技

能
向
上
の
必
要
性
を
理
解
さ
せ
る
と

と
も
に
、
学
習
に
対
す
る
意
欲
を
高

め
さ
せ
た
。

④
構
え
と
足
さ
ば
き
の
確
認（
資
料
１
）

正
し
い
構
え
、
足
さ
ば
き
を
教
科

書
や
資
料
な
ど
で
確
認
し
、
ペ
ア
で

向
か
い
合
っ
て
構
え
た
り
、
足
さ
ば

き
の
練
習
を
行
っ
た
り
す
る
な
ど
、

お
互
い
の
動
き
を
評
価
し
合
い
、
グ

ル
ー
プ
ご
と
に
改
善
を
図
ら
せ
た
。

３
時
間
目

３
時
間
目
は
『
３
種
類
の
素
振
り

を
覚
え
、
竹
刀
操
作
の
感
覚
を
高
め

よ
う
』
と
い
う
目
標
に
し
た
。

①
足
さ
ば
き
の
練
習

前
時
の
復
習
と
し
て
、
ペ
ア
を
組

ん
で
お
互
い
の
へ
そ
の
前
で
手
を
つ

な
ぎ
、
教
師
の
笛
の
合
図
に
合
わ
せ

て
お
互
い
が
対
応
す
る
よ
う
に
足
さ

ば
き
を
す
る
（
リ
ー
ド
す
る
ほ
う
が

右
に
動
い
た
ら
、
相
手
は
左
へ
。
リ

ー
ド
す
る
ほ
う
が
前
に
動
い
た
ら
、

相
手
は
後
ろ
へ
、
と
い
う
よ
う
に
、

お
互
い
の
間
隔
を
な
る
べ
く
変
え
な

い
よ
う
に
素
早
く
足
を
動
か
す
）
体

ほ
ぐ
し
の
運
動
を
取
り
入
れ
た
練
習
。

反
復
し
て
練
習
を
し
て
い
く
中
で
、

少
し
ず
つ
間
合
い
を
遠
く
し
て
い
き
、

お
互
い
に
手
が
触
れ
合
わ
な
く
な
る

間
合
い
で
も
最
初
と
同
じ
よ
う
に
構

え
の
姿
勢
を
崩
さ
ず
、
素
早
く
相
手

に
対
応
し
た
足
さ
ば
き
が
で
き
る
よ

う
に
指
導
・
助
言
を
加
え
た
。

②
正
し
い
「
竹
刀
の
握
り
方
」（
資
料

２
）
と
「
正
面
打
ち
の
ポ
イ
ン
ト
」

（
資
料
３
）
の
説
明
・
実
践

③
三
挙
動
の
素
振
り

◇
ス
テ
ッ
プ
１

→

盧
竹
刀
を
振
り
か
ぶ
り
な

が
ら
右
足
を
す
り
足
で
前
に
出
す→

盪
振
り
下
ろ
し
な
が
ら
左
足
を
引
き

付
け
る→

蘯
左
足
・
右
足
の
順
に
後

ろ
に
下
が
り

に
戻
る
。

慣
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
次
の
ス

テ
ッ
プ
へ

◇
ス
テ
ッ
プ
２

→

盧
足
は
動
か
さ
ず
に
そ
の

場
で
竹
刀
を
振
り
か
ぶ
る→

盪
振
り

構
え

構
え

構
え
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か
っ
こ
い
い
」「
一
瞬
の
勝
負
で
集
中

力
が
身
に
つ
き
そ
う
」「
竹
刀
で
打
つ

音
が
か
っ
こ
い
い
」「
竹
刀
で
た
た
く

の
が
楽
し
そ
う
」
な
ど
の
プ
ラ
ス
イ

メ
ー
ジ
が
大
き
く
な
り
、
積
極
的
に

学
習
を
進
め
て
い
け
る
よ
う
に
指
導

者
側
で
工
夫
し
て
い
く
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
感
じ
た
。

さ
ら
に
、
男
女
共
習
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
導
入
の
部
分
で
打
突
の
軈
冴さ

え
軋
（
瞬
間
的
な
「
手
首
の
返
し
」

や
「
竹
刀
の
握
り
（
手
の
内
の
し
ぼ

り
）」）
を
求
め
て
指
導
し
て
い
く
こ

と
で
、
実
際
に
お
互
い
を
打
ち
込
む

練
習
に
な
っ
た
と
き
に
、
打
た
れ
た

側
が
不
快
感
を
抱
か
ず
に
す
む
よ
う

に
配
慮
し
、
剣
道
に
対
す
る
嫌
悪
感

を
払
拭

ふ
っ
し
ょ
く

し
て
い
け
ば
意
欲
も
向
上
し

て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

こ
こ
で
、
実
際
の
授
業
で
使
用
し

た
授
業
計
画
を
表
１
に
示
す
。
ま
た
、

本
稿
で
は
、
単
元
の
導
入
（
４
時
間

目
ま
で
）
に
焦
点
を
当
て
、
今
回
試

み
た
実
践
内
容
の
紹
介
と
そ
の
説
明

を
す
る
。

１
時
間
目

１
時
間
目
の
目
標
は
『
剣
道
に
触

れ
、
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
も
う
』
と
し

た
。 ２導

入
段
階
の
授
業
内
容

（
１
〜
４
時
間
目
）

①
剣
道
の
歴
史
や
学
習
計
画
、
学
習

の
ね
ら
い
、
学
習
の
き
ま
り
の
説
明

②
正
座
の
仕
方
、
礼
儀
作
法
や
所
作

の
説
明
・
実
践

③
グ
ル
ー
プ
分
け
（
５
名
×
７
班
）

小
集
団
に
分
け
る
こ
と
に
よ
り
、

全
体
指
導
で
は
見
え
な
か
っ
た
部
分

ま
で
生
徒
同
士
で
評
価
さ
せ
た
り
、

理
想
の
動
き
に
近
づ
け
て
い
く
た
め

に
協
力
し
て
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し

た
り
と
い
う
活
動
が
で
き
る
。
こ
の

よ
う
な
利
点
か
ら
、
グ
ル
ー
プ
で
の

活
動
を
取
り
入
れ
て
い
く
よ
う
に
し

た
。

④
打
つ
こ
と
の
楽
し
さ
を
味
わ
わ
せ

る
剣
道
部
員
が
道
着
、
袴
、
防
具
着

用
の
姿
を
披
露
し
、
実
際
に
打
ち
込

み
稽
古
や
試
合
を
す
る
様
子
を
見
学

さ
せ
る
（
初
め
て
剣
道
に
触
れ
る
生

徒
も
そ
れ
ぞ
れ
に
お
お
ま
か
な
イ
メ

ー
ジ
を
つ
か
む
）。

⑤
全
員
が
竹
刀
を
握
り
、
面
・
小

手
・
胴
を
打
つ

そ
の
際
の
指
導
内
容
は
、
あ
え
て

竹
刀
の
持
ち
方
の
み
に
限
定
し
た

（「
竹
刀
は
右
手
が
上
、
左
手
が
下
の

1262009. 5 月刊「武道」
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と
し
て
反
復
練
習
を
行
っ
た
。

⑥
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
３
種
類
の
素
振

り
を
練
習

授
業
の
振
り
返
り
に
活
用
す
る
学

習
カ
ー
ド
か
ら
は
、「
腕
が
疲
れ
た
」

「
跳
躍
素
振
り
は
手
と
足
の
タ
イ
ミ
ン

グ
が
合
わ
ず
に
難
し
か
っ
た
」「
た
く

さ
ん
振
っ
て
い
る
う
ち
に
竹
刀
の
握

り
方
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
気

づ
い
た
」「
打
っ
た
時
の
腕
の
位
置
が

低
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」「
大
き
な
声

で
素
振
り
が
で
き
た
」「
先
生
や
剣
道

部
の
友
達
に
ほ
め
ら
れ
た
の
が
う
れ

し
か
っ
た
」「
早
く
相
手
を
打
っ
て
み

た
い
」
な
ど
の
感
想
が
書
か
れ
て
お

り
、
意
欲
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
生

徒
や
自
分
の
動
き
の
問
題
点
を
具
体

的
に
反
省
で
き
る
生
徒
も
出
て
き
た
。

４
時
間
目

４
時
間
目
は
『
軈
冴
え
軋
の
あ
る

打
突
を
目
指
そ
う
』
を
題
目
と
し
て

授
業
を
行
っ
た
（
表
２
）。

①
竹
刀
を
持
た
ず
に
ペ
ア
で
向
か
い

合
っ
て
の
足
さ
ば
き
（
手
を
つ
な

ぐ
・
間
合
い
を
と
る
）

②
三
挙
動
、
正
面
、
跳
躍
素
振
り

③
胴
・
垂
れ
・
小
手
を
着
け
た
後
、
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下
ろ
し
に
合
わ
せ
て
右
足
を
踏
み
込

み
、
素
早
く
左
足
も
引
き
付
け
る→

蘯
左
足
・
右
足
の
順
に
後
ろ
に
下
が

り

に
戻
る
。

④
正
面
素
振
り
（
号
令
に
合
わ
せ
て

前
後
に
足
を
さ
ば
き
な
が
ら
一
挙
動

で
打
つ
）

振
り
下
ろ
し
た
際
の
右
腕
が
肩
の

高
さ
に
く
る
こ
と
、
ま
っ
す
ぐ
大
き

く
振
る
こ
と
、
す
り
足
で
前
後
に
大

き
く
足
を
さ
ば
く
こ
と
の
３
点
を
意

識
す
る
よ
う
指
導
し
た
。

⑤
跳
躍
素
振
り

最
初
は
２
拍
子
に
分
解
し
、
動
き

の
確
認

盧
左
足
・
右
足
の
順
に
跳
躍
し
て
後

ろ
に
下
が
り
な
が
ら
竹
刀
を
振
り
上

げ
る→

盪
右
足
・
左
足
の
順
に
跳
躍

し
て
前
に
進
み
な
が
ら
正
面
の
高
さ

ま
で
竹
刀
を
振
り
下
ろ
す
。

少
し
ず
つ
ス
ピ
ー
ド
を
上
げ
て
い

き
、
２
拍
子
か
ら
１
拍
子
に
近
づ
け

て
い
く

こ
れ
ら
③
〜
⑤
の
３
種
類
の
素
振

り
を
全
体
指
導
で
確
認
し
、
大
き
な

声
、
大
き
な
動
き
で
ま
っ
す
ぐ
竹
刀

を
操
作
す
る
こ
と
を
重
要
ポ
イ
ン
ト

構
え
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軆 軛
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11

12

軆 軛

表２　授業の展開例（４時間目）



竹刀の握り方（資料２）

ま
た
、
途
中
で
手
本
と
な
る
生
徒

の
動
き
を
全
体
で
共
通
理
解
す
る
こ

と
で
、
同
じ
基
準
で
相
互
の
動
き
を

評
価
し
合
え
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。

⑥
竹
刀
打
ち
を
評
価
す
る

ま
と
め
と
し
て
、
再
度
グ
ル
ー
プ

内
で
竹
刀
打
ち
を
行
い
、
ボ
ー
ル
打

ち
の
前
と
後
で
の
感
覚
（
感
触
）
の

変
化
を
自
己
評
価
・
相
互
評
価
さ
せ

る
。

■
本
時
（
４
時
間
目
）
の
目
標

本
時
は
、
次
の
３
つ
を
目
標
と
し

た
。

①
「
ボ
ー
ル
打
ち
を
経
験
す
る
こ
と

で
、
手
首
の
力
を
き
か
せ
る
打
ち

を
理
解
し
、
そ
の
打
ち
方
を
対
人

練
習
で
も
実
践
で
き
る
こ
と
（
技

能
）」

②
「
お
互
い
の
動
き
を
自
分
た
ち
の

言
葉
で
評
価
や
ア
ド
バ
イ
ス
し
合

う
こ
と
で
、
相
手
を
尊
重
す
る
態

度
を
養
い
、
安
全
性
な
ど
に
対
す

る
工
夫
・
改
善
を
行
わ
せ
る
こ
と

（
態
度
）」

③
「
前
時
ま
で
に
学
習
し
た
こ
と
を

生
か
し
、
素
振
り
や
竹
刀
打
ち
な

ど
を
通
し
て
、
ど
の
よ
う
な
打
ち

方
が
よ
い
の
か
を
個
人
や
グ
ル
ー

プ
で
考
え
、
そ
の
動
き
を
目
指
し

て
活
動
す
る
こ
と
（
知
識
、
思

考
・
判
断
）」

特
に
、
②
に
つ
い
て
は
、
生
徒
自

ら
の
言
葉
で
表
現
さ
せ
る
た
め
、
あ

え
て
指
導
者
側
か
ら
打
突
の軈
冴
え
軋

の
答
え
と
な
る
よ
う
な
言
葉
は
出
さ

な
い
よ
う
に
し
た
。

し
か
し
、
学
習
カ
ー
ド
に
は
「
打

ち
方
に
よ
っ
て
ボ
ー
ル
の
弾
み
方
が

変
わ
っ
て
い
く
の
が
楽
し
か
っ
た
」

「
は
じ
め
に
Ａ
さ
ん
の
竹
刀
打
ち
を
受

け
た
と
き
は
痛
か
っ
た
け
ど
、
ボ
ー

ル
打
ち
を
し
た
後
の
竹
刀
打
ち
で
は

あ
ま
り
痛
く
な
か
っ
た
」「
剣
道
部
員

の
Ｂ
さ
ん
の
竹
刀
打
ち
を
受
け
て
み

て
、
打
つ
瞬
間
に
強
さ
が
あ
っ
た
。

そ
れ
が
軈
冴
え
軋
な
の
か
な
と
思
っ

た
」「
跳
ね
返
る
よ
う
に
打
つ
と
軈
冴

え
軋
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
」

な
ど
の
感
想
が
書
か
れ
て
い
た
。
自

分
た
ち
の
こ
と
ば
で
感
覚
を
伝
え
さ

せ
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
の
で
、

ど
れ
ほ
ど
の
成
果
が
あ
る
の
か
に
つ

い
て
不
安
は
あ
っ
た
が
、
生
徒
の
中

に
は
指
導
者
側
が
意
図
し
て
い
た
よ

う
な
部
分
へ
の
気
づ
き
も
あ
っ
た
。

お
互
い
に
防
具
を
着
け
て
打
ち
合

う
中
で
も
も
ち
ろ
ん
軈
冴
え
軋
の
あ

る
打
ち
を
目
指
し
て
い
く
こ
と
は
可

能
で
あ
る
が
、
相
手
に
不
快
感
を
与

え
ず
に
楽
し
み
な
が
ら
剣
道
の
技
能

向
上
に
つ
な
げ
る
た
め
に
は
「
ボ
ー

ル
打
ち
は
」
有
効
だ
っ
た
と
い
え
る
。

◇

こ
れ
ま
で
の
４
時
間
分
を
導
入
と

し
て
、
５
時
間
目
か
ら
は
実
際
に
面

ま
で
着
用
し
て
「
基
本
と
な
る
面
・

小
手
・
胴
か
ら
二
段
技
の
小
手
面
、

さ
ら
に
引
き
面
・
引
き
胴
、
こ
れ
ら

に
体
当
た
り
や
左
右
面
の
指
導
も
含

め
た
切
り
返
し
や
打
ち
込
み
稽
古
が

で
き
る
程
度
ま
で
の
技
能
」
を
身
に

つ
け
る
た
め
の
活
動
が
主
と
な
る
。

そ
の
後
、
生
徒
の
到
達
レ
ベ
ル
に
合

わ
せ
て
簡
易
ル
ー
ル
の
試
合
を
行
い
、

単
元
の
ま
と
め
と
し
た
。

単
元
の
最
後
の
感
想
に
は
、「
礼
儀

の
大
切
さ
を
学
ん
だ
」「
一
人
で
で
き

る
よ
う
に
は
な
っ
た
け
ど
、
最
後
ま

で
防
具
を
早
く
着
け
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
の
で
く
や
し
か
っ
た
」「
初

め
て
の
剣
道
で
不
安
が
あ
っ
た
け
ど
、

楽
し
か
っ
た
」「
新
し
い
こ
と
が
い
ろ

い
ろ
と
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
よ
か

っ
た
」「
友
達
か
ら
よ
く
な
っ
た
ね
と

言
わ
れ
た
の
が
う
れ
し
か
っ
た
」「
手

や
足
が
痛
か
っ
た
け
ど
、
積
極
的
に

活
動
で
き
た
」「
も
っ
と
試
合
を
や
り

た
か
っ
た
」「
２
年
生
で
も
ま
た
剣
道

を
選
択
し
た
い
」
な
ど
が
書
か
れ
て

い
た
。
剣
道
に
対
す
る
興
味
や
関
心

を
深
め
て
意
欲
的
に
取
り
組
み
、
さ

ら
に
自
分
な
り
に
態
度
や
技
能
の
向

上
を
実
感
で
き
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
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グ
ル
ー
プ
内
で
竹
刀
打
ち

打
っ
た
と
き
、
受
け
た
と
き
の
感

覚
（
感
触
）
の
変
化
が
本
時
の
評
価

に
つ
な
が
る
こ
と
を
知
ら
せ
、
今
の

状
態
を
し
っ
か
り
と
覚
え
て
お
く
よ

う
に
さ
せ
る
。

④
立
て
膝
の
状
態
の
ま
ま
竹
刀
で
バ

レ
ー
ボ
ー
ル
の
連
続
打
ち
を
行
う（
個

人
）。バ

ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
ド
リ
ブ
ル

を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
と
、
竹
刀
の
根

元
で
押
さ
え
つ
け
る
よ
う
に
打
っ
て

し
ま
う
生
徒
が
減
り
、
自
然
と
「
物

打
ち
」
で
、
な
お
か
つ
瞬
間
的
な
手

首
の
返
し
を
意
識
し
て
ボ
ー
ル
を
打

つ
よ
う
に
な
る
。

⑤
ペ
ア
を
組
み
、
相
手
が
頭
の
高
さ

を
狙
っ
て
下
か
ら
投
げ
て
き
た
ボ
ー

ル
を
竹
刀
で
打
ち
返
す
。

打
ち
返
し
た
ボ
ー
ル
を
自
分
の
手

前
で
バ
ウ
ン
ド
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、

相
手
の
近
く
ま
で
打
ち
返
せ
る
よ
う

に
、
と
助
言
す
る
と
、
理
想
的
な
手

首
の
使
い
方
を
感
覚
的
に
つ
か
め
る
。
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①右足のかかとと左足のつま
先が一直線上に位置するよう
心がける。
②左右の間隔は自分の足幅一
つ分程度。
③両足のつま先を正面に向け
る。
④左足のかかとを少し浮かせ
る。
⑤重心は両足間の中心に置く。

①両手の親指と人さし指の間
にできるＶ字が弦の延長線に
くるようにする（Ｖ字が下を
向くように上から握る）。
②左手は柄頭を、右手は鍔よ
りも少し下の部分を握る。
③両手とも小指・薬指・中指
でしっかりと握り、親指と人
さし指は軽く添えて握る。

①振りかぶり・振り下ろしは
まっすぐ。
②打突時の右手は肩の高さ、
左拳
こぶし

は胸の高さで止める。
③手だけで振るのではなく、
足さばきなどの下半身の動き
を使って打つ。

『構え』のときの足の位置（資料１）

空間打突「正面打ち」のポイント（資料３）

立て膝での竹刀によるボール打ち



今
回
は
現
行
の
学
習
指
導
要
領
に

あ
る
保
健
体
育
科
の
年
間
標
準
授
業

時
数
が
90
単
位
時
間
と
い
う
規
定
の

中
で
「
武
道
」
と
「
ダ
ン
ス
」
を
選

択
し
て
学
習
さ
せ
た
が
、
今
後
は
新

学
習
指
導
要
領
に
対
応
し
た
授
業
を

展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
新
学

習
指
導
要
領
で
は
、
年
間
標
準
授
業

時
数
が
105
単
位
時
間
に
改
訂
さ
れ
た
。

そ
の
う
ち
保
健
分
野
の
学
習
を
３
年

間
で
48
単
位
時
間
程
度
を
配
当
す
る

こ
と
と
な
り
、
平
均
す
る
と
、
年
間

で
16
単
位
時
間
の
確
保
が
必
要
と
な

る
。
さ
ら
に
、
体
育
分
野
の
「
Ａ
体

つ
く
り
運
動
」
と
「
Ｈ
体
育
理
論
」

の
２
領
域
で
年
間
10
単
位
時
間
程
度

を
確
保
す
る
と
い
う
こ
と
も
明
記
さ

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
第
１
学
年
及

び
第
２
学
年
の
時
数
（
210
単
位
時
間
）

の
う
ち
、
前
記
の
条
件
を
満
た
し
た

残
り
の
158
単
位
時
間
程
度
で
「
Ｂ
器

械
運
動
」
か
ら
「
Ｇ
ダ
ン
ス
」
ま
で

の
６
領
域
を
学
習
し
て
い
く
こ
と
と

な
る
。
そ
れ
を
均
等
に
配
当
し
た
と

す
る
と
、
２
年
間
で
１
領
域
当
た
り

26
〜
27
単
位
時
間
程
度
（
１
年
間
あ

た
り
13
時
間
程
度
）
と
な
る
。
ま
た
、

授
業
時
数
に
つ
い
て
は
「
そ
の
内
容

の
習
熟
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

考
慮
し
て
配
当
す
る
こ
と
」
と
い
う

表
現
も
さ
れ
て
お
り
、
前
述
し
た
１

領
域
26
〜
27
単
位
時
間
と
い
う
の
は

目
安
で
あ
り
、
学
校
や
生
徒
の
実
態

に
よ
っ
て
弾
力
的
に
扱
え
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
領
域
の
取

り
扱
い
は
「
第
１
学
年
及
び
第
２
学

年
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
生
徒
に
履

修
さ
せ
る
こ
と
」
と
な
っ
て
い
る
の

で
、
ど
ち
ら
か
の
学
年
で
「
武
道
」

か
「
ダ
ン
ス
」
を
そ
れ
ぞ
れ
に
選
択

し
て
学
習
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

「
武
道
」
は
中
学
校
で
初
め
て
経
験

す
る
運
動
種
目
で
あ
り
、
相
手
と
直

接
的
に
攻
防
す
る
と
い
う
運
動
の
特

性
か
ら
考
え
る
と
、
継
続
的
な
学
習

が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
考
え
る
。

他
の
領
域
や
学
校
の
実
態
に
応
じ
て

各
学
年
で
段
階
的
な
指
導
が
で
き
る

よ
う
に
見
通
し
を
持
っ
て
計
画
を
立

て
、
技
能
の
向
上
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、「
武
道
」
の
楽
し
さ
や
奥
深
さ
に

触
れ
、
生
徒
が
興
味
・
関
心
を
高
め
、

第
３
学
年
に
な
っ
た
と
き
に
ま
た

「
武
道
」
を
選
択
し
た
い
と
思
え
る
よ

う
な
、
充
実
し
た
授
業
に
な
る
よ
う

工
夫
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
に
な
っ

て
く
る
で
あ
ろ
う
。

【
参
考
文
献
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（
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新
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店
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』
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習
研

究
社
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①
伝
統
的
な
行
動
の
仕
方
や
考
え
方
、

そ
の
重
要
性
を
理
解
し
、
平
常
心
や

感
謝
の
心
が
育
っ
て
き
た
。

立
礼
や
座
礼
に
始
ま
り
、
正
座
で

防
具
を
着
け
、
竹
刀
の
点
検
を
行
う

た
め
か
、
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
で
授

業
が
ス
タ
ー
ト
で
き
た
。
ま
た
、
竹

刀
の
点
検
や
防
具
の
扱
い
方
も
丁
寧

に
な
り
、
感
謝
の
気
持
ち
を
表
現
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

②
礼
儀
作
法
や
相
手
を
尊
重
す
る
態

度
を
重
ん
じ
る
こ
と
を
理
解
し
、
実

践
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

相
手
や
先
生
へ
の
礼
だ
け
で
な
く
、

道
場
の
出
入
り
の
際
に
も
「
失
礼
し

ま
す
、
失
礼
し
ま
し
た
」
と
言
え
る

生
徒
が
増
え
た
。
全
体
的
に
そ
の
よ

う
な
雰
囲
気
が
で
き
て
き
た
こ
と
で
、

体
育
の
授
業
以
外
の
場
で
も
し
っ
か

り
と
あ
い
さ
つ
や
礼
（
会
釈
）
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

③
剣
道
の
お
も
し
ろ
さ
や
奥
深
さ
を

３剣
道
の
学
習
を
通
し
て

得
ら
れ
た
成
果

実
感
し
、
剣
道
に
対
す
る
興
味
・
関

心
が
高
ま
っ
た
。

単
元
の
学
習
終
了
時
に
ア
ン
ケ
ー

ト
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
35
名
の
う

ち
31
名
が
「
楽
し
か
っ
た
」「
ま
た
剣

道
を
選
択
し
た
い
」
と
い
う
回
答
を

選
ん
だ
。
授
業
を
通
し
て
剣
道
の
達

成
感
や
充
実
感
を
味
わ
う
こ
と
が
で

き
た
結
果
で
は
な
い
か
と
思
う
。

④
仲
間
と
協
力
し
、
課
題
を
解
決
す

る
能
力
が
高
ま
っ
た

グ
ル
ー
プ
活
動
や
個
人
評
価
、
相

互
評
価
を
多
く
活
用
し
、「
考
え
る
体

育
」
を
常
に
意
識
し
て
授
業
を
進
め

て
き
た
結
果
、
自
分
の
動
き
を
理
解

し
、
課
題
を
見
つ
け
て
そ
の
解
決
に

向
け
て
努
力
を
し
た
り
、
仲
間
と
協

力
し
て
理
想
の
動
き
に
近
づ
け
て
い

っ
た
り
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
。

本
校
で
は
剣
道
の
単
元
を
12
時
間

４今
後
の
課
題

で
計
画
し
て
い
た
。
今
回
の
よ
う
な

指
導
を
実
践
し
、
男
女
共
習
の
「
武

道
」（
剣
道
）
の
授
業
に
お
い
て
、
特

に
軈
剣
道
の
学
習
に
対
す
る
意
欲
を

高
め
な
が
ら
、
技
能
の
向
上
も
目
指

す
軋
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
効
果
が

見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
導
入
に
４
時

間
と
多
め
の
時
間
を
費
や
し
た
た
め

に
、
単
元
の
最
後
に
位
置
づ
け
て
い

た
試
合
に
あ
ま
り
時
間
を
使
え
ず
、

勝
敗
を
競
い
合
う
な
か
で
剣
道
の
楽

し
さ
や
喜
び
を
感
じ
た
り
、
自
分
な

り
の
得
意
技
を
見
つ
け
出
し
た
り
と

い
う
体
験
か
ら
意
欲
を
高
め
て
い
く

と
い
う
段
階
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
。

ま
た
、
審
判
で
は
、
有
効
打
突
の
判

定
の
み
に
重
点
を
置
い
た
た
め
、
細

か
い
ル
ー
ル
や
審
判
の
作
法
ま
で
は

指
導
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

運
動
に
対
す
る
知
識
と
し
て
、
来
年

度
以
降
の
学
習
に
組
み
入
れ
て
い
く

必
要
が
あ
る
。

今
年
度
男
女
共
習
で
剣
道
の
授
業

を
実
施
し
た
の
は
１
年
生
で
、
男
女

の
比
率
も
ほ
ぼ
同
じ
、
さ
ら
に
剣
道

経
験
者
が
ほ
と
ん
ど
女
子
で
あ
っ
た

た
め
に
、
一
般
の
女
子
も
積
極
的
に

活
動
す
る
こ
と
が
で
き
、
体
当
た
り

な
ど
の
配
慮
が
必
要
な
技
能
に
関
し

て
も
安
全
に
学
習
を
進
め
て
い
く
こ

と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
成
長
過
程

に
あ
る
中
学
２
・
３
年
生
に
な
る
と
、

男
女
間
や
同
性
で
も
個
人
の
体
力
や

体
格
に
も
大
き
な
差
が
出
て
く
る
た

め
に
、
活
動
グ
ル
ー
プ
を
考
慮
す
る

よ
う
な
技
能
の
練
習
も
必
要
に
な
っ

て
く
る
で
あ
ろ
う
と
感
じ
た
。

ま
た
、
本
校
の
場
合
は
、
武
道
場

や
防
具
・
竹
刀
な
ど
の
設
備
や
用
具

が
揃
っ
て
い
た
こ
と
、
剣
道
を
専
門

に
学
ん
で
き
た
教
師
が
い
た
こ
と
な

ど
か
ら
、
こ
れ
ま
で
に
説
明
し
て
き

た
よ
う
な
取
り
組
み
が
で
き
た
。
し

か
し
、
全
国
的
に
武
道
が
必
修
化
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
い
ま
、
設
備
や

用
具
の
揃
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ

っ
て
も
、
木
刀
や
竹
刀
な
ど
を
用
い

て
日
本
剣
道
形
や
、
剣
道
基
本
技
稽

古
法
を
実
施
す
る
な
ど
、
実
態
に
合

わ
せ
て
工
夫
し
、
剣
道
を
学
ば
せ
て

い
く
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

し
た
が
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
に

対
応
で
き
る
よ
う
な
指
導
者
の
育
成

も
当
然
の
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

1322009. 5 月刊「武道」


