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武
道
授
業

実
践
の
概
要
紹
介　
　
柔
道

　

兵
庫
県
三さ

ん

田だ

市
は
、学
習
指
導
要
領
改
訂
に
よ
る
4
月
か
ら
の
中
学
校
武
道
必
修
化
に
向
け
て
、

市
内
に
あ
る
公
立
8
中
学
校
す
べ
て
に
武
道
場
を
建
築
い
た
し
ま
し
た
。

　

武
道
を
通
し
て
、
他
者
へ
の
思
い
や
り
の
心
な
ど
人
格
形
成
を
図
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

三
田
市
に
お
け
る

中
学
校
武
道
必
修
化
に
向
け
た
取
組

三
田
市
教
育
委
員
会

1

三
田
市
の
概
要

　「
太
郎
を
眠
ら
せ
、
太
郎
の
屋
根
に

雪
ふ
り
つ
む
。

　
次
郎
を
眠
ら
せ
、
次
郎
の
屋
根
に
雪

ふ
り
つ
む
。」

　
　（
三
好
達
治
『
測
量
船
』
よ
り
）

　
こ
の
「
雪
」
と
い
う
詩
は
、
三
田
市

ゆ
か
り
の
詩
人
・
三
好
達
治
に
よ
っ
て

作
ら
れ
ま
し
た
。
三
田
の
町
並
み
に
降

り
積
も
る
雪
の
様
子
を
表
し
た
も
の
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
三
田
市
は

我
が
国
で
最
初
に
ビ
ー
ル
や
マ
ッ
チ
、

写
真
機
を
作
っ
た
蘭
学
者
・
川
本
幸
民

や
元
首
相
・
吉
田
茂
の
懐
ふ
と
こ
ろ

刀が
た
なで
あ
る

白
洲
次
郎
の
祖
父
・
白
洲
退
蔵
の
出
身

地
で
も
あ
り
ま
す
。

　
兵
庫
県
の
東
南
部
に
位
置
し
、
穏

や
か
な
気
候
に
恵
ま
れ
た
こ
の
地
に

人
々
が
暮
ら
し
始
め
た
歴
史
は
古
く
、

遠
く
３
万
年
前
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。

そ
の
後
、
７
世
紀
末
に
は
屋
敷
町
周
辺

に
金
心
寺
の
門
前
町
が
形
成
さ
れ
ま
し

た
。
室
町
時
代
に
は
三
田
城
が
、
安
土

桃
山
時
代
に
は
城
下
町
が
築
か
れ
、
江

戸
時
代
に
は
九く

鬼き

三
万
六
千
石
の
城
下

町
と
し
て
栄
え
ま
し
た
。
１
９
８
０
年

代
か
ら
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
開
発
に
よ

り
、
一
時
期
は
人
口
増
加
率
日
本
一
に

な
る
ほ
ど
、
急
増
し
ま
し
た
。
現
在
豊

か
な
自
然
に
恵
ま
れ
た
田
園
都
市
に
11

万
５
千
人
の
市
民
が
暮
ら
し
て
い
ま

す
。
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2

三
田
の
め
ざ
す
教
育

　
三
田
市
の
め
ざ
す
子
ど
も
像
は
「
自

分
が
好
き
・
人
が
好
き
・
こ
の
町
が
好

き
、
夢
に
向
か
っ
て
歩
む
子
」
で
す
。

学
校
・
家
庭
・
地
域
・
行
政
が
協
力
し

合
っ
て
、
自
分
や
他
人
を
大
切
に
し
、

誇
り
を
も
っ
て
生
き
る
子
、
課
題
と
向

き
合
い
、
学
ぶ
こ
と
を
楽
し
む
子
、
人

と
の
つ
な
が
り
の
中
で
、
自
分
の
よ
さ

を
発
揮
で
き
る
子
、
自
分
自
身
の
生
き

方
を
考
え
、
夢
に
挑
戦
す
る
子
を
育
て

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
学
校
現
場
に
お
い
て
は
、
変
化
す
る

社
会
の
中
で
、
基
礎
・
基
本
的
な
知
識
・

技
能
を
習
得
し
、
そ
れ
ら
を
活
用
し
て

課
題
を
見
つ
け
、
そ
の
解
決
の
た
め
に

自
ら
考
え
、
判
断
し
、
行
動
す
る
な
ど
、

よ
り
よ
く
問
題
を
解
決
す
る
「
確
か
な

学
力
」、
未
来
に
向
け
て
主
体
的
に
人

生
や
社
会
を
切
り
拓
い
て
い
く
た
め
に

必
要
な
他
人
を
思
い
や
る
心
や
感
動
す

る
心
な
ど
の
「
豊
か
な
心
」、
生
涯
に

わ
た
っ
て
健
康
で
た
く
ま
し
く
生
き
て

い
く
た
め
に
必
要
な
「
健
や
か
な
体
」、

こ
れ
ら
三
つ
の
資
質
能
力
を
バ
ラ
ン
ス

よ
く
育
成
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
、
日
々

の
教
育
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

ま
す
。
体
育
授
業
の
ほ
か
、

心
身
を
高
め
る
場
と
し
て
、

部
活
動
・
社
会
体
育
等
、
幅

広
く
有
意
義
な
活
用
を
進

め
て
い
ま
す
。

　
全
て
の
武
道
場
に
は
、
日

本
武
道
協
議
会
の
「
こ
ど
も

武
道
憲
章
」
を
「
武
道
の

心
構
え
」
と
し
て
掲
げ
て

い
ま
す
。
武
道
を
通
し
て
、

技
を
習
得
し
、
心
を
磨
き
、

気
力
を
高
め
、
体
力
を
養

い
、
礼
を
重
ん
じ
る
こ
と
の

大
切
さ
や
フ
ェ
ア
プ
レ
ー

の
精
神
を
学
び
、
相
手
を
尊

重
す
る
態
度
を
身
に
付
け

て
欲
し
い
と
い
う
強
い
願

い
を
込
め
た
も
の
で
す
。

　
平
成
22
年
8
月
5
日
に

は
、
三
田
市
ゆ
り
の
き
台
中

学
校
に
お
い
て
、
武
道
場
完

成
を
記
念
し
て
三
田
市
中

学
校
武
道
場
竣
工
式
典
を

行
い
ま
し
た
。

　
式
典
で
は
、
テ
ー
プ
カ
ッ

ト
の
あ
と
、
市
長
・
来
賓

3

武
道
場
の
完
成

　
本
市
で
は
、
武
道
必
修
化
を
受
け
、

整
っ
た
環
境
の
も
と
で
充
実
し
た
武
道

の
授
業
が
行
え
る
よ
う
、
市
内
公
立
８

中
学
校
全
て
に
武
道
場
を
建
築
い
た
し

ま
し
た
。

　
武
道
場
の
大
き
さ
は
、
約
200
㎡
で
、

98
枚
の
畳
と
扇
風
機
４
台
、
40
人
分
の

ロ
ッ
カ
ー
付
き
の
更
衣
室
を
備
え
て
い

武道場完成記念式典でテープカット
する竹内英昭市長はじめ関係者
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挨
拶
、
ゆ
り
の
き
台
中
学
校
生
徒
代
表

に
よ
る
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た
。生
徒
は
、

「
本
気
」「
団
結
」「
感
謝
」
の
文
字
を

パ
ネ
ル
で
掲
げ
、
武
道
場
完
成
の
喜
び

を
表
現
す
る
と
と
も
に
、「
多
く
の
方
々

の
思
い
や
願
い
が
込
め
ら
れ
た
武
道
場

で
稽
古
に
励
み
、
心
身
を
磨
き
た
い
」

と
意
気
込
み
を
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　
続
い
て
、
甲
南
大
学
ス
ポ
ー
ツ
・
健

康
科
学
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
、
柔

道
部
総
監
督
の
山
㟢
俊
輔
先
生
か
ら

「
武
道
と
礼
節
に
つ
い
て
」
と
題
し
て

講
演
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。講
演
で
は
、

「
自
分
の
力
で
物
事
を
解
決
し
よ
う
と

い
う
意
思
や
想
像
力
に
欠
け
た
人
が
増

え
て
い
る
。
自
己
支
配
能
力
に
欠
け
、

自
己
の
痛
さ
へ
の
経
験
不
足
か
ら
、
他

人
の
痛
さ
に
気
付
か
ず
重
大
な
過
失
を

犯
す
傾
向
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
知
徳
体

の
備
わ
っ
た
人
間
づ
く
り
が
必
要
で
あ

る
。
精
力
善
用
の
心
の
教
育
、
徳
育
、

モ
ラ
ル
教
育
、
情
動
の
教
育
が
必
要
で

あ
る
。
武
道
は
古
来
よ
り
、
礼
に
始
ま

り
、
礼
に
終
わ
る
。
孔
子
は
論
語
に
お

い
て
『
禮
の
用
は
、和
を
貴
し
と
な
す
。

先
王
の
道
、
こ
れ
を
美
と
す
』（
相
手

の
心
を
察
し
、そ
れ
に
己
を
合
わ
せ
て
、

全
体
の
和
を
図
っ
て
い
く
の
が
、
礼
の

用
で
あ
る
）
と
述
べ
て
い
る
。
相
手
を

敬
い
、感
謝
す
る
こ
と
で
信
頼
し
合
い
、

助
け
合
う
心
を
育
み
、
自
分
だ
け
で
な

く
他
人
と
共
に
栄
え
合
う
世
の
中
に
し

よ
う
と
す
る
自
他
共
栄
の
精
神
に
つ
い

て
学
ん
で
欲
し
い
」と
語
ら
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
講
演
後
に
、
演
武
の
披
露
と
実

技
講
習
も
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

①
指
導
者
の
育
成

　
武
道
を
安
全
か
つ
円
滑
に
実
施
す
る

た
め
に
は
、
環
境
整
備
と
共
に
、
教
員

の
更
な
る
指
導
力
向
上
が
喫
緊
の
課
題

で
す
。
本
市
で
は
、
武
道
必
修
化
に
向

け
た
取
組
の
一
つ
と
し
て
、
平
成
21
年

度
よ
り
武
道
研
修
会
を
実
施
し
、
教
員

の
指
導
力
向
上
を
図
っ
て
き
ま
し
た
。

　
山
㟢
俊
輔
先
生
を
講
師
と
し
て
、
柔

道
の
授
業
づ
く
り
に
つ
い
て
ご
指
導
い

4

「
武
道
」
を
学
ぶ

た
だ
き
ま
し
た
。

　
袈
裟
固
め
、
横
四
方
固
め
、
上
四
方

固
め
な
ど
、
寝
技
を
中
心
に
実
技
練
習

を
し
ま
し
た
。
実
技
練
習
で
は
二
人
一

組
に
な
り
、
相
互
に
技
を
か
け
る
側
と

か
け
ら
れ
る
側
に
分
か
れ
て
の
練
習
で

す
。
山
㟢
先
生
は
「
柔
道
は
受
け
身
の

練
習
か
ら
始
ま
る
。柔
道
に
お
い
て
は
、

勝
つ
こ
と
だ
け
で
な
く
、
負
け
る
こ
と

を
学
ぶ
こ
と
も
大
切
で
す
」
と
話
さ
れ

ま
し
た
。

②
技
を
磨
き
、
礼
を
重
ん
じ
る
授
業

「
お
願
い
し
ま
す
」。
生
徒
は
、
大
き

な
声
で
挨
拶
し
た
後
、
深
々
と
一
礼
を

し
て
次
々
と
武
道
場
に
入
っ
て
き
ま

す
。
そ
し
て
、
張
り
つ
め
た
空
気
の
中

で
授
業
が
始
ま
り
ま
す
。

　
ま
ず
、
武
道
場
に
掲
げ
ら
れ
て
い

る
「
武
道
の
心
構
え
」
に
つ
い
て
話
が

あ
り
ま
し
た
。
次
に
、
教
師
が
受
け
身

の
見
本
を
見
せ
、
基
本
動
作
で
あ
る
受

け
身
の
練
習
や
ゲ
ー
ム
形
式
を
取
り
入

れ
た
「
寝
技
」
の
練
習
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
二
人
一
組
で
行
わ
れ
る
寝
技
練
習

で
は
、
お
互
い
を
称
え
、
感
謝
の
意
味

「本気」「団結」「感謝」の文字を掲げ、
武道場完成の喜びを述べる生徒

武道研修会で指導する山﨑俊輔講師
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を
込
め
た
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
」
と
い
う
大
き
な
声
が
武
道
場
に
響

き
渡
り
ま
し
た
。

　
授
業
後
、
生
徒
に
感
想
を
聞
い
て
み

る
と
、「
緊
張
感
が
あ
る
授
業
で
し
た
」

「
武
道
の
授
業
は
面
白
い
」「
次
の
授
業

も
楽
し
み
で
す
」と
い
う
答
え
が
、清
々

し
い
笑
顔
と
と
も
に
返
っ
て
き
ま
し

た
。

　
指
導
し
て
い
た
教
師
か
ら
も
「
こ
れ

ま
で
は
体
育
館
に
畳
を
敷
き
、
狭
い
ス

ペ
ー
ス
で
授
業
を
し
て
い
ま
し
た
。
全

員
が
一
斉
に
実
技
練
習
す
る
こ
と
が
で

き
ず
に
効
率
が
悪
か
っ
た
の
で
す
が
、

武
道
場
が
完
成
し
て
、
広
い
う
え
に
専

用
の
畳
の
上
で
安
全
に
授
業
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
嬉
し
く
思
い
ま
す
。
畳
が

非
常
に
よ
く
な
り
、
生
徒
だ
け
で
な
く

私
自
身
も
喜
ん
で
い
ま
す
。
武
道
の
授

業
で
は
、『
礼
儀
』
の
作
法
を
中
心
と

し
た
授
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
柔
道
で

学
ん
だ
『
礼
儀
』
を
、
生
徒
た
ち
が
日

常
生
活
の
中
に
も
生
か
し
て
く
れ
る
こ

と
を
大
い
に
期
待
し
て
い
ま
す
」
と
い

う
感
想
が
返
っ
て
き
ま
し
た
。

一
助
に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
自
分
が
大
切
に
さ
れ
て
い
る
、
愛
さ

れ
て
い
る
と
思
え
る
時
、
子
ど
も
た
ち

は
安
心
し
て
日
々
を
過
ご
す
こ
と
が
で

き
ま
す
。
も
っ
と
知
り
た
い
と
い
う
学

ぶ
意
欲
、
自
分
の
可
能
性
に
向
か
っ
て

挑
戦
し
よ
う
と
す
る
気
持
ち
が
高
ま
っ

て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
自
尊
感
情
の

高
揚
は
、
思
い
や
り
の
心
や
健
や
か
な

体
の
育
成
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

三
田
市
が
め
ざ
す
子
ど
も
像
の
実
現
に

向
け
、
武
道
の
授
業
を
含
め
た
学
校
教

育
の
充
実
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

5

「
武
道
」
の
授
業
の
今
後

　
武
道
の
授
業
を
よ
り
充
実
し
た
も
の

に
し
て
い
く
た
め
に
は
、
指
導
者
で
あ

る
教
師
が
、
武
道
の
持
つ
理
念
や
技
に

つ
い
て
さ
ら
に
専
門
的
に
学
ん
で
い
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。
安
全
に
主
眼
を
置

い
た
技
能
、
指
導
法
等
の
研
修
に
外
部

指
導
者
と
し
て
、
引
き
続
き
武
道
家
の

お
力
も
得
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　
兵
庫
県
出
身
で
柔
道
家
・
教
育
家
で

あ
る
嘉
納
治
五
郎
氏
は
、
修
行
で
得
よ

う
と
す
る
も
の
を
、
単
に
戦
う
技
法
の

「
術
」
で
は
な
く
、
人
格
形
成
を
最
終

目
標
と
す
る
「
道
」
と
し
ま
し
た
。
武

道
の
授
業
を
通
し
て
、「
武
道
の
心
構

え
」に
も
掲
げ
た
人
と
し
て
の
あ
り
方
・

生
き
方
を
生
徒
た
ち
に
ど
の
よ
う
に
伝

え
て
い
く
か
、
武
道
の
真
髄
に
触
れ
る

た
め
に
ど
の
よ
う
に
指
導
し
て
い
け
ば

よ
い
か
な
ど
、
教
師
が
知
恵
を
出
し
合

う
授
業
研
究
の
更
な
る
充
実
が
必
要
だ

と
考
え
ま
す
。

　
三
田
市
で
は
、
体
育
授
業
で
、「
ス

ポ
ー
ツ
チ
ャ
ン
バ
ラ
」
を
実
践
し
て
い

る
小
学
校
も
あ
り
ま
す
。
相
手
と
の
間

合
い
を
読
み
、
相
手
の
懐
に
飛
び
込
む

勇
気
を
必
要
と
す
る
対
人
ス
ポ
ー
ツ

は
、
現
代
の
子
ど
も
た
ち
に
必
要
な
自

分
と
相
手
と
の
「
間
」
を
感
じ
取
る
力

を
身
に
付
け
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
経
験
が
中
学
校
で
の
武
道
に
つ

な
が
り
、
子
ど
も
た
ち
の
心
を
育
て
る

柔道授業の様子

正座をして教本を読む
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