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剣
道
の
ル
ー
ツ
は
諸
説
あ
る
が
、

反そ

り
を
有
し
鎬

し
の
ぎ

造
り
で
あ
る
日
本
刀

が
誕
生
し
た
平
安
中
期
を
源
流
と
し

て
も
間
違
い
は
な
い
だ
ろ
う
。
命
の

や
り
と
り
と
も
い
え
る
「
刀
剣
に
よ

る
殺
傷
技
術
」
を
高
め
て
い
っ
た
武

士
が
、
鎌
倉
期
か
ら
江
戸
期
ま
で
為

政
者
と
し
て
長
期
に
わ
た
り
治
国
を

行
い
、
流
派
の
発
生
か
ら
分
派
、
竹

刀
や
防
具
の
発
明
な
ど
を
経
る
間
、

「
武
士
道
」
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る

よ
う
に
、「
人
と
し
て
あ
る
べ
き
姿
・

こ
と
も
少
な
く
な
く
、「
剣
道
の
奥
深

さ
」
を
示
す
一
因
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、「
有
効
打
突
」
と
は

何
で
あ
ろ
う
か
。
剣
道
の
世
界
で
は

よ
く
「
気
・
剣
・
体
の
一
致
し
た
残

安
全
で
楽
し
く
効
果
的
な
指
導
法
　
剣
道
②

心
あ
る
打
突
」
と
い
わ
れ
る
。
剣
道

競
技
の
ル
ー
ル
が
記
さ
れ
た
全
日
本

剣
道
連
盟
『
剣
道
試
合
・
審
判
規
則
』

に
は
、
第
12
条
に
「
有
効
打
突
は
、

充
実
し
た
気
勢
、
適
正
な
姿
勢
を
も

っ
て
、
竹
刀
の
打
突
部
で
打
突
部
位

を
刃
筋
正
し
く
打
突
し
、
残
心
あ
る

も
の
と
す
る
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

簡
略
に
表
記
す
れ
ば
「
得
点
と
な
る

打
ち
は
、
打
つ
と
決
断
し
た
意
志
を

元
気
よ
く
声
に
出
し
、
自
然
体
の
ご

と
く
体
幹
を
保
っ
て
、
竹
刀
の
物
打

で
決
め
ら
れ
た
箇
所
を
刀
で
あ
れ
ば

切
れ
る
よ
う
に
打
ち
、
そ
の
後
も
油

断
が
な
い
と
自
他
と
も
に
認
め
ら
れ

る
も
の
と
す
る
」
と
も
置
き
換
え
る

こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
こ
と
は
「
心
」

と
「
身
体
」
と
「
刀
」
の
三
者
が
調

和
す
る
よ
う
に
体
現
す
る
こ
と
と
い

え
る
。
更
に
相
手
も
同
様
に
「
打
突

し
た
い
し
打
突
さ
れ
た
く
な
い
」
中

に
お
い
て
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
現
代
に
お
い
て
非
日
常

的
動
作
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
竹
刀
を

含
む
全
身
を
意
志
を
も
含
め
調
和
さ

せ
た
上
で
、
相
手
に
応
じ
た
攻
防
が

求
め
ら
れ
る
。
教
科
体
育
に
お
け
る

剣
道
が
、
日
常
頻
繁
に
マ
ス
コ
ミ
が

取
り
上
げ
、
目
に
さ
ら
さ
れ
る
、
得

点
が
わ
か
り
や
す
い
運
動
種
目
の
よ

う
に
「
試
合
を
楽
し
も
う
」
と
は
簡

単
に
い
か
な
い
所ゆ

え
ん以

で
あ
る
。

　

中
学
校
武
道
必
修
元
年
。
全
国
の
全
中
学
校
で
実
施
さ
れ
始
め
た
が
、
今

後
諸
問
題
の
表
面
化
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
楽
し
さ
の
追

求
に
よ
る
武
道
ら
し
さ
と
の
乖か

い

離り

、
ま
た
は
そ
の
逆
も
懸
念
さ
れ
る
。「
多

く
の
運
動
を
体
験
す
る
時
期
（
小
学
５
年
～
中
学
２
年
）」
か
ら
「
少
な
く

と
も
１
つ
の
ス
ポ
ー
ツ
に
親
し
む
時
期
（
中
学
３
年
～
高
等
学
校
）」
へ
と

繋つ
な

が
り
を
持
た
せ
る
に
は
、
武
道
に
お
け
る
伝
統
的
な
考
え
方
と
し
て
も

「
一い

っ

本ぽ
ん

」「
有ゆ

う

効こ
う

打だ

突と
つ

」
の
概
念
に
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は

筆
者
ら
が
先
般
発
表
し
た
研
究
も
例
に
、
剣
道
の
場
合
を
考
え
て
み
た
い
。

筑
波
大
学
体
育
系
講
師

有
田
　
祐
二

精
神
性
」
に
ま
で
昇
華
し
た
。
今
日

の
伝
統
文
化
で
あ
る
剣
道
に
は
、
技

術
性
な
ど
に
も
そ
の
影
響
を
色
濃
く

残
し
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
に「
一
本
」

が
あ
る
と
と
ら
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

運
動
種
目
に
よ
り
異
な
る
が
、
競
技

を
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
は
「
得
点
」

「
時
間
・
距
離
」「
出
来
映
え
」
な
ど

に
よ
っ
て
優
劣
を
決
定
す
る
。
剣
道

競
技
に
お
け
る「
得
点
」の
こ
と
を「
有

効
打
突
」
と
い
う
が
、
た
だ
打
て
ば

よ
い
わ
け
で
は
な
く
、
複
数
の
要
素

を
持
ち
合
せ
、
要
件
を
満
た
し
た
打

突
の
こ
と
を
い
う
。「
一
本
」
と
混
同

し
て
使
わ
れ
る
が
本
来
、
全
く
の
同

義
で
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
出
来

る
。
彼
我
関
係
も
含
み
、
ひ
と
つ
の

ま
と
ま
り
を
持
っ
た
完
璧
な
打
突
が

「
一
本
」
で
あ
り
、「
有
効
打
突≦

一
本
」

と
図
式
化
で
き
よ
う
。
い
わ
ゆ
る
剣

道
家
が
、道
的
意
味
合
い
か
ら
「
一
本
」

を
追
求
し
、
一
生
涯
精
進
し
続
け
る

■
シ
リ
ー
ズ
■

中
学
校
武
道

授
業
の
充
実
に
向
け
て
篷

日
本
武
道
館
護
刀
・
宮
入
昭
平
作

彼我関係も含み、ひとつのまとまりを持った完璧な打突が「一本」であり、
「有効打突≦一本」と図式化できよう
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10教
本
の
頒
布
状
況
と

入
手
方
法

ま
と
め
に
か
え
て

ま
と
め

体
育
専
攻
大
学
生
を
対

象
と
し
た
研
究
結
果
を

も
と
に

剣
道
の
「
基
本
動
作
」
と

「
対
人
的
技
能
」

剣
道
に
お
け
る
「
一
本
」

と
「
有
効
打
突
（
得
点
）」 

（
教
本
ｐ
58
〜
）

（
教
本
ｐ
63
）
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中
学
校
学
習
指
導
要
領
改
訂
に
と

も
な
う
教
科
体
育
に
お
け
る
剣
道
に

つ
い
て
、
と
く
に
学
習
指
導
要
領
解

説
を
踏
ま
え
て
一
考
す
る
。
武
道
に

お
い
て
彼
我
の
関
係
性
か
ら
「
礼
」

は
不
可
欠
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
と

く
に
「
基
本
動
作
」
と
「
対
人
的
技
能
」

に
着
目
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
こ
れ

ま
で
の
「
最
終
的
に
試
合
を
お
こ
な

っ
て
楽
し
む
」
方
向
か
ら
今
回
、
特

性
を
鑑
み
、「
自
由
練
習
や
簡
単
な
試

合
で
攻
防
を
展
開
で
き
る
よ
う
に
す

る
こ
と
」
を
ね
ら
い
と
し
た
。「
相
手

の
動
き
に
応
じ
た
基
本
動
作
（
１
・

２
年
）」「
相
手
の
動
き
の
変
化
に
応

じ
た
基
本
動
作
（
３
年
）」
の
記
載
は
、

常
に
相
手
を
想
定
し
て
行
う
こ
と
を

表
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
、
剣
道
を
専
門
種
目
と

す
る
教
員
（
以
下
、
剣
道
専
門
教
員
）

は
、
基
本
動
作
を
体
得
さ
せ
た
上
で

対
人
的
技
能
へ
移
行
す
る
手
法
が
一

般
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
い
き
お

い
、
基
本
動
作
の
反
復
練
習
と
な
る
。

こ
れ
が
生
徒
の
興
味
を
殺そ

ぎ
、
剣
道

嫌
い
を
増
や
す
こ
と
に
繋
が
る
と
考

え
ら
れ
る
（
反
復
練
習
を
全
否
定
す

る
わ
け
で
は
な
い
。
辛
抱
・
我
慢
の

重
要
性
、
動
き
の
定
着
化
な
ど
の
教

育
効
果
が
あ
る
）。
筆
者
は
ス
ポ
ー
ツ

少
年
団
で
剣
道
を
始
め
た
が
、
毎
日

２
時
間
、
約
１
年
間
は
剣
道
具
を
つ

け
ず
素
振
り
や
足
さ
ば
き
の
反
復
練

習
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
教

科
体
育
」
は
「
部
活
動
、
道
場
や
ス

ポ
ー
ツ
少
年
団
」
と
異
な
る
の
で
あ

る
。
運
動
嫌
い
や
剣
道
に
興
味
関
心

の
な
い
全
生
徒
が
受
け
る
「
授
業
」

で
あ
る
。

　

筆
者
は
、
従
来
の
「
相
手
に
対
す

る
前
に
ま
ず
は
自
己
の
処
し
方
の
イ

ロ
ハ
を
身
に
つ
け
て
」
と
い
う
剣
道

的
常
識
か
ら
、
今
回
の
改
訂
は
、
特

性
を
踏
ま
え
、「
相
手
あ
り
き
で
自
己

を
ど
う
処
す
か
」
と
い
う
入
口
か
ら

入
る
よ
う
に
な
っ
た
と
と
ら
え
て
い

る
。
段
階
が
進
み
、
相
手
に
応
じ
て

動
け
な
い
場
合
、「
自
己
の
動
き
の
効

率
化
」
へ
と
必
然
的
に
視
点
が
移
り
、

「
相
手
や
状
況
が
変
化
し
て
も
一
定
し

た
動
作
の
習
得
」
の
必
要
性
を
求
め

る
こ
と
と
な
る
。
筆
者
が
30
数
年
間

継
続
し
て
実
践
し
て
い
て
、「
剣
道
の

稽
古
」
と
は
「
相
手
へ
向
か
う
意
識
」

と
「
自
己
へ
向
か
う
意
識
」
に
と
も

な
う
動
き
の
修
正
と
開
発
の
繰
り
返

し
か
と
、
ほ
と
ほ
と
痛
感
し
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
個
に
応
じ
た
教
育

を
実
践
す
る
た
め
に
は
、
教
員
は
段

階
に
応
じ
た
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
豊
富

な
指
導
法
を
持
つ
こ
と
が
理
想
的
で

あ
る
と
い
え
る
。
実
際
の
授
業
現
場

に
お
い
て
、
剣
道
専
門
教
員
ら
が
経

験
則
か
ら
効
果
的
な
指
導
法
を
持
ち
、

短
期
間
で
生
徒
の
技
能
を
高
め
て
い

る
事
例
は
多
数
あ
る
。
近
年
、
様
々

な
規
模
で
研
修
会
や
講
習
会
が
開
催

さ
れ
、
具
体
的
な
指
導
法
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の

共
有
化
は
進
ん
で
い
な
い
と
も
と
ら

え
ら
れ
る
。
あ
わ
せ
て
今
後
、
効
果

的
な
指
導
法
の
更
な
る
工
夫
・
開
発

が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、
平
成
24
年
３
月
発
行
の

『
武
道
学
研
究
』
第
44
巻
第
３
号
に
掲

載
さ
れ
た
筆
者
ら
の
研
究
「
剣
道
初

心
者
に
お
け
る
『
送
り
足
』
習
得
後

の
『
踏
み
込
み
動
作
』
へ
の
応
用
可

能
性
に
関
す
る
実
践
的
検
討
」
の
一

部
か
ら
指
導
法
の
例
を
挙
げ
て
み
る
。

　

剣
道
で
多
用
さ
れ
特
徴
的
な
「
送

り
足
」
は
、
構
え
（
右
足
前
・
左
足
後
）

の
状
態
か
ら
、
す
り
足
で
移
動
す
る

方
向
に
近
い
足
か
ら
移
動
さ
せ
、
他

方
の
足
を
す
か
さ
ず
引
き
付
け
る
足

さ
ば
き
で
あ
る
。
初
心
者
は
ま
ず
送

り
足
を
身
に
つ
け
打
突
を
す
る
。
し

か
し
、
剣
道
実
践
者
は
大
方
「
踏
み

込
み
足
」
に
よ
っ
て
打
突
す
る
。
左

足
で
踏
み
切
り
、
右
足
の
踏
み
付
け

を
行
い
、「
素
早
く
安
定
し
て
」
体
を

前
方
向
へ
移
動
す
る
の
で
あ
る
。
実

際
、
剣
道
未
熟
練
者
が
「
踏
み
込
み

足
打
突
」
を
行
う
と
、
大
半
が
「
右

足
踏
み
込
み
」
→
「
打
突
」
の
順
と

な
り
、
全
体
が
調
和
し
な
い
。
対
し

価
や
動
作
解
析
を
行
っ
た
。
結
果
の

一
部
を
挙
げ
る
と
、「
踏
み
込
み
足
打

突
」
は
「
送
り
足
打
突
」
と
比
べ
て

明
ら
か
に
技
能
評
価
（
４
段
階
評
価
：

よ
い
＝
４
点
、
お
お
む
ね
よ
い
＝
３

点
、
あ
ま
り
よ
く
な
い
＝
２
点
、
よ

く
な
い
＝
１
点
）
が
低
く
（
図
１
参

照
）、
そ
の
一
因
と
し
て
「
踏
み
込
み

足
打
突
」
に
お
け
る
竹
刀
と
下
肢
の

時
間
的
関
係
性
は
、
先
行
研
究
の
剣

道
未
熟
錬
者
と
同
様
に
右
足
着
床
（
踏

み
込
み
）
が
打
突
よ
り
も
早
い
傾
向

を
示
し
て
い
た
（
図
２
参
照
）。
こ
の

こ
と
は
、
運
動
能
力
が
高
い
大
学
生

の
場
合
で
も
簡
単
に
「
有
効
打
突
」

と
な
る
踏
み
込
み
足
打
突
が
習
得
で

き
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
従
来
、

「
踏
み
込
み
足
」
は
「
送
り
足
」
の
発

展
形
と
さ
れ
、
つ
ま
ず
き
や
す
い
動

作
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
今
回

提
案
し
た
方
法
は
、「
通
常
の
『
送
り

足
打
突
』
か
ら
、『
右
足
移
動
完
了
時

に
打
突
』す
る
発
展
型『
送
り
足
打
突
』

を
ス
テ
ッ
プ
に
し
て
『
右
足
着
床
と

打
突
の
同
調
』
を
習
得
さ
せ
、『
踏
み

込
み
足
打
突
』
の
導
入
と
す
る
方
法
」

で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
基
礎

て
剣
道
実
践
者
の
場
合
、
ほ
ぼ
同
時

だ
が
む
し
ろ
100
分
の
１
秒
単
位
で
「
打

突
」
→
「
右
足
踏
み
込
み
」
の
順
と

な
る
。

　

前
掲
の
研
究
で
は
、
対
象
動
作
を

正
面
打
ち
と
し
、
剣
道
授
業
を
履
修

し
た
運
動
能
力
の
高
い
男
子
大
学
生

17
名
を
被
験
者
と
し
て
「
送
り
足
打

突
」
な
ど
を
75
分
授
業
３
コ
マ
分
の

学
習
後
に
、
特
別
な
工
夫
を
せ
ず
短

時
間
（
約
15
分
）、「
踏
み
込
み
足
打

突
」
練
習
を
実
施
し
た
際
の
技
能
評

（図１）各対象動作における技能評価得点の比較

（図２）「送り足正面打突」および「踏み込み足正面打突」における「打突」と
　　　下肢の「移動完了時」の時間差の比較
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シリーズ 中学校武道 授業の充実に向けて篷

と
な
る
「
送
り
足
」
を
学
ぶ
こ
と
、「
送

り
足
」
の
動
作
中
に
左
足
に
よ
る
強

い
送
り
出
し
と
右
足
の
開
脚
動
作
を

学
習
す
る
こ
と
、
最
後
に
「
踏
み
込

み
足
」
で
あ
る
右
足
に
体
重
を
乗
せ

る
と
い
う「
踏
み
込
み
動
作
」を
理
解
・

習
得
す
る
こ
と
が
学
習
課
題
と
な
る
。

提
案
し
た
具
体
的
な
学
習
過
程
と
し

て
、
打
突
と
踏
み
込
み
動
作
の
協
調

性
を
習
得
す
る
た
め
の
「
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
を
工
夫
し
た
ス
キ
ッ
プ
動
作

の
体
験
」、「
連
続
ギ
ャ
ロ
ッ
プ
動
作

か
ら
の
大
き
な
開
脚
を
伴
う
踏
み
込

み
方
の
体
験
」、「
打
突
部
位
よ
り
わ

ず
か
上
方
に
手
刀
を
構
え
、
踏
み
込

み
足
に
協
調
さ
せ
て
振
り
下
ろ
し
て

手
足
を
一
致
さ
せ
る
感
覚
を
つ
か
ま

せ
る
方
法
」、「
あ
ら
か
じ
め
振
り
上

げ
だ
け
を
お
こ
な
わ
せ
た
上
で
振
り

下
ろ
し
と
踏
み
込
む
右
足
を
同
調
さ

せ
る
方
法
」
な
ど
の
工
夫
が
必
要
だ

ろ
う
と
し
た
。
今
後
更
に
研
究
を
進

め
る
予
定
で
あ
る
が
、
他
種
目
専
門

教
員
で
も
可
能
な
指
導
法
を
提
示
し

て
い
き
た
い
。

　

中
学
校
で
必
修
と
な
っ
た
武
道
（
剣

道
）
を
、「
少
な
く
と
も
１
つ
の
ス
ポ

ー
ツ
に
親
し
む
時
期
（
中
学
３
年
～

高
等
学
校
）」
へ
と
繋
が
り
を
持
た
せ

る
た
め
に
も
、「
剣
道
の
試
合
を
観
戦

し
て
面
白
い
」
と
思
え
る
た
め
に
も
、

「
有
効
打
突
」
の
理
解
と
体
得
は
、
不

可
欠
に
違
い
な
い
と
筆
者
は
考
え
る
。

　

何
よ
り
、
相
手
が
あ
っ
て
は
じ
め

て
「
有
効
打
突
」
が
創
出
さ
れ
る
。

打
っ
た
者
は
打
た
せ
て
も
ら
っ
た
こ

と
に
感
謝
し
、
足
り
な
い
所
を
謙
虚

に
反
省
す
る
。
打
た
れ
た
者
は
未
熟

な
所
を
指
摘
し
て
も
ら
っ
た
と
相
手

に
感
謝
し
、
こ
れ
ら
を
端
正
な
礼
法

と
し
て
形
に
表
し
体
現
す
る
。
こ
の

こ
と
が
「
場
の
雰
囲
気
」
に
も
繋
が 

り
、豊
か
な
心
が
醸
成
さ
れ
、武
道
（
剣

道
）
が
教
科
体
育
で
行
わ
れ
る
意
義

を
持
つ
も
の
と
考
え
て
い
る
。
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