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複
数
武
道
種
目
授
業

実
践
の
紹
介　
　

「
武
道
推
進
モ
デ
ル
校
」
事
業
を
活
用
し
た

複
数
種
目
（
柔
道
・
少
林
寺
拳
法
）
の
実
践

茨
城
県
筑ち

く

西せ
い

市
立
下し

も

館だ
て

南み
な
み中
学
校

教
諭　

永
井
孝
始

　

本
校
の
保
健
体
育
の
武
道
は
柔
道
を
選
択
し
て
い
た
。
昨
年
度
の
武
道

の
授
業
は
、
茨
城
県
が
行
う
「
体
育
授
業
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣
事
業
」
を

活
用
し
、
武
道
授
業
12
時
間
の
中
で
、
少
林
寺
拳
法
を
２
時
間
行
う
こ
と

に
し
た
。「
体
育
授
業
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣
事
業
」
と
は
、
専
門
的
知
識

や
技
能
を
有
す
る
者
を
体
育
授
業
に
派
遣
し
、
保
健
体
育
担
当
教
員
に
は

指
導
法
の
研
修
を
行
い
、
各
校
に
お
け
る
保
健
体
育
指
導
の
充
実
と
教
員

の
資
質
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
本
校
が
保
健
体
育
の
武

道
で
行
っ
た
少
林
寺
拳
法
の
授
業
を
ご
紹
介
し
た
い
。

下館南中校舎
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複数武道種目授業 実践の紹介 下館南中学校

1

学
校
の
特
徴

　

本
校
は
現
在
、
１
年
生
194
名
、
２
年

生
202
名
、
３
年
生
193
名
、
計
589
名
が
在

籍
す
る
大
規
模
校
で
あ
る
。

　

筑
西
市
は
、
鬼き

怒ぬ

川
・
小こ

貝か
い

川
・
勤ご

ん

行ぎ
ょ
う川

が
南
北
に
流
れ
る
肥
沃
な
田
園
地

帯
が
広
が
り
、
豊
か
な
自
然
に
溢あ
ふ

れ
て

い
る
。

　

ま
た
、
日
本
近
代
陶
芸
の
祖
で
あ
る

板い
た

谷や

波は

山ざ
ん

の
生
家
や
、
蔵
造
り
の
商
家

な
ど
数
々
の
史
跡
や
歴
史
が
残
さ
れ
て

お
り
、
文
化
や
伝
統
が
息
づ
く
地
域
で

あ
る
。
本
校
生
徒
は
、
そ
の
自
然
や
歴

史
、
伝
統
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
素

晴
ら
し
い
環
境
の
中
で
育
っ
て
い
る
。

　

そ
の
環
境
の
中
で
、
本
校
の
教
育
目

標
と
し
て
「
自
ら
学
び
考
え
、
行
動
で

き
る
、
心
豊
か
で
た
く
ま
し
い
生
徒
の

育
成
」
を
掲
げ
て
お
り
、「
文
武
両
道
」

を
目
指
し
て
、
学
力
と
豊
か
な
心
の
育

成
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

学
力
の
育
成
で
は
、
主
に
自
ら
学
び

考
え
、
行
動
で
き
る
生
徒
を
増
や
し
て

い
く
た
め
に
、
授
業
に
お
い
て
、
教
科

の
特
性
を
生
か
し
た
言
語
活
動
や
話
合

い
活
動
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
、
主
体

的
・
協
働
的
な
学
び
を
引
き
出
す
指
導

を
展
開
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
日
々
の
授
業
に
お
い
て
、
学

習
の
仕
方
や
話
合
い
活
動
の
約
束
の
共

通
理
解
と
定
着
を
図
っ
た
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ

活
用
等
に
よ
る
授
業
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル

デ
ザ
イ
ン
化
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い

る
。

　

豊
か
な
心
の
育
成
で
は
、
学
校
全
体

で
「
あ
い
さ
つ
」
と
「
無
言
清
掃
」
を

重
点
施
策
と
し
て
推
進
し
て
い
る
。
道

徳
の
授
業
や
学
年
、
学
校
行
事
を
通
し

て
、
日
々
の
学
校
生
活
と
の
繋つ
な

が
り
を

大
切
に
し
た
上
で
、
生
徒
自
身
が
考

え
、
議
論
で
き
る
授
業
を
展
開
し
て
い

る
。

　

ま
た
、
学
校
行
事
や
集
団
活
動
を
工

　

事
前
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
少
林
寺

拳
法
を
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
生
徒
は

い
な
か
っ
た
。

　

少
林
寺
拳
法
を
指
導
す
る
時
間
が
２

時
間
だ
け
で
あ
っ
た
た
め
、
日
時
や
場

所
、
内
容
を
事
前
に
十
分
に
打
ち
合
わ

せ
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
外
部
指
導
者
７
名
と
保

夫
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
人
一
人
の

可
能
性
を
伸
長
し
、
生
徒
が
自
己
有
用

感
等
を
高
め
、
学
校
生
活
が
輝
き
溢
れ

る
も
の
に
な
る
よ
う
学
校
全
体
で
取
り

組
ん
で
い
る
。

　

特
に
、
生
き
る
力
の
基
本
は
基
本
的

生
活
習
慣
で
あ
る
と
い
う
生
徒
と
教
職

員
の
共
通
認
識
の
も
と
、
毎
週
、
館
南

2

は
じ
め
に

健
体
育
の
教
員
は
４
名
が
指
導
に
あ
た

り
、
体
育
館
で
３
年
生
５
ク
ラ
ス
の
う

ち
の
３
ク
ラ
ス
116
名
の
生
徒
で
授
業
を

実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

授
業
前
に
は
、
安
全
面
に
配
慮
す
る

習
慣
を
養
う
た
め
に
、
爪
を
短
く
切

り
、
練
習
す
る
際
の
周
囲
の
状
況
を
確

認
す
る
よ
う
指
導
し
た
。

夢
現
カ
ー
ド
（
10
項
目
の
生
活
習
慣
の

自
己
評
価
）
で
生
活
習
慣
の
振
り
返
り

を
行
い
、
定
着
に
つ
と
め
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
日
々
の
学
校
活
動
の
中

で
、
素
晴
ら
し
い
地
域
の
自
然
や
地
域

の
人
々
と
の
触
れ
合
い
を
通
じ
て
、
地

域
を
大
切
に
す
る
心
や
態
度
の
育
成
に

取
り
組
ん
で
い
る
。
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単
元
の
ね
ら
い
と
し
て
、
少
林
寺
拳

法
の
修
練
は
基
本
的
に
２
人
組
ま
た
は

グ
ル
ー
プ
で
実
施
す
る
。
そ
れ
は
、
対

人
技
能
の
習
得
を
通
じ
て
、
相
手
を
思

い
や
り
な
が
ら
取
り
組
め
る
こ
と
、
役

割
が
分
担
で
き
る
の
で
安
全
に
配
慮
で

き
る
こ
と
、
仲
間
と
共
に
練
習
や
発
表

す
る
こ
と
で
お
互
い
が
向
上
し
あ
い
、

　

１
時
間
目
の
目
標
は
、
①
武
道
の
一

つ
で
あ
る
少
林
寺
拳
法
を
知
り
、
そ
の

特
徴
を
理
解
す
る
、
②
伝
統
的
な
文
化

に
興
味
・
関
心
を
も
ち
、正
し
い
礼
法
、

作
法
、
基
本
動
作
を
身
に
付
け
る
︱
︱

の
２
点
で
あ
る
。

　

導
入
と
し
て
、
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
で
外
部
指
導
者
の
７
名
の
先
生
を
紹

介
し
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
を
使
用
し
、

安
全
の
留
意
点
や
授
業
の
流
れ
、
少
林

寺
拳
法
の
目
的
を
わ
か
り
や
す
く
説
明

し
た
り
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
像
を
使

っ
て
、「
経け
い

絡ら
く

秘ひ

孔こ
う

」
に
つ
い
て
説
明

は
、
礼
儀
作
法
や
基
本
動
作
の
共
通
点

に
気
付
か
せ
な
が
ら
、
技
の
指
導
で

は
、
少
林
寺
拳
法
の
特
徴
で
あ
る
「
受

け
か
ら
始
ま
り
、
完
全
に
防
御
を
行
っ

た
後
、
反
撃
に
転
ず
る
」
こ
と
か
ら
、

攻
防
を
展
開
す
る
柔
道
へ
と
つ
な
げ
る

こ
と
で
、
武
道
の
攻
防
に
つ
い
て
の
段

階
的
な
指
導
の
充
実
を
図
る
。

【
１
時
間
目
】

達
成
感
を
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
、
日
本
古
来
の
伝
統
的
礼
儀
作
法
と

武
術
に
触
れ
る
こ
と
で
、
今
後
の
生
涯

ス
ポ
ー
ツ
の
選
択
肢
の
一
つ
と
な
る
よ

う
な
き
っ
か
け
作
り
を
す
る
意
味
も
あ

る
。

　

ま
た
、
少
林
寺
拳
法
か
ら
柔
道
へ
と

つ
な
が
る
複
数
種
目
の
武
道
指
導
計
画

授業のはじめに授業の内容を説明する

3

授
業
の
実
施

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

種目 道柔法拳寺林少

導入（あいさつ、伝統的な行動の仕方、健康観察、本時の学習の見通し）　

準備運動

　整理（整理運動、本時の振り返り、次時の連絡、あいさつ）

準備運動、基本動作と受け身の練習
礼・作法
の学習

基本動作
の学習

固め技の
学習

投げ技の
学習

基本動作
の学習

応用動作
の
学習

基本動作
の反復

グループ
内発表

　

礼法の学び

少林寺拳法独特の礼法を学ぶ
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術
で
あ
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
、
そ
の
心

得
と
技
能
を
学
ぶ
、
②
基
本
と
な
る
対

人
的
な
技
能
（
剛
法
・
柔
法
）
を
学
ぶ
、

③
グ
ル
ー
プ
内
で
発
表
す
る
︱
︱
の
３

点
で
あ
る
。

　

導
入
と
し
て
、
全
体
で
前
時
の
復
習

を
行
っ
た
。
全
員
が
合
掌
礼
で
正
し
く

挨
拶
を
行
い
、
少
林
寺
拳
法
の
特
徴
の

一
つ
を
改
め
て
指
導
し
た
。
ま
た
２
時

間
目
の
目
標
の
説
明
と
護
身
の
技
の
模

範
演
技
を
行
い
、
理
解
を
深
め
た
。

　

展
開
と
し
て
、「
Ⅰ
内
受
突（
剛
法
）、

Ⅱ
２
人
組
で
攻
者
と
守
者
に
わ
か
れ
て

内
受
突
、
Ⅲ
小
手
抜
き
（
柔
法
）、
Ⅳ

２
人
組
で
攻
者
と
守
者
に
わ
か
れ
て
小

手
抜
き
」
を
行
っ
た
。
全
体
的
に
動
作

を
覚
え
や
す
く
す
る
た
め
に
、
号
令
を

か
け
て
練
習
す
る
。
ま
た
、
気
合
い
を

出
し
て
正
確
な
突
き
が
で
き
る
よ
う

に
、
突
き
を
止
め
て
、
か
わ
し
て
攻
撃

す
る
こ
と
を
指
導
す
る
。
２
人
組
で
の

内
受
突
で
は
、「
攻
者
・
構
え
→
間
合

い
→
突
き
」「
守
者
・
構
え
→
間
合
い

→
内
受
け
」
の
練
習
を
行
う
。
２
人
組

で
の
小
手
抜
き
で
は
、
初
め
に
鈎か
ぎ

手て

手

法
で
守
る
練
習
を
す
る
。
守
れ
た
ら
抜

き
手
の
練
習
に
移
り
、
最
後
に
反
撃
を

す
る
練
習
を
行
う
。
２
人
組
の
小
手
抜

き
で
は
、「
攻
者
・
構
え
→
間
合
い
→

手
首
を
摑つ
か

む
」「
守
者
・
構
え
→
間
合

い
→
鈎
手
手
法
で
守
る
」
の
練
習
を
行

っ
た
。

　

ま
と
め
と
し
て
２
人
組
の
内
受
突
、

ま
た
は
小
手
抜
き
の
ど
ち
ら
か
を
選
ん

で
発
表
を
行
い
、
本
時
の
目
標
と
学
習

し
た
内
容
を
再
度
確
認
し
、
ア
ン
ケ
ー

ト
に
記
入
し
た
。

◇

　

次
に
柔
道
の
授
業
の
概
略
を
紹
介
す

し
、
生
徒
の
関
心
を
引
い
た
。
ま
た
模

範
演
技
を
行
い
、
躍
動
感
の
あ
る
動
き

か
ら
、
生
徒
た
ち
は
さ
ら
に
関
心
を
も

ち
、
２
時
間
の
授
業
の
完
成
形
を
イ
メ

ー
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

展
開
と
し
て
、「
礼
法
・
作
法
の
説

明
」「
Ⅰ
結
手
立
、Ⅱ
合
掌
礼
、Ⅲ
着
座
、

Ⅳ
安
座
」
と
い
っ
た
基
本
諸
方
を
行
っ

た
。
人
と
の
交
わ
り
は
礼
に
始
ま
り
、

礼
に
終
わ
る
こ
と
や
、
心
か
ら
あ
い
さ

つ
を
す
る
こ
と
で
、
姿
勢
も
心
も
正
し

く
な
る
こ
と
を
指
導
し
た
。
そ
の
後
、

「
攻
防
の
基
本
動
作
の
説
明
」「
Ⅰ
構

え
、
Ⅱ
突
き
、
Ⅲ
蹴
り
、
Ⅳ
受
け
」
を

行
っ
た
。
構
え
は
、
次
の
動
作
の
準
備

や
攻
撃
を
誘
う
意
味
が
あ
る
こ
と
を
説

明
し
、
突
き
、
蹴
り
、
受
け
は
「
ゆ
っ

く
り
大
き
く
」
か
ら
「
速
く
」
に
テ
ン

ポ
を
か
え
て
行
う
よ
う
に
指
導
し
た
。

　

ま
と
め
と
し
て
、「
礼
法
・
作
法
、

基
本
動
作
」
が
正
し
い
動
き
で
で
き
た

か
、
本
時
の
目
標
と
学
習
し
た
内
容
を

再
度
確
認
し
た
。

【
２
時
間
目
】

　

２
時
間
目
の
目
標
は
、
①
護
身
の
技

攻防の基本動作の示範

対人技能の模範組演武

蹴りの学習をする生徒
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る
。

　

柔
道
の
授
業
で
大
切
に
し
て
い
る
の

は
、「
嘉
納
治
五
郎
」の
教
え
で
あ
る「
精

力
善
用
・
自
他
共
栄
」
の
精
神
を
生
か

し
た
、
単
に
勝
ち
負
け
で
は
な
く
、
相

手
を
尊
重
す
る
態
度
の
育
成
で
あ
る
。

生
徒
同
士
が
励
ま
し
合
っ
た
り
、
教
え

合
っ
た
り
し
な
が
ら
、
チ
ー
ム
内
で
練

習
方
法
や
学
び
合
う
活
動
を
通
し
て
、

反
復
運
動
を
工
夫
し
て
い
る
。
段
階
的

に
技
を
か
け
た
り
、
攻
防
を
展
開
し
た

り
す
る
活
動
を
通
し
て
、
柔
道
の
楽
し

さ
や
上
達
し
た
と
き
の
喜
び
を
仲
間
と

共
に
実
感
し
、
望
ま
し
い
肯
定
的
な
人

間
関
係
作
り
や
武
道
の
精
神
、
相
手
を

思
い
や
る
心
、
礼
節
を
重
ん
ず
る
態
度

を
育
て
る
こ
と
を
目
指
し
て
取
り
組
ん

で
い
る
。

【
基
本
の
動
作
・
受
け
身
】

　

安
全
で
怪け

我が

を
防
止
す
る
た
め
の
受

け
身
を
段
階
的
に
練
習
す
る
こ
と
に
よ

り
、
生
徒
が
抱
い
て
い
る
恐
怖
心
を
和

ら
げ
る
。
視
覚
教
材
を
活
用
し
、
教
師

の
模
範
演
技
を
行
う
こ
と
で
、
安
全
に

受
け
身
を
取
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
を
つ

か
み
や
す
く
す
る
。
練
習
内
容
を
工
夫

し
、
ス
モ
ー
ル
ス
テ
ッ
プ
で
受
け
身
の

上
達
を
図
れ
る
。
ま
た
、
ペ
ア
や
グ
ル

ー
プ
で
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
互
い

の
信
頼
関
係
や
望
ま
し
い
人
間
関
係
を

築
く
。

【
固
め
技
】

　

固
め
技
で
あ
る
袈
裟
固
め
、
横
四
方

固
め
を
段
階
的
に
行
う
こ
と
に
よ
り
、

技
の
ポ
イ
ン
ト
や
怪
我
を
さ
せ
な
い
た

め
の
ポ
イ
ン
ト
、
安
全
面
を
考
慮
し
た

相
手
の
抑
え
込
み
方
、
返
し
方
等
を
学

習
す
る
。
ま
た
、「
受
け
」「
取
り
」「
審

判
」
の
役
割
を
体
験
す
る
こ
と
に
よ

り
、
よ
り
効
果
的
な
抑
え
込
み
方
や
、

固
め
技
か
ら
逃
げ
る
こ
と
の
で
き
る
方

法
を
３
者
で
話
し
合
い
、
常
に
相
手
を

思
い
や
る
精
神
の
育
成
と
、
技
の
上
達

を
図
る
。

【
投
げ
技
】

　

大
外
刈
り
で
は
、
安
全
を
考
え
て
、

受
け
が
片
膝
を
付
い
た
位
置
か
ら
、
取

り
は
足
を
刈
り
込
ま
ず
、
足
を
当
て
な

が
ら
崩
し
て
後
ろ
に
投
げ
る
。
体
落
し

も
恐
怖
心
を
和
ら
げ
る
よ
う
、
受
け
が

両
膝
を
付
い
た
状
態
か
ら
崩
し
て
投

げ
る
。
立
っ
た
状
態
か
ら
も
投
げ
ら
れ

る
よ
う
に
段
階
的
に
練
習
に
取
り
組
ん

だ
。
相
手
を
思
い
や
り
、
安
全
を
意
識

し
な
が
ら
も
攻
撃
す
る
武
道
の
精
神
を

理
解
さ
せ
た
。

突きの学習をする生徒

受けの学習をする生徒

外部指導者による少林寺拳法授業の指導
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5

ま
と
め

4

生
徒
の
感
想
と
こ
れ
か
ら
の
課
題

　

授
業
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
感
想
の
中

か
ら
い
く
つ
か
を
挙
げ
て
み
る
。

【
興
味
を
も
っ
た
内
容
】

・
少
林
寺
拳
法
の
目
的
や
特
徴
が
分
か

り
、
年
齢
や
性
別
に
関
係
な
く
で
き

る
と
こ
ろ
。

・
急
所
の
位
置
や
、
急
所
を
攻
め
る
技

が
あ
る
こ
と
。

・
小
手
抜
き
で
、
捕
ま
れ
た
腕
に
対
し

て
力
を
使
わ
ず
に
外
せ
る
と
こ
ろ
。

・
少
林
寺
拳
法
の
歴
史
、
合
掌
礼
や
立

ち
方
、
座
り
方
の
細
か
い
動
き
。

・
突
き
を
受
け
た
時
が
か
っ
こ
い
い
と

思
っ
た
。

　

技
能
的
な
と
こ
ろ
や
歴
史
や
礼
法
に

興
味
を
も
ち
、
少
林
寺
拳
法
を
ま
た
行

い
た
い
と
感
じ
た
生
徒
が
多
か
っ
た
。

【
授
業
を
受
け
た
感
想
】

・
み
ん
な
で
声
を
出
し
て
、
楽
し
み
な

が
ら
体
験
で
き
て
良
か
っ
た
。

・
指
導
員
が
多
か
っ
た
の
で
、
わ
か
ら

な
い
と
こ
ろ
を
細
か
く
教
え
て
も
ら

え
た
。

・
武
道
と
は
無
縁
だ
と
思
っ
た
が
、
詳

し
く
教
え
て
も
ら
え
た
こ
と
で
、
親

し
み
を
も
て
た
。

・
礼
儀
の
大
切
さ
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き

た
の
で
、
普
段
の
生
活
に
活い

か
し
た

い
。

　

授
業
を
通
し
て
少
林
寺
拳
法
に
興
味

を
も
つ
生
徒
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、

２
時
間
の
授
業
だ
け
で
は
、
生
徒
の
興

味
が
一
過
性
に
な
っ
て
し
ま
う
点
や
、

教
員
の
専
門
性
の
向
上
と
い
う
点
で
は

難
し
く
感
じ
る
。
興
味
を
も
っ
た
生
徒

が
履
修
で
き
る
よ
う
に
、
複
数
年
で
取

り
組
む
こ
と
や
授
業
時
数
を
増
す
こ
と

が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

　

少
林
寺
拳
法
の
目
的
は
己
を
確
立

し
、
己
れ
に
克
ち
、
己
れ
を
よ
り
所
と

す
る
に
足
る
自
己
を
完
成
さ
せ
る
こ
と

で
あ
る
。
少
林
寺
拳
法
を
学
ん
だ
体
育

教
員
が
少
な
い
の
で
学
校
現
場
の
普
及

に
は
課
題
も
あ
る
が
、
思
春
期
で
あ
る

中
学
生
に
己
と
向
き
合
わ
せ
、
心
の
成

長
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
少
林
寺
拳
法

は
中
学
校
の
体
育
学
習
に
お
い
て
、
大

き
な
教
育
的
効
果
が
期
待
で
き
る
種
目

と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
少
林
寺
拳
法
か
ら
柔
道
に
つ

な
げ
た
学
習
は
、「
礼
儀
」
や
「
柔
法
」

な
ど
に
共
通
す
る
点
を
見
い
だ
す
こ
と

が
で
き
、
武
道
の
複
数
選
択
は
武
道
に

対
す
る
生
徒
の
興
味
・
関
心
を
多
角
的

に
、
よ
り
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考

え
る
。

外部指導者が授業をサポートする

・
説
明
が
丁
寧
で
わ
か
り
や
す
か
っ
た

が
、
長
か
っ
た
の
で
実
技
の
時
間
が

足
り
な
か
っ
た
。

・
進
行
が
早
か
っ
た
の
で
、
つ
い
て
い

け
な
い
時
が
あ
り
、
わ
か
ら
な
か
っ

た
。

　

初
め
て
の
経
験
で
楽
し
く
、
生
活
に

活
か
せ
る
内
容
だ
と
感
じ
る
生
徒
が
い

た
が
、
２
時
間
と
い
う
授
業
時
間
の
中

で
説
明
が
多
く
な
っ
て
し
ま
い
、
実
技

の
練
習
時
間
に
短
さ
を
感
じ
た
り
、
進

度
に
つ
い
て
い
け
な
か
っ
た
り
す
る
生

徒
が
い
た
こ
と
は
課
題
で
あ
る
。
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令和元年度 少林寺拳法体験授業アンケート調査（Ⅰ）  
 
      年   組    番    生徒氏名           
 
 次の１～１０までの質問について，当てはまるものを A～D の中から選び〇印で囲んで下さい。 
※ A：よく分かった  B：分かった  C：少し分かりずらかった  D：分からなかった。 
 

1 少林寺拳法の目的，特徴などの説明がよく分かりましたか。 A B C D 

2 
礼法（合掌礼），作法（着座）などの説明がよく分かりました

か。 
A B C D 

3 
基本動作（構え，突，蹴，受け）などの説明がよく分かりま

したか。 
A B C D 

4 
基本動作（単独演武）天地拳第１系などの説明がよく分かり

ましたか。 
A B C D 

5 基本技術（剛法：内受突）の説明がよく分かりましたか。 A B C D 

6 基本技術（柔法：小手抜）の説明がよく分かりましたか。 A B C D 

7 
応用技術（剛法：上受蹴など，柔法：逆小手など）の説明が

分かりましたか。 
A B C D 

8 体験授業の中で見た映像はよく分かりましたか。 A B C D 

9 体験授業全体的な説明はよく分かりましたか。 A B C D 

10 プレゼンテーションの説明は，よく分かりましたか。 A B C D 

 
 
 
 

資料１
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令和元年度 少林寺拳法体験授業アンケート調査（Ⅱ） 

 
 ※ 下記の質問１～５に従って体験授業を受けた感想をご記入下さい。 

 

１ 

少林寺拳法体験授業を受けて興味を持った内容について感想をご記入下さい。 
 

２ 

少林寺拳法体験授業を受けて特に印象に残った技術（技）の感想をご記入下さい。 

３ 
 

グループ内発表を行ったことについて感想をご記入下さい。 

４ 
 

少林寺拳法体験授業でのプレゼンテーション説明について感想をご記入下さい。 

５ 

少林寺拳法体験授業を受けた感想をご記入下さい。（ご意見や要望を含みます。） 
 
 

資料２
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１　少林寺拳法の目的，特徴などの説明
がよく分かりましたか。

２　礼法（合掌礼），作法（着座）など
の説明がよく分かりました。

３　基本動作（構え，突，蹴，受け）な
どの説明がよく分かりましたか。

４　基本動作（単独演武）天地拳第１系な
どの説明がよく分かりましたか。

５　基本技術（剛法：内受突）の説明が
よく分かりましたか。 ６　基本技術（柔法：小手抜）の説明が

よく分かりましたか。

７　応用技術（剛法：上受蹴など，柔法：逆小
手など）の説明が分かりましたか。

８　体験授業の中で見た映像はよく分かり
ましたか。

９　体験授業全体的な説明はよく分かり
ましたか。

10　プレゼンテーションの説明は，よく
分かりましたか。
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30％
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65％

29％

Ａよく分かった

Ｂ分かった

Ｃ少し分かりずらかった

Ｄ分からなかった

資料３ アンケート結果




