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て
、
少
林
寺
拳
法
の
魅
力
や
楽
し
さ
を

存
分
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
実
際

に
体
験
す
る
と
、
授
業
で
実
施
し
た
い

気
持
ち
が
よ
り
一
層
高
ま
る
。
体
験
す

る
前
は
、
突
き
や
蹴
り
と
い
っ
た
技
が

中
心
と
な
る
剛
法
を
主
軸
と
し
た
授
業

展
開
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
。
と
こ
ろ

が
、
実
際
の
体
験
で
柔
法
を
教
わ
っ
て

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
研

究
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９今
後
に
向
け
て

授
業
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展
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授
業
で
少
林
寺
拳
法
を
実
施
す
る
こ

と
を
決
め
た
も
の
の
、
私
は
少
林
寺
拳

法
が
未
経
験
だ
っ
た
た
め
、
何
か
ら
始

め
れ
ば
よ
い
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
２

０
１
８
年
、
私
は
少
林
寺
拳
法
連
盟
に

連
絡
し
、
何
か
ら
始
め
た
ら
よ
い
か
相

談
し
た
と
こ
ろ
、「
中
学
校
保
健
体
育

　

少
林
寺
拳
法　

指
導
の
手
引
」や「
少

林
寺
拳
法　

中
学
校
武
道
授
業
推
進
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」
な
ど
の
資
料
を
送
っ
て

く
だ
さ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
授
業
に
向
け

た
イ
メ
ー
ジ
づ
く
り
に
と
て
も
参
考
に

な
り
、
自
分
自
身
の
勉
強
に
も
役
立
っ

た
。
ま
た
、
連
盟
の
方
か
ら
中
学
校
武

道
必
修
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
委
員
長
の
中な
か

島じ
ま

正ま
さ

樹き

先
生
を
紹
介
し
て
い
た
だ
き
、

直
接
会
っ
て
教
え
て
い
た
だ
け
る
こ
と

に
な
っ
た
。

　

同
年
12
月
、
中
島
先
生
に
本
校
に
来

て
い
た
だ
き
、
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ

プ
・
礼
法
・
基
本
動
作
な
ど
を
通
し

■
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本
校
の
武
道
の
授
業
で
は
、
柔
道
を

行
っ
て
い
る
。
過
去
に
剣
道
を
実
施
し

て
い
た
こ
と
も
あ
る
が
、
私
が
本
校
に

転
勤
し
て
き
た
３
年
前
に
は
、
第
１
・

第
２
学
年
で
柔
道
を
実
施
し
て
い
た
。

学
校
の
設
備
と
し
て
柔
剣
道
場
が
あ
り

畳
も
敷
い
て
あ
る
が
、
柔
道
着
が
な
か

っ
た
た
め
生
徒
は
ジ
ャ
ー
ジ
で
授
業
を

受
け
て
い
た
。
活
動
で
き
る
内
容
や
教

え
ら
れ
る
技
は
限
ら
れ
て
し
ま
い
、
ど

　

本
校
は
生
徒
約
600
名
が
在
籍
し
︑
千
葉
県
と
の
境
に
位
置
す
る
︒
行
事

や
部
活
動
が
盛
ん
で
︑
教
員
も
生
徒
も
活
気
に
溢あ
ふ

れ
る
学
校
で
あ
る
︒

　

２
０
１
９
年
度
︑
武
道
授
業
の
さ
ら
な
る
充
実
を
目
指
し
て
初
め
て
少

林
寺
拳
法
の
授
業
を
実
施
し
た
︒
少
林
寺
拳
法
が
未
経
験
の
私
に
と
っ

て
︑
今
回
の
授
業
は
大
き
な
挑
戦
で
あ
り
︑
多
く
の
困
難
と
課
題
に
直
面

し
た
︒
少
林
寺
拳
法
の
経
験
が
な
い
多
く
の
教
員
が
︑
自
信
を
も
っ
て
授

業
を
実
施
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
︑
私
が
経
験
し
た
授
業
実

施
ま
で
の
道
の
り
と
授
業
内
容
に
お
け
る
工
夫
を
紹
介
す
る
︒

　
つ
ま
ず
き
を
ど
う
克
服
し
た
か
33

　（
未
経
験
の
武
道
種
目
〈
少
林
寺
拳
法
〉
を
導
入
す
る
た
め
の
努
力
と
工
夫
）

江
戸
川
区
立
小
岩
第
三
中
学
校
教
諭　

中
村
優
一

み
る
と
、
お
互
い
が
調
和
し
た
り
、
技

を
か
け
た
り
、
か
け
ら
れ
た
り
す
る
楽

し
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の

時
に
、
柔
法
を
主
軸
と
し
た
授
業
も
楽

し
く
行
え
る
と
感
じ
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
年
度
の
武
道
授
業
で

は
少
林
寺
拳
法
を
実
施
し
な
か
っ
た
。

私
自
身
に
、
生
徒
に
授
業
で
教
え
る
だ

け
の
技
術
や
指
導
力
が
備
わ
っ
て
い
る

と
思
え
ず
、
自
信
が
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
や
る
か
ら
に
は
、
少
林
寺
拳
法

の
魅
力
や
楽
し
さ
を
し
っ
か
り
と
授
業

で
伝
え
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
私

は
も
う
少
し
研
究
を
続
け
る
こ
と
に
し

た
。

　

２
０
１
９
年
９
月
、
私
は
少
林
寺
拳

う
し
て
も
授
業
と
し
て
物
足
り
な
さ
を

感
じ
て
い
た
。
そ
こ
で
私
は
、
道
着
が

な
く
て
も
安
全
性
が
高
く
、
十
分
に
活

動
で
き
る
武
道
が
な
い
か
、
探
る
こ
と

に
し
た
。
い
ろ
い
ろ
と
調
べ
て
い
く
中

で
、
日
本
武
道
協
議
会
の
『
中
学
校
武

道
必
修
化
指
導
書
』
を
手
に
取
っ
て
み

た
と
こ
ろ
、
少
林
寺
拳
法
が
私
の
目
に

留
ま
っ
た
。「
突
く
」「
蹴
る
」「
受
け

る
」
な
ど
の
技
能
で
あ
る
「
剛
法
」
と

「
抜
く
」「
倒
す
」
な
ど
の
技
能
で
あ
る

「
柔
法
」
が
あ
る
こ
と
、「
教
え
」
が
あ

る
こ
と
、
安
全
に
指
導
が
で
き
る
こ
と

な
ど
か
ら
、
本
校
の
環
境
の
中
で
実
施

す
る
武
道
の
授
業
と
し
て
、
と
て
も
適資料１　生徒への配布プリント（少林寺拳法の歴史）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇少林寺拳法の歴史◇ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 年   組   番  氏名               

少林寺拳法 

創始者・宗道臣（1911〜1980）は、第二次世界大戦終戦（1945 年）後、戦争の結果として、荒廃し
てしまった日本の国土と国民の心をどのようにして立て直していくか、自分にできることはないか
と悩んだ結果、「国の未来をつくるのは、それにふさわしい教育を受けた若者たちである」と思い定
め、国家のあり方・人の道を、若者たちに説いて聞かせることから始めました（人づくりによる国
づくり）。しかし、講釈ばかりの活動に、人は思ったほど興味を示しませんでした。宗道臣は、国の
未来をつくる若者の教育は、精神教育だけでは不足であると悟り、自身が身につけていた東洋の武
術・武道をわかりやすく新たに体系づけ、拳技の修行を行う中で精神教育も施されていくという、
身心一体の教育手段「少林寺拳法」を 1947 年に考案したのです。 
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法
の
授
業
実
施
に
向
け
て
授
業
力
を
つ

け
る
べ
く
、
日
本
武
道
館
研
修
セ
ン
タ

ー
（
千
葉
県
勝
浦
市
）
で
開
か
れ
た
第

７
回
全
国
少
林
寺
拳
法
指
導
者
研
修

会
（
３
日
間
）
に
参
加
し
た
。
研
修
会

で
は
基
礎
・
基
本
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で

き
、
改
め
て
少
林
寺
拳
法
の
楽
し
さ
を

感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
技
能

に
つ
い
て
は
連
盟
や
指
導
者
の
方
々
が

と
て
も
丁
寧
に
教
え
て
く
だ
さ
り
、
未

経
験
の
私
で
も
楽
し
く
理
解
し
、
習
得

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
研
修
の
最
終
日

に
は
模
擬
授
業
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

実
際
の
授
業
へ
の
自
信
に
つ
な
げ
る
こ

と
が
で
き
た
。
こ
の
研
修
で
の
経
験
が

大
き
な
力
と
な
り
、
授
業
実
施
へ
の
更

な
る
原
動
力
と
な
っ
た
。

　

同
年
12
月
、
冬
休
み
中
に
、
再
び
本

校
に
中
島
先
生
に
来
て
い
た
だ
き
、
授

業
に
向
け
た
確
認
や
相
談
を
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
。
今
回
は
、
９
月
の
研
修
会

で
お
世
話
に
な
っ
た
国
際
武
道
大
学
准

教
授
の
髙こ
う

坂さ
か

正ま
さ

治は
る

先
生
も
一
緒
に
来
て

く
だ
さ
り
、
細
や
か
な
ア
ド
バ
イ
ス
を

い
た
だ
い
た
。
授
業
の
準
備
が
整
っ

た
。

の
服
を
着
た
お
坊
さ
ん
」
な
ど
、
や
は

り
「
少
林
寺
」
と
い
う
言
葉
か
ら
中
国

武
術
の
印
象
を
持
っ
て
い
る
生
徒
が
ほ

と
ん
ど
だ
っ
た
。

　

ま
ず
は
少
林
寺
拳
法
が
日
本
の
武
道

で
あ
る
こ
と
、
創
始
者
、
成
り
立
ち
、

特
性
な
ど
を
正
し
く
理
解
す
る
と
こ
ろ

か
ら
始
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い

た
た
め
、
準
備
し
て
い
た
プ
レ
ゼ
ン
テ

ー
シ
ョ
ン
ソ
フ
ト
を
使
い
、
大
型
ス
ク

リ
ー
ン
に
映
し
て
説
明
し
た
。
５
～
６

分
程
度
の
内
容
で
は
あ
っ
た
が
、
生
徒

は
真
剣
に
説
明
を
聞
き
、
少
林
寺
拳
法

に
つ
い
て
と
て
も
興
味
を
抱
い
た
様
子

だ
っ
た
。

　

１
種
目
め
の
武
道
と
し
て
柔
道
を
行

っ
た
後
だ
っ
た
た
め
、
そ
の
特
性
の
違

い
に
も
関
心
を
示
し
て
い
た
。
ま
た
、

合
掌
礼
も
初
め
の
う
ち
は
慣
れ
ず
に
恥

ず
か
し
そ
う
に
す
る
生
徒
も
い
た
が
、

何
回
か
練
習
し
て
い
く
う
ち
に
正
し
い

作
法
を
身
に
つ
け
て
い
っ
た
。

〈
２
時
間
目
〉

　

２
時
間
目
は
基
本
動
作
を
行
っ
た
。

礼
法
・
気
合
い
（
発
声
）・
突
き
方
・

運
歩
な
ど
、
少
林
寺
拳
法
の
動
き
の
基

礎
と
な
る
動
作
を
練
習
し
た
。

　

突
き
は
日
常
生
活
に
は
な
い
動
き
な

の
で
、
動
作
に
慣
れ
な
い
生
徒
も
多
く

み
ら
れ
た
。
膝
が
伸
び
切
っ
て
し
ま
い

棒
立
ち
の
姿
勢
だ
っ
た
り
、
上
半
身
が

動
か
ず
肘
か
ら
先
だ
け
の
突
き
や
縦
拳

に
な
ら
ず
「
猫
パ
ン
チ
」
に
な
っ
た
り

す
る
生
徒
が
多
か
っ
た
。
２
人
組
で
突

き
方
を
確
認
す
る
時
間
を
作
っ
た
。

　

ま
た
、
突
く
と
き
に
「
ア
ー
！
」
と

い
う
気
合
い
の
声
を
出
す
の
が
恥
ず
か

し
く
、
な
か
な
か
力
強
く
発
声
で
き
な

い
生
徒
も
い
た
。
そ
れ
は
、
特
に
運
動

部
に
所
属
し
て
い
な
い
何
人
か
の
生
徒

に
見
ら
れ
た
。
こ
の
た
め
、
口
の
前
に

手
を
か
ざ
し
て
発
声
練
習
を
す
る
時
間

を
作
り
、
声
を
出
す
こ
と
へ
の
抵
抗
感

が
少
な
く
な
る
よ
う
に
し
た
。
授
業
の

最
後
に
は
、「
天
地
拳
第
一
系
」
の
動

き
方
を
全
員
で
練
習
し
た
。
毎
回
の
授

業
で
行
い
、
仕
上
げ
て
い
っ
た
。

〈
３
時
間
目
〉

　

本
時
で
は
、
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ

を
ア
レ
ン
ジ
し
て
み
た
。
日
頃
の
授
業

の
中
で
、
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ
と
し

て
「
ハ
ー
キ
ー
ス
テ
ッ
プ
」
を
行
う
こ

と
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て

運
歩
の
練
習
に
応
用
し
て
み
た
。
私
は

生
徒
の
方
を
向
い
て
前
に
立
ち
、
生
徒

は
左
中
段
構
で
構
え
る
。
笛
の
音
と
と
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２
０
１
９
年
度
は
３
年
生
に
１
種
目

め
と
し
て
柔
道
５
コ
マ
、
２
種
目
め
と

し
て
少
林
寺
拳
法
６
コ
マ
を
実
施
し
た

（
資
料
２
参
照
）。

　

私
は
、
日
頃
の
授
業
で
「
遊
び
の
要

素
」
を
大
切
に
し
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
、
体
力
を
高
め
る
た
め
の
補
助
運
動

と
し
て
腕
立
て
伏
せ
、
腹
筋
、
馬
跳
び

な
ど
も
行
う
が
、「
手
押
し
相
撲
」
や

「
あ
っ
ち
向
い
て
ホ
イ
」
な
ど
、
ゲ
ー

ム
性
の
あ
る
運
動
を
よ
く
行
う
。
生
徒

同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
生
ま

れ
る
か
ら
だ
。
少
林
寺
拳
法
の
授
業
で

も
、
主
運
動
に
つ
な
が
る
よ
う
な
補
助

運
動
が
な
い
か
模
索
し
て
い
た
が
、
中

島
先
生
か
ら
教
え
て
い
た
だ
い
た
「
タ

ッ
チ
ゲ
ー
ム
」
を
導
入
部
で
実
施
す
る

こ
と
に
し
た
。
２
人
が
向
か
い
合
わ
せ

に
な
り
、
お
互
い
に
相
手
の
攻
撃
を
上

手
く
か
わ
し
な
が
ら
、
相
手
の
肩
か
膝

を
タ
ッ
チ
す
る
と
い
う
も
の
だ
。
実
際

に
私
が
体
験
し
て
み
て
、
と
て
も
楽
し

く
取
り
組
め
た
こ
と
と
、
相
手
と
一
定

の
距
離
を
保
つ
練
習
に
つ
な
が
る
こ
と

か
ら
、
少
林
寺
拳
法
の
授
業
の
中
で
行

う
こ
と
に
し
た
。

　

実
際
の
授
業
で
は
、
１
回
約
20
秒
、

相
手
を
変
え
て
３
回
程
度
の
タ
ッ
チ
ゲ

ー
ム
を
毎
回
実
施
し
た
。
ど
の
生
徒
も

楽
し
そ
う
に
活
動
し
て
い
て
、
運
動
量

確
保
に
も
つ
な
が
っ
た
。

〈
１
時
間
目
〉

　

１
時
間
目
の
授
業
は
、
少
林
寺
拳
法

の
授
業
の
特
性
と
礼
法
。
ま
ず
は
少
林

寺
拳
法
の
正
し
い
知
識
を
学
習
す
る
と

こ
ろ
か
ら
始
め
た
。
少
林
寺
拳
法
に
対

し
て
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か

聞
い
た
と
こ
ろ
、「
中
国
の
武
術
」「『
ア

チ
ョ
ー
！
』
と
い
う
叫
び
声
」「
黄
色

タッチゲーム

種　目 柔　道
時　間 1 2 3 4 5

ねらい 道着の着方を学ぶ
礼法を覚える

色々な受け身を覚える 袈裟固めを学ぶ 乱取り①
受け身②

乱取り①
受け身②

導　入 ・準備体操・補助運動
・健康観察

展　開

◆柔道の歴史を知る

◆道着の着方
・道着の着方練習

◆礼法
・左座右起
・正座、安座

◆受け身
・後受け身の練習

◆道着のたたみ方

◆後受け身
・仰向け状態
・長座から
・蹲踞から

◆２人組
・蹲踞姿勢で手押し
（ゲーム）

◆横受け身

◆受け身練習
・後受け身
・横受け身

◆袈裟固め
・かけ方の説明
・２人組練習

◆脱出の仕方
・袈裟固めからの
　逃げ方を覚える
・２人組練習

◆受け身練習
・後受け身
・横受け身

◆袈裟固め（復習）
・２人組で確認
・乱取り①
・技をかけられた状態
　からの脱出
・ペアを変えて脱出

◆受け身②
・投げ技をかけられた
　想定で、膝立ちから
　受け身練習

◆受け身練習
・後受け身
・横受け身

◆乱取り②
・袈裟固めのみ
・ペアを変えて乱取り

◆受け身②
・投げ技をかけられた
　想定で、膝立ちから
　受け身練習
・ペアを変えて練習

まとめ ◆まとめ
・健康観察　・次回の予告

種　目 少林寺拳法
時　間 1 2 3 4 5 6

ねらい 少林寺拳法を知る
礼法を学ぶ

基本動作を学ぶ
天地拳第一系を学ぶ

内受突を学ぶ 上膊抜を学ぶ 小手抜を学ぶ 技能のテスト

導　入 ・準備体操・手押し相撲
・補助運動・タッチゲーム

・準備体操・手押し相撲・タッチゲーム（左中段構え）
・補助運動・運歩（ハーキーアレンジ）

・準備体操
・タッチゲーム

展　開

◆事前アンケート

◆歴史を知る
・スライドで学習
・柔道との違い

◆礼法
・合掌礼
・立ち方、座り方

◆発声練習
・声の出し方確認
・２人組練習

◆基本動作
・礼法
・構え
・運歩
（ハーキーアレンジ）

◆剛法
・振り子突
・２人組練習

◆天地拳第一系
・号令に合わせ練習

◆基本動作

◆剛法
・振り子突
・突き
・蹴り

◆天地拳第一系

◆内受突
・説明
・２人組練習
・号令で練習

◆基本動作

◆剛法
・振り子突
・突き
・蹴り

◆天地拳第一系
◆内受突（復習）

◆上膊抜
・グループ学習
・発表
・説明
・２人組練習
・号令で練習

◆基本動作
◆剛法
◆天地拳第一系

◆内受突　　（復習）◆上膊抜

◆小手抜
・グループ学習
・発表
・説明
・２人組練習
・号令で練習

◆テストについて
・ポイントの説明

◆基本動作
◆天地拳第一系

◆技の復習
・ペアで練習

◆技能テスト
・礼法
・内受突

◆逆小手
・紹介のみ

◆事後アンケート

まとめ

◆まとめ
・健康観察
・次回の予告

◆学習カード
・配布と説明

◆講話
・拳禅一如

◆講話
・不殺活人

◆講話
・守主攻従

◆講話
・力愛不二

◆まとめ
・健康観察　・次回の予告

資料２　武道授業の単元計画
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　少林寺拳法では、勝敗のみを競うことに対して価値を置きません。他人との比較・競争ではなく、
「できないことができるようになること」で、「自分の可能性を信じることができるようになること」
に価値を置く。
　また、対人技能の習得を通じて「相手への思いやり」、「安全への配慮」、「お互いに向上しあい達
成感を感じる」などの意識を高めることができる。
　期待できる成果として　①礼節　②強さ　③速さ　④調和　⑤美しさ　などがあげられる。

◇少林寺拳法の特性◇

＜基本諸法（礼法）＞
結手立・・・・・話を聞くときや技能の学習をしないときの基本姿勢。へその下に両手をそえる。
合掌礼・・・・・少林寺拳法の構えの一つである。おじぎをしない。
正座・安座・・・右足から下げて座る。安座は左足を右足の上に乗せる。

＜対人的技能＞
剛法・・・「突く」「蹴る」「受ける」などの技能。
柔法・・・「鈎手守法」「抜く」「倒す」などの技能。

教　え 説　明

拳
けんぜんいちにょ
禅一如 　少林寺拳法では「拳」は肉体を表し、「禅」は精神（心）を表す。辛いことを克服するこ

とによって、心が鍛えられる。体を鍛えるのと同じように、心を鍛えることが大切である。

力
りき あ い ふ に
愛不二

　いくら力が強くても、それをむやみに使えばただの暴力にすぎない。本当に強い人は、
弱い人に対して優しくできる人である。困っている人がいれば助けることができる人であ
る。

守
しゅしゅこうじゅう
主攻従

　少林寺拳法の技は、受けてから反撃する技がほとんどである。自分から攻撃をしないと
いう気持ちの面もあるが、相手の攻撃を守り、相手の弱点を冷静に見極めることによって、
正確な反撃を行うことができる。

不
ふさつかつじん
殺活人 　相手をただ痛めつけるのではなく、冷静にならせて、話し合いで解決ができるようにも

っていくことができる。

剛
ごうじゅういったい
柔一体 　少林寺拳法の技は剛法と柔法に分かれているが、その動きの中にそれぞれの要素が入っ

ているので、どちらかだけを練習するより、両方練習した方が上手くなる。

組
くみてしゅたい
手主体 　1人で練習することも必要だが、2人で練習する方が間合の取り方や正確に攻撃・反撃

するなど技が上手くなる。

☆少林寺拳法の教え☆

も
に
私
が
左
手
を
横
に
だ
せ
ば
右
方

向
、
右
手
を
出
せ
ば
左
方
向
に
移
動
す

る
。
手
を
上
に
挙
げ
れ
ば
前
へ
、
下
に

降
ろ
せ
ば
後
ろ
へ
移
動
す
る
。
パ
ン
ッ

と
手
を
叩た
た

け
ば
右
中
段
構
に
ス
イ
ッ
チ

す
る
と
い
っ
た
具
合
だ
。
生
徒
は
構
え

を
キ
ー
プ
し
な
が
ら
熱
心
に
取
り
組
ん

で
い
た
。
慣
れ
て
き
た
ら
ツ
ー
ス
テ
ッ

プ
で
行
っ
た
り
、
上
下
左
右
あ
べ
こ
べ

に
動
い
た
り
し
て
ゲ
ー
ム
要
素
を
追
加

す
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
基
本
動
作
や
天
地
拳
第

一
系
の
動
き
の
中
で
突
き
や
受
け
の
動

作
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
３
時
間
目

は
内
受
突
を
練
習
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

ま
ず
は
手
本
を
見
せ
る
。
体
育
委
員

の
生
徒
に
相
手
に
な
っ
て
も
ら
い
、
守

者
と
攻
者
の
動
き
を
そ
れ
ぞ
れ
丁
寧
に

説
明
し
て
見
せ
た
。
そ
の
後
、
①
攻
者

の
突
き
、
②
守
者
の
受
け
、
③
守
者
の

逆
突
の
３
段
階
に
分
け
て
練
習
を
し

た
。
②
の
局
面
で
、
ど
ち
ら
の
手
で
内

受
を
行
え
ば
よ
い
の
か
混
乱
す
る
生
徒

も
何
人
か
見
受
け
ら
れ
た
。
説
明
を
聞

い
て
頭
で
理
解
で
き
た
つ
も
り
で
も
、

実
際
に
動
い
て
み
る
と
上
手
く
で
き
な

い
生
徒
も
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
面

で
、
生
徒
が
お
互
い
に
教
え
合
っ
て
い

る
様
子
を
み
る
と
、少
林
寺
拳
法
の「
組

手
主
体
」
の
良
さ
を
実
感
す
る
。
突
き

や
受
け
の
動
作
に
、
楽
し
く
取
り
組
ん

で
い
た
。

〈
４
時
間
目
・
５
時
間
目
〉

　

４
時
間
目
は
上
じ
ょ
う

膊は
く

抜ぬ
き

の
練
習
。
初
め

て
の
柔
法
だ
。
こ
れ
ま
で
に
、
少
林
寺

拳
法
は
護
身
術
で
あ
る
こ
と
は
生
徒
も

理
解
し
て
い
る
。
３
時
間
目
ま
で
の
復

習
を
済
ま
せ
た
後
、
柔
法
に
入
る
。
ま

ず
は
技
を
教
え
ず
に
、「
も
し
こ
ん
な 

風
に
腕
を
つ
か
ま
れ
た
ら
、
君
た
ち
な

ら
ど
う
や
っ
て
振
り
ほ
ど
く
？　

グ
ル

ー
プ
で
考
え
て
み
よ
う
」
と
い
う
発
問

を
し
た
。
生
徒
は
友
達
と
話
し
合
い
な

が
ら
熱
心
に
考
え
て
い
る
。
数
分
後
、

い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
発
表
し
て
も

ら
い
、
自
分
た
ち
な
り
に
考
え
た
や
り

方
を
互
い
に
拍
手
で
認
め
合
う
。
生
徒

の
小
芝
居
な
ど
が
入
り
、
と
て
も
和

や
か
な
雰
囲
気
で
授
業
が
進
む
。
そ
の

後
、
上
膊
抜
の
手
本
を
見
せ
２
人
組
で

練
習
を
行
っ
た
。
実
際
に
、
つ
か
ま
れ

て
い
る
手
を
上
膊
抜
で
抜
く
こ
と
が
で

き
た
瞬
間
、
生
徒
か
ら
歓
声
が
上
が

り
、
盛
ん
な
拍
手
が
起
き
た
。
武
道
や

体
育
に
限
ら
ず
、
で
き
た
時
の
喜
び
や

達
成
し
た
時
の
喜
び
は
「
学
び
」
の
醍だ
い

醐ご

味み

で
あ
る
。
授
業
者
と
し
て
手
ご
た

え
を
感
じ
る
瞬
間
だ
。

　

５
時
間
目
は
小こ

手て

抜ぬ
き

。
上
膊
抜
の
時

と
同
様
の
流
れ
で
授
業
を
進
め
た
。
こ

の
と
き
も
、
実
際
に
小
手
抜
で
つ
か
ま

れ
た
手
を
抜
く
こ
と
が
で
き
た
瞬
間
、

生
徒
は
嬉う
れ

し
そ
う
な
様
子
を
示
し
て
い

た
。
見
て
い
る
こ
ち
ら
も
楽
し
い
気
持

ち
に
な
る
。
ま
た
、
毎
時
間
練
習
し
て

い
た
天
地
拳
第
一
系
も
ほ
ぼ
全
員
が
覚

え
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
次
の
時
間

の
予
告
（
基
本
動
作
の
テ
ス
ト
）
を
し

て
授
業
を
終
え
た
。

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９今
後
に
向
け
て

授
業
の
展
開

◯
◯
◯
◯
◯
◯

◯
◯
◯
◯
◯
◯

ま
と
め

ま
と
め

10 11 12授
業
開
始
ま
で
の

準
備

◯
◯
◯
◯
◯
◯

◯
◯
◯
◯
◯
◯

少
林
寺
拳
法
の
導
入

に
至
る
ま
で

◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯

◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯

◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯

◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯

◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯

◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯

　

今
回
、
武
道
の
授
業
と
し
て
初
め
て

少
林
寺
拳
法
を
実
施
し
て
み
た
が
、
未

経
験
の
私
に
と
っ
て
授
業
を
実
施
す
る

ま
で
の
道
の
り
が
長
か
っ
た
。
学
べ
る

場
所
や
機
会
が
少
な
く
、
教
材
研
究
に

か
な
り
時
間
が
か
か
っ
た
。
し
か
し
、

少
林
寺
拳
法
は
「
安
全
性
・
運
動
量
・

心
の
教
育
」
と
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
満

足
で
き
る
教
材
だ
と
感
じ
た
。

　

毎
回
の
授
業
で
、生
徒
に
は「
教
え
」

振り子突自分たちが考えた抜技の発表

も
伝
え
て
い
た
。「
守
主
攻
従
」（
ま
ず

守
り
、
そ
れ
か
ら
反
撃
す
る
と
い
う
少

林
寺
拳
法
の
技
法
の
根
本
理
念
）
の
説

明
で
は
、「
マ
イ
ナ
ス
を
プ
ラ
ス
に
変

え
る
」
と
い
う
話
を
し
た
と
こ
ろ
、「
今

日
の
道
徳
で
同
じ
内
容
を
や
り
ま
し

た
」「
す
ご
い
！
」
と
い
う
生
徒
が
い

た
。
こ
の
よ
う
な
面
で
も
、
少
林
寺
拳

法
の
教
育
的
価
値
の
高
さ
を
感
じ
る
こ

と
が
で
き
た
。

　

少
林
寺
拳
法
は
楽
し
い
武
道
で
あ

る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
少
林

寺
拳
法
を
通
し
て
多
く
の
こ
と
を
学

び
、
体
験
し
、
人
と
し
て
成
長
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
、

少
林
寺
拳
法
は
教
育
に
適
し
た
教
材
と

考
え
、
私
は
今
後
も
教
材
研
究
を
進
め

て
い
く
。
そ
し
て
、
少
林
寺
拳
法
の
魅

力
や
楽
し
さ
を
さ
ら
に
感
じ
る
こ
と
が

で
き
る
授
業
を
実
施
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
る
。

　

最
後
に
、
今
回
の
授
業
実
施
に
向
け

て
お
世
話
に
な
っ
た
中
島
先
生
、
髙
坂

先
生
、
連
盟
の
方
々
、
研
修
会
で
お
会

い
し
た
指
導
者
の
方
に
、
心
よ
り
感
謝

の
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

資料３　生徒への配布プリント（少林寺拳法の特性と教え）


