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「
実
践
の
学
、
経
験
の
学
」
　
会
長
　
佐
藤
成
明

Take a  Step Forward !

　
剣
道
専
門
分
科
会
会
報
３
号
が
刊
行
さ

れ
ま
す
こ
と
を
皆
様
と
と
も
に
喜
び
た
い

と
存
じ
ま
す

刊
行
に
尽
力
さ
れ
た
関
係

役
員
の
皆
様
の
心
か
ら
の
感
謝
と
御
礼
を

申
し
上
げ
ま
す

　
異
常
高
温

数
度
に
わ
た
る
台
風
の
襲

来
と
洪
水

そ
し
て
大
地
震
や
津
波
な
ど

自
然
災
害
の
多
発
し
た
平
成
１
６
年
も
去

り
ま
し
た

被
災
さ
れ
ま
し
た
地
域
お
よ

び
皆
様
に
は
心
か
ら
お
見
舞
い
と
一
日
も

早
い
復
興
を
祈
念
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す

　
わ
が
剣
道
専
門
分
科
会
の
平
成
１
６
年

度
の
活
動
は
数
々
の
研
究
会
開
催
な
ど
例

年
に
な
く
活
発
に
展
開
さ
れ
ま
し
た

会

員
の
皆
様
の
本
会
に
寄
せ
る
意
識
の
高
さ

と
実
行
力
に
経
緯
を
表
し
ま
す

　
ご
承
知
の
よ
う
に
（
財
）
全
日
本
剣
道

連
盟
が
主
催
す
る
「
剣
道
文
化
講
演
会
」

は
昨
年
で
３
回
目
が
終
了
い
た
し
ま
し
た

そ
の
講
演
会
の
演
者
と
し
て
第
１
回
目
に

杉
江
正
敏
氏
（
大
阪
大
学
）

第
２
回
目

に
中
村
民
雄
氏
（
福
島
大
学
）

第
３
回

目
に
は
大
保
木
輝
雄
氏
（
埼
玉
大
学
）
が

登
壇
さ
れ
長
年
の
研
究
成
果
の
一
端
を
披

露
さ
れ
剣
道
関
係
者
に
大
き
な
感
銘
を
与

え
ま
し
た
こ
と
は
私
ど
も
剣
道
専
門
分
科

会
の
誇
り
と
す
る
と
こ
ろ
で
す

　
剣
道
は
「
実
践
の
学
」

「
経
験
の
学
」
と
い

わ
れ
ま
す

先
達
の
残
し
た
歴
史
と
伝
統
の
剣
道

は
道
場
で
の
厳
し
い
修
練
を
通
し
て
正
し
く
受
け

継
が
れ
て
参
り
ま
し
た

剣
道
を
次
の
世
代
に
正

し
く
受
け
渡
す
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
私

ど
も
に
は
道
場
で
の
汗
を
流
し
て
の
修
練
は
当
然

の
こ
と
と
し
て

こ
の
「
実
践
の
学
」

「
経
験

の
学
」
で
あ
る
剣
道
を
現
代
の
諸
科
学
の
分
野
か

ら
探
求
し

そ
の
裏
付
け
と
な
る
科
学
的
知
見
を

見
出
す
こ
と
が
私
ど
も
剣
道
専
門
分
科
会
に
課
せ

ら
れ
た
も
う
一
つ
の
責
務
で
も
あ
り
ま
す

こ
れ

か
ら
の
剣
道
の
さ
ら
な
る
発
展
を
期
し
て
研
究
に

取
組
む
こ
と
が
剣
道
専
門
分
科
会
に
所
属
す
る
私

ど
も
の
使
命
で
あ
ろ
う
と
存
じ
ま
す

私
ど
も
の

こ
よ
な
く
愛
す
る
剣
道
の
さ
ら
な
る
発
展
を
期
し

て
皆
様
の
こ
れ
か
ら
の
ま
す
ま
す
の
ご
精
進
の
ほ

ど
を
期
待
す
る
と
こ
ろ
で
す



筑
波
大
学
体
育
専
門
学
群
、
同
大
学
大
学
院
修
士
課
程
体
育
研

究
科
を
経
て
、
同
大
学
院
博
士
課
程
体
育
科
学
研
究
科
を
平
成

17
年
に
修
了
。
体
育
科
学
博
士
。
現
職
は
筑
波
大
学
大
学
院
人

間
総
合
科
学
研
究
科
準
研
究
員
。
研
究
分
野
は
ス
ポ
ー
ツ
心
理

学
、
特
に
知
覚
‐
運
動
学
習
に
関
心
を
持
つ
。
日
本
武
道
学
会
、

日
本
体
育
学
会
な
ど
の
会
員
。
幼
少
の
頃
よ
り
剣
道
競
技
を
継

続
し
、
現
在
は
筑
波
大
学
体
育
会
剣
道
部
の
稽
古
お
よ
び
指
導

に
参
加
。

　
本
論
文
で
は
、
大
学
の
剣
道
競
技
（
以
下
、
「
剣

道
」
と
略
す
）
を
対
象
に
し
て
、
ど
の
よ
う
な
動
作

を
遂
行
す
る
の
か
を
決
定
す
る
反
応
選
択
の
熟
練
過

程
を
検
討
し
た
。
剣
道
の
よ
う
に
開
放
技
能
や
高
次

戦
術
の
獲
得
や
発
揮
が
重
要
と
な
る
競
技
に
お
い
て
、

認
知
技
能
で
あ
る
反
応
選
択
の
熟
練
に
つ
い
て
検
討

す
る
こ
と
は
、
競
技
者
と
指
導
者
に
実
践
的
な
示
唆

を
与
え
る
上
で
意
義
が
あ
る
。

　
第
一
章
で
は
、
ま
ず
、
剣
道
の
競
技
特
性
、
人
間

の
認
知
機
構
、
ス
ポ
ー
ツ
に
お
け
る
知
識
に
つ
い
て

の
説
明
を
し
た
。
反
応
選
択
の
関
連
研
究
の
概
観
で

は
、
競
技
領
域
特
有
の
知
識
が
反
応
選
択
の
情
報
資

源
と
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
獲
得
や
活
用
が
処

理
様
相
や
効
率
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
な
熟
練
要
素

で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
こ

で
、
本
論
文
で
は
、
選
手
の
認
知
的
熟
練
を
強
く
反

映
す
る
「
技
」
の
既
有
知
識
（
以
下
、
「
技
知
識
」

と
略
す
）
を
取
り
上
げ
て
、
反
応
選
択
に
お
け
る
熟

練
差
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

　
第
二
章
で
は
、
技
知
識
の
数
量
と
構
造
に
つ
い
て

の
熟
練
差
を
検
討
し
た
。
非
熟
練
（
競
技
経
験
約
10

年
）
・
準
熟
練
（
約
15
年
）
・
熟
練
（
約
15
年
）
群

の
各
5
名
を
対
象
に
、
練
習
や
試
合
の
反
応
選
択
に

お
い
て
意
識
的
に
活
用
す
る
技
知
識
に
つ
い
て
の
質

問
紙
・
実
験
室
調
査
を
実
施
し
た
。
結
果
で
は
、
全

群
が
競
技
特
性
や
作
動
記
憶
の
許
容
量
制
限
に
適
合

す
る
よ
う
に
、
個
々
の
技
知
識
を
手
短
な
手
順

（
3
〜
4
段
階
程
度
）
で
構
成
し
て
い
た
。
ま
た
、

熟
練
に
伴
い
、
戦
術
的
な
意
味
を
持
つ
動
作
‐
反

応
の
関
係
性
の
知
識
を
獲
得
し
て
、
技
の
構
成
要

素
と
し
て
い
た
（
非
熟
練
群
：
約
59 

％
、
準
熟

練
群
：
約
70 

％
、
熟
練
群
：
約
84 

％
）
。
そ
し

て
、
こ
の
知
識
の
獲
得
は
、
技
知
識
の
数
量
的
増

加
に
も
寄
与
し
て
い
た
（
面
の
し
か
け
技
の
平
均

は
、
非
熟
練
群
：
5.

8
件
、
準
熟
練
群
：
8.

0

件
、
熟
練
群
：
12.
6
件
）
。
加
え
て
、
最
終
的

な
打
突
動
作
に
至
る
ま
で
に
、
こ
の
知
識
を
組
み

合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
緻
化
さ
れ
た
技
知

識
の
構
造
を
構
築
し
て
い
る
こ
と
が
樹
系
図
の
記

述
に
よ
っ
て
明
確
に
な
っ
た
。
実
践
環
境
で
は
、

こ
の
技
知
識
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
環
境
情

報
や
予
測
に
基
づ
く
反
応
選
択
を
も
た
ら
す
と
考

え
ら
れ
た
。

　
第
三
章
で
は
、
設
定
課
題
に
対
す
る
反
応
選
択

の
熟
練
差
を
検
討
し
た
。
大
学
生
の
準
熟
練
（
競

技
経
験
約
13
年
）
・
熟
練
（
約
14
年
）
群
の
各
8

名
を
対
象
と
し
て
、
獲
得
し
て
い
る
技
知
識
を
抽

出
し
、
そ
の
知
識
に
よ
っ
て
解
決
可
能
な
課
題
を

設
定
し
た
。
そ
し
て
、
課
題
に
対
す
る
運
動
技
能

確
認
と
反
応
選
択
の
二
実
験
を
実
施
し
た
。
結
果

は
、
運
動
技
能
確
認
実
験
で
は
相
違
は
な
か
っ
た

が
、
熟
練
群
は
反
応
選
択
実
験
に
お
い
て
技
知
識

の
活
用
頻
度
が
高
く
（
準
熟
練
群
：
約
50 

％
、

熟
練
群
：
約
75 

％
）
、
時
間
効
率
が
良
く
（
準

熟
練
群
：
約
10.

2 s

、
熟
練
群
：
約
6.

7 s

）
、

技
能
発
揮
の
得
点
が
優
れ
て
い
た
（
準
熟
練
群
：

約
19.

6
点
、
熟
練
群
：
約
29.

5
点
）
。
技
知
識

の
活
用
頻
度
に
お
け
る
熟
練
差
は
、
熟
練
群
が
獲

得
し
て
い
る
技
知
識
を
意
識
的
に
繁
用
し
て
予
測

に
よ
る
反
応
選
択
を
多
用
す
る
こ
と
を
示
し
て
い

た
。
ま
た
、
技
知
識
の
繁
用
は
、
そ
れ
自
体
が
反

復
学
習
効
果
を
も
た
ら
し
、
適
切
な
知
識
検
索
の

た
め
の
処
理
機
能
の
効
率
を
向
上
さ
せ
る
。
そ
し

て
、
運
動
技
能
確
認
と
反
応
選
択
実
験
の
時
間
効

率
と
技
能
発
揮
得
点
に
お
け
る
差
異
傾
向
は
、
熟

練
群
が
反
応
選
択
実
験
で
実
行
さ
れ
た
対
戦
相
手

の
攻
撃
の
よ
う
な
環
境
干
渉
に
対
す
る
処
理
の
耐

性
が
頑
健
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
こ
の
よ

う
な
熟
練
差
は
、
練
習
や
試
合
と
い
っ
た
実
践
環

境
に
お
い
て
も
観
察
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。

　
第
四
章
で
は
、
実
践
環
境
に
お
け
る
反
応
選
択

の
熟
練
差
を
観
察
し
た
。
準
熟
練
（
競
技
経
験
約

12
年
）
・
熟
練
（
約
13
年
）
群
の
各
9
名
を
対
象

に
し
て
、
群
内
の
試
合
実
験
を
実
施
し
た
。
結
果

で
は
、
反
応
選
択
に
お
け
る
技
知
識
の
活
用
頻
度

（
準
熟
練
群
：
約
45 

％
、
熟
練
群
：
約
70 

％
）
、

正
確
性
（
打
突
終
了
時
か
ら
見
た
攻
撃
成
功
・
失

敗
時
の
対
戦
相
手
の
正
防
御
開
始
時
間
の
平
均
は
、

準
熟
練
群
：
成
功
時
：-

37 m
s

・
失
敗
時
：-

２

１
０ m

s

、
熟
練
群
：
成
功
時
：-

26 m
s

・
失
敗

時
：-

１
４
１ m

s

）
に
三
章
と
同
様
の
傾
向
が
見

ら
れ
た
が
、
時
間
効
率
の
熟
練
差
は
消
失
し
て
い

た
（
準
熟
練
群
：
約
5.

1 s

、
熟
練
群
：
約
4.

2

s

）
。
時
間
効
率
は
三
章
と
比
較
す
る
と
両
群
で

時
間
減
少
が
見
ら
れ
、
実
践
環
境
で
は
厳
し
い
時

間
制
約
の
中
で
の
選
択
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
を
示

し
て
い
た
。
こ
の
時
間
制
約
と
、
技
知
識
の
活
用

頻
度
お
よ
び
正
確
性
に
お
け
る
熟
練
差
は
、
三
章

と
同
様
に
、
剣
道
に
お
け
る
技
知
識
を
活
用
し
た

予
測
に
よ
る
反
応
選
択
と
、
そ
の
知
識
活
用
を
補

助
す
る
検
索
構
造
の
構
築
の
重
要
性
を
強
調
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。

　
第
五
章
で
は
、
有
効
な
技
知
識
を
獲
得
し
て
い

な
い
こ
と
が
、
準
熟
練
群
の
反
応
選
択
に
お
け
る

技
知
識
の
活
用
を
妨
げ
、
さ
ら
に
、
知
識
の
検
索

構
造
の
未
構
築
を
招
い
て
い
る
可
能
性
を
考
慮
し

た
。
こ
こ
で
は
、
三
・
四
章
の
熟
練
群
が
獲
得
し

て
い
た
技
知
識
を
準
熟
練
群
（
競
技
経
験
約
13
年
）

が
獲
得
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
3
週
間
の
認

知
訓
練
に
よ
っ
て
反
応
選
択
が
改
善
さ
れ
る
か

ど
う
か
を
検
討
し
た

　
結
果
で
は
、
統
制
・
試
合
観
察
・
知
識
獲
得

群
の
各
6
名
の
中
で
、
知
識
獲
得
群
は
訓
練
後
、

試
合
に
つ
い
て
の
質
問
紙
調
査
に
お
い
て
技
知

識
を
活
用
し
た
反
応
選
択
の
割
合
が
上
昇
し

（
訓
練
前
：
約
53 

％
、
訓
練
後
：
約
69 

％
）
、

効
果
的
な
反
応
選
択
の
割
合
も
増
加
し
て
い
た

（
訓
練
前
：
約
41 

％
、
訓
練
後
：
約
53 

％
）
。

試
合
の
行
動
分
析
で
は
、
知
識
獲
得
群
は
獲
得

し
た
技
知
識
を
活
用
し
た
と
き
に
、
攻
撃
成
功

の
確
率
を
高
め
る
対
戦
相
手
の
打
突
終
了
前
１

０
０ m

s

以
後
の
正
防
御
開
始
の
割
合
が
増
加
し

て
い
た
（
訓
練
前
：
約
32 

％
、
訓
練
後
：
約
42

％
）
。
こ
れ
ら
は
、
短
期
間
で
あ
っ
て
も
有
効

な
技
知
識
を
獲
得
す
る
訓
練
が
、
準
熟
練
群
の

実
践
環
境
に
お
け
る
反
応
選
択
を
改
善
し
た
こ

と
を
示
し
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
改
善
の
方
向

性
は
四
章
ま
で
の
本
論
文
の
主
張
と
一
致
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。

　
結
果
を
ま
と
め
る
と
、
剣
道
に
お
け
る
反
応

選
択
の
熟
練
の
た
め
に
は
、
有
効
で
多
様
性
の

あ
る
技
知
識
を
手
短
な
手
順
で
精
緻
化
さ
れ
た

構
造
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
こ
と
、
実
践
環
境
で

は
技
知
識
を
活
用
す
る
予
測
に
よ
る
反
応
選
択

を
習
慣
化
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
技
知
識
の
繁

用
に
よ
っ
て
正
確
か
つ
迅
速
で
安
定
し
た
処
理

機
能
を
も
た
ら
す
知
識
の
検
索
構
造
を
構
築
す

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

剣
道
の
競
技
者
と
指
導
者
は
、
獲
得
し
て
い
る

技
知
識
と
反
応
選
択
の
処
理
様
相
の
現
状
を
把

握
し
、
本
論
文
の
知
見
と
比
較
し
て
、
こ
れ
ら

の
認
知
技
能
の
た
め
の
明
確
な
学
習
・
評
価
基

準
を
確
立
す
べ
き
で
あ
る
。

付
記
：
本
論
文
作
成
に
当
た
り
、
様
々
な
ご
支

援
・
ご
指
摘
を
下
さ
い
ま
し
た
諸
先
生
方
に
感

謝
し
ま
す
。
今
後
も
理
論
と
実
践
の
橋
渡
し
と

な
る
研
究
を
継
続
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
体
育
科
学
の
博
士
号
を
獲
得
し
た
奥
村
会
員
。
今

年
度
提
出
し
た
ば
か
り
の
論
文
に
つ
い
て
紹
介
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
剣
道
競
技
に
お
け
る
技
動
作
知
識
の
獲
得
過
程
」

　
奥
村
会
員
は
、
四
月
か
ら
筑
波
大
学
の
文
部

技
官
と
し
て
勤
務
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
ま

す
。
今
後
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

剣
道
専
門
分
科
会

会
員
フ
ァ
イ
ル
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1
平成16年度日本武道学会大会剣道専門分科会
第 1 回 指 導 法 研 究 会 要 旨

場　所：香川大学　日本武道学会第３７回大会会場
日　時：平成１６年８月２７日（金）１６：１０～１７：４０
司　会：　木原資裕（鳴門教育大学）

「木刀を使用する剣道指導法の意義を探る」

■
提
言
１

「
剣
道
の
指
導
に
お
け
る
形(

木
刀)

練
習
の
導
入
と
問
題
点
」
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
杉
江
正
敏(

大
阪
大
学)

　
江
戸
時
代
の
「
閑
か
な
る
強
み
」
を
重
視
す
る
武
士
道
転
換
を

背
景
に
、
形
の
意
義
と
し
て
、
気
の
沈
静
化
、
沈
着
冷
静
が
要
請

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
幕
末
期
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
竹
刀
稽

古
中
心
だ
っ
た
道
場
に
お
い
て
も
、
千
葉
周
作
ら
が
形
稽
古
の
重

要
性
と
必
要
性
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
り
、
形
と
竹
刀
剣
術
は
あ

い
ま
っ
て
剣
術
の
内
容
を
全
う
す
る
と
考
え
ら
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
。
大
日
本
剣
道
形
に
つ
い
て
、
高
野
佐
三
郎
は
「
実
際
の
仕

合
に
応
用
し
得
る
を
主
眼
と
し
て
こ
れ
を
制
定
せ
り
」
と
書
い
て

い
る
。
撓
競
技
に
お
い
て
は
有
効
打
突
の
規
定
が
難
し
く
、
当
た

れ
ば
よ
い
と
理
解
さ
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
も
、

刃
筋
と
物
打
ち
、
鎬
の
効
用
を
教
え
る
た
め
に
、
反
り
の
あ
る
木

刀
に
よ
る
教
習
は
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。

形
練
習
と
竹
刀
剣
道
の
関
連
は
、
１
）
形
の
み
を
練
習
す
る
、
２
）

形
稽
古
を
補
完
す
る
た
め
に
竹
刀
剣
道
を
練
習
す
る
、
３
）
形
と

竹
刀
剣
道
を
並
習
す
る
、
４
）
竹
刀
剣
道
の
み
練
習
す
る
、
と
い
っ

た
歴
史
的
経
過
を
辿
り
、
現
代
剣
道
に
お
い
て
要
請
さ
れ
る
、
５
）

竹
刀
剣
道
を
矯
正
・
補
完
す
る
た
め
に
形
を
練
習
す
る
と
い
う
流

れ
に
至
る
。
５
）
の
課
題
達
成
の
た
め
に
、
木
刀
を
使
用
し
て
何

が
指
導
で
き
る
の
か
、
整
理
が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

■
提
言
２

「
木
剣
に
よ
る
技
の
習
得
課
題-

日
本
剣
道
形
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー

チ-
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
矢
稔
（
国
際
武
道
大
学
）

　
近
年
、
学
生
の
竹
刀
操
作
は
ス
ピ
ー
ド
が
上
が
り
、
使
い
方
が

複
雑
化
し
太
刀
筋
が
無
軌
道
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
「
木
刀
に

よ
る
剣
道
基
本
技
稽
古
法
」
へ
の
取
り
組
み
の
背
景
に
あ
る
。
伝

聞
に
よ
る
と
、
先
人
は
お
よ
そ
九
歩
の
間
合
で
剣
を
抜
い
て
構
え
、

一
気
に
相
手
に
接
近
し
て
斬
り
合
っ
た
、
と
あ
る
。
先
人
が
真
剣

を
持
っ
て
練
り
あ
げ
、
闘
い
の
真
実
か
ら
生
ま
れ
た
九
歩
の
立
間

合
で
の
有
り
様
と
、
こ
れ
を
起
点
と
し
て
前
に
進
ん
で
い
く
諸
々

の
作
用
は
、
木
剣
に
よ
っ
て
執
り
行
う
日
本
剣
道
形
の
基
調
と
な
っ

て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
背
景
に
あ
る
心
や
気
の
作
用
ま

で
を
も
含
め
て
技
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
日
本
剣
道
形
の
中

に
は
、
技
と
木
剣
の
遣
い
方
の
手
順
、
打
突
部
位
が
き
ち
ん
と
構

成
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
も
の
の
諸
々
の
有
り
様
を
き
ち
ん

と
稽
古
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
剣
道
形
で
仕
太
刀

が
勝
つ
技
は
、
抜
き
技
と
摺
り
上
げ
技
に
集
約
さ
れ
、
真
剣
で
は

考
え
ら
れ
に
く
い
返
し
技
と
打
ち
落
し
技
は
な
い
。
学
生
に
見
る

現
在
の
剣
道
の
状
況
に
お
い
て
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
真
剣
に

よ
る
闘
い
を
擬
似
体
験
し
て
い
る
意
識
を
も
ち
、
鎬
の
有
効
活
用

や
通
る
べ
き
道
筋
を
通
っ
た
太
刀
筋
か
ら
打
突
を
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。

■
提
言
３
　
　

「
木
刀
に
よ
る
剣
道
基
本
技
稽
古
法
の
成
立
事
情
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
成
明
（
本
会
会
長
）

　
敗
戦
後
、
武
道
が
一
括
禁
止
と
な
り
、
特
に
剣
道
に
対
し
て
は
非

常
に
厳
し
い
見
方
が
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
、
先
達
は
剣
道

を
な
ん
と
か
次
の
世
代
に
正
し
く
伝
え
残
し
た
い
と
考
え
、
過
去
に

対
す
る
反
省
な
ど
の
思
索
を
経
て
、
竹
刀
競
技
や
学
校
剣
道
と
し
て

剣
道
が
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
戦
後
の
剣
道
を
学
ん

だ
選
手
達
の
試
合
を
見
る
に
つ
け
、
「
剣
道
は
あ
れ
で
よ
い
の
だ
ろ

う
か
」
と
の
声
が
上
が
り
、
形
を
見
直
す
こ
と
に
な
っ
た
。
が
、
日

本
剣
道
形
が
厳
然
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
に
触
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
そ
こ
で
、
全
日
本
剣
道
連
盟
の
中
の
学
校
剣
道
専
門
委
員
会
の

中
で
検
討
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
学
校
剣
道
基
本
形
と
い
う

名
称
で
、
木
刀
に
よ
る
稽
古
法
が
検
討
さ
れ
た
。
剣
道
が
国
際
的
に

普
及
発
展
し
、
日
本
剣
道
形
も
大
い
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
が
、
一
方
で
日
本
人
に
は
剣
道
形
は
昇
段
審
査
の
た
め
の
一
科
目

で
あ
る
と
い
う
認
識
が
多
く
、
学
生
の
試
合
で
も
テ
ク
ニ
ッ
ク
や
戦

略
に
走
り
す
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
り
、
再
び
形
を
き
ち
ん
と
重
視
し
よ

う
と
い
う
動
き
が
起
こ
っ
て
き
た
。
竹
刀
は
単
な
る
打
突
の
道
具
で

は
な
い
と
い
う
認
識
が
必
要
に
な
り
、
刀
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
木

刀
を
使
用
し
た
基
本
的
な
形
の
練
習
法
が
考
え
ら
れ
た
。
稽
古
法
を

ま
と
め
る
ま
で
に
は
、
文
部
省
傘
下
の
学
校
剣
道
と
警
視
庁
剣
道
の

違
い
な
ど
様
々
な
問
題
が
あ
っ
た
が
、
時
代
も
下
り
、
日
本
刀
の
操

作
法
も
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
木
刀
に
よ
っ

て
技
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
確
認
す
る
こ
と
が
や
が
て
は
日
本
剣
道
形
に

正
し
く
つ
な
が
っ
て
い
く
の
だ
と
の
脈
絡
を
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
の
が
、
現
在
の
状
況
で
あ
る
。

■
質
疑
応
答

　
学
校
剣
道
基
本
形
成
立
時
の
状
況
に
つ
い
て
の
質
問
に
つ
い
て
、

実
務
は
東
京
教
育
大
学
体
育
学
部
教
育
研
究
室
が
関
っ
て
い
た
こ
と
、

形
に
は
打
ち
方
、
受
け
方
、
打
た
せ
方
が
あ
っ
た
こ
と
、
で
き
る
だ

け
木
刀
を
使
う
よ
う
考
え
た
が
竹
刀
で
も
よ
い
と
し
た
こ
と
、
試
行

錯
誤
を
経
て
技
の
数
が
整
理
さ
れ
て
い
っ
た
状
況
な
ど
が
明
か
に
さ

れ
た
。
ま
た
、
竹
刀
で
は
な
く
あ
え
て
木
刀
を
使
う
こ
と
の
意
義
に

つ
い
て
の
質
問
に
は
、
基
本
形
策
定
の
背
景
に
は
難
し
い
日
本
剣
道

形
の
導
入
と
し
て
の
意
味
合
い
が
あ
っ
た
こ
と
、
現
状
の
試
合
剣
道

の
乱
れ
に
対
す
る
批
判
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
の
経
緯
が
紹
介
さ
れ
た
。

　
　
木
刀
を
使
用
し
て
何
が
指
導
で
き
る
の
か
、
と
い
う
本
質
的
な

質
疑
に
対
し
、
単
に
技
術
論
に
ど
と
め
る
こ
と
な
く
、
形
稽
古
と
竹

刀
剣
道
の
両
立
に
つ
い
て
、
現
代
剣
道
が
こ
れ
か
ら
ど
う
あ
れ
ば
よ

い
か
と
い
う
観
点
か
ら
整
理
し
し
つ
つ
議
論
を
続
け
る
こ
と
の
必
要

性
が
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
、
終
了
し
た
。

専門分科会研究会
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今
回
の
講
演
内
容
は
剣
道
の
持
つ
独
特
の
動
作
に
着
目
し
、
そ

の
中
で
も
特
に
下
半
身
の
動
き
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
以
下

の
3
つ
の
テ
ー
マ
に
分
け
て
発
表
し
ま
し
た
。

　
　
1
　
下
肢
の
筋
力
発
揮
特
性

　
　
2
　
剣
道
動
作
に
お
け
る
下
肢
筋
力
出
力
機
構

　
　
3
　
剣
道
に
お
け
る
下
肢
の
役
割

　
人
間
は
だ
れ
で
も
、
筋
肉
を
収
縮
さ
せ
て
腱
や
骨
に
力
を
伝
達

し
て
関
節
を
動
か
し
て
い
ま
す
。
こ
の
個
々
の
動
き
が
た
く
さ
ん

つ
な
が
る
こ
と
で
動
作
と
し
て
現
れ
ま
す
。
動
作
を
探
る
た
め
に

は
ま
ず
、
筋
肉
の
働
き
を
知
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ヒ
ト
の
体
に

は
た
く
さ
ん
の
筋
肉
が
付
着
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
付
着
し

て
い
る
場
所
や
長
さ
な
ど
の
解
剖
学
的
な
違
い
か
ら
、
そ
の
働
き

に
も
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
今
回
発
表
す
る
下
肢
の
筋
肉
に
お
い
て

も
膝
や
足
首
の
関
節
角
度
の
違
い
で
筋
力
発
揮
の
仕
方
が
ず
い
ぶ

ん
と
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
膝
を
伸
ば
す
た
め
の
筋
肉
（
大
腿
四
頭

筋
）
を
み
る
と
膝
の
内
角
が
お
よ
そ
１
２
０
度
位
の
と
き
に
大
き

な
力
発
揮
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
剣
道
の
動
作

に
お
い
て
も
体
を
ス
ム
ー
ズ
に
移
動
さ
せ
る
た
め
に
は
下
肢
の
筋

肉
の
特
徴
を
充
分
理
解
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
筋
肉
を
効
率
よ
く
働
か

せ
る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　
剣
道
の
正
面
打
撃
動
作
を
例
に
と
っ
て
、
剣
道
の
下
肢
の
動
き

か
ら
そ
の
力
学
的
特
徴
を
説
明
し
ま
す
。
剣
道
は
一
般
的
に
、
左

足
で
踏
み
切
る
と
い
う
独
特
の
動
作
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
と
き
個
々
の
関
節
か
ら
は
力
（
ト
ル
ク
）
が
発
揮
さ
れ
、
動
作

と
し
て
外
部
に
現
れ
て
き
ま
す
（
図
1
参
照
）
。
下
肢
の
関
節
で

発
揮
さ
れ
る
ト
ル
ク
は
股
関
節
、
膝
関
節
、
足
関
節
と
も
に
同
時

に
ピ
ー
ク
が
く
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
場
面
で
は
若
干
、

体
が
沈
み
込
み
、
垂
直
飛
び
な
ど
で
見
ら
れ
る
反
動
動
作
を
お
こ

な
っ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
様
々
な
研
究
を
見
る
と
垂

直
跳
び
な
ど
で
は
股
関
節
、
膝
関
節
の
ト
ル
ク
が
大
き
く
て
、
足

関
節
で
は
少
な
い
と
い
う
報
告
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
立
ち
幅

跳
び
の
研
究
で
は
足
関
節
と
股
関
節
が
大
き
い
ト
ル
ク
を
発
生
す

る
た
め
そ
こ
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
得
て
い
る
、
と
い
う
報
告
も
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
剣
道
に
お
け
る
踏
み
切
り
動
作
は
足
、
膝
関

節
の
貢
献
が
高
く
、
同
じ
跳
躍
動
作
と
い
え
ど
も
全
く
異
な
っ
た

下
肢
の
役
割
を
持
つ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
（
図
2
参

照
）
。
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ま
た
、
剣
道
で
は
他
の
競

技
に
比
べ
ア
キ
レ
ス
腱
に
関

す
る
傷
害
が
多
く
発
生
し
て

い
ま
す
。
そ
こ
で
、
正
面
打

撃
に
お
け
る
左
足
踏
み
切
り

時
に
は
、
ア
キ
レ
ス
腱
に
ど

の
位
の
張
力
が
発
揮
さ
れ
る

か
を
推
定
し
て
み
ま
し
た
。

す
る
と
、
左
足
踏
み
切
り
時

に
ア
キ
レ
ス
腱
に
発
揮
さ
れ

る
張
力
は
お
よ
そ
３
５
０
０

ニ
ュ
ー
ト
ン
程
度
で
あ
る
と

推
定
さ
れ
ま
し
た
（
図
3
参

照
）
。

　
剣
道
で
は
「
一
眼
二
足
三

胆
四
力
」
と
、
よ
く
言
わ
れ

ま
す
。
「
足
」
、
特
に
下
半

身
の
動
き
に
注
目
す
る
こ
と

は
、
技
術
の
上
達
の
た
め
に

不
可
欠
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、

普
段
か
ら
下
半
身
の
動
作
を

見
つ
め
な
お
す
こ
と
は
非
常

に
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
さ
に
人
間
が
「
考
え
る
葦
」

な
ら
ば
剣
道
は
「
考
え
る
足
」

な
の
で
す
。

場　所：明治大学駿河台校舎
日　時：平成１６年１１月３日（祝）１８：００～２０：００
発表者：高橋健太郎（群馬工業校等専門学校）

「剣道における下半身動作のメカニズム」
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図1．踏み切り動作における下肢関節トルクと関節角度
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図3．踏み切り動作中のアキレス腱張力


