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武道授業 実践の概要紹介 三郷市

　

三
郷
市
で
は
、
全
８
中
学
校
の
中
で

４
校
が
柔
道
を
選
択
し
、
３
校
が
剣
道

を
選
択
。
そ
し
て
、
１
校
は
柔
道
と
相

撲
を
選
択
し
て
い
る
。

　

現
行
学
習
指
導
要
領
全
面
実
施
に
向

け
、
平
成
22
年
度
「
中
学
校
武
道
必
修

化
に
向
け
た
地
域
連
携
指
導
実
践
校

（
文
部
科
学
省
委
託
事
業
）」
と
し
て
、

三
郷
市
立
北
中
学
校
（
以
下
、
北
中
）

と
三
郷
市
立
栄
中
学
校（
以
下
、栄
中
）

が
指
定
を
受
け
た
。

武
道
授
業

実
践
の
概
要
紹
介　

　

　

埼
玉
県
の
南
部
最
東
端
に
位
置
す
る
三
郷
市
は
、
東
京
都
心
か
ら
は
約
20
㎞
の
距
離
で
、
市
の
東
境
を

江
戸
川
が
、
西
境
を
中
川
が
、
中
央
部
に
大
場
川
が
流
れ
、
水
と
緑
に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
昭
和

47
年
市
制
施
行
以
来
、
Ｊ
Ｒ
武
蔵
野
線
・
つ
く
ば
エ
ク
ス
プ
レ
ス
の
開
通
を
は
じ
め
、
高
速
道
路
網
の
整

備
、
土
地
区
画
整
理
の
完
了
、
新
三
郷
ら
ら
シ
テ
ィ
の
ま
ち
開
き
な
ど
に
よ
り
、
首
都
圏
近
郊
の
住
み
や

す
い
ま
ち
「
き
ら
り
と
ひ
か
る
田
園
都
市
み
さ
と
」
へ
変
貌
を
遂
げ
て
お
り
ま
す
。

　

本
市
は
、
平
成
25
年
３
月
18
日
に
三
郷
市
議
会
の
満
場
一
致
議
決
を
経
て
、「
日
本
一
の
読
書
の
ま
ち
」

を
宣
言
し
ま
し
た
。
市
内
の
小
・
中
学
校
で
は
、
読
書
を
通
し
て
豊
か
な
創
造
力
や
瑞
々
し
い
感
性
を
磨

く
様
々
な
取
組
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
本
市
は
、
小
学
校
と
中
学
校
が
連
携
し
て
行
う
体
育
的
行
事
も
昔
か
ら
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
、

毎
年
10
月
に
実
施
し
て
い
る
「
小
中
学
校
陸
上
競
技
親
善
大
会
」
は
今
年
で
45
回
目
を
迎
え
ま
す
。
２
０

２
０
年
に
開
催
さ
れ
る
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
に
て
、
三
郷
市
は
、
ギ
リ
シ

ャ
共
和
国
の
ホ
ス
ト
タ
ウ
ン
と
し
て
登
録
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
、
整
備
が
予
定
さ
れ
て
い
る
公
認
陸
上
競

技
場
（
400
ｍ
ト
ラ
ッ
ク
）
を
「
ア
ス
リ
ー
ト
が
使
用
し
、
そ
の
後
に
、
本
市
の
小
・
中
学
生
が
利
用
す
る
」、

そ
ん
な
夢
も
膨
ら
み
ま
す
。

　

今
回
は
、
小
学
校
の
先
生
も
参
加
し
て
い
る
本
市
の
武
道
授
業
研
究
協
議
会
に
お
け
る
近
年
の
実
践
を

紹
介
し
ま
す
。

三
郷
市
に
お
け
る

武
道
指
導
（
柔
道
・
剣
道
）
の
実
践
紹
介

三
郷
市
教
育
委
員
会

学
校
教
育
部
指
導
課

　

ま
た
、
北
中
で
は
、
平
成
23
・
24
年

度
「
埼
玉
県
体
力
課
題
解
決
研
究
校
」

の
指
定
を
受
け
、引
き
続
き
、武
道
（
柔

道
）の
授
業
研
究
を
推
進
し
た
。北
中
、

栄
中
の
実
践
を
踏
ま
え
、
本
市
中
学
校

に
お
け
る
武
道
の
授
業
に
は
、
技
能
の

習
得
と
安
全
面
の
徹
底
、
そ
し
て
生
徒

の
意
欲
の
向
上
な
ど
、
共
通
の
成
果
が

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

今
回
は
、
本
市
の
柔
道
学
習
と
剣
道

学
習
の
取
組
を
紹
介
す
る
。

2

三
郷
市
の
柔
道
学
習
の
取
組

（
北
中
・
栄
中
）

1

は
じ
め
に

　

　

北
中
学
校
と
栄
中
学
校
は
、
平
成
24

年
度
の
武
道
必
修
化
に
向
け
、
文
部
科

学
省
委
託
事
業
「
中
学
校
武
道
必
修
化

に
向
け
た
地
域
連
携
指
導
実
践
校
」
と

し
て
、
地
域
の
指
導
者
や
団
体
・
武
道

場
等
を
活
用
す
る
な
ど
、
中
学
校
に
お

け
る
武
道
の
充
実
を
図
る
実
践
的
な
研

究
を
進
め
て
き
た
。

【
研
究
テ
ー
マ
】

～
柔
道
の
特
性
に
ふ
れ
、
基
礎
基
本
を

身
に
付
け
る
授
業
の
実
践
～

㈠
北
中
学
校
の
授
業
実
践
か
ら

「
柔
道
」
が
礼
節
を
重
ん
じ
る
運
動
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
挨
拶
な
ど
の
学
習
規

律
の
徹
底
を
図
っ
て
い
く
こ
と
と
し

た
。
ま
た
、
初
め
て
経
験
す
る
武
道
に

安
心
し
て
取
り
組
め
る
よ
う
に
、
そ
し

て
、
意
欲
を
持
っ
て
取
り
組
め
る
よ
う

に
以
下
の
手
立
て
を
講
じ
た
。

①
外
部
指
導
者
を
招
聘
し
、
き
め

細
か
な
指
導
と
柔
道
の
特
性
に

触
れ
さ
せ
る
指
導
、
生
徒
の
意

欲
を
喚
起
す
る
指
導
の
工
夫
・

充
実
を
図
っ
た
。

　

外
部
指
導
者
（
地
域
の
大
学
生
３

名
）
を
活
用
し
、
複
数
の
専
門
的
指
導

を
展
開
す
る
こ
と
で
、「
技
」
を
正
し

く
習
得
さ
せ
る
こ
と
と
安
全
に
行
う
た

め
の
「
受
け
身
」
の
習
得
に
つ
な
が
っ

た
。

　

ま
た
、
柔
道
は
「
一
対
一
で
技
を
競

い
合
い
勝
敗
を
決
め
る
」
と
こ
ろ
に
大

三郷市教育委員会

連絡協議会

市内８中学校

推進校

保健体育教師

外部指導者

武道の授業における研究組織

外部指導者と１対１の試合
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き
な
特
性
が
あ
る
と
考
え
、
外
部
指
導

者
と
の
試
合
形
式
の
学
習
を
取
り
入
れ

た
。
外
部
指
導
者
は
自
ら
技
を
か
け

ず
、
生
徒
の
技
を
受
け
続
け
る
形
で
行

っ
た
。
生
徒
が
積
極
的
に
試
合
に
臨
ん

だ
り
、
思
い
っ
き
り
技
を
か
け
た
り
す

る
こ
と
で
、
柔
道
の
特
性
に
触
れ
ら
れ

る
よ
う
に
し
た
。

②
安
全
面
に
配
慮
し
「
引
き
手
を

離
さ
な
い
」
指
導
の
徹
底
を
図

る
と
と
も
に
、
ウ
レ
タ
ン
マ
ッ

ト
を
積
極
的
に
活
用
し
た
。

　

柔
道
の
安
全
の
基
本
は
「
受
け
身
」

で
あ
る
が
、
特
に
「
引
き
手
を
離
さ
な

い
指
導
」
を
徹
底
し
た
。
生
徒
の
「
引

き
手
」
に
色
つ
き
軍
手
を
つ
け
さ
せ
る

こ
と
で
強
く
意
識
で
き
る
よ
う
に
し

た
。
軍
手
は
指
先
と
掌
に
か
か
る
部
分

を
カ
ッ
ト
し
、「
引
き
手
」
が
軍
手
の

布
で
す
べ
ら
な
い
よ
う
に
し
た
。

③
基
本
技
能
の
習
得
を
図
れ
る
よ

う
、
足
さ
ば
き
マ
ッ
ト
や
前
回

り
受
け
身
マ
ッ
ト
を
工
夫
し

た
。

「
脚
の
さ
ば
き
方
」
が
わ
か
る
よ
う
に

補
助
マ
ッ
ト
（
ウ
レ
タ
ン
）
上
に
示
し

た
補
助
教
材
を
活
用
し
、
段
階
を
踏
み

な
が
ら
「
技
」
を
習
得
で
き
る
よ
う
に

し
た
。

㈡
栄
中
学
校
の
授
業
実
践
か
ら

　

柔
道
は
、
投
げ
る
、
安
全
に
受
け
身

を
す
る
な
ど
の
技
能
が
必
要
と
さ
れ
る

運
動
で
あ
る
。
身
体
の
調
和
的
な
発
達

や
体
力
の
向
上
が
期
待
さ
れ
る
運
動
で

あ
る
。
し
か
し
、
方
法
を
間
違
え
る
と

怪
我
な
ど
の
危
険
性
も
あ
る
運
動
で
あ

る
。
栄
中
は
、
練
習
や
試
合
を
通
じ
、

相
手
を
尊
重
す
る
態
度
（
礼
節
）
や
、

規
則
を
守
る
、
協
力
す
る
な
ど
の
社
会

的
態
度
を
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
を
単

元
の
ね
ら
い
と
し
て
、
柔
道
学
習
を
推

進
し
て
い
る
。

技
能
習
得
に
向
け
て

　

基
礎
学
習
と
し
て
、
毎
時
間
10
分
程

度
の
時
間
、
倒
立
や
柔
軟
運
動
、
受
け

身
な
ど
の
練
習
を
繰
り
返
し
効
率
よ
く

行
っ
た
。
受
け
身
は
、
中
腰
か
ら
の
後

ろ
受
け
身
、
横
受
け
身
、
そ
ん
き
ょ
の

姿
勢
か
ら
の
受
け
身
、
反
転
し
た
横

受
け
身
、
二
人
組
で
の
受
け
身
を
扱
っ

た
。
ま
た
、
抑
え
技
の
攻
防
に
必
要
な

体
さ
ば
き
も
受
け
身
と
同
様
に
毎
時

間
行
っ
た
。
肩
や
足
を
使
っ
た
体
の
移

動
、
脇
を
締
め
る
動
き
、
体
を
横
に
か

わ
す
動
き
を
取
り
入
れ
た
。

　

基
本
学
習
と
し
て
、
発
達
段
階
に
応

じ
た
「
投
げ
技
」「
固
め
技
」
の
習
得

と
と
も
に
、
か
か
り
練
習
や
約
束
練
習

を
毎
時
間
扱
い
、
基
本
動
作
や
対
人
技

能
を
高
め
た
。

　

柔
道
の
特
性
に
十
分
に
ふ
れ
さ
せ
る

こ
と
と
、
意
欲
を
高
め
る
た
め
に
技
能

の
程
度
に
応
じ
て
条
件
を
設
定
し
た
簡

易
試
合
は
、
習
得
し
た
技
能
を
生
か
す

こ
と
、
自
己
の
練
習
課
題
を
振
り
返
る

こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。

礼
儀
・
礼
節
の
指
導

　

ま
ず
、
武
道
場
へ
の
出
入
り
、
授
業

の
始
ま
り
と
終
わ
り
の
挨
拶
（
お
た
が

い
に
礼
）
を
し
っ
か
り
行
わ
せ
、
定
着

さ
せ
た
。
ま
た
、
試
合
の
始
ま
り
と
終

わ
り
の
挨
拶
を
し
っ
か
り
行
わ
せ
、
礼

「引き手」意識させる「色つき」軍手

補助具を活用して技の習得をさせる大腰用のシート

節
を
も
っ
て
試
合
を
進
行
し
た
。
練
習

を
と
お
し
て
、
対
戦
相
手
を
尊
重
し
、

高
め
合
お
う
と
す
る
心
構
え
に
つ
い
て

継
続
的
・
系
統
的
に
指
導
し
て
い
っ
た
。

　

前
述
の
と
お
り
、
本
市
中
学
校
で
剣

道
学
習
を
実
施
し
て
い
る
中
学
校
は
３

校
で
あ
る
。
す
べ
て
の
生
徒
が
防
具
を

着
用
で
き
る
よ
う
に
環
境
は
整
え
ら
れ

て
い
る
。

　

環
境
面
だ
け
で
は
な
く
、
柔
道
学
習

と
同
様
に
剣
道
学
習
に
お
い
て
も
、
積

極
的
に
授
業
研
究
を
行
っ
て
い
る
。

【
研
究
テ
ー
マ
】

～
生
徒
一
人
一
人
を
伸
ば
す
「
武
道
」

の
学
習
指
導
の
工
夫
～

㈠
前
川
中
学
校
の
授
業
実
践
か
ら

学
習
に
対
す
る
関
心
・
意
欲
を
高

め
主
体
的
に
学
習
を
進
め
る
工
夫

　

生
徒
の
関
心
・
意
欲
を
高
め
る
た
め

に
は
、「
運
動
時
間
を
確
保
し
」「
効
率

よ
く
」「
繰
り
返
し
」
練
習
す
る
こ
と

が
大
切
で
あ
る
と
考
え
、
サ
ー
キ
ッ
ト

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
形
式
を
用
い
た
。
さ

ら
に
、
グ
ル
ー
プ
を
作
り
協
調
性
、
競

争
心
を
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
よ
り

生
徒
の
関
心
・
意
欲
の
向
上
を
図
っ
た
。

ま
た
、
剣
道
の
特
性
で
あ
る
「
礼
法
」

を
重
ん
じ
、
サ
ー
キ
ッ
ト
の
開
始
時
に

は
、
グ
ル
ー
プ
の
リ
ー
ダ
ー
の
号
令
の

元
、
あ
い
さ
つ
を
し
て
か
ら
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
を
始
め
る
指
導
の
徹
底
を
図
っ

た
。基

本
で
あ
る
面
打
ち
・
体
さ
ば
き

を
効
率
よ
く
身
に
つ
け
る
教
具
の

工
夫

「
技
が
で
き
る
楽
し
さ
や
喜
び
を
味
わ

わ
せ
る
」
た
め
に
は
、
剣
道
の
基
本
で

あ
る
「
基
本
姿
勢
」「
足
さ
ば
き
」「
面

打
ち
」
の
定
着
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考

え
た
。
剣
道
の
基
本
で
あ
る
「
基
本
姿

勢
」「
足
さ
ば
き
」「
面
打
ち
」
に
焦
点

を
当
て
、
こ
れ
ら
を
定
着
さ
せ
る
た
め

の
教
具
を
作
成
し
た
。

栄中学校２年生女子の基礎学習の様子

3

三
郷
市
の
剣
道
学
習
の
取
組

（
前
川
中
・
彦
糸
中
）

サーキットトレーニングの場づくり

基本姿勢の習得

【手押し相撲】

刃筋の習得

【ボール打ち】

足さばきの習得

【綱渡り】

基本打突の習得

【連続面打ちマシーン】

残心ポイント
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㈡
彦
糸
中
学
校
の
授
業
実
践
か
ら

「
教
え
合
い
」「
学
び
合
い
」
活
動

を
充
実
さ
せ
る
評
価
活
動
の
工
夫

　

学
年
ご
と
の
技
能
段
階
表
を
作
成
し

た
り
、
活
動
の
時
間
や
回
数
を
示
し
た

り
し
、
教
師
も
生
徒
も
共
有
す
る
こ
と

で
、「
教
え
合
い
」
や
「
学
び
合
い
」

の
充
実
を
図
っ
た
。
毎
時
間
、
全
体
指

導
で
正
し
い
で
き
ば
え
を
確
認
し
た

後
、
ペ
ア
で
の
活
動
に
入
る
こ
と
で
、

確
実
に
基
礎
的
・
基
本
的
技
能
、
対
人

技
能
に
高
ま
り
が
見
ら
れ
た
。

　

面
の
着
脱
時
間
を
短
縮
す
る
た
め

に
、
ホ
ー
ス
に
面
ひ
も
を
通
し
、
ほ
ど

け
な
い
よ
う
に
し
た
。

　

全
体
指
導
で
「
技
の
正
確
な
で
き
ば

え
」
を
確
認
後
、
ペ
ア
で
の
「
教
え
合

い
」「
学
び
合
い
」
が
深
ま
る
よ
う
「
打

突
前
」「
打
突
」「
打
突
後
」
の
技
能
ポ

イ
ン
ト
を
明
確
に
し
た
。

【
打
突
前
】：

◎
中
段
の
構
え
か
ら
始
ま
る
。

面　

→
右
足
を
大
き
く
踏
み
込
む
。

小
手
→
両
腕
の
間
か
ら
相
手
の
右
小
手

が
見
え
る
程
度
に
小
さ
く
振
り

か
ぶ
る
。

胴　

→
遠
い
間
合
い
か
ら
、
一
足
一
刀

の
間
合
い
に
入
り
な
が
ら
大
き

く
振
り
か
ぶ
っ
て
頭
上
で
手
を

返
す
。

【
打
突
】

◎
大
き
な
声
で
気
合
い
を
出
し
、
技
と

一
致
さ
せ
る
。

　

正
し
い
打
突
の
部
位
に
当
て
る
。

　

竹
刀
の
打
突
部
（
物
打
）
で
当
て
る
。

【
打
突
後
】

◎
残
心
ま
で
が
ひ
と
つ
の
技
。

　

打
ち
終
わ
っ
た
後
に
、
す
き
を
つ
く

ら
な
い
。
相
手
か
ら
目
を
離
さ
ず
、
中

段
の
構
え
を
つ
く
る
。

　

生
徒
相
互
の
「
教
え
合
い
」
を
充
実

さ
せ
る
最
大
の
支
援
は
「
教
師
の
働
き

か
け
」
に
あ
る
と
考
え
た
。
ほ
め
て
、

必
ず
見
届
け
る
「
ほ
め
残
心
」
を
い
つ

も
心
が
け
、
生
徒
が
自
信
を
も
て
る
よ

う
、「
教
え
合
い
」
が
充
実
す
る
よ
う

に
努
め
た
。

　

三
郷
市
で
は
、
２
０
２
０
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
競
技
東
京
大
会
に
お
け
る
ギ
リ
シ

ャ
共
和
国
の
ホ
ス
ト
タ
ウ
ン
に
登
録
さ

れ
た
。現
在
、小
中
学
校
に
お
い
て
は
、

Ｊ
Ｏ
Ｃ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
教
室
を
は
じ
め

と
す
る
オ
リ
ン
ピ
ア
ン
や
パ
ラ
リ
ン
ピ

ア
ン
と
の
直
接
交
流
や
、
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
の
価
値
を
学
ぶ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
教
育

を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
日
本
の
伝
統
的
な
礼
儀
・
作

法
や
お
も
て
な
し
の
心
な
ど
の
学
習
や

国
際
的
な
マ
ナ
ー
や
エ
チ
ケ
ッ
ト
、
礼

儀
・
作
法
や
習
慣
な
ど
の
学
習
、
地
域

の
ス
ポ
ー
ツ
大
会
や
イ
ベ
ン
ト
へ
の
参

加
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
も
積
極
的
に

推
進
し
て
い
る
。

大きな声で号令をかけながら
大きな素振りが正しくできる

３分以内で
防具の着脱ができる

早素振りが正しくできる

気剣体のそろった面を
正しく打てる

剣道の技能段階表１年

ホースに面ひもを通し、面が
ほどけないようにした

4

お
わ
り
に

ほめて・認めて・伸ばす

・できるようになった自信
・教え合いの充実へ

ほめ残心（ほめて、見届ける）

↑竹刀に重りを付け、打った後、
　元に戻るようにした。 打ち込み台の活用

基本打突の習得
【面＋踏み込み足】
連続の面打ちマシーン
＋打ち込み台 

指導ポイント

①遠くからの力強い踏
　み込みを意識させる。

②打った瞬間、手首を
　しぼる。

③大きな声を出す。

④最後は、残心も意識
　させる。

図①踏み込み足

図②残心
踏み込み足（図①）
残心（図②）の習得

足型マットを置くことで、
遠くからの踏み込みと残心
の意識付けを図った。

　

本
市
の
子
ど
も
た
ち
が
東
京
大
会
に

何
ら
か
の
形
で
、
積
極
的
に
関
わ
ろ
う

と
す
る
意
識
が
芽
生
え
る
よ
う
に
、
そ

し
て
、
目
の
前
の
子
ど
も
た
ち
の
輝
か

し
い
近
未
来
の
姿
を
思
い
描
き
、
今
後

も
本
市
中
学
校
の
武
道
授
業
の
充
実
に

努
め
て
い
き
た
い
。


