
106107 月刊「武道」　2016．12 2016．12　月刊「武道」

シリーズ 中学校武道 授業の充実に向けて●99

■
シ
リ
ー
ズ
■

中
学
校
武
道

授
業
の
充
実
に
向
け
て
●99

１ ２ ３ ４ ５ ６お
わ
り
に

◯
◯
◯
◯
◯
◯

授
業
実
践

本
校
の
実
態

◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯

◯
◯
◯
◯
◯

成
果
と
課
題
・

今
後
の
展
開

７ ８○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

９○
○
○
○
○
○

10○
○
○
○
○
○

（
教
本
ｐ
00
〜
）

　

本
校
は
、
校
訓
を
「
心
」、
ス
ロ
ー

ガ
ン
を
「
夢
を
叶
え
る
北
中
」、
学
校

教
育
目
標
を
「
気
づ
き
・
考
え
・
実
行

す
る
、
○
自
ら
考
え
、
進
ん
で
学
ぶ
生

徒
（
智
）、
○
思
い
や
り
を
も
ち
、
協

力
す
る
生
徒
（
徳
）、
○
心
身
と
も
に

健
康
な
生
徒
（
体
）、
○
誇
り
を
も
つ

生
徒
」
と
し
、
教
育
活
動
を
行
っ
て
い

る
。
ま
た
、
本
校
で
は
北
中
の
伝
統
で

あ
る
「
あ
じ
さ
い

0

0

0

0

運
動
」
に
力
を
入
れ

て
お
り
、「
あ
」
＝
明
る
い
挨
拶
、「
じ
」

＝
授
業
に
集
中
、「
さ
」
＝
さ
わ
や
か

な
環
境
、「
い
」
＝
一
緒
に
感
動
の
充

実
を
目
指
し
て
い
る
。

　

生
徒
数
は
522
名
で
、
各
学
年
５
学
級

で
、
合
計
15
学
級
の
中
規
模
校
で
あ

る
。
部
活
動
は
13
部
活
あ
り
、
全
国
大

会
、
関
東
大
会
、
県
大
会
に
出
場
す
る

部
活
も
多
く
あ
る
。
柔
道
で
は
県
大

会
、
相
撲
で
は
柔
道
部
員
が
出
場
し
、

関
東
大
会
に
進
出
す
る
活
躍
を
し
て
い

る
。

　

保
健
体
育
の
授
業
で
は
、
男
女
共
修

で
学
習
を
進
め
て
い
る
。
保
健
体
育
科

の
教
師
は
３
名
（
男
性
２
名
、
女
性
１

　

埼
玉
県
の
南
部
最
東
端
に
位
置
す
る
三み

郷さ
と

市し

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
た
「
き
ら
り
と
ひ
か
る
田
園
都
市
み
さ
と
」

を
目
指
し
て
い
る
。
ま
た
、「
日
本
一
読
書
の
ま
ち
」
を
宣
言
し
、
読
書
を

通
じ
て
豊
か
な
創
造
力
や
感
性
を
磨
く
様
々
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
。

市
内
の
様
々
な
体
育
行
事
も
、
小
学
校
と
中
学
校
が
盛
ん
に
連
携
し
て
行
っ

て
お
り
、
本
市
の
特
色
と
言
え
る
。
本
校
は
、
そ
ん
な
三
郷
市
の
中
心
に
位

置
し
て
お
り
、
生
徒
は
元
気
な
挨
拶
が
で
き
、
部
活
動
が
と
て
も
盛
ん
な
学

校
で
あ
る
。

　

今
回
は
、三
郷
市
立
北
中
学
校
の
保
健
体
育
授
業
に
お
け
る
武
道
（
柔
道
・

相
撲
）
の
実
践
を
紹
介
し
た
い
。

複
数
種
目
授
業
の
実
践
報
告
と
課
題
⑬
（
柔
道
・
相
撲
）

三
郷
市
立
北
中
学
校　

教
諭　

津
久
井　

望

名
）
で
、
全
て
の
学
級
を
指
導
し
て
い

る
。
武
道
は
、
精
神
や
身
体
を
鍛
え
る

こ
と
が
で
き
、
礼
法
や
相
手
を
尊
重
す

る
こ
と
を
重
ん
じ
る
学
習
で
あ
る
。
武

道
の
学
習
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
は
、
本

校
の
学
校
教
育
目
標
や
本
校
の
特
色
で

あ
る
「
あ
じ
さ
い
運
動
」
の
実
現
に
効

果
が
あ
る
と
考
え
、
積
極
的
に
取
り
入

れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
本
校
は
過
去
に
、「
格
技
（
相

撲
）
指
導
推
進
校
」、
平
成
22
年
度
に

は
「
中
学
校
武
道
必
修
化
に
向
け
た
地

域
連
携
指
導
実
践
校
」、
平
成
23
・
24

年
度
に
は
、「
埼
玉
県
体
力
課
題
解
決

研
究
校
」
と
し
て
武
道
（
柔
道
）
の
研

究
を
進
め
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
実
践
や

研
究
で
得
た
成
果
や
課
題
は
、
本
校
の

財
産
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
生
か
し
な
が

ら
、
さ
ら
に
研
究
を
重
ね
て
い
く
こ
と

で
、
我
が
国
の
国
技
で
あ
る
武
道
に
対

す
る
関
心
を
高
め
、
多
く
の
武
道
の
特

性
に
広
く
触
れ
さ
せ
た
い
と
考
え
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、本
校
で
は「
柔
道
」

と
「
相
撲
」
の
２
種
目
実
施
、
さ
ら
に

は
１
、
２
年
次
に
２
種
目
と
も
必
修
と

し
て
い
る
。

「
柔
道
」
と
「
相
撲
」
の
実
施
に
あ
た

り
、
本
校
に
は
武
道
場
や
土
俵
が
な
い

た
め
、
体
育
館
に
畳
を
し
い
た
り
、
マ

ッ
ト
を
土
俵
代
わ
り
に
し
た
り
し
て
授

業
を
行
っ
て
い
る
。
学
習
環
境
に
は
不

便
が
あ
る
が
、
40
着
以
上
の
柔
道
着
、

ま
わ
し
の
用
意
は
整
っ
て
い
る
。
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に
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【
学
習
計
画
】

　

本
校
の
武
道
の
学
習
は
、
１
、
２
年

次
に
つ
い
て
は
柔
道
と
相
撲
の
両
種
目

を
６
時
間
ず
つ
行
っ
て
い
る
。
体
育
ク

ラ
ス
を
半
分
に
分
け
、
交
代
で
授
業
を

行
っ
て
い
る
。

【
柔
道
の
学
習
内
容
】

　

１
年
次
の
柔
道
の
授
業
で
は
、
ま

ず
、
柔
道
の
歴
史
や
礼
法
、
柔
道
着
の

着
脱
に
つ
い
て
指
導
す
る
。
相
手
を
尊

重
す
る
態
度
を
重
ん
じ
る
こ
と
や
、
正

し
い
柔
道
着
の
着
方
は
、
安
全
な
柔
道

授
業
の
一
歩
で
あ
る
と
と
も
に
、
武
道

の
「
心
」
を
知
る
重
要
な
指
導
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
受
け
身
や
崩
し
、
固
め
技

を
学
習
し
、
柔
道
の
特
性
に
触
れ
さ
せ

て
い
く
。
受
け
身
の
学
習
で
は
、
低
い

と
こ
ろ
か
ら
の
受
け
身
に
始
ま
り
、
高

い
と
こ
ろ
へ
と
段
階
的
に
練
習
し
て
い

く
。

　

最
後
は
、
実
際
の
試
合
の
中
で
も
咄と
っ

嗟さ

に
適
切
な
受
け
身
が
と
れ
る
よ
う
２

人
組
に
な
り
、
動
き
の
中
で
取
る
受
け

身
の
練
習
を
行
っ
て
い
る
。（
指
示
者

は
、
組
ん
だ
状
態
で
受
け
身
を
取
る
方

向
を
指
示
し
な
が
ら
引
っ
張
る
。
練
習

者
は
、
指
示
さ
れ
た
方
向
に
適
切
な
受

け
身
を
と
る
。
受
け
身
の
際
、
指
示
者

は
引
き
手
を
離
さ
な
い
こ
と
。
練
習
者

は
畳
の
上
で
自
由
に
動
き
な
が
ら
受
け

身
を
行
う
。）

　

生
徒
の
関
心
が
最
も
高
い
の
は
、
や

は
り
技
を
か
け
た
り
、
試
合
を
す
る
こ

と
で
あ
る
。
１
年
生
の
段
階
で
も
技
を

覚
え
た
り
、
試
合
を
さ
せ
る
た
め
に
、

ま
ず
は
「
崩
し
」
を
指
導
す
る
。
投
げ

技
を
学
習
し
て
い
な
く
て
も
、
崩
し
だ

け
で
も
試
合
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
、

柔
道
の
特
性
に
も
触
れ
る
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
る
。
ま
た
、
２
年
次
、
３
年

次
の
投
げ
技
の
学
習
に
も
つ
な
が
る
重

要
な
学
習
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
よ
り
柔
道
に
近
づ
け
る
た

２人組の受け身の練習 礼の作法を重んじる学習
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身
に
付
け
さ
せ
る
。
１
年
次
の
段
階
で

は
、
仕
切
り
か
ら
の
立
ち
合
い
や
「
押

し
」
の
み
の
簡
易
試
合
が
で
き
る
こ
と

を
目
標
と
し
て
い
る
。

　

２
年
次
で
は
、
基
本
動
作
の
復
習
や

行
司（
審
判
）の
行
い
方
を
学
習
す
る
。

基
本
動
作
の
定
着
や
正
規
の
ル
ー
ル

に
近
い
行
い
方
を
す
る
こ
と
で
、
相
撲

に
対
す
る
理
解
や
関
心
が
深
ま
り
、
痛

い
や
恥
ず
か
し
い
な
ど
の
相
撲
に
消
極

的
に
な
る
要
因
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
と
と
も
に
、
緊
張
感
の
あ
る
学

習
に
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、

自
分
た
ち
で
学
習
を
進
め
た
り
、
互
い

に
教
え
合
っ
た
り
、
励
ま
し
合
っ
た
り

し
な
が
ら
（
互
い
を
尊
重
し
合
い
な
が

ら
）、
進
め
て
い
く
こ
と
に
重
点
を
置

い
た
学
習
を
目
指
し
て
い
る
。

　

目
標
と
す
る
技
能
に
つ
い
て
は
、「
押

し
」
と
「
寄
り
」
の
攻
防
が
で
き
る
こ

と
、「
押
し
」
や
「
寄
り
」
に
対
し
て

の
「
押
っ
つ
け
」「
絞
り
込
み
」「
巻
き

返
し
」
を
身
に
付
け
る
こ
と
と
し
て
い

る
。
個
人
戦
だ
け
で
は
な
く
、
団
体
戦

を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
限
り
の
あ
る

土
俵
の
中
で
相
撲
の
特
性
や
緊
張
感
を

味
わ
い
な
が
ら
学
習
し
て
い
る
。
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わ
り
に
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本
校
に
は
柔
道
場
が
な
く
、
毎
時
間

体
育
館
に
畳
や
マ
ッ
ト
を
敷
き
、
学
習

の
場
を
つ
く
っ
て
い
る
。
ま
た
、
柔
道

着
や
ま
わ
し
の
適
切
な
着
脱
に
も
時
間

を
要
す
る
。
こ
の
時
間
を
で
き
る
だ
け

短
く
か
つ
安
全
、
適
切
に
行
え
る
よ

う
、
設
定
タ
イ
ム
を
設
け
た
り
競
い
合

わ
せ
た
り
す
る
な
ど
の
工
夫
も
行
っ
て

い
る
。

　

何
を
単
元
の
目
標
に
し
、
何
を
身
に

付
け
さ
せ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
、
技
の
精
選
や
授
業
展
開
の
工

夫
、
３
年
間
を
見
通
し
た
学
習
計
画
が

今
後
の
課
題
だ
と
捉
え
て
い
る
。
ま

た
、
武
道
で
は
不
安
や
危
険
を
懸
念
す

る
声
が
多
く
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

今
後
も
安
全
面
に
十
分
に
配
慮
し
た
授

業
を
行
い
、
武
道
の
特
性
や
楽
し
さ
を

多
く
の
生
徒
に
味
わ
わ
せ
る
こ
と
の
で

き
る
よ
う
努
め
て
い
き
た
い
。

　

こ
の
よ
う
に
課
題
は
山
積
で
あ
る

が
、
本
校
の
生
徒
の
多
く
は
武
道
の
学

習
に
対
し
て
抵
抗
も
な
く
、
前
向
き
に

取
り
組
む
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
ま

た
、
相
手
や
仲
間
を
思
い
や
り
、
互
い

に
協
力
し
尊
重
し
合
い
な
が
ら
学
習
を

進
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
３
年
次

の
選
択
の
際
も
、
柔
道
を
選
択
す
る
生

徒
が
多
い
。

　

武
道
の
学
習
を
通
し
て
武
道
の
特
性

や
楽
し
さ
を
実
感
さ
せ
、
興
味
関
心
を

高
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
か
ら
で
あ

る
と
考
え
る
。
過
去
の
研
究
を
土
台

に
、
目
の
前
の
生
徒
の
実
態
に
合
わ
せ

な
が
ら
実
践
を
重
ね
て
き
た
成
果
だ
と

言
え
る
。

　

今
後
も
授
業
を
通
し
て
、
我
が
国
固

有
の
伝
統
的
な
運
動
文
化
と
し
て
、
武

道
へ
の
興
味
関
心
を
高
め
る
と
と
も
に

理
解
を
深
め
て
い
け
る
よ
う
、
さ
ら
に

武
道
授
業
の
実
践
・
研
究
を
進
め
て
い

き
た
い
。
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わ
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に
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武
道
は
、
我
が
国
固
有
の
文
化
で
あ

る
。
ま
た
、
単
に
身
体
的
側
面
だ
け
で

な
く
、
精
神
面
も
重
視
す
る
運
動
で
あ

る
。
そ
の
武
道
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
、

礼
に
代
表
さ
れ
る
伝
統
的
な
考
え
方
や

作
法
な
ど
を
理
解
す
る
こ
と
や
、
相
手

を
尊
重
す
る
態
度
が
重
視
さ
れ
る
こ
と

か
ら
も
、
人
間
形
成
の
上
で
非
常
に
効

果
的
な
学
習
で
あ
る
。

　

複
数
種
目
で
柔
道
と
相
撲
を
履
修
す

る
利
点
は
、「
武
道
」
と
い
う
も
の
を

広
く
学
習
で
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
目
か

ら
「
武
道
」
の
「
心
」
を
深
く
生
徒
の

中
に
残
せ
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

今
回
、
原
稿
執
筆
の
機
会
を
い
た
だ

き
、
体
育
授
業
で
武
道
を
実
施
す
る
こ

と
の
意
義
や
必
要
性
を
見
つ
め
直
す
機

会
と
な
っ
た
。
ま
た
、
新
学
習
指
導
要

領
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
本
校
の
武
道
学

習
の
あ
り
方
を
研
究
す
る
機
会
と
な
っ

た
。

　

今
後
も
、
武
道
授
業
の
充
実
に
努
め

て
い
き
た
い
。
ま
た
、
武
道
学
習
を
通

し
て
「
夢
を
叶
え
る
」
力
を
も
つ
生
徒

の
育
成
を
目
指
し
て
い
き
た
い
。

め
に
、「
崩
し
」
の
次
に
「
技
」
を
学

習
す
る
。
１
年
次
で
は
生
徒
の
体
力
や

時
数
を
考
え
、
固
め
技
を
学
習
す
る
。

お
互
い
が
立
っ
た
状
態
か
ら
積
極
的
に

攻
撃
し
、
相
手
を
崩
し
、
抑
え
込
む
こ

と
が
で
き
る
こ
と
、
崩
さ
れ
た
時
は
、

適
切
な
受
け
身
が
取
れ
る
こ
と
を
目
標

に
学
習
を
進
め
る
。
２
年
次
で
は
、
１

年
次
の
学
習
の
復
習
と
、
投
げ
技
を
学

習
す
る
。
相
手
を
崩
し
、
習
得
し
た
技

を
正
し
く
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

を
目
標
に
学
習
を
進
め
る
。

　

扱
う
技
に
つ
い
て
は
別
表
「
本
校
の

技
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
（
柔
道
）」

の
と
お
り
で
あ
る
。

【
相
撲
の
学
習
内
容
】

　

１
年
次
の
相
撲
の
授
業
で
は
、
ま

ず
、
我
が
国
固
有
の
伝
統
的
な
運
動
文

化
と
し
て
の
特
性
や
そ
の
歴
史
、
礼
法

や
ル
ー
ル
に
つ
い
て
指
導
す
る
。
こ
れ

ら
を
学
習
す
る
こ
と
で
、
公
正
な
態
度

で
安
全
に
競
技
す
る
こ
と
や
、
相
手
を

尊
重
し
、
礼
儀
を
重
ん
じ
る
こ
と
の
理

解
が
高
ま
る
と
考
え
て
い
る
。
基
本

動
作
で
あ
る
蹲そ
ん

踞き
ょ

の
姿
勢
や
塵ち
り

浄ち
ょ

水う
ず

、

四し

股こ

、
腰
割
、
中
腰
の
構
え
、
運
び
足

な
ど
は
１
年
次
の
う
ち
に
し
っ
か
り
と

基本動作の練習 「押し」「寄り」の攻防

表　本校の技の取り扱いについて（柔道）
１年次（初めての学習者）必修 ２年次（少し慣れた学習者）必修 ３年次（積極的な学習者）選択 14 時間

目
指
す
試
合

・相手を投げたときに引き手をしっかり
と引くことができる（離さない）。

・積極的に攻めながら相手の体勢を
崩し、膝やお尻を畳につけさせる。

・体勢を崩した相手を抑え込むことが
できる。

・抑え込まれたときに、技を解こうとす
る。

・投げられたときに、適切な受け身を
とることができる

・習得した技を正しくかけることができ
る。

・既習技から自分の得意な技を見つ
け、試合に生かすことができる。

・学習した連絡技を試合で生かすこ
とができる。

受
け
身

・後ろ受け身
・横受け身
・前回り受け身

技

・けさ固め
・固め技の返し

・横四方固め ・膝車
・上四方固め ・支え釣り込み足

・大腰
・体落とし
・背負い投げについては生徒の技能

の実態に応じて扱う。
・投げ技から固め技への連絡。

練
習

掛かり練習や約束練習において、
技の習得を行う。 自由練習については生徒の技能の実

態に応じて行う。


