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武
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地
域
の
伝
統
を
継
承
す
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と
と
も
に
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技
術
と
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作
法
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武道授業 実践の概要紹介 白石市



1��1�� 月刊「武道」　2019．3 2019．3　月刊「武道」

武道授業 実践の概要紹介 白石市

⑴
ね
ら
い

【
技
能
】

・
正
し
い
射
法
八
節
の
動
作
を
身
に
つ

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
態
度
】

・
相
手
を
尊
重
し
、
伝
統
的
な
行
動
の

仕
方
を
守
り
な
が
ら
、
積
極
的
に
取

り
組
む
こ
と
が
で
き
る
。

【
知
識
】【
思
考
・
判
断
】

・
武
道
に
関
す
る
技
術
の
名
称
や
行
い

方
や
伝
統
的
な
考
え
方
を
学
び
、
課

題
に
応
じ
た
運
動
へ
の
取
り
組
み
方

を
工
夫
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

・「
小
原
百
矢
納
め
」
等
、
地
域
の
歴

史
と
伝
統
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

⑵
授
業
の
実
際

①
教
育
課
程
編
成
の
工
夫

〇
指
導
者
や
保
存
会
の
負
担
軽
減
の
た

め
、
10
月
に
集
中
的
に
学
習
す
る
と

と
も
に
、
２
時
間
続
き
の
授
業
を
５

回
、
計
10
時
間
行
っ
て
い
る
。

〇
全
校
生
徒
に
よ
る
合
同
授
業
を
行
う

こ
と
に
よ
り
、
互
い
に
学
び
合
い
、

高
め
合
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す

る
。

②
学
習
計
画
の
工
夫

（
前
頁
「
弓
道
」
学
習
計
画
参
照
）

〇
弓
道
と
小
原
百
矢
納
め
の
歴
史
を
学

ぶ
こ
と
も
、
大
き
な
ね
ら
い
の
一
つ

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
第
１
時
間
目
に

は
座
学
に
よ
る
学
習
を
入
れ
て
い

る
。

〇
矢
を
扱
う
競
技
の
た
め
、
安
全
に
配

慮
し
た
計
画
が
求
め
ら
れ
る
。
従
っ

て
、
基
本
動
作
、
ゴ
ム
弓
等
の
練
習

道
具
を
活
用
し
た
練
習
、
そ
し
て
弓

矢
で
の
練
習
と
、
段
階
を
経
た
指
導

を
行
う
。

③
礼
に
始
ま
り
礼
に
終
わ
る

　

授
業
の
始
ま
り
と
終
わ
り
は
、
道
場

を
ま
つ
る
神
棚
に
手
を
合
わ
せ
、
正
座

を
し
て
互
い
に
礼
を
行
っ
た
。
本
地
区

は
、
三
世
代
そ
ろ
っ
た
家
が
多
い
地
域

で
は
あ
る
が
、
日
常
の
生
活
の
中
で
正

座
し
て
話
を
聞
く
こ
と
、
礼
を
す
る
こ

と
、
神
棚
や
仏
壇
に
手
を
合
わ
せ
る
こ

と
等
が
少
な
い
生
徒
に
と
っ
て
、
日
本

の
良
き
習
慣
を
体
験
す
る
こ
と
は
、
と

て
も
大
切
な
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
瞬
間
、
と
て
も
神
聖
な
空
気

が
、
生
徒
達
を
包
み
込
ん
で
い
た
。

④
地
域
の
伝
統
行
事

「
小
原
百
矢
納
め
」
を
学
ぶ

　

第
１
時
間
目
に
は
、
弓
道
の
歴
史
と

「
小
原
百
矢
納
め
」
に
つ
い
て
学
ぶ
時

間
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
特
に
「
小
原

百
矢
納
め
」
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
は
、

自
分
た
ち
の
住
む
小
原
地
区
の
江
戸
時

代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
歴
史
そ
の

２

授
業
の
実
際

空
間
の
中
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
前
の
自
分
よ
り
成
長
し
た
こ

と
を
実
感
で
き
る
。

④
小
原
地
区
の
礎
を
築
い
た
先
人
の
思

い
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
い
う
、
生
徒
が
弓
道
を
学
ぶ
効
果
を

挙
げ
、
指
導
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
。

⑵
小
規
模
校
に
お
け
る
武
道
の
授
業
と

し
て

　

本
校
は
、
小
中
併
設
の
小
規
模
校

で
、
年
々
児
童
生
徒
数
が
減
少
し
、
武

道
の
授
業
に
柔
道
・
剣
道
と
い
っ
た
対

戦
す
る
競
技
が
難
し
く
な
っ
て
き
て
い

た
。

　

そ
こ
で
、
既
に
平
成
22
年
度
か
ら
、

３
年
生
の
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
中

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
行
っ
て
い
た
弓
道

を
、
平
成
2�
年
度
か
ら
全
校
生
徒
合
同

で
体
育
の
武
道
の
時
間
に
行
う
こ
と
と

し
た
。

　

場
所
も
、
す
ぐ
近
く
の
小
原
公
民
館

に
常
設
さ
れ
た
弓
道
場
が
あ
り
、
練
習

す
る
に
も
便
利
で
あ
っ
た
。
道
具
は
、

保
存
会
の
保
有
し
て
い
る
弓
矢
等
を
借

用
し
て
使
っ
て
い
た
が
、
平
成
29
年
度

に
全
日
本
弓
道
連
盟
か
ら
弓
具
一
式
が

寄
贈
さ
れ
、
さ
ら
に
練
習
し
や
す
い
環

境
と
な
っ
た
。

１

は
じ
め
に

⑴
地
域
の
伝
統
の
継
承
と
修
養
の
た
め

に

　

本
地
区
に
は
「
百
矢
納
め
」（
白
石

市
指
定
民
族
文
化
財
）
と
い
う
伝
統
行

事
が
あ
る
。
太
平
と
な
っ
た
江
戸
時
代

に
武
芸
の
練
達
を
競
い
合
う
た
め
に
各

神
社
で
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
、
現
在

で
も
、
五
穀
豊
穣
、
家
内
安
全
等
を
願

い
、
春
と
夏
の
年
２
回
、
四
つ
の
神
社

で
継
承
さ
れ
て
い
る
。

「
小
原
百
矢
納
め
保
存
会
」
会
長
の
小

室
正
男
氏
は
、「
地
元
に
伝
わ
る
神
事

を
生
徒
が
体
験
す
る
こ
と
で
、
地
域
に

愛
着
を
も
つ
と
と
も
に
、
百
矢
納
め
を

継
承
す
る
人
材
と
し
て
育
っ
て
ほ
し

い
」
と
望
み
、
保
存
会
を
挙
げ
て
指
導

し
て
い
た
だ
い
て
い
る
。

　

ま
た
、
中
心
的
に
指
導
し
て
い
た
だ

い
て
い
る
清
水
玄
太
氏

は
、弓
道
を
学
ぶ
こ
と
で
、

①
弓
道
特
有
の
基
本
動
作

（
技
術
）
を
学
ぶ
だ
け
で

な
く
、
日
本
古
来
の
文
化

や
礼
儀
作
法
を
学
ぶ
こ
と

が
で
き
る
。

②
精
神
を
集
中
し
て
的
を

ね
ら
う
こ
と
を
通
し
て
、

集
中
力
を
鍛
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

③
自
分
も
的
も
動
か
な
い
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大的に向けて矢を放つ生徒 巻藁に向けて弓を引く生徒
　

学
習
を
終
え
た
生
徒
の
感
想
を
見
る

と
、
日
本
の
伝
統
文
化
に
触
れ
、
体
験

す
る
こ
と
で
、
日
本
の
文
化
を
大
切
に

し
よ
う
と
す
る
気
持
ち
や
、
小
原
の
伝

統
行
事
を
誇
り
に
思
い
、
引
き
継
い
で

い
こ
う
と
す
る
気
持
ち
が
芽
生
え
て
き

て
い
る
。

　

ま
た
、「
自
分
自
身
と
戦
う
こ
と
が

で
き
た
」
と
、
精
神
の
修
養
に
も
つ
な

が
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

今
後
も
、
地
域
と
学
校
が
一
体
と
な

っ
た
教
育
活
動
を
と
も
に
創
っ
て
い
き

た
い
。

最後の授業を終えて指導者と共に（３年生） 大的に向けて矢を放つ生徒

４

終
わ
り
に

ΛҾ͘ͷٷ　
͍͚͠ΕͲɺ
తʹͨΔͱୡ
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͍͖͍ͨͱ͍ࢥ
·͢ɻ

ɺྱ࢙道ͷྺٷ　
๏ɺ道ணΛணΔ࡞ّ
͜ͱͳͲɺ͜ͷतۀ
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͕ɺ「ٷ҆શʹ͏ͱɺ
ຊ౷ͷ武道ʹͳΔɻ」
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【
生
徒
の
感
想
】

も
の
で
あ
る
た
め
、
郷
土
を
知
り
、
郷

土
を
愛
す
る
心
を
培
う
こ
と
の
で
き
る

も
の
と
し
て
、
良
い
学
習
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

こ
の
学
び
の
後
、
改
め
て
地
域
の
神

社
を
詣
で
る
こ
と
で
、
地
域
の
文
化
や

先
人
の
知
恵
を
感
じ
る
こ
と
に
つ
な
が

る
と
思
わ
れ
る
。
将
来
、
地
域
を
担
う

若
者
と
し
て
、
こ
の
継
承
に
関
わ
る
人

間
に
成
長
し
て
ほ
し
い
と
考
え
る
。

⑤
射
法
八
節

　

射
法
八
節
と
は
、
弓
道
に
お
け
る
射

法
の
基
本
的
な
一
連
の
動
作
で
、
弓
を

引
く
た
め
の
八
つ
の
基
本
動
作
で
あ

る
。
弓
道
を
上
達
さ
せ
る
上
で
最
も
重

要
な
一
連
の
動
き
で
は
あ
る
も
の
の
、

そ
れ
ぞ
れ
の
動
作
の
ポ
イ
ン
ト
を
し
っ

か
り
と
お
さ
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
ま
ず
そ
の
流
れ
を
繰
り
返

し
行
う
こ
と
で
、
身
体
に
し
み
こ
ま
せ

て
い
く
練
習
を
行
う
。

⑥
矢
を
放
つ

　

５
時
間
目
か
ら
は
、
本
格
的
に
的
に

向
か
っ
て
矢
を
放
つ
練
習
を
段
階
的
に

行
っ
て
い
く
。
巻ま
き

藁わ
ら

に
向
か
っ
て
の
練

習
、
的
に
近
づ
い
て
放
つ
練
習
、
大
的

に
向
か
っ
て
放
つ
練
習
と
、
段
階
的
に

行
う
こ
と
で
、
的
に
当
た
る
気
持
ち
よ

さ
や
楽
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
し
て
い
く
。

　

特
に
３
年
生
は
、
自
分
の
課
題
に
基

づ
い
て
練
習
を
行
う
よ
う
意
識
付
け
さ

せ
て
い
く
。
ま
た
最
終
日
に
は
、
道
着

を
身
に
つ
け
さ
せ
、
本
格
的
に
行
う
こ

と
で
、
本
単
元
の
ま
と
め
を
す
る
と
と

も
に
、
弓
道
の
素
晴
ら
し
さ
を
感
じ
さ

せ
て
終
了
さ
せ
た
。

⑴
成
果

〇
日
本
古
来
の
武
道
を
体
験
す
る
こ
と

で
、
日
本
伝
統
の
素
晴
ら
し
さ
を
感

じ
る
こ
と
が
で
き
た
。

〇
郷
土
に
残
る
文
化
財
「
小
原
百
矢
納

め
」
の
意
義
を
学
び
、
体
験
す
る
こ

と
で
、
郷
土
に
関
心
を
持
ち
、
目
を

向
け
る
気
持
ち
を
培
う
こ
と
が
で
き

た
。

〇
射
法
八
節
を
意
識
し
て
矢
を
放
つ
力

を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

〇
担
当
の
体
育
教
師
が
、
愛
好
会
の
練

習
会
に
参
加
す
る
な
ど
、
学
校
と
保

存
会
と
の
つ
な
が
り
を
つ
く
る
こ
と

が
で
き
た
。

⑵
課
題

〇
本
学
習
に
よ
り
身
に
つ
け
た
力
を
、

文
化
祭
、
地
域
の
弓
道
大
会
等
、
地

域
行
事
等
で
披
露
す
る
な
ど
、
地
域

の
方
々
と
の
触
れ
あ
い
の
場
を
工
夫

し
て
い
き
た
い
。

３

成
果
と
課
題

射法八節の練習 練習前の挨拶




