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特 集 ◆ 上 達 の 決 め 手 ！  刃 筋 ・ 太 刀 筋

　

栢か
や
の野
忠
夫
氏
は「
動
理
探
究
家
」
と
し
て
、武

術
や
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
携
わ

っ
て
い
る
。
野
球
や
サ
ッ
カ
ー
の
プ
レ
イ
ヤ
ー

や
競
輪
の
選
手
、
ダ
ン
サ
ー
、
あ
る
い
は
プ
ロ

の
ド
ラ
マ
ー
な
ど
、栢
野
氏
の「
動
理
探
究
」
に

共
感
し
、
そ
の
独
特
の
身
体
操
作
法
を
み
ず
か

ら
の“
道
”
に
活
か
し
て
い
る
例
は
数
多
い
。

　

栢
野
氏
の
探
究
の
し
か
た
は
、
み
ず
か
ら
が

得
た
「
動
理
」
を
他
の
人
の
感
覚
に
染
み
込
ま

せ
る
よ
う
創
意
工
夫
す
る
の
が
特
長
で
あ
る
。

そ
の
一
例
が
、
自
転
車
の
ペ
ダ
ル
に
取
り
付
け

る
『
足そ

っ
こ
う巧
』
と
い
う
器
具
を
開
発
し
た
こ
と
だ
。

独
自
の
探
究
か
ら
自
転
車
を
漕
ぐ
足
の
操
り
方

に
ポ
イ
ン
ト
を
見
つ
け
、
そ
の
ポ
イ
ン
ト
体
得

に
つ
な
が
る
ペ
ダ
リ
ン
グ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
用
の

器
具
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。『
足
巧
』
は
競

輪
界
で
も
話
題
に
な
り
、
栢
野
氏
の
ア
ド
バ
イ

ス
に
耳
を
傾
け
、『
足
巧
』
を
練
習
に
取
り
入
れ

た
志
智
俊
夫
選
手
は
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
向
上

さ
せ
、
志
智
選
手
の
薦
め
で
、
当
時
、
動
理
を

練
習
に
取
り
入
れ
た
山
口
幸
二
選
手
は
２
０
１

１
年
の
競
輪
グ
ラ
ン
プ
リ
で
優
勝
を
収
め
た
。

　

４
月
号
で
は
栢
野
氏
が
開
発
し
た
、
運
動
神

経
を
調
律
す
る
器
具
を
紹
介
し
た
が
、
そ
う
し

た
発
想
を
具
体
化
し
て
い
く
製
品
開
発
に
は
、

栢
野
氏
が
過
去
に
ト
ヨ
タ
自
動
車
で
エ
ン
ジ
ニ

ア
と
し
て
活
躍
し
た
経
験
も
活
き
て
い
る
。

　

目
下
、栢
野
氏
が
取
り
組
ん
で
い
る
の
が
、剣

道
の
「
素
振
り
用
具
」
の
開
発
だ
。
製
品
化
の

目
標
は
今
年
８
月
。
ほ
ぼ
固
ま
っ
た
試
作
品
に

つ
い
て
は
28
ペ
ー
ジ
か
ら
紹
介
す
る
が
、
こ
れ

ま
で
の
素
振
り
用
具
と
は
か
な
り
性
質
の
異
な

る
も
の
で
、
や
は
り
「
動
理
」
に
則
し
た
剣
道

の
技
術
向
上
に
狙
い
が
絞
ら
れ
て
い
る
。

心
の
筋
を
通
す
こ
と
が

剣
道
の
目
的

　

現
在
、
栢
野
氏
は
愛
知
県
豊
田
市
の
豊
田
剣

友
会
で
剣
道
の
稽
古
を
行
な
っ
て
い
る
。
段
位

と
い
う
も
の
に
頓と

ん
ち
ゃ
く着し
な
い
剣
道
愛
好
家
は
、

純
粋
に
剣
道
か
ら
学
び
を
得
よ
う
と
日
々
の
稽

古
を
楽
し
ん
で
い
る
。
広
く
一
般
の
人
々
が
剣

道
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
描
く
よ
う
な
「
精
神
を

磨
く
」
こ
と
を
大
事
に
す
る
氏
の
姿
勢
は
、
次

の
言
葉
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

「
私
の
場
合
、
節
度
を
も
っ
て
気
楽
に
過
ご
す

“
心
の
筋
”
を
通
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
動
理

の
探
究
と
と
も
に
、
一
種
独
特
の“
気
”
の
修
練

を
し
て
い
ま
す
。
剣
道
は
そ
れ
を
充
実
さ
せ
る

貴
重
な
一
手
段
な
ん
で
す
」

　

カ
ラ
ダ
の
使
い
方
、
動
か
し
方
を
探
究
す
る

栢
野
氏
は
、
独
自
の
身
体
操
作
法
を
剣
道
の
動

作
に
用
い
る
。
し
か
し
相
手
と
対
す
れ
ば
、
す

栢野忠夫

（かやのただお）昭和 39 年岡山県生まれ。49 歳・愛知県豊田市在住。
トヨタ自動車退社後、動理探究に努める。自身の身体操作感覚を「体
幹内操法」としてまとめ、平成17年『動く骨（コツ）』（小社刊）を上梓。
現在は運動神経を調律するコーチングをはじめ、それに伴うトレーニン
グ器具の開発・販売を手がける
（ＨＰ　http://trimind-k.com/　※トライマインドで検索可）

道
具
が

喜
ぶ
操
り
方

取材◆本誌・月岡洋光
撮影◆窪田正仁

栢野氏が設計したペダリングマス
ター『足巧』は、自転車の世界でも
人気の商品。速く走るための扇ぐよ
うな足づかいが体得可能とのこと
足巧メーカー：（株）葵精工（豊田市）
【HP】http://www.aoiseiko-ne.jp/
※素振り用具の開発にも携わる

４
月
号
の
特
集「
カ
ラ
ダ
の
使
い
方
、動
か
し
方
」に
も
ご
登
場
い
た
だ
い
た

栢
野
忠
夫
氏
に
再
び
ご
登
場
い
た
だ
い
た
。

聞
き
た
い
こ
と
は
、「
動
理
探
究
家
」と
い
う
立
場
か
ら
み
た
竹
刀
の
操
作
方
法
。

氏
は
み
ず
か
ら
の
体
験
と
も
合
わ
せ
、“
道
具
の
筋
を
通
す
こ
と
が
上
達
へ
の
一
歩
”と
持
論
を
説
く
。

な
お
か
つ
剣
道
上
達
の
ア
イ
テ
ム
と
し
て
、
目
下
、そ
の
た
め
の「
道
具
」を
開
発
中
と
い
う
。

竹
刀
操
作
に
悩
む
人
、必
見
！
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会
話
を
し
、
道
具
が
一
番
喜
ぶ
と
こ
ろ
を
探
究

す
れ
ば
、
道
具
と
人
の
心
の
関
わ
り
は
自
然
と

深
く
な
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
究
め
ど
こ
ろ
を
見
つ

け
て
い
け
る
と
思
い
ま
す
」

　

栢
野
氏
が
引
き
合
い
に
出
し
た
の
が
、
老
婆

の
薪ま

き
わ割
り
だ
。
力
の
な
い
老
婆
が
い
と
も
た
や

す
く
薪
を
割
れ
る
の
は
、
鉈な

た

が“
気
持
ち
よ
く
”

動
い
て
い
る
か
ら
と
い
う
。
一
方
で
若
者
が
力

を
も
っ
て
し
て
も
う
ま
く
割
れ
な
い
の
は
、
鉈

に
任
せ
ず
、
自
分
の
力
に
任
せ
て
し
ま
う
た
め

だ
。
自
分
の
手
で
ル
ー
ト
を
作
ろ
う
と“
我が

”が

具
と
の
関
わ
り
で
涵か

ん
よ
う養
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

今
回
栢
野
氏
は
、
竹
刀
自
身
が
気
持
ち
よ
く

動
く
ポ
イ
ン
ト
と
と
も
に
、“
筋
を
通
し
た
竹
刀

の
操
り
方
”
を
解
説
し
て
く
れ
て
い
る
が
、
と

く
に
こ
れ
ら
の
話
は
、
今
現
在
壁
に
当
た
っ
て

い
る
よ
う
な
人
た
ち
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

「
私
は
も
と
も
と
勉
強
も
運
動
も
苦
手
で
、
剣

道
や
ス
ポ
ー
ツ
の
実
績
も
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か

ら“
で
き
る
”
人
の
気
持
ち
は
分
か
ら
な
く
て

も
、で
き
な
い
人
の
気
持
ち
は
分
か
り
ま
す
。で

す
か
ら
、
で
き
な
い
こ
と
に
悩
ん
で
い
る
人
に

出
る
と
、鉈
は
気
持
ち
よ
く
動
け
な
い
。道
具
の

筋
を
通
す
た
め
に
は
、
自
分
本
意
の
思
考
を
改

め
、
道
具
を
喜
ば
せ
る
よ
う
心
を
砕
く
こ
と
が

大
事
と
い
う
わ
け
だ
。
喜
ば
せ
る
に
は
性
格
を

知
る
こ
と
が
前
提
で
あ
り
、
道
具
と
使
い
手
の

気
持
ち
が
一
体
に
な
っ
た
と
き
、
人
は
道
具
を

上じ
ょ
う
ず手
に
操
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
う
な
れ

ば
、そ
の
人
の
技
術
も
自
然
と
高
ま
る
。「
物
を

大
切
に
す
る
こ
と
」「
我
を
押
さ
え
る
こ
と
」「
物

事
の
筋
を
大
事
に
し
、
自
然
と
の
調
和
ど
こ
ろ

を
見
極
め
る
こ
と
」
と
い
っ
た
精
神
性
が
、
道

べ
て
が
自
分
の
思
い
通
り
に
い
く
は
ず
も
な
い
。

心
が
動
揺
し
、
動
作
が
乱
れ
る
こ
と
も
多
々
あ

る
。
だ
か
ら
「
み
ず
か
ら
の
心
の
筋
を
通
す
こ

と
」
が
目
的
た
り
得
、
剣
道
が
そ
の
た
め
の
手

段
た
り
得
る
の
で
あ
る
。
栢
野
氏
に
と
っ
て
心

の
乱
れ
、
動
作
の
乱
れ
は
反
省
材
料
に
な
る
が
、

今
広
く
剣
道
界
を
見
ま
わ
し
て
み
れ
ば
、
心
の

乱
れ
、動
作
の
乱
れ
な
ど
は
お
構
い
な
し
に
、た

だ
最
終
的
に
旗
が
上
が
れ
ば
そ
れ
で
良
し
と
す

る
風
潮
が
散
見
さ
れ
る
の
も
事
実
だ
。

“
心
の
筋
を
通
す
”
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
詳

し
く
聞
く
と
、
一
つ
の
大
事
な
点
と
し
て
、
道

具
と
の
関
わ
り
と
い
う
部
分
も
見
え
て
き
た
。

「
道
具
の
形
状
は
機
能
美
で
あ
り
、
そ
の
形
状

に
は
運
動
特
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
私
は“
形

状
運
動
特
性
”と
言
っ
て
い
ま
す
が
、バ
ッ
ト
に

し
て
も
ラ
ケ
ッ
ト
に
し
て
も
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
に

し
て
も
、
目
的
を
持
っ
て
形
造
ら
れ
た
道
具
は
、

そ
れ
ぞ
れ
に
操
り
方
次
第
で
最
高
の
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
を
発
揮
さ
せ
ら
れ
ま
す
。つ
ま
り
使
い
手

が
、道
具
が
一
番
気
持
ち
よ
く
動
く
、形
状
に
則

し
た
ポ
イ
ン
ト
を
見
つ
け
れ
ば
い
い
ん
で
す
。そ

こ
が“
筋
が
通
っ
た
と
こ
ろ
”
で
あ
り
、
道
具
と

団う

ち

わ扇
で

手
づ
か
い
を

知
る

栢野氏の長女結衣さん（中２）が描いた実話の剣道マンガ（「扇ぎ素振り」気づきへの道）

竹刀の先に団扇（うちわ）を付けて、
扇（あお）ぐような手づかいの感覚
を養う。動理探究からの発想だ
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技
術
面
は
剣
友
会
の
指
導
者
に
任
せ
て
い
る
も

の
の
、
少
し
前
か
ら
、
小
手
か
ら
面
に
渡
る
時

の
手
首
の
返
り
が
う
ま
く
で
き
て
い
な
い
こ
と

が
気
に
な
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
あ
る
晩
、
夕
食

で
ち
ら
し
寿
司
を
作
る
に
あ
た
り
、
栢
野
氏
は
、

団う
ち
わ扇
で
酢
飯
を
冷
ま
す
仕
事
を
将
典
君
に
託
す

と
、
そ
の
扇
ぎ
方
に
ひ
ら
め
き
を
覚
え
た
。

「
息
子
の
扇
ぎ
方
の
ぎ
こ
ち
な
さ

0

0

0

0

0

が
、
小
手
か

れ
が
提
示
で
き
れ
ば
、
子
供
た
ち
も
今
を
受
け

入
れ
た
上
で
少
し
ず
つ
良
く
な
っ
て
い
け
る
は

ず
で
す
。指
導
者
と
子
供
の
関
係
に
し
て
も
、心

の
筋
を
つ
か
む
こ
と
が
大
事
と
思
う
ん
で
す
」

 「
扇あ
お

ぐ
」手
づ
か
い
に
ひ
ら
め
く

　

栢
野
氏
は
長
男
・
将
典
君（
小
５
）
と
と
も
に

豊
田
剣
友
会
に
通
っ
て
い
る
。
息
子
の
剣
道
の

対
し
て
は
、
自
分
が
動
理
の
探
究
で
見
つ
け
た

こ
と
を
伝
え
ら
れ
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
、

剣
道
の
準
備
運
動
で
少
年
指
導
に
携
わ
っ
て
い

ま
す
が
、子
供
た
ち
に
は
、た
と
え
で
き
な
く
て

も
『
駄
目
』
と
思
わ
な
い
で
欲
し
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。自
分
を
駄
目
と
思
え
ば
挫
け
ま
す
。で

き
な
い
こ
と
を
で
き
る
よ
う
に
し
、
駄
目
と
思

わ
せ
な
い
の
が
指
導
者
の
役
割
で
あ
っ
て
、
そ

ら
面
へ
の
手
首
の
返
り
が
う
ま
く
い
か
な
い
こ

と
と
結
び
つ
い
た
ん
で
す
。
う
ま
く
扇
ぐ
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
小
手
面
の
手
の
返
り
も
う
ま
く

い
く
は
ず
だ
と
直
感
し
ま
し
た
」

　

そ
の
様
子
を
描
い
た
の
が
、
長
女
・
結
衣
さ

ん（
中
２
）
に
よ
る
前
頁
の
剣
道
マ
ン
ガ
だ
が
、

栢
野
氏
は
酢
飯
を
置
い
て
竹
刀
の
先
に
団
扇
を

取
り
付
け
、
将
典
君
に“
扇
ぎ
振
る
”
練
習
を
さ

せ
た
。
最
初
の
こ
ろ
は
振
り
急
い
で
う
ま
く
い

か
な
か
っ
た
が
、
少
し
す
る
と
、
竹
刀
先
の
団

扇
で
扇0

ぎ
振
る

0

0

0

竹
刀
操
作
を
会
得
。
ま
も
な
く

将
典
君
は
、
小
手
面
の
連
続
打
ち
が
、
そ
れ
ま

で
よ
り
も
ス
ム
ー
ズ
に
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

栢
野
氏
に
と
っ
て
も
発
見
が
あ
っ
た
。
か
つ

て
発
案
し
た
、
手
づ
か
い
を
整
え
る
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
「
手
骨
操
作
」
に
お
い
て
、
栢
野
氏
は
そ

の
操
作
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
る
の
に
苦
慮
し
て
い

た
が
、“
扇
ぐ
手
づ
か
い
”
の
イ
メ
ー
ジ
が
そ
れ

を
解
決
し
た
の
で
あ
る
。
足
づ
か
い
に
関
し
て

も
、
元
競
輪
選
手
の
山
口
幸
二
氏
と
の
ペ
ダ
リ

ン
グ
談
義
の
中
で
「
足
で
団
扇
を
扇
ぐ
イ
メ
ー

ジ
で
漕
ぐ
と
良
い
ペ
ダ
リ
ン
グ
に
な
る
。
こ
れ

に『
足
巧
』
が
有
効
」
と
い
う
話
に「
足
で
扇
ぐ

0

0

0

0

感
覚

0

0

は
、
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
、
伝
え
や
す
い
」

と
好
評
を
得
た
と
い
う
。“
扇
ぎ
手
”“
扇
ぎ
足
”

は
動
理
探
究
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
ろ
う
。

　

扇
ぎ
手
は
、
柄
が
柔
ら
か
い
団
扇
を
扇
ぐ
こ

と
に
よ
っ
て
、
硬
い
竹
刀
を
扇
ぎ
振
る
手
づ
か

い
が
お
の
ず
と
つ
か
み
取
れ
て
く
る
。
両
手
で

竹
刀
を
持
っ
て
扇
ぎ
振
れ
て
い
る
よ
う
で
も
、

左
右
そ
れ
ぞ
れ
片
手
で
持
っ
て
扇
ぎ
振
っ
て
み

る
と
、
利
き
手
で
や
り
や
す
く
て
も
、
そ
う
で

な
い
方
の
手
で
は
ぎ
こ
ち
な
く
な
る
人
も
多
い
。

栢
野
氏
の
長
男
・
将
典
君
に
よ
る
団
扇
（
う
ち
わ
）
を
付
け
た
状
態
で
の
面
の
素
振
り
。
扇
（
あ
お
）
ぐ
感
覚
を
身
に
つ
け
た
こ
と
で
、
小
手
面
の
連
続
打
ち
も
ス
ム
ー
ズ
に
な
っ
た

切り返しの時、しっかりと刃筋が通っているかを確認する
手段にもなる。団扇の面感覚が筋を通す

切り返しの刃筋を確認する

右
手
だ
け
で
扇
ぐ
よ
う
に
振
る

左
手
だ
け
で
扇
ぐ
よ
う
に
振
る

両
手
を
添
え
た
と
き
も
扇
ぐ
感
覚
で
振
る

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

4

5

6
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左
右
片
手
で
扇
げ
た
と
き
、
両
手
で
の
竹
刀
操

作
は
明
ら
か
な
前
進
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
。

コ
ン
パ
ス
の
原
理
で

竹
刀
は
伸
び
る

　

道
具
を
使
い
こ
な
す
に
は
、
そ
の
性
質
を
知

る
こ
と
が
必
要
だ
。
物
を“
打
つ
”
道
具
に
は
バ

ッ
ト
や
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
な
ど
が
あ
る
が
、
そ
れ

ら
は
重
心
の
位
置
が
手
元
か
ら
離
れ
た
先
の
方

に
あ
る
。
ボ
ー
ル
を
強
く
打
つ
に
は
道
具
を
振

り
抜
い
た
方
が
良
く
、
振
り
抜
く
た
め
に
は
重

心
が
先
の
方
に
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
し
か

し
同
じ
く“
打
つ
”
道
具
で
あ
る
竹
刀
は
、
重

心
は
先
の
方
で
は
な
く
、
真
ん
中
よ
り
も
手
元

寄
り
に
あ
る
の
が
特
徴
だ
。
こ
れ
は
、
剣
道
が

「
打
っ
た
瞬
間
、“
手
の
返
し
”
を
使
う
こ
と
が

理
由
」
と
栢
野
氏
は
言
う
。
ド
ラ
ム
や
太
鼓
な

ど
と
同
じ
で
、
剣
道
も
打
っ
た
あ
と
に
力
を
回

収
す
る
た
め
手
を
返
す
。
力
を
回
収
す
る
こ
と

で
、
次
の
打
ち
に
も
つ
な
げ
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、

そ
う
し
た“
返
し
”
を
使
う
に
は
、
重
心
が
先
で

は
な
く
、
手
元
に
寄
っ
て
い
た
方
が
扱
い
や
す

い
。
打
っ
て
、
返
す
、
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ

こ
で
も
栢
野
氏
は
竹
刀
操
作
を
「“
扇
ぎ
打
つ
”

よ
う
な
感
じ
」
と
と
ら
え
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
の
竹
刀
と
い
う
道
具
に
い
か
に
気

持
ち
よ
く
働
い
て
も
ら
う
か
だ
が
、
そ
の
た
め

に
ま
ず
つ
か
み
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

「
重
心
」
で
あ
る
と
栢
野
氏
は
言
う
。

「
竹
刀
の
振
り
方
は
み
な
研
究
し
て
い
る
と
思

い
ま
す
が
、押
さ
え
て
お
き
た
い
の
は
、力
任
せ

に
そ
れ
を
す
る
の
で
は
な
く
、
い
か
に
ラ
ク
に

勢
い
や
伸
び
の
あ
る
振
り
を
す
る
か
で
す
。『
重

き
を
軽
く
、
軽
き
を
重
く
使
う
』
と
い
う
の
も

動
理
探
究
の
テ
ー
マ
で
、
竹
刀
を
振
る
場
合
は
、

真
ん
中
よ
り
も
手
元
寄
り
に
あ
る
重
心
に
い
か

に
推
進
力
を
与
え
る
か
が
カ
ギ
に
な
り
ま
す
」

　

振
り
方
に
つ
い
て
は
、「
左
手（
柄
頭
）
を
支

点
に
竹
刀
を
振
る
」
と
い
う
方
法
を
多
く
が
実

践
し
て
い
る
こ
と
と
思
う
が
、
栢
野
氏
は
左
手

（
柄
頭
）
を“
二
次
的
な
支
点
”
と
と
ら
え
、柄
の

重
心
を
つ
か
み

操
作
法
を
知
る

柄
の
真
ん
中
あ
た
り
に
回
転
中
心
（
力
点
）
が
生
じ
る
よ
う
に
手
元
を
操
作
す
る
。
振
り
上
げ
る
時
は
左
手
を
回
し
出
し
て
右
手
を
回
し
引
き
、

振
り
下
ろ
す
時
は
左
手
を
回
し
引
い
て
右
手
を
回
し
出
す
と
、
重
心
に
回
し
運
ぶ
推
進
力
が
生
じ
、
ラ
ク
に
前
に
送
り
出
さ
れ
る

レゴブロックのボックス
のフタで、原理を知る

レゴブロックのフタをフリスビーのように飛ばす。突起の一つ
に回転力を加えると、フタは重心を中心に回転しながら重心
を運び飛ぶ。突起を竹刀の手元の回転に見立てればいい

竹
刀
が
喜
ぶ
振
り
方

11

22

33

4

5

コンパスの針が竹刀の
重心（支点）に、コンパ
スの鉛筆を剣先（作用
点）に見立てる。コン
パスを回す軸が両手の
回転力（力点）とすれば、
回転力によって支点を
巻き込む力が生じ、支点
（重心）となる針を運ぼ
うとする力を内在させな
がら、円が描き出される
原理を実感できる。

作用点

力点

力点

支点（重心）

支点（重心）

作用点

力点

支点

剣先が作用点

重心を掬い
巻き込む力

支点（重心）を
巻き込む力

重心を被せ
巻き込む力

手元の回転を
切り返すと同時
に重心を巻き
込み返す

支点（重心）を運ぼうとする力
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真
ん
中
あ
た
り
に
回
転
中
心（
一
次
支
点
）
が

生
じ
る
よ
う
に
右
手
と
左
手
で
回
転
力
を
生
み

出
す
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
単

純
に
左
手
を
回
し
出
し
て
右
手
を
回
し
引
け
ば
、

剣
先
は
上
が
る
。
そ
こ
か
ら
左
手
を
回
し
引
い

て
右
手
を
回
し
出
せ
ば
、
剣
先
は
下
が
る
。
そ

う
し
た
操
作
で
回
転
力
は
生
ま
れ
る
。

　

手
元
の
小
さ
な
円
運
動
に
よ
っ
て
竹
刀
は
推

進
力
を
得
る
。
重
心
を
支
点
と
し
て
剣
先
で
円

を
描
こ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
重
心
を
巻
き

込
む
力
が
生
じ
、
竹
刀
を
重
心
で
回
し
運
ぶ

（
回
し
飛
ば
す
）、
と
い
う
の
が
推
進
力
の
原
理

だ
。
そ
れ
は
コ
ン
パ
ス
の
原
理
に
も
通
じ
て
い

る
。
コ
ン
パ
ス
の
場
合
は
、
針
が
支
点
、
鉛
筆

が
作
用
点
で
、
鉛
筆
を
動
か
す
た
め
に
手
で
回

す
軸
が
力
点
と
な
る
。
竹
刀
に
置
き
換
え
る
と
、

竹
刀
を
動
か
す
回
転
力
が
生
じ
る
柄
の
中
心
あ

た
り
が
力
点
、
竹
刀
の
重
心
が
支
点
で
、
剣
先

が
作
用
点
と
い
う
、
変
則
的
な
コ
ン
パ
ス
イ
メ

ー
ジ
と
な
る
。

　

さ
ら
に
栢
野
氏
は
レ
ゴ
ブ
ロ
ッ
ク
ケ
ー
ス
の

四
角
い
フ
タ
を
持
ち
出
し
、
次
の
よ
う
に
話
す
。

「
重
心
で
回
転
す
る
の
が
道
具
の
気
持
ち
い
い

運
動
で
す
が
、
重
心
を
中
心
と
し
て
単
純
に
回

転
さ
せ
る
だ
け
で
は
推
進
力
は
生
ま
れ
ず
、
そ

の
場
で
回
転
し
な
が
ら
落
ち
ま
す
。し
か
し
、重

心
か
ら
偏
っ
た
点
に
回
転
力
を
発
生
さ
せ
、
道

具
が
気
持
ち
良
く
感
じ
る
重
心
を
中
心
と
し
て

回
転
さ
せ
る
力
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
に
回
転
力

を
入
力
す
る
と
、『
重
心
を
巻
き
込
み
運
ぶ
推

進
力
』
が
生
じ
て
飛
ん
で
い
き
ま
す
。
こ
れ
が
、

回
転
し
な
が
ら
推
進
す
る
『
回
り
飛
ぶ
運
動
』

が
生
じ
る
現
象
で
、
竹
刀
の
操
り
に
も
同
じ
原

動理を探求する栢野氏の部
屋にはさまざまな道具が置
かれている。竹刀の振りの
原理も独自に製作したコン
パスで解説。右手の指でつ
まみを回転させることによっ
て、左手で示した重心の位
置がスムーズに前に運ばれ
ることを説明してくれた。こ
のコンパスを使うと、この力
感が体感できるという

竹刀の重心寄りに「返し点」を決めて剣先でを∞を描く

中結あたりに「返し点」を決めて剣先でを∞を描く

先革根元あたりに「返し点」を決めて剣先でを∞を描く

栢野氏が日頃練習しているのが、竹刀の先で「∞」軌道を描く「回し手」だ。
「∞」軌道は、竹刀の峰側で描く時もあれば、刃側で描く時もあるというが、
「∞」軌道を描き出す際の竹刀を返す「返し点」を定めて行なうのがポイン
トとなる。上写真に示すように、まずは竹刀の重心あたりに「返し点」を決め、
その後に、中写真、下写真に示すように徐々に「返し点」を剣先に移動
させる。空中に「返し点」を定めることは難しく、先に移動していくと描き
出される「∞」が小さくなるため困難さが増していく。これにより強い剣先
が養われる。この強い剣先を常に相手の喉元に向かわせた状態で竹刀を
扱えれば、攻防も自在。中心をとったまま、返し、すり上げ、弾き等も可能
だし、面を打ちにいった時、途中で竹刀の中程を払われても剣先が負けず、
相手の中心に向かい続けてそのまま面打ちを完成させることも可能だ

太刀さばきのトレーニング方法

栢野氏が製作した
オリジナルの
コンパスで、
原理を知る

11

1

1

2

2

2

2

3

4

5

 

返し点

返し点

返し点

三
点
の
位
置
関
係
が
異
な
っ
た

変
形
コ
ン
パ
ス

作用点
力

支点（重心）
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試
作
を
完
成
さ
せ
た
。

　

重
い
道
具
で
あ
る
た
め
、
筋
肉
の
発
達
し
て

い
な
い
成
長
期
の
小
中
高
校
生
が
が
む
し
ゃ
ら

に
振
る
よ
う
な
使
い
方
は
禁
じ
る
と
い
う
が
、

そ
も
そ
も
こ
の
ア
ル
ミ
製
の
素
振
り
用
具
は
、

筋
力
ア
ッ
プ
を
目
的
と
し
て
い
な
い
。
あ
く
ま

で
身
体
の
使
い
方
、
竹
刀
の
操
り
方
を
体
得
す

る
こ
と
を
目
的
に
製
作
し
た
も
の
で
あ
る
。

理
が
生
じ
て
い
ま
す
」

　

こ
れ
を
実
際
の
竹
刀
の
操
り
方
に
当
て
は
め

た
場
合
を
、
栢
野
氏
は
こ
う
解
い
て
い
る
。

「
竹
刀
の
振
り
上
げ
に
よ
り
重
心
を
巻
き
込
み

運
ぶ
推
進
力
が
生
じ
、
竹
刀
を
振
り
下
ろ
す
際

に
も
竹
刀
の
逆
転
の
動
き
に
よ
っ
て
重
心
を
巻

き
込
み
運
ぶ
推
進
力
が
途
切
れ
ず
生
じ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
竹
刀
を
回
転
推
進
さ
せ
る
操
作

が
前
に
踏
み
出
す
全
身
の
連
携
操
作
に
よ
っ
て

な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
竹
刀
に
導
か
れ
つ
つ
、

竹
刀
を
後
押
し
し
つ
つ
、
全
身
の
連
携
操
作
に

よ
っ
て
竹
刀
が
前
方
に
振
り
下
ろ
さ
れ
ま
す
。

連
携
と
は
自
然
発
生
的
な
現
象
な
ん
で
す
」

今
ま
で
に
な
い
よ
う
な

素
振
り
用
具
の
目
的
と
は

　

扇
ぎ
振
る
こ
と
と
、
手
元
を
回
転
さ
せ
る
こ

と
は
、
操
作
方
法
と
し
て
連
動
し
て
い
る
。
と

も
に
共
通
す
る
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
栢

野
氏
は
「
重
心
を
感
じ
る
こ
と
」
を
挙
げ
る
が
、

竹
刀
の
場
合
、
そ
れ
を
持
っ
た
と
き
、
支
点
と

な
る
重
心
は
空
中
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。

「“
空
中
支
点
”
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

を
つ
か
む
感
覚
を
養
う
に
は
、
軽
い
道
具
で
な

く
重
い
道
具
を
扱
っ
た
方
が
、
感
覚
を
は
っ
き

り
と
つ
か
み
や
す
い
ん
で
す
。
た
だ
し
、
そ
の

た
め
に
は
竹
刀
と
同
じ
重
量
配
分
と
重
心
の
位

置
で
同
じ
性
格
で
あ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
」

　

そ
こ
で
栢
野
氏
は
重
量
の
あ
る“
素
振
り
用

具
”
の
設
計
に
取
り
組
ん
だ
。
鉄
で
は
重
す
ぎ

る
た
め
、
最
終
的
に
は
ア
ル
ミ
を
採
用
。
ア
ル

ミ
の
棒
を
削
り
出
し
、
振
っ
た
感
覚
を
チ
ェ
ッ

ク
し
微
調
整
し
な
が
ら
、
重
さ
を
２
・
２
㎏
の

『
錬
巧
刀
』で

身
体
操
作
法
を
知
る

左は普通の竹刀。真ん
中のアルミの製品と右
の白樫の製品が新た
に開発された素振り用
具。『錬巧刀』とネーミン
グされている。白樫製
のメーカーは加茂樫材
工業所（豊田市）

11

22

33

44

55

66

重
さ
７
３
０
ｇ
の
白
樫
製
『
錬
巧
刀
』
を
振
る
。
ア
ル
ミ
製
の
『
錬
巧
刀
』で
つ
か
ん
だ
持
つ
感
覚
、振
る
感
覚
を
自
分
の
も
の
に
す
る
に
は
、
道
具
が
軽
く
な
っ
て
も“
我
”を
出
さ
な
い
こ
と
が
大
事
。
我

が
出
れ
ば
操
作
が
雑
に
な
る
。ア
ル
ミ
製
か
ら
本
来
の
竹
刀
で
は
重
量
差
が
あ
り
す
ぎ
る
の
で
、ま
ず
は
樫
の『
錬
巧
刀
』で
軽
き
を
重
く
使
い
、操
作
感
覚
を
大
事
に
し
つ
つ
竹
刀
操
作
に
馴
染
ま
せ
て
い
く

重
さ
２
・
２
㎏
の
ア
ル
ミ
製
『
錬
巧
刀
』
を
振
る
。
重
い
も
の
を
力
を
入
れ
て
持
っ
た
り
振
っ
た
り
す
る
の
で
は
“
我
（
が
）”
出
て
し
ま
う
の
と
一
緒
で
道
具
と
仲
良
く
な
れ
な
い
。

重
い
道
具
と
調
和
し
一
体
と
な
れ
ば
、
お
の
ず
と
重
心
の
位
置
が
ど
こ
か
、
手
元
を
ど
う
回
転
入
れ
替
え
さ
せ
れ
ば
動
か
し
や
す
い
か
と
い
っ
た
こ
と
を
道
具
が
教
え
て
く
れ
、
ラ
ク
に
操
作
が
で
き
る

白
樫
製
の『
錬
巧
刀
』を
振
る

ア
ル
ミ
製
の『
錬
巧
刀
』を
振
る
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作
に
も
丁
寧
に
感
覚
を
馴
染
ま
せ
て
欲
し
い
ん

で
す
。
書
道
で
は
腹
か
ら
筆
を
動
か
し
た
よ
う

な
文
字
に
は
流
れ
が
あ
っ
て
線
が
強
い
よ
う
に
、

竹
刀
操
作
も
腹
の
気
が
竹
刀
に
伝
わ
る
よ
う
に

操
作
で
き
れ
ば
、
真
に
筋
の
通
っ
た
構
え
や
打

ち
方
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
は
ず
で
す
」

　

ア
ル
ミ
と
白
樫
の
素
振
り
用
具
。
栢
野
氏
は

こ
の
二
本
を
合
わ
せ
『
錬れ

ん
こ
う
と
う

巧
刀
』
と
名
付
け
た
。

今
年
８
月
の
製
品
化
が
待
た
れ
る
。

が
狙
い
だ
が
、
い
き
な
り
軽
い
竹
刀
に
移
行
す

る
の
で
は
な
く
、
ア
ル
ミ
よ
り
軽
く
、
竹
刀
よ

り
も
重
い
道
具
を
ワ
ン
ク
ッ
シ
ョ
ン
置
く
こ
と

を
栢
野
氏
は
考
え
た
。
そ
れ
が
白
樫
製
の
素
振

り
用
具
で
あ
る
。

「
大
事
な
の
は
感
覚
で
す
。
軽
い
か
ら
と
い
っ

て
雑
に
操
ら
ず
、軽
い
木
刀
に
変
え
て
も“
軽
き

を
重
く
”
扱
う
よ
う
に
重
い
素
振
り
用
具
で
得

た
感
覚
を
重
視
し
て
振
り
、
そ
の
の
ち
竹
刀
操

「
重
い
こ
と
で
容
易
に
振
り
回
せ
な
く
な
り
ま

す
。
力
で
御ぎ

ょ

し
に
く
く
な
っ
た
時
、
道
具
本
来

の“
性
格
”
と
い
う
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
ん
で
す
ね
。
す
る
と
軽
く
上
げ
下
げ
す

る
に
し
て
も
、
力
で
そ
う
す
る
よ
り
手
元
の
回

転
で
重
心
を
巻
き
込
み
運
ぶ
推
進
力
で
上
げ
下

げ
す
れ
ば
ラ
ク
に
で
き
る
こ
と
を
自
然
と
体
感

で
き
る
ん
で
す
。『
重
き
に
学
び
軽
き
に
活
か

す
』
で
あ
り
、
そ
の
逆
も
し
か
り
で
『
軽
き
で

極
め
て
重
き
に
活
か
す
』
と
も
な
り
ま
す
」

“
重
み
”
は
、
持
ち
方
の
感
覚
も
分
か
り
や
す

く
つ
か
ま
せ
て
く
れ
る
。強
く
握
り
、腕
力
を
使

っ
て
持
つ
必
要
は
な
い
。重
く
と
も
、左
右
の
指

一
本
ず
つ
で
支
え
持
つ
こ
と
さ
え
可
能
な
の
で

あ
る
。
ラ
ク
に
扱
う
方
法
を
模
索
す
れ
ば
、
脱

力
し
た
構
え
も
学
び
と
れ
る
。
扇
ぐ
手
づ
か
い

が
指
を
握
り
締
め
て
は
で
き
な
い
こ
と
を
知
れ

ば
、
自
然
と
柔
ら
か
い
手
の
内
も
会
得
で
き
る
。

　

ま
た
、
腕
や
肩
に
力
み
な
く
重
み
を
支
え
る

と
、
腹
に
力
が
入
る
の
が
分
か
り
、
自
然
と
腰

も
決
ま
っ
て
く
る
。
重
い
道
具
が
カ
ラ
ダ
の
使

い
方
を
教
え
て
く
れ
る
わ
け
だ
が
、
重
心
の
位

置
が
竹
刀
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
本

質
的
な
操
り
方
を
、
逐
一
道
具
が
導
い
て
く
れ

る
こ
と
に
な
る
。
結
果
、
手
の
操
作
に
止
ま
ら

ず
、
腹
・
腰
を
も
活
か
し
た
体
全
体
で
の
操
作

法
が
養
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

そ
の
感
覚
を
本
来
の
竹
刀
操
作
に
活
か
す
の

手の内を決める

握り、腕、肩を脱力させれば、体全体で支
えようと自然に腹に力がこもり、腰も決まる

扇ぐような手づかいをしようとすれ
ば、手の内は自然と柔らかくなる

グッと指を握り締めてしまっては、
扇ぐような振り方はできなくなる

重い『錬巧刀』を持つコ
ツは、力で持ち上げるの
ではなく、左右の手の「２
点」で支えること。柔ら
かな手の内につなげたい

『錬巧刀』
竹刀の“巧”みな操りを“練”る
素振り“刀”。製品化の予定は
今年８月。詳細は下記ＨＰにて。
http://trimind-k.com/　
※トライマインドで検索可

重さに負けまいと、握り、腕、肩に力を入
れてしまっては、自然な構えができなくなる


