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操
体
法
と
は
何
か
？

　

明
治
維
新
を
経
て
、
西
洋
医
学
が
国
家

を
あ
げ
て
整
備
さ
れ
て
い
く
中
で
、
そ
れ

ま
で
の
医
療
が
淘
汰
さ
れ
る
の
も
時
間
の

問
題
か
に
見
ら
れ
た
近
・
現
代
。
独
特
な

理
論
を
有
す
る
様
々
な
療
術
は
、「
富
国

強
兵
」
を
謳
う
当
時
の
国
民
体
育
向
上
の

機
運
に
乗
っ
た
様
々
な
「
体
操
法
」
を
生

み
出
し
、あ
る
い
は
種
々
の
「
民
間
療
法
」

と
し
て
、
時
に
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
し
な

が
ら
連
綿
と
伝
え
続
け
ら
れ
た
。
仙
台
の

外
科
医
、
橋
本
敬
三
氏
（
１
８
９
７
〜

１
９
９
３
）
に
よ
っ
て
昭
和
初
期
頃
に
提

唱
さ
れ
た
「
操
体
法
（
操
体
療
法
）」
も

ま
た
、
そ
ん
な
民
間
療
法
の
一
つ
に
数
え

ら
れ
る
施
術
で
あ
り
、
身
体
調
整
を
旨
と

し
た
代
替
医
療
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
て

い
る
。

　

操
体
法
で
は
、「
呼
吸
」「
飲
食
」「
身

体
運
動
」「
精
神
活
動
」
の
四
つ
を
健
康

に
必
要
な
も
の
と
定
義
し
、
こ
の
四
つ
の

バ
ラ
ン
ス
の
崩
れ
が
体
調
を
悪
化
さ
せ
る

と
考
え
る
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
れ
ら
四
つ

の
バ
ラ
ン
ス
を
自
ら
調
整
す
る
こ
と
で
健

康
が
維
持
さ
れ
る
と
説
く
の
で
あ
る
。
中

で
も
「
歪
み
」
と
い
う
も
の
に
着
目
し
、

身
体
の
歪
み
を
取
る
こ
と
で
身
体
の
自
然

治
癒
力
が
高
ま
り
、
病
気
に
か
か
り
に
く

い
体
と
な
る
と
し
た
。

　

そ
の
方
法
論
が
特
徴
的
で
、
ま
ず
実
際

に
身
体
を
動
か
す
こ
と
で
、
左
右
上
下

昭
和
初
期
、仙
台
の
外
科
医
師
、橋
本
敬
三
氏

に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た「
操
体
法
」。身
体
の
自

然
な
反
応
を
元
に〝
動
き
や
す
い
方
へ
動
か
す
〟

こ
と
で
不
調
を
改
善
す
る
そ
の
方
法
論
に
は
、

「
あ
ら
ゆ
る
身
体
活
動
に
お
け
る〝
レ
ベ
ル
ア
ッ

プ
へ
の
カ
ギ
〟が
秘
め
ら
れ
て
い
る
」と
、操
体
バ

ラ
ン
ス
協
会
の
岡
嶋
会
長
は
語
る
。

今
回
は
、操
体
法
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る〝
自
分
の

身
体
の
声
を
聴
く
〟こ
と
と
、武
道
の
技
と
の
関

連
性
に
つ
い
て
明
か
し
て
い
た
だ
い
た
。

監
修
◎
岡
嶋
　
士

取
材
協
力
◎
操
体
バ
ラ
ン
ス
協
会
　

文
◎
本
誌
編
集
部
　

身
体
調
整
と
武
技
と
の
関
係
性
を
「
操
体
法
」
に
学
ぶ

  
操
体
法
で
身
に
付
け
る

〝
身
体
の
声
を
聴
く
〟方
法

操
体
バ
ラ
ン
ス
協
会 

会
長

合
氣
道
唯
心
会  

大
阪
本
部
本
部
長 

十
段

岡
嶋
　
士

　　　　　　　Okajima Kunio
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及に力を注ぐ。
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に
「
動
か
し
に
く
い
角
度
や
方
向
」
を
見

出
す
。
こ
の
「
動
か
し
に
く
い
」
＝
運
動

機
能
の
異
常
を
改
善
す
る
た
め
に
、
そ
の

逆
方
向
と
な
る
「
動
か
し
や
す
い
角
度
や

方
向
」
す
な
わ
ち
「
楽
に
動
か
せ
る
」
方

へ
ゆ
っ
く
り
と
息
を
吐
き
な
が
ら
体
を
動

か
す
。
そ
の
ま
ま
一
息
入
れ
た
後
に
瞬
間

脱
力
、
こ
れ
を
何
度
か
繰
り
返
す
こ
と
で
、

身
体
を
調
整
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

自
分
の
身
体
の
〝
声
〟
を
聴
く

　

こ
の
よ
う
に
、
歪
み
の
な
い
身
体
作
り

を
目
的
と
す
る
操
体
法
は
、
そ
の
場
で

一
人
で
行
え
る
（
施
術
者
＝
操
体
士
が
サ

ポ
ー
ト
す
る
二
人
操
体
も
あ
る
）
簡
易
さ

か
ら
も
、
一
般
的
に
は
、
健
康
法
と
し
て

の
活
用
や
腰
痛
及
び
痛
み
の
改
善
の
目
的

の
み
な
ら
ず
、
高
齢
者
や
障
害
者
の
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
に
効
果
的
と
さ
れ

て
い
る
。
そ
ん
な
操
体
法
を
「
ス
ポ
ー
ツ

や
武
道
、
ダ
ン
ス
な
ど
の
身
体
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
の
向
上
を
目
指
す
人
の
た
め
に
オ

ス
ス
メ
す
る
」
と
い
う
の
が
、
操
体
バ
ラ

ン
ス
協
会
会
長
の
岡
嶋　

士
先
生
で
あ
る
。

　
岡
嶋
先
生
は
、昭
和
51
年
（
１
９
７
６
）

に
合
氣
道
（
心
身
統
一
合
氣
道
）
へ
入
門

さ
れ
た
時
に
、
橋
本
氏
の
著
書
『
万
病
を

治
せ
る
妙
療
法
』
に
出
会
わ
れ
た
と
い
う
。

そ
の
後
、
一
時
、
合
氣
道
か
ら
は
離
れ
た

岡
嶋
先
生
は
、
平
成
10
年
（
１
９
９
８
）、

「
操
体
道
普
及
友
の
会
」
代
表
の
中
川
重

雄
氏
よ
り
操
体
法
の
指
導
員
資
格
を
取
得

す
る
と
、
大
阪
中
央
支
部
代
表
と
し
て
操

体
法
の
指
導
を
開
始
、平
成
15
年
に
は「
関

西
操
体
バ
ラ
ン
ス
運
動
研
究
会
」
を
立
ち

上
げ
る
（
平
成
19
年
、「
操
体
バ
ラ
ン
ス

協
会
」
に
改
称
、
現
在
に
至
る
）。

　

そ
の
翌
年
に
丸
山
維
敏
氏
（
現
・
合
氣

道
唯
心
会
会
長
）
と
再
会
し
、
合
氣
道

も
再
開
し
、
平
成
17
年
４
月
よ
り
同
会
の

大
阪
本
部
本
部
長
と
し
て
後
進
の
指
導
に

当
た
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
操
体
イ

ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
と
操
体
士
の
指
導
な
ど
、

操
体
法
の
専
門
家
育
成
と
そ
の
普
及
に
長

年
尽
力
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
ん
な
岡
嶋
先
生
が
近
年
、
気
に
な
っ

て
い
る
の
が
、
合
氣
道
を
学
び
に
来
る
子

供
や
他
の
武
道
や
ス
ポ
ー
ツ
経
験
者
の
多

く
に
、
初
歩
的
な
動
き
が
で
き
て
い
な
い

人
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
だ
と
い
う
。

そ
し
て
「
一
番
重
大
な
の
は
、
そ
れ
を
自

分
自
身
が
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
で
す
」

と
懸
念
す
る
。

　

こ
れ
は
武
道
に
限
っ
た
こ
と
で
な
く
、

あ
ら
ゆ
る
ス
ポ
ー
ツ
や
身
体
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
の
分
野
に
お
い
て
見
ら
れ
る
。
そ
の

要
因
こ
そ
、
各
々
が
「
自
分
の
身
体
の
声

を
聴
か
な
く
な
っ
て
い
る
」
こ
と
に
あ
る

と
岡
嶋
先
生
は
説
く
。

「
練
習
を
し
て
い
て
、自
分
の
身
体
が
〝
不

調
〟
を
叫
ん
で
い
る
の
を
聴
き
と
れ
る
人

が
、
果
た
し
て
ど
れ
く
ら
い
い
る
で
し
ょ

う
か
？　

身
体
に
痛
み
が
あ
っ
た
ら
、
そ

の
痛
み
を
薬
で
紛
ら
わ
せ
、
治
っ
た
こ
と

に
し
て
練
習
を
重
ね
て
し
ま
っ
て
は
い
ま

せ
ん
か
？
」

　

と
問
い
か
け
る
岡
嶋
先
生
は
、「
逆
に

言
え
ば
、
自
分
自
身
の
身
体
の
声
に
耳
を

傾
け
て
い
れ
ば
、
才
能
云
々
に
関
わ
り
な

く
、動
き
は
必
ず
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
し
ま
す
」

と
断
言
す
る
。

「
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
し
て
い
く
の
は
、
あ
な

た
の
身
体
そ
の
も
の
で
す
。
あ
な
た
の
身

体
そ
の
も
の
の
力
で
、
身
体
は
整
い
、
運

動
は
向
上
し
て
い
く
の
で
す
。
特
別
な
サ

プ
リ
メ
ン
ト
や
練
習
方
法
な
ど
、
外
か
ら

の
〝
何
か
〟
が
そ
れ
を
実
現
さ
せ
て
く
れ

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
が
健
康
目
的
で
あ
れ
、
武
道
や
ス

ポ
ー
ツ
の
向
上
が
目
的
で
あ
っ
て
も
、
自

分
の
身
体
の
能
力
を
最
大
限
に
引
き
出
す

カ
ギ
と
な
る
の
は
、〝
自
分
の
身
体
の
声

を
聴
く
〟
こ
と
で
す
。
そ
れ
こ
そ
が
、
こ

の
上
な
く
大
切
な
の
で
す
」

　

こ
の
〝
自
分
の
身
体
の
声
を
聴
く
〟
こ

と
を
、
何
よ
り
も
主
眼
に
据
え
て
い
る
の

が
「
操
体
法
」
な
の
だ
。

　

こ
う
し
て
、
岡
嶋
先
生
が
〝
自
分
自
身

の
身
体
の
声
の
聴
き
方
を
忘
れ
て
し
ま
っ

た
人
た
ち
〟へ
向
け
て
上
梓
し
た
の
が『
最

高
の
操
体
法
』（
操
体
バ
ラ
ン
ス
協
会
編

著
・
Ｂ
Ａ
Ｂ
ジ
ャ
パ
ン
刊
）
で
あ
り
、
そ

の
内
容
の
一
部
を
昨
年
の
本
誌
11
月
号
で

も
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　

今
回
は
、
よ
り
武
道
に
沿
っ
た
形
で
、

操
体
法
が
如
何
に
技
法
の
向
上
に
役
立
ち
、

そ
の
土
台
作
り
を
な
す
も
の
な
の
か
を
、

改
め
て
ご
紹
介
い
た
だ
い
た
。

身
体
か
ら
整
え
、心
ま
で
統
一
す
る

「
武
道
や
ヨ
ガ
・
瞑
想
法
の
中
で
は
、
気

（
気
持
ち
）
を
臍
下
丹
田
に
鎮
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
、〝
心
か
ら
カ
ラ
ダ
を
統
一
す

る
〟
と
教
え
て
い
ま
す
ね
。
逆
に
身
体
を

整
え
る
こ
と
か
ら
心
を
統
一
し
て
い
く
の

が
操
体
法
の
目
的
な
の
で
す
」

　

と
語
る
の
は
、
操
体
バ
ラ
ン
ス
協
会
の

東
口
華
代
代
表
。
東
口
代
表
に
は
今
回
、

岡
嶋
先
生
が
示
さ
れ
る
武
技
と
操
体
法
と

の
関
連
性
を
解
説
い
た
だ
い
た
。

操体法を創始した橋本敬三氏。

施術を行う岡嶋先生。

く
に  

お

本記事の関連動画を、WEB秘伝「動画ギャラリーコーナー」にて公開して
います。左記のQRコードからもアクセスできますので、ぜひご覧ください！
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「
連
動
の
法
則
」
で
技
を
活
か
す

　

先
の
骨
盤
の
調
整
は
、
操
体
法
に
お
け

る
運
動
の
三
大
法
則
の
内
、〝
重
心
が
安

定
す
る
身
体
状
態
を
維
持
す
る
〟
と
い
う

「
重
心
安
定
の
法
則
」
と
、〝
重
心
安
定
を

維
持
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
、
動
き
（
身

体
状
態
）
に
応
じ
て
自
然
に
重
心
が
移
動

す
る
〟
と
い
う
「
重
心
移
動
の
法
則
」
を

端
的
に
表
す
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
三
大
法
則
の
残
り
の
一
つ

で
あ
る
、〝
全
身
は
繋
が
っ
て
お
り
、
自

然
に
連
動
す
る
〟
と
す
る
「
連
動
の
法
則
」

を
、
端
的
に
表
す
例
を
見
て
み
よ
う
。

幹
）
の
強
さ
に
結
び
つ
き
、
技
を
行
っ
た

際
の
威
力
へ
と
還
元
さ
れ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

「
技
が
か
か
り
に
く
い
、
動
き
が
悪
く
技

に
威
力
が
出
な
い
と
い
っ
た
原
因
は
、
力

が
弱
い
か
ら
で
は
な
い
の
で
す
。
ど
こ
か

に
ひ
ず
み
が
あ
る
と
上
手
く
動
け
な
く
て
、

技
が
か
か
り
に
く
く
な
る
の
で
す
。
歪
み

に
よ
っ
て
生
じ
た
痛
み
や
コ
リ
を
無
視
し

て
動
か
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
無

理
を
す
る
と
身
体
を
壊
し
て
し
ま
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
身
体

を
身
に
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ス
ム
ー

ズ
に
技
が
か
か
り
、
上
達
す
る
の
も
早
く

な
る
の
で
す
」（
東
口
代
表
）

止
め
て
一
息
入
れ
、
３
〜
５
秒
後
に
瞬
間

脱
力
し
て
元
に
戻
る
こ
と
を
繰
り
返
す
。

　

今
度
は
、
片
側
の
耳
を
肩
に
つ
け
る
よ

う
に
し
な
が
ら
、
反
対
側
へ
重
心
を
移

動
し
て
い
く
動
き
（
上
体
を
く
の
字
に
す

る
）
を
左
右
で
行
う
。
同
じ
く
動
診
か
ら

楽
な
方
へ
３
回
、
上
述
の
よ
う
な
瞬
間
脱

力
を
繰
り
返
す
。
こ
れ
だ
け
で
、
前
後
左

右
に
押
さ
れ
て
も
崩
れ
る
こ
と
が
な
く
な

る
。
合
わ
せ
て
、
上
体
を
左
右
に
捻
り
な

が
ら
重
心
移
動
、
楽
な
方
を
探
っ
て
、
同

じ
よ
う
に
操
体
法
を
行
う
こ
と
で
、
膝
を

挙
げ
よ
う
と
し
て
も
ビ
ク
と
も
し
な
い
安

定
性
が
得
ら
れ
る
。

　

こ
の
安
定
性
が
、
す
な
わ
ち
身
体
（
体

「
例
え
ば
、
骨
盤
の
バ
ラ
ン
ス
を

整
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
身
体
の

歪
み
が
取
れ
、
全
身
が
リ
ラ
ッ
ク

ス
で
き
ま
す
。
こ
の
リ
ラ
ッ
ク
ス

が
で
き
る
こ
と
で
、
心
を
丹
田

に
鎮
め
や
す
く
な
る
わ
け
で
す
」

　

骨
盤
が
安
定
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
そ
の
上
に
乗
っ
て
い
る

上
体
の
重
心
が
、
中
心
で
あ
る

丹
田
の
位
置
に
落
ち
て
い
る
こ

と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
座
し

て
い
て
も
、
立
っ
て
い
て
も
同

じ
だ
。〝
身
体
の
声
を
聴
く
〟
と

は
、
こ
の
重
心
が
今
ど
こ
に
き

て
い
る
の
か
を
把
握
し
、
よ
り

安
定
す
る
位
置
へ
置
く
こ
と
を

自
覚
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　

試
し
に
、
正
座
し
た
状
態
か
ら
、
胸
や

背
中
、
左
右
の
肩
と
前
後
左
右
に
押
し
て

み
て
も
ら
う
。
す
る
と
、ど
こ
か
弱
い（
押

さ
れ
て
崩
れ
る
）
箇
所
が
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
？　

あ
る
い
は
、
膝
頭
を
持

ち
上
げ
ら
れ
る
と
、
簡
単
に
ひ
っ
く
り

返
っ
て
し
ま
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
ん
な
時
、
ま
ず
、
息
を
吐
き
な
が
ら

骨
盤
を
後
方
へ
倒
し
て
背
中
を
張
る
よ
う

に
動
か
し
た
後
、
同
じ
く
息
を
吐
き
な
が

ら
逆
に
腰
を
前
へ
押
し
出
す
よ
う
に
し
て

胸
を
反
ら
せ
る
動
き
を
し
て
み
る
。
そ
の

ど
ち
ら
が
楽
に
動
か
せ
る
か
を
感
じ
（
動

診
）、
今
度
は
楽
な
方
へ
３
回
、
ゆ
っ
く

り
と
動
か
し
、
気
持
ち
の
良
い
と
こ
ろ
で 動診から得る重心の安定＝身体の強さ

正座の状態から前後左右に押された時、
例えば、後ろへ倒れてしまう場合（①②）、
前後に動診を行い（③④）、楽に動かせ
る方に３回、操法を行う。すると、前後
に押されてもビクともしない重心の安定
が得られる（⑤）。同様に左右の動診（⑥
⑦）からの操法で左右に強く（⑧）、左
右の捻りによる動診（⑨⑩）から操法を
行うことで、 膝 を
持ち上げようとして
も上がらない強さ
が得られる（⑪）。
なお、⑥⑦と⑨⑩
の白線は、身体の
動きに応じて自然
に 移 動 す る 重 心

（軸）を表している。
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が
感
得
で
き
ま
す
」（
東
口
代
表
）

武
技
で
互
い
を
調
整
し
合
う

　

こ
の
「
足
合
気
」
は
、
実
は
手
首
を
掴

ま
れ
た
際
に
、
合
気
上
げ
か
ら
相
手
を
左

右
へ
投
げ
返
す
技
法
を
そ
の
ま
ま
足
で
行

う
も
の
だ
。

　

例
え
ば
、
両
手
を
掴
ま
れ
た
時
に
合
気

上
げ
や
合
気
下
げ
を
行
う
場
合
、
操
体
法

の
「
手
首
屈
伸
」
を
行
う
こ
と
で
技
が
極

ま
り
や
す
く
な
る
。
手
首
を
反
ら
せ
た
り
、

倒
し
た
り
す
る
動
き
が
、
そ
れ
を
掴
む
相

共
に
、
そ
れ
ら
が
連
動
し
た
大
き
な
力
で

相
手
を
崩
し
投
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
写

真
で
は
、
連
動
を
よ
り
明
確
に
見
せ
る
た

め
膝
を
上
げ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
脚
を

伸
ば
し
た
ま
ま
で
も
十
分
威
力
を
発
揮
す

る
）。

「
こ
れ
に
よ
っ
て
、
身
体
の
末
梢
部
を
動

か
す
際
に
も
、
部
分
的
に
動
か
す
の
で
は

な
く
、
全
身
が
連
動
し
て
動
か
す
こ
と
を

身
に
付
け
ま
す
。

　

例
え
ば
、
相
手
に
馬
乗
り
に
な
ら
れ
た

場
合
に
、
こ
れ
を
返
す
技
法
で
も
、
操
体

法
の
基
本
４
法
に
お
け
る
『
両
膝
倒
し
』

で
身
体
を
整
え
て
か
ら
行
う
と
、

足
首
、
膝
、
股
関
節
、
腰
、
背
中
、

首
が
連
動
し
、
足
裏
（
こ
の
場
合
、

膝
を
倒
す
側
で
は
な
く
、
外
側
と

な
る
脚
の
足
裏
）
が
床
を
踏
む
反

力
が
ス
ム
ー
ス
に
つ
な
が
る
こ
と

ラ
ク
に
動
か
せ
る
方
の
足
の
踵
を
ゆ
っ
く

り
息
を
吐
き
な
が
ら
伸
ば
す
。
ラ
ク
な
位

置
で
一
息
吸
っ
て
２
〜
３
秒
、
ス
ト
ー

ン
っ
と
瞬
間
脱
力
。
こ
れ
を
３
回
ほ
ど
繰

り
返
す
。
踵
を
伸
ば
す
際
、
足
首
だ
け
で

な
く
膝
か
ら
股
関
節
、
背
中
へ
と
つ
な
が

る
感
覚
が
得
ら
れ
る
こ
と
が
大
事
だ
。

　

同
じ
く
「
踵
左
右
押
し
」
と
「
爪
先
内

外
回
し
」
を
行
う
。「
踵
左
右
押
し
」
は

一
見
、「
踵
左
右
伸
ば
し
」
に
似
て
い
る
が
、

踵
を
押
し
出
す
際
、
爪
先
を
反
ら
せ
る
よ

う
に
す
る
。「
爪
先
内
外
回
し
」
は
片
足

ず
つ
で
爪
先
を
内
側
、
外
側
へ
と
回
し
比

べ
、
動
か
し
や
す
い
方
へ
前
述
の
要
領
で

行
っ
て
い
く
。

　

こ
う
し
て
再
び
、
相
手
に
両
足
首
を
持

た
せ
る
と
、
接
触
部
分
に
圧
が
か
か
る
と

同
時
に
、
足
首
か
ら
膝
、
股
関
節
、
背
中

か
ら
首
へ
と
つ
な
が
り
が
感
じ
ら
れ
る
と

　

合
氣
道
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
が
、

そ
の
源
流
の
大
東
流
合
気
柔
術
な
ど
で
は
、

仰
向
け
に
な
っ
た
状
態
で
両
足
を
取
ら
せ

た
相
手
を
そ
の
ま
ま
左
右
に
崩
し
投
げ
る

技
法
が
あ
る
（
便
宜
的
に
、こ
こ
で
は
「
足

合
気
」
と
す
る
）。
こ
れ
を
単
に
持
た
れ

た
足
首
を
捻
る
こ
と
で
投
げ
よ
う
と
し
て

も
、
な
か
な
か
そ
う
は
い
か
な
い
も
の
だ
。

し
か
し
、
操
体
法
の
動
き
を
取
り
入
れ
る

こ
と
で
、
そ
の
コ
ツ
を
掴
む
こ
と
が
で
き

る
。

　

こ
こ
で
行
う
の
は
、
操
体
法
の
基
本

４
法
に
数
え
ら
れ
る
「
踵
左
右
伸
ば
し
」。

そ
れ
に
「
踵
左
右
押
し
」
と
「
爪
先
内
外

回
し
」
を
加
え
れ
ば
完
璧
だ
。
ま
ず
「
踵

左
右
伸
ば
し
」
は
仰
向
け
と
な
り
、
左

右
の
踵
を
伸
ば
し
比
べ
て
み
る
（
動
診
）。

こ
の
時
、
足
指
を
反
ら
す
よ
う
な
強
い
力

を
入
れ
な
い
こ
と
。
次
に
、
痛
み
の
な
い

腰からの連動で崩し投げる「足合気」

踵
左
右
伸
ば
し

踵
左
右
押
し

爪
先
内
外
回
し

仰
向
け
と
な
っ
た
両
足
を
抑
え
る
相
手
を
崩
し
投
げ
る
、
大
東
流
な
ど
で
演
武
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
「
足
合
気
」。
単
に
脚
力
で
振
り
回
す
わ
け
で
は
な
く
、
相
手
に

掴
ま
れ
た
足
首
か
ら
膝
、
股
関
節
と
連
動
し
、
腰
か
ら
背
中
（
首
筋
）
ま
で
が
つ
な
が
っ
た
体
幹
か
ら
の
力
を
相
手
へ
流
す
こ
と
で
、
手
首
、
肘
、
肩
ま
で
が
固
ま
っ

た
相
手
は
腰
か
ら
崩
れ
て
行
っ
て
い
る
（
①
〜
④
）。
こ
れ
ら
の
連
動
は
左
右
の
踵
を
伸
ば
す
「
踵
左
右
伸
ば
し
」
に
、同
じ
く
左
右
の
踵
を
押
し
出
す
「
踵
左
右
押
し
」、

足
首
を
内
外
に
回
す
「
爪
先
内
外
回
し
」
の
操
法
を
行
う
こ
と
で
、
よ
り
全
身
を
連
動
し
て
動
か
す
感
覚
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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て
改
善
し
て
し
ま
う
こ
と
を
実
演
し
て
く

だ
さ
っ
た
。
東
口
代
表
は
い
う
。

「
武
道
に
は
身
体
を
壊
す
イ
メ
ー
ジ
が
あ

り
ま
す
が
、
身
体
の
使
い
方
や
技
の
か
け

方
に
よ
っ
て
、
逆
に
健
康
な
状
態
に
戻
す

こ
と
も
で
き
る
の
で
す
。
そ
れ
を
知
っ
て

い
た
だ
け
た
な
ら
、
加
齢
な
ど
に
も
関
わ

り
な
く
武
道
を
楽
し
く
続
け
て
い
け
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

本
来
、
身
体
の
中
に
あ
な
た
の
魅
力
が

眠
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
見
つ
け
て
生

か
す
の
が
操
体
法
の
動
き
で
す
。
天
才
だ

け
が
ト
ッ
プ
に
な
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。

全
て
の
人
に
そ
の
能
力
が
あ
り
ま
す
」

　
〝
自
分
の
身
体
の
声
を
聴
く
〟
操
体
法

に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
身
に
つ
け
た
時
、
武

道
の
達
人
へ
の
道
も
そ
こ
に
拓
か
れ
て
い

る
の
は
間
違
い
な
い
よ
う
だ
。　
　
　
■

を
抜
く
こ
と
で
わ
ず
か
な
隙
間
が
で
き
る
。

す
る
と
相
手
は
反
射
的
に
そ
の
隙
間
を
埋

め
よ
う
と
力
が
入
る
（
密
着
す
る
）
の
で
、

そ
こ
へ
技
を
か
け
て
い
く
の
だ
と
岡
嶋
先

生
は
い
う
。

　

こ
の
〝
相
手
ま
で
つ
な
が
っ
た
連
動
〟

は
、実
は
操
体
士
に
よ
っ
て
導
か
れ
る「
二

人
操
体
」
に
通
じ
て
い
る
。
実
際
、
合
気

上
げ
を
掛
け
ら
れ
た
相
手
を
み
れ
ば
、
そ

の
状
態
は
「
合
気
下
げ
」
を
行
っ
て
い
る

の
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
そ
れ
を
導

い
て
い
る
の
が
、
相
手
（
技
を
掛
け
て
い

る
方
）
だ
と
い
う
だ
け
の
違
い
だ
。
逆
に
、

そ
の
意
識
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
武
道
の
技

も
そ
の
ま
ま
操
体
法
と
な
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
を
証
す
る
よ
う
に
、
岡
嶋

先
生
は
技
を
掛
け
る
こ
と
で
、
相
手
の
不

調
な
部
分
へ
緊
張
か
ら
瞬
間
脱
力
を
か
け

動
か
し
、
息
を
吸
い
、
脱
力
す
る
。
こ
の

一
連
の
流
れ
で
〝
連
動
〟
が
起
き
ま
す
。

こ
れ
が
、
技
を
掛
け
る
時
に
も
連
動
し
て
、

接
触
し
た
と
こ
ろ
へ
私
の
力
が
足
か
ら
ず

〜
と
伝
わ
っ
て
、
腕
を
通
し
て
相
手
の
肩

か
ら
腰
ま
で
入
っ
て
い
く
。
操
体
法
と
同

じ
感
覚
で
か
け
て
い
く
。
す
る
と
、
連
動

が
起
こ
る
の
で
、
そ
こ
で
フ
ッ
と
力
を
緊

張
さ
せ
る
と
相
手
も
固
ま
る
の
で
、
そ
の

瞬
間
、
ス
ト
ン
っ
と
抜
い
て
や
る
。
す
る

と
相
手
も
力
が
抜
け
る
ん
で
す
ね
」

　

例
え
ば
、
相
手
が
強
く
握
っ
て
い
な
い

場
合
で
も
、
触
れ
た
瞬
間
に
こ
ち
ら
が
力

手
の
手
の
内
で
押
す
力
と
引
く
力
を
同
時

に
働
か
せ
、
よ
り
強
い
密
着
が
生
ま
れ
る

こ
と
で
、
こ
ち
ら
の
連
動
し
た
力
が
更
に

相
手
の
手
首
、
肘
、
肩
か
ら
腰
に
ま
で
連

動
し
て
い
く
。
こ
の
「
密
着
」
こ
そ
、
足

合
気
に
お
い
て
も
足
首
を
掴
む
相
手
の
掌

へ
足
の
甲
が
密
着
す
る
こ
と
で
、
足
首
を

掴
む
相
手
の
手
首
、
肘
、
肩
へ
と
力
が
連

動
し
て
固
ま
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

こ
の
密
着
に
つ
い
て
、
岡
嶋
先
生
は
技

を
掛
け
る
呼
吸
と
操
体
法
と
の
関
連
性
に

つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

「
操
体
法
で
い
う
と
、
息
を
吐
き
な
が
ら
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　　　　　　　　　　TEL 06-6645-7287　https://soutaiho.jp/

                  操体法「両膝倒し」で磨く「馬乗りの返し技」
仰向けになった状態から馬乗りになられた時に、
これを返す場合にも下半身から腰へとつながる連
動が相手を土台から崩していく（①〜④）。この時、
外側の足裏（写真右足）がしっかり床を踏むこと
に注意。

基本４法の一つである「両膝倒し」は仰向
けとなって両膝を立て、左右へ倒す動診か
ら、楽に動かせる方へ息を吐きながら倒し
ていく（⑤〜⑥）。動診は大きめに動かすが、
操法はやりすぎないこと。

両
膝
倒
し

   

武
道
の
技
が
身
体
を
調
整
す
る

左
は
岡
嶋
先
生
が
両
手
を
掴
ま
れ
た
相
手
へ
合
気
上
げ
を
行
っ
て
い
る

と
こ
ろ
だ
が
、
正
座
し
た
下
半
身
か
ら
の
力
が
腕
を
通
し
て
相
手
の

手
首
、
肘
、
肩
、
そ
し
て
腰
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。

と
同
時
に
、
両
者
が
つ
な
が
る
こ
と
で
、
互
い
が
下
の
「
手
首
屈
伸
」

操
法
を
そ
れ
ぞ
れ
行
っ
て
い
る
状
態
と
も
な
っ
て
い
る
。
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