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武道授業 実践の概要紹介 愛知県弥富市

　

弥
富
市
に
は
、
小
学
校
８
校
（
児
童

数
約
２
６
０
０
人
）、中
学
校
３
校
（
生

徒
数
約
１
３
０
０
人
）
が
あ
る
。
規
模

の
大
小
は
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
色

あ
る
学
校
を
め
ざ
し
て
い
る
。
中
学
校

で
の
武
道
必
修
化
に
関
し
て
は
、
こ
れ

ま
で
に
安
全
性
等
の
面
で
の
是
非
を
問

う
と
い
う
報
道
は
少
な
く
な
か
っ
た
。

授
業
で
は
、
武
道
に
積
極
的
に
取
り
組

む
こ
と
を
通
し
て
、
武
道
の
伝
統
的
な

考
え
方
を
理
解
し
、
相
手
を
尊
重
し
て

練
習
や
試
合
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ

と
を
重
視
し
て
い
る
。
市
内
の
各
中
学

校
で
は
、人
的
・
物
的
環
境
を
踏
ま
え
、

そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
で
種
目
を
選
択
し
、

取
り
組
ん
で
い
る
。
現
在
、
柔
道
・
な

ぎ
な
た
・
合
気
道
・
相
撲（
複
数
種
目
実

施
校
あ
り
）の
授
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

戦
国
時
代
に
は
地
域
一
帯
に
一
向
宗

が
広
ま
っ
て
お
り
、『
信し
ん

長ち
ょ

公う
こ

記う
き

』
に

二
の
江
の
坊
主
と
記
さ
れ
る
服は
っ

部と
り

左さ
き

京ょ
う

進の
し
んが
、
市
江
島
の
鯏

う
ぐ
い

浦う
ら

を
拠
点
に
海
西

郡
一
帯
を
支
配
し
て
い
た
。
一い
っ

揆き

殲せ
ん

滅め
つ

後
、
無
人
と
な
っ
て
い
た
が
、
１
５
７

５
年
（
天
正
3
）、
服は
っ

部と
り

正ま
さ

友と
も

ら
が
入

植
し
、
再
建
し
た
。
市
内
の
重
要
文
化

財
「
服
部
家
住
宅
」
は
服
部
正
友
が
天

正
年
間
に
建
て
た
も
の
と
さ
れ
て
い

武
道
授
業

実
践
の
概
要
紹
介　
　

　

平
成
18
年
4
月
、
弥や

と

富み
ち

町ょ
う

と
十じ

ゅ

四う
し

山や
ま

村む
ら

と
の
合
併
に
よ
り
誕
生
し
た
弥や

富と
み

市し

は
、
面
積
48
・
18
㎢
、

東
西
9
㎞
、
南
北
15
㎞
の
細
長
い
地
形
を
有
す
る
。
金
魚
の
産
地
と
し
て
も
有
名
で
、
木
曽
川
下
流
に

開
拓
さ
れ
た
水
郷
地
帯
で
あ
る
。
名
古
屋
市
か
ら
20
㎞
圏
内
に
あ
る
た
め
、
工
業
や
住
宅
地
域
と
し
て

交
通
も
充
実
し
て
い
る
。
平
成
6
年
に
愛
知
県
で
開
催
さ
れ
た
第
49
回
国
民
体
育
大
会
で
は
、
な
ぎ
な

た
の
競
技
会
場
地
と
な
っ
た
。

愛
知
県
弥
富
市
に
お
け
る
中
学
校
武
道
必
修
化

に
向
け
た
取
組

弥
富
市
教
育
委
員
会

1

は
じ
め
に

2

弥
富
市
の
各
中
学
校
で
の
取
組

ル
の
工
夫
や
基
礎
的
な
動
き
や
技
を
身

に
付
け
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
相
撲
本

来
の
楽
し
さ
を
体
感
さ
せ
、
意
欲
的

に
取
り
組
ま
せ
る
。
ま
た
、
グ
ル
ー
プ

で
の
話
し
合
い
活
動
を
通
し
て
、
教
え

合
っ
た
り
、
学
び
合
っ
た
り
す
る
こ
と

で
、
互
い
に
高
め
合
え
る
人
間
関
係
を

築
か
せ
る
。

相
　
撲

　

相
撲
は
、
素
手
で
相
手
と
直
接
組
み

合
っ
て
、
基
本
と
な
る
技
や
得
意
技
を

用
い
て
攻
防
を
展
開
す
る
運
動
で
あ

り
、
そ
の
際
に
相
手
を
崩
し
て
押
し
た

り
、
寄
っ
た
り
、
投
げ
た
り
し
て
勝
敗

を
競
い
合
う
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
る
。
ル
ー

3

実
践
例

取
組

⑴
基
礎
的
な
動
き
や
技
を
身
に
付
け
さ

せ
る
た
め
の
工
夫

・
相
撲
遊
び

　

手
押
し
相
撲
、
引
き
合
い
相
撲
、
蹲そ
ん

踞き
ょ

相
撲
と
い
っ
た
、
相
撲
に
必
要
な
動

き
を
試
合
形
式
に
し
、
２
人
１
組
に
な

っ
て
行
う
。
相
手
の
動
き
に
応
じ
た
駆

け
引
き
が
で
き
る
よ
う
に
さ
せ
る
。

・
ム
カ
デ
す
り
足

　

太
鼓
の
音
が
鳴
っ
て
い
る
間
は
、
す

り
足
で
自
由
に
移
動
す
る
。
太
鼓
の
音

が
鳴
り
止
ん
だ
ら
近
く
の
人
と
じ
ゃ
ん

け
ん
を
し
、
負
け
た
人
は
勝
っ
た
人
の

後
ろ
に
つ
く
。
こ
れ
を
繰
り
返
す
。
後

ろ
に
つ
い
た
人
は
、
前
の
人
の
ま
わ
し

る
。

　

１
９
１
８
年
（
大
正
７
）、
35
歳
で

第
28
代
横
綱
へ
昇
進
し
た
大お
お

錦に
し

大き
だ

五い
ご

郎ろ
う

は
、
鍋な

べ

田た

村む
ら

稲い
な

元も
と

（
現
・
弥
富
市
）
出

身
で
、
弥
富
市
歴
史
民
俗
資
料
館
に
大

錦
の
肖
像
画
と
実
際
に
使
用
し
て
い
た

大
う
ち
わ
が
、
弥
富
市
稲
元
の
彦
九
田

神
社
に
は
大
錦
が
寄
進
し
た
燈
籠
が
現

在
も
残
っ
て
い
る
。

　

第
49
回
国
民
体
育
大
会
で
は
、
な
ぎ

な
た
の
競
技
会
場
地
と
な
り
、
町
内
全

て
（
当
時
は
弥
富
町
）
の
小
中
学
校
に

な
ぎ
な
た
部
を
作
る
と
と
も
に
、
な
ぎ

な
た
教
室
を
開
催
し
競
技
力
の
向
上
に

努
め
た
。
競
技
会
の
開
催
に
は
、
町
職

員
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
や
婦
人
会
、

商
工
会
、
保
育
所
、
小
中
学
校
等
の
各

種
機
関
団
体
の
協
力
を
得
る
と
い
う
ま

さ
に
町
を
あ
げ
て
の
取
組
と
な
っ
た
。

時間 内　容

１ ・オリエンテーション（相撲の歴史、特性、安全、礼法についての理解）
・まわしの締め方

２～３

・基本姿勢（中腰の構え）
・礼法（蹲踞、塵手水）
・基本動作（四股、腰割り、伸脚、すり足）
・相撲遊び（手押し相撲、引き合い相撲、蹲踞相撲）
・受け身

４～７
・基本の技（押し、寄り）
・投げ技（上手投げ、下手投げ）
・個人戦

８ ・団体戦

引き合い相撲
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を
持
っ
て
腰
が
上
が
ら
な
い
よ
う
に
意

識
を
さ
せ
る
。

⑵
ル
ー
ル
の
工
夫

　

土
俵
の
広
さ
を
狭
く
し
、
直
径
４
ｍ

の
ま
わ
し
内
を
土
俵
と
し
、
練
習
や
試

合
を
行
う
。
個
人
戦
や
団
体
戦
で
は
、

授
業
で
取
り
扱
う
技
（
押
し
・
寄
り
・

上
手
投
げ
・
下
手
投
げ
）
の
み
と
し
、

技
の
制
限
を
加
え
る
。
本
授
業
は
、
け

が
を
防
ぐ
た
め
に
柔
道
場
で
行
い
、
取

り
組
み
や
す
い
場
の
設
定
を
す
る
。

⑶
よ
り
良
い
人
間
関
係
を
築
く
た
め
の

工
夫

　

練
習
や
試
合
の
中
で
「
ア
ド
バ
イ
ス

シ
ー
ト
」
を
用
い
て
、
グ
ル
ー
プ
内
で

見
る
箇
所
（
手
の
使
い
方
・
足
の
動
き

方
、
体
の
さ
ば
き
方
な
ど
）
を
決
め
、

ア
ド
バ
イ
ス
を
送
り
合
い
、
次
時
へ
の

練
習
に
生
か
す
こ
と
で
意
欲
を
高
め
さ

せ
る
。

成
果
と
今
後
の
課
題

　

で
き
る
限
り
実
際
に
近
い
形
で
行
う

こ
と
で
相
撲
本
来
の
楽
し
さ
を
体
感
さ

せ
、
ル
ー
ル
の
工
夫
に
よ
っ
て
相
撲
が

と
り
や
す
く
し
、
意
欲
的
に
取
り
組
ま

せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
体
格
が
優
れ
て

い
る
生
徒
に
対
し
て
も
積
極
的
に
ぶ
つ

か
っ
て
い
く
姿
が
多
く
見
ら
れ
た
。

ア
ド
バ
イ
ス
シ
ー
ト
を
利
用
し
た
仲
間

の
ア
ド
バ
イ
ス
か
ら
、
自
分
で
は
気
付

け
な
か
っ
た
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
で

き
た
り
、
自
分
た
ち
で
課
題
を
見
付

け
、
自
主
的
に
話
し
合
う
こ
と
が
で
き

た
り
し
て
よ
り
良
い
人
間
関
係
を
築
く

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と

考
え
る
。

合
気
道

　

平
成
21
年
度
、
選
択
教
科
の
体
育
の

時
間
に
生
徒
た
ち
の
防
犯
に
役
立
て
る

た
め
に
合
気
道
を
導
入
し
た
。
平
成
24

年
4
月
か
ら
の
中
学
校
武
道
必
修
化

で
、
体
の
大
き
さ
に
関
係
な
く
、
勝
ち

負
け
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
互
い
に
技
術
を

高
め
合
う
こ
と
が
で
き
る
、
安
全
で
手

軽
に
で
き
る
種
目
と
し
て
、
女
子
の
体

育
の
授
業
で
武
道
と
し
て
実
践
し
て
い

る
。
ま
た
、
地
域
の
優
秀
な
外
部
講
師

と
体
育
教
師
が
連
携
し
て
授
業
を
進
め

る
こ
と
で
、
武
道
の
指
導
力
を
高
め
、

技
能
の
向
上
を
図
り
、
伝
統
的
な
武
道

に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い
る
。

取
組

⑴
「
取
り
」（
技
を
か
け
る
人
）
と
「
受

け
」（
技
を
か
け
ら
れ
る
人
）
の
決

め
ら
れ
た
動
き
の
稽
古

　

二
人
一
組
の
約
束
組
手
形
式
の
稽
古

が
中
心
で
あ
り
、「
取
り
」
と
「
受
け
」

の
役
を
互
い
に
交
代
し
な
が
ら
繰
り
返

し
行
う
。
取
り
・
受
け
は
平
等
に
同
数

回
交
代
し
な
が
ら
行
う
の
で
、
お
互
い

に
一
つ
の
技
を
作
り
上
げ
る
楽
し
さ
や

喜
び
を
味
わ
わ
せ
、
相
手
を
尊
重
す
る

態
度
や
公
正
な
態
度
、
礼
儀
な
ど
の
社

会
性
を
養
う
こ
と
に
役
立
つ
。

⑵
「
取
り
」
と
「
受
け
」
は
と
も
に
左

右
で
同
じ
動
き
を
す
る

　

片
方
が
10
回
投
げ
れ
ば
も
う
片
方
も

10
回
投
げ
る
。
技
は
右
左
と
「
表
」（
入

身
で
相
手
の
前
に
出
る
）、「
裏
」（
転

換
で
相
手
の
背
後
に
回
り
こ
む
）
を
や

は
り
同
数
回
行
う
。
こ
の
こ
と
で
体
全

体
の
発
達
や
柔
軟
性
の
向
上
に
役
立
て

る
。

成
果
と
今
後
の
課
題

　

授
業
後
の
生
徒
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で

は
、「
自
分
が
強
く
な
れ
た
気
が
し
た
」

「
友
達
と
練
習
を
し
て
う
ま
く
い
っ
た

と
き
は
、と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
」「
同

じ
技
に
見
え
て
も
、
ち
ょ
っ
と
動
作
が

違
う
だ
け
で
倒
し
方
が
違
っ
た
り
し

て
、
色
々
な
技
が
あ
っ
て
お
も
し
ろ
か

っ
た
」「
で
き
る
と
楽
し
く
達
成
感
が

あ
っ
た
」
の
よ
う
な
感
想
が
あ
っ
た
。

　

生
徒
た
ち
は
、
合
気
道
を
通
し
て
技

だ
け
で
は
な
く
、「
礼
儀
の
大
切
さ
」「
相

手
を
敬
う
気
持
ち
」
を
学
ぶ
こ
と
も
で

き
た
。

な
ぎ
な
た

　

平
成
6
年
の
国
体
を
契
機
に
、
こ
の

町
（
当
時
は
弥
富
町
）
を
「
武
道
の
ま

ち
」
と
し
て
広
め
て
い
き
、
子
ど
も
た

ち
に
日
本
古
来
の
武
道
に
触
れ
親
し
む

た
め
に
、
町
内
全
て
の
小
中
学
校
に
な

ぎ
な
た
部
を
作
り
、
同
時
に
な
ぎ
な
た

教
室
を
開
催
し
た
。
国
体
後
も
、
弥
富

に
根
付
い
た
な
ぎ
な
た
の
灯
を
絶
や
す

こ
と
な
く
、
子
ど
も
た
ち
は
稽
古
に
励

ん
で
い
る
。
こ
の
流
れ
を
汲
ん
で
、
平

成
25
年
4
月
か
ら
女
子
の
体
育
の
授
業

で
武
道
と
し
て
実
践
し
て
い
る
。
な
ぎ

な
た
も
合
気
道
と
同
様
、
地
域
の
優
秀

な
外
部
講
師
と
体
育
教
師
が
連
携
し
て

授
業
を
進
め
る
こ
と
で
、
武
道
の
指
導

力
を
高
め
、
技
能
の
向
上
を
図
り
、
伝

統
的
な
武
道
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て

い
る
。

取
組

⑴
な
ぎ
な
た
の
理
念
に
基
づ
く
指
導

　

な
ぎ
な
た
の
歴
史
や
な
ぎ
な
た
特
有

の
呼
称
を
知
り
、
日
本
の
文
化
に
触
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
関
心
意
欲
を
高
め
、

基
本
で
あ
る
な
ぎ
な
た
の
持
ち
方
、
扱

時間 内容（座技呼吸法は毎時間行う）

１ オリエンテーション（外部講師の紹介・合気道とは）

２～７

外部講師による授業
・正面打ちの一教　・後ろ取り入り身投げ　・後ろ取り一教
・横面打ち　・座技正面打ち一教　・突きの一教
・もろ手取り小手返し　・三教　・二教　・片手取り交差
・正面打ち入り身投げ　・両手取り天地投げ　
・正面打ち小手返し

８ 実技テストにむけて復習

９ 実技テスト（課題の技を発表して生徒が「受け」と「取り」で
交代して行う。）

まわしを利用した土俵

取組（個人戦）

授業の様子（外部講師による指導）

授業の様子（生徒同士の教え合い）

授業の様子（外部講師による指導）

授業の様子
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い
方
や
歩
み
足
等
に
つ
い
て
正
し
く
理

解
し
取
り
組
む
。
ま
た
、
正
し
い
打
突

（
姿
勢
、
部
位
、
刃
筋
、
発
声
）、
気
剣

体
一
致
に
注
意
し
な
が
ら
チ
ー
ム
ワ
ー

ク
を
大
事
に
し
、
常
に
相
手
を
理
解
し

た
態
度
で
協
力
し
合
っ
て
打
ち
返
し
が

で
き
る
よ
う
に
さ
せ
る
。

⑵
変
化
に
富
ん
だ
多
様
な
動
き
の
体
験

　

仲
間
と
協
力
し
て
技
を
教
え
合
い
な

が
ら
取
り
組
ま
せ
、
な
ぎ
な
た
の
技
を

通
し
て
、
瞬
発
力
・
筋
力
・
全
身
持
久

力
・
調
整
力
（
巧
緻
性
）
等
の
体
力
を

向
上
さ
せ
る
。
自
分
の
身
を
危
険
か
ら

回
避
す
る
こ
と
や
、
け
が
等
へ
の
対
処

の
仕
方
の
向
上
に
努
め
さ
せ
る
。

成
果
と
今
後
の
課
題

　

な
ぎ
な
た
に
つ
い
て
は
、
平
成
25
年

度
か
ら
の
取
組
で
あ
り
、
現
在
、
授
業

が
実
践
さ
れ
て
い
る
最
中
で
あ
る
。
市

内
各
中
学
校
に
な
ぎ
な
た
部
が
あ
り
、

な
ぎ
な
た
教
室
で
学
ん
だ
生
徒
も
い

る
。
授
業
で
は
外
部
講
師
は
も
ち
ろ

ん
、
な
ぎ
な
た
の
経
験
の
あ
る
生
徒
が

よ
い
手
本
と
な
っ
て
、
授
業
が
展
開
さ

れ
て
い
る
。
日
本
の
伝
統
的
な
行
動
様

式
に
触
れ
る
こ
と
で
、「
静
」
と
「
動
」

の
け
じ
め
あ
る
身
の
こ
な
し
を
体
得
さ

せ
、
基
本
的
な
約
束
事
の
体
得
を
通
し

て
相
手
を
尊
重
す
る
態
度
を
表
現
す
る

こ
と
を
学
び
、
日
常
生
活
の
中
で
生
か

せ
る
習
慣
を
つ
け
て
い
き
た
い
。

　

中
学
校
で
行
わ
れ
る
授
業
で
あ
る
以

上
、
何
を
教
え
る
か
も
大
切
で
あ
る

が
、
そ
れ
と
同
様
に
、
ど
う
教
え
る
か

も
大
切
で
あ
る
。
ス
ポ
ー
ツ
選
手
が
体

幹
を
鍛
え
る
よ
う
に
、
指
導
者
は
人
と

し
て
心
に
ゆ
と
り
と
柔
軟
性
を
持
ち
、

子
ど
も
と
向
き
合
い
な
が
ら
心
の
バ
ラ

ン
ス
づ
く
り
を
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ

る
。
心
に
し
っ
か
り
と
し
た
軸
が
で
き

れ
ば
、
子
ど
も
は
ど
ん
な
困
難
に
も
立

ち
向
か
っ
て
い
け
る
強
い
心
を
育
て
る

一
助
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
子
ど
も

が
人
生
の
途
上
で
良
き
指
導
者
や
尊
敬

で
き
る
人
に
出
会
う
と
い
う
こ
と
は
、

今
後
の
人
生
の
中
で
必
ず
プ
ラ
ス
に
な

る
と
思
わ
れ
る
。

時間 内　容

１ オリエンテーション（歴史・特性・授業の進め方）
正座・自然体・中段の構え・体さばき・振り上げ・振り下ろし・面打ち

２～６

振り上げて面・面の横（柄）受け・八相の構え・八相面打ち（側面）【前進・後退】
すね打ち（八相すね）【前進・後退】・号令により（面打ち・側面打ち・すね打ち）
二段技を打つ　　面・側面 ／ 面・すね ／ 側面・すね ／ すね・側面　
二段技を受ける　面・側面 ／ 面・すね ／ 側面・すね ／ すね・側面　
打ち返し【前進・後退】　　打ち返しの受け方

７～８ 相対（二人組）となり、号令により打ち返し【前進・後退】
相対（二人組）となり、号令により打ち返し【前進・後退】練習

９ 評価　打ち返し

4

お
わ
り
に

外部講師による模範生徒の指導

授業の様子（生徒同士の教え合い）


