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武道授業 実践の概要紹介 和歌山市

武
道
授
業

実
践
の
概
要
紹
介　

　

和
歌
山
市
に
お
け
る
武
道
指
導
（
剣
道
・
少
林
寺
拳
法
）
の

実
践
紹
介
に
つ
い
て

和
歌
山
市
教
育
委
員
会

　

和
歌
山
市
は
、
和
歌
山
県
の
県
庁
所
在
地
で
あ
り
、
県
北
部
に
位
置
し
て
い
る
市
で
あ
る
。
市

内
の
中
心
を
紀
の
川
が
雄
大
に
流
れ
、
北
は
、
和
泉
山
脈
（
大
阪
府
）・
西
は
紀
伊
水
道
に
面
し

た
温
暖
な
気
候
に
恵
ま
れ
た
地
域
で
も
あ
る
。
和
歌
山
市
は
、
江
戸
時
代
か
ら
徳
川
御
三
家
の
一

つ
と
し
て
栄
え
た
城
下
町
で
、
昨
年
は
、
徳
川
吉
宗
公
が
江
戸
幕
府
八
代
将
軍
に
就
任
し
て
300
年

の
年
で
あ
り
、
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
た
。

　

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、
和
歌
山
市
を
中
心
に
、「
国
際
・
第
38
回
全
日
本
マ
ス
タ
ー
ズ

陸
上
競
技
選
手
権
大
会
（
平
成
29
年
）」、「
第
32
回
全
国
健
康
福
祉
祭
【
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
】（
平

成
31
年
）」、「
関
西
ワ
ー
ル
ド
マ
ス
タ
ー
ズ
ゲ
ー
ム
ズ
２
０
２
１
（
平
成
33
年
）」
が
平
成
29
年
か

ら
２
年
お
き
に
開
催
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。

　

今
回
の
実
践
で
は
、
小
川
泰
伸
教
諭
（
日に
っ

進し
ん

中
学
校
・
剣
道
）、
小
島
潤
一
教
諭
（
高た

か

積つ
み

中
学
校
・

少
林
寺
拳
法
）
の
取
組
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

和歌山城：夜にはライトアップされ、また違う姿を見せる

剣
に
生
き
る
』
と
あ
り
、
具
体
目
標
と

し
て
「
あ
い
さ
つ
を
か
わ
す
、
正
し
い

生
活
習
慣
を
身
に
つ
け
る
」
等
、
６
項

目
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
部
活

動
が
盛
ん
で
、
野
球
部
や
卓
球
部
に
お

い
て
は
、
近
畿
大
会
や
全
国
大
会
に
も

出
場
し
た
経
験
を
も
つ
。

　

本
校
は
、
４
校
の
小
学
校
か
ら
入
学

生
を
迎
え
る
。
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
（
特

に
野
球
や
サ
ッ
カ
ー
等
の
球
技
系
）
の

活
動
が
盛
ん
な
地
域
で
も
あ
り
、
小
学

生
の
頃
か
ら
球
技
を
中
心
と
し
た
ス
ポ

ー
ツ
に
触
れ
る
機
会
は
多
い
。

　

そ
の
反
面
、武
道（
剣
道
や
柔
道
等
）

を
経
験
し
た
こ
と
の
あ
る
生
徒
は
非
常

に
少
な
く
、
部
活
動
に
お
い
て
も
、
剣

道
や
柔
道
の
所
属
部
員
は
少
な
い
と
い

う
の
が
現
状
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
体
育

の
授
業
に
お
い
て
、
初
め
て
武
道
（
剣

道
）
に
触
れ
る
と
い
う
生
徒
が
大
半
を

占
め
る
。

　

剣
道
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
少
し
で

も
良
く
し
て
、「
ま
た
剣
道
が
し
た
い

な
」、「
剣
道
も
結
構
面
白
い
な
」
と
い

う
生
徒
が
増
え
て
、
剣
道
人
口
が
少
し

で
も
増
え
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

　

和
歌
山
市
内
に
は
、
18
校
の
市
立
中

学
校
（
う
ち
１
校
は
分
校
）
と
、
市
立

義
務
教
育
学
校
が
１
校
あ
り
、
各
校
が

そ
れ
ぞ
れ
学
校
の
実
態
に
応
じ
て
武
道

に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

武
道
実
施
の
内
訳
は
、
剣
道
14
校
、

柔
道
１
校
、
相
撲
３
校
、
少
林
寺
拳
法

１
校
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
部
活
動

も
活
発
に
行
わ
れ
、
剣
道
、
相
撲
、
柔

道
の
３
種
目
に
お
い
て
、
平
成
28
年
度

の
「
全
国
中
学
校
体
育
大
会
」
に
出
場

し
て
い
る
。

　

今
回
紹
介
す
る
日
進
中
学
校
の
小
川

泰
伸
教
諭
（
保
健
体
育
科
）
は
、
日
進

中
学
校
剣
道
部
の
顧
問
で
、
剣
道
六
段

の
有
段
者
で
も
あ
る
。
少
し
で
も
多
く

の
生
徒
に
剣
道
の
楽
し
さ
を
味
わ
っ
て

も
ら
い
た
い
、
と
い
う
気
持
ち
が
授
業

実
践
か
ら
伝
わ
れ
ば
と
思
う
。

　

ま
た
、
高
積
中
学
校
の
小
島
潤
一
教

諭
（
保
健
体
育
科
）
か
ら
は
、
外
部
指

導
者
を
活
用
し
た
「
少
林
寺
拳
法
」
の

取
組
を
紹
介
す
る
。
外
部
指
導
者
の
、

授
業
で
の
活
用
が
有
用
で
あ
る
こ
と
が

伝
わ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

1

は
じ
め
に

２

日
進
中
学
校
の
取
組

　

市
の
中
心
部
に
位
置
す
る
本
校
は
、

普
通
学
級
19
学
級
、
特
別
支
援
学
級
２

学
級
の
計
21
学
級
で
、
全
校
生
徒
652
名

（
平
成
28
年
度
に
お
い
て
）
の
大
規
模

校
で
あ
る
。

　

教
育
目
標
と
し
て
『
み
が
き
あ
い
真

「和顔愛語」の石碑が日進中学校創立 50周年を記念して設立された
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⑴
ね
ら
い

①
『
礼
法
、
竹
刀
の
扱
い
方
、
基
本
動

作
（
足
さ
ば
き
や
素
振
り
）
な
ど
の

剣
道
の
基
本
的
な
動
き
を
知
る
。』

　
　

剣
道
は
、
礼
に
始
ま
り
礼
に
終
わ

る
。
竹
刀
を
持
つ
た
め
、
安
全
に
留

意
す
る
。
剣
道
を
す
る
に
あ
た
っ
て

の
基
本
的
な
動
き
を
身
に
つ
け
る
。

②
『
剣
道
に
積
極
的
に
取
り
組
む
と
と

も
に
、
相
手
を
尊
重
し
、
伝
統
的
な

行
動
の
仕
方
を
守
ろ
う
と
す
る
こ

と
、
禁
じ
技
を
用
い
な
い
な
ど
健

康
・
安
全
に
気
を
配
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
。』

　
　

一
生
懸
命
に
授
業
に
取
り
組
む
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
相
手
に
対
す

る
思
い
や
り
や
感
謝
の
気
持
ち
を
忘

れ
ず
、
礼
儀
作
法
を
通
じ
て
日
常
生

活
に
も
意
識
づ
け
さ
せ
る
。

③
『
剣
道
の
特
性
や
成
り
立
ち
、
伝
統

的
な
考
え
方
、
技
の
名
称
や
行
い

方
、
関
連
し
て
高
ま
る
体
力
な
ど
を

理
解
し
、
課
題
に
応
じ
た
運
動
の
取

り
組
み
方
を
工
夫
で
き
る
よ
う
に
す

る
。』

　
　
「
剣
道
で
は
、
一
本
を
取
っ
て
ガ
ッ

ツ
ポ
ー
ズ
を
し
た
り
、
喜
び
を
表
現

し
て
し
ま
っ
た
り
す
る
と
一
本
が
取

り
消
し
に
な
る
」
と
説
明
す
る
と
生

徒
は
驚
く
。
相
手
が
い
る
か
ら
剣
道

が
で
き
る
と
い
う
気
持
ち
を
も
ち
、

少
し
で
も
剣
道
の
基
本
動
作
が
定
着

す
る
よ
う
に
工
夫
さ
せ
る
。

⑵
授
業
の
様
子

　

単
元
最
初
の
授
業
で
剣
道
着
・
袴
で

登
場
す
る
と
、
い
つ
も
と
違
う
雰
囲
気

を
生
徒
た
ち
は
感
じ
、「
先
生
本
気
や

な
」「
何
か
い
つ
も
と
違
う
」「
僕
も
そ

の
ス
カ
ー
ト
履
き
た
い
」
な
ど
と
反
応

は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

　

授
業
で
は
、
礼
法
、
竹
刀
を
使
っ
た

基
本
動
作
、
素
振
り
、
竹
刀
で
受
け
て

の
打
突
の
仕
方
、
気
剣
体
一
致
と
残

心
、
と
い
う
よ
う
な
流
れ
で
す
す
め
て

い
く
。

　

礼
法
で
は
、
立
礼
・
座
礼
を
中
心
に

道
場
に
対
す
る
礼
、
相
手
に
対
す
る
礼

な
ど
を
教
え
て
い
く
。

　

竹
刀
を
使
っ
た
基
本
動
作
で
は
、
竹

刀
各
部
の
名
称
を
覚
え
、
構
え
る
ま
で

の
一
連
の
動
作
（
提さ
げ

刀と
う

や
帯た

い

刀と
う

・
蹲そ

ん

踞き
ょ

な
ど
）
を
知
る
。
次
に
構
え
た
と
き
の

姿
勢
や
足
さ
ば
き
、
竹
刀
を
使
っ
た
素

振
り
を
学
習
す
る
。
さ
ら
に
竹
刀
で
受

け
て
の「
面
・
小
手
・
胴
」の
正
し
い
打

ち
方
、
受
け
方
を
体
得
す
る
。
そ
し
て

最
後
に
気
剣
体
一
致
と
残
心
が
し
っ
か

り
で
き
な
け
れ
ば
、
よ
り
よ
い
一
本
に

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
徹
底
す
る
。

⑶
成
果
と
課
題

　

剣
道
は
、「
礼
に
始
ま
り
、
礼
に
終

わ
る
」「
剣
の
理
法
の
修
錬
に
よ
る
人

間
形
成
の
道
」「
打
っ
て
反
省
、
打
た

れ
て
感
謝
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
勝

敗
よ
り
も
礼
儀
や
精
神
面
を
重
ん
じ
る

種
目
で
あ
る
。
こ
の
特
性
が
、
授
業
を

し
て
い
る
中
で
、
少
し
だ
が
生
徒
に
伝

わ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

　

そ
こ
で
、
最
初
と
最
後
の
授
業
後
の

生
徒
の
感
想
を
紹
介
す
る
。

●
最
初
の
授
業
後

・
剣
道
っ
て
難
し
い
と
思
う
。

・
裸
足
で
も
の
す
ご
く
冷
た
か
っ
た
。

・
剣
道
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
け
れ

ど
、
た
く
さ
ん
知
る
こ
と
が
で
き
て

よ
か
っ
た
。

●
最
後
の
授
業
後

・
体
育
館
種
目
の
中
で
一
番
楽
し
か
っ

た
。

・
最
初
足
が
冷
た
か
っ
た
け
れ
ど
、
取

り
組
ん
で
い
く
う
ち
に
慣
れ
て
き

た
。

・
声
も
出
せ
る
よ
う
に
な
り
、
剣
道
が

楽
し
く
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

取
り
組
み
前
と
後
の
感
想
、
ま
た
授

業
中
の
表
情
か
ら
、
生
徒
の
剣
道
に
対

す
る
イ
メ
ー
ジ
が
変
わ
っ
て
き
た
と
感

じ
た
。
ま
た
、
具
体
的
な
技
能
面
を
課

題
に
し
た
り
、「
も
っ
と
振
り
か
ぶ
れ
」

と
ア
ド
バ
イ
ス
を
出
す
生
徒
が
で
て
き

た
り
、
主
体
的
に
取
り
組
め
た
と
こ
ろ

も
成
果
の
一
つ
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
の
一
方
で
、「
足
が
冷
た

い
」「
面
白
く
な
い
」
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
の
ま
ま
授
業
を
終
え
た
生
徒
も
い

る
。
こ
の
課
題
を
ク
リ
ア
す
る
た
め
に

は
、
生
徒
の
興
味
関
心
を
引
き
つ
け
る

よ
う
な
授
業
の
工
夫
が
必
要
に
な
っ
て

く
る
。「
剣
道
っ
て
面
白
い
」
と
思
え

る
生
徒
が
少
し
で
も
増
え
る
よ
う
に
、

こ
れ
か
ら
も
授
業
改
善
と
授
業
力
の
資

質
向
上
を
意
識
し
た
い
。

内
に
在
住
す
る
少
林
寺
拳
法
指
導
者
）

か
ら
の
打
診
も
あ
り
、
少
林
寺
拳
法
の

授
業
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
と
な
っ

た
。

⑵
単
元
目
標

①
少
林
寺
拳
法
に
積
極
的
に
取
り
組
む

と
と
も
に
、
相
手
を
尊
重
し
、
伝
統

的
な
行
動
の
仕
方
を
守
り
、
健
康
・

安
全
に
気
を
配
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
。

②
相
手
の
動
き
に
応
じ
た
基
本
動
作
か

ら
、
基
本
と
な
る
技
を
用
い
て
、
攻

撃
し
た
り
守
っ
た
り
す
る
な
ど
の
攻

防
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑶
成
果

・
専
門
的
な
指
導
者
に
よ
る
模
範
演
武

は
、
力
強
く
俊
敏
で
、
と
て
も
迫
力

が
あ
っ
た
。
生
徒
た
ち
は
少
林
寺
拳

法
に
興
味
を
持
ち
、
積
極
的
に
取
り

組
め
た
。

・「
組
手
」
の
練
習
の
際
に
は
、
ア
ド

バ
イ
ス
や
教
え
合
い
を
し
な
が
ら
お

互
い
が
向
上
し
合
い
、
達
成
感
を
感

じ
た
生
徒
が
多
か
っ
た
。

・
体
育
館
の
フ
ロ
ア
で
、
体
操
服
で
も

行
え
る
。
柔
道
や
剣
道
と
比
べ
る
と

準
備
や
更
衣
の
時
間
は
短
く
、
生
徒

が
実
際
に
活
動
す
る
時
間
を
多
く
と

る
こ
と
が
で
き
た
。（
本
校
に
は
武

道
場
は
な
い
の
で
、
柔
道
を
す
る
に

は
畳
を
敷
き
、
柔
道
着
を
用
意
す
る

必
要
が
あ
る
。
剣
道
で
は
防
具
を
着

用
し
、
個
人
の
面
タ
オ
ル
な
ど
も
必

要
で
あ
る
。）

気剣体一致を目指して、打ち込み練習に取り組む

４

高
積
中
学
校
の
取
組
・
授
業
実
践

「組手主体」の技術を披露する（講師と女子生徒）

３

日
進
中
学
校
の
授
業
実
践

⑴
少
林
寺
拳
法
を
導
入
し
た
理
由

　

中
学
校
の
武
道
必
修
化
に
伴
い
、
本

校
の
生
徒
指
導
補
助
員
と
し
て
勤
務
し

て
い
た
だ
い
た
中
村
四
郎
さ
ん
（
校
区
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①
既
存
の
施
設
で
実
施
で
き
る
。（
体

育
館
や
教
室
、
グ
ラ
ン
ド
で
の
実
施

も
可
能
）

②
新
た
な
備
品
が
必
要
な
い
。（
備
品

を
使
用
し
た
、
よ
り
高
度
な
授
業
を

展
開
す
る
こ
と
も
可
能
）

③
技
の
数
や
練
習
法
が
多
岐
に
わ
た
る

た
め
、
幅
広
い
授
業
展
開
が
可
能
。

④
ケ
ガ
や
事
故
も
極
め
て
少
な
い
。（
高

積
中
学
校
で
は
過
去
５
年
間
ゼ
ロ
）

　

し
か
し
、
歴
史
も
浅
く
、
他
の
武
道

と
比
較
し
て
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い

・
怪
我
や
事
故
は
５
年
間
で
１
度
も
な

か
っ
た
。

・
少
林
寺
拳
法
は
、「
護
身
術
」
と
い

う
側
面
も
持
つ
た
め
、
生
徒
た
ち
は

柔
道
や
剣
道
よ
り
も
身
近
に
感
じ
る

こ
と
が
で
き
、
挑
戦
し
て
み
よ
う
と

い
う
気
持
ち
を
も
て
た
。

・
基
本
動
作
の
指
導
は
も
ち
ろ
ん
す
る

が
、
柔
道
や
剣
道
と
違
い
初
心
者
で

も
す
ぐ
に
組
手
の
練
習
に
も
入
る
こ

と
が
で
き
、
技
を
身
に
つ
け
よ
う
と

意
欲
的
に
取
り
組
め
た
。

・
教
員
以
外
に
も
複
数
の
外
部
指
導
者

が
来
て
く
れ
る
場
合
が
あ
り
、
丁
寧

な
指
導
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

・
地
域
の
道
場
で
少
林
寺
拳
法
を
習
っ

て
い
た
生
徒
も
多
く
、
生
徒
間
の
学

び
合
い
な
ど
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が

で
き
た
。

⑷
課
題

・
外
部
指
導
者
に
頼
り
き
り
で
、
教
員

の
指
導
力
が
不
十
分
で
あ
り
、
研
修

等
が
必
要
で
あ
る
。

・
外
部
指
導
者
の
方
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

に
合
わ
せ
て
、
実
施
時
期
や
指
導
時

数
な
ど
の
打
ち
合
わ
せ
を
十
分
に
行

う
必
要
が
あ
る
。

⑸
生
徒
の
感
想

・
大
き
な
声
を
出
せ
て
ス
ッ
キ
リ
し

た
。

・
も
っ
と
い
ろ
い
ろ
な
技
を
や
っ
て
み

た
い
。

・
ど
う
し
た
ら
か
っ
こ
よ
く
攻
撃
や
守

り
が
で
き
る
か
知
り
た
い
。

・
最
初
は
恥
ず
か
し
か
っ
た
け
れ
ど
、

次
第
に
恥
ず
か
し
さ
も
な
く
な
っ

た
。

　

そ
の
他
に
も
、「
楽
し
い
」
や
「
ま

　

高
積
中
学
校
で
外
部
指
導
者
と
し

て
、
少
林
寺
拳
法
の
授
業
を
し
て
い
た

だ
い
て
い
る
中
村
四
郎
さ
ん
に
、
少
林

寺
拳
法
の
特
性
や
授
業
に
対
す
る
思
い

に
つ
い
て
語
っ
て
も
ら
っ
た
。

　

保
健
体
育
科
の
授
業
に
武
道
が
取
り

入
れ
ら
れ
た
２
０
１
２
年
か
ら
、
高
積

中
学
校
で
は
、
少
林
寺
拳
法
を
採
択
。

以
来
５
年
間
、
延
べ
２
７
０
０
人
の
生

徒
が
体
験
し
て
き
た
。

　

少
林
寺
拳
法
の
特
徴
は
い
く
つ
か
あ

る
が
、
そ
の
中
の
ひ
と
つ
に
、「
組く
み

手て

主し
ゅ

体た
い

」
が
あ
る
。
組
手
主
体
と
は
、
少

林
寺
拳
法
の
技
術
を
修
練
す
る
と
き

は
、
必
ず
２
人
１
組
に
な
っ
て
相
対
練

習
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
攻
防
の
技
術

に
必
要
な
間
合
い
や
虚
実
、
技
の
変
化

５

少
林
寺
拳
法
を
通
し
て

わ
ず
広
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
人
の
息
遣
い
や
顔
の
見
え
な
い
機

器
を
通
じ
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

は
、
人
と
人
の
本
来
の
深
い
つ
な
が
り

や
喜
怒
哀
楽
が
欠
如
し
て
い
く
不
安
も

あ
る
。
生
身
の
人
と
人
が
接
す
る
こ
と

に
よ
り
、
お
互
い
を
認
め
合
え
、
違
い

も
受
け
入
れ
て
助
け
合
え
る
。
そ
の
よ

う
な
豊
か
な
結
び
つ
き
を
も
た
ら
し
育

む
こ
と
が
で
き
る
の
が
、「
組
手
主
体
」

で
あ
る
。

　

高
積
中
学
校
で
は
、
は
じ
め
に
「
鎮ち
ん

魂こ
ん

行ぎ
ょ
う」

を
行
い
、
そ
の
後
、
基
本
突
き

や
蹴
り
、
受
け
を
全
員
で
練
習
し
て
か

ら
、
す
ぐ
に
２
人
１
組
に
な
っ
て
相
対

練
習
を
行
う
。
内
容
は
男
子
、
女
子
と

も
同
じ
も
の
で
あ
る
。
今
ま
で
武
道

に
馴な

染じ

み
が
な
く
、
最
初
は
不
安
を
抱

い
て
い
た
生
徒
も
「
次
回
が
楽
し
み
で

す
」
と
の
感
想
を
寄
せ
て
く
れ
る
の
は

嬉
し
い
。

　

少
林
寺
拳
法
は
、

３年生は「鎮魂行」を３年間体験することになり、その姿はさすがである 外部指導者が見本を示す

少林寺拳法の授業風景

こ
と
や
、
指
導
者
不
足
な
ど
も
あ
り
、

２
０
１
２
年
度
以
降
の
少
林
寺
拳
法
授

業
実
施
校
は
全
国
で
30
校
（
２
０
１
５

年
６
月
現
在
）
で
あ
る
。

　

も
っ
と
多
く
の
中
学
校
で
少
林
寺
拳

法
を
学
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
願
う
。

　

和
歌
山
市
で
は
、
県
指
導
の
も
と
、

「
安
全
第
一
」
を
掲
げ
、
様
々
な
研
修

会
等
で
先
生
方
に
指
導
を
促
し
て
い

る
。
ま
た
、
本
市
で
は
、「
運
動
部
活

動
外
部
指
導
者
派
遣
事
業
」
と
し
て
、

外
部
か
ら
の
派
遣
者
を
活
用
す
る
こ
と

で
運
動
部
活
動
の
充
実
を
図
っ
て
い

る
。

　

平
成
28
年
度
、
武
道
へ
の
派
遣
者
は

９
名
と
多
く
、
そ
の
専
門
性
を
活
用
し

た
い
学
校
側
の
需
要
は
高
い
。
今
後
も

学
校
と
教
育
委
員
会
、
そ
し
て
地
域
人

材
の
活
用
を
促
し
な
が
ら
、
武
道
の
充

実
を
図
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

る
。 ６

お
わ
り
に

た
や
り
た
い
」
な
ど
前
向
き
な
感
想
が

多
く
あ
っ
た
。

を
会
得
す
る
に
は
欠
か
せ
な
い
。
そ
し

て
互
い
の
欠
点
を
克
服
し
、
長
所
を
伸

ば
し
合
い
協
力
し
て
技
術
を
高
め
な
が

ら
、
人
と
し
て
大
切
な
も
の
を
学
ん
で

い
く
の
で
あ
る
。

　

私
は
、
少
林
寺
拳
法
の
魅
力
は
、
ま

さ
に
こ
の
「
組
手
主
体
」
に
尽
き
る
と

思
う
。
手
と
手
を
握
り
、
お
互
い
に
助

言
し
合
い
な
が
ら
会
話
を
楽
し
み
、
技

術
を
磨
い
て
い
く
。
そ
し
て
、
で
き
な

か
っ
た
こ
と
を
で
き
た
喜
び
を
と
も
に

分
か
ち
合
う
練
習
の
場
は
、
生
徒
同
士

あ
る
い
は
生
徒
と
講
師
、
生
徒
と
教
師

が
笑
顔
溢
れ
る
交
流
の
場
と
な
る
。
授

業
後
の
感
想
文
に
も
、
こ
の
こ
と
を
書

い
て
い
る
生
徒
が
多
い
。

　

今
日
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
の
通
信

機
器
が
、
そ
の
利
便
さ
か
ら
年
齢
を
問

授業では教え合いをしながら、お互いが向上し合う


