
私
が
現
在
勤
務
し
て
い
る
中
学
校

が
あ
る
広
島
県
東
広
島
市
安あ

芸き

津つ

町

は
、「
万
葉
の
里
」
と
呼
ば
れ
、
市
内

で
唯
一
瀬
戸
内
海
に
面
し
た
温
暖
な

気
候
風
土
と
湾
を
な
す
地
勢
か
ら
、

牡か

蠣き

や
ミ
カ
ン
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
な
ど

四
季
を
通
し
て
農
産
物
が
豊
富
で
あ

る
。
ま
た
古
く
か
ら
酒
造
り
が
盛
ん

で
、
こ
れ
ら
の
農
産
物
と
と
も
に
地

域
の
経
済
を
支
え
て
き
た
。
安
芸
津

の
町
で
相
撲
は
、
豊
作
と
酒
の
出
来
で

き

を
神
前
で
祈
願
す
る
奉
納
行
事
と
し

て
、
地
域
の
産
業
と
と
も
に
根
付
い

て
き
た
。

本
校
に
は
、
屋
根
付
き
で
夜
間
照

明
設
備
の
あ
る
土
俵
（
２
面
）、
屋
内

柔
道
専
門
武
道
場
（
２
面
）
が
あ
り
、

相
撲
を
行
う
環
境
が
整
っ
て
い
る
。

安
芸
津
町
は
元
関
脇
安
芸
乃
島
（
現

高
田
川
親
方
）
を
生
ん
だ
昔
か
ら
の

相
撲
ど
こ
ろ
で
、
地
域
で
は
「
わ
ん

ぱ
く
相
撲
」
や
広
島
県
中
学
校
選
手

１は
じ
め
に

権
大
会
な
ど
へ
の
参
加
を
は
じ
め
、

小
中
学
校
の
ジ
ュ
ニ
ア
育
成
も
盛
ん

に
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
小
学
生

か
ら
大
人
ま
で
相
撲
愛
好
者
が
多
く
、

生
徒
の
中
に
も
相
撲
経
験
者
が
多
い
。

本
校
の
生
徒
に
と
っ
て
相
撲
は
最

も
親
し
み
や
す
い
武
道
で
あ
り
、
授

業
は
と
て
も
盛
り
上
が
る
。
私
は
も

と
も
と
陸
上
競
技
の
出
身
（
現
在
も

本
校
で
陸
上
部
の
指
導
を
し
て
い
る
）

で
、
相
撲
の
経
験
は
全
く
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
相
撲
の
授
業
を
行
う
こ
と

に
よ
っ
て
地
域
の
歴
史
や
文
化
に
も

触
れ
る
こ
と
が
で
き
、
礼
儀
作
法
の

学
習
や
品
格
の
向
上
に
も
効
果
的
と

あ
っ
て
、
今
で
は
半
ば
当
然
の
よ
う

に
相
撲
を
選
択
し
て
い
る
。

ま
た
、
東
広
島
市
が
地
域
の
歴
史

や
伝
統
を
生
か
し
た
和
文
化
教
育
を

推
進
し
て
い
る
こ
と
も
、
体
育
で
相

撲
の
授
業
を
取
り
入
れ
て
い
る
理
由

の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
本
校
で
は
、

他
の
科
目
で
も
和
文
化
教
育
を
実
践

し
て
お
り
、
例
え
ば
国
語
科
で
は
万

葉
集
や
古
今
和
歌
集
の
学
習
を
行
い
、

地
域
で
の
万
葉
短
歌
大
会
参
加
を
通

し
て
、
ふ
る
さ
と
の
良
さ
を
感
じ
さ

せ
て
い
る
。
音
楽
で
は
和
太
鼓
、
篠

笛
を
、
選
択
教
科
で
は
茶
道
（
裏
千

家
）
の
指
導
を
受
け
て
い
る
。
総
合

的
な
学
習
の
時
間
で
は
、
ふ
る
さ
と

芸
能
で
あ
る
盆
踊
り
や
ソ
ー
ラ
ン
、

エ
イ
サ
ー
、
御み

神か
ぐ

楽ら

を
学
び
、
特
別

活
動
で
は
「
狂
言
」「
落
語
」「
琵
琶

演
奏
」
を
鑑
賞
し
、
わ
が
国
特
有
の

伝
統
芸
能
を
体
験
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
和
文
化
教
育
と
い
う
側

面
か
ら
見
て
も
、
相
撲
は
、
心
・

技
・
体
一
致
の
学
び
を
実
現
し
、
生

徒
の
「
育
ち
」
に
と
っ
て
、
と
て
も

有
意
義
で
あ
る
と
考
え
る
。

本
校
は
、
１
ク
ラ
ス
約
30
人
、
各

２指
導
計
画
と
学
習
内
容

学
年
３
ク
ラ
ス
と
な
っ
て
い
る
。
相

撲
の
授
業
は
男
子
の
み
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
２
ク
ラ
ス
合
同
で
約
30
人
の

授
業
を
、
も
う
１
ク
ラ
ス
は
約
15
人

の
授
業
を
行
っ
て
い
る
。
実
施
時
期

は
、
12
月
か
ら
１
月
の
寒
冷
期
で
、

週
２
回
、
合
計
８
時
間
の
授
業
を
展

開
し
て
い
る
（
来
年
度
か
ら
は
10
時

間
か
ら
12
時
間
を
予
定
し
て
い
る
）。

こ
の
よ
う
な
時
期
に
実
施
し
て
い
る

理
由
は
、「
武
道
は
寒
さ
に
耐
え
て
修

行
す
る
」
と
い
う
私
の
イ
メ
ー
ジ
が

い
つ
の
間
に
か
自
分
の
中
に
定
着
し

て
い
た
た
め
で
、
生
徒
に
は
心
身
の

鍛
錬
と
称
し
、
あ
え
て
こ
の
時
期
を

選
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
８
時
間
目
の
授
業
後
に
行
っ
て

い
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
「
相
撲

は
楽
し
い
」
と
答
え
た
生
徒
が
85
％

と
多
く
、「
楽
し
く
な
い
」
と
答
え
た

生
徒
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
。
面
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新
中
学
校
学
習
指
導
要
領
が
平
成
24
年
度
か
ら
完
全
実
施
さ
れ
、
保
健
体
育

の
授
業
で
武
道
が
必
修
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
機
会
に
そ
の
意
義
、

重
要
性
を
理
解
し
、
今
ま
で
の
保
健
体
育
の
授
業
を
振
り
返
っ
て
、
さ
ら
に
授

業
改
善
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
女
子
生
徒
へ
の
指
導
や

評
価
な
ど
、
整
備
す
べ
き
課
題
は
多
い
。

今
回
、
相
撲
経
験
の
一
切
な
か
っ
た
私
（
専
門
は
陸
上
競
技
）
が
６
年
前
に

赴
任
し
た
本
校
で
、
こ
の
地
域
に
根
ざ
し
た
相
撲
文
化
に
学
び
、
不
慣
れ
な
が

ら
も
取
り
組
ん
で
き
た
相
撲
授
業
の
実
践
内
容
を
紹
介
し
た
い
。

相
撲
授
業
の
実
践
報
告
と
必
修
化
の
課
題

■
シ
リ
ー
ズ
■

中
学
校
武
道

授
業
の
充
実
に
向
け
て
筰

広
島
県
東
広
島
市
立
安
芸
津
中
学
校

教
諭

西
河
　
孝
守



業
の
服
装
は
、裸
足
、ハ
ー
フ
パ
ン
ツ
、

半
そ
で
体
操
服
と
し
、
さ
ら
に
相
撲

ベ
ル
ト
を
装
着
し
て
い
る
。
相
撲
ベ

ル
ト
は
ま
わ
し
の
代
用
で
、
柔
道
の

帯
の
幅
の
約
２
倍
か
ら
３
倍
く
ら
い

の
も
の
で
一
巻
き
の
も
の
を
採
用
し

て
い
る
。
組
み
合
わ
せ
で
縦
ま
わ
し

も
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
違
和

感
を
持
つ
生
徒
が
多
く
、
ベ
ル
ト
に

よ
る
横
ま
わ
し
だ
け
で
行
っ
て
い
る
。

こ
の
時
間
の
最
初
は
「
土
俵
開
き
」

で
あ
る
。
土
俵
中
央
に
榊
さ
か
き

を
た
て
、

四
隅
に
は
盛
り
塩
を
し
て
土
俵
下
で

黙
想
、
柏
か
し
わ

手で

一
拍
に
一
礼
を
し
て
、

こ
の
場
所
で
自
己
鍛
錬
を
し
て
い
く

と
い
う
意
識
を
高
め
、
安
全
を
祈
願

す
る
。
こ
こ
で
行
わ
れ
る
黙
想
と
柏

手
一
拍
一
礼
に
宗
教
的
な
意
味
は
な

く
（
本
校
で
は
、
す
べ
て
の
授
業
を

黙
想
か
ら
開
始
し
て
い
る
）、
こ
れ
か

ら
相
撲
を
行
う
に
あ
た
り
、
よ
り
一

層
高
い
意
識
に
導
く
た
め
の
方
法
と

し
て
、
こ
の
よ
う
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
盛
り
塩

を
施
し
た
土
俵
と
い
う
結
界
け
っ
か
い

の
中
で

は
、
悪
ふ
ざ
け
や
冗
談
、
か
ら
か
い

な
ど
を
一
切
許
さ
な
い
と
い
う
空
間

を
演
出
し
て
い
る
。

土
俵
に
上
が
る
と
、
基
本
動
作
の

学
習
に
入
る
。
１
時
間
目
の
授
業
で

も
少
し
触
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は

さ
ら
に
正
確
に
行
う
こ
と
を
目
指
す
。

四し

股こ

の
指
導
で
は
ま
ず
、
こ
の
動
作

の
由
来
を
説
明
す
る
。
四
股
は
災
わ
ざ
わ

い

や
疫
病
を
地
中
に
封
じ
込
め
る
意
味

を
持
つ
と
説
明
し
、「
踏
み
つ
ぶ
す
」

の
で
は
な
く
足
の
裏
で
し
っ
か
り
と

地
面
を
と
ら
え
、
全
体
重
を
か
け
て

抑
え
込
む
よ
う
、
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
。

こ
の
動
き
に
は
、
股こ

関か
ん

節せ
つ

の
柔
軟
性

や
下
半
身
の
筋
力
強
化
が
期
待
さ
れ
、

土
俵
で
の
相
撲
の
持
つ
独
特
の
雰
囲
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白
く
な
い
理
由
と
し
て
は
、「
痛
い
」

「
寒
い
」「
勝
て
な
い
」
な
ど
が
あ
る

が
、
少
数
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

実
際
の
指
導
計
画
と
学
習
内
容
は
、

左
の
資
料
の
と
お
り
で
、
１
年
生
と

２
・
３
年
生
と
は
学
習
内
容
に
大
き

な
違
い
は
な
い
が
、
１
年
生
は
主
に

相
撲
体
験
、
興
味
付
け
、
２
・
３
年

生
は
、
よ
り
競
技
と
し
て
の
要
素
を

持
た
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

最
初
の
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で

は
、
相
撲
の
歴
史
・
文
化
に
つ
い
て

学
習
す
る
。
次
に
、
土
俵
に
上
が
る

作
法
を
学
び
、
技
の
一
つ
一
つ
に
は

そ
れ
ぞ
れ
深
い
意
義
・
目
的
、
歴
史

が
あ
り
、
そ
の
理
解
な
し
で
は
相
撲

は
で
き
な
い
こ
と
を
強
く
意
識
づ
け

る
よ
う
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
神
前

で
安
全
を
祈
り
、
自
己
を
研け
ん

鑽さ
ん

し
て

い
く
意
識
を
強
く
持
た
せ
る
こ
と
を
、

指
導
の
基
本
と
し
て
い
る
。
宗
教
色

を
強
め
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

先
祖
が
豊
か
な
国
づ
く
り
と
幸
せ
な

暮
ら
し
を
願
い
、
努
力
し
て
き
た
こ

と
を
生
徒
に
伝
え
て
い
く
。

最
初
の
授
業
は
、
土
俵
で
は
な
く

柔
道
場
を
使
っ
て
い
る
。
本
校
の
柔

道
場
の
畳
は
、
土
俵
の
大
き
さ
に
テ

ー
プ
で
白
線
が
引
か
れ
て
お
り
、
柔

道
と
の
兼
用
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
そ
こ
で
は
不
慣
れ
な
生
徒

の
た
め
に
実
際
に
転
ん
だ
り
、
倒
れ

た
り
す
る
こ
と
を
体
験
さ
せ
る
。
そ

し
て
、
柔
道
の
受
け
身
の
要
素
も
取

り
入
れ
、
転
ん
だ
時
に
自
分
の
体
を

ど
の
よ
う
に
守
る
か
を
、
徹
底
的
に

学
ば
せ
て
い
る
。

２
時
間
目
は
実
際
に
屋
外
に
出
て

土
俵
に
上
が
る
。
本
校
で
の
相
撲
授

1042010. 1 月刊「武道」

生年３、２生年１間時

1

○オリエンテーション
　・相撲の歴史、文化
　・目標
　・礼法、ルールについて
○予備運動（畳の上で受け身）
○基本動作
　・蹲踞・四股

○オリエンテーション
　・相撲の歴史、文化（安芸津町の相撲
　　文化についての理解）
　・学習の進め方、評価のポイント
　・礼法、ルールについて

○基本動作（蹲踞・四股をより正確に）
○予備運動（畳の上で受け身・股割り）

2

○土俵開き
○基本動作の習得
　・運び足　・仕切り　・塵浄水
　・突き押し

○土俵開き
○基本動作の習得
　・運び足（正確な摺足）
　・仕切り（公正な仕切り）
　・塵浄水（正確な動作）

3

○個人技能の習得
　・調体
　・突き押し
　・寄り
○対人技能の習得
　・立ち合い
　・仕切り
　・ぶつかり稽古

○個人技能の習得（より正確に）
　・調体
　・突き押し、押し出し
　・寄り、寄り切り
○対人技能の習得
　・立ち合い（互いの呼吸を合わせる）
　・仕切り（安全に正確に）
・ぶつかり稽古

4

○対人技能の習得
　・四つ相撲（右四つ、左四つ）
　・寄り、いなし

○対人技能の習得
　・差し手から四つ相撲（右四つ、左四
　　つ、喧嘩四つ、もろ差し）
　・寄り、寄り切り、いなし
・申し合わせ稽古

5
○対人技能の習得
　・投げ技（下手投げ、上手投げ、

○対人技能の習得
　・投げ技（下手投げ、上手投げ、つり

6 ○試合
　・押し相撲（勝ち抜き戦）

○試合
　・押し相撲（勝ち抜き戦、５人まで）

7、8 ○試合
　・団体戦（５人制）

○試合
　・団体戦（５人制）

　　つり出し、うっちゃり） 　　出し、うっちゃり、出し投げ）

（資料）指導計画と学習内容

四股は、災いや疫病を地中に封じ込めるという意味があり、
足の裏でしっかりと地面をとらえ、全体重をかけて抑え込むようなイメージで行うよう指導している

土俵開きによって、自己鍛錬をする意識を高める



言
葉
で
は
な
く
息
遣
い
や
鼓
動
、
ち

ょ
っ
と
し
た
筋
肉
の
動
き
や
動
作
が

雰
囲
気
と
し
て
伝
わ
り
、
競
技
開
始

の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
計
ら
れ
る
。
そ
し

て
そ
の
時
、
両
者
の
同
意
と
納
得
で

き
る
公
平
さ
が
生
ま
れ
、
互
い
が
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
大
切
さ
に
気

付
く
場
面
と
も
な
る
。

ま
た
、
土
俵
入
り
か
ら
勝
負
、
勝

ち
名
乗
り
を
得
る
ま
で
は
、
わ
ず
か

30
秒
前
後
の
間
だ
が
、
生
徒
は
力
を

集
中
し
、
心
地
よ
い
疲
労
感
と
充
実

感
を
味
わ
う
。
こ
れ
ら
の
動
作
を
行

う
こ
と
は
大
変
な
筋
力
と
バ
ラ
ン
ス

を
必
要
と
し
、
正
確
に
で
き
る
よ
う

に
な
る
ま
で
に
は
時
間
が
か
か
る
が
、

土
俵
入
り
は
数
あ
る
基
本
動
作
の
集

大
成
と
し
て
最
も
大
切
に
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
実
戦
を
積
み
重
ね
る
う

ち
に
自
分
の
得
意
技
を
身
に
つ
け
て

い
く
よ
う
に
な
っ
た
り
、
自
分
に
合

っ
た
取
り
口
（
右
四
つ
、
左
四
つ
な

ど
）
を
見
つ
け
た
り
す
る
よ
う
に
な

る
。
さ
ら
に
、
対
戦
相
手
の
取
り
口

を
研
究
し
、
作
戦
を
立
て
る
工
夫
が

で
き
れ
ば
、
体
格
に
恵
ま
れ
て
い
な

く
て
も
、
試
合
に
勝
つ
こ
と
が
で
き

る
と
い
っ
た
、
相
撲
の
醍だ
い

醐ご

味み

も
体

験
で
き
る
。
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
は
対

戦
成
績
（
対
戦
相
手
、
勝
ち
負
け
、

決
ま
り
手
）
を
記
入
さ
せ
、
感
想
を

求
め
て
い
る
。

近
年
わ
れ
わ
れ
は
、
体
育
の
授
業

や
部
活
動
な
ど
に
お
い
て
、
外
国
か

ら
紹
介
さ
れ
た
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
方
法

を
長
い
間
取
り
入
れ
、
体
力
の
向
上

を
図
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
本
校
で

毎
年
行
っ
て
い
る
体
力
テ
ス
ト
の
結

果
を
み
る
と
、
生
徒
の
体
力
低
下
や

体
力
格
差
、
偏
り
な
ど
も
年
ご
と
に

進
ん
で
き
て
い
る
傾
向
が
あ
る
。
ま

た
、
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
転
ん
だ

り
、
大
き
な
け
が
に
つ
な
が
っ
た
り

３相
撲
授
業
の
も
た
ら
す

効
果

す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
部

活
動
で
は
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
過
多
に

よ
る
ス
ポ
ー
ツ
障
害
も
増
え
、
指
導

者
と
し
て
は
頭
が
痛
い
状
況
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
、
私
は
相
撲
の
授

業
を
通
じ
、
相
撲
の
動
作
に
は
、
①

重
心
を
落
と
し
て
転
ば
な
い
よ
う
な

安
定
感
を
培
う
、
②
合
理
的
に
力
を

発
揮
す
る
、
③
安
全
の
た
め
の
柔
軟

性
を
大
切
に
す
る
、
と
い
っ
た
内
容

が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
特
に
、
腸
腰
筋
の
強
化
ト
レ

ー
ニ
ン
グ
、
重
心
移
動
、
バ
ラ
ン
ス

感
覚
、
自
分
の
身
を
守
る
防
衛
反
射

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
効
果
が
あ
り
、

相
撲
の
指
導
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
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気
に
次
第
に
浸
っ
て
い
く
と
い
う
効

果
が
あ
る
。

四
股
か
ら
運
び
足
（
摺す
り

足あ
し

）
の
練

習
を
経
て
、
次
に
調
体
て
っ
ぽ
う

の
練
習
に
移

る
。
調
体
の
練
習
で
は
最
初
に
調
体

柱
を
使
う
。
相
撲
の
突
き
、
押
し
は

ボ
ク
シ
ン
グ
や
空
手
道
と
は
違
い
、

「
打
突
」
に
よ
り
相
手
に
ダ
メ
ー
ジ
を

与
え
る
の
で
は
な
く
、
掌
て
の
ひ
ら

で
正
確

に
相
手
を
と
ら
え
、
合
理
的
に
押
す

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
激
し
い

当
た
り
の
中
に
も
相
手
を
思
い
や
る

心
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
理
解
さ
せ
る
。

３
時
間
目
は
ぶ
つ
か
り
稽
古
へ
と

進
み
、
い
よ
い
よ
実
戦
に
入
る
。
ぶ

つ
か
り
稽
古
で
は
立
ち
合
い
か
ら
摺

足
で
相
手
に
ぶ
つ
か
る
が
、
こ
の
と

き
も
ア
メ
リ
カ
ン
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の

よ
う
な
体
当
た
り
を
す
る
の
で
は
な

く
、
相
手
に
対
し
て
素
早
く
、
よ
り

有
利
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
つ
か
む
こ
と

を
意
識
さ
せ
る
。
ま
た
、
や
わ
ら
か

く
当
た
っ
て
強
く
押
す
よ
う
、
イ
メ

ー
ジ
さ
せ
る
。
こ
こ
で
も
相
手
を
打

ち
負
か
す
の
で
は
な
く
、
お
互
い
が

協
力
し
合
い
、
高
ま
っ
て
い
く
意
識

を
強
く
持
た
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

４
〜
５
時
間
目
で
は
、
同
様
に
し

て
組
み
相
撲
や
投
げ
技
に
発
展
さ
せ

て
い
く
。
す
る
と
、
次
第
に
意
識
が

高
ま
り
、
実
戦
で
力
試
し
を
し
た
い

生
徒
が
多
く
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で

２
、
３
年
生
で
は
、「
申
し
合
わ
せ
稽

古
」
と
い
っ
て
、
生
徒
同
士
で
相
手

を
指
名
し
合
い
な
が
ら
試
合
を
行
っ

た
り
も
し
て
い
る
。

６
〜
８
時
間
目
に
も
な
る
と
機
が

熟
し
、
個
人
戦
か
ら
勝
ち
抜
き
戦

（
５
連
勝
ま
で
）、
そ
し
て
団
体
戦

（
５
人
制
）
へ
と
進
む
。
こ
こ
で
は
、

生
徒
の
意
識
も
最
高
潮
と
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
対
戦
で
は
勝
ち
た
い
意

識
が
強
く
な
る
の
で
、
本
来
の
目
的

を
見
失
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
注
意

す
る
。
そ
の
た
め
に
も
こ
こ
で
土
俵

入
り
の
作
法
を
し
っ
か
り
と
指
導
す

る
。
ま
ず
蹲そ
ん

踞き
ょ

の
姿
勢
か
ら
塵ち
り

浄ち
ょ
う

水ず

を
行
う
。
こ
の
一
連
の
動
作
は
清
め

で
あ
り
、
卑ひ

怯き
ょ
う

な
こ
と
は
せ
ず
、

正
々
堂
々
と
戦
う
こ
と
の
意
思
表
示

で
あ
る
。

こ
の
作
法
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

冷
静
さ
を
取
り
戻
し
、
集
中
力
を
高

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
仕
切

り
の
時
に
最
も
充
実
し
た
気
持
ち
で

試
合
に
臨
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

仕
切
り
か
ら
の
立
ち
合
い
は
、
お
互

い
の
合
意
の
も
と
に
競
技
が
開
始
さ

れ
る
ル
ー
ル
で
、
両
者
の
呼
吸
（
タ

イ
ミ
ン
グ
）
が
合
致
し
て
自
発
的
に

競
技
が
ス
タ
ー
ト
す
る
。
そ
こ
で
は
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て
は
共
習
と
す
る
こ
と
で
、
男
女
そ

れ
ぞ
れ
の
特
性
を
活い

か
し
た
和
文
化

教
育
や
品
格
教
育
が
実
現
で
き
、
そ

の
関
連
性
を
よ
り
明
確
に
で
き
る
と

思
う
。

（
３
）
安
全
に
関
す
る
問
題

相
撲
の
授
業
を
始
め
て
６
年
に
な

る
が
、
け
が
を
し
た
生
徒
は
幸
い
に

発
生
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
旺
盛

な
運
動
欲
求
を
持
っ
て
い
る
時
期
で

あ
る
た
め
、
試
合
な
ど
闘
争
本
能
が

現
れ
や
す
い
場
面
で
は
、
よ
り
一
層

の
安
全
へ
の
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。

相
撲
を
行
う
場
合
に
予
想
さ
れ
る
け

が
は
、
土
俵
か
ら
の
転
落
、
立
ち
合

い
で
の
頭
部
や
顔
面
へ
の
激
突
、
突

き
押
し
で
指
先
が
目
に
入
る
こ
と
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
け
が
防
止
の
た
め

に
、
①
服
装
の
徹
底
（
相
撲
ベ
ル
ト

の
装
着
を
確
認
）、
②
ル
ー
ル
の
徹
底

（
禁
じ
技
が
あ
っ
た
場
合
、
た
だ
ち
に

制
止
す
る
）、
③
生
徒
に
安
全
に
対
す

る
意
識
を
強
く
持
つ
よ
う
徹
底
（
爪

が
短
く
切
ら
れ
て
い
る
か
と
い
っ
た

こ
と
も
確
認
す
る
）、
④
授
業
開
始
時

と
終
了
時
に
お
け
る
健
康
観
察
の
徹

底
、
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。

こ
こ
数
年
間
に
道
徳
教
育
の
充
実

や
品
格
教
育
、
和
文
化
教
育
の
研
究
、

実
践
が
進
み
、
心
の
教
育
が
重
要
視

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
の

よ
う
な
中
、
相
撲
に
出
合
い
、
日
本

人
の
作
り
上
げ
た
合
理
的
な
体
力
づ

く
り
の
方
法
に
加
え
、
精
神
性
の
高

さ
や
歴
史
の
深
さ
、
伝
統
の
重
み
に

驚
か
さ
れ
て
い
る
。
日
本
人
は
先
祖

を
敬
い
、
家
族
や
地
域
を
大
切
に
し
、

古
く
か
ら
の
地
域
文
化
を
継
承
し
よ

う
と
す
る
心
が
強
い
。
と
も
す
れ
ば

埋
も
れ
て
し
ま
い
が
ち
な
歴
史
文
化

を
も
う
一
度
学
び
、
掘
り
起
こ
し
て
、

優
れ
た
技
術
を
再
度
伝
え
て
い
く
こ

と
に
深
い
意
義
が
あ
る
と
思
う
。

新
指
導
要
領
の
意
義
を
十
分
理
解

し
、
指
導
に
当
た
る
責
任
を
感
じ
て

い
る
。 ５お

わ
り
に
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古
来
、
長
い
間
研
究
さ
れ
て
き
た
日

本
人
に
合
っ
た
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
方
法

を
再
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
感

じ
て
い
る
。

実
際
、
四
股
や
調
体
な
ど
は
、
私

が
指
導
す
る
陸
上
部
の
練
習
に
も
取

り
入
れ
て
い
る
。
ま
た
、
授
業
で
も

器
械
体
操
な
ど
の
準
備
運
動
や
、
か

ら
だ
ほ
ぐ
し
の
運
動
、
運
動
会
で
行

う
組
み
体
操
で
の
補
強
運
動
な
ど
に

相
撲
の
動
作
を
幅
広
く
取
り
入
れ
て

お
り
、
け
が
が
激
減
し
て
い
る
な
ど
、

効
果
が
上
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら

相
撲
の
研
究
を
よ
り
深
め
て
い
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
日
本
人
の
体
格
、
体

質
、
気
質
に
合
っ
た
体
力
づ
く
り
を

図
り
、
さ
ら
に
生
活

や
他
の
ス
ポ
ー
ツ
な

ど
に
も
広
く
応
用
で

き
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
る
。

ほ
か
に
も
、
相
撲

は
相
手
に
直
接
触
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、

お
互
い
を
よ
り
理
解

す
る
こ
と
が
可
能
に

な
る
と
い
う
特
性
が

あ
る
。
ま
た
、
立
ち

合
い
で
は
、
相
手
の

筋
肉
の
動
き
や
息
遣

い
に
集
中
し
、
注
意

深
く
観
察
す
る
よ
う

に
な
る
た
め
、
相
手

の
考
え
を
読
み
、
即

座
に
対
応
す
る
能
力

が
培
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
に
よ
り
、
生
徒
は
他
人
に

対
す
る
思
い
や
り
の
心
や
気
遣
い
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
、
約

束
を
守
り
、
礼
儀
を
重
ん
じ
る
態
度

も
育
は
ぐ
く

む
こ
と
が
で
き
る
と
、
私
は
授

業
を
通
じ
て
実
感
し
て
い
る
。

（
１
）
情
報
の
交
換

前
述
の
と
お
り
、
本
校
で
は
相
撲

の
授
業
を
行
う
た
め
の
施
設
が
非
常

に
充
実
し
て
お
り
、
地
域
の
理
解
も

あ
る
。
し
か
し
、
近
隣
の
中
学
校
で

は
こ
の
よ
う
な
施
設
が
整
っ
て
い
な

い
影
響
も
あ
っ
て
か
、
相
撲
を
選
択

す
る
と
こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま

た
、
相
撲
の
授
業
を
展
開
す
る
に
あ

た
っ
て
、
参
考
と
な
る
よ
う
な
情
報

を
交
換
す
る
場
も
な
い
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
こ
れ

か
ら
ど
の
よ
う
に
指
導
方
法
を
学
ん

で
い
く
か
、
各
体
育
科
教
員
は
考
え

４必
修
化
へ
の
課
題

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
今
後
の

大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

（
２
）
男
女
共
習

最
近
で
は
、
女
子
の
相
撲
競
技
会

が
行
わ
れ
、
ま
た
そ
れ
ら
が
報
道
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
徐
々
に
女
子
相

撲
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

加
え
て
、
小
学
生
の
わ
ん
ぱ
く
相
撲

で
は
女
子
選
手
も
多
く
、
発
育
の
早

い
女
子
は
む
し
ろ
男
子
よ
り
も
強
い

こ
と
が
あ
る
。
女
子
は
柔
軟
性
や
バ

ラ
ン
ス
感
覚
に
優
れ
て
お
り
、
そ
の

点
で
女
子
が
相
撲
を
行
う
こ
と
は
十

分
可
能
で
あ
る
と
思
う
。

し
か
し
、
授
業
で
女
子
が
相
撲
を

行
う
こ
と
に
は
周
囲
で
違
和
感
を
持

た
れ
る
こ
と
が
ま
だ
ま
だ
あ
る
。
そ

の
関
係
で
、
本
校
で
は
来
年
度
、
男

子
は
相
撲
、
女
子
は
柔
道
を
選
択
す

る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
の
状

況
か
ら
は
や
む
を
得
な
い
が
、
施
設
、

用
具
の
問
題
や
指
導
者
の
負
担
を
考

え
る
と
、
男
女
共
習
と
し
、
複
数
の

武
道
で
は
な
く
、
一
つ
の
武
道
（
相

撲
）
で
授
業
を
展
開
す
る
こ
と
が
理

想
だ
と
思
う
。
ま
た
、
相
撲
に
関
し
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