
昨
年
度
の
形
態
は
、
運
動
会
で
披

露
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
、
基
礎

基
本
を
学
ば
せ
、
最
終
的
に
は
形

（
※
普
及
形
Ⅰ
・
普
及
形
Ⅱ
）
を
習
得

さ
せ
る
と
い
う
授
業
形
態
で
あ
っ
た
。

私
は
今
年
度
、
本
校
に
赴
任
し
て

き
た
が
、
昨
年
度
と
は
違
い
運
動
会

の
計
画
が
な
い
年
度
で
あ
る
。
そ
の

こ
と
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
空
手
道
授

業
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
ね

ら
い
と
し
た
授
業
形
態
を
模
索
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

幸
い
、
空
手
道
は
、
柔
道
や
剣
道

の
よ
う
に
畳
を
準
備
し
た
り
、
道
具

や
用
具
を
用
意
す
る
必
要
が
な
い
た

め
、
授
業
に
取
り
入
れ
や
す
い
種
目

１本
校
に
お
け
る

空
手
道
授
業
の
形
態

で
あ
る
。

ま
た
、
体
育
館
内
で
行
え
る
実
技

で
あ
り
、
道
具
を
使
わ
ず
、
接
触
も

少
な
い
と
い
う
点
で
安
全
面
に
関
す

る
心
配
が
少
な
い
。
そ
れ
か
ら
、
着

衣
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
本
校
で
は
、

体
育
着
を
着
用
し
て
行
っ
て
い
る

（
写
真
は
、
県
・
市
教
委
主
催
の
研
究

授
業
時
の
も
の
で
、
こ
の
と
き
だ
け
、

他
校
か
ら
道
衣
を
借
り
て
授
業
を
行

っ
た
）。

ま
ず
、
私
自
身
が
空
手
道
経
験
者

で
あ
り
、
柔
道
や
剣
道
よ
り
も
取
り

扱
い
や
す
い
武
道
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
、
一
番
の
理
由
で
あ
る
。

ま
た
、
沖
縄
は
空
手
道
発
祥
の
地

と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
沖
縄
特
有
の

文
化
を
生
徒
に
広
め
て
い
け
る
よ
い

機
会
と
考
え
た
の
も
、
理
由
の
一
つ

で
あ
る
。
そ
し
て
、「
礼
に
始
ま
り
、

礼
に
終
わ
る
」
と
い
う
近
年
希
薄
化

２空
手
道
を
取
り
入
れ
た

理
由

さ
れ
つ
つ
あ
る
「
礼
儀
」
に
つ
い
て

も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
、
相
手
を
敬
う

心
や
思
い
や
り
の
心
な
ど
武
道
の
特

性
と
素
晴
ら
し
さ
を
体
験
し
て
ほ
し

い
と
い
う
思
い
も
、
ま
た
、
空
手
道

を
取
り
入
れ
た
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。

空
手
道
に
お
け
る
「
突
き
・
蹴
り
」

３空
手
道
授
業
の

も
た
ら
す
効
果
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新
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
、
平
成
24
年
度
か
ら
武
道
が
必
修
化
さ
れ
る
こ

と
に
基
づ
き
、
本
校
で
も
、
年
間
指
導
計
画
の
見
直
し
や
、
ど
の
時
期
に
ど
の

よ
う
な
種
目
を
ど
の
よ
う
な
形
で
習
得
さ
せ
て
い
く
の
か
を
検
討
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

今
回
、
私
自
身
が
平
成
24
年
度
の
必
修
化
に
向
け
て
、
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き

た
武
道
（
空
手
道
）
授
業
の
中
か
ら
、
今
年
度
（
平
成
21
年
度
）
実
践
し
た
内

容
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
今
後
、
授
業
を
行
う
際
、
少
し
で
も
参
考
に
し
て
い

た
だ
け
る
な
ら
幸
い
で
あ
る
。

空
手
道
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
筬

沖
縄
県
沖
縄
市
立
山
内
中
学
校
教
諭

松
田
　
健

※普及形Ⅰ・普及
形Ⅱについて
Ⅰは昭和16年、

沖縄県内の学校体
育で使える形を長
嶺将真氏が基本的
な突き、受けを組
み合わせて作成、
Ⅱは宮城長順氏が
普及形Ⅰに蹴りな
どを加え、発展さ
せた形。



展
開
が
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自

分
自
身
が
形
の
順
序
を
覚
え
る
こ
と

に
よ
り
、
達
成
感
を
味
わ
う
こ
と
が

で
き
、
約
束
組
手
な
ど
の
相
対
動
作

に
よ
り
、
競
い
合
う
こ
と
の
楽
し
さ

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

今
年
は
そ
の
中
か
ら
、「
形
＝
達
成

型
」、
そ
し
て
そ
こ
に
競
技
の
要
素
を

加
え
、
競
争
型
へ
と
内
容
が
発
展
し

て
行
く
授
業
を
行
っ
た
。

形
は
相
手
を
想
定
し
な
が
ら
、
決

ま
っ
た
手
順
で
行
う
た
め
、
や
や
も

す
る
と
生
徒
が
飽
き
て
し
ま
っ
た
り
、

だ
ら
け
て
し
ま
っ
た
り
す
る
の
で
は

な
い
か
と
心
配
し
て
い
た
。
し
か
し
、

英
語
教
諭
（
榮
葉
子
先
生
）
の
Ｔ
Ｔ

と
し
て
の
協
力
も
あ
り
、
生
徒
た
ち

は
楽
し
そ
う
に
、
英
語
と
併
用
し
て

空
手
の
技
を
覚
え
よ
う
と
積
極
的
に
、

そ
し
て
、
好
奇
心
を
持
ち
な
が
ら
授

業
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

英
語
を
授
業
の
中
に
取
り
入
れ
た

こ
と
に
よ
り
、
生
徒
た
ち
は
授
業
を

新
鮮
に
感
じ
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
興

味
を
持
っ
た
の
だ
と
思
う
。

さ
て
、
こ
こ
か
ら
、
今
年
度
行
っ

た
授
業
の
基
本
的
な
流
れ
を
紹
介
さ

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
す
る
。

（
１
）
礼
　
法

他
の
武
道
に
お
い
て
も
同
様
と
思

う
が
、
空
手
道
の
授
業
は
、
正
座
か

ら
始
め
る
。
授
業
開
始
時
は
、
全
員

が
整
列
・
正
座
を
し
、
正
面
に
向
か

っ
て
「
礼
」
を
行
う
。
次
に
、
教

師
・
生
徒
が
、
お
互
い
に
向
か
い
あ

っ
て
「
礼
」
を
行
う
。

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、

立
礼
・
座
礼
の
違
い
を
指
導
し
た
後
、

空
手
道
（
武
道
）
の
授
業
に
お
い
て

は
、
座
礼
を
基
本
と
す
る
こ
と
も
説

明
し
て
い
る
。

（
２
）
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ

準
備
体
操
は
英
語
で
号
令
を
か
け

て
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
続
き
英
語

カ
ー
ド
を
利
用
し
て
、
カ
ー
ド
ゲ
ー

ム
の
体
力
作
り
を
行
う
。

具
体
的
に
は
、
教
師
が
「Push-up

20
」（
腕
立
て
伏
せ
20
回
）、「Sit-up

20
」（
腹
筋
20
回
）、「Jum

ping

20
」

（
ジ
ャ
ン
プ
20
回
）
な
ど
と
書
い
た
カ

ー
ド
を
用
意
し
、
班
の
代
表
者
に
文

字
を
伏
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
１
枚
ず
つ
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は
、
授
業
の
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ

に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、

基
本
動
作
や
形
に
お
い
て
は
、
左
右

対
称
の
バ
ラ
ン
ス
（
調
整
力
）
な
ど

心
身
の
調
和
的
な
発
育
や
発
達
を
促

す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
か
ら
、
呼

吸
法
で
は
、
心
肺
機
能
や
自
己
の
精

神
的
な
安
定
も
高
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
し
て
、
礼
儀
作
法
に
お
い
て

は
、
相
手
を
敬
う
心
や
謙
虚
さ
、
き

ち
ん
と
し
た
挨
拶
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
な
ど
、
期
待
で
き
る
こ
と
が
多

い
。県

教
委
は
、
十
数
年
前
か
ら
本
県

独
自
の
事
業
（
空
手
道
推
進
研
究
校

の
指
定
等
）
と
し
て
、
伝
統
文
化
で

あ
る
空
手
道
の
継
承
・
発
展
を
目
指

し
、
積
極
的
に
学
校
体
育
に
空
手
道

を
導
入
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の

指
導
計
画
や
指
導
方
法
に
つ
い
て
実

践
的
な
調
査
研
究
を
行
い
、
本
県
の

４沖
縄
県
独
自
の

事
業
と
し
て

学
校
体
育
授
業
に
お
け
る
武
道
（
空

手
道
）
の
充
実
に
資
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
。
こ
れ

ら
も
、
沖
縄
特
有
の
特
徴
と
い
え
る
。

ま
た
、
事
業
に
伴
い
、
武
道
授
業

の
充
実
を
図
る
た
め
、
武
道
指
導
者

の
資
質
や
指
導
力
の
向
上
を
求
め
て

お
り
、
中
学
校
お
よ
び
高
等
学
校
に

お
け
る
体
育
教
師
を
対
象
に
、
年
二

回
、
武
道
各
種
の
実
技
研
修
も
行
わ

れ
て
い
る
。
そ
の
実
技
研
修
に
お
い

て
は
、
武
道
の
段
位
取
得
を
促
進
し
、

学
校
に
お
け
る
武
道
指
導
の
充
実
を

図
っ
て
い
る
。
ま
た
、
本
県
を
発
祥

の
地
と
す
る
空
手
道
の
継
承
・
発
展

を
促
進
す
る
目
的
で
、
県
教
委
が

（
空
手
道
の
）
実
技
研
修
会
を
設
置
し

て
い
る
の
も
、
沖
縄
特
有
の
取
り
組

み
の
一
つ
と
い
え
る
。

本
校
は
、
県
お
よ
び
市
よ
り
イ
マ

ー
ジ
ョ
ン
（
英
語
に
浸
す
）
教
育
推

５授
業
内
容
に
つ
い
て

進
校
の
指
定
を
受
け
、
３
年
目
に
な

る
。
ち
な
み
に
イ
マ
ー
ジ
ョ
ン
教
育

と
は
、
英
語
の
授
業
以
外
に
も
、
学

校
生
活
の
中
で
英
語
を
使
用
す
る
教

育
体
制
で
あ
る
。

指
定
を
受
け
２
年
間
は
総
合
的
な

学
習
の
時
間
、
特
別
活
動
に
力
を
入

れ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
３
年
目
の
今

年
は
、
各
教
科
に
お
い
て
、
さ
ら
に

イ
マ
ー
ジ
ョ
ン
教
育
を
深
め
、
発
展

充
実
さ
せ
る
た
め
の
取
り
組
み
が
各

教
科
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。
そ

の
一
つ
と
し
て
、
体
育
の
授
業
で
は
、

英
語
科
教
諭
お
よ
び
体
育
科
教
諭
に

よ
る
Ｔ
Ｔ
（
テ
ィ
ー
ム
テ
ィ
ー
チ
ン

グ
）
方
式
を
取
り
入
れ
て
い
る
。

平
成
24
年
度
の
必
修
化
に
向
け
、

昨
年
度
よ
り
試
験
的
に
取
り
入
れ
た

空
手
道
の
授
業
で
あ
る
が
、
本
年
度

は
、
２
年
男
子
（
２
ク
ラ
ス
合
同
、

40
名
）
に
限
定
し
て
実
施
し
た
。
空

手
道
の
授
業
は
、
昨
年
か
ら
の
継
続

で
あ
り
、
そ
こ
に
イ
マ
ー
ジ
ョ
ン
教

育
（
英
語
）
を
取
り
入
れ
て
み
た
が
、

予
想
以
上
に
ス
ム
ー
ズ
に
展
開
す
る

こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
、
時
間
配
分
に
つ
い
て
は
、

昨
年
か
ら
の
取
り
組
み
で
基
礎
基
本

が
身
に
つ
い
て
き
て
い
る
こ
と
も
あ

り
、
７
時
間
の
計
画
で
行
っ
た
（
授

業
計
画
は
〈
資
料
１
〉
参
照
）。

生
徒
の
大
半
は
空
手
道
（
武
道
）

を
学
習
す
る
の
が
初
め
て
と
い
う
こ

と
も
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
空
手
道
の

授
業
に
対
し
て
、
生
徒
の
興
味
・
関

心
も
多
種
多
様
で
あ
る
。
そ
の
こ
と

か
ら
、
学
習
内
容
を
検
討
す
る
際
、

「
空
手
道
の
機
能
的
特
性
を
味
わ
わ
せ

る
こ
と
」
を
中
心
的
な
内
容
と
し
て

重
視
し
、
生
徒
た
ち
の
興
味
・
関
心

を
う
ま
く
引
き
出
す
た
め
に
ゲ
ー
ム

形
式
的
要
素
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、

指
導
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
空
手
道
の
大
き
な
特
性
で

あ
る
「
形
」
及
び
「
組
手
」
は
、「
形

と
古
武
道
（
沖
縄
特
有
の
型
で
、
六

尺
棒
、
櫂か
い

な
ど
を
使
う
）
＝
達
成
型
」

と
「
組
手
＝
競
争
型
」
と
い
う
学
習

962010. 3 月刊「武道」
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英語科教諭とのＴＴで、
イマージョン教育を取り入れた



合
い
、
注
意
し
合
う
。
そ
の
後
、
学

級
毎
に
決
め
ら
れ
た
リ
ー
ダ
ー
（
一

人
）
が
、
号
令
係
に
な
り
、
号
令
を

か
け
な
が
ら
、
全
員
の
動
き
を
合
わ

せ
る
よ
う
練
習
を
す
る
。
全
員
の
動

き
が
バ
ラ
バ
ラ
の
時
は
、
教
師
が
声

を
か
け
、
直
す
必
要
の
あ
る
と
こ
ろ

を
指
摘
・
指
導
し
、
練
習
に
取
り
組

ま
せ
る
。

競
技
は
、
２
班
同
時
に
普
及
型
を

始
め
、
教
師
が
気
合
い
が
よ
く
で
て

い
る
か
、
元
気
が
あ
る
か
、
順
番
を

正
し
く
覚
え
て
い
る
か
、
な
ど
を
基

準
と
し
て
判
定
を
決
め
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
形
競
技
を
学
級
全
員

で
行
う
こ
と
に
よ
り
、
力
強
さ
や
声

の
大
き
さ
な
ど
が
普
段
の
倍
以
上
に

も
な
り
、
大
い
に
興
味
・
関
心
が
湧

く
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
学
級
対
抗
で
形
競
技
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
学
級
の
和
や
協
調

性
、
そ
し
て
声
の
出
し
方
な
ど
、
自

分
た
ち
で
工
夫
し
、
勝
つ
た
め
の
作

戦
（
思
考
）
を
立
て
る
こ
と
が
で
き

た
。
そ
れ
に
よ
り
、
自
主
的
・
自
発

的
な
活
動
が
自
然
に
培
わ
れ
て
い
る

と
思
う
。

◇

今
回
は
、
形
を
中
心
と
し
た
授
業

内
容
と
し
た
が
、
そ
の
指
導
目
標
、

教
師
の
習
熟
度
に
よ
り
、
①
形
中
心
、

②
形
・
組
手
両
方
、
③
組
手
中
心
と

い
っ
た
授
業
展
開
が
考
え
ら
れ
る
。

次
頁
の
資
料
２
に
沖
縄
県
教
育
委
員

会
作
成
の
学
校
体
育
指
導
資
料
「
学

校
体
育
に
お
け
る
空
手
道
指
導
の
手

引
」（
抜
粋
）
を
紹
介
す
る
の
で
、
参

考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

空
手
道
（
武
道
）
の
授
業
に
あ
た

り
、
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
、
空

手
の
歴
史
（
沖
縄
が
空
手
発
祥
の
地

で
あ
る
こ
と
）
の
講
話
や
、
プ
レ
ゼ

６生
徒
た
ち
の
様
子

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
用
の
パ
ソ
コ
ン
ソ
フ

ト
（
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
）
を
活
用
し
、

英
語
に
よ
り
ク
イ
ズ
形
式
で
空
手
の

技
の
名
称
を
言
い
合
わ
せ
た
り
し
た
。

班
ご
と
に
考
え
て
答
え
を
出
し
た
り

と
、
英
語
と
空
手
を
関
連
づ
け
な
が

ら
、
空
手
道
の
授
業
に
関
し
て
い
っ

そ
う
の
興
味
・
関
心
を
持
た
せ
て
い

っ
た
。

生
徒
は
、
体
育
の
授
業
で
英
語
を

使
う
こ
と
に
、
最
初
の
授
業
で
は
戸

惑
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で

他
の
教
科
で
も
英
語
を
使
っ
て
い
た

の
で
、
二
、
三
時
間
目
か
ら
は
、
戸

惑
い
も
な
く
英
語
を
使
っ
て
話
し
合

っ
た
り
、
授
業
の
最
後
に
英
語
で
感
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渡
す
。
そ
の
後
、
教
師
の
合
図
で
一

斉
に
カ
ー
ド
を
裏
返
し
、
そ
こ
に
英

語
で
記
さ
れ
た
動
作
を
班
で
行
う
な

ど
で
あ
る
。

ゲ
ー
ム
を
通
し
て
、
班
の
中
で
生

徒
同
士
が
声
か
け
を
し
た
り
、
相
手

を
思
い
や
る
な
ど
、
協
調
性
が
育
ま

れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
取
り
組
ん
で

い
る
。

（
３
）
基
本

空
手
の
「
突
き
・
受
け
・
蹴
り
」

は
、
基
本
技
で
あ
り
、
組
手
及
び
形

に
お
い
て
も
重
要
視
さ
れ
る
基
本
的

動
作
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

授
業
で
は
基
本
の
習
熟
を
図
る
た
め

に
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
。

基
本
動
作
の
内
容
は
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。

①
平
行
立
ち
に
よ
る
突
き

②
内
受
け
・
外
受
け
（
中
段
）

③
上
・
中
・
下
段
受
け

④
前
蹴
り

な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
基
本

動
作
の
数
を
数
え
る
際
に
も
英
語
を

活
用
し
て
い
る
か
ら
か
、
生
徒
は
楽

し
そ
う
に
基
本
練
習
に
取
り
組
ん
で

い
る
。

ま
た
、
基
本
練
習
は
、
単
調
に
な

り
や
す
い
の
で
、
一
時
間
毎
の
練
習

を
工
夫
し
、
興
味
を
失
わ
せ
な
い
よ

う
心
が
け
て
い
る
。
そ
れ
に
、
基
本

動
作
は
形
（
普
及
形
Ⅰ
・
Ⅱ
）
へ
の

導
入
部
で
も
あ
る
の
で
、
し
っ
か
り

と
身
に
つ
け
る
よ
う
指
導
し
て
い
る
。

（
４
）
形
練
習
・
全
体

形
の
練
習
に
お
い
て
は
、
全
体
練

習
を
行
っ
た
後
に
、
班
練
習
を
行
っ

て
い
る
。
最
初
の
全
体
練
習
で
は
、

技
の
確
認
を
入
れ
な
が
ら
、
ゆ
っ
く

り
手
順
通
り
行
う
。
そ
の
際
、
力
強

く
、
リ
ズ
ム
（
緩
急
）
を
考
え
な
が

ら
行
う
こ
と
に
注
意
し
て
い
る
。

ま
た
、
教
師
は
前
方
お
よ
び
後
方

に
立
ち
、
指
導
を
行
っ
て
い
る
。
そ

し
て
、
手
順
通
り
行
う
と
き
は
、
英

語
で
番
号
を
言
い
、
英
語
で
技
の
意

味
を
確
認
し
な
が
ら
行
っ
て
い
る
。

（
５
）
形
練
習
・
班

全
体
練
習
を
終
え
、
自
分
の
苦
手

な
と
こ
ろ
や
、
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
班
に
お
い

て
ビ
デ
オ
（
Ｖ
Ｔ
Ｒ
）
や
掲
示
物
な

ど
で
確
認
し
合
う
。
そ
れ
に
よ
り
、

班
練
習
で
は
、
お
互
い
が
練
習
し
て

い
く
過
程
に
お
い
て
、
注
意
し
合
っ

た
り
、
間
違
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
確

認
し
合
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、
班
の

協
調
性
が
芽
生
え
、
自
主
的
・
意
欲

的
に
学
習
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

ま
た
、
班
で
練
習
す
る
と
い
う
こ

と
に
よ
り
、
上
達
の
楽
し
み
や
、
完

成
の
喜
び
を
味
わ
わ
せ
る
こ
と
も
期

待
で
き
る
。

形
の
指
導
を
行
う
上
で
の
注
意
点

は
、①

手
順
を
し
っ
か
り
覚
え
る

②
緩
急
を
考
え
る

③
目
線
に
気
を
つ
け
る

④
気
合
い
（
か
け
声
）
を
か
け
る

⑤
極
め
を
し
っ
か
り
す
る

⑥
残
心
を
し
っ
か
り
と
る

で
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
気
を
つ
け
な

が
ら
、
行
う
よ
う
に
す
る
。

（
６
）
形
競
技

形
競
技
（
試
合
）
に
お
い
て
は
ま

ず
、
競
技
に
入
る
前
に
、
班
（
３
名
）

で
練
習
し
た
こ
と
を
お
互
い
に
見
せ
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想
を
言
え
る
よ
う
に
さ
え
な
っ
て
き

た
。ま

た
、
授
業
前
に
行
っ
た
ア
ン
ケ

ー
ト
の
結
果
で
は
、
空
手
の
印
象
と

し
て
「
怖
い
」「
痛
い
」
等
、
負
の
印

象
の
回
答
が
確
認
さ
れ
た
。
し
か
し
、

英
語
を
取
り
入
れ
た
授
業
を
行
っ
た

こ
と
に
よ
り
、
生
徒
か
ら
は
「
楽
し

い
」「
ワ
ク
ワ
ク
す
る
」「
も
っ
と
や

り
た
い
」
な
ど
、
数
多
く
の
好
印
象

の
意
見
が
あ
り
、
そ
れ
と
と
も
に
、

空
手
道
の
授
業
に
関
心
を
持
つ
生
徒

が
増
え
て
き
た
。

県
内
に
お
け
る
ほ
と
ん
ど
の
学
校

が
、
二
ク
ラ
ス
合
同
で
男
女
別
に
行

っ
て
い
る
が
、
今
回
、
本
校
で
は
男

子
だ
け
で
の
取
り
組
み
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
体
力
や
筋
力
の
差
が
あ
る

女
子
へ
の
導
入
の
仕
方
や
授
業
内
容

に
つ
い
て
課
題
が
残
る
こ
と
と
な
っ

た
。
ま
た
、
女
子
は
男
子
以
上
に
空

７必
修
化
へ
の
課
題

手
に
対
す
る
負
の
印
象
を
持
っ
て
い

る
可
能
性
が
強
い
た
め
、
ど
の
よ
う

に
興
味
・
関
心
を
持
た
せ
て
い
く
か

も
課
題
で
あ
る
。

武
道
必
修
化
に
伴
い
、
新
学
習
指

導
要
領
の
「
武
道
に
自
主
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
大
切
に
し

よ
う
と
す
る
こ
と
…
…
（
以
下
省
略
）」

を
踏
ま
え
、
こ
れ
か
ら
の
保
健
体
育

科
教
諭
は
、「
知
・
徳
・
体
」、
特
に

礼
儀
作
法
や
心
身
の
調
和
的
な
発
達
、

「
素
直
さ
・
思
い
や
り
・
謙
虚
さ
」
な

ど
精
神
面
を
育
て
て
い
き
、
技
術
習

得
の
み
な
ら
ず
、
心
の
教
育
の
あ
り

方
に
も
工
夫
を
凝
ら
し
て
授
業
を
行

う
必
要
が
あ
る
。

そ
し
て
、
武
道
必
修
化
に
備
え
、

私
自
身
も
今
後
の
授
業
の
あ
り
方
に

つ
い
て
、
さ
ら
な
る
工
夫
、
改
善
に

努
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

８お
わ
り
に
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（資料２）学習指導の基本的な流れ
※沖縄県教育委員会作成の学校体育指導資料「学校体育における空手道指導の手引」より抜粋


