
豊
後
高
田
市
は
、
大
分
県
の
北
部

に
位
置
す
る
国
東
半
島
の
付
け
根
に

あ
る
人
口
２
万
５
千
人
弱
の
小
さ
な

市
で
あ
る
。
し
か
し
近
年
、「
昭
和
の

町
」
と
し
て
売
り
出
し
て
以
来
、
小

さ
く
て
も
活
気
の
あ
る
町
と
し
て
、

全
国
的
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

瀬
戸
内
海
国
立
公
園
及
び
国
東
半
島

県
立
自
然
公
園
を
擁
し
、
山
間
部
及

び
海
岸
部
の
自
然
景
観
や
農
村
集
落

景
観
、
六
郷
満
山
文
化
ゆ
か
り
の
史

跡
な
ど
、
豊
か
な
自
然
と
歴
史
や
文

化
の
地
域
資
源
が
豊
富
で
あ
る
。

市
内
に
は
６
校
の
中
学
校
が
あ
り
、

本
校
は
400
人
程
度
と
中
規
模
で
あ
る

が
、
そ
れ
以
外
の
５
校
は
24
〜
90
人

と
小
規
模
の
中
学
校
で
あ
る
。
昨
年

度
よ
り
、
文
部
科
学
省
「
中
学
校
武

道
必
修
化
に
向
け
た
地
域
連
携
指
導

実
践
校
」
の
指
定
を
受
け
、
市
内
全

校
で
武
道
必
修
化
に
向
け
た
授
業
実

践
に
取
り
組
ん
だ
。
全
６
校
の
う
ち
、

１は
じ
め
に

地
域
性
を
考
え
て
柔
道
・
剣
道
の
授

業
を
、
そ
れ
ぞ
れ
３
校
ず
つ
で
実
施

し
た
。
本
市
に
は
、
体
育
科
教
員
が

５
人
し
か
お
ら
ず
、
武
道
専
門
の
教

員
は
筆
者
１
人
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
、
他
の
中
学
校
で
は
地
域
の
人
に

ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
と
し
て
授
業

へ
の
参
加
を
依
頼
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
実
態
を
踏
ま
え
、
本

校
の
柔
道
授
業
の
実
践
内
容
を
紹
介

す
る
。

（
１
）
生
徒
・
学
校
の
実
態

前
述
し
た
よ
う
に
、
本
校
は
13
ク

ラ
ス
、
400
人
の
中
規
模
校
で
、
ほ
と

ん
ど
の
生
徒
が
市
内
４
小
学
校
か
ら

入
学
し
て
く
る
。
こ
こ
数
年
、「
学
力

向
上
推
進
校
」
と
し
て
取
り
組
み
、

県
内
一
斉
学
力
テ
ス
ト
で
は
、
毎
年
、

目
標
値
を
ク
リ
ア
し
て
い
る
優
秀
校

で
も
あ
る
。

ま
た
部
活
動
も
盛
ん
で
、
毎
年
、

２柔
道
授
業
の
実
施
背
景

柔
道
部
、
空
手
道
部
、
陸
上
競
技
部

は
九
州
ブ
ロ
ッ
ク
大
会
や
全
国
中
学

校
大
会
に
出
場
し
て
い
る
。
と
く
に

空
手
道
部
は
、
九
州
大
会
で
の
５
回

の
優
勝
や
全
国
制
覇
も
成
し
遂
げ
て

い
る
。
筆
者
が
顧
問
を
務
め
る
柔
道

部
も
九
州
大
会
で
は
優
勝
を
は
じ
め
、

12
年
連
続
入
賞
の
実
績
が
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
影
響
か
ら
か
、
学
校

関
係
者
は
武
道
に
対
し
て
理
解
が
あ

り
、
敷
地
内
に
は
130
畳
の
柔
道
場
が

整
備
さ
れ
て
い
る
。
武
道
授
業
の
実

践
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
恵
ま

れ
た
環
境
と
、
市
内
唯
一
の
武
道

（
柔
道
）
専
門
の
教
員
で
あ
る
筆
者
が

勤
務
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
柔
道
を

選
択
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、

保
健
体
育
科
の
授
業
時
間
は
現
行
の

年
間
指
導
計
画
で
は
90
時
間
で
あ
る

が
、
昨
年
度
よ
り
新
学
習
指
導
要
領

に
対
応
し
て
105
時
間
で
実
施
し
た
。

後
述
す
る
が
、
武
道
必
修
化
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
あ
る
が
、
豊
後

高
田
市
教
育
委
員
会
や
学
校
、
市
内

保
健
体
育
科
教
員
の
協
力
も
あ
り
、

問
題
な
く
授
業
を
進
め
ら
れ
る
こ
と

が
で
き
た
。

（
２
）
生
徒
ア
ン
ケ
ー
ト

昨
年
行
っ
た
生
徒
の
事
前
ア
ン
ケ

ー
ト
（
１
年
生
132
人
対
象
）
で
は
、

体
育
の
授
業
に
つ
い
て
「
好
き
」「
ど

ち
ら
か
と
い
う
と
好
き
」
が
約
83
％

だ
っ
た
も
の
の
、
柔
道
の
授
業
に
つ

い
て
「
柔
道
を
し
て
み
た
い
」「
ど
ち

ら
か
と
い
う
と
し
て
み
た
い
」
と
答

え
た
生
徒
は
32
％
に
減
少
し
た
。
ま

た
、
柔
道
は
「
投
げ
ら
れ
た
ら
痛
そ

う
」「
ケ
ガ
が
怖
い
」
な
ど
と
い
っ
た

恐
怖
感
を
持
つ
生
徒
が
63
％
と
半
数
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本
市
の
全
中
学
校
で
は
、
平
成
24
年
度
か
ら
の
新
中
学
校
学
習
指
導
要
領
の

完
全
実
施
に
向
け
て
、
文
部
科
学
省
「
平
成
21
年
度
中
学
校
武
道
必
修
化
に
向

け
た
地
域
連
携
指
導
実
践
校
」
の
指
定
を
受
け
、
武
道
授
業
の
実
践
を
行
っ
た
。

そ
の
流
れ
か
ら
、
本
校
で
は
21
年
度
の
入
学
生
（
現
２
年
生
）
よ
り
、「
武
道

（
柔
道
）」
の
領
域
を
必
修
化
し
、
新
指
導
要
領
に
示
さ
れ
た
内
容
で
保
健
体
育

科
の
授
業
を
実
施
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
柔
道
の
授
業
に
お
い
て
実
践
し
た
学

習
内
容
や
指
導
方
法
・
成
果
を
報
告
す
る
。
さ
ら
に
、
今
後
の
課
題
に
つ
い
て

述
べ
、
必
修
化
に
向
け
た
問
題
提
起
が
で
き
れ
ば
と
考
え
る
。

柔
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
箋

大
分
県
豊
後
高
田
市
立
高
田
中
学
校
教
諭

小
田
　
豊
昭



え
た
。
保
健
の
授
業
や
単
元
に
よ
っ

て
は
ク
ラ
ス
ご
と
の
授
業
も
実
施
し

て
い
る
こ
と
、
柔
道
経
験
の
あ
る
女

子
以
外
は
男
女
別
で
組
ん
だ
こ
と
な

ど
が
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
昨
年
実
施
し
た
１
年

生
の
授
業
展
開
を
紹
介
す
る
こ
と
に

す
る
（
資
料
１
）。
ま
ず
は
、
退
屈
な

授
業
に
な
ら
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け

た
。
具
体
的
に
は
、
柔
道
の
授
業
は
、

投
げ
る
、
抑
え
る
が
出
来
れ
ば
楽
し

く
興
味
あ
る
授
業
に
な
る
と
考
え
て

い
る
の
で
、
受
け
身
だ
け
で
終
わ
る

こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
た
。
昨
年
度

文
部
科
学
省
の
指
定
を
受
け
た
関
係

で
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
修
会
に
参
加
し

た
が
、
筑
波
大
学
附
属
高
校
の
鮫
島

元
成
先
生
の
指
導
方
法
が
本
校
生
徒

の
実
態
に
最
も
合
っ
た
指
導
内
容
と

判
断
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
取
り

入
れ
、
本
校
向
け
に
改
良
し
て
実
践

を
し
た
。

ま
た
、
武
道
授
業
の
目
的
の
一
つ

と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
る
礼
法
に

つ
い
て
、
最
初
か
ら
そ
の
方
法
ば
か

り
に
こ
だ
わ
っ
て
指
導
す
る
と
、
礼

を
す
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
な
い
今
の

生
徒
に
は
、
苦
痛
に
な
っ
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
授
業

で
は
礼
の
意
味
を
幅
広
く
と
ら
え
、

日
常
生
活
の
場
面
で
生
か
せ
る
も
の

を
折
々
に
指
導
し
て
い
っ
た
。
た
と

え
ば
、
ス
リ
ッ
パ
の
並
べ
方
、
着
替

え
た
後
の
服
の
整
頓
、
相
対
し
て
の

挨
拶
な
ど
か
ら
始
め
た
。
授
業
で
は

「
楽
し
み
な
が
ら
の
柔
道
」
を
一
番
に

考
え
、
武
道
が
嫌
に
な
ら
な
い
よ
う

に
工
夫
し
な
が
ら
、
基
本
と
な
る
技

や
伝
統
的
な
行
動
の
仕
方
な
ど
を
身

に
つ
け
さ
せ
た
。

（
２
）
授
業
の
流
れ
（
１
年
生
の
例
）

■
１
時
間
目
【
柔
道
に
つ
い
て
の
オ

リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
】

「
柔
道
と
は
」
と
い
う
こ
と
で
、
ま

ず
、
本
校
柔
道
部
が
出
場
し
た
全
国

中
学
校
柔
道
大
会
や
、
テ
レ
ビ
放
映

さ
れ
た
玄
海
旗
中
学
生
柔
道
大
会
・

世
界
選
手
権
大
会
等
の
映
像
に
よ
り
、

ビ
デ
オ
学
習
を
し
た
。
そ
し
て
、
中

学
校
体
育
実
技
の
教
材
や
ノ
ー
ト
を

用
い
て
、
柔
道
の
特
性
や
歴
史
に
つ

い
て
も
学
ば
せ
た
。
ビ
デ
オ
に
つ
い

て
は
、
本
校
の
生
徒
や
卒
業
生
の
映

像
で
あ
っ
た
た
め
、
生
徒
は
身
近
に

感
じ
て
真
剣
に
視
聴
し
て
い
た
。

ま
た
、
最
後
に
「
柔
道
の
安
全
教

育
」
に
つ
い
て
大
切
な
点
を
指
導
し

た
。
そ
こ
で
は
、
毎
年
何
人
か
の
生

徒
や
選
手
が
、
頸
椎
損
傷
や
脳
挫
傷

な
ど
に
よ
り
死
亡
し
た
り
、
ケ
ガ
の

後
遺
症
で
自
分
の
生
活
が
ま
ま
な
ら

な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
話

し
た
。
生
徒
に
か
な
り
の
恐
怖
感
を

与
え
て
し
ま
っ
た
が
、
授
業
で
は
自

分
た
ち
が
注
意
す
れ
ば
危
険
を
回
避

で
き
る
と
し
て
、
ふ
ざ
け
た
り
暴
れ

た
り
し
な
い
で
、
言
わ
れ
た
こ
と
を

真
剣
に
聞
い
て
授
業
を
受
け
る
よ
う

に
と
促
う
な
がし

た
。

■
２
時
間
目
【
柔
道
着
を
身
に
つ
け
、

柔
道
ご
っ
こ
を
体
験
す
る
】

柔
道
着
は
各
自
に
合
う
大
き
さ
の

も
の
を
貸
与
し
た
。
ま
ず
、
全
員
夏

の
体
操
服
（
半
袖
・
半
パ
ン
）
を
着

て
、
そ
の
上
か
ら
柔
道
着
を
着
用
さ

せ
た
。
そ
し
て
、
着
方
と
併
せ
て
、

座
礼
・
立
礼
に
つ
い
て
指
導
し
た
。

導
入
段
階
で
は
、
お
互
い
が
同
じ

体
格
の
生
徒
同
士
で
組
み
合
わ
せ
た
。

ま
た
、
は
じ
め
は
全
員
右
組
（
右
手

は
相
手
の
鎖
骨
付
近
の
襟
を
小
指
か

ら
握
り
、
左
手
は
肘ひ
じ

の
下
の
袖
を
握

る
）
と
し
た
。
そ
し
て
、
組
ん
だ
ま

ま
相
手
に
合
わ
せ
て
自
由
に
動
き
回

れ
る
よ
う
指
導
し
た
。
そ
の
後
、
動

き
な
が
ら
腰
を
引
き
、
相
手
を
引
き

回
し
て
倒
す
よ
う
に
伝
え
た
。
こ
の

時
の
約
束
事
と
し
て
、
①
倒
し
た
方

は
、
必
ず
相
手
を
放
さ
ず
、
柔
道
着

を
持
っ
て
お
く
（
相
手
の
頭
を
守
る
）、

②
倒
れ
る
と
き
に
は
手
を
付
か
な
い

（
骨
折
等
の
防
止
）、
の
２
点
を
留
意

し
た
。
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以
上
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し
か

し
、「
興
味
が
あ
る
」「
や
っ
て
み
た

い
」「
投
げ
て
み
た
い
」
と
答
え
た
生

徒
も
35
％
と
３
分
の
１
を
超
え
た
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
恐
怖
感

を
和
ら
げ
な
が
ら
、
柔
道
の
醍
醐
味

で
あ
る
投
げ
る
こ
と
の
爽
快
感
や
、

相
手
の
力
を
利
用
し
て
技
を
か
け
る

楽
し
さ
を
指
導
し
て
い
け
ば
、
生
徒

に
と
っ
て
面
白
い
授
業
に
な
る
と
考

え
た
。
そ
し
て
、
そ
の
点
を
念
頭
に

置
き
指
導
に
取
り
組
む
こ
と
に
し
た
。

（
１
）
授
業
を
す
す
め
る
に
あ
た
っ
て

本
校
で
は
、
保
健
体
育
科
教
員
２

名
で
男
女
別
の
授
業
（
通
常
２
ク
ラ

ス
を
男
女
に
分
け
て
い
る
）
を
実
践

し
て
い
る
が
、
柔
道
の
授
業
は
男
女

共
習
で
実
施
し
た
。
筆
者
が
専
門
だ

っ
た
こ
と
も
あ
り
、
す
べ
て
の
ク
ラ

ス
を
担
当
し
た
。
男
女
共
習
に
つ
い

て
は
、
違
和
感
な
く
ス
ム
ー
ズ
に
行

３授
業
展
開
・
実
践

962010. 11 月刊「武道」

（資料１）１年生　柔道単元計画

昨年度、大分県で実施された地域社会武道指導者講習会の様子
（中央、鮫島元成講師）。筆者も地元講師として指導にあたった



「
膝
車
」
の
指
導

え
た
受
け
身
（
横
転
す
る
前
回
り
受

け
身
）
を
行
う
。
こ
の
と
き
、
投
げ

ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
相
手
と
息
を

合
わ
せ
て
自
分
か
ら
転
ぶ
よ
う
に
受

け
身
を
行
う
。
こ
の
受
け
身
を
徐
々

に
発
展
さ
せ
て
、
前
方
回
転
受
け
身

を
習
得
す
る
よ
う
に
指
導
し
た
。
前

段
階
と
合
わ
せ
て
４
時
間
で
は
な
か

な
か
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
、
自

分
の
身
を
守
る
転
び
方
（
受
け
身
）

を
身
に
着
け
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。

■
７
、
８
時
間
目
【
抑
え
技
】

柔
道
は
、
投
げ
技
と
固
め
技
で
構

成
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
固
め

技
を
指
導
し
た
。
固
め
技
に
は
、
抑

え
技
・
絞
め
技
・
関
節
技
が
あ
る
が
、

中
学
校
で
初
め
て
柔
道
を
学
ぶ
段
階

で
は
、
学
習
指
導
要
領
解
説
で
示
さ

れ
て
い
る
、
け
さ
固
め
・
横
四
方
固

め
・
上
四
方
固
め
と
い
っ
た
抑
え
技

を
学
ぶ
だ
け
で
十
分
と
考
え
る
。

ま
ず
、
抑
え
込
み
に
な
る
条
件
を

説
明
し
た
。
①
相
手
が
だ
い
た
い
仰

向
け
。
②
相
手
と
お
お
む
ね
向
か
い

合
っ
て
い
る
。
③
相
手
か
ら
脚
や
胴

体
を
制
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
い
た
い

こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
し
て
い
れ
ば

抑
え
込
み
に
な
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
、

自
分
た
ち
で
始
め
か
ら
背
中
合
わ
せ

で
、
好
き
な
よ
う
に
抑
え
込
ま
せ
た
。

こ
の
時
に
、
①
腕
を
伸
ば
し
た
ま
ま

後
ろ
に
手
を
つ
か
な
い
、
②
腕
で
相

手
の
首
を
か
か
え
な
い
、
③
両
足
で

立
た
な
い
な
ど
、
安
全
の
た
め
の
留

意
点
を
説
明
し
、
約
束
事
と
し
て
守

ら
せ
た
。

し
ば
ら
く
す
る
と
、
生
徒
は
相
手

を
上
手
く
抑
え
込
む
の
が
難
し
い
こ

と
に
気
が
つ
く
。
そ
こ
で
、
け
さ
固

め
・
横
四
方
固
め
・
上
四
方
固
め
の

形
に
近
く
な
っ
て
い
る
生
徒
を
抽
出

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
抑
え
技
の
極
め
方

を
説
明
し
た
。
極
め
方
を
学
ぶ
と
、

そ
れ
ま
で
と
は
違
い
、
力
を
う
ま
く

使
え
ば
上
手
に
抑
え
込
む
こ
と
が
で

き
る
と
理
解
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、

自
分
の
動
き
の
中
か
ら
実
体
験
で
き

る
よ
う
に
し
た
。

■
９
、
10
時
間
目
【
後
ろ
受
け
身
と

大
外
刈
り
、
大
外
返
し
】

こ
の
時
間
で
は
、
大
外
刈
り
・
大

外
返
し
の
習
得
を
目
指
し
た
。
受
は
、

後
ろ
に
投
げ
ら
れ
る
の
で
、
後
ろ
受

け
身
を
同
時
に
学
習
さ
せ
た
。

誰
し
も
後
ろ
に
倒
れ
る
こ
と
に
、

恐
怖
感
を
感
じ
る
。
し
た
が
っ
て
、

後
ろ
受
け
身
は
、
仰
向
け→

長
座→

蹲
踞
そ
ん
き
ょ→

立
位
の
順
に
、
恐
怖
感
を
感

じ
な
い
よ
う
に
、
低
か
ら
高
へ
と
順

次
に
指
導
す
る
。
横
受
け
身
同
様
、

肘
を
曲
げ
ず
に
腕
全
体
で
畳
を
叩
く

こ
と
と
、
頭
を
打
た
な
い
よ
う
に
顎
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生
徒
は
相
手
を
倒
そ
う
と
真
剣
に

取
り
組
ん
で
い
た
が
、
そ
も
そ
も
力

づ
く
で
相
手
を
倒
す
の
は
難
し
い
。

そ
こ
で
、
組
ん
で
か
ら
ず
っ
と
力
を

入
れ
て
動
き
ま
わ
っ
て
も
、
相
手
は

倒
れ
ず
、
体
力
を
使
い
、
疲
労
す
る

だ
け
で
あ
る
と
し
、
相
手
の
動
き
や

力
を
利
用
す
れ
ば
簡
単
に
倒
せ
た
り
、

投
げ
た
り
で
き
る
と
説
明
し
た
。
自

然
体
に
な
り
、
力
を
抜
く
こ
と
で
技

も
か
け
や
す
く
な
る
こ
と
を
理
解
さ

せ
た
。

■
３
、
４
時
間
目
【
受
け
身
と
膝

車
・
支
え
釣
り
込
み
足
】

こ
こ
で
は
、
投
げ
技
（
膝
車
）
と

受
け
身
（
横
受
け
身
と
簡
易
的
な
前

回
り
受
け
身
）
を
同
時
に
習
得
さ
せ
、

投
げ
る
醍
醐
味
や
楽
し
さ
と
、
投
げ

ら
れ
て
転
ん
だ
時
に
自
分
の
身
を
守

る
原
理
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

前
回
り
受
け
身
は
、
始
め
の
段
階

で
は
う
ま
く
で
き
な
い
生
徒
が
多
い

の
で
、
多
少
横
転
す
る
か
た
ち
で
も

よ
い
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
な
ら
ば
恐

怖
感
も
な
く
、
す
ぐ
に
で
き
る
よ
う

に
な
る
の
で
、
導
入
の
受
け
身
に
は

最
適
で
あ
る
。
ま
た
、
体
が
畳
に
着

く
瞬
間
は
、
肘
を
つ
く
の
で
は
な
く
、

肘
を
伸
ば
し
て
腕
全
体
で
畳
を
叩
く

こ
と
を
と
く
に
指
導
し
た
。
受
け
身

が
で
き
れ
ば
、
体
へ
の
衝
撃
も
少
な

く
、
自
分
の
身
を
安
全
に
守
る
こ
と

が
で
き
る
と
伝
え
て
い
た
の
で
、
と

て
も
真
剣
に
聞
き
入
っ
て
い
た
。
受

け
身
の
学
習
は
毎
時
間
機
会
を
設
け
、

段
階
的
に
指
導
し
て
い
っ
た
。

投
げ
技
は
、
最
初
に
膝
車
か
ら
学

ば
せ
た
。
指
導
に
あ
た
っ
て
は
、
軸

足
（
踏
み
込
む
足
、
右
足
）
の
位
置

と
向
き
、
腰
を
引
か
な
い
こ
と
、
引

き
手
の
使
い
方
（
引
く
方
向
）
を
ポ

イ
ン
ト
と
し
た
。
ま
た
、
相
手
に
ケ

ガ
を
さ
せ
な
い
よ
う
、
投
げ
た
後
は

左
手
を
引
き
、
相
手
の
受
け
身
を
助

け
る
よ
う
指
導
し
た
。
安
全
の
た
め
、

投
げ
る
側
が
絶
対
に
左
手
を
離
さ
な

い
こ
と
を
約
束
の
一
つ
と
し
た
。

支
え
釣
り
込
み
足
は
、
膝
車
を
学

習
し
た
後
に
行
い
、
膝
車
で
相
手
に

当
て
た
足
の
位
置
を
少
し
下
げ
る
よ

う
に
伝
え
る
だ
け
で
、
ス
ム
ー
ズ
に

学
ば
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。

■
５
、
６
時
間
目
【
受
け
身
と
体
落

と
し
】

こ
の
時
間
は
、
体
落
と
し
を
学
ん

だ
。
受う
け

（
技
を
受
け
る
人
）
は
前
段

階
で
学
ん
だ
受
け
身
を
実
践
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

体
落
と
し
は
、
畳
と
畳
の
境
目
の

線
を
利
用
し
て
１
人
で
「
一
・
二
・

三
」
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
体
さ
ば
き
が

で
き
る
よ
う
に
練
習
を
す
る
。
一
で

右
足
を
踏
み
出
し
、
二
で
体
を
回
転

さ
せ
て
左
足
を
寄
せ
、
三
で
右
足
を

出
す
。
始
め
は
足
の
入
り
方
と
上
体

の
使
い
方
を
別
々
に
行
い
、
徐
々
に

タ
イ
ミ
ン
グ
よ
く
、
最
後
は
同
時
に

で
き
る
よ
う
、
反
復
練
習
を
さ
せ
た
。

受
は
、
相
手
が
か
け
て
き
た
右
足

を
一
歩
跨ま
た

い
で
、
膝
車
の
と
き
に
覚
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①
は
じ
め
は
受
が
恐
怖
感
を
感
じ
な
い
よ
う
、
膝
を
つ
い
た
状
態
（
低
い
位
置
）
か
ら
始
め
る
。

②
同
じ
く
低
い
位
置
か
ら
、
取
は
手
の
使
い
方
（
釣
り
手
と
引
き
手
）、
足
の
使
い
方
（
体
さ
ば
き
と
膝
や

腰
）
を
そ
れ
ぞ
れ
分
け
て
確
認
し
な
が
ら
技
を
行
う
。

③
安
全
の
た
め
、
投
げ
る
側
は
絶
対
に
左
手
を
離
さ
な
い
こ
と
を
約
束
の
一
つ
と
し
た
。



を
胸
に
付
け
、
目
線
は
自
分
の
爪
先

を
見
る
よ
う
に
指
導
す
る
。
こ
の
こ

と
は
、
と
く
に
低
位
で
徹
底
し
て
お

か
な
け
れ
ば
大
き
な
事
故
に
繋
が
る

の
で
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

大
外
刈
り
は
、
こ
こ
で
も
畳
の
線

を
利
用
さ
せ
て
、「
一
（
左
足
の
踏
み

込
み
）」「
二
（
刈
る
足
を
あ
げ
、
上

体
の
崩
し
）」「
三
（
刈
る
）」
の
入
り

方
の
練
習
を
さ
せ
る
。
こ
の
打
ち
込

み
で
は
、
手
の
使
い
方
（
釣
り
手
と

引
き
手
）、
足
の
使
い
方
（
体
さ
ば
き

と
膝
や
腰
）
を
そ
れ
ぞ
れ
分
け
て
指

導
し
た
方
が
、
生
徒
は
理
解
し
や
す

い
。
ま
た
こ
こ
で
は
、
大
外
刈
り
と

同
時
に
、
大
外
返
し
の
習
得
が
で
き

る
。
大
外
刈
り
を
か
け
、
相
手
は
そ

れ
を
受
け
て
反
対
に
か
け
る
こ
と
で

大
外
返
し
が
で
き
る
。
シ
ー
ソ
ー
の

よ
う
に
お
互
い
に
か
け
合
う
こ
と
で
、

大
外
刈
り
と
大
外
返
し
の
練
習
が
で

き
る
。

■
11
〜
13
時
間
目
【
今
ま
で
習
得
し

た
技
で
自
由
練
習
と
簡
易
試
合
を

し
よ
う
】

11
、
12
時
間
目
で
は
、
今
ま
で
習

得
し
た
技
で
反
復
練
習
を
し
た
。
ま

ず
、
体
格
や
習
得
状
況
を
考
慮
し
て

赤（
Ⅰ
）・
緑（
Ⅱ
）・
青（
Ⅲ
）・
黄（
Ⅳ
）

の
色
帯
を
利
用
し
て
、
４
段
階
に
分

け
た
。
そ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
の
生
徒
に

付
け
さ
せ
、
立
ち
技
や
抑
え
技
の
自

由
練
習
を
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で

そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
が
明
ら
か
に
な
り
、

安
全
面
に
も
配
慮
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。

ま
た
、
抑
え
技
の
自
由
練
習
で
は
、

色
の
違
い
で
始
ま
り
の
状
態
に
ハ
ン

デ
ィ
を
つ
け
さ
せ
た
。
左
に
い
く
つ

か
の
例
を
紹
介
す
る
。

▽
赤
色
と
黄
色
…
…
黄
色
が
赤
色
を

抑
え
た
状
態
か
ら
始
め
る
。

▽
赤
色
と
青
色
…
…
赤
色
が
仰
向
け

で
、
青
色
は
相
手
の
横
か
ら
攻
め

始
め
始
め
る
。

▽
赤
色
と
緑
色
…
…
赤
色
が
う
つ
伏

せ
で
、
緑
色
は
好
き
な
と
こ
ろ
か

ら
攻
め
始
め
る
。

▽
同
色
同
士
…
…
背
中
合
わ
せ
で
、

右
廻
り
か
ら
始
め
る
。

▽
緑
色
と
黄
色
…
…
緑
色
が
仰
向
け

で
、
黄
色
は
相
手
の
横
か
ら
攻
め

始
め
る
。

▽
緑
色
と
青
色
…
…
緑
色
が
う
つ
伏

せ
で
、
青
色
は
好
き
な
と
こ
ろ
か

ら
攻
め
始
め
る
。

▽
青
色
と
黄
色
…
…
青
色
が
う
つ
伏

せ
で
、
黄
色
は
好
き
な
と
こ
ろ
か

ら
攻
め
始
め
る
。

立
ち
技
の
自
由
練
習
で
は
、
基
本

的
に
同
じ
色
同
士
が
組
み
合
う
こ
と

に
し
た
。
相
手
が
い
な
い
時
は
、
隣

の
色
な
ら
可
と
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、

赤
色
と
黄
色
な
ど
、
実
力
に
開
き
の

あ
る
生
徒
同
士
が
自
由
練
習
を
し
た

場
合
、
一
方
が
手
加
減
で
き
ず
に
ケ

ガ
を
さ
せ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
時
間
は
、
初
め
の
段

階
で
は
１
分
で
、
徐
々
に
伸
ば
し
、

最
終
的
に
は
２
分
と
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
安
全
に
配
慮
し
な

が
ら
授
業
を
す
す
め
、
12
時
間
目
の

途
中
か
ら
は
今
単
元
の
ま
と
め
と
し

て
、
簡
易
試
合
を
実
施
し
た
。
そ
れ

ぞ
れ
チ
ー
ム
分
け
を
し
て
、
試
合
に

出
る
選
手
以
外
の
生
徒
が
審
判
や
時

間
係
・
記
録
係
を
行
っ
た
。
ロ
ー
テ

ー
シ
ョ
ン
で
実
施
し
た
が
、
生
徒
は

大
変
興
味
を
示
し
、
楽
し
み
な
が
ら

授
業
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
印
象
的

で
あ
っ
た
。

（
３
）
今
年
度
の
授
業
計
画

本
格
的
な
柔
道
授
業
の
開
始
か
ら

１
年
が
経
ち
、
今
年
度
か
ら
２
年
次

に
入
る
。
１
年
生
は
新
た
に
柔
道
と

い
う
単
元
に
出
合
い
、
２
年
生
は
昨

年
度
習
得
し
た
授
業
の
発
展
・
ま
と

め
の
学
習
と
な
る
。
１
年
生
は
、
前

記
し
た
内
容
を
本
年
度
も
展
開
し
て

い
く
予
定
で
あ
る
。
２
年
生
は
、
資

料
２
の
よ
う
な
学
習
計
画
を
た
て
て

い
る
の
で
、
参
考
ま
で
に
紹
介
す
る
。

平
成
24
年
度
か
ら
の
武
道
必
修
化

完
全
実
施
を
目
前
に
し
た
現
段
階
に

お
い
て
、
武
道
教
育
の
現
状
を
見
渡

す
と
、
ま
だ
ま
だ
問
題
は
山
積
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
次
の
６
つ
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
。

①
ハ
ー
ド
面
（
武
道
場
・
用
具
）

②
単
元
計
画

４武
道
必
修
化
に
向
け
て
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③
安
全
教
育

④
指
導
者
の
専
門
性

⑤
生
涯
教
育
に
ど
う
繋
げ
て
い
く
か

⑥
礼
法
や
心
の
教
育
を
い
か
に
し
て

深
め
る
か

ま
ず
、「
①
ハ
ー
ド
面
」
で
あ
る
が
、

武
道
場
の
建
設
に
つ
い
て
は
学
校
独

自
で
は
解
決
で
き
な
い
。
各
県
や
市

の
教
育
委
員
会
の
協
力
・
支
援
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
予
算
面
で
も
相

当
な
額
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
、
種
目
に
よ
っ
て
は
体
育
館

や
ホ
ー
ル
で
も
実
施
可
能
で
あ
る
。

柔
道
に
つ
い
て
も
、
畳
を
購
入
す
れ

ば
、
場
所
は
体
育
館
や
ホ
ー
ル
、
空

き
教
室
で
も
実
施
で
き
る
。
柔
道
着

は
、
市
や
学
校
で
購
入
し
て
、
共
同

で
使
用
す
る
方
法
も
あ
る
。
ま
た
、

近
隣
の
高
校
に
お
願
い
し
て
卒
業
生

の
柔
道
着
を
譲
り
受
け
る
な
ど
す
れ

ば
、
そ
れ
ほ
ど
予
算
も
か
か
ら
ず
実

施
可
能
で
あ
る
。

次
に
、「
②
単
元
計
画
」
で
あ
る
。

単
元
計
画
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、

生
徒
の
実
態
を
と
ら
え
、
興
味
と
関

心
が
湧
く
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
作
成
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
終
的
に
は

試
合
ま
で
行
い
た
い
が
、
自
由
練
習

で
も
生
徒
は
柔
道
に
興
味
と
関
心
を

覚
え
、
楽
し
さ
を
味
わ
う
こ
と
が
で

き
る
と
考
え
る
。

「
③
安
全
教
育
」
と
「
④
指
導
者
の

専
門
性
」
で
あ
る
が
、
指
導
者
は
常

に
危
険
を
予
測
し
て
授
業
を
展
開
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
柔
道
で
は
、

ケ
ガ
が
重
大
な
事
故
に
繋
が
る
ケ
ー

ス
が
少
な
い
と
は
い
え
な
い
。
と
く

に
専
門
家
で
な
い
指
導
者
は
一
応
の

指
導
は
で
き
て
も
、
柔
道
特
有
の
危

険
（
大
外
刈
り
で
取と
り

〔
技
を
か
け
る

人
〕
が
引
き
手
を
は
な
し
て
し
ま
う

な
ど
）
を
予
知
で
き
な
い
恐
れ
が
あ

る
。
ま
た
、
専
門
の
指
導
者
が
い
て

も
重
大
な
事
故
に
繋
が
る
場
合
が
あ

る
の
で
、
講
習
会
な
ど
を
通
じ
て
さ

ら
に
安
全
教
育
を
周
知
・
徹
底
し
、

柔
道
授
業
の
安
全
性
を
高
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
大
分
県
柔
道
連
盟
で

は
、
全
日
本
柔
道
連
盟
が
発
行
す
る

『
柔
道
安
全
指
導
の
手
引
』
を
全
中
学

校
の
学
校
長
宛
に
配
布
し
、
事
故
防

止
の
啓
発
に
も
取
り
組
ん
で
い
る
。

ま
た
、
授
業
で
は
指
導
者
の
専
門

性
が
よ
く
問
わ
れ
る
が
、
や
は
り
経
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験
者
の
柔
道
を
み
せ
る
こ
と
で
生
徒

の
関
心
を
惹
き
た
い
。
こ
れ
に
は
、

地
域
人
材
活
用
事
業
（
外
部
指
導
者
、

ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
）
を
利
用
す

る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
地
域
の
人
材

に
適
宜
、
専
門
的
な
知
識
・
経
験
を

生
か
し
て
指
導
し
て
い
た
だ
く
と
、

生
徒
に
は
一
味
違
っ
た
授
業
に
な
る

と
思
う
。

次
に
、「
⑤
生
涯
教
育
に
ど
う
繋
げ

て
い
く
か
」
で
あ
る
。
学
校
で
初
め

て
柔
道
を
学
ぶ
中
学
生
に
対
し
て
は
、

柔
道
を
学
ぶ
楽
し
さ
を
数
多
く
味
わ

わ
せ
る
授
業
を
展
開
し
た
い
。
と
く

に
、
高
校
で
は
選
択
制
に
な
る
の
で
、

中
学
校
の
段
階
で
興
味
を
失
っ
て
し

ま
う
よ
う
な
こ
と
は
避
け
た
い
。
ま

た
別
の
側
面
か
ら
み
れ
ば
、
高
校
に

専
門
の
指
導
者
が
い
な
け
れ
ば
、
柔

道
が
選
択
授
業
の
一
つ
に
も
な
ら
な

い
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
中

学
校
と
高
校
の
連
携
も
必
要
に
な
っ

て
く
る
だ
ろ
う
。
本
校
の
よ
う
に
、

学
校
側
で
武
道
の
授
業
を
行
う
と
い

う
方
針
を
定
め
る
の
も
、
一
つ
の
方

法
と
考
え
る
。

最
後
に
、「
⑥
礼
法
や
心
の
教
育
を

い
か
に
し
て
深
め
る
か
」
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
武
道
教
育
に
お
い

て
最
も
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
り
、
人
間
が
生
き
て
い
く
上
で
も

重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
前
述
し
た
が
、

本
校
で
は
、
単
に
礼
の
仕
方
だ
け
を

伝
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
を

幅
広
く
と
ら
え
、
ス
リ
ッ
パ
の
揃
え

方
、
着
替
え
た
服
の
た
た
み
方
、
挨

拶
の
仕
方
な
ど
も
学
ば
せ
た
。

礼
法
や
心
の
教
育
は
、
わ
ず
か
13

時
間
程
度
の
武
道
の
単
元
だ
け
で
終

わ
ら
せ
る
の
で
は
な
く
、
学
校
全
体

の
目
標
と
し
て
と
ら
え
た
い
。
そ
し

て
、
そ
の
都
度
生
徒
に
伝
え
、
自
然

に
身
に
つ
け
さ
せ
る
よ
う
指
導
す
る

と
よ
い
と
考
え
る
。

本
市
で
は
、
豊
後
高
田
市
教
育
委

員
会
か
ら
多
く
の
支
援
を
い
た
だ
き
、

市
内
す
べ
て
の
中
学
校
で
文
部
科
学

省
の
「
中
学
校
武
道
必
修
化
に
向
け

５ま
と
め

た
地
域
連
携
指
導
実
践
校
」
の
指
定

を
受
け
た
。
そ
の
こ
と
も
き
っ
か
け

と
な
り
、
市
内
の
中
学
校
現
場
で
は

武
道
が
浸
透
し
つ
つ
あ
る
。
見
渡
し

た
と
こ
ろ
、
全
国
的
に
も
必
修
化
に

向
け
た
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が
行

わ
れ
て
お
り
、
そ
の
完
全
実
施
に
向

け
、
各
地
で
は
数
多
く
の
指
導
者
が

研
究
・
研
修
を
行
っ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
状
で
は

こ
れ
、
、

と
い
っ
た
柔
道
授
業
の
指
導
方

法
を
多
く
の
教
師
が
身
に
つ
け
て
い

る
と
は
ま
だ
言
い
難
い
。

今
回
、
こ
の
よ
う
な
報
告
の
機
会

を
い
た
だ
き
、
私
自
身
も
ま
だ
模
索

中
で
は
あ
る
も
の
の
、
授
業
実
践
者

と
し
て
の
一
例
を
示
し
、
問
題
を
提

起
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
後
は
こ

の
よ
う
な
場
が
も
っ
と
増
え
、
全
国

の
中
学
校
で
の
武
道
教
育
が
さ
ら
に

深
ま
っ
て
い
く
こ
と
を
願
う
。

筆
者
自
身
、
生
徒
が
興
味
と
関
心

を
示
し
、
安
全
に
、
そ
し
て
楽
し
い

柔
道
の
授
業
が
展
開
で
き
る
よ
う
、

研
鑽
を
深
め
て
い
く
所
存
で
あ
る
。
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