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シリーズ 中学校武道 授業の充実に向けて簓

■
シ
リ
ー
ズ
■

中
学
校
武
道

授
業
の
充
実
に
向
け
て
簓

安
全
で
楽
し
く
効
果
的
な
指
導
法
　
柔
道
④

で
も
選
択
必
修
で
行
わ
れ
て
き
た
）

に
お
け
る
事
故
の
数
は
多
く
は
な
い

（
文
部
科
学
省
ス
ポ
ー
ツ
・
青
少
年
局

発
表
の
資
料
等
参
照
）。

　

今
、
世
論
で
危き

惧ぐ

さ
れ
て
い
る
こ

と
は
、
柔
道
指
導
経
験
が
な
い
先
生
、

あ
る
い
は
指
導
経
験
が
少
な
い
先
生

が
、
柔
道
初
心
者
の
生
徒
を
指
導
す

る
な
か
で
、
柔
道
事
故
が
増
加
し
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
危

惧
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な

事
態
が
起
こ
ら
ぬ
よ
う
、
文
部
科
学

省
を
は
じ
め
、
各
都
道
府
県
教
育
委

員
会
、
全
日
本
柔
道
連
盟
、
日
本
武

道
館
な
ど
が
講
習
会
の
実
施
、
参
考

資
料
の
作
成
、
外
部
指
導
者
の
養
成

な
ど
の
努
力
を
し
て
い
る
。
指
導
者

が
指
導
法
の
研け

ん

鑽さ
ん

を
重
ね
、「
事
故
ゼ

ロ
」
を
目
指
す
準
備
は
出
来
つ
つ
あ

る
。

　

１
年
時
の
柔
道
の
授
業
時
間
を
10

時
間
と
仮
定
す
る
。
時
間
を
部
活
動

と
比
較
す
る
と
、
授
業
は
部
活
動
（
１

日
２
時
間
の
練
習
と
す
る
）
の
わ
ず

か
１
週
間
分
の
時
間
に
な
る
。
人
数

も
違
う
。
そ
し
て
何
よ
り
も
主
体
的

に
入
部
し
た
生
徒
と
、
必
修
と
し
て

義
務
的
に
授
業
に
参
加
し
て
い
る
者

と
で
は
意
欲
の
違
い
が
あ
る
。
そ
の

う
ち
体
力
の
面
で
も
差
が
出
て
く
る

は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
か

ら
、
授
業
の
指
導
内
容
と
部
活
動
の

指
導
内
容
は
、
は
っ
き
り
と
区
別
す

る
必
要
が
あ
る
。

　

大
切
な
こ
と
は
、
①
無
理
の
な
い

計
画
で
あ
る
こ
と
、
②
単
元
目
標
（
到

達
目
標
を
含
め
た
）
を
明
確
に
す
る

こ
と
、
③
指
導
内
容
は
、
技
能
に
か

た
よ
る
こ
と
な
く
、
態
度
、
知
識
、

思
考
・
判
断
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
組
み

合
わ
せ
る
こ
と
、
④
指
導
内
容
に
「
安

全
の
留
意
点
」
を
挿
入
す
る
こ
と
、

な
ど
で
あ
る
。

　

特
に
投
げ
技
の
指
導
で
は
、「
安
全

面
で
陥
り
や
す
い
動
作
と
そ
の
指
導

法
」（
後
述
）
を
把
握
す
る
必
要
が
あ

る
。

　

授
業
で
あ
れ
部
活
動
で
あ
れ
、
柔
道
修
行
の
究
極
の
目
的
は
「
人
間

形
成
」
で
あ
り
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
「
人
命
尊
重
」
と
い
う
課
題
が

発
生
す
る
。
柔
道
を
行
う
中
で
人
命
が
失
わ
れ
て
は
い
け
な
い
。

　

武
道
は
、
戦
後
の
多
難
な
事
情
を
乗
り
越
え
、
今
、
や
っ
と
自
然
体

筑
波
大
学
附
属
高
等
学
校 
教
諭

鮫
島　

元
成

で
学
校
教
育
の
中
に
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、「
中
学
校

武
道
必
修
化
」
と
い
う
武
道
関
係
者
に
と
っ
て
喜
ぶ
べ
き
施
策
が
、
安

全
面
に
お
い
て
指
摘
を
受
け
、「
逆
風
」
が
吹
き
つ
つ
あ
る
。
指
摘
を
謙

虚
に
受
け
止
め
、
そ
の
改
善
法
と
し
て
指
導
法
の
工
夫
を
し
、
指
導
者

の
安
全
に
関
す
る
意
識
を
高
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
け
が
を
し
な
い
た
め
に
柔
道
を
行
う
」
と
い
う
柔
道
学
習
の
ね
ら
い

の
ひ
と
つ
が
、「
柔
道
は
危
険
で
あ
る
」
と
い
う
世
論
に
負
け
て
は
い
け

な
い
。

　

本
誌
４
月
号
で
は
、「
安
全
」「
楽
し
い
」「
効
果
的
」
と
い
う
３
つ
の

観
点
か
ら
指
導
法
を
述
べ
た
が
、こ
こ
で
は
、さ
ら
に「
安
全
」に
着
目
し
、

稿
を
進
め
て
い
き
た
い
。

「
柔
道
＝
危
険
」
と
い
う
世
論
の
発

端
は
、「
柔
道
の
死
亡
事
故
が
28
年
間

で
114
人
」
と
い
う
記
事
で
あ
っ
た
。

こ
の
数
字
を
見
る
限
り
、
誰
し
も
が

そ
の
現
実
に
驚
き
、
そ
し
て
「
柔
道

は
危
険
で
あ
る
」
と
い
う
感
想
を
持

つ
の
は
至
極
当
然
で
あ
り
、
長
期
間

柔
道
指
導
に
携
わ
っ
て
き
た
者
と
し

て
謙
虚
に
反
省
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

た
だ
し
、
そ
の
数
字
は
授
業
と
部

活
動
に
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
り
、

今
始
ま
り
つ
つ
あ
る
授
業
（
こ
れ
ま
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⑴
到
達
目
標
の
設
定
（
特
に
技
能
の

面
）
の
際
に
考
え
る
こ
と

◇
後
ろ
受
け
身
の
段
階
的
指
導
（
例
）

「
頭
を
打
た
な
い
」
た
め
に
は
、
後

ろ
受
け
身
の
練
習
と
、
そ
の
習
得
は

不
可
欠
で
あ
る
。
動
作
を
分
析
す
る

と
、「
あ
ご
を
引
く
た
め
に
畳
を
た
た

い
て
い
る
」「
畳
を
た
た
く
と
き
に
あ

ご
を
引
い
て
い
る
」
と
い
う
動
作
が

見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
畳
を
た
た
く

と
い
う
動
作
は
、
あ
ご
を
引
く
タ
イ

ミ
ン
グ
を
作
っ
て
い
る
と
考
え
れ
ば

よ
い
。
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
後

ろ
受
け
身
の
練
習
の
前
に
、
①
仰
向

け
に
寝
て
あ
ご
を
引
く
動
作
（
頭
を

上
げ
る
動
作
）
を
繰
り
返
す
、
②
頭

は
畳
に
着
け
た
ま
ま
畳
を
た
た
く
、

③
右
の
①
と
②
を
同
時
に
行
う
、
と

い
う
３
つ
の
方
法
を
付
け
加
え
る
。

頭
の
重
さ
は
体
重
の
約
10
％
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
練
習
を
繰
り
返
す
こ
と

で
、
タ
イ
ミ
ン
グ
の
練
習
と
首
の
筋

肉
の
補
強
に
な
る
。

◇
ど
の
よ
う
な
方
向
に
倒
れ
て
も
け
が

を
し
な
い
こ
ろ
び
方
の
指
導
（
例
）

「
八
方
の
崩
し
」
が
あ
る
よ
う
に
、「
八

方
こ
ろ
び
」
と
い
う
転
び
方
（
受
け

身
に
つ
な
が
る
）
の
練
習
も
効
果
が

あ
る
。

◇
投
げ
技
の
指
導
の
技
数
は
多
く
て

も
３
つ
で
十
分
で
あ
る

　

学
習
指
導
要
領
に
あ
る
６
つ
の
技

の
ほ
か
に
、
出
足
払
い
（
払
わ
れ
る

反
対
側
の
片
方
の
足
が
畳
に
着
い
て

お
り
、
投
げ
ら
れ
て
も
衝
撃
は
少
な

い
）
を
含
め
、２
～
３
技
を
選
択
す
る
。

◇
投
げ
技
と
受
け
身
（
転
び
方
）
の

指
導
を
同
時
に
行
う

　

は
じ
め
は
、
受
け
身
の
指
導
の
た

め
に
投
げ
技
を
使
う
と
い
う
考
え
方

で
も
よ
い
。

◇
投
げ
技
の
練
習
は
、自
由
練
習
（
乱

取
り
）
に
近
い
約
束
練
習
ま
で
と

す
る

　

約
束
練
習
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ

う
に
考
え
る
と
よ
い
。
約
束
練
習
に

は
、
か
か
り
練
習
に
近
い
約
束
練
習

と
、
自
由
練
習
に
近
い
約
束
練
習
が
あ

る
。
例
え
ば
、
前
者
は
、
技
の
説
明

の
後
、
お
互
い
に
ゆ
っ
く
り
と
動
き

な
が
ら
正
確
に
投
げ
合
っ
て
み
よ
う

と
い
う
よ
う
な
練
習
、
後
者
は
、
激

し
く
動
く
中
で
、
相
手
が
技
を
か
け

た
ら
少
し
防
御
を
し
た
の
ち
に
投
げ

ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
練
習
で
あ
る
。

◇
抑
え
技
の
練
習
は
、
安
全
面
の
指

導
を
徹
底
す
れ
ば
自
由
練
習
（
乱

取
り
）
ま
で
で
き
る

　

抑
え
技
の
安
全
指
導
の
具
体
例
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

▽
立
た
な
い

▽
手
を
着
か
な
い
（
相
手
が
手
を
着

い
た
ら
、
そ
の
手
を
払
っ
て
や
る
）

▽
か
ば
い
手
を
す
る
（
相
手
が
あ
お

向
け
に
倒
れ
る
と
き
に
、
畳
に
手

を
着
き
、
相
手
と
自
分
と
の
間
に

ス
ペ
ー
ス
を
作
る
）

▽
頭
を
突
っ
込
ま
な
い
（
常
に
相
手

の
方
を
向
く
）

▽
自
分
で
痛
く
な
い
よ
う
な
動
き
を

す
る
（
腕
を
制
さ
れ
て
い
る
と
き
、

肩
が
脱
臼
す
る
よ
う
な
動
き
を
し

な
い
）

▽
ぶ
つ
か
り
そ
う
な
時
に
は
動
作
を

や
め
、
広
い
所
へ
移
動
す
る

▽
痛
い
と
き
に
は
「
痛
い
」
と
ア
ピ

ー
ル
す
る
（
相
手
は
す
ぐ
動
き
を

中
止
す
る
）

⑵
準
備
運
動
の
中
に
回
転
運
動
と
、
補

強
運
動
を
挿
入
し
、
そ
れ
を
パ
タ
ー

ン
化
し
、
導
入
（
は
じ
め
）
の
時
間

を
合
理
的
・
効
果
的
に
す
る

　

回
転
運
動
も
、
体
を
丸
く
し
て
衝

撃
を
分
散
す
る
と
い
う
受
け
身
の
ひ

と
つ
で
あ
る
。
そ
の
丸
く
す
る
動
作

が
、
特
に
、
前
回
り
受
け
身
や
、
後

ろ
受
け
身
の
導
入
に
な
る
。
ま
た
、

腕
立
て
伏
せ
・
上
体
起
こ
し
・
背
筋

運
動
な
ど
は
、
徐
々
に
回
数
、
負
荷

投
げ
ら
れ
た
者
は
釣
り
手
を
離
さ

ず
に
、
お
互
い
に
引
っ
張
り
合
い
、

バ
ラ
ン
ス
を
と
り
安
全
を
保
つ
。

つ
ま
り
お
互
い
の
腕
が
命
綱
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

け
が
が
起
き
る
と
い
う
前
提
で
柔

道
指
導
を
行
い
た
く
は
な
い
。
し
か

し
、
活
動
す
る
な
か
で
そ
の
可
能
性

を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

か
も
柔
道
の
試
合
に
お
け
る
「
一
本
」

を
増
や
し
、
基
礎
体
力
を
高
め
さ
せ
、

そ
れ
に
よ
り
意
欲
を
増
進
さ
せ
る
。

⑶
指
導
者
は
下
手
な
ま
ね
が
で
き
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

　

こ
う
す
れ
ば
こ
の
よ
う
な
け
が
が

発
生
す
る
と
い
う
予
測
を
し
た
動
作

を
事
前
に
把
握
し
、
そ
れ
を
実
技
で

示
す
こ
と
で
け
が
の
防
止
に
つ
な
げ

る
。
口
頭
で
注
意
す
る
こ
と
も
も
ち

ろ
ん
必
要
で
あ
る
が
、「
百
聞
は
一
見

に
如し

か
ず
」で
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
。

⑷
２
人
組
や
３
人
組
で
練
習
さ
せ
る

こ
と
（
生
徒
同
士
で
生
徒
と
先
生

の
関
係
を
作
る
）
に
よ
り
、
技
術

の
ア
ド
バ
イ
ス
と
と
も
に
、
安
全

面
で
の
点
検
も
指
導
し
合
う
姿
勢

を
作
る

　

自
分
は
一
生
懸
命
や
っ
て
で
き
て

い
る
つ
も
り
で
も
、
外
か
ら
み
れ
ば
そ

の
出
来
栄
え
の
良
し
悪
し
は
一
目
瞭

然
で
あ
る
。
自
分
が
完
全
に
で
き
な
く

て
も
人
に
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
こ
と
に

よ
り
お
互
い
に
上
達
し
、
ま
た
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
も
高
ま
る
。

⑸
「
受
け
身
を
と
る
」、「
受
け
身
を
と

ら
せ
る
」
の
関
係
を
指
導
す
る

　

バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
て
倒
れ
る
と
き

に
無
理
な
動
作
で
こ
ら
え
る
よ
り
も
、

自
分
か
ら
転
ん
で
積
極
的
に
受
け
身

を
と
る
こ
と
（
潔

い
さ
ぎ
よさ
）
と
、
そ
の
際
、

転
ぶ
者
が
安
心
し
て
転
べ
る
よ
う
に

助
け
て
や
る
、
つ
ま
り
、
受
け
身
を

と
ら
せ
る
こ
と
（
か
ば
う
こ
と
）
と

の
関
係
で
あ
る
。

⑹
投
げ
る
際
の
３
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド

◇
「
残
身
」
…
投
げ
た
者
が
倒
れ
な

い
、安
定
し
た
姿
勢
で
立
っ
て
「
受
」

を
支
え
る
。

◇
「
潔
さ
」
…
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
た 

ら
、
相
手
に
し
が
み
つ
い
た
り
、
手

を
畳
に
着
い
た
り
せ
ず
に
、
畳
を

「
パ
チ
ン
」
と
音
が
す
る
よ
う
に
た

た
く
、
つ
ま
り
、
受
け
身
を
と
る
。

◇
「
命
綱
」
…
投
げ
た
者
は
引
き
手
、

八方ころび
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シリーズ 中学校武道 授業の充実に向けて簓

の
条
件
は
、
投
げ
技
で
は
「
試
合
者

の
一
方
が
、
相
手
を
制
し
な
が
ら
背

を
大
き
く
畳
に
つ
く
よ
う
に
、
相
当

な
強
さ
と
速
さ
を
も
っ
て
投
げ
た
時
」

（
国
際
柔
道
連
盟
試
合
審
判
規
定
）
で

あ
る
。
す
べ
て
の
生
徒
に
「
一
本
を

と
る
」
と
い
う
目
標
を
達
成
さ
せ
る

こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

「
投
げ
た
」
場
合
、「
投
げ
ら
れ
た
」

者
が
畳
の
上
に
横
た
わ
っ
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。
そ
の
時
に
、
そ
の
者
が

安
全
に
倒
れ
て
い
る
よ
う
に
指
導
す

る
こ
と
が
、
教
師
の
大
き
な
目
標
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
事
前

に
け
が
を
す
る
動
作
と
、
け
が
を
し

な
い
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の

か
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
教
材
研

究
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
の
動
作
が
け
が
に
つ
な
が
る
と

い
う
例
を
右
頁
に
紹
介
す
る
。

　

次
の
こ
と
は
「
練
習
の
心
構
え
」

と
し
て
、
生
徒
に
繰
り
返
し
言
葉
か

け
を
し
た
い
こ
と
で
あ
る
。

◇
練
習
の
心
構
え

▽
け
が
を
さ
せ
な
い
、
け
が
を
し
な

い
と
い
う
気
持
ち
を
い
つ
も
意
識

す
る

▽
潔
く
気
持
ち
よ
く
、
受
け
身
を
と
る

▽
投
げ
た
ら
引
き
手
の
高
さ
を
保
ち
、

受
け
身
を
し
や
す
く
す
る

▽
投
げ
た
爽
快
感
と
、
受
け
身
の
痛

さ
を
相
殺
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

相
手
の
気
持
ち
を
理
解
す
る

▽
無
理
な
体
勢
か
ら
技
を
か
け
な
い
、

強
引
な
技
を
か
け
な
い
よ
う
に
す
る

▽
自
分
た
ち
の
能
力
に
応
じ
た
練
習

を
す
る

▽
い
つ
も
練
習
相
手
の
こ
と
を
考
え
る

　

先
日
、
筆
者
が
指
導
者
講
習
会
を

予
定
し
て
い
る
県
へ
、
事
前
に
指
導

内
容
の
検
討
の
た
め
の
資
料
を
送
っ

た
。
担
当
者
が
検
討
し
た
結
果
、
内

容
に
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
連

絡
が
あ
っ
た
。

　

そ
の
問
題
と
は
、
①
資
料
の
中
に

あ
っ
た
「
柔
術
の
技⇒

殺
傷
技
術
」

の
「
殺
傷
」
と
い
う
文
字
、
②
「
大

外
刈
り
」
が
指
導
内
容
に
入
っ
て
い

る
（
こ
の
技
は
危
険
で
あ
る
か
ら
と

い
う
理
由
で
指
導
し
な
い
県
が
増
え

て
き
て
い
る
）、
③
資
料
の
中
に
あ
っ

た
「
柔
道
衣
を
着
た
ゴ
リ
ラ
た
ち
」

と
い
う
文
言
の
３
点
で
、
私
は
少
々

が
っ
か
り
し
な
が
ら
も
釈
明
し
た
。

　

①
に
つ
い
て
は
、「
殺
傷
技
術
で
あ

っ
た
柔
術
を
嘉
納
治
五
郎
師
範
が
教

育
の
教
材
と
し
て
安
全
に
行
え
る
よ

う
に
柔
道
と
し
て
創
始
し
た
も
の
で

あ
る
」
と
話
を
つ
な
げ
る
、
②
に
つ

い
て
は
、「
大
外
刈
り
を
生
徒
に
指
導

す
る
か
否
か
と
い
っ
た
、
技
の
選
択

は
、
指
導
者
の
考
え
で
決
定
す
れ
ば

よ
い
。
た
だ
し
、
生
徒
は
柔
道
の
授

業
中
だ
け
で
は
な
く
、
日
常
生
活
の

中
で
後
ろ
に
転
倒
す
る
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
際
、
後
ろ
に
倒
れ
る
練
習
の
た

め
に
大
外
刈
り
の
指
導
は
必
要
で
あ

る
。
指
導
し
な
く
て
も
、
指
導
法
は

熟
知
す
べ
き
で
あ
る
」、
③
に
つ
い
て

は
、「
指
導
者
の
品
格
」
の
項
目
で
述

べ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
催

者
側
は
、「
生
徒
を
ゴ
リ
ラ
と
表
現
し

な
い
で
ほ
し
い
」
と
い
う
意
味
で
あ

っ
た
の
で
、「
指
導
者
が
ゴ
リ
ラ
の
集

団
の
頭
み
た
い
な
態
度
で
指
導
し
た

ら
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」

と
説
明
し
、
一
段
落
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
日

本
中
が
い
た
ず
ら
に
、
ま
た
神
経
質

に
、「
柔
道
の
授
業
」
に
対
応
し
て
い

る
こ
と
の
象
徴
で
あ
る
。
冒
頭
で
も

述
べ
た
よ
う
に
、
授
業
に
お
け
る
大

き
な
事
故
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
テ
レ

ビ
、
新
聞
を
は
じ
め
と
し
た
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
の
柔
道
事
故
の
報
道
は
、
武

道
必
修
化
と
短
絡
的
に
結
び
つ
け
る

よ
う
な
表
現
が
少
な
く
な
い
。
柔
道

の
指
導
は
、
お
お
ら
か
に
、
楽
し
く

実
施
し
た
い
。
授
業
の
主
体
は
生
徒

で
あ
り
、
教
師
は
生
徒
に
良
い
サ
ー

ビ
ス
（
良
い
授
業
）
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
繊
細

な
教
材
研
究
が
必
要
で
あ
る
。

　

柔
道
関
係
者
は
今
一
歩
努
力
し
、

協
力
し
、
学
校
柔
道
普
及
発
展
の
た

め
に
が
ん
ば
っ
て
ほ
し
い
。

この動作が、けがにつながる
◉技をかけた後、取が受を支えきれず同体で倒れる

◇けが
　頭を打撲する、胸を圧迫する、肘・肩を負傷する。
◇原因と指導法

①取の技の未熟…ある程度技の形ができるまで投げさせない。片足で支えて投げる技は、かけた後、作用足（右
大外刈りであれば右足）を戻して両足で立つ。

②無理なかけ方をする…力や、スピードを加減し、技の形を作る。
③取の巻き込み…巻き込みは一切禁止する。
④受が取にしがみつく…自分のバランスが崩れたら、潔く畳を「パチン」と音がするように受け身をさせる。

◉取が頭を突っ込む
◇けが
　頸椎の重篤な損傷につながる、頭を打
撲する。
◇原因と指導法

①膝が曲がらず、腰が曲がっている…
重大な事故につながるからその技は
やめるか、基本を最初からやり直す。

②釣り手の肘が手首より上にある…手
首を伸ばし、垂直に釣るように心が
ける。

③目線が下がる（下を向く）…正面や、
壁を見るようにする。

◉受け身がとれずに掌
てのひら

、肘
ひじ

を着く

◇けが
　手首、肘の損傷。
◇原因と指導法

①取が釣り手の方に投げる…初歩の段階では全員を右組みにし、引き手（左手）の方向に投げることを徹底
する。

②取が引き手を離す…正しい位置を握らせる（受の前腕の縫い目を含んで握る）、受も右手を離さないよう
にする、取は投げた後、両手で受を引き上げる。

③大外刈りで身体をひねる…身体を丸くし、潔く畳をたたく。
④大内刈りで受け身のタイミングが早すぎる…尻を着いてから畳をたたく。

大内刈り小内刈り大外刈り

背負い投げ大　腰 払い腰

体落とし 膝　車大内刈り大外刈り
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