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複数武道種目授業 実践の紹介 千葉市立椿森中学校

1

は
じ
め
に

　

武
道
は
、
武
技
・
武
術

な
ど
か
ら
発
生
し
た
我
が

国
固
有
の
文
化
で
あ
り
、

相
手
の
動
き
に
応
じ
て
、

基
本
動
作
や
基
本
と
な
る

技
を
身
に
付
け
、
相
手
を

攻
撃
し
た
り
相
手
の
技
を

防
御
し
た
り
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
勝
敗
を
競
い
合

い
、
互
い
に
高
め
合
う
楽

し
さ
や
喜
び
を
味
わ
う
こ

と
の
で
き
る
運
動
で
あ

る
。

　

ま
た
、
武
道
に
積
極
的

に
取
り
組
む
こ
と
を
通
し

て
、
武
道
の
伝
統
的
な
考

え
方
を
理
解
し
、
相
手
を

尊
重
し
て
練
習
や
試
合
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と

を
重
視
す
る
対
人
的
な
技

能
を
基
に
し
た
運
動
で
あ

複
数
武
道
種
目
授
業

実
践
の
紹
介　
　

「
武
道
推
進
モ
デ
ル
校
」
事
業
を
活
用
し
た

複
数
種
目
（
柔
道
・
合
気
道
）
の
実
践

千
葉
県
千
葉
市
立
椿

つ
ば
き

森も
り

中
学
校

教
諭　

山
本
佳
明

　

本
校
は
、
千
葉
市
立
第
四
中
学
校
と
し
て
昭
和
23
年
に
創
立
さ
れ
た
、

市
内
で
最
も
歴
史
あ
る
学
校
の
一
つ
で
あ
る
。
昭
和
26
年
の
校
名
変
更
に

よ
り
現
在
の
千
葉
市
立
椿
森
中
学
校
に
改
称
さ
れ
、
生
徒
数
は
最
大
で
１

６
０
０
名
を
超
え
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
学
校
の
分
離
や
少
子
化
に
伴
い
、

現
在
は
324
名
で
あ
る
。
地
域
・
家
庭
・
学
校
が
協
力
し
、
学
校
教
育
活
動

の
み
な
ら
ず
、
学
校
外
の
様
々
な
行
事
な
ど
に
も
積
極
的
に
参
加
し
、
交

流
を
深
め
て
い
る
。

　

令
和
元
年
度
、
ス
ポ
ー
ツ
庁
よ
り
「
武
道
等
指
導
充
実
・
資
質
向
上
支

援
事
業
」
の
委
託
を
受
け
、
複
数
武
道
種
目
授
業
と
し
て
従
前
の
柔
道
に

加
え
、
部
活
動
と
し
て
も
活
動
し
て
い
る
合
気
道
を
実
施
し
た
。
合
気
道

の
基
本
理
念
で
あ
る
武
道
の
精
神
が
、
保
健
体
育
の
み
な
ら
ず
道
徳
教
育

に
も
生
か
せ
る
と
考
え
、
柔
道
・
合
気
道
の
実
践
に
取
り
組
ん
だ
。

椿森中学校の校舎

2

授
業
へ
の
導
入

（
道
徳
教
育
と
し
て
の
合
気
道
）

る
。

　

本
校
は
、
学
区
内
の
合
気
道
専
門
道

場
師
範
で
あ
り
、心
の
教
室
相
談
員（
ス

ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
）
と
し
て
勤
務

さ
れ
て
い
た
五
月
女
重
夫
氏
に
依
頼

し
、
平
成
11
年
度
よ
り
合
気
道
部
を
創

設
し
指
導
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
ま

た
、
部
活
動
の
指
導
体
制
の
充
実
を
図

る
た
め
、
平
成
30
年
度
よ
り
千
葉
市
部

活
動
指
導
員
と
し
て
も
尽
力
し
て
い
た

だ
い
て
い
る
。

　

武
道
必
修
化
に
伴
い
、
本
校
の
特
徴

を
生
か
し
た
授
業
を
実
践
し
よ
う
と
柔

道
と
合
気
道
の
２
種
目
を
取
り
扱
う
こ

と
と
し
、
合
気
道
の
指
導
に
は
五
月
女

氏
に
授
業
実
践
を
依
頼
し
た
。

　

平
成
30
年
度
は
男
女
と
も
に
柔
道
を

８
時
間
実
施
し
た
後
、
１
、
２
学
年
の

男
子
が
合
気
道
を
８
時
間
行
っ
た
。
令

和
元
年
度
は
柔
道
を
８
時
間
実
施
し
た

後
、
１
、
２
学
年
の
女
子
だ
け
が
合
気

道
を
１
時
間
行
っ
た
。

　

ま
た
、
平
成
30
年
度
は
１
学
年
３
学

級（
男
子
54
名
）と
２
学
年
３
学
級（
男

子
51
名
）
計
105
名
、
令
和
元
年
度
は
１

学
年
３
学
級
（
女
子
51
名
）
と
２
学
年

３
学
級
（
女
子
50
名
）
計
101
名
を
対
象

に
合
気
道
授
業
を
実
践
し
た
。

複数武道種目の単元計画（令和元年度）

⑴
武
士
道
精
神
に
則
っ
た
授
業

　

ま
ず
初
め
に
着
目
し
た
こ
と
は
、
試

合
を
行
わ
な
い
合
気
道
の
特
性
を
生
か

し
、日
本
武
道
協
議
会
が
制
定
し
た「
武

道
の
理
念
」
に
沿
っ
た
授
業
の
進
め
方

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
武
道
は
、
武
士

道
の
伝
統
に
由
来
す
る
我
が
国
で
体
系

化
さ
れ
た
武
技
の
修
練
に
よ
る
心
技
一

如
の
運
動
文
化
で
…
…
」
と
記
載
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
主
軸
に
授
業
を

展
開
し
て
い
く
こ
と
が
伝
統
文
化
の
継

承
に
繋つ
な

が
り
、
心
技
体
を
一
体
と
し
て

鍛
え
、
道
徳
心
を
高
め
た
人
間
形
成
の

道
で
あ
る
と
考
え
授
業
に
取
組
ん
だ
。

1 2 3 4 5 6 7 8 9

種目 柔　　道 合気道

学
習
の
流
れ

導入（あいさつ、点呼、本時の学習の見通し）

準備運動、補強運動

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

礼法 受け身の学習
（後ろ受け身、横受け身、
　前回り受け身）
　　　　　　　　　　　　　固め技の学習
　　　　　　　　　　（ルール、かけ方、抜け方）
　　　　　・袈裟固め　・横四方固め
　　　　　・上四方固め　　　　　　　固め技の発展
　　　　　　　　　　　　　　　　　　簡易ゲーム

正座法
・座礼
・立礼・基本動作の

確認
・受け身の学

習
（前受け身）

半身（な
んば）の
構え

間合い

まとめ（健康観察、本時の振り返り、次時の連絡、あいさつ） まとめ
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複数武道種目授業 実践の紹介 千葉市立椿森中学校

⑵
「
練
習
」
で
は
な
く
「
稽
古
」

　

武
道
や
芸
道
の
よ
う
な
日
本
伝
統
文

化
は
、
古
い
に
し
えよ
り
「
稽
古
」
と
呼
び
、
ス

ポ
ー
ツ
な
ど
で
は
「
練
習
」
と
い
う
言

葉
を
用
い
る
。
そ
の
意
味
の
違
い
を
意

識
し
、
指
導
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
感

じ
た
。
授
業
に
お
い
て
、「
練
習
」
と

い
う
表
現
は
、
技
術
な
ど
の
向
上
を
主

目
的
と
し
、「
稽
古
」
は
、
技
術
の
向

上
も
含
め
、
古
く
か
ら
伝
わ
る
文
化
を

繋
げ
る
意
味
も
含
め
、
自
分
自
身
の
心

の
向
上
を
も
目
指
す
も
の
で
、
個
々
の

道
徳
心
を
高
め
て
い
く
こ
と
で
あ
る
と

生
徒
に
説
明
し
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に

日
本
独
自
の
精
神
的
要
素
が
あ
る
こ
と

を
説
明
す
る
難
し
さ
を
感
じ
、
生
徒
が

本
当
に
理
解
し
て
い
る
の
か
私
自
身
も

自
信
が
な
く
、
さ
ら
に
分
か
り
や
す
く

説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
痛
感
し

今
後
の
課
題
と
な
っ
た
。

⑶
技
の
伝
授
で
は
な
く
運
動
文
化
へ
の

理
解

　

部
活
動
で
の
武
道
は
、
技
や
技
術
を

伝
授
し
て
試
合
や
演
武
に
臨
む
稽
古
の

進
め
方
を
し
て
い
く
が
、
授
業
で
は
運

動
能
力
な
ど
の
差
が
出
て
し
ま
う
た

め
、
技
の
伝
授
で
は
な
く
、
個
々
の
技

量
に
合
っ
た
心
技
一
如
の
運
動
文
化
で

あ
る
こ
と
の
理
解
を
深
め
て
い
く
こ
と

に
重
点
を
置
き
、
進
め
て
い
っ
た
。

⑷
指
導
者
の
指
導
力
が
試
さ
れ
る

　

武
道
指
導
者
が
特
に
注
意
を
払
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
事
故
（
怪け

我が

）
を
起
こ
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
武
道
競
技
の
特
性
も
あ
る

が
、
技
や
試
合
を
重
視
し
て
き
た
指
導

者
は
、
相
手
に
技
を
掛
け
る
こ
と
や
、

勝
つ
た
め
の
指
導
に
偏
り
が
ち
で
、
技

中
心
の
指
導
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
危

惧
し
て
い
る
。

　

特
に
短
期
間
で
の
授
業
だ
と
技
中
心

と
な
り
、
安
全
の
確
保
が
難
し
く
な
る

と
思
わ
れ
る
。
受
身
や
技
だ
け
の
指
導

は
比
較
的
容
易
で
あ
る
が
、
受
身
な
ど

形
だ
け
の
動
き
を
指
導
し
た
の
ち
、
す

ぐ
技
へ
と
進
め
る
と
、
怪
我
に
結
び
つ

く
危
険
性
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
指
導

者
は
武
道
の
理
念
を
深
く
理
解
し
、
生

徒
た
ち
に
そ
の
武
道
（
合
気
道
）
の
特

性
を
正
し
く
、
安
全
に
教
授
す
る
こ
と

が
大
切
で
あ
る
と
感
じ
た
。

⑸
基
本
は
ど
こ
に
？

　

指
導
者
は
、よ
く「
基
本
を
大
切
に
」

と
言
う
言
葉
を
用
い
る
。
そ
の
中
で
、

そ
の
基
本
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か

と
考
え
る
。
合
気
道
の
指
導
者
の
間
で

も
、「
基
本
技
を
中
心
に
」
と
い
う
言

葉
を
よ
く
耳
に
す
る
が
、
私
が
生
徒
に

伝
え
た
の
は
「
技
に
基
本
的
な
技
は
あ

る
が
、
基
本
技
は
な
い
」
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
で
は
、
ど
こ
に
基
本
が
あ
る

の
か
と
い
う
と
、
合
気
道
に
お
い
て
は

「
ひ
と
り
技
（
体
操
）」
や
「
入
身
・
転

換
・
崩
し
」
と
い
っ
た
捌さ
ば

き
に
基
本
が

あ
り
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
の
延
長
線
上

に
技
が
存
在
す
る
の
だ
と
指
導
し
た
。

　

そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
行
う
前
に
、
人

と
し
て
の
基
本「
挨
拶
」と「
道
徳
心
」

が
重
要
で
あ
り
、
座
礼
・
立
礼
・
所
作

を
中
心
に
単
独
で
行
う
こ
と
で
、
新
鮮

な
発
見
を
生
徒
た
ち
に
与
え
、
興
味
を

持
た
せ
ら
れ
る
よ
う
な
進
め
方
を
心
掛

け
た
。

⑴
心
と
身
体
の
使
い
方
を
学
ぶ

　

武
道
の
理
念
に
基
づ
い
た
授
業
の
進

め
方
と
は
い
え
、
合
気
道
を
取
り
入
れ

た
以
上
は
合
気
道
の
動
き
も
理
解
さ
せ

て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
初
め
に

行
っ
た
こ
と
は
、
心
の
使
い
方
と
身
体

の
使
い
方
で
あ
る
。
例
を
挙
げ
る
な
ら

ば
、
後
ろ
受
身
に
お
い
て
も
頭
を
守
る

こ
と
を
第
一
条
件
と
す
る
が
、
そ
こ
に

は
倒
れ
る
と
き
と
起
き
上
が
る
と
き
の

気
持
ち
の
切
り
換
え
を
必
要
と
し
、「
倒

れ
る
気
」「
起
き
上
が
る
気
」
と
い
う

心
の
転
換
法
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り

受
身
の
動
き
を
指
導
し
た
。

⑵
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
活
用
し
て
左

右
の
調
整
能
力
を
養
う

　

合
気
道
は
技
や
受
身
に
対
し
て
利
き

手
を
持
た
ず
左
右
両
方
を
使
う
た
め
、

左
右
の
調
整
能
力
を
高
め
て
い
き
な
が

ら
身
体
の
動
き
だ
け
で
は
な
く
、
考
え

な
が
ら
（
右
脳
・
左
脳
の
使
い
分
け
）

左
右
非
対
称
の
動
き
を
行
う
進
め
方
を

取
り
入
れ
た
。
例
え
ば
、
右
手
を
前
で

開
き
、
左
手
は
腹
部
で
握
り
、
左
右
を

入
れ
替
え
る
動
作
や
、
右
手
の
指
を
開

き
「
５
」
を
作
り
、
左
手
は
親
指
を
折

り
「
４
」
を
作
る
。
指
を
１
本
ず
つ
折

り
な
が
ら
10
ま
で
数
え
て
い
く
よ
う
な

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
的
要
素
を
取
り
入

れ
、
調
整
能
力
を
養
い
な
が
ら
楽
し
ま

せ
、
興
味
を
引
き
出
し
て
い
っ
た
。

⑶
運
動
能
力
の
差
や
無
気
力
の
生
徒
へ

の
取
組
み
と
配
慮

　

部
活
動
と
違
い
、
授
業
と
な
る
と
生

徒
た
ち
は
強
制
的
に
そ
の
時
間
を
共
有

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
運
動
能
力
が

低
い
生
徒
や
無
気
力
な
生
徒
な
ど
様
々

で
あ
る
。
全
て
の
生
徒
に
対
し
て
均
等

な
授
業
は
な
か
な
か
難
し
い
が
、
で
き

る
だ
け
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
な

が
ら
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
項
で
述

べ
た
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
的
要
素
を
用

い
て
全
体
の
雰
囲
気
を
ま
と
め
、
指
導

者
の
間
合
い
へ
と
引
き
込
む
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。
そ
の
実
践
に
よ
っ
て
生
徒

た
ち
の
心
が
一
つ
に
な
っ
た
感
覚
は
今

後
の
指
導
に
も
活
用
で
き
る
と
実
感
し

た
。

⑷
ひ
と
り
技
（
体
操
）
か
ら
ふ
た
り
技

へ
の
導
入

　

合
気
道
授
業
の
進
め
方
と
し
て
は
、

ひ
と
り
技
（
体
操
）
に
重
点
を
置
い
て

取
り
組
ん
だ
が
、
そ
れ
は
事
故
防
止
の

観
点
か
ら
基
礎
的
な
動
き
を
行
っ
て
き

た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
最
終
的
な
取
り

組
み
と
し
て
、
相
手
に
対
す
る
応
用
と

し
て
の
捌
き
や
崩
し
、
そ
し
て
受
身
へ

と
繋
げ
、
ひ
と
つ
の
技
へ
と
完
成
さ
せ

て
い
っ
た
。
生
徒
た
ち
も
基
礎
的
な
ひ

と
り
技
体
得
の
成
果
が
で
て
、
ほ
と
ん

ど
の
生
徒
が
技
や
受
身
へ
の
理
解
が
で

き
、
技
の
完
成
度
が
高
く
な
っ
た
よ
う

に
感
じ
た
。

3

合
気
道
の
楽
し
さ

基本動作の反復（足捌き・半身の構え） 授業前の説明に耳を傾ける生徒たち相手の動きを理解しながら投げ方を学ぶ生徒
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本
校
で
は
平
成
30

年
度
に
８
時
間
程

度
、
１
、
２
学
年
の

男
子
生
徒
に
柔
道
と

合
気
道
の
複
数
種
目

を
授
業
で
実
践
し

た
。
令
和
元
年
度
は

１
、
２
学
年
の
女
子

生
徒
が
柔
道
と
合
気

道
を
行
っ
た
。

　

事
前
の
ア
ン
ケ
ー

ト
で
は
、
柔
道
に
対

し
て
マ
イ
ナ
ス
の
印

象
を
抱
い
て
い
る

生
徒
が
多
く
、「
痛

そ
う
」「
怖
そ
う
」

「
難
し
そ
う
」
な
ど

と
発
言
し
た
り
、
ア

ン
ケ
ー
ト
の
自
由
記

述
欄
に
書
か
れ
て
い

た
り
し
た
。
そ
の

一
方
、
合
気
道
へ
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い

て
は
「
や
っ
た
こ
と
が
な
い
か
ら
分
か

ら
な
い
」
と
い
う
意
見
が
多
か
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
本
校
に
は
合
気
道
部
が
あ

り
、
こ
れ
ま
で
合
気
道
に
触
れ
た
こ
と

の
な
い
生
徒
も
多
く
い
る
が
、
部
活
動

紹
介
等
で
合
気
道
部
員
の
演
武
を
全
生

徒
が
見
た
こ
と
も
あ
り
、
他
校
と
比
べ

合
気
道
に
接
す
る
機
会
は
多
く
、
マ
イ

ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
は
い
な
か

っ
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
授
業
前
と
後

で
「
恐
怖
心
」
が
減
っ
て
い
た
り
、「
楽

し
み
」
に
つ
い
て
も
授
業
後
で
は
プ
ラ

ス
に
捉
え
る
生
徒
が
多
く
な
っ
た
り
し

た
。

　

ま
た
、
柔
道
も
合
気
道
も
怪
我
を
相

手
に
さ
せ
な
い
、
自
分
が
し
な
い
と
い

う
こ
と
を
前
提
に
授
業
を
実
施
し
た
こ

と
で
、
相
手
を
思
い
や
り
気
遣
う
態
度

が
武
道
の
授
業
を
通
し
て
、
よ
り
一
層

身
に
つ
い
た
と
言
え
る
。

ば
、
武
道
の
魅
力
や
楽
し
さ
を
味
わ
わ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
感
じ
た
。
し
か

し
、
時
間
数
が
少
な
い
と
達
成
度
が
低

（グラフ）合気道アンケート
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4

授
業
で
の
生
徒
の
意
識
、
感
想

5

柔
道
授
業
の
実
践

た
。

　

柔
道
で
は
基
本
と
な
る
技
を
一
斉
授

業
で
行
っ
た
り
、
ペ
ア
や
グ
ル
ー
プ
で

学
習
す
る
課
題
解
決
型
の
授
業
を
実
践

し
た
り
し
た
。
令
和
元
年
度
は
千
葉
市

教
育
委
員
会
か
ら
外
部
指
導
者
を
派
遣

し
て
い
た
だ
き
、
生
徒
た
ち
に
と
っ
て

安
全
で
充
実
し
た
活
動
と
な
っ
た
。

　

複
数
種
目
を
実
践
し
た
結
果
、
時
間

数
を
十
分
に
確
保
で
き
る
の
で
あ
れ

　

平
成
30
年
度
、
令
和
元
年
度
は
男
女

と
も
に
柔
道
を
８
時
間
取
り
扱
っ
た
。

柔
道
は
中
学
校
で
初
め
て
学
習
す
る
内

容
で
あ
り
、
習
い
事
と
し
て
道
場
に
通

っ
て
い
る
女
子
生
徒
が
１
名
い
る
も
の

の
、
そ
れ
以
外
の
生
徒
は
未
経
験
者
で

あ
る
。

　

安
全
面
に
配
慮
し
、
基
本
動
作
や
基

本
と
な
る
技
を
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
単
元
計
画
を
作
成
し

く
、
武
道
の
魅
力
や
楽
し
さ
を
深
く
味

わ
わ
せ
る
こ
と
が
難
し
い
と
感
じ
た
。

投げ技の指導

後ろ受け身の一斉指導
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合気道の指導者の動きを見て理解を深める

容
の
取
扱
い
」
に
は
、
我
が
国
固
有
の

伝
統
と
文
化
へ
の
理
解
を
深
め
る
観
点

か
ら
、
日
本
固
有
の
武
道
の
考
え
方
に

触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、「
柔
道
、

剣
道
、
相
撲
、
空
手
道
、
な
ぎ
な
た
、

弓
道
、
合
気
道
、
少
林
寺
拳
法
、
銃
剣

道
な
ど
を
通
し
て
、
我
が
国
固
有
の
伝

統
と
文
化
に
よ
り
一
層
触
れ
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
と
の
文
言

が
新
た
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
新
学
習
指
導
要
領
に
は
、
学

校
や
地
域
の
実
態
に
応
じ
て
、
従
前
か

ら
示
さ
れ
て
い
る
な
ぎ
な
た
に
加
え

て
、
空
手
道
、
弓
道
、
合
気
道
、
少
林

寺
拳
法
、
銃
剣
道
な
ど
に
つ
い
て
も
履

修
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
新
た
に
示
さ
れ

て
い
る
。

　

本
校
の
実
態
と
し
て
、
部
活
動
と
し

て
の
合
気
道
部
が
あ
る
こ
と
や
五
月
女

氏
が
長
い
間
、
合
気
道
部
の
指
導
の
み

な
ら
ず
、
本
校
の
学
校
教
育
活
動
に
深

く
か
か
わ
り
を
も
た
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
新
学
習
指
導
要
領
に
則
し
た
本
校

の
特
徴
を
生
か
し
た
武
道
の
学
習
が
今

後
も
実
践
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

令
和
元
年
度
の
実
践
で
は
柔
道
に
加

え
て
合
気
道
を
履
修
し
た
が
、
時
間
数

が
少
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
今
後
は
年

間
指
導
計
画
を
見
直
し
、
本
校
の
特
徴

を
生
か
し
た
授
業
づ
く
り
を
目
指
し
て

い
き
た
い
と
感
じ
た
。

　

合
気
道
を
授
業
で
取
り
扱
っ
た
こ
と

で
、
安
全
性
の
確
保
が
十
分
で
き
て
い

る
こ
と
や
、
相
手
を
尊
重
し
協
力
し
な

が
ら
活
動
す
る
こ
と
で
生
徒
の
内
面
的

な
成
長
を
図
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
ク

ロ
ス
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
し
て
道
徳
教
育

と
連
携
し
、
合
気
道
を
取
り
扱
う
こ
と

が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

新
学
習
指
導
要
領
が
来
年
度
か
ら
全

面
実
施
と
な
る
こ
と
か
ら
、
各
学
校
の

実
態
に
応
じ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
を
編
成
し
、
他
教
科
と
も
協
力

し
て
年
間
指
導
計
画
を
見
直
す
必
要
が

あ
る
と
感
じ
た
。
今
回
の
授
業
で
は
新

学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
伴
い
、
本
校

の
実
態
に
お
け
る
保
健
体
育
科
運
営
に

つ
い
て
見
直
す
機
会
に
も
な
っ
た
。

　

ま
た
、
柔
道
と
合
気
道
の
複
数
種
目

の
実
践
を
通
し
て
、
今
後
も
地
域
の
指

導
者
と
連
携
を
図
り
、
生
徒
た
ち
に
我

が
国
固
有
の
武
道
に
触
れ
さ
せ
る
機
会

を
作
っ
て
い
き
た
い
と
感
じ
た
。
そ
し

て
、
武
道
の
持
つ
魅
力
に
触
れ
、
よ
り

一
層
、
生
徒
た
ち
が
充
実
し
た
体
育
学

習
が
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
き
た
い
。

6

終
わ
り
に

（
今
後
の
展
開
と
課
題
）

　

中
学
校
に
お
い
て
、
令
和
３
年
度
よ

り
全
面
実
施
と
な
る
新
学
習
指
導
要
領

に
は
、従
前
通
り
の
「
柔
道
」「
剣
道
」

及
び
「
相
撲
」
を
選
択
し
て
履
修
で
き

る
よ
う
に
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。「
内

柔道の前回り受け身の練習


