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先
島
諸
島
の
中
に
あ
る
宮
古
島
は
、
沖
縄
本

島
か
ら
さ
ら
に
南
西
に
大
き
く
離
れ
た
と
こ
ろ

に
あ
り
、
沖
縄
本
島
と
台
湾
の
ほ
ぼ
中
間
地
点

に
位
置
す
る
。
人
口
は
、
宮
古
島
市
に
５
４
０

０
０
人
、
隣
に
あ
る
多
良
間
島（
多
良
間
村
）が

１
０
０
０
人
で
、
剣
道
人
口
は
１
０
０
人
ほ
ど

（
一
般
40
人
、
少
年
少
女
60
人
）。
宮
古
島
内
で

の
稽
古
は
平
日
の
夜
に
３
回
あ
り
、
１
時
間
が

少
年
対
象
の
稽
古
、
一
般
同
志
に
よ
る
稽
古
が

30
分
行
な
わ
れ
て
い
る
。

　

沖
縄
本
島
で
も
本
州
か
ら
離
れ
て
い
る
が
、

宮
古
島
と
も
な
れ
ば
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
距
離
が

あ
る
。
近
年
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
発
達
等
に

よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
の
、
剣
道
の
技
量
を
伸
ば
す
に
は
、

や
は
り
強
い
人
と
直
接
剣
を
交
え
る
こ
と
が
い

ち
ば
ん
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
困
難
な
の
が
離
島

の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

　

そ
ん
な
課
題
を
乗
り
越
え
る
べ
く
、
平
成
25

年
に
宮
古
郡
剣
道
連
盟
会
長
に
就
任
し
た
長
濱

光
雄
氏
が
始
め
た
の
が
、
日
曜
日
に
実
施
す
る

剣
道
研
究
会
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
昇
段
審
査
の

た
め
の
模
擬
審
査
を
く
り
返
し
、
課
題
を
あ
ぶ

り
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

研
究
会
で
実
施
さ
れ
る
主
な
内
容
は
以
下
の

と
お
り
。

・
基
本
技（
一
本
の
技
）、
出
ば
な
技
、
応
じ
技

の
修
練
。

・
審
査
立
合
稽
古（
１
分
間
）

　

こ
の
立
合
の
な
か
で
と
く
に
重
点
を
置
い
て

い
る
の
が
、

①
有
効
打
突（
要
件
、
要
素
等
）
の
確
認
。

②
攻
め
て
引
き
出
す
。

③
気
の
充
実
。

　

で
あ
る
。

「
１
回
立
合
を
す
る
た
び
に
右
の
内
容
を
チ
ェ

ッ
ク
し
、
本
人
に
自
覚
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。
と
く
に
一
本
と
は
何
な
の
か
を
ハ
ッ
キ

リ
と
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
受
審
者
が
そ

れ
を
自
覚
し
て
く
れ
れ
ば
審
査
に
通
る
の
で
は

沖
縄
の
離
島
で

４
年
連
続
六
段
誕
生

積
み
重
ね
て
き
た
審
査
対
策
稽
古

沖
縄
本
島
か
ら
さ
ら
に
３
０
０
㎞
西
に
位
置
す
る
宮
古
島
で
、
六
段
合
格
者
が
４
年
続
け
て
誕
生
し
て
い
る
。

技
量
を
上
げ
た
く
て
も
な
か
な
か
遠
く
へ
出
向
く
こ
と
が
難
し
い
環
境
の
な
か
、

好
結
果
を
生
み
出
し
て
い
る
一
つ
の
要
因
に
、
毎
週
実
施
さ
れ
る
“
研
究
会
”
が
あ
る
。

こ
の
取
り
組
み
を
始
め
た
理
由
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、六
段
合
格
の
先
陣
を
切
っ
た
長
濱
光
雄
会
長
に
聞
い
た
。

宮古島市で稽古を重ねる子どもたち。中央右寄りに座っているのが長濱光雄会長（写真提供・宮古郡剣道連盟）
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な
い
か
と
。
こ
れ
は
口
や
か
ま
し
く
言
っ
て
い

ま
す
」

　

そ
の
結
果
、長
濱
会
長
、平
良
晴
樹
さ
ん
、大

山
喬
一
郎
さ
ん
、
根
間
康
夫
さ
ん
と
、
４
年
続

け
て
六
段
の
合
格
者
が
誕
生
し
て
い
る
。

重
点
項
目
を

徹
底
的
に
見
直
す

　

宮
古
郡
剣
道
連
盟
の
事
務
局
長
を
務
め
る
下

地
睦
夫
氏
は
現
在
五
段
で
、
日
曜
日
の
研
究
会

参
加
者
の
一
人
で
あ
る
。
こ
の
下
地
事
務
局
長

に
、
と
く
に
長
濱
会
長
が
気
を
止
め
て
い
る
ポ

イ
ン
ト
に
つ
い
て
聞
い
た
と
こ
ろ
、
左
記
の
６

つ
を
あ
げ
て
く
れ
た
。

①
一
本
の
要
件
と
は
何
か
の
再
確
認

　

ま
ず
戦
い
の
姿
勢
を
示
す
構
え
、
気
迫
、
発

声
、攻
め
に
入
っ
て
か
ら
の
触
刃
、交
刀
、さ
ら

に
攻
め
て
か
ら
の
溜
め
、
相
手
の
竹
刀
の
動
き

を
見
極
め
て
か
ら
の
打
突
、
打
突
の
姿
勢
、
残

心
…
…
。
こ
れ
ら
の
存
在
す
る
意
義
を
常
に
意

識
し
、
す
べ
て
を
満
た
し
た
打
突
の
み
を
常
に

行
な
う
よ
う
に
す
る
。

②
竹
刀
の
握
り
方

　

右
手
で
強
く
振
る
癖
を
取
り
除
く
た
め
に
、

長
濱
会
長
は
人
指
し
指
と
中
指
で
柄
を
挟
む

（
タ
バ
コ
を
挟
む
よ
う
な
感
じ
）
独
特
な
握
り

で
素
振
り
を
実
践
。
こ
の
方
法
を
他
の
会
員
に

も
勧
め
た
。
下
地
氏
も
実
践
し
た
と
こ
ろ
、
確

か
に
右
手
に
力
は
入
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。

③
竹
刀
の
振
り
方

　

肩
を
中
心
に
ス
ム
ー
ズ
な
振
り
を
実
践
す
る

た
め
に
、
左
手
小
指
で
柄
頭
を
押
し
出
す
、
振

り
下
ろ
す
際
に
肩
を
後
ろ
に
引
き
、
胸
を
押
し

足
で
相
手
に
攻
め
込
む
際
に
余
裕
が
で
き
る
。

　

こ
う
し
た
基
本
的
な
稽
古
の
後
、
面
を
着
け

て
実
践
の
理
論
へ
移
る
の
だ
が
、
あ
る
日
の
稽

古
で
は
上
記
の
項
目
に
つ
い
て
２
時
間
ほ
ど
指

導
し
、結
局
、面
を
着
け
て
の
稽
古
は
な
く
な
っ

た
の
だ
と
い
う
。
面
を
着
け
て
打
ち
合
う
以
前

に
修
得
で
き
て
い
な
い
事
が
多
く
存
在
し
、
ま

ず
は
こ
れ
を
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
と
長
濱
会

長
は
考
え
て
い
る
の
だ
。

　

長
濱
会
長
自
身
も
六
段
に
合
格
す
る
ま
で
に

15
回
の
回
数
を
か
け
た
。

「
離
島
で
す
の
で
指
導
者
が
少
な
く
て
手
さ
ぐ

り
の
状
態
が
長
か
っ
た
の
で
す
が
、
前
会
長
の

古
波
蔵
一
先
生
が『
基
本
打
ち
を
し
な
い
と
審

査
に
は
通
ら
な
い
よ
』と
、基
本
打
ち
は
教
え
て

も
ら
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、審
査
に
お
け
る

出
す
。
胸
の
動
き
で
竹
刀
を
操
作
す
る
感
覚
で

あ
る
。
こ
れ
で
力
を
抜
く
振
り
が
で
き
る
。

④
左
足
の
構
え

　

左
腰
を
充
分
に
使
う
た
め
に
左
膝
を
相
手
に

向
け
る
が
、
意
識
づ
け
の
方
法
と
し
て
、
や
や

内
股
に
し
左
足
の
す
べ
て
の
指
が
均
等
に
床
を

つ
か
ん
で
い
る
感
覚
を
持
つ
。
膝
が
外
に
開
い

た
場
合
は
親
指
の
み
に
感
覚
が
残
る
。

⑤
竹
刀
の
操
作
範
囲
を
小
さ
く
す
る

　

相
手
の
ス
ピ
ー
ド
や
変
化
に
対
応
す
る
た
め

に
、
で
き
る
だ
け
竹
刀
を
動
か
す
範
囲
は
小
さ

く
す
る（
相
手
の
身
幅
や
面
上
約
30
㎝
以
内
で

操
作
す
る
よ
う
に
す
る
）。

⑥
左
腰
と
重
心
の
感
覚
を
養
う

　

攻
め
の
時
間
を
長
く
保
つ
た
め
に
、
長
い
間

左
腰
、
左
足
で
体
を
支
え
る
事
が
で
き
る
よ
う

に
す
る
。
こ
れ
が
で
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
右

ポ
イ
ン
ト
は
な
か
な
か
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
、

剣
道
関
係
の
本
を
読
み
、
沖
縄
本
島
で
の
講
習

を
受
け
に
も
行
き
ま
し
た
。
ま
た
、
宮
古
島
に

は
千
葉
仁
先
生（
範
士
八
段
）が
何
度
か
訪
れ
て

下
さ
っ
て
い
た
の
で
、
先
生
か
ら
の
ご
指
導
を

い
た
だ
き
、
そ
う
し
た
こ
と
を
通
じ
て
少
し
ず

つ『
本
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
こ
う
い
う
こ
と

か
』
と
い
う
こ
と
を
つ
か
ん
で
い
き
ま
し
た
。

　

剣
道
の
質
を
高
め
る
こ
と
は
子
ど
も
た
ち
に

対
す
る
指
導
に
活
か
さ
れ
ま
す
。
教
え
る
こ
と

は
学
ぶ
こ
と
で
す
。
間
違
っ
た
教
え
は
で
き
ま

せ
ん
の
で
、
そ
れ
に
は
自
分
が
正
し
い
剣
道
を

し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
で
き
る
だ
け
若
い
う

ち
に
昇
段
し
て
お
け
ば
子
ど
も
た
ち
に
も
長
い

間
還
元
が
で
き
ま
す
の
で
、
五
段
に
な
っ
た
皆

さ
ん
に
は
、
ぜ
ひ
日
曜
の
稽
古
に
来
て
く
だ
さ

い
と
呼
び
か
け
て
い
ま
す
」

出身地　沖縄県宮古島市（伊良部島）
出身校　県立宮古高校→私立沖縄大学
剣道開始時　高校2年生より
中断期間　大学卒業後10年くらい中断、33歳で再開する
六段受審回数　15回（平成25年11月合格、63歳）
合格した理由　①基本技の修練（有効打突の要件、要素の確認）、
②攻め、出ばな技、応じ技の修練

長濱光雄
（ナガハマミツオ）66歳

出身地　沖縄県宮古島市
出身校　県立宮古高校
職業　（有）総合流通根間、ギフトねま経営
剣道開始時　昭和52年6月、高校１年より
中断期間　昭和54年8月～昭和63年まで
六段受審回数　6回（平成23年より受審）
合格した理由　己の剣道を見つめ直し、基本打ちを
再確認すること。気の充実のための意識付けをする。
過去合格できなかった欠点を研究しつつ、子供たち
への指導の中に原点を見つめ直すように努めた。

根間康雄
（ネマヤスオ）54歳

出身地　沖縄県宜野湾市
出身校　県立普天間高校→沖縄国際大学
職業　警察官
剣道開始時　小学校２年生より
中断期間　中学校2年～３年
六段受審回数　５回
合格した理由　これで最後の審査だと覚悟を決め
た。打った打たれたと一喜一憂しなかった。最後の「止
め」がかかるまで集中できた。何度も模擬審査を実施
して、1分間を体に覚えさせた。

大山喬一郎
（オオヤマキョウイチロウ）37歳

出身地　沖縄県宮古島市
出身校　興南高校→第一経済大学
職業　会社員
剣道開始時　11歳より
六段受審回数　10回
合格した理由　気迫を込め、打ち切った技を出すよう
に心がけた。

平良晴樹
（タイラハルキ）41歳

六段合格者４名のプロフィール


