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こ
れ
か
ら
の
中
学
校
に
お
け
る

　
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」の
指
導

筑
波
大
学
附
属
中
学
校
　
　

飯
田
　
和
明

一　

�

戦
後
学
習
指
導
要
領
に
見
え
る
古
典

教
育
観
か
ら
学
ぶ

　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
三
領
域
一
事
項
の

う
ち
の
「
言
語
事
項
」
に
変
わ
っ
て
「
伝
統
的
な
言

語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
が
設
定
さ

れ
た
。
経
年
的
な
比
較
と
い
う
視
点
か
ら
見
れ
ば
、

こ
の
事
態
を
「
古
典
重
視
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
戦
後
、
こ
れ
ま
で
に
示
さ
れ
た
学

習
指
導
要
領
を
通
覧
す
る
と
、「
昭
和
二
十
二
年
要

領
」
に
は
「
中
学
校
の
国
語
教
育
は
、
古
典
の
教
育

か
ら
解
放
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
く
だ

り
が
現
れ
て
い
る
。
そ
の「
要
領
」で
は
続
い
て
、「
つ

ね
に
も
っ
と
も
広
い
『
こ
と
ば
の
生
活
』
に
着
眼
し
、

実
際
の
社
会
生
活
に
役
立
つ
国
語
の
力
を
つ
け
る
こ

と
を
目
が
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
記
さ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
当
時
は
、
戦
前
の
〈
学
習
内
容
を

教
化
す
る
為
の
古
典
教
育
〉
を
、〈
言
語
生
活
に
根

ざ
し
、
言
語
活
動
に
目
を
向
け
る
国
語
教
育
〉
と
し

て
改
め
、「
解
放
」
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

　

そ
の
古
典
教
育
が
、
現
在
は
重
視
さ
れ
よ
う
と
し

て
い
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ
れ
が
求
め
ら
れ

る
現
代
と
は
ど
ん
な
時
代
で
、
日
本
と
い
う
国
は
現

在
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
の
か
。
直
接
生
徒
に
向

き
合
い
、
日
々
教
育
実
践
に
当
た
る
私
た
ち
現
場
の

教
師
は
、
一
度
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
真
剣
に
考
え
て

お
く
必
要
が
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
（
注
１
）。

　

現
在
に
い
た
る
ま
で
に
種
々
の
変
遷
を
観
る
学
習

指
導
要
領
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
こ
れ
か
ら
の
教
育

の
考
慮
に
資
す
る
、「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
の
指

導
に
関
す
る
ヒ
ン
ト
も
多
く
示
さ
れ
て
い
る
。「
昭

和
二
十
三
年
要
領
」
で
は
、「
古
典
を
分
か
り
や
す

く
書
き
換
え
た
文
章
、
や
さ
し
い
翻
訳
作
品
な
ど
を

用
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
。」「
古
典
に
関
心
を
も
た

せ
る
よ
う
に
書
い
た
文
章
、
翻
訳
作
品
、
格
言
、
故

事
や
成
語
、
短
く
て
や
さ
し
い
文
語
文
な
ど
を
用
い

る
こ
と
を
考
慮
す
る
。」
と
い
っ
た
文
言
が
記
さ
れ

て
い
る
。「
昭
和
五
十
二
年
要
領
」は
、「
Ａ
表
現
」「
Ｂ

理
解
」「
言
語
事
項
」
と
し
て
国
語
科
の
学
習
構
成

が
示
さ
れ
た
学
習
指
導
要
領
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

「
古
典
の
指
導
に
つ
い
て
は
、
古
典
に
対
す
る
関
心

を
深
め
、
古
文
と
漢
文
を
理
解
す
る
基
礎
を
養
う
よ

う
に
す
る
こ
と
。
そ
の
教
材
と
し
て
は
、
古
典
に
関

心
を
も
た
せ
る
よ
う
に
書
い
た
文
章
、
短
く
て
や
さ

し
い
文
語
文
や
格
言
、
故
事
や
成
語
、
親
し
み
や
す

い
古
典
の
文
章
な
ど
を
適
宜
用
い
る
よ
う
に
す
る
こ

と
。」
と
あ
る
。「
表
現
」
と
「
理
解
」
を
下
支
え
す

る
も
の
と
し
て
の
「
言
語
事
項
」
と
い
う
学
習
構
造

を
念
頭
に
置
け
ば
、「
表
現
」「
理
解
」
の
諸
側
面
に

関
わ
っ
て
こ
の
内
容
は
適
用
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
〈
各
学
習
側
面
に
お
い
て

古
典
を
扱
う
〉
と
い
う
視
界
が
、
こ
の
時
に
示
さ
れ

て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

二　

�「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
に
関
わ
る

実
践
的
課
題

　

古
典
教
育
の
意
義
や
時
代
的
な
考
察
に
つ
い
て

は
、こ
れ
ま
で
に
も
貴
重
な
言
説
が
著
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
時
枝
誠
記
は
、「
日
本
の
敗
戦
が
、
わ
が
国

特
有
の
伝
統
と
精
神
と
を
賭
け
た
と
こ
ろ
に
導
か
れ

た
も
の
と
考
へ
る
こ
と
が
、
果
た
し
て
事
実
に
対
す

る
正
し
い
認
識
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、

少
し
く
古
典
に
親
し
ん
だ
も
の
に
と
つ
て
は
、到
底
、

考
へ
得
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
、
戦
時
中
、
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多
く
の
古
典
が
、
抹
殺
の
憂
き
目
に
あ
つ
た
こ
と
に

よ
つ
て
も
、
容
易
に
知
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
で
あ

る
。」
と
看
破
し
た
上
で
「
古
典
の
中
に
現
代
的
意

義
を
探
索
し
、
或
は
現
代
に
通
ず
る
も
の
を
持
つ
と

考
へ
ら
れ
る
古
典
を
選
り
出
し
て
、
古
典
に
対
す
る

汚
名
を
す
ゝ
が
う
と
い
ふ
試
み
」
を
、「
こ
の
や
う

な
古
典
に
対
す
る
態
度
、
時
勢
の
動
向
に
対
し
て
、

古
典
を
利
用
す
る
と
い
ふ
根
本
的
態
度
は
、
戦
時
中

の
そ
れ
と
少
し
も
異
な
つ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。」

と
し
て
批
判
す
る
。さ
ら
に
、「
古
典
教
育
に
つ
い
て
、

現
代
的
意
義
と
い
ふ
こ
と
が
、
や
か
ま
し
く
云
は
れ

る
の
は
、
一
つ
に
は
、
今
日
の
人
々
が
、
現
代
と
い

ふ
も
の
に
過
大
の
評
価
を
し
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
来
る

こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
ふ
。
嘗
て
は
、
古
代
だ
け
が
理

想
で
あ
つ
て
、
現
代
は
、
堕
落
し
た
時
代
と
考
へ
ら

れ
て
ゐ
た
が
、
今
日
で
は
そ
の
逆
に
、
す
べ
て
を
現

代
を
も
つ
て
律
し
よ
う
と
す
る
。
現
代
に
合
致
し
な

い
も
の
は
、
無
価
値
な
も
の
と
考
へ
た
が
る
。
し
か

し
、
古
典
の
中
に
、
今
日
で
は
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま

つ
た
や
う
な
物
の
感
じ
方
、
考
へ
方
と
い
ふ
も
の
を

見
い
だ
す
こ
と
が
出
来
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

新
し
い
世
界
の
発
見
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
「
現
在
」
に
お
い
て
、
古
典
を
継
承

し
、
そ
の
学
習
意
義
を
検
討
し
つ
つ
、
学
習
活
動
を

組
ん
で
い
く
こ
と
の
大
切
さ
に
つ
い
て
、
時
枝
は
論

じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。（
注
２
）

　

漢
文
教
育
に
つ
い
て
は
、
古
典
の
教
材
化
に
向
け

て
の
貴
重
な
指
摘
が
、
加
持
伸
行
に
よ
っ
て
行
わ
れ

て
い
る
。「
漢
文
を
学
習
す
る
前
に
学
習
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
漢
文
体
、
あ

る
い
は
漢
文
脈
の
文
章
の
学
習
で
あ
る
。た
と
え
ば
、

明
治
時
代
に
作
ら
れ
た
法
律
（
刑
法
・
民
法
な
ど
）

の
文
章
、
い
や
、
そ
う
い
う
も
の
だ
け
に
と
ど
ま
ら

な
い
。
明
治
の
文
学
作
品
に
、
漢
文
体
・
漢
文
脈
の

も
の
は
や
ま
ほ
ど
あ
る
。
…
…
こ
う
し
た
漢
文
体
・

漢
文
脈
の
文
章
に
慣
れ
て
は
じ
め
て
漢
文
の
お
も
し

ろ
さ
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
語
法
的
な

こ
と
、解
釈
文
法
的
な
こ
と
は
、そ
う
し
た
漢
文
体
・

漢
文
脈
の
文
章
を
読
む
と
き
に
学
習
し
終
え
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
、
い
ざ
漢
文
を
読
む
と
き
、
生
徒
は

解
釈
文
法
的
な
こ
と
で
い
や
に
な
ら
な
く
な
る
。」

（
注
３
）　

　

小
中
高
と
漢
文
を
学
習
の
材
と
し
て
開
発
し
、
位

置
づ
け
て
い
く
必
要
の
あ
る
現
在
に
お
い
て
、
大
変

参
考
に
な
る
文
章
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
紙
幅
の
理
由
で
、
こ
れ
以
上
多
方
面
に

わ
た
る
文
献
の
参
照
へ
と
筆
を
進
め
る
こ
と
は
し
な

い
が
、
戦
後
の
学
習
指
導
要
領
と
合
わ
せ
、
先
達
が

積
み
上
げ
て
こ
ら
れ
た
知
見
か
ら
学
び
つ
つ
、
こ
れ

か
ら
の
中
学
校
に
お
け
る
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関

わ
る
実
践
的
課
題
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と

思
わ
れ
る
。そ
れ
は
端
的
に
言
え
ば
、「
古
典
を
基
に
、

生
徒
自
ら
の
多
様
な
学
び
、
楽
し
み
、
考
察
に
つ
な

が
る
教
材
化
を
図
る
」
と
い
っ
た
方
向
性
で
あ
る
。

よ
り
具
体
的
に
は
、「
話
の
お
も
し
ろ
さ
や
時
代
背

景
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
興
味
な
ど
か

ら
、
様
々
な
教
材
を
提
示
す
る
」、「
音
読
や
朗
読
、

朗
唱
と
い
っ
た
様
々
な
読
み
方
で
、
意
味
に
は
直
接

触
れ
な
い
読
み
の
楽
し
み
方
を
知
る
」、「
国
語
辞
典

や
漢
和
辞
典
を
使
っ
て
、
自
分
か
ら
古
典
の
文
章
に

当
た
る
」、「
現
代
の
文
章
と
同
じ
所
や
違
う
所
を
自

分
で
見
つ
け
て
い
く
」、「
自
分
に
引
き
つ
け
た
り
現

代
に
引
き
比
べ
た
り
で
き
る
よ
う
な
読
み
物
か
ら
、

も
の
の
見
方
や
感
じ
方
、
考
え
方
を
広
げ
る
」、「
古

典
を
学
ぶ
こ
と
の
意
味
を
自
分
な
り
に
考
え
て
み

る
」
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
課
題

意
識
に
基
づ
い
て
行
っ
た
授
業
実
践
の
一
部
を
、
次

に
紹
介
し
て
み
た
い
。

三　

古
典
で
学
ぶ
国
語

（
１
）
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
国
語
の
力

　

教
材
化
の
視
点
を
〈
古
典
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て

国
語
の
力
を
高
め
る
こ
と
〉
に
お
き
、
中
学
一
年
の

授
業
実
践
に
当
た
っ
た
。
古
典
を
特
別
な
も
の
と
し

て
見
る
の
で
は
な
く
「
先
人
の
記
し
て
き
た
言
語
文

化
を
今
に
受
け
入
れ
る
こ
と
か
ら
高
め
る
こ
と
の
で

き
る
国
語
の
力
が
あ
る
」
と
意
識
さ
せ
た
い
か
ら
で

あ
る
。「
段
階
を
踏
ん
だ
学
習
に
よ
っ
て
、
少
量
の

古
典
文
章
を
確
実
に
読
め
る
よ
う
に
な
る
こ
と
」
を

目
指
す
の
で
は
な
く
、「
古
典
を
学
ぶ
た
め
の
様
々

な
方
法
を
知
り
、
そ
れ
を
用
い
て
、
身
の
回
り
で
出
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会
う
こ
と
の
で
き
る
〈
古
典
的
な
も
の
〉
に
自
分
を

開
き
、関
わ
る
こ
と
の
で
き
る
姿
勢
」
を
養
い
た
い
。

古
典
を
学
ぶ
こ
と
の
意
味
を
「
身
に
つ
け
ら
れ
る
国

語
の
力
」
と
し
て
捉
え
、
国
語
学
習
の
一
環
と
し
て

他
の
国
語
学
習
と
の
関
連
を
持
た
せ
な
が
ら
、
生
徒

の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
い
と
考
え

た
。

（
２
）
授
業
に
お
け
る
指
導
の
工
夫

　

前
記
を
受
け
、
以
下
の
点
を
工
夫
点
と
し
て
念
頭

に
置
き
、
授
業
を
展
開
し
て
い
っ
た
。

・�

辞
書
（
国
語
辞
典
や
漢
和
辞
典
）
な
ど
を
用
い
て
、

古
典
的
な
文
章
（
校
歌
な
ど
）
を
読
ん
で
み
る
。

・�

古
典
の
文
章
と
現
代
の
文
章
と
の
違
い
を
挙
げ
さ

せ
、
そ
の
違
い
か
ら
考
え
る
。

・�

Ｖ
Ｔ
Ｒ
や
朗
読
、
朗
詠
な
ど
に
よ
っ
て
古
典
の
世

界
に
触
れ
さ
せ
、
古
典
を
受
け
入
れ
る
素
地
を
作

る
。

・�

古
典
と
関
わ
る
こ
と
の
で
き
る
継
続
的
な
時
間
を

作
る
（
帯
単
元
と
し
て
古
典
に
触
れ
る
・
物
語
や

草
紙
に
丸
ご
と
触
れ
さ
せ
る
・
暗
唱
課
題
と
し
て

設
定
す
る
）。

・�

国
語
で
古
典
を
学
ぶ
こ
と
の
意
味
を
自
ら
考
え
さ

せ
、
こ
れ
か
ら
の
古
典
（
国
語
）
学
習
の
視
点
に

据
え
る
。
ふ
だ
ん
の
国
語
の
学
習
と
の
関
連
性
と

そ
の
距
離
感
の
中
で
、〈
古
典
に
つ
な
が
っ
て
い

け
る
器
量
〉
を
育
成
し
、〈
言
語
生
活
の
中
で
の

古
典
に
関
わ
る
領
域
〉を
生
徒
の
中
に
醸
成
す
る
。

（
３
）
授
業
の
実
際

①
古
典
的
な
文
章
を
読
む

　

身
の
ま
わ
り
に
あ
る
古
典
的
な
文
章
と
し
て
、「
校

歌
」
を
読
む
こ
と
か
ら
学
習
を
始
め
た
。
本
校
の
校

歌
は
一
九
〇
二
年
に
作
ら
れ
た
「
春
湯
陵
の
花
の
陰

　

秋
銘
茗
渓
の
月
の
下
」
で
始
ま
る
、
四
番
に
わ
た

る
名
詩
で
あ
る
。
生
徒
に
と
っ
て
は
身
近
に
あ
り
な

が
ら
そ
の
内
容
は
決
し
て
易
し
い
も
の
で
は
な
く
、

古
語
的
な
言
い
ま
わ
し
や
歴
史
・
文
学
へ
の
つ
な
が

り
な
ど
多
く
の
古
典
的
内
容
を
含
む
文
章
で
あ
る
。

こ
れ
を
繰
り
返
し
読
み
、
現
代
の
言
葉
と
の
違
い
を

探
し
、
辞
書
を
使
っ
て
そ
の
意
味
を
捉
え
、
歌
の
解

説
に
よ
っ
て
内
容
の
理
解
を
深
め
、
暗
唱
し
、
声
に

出
し
て
歌
う
、
と
い
う
流
れ
で
学
習
を
構
成
し
て

い
っ
た
。

　

こ
の
教
材
化
の
意
図
に
沿
っ
て
は
、
他
に
も
「
生

徒
手
帳
」「
憲
法
前
文
」
と
い
っ
た
法
に
関
わ
る
文

章
な
ど
、
こ
の
種
の
学
習
を
成
立
さ
せ
る
貴
重
な
素

材
的
価
値
を
持
つ
教
材
を
探
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。

　

紙
幅
の
都
合
で
詳
述
は
で
き
な
い
が
、『
今
昔
物

語
集
』
の
中
の
「
馬
盗
人
」
の
学
習
も
行
っ
た
。
こ

の
文
章
は
昭
和
四
十
年
代
に
は
教
科
書
に
も
盛
ん
に

取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
現
代
語
訳
で
掲

載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
か
な
り
古
典

的
な
言
葉
、
生
徒
に
と
っ
て
「
古
語
と
現
代
語
の
間

に
あ
る
よ
う
な
語
」
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
う
い
っ
た

語
の
辞
書
引
き
か
ら
入
り
、
現
代
語
訳
の
仕
方
を
比

較
し
た
り
す
る
こ
と
か
ら
、
徐
々
に
古
語
に
つ
な

が
っ
て
い
く
感
覚
、
古
い
言
葉
を
も
と
に
し
て
思
考

す
る
経
験
と
い
っ
た
も
の
を
積
む
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
二
つ
の
別
の
訳
文
を
比
較

す
る
こ
と
か
ら
、「
古
語
的
な
言
葉
」
を
巡
っ
て
文

章
を
た
ど
り
、
内
容
に
つ
い
て
の
思
考
を
深
め
る
学

習
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
は
既
に
、「
古
典
的
な
言
葉
」

は
、
生
徒
に
と
っ
て
考
え
る
基
点
と
し
て
、
そ
の
意

味
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
状
態
に

な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

②
百
人
一
首
の
学
習

　

カ
ル
タ
取
り
も
含
め
、
小
学
校
や
家
庭
生
活
の
中

で
「
小
倉
百
人
一
首
」
に
触
れ
て
い
る
生
徒
は
多
く

い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
学
習
材
料
と
し
、
帯
単

元
の
形
で
学
習
を
進
め
た
。
音
読
か
ら
入
る
が
、
ま

ず
は
五
・
七
・
五
・
七
・
七
の
短
い
区
切
り
方
で
読
み
、

次
に
、
上
の
句
・
下
の
句
の
単
位
で
、
さ
ら
に
は
一

首
全
体
と
い
う
よ
う
に
、「
一
度
に
音
と
し
て
認
識

し
て
再
現
で
き
る
単
位
」
を
徐
々
に
大
き
く
し
な
が

ら
、「
指
導
者
（
慣
れ
て
く
れ
ば
、
あ
る
生
徒
）
→

生
徒
全
体
」
の
お
う
む
返
し
の
形
で
、
繰
り
返
し
声

を
出
し
て
読
ま
せ
た
。

　

次
い
で
ビ
デ
オ
教
材
を
用
い
て
、
音
読
練
習
し
た

歌
を
関
連
映
像
で
観
て
、
朗
読
を
聴
き
な
が
ら
、
和

歌
と
い
う
文
芸
を
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
に
つ
な
げ
ら
れ

る
よ
う
に
し
た
。
そ
の
際
、
指
導
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
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歌
に
ま
つ
わ
る
解
説
を
行
っ
た
り
、
生
徒
に
イ
メ
ー

ジ
・
歌
意
を
思
い
浮
か
べ
さ
せ
な
が
ら
、
上
の
句
・

下
の
句
に
分
け
て
筆
写
す
る
と
い
う
学
習
も
行
っ

た
。

　

最
後
に
は
「
ま
と
め
読
み
」
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
、

「
こ
れ
ま
で
学
ん
で
き
た
内
容
を
で
き
る
だ
け
自
分

の
発
す
る
声
に
込
め
て
、
音
読
し
よ
う
」
と
い
う
読

み
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
音
読
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
読

み
方
と
の
違
い
が
生
徒
側
に
現
れ
て
い
た
。
指
示
は

さ
れ
て
い
な
い
の
に
、
生
徒
は
速
度
を
落
と
し
て
読

ん
だ
の
で
あ
る
。
歌
を
読
み
慣
れ
、
暗
唱
を
目
指
す

段
階
で
は
、
早
口
だ
っ
た
り
、
ま
た
リ
ズ
ミ
カ
ル
に

読
み
な
が
ら
、
そ
れ
を
一
種
の
学
習
の
活
力
に
し
て

い
た
が
、
こ
の
段
階
で
は
「
調
べ
」
を
持
っ
て
ゆ
っ

く
り
と
し
た
読
み
方
が
な
さ
れ
る
「
歌
の
詠
み
」
に
、

自
ず
と
接
近
し
て
い
る
様
子
で
あ
っ
た
。
時
間
を

ゆ
っ
た
り
と
流
し
、
そ
の
中
で
短
い
文
言
に
込
め
ら

れ
た
思
い
や
情
景
を
浮
か
べ
る
…
…
。
そ
う
い
う
学

習
の
時
間
を
持
つ
こ
と
も
、
今
、
大
切
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

四　

伝
統
的
な
文
化
を
大
切
に
す
る
と
は

　

最
後
に
、広
く
「
伝
統
的
な
文
化
を
大
切
に
す
る
」

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
と
考
え
て
み
る
。
先
日
あ

る
テ
レ
ビ
番
組
で
、
著
名
な
歌
舞
伎
役
者
さ
ん
が
、

卒
業
し
た
母
校
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
な
が

ら
、
楽
し
そ
う
に
高
校
生
活
に
つ
い
て
語
っ
て
い
ら

し
た
。
そ
こ
に
は
氏
が
過
ご
し
た
（
ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
破
天
荒
な
？
）
学
校
生
活
へ
の
愛
着
、
誇
り
の

よ
う
な
も
の
が
底
流
し
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ

た
。

　

今
、
目
の
前
に
い
る
在
校
の
生
徒
、
そ
し
て
私
た

ち
教
員
は
、
こ
の
学
校
の
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
拠
り
所

を
持
ち
、
こ
の
学
校
を
離
れ
た
後
も
な
お
ど
ん
な
こ

と
を
大
切
に
し
た
い
と
思
う
の
だ
ろ
う
か
。
生
徒
の

「
成
績
」
や
「
進
路
」
の
宣
伝
、時
に
は
喧
伝
に
よ
っ

て
評
判
に
な
っ
た
と
見
え
る
そ
の
学
校
の
姿
を
、
そ

う
い
う
も
の
と
感
じ
、
再
び
愛
着
を
持
っ
て
、
帰
る

こ
と
の
で
き
る
母
校
と
思
う
の
だ
ろ
う
か
。む
し
ろ
、

自
分
た
ち
で
つ
く
っ
た
「
文
化
」、
そ
れ
を
残
し
て

き
た
と
い
う
自
負
が
、
卒
業
後
、
ま
た
異
動
後
何
年

経
っ
て
も
、
懐
か
し
く
そ
の
学
校
を
思
い
出
す
際
の

核
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い

う
「
文
化
」
を
、
私
た
ち
教
員
は
本
当
に
生
徒
と
つ

く
り
出
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
か
、
現
在
勤
務
す
る

学
校
の
文
化
と
言
え
る
も
の
は
何
な
の
か
。
ま
ず
は

自
分
の
学
校
を
大
切
に
で
き
る
こ
と
が
、
日
本
の
伝

統
文
化
を
大
切
に
す
る
こ
と
の
素
地
に
な
る
の
で
は

な
い
か
。「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
の
指
導
を
考
え

る
に
あ
た
り
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
思
い
を
巡
ら
せ

た
次
第
で
あ
る
。

注
１　

�

こ
の
詳
細
や
、
本
稿
で
十
分
に
取
り
扱
え
て

い
な
い
件
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
考

に
さ
れ
た
い
。「
国
語
科
に
お
け
る
小
中
高

一
貫
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
関
す
る
研
究
〜
古
典

分
野
を
例
に
し
て
〜
」
筑
波
大
学
附
属
中
学

校
国
語
科
（
二
〇
〇
八
）『
筑
波
大
学
附
属

中
学
校
「
研
究
紀
要
」
第
60
号
』
所
収

注
２　

�

時
枝
誠
記
（
一
九
五
六
）「
国
語
教
育
に
お

け
る
古
典
教
材
の
意
義
に
つ
い
て
」
東
京
大

学
国
語
国
文
学
会
編
『
国
語
と
国
文
学
』

V
o
l
．
33　

N
o
．
4　

至
文
堂

注
３　

�

加
地
伸
行
（
一
九
八
七
）「「
漢
文
な
ん
て
型

だ
け
」
か
」『
月
刊
国
語
教
育
』
N
o
．
71
』

所
収　

東
京
法
令
出
版

い
い
だ
　
か
ず
あ
き 

筑
波
大
学
附
属
中
学
校
教
諭
。
教
育
の

歴
史
に
学
び
な
が
ら
、「
教
材
化
」
を
キ
ー
概
念
に
し
た
国
語

科
授
業
実
践
開
発
、
理
論
的
な
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
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