
國學院大學学術情報リポジトリ

小学校における伝統・文化にかかわる教育に関する
一考察 : 「子ども歌舞伎『毛抜』」の省察を通して

言語: Japanese

出版者: 

公開日: 2023-02-06

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 成田, 信子

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.57529/00001179URL



─ 59 ─

小学校における伝統・文化にかかわる教育に関する一考察

一
．
ま
ね
ぶ
こ
と
、
学
ぶ
こ
と

　

近
代
以
降
の
学
校
教
育
は
、
目
標
や
計
画
を
た
て
て
、
学
習
内
容
を
教

授
し
、
評
価
す
る
、
と
い
う
一
連
の
流
れ
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

教
授
方
法
に
つ
い
て
は
、
効
率
を
重
要
視
す
る
こ
と
か
ら
、
一
斉
教
授
方

式
が
か
な
り
の
割
合
を
占
め
て
い
る
。
日
本
で
は
、
一
八
七
二
年
（
明
治

五
年
）
学
制
の
発
布
に
よ
っ
て
、
国
が
学
校
を
制
度
と
し
て
整
備
し
て
以

来
、
基
本
的
に
は
こ
の
流
れ
の
も
と
に
教
育
計
画
が
た
て
ら
れ
実
施
さ
れ

て
い
る
。
近
代
以
前
に
目
を
向
け
る
と
、
江
戸
時
代
に
は
全
国
で
寺
子
屋

が
一
五
、〇
〇
〇
校
ほ
ど
あ
っ
た
と
さ
れ（

１
）、

こ
れ
は
一
九
世
紀
に
お
け
る

教
育
の
水
準
と
し
て
は
世
界
的
に
見
て
も
決
し
て
低
い
も
の
で
は
な
い
。

現
在
日
本
の
小
学
校
数
は
二
二
、二
五
八
校（

２
）で

あ
る
か
ら
、
人
口
比
で
み

れ
ば
現
在
と
比
べ
て
も
か
な
り
の
普
及
率
で
あ
る
。
寺
子
屋
で
は
、
近
代

の
教
育
で
一
般
化
し
て
い
っ
た
理
念
や
方
法
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の

違
い
は
い
く
つ
か
の
観
点
か
ら
指
摘
で
き
る
が
、
教
授
方
法
、
師
弟
関
係

に
違
い
が
顕
著
で
あ
る
。
教
授
方
法
は
一
斉
教
授
方
式
で
は
な
く
、
個
別

教
授
方
式
が
広
く
行
わ
れ
て
い
る（

３
）。

ま
た
原
則
と
し
て
一
人
の
師
匠
に
入

門
す
る
と
い
う
形
が
と
ら
れ
、
師
弟
関
係
は
信
頼
を
基
盤
に
し
て
成
立
し

て
い
た（

４
）。

　

本
稿
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
伝
統
・
文
化
に
か
か
わ
る
教
育
は
、
教
育

の
在
り
方
と
し
て
、
広
い
意
味
で
寺
子
屋
方
式
を
と
る
場
合
が
多
く
、
近

代
以
降
の
学
校
教
育
を
相
対
化
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。「
学
ぶ
」

に
は
、「
ま
ね
ぶ
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
真
似
す
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

寺
子
屋
方
式
は
「
師
匠
の
手
を
真
似
る
」
こ
と
が
基
本
形
で
あ
る
。「
真

似
す
る
」
こ
と
は
学
習
者
の
主
体
を
喪
失
す
る
行
為
で
は
な
く
自
分
に
向

き
合
う
行
為
で
あ
り
、
む
し
ろ
ど
う
し
て
も
「
真
似
で
き
な
い
」
こ
と
に

気
づ
く
と
い
う
点
で
、
自
己
発
見
で
さ
え
あ
る
。
本
稿
は
、
小
学
校
に
お

け
る
伝
統
・
文
化
に
か
か
わ
る
教
育
を
実
践
の
省
察
と
い
う
形
で
取
り
上

げ
、
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
、
今
後
の
展
望
を
拓
く
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

小
学
校
に
お
け
る
伝
統
・
文
化
に
か
か
わ
る
教
育
に
関
す
る
一
考
察

　
　
　
　
─
「
子
ど
も
歌
舞
伎
『
毛
抜
』」
の
省
察
を
通
し
て
─

成
田
　
信
子

　
【
キ
ー
ワ
ー
ド
】　

ま
ね
ぶ　

寺
子
屋
方
式　

創
造
活
動
の
時
間　

歌
舞
伎　

実
演
家　

伝
統
芸
能　

型　

自
主
性　

教
師
の
役
割　

自
己
開
発
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二
．「
子
ど
も
歌
舞
伎
『
毛
抜
』」

（
一
）「
ふ
る
さ
と
東
京
発
見
」

　

平
成
一
三
年
度
の
六
年
生
（
一
三
三
名
）
と
半
年
を
か
け
て
子
ど
も

歌
舞
伎
に
取
り
組
ん
だ
。
こ
の
実
践
を
行
っ
た
お
茶
の
水
女
子
大
学
附

属
小
学
校
で
は
、
昭
和
五
一
年
度
よ
り
「
創
造
活
動
の
時
間
」
を
教
育

課
程
上
に
位
置
づ
け
て
い
る
。「
創
造
活
動
の
時
間
」
は
、
そ
の
源
流
を

一
九
二
〇
年
（
大
正
六
年
）
の
作
業
教
育
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
体
験

を
ベ
ー
ス
に
課
題
追
究
の
学
習
・
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
近
年
あ
ら
た
め

て
、上
学
年
の
ね
ら
い
を「
課
題
を
見
つ
け
解
決
し
て
い
く
態
度
や
能
力
、

共
に
活
動
す
る
社
会
性
、
協
調
性
、
道
徳
性
を
養
う
学
習
、
ま
た
個
の
課

題
を
追
求
し
、
学
ぶ
楽
し
さ
を
味
わ
う
学
習
」
と
整
理
を
し
、
平
成
一
三

年
度
の
六
年
生
は
週
あ
た
り
五
時
間
を
充
当
し
て
い
た（

５
）。

子
ど
も
歌
舞
伎

は
六
年
二
学
期
か
ら
三
学
期
の
「
創
造
活
動
の
時
間
」
に
行
っ
た
も
の
で

あ
る
。

　

二
学
期
の
創
造
活
動
の
テ
ー
マ
は
「
ふ
る
さ
と
東
京
発
見
」
で
あ
る
。

ま
ず
江
戸
東
京
博
物
館
見
学
と
歌
舞
伎
鑑
賞
を
行
っ
た
。
歌
舞
伎
鑑
賞
は

国
立
劇
場
一
〇
月
歌
舞
伎
公
演
『
殿
下
茶
屋
聚
（
て
ん
が
ぢ
ゃ
や
む
ら
）』

（
中
村
吉
右
衛
門
）
を
選
ん
だ
。
国
立
劇
場
は
親
子
歌
舞
伎
鑑
賞
教
室
な

ど
に
よ
っ
て
普
及
活
動
に
力
を
い
れ
て
い
る
が
、
ふ
る
さ
と
東
京
で
行
わ

れ
て
い
た
伝
統
芸
能
の
鑑
賞
と
い
う
主
旨
を
伝
え
る
と
、
観
劇
前
に
解
説

を
行
っ
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
内
容
は
、
歌
舞
伎
の
由
来
、
江
戸
で

行
わ
れ
て
き
た
歴
史
、
舞
台
の
仕
組
み
、
音
楽
、
役
者
の
動
作
、
演
目
等

で
あ
る
。
担
当
の
国
立
劇
場
芸
能
部
の
渡
邊
哲
之
氏
は
、
随
所
に
小
学
生

に
も
わ
か
る
工
夫
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
録
音
テ
ー
プ
で
実
際
の
舞
台
で

使
う
音
楽
を
流
し
、
三
味
線
の
音
色
、
唄
に
つ
い
て
説
明
し
た
り
、
舞
台

の
構
造
を
図
示
し
た
り
、
附
け
打
ち
を
実
際
に
打
っ
て
教
師
を
音
に
合
わ

せ
て
走
ら
せ
た
り
と
い
っ
た
工
夫
で
あ
る
。
ま
た
『
殿
下
茶
屋
聚
』
の
登

場
人
物
同
士
の
関
係
が
ポ
ス
タ
ー
の
切
り
抜
き
を
使
っ
て
視
覚
的
に
わ
か

る
よ
う
に
し
て
あ
っ
た
。
解
説
に
よ
っ
て
、
と
か
く
関
係
が
複
雑
で
つ
か

み
に
く
く
な
り
が
ち
な
歌
舞
伎
の
人
間
関
係
が
よ
く
わ
か
っ
た
。
こ
の
芝

居
は
い
わ
ゆ
る
「
悪
者
」
側
が
主
人
公
だ
が
、
事
前
に
対
立
の
構
図
も
つ

か
め
た
よ
う
だ
。
以
下
、
子
ど
も
た
ち
の
観
劇
感
想
を
ひ
い
て
お
く
。

・
人
が
出
た
り
入
る
（
マ
マ
）
時
に
、
す
ず
み
た
い
な
音
が
し
て
、
見
に

き
て
い
る
人
に
わ
か
り
や
す
く
な
っ
て
い
て
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
よ
く
工

夫
し
て
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
と
気
づ
い
た
こ
と
は
歌
舞
伎
の
あ

の
舞
台
が
回
転
す
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
刀
は
木

に
銀
紙
が
は
っ
て
あ
る
だ
け
な
の
に
、
本
当
の
刀
み
た
い
に
な
っ
て
い

た
の
に
は
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。足
音
な
ど
も
音
を
つ
か
っ
て
い
た
り
、

幕
を
あ
け
る
と
き
も
、
あ
の
木
と
木
を
ぶ
つ
け
た
よ
う
な
音
が
し
て
と

て
も
よ
く
工
夫
し
て
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

・
歌
舞
伎
は
見
る
の
が
初
め
て
で
見
て
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
と

思
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
わ
か
り
や
す
い
説
明
が
あ
っ
た
の
で
、
今
何

を
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
、
何
と
い
う
名
前
の
人
が
出
て
い
る
か
よ
く

わ
か
り
ま
し
た
。
私
が
一
番
す
ご
い
と
思
っ
た
の
は
声
と
足
音
で
す
。

二
階
席
や
は
し
っ
こ
の
席
の
人
ま
で
届
く
声
は
よ
く
出
る
と
思
い
ま
し

た
。
小
声
で
話
し
て
い
る
と
き
も
客
席
ま
で
聞
こ
え
る
の
は
感
心
し
ま

し
た
。
足
音
の
ほ
う
で
も
、
走
っ
た
り
す
る
と
き
カ
ッ
カ
ッ
と
拍
子
木

を
鳴
ら
し
て
役
者
と
と
て
も
息
が
合
っ
て
い
る
の
が
す
ご
い
と
思
い
ま

し
た
。
ま
た
行
き
た
く
な
る
よ
う
な
楽
し
い
歌
舞
伎
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。

・
歌
舞
伎
を
見
る
の
は
こ
れ
で
五
回
目
で
一
番
い
い
と
こ
ろ
に
す
わ
っ
て

い
る
の
に
い
つ
も
つ
ま
ら
な
い
と
思
っ
て
寝
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
、
解
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説
に
よ
り
、
お
も
し
ろ
み
が
や
っ
と
わ
か
り
ま
し
た
。
音
も
す
べ
て
楽

器
で
や
っ
て
い
て
び
っ
く
り
し
た
。
お
母
さ
ん
の
フ
ァ
ン
の
「
中
村
吉

右
衛
門
」
は
笑
い
も
た
く
さ
ん
と
れ
て
い
て
、
僕
も
好
き
に
な
り
そ
う

で
す
。

・
日
本
の
文
化
は
こ
の
よ
う
な
も
の
が
多
い
と
や
は
り
思
っ
た
。
そ
う
い

う
の
が
わ
か
る
人
が
い
る
か
ら
今
で
も
残
っ
て
い
る
と
思
っ
た
。
又
、

だ
れ
が
見
て
も
お
も
し
ろ
い
も
の
だ
と
思
っ
た
。
や
は
り
説
明
が
あ
っ

て
よ
か
っ
た
。
歌
舞
伎
が
ど
う
い
う
も
の
か
わ
か
っ
た
。

　

解
説
が
子
ど
も
た
ち
を
歌
舞
伎
の
世
界
に
引
き
込
ん
だ
と
言
っ
て
も
よ

い
。
特
に
音
と
動
作
の
関
係
や
役
者
の
演
技
の
お
も
し
ろ
さ
は
多
く
の
子

ど
も
を
引
き
つ
け
た
。
こ
こ
で
引
き
込
ま
れ
た
こ
と
が
原
動
力
と
な
っ

て
、
こ
の
あ
と
自
分
た
ち
で
歌
舞
伎
の
舞
台
を
創
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て

い
く
。
卒
業
劇
の
演
目
に
い
く
つ
か
の
候
補
の
中
か
ら
、
歌
舞
伎
『
毛
抜
』

が
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
教
師
が
候
補
作
と
し
て
『
毛
抜
』
の
台
本
を
見

つ
け
た
の
は
『
新
作
六
年
生
の
学
校
劇
』（
日
本
児
童
劇
作
の
会
編　

小
学

館
）
で
あ
る
。
婚
約
し
て
い
る
姫
の
毛
が
逆
立
つ
と
い
う
噂
を
確
か
め
る

た
め
、
寝
ず
の
番
を
す
る
家
来
弾
正
が
、
天
井
に
潜
む
忍
者
を
あ
ば
く
。

忍
者
の
手
に
は
大
磁
石
が
あ
り
、
姫
の
鉄
の
髪
飾
り
を
操
っ
て
い
た
。
忍

者
は
婚
約
を
邪
魔
し
よ
う
と
す
る
勢
力
の
回
し
者
で
あ
っ
た
。
歌
舞
伎

十
八
番
の
台
本
集
に
当
た
る
と
、
二
五
〇
年
も
前
に
す
で
に
磁
石
の
知
識

を
使
っ
た
こ
の
演
目
が
上
演
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
子
ど
も
た

ち
は
国
立
劇
場
で
歌
舞
伎
の
歴
史
に
も
触
れ
て
い
た
の
で
、
江
戸
時
代
の

奇
想
天
外
な
芝
居
に
魅
力
を
感
じ
、
支
持
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）
本
物
に
学
ぶ

　

子
ど
も
た
ち
は
、
見
る
側
か
ら
創
る
側
へ
と
立
場
を
か
え
た
。
教
師
は

実
現
を
支
援
す
る
た
め
に
、
伝
統
芸
能
の
受
け
継
が
れ
方
に
倣
っ
た
方
法

を
と
ろ
う
と
考
え
た
。
す
な
わ
ち
、「
本
物
に
ま
ね
ぶ
」
の
で
あ
る
。
歌

舞
伎
・
邦
楽
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
の
指
導
実
現
に
向
け
て
、
日
本
舞

踊
な
ど
に
通
じ
て
い
る
保
護
者
に
協
力
を
呼
び
か
け
た
。
保
護
者
か
ら
の

情
報
で
、
歌
舞
伎
の
役
者
を
と
り
ま
と
め
て
い
る
日
本
俳
優
協
会
に
話
を

す
る
こ
と
に
な
り
、『
毛
抜
』
を
行
い
た
い
旨
、
ま
た
役
者
さ
ん
に
指
導

を
仰
ぎ
た
い
旨
を
伝
え
た
と
こ
ろ
、『
毛
抜
』
を
家
の
芸
と
し
て
伝
え
て

い
る
市
川
團
十
郎
氏
に
直
接
お
目
に
か
か
る
僥
倖
に
め
ぐ
ま
れ
た
。
團
十

郎
氏
の
指
導
の
下
、
日
本
俳
優
協
会
が
か
か
わ
っ
て
い
る
伝
統
歌
舞
伎
保

存
会
の
普
及
事
業
と
し
て
、
歌
舞
伎
役
者
の
市
川
右
之
助
氏
、
邦
楽
関
係

の
実
演
家（

６
）、

歌
舞
伎
座
舞
台
の
附
打
の
保
科
幹
氏
に
協
力
い
た
だ
け
る
こ

と
が
と
ん
と
ん
拍
子
で
決
ま
っ
て
い
っ
た
。

（
三
）
創
っ
て
い
く
過
程

　

卒
業
劇
の
演
目
を
決
め
る
投
票
の
際
、
国
立
劇
場
の
渡
邊
氏
の
手
法
に

学
ん
で
、『
毛
抜
』の
人
物
関
係
の
構
図
を
示
し
た
ポ
ス
タ
ー
を
準
備
し
た
。

観
劇
し
た
『
殿
下
茶
屋
聚
』
の
魅
力
は
、
中
村
吉
右
衛
門
演
じ
る
安
達
元

右
衛
門
の
悪
と
い
っ
て
も
い
い
。
二
幕
で
元
右
衛
門
が
草
の
屋
根
に
登
っ

て
足
が
屋
根
を
踏
み
抜
い
て
し
ま
っ
た
と
き
に
、
客
席
に
向
け
て
「
よ
い

子
は
ま
ね
し
ち
ゃ
い
け
ね
え
よ
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
セ
リ
フ
、
仕
草

が
あ
り
、子
ど
も
た
ち
も
、悪
役
の
魅
力
に
ふ
れ
る
感
想
を
書
い
て
い
る
。

こ
う
し
た
舞
台
そ
の
も
の
が
持
つ
魅
力
を
、『
毛
抜
』
で
も
つ
か
ま
せ
た

い
と
考
え
、
ま
ず
二
代
目
尾
上
松
緑
の
『
毛
抜
』（
国
立
劇
場
）
の
舞
台
を

全
員
で
Ｖ
Ｔ
Ｒ
視
聴
し
た
。
Ｖ
Ｔ
Ｒ
視
聴
に
よ
っ
て
、
舞
台
の
イ
メ
ー
ジ

と
舞
台
づ
く
り
の
た
め
の
仕
事
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
こ
と
を
ね
ら
っ
た
。

　

子
ど
も
た
ち
は
希
望
の
パ
ー
ト
に
分
か
れ
て
仕
事
を
受
け
も
ち
、
教
師

の
指
導
分
担
、
実
演
家
の
支
援
、
保
護
者
を
中
心
と
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
体
制
を
と
と
の
え
て
舞
台
づ
く
り
が
始
ま
っ
た
。（
図
表
１
）
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脚
本
は
立
候
補
し
た
子
ど
も
た
ち
が
書
き
起
こ
し
た
。
参
考
に
『
歌
舞

伎
十
八
番
集
』（
河
竹
繁
俊
校
注　

朝
日
新
聞
社
）
を
渡
し
、
ま
ず
は
読
ん

で
み
る
よ
う
に
勧
め
た
。
文
語
体
で
あ
る
か
ら
む
ろ
ん
小
学
校
六
年
生
に

は
難
解
で
あ
る
が
、
国
語
科
の
学
習
で
狂
言
「
附
子
」
を
現
代
語
の
脚
本

と
比
べ
て
読
ん
で
、
文
語
調
に
親
し
ん
で
い
た
こ
と
が
助
け
に
な
っ
た
よ

う
だ
。
家
族
で
古
語
辞
典
を
持
ち
出
し
て
必
死
で
読
ん
で
き
た
。
脚
本
担

当
の
一
人
が
は
じ
め
に
残
し
た
メ
モ
に
は
、「
話
は
わ
か
る
が
む
ず
か
し

す
ぎ
。
細
か
い
こ
と
は
意
味
不
明
」
と
あ
る
。
集
ま
っ
て
教
師
も
は
い
っ

て
読
み
合
わ
せ
を
し
、
三
幕
仕
立
て
で
、
幕
の
担
当
者
を
決
め
て
、
幕
毎

に
概
要
を
詰
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
幕
は
、
原
作
で
小
野
家
に
伝
わ
る

短
冊
が
な
く
な
り
、
忠
臣
方
が
危
機
に
陥
る
と
こ
ろ
は
、
悪
臣
方
が
な
に

か
家
の
宝
を
盗
ん
で
忠
臣
に
罪
を
着
せ
る
筋
立
て
が
考
え
ら
れ
た
。
二
幕

は
、
音
楽
部
門
の
情
報
も
聞
き
、
姫
の
髪
の
毛
が
逆
立
つ
と
こ
ろ
を
箏
の

発
表
会
の
設
定
に
し
て
演
じ
る
こ
と
に
し
た
。
三
幕
は
原
作
に
忠
実
に
、

弾
正
が
寝
ず
の
番
を
し
て
毛
抜
が
お
ど
り
、
謎
解
き
が
行
わ
れ
る
こ
と
に

し
た
。
脚
本
は
何
度
も
読
み
合
わ
せ
を
し
て
書
き
直
し
、
四
次
案
ま
で
練

り
上
げ
た
。
役
者
の
立
候
補
を
受
け
て
、
家
来
や
発
表
会
の
観
客
の
数
を

調
整
し
た
り
、
ダ
ブ
ル
キ
ャ
ス
ト
を
取
り
入
れ
た
り
し
、
役
者
の
オ
ー
デ

シ
ョ
ン
、
選
出
も
脚
本
担
当
の
十
一
人
で
か
な
り
議
論
し
て
行
っ
た
。

　

脚
本
が
で
き
あ
が
っ
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
、
担
当
の
子
ど
も
た
ち
は

次
の
よ
う
に
振
り
返
っ
て
い
る
。

・
演
目
が
『
毛
抜
』
に
決
ま
り
、
原
作
を
読
ん
だ
と
き
、
と
て
も
お
も
し

ろ
い
お
話
だ
と
思
い
ま
し
た
。で
も
、現
代
語
に
な
お
す
の
が
大
変
で
、

と
て
も
苦
労
し
ま
し
た
。
な
お
し
た
つ
も
り
で
も
な
お
っ
て
い
な
か
っ

た
り
し
た
の
で
す
。
次
に
役
者
。
な
か
な
か
イ
メ
ー
ジ
に
あ
う
人
が
い

な
く
て
、
オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
も
し
ま
し
た
。
選
ぶ
要
素
は
、
声
の
大
き

仕　　事 児童人数
計133名

教師の分担（　）内
は専門分野  計５名

実　演　家
計６名

ボランティア人数
計50名程度

脚本・演出（黒子・暗転幕） 11 Ａ（国語） 市川右之助保科幹 10名程度

舞台美術

大道具 23 Ｂ（図画工作）
小道具 4 Ｃ（算数）

照　明 10 Ｂ（図画工作）
Ａ（国語）

幕（定式幕） 6 Ｄ（家庭科） ３名程度

役　　者 43 Ａ（国語）
Ｃ（算数） 市川右之助保科幹

30名程度
演技指導⑴
着付け指導⑴
化粧指導⑴

音　楽

三味線 10 Ｅ（音楽） 松浦奈々恵
箏 4 Ｅ（音楽） 小林露秋
笛 5 Ｅ（音楽） 藤舎呂裕

能　管 2 Ｅ（音楽） 藤舎呂裕
鳴り物 3 Ｅ（音楽） 藤舎呂裕
全　体 柏伊三郎

附　　打 2 Ｅ（音楽） 保科幹
宣　　伝 10 Ｄ（家庭科）

図表１　「子ども歌舞伎『毛抜』」分担
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さ
、
感
情
の
こ
め
方
で
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
幕
に
あ
う
人
を
選
ん
で
練

習
を
開
始
し
ま
し
た
。

・
脚
本
を
書
き
始
め
た
頃
は
ま
だ
楽
な
方
だ
っ
た
。
相
談
す
る
人
は
幕
の

仲
間
の
た
っ
た
三
人
だ
け
だ
っ
た
か
ら
だ
。
け
れ
ど
そ
の
状
態
は
役
者

オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
で
一
変
し
た
。
す
べ
て
の
人
を
オ
ー
デ
ィ
シ
ョ
ン
し

終
わ
っ
た
後
、
十
一
人
の
演
出
で
意
見
を
言
い
合
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な

意
見
の
違
い
も
出
て
、
最
初
の
試
練
と
な
っ
た
。
そ
し
て
い
よ
い
よ
Ｃ

Ａ
Ｓ
Ｔ
も
決
ま
り
、
練
習
に
入
っ
た
が
、
最
初
は
声
出
し
、
そ
し
て
少

し
ず
つ
身
振
り
、
手
振
り
を
す
る
が
、
役
者
の
一
人
ひ
と
り
と
脚
本
・

演
出
の
考
え
が
違
い
、
二
つ
目
の
試
練
だ
っ
た
。
着
物
を
着
る
と
姫
は

動
き
づ
ら
く
、
屋
外
で
の
練
習
が
難
し
く
、
さ
ら
に
場
所
が
場
所
で
声

が
通
ら
な
か
っ
た
。
何
度
か
発
声
練
習
を
続
け
、
Ｆ
先
生
（
引
用
者
注

保
護
者
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）、
右
之
助
先
生
に
指
導
し
て
い
た
だ
き
、
よ

う
や
く
声
も
出
始
め
た
頃
、
場
取
り
を
始
め
た
。
大
道
具
や
小
道
具
の

な
い
場
所
で
場
取
り
を
す
る
の
は
簡
単
だ
が
、
道
具
が
入
っ
て
の
場
取

り
は
厳
し
い
。
さ
ら
に
音
楽
も
入
り
、
か
な
り
リ
ア
ル
に
な
っ
た
。

脚
本
作
り
は
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
、
ま
ず
は
原
作
を
現
代
語
に
な

お
す
作
業
で
あ
っ
た
。
小
学
生
に
は
む
ず
か
し
い
作
業
だ
が
立
候
補
し
た

子
ど
も
た
ち
だ
け
あ
っ
て
、
放
り
出
さ
ず
に
台
詞
を
つ
く
っ
て
い
た
。
こ

の
あ
と
子
ど
も
た
ち
な
り
に
書
い
た
台
詞
が
役
者
に
よ
っ
て
音
声
化
さ
れ
、

右
之
助
先
生
の
指
導
を
受
け
る
。
先
生
は
そ
の
場
で
歌
舞
伎
ら
し
い
台
詞

に
言
い
直
さ
れ
、
役
者
が
あ
と
に
つ
い
て
言
い
、
脚
本
担
当
は
、
そ
れ
を

メ
モ
す
る
形
で
あ
っ
た
。

　

役
者
の
稽
古
は
、
全
部
で
五
回
、
右
之
助
先
生
に
見
て
い
た
だ
い
た
。

先
に
引
い
た
脚
本
担
当
の
振
り
返
り
に
も
あ
る
が
、
最
初
の
頃
は
声
が
全

く
出
ず
、
立
ち
稽
古
を
し
て
も
棒
立
ち
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
右

之
助
先
生
と
保
護
者
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
Ｆ
先
生
の
指
導
に
よ
っ
て
、
歌
舞

伎
の
動
き
が
ど
う
い
う
も
の
か
が
見
え
て
く
る
と
、
動
き
に
つ
ら
れ
る
よ

う
に
だ
ん
だ
ん
声
が
出
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
弾
正
が
、
毛
抜
が
踊
る

の
を
見
る
と
こ
ろ
の
見
得
、
槍
を
と
っ
て
天
井
を
さ
す
と
こ
ろ
の
元
禄
見

得
は
右
之
助
先
生
に
本
物
さ
な
が
ら
に
動
き
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。
附

打
指
導
の
保
科
先
生
に
は
、
音
に
合
わ
せ
て
立
ち
回
り
の
型
を
教
え
て
い

た
だ
い
た
。
斬
り
合
い
は
、
大
勢
が
斬
り
か
か
る
型
、
斬
る
方
が
ま
わ
る

と
一
斉
に
斬
ら
れ
る
型
が
あ
り
、
型
が
で
き
る
と
自
然
に
声
が
出
る
よ
う

に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

役
者
の
子
ど
も
た
ち
が
、
実
演
家
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
書
い
た
お
礼
状

に
、
子
ど
も
達
が
稽
古
の
仕
方
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
か
が
う
か

が
わ
れ
る
。

・
市
川
右
之
助
先
生
へ

　

 　

僕
が
先
生
の
御
指
導
で
一
番
印
象
深
い
の
は
、
脚
本
の
三
次
案
が
決

ま
っ
て
か
ら
す
ぐ
の
二
月
七
日
の
御
指
導
で
す
。
そ
の
頃
僕
は
ひ
と
通

り
の
セ
リ
フ
を
マ
ス
タ
ー
し
て
い
ま
し
た
が
、
ど
う
し
て
も
「
ち
ぇ
、

く
ち
お
し
い
」
の
セ
リ
フ
を
上
手
に
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
ん
な
時

の
先
生
の
御
指
導
は
と
て
も
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。
あ
の
御
指
導
が
な

け
れ
ば
僕
の
民
部
の
役
は
成
り
立
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
本

当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

 　

こ
の
と
き
の
右
之
助
先
生
の
指
導
は
何
回
も
繰
り
返
し
言
っ
て
み
せ
る

こ
と
で
あ
っ
た
。口
伝
と
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
い
う
の
だ
ろ
う
。

・
市
川
右
之
助
先
生
へ

　

 　

右
之
助
先
生
が
い
ら
し
た
と
き
稽
古
を
し
な
が
ら
、
歌
舞
伎
特
有
の

気
合
の
入
っ
た
セ
リ
フ
を
聞
き
「
す
ご
い
」
と
思
い
ま
し
た
。
私
た
ち

子
ど
も
だ
け
の
稽
古
で
は
、
日
常
会
話
に
「
ま
す
る
」
や
「
参
り
ま
し
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た
」
な
ど
を
く
っ
つ
け
て
い
る
だ
け
に
思
い
ま
し
た
。「
こ
れ
が
歌
舞

伎
だ
！
」
と
思
い
ま
し
た
。

　
 　

私
は
、
一
幕
で
玄
蕃
の
家
来
と
し
て
宝
刀
を
盗
み
、
三
幕
で
は
、
忍

び
の
者
を
斬
り
、
弾
正
に
斬
ら
れ
る
役
で
し
た
。
た
だ
宝
刀
を
盗
ん
で

帰
る
の
で
は
な
く
、「
殿
に
つ
ま
づ
い
た
り
し
た
方
が
お
も
し
ろ
い
の

で
は
」
と
右
之
助
先
生
が
提
案
し
て
く
だ
さ
り
、
役
の
め
り
は
り
が
つ

き
ま
し
た
。・・
一
幕
で
人
を
笑
わ
せ
る
よ
う
に
演
じ
た
か
っ
た
の
で
す

が
、
残
念
な
が
ら
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
歌
舞
伎
を
見
に
行
く
こ
と
が

あ
っ
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
場
面
や
演
技
で
自
分
が
笑
っ
た
か
を
気
に
か

け
て
見
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

一
人
の
役
者
が
歌
舞
伎
の
も
つ
雰
囲
気
を
小
学
校
に
も
っ
て
き
て
く
だ

さ
り
、
そ
れ
が
子
ど
も
た
ち
に
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

・
Ｆ
先
生
へ

　

 　

Ｆ
先
生
が
来
る
前
は
、「
昔
」
の
こ
と
を
考
え
ず
に
、「
今
」
に
近
い

も
の
を
演
じ
て
い
ま
し
た
。
で
も
Ｆ
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
全
く
ち

が
い
ま
し
た
。
Ｆ
先
生
に
教
え
て
も
ら
い
、
歌
舞
伎
と
は
な
に
が
大
切

か
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　
（
一
）
大
き
な
声
を
出
す

　
（
二
）
は
ず
か
し
が
ら
な
い

　
（
三
）
二
階
席
（
上
）
を
見
る

　
（
四
）
姿
勢
を
正
し
く

　
（
五
）
動
か
な
い

　
（
六
）
そ
の
役
に
な
り
き
る

　
（
七
）
自
分
に
も
ど
ら
な
い

　

な
ど
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
教
え
は
複
数
の
子
ど
も
が
記
録
し
て
お
り
、
Ｆ
先
生
が
身
を

も
っ
て
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
に
な
ん
と
か
応
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

　

さ
て
音
楽
部
門
に
目
を
向
け
る
と
、
当
該
小
学
校
で
は
三
年
生
か
ら
太

鼓
な
ど
の
邦
楽
に
親
し
ん
で
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
楽
し

ん
で
稽
古
に
あ
た
っ
て
い
た
。
し
か
し
初
め
て
さ
わ
っ
た
楽
器
も
あ
り
、

む
ず
か
し
さ
も
ひ
と
し
お
だ
っ
た
よ
う
だ
。一
通
の
礼
状
を
引
い
て
お
く
。

・
藤
舎
呂
裕
先
生
へ

　

 　

僕
は
歌
舞
伎
を
す
る
に
あ
た
っ
て
簡
単
だ
っ
た
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
ど
う
い
う
事
か
と
い
う
と
、
必
ず
打
つ
時
に
は
工
夫
し
な

い
と
（
心
と
力
と
や
る
気
を
バ
チ
に
伝
え
る
と
い
う
こ
と
）
よ
い
音
、

自
分
が
胸
を
は
っ
て
こ
の
音
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
す
。
難

し
い
と
こ
ろ
は
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。
何
コ
も
あ
っ
て
書
き
き
れ
ま
せ

ん
。
僕
は
太
こ
を
や
っ
て
い
く
う
ち
に
二
つ
分
か
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
一
つ
目
は
芸
術
（
太
こ
）
に
終
わ
り
や
完
成
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
い
く
ら
自
分
が
打
っ
た
音
が
良
く
て
自
分
が
納
得
し
て
も
、
ど

こ
か
必
ず
欠
点
が
あ
る
か
ら
で
す
。
二
つ
目
は
音
楽
は
耳
と
目
と
瞬
発

力
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
耳
は
音
を
聞
き
と
る
こ
と
、
目
と
瞬
発
力

と
い
う
の
は
、
役
者
（
主
人
公
や
脇
役
）
と
後
見
の
動
き
の
タ
イ
ミ
ン

グ
を
は
か
る
こ
と
で
す
。
何
度
も
申
し
上
げ
ま
す
が
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

　

こ
の
子
ど
も
は
、
太
鼓
を
芸
術
と
と
ら
え
、
ま
た
応
じ
る
力
を
音
楽
の

重
要
な
と
こ
ろ
だ
と
感
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
言
葉
で
教
示
さ
れ
た
の
で

は
な
く
、
自
ら
学
び
と
っ
た
と
こ
ろ
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　

演
目
決
定
か
ら
、「
創
造
活
動
の
時
間
」
三
七
時
間
を
費
や
し
て
三
月

一
三
日
、
全
校
児
童
と
六
年
生
保
護
者
、
関
係
者
を
招
い
て
、
お
茶
の
水

女
子
大
学
徽
音
堂
（
き
い
ん
ど
う
）
に
お
い
て
「
子
ど
も
歌
舞
伎
『
毛
抜
』」
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上
演
に
至
っ
た
。
一
年
生
か
ら
五
年
生
の
子
ど
も
た
ち
が
真
剣
に
見
て
く

れ
た
こ
と
が
そ
の
場
の
空
気
で
舞
台
に
伝
わ
り
、
大
き
な
充
実
感
が
あ
っ

た
。

（
四
）
省
察

　

実
践
終
了
直
後
は
、
伝
統
芸
能
の
「
型
」
と
子
ど
も
た
ち
の
「
自
主
性
」

の
せ
め
ぎ
あ
い
を
強
く
感
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
創
っ
て
い
く
過
程
を
記

述
し
、
子
ど
も
た
ち
の
振
り
返
り
に
目
を
通
し
て
み
る
と
、「
型
」
は
教

え
て
も
ら
う
も
の
で
は
な
く
、
見
て
真
似
す
る
こ
と
で
創
り
出
さ
れ
る
も

の
だ
と
気
づ
く
。「
子
ど
も
歌
舞
伎
『
毛
抜
』」
は
「
歌
舞
伎
の
よ
う
な
も

の
」
の
域
を
出
な
い
が
、
お
そ
ら
く
学
び
の
方
法
と
し
て
は
、
歌
舞
伎
を

始
め
と
し
た
日
本
の
伝
統
芸
能
の
伝
承
方
法
が
成
立
し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
。
動
き
が
つ
か
め
る
と
自
然
と
声
が
出
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
一
つ

を
と
っ
て
も
、
部
分
を
練
習
す
る
の
で
は
な
く
、
全
体
を
つ
か
ん
で
い
く

方
法
だ
と
わ
か
る
。
見
て
つ
か
ん
で
い
く
方
法
は
、「
自
主
性
」
な
し
に

は
あ
り
え
な
い
。
教
師
と
し
て
の
私
自
身
が
も
つ
「
自
主
性
」
の
概
念
を

考
え
直
す
契
機
と
な
っ
た
。

　

図
表
１
に
、
教
師
の
役
割
分
担
を
示
し
た
が
、
実
演
家
を
招
い
た
学
習

で
は
、
教
師
の
役
割
は
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。
本
実
践
で
は
、
教
師

は
実
演
家
と
子
ど
も
た
ち
を
つ
な
ぐ
役
割
を
果
た
そ
う
と
考
え
て
い
た
。

も
ち
ろ
ん
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
、
教
師
が

つ
な
い
で
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
び
の
室
は
ど
う
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

子
ど
も
が
実
演
家
と
直
接
ぶ
つ
か
り
な
が
ら
学
ぶ
機
会
を
十
全
に
提
供
で

き
た
か
ど
う
か
振
り
返
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
脚
本
・
演
出
に
つ

い
て
、「
子
ど
も
の
意
見
が
言
い
に
く
か
っ
た
」と
い
う
意
見
が
出
て
い
た
。

こ
れ
は
、例
え
ば
実
演
家
の
口
述
を
忠
実
に
再
現
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、

教
師
が
脚
本
に
書
き
加
え
を
し
て
い
く
と
い
う
場
面
が
あ
り
、
子
ど
も
の

感
じ
方
を
丁
寧
に
す
く
い
取
っ
て
実
演
家
に
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ

に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
子
ど
も
自
身
が
思
い
を
伝
え
る

場
面
の
設
定
が
た
り
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
。「
つ
な
ぐ
」
こ
と
を
性
急

に
す
る
あ
ま
り
、
完
成
さ
れ
た
形
を
子
ど
も
た
ち
に
示
す
こ
と
に
な
っ
て

い
な
か
っ
た
か
。
完
成
さ
れ
た
形
を
教
え
る
こ
と
と
「
型
」
を
学
ぶ
こ
と

は
ち
が
う
の
で
あ
る
。

　
「
子
ど
も
歌
舞
伎
『
毛
抜
』」
は
、
子
ど
も
た
ち
が
選
ん
で
決
め
た
演
目

で
あ
る
。「
選
ぶ
」こ
と
は
重
要
で
あ
る
。一
般
的
に
伝
統
芸
能
の
世
界
は
、

稽
古
事
と
し
て
選
ん
で
入
門
す
る
か
た
ち
を
と
る
。
学
校
教
育
に
お
い
て

も
、
自
ら
選
ん
だ
と
い
う
意
識
は
、
責
任
と
自
主
性
を
生
む
だ
ろ
う
。
た

だ
し
、
子
ど
も
た
ち
が
選
ぶ
た
め
に
、
教
師
に
は
何
が
提
供
で
き
る
か
が

問
わ
れ
て
い
る
。

三
．
伝
統
・
文
化
に
か
か
わ
る
教
育
の
可
能
性

　

教
育
基
本
法
の
改
正
と
そ
れ
に
基
づ
く
新
学
習
指
導
要
領
の
公
示
に

よ
っ
て
、学
校
教
育
に
伝
統
・
文
化
に
か
か
わ
る
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

中
村
哲
は
教
育
基
本
法
改
正
に
か
か
る
論
議
を
と
り
あ
げ
な
が
ら
、「
日

本
文
化
に
基
づ
く
教
育
の
理
念
が
、
個
人
の
人
格
形
成
を
意
図
し
た
愛
国

心
の
育
成
、
伝
統
や
文
化
の
理
解
と
尊
重
で
は
文
化
自
体
の
価
値
を
創
造

す
る
発
展
的
方
向
性
が
見
え
」
な
い
と
し
、
新
た
な
和
文
化
教
育
の
理
念

や
展
望
を
求
め
て
い
る（

７
）。
新
た
な
理
念
と
し
て
中
村
が
提
案
し
て
い
る
の

が
、「
文
化
創
造
と
し
て
の
和
文
化
教
育
」
で
あ
る
。
知
識
習
得
型
で
は

な
く
、心
身
で
型
と
し
て
技
術
や
技
能
を
体
得
す
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
り
、

体
得
し
た
技
能
を
活
用
し
て
他
者
と
交
流
し
た
場
で
新
た
な
文
化
的
価
値

を
創
造
す
る
と
し
て
い
る
。

　
「
子
ど
も
歌
舞
伎
『
毛
抜
』」
の
実
践
の
省
察
に
よ
っ
て
見
え
て
き
た
こ
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と
は
、
中
村
の
主
張
す
る
型
の
体
得
そ
の
も
の
が
文
化
創
造
の
営
み
と
い

え
る
こ
と
で
あ
る
。
型
を
体
得
し
た
後
に
新
た
な
文
化
創
造
を
す
る
と
い

う
考
え
方
で
は
、
型
が
実
体
的
な
形
に
な
っ
て
し
ま
う
。
脚
本
・
演
出
の

子
ど
も
に
教
師
が
示
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
形
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
が

追
求
の
過
程
で
見
せ
て
く
れ
た
の
は
、
む
し
ろ
「
ま
ね
ぶ
」
途
中
で
の
自

己
発
見
で
あ
る
。

　

安
部
崇
慶
は
、
芸
道
稽
古
論
に
は
、
師
匠
の
「
教
授
」
と
学
道
者
の
「
自

己
開
発
」
が
併
存
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る（

８
）。
学
道
者
の
「
自
己
開
発
」

に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
は
、
國
學
院
大
學
人
間
開
発
学
部
の
理
念
で
あ
る

個
々
人
の
能
力
の
開
発
に
も
通
ず
る
。
学
道
者
が
師
匠
を
ま
ね
な
が
ら
自

ら
発
見
し
て
い
く
道
で
あ
る
。
安
部
は
さ
ら
に
、
型
の
稽
古
の
過
程
に
お

い
て
「
学
道
者
に
は
師
匠
が
自
ら
の
体
験
を
基
に
し
た
自
己
開
発
の
道
程

が
提
示
さ
れ
た
」と
続
け
る
。「
師
匠
の
道
が
学
道
者
の
道
に
な
る
」と
は
、

師
匠
の
道
の
厳
し
さ
を
も
示
し
て
い
る
。
学
校
教
育
に
お
け
る
実
演
家
の

位
置
づ
け
は
、
芸
道
に
お
け
る
師
匠
と
は
ち
が
う
が
、
学
ぶ
者
が
そ
の
姿

勢
に
ふ
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
、
伝
統
・

文
化
に
か
か
わ
る
教
育
に
お
け
る
教
師
の
姿
勢
に
つ
い
て
も
示
唆
を
う
け

る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
教
師
も
ま
た
、
子
ど
も
た
ち
と
共
に
実
演
家
の
姿
勢

に
ふ
れ
、
そ
の
道
の
追
求
者
の
一
人
と
し
て
参
加
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

　
「
子
ど
も
歌
舞
伎
『
毛
抜
』」
は
、
一
で
述
べ
た
寺
子
屋
方
式
に
よ
っ
て

実
演
家
に
倣
い
な
が
ら
、
近
代
以
降
の
学
校
教
育
の
賜
物
で
あ
る
協
同
学

習
の
方
式
に
よ
っ
て
、
舞
台
を
完
成
さ
せ
て
い
っ
た
。
折
衷
的
な
や
り
方

が
先
に
指
摘
し
た
ひ
ず
み
を
生
ん
だ
と
も
言
え
る
し
、
一
つ
の
こ
と
を
成

し
遂
げ
た
達
成
感
を
生
ん
だ
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。成
果
の
一
つ
と
し
て
、

舞
台
づ
く
り
の
過
程
で
実
演
家
に
学
ん
だ
「
自
己
開
発
」
を
あ
げ
て
お
き

た
い
。

註（
１
） 『
日
本
教
育
史
資
料
』（
文
部
省　

明
治
二
五
年
出
版　

明
治
三
七
年
再
版
）
を

も
と
に
、
海
原
徹
は
『
近
世
私
塾
の
研
究
』（
昭
和
五
八
年　

思
文
閣
出
版
）
に

お
い
て
寺
子
屋
の
数
を
一
五
六
〇
一
校
と
し
て
い
る
。

（
２
）
平
成
二
一
年
度
学
校
基
本
調
査　

文
部
科
学
省

（
３
）�

市
川
寛
明
・
石
山
秀
和
『
江
戸
の
学
び
』（
二
〇
〇
六
年　

河
出
書
房
新
社
）
所

収　
「
寺
子
屋
教
育
と
い
う
も
の
」
に
お
い
て
、
市
川
寛
明
は
、
寺
子
屋
教
育

の
個
別
教
授
を
歴
史
的
な
視
点
、社
会
状
況
と
の
か
か
わ
り
か
ら
論
じ
て
い
る
。

（
４
）�

沖
田
行
司
は
寺
子
屋
の
師
弟
関
係
を
、金
銭
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、「
師
弟
の
礼
」

を
も
っ
て
教
育
関
係
が
成
立
す
る
と
述
べ
て
い
る
。『
日
本
人
を
つ
く
っ
た
教

育
』（
二
〇
〇
〇
年　

大
巧
社
）

（
５
）�

お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
小
学
校
児
童
教
育
研
究
会『
総
合
的
な
学
習
の
実
践
、

子
供
と
創
る
創
造
活
動
』（
二
〇
〇
〇
年
）

（
６
）�

邦
楽
関
係
の
実
演
家　

柏
伊
三
郎
（
全
体
指
導
）
松
浦
奈
々
恵
（
三
味
線
）
小

林
露
秋
（
箏
）
藤
舎
呂
裕
（
笛
、
能
管
、
鳴
り
物
）

（
７
）�

中
村
哲
編
著
『「
和
文
化
の
風
」
を
学
校
に
─
心
技
体
の
場
づ
く
り
』（
二
〇
〇
三

年　

明
治
図
書
）
所
収
中
村
哲
「
文
化
創
造
と
し
て
の
和
文
化
教
育
の
出
航
」

（
８
）�

中
村
哲
編
著
『「
和
文
化
の
風
」
を
学
校
に
─
心
技
体
の
場
づ
く
り
』（
二
〇
〇
三

年　

明
治
図
書
）
所
収
安
部
崇
慶
「
和
文
化
教
育
の
航
跡
と
意
義
」

（
な
り
た
の
ぶ
こ
・
國
學
院
大
學
人
間
開
発
学
部
初
等
教
育
学
科
教
授
）


