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日
本
の
伝
統
芸
能
文
化
に
魅
か
れ
て 

―
伝
統
文
化
教
育
に
つ
い
て
考
え
る 

― 
 

 

 

 

梶
原 

宣
俊 

 

一
、
は
じ
め
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

私
が
初
め
て
日
本
の
伝
統
芸
能
文
化
に
出
合
っ

た
の
は
一
九
九
八
年
、
五
二
才
の
時
で
あ
る
。
そ
れ

ま
で
私
は
、
高
校
時
代
に
福
岡
の
板
付
米
軍
基
地
の

放
送
を
聴
き
ア
メ
リ
カ
の
文
化
と
音
楽
に
憧
れ
て
い

た
。
英
語
が
好
き
で
英
語
ク
ラ
ブ
に
入
り
英
会
話
を

学
び
英
語
劇
を
文
化
祭
で
企
画
実
施
し
た
。
ア
メ
リ

カ
留
学
を
夢
見
て
い
た
が
親
に
反
対
さ
れ
て
あ
き
ら

め
た
。 

そ
れ
か
ら
、
親
へ
の
反
抗
が
始
ま
っ
た
。
家
出
す

る
よ
う
に
熊
本
大
学
に
進
学
し
た
。
幸
い
、
国
際
教

育
団
体
で
あ
る
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
に
就
職
し
、
英
語
力
は
大

い
に
役
立
っ
た
。
そ
し
て
広
島
の
福
山
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
に

転
勤
し
、
喜
多
流
能
楽
師
大
島
允
信
氏
に
出
会
い
、

能
謡
曲
を
習
い
始
め
た
。 

二
、
能
謡
曲
と
の
出
会
い 

伝
統
的
な
「
稽
古
」
が
始
ま
っ
た
。
毎
週
１
回
六

十
分
で
大
島
政
允
先
生
に
一
対
一
で
教
え
て
い
た
だ

い
た
。
最
初
に
謡
の
大
ま
か
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
説
明

さ
れ
、
早
速
稽
古
に
は
い
る
。
先
生
が
先
に
謡
わ
れ

て
、
そ
れ
を
ま
ず
じ
っ
く
り
聴
き
、
そ
れ
か
ら
先
生

に
つ
い
て
一
緒
に
謡
う
。
音
程
が
違
う
場
合
に
は
指

摘
さ
れ
、
や
り
直
し
に
な
る
。
先
生
が
吹
き
込
ま
れ

た
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
を
も
ら
い
自
宅
で
も
毎
日
練
習

す
る
。
と
に
か
く
、
何
回
も
テ
ー
プ
を
聴
き
、
曲
を

覚
え
、
声
に
出
し
て
反
復
練
習
す
る
。
最
初
は
先
生

の
ま
ね
を
す
る
だ
け
で
精
一
杯
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る

「
型
に
入
る
」
こ
と
で
あ
る
。
次
第
に
下
腹
に
力
を

入
れ
て
、
複
式
呼
吸
で
大
き
な
声
を
出
す
こ
と
が
で
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き
る
よ
う
に
な
る
。
月
四
回
で
大
体
一
曲
（
一
冊
）

が
終
了
す
る
。
あ
と
は
そ
の
繰
り
返
し
で
、
次
第
に

難
し
い
謡
曲
が
増
え
て
く
る
。
家
元
に
よ
り
、
学
ぶ

段
階
に
応
じ
て
謡
曲
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 

舞
台
に
か
か
る
の
は
百
曲
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
毎
年

三
回
の
発
表
会
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
練
習
に
力
が

入
る
。
何
事
も
、「
人
前
で
発
表
す
る
」
と
い
う
イ
ベ

ン
ト
が
上
達
の
秘
訣
で
あ
る
。
紋
付
袴
を
着
て
能
舞

台
で
の
発
表
だ
か
ら
、
最
初
は
と
て
も
緊
張
し
て
う

ま
く
声
が
出
な
か
っ
た
。で
も
次
第
に
慣
れ
て
き
て
、

自
然
に
大
き
な
声
が
出
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、

謡
曲
の
節
・
リ
ズ
ム
等
の
全
体
像
が
次
第
に
わ
か
っ

て
く
る
。
強
吟
・
和
吟
、
大
ノ
リ
・
小
ノ
リ
等
の
違

い
が
わ
か
っ
て
く
る
。
声
も
し
だ
い
に
練
ら
れ
て
ノ

ド
が
鍛
え
ら
れ
る
感
じ
で
あ
る
。
余
裕
が
で
て
く
る

と
内
容
や
意
味
を
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
登
場
人
物

の
気
持
ち
に
な
っ
て
謡
え
る
よ
う
に
な
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

謡
曲
は
、
有
名
な
古
典
文
学
に
基
づ
く
、
名
文
ば

か
り
で
あ
る
。
日
本
の
伝
統
的
な
言
語
文
化
が
い
か

に
豊
か
で
美
し
い
か
を
、謡
う
こ
と
に
よ
っ
て
実
感
、

体
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
第
に
、
能
の
歴
史
や

古
典
文
学
に
興
味
が
湧
き
、
自
発
的
に
勉
強
し
始
め

た
。
す
る
と
、
能
・
謡
曲
の
奥
深
さ
や
魅
力
が
見
え

て
き
て
益
々
楽
し
く
な
る
。
十
四
年
続
け
て
、
漸
く

喜
多
流
「
謡
教
士
」
と
い
う
免
状
を
い
た
だ
い
た
。

能
は
六
百
年
の
歴
史
と
伝
統
を
も
つ
、
世
界
的
に
高

く
評
価
さ
れ
て
い
る
芸
術
的
芸
能
文
化
で
あ
り
、
謡

曲
の
典
拠
と
な
っ
て
い
る
古
典
文
学
は「
平
家
物
語
」

や
「
古
今
和
歌
集
」
を
は
じ
め
百
十
の
文
献
に
の
ぼ

る
。
中
国
の
古
典
も
六
十
の
文
献
が
あ
る
。
謡
曲
は

「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
を
楽
し
く
学
ぶ
に
は
、
最

高
の
教
材
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
授
業
法
は
、
Ｃ
Ｄ

や
テ
ー
プ
で
聴
き
、
音
読
か
ら
謡
へ
と
す
す
め
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ど
こ
の
地
域
に
も
、

少
数
で
は
あ
る
が
謡
曲
を
や
っ
て
い
る
人
は
い
る
は

ず
だ
か
ら
、
外
部
講
師
と
し
て
、
呼
ぶ
こ
と
も
可
能
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で
あ
る
。
若
手
の
能
楽
師
も
た
く
さ
ん
活
躍
し
て
お

り
、
お
弟
子
さ
ん
も
全
国
各
地
に
多
少
は
在
住
し
て

い
る
の
で
、
協
力
し
て
も
ら
え
る
は
ず
で
あ
る
。 

三
、
日
本
の
伝
統
的
語
り
音
楽 

さ
ら
に
、
私
は
謡
の
稽
古
を
契
機
に
し
て
、
し
だ

い
に
そ
の
ほ
か
の
日
本
の
伝
統
芸
能
、
特
に
「
語
り

音
楽
」
に
魅
せ
ら
れ
て
い
っ
た
。
義
太
夫
、
長
唄
、

小
唄
、
端
唄
、
新
内
節
、
都
都
逸
、
浪
曲
等
の
Ｃ
Ｄ

や
テ
ー
プ
を
買
い
集
め
て
、
独
習
し
た
。
幸
い
、
十

五
年
前
に
東
京
で
三
年
間
仕
事
を
し
て
い
る
時
に
、

こ
れ
ら
の
語
り
音
楽
の
「
生
」
を
た
っ
ぷ
り
聴
く
こ

と
が
で
き
た
。
義
太
夫
・
新
内
節
・
浪
曲
は
そ
れ
ぞ

れ
、
竹
本
越
考
・
新
内
幸
照
・
東
家
一
太
郎
の
教
室

に
三
ヶ
月
通
い
、
稽
古
し
た
。
ど
れ
も
味
わ
い
深
い

日
本
の
伝
統
音
楽
を
体
感
で
き
た
。 

 
 
 
 
 

日
本
の
伝
統
音
楽
は
「
言
語
文
化
」
が
中
心
で
あ

り
、
日
本
人
が
い
か
に
「
言
語
」
と
い
う
も
の
に
敏

感
で
、
豊
か
な
感
性
を
大
切
に
し
て
き
た
か
が
理
解

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
や

古
典
を
、
と
っ
つ
き
や
す
く
す
る
た
め
に
は
、
日
本

の
伝
統
的
な
「
語
り
（
音
楽
）」
を
通
じ
て
学
ば
せ
る

こ
と
に
大
き
な
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

斉
藤
孝
は
平
成
十
五
年
に
、『
声
に
出
し
て
読
む

日
本
語
』
を
表
し
評
判
を
呼
ん
だ
。
斉
藤
は
暗
誦
・

朗
誦
文
化
の
絶
滅
の
危
機
感
か
ら
こ
の
本
を
書
い
た

と
動
機
を
述
べ
、
暗
誦
文
化
は
こ
れ
ま
で
の
受
験
の

た
め
の
暗
記
教
育
と
は
全
く
異
質
な
文
化
的
営
為
だ

と
強
調
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
身
体
感
覚
を
取
り
戻

す
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
）
の
な
か
で
、
日
本
の
伝
統

的
な
文
化
の
柱
と
し
て
、「
腰
胆
文
化
」
と
「
息
の
文

化
」
を
あ
げ
て
い
る
。
下
腹
（
丹
田
）
に
力
を
い
れ
、

複
式
呼
吸
で
大
き
な
声
を
出
す
と
い
う
こ
と
は
万
国

共
通
の
「
発
声
法
の
基
本
」
で
あ
り
、
伝
統
的
な
「
型

の
文
化
」
が
強
力
な
教
育
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
に

着
目
し
て
い
る
。
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
古
典
は
馴

染
み
の
あ
る
、
と
っ
つ
き
や
す
い
も
の
ば
か
り
で
テ
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キ
ス
ト
と
し
て
も
十
分
活
用
で
き
る
本
で
あ
る
。 

 
（
Ｃ
Ｄ
も
つ
い
て
い
る
） 

私
は
、
こ
の
暗
誦
・
朗
誦
文
化
に
加
え
て
、
さ
ら

に
「
日
本
の
語
り
音
楽
」
の
学
習
を
推
奨
し
た
い
。

伝
統
的
な
言
語
文
化
は
、
声
に
出
し
て
、
謡
う
こ
と

を
通
じ
て
、
そ
の
リ
ズ
ム
・
美
し
さ
・
魅
力
を
さ
ら

に
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
国
語
と
音
楽
の
授
業
の
コ
ラ

ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
等
が
考
え
ら
れ
る
。 

私
は
次
第
に
、
日
本
の
伝
統
芸
能
文
化
の
魅
力
に

取
り
つ
か
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
以
来
、
能
楽
の
六
百

年
の
歴
史
を
学
び
、
百
五
十
曲
の
謡
曲
を
習
い
、
謡

教
士
の
免
状
を
い
た
だ
い
た
。
そ
し
て
福
山
の
能
舞

台
や
台
湾
等
で
発
表
し
て
来
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
を

契
機
に
、
私
は
日
本
の
伝
統
芸
能
と
り
わ
け
語
り
音

楽
全
体
に
関
心
を
深
め
て
い
っ
た
。 

定
年
退
職
後
、
出
水
市
に
定
住
し
、
出
水
喜
多
会

を
主
宰
し
、
出
水
市
文
化
協
会
に
入
会
、
毎
年
市
民

文
化
祭
で
発
表
し
て
き
た
。 

さ
ら
に
鹿
児
島
謡
曲
連
合
会
に
入
会
し
、
毎
年
鹿

児
島
の
能
楽
堂
で
発
表
し
て
き
た
。
そ
の
間
十
名
余

の
方
々
に
謡
曲
を
教
え
て
き
た
。
ま
た
地
域
の
歴
史

を
学
び
、
島
津
忠
兼
公
や
俊
寛
僧
都
の
謡
曲
を
創
作

し
発
表
し
て
き
た
。
ま
た
昨
年
か
ら
、
文
化
庁
の
支

援
で
出
水
市
文
化
協
会
主
催
の
伝
統
文
化
親
子
講
座

で
能
謡
曲
の
紹
介
を
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
参

加
者
の
中
か
ら
謡
曲
を
習
い
た
い
と
い
う
方
が
現
れ

た
。
な
ん
と
中
学
三
年
生
で
あ
っ
た
。 

私
は
小
躍
り
し
て
喜
ん
だ
。
昨
年
の
十
二
月
か
ら

月
三
回
の
稽
古
が
始
ま
っ
た
。
こ
れ
ま
で
は
高
齢
者

が
多
か
っ
た
の
で
、
私
と
し
て
も
初
体
験
で
あ
る
。

将
来
が
楽
し
み
で
あ
る
。 

し
か
し
、
日
本
の
伝
統
芸
能
文
化
は
、
現
在
日
本

人
に
幅
広
く
十
分
定
着
し
て
い
る
か
と
言
え
ば
必
ず

し
も
そ
う
で
は
な
い
。
国
民
全
体
か
ら
言
え
ば
、
ご

く
一
部
の
人
々
が
熱
心
に
や
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。 
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な
ぜ
日
本
は
こ
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
伝
統
芸
能

文
化
が
存
在
す
る
の
に
、
一
般
国
民
に
十
分
普
及
し

て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
政
府
文
科
省
も
、
本
気
で

普
及
し
よ
う
と
動
き
出
し
た
の
は
、
つ
い
最
近
で
あ

る
。 四

、
日
本
の
伝
統
文
化
教
育
の
歩
み 

平
成
十
八
年
の
「
教
育
基
本
法
」
改
正
に
よ
っ
て
、

よ
う
や
く
日
本
の
豊
か
な
伝
統
文
化
教
育
の
必
要
性

が
強
調
さ
れ
、学
校
教
育
に
取
り
入
れ
ら
れ
始
め
た
。

考
え
て
み
れ
ば
、
世
界
的
に
観
て
不
思
議
な
こ
と
で

あ
る
。
自
国
の
歴
史
や
伝
統
的
な
言
語
文
化
や
文
化

芸
能
を
尊
重
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
当
た
り
前
の
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
が
国
で
は
明
治
以

来
の
急
速
な
近
代
化
と
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
に

よ
り
、
二
度
に
わ
た
っ
て
、
伝
統
文
化
を
否
定
し
、

軽
視
し
て
き
た
哀
し
い
歴
史
が
あ
る
。だ
か
ら
こ
そ
、

こ
れ
か
ら
あ
ら
た
め
て
子
供
た
ち
の
「
伝
統
文
化
教

育
」
に
力
を
入
れ
て
い
く
こ
と
が
極
め
て
大
事
で
あ

る
と
考
え
る
。 

五
、
二
度
に
わ
た
る
伝
統
文
化
否
定 

ま
ず
、
二
度
に
わ
た
る
わ
が
国
の
「
伝
統
文
化
軽

視
ま
た
は
否
定
の
歴
史
」
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。 

第
一
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
明
治
維
新
で
あ
る
。

鎌
倉
、
室
町
か
ら
江
戸
時
代
ま
で
の
日
本
は
、
お
そ

ら
く
私
達
が
想
像
す
る
以
上
に
極
め
て
国
際
的
な
開

か
れ
た
社
会
で
あ
っ
た
。
四
海
は
世
界
に
通
じ
、
経

済
文
化
の
交
流
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
に
な

っ
て
初
め
て
、
鎖
国
政
策
に
よ
り
日
本
は
世
界
的
に

閉
じ
ら
れ
た
社
会
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ

の
結
果
、
日
本
独
自
な
、
豊
か
で
多
様
な
文
化
が
花

開
い
た
。
そ
の
多
様
な
伝
統
芸
能
文
化
は
、
明
治
維

新
に
よ
っ
て
、
鎌
倉
以
来
六
百
年
以
上
も
続
い
た
武

家
社
会
の
崩
壊
と
と
も
に
、
衰
退
し
て
ゆ
く
。
日
本

は
欧
米
の
進
ん
だ
近
代
化
と
軍
事
力
に
驚
き
、
欧
米

に
追
い
つ
き
追
い
越
せ
と
「
富
国
強
兵
」
策
に
基
づ

き
、
急
速
な
近
代
化
＝
工
業
化
と
、
天
皇
制
と
軍
事



6 

 
力
を
強
大
化
さ
せ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
学
校
教
育

に
お
い
て
も
、過
去
の
歴
史
・
伝
統
文
化
を
軽
視
し
、

和
服
や
伝
統
音
楽
を
排
除
し
て
、
洋
服
や
西
洋
音
楽

を
強
制
、
普
及
し
て
き
た
。
そ
れ
で
も
一
般
庶
民
や

女
性
は
戦
前
ま
で
は
和
服
を
着
て
、
伝
統
文
化
や
芸

能
を
継
承
し
て
き
た
。
私
の
母
も
小
学
校
時
代
ま
で

は
和
服
を
着
て
い
た
。
こ
の
我
が
国
の
急
速
な
「
近

代
化
」
の
問
題
点
は
文
学
を
始
め
と
し
て
こ
れ
ま
で

様
々
な
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
英
国
に
留
学
し
悩

み
ぬ
き
、
生
涯
そ
の
課
題
と
真
剣
に
取
り
組
ん
だ
夏

目
漱
石
は
そ
の
代
表
的
作
家
で
あ
る
。 

第
二
は
敗
戦
で
あ
る
。
敗
戦
は
、
明
治
以
来
の
天

皇
制
と
接
合
さ
れ
た
日
本
の
伝
統
文
化
・
精
神
の
全

面
的
か
つ
徹
底
的
な
敗
北
で
あ
っ
た
。
米
国
・
Ｇ
Ｈ

Ｑ
は
、
そ
の
歪
め
ら
れ
た
日
本
伝
統
文
化
・
精
神
を

極
端
に
恐
れ
、
徹
底
し
た
排
除
を
め
ざ
し
た
。
そ
し

て
、戦
後
民
主
主
義
体
制
と
学
校
教
育
は
引
き
続
き
、

伝
統
的
な
言
語
文
化
や
芸
能
文
化
を
尊
重
し
て
こ
な

か
っ
た
。
戦
後
に
な
る
と
和
服
は
逆
に
礼
服
化
し
て

ご
く
少
数
の
人
し
か
着
な
く
な
り
、
洋
服
が
日
本
社

会
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
洋
服
と
い
う

服
飾
文
化
が
現
代
人
に
与
え
た
精
神
的
影
響
は
私
た

ち
の
想
像
以
上
の
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

な
ぜ
な
ら
、
和
服
文
化
は
し
つ
け
や
礼
儀
マ
ナ
ー
と

極
め
て
関
係
が
深
い
か
ら
で
あ
る
。
現
代
人
、
と
り

わ
け
青
少
年
が
礼
儀
マ
ナ
ー
、
躾
を
喪
失
し
た
一
因

が
こ
こ
に
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。 

 
 

戦
後
は
ア
メ
リ
カ
文
化
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
、

米
国
の
言
葉
・
物
・
音
楽
・
映
画
・
思
考
す
べ
て
が

日
本
を
席
捲
し
た
。
英
語
や
カ
タ
カ
ナ
文
字
が
氾
濫

し
、
欧
米
文
化
が
か
っ
こ
い
い
と
多
く
の
ひ
と
は
考

え
て
き
た
。私
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。か
く
し
て
、

欧
米
崇
拝
と
ア
ジ
ア
蔑
視
、
伝
統
文
化
軽
視
は
戦
後

も
継
承
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
で
も
ご
く
一
部
の
人
々

の
努
力
に
よ
り
、
伝
統
文
化
は
細
々
と
継
承
さ
れ
、

今
日
ま
で
生
き
続
け
て
き
た
。
こ
の
二
度
に
わ
た
る
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伝
統
文
化
軽
視
に
よ
り
、
現
代
社
会
は
、
伝
統
的
な

言
語
文
化
を
失
い
、
根
無
し
草
の
よ
う
に
浮
遊
し
、

大
人
も
子
ど
も
も
日
本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
や
誇
り
、
自
信
を
失
い
、
孤
立
し
た
社
会
状
況

で
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
問
題
が
噴
出
し
て
き
て
い
る
。 

以
上
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
中
で
、
今
回
、
教
育

基
本
法
の
改
正
が
六
十
年
ぶ
り
に
行
わ
れ
、
新
た
に

「
伝
統
や
文
化
を
尊
重
し
、
そ
れ
ら
を
は
ぐ
く
ん
で

き
た
我
が
国
と
郷
土
を
愛
す
る
と
と
も
に
、
他
国
を

尊
重
し
、
国
際
社
会
の
平
和
と
発
展
に
寄
与
す
る
態

度
を
養
う
」
こ
と
が
教
育
目
標
に
掲
げ
ら
れ
た
の
で

あ
る
。そ
し
て
、「
伝
統
文
化
教
育
実
践
モ
デ
ル
事
業
」

（
国
立
教
育
政
策
研
究
所
）
を
た
ち
あ
げ
、
平
成
二

十
年
に
は
中
央
教
育
審
議
会
が「
新
学
習
指
導
要
領
」

を
発
表
し
た
。
そ
の
中
で
、
国
語
科
で
は
古
典
、
社

会
科
で
は
歴
史
、
技
術
家
庭
科
で
は
伝
統
的
生
活
文

化
、
音
楽
科
で
は
唱
歌
や
和
楽
器
、
美
術
科
で
は
日

本
の
美
術
文
化
、
保
健
体
育
科
で
は
武
道
を
重
視
す

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
以
後
、
ほ
そ
ぼ
そ
で
は
あ

る
が
、
小
学
校
中
学
校
の
教
育
課
程
全
体
で
取
り
扱

わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。 

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
伝
統
文
化
教
育
は
も

っ
と
早
期
に
実
施
す
べ
き
重
要
な
教
育
で
あ
っ
た
は

ず
で
、
文
部
科
学
省
の
指
導
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、

各
学
校
が
主
体
的
に
取
り
組
む
べ
き
も
の
で
あ
る
。

「
伝
統
文
化
教
育
」は
、学
力
低
下
や
学
校
の
荒
廃
、

学
校
と
現
実
社
会
の
遊
離
等
の
問
題
解
決
の
た
め
に

も
、
現
在
先
行
し
て
普
及
し
つ
つ
あ
る
「
キ
ャ
リ
ア

教
育
」
と
同
様
、
学
校
全
体
が
す
べ
て
の
教
科
で
行

う
べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
地
域
と
い
っ
し
ょ
に
な
っ

て
取
り
組
む
べ
き
課
題
で
あ
る
。 

 

六
、
日
本
の
語
り
音
楽
の
歴
史
と
魅
力 

私
は
能
謡
曲
を
通
し
て
、
次
第
に
日
本
の
語
り
音

楽
の
魅
力
に
魅
か
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、「
日
本
の

語
り
音
楽
」
に
焦
点
を
あ
て
た
書
物
は
そ
う
多
く
は

な
い
。
筆
者
が
調
べ
た
中
で
は
、
団
伊
玖
麿
の
『
私
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の
日
本
音
楽
史
』
が
わ
か
り
や
す
く
、
日
本
の
語
り

音
楽
の
歴
史
と
魅
力
に
つ
い
て
的
確
に
論
じ
て
い
る
。 

ま
ず
日
本
が
外
国
の
音
楽
を
受
け
入
れ
た
時
代

を
大
き
く
三
つ
に
分
け
、
邦
楽
が
「
言
語
文
化
」
を

中
心
に
発
展
し
て
き
た
こ
と
を
わ
か
り
や
す
く
説
明

し
て
い
る
。 

① 

仏
教
と
と
も
に
ア
ジ
ア
大
陸
の
音
楽
（
三
韓

楽
・
伎
楽
・
唐
楽
）
の
普
及
時
代
（
７
～
８
世
紀
飛

鳥
・
奈
良
・
天
平
時
代
）。
② 
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教

師
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
音
楽
の
普
及
時
代
（
１
６
世

紀
後
半
、
戦
国
時
代
末
期
）。
③ 

明
治
新
政
府
に
よ

る
国
是
と
し
て
の
西
洋
文
化
の
普
及
時
代
（
１
９
世

紀
後
半
）
の
三
つ
で
あ
る
。 

も
ち
ろ
ん
、
７
世
紀
以
前
に
も
古
来
か
ら
、
日
本

の
音
楽
は
存
在
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
即
興
的
、
自

然
発
生
的
な
音
楽
で
、
宗
教
的
な
儀
式
の
な
か
で
土

鈴
や
石
笛
、
オ
カ
リ
ナ
の
よ
う
な
土
笛
な
ど
演
奏
し

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
組
織
的
に
作
曲
さ

れ
演
奏
さ
れ
る
の
は
７
世
紀
以
降
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
７
世
紀
に
仏
教
と
と
も
に
漢
字
も
導
入
さ
れ
、

日
本
人
は
文
法
の
違
う
中
国
の
漢
字
を
表
音
文
字
と

し
て
利
用
し
、
平
仮
名
・
片
仮
名
を
発
明
し
、
表
意

文
字
と
し
て
の
漢
字
も
組
み
合
わ
せ
て
自
由
な
表
現

法
を
作
り
上
げ
た
。
団
伊
玖
麿
は
こ
こ
に
、
日
本
人

の
異
文
化
導
入
の
本
質
的
パ
タ
ー
ン
を
見
出
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
外
来
の
事
物
は
よ
く
受
け
入
れ
て
生

活
に
利
用
す
る
が
、
そ
れ
で
い
て
本
体
は
失
わ
な
い

と
い
う
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。 

と
も
あ
れ
、
日
本
の
音
楽
の
原
点
は
仏
教
で
あ
り
、

お
経
で
あ
り
、
声
明
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
新

鮮
な
驚
き
で
あ
っ
た
。「
声
明
」（
し
ょ
う
み
ょ
う
）

は
、
お
経
を
さ
ら
に
音
楽
的
に
謡
う
も
の
で
な
か
な

か
味
わ
い
深
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
声
明
」
の
影

響
を
う
け
な
が
ら
、「
三
韓
楽
」
が
発
展
普
及
し
て
き

た
。
こ
の
時
期
の
三
韓
楽
が
現
在
、「
雅
楽
」
と
し
て

宮
中
に
残
っ
て
い
る
の
で
そ
の
演
奏
は
今
で
も
聞
く
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こ
と
が
で
き
る
。
最
近
は
東
儀
秀
樹
の
登
場
に
よ
っ

て
か
な
り
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
雅
楽
は
日
本

最
初
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
で
あ
り
、
や
が
て
そ
の
雅
楽

か
ら
「
催
馬
楽
」「
朗
詠
」「
今
様
」
な
ど
の
歌
曲
（
声

楽
）
が
生
ま
れ
た
と
い
う
。
団
は
こ
こ
に
元
来
、
歌

好
き
の
日
本
人
を
発
見
し
て
い
る
。
筆
者
は
「
東
遊
」

「
催
馬
楽
」「
平
曲
」
と
聞
い
て
み
た
が
、
確
か
に
、

「
声
明
」
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
こ
と
を
納
得

し
た
。
一
語
一
音
符
主
義
で
「
旋
律
型
」
の
素
朴
で

平
坦
な
歌
い
方
で
あ
る
。 

次
に
②
の
時
期
に
な
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
（
ロ
ー

マ
ン
・
カ
ト
リ
ッ
ク
）
と
鉄
砲
が
伝
来
す
る
。
こ
こ

で
日
本
人
は
歴
史
上
初
め
て
、「
西
洋
」
と
出
合
う
こ

と
に
な
る
。
日
本
人
が
初
め
て
聴
い
た
「
西
洋
音
楽
」

と
は
ミ
サ
曲
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
・
宗
教
音
楽
で

あ
っ
た
。
さ
ら
に
初
め
て
の
日
本
人
に
よ
る
合
唱
も

ま
た
「
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
宣
教
師
た
ち
が
伝
え
た
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
音
楽

は
、
そ
の
後
の
日
本
音
楽
に
ほ
と
ん
ど
影
響
を
与
え

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
周
知
の
よ
う
に
、
徳
川
幕
府
に

よ
る
１
５
８
７
年
の
バ
テ
レ
ン
追
放
に
始
る
キ
リ
ス

ト
教
へ
の
徹
底
し
た
弾
圧
と
禁
止
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
１
６
３
９
年
に
は
鎖
国
が
完
成
し
、
以
後
２
５

０
年
間
は
純
和
風
の
江
戸
文
化
を
爛
熟
さ
せ
る
こ
と

に
な
る
。
結
果
的
に
は
、
日
本
独
自
の
音
楽
を
生
み

出
し
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の

音
楽
は
、
新
し
い
芸
能
（
猿
楽
能
、
歌
舞
伎
、
人
形

浄
瑠
璃
）
や
、
新
し
い
楽
器
（
三
味
線
、
琴
）
や
、

新
し
い
音
楽
の
場
（
芝
居
小
屋
、
遊
里
、
家
庭
）
や
、

一
般
庶
民
と
い
う
観
客
の
出
現
に
よ
り
飛
躍
的
に
発

展
し
て
い
っ
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
の
江
戸
時
代
ま
で
の
日
本
の
音
楽
の
歴
史
を
、

団
は
系
統
的
図
に
し
て
わ
か
り
や
す
く
整
理
し
て
い

る
。
こ
の
図
は
日
本
の
伝
統
芸
能
、
音
楽
の
体
系
的

全
貌
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
れ
を
見
る
と
い

わ
ゆ
る「
声
楽
」が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
に
気
づ
く
。
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こ
こ
に
も
日
本
人
の
歌
好
き
が
現
れ
て
い
る
と
団
は

言
う
。
日
本
の
声
楽
は
、
ま
ず
、「
は
じ
め
に
言
葉
（
詩

歌
・
文
学
）
あ
り
き
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
節
（
曲
）

を
つ
け
る
と
い
う
「
旋
律
型
」（
音
程
と
リ
ズ
ム
が
固

定
）
で
、
一
語
一
音
符
主
義
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
語

り
物
」
が
中
心
で
あ
る
。
そ
こ
に
今
日
の
西
洋
的
「
声

楽
」
と
は
異
質
な
独
自
性
が
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い

る
。
そ
し
て
そ
こ
に
、「
自
立
し
た
西
洋
音
楽
（
絶
対

音
楽
）」
と
は
違
う
、「
言
葉
や
文
学
に
奉
仕
す
る
日

本
音
楽
の
本
質
」
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

そ
の
違
い
は
、楽
器
や
音
階
な
ど
の
違
い
を
超
え
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
感
性
の
あ
り
方
や
思
想
・
文
化
の
本
質

に
根
ざ
す
違
い
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。 

西
洋
音
楽
は
周
知
の
よ
う
に
約
１
５
０
０
年
前

に
「
楽
譜
」
と
い
う
も
の
を
創
り
出
し
た
。
キ
リ
ス

ト
教
の
布
教
の
た
め
に
音
楽
を
重
視
し
た
か
ら
で
あ

る
。
一
方
、
ア
ジ
ア
の
音
楽
は
日
本
、
中
国
、
イ
ン

ド
を
は
じ
め
と
し
て
楽
譜
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。

す
べ
て
口
承
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
、
神
と
人
間
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
生
ま

れ
た
音
楽
が
、
西
洋
で
は
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
一
神

教
の
も
と
で
、
自
立
し
た
「
絶
対
音
楽
」
と
し
て
発

展
し
て
き
た
の
に
対
し
、
日
本
で
は
無
宗
教
的
雰
囲

気
の
な
か
で
「
一
点
に
収
束
せ
ず
」、「
愉
楽
と
し
て

の
音
楽
」
と
し
て
発
展
し
、
神
の
代
わ
り
に
「
言
葉
・

文
学
」
に
付
随
し
内
容
を
補
う
手
段
と
な
っ
た
と
分

析
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
抽
象
的
概
念
を

苦
手
と
し
、「
具
体
的
な
も
の
」
に
つ
く
と
い
う
日
本

人
の
特
性
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
日
本
思

想
の
本
質
を
言
い
得
て
妙
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
音
楽

と
い
う
視
点
か
ら
の
立
派
な
日
本
人
論
、
日
本
文
化

論
に
な
っ
て
い
る
。 

こ
の
日
本
の
語
り
音
楽
の
授
業
は
、
前
述
の
斉
藤

孝
の
『
声
に
出
し
て
読
む
日
本
語
』（
Ｃ
Ｄ
付
）
を
使

用
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
し
、
江
戸
時
代
の
多
様

な
語
り
音
楽
は
ほ
と
ん
ど
Ｃ
Ｄ
が
存
在
す
る
の
で
、
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教
員
が
多
少
知
識
面
の
勉
強
を
す
れ
ば
実
施
可
能
で

あ
る
。
あ
る
い
は
、
地
域
や
外
部
の
専
門
的
人
材
を

呼
ぶ
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。 

七
、
お
わ
り
に
―
学
校
教
育
へ
の
期
待 

現
在
、
学
校
教
育
は
明
治
以
来
初
め
て
の
危
機
的

状
況
に
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
抱
え
て
い
る
。

ま
た
現
場
の
教
員
は
、
文
科
省
か
ら
出
さ
れ
る
さ
ま

ざ
ま
な
教
育
政
策
に
振
り
回
さ
れ
多
忙
を
極
め
て
い

る
。
し
か
し
、
学
校
教
育
の
シ
ス
テ
ム
、
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
、
教
員
自
身
は
、
つ
ね
に
新
し
い
子
ど
も
た
ち

を
見
つ
め
な
が
ら
、
よ
り
良
い
教
育
を
模
索
し
、
創

造
し
て
い
く
し
か
な
い
。 

 
 
 

「
伝
統
文
化
教
育
」
は
、
そ
の
中
核
と
し
て
、
国

語
科
だ
け
で
な
く
、
歴
史
、
社
会
、
音
楽
、
美
術
、

技
術
家
庭
、
保
健
体
育
等
を
含
め
て
総
合
的
な
取
り

組
み
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
、
文
科
省

が
進
め
て
き
た
、「
総
合
的
学
習
の
時
間
」
や
「
情
報

活
用
力
」「
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
」「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」

「
伝
統
文
化
教
育
」
等
を
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
実
施

す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
教
育
の
理
念

と
し
て
体
系
化
し
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
化
し
、
総
合
的

に
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。 

「
伝
統
文
化
教
育
」
の
導
入
方
法
と
し
て
は
、
実

践
モ
デ
ル
と
し
て
有
名
な
東
広
島
市
の
事
例
が
参
考

に
な
る
。
東
広
島
市
で
は
、
市
の
教
育
目
標
と
し
て

「
地
域
・
文
化
を
知
り
、
誇
り
を
持
ち
、
語
れ
る
子

ど
も
」
を
育
成
す
る
こ
と
を
掲
げ
、
幼
稚
園
、
小
中

学
校
５
２
校
で「
和
文
化
教
育
」を
実
践
し
て
き
た
。

領
域
を
、
生
活
文
化
・
地
域
文
化
・
伝
統
文
化
・
現

代
文
化
の
四
つ
に
わ
け
、「
一
校
一
和
文
化
学
習
」
を

め
ざ
し
、
地
域
全
体
で
取
り
組
ん
で
き
た
。
教
員
全

体
が
関
わ
り
、
地
域
と
連
携
し
て
地
域
文
化
創
造
に

取
り
組
み
成
果
を
あ
げ
て
き
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
の
行
政
・
地
域
・
学
校
が
一
体
と
な
っ
て
「
和

文
化
教
育
」
を
推
進
す
る
と
い
う
方
法
は
「
キ
ャ
リ

ア
教
育
」
等
で
も
同
様
に
大
事
で
、
今
後
の
学
校
教
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育
改
革
の
あ
り
方
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
。 

最
後
に
、
こ
の
行
政
・
地
域
・
学
校
が
一
体
と
な

っ
て
す
す
め
る
た
め
に
は
、
地
域
に
そ
の
連
携
を
促

進
し
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
の
よ
う

な
存
在
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。 

 
 
 

た
と
え
ば
、
二
〇
〇
一
年
に
設
立
さ
れ
た
愛
知
県

の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ア
ス
ク
ネ
ッ
ト
は
、
地
域
と
学
校
を

結
ぶ
教
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
組
織
で
、
キ
ャ
リ

ア
教
育
を
中
心
に
伝
統
文
化
を
含
む
幅
広
い
市
民
講

師
の
派
遣
や
授
業
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
提
案
・
支
援
等
の

活
動
を
行
っ
て
い
る
。
今
後
、
こ
の
よ
う
な
Ｎ
Ｐ
Ｏ

が
全
国
各
地
に
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
「
伝
統
文
化

教
育
」
も
よ
り
ス
ム
ー
ズ
に
推
進
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
時
代
は
大
き
く
変
化

し
、「
伝
統
文
化
教
育
」
の
継
承
と
教
育
の
必
要
性
は

今
後
ま
す
ま
す
高
ま
る
だ
ろ
う
。
す
で
に
全
国
各
地

で
、
さ
ま
ざ
ま
な
先
進
的
実
践
が
行
わ
れ
て
い
る
の

で
、
そ
れ
ら
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
独
自
な
教
材
と

授
業
内
容
・
方
法
を
創
造
し
、
子
ど
も
た
ち
が
日
本

の
自
然
と
風
土
と
言
語
、
歴
史
を
愛
し
、
誇
り
を
も

っ
て
国
際
社
会
を
生
き
て
ゆ
け
る
よ
う
、
学
校
教
育

に
大
い
に
期
待
し
た
い
。
私
も
ま
た
、
さ
さ
や
か
な

が
ら
実
践
と
研
究
を
続
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

る
。 蛇

足
な
が
ら
、
こ
れ
を
書
き
終
え
た
こ
ろ
、
白
男

川
さ
ん
の
紹
介
で
、
出
水
市
中
央
図
書
館
講
座
で
毎

週
土
曜
日
、
一
年
間
「
伝
統
芸
能
文
化
入
門
講
座
」

を
や
る
こ
と
に
な
っ
た
。
関
心
の
あ
る
方
は
、
ぜ
ひ

参
加
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
。 

（
出
水
喜
多
会
主
宰
） 

 【
参
考
文
献
】 

・
阿
寒
平
太
「
明
治
維
新
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い
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教
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に
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る
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統
文
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俗
芸
能
の
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失
」
蔦
ニ
ュ
ー
ス

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
）
第
４
２
号 

平
成
１
７
年 

 

・
阿
寒
平
太
「
明
治
維
新
に
お
け
る
伝
統
文
化
・
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能
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と
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校
教
育
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３
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成
１
７
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杉
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教
育
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３
Ｃ
時
代
―
イ
ギ
リ
ス

に
学
ぶ
教
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教

育
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２
０
年 
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教
育
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会
「
日
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の
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統
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文
化
理
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教
育
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育
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３
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文
化
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Ｉ
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１
７
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ネ
ッ
ト
） 

・
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編
『
伝
統
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文
化
に
関
す
る
教
育
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充

実
―
そ
の
方
策
と
実
践
事
例
』
教
育
開
発
研
究
所 

平
成
２
１
年 

・
梶
田
叡
一
監
修
『
学
校
を
活
性
化
す
る
伝
統
・

文
化
の
教
育
』
学
事
出
版 

平
成
２
１
年 

 

・
門
脇
達
祐
『
改
版
謡
曲
基
歌
集
』
自
家
版 

平

成
１
４
年 

・
星
川
京
児
・
田
中
隆
文
『
邦
楽
デ
ィ
ス
ク
・
ガ

イ
ド
』（
Ｃ
Ｄ
情
報
満
載
）
音
楽
之
友
社 

平
成
１
２

年 
 ・

団
伊
玖
磨
『
私
の
日
本
音
楽
史
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
イ

ブ
ラ
リ
ー 

平
成
１
１
年 

・
徳
丸
吉
彦
・
利
光 

功
『
芸
術
文
化
政
策Ⅰ

』 

放
送
大
学
教
育
振
興
会 

平
成
１
４
年 

・
折
口
信
夫
『
日
本
芸
能
史
六
講
』 

後
藤 

淑
『
改
訂
日
本
芸
能
史
入
門
』
社
会
思
想

社 

平
成
年
８
年 

・
斉
藤
孝
『
声
に
出
し
て
読
む
日
本
語
』
草
思
社 

 

平
成
１
５
年 

 

・『
大
衆
芸
能
資
料
集
成
』
一
巻
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六
巻
（
祝
福
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か
ら
寄
席
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、
落
語
・
講
談
・
浪
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収
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れ
た
貴
重
な
資
料
）
三
一
書
房 

昭
和
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年
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