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　古
典
教
育

　落
語

　映
像
教
材

（
二
〇
一
三
年
一
〇
月
三
一
日
）

一

　問
題
の
所
在

　平
成
二
〇
年
版
学
習
指
導
要
領
で
は
、〔
伝
統
的
な
言
語
文

化
〕
が
新
設
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
応
し
、
国
語
教
育
の
現
場

で
は
、
古
典
教
育
の
拡
充
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。『
月
刊
国
語

教
育
研
究
』
二
〇
一
三
年
九
月
号
特
集
「
古
典
教
材
を
掘
り

起
こ
す
」
で
は
、
古
典
教
材
開
発
の
問
題
提
起
と
し
て
、

・「
分
か
る
こ
と
」「
今
と
同
じ
言
葉
」
を
キ
ャ
ッ
チ
し
な
が

ら
内
容
を
理
解
し
、
共
感
的
に
楽
し
む
。

・
も
の
の
見
方
や
考
え
方
に
対
す
る
共
感
的
な
理
解
と
、
さ

ら
に
「
現
代
と
の
違
い
」
を
意
識
し
、
今
の
自
分
と
比
べ

て
考
え
る

と
い
う
観
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　学
習
者
に
古
典
へ
の
親
し
み
を
持
た
せ
る
た
め
に
は
、
内

容
の
理
解
を
欠
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
大
き
な
障
壁

と
な
り
う
る
の
が
、
言
葉
そ
の
も
の
の
違
い
と
、
背
景
と
な

る
文
化
や
価
値
観
の
違
い
で
あ
る
。
前
掲
の
言
葉
を
裏
返
せ

ば
、『「
分
か
ら
な
い
こ
と
」「
今
と
違
う
言
葉
」
は
、
内
容
を

理
解
で
き
ず
、
共
感
で
き
な
い
』
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　本
稿
で
は
、
こ
の
障
壁
を
乗
り
越
え
る
手
立
て
と
し
て
、

古
典
芸
能
の
一
つ
で
あ
る
落
語
に
着
目
し
た
。
落
語
は
、
理

解
し
や
す
さ
、
親
し
み
や
す
さ
の
点
で
、
古
典
の
定
番
と
い

え
る
文
語
文
の
教
材
と
は
大
き
く
性
質
を
異
に
す
る
。
言
葉

は
現
代
の
話
し
言
葉
と
極
め
て
近
く
、
ま
た
演
者
の
仕
草
や

表
情
か
ら
も
心
情
や
情
景
が
理
解
し
や
す
い
。内
容
面
で
も
、

笑
話
が
多
く
、ま
た
現
代
に
も
共
通
す
る
心
情
も
描
く
た
め
、

親
し
み
や
す
い
性
質
を
持
つ
。
こ
の
性
質
を
期
待
し
て
か
、

小
・
中
学
校
の
国
語
教
科
書
に
も
落
語
教
材
が
採
録
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
落
語
へ
の
な
じ
み
も
乏
し
く
、
本
来
「
聞

く
」
も
の
と
し
て
発
達
し
た
落
語
を
、
文
字
化
さ
れ
た
教
科

書
で
、
ど
の
よ
う
に
扱
い
、
何
を
教
え
れ
ば
よ
い
の
か
、
と

ま
ど
う
現
場
の
声
も
耳
に
さ
れ
る
。

　こ
れ
ら
の
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
平
成
二
五
年
度
前
期
大

学
院
教
育
学
研
究
科
の
授
業
「
授
業
総
合
演
習
Ⅰ
」
を
通
じ
、

二
名
の
教
員
と
、
六
名
の
大
学
院
生
で
、
落
語
を
〔
伝
統
的

な
言
語
文
化
〕
の
指
導
の
教
材
と
し
て
扱
う
た
め
の
検
討
を

行
っ
た
。

　本
稿
の
構
成
に
つ
い
て
述
べ
る
。
第
二
章
で
は
、
落
語
を

よ
り
効
果
的
な
教
材
と
す
る
た
め
に
、
落
語
に
つ
い
て
の
基

礎
知
識
を
確
認
す
る
。
続
い
て
、
第
三
章
で
、
学
習
指
導
要

領
に
お
け
る
落
語
の
扱
い
を
確
認
す
る
。
第
四
章
で
、
小
・

中
学
校
で
現
在
採
用
さ
れ
て
い
る
国
語
教
科
書
の
落
語
の
教

材
を
、
出
版
社
ご
と
に
分
析
し
、
問
題
点
を
検
討
す
る
。
そ

の
指
摘
を
受
け
る
形
で
、
第
五
章
で
、
落
語
に
教
材
と
し
て

期
待
さ
れ
る
価
値
を
考
察
し
、
授
業
提
案
を
行
う
。

　本
稿
が
、
学
習
者
と
落
語
と
の
笑
い
に
満
ち
た
出
会
い
に

資
す
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
小
林
正
行
）

群
馬
大
学
教
育
実
践
研
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二

　落
語
の
基
礎
知
識

　教
材
と
し
て
落
語
を
扱
う
に
あ
た
り
、
特
徴
、
歴
史
、
手

法
、
構
成
と
い
う
四
観
点
か
ら
、
落
語
の
基
礎
知
識
に
つ
い

て
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　ま
ず
一
点
目
の
落
語
の
特
徴
は
、
噺
（
は
な
し
）
そ
の
も

の
の
特
徴
と
噺
の
演
じ
方
の
特
徴
と
に
二
分
で
き
る
。
噺
の

特
徴
と
し
て
、第
一
に
、漫
談
と
は
異
な
り
ス
ジ
立
て
の
し
っ

か
り
し
た
噺
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
情
景
や
登
場
人
物
の

心
情
を
説
明
す
る
「
地
」
の
部
分
を
極
力
省
略
し
た
、
会
話

主
体
の
噺
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
な
お
、
落
語
の
噺

は
そ
の
成
立
時
期
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
て
お
り
、
一
般
に
江

戸
か
ら
大
正
期
ま
で
に
作
ら
れ
た
も
の
を
「
古
典
落
語
」、
戦

後
に
な
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
を
「
新
作
落
語
」
と
呼
ん
で
い

る
。
ま
た
、
落
語
に
は
話
題
に
よ
る
分
類
が
あ
る
。
聴
衆
の

笑
い
を
誘
う
「
滑
稽
噺
」
が
そ
の
大
半
を
占
め
る
が
、
他
に
、

怪
異
や
怪
談
的
要
素
の
強
い
「
怪
談
噺
」、
心
の
機
微
を
主
軸

に
描
い
た
「
人
情
噺
」
な
ど
が
あ
る
。

　落
語
の
演
じ
方
の
最
大
の
特
徴
は
、
演
者
が
た
だ
一
人
で

演
じ
る
こ
と
に
あ
る
。
落
語
に
は
他
の
演
劇
の
よ
う
に
、
大

道
具
の
装
置
や
小
道
具
が
な
い
。
演
者
は
扇
子
と
手
ぬ
ぐ
い

を
そ
れ
ぞ
れ
小
道
具
に
見
立
て
、
上
半
身
だ
け
の
仕
草
や
セ

リ
フ
に
よ
っ
て
、何
人
も
の
人
物
を
演
じ
分
け
る
の
で
あ
る
。

そ
の
際
、
演
者
は
扮
装
や
化
粧
な
ど
は
せ
ず
、
素
顔
で
和
服

を
着
て
、
高
座
と
呼
ば
れ
る
舞
台
で
座
布
団
に
正
座
し
て
演

じ
る
。
こ
の
現
代
で
主
流
と
な
っ
た
落
語
の
特
徴
的
な
形
態

は
近
代
以
降
に
確
立
さ
れ
た
。

　二
点
目
に
、
落
語
の
歴
史
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
落
語
の

発
祥
は
戦
国
時
代
と
も
江
戸
時
代
と
も
言
わ
れ
る
。
戦
国
時

代
か
ら
江
戸
時
代
初
頭
に
か
け
て
、
有
力
な
武
将
や
大
名
の

側
に
仕
え
、
芸
能
や
咄
（
は
な
し
）
を
披
露
し
、
殿
様
の
無

聊
を
慰
め
る
「
御
伽
衆
」
と
い
う
職
掌
が
あ
り
、
咄
を
専
門

と
す
る
も
の
を
特
に
「
御
咄
衆
」
と
言
っ
た
。
中
で
も
、
安

土
桃
山
時
代
の
話
し
手
、
安
楽
庵
策
伝
が
よ
く
知
ら
れ
て
お

り
、
策
伝
の
ま
と
め
た
『
醒
睡
笑
』
が
落
語
の
基
礎
を
作
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　一
方
で
、
江
戸
時
代
前
期
に
露
の
五
郎
兵
衛
な
る
人
物
が

京
都
で
辻
噺
を
始
め
た
こ
と
に
落
語
の
起
源
を
求
め
る
説
も

あ
る
。
こ
ち
ら
は
権
力
者
で
は
な
く
、
庶
民
を
相
手
に
噺
を

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
寄
席
が
誕
生
し
、
本
格
的
な
職
業
と

し
て
落
語
家
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
江
戸
に

入
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　こ
う
し
た
発
祥
以
降
、
江
戸
幕
府
の
弾
圧
に
よ
っ
て
一
時

衰
退
を
見
せ
る
も
、
幕
末
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
、
落
語
は

隆
盛
を
遂
げ
る
。
こ
れ
に
大
き
く
寄
与
し
た
の
が
、
三
遊
亭

圓
朝
で
あ
る
。
当
時
絶
大
な
人
気
を
誇
っ
た
圓
朝
落
語
は
口

演
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
明
治
一
七
年
七
月
『
怪
談
牡
丹
燈

籠
』
を
皮
切
り
に
、
数
々
の
圓
朝
落
語
速
記
本
が
出
版
さ
れ

た
。
話
芸
の
活
字
化
は
、
当
時
の
文
芸
界
に
革
命
を
も
た
ら

し
、
二
葉
亭
四
迷
や
山
田
美
妙
に
よ
る
言
文
一
致
運
動
、
延

い
て
は
近
代
文
学
の
確
立
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

（
八
木
美
穂
）

　三
点
目
と
し
て
、落
語
の
手
法
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

前
述
の
通
り
、
落
語
は
会
話
主
体
で
表
現
が
成
り
立
っ
て
い

る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
よ
っ
て
演
者
は
、
最
低
で
も
二

人
の
登
場
人
物
と
、ス
ジ
の
進
行
を
説
明
す
る
演
者
自
身
の
、

少
な
く
と
も
三
者
を
一
人
で
演
じ
分
け
る
必
要
が
あ
る
。
そ

の
た
め
、
落
語
に
は
、
会
話
を
際
立
た
せ
る
た
め
の
手
法
が
、

大
き
く
分
け
て
二
つ
存
在
す
る
。
一
つ
は
、「
上
下
を
き
る
」

と
い
う
手
法
で
、一
人
で
複
数
の
人
物
を
表
現
す
る
た
め
に
、

顔
を
左
右
に
向
け
て
人
物
を
演
じ
分
け
る
も
の
で
あ
る
。
も

う
一
つ
は
、
扇
子
と
手
ぬ
ぐ
い
等
を
様
々
な
も
の
に
見
立
て

て
使
用
す
る
手
法
で
、
仕
草
や
役
柄
を
演
じ
分
け
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
。

　最
後
に
、
落
語
の
噺
の
構
成
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
一
般

的
に
一
席
の
落
語
は
、「
マ
ク
ラ
」「
本
文
」「
オ
チ
」
の
三
つ

の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。「
マ
ク
ラ
」
は
、
噺
の
本
題
に
と
り

か
か
る
前
の
導
入
部
に
あ
た
り
、
世
間
話
や
気
の
利
い
た
小

咄
な
ど
を
す
る
こ
と
で
、
客
の
気
分
を
ほ
ぐ
し
、
う
ま
く
展

開
に
つ
な
げ
る
役
割
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
か
ら
演
じ
る
噺

に
つ
い
て
の
予
備
知
識
や
解
説
を
、
マ
ク
ラ
の
中
で
さ
り
げ

な
く
取
り
上
げ
る
こ
と
も
あ
る
。「
本
文
」
は
、
落
語
の
展
開

部
に
あ
た
る
。
本
文
は
一
つ
の
固
定
さ
れ
た
ス
ジ
に
と
ら
わ

れ
ず
、
演
者
に
よ
る
演
出
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

同
じ
噺
で
も
、
言
葉
遣
い
や
噺
そ
の
も
の
の
内
容
が
、
演
者

ご
と
に
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
と
と
も
に
、
噺
を
省
略
し
た

り
、
途
中
で
打
ち
切
っ
た
り
し
て
、
噺
の
長
さ
や
結
末
が
変

わ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
演
者
本
人
の
演

出
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
場
に
い
る
客
と
の
関
係
や
、
や

り
取
り
の
中
で
も
生
じ
る
も
の
で
も
あ
り
、
一
席
の
落
語
ご

と
に
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
「
オ
チ
」
は
、
機
知
に
富
ん
だ

結
末
の
こ
と
で
あ
り
、オ
チ
を
つ
け
る
こ
と
で
噺
が
終
わ
る
。

オ
チ
の
演
出
に
は
、
集
中
度
の
高
さ
が
求
め
ら
れ
、
極
力
言

葉
の
無
駄
を
省
く
こ
と
が
重
要
と
さ
れ
る
。
（
片
岡
美
穂
）
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三

　学
習
指
導
要
領
と
の
関
連

　本
章
で
は
、
落
語
と
学
習
指
導
要
領
と
の
関
連
を
詳
し
く

検
討
し
た
い
。

　以
前
の
平
成
一
〇
年
版
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
、
古
典

は
「
読
む
こ
と
」
の
中
で
扱
わ
れ
て
い
た
。
学
習
指
導
要
領

解
説
の
「
読
む
こ
と
」
の
配
慮
事
項
で
は
、
次
の
よ
う
に
記

述
さ
れ
て
い
る
。

　
　古
典
に
対
す
る
興
味
や
関
心
を
深
め
さ
せ
、
生
涯
に
わ

た
っ
て
古
典
に
親
し
む
態
度
を
育
て
る
た
め
の
教
材
に
つ

い
て
は
、
生
徒
の
発
達
段
階
や
学
習
の
実
態
を
的
確
に
把

握
し
、
そ
れ
に
応
じ
た
も
の
を
選
定
す
る
こ
と
が
大
切
で

あ
る
。古
典
に
関
心
を
も
た
せ
る
よ
う
に
書
い
た
文
章
や
、

易
し
い
文
語
文
、
格
言
・
故
事
成
語
、
詩
歌
、
物
語
、
随

筆
、
能
・
狂
言
な
ど
の
様
々
な
親
し
み
や
す
い
古
典
の
文

章
が
あ
る
。

　こ
こ
で
は
古
典
芸
能
と
し
て
能
と
狂
言
し
か
挙
げ
ら
れ
て

お
ら
ず
、
落
語
は
い
く
ぶ
ん
学
校
教
育
に
な
じ
ま
な
い
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、「
読

む
こ
と
」
を
前
提
に
し
た
「
古
典
の
文
章
」
と
い
う
文
言
で

あ
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。

　そ
れ
に
対
し
、
平
成
二
〇
年
一
月
の
中
央
教
育
審
議
会
答

申
を
踏
ま
え
、
平
成
二
〇
年
版
学
習
指
導
要
領
よ
り
新
設
さ

れ
た〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕

で
は
、
小
・
中
学
校
と
も
に
落
語
に
つ
い
て
の
言
及
が
行
わ

れ
て
い
る
。
学
習
指
導
要
領
解
説
に
お
い
て
、〔
伝
統
的
な
言

語
文
化
〕
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
　言
語
文
化
と
は
、
我
が
国
の
歴
史
の
中
で
創
造
さ
れ
、

継
承
さ
れ
て
き
た
文
化
的
に
高
い
価
値
を
も
つ
言
語
そ
の

も
の
、
つ
ま
り
文
化
と
し
て
の
言
語
、
ま
た
、
そ
れ
ら
を

実
際
の
生
活
で
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き

た
文
化
的
な
言
語
生
活
、
さ
ら
に
は
、
古
代
か
ら
現
代
ま

で
の
各
時
代
に
わ
た
っ
て
、
表
現
し
、
受
容
さ
れ
て
き
た

多
様
な
言
語
芸
術
や
芸
能
な
ど
を
幅
広
く
指
し
て
い
る
。

　こ
の
文
言
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
落
語
は
、「
各
時
代
に

わ
た
っ
て
、
表
現
し
、
受
容
さ
れ
て
き
た
多
様
な
言
語
芸
術

や
芸
能
」
と
し
て
、
言
語
文
化
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　さ
ら
に
同
解
説
に
よ
れ
ば
、「
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す

る
事
項
」
は
、「
小
学
校
か
ら
系
統
的
に
設
定
し
（
中
略
）
中

学
校
に
お
い
て
は
そ
れ
を
踏
ま
え
、
一
層
古
典
に
親
し
ま
せ

る
と
と
も
に
、
我
が
国
に
伝
わ
る
言
語
文
化
に
つ
い
て
関
心

を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
指
導
す
る
」

こ
と
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
古
典
に
親
し
ま
せ
、
言
語
文

化
に
対
す
る
関
心
を
高
め
る
こ
と
を
重
視
し
て
指
導
す
る
と

い
う
記
述
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
何
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か

は
、
教
科
書
作
成
者
や
指
導
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

　で
は
、
各
学
年
の
事
項
の
中
か
ら
、
落
語
に
関
す
る
も
の

を
挙
げ
る
。
小
学
校
第
五
学
年
及
び
第
六
学
年
に
お
け
る
指

導
事
項
の
一
つ
は
、「
古
典
に
つ
い
て
解
説
し
た
文
章
を
読

み
、
昔
の
人
の
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
を
知
る
こ
と
」
で
あ

る
。こ
こ
で
は
、古
典
を
解
説
し
た
文
章
を
基
に
、昔
の
人
々

の
生
活
や
文
化
な
ど
、
古
典
の
背
景
を
で
き
る
限
り
易
し
く

理
解
さ
せ
、
昔
の
人
の
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
に
関
心
を
も

た
せ
た
り
、
現
代
人
の
そ
れ
と
比
較
し
た
り
し
て
、
古
典
へ

の
興
味
・
関
心
を
深
め
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
。

そ
の
際
、「
言
語
文
化
へ
の
興
味
・
関
心
を
深
め
る
た
め
に
、

能
、
狂
言
、
人
形
浄
瑠
璃
、
歌
舞
伎
、
落
語
な
ど
を
鑑
賞
す

る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　ま
た
、中
学
校
第
一
学
年
に
お
け
る
指
導
事
項
の
一
つ
に
、

「
古
典
に
は
様
々
な
種
類
の
作
品
が
あ
る
こ
と
を
知
る
こ

と
」
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
古
典
に
は
様
々
な
作
品
が
あ
り
、

一
般
的
に
幾
つ
か
の
種
類
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
を
指
導
す

る
。
学
習
指
導
要
領
解
説
で
は
、「
様
々
な
種
類
」
と
し
て
、

和
歌
、
俳
諧
、
物
語
、
随
筆
、
漢
文
、
漢
詩
な
ど
に
加
え
、

「
能
、
狂
言
、
歌
舞
伎
、
古
典
落
語
な
ど
の
古
典
芸
能
も
含

ま
れ
る
」
と
し
て
い
る
。

　さ
ら
に
、中
学
校
第
二
学
年
に
お
け
る
指
導
事
項
の
一
つ
、

「
古
典
に
表
れ
た
も
の
の
見
方
や
考
え
方
に
触
れ
、
登
場
人

物
や
作
者
の
思
い
な
ど
を
想
像
す
る
こ
と
」
を
扱
う
工
夫
と

し
て
、音
声
や
映
像
メ
デ
ィ
ア
の
活
用
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、

落
語
を
教
材
と
し
て
扱
う
た
め
の
示
唆
に
な
ろ
う
。

　こ
の
よ
う
に
、
平
成
二
〇
年
版
学
習
指
導
要
領
で
は
、
古

典
が
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
と
し
て
独
立
し
、
落
語
が
教

材
と
し
て
の
立
場
を
得
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
従
来

の
紙
媒
体
を
中
心
と
し
た
古
典
の
在
り
方
に
対
し
、
音
声
や

映
像
メ
デ
ィ
ア
を
活
用
す
る
と
い
う
、
各
ジ
ャ
ン
ル
に
応
じ

た
教
材
の
扱
い
方
が
示
さ
れ
た
。
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て

教
材
と
し
て
の
立
場
が
規
定
さ
れ
た
落
語
を
積
極
的
に
扱
う

こ
と
に
よ
り
、〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
学
習
指
導
を
よ
り

効
果
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
（
武
井
彩
香
）

四

　現
行
教
科
書
に
お
け
る
落
語
教
材
を
対
象
と
し
た
分
析

　本
章
で
は
、
小
・
中
学
校
で
現
在
採
用
さ
れ
て
い
る
国
語

〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
学
習
指
導
改
善 

―
落
語
教
材
の
検
討
を
通
し
て
―

二
三
七



教
科
書
に
お
け
る
落
語
の
教
材
を
、
出
版
社
ご
と
に
分
析
す

る
こ
と
で
、
教
材
と
し
て
の
落
語
の
取
り
扱
わ
れ
方
を
明
ら

か
に
し
、
そ
の
問
題
点
等
を
詳
し
く
検
討
し
た
い
。

　分
析
に
入
る
前
に
、
表
１
と
し
て
、
各
社
教
科
書
の
落
語

の
教
材
と
そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
噺
を
、
表
２
と
し

て
、
特
に
落
語
を
大
き
く
取
り
上
げ
て
い
る
教
材
に
対
す
る

指
導
書
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
内
容
を
そ
れ
ぞ
れ
ま
と
め
た
。

　な
お
、
東
京
書
籍
の
指
導
書
に
つ
い
て
は
、
記
述
が
少
な

く
、
特
筆
す
べ
き
事
項
が
な
い
た
め
、
表
２
で
は
割
愛
し
た
。

（
木
本
悠
太
）

（
１
）
光
村
図
書

　同
社
の
落
語
教
材
の
う
ち
、
指
導
事
項
ま
で
細
か
く
定
め

ら
れ
て
い
る
の
は
、
小
４
の
「
額
に
柿
の
木
」
の
み
で
あ
り
、

残
り
の
教
材
に
は
指
導
法
に
つ
い
て
の
わ
ず
か
な
ア
ド
バ
イ

ス
の
み
載
せ
ら
れ
て
い
た
。

　教
科
書
中
で
同
教
材
の
該
当
頁
を
開
く
と
、
そ
こ
に
は
額

か
ら
柿
の
木
が
生
え
て
い
る
男
性
の
一
枚
絵
が
見
開
き
頁
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
。少
し
離
れ
た
別
頁
に
は
、「
額
に
柿
の
木
」

の
噺
が
昔
話
調
で
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　一
枚
絵
の
頁
に
は
、
補
足
説
明
と
し
て
「
こ
の
話
は
、
落

語
と
し
て
も
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
」
と
い
う
一
文
の
み
記
さ

れ
、
そ
の
他
に
は
一
枚
絵
の
頁
に
も
噺
が
収
録
さ
れ
て
い
る

頁
に
も
落
語
に
関
す
る
説
明
は
な
い
。

　指
導
書
に
は
、噺
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
頁
の
補
足
と
し
て
、

擬
音
語
や
擬
態
語
の
多
さ
に
つ
い
て
意
識
し
な
が
ら
指
導
す

る
よ
う
記
さ
れ
て
い
る
が
、
落
語
に
つ
い
て
の
説
明
や
落
語

作
品
と
し
て
扱
う
よ
う
な
指
導
事
項
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
は
同
教
材
が
、
同
社
独
特
の
読
み
聞
か
せ
に
重
点
を
置

二
三
八

小
林
正
行
・
中
村
敦
雄
・
伊
藤
宏
康
・
片
岡
美
穂
・
木
本
悠
太
・
小
林
香
名
江
・
武
井
彩
香
・
八
木
美
穂

表１. 各社教科書における落語の教材と取り上げられている噺

表２．指導書における主な落語教材の指導内容



い
た
単
元
の
一
つ
で
あ
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

　擬
音
語
や
擬
態
語
が
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
読
み
聞
か
せ
を
聞
く
学
習
者
た
ち
の
想
像
を
膨
ら

ま
せ
よ
う
と
す
る
工
夫
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
た
め
、
噺
を

読
ん
だ
り
、
聞
い
た
り
す
る
教
材
と
し
て
優
れ
て
い
る
点
は

見
ら
れ
る
が
、〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
と
し
て
の
落
語
に
触

れ
る
と
い
う
狙
い
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
落
語
に
触
れ
さ
せ
る

と
い
う
よ
り
も
、
学
習
者
を
昔
話
に
な
じ
ま
せ
る
と
い
う
狙

い
の
方
が
強
く
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
同
教
材
を
用
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
学
習
者
に
昔
話
を
楽
し
む
態
度
は
身
に
付
け
さ

せ
ら
れ
る
が
、
落
語
に
親
し
ま
せ
る
教
材
と
は
言
い
難
い
。

（
２
）
学
校
図
書

　同
社
の
落
語
に
関
す
る
教
材
に
は
、
小
２
で
扱
う
「
つ
づ

き
落
語
ば
な
し
を
作
ろ
う
」（
お
話
を
つ
く
ろ
う
）
と
い
う
教

材
の
み
が
存
在
す
る
。

　同
教
材
は
、
学
習
者
に
創
作
話
を
作
ら
せ
る
趣
旨
で
、
続

き
話
の
材
料
と
し
て
、「
額
に
柿
の
木
」
と
思
わ
れ
る
噺
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。こ
の
噺
の
冒
頭
部
分
を
学
習
者
に
提
示
し
、

続
き
話
を
考
え
さ
せ
る
。
本
来
の
続
き
は
後
頁
に
て
簡
単
に

説
明
さ
れ
る
が
、
オ
チ
の
部
分
ま
で
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。

　指
導
書
に
は
、
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
「
落
語
に
慣
れ

さ
せ
る
」
と
題
さ
れ
た
記
述
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
は
、
落

語
の
特
徴
に
つ
い
て
の
説
明
や
、
学
習
者
が
落
語
に
親
し
め

る
よ
う
な
工
夫
点
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
指
導
書
だ
け
見
て

い
る
と
、
比
較
的
落
語
を
重
視
し
て
い
る
教
材
の
よ
う
に
見

え
る
が
、
指
導
事
項
が
「
書
く
こ
と
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る

た
め
か
、
実
際
の
指
導
内
容
の
中
で
は
あ
ま
り
落
語
を
教
材

と
し
て
活
用
し
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
落
語
は
、
創
作
活
動

の
導
入
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
だ
け
な
の
だ
。

　話
の
創
作
に
お
い
て
「
笑
い
」
が
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
で
、
学
習
者
の
興
味
を
ひ
く
試
み
で
あ
る
と
考
え
る

こ
と
も
で
き
る
が
、
落
語
の
要
素
と
し
て
「
笑
い
」
の
部
分

に
し
か
注
目
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
は
、
一
つ
の
問
題
点

と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
他
教
科
書
会
社
で
は
、
古
典

落
語
自
体
を
テ
キ
ス
ト
に
し
て
い
る
の
に
対
し
、
同
社
の
教

科
書
内
で
は
、
古
典
落
語
は
導
入
の
一
要
素
に
過
ぎ
ず
、
活

動
の
主
体
は
「
お
も
し
ろ
い
話
を
創
作
し
て
書
く
」
と
い
う

部
分
に
限
ら
れ
る
。

（
小
林
香
名
江
）

（
３
）
三
省
堂

　同
社
の
落
語
の
教
材
は
、
小
４
が
充
実
し
て
い
る
。
そ
の

教
材
の
一
つ
で
あ
る
「
落
語

　じ
ゅ
げ
む
」
で
は
、
ま
ず
、

落
語
と
は
何
か
を
大
ま
か
に
把
握
さ
せ
る
た
め
の
説
明
が
述

べ
ら
れ
た
後
に
、
現
代
風
（
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
が
登
校
の
た
め

に
「
じ
ゅ
げ
む
〜
」
を
迎
え
に
来
る
と
い
っ
た
内
容
）「
寿
限

無
」
の
一
節
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
柳
家
花
緑
と
、

扇
子
・
手
ぬ
ぐ
い
の
写
真
が
一
枚
ず
つ
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

　も
う
一
つ
の
小
４
の
教
材
で
あ
る
「
落
語
を
知
ろ
う
」
で

は
、「
初
天
神
」「
長
屋
の
花
見
」「
寿
限
無
」
三
つ
の
噺
の
途

中
ま
で
の
あ
ら
す
じ
の
上
部
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
噺
に
関
す
る

演
者
の
仕
草
（
初
天
神
↓
み
た
ら
し
団
子
を
食
べ
る
、
長
屋

の
花
見
↓
酒
を
つ
ぐ
、
寿
限
無
↓
子
ど
も
が
泣
く
）
が
写
真

で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
、
も
り
そ
ば
を
食
べ
る
、

文
字
を
書
く
、と
い
っ
た
仕
草
が
写
真
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　他
学
年
に
お
い
て
は
、
小
５
で
音
読
に
特
化
さ
せ
た
読
み

物
教
材
と
し
て
「
ま
ん
じ
ゅ
う
こ
わ
い
」
が
取
り
上
げ
ら
れ

て
お
り
、
中
１
で
は
落
語
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
寄
席
の
構
造

や
道
具
、
演
者
の
仕
草
等
を
写
真
付
き
で
紹
介
し
て
い
る
。

　全
体
と
し
て
、
落
語
の
扱
わ
れ
方
が
手
厚
い
た
め
、
他
社

よ
り
も
落
語
と
は
何
か
を
指
導
す
る
の
に
適
し
て
い
る
教
科

書
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
指
導
書
の
内
容
も
充
実
し
て

お
り
、
特
に
小
４
「
落
語

　じ
ゅ
げ
む
」
に
関
し
て
は
、
目

標
・
指
導
事
項
・
学
習
活
動
例
・
め
あ
て
等
が
明
記
さ
れ
て

い
る
た
め
、
落
語
に
あ
ま
り
造
詣
の
深
く
な
い
教
師
で
も
指

導
し
や
す
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　し
か
し
そ
の
反
面
、
肝
心
の
落
語
の
面
白
さ
が
児
童
に
伝

わ
る
の
か
に
関
し
て
は
い
さ
さ
か
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
得
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
メ
イ
ン
の
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
「
寿
限
無
」
は
、
演
者
が
目
の
前
で
言
い
立
て
て
い
れ

ば
お
も
し
ろ
い
が
、
文
字
言
語
と
し
て
見
る
と
あ
ま
り
笑
い

を
誘
う
よ
う
な
噺
で
あ
る
と
は
言
い
づ
ら
い
た
め
で
あ
る
。

「
寿
限
無
」
よ
り
は
児
童
の
関
心
を
つ
か
む
で
あ
ろ
う
と
予

想
さ
れ
る
「
ま
ん
じ
ゅ
う
こ
わ
い
」
に
関
し
て
は
、
落
語
の

噺
と
い
う
よ
り
一
つ
の
読
み
物
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
た
め
、
落
語
の
面
白
さ
を
充
分
に
伝
え
得
る
も
の
で
は
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
木
本
悠
太
）

（
４
）
東
京
書
籍

　同
社
の
落
語
に
関
す
る
教
材
に
は
、小
３
で「
じ
ゅ
げ
む
」、

小
６
で
「
伝
統
芸
能
に
親
し
も
う
」
と
い
う
教
材
が
あ
る
。

「
伝
統
芸
能
に
親
し
も
う
」
で
は
落
語
を
含
め
た
伝
統
芸
能

が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
実
際
に
授
業
の
教
材
と

し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は「
じ
ゅ
げ
む
」

〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
学
習
指
導
改
善 

―
落
語
教
材
の
検
討
を
通
し
て
―

二
三
九



の
み
で
あ
る
。
本
教
材
は
、
ク
レ
ヨ
ン
ハ
ウ
ス
か
ら
出
版
さ

れ
て
い
る
川
端
誠
『
落
語
絵
本
４

　じ
ゅ
げ
む
』
の
挿
絵
と

文
章
を
載
せ
た
も
の
で
、
巻
末
に
あ
る
付
録
の
「
読
書
の
部

屋
」
と
い
う
単
元
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
挿
絵
と
わ
か
り

や
す
い
文
章
で
、「
じ
ゅ
げ
む
〜
」
と
い
う
名
前
が
つ
い
た
由

来
を
説
明
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
形
式
は
マ
ク
ラ
、
本

文
、
オ
チ
と
い
う
展
開
で
、
落
語
の
構
成
を
伝
え
や
す
い
。

　し
か
し
問
題
点
と
し
て
、
落
語
に
つ
い
て
の
記
述
が
少
な

い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
教
材
に
は
、
落
語
と
い
う
言

葉
が
文
章
中
に
二
度
出
て
く
る
だ
け
で
、
落
語
が
ど
の
時
代

に
始
ま
っ
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
芸
能
で
あ
る
の
か
な
ど
の

落
語
の
知
識
を
学
ぶ
こ
と
や
、
実
際
の
落
語
を
見
た
り
聞
い

た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
落
語
を
学
ぶ
こ
と
を
期
待
さ

れ
た
教
材
で
あ
る
な
ら
ば
、
噺
の
内
容
だ
け
で
は
な
く
、
落

語
そ
の
も
の
に
触
れ
る
記
述
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
５
）
教
育
出
版

　同
社
の
落
語
に
関
す
る
教
材
に
は
、小
４
で「
ぞ
ろ
ぞ
ろ
」、

「
じ
ゅ
げ
む
」
中
１
で
「
三
方
一
両
損
」
と
い
っ
た
噺
が
あ

る
。指
導
書
で
は
全
七
時
間
の
指
導
計
画
を
提
案
し
て
お
り
、

落
語
の
教
材
開
発
に
力
を
入
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　本
教
材
の
特
徴
は
、大
き
く
三
つ
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　一
つ
目
は
、落
語
に
関
す
る
説
明
の
充
実
が
挙
げ
ら
れ
る
。

落
語
の
成
立
と
オ
チ
の
存
在
を
導
入
の
記
述
に
よ
っ
て
説
明

し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
落
語
の
内
容
に
関
係
す
る
時

代
や
場
面
、
ま
た
噺
の
中
に
出
て
く
る
物
の
説
明
が
多
く
記

述
さ
れ
て
い
る
。

　二
つ
目
は
、
学
習
者
が
役
割
を
決
め
て
、
そ
の
役
を
音
読
、

ま
た
は
演
じ
る
こ
と
を
想
定
し
た
台
本
形
式
で
あ
る
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
。
主
に
会
話
文
か
ら
な
り
、
登
場
人
物
の
動
き

や
仕
草
な
ど
が
、
括
弧
書
き
で
補
わ
れ
、
ま
た
冒
頭
頁
に
登

場
人
物
と
そ
の
年
齢
が
設
定
さ
れ
、
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　三
つ
目
は
、
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
落
語
は
す
べ
て
三
遊

亭
圓
窓
が
演
じ
た
落
語
で
あ
り
、文
章
に
対
応
し
た
箇
所
に
、

圓
窓
が
落
語
を
演
じ
て
い
る
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
点
が

あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
落
語
は
ど
う
い
う
人
が
ど
の
よ
う
な

姿
で
演
じ
て
い
る
の
か
を
学
習
者
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　以
上
の
特
徴
か
ら
み
て
、
実
際
の
落
語
か
ら
離
れ
す
ぎ
ず

に
落
語
の
知
識
や
内
容
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
点
に
お
い
て

優
れ
た
教
材
に
な
っ
て
い
る
。

　次
に
最
も
指
導
計
画
が
詳
し
く
提
案
さ
れ
て
い
る
「
ぞ
ろ

ぞ
ろ
」の
指
導
書
の
内
容
を
み
て
み
る
と
、目
標
と
し
て「
落

語
に
よ
る
会
話
か
ら
、
場
面
の
様
子
や
人
物
の
気
持
ち
を
想

像
し
、
表
現
す
る
こ
と
を
楽
し
み
な
が
ら
読
む
」
こ
と
を
設

定
し
て
お
り
、
指
導
計
画
は
七
時
間
中
、
四
時
間
を
「
読
む

こ
と
」
の
授
業
、
三
時
間
は
「
書
く
こ
と
」
の
授
業
が
提
案

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
こ
の
「
ぞ
ろ
ぞ
ろ
」
と
い

う
教
材
を
利
用
し
て
学
習
す
る
の
は
「
読
む
こ
と
」
の
三
時

間
の
み
で
あ
り
、
残
り
の
四
時
間
は
別
の
作
品
を
読
む
こ
と

や
、
会
話
中
心
の
文
章
を
書
く
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
で
は
目
標
に
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　以
上
の
こ
と
か
ら
い
え
る
の
は
、
教
材
と
し
て
は
優
れ
た

も
の
で
あ
る
が
、
指
導
書
で
提
案
さ
れ
て
い
る
指
導
法
に
問

題
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
目
標
に
あ
る
「
気
持
ち
を
想
像
し
、

表
現
す
る
」
に
は
、
書
く
こ
と
に
指
導
を
広
げ
る
の
で
は
な

く
、
実
際
に
演
じ
る
な
ど
し
て
、
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
が

必
要
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
伊
藤
宏
康
）

（
６
）
総
括

　以
上
、
各
教
科
書
で
の
落
語
に
関
す
る
教
材
を
分
析
し
て

き
た
が
、
い
く
つ
か
の
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　一
つ
目
は
、取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
噺
で
あ
る
。「
寿
限
無
」

が
三
社
で
、「
額
に
柿
の
木
」
が
二
社
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
。「
寿
限
無
」
は
音
読
の
お
も
し
ろ
さ
、「
額
に
柿
の
木
」

は
ス
ト
ー
リ
ー
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る
。
そ
う
し
た
特
徴
を

持
つ
が
故
に
、
こ
れ
ら
の
噺
は
、
い
ず
れ
も
学
習
者
の
興
味

を
引
き
つ
け
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。　二

つ
目
は
、
落
語
の
扱
わ
れ
方
で
あ
る
。
多
く
の
教
科
書

に
お
い
て
は
、
落
語
が
初
め
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
教
材
に
関

し
て
、
落
語
を
知
ら
な
い
学
習
者
に
も
わ
か
り
や
す
い
よ
う

に
落
語
が
手
厚
く
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は

す
な
わ
ち
、「
落
語
を
教
え
る
」
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
た

め
の
手
立
て
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　「落
語
を
教
え
る
」
と
は
、
落
語
と
は
ど
う
い
っ
た
も
の
で

あ
る
の
か
を
、
噺
の
構
成
や
演
者
の
仕
草
、
小
道
具
を
用
い

て
の
見
立
て
な
ど
と
い
っ
た
、
落
語
に
関
す
る
基
本
的
な
知

識
と
と
も
に
教
え
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
章
に
お
い
て
言
及

し
た
、
中
学
校
第
一
学
年
に
お
け
る
指
導
事
項
の
一
つ
で
あ

る
、「
古
典
に
は
様
々
な
種
類
の
作
品
が
あ
る
こ
と
を
知
る
こ

と
」
を
達
成
す
る
た
め
の
目
的
で
も
あ
る
。

　一
方
で
、
教
材
に
共
通
す
る
問
題
点
も
指
摘
で
き
る
。

　先
に
触
れ
た
、
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
噺
に
つ
い
て
は
、

「
寿
限
無
」
は
噺
と
し
て
の
お
も
し
ろ
さ
に
疑
問
が
残
り
、

二
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教
材
と
し
て
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、「
額
に
柿
の
木
」
も
落
語

と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
と
い
う
問
題
が

考
え
ら
れ
る
。

　そ
し
て
、
第
三
章
で
引
用
し
た
よ
う
に
、
平
成
二
〇
年
版

学
習
指
導
要
領
の
小
学
校
第
五
学
年
及
び
第
六
学
年
に
お
け

る
指
導
事
項
の
一
つ
と
し
て
、「
古
典
に
つ
い
て
解
説
し
た
文

章
を
読
み
、昔
の
人
の
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
を
知
る
こ
と
」

と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
落
語
を
教
材

と
し
た
場
合
に
は
、
落
語
を
通
し
て
、「
昔
の
人
の
も
の
の
見

方
や
感
じ
方
」
を
学
べ
る
よ
う
な
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
を
「
落
語
で
教
え
る
」
と
称
す

る
こ
と
に
す
る
。「
落
語
で
教
え
る
」
と
は
つ
ま
り
、
落
語
を

通
し
て
、
当
時
の
時
代
背
景
や
、
そ
の
時
代
の
文
化
や
慣
習
、

人
々
の
価
値
観
等
を
教
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
各
社
と
も
、
写
真
の
活
用
や
記
述

に
よ
っ
て
、「
落
語
を
教
え
る
」
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
た

め
の
工
夫
は
充
実
し
て
い
る
が
、「
落
語
で
教
え
る
」
と
い
う

点
に
関
し
て
は
、
教
材
に
お
け
る
具
体
的
な
記
述
や
、
指
導

書
で
の
言
及
が
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
指
導
者
が
独
自
で
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　ま
た
、
紙
媒
体
教
科
書
の
限
界
も
問
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ

る
。
落
語
は
話
芸
で
あ
る
た
め
、
活
字
で
読
む
だ
け
で
は
そ

の
魅
力
が
半
減
さ
れ
て
し
ま
う
。
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
噺

を
、
実
際
に
演
者
が
演
じ
て
い
る
映
像
を
観
せ
る
な
ど
と

い
っ
た
工
夫
が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
、
落
語
に

関
す
る
教
材
に
対
応
す
る
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
市
販
し
て
い
る
教
科
書

会
社
も
あ
る
。今
後
の
よ
り
積
極
的
な
展
開
が
期
待
さ
れ
る
。

（
木
本
悠
太
）

五

　落
語
の
学
習
内
容
と
授
業
提
案

（
１
）
教
材
と
し
て
期
待
さ
れ
る
価
値

　前
章
で
述
べ
た
「
落
語
で
教
え
る
」
に
関
わ
っ
て
、
本
節

で
は
落
語
が
有
す
る
教
材
と
し
て
期
待
さ
れ
る
価
値
に
つ
い

て
考
え
る
。学
習
指
導
要
領
の
記
述
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、

落
語
は
、
昔
の
人
々
の
「
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
」、
生
活
や

文
化
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
落
語
に
は
江
戸

時
代
以
降
の
人
々
の
生
活
が
自
然
に
描
か
れ
て
お
り
、「
も
の

の
見
方
や
感
じ
方
」
と
し
て
、
当
時
の
人
々
の
生
活
の
在
り

方
や
人
生
観
な
ど
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　そ
の
生
活
の
在
り
方
や
人
生
観
に
は
、
現
代
と
共
通
す
る

普
遍
的
な
も
の
が
あ
る
。落
語
で
は
色
々
な
人
物
が
登
場
し
、

様
々
な
ス
ジ
が
展
開
さ
れ
る
が
、
親
子
や
友
人
な
ど
の
人
間

関
係
に
関
わ
る
も
の
が
そ
れ
に
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
向
上
心
な
ど
の
心
持
ち
や
人
間
と
し
て
の
基
本
的
な
欲

求
に
も
、
現
代
の
我
々
が
共
感
で
き
る
も
の
が
多
い
。

　一
方
で
、
明
ら
か
に
現
代
と
異
な
る
生
活
や
文
化
も
描
か

れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
季
節
特
有
の
食
材
な
ど
が
比
較
的
い

つ
で
も
手
に
入
る
現
代
に
対
し
て
、
落
語
か
ら
学
べ
る
季
節

感
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
高
い
身
分
の
者
と
庶
民
の
暮
ら
し
の

差
や
金
銭
感
覚
の
違
い
、
長
屋
で
の
暮
ら
し
、
主
な
移
動
手

段
が
徒
歩
・
駕
籠
・
馬
で
あ
っ
た
こ
と
、
文
字
の
受
容
層
は

限
ら
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
学
べ
る
。
落
語
は
、
現
代
と
の

共
通
点
・
相
違
点
の
双
方
に
つ
い
て
、
興
味
・
関
心
を
持
ち

な
が
ら
自
発
的
に
理
解
す
る
き
っ
か
け
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　こ
の
よ
う
に
、
落
語
か
ら
は
単
に
楽
し
さ
や
お
も
し
ろ
さ

だ
け
で
な
く
、
昔
の
人
々
の
価
値
観
と
し
て
「
も
の
の
見
方

や
感
じ
方
」
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
に
関

す
る
説
明
文
や
古
典
作
品
を
読
む
の
と
は
異
な
り
、
視
覚
と

聴
覚
で
体
感
し
、
当
時
を
生
き
た
人
々
の
目
線
に
立
て
る
と

い
う
の
が
落
語
の
魅
力
と
い
え
よ
う
。

（
２
）
授
業
提
案

　〔伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
教
科
内
容
に
は
、
学
習
指
導
要

領
に
お
け
る
「
事
項
」
の
記
述
と
、「
読
む
こ
と
」
を
は
じ
め

と
す
る
活
動
領
域
の
記
述
が
該
当
し
よ
う
。
し
か
し
、
前
者

は
記
述
内
容
が
限
ら
れ
、
後
者
は
国
語
科
の
そ
れ
以
外
の
学

習
指
導
と
の
違
い
が
見
え
に
く
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、「
落

語
を
教
え
る
」と「
落
語
で
教
え
る
」の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

を
設
定
し
、
教
科
内
容
を
整
理
し
た
。
第
四
章
で
明
ら
か
に

し
た
よ
う
に
、
従
来
の
学
習
指
導
で
は
、
前
者
に
手
厚
く
、

後
者
は
手
薄
で
あ
っ
た
。
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、〔
伝
統
的
な

言
語
文
化
〕
そ
の
も
の
に
も
適
用
可
能
で
あ
り
、
さ
ら
な
る

研
究
の
可
能
性
を
予
想
さ
せ
る
。

　本
節
で
は
、
こ
の
「
落
語
を
教
え
る
」
と
「
落
語
で
教
え

る
」の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
基
に
開
発
し
た
授
業
を
提
案
し
た
い
。

前
節
で
述
べ
た
教
材
と
し
て
落
語
に
期
待
さ
れ
る
価
値
と
、

先
述
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
軸
に
指
導
案
を
作
成
し
、
実
際
に
授

業
を
し
て
検
証
を
行
っ
た
。

　以
下
、「
落
語
を
教
え
る
」
か
ら
「
落
語
で
教
え
る
」
に
段

階
的
に
学
習
で
き
る
よ
う
に
、四
つ
の
指
導
案
を
配
列
し
た
。

授
業
検
証
の
報
告
は
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

実
践
に
お
い
て
一
定
の
成
果
が
み
ら
れ
た
。読
者
諸
賢
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
教
室
に
合
わ
せ
た
最
適
化
を
図
っ
て
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
武
井
彩
香
）

〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
学
習
指
導
改
善 

―
落
語
教
材
の
検
討
を
通
し
て
―

二
四
一



二
四
二

小
林
正
行
・
中
村
敦
雄
・
伊
藤
宏
康
・
片
岡
美
穂
・
木
本
悠
太
・
小
林
香
名
江
・
武
井
彩
香
・
八
木
美
穂

○落語を教える　「初天神」「目黒のさんま」
１　ねらい　「初天神」を鑑賞し、落語の特徴や構造について理解する。
２　準　備　DVD『花緑・きく姫の落語がいっぱい　その１』（TDKコア株式会社　TDBT-0062）
３　展　開



〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
学
習
指
導
改
善 

―
落
語
教
材
の
検
討
を
通
し
て
―

二
四
三

１　ねらい　「目黒のさんま」を鑑賞し、江戸時代の身分の差や季節感について知ろう。
２　準　備　DVD『花緑・きく姫の落語がいっぱい　その２』（TDKコア株式会社DBT-0063）
３　展　開



二
四
四

小
林
正
行
・
中
村
敦
雄
・
伊
藤
宏
康
・
片
岡
美
穂
・
木
本
悠
太
・
小
林
香
名
江
・
武
井
彩
香
・
八
木
美
穂

○落語で教える　「こんにゃく問答」「千両みかん」
１　ねらい　「こんにゃく問答」を鑑賞し、作品における人々や場面設定を通して、昔の生活様式や文化に注目す
る視点をもつ。

２　準　備　DVD『三遊亭小遊三　・厩火事・蒟蒻問答』
（株式会社テイチクエンタテインメント　TEBR-35027）

　　　　　　フラッシュカード（「こんにゃく問答」語句確認用のもの、問答内容をまとめたもの）
　　　　　　ワークシート
３　展　開



〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
学
習
指
導
改
善 

―
落
語
教
材
の
検
討
を
通
し
て
―

二
四
五

＊……空欄には、問答部分の動作を表す画像や写真を載せる。著作権・肖像権の観点から割愛した。



二
四
六

小
林
正
行
・
中
村
敦
雄
・
伊
藤
宏
康
・
片
岡
美
穂
・
木
本
悠
太
・
小
林
香
名
江
・
武
井
彩
香
・
八
木
美
穂

１　ねらい　「千両みかん」から、現代と江戸時代の生活や価値観の違いと共通点を知ろう。
２　準　備　DVD『特選 !!　米朝落語全集　第二十一集』（EMI ミュージックジャパン TOBS-1041）
　　　　　　ワークシート
３　展　開



〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
学
習
指
導
改
善 

―
落
語
教
材
の
検
討
を
通
し
て
―

二
四
七



六

　本
研
究
の
成
果

　以
上
を
ま
と
め
る
と
、
本
研
究
の
成
果
は
三
点
に
整
理
で

き
る
。

ア

　〔伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
教
材
と
し
て
の
「
落
語
」
の
積

極
的
な
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
。

イ

　〔伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
教
科
内
容
を
明
確
化
し
、
学

習
指
導
案
を
提
案
し
た
こ
と
。

ウ

　動
画
を
本
教
材
と
し
て
活
用
し
た
学
習
指
導
の
方
法
論

を
開
発
し
た
こ
と
。

　う
ち
、
ア
・
イ
に
つ
い
て
は
前
章
ま
で
で
直
接
的
に
論
じ

て
き
た
の
で
再
説
は
控
え
る
。
一
方
、
ウ
に
つ
い
て
は
、
本

章
で
整
理
す
る
と
と
も
に
、
補
足
し
て
お
き
た
い
。

　落
語
に
と
っ
て
最
も
の
ぞ
ま
し
い
の
は
寄
席
に
足
を
運
ぶ

こ
と
で
あ
る
が
、
現
実
問
題
と
し
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ

こ
で
次
善
策
と
し
て
提
案
し
た
次
第
で
あ
る
。
海
外
の
母
語

教
育
で
は
マ
ル
チ
モ
ー
ダ
ル
へ
の
関
心
が
高
く
、
す
で
に
動

画
を
含
め
た
メ
デ
ィ
ア
が
教
材
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
（
英
語
圏
で
は
代
表
的
な
古
典

教
材
で
あ
る
）
の
学
習
で
映
画
『
ロ
ミ
オ

ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
』

の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
が
活
用
さ
れ
る
等
の
工
夫
が
見
ら
れ
る
。
本
研
究

で
は
そ
う
し
た
成
果
に
学
び
つ
つ
、
落
語
に
最
適
化
さ
せ
た

方
法
論
を
開
発
し
た
。

　永
ら
く
、
古
典
教
育
は
紙
媒
体
の
教
科
書
に
担
わ
れ
て
き

た
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
提
案
し
た
動
画
は
、
最
も
縁
遠
か
っ

た
組
み
合
わ
せ
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
近
年
は
指
導

（
こ
ば
や
し

　ま
さ
ゆ
き
・
な
か
む
ら

　あ
つ
お
・
い
と
う

　ひ
ろ
み
ち
・
か
た
お
か

　み
ほ
・
き
も
と

　ゆ
う
た
・
こ
ば
や
し

　か
な
え
・
た
け
い

　あ
や
か
・
や
ぎ

　み
ほ
）

書
に
朗
読
Ｃ
Ｄ
が
添
え
ら
れ
て
い
た
り
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書

で
鮮
や
か
な
写
真
や
、
さ
ら
に
は
補
助
資
料
の
動
画
も
視
聴

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
変
化
の
一
歩
先
を
具
現

化
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
た
。
と
り
わ
け
落
語
の
場
合
、
演

者
の
仕
草
や
表
情
の
『
饒
舌
さ
』
を
積
極
的
に
活
か
す
こ
と

を
優
先
さ
せ
た
。

　も
ち
ろ
ん
、
補
助
教
材
と
し
て
た
だ
見
せ
る
だ
け
と
い
っ

た
方
法
も
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
本
教
材
と
し
て
の
あ
り
方

を
追
究
し
た
。導
入
部
で
話
題
へ
の
興
味
づ
け
を
図
っ
た
り
、

分
析
の
観
点
を
与
え
た
り
、
テ
ー
マ
を
し
ぼ
っ
て
話
し
合
わ

せ
る
こ
と
で
、
学
習
指
導
を
充
実
さ
せ
る
可
能
性
が
つ
か
め

た
。　論

者
た
ち
が
最
も
腐
心
し
た
の
は
、教
材
選
定
で
あ
っ
た
。

一
部
で
は
教
育
用
の
落
語
Ｄ
Ｖ
Ｄ
も
市
販
さ
れ
て
い
る
が
、

教
育
の
看
板
が
重
た
い
の
か
、
魅
力
が
い
さ
さ
か
薄
れ
て
い

る
こ
と
が
気
に
な
っ
た
。さ
な
が
ら
屋
敷
に
戻
っ
た
後
の「
目

黒
の
さ
ん
ま
」
の
殿
様
の
気
分
。
そ
こ
で
、
市
販
の
落
語
Ｄ

Ｖ
Ｄ
に
当
た
っ
た
の
だ
か
、
収
録
時
間
の
長
短
や
話
題
等
、

選
定
に
は
多
く
の
時
間
を
要
し
た
。
担
当
教
員
は
と
も
に
大

量
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
購
入
す
る
仕
儀
と
な
っ
た
の
だ
が
、
多
彩
な

演
者
の
芸
を
楽
し
む
き
っ
か
け
と
も
な
っ
た
。
そ
う
し
た
成

果
が
学
習
指
導
案
に
は
反
映
さ
れ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
動
画
サ
イ
ト
の
落
語
を
使
用
す
る
こ
と
も
考
え
た
が
、

著
作
権
上
の
問
題
も
予
想
さ
れ
た
の
で
取
り
上
げ
て
い
な

い
。
が
、
今
後
の
可
能
性
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
は
た
し
か
で

あ
る
。

　落
語
の
国
に
住
ま
い
す
る
与
太
郎
二
人
が
大
学
院
生
を

誘
っ
て
始
め
た
本
研
究
。
教
育
に
落
語
を
取
り
上
げ
る
了
見

か
ら
し
て
野
暮
の
き
わ
み
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
同
の
落
語

へ
の
愛
情
に
免
じ
て
ご
海
容
い
た
だ
け
れ
ば
望
外
の
幸
せ
で

あ
る
。

付
記　作

成
し
た
指
導
案
の
検
証
に
際
し
て
、
群
馬
大
学
附
属
中

学
校
髙
橋
典
平
先
生
よ
り
、
実
際
に
授
業
を
行
う
機
会
を
い

た
だ
い
た
。
髙
橋
先
生
、
な
ら
び
に
、
同
中
学
校
二
年
一
組
・

四
組
の
学
習
者
の
皆
さ
ん
に
、心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

（
中
村
敦
雄
）
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