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実
践
教
育
に
徹
し
た
テ
レ
ビ
番
組

制
作�

芸
術・鈴
木 

康
弘
教
授

近
代
国
家
の
服
制
・
華
族
制
度
・
栄
典
制
度

を
中
心
に�

商・刑
部 

芳
則
准
教
授

　

テ
レ
ビ
番
組
制
作
の
教
育

で
最
も
教
え
ら
れ
た
の
は
、

平
成
６
年
か
ら
１
年
間
、
サ

バ
テ
ィ
カ
ル
研
修
制
度
で
ニ

ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
へ
留
学
し

た
時
だ
。当
時
35
歳
。学
ぶ
と

共
に
、
ど
ん
な
教
育
を
し
て

い
る
か
を
盗
ん
で
や
ろ
う
と

思
っ
て
い
た
が
、
そ
の
徹
底

し
た
現
場
主
義
に
驚
い
た
。

　

米
国
で
は
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ

ビ
が
発
達
し
て
お
り
、
大
学

に
も
４
チ
ャ
ン
ネ
ル
あ
っ

て
、
授
業
な
ど
を
配
信
し
て

い
た
。
そ
の
中
で
毎
週
１
回

30
分
の
ニ
ュ
ー
ス
番
組
が
あ

り
、
こ
れ
を
学
生
自
身
が
手

分
け
し
て
取
材
・
編
集
し
、

放
送
し
て
い
く
。
米
国
で
は

地
方
へ
行
く
ほ
ど
、
大
学
の

放
送
局
が
影
響
力
を
持
っ
て

町
の
役
に
立
っ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
全
国
ネ
ッ
ト
の

プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
が
非
常
勤

講
師
と
し
て
指
導
に
あ
た
っ

て
い
た
が
、
出
来
上
が
っ
た

作
品
の
レ
ベ
ル
は
正
直
言
っ

て
ま
だ
ま
だ
の
レ
ベ
ル
。
し

か
し
「
い
や
、
い
い
ん
だ
。

最
初
は
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
て

も
、
ど
ん
ど
ん
改
善
し
て
い

く
と
こ
ろ
に
期
待
し
て
い

る
」
と
い
う
の
が
教
授
の
弁

だ
っ
た
。

　

そ
れ
で
も
放
送
後
は
毎
回

２
時
間
位
の
反
省
会
。
そ
ん

な
実
践
教
育
を
日
本
で
も
や

り
た
い
と
、
取
り
組
ん
だ
の

が
東
京
Ｍ
Ｘ
テ
レ
ビ
で
の

「
Ｐ
Ｍ
ク
ラ
ブ
」
な
ど
。
バ

は
テ
レ
ビ
制
作
に
音
響
技

術
、
映
像
技
術
、
Ｃ
Ｍ
の
各

専
攻
か
ら
約
70
人
。
放
送
に

穴
を
開
け
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
。
学
生
の
作
業
は
連
日

の
よ
う
に
続
き
、
中
に
は
大

学
に
泊
り
込
む
学
生
も
。
と

く
に
放
送
局
へ
の
納
品
間
際

の
編
集
作
業
は
深
夜
遅
く
ま

が
続
け
た
く
大
学
に
残
る
こ

と
を
決
め
た
経
緯
が
あ
る
。

当
時
は
ま
だ
大
学
院
に
映
像

芸
術
の
専
攻
が
な
い
時
代
。

一
方
で
、
大
学
３
年
生
の
時

か
ら
教
授
の
紹
介
で
週
に
２

回
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
出
入
り
し
、

小
学
生
低
学
年
向
け
音
楽
番

組
の
サ
ブ
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と

パ
キ
ス
タ
ン
・
シ
ム
シ
ャ
ー

ル
村
～
」。
も
と
も
と
は
学

生
の
体
験
談
に
ピ
ン
と
き

て
、
パ
キ
ス
タ
ン
と
中
国
、

イ
ン
ド
の
国
境
山
岳
地
帯
に

約
15
人
の
大
所
帯
で
遠
征

し
、
テ
レ
ビ
が
世
界
で
初
め

て
入
っ
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ

ー
番
組
に
仕
立
て
た
作
品
で

あ
る
。

　

こ
れ
が
自
分
の
出
発
点
。

そ
の
後
も
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
田

舎
な
が
ら
、
国
際
的
に
も
評

価
の
高
い
少
年
少
女
合
唱
団

の
軌
跡
を
追
い
か
け
て
、
Ｄ

Ｖ
Ｄ
シ
リ
ー
ズ
に
ま
と
め
続

け
て
い
る
。
実
は
今
年
３
月

も
現
地
に
出
か
け
て
撮
影
し

た
。
日
々
の
授
業
や
学
生
の

相
談
に
乗
っ
た
り
と
忙
し
い

が
、
そ
の
合
間
に
編
集
作
業

を
こ
な
し
て
い
る
。
個
人
的

に
は
テ
レ
ビ
・
ド
キ
ュ
メ
ン

実
習
。
テ
レ
ビ
制
作
の
現
場

で
は
学
ぶ
こ
と
が
実
に
多
い

が
、
と
り
わ
け
指
導
で
重
視

し
て
い
る
の
は
常
に
「
考
え

る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

な
ぜ
制
作
す
る
の
か
、
誰
に

向
か
っ
て
発
信
す
る
の
か
、

な
ぜ
そ
の
よ
う
に
演
出
す
る

の
か
、
そ
の
た
め
に
は
何
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
―

―
？

学
生
の
主
体
性
を
尊
重

　

学
生
は
撮
影
の
こ
と
ば
か

り
気
に
す
る
が
、
何
の
た
め

に
撮
影
し
て
い
る
の
か
が
見

え
て
こ
な
い
と
、
結
局
ぶ
れ

て
し
ま
う
。
そ
こ
を
支
え
る

の
が
、
自
分
の
も
の
の
見

方
、
考
え
方
で
、
こ
れ
だ
け

は
し
っ
か
り
掴
み
取
ら
せ
た

い
。
と
は
い
え
、
こ
ち
ら
か

ら
特
別
な
指
示
は
し
な
い

し
、
台
本
も
提
示
し
な
い
。

基
本
的
に
は
、
実
質
的
な
部

分
は
学
生
の
主
体
性
を
尊
重

し
た
い
。

　

制
作
の
現
場
で
は
学
生
が

企
画
を
持
ち
寄
っ
て
プ
レ
ゼ

ン
し
、
企
画
を
選
ば
せ
る
。

我
々
か
ら
見
て
良
い
企
画
と

思
え
な
く
て
も
、
学
生
に
責

任
を
持
っ
て
形
に
さ
せ
る
。

そ
し
て
、
ど
こ
が
悪
い
か
、

ど
こ
が
上
手
く
い
っ
て
い
な

い
か
を
考
え
さ
せ
る
。
こ
れ

が
実
践
教
育
だ
。

　

ゼ
ミ
生
は
３
、
４
年
の
計

49
人
で
、
そ
の
６
割
が
女
性

で
、
元
気
が
あ
っ
て
、
ガ
ッ

ツ
が
あ
っ
て
放
送
現
場
で
も

評
判
が
い
い
。
そ
れ
は
嬉
し

い
が
、
本
音
を
言
う
と
元
気

の
い
い
男
子
も
欲
し
い
。

　
鈴
木
　
康
弘
（
す
ず

き
・
や
す
ひ
ろ
）
昭
和
57

年
日
本
大
学
芸
術
学
部
放

送
学
科
卒
。
当
時
の
日
本

大
学
芸
術
学
部

の
副
手
と
な

り
、
63
年
に
助
手
、
平
成

４
年
に
専
任
講
師
。
サ
バ

テ
ィ
カ
ル
研
修
制
度
で
平

成
６
年
か
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
大
学
へ
１
年
間
の
留
学

を
経
て
、
８
年
に
助
教

授
、
15
年
に
教
授
。
日
本

大
学
芸
術
研
究
所
次
長
。

専
門
は
映
像
演

出
、
映
像
作
品

研
究
、
映
像
作
品
の
制

作
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
史
な

ど
。
日
本
映
像
学
会
に
所

属
。京
都
府
出
身
。56
歳
。

プ
ロ
フ
ィ
ル

　

刑
部
　
芳
則
（
お
さ
か

べ
・
よ
し
の
り
）
平
成
22

年
中
央
大
学
大
学
院
文
学

研
究
科
博
士
課
程
修
了
。

博
士（
史
学
）。

同
年
中
央
大
学

文
学
部
兼
任
講
師
。
23
年

日
本
大
学
商
学
部
助
教
、

26
年
准
教
授
。
所
属
学
会

は
、
明
治
維
新
史
学
会
委

員
な
ど
。
著
書
に
『
明
治

国
家
の
服
制
と
華
族
』（
吉

川
弘
文
館
）、『
洋
服
・
散

髪
・
脱
刀　

服
制
の
明
治

維
新
』（
講
談

社
選
書
メ
チ

エ
）、『
京
都
に
残
っ
た
公

家
た
ち　

華
族
の
近
代
』

（
吉
川
弘
文
館
）。
東
京

都
出
身
。

プ
ロ
フ
ィ
ル

｢

考
え
る｣

テ
レ
ビ
制
作
を
重
視

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
可
能
性
を
探
る

　

明
治
維
新
を
契
機
に
、
日

本
の
政
治
・
社
会
は
大
き
く

変
化
す
る
。
そ
の
明
治
期
の

風
俗
史
が
研
究
分
野
だ
が
、

中
軸
と
な
る
テ
ー
マ
は
「
近

代
国
家
の
服
制
」「
華
族
の

制
度
と
役
割
」「
栄
典
制
度

と
儀
礼
」
の
三
つ
で
あ
る
。

　
「
服
制
」
と
は
、
衣
服
の

制
度
の
こ
と
で
あ
り
、
服
制

に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
服
を

制
服
と
い
う
。「
近
代
国
家

の
服
制
」
で
は
、
日
本
人
が

和
服
か
ら
洋
服
へ
と
変
化
・

発
展
し
た
要
因
を
考
察
す

る
。
こ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は

大
礼
服
制
。
華
族
や
文
官
に

は
制
服
が
定
め
ら
れ
た
。「
し

か
し
、
華
美
な
大
礼
服
は
高

額
で
、
一
見
そ
の
特
権
は
魅

力
的
に
思
え
る
が
、
着
る
こ

と
に
満
足
し
て
い
た
か
は
疑

問
で
あ
る
」
と
話
す
。
た
だ

し
、
和
服
か
ら
洋
服
へ
と
推

移
す
る
原
点
は
大
礼
服
制
に

あ
っ
た
。
明
治
５
年
11
月
12

日
制
定
。
こ
の
日
は
「
洋
服

記
念
日
」
で
あ
る
。

　

昭
和
22
年
ま
で
、
わ
が
国

に
は
華
族
制
度
と
い
う
貴
族

階
級
が
存
在
し
て
い
た
。
公

家
に
由
来
す
る
公
家
華
族
、

江
戸
時
代
の
藩
主
に
由
来
す

る
武
家
華
族
、
そ
し
て
国
家

へ
の
勲
功
に
よ
り
華
族
に
加

え
ら
れ
た
新
華
族
（
勲
功
華

族
）
で
あ
る
。「
華
族
の
制

度
と
役
割
」
で
は
、
華
族
制

度
に
よ
っ
て
彼
ら
が
ど
の
よ

う
な
役
割
を
担
い
、
い
か
な

る
活
躍
を
し
た
の
か
を
追
究

し
て
い
る
。
と
り
わ
け
注
目

し
て
い
る
の
は
公
家
華
族
。

「
彼
ら
は
明
治
以
前
も
、
そ

れ
以
降
も
決
し
て
裕
福
で
は

な
か
っ
た
。
政
治
家
や
官
僚

の
多
く
は
新
華
族
が
起
用
さ

れ
た
。
だ
が
、
天
皇
に
と
っ

て
最
も
重
要
な
存
在
は
公
家

華
族
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
華

族
制
度
の
矛
盾
点
や
本
質
的

な
問
題
に
着
目
し
て
研
究
を

進
め
て
い
る
」
と
い
う
。

　

栄
典
制
度
と
は
、
天
皇
が

授
与
す
る
位
階
、
勲
章
、
爵

位
の
こ
と
。「
栄
典
制
度
と

儀
礼
」
で
は
、
制
度
の
歴
史

的
意
義
や
そ
れ
に
伴
う
儀
礼

儀
式
に
つ
い
て
研
究
し
て
い

る
。
こ
こ
で
の
キ
ー
ワ
ー
ド

は「
勲
章
の
現
存
」で
あ
る
。

「
古
代
の
律
令
国
家
か
ら
続

く
位
階
は
贈
位
を
除
い
て
現

存
し
な
い
。
一
方
、
爵
位
も

戦
後
に
消
滅
す
る
。
し
か

し
、
勲
章
だ
け
は
一
時
停
止

す
る
も
の
の
現
在
も
残
っ
て

い
る
。
性
格
の
違
う
栄
誉
の

中
で
、
な
ぜ
勲
章
だ
け
が
残

っ
た
の
か
。
歴
史
的
に
考
え

て
み
る
必
要
が
あ
る
」
と
指

摘
す
る
。

苦
渋
の
末
に
採
用

　
「
士
農
工
商
」
か
ら
「
四

た
」
と
話
す
。
実
際
、
明
治

初
期
に
は
洋
服
着
用
を
め
ぐ

っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
抵
抗
が
お

こ
っ
て
い
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
制
服
に
洋
服

が
、
廃
藩
置
県
の
後
で
洋

服
・
散
髪
・
脱
刀
が
三
点
セ

ッ
ト
と
な
っ
て
、
時
代
を
席

巻
す
る
。
苦
渋
の
末
の
選
択

で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
洋
服

が
採
用
さ
れ
る
。
洋
服
だ
と

外
見
か
ら
従
来
の
身
分
が
分

か
ら
な
く
な
る
。
四
民
平
等

に
基
づ
い
た
政
策
の
表
れ
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と

説
明
す
る
。

素
朴
な
疑
問
が
き
っ
か
け

　

風
俗
史
を
研
究
す
る
き
っ

か
け
は
、
子
ど
も
の
頃
の
素

朴
の
疑
問
に
あ
っ
た
。
時
代

劇
や
戦
争
映
画
を
観
て
い
る

と
、
現
代
の
生
活
様
式
と
異

な
る
場
面
が
で
て
く
る
。「
な

ぜ
、
和
服
が
洋
服
に
変
わ
っ

た
の
か
？
」「
そ
こ
に
は
深

い
理
由
が
あ
る
は
ず
だ
」。

そ
の
疑
問
が
現
在
の
研
究
に

も
連
綿
と
つ
が
っ
て
い
る
。

　

日
本
史
の
中
心
は
政
治
・

社
会
史
に
偏
り
が
ち
だ
が
、

風
俗
史
は
未
開
拓
の
分
野
な

の
で
多
く
の
魅
力
的
な
課
題

が
残
さ
れ
て
い
る
と
語
る
。

「
我
々
の
身
近
に
あ
る
事
象

や
場
面
が
意
外
に
見
落
と
さ

れ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
学

問
の
対
象
で
な
か
っ
た
こ
と

に
光
を
あ
て
て
分
析
す
る
こ

と
で
、
イ
メ
ー
ジ
が
変
わ
っ

て
く
る
。
こ
の
研
究
は
、
い

わ
ば
宝
石
に
な
る
前
の
原
石

で
あ
る
」
と
風
俗
史
を
重
視

す
る
。

　

商
学
部
で
歴
史
を
教
え
る

意
義
に
つ
い
て
問
う
と
、「
商

（
あ
き
な
）
い
に
は
、
生
活

様
式
や
文
化
の
変
化
が
重
要

な
要
素
。
こ
う
し
た
変
化
に

敏
感
に
な
る
と
同
時
に
、
歴

史
の
先
人
か
ら
時
代
を
先
取

り
し
た
成
功
例
を
学
び
、
自

分
な
り
の
独
創
的
な
発
想
を

身
に
つ
け
て
い
た
だ
き
た

い
」
と
話
す
。

が
、「
従
来
の
身
分
秩
序
を

引
き
ず
っ
て
お
り
、
す
ぐ
に

変
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ

民
平
等
」
へ
の
変
化
は
、
一

見
「
実
力
が
伴
う
社
会
」
の

到
来
と
考
え
ら
れ
が
ち
だ

明治期の風俗史を描いた刑部准教授の自著。『京都に残った
公家たち　華族の近代』（左）は8月に上梓したばかりの新刊

制度の矛盾や疑問点に着目
風俗史は宝石になる前の原石

「和服から洋服」の原点は大礼服制

制作の現場で学生たちにアドバイスす
る鈴木教授

で
続
く
の
が
常
で
あ
っ
た
。

皆
が
必
死
だ
っ
た
が
、
日
頃

の
勉
強
の
成
果
を
試
す
良
い

機
会
に
は
な
っ
た
。

　

私
自
身
も
卒
業
時
に
は
大

手
制
作
会
社
へ
の
就
職
が
決

ま
っ
て
い
た
が
、
指
導
教
授

の
誘
い
で
、
ま
だ
創
作
活
動

ラ
エ
テ
ィ
色
の
強
い
30
分
番

組
で
、
学
生
の
作
っ
た
Ｖ
Ｔ

Ｒ
を
挿
入
し
な
が
ら
展
開
し

て
い
く
。
こ
れ
を
隔
週
１
回

で
半
年
間
、
２
年
に
わ
た
っ

て
放
送
し
た
。

　

学
年
の
枠
を
取
っ
払
っ
た

課
外
制
作
で
、
集
ま
っ
た
の

し
て
番
組
作
り
を
手
伝
っ

た
。

秘
境
の
村
が
出
発
点

　

そ
の
縁
で
人
脈
が
広
が

り
、
平
成
元
年
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教

育
テ
レ
ビ
で
放
映
さ
れ
た
の

が
「
秘
境
の
村
の
く
ら
し
～

新
し
く
な
っ
た
研
究
室
で

制作した数々のドキュメンタ
リー作品を前に

が
採
用
さ

れ
た
の

か
。
そ
の

理
由
を

「
当
時
の

洋
服
は
軍

服
に
限
定

さ
れ
て
い

た
。
普
段

の
服
装

は
、
従
来

の
公
家
や

武
家
が
着

用
し
た
も

の
を
組
み

合
わ
せ
た

も
の
で
あ

っ
た
。
だ

タ
リ
ー
の
制
作

と
そ
の
可
能
性

を
探
る
の
が
、

私
の
ラ
イ
フ
ワ

ー
ク
で
も
あ

る
。

　

受
け
持
つ
授

業
は
ド
キ
ュ
メ

ン
タ
リ
ー
の
演

出
に
映
像
制
作

演
習
、
そ
し
て

テ
レ
ビ
制
作
の
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