
教
育
・
指
導
論
文
（
査
読
な
し
）

『
結
ひ
の
古
典
』
を
用
い
た
古
典
教
育

森
木

三
穂

キ
ー
ワ
ー
ド
：
古
典
教
育
、
探
求
学
習
、
享
受

一
．『
結
ひ
の
古
典
』
と
は
何
か 

一―

一

は
じ
め
に

『
結
ひ
の
古
典
』（
株
式
会
社
あ
る
む
）
と
は
、
令
和
六
年
三
月
二
五
日
に
発
行
さ
れ
た

高
等
専
門
学
校
の
国
語
科
教
員
七
名
（
高
専
古
典
教
育
研
究
会
）
で
編
ん
だ
、
こ
れ
か
ら

の
古
典
教
育
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
た
め
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
本
稿
で
は
『
結
ひ
の
古

典
』
の
制
作
意
図
お
よ
び
そ
れ
を
用
い
た
古
典
教
育
の
実
践
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

 

一―

二

古
典
教
育
の
課
題

平
成
二
八
年
一
二
月
の
中
教
審
答
申
に
お
い
て
、「
日
本
人
と
し
て
大
切
に
し
て
き
た
言

語
文
化
を
積
極
的
に
享
受
し
て
社
会
や
自
分
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
そ
れ
ら
を
生
か
し
て

い
く
と
い
う
観
点
が
弱
く
、
学
習
意
欲
が
高
ま
ら
な
い
こ
と
」
が
高
等
学
校
に
お
け
る
古

典
学
習
の
課
題
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
。
ま
た
、
実
学
的
な
立
場
か
ら
の
「
古
典
不
要

論
」
の
噴
出
や
教
育
現
場
に
お
け
る
古
典
教
育
の
見
直
し
な
ど
、
昨
今
、
古
典
を
取
り
巻

く
環
境
は
激
変
し
て
い
る
。 

稿
者
は
こ
れ
ま
で
に
高
等
専
門
学
校
（
以
下
、
高
専
）
に
お
い
て
一
年
生
を
対
象
に
古

典
に
対
す
る
意
識
調
査
を
継
続
し
て
行
っ
て
き
た
が
、
ど
の
入
学
年
度
の
学
生
も
古
典
に

対
し
て
、「
難
し
い
」「
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
」「
暗
記
は
し
た
け
れ
ど
も
理
解
は
で
き
な

か
っ
た
」
と
い
う
、
否
定
的
・
拒
否
的
な
反
応
が
多
く
み
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
文
法
学
習

中
心
で
、
受
験
を
意
識
し
た
知
識
偏
重
型
教
育
の
弊
害
で
あ
る
強
制
的
な
知
識
の
詰
め
込

み
の
影
響
が
大
い
に
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
平
成
二
八
年
度
に
稿
者
が
実
施
し
た
山
形

県
鶴
岡
市
内
の
小
・
中
学
校
の
国
語
科
教
員
を
対
象
と
し
た
古
典
教
育
に
関
す
る
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
に
よ
っ
て
、
古
典
教
育
に
割
く
時
間
が
少
な
い
こ
と
と
教
員
の
技
量
と
い
う
二

つ
の
課
題
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
古
典
教
育
は
あ
る
種
の
専
門
領
域
で
あ
る
た
め
、
教
師

に
よ
っ
て
力
量
の
差
が
出
や
す
い
。
教
師
が
そ
の
教
育
ス
キ
ル
を
養
う
た
め
の
研
修
等
が

充
実
し
て
い
る
と
も
言
え
ず
、
そ
の
結
果
、
必
要
最
低
限
の
知
識
を
つ
け
さ
せ
、
高
校
受

験
に
対
応
し
得
る
レ
ベ
ル
で
の
学
び
に
留
ま
っ
て
お
り
、
興
味
関
心
を
喚
起
す
る
学
び
の

仕
掛
け
を
行
う
余
裕
は
教
育
現
場
に
は
無
い
こ
と
が
調
査
か
ら
判
明
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ

と
か
ら
、
小
・
中
学
校
で
の
古
典
教
育
の
方
法
の
見
直
し
は
今
後
の
古
典
教
育
に
お
い
て

非
常
に
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。 

中
教
審
答
申
を
受
け
て
、
平
成
二
九
年
告
示
の
小
学
校
学
習
指
導
要
領
で
は
仮
名
の
歴

史
を
学
ぶ
単
元
が
新
た
に
加
わ
り
、
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
「
親
し
む
」
こ
と
が
す
べ
て

の
学
年
で
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
令
和
四
年
度
に
は
高
等
学
校
新
学
習
指
導
要
領

が
施
行
さ
れ
、
令
和
五
年
度
か
ら
は
新
し
い
科
目
編
成
と
教
科
書
に
よ
る
学
習
が
始
ま
っ

た
。
そ
の
中
で
は
古
典
に
親
し
み
な
が
ら
先
人
た
ち
の
残
し
た
文
化
遺
産
へ
の
理
解
を
深

め
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
多
く
の
人
に
と
っ
て
古
典
に
出
会
う
場
は
学
校
教
育
で

あ
る
。
そ
こ
で
古
典
の
面
白
さ
や
魅
力
を
感
じ
ら
れ
ず
、
継
承
す
る
人
々
が
価
値
を
見
出

さ
な
け
れ
ば
古
典
は
無
価
値
な
も
の
と
し
て
淘
汰
さ
れ
消
え
ゆ
く
だ
ろ
う
。
令
和
五
年
度

か
ら
高
等
学
校
で
始
ま
っ
た
「
言
語
文
化
」
は
分
断
さ
れ
た
古
典
と
現
代
を
つ
な
ぎ
直
す

と
い
う
、
大
き
な
シ
フ
ト
チ
ェ
ン
ジ
を
し
よ
う
と
し
て
作
ら
れ
た
科
目
で
あ
る
。
こ
れ
ま

で
の
古
典
教
育
は
文
法
学
習
を
重
視
し
、
変
わ
ら
ぬ
教
材
と
授
業
ス
タ
イ
ル
が
定
番
だ
っ

た
。
そ
の
結
果
、
古
典
嫌
い
を
加
速
化
し
「
古
典
不
要
論
」
を
噴
出
さ
せ
る
に
至
っ
た
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
古
典
は
時
代
や
国
を
越
え
た
国
際
性
と
普
遍
性
を
学
ぶ
こ
と

の
で
き
る
財
産
で
あ
る
。
そ
の
良
さ
を
生
か
す
た
め
に
、「
い
か
に
し
て
古
典
を
身
近
な
も

の
に
感
じ
、
自
分
事
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
か
」
と
い
う
従
来
の
学
び
と
は
一
線
を
画

す
、
興
味
関
心
を
喚
起
す
る
古
典
の
価
値
の
提
示
や
学
び
の
仕
掛
け
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。（
注
１
） 

私
た
ち
の
生
き
る
「
今
」
は
長
い
歴
史
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
近
代
化
・
技
術

の
進
歩
が
著
し
い
社
会
の
中
で
、
そ
の
事
実
を
意
識
す
る
こ
と
は
少
な
く
な
っ
て
き
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
は
一
つ
の
国
家
で
日
本
語
と
い
う
言
語
に
よ
っ
て
紡
が
れ
た
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豊
富
な
古
典
を
有
す
る
国
で
あ
り
、
私
た
ち
の
生
き
る
社
会
を
構
成
す
る
一
部
と
し
て
古

典
は
存
在
す
る
。
つ
ま
り
、
古
典
は
私
た
ち
の
土
台
で
あ
り
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成

す
る
要
素
で
あ
る
。
国
際
化
す
る
社
会
の
中
で
、
自
分
た
ち
の
足
元
を
見
直
し
、
自
分
た

ち
の
生
き
る
社
会
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
社
会
の
中
で
ど
の
よ
う
に
生
き
る
か
を

考
え
、
生
き
抜
く
力
を
養
う
こ
と
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
古
典
教
育
の
あ
り
方

を
考
え
る
こ
と
は
、「
生
き
る
力
」
を
養
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
先
人
た
ち

の
生
き
た
証
と
感
情
、
出
来
事
に
思
い
を
馳
せ
、
そ
こ
か
ら
私
た
ち
が
ど
う
生
き
る
か
を

学
ぶ
の
が
、
古
典
教
育
の
目
的
で
あ
る
と
考
え
る
。 

  

一―

三 

『
結
ひ
の
古
典
』
の
特
徴  

  

稿
者
は
こ
れ
ま
で
古
典
と
科
学
技
術
を
融
合
す
る
「
古
典
文
学×

モ
ノ
づ
く
り
」
の
取

り
組
み
の
教
育
的
効
果
を
実
践
的
に
研
究
し
て
き
た
。
古
典
文
学
と
科
学
技
術
の
融
合
に

よ
っ
て
、
古
典
の
新
し
い
読
み
や
価
値
を
見
出
せ
な
い
か
、
と
い
う
古
典
を
再
発
見
す
る

取
り
組
み
で
あ
る
。（
注
２
）
そ
の
教
育
実
践
の
中
で
学
生
の
古
典
文
学
の
面
白
さ
を
と
ら

え
る
視
点
に
注
目
す
る
と
、
文
学
研
究
者
と
は
異
な
る
着
眼
点
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。 

例
え
ば
、
様
々
な
古
典
文
学
が
ゲ
ー
ム
や
ア
ニ
メ
の
ベ
ー
ス
に
な
り
、
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ

ー
化
さ
れ
る
こ
と
で
無
意
識
に
、
古
典
に
触
れ
る
機
会
が
あ
る
、
と
い
う
実
情
が
あ
る
。

自
身
の
生
活
の
中
に
自
然
と
入
り
込
ん
で
い
る
古
典
文
学
の
要
素
に
作
品
を
学
ぶ
こ
と
で

気
づ
き
、
興
味
関
心
を
も
つ
き
っ
か
け
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
中
教
審
答
申
で
指

摘
さ
れ
た
「
社
会
や
自
分
と
の
関
わ
り
を
意
識
で
き
な
い
」
と
い
う
点
は
、
こ
の
サ
ブ
カ

ル
チ
ャ
ー
化
、
享
受
の
形
態
の
検
討
に
よ
っ
て
解
決
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

ま
た
、
古
典
文
学
を
読
み
、「
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
実
際
に
可
能
な
の
か
」
と
い

う
視
点
に
興
味
を
持
つ
学
生
が
多
く
、
近
代
の
科
学
技
術
や
知
識
を
活
用
し
た
「
実
証
・

検
証
」
に
よ
っ
て
、
作
品
世
界
の
虚
構
と
現
実
を
味
わ
う
と
い
う
面
白
さ
に
惹
か
れ
る
事

例
も
多
く
あ
っ
た
。
ま
た
、
絵
巻
や
絵
入
り
本
な
ど
の
視
覚
に
訴
え
る
作
品
が
持
つ
読
み

手
を
惹
き
つ
け
る
力
の
強
さ
も
学
生
の
取
り
組
み
状
況
を
分
析
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
文
学
研
究
者
が
考
え
る
古
典
の
魅
力
と
学
生
な
ど
の
一
般
の
人
々

が
受
け
取
る
魅
力
や
切
り
口
は
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
受
け
取
り
方
、
つ
ま
り
享
受
の
方

法
を
見
直
す
こ
と
が
、
研
究
と
教
育
を
つ
な
ぎ
、
古
典
の
面
白
さ
や
価
値
を
社
会
に
還
元

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
現
在
の
古
典
教
育
の
課
題

に
対
す
る
提
案
と
し
て
編
ん
だ
の
が
『
結
ひ
の
古
典
』
で
あ
る
。 

『
結
ひ
の
古
典
』
は
「
つ
な
が
り
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
鶴
岡
高
専
、
豊
田
高
専
、
鈴

鹿
高
専
、
舞
鶴
高
専
、
香
川
高
専
、
佐
世
保
高
専
の
六
高
専
・
七
名
の
国
語
科
教
員
で
編

ん
だ
教
科
書
で
あ
る
。
こ
の
七
名
は
全
員
が
古
典
文
学
を
専
門
と
し
て
お
り
、
中
古
・
中

世
・
近
世
と
い
う
幅
広
い
時
代
を
研
究
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中
で
、
各
自

の
専
門
性
と
知
見
を
生
か
し
て
共
同
研
究
を
行
っ
て
き
た
。
ま
た
、
現
在
の
古
典
教
育
の

あ
り
方
に
つ
い
て
、
令
和
三
年
度
か
ら
継
続
し
て
情
報
交
換
を
行
い
、
よ
り
よ
い
教
育
方

法
を
模
索
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
今
後
の
研
究
・
分
析
の
ベ
ー
ス
と
な
る
テ
キ
ス
ト
と
し

て
『
結
ひ
の
古
典
』
を
編
み
出
し
た
の
で
あ
る
。（
注
３
） 

 

現
行
の
教
科
書
は
古
典
作
品
が
高
校
一
年
次
の
「
言
語
文
化
」
と
二
年
次
以
降
の
「
古

典
探
究
」
に
分
断
さ
れ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
作
品
配
列
は
文
法
学
習
を
意
識
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
教
材
と
し
て
採
用
さ
れ
る
作
品
・
場
面
も
定
番
化
し
た
も
の
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
る
こ
と
が
新
た
な
古
典
作
品
の
開
拓
・
教
材
性
の
検
討
を
阻
ん
で
い
る
。
こ

の
課
題
に
対
し
て
、『
結
ひ
の
古
典
』
は
定
番
教
材
を
意
識
し
つ
つ
も
、
作
品
同
士
の
つ
な

が
り
、
影
響
（
享
受
）
が
わ
か
り
や
す
い
作
品
を
選
出
し
、
配
列
を
検
討
し
た
こ
と
が
大

き
な
特
徴
で
あ
る
（
図
１
）。
作
品
同
士
の
関
連
の
一
例
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 
 

（
古
典
作
品
） ―

（
享
受
・
派
生
・
関
係
作
品
） 

 

・『
伊
勢
物
語
』―

『
仁
勢
物
語
』 

 

・『
源
氏
物
語
』―

『
大
和
物
語
』
生
田
川 

 
 
 
 
 
 
 
 ―

『
枕
草
子
』
上
に
候
ふ
御
猫
は 

 
 
 
 
 
 
   ―

 

謡
曲
『
葵
上
』 

 
 
 
 
 
 
 
 ―

『
白
氏
文
集
』
長
恨
歌 

 

・『
酒
呑
童
子
』―

『
化
物
大
江
山
』 

 

・『
浦
嶋
が
帰
郷 

八
島
の
入
水 

猿
蟹
遠
昔
噺
』―

『
平
家
物
語
』 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ―

『
浦
嶋
太
郎
』 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ―

謡
曲
『
道
成
寺
』 

 
 

古
典
享
受
は
江
戸
時
代
か
ら
す
で
に
行
わ
れ
て
い
る
営
み
で
あ
り
、『
伊
勢
物
語
』
の
パ

ロ
デ
ィ
作
品
で
あ
る
『
仁
勢
物
語
』
や
『
源
氏
物
語
』
の
パ
ロ
デ
ィ
作
品
で
あ
る
『
偽
紫

田
舎
源
氏
』
な
ど
、
平
安
時
代
に
書
か
れ
た
作
品
た
ち
（『
伊
勢
物
語
』『
源
氏
物
語
』）
が

面
白
お
か
し
く
パ
ロ
デ
ィ
化
さ
れ
、
民
衆
の
間
で
読
ま
れ
て
い
た
。
古
典
享
受
の
面
白
み

の
一
つ
に
「
重
層
性
」
と
い
う
要
素
が
あ
る
。
パ
ロ
デ
ィ
作
品
単
体
と
し
て
の
面
白
さ
だ

け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
融
合
さ
れ
た
作
品
の
魅
力
に
加
え
、
元
と
な
っ
た
作
品
と
の
「
重

- 2 -
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な
り
」
や
「
ず
ら
し
」
を
重
層
的
に
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
は
当
時
か
ら
「
わ
か
る
人
に
は
わ
か
る
」
と
い
う
感
覚
で
も
あ
り
、
作
者
の
仕
掛
け
に

気
づ
く
読
者
の
楽
し
み
で
あ
り
、
優
越
感
で
も
あ
っ
た
。
当
時
の
人
々
の
古
典
の
教
養
は

非
常
に
高
く
、
前
提
と
な
る
知
識
も
豊
富
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
が
様
々
な
資
料
か
ら
う

か
が
え
る
。
こ
れ
ま
で
も
授
業
の
中
で
派
生
関
連
作
品
と
し
て
紹
介
す
る
た
め
に
補
助
教

材
を
準
備
し
取
り
入
れ
る
こ
と
を
し
て
き
た
が
、
こ
の
『
結
ひ
の
古
典
』
で
は
そ
れ
を
一

つ
の
テ
キ
ス
ト
内
で
補
完
し
合
う
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
古
典
文
法
や
難
易
度
を
意
識
す

る
と
、
時
代
の
変
遷
と
と
も
に
移
り
変
わ
る
言
葉
の
変
容
や
作
品
の
特
質
、
作
品
同
士
の

関
連
を
示
す
配
列
は
非
常
に
難
し
い
。
そ
れ
は
学
習
の
先
に
あ
る
大
学
受
験
・
入
試
対
応

を
想
定
し
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
問
題
で
あ
る
の
だ
が
、
今
回
の
『
結
ひ
の
古
典
』
は
、

高
専
の
国
語
科
教
員
だ
か
ら
作
る
こ
と
が
で
き
た
と
言
え
る
。
高
等
専
門
学
校
は
一
五
歳

か
ら
二
〇
歳
ま
で
の
学
生
が
在
籍
し
、
ど
の
高
専
で
も
高
校
生
年
齢
に
該
当
す
る
一
年
生

か
ら
三
年
生
に
古
典
の
授
業
を
行
う
こ
と
が
大
半
だ
が
、
学
習
指
導
要
領
に
沿
う
必
要
や

大
学
受
験
・
入
試
等
を
想
定
し
た
ス
キ
ル
を
学
ぶ
必
要
は
な
い
た
め
、
従
来
の
古
典
教
育

や
学
習
指
導
要
領
の
枠
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
自
由
で
多
様
性
の
あ
る
授
業
実
践
が
可
能
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
高
専
フ
ィ
ー
ル
ド
を
生
か
し
た
取
り
組
み
こ
そ
が
従
来
の
学
び
と
は

一
線
を
画
す
、
新
し
い
古
典
教
育
の
方
法
を
生
み
出
す
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
の
も

と
、『
結
ひ
の
古
典
』
は
作
ら
れ
て
い
る
。 

 二
．
授
業
実
践
事
例 

  

『
結
ひ
の
古
典
』
の
特
徴
で
あ
る
作
品
同
士
の
「
つ
な
が
り
」
を
意
識
し
た
授
業
展
開

事
例
と
し
て
、『
源
氏
物
語
』
を
扱
っ
た
授
業
を
取
り
上
げ
る
。 

 

『
源
氏
物
語
』
は
紫
式
部
に
よ
っ
て
平
安
時
代
中
期
に
書
か
れ
た
全
五
四
帖
に
わ
た
る

長
編
物
語
で
あ
り
、
国
文
学
最
高
峰
の
作
品
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
従
来
の
教
科
書
で

は
桐
壺
巻
、
若
紫
巻
の
掲
載
が
多
い
が
、『
結
ひ
の
古
典
』
は
葵
巻
か
ら
車
争
い
の
場
面
を

掲
載
し
た
。
こ
の
場
面
は
光
源
氏
の
正
妻
・
葵
の
上
と
光
源
氏
の
恋
人
・
六
条
御
息
所
の

そ
れ
ぞ
れ
の
牛
車
が
賀
茂
の
新
斎
院
の
御
祓
の
日
の
行
列
を
見
る
た
め
に
見
物
場
所
を
め

ぐ
る
争
い
が
起
こ
っ
た
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
争
い
に
よ
っ
て
辱
め
を
受
け
た
六

条
御
息
所
は
恨
み
を
強
く
し
、
物
の
怪
と
な
り
葵
の
上
を
死
に
追
い
や
る
展
開
へ
と
つ
な

が
る
非
常
に
重
要
な
シ
ー
ン
で
あ
る
。
絵
画
化
さ
れ
た
作
品
も
多
い
場
面
で
、
学
生
へ
の

視
覚
資
料
の
提
示
も
で
き
、
二
者
の
対
立
構
造
で
話
が
進
む
点
か
ら
も
理
解
の
し
や
す
い

場
面
で
あ
る
と
考
え
る
。 

ま
た
、
享
受
作
品
と
し
て
謡
曲
「
葵
上
」
を
取
り
上
げ
た
。
謡
曲
「
葵
上
」
で
は
舞
台

上
に
小
袖
が
置
い
て
あ
り
、
そ
れ
が
病
の
床
に
臥
せ
る
葵
の
上
を
表
し
て
い
る
。
そ
こ
に

恨
み
を
抱
く
六
条
御
息
所
が
登
場
し
、
鬼
女
と
な
り
、
後
妻
打
ち
を
す
る
な
ど
、
非
常
に

わ
か
り
や
す
い
攻
撃
性
を
示
し
た
舞
で
展
開
さ
れ
る
作
品
で
あ
る
。
原
典
を
大
事
に
し
な

が
ら
も
新
し
い
価
値
を
創
造
す
る
作
品
の
事
例
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
。
ち
な
み

に
能
を
見
た
こ
と
が
あ
る
学
生
は
と
て
も
少
な
く
、
仕
舞
や
謡
い
、
面
や
装
束
に
つ
い
て

知
り
、
日
本
の
伝
統
芸
能
を
学
ぶ
機
会
に
も
な
る
。
ま
た
、
山
形
県
鶴
岡
市
に
は
、
国
の

重
要
無
形
民
俗
文
化
財
で
あ
る
黒
川
能
が
あ
り
、「
葵
上
」
も
黒
川
能
上
座
に
て
上
演
さ
れ

て
い
る
。
五
流
の
能
で
は
前
シ
テ
と
同
じ
鬘
の
ま
ま
、
般
若
の
面
を
つ
け
、
鬘
を
少
し
乱

す
と
い
う
演
出
で
鬼
女
を
表
現
す
る
が
、
黒
川
能
は
般
若
の
面
に
黒
頭
の
ボ
サ
ボ
サ
に
乱

れ
た
鬘
を
つ
け
る
。
地
域
の
伝
統
芸
能
と
そ
の
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
も
で
き
、
地
域
学
習
の

一
環
と
し
て
も
こ
の
作
品
を
取
り
上
げ
た
。 

授
業
は
鶴
岡
高
専
一
年
生
四
ク
ラ
ス
（
一
六
〇
名
）
を
対
象
に
、
二
時
間
（
九
〇
分×

二
時
間
）
で
実
施
し
た
。
授
業
展
開
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 

〈
一
時
間
目
〉 

 

・『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
の
基
礎
知
識
（
作
品
の
特
徴
、
時
代
背
景
） 

 

・「
桐
壺
巻
」
光
源
氏
の
誕
生
、
長
恨
歌
を
読
む 

〈
二
時
間
目
〉 

 

・「
葵
巻
」
車
争
い
を
読
む 

 

・
謡
本
「
葵
上
」
を
読
む 

 

・
謡
曲
「
葵
上
」
を
鑑
賞
し
、
感
想
や
特
徴
に
つ
い
て
話
し
合
う 

 

限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
関
連
す
る
作
品
同
士
を
比
べ
読
み
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の

作
品
の
特
徴
が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
し
て
映
像
と
い
う
視
覚
教
材
を
使
う
こ
と
で
よ
り
そ

の
世
界
は
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
な
り
、
興
味
関
心
の
喚
起
へ
と
つ
な
が
る
。
古
典
学
習
の

難
し
さ
の
要
因
の
一
つ
に
イ
メ
ー
ジ
の
し
に
く
さ
が
あ
る
が
、
そ
の
ハ
ー
ド
ル
を
越
え
る

た
め
の
補
助
と
し
て
視
覚
資
料
は
非
常
に
有
用
で
あ
る
。
授
業
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
は
、

「
話
の
展
開
が
わ
か
り
や
す
か
っ
た
。」「
嫉
妬
の
感
情
は
共
通
な
の
だ
と
感
じ
た
。」「
能

は
何
を
言
っ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
解
説
を
聞
き
な
が
ら
動
き
を
見
る
と

感
情
が
わ
か
っ
て
面
白
か
っ
た
。」
と
い
う
感
想
が
多
く
、『
源
氏
物
語
』
葵
巻
の
理
解
の

た
め
に
謡
曲
を
取
り
上
げ
、
能
の
映
像
を
見
せ
た
こ
と
が
学
生
に
と
っ
て
印
象
に
残
り
、
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理
解
を
深
め
る
効
果
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
謡
曲
「
葵
上
」
の
般
若
の

面
と
鬼
女
の
視
覚
的
な
姿
が
、『
源
氏
物
語
』
の
六
条
御
息
所
の
イ
メ
ー
ジ
を
具
体
化
し
、

怒
り
や
憎
し
み
と
い
っ
た
感
情
に
共
感
す
る
手
助
け
と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
原
典
だ
け
に
こ
だ
わ
る
の
で
は
な
く
、
関
連
す
る
作
品
同
士

を
比
較
検
討
で
き
、
視
覚
資
料
が
あ
る
と
い
う
条
件
が
そ
ろ
う
作
品
・
場
面
を
選
出
す
る

こ
と
に
よ
り
、
古
典
教
育
の
方
法
の
可
能
性
は
よ
り
広
が
る
。
従
来
の
固
定
化
さ
れ
た
教

科
書
掲
載
作
品
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り
幅
広
い
古
典
を
教
材
化
す
る
取
り
組
み
が
必
要
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

三
．
探
求
学
習
へ
の
展
開 

  

い
く
つ
か
の
古
典
作
品
を
学
習
し
た
前
期
期
末
に
は
、
古
典
の
魅
力
を
自
ら
発
見
す
る

こ
と
を
目
的
に
、
作
品
調
べ
の
レ
ポ
ー
ト
を
課
題
と
し
た
。
従
来
の
古
典
教
育
は
文
法
学

習
中
心
で
解
説
を
一
方
的
に
聞
く
と
い
う
形
式
が
大
半
で
あ
る
。
そ
れ
は
魅
力
の
押
し
付

け
で
あ
り
、
魅
力
は
自
ら
が
発
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
価
値
と
し
て
認
識
さ
れ
る
と
考
え

る
。
そ
こ
で
、『
結
ひ
の
古
典
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
作
品
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
作

品
に
つ
い
て
調
査
す
る
こ
と
を
課
し
た
。
調
査
項
目
と
課
題
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 

〈
調
査
項
目
〉 

 

・
作
品
情
報
（
ジ
ャ
ン
ル
、
作
者
、
時
代
） 

 

・
派
生
、
関
連
作
品 

〈
課
題
〉 

 

・
調
査
項
目
を
調
べ
る 

 

・
作
品
の
関
連
書
籍
を
四
冊
調
べ
る 

 

・
作
品
の
あ
ら
す
じ
を
ま
と
め
る 

 

・
作
品
の
関
連
書
籍
を
一
冊
読
み
、
お
す
す
め
の
場
面
や
表
現
を
選
び
、
ま
と
め
る 

 

・
調
査
を
通
し
て
の
感
想
を
ま
と
め
る 

 

『
結
ひ
の
古
典
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
作
品
、
と
い
う
制
限
の
中
で
学
生
た
ち
が
選
択
し

た
作
品
の
傾
向
に
は
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 

〈
調
査
対
象
作
品
ラ
ン
キ
ン
グ
〉（
回
答
数 

一
六
〇
） 

１
．『
源
氏
物
語
』 

四
〇
（
二
五
．
〇
％
） 

２
．『
平
家
物
語
』 

三
三
（
二
〇
．
六
％
） 

３
．『
伊
勢
物
語
』 

三
〇
（
一
八
．
七
％
） 

４
．『
酒
呑
童
子
』 

一
〇
（
六
．
二
％
） 

５
．『
和
泉
式
部
日
記
』『
雨
月
物
語
』 

七
（
四
．
三
％
） 

 

前
期
期
末
に
課
し
た
課
題
で
あ
る
た
め
、『
結
ひ
の
古
典
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
作
品
す
べ

て
を
学
習
し
た
段
階
で
は
な
か
っ
た
が
、
学
生
が
調
査
対
象
と
し
て
選
ぶ
作
品
に
は
傾
向

が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
１
～
５
の

中
で
、『
源
氏
物
語
』『
伊
勢
物
語
』『
和
泉
式
部
日
記
』
は
授
業
に
お
い
て
取
り
上
げ
、
学

習
済
み
の
作
品
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
を
選
択
し
た
学
生
の
多
く
が
、「
授
業
内
容
で
興
味
を

持
ち
、
授
業
で
扱
っ
た
場
面
以
外
の
場
面
や
話
を
読
ん
で
み
た
い
と
思
っ
た
」
と
い
う
理

由
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、『
平
家
物
語
』
は
「
中
学
校
で
学
習
し
た
こ
と
が
あ
る
」
と
い

う
点
で
親
し
み
が
あ
っ
た
た
め
選
択
し
た
と
い
う
意
見
が
大
半
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
軍
記

物
語
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
魅
力
も
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
。
対
立
構
造
と
話
の
展
開
が
わ

か
り
や
す
い
点
が
選
択
す
る
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
教
科
書
や
授
業
で
は
ほ

と
ん
ど
扱
わ
れ
な
い
『
酒
呑
童
子
』
と
『
雨
月
物
語
』
は
、「
ゲ
ー
ム
や
ア
ニ
メ
を
通
し
て

作
品
名
は
知
っ
て
い
た
が
作
品
そ
の
も
の
を
調
べ
て
み
た
い
と
思
っ
た
」
と
い
う
理
由
が

多
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
従
来
の
教
科
書
で
は
掲
載
さ
れ
な
い
作
品
で
も
現
代
文
化

へ
の
影
響
を
考
慮
し
、
そ
の
教
材
性
を
検
討
す
る
こ
と
は
、「
社
会
と
自
分
の
つ
な
が
り
」

を
考
え
る
た
め
に
も
必
要
な
こ
と
で
あ
る
と
改
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
た
。 

や
は
り
古
典
文
学
と
い
う
高
い
ハ
ー
ド
ル
を
越
え
る
に
は
一
足
飛
び
で
は
難
し
く
、
い

く
つ
か
の
ス
テ
ッ
プ
・
親
し
み
を
持
つ
と
い
う
段
階
を
経
る
こ
と
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
。

授
業
は
そ
の
ス
テ
ッ
プ
で
あ
り
、
自
ら
が
自
主
的
に
魅
力
を
見
つ
け
る
・
探
求
に
挑
む
に

は
、
学
生
の
興
味
関
心
を
喚
起
す
る
学
び
の
仕
掛
け
が
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
興
味
関
心

を
掻
き
立
て
ら
れ
た
学
生
た
ち
は
自
ら
学
び
、
魅
力
を
見
つ
け
る
力
が
あ
る
。
主
体
的
に

学
ぶ
た
め
の
マ
イ
ン
ド
セ
ッ
ト
に
教
員
は
ど
れ
だ
け
の
工
夫
を
施
せ
る
か
。
そ
の
重
要
な

視
点
が
今
回
の
実
践
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
。
二
〇
二
四
年
度
は
『
結
ひ
の
古
典
』
を
ベ

ー
ス
に
し
た
古
典
教
育
を
豊
田
高
専
、
舞
鶴
高
専
で
も
行
い
、「
古
典×

モ
ノ
づ
く
り
」
の

実
践
と
分
析
の
対
象
を
拡
大
し
た
。
次
稿
で
は
そ
の
具
体
的
な
実
践
を
取
り
上
げ
る
。
古

典
の
面
白
さ
、
魅
力
を
自
ら
発
見
し
た
学
生
た
ち
は
、
そ
れ
を
伝
え
る
た
め
の
手
段
と
し

て
「
モ
ノ
づ
く
り
」
を
用
い
て
、
表
現
す
る
。『
結
ひ
の
古
典
』
を
用
い
た
古
典
教
育
の
実

践
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。 
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（
注
） 

１
． 

本
稿
に
お
い
て
「
古
典
」
と
は
江
戸
時
代
以
前
の
文
学
・
文
化
・
芸
能
を
総
括
し
て
意
味

す
る
表
現
と
し
て
用
い
る
。 

 

２
． 

森
木
三
穂
「
古
典
のSTEAM

化―

「
も
の
づ
く
り
」
に
よ
る
学
び
の
実
践―

」『
未
来
を
切

り
拓
く
古
典
教
材 
和
本
・
く
ず
し
字
で
こ
ん
な
授
業
が
で
き
る
』（
同
志
社
大
学
古
典
教

材
開
発
研
究
セ
ン
タ
ー 
山
田
和
人
・
加
藤
直
志
・
加
藤
弓
枝
・
三
宅
宏
幸
編
、
令
和
五

年
三
月
二
六
日
、
文
学
通
信
）
二
七
頁
～
三
二
頁 

 
 

森
木
三
穂
「
文
理
融
合
型
の
国
語
教
育―

「
も
の
づ
く
り
」
を
活
用
し
た
古
典
教
育
の
方

法―

」（『
日
本
高
専
学
会
誌
』
二
五
巻
三
号 

令
和
二
年
七
月
） 

 

森
木
三
穂
「STEAM

で
養
う
古
典
を
「
そ
う
ぞ
う
」
す
る
ち
か
ら
」（『
国
語
教
室
』
第
一

二
二
号 

令
和
六
年
一
〇
月
） 

 ３
． 

高
専
古
典
教
育
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
は
次
の
通
り
。
な
お
、
所
属
は
執
筆
時
の
も
の
で
あ

る
。 

 

・
江
口 

啓
子
（
豊
田
工
業
高
等
専
門
学
校
） 

・
大
坪 

舞
（
佐
世
保
工
業
高
等
専
門
学
校
） 

 

・
荻
田 

み
ど
り
（
舞
鶴
工
業
高
等
専
門
学
校
） 

 

・
熊
澤 

美
弓
（
鈴
鹿
工
業
高
等
専
門
学
校
） 

 

・
玉
田 

沙
織
（
豊
田
工
業
高
等
専
門
学
校
） 

 

・
森 

あ
か
ね
（
香
川
高
等
専
門
学
校
） 

 

・
森
木 

三
穂
（
鶴
岡
工
業
高
等
専
門
学
校
） 

      

（
図
１
）『
結
ひ
の
古
典
』
の
目
次 
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