
『
枕
草
子
』

「
頭
の
弁
の
、

職
に
参
り
た
ま
ひ
て
」

の
指
導

｜
｜
作
品
理
解
を
通
し
て
自
ら
の
言
語
生
活
を
振
り
返
る
｜
｜

は
じ
め
に

シ
ラ
パ
ス
、
学
校
評
価
、
国
公
立
合
格
者
数
、
授
業
ア
ン
ケ
ー
ト
、
自
己
申

告
書
、
模
擬
試
験
の
学
校
間
比
較
・
・
・
。
私
自
身
が
教
員
に
な
っ
た
頃
に
は
想

像
も
で
き
な
い
あ
ら
ゆ
る
シ
ス
テ
ム
が
次
々
と
導
入
さ
れ
、
高
校
現
場
は
多
忙

を
極
め
、
指
導
者
は
授
業
研
究
に
取
り
組
む
時
間
を
ど
ん
ど
ん
吸
い
取
ら
れ
て

い
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
授
業
の
進
度
を
統
一
し
、
共
通
テ
ス
ト
に
よ
っ

て
シ
ラ
パ
ス
通
り
の
評
価
を
行
い
、
週
末
に
は
週
末
課
題
、
授
業
ご
と
の
小
テ

ス
ト
、
未
提
出
者
の
追
指
導
、
進
学
実
績
を
上
げ
る
た
め
の
指
導
に
追
わ
れ
、

結
果
と
し
て
、
授
業
そ
の
も
の
の
存
在
が
圧
迫
さ
れ
、
本
来
の
あ
り
方
を
見

失
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

私
が
思
う
本
来
の
あ
り
方
と
は
、
自
ら
課
題
を
発
見
し
、
授
業
者
と
生
徒
、

生
徒
同
士
が
対
話
す
る
中
で
、
課
題
を
解
決
し
、
新
し
い
気
付
き
ゃ
発
見
を
も

と
に
、
自
分
自
身
の
認
識
を
深
め
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
今
、

で
き
て
い
な
い
。
特
に
古
典
、
と
り
わ
け
古
文
の
授
業
で
は
、
学
校
の
実
態
に

も
よ
る
だ
ろ
う
が
、
文
語
文
法
の
習
得
に
追
わ
れ
、
品
詞
分
解
に
よ
っ
て
現
代

里

美

瀬

直

語
訳
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
中
心
の
、
い
わ
ば
訓
詰
注
釈
主
義
的
、
指
導
者
主

導
の
授
業
が
メ
イ
ン
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
現
実
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
原
因
は
、
生
徒
の
実
態
を
考
え
る
と
、
現
代
語
訳
に

た
ど
り
着
く
ま
で
に
多
く
の
時
間
を
要
し
て
し
ま
い
、
そ
の
後
の
展
開
に
か
け

る
時
聞
が
な
い
と
い
う
の
が
大
き
い
。
ま
た
逆
に
現
代
語
訳
を
コ
ン
パ
ク
ト
に

し
て
し
ま
う
と
、
生
徒
の
理
解
が
追
い
つ
い
て
こ
な
い
と
い
う
実
態
も
あ
る
。

そ
し
て
自
己
批
判
的
に
言
う
な
ら
、
現
代
語
訳
に
終
始
す
る
だ
け
で
満
足
し
て

し
ま
っ
て
い
る
指
導
者
側
の
意
識
の
低
さ
も
あ
る
だ
ろ
う
。

指
導
者
は
無
意
識
的
に
自
ら
受
け
て
き
た
授
業
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
私

自
身
は
訓
詰
注
釈
主
義
的
な
授
業
を
受
け
て
お
ら
ず
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
課

題
解
決
型
の
授
業
を
受
け
て
き
て
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
志
を
抱
い
て
教
壇
に

立
っ
た
は
ず
だ
。
し
か
し
今
や
、
「
授
業
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
統
一
」
と
い

う
制
約
に
阻
ま
れ
、
時
間
の
な
さ
を
嘆
き
、
現
代
語
訳
で
終
わ
ら
せ
て
し
ま
う

し
か
な
い
現
実
に
悶
々
と
し
て
い
る
日
々
で
あ
る
。

今
回
の
研
究
発
表
で
は
、
そ
の
よ
う
な
息
苦
し
い
日
今
の
中
で
、
何
と
か
生

徒
の
認
識
を
深
め
、
生
徒
の
今
後
の
生
き
方
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
古
典
の

授
業
が
で
き
な
い
も
の
か
と
考
え
、
取
り
組
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
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指
導
上
の
課
題

本
校
の
生
徒
は
学
力
的
に
は
ご
く
平
均
的
で
あ
る
。
現
代
文
の
学
力
は
平
均

よ
り
や
や
上
で
あ
る
が
、
運
動
系
の
ク
ラ
ブ
活
動
が
活
発
で
あ
り
、
生
徒
の
八

割
が
運
動
系
の
ク
ラ
ブ
に
入
っ
て
い
る
た
め
、
家
庭
学
習
の
時
間
が
短
く
、
高

校
に
入
っ
て
積
み
上
げ
る
必
要
の
あ
る
、
古
文
、
漢
文
の
学
力
は
平
均
以
下
で

あ
る
。
体
力
に
任
せ
て
試
験
前
に
暗
記
し
て
得
点
を
取
る
生
徒
が
多
く
、
授
業

で
も
原
因
や
結
果
を
考
え
て
理
解
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
が
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、

覚
え
て
な
ん
と
か
な
る
と
い
う
妙
な
自
信
の
た
め
、
論
理
的
思
考
力
に
乏
し
い

感
が
あ
る
。

一
方
、
性
格
的
に
は
素
直
で
明
る
く
、
前
向
き
で
、
何
事
に
も
一
生
懸
命
に

取
り
組
も
う
と
す
る
。
ク
ラ
ブ
活
動
で
疲
れ
切
っ
て
は
い
る
が
、
授
業
を
お
ろ

そ
か
に
す
る
よ
う
な
生
徒
は
少
な
い
。
従
っ
て
、
授
業
は
き
わ
め
て
「
平
和
」

で
あ
る
。

古
文
に
関
し
て
は
一
年
生
の
頃
か
ら
週
末
課
題
で
文
法
を
継
続
的
に
指
導
し
、

定
期
テ
ス
ト
ご
と
に
合
格
ラ
イ
ン
を
決
め
て
追
試
や
補
充
指
導
を
行
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
直
前
に
記
憶
し
て
ク
リ
ア
し
て
い
る
た
め
、
文
法

的
な
理
解
も
積
み
上
が
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
現
代
語
訳
す
る
力
も
す
ぐ
に
は
身

に
つ
か
ず
、
何
度
も
何
度
も
同
じ
指
導
を
授
業
で
繰
り
返
し
て
定
着
さ
せ
、
三

年
生
に
上
が
る
頃
に
は
ど
う
に
か
簡
単
な
文
の
現
代
語
訳
な
ら
で
き
る
と
い
う

程
度
で
あ
る
。

読
解
力
の
面
で
は
、
想
像
力
や
思
考
力
に
乏
し
い
た
め
、
登
場
人
物
を
生
き

生
き
と
想
像
で
き
な
か
っ
た
り
、
話
の
筋
を
全
体
的
に
把
握
で
き
な
か
っ
た
り

と
、
「
そ
の
場
し
の
ぎ
」
の
習
性
が
抜
け
切
れ
て
お
ら
ず
、
構
造
的
、
総
合
的
に

と
ら
え
、
分
析
し
て
自
分
な
り
の
見
解
を
述
べ
る
と
い
う
レ
ベ
ル
に
は
到
達
し

て
い
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
生
徒
に
は
基
本
的
な
文
法
事
項
を
踏
ま
え
て
、

正
確
に
現
代
語
訳
で
き
る
力
と
、
現
代
語
訳
を
元
に
、
作
者
や
人
物
の
気
持
ち

を
想
像
し
た
り
、
話
の
展
開
を
見
通
し
な
が
ら
理
解
す
る
力
、
内
容
を
理
解
し

た
上
で
自
ら
考
え
た
こ
と
を
表
現
す
る
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
が
大
き
な

課
題
で
あ
る
と
考
え
た
。

指
導
の
実
際

（1
）
学
習
者
と
実
践
時
期
、
時
間
数

・
広
島
県
立
広
島
観
音
高
等
学
校
三
年
生
文
系
五
単
位

L
l群
二
十
七
名
（
男
子
五
名
、
女
子
二
十
二
名
）

・
平
成
二
十
五
年
一
学
期
九
時
間
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（2
）
教
材
と
教
材
観

①
教
材
「
枕
草
子
」
「
頭
の
弁
の
、
職
に
参
り
た
ま
ひ
て
」

（
「
精
選
古
典
改
訂
版
』
大
修
館
書
店
）

②
教
材
観

こ
の
章
段
は
、
定
番
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
高
校
三
年
対
象
と
し
て
教

科
書
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。
百
人
一
首
の
「
夜
を
こ
め
て
烏
の
そ
ら
音
は
は
か

る
と
も
世
に
逢
坂
の
関
は
許
さ
じ
」
と
い
う
有
名
な
清
少
納
言
の
歌
が
登
場
す

る
回
想
的
章
段
で
あ
る
が
、
高
校
生
に
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
と
な
る
と
、
非



常
に
難
し
い
教
材
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

清
少
納
言
が
同
時
の
貴
族
の
男
性
と
知
的
な
や
り
と
り
を
す
る
の
だ
か
、
宮

廷
生
活
の
イ
メ
ー
ジ
や
時
代
背
景
と
い
う
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
な
し
に
は
理
解

で
き
な
い
作
品
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
中
年
期
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
で
あ
ろ

う
清
少
納
言
や
、
主
要
登
場
人
物
で
あ
る
藤
原
行
成
の
男
女
の
知
的
や
り
と
り

な
ど
、
ま
だ
初
々
し
い
青
年
期
の
高
校
生
に
理
解
で
き
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ

は
非
常
に
難
し
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
故
事
を
踏
ま
え
た
機
転
を
利
か
せ
た
返

答
や
、
思
わ
せ
ぶ
り
な
受
け
答
え
の
応
酬
、
白
分
の
本
音
を
あ
ら
わ
に
は
し
な

い
椀
曲
な
表
現
な
ど
、
現
代
の
高
校
生
に
と
っ
て
は
別
世
界
で
あ
る
が
、
古
典

の
世
界
で
は
、
言
葉
の
や
り
と
り
が
奥
深
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
時
間
や
空

間
を
越
え
て
相
手
に
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
手
紙
」
と
い
う
形
式
で
あ
る

が
ゆ
え
に
知
恵
を
絞
っ
て
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
言
葉
を
大
事
に

し
な
が
ら
生
き
て
き
た
当
時
の
人
々
の
姿
に
触
れ
る
こ
と
を
通
し
て
、
自
ら
の

言
語
生
活
を
振
り
返
る
き
っ
か
け
と
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
生
徒
に
と
っ
て

意
義
深
い
教
材
に
な
り
は
し
な
い
か
、
と
考
え
た
。

『
枕
草
子
』
は
感
性
豊
か
な
清
少
納
言
の
簡
潔
で
鋭
い
表
現
を
味
わ
う
も
の
だ

と
し
た
り
、
中
宮
定
子
サ
ロ
ン
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
で
あ

る
と
と
ら
え
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
ろ
う
が
、
清
少
納
言
が
描
い
た
人
命
の
姿

や
風
物
の
切
り
取
り
方
は
現
代
の
我
々
に
も
強
い
印
象
を
残
す
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
我
々
の
生
き
方
や
暮
ら
し
を
豊
か
に
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
作
品
な

の
で
あ
ろ
、
っ
。

（3
）
指
導
目
標

①
助
動
詞
、
助
詞
、
敬
語
な
ど
を
中
心
に
文
章
を
読
み
取
る
力
を
付
け
さ
せ

る。

②
登
場
人
物
の
行
動
、
会
話
の
意
味
を
理
解
し
、
登
場
人
物
を
生
き
生
き
と

想
像
さ
せ
る
。

③
枕
草
子
の
人
物
と
現
代
の
自
分
た
ち
の
言
語
生
活
を
比
較
し
、
考
え
を
深

め
、
自
分
な
り
の
意
見
を
持
た
せ
る
。

④
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
た
り
、
発
表
し
、
感
想
を
述
べ
合
っ
た
り
す
る
こ

と
で
、
話
す
力
を
付
け
さ
せ
る
と
と
も
に
、
様
々
な
も
の
の
見
方
、
考
え

方
に
触
れ
さ
せ
る
。

（4
）
指
導
過
程

①
一
時
間
目

『
枕
草
子
」
に
つ
い
て
、
作
品
の
あ
ら
ま
し
を
確
認
。
学
習
の
前
半
と
後
半

に
シ
ナ
リ
オ
を
書
い
て
、
演
じ
て
も
ら
う
こ
と
を
予
告
。
文
章
を
音
読
。
予

習
プ
リ
ン
ト
（
資
料
①
参
照
）
を
配
布
し
、
前
後
半
に
分
け
て
、
前
半
を
個

人
で
予
習
。

②
二
時
間
目

各
自
の
予
習
を
元
に
前
半
部
分
の
現
代
語
訳
の
確
認
。

③
三
時
間
目

前
時
の
続
き
の
現
代
語
訳
を
行
う
。
前
半
部
分
の
シ
ナ
リ
オ
を
書
か
せ
る
。

④
四
時
間
目

二
名
の
シ
ナ
リ
オ
（
資
料
②
参
照
）
を
指
導
者
が
選
ん
で
印
刷
し
、
配
布
。

そ
の
後
配
役
を
指
名
し
て
、
シ
ナ
リ
オ
を
読
ま
せ
る
。
そ
の
後
、
感
想
を
述

べ
合
う
。
前
半
部
分
に
つ
い
て
、
発
問
を
し
な
が
ら
内
容
理
解
を
深
め
さ
せ

る。
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⑤
五
時
間
日

後
半
部
分
に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ
（
四
、
五
人
）
ご
と
現
代
語
訳
の
担
当
箇

所
を
決
め
、
後
半
部
分
の
超
訳
（
川
意
訳
を
さ
ら
に
推
し
進
め
、
訳
文
の
正
確
さ
を

犠
牲
に
し
て
で
も
読
み
や
す
さ
分
か
り
ゃ
す
さ
を
優
先
さ
せ
る
翻
訳
手
法
。
と
き
に

は
大
幅
な
原
文
の
省
略
を
行
う
こ
と
さ
え
あ
る
。
ア
カ
デ
ミ
ー
出
版
の
登
録
商
標
。
）
を

手
が
か
り
に
、
グ
ル
ー
プ
で
現
代
語
訳
に
取
り
組
ま
せ
る
。
余
っ
た
時
間
は

各
自
で
後
半
部
分
全
体
を
予
習
。

⑥
六
時
間
日

グ
ル
ー
プ
ご
と
に
現
代
語
訳
を
発
表
。
質
問
を
受
け
付
け
て
、
答
え
さ
せ

る
。
内
容
に
つ
い
て
、
発
問
を
し
な
が
ら
、
理
解
を
深
め
さ
せ
る
。

⑦
七
時
間
目

前
時
の
続
き
を
行
、
っ
。
後
半
部
分
の
シ
ナ
リ
オ
を
書
か
せ
る
。

⑧
八
時
間
目

後
半
部
分
の
二
名
の
シ
ナ
リ
オ
を
指
導
者
が
選
ん
で
印
刷
し
、
配
布
。
そ

の
後
配
役
を
指
名
し
て
、
シ
ナ
リ
オ
を
読
ま
せ
る
。
そ
の
後
、
感
想
を
述
べ

合
う
。
学
習
の
ま
と
め
と
し
て
課
題
作
文
（
「
当
時
の
男
女
間
の
や
り
と
り
と

自
分
た
ち
高
校
生
世
代
の
男
女
の
や
り
と
り
の
違
い
に
つ
い
て
気
付
き
ゃ
感

想
を
ま
と
め
よ
う
」
）
を
書
か
せ
る
。
（
資
料
③
参
照
）

⑨
九
時
間
目

ク
ラ
ス
の
す
べ
て
の
作
文
を
印
刷
し
た
作
品
集
を
読
み
、
印
象
に
残
っ
た

も
の
、
考
え
を
深
め
さ
せ
て
く
れ
た
も
の
に
つ
い
て
五
、
六
人
に
発
表
さ
せ

る
。
学
習
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
記
入
さ
せ
る
。
宿
題
で
問
題
演
習
プ
リ
ン
ト

を
配
布
。

四

成
果
と
課
題

以
下
、
指
導
目
標
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
察
す
る
。

①
助
動
詞
、
助
詞
、
敬
語
な
ど
を
中
心
に
文
章
を
読
み
取
る
力
を
付
け
さ
せ

る。

授
業
を
し
た
ク
ラ
ス
は
文
系
の
中
で
も
国
公
立
大
学
進
学
希
望
ク
ラ
ス
で
あ

る
が
、
予
想
通
り
予
習
は
難
航
し
た
よ
う
だ
。
授
業
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、

予
習
の
時
点
で
は
「
助
動
詞
の
意
味
を
判
断
す
る
の
に
苦
労
し
た
o
」
「
和
歌
の

解
釈
に
苦
労
し
た
o
」
「
訳
は
で
き
た
け
ど
内
容
が
つ
か
め
な
い
o
」
な
ど
の
感
想

が
多
い
。
「
詳
し
く
わ
か
ら
な
く
て
も
、
文
の
雰
囲
気
か
ら
助
動
詞
の
意
味
を
当

て
は
め
た
り
し
て
一
文
を
完
成
さ
せ
る
力
が
付
い
た
と
思
い
ま
す
o
」
と
い
う

コ
メ
ン
ト
も
見
ら
れ
、
わ
か
ら
な
く
て
も
文
脈
を
補
い
な
が
ら
自
分
で
推
測
し

て
み
る
な
ど
、
さ
す
が
に
三
年
生
で
あ
る
。
難
し
か
っ
た
の
は
、
職
、
殿
上
人
、

御
物
忌
み
、
孟
嘗
君
の
故
事
、
逢
坂
の
関
な
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
適
宜
プ

リ
ン
ト
や
説
明
を
入
れ
て
い
っ
た
。
予
習
を
元
に
現
代
語
訳
を
確
認
し
て
い
く

作
業
を
通
し
て
、
生
徒
は
予
習
段
階
で
の
問
題
意
識
を
も
と
に
理
解
を
深
め
て

い
っ
た
。

余
談
で
あ
る
が
、
私
自
身
は
、
こ
の
よ
う
な
逐
語
訳
の
授
業
は
受
け
て
い
な

い
。
し
か
し
自
分
が
授
業
を
す
る
側
に
な
っ
て
初
め
て
、
一
つ
一
つ
の
助
動
詞

の
意
味
、
言
葉
の
意
味
を
じ
っ
く
り
と
考
え
て
、
文
章
に
寄
り
添
う
よ
う
に
訳

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
涼
く
内
容
を
理
解
で
き
、
ま
た
文
章
を
綴
っ
て
い
る
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人
の
息
づ
か
い
の
よ
う
な
も
の
も
感
じ
ら
れ
、
一
概
に
訓
詰
注
釈
主
義
と
い
う

の
も
否
定
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
（
逆
に
言
え
ば
、

も
っ
と
逐
語
訳
寄
り
の
授
業
を
受
け
た
か
っ
た
と
も
思
う
o
）

後
半
部
分
の
グ
ル
ー
プ
学
習
で
は
、
超
訳
を
与
え
た
た
め
、
だ
い
た
い
の
ア

ウ
ト
ラ
イ
ン
は
わ
か
っ
た
上
で
の
現
代
語
訳
で
あ
っ
た
。
超
訳
を
与
え
た
の
は
、

全
く
の
ヒ
ン
ト
な
し
で
は
と
て
も
生
徒
た
ち
だ
け
で
訳
せ
な
い
と
思
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
生
徒
は
グ
ル
ー
プ
で
力
を
合
わ
せ
て
何
と
か
自
立

し
て
現
代
語
訳
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
欲
し
い
と
思
い
、
超
訳
を
与
え
て
み

る
こ
と
に
し
た
。
超
訳
で
は
助
動
詞
の
意
味
や
語
句
の
意
味
を
は
し
よ
っ
て
現

代
語
訳
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
そ
れ
を
補
う
の
は
少
し
骨
が
折
れ
た
よ

う
だ
。
グ
ル
ー
プ
で
現
代
語
訳
を
す
る
作
業
は
、
「
人
に
教
え
て
も
ら
っ
た
り
、

教
え
た
り
す
る
こ
と
で
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
o
」
「
自
分
と
は
違
っ

た
意
見
を
聞
く
こ
と
で
自
分
の
間
違
い
に
気
づ
け
た
し
、
い
ろ
ん
な
視
点
か
ら

作
品
を
読
む
こ
と
が
で
き
て
楽
し
か
っ
た
o
」
「
意
見
が
互
い
に
違
う
と
き
に
説

明
し
て
解
決
で
き
る
の
が
良
い
と
思
う
o
」
「
グ
ル
ー
プ
学
習
だ
と
普
段
よ
り
意

見
が
言
い
や
す
い
し
、
何
よ
り
自
分
以
外
の
人
が
ど
う
い
う
予
習
を
し
て
い
る

か
知
る
こ
と
が
で
き
て
と
て
も
参
考
に
な
り
ま
し
た
o
」
な
ど
、
グ
ル
ー
プ
学
習

は
主
体
的
に
取
り
組
む
姿
勢
を
養
う
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
よ
う
。

普
段
の
授
業
で
も
、
逐
語
訳
を
か
な
り
丁
寧
に
や
っ
て
い
る
。
時
間
を
取
ら

れ
て
内
容
理
解
を
深
め
る
時
間
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
が
、
こ
こ
を
お
ろ
そ
か

に
す
る
と
た
ち
ま
ち
理
解
の
レ
ベ
ル
が
低
く
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
後
の
発
展

学
習
が
お
粗
末
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
何
度
も
苦
い
経
験
を
し
て
い
る
。
ど

う
し
て
も
子
を
抜
き
た
く
な
い
作
業
を
ど
う
楽
し
み
な
が
ら
さ
せ
る
か
、
と
い

う
工
夫
の
一
つ
が
超
訳
付
き
グ
ル
ー
プ
学
習
で
あ
る
が
、
今
回
は
時
間
の
短
縮

に
は
な
っ
た
よ
う
だ
。
今
後
も
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
て
み
た
い
。

②
登
場
人
物
の
行
動
、
会
話
の
意
味
を
理
解
し
、
登
場
人
物
を
生
き
生
き
と

想
像
さ
せ
る
。

今
回
は
前
半
、
後
半
の
二
回
に
分
け
て
シ
ナ
リ
オ
を
書
か
せ
た
が
、
書
い
た

も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
現
代
語
訳
を
ち
ょ
っ
と
ア
レ
ン
ジ
し
た
だ
け
に

過
ぎ
ず
、
期
待
外
れ
と
な
っ
た
。
（
そ
れ
で
も
各
回
二
名
の
生
徒
が
、
自
己
流
の

ア
レ
ン
ジ
を
考
え
て
シ
ナ
リ
オ
を
完
成
さ
せ
た
。
）
登
場
人
物
を
生
き
生
き
と
イ

メ
ー
ジ
で
き
て
も
、
そ
れ
を
自
分
の
言
葉
と
し
て
変
換
す
る
力
も
必
要
で
、
生

徒
に
は
難
し
か
っ
た
よ
う
だ
o

生
徒
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
二
十
七
人
中
、
二
十

四
人
は
「
苦
労
し
た
o
」
「
難
し
か
っ
た
o
」
「
大
変
だ
っ
た
o
」
「
ど
う
表
現
し
て

良
い
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
o
」
と
回
答
し
て
い
る
。

実
際
に
ア
レ
ン
ジ
が
う
ま
く
で
き
て
い
る
生
徒
の
作
品
を
見
せ
て
演
じ
て
も

ら
う
と
、
「
現
代
風
に
く
だ
け
た
言
い
方
で
会
話
し
て
い
る
の
を
聞
く
と
、
本
文

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
伝
わ
っ
て
き
て
、
な
る
ほ
ど
と
思
っ
た
o
」
「
固
い
考
え
し
か

浮
か
ば
な
か
っ
た
た
め
も
う
少
し
柔
軟
に
考
え
て
い
き
た
い
o
」
「
言
い
た
い
こ

と
は
同
じ
で
も
、
一
言
葉
が
違
う
と
わ
か
り
や
す
さ
も
違
う
と
お
も
っ
た
o
」
「
こ

ん
な
風
に
書
け
る
の
は
本
人
が
よ
く
理
解
し
て
い
る
か
ら
だ
と
思
う
。
だ
か
ら

自
分
も
も
っ
と
理
解
で
き
る
よ
う
に
が
ん
ば
ろ
う
と
思
っ
た
o
」
と
い
う
感
想

だ
っ
た
。
友
人
の
作
品
に
刺
激
を
受
け
て
、
理
解
が
深
ま
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
生
徒
自
身
が
一
人
の
読
み
手
と
し
て
想
像
力
を
養
い
、
そ
れ
を
表

現
す
る
に
は
日
頃
か
ら
の
練
習
の
積
み
重
ね
が
必
要
だ
ろ
う
。
自
ら
の
授
業
で

も
っ
と
日
常
的
に
取
り
入
れ
る
必
要
を
感
じ
た
。

- 26-



③
枕
草
子
の
人
物
と
現
代
の
自
分
た
ち
の
言
語
生
活
を
比
較
し
、
考
え
を
深

め
、
自
分
な
り
の
意
見
を
持
た
せ
る
。

今
回
の
目
標
で
最
も
大
切
に
し
た
か
っ
た
部
分
で
あ
る
。
既
存
の
現
代
語
訳

を
読
ん
だ
だ
け
の
上
っ
面
の
理
解
で
な
く
、
白
分
た
ち
で
一
語
一
語
丁
寧
に
言

葉
に
こ
だ
わ
り
、
文
脈
を
考
え
、
人
物
の
気
持
ち
を
想
像
す
る
と
い
う
積
み
重

ね
の
上
に
、
平
安
時
代
の
宮
廷
生
活
で
の
男
女
の
や
り
と
り
は
ど
う
映
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。

生
徒
の
感
想
は
資
料
⑦
⑧
⑨
に
掲
載
し
て
い
る
の
で
日
を
通
し
て
い
た
だ
き

た
い
。
ま
ず
は
何
も
か
も
違
っ
て
い
る
こ
と
に
素
直
に
驚
い
て
い
る
。
そ
し
て

自
分
た
ち
の
言
語
生
活
に
携
帯
電
話
（
ス
マ
ホ
）
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
書
い
て
い
る
生
徒
が
多
い
。
同
年
代
の
生
徒
同
士
の
聞
で
、
電
子

機
器
を
介
し
て
の
や
り
と
り
が
奥
深
く
浸
透
し
、
い
ま
や
不
可
欠
と
い
っ
て
い

い
ほ
ど
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
実
感
さ
せ
ら
れ
た
。
生
徒
は
そ
の
こ
と
を
は
っ

き
り
と
自
覚
し
、
自
分
た
ち
の
言
語
生
活
を
「
軽
い
」
と
い
い
、
作
品
中
の
や

り
と
り
を
「
い
ろ
い
ろ
考
え
な
い
と
い
け
な
い
」
「
新
鮮
だ
」
「
教
養
が
必
要
だ
」

「
手
紙
だ
か
ら
こ
そ
思
い
が
伝
わ
る
」
と
捉
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

学
習
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
「
手
紙
を
書
く
こ
と
の
良
さ
を
改
め
て
感
じ
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
当
時
と
今
と
を
比
べ
て
み
て
時
代
の
進
化
に
び
っ

く
り
し
ま
し
た
。
」
「
時
代
が
変
わ
れ
ば
文
化
も
個
人
も
す
ご
い
変
わ
る
と
思
っ

た
o
」
「
自
分
の
頭
の
中
を
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
た
o
」
「
昔
と
今
の
男
女
聞
の

や
り
と
り
の
違
い
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
て
み
る
こ
と
で
、
二
つ
の
違
い
の
大

き
さ
が
改
め
て
再
認
識
さ
れ
た
気
が
し
た
。
白
分
の
こ
れ
か
ら
の
男
女
聞
の
や

り
と
り
に
も
昔
っ
ぽ
く
知
的
な
内
容
を
入
れ
よ
う
か
な
と
思
っ
た
o
」
「
一
、
二

年
の
こ
ろ
は
こ
ん
な
に
深
く
内
容
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
ま
と
め
を

書
い
て
あ
ら
た
め
て
深
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。

当
初
懸
念
し
た
と
お
り
、
世
界
が
違
い
す
ぎ
て
高
校
生
に
は
難
し
い
教
材
で

あ
っ
た
が
、
逆
手
に
取
れ
ば
、
そ
の
違
い
に
よ
っ
て
よ
り
今
の
自
分
の
生
活
が

浮
か
び
上
が
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
と
い
う
目
的
は
達
成
す
る
こ
と
が

で
き
た
よ
う
に
思
う
。

特
に
男
女
聞
の
知
的
な
や
り
と
り
、
遠
回
し
な
表
現
と
い
う
こ
と
が
し
っ
か

り
理
解
で
き
て
い
る
の
は
、
シ
ナ
リ
オ
化
し
て
想
像
を
広
げ
て
き
た
か
ら
で
あ

り
、
そ
の
背
景
に
は
逐
語
訳
と
い
う
確
か
な
作
業
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

普
段
当
た
り
障
り
の
な
い
よ
う
な
無
難
な
文
章
を
書
く
傾
向
の
生
徒
が
多
い

の
で
あ
る
が
、
大
げ
さ
な
表
現
や
ユ
ー
モ
ア
、
脱
線
な
ど
が
あ
り
、
楽
し
ん
で

書
い
て
い
た
こ
と
か
ら
も
生
徒
が
こ
の
課
題
に
主
体
的
に
取
り
組
み
、
自
分
の

意
見
を
出
そ
う
と
し
た
現
れ
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

今
後
は
、
現
代
文
を
重
ね
て
読
ま
せ
、
さ
ら
に
認
識
を
深
め
る
方
法
が
考
え

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ネ
ッ
ト
社
会
に
お
い
て
、
言
葉
の
力
が
ど
う
変
化
し
て
い
る

の
か
に
切
り
込
ん
だ
評
論
文
を
読
ま
せ
て
か
ら
、
課
題
文
を
書
か
せ
た
方
が
、

も
っ
と
生
徒
の
思
考
の
幅
を
広
げ
た
の
で
は
な
い
か
。
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④
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
た
り
、
発
表
し
、
感
想
を
述
べ
合
っ
た
り
す
る
こ

と
で
、
話
す
力
を
付
け
さ
せ
る
と
と
も
に
、
様
々
な
も
の
の
見
方
、
考
え

方
に
触
れ
さ
せ
る
。

と
に
か
く
こ
の
ク
ラ
ス
の
生
徒
は
お
と
な
し
く
、
発
表
も
小
声
で
単
語
の
切

れ
端
し
か
言
わ
ず
、
長
い
文
章
は
し
ゃ
ぺ
ら
な
い
の
で
当
初
は
大
変
だ
っ
た
。



で
き
る
だ
け
授
業
中
に
意
見
を
言
わ
せ
、
し
っ
か
り
褒
め
て
ど
ん
ど
ん
考
え
を

さ
一
口
う
よ
う
に
仕
向
け
て
い
っ
た
。
ま
た
少
人
数
ク
ラ
ス
で
人
間
関
係
が
で
き
て

い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
次
第
に
授
業
中
に
発
言
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

グ
ル
ー
プ
で
現
代
語
訳
を
発
表
す
る
と
き
は
、
各
グ
ル
ー
プ
の
発
表
後
に
質

問
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
、
他
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
質
問
を
受
け
付
け
る
と
い
う
こ

と
も
や
っ
た
が
、
質
問
は
出
ず
、
も
っ
ぱ
ら
授
業
者
か
ら
の
質
問
に
答
え
る
と

い
う
パ
タ
ー
ン
に
な
っ
た
。
も
っ
と
質
問
で
き
る
力
、
聞
い
を
立
て
る
力
を
普

段
か
ら
意
識
し
て
育
て
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
話
し
合
い
を
よ
り
活
発
で
有
意

義
な
も
の
に
す
る
た
め
に
は
必
須
で
あ
る
と
感
じ
た
。

シ
ナ
リ
オ
を
読
ん
だ
と
き
や
学
習
の
ま
と
め
を
読
み
合
っ
た
り
し
た
時
に
は

必
ず
、
感
想
を
求
め
た
。
印
象
に
残
っ
た
も
の
、
物
の
見
方
を
深
め
て
く
れ
る

も
の
を
選
ん
で
コ
メ
ン
ト
す
る
よ
う
に
注
文
を
付
け
、
な
る
べ
く
深
く
考
え
て

コ
メ
ン
ト
す
る
よ
う
に
気
を
つ
け
さ
せ
た
。

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
「
自
分
の
考
え
の
及
ば
な
い
よ
う
な
所
も
あ
り
、
み
ん
な

お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
を
突
い
て
い
る
な
、
と
思
っ
た
o
」
「
自
分
の
思
っ
て
い
た

違
い
と
は
別
視
点
で
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
あ
っ
て
感
動
し
た
。
自
分
は
昔
の

や
り
と
り
は
面
倒
だ
と
思
っ
て
い
た
け
ど
、
他
の
人
は
現
代
の
人
に
は
そ
ん
な

押
し
が
弱
い
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
の
で
、
自
分
も
押
し
の
強
い
人
に
な
ら
な

い
と
と
思
っ
た
o
」
「
当
時
の
人
々
の
手
紙
の
や
り
と
り
を
批
判
的
に
思
う
人
も

い
れ
ば
、
肯
定
的
に
思
う
人
も
い
て
、
自
分
と
は
違
う
意
見
が
た
く
さ
ん
あ
っ

て
考
え
る
幅
が
広
が
っ
た
と
思
う
o
」
「
皆
心
で
は
便
利
な
世
の
中
に
な
り
す
ぎ

て
い
る
と
き
ち
ん
と
わ
か
っ
て
い
る
の
だ
な
あ
と
思
っ
た
。
そ
れ
で
は
い
け
な

い
と
わ
か
っ
て
い
て
も
携
帯
は
手
放
せ
ま
せ
ん
：
：
：
o
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。

グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
う
、
書
い
た
も
の
を
共
有
す
る
と
い
っ
た
活
動
の
有
効
性

を
再
認
識
し
た
。
今
後
も
日
常
的
に
取
り
入
れ
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。

五

お
わ
り
に

振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
単
元
学
習
で
も
な
い
し
、
系
統
立
て
た
学
習
で
も
な

い
、
単
な
る
単
発
の
実
践
報
告
で
し
か
な
い
も
の
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

他
の
県
立
高
校
の
シ
ラ
パ
ス
に
つ
い
て
、
単
元
学
習
を
組
ん
だ
り
、
系
統
学

習
を
計
画
し
て
シ
ラ
パ
ス
を
作
っ
て
い
る
い
う
話
は
あ
ま
り
耳
に
し
な
い
。
そ

れ
よ
り
も
、
生
徒
に
古
典
の
文
章
に
慣
れ
さ
せ
、
多
読
さ
せ
る
た
め
に
、
教
材

を
多
く
詰
め
込
ん
で
い
る
と
い
う
話
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
質
な
の
か
、
旦
一

な
の
か
も
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
き
た
。

し
か
し
、
現
場
で
は
そ
こ
で
工
夫
す
る
し
か
な
い
、
と
い
っ
た
息
苦
し
き
が

あ
る
。
こ
の
単
発
の
取
り
組
み
を
、
間
隙
を
縫
っ
て
日
常
的
に
取
り
入
れ
、
つ

な
い
で
い
く
と
い
う
こ
と
で
し
か
、
今
の
と
こ
ろ
、
こ
の
息
苦
し
さ
を
解
消
す

る
手
立
て
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
あ
る
程
度
シ
ラ
パ
ス
に
課

題
作
文
を
仕
組
ん
で
現
代
文
と
連
携
さ
せ
て
お
く
な
ど
の
、
「
プ
チ
」
単
元
学
習

と
い
う
方
法
も
可
能
で
あ
る
は
ず
だ
。
ま
ず
は
「
プ
チ
」
単
元
学
習
の
模
索
を

し
て
い
き
た
い
。

生
徒
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
欄
外
に
、
「
こ
れ
か
ら
も
た
く
さ
ん
頭
を
使
う
よ
う
な

授
業
を
し
て
下
さ
い
o
」
と
書
い
た
生
徒
が
い
た
。
生
徒
は
「
考
え
る
」
授
業
を

求
め
て
い
る
。
そ
れ
に
応
え
ら
れ
る
授
業
を
作
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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補
足

本
文
は
第
五
十
四
回
の
広
島
大
学
国
語
教
育
学
会
の
研
究
発
表
の
資
料
を
も

と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
で
は
、
質
疑
応
答
の
中
で
、
登
場
人
物
の
イ
ラ

ス
ト
に
よ
っ
て
生
徒
が
思
い
描
く
人
物
像
が
誘
導
さ
れ
た
り
、
限
定
さ
れ
た
り

す
る
こ
と
の
危
慎
を
指
摘
し
て
頂
い
た
。
ま
た
「
逢
坂
の
歌
は
へ
さ
れ
て
返
し

も
え
せ
ず
な
り
に
き
。
い
と
わ
ろ
し
o
」
の
部
分
を
清
少
納
言
の
も
の
と
す
る

の
か
、
頭
の
弁
の
も
の
と
す
る
の
か
、
解
釈
が
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
と
い
う

指
摘
も
頂
い
た
。
今
回
は
前
者
を
採
用
し
て
授
業
を
行
っ
た
こ
と
も
補
足
し
て

お
く
。
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