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「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」

と
つ
き
あ
う

「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
つ
き
あ
う

「
よ
く
わ
か
る
！
」
は
授
業
で
も
、
問
題
集
で
も
よ
く
聞
く
惹
句
で
あ
る
。

多
く
の
人
は
、
「
ど
う
せ
な
ら
、
短
期
間
に
よ
く
わ
か
る
」
こ
と
を
求
め
て
い

る
。
で
も
、
そ
れ
だ
け
で
よ
い
か
。

本
稿
で
は
、
「
よ
く
わ
か
る
を
短
時
間
で
」
で
は
な
く
「
よ
く
わ
か
ら
な
い

を
長
時
間
」
と
い
う
授
業
の
提
案
を
試
み
た
い
。

2 

本
単
元
の
目
的
と
方
法

本
稿
で
扱
う
実
践
は
、
生
徒
が
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
古
典
作
品
と
つ
き
あ

う
こ
と
で
、
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
の
つ
き
あ
い
方
を
学
ぶ
こ
と
を
目
的
と

す
る
。つ

き
あ
い
方
と
し
て
、
三
つ
の
作
法
を
意
識
し
た
。
「
繰
り
返
し
読
む
」
「
ざ

く
っ
と
つ
な
げ
る
」
「
ま
ち
が
え
る
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
体
験
で
き
る
授
業

を
重
ね
る
こ
と
で
生
徒
た
ち
に
三
つ
の
作
法
を
得
さ
せ
た
い
と
考
え
た
。

古
文
の
読
み
方
・

つ
な
げ
方

粛

官告乙
陛色
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「
繰
り
返
し
読
む
」
な
ど
と
た
ぶ
ん
当
た
り
前
の
こ
と
を
掲
げ
た
が
、
「
よ
く

わ
か
ら
な
い
」
文
章
は
授
業
で
何
回
く
ら
い
読
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
黙
読

や
音
読
の
「
読
み
」
の
回
数
は
意
識
化
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

教
師
は
教
材
研
究
で
何
度
も
教
材
を
読
む
は
ず
だ
。
「
生
徒
の
力
を
つ
け
る
」

た
め
で
あ
る
。
教
師
が
た
く
さ
ん
読
ん
で
文
章
を
知
る
こ
と
は
大
事
で
あ
る

が
、
授
業
の
基
本
の
デ
ザ
イ
ン
が
短
時
間
で
効
率
的
に
「
読
め
る
」
よ
う
に
す

る
こ
と
な
ら
、
違
和
感
を
覚
え
る
。
生
徒
が
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
も
の
と
つ

き
あ
う
力
を
奪
う
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
と
考
え
る
。
「
短
時
間
に
読
め
る
」

授
業
で
な
く
、
む
し
ろ
、
「
生
徒
が
教
師
以
上
に
た
く
さ
ん
読
ん
で
手
聞
を
か

け
、
文
章
を
読
み
取
る
」
く
ら
い
が
目
標
に
な
る
べ
き
で
あ
る
。

「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
こ
と
と
つ
き
あ
う
に
は
、
ま
ず
生
徒
自
身
が
「
よ
く

わ
か
ら
な
い
」
対
象
と
接
触
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
言
え
ば
本
単
元

で
は
「
古
典
の
文
章
を
何
度
も
読
む
」
こ
と
で
あ
る
。
読
み
な
が
ら
、
あ
る
い

は
読
み
を
も
と
に
、
あ
れ
こ
れ
考
え
る
。
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
思
っ
て
い

た
何
か
と
自
分
の
知
識
の
何
か
が
つ
な
が
る
。
文
章
の
な
か
の
何
か
と
何
か
が

つ
な
が
る
。
少
し
ず
つ
「
ち
ょ
っ
と
わ
か
っ
た
」
と
い
う
経
験
を
重
ね
る
の
で

あ
る
。
模
索
を
大
事
に
す
る
以
上
、
「
ま
ち
が
い
」
を
恐
れ
ず
楽
し
む
、
「
ま
ち
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が
い
」
を
繰
り
返
し
つ
つ
模
索
す
る
力
も
つ
け
る
必
要
が
あ
る
。

3

本
単
元
で
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
三
つ
の
作
法

「
繰
り
返
し
読
む
」
「
ざ
く
っ
と
つ
な
げ
る
」

「
ま
ち
が
う
」

3ー

1

「
繰
り
返
し
読
む
」
た
め
の
方
法
の
概
略

生
徒
に
「
繰
り
返
し
読
む
」
作
法
を
獲
得
さ
せ
る
た
め
に
、
授
業
に
お
い
て

「
繰
り
返
し
読
む
」
機
会
を
作
り
出
そ
う
と
考
え
た
。
「
繰
り
返
し
読
む
」
こ
と

が
理
解
に
つ
な
が
る
経
験
を
持
た
せ
た
い
と
考
え
た
。

①
「
黙
読
ス
ピ
ー
ド
」
を
測
る
読
み

本
実
践
で
の
教
材
は
す
べ
て
プ
リ
ン
ト
化
し
た
。
そ
の
プ
リ
ン
ト
を
配
っ
た

直
後
（
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
初
見
時
）

0
分
間
で
何
周
と
何
行
読
め
る
か
、
を

測
り
記
録
す
る
o

（
文
章
の
文
字
数
に
よ
り
O
の
数
値
は
変
え
る
）

単
元
の
終
わ
り
に
同
じ
活
動
を
し
時
間
を
測
る
と
か
な
り
短
縮
さ
れ
る
。
練

習
に
よ
る
変
化
の
実
感
で
あ
る
。
テ
ス
ト
な
ど
で
「
こ
の
分
量
な
ら

O
分
で
読

め
る
」
と
見
通
し
を
つ
け
る
の
に
も
有
効
か
、
と
考
え
て
い
る
。

②
「
と
な
り
、
。
（
「
て
ん
ま
る
」
と
読
む
一
以
下
閉
じ
）
確
認
ゆ
っ
く
り
読

み」

「
黙
読
ス
ピ
ー
ド
」
を
測
っ
た
後
の
読
み
。
と
な
り
と
の
ペ
ア
ワ
l
ク
。
読

め
な
い
漢
字
も
読
み
づ
ら
い
か
な
づ
か
い
も
多
今
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
と
な

り
同
士
、
交
互
に
自
分
な
り
の
予
想
で
音
読
す
る
。

③
教
師
の
範
読

②
で
予
想
を
立
て
た
う
え
で
、
教
師
の
範
読
を
聞
き
必
要
に
応
じ
て
メ
モ
す

る
。
次
（
④
）
に
ス
ピ
ー
ド
読
み
も
あ
る
こ
と
を
生
徒
た
ち
は
知
っ
て
い
る
の

で
、
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
集
中
し
て
範
読
を
聴
い
て
い
る
。

④
「
と
な
り
、
。
ス
ピ
ー
ド
読
み
」

と
な
り
と
「
、
」
「
。
」
で
交
代
し
、
ス
ピ
ー
ド
を
意
識
し
て
読
む
。
合
い
言

葉
は
「
く
っ
き
り
・
大
き
く
・
速
く
」

0

「
日
と
耳
と
口
を
使
っ
て
言
葉
を
心
に

刻
み
込
め
」
と
も
言
、
っ
。
「
読
み
慣
れ
」
を
目
指
す
。

0
分
間
で
何
周
と
何
行

読
め
た
か
を
測
り
、
記
録
す
る
。
こ
の
活
動
が
「
繰
り
返
し
読
む
」
の
中
心
で

あ
る
。
日
を
変
え
て
何
回
か
行
う
。
「
帯
単
元
」
（
後
述
）
の
た
め
に
そ
う
い
う

「
日
を
変
え
て
」
の
取
り
組
み
が
容
易
と
な
っ
て
い
る
。

⑤
「
ク
ラ
ス
、
。
ス
ピ
ー
ド
読
み
」

ク
ラ
ス
単
位
で
お
こ
な
う
「
、
。
読
み
」
。
「
と
な
り
読
み
」
を
導
入
す
る
ま

で
よ
く
使
っ
て
い
た
が
、
最
近
は
あ
ま
り
使
っ
て
い
な
い
。
け
れ
ど
、
「
ク
ラ

ス
の
一
体
感
」
「
ク
ラ
ス
の
中
で
声
を
出
す
存
在
確
認
」
な
ど
意
義
も
あ
り
、

「
ク
ラ
ス
読
み
し
た
い
」
と
時
々
言
わ
れ
る
。
ま
ち
が
え
て
覚
え
て
い
て
も
、

音
読
時
に
友
達
や
教
師
か
ら
教
え
ら
れ
る
利
点
も
あ
る
。

⑥
「
と
な
り
、
。
古
文
・
現
代
語
訳
交
互
ス
ピ
ー
ド
読
み
」

古
文
を
扱
う
と
き
、
「
訳
」
を
ど
う
扱
う
か
悩
ん
で
い
た
。
自
分
た
ち
で
訳

を
予
想
さ
せ
た
あ
と
、
「
正
解
」
を
ど
う
提
示
す
る
か
、
そ
の
訳
を
ど
う
読
ん

で
い
く
か
（
読
ま
な
い
か
）
な
ど
。
そ
の
一
つ
の
解
決
策
で
あ
る
。
英
語
C
D

教
材
で
一
般
的
に
見
ら
れ
る
「
チ
ャ
ン
ツ
読
み
」
か
ら
着
想
し
た
。

プ
リ
ン
ト
は
「
一
枚
も
の
（
後
述
）
」
と
し
、
プ
リ
ン
ト
の
上
下
あ
る
い
は

左
右
に
「
古
文
」
と
「
現
代
語
訳
」
を
並
置
す
る
。
ポ
イ
ン
ト
は
、
句
読
点
を

一
致
さ
せ
る
こ
と
。
そ
う
す
れ
ば
、
「
、
。
交
互
読
み
」
で
「
古
文
」
↓
「
現
代

語
訳
」
と
な
り
同
時
通
訳
的
な
音
声
が
発
生
す
る
。
「
古
文
を
読
む
人
に
は
現

代
語
訳
が
、
現
代
語
訳
を
読
む
人
に
は
古
文
が
ち
ゃ
ん
と
耳
に
届
く
よ
う
に
、

く
っ
き
り
大
き
く
速
く
読
む
」
が
合
い
言
葉
。
こ
れ
も
、
計
時
す
る
。
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⑦
変
形
と
し
て
の
「
隠
し
読
み
」

主
に
③
「
と
な
り
、
。
ス
ピ
ー
ド
読
み
」
の
変
形
で
お
こ
な
う
（
⑤
で
も
可

能
）
。
と
な
り
と
の
ペ
ア
ワ
l
ク
に
お
い
て
、
ど
ち
ら
か
は
プ
リ
ン
ト
を
見
な

が
ら
、
ど
ち
ら
か
は
プ
リ
ン
ト
を
見
ず
に
、
あ
た
か
も
プ
リ
ン
ト
を
見
て
い
る

が
ご
と
く
、
「
、
。
読
み
」
を
お
こ
な
う
。
こ
れ
も
、
ス
ピ
ー
ド
を
意
識
し
、
一

応
、
計
時
す
る
。
プ
リ
ン
ト
を
見
て
い
な
い
人
が
言
葉
に
詰
ま
っ
た
と
き
、
見

て
い
る
人
が
ヒ
ン
ト
を
出
す
な
ど
、
フ
ォ
ロ
ー
も
こ
の
活
動
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ

る
。
多
く
の
教
室
で
「
古
典
は
暗
唱
ま
で
」
の
実
践
が
行
わ
れ
る
よ
う
だ
が
、

「
隠
し
読
み
」
は
全
部
覚
え
る
必
要
は
な
く
、
け
れ
ど
も
覚
え
よ
う
と
す
る
意

識
は
高
め
ら
れ
る
の
で
、
使
い
や
す
く
感
じ
る
。

「
繰
り
返
し
読
む
」
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
提
示
し
た
の
は
、
ほ
ぼ

「
素
読
」
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
い
え
よ
う
。

「
つ
な
げ
る
」
、
「
ざ
く
っ
と
」
そ
し
て
「
え
い
や
っ
」
の
作
法
の
概
略

①
「
（
何
か
と
何
か
を
）
つ
な
白
け
る
」

「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
い
っ
て
も
「
日
本
一
語
」
で
あ
る
。
い
く
つ
か
は

「
見
知
っ
た
言
葉
」
や
「
見
知
っ
た
言
葉
と
似
て
い
る
一
言
葉
」
が
あ
る
。
そ
れ

を
つ
な
げ
て
、
文
意
を
予
想
す
る
。
「
わ
か
ら
な
い
」
と
き
、
手
っ
取
り
早
く

辞
書
を
引
き
、
現
代
語
訳
を
探
し
て
読
む
作
法
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で

＊
Z
 

は
、
「
中
腰
の
力
」
を
鍛
え
る
た
め
、
あ
れ
こ
れ
考
え
予
想
を
立
て
る
。

②
「
ざ
く
っ
と
（
答
え
る
、
言
っ
て
み
る
こ

「
訳
し
な
さ
い
」
と
い
う
と
、
一
語
一
語
丁
寧
に
「
正
し
く
」
訳
し
た
が
る

生
徒
も
い
る
（
そ
れ
ら
の
生
徒
の
い
く
ら
か
は
、
「
正
し
く
」
で
き
な
い
の
な

ら
、
答
え
が
提
示
さ
れ
る
ま
で
一
字
も
書
か
な
い
、
と
固
ま
る
）
。
そ
う
で
な

3 

2 

く
、
「
ま
、
こ
の
く
ら
い
を
暫
定
的
な
答
え
と
し
て
お
こ
う
」
と
い
う
「
ざ

く
っ
と
」
し
た
大
ま
か
な
答
え
を
出
す
意
識
づ
け
が
必
要
と
考
え
た
。
こ
れ

は
「
訳
」
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
問
い
に
お
い
て
「
そ
の
時
点
で
暫
定
的
と
意

識
し
つ
つ
答
え
ら
れ
る
範
囲
で
ざ
く
っ
と
答
え
る
」
こ
と
が
大
事
と
考
え
る
。

「
今
の
手
持
ち
の
も
の
で
や
り
く
り
」
の
力
を
発
揮
さ
せ
る
機
会
で
あ
る
。

③
「
え
い
や
っ
（
と
勇
気
を
出
し
て
暫
定
的
な
答
え
を
言
う
）
」

「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
も
の
に
対
し
て
既
知
の
も
の
を
や
り
く
り
し
て
自
分

な
り
の
答
え
を
出
す
の
で
、
「
自
信
満
々
」
と
は
い
か
な
い
。
せ
っ
か
く
書
き

か
け
た
訳
を
消
す
生
徒
も
い
る
。
「
間
違
っ
て
る
か
も
」
と
謙
虚
に
思
い
つ
つ

も
、
「
え
い
や
っ
」
と
勇
気
を
持
っ
て
提
示
し
あ
い
、
検
討
す
る
の
で
あ
る
。

「
ま
ち
が
う
」
た
め
の
作
法

「
え
い
や
っ
」
と
勇
気
を
出
し
て
、
そ
の
時
点
で
の
答
え
を
言
う
た
め
に
は

「
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
」
も
準
備
し
た
い
。
「
ま
ち
が
い
」
を
「
ナ
イ
ス
ト
ラ

イ
」
と
し
て
認
め
合
う
「
と
な
り
」
と
の
関
係
づ
く
り
が
中
心
と
な
る
。

①
じ
ゃ
ん
け
ん
（
ミ
ニ
会
話
っ
き
）

「
と
な
り
、
。
読
み
」
や
「
ざ
く
っ
と
訳
」
で
の
順
番
は
す
べ
て
じ
ゃ
ん
け
ん

で
決
め
る
。
じ
ゃ
ん
け
ん
も
小
さ
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
そ
の
前
後
に
「
ミ
ニ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
演
習
1
テ
l
マ
は
週
末
の
で

き
ご
と
1
二
O
秒
」
な
ど
と
指
示
す
る
。
じ
ゃ
ん
け
ん
に
乗
じ
「
と
こ
ろ
で
週

末
何
し
て
た
？
」
「
部
活
、
練
習
試
合
」
な
ど
ミ
ニ
会
話
を
す
る
の
で
あ
る
。

生
徒
の
振
り
返
り
に
、
「
お
か
げ
で
と
な
り
と
話
す
よ
う
に
な
り
、
給
食
で
も

続
き
を
話
す
よ
う
に
な
っ
た
」
と
あ
っ
た
。
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②
「
と
な
り
読
み
」
「
と
な
り
交
互
読
み
」

時
間
を
計
る
の
で
、
二
人
で
練
習
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
「
す
ら
す
ら
読
め

る
よ
う
に
な
る
」
こ
と
が
、
数
字
の
変
化
で
も
実
感
で
き
る
。

③
「
隠
し
読
み
」

「
隠
し
て
一
言
う
方
」
は
ど
こ
か
で
失
敗
す
る
。
と
な
り
に
失
敗
を
見
せ
る
経

験
で
あ
る
。
「
大
事
な
の
は
、
見
て
る
方
。
『
大
丈
夫
』
と
か
『
ヒ
ン
ト
は

O

O
』
と
か
、
フ
ォ
ロ
ー
す
る
練
習
を
意
識
し
て
」
と
繰
り
返
し
伝
え
る
。

④
「
と
な
り
・
ゆ
っ
く
り
・
確
認
読
み
」
や
「
ざ
く
っ
と
訳
」
等
の
読
み

A
白い

こ
れ
も
③
に
同
じ
。
読
み
が
な
な
し
の
初
見
の
古
文
を
音
読
す
る
「
確
認
読

み
」
で
は
読
み
間
違
い
も
当
然
起
こ
る
。
読
み
間
違
う
ほ
う
が
黙
っ
て
い
る
よ

り
頭
を
使
う
か
ら
よ
い
、
と
と
な
り
同
士
出
し
合
う
ク
セ
を
つ
け
た
い
。

「
繰
り
返
し
の
読
み
」
「
つ
な
白
け
る
」
「
ま
ち
が
う
」
を
支
え
る
二
つ

の
手
段

①
不
親
切
な
「
一
枚
も
の
」
の
プ
リ
ン
ト

文
章
は
、
「
一
枚
も
の
」
で
配
布
す
る
。
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
も
の
」
は
備
隊

し
た
方
が
わ
か
り
や
す
く
な
る
だ
ろ
う
と
思
う
。

読
み
が
な
、
注
、
訳
な
ど
を
ほ
ぼ
載
せ
な
い
。
後
に
配
る
「
ヒ
ン
ト
プ
リ
ン

ト
」
な
ど
で
は
少
し
だ
け
載
せ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
最
初
の
プ
リ
ン
ト
に
は
載

せ
な
い
。
読
み
込
む
こ
と
で
、
文
章
中
や
自
身
の
知
識
に
ヒ
ン
ト
を
探
す
こ
と

を
経
験
さ
せ
た
い
。

＊
3
 

②
帯
単
元
と
い
う
授
業
構
成

本
実
践
は
帯
単
元
に
よ
っ
て
展
開
し
た
。
帝
単
元
と
は
、
五
0
分
間
（
短
縮

授
業
だ
と
四
五
分
間
）
の
授
業
を
三
つ
か
ら
四
つ
に
細
分
化
し
、
そ
れ
ぞ
れ
別

の
単
元
を
お
こ
な
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

「
帝
国
単
元
」
の
使
い
よ
さ
は
、
一
回
あ
た
り
の
「
コ
ー
ナ
ー
」
が
短
い
こ
と

で
あ
る
。
各
一
五
分
か
ら
長
く
て
三
五
分
を
時
開
設
定
と
す
る
。

通
常
の
五
O
分
フ
ル
に
つ
か
う
授
業
展
開
で
あ
れ
ば
、
「
問
い
を
出
す
こ
と

と
文
章
を
読
む
こ
と
と
そ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
」
が
同
じ
時
間
枠
の
中
で
行

わ
れ
る
が
、
帯
単
元
で
は
、
「
問
い
を
出
し
、
文
章
を
読
む
」
「
文
章
を
も
う
一

度
読
む
」
さ
ら
に
「
も
う
一
度
読
み
答
え
を
出
す
」
な
ど
と
分
け
ら
れ
る
。
問

い
か
ら
答
え
ま
で
の
時
間
を
お
く
こ
と
と
読
み
の
繰
り
返
し
の
機
会
が
作
り
や

す
く
な
る
。
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と
」
を
心
に
ひ
っ
か
け
「
中
腰
」
で
過
ご

す
経
験
で
あ
る
。
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4 

「
繰
り
返
し
の
読
み
」

の
具
体
的
展
開

「
古
文
」
の
読
み
の
活
動
、
二
つ
の
パ
タ
ー
ン

現
在
、
「
古
文
」
の
読
み
活
動
は
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
で
や
っ
て
い
る
。

一
つ
は
「
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
つ
き
あ
う
系
」
と
呼
ん
で
い
る
。

使
用
す
る
文
章
は
、
生
徒
に
と
っ
て
た
ぶ
ん
初
見
の
も
の
で
あ
る
。
初
見
の

文
章
の
意
味
を
繰
り
返
し
読
む
こ
と
で
わ
か
ろ
う
と
す
る
。
そ
の
読
み
取
り
を

「
問
い
に
答
え
る
」
と
い
う
目
的
を
持
ち
な
が
ら
進
め
る
。

も
う
一
つ
は
、
「
「
む
し
ゃ
む
し
ゃ
古
典
」
系
」
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
れ
は
、
テ
ス
ト
や
問
題
集
な
ど
で
一
度
読
ん
だ
、
つ
ま
り
、
注
や
部
分
訳

の
つ
い
た
も
の
を
読
ん
だ
経
験
が
あ
る
古
文
を
用
い
る
活
動
で
あ
る
。
一
度
読

ん
だ
だ
け
で
は
す
ぐ
忘
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
も
っ
た
い
な
い
。
テ
ス
ト
に

4 



出
た
古
文
も
何
度
か
繰
り
返
し
読
む
。
こ
れ
を
テ
ス
ト
毎
に
繰
り
返
す
。
な
ん

と
な
く
古
文
が
耳
に
な
じ
み
、
「
ど
こ
か
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
言
葉
」
が
増

え
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
初
め
て
読
む
古
典
で
も
だ
ん
だ
ん
「
読
め
る
か
も
」
と

い
う
気
持
ち
で
臨
み
や
す
く
な
る
の
で
は
、
と
考
え
た
。

本
稿
で
は
、
具
体
的
な
授
業
の
展
開
に
つ
い
て
「
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と

つ
き
あ
う
系
」
の
み
紹
介
す
る
。

「
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
つ
き
あ
う
系
」
の
活
動
の
ね
ら
い

初
見
の
文
章
を
不
親
切
な
「
一
枚
物
の
プ
リ
ン
ト
」
で
読
ま
せ
る
。
そ
の
文

章
を
何
度
も
読
む
こ
と
で
、
「
「
ま
う
で
』
っ
て
初
詣
の
も
う
で
？
」
な
ど
と
手

持
ち
の
知
識
と
つ
な
げ
た
り
、
「
八
月
十
五
日
あ
た
り
に
帰
る
べ
き
に
な
り
に

け
れ
ば
っ
て
何
か
意
味
あ
る
の
？
」
と
わ
か
る
言
葉
と
わ
か
る
言
葉
を
つ
な
げ

て
意
味
を
予
想
す
る
。
そ
う
や
っ
て
「
つ
な
げ
る
」
こ
と
で
「
わ
か
ら
な
い
」

を
「
わ
か
る
」
に
し
て
い
く
経
験
を
作
る
目
論
見
で
あ
る
。

た
だ
、
「
す
べ
て
の
文
意
を
読
み
取
る
」
と
い
っ
た
目
標
で
は
時
間
も
か
か

り
す
ぎ
、
多
く
の
生
徒
は
受
け
身
に
な
る
。
一
方
、
最
初
か
ら
現
代
語
訳
や
語

注
満
載
で
は
負
荷
が
少
な
す
ぎ
面
白
く
な
い
（
教
科
書
は
そ
の
傾
向
が
強
い
）

0

そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
、
こ
ち
ら
が
立
て
た
問
い
に
答
え
る
た
め
あ
れ
こ
れ
考

え
、
聞
い
が
解
け
れ
ば
ひ
と
ま
ず
ゴ

l
ル
、
と
い
っ
た
「
わ
か
る
」
感
じ
も
ひ

と
ま
ず
作
る
デ
ザ
イ
ン
を
描
い
て
い
る
。

4 

2 

① 

「
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
つ
き
あ
う
系
」
の
授
業
展
開
の
基
本
パ

タ
ー
ン

文
章
を
配
る
（
一
枚
プ
リ
ン
ト
）

4 

3 

②
読
む
（
黙
読
・
「
、
。
読
み
」
の
音
読
な
ど
何
回
か
）

③
問
い
発
表

④
こ
の
時
点
で
の
考
え
を
「
ざ
く
つ
」
と
答
え
る

⑤
さ
ら
に
読
む
（
音
読
。
「
、
。
と
な
り
読
み
」
な
ど
で
何
度
か
読
む
）

⑥
も
う
一
度
「
ざ
く
っ
と
」
答
え
る

⑦
「
古
文
現
代
訳
プ
リ
ン
ト
」
を
読
む
（
こ
こ
で
問
の
答
え
が
わ
か
る
）

⑧
「
古
文
現
代
文
交
互
読
み
」
を
す
る
（
古
語
と
意
味
を
つ
な
げ
る
）

⑨
「
ざ
く
っ
と
フ
レ
ー
ズ
訳
「
け
つ
こ
う
読
め
る
ね
」
」
を
す
る

こ
れ
ら
①
1
⑨
を
「
帯
単
元
」
の
形
式
で
、
何
時
間
か
で
や
る
の
で
あ
る
。

次
に
実
践
例
と
し
て
、
『
竹
取
物
語
』
を
使
っ
た
展
開
の
概
略
を
述
べ
る
。

実
践
例
「
誰
の
手
紙
つ
」
（
『
竹
取
物
語
』
対
象
1
年
生
、
平
成
剖

年
1
月
実
施
）

先
の
「
基
本
パ
タ
ー
ン
」
で
い
う
と
①
1
⑥
で
展
開
し
た
。
実
践
は
叩
時
間

だ
が
、
そ
の
う
ち
、
「
誰
の
手
紙
か
」
と
手
紙
の
主
を
確
定
し
よ
う
と
「
よ
く

わ
か
ら
な
い
」
文
章
に
挑
む
活
動
に
つ
い
て
（
五
時
間
目
ま
で
）
記
す
。
な

お
、
こ
の
実
践
で
用
い
た
プ
リ
ン
ト
は
本
稿
末
に
掲
げ
た
。
古
文
は
、
『
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
」
小
学
館
に
よ
っ
た
。
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第
1
時

l
一
「
誰
の
手
紙
で
し
ょ
う
①
（
以
下
「
文
章
A
」
）
」
を
配
布
す
る
。

今
回
は
、
思
い
つ
い
て
も
声
に
出
さ
な
い
。
あ
っ
て
で
も
ち
が
っ
て
で
も
そ

れ
が
大
き
な
ヒ
ン
ト
に
な
っ
ち
ゃ
う
か
も
し
れ
な
い
。
「
考
え
る
」
が
鍛
え
に

；、。
，、『
hv



と
指
示
し
た
う
え
で
、

2
以
降
の
活
動
を
さ
せ
る
。

文
章
A

（
稿
末
に
授
業
プ
リ
ン
ト
資
料
）

こ
の
固
に
生
ま
れ
ぬ
る
と
な
ら
ば
、
明
か
せ
世
相
ら
ぬ
程
ま
で
骨
ら
む
。
過
ぎ
別

れ
ぬ
る
こ
と
、
か
へ
す
が
へ
す
本
意
な
く
こ
そ
覚
え
侍
れ
。
脱
ぎ
置
く
衣
を
形

見
と
見
給
へ
。
月
の
出
で
た
ら
む
夜
は
、
見
お
こ
せ
給
へ
。
見
捨
て
奉
り
で
ま

か
る
空
よ
り
も
、
落
ち
ぬ
べ
き
心
地
す
る
。

そ
し
て
、
聞
い
o

（
プ
リ
ン
ト
末
尾
に
書
い
て
い
る
）

あ
な
た
の
推
理
と
そ
の
理
由
を
言
語
化
（
こ
れ
大
事
）
す
る
練
習
で
す
。
候
補

を
書
き
上
げ
て
み
よ
う
。

2
一
文
章
A
の
黙
読
ス
ピ
ー
ド
測
定
。
（
一
分
間
の
黙
読
で
何
周
と
何
行
読
め

た
か
記
録
）

3
一
文
章
A
の
傍
線
部
に
読
み
が
な
を
各
白
書
く
。
指
名
さ
れ
た
生
徒
は
黒
板

に
書
く
。
（
失
敗
を
経
験
す
る
機
会
で
あ
る
）

4
一
教
師
の
範
読
を
聞
き
、
漢
字
の
読
み
な
ど
確
認
す
る
。

5
－
文
章
A
の
「
と
な
り
、
。
ス
ピ
ー
ド
読
み
（
以
下
「
と
な
り
、
。
読
み
」
）
」

九
O
秒
で
何
周
何
行
読
め
た
か
記
録
す
る
。

つ
ま
り
、
と
な
り
同
士
で
じ
ゃ
ん
け
ん
し
、
勝
っ
た
ほ
う
が
「
こ
の
固
に
生

ま
れ
ぬ
る
と
な
ら
ば
」
と
読
み
、
負
け
た
ほ
う
が
「
嘆
か
せ
奉
ら
ぬ
程
ま
で
侍

ら
む
o
」
と
読
む
。
句
読
点
で
交
代
す
る
読
み
を
行
う
。

第
2
時

1
一
文
章
A

「
と
な
り
、
。
読
み
」
九
0
秒
間
で
何
周
何
行
か
記
録
す
る
。

2
一
文
章
A
「
ク
ラ
ス
、
。
ス
ピ
ー
ド
読
み
（
以
下
「
ク
ラ
ス
、
。
読
み
」
）
」
五

周
の
タ
イ
ム
を
計
る

3
・
文
章
A
「
ち
ょ
っ
と
訳
」
的
質
問
・
指
示
（
「
今
の
時
点
で
訳
で
き
そ
う

な
と
こ
ろ
を
と
な
り
同
士
で
訳
し
て
み
よ
う
」
な
ど
）

4

文
章
A
に
つ
い
て
「
誰
が
こ
の
手
紙
を
書
い
た
？
黙
っ
て
プ
リ
ン
ト
の

端
っ
こ
に
予
想
し
た
人
を
書
い
て
お
こ
う
」

5

「
誰
の
手
紙
で
し
ょ
う
②
（
以
下
「
文
章
B
」
）
」
を
「
こ
れ
は
さ
っ
き
の

手
紙
を
書
い
た
人
の
言
葉
で
す
」
と
説
明
し
「
誰
の
手
紙
か
考
え
る
た
め

の
ヒ
ン
ト
」
と
し
て
配
布
す
る
。

文
章
B

「
（
略
）
お
の
が
身
は
、
こ
の
国
の
人
に
も
あ
ら
ず
。
（
b
）
の
都
の
人
な
り
。

そ
れ
を
な
む
、
昔
の
契
あ
り
け
る
に
よ
り
な
む
、
こ
の
世
界
に
は
ま
う
で
来
た

り
け
る
。
今
は
帰
る
べ
き
に
な
り
に
け
れ
ば
、
こ
の
月
の
十
五
日
に
、
か
の
本

の
国
よ
り
、
迎
へ
に
人
々
ま
う
で
来
む
ず
。
（
略
こ

6
一
文
章
B
の
黙
読
ス
ピ
ー
ド
測
定
。
（
1
分
間
の
黙
読
）

7
一
文
章
B
の
傍
線
部
に
読
み
が
な
を
各
白
書
く
。
指
名
さ
れ
た
生
徒
は
黒
板

に
書
く
。
（
失
敗
経
験
の
機
会
）

8
一
教
師
に
よ
る
範
読
。

9
一
文
章
B
の
「
と
な
り
、
。
読
み
」
九
O
秒
で
何
周
何
行
か
記
録
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第
3
時

1
・
文
章
A
の
「
と
な
り
、
。
読
み
」
九
O
秒
で
何
周
何
行
か
記
録

2
一
文
章
A
の
「
ク
ラ
ス
読
み
」
五
周
の
タ
イ
ム
を
計
る

3
一
文
章
A
の
「
ヒ
ン
ト
プ
リ
ン
ト
」
配
布
。
次
の
四
つ
の
質
問
で
あ
る
。

「
1
「
お
の
が
身
は
」
っ
て
誰
の
身
の
こ
と
？
」
「
2
「
本
の
国
」
っ
て
ど
こ

の
国
？
」
「
3
こ
こ
に
書
い
て
あ
る
「
本
意
」
（
本
当
の
気
持
ち
）
っ
て
ど
ん
な



気
持
ち
？
文
章
中
よ
り
、
一
文
で
答
え
な
さ
い
o
」「
4

「
見
捨
て
奉
り
て
ま
か

る
空
よ
り
も
」
っ
て
ど
こ
に
「
ま
か
る
」
の
？
」

4
・
文
章
B
「
と
な
り
、
。
読
み
」
九
O
秒
で
何
周
と
何
行
か
記
録

5

文
章
B
「
ク
ラ
ス
、
。
読
み
」
四
周
の
タ
イ
ム
を
計
る

6
・
文
章
B
「
ち
ょ
っ
と
訳
」
的
質
問
（
「
「
契
」
を
二
字
熟
語
に
」
な
ど
）

7
・
②
「
誰
が
あ
の
手
紙
を
書
い
た
っ
黙
っ
て
プ
リ
ン
ト
の
端
っ
こ
に
予
想
し

た
人
を
書
い
て
お
こ
う
」

8
・
「
誰
の
手
紙
で
し
ょ
う
③
」
（
以
下
「
文
章
C
」
）
配
布

「
あ
の
手
紙
を
書
く
前
の
こ
の
人
の
様
子
で
す
」
と
添
え
書
き
し
て
お
く
。

文
章
C

八
月
十
五
日
ば
か
り
の
月
に
出
で
居
て
、
（
C
）
、
い
と
い
た
く
泣
き
給
ふ
。
人

目
も
、
今
は
、
つ
つ
み
給
は
ず
泣
き
給
ふ
。
こ
れ
を
見
て
、
親
ど
も
も
、
「
何

事
ぞ
」
と
問
ひ
騒
ぐ
。
（
C
）
、
泣
く
泣
く
言
ふ
。

8
・
文
章
C
の
黙
読
ス
ピ
ー
ド
測
定
。
（
一
分
間
で
何
周
と
何
行
か
記
録
）

9
一
文
章
C
の
傍
線
部
に
読
み
が
な
を
各
白
書
く
。
指
名
さ
れ
た
生
徒
は
黒
板

に
書
く
。

日

文

章

C
の
「
と
な
り
読
み
」
九
O
秒
で
何
周
と
何
行
か
記
録

第
4
時

I
一
文
章
A

「
と
な
り
読
み
」
九
O
秒
で
何
周
と
何
行
か
記
録

2
一
文
章
A

「
ク
ラ
ス
読
み
」
五
周
の
タ
イ
ム
を
計
る

3
一
文
章
B
「
と
な
り
読
み
」
九
O
秒
で
何
周
と
何
行
か
記
録

4
一
文
章
B
「
ク
ラ
ス
読
み
」
四
周
の
タ
イ
ム
を
計
る

3
一
文
章
C

「
と
な
り
読
み
」
九
O
秒
で
何
周
と
何
行
か
記
録

4
・
文
章
C

「
ク
ラ
ス
読
み
」
四
周
の
タ
イ
ム
を
計
る

5
・
文
章
C

「
ち
ょ
っ
と
訳
」
的
質
問

6
・
文
章
C

「
誰
が
あ
の
手
紙
を
書
い
た
？
黙
っ
て
プ
リ
ン
ト
の
端
っ
こ
に
予

想
し
た
人
を
書
い
て
お
こ
う
」

7

文
章

A
B
C
を
す
べ
て
載
せ
た
プ
リ
ン
ト
を
配
布
す
る
（
以
下
「
文
章

A
B
C
」）
o

今
ま
で
「
、
。
読
み
」
で
あ
っ
た
が
、
慣
れ
て
き
て
い
る
の

で
「
。
読
み
（
句
点
で
交
代
す
る
読
み
）
」
に
変
え
読
む
。

第

5
時

1
・
文
章

A
B
C
の
「
と
な
り
。
読
み
」
「
ク
ラ
ス
。
読
み
」
を
す
る

0

2

「
誰
？
予
想
を
書
こ
う
」

3
一
隣
同
士
意
見
交
換
。
「
な
ぜ
、
そ
う
思
っ
た
か
。
根
拠
と
な
る
文
章
と
訳

な
ど
」

4
．
「
誰
の
手
紙
で
し
ょ
う
④
」
（
以
下
「
文
章

D
」
）
配
布

「
手
紙
の
主
が
あ
ら
わ
れ
た
場
面
で
す
。
」
と
添
え
書
き
し
て
お
く
。

文
章

D

今
は
昔
、
竹
取
の
翁
と
い
ふ
も
の
あ
り
け
り
。
野
山
に
ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ

つ
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
に
使
ひ
け
り
。
名
を
ば
、
さ
か
き
の
造
と
な
む
い
ひ
け

る
。
そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る
竹
な
む
一
筋
あ
り
け
る
。
あ
や
し
が
り
て
寄

り
て
見
る
に
、
筒
の
中
光
り
た
り
。
そ
れ
を
見
れ
ば
、
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、

い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
。

5
一
文
章

D
の
黙
読
ス
ピ
ー
ド
測
定
。
（
1
分
間
で
何
周
と
何
行
か
記
録
）

6
一
文
章

D
の
傍
線
部
に
読
み
が
な
を
各
白
書
く
。
指
名
さ
れ
た
生
徒
は
黒

板
に
書
く
。
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7
一
文
章

D
④
と
な
り
読
み
九
O
秒
で
何
周
と
何
行
か
記
録

以
下
、
第
6
時
以
降
で
は
、
文
章

D
の
読
み
練
習
や
訳
を
試
み
る
活
動
、

そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
読
み
の
成
果
を
使
っ
て
、
「
竹
か
ら
黄
金
を
得
て
翁
が
豊

か
に
な
る
場
面
」
を
基
本
パ
タ
ー
ン
で
読
み
進
め
て
い
る
が
割
愛
す
る
。

「
誰
の
手
紙
？
」
実
践
の
特
徴

①
「
誰
の
手
紙
か
」
を
知
ろ
う
と
し
て
文
章
を
読
む
と
い
う
活
動
が
中
心
で

あ
る
。
「
現
代
語
訳
」
や
「
美
的
な
鑑
賞
」
を
目
標
の
第
一
と
し
て
い
な
い
。

②
「
誰
の
手
紙
か
」
を
考
え
る
た
め
に
、
文
章
が
与
え
ら
れ
、
ヒ
ン
ト
と
し

て
次
の
文
章
が
与
え
ら
れ
る
。
自
分
で
「
文
章
を
読
み
込
む
こ
と
」
が
要
求

さ
れ
る
。

③
「
繰
り
返
し
の
読
み
」
の
機
会
が
あ
る
程
度
保
障
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

「
文
章
A
」
は
第
1
時
で
少
な
く
と
も
黙
読
一
回
、
教
師
の
範
読
を
一
回
聞

き
、
「
と
な
り
、
。
読
み
」
で
二
回
1
三
回
音
読
す
る
。

④
「
誰
の
手
紙
か
」
を
考
え
る
た
め
に
、
文
章
を
読
み
、
自
分
の
知
識
と
つ

な
げ
、
推
論
す
る
。
多
く
の
生
徒
が
「
脱
ぎ
置
く
衣
を
形
見
と
見
給
え
」

「
月
の
出
で
た
ら
む
夜
は
、
見
お
こ
せ
給
へ
。
見
捨
て
奉
り
で
ま
か
る
空
よ

り
も
、
落
ち
ぬ
べ
き
心
地
す
る
o
」
「
お
の
が
身
は
、
こ
の
国
の
人
に
も
あ
ら

ず
」
「
八
月
十
五
日
ば
か
り
の
月
に
出
で
居
て
、
（

c）
、
い
と
い
た
く
泣
き

給
ふ
」
な
ど
に
注
目
し
、
人
物
を
特
定
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
「
空
か
ら
落

ち
る
」
「
形
見
」
な
ど
で
「
戦
争
」
を
想
起
し
、
そ
の
た
め
、
「
八
月
十
五

日
」
も
終
戦
記
念
日
と
重
ね
、
「
特
攻
隊
員
」
と
い
う
結
論
を
出
す
者
も
少

な
か
ら
ず
い
た
。
誤
答
で
あ
る
が
、
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
も
の
に
対
し
あ

れ
こ
れ
考
え
、
自
分
な
り
に
つ
な
げ
、
と
な
り
に
考
え
を
言
い
、
互
い
に
失

4 

敗
を
許
容
で
き
た
。

5 

ま
と
め

習
得
・
活
用
・
探
究
と
関
係
づ
け
る

文
科
省
H
P
「
新
学
習
指
導
要
領
・
生
き
る
力
」

Q
＆
A
を
確
認
す
る
。

1
．
「
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
」
及
び
「
思
考
力
・
判
断
力
・
表

現
力
等
」
は
子
ど
も
に
身
に
付
け
さ
せ
る
も
の
、
「
習
得
・
活
用
・
探
究
」

は
そ
の
た
め
の
学
習
活
動
の
類
型
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

2
・
各
教
科
で
は
、
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
を
「
習
得
」
す
る
と

と
も
に
、
観
察
・
実
験
を
し
て
そ
の
結
果
を
も
と
に
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
す

る
、
文
章
や
資
料
を
読
ん
だ
上
で
知
識
や
経
験
に
照
ら
し
て
自
分
の
考
え

を
ま
と
め
て
論
述
す
る
と
い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
の
知
識
・
技
能
を

「
活
用
」
す
る
学
習
活
動
を
行
う
。
そ
れ
を
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
に

お
け
る
教
科
等
を
横
断
し
た
問
題
解
決
的
な
学
習
や
「
探
究
」
活
動
へ
と

発
展
さ
せ
る
。

3
．
こ
れ
ら
の
学
習
活
動
は
相
互
に
関
連
し
合
っ
て
お
り
、
載
然
と
分
類
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
。
（
4
、
5

省
略
）

何
度
も
古
文
を
読
み
、
古
語
や
言
い
回
し
に
な
じ
ん
で
い
く
の
だ
か
ら
、

「
繰
り
返
し
の
読
み
」
は
「
習
得
」
の
た
め
の
作
法
で
あ
ろ
う
。
「
誰
の
手

紙
つ
」
で
読
ん
だ
単
語
の
い
く
つ
か
が
「
竹
取
物
語
」
の
ラ
ス
ト
で
も
出
て
く

る
。
そ
れ
を
自
分
な
り
に
訳
せ
た
と
し
た
ら
（
本
年
度
五
月
に
か
ぐ
や
姫
が
天

人
と
共
に
帰
る
場
面
を
扱
っ
た
際
、
そ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
た
）
、
そ

れ
を
「
活
用
」
と
い
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

5 
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し
か
し
、
「
習
得
」
は
基
本
的
な
知
識
・
技
能
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
限
る

の
で
な
く
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
つ
き
あ
う
作
法
（
「
繰
り
返
し
の
読
み
」

や
「
ざ
く
っ
と
答
え
る
」
「
え
い
や
っ
と
伝
え
る
」
な
ど
）
も
含
め
て
考
え
た

い
。
「
誰
の
手
紙
？
」
で
身
に
つ
け
た
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
つ
き
あ
う
作

法
で
、
別
の
古
文
も
読
め
る
は
ず
、
と
少
し
「
わ
く
わ
く
」
し
「
よ
ー
し
」
と

や
る
気
で
向
か
っ
て
み
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
「
作
法
」
が
「
活
用
」
さ
れ

て
い
る
と
考
え
て
み
た
い
。

こ
の
「
誰
の
手
紙
？
」
の
次
に
は
、
中
学
二
年
五
月
「
竹
取
物
語
』
の
ラ
ス

ト
付
近
を
読
む
実
践
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
テ
ス
ト
ご
と
に
そ
の
問
題
文
を
繰
り

返
し
読
ん
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
「
基
本
パ
タ
ー
ン
」
に
則
っ
て
や
る
の
で
、
「
や
り

方
」
つ
ま
り
、
黙
読
や
と
な
り
読
み
な
ど
の
手
順
に
生
徒
は
慣
れ
て
い
る
。
古

文
の
内
容
が
違
う
だ
け
で
あ
る
。
そ
う
や
っ
て
、
ル
l
テ
ィ
ン
化
し
繰
り
返
し

て
、
「
読
み
の
繰
り
返
し
」
と
「
つ
な
げ
る
」
「
失
敗
す
る
」
を
「
習
得
」
「
活

用
」
し
て
い
る
。

さ
て
、
探
究
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
竹
取
物
語
」
の
一
部
を
読
ん
で
い
る

と
、
数
人
の
生
徒
が
「
も
っ
と
別
の
場
面
も
読
ん
で
み
た
い
」
「
別
の
古
典
作

品
を
紹
介
し
て
」
と
言
う
。
そ
う
い
う
生
徒
に
は
「
授
業
を
離
れ
た
場
面
で
の

探
究
的
姿
勢
」
が
作
ら
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
、
そ
れ
を
以
て

本
単
元
か
ら
つ
な
が
っ
た
「
探
究
」
と
胸
を
張
る
の
も
さ
み
し
い
。

「
探
究
」
は
、
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
つ
き
あ
う
活
動
を
い
く
ら
か
繰
り
返

し
た
後
、
「
古
文
」
と
「
自
分
」
あ
る
い
は
「
現
代
」
の
諸
事
と
「
横
断
的
に
」

つ
な
げ
る
活
動
、
と
し
て
考
え
て
い
る
。

つ
な
げ
る
活
動
と
し
て
の
「
探
究
」
の
デ
ザ
イ
ン

「
探
究
」
は
「
教
科
等
を
横
断
し
た
問
題
解
決
的
な
学
習
」
と
い
う
。
な
ら

ば
、
す
で
に
「
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
つ
き
あ
う
」
と
い
う
本
稿
で
の
テ
ー

マ
は
「
探
究
」
的
な
テ
l
マ
で
あ
る
。
稿
者
は
、
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
つ

き
あ
う
た
め
に
、
三
つ
の
作
法
を
強
調
し
た
。
「
繰
り
返
し
読
む
」
「
つ
な
げ

る
」
「
失
敗
す
る
」
。
古
文
の
学
習
に
お
い
て
、
ど
う
具
体
的
に
展
開
さ
れ
た
か

は
す
で
に
述
べ
た
が
、
こ
の
作
法
は
古
文
に
限
ら
ず
、
「
探
究
」
の
作
法
だ
ろ

う
。
場
面
が
「
総
合
的
な
学
習
」
か
ど
う
か
は
お
く
と
し
て
、
生
徒
た
ち
の

自
の
前
に
な
に
か
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
も
の
」
が
現
れ
る
。
そ
の
と
き
、
そ

の
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
も
の
」
を
繰
り
返
し
眺
め
、
接
触
し
、
既
知
の
何
か
と

「
つ
な
げ
」
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
失
敗
の
可
能
性
の
高
い
行
為
で
あ

る
が
、
生
徒
た
ち
は
お
そ
れ
ず
、
む
し
ろ
楽
し
ん
で
向
か
う
。

「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
か
ら
こ
そ
「
少
し
で
も
わ
か
ろ
う
」
と
「
繰
り
返
し

読
む
」
。
「
こ
れ
は
、
あ
れ
の
こ
と
か
な
」
と
「
つ
な
げ
る
」
た
め
に
「
繰
り
返

し
読
」
み
文
章
を
心
に
で
き
る
だ
け
刻
ま
せ
る
。

何
と
何
を
つ
な
げ
る
か
。
ま
ず
は
、
「
繰
り
返
し
読
む
文
章
の
う
ち
の
何
と

な
く
見
知
っ
た
単
語
と
単
語
を
つ
な
げ
て
、
音
山
味
を
想
像
す
る
」
と
い
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
ま
た
、
「
翁
の
状
況
は
こ
う
だ
か
ら
、
自
分
の
経
験
と
重
ね
、
た

ぶ
ん
こ
の
よ
く
わ
か
ら
な
い
単
語
は
こ
う
い
う
意
味
、
だ
ろ
う
」
と
い
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
け
れ
ど
、
繰
り
返
し
読
み
、
心
に
刻
ん
だ
文
章
は
そ
の
後
（
何
年
も

後
）
に
「
つ
な
げ
る
」
行
為
を
生
む
と
期
待
す
る
の
だ
。

「
翁
の
か
な
し
み
が
わ
か
っ
た
つ
も
り
に
な
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
い
ろ
い
ろ

な
経
験
を
重
ね
そ
れ
が
浅
い
理
解
だ
と
悟
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
「
読
み
の
書

き
換
え
」
の
発
生
を
期
待
す
る
（
間
テ
ク
ス
ト
的
な
結
合
を
用
い
た
「
先
行
知

5 
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＊
4
 

識
の
修
正
」
に
つ
い
て
、

R
・
ビ
l
チ
が
紹
介
し
て
い
る
）

0

「
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
つ
き
あ
う
」
の
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
は
、
自

の
前
の
「
訳
も
注
も
な
い
古
文
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
れ
こ
れ
考
え
る
」

と
い
う
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

「
読
め
た
つ
も
り
に
な
っ
た
古
文
で
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
と

出
会
い
、
い
ろ
い
ろ
な
経
験
を
積
む
と
、
今
と
は
違
う
『
わ
か
っ
た
』
が
得
ら

れ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
予
感
と
と
も
に
あ
る
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
で

も
あ
ろ
う
。
「
中
学
2
年
で
読
め
た
、
は
い
終
わ
り
」
で
は
な
い
と
予
感
さ
せ
、

「
読
み
は
何
か
と
つ
な
が
る
こ
と
で
更
新
さ
れ
る
」
と
回
路
を
聞
か
せ
て
お
き

た
い
。
「
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
を
長
時
間
」
の
構
え
で
あ
る
。

生
徒
の
感
想

最
後
に
、
生
徒
は
こ
の
一
連
の
実
践
に
ど
の
よ
う
な
感
想
を
持
っ
て
い
る
か

紹
介
す
る
。
「
誰
の
手
紙
？
」
「
竹
取
物
語
ラ
ス
ト
付
近
」
の
二
つ
の
「
「
よ
く

わ
か
ら
な
い
」
と
つ
き
あ
う
系
」
と
い
く
つ
か
の
「
む
し
ゃ
む
し
ゃ
古
典
系
」

を
経
験
し
た
本
年
度
7
月
に
振
り
返
り
を
生
徒
に
課
し
た
。

①
「
、
。
読
み
」
「
古
文
現
代
文
交
互
読
み
」
な
ど
「
声
に
出
し
て
繰
り
返
し

読
む
こ
と
」
は
ど
う
で
し
た
か
。

「
バ
ッ
チ
リ
で
き
た
」
「
相
手
の
人
の
た
め
に
も
大
き
な
声
で
読
む
こ
と
を
意

識
し
た
」
「
授
業
で
毎
回
読
ん
で
い
る
と
勝
手
に
頭
に
入
っ
て
だ
い
ぶ
覚
え
て

い
て
ピ
ッ
ク
リ
し
ま
し
た
」
「
フ
レ
ー
ズ
（
？
）
、
文
が
頭
の
中
に
自
然
に
う
か

ん
で
き
て
、
部
活
の
時
と
か
、
部
室
の
中
で
一
人
で
「
こ
の
国
に
う
ま
れ
ぬ
る

と
な
ら
ば
：
：
：
」
と
か
い
っ
て
、
暗
唱
し
て
い
ま
す
」

②
「
読
み
が
な
を
書
く
」
や
「
、
。
読
み
（
片
方
は
見
て
、
片
方
は
見
な
い

5 

3 

で
こ
な
ど
、
間
違
い
を
お
そ
れ
ず
、
楽
し
む
こ
と
は
で
き
ま
し
た
か
。

「
読
み
が
な
は
ほ
と
ん
ど
予
想
で
書
い
て
、
ほ
と
ん
ど
が
ま
ち
が
っ
て
い
た

け
れ
ど
、
そ
の
分
が
ん
ば
っ
て
覚
え
よ
う
と
思
う
こ
と
が
で
き
た
」
「
片
方
見

な
い
、
片
方
見
る
と
い
う
読
み
方
、
楽
し
か
っ
た
1
1
す
ご
い
ま
ち
が
え
た
け

ど
」
「
ま
ち
が
う
こ
と
の
た
の
し
さ
が
わ
か
り
ま
し
た
。
ど
ん
ど
ん
ま
ち
が
っ

て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
」
「
で
き
た
。
相
づ
ち
を
打
て
れ
た
」

③
「
ざ
く
っ
と
読
み
」
な
ど
「
自
分
な
り
に
知
っ
て
い
る
こ
と
を
つ
な
げ
、

文
章
の
な
か
の
言
葉
を
つ
な
げ
、
現
代
訳
す
る
こ
と
」
は
ど
う
で
し
た
か
。

「
分
か
ら
な
い
の
に
訳
す
の
は
少
し
も
ど
か
し
い
け
れ
ど
、
先
生
の
訳
を
配

ら
れ
た
ら
な
ん
か
や
る
気
が
起
こ
る
」
「
だ
い
た
い
の
音
川
味
で
と
ら
え
て
、
書

け
れ
た
。
だ
ん
だ
ん
と
話
し
が
分
か
っ
て
き
た
1
」
「
正
解
は
分
か
ら
な
い
け

ど
、
「
こ
う
だ
ろ
う
な
」
と
か
考
え
る
の
、
楽
し
か
っ
た
で
す
」
「
違
う
文
で
も

同
じ
こ
と
ば
が
入
っ
て
い
た
り
す
る
と
、
訳
し
や
す
か
っ
た
で
す
」

ま
た
、
こ
の
「
振
り
返
り
」
と
同
時
期
に
学
校
主
催
で
「
教
科
に
関
す
る
ア

ン
ケ
ー
ト
」
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
各
教
科
を
「
A
よ
く
わ
か
る

B
わ
か
る

C
少
し
わ
か
ら
な
い

D
わ
か
ら
な
い
」
の
4
段
階
に
分
け
、
コ
メ
ン
ト
を
つ

け
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
一
人
、
「
D
」
を
つ
け
た
生
徒
が

い
た
。
コ
メ
ン
ト
は
次
の
よ
う
。
「
国
語
は
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
つ
き
あ

う
こ
と
を
や
っ
て
い
る
の
で
、

D
の
「
わ
か
ら
な
い
」
に
し
ま
し
た
。
「
わ
か

ら
な
い
」
の
が
一
番
ょ
い
と
思
い
ま
す
」

0

「
わ
か
ら
な
い
」
こ
と
に
挑
戦
し
、
「
わ
か
ら
な
い
」
状
態
に
あ
る
自
分
た
ち

を
肯
定
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
こ
と
に
対
し
、
タ
フ

な
大
人
が
育
っ
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
予
感
も
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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（注）
＊
1
 
プ
リ
ン
ト
の
本
文
を
一
回
読
む
こ
と
を
一
周
と
呼
ん
で
い
る
。

内
田
樹
「
死
と
身
体
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
磁
場
」
（
医
学
書
院

二
O
O
四
）
な
ど
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
知
性
の
あ
り
方
。
難
し
い
問
題
に

対
し
て
す
ぐ
に
答
え
を
求
め
安
定
す
る
の
で
な
く
、
し
ば
ら
く
結
論
を
出

さ
な
い
不
安
定
な
状
態
で
耐
え
る
こ
と
を
「
中
腰
で
い
る
」
と
表
現
し

た
「
帝
単
元
」
と
、
そ
こ
で
繰
り
返
す
活
動
を
「
ル
l
テ
イ
ン
化
」
と
呼

ぶ
。
拙
稿
「
国
語
科
実
技
帝
単
元
に
よ
る
ル
1
テ
イ
ン
型
プ
レ
ゼ
ン
演

習
一
人
一
分
、
毎
回
五
人
、
約
二
年
間
で
、
話
す
聞
く
力
を
育
て
る
」

『
教
育
研
究
論
集
』
第
三
号
（
鳥
取
大
学
大
学
教
育
支
援
機
構
教
育
セ
ン

タ
ー
二

O
一二）

R
－ピ
l
チ
『
教
師
の
た
め
の
読
者
反
応
理
論
入
門
』
（
山
元
隆
春
訳
、

渓
水
社
一
九
九
八
五
八
｜
六
O
頁）

＊ 
2 

＊ 
3 

寧

4 

（
鳥
取
大
学
附
属
中
学
校
）

資
料
「
授
業
プ
リ
ン
ト
」

文
章
A

「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
つ
き
あ
う
「
中
腰
で
考
え
る
」
で
成
長
古
典
編
一

「

だ

れ

の

手

紙

で

し

ょ

う

」

①

一

今
回
は
、
思
い
つ
い
て
も
声
に
出
さ
な
い
。
あ
っ
て
で
も
ち
が
っ
て
て
も
そ
れ
が
大
き
一

な
ヒ
ン
ト
に
な
っ
ち
ゃ
う
か
も
し
れ
な
い
。
「
考
え
る
」
が
鍛
え
に
く
い
。

こ
の
固
に
生
ま
れ
ぬ
る
と
な
ら
ば
、
嘆
か
せ
奉
ら
ぬ

程
ま
で
伺
ら
む
。
過
ぎ
別
れ
ぬ
る
こ
と
、
か
へ
す
が

へ
す
桐
劃
な
く
こ
そ
覚
え
侍
れ
。
脱
ぎ
置
く
剰
を
形

一
見
と
見
給
へ
。
月
の
出
で
た
ら
む
夜
は
、
見
お
こ
せ

一
給
へ
。
見
捨
て
奉
り
で
ま
か
る
空
よ
り
も
、
落
ち
ぬ

一
べ
き
心
地
す
る
。

一
あ
立
た
の
推
理
と
そ
の
現
出
劃
膏
詔
似
（
こ
れ
大
事
）
す
る
練
習

候
補
を
書
き
上
げ
て
み
よ
う
。
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文
章
B

「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
つ
き
あ
う
「
中
腰
で
考
え
る
」
で
成
長
古
典
編

「
だ
れ
の
手
紙
で
し
ょ
う
」
②

前
回
の
続
き
の
文
章

「（略）

お
の
が
身
は
、

こ
の
国
の
人
に
も
あ
ら
ず
。

（

b
）
 

の
都
の
人
な
り
。
そ
れ
を
な
む
、

昔
の
契
あ

り
け
る
に
よ
り
な
む
、

こ
の
世
界
に
は
ま
う
で
来
た

り
け
る
。
今
は
帰
る
べ
き
に
な
り
に
け
れ
ば
、

月
の
十
五
日
に
、

か
の
本
の
国
よ
り
、
迎
へ
に
人
々

ま
う
で
来
む
ず
。
（
略
こ

り
ヒ
ン
ト

一一」

こ
の

文主早
C
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文
章
D

」

今
は
昔
、
竹
取
の
翁
と
い
ふ
も
の
あ
り
け
り
。
野
山
一

に
ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
に
使
一

ひ
け
り
。
名
を
ば
、
さ
か
き
の
造
と
な
む
い
ひ
け
る
。
一

そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る
竹
な
む
一
筋
あ
り
け
る
。
一

あ
や
し
が
り
て
寄
り
て
見
る
に
、
筒
の
中
光
り
た
り
。
一
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「
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
つ
き
あ
う
「
中
腰
で
考
え
る
」
で
成
長
古
典
編

「
だ
れ
の
手
紙
で
し
ょ
う
」
④

手
紙
の
主
が
あ
ら
わ
れ
た
場
面
で
す
。

そ
れ
を
見
れ
ば
、

三
寸
ば
か
り
な
る
人
、

い
と
う
つ

く
し
う
て
ゐ
た
り
。


