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一

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の

か
ら

ま
で
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

(一)

(五)

１

人
に
は
と
き
ど
き
妙
な
コ
ダ
ワ
リ
が
あ
る
も
の
だ
が
、
わ
た
し
も
〔

Ａ

〕、

と
く
に
こ
と
ば
の
使
い
方
に
つ
い
て
は
、
気
に
な
っ
て
仕
方
の
な
い
も
の
が
い
く

つ
か
あ
る
。
た
と
え
ば
《
二
ヵ
国
語
放
送
》(

以
下
、
気
に
な
る
用
語
や
言
語
学
の

考
え
方
と
は
違
う
使
い
方
に
は
《

》
を
つ
け
る
こ
と
に
す
る)

。
わ
が
家
は
地
上

デ
ジ
タ
ル
放
送
に
完
全
に
乗
り
遅
れ
、
最
近
つ
い
に
テ
レ
ビ
が
観
ら
れ
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
新
聞
の
テ
レ
ビ
欄
に
は
以
前
と
同
様
に
目
を
通
す
。
す
る

と
映
画
や
ニ
ュ
ー
ス
番
組
に
《
二
ヵ
国
語
放
送
》
と
あ
っ
て
、
こ
れ
が
相
変
わ
ら

ず
奇
妙
に
感
じ
ら
れ
る
。
他
に
も
「
こ
の
観
光
案
内
所
で
は
《
三
ヵ
国
語
》
で
対

応
し
ま
す
」
と
か
「
こ
の
芸
能
人
は
《
四
ヵ
国
語
》
が
ペ
ラ
ペ
ラ
で
す
」
と
い
っ

た
表
現
が
、
ど
う
に
も
落
ち
着
か
な
い
。

２

気
に
な
る
理
由
は
二
つ
。
ま
ず
こ
の
数
字
の
な
か
に
日
本
語
を
含
め
て
い
る
こ

ふ
く

と
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
。
日
本
語
、
英
語
、
中
国
語
で
三
ヵ
国
語
対
応
っ
て
い

う
け
れ
ど
、
そ
れ
っ
て
結
局
は
二
つ
の
外
国
語
じ
ゃ
な
い
の
？

な
ん
か
ズ
ル
く

な
い
？

と
い
う
こ
と
で
、
外
国
語
と
い
う
観
点
か
ら
は
一
つ
差
し
引
い
て
数
え

る
こ
と
に
し
て
い
る
。
だ
が
こ
れ
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
ど

う
し
て
二
ヵ
国
、
三
ヵ
国
、
四
ヵ
国
の
よ
う
に
「
国
」
が
出
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
「
国
語
」
が
二
、
三
、
四
な
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
変
で
は

な
い
か
。
だ
っ
て
国
の
数
と
言
語
の
数
は
一
致
し
な
い
の
だ
か
ら
。
国
を
数
え
る

と
き
に
「
○
ヵ
国
」
と
い
う
の
は
分
か
る
。
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
と
カ
ナ
ダ
と

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
だ
っ
た
ら
五
ヵ
国
と
な
る
こ
と
は
納
得

だ
。
だ
が
こ
れ
ら
の
国
々
の
言
語
と
な
る
と
、
ふ
つ
う
五
ヵ
国
語
に
は
な
ら
な
い
。

英
語
一
つ
で
あ
る
。
こ
う
い
う
と
き
、
細
か
い
こ
と
に
コ
ダ
ワ
リ
す
ぎ
る
と
物
事

①

の
本
質
を
見
誤
る
。
ア
メ
リ
カ
英
語
と
イ
ギ
リ
ス
英
語
は
け
っ
こ
う
違
う
と
か
、

ア
メ
リ
カ
に
は
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ア
メ
リ
カ
ン
の
諸
言
語
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
は
ア

ボ
リ
ジ
ニ
ー
の
言
語
が
た
く
さ
ん
あ
る
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
指
摘
は
、
こ
の
際

ま
っ
た
く
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
言
語
を
数
え
る
と
き
に
《
○

ヵ
国
語
》
と
い
う
の
は
変
で
は
な
い
か
と
い
い
た
い
の
で
あ
る
。

３

原
因
は
す
ぐ
に
思
い
当
た
る
。
日
本
で
は
圧
倒
的
多
数
の
人
々
が
、
自
分
の
国

が
そ
う
で
あ
る
た
め
、
他
で
も
一
つ
の
国
に
一
つ
の
言
語
と
い
う
関
係
だ
と
、
信

じ
て
疑
わ
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
。
く
り
返
す
が
こ
こ
で
ア
イ
ヌ
語
や
沖
縄
の
諸

言
語
、
あ
る
い
は
在
日
の
人
々
が
使
う
韓
国
・
朝
鮮
語
を
持
ち
出
し
て
も
、
ま
ず

理
解
し
て
も
ら
え
な
い
。
さ
ら
に
は
自
分
の
国
の
話
と
な
る
と
急
に
興
奮
す
る
人

も
い
る
。
話
を
海
外
に
移
す
こ
と
に
し
よ
う
。
た
と
え
ば
カ
ナ
ダ
。
こ
の
国
で
は

英
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
が
公
用
語
で
あ
る
。
こ
う
い
う
と
き
、「
カ
ナ
ダ
で
は
《
二
ヵ

国
語
》
が
話
さ
れ
ま
す
」
と
い
う
の
は
ど
う
考
え
て
も
奇
妙
だ
と
い
う
の
は
、
き

っ
と
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
じ
ゃ
カ
ナ
ダ
が
一
つ
の
国
で
は
な
い

み
た
い
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
英
語
は
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
語
は
フ
ラ
ン
ス

が
本
場
で
、
そ
れ
を
借
り
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
か
な
り

時
代
錯
誤
で
あ
る
。
ツ
ッ
コ
ミ
を
入
れ
た
い
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
ち
ょ
っ
と
だ

け
気
を
遣
っ
て
ほ
し
い
の
だ
。《
二
ヵ
国
語
》
じ
ゃ
な
く
て
「
二
言
語
」
と
表
現
し

た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
だ
け
で
ず
っ
と
正
確
に
な
る
。「
カ
ナ
ダ
で
は
二
言
語

が
話
さ
れ
て
い
ま
す
」
だ
っ
た
ら
納
得
で
き
る
。「
こ
の
観
光
案
内
所
で
は
三
言
語

で
対
応
し
ま
す
」
と
か
「
こ
の
芸
能
人
は
四
言
語
が
ペ
ラ
ペ
ラ
で
す
」
だ
っ
た
ら
、

日
本
語
が
含
ま
れ
て
い
て
も
い
な
く
て
も
、
ま
っ
た
く
問
題
な
い
。《
ヵ
国
語
》
を

「
言
語
」
に
変
え
る
だ
け
で
、
ず
い
ぶ
ん
正
確
に
な
る
。

４

こ
と
ば
は
と
き
に
人
為
的
な
作
用
に
よ
っ
て
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
看
護
師
」

や
「
准
教
授
」
は
二
十
一
世
紀
に
な
っ
て
変
更
さ
れ
た
。
だ
か
ら
《
ヵ
国
語
》
を

「
言
語
」
に
変
え
る
こ
と
も
可
能
な
は
ず
な
の
だ
が
、
そ
の
た
め
に
は
大
き
な
力

が
必
要
で
あ
る
。
わ
た
し
が
一
人
で
主
張
し
た
と
こ
ろ
で
、
変
な
コ
ダ
ワ
リ
が
あ

る
面
倒
な
ヤ
ツ
が
騒
い
で
い
る
と
し
か
思
わ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
「
こ
だ
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わ
る
」
と
い
う
の
は
、
本
来
は
ど
う
で
も
い
い
こ
と
を
必
要
以
上
に
気
に
す
る
と

い
う
否
定
的
な
意
味
が
基
本
で
、
深
い
思
い
入
れ
が
あ
る
と
い
う
の
は
新
し
い
用

法
で
あ
る
。
わ
た
し
に
は
否
定
的
に
し
か
使
い
た
く
な
い
と
い
う
「
コ
ダ
ワ
リ
」

が
あ
り
、
ま
た
し
て
も
面
倒
な
人
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
も
こ
と
ば
に
気
を

遣
う
の
は
外
国
語
を
学
ぶ
と
き
の
基
本
的
な
態
度
だ
し
、
さ
ら
に
言
語
学
の
考
え

方
に
も
繋
が
っ
て
い
く
。

つ
な

５

《
母
国
語
》
と
い
う
の
も
気
に
な
る
。
こ
と
ば
に
お
け
る
性
差
別
に
つ
い
て
は
、

②
最
近
で
は
多
く
の
国
で
非
常
に
神
経
を
尖
ら
せ
て
い
る
。
英
語
圏
で
はh

e
o
r
s
h
e

と
が

の
よ
う
な
表
現
が
あ
り
、
あ
る
い
はx

h
e

の
よ
う
に
、
何
と
読
む
か
は
想
像
も
つ
か

な
い
が
、
と
に
か
く
一
方
の
性
だ
け
を
優
先
さ
せ
て
い
な
い
と
い
う
態
度
を
明
確

に
し
て
気
を
遣
っ
て
い
る
。
日
本
語
で
も
同
じ
傾
向
が
あ
り
、
わ
た
し
が
小
学
生

だ
っ
た
頃
と
は
違
っ
て
「
父
兄
参
観
」
で
は
な
く
「
保
護
者
参
観
」
と
な
る
。
不

思
議
な
こ
と
に
「
父
」
は
ダ
メ
だ
が
「
母
」
は
構
わ
な
い
ら
し
い
。「
母
語
」
と
か

「
母
校
」
な
ど
は
今
で
も
使
う
。「
母
」
に
は
自
分
が
生
ま
れ
た
り
、
学
ん
だ
り
し

た
場
所
と
い
う
意
味
が
あ
る
よ
う
だ
。
わ
た
し
は
幼
い
と
き
に
こ
の
用
法
が
分
か

っ
て
お
ら
ず
、「
母
校
＝
母
親
が
卒
業
し
た
学
校
」
だ
と
勘
違
い
し
て
い
て
、
そ
の

た
め
い
つ
も
女
子
校
の
名
前
を
挙
げ
て
い
た
た
め
、
周
囲
か
ら
ひ
ど
く
驚
か
れ
た
。

そ
れ
は
ま
あ
い
い
と
し
て
、
わ
た
し
は
や
っ
ぱ
り
《
母
国
語
》
と
い
う
表
現
が
気

に
な
る
。

６

《
母
国
語
》
と
は
何
か
。
自
分
が
生
ま
れ
育
っ
た
国
の
国
語
な
の
か
。
そ
れ
と
も

幼
い
頃
に
身
に
つ
け
た
お
か
げ
で
ど
れ
よ
り
も
自
由
に
使
え
る
言
語
の
こ
と
で
、

英
語
のm

o
t
h
e
r
t
o
n
g
u
e

に
相
当
す
る
の
か
。
だ
っ
た
ら
母
語
の
ほ
う
が
い
い
。
母

国
の
言
語
と
自
分
の
母
語
が
違
う
こ
と
だ
っ
て
あ
る
。
日
本
で
生
ま
れ
育
っ
て
も
、

家
庭
環
境
の
た
め
に
日
本
語
で
は
な
い
別
の
言
語
の
ほ
う
が
自
由
に
使
え
る
人
は

い
く
ら
で
も
い
る
。
自
分
に
と
っ
て
い
ち
ば
ん
の
言
語
は
国
と
関
係
な
い
。
こ
の

こ
と
は
も
っ
と
意
識
し
て
い
い
。
母
語
は
言
語
学
の
専
門
辞
典
は
も
ち
ろ
ん
、
一

般
の
国
語
辞
典
に
も
載
っ
て
い
る
の
だ
が
、
ど
う
も
定
着
し
て
い
な
い
。
相
変
わ

ら
ず
《
母
国
語
》
を
使
う
。
人
は
一
度
身
に
つ
け
た
用
語
が
な
か
な
か
更
新
で
き

な
い
ら
し
い
。
本
当
の
こ
と
を
い
え
ば
、
わ
た
し
は
「
外
国
語
」
と
い
う
の
さ
え
、

と
き
に
抵
抗
を
感
じ
て
い
る
。「
国
」
が
あ
る
か
ぎ
り
、
日
本
に
と
っ
て
決
し
て
外

国
で
は
な
い
地
域
の
ア
イ
ヌ
語
や
沖
縄
の
諸
言
語
を
こ
の
範
疇
に
入
れ
る
の
は

は
ん
ち
ゆ
う

躊
躇
わ
れ
る
。
外
国
語
科
目
と
し
て
開
講
し
て
い
る
大
学
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
な

た

め

ら

ん
と
な
く
腑
に
落
ち
な
い
。

ふ

（
黒
田
龍
之
助
『
外
国
語
を
学
ぶ
た
め
の

言
語
学
の
考
え
方
』
に
よ
る
）

（
注
）

○

１
～
６
は
段
落
符
号
で
あ
る
。

○

人
為
的
＝
自
然
の
ま
ま
で
は
な
く
、
人
間
の
手
が
加
わ
る
こ
と
。

○

看
護
師
＝
二
十
世
紀
に
は
「
看
護
婦
」
と
呼
ん
で
い
た
。

○

准
教
授
＝
二
十
世
紀
に
は
「
助
教
授
」
と
呼
ん
で
い
た
。

○

範

疇

＝
同
じ
よ
う
な
性
質
の
も
の
が
含
ま
れ
る
枠
組
み
。

は
ん
ち
ゆ
う

〔

Ａ

〕
に
あ
て
は
ま
る
最
も
適
当
な
こ
と
ば
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の

(一)
中
か
ら
選
ん
で
、
そ
の
か
な
符
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

例
に
よ
っ
て

イ

例
外
的
に

ウ

例
外
で
は
な
く

エ

例
え
る
な
ら
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細
か
い
こ
と
に
コ
ダ
ワ
リ
す
ぎ
る
と
物
事
の
本
質
を
見
誤
る

と
あ
る
が
、

①

(二)
こ
こ
で
筆
者
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
。
最
も
適
当
な

も
の
を
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
選
ん
で
、
そ
の
か
な
符
号
を
書
き
な
さ

い
。

ア

「
英
語
一
つ
」
と
い
う
言
い
方
に
対
し
、
英
語
も
話
さ
れ
る
国
に
よ
っ
て
い

ろ
い
ろ
な
種
類
が
あ
る
と
い
っ
た
見
方
を
し
て
い
て
は
国
を
単
位
に
言
語
を

数
え
る
こ
と
を
問
題
視
す
る
観
点
か
ら
そ
れ
て
し
ま
う
。

イ

日
本
が
一
つ
の
国
に
一
つ
の
言
語
だ
け
で
あ
る
と
い
う
例
が
特
殊
な
だ
け

で
、
多
く
の
国
で
は
公
用
語
そ
の
他
を
ふ
く
め
多
様
な
言
語
が
話
さ
れ
て
い

る
と
い
う
問
題
を
認
め
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

ウ

「
英
語
一
つ
」
と
い
う
言
い
方
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
は
多
様
な
先
住

民
族
の
多
様
な
言
語
が
あ
る
と
い
う
見
方
を
し
て
い
て
は
、
公
用
語
と
し
て

の
英
語
の
優
位
性
を
認
め
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

エ

「
○
ヵ
国
語
」
と
い
う
数
え
方
を
言
語
で
し
て
い
る
限
り
、
沖
縄
の
諸
言
語

や
ア
イ
ヌ
語
の
存
在
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
多
く
の

地
域
で
言
語
が
滅
び
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
。

母
国
語

と
あ
る
が
、「
母
国
語
」
に
つ
い
て
筆
者
の
考
え
と
同
じ
も
の
を
次

②

(三)
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
選
ん
で
、
そ
の
か
な
符
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

英
語
のm

o
t
h
e
r
t
o
n
g
u
e

を
「
母
国
」
の
「
語
」
と
誤
っ
て
翻
訳
し
た
た
め

混
乱
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
最
も
自
由
に
使
え
る
言
語
が
所
属
す
る
国

と
関
係
な
い
場
合
も
多
い
の
だ
か
ら
、「
母
語
」
を
積
極
的
に
使
用
す
べ
き
だ
。

イ

「
母
国
語
」
だ
ろ
う
が
「
母
語
」
だ
ろ
う
が
、
最
近
で
は
一
方
の
性
を
優

先
さ
せ
な
い
態
度
を
明
確
化
す
る
傾
向
が
あ
る
た
め
、
こ
の
表
現
は
明
ら
か

な
性
差
別
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
代
わ
る
表
現
を
考
え
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ウ

ブ
ラ
ジ
ル
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
よ
う
に
、
国
の
名
前
と
そ
の
国
で
最
も
話

さ
れ
て
い
る
言
語
の
名
称
と
は
異
な
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
か
ら
、
母
国

語
や
母
語
と
い
う
表
現
は
で
き
る
だ
け
避
け
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
か
。

エ

ど
の
国
に
所
属
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
と
ど
の
言
語
が
最
も
自
由
に
使

え
る
か
と
い
う
の
は
別
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
後
者
を
指
す
場
合
は
、「
母
語
」

と
し
て
、「
国
」
と
い
う
表
現
を
入
れ
な
い
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
か
。

文
章
中
の
波
線
部
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
オ
ま

(四)
で
の
中
か
ら
選
ん
で
、
そ
の
か
な
符
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

第
一
段
落
に
「
コ
ダ
ワ
リ
」
と
あ
る
が
、
筆
者
は
カ
タ
カ
ナ
で
書
く
こ
と

で
こ
の
こ
と
ば
を
本
来
の
意
味
と
は
異
な
る
独
自
の
意
味
で
使
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

イ

第
二
段
落
に
「
関
係
あ
り
ま
せ
ん
」
と
あ
る
が
、
あ
え
て
使
わ
れ
た
丁
寧

語
か
ら
、
強
引
な
こ
じ
つ
け
で
筆
者
の
主
張
を
批
判
す
る
人
々
へ
の
強
い
不

満
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

ウ

第
三
段
落
に
「
時
代
錯
誤
」
と
あ
る
が
、
一
つ
の
国
が
複
数
の
公
用
語
を

採
用
し
て
い
る
こ
と
を
い
ま
だ
に
認
め
よ
う
と
し
な
い
考
え
方
を
批
判
す
る

気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

エ

第
四
段
落
に
「
大
き
な
力
」
と
あ
る
が
、
個
人
の
努
力
だ
け
で
は
な
く
社

会
に
広
く
理
解
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
物
事
は
動
く
も
の
で
は
な
い
と
い
う
筆
者

の
思
い
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

オ

第
六
段
落
に
「
腑
に
落
ち
な
い
」
と
あ
る
が
、
日
本
の
大
学
が
ア
イ
ヌ
語

や
沖
縄
の
諸
言
語
を
外
国
語
扱
い
す
る
事
実
に
対
す
る
悲
し
み
と
半
ば
あ
き

れ
た
気
持
ち
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。



- 国語4 -

こ
の
文
章
の
特
徴
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
中

(五)
か
ら
選
ん
で
、
そ
の
か
な
符
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

対
立
す
る
立
場
の
意
見
を
紹
介
し
て
そ
の
問
題
点
を
述
べ
た
上
で
、
こ
と

ば
の
多
様
性
に
つ
い
て
の
例
を
あ
げ
て
説
明
す
る
こ
と
で
反
論
し
て
い
る
。

イ

日
常
的
な
こ
と
ば
づ
か
い
に
対
す
る
違
和
感
か
ら
考
察
を
深
め
、
こ
と
ば

に
潜
む
一
般
的
な
価
値
観
や
考
え
方
に
つ
い
て
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

ウ

自
説
の
根
拠
と
な
る
こ
と
ば
の
使
わ
れ
方
を
客
観
的
な
デ
ー
タ
を
あ
げ
て

明
示
し
、
対
立
す
る
意
見
を
持
つ
人
に
も
伝
わ
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
る
。

エ

こ
と
ば
が
持
つ
多
角
的
な
意
味
か
ら
生
じ
る
誤
解
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
な
ぜ

外
国
語
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
の
か
、
そ
の
重
要
性
を
冷
静
に
説
明
し
て
い
る
。

オ

身
近
な
こ
と
ば
の
中
か
ら
誤
っ
た
用
法
で
使
わ
れ
て
い
る
も
の
を
指
摘
し
、

正
し
く
言
語
を
習
得
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
提
案
し
て
い
る
。

二

次
の(

一)

、(

二)

の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

次
の
①
、
②
の
文
中
の
傍
線
部
に
つ
い
て
、
漢
字
は
そ
の
読
み
を
ひ
ら
が
な

(一)
で
書
き
、
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
で
書
き
な
さ
い
。

①

豪
雨
被
害
の
発
生
状
況
に
は
温
暖
化
の
影
響
が
顕
著
で
あ
る
。

②

環
境
に
ハ
イ
リ
ョ
し
た
事
業
計
画
案
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
。

次
の
文
中
の
〔

③

〕
に
入
る
最
も
適
当
な
こ
と
ば
を
、
次
の
ア
か
ら
エ

(二)
ま
で
の
中
か
ら
選
ん
で
、
そ
の
か
な
符
号
を
書
き
な
さ
い
。

明
日
の
集
合
時
刻
を
守
る
よ
う
に
〔

③

〕。

ア

さ
じ
を
投
げ
る

イ

水
を
さ
す

ウ

手
塩
に
か
け
る

エ

釘
を
さ
す

て
し
お

く
ぎ
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三

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の

か
ら

ま
で
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

(一)

(六)

１

料
理
の
色
や
見
た
目
が
女
性
性
の
象
徴
で
あ
り
続
け
た
一
方
で
、
そ
の
女
性
ら

し
さ
を
い
か
に
実
現
す
る
か
、〔

Ａ

〕
ど
の
よ
う
に
視
覚
に
訴
え
る
料
理
や
デ

ザ
ー
ト
を
作
る
か
は
、
二
〇
世
紀
半
ば
ま
で
に
大
き
く
変
化
し
た
。
簡
易
・
即
席

食
品
や
加
工
食
品
な
ど
、「
忙
し
い
」
女
性
が
短
時
間
で
失
敗
な
く
「
理
想
の
女
性
」

で
あ
り
続
け
る
た
め
の
商
品
が
次
々
と
登
場
し
た
の
だ
。
こ
う
し
て
、
か
つ
て
女

性
ら
し
さ
や
女
性
の
ス
キ
ル
・
知
識
を
も
体
現
し
て
い
た
料
理
は
、
よ
り
簡
単
に

誰
も
が
作
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

２

そ
う
し
た
商
品
の
一
つ
が
「
ケ
ー
キ
ミ
ッ
ク
ス
」
で
あ
る
。
日
本
の
ホ
ッ
ト
ケ

ー
キ
ミ
ッ
ク
ス
に
近
い
商
品
で
、パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
入
っ
て
い
る
粉(

小
麦
粉
や
砂
糖
、

ベ
ー
キ
ン
グ
パ
ウ
ダ
ー
な
ど
が
あ
ら
か
じ
め
混
ぜ
ら
れ
た
ケ
ー
キ
の
素)

に
水
や
卵

を
混
ぜ
て
焼
く
だ
け
で
ケ
ー
キ
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
商
品
は
、
一
九
三

〇
年
代
に
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
の
Ｐ
・
ダ
フ
・
ア
ン
ド
・
サ
ン
ズ
（
以
下
ダ
フ
）
社
が

地
域
限
定
で
発
売
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
だ
が
当
時
は
人
気
が
出
ず
、
市
場
が
拡

大
す
る
の
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
製
粉
会
社
の
ゼ
ネ
ラ

ル
・
ミ
ル
ズ
社
と
ピ
ル
ズ
ベ
リ
ー
社
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
九
四
七
年
と
一
九
四
八
年

に
独
自
の
ケ
ー
キ
ミ
ッ
ク
ス
を
発
売
す
る
と
、
一
気
に
人
気
商
品
と
な
っ
た
。
一

九
四
七
年
の
ケ
ー
キ
ミ
ッ
ク
ス
の
売
り
上
げ
が
約
七
九
〇
〇
万
ド
ル
だ
っ
た
の
に

対
し
、
一
九
五
〇
年
ま
で
に
は
そ
の
お
よ
そ
二
倍
の
売
り
上
げ
を
誇
る
ま
で
に
な

っ
た
。

３

ケ
ー
キ
ミ
ッ
ク
ス
が
人
気
を
博
し
た
要
因
は
い
く
つ
か
あ
り
、
ま
ず
、
女
性
の

社
会
進
出
が
一
つ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
戦
後
、
家
庭
の
外
で
働
く
女
性

の
数
は
急
増
す
る
一
方
、
家
事
は
女
性
の
仕
事
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
依
然
と

し
て
根
強
く
、
多
く
の
女
性
は
仕
事
と
家
事
の
両
立
を
迫
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
中
、

簡
単
に
時
間
を
か
け
ず
に
作
る
こ
と
が
で
き
る
「
時
短
メ
ニ
ュ
ー
」
な
ど
を
扱
っ

た
料
理
本
が
多
く
出
版
さ
れ
、
女
性
誌
な
ど
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
ケ
ー
キ
ミ

ッ
ク
ス
は
、
こ
う
し
た
働
く
忙
し
い
女
性
に
と
っ
て
は

①

の
よ
う
な
存
在
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

４

〔

Ｂ

〕
、
戦
後
の
好
景
気
に
沸
く
ア
メ
リ
カ
で
中
産
階
級
層
が
拡
大
し
た
こ

と
も
ケ
ー
キ
ミ
ッ
ク
ス
が
人
気
を
得
た
理
由
の
一
つ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
本
格
的

な
大
量
消
費
社
会
の
到
来
と
も
い
わ
れ
る
時
代
で
あ
り
、
テ
レ
ビ
や
冷
蔵
庫
、
電

気
洗
濯
機
な
ど
家
庭
用
電
化
製
品
が
普
及
し
た
。
ま
た
、
郊
外
化
が
進
み
、
オ
ー

ブ
ン
を
完
備
し
た
大
き
な
キ
ッ
チ
ン
が
あ
る
、
小
綺
麗
な
一
戸
建
て
の
家
で
暮
ら

こ

ぎ

れ

い

す
一
家
が
理
想
的
な
家
庭
像
と
し
て
メ
デ
ィ
ア
で
報
じ
ら
れ
た
。「
豊
か
な
」
社
会

の
恩
恵
を
享
受
す
る
中
産
階
級
家
庭
は
、
経
済
的
余
裕
や
ケ
ー
キ
を
焼
く
た
め
の

オ
ー
ブ
ン
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
物
理
的
な
条
件
も
揃
っ
て
い
た
の

そ
ろ

だ
。

５

そ
し
て
も
う
一
つ
大
き
な
理
由
は
、
な
ぜ
そ
こ
ま
で
し
て
ケ
ー
キ
を
焼
く
女
性

た
ち
が
多
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
と
も
関
係
す
る
。（
略
）
デ
ザ
ー
ト
、
特
に
ケ

ー
キ
を
焼
く
こ
と
は
女
性
性
の
象
徴
と
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
戦
後
は
、
女
性
の

社
会
進
出
が
進
ん
だ
一
方
で
、
伝
統
的
な
女
性
や
家
庭
の
あ
り
方
を
重
視
す
る
風

潮
が
強
く
、
女
性
は
、
家
庭
の
外
で
働
い
て
い
る
か
否
か
に
よ
ら
ず
、
妻
・
母
と

し
て
の
責
務
を
果
た
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
「
理
想
的
な
女
性
」
像

は
、
当
時
流
行
っ
た
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
な
ど
で
も
、
お
い
し
い
料
理
や
食
後
に
は
デ

ザ
ー
ト
を
供
し
、
常
に
明
る
く
優
し
い
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
ケ

ー
キ
ミ
ッ
ク
ス
は
、
忙
し
い
女
性
に
家
事
の
時
間
短
縮
や
手
間
の
省
略
を
可
能
に

す
る
だ
け
で
な
く
、
理
想
的
な
女
性
で
あ
り
続
け
る
た
め
の
道
具
で
も
あ
っ
た
の

②

で
あ
る
。

６

で
は
、
戦
後
、
ケ
ー
キ
や
カ
ラ
フ
ル
な
デ
ザ
ー
ト
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
女
性
ら

し
さ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
強
固
な
言
説
と
し
て
作
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で

は
、
ケ
ー
キ
ミ
ッ
ク
ス
製
造
会
社
の
宣
伝
広
告
や
女
性
誌
、
料
理
本
で
使
わ
れ
た
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レ
ト
リ
ッ
ク
や
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
の
構
築
を
主
に
み
て
い
き
た
い
。

７

ま
ず
、
女
性
ら
し
い
デ
ザ
ー
ト
や
ケ
ー
キ
は
、
簡
単
に
作
れ
る
こ
と
が
重
要
だ

っ
た
。
そ
の
最
た
る
例
が
ケ
ー
キ
ミ
ッ
ク
ス
で
、
混
ぜ
る
だ
け
で
ケ
ー
キ
を
作
る

こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。『
グ
ッ
ド
・
ハ
ウ
ス
キ
ー
ピ
ン
グ
』
誌
に
掲
載
さ
れ
た
一

九
五
〇
年
の
記
事
は
、「
最
近
の
花
嫁
は
、
旦
那
さ
ん
に
ケ
ー
キ
を
作
っ
て
ほ
し
い

と
言
わ
れ
て
も
買
い
出
し
に
行
く
必
要
は
な
い
の
で
す
。
棚
に
買
い
置
き
し
て
い

る
ケ
ー
キ
ミ
ッ
ク
ス
の
箱
を
取
り
出
す
だ
け
で
す
」
と
述
べ
、
ケ
ー
キ
作
り
の
準

備
さ
え
も
必
要
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
。
そ
し
て
、
ケ
ー
キ
の
作
り
方
を
解
説
し

た
最
初
の
一
文
が
「
ケ
ー
キ
ミ
ッ
ク
ス
の
箱
に
書
か
れ
て
い
る
説
明
を
読
む
こ
と
」

と
書
か
れ
て
お
り
、
続
い
て
「
箱
の
指
示
通
り
に
オ
ー
ブ
ン
の
温
度
を
設
定
」
す

る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。

８

だ
が
、
便
利
す
ぎ
る
商
品
は
、
女
性
ら
し
さ
の
象
徴
と
し
て
の
ケ
ー
キ
を
作
る

、
、
、

に
は
適
し
て
い
な
か
っ
た
。
容
易
に
作
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
一
方
、
ケ
ー
キ
ミ
ッ

ク
ス
を
使
う
こ
と
は
手
抜
き
を
し
て
い
る
と
い
う
罪
悪
感
を
少
な
か
ら
ず
主
婦
に

抱
か
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
。
一
九
五
〇
年
代
半
ば
に
デ
ィ
ヒ
タ
ー
が
行
っ
た

ゼ
ネ
ラ
ル
・
ミ
ル
ズ
社
の
ケ
ー
キ
ミ
ッ
ク
ス
に
関
す
る
市
場
調
査
に
よ
る
と
、
多

く
の
女
性
た
ち
は
、
水
を
入
れ
る
だ
け
の
同
社
の
商
品
に
不
満
を
持
っ
て
い
た
（
当

時
の
ケ
ー
キ
ミ
ッ
ク
ス
は
乾
燥
卵
が
す
で
に
ミ
ッ
ク
ス
の
粉
に
含
ま
れ
て
い
た
）。

ケ
ー
キ
作
り
を
し
た
と
い
う
実
感
や
達
成
感
、
満
足
感
を
得
ら
れ
な
い
と
い
う
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
デ
ィ
ヒ
タ
ー
は
、
乾
燥
卵
を
ミ
ッ
ク
ス
の
原
料
か
ら
抜
き
、
水

だ
け
で
な
く
生
卵
も
消
費
者
が
加
え
る
よ
う
な
商
品
に
変
更
す
る
よ
う
提
案
し
た
。

卵
を
追
加
す
る
こ
と
が
実
際
に
ど
れ
ほ
ど
女
性
た
ち
の
「
達
成
感
」
に
寄
与
し
た

か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
の
後
ケ
ー
キ
ミ
ッ
ク
ス
は
売
り
上
げ
を
順
調
に
伸
ば
す

③

こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

９

た
だ
、
一
九
三
〇
年
代
に
ケ
ー
キ
ミ
ッ
ク
ス
の
発
売
を
開
始
し
た
ダ
フ
社
は
、

ケ
ー
キ
ミ
ッ
ク
ス
に
主
婦
自
ら
が
卵
を
入
れ
る
こ
と
の
心
理
的
重
要
性
に
つ
い
て
、

当
時
す
で
に
認
識
し
て
お
り
、
同
社
の
ケ
ー
キ
ミ
ッ
ク
ス
に
関
す
る
特
許
に
も
そ

の
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
た
。
よ
っ
て
必
ず
し
も
デ
ィ
ヒ
タ
ー
の
案
が
革
新
的
だ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
お
そ
ら
く
三
〇
年
代
当
時
は
、
ケ
ー
キ
ミ
ッ
ク
ス

の
売
り
上
げ
自
体
が
大
き
く
な
か
っ
た
た
め
、
ダ
フ
社
の
ア
イ
デ
ア
も
顧
み
ら
れ

る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
一
九
五
〇
年
代
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
便
利
さ

は
両
刃
の
剣
に
な
り
う
る
こ
と
が
問
題
と
な
り
、
デ
ィ
ヒ
タ
ー
の
提
案
が
画
期
的

な
も
の
と
し
て
業
界
内
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
デ
ィ
ヒ
タ

ー
の
市
場
調
査
と
そ
れ
か
ら
導
か
れ
た
結
論
に
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
様
々

な
イ
ン
ス
タ
ン
ト
食
材
や
加
工
食
品
が
発
売
さ
れ
る
中
で
、
戸
惑
い
や
懸
念
が
入

り
混
じ
り
つ
つ
便
利
さ
を
享
受
す
る
、
当
時
の
人
々
の
心
理
が
表
れ
て
い
る
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
。

（
久
野
愛
『
視
覚
化
す
る
味
覚

―
食
を
彩
る
資
本
主
義
』
に
よ
る
）

（
注
）

○

１
～
９
は
段
落
符
号
で
あ
る
。

○

女
性
性
＝
身
体
的
な
性
別
と
は
別
の
、
心
理
的
・
精
神
的
な
部
分
に
お
け
る
「
女

性
ら
し
さ
」。

○

体
現
＝
思
想
や
観
念
な
ど
目
に
見
え
な
い
精
神
的
な
事
柄
を
具
体
的
な
も
の
と
し

て
形
に
あ
ら
わ
す
こ
と
。

○

レ
ト
リ
ッ
ク
＝
表
現
や
言
い
回
し
の
工
夫
。

○

デ
ィ
ヒ
タ
ー
＝
ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
者
。
心
理
学
の
手
法
を
用
い
て
市
場
調
査
を

行
い
、
消
費
者
の
行
動
心
理
を
分
析
し
た
。
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〔

Ａ

〕
、〔

Ｂ

〕
に
あ
て
は
ま
る
最
も
適
当
な
こ
と
ば
を
、
次
の
ア
か

(一)
ら
カ
ま
で
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
ん
で
、
そ
の
か
な
符
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

も
し

イ

ま
た

ウ

な
ぜ
な
ら

エ

と
も
か
く

オ

し
か
し

カ

つ
ま
り

①

に
あ
て
は
ま
る
最
も
適
当
な
こ
と
ば
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か

(二)
ら
選
ん
で
、
そ
の
か
な
符
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

救
世
主

イ

玉
手
箱

ウ

絵
空
事

エ

即
戦
力

理
想
的
な
女
性
で
あ
り
続
け
る
た
め
の
道
具

と
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
理

②

(三)
想
的
な
女
性
」
の
条
件
と
し
て
誤
り
を
含
む
も
の
を
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中

か
ら
選
ん
で
、
そ
の
か
な
符
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

色
や
見
た
目
も
美
し
い
料
理
を
作
る
ス
キ
ル
・
知
識
を
持
っ
て
い
る
女
性
。

イ

家
庭
外
で
働
く
こ
と
な
く
妻
・
母
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
女
性
。

ウ

伝
統
的
な
女
性
観
や
家
庭
観
に
従
い
家
事
を
こ
な
す
こ
と
が
で
き
る
女
性
。

エ

家
族
に
料
理
や
デ
ザ
ー
ト
を
作
れ
る
明
る
く
優
し
い
存
在
と
し
て
の
女
性
。

そ
の
後
ケ
ー
キ
ミ
ッ
ク
ス
は
売
り
上
げ
を
順
調
に
伸
ば
す
こ
と
と
な
っ
た
の

③

(四)
で
あ
る

と
あ
る
が
、
筆
者
は
そ
の
理
由
を
ど
の
よ
う
な
点
に
あ
る
と
分
析
し

て
い
る
か
。
第
八
段
落
の
内
容
を
要
約
し
、
六
十
字
以
上
七
十
字
以
下
で
書
き

な
さ
い
。
た
だ
し
、「
象
徴
」「
罪
悪
感
」「
達
成
感
」
の
三
つ
の
こ
と
ば
を
全
て

使
っ
て
、「
ケ
ー
キ
作
り
は
」
と
い
う
書
き
出
し
で
書
き
、「
～
と
い
う
点
。」
で

結
ぶ
こ
と
。
三
つ
の
こ
と
ば
は
ど
の
よ
う
な
順
序
で
使
っ
て
も
よ
ろ
し
い
。

（
注
）

・
句
読
点
も
一
字
に
数
え
て
、
一
字
分
の
マ
ス
を
使
う
こ
と
。

・
文
は
、
一
文
で
も
、
二
文
以
上
で
も
よ
い
。

・
下
の
枠
を
、
下
書
き
に
使
っ
て
も
よ
い
。
た
だ
し
、
解
答
は
必
ず
解
答
用
紙

に
書
く
こ
と
。

り

ケ

ー

キ

作

は

、
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次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
中
か
ら
、
そ
の
内
容
が
こ
の
文
章
に
書
か
れ
て
い
る

(五)
こ
と
と
一
致
す
る
も
の
を
一
つ
選
ん
で
、
そ
の
か
な
符
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

女
性
が
持
つ
料
理
の
ス
キ
ル
や
知
識
は
二
〇
世
紀
ま
で
は
女
性
性
の
象
徴

で
あ
っ
た
が
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
食
品
や
加
工
食
品
が
普
及
し
た
こ
と
で
女
性

に
は
社
会
進
出
が
新
た
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

イ

一
九
三
〇
年
代
に
発
売
さ
れ
た
ケ
ー
キ
ミ
ッ
ク
ス
は
、
地
域
限
定
販
売
で

あ
っ
た
こ
と
と
第
二
次
世
界
大
戦
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
と
が
原
因
と
な
り
、

売
り
上
げ
を
大
き
く
伸
ば
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

ウ

二
〇
世
紀
半
ば
に
は
中
産
階
級
の
増
加
に
よ
り
電
化
製
品
が
普
及
し
オ
ー

ブ
ン
を
備
え
た
キ
ッ
チ
ン
を
持
つ
家
庭
が
増
え
た
こ
と
も
、
ケ
ー
キ
ミ
ッ
ク

ス
が
売
り
上
げ
を
伸
ば
し
た
要
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

エ

女
性
の
社
会
進
出
が
進
ん
だ
二
〇
世
紀
半
ば
に
は
、
デ
ザ
ー
ト
や
ケ
ー
キ

づ
く
り
は
料
理
に
か
わ
る
女
性
ら
し
さ
の
象
徴
と
し
て
重
視
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
よ
り
手
軽
さ
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

オ

一
九
五
〇
年
代
に
な
る
と
、
デ
ィ
ヒ
タ
ー
は
ケ
ー
キ
ミ
ッ
ク
ス
か
ら
乾
燥

卵
を
抜
く
と
い
う
手
法
を
初
め
て
考
案
し
、
消
費
者
が
卵
を
入
れ
る
ス
タ
イ

ル
に
切
り
替
え
て
売
り
上
げ
の
倍
増
に
成
功
し
た
。

次
の
ア
か
ら
オ
は
、
本
文
を
読
ん
だ
生
徒
五
人
が
、
意
見
を
述
べ
た
も
の
で

(六)
あ
る
。
そ
の
内
容
が
本
文
か
ら
読
み
と
れ
な
い
考
え
を
含
む
も
の
を
一
つ
選
ん

で
、
そ
の
か
な
符
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

二
〇
世
紀
半
ば
ま
で
に
女
性
の
「
ら
し
さ
」
の
表
現
は
大
き
く
変
わ
っ
た

よ
う
だ
が
、「
家
事
は
女
性
が
す
る
も
の
」
と
い
う
考
え
方
自
体
は
そ
の
後
も

あ
ま
り
変
化
し
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
今
で
は
広
告
で
も
男
性
が
洗
濯
や
炊
事

を
す
る
の
を
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
二
〇
世
紀
の
間
は
違
っ
て
い
た
。

イ
「
便
利
さ
を
享
受
」
す
る
「
戸
惑
い
や
懸
念
」
と
あ
る
が
、
便
利
に
な
る
と

は
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
も
の
や
考
え
方
が
登
場
す
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、

受
け
入
れ
る
に
は
時
間
が
か
か
る
よ
う
だ
。
今
で
は
イ
ン
ス
タ
ン
ト
食
品
は

な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
普
及
す
る
ま
で
に
長
い
時
間
が
か
か
っ
て
い
る
。

ウ

料
理
は
女
性
の
「
ら
し
さ
」
の
象
徴
だ
っ
た
と
す
る
と
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト

食
品
も
男
女
の
分
業
で
は
な
く
て
「
女
性
の
負
担
」
を
ど
れ
だ
け
減
ら
せ
る

か
と
無
意
識
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
思
う
。
働
く
女
性
の
手
間
を
軽
く

す
る
と
い
う
考
え
方
自
体
に
料
理
は
女
性
の
や
る
事
と
い
う
意
識
が
見
え
る
。

エ

女
性
が
家
事
と
仕
事
を
容
易
に
両
立
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
イ
ン
ス

タ
ン
ト
食
品
が
普
及
し
た
の
も
大
き
な
理
由
の
一
つ
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ

の
た
め
に
料
理
が
女
性
性
の
象
徴
で
あ
り
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、

便
利
さ
の
裏
に
感
じ
た
戸
惑
い
と
懸
念
は
悪
い
方
向
に
実
現
し
た
よ
う
だ
。

オ

自
分
が
手
間
を
か
け
た
も
の
の
方
が
よ
り
評
価
が
高
く
な
る
傾
向
の
こ
と

を
心
理
学
で
は
「
イ
ケ
ア
効
果
」
と
い
う
そ
う
だ
。
料
理
も
手
間
を
か
け
た

方
が
無
条
件
に
い
い
み
た
い
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
技
術
の
進
歩
で
手
間
が
省

け
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
心
理
的
に
は
ど
う
し
て
も
抵
抗
が
生
じ
る
よ
う
だ
。
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四

次
の
古
文
を
読
ん
で
、
後
の

か
ら

ま
で
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。（
本
文

(一)

(四)

の

の
左
側
は
現
代
語
訳
で
す
。）

下
総
の
国
は
、
武
蔵
の
北
に
あ
り
。
常
陸
と
下
野
に
は
さ
ま
れ
り
。
常
陸
は

ア
し
も
ふ
さ

イ
む

さ

し

ウ
ひ

た

ち

エ
し
も
つ
け

は
さ
ま
れ
て
い
る

下
総
の
東
な
り
。
下
野
は
下
総
の
西
北
に
あ
た
る
。
こ
の
国
の
駅
路
の
ほ
と
り

え

き

ろ

道
ば
た
に

に
、
桃
李
の
花
、
甚
多
し
。
桃
の
花
は
、
西
国
の
桃
よ
り
色
こ
く
、
う
る
は
し
。

た

う

り

は
な
は
だ

も
も

さ
い
ご
く

美
し
い

李

の
花
も
ま
た
よ
し
。
西
国
の
李
に
ま
さ
り
て
色
白
し
。
も
ろ
こ
し
の
詩
な
ど

す
も
も

勝
っ
て

中
国

に
桃
李
を
甚
賞
す
る
こ
と
、
西
国
の
桃
李
の
花
の
よ
か
ら
ざ
る
を
の
み
見
て
、

は
な
は
だ

①

い
ぶ
か
し
く
思
ひ
し
に
、
今
こ
の
あ
た
り
の
桃
李
、
色
こ
と
な
る
を
見
て
、

様
子
が
違
う
の
を

げ
に
も
と
思
ひ
し
ら
れ
て
、
う
た
が
ひ
を
と
き
ぬ
。
梨
花
も
ま
た
多
し
。
犬

桜

②

り

く

わ

い
ぬ
ざ
く
ら

た
し
か
に

解
い
た

も
ま
た
う
る
は
し
。
こ
の
辺
に
、
橘
、
金
橘
、
柑
の

類

見
え
ず
。
寒
国
ゆ

た
ち
ば
な

き
ん
か
ん

く
ね
ん
ぼ

た
ぐ
ひ

か
ん
こ
く

寒
さ
の
厳

へ
な
る
べ
し
。

だ
か
ら
で
あ
ろ
う

（
『
東
路
記
』
に
よ
る
）

あ
づ
ま
ぢ
の
き

（
注
）

○

下
総
・
武
蔵
・
常
陸
・
下
野
＝
い
ず
れ
も
関
東
の
国
。

し
も
ふ
さ

む
さ
し

ひ
た
ち

し
も
つ
け

（
注
）

○

駅
路
＝
宿
場
を
通
る
、
国
が
整
備
し
た
幹
線
道
路
。

え
き
ろ

（
注
）

○

橘
、
金
橘
、
柑
＝
い
ず
れ
も
柑
橘
類
の
名
。

た
ち
ば
な
き
ん
か
ん

く
ね
ん
ぼ

し
い
国

波
線
部
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
、
も
っ
と
も
北
に
位
置
す
る
国
を
選
ん

(一)
で
、
そ
の
か
な
符
号
を
書
き
な
さ
い
。

西
国
の
桃
李
の
花
の
よ
か
ら
ざ
る
を
の
み
見
て
、
い
ぶ
か
し
く
思
ひ
し

①

(二)
の
現
代
語
訳
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら

選
ん
で
、
そ
の
か
な
符
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

西
国
の
桃
李
の
花
が
美
し
い
の
を
思
い
出
し
、
当
然
だ
と
思
っ
て
い
た

イ

西
国
の
桃
李
ほ
ど
美
し
く
な
い
花
だ
け
見
て
、
不
思
議
に
思
っ
て
い
た

ウ

西
国
の
桃
李
の
花
が
美
し
く
な
い
の
だ
け
見
て
、
疑
問
に
思
っ
て
い
た

エ

西
国
の
桃
李
の
花
ほ
ど
美
し
く
な
く
て
も
、
仕
方
な
い
と
思
っ
て
い
た

げ
に
も

の
内
容
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の

②

(三)
中
か
ら
選
ん
で
、
そ
の
か
な
符
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

西
国
の
桃
李
の
花
に
こ
の
辺
り
の
桃
李
の
花
が
劣
る
の
は
当
然
だ
。

イ

中
国
の
詩
で
桃
李
の
花
が
大
変
誉
め
ら
れ
て
い
る
が
そ
の
通
り
だ
。

ウ

西
国
の
桃
李
の
花
は
こ
の
辺
り
の
桃
李
の
花
に
及
ば
な
い
の
は
当
然
だ
。

エ

中
国
の
詩
で
桃
李
の
花
を
あ
ま
り
詠
ま
な
い
の
は
そ
う
い
う
こ
と
だ
。

次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
、
そ
の
内
容
が
こ
の
文
章
に
書
か
れ
て
い

(四)
る
こ
と
と
一
致
す
る
も
の
を
一
つ
選
ん
で
、
そ
の
か
な
符
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

下
野
の
国
の
桃
李
の
花
は
下
総
の
国
で
見
る
桃
李
よ
り
も
美
し
さ
は
一

段
と
劣
っ
て
い
る
。

イ

筆
者
が
中
国
で
見
た
桃
李
の
花
と
同
じ
く
ら
い
美
し
い
桃
李
の
花
に
出

会
っ
て
驚
か
さ
れ
た
。

ウ

西
国
出
身
で
あ
ろ
う
筆
者
は
下
総
の
国
の
桃
李
を
見
て
初
め
て
気
づ
い

た
こ
と
が
あ
っ
た
。

エ

西
国
で
は
見
ら
れ
な
い
梨
花
や
犬
桜
、
橘
な
ど
を
見
て
、
筆
者
は
よ
り

美
し
く
感
じ
て
い
る
。
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