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一
　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

生
活
文
化
の
変
化
に
着
目
す
る
と
き
、
そ
の
変
化
が
最
もａ

ケ
ン
チ
ョ
に
現
れ
る
の
は
「
日
常
茶
飯
事
」
と
い
う

言
葉
も
あ
る
よ
う
に
、
日
常
の
食
文
化
で
あ
り
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
一
九
二
〇
年
代
こ
そ
、
八
世
紀
以
来
お

よ
そ
一
二
〇
〇
年
近
く
続
い
て
き
たⅠ

日
本
の
食
卓
の
光
景
が
一
変
し
た
日
本
史
上
の
転
機
と
な
っ
た
。

　

そ
れ
ま
で
日
本
人
は
、
個
人
が
所
有
す
る
膳ぜ

ん

の
上
に
ご
飯
を
入
れ
た
椀わ

ん

と
汁
椀
と
お
か
ず
の
皿
を
並
べ
て
食
べ

て
い
た
。
そ
し
て
、
椀
や
箸は

し

な
ど
は
個
人
ご
と
に
決
め
ら
れ
た
も
の
を
使
い
、
他
人
の
膳
の
料
理
に
手
を
出
す
こ

と
は
戒
め
ら
れ
た
。
鉢
や
皿
に
盛
ら
れ
た
漬
け
物
な
ど
の
副
菜
を
取
り
回
す
場
合
で
も
、
自
分
の
箸
で
直
接
に
取

る
直じ

か

箸ば
し

を
使
う
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
、
菜さ

い
ば
し箸

や
取
り
箸
を
用
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

　

こ
う
し
た
個
々
人
が
自
前
の
膳
で
あ
る
銘め

い
め
い
ぜ
ん

銘
膳
を
使
う
食
文
化
か
ら
家
族
が
座
っ
て
食
事
を
す
る
た
め
の
食
卓

で
あ
る
チ
ャ
ブ
台
を
囲
ん
で
大
皿
や
鍋
か
ら
お
か
ず
を
自
由
に
取
る
と
い
っ
た
食
文
化
へ
と
大
き
く
変
わ
っ
て

い
っ
た
の
が
、
一
九
一
〇
年
代
以
降
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
一
九
二
三
年
の
関
東
大
震
災
を
経
て
都
市
部
で
は
急

速
に
チ
ャ
ブ
台
が
普
及
し
て
い
っ
た
。
た
だ
、
都
市
部
で
も
商
家
な
ど
で
は
使
用
人
が
空
き
時
間
を
使
っ
て
食
事

を
す
る
た
め
に
銘
銘
膳
が
残
っ
た
。
他
方
、
チ
ャ
ブ
台
で
は
な
く
テ
ー
ブ
ル
と
椅
子
で
食
事
を
取
る
欧
米
風
の
生

活
様
式
を
取
り
入
れ
る
洋
風
住
宅
の
家
庭
も
現
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
銘
銘
膳
か
ら
チ
ャ
ブ
台
さ
ら
に
は
ダ
イ
ニ
ン

グ
・
テ
ー
ブ
ル
へ
の
移
行
時
期
に
は
、
地
域
や
職
業
な
ど
で
差
が
あ
る
。
農
村
部
ま
で
チ
ャ
ブ
台
が
普
及
し
た
の

は
一
九
三
〇
年
代
半
ば
と
さ
れ
る
が
、
一
九
六
〇
年
代
で
も
銘
銘
膳
を
使
っ
て
い
た
家
庭
が
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
高
度
経
済
成
長
期
を
経
た
一
九
八
〇
年
代
に
は
、
チ
ャ
ブ
台
よ
り
ダ
イ
ニ
ン
グ
・
テ
ー
ブ
ル
が
主
流

と
な
っ
て
い
く
。
現
在
で
は
「ア

ち
ゃ
ぶ
台
返
し
」
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
る
が
、
チ
ャ
ブ
台
そ
の
も
の
を
知
ら
な

い
世
代
も
多
く
な
っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
銘
銘
膳
か
ら
の
移
行
は
、
西
洋
風
の
生
活
様
式
の
普
及
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
単
な
る
欧
米
化
と
い
う
よ
り
は
中
国
化
と
み
な
せ
る
側
面
も
あ
っ
た
。

　

（　
　

ⅰ　
　

）
、
こ
の
チ
ャ
ブ
と
い
う
言
葉
は
、
シ
ッ
ポ
ク
う
ど
ん
や
シ
ッ
ポ
ク
蕎そ

ば麦
そ
し
て
長
崎
の
郷
土
料

理
と
し
て
知
ら
れ
る
「
し
っ
ぽ
く
」
と
同
じ
卓
袱
と
い
う
漢
字
か
ら
出
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

シ
ッ
ポ
ク
も
チ
ャ
ブ
も
同
じ
卓
袱
を
さ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
チ
ャ
ブ
台
を
シ
ッ
ポ
ク
台
・
シ
ッ
プ
ク
台
・
シ
ッ
ポ

コ
台
と
呼
ぶ
地
方
が
あ
っ
た
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
そ
も
そ
も
銘
銘
膳
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
い
か
に
チ
ャ
ブ
台
に
替
わ
っ
て
い
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
ま
ず
、
日
本
の
食
文
化
を
東
北
ア
ジ
ア
の
中
で
見
て
お
き
た
い
。
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中
国
で
は
後
漢
ご
ろ
ま
で
は
個
人
用
の
脚
つ
き
食
卓
の
案あ

ん

や
脚
の
な
い
盆
状
の
盤ば

ん

を
用
い
て
い
た
。
し
か
し
、

唐
代
以
降
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
経
由
で
伝
わ
っ
た
テ
ー
ブ
ル
と
椅
子
を
利
用
す
る
食
卓
形
式
と
な
っ
た
。こ
れ
に
よ
っ

て
主
食
は
個
人
用
に
取
り
分
け
て
お
き
、
副
食
物
や
汁
な
ど
は
食
卓
中
央
に
置
い
た
大
き
な
食
器
か
ら
各
自
が
箸

や
匙さ

じ

で
取
る
食
事
作
法
が
生
ま
れ
た
。
こ
の
作
法
は
チ
ャ
ブ
台
や
ダ
イ
ニ
ン
グ
・
テ
ー
ブ
ル
に
よ
っ
て
日
本
で
も

採
り
入
れ
ら
れ
る
。

　

（　
　

ⅱ　
　

）
、
そ
れ
以
前
の
日
本
と
朝
鮮
半
島
で
は
、
基
本
的
に
個
人
別
の
食
卓
に

予
あ
ら
か
じ

め
配
膳
し
、
座
っ

て
食
べ
る
作
法
が
続
い
て
き
た
。
朝
鮮
で
は
一
人
用
の
膳
で
あ
る
床サ

ン

や
小ソ

盤バ
ン

を
用
い
、
床
暖
房
の
温オ

ン
ド
ル突

の
上
に
座
っ

て
食
べ
る
独ト

ク

床サ
ン

が
一
般
的
で
、
牀

し
ょ
う

や
榻と

う

と
い
う
座
具
と
寝
台
を
兼
ね
た
低
い
台
に
座
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
大
形
の

食
卓
で
あ
る
周

ト
ウ
リ
バ
ン

盤
や
兼

キ
ョ
ム
サ
ン

床
や
交キ

ョ

子ジ
ャ

床サ
ン

を
囲
ん
で
の
宴
会
も
行
わ
れ
た
が
、
椅
子
・
テ
ー
ブ
ル
式
の
食
卓
と
は
な

ら
な
か
っ
た
。

　

日
本
で
は
平
安
時
代
か
ら
台だ

い
ば
ん盤

（
大
盤
）
と
い
う
脚
つ
き
横
長
の
台
が
食
事
に
際
し
て
用
い
ら
れ
た
。
た
だ
、

こ
れ
は
食
卓
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
食
器
や
料
理
を
載
せ
て
、
膳
を
準
備
す
る
た
め
の
台
で
あ
っ
た
。
こ
の
台

盤
を
置
く
場
が
台

だ
い
ば
ん
ど
こ
ろ

盤
所
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
煮
炊
き
や
調
理
・
配
膳
を
す
る
部
屋
そ
の
も
の
を
さ
し
て
台
盤
所

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
、
鎌
倉
時
代
ご
ろ
か
ら
略
し
て
台
所
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

（　
　

ⅲ　
　

）
、
食
器
や
食
品
を
の
せ
る
盤ば

ん
だ
い台

と
し
て
一
般
に
は
折お

し

き敷
や
盤さ

ら

な
ど
が
早
く
か
ら
用
い
ら
れ
た
。

オ
シ
キ
は
、
「
木
の
葉
を
折
り
敷
い
て
食
物
を
置
く
」
あ
る
い
は
「
食お

し
物
を
載
せ
る
敷
物
」
か
ら
来
た
と
い
わ

れ
る
。
『
広
辞
苑
』
で
は
折
敷
に
つ
い
て
、
「
（
「
折
り
敷
く
」
の
連
用
形
か
ら
）
四
方
に
折
り
ま
わ
し
た
縁
を
つ
け

た
、
へ
ぎ
製
の
角
盆
ま
た
は
隅
切
盆
。
食
器
や
神し

ん

饌せ
ん

を
の
せ
る
の
に
用
い
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
折
敷
を
小
型

化
し
、
蓋ふ

た

を
つ
け
る
と
駅
弁
な
ど
で
使
わ
れ
て
い
た
削へ

木ぎ

製
の
折
箱
と
な
る
。
折
敷
は
足
が
な
く
縁
が
低
か
っ
た

が
、
こ
れ
に
脚
や
台
を
つ
け
て
食
事
に
便
利
な
高
さ
に
し
た
懸か

け

盤ば
ん

や
高
い
脚
の
あ
る
皿
様
の
高た

か

坏つ
き

な
ど
が
膳
と
総

称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
膳
は
一
人
ひ
と
り
が
も
つ
食
卓
と
い
う
意
味
で
銘
銘
膳
（
各め

い
め
い自

膳ぜ
ん

）
と

総
称
さ
れ
る
が
、
そ
の
形
は
身
分
・
職
業
・
地
域
・
時
代
な
ど
に
よ
っ
て
多
様
な
変
化
を
遂
げ
て
い
た
。

　

そ
し
て
、
一
八
世
紀
ご
ろ
か
ら
は
台
の
部
分
が
箱
と
な
る
箱
膳
が
普
及
し
、
箱
の
中
に
使
用
者
の
食
器
と
箸
を

収
納
す
る
形
式
と
な
っ
た
。
箱
膳
が
好
ま
れ
た
の
は
、
同
じ
家
族
の
中
で
も
食
器
と
箸
は
共
用
し
な
い
と
い
う
食

習
慣
に
適
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
箱
膳
は
各
人
が
戸
棚
な
ど
か
ら
出
し
入
れ
を
し
、
食
後
は
ご
飯
椀
に
注
い
だ
お

湯
や
お
茶
で
椀
や
箸
を
洗
い
、
そ
の
洗
い
汁
を
飲
ん
で
片
づ
け
て
い
た
。
個
人
用
の
食
器
や
箸
を
自
ら
管
理
し
、

共
用
し
な
か
っ
た
背
景
に
は
食
器
や
箸
に
は
使
用
者
の
人
格
や
思
い
が
宿
っ
て
お
り
、
他
の
人
が
使
う
とＡ

穢け
が

れ
る
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と
い
っ
た
観
念
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
死
者
が
出
る
と
枕
元
に
一
膳
飯
を
盛
っ
て
箸
を
一
本
立
て
、
出
棺
に

際
し
て
故
人
が
使
用
し
て
い
た
茶ち

ゃ

碗わ
ん

を
割
り
、
箸
を
折
る
と
い
う
仕し

来き
た

り
が
あ
る
の
は
、
椀
と
箸
が
そ
の
人
だ
け

の
も
の
だ
か
ら
と
私
も
幼
い
こ
ろ
に
教
え
ら
れ
た
。
現
在
の
衛
生
観
念
か
ら
す
れ
ば
椀
や
箸
を
湯
茶
で
洗す

す

い
で
布ふ

巾き
ん

で
拭
く
だ
け
で
、
丁
寧
に
洗
う
の
は
年
に
数
回
だ
っ
た
の
は
不
潔
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
西

洋
料
理
や
中
華
料
理
な
ど
の
よ
う
に
油
脂
分
が
多
い
料
理
が
飲
食
さ
れ
ず
、
上
水
道
も
な
か
っ
た
時
代
に
は
貴
重

な
水
で
食
事
ご
と
に
洗
う
必
要
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
西
洋
料
理
や
中
華
料
理
な
ど
が
家
庭
で
も
調
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
各
自
に
配
膳
す
る
よ
り
も

食
卓
中
央
に
大
皿
や
大
鉢
に
並
べ
て
出
す
方
が
料
理
も
冷
め
ずｂ

カ
ン
ベ
ン
だ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま

た
、
都
市
化
が
進
み
、
広
い
家
に
住
め
な
い
工
場
労
働
者
や
俸
給
生
活
者
が
増
え
る
と
各
人
の
箱
膳
を
収
め
る
膳

棚
を
備
え
る
の
も
難
し
か
っ
た
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
た
の
が
卓し

っ
ぽ
く袱

料
理
店
な
ど
で
座
っ
て
使
う
よ
う
に
改
良
さ
れ

て
い
た
脚
の
短
い
食
卓
を
、
家
庭
用
飯
台
＝
チ
ャ
ブ
台
と
し
て
使
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

（　
　

ⅳ　
　

）
脚
を
折
り
た
た
め
る
チ
ャ
ブ
台
が
現
れ
る
と
、
用
が
済
め
ば
た
た
ん
で
部
屋
の
隅
に
立
て
か

け
、
押
し
入
れ
か
ら
蒲ふ

団と
ん

を
出
し
て
敷
け
ば
同
じ
場
所
が
寝
室
と
な
る
便

（
注
）宜

さ
がＢ

重
宝
さ
れ
た
。
（　
　

ⅴ　
　

）

チ
ャ
ブ
台
が
普
及
し
て
い
く
と
、
チ
ャ
ブ
台
は
家
族
が
織
り
な
す
悲
喜
交こ

も
ご
も々

の
日
常
生
活
を
象
徴
す
る
生
活
用
具

と
な
る
。
小
津
安
二
郎
や
成
瀬
巳み

喜き

男お

な
ど
が
監
督
し
た
映
画
や
向
田
邦
子
脚
本
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
「
寺
内
貫
太

郎
一
家
」
な
ど
で
、
あ
る
い
は
漫
画
『
巨
人
の
星
』
（
梶
原
一
騎
・
原
作
、
川
崎
の
ぼ
る
・
作
画
）
な
ど
で
描
か

れ
た
チ
ャ
ブ
台
やイ

チ
ャ
ブ
台
返
し
は
、
庶
民
生
活
の
明
け
暮
れ
を
描
い
て
共
感
を
呼
ぶ
必
須
ア
イ
テ
ム
だ
っ
た
。

　

こ
の
こ
と
は
チ
ャ
ブ
台
の
普
及
が
、Ⅱ

単
に
日
本
人
の
食
事
作
法
を
変
え
た
と
い
う
以
上
に
大
き
な
意
識
革
命
を

も
た
ら
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
チ
ャ
ブ
台
は
、
日
本
人
の
食
文
化
の
マ
ナ
ー
や
食
器
類
を
洗
う
と
い
う
衛
生

観
念
を
転
換
さ
せ
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
チ
ャ
ブ
台
は
、
何
よ
り
も
家
庭
内
の
人
間
関
係
を
変
え
るｃ

ケ
イ
キ
と

な
っ
た
。

　

銘
銘
膳
の
時
代
に
は
、
膳
自
体
に
も
形
式
や
塗ぬ

り
な
ど
に
格
差
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
座
る
場
所
も
男
女

や
年
齢
や
雇
用
関
係
な
ど
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
チ
ャ
ブ
台
と
り
わ
け
丸
い
チ
ャ
ブ
台
を
家
族
で

囲
む
時
、
銘
銘
膳
の
時
代
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
夫
婦
や
親
子
が
性
差
の
別
な
く
隣
り
合
っ
て
座
る
と
い
う
事

態
が
生
ま
れ
る
。Ⅲ

位
置
と
距
離
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
た
位
階
秩
序
は
、
同
一
平
面
を
囲
ん
で
横
並
び
に
転
ず

る
。
チ
ャ
ブ
台
は
、
銘
銘
膳
が
作
っ
て
い
た
序
列
と
性
差
別
の
空
間
を
序
々
に
打
ち
壊こ

わ

し
た
。
さ
ら
に
、
座
る
位

置
も
近
づ
い
て
家
人
そ
れ
ぞ
れ
の
表
情
のＣ

機
微
も
分
か
る
よ
う
に
な
り
、
食
事
中
は
話
を
し
な
い
と
い
っ
た
戒
め
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も
次
第
に
薄
れ
て
い
っ
た
。

　

こ
う
し
た
チ
ャ
ブ
台
が
も
つ
効
用
を
「
食
事
の
時
は
、
即
ち
家
族
会
が
開
け
る
」
こ
と
に
あ
る
と
し
て
、
い
ち

早
く
自
ら
が
掲
げ
る
平
民
主
義
の
立
場
か
ら
推
奨
し
た
の
が
社
会
主
義
者
の
堺
利
彦
で
あ
っ
た
。

　

堺
は
チ
ャ
ブ
台
を
家
族
全
員
が
囲
む
こ
と
でＤ

家
庭
内
の
民
主
主
義
が
実
現
し
て
家
庭
の
団だ

ん

欒ら
ん

が
も
た
ら
さ
れ
、

そ
れ
こ
そ
が
女
性
の
自
立
を
促
す
第
一
歩
に
な
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
訴
え
た
。

一
家
団
欒
の
景
色
は
最
も
多
く
食
事
の
時
に
あ
る
。
此こ

の
て
ん点

か
ら
考
え
れ
ば
、
食
事
は
必
ず
同
時
に
同
一
食
卓

に
お
い
て
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
食
卓
と
云い

え
ば
、
丸
く
て
も
四
角
で
も
大
き
な
一
つ
の
台
の
事
で
、
テ
ー
ブ
ル

と
云
っ
て
も
善よ

い
、
シ
ッ
ポ
ク
台
と
云
っ
て
も
善
い
、
と
に
か
く
従
来
の
膳
と
い
う
も
の
を
廃
し
た
い
と
我わ

が

輩は
い

は
思
う
。

（
「
内
務
大
臣
と
し
て
の
事
務
（
二
）
」
『
家
庭
の
事
務
』
内
外
出
版
協
会
、
一
九
〇
一
年
）

　

堺
は
こ
の
よ
う
に
チ
ャ
ブ
台
や
テ
ー
ブ
ル
を
同
時
に
家
族
全
員
が
囲
ん
で
同
じ
物
を
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

妻
子
が
家
長
の
目
を
恐
れ
な
が
ら
、
あ
る
い
は
別
間
で
コ
ソ
コ
ソ
と
食
事
し
て
き
たＥ

弊
風
を
廃
し
、
家
族
全
員
が

自
由
に
話
し
合
え
る
「
平
民
主
義
の
美
し
い
新
家
庭
」
を
作
る
こ
と
を
勧
め
た
の
で
あ
る
。

Ⅳ

チ
ャ
ブ
台
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
思
潮
が
家
庭
の
居
間
に
入
っ
て
い
く
窓
口
と
も
な
っ
た
。

　

個
人
的
な
記
憶
で
キ
ョ
ウｄ

シ
ュ
ク
だ
が
、
一
九
六
〇
年
代
に
小
・
中
学
生
だ
っ
た
私
は
早
朝
に
神
棚
と
仏
壇
の

水
を
替
え
、
炊
き
上
が
っ
た
御
飯
を
最
初
に
仏
飯
器
に
盛
っ
て
供
え
、
お
祈
り
を
す
る
の
が
与
え
ら
れ
た
日
課
だ
っ

た
。

　

そ
し
て
、
チ
ャ
ブ
台
に
向
か
い
箸
を
合
わ
せ
た
両
手
に
挟
ん
で
「
い
た
だ
き
ま
す
」
と
唱
え
て
食
事
を
始
め
た

が
、
一
連
の
作
法
に
よ
っ
て
食
事
は
家
族
と
共
に
す
る
だ
け
で
な
く
神
仏
や
御
先
祖
様
と
一
緒
に
い
た
だ
く
も
の

で
あ
る
よ
う
に
思
え
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
チ
ャ
ブ
台
を
囲
ん
で
家
族
が
そ
ろ
っ
て
食
事
を
す
る
共
食
が
数
十
年

前
に
始
ま
っ
た
こ
と
な
ど
知
る
由
も
な
く
、
家
族
間
で
自
由
に
話
し
て
い
た
。

　

し
か
し
、
テ
レ
ビ
放
送
が
始
ま
る
と
テ
レ
ビ
が
見
え
る
位
置
に
座
る
よ
う
に
な
り
、
視
線
は
家
族
間
で
は
な
く

テ
レ
ビ
画
面
に
集
ま
り
、
話
題
も
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。Ⅴ

家
庭
団
欒
を
象
徴
す
る
の
は
、
チ
ャ
ブ

台
そ
の
も
の
で
は
な
く
テ
レ
ビ
と
そ
こ
に
映
し
出
さ
れ
る
チ
ャ
ブ
台
と
な
っ
た
。

　

そ
し
て
現
在
、
テ
レ
ビ
か
ら
は
一
人
鍋
の
Ｃ
Ｍ
が
流
れ
る
。
単
身
者
は
コ
ン
ビ
ニ
弁
当
を
ス
マ
ホ
片
手
に
食
べ

る
。
家
族
そ
ろ
っ
て
同
時
に
食
べ
る
に
は
、
誰
も
が
時
間
に
追
わ
れ
て
い
る
。
飲
食
店
や
大
学
食
堂
で
も
、
「
お

一
人
様
」
席
や
間
仕
切
り
の
あ
る
「
ぼ
っ
ち
席
」
で
誰
の
視
線
も
気
に
せ
ず
に
食
べ
る
こ
と
を
好
む
人
が
増
え
た
。
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銘
銘
膳
か
ら
共
食
の
チ
ャ
ブ
台
や
ダ
イ
ニ
ン
グ
・
テ
ー
ブ
ル
へ
とｅ

ス
イ
イ
し
て
き
た
、
こ
の
一
世
紀
の
日
本
の

食
事
文
化
。
そ
れ
は
一
〇
〇
年
近
く
前
に
始
ま
っ
た
「
新
し
い
生
活
様
式
」
の
採
用
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ア
フ
タ
ー
・
コ
ロ
ナ
時
代
の
「
ニ
ュ
ー
ノ
ー
マ
ル
（
新
し
い
通
常
）
」
の
中
で
、
外
食
よ
り
も
宅
配
（
出
前
）

が
増
え
、
オ
ン
ラ
イ
ン
飲
み
会
やZ

o
o
m

飲
食
会
な
ど
が
広
が
る
中
で
、
食
文
化
は
ど
の
よ
う
な
新
た
な
ス
タ
イ

ル
を
生
み
出
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

(

山
室
信
一
「
モ
ダ
ン
語
の
世
界
へ
―
流
行
語
で
探
る
近
現
代
」
に
よ
る)

（
注
）
便
宜
さ

―
―

こ
こ
で
は
「
便
利
さ
」
の
こ
と
。

問
一　

文
中
の
傍
線
部
ａ
～
ｅ
に
相
当
す
る
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
次
の
各
群
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ

れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

１

〜

５

。

①

そ
こ
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
は
ケ
ン
メ
イ
な
判
断
だ
っ
た

②

ケ
ン
ブ
ン
を
広
め
る
た
め
に
旅
行
す
る

ａ　

ケ
ン
チ
ョ　

③

長
年
の
功
労
を
ケ
ン
シ
ョ
ウ
す
る

１

④

表
面
を
よ
く
ケ
ン
マ
す
る
と
輝
い
た

⑤

別
の
役
職
も
ケ
ン
ニ
ン
し
て
い
る

①

道
路
が
カ
ン
ボ
ツ
し
て
事
故
が
起
き
た

②

中
国
で
は
カ
ン
タ
イ
ジ
が
使
用
さ
れ
て
い
る

ｂ　

カ
ン
ベ
ン　

③

セ
ン
ニ
ュ
ウ
カ
ン
を
持
っ
て
物
事
を
見
る

２

④

十
五
年
前
に
息
子
を
カ
ン
ド
ウ
し
た

⑤

血
液
の
ジ
ュ
ン
カ
ン
が
良
く
な
る
運
動

①

ケ
イ
ヤ
ク
条
件
が
提
示
さ
れ
た

②

伝
統
を
ケ
イ
シ
ョ
ウ
す
る
人
々
が
い
る

ｃ　

ケ
イ
キ　

③

彼
は
芸
術
に
も
ゾ
ウ
ケ
イ
が
深
い

３

④

雑
誌
に
小
説
が
ケ
イ
サ
イ
さ
れ
る

⑤

ケ
イ
テ
キ
を
鳴
ら
し
な
が
ら
通
り
過
ぎ
た
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①

紳
士
シ
ュ
ク
ジ
ョ
が
集
ま
っ
た

②

儀
式
は
ゲ
ン
シ
ュ
ク
に
執
り
行
わ
れ
た

ｄ　

キ
ョ
ウ
シ
ュ
ク　

③

つ
ら
い
シ
ュ
ク
メ
イ
を
負
っ
て
生
き
る

４

④

原
典
の
五
分
の
一
に
シ
ュ
ク
ヤ
ク
さ
れ
た

⑤

盛
大
な
シ
ュ
ク
エ
ン
に
参
加
す
る

①

必
要
な
部
分
だ
け
バ
ッ
ス
イ
し
た

②

任
務
を
ス
イ
コ
ウ
す
る

ｅ　

ス
イ
イ　

③

地
域
産
業
が
ス
イ
タ
イ
す
る

５

④

一
時
間
後
に
マ
ス
イ
か
ら
覚
め
た

⑤

彼
女
の
ジ
ャ
ス
イ
に
過
ぎ
な
か
っ
た

問
二　

傍
線
部
Ａ
～
Ｅ
の
語
の
文
中
に
お
け
る
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
①
～
⑤
の
う
ち

か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

６

〜

10

。

①

清
潔
感
が
損
な
わ
れ
る

②

災
厄
が
ふ
り
か
か
る

Ａ　

穢
れ
る　

③

感
染
症
な
ど
に
か
か
り
や
す
く
な
る

６

④

物
質
的
で
は
な
い
何
か
が
侵
さ
れ
る

⑤

神
聖
な
も
の
が
不
浄
な
も
の
に
な
る

①

大
切
な
も
の
と
し
て
し
ま
い
込
ま
れ
た

②

使
い
や
す
い
も
の
と
し
て
よ
く
使
用
さ
れ
た

Ｂ　

重
宝
さ
れ
た　
　

③

重
々
し
い
も
の
と
し
て
邪
魔
に
さ
れ
た

７

④

贈
答
品
と
し
て
採
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た

⑤

改
良
が
重
ね
ら
れ
た

（
次
頁
に
続
き
ま
す
）
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①

機
器
で
し
か
測
量
で
き
な
い
僅
か
な
動
き

②

裏
に
隠
さ
れ
て
い
る
感
情

Ｃ　

機
微　
　

③

す
ば
や
く
て
無
駄
の
な
い
動
き

８

④

は
っ
き
り
と
示
さ
れ
る
意
味

⑤

微
妙
な
違
い
や
趣

①

家
事
の
担
い
手
で
あ
る
母
親
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
考
え
方

②

家
族
全
員
で
同
じ
政
党
を
支
持
し
よ
う
と
す
る
考
え
方

Ｄ　

家
庭
内
の
民
主
主
義　
　

③

家
族
が
み
な
平
等
で
各
人
の
自
由
を
尊
重
す
る
考
え
方

９

④

稼
ぎ
頭
で
あ
る
父
親
の
権
威
を
尊
重
し
て
団
結
す
る
考
え
方

⑤

家
族
と
は
い
え
干
渉
し
合
う
の
は
良
く
な
い
と
す
る
考
え
方

①

悪
い
風
俗
や
習
慣

②

ど
こ
に
で
も
見
ら
れ
る
あ
り
ふ
れ
た
慣
習

Ｅ　

弊
風　

③

守
ら
れ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
る
規
範
的
な
風
習

10

④

知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
根
付
い
た
や
り
方

⑤

庶
民
特
有
の
誤
っ
た
思
い
込
み

問
三　

空
欄
（　
　

ⅰ　
　

）
〜

（　
　

ⅴ　
　

）
に
入
る
最
も
適
当
な
語
を
、
次
の
各
群
の
①
～
⑤
の
う
ち

か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、
（　
　

ⅰ　
　

）
が

11

、
（　
　

ⅱ　
　

）

が

12

、
（　
　

ⅲ　
　

）
が

13

、
（　
　

ⅳ　
　

）
が

14

、
（　
　

ⅴ　
　

）
が

15

。

11
　
（　
　

ⅰ　
　

）

①

ま
た

②

さ
ら
に

③

そ
し
て

④

な
ぜ
な
ら

⑤

も
し
も

12
　

（　
　

ⅱ　
　

）　

①

仮
に

②

そ
れ
に

③

結
局
は

④

ど
う
せ
な
ら

⑤

し
か
し
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13
　

（　
　

ⅲ　
　

）

①

ど
う
し
て
も

②

他
方

③

で
は

④

さ
な
が
ら

⑤

だ
が

14
　

（　
　

ⅳ　
　

）　

①

万
一

②

つ
ま
り

③

さ
ら
に

④

ど
う
も

⑤

か
な
ら
ず

15
　

（　
　

ⅴ　
　

）

①

む
し
ろ

②

こ
う
し
て

③

た
と
え
ば

④

し
か
し

⑤

も
し
く
は

問
四　

傍
線
部
Ⅰ
「
日
本
の
食
卓
の
光
景
が
一
変
し
た
」
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
か
。
本
文
で
述
べ

ら
れ
て
い
る
内
容
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号

は
、

16

。

①

時
代
と
と
も
に
個
人
の
生
活
が
忙
し
く
な
り
、
家
族
と
い
え
ど
も
全
員
そ
ろ
っ
て
同
時
に
食
事
を
す
る
機
会

が
そ
れ
ま
で
と
比
べ
て
格
段
に
減
っ
た
。

②

以
前
は
家
族
で
全
て
の
食
器
を
共
用
し
て
い
た
の
で
、
専
用
の
食
器
と
い
う
概
念
が
な
か
っ
た
が
、
箸
と
ご

飯
茶
碗
は
個
人
専
用
の
も
の
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
。

③

食
事
中
に
話
を
す
る
こ
と
は
戒
め
ら
れ
て
い
た
が
、
茶
の
間
に
テ
レ
ビ
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
食
事

中
で
も
家
族
で
番
組
な
ど
に
つ
い
て
よ
く
話
す
よ
う
に
な
っ
た
。

④

そ
れ
ま
で
基
本
的
な
食
事
を
一
人
用
の
小
さ
な
専
用
台
に
置
い
て
食
べ
て
い
た
が
、
家
族
全
員
で
同
じ
一
つ

の
大
き
な
台
の
上
に
置
い
て
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

⑤

以
前
は
家
族
の
中
で
家
長
の
位
置
な
ど
が
厳
格
に
決
ま
っ
て
い
た
が
、
チ
ャ
ブ
台
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
か
ら

は
、
家
族
全
員
が
自
由
に
座
る
位
置
を
決
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
次
頁
に
続
き
ま
す
）
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問
五　

傍
線
部
Ⅱ
「
単
に
日
本
人
の
食
事
作
法
を
変
え
た
と
い
う
以
上
に
大
き
な
意
識
革
命
を
も
た
ら
し
た
」
と

は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

17

。

①

チ
ャ
ブ
台
を
使
え
ば
、
各
自
に
料
理
を
盛
り
付
け
る
手
間
を
省
け
る
だ
け
で
な
く
、
脚
を
折
り
た
た
ん
で
立

て
か
け
れ
ば
ス
ペ
ー
ス
の
有
効
利
用
も
で
き
て
、
人
々
を
個
人
主
義
と
い
う
方
向
に
向
か
わ
せ
た
。

②

チ
ャ
ブ
台
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
銘
銘
膳
に
よ
っ
て
明
確
に
な
っ
て
い
た
上
下
関
係
が
見
え
な

く
な
り
、
物
理
的
・
精
神
的
な
距
離
も
近
く
な
っ
て
、
結
果
的
に
家
族
平
等
へ
と
向
か
っ
た
。

③

チ
ャ
ブ
台
を
使
っ
て
大
皿
に
全
員
分
の
料
理
を
盛
る
よ
う
に
な
る
と
、
食
器
の
洗
い
物
が
減
り
、
食
事
ご
と

に
洗
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
衛
生
観
念
が
近
代
的
な
も
の
に
な
っ
た
。

④

有
名
な
映
画
や
ド
ラ
マ
、
漫
画
な
ど
で
、
チ
ャ
ブ
台
が
一
家
団
欒
の
象
徴
と
さ
れ
た
こ
と
で
、
家
族
像
に
対

す
る
封
建
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
打
ち
壊
さ
れ
、
家
族
平
等
が
実
現
し
た
。

⑤

箱
膳
を
収
め
る
膳
棚
を
備
え
る
の
も
難
し
い
狭
い
家
で
も
、
チ
ャ
ブ
台
に
よ
っ
て
家
が
広
く
使
え
る
た
め
、

社
会
の
貧
富
差
を
小
さ
く
し
て
民
主
主
義
を
進
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

問
六　

傍
線
部
Ⅲ
「
位
置
と
距
離
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
た
位
階
秩
序
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

18

。

①

上
座
、
下
座
の
よ
う
に
部
屋
の
ど
こ
に
座
る
か
に
よ
っ
て
序
列
が
決
ま
っ
た
と
い
う
こ
と

②

男
女
、
親
子
、
雇
用
関
係
な
ど
に
よ
る
親
疎
が
座
る
場
所
の
基
準
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

③

塗
り
や
形
式
な
ど
膳
自
体
の
格
に
よ
っ
て
ど
こ
に
座
る
か
が
決
ま
っ
た
と
い
う
こ
と

④

銘
銘
膳
を
使
う
た
め
に
夫
婦
や
親
子
で
も
距
離
を
と
っ
て
座
っ
た
と
い
う
こ
と

⑤

性
別
、
年
齢
な
ど
に
よ
る
差
別
が
座
る
場
所
に
反
映
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

問
七　

傍
線
部
Ⅳ
「
チ
ャ
ブ
台
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
思
潮
が
家
庭
の
居
間
に
入
っ
て
い
く
窓
口
と
も
な
っ

た
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

19

。
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①

チ
ャ
ブ
台
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
家
庭
で
話
し
合
う
機
会
が
増
え
、
当
時
の
潮
流
で
あ
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

を
主
張
す
る
政
党
を
家
族
み
な
で
支
え
よ
う
と
い
う
相
談
が
ま
と
ま
り
や
す
か
っ
た
と
い
う
こ
と

②

チ
ャ
ブ
台
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
家
族
み
ん
な
が
平
等
な
立
場
で
自
由
に
発
言
す
る
の
が
当
た
り
前
で
あ

る
と
い
う
考
え
方
が
家
庭
に
入
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と

③

チ
ャ
ブ
台
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
家
族
全
員
が
同
じ
場
所
、
同
じ
時
間
に
食
事
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
軍
隊
の
よ
う
な
雰
囲
気
が
強
ま
っ
た
と
い
う
こ
と

④

チ
ャ
ブ
台
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
家
長
の
目
が
家
族
全
員
に
く
ま
な
く
行
き
届
き
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
反

す
る
よ
う
な
思
想
を
持
つ
こ
と
に
つ
い
て
厳
し
く
監
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

⑤

チ
ャ
ブ
台
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
家
庭
の
居
間
が
開
放
的
な
雰
囲
気
に
な
り
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
思
想
を

持
ち
込
む
よ
う
な
来
客
も
増
え
た
と
い
う
こ
と

問
八　

傍
線
部
Ⅴ
「
家
庭
団
欒
を
象
徴
す
る
の
は
、
チ
ャ
ブ
台
そ
の
も
の
で
は
な
く
テ
レ
ビ
と
そ
こ
に
映
し
出
さ

れ
る
チ
ャ
ブ
台
と
な
っ
た
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な

さ
い
。
解
答
番
号
は
、

20

。

①

家
庭
の
チ
ャ
ブ
台
は
テ
ー
ブ
ル
と
椅
子
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
、
家
庭
団
欒
の
象
徴
は
も
は
や
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ

の
中
に
登
場
す
る
チ
ャ
ブ
台
し
か
な
く
な
っ
た
。

②

家
庭
の
チ
ャ
ブ
台
は
た
だ
の
食
卓
と
な
り
、
家
族
の
視
線
が
集
ま
る
テ
レ
ビ
画
面
に
反
射
し
て
映
り
こ
ん
だ

チ
ャ
ブ
台
の
映
像
こ
そ
が
家
庭
団
欒
の
象
徴
と
な
っ
た
。

③

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
中
で
使
用
さ
れ
る
チ
ャ
ブ
台
が
、
古
き
良
き
時
代
の
家
庭
団
欒
を
象
徴
す
る
だ
け
で
、
実

際
の
家
庭
か
ら
団
欒
の
象
徴
は
姿
を
消
し
た
。

④

家
庭
団
欒
の
象
徴
と
し
て
の
機
能
は
テ
レ
ビ
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
、
そ
の
テ
レ
ビ
に
は
家
庭
団
欒
の
象
徴
と

し
て
の
チ
ャ
ブ
台
が
映
し
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

⑤

家
庭
団
欒
の
象
徴
が
チ
ャ
ブ
台
か
ら
テ
レ
ビ
に
変
わ
っ
た
の
で
、
テ
レ
ビ
を
正
面
に
し
て
座
る
こ
と
で
会
話

も
な
く
な
り
、
家
庭
か
ら
は
団
欒
そ
の
も
の
が
消
え
た
。

（
次
頁
に
続
き
ま
す
）



−
13
−
　

問
九　

傍
線
部
ア
「
ち
ゃ
ぶ
台
返
し
」
と
イ
「
チ
ャ
ブ
台
返
し
」
で
表
記
を
変
え
て
い
る
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ

る
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

21

。

①

こ
の
文
章
の
テ
ー
マ
と
な
る
キ
ー
ワ
ー
ド
な
の
で
、
目
立
つ
よ
う
に
平
仮
名
に
し
た
り
片
仮
名
に
し
た
り
し

て
変
化
を
つ
け
る
ほ
う
が
、
注
目
さ
れ
や
す
い
と
い
う
意
図
が
あ
る
か
ら

②　

「
ち
ゃ
ぶ
台
」
は
日
本
文
化
に
す
っ
か
り
な
じ
ん
だ
食
卓
を
表
現
す
る
言
葉
と
し
て
平
仮
名
を
使
っ
て
い
る

が
、
「
チ
ャ
ブ
台
」
は
「
卓
袱
」
の
中
国
語
発
音
を
意
識
し
て
片
仮
名
を
使
っ
て
い
る
か
ら

③　

「
ち
ゃ
ぶ
台
」
は
慣
用
表
現
の
中
の
比
喩
で
あ
っ
て
実
際
の
食
卓
を
指
さ
な
い
が
、
「
チ
ャ
ブ
台
」
は
実
際
の

食
卓
を
指
す
か
ら

④　

「
ち
ゃ
ぶ
台
返
し
」
と
い
う
言
葉
に
使
わ
れ
る
「
ち
ゃ
ぶ
台
」
は
、
「
チ
ャ
ブ
台
」
と
は
全
く
別
の
関
係
の
な

い
も
の
な
の
で
、
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら

⑤　

「
ち
ゃ
ぶ
台
返
し
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
チ
ャ
ブ
台
」
が
日
本
の
食
卓
と
し
て
採
用
さ
れ
る
よ
り
前
か
ら
あ
っ

た
の
で
、
伝
統
的
な
平
仮
名
を
用
い
て
書
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
か
ら

問
十　

次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
、
本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

22

。

①

箱
膳
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
個
人
の
食
器
を
自
ら
管
理
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
同
じ
家
族
の
中
で

も
箸
と
茶
碗
を
共
用
し
な
い
と
い
う
習
慣
が
生
ま
れ
た
。

②　

「
台
所
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
始
め
た
の
は
鎌
倉
時
代
ご
ろ
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
前
に
は
台
盤
を
置
く
場

所
と
い
う
意
味
の
「
台
盤
所
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
た
。

③

社
会
主
義
者
の
堺
利
彦
は
、
「
平
民
主
義
の
美
し
い
新
家
庭
」
の
た
め
に
、
個
人
の
自
由
を
尊
重
し
た
従
来

の
膳
を
使
用
す
る
こ
と
を
国
民
に
向
け
て
推
奨
し
た
。

④

中
国
と
朝
鮮
半
島
で
は
、
唐
代
以
降
に
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
経
由
で
伝
わ
っ
た
テ
ー
ブ
ル
と
椅
子
を
使
う
よ
う
に

な
っ
た
が
、
日
本
で
テ
ー
ブ
ル
と
椅
子
が
導
入
さ
れ
た
の
は
近
代
以
降
で
あ
る
。

⑤

日
本
で
は
銘
銘
膳
と
い
う
個
人
用
の
食
卓
を
使
用
し
て
い
た
が
、
近
代
に
西
洋
文
化
が
流
入
し
た
こ
と
に
よ

り
、
チ
ャ
ブ
台
を
使
用
し
て
食
卓
を
家
族
で
共
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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問
十
一　

こ
の
文
章
の
構
成
内
容
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

23

。

①

古
代
日
本
と
中
国
の
交
流
を
中
心
に
、
食
習
慣
が
い
か
に
し
て
流
入
し
て
き
た
か
を
詳
し
く
述
べ
た
後
、
近

代
以
降
は
欧
米
か
ら
の
影
響
が
強
か
っ
た
点
に
つ
い
て
検
証
を
行
っ
て
い
る
。

②

銘
銘
膳
と
チ
ャ
ブ
台
の
特
徴
を
挙
げ
て
比
較
し
、
チ
ャ
ブ
台
の
利
点
に
つ
い
て
述
べ
た
後
で
、
ダ
イ
ニ
ン
グ

テ
ー
ブ
ル
と
椅
子
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
た
経
緯
を
資
料
と
と
も
に
記
し
て
い
る
。

③

日
本
の
近
代
社
会
に
民
主
主
義
を
も
た
ら
し
た
の
は
チ
ャ
ブ
台
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
し
、
様
々
な
資
料
を
提

示
し
て
主
張
を
裏
付
け
て
い
る
。

④

東
北
ア
ジ
ア
に
お
け
る
食
卓
の
変
遷
を
丁
寧
に
追
い
、
チ
ャ
ブ
台
の
導
入
に
よ
る
日
本
の
家
庭
で
の
考
え
方

の
変
化
に
つ
い
て
資
料
や
思
い
出
を
ま
じ
え
な
が
ら
記
述
し
て
い
る
。

⑤

近
代
以
降
、
欧
米
か
ら
大
量
の
文
化
流
入
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
チ
ャ
ブ
台
で
の
食
事
を
続
け
る
こ

と
に
よ
り
家
族
団
欒
が
守
ら
れ
た
こ
と
を
、
思
い
出
と
と
も
に
語
っ
て
い
る
。

（
次
頁
に
続
き
ま
す
）
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二
　

次
の
問
一
〜
問
三
に
答
え
な
さ
い
。

問
一　

グ
ラ
フ
１
を
見
て
、
次
の
文
章
の
（
Ⅰ
）
～
（
Ⅴ
）
に
入
る
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各

群
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

24

〜

28

。

【
グ
ラ
フ
１
】

（

）

年度 国語 す の の （文 ）

　

グ
ラ
フ
１
は
、
令
和
元
年
度
に
「
ふ
だ
ん
の
生
活
の
中
で
接
し
て
い
る
言
葉
か
ら
考
え
て
、
今
の
国
語
は
乱
れ

て
い
る
と
思
う
か
」
を
尋
ね
、
年
齢
別
に
前
回
（
平
成

年
度
）
の
調
査
結
果
と
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

今
回
の
調
査
で
は
、
「
乱
れ
て
い
る
と
思
う
（
計
）
」
の
割
合
は
（　

Ⅰ　

）
。
前
回
の
調
査
と
比
較
す
る
と
、

「
乱
れ
て
い
る
と
思
う
（
計
）
」
の
割
合
は
ほ
と
ん
ど
の
年
代
で
減
少
傾
向
に
あ
り
、
（　

Ⅱ　

）
。

　

一
方
、
「
乱
れ
て
い
な
い
と
思
う
（
計
）
」
の
割
合
を
見
る
と
、
（　

Ⅲ　

）
。
前
回
の
調
査
と
比
較
す
る
と
、

（　

Ⅳ　

）
。

　

グ
ラ
フ
１
全
体
を
見
る
と
、
（　

Ⅴ　

）
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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24

（　

Ⅰ　

）

①

全
て
の
年
代
で
過
半
数
を
上
回
っ
て
い
る

②

代
か
ら

歳
以
上
で
６
割
を
超
え
て
い
る

③

代
か
ら

代
で
７
割
を
超
え
て
い
る

④

年
齢
に
比
例
し
て
割
合
も
高
く
な
っ
て
い
る

⑤

代
か
ら

代
で
約
３
分
の
１
を
占
め
て
い
る

25

（　

Ⅱ　

）

①

中
で
も

代
か
ら

代
で
は
、
お
お
よ
そ

ポ
イ
ン
ト
ず
つ
増
加
し
て
い
る

②

中
で
も

代
か
ら

代
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
約

ポ
イ
ン
ト
減
少
し
て
い
る

③

中
で
も

代
か
ら

代
で
は
、

ポ
イ
ン
ト
未
満
の
増
加
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

④

中
で
も

代
か
ら

代
で
は
、
減
少
幅
が
小
さ
い
と
言
え
る

⑤

中
で
も

代
か
ら

代
で
は
、
軒
並
み

ポ
イ
ン
ト
以
上
減
少
し
て
い
る

26

（　

Ⅲ　

）

①

年
齢
に
比
例
し
て
割
合
は
低
く
な
っ
て
い
る

②

代
で
最
も
低
く
な
っ
て
お
り
、

代
で
最
も
高
い

③

全
て
の
年
代
で

％
以
下
で
あ
る

④

年
齢
に
比
例
し
て
割
合
も
高
く
な
っ
て
い
る

⑤

代
で
最
も
高
く
な
っ
て
お
り
、

代
で
最
も
低
い

27

（　

Ⅳ　

）

①

年
代
別
の
傾
向
は
前
回
同
様
で
あ
り
、

歳
以
上
で
最
も
高
く
、

代
で
最
も
低
い

②

全
体
的
に
減
少
傾
向
で
あ
り
、
特
に

代
で

ポ
イ
ン
ト
以
上
減
少
し
て
い
る

③

全
体
的
に
増
加
傾
向
で
あ
り
、
特
に

代
で

ポ
イ
ン
ト
以
上
増
加
し
て
い
る

④

全
体
的
に
減
少
傾
向
で
あ
り
、
特
に

代
で

ポ
イ
ン
ト
以
上
減
少
し
て
い
る

⑤

全
体
的
に
増
加
傾
向
で
あ
り
、
特
に

代
で

ポ
イ
ン
ト
以
上
増
加
し
て
い
る

（
次
頁
に
続
き
ま
す
）
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28

（　

Ⅴ　

）

①

言
葉
遣
い
に
つ
い
て
は
全
体
的
に
規
範
意
識
が
高
ま
る
傾
向
に
あ
る

②

言
葉
遣
い
に
つ
い
て
は
高
齢
者
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
ル
ー
ル
に
厳
し
い

③

言
葉
遣
い
に
つ
い
て
は
流
行
語
の
増
加
を
反
映
し
て
乱
れ
を
感
じ
る
人
が
増
加
し
て
い
る

④

言
葉
遣
い
に
つ
い
て
は
寛
容
な
見
方
が
広
ま
り
つ
つ
あ
る
可
能
性
が
あ
る

⑤

言
葉
遣
い
に
つ
い
て
は
若
年
層
ほ
ど
乱
れ
を
感
じ
て
い
る
人
が
多
い

問
二　

次
の
ア
～
オ
の
意
味
に
合
う
慣
用
的
表
現
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
①
～
⑤
の
う
ち
か

ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

29

〜

33

。

29

ア

飽
き
て
不
快
に
な
る

①

鼻
で
笑
う

②

鼻
に
つ
く

③

鼻
で
あ
し
ら
う

④

鼻
を
折
る

⑤

鼻
を
明
か
す

30

イ

食
べ
物
な
ど
が
腐
り
や
す
い

①

足
が
出
る

②

足
が
付
く

③

足
が
乱
れ
る

④

足
が
早
い

⑤

足
が
遠
の
く

31

ウ

う
わ
さ
に
な
る

①

口
に
任
せ
る

②

口
を
利
く

③

口
を
は
さ
む

④

口
に
上
る

⑤

口
が
過
ぎ
る

32

エ

ち
ら
っ
と
聞
く

①

耳
に
つ
く

②

耳
に
留
め
る

③

耳
に
は
さ
む

④

耳
を
傾
け
る

⑤

耳
が
早
い

33

オ

処
置
や
対
策
に
困
る

①

手
を
焼
く

②

手
を
組
む

③

手
を
抜
く

④

手
を
回
す

⑤

手
を
切
る
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問
三　

次
の
コ
ラ
ム
は
、
▼
を
付
し
た
最
初
と
最
後
の
段
落
以
外
は
順
序
が
正
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
読
ん

で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

▼

映
画
「
世
界
の
中
心
で
、
愛
を
さ
け
ぶ
」
で
は
、
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
が
だ
い
じ
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
小

さ
な
ま
ち
に
す
む
高
校
生
の
ア
キ
と
サ
ク
は
、
交
換
日
記
の
よ
う
に
テ
ー
プ
で
お
互
い
の
声
を
や
り
と
り
し
始

め
る
。
じ
か
に
話
す
よ
り
も
正
直
に
気
持
ち
が
言
え
る
か
ら
と
。

①　

そ
ん
な
ふ
う
に
思
い
を
巡
ら
せ
た
の
は
、
あ
る
訃ふ

報ほ
う

に
触
れ
た
か
ら
だ
。

年
代
に
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
を
開

発
し
た
オ
ラ
ン
ダ
の
技
術
者
が
亡
く
な
っ
た
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
社
で
製
品
開
発
部
長
だ
っ
た
ル
ー
・
オ
ッ
テ
ン

ス
さ
ん
。

歳
。

②

好
き
な
人
へ
の
告
白
。
家
族
へ
の
誕
生
日
メ
ッ
セ
ー
ジ
。
当
方
も
海
外
留
学
中
の
友
人
に
、
と
り
と
め
の
な

い
話
を
吹
き
込
ん
で
送
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
声
で
も
音
楽
で
も
手
作
り
の
感
じ
が
し
た
の
は
、
録
音
ボ
タ
ン
を

ぎ
ゅ
っ
と
押
す
感
触
の
せ
い
か
。

③

そ
れ
ま
で
の
テ
ー
プ
は
扱
い
に
く
く
高
価
だ
っ
た
。
米
公
共
ラ
ジ
オ
に
よ
る
と
、
オ
ッ
テ
ン
ス
さ
ん
は
ポ

ケ
ッ
ト
に
収
ま
る
薄
い
木
片
を
も
と
に
、
あ
る
べ
き
末
来
の
テ
ー
プ
を
考
え
た
と
い
う
。
簡
単
に
持
ち
運
べ
る

メ
デ
ィ
ア
。
そ
の
着
想
は
遠
く
ス
マ
ホ
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

④
「
自
己
紹
介
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。
好
き
な
も
の
は
、
調
理
実
習
、
夏
の
麦
茶
、
白
の
ワ
ン
ピ
ー
ス

…
…
」
と
ア
キ
。
サ
ク
は
「
プ
ー
ル
の
授
業
、
冬
の
ク
ワ
ガ
タ
ム
シ
…
…
」
。
舞
台
は
１
９
８
０
年
代
。
同
じ

よ
う
に
カ
セ
ッ
ト
を
手
紙
代
わ
り
に
使
っ
た
方
も
い
る
の
で
は
な
い
か
。

▼

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
た
く
さ
ん
の
音
楽
が
聴
け
る
今
も
、
（　

Ｘ　

）
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
カ
セ
ッ
ト
で

新
譜
を
出
す
動
き
が
国
内
外
に
あ
る
と
い
う
。
た
し
か
な
手
触
り
を
求
め
る
気
持
ち
は
、
わ
か
る
気
が
す
る
。

（
天
声
人
語
（
朝
日
新
聞
、
２
０
２
１
年
３
月

日
）
承
諾
書
番
号
（

）
朝
日
新
聞
社
に
無
断
で
転
載
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。
）

（
次
頁
に
続
き
ま
す
）
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学

(解
答

番
号

　
　

　
　
～

　
）

１

※
学

は
「

バ
イ

オ
環

境
学

部
」

は
選

択
。

「
学

部
」

は
必

須
。

（
１
）
そ
れ
ぞ
れ
の
段
落
を
正
し
く
並
べ
る
と
、
順
序
は
ど
う
な
り
ま
す
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
に
入
る
最
も

適
当
な
も
の
を
、
①
～
④
の
う
ち
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。
（
完
全
解
答
）
解
答
番
号
は
、

34

～

37

。

▼
最
初
の
段
落
―（

34
　

）
―
（　

35
　

）
―
（　

36
　

）
―
（　

37
　

）―
▼
最
後
の
段
落

（
２
）
空
欄
（　

Ｘ　

）
に
入
る
最
も
適
当
な
語
句
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答

番
号
は
、

38

。

①

宝
の
持
ち
腐
れ

②

前
世
紀
の
遺
物

③

無
用
の
長
物

④

夏
炉
冬
扇

⑤

贅ぜ
い
た
く沢

品
の
た
ぐ
い

以
上
で
問
題
は
終
わ
り
で
す
。


