
う
め
ざ
き
は
る
お

第
2
問
次
の
文
章
は
、
梅
崎
春
生「
飢
え
の
季
節
」（
一
九
四
八
年
発
表
）の
一
節
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結
直
後
、
食
糧
難
の
東
京
が
舞
台

で
あ
る
。
い
つ
も
空
腹
の
状
態
に
あ
っ
た
主
人
公
の「
私
」は
広
告
会
社
に
応
募
し
て
採
用
さ
れ
、「
大
東
京
の
将
来
」を
テ
ー
マ
に
し
た
看
板
広
告
の
構

想
を
練
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
本
文
は
、「
私
」が
ま
と
め
上
げ
た
構
想
を
会
議
に
提
出
し
た
場
面
か
ら
始
ま
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問
い（
問

1
〜
7
）に
答
え
よ
。（
配
点

５０
）

こ
し
ら

私
が
無
理
矢
理
に
拵
え
上
げ
た
構
想
の
な
か
で
は
、
都
民
の
ひ
と
り
ひ
と
り
が
楽
し
く
胸
を
は
っ
て
生
き
て
ゆ
け
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
風
の
都
市
を

す
く
な

つ
く
り
あ
げ
て
い
た
。
私
が
も
っ
と
も
念
願
す
る
理
想
の
食
物
都
市
と
は
い
さ
さ
か
形
は
ち
が
っ
て
い
た
が
、
そ
の
精
神
も
少
か
ら
ず
こ
の
構
想
に
は

ゆ
う
ぐ
れ

し
く
み

加
味
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
緑
地
帯
に
は
柿
の
並
木
が
つ
ら
な
り
、
夕
昏
散
歩
す
る
都
民
た
ち
が
そ
れ
を
も
い
で
食
べ
て
も
い
い
よ
う
な
仕
組
に

は
ず

な
っ
て
い
た
。
私
の
考
え
で
は
、
そ
ん
な
雰
囲
気
の
な
か
で
こ
そ
、
都
民
の
ひ
と
り
ひ
と
り
が
胸
を
張
っ
て
生
き
て
ゆ
け
る
筈
で
あ
っ
た
。
絵
柄
や
文

章
を
指
定
し
た
こ
の
二
十
枚
の
下
書
き
の
中
に
、
私
の
さ
ま
ざ
ま
な
夢
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
私
の
夢
が
飢
え
た
る

ほ
ほ
え

都
市
の
人
々
の
共
感
を
得
な
い
筈
は
な
か
っ
た
。
町
角
に
私
の
作
品
が
並
べ
ら
れ
れ
ば
、
道
行
く
人
々
は
皆
立
ち
ど
ま
っ
て
、
微
笑
み
な
が
ら
眺
め
て

く

こ
れ

呉
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
う
私
は
信
じ
た
。
だ
か
ら
之
を
提
出
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
私
は
す
こ
し
は
晴
れ
が
ま
し
い
気
持
で
も
あ
っ
た
の
で
あ

る
。

へ
ん
し
ゆ
う

会
長
も
臨
席
し
た

（
注
�
）

編

輯
会
議
の
席
上
で
、
し
か
し
私
の
下
書
き
は
散
々
の
悪
評
で
あ
っ
た
。
悪
評
で
あ
る
と
い
う
よ
り
、
て
ん
で
問
題
に
さ
れ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
こ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
つ
も
り
な
の
か
ね
」

私
の
下
書
き
を
一
枚
一
枚
見
な
が
ら
、
会
長
は
が
ら
が
ら
し
た
声
で
私
に
言
っ
た
。

「
こ
ん
な
も
の
を
街
頭
展
に
出
し
て
、
一
体
何
の
た
め
に
な
る
と
思
う
ん
だ
ね
」

た
だ
い
ま

「
そ
、
そ
れ
は
で
す
」と
Ａ
私
は
あ
わ
て
て
説
明
し
た
。「
只
今
は
食
糧
事
情
が
わ
る
く
て
、
皆
意
気
が
衰
え
、
夢
を
失
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。

だ
か
ら
せ
め
て
た
の
し
い
夢
を
見
せ
て
や
り
た
い
、
と
こ
う
考
え
た
も
の
で
す
か
ら

」
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会
長
は
不
機
嫌
な
顔
を
し
て
、
私
の
苦
心
の
下
書
き
を
重
ね
て
卓
の
上
に
ほ
う
り
だ
し
た
。

「

大
東
京
の
将
来
と
い
う
テ
ー
マ
を
つ
か
ん
だ
ら
」し
ば
ら
く
し
て
会
長
は
は
き
出
す
よ
う
に
口
を
き
っ
た
。「
現
在
何
が
不
足
し
て
い
る
か
。

理
想
の
東
京
を
つ
く
る
た
め
に
は
ど
ん
な
も
の
が
必
要
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
ん
だ
。
た
と
え
ば
家
を
建
て
る
た
め
の
材
木
だ
」

て
の
ひ
ら

会
長
は
赤
ら
ん
だ
掌
を
く
に
ゃ
く
に
ゃ
動
か
し
て
材
木
の
形
を
し
て
み
せ
た
。

す

ぐ
あ
い

「
材
木
は
ど
こ
に
あ
る
か
。
ど
の
位
の
ス
ト
ッ
ク
が
あ
る
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
何
々
材
木
会
社
に
頼
め
ば
直
ぐ
手
に
入
る
、
と
こ
う
い
う
具
合
に
や

る
ん
だ
」

会
長
は
再
び
私
の
下
書
き
を
手
に
と
っ
た
。

で
ん
と
う

「
明
る
い
都
市
？

明
る
く
す
る
に
は
、
電
燈
だ
。
電
燈
の
生
産
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。
マ
ツ
ダ
ラ
ン
プ
の
工
場
で
は
、
ど
ん
な
数
量
を
生
産

し
、
将
来
ど
ん
な
具
合
に
生
産
が
増
加
す
る
か
、
そ
れ
を
書
く
ん
だ
。
電
燈
な
ら
マ
ツ
ダ
ラ
ン
プ
と
い
う
具
合
だ
。
そ
し
て
マ
ツ
ダ
ラ
ン
プ
か
ら
金
を

も
ら
貰
う
ん
だ
」

は
は
あ
、
と
や
っ
と
胸
に
お
ち
る
も
の
が
私
に
あ
っ
た
。
会
長
は
顔
を
し
か
め
た
。

「
緑
地
帯
に
柿
の
木
を
植
え
る
っ
て
？

そ
ん
な
馬
鹿
な
。
土
地
会
社
だ
。
東
京
都
市
計
画
で
緑
地
帯
の
候
補
地
が
こ
れ
こ
れ
に
な
っ
て
い
る
か

ら
、
そ
こ
の
住
民
た
ち
は
今
の
う
ち
に
他
に
土
地
を
買
っ
て
、
移
転
す
る
準
備
し
た
ら
よ
い
、
と
い
う
具
合
だ
。
そ
の
と
き
土
地
を
買
う
な
ら
何
々
土

地
会
社
へ
、
だ
。
そ
し
て
ま
た
金
を
貰
う
」

と

佐
藤
や
長
山
ア
キ
子
や
他
の
編
輯
員
た
ち
の
、
冷
笑
す
る
よ
う
な
視
線
を
額
に
か
ん
じ
な
が
ら
、
私
は
あ
か
く
な
っ
て
う
つ
む
い
て
い
た
。
飛
ん
で

わ
か

も
な
い
誤
解
を
し
て
い
た
こ
と
が
、
段
々
判
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
思
え
ば
戦
争
中
（
注
�
）

情
報
局
と
手
を
組
ん
で
こ
ん
な
仕
事
を
や
っ
て
い
た
と
い
う
の

も
う

も
、
憂
国
の
至
情
に
あ
ふ
れ
て
か
ら
の
所
業
で
は
な
く
て
、
た
ん
な
る
儲
け
仕
事
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
少
し
考
え
れ
ば
判
る
筈
で
あ
っ
た
。
そ

お
わ

け
い
も
う

し
て
戦
争
が
終
っ
て
情
報
局
と
手
が
切
れ
て
、
掌
を
か
え
し
た
よ
う
に
文
化
国
家
の
建
設
の
啓
蒙
を
や
ろ
う
と
い
う
の
も
、
私
費
を
投
じ
た
慈
善
事
業

か
ら
だ

で
あ
る
筈
が
な
か
っ
た
。
会
長
の
声
を
受
け
と
め
な
が
ら
、
椅
子
に
身
体
を
硬
く
し
て
、
頭
を
た
れ
た
ま
ま
、
Ｂ
私
は
だ
ん
だ
ん
腹
が
立
っ
て
き
た

の
で
あ
る
。
私
の
夢
が
侮
蔑
さ
れ
た
の
が
口
惜
し
い
の
で
は
な
い
。
こ
の
会
社
の
そ
の
よ
う
な
営
利
精
神
を
憎
む
の
で
も
な
い
。
佐
藤
や
長
山
の
冷
笑
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つ
ら

的
な
視
線
が
辛
か
っ
た
の
で
も
な
い
。
た
だ
た
だ
私
は
自
分
の
間
抜
け
さ
加
減
に
腹
を
立
て
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

ゆ
う
う
つ

し
よ
う
へ
い
ば
し

そ
の
夕
方
、
私
は
憂
欝
な
顔
を
し
て
（
注
�
）

焼
け
ビ
ル
を
出
、
う
す
ぐ
ら
い
街
を

（
注
�
）

昌

平
橋
の
方
に
あ
る
い
て
行
っ
た
。
あ
れ
か
ら
私
は
構
想
の
た
て
な
お

ひ
き
う

し
を
命
ぜ
ら
れ
て
、
そ
れ
を
引
受
け
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
よ
か
っ
た
。
給
料
さ
え
貰
え
れ
ば
始
め
か
ら
私
は
何
で
も
や
る
つ
も

り
で
い
た
の
だ
か
ら
。
憂
欝
な
顔
を
し
て
い
る
と
い
う
の
も
、
た
だ
腹
が
へ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
膝
を
が
く
が
く
さ
せ
な
が
ら
昌
平
橋
の
た
も

と
ま
で
来
た
と
き
、
私
は
変
な
老
人
か
ら
呼
び
と
め
ら
れ
た
。
共
同
便
所
の
横
の
う
す
く
ら
が
り
に
い
る
せ
い
か
、
そ
の
老
人
は
人
間
と
い
う
よ
り
一

枚
の
影
に
似
て
い
た
。

「
旦
那
」声
を
ぜ
い
ぜ
い
ふ
る
わ
せ
な
が
ら
老
人
は
手
を
出
し
た
。「
昨
日
か
ら
、
何
も
食
っ
て
い
な
い
ん
で
す
。
ほ
ん
と
に
何
も
食
っ
て
い
な
い
ん

で
す
。
た
っ
た
一
食
で
も
よ
ろ
し
い
か
ら
、
め
ぐ
ん
で
や
っ
て
下
さ
い
な
。
旦
那
、
お
ね
が
い
で
す
」

が
い
と
う

う
わ
ぎ

老
人
は

（
注
�
）

外
套
も
着
て
い
な
か
っ
た
。
顔
は
く
ろ
く
よ
ご
れ
て
い
て
、
上
衣
の
袖
か
ら
出
た
手
は
、
ぎ
ょ
っ
と
す
る
ほ
ど
細
か
っ
た
。
身
体
が
小
刻
み

に
動
い
て
い
て
、
立
っ
て
い
る
こ
と
も
精
い
っ
ぱ
い
で
あ
る
ら
し
か
っ
た
。
老
人
の
骨
ば
っ
た
指
が
私
の
外
套
の
袖
に
か
ら
ん
だ
。
私
は
あ
る
苦
痛
を

し
の
び
な
が
ら
そ
れ
を
振
り
は
ら
っ
た
。

「
な
い
ん
だ
よ
。
僕
も
一
食
ず
つ
し
か
食
べ
て
い
な
い
ん
だ
。
ぎ
り
ぎ
り
計
算
し
て
食
っ
て
い
る
ん
だ
。
と
て
も
分
け
て
あ
げ
ら
れ
な
い
ん
だ
よ
」

「
そ
う
で
し
ょ
う
が
、
旦
那
、
あ
た
し
は
昨
日
か
ら
な
に
も
食
っ
て
い
な
い
ん
で
す
。
何
な
ら
、
こ
の
上
衣
を
（
注
�
）

抵
当
に
入
れ
て
も
よ
ご
ざ
ん
す
。
一

食
だ
け
。
ね
。
一
食
だ
け
で
い
い
ん
で
す
」

め

ま
ぶ
た

老
人
の
眼
は
暗
が
り
の
中
で
で
も
ぎ
ら
ぎ
ら
光
っ
て
い
て
、
ま
る
で
眼
球
が
瞼
の
そ
と
に
と
び
だ
し
て
い
る
よ
う
な
具
合
で
あ
っ
た
。
頰
は
げ
っ
そ

の

ど

り
し
な
び
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
咽
喉
に
か
け
て
ざ
ら
ざ
ら
に
鳥
肌
が
立
っ
て
い
た
。

「
ね
え
。
旦
那
。
お
願
い
。
お
願
い
で
す
」

ろ
う
や

頭
を
ふ
ら
ふ
ら
と
下
げ
る
老
爺
よ
り
も
ど
ん
な
に
私
の
方
が
頭
を
下
げ
て
願
い
た
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
あ
た
り
に
人
眼
が
な
け
れ
ば
私
は
ひ
ざ
ま

ず
い
て
、
こ
れ
以
上
自
分
を
苦
し
め
て
呉
れ
る
な
と
、
老
爺
に
む
か
っ
て
頭
を
さ
げ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
の
だ
。
し
か
し
私
は
、
Ｃ
自
分
で
も
お

ど
ろ
く
ほ
ど
邪
険
な
口
調
で
、
老
爺
に
こ
た
え
て
い
た
。
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「
駄
目
だ
よ
。
無
い
と
い
っ
た
ら
無
い
よ
。
誰
か
他
の
人
に
で
も
頼
み
な
」

し
ば
ら

か

暫
く
の
後
私
は
食
堂
の
か
た
い
椅
子
に
か
け
て
、
変
な
臭
い
の
す
る
魚
の
煮
付
と
芋
ま
じ
り
の
少
量
の
飯
を
ぼ
そ
ぼ
そ
と
嚙
ん
で
い
た
。
し
き
り

に
胸
を
熱
く
し
て
来
る
も
の
が
あ
っ
て
、
食
物
の
味
も
わ
か
ら
な
い
位
だ
っ
た
。
私
を
と
り
ま
く
さ
ま
ざ
ま
の
構
図
が
、
ひ
っ
き
り
な
し
に
心
を
去
来

し
た
。
毎
日
白
い
御
飯
を
腹
い
っ
ぱ
い
に
詰
め
、
鶏
に
ま
で
白
米
を
や
る
下
宿
の
あ
る
じ
、
（
注
�
）

闇
売
り
で
ず
い
ぶ
ん
儲
け
た
く
せ
に
柿
の
ひ
と
つ
や
ふ
た

た
ば
こ

ね
ず
み

あ
お

と
び
で

つ
で
怒
っ
て
い
る
裏
の
吉
田
さ
ん
。
高
価
な
莨
を
ひ
っ
き
り
な
し
に
吸
っ
て
血
色
の
い
い
会
長
。
鼠
の
よ
う
な
庶
務
課
長
。
膝
頭
が
蒼
白
く
飛
出
た
佐

藤
。
長
山
ア
キ
子
の
腐
っ
た
芋
の
弁
当
。
（
注
�
）

国
民
服
一
着
し
か
も
た
な
い
Ｔ
・
Ｉ
氏
。
お
尻
の
破
れ
た
青
い
（
注
�
）

モ
ン
ペ
の
女
。
電
車
の
中
で
私
を
押
し
て
来

る
勤
め
人
た
ち
。
た
だ
一
食
の
物
乞
い
に
上
衣
を
脱
ご
う
と
し
た
老
爺
。
そ
れ
ら
の
た
く
さ
ん
の
構
図
に
か
こ
ま
れ
て
、
朝
起
き
た
と
き
か
ら
食
物
の

こ
と
ば
か
り
妄
想
し
、
こ
そ
泥
の
よ
う
に
芋
や
柿
を
か
す
め
て
い
る
私
自
身
の
姿
が
そ
こ
に
あ
る
わ
け
で
あ
っ
た
。
こ
ん
な
日
常
が
連
続
し
て
ゆ
く
こ

と
で
、
一
体
ど
ん
な
お
そ
ろ
し
い
結
末
が
待
っ
て
い
る
の
か
。
Ｄ
そ
れ
を
考
え
る
だ
け
で
私
は
身
ぶ
る
い
し
た
。

食
べ
て
い
る
私
の
外
套
の
背
に
、
も
は
や
寒
さ
が
も
た
れ
て
来
る
。
も
う
月
末
が
近
づ
い
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
か
ぞ
え
て
み
る
と
こ
の
会
社
に
つ

と
め
出
し
て
か
ら
、
も
う
二
十
日
以
上
も
経
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
た
。

私
の
給
料
が
月
給
で
な
く
日
給
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
も
一
日
三
円
の
割
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
の
私
の
衝
動
は
ど
ん
な
で
あ
っ
た
だ
ろ

う
。
そ
れ
を
私
は
月
末
の
給
料
日
に
、
鼠
の
よ
う
な
風
貌
の
庶
務
課
長
か
ら
言
い
わ
た
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
庶
務
課
長
の
キ
ン
キ
ン
し
た
声
の
内
容

み
な
ら
い

に
よ
る
と
、
私
は（
私
と
一
緒
に
入
社
し
た
者
も
）し
ば
ら
く
の
間
は
見
習
社
員
と
い
う
わ
け
で
、
実
力
次
第
で
は
こ
れ
か
ら
ど
ん
な
に
で
も
昇
給
さ

お
と

せ
る
か
ら
、
力
を
落
さ
ず
に
し
っ
か
り
や
る
よ
う
に
、
と
い
う
話
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
声
を
ひ
そ
め
て
、

「
君
は
朝
も
定
刻
前
に
ち
ゃ
ん
と
や
っ
て
く
る
し
、
毎
日
自
発
的
に
一
時
間
ほ
ど
残
業
を
や
っ
て
い
る
こ
と
は
、
僕
も
よ
く
知
っ
て
い
る
。
会
長
も

知
っ
て
お
ら
れ
る
と
思
う
。
だ
か
ら
一
所
懸
命
に
や
っ
て
呉
れ
た
ま
え
。
君
に
は
ほ
ん
と
に
期
待
し
て
い
る
の
だ
」

私
は
そ
の
声
を
き
き
な
が
ら
、
私
の
一
日
の
給
料
が
一
枚
の
（
注
１０
）

外
食
券
の
（
注
１１
）

闇
価
と
同
じ
だ
、
な
ど
と
い
う
こ
と
を
ぼ
ん
や
り
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

か
わ

ひ
ろ

日
給
三
円
だ
と
聞
か
さ
れ
た
と
き
の
衝
動
は
、
す
ぐ
胸
の
奥
で
消
え
て
し
ま
っ
て
、
そ
の
代
り
に
私
の
手
足
の
さ
き
ま
で
今
ゆ
る
ゆ
る
と
拡
が
っ
て
き

（２６５１―２３）― ２３ ―



こ

こ

た
の
は
、
水
の
よ
う
に
静
か
な
怒
り
で
あ
っ
た
。
私
は
そ
の
と
き
す
で
に
、
此
処
を
辞
め
る
決
心
を
か
た
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
課
長
の
言
葉
が
と
ぎ

れ
る
の
を
待
っ
て
、
私
は
低
い
声
で
い
っ
た
。

「
私
は
こ
こ
を
辞
め
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
お
も
い
ま
す
」

な
ぜ
、
と
課
長
は
鼠
の
よ
う
に
ず
る
い
視
線
を
あ
げ
た
。

「
一
日
三
円
で
は
食
え
な
い
の
で
す
。
Ｅ
食
え
な
い
こ
と
は
、
や
は
り
良
く
な
い
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
」

そ
う
言
い
な
が
ら
も
、
こ
こ
を
辞
め
た
ら
ど
う
な
る
か
、
と
い
う
危
惧
が
か
す
め
る
の
を
私
は
意
識
し
た
。
し
か
し
そ
ん
な
危
惧
が
あ
る
と
し
て

も
、
そ
れ
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
は
私
の
道
を
自
分
で
切
り
ひ
ら
い
て
ゆ
く
他
は
な
か
っ
た
。
ふ
つ
う
の
つ
と
め
を
し
て
い
て
は

満
足
に
食
べ
て
行
け
な
い
な
ら
、
私
は
他
に
新
し
い
生
き
方
を
求
め
る
よ
り
な
か
っ
た
。
そ
し
て
私
は
あ
の
食
堂
で
み
る
人
々
の
こ
と
を
思
い
う
か
べ

か
ば
ん

み
ち

て
い
た
。
鞄
の
中
に
い
ろ
ん
な
物
を
詰
め
こ
ん
で
、
そ
れ
を
売
っ
た
り
買
っ
た
り
し
て
い
る
事
実
を
。
そ
こ
に
も
生
き
る
途
が
ひ
と
つ
は
あ
る
筈
で

み
じ

あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
あ
の
惨
め
な
老
爺
に
な
ら
っ
て
、
外
套
を
抵
当
に
し
て
食
を
乞
う
方
法
も
残
っ
て
い
る
に
相
違
な
か
っ
た
。

「
君
に
は
ほ
ん
と
に
期
待
し
て
い
た
の
だ
が
な
あ
」

く
ら

ほ
ん
と
に
期
待
し
て
い
た
の
は
、
庶
務
課
長
よ
り
も
む
し
ろ
私
な
の
で
あ
っ
た
。
ほ
ん
と
に
私
は
ど
ん
な
に
人
並
み
な
暮
し
の
出
来
る
給
料
を
期
待

し
て
い
た
だ
ろ
う
。
盗
み
も
す
る
必
要
が
な
い
、
静
か
な
生
活
を
、
私
は
ど
ん
な
に
希
求
し
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
が
絶
望
で
あ
る
こ
と

が
は
っ
き
り
判
っ
た
こ
の
瞬
間
、
Ｆ
私
は
む
し
ろ
あ
る
勇
気
が
ほ
の
ぼ
の
と
胸
に
の
ぼ
っ
て
く
る
の
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

う
け
と

そ
の
日
私
は
会
計
の
係
か
ら
働
い
た
分
だ
け
の
給
料
を
受
取
り
、
永
久
に
こ
の
焼
け
ビ
ル
に
別
れ
を
つ
げ
た
。
電
車
み
ち
ま
で
出
て
ふ
り
か
え
る

と
、
曇
り
空
の
下
で
灰
色
の
こ
の
焼
け
ビ
ル
は
、
私
の
飢
え
の
季
節
の
象
徴
の
よ
う
に
か
な
し
く
そ
そ
り
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（２６５１―２４）― ２４ ―



（
注
）

�

編
輯

「
編
集
」に
同
じ
。

�

情
報
局

戦
時
下
に
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
統
制
や
情
報
宣
伝
を
担
っ
た
国
家
機
関
。

�

焼
け
ビ
ル

戦
災
で
焼
け
残
っ
た
ビ
ル
。「
私
」の
勤
め
先
が
あ
る
。

�

昌
平
橋

現
在
の
東
京
都
千
代
田
区
に
あ
る
、
神
田
川
に
か
か
る
橋
。
そ
の
た
も
と
に「
私
」の
行
き
つ
け
の
食
堂
が
あ
る
。

�

外
套

防
寒
・
防
雨
の
た
め
洋
服
の
上
に
着
る
衣
類
。
オ
ー
バ
ー
コ
ー
ト
。

�

抵
当

金
銭
な
ど
を
借
り
て
返
せ
な
く
な
っ
た
と
き
に
、
貸
し
手
が
自
由
に
扱
え
る
借
り
手
側
の
権
利
や
財
産
。

�

闇
売
り

公
式
の
販
路
・
価
格
に
よ
ら
な
い
で
内
密
に
売
る
こ
と
。

	

国
民
服

国
民
が
常
用
す
べ
き
も
の
と
し
て
一
九
四
〇
年
に
制
定
さ
れ
た
服
装
。
戦
時
中
に
広
く
男
性
が
着
用
し
た
。




モ
ン
ペ

作
業
用
・
防
寒
用
と
し
て
着
用
す
る
ズ
ボ
ン
状
の
衣
服
。
戦
時
中
に
女
性
の
標
準
服
と
し
て
普
及
し
た
。

１０

外
食
券

戦
中
・
戦
後
の
統
制
下
で
、
役
所
が
発
行
し
た
食
券
。

１１

闇
価

闇
売
り
に
お
け
る
価
格
。
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問
1

傍
線
部
Ａ「
私
は
あ
わ
て
て
説
明
し
た
」と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の「
私
」の
様
子
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う

ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

13

。

�

都
民
が
夢
を
も
て
る
よ
う
な
都
市
構
想
な
ら
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
自
信
を
も
っ
て
提
出
し
た
だ
け
に
、
構
想
の
主
旨
を
会
長
か
ら
問

い
た
だ
さ
れ
た
こ
と
に
戸
惑
い
、
理
解
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
。

�

会
長
も
出
席
す
る
重
要
な
会
議
の
場
で
成
果
を
あ
げ
て
認
め
ら
れ
よ
う
と
張
り
切
っ
て
作
っ
た
構
想
が
、
予
想
外
の
低
評
価
を
受
け
た
こ

と
に
動
揺
し
、
な
ん
と
か
名
誉
を
回
復
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

�

会
長
か
ら
頭
ご
な
し
の
批
判
を
受
け
、
街
頭
展
に
出
す
目
的
を
明
確
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
悟
り
、
自
分
の
未
熟
さ
に

あ
き
れ
つ
つ
も
ど
う
に
か
そ
の
場
を
取
り
繕
お
う
と
し
て
い
る
。

�

会
議
に
臨
席
し
た
人
々
の
理
解
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
、
過
酷
な
食
糧
事
情
を
抱
え
る
都
民
の
現
実
を
見
誤
っ
て
い
た
こ
と
に
今
更

な
が
ら
気
づ
き
、
気
ま
ず
さ
を
解
消
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

�

「
私
」の
理
想
の
食
物
都
市
の
構
想
は
都
民
の
共
感
を
呼
べ
る
と
考
え
て
い
た
た
め
、
会
長
か
ら
テ
ー
マ
と
の
関
連
不
足
を
指
摘
さ
れ
て
う

ろ
た
え
、
急
い
で
構
想
の
背
景
を
補
お
う
と
し
て
い
る
。

（２６５１―２６）― ２６ ―



問
2

傍
線
部
Ｂ「
私
は
だ
ん
だ
ん
腹
が
立
っ
て
き
た
の
で
あ
る
」と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

14

。

�

戦
後
に
会
社
が
国
民
を
啓
蒙
し
文
化
国
家
を
建
設
す
る
と
い
う
理
想
を
掲
げ
た
真
意
を
理
解
せ
ず
、
給
料
を
も
ら
っ
て
飢
え
を
し
の
ぎ
た

い
と
い
う
自
ら
の
欲
望
を
優
先
さ
せ
た
自
分
の
浅
ま
し
さ
が
次
第
に
嘆
か
わ
し
く
思
え
て
き
た
か
ら
。

�

戦
時
中
に
は
国
家
的
慈
善
事
業
を
行
っ
て
い
た
会
社
が
戦
後
に
方
針
転
換
し
た
こ
と
に
思
い
至
ら
ず
、
暴
利
を
む
さ
ぼ
る
よ
う
な
経
営
に

い
つ
の
間
に
か
自
分
が
加
担
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
徐
々
に
自
覚
し
て
反
発
を
覚
え
た
か
ら
。

�

戦
後
に
営
利
を
追
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
会
社
が
社
員
相
互
の
啓
発
に
よ
る
競
争
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
に
思
い
至
ら
ず
、
会
長
が
あ
き

れ
る
よ
う
な
提
案
し
か
で
き
な
か
っ
た
自
分
の
無
能
さ
が
つ
く
づ
く
恥
ず
か
し
く
な
っ
て
き
た
か
ら
。

�

戦
後
の
復
興
を
担
う
会
社
が
利
益
を
追
求
す
る
だ
け
で
東
京
を
発
展
さ
せ
て
い
く
意
図
な
ど
な
い
こ
と
を
理
解
せ
ず
、
飢
え
の
解
消
を
前

面
に
打
ち
出
す
提
案
を
し
た
自
分
の
安
直
な
姿
勢
に
自
嘲
の
念
が
少
し
ず
つ
湧
い
て
き
た
か
ら
。

�

戦
時
中
に
情
報
局
と
提
携
し
て
い
た
会
社
が
純
粋
な
慈
善
事
業
を
行
う
は
ず
も
な
い
こ
と
に
思
い
至
ら
ず
、
自
分
の
理
想
や
夢
だ
け
を
詰

め
込
ん
だ
構
想
を
誇
り
を
も
っ
て
提
案
し
た
自
分
の
愚
か
さ
に
よ
う
や
く
気
づ
き
始
め
た
か
ら
。

（２６５１―２７）― ２７ ―



問
3

傍
線
部
Ｃ「
自
分
で
も
お
ど
ろ
く
ほ
ど
邪
険
な
口
調
で
、
老
爺
に
こ
た
え
て
い
た
」と
あ
る
が
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
の「
私
」の
心
の
動
き
は
ど
の

よ
う
な
も
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

15

。

�

ぎ
り
ぎ
り
計
算
し
て
食
べ
て
い
る
自
分
よ
り
、
老
爺
の
飢
え
の
ほ
う
が
深
刻
だ
と
痛
感
し
た「
私
」は
、
彼
の
懇
願
に
対
し
て
せ
め
て
丁
寧

な
態
度
で
断
り
た
い
と
思
い
は
し
た
が
、
人
目
を
は
ば
か
ら
ず
無
心
を
続
け
る
老
爺
に
い
ら
立
っ
た
。

�

一
食
を
得
る
た
め
に
上
衣
さ
え
差
し
出
そ
う
と
す
る
老
爺
の
様
子
を
見
た「
私
」は
、
彼
を
救
え
な
い
こ
と
に
対
し
頭
を
下
げ
許
し
を
乞
い

た
い
と
思
い
つ
つ
、
周
り
の
視
線
を
気
に
し
て
そ
れ
も
で
き
な
い
自
分
へ
の
い
ら
だ
ち
を
募
ら
せ
た
。

�

飢
え
か
ら
逃
れ
よ
う
と
必
死
に
頭
を
下
げ
る
老
爺
の
姿
に
自
分
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
感
じ
た「
私
」は
、
自
分
も
食
べ
て
い
な
い
こ

と
を
話
し
説
得
を
試
み
た
が
、
食
物
を
ね
だ
り
続
け
る
老
爺
に
自
分
に
は
な
い
厚
か
ま
し
さ
も
感
じ
た
。

�

頬
の
肉
が
げ
っ
そ
り
と
落
ち
た
老
爺
の
や
せ
細
り
方
に
同
情
し
た「
私
」は
、
彼
の
願
い
に
応
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
罪
悪
感
を
抱
い
て
い
た

が
、
後
ろ
め
た
さ
に
付
け
込
み
、
ど
こ
ま
で
も
食
い
下
が
る
老
爺
の
し
つ
こ
さ
に
嫌
悪
感
を
覚
え
た
。

�

か
ろ
う
じ
て
立
っ
て
い
る
様
子
の
老
爺
の
懇
願
に
応
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い「
私
」は
、
苦
痛
を
感
じ
な
が
ら
耐
え
て
い
た
が
、
な
お
も
す

が
り
つ
く
老
爺
の
必
死
の
態
度
に
接
し
、
彼
に
向
き
合
う
こ
と
か
ら
逃
れ
た
い
衝
動
に
駆
ら
れ
た
。

（２６５１―２８）― ２８ ―



問
4

傍
線
部
Ｄ「
そ
れ
を
考
え
る
だ
け
で
私
は
身
ぶ
る
い
し
た
。」と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の「
私
」の
状
況
と
心
理
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

16

。

�

貧
富
の
差
が
如
実
に
現
れ
る
周
囲
の
人
び
と
の
姿
か
ら
自
ら
の
貧
し
く
惨
め
な
姿
も
浮
か
び
、
食
物
へ
の
思
い
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と

を
自
覚
し
た「
私
」は
、
農
作
物
を
盗
む
よ
う
な
生
活
の
先
に
あ
る
自
身
の
将
来
に
思
い
至
っ
た
。

�

定
収
入
を
得
て
ぜ
い
た
く
に
暮
ら
す
人
び
と
の
存
在
に
気
づ
い
た「
私
」は
、
芋
や
柿
な
ど
の
農
作
物
を
生
活
の
糧
に
す
る
こ
と
を
想
像

し
、
そ
の
よ
う
な
空
想
に
ふ
け
る
自
分
は
厳
し
い
現
実
を
直
視
で
き
て
い
な
い
と
認
識
し
た
。

�

経
済
的
な
格
差
が
あ
る
社
会
で
し
た
た
か
に
生
き
る
人
び
と
に
思
い
を
巡
ら
せ
た「
私
」は
、
一
食
の
た
め
に
上
衣
を
手
放
そ
う
と
し
た
老

爺
の
よ
う
に
、
そ
の
場
し
の
ぎ
の
不
器
用
な
生
き
方
し
か
で
き
な
い
我
が
身
を
振
り
返
っ
た
。

�

富
め
る
人
も
い
れ
ば
貧
し
い
人
も
い
る
社
会
の
構
造
に
や
っ
と
思
い
至
っ
た「
私
」は
、
会
社
に
勤
め
始
め
て
二
十
日
以
上
経
っ
て
も
そ
の

構
造
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
自
分
が
、
さ
ら
な
る
貧
困
に
落
ち
る
し
か
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
。

�

自
分
を
囲
む
現
実
を
顧
み
た
こ
と
で
、
周
囲
に
は
貧
し
い
人
が
多
い
な
か
に
富
め
る
人
も
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た「
私
」は
、
食
糧
の
こ
と

で
頭
が
一
杯
に
な
り
社
会
の
動
向
を
広
く
認
識
で
き
て
い
な
か
っ
た
自
分
を
見
つ
め
直
し
た
。

（２６５１―２９）― ２９ ―



問
5

傍
線
部
Ｅ「
食
え
な
い
こ
と
は
、
や
は
り
良
く
な
い
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
」と
あ
る
が
、
こ
の
発
言
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次

の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

17

。

�

満
足
に
食
べ
て
い
く
た
め
不
本
意
な
業
務
も
受
け
入
れ
て
い
た
が
、
あ
ま
り
に
も
薄
給
で
あ
る
こ
と
に
承
服
で
き
ず
、
将
来
的
な
待
遇
改

善
や
今
ま
で
の
評
価
が
問
題
で
は
な
く
、
現
在
の
飢
え
を
解
消
で
き
な
い
こ
と
が
決
め
手
と
な
っ
て
退
職
す
る
こ
と
を
淡
々
と
伝
え
た
。

�

飢
え
た
生
活
か
ら
脱
却
で
き
る
と
信
じ
て
営
利
重
視
の
経
営
方
針
に
も
目
を
つ
ぶ
っ
て
き
た
が
、
営
利
主
義
が
想
定
外
の
薄
給
に
ま
で
波

及
し
て
い
る
と
知
り
、
口
先
だ
け
景
気
の
良
い
こ
と
を
言
う
課
長
の
態
度
に
も
不
信
感
を
抱
い
た
こ
と
で
、
つ
い
感
情
的
に
反
論
し
た
。

�

飢
え
な
い
暮
ら
し
を
望
ん
で
夢
を
侮
蔑
さ
れ
て
も
会
社
勤
め
を
続
け
て
き
た
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
新
し
い
生
き
方
を
選
択
し
な
い
か
ぎ
り

静
か
な
生
活
は
送
れ
な
い
と
わ
か
り
、
課
長
に
正
論
を
述
べ
て
も
仕
方
が
な
い
と
諦
め
て
、
ぞ
ん
ざ
い
な
言
い
方
し
か
で
き
な
か
っ
た
。

�

静
か
な
生
活
の
実
現
に
向
け
て
何
で
も
す
る
と
決
意
し
て
自
発
的
に
残
業
さ
え
し
て
き
た
が
、
月
給
で
は
な
く
日
給
で
あ
る
こ
と
に
怒
り

を
覚
え
、
課
長
に
何
を
言
っ
て
も
正
当
な
評
価
は
得
ら
れ
な
い
と
感
じ
て
、
不
当
な
薄
給
だ
と
い
う
事
実
を
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
に
述
べ
た
。

�

小
声
で
ほ
め
て
く
る
課
長
が
本
心
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
は
わ
か
る
も
の
の
、
静
か
な
生
活
は
自
分
で
切
り
開
く
し
か
な
い
と
い
う
事
実

に
変
わ
り
は
な
く
、
有
効
な
議
論
を
展
開
す
る
だ
け
の
余
裕
も
な
い
の
で
、
負
け
惜
し
み
の
よ
う
な
主
張
を
絞
り
出
す
し
か
な
か
っ
た
。

（２６５１―３０）― ３０ ―



問
6

傍
線
部
Ｆ「
私
は
む
し
ろ
あ
る
勇
気
が
ほ
の
ぼ
の
と
胸
に
の
ぼ
っ
て
く
る
の
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
」と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の「
私
」の
心
情

の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

18

。

�

希
望
し
て
い
た
静
か
な
暮
ら
し
が
実
現
で
き
な
い
こ
と
に
失
望
し
た
が
、
そ
の
給
料
で
は
食
べ
て
い
け
な
い
と
主
張
で
き
た
こ
と
に
よ

り
、
こ
れ
か
ら
は
会
社
の
期
待
に
添
っ
て
生
き
る
の
で
は
な
く
自
由
に
生
き
よ
う
と
徐
々
に
思
い
始
め
て
い
る
。

�

こ
れ
か
ら
新
し
い
道
を
切
り
開
い
て
い
く
た
め
静
か
な
生
活
は
か
な
わ
な
い
と
悲
し
ん
で
い
た
が
、
課
長
に
言
わ
れ
た
言
葉
を
思
い
出
す

こ
と
に
よ
り
、
自
分
が
す
べ
き
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
に
な
り
に
わ
か
に
自
信
が
芽
生
え
て
き
て
い
る
。

�

昇
給
の
可
能
性
も
あ
る
と
の
上
司
の
言
葉
は
あ
り
が
た
か
っ
た
が
、
盗
み
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
の
生
活
不
安
を
解
消
す
る
ま
で
の
説

得
力
を
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
そ
れ
を
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
物
乞
い
を
し
て
で
も
生
き
て
い
こ
う
と
決
意
を
固
め
て
い
る
。

�

人
並
み
の
暮
ら
し
が
で
き
る
給
料
を
期
待
し
て
い
た
が
、
そ
の
願
い
が
断
た
れ
た
こ
と
で
現
在
の
会
社
勤
め
を
辞
め
る
決
意
を
し
、
将
来

の
生
活
に
対
す
る
懸
念
は
あ
る
も
の
の
新
た
な
生
き
方
を
模
索
し
よ
う
と
す
る
気
力
が
湧
き
起
こ
っ
て
き
て
い
る
。

�

期
待
し
て
い
る
と
い
う
課
長
の
言
葉
と
は
裏
腹
の
食
べ
て
い
け
な
い
ほ
ど
の
給
料
に
気
落
ち
し
て
い
た
が
、
一
方
で
課
長
が
自
分
に
期
待

し
て
い
た
事
実
が
あ
る
こ
と
に
自
信
を
得
て
、
新
し
い
生
活
を
前
向
き
に
送
ろ
う
と
少
し
気
楽
に
な
っ
て
い
る
。

（２６５１―３１）― ３１ ―



問
7

Ｗ
さ
ん
の
ク
ラ
ス
で
は
、
本
文
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
教
師
か
ら
本
文
と
同
時
代
の【
資
料
】が
提
示
さ
れ
た
。
Ｗ
さ
ん
は
、【
資
料
】を
参
考

に「
マ
ツ
ダ
ラ
ン
プ
の
広
告
」と
本
文
の「
焼
け
ビ
ル
」と
の
共
通
点
を
ふ
ま
え
て「
私
」の「
飢
え
」を
考
察
す
る
こ
と
に
し
、【
構
想
メ
モ
】を
作
り
、

【
文
章
】を
書
い
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
後
の
�
・
�
の
問
い
に
答
え
よ
。
な
お
、
設
問
の
都
合
で
広
告
の
一
部
を
改
め
て
い
る
。

【
資
料
】

【
構
想
メ
モ
】

●
マ
ツ
ダ
ラ
ン
プ
の
広
告

雑
誌『
航
空
朝
日
』（
一
九
四
五
年
九
月
一
日
発
行
）に
掲
載

●
補
足

せ
い
さ
ん

ぜ
ん
り
よ
く

あ

こ
の
広
告
は
、
戦
時
中
に
は「
生
產
に
全

力
を
擧
げ
て
ゐ
ま
す

す
く

が
、
御
家
庭
用
は
尠
な
く
な
り
ま
す
か
ら
、
お
宅
の
電
球
を
大
切

に
し
て
下
さ
い
。」と
書
か
れ
て
い
た
。
戦
後
も
物
が
不
足
し
て
い

た
た
め
、
右
の
よ
う
に
変
え
て
掲
載
さ
れ
た
。


【
資
料
】か
ら
わ
か
る
こ
と

・
社
会
状
況
と
し
て
戦
後
も
物
資
が
不
足
し
て
い
る
こ

と
。

・
広
告
の
一
部
の
文
言
を
削
る
こ
と
で
、
戦
時
中
の
広
告

を
終
戦
後
に
再
利
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。


【
文
章
】の
展
開


【
資
料
】と
本
文
と
の
共
通
点

・
マ
ツ
ダ
ラ
ン
プ
の
広
告

・「
焼
け
ビ
ル
」（
本
文
末
尾
）

←


「
私
」の
現
状
や
今
後
に
関
す
る「
私
」の
認
識
に
つ
い
て

←


「
私
」の「
飢
え
」に
つ
い
て
の
ま
と
め

（２６５１―３２）― ３２ ―







 省略



【
文
章
】

【
資
料
】の
マ
ツ
ダ
ラ
ン
プ
の
広
告
は
、
戦
後
も
物
資
が
不
足
し
て
い
る
社
会
状
況
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
広
告
と「
飢
え
の
季
節
」本
文
の
最

後
に
あ
る「
焼
け
ビ
ル
」と
に
は
共
通
点
が
あ
る
。

Ⅰ

こ
の
共
通
点
は
、
本
文
の
会
長
の
仕
事
の
や
り
方
と
も
重
な
る
。
そ
の
よ
う
な
会

長
の
下
で
働
く「
私
」自
身
は
こ
の
職
に
し
が
み
つ
い
て
い
て
も
苦
し
い
生
活
を
脱
す
る
可
能
性
が
な
い
と
思
い
、
具
体
的
な
未
来
像
を
持
つ
こ

と
も
な
い
ま
ま
に
会
社
を
辞
め
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
改
め
て【
資
料
】を
参
考
に
、
本
文
の
最
後
の
一
文
に
注
目
し
て「
私
」の「
飢
え
」に
つ
い

て
考
察
す
る
と
、「
か
な
し
く
そ
そ
り
立
っ
て
い
た
」と
い
う「
焼
け
ビ
ル
」は
、

Ⅱ

と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

�

空
欄

Ⅰ

に
入
る
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

19

。

�

そ
れ
は
、
戦
時
下
の
軍
事
的
圧
力
の
影
響
が
、
終
戦
後
の
日
常
生
活
の
中
に
お
い
て
も
色
濃
く
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

�

そ
れ
は
、
戦
時
下
に
生
じ
た
倹
約
の
精
神
が
、
終
戦
後
の
人
び
と
の
生
活
態
度
に
お
い
て
も
保
た
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

�

そ
れ
は
、
戦
時
下
に
存
在
し
た
事
物
が
、
終
戦
に
伴
い
社
会
が
変
化
す
る
中
に
お
い
て
も
生
き
延
び
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

�

そ
れ
は
、
戦
時
下
の
国
家
貢
献
を
重
視
す
る
方
針
が
、
終
戦
後
の
経
済
活
動
に
お
い
て
も
支
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

�

空
欄

Ⅱ

に
入
る
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

20

。

�

「
私
」の
飢
え
を
解
消
す
る
ほ
ど
の
給
料
を
払
え
な
い
会
社
の
象
徴

�

「
私
」に
と
っ
て
解
消
す
べ
き
飢
え
が
継
続
し
て
い
る
こ
と
の
象
徴

�

「
私
」の
今
ま
で
の
飢
え
た
生
活
や
不
本
意
な
仕
事
と
の
決
別
の
象
徴

�

「
私
」が
会
社
を
辞
め
飢
え
か
ら
脱
却
す
る
勇
気
を
得
た
こ
と
の
象
徴

（２６５１―３３）― ３３ ―




