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一
　

次
の
文
章
は
、
二
〇
二
〇
年
末
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
冒
頭
の
「
こ
の
騒
動
」
は
新
型
コ
ロ
ナ

禍
を
指
す
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

こ
の
騒
動
の
中
で
様
々
な
言
葉
が
飛
び
交
っ
た
が
、
気
に
な
っ
た
ひ
と
つ
は
「
不
要
不
急
」
の
４
文
字
で
あ
っ

た
。
「
不
要
不
急
の
外
出
自
粛
」
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
「
不
要
不
急
」
を
自
粛
す
る
と
今
度
は
経
済
が
回
ら
な
い
。
そ
こ
で
、「
旅
行
に
出
よ
」「
食
事
に
出
よ
」

と
「
不
要
不
急
の
外
出
」
をａ

シ
ョ
ウ
レ
イ
す
る
政
府
に
即
座
に
反
応
し
て
、
こ
の
秋
に
は
、
都
市
の
中
心
部
や
観

光
地
に
人
々
は
押
し
寄
せ
た
。
一
方
、
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
事
業
の
継
続
が
困
難
と
な
り
、
失
職
し
て
明
日
の
生
活

に
も
苦
労
す
る
困
窮
者
た
ち
が
出
現
す
る
。

に
ぎ
や
か
な
旅
行
者
の
群
れ
と
生
活
困
窮
者
が
同
時
に
現
れ
る
。

　

こ
の
何
と
も
奇
妙
な
光
景
を
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
私
に
は
、
狂
気
じ
み
た
笑
劇
の
よ
う
に
映

る
。
も
ち
ろ
ん
、
生
活
困
窮
者
に
と
っ
て
は
笑
劇
ど
こ
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
少
し
突
き
放
し
て
み
れ
ば
、
わ

れ
わ
れ
は
、
何
と
もア

奇
妙
な
社
会
に
い
る
。
コ
ロ
ナ
の
お
か
げ
で
、
「
命
」
が
二
つ
に
分
裂
し
た
の
だ
。
感
染
症

に
よ
る
生
物
的
な
意
味
で
の
命
の
消
失
と
、
経
済
的
破は

綻た
ん

か
ら
く
る
命
の
消
失
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
が
矛

（
注
）

盾
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。

　

だ
が
そ
れ
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
と
い
う
未
知
の
ウ
イ
ル
ス
にｂ

シ
ュ
ウ
ゲ
キ
さ
れ
た
一
時
的
な
歪ひ

ず

み
な
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
と
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
が
暴
き
出
し
た
現
代
社
会
の
抱
え
る
異
常
性
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

政
府
も
経
済
界
も
投
資
家
も
、
今
日
の
状
況
は
未
知
の
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
一
時
的
な
変
調
だ
と
見
よ
う
と
し
て

い
る
。
ワ
ク
チ
ン
が
行
き
渡
り
、
治
療
法
が
確
立
す
れ
ば
問
題
は
解
決
し
、
そ
こ
へ
「
デ
ジ
タ
ル
化
」
や
「
グ
リ
ー

ン
社
会
化
」
を
推
進
す
れ
ば
、
す
ぐ
に
経
済
は
成
長
軌
道
に
戻
る
だ
ろ
う
。
あ
た
か
も
パ
ソ
コ
ン
上
で
１
ペ
ー
ジ

消
去
す
る
か
の
よ
う
に
、
こ
の
１
年
を
消
去
す
れ
ば
よ
い
。イ
「
コ
ロ
ナ
後
」
と
は
、
新
た
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を

め
ぐ
る
、
米
中
を
軸
に
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
競
争
の
時
代
だ
と
い
う
。

　

こ
う
い
う
見
方
は
確
か
に
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
で
は
何
の
た
め
の
コ
ロ
ナ
騒
動
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
い
っ
た
い
何
を
学
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
１
年
が
、
ワ
ク
チ
ン
が
で
き
る
ま
で
のＡ

小
休
止
程
度
で
あ

る
と
し
て
も
、
私
は
、
こ
の
１
年
の
「
狂
気
じ
み
た
笑
劇
」
か
ら
透
け
て
見
え
た
も
の
を
、
可
能
な
限
り
深
刻
に

受
け
止
め
た
い
と
思
う
。
そ
れ
を
「
不
要
不
急
」
か
ら
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

　

（　
　

Ⅰ　
　

）
「
不
要
不
急
」
の
反
対
は
、
い
わ
ば
「
必
要ｃ

カ
キ
ュ
ウ
」
で
あ
る
。
「
必
要
カ
キ
ュ
ウ
」
は
、

そ
れ
が
な
け
れ
ば
人
間
の
生
存
が
脅
か
さ
れ
る
絶
対
的
必
要
だ
と
す
れ
ば
、
「
不
要
不
急
」
は
、
生
命
の
維
持
に
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は
直
接
に
関
わ
ら
な
い
。
「
生
命
の
維
持
」
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
無
駄
な
も
の
、
過
剰
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
と

こ
ろ
が
、
こ
の
無
駄
を
止
め
た
途
端
に
、
「
必
要
カ
キ
ュ
ウ
」
が
切
迫
し
、
「
生
命
の
維
持
」
さ
え
も
危
機
に
陥
る

こ
と
と
な
っ
た
。

　

と
な
れ
ば
、
現
代
社
会
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
生
命
や
生
存
は
「
不
要
不
急
」
な
も
の
、
無
駄
な
も
の
、
過

剰
な
も
の
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ど
う
し
て
そ
う
な
る
の
か
。
さ
し
あ
た
り
答
え
は
簡
単
だ
。
現
代
社
会
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
活
動
がＢ

市
場
化
さ
れ
、

人
は
、
日
々
の
食
料
か
ら
刺
激
的
な
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
に
至
る
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
の
物
や
サ
ー
ビ
ス
が
市

場
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
か
ら
だ
。
簡
単
に
い
え
ば
、
（　
　

Ⅱ　
　

）
市
場
に
依
存
し
な
け
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は

生
き
て
ゆ
け
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
だ
け
な
ら
（　
　

Ⅲ　
　

）
、
今
日
、
わ
れ
わ
れ
は
、
不
要
不
急
の
拡
大
に
こ
そ
多
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

注
ぎ
、
不
要
不
急
に
よ
っ
て
経
済
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
数
年
、
日
本
の
経
済
を
支
え
て
い
る
も
の

は
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
政
策
や
観
光
業
、
各
種
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
、
グ
ル
メ
な
ど
で
あ
っ
た
。
「
不
要
不
急
」

の
代
名
詞
の
よ
う
に
な
っ
て
名
を
は
せ
た
あ
る
種
の
「
夜
の
街
関
連
」
へ
の
流
れ
が
と
ま
っ
た
だ
け
で
、
わ
れ
わ

れ
の
生
活
も
命
も
大
打
撃
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ス
ロ
ベ
ニ
ア
の
哲
学
者
で
あ
る
ジ
ジ
ェ
ク
は
、
今
回
の
コ
ロ
ナ
騒
動
で
ひ
と
つ
よ
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
述
べ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
あ
の
豪
華
客
船
の
よ
う
なＣ

猥わ
い

雑ざ
つ

な
船
と
は
お
さ
ら
ば
で
き
、
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
の
よ
う
な

退
屈
な
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
パ
ー
ク
が
大
打
撃
を
受
け
た
こ
と
だ
、
と
い
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ほ
どＤ

物
騒
な
こ
と
を
い
う
気
は
私
に
は
な
い
し
、
「
不
要
不
急
」
が
不
必
要
だ
と
は
思
わ
な
い
が
、
彼
の

言
い
分
をＥ

忖そ
ん

度た
く

す
れ
ば
、
「
不
要
不
急
」
に
も
様
々
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
万
事
を
市
場
の
力
に
委
ね
て
、

利
潤
原
理
と
経
済
成
長
へ
の
寄
与
で
の
み
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
こ
に
は
、
本
来
、
価
値

の
選
択
が
か
ら
ん
で
く
る
、
と
い
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
。

　

人
は
た
だ
生
存
の
た
め
だ
け
に
生
き
る
も
の
で
は
な
い
。
古
代
ロ
ー
マ
人
は
「ウ
パ
ン
と
サ
ー
カ
ス
」
と
い
っ
た
。

こ
の
社
会
に
は
「
パ
ン
」
の
み
な
ら
ず
「
サ
ー
カ
ス
」
も
必
要
な
の
で
あ
る
。
生
存
に
関
わ
る
生
だ
け
で
は
な
く
、

精
神
や
身
体
のｄ

ユ
ラ
ク
や
刺
激
が
必
要
で
あ
り
、
人
々
が
集
ま
っ
て
騒
ぐ
こ
と
も
必
要
な
の
だ
。
時
に
は
、
ま
が

ま
が
し
い
も
の
も
人
は
求
め
る
。
謹
厳
実
直
・（　
　

Ⅳ　
　

）
に
生
き
る
だ
け
が
人
の
生
で
は
な
い
。
古
代
ロ
ー

マ
人
は
、
巨
大
な
闘
技
場
を
造
っ
て
剣
闘
士
と
猛
獣
の
戦
い
を
見
物
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

「
サ
ー
カ
ス
」
は
「
生
存
」
に
と
っ
て
は
無
駄
な
も
の
、

過
剰
な
も
の
で
あ
る
。
必
要
な
も
の
で
は
な
い
。

だ
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が
、
こ
の
過
剰
性
こ
そ
が
文
化
を
生
み
出
し
た
。
「
パ
ン
」
と
い
う
必
要
が
「
経
済
」
の
基
礎
だ
と
す
れ
ば
、「
サ
ー

カ
ス
」
は
「
文
化
」
の
基
礎
で
あ
っ
た
。
古
代
ロ
ー
マ
人
は
「
サ
ー
カ
ス
」
だ
け
で
は
な
く
、
巨
大
都
市
を
、
建

築
を
、
美
術
を
、
文
芸
を
、
そ
れ
に
風
呂
や
道
路
や
水
路
な
ど
の
公
共
建
造
物
も
生
み
だ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
そ
の
国
に
特
有
の
価
値
観
や
文
化
が
形
成
さ
れ
た
。

　

人
を
動
物
か
ら
区
別
す
る
の
は
、
た
だ
生
存
の
た
め
の
食
料
の
確
保
で
は
な
く
、
「
文
化
」
と
い
う
無
駄
な
も

の
を
生
み
出
し
、
そ
の
た
め
に
過
剰
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
投
入
す
る
点
に
こ
そ
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
過
剰
な
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
ど
う
使
う
か
は
、
そ
の
国
の
文
化
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
事
項
と
な
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
、
芸
術
も
、
科
学
も
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
も
す
べ
て
同
じ
経
済
原
理
の
も
と

に
置
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
「
不
要
不
急
」
と
「
必
要
」
は
地
続
き
に
な
っ
て
し
ま
い
。
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
「
文
化
」

が
「
経
済
」
に
従
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

市
場
経
済
は
、
「
不
要
不
急
」
と
「
必
要
」
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、

い
っ
さ
い
を
「
必
要
」
と
み
な
す
ほ
か

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
人
々
の
欲
望
は
無
限
で
あ
り
、
資
源
は
有
限
で
あ
る
限
り
、
市
場
で
提
供
さ
れ
る
も
の
は
す

べ
て
人
々
が
求
め
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
善
い
も
悪
い
も
な
い
。
欲
望
に
対
し
て
資
源
は
常
に
希
少
で

あ
り
、
そ
れ
を
言
い
換
え
れ
ば
、
経
済
と
は
「エ

希
少
性
を
処
理
す
る
方
法
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
そ
れ

が
今
日
の
経
済
学
の
考
え
方
な
の
で
あ
る
。
経
済
学
と
は
、
「
希
少
性
の
処
理
」
を
め
ぐ
る
研
究
で
あ
り
、
希
少

性
の
も
と
で
人
々
の
欲
望
の
最
大
限
化
を
論
じ
る
も
の
と
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
て
、
わ
れ
わ
れ
はオ

何
か
き
わ
め
て
大
事
な
も
の
の
見
方
を
見
失
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
生
存
」
の

必
要
を
超
え
た
「
過
剰
な
も
の
」
を
ど
の
よ
う
に
有
効
に
使
い
、
ど
う
活
用
す
る
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
の
た
て

方
で
あ
る
。
「
過
剰
性
の
経
済
学
」
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
不
要
不
急
と
は
何
か
」
、
あ
る
い
は
「
何
が

不
要
不
急
な
の
か
」
と
い
う
問
い
は
き
わ
め
て
重
要
な
の
で
あ
る
。
生
存
の
確
保
だ
け
で
は
な
く
、
い
か
な
る
生
、

い
か
な
る
社
会
を
わ
れ
わ
れ
は
望
ま
し
い
と
考
え
、
い
か
な
る
文
化
を
残
す
か
と
い
う
価
値
を
め
ぐ
る
問
い
が
そ

こ
に
は
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
「
過
剰
性
の
経
済
学
」
で
は
な
く
「
希
少
性
の
経
済
学
」
の
立
場
に
た
つ
と
、
日
々
の
食
料
も
、

必
要
な
住
居
も
、
巨
大
ク
ル
ー
ズ
船
も
、
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
も
、
「
夜
の
街
関
連
」
も
す
べ
て
が
、
希
少
資
源

の
も
と
で
の
欲
望
充
足
の
次
元
で
並
べ
ら
れ
、
利
益
や
収
益
だ
け
が
関
心
の
対
象
に
な
る
。

　

ま
た
同
時
に
、
「
希
少
性
の
経
済
学
」
に
従
え
ば
、
人
は
、
よ
り
大
き
な
欲
望
の
充
足
を
求
め
て
、
経
済
を
無

限
に
成
長
さ
せ
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
世
界
中
を
歩
き
、
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
手
に
入
れ
、
常
に
誰
と
で
も
つ
な
が
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り
、
人
間
の
能
力
を
超
え
た
未
知
の
次
元
に
ま
で
足
を
踏
み
込
も
う
と
す
る
。
自
由
、
富
、
情
報
、
空
間
、
人
間

能
力
の
無
限
の
拡
張
が
始
ま
る
。
「
拡
大
」
こ
そ
が
現
代
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
。

　

か
く
て
「
無
限
の
欲
望
」
と
「
希
少
な
資
源
」
を
前
提
と
す
る
限
り
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
経
済
成
長
主
義
だ

け
が
唯
一
の
解
決
策
と
な
る
だ
ろ
う
。
「
必
要
」
と
「
不
要
不
急
」
の
区
別
は
見
え
な
く
な
り
、
「
必
要
」
を
は
る

か
に
超
え
て
、
ま
す
ま
す
「
過
剰
な
も
の
（
不
要
不
急
）
」
は
生
産
さ
れ
続
け
、
人
は
そ
れ
を
追
い
求
め
、
経
済

を
拡
大
す
る
。

　

だ
が
今
回
の
コ
ロ
ナ
騒
動
は
、（　
　

Ⅴ　
　

）「
必
要
」と
「
不
要
不
急
」
の
区
別
を
ゼ
ンｅ

ケ
イ
へ
と
押
し
出
し
た
。

確
か
に
、
こ
の
区
別
は
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
で
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
何
が
必
要
で
何
が
不
要
不
急
か
を

改
め
て
問
う
た
。
人
は
最
低
限
の
「
必
要
」
だ
け
で
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
ま
た
、
「
不
要
不
急
」

の
無
限
の
拡
大
は
、
人
の
生
か
ら
本
当
に
必
要
な
も
の
を
奪
い
去
り
か
ね
な
い
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
「
必
要
な

も
の
」
と
「
不
要
な
も
の
」
の
間
に
、
実
は
、
「カ

大
事
な
も
の
」
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

　

信
頼
で
き
る
人
間
関
係
、
安
心
で
き
る
場
所
、
地
域
の
生
活
空
間
、
な
じ
み
の
店
、
医
療
や
介
護
の
体
制
、
公

共
交
通
、
大
切
な
書
物
や
音
楽
、
安
心
で
き
る
街
路
、
四
季
の
風
景
、
澄
ん
だ
大
気
、
大
切
な
思
い
出
。

　

こ
れ
ら
は
市
場
で
取
引
さ
れ
、
利
潤
原
理
で
評
価
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
い
く
ら
「
不
要
不
急
」
を
市

場
で
拡
張
し
、
経
済
を
成
長
さ
せ
て
も
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
過
度
な
市
場
競
争
と
経
済
の
拡
張
が

そ
の
障
害
に
な
り
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
必
要
」
も
「
不
要
不
急
」
も
、
こ
の
「
大
事
な
も
の
」
に
よ
っ
て
支

え
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
を
支
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

生
の
充
実
に
は
、
活
動
の
適
当
な
サ
イ
ズ
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
物
事
に
は
す
べ
て
適
切
な
大
き
さ
や
程
度

が
あ
り
、
無
限
の
拡
大
が
よ
い
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
実
に
当
然
の
考
え
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
結
果
、

「
大
事
な
も
の
」
を
随
分
と
失
い
、
傷
つ
け
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
「
朝
日
新
聞
」
２
０
２
０
年
12
月
26
日
朝
刊　

佐
伯
啓
思
の
文
章
に
よ
る
）

（
注
）　

矛
盾
―
―
論
理
学
に
お
け
る
用
語
。
不
整
合
・
逆
説
・
対
立
な
ど
を
意
味
す
る
。

（
次
頁
に
続
き
ま
す
）
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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

シ
ョ
ウ
ド
ウ
的
な
行
動

②

音
楽
の
カ
ン
シ
ョ
ウ

ａ　

シ
ョ
ウ
レ
イ　
　

③

成
果
の
ヒ
ョ
ウ
シ
ョ
ウ

１

④

適
度
な
運
動
の
ス
イ
シ
ョ
ウ

⑤

シ
ュ
シ
ョ
ウ
な
心
掛
け

①

シ
ュ
ウ
メ
イ
披
露

②

ジ
ャ
ブ
の
オ
ウ
シ
ュ
ウ

ｂ　

シ
ュ
ウ
ゲ
キ　
　

③

施
設
へ
の
シ
ュ
ウ
カ
ン

２

④

神
仏
シ
ュ
ウ
ゴ
ウ

⑤

シ
ュ
ウ
ト
ウ
な
計
画

①

組
合
へ
の
カ
ニ
ュ
ウ

②

カ
モ
ク
な
人

ｃ　

カ
キ
ュ
ウ　
　

③

カ
カ
ン
な
行
動

３

④

事
件
の
カ
チ
ュ
ウ

⑤

カ
キ
厳
禁

①

ユ
ギ
ョ
ウ
の
僧

①

ケ
イ
カ
観
察

②

ユ
エ
ツ
を
感
じ
る

②

ケ
イ
ジ
ョ
ウ
記
憶
合
金

ｄ　

ユ
ラ
ク　
　

③

病
気
の
カ
イ
ユ
を
祈
る

ｅ　

ゼ
ン
ケ
イ　
　

③

ケ
イ
サ
イ
許
可

４

④

古
語
に
ユ
ラ
イ
す
る

５

④

ケ
イ
チ
ョ
ウ
す
べ
き
話

⑤

悪
人
へ
の
セ
ツ
ユ

⑤

ケ
イ
シ
ョ
ウ
の
地
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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

長
く
続
く
仕
事
の
合
間
の
一
休
み

②

労
働
時
間
内
に
設
け
ら
れ
た
短
い
休
憩

Ａ　

小
休
止　
　

③

短
期
間
だ
け
の
経
済
活
動
の
停
滞

６

④

社
会
の
発
展
の
小
さ
な
ス
テ
ッ
プ

⑤

活
動
を
再
開
す
る
た
め
の
疲
労
回
復
の
時
間

①

売
買
取
引
を
行
う
こ
と
が
強
制
さ
れ
て
い
る
こ
と

②

商
品
と
し
て
売
買
・
交
換
さ
れ
て
い
る
こ
と

Ｂ　

市
場
化　
　

③

そ
こ
で
何
か
が
売
買
・
交
換
さ
れ
る
場
所
と
な
る
こ
と

７

④

特
定
の
場
が
設
け
ら
れ
て
売
買
取
引
を
行
っ
て
い
る
こ
と

⑤

自
由
な
売
買
・
交
換
が
徹
底
さ
れ
て
い
る
こ
と

①

ご
た
ご
た
し
て
入
り
乱
れ
て
い
る
こ
と

②

装
飾
が
多
す
ぎ
て
見
に
く
い
こ
と

Ｃ　

猥
雑　
　

③

人
が
混
ん
で
統
制
の
取
れ
な
い
こ
と

８

④

欲
望
が
解
放
さ
れ
て
お
り
下
品
で
あ
る
こ
と

⑤

多
種
多
様
な
も
の
が
あ
っ
て
整
然
と
し
な
い
こ
と

①

物
議
を
か
も
し
そ
う
な
こ
と

①

言
わ
な
い
部
分
を
想
像
す
る
こ
と

②

人
を
傷
つ
け
そ
う
な
こ
と

②

心
情
な
ど
を
汲
み
取
る
こ
と

Ｄ　

物
騒　
　

③

危
険
な
感
じ
が
す
る
こ
と　
　

Ｅ　

忖
度　
　

③

事
情
を
考
え
て
取
捨
選
択
す
る
こ
と

９

④

大
胆
不
敵
で
あ
る
こ
と

10

④

相
手
を
尊
重
し
て
遠
慮
す
る
こ
と

⑤

常
識
を
無
視
し
た
こ
と

⑤

考
え
な
ど
を
推
量
す
る
こ
と



−
9
−

問
三　

文
中
の
空
欄
（　
　

Ⅰ　
　

）
～
（　
　

Ⅴ　
　

）
に
入
る
最
も
適
当
な
語
句
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

多
分

②

言
っ
て
み
れ
ば

③

さ
し
ず
め

④

い
う
ま
で
も
な
く

⑤

結
局

12
　

（　
　

Ⅱ　
　

）

①

つ
ま
り

②

も
は
や

③

お
そ
ら
く

④

い
ま
だ
に

⑤

も
ち
ろ
ん

13
　

（　
　

Ⅲ　
　

）

①

ま
ず
ま
ず

②

お
ろ
か

③

ま
だ
し
も

④

ま
あ
ま
あ

⑤

か
つ
が
つ

14
　

（　
　

Ⅳ　
　

）

①

清
廉
潔
白

②

質
素
倹
約

③

豪
華
絢
爛

④

利
益
第
一

⑤

安
心
安
全

15
　

（　
　

Ⅴ　
　

）

①

む
し
ろ

②

お
そ
ら
く

③

案
の
定

④

果
た
し
て

⑤

は
か
ら
ず
も

問
四　

傍
線
部
ア
「
奇
妙
な
社
会
」
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
、

16

。

①

感
染
症
拡
大
防
止
策
の
失
敗
に
よ
り
経
済
活
動
が
停
滞
す
る
と
い
う
連
鎖
反
応
に
見
舞
わ
れ
た
社
会

②

感
染
症
拡
大
防
止
策
の
成
功
が
即
座
に
は
経
済
活
動
に
寄
与
し
な
い
と
い
う
時
間
差
に
苦
し
む
社
会

③

感
染
症
拡
大
防
止
策
と
経
済
活
動
と
い
う
互
い
に
独
立
し
た
問
題
を
同
時
多
発
的
に
抱
え
た
社
会

④

感
染
症
拡
大
防
止
策
は
個
人
対
応
、
経
済
活
動
は
事
業
対
応
で
、
政
策
の
統
一
性
を
欠
い
た
社
会

⑤

感
染
症
拡
大
防
止
策
を
強
化
す
る
ほ
ど
経
済
活
動
が
停
滞
す
る
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
た
社
会
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問
五　

傍
線
部
イ
「
『
コ
ロ
ナ
後
』
と
は
、
新
た
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
め
ぐ
る
、
米
中
を
軸
に
し
た
グ
ロ
ー
バ

ル
競
争
の
時
代
だ
と
い
う
」
を
筆
者
が
こ
こ
に
書
い
た
理
由
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
、

17

。

①

コ
ロ
ナ
禍
を
素
通
り
し
て
先
を
見
通
す
考
え
方
に
対
し
て
、
筆
者
が
強
い
違
和
感
を
抱
い
て
い
る
か
ら

②

コ
ロ
ナ
禍
を
乗
り
越
え
て
将
来
を
見
通
す
ビ
ジ
ョ
ン
に
対
し
て
、
筆
者
が
強
く
共
鳴
し
て
い
る
か
ら

③

コ
ロ
ナ
禍
を
体
験
し
た
世
界
の
未
来
像
を
描
く
考
え
方
を
、
筆
者
が
建
設
的
な
も
の
と
し
て
期
待
し
て
い
る

か
ら

④

コ
ロ
ナ
禍
を
克
服
し
て
も
い
な
い
の
に
、
大
国
の
対
立
に
ば
か
り
こ
だ
わ
る
考
え
方
に
、
筆
者
が
嫌
悪
感
を

抱
い
て
い
る
か
ら

⑤

コ
ロ
ナ
禍
は
永
遠
の
問
題
な
の
で
、
コ
ロ
ナ
後
を
想
像
し
て
も
仕
方
が
な
い
と
筆
者
が
考
え
て
い
る
か
ら

問
六　

次
の
ⅰ
～
ⅵ
に
つ
い
て
、
傍
線
部
ウ
「
パ
ン
と
サ
ー
カ
ス
」
に
お
け
る
「
パ
ン
」
に
の
み
あ
て
は
ま
る
も

の
に
①
、
「
サ
ー
カ
ス
」
に
の
み
あ
て
は
ま
る
も
の
に
②
、
両
方
に
あ
て
は
ま
る
も
の
に
③
、
ど
ち
ら
に
も
あ

て
は
ま
ら
な
い
も
の
に
④
を
記
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

18

～

23

。

18
　

ⅰ　

医
療

19
　

ⅱ　

市
場
で
提
供
さ
れ
る
も
の

20
　

ⅲ　

不
要
不
急
の
も
の　
　
　

21
　

ⅳ　

文
化
を
生
み
出
す
も
の

22
　

ⅴ　

私
的
に
大
事
な
も
の　
　

23
　

ⅵ　

人
間
の
欲
望
に
根
ざ
す
も
の

（
次
頁
に
続
き
ま
す
）
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問
七　

傍
線
部
エ
「
希
少
性
を
処
理
す
る
方
法
」
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

24

。

①

社
会
全
体
の
欲
望
の
総
量
に
対
し
て
十
分
で
は
な
い
総
資
源
を
ど
う
分
配
す
る
か
を
考
え
る
。

②

個
々
の
欲
望
に
つ
い
て
、
必
要
か
不
要
か
よ
り
、
欲
望
の
充
足
が
生
み
だ
す
利
潤
を
評
価
す
る
。

③

人
口
に
対
し
て
富
は
常
に
十
分
で
は
な
い
の
で
、
希
少
な
誰
に
富
を
割
り
当
て
る
か
を
考
え
る
。

④

欲
望
が
充
足
で
き
な
い
の
は
富
が
希
少
で
あ
る
た
め
な
の
で
、
富
を
拡
大
し
よ
う
と
考
え
る
。

⑤

無
限
の
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
、
実
現
の
た
め
の
技
術
革
新
を
考
え
る
。

問
八　

傍
線
部
オ
「
何
か
き
わ
め
て
大
事
な
も
の
の
見
方
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
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
、

25

。

①　

「
過
剰
な
欲
望
」
の
生
み
出
す
「
文
化
」
は
不
要
不
急
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
こ
そ
大
切
な
の
だ
と
み
な
す
考

え
方

②　

「
過
剰
な
欲
望
」
の
中
で
も
「
文
化
」
の
基
礎
と
な
る
も
の
は
社
会
に
有
効
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
遺
そ
う

と
す
る
考
え
方

③　

「
過
剰
な
欲
望
」
は
生
存
の
確
保
と
は
対
立
す
る
が
、
社
会
に
極
め
て
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
こ
と
を
評
価

す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方

④　

「
過
剰
な
欲
望
」
の
価
値
を
、
利
潤
で
は
な
く
人
生
や
社
会
へ
の
貢
献
に
あ
る
と
し
て
評
価
す
る
考
え
方

⑤　

「
過
剰
な
欲
望
」
は
絶
対
必
要
な
欲
望
と
同
様
に
市
場
で
提
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
差
別
な
く
尊
重

す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方

問
九　

傍
線
部
カ
「
大
事
な
も
の
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
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
、

26

。

①

個
人
間
の
信
頼
関
係
を
作
り
上
げ
、
社
会
の
経
済
発
展
の
基
礎
と
な
る
も
の

②

個
人
の
精
神
的
安
定
と
人
生
の
充
足
を
支
え
る
、
か
け
が
え
の
な
い
も
の
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③

他
人
に
と
っ
て
は
無
意
味
で
あ
る
た
め
、
市
場
で
の
取
引
価
格
が
つ
か
な
い
も
の

④

社
会
全
体
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
、
平
和
や
愛
の
基
盤
と
な
る
も
の

⑤

エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
と
も
呼
ば
れ
る
、
社
会
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
も
の

問
十　

本
文
全
体
に
お
け
る
筆
者
の
意
見
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
、

27

。

①

人
間
は
必
要
よ
り
も
不
要
不
急
の
も
の
に
こ
そ
多
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
ぐ
習
性
を
持
っ
て
い
る
が
、
コ
ロ

ナ
禍
に
見
舞
わ
れ
た
今
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
行
き
場
を
失
っ
た
状
態
で
あ
る
の
で
、
コ
ロ
ナ
後
は
不
要
不
急
へ
の

カ
ネ
と
人
心
の
流
れ
を
取
り
戻
す
べ
き
で
あ
る
。

②

古
代
か
ら
人
は
、
サ
ー
カ
ス
な
ど
不
要
不
急
の
娯
楽
に
よ
っ
て
国
ご
と
の
文
化
を
形
成
し
、
人
間
ら
し
さ
を

保
っ
て
き
た
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
は
す
べ
て
を
平
板
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
コ
ロ
ナ
禍
を
機
に
多
様
性
を

取
り
戻
す
べ
き
で
あ
る
。

③

古
来
人
間
は
、
各
自
の
生
を
充
足
さ
せ
る
た
め
に
適
切
な
生
活
の
規
模
を
わ
き
ま
え
て
い
た
は
ず
だ
が
、
や

が
て
経
済
が
単
一
の
価
値
観
と
な
る
と
競
争
や
拡
大
を
偏
重
し
素
朴
な
幸
福
を
軽
視
す
る
に
至
っ
た
の
で
、
コ

ロ
ナ
禍
後
は
価
値
観
を
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

④

現
代
人
は
不
要
不
急
と
い
う
無
駄
な
も
の
、
過
剰
な
も
の
を
重
ん
じ
る
あ
ま
り
、
そ
れ
と
矛
盾
す
る
生
物
学

的
な
意
味
で
の
生
を
失
う
に
至
っ
た
の
で
、
コ
ロ
ナ
禍
を
教
訓
と
し
て
何
が
真
に
必
要
で
あ
る
か
を
し
っ
か
り

と
捉
え
直
す
べ
き
で
あ
る
。

⑤

現
代
社
会
は
、
不
要
不
急
の
も
の
に
は
人
間
を
人
間
た
ら
し
め
る
「
文
化
」
の
母
胎
も
あ
る
こ
と
を
考
え
な

い
ま
ま
に
、
す
べ
て
を
カ
ネ
に
換
算
し
て
き
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
を
機
に
、
経
済
と
文
化
に
加
え
生
の
充
実
も
満

足
さ
せ
る
価
値
観
を
確
立
す
べ
き
で
あ
る
。

（
次
頁
に
続
き
ま
す
）
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二
　

次
の
問
一
と
問
二
に
答
え
な
さ
い
。

問
一　

次
の
表
は
、
令
和
元
年
度
「
国
語
に
関
す
る
世
論
調
査
」
（
文
化
庁
）
を
元
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

表（一）

表（二）

（
１
）
こ
の
表
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
文
を
作
成
し
た
。
空
欄
に
入
る
語
句
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
、
Ａ
が

28

、
Ｂ
が

29

、
Ｃ
が

30

、
Ｄ
が

31

、
Ｅ
が

32

、
Ｆ
が

33

、
Ｇ
が

34

。

　

表
（
一
）
（
二
）
は
（　

Ａ　

）
に
つ
い
て
調
査
し
た
結
果
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
一
）
を
見
る
と
、
全
て
の
年
代
で
、
辞
書
な
ど
で
本
来
の
言
い
方
と
さ
れ
て
き
た
も
の
と
は
異
な
る
「
雪
辱

を
晴
ら
す
」
を
選
択
し
た
人
の
割
合
が
、
本
来
の
言
い
方
と
さ
れ
て
き
た
「
雪
辱
を
果
た
す
」
を
選
択
し
た
人

（　

Ｂ　

）
。
中
で
も
、（　

Ｃ　

）
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
を
選
択
し
た
人
の
割
合
に
20
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
差
が
あ
る
。

（

）

で の と れ の （――）で表 。
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一
方
、
（
二
）
で
は
、
（　

Ｄ　

）
で
、
辞
書
等
で
本
来
の
言
い
方
と
さ
れ
て
き
た

噛
ん
で
含
め
る
よ
う
に

を
選
択
し
た
人
の
割
合
が
、も
う
一
方
の
表
現
を
選
択
し
た
人
を
上
回
っ
て
い
る
。
中
で
も
、
70
歳
以
上
で
は
、「
噛

ん
で
含
め
る
よ
う
に
」
を
選
択
し
た
人
の
割
合
と
「
噛
ん
で
含
む
よ
う
に
」
を
選
択
し
た
人
の
割
合
に
（　

Ｅ　

）

の
差
が
あ
る
。
ま
た
、「
ど
ち
ら
も
使
わ
な
い
」
と
答
え
た
人
の
割
合
は
、

代
以
上
で
は
（　

Ｆ　

）
の
に
比
べ
、

代
以
下
で
は
（　

Ｇ　

）
、
や
や
高
く
な
っ
て
い
る
。

28
　

Ａ　

①

慣
用
句
の
表
現
の
ゆ
れ
と
使
用
実
態

②

日
本
語
の
変
化
と
若
者
言
葉

③

慣
用
句
の
意
味
の
変
遷

④

年
代
別
の
言
葉
に
対
す
る
意
識

⑤

慣
用
句
の
使
用
率

29
　

Ｂ　

①

と
ほ
ぼ
同
率
で
あ
る

②

を
下
回
っ
て
い
る

③

を
追
い
抜
い
て
い
る

④

を
上
回
っ
て
い
る

⑤

に
勝
っ
て
い
る

30
　

Ｃ　

①

代
以
上
で
は

②

40
代
で
は

③

60
代
で
は

④

16
～

歳
で
は

⑤

代
で
は

（
次
頁
に
続
き
ま
す
）
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31
　

Ｄ　

①

16
～

歳
を
除
く
全
て
の
年
代

②

代
以
上
の
年
代

③

70
歳
以
上
の
年
代

④

16
～

歳
ま
で
と
、
70
歳
以
上
の
年
代

⑤

10
代

32
　

Ｅ　

①

わ
ず
か

ポ
イ
ン
ト

②

ポ
イ
ン
ト
以
上

③

約

ポ
イ
ン
ト

④

約
半
数

⑤

お
よ
そ
３
分
の
１

33
　

Ｆ　

①

１
割
以
下
で
あ
る

②

パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る

③

わ
ず
か
１
割
で
あ
る

④

す
で
に
１
割
を
切
っ
て
い
る

⑤

ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い

34
　

Ｇ　

①

２
割
台
と

②

増
加
傾
向
に
あ
り

③

１
割
台
半
ば
～
２
割
台
前
半
と

④

約
20
人
と

⑤

２
割
足
ら
ず
で
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（
２
）
こ
の
調
査
結
果
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑦
の
う
ち
か
ら
二
つ

選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

35

・
36

（
順
不
同
）
。

①

（
一
）
（
二
）
の
調
査
結
果
か
ら
、
「
雪
辱
を
晴
ら
す
」
「
噛
ん
で
含
む
よ
う
に
」
と
い
う
本
来
と
異
な
る
言
い

方
が
今
後
主
流
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

②

（
二
）
の
調
査
結
果
か
ら
、
「
噛
ん
で
含
む
よ
う
に
」
は
若
者
の
間
で
主
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

③

（
一
）
（
二
）
と
も
に
、
16
～

歳
で
は
本
来
の
言
い
方
と
は
異
な
る
表
現
を
用
い
る
と
答
え
た
人
の
割
合
が

高
く
な
っ
て
い
る
。

④

「
雪
辱
を
晴
ら
す
」
と
い
う
言
い
方
は
、
「
屈
辱
を
晴
ら
す
」
と
い
う
言
い
方
に
影
響
さ
れ
た
誤
用
で
あ
る
。

⑤

「
噛
ん
で
含
め
る
よ
う
に
」
と
い
う
慣
用
句
に
含
ま
れ
る
「
含
め
る
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
な
く
な
っ
て

き
た
た
め
、
10
代
で
は
「
噛
ん
で
含
む
よ
う
に
」
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
。

⑥

「
雪
辱
を
果
た
す
」
「
雪
辱
を
晴
ら
す
」
と
い
う
言
葉
を
ど
ち
ら
も
使
わ
な
い
と
い
う
人
は
全
年
代
を
通
し
て

10
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る
。

⑦

（
一
）
（
二
）
と
も
に
、
中
高
年
層
で
表
現
の
混
同
が
顕
著
で
あ
り
、
そ
れ
が
若
年
層
に
も
伝
わ
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

（
次
頁
に
続
き
ま
す
）
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問
二　

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
。

▼　

「
に
つ
ほ
ん
の
て
い
わ
う
さ
ま
」
（
天
皇
）
を
北
京
に
住
ま
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
―
―
。
豊
臣
秀
吉
の
世
界
戦

略
が
記
さ
れ
た
史
料
を
福
井
県
小
浜
市
で
見
た
。
朝
鮮
征
服
の
後
に
ア
ジ
ア
を
ど
う
支
配
す
る
か
、
側
近
に
書

か
せ
て
正
室
に
送
っ
た
書
状
で
あ
る
。

①

小
浜
市
教
委
に
よ
る
と
、
発
見
さ
れ
た
の
は
江
戸
後
期
。
地
元
の
豪
商
宅
で
び
ょ
う
ぶ
の
下
張
り
に
さ
れ
て

い
た
。
専
門
家
に
よ
る
修
復
が
先
月
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
だ
。
３
㍍
近
い
紙
に
虫
食
い
や
ノ
リ
の
跡
は
あ
る
も
の

の
、
墨
痕
は
十
分
に
鮮
明
で
あ
る
。

②

イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
ら
か
ら
世
界
情
勢
を
吸
収
し
た
は
ず
の
秀
吉
が
、
日
本
の
軍
事
力
を
こ
れ
ほ
ど
過
大

視
し
て
い
た
こ
と
に
驚
く
。
緒
戦
の
快
進
撃
で
高
ぶ
っ
た
に
し
て
も
、
希
代
の
ホ
ラ
吹
き
か
。
あ
る
い
は
哀
し

む
べ
き
（　

Ⅰ　

）
か
。

③　

「
に
つ
ほ
ん
の
ふ
な
つ
き
に
ん
ぽ
う
ふ

き
よ
所
を
」
。
日
本
の
船
着
き
場
で
あ
る
寧ニ

ン
ポ
ー波(

中
国
浙
江
省)

に

自
身
の
居
所
を
置
こ
う
と
考
え
た
。
今
後
の
ア
ジ
ア
で
の
戦
闘
に
貢
献
し
た
武
将
に
は
、
天て

ん
じ
く竺(

イ
ン
ド)

近

く
に
領
地
を
与
え
る
と
も
述
べ
て
い
る
。

④

書
き
出
し
は
「
か
う
ら
い
の
ミ
や
こ
す
き
つ
る
二
日
に
ら
つ
き
よ
」
。
高
麗
の
都
は
去
る(

１
５
９
２
年
５
月)

２
日
に
落
居(

陥
落)

し
た
と
戦
況
を
語
る
。
秀
吉
の
軍
勢
は
ま
も
な
く
明
軍
の
支
援
を
得
た
朝
鮮
軍
に
押
し

戻
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
時
点
で
太た

い
こ
う閤

の
視
線
は
一
足
飛
び
に
明
攻
略
の
先
へ
飛
ぶ
。

▼

と
は
い
え
、
教
室
で
ま
ず
習
う
こ
と
の
な
い
独
自
の
世
界
観
に
は
興
味
が
尽
き
な
い
。
四
百
余
年
前
に
書
か

れ
た
ひ
ら
が
な
の
列
を
た
ど
り
つ
つ
、
「
天
下
人
」
秀
吉
の
頭
の
中
を
の
ぞ
き
見
た
気
が
し
た
。

（
朝
日
新
聞
朝
刊
コ
ラ
ム
「
天
声
人
語
」
に
よ
る
）

（
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
、

37

～

40

。
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▼
最
初
の
段
落
―（

37
　

）
―
（　

38
　

）
―
（　

39
　

）
―
（　

40
　

）―
▼
最
後
の
段
落

（
２
）
空
欄
（　

Ⅰ　

）
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
、

41

。

①

井
の
中
の
か
わ
ず

②

虎
の
威
を
借
る
狐

③

蝸か

牛
ぎ
ゅ
う

角
上
の
争
い

④

弥び

縫ほ
う

策さ
く

⑤

小
刀
細
工

以
上
で
問
題
は
終
わ
り
で
す
。


