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現
代
の
貧
乏
物
語 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

森
岡
孝
二 

関
西
大
学
教
授 

  

は
じ
め
に 

河
上
肇
の

『貧
乏
物
語
』
の
冒
頭
に

「お
ど
ろ
く
べ
き
は
現
時

の
文
明
国
に
お
け
る
多
数
人
の
貧
乏
で
あ
る
」
と
あ
り
ま
す
。
印

象
的
な
書
き
出
し
で
す
。
そ
の
後
に
欧
米
社
会
の
話
が
あ
っ
て
、

「国
は
著
し
く
富
め
る
も
、
民
は
は
な
は
だ
し
く
貧
し
。
げ
に
驚

く
べ
き
は
こ
れ
ら
文
明
国
に
お
け
る
多
数
人
の
貧
乏
で
あ
る
」
と

く
り
返
し
て
い
ま
す
。 

私
は
１
９
４
４
年
生
ま
れ
で
、
戦
後
の
混
乱
期
に
大
分
県
の
農

村
で
幼
少
期
を
す
ご
し
ま

し
た
。
当
時
の
農
村
社
会
で

は
分
限
者
と
言
わ
れ
る
金

持
ち
も
い
ま
し
た
が
、
全
体

が
大
変
貧
困
で
し
た
。 

そ
う
い
う
な
か
で
は
、
人 

 
 

々
は
車
が
な
く
て
も
さ
し

て
不
自
由
を
感
じ
ま
せ
ん 

で
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、
お
も
ち
ゃ
が
な
く
て
も
遊
ぶ
す
べ
を

知
っ
て
い
ま
し
た
。 

現
代
で
は
そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
。
現
代
は
欲
望
水
準
が
高
ま
っ

た
分
だ
け
、
欠
乏
感
も
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
社
会
全
体
が
貧
乏
で

あ
っ
た
時
代
と
違
っ
て
、
高
度
に
文
明
化
し
多
様
な
商
品
が
溢
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
今
日
の
ア
メ
リ
カ
や
日
本
の
よ
う
な
国
で
貧
乏

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
特
別
に
困
難
を
伴
い
ま
す
。 

『貧
乏
物
語
』
は
１
９
１
６
年
に

『大
阪
朝
日
新
聞
』
に
掲
載

さ
れ
ま
し
た
。当
時
の
日
本
は
、産
業
革
命
を
終
え
た
と
は
い
え
、

文
明
化
の
途
上
に
あ
り
ま
し
た
。
河
上
が
文
明
国
と
言
っ
て
い
る

の
は
当
時
す
で
に
資
本
主
義
が
発
達
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ

め
と
す
る
欧
米
諸
国
の
こ
と
で
す
。
今
で
は
日
本
も
、
資
本
主
義

が
高
度
に
発
達
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
い
て
多
数
人
が
貧
乏
な
文
明

国
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
『貧
乏
物
語
』
は
、
書
か

れ
た
当
時
の
日
本
よ
り
も
む
し
ろ
今
の
日
本
に
よ
り
よ
く
あ
て
は

ま
る
と
も
言
え
ま
す
。 

 

「現
代
の
『貧
乏
物
語
』」と
い
う
演
題
を
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、

私
は

『貧
乏
物
語
』
の
内
容
に
踏
み
込
ん
で
お
話
を
す
る
用
意
が

あ
り
ま
せ
ん
。
私
に
声
が
か
か
っ
た
の
は
、
『貧
困
化
す
る
ホ
ワ
イ

ト
カ
ラ
ー
』
（ち
く
ま
新
書
、
２
０
０
９
年
）
と
い
う
本
を
書
い
た

か
ら
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
今
日
は
、
現
代
日
本
の

貧
困
に
つ
い
て
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 
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１ 
格
差
社
会
と
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア 

比
較
の
た
め
に
ま
ず
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
に
は
政
府
の
定
め
る

「貧
困
ラ
イ
ン
」
（

poverty 

lines

）
―
―
河
上
の
い
う

「貧
乏
線
」
―
―
が
あ
り
ま
し
て
、
セ

ン
サ
ス
局
の
貧
困
統
計
に
よ
り
ま
す
と
、
２
０
０
８
年
現
在
、
貧

困
ラ
イ
ン
以
下
の
人
口
が
３
９
８
３
万
人
（全
人
口
の
13

・２
％
）

い
ま
す
。 

 

私
は
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
が
ス
タ
ー
ト
し
て
３
ヶ
月
後
の
２
０
０
１

年
４
月
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
留
学
し
ま
し
た
。
ジ
ョ
ー
ジ
・
W

・

ブ
ッ
シ
ュ
が
大
統
領
に
就
任
し
た
２
０
０
１
年
の
貧
困
ラ
イ
ン
以

下
の
人
口
は
３
２
９
１
万
人

（11

・
７
％
）
で
し
た
か
ら
、
ブ
ッ

シ
ュ
の
就
任
か
ら
退
任
ま
で
の
８
年
間
に
、
貧
困
ラ
イ
ン
以
下
の

貧
困
層
が
７
０
０
万
人
近
く
増
加
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
の
報
道
で
は
、
よ
く
黒
人
や
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク

の
貧
困
が
問
題
に
な
り
ま
す
が
、
人
口
中
の
白
人
比
率
が
高
い
だ

け
に
、
絶
対
数
で
見
る
と
、
貧
乏
な
人
が
多
い
の
は
白
人
で
す
。

言
い
換
え
れ
ば
、
人
種
の
垣
根
を
越
え
て
広
く
ア
メ
リ
カ
社
会
に

貧
困
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
と
り
わ
け
深
刻
な
貧
困
問
題
が
言
わ

れ
て
い
る
の
は
、
夫
の
い
な
い
子
持
ち
の
女
性
、
つ
ま
り
シ
ン
グ

ル
マ
ザ
ー
で
す
。
貧
困
ラ
イ
ン
を
規
準
に
し
た
全
人
口
の
貧
困
率

は
13
％
で
す
が
、
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
世
帯
の
貧
困
率
は
35
％
に

も
達
し
て
い
ま
す
。 

 

で
は
日
本
は
ど
う
か
と
い
い
ま
す
と
、
日
本
で
は
貧
困
者
、
貧

乏
人
が
ど
れ
く
ら
い
い
る
か
に
つ
い
て
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

ア
メ
リ
カ
で
は
貧
困
ラ
イ
ン
が
現
代
の
生
活
水
準
に
適
合
し
て
い

な
い
の
で
抜
本
的
に
改
正
す
べ
き
だ
と
い
う
議
論
が
あ
り
ま
す
が
、

日
本
で
は
そ
う
い
う
論
議
以
前
に
貧
困
統
計
が
な
い
の
で
す
。
民

主
党
を
中
心
と
す
る
３
党
連
立
政
権
が
ス
タ
ー
ト
し
、
厚
生
労
働

大
臣
も

「貧
困
統
計
を
整
備
す
る
」
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
り

ま
し
た
。 

ち
ゃ
ん
と
し
た
統
計
は
な
い
と
は
い
え
、
参
考
デ
ー
タ
が
な
い

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
岩
田
正
美
氏
の

『現
代
の
貧
困
―
―
ワ

ー
キ
ン
グ
プ
ア
／
ホ
ー
ム
レ
ス
／
生
活
保
護
』
（ち
く
ま
新
書
）
で

は
、
生
活
保
護
基
準
を
も
と
に
し
た
駒
村
康
平
氏
の
推
計
を
援
用

し
て
、
２
０
０
５
年
現
在
、
日
本
で
は
約
３
９
０
万
世
帯
が
貧
困

だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
２
０
０
９
年
の
生
活
保
護
世
帯
は
約
１
３

０
万
世
帯
、
保
護
人
数
は
１
８
１
万
人
で
す
が
、
実
際
に
は
こ
の

何
倍
も
の
漏
給
者
、
受
給
資
格
が
あ
り
な
が
ら
給
付
を
受
け
て
い

な
い
人
が
い
ま
す
。 

 
便
宜
的
数
字
な
が
ら
、
年
収
２
０
０
万
円
未
満
の
低
賃
金
労
働

者
を
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア

（働
く
貧
困
層
）
と
み
な
す
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
国
税
庁
の
「税
務
統
計
か
ら
み
た
民
間
給
与
の
実
態
調
査
」

で
は
、
２
０
０
８
年
現
在
、
年
収
２
０
０
万
円
未
満
は
１
０
６
８



- 3 - 

万
人
を
数
え
ま
す
。
こ
れ
は

「年
間
を
通
じ
て
勤
務
し
た
」
民
間

労
働
者
に
つ
い
て
の
数
字
で
す
。
５
年
ご
と
に
実
施
さ
れ
る
、
総

務
省
統
計
局
の

「就
業
構
造
基
本
調
査
」
の
２
０
０
７
年
調
査
で

は
、
年
収
２
０
０
万
円
未
満
の
雇
用
人
口
は
在
学
者
を
除
い
て
１

７
０
７
万
人
に
上
っ
て
い
ま
す
。
１
９
９
７
年
調
査
で
は
年
収
２

０
０
万
円
未
満
は
１
３
８
３
万
人
で
し
た
か
ら
驚
く
べ
き
増
加
で

す
。 

 

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
１
９

９
０
年
代
と
い
う
の
は
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
長
期
不
況
で

「失
わ
れ

た
10
年
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
長
期
不
況
は
２
０
０
０
年
代
に
も

続
き
、
２
０
０
２
年
か
ら
２
０
０
７
年
に
か
け
て
は

「戦
後
最
長

の
景
気
回
復
」
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
間
も
潤
っ
た
の
は
大
企

業
だ
け
で
、
労
働
者
は
雇
用
が
破
壊
さ
れ
賃
金
が
抑
え
ら
れ
、
さ

ん
ざ
ん
な
目
に
あ
い
ま
し
た
。
90
年
代
後
半
に
は
、
日
本
で
も
経

済
格
差
の
拡
大
が
問
題
に
な
り
は
じ
め
、
橘
木
俊
詔
氏
の

『日
本

の
経
済
格
差
―
―
所
得
と
資
産
か
ら
考
え
る
』(

岩
波
新
書
、
１
９

９
８
年)

な
ど
が
話
題
を
呼
び
ま
し
た
。 

 

「格
差
社
会
」
と
い
う
言
葉
は
、
２
０
０
３
年
ま
で
は
ほ
と
ん

ど
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
２
０
０
４
年
に
な

る
と
突
然
の
よ
う
に
こ
の
言
葉
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
多
用
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
２
０
０
６
年
に
は
格
差
社
会
を
別
の
言
葉
で

表
現
す
る
ア
メ
リ
カ
発
の

「ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
」
と
い
う
言
葉
が

時
代
を
映
す
国
民
用
語
に
な
り
ま
し
た
。
も
と
も
と
イ
ギ
リ
ス
で

は
古
く
か
ら

「レ
イ
バ
ー
リ
ン
グ
プ
ア
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、

近
代
資
本
主
義
社
会
の
賃
金
労
働
者
階
級
全
体
を
指
し
て
使
わ
れ

て
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
」
と
い
う
言

葉
は
、
現
代
の
豊
か
な
国
に
お
い
て
働
い
て
も
働
い
て
も
人
並
み

の
収
入
が
得
ら
れ
な
い
低
賃
金
労
働
者
を
指
し
て
い
ま
す
。 

 

２
０
０
４
年
に
ア
メ
リ
カ
で
デ
イ
ビ
ッ
ド
・
K

・
シ
プ
ラ
ー
と

い
う
著
名
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
書
い
たThe Working Poor: 

Invisible in America

と
い
う
本
が
で
ま
し
た
。
そ
の
邦
訳
で

あ
る
『
ワ
ー
キ
ン
グ
・プ
ア
―
―
ア
メ
リ
カ
の
下
層
社
会
』
（森
岡

孝
二
・
川
人
博

・
肥
田
美
佐
子
訳
、
岩
波
書
店
）
が
出
た
の
は
２

０
０
７
年
で
す
。
「ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
」
と
い
う
言
葉
は
ア
メ
リ
カ

で
は
前
か
ら
あ
り
ま
し
た
が
、
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
が
２
０
０
５
年
あ
た
り
か
ら
ポ
ツ
ポ
ツ
使

用
さ
れ
は
じ
め
、
２
０
０
６
年
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が

「ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
特
別
番
組
を
放
送
し
た
あ
た
り
か
ら

一
挙
に

広
ま
り
ま
し
た
。 

 

少
し
話
を
広
げ
ま
す
と
、
「過
労
死
」
と
い
う
言
葉
が
誰
も
が
知

る
国
民
用
語
に
な
っ
た
の
は
１
９
８
８
年
の
こ
と
で
す
。
こ
の
年

「過
労
死
110
番
」
全
国
ネ
ッ
ト
が
ス
タ
ー
ト
し
、
そ
れ
が
大
き
く

報
道
さ
れ
て
、
関
心
を
集
め
ま
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
バ
ブ
ル

経
済
の
も
と
で
、
残
業
が
増
え
て
過
重
労
働
に
よ
る
極
度
の
疲
労
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と
ス
ト
レ
ス
で
健
康
を
損
な
い
、
さ
ら
に
死
に
至
る
と
い
う
事
故

が
多
発
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
時
代
状
況
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
う
い
う
な
か
で
、
こ
れ
は
過
重
労
働
に
と
も
な
う
死
亡
災
害
だ

と
し
て
、
過
労
死
の
労
災
認
定
を
求
め
る
運
動
が
拡
が
っ
て
き
ま

し
た
。 

そ
れ
か
ら
２
０
０
８
年
ま
で
に
20
年
経
過
し
ま
し
た
が
、
「過

労
死
」
は
な
く
な
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
、
30
代
の
青
年
労
働
者
を
中

心
に
、
「過
労
死
自
殺
」
が
社
会
問
題
に
な
り
、
そ
れ
を
含
め
る
と

過
労
死
は
増
え
て
さ
え
き
ま
し
た
。
働
き
す
ぎ
が
な
く
な
ら
ず
、

貧
困
が
深
刻
化
す
る
と
い
う
な
か
で
、
気
が
つ
け
ば

「過
労
死
」

と

「ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
」
が
併
存
す
る
時
代
に
な
っ
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。 

 

「過
労
死
」
と

「ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
」
も
労
働
問
題
で
す
。
経

済
雑
誌
で
は
２
０
０
４
年
か
ら
２
０
０
６
年
に
か
け
て
、
か
つ
て

な
く
大
々
的
に
労
働
問
題
特
集
が
組
ま
れ
て
、
私
の
よ
う
な
左
翼

で
も
取
材
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。 

 

２
０
０
６
年
に

「ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
・
エ
グ
ゼ
ン
プ
シ
ョ
ン
」

が
大
き
な
議
論
に
な
っ
て
、
07
年
１
月
、
安
倍
内
閣
の
も
と
で
つ

ぶ
れ
た
こ
と
は
ご
記
憶
の
こ
と
と
思
い
ま
す
。
時
代
の
潮
目
が
変

わ
っ
た
こ
と
を
示
す

一
例
と
い
え
ま
す
。
こ
れ
に
象
徴
さ
れ
る
よ

う
に
、
06
年
か
ら
07
年
に
か
け
て
、
新
自
由
主
義
の
規
制
緩
和

の
路
線
が
労
働
者
、
国
民
か
ら
総
ス
カ
ン
を
く
っ
て
、
そ
の
後
の

参
議
院
選
挙
や
今
年
の
衆
議
院
選
挙
に
見
ら
れ
る
大
き
な
政
治
の

流
れ
と
な
り
ま
し
た
。 

 

そ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
貧
困
問
題
が
大
き
な
政
治
問
題
に
な

っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
こ
の
間
に
人
々
の
働
き
方
／
働
か

せ
方
が
大
き
く
変
わ
っ
て
き
た
結
果
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
正
社

員
が
極
端
に
絞
り
込
ま
れ
て
、
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
、
派
遣
、

契
約
社
員
、嘱
託
な
ど
の
非
正
規
労
働
者
が
大
幅
に
増
え
て
き
た
。

雇
用
の

「フ
レ
キ
シ
ブ
ル
化
」
と

「ジ
ャ
ス
ト
イ
ン
タ
イ
ム
化
」

が
進
め
ら
れ
て
き
た
。 

そ
の
な
か
で
、
い
つ
で
も
使
い
捨
て
に
で
き
る
、
間
接
雇
用
の

増
減
自
在
な
労
働
力
と
し
て
増
加
し
た
の
が
派
遣
労
働
者
で
す
。

派
遣
労
働
に
代
表
さ
れ
る
雇
用
の
非
正
規
化
と
間
接
化
は
、
単
に

産
業
界
の
要
求
で
増
え
た
の
で
は
な
く
、政
治
が
後
押
し
を
し
て
、

あ
る
い
は
政
治
が
意
識
的
に
労
働
分
野
の
規
制
緩
和
を
進
め
た
結

果
、
生
じ
た
も
の
で
す
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
「非
正
規
労
働
者
」

と

「派
遣
労
働
者
」
が
貧
困
問
題
を
語
る
際
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な

り
ま
し
た
。 

 ２ 

非
正
規
労
働
者
の
増
大
と
貧
困
の
拡
大 

日
本
の
労
働
者
階
級
の
貧
困
化
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
事
実
を

確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
２
０
０
６
年
に
出
た
Ｏ
Ｅ
Ｃ 
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Ｄ
の

「対
日
経
済
報

告
」
で
、
日
本
の
相
対

的
貧
困
率
が
、
先
進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国
中
、
ア
メ
リ
カ
に
つ 

 
 
 

い
で
ワ
ー
ス
ト
２
で

あ
る
こ
と
が
問
題
に
な

り
ま
し
た
。
各
国
の
労

働
年
齢
人
口
を
対
象
に
、

所
得
を
順
に
並
べ
た
場

合
の
真
中
を

「中
位
」

と
し
て
、
中
位
の
年
収

の
半
分
以
下
の
年
収
の

人
々
が
全
体
の
何
％
を

占
め
て
い
る
か
を
示
す

の
が
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
い

う

「相
対
的
貧
困
率
」

で
す
。 

こ
の
物
差
し
で
測
る

と
、
先
進
17

カ
国
中
、

ア
メ
リ
カ
13

・
７
％
、

日
本
13

・
５
％
と
な
っ

て
い
て
、
世
界
で
も
っ 

 

と
も
豊
か
な
国
と
言
わ
れ
て
き
た
米
日
２
ヵ
国
が
も
っ
と
も
貧
困

率
が
高
い
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
は

「文
明
国
に
お
け
る
多
数
人

の
貧
乏
」
と
い
う
河
上
説
を
裏
付
け
る
事
実
で
も
あ
り
ま
す
。
こ

の
数
字
は
２
０
０
０
年
の
デ
ー
タ
が
基
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
２

０
０
５
年
の
デ
ー
タ
を
基
に
し
た
最
近
の
比
較
で
も
、
ア
メ
リ
カ

17 

・
１
％
、
日
本
14

・
９
％
で
、
日
本
が
ワ
ー
ス
ト
２
で
あ
る

こ
と
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
厚
生
労
働
省
は
、
今
年
10
月
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
と
同
じ
方
法
で
、
独
自
に
日
本
の
相
対
的
貧
困
率
を
計
算
し
て

発
表
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
２
０
０
７
年
は
15

・
７
％
と
さ

ら
に
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

さ
き
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
対
日
経
済
報
告
は
、
日
本
の
相
対
的
貧
困

率
が
高
く
な
っ
た
主
な
要
因
は
労
働
市
場
の
二
極
化
の
拡
大
に
あ

る
、
非
正
規
労
働
者
、
と
り
わ
け
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
時
給

は
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
の
時
給
の
４
割
を
切
っ
て
い
る
と
指
摘
し

て
い
ま
す
。 

 

２
０
０
７
年
の

「就
業
構
造
基
本
調
査
」
で
雇
用
者
の
所
得
階

級
別
分
布
を
見
ま
す
と
、
１
５
０
万
円
未
満
層
は
23

・
５
％
、
１

５
０
万
円
～
３
０
０
万
円
未
満
層
が
27

・１
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

あ
わ
せ
る
と
３
０
０
万
円
未
満
層
が
50

・６
％
を
占
め
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
年
収
３
０
０
万
円
未
満
の
人
々
が
人
口
の
半
分
を
超
え
て

い
ま
す
。
１
９
９
７
年
か
ら
２
０
０
７
年
ま
で
の
変
化
で
い
え
ば
、

年
収
300

万
円
未
満
層
は
２
３
４
１
万
人

（43

・
７
％
）
か
ら
２
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７
４
８
万
人

（50

・
６
％
）
に
増
え
て
い
ま
す
。 

 
他
方
、
３
０
０
万
円
以
上
の
層
は
３
０
１
４
万
人
（56

・
３
％
）

か
ら
２
６
９
０
万
人

（49

・
４
％
）
に
減
っ
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ

カ
で
は
一
部
の
者
が
ま
す
ま
す
リ
ッ
チ
に
、
他
の
大
多
数
は
ま
す

ま
す
プ
ア
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
に
つ
い
て
は
必
ず

し
も
そ
う
は
い
え
ま
せ
ん
。
「就
業
構
造
基
本
調
査
」
で
は
１
５
０

０
万
円
以
上
の
層
の
人
数
と
比
率
も
わ
か
り
ま
す
が
、
そ
の
層
も

減
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
に
限
定
す
る
と
わ

ず
か
な
が
ら
増
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
も
入
れ

る
と
、
日
本
の
最
近
の
10
年
間
は
全
層
没
落
に
近
い
状
況
が
あ
っ

て
、
給
料
の
高
い
層
も
大
き
く
減
っ
て
い
ま
す
。 

 

別
の
デ
ー
タ
で
す
が
、
厚
労
省

「国
民
生
活
基
礎
調
査
」
で
一

世
帯
あ
た
り
の
平
均
所
得
の
変
化
を
見
ま
す
と
、
１
９
９
７
年
か

ら
２
０
０
７
年
の
あ
い
だ
に
、
年
収
で
６
５
８
万
円
か
ら
５
５
６

万
円
に
な
っ
て
１
０
０
万
円
余
り
減
少
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ほ
ど

急
減
し
た
例
は
過
去
に
は
あ
り
ま
せ
ん

（２
０
０
９
年
末
で
見
る

と
勤
労
者
報
酬
の
総
計
は
最
近
の
10
年
間
で
10
兆
円
余
り
減
っ

て
い
ま
す
）。
こ
の
よ
う
に
急
激
に
勤
労
所
得
が
減
少
し
国
内
消
費

が
縮
小
し
て
き
た
と
い
う
事
情
を
考
え
る
と
、
単
に
２
０
０
８
年

に
な
っ
て
ア
メ
リ
カ
発
の
恐
慌
の
あ
お
り
で
日
本
の
経
済
が
大
打

撃
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
も
と
も
と
日
本
の
国
内

消
費
が
脆
弱
で
足
腰
が
弱
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
海
の
向
こ
う
か
ら

津
波
が
押
し
寄
せ
て
、
生
産
が
大
き
く
落
ち
込
ん
だ
と
い
う
こ
と

で
す
。 

 

こ
の
間
の
非
正
規
労
働
者
の
増
加
傾
向
を
見
ま
す
と
、
１
９
８

５
年
か
ら
２
０
０
１
年
ま
で
は
パ
ー
ト
・ア
ル
バ
イ
ト
の
増
加
と
、

非
正
規
労
働
者
全
体
の
増
加
が
同
じ
よ
う
な
右
肩
上
が
り
の
カ
ー

ブ
を
描
い
て
増
え
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
２
０
０
２
年
以
降
に

な
る
と
、
非
正
規
労
働
者
全
体
は
、
依
然
と
し
て
増
え
つ
づ
け
て

い
ま
す
が
、
パ
ー
ト
は
増
加
が
鈍
っ
て
横
這
い
に
近
く
な
り
、
ア

ル
バ
イ
ト
は
横
ば
い
か
ら
わ
ず
か
な
が
ら
減
少
に
転
じ
て
い
ま
す
。

こ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
２
０
０
２
年
以
降
、
派
遣
労
働
者
と
契

約
社
員
が
大
幅
に
増
え
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

と
は
い
え
、
今
で
も
非
正
規
労
働
者
の
最
大
部
隊
は
パ
ー
ト
タ

イ
マ
ー
で
す
。
職
場
で
ア
ル
バ
イ
ト
と
呼
ば
れ
て
い
て
も
、
時
給

払
い
で
、
昇
給
や
諸
手
当
が
な
い
と
い
う
点
で
は
パ
ー
ト
と
変
わ

り
ま
せ
ん
。
政
府
の
労
働
統
計
で
週
35
時
間
未
満
の
労
働
者
を
パ

ー
ト
タ
イ
ム
と
見
な
す
と
き
は
、
ア
ル
バ
イ
ト
も
含
ん
で
い
ま
す
。

そ
の
パ
ー
ト
の
性
別
・
雇
用
形
態
別
の
時
間
賃
金
に
つ
い
て
賞
与

を
含
め
て
比
較
し
ま
す
と
、
２
０
０
７
年
の
デ
ー
タ
で
は
男
性

一

般
労
働
者
が
２
５
５
０
円
、
女
性

一
般
労
働
者
が
１
６
６
２
円
、

男
性
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
が
１
１
１
２
円
、
女
性
パ
ー
ト
タ
イ

ム
労
働
者
が
９
９
１
円
で
す
。
女
性
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
時

給
は
男
性

一
般
労
働
者
の
時
給
の
４
割

（38

・
９
％
）
に
留
ま
っ
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て
い
ま
す
。 

２
０
０
６
年
の
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
時
給

（賞
与
を
除
く
）
は

９
１
５
円
が
平
均
で
す
が
、
３
年
前
の
こ
と
で
す
か
ら
今
は
も
っ

と
下
が
っ
て
い
ま
す
。
２
０
０
６
年
時
点
で
も
パ
ー
ト
の
３
人
に

１
人
は
時
給
８
０
０
円
未
満
で
す
。 

 

労
働
者
派
遣
事
業
に
つ
い
て
の
派
遣
会
社
の
報
告
に
も
と
づ
く

厚
労
省
の
集
計
で
は
、
２
０
０
７
年
の
一
般
労
働
者
派
遣
事
業
の

１
日
当
た
り
の
平
均
料
金
は
１
万
４
０
３
２
円
で
、
平
均
賃
金
は

９
５
３
４
円
で
し
た

（い
ず
れ
も
８
時
間
換
算
）。
い
ず
れ
も
前
年

に
比
べ
て
約
１
割
減
少
し
て
い
ま
す
。
こ
の
場
合
、
派
遣
先
は
派

遣
元
に
１
人
１
時
間
あ
た
り
１
７
５
４
円
の
料
金
を
払
い
、
派
遣

会
社
は
労
働
者
に
１
１
９
０
円
の
時
給
を
渡
し
て
い
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。 

い
ま
で
は
、
派
遣
料
金
の
ダ
ン
ピ
ン
グ
の
結
果
、
派
遣
労
働
者

の
賃
金
は
も
っ
と
大
き
く
下
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ち

な
み
に
、
先
だ
っ
て
の
総
選
挙
の
際
に
大
都
市
圏
の
自
治
体
で
多

数
の
派
遣
労
働
者
が
投
開
票
補
助
業
務
に
使
わ
れ
ま
し
た
。
神
戸

市
の
例
で
は
選
挙
派
遣
の
時
給
は
７
５
０
円
で
し
た
。
ネ
ッ
ト
で

見
た
横
浜
の
例
で
は
、
朝
の
６
時
か
ら
午
後
１
時
ま
で
の
勤
務
で

時
給
７
８
０
円
と
出
て
い
ま
し
た
。
募
集
用
件
で
は

「簡
単
な
パ

ソ
コ
ン
操
作
が
で
き
る
人
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。 

７
８
０
円
と
い
う
の
は
改
定
前
の
最
低
賃
金
す
れ
す
れ
、
改
定

後
を
基
準
に
す
れ
ば
最
賃
割
れ
の
低
額
で
す
が
、
そ
れ
は
派
遣
元

が
派
遣
先
に
派
遣
料
金
を
ダ
ン
ピ
ン
グ
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ

れ
で
も
人
材
が
集
ま
る
と
い
う
の
が

「現
在
の
貧
乏
物
語
」
だ
と

も
い
え
ま
す
。 

 

か
つ
て
パ
ー
ト
は
主
婦
が
家
計
の
足
し
に
働
き
に
出
る
の
で
時

給
が
低
く
て
も
当
然
と
言
わ
れ
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は

当
時
で
も
誤
っ
た
低
賃
金
容
認
論
で
す
が
、
い
ま
は
家
計
の
足
し

で
働
く
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
パ
ー
ト
や
派
遣
な
ど
の
非
正
規
労
働

者
で
あ
っ
て
も
自
分
の
賃
金
だ
け
で
生
活
し
て
い
る
人
の
割
合
が

高
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
非
正
規
労
働
者
世
帯
の
貧
困

問
題
が
深
刻
さ
を
増
し
て
い
ま
す
。 

 

３ 

貧
困
化
す
る
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー 

私
は
『貧
困
化
す
る
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
』
（ち
く
ま
新
書
）
の
な

か
で
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
あ
い
だ
で
も
非
正
規
労
働
者
が
増
え
、

貧
困
化
が
拡
が
っ
て
い
る
こ
と
を
問
題
に
し
ま
し
た
。
ホ
ワ
イ
ト

カ
ラ
ー
の
カ
ラ
ー
と
い
う
の
は
白
い
色

（

color

）
の
こ
と
で
は
な

く
、
白
い
襟

（

collar

）
の
こ
と
で
す
。
イ
メ
ー
ジ
的
に
は
白
い

襟
の
オ
フ
ィ
ス
ワ
ー
カ
ー
、
職
業
分
類
で
は
、
専
門
職
、
管
理
職
、

事
務
職
、
営
業
職
を
総
称
し
て
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
と
言
い
ま
す
。

ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
と
い
う
の
は
、
工
場
労
働
者
や
労
務
作
業
者
の
よ
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う
な
現
場
労
働
者
を
言
い
ま
す
。 

ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
と
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
に
は
無
視
で
き
な
い
違
い

も
あ
り
ま
す
が
、
現
代
の
貧
乏
物
語
は
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
と
ブ
ル

ー
カ
ラ
ー
の
ど
ち
ら
に
も
当
て
は
ま
り
ま
す
。 

    

 

 
 

私
は
、
企
業
や
自
治
体
で
消
費
者
相
談
を
担
当
し
て
い
る
人
た

ち
の
集
ま
り
で
、
『
ワ
ー
キ
ン
グ
・プ
ア
』
の
邦
訳
に
触
れ
て
講
演

を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
講
演
後
の
懇
談
会
で
、
自
治
体
職
員

が
私
の
と
こ
ろ
に
き
ま
し
て

「私
た
ち
も
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
な
ん

で
す
。
み
ん
な
非
常
勤
で
、
１
日
１
万
円
、
週
４
日
働
い
て
月
16

万
円
し
か
な
く
、
年
間
２
０
０
万
円
に
も
な
り
ま
せ
ん
」
と
い
う

の
で
す
。
そ
う
い
う
人
た
ち
が
専
門
家
と
し
て
消
費
者
相
談
に
乗

っ
て
い
ま
す
。
い
ま
、
公
務
労
働
は
貧
困
化
の
最
前
線
に
あ
り
ま

し
て
、
「官
製
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
」
が
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
ま

す
。
教
員
で
も

「就
業
構
造
基
本
調
査
」
で
見
ま
す
と
30

万
人
が

非
正
規
で
す
。
こ
の
人
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
職
業
的
に
は
ホ
ワ
イ
ト

カ
ラ
ー
で
す
。 

 

非
正
規
労
働
者
が
増
え
て
き
ま
す
と
、
低
賃
金
労
働
者
の
増
加

を
も
た
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
貧
困
層
を
拡
大
し
ま
す
。
そ
れ
に
と

ど
ま
ら
ず
正
社
員
の
賃
金
を
押
し
下
げ
、
パ
ー
ト
に
近
い
賃
金
の

正
社
員
が
増
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
流
の
没
落
を
引
き
起
こ
し

ま
す
。
近
年
、
ア
メ
リ
カ
で
は
中
産
階
級

（ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
）
の

没
落
が
日
本
以
上
に
深
刻
な
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
な
か
で
下
層
に
近
い
層
を
ニ
ア
プ
ア
と
い
い

ま
す
が
、
貧
困
層
だ
け
で
な
く
、
貧
困
層
す
れ
す
れ
の
ニ
ア
プ
ア

が
増
え
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
上
層
か
ら
下
層
に
転
落
す
る
人

の
数
が
増
え
て
い
る
。
単
純
に

「勝
ち
組
」
と

「負
け
組
」
に
分

か
れ
る
と
い
う
話
で
は
な
く
て
、
全
体
が
落
ち
る
と
い
う
状
況
に

な
っ
て
い
る
の
が
最
近
の
特
徴
で
す
。 

 

非
正
規
労
働
者
の
増
加
を
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
と
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー

に
分
け
て
見
ま
す
と
、
２
０
０
７
年
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー

（男
女

計
）
の
非
正
規
比
率
は
29

・
７
％
に
な
っ
て
い
ま
す
。
１
９
９
７

年
の
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
の
非
正
規
比
率
が
30

・
２
％
で
し
た
か
ら
、

今
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
非
正
規
比
率
は
10
年
前
の
ブ
ル
ー
カ

ラ
ー
と
ほ
ぼ
同
じ
で
す
。
こ
れ
は
こ
の
間
に
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
で

も
非
正
規
化
が
進
ん
で
き
て
、
10
年
前
の
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
と
同
じ

状
況
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。 
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１
９
９
７
年
か
ら
２
０
０
７
年
の
10
年
間
の
所
得
階
層
別
分

布
の
変
化
を
見
ま
す
と
、
年
収
３
０
０
万
円
未
満
の
層
は
、
ホ
ワ

イ
ト
カ
ラ
ー
で
は
38
％
か
ら
44
％
に
６
ポ
イ
ン
ト
、
ブ
ル
ー
カ

ラ
ー
で
は
53
％
か
ら
61
％
に
８
ポ
イ
ン
ト
増
え
て
い
て
、
ブ
ル

ー
カ
ラ
ー
が
よ
り
深
刻
な
状
況
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
し

か
し
、
絶
対
数
で
い
え
ば
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
は
１
１
３
８
万
人

か
ら
１
３
４
５
万
へ
２
０
７
万
人
、
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
は
１
３
０
５

万
人
か
ら
１
５
１
１
万
人
へ
２
０
６
万
人
増
え
て
い
て
、
最
近
10

年
間
の
貧
困
化
は
、
数
の
う
え
で
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
も
ブ
ル
ー
カ

ラ
ー
も
同
じ
よ
う
に
進
行
し
て
い
ま
す
。 

 

性
別
で
は
貧
困
化
は
女
性
に
お
い
て
と
く
に
深
刻
で
す
。
女
性

は
全
体
の
55
％
が
非
正
規
雇
用
（ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
で
は
45
％
、

ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
で
は
70
％
）
で
す
。
そ
の
大
多
数
は
パ
ー
ト
タ
イ

マ
ー
で
す
。
さ
き
ほ
ど
、
ア
メ
リ
カ
で
は
女
性
の
貧
困
、
と
り
わ

け
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
の
貧
困
が
深
刻
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
言

い
ま
し
た
が
、
日
本
も
似
た
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

「就
業
構
造
基
本
調
査
」
に
よ
れ
ば
、
２
０
０
７
年
現
在
で
、

年
収
２
０
０
万
円
未
満
の
労
働
者
は
在
学
者
を
除
い
て
１
７
０
７

万
人
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
４
２
１
万
人

（25
％
）
は
男
性
で
、
１

２
８
６
万
人

（75
％
）
は
女
性
で
す
。
ま
た
年
収
２
０
０
万
円
未

満
層
の
う
ち
で
１
３
５
９
万
人
（79

・６
％
）
は
非
正
規
労
働
者
、

う
ち
３
０
５
万
人

（22
％
）
は
男
性
、
１
０
５
４
万
人

（78
％
）

は
女
性
で
す
。 

 

こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
要
因
と
し
て
無
視
で
き
な
い
の
は
、

２
０
０
２
年
か
ら
２
０
０
７
年
に
か
け
て

「株
主
資
本
主
義
」
―

―
株
主
重
視

・
株
価
第

一
の
企
業
経
営
―
―
が
上
場
会
社
に
拡
が

っ
て
き
た
こ
と
で
す
。
「戦
後
最
長
の
景
気
拡
大
」
と
言
わ
れ
た
こ

の
期
間
に
、
労
働
分
配
率

（付
加
価
値
に
占
め
る
人
件
費
の
比
率
）

は
か
つ
て
な
く
大
き
く
下
が
り
ま
し
た
。
株
主
へ
の
配
当
が
増
え

た
だ
け
で
な
く
、
内
部
留
保
も
増
え
て
い
ま
す
。
役
員
報
酬
も
一

人
当
た
り
で
見
る
と
顕
著
に
増
え
て
い
ま
す
。
株
主
と
企
業
と
役

員
の
取
り
分
が
増
え
た
一
方
で
、
労
働
者
の
取
り
分
が
減
っ
て
き

た
わ
け
で
す
。 

 
 ４ 

見
え
な
い
打
ち
捨
て
ら
れ
た
人
々 

そ
ろ
そ
ろ
ま
と
め
に
移
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
は
２
０

０
５
年
に

『働
き
す
ぎ
の
時
代
』
（岩
波
新
書
）
を
著
し
た
あ
と
、

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
ワ
ー
キ
ン
グ
・プ
ア
』
と
い
う
本
の

翻
訳
に
関
わ
り
ま
し
た
。
著
者
の
シ
プ
ラ
ー
は
長
年
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
タ
イ
ム
ズ
の
記
者
を
し
て
物
書
き
に
な
り
、
ピ
ュ
ー
リ
ッ
ツ
ア

ー
賞
を
受
賞
し
た
こ
と
も
あ
る
人
で
す
。
こ
の
本
で
は
彼
は
、
貧

し
い
労
働
者
と
そ
の
家
族
に
寄
り
添
っ
て
何
年
に
も
わ
た
っ
て
取

材
を
重
ね
、
優
れ
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
を
書
い
て
い
ま
す
。 
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こ
の
本
の
英
語
の
副
題
はInvisible in America

と
な
っ
て

い
ま
す
。
「ア
メ
リ
カ
の
見
え
な
い
人
々
」
と
い
う
意
味
で
す
。
私

た
ち
の
生
活
に
不
可
欠
な
さ
ま
ざ
ま
な
財
と
サ
ー
ビ
ス
は
、
ワ
ー

キ
ン
グ
プ
ア
の
人
々
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
彼
ら
の

存
在
は
私
た
ち
の
目
に
見
え
ず
、
社
会
か
ら
打
ち
捨
て
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
意
味
で
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
は
人
々
の
目
に
見
え
な
い

存
在
で
す
。
豊
か
な
国
で
働
く
人
が
貧
乏
で
あ
る
と
い
う
問
題
を

解
決
す
る
に
は
、
私
た
ち
は
こ
の
人
々
の
存
在
に
気
づ
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
こ
の
本
の
一
つ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
。 

 

イ
ギ
リ
ス
の
ポ
リ
ー
・
ト
イ
ン
ビ
ー
と
い
う
人
が
書
い
た

『
ハ

ー
ド
ワ
ー
ク
―
―
低
賃
金
で
働
く
と
い
う
こ
と
』
（椋
田
直
子
訳
、

東
洋
経
済
新
報
社
、
２
０
０
５
年
）
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
彼

女
は
ア
ー
ノ
ル
ド
・
ト
イ
ン
ビ
ー
の
お
孫
さ
ん
で
、
お
父
さ
ん
は

イ
ギ
リ
ス
共
産
党
員
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
の
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア

の
体
験
ル
ポ
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
出
て
き
ま

す
。
普
段
は
記
者
の
ポ
リ
ー
さ
ん
が
外
務
省
庁
舎
に
新
設
さ
れ
た

保
育
所
で
派
遣
労
働
者
の
保
育
助
手
と
し
て
働
い
て
い
た
と
き
の

こ
と
で
す
。
彼
女
が
取
材
の
仕
事
で
よ
く
知
っ
て
い
た
外
務
省
の

事
務
次
官
夫
妻
が
見
学
に
訪
れ
ま
し
た
。
彼
女
は
夫
妻
に
気
づ
か

れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
ま
し
た
が
、
夫
妻
は
彼
女
の
す
ぐ
傍
ま
で

寄
っ
て
来
な
が
ら
結
局
彼
女
に
気
づ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
地
味
な

作
業
服
の
低
賃
金
労
働
者
で
あ
っ
た
彼
女
は

「透
明
人
間
」
だ
っ

た
と
い
う
わ
け
で
す
。 

 

私
の
大
学
で
も
事
務
補
助
や
受
付
や
清
掃
の
人
た
ち
は
パ
ー
ト

で
あ
っ
た
り
、
派
遣
で
あ
っ
た
り
、
請
負
で
あ
っ
た
り
す
る
わ
け

で
す
が
、
そ
う
い
う
人
た
ち
に
は
固
有
名
詞
が
な
い
。
職
場
で
は

パ
ー
ト
さ
ん
や
派
遣
さ
ん
と
見
な
さ
れ
て
、
生
き
た
人
格
と
し
て

扱
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

 

ま
た
、
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
の
人
々
は
、
生
き
る
こ
と
に
精

一
杯

で
、
自
分
が
置
か
れ
た
状
況
を
語
る
場
合
も
、
自
分
に
責
任
が
あ

る
と
考
え
て
、社
会
や
政
治
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
口
に
し
ま
せ
ん
。

政
治
の
支
援
が
も
っ
と
も
必
要
な
人
た
ち
が
政
治
か
ら
も
っ
と
も

遠
ざ
け
ら
れ
た
存
在
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

政
治
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
だ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は

『働
き
す
ぎ
の
時
代
』
で

「過
労
死
を

す
る
ほ
ど
に
働
い
て
い
る
男
性
た
ち
は
自
分
の
状
態
を
社
会
に
向

か
っ
て
訴
え
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
」
と
書
き
ま
し
た
。
「日
経
」

新
聞
に
は
読
者
の
投
書
欄
が
あ
り
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
読
者
は
仕

事
に
追
わ
れ
て
投
書
す
ら
で
き
な
い
か
ら
で
し
ょ
う
。
「朝
日
」
や

「読
売
」
な
ど
を
見
て
も
、
働
き
す
ぎ
や
過
労
死
に
つ
い
て
投
書

欄
に
書
い
て
い
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
妻
や
母
で
す
。
た
ま
に
男
性

が
出
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
た
い
て
い
は
定
年
や
病
気
で

戦
列
を
離
れ
た
人
た
ち
で
、
「や
っ
と
人
間
ら
し
く
な
っ
た
」
と
い

う
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
の
人
た
ち
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も
、
過
労
死
し
そ
う
な
ほ
ど
に
働
い
て
い
る
人
た
ち
も
、
自
分
の

こ
と
を
訴
え
る
余
裕
が
な
い
。
そ
の
こ
と
が
政
治
か
ら
置
き
去
り

に
さ
れ
る
理
由
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

『
ワ
ー
キ
ン
グ

・
プ
ア
』
の
冒
頭
に

「ね
え
お
母
さ
ん
。
貧
乏

っ
て
と
っ
て
も
お
金
が
か
か
る
の
ね
」と
少
年
が
言
っ
て
い
ま
す
。

ロ
ー
ン
を
組
む
に
し
て
も
低
所
得
者
向
け
の
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー

ン
は
金
利
が
高
い
わ
け
で
す
。
ア
メ
リ
カ
に
は
生
活
保
護
の
要
件

を
満
た
し
て
い
る
人
に
対
し
て
国
庫
か
ら
税
金
の
還
付
制
度
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
面
倒
な
書
類
を
作
成
す
る
仕
事
を
代
行
業
者
が
ビ

ジ
ネ
ス
と
し
て
や
っ
て
い
て
、
還
付
手
続
き
の
代
行
で
手
数
料
を

取
る
だ
け
で
な
く
、
「急
速
還
付
」
と
称
し
て
、
高
い
金
利
で
貸
付

を
お
こ
な
い
、
そ
の
返
済
に
国
か
ら
の
還
付
金
を
充
て
る
と
い
う

ビ
ジ
ネ
ス
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
貧
困
者
か
ら
手
数
料
と
金
利
で

二
重
に
略
奪
す
る
貧
困
ビ
ジ
ネ
ス
で
す
。
日
本
で
い
え
ば
、
貧
困

層
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
高
利
で
貸
付
を
し
て
、
多
く
の
借
り
手
を
多

重
債
務
や
と
き
に
は
自
殺
に
追
い
や
っ
て
き
た
消
費
者
金
融

（サ

ラ
金
）
も
貧
困
ビ
ジ
ネ
ス
で
す
。 

貧
困
に
は
多
様
な
要
因
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
本
で
は
社
会
的
要

因
と
個
人
的
要
因
、
過
去
の
要
因
と
現
在
の
要
因
、
物
質
的
要
因

と
精
神
的
要
因
が
あ
る
、
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
過
去
の
要
因
と

は
例
え
ば
多
額
の
借
金
を
抱
え
て
い
る
場
合
で
す
。
貧
困
は
年
収

だ
け
で
は
判
断
で
き
な
い
、
そ
こ
そ
こ
の
年
収
が
あ
っ
て
も
多
重

債
務
で
ど
う
し
よ
う
も
な
い
人
も
い
る
わ
け
で
す
。 

 

個
人
的
要
因
と
い
う
の
は
、
薬
物
の
使
用
か
ら
抜
け
出
せ
な
い

と
か
、
飲
酒
癖
が
あ
る
、
仕
事
の
意
欲
を
失
っ
て
い
る
と
い
っ
た

こ
と
で
す
。
こ
れ
は
社
会
政
策
だ
け
で
は
救
え
な
い
。

一
般
に
職

業
訓
練
で
は
ス
キ
ル
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
著
者
の
シ
プ
ラ
ー
が
言
う
に
は
、
ス
キ
ル
に
は
ハ
ー
ド
の
ス

キ
ル
と
ソ
フ
ト
の
ス
キ
ル
が
あ
る
。
ソ
フ
ト
の
ス
キ
ル
と
い
う
の

は
人
間
と
し
て
社
会
で
生
活
し
て
い
く
に
最
低
限
必
要
な
生
き
る

力
で
、
「挨
拶
が
で
き
る
」
「遅
刻
を
し
な
い
」
「キ
レ
な
い
」
「人

付
き
合
い
が
で
き
る
」
と
い
う
よ
う
な
能
力
の
こ
と
で
す
。
こ
う

し
た
能
力
に
欠
け
る
と
貧
困
か
ら
な
か
な
か
抜
け
出
せ
な
い
、
と

も
い
っ
て
い
ま
す
。 

 

さ
ら
に
、
貧
困
の
要
因
と
し
て
ア
メ
リ
カ
社
会
で
は
あ
ま
り
に

も
家
賃
が
高
い
問
題
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
ト
レ
ー
ラ
ー
ハ
ウ

ス
を
住
居
に
し
て
い
る
人
た
ち
が
大
勢
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
借
り

る
た
め
に
も
賃
金
の
半
分
が
消
え
て
い
く
と
い
い
ま
す
。
家
賃
が

高
い
と
い
う
点
は
日
本
と
似
て
い
ま
す
。
仕
事
が
あ
る
の
は
大
都

市
で
す
が
、住
宅
問
題
が
深
刻
で
家
賃
が
高
い
の
も
大
都
市
で
す
。 

シ
プ
ラ
ー
も
い
う
よ
う
に
、
貧
困
は
悪
循
環
し
ま
す
。
安
ア
パ

ー
ト
が
子
ど
も
の
喘
息
を
悪
化
さ
せ
、高
額
の
医
療
費
が
発
生
し
、

カ
ー
ド
破
産
に
陥
り
、
自
動
車
ロ
ー
ン
が
組
め
な
い
た
め
に
、
安

い
故
障
の
多
い
中
古
車
を
購
入
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
遅
刻
が
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増
え
て
勤
務
成
績
が
下
が
り
昇
給
で
き
な
く
な
る
と
い
う
話
も
あ

り
ま
す
。
親
が
貧
乏
な
た
め
に
子
ど
も
が
放
置
さ
れ
、
学
校
に
も

行
け
な
か
っ
た
た
め
に
大
人
に
な
っ
て
も
貧
乏
か
ら
抜
け
出
せ
な

い
と
い
う
の
も
貧
困
の
悪
循
環
で
す
。 

 
 お

わ
り
に 

ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
や
児
童
相
談
員
な
ど
の
専
門
家
た
ち
が
貧
困

救
済
に
あ
た
っ
て
い
ま
す
が
、
シ
プ
ラ
ー
は
そ
の
人
々
に
共
通
し

て
い
る
弱
点
が
あ
る
と
言
い
ま
す
。
あ
る
母
親
は
夜
の
シ
フ
ト
に

就
い
て
い
る
が
、
子
ど
も
の
世
話
と
両
立
し
な
い
。
勤
め
先
の
企

業
に
言
っ
て
昼
の
シ
フ
ト
に
変
え
て
も
ら
え
ば
い
い
の
で
す
が
、

相
談
を
受
け
た
専
門
家
た
ち
は
誰
も
企
業
に
掛
け
合
お
う
と
は
し

な
い
。 

 

私
の
知
っ
て
い
る
高
校
の
先
生
か
ら
、
進
路
指
導
を
し
た
生
徒

か
ら
就
職
後
相
談
が
あ
っ
た
場
合
、
会
社
に
出
向
い
て
援
助
を
す

る
こ
と
も
あ
る
と
お
聞
き
し
ま
し
た
が
、自
戒
を
こ
め
て
言
え
ば
、

大
学
の
教
師
は
、
学
生
が
卒
業
後
に
問
題
に
直
面
し
て
も
相
談
さ

れ
る
こ
と
は
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
し
、
た
と
え
相
談
さ
れ
て
も
企
業

に
物
を
言
う
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

企
業
と
い
う
働
く
場
は
触
れ
て
は
な
ら
な
い

「聖
域
」
と
な
っ

て
い
ま
す
。
発
言
権
が
あ
る
の
は
労
働
組
合
で
す
が
、
日
本
で
は

組
合
も
経
営
に
は
ほ
と
ん
ど
口
を
挟
ま
な
い
。
ま
た
労
働
者
の
個

人
的
相
談
は
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
な
い
。
労
働
組
合
は
貧
困
問
題

の
改
善
と
解
消
の
た
め
に
も
っ
と
企
業
に
対
し
て
も
の
を
言
わ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

も
う

一
つ
、
貧
困
問
題
の
改
善
と
い
う
点
で
は
、
政
治
と
政
府

の
責
任
が
き
わ
め
て
大
き
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
さ
き
ほ
ど
日
本

は
相
対
的
貧
困
率
ワ
ー
ス
ト
２
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
が
、
フ
ラ

ン
ス
と
日
本
を
比
較
し
て
み
ま
す
と
、
フ
ラ
ン
ス
は
所
得
再
分
配

前
の
裸
の
賃
金
で
み
る
と
、
日
本
よ
り
も
は
る
か
に
賃
金
格
差
が

大
き
い
国
で
す
。
賃
金
で
比
較
す
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
貧
困
率
は

日
本
よ
り
ず
っ
と
高
い
の
で
す
が
、
税
や
社
会
保
障
を
加
味
し
た

所
得
再
分
配
後
の
可
処
分
所
得
で
見
る
と
日
本
よ
り
か
な
り
貧
困

率
が
低
い
。 

 

日
本
は
貧
乏
人
に
高
い
税
金
を
課
し
て
い
る
う
え
に
、
貧
乏
人

に
対
す
る
社
会
保
障
が
貧
弱
な
国
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
税
と
社

会
保
障
に
よ
る
所
得
再
分
配
で
貧
困
を
改
善
す
る
度
合
い
が
世
界

の
先
進
国
で
も
っ
と
も
低
い
国
が
日
本
で
す
。
こ
こ
を
変
え
て
い

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
国
民
が
政
治
を
変
え
る
流
れ
を
も
っ

と
大
き
く
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
私

の
話
を
終
わ
り
ま
す
。 


