
河
上
肇
の
経
済
思
想
と

『貧
乏
物
語
』  

―

「生
活
の
質
」
と
貧
乏 

 
  
  
  
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

八
木
紀

一
郎 

 

１
．
は
じ
め
に 

 

私
は
７
年
前
に
京
都
大
学
を
退
職
い
た
し
ま
し
て
、
現

在
は
大
阪
寝
屋
川
市
に
あ
り
ま
す
摂
南
大
学
に
勤
め
て

お
り
ま
す
。 

 

河
上
肇
記
念
会
で
は
２
０
１
３
年
秋
の
法
然
院
で
の

総
会
で
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
と
き
は
、

「20
世
紀
の
マ
ル
ク
ス
学
の
苦
難
と
河
上
肇
」
と
い
う
テ

ー
マ
で
、
戦
前
の
国
際
的
な
マ
ル
ク
ス
学
の
研
究
を
と
り

あ
げ
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
前
に
河
上
肇
と
福
田
徳

三
を
並
べ
て
と
り
あ
げ
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ｅ
テ
レ

『
日
本
人
は

何
を
考
え
て
き
た
の
か
』
（第
８
回

「人
間
復
興
の
経
済
学

を
め
ざ
し
て
」
～
河
上
肇
と
福
田
徳
三 

２
０
１
３
年
１

月
７
日
放
映 

）
の
企
画
が
あ
り
、
特
に
関
東
大
震
災
の
対

応
に
福
田
徳
三
が
取
り
組
ん
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、

ｅ
テ
レ
の
企
画
に
な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
私
が
そ

れ
に
出
て
発
言
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
ご
指
名
を
受
け
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
時
は
、
１
９
２
０
～
３
０
年
代

の
世
界
全
体
で
の
マ
ル
ク
ス
主
義

・
マ
ル
ク
ス
学
の
動
向

に
つ
い
て
お
話
し
い
た
し
ま
し
た
が
、
河
上
の
思
想
そ
の

も
の
に
つ
い
て
は
お
話
し
し
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
期
待

を
逸
ら
し
た
こ
と
に
な

っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
思

っ
て

い
ま
し
た
。 

 

今
度
お
誘
い
が
あ
っ
て
お
引
き
受
け
し
た
の
は
、
自
分

に
は
謎
が
の
こ
っ
て
い
た

『貧
乏
物
語
』
を
理
解
す
る
鍵

が
見
つ
か
っ
た
―

「生
活
の
質
」
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え

る
と
河
上
の
思
想
が
分
か
り
や
す
く
な
る
と
思

っ
た
か

ら
で
す
。 

「生
活
の
質
」
（Ｑ
Ｏ
Ｌ
＝Qu

al
it
y of Li

fe

）
と
い

う
の
は
、
現
代
の
福
祉
関
係
者
、
医
療
保
健
関
係
者
に
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
現
代



の
思
想
家
で
あ
る
マ
ー
サ

・
ヌ
ス
バ
ウ
ム

（フ
ェ
ミ
ニ
ス

ト
）
や
経
済
学
者
に
し
て
倫
理
学
者
の
ア
マ
ル
テ
ィ
ア

・

セ
ン
と
い
っ
た
人
た
ち
に
よ
っ
て

「広
い
意
味
で
と
ら
え

ら
れ
て
、
医
療
や
福
祉
を
含
む
全
体
の
概
念
と
し
て
論
じ

ら
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

河
上
が
好
き
だ
っ
た
ラ
ス
キ
ン
の
言
葉
に
、T

he
re i

s 

n
o
 
w
ea
lt
h,
 
b
ut
 
li
fe
. 

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

河
上
は
こ
の
句
を
『貧
乏
物
語
』
の
「序
」
で
引
用
し
て
、

「富
何
者
ぞ
、
た
だ
生
活
あ
る
の
み
」
と
訳
し
、
そ
の
意

を
彼
流
に

「富
な
る
も
の
は
人
生
の
目
的
―
道
を
聞
く
と

い
う
人
生
唯

一
の
目
的
、
た
だ
そ
の
目
的
を
達
す
る
た
め

の
手
段
と
し
て
の
み
意
義
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
解
し
て

い
ま
す

（岩
波
文
庫
版
５
ペ
ー
ジ
）。
こ
れ
は
私
は
い
か
に

も

「河
上
的
」
だ
と
思
い
ま
す
。 

し
か
し
、
ラ
ス
キ
ン
は
そ
の
後
に
、Lif

e,
 i
nc
lu
di
ng 

a
ll
 
it
s 

po
we
r
 
o
f 

lo
ve
,
 
o
f 

jo
y,
 
an
d 

of 

a
dm
ir
at
io
n.

（愛
し
、
喜
び
、
ま
た
讃
嘆
す
る
こ
と
の
で

き
る
生
活
）
と
続
け
て
い
ま
す

（

 
Jo
hn Ru

sk
in
, U

nt
o 

T
hi
s
 L
as
t,
 1
86
0,
 Ad

 V
al
or
em
,
 S
ec
ti
on
 77

）。
こ

れ
は
ま
さ
に

「生
活
の
質
」
（Ｑ
Ｏ
Ｌ
）
で
す
。
ア
マ
ル
テ

ィ
ア

・
セ
ン
が
言
っ
て
い
るc

ap
ab
il
it
y(

能
力
、
選
択

可
能
性
）
を
持
つ
こ
と
に
通
じ
る
も
の
が
ラ
ス
キ
ン
の
言

葉
で
あ
り
、
河
上
は
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
。
河
上

は
、
そ
れ
を

「道
を
聞
く
」
と
い
う
求
道
者
的
な
視
点
か

ら
表
現
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
イ
ギ
リ
ス
と
日
本
の
思

想
の
構
図
の
ズ
レ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ

を
含
め
て
、
『貧
乏
物
語
』
が
全
体
と
し
て

「生
活
の
質
＝

Ｑ
Ｏ
Ｌ
」
を
問
い
か
け
た
著
作
で
あ
っ
た
こ
と
い
う
の
が

私
の
結
論
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

こ
こ
で
、
『貧
乏
物
語
』
と

「生
活
の
質
」
の
関
連
と
い

う
本
論
に
入
る
前
に
、
『貧
乏
物
語
』
の
著
者
に
よ
る
絶
版

の
理
由
に
つ
い
て
の
推
測
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
を
ご
容

赦
く
だ
さ
い
。 

 



２
．
『貧
乏
物
語
』
の
絶
版

：
何
が
放
棄
さ
れ
た
の
か 

 
ご
存
知
の
よ
う
に

『貧
乏
物
語
』
は
謎
め
い
て
い
る
著

作
で
す
。
最
初
に
、
大
正
５
年

（１
９
１
６
年
）
の
９
月

か
ら
12
月
に
わ
た
っ
て
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
に
断
続
的
に

掲
載
さ
れ
、
翌
１
９
１
７
年
３
月
に
１
冊
の
書
と
し
て
刊

行
さ
れ
ま
し
た
。
40

万
部
ち
か
く
売
れ
た
と
の
こ
と
で
す

が
、
堺
利
彦
や
櫛
田
民
蔵
ら
の
批
判
を
受
け
、
２
年
後
に

は
絶
版
に
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
完
全

に
読
め
な
く
し
た
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の

上

・
中

・
下
の
三
篇
構
成
の
う
ち
の
上
篇
と
中
篇
を
１
９

２
０
年
の

『
改
版
社
会
問
題
管
見
』
に

「前
篇 

貧
乏
物

語
断
片
」
と
し
て
収
録
し
て
い
ま
す
。
上
篇
と
い
う
の
は

「い
か
に
多
数
の
人
が
貧
乏
し
て
い
る
か
」
で
、
中
篇
は

「何
ゆ
え
に
多
数
の
人
が
貧
乏
し
て
い
る
か
」
、
そ
し
て

下
篇
は

「い
か
に
し
て
貧
乏
を
根
治
し
う
べ
き
か
」
で
す
。

つ
ま
り
、
１
９
２
０
年
の
河
上
が
人
目
に
さ
ら
し
た
く
な

い
と
思
っ
た
の
は
、
『貧
乏
物
語
』
の
う
ち
、
貧
乏
撲
滅
の

政
策
を
論
じ
た
下
篇
だ
け
で
し
た
。 

 

し
た
が
っ
て
、
多
く
の
人
が
、
廃
棄
さ
れ
た
下
篇
で
出

さ
れ
て
い
た
政
策
的
な
立
場
、
つ
ま
り
、
「金
持
ち
た
ち
が

自
発
的
に
贅
沢
を
止
め
る
こ
と
で
貧
乏
を
無
く
す
こ
と

が
で
き
る
」
と
い
う
結
論
を
維
持
で
き
な
く
な
っ
た
の
が

『貧
乏
物
語
』
絶
版
の
理
由
で
あ
る
と
考
え
た
の
も
無
理

は
あ
り
ま
せ
ん
。 

そ
れ
に
対
し
て
、
河
上
は
『貧
乏
物
語
』
執
筆
時
か
ら
、

戦
争
経
済
の
も
と
で
の
生
産
の
社
会
化
を
み
て
と
っ
て
、

社
会
主
義
の
可
能
性
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
贅

沢
廃
止
論
を
結
論
と
し
た
の
を
河
上
の
真
意
と
と
る
べ

き
で
は
な
い
」
と
論
じ
ら
れ
た
の
が
、
本
記
念
会
の
代
表

も
さ
れ
て
い
た
杉
原
四
郎
先
生
で
し
た
。
（「『貧
乏
物
語
』

の
想
源
」
杉
原
１
９
９
６
年
第
４
章
） 

ど
ち
ら
も
も
っ
と
も
で
す
が
、
政
策
論
ば
か
り
に
囚
わ

れ
て
い
て
、
河
上
独
自
の

「貧
乏
」
論
を
見
落
と
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
今
頃
に
な

っ
て
の
私
の



感
想
で
す
。 

 
み
な
さ
ん
は

「金
持
ち
が
贅
沢
を
止
め
る
こ
と
が
な
ぜ

貧
乏
の
解
決
策
に
な
る
の
か
」
と
い
ぶ
か
ら
れ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
『貧
乏
物
語
』
執
筆
時
の
河
上
に
は
、

英
国
の
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
で
あ
る
ウ
ィ
ザ
ー
ズ(H

ar
tl
ey
 

W
it
he
rs
)

類
似
の

「貧
乏
原
因
論
」
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ

ま
す
か
ら
、
こ
の
政
策
も
、
あ
な
が
ち
荒
唐
無
稽
と
い
う

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
生
産
資
源
の
多
く
の

部
分
が
贅
沢
品
に
向
か
い
、
大
衆
の
必
需
品
の
生
産
に
向

か
う
部
分
が
少
な
く
な
る
と
す
れ
ば
、
大
衆
の
必
需
品
は

欠
乏
し
、
入
手
で
き
て
も
高
価
に
な
っ
て
大
衆
の
生
活
難

を
引
き
起
こ
す
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
考
え
を
記
し
た

『貧
乏
物
語
』
「七
の
二
」
の
文
章
は

『
改
版
社
会
問
題
管

見
』
に
も
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
ま
す
（118

ペ
ー
ジ
）
か
ら
、

河
上
は
１
９
２
０
年
の
時
点
で
も
、
貧
乏
の
原
因
論
と
し

て
そ
れ
を
維
持
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ

て
、
そ
れ
か
ら
出
て
く
る
結
論
も
す
ぐ
に
は
否
定
で
き
な

い
と
思
い
ま
す
。 

 

こ
こ
で
１
点
注
意
し
て
欲
し
い
の
は
、
金
持
ち
が
贅
沢

品
に
金
を

つ
ぎ
込
む
と
大
衆
の
必
需
品
が
圧
迫
さ
れ
る

の
は
、
カ
ネ
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
需
要
に
し
た
が
っ
て
生
産

が
行
わ
れ
る
の
が

「今
日
の
生
産
組
織
」
だ
か
ら
だ
と
も

言
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
カ
ネ
で
は
な
く
大

衆
の
ニ
ー
ズ
に
し
た
が
っ
た
生
産
の
社
会
化
、
い
い
か
え

れ
ば
社
会
主
義
の
実
現
と
い
う
の
も
、
河
上
の
貧
乏
原
因

論
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
も
う

一
つ
の
政
策
に
な
り
う
る

と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

み
な
さ
ま
を
混
乱
さ
せ
て
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の

言
い
た
い
こ
と
は
、
『貧
乏
物
語
』
か
ら

『
改
版 

社
会
問

題
管
見
』
ま
で
維
持
さ
れ
た
河
上
の
貧
乏
原
因
論
か
ら
す

れ
ば
、
「金
持
ち
の
贅
沢
廃
止
」
論
と

「生
産
の
社
会
化
」

論
の
ど
ち
ら
も
貧
乏
根
治
策
に
な
り
う
る
と
い
う
こ
と

で
、
『貧
乏
物
語
』
絶
版
の
理
由
は
、
こ
の
二
つ
の
解
決
策

の
二
者
択

一
的
な
対
立
に
は
無
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で



す
。 

 
そ
れ
で
は
、
『
改
版
社
会
問
題
管
見
』
で
本
当
に
消
し
去

ら
れ
た
も
の
は
何
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は

『
貧
乏
物
語
』

に
あ
っ
た
、
い
ま

一
つ
の
解
決
策
で
あ
る

「貧
富
格
差
の

是
正
」
「所
得
分
配
」
の
社
会
政
策
で
す
。 

『
改
版
社
会
問
題
管
見
』
の

「貧
乏
物
語
断
片
」
は
、

下
篇
の
冒
頭

「八
の
一
」
と

「八
の
二
」
で
終
わ
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
、
貧
乏
の
原
因
と
し
て
の
格

差
お
よ
び
そ
の
是
正
策
に
つ
い
て
の
言
及
は
断
り
な
し

に
、
き
れ
い
に
取
り
去
ら
れ
て
い
ま
す
。 

「断
片
」
で
は

「八
の
一
」
の
該
当
箇
所
は
以
下
の
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。 

（
一
）
現
時
の
経
済
組
織
に
し
て
維
持
せ
ら
る
る
限
り
、

（二
）
或
い
は
又
、
富
者
が
そ
の
余
裕
あ
る
に
任
せ
て
、

妄
り
に
各
種
の
奢
侈
贅
沢
品
を
購
買
し
需
要
す
る
限
り
、

貧
乏
を
根
絶
す
る
こ
と
は
、
到
底
望
み
が
た
い
。 

し
か
し
、
も
と
も
と
の

『貧
乏
物
語
』
で
は
、
貧
乏
原

因
論
は
三
条
件
で
、
そ
の

（二
）
「ま
た
社
会
に
は
な
は
だ

し
き
貧
富
の
懸
隔
を
存
す
る
限
り
」
（岩
波
文
庫
版
89

ペ

ー
ジ
）
が
抜
け
て
、
３
つ
が
２
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

ま
た
政
策
に
つ
い
て
も
、 

第

一
に
、
世
の
富
者
が
若
し
自
ら
進
ん
で

一
切
の
奢
侈
贅

沢
を
廃
止
す
る
に
至
る
な
ら
ば
、
貧
乏
存
在
の
二
条
件
の

中
そ
の
一
を
欠
く
に
至
る
べ
き
が
故
に
、
其
は
確
か
に
貧

乏
退
治
の
一
策
で
あ
る
。
第
二
に
、
今
日
の
如
く
各
種
の

生
産
事
業
を
私
人
の
金
儲
仕
事
に

一
任
し
置
く
こ
と
な

く
、
例
え
ば
軍
備
又
は
教
育
の
如
く
、
国
家
自
ら
之
を
担

当
す
る
に
至
る
な
ら
ば
、
現
時
の
経
済
組
織
は
是
が
為
め

著
し
く
改
造
せ
ら
る
る
譯
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
亦
貧
乏
存

在
の
一
条
件
を
無
く
す
る
所
以
で
あ
っ
て
、
貧
乏
退
治
の

一
策
と
し
て
、
お
の
づ
か
ら
人
の
考
え
至
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
（『
改
版
』
130

‐
131

ペ
ー
ジ
） 

こ
れ
に
つ
い
て
も
も
と
あ
っ
た

「第
二
」
が
抜
け
て
い

ま
す
。 



第
二
に
、
な
ん
ら
か
の
方
法
を
も
っ
て
貧
富
の
懸
隔
の
は

な
は
だ
し
き
を
匡
正
し
、
社
会

一
般
人
の
所
得
を
し
て
著

し
き
等
差
な
か
ら
し
む
る
こ
と
を
得
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ま

た
貧
乏
存
在
の
一
条
件
を
絶

つ
ゆ
え
ん
な
る
が
ゆ
え
に
、

そ
れ
も
貧
乏
退
治
の
一
策
と
な
し
う
る
。
（同
90

ペ
ー
ジ
） 

こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、

生
産
政
策
に
分
配
政
策
を
対
置
す
る
と
か
、
所
得
再
分
配

に
よ
っ
て
格
差
を
是
正
す
る
と
い
う
よ
う
な
匡
正
的
な

社
会
政
策
を
、
河
上
が
弥
縫
的
な
政
策
と
し
て
拒
否
し
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
利
己
心
に
よ
っ
て
経
済
活
動
が
営
ま

れ
る
資
本
主
義
の
も
と
で
は
、
い
く
ら
貧
民
救
恤
策
を
と

っ
て
も
、
所
得
再
分
配
政
策
を
と
っ
て
も
、
既
に
あ
る
貧

困
に
対
策
を
と
る
端
か
ら
新
し
い
貧
困
が
生
じ
て
し
ま

う
。
『貧
乏
物
語
』
の
絶
版
と
い
う
決
定
は
、
河
上
が
、
貧

困
問
題
の

「究
極
的
な
解
決
」
は
、
生
産
組
織
の
全
体
を

変
革
し
、
人
々
の
こ
こ
ろ
を
変
え
る

「組
織
改
造
」
と

「人

心
改
造
」
の
二
重
の
「改
造
」
（革
命
）
し
か
な
い
と
い
う
、

い
わ
ば

「改
造
主
義
」
（革
命
主
義
）
と
い
う
べ
き
立
場
に

移
行
し
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。 

  

こ
の
よ
う
な
社
会
政
策
か
ら

「改
造
主
義
」
あ
る
い
は

「革
命
主
義
」

へ
の
移
行
は
、
お
そ
ら
く
ロ
シ
ア
革
命
の

影
響
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
河
上
の
特
徴
は
こ
の
段
階
で
も

「組
織
改
造
」
（社
会
革
命
）
と

「人
心
改
造
」
（精
神
革

命
）
を
結
び
つ
け
て
い
た
こ
と
で
す
。
こ
の
組
織

・
人
心

改
造
、
あ
る
い
は
社
会

・
精
神
革
命
両
輪
論
が
、
マ
ル
ク

ス
主
義
の
唯
物
史
観
を
受
け
入
れ
た
櫛
田
民
蔵
や
福
本

和
夫
に
批
判
さ
れ
、
河
上
は
、
意
識
は
社
会
関
係
に
よ
っ

て
決
定
さ
れ
る
と
い
う

マ
ル
ク
ス
主
義
を
科
学
と
し
て

受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
、
１
９
２

０
年
代
半
ば
の
第
二
段
階
に
お
け
る
河
上
の
思
想
的
移

行
で
す
。 

し
か
し
、
彼
は
科
学
的
真
理
と
次
元
を
異
に
し
た

「宗

教
的
真
理
」
と
し
て
、
「こ
こ
ろ
の
革
命
」
を
胸
中
深
く
も



ち
続
け
ま
し
た
。
近
代
日
本
の
精
神
史
に
お
い
て
、
こ
の

よ
う
な
組
織

・
人
心
改
造
論
、
あ
る
い
は
社
会

・
精
神
革

命
論
の
登
場
は
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
そ
の
影
響
を
残
し

て
い
る
現
象
で
す
。
そ
れ
が
、
河
上
を
近
代
日
本
の
精
神

史
の
象
徴
的
な
存
在
に
し
て
い
る
理
由
で
す
。 

 

３
．
『貧
乏
物
語
』
上
篇
の
貧
乏
論 

 

さ
て
、
こ
れ
ま
で
と
り
あ
げ
て
き
た
の
は
、
『貧
乏
物
語
』

の
中
篇
と
下
篇
、
つ
ま
り
貧
乏
問
題
の
原
因
と
解
決
策
に

つ
い
て
で
し
た
。
こ
の
二
つ
の
篇
で
の
河
上
の
主
張
は
大

き
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
て
、
彼
自
身
、
１
９
２
０
年
前

後
と
１
９
２
０
年
代
半
ば
の
２
段
階
に
わ
た

っ
て
放
棄

な
い
し
後
退
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
主
張
で
し
た
。
そ
れ

で
は
、
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
上
篇

「い
か
に
多
数
の
人

が
貧
乏
し
て
い
る
か
」
で
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か

れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
私
が
注
目
し
た
セ
ン
テ
ン
ス

は
、
伍
賀
先
生
、
小
久
保
先
生
も
配
布
資
料
に
書
き
抜
き

さ
れ
て
い
ま
す
。
「我
が
意
を
得
た
り
」
と
い
う
気
持
ち
で

ご
ざ
い
ま
す
。 

 

「驚
く
べ
き
は
現
時
の
文
明
国
に
お
け
る
多
数
人
の
貧

乏
で
あ
る
」
と
説
き
始
め
る
こ
の
上
篇
で
、
河
上
は
ま
ず

貧
乏
人
を
定
義
す
る
仕
方
が
３
つ
あ
る
と
言
い
ま
す
。 

 

第

一
の
意
味
は
、
金
持
ち
に
対
す
る
貧
乏
人
、
つ
ま
り

格
差
あ
る
い
は
比
較
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
貧
乏
人
で

す
。
し
か
し
、
河
上
は
自
分
が
問
題
に
す
る
の
は
こ
の
意

味
で
の
貧
乏
人
で
は
な
い
、
と
言
い
ま
す
。 

 

第
二
の
意
味
の
貧
乏
人
は
、
慈
善
や
公
的
扶
助
に
よ
っ

て
生
活
を
維
持
し
て
い
る
貧
民
、
被
救
恤
者
で
す
が
、
こ

れ
も
河
上
が
問
題
と
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

最
後
に
河
上
が
問
題
に
し
た
い
第
三
の
意
味
の
貧
乏

人
が
来
ま
す
。
「肉
体

（ボ
デ
ィ
）
と
知
能

（
マ
イ
ン
ド
）

と
霊
魂

（
ス
ピ
リ
ッ
ト
）
、
こ
れ
ら
３
つ
の
も
の
の
自
然
的

発
達
を
ば
維
持
し
て
行
く
が
た
め
、
言
い
換
う
れ
ば
人
々

の
天
分
に
応
じ
て
こ
れ
ら
３
つ
の
も
の
を
ば
の
び
る
と



こ
ろ
ま
で
の
び
さ
し
て
行
く
が
た
め
、
必
要
な
だ
け
の
物

資
を
得
て
お
ら
ぬ
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
者
は
す
べ

て
こ
れ
を
貧
乏
人
と
称
す
べ
き
で
あ
る
。
」
（同
14

ペ
ー
ジ
） 

人
間
の
天
性
の
発
達
を
物
資
の
欠
乏
に
よ
っ
て
妨
げ
ら

れ
て
い
る
者
と
い
う
の
が
、
河
上
が
問
題
に
し
た
い
貧
乏

人
で
す
。
こ
の
第
三
の
意
味
を
与
え
た
あ
と
で
、
マ
イ
ン

ド
や
ス
ピ
リ
ッ
ト
は
客
観
的
に
測
り
に
く
い
の
で
、
便
宜

的
に
、
肉
体

（ボ
デ
ィ
）
の

「自
然
的
発
達
」
の
維
持
の

た
め
に
必
要
な
物
資
を
得
て
い
る
か
ど
う
か
を
基
準
と

せ
ざ
る
を
え
な
い
と
し
て
、
「貧
乏
線
」
（

p
ov
er
ty
 li

ne

）

の
説
明
に
入
り
ま
す
。 

 

こ
の
上
篇
で
は
、
英
国
の
貧
困
研
究
者
に
な
ら
っ
て
、

「貧
困
線
」
は
１
日
あ
た
り
摂
取
カ
ロ
リ
ー
何
カ
ロ
リ
ー

に
な
る
と
か
、
「貧
乏
線
」
以
下
、
あ
る
い
は
そ
の
真
上
に

い
る
の
は
人
口
の
何
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
る
、
と
い
っ
た
議

論
が
続
き
ま
す
。
そ
れ
で
、
河
上
が

「第
三
の
意
味
」
に

託
し
た
思
い

（発
達
の
阻
害
）
と
い
う
視
点
が
と
ら
え
に

く
く
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
第

一
の
意
味

「経

済
上
の
不
平
等
」
で
も
、
第
二
の
意
味

「経
済
上
の
依
願
」

で
も
な
く
、
生
活
の
享
受
の
阻
害
と
い
う
第
三
の
意
味
の

貧
乏
を
河
上
は

「経
済
学
」
が
問
題
に
す
べ
き

「経
済
上

の
欠
乏
」
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
最
近
は

「清

貧
の
思
想
」
と
い
う
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
の
本
を
書
い
た
人

も
い
ま
す
が
、
『貧
乏
物
語
』
の
貧
乏
と
は
、
全
く
異
な
り

ま
す
。 

 

「繰
り
返
し
て
言
う
が
、
私
の
こ
の
物
語
に
貧
乏
と
い

う
の
は
、
身
心
の
健
全
な
る
発
達
を
維
持
す
る
に
必
要
な

物
資
す
ら
得
あ
た
わ
ぬ
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
少
な
く
と
も

私
の
言
う
ご
と
き
意
味
で
の
貧
乏
な
る
も
の
は
、
そ
の
観

念
自
身
か
ら
し
て
、
必
ず
わ
れ
わ
れ
の
身
心
の
健
全
な
る

発
達
を
妨
ぐ
べ
き
も
の
な
の
で
、
そ
れ
が
利
益
と
な
る
は

ず
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
」
（同
42

ペ
ー
ジ
） 

 
河
上
は
、
世
の
中
に
様
々
な
社
会
問
題
が
起
き
て
い
る



の
は
、
多
数
の
人
が
貧
乏
し
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
英
国

の
論
者
に
賛
同
し
ま
す
。
貧
困
は
社
会
問
題
を
生
み
出
し

ま
す
。
と
く
に
、
生
活
上
の
欠
乏
が
児
童
を
む
し
ば
む
と

き
、
子
供
た
ち
は
肉
体
の
発
達
と
と
も
に
精
神
の
発
達
も

阻
害
さ
れ
ま
す
。
河
上
は
英
国
ブ
ラ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
市
が

お
こ
な

っ
た
貧
民
児
童
に
対
す
る
給
食
事
業
に

一
つ
の

社
会
実
験
と
し
て
着
目
し
ま
し
た
。
こ
の
給
食
事
業
は
、

対
象
児
童
の
体
重
を
増
加
さ
せ
た
だ
け
で
な
く
、
「そ
の

顔
色
が
輝
い
て
来
て
、
そ
の
態
度
は
快
活
に
な
り
、
学
業

も
こ
れ
に
応
じ
て
進
歩
を
示
し
た
」。
（同
54

ペ
ー
ジ
）
こ

の
社
会
実
験
は
、
児
童
の
貧
困

へ
の
対
策
に
、
肉
体
の
み

な
ら
ず
精
神
の
発
育
阻
害
を
除
去
す
る
効
果
が
あ
る
こ

と
を
示
し
た
の
で
す
。 

河
上
は

『貧
乏
物
語
』
の

「序
」
に
次
の
よ
う
に
書
き

つ
け
て
い
ま
し
た
。 

「人
は
パ
ン
の
み
に
て
生
く
も
の
に
あ
ら
ず
、
さ
れ
ど
ま

た
パ
ン
な
く
し
て
人
は
生
く
る
も
の
に
あ
ら
ず
と
い
う

が
、
こ
の
物
語
の
全
体
を
貫
く
著
者
の
精
神
の
一
で
あ
る
。

思
う
に
経
済
問
題
が
真
に
人
生
問
題
の
一
部
と
な
り
、
ま

た
経
済
学
が
真
に
学
ぶ
に
足
る
の
学
問
と
な
る
も
、
全
く

こ
れ
が
た
め
で
あ
ろ
う
。
」
（同
４
ペ
ー
ジ
） 

 

河
上
の
言
う

「第
三
の
意
味
」
で
の
貧
乏
を
紹
介
し
ま

し
た
が
、
そ
れ
が

「生
活
の
質
」
（Ｑ
Ｏ
Ｌ
）
に
か
か
わ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
お
掴
み
い
た
だ
け
た
と
思
い
ま
す
。

河
上
の
言
葉
で
い
え
ば
、
「肉
体
」
「精
神
」
「霊
魂
」
を
発

達
さ
せ
る
こ
と
で
す
。
河
上
は
、
そ
の
目
的
は

「人
の
道

を
聞
く
」
た
め
で
あ
る
と
表
現
し
ま
し
た
が
、
ラ
ス
キ
ン

の
表
現
で
言
え
ば
、L

if
e,
 
i
nc
lu
di
ng
 
a
ll 

its 

p
ow
er
s
 
o
f
 
lo
ve
,
 
o
f
 
j
oy,

 
an
d
 
o
f
 
ad
mi
ra
ti
on
.
 

（愛
し
、
喜
び
、
讃
嘆
す
る
能
力
を
備
え
た
生
）
で
す
。

こ
れ
は
、
現
代
の
経
済
学
が
言
う
よ
う
な

「効
用
」
で
あ

ら
わ
さ
れ
る
よ
う
な

「快
楽
の
満
足
度
」
と
い
う
よ
う
な

「状
態
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
ア
マ
ル
テ
ィ
ア

・

セ
ン
の
こ
と
ば
で
言
え
ば
、
「潜
在
能
力
」
（

c
ap
ab
il
it
y

）
、



人
間
の
様
々
な
機
能
を
行
い
得
る
自
由
を
備
え
た

「生
活
」

の
あ
り
方
で
す
。
ラ
ス
キ
ン
の
言
葉
で
言
え
ば

「愛
し
、

喜
び
、
讃
嘆
す
る
能
力
」
で
す
。
河
上
の
言
葉
で
言
え
ば
、

「道
を
聞
く
」
能
力
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
河
上
が

「貧

乏
」
か
ら
の
解
放
を
、
「富
」
で
は
な
く

「道
を
聞
く
」
能

力
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
知
る
な
ら
ば
、
彼
が
最

後
ま
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
な
っ
た
後
で
も
、
胸
中
深

く

「
モ
ラ
ル
・
レ
ヴ
ォ
リ

ュ
ー
シ
ョ
ン
」
の
思
想
を
持
ち

続
け
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
も
合
点
が
い
く
こ
と
で
し

ょ
う
。 

 

本
日
の
お
話
し
の
し
め
く
く
り
と
し
て
、
私
自
身
が
河

上
肇
の

『貧
乏
物
語
』
に
か
か
わ
っ
て
衝
撃
を
受
け
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
１
９
７
０
年
６
月
30

日
の
こ
と
で
、
東

京
地
裁
の
法
廷
に
立
っ
た
永
山
則
夫
が
、
突
然

『貧
乏
物

語
』
の
末
尾
に
河
上
が
置
い
た
ウ
ィ
リ
ア
ム

・
ボ
ン
ガ
ー

の
英
文
を
暗
唱
し
た
こ
と
で
す
。
永
山
則
夫
は
１
９
６
８

年
の
10

月
に
米
軍
横
須
賀
基
地
に
侵
入
し
て
盗
み
出
し

た
ピ
ス
ト
ル
に
よ
っ
て
、
翌
月
に
か
け
て
東
京
、
京
都
、

函
館
、
名
古
屋
で
４
人
を
射
殺
し
た
事
件
の
犯
人
で
す
。 

P
ov
er
ty
 k
ill

s th
e s

oc
ial

 s
en
ti
me
nts

 i
n m

an
, 

d
es
tr
oy
s in f

ac
t al

l r
ela

ti
on
s be

twe
en
 m
en
. 

H
e 

who
 
i
s 

a
ba
nd
on
ed 

by
 
a
ll 

ca
n 

n
o 

lo
nger 

h
av
e 

an
y 

f
ee
li
ng
 
f
or 

 
t
ho
se
 
w
ho 

ha
ve
 
l
eft 

h
im
 to

 hi
s
 f
at
e.
 -
 B
ong

er
,
 C
ri
mi
na
li
ty
 an

d 

E
co
no
mi
c 
Con

di
ti
on
s,
  1

91
6,
 p
.4
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河
上
訳

：
貧
乏
は
人
の
社
会
的
感
情
を
殺
し
、
人
と
人

と
の
間
に
お
け
る
い
っ
さ
い
の
関
係
を
破
壊
し
去
る
。

す
べ
て
の
人
々
に
よ
り
て
捨
て
ら
れ
た
人
は
、
か
か
る

境
遇
に
彼
を
置
き
去
り
に
せ
し
人
々
に
対
し
も
は
や

な
ん
ら
の
感
情
も
も
ち
得
ぬ
も
の
で
あ
る
。
― 

ボ
ン

ガ
ー

『
犯
罪
と
経
済
状
態
』
（同
172

ペ
ー
ジ
） 

ボ
ン
ガ
ー
と
い
う
人
は
オ
ラ
ン
ダ
の
社
会
主
義
者
で
１

９

０

５
年

に

ア

ム

ス
テ

ル
ダ

ム

で

出

版

し

た



C
rim

in
a
lité

 
e
t 

co
n

d
itio

n
s 

é
co

n
o
m

iq
u

e
, 

G
. 

P
. 

T
ie

rie
が
、
１
９
１
６
年
に
英
訳
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。 

『貧
乏
物
語
』
の
執
筆
時
に
、
出
た
ば
か
り
の
こ
の
英

訳
書
か
ら
こ
の
よ
う
な
適
切
な
文
章
を
見
つ
け
出
し
た

河
上
も
慧
眼
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
460
頁
も
あ
る
本
で

す
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
読
め
ま
す
。
犯
罪
の
統
計
と
所

得
の
状
況
と
か
貧
困
の
状
況
と
か
の
関
連
を
ま
と
め
た

章
の
中
に
こ
の
文
章
が
あ
り
ま
す
。
言
う
ま
で
も
あ
り
ま

せ
ん
が
、
ボ
ン
ガ
ー
が
貧
困
の
作
用
と
し
て
い
る
の
は
、

ラ
ス
キ
ン
の

「生
」
の
逆
で
す
。
セ
ン
は
、
貧
困
を
動
機

の
面
で
捉
え
る
な
ら
ば

「基
本
的
潜
在
能
力
」
の
欠
如
に

な
る
と
言
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
も
合
致
し
ま
す
。 

永
山
則
夫
は
弁
護
士
が
差
し
入
れ
た

『貧
乏
物
語
』
に

こ
の
章
句
を
見
つ
け
て
、
自
分
の
犯
罪
が

「貧
困
」
に
よ

っ
て

「社
会
的
感
情
」
を
失
わ
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
こ
と

を
知
り
ま
し
た
。
彼
は
こ
の
文
章
を
辞
書
を
引
い
て
ノ
ー

ト
に
書
き
留
め
、
毎
朝
起
床
時
に
こ
の
英
文
を
暗
誦
し
て

い
ま
し
た
。
（『無
知
の
涙
』
増
補
新
版
、
河
出
文
庫
、
１

９
９
０
年
、
410

ペ
ー
ジ
） 

こ
の
文
章
は
永
山
則
夫
に
と

っ
て
は
天
啓
の
よ
う
な

も
の
だ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
法
廷
で
の
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
は
そ
の
あ
と
で
す
。
『貧
乏
物
語
』
は
彼
に
自
分
を
知

ら
し
め
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
27
年
後
の
１
９
９
７
年

８
月
１
日
、
日
本
と
い
う
国
は
、
貧
困
に
起
因
し
た

「無

知
」
を
悟
っ
た
こ
の
青
年
を
死
刑
に
処
し
ま
し
た
。 

こ
の
青
年
の
心
を
動
か
し
た
の
は
、
河
上
肇
の

『貧
乏

物
語
』
で
し
た
、
私
は
永
山
則
夫
と
同
世
代
で
し
た
と

一

言
付
け
加
え
て
、
私
の
話
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

【参
照
】 

河
上
肇

『貧
乏
物
語
』
弘
文
堂
、
１
９
１
７
年

（→
大
内

兵
衛
解
題

『貧
乏
物
語
』
岩
波
文
庫
、
１
９
４
７
年
。
『
河

上
肇
全
集
』
第
９
巻
、
岩
波
書
店
、
１
９
８
２
年
） 



河
上
肇

『
改
版
社
会
問
題
管
見
』
弘
文
堂
、
１
９
２
０
年

（
こ
れ
は
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
閲

覧
可
能
）。 

子
安
宣
邦
の
ブ
ロ
グ

「河
上
肇
は

『貧
乏
物
語
』
を
ど
う

廃
棄
し
た
の
か
」
（２
０
１
５
年
６
月
10

日
） 
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マ
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ア
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セ
ン
著
、
鈴
村
興
太
郎
訳

『福
祉
の
経

済
学
―
財
と
潜
在
能
力
―
』
岩
波
書
店
、
１
９
８
８
年
。 

マ
ー
サ

・
ヌ
ス
バ
ウ
ム
／
ア
マ
ル
テ
ィ
ア

・
セ
ン
編
著
、

竹
友
康
彦
監
修
、
水
谷
め
ぐ
み
訳

『
ク
オ
リ
テ
ィ
ー

・
オ

ブ

・
ラ
イ
フ
―
豊
か
さ
の
本
質
と
は
―
』
里
文
出
版
、
２

０
０
６
年
。 

杉
原
四
郎

『
旅
人
河
上
肇
』
岩
波
書
店
、
１
９
９
６
年
。 

武
田
和
夫

『
死
者
は
ま
た
闘
う
―
永
山
則
夫
裁
判
の
真
相

と
死
刑
制
度
―
』
明
石
書
店
、
２
０
０
７
年
。 

永
山
則
夫

『無
知
の
涙
』
増
補
新
版
、
河
出
文
庫
、
１
９

９
０
年
。 

ブ
ロ
グ

「そ
れ
で
も
永
山
則
夫
が
好
き
だ
」
２
０
１
６
年

５
月
27

日
「永
山
が
諳
ん
じ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・ボ
ン
ガ
ー
」 
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「『
改
版
社
会
問
題
管
見
』
序
文
」
『経
済
論
叢
』

第
124
巻
第
５
・
６
号

（１
９
７
９
年
11

・
12
月
） 

ラ
ス
キ
ン
著
、
飯
塚

一
郎
訳

「こ
の
最
後
の
者
に
も
」、
五

島
茂
編

『
ラ
ス
キ
ン
・
モ
リ
ス
』
（世
界
の
名
著
41
）
中
央

公
論
社
１
９
７
１
年 
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