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は
じ
め
に

「
貧
し
き
人
々
の
群
」
は
『
中
央
公
論
』
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
九
月
号
に
発
表

さ
れ
た
。
語
り
手
の
「
私
」
は
福
島
県
Ｋ
村
の
開
拓
者
の
一
人
で
あ
る
「
岸
田
」
の

孫
娘
で
あ
り
、
普
段
は
東
京
に
住
ん
で
い
る
が
、
毎
年
夏
の
二
月
を
村
に
住
む
祖
母

の
も
と
で
過
ご
し
て
い
る
。
今
回
の
物
語
も
お
よ
そ
七
月
の
半
ば
ご
ろ
か
ら
九
月
の

初
旬
あ
た
り
が
舞
台
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
作
品
は
作
者
で
あ
る
中
條
百
合
子
自
身
の
体
験
を
も
と
に
書
か
れ
て
い
る

が
、
格
清
久
美
子
は
「
従
来
作
者
の
体
験
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
描
い
た
作
品
と
し
て
受

け
止
め
ら
れ
て
き
た
が
（
略
）
一
見
様
々
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
「
私
」
の
視
点
か
ら
と

り
と
め
も
な
く
描
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
プ
ロ
ッ
ト
が
一
通
り
の
山
場
を

持
っ
て
展
開
さ
れ
、「
貧
民
」
の
現
実
を
主
人
公
の
視
点
お
よ
び
全
人
的
視
点
を
通
し

て
描
く
と
い
う
二
重
の
構
造
を
持
っ
」
た
「
作
者
の
体
験
や
モ
デ
ル
を
巧
妙
に
虚
構

化
し
た
作
品
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る①
。

格
清
が
言
う
よ
う
に
、
こ
の
物
語
に
は
「
私
」
を
中
心
と
し
た
明
確
な
プ
ロ
ッ
ト

が
存
在
す
る
。
そ
れ
が
同
じ
場
所
を
モ
デ
ル
に
描
い
た
習
作
「
農
村
」
と
の
大
き
な

違
い
だ
ろ
う
。「
農
村
」
は
「
貧
し
き
人
々
の
群
」
に
先
立
っ
て
一
九
一
五
年
に
執
筆

さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る②
。
一
時
期
所
在
不
明
に
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、「
貧
し

き
人
々
の
群
」
執
筆
中
に
発
見
さ
れ
、
そ
の
一
部
が
作
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。

し
か
し
「
農
村
」
の
「
私
」
が
最
後
ま
で
ほ
と
ん
ど
変
化
し
な
い
の
に
対
し
、「
貧
し

き
人
々
の
群
」
で
は
「
私
」
の
認
識
は
大
き
く
動
い
て
い
く
。
木
村
幸
雄
は
、
こ
の

よ
う
な
変
化
を
「〈
農
村
〉
の
観
察
者
か
ら
（
略
）
行
動
す
る
主
人
公
へ
」
と
端
的
に

表
現
し
て
い
る③
。

「
貧
し
き
人
々
の
群
」
は
作
者
が
後
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
と
な
っ
た
こ
と
も
あ

り
、
後
年
の
作
品
と
比
べ
て
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
社
会
認
識
の
未
熟
さ
が
あ
げ
つ

ら
わ
れ
る
こ
と
が
多
い④
。
だ
が
変
化
す
る
こ
と
が
こ
の
作
品
の
特
徴
で
あ
る
と
考
え

る
な
ら
、
そ
の
社
会
認
識
も
ま
た
変
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
未
熟
さ
が
批
判
さ

れ
る
と
き
、
そ
の
点
は
あ
ま
り
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
本
論
で
は
、
後
の
作

品
か
ら
振
返
っ
た
評
価
軸
で
は
な
く
、「
農
村
」
か
ら
本
作
へ
の
、
そ
し
て
本
作
の
中

で
の
変
容
を
論
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

一
、
ヘ
ッ
ケ
ル
と
宇
宙
の
力

そ
れ
で
は
ま
ず
こ
の
作
品
の
社
会
認
識
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
こ
れ
ま
で
の
研

究
で
言
及
さ
れ
て
き
た
の
は
、
貧
富
の
差
に
つ
い
て
の
考
え
を
述
べ
た
次
の
箇
所
で

あ
る
。

世
の
中
は
不
平
等
で
あ
る
。
天
才
が
現
れ
れ
ば
、
よ
り
多
く
の
白
痴
が
生
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
豊
饒
な
一
群
を
作
ろ
う
に
は
、
よ
り
多
く
の
群
が
、
饑

餓
の
境
に
た
だ
よ
っ
て
生
き
死
に
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。

慈
善
と
信
念
を
め
ぐ
っ
て

―
宮
本
百
合
子
「
貧
し
き
人
々
の
群
」
論

―

池　

田　

啓　

悟
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世
が
不
平
等
で
あ
る
か
ら
こ
そ

―
富
者
と
貧
者
は
合
す
る
こ
と
の
出
来
な

い
平
行
線
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
私
共
は
彼
等
の
同
情
者
で
あ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

金
持
が
出
来
る
一
方
で
は
気
の
毒
な
貧
乏
人
が
出
る
の
は
、
宇
宙
の
力
で
あ

る
。
ど
れ
ほ
ど
富
み
栄
え
て
い
る
者
も
、
貧
し
い
者
に
対
し
て
、
尊
大
で
あ
る

べ
き
何
の
権
利
も
持
た
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
出
て
く
る
「
宇
宙
の
力
」
と
い
う
考
え
方
は
非
常
に
評
判
が
悪
い
。
例
え

ば
岩
淵
宏
子
は
「
社
会
矛
盾
を
宇
宙
の
真
理
だ
と
認
め
る
世
界
観
の
未
熟
さ⑤
」
を
指

摘
し
、
ま
た
格
清
も
「
身
分
差
を
産
む
社
会
関
係
を
必
然
と
見
な
」
す
「
運
命
論
的

な
社
会
認
識
に
基
づ
い
て
」
お
り
、
こ
れ
が
「
当
時
の
宮
本
百
合
子
自
身
の
思
想
的

限
界
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か⑥
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
沼
沢
和
子
は
、
百
合
子
初
期
作

品
の
自
然
観
を
論
じ
る
な
か
で
、「
天
才
」
と
「
白
痴
」
が
生
ま
れ
る
の
は
「
生
物
と

し
て
の
人
間
に
避
け
難
い
事
実
」
で
あ
る
の
に
対
し
、「
富
め
る
一
群
」
と
「
餓
え
た

る
群
の
存
在
」
は
「
人
間
界
の
社
会
的
事
実
」
だ
と
い
う
区
別
が
「
私
」
に
は
見
え

て
お
ら
ず
、
い
ず
れ
も
が
「
宇
宙
の
力
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る

と
指
摘
し
て
い
る⑦
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
こ
の
「
宇
宙
の
力
」
と
い
う
発
想
が
そ
も
そ
も
ど
こ
か
ら
き
た

の
か
考
え
て
み
た
い
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
エ
ル
ン
ス
ト
・
ヘ
ッ
ケ
ル
『
宇
宙

の
謎
』
で
あ
る
。「
貧
し
き
人
々
の
群
」
に
つ
い
て
、こ
れ
ま
で
ト
ル
ス
ト
イ
の
受
容

と
い
う
観
点
か
ら
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
て
い
る
が⑧
、
そ
の
一
方
で
『
宇
宙
の
謎
』

に
関
し
て
は
、
作
品
を
書
き
は
じ
め
た
時
期
に
強
い
影
響
を
受
け
た
こ
と
が
日
記
か

ら
見
て
取
れ
る
に
も
関
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
百
合
子
自
身

が
後
に
作
品
を
振
返
っ
た
と
き
に
ト
ル
ス
ト
イ
の
名
は
あ
げ
て
も
ヘ
ッ
ケ
ル
の
名
は

あ
げ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
そ
の
影
響
は
一
時
的
な
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
が
、
作
品
は
ヘ
ッ
ケ
ル
に
強
い
印
象
を
受
け
た
直
後
に
書
か
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
ヘ
ッ
ケ
ル
の
主
張
と
百
合
子
の
受
け
止
め
方
に
は
ず
れ
も
み
ら
れ
、
そ
う
し
た

食
い
違
い
の
中
か
ら
、
彼
女
の
社
会
認
識
を
見
直
す
手
が
か
り
も
見
え
て
く
る
か
も

し
れ
な
い
。

日
記
に
『
宇
宙
の
謎
』
の
記
述
が
出
て
く
る
の
は
一
九
一
六
年
一
月
二
日
か
ら
で

あ
り
、二
六
日
に
は
読
了
し
た
と
あ
る
。「
貧
し
き
人
々
の
群
」
の
第
一
稿
に
手
が
つ

け
ら
れ
た
の
は
ま
さ
し
く
そ
の
前
後
で
あ
っ
た⑨
。『
宇
宙
の
謎
』
読
書
中
の
日
記
に

は
、
そ
こ
に
由
来
す
る
ら
し
い
用
語
が
散
見
さ
れ
、
こ
の
本
に
強
い
感
銘
を
受
け
た

こ
と
が
分
か
る
。
例
え
ば
一
月
八
日
に
は
「『
宇
宙
の
謎
』
を
読
ん
で
「
神
は
宇
宙
と

一
体
な
り
」と
云
う
言
葉
で
は
っ
き
り
神
に
対
す
る
考
え
を
得
た
何
よ
り
う
れ
し
い
」

「
無
限
の
空
間
を
充
た
し
て
居
る
不
変
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
祈
る
」と
あ
る
。
一
六
日
に

は
「
私
の
周
囲
は
あ
く
ま
で
二
元
論
者
で
あ
る
」
と
あ
り
、二
六
日
に
は
「『
宇
宙
の

謎
』
を
読
み
終
っ
た
。
宗
教
、
宇
宙
、
道
徳
そ
の
他
す
べ
て
の
事
に
持
っ
て
居
た
自

分
の
考
え
を
は
っ
き
り
さ
せ
ら
れ
た
事
を
非
常
に
愉
快
に
思
う
」
と
あ
る
。
後
で
詳

し
く
見
る
が
、「
不
変
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
や
「
二
元
論
」
は
『
宇
宙
の
謎
』
に
お
け
る

重
要
な
概
念
で
あ
る
。

で
は
『
宇
宙
の
謎
』
の
内
容
を
具
体
的
に
み
て
い
こ
う
。
著
者
の
ヘ
ッ
ケ
ル
は
多

方
面
に
活
躍
し
た
ド
イ
ツ
の
動
物
学
者
で
あ
り
、
こ
の
本
は
生
理
学
者
の
デ
ュ
・
ボ

ア
・
レ
ー
モ
ン
の
『
宇
宙
の
七
つ
の
謎
』
を
論

す
る
意
図
を
も
っ
て
一
八
九
九
年

に
書
か
れ
た
、
一
般
向
け
の
啓
蒙
書
で
あ
る
。
百
合
子
が
読
ん
だ
の
は
お
そ
ら
く

一
九
〇
六
年
に
有
朋
堂
か
ら
刊
行
さ
れ
た
、
岡
上
梁
・
高
橋
正
熊
の
共
訳
に
よ
る
も

の
だ
ろ
う
。

こ
の
本
の
中
で
ヘ
ッ
ケ
ル
は
、
一
九
世
紀
に
お
い
て
自
然
科
学
は
著
し
い
発
展
を

遂
げ
た
が
、「
道
徳
」
や
「
社
会
生
活
」
な
ど
の
領
域
で
は
い
ま
だ
混
乱
が
続
い
て
い

る
と
い
う
。
こ
う
し
た
状
況
を
打
破
す
る
に
は
、「
真
理
の
認
識
」
に
も
と
づ
い
た

「
明
確
な
る
宇
宙
観
」
を
う
ち
立
て
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
い
う
「
真
理
の
認
識
」
と
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
自
然
科
学
の
法
則
の
こ
と
で

あ
り
、
ヘ
ッ
ケ
ル
が
特
に
重
視
し
た
の
は
「
物
質
保
存
の
法
則
」（
い
わ
ゆ
る
質
量
保
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存
の
法
則
）
と
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
保
存
の
法
則
」
で
あ
っ
た
。
百
合
子
の
日
記
に
あ
っ
た

「
不
変
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」と
は
こ
れ
に
も
と
づ
い
た
も
の
だ
ろ
う
。
ヘ
ッ
ケ
ル
は
こ
の

二
つ
を
「
本
質
法
則
」
も
し
く
は
「
宇
宙
論
的
原
則
」
と
呼
び
、
こ
れ
を
物
質
と
精

神
の
区
別
な
く
適
用
す
べ
き
だ
と
し
た
。
そ
の
よ
う
な
立
場
を
「
一
元
論
」
と
呼
び
、

逆
に
精
神
の
領
域
に
は
物
理
法
則
を
適
用
で
き
な
い
と
す
る
立
場
を
「
二
元
論
」
と

呼
ん
で
激
し
く
批
判
し
た
。

二
元
論
批
判
の
対
象
は
哲
学
者
や
科
学
者
な
ど
多
方
面
に
及
ん
で
い
る
が
、
特
に

敵
視
さ
れ
て
い
る
の
が
「
精
神
の
不
滅
」
や
人
格
神
を
説
く
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
。

『
宇
宙
の
謎
』
は
あ
る
面
で
は
科
学
の
立
場
か
ら
の
宗
教
批
判
で
あ
り
、実
際
自
分
の

一
元
論
的
立
場
と
無
神
論
の
共
通
性
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
次

の
よ
う
な
書
き
方
が
さ
れ
て
い
る
。

無
神
的
世
界
観
は
吾
人
今
日
の
自
然
科
学
の
一
元
論
即
ち
万
有
神
教
と
其
要
に

於
て
相
合
せ
り
。
唯
無
神
論
は
其
の
消
極
的
半
面
即
ち
超
自
然
の
神
の
非
存
在

を
唱
ふ
の
差
の
み
。

こ
こ
で
は
ヘ
ッ
ケ
ル
の
立
場
で
あ
る
「
自
然
科
学
の
一
元
論
」
は
「
万
有
神
教
」

と
言
い
か
え
ら
れ
て
い
る
。「
万
有
神
教
」
と
は
い
わ
ゆ
る
汎
神
論
の
こ
と
だ
が
、そ

れ
と
無
神
論
は
重
要
な
点
は
一
致
し
て
お
り
、
違
い
は
無
神
論
が
「
消
極
的
半
面
」、

つ
ま
り
自
然
法
則
を
超
越
す
る
よ
う
な
存
在
な
ど
い
な
い
と
い
う
点
だ
け
を
主
張
し

て
い
る
こ
と
だ
、
と
い
う
の
だ
。

こ
の
議
論
が
無
神
論
全
般
に
妥
当
な
も
の
か
は
と
も
か
く
、
こ
こ
か
ら
ヘ
ッ
ケ
ル

の
立
場
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
は
見
え
て
く
る
。
つ
ま
り
彼
は
「
神
」
と
い
う
概
念

そ
の
も
の
を
批
判
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
神
」
を
自
然
法
則
か
ら
超
越
し
、
か
つ

人
格
を
持
っ
た
存
在
と
考
え
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
科
学
思
想
史
を

専
門
と
す
る
佐
藤
恵
子
は
「
一
元
論
の
神
は
、
宇
宙
を
支
配
す
る
自
然
法
則
で
あ
っ

た
。（
略
）
自
然
全
体
を
司
る
唯
一
の
原
因
、
つ
ま
り
普
遍
的
な
因
果
律
な
の
で
あ
る

⑩
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、「
宇
宙
の
力
」
と
い
う
の
が
ヘ
ッ
ケ
ル
の
「
宇
宙
論

的
原
則
」「
本
質
法
則
」
を
百
合
子
な
り
に
解
釈
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
見
え
て

く
る
。
ヘ
ッ
ケ
ル
は
「
無
限
の
空
間
に
作
用
し
、
一
切
の
現
象
を
生
起
す
る
力
の
総

量
は
恒
に
不
変
な
り
」
と
い
う
書
き
方
を
し
て
お
り
、
こ
れ
は
人
間
の
意
志
な
ど
に

も
適
用
で
き
る
と
し
て
い
る
。
百
合
子
は
、
こ
れ
を
貧
富
の
差
な
ど
の
社
会
現
象
に

も
適
用
で
き
る
と
解
釈
し
た
の
で
は
な
い
か
。「
宇
宙
の
力
」
が
不
変
で
あ
る
以
上
、

金
持
ち
が
で
き
た
ら
、
そ
れ
を
補
う
た
め
に
貧
乏
人
が
出
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
よ
う
に
。

な
お
『
宇
宙
の
謎
』
そ
の
も
の
に
は
貧
富
の
差
を
論
じ
た
と
こ
ろ
は
な
い
。
ヘ
ッ

ケ
ル
の
関
心
は
人
間
の
精
神
も
ま
た
自
由
で
は
な
く
物
理
法
則
に
従
っ
た
も
の
で
あ

る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
よ
う
で
、
社
会
的
事
象
に
つ
い
て
は
こ
の
本
で
あ
ま
り
論
じ

て
い
な
い
。
さ
ら
に
ヘ
ッ
ケ
ル
は
「
本
質
法
則
」
と
並
ぶ
も
の
と
し
て
進
化
論
を
あ

げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
言
い
か
え
れ
ば
「
本
質
法
則
」
だ
け
で
は
す
べ
て
の
現
象
を

説
明
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
別
の
説
明
原
理
を
必
要
と
し
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
う
考
え
る
と
、
百
合
子
が
社
会
的
事
象
を
直
接
「
宇
宙
の
力
」
と
つ
な
げ
て
考

え
て
い
る
の
は
性
急
だ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
少
な
く
と
も
彼
女

は
未
熟
だ
っ
た
ゆ
え
に
自
然
界
と
社
会
的
事
象
の
区
別
が
見
え
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
。
そ
も
そ
も
世
界
を
統
一
的
に
と
ら
え
る
原
理
を
欲
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
百
合

子
は
ヘ
ッ
ケ
ル
を
そ
う
し
た
観
点
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
。

た
だ
、
ヘ
ッ
ケ
ル
が
論
じ
た
範
囲
を
超
え
る
ほ
ど
に
彼
女
の
社
会
的
事
象
へ
の
関
心

が
強
く
、
そ
の
枠
内
に
収
ま
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
ヘ
ッ
ケ
ル
は
人
格
神
を
徹
底
的
に
批
判
し
て
い
る
の
に
対
し
、「
貧
し

き
人
々
の
群
」
の
「
お
天
道
様
」
は
明
ら
か
に
人
格
化
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、「
拝
日

教
は
最
も
良
く
今
日
の
一
元
論
的
自
然
哲
学
と
調
和
し
得
べ
し
」
と
い
う
記
述
も
見

ら
れ
、
太
陽
信
仰
そ
の
も
の
は
評
価
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
天
体
と
し
て
の
太
陽
を

崇
め
る
方
が
人
格
神
を
崇
め
る
よ
り
一
元
論
の
立
場
に
あ
う
と
い
う
よ
う
に
、
人
格
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神
の
否
定
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ヘ
ッ
ケ
ル
に
し
て
み
れ
ば
、
物
理

法
則
を
超
越
し
た
人
格
神
へ
の
信
仰
こ
そ
が
、
思
想
の
混
乱
の
元
凶
な
の
で
あ
る
。

一
方
百
合
子
は
そ
こ
ま
で
人
格
神
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
動
機
を
も
た
な

い
。
そ
れ
が
両
者
の
姿
勢
に
差
を
生
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
。

沼
沢
和
子
は
、「〈
御
天
道
様
〉
に
親
愛
を
こ
め
て
呼
び
か
け
る
感
性
」
が
、
彼
女

に
影
響
を
与
え
た
ト
ル
ス
ト
イ
に
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た

心
情
が
「
日
本
人
の
伝
統
的
心
情
に
連
な
る
も
の
」
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る⑪
。

た
だ
、「
貧
し
き
人
々
の
群
」
の
元
と
な
っ
た
「
農
村
」
の
方
に
は
「
お
天
道
様
」
へ

の
呼
び
か
け
は
み
ら
れ
ず
単
に
「
太
陽
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、「
日
本

人
の
伝
統
」
と
直
結
さ
せ
て
考
え
る
こ
と
は
た
め
ら
わ
れ
る
。「
農
村
」
か
ら
「
貧
し

き
人
々
の
群
」
の
間
に
ヘ
ッ
ケ
ル
を
経
由
す
る
こ
と
で
、「
本
質
法
則
」
が
「
宇
宙
の

力
」
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
る
一
方
、「
拝
日
教
」
へ
の
評
価
が
「
天
道
思
想⑫
」
と
習

合
す
る
形
で
受
容
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
格
清
久
美
子
は
「
農
村
」
の
「
彼
等
、
哀
れ
な
農
民
の
上
に
運
命
の
神
は

絶
大
の
権
威
を
持
っ
て
居
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
一
文
を
引
い
て
、
こ
う
し
た
「
運

命
論
的
な
社
会
認
識
」
が
、「
貧
し
き
人
々
の
群
」
の
「
人
間
の
根
本
的
な
平
等
性
を

認
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
」
な
が
ら
「
一
方
で
身
分
差
を
産
む
社
会
関
係
を
必
然
と

見
な
」
す
認
識
と
共
有
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る⑬
。

し
か
し
本
論
で
は
そ
の
差
異
を
強
調
し
た
い
。「
農
村
」
に
お
い
て
「
運
命
の
神
」

の
影
響
下
に
あ
る
の
は
「
哀
れ
な
農
民
」
だ
け
で
あ
る
。
一
方
「
貧
し
き
人
々
の
群
」

で
は
「
宇
宙
の
力
」
は
「
金
持
」
に
も
「
貧
乏
人
」
に
も
等
し
く
働
き
か
け
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
後
で
詳
し
く
見
る
よ
う
に
「
農
村
」
で
は
「
貧
し
さ
」
は
自
然
環
境
の

厳
し
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
そ
こ
に
住
む
人
々
の
性
質
に
原
因
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
貧
し
き
人
々
の
群
」
で
は
貧
富
の
差
は
宇
宙
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
バ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
、
当
人
に
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
も
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
「
金
持
」
は
「
貧
乏
人
」
に
「
尊
大
で
あ
る
べ
き
何
の
権
利
も
持
た
な

い
」
の
で
あ
る
。
社
会
的
事
象
を
自
然
界
の
事
象
と
同
じ
よ
う
に
と
ら
え
る
が
ゆ
え

に
、
貧
困
も
個
人
の
努
力
不
足
な
ど
と
し
て
で
は
な
く
、
個
々
人
の
避
け
難
い
も
の

と
し
て
救
済
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
見
方
に
問
題
が
多
い
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
う

し
た
認
識
は
作
品
の
最
後
ま
で
貫
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
変
化
し
て
い
る
。
次

章
で
は
そ
の
点
を
さ
ら
に
詳
し
く
み
て
い
こ
う
。

二
、「
農
村
」
か
ら
「
貧
し
き
人
々
の
群
」
へ

既
に
言
及
し
た
よ
う
に
、「
農
村
」
は
「
貧
し
き
人
々
の
群
」
に
先
立
っ
て
書
か

れ
、そ
の
一
部
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
自
然
の
美
し
さ
と
、苦
し
い
人
々

の
生
活
が
描
か
れ
て
い
る
。
語
り
手
の
「
私
」
は
、
貧
し
さ
の
原
因
の
半
分
は
美
し

く
も
厳
し
い
自
然
環
境
に
あ
る
と
み
て
い
る
が
、
も
う
半
分
は
そ
こ
に
住
む
人
々
の

性
質
に
求
め
て
お
り
、
そ
の
ま
な
ざ
し
は
侮
蔑
的
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
だ
。
例
え
ば

村
の
人
々
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

暗
い
、
き
た
な
い
、
ご
み
ご
み
し
た
家
に
沢
山
の
大
小
の
肉
塊
が
こ
ろ
が
っ

て
居
る
の
で
あ
る
。

実
際
、
肉
塊
が
生
き
て
居
て
地
主
の
た
め
に
労
働
し
て
居
る
と
云
う
ば
か
り

で
、
智
的
に
は
、
何
の
存
在
も
み
と
め
ら
れ
て
居
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
認
識
は
最
後
ま
で
ほ
と
ん
ど
変
化
し
な
い
。
例
え
ば
結
末
近
く
で
は

次
の
よ
う
な
感
慨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

農
民
は
た
し
か
に
低
級
な
趣
味
と
知
能
を
持
っ
て
居
る
ば
か
り
だ
と
云
っ
て

良
い
。
け
れ
共
、
農
業
を
す
る
事
の
大
切
だ
と
云
う
事
を
農
民
自
身
に
感
じ
さ

せ
た
い
も
の
だ
と
思
う
。
東
京
へ
東
京
へ
と
浮
き
足
た
っ
て
居
な
が
ら
す
る
農

業
は
、
目
覚
ま
し
い
発
達
を
仕
様
は
ず
が
な
い
。

好
意
的
に
解
釈
す
る
な
ら
、
こ
れ
も
村
の
生
活
を
よ
く
し
た
い
と
い
う
意
図
の
も
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と
の
発
言
だ
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
農
民
が
地
主
の
た
め
に
働
い
て

い
る
ば
か
り
だ
と
言
う
「
私
」
の
説
く
農
業
の
「
大
切
さ
」
と
い
う
も
の
が
、
い
っ

た
い
誰
の
立
場
か
ら
の
「
大
切
さ
」
な
の
か
、
そ
れ
は
農
村
の
生
産
物
を
収
奪
す
る

こ
と
で
生
活
が
成
り
立
つ
都
市
生
活
者
の
立
場
か
ら
の
も
の
で
は
な
い
か
、
と
疑
っ

て
し
ま
う
。
百
合
子
自
身
、
一
九
一
六
年
三
月
一
日
の
日
記
に
「「
貧
し
き
人
々
の

群
」
と
「
農
村
」
を
出
し
て
見
る
。
ま
る
で
比
較
に
な
ら
な
い
。
彼
那
も
の
を
と
く

と
く
と
し
て
書
い
て
居
た
の
か
と
思
う
と
な
さ
け
な
く
な
る
」と
書
き
つ
け
て
い
る
。

こ
れ
は
小
説
技
術
だ
け
を
さ
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
こ
う
し
た
ま
な
ざ
し
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
の
か
、
両
作
品
に

共
通
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
み
て
い
こ
う
。「
農
村
」
の
二
章
・
三
章
が
「
貧
し
き

人
々
の
群
」
に
い
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
木
村
幸
雄
の
指
摘
が
あ

り
、
ま
た
岩
淵
宏
子
が
「
私
」
の
他
者
認
識
の
深
化
を
、
格
清
久
美
子
が
「
私
」
の

人
物
像
の
違
い
を
論
じ
て
い
る⑭
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
う
え
で
こ
こ
に
取
り
あ
げ
た

い
の
は
、
甚
助
の
子
ど
も
達
に
対
す
る
反
応
の
違
い
で
あ
る
。
そ
こ
に
至
る
ま
で
の

過
程
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
両
作
品
と
も
「
私
」
が
甚
助
の
家
に
入
り
、
子
ど
も

達
に
話
し
か
け
、
お
前
の
世
話
に
は
な
ら
な
い
ぞ
と
罵
倒
さ
れ
る
こ
と
は
共
通
し
て

い
る
。

こ
の
出
来
事
に
、「
農
村
」
の
「
私
」
は
、
甚
助
の
子
ど
も
達
は
こ
れ
ま
で
の
生
活

で
「
両
親
が
町
の
地
主
に
い
じ
め
ら
れ
」
て
き
た
結
果
、「
私
」
を
町
の
地
主
の
同
類

と
み
な
し
、「
真
の
親
切
を
、
装
う
た
親
切
と
見
分
け
る
眼
を
ふ
さ
い
で
仕
舞
っ
た
」

と
考
え
る
。
こ
れ
は
両
者
の
感
情
の
行
き
違
い
の
理
由
を
全
面
的
に
相
手
に
求
め
て

お
り
、
そ
の
た
め
子
ど
も
達
の
「
生
活
の
苦
し
み
」
と
「
町
の
地
主
等
」
を
憎
く
思

う
の
み
で
、
自
ら
を
省
み
る
こ
と
は
な
い
。

た
だ
、
そ
の
後
自
分
の
家
で
使
っ
て
い
る
小
作
人
の
「
菊
太
」
が
や
っ
て
来
た
と

き
、「
私
」
は
自
分
が
「
菊
太
の
子
供
達
が
い
や
が
っ
て
居
る
地
主
だ
と
云
う
感
じ
が

電
の
様
に
速
く
胸
を
横
ぎ
っ
て
、
た
ま
ら
な
く
不
愉
快
な
、
い
や
あ
な
気
持
」
に
な

る
。
甚
助
の
子
ど
も
達
に
対
し
て
は
「
誤
解
」
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
た
が
、
菊
太

に
と
っ
て
自
分
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
地
主
の
家
の
一
人
な
の
だ
と
い
う
事
実
に
気
づ
か

ざ
る
を
得
な
い
。「
農
村
」
で
は
こ
の
よ
う
な
自
覚
を
描
き
つ
つ
も
、先
に
見
た
よ
う

に
そ
れ
が
何
か
の
転
機
と
な
る
こ
と
も
な
く
、
農
村
で
起
き
た
ひ
と
つ
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
と
し
て
片
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
。

一
方
「
貧
し
き
人
々
の
群
」
で
は
、「
私
」
に
と
っ
て
甚
助
の
子
ど
も
達
は
ま
ず
理

解
で
き
な
い
も
の
と
し
て
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
た
ま
た
ま
通
り
が
か
っ
た
甚
助

の
身
内
の
老
婆
に
頼
ん
で
家
の
中
に
入
れ
て
も
ら
っ
た
も
の
の
、
子
ど
も
達
は
彼
女

を
警
戒
し
て
黙
り
込
み
、
老
婆
が
話
し
か
け
て
も
答
え
よ
う
と
し
な
い
。「
私
」
は

「
い
っ
こ
う
訳
が
分
ら
な
」
い
と
思
い
つ
つ
も
、「
優
し
い
言
葉
の
一
つ
も
か
け
て
遣

り
た
」
い
と
思
い
話
し
か
け
る
が
、
返
っ
て
き
た
の
は
罵
声
で
あ
っ
た
。
追
わ
れ
る

よ
う
に
甚
助
の
家
を
あ
と
に
す
る
と
な
ぜ
自
分
が
「
あ
れ
ほ
ど
の
恥
辱
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
」「
ど
う
し
て
も
彼
等
の
心
持
が
解
せ
な
い
」
と
思
う
。

こ
の
よ
う
に
、「
農
村
」
で
は
理
解
し
て
い
な
い
の
は
相
手
の
方
で
あ
り
、「
私
」

は
子
ど
も
ら
の
「
誤
解
」
を
「
あ
わ
れ
み
」
を
も
っ
て
眺
め
る
立
場
で
あ
っ
た
が
、

こ
こ
で
は
理
解
で
き
な
い
で
い
る
の
は
「
私
」
の
方
に
変
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
夕
方
に
な
っ
て
や
っ
て
き
た
小
作
人
の
「
仁
太
」
の
頼
み
ご
と
を
す
る

姿
を
み
て
、「
私
」
は
甚
助
の
子
ど
も
ら
が
こ
の
よ
う
な
「
気
の
毒
な
小
作
男
の
子
供

達
で
あ
っ
た
の
だ
」
と
気
づ
き
、
子
ど
も
ら
の
怒
り
を
理
解
す
る
…
…
と
い
う
よ
う

に
物
語
は
展
開
す
る
の
だ
が
、「
私
」
は
こ
れ
ま
で
も
「
小
作
男
の
愚
痴
を
聞
き
、
年

貢
米
を
負
け
て
や
る
相
談
に
の
」
っ
て
き
た
の
だ
か
ら
、
仁
太
の
姿
を
見
る
の
も
こ

れ
が
初
め
て
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
甚
助
の
子
ど
も
ら
と
の
接

触
を
通
じ
て
、
仁
太
へ
の
ま
な
ざ
し
が
既
に
変
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

つ
ま
り
「
私
」
は
、
小
作
人
の
生
活
を
目
に
し
て
い
て
も
見
え
て
は
い
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
甚
助
の
子
ど
も
達
に
対
し
て
繰
り
返
さ
れ
た
理
解
で
き
な
さ
は
こ
う
し

た
状
態
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。「
私
」
は
そ
れ
を
目
に
し
て
い
る
、し
か
し
そ
れ
が
何
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を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、「
私
」
は
こ
れ
ま
で
何

度
も
訪
れ
て
い
た
村
の
中
に
改
め
て
〈
貧
し
き
人
々
の
群
〉
を
発
見
す
る
。
さ
ら
に
、

そ
れ
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
自
分
も
同
時
に
発
見
し
、
自
分
の
親
切
の
中
に
「
幾

分
の
自
尊
と
彼
等
に
対
す
る
侮
蔑
」
が
な
か
っ
た
か
と
、
自
身
の
側
に
眼
を
転
じ
る

こ
と
に
な
る
。

「
農
村
」
の
「
私
」
と
の
差
は
こ
こ
に
あ
る
。
本
多
秋
五
は
「
農
民
の
こ
ま
ご
ま
し

た
生
活
の
細
部
を
観
察
し
な
が
ら
、そ
れ
に
接
し
て
主
人
公
（
作
家
）
の
心
に
お
こ
る

波
紋
を
敏
感
に
と
ら
へ
て
ゐ
る⑮
」
と
指
摘
し
、
岩
淵
や
峰
村
ら
も
踏
襲
し
て
い
る⑯
。

こ
の
ま
な
ざ
し
の
成
立
が
、「
農
村
」
と
「
貧
し
き
人
々
の
群
」
を
わ
け
て
い
る
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
後
、「
私
」
が
慈
善
活
動
へ
と
邁
進
し
て
い
く
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
こ
の
段
階

で
は
「
自
尊
」
と
「
侮
蔑
」
は
乗
り
越
え
可
能
だ
と
み
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、

物
語
が
進
む
に
つ
れ
て
こ
う
し
た
認
識
が
崩
壊
し
て
い
く
過
程
が
描
か
れ
る
の
で
あ

る
。

三
、「
ほ
ど
こ
す
者
」
と
「
ほ
ど
こ
さ
れ
る
者
」

こ
こ
ま
で
、「
私
」
が
甚
助
の
子
ど
も
達
と
の
接
触
を
経
て
、
そ
れ
ま
で
見
過
ご
し

て
い
た
〈
貧
し
き
人
々
の
群
〉
を
発
見
し
、
開
拓
者
の
孫
と
し
て
こ
の
村
の
貧
し
い

者
た
ち
に
何
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
責
任
感
を
も
つ
よ
う
に
な
る
過
程
を

見
て
き
た
。

そ
こ
で
「
私
」
は
、
病
人
を
町
の
医
者
に
連
れ
て
行
っ
た
り
、
貧
し
い
桶
屋
の
娘

に
牛
乳
や
魚
を
持
た
せ
て
や
っ
た
り
、
甚
助
の
子
ど
も
ら
に
服
を
や
っ
た
り
と
、
基

本
的
に
は
金
品
を
与
え
る
と
い
う
形
で
活
動
す
る
の
だ
が
、
そ
の
中
で
次
の
よ
う
な

思
い
を
抱
く
。

（
略
）
私
は
ほ
ん
と
う
に
、
無
尽
な
財
産
が
ほ
し
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
村
中

を
驚
く
ほ
ど
調
っ
た
、
或
る
程
度
ま
で
楽
な
者
の
集
り
に
し
て
、
貧
し
い
者
は

人
間
だ
と
思
わ
な
い
よ
う
な
者
共
の
前
に
、
突
き
つ
け
て
や
っ
た
ら
と
思
わ
な

い
訳
に
は
行
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
「
私
」
に
と
っ
て
貧
し
さ
は
ま
ず
物
が
欠
乏
し
た
状
態
と
し
て
意
識
さ

れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
「
無
尽
の
財
産
」
を
欲
す
る
の
だ
が
、
こ

れ
は
施
す
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
に
意
義
を
み
て
い
る
と
同
時
に
、
あ
く
ま
で
自
分

は
財
産
を
管
理
し
分
配
す
る
立
場
に
お
い
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
も
あ
ら
わ
し
て
い

る
。
作
品
内
の
言
葉
を
使
う
な
ら
、「
私
」
は
自
分
を
あ
く
ま
で
「
ほ
ど
こ
す
者
」
の

側
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
「
富
者
」
と
「
貧
者
」
を
「
合
す
る
こ
と
の
出
来

な
い
平
行
線
」
と
し
た
社
会
認
識
と
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
は
「
私
」
は
あ

く
ま
で
「
富
者
」
と
し
て
「
貧
者
」
に
ほ
ど
こ
す
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
「
ほ
ど
こ

す
者
」
と
「
ほ
ど
こ
さ
れ
る
者
」
と
い
う
関
係
性
の
中
で
〈
貧
し
き
人
々
〉
を
救
え

る
と
考
え
て
い
た
。
だ
が
、
そ
の
結
果
生
じ
た
事
態
に
、「
私
」
は
考
え
を
改
め
る
こ

と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

「
私
」
は
あ
る
日
、桶
屋
か
ら
五
円
を
無
心
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
今
無
け
れ
ば
ど
う

な
る
と
い
う
ほ
ど
で
も
な
い
金
」
で
あ
り
、
あ
わ
よ
く
ば
と
い
う
思
い
で
せ
び
っ
て

き
た
の
だ
っ
た
。「
私
」の
周
り
に
は
こ
の
よ
う
な
人
間
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
し

ま
い
、「
私
」
は
「
若
し
も
、
私
が
出
し
て
や
り
で
も
し
よ
う
な
ら
、
誰
も
彼
も
が
皆

体
の
好
い
騙
り
に
な
っ
て
し
ま
い
そ
う
だ
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。

ま
た
同
じ
時
期
に
畑
泥
棒
の
被
害
に
あ
う
の
だ
が
、
犯
人
の
一
人
は
あ
の
甚
助

だ
っ
た
。
祖
母
と
と
も
に
盗
み
の
現
場
を
押
さ
え
た
「
私
」
だ
っ
た
が
、
祖
母
に
そ

の
ま
ま
許
し
て
や
る
よ
う
に
頼
む
。
こ
の
寛
大
な
措
置
に
よ
っ
て
畑
泥
棒
が
な
く
な

る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
す
る
の
だ
が
、
結
果
は
む
し
ろ
悪
化
し
て
し
ま
う
。「
私
」

は
自
分
の
や
っ
た
こ
と
は
間
違
っ
て
な
か
っ
た
と
思
う
一
方
、「
彼
等
が
こ
う
な
る
よ

う
に
心
を
誘
わ
れ
た
の
は
決
し
て
無
理
で
は
な
い
」
と
も
思
う
。

こ
の
二
つ
の
出
来
事
は
同
じ
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
よ
か
れ
と
思
っ
て
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と
っ
た
行
動
（
物
品
の
提
供
や
寛
大
な
処
置
）
が
、相
手
の
負
の
側
面
（
騙
り
や
畑
泥
棒
）

を
誘
発
し
て
し
ま
う
と
い
う
結
果
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
て
、「
私
」
は
自

分
が
相
手
に
何
か
を
し
た
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
に
満
足
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の

結
果
に
ま
で
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
る
で
あ
る
。

さ
ら
に
そ
こ
へ
町
の
婦
人
た
ち
に
よ
る
慈
善
活
動
が
描
か
れ
る
。
作
中
で
こ
の
活

動
は
非
常
に
偽
善
的
に
描
か
れ
て
い
る
が
、「
私
」
は
そ
の
内
情
を
直
接
知
ら
な
い
。

そ
の
た
め
、
偽
善
と
し
て
一
蹴
す
る
こ
と
な
く
、
こ
の
活
動
の
失
敗
を
我
が
身
に
ひ

き
つ
け
て
、
自
ら
の
行
動
を
問
い
な
お
す
契
機
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
私
」は
最
初
こ
の
婦
人
ら
の
活
動
が
失
敗
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
た
。
自
分
は
開

拓
者
の
孫
で
あ
り
、
こ
の
村
の
貧
し
さ
に
深
い
か
か
わ
り
の
あ
る
人
間
と
し
て
村
に

尽
く
そ
う
と
し
て
い
た
の
に
、
そ
の
試
み
が
成
功
し
て
い
る
と
は
言
え
な
か
っ
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
関
係
の
薄
い
彼
女
ら
が
突
然
や
っ
て
き
て
問
題
を
解
決
し
て
し

ま
っ
た
ら
、
自
分
と
し
て
は
た
ま
ら
な
い
と
思
っ
た
か
ら
だ
。
た
だ
、
町
に
は
こ
の

村
の
小
作
人
た
ち
の
地
主
が
住
ん
で
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
彼
女
ら
こ
そ
こ
の
村

の
貧
し
さ
と
関
わ
り
が
深
い
と
も
い
え
る
。
ま
た
「
富
者
」
が
「
貧
者
」
の
同
情
者

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
な
ら
、
町
の
婦
人
た
ち
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、「
私
」
は
自
分
の
行
い
を
祖
父
の
や
っ
た
こ
と
に
対

す
る
責
任
と
し
て
も
と
ら
え
て
い
る
と
い
え
る
。
町
の
婦
人
た
ち
の
行
い
が
村
の

人
々
の
生
活
の
足
し
に
な
る
こ
と
を
「
ほ
ん
と
う
に
結
構
な
こ
と
」
と
思
い
つ
つ
、

釈
然
と
し
な
い
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
の
責
任
が
果
た
せ
な
い
こ
と
へ
の
不
満

だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

だ
が
、
実
際
に
町
の
婦
人
ら
の
活
動
が
失
敗
に
終
わ
る
と
、「
私
」
は
同
じ
形
を
と

る
か
ぎ
り
自
分
の
活
動
も
ま
た
挫
折
し
た
の
だ
、
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
婦
人
ら

が
渡
し
た
の
は
五
円
程
度
の
少
額
で
あ
っ
た
が
、
も
し
仮
に
そ
れ
が
百
円
と
い
う
大

金
だ
っ
た
と
し
て
も
、「
彼
等
は
そ
の
金
の
尽
き
る
ま
で
は
の
ら
く
ら
し
て
暮
し
て
、

ま
た
困
っ
て
来
れ
ば
ど
う
か
し
て
く
れ
ろ
と
、
よ
り
か
か
っ
て
来
る
に
決
ま
っ
て
い

る
」
と
「
私
」
は
考
え
る
。「
無
尽
の
財
産
」
を
夢
み
た
こ
ろ
は
、自
分
が
何
か
を
す

る
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
に
意
義
を
感
じ
て
い
た
が
、い
く
つ
か
の
出
来
事
を
通
じ
、

自
ら
の
行
為
の
結
果
に
ま
で
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ

か
ら
出
て
く
る
の
が
「
ほ
ど
こ
す
者
」
と
「
ほ
ど
こ
さ
れ
る
者
」
の
関
係
性
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
、「
ほ
ど
こ
す
者
」
と
「
ほ
ど
こ
さ
れ
る
者
」
と
の
間
に
は
、
も

う
動
か
せ
な
い
或
る
力
の
懸
隔
が
起
る
と
と
も
に
、自
分
等
の
位
置
か
ら
い
ろ
い

ろ
な
感
情
が
起
っ
て
来
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
故
、
私
が
随
分
彼
等
に
対
し
て
、
丁
寧
で
あ
り
謙
譲
で
あ
ろ
う
と
し
て

努
め
て
い
て
も
、
ど
こ
か
に
は
や
は
り
「
ほ
ど
こ
す
者
」
の
態
度
が
き
っ
と
あ

る
の
だ
。

こ
れ
は
「
ほ
ど
こ
す

―
ほ
ど
こ
さ
れ
る
」
と
い
う
関
係
の
中
で
生
じ
る
問
題
が
、

関
係
性
そ
れ
自
体
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
努
力
な
ど
で
越
え
る
こ
と
の
で
き
な

い
根
本
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
へ
の
気
付
き
だ
ろ
う
。「
ほ
ど
こ
す
」
と
い
う
行
為

は
、
こ
の
関
係
性
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
町
の
婦
人
た
ち
の
与
え

た
金
は
、
一
週
間
も
し
な
い
う
ち
に
使
わ
れ
て
し
ま
い
、
後
に
残
る
も
の
は
何
も
な

い
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、「
私
」
は
「
町
か
ら
入
っ
た
金
は
、
ま
た
町
へ
吸
い
と
ら

れ
て
し
ま
っ
」
た
と
み
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
村
の
多
く
の
も
の
が
「
町
の
小
作
」

で
あ
り
、「
我
々
が
幾
分
な
り
と
も
、
物
質
上
の
苦
痛
の
な
い
生
活
を
な
し
得
る
、
痛

ま
し
い
基
と
な
っ
て
、
彼
等
は
貧
し
く
醜
く
生
き
て
い
る
」
の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ

も
彼
等
が
受
け
取
っ
た
施
し
は
彼
等
か
ら
吸
い
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が

ま
た
町
へ
と
吸
い
と
ら
れ
て
ゆ
く
な
ら
、
金
銭
は
彼
等
の
間
を
循
環
す
る
だ
け
で
、

「
ほ
ど
こ
す
者
」
と
「
ほ
ど
こ
さ
れ
る
者
」
の
関
係
を
再
生
産
し
、そ
こ
に
し
ば
り
つ

け
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
き
て
「
宇
宙
の
力
」
と
い
う
認
識
は
ひ
と
つ
の
限
界
に
達
す
る
。
こ
れ
は

貧
富
の
差
を
も
根
本
法
則
に
よ
っ
て
バ
ラ
ン
ス
を
保
た
れ
る
も
の
と
と
ら
え
る
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
「
富
者
」
と
「
貧
者
」
は
「
合
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
平
行
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線
」
だ
と
考
え
、
だ
か
ら
富
者
は
貧
者
の
同
情
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い

た
。
そ
れ
は
「
農
村
」
の
よ
う
に
貧
困
の
原
因
を
個
人
の
能
力
や
努
力
の
不
足
と
す

る
見
方
か
ら
出
て
こ
な
い
「
同
情
」
を
導
き
出
す
も
の
と
し
て
機
能
し
た
。
だ
が
こ

こ
に
き
て
富
者
か
ら
貧
者
へ
ほ
ど
こ
す
と
い
う
形
で
は
、「
ほ
ど
こ
す
者
」
は
ほ
ど
こ

す
者
で
あ
る
と
い
う
意
識
か
ら
抜
け
出
せ
ず
、「
ほ
ど
こ
さ
れ
る
者
」
は
ほ
ど
こ
さ
れ

る
者
で
あ
り
続
け
る
と
い
う
こ
と
に
気
付
く
。両
者
の
関
係
が
平
行
線
の
ま
ま
で
は
、

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
れ
は
善
意
の
有
無
で
ど
う
に
か
で
き
る
問
題
で
は
な
い
。
新
さ
ん
の
自
殺
が
そ

の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
峰
村
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
が
、「
私
」
は
新
さ
ん
に

「
私
共
よ
り
偉
い
と
こ
ろ
」
を
感
じ
て
「
他
の
人
々
へ
の
よ
う
に
、僅
か
ば
か
り
食
物

を
や
っ
た
り
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
で
い
る⑰
。
つ
ま
り
新
さ
ん
は
「
私
」
に
と
っ

て
「
ほ
ど
こ
さ
れ
る
者
」
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
病
気
が
悪
化
し
た
新
さ
ん
は
、

す
べ
て
の
財
産
を
「
お
っ
か
あ
」
に
渡
し
て
し
ま
う
。
彼
は
病
に
関
わ
る
費
用
を
す

べ
て
自
分
の
懐
か
ら
ま
か
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
死
を
覚
悟
し
た
も
の
で

あ
っ
た
ろ
う
。
い
わ
ば
新
さ
ん
は「
私
」が
例
外
と
し
た「
す
っ
か
り
世
の
中
を
悟
っ

た
と
い
う
よ
う
な
人
」
で
あ
り
、「
虚
心
平
気
に
人
を
恵
み
、
慈
善
を
施
す
」
こ
と
の

で
き
る
人
な
の
で
あ
る
。

だ
が
、
一
度
借
金
の
こ
と
で
取
り
の
ぼ
せ
て
以
来
金
の
こ
と
に
な
る
と
「
理
も
非

も
な
く
な
」
っ
て
し
ま
い
、
新
さ
ん
を
豆
泥
棒
に
し
た
て
あ
げ
て
所
持
金
を
奪
お
う

と
す
る
母
に
は
、
せ
め
て
か
つ
て
の
よ
う
に
戻
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
彼
の
願
い
は
届

か
な
い
。
こ
う
し
て
偽
善
的
な
町
の
婦
人
の
慈
善
活
動
も
、
全
て
を
な
げ
う
っ
た
新

さ
ん
の
献
身
も
と
も
に
無
効
で
あ
る
こ
と
が
描
か
れ
る
。

さ
ら
に
新
さ
ん
の
死
は
「
私
」
に
あ
る
思
い
を
抱
か
せ
る
。
も
し
自
分
が
自
殺
し

よ
う
と
す
る
そ
の
場
に
い
た
な
ら
、

私
は
一
生
懸
命
に
止
め
る
だ
ろ
う
。（
略
）
け
れ
ど
も
そ
れ
で
ほ
ん
と
う
に
助

け
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
私
に
は
、
ど
う
し
て
も
、
た
だ
あ
の
と
き
、
あ
の

木
の
枝
か
ら
新
さ
ん
を
離
し
た
だ
け
の
こ
と
じ
ゃ
あ
な
い
か
。

（
中
略
）

死
の
う
と
す
る
者
は
救
け
る
べ
き
だ
と
い
う
常
套
的
な
感
情
に
支
配
さ
れ

て
、そ
の
者
の
一
生
を
考
え
る
よ
り
先
に
、自
分
の
心
に
満
足
を
与
え
る
の
じ
ゃ

あ
な
い
か
？

私
は
こ
こ
に
思
い
至
る
と
、
今
ま
で
の
す
べ
て
が
グ
ザ
グ
ザ
に
壊
れ
て
し
ま

う
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

考
え
て
見
れ
ば
、
私
が
今
日
ま
で
し
て
い
た
こ
と
の
大
部
分
は
人
を
恵
む
と

い
う
こ
と
に
餓
え
て
い
る
心
を
満
た
し
て
い
た
の
じ
ゃ
あ
な
い
か
？　

私
は
彼

等
に
衣
服
を
や
り
、
金
を
や
り
、
食
物
を
や
り
、
同
情
し
た
が
、
そ
れ
等
は
、

彼
等
の
一
生
に
対
し
て
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
か
？

こ
こ
で
新
さ
ん
の
自
殺
を
止
め
る
こ
と
と
こ
れ
ま
で
の
活
動
が
結
び
つ
け
ら
れ
、

衣
服
や
金
を
与
え
る
だ
け
で
は
「
木
の
枝
か
ら
（
略
）
離
し
た
だ
け
の
こ
と
」
で
あ

り
、
そ
れ
が
「
彼
等
の
一
生
に
対
し
て
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
か
」
と
い
う
観
点
が

な
か
っ
た
こ
と
が
問
い
な
お
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
そ
れ
は
、
貧
し
さ
の
中
に
生
き

る
と
は
何
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
す
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を

問
い
な
お
す
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
観
点
に
立
っ
た
と
き
、
相
手
と
自
分
を

「
ほ
ど
こ
す
者
」「
ほ
ど
こ
さ
れ
る
者
」
と
い
う
関
係
に
縛
り
つ
け
る
慈
善
活
動
が
徹

底
的
に
無
力
で
あ
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
の
引
用
を
見
る
限
り
、

「
私
」
自
身
こ
の
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
よ
う
だ
。

私
は
、
今
ま
で
尊
が
ら
れ
て
い
た
い
わ
ゆ
る
慈
善
だ
と
か
見
栄
の
親
切
だ
と
か

い
う
も
の
を
、
お
前
方
の
た
め
を
思
う
ば
っ
か
り
で
、
散
々
に
打
ち
壊
し
た
。

追
い
払
っ
て
し
ま
っ
た
。

け
れ
ど
も
そ
の
代
り
と
し
て
あ
げ
る
も
の
は
ど
こ
に
あ
る
か
？

私
の
手
は
空
っ
ぽ
で
あ
る
。
何
も
私
は
持
っ
て
い
な
い
。
こ
の
ち
い
っ
ぽ
け

な
、
み
っ
と
も
な
い
私
は
、
ほ
ん
と
う
に
途
方
に
暮
れ
、
ま
ご
つ
い
て
、
た
だ
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ど
う
し
た
ら
好
い
か
し
ら
ん
と
つ
ぶ
や
い
て
い
る
ほ
か
能
が
な
い
。

こ
う
し
て
「
私
」
は
新
た
な
課
題
を
見
つ
け
る
と
と
も
に
、
現
実
的
な
手
段
を
す

べ
て
見
失
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
も
な
お
、「
ど
ん
な
に
小
さ
い
も
の
で
も
お
互
い
に

喜
ぶ
こ
と
の
出
来
る
も
の
」
を
見
つ
け
て
み
せ
る
と
誓
う
。
だ
が
「
互
い
に
喜
ぶ
こ

と
の
出
来
る
も
の
」
が
本
当
に
存
在
す
る
の
か
、
そ
の
根
拠
は
作
中
に
は
示
さ
れ
て

い
な
い
。
そ
こ
で
呼
び
出
さ
れ
て
い
る
の
が
「
お
天
道
様
」
で
あ
る
。

お
わ
り
に

―
信
念
と
他
者

私
は
き
っ
と
今
に
何
か
捕
え
る
。
ど
ん
な
に
小
さ
い
も
の
で
も
お
互
に
喜
ぶ
こ

と
の
出
来
る
も
の
を
見
つ
け
る
。
ど
う
ぞ
そ
れ
ま
で
待
っ
て
お
く
れ
。
達
者
で

働
い
て
お
く
れ
！　

私
の
悲
し
い
親
友
よ
！

私
は
泣
き
な
が
ら
で
も
勉
強
す
る
。
一
生
懸
命
に
励
む
。
そ
し
て
、
今
死
の

う
と
い
う
と
き
に
で
も
好
い
か
ら
、
ほ
ん
と
う
に
打
ち
と
け
た
、
心
置
き
な
い

私
と
お
前
達
が
微
笑
み
合
う
こ
と
が
出
来
た
ら
ど
ん
な
に
嬉
し
か
ろ
う
！　

ど

ん
な
に
お
天
道
様
は
お
よ
ろ
こ
び
な
さ
る
か
？

私
の
大
好
き
な
、
私
を
育
て
て
下
さ
る
お
天
道
様
は
ど
ん
な
に
、「
よ
し
よ

し
」
と
云
っ
て
下
さ
る
か
！　

あ
の
好
い
お
天
道
様
が
。
…
…

社
会
学
者
の
大
澤
真
幸
は
「「
信
じ
る
」
と
い
う
心
的
な
営
み
が
、本
来
的
に
間
主

観
的
（
略
）
な
現
象
で
あ
る
」
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
「
そ
れ
を
私
が
信
じ
る
と
い
う

こ
と
は
、
そ
れ
が
私
に
と
っ
て
妥
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
で
あ
り
、「
そ
れ
を
信
じ

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
承
認
し
て
い
る

―
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
否
認
し
な
い

―
他
者
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
だ
け
が
、
信
の
不
可
欠
な
要

件
と
し
て
の
「
妥
当
性
」
と
い
う
性
質
を
生
み
出
す
」
か
ら
だ
。
そ
の
た
め
「
私
の

信
は
、
他
者
の
信
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
他
者
の
信
も
ま
た
、

さ
ら
な
る
他
者
の
信
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た

連
鎖
が
機
能
す
る
た
め
に
は
、
原
点
に
、
信
仰
の
保
証
人
と
な
る
特
権
的
な
他
者
が

必
要
だ
。
そ
れ
こ
そ
が
、
神
、
も
し
く
は
そ
れ
に
類
す
る
超
越
的
な
他
者
た
ち
で
あ

る
」
と
い
う⑱
。

「
お
天
道
様
」
と
い
う
の
は
そ
の
よ
う
な
「
超
越
的
な
他
者
」
で
あ
り⑲
、「
お
互
に

喜
ぶ
こ
と
の
出
来
る
も
の
」
の
存
在
は
こ
れ
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一

方
で
、
こ
の
よ
う
な
「
お
天
道
様
」
が
否
定
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
読
み
が
あ
る
。

峰
村
は
、
作
品
が
お
天
道
様
へ
の
呼
び
か
け
で
終
ら
ず
、
最
後
に
「
善
馬
鹿
」
の
死

が
配
置
さ
れ
る
こ
と
で
、「
超
越
的
な
な
に
も
の
か
」
は
相
対
化
さ
れ
る
と
し
て
い

る
。
そ
し
て
慈
善
活
動
も
お
天
道
様
へ
の
寄
り
掛
か
ろ
う
と
す
る
姿
勢
も
否
定
さ
れ

た
と
き
に
見
え
て
く
る
「
も
う
一
つ
の
場
所
・
境
位
」
こ
そ
こ
の
作
品
が
目
指
し
て

い
た
も
の
だ
と
指
摘
す
る⑳
。
ま
た
沼
沢
和
子
は
こ
の
作
品
の
中
で
は
な
く
、「
貧
し
き

人
々
の
群
」
の
翌
年
に
書
か
れ
た
「
禰
宜
様
宮
田
」（
一
九
一
七
年
）
に
お
い
て
、「
自

然
界
と
人
間
界
を
ひ
っ
く
る
め
て
大
き
く
動
か
し
て
い
る
「
ど
な
た
か
」
を
感
じ
て

自
足
し
て
い
た
主
人
公
が
、
搾
取
・
被
搾
取
の
社
会
的
人
間
関
係
に
絡
み
と
ら
れ
て

窮
死
す
る
過
程
を
描
き
切
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る㉑
。
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
否
定
さ

れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
違
い
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
信
念
を
保
証
し
て
く
れ
る
「
お

天
道
様
」
と
い
う
存
在
が
否
定
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
自
体
に
異
存
は
な
い
。
し
か
し
、
大
澤
の
議
論
に
依
拠
す
る
な
ら
、
あ

る
特
定
の
信
を
保
証
す
る
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
信
の
構
造
そ
の
も
の
を
否
定

す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。「
お
天
道
様
」
と
い
う
「
超
越
的
な
他
者
」
を
否
定
す
る

こ
と
は
で
き
て
も
、
何
か
を
信
じ
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
を
保
証
す
る
他
者
を
求

め
る
と
い
う
構
造
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
ま
で
は
否
定
で
き
な
い
か

ら
だ
。
こ
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
例
え
ば
峰
村
は
「
超
越
的
な
な
に
も
の
か
」
へ
の

寄
り
掛
か
り
が
否
定
さ
れ
「「
私
」
と
農
民
達
と
が
そ
こ
へ
歩
み
出
た
そ
の
時
、彼
ら

の
連
帯
は
確
か
な
も
の
と
し
て
胎
動
し
は
じ
め
る
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
お

天
道
様
」
に
代
わ
っ
て
信
を
保
証
す
る
「
他
者
」
と
し
て
選
ば
れ
た
の
が
「
農
民
達
」
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で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
と
反
対
の
立
場
に
立
つ
の
が
岩
淵
宏
子
で
あ
る
。
岩
淵
は「「
き
っ
と
今
に
何

か
捕
え
る
」「
ど
う
ぞ
そ
れ
ま
で
待
っ
て
お
く
れ
」
と
、問
題
解
決
の
主
体
を
あ
く
ま

で
も
自
身
に
お
き
つ
つ
物
語
を
閉
じ
」
て
お
り
、「
貧
し
さ
の
中
に
貧
し
さ
し
か
見
出

し
て
い
な
い
」「
皮
相
な
他
者
理
解
」
に
立
っ
て
「
貧
し
き
人
々
」
を
「
決
し
て
自
ら

を
解
放
す
る
内
的
契
機
を
も
ち
え
な
い
人
間
の
群
」
と
し
て
描
い
て
い
る
、と
い
う
。

岩
淵
は
こ
の
よ
う
な
「
初
期
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
も
っ
て
い
た
限
界
面
は
、
そ
の

後
も
克
服
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
生
涯
に
わ
た
る
百
合
子
の
思
想
に
深
い
影
を
落
し
て

い
っ
た
」
と
し
、
そ
の
た
め
「
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
転
換
後
も
、
真
の
革
命
の
主
体
を
見

出
し
描
き
出
す
の
に
、
必
ず
し
も
成
功
し
て
い
な
い
」
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
「
傍

証
」
と
し
て
「
百
合
子
の
代
表
作
の
悉
く
が
、
自
己
を
描
き
出
し
た
自
伝
的
小
説
で

あ
る
こ
と
」
を
あ
げ
て
い
る㉒
。
こ
の
両
説
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

峰
村
が
「
私
」
と
「
農
民
達
」
と
が
連
帯
へ
と
踏
み
出
し
て
い
る
、い
わ
ば
「
私
」

の
進
む
先
を
保
証
し
て
い
る
の
は
「
農
民
達
」
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
作
品
の
目

指
す
も
の
を
間
主
観
的
に
捉
え
て
い
る
の
に
対
し
、
岩
淵
は
あ
く
ま
で
自
身
の
み
で

完
結
し
て
い
る
と
み
て
い
る
。
確
か
に
岩
淵
の
言
う
よ
う
に
、
こ
の
物
語
が
あ
く
ま

で
「
私
」
の
側
か
ら
描
か
れ
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
、

「
私
」
の
選
択
を
保
証
す
る
の
は
他
者
な
の
で
あ
る
。
こ
の
物
語
に
「
自
ら
を
解
放
す

る
内
的
契
機
」
を
も
っ
た
他
者
は
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、「
私
」
の
信
念
も
ま
た

他
者
な
く
し
て
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
峰
村
の
論
で
は
、
あ
く
ま
で
「
超
越
的
な
な
に
も
の
か
」
は
「
お
天
道
様
」

の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
否
定
し
て
「
農
民
達
」
と
の
連
帯
へ
向
か
う
、
と
し
て
い

る
。
だ
が
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
本
論
で
は
「
お
天
道
様
」
も
「
農
民
達
」

も
と
も
に
「
超
越
的
な
他
者
」
と
み
る
。
そ
の
上
で
、
い
っ
た
ん
こ
の
作
品
で
自
ら

の
信
念
を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
呼
び
出
さ
れ
た
「
お
天
道
様
」
は
、
や
が
て
「
禰

宜
様
宮
田
」
で
否
定
さ
れ
て
い
く
と
い
う
、沼
沢
和
子
説
に
近
い
立
場
を
と
り
た
い
。

先
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
「
ほ
ど
こ
す
」

―
「
ほ
ど
こ
さ
れ
る
」
と
い

う
関
係
に
立
つ
慈
善
活
動
が
徹
底
的
に
無
力
で
あ
る
こ
と
を
暴
い
た
。
そ
れ
は
、
最

初
自
分
が
何
か
を
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
満
足
し
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
自
分
の

や
っ
た
こ
と
が
相
手
に
何
を
も
た
ら
す
か
、
と
い
う
視
点
を
獲
得
す
る
過
程
で
あ
っ

た
。
そ
の
上
で
、「
私
」
は
「
代
り
と
し
て
あ
げ
る
も
の
」
が
何
も
な
い
と
思
う
。
こ

こ
で
い
う
「
も
の
」
は
当
然
「
物
」
で
は
な
い
。
金
品
を
与
え
る
と
い
う
形
で
は
た

ど
り
着
く
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
、
い
う
な
ら
ば
「
豊
か
な
生
」
と
で
も
い
う
べ
き

も
の
で
あ
る
。「
私
」
は
相
手
と
自
分
が
た
ど
り
着
く
べ
き
「
豊
か
な
生
」
に
つ
い
て

の
イ
メ
ー
ジ
を
自
分
が
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ

そ
が
「
お
互
に
喜
ぶ
こ
と
の
出
来
る
も
の
」
で
あ
る
だ
ろ
う
。
繰
り
返
す
が
こ
の
作

品
は
こ
の
や
り
方
で
は
そ
こ
に
た
ど
り
着
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
発
見
す
る
の
み

で
、
そ
の
次
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
だ
せ
て
は
い
な
い
。

こ
の
観
点
に
立
つ
と
き
、岩
淵
が
指
摘
し
た
「
自
己
を
描
き
出
し
た
自
伝
的
小
説
」

へ
と
向
か
っ
て
い
く
こ
と
の
意
味
も
、
違
っ
て
み
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ

ま
り
、「
自
ら
を
解
放
す
る
内
的
契
機
」
を
発
見
で
き
な
い
の
は
他
人
に
対
し
て
の
み

で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
ら
の
作
品
は
、
自
分
自
身
の
生
に
お
い
て
も
、
確
か
に

こ
れ
は
豊
か
な
生
で
あ
る
と
い
う
確
信
を
持
て
な
い
で
あ
が
い
て
い
る
様
を
描
い
た

の
で
は
な
か
っ
た
か
。
豊
か
な
生
の
あ
り
方
に
た
ど
り
着
け
な
い
で
い
る
と
い
う
意

味
で
は
、
こ
の
作
品
は
最
後
に
「
私
」
自
身
も
ま
た
「
貧
し
き
人
々
の
群
」
の
ひ
と

り
と
し
て
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

註①　
格
清
久
美
子
「『
貧
し
き
人
々
の
群
』
の
虚
構
性

―
モ
デ
ル
お
よ
び
習
作
「
農
村
」

に
照
ら
し
て

―
」（『
近
代
文
学
研
究
』
第
十
五
号
、一
九
九
七
年
一
二
月
）　

な
お
、

「
貧
し
き
人
々
の
群
」
の
視
点
に
つ
い
て
格
清
は
「「
私
」
だ
け
で
は
な
く
、そ
れ
を
相

対
化
す
る
別
の
語
り
手
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」（
同
論
文
）
と
い
い
、

一
方
峰
村
康
広
は「
あ
た
か
も
三
人
称
の
語
り
手
で
あ
る
か
の
ご
と
く
語
ら
れ
て
い
た



七
八

1214

第
一
章
は
、実
際
に
は
語
り
手
「
私
」
の
眼
を
通
し
て
語
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に

気
付
か
さ
れ
る
」（「
確
か
な
連
帯
へ
の
指
向

―
宮
本
百
合
子
「
貧
し
き
人
々
の
群
」

を
読
む
」『
近
代
文
学
研
究
』
十
六
号
、
一
九
九
八
年
一
二
月
）
と
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
格
清
が
二
人
の
語
り
手
を
想
定
し
て
い
る
の
に
対
し
、
峰
村
は
ひ
と
り
の
語
り
手

が
「
一
人
称
と
三
人
称
の
語
り
を
巧
み
に
使
い
分
け
」
て
い
る
と
想
定
し
て
い
る
よ
う

に
思
え
る
。
格
清
が
指
摘
し
て
い
る
が
、作
中
に
は
「
私
」
が
立
ち
会
っ
て
い
な
い
場

面
が
「
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
者
の
視
点
」
か
ら
描
か
れ
て
お
り
、こ
う
し
た
描
写
ま

で
「
実
際
に
は
語
り
手
「
私
」
の
眼
を
通
し
て
語
ら
れ
て
い
」
る
と
す
る
に
は
無
理
が

あ
る
よ
う
に
思
う
。
視
点
人
物
と
い
う
言
葉
を
使
う
な
ら
、作
品
は
「
私
」
を
視
点
人

物
と
す
る
描
写
と
、「
私
」
が
視
点
人
物
に
な
っ
て
い
な
い
描
写
、
言
い
か
え
る
な
ら

作
中
に
は
登
場
し
な
い
何
も
の
か
を
視
点
人
物
と
す
る
描
写
が
あ
る
。三
人
称
小
説
な

ら
、
こ
の
作
中
に
登
場
し
な
い
何
も
の
か
を
「
語
り
手
」
と
呼
ぶ
わ
け
だ
が
、
本
作
に

は
一
人
称
の
語
り
手
も
登
場
し
て
い
る
。
仮
に
こ
れ
を
「
物
語
世
界
外
の
語
り
手
」
と

「
物
語
世
界
内
の
語
り
手
」
と
呼
び
分
け
る
な
ら
、
格
清
は
視
点
に
注
目
し
て
語
り
手

を
二
人
と
し
て
お
り
、
峰
村
の
「
語
り
手
「
私
」」
は
「
物
語
世
界
外
の
語
り
手
」
と

「
物
語
世
界
内
の
語
り
手
」
を
と
も
に
「
私
」
と
し
て
統
一
し
た
も
の
、
と
い
え
る
の

で
は
な
い
か
。
本
論
で
は
「
物
語
世
界
外
の
語
り
手
」
と
「
物
語
世
界
内
の
語
り
手
」

を
区
別
し
、「
物
語
世
界
内
の
語
り
手
」（
＝
「
私
」）
は
「
物
語
世
界
外
の
語
り
手
」

の
語
る
内
容
を
知
ら
な
い
も
の
と
し
て
論
じ
る
。

②　
『
多
喜
二
と
百
合
子
』
第
七
号
（
一
九
四
九
年
一
二
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
際
、
編
集

後
記
に
「
宮
本
百
合
子
の
当
時
の
日
記
に
よ
る
と
、一
九
一
五
年
満
十
五
歳
の
執
筆
と

推
定
さ
れ
る
」
と
あ
る
。
な
お
引
用
に
は
『
宮
本
百
合
子
全
集
』
第
三
三
巻
（
新
日
本

出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
一
月
）
を
用
い
た
。

③　

木
村
幸
雄
「
百
合
子
の
初
期
作
品
に
お
け
る
〈
農
村
〉
の
位
相
」（『
大
妻
国
文
』
第

四
二
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
）

④　

な
に
よ
り
百
合
子
自
身「
ま
だ
科
学
的
な
歴
史
階
級
に
つ
い
て
理
解
に
到
達
し
て
い

な
い
」
こ
と
を
初
期
作
品
に
お
け
る
「
貧
し
き
人
々
の
群
」
の
「
余
韻
」
と
表
現
し
て

い
る
。（
安
芸
書
房
版
『
宮
本
百
合
子
選
集
』
第
二
巻
、
一
九
四
八
年
一
二
月
の
「
あ

と
が
き
」）

⑤　

岩
淵
宏
子
「『
貧
し
き
人
々
の
群
』

―
他
者
の
発
見
と
不
在
」（『
宮
本
百
合
子　

家
族
・
政
治
・
そ
し
て
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
』
翰
林
書
房
、
一
九
九
六
年
一
〇
月
）。

⑥　

格
清
久
美
子
（
一
九
九
七
年
）、
前
掲
論
文
。

⑦　

沼
沢
和
子
「
宮
本
百
合
子
の
自
然
観
」（
分
銅
惇
作
編
『
近
代
文
学
論
の
現
在
』
蒼

丘
書
林
、
一
九
九
八
年
一
二
月
）

⑧　

林
（
北
田
）
幸
恵
「
初
期
に
お
け
る
ト
ル
ス
ト
イ
の
影
響

―
『
貧
し
き
人
々
の

群
』
と
『
わ
れ
ら
何
を
な
す
べ
き
か
』
の
関
係
を
中
心
に

―
」（『
多
喜
二
・
百
合
子

研
究
会　

会
報
』
一
九
七
一
年
五
月
・
七
月
）、
沼
沢
和
子
「『
貧
し
き
人
々
の
群
』
論

―
ト
ル
ス
ト
イ
受
容
を
め
ぐ
っ
て

―
」（『
日
本
の
近
代
文
学　

作
品
と
作
家
』
角

川
書
店
、
一
九
七
八
年
一
二
月
）、
格
清
久
美
子
「
一
九
一
五
年
『
日
記
』
の
〈
空
白
〉

―
文
壇
登
場
期
宮
本
百
合
子
の
ト
ル
ス
ト
イ
受
容
を
め
ぐ
っ
て

―
」（『
近
代
文
学

研
究
』
一
九
九
六
年
一
二
月
）、
岩
淵
宏
子
（
一
九
九
六
年
）、
前
掲
論
文
な
ど
。

⑨　

一
月
二
三
日
の
日
記
に
「「
貧
し
き
人
々
の
群
れ
」
を
書
き
出
し
た
の
だ
け
れ
共
一

寸
も
考
え
が
ま
と
ま
ら
な
い
」、
二
七
日
に
「
漸
々
「
貧
し
き
人
々
の
群
」
を
書
き
出

せ
た
」、
三
一
日
に
は
「
二
十
八
日
「
貧
し
き
人
々
の
群
」
起
稿
」
と
あ
る
。

⑩　

佐
藤
恵
子
『
ヘ
ッ
ケ
ル
と
進
化
の
夢

―
一
元
論
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
、
系
統
樹
』（
工

作
舎
、
二
〇
一
五
年
九
月
）

⑪　

沼
沢
和
子
（
一
九
九
八
年
）、
前
掲
論
文
。

⑫　

日
本
思
想
史
研
究
者
の
伊
藤
聡
は
、「
天
道
」
と
い
う
概
念
は
中
国
古
代
に
す
で
に

み
ら
れ
、
日
本
に
も
早
く
か
ら
移
入
さ
れ
て
い
た
が
、「
平
安
時
代
頃
ま
で
は
、
漠
然

と
し
た
天
・
神
の
意
志
以
上
を
出
る
も
の
で
は
な
く
、
使
用
も
限
ら
れ
て
」
お
り
、
戦

国
時
代
に
な
っ
て
「
諸
宗
教
お
よ
び
思
想
を
統
合
・
超
越
す
る
用
語
と
し
て
「
天
道
」

が
広
く
、盛
ん
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
。
た
だ
こ
の
思
想
は
「
特
定
の

教
理
的
背
景
を
も
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、戦
国
武
士
た
ち
の
共
通
意
識
と

い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
指
し
示
す
も
の
は
多
様
で
、
明
確
に
定
義
づ
け
る

こ
と
が
難
し
い
」。
そ
の
後
天
道
思
想
は
「
近
世
以
降
も
続
き
、
個
々
人
の
倫
理
・
道

徳
的
側
面
か
ら
保
証
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
く
。ま
た
素
朴
な
信
仰
の
面
で
は
太
陽
と

結
び
つ
け
ら
れ
、「
お
て
ん
と
さ
ん
」
と
し
て
太
陽
信
仰
の
一
部
を
構
成
す
る
よ
う
に

も
な
っ
た
」
と
い
う
。（『
神
道
と
は
何
か
』
中
公
新
書
、
二
〇
一
二
年
四
月
）

⑬　

格
清
久
美
子
（
一
九
九
七
年
）、
前
掲
論
文
。

⑭　

そ
れ
ぞ
れ
木
村
幸
雄
（
二
〇
一
一
年
）、
格
清
久
美
子
（
一
九
九
七
年
）、
岩
淵
宏
子

（
一
九
九
六
年
）
の
前
掲
論
文
。

⑮　

本
多
秋
五
「
宮
本
百
合
子

―
人
と
作
品

―
」（
本
多
秋
五
編
『
宮
本
百
合
子
研
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究
』
新
潮
社
、
一
九
五
七
年
四
月
）

⑯　

岩
淵
（
一
九
九
六
年
）、
峰
村
（
一
九
九
八
年
）
前
掲
論
文
。
た
だ
峰
村
は
単
に
自

己
を
眼
差
す
だ
け
で
な
く
、「
私
」
が
眼
差
す
対
象
の
身
体
に
転
移
し
、
そ
の
位
置
か

ら
自
身
を
と
ら
え
て
い
る
と
い
う
特
徴
を
指
摘
し
て
い
る
。

⑰　

峰
村
康
広
（
一
九
九
八
年
）、
前
掲
論
文
。

⑱　

大
澤
真
幸
『
現
代
宗
教
意
識
論
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
一
一
月
）

⑲　

な
お
、峰
村
康
広
（
一
九
九
八
年
）
前
掲
論
文
に
「
お
天
道
様
」
が
「
超
越
的
な
な

に
も
の
か
を
象
徴
し
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
が
す
で
に
あ
る
。

⑳　

峰
村
康
広
（
一
九
九
八
年
）、
前
掲
論
文
。

㉑　

沼
沢
和
子
（
一
九
九
八
年
）、
前
掲
論
文
。
な
お
、
沼
沢
は
「
お
天
道
様
」
を
「
私
」

に
と
っ
て
の
「
宇
宙
の
力
」
の
象
徴
で
は
な
か
っ
た
か
と
し
て
い
る
。
本
論
で
は
、エ

ネ
ル
ギ
ー
保
存
の
法
則
を
下
敷
き
に
し
た
非
人
格
的
・
法
則
的
な
「
宇
宙
の
力
」
と
、

人
格
化
さ
れ
た
「
お
天
道
様
」
は
別
の
原
理
と
し
て
論
じ
て
い
る
。

㉒　

岩
淵
宏
子
（
一
九
九
六
年
）、
前
掲
論
文
。

付
記作

品
の
引
用
は
『
宮
本
百
合
子
全
集　

第
一
巻
』（
新
日
本
出
版
社
、二
〇
〇
〇
年
一
一

月
）
に
、
日
記
の
引
用
は
『
宮
本
百
合
子
全
集　

第
二
十
六
巻
』（
新
日
本
出
版
社
、

二
〇
〇
三
年
六
月
）
に
よ
り
、
い
ず
れ
も
ル
ビ
は
省
略
し
た
。

（
本
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
）


