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近
年
、日
本
に
お
け
る
所
得
格
差
の
拡
大
が
取
り
沙
汰
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
。
議
論
は
、所
得
格
差
の
拡
大
が
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
問
題

に
は
じ
ま
り
、格
差
拡
大
の
是
非
が
、現
代
の
産
業
社
会
に
と
っ
て
何

故
重
要
問
題
な
の
か
と
い
う
点
ま
で
広
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。�

　
一
九
八
〇
年
以
降
、所
得
の
格
差
拡
大
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う

点
に
つ
い
て
は
、統
計
で
見
る
限
り
、日
本
で
は
「
一
般
に
主
張
さ
れ
る

ほ
ど
に
は
大
き
く
は
な
い
」
と
い
う
結
論
に
収
束
し
つ
つ
あ
る
。し
か
し
、

所
得
格
差
の「
拡
大
が
あ
っ
た
」こ
と
自
体
は
否
定
で
き
な
い
。
拡
大
の

最
も
大
き
い
原
因
は
、大
竹（
二
〇
〇
五
）が
指
摘
す
る
よ
う
に
、労
働

者
の
高
齢
化
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
所
得
格
差
の
大
き
い
高
齢
者
グ
ル

ー
プ
の
人
口
に
占
め
る
割
合
が
高
く
な
れ
ば
、お
の
ず
と
格
差
は
広
が

っ
た
様
に
見
え
る
。
そ
の
後
の
九
〇
年
代
以
降
に
つ
い
て
は
、特
に
顕
著

な
賃
金
格
差
の
拡
大
は
見
ら
れ
な
い
。こ
う
し
た
結
論
は
、デ
ー
タ
を

丁
寧
に
加
工
し
計
算
す
れ
ば
、大
騒
ぎ
す
る
ほ
ど
の（
英
国
や
米
国
で

の
格
差
拡
大
ほ
ど
の
）実
態
は
な
い
と
い
う
主
張
に
落
ち
着
く
。�

　
し
か
し
、次
の
点
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
つ
は
、若

年
層
に
限
定
す
る
と
、学
歴
間
の
賃
金
格
差
は
広
が
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

高
学
歴
者
に
比
し
て
学
歴
の
低
い
も
の
の
賃
金
が
、以
前
よ
り
低
下
し

て
き
た
。
さ
ら
に
高
学
歴
者
の
中
高
年
層
の
間
で
は
、格
差
は
開
き
気

味
で
あ
る
こ
と
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
一
般
法
則
と
し
て
、不
況
期
に

は
賃
金
格
差
は
広
が
る
。
好
況
期
内
は
労
働
市
場
が
逼
迫
す
る
の
で
、

技
能
レ
ベ
ル
の
低
い
労
働
者
の
賃
金
が
上
昇
す
る
か
ら
、格
差
は
縮
小

す
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、不
況
に
な
れ
ば
低
熟
練
労
働
の
市
場
ほ

ど
需
給
が「
緩
む
」
結
果
、格
差
が
拡
大
す
る
の
で
あ
る
。
日
本
で
近
年

顕
著
な
の
は
、九
〇
年
代
か
ら
一
〇
年
以
上
続
い
た
不
況
期
に
お
い
て
、

企
業
間
規
模
間
の
賃
金
格
差
が
拡
大
し
た
こ
と
で
あ
る
。
大
企
業
と

平
等
は
幻
想
か�
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中
小
企
業
と
の
間
の
賃
金
格
差
が
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
正
規
社

員
と
非
正
規
社
員
と
の
間
の
賃
金
格
差
も
広
が
っ
て
い
る
点
も
注
目
さ

れ
て
い
る
。�

　
も
う
一
つ
の
大
き
な
問
題
は
、仮
に
こ
う
し
た
所
得
格
差
の
拡
大
が
、

統
計
的
に（
例
え
ば
ジ
ニ
係
数
な
ど
を
用
い
て
）認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、

そ
の
拡
大
が
い
か
な
る
場
合
、い
か
な
る
意
味
で
問
題
と
な
る
の
か
と
い

う
問
い
で
あ
る
。
格
差
拡
大
が
社
会
に
と
っ
て
望
ま
し
く
な
い
方
向
へ
の

変
化
だ
と
す
れ
ば
、そ
れ
は
何
故
な
の
か
。
格
差
の
縮
小
は
「
平
等
」の

実
現
と
い
う
見
地
か
ら
も
、常
に
望
ま
し
い
こ
と
な
の
か
。
金
銭
タ
ー
ム

で
の
所
得
格
差
の
拡
大
や
縮
小
は
、そ
の
ま
ま
人
々
の
不
満
足
度
や
満

足
度
の
尺
度
と
な
り
う
る
の
か
。�

　
「
所
得
格
差
の
拡
大
」
と
い
う
言
葉
が
社
会
に
与
え
る
影
響
力
は
実

に
大
き
い
。
そ
れ
は（
杜
撰
な
観
念
連
合
に
よ
っ
て
）「
機
会
」
に
お
い
て

も
、「
結
果
」に
お
い
て
も
、「
不
平
等
な
社
会
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
人
々

に
与
え
、社
会
へ
の
不
満
を
高
め
る
効
果
を
持
つ
。
し
た
が
っ
て「
所
得

格
差
の
拡
大
」
が
、事
実
と
離
れ
た
と
こ
ろ
で
、経
済
学
者
や
社
会
学

者
が
つ
く
り
出
し
た
「
問
題
」
だ
と
す
れ
ば
、そ
れ
が
現
実
社
会
に
対

し
て
持
つ
意
味
を
改
め
て
検
討
し
反
省
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。�

　
　�

�����

■
技
術
進
歩
と
経
済
格
差�

�

　
近
年
の
複
製
技
術
の
進
歩
に
は
、ま
こ
と
に
目
を
み
は
る
も
の
が
あ

る
。�

　
実
は
、複
製
技
術
が
高
度
に
発
達
し
た
こ
と
は
、特
に
芸
術
や
ス
ポ
ー

ツ
、あ
る
い
は
知
識
産
業
全
体
に
お
け
る
所
得
分
配
の
不
平
等
化
を
招

い
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
例
え
ば
、十
八
世
紀
・
十
九
世
紀
の
音
楽
家

た
ち
は
、い
か
に
抜
き
ん
出
た
人
物
で
あ
っ
て
も
経
済
生
活
は
厳
し
か
っ

た
。
し
か
し
二
十
世
紀
に
入
る
と
、そ
の
実
力
に
大
き
な
差
は
な
い
の
に

も
か
か
わ
ら
ず
、高
所
得
を
得
るth

riving artists

と
、生
活
の
苦
し

いstarving artists

と
の
所
得
格
差
は
き
わ
め
て
大
き
く
な
っ
た
。Ｓ
・

ロ
ー
ゼ
ン
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、複
製
技
術
の
発
達
が
、そ
の
主
た
る
原

因
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い（R

osen 

一
九
八
一
）。カ
ラ
ヤ
ン
や

小
澤
征
爾
の
演
奏
は
レ
コ
ー
ド
に
な
り
、Ｃ
Ｄ
化
さ
れ
、市
場
で
大
量
に

販
売
・
購
入
さ
れ
る
。
し
か
し
一
般
に
は
ア
ピ
ー
ル
し
な
い
が
実
力
の
あ

る
優
れ
た
音
楽
家
が
、そ
う
し
た
チ
ャ
ン
ス
に
恵
ま
れ
る
と
は
限
ら
な

い
。
実
力
に
著
し
い
差
が
な
く
て
も
、経
済
的
格
差
と
不
平
等
は
発
生

す
る
の
で
あ
る
。�

　
も
っ
と
も
、不
平
等
は
拡
大
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
「
一
般
市
民
」
の
不

満
が
高
ま
る
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。ビ
ル
・
ゲ
イ
ツ
の
よ
う
に
巨
万
の
富

を
築
き
上
げ
た
ビ
ジ
ネ
ス
の「
英
雄
」に
対
し
て
、嫉
妬
を
感
ず
る
人
は

少
な
い
。
む
し
ろ
多
く
の
人
々
は
、あ
る
種
「
あ
こ
が
れ
」
に
似
た
気
持

ち
で
ビ
ル
・
ゲ
イ
ツ
に
自
己
を
重
ね
あ
わ
せ
、羨
ま
し
げ
に
彼
を
見
つ
め

る
と
い
う
の
が
真
実
に
近
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
恋
愛
に
も
似
た
感
情
で

あ
っ
て
、ま
さ
に
映
画
や
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
の
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー
を
見
つ
め
る

よ
う
な
快
感
を
人
々
は
味
わ
う
の
で
あ
る
。
一
時
の「
ホ
リ
エ
モ
ン
」に

つ
い
て
も
こ
の
こ
と
は
当
て
は
ま
る
。
嫉
妬
や
怨
嗟
の
気
持
ち
か
ら
、彼

ら
の
足
を
ひ
っ
ぱ
ろ
う
と
考
え
る
の
は
、例
外
的
な
悪
意
を
持
つ
人
間

か
、彼
ら
の
ビ
ジ
ネ
ス
上
の
競
争
相
手
で
あ
ろ
う
。�

　
む
し
ろ
平
均
的
な
、似
た
状
況
に
置
か
れ
た
者
同
士
の
間
の
嫉
視
の

方
が
一
般
に
激
し
い
。こ
れ
は
厳
し
い
競
争
の
末
に
勝
ち
取
っ
た
成
功
に

対
し
て
は
、特
に
真
実
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
平
等
な
チ
ャ
ン
ス
が
与
え

ら
れ
な
が
ら
、自
分
と
大
差
の
な
い
境
遇
に
い
た
人
た
ち
が
経
済
的
な

成
功
を
収
め
る
よ
う
な
社
会
で
は
、身
分
制
度
が
固
定
的
で
、身
分
相

互
の
隔
た
り
が
大
き
か
っ
た
社
会
よ
り
も
、通
常
嫉
妬
心
が
強
く
な
る
。

Ｄ
・
ヒ
ュ
ー
ム
の
挙
げ
る
例
は
わ
か
り
や
す
い（
ヒ
ュ
ー
ム  

一
七
五
〇
）。�

　
一
兵
卒
は
、軍
曹
や
伍
長
に
対
す
る
ほ
ど
、将
軍
に
対
し
て
は
嫉
妬

を
抱
か
な
い
し
、名
あ
る
文
人
は
、自
己
に
近
い
作
家
か
ら
受
け
る
ほ
ど

所
得
格
差
と
社
会
構
造�
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実
は
複
製
技
術
が
高
度
に
発
達
し
た
こ
と
は
特
に
芸
術
や
ス
ポ

ツ
、あ
る
い
は
知
識
産
業
全
体
に
お
け
る
所
得
分
配
の
不
平
等
化
を
招

い
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
例
え
ば
、十
八
世
紀
・
十
九
世
紀
の
音
楽
家

Ｄ
ヒ

ム
の
挙
げ
る
例
は
わ
か
り
や
す
い（
ヒ

ム  

一
七
五
〇
）�

　
一
兵
卒
は
、軍
曹
や
伍
長
に
対
す
る
ほ
ど
、将
軍
に
対
し
て
は
嫉
妬

を
抱
か
な
い
し
、名
あ
る
文
人
は
、自
己
に
近
い
作
家
か
ら
受
け
る
ほ
ど

の
嫉
視
を
、平
凡
な
三
文
文
士
か
ら
は
受
け
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。�

　
そ
れ
は
大
き
な
不
均
衡
や
格
差
は
両
者
の
関
係
を
切
断
し
て
、隔
た

っ
た
も
の
と
の
比
較
を
難
し
く
し
、あ
る
い
は
比
較
の
効
果
を
減
少
さ

せ
る
た
め
で
あ
る
。し
か
し
、同
じ
よ
う
に
チ
ャ
ン
ス
が
与
え
ら
れ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、あ
る
い
は
資
質
に
大
き
な
差
異
が
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、受
け
取
る
果
実
に
隔
た
り
が
出
れ
ば
、不
満
や
嫉
妬
は
大
き
く

な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
日
本
で
も
、「
隣
家
に
蔵
が
建
つ
と
腹
が
立
つ
」
と

い
わ
れ
た
。�

　
い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
を
考
え
て
も
、「
機
会
の
平
等
」
は
、再
配
分
政
策

の
な
い
と
こ
ろ
で
は
「
結
果
の
不
平
等
」
を
も
た
ら
し
、強
い
嫉
妬
心
を

生
み
出
し
が
ち
に
な
る
。こ
の
傾
向
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
社
会
に
お
い
て

最
も
強
い
。「
不
平
等
」
か
ら
生
ま
れ
る
嫉
妬
心
を
冷
や
す
た
め
の
社

会
的
装
置
が
、う
ま
く
機
能
し
て
く
れ
な
け
れ
ば
、社
会
的
安
定
は
保

証
さ
れ
な
い
。こ
う
し
た
嫉
妬
や
怨
望
が
、社
会
の
連
帯
意
識
や
市
民

意
識
を
衰
弱
さ
せ
る
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
。�

�

■
中
間
層
は
安
定
的
か�

�

　
い
ず
れ
の
国
に
お
い
て
も
、富
裕
な
人
々
、貧
し
い
人
々
が
い
る
。そ
し

て
そ
の
間
に「
中
間
の
人
々
」が
い
る
。ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス（
『
政
治
学
』
第

四
巻
第
十
一
章
）は
、「
適
度
な
も
の
と
中
間
的
な
も
の
と
が
最
善
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
」
と
し
て
、こ
の「
中
間
」
と
い
う

の
は
各
人
の
到
達
し
え
る
そ
れ
の
こ
と
で
あ
る
、と
限
定
句
を
加
え
る
。

こ
こ
に
「
最
善
」
と
い
う
の
は
、普
通
の
人
の
力
の
及
ば
な
い
徳
を
基
準

に
し
た
り
、素
質
や
幸
運
の
賜
物
た
る
外
的
条
件
を
必
要
と
す
る
教

育
を
規
準
と
し
た
り
、理
想
通
り
の
国
政
を
基
準
に
す
る
こ
と
を
諌

め
、む
し
ろ「
最
大
多
数
の
人
々
の
与
り
え
る
生
活
や
最
大
多
数
の
国
々

が
与
り
え
る
国
政
を
基
準
に
し
て
判
断
す
る
」こ
と
が
重
要
だ
と
考
え

た
。つ
ま
り
「
普
通
の
人
が
な
し
え
な
い
こ
と
を
基
準
に
す
る
な
」
と
い

う
の
で
あ
る
。
普
通
の
人
が
到
達
で
き
な
い
よ
う
な
レ
ベ
ル
を
基
準
に
す

る
と
、人
々
は
単
に
偽
善
的
に
な
る
か
、そ
の
高
い
基
準
と
自
己
を
同

一
視
し
て
、恐
ろ
し
く
傲
岸
に
な
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
と
警
告
し

て
い
る
の
で
あ
る
。�

　
そ
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
言
う
。�

「
中
間
的
な
所
有
は
理
性
に
最
も
た
や
す
く
従
う
が
、過
度
の
美
し
さ

と
か
、過
度
の
強
さ
と
か
過
度
の
善
き
生
ま
れ
と
か
過
度
の
富
と
か
、あ

る
い
は
そ
れ
ら
と
反
対
に
、過
度
の
貧
し
さ
と
か
過
度
の
弱
さ
と
か
非

常
な
賤
し
い
地
位
と
か
を
持
つ
者
は
、な
か
な
か
理
性
に
つ
い
て
い
き
に

く
い
か
ら
で
あ
る
」�

　
そ
の
証
拠
に
は
、過
ぎ
た
美
や
力
や
富
や
身
分
を
持
つ
も
の
は
、傲
慢

な
者
や
大
犯
罪
者
に
な
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
過
度
の
貧
し
さ
・
弱
さ
や
、

低
い
地
位
に
あ
る
も
の
は
、無
頼
の
徒
や
ち
っ
ぽ
け
な
犯
罪
者
と
な
る

も
の
が
多
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、過
度
の
貧
し
さ
の
中
で
も
善
く
生
き
よ
う

と
す
る
人
々
を
、わ
れ
わ
れ
は
美
し
い
と
感
ず
る
の
で
あ
る
。�

　
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、中
間
的
な
人
々
か
ら
組
織
さ
れ
た
国
に
最

も
善
き
政
治
が
行
わ
れ
る
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
考
え
た
の
で
あ
る
。こ

れ
ら
の
人
々
が
国
民
の
う
ち
で
最
も
安
定
し
て
い
る
の
は
、彼
ら
自
身

は
貧
乏
人
の
よ
う
に
他
人
の
も
の
を
望
む
こ
と
も
な
い
し
、ま
た
他
人

も
貧
乏
人
が
裕
福
な
人
の
財
産
を
望
む
よ
う
に
、彼
ら
の
財
産
を
望
む

こ
と
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
謀
反
さ
れ
た
り
謀
反
し
た
り
す
る
こ

と
が
な
い
た
め
に
、危
険
な
し
に
日
常
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。�

　
し
た
が
っ
て
国
民
共
同
体
も
、中
間
的
な
人
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

た
も
の
が
最
善
で
あ
り
、そ
し
て
中
間
的
な
部
分
が
多
数
で
、政
治
を

す
る
人
々
が
中
間
の
、そ
し
て
生
活
に
十
分
な
財
産
を
有
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、こ
の
上
も
な
き
幸
い
な
の
で
あ
る
。
あ
る
グ
ル
ー
プ
は
、非

常
に
多
く
の
も
の
を
所
有
し
て
い
る
の
に
、他
の
あ
る
人
々
は
、何
一
つ

所
有
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
は
、極
端
な
民
主
制
か
、生
粋
の
寡
頭
制
か
、

あ
る
い
は
、こ
の
両
方
の
極
端
な
も
の
を
通
じ
て
僭
主
制
か
が
生
じ
て

く
る
こ
と
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
看
破
し
て
い
た
の
で
あ
る
。�

　
ジ
ニ
係
数
を
用
い
て
所
得
格
差
が
開
い
た
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
こ

と
は
、事
実
確
認
と
し
て
の
学
問
的
価
値
は
高
い
。
し
か
し
よ
り
重
要
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な
問
題
は
、「
ほ
ど
ほ
ど
に
所
有
し
て
い
る
人
々
」
、す
な
わ
ち
社
会
の

中
間
層
が「
広
く
、厚
く
」
形
成
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に

あ
る
。「
教
養
と
ほ
ど
ほ
ど
の
富
を
持
つ
も
の
」が
政
治
に
参
加
し
、善

き
政
治
を
支
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。�

������

　
次
に
、所
得
格
差
を
人
々
が
ど
の
よ
う
に
受
け
取
る（perceive

）の

か
が
、社
会
の
安
定
性
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
か
を
、ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス

の
議
論
を
材
料
に
し
な
が
ら
考
察
し
て
み
よ
う
。�

　
所
得
格
差
を
、人
々
が
ど
の
よ
う
にperceive

す
る
か
、社
会
の
安

定
性
と
ど
の
よ
う
な
チ
ャ
ネ
ル
を
通
し
て
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
、こ
の

点
に
つ
い
て
鍵
と
な
る
重
要
な
感
情
は
嫉
妬
と
怨
望
で
あ
ろ
う
。
経
済

学
の
言
葉
で
表
現
す
る
と
、嫉
妬
と
怨
望
が
社
会
に
と
っ
て
害
が
あ
る

の
は
「
パ
レ
ー
ト
改
悪
」が
起
こ
る
か
ら
だ
。
人
が
自
分
よ
り
良
い
状
態

の
者
に
対
し
て
、「
自
分
も
あ
の
よ
う
に
な
り
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
を

抱
き
、そ
う
な
る
よ
う
に
努
力
し
、そ
れ
を
実
現
さ
せ
れ
ば
、こ
れ
は

「
パ
レ
ー
ト
改
善
」
に
な
る
。こ
う
し
た
前
向
き
の
気
持
ち
は
、「
あ
こ
が

れ（yearn
in
g

）」
あ
る
い
は
「
羨
望（en

vy

）」
で
あ
っ
て
、社
会
に
害

悪
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
人
と
社
会
を
向
上
さ
せ
る
。
と

こ
ろ
が
嫉
妬
と
怨
望
は
、自
分
よ
り
状
態
の
良
い
者
に
対
し
て
、「
そ
の

人
を
自
分
の
水
準
に
引
き
ず
り
下
ろ
し
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
を
指

す
。こ
れ
は
、厚
生
経
済
学
的
な
意
味
で
明
ら
か
に
「
パ
レ
ー
ト
改
悪
」

で
あ
る
。�

　
福
澤
諭
吉
は
『
学
問
の
す
ゝ
め
』（
第
一
三
編
）の
中
で
、「
怨
望
の
人

間
に
害
あ
る
を
論
ず
」
と
述
べ
、嫉
妬
の
念
を
絶
っ
て
相
競
う
の
勇
気

を
持
て
、と
人
々
を
叱
咤
し
た
。
福
澤
は
、怨
望
が
社
会
に
と
っ
て
害
が

あ
る
例
と
し
て「
御
殿
女
中
」の
世
界
を
例
に
挙
げ
て
い
る
。「
無
識
無

学
の
婦
女
子
」の
群
居
す
る
御
殿
で
は
、無
智
無
徳
の
一
主
人
が
万
事

を
決
定
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
決
定
に
原
理
・
原
則
が
な
い
と
こ
ろ
が

諸
悪
の
根
源
と
な
る
。
勉
強
し
て
賞
せ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
し
、怠
惰

に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
主
人
を
諌
め
て
叱
ら
れ
る
こ
と

も
あ
れ
ば
、諌
め
な
く
て
叱
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
要
す
る
に
万
事
が

主
人
の「
気
ま
ぐ
れ
」
に
よ
っ
て
決
ま
り
、「
た
だ
朝
夕
の
臨
機
応
変
に

て
主
人
の
寵
愛
を
僥
倖
す
る
の
み
」
と
い
う
状
態
が
支
配
す
る
。
そ
れ

は
、あ
た
か
も
的
な
き
空
中
に
矢
を
射
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
福
澤

は
言
う
。
た
ま
た
ま
仲
間
の
う
ち
で
立
身
出
世
す
る
も
の
が
あ
っ
て
も
、

そ
の
立
身
の
方
法
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、た
だ
羨
ま
し
く
思

う
だ
け
で
あ
り
、こ
の
羨
ま
し
い
と
い
う
気
持
ち
が
、容
易
に
嫉
み
へ
と

変
貌
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。�

　
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、こ
れ
ま
で
の
論
理
の
流
れ
を
も
う
一
歩

先
に
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
所
得
格
差
と
い
う
客
観
的
な
統
計
デ
ー
タ

は
必
要
で
あ
る
が
、そ
れ
だ
け
で
は
「
不
平
等
」
の
社
会
的
含
意
を
十

分
汲
み
取
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
御
殿
女
中
の
例
で
語
ら
れ
る
「
運

と
実
力
」
と
い
う
要
素
が
、他
人
の
状
況
を
感
知
し
評
価
す
る
場
合
、

ど
の
よ
う
な
形
で
人
々
の
満
足
度
の
中
に
反
映
さ
れ
て
い
く
の
か
。ア
ダ

ム
・
ス
ミ
ス
の『
道
徳
情
操
論
』
は
、こ
の
問
題
に
つ
い
て
、い
く
つ
か
の
興

味
あ
る
論
点
を
示
唆
し
て
い
る
。「
格
差
を
い
か
に
人
々
はperceive

す
る
の
か
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
、ス
ミ
ス
の
考
察
の
中
か
ら
三
点
ほ
ど
検

討
し
て
お
こ
う
。�

�
■
境
遇
の
変
化
の
速
度�

�

　
富
や
所
得
の
不
平
等
化
が
進
行
す
る
中
、そ
の
不
平
等
化
が「
自
力

の
活
動
」
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、御
殿
や
社
会
主
義
社
会
の
よ
う
に
、政

治
力
や
「
偶
然
の
僥
倖
」
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
と
い
う
要
素
が
強
く
な

る
と
、怨
望
や
嫉
妬
が
社
会
に
鬱
積
す
る
。�

　
こ
の
例
と
し
て
、ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
次
の
よ
う
な
対
比
を
持
ち
出
し

て
い
る
。
何
か
の
事
情
で
急
に
運
命
に
激
変
が
生
じ
た
た
め
に
、た
ち
ま

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
考
察�
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間
に
害
あ
る
を
論
ず
」
と
述
べ
嫉
妬
の
念
を
絶

て
相
競
う
の
勇
気

を
持
て
、と
人
々
を
叱
咤
し
た
。
福
澤
は
、怨
望
が
社
会
に
と
っ
て
害
が

あ
る
例
と
し
て「
御
殿
女
中
」の
世
界
を
例
に
挙
げ
て
い
る
。「
無
識
無

る
と
怨
望
や
嫉
妬
が
社
会
に
鬱
積
す
る

�

　
こ
の
例
と
し
て
、ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
次
の
よ
う
な
対
比
を
持
ち
出
し

て
い
る
。
何
か
の
事
情
で
急
に
運
命
に
激
変
が
生
じ
た
た
め
に
、た
ち
ま

ち
生
活
が
豊
か
に
な
り
、社
会
的
に
も
出
世
し
た
人
が
い
る
と
し
よ
う
。

こ
う
い
う
人
に
対
し
て
は
、彼
の
最
も
親
し
い
友
人
で
も
、心
か
ら
の
祝

意
を
表
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
立
身
出
世
は
最
大
の
功
績

で
あ
る
と
は
い
え
、そ
れ
は
一
般
に
は
不
愉
快
な
も
の
で
あ
り
、通
常
嫉

妬
の
感
情
の
た
め
、当
人
の
感
じ
る
喜
び
に
対
し
て
共
感
を
覚
え
る
こ

と
は
な
い
。
他
方
、当
の
幸
運
な
人
間
は
、そ
の
僥
倖
に
対
し
配
慮
し
、

他
の
人
々
に
も
進
ん
で
好
意
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
幸
運
を
分

か
ち
合
お
う
と
す
る
と
は
限
ら
な
い
。そ
の
場
合
、置
き
去
り
に
さ
れ
た

人
々
は
、そ
の
不
機
嫌
、疑
い
深
さ
、自
尊
心
に
よ
っ
て
、成
り
上
が
り
者

の
横
柄
さ
や
軽
侮
の
眼
つ
き
に
対
し
て
大
き
な
怒
り
を
覚
え
る
よ
う
な

事
態
も
生
ま
れ
る
、と
ス
ミ
ス
は
述
べ
て
い
る
。
運
命
の
急
変
は
幸
福
に

と
っ
て
た
い
し
て
役
に
は
立
た
な
い
の
で
あ
る
。�

　
人
々
は
、そ
の
人
間
が
少
し
ず
つ
昇
進
の
階
段
を
昇
っ
て
い
き
、そ
の

地
位
に
到
達
す
る
は
る
か
以
前
か
ら
彼
の
昇
進
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ

れ
ば
、彼
自
身
に
も
特
別
大
き
な
喜
び
が
も
た
ら
さ
れ
な
い
の
と
同
じ

く
、ま
わ
り
の
人
々
が
彼
に
対
し
て
、特
に
強
い
嫉
妬
を
感
じ
る
こ
と
も

な
い
。こ
の
点
に
関
し
て
は
、現
代
の
産
業
社
会
に
お
け
る
企
業
・
官
庁

の
人
事
政
策
に
お
い
て
も
配
慮
は
さ
れ
て
い
る
。
昇
進
人
事
に
職
場
全

体
が
納
得
で
き
る
よ
う（
管
理
職
不
在
の
場
合
に
代
理
の
仕
事
を
し
て

も
ら
っ
た
り
、昇
進
前
の
研
修
や
試
験
を
受
け
て
も
ら
っ
た
り
す
る
等
）、

昇
進
の
可
能
性
の
高
さ
を
、徐
々
に
知
ら
し
め
る
よ
う
な
方
式
が
採
ら

れ
て
い
る
。�

�

■
社
会
秩
序
と
階
層�

�

　
先
に
、コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
ソ
フ
ト
開
発
で
巨
万
の
富
を
稼
ぎ
出
し
た
ビ

ル
・
ゲ
イ
ツ
の
ケ
ー
ス
を
挙
げ
、所
得
の
不
平
等
は
大
き
け
れ
ば
大
き
い

ほ
ど
不
満
が
高
ま
る
わ
け
で
は
な
い
と
述
べ
た
。
富
や
権
力
者
へ
の
賛

美
の
感
情
は
、歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
て
も
多
く
の
時
代
に
見
い
だ
せ

る
。
人
々
は
い
つ
の
時
代
も
「
ス
タ
ー
」
に
憧
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、そ
の

憧
れ
が
社
会
秩
序
の
安
定
化
要
因
と
し
て
作
用
し
た
面
も
あ
る
と
ア

ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
見
て
い
る
。�

　
『
道
徳
情
操
論
』
で
「
野
心
の
起
源
な
ら
び
に
身
分
の
区
別
に
つ
い

て
」ス
ミ
ス
は
論
じ
て
い
る
。こ
こ
で
ス
ミ
ス
は「
野
心
の
起
源
」（
す
な
わ

ち
、人
間
社
会
に
お
け
る
全
て
の
異
な
る
階
層
を
通
し
て
見
ら
れ
る
競

争
心
）は
、安
楽
と
か
快
楽
を
求
め
る
心
か
ら
で
は
な
く
て
、「
虚
栄
心
」

か
ら
だ
と
断
定
す
る
。そ
し
て
人
々
は
、「
富
者
や
権
力
者
の
抱
く
あ
ら

ゆ
る
情
感
と
同
じ
情
感
に
常
に
ひ
た
り
た
い
と
い
う
こ
の
人
類
の
性
情

を
基
礎
と
し
て
、身
分
の
差
別
や
社
会
の
秩
序
が
確
立
さ
れ
て
い
る
」

と
考
え
る
。そ
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。�

　
「
わ
れ
わ
れ
が
自
分
た
ち
よ
り
も
優
れ
た
人
に
対
し
て
阿
諛
追
従

す
る
の
は
、彼
ら
の
行
為
に
訴
え
て
何
ら
か
の
恩
恵
に
与
ろ
う
と
期
待

す
る
た
め
で
は
な
く
て
、む
し
ろ
彼
ら
の
有
利
な
地
位
に
対
し
て
わ
れ

わ
れ
が
心
か
ら
の
賛
美
を
惜
し
ま
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
。つ
ま
り
わ
れ

わ
れ
が
彼
ら
に
奉
仕
し
た
が
る
の
は
、奉
仕
自
体
が
目
的
で
あ
っ
て
、高

貴
の
人
に
「
恩
義
を
感
じ
さ
せ
た
」
と
い
う
「
虚
栄
」
と
「
名
誉
」
以
外

に
は
、何
ら
報
酬
を
期
待
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。こ
う
し
た
「
服
従

の
た
め
の
服
従
」
を
わ
れ
わ
れ
は
楽
し
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、社
会
秩

序
は
こ
う
し
た
人
間
の
性
向
に
よ
っ
て
、最
も
強
く
支
え
ら
れ
て
い
る
と

ス
ミ
ス
は
見
て
い
た
。�

　
大
多
数
の
人
間
は
、利
害
関
係
が
薄
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、富
と
権

力
の
賛
美
者
で
あ
り
崇
拝
者
と
な
る
。
富
と
権
力
を
崇
拝
・
賛
美
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、特
に
何
の
恩
恵
も
得
ら
れ
な
い
の
に
、人
々
は
そ
れ
を

崇
拝
・
賛
美
す
る
こ
と
に
満
足
す
る
の
で
あ
る
。
社
会
階
層
に
は
、こ
う

し
た
人
間
性
の
格
差
か
ら
生
ず
る
要
素
が
生
み
出
す
「
構
造
」が
あ
る

と
ス
ミ
ス
は
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。�

�

■
比
較
と
差
の
過
大
評
価�

�

　
さ
ら
に
ス
ミ
ス
は
、次
の
よ
う
な
逸
話
を
紹
介
し
て
い
る
。「
社
交
好

き
の
軽
薄
な
ロ
ー
ゾ
ム
侯
爵
は
バ
ス
チ
ー
ユ
牢
獄
に
監
禁
さ
れ
、孤
独
の

生
活
を
し
て
い
て
も
、一
定
の
時
間
が
経
過
す
る
と
、彼
は
十
分
心
の
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落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
て
一
匹
の
蜘
蛛
を
飼
う
こ
と
に
自
ら
打
ち
興

じ
る
こ
と
が
で
き
る
ま
で
に
な
っ
た
。
一
層
好
条
件
に
恵
ま
れ
た
人
の

心
は
、お
そ
ら
く
一
層
速
や
か
に
そ
の
落
ち
着
き
を
回
復
す
る
と
共
に
、

ま
た
一
層
速
や
か
に
自
分
自
身
の
思
想
の
う
ち
に
、は
る
か
に
優
れ
た

娯
楽
を
見
い
だ
す
に
ち
が
い
な
い
」
と
。�

　
そ
し
て
ス
ミ
ス
は
、人
間
の
悲
惨
は
、ひ
と
つ
の
状
態
と
別
の
状
態
と

の
間
の
差
異
を
過
大
に
評
価
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
と
言
う
。
貪
欲
は
、

貧
困
と
富
貴
と
の
間
の
差
異
を
過
大
に
、野
心
は
私
生
活
と
公
的
地

位
と
の
差
異
を
過
大
に
評
価
す
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
。「
比
較
」
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、人
間
は
自
ら
に「
不
満
足
」
と
「
不
幸
」
を
呼
び
寄
せ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。�

������

　
近
年
の「
格
差
論
議
」
で
持
ち
出
さ
れ
る
格
差
拡
大
の
リ
ト
マ
ス
試

験
紙
は
、ジ
ニ
係
数
な
ど
の
数
量
的
な
指
標
で
あ
っ
た
。「
所
得
」
と
い

う
数
量
的
な
概
念
の
チ
ラ
バ
リ
の
大
小
が
問
題
の
一
側
面
で
あ
る
か
ら

に
は
、こ
の
手
法
は
ま
っ
と
う
な
も
の
で
は
あ
る
。し
か
し
、こ
の
リ
ト
マ
ス

試
験
紙
は
、格
差
問
題
の
他
の
重
要
な
側
面
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
可

能
性
が
あ
る
。�

　
例
え
ば
、個
人
や
世
帯
を
所
得
階
層
別
に
グ
ル
ー
プ
分
け
し
た
と
す

る
。そ
の
場
合
、仮
に
全
体
の
所
得
格
差
は
ジ
ニ
係
数
で
見
て
拡
大
し
て

い
な
く
て
も
、お
の
お
の
の
階
層
に
属
す
る
個
人
や
世
帯
に
「
時
間
を

通
し
た
」
入
れ
替
わ
り（
上
昇
と
下
降
）が
な
い
社
会
と
、絶
え
ず
階
層

間
の
出
入
り
が
あ
る
社
会
と
で
は
、そ
の
性
格
は
異
な
る
。い
わ
ゆ
る
親

と
子
と
比
較
し
て
、社
会
的
流
動
性（
職
業
や
所
得
の
階
層
間
の
移
動
）

の
低
い
社
会
は
、そ
れ
だ
け
格
差
が
固
定
化（
世
襲
化
）し
、階
級
社
会

を
生
み
出
す
可
能
性
が
高
く
な
る
。
貧
し
い
家
庭
に
生
ま
れ
た
子
女

は
、自
分
の
所
得
階
層
、社
会
階
層
か
ら
一
生
抜
け
出
す
こ
と
は
難
し

い
。
逆
に
、社
会
的
流
動
性
が
高
い
社
会
で
は
、た
と
え
格
差
拡
大
の
傾

向
が
認
め
ら
れ
て
も
、「
機
会
の
平
等
」
と
い
う
点
で
は
、所
得
格
差
が

少
な
く
社
会
的
流
動
性
の
低
い
社
会
よ
り
、「
自
由
で
平
等
な
社
会
」

と
呼
ば
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。�

　
貧
し
い
家
庭
の
子
女
が
、奨
学
金
を
得
て
高
等
教
育
を
身
に
つ
け
、

所
得
と
社
会
的
威
信
の
高
い
職
業
に
就
き
、別
の
新
し
い
社
会
階
層
に

入
る
と
い
う
の
は
、日
本
で
も
、ア
メ
リ
カ
で
も
、か
つ
て
見
ら
れ
た
社
会

現
象
で
あ
っ
た
。そ
う
し
た
社
会
で
は
、事
実
と
し
て
存
在
す
る「
格
差
」

が
、文
化
的
な
差
異
を
生
み
出
す
こ
と
は
な
い
。
封
建
制
の
よ
う
に
、格

差
が
固
定
化
、世
襲
化
す
る
社
会
で
は
、文
化
的
差
異
が
生
ま
れ
る
が
、

世
代
間
の
流
動
性
の
高
い
社
会
で
は
、文
化
は
同
質
化
す
る
こ
と
は
あ

っ
て
も
、文
化
的
差
異
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
。「
文
化
は
世
代
を
通

し
た
伝
承
」
と
い
う
側
面
を
持
つ
か
ら
だ
。�

　
さ
ら
に
、い
か
に
自
由
な
競
争
に
よ
っ
て
生
じ
た
格
差
で
あ
っ
て
も
、

世
代
を
通
し
て
格
差
が
固
定
化
し
て
し
ま
う
社
会
は
、本
当
に
平
等
な

社
会
と
呼
び
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
最
近
、Ｒ
・
ド
ー
ア
氏（
二
〇
〇
六
）は
、

こ
の
点
に
関
し
て
興
味
深
い
論
考
を
公
に
し
て
い
る
。
一
般
に
、メ
リ
ト

ク
ラ
シ
ー
の
特
徴
は
、労
働
市
場
参
入
時
の
学
歴
が
地
位
獲
得
の
鍵
と

な
る
こ
と
、良
い
学
歴
の
獲
得
機
会
は
一
般
国
民
に
均
等
に
与
え
ら
れ

て
い
る（
と
思
わ
れ
て
い
る
）こ
と
、学
歴
と
実
質
的
な
仕
事
能
力
と
の

相
関
関
係
が
高
い
こ
と
に
あ
る
。ド
ー
ア
氏
は
こ
の
よ
う
に
メ
リ
ト
ク
ラ

シ
ー
を
特
徴
づ
け
、こ
の
メ
リ
ト
ク
ラ
シ
ー
も
世
襲
化
を
生
み
出
し
、結

局
、勝
ち
組
エ
リ
ー
ト
の
再
生
産
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
、イ
ギ
リ
ス
の

社
会
学
者
マ
イ
ケ
ル･

ヤ
ン
グ
の
考
え（
一
九
五
八
）を
紹
介
し
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
種
の
メ
リ
ト
ク
ラ
シ
ー
を
徹
底
さ
せ
て
き
た
の
が
日
本
で
あ

る
か
ら
、そ
の
日
本
に「
世
襲
的
階
層
形
成
」の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
生
ま
れ
て

も
お
か
し
く
は
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。�

　
そ
の
例
と
し
て
、東
京
大
学
の
合
格
者
に
占
め
る
公
立
高
校
卒
業
生

の
割
合
は
、一
世
代
前
と
比
較
す
る
と
大
幅
に
低
下
し
、私
立
高
校
卒

業
生
が
増
え
、東
京
出
身
者
の
割
合
が
大
幅
に
増
加
し
た
点
を
挙
げ

格
差
の
世
襲
化

�
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CEL

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
、経
済
学
者
。
一
九
四
五
年
生
ま
れ
。
専
門
は
、労
働
経

済
学
・
経
済
思
想
。
京
都
大
学
経
済
学
部
卒
業
、米
国
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学
大
学
院

修
了
。
大
阪
大
学
教
授
を
経
て
、二
〇
〇
二
年
よ
り
現
職
。
一
九
八
七
年
に『
経
済
思
想
』（
岩

波
書
店
）で
サ
ン
ト
リ
ー
学
芸
賞
・
日
経
・
経
済
図
書
文
化
賞
、二
〇
〇
二
年
に『
自
由
と
秩
序

―
競
争
社
会
の
二
つ
の
顔
』（
中
央
公
論
新
社
）で
読
売
・
吉
野
作
造
賞
、二
〇
〇
二
年
に
紫
綬

褒
章
受
章
。
著
書
は
他
に
、『
新
し
い
産
業
社
会
の
条
件
―
競
争
・
協
調
・
産
業
民
主
主
義
』

（
岩
波
書
店
）
、『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
市
場
の
論
理
』（
東
洋
経
済
新
報
社
）
、『
文
芸
に
あ
ら
わ

れ
た
日
本
の
近
代
―
社
会
科
学
と
文
学
の
あ
い
だ
』（
有
斐
閣
）な
ど
。 

◎
猪
木
　
武
徳
（
い
の
き
・
た
け
の
り
）�

�

と
子
と
比
較
し
て
社
会
的
流
動
性（
職
業
や
所
得
の
階
層
間
の
移
動
）

の
低
い
社
会
は
、そ
れ
だ
け
格
差
が
固
定
化（
世
襲
化
）し
、階
級
社
会

を
生
み
出
す
可
能
性
が
高
く
な
る
。
貧
し
い
家
庭
に
生
ま
れ
た
子
女

　
そ
の
例
と
し
て
東
京
大
学
の
合
格
者
に
占
め
る
公
立
高
校
卒
業
生

の
割
合
は
、一
世
代
前
と
比
較
す
る
と
大
幅
に
低
下
し
、私
立
高
校
卒

業
生
が
増
え
、東
京
出
身
者
の
割
合
が
大
幅
に
増
加
し
た
点
を
挙
げ

る
。
学
力
優
秀
者
が
世
代
を
経
て
、東
京
に
移
動
し
た
結
果
だ
と
ド
ー

ア
氏
は
見
る
の
で
あ
る
。�

　
「
平
等
へ
の
道
で
、最
後
の
決
定
力
を
持
つ
」（
ト
ク
ビ
ル
）と
い
わ
れ

る
相
続
法
の
問
題
に
つ
い
て
拙
稿
で
は
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

が
、世
代
を
超
え
て
平
等
化
に
大
き
く
作
用
す
る
の
は
、相
続
制
度
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
家
計
資
産
の
う
ち
で
相
続
資
産
の
占
め

る
割
合
は
、言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
相
続
制
度
に
左
右
さ
れ
る
。
し
か

し
こ
の
議
論
を
徹
底
し
て
い
く
と
、問
題
は
意
外
な
と
こ
ろ
ま
で
行
き

着
か
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
人
的
資
本
の
う
ち
、先
天
的
な
能
力
の

格
差
を
ど
う
捉
え
る
の
か
、遺
伝
子
Ｄ
Ｎ
Ａ
に
課
税
す
る
と
い
う
こ
と

は
許
さ
れ
る
の
か
と
い
っ
た
、お
よ
そ
人
間
の
自
由
と
平
等
に
根
本
的
に

関
わ
る
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。�

��
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