
は
じ
め
に

二
〇
〇
八
（
平
成
二
十
）
年
は
「
子
ど
も
の

貧
困
元
年
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

「
子
ど
も
た
ち
が
直
面
し
て
い
た
貧
困
問
題
」

が
社
会
問
題
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
、
様
々
な

書
籍
の
出
版
や
報
道
が
な
さ
れ
た
か
ら
で
す
。

そ
の
中
で
、「
貧
困
率
」
に
関
す
る
国
際
的
な

比
較
も
行
わ
れ
、

日
本
の
子
ど
も
の
貧
困
率
は
今
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
加
盟
国
の
中
で
最
悪
の
水
準
に
あ
り
ま

す
。
子
ど
も
の
貧
困
率
は
、
一
九
八
〇
年

代
か
ら
上
昇
傾
向
に
あ
り
、
今
日
で
は
実

に
七
人
に
一
人
の
子
ど
も
が
貧
困
状
態
に

あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。（
日
本
財
団
Ｈ
Ｐ
）

と
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
現
実
が
浮

き
彫
り
に
さ
れ
た
こ
と
で
、
二
〇
一
三
（
平
成

二
十
五
）
年
六
月
に
「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
の

推
進
に
関
す
る
法
律
」
が
成
立
し
、
翌
年
八

月
に
は
「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
大

綱
」
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
日
本
に
お
け
る
政

策
や
各
自
治
体
に
お
け
る
活
動
と
と
も
に
、
宗

門
で
は
、
二
〇
一
八
（
平
成
三
十
）
年
度
よ
り
、

「
御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ
す
運
動
」（
実
践
運
動
）

重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
「
貧
困
の
克
服
に

向
け
て
～D

ā na for W
orld Peace

～
―
子

ど
も
た
ち
を
育
む
た
め
に
―
」
を
掲
げ
、
宗
派

一
体
と
な
っ
て
活
動
を
展
開
し
て
い
る
よ
う

に
、
日
本
全
国
に
お
い
て
様
々
な
団
体
が
貧
困

問
題
に
対
す
る
活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
活
動
が
展
開
さ
れ
る
中
、
こ
れ
か

ら
の
貧
困
問
題
に
は
、
二
〇
一
九
（
令
和
元
）

年
以
降
世
界
中
で
猛
威
を
ふ
る
っ
て
い
る
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
影
響
も
あ
わ

せ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
長
引
く
感

染
対
策
は
、
経
済
状
況
に
大
き
な
打
撃
を
与

え
、
例
え
ば
野
村
総
合
研
究
所
は
、
二
〇
二
一

（
令
和
三
）
年
二
月
時
点
で
全
国
の
「
二
十
歳

か
ら
五
十
九
歳
の
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
の
就

業
者
の
う
ち
で
実
質
的
失
業
者
（「
シ
フ
ト
が
五

割
以
上
減
少
」
か
つ
「
休
業
手
当
を
受
け
取
っ
て

貧
困
問
題と

社
会
福
祉
制
度
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い
な
い
」
人
）」
は
、
女
性
で
約
一
〇
三
万
人
、

男
性
で
約
四
三
万
人
に
の
ぼ
る
と
い
う
報
告
を

出
し
て
い
ま
す
（
二
〇
二
一
年
三
月
）。
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
は
、
今
後
ど
の

よ
う
な
形
で
出
て
く
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
い

つ
ま
で
続
く
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
多
く

の
人
々
が
経
済
的
な
不
安
を
抱
え
て
い
る
こ
と

は
間
違
い
な
く
、
そ
う
し
た
状
況
の
若
年
層
へ

の
影
響
も
注
視
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
こ
の
よ
う
に
貧
困
問
題
に
関
わ
る
課
題
を

考
え
た
際
、
実
践
的
な
活
動
と
と
も
に
、
政

策
・
制
度
に
も
注
目
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

そ
こ
で
、
仏
教
社
会
福
祉
を
専
門
と
す
る
龍
谷

大
学
社
会
学
部
教
授
の
長
上
深
雪
先
生
を
お
招

き
し
、
社
会
福
祉
制
度
を
中
心
と
し
て
貧
困
問

題
に
つ
い
て
の
研
究
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
研

究
会
で
の
長
上
先
生
の
発
言
を
総
合
研
究
所
教

団
総
合
研
究
室
に
て
ま
と
め
、
報
告
い
た
し
ま

す
。

一
．
貧
困
問
題
に
社
会
福
祉
は 

　
　
　
ど
う
か
か
わ
っ
て
き
た
か

現
在
、
日
本
に
お
け
る
貧
困
、
例
え
ば
、「
子

ど
も
の
貧
困
」
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
「
相
対

的
貧
困
」
は
、「
病
院
に
行
か
せ
る
こ
と
が
で

き
な
い
」「
服
や
本
な
ど
が
買
え
な
い
」「
テ
レ

ビ
・
冷
蔵
庫
な
ど
が
な
い
」
と
い
っ
た
「
あ
ら

ゆ
る
人
が
生
活
に
必
要
だ
と
納
得
す
る
モ
ノ
が

な
い
」
と
い
う
状
態
、
い
わ
ゆ
る
剥
奪
指
標
で

測
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

う
し
た
状
態
そ
の
も
の
の
原
因
も
多
く
は
「
経

済
的
困
窮
」
に
帰
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
長

上
先
生
は
、
ま
ず
「
貧
困
問
題
」
は
あ
く
ま
で

「
経
済
的
困
窮
」
を
基
本
的
な
問
題
と
し
て
認

識
す
べ
き
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
貧
困
問
題
が
政
策
課
題
と
な
っ
た

の
は
近
代
社
会
以
降
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
地

縁
・
血
縁
を
中
心
に
共
同
体
内
部
に
お
け
る
相

互
扶
助
を
中
心
と
し
た
封
建
社
会
が
解
体
し
、

「
身
分
か
ら
の
自
由
」「
移
動
の
自
由
」
が
担
保

さ
れ
、
個
々
人
の
生
活
は
個
人
が
責
任
を
持
つ

と
い
う
「
生
活
自
助
の
原
則
」
を
基
本
と
し
た

近
代
社
会
へ
と
移
行
し
た
か
ら
で
す
。
こ
こ
で

重
要
な
こ
と
は
、「
身
分
・
移
動
の
自
由
」
が

そ
の
ま
ま
「
生
活
の
不
自
由
＝
餓
死
の
自
由
」

の
成
立
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
自
由
の
上
に

成
立
す
る
あ
ら
ゆ
る
結
果
は
す
べ
て
「
自
己
責

貧困問題と社会福祉制度
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任
」
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
生
じ
た
点
で
す
。

そ
う
し
た
認
識
が
、
公
的
な
制
度
に
も
組
み

込
ま
れ
た
こ
と
を
示
す
の
が
、
一
八
七
四
（
明

治
七
）
年
に
成
立
し
た
全
国
初
の
公
的
救
済

制
度
の
原
初
的
形
態
と
い
え
る
恤

じ
ゅ
っ

救き
ゅ
う

規
則
で

す
。
そ
こ
で
は
自
己
責
任
を
前
提
と
し
た
上

で
、
恩
恵
的
で
き
わ
め
て
制
限
的
な
救
済
を
行

う
と
す
る
制
限
扶
助
主
義
の
立
場
が
採
ら
れ
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
な
公
的
救
済
制
度
で
あ
っ
た

た
め
に
、
十
分
な
機
能
を
果
た
せ
な
か
っ
た
こ

と
も
あ
り
、
民
間
で
の
救
済
事
業
が
宗
教
者
や

宗
教
団
体
を
中
心
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
博
愛
主

義
・
隣
人
愛
を
説
く
キ
リ
ス
ト
教
信
者
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
を
は
じ
め

多
く
の
仏
教
寺
院
や
仏
教
者
も
、
地
域
に
お
け

る
救
済
活
動
に
尽
力
す
る
ほ
か
、
本
願
寺
に
お

い
て
も
「
大
日
本
仏
教
慈
善
会
財
団
」
を
設
立

し
、
活
動
を
展
開
し
ま
し
た
（
詳
細
は
、『
増
補

改
訂　

本
願
寺
史
』
第
三
巻
、
第
六
章
「
社
会
事

業
の
変
遷
」
参
照
）。

こ
う
し
た
現
状
が
大
き
く
変
わ
り
、
貧
困

問
題
が
社
会
問
題
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
一
つ
の
大
き
な
転
換
点
が
、

一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
の
米
騒
動
で
す
。
米

騒
動
は
、
コ
メ
の
価
格
急
騰
に
対
し
て
主
婦
を

中
心
と
し
た
大
衆
が
暴
動
を
起
こ
し
た
事
件
と

し
て
語
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
コ
メ
が
高
す

ぎ
て
生
活
が
困
窮
し
て
い
る
こ
と
を
「
社
会
問

題
」
と
し
て
提
起
し
た
も
の
と
と
ら
え
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
翌
年
、
世
界
で
は
ワ
イ
マ
ー
ル

憲
法
が
制
定
さ
れ
「
生
存
権
」
が
認
め
ら
れ

ま
し
た
。
日
本
に
お
い
て
も
、
国
の
行
政
機

関
と
し
て
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
に
「
救
護

課
」
が
設
置
さ
れ
、
翌
年
に
は
「
社
会
課
」、

一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
に
は
「
社
会
局
」
へ

と
昇
格
し
ま
し
た
。
日
本
で
の
社
会
事
業
の
成

立
は
こ
の
時
期
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
国
と
し
て

も
単
独
行
政
機
関
を
設
け
て
、
救
貧
・
防
貧
行

政
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
の

後
、
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
に
救
護
法
が
成

立
し
、
恤
救
規
則
に
比
べ
る
と
行
政
責
任
と
し

て
貧
困
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
明
確
に
な
り

ま
し
た
。

二
．
現
代
に
お
け
る
貧
困
問
題
対
策

第
二
次
世
界
大
戦
敗
戦
直
後
か
ら
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ

に
よ
る
日
本
の
非
軍
事
化
と
民
主
化
を
は
か
る

と
い
う
占
領
政
策
は
、
社
会
福
祉
法
制
度
の
構

築
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
占
領
下

の
一
九
四
六
（
昭
和
二
十
一
）
年
に
制
定
さ
れ

た
旧
生
活
保
護
法
（
一
九
五
〇
〈
昭
和
二
十
五
〉

年
に
新
生
活
保
護
法
と
な
る
）
は
、
①
無
差
別

平
等
、
②
公
的
責
任
の
確
立
、
③
最
低
生
活
の

維
持
な
ど
を
貧
困
者
救
済
の
原
則
と
し
て
明
確

に
し
ま
し
た
。

私
た
ち
の
社
会
で
は
、
働
く
意
思
が
あ
れ

ば
、
能
力
に
応
じ
て
雇
用
の
保
障
が
な
さ
れ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
雇
用
保
障
に
即
し

て
労
働
者
保
護
や
最
低
賃
金
の
保
障
に
関
わ
る

制
度
が
設
計
さ
れ
、
こ
う
し
た
制
度
を
支
え
る

も
の
と
し
て
社
会
保
険
制
度
が
存
在
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
は
営
ま

れ
て
い
ま
す
が
、
事
故
や
病
気
、
障
が
い
な
ど

に
よ
る
生
活
難
、
あ
る
い
は
昨
今
の
新
型
コ
ロ
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ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
流
行
に
よ
る
生
活
困
窮
な

ど
に
直
面
す
る
と
、
生
活
そ
の
も
の
が
成
り
立

た
な
く
な
る
危
険
に
陥
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ

の
時
に
、
生
活
保
障
の
最
後
の
セ
ー
フ
テ
ィ

ネ
ッ
ト
と
し
て
存
在
す
る
の
が
「
生
活
保
護
制

度
」
で
す
。
生
活
保
護
制
度
に
お
い
て
生
活
困

難
者
を
き
ち
ん
と
受
け
止
め
る
こ
と
が
不
可
欠

で
あ
り
、
生
活
保
護
制
度
が
対
応
し
な
い
と
そ

れ
に
代
わ
る
公
的
な
生
活
保
障
対
策
は
何
も
存

在
し
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で
「
最
終
的
」
な
対

策
で
あ
り
、
ま
た
憲
法
第
二
十
五
条
に
基
づ
き

人
間
ら
し
く
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を

保
障
す
る
制
度
と
し
て
、
私
た
ち
に
と
っ
て
は

と
て
も
重
要
な
制
度
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
ま

す
。こ

の
「
生
活
保
護
制
度
」
に
つ
い
て
長
上
先

生
は
、
生
活
最
低
限
の
基
準
と
し
て
の
「
生
活

保
護
基
準
」
が
生
活
保
護
受
給
の
要
否
の
基
準

と
さ
れ
る
点
に
存
在
す
る
課
題
を
指
摘
さ
れ

ま
し
た
。
例
え
ば
、
生
活
保
護
基
準
額
が
月

二
十
万
円
と
設
定
さ
れ
た
場
合
、
収
入
が
少
し

で
も
こ
の
基
準
を
超
え
る
と
生
活
保
護
を
受
給

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
り
、
打
ち
切
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
が
生
じ
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、

頑
張
っ
て
働
く
よ
り
も
働
か
な
い
ほ
う
が
い

い
、
と
考
え
る
人
が
出
て
く
る
可
能
性
は
否
定

で
き
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
可
能
性
に
も
関
連
し

て
、
一
九
八
一
（
昭
和
五
十
六
）
年
に
出
さ
れ

た
通
知
に
よ
っ
て
、
生
活
保
護
の
不
正
受
給
を

防
ぐ
た
め
に
徹
底
し
た
資
産
調
査
が
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
最
後
の
セ
ー
フ
テ
ィ

ネ
ッ
ト
で
あ
る
生
活
保
護
が
受
給
し
に
く
い
制

度
と
し
て
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
が

現
状
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

三
．
社
会
福
祉
政
策
と 

　
　
　
　
　
地
域
・
寺
院
の
役
割

日
本
で
は
、
一
九
七
四
（
昭
和
四
十
九
）
年

に
は
「
日
本
型
福
祉
社
会
」
づ
く
り
を
政
策
と

し
て
か
か
げ
、
様
々
な
施
策
を
推
進
し
ま
し

た
。
し
か
し
、
一
九
九
五
（
平
成
七
）
年
に
「
保

障
か
ら
連
帯
」
へ
と
社
会
保
障
理
念
の
大
転
換

が
行
わ
れ
た
こ
と
で
、
社
会
保
障
の
一
環
で
あ

る
社
会
福
祉
も
生
活
保
障
で
は
な
く
生
活
支
援

と
位
置
づ
け
ら
れ
、
社
会
福
祉
に
お
け
る
公
的

責
任
が
薄
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
大

転
換
に
よ
っ
て
、
現
在
で
は
「
自
助
（
自
分
自

身
で
自
分
の
身
を
守
る
こ
と
）」「
共
助
（
地
域
や

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
っ
た
周
囲
の
人
た
ち
が
協
力

し
て
助
け
合
う
こ
と
）」「
公
助
（
公
的
機
関
に
よ

貧困問題と社会福祉制度
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る
援
助
）」
が
論
じ
ら
れ
、
と
く
に
昨
今
で
は

主
と
し
て
「
地
域
共
生
社
会
」
を
つ
く
る
こ
と

が
政
策
的
に
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
反

映
し
て
、
地
域
で
も
「
共
助
」
に
注
目
が
集
ま

り
、
様
々
な
活
動
が
始
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

長
上
先
生
は
、
そ
う
し
た
活
動
の
必
要
性
を

認
め
な
が
ら
、
ま
ず
、
公
的
責
任
に
よ
る
生
活

保
障
を
「
公
助
」
と
し
て
あ
ら
わ
し
、「
自
助
」

や
「
共
助
」
と
横
並
び
で
と
ら
え
て
い
い
の
か

と
問
題
提
起
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、「
自
助
」

「
共
助
」
と
「
公
助
」
と
の
間
が
か
な
り
開
い

て
い
る
状
態
で
あ
り
、
そ
れ
が
ま
す
ま
す
大
き

く
広
が
り
つ
つ
あ
る
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
つ

ま
り
、
最
後
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
で
あ
る

「
公
助
」
の
範
囲
が
縮
小
さ
れ
な
が
ら
、
同
時

に
、「
公
助
」
へ
と
至
ら
な
い
、
至
れ
な
い
人

が
無
視
で
き
な
い
大
き
さ
を
も
っ
て
存
在
す
る

こ
と
が
最
大
の
課
題
で
あ
り
、「
自
助
」「
共
助
」

と
「
公
助
」
と
の
間
を
埋
め
る
よ
う
な
、
あ
る

い
は
、
狭
め
て
い
く
よ
う
な
活
動
が
必
要
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
、
生
活
保
護

制
度
の
こ
と
を
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
人
や
生

活
保
護
受
給
に
否
定
的
な
感
情
を
持
つ
人
、
身

体
的
・
精
神
的
な
課
題
の
た
め
に
一
人
で
役
所

ま
で
行
き
、
生
活
保
護
受
給
の
申
請
を
す
る
こ

と
が
困
難
な
人
な
ど
、「
公
助
」
に
た
ど
り
着

け
な
い
人
の
た
め
の
活
動
を
展
開
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
点
は
、『
宗

報
』
二
〇
二
一
年
十
一
・
十
二
月
合
併
号
に
お

い
て
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
人
権
問
題
啓
発
委
員

会
委
員
で
あ
る
外
村
ま
き
氏
が
「「
子
ど
も
の

貧
困
」「
子
ど
も
が
貧
困
」
に
思
う
」
と
し
て
、

「
子
ど
も
の
貧
困
」
は
「
子
ど
も
が
貧
困
」

で
は
な
い
の
で
す
。
子
ど
も
が
低
所
得
の

環
境
に
よ
っ
て
、
生
活
す
る
上
で
困
っ
た

状
態
に
な
り
や
す
い
社・

会・

問・

題・

な
の
で

す
。

と
述
べ
ら
れ
、
寺
院
は
地
域
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
、
地
域
を
包
括
す
る
重
要
な
拠
点
と
し
て

活
動
す
る
こ
と
で
、「
子
ど
も
も
大
人
も
幸
せ

に
つ
な
が
る
環
境
を
創
れ
る
」
の
で
は
な
い
か

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
深
く
関
わ
り
ま

す
。
長
上
先
生
も
ま
た
、
宗
門
に
お
け
る
「
子

ど
も
食
堂
」
な
ど
の
活
動
は
、「
子
ど
も
の
親

の
貧
困
の
解
決
」
に
ま
で
つ
な
げ
ら
れ
る
よ
う

な
活
動
、
す
な
わ
ち
「
共
助
」
か
ら
「
公
助
」

へ
と
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な

い
か
、
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

仏
教
に
お
け
る
社
会
福
祉
の
歴
史
を
振
り
返

れ
ば
、
持
続
性
や
組
織
性
に
欠
け
る
活
動
に
止

ま
る
場
合
が
多
く
あ
り
ま
し
た
が
、
誰
か
困
っ

て
い
る
人
、苦
し
ん
で
い
る
人
が
い
る
と
き
に
、

何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
思
い
と

主
体
的
動
機
に
基
づ
い
て
、
具
体
的
な
実
践
活

動
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
寺
院
と
し
て
、
僧

侶
と
し
て
、「
自
助
」「
共
助
」「
公
助
」
の
隙

間
を
埋
め
る
活
動
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
総
合
研
究
所
　

教
団
総
合
研
究
室
）
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