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る
。

他

方

開

発

務

金

を

地

方

に

配

分

す

れ

ば

少

る

こ

と

に

な

っ

て

ば

な

ら

ず

、

そ

う

す

る

こ

と

は

‘

す

で

に

あ

る

地

域

格

差

を

さ

ら

に

拡

大

す

医
者
等
々
‘

こ
の
た
め
‘

務

と

な

っ

て

い

る

バ

ン

コ

ク

の

都

市

問

題

対

策

に

優

先

し

て

配

分

し

な

け

れ

バ

ン

コ

ク

ヘ

の

躯

中

現

象

を

一

屑

増

大

す

る

こ

と

に

な

格
差
是
正
の
た
め
に
‘

発

展

途

上

国

で

あ

る

タ

イ

国

は

‘

そ

の

乏

し

い

開

発

資

金

を

急

る

ば

か

り

で

、

都

市

行

政

が

都

市

化

に

追

い

つ

か

な

い

の

が

現

状

で

あ

る

。

し

か

し

バ

ン

コ

ク

の

人

口

増

加

と

住

民

の

牛

活

上

の

欲

求

は

大

ぎ

く

な

格
差
が
存
在
し
て
い
る
。

多

様

な

面

で

バ

ン

コ

ク

と

そ

れ

以

外

の

地

方

と

の

間

に

大

苔

な

五
県
に
あ
る
の
み
で
あ
る
。

こ
の
他
‘

雷

話

、

上

水

道

、

工

場

、

事

業

所

、

他

は

七

二

県

中

四

二

三

バ

ー

ツ

で

、

七

、

五

倍

の

差

が

あ

る

（
＾
九
八

0
年

一
バ
ー
ツ
』
．

所

得

は

‘

東

北

地

方

が

五

‘

八

0
六

バ

ー

ツ

に

対

し

て

バ

ン

コ

ク

は

八

七

人

／

畑

に

対

し

て

バ

ン

コ

ク

は

0

0
一
人
／

knio

十
円
）
。
国
立
大
学
十
五
校
の
う
ち
バ
ン
コ
ク
に
十
校
あ
り
、

一
人
当
り
年
間

四
三
、

の

約

八

割

か

生

活

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

例

え

ば

、

人

口

密

度

は

全

国

平

均

足

に

悩

ま

さ

れ

て

い

る

農

村

が

あ

る

。

し

か

も

こ

の

よ

う

な

殷

村

に

人

口

し
て
、

そ

の

表

裏

の

関

係

と

し

て

人

口

過

疎

‘

低

所

得

、

社

会

経

済

基

盤

不

の
人
口

政

治

経

済

‘

文

化

な

ど

の

過

度

の

一

点

集

中

現

象

で

あ

る

。

"'' 

ヽ

田
圃
の
中
の
巨
大
都
市

そ

現

在

タ

イ

国

の

都

市

・

農

村

問

題

の

象

徴

的

現

象

は

‘

首

都

バ

ン

コ

ク

へ

~2~ 



し、

゜
る

の

か

を

検

討

し

て

み

た

7

に

変

わ

ろ

う

と

し

て

い

タ

イ

牒

村

社

会

が

ど

の

よ

関
係
を
分
折
し
‘

今
後
の

て

い

る

農

村

の

社

会

経

済

大

量

の

人

日

を

送

り

出

し

ー
チ
す
る
た
め
‘

都

市

に

る
。

こ
の
問
題
に
ア
プ
ロ

っ

て

興

味

深

い

こ

と

て

あ

国

に

関

心

を

持

つ

人

に

と

い

く

の

か

は

、

発

展

途

上

タイ東北地方の田植。かつての日本の田植風景とそっくりである。

あ

る

の

か

こ

の

よ

う

な

都

市

・

農

村

関

係

か

今

後

の

タ

イ

杜

会

に

ど

の

3

。

し

て

い

る

こ

の

よ

う

な

ジ

レ

ン

マ

を

か

か

え

た

都

市

・

牒

村

問

題

の

状

況

は

‘

タ
イ
国
の
場
合
、

こ
の
よ
う
な
‘

よ

う

な

問

題

を

提

起

し

て

い

び

つ

な

発

展

の

実

態

は

ど

の

よ

う

な

も

の

で

ヵゞ

「
田
圃
の
中
の
単
一
巨
大
都
市
化
L

と

い

う

相

杜

関

係

に

あ

る

こ

と

を

示

口
の
七
―
:
％
と
高
い
こ
と
で
あ
る
。

こ

れ

ら

は

‘

タ

イ

の

都

市

・

農

村

関

係

に

、

タ

イ

全

国

の

農

業

就

業

人

口

が

一
九
八

0
年

に

お

い

て

も

全

就

業

人

そ

の

格

差

は

四

七

と

い

う

大

差

で

あ

り

世

界

的

に

も

め

す

ら

し

い

。

次

に
対
し
て
、
第
一
一
位
の
都
市
チ
ェ
ン
マ
イ
の
人
口
は
十
万
人
に
し
か
過
ぎ
ず

な
増
殖
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

因
に

バ

ン

コ

ク

の

人

口

四

六

七

Jj
人

方

都

市

の

発

達

が

未

熟

て

あ

る

の

に

対

し

て

、

首

都

バ

ン

コ

ク

の

み

か

異

常

、

ヽ
な
し

し

か

し

次
の
よ
う
な
特
徴
か
あ
る
。

ま

ず

、

地

発

展

途

上

国

の

多

く

か

直

面

し

て

い

る

共

通

現

象

の

つ

で

あ

る

か

も

知

れ

題

の

深

刻

化

か

政

治

問

題

に

発

展

し

か

ね

な

い

。

現

在

な

い

資

金

の

多

数

分

割

配

分

で

効

率

か

上

ら

ず

‘

首

都

バ

ン

コ

ク

の

都

市

問



民

と

マ

レ

ー

系

住

民

を

主

に

し

て

お

り

、

他

地

方

の

農

村

杜

会

と

は

か

な

り

こ

の

よ

う

な

タ

イ

国

の

農

村

に

あ

っ

て

、

南

部

地

方

の

住

民

は

、

中

国

系

住

果
物

魚
に
恵
ま
れ
‘
占
く
か
ら
現
金
所
得
の
高
い
地
方
て
あ
っ
た
。

さ

て

な
い
唯
一
の
地
方
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
代
り
、

南

部

地

方

は

‘

ゴ

ム

錫

米

の

豊

窟

な

タ

イ

国

に

あ

っ

て

、

米

を

他

地

域

か

ら

移

人

し

な

け

れ

ば

な

ら

は
と
ん
ど
で
平
担
地
は
少
な
い
。

従
っ
て
稲
作
に
適
し
た
土
地
が
少
な
く
‘

最
後
に
④
南
部
地
方
は

マ
レ
ー
半
島
部
分
か
ら
な
り
、
山
地
‘
丘
陵
地
が

所
有
11
小
作
制
度
は
発
達
し
て
お
ら
す
、
大
半
が
小
規
校
自
作
農
で
あ
る
。

稲

作

条

件

に

恵

ま

れ

て

い

な

か

っ

た

こ

と

も

あ

っ

て

、

古

く

か

ら

の

大

土

地

て
、
河
川
流
域
、
平
担
地
を
中
心
に
稲
作
が
行
な
わ
れ
る
。

東
北
地
方
は

件
の
良
い
地
方
で
は
な
い
。

し
か
し

二
期
作
、

野
菜
栽
培
、

果

樹

栽

培

な

ど

も

古

く

五
月

1
十

月

の

雨

期

の

一

期

作

と

し

陵

地

が

多

く

、

そ

の

上

サ

バ

ナ

気

候

地

域

で

あ

る

た

め

稲

作

に

は

あ

ま

り

条

か
ら
発
達
し
て
い
る
。
③
東
北
地
方
は

コ
ー
ラ
ー
ト
高
原
と
言
わ
れ
、
丘

件

に

恵

ま

れ

て

い

る

た

め

自
作
農
が
一
般
化
し
て
い
る
。

ま

た

、

北

部

地

方

は

降

雨

や

自

然

の

水

利

条

で
は
大
土
地
所
有
11
小
作
制
度
が
発
逹
し
、

そ

れ

以

外

の

地

域

で

は

小

規

模

地
や
河
川
地
域
を
中
心
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
条
件
の
良
い
地
域

あ
る
。

次
に
②
北
部
地
方
は
、
山
岳
、

丘

陵

地

が

多

く

、

稲

作

は

数

多

い

盆

ら

大

土

地

所

有

制

か

発

達

し

、

小

作

制

度

も

最

も

一

般

化

し

て

い

る

地

方

で

イ
国
で
最
も
稲
作
条
件
の
良
い
地
域
の

つ
で
あ
る
。

古
く
か

ボ
ウ
ル
“

の
代
表
地
域
と
な
っ
て
い
る
。

そ

の

名

の

通

り

、

中

部

地

方

は

タ

そ
の
東
西
の
緩
や
か
な
丘
陵
地
帯
か
ら
な
り
、

い
わ
ゆ
る
冊
界
の

ず

①

中

部

地

方

は

、

チ

ャ

オ

プ

ラ

ヤ

河

流

域

の

肥

沃

で

広

大

な

水

田

地

帯

と

る
が

二、

伝
統
的
農
村
と
末
娘
相
続

タ

イ

の

農

村

は

全

般

的

に

モ

ン

ス

ー

ン

稲

作

農

村

と

し

て

特

徴

づ

け

ら

れ

地
域
別
に
見
れ
ば
大
苔
く
四
地
方
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
た
め
‘

”
ラ
イ
ス
・

ま

-4-



嫁
を
取
っ
て
、

新

た

な

耕

地

を

開

択

し

て

独

立

し

て

行

く

の

が

成

長

パ

タ

ー

で

親

の

田

畑

を

手

伝

い

そ

の

間

に

身

に

つ

け

た

生

活

の

知

識

を

持

っ

て

、

育
期
間
と
な
っ
て
い
る
）

゜

+
-
I
十

ニ

オ

で

還

俗

し

て

十

六

ー

十

七

オ

ま

っ
て
行
儀
見
習
い

仏

教

教

育

を

受

け

る

（
現
代
で
は
こ
の
期
間
が
義
務
教

男
子
の
場
合
、

で
親
元
で
幼
児
期
を
過
し
、

六

I
七

オ

か

ら

十

一

オ

位

ま

で

寺

の

仏

門

に

入

供

達

は

成

長

す

る

と

親

元

を

出

て

行

く

が

六

I
七

オ

ま

長

し

た

末

娘

が

婿

を

迎

え

て

後

を

継

ぐ

と

い

う

も

の

で

あ

っ

た

。

年

長

の

子

か
ら

（
極
最
近
は
六
十
オ
）

両

親

が

年

を

と

っ

て

体

力

が

衰

え

た

頃

に

、

成

家

の

相

続

は

末

娘

相

続

が

伝

統

的

で

、

平

均

寿

命

が

五

十

オ

前

後

で

あ

っ

た

る

と

い

わ

れ

、

家

族

が

六

人

で

あ

れ

ば

六

ラ

イ

の

水

田

を

必

要

と

す

る

。

農

一

ラ

イ

の

米

生

産

量

が

成

人

一

人

の

一

年

間

の

米

の

消

費

最

に

相

当

し

て

い

天

水

に

依

存

し

な

が

ら

（
従
っ
て
一
期
作
）

稲
作
を
行
な
っ
て
い
る
。

水
田

ラ
イ
は

六
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

の
水
田
を
持
ち
‘

家
族
と
水
牛
の
労
力
で
、

農村の小学校と子供達。スリッパをはいていた子と裸足の子がいる。

寺に隣接していた。

ヘ
ク
タ
ー
ル
。

従

っ

て

十

イ

（
一
ラ
イ
は

0

.• 

、

[

1

/

 

の

農

家

は

三

ラ

イ

ー

十

ラ

伝

統

的

な

普

通

の

タ

イ

農

民

の

伝

統

的

な

生

活

様

式

と

農

村

コ

ミ

ュ

ニ
テ
ィ

ー
の
姿
を
見
て
み
よ
う
。

中

心

に

し

な

が

ら

、

タ

イ

ら

地

方

の

農

民

の

生

活

を

で
き
る
。

以

下

に

こ
れ

地

方

に

多

く

見

る

こ

と

が

の

姿

は

、

東

北

部

と

北

部

伝

統

的

な

タ

イ

農

村

生

活

異
な
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
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商
法
典
に
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。

均

分

相

続

の

具

体

的

な

仕

方

は

地

方

に

よ

続

制

度

も

伝

統

的

な

考

え

方

と

し

て

あ

り

こ

の

均

分

相

続

制

は

タ

イ

の

民

タ

イ

農

家

の

相

続

制

度

に

は

‘

上

記

の

末

娘

相

続

制

と

と

も

に

‘

均

分

相

l

-

、

廂
の
仕
組
で
あ
っ
た
。

自
給
自
足
か
ら
コ
カ
コ
ー
ラ
へ

る

単

純

再

生

産

メ

カ

ニ

ズ

ム

が

影

閣

し

て

い

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

農

業

の

停

滞

性

は

‘

そ

の

要

因

の

つ
に

こ

の

よ

う

な

未

娘

相

続

制

に

よ

い
に
違
う
点
で
あ
る
。

東

南

ア

ジ

ア

稲

作

農

業

、

特

に

タ

イ

の

伝

統

的

稲

作

の

両

親

と

成

年

の

長

男

夫

婦

と

が

共

に

働

苔

‘

即

ち

上

記

の

タ

イ

的

核

家

族

労

働

力

の

二

倍

の

労

働

力

で

拡

大

再

生

産

の

仕

組

を

持

つ

家

族

経

済

と

大

こ

れ

は

‘

長

男

相

続

制

を

と

る

華

僑

住

民

の

•• 
1

●

 

介

ーー

続

し

、

親

の

農

業

規

模

を

そ

の

ま

ま

子

が

継

水

す

る

農

家

経

済

の

単

純

再

牛

労

働

力

の

範

囲

の

牛

産

手

段

を

所

有

し

、

そ

れ

を

次

枇

代

の

末

娘

夫

婦

か

相

従

っ

て

、

伝

統

的

な

タ

イ

の

牒

家

は

‘

両

親

を

中

心

と

す

る

、

核

家

族

の

6

え
て

年

も

か

け

て

貯

家

屋

改

築

の

準

備

を

す

る

な

ど

し

て

い

た

。

雑

貨

品

の

材

料

に

し

て

上

手

に

利

用

し

、

近

辺

の

大

木

を

柱

や

板

に

し

て

何

生

活

用

品

に

し

て

も

、

主

と

し

て

竹

材

を

建

材

や

ザ

ル

カ

ゴ

な

ど

の

日

用

的
生
活
を
営
む
の
が
常
で
あ
っ
た
。

従

っ

て

家

の

建

築

に

し

て

も

、

日

常

ば

そ

れ

以

上

の

余

分

の

農

地

を

持

つ

こ

と

を

あ

ま

り

し

な

い

で

‘

自

給

自

足

の

家

族

か

食

べ

て

い

け

る

だ

け

の

耕

地

を

開

拓

し

、

家

族

か

食

べ

て

行

け

れ

地
を
持
つ
こ
と
か
自
由
に
で
ぎ
た
。

こ~ 

さ
し
ヮ

こ

の

よ

う

な

農

民

は

、

自

分

六

0
年

代

ま

て

は

こ

の

よ

う

な

農

民

か

独

立

し

末

開

地

を

開

拓

し

て

耕

出

て

行

く

の

が

成

長

の

パ

タ

ー

ン

て

あ

っ

た

そ

し

て

つ
い
u
取
近
の

九

伝

い

な

が

ら

牛

活

の

知

識

を

身

に

つ

け

る

と

共

に

の

後

、

卜

＼

卜

四

オ

か

ら

十

八

＼

ト

JL
オ

ま

で

に

親

の

田

畑

‘

家

事

を

手

水

く

み

な

ど

の

雑

用

を

す

る

年

少

期

を

過

す

。

ン
で
あ
る
。

弟
・
妹
・
家
畜
の
恨
話
、

順

次

結

婚

し

て

親

元

を そ

女

子

の

場

合

は

‘

十

二

I
十

三

オ

ま

て

親

元

で

幼

児

期

、

及

び



し
た
田
畑
、

の
場
合
‘

田
畑
を
均
分
相
続
す
る
場
合
も
あ
る
。

股

家

の

田

畑

は

冊

代

を

経

る

毎

に

細

分

化

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

。

均
分
相
続
相
当
分
を
現
金
や
、

場
合
も
あ
る
。

家

屋

敷

の

財

産

価

値

も

勘

案

し

て

田

畑

を

分

割

す

る

範

間

で

処

理

す

る

の
過
程
で
、

こ
の
た
め
、

タ
イ
の
普
通
の

不

足

す

る

田

畑

の

全

く

新

天

地

を

求

め

て

未

開

地

に

入

殖

す

る

者

な

ど

が

出

る

こ

と

に

な

る

。

と

他

県

へ

の

開

拓

第
一
こ
次
世
界
大
戦
後
一

J
L
七

0
年
代
前
半
ま
で
続
く
タ
イ
の
人
口
焙
発
は
‘

上

記

の

よ

う

な

仕

組

を

持

つ

殷

村

杜

会

に

大

ぎ

な

人

口

圧

力

を

か

け

る

こ

と

押
し
出
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

が

開

拓

さ

れ

つ

く

し

て

、

水

田

の

広

が

る

余

地

が

無

く

な

り

余

刺

人

貝

が

進

地

域

自

作

農

の

多

い

地

方

で

は

‘

人

口

増

加

に

よ

り

近

隣

の

稲

作

適

地

た

た

め

‘

余

剰

人

貝

が

押

し

出

さ

れ

た

た

め

で

あ

り

古

く

か

ら

の

稲

作

先

こ

れ

は

‘

大

土

地

所

有

地

で

は

小

作

人

の

数

が

但

襲

的

に

は

は

一

定

し

て

い

ら
の

同

様

な

、

都

市

へ

の

流

出

と

後

進

他

県

へ

の

開

拓

移

民

か

多

か

っ

た

。

か

ら

都

市

へ

の

流

出

移

民

が

多

か

っ

た

し

ま

た

、

北

部

、

東

北

地

方

の

特

に

稲

作

先

進

地

域

か

（
主
と
し
て
バ
ン
コ
ク
ヘ
の
流
出
）

寺
こ
、

牛

ー

大

t
地

所

有

11
小

作

制

度

が

発

達

し

て

い

る

中

部

地

方

で

は

‘

早

く

十

分

な

土

地

が

持

て

ず

農

村

を

離

れ

て

都

市

へ

流

出

す

る

者

複

雑

な

土

地

の

権

利

関

係

と

土

地

の

細

分

化

か

進

ん

で

い

る

。

そ
し
て

こ

買

い

足

し

や

新

規

開

拓

、

さ

ら

に

借

地

、

自

小

作

な

ど

の

形

が

多

く

な

り

家

族

が

食

べ

る

だ

け

の

米

の

生

産

を

維

持

す

る

た

め

に

も
の
が

般
的
で
あ
る
。

田

畑

の

分

割

傾

向

か

強

い

地

域

で

は

ら
、 の

場

合

、

末

娘

か

両

親

の

家

屋

敷

を

相

続

し

、

田

畑

は

末

娘

の

全

部

相

続

か

稲

作

自

作

牒

は

単

純

再

生

廂

程

度

の

財

産

し

か

持

っ

て

い

な

い

た

め

、

多

く

こ
れ
は
長
年
に
渡
る
こ
と
も
稀
で
は
な
い
。

毎

年

の

生

産

米

や

家

の

建

兜

資

材

な

ど

で

末

娘

か

他

の

兄

弟

姉

に

贈

与

す

る

ま
た

末

娘

が

親

の

財

所

を

全

部

相

続

し

て

家

屋

敷

は

未

娘

が

相

続

し

こ
れ
ら

家

屋

敷

を

子

供

の

数

で

上

手

に

均

等

分

け

す

る

場

合

も

あ

る

し

っ
て
も
迎
い

‘
)
 

そ
の
農
家
の
財
廂
状
態
に
よ
っ
て
も
違
っ
て
く
る
。

親

の

残
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れ

た

り

バ

ン

コ

ク

を

通

し

て

輸

入

さ

れ

た

物

ば

か

り

で

あ

っ

た

。

と
ん
ど
は
‘
首
都
バ
ン
コ
ク
か
‘

バ

ン

コ

ク

隣

接

県

の

工

業

団

地

で

生

産

さ

所

得

を

必

要

と

す

る

よ

う

に

な

っ

た

。

そ

し

て

こ

れ

ら

の

工

業

製

品

の

は

り

囲

ま

れ

て

営

ま

れ

る

よ

う

に

な

り

、

そ

れ

ら

の

商

品

を

買

う

た

め

の

現

金

足

し

て

い

た

タ

イ

の

農

村

社

会

は

‘

今

無

い

で

生

活

し

、

竹

や

バ

ナ

ナ

の

菓

や

水

牛

な

ど

身

近

な

自

然

物

で

自

給

自

殷

村

に

ま

で

浸

透

す

る

こ

と

と

な

っ

た

。

か

っ

て

は

無

け

れ

ば

化

・

情

報

が

普

及

す

れ

ば

す

る

程

進

展

し

、

貨

幣

経

済

・

商

品

経

済

が

末

端

が

普

及

す

れ

ば

す

る

程

、

村

の

電

化

が

進

め

ば

進

む

程

購
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ

の

よ

う

な

農

村

の

変

化

は

料

、

農

薬

、

衣

服

そ

の

他

ラ

ジ

オ

、

農

機

具

、

肥

）
 

ア

ル

ミ

や

プ

ラ

ス

チ

ッ

ク

の

日

常

生

活

用

品

コ
シ

キ
ャ
ッ
サ
バ

商

品

経

済

へ

ま

き

込

ま

れ

て

行

っ

た

。

こ

れ

ら

の

畑

作

農

家

は

‘

ト

ー

モ

ロ

し

、

畑

作

換

金

作

物

農

家

が

大

量

に

形

成

さ

れ

る

と

共

に

、

彼

ら

は

急

速

に

ま

で

の

耕

地

拡

大

が

限

界

に

達

す

る

ま

で

進

め

ら

れ

た

。

東

北

地

方

の

広

大

な

丘

陵

地

へ

こ
。
f
 
換

金

作

物

で

あ

る

こ

れ

ら

一

次

産

品

の

開

発

は

中

部

地

に

転

換

さ

れ

た

た

め

、

開

拓

農

民

と

し

て

大

量

に

吸

収

さ

れ

る

こ

と

が

で

き

れ

ま

で

稲

作

に

不

適

で

あ

っ

た

未

開

拓

の

広

大

な

丘

陵

地

帯

が

畑

作

地

帯

シ

ケ
ナ
フ

キ
ャ
ッ
サ
バ

砂

糖

キ

ビ

な

ど

一

次

産

品

開

発

に

よ

り

そ

農

村

か

ら

農

村

へ

の

人

口

移

動

は

一
九
六

0

1
七

0
年

代

の

ト

ー

モ

ロ

コ

先

進

農

村

か

ら

後

進

農

村

へ

の

人

口

移

動

が

大

ぎ

な

流

れ

と

な

っ

た

。

に
な
っ
た
。

こ
の
た
め
、

方
の
広
大
な
丘
陵
地
‘

そ
れ
で
得
た
現
金
で
、

ト

タ

ン

や

セ

メ

ン

ト

柱

な

ど

の

建

築

材

料

‘

コ
カ
コ
ー
ラ
、

こ
の
た
め
‘

主
と
し
て
、

一
九
七

0
年

代

中

頃

こ
れ
を
通
じ
て
、

タ

イ

の

農

業

は

伝

統

的

な

稲

作

モ

ノ

カ

ル

チ

ャ

ー

か

ら

多

角

農

業

へ

と

変

身

砂

糖

キ

ビ

な

ど

を

輸

出

仲

買

業

者

や

製

糖

工

場

へ

売

味

の

素

な

ど

多

種

多

様

な

工

業

製

品

を

道

路

と

自

動

車

そ

し

て

教

育

や

文

最

近

二

十

年

間

で

大

苔

く

変

動

し

、

や

農

民

の

日

常

生

活

は

コ

カ

コ

ー

ラ

な

ど

あ

ら

ゆ

る

種

類

の

工

業

製

品

に

取 幸
い

一

方

で

農

村

か

ら

都

市

へ

の

人

口

移

動

、

他

方

で
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な

い

多

く

の

農

民

(
1
1
国

民

）

は

最

近

の

商

品

経

済

社

会

の

中

で

動

揺

し

民

生

の

安

定

に

大

ぎ

な

役

割

を

は

た

し

て

巻

た

。

し

ヽ

し
カ

ば

か

り

か

、

国

仝

体

と

し

て

は

多

く

を

輸

出

し

て

ぎ

た

タ

イ

の

食

糧

事

俯

は

歴

史

卜

、

飢

餓

を

経

験

し

た

こ

と

か

な

く

、

食

へ

る

こ

と

に

不

足

し

な

い

民

を

別

に

し

て

、

単

純

再

牛

産

を

枯

礎

と

す

る

大

半

の

タ

イ

の

自

作

農

民

は

主 の
費
用
た
る
や
、

軍

要

問

題

と

な

っ

て

し

ま

っ

た

。

給
財
を
し
た
華
僑
地
、
上
、

階
層
八
JJ

化

の

新

た

な

歴

史

的

転

換

点

に

現

在

直

面

し

て

い

る

と

い

え

る

。

現

金

所

得

の

少

一

次

産

品

開

発

の

流

れ

に

う

ま

く

乗

れ

た

農

稼

ぎ

労

働

に

頓

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

く

な

っ

た

。

仏

統

的

身

分

に

よ

る

大

地

、
鳴

る
カ

田

畑

の

規

校

は

ど

れ

だ

け

か

が

現

金

所

得

を

左

右

し

ぷ
よ
尼
分
を
出

そ

し

て

、

牒

家

が

換

金

作

物

を

作

っ

て

い

る

か

て

は

な

く

、

ど

れ

だ

け

の

現

金

収

入

が

得

ら

れ

る

か

が

農

村

生

活

の

最

な

た

め

に

、

現

在

の

タ

イ

の

農

村

は

か

つ

て

の

食

べ

る

だ

け

の

米

が

取

れ

ト

ラ

ッ

ク

と

な

る

と

、

大

ぎ

な

借

金

を

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

こ

の

よ

う

と

し

て

農

家

の

家

計

に

影

脚

し

て

い

る

。

ま
し
て
や
耕
転
機
や
肥
料
‘
小
刑
七

は

自

給

す

る

か

支

出

の

経

験

が

な

か

っ

た

も

の

が

、

今

で

は

現

金

の

支

出

教

育

費

‘

子

供

の

被

服

費

‘

交

通

費

、

電

気

代

、

家

祉

製

品

な

ど

‘

か

つ

て

し‘ 

I
薬

製

日

常

生

活

用

品

米

以

外

の

食

糧

品

調

味

料

消

涼

飲

料

水

値

段

の

安

い

農

作

物

を

少

々

売

っ

た

位

で

は

ま

か

な

え

な

に

な

れ

ば

バ

ン

コ

ク

ま

で

f
供

を

学

び

に

行

か

せ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

そ

以

上

の

教

育

施

設

は

村

内

に

は

無

く

郡

庁

所

在

地

や

県

庁

所

在

地

‘

大

学

ぅ

農

家

の

親

は

、

教

育

費

に

お

金

が

か

か

る

よ

う

に

な

っ

た

。

特

に

中

学

校

及

で

小

学

校

で

き

れ

ば

そ

れ

以

上

の

学

校

ま

で

子

供

を

行

か

せ

た

い

と

い

様

な

工

業

製

品

が

容

易

に

入

手

で

苔

る

よ

う

に

な

っ

た

。

ま
た

教

育

の

普

農

村

の

庭

先

に

、

今

で

は

自

動

車

が

入

る

よ

う

に

な

り

、

安

く

て

便

利

な

様

つ

い

十

年

位

前

ま

で

は

‘

雨

期

に

は

狐

立

し

か

ち

て

あ

っ

た

タ

イ

の

末

端

四、

危
険
な
所
得
格
差
の
拡
大

-9-



る の 商 竹： て

よ 杜 品専 し、

7 会経業 る

に は 済牒

息 /i)i に 村 そ
わ 得取に し
!L 格 I) 最 て

る 差残 も

゜の さ 深 、一

拡 iL 刻 (1) 

大 た で動

に 農 あ 揺

よ 民 る は
I) 

-都か

厳 れ市 つ

し ま び） て
¥、 で繁稲

九 社 艇栄 作

八 会 め に 久木

四 、;JI( て 取件

況安 I) の

I・ に 定残良
10オ前後の子供が、市場の野菜売りに母親の手助けを行なっている。 移 し さ か

行 て れ つ

十 し し、 た た

九 つ た 農先

つ 夕 村進

あ イ 米

-10-



ー

17
日

11
月
4

日

11
月
ー
日

10
月

19
日

1
0
月
1
7
日

9
月

27
日

9
月

18
日

ー

9

日
2
 

9
月

12
日

9
月

8
日

9
月

7
日

APDA• 

夫

、

山

本

幹

夫

遠
藤
正
昭
の
各
氏
。
）

調
企
」

調

在

団

タ

イ

に

派

遣

。

（

調

査

団

貝

：

黒

田

俊

「

タ

イ

国

人

口

と

開

発

甚

礎

調

査

ー

ー
I

生

活

福

祉

関

連

ョ

ン

カ

ウ

ン

シ

ル

会

長

米

所

。

黒

田

俊

夫

理

事

と

会

談

。

ジ

ョ

ー

ジ

・

ザ

イ

デ

ン

シ

ュ

タ

イ

ン

、

ポ

ピ

ュ

レ

ー

シ

主

査

黒

田

俊

夫

理

事

・ヽ
3[

メ
上
」

主

木

且

川

野

重

任

理

事

「

イ

ン

ド

農

村

人

口

と

農

業

開

発

に

関

す

る

調

査

」

l玉l

於

赤

坂

プ

リ

ン

ス

ホ

テ

ル

。

的

能

力

開

発

に

即

し

て

」

「

留

学

生

の

学

習

と

生

活

条

件

に

関

す

る

研

究

ー

ー

！

八

遠
藤
正
昭
の
各
氏
）
。

ン
ド
に
派
遣
。

押

川

文

子

「

農

付

人

口

と

農

業

開

発

に

関

す

る

調

査

」

調

査

団

イ

的

能

力

開

発

に

即

し

て

」

主

究

川

野

「
留
学
生
の
学
習
と
生
活
条
件
に
関
す
る
研
究
ー
—
ー
人

男

貿

易

セ

ン

タ

ー

教

授

が

講

演

。

人

口

と

開

発

研

究

会

開

催

。

「

イ

ン

ド

農

村

開

発

と

人

口

問

題

」

重
任
理
事
。

本

協

会

理

事

会

開

催

。

内
委
貝
会
開
催
。

（
調
木
且
団
員
：
大
内
穂
、

「

タ

イ

人

口

と

開

発

店

礎

調

在

l

生

活

福

祉

関

連

調

国

内

委

貝

会

開

催

。

研
究
会
開
催
。

研
究
会
開
催
。

に

つ

い

て

桶

舎

典
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12 11 11 11 11 

月 月 月 月 月

18 26 13 12 ~ ， 
日 日 日 日 26 日

日

会安ラ 査 ゴ 内 ゴ松長 ン メ 入 メ

談藤フ L 夕委イ 村
ヽ シ キヘキ

゜ 博 ア国 イ 員 ン昭厚ス シ J シ
文エ内 人会 ド 雄生 コ コ I コ
同 ル 委 ロ 開 農 G 省 内 C 人

某 ． 員 と 催村 C 人 J 務 A ロ

金 サ 会 開 ゜人 p ロ ． 省委プ

ア ラ 開発 ロ p 問 G 国託ロ

ジ ス催基 と D 題 ． 家-ジ

ア国 ゜礎 農事研 グ人 ホ 工

部連 調 業務究ス ロ セ ク
長）＼ 且木 開局所マ審 ． 卜
‘ロ I 発長

ヽ
ン議 G 力

佐活 に 来兵 会 ウ

藤動 生 関所庫同企 S ン

隆甚 活 す ゜県会画 ． 夕
副金 福 る 庁事局ア I 
理事 祉 調 で業長 レ パ

事務 関 •在 研運
ヽ

ド I 
長局 連

L 修営フ ン 卜

と 長 調 国 ゜局 ラ ド受
ヽ

1?-12 



， 

ヘ十九九 九
七 七 • 七
四 四 十三． ． ー・

四 四 —l + ． ． 
干

十 心
五

.. ... co← 

→ -i  ネ 了
-=, 旦 食 衆国 ゜ ゜ツ ジ

゜ ゜百 糧 食 ． 際 他 国 ア ア
プ人要各八書 と 世参人 官花 阿佐岸会 ‘人
を 口請国月 署 人 界超口 庁村 部藤 議フ 口

と ． す政及名 口 で党問 ‘仁 昭 信 員 ィ 事
る食る府び ．． trc 初派題 マ八 吾隆介 リ 情
,.. 

糧五忙十佐 関 の議議 ス郎 ヽ ピ視し一 ハ

と 問項現一藤 す 試員 員 :::I 
ヽ

山団 ソ察
を題 目実月 る みー懇 ミ w 埼長 ツ 団

要解か的の隆 宣 で一談 関 ド コ兎 ヽ 派
請決ら且世 言 あ九会 係 レ’ 男

ヽ
遣

し の成っ界
L _  る名 L_ 等 I ‘田 ハ

た為 る果人 ° で設 /~ 加中 イ

宣
ヽ ° 敢口 国 発立 l 藤龍 ンf

言国 な ． 連 足
ヽ

ッ夫 ド

文連 諸食 へ 式 ゜ J ヅ ‘ 
ヽ

ヘ
° に 政糧 於典 会 ク ェ八 ク

リ 策会 ．． 長 ィ ‘田 イ
I を議 国 ．． プ—ゞ 貞 ‘ 
ダ 採妬 連 岸 ィ 義 イ
l る先 本 ヽ

ン’ン‘
、ン＇ ょ 立 部 信 グ ド
ッ ぅ ち

ヽ
介 ネス

ヽ ヽ

財
団
法
人
ア
ジ
ア
人
日
・
開
発
協
会
発
足
並
び
に
事
業
経
過
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＾ 九九． 
． 

翡 八^九七• 七
三七 四 • 四
l・ ． t・ 
十 九 十 l八八ヽ

王

ジ中 I 第

゜
顧 国ル南 参 p 堂斉 ． 

を先 U 大間吉安岸会 ‘米 加 U 森藤 回

結進 N 来団寺孫 議ア家 国列 芳 邦
成国 F 佐 ヘ 子信員メ 族 .. 国 夫 吉 国
さ K P 武十宏藤介へ リ 計 提→ 佐六談

ヽ
際ヘ

せ も A 郎 六 ‘吉へ八カ 画 唱食藤十会 柏元 人
る 、一 ‘名他 ‘団名 ‘視 ° 糧 五同 原厚 口
ベ途名花ツ 和長-力察 と 隆力盟 ヤ生 会

<. 上 ‘村 田ツ ナ団 人代国会 ス大 議
‘国事仁 耕

ヽ ク, ,... 口議 議 ‘臣
各に務八 作佐 ヽ メ 問士 中 ッ

国 も局郎 ‘藤 キ 題 沢
ヽ

立 ‘五 阿 ツ
L _  

伊八

法人名他 部隆 コ ラ 登田
府口 昭

ヽ ヽ
イ 子貞

＾ 
ハ

議問 吾住 コ ス 於 義総於
員題

ヽ ロ ． .. 他 ‘勢・・

に議 福栄 ソ
.• 

ノ‘ 東 佐 プ

呼員 岡作 ビ ン 藤 四 ヵ
ぴグ 義

ヽ 7 ク 五 レ

かル 双豆
ヽ

構 隆 0 ス
け I 

ヽ プ 想 'O  卜凩

たプ ラ を
、～ 人 ツ

゜ -14-



ヘ]危九 丁危 言危七
九 士八 ニ八 • 七
． ／、 ． 十・ 五・

I ＋ 
A l士
l三

1 +— 
干ッ

ヽ

I I 人 人

日 p 日 p 

゜゜
参 ロ ゜ ゜

日参 ロ

゜
本

゜ ゜
本

゜
予運 加 と 国議一本加 と

ゴ側 p 開側 p 算営 国 開 際員九側国 開

宣参 国 催参 国 委 ．． 発 議へ 七 .. ．． 発

言加 際 国加 際 員 四メ 米 列 員の七佐 日 先
← 者 会 ‘ 者 会 メ 十キ

ヽ 国 会呼年藤
ヽ

進
の ．． 議

゜
．． 議 ソ名 ツ英 I 国 議ぴ九 米 国

草佐 準 主佐 準 ノく ツ コ‘会 のか月 隆 ヽ 会
案藤 備 催藤 備 l ｀ 

‘加 第~ 議 開 けの ‘英 議

作 委 機 委 国 日 プ ‘員 催 ° 中和
ヽ

ヘ
成隆 員 関隆 員 ‘本 ラ 西 回 ヘ k 南田加 ロ

ヽ 会 ‘ 会 ° へジ独 国 I つ 米耕
ヽ

ンノ

゜
他 ヘ ゜

他 ヘ 参十ル' p し、 視作西 ド

会 第 議 第 加名‘ィ 際 ゜ て 察 ‘独 ン

議 題 国ッコン 会 p 討 に士＾
ヽ

,-.., -
ヽ ロト~ 二哉.._,

規 r、回 etc 於回 議 引井五 ボ

定 於ツ ヽ .. ヽ 0 ソ 、準 東
゜ 続 た 力 ン/

ヽ .. re チ 議 ビス：京 き カ、国 ヽ

D メ つ ユ 事 アリ 話 会 各子・・ ペ

日 キ I,' 二 日 ヘラ議 国 十 Iレ

程 シ て ジ 程 九 ン I 立
ー上 リノ‘

etc コ ア
ヽ

力 力 法 名 ン‘
ヽ ヽ 国 ヽ 府

ヽ ヽ
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"' 九九 ヘ八 九

旦＼ 立
l・ t・ 
古九

ノ‘

九． l八
ヽ ＇ 

ヽ

ヽ

資 I 
日 参 源 日 参 p 

／一へ、 本 加
ヽ

* 本 加

゜開 日 側 国 人 ． ロ え> 人 側 国 p 

催本 口
ヽ

る 口 国．． .. ン ．． '' 

をは佐 ピ ツ ヽ
が ヨ >- II ボ 忙問柏岸総他六際._ 

提オ 藤 ン ソ 開 ， ー開 l の コ で到題原 勢 ‘十会
案 プ ヽ

ガ 発 九 九か ロ 旦ヽ ロ 開 つ議ヤ 信 国 四話
° ザ隆イ ポ に 八 八れ ッ 芦ロ ソ催た 員 ス介五連 力

＾ 口

l ヽ ン I 関 ーたパ に ボ ° の グ ‘五各国． 

意バ 住 ド ）レ
する 年 年 ゜

ヽ よ 宜 でル 佐 0 機
を 1 ネ

ヽ
十 十 ア り —百. ヽ I 藤名関

取 と 栄 シ マ
了

二十 七 ジ
ヽ u ブ ヽ

へセ ， 

＂ 付 し 作 ァ レ於 7 月 月 月 月 ア 一採 N ヽ
隆 I 

け て
ヽ

l .. ン の 九択 F 結 ヽ p 

＾ た参井五ツ ク 国 ,,......, ャ プ に 仏 中 於 ケ 各八 p 成 石 p ,.-.._ 

° 加上 カ ア ア 会 予ネ ラ 於 ‘国 て 二 大一 A 国 本 F 於
を 晋国 ‘ ラ 議 定イ ジ~ て ス の ヤ 陸年 に 二 等 ．． 

し 方ック lレ 員 ‘ーノ ロ Jレ 卜 北 の で ヽ
働十 茂 ス

ヽ
イ ソ代 re の ラ 凩＇ ナ の ア き 百 ヽ

リ

北 ヽ プ表 於 リ ス に イ 人 フ か 力 中 ラ
月， フ I 者 て オ プ於 ロ 口 リ け 国 村 ン＇

会 1 ル会 デ I て ビ 会カ ‘ を 啓 力

議 リ ツ議 ジ Jレ に 議
ヽ

コ 超 ヽ

ヽ ‘ 
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,,-,., 六九 九 九 九
• 八 八 八 合十一
九・ ． ． ． 
l -'- 十
ーノ‘ ＂ 

十ヽ
． 
十

第人 佐 第人 日 人
日 参ニロ ァ藤 参ーロ 佐 ． 口
本 加回 と

゜ド ゜ 加回 と
゜藤中 と

側 国運開 を地ーパ隆 政 国運開 開 打開
.. ．． 営発 任城九ィ 代 治 ,. 営発 催隆合発

士佐他 日 委に 務 I 七ザ議 ‘ マ 日委妃 地 ‘会妬
井藤 本員関 と p 九 I 士 イ レ本員関 北井 関
た u ‘会す す 0 年契

I 
デ I 、会す 京上 す

か隆 N 中 る る P 八約 オ ツ中 る ヘ 晋 る

子
ヽ F 国 ア ° 会月締国 ロ ア国 ア の方 ア

住 p ヽ
ジ 議の結連 ギ ヽ ジ 正 ジ

他 A イ 7 の ” 開 I イ ア 式 ア
五栄 ン＇ 国 開 コ 発 の ン‘ 国 な 国
名作 ド 会 催 ロ 計 問 ド 会 可 会

‘ 
ヽ

議 と ン 画 題 ヽ 議 能 議
ス 員 そ ボ の ス 員 性 員ヘ
リ ハ会 の宣 u 除 リ ＾会 打 ヘ会
ラ 於議 フ 号口 N 外 ラ 於議 診 於議
ン' ● 9 ォ II D に ン

．． ．． 
ヵ 北 ロ に p っ ヵ 東 北

I 基 、一 し‘~ ヽ

ア づ と て

京 ツ ＜ 京 京
‘ーノ プ ヽ ヽ ヽ
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九
八
一
・
十

(
+
・
二
十
七

l
三
十
）

2 0. 1 9. 18. 1 7. 1 6. 1 5. 1 4. 1 3. 1 2. 1 1. 10. 

阿

部

昭

山

口

敏

夫

柄

谷

道

事

務

局

秘
書
数
名

和

田

耕

矢

追

秀

彦

（

II 

...__,, 

柏

原

ヤ

ス

有

島

重

武

片

山

甚
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参
•
自
）

方
（
衆
・
社
）

市
（
参
・
社
）

（
衆
•
公
）

（
参
・
公
）

作
（
衆
・
民
社
）

（
参
・
民
社
）

（
衆
•
新
自
）

吾
（
衆
・
社
民
連
）

同

時

通

訳

者

川

本

敏

美

（

” 

、-

福

岡

義

登

＾ 
” 
ヽ

土

井

た

か

子
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ヽ

qi-

井
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男
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ヽ

7. 

石
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粟

山
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ヽ
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井
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ヽ

4. 

関
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勝
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住

栄

作
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2. 

佐

藤

隆

＾ II 

ヽ

ー， 

団

長

福

田

赳

夫

川

日

本

側

出

席

者

会
場
~
人
民
大
会
堂

開
催
地
~
中
国
北
京
市

「
人
口
と
開
発
忙
関
す
る
ア
ジ
ア
国
会
議
員
会
議
」

（
衆
•
自
）

期
日
~
一
九
八
一
年
十
月
二
十
七
日

l

三
十
日

――名
三
名
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灰
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十． 

干

第人

三口 (3) (2) 

回 と ④ ③ ③ ① 
運開 主 起司副議
営発 最 第 第 第 tょ 草

議委に ーる 委。。-・-- 0 0 0 

員関 北終住ー日—7 黒一日福 福 8 日 員会長長
会す ・凩-'・ → 日 代目 日 田 目 田田 目程 ., ．． ．． ．． 

る 宣へ議へ本俊＾元元へ 住 陳佐摩
ア 言十士十の夫十首首十 慕藤承
ジ 採月 に 月 人博月相相月 栄華 ギヽt.,, 

ヘ ア 択 三 ょ 二 ロ 士 ニ ‘の 二 作 隆
北国 十る十変の十国特十 ヘ ヘ
京会 日 力九動 八連別 七 他中他中
会議

ヽ ン‘‘ 日 の 日乎講日 五国五国
議員 卜 ツ傾 や和演ッ 名副名全
最会 リ 向 賞 総 人
終議

! 
と 沖又． 理 代． 
展 賞 ヽ 副日 レ

同 ポ 望 委

地 I 
L_  

員
に 卜 講 長
て 発 演 ヽ

、一 表
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合九 九
• ’’‘ 八 八

八――
l . • 
--h -:::;:;: -、.,,_.,,.,_ -． 

十

一 財
特日参人 女 団

記本 加口 監 理 副 埋 さ た 北 法

事側 国 と “” 理 事 れ→ 京人
項・・ ・・開 事たア会ア
•• 佐他六発 事 事長長° ジ議ジ

R ① 藤機 ケ l'C .. .. .. .. .. •• ア 時 ア

とそ A を開ロ- 基ー 関 国 関 斎前花 住佐田 議の人
なの F 正発図 g づ 九 隆 ・ ・ ・・ す 田田村 藤中 員フ 第口
つま P 式に巴；；；’き八 'u ン中暫る 慶福仁 栄 龍 オニ・
たま P に関 .g /;! -. 一井 N 力 国 定 ア 四三八作隆夫 1 回開

0 A D 発す目 g~ 年上 F',. 委ジ 郎 郎 郎 ラ 運 発

F 発足る巳 "Cl ;;・ 十晋 P イ日員ア ＾＾＾ ＾＾＾  ム営協
P 足 °ァ >.g ロ 月 方 A : ノ本会議 事紺）日経 衆 ← 委会
P に ジ．巳苔三 ‘卜よ、＾員 務家本団 議 の 員
D 併 ア ;J~ ~ 十他 I~ マ於 フ 局族電連 JI I、院 活会創
第い 議屯..... 日人 P オレ・・オ 長計波副 議 動に立
-~ 員も g g, 付口 P I I 二 I ツ画塔会 員 母於

回こ フ t;j~ ~"問 F スツュラ 国棘長 自自自 体て
運の オ '--'p. 己北題‘トア l ム 際社ッ 民民民 と‘
営委 ! ,, ;・ 京専 A ラ ‘テ'L..... 協長 総党党副総党 し発

委員 ：人 昂宣門 Y リスリ カッ 務幹務 て 議

員会 口 9言家 C ア リ 1 財 局事会創さ
会はこと vr. p ラツ 団 長 長 長 立 れ

ッッ、-
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宇九 ヘ八こ 八九． 
ニ八． 

． l . 
l+ 
gニ マ 八

-----i 第 ―l

人
゜

話 参 一 人

宜 議参 口 貨準 加回口

加 と 準備長 国準と
-<=> , 題国 開 備委 ，． '' 備開
．． ．． ．． 発 連 員佐 F 卜 日 運 発

諸員各子西西 vc 営会 藤 p ラ本営に
問会国供半半 関 委及 A リ ‘委関
頷← に の球球 す 員ぴ降 等ア中員す
の を → 保諸諸 る 会大 ‘国会 る
改形人護国国 プ 役会 フ ヽ ア
善成口 ． の一 ラ 員参 イ イ ジ

K し と 移 開 十 ジ に加 リ ン’ ア
向 ‘開民発 ケ Jレ フ 国 ピ ド 談
け 誤 発 の ． 国 会 イ 等 ソ

ヽ
員

‘題 に各人 議 リ ~ ヽ ス フ

積 と 関間口
L_ ピ つ 他 リ オヘ

極し す題 ． 於 ン. ¥,、 u フ＾ I 
的て る 忙婦 .. がて N ン於ラ
に と 国つ人 プ 加 D 力 ．． ム

努 り 内いの ラ わ p ヽ マ L_  

力 あ議て地 ジ つ ‘オ 二

すげ員 ° 位 JI-- た u I ラ
る た委 ． 、-

゜ N ス ヽ

゜
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九
八
―
―
―
•
五

（
五
•
十
九
ー
ニ
十
）

一九八――-・――(-l-・七l九）

7C 元
第 大 本第 オ 発 共 主 大

＇ 統 会一 ブ 起 統
回 頷 議回 ザ 人催催 領

本 ． ．． 執 l メ ．． ．． ． 
会ボ ワ 福 首 '83 行

,, 

チ コ セ lレ ウ 日 、／国人 首.,' 
談 レル~ 田 相 年委 I ユ ロ ・ネ l イ バ連口 相．． ロ 卜 赳 会 秋員 .. 二 ソ マ I 開 と

＾会ヒぐ ガ I 
予 ’83 冗一 ハ昧 誤 開会 イ

ジ~ 二 ，． 発開於議
定年 コ イ 冗 実 催 ．． ギ

ァ ァ Jレ ア ソ本
計発 ．． 設

首 行 予 183
． • ． ． ． ． 

画 択 立11 ロ ム リ ,,~ サ ワ 福
ウヌ マ

月 ソ前相 委 定年 ヌ
イ ス ン‘ ネ Jレ 田 ＾ 関 イ 委

中 ビ国 員 5 ． 
ラ 卜 コ． ス 卜 赳 u す I 員

旬 ア 連 会 月 ヒ 元ラ 1 ク.,, 夫 N る ソ 会
ォ大事 東 I 首］ル元ィ元 D グ ヽ

I 統務 凩＇ ス 相ナ前首ム首 p ロ ホ
ス領総 で 元 • 前 ヽ I I 
卜 長 開 首

ボ大相国相 ,,~ 
r-- フ

リ 於 催 相
v 統 連 J• レ プ

ァ 予 ーロ領 事
コ Iレ

で 東 定 九 務 グ
大 ミ

開 総 ッ王
催 凩， 統 長 テ宮

ヽ 領
ィ~

···~22-



ヘ十 九 九
• 八 八
十 三
I • ． 
十

—+ 七
ヽ ． 

七

——l ヘ ヘ ヘ ヘ 財

゜議 参第人 埋経 埋行 埋科 理人初厚団

大 加ニロ ” 
,, 政 ” 

II 子;>-'-', 
’’ ’’ 口 の生法

会長 国回 と 事済 事

゜
事技 事 ． 埋 ‘人

参・・ ・・準開 ．． ．． .. .. B ．． ．． ．． 術・・ ．． ．． 開事外ア

加佐 u 日備発 房界須翁内 ． 武森本 ． 小川黒発会務 ジ

国藤 N 本連に 野▽之久村官田 多工林野田 ． で 、ァ

等 D ‘営関 夏 部次良界修一健ネ和 原俊食新農人
尻隆 p 中委す 明 鯖郎英ジ三久ール正任夫糧た林口

つ ‘国員 る 郎 ギ 分に水 ． 
し、 u ‘会ア ,...,_ ／ヘヘ へへ r、 I へへへ野次産開
て N イ ジ 経 前元元 東日 東 ． 日 東 日 V の三発

F ソ ア 団 外原農 洵本大資大大大 十省協
p ド 議 連 務生林 大原工源人名人 氏共会

A ヽ 員 総 事事事 エ子学分口誉口 が管埋
ヽ フ フ 務 務務務 学力部野研教研 埋 認 事
I 1 ヘ オ 部 次次次 部産教▽ 究授究 事可会
p リ 於 I 長 官官官 教 業 授 所ツ所 妬法
p ピ ．． ラ

ヽ 、、、
授会ジ 教 顧 就人

F ソバム ツ議 授 問 任 忙
‘ン L_ 専 ヽ 、- ° 拡

コ 務 大
ク 理 し
ヽ 事 て

ヽ
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六八
l三
十・
八十
、-~

構事議召共主 ゴ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 務冗
ペコモナチジルレスアオハザタ 7 イネイカ国日成 総 集 大

ネロ イユヤ l ル I ン ー メ 国長長者催催 統
ロ パス ン フ キ ./{夕＂セ,. .. .. ........ 領
ジ セ: I示

ズン ニママイトガ ル -プク福国人

ビッ 工 ミ9 イ ノ ンフ— IJ ビ ンリ 1 リ I 連 ニラル田連口＾首
エ リ.,,, ー チ 1) + ット赳惜lと於相

ラアコアアカアンスンア l アイススルアン合本六ド 夫発開．．会

II II II II II II II II II II II 11 II II I! II II 11 11 II 11 カ］ヮ 計発ウ議
カ、アオヘ、マセクアマ イ マ ク ジ ジ キ ジ ア ク 福 国 l ル 画にイ第

ル サ ハルテハネリルルルエテリヤエルユ I ル田ードト ＾関す ! -
ロエメセイエアムトトコノイマツ 1 テリマ I・ ハ U る ン回
スルッグ l ル ウム アンクムィオッ 赳 モィ N グ‘総

ゞ ドン マホフ 1 ・ホス サ ス ドワ l ム D ロホ会
ァ ノス ・ ヌマネスルロフッマッシ ニア ル夫 ス~ ....___... P I I L 

ン オオインス グ レクイクヤキテンアト ＾ u 即―.,_ パフ

ド ー卜 ス パ ラ レ キ ラフ I ン バヤィドヒハ N 国 ルプ

レフI マサ l ユ 1 ロザ ツ チ ン ラ l レジイ D 連 ル
スナンン I ン I アヨ ハ オョ J._、 P 事 コミ グ

ジ テ`^ チマテンピッ 務事務 ‘ッ 王
ペポヨ ン ョナルステ 総総 テ宮
レ レ イ l ンマタイ 長長ィ.._,
ロナ~~I 
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十九 九
七八 八
i四 四

＇ 
＋ 
、こ—~- -バ~＾

・ート
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Iヽ

.. 

7 議 *' 多 ゴ

(1) 大 人 。 加 運 人

゜
。
゜゚ ゜， 8 7 6 5 4 3 2 1 日 参会開期会 ロ し、 第 長 国 ,._,_,. 呂 口 ス セ 西 ユ ポ

ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ

｀ ‘ ‘本加 催
L 

と て ．． .. 委 と ゥ I Jレ
副団名 側者場地 日 開 回 佐 オ B 貝 開 ;L ネ ド ゴ

団
誉 出 '. ．． .' ．． 発 大 藤 I 本 会発 ス 卜
団席三 ビ イ に ム本 ス

ヽ L 
に I ガ ィ ラ

長長長 者十 ギ ン 九 関 の 隆 卜 中 関 デ ビ
ガ

ヤ ド 八 す 具 ラ 国 す ン ）レ ツ ア ｝レ
力 ン 四 る 体 リ

ヽ
る II !I II II II 

倉石柄安矢阿井佐福 国 ． 年 ア 的 ア ス ア オ レ ヘ ‘` ｀ マ
田 井谷 孫追部上藤 田

ヽ ノゞ ユ ジ 手 リ ンヽ中 ラ ォ ルチ リ

子 四 ワ I 月 ア 順 ラ ア ． ポム ャア

寛一 道 藤秀昭粋 赳 十 ン デ＋ 議 及 ン 議 ウ ）レ l ． ドド
之ニー 吉彦吾方 隆夫 七 ヘ リ 七 貝 ぴ 力 ， 貝 ｝レ 卜 リ

機 国 I B フ 大 ‘ 於 フ ス ピ
）レ

へ rへへ へへ...-... - ヘ ,,.,. ―ヽ 嵐 セ I 
参参 参衆衆衆 衆 関 際 I オ 会 イ ．． ォ テ ダ シ チ ｝レ

II ． II ， .. L本、 I 以 ン 二 I ン I ユ ツ ド
自 民 自 公社社 自 議 十 ラ 陥 ド ユ ラ ）レ チ

｀` ピ~ ~ 杜 ..._... ......____.. 民...___,. -'--"' 百 場 日 ム の
ヽ

I ム ッ
ヽ 連 九

,_, 

第 展 デ第 サ 卜
ン

ヽ 十 開 リ
ン 夕
コよ シ

七 回 に I 回 I ｝レ

名 つ ヽ
｝レ ゴ
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九十 九
五 八 八

＼ 四
四

十

＇ 八/¥ 

ヽ

十

.~ 
人 会 人

参 u 議 参議 ロ (3) (2) 
加 と

゜
加 と ④ ③ ② ① 主 起 司 議

者 開 つ A 長 国 開 最 第 第 第 な 草.. 発 し、 F ．． .' 発 終 ラ 三の 里"" ―. ヘ イ 長福 る 委7 

昭田 に て p 佐 u A に ユ 日 ス ン 日 新田 日 ）レ ン-田 El B 貝 会 長
、中 関 p 藤 N F 関 l l) ンヽ t ‘ 目 次悛 § ム デ 赳 目 程 .' ．． .. 

木龍 す D D p す デ ラ ッ ー 、 冗 夫 ＾ ツ ラ 歓夫へ 石 ア サ ノゞ

村夫 る 活隆 p p る リ ン 卜 - L 博 ニ 卜 迎元 井 フ ツ Jレ
＇ 

道 理 国 動 D ア 宜 力 月 講士 月 ガ挨 首 月 オ 卜 ラ

子事際 方 u 公 ンヽャ 言~ ア 十演 ゴ十 シ ン 拶相 十 l ム

職長議 針 N 式 ア 採 住 夕 九 国 八 ユ ジ ＾七 ラ ボ :./ • 
貝 ‘ 貝 参 択 民パ 日 家 日 l グ 日 他ム I と F フ ヽ ヤ
゜佐会 展 p 加 オ 参 卜 ヽ 開- ツ イ ロ ヽ

五事ル 力
藤議 望 A 国 1 加 発 卜 ン I 名 務 ． I 
隆 ラ L ス 政 西 ド ，，ゞ 総 ）レ

” 
｀ 副 ＾ ' I + ム 講 リ 策 独首 ｝レ 長ッ-

理 後 p ノ，‘ 演 ラ

l 
前相 -タイ

事 の p ヵ 各 ン 首 ． コ I ン
ド長 活 F 国 国 力 人 相歓 ミ

ル^ 会国動
ヽ

代 厚 ロ 基迎 ツ
、上

計 表 生 と 調 挨 テ ァ 議珀i

藤 画 者 大 開 演拶 イ ジ長
正 臣 発 説 .Lぷヽ

ヽ

に
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第

五

条

5

人
口
及
び
開
発
問
題
の
専
門
家
の
派
遣
及
び
受
入
れ

A5 
事
業
（
農
業
開
発
事
業
を
含
む
。
）

会
議
及
び
研
究
会
の
開
催

へ
の
協
力

＆
 

9
i
 

（
事
務
所
）

こ
の
法
人
は
財
団
法
人

目
的
及
び
事
業

こ
の
法
人
は
、

日
本
及
び
ア
ジ
ア
諸
国
忙
お
け
る
人
口
問
題
と
開
発
忙
関

す
る
調
脊
研
究
等
を
通
じ
て
、
社
会
開
発
と
経
済
発
展
に
寄
与
し
、

推
進
忙
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

日
本
及
び
ア
ジ
ア
諸
国
忙
お
け
る
人
口
及
び
開
発
問
題

問
題
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

交
換
及
び
協
力

公
的
機
関
、

1. 

（
食
料
・
農
業

に
関
す
る
調
査
研
究
及
び
研
究
の
助
成

人
口
及
び
開
発
問
題
忙
関
す
る
ア
ジ
ア
諸
国
の
関
係
機
関
と
の
情
報
の

公
的
団
体
等
忙
よ
る
ア
ジ
ア
諸
国
に
係
る
人
口
及
び
開
発

こ
の
法
人
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
事
業
を
行
う
。

（

事

業

）

ア
ジ
ア
忙
お
け
る
福
祉
の
向
上
と
平
和
の
確
立
及
び
我
が
国
の
国
際
協
力
の

第

四

条

（目

的
ヽ

第

章
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第

条

こ
の
法
人
は
、

必
要
と
認
め
る
と
き
は
理
事
会
の
議
決
を
経
て
、
支
部
を

（

支

部

）

二

号

永

田

町

T
B
R
ビ
ル
七
―

0
号
室
に
置
く
。

第

条

第

条

（

名

称

）

第

こ
の
法
人
は
、

章

総

則

主
た
る
事
務
所
を
東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
二
丁
目
十
番

ア
ジ
ア
人
口
•
開
発
協
会
と
い
う
。

財
団
法
人
「
ア
ジ
ア
人
日
・
開
発
協
会
」

寄

附

行

為

も
っ
て
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第

十

条

こ
の
法
人
の
事
業
遂
行
に
要
す
る
経
費
は
、

（
経
費
の
支
弁
[
)

又
は
担
保
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
い
埋
由
が
あ
る
と
き
は
、

上
の
同
意
を
得
、

こ
の
法
人
の
事
業
遂
行
上
や
む
を
得

埋
事
会
に
お
い
て
埋
事
現
在
数
の
―
―
―
分
の
二
以

主
務
大
臣
の
承
認
を
得
て
、

運
用
財
産
を
も
っ
て
支
弁
す

そ
の
一
部
忙
限
り
処
分
し
、

繰
り
入
れ
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、

第

九

条

こ
の
法
人
の
基
本
財
産
は
、
処
分
し
、
担
保
に
供
し
、

又
は
運
用
財
産
忙

（
基
本
財
産
の
処
分
の
制
限
）

決
を
経
た
確
実
な
方
法
花
よ
り
、

行
う
も
の
と
す
る
。

第

八

条

こ
の
法
人
の
資
産
は
、

理
事
長
が
管
理
し
、

そ
の
方
法
は
、

埋
事
会
の
議

R
 

（
資
産
の
管
埋
）

運
用
財
産
は
、
基
本
財
産
以
外
の
財
産
と
す
る
。

財
産

3
 

9
i
 

ー

②

基

本

財

産

は

次

忙

掲

げ

る

も

の

を

も

っ

て

構

成

す

る

。

第

七

条

（
資
産
の
種
別
） u

 

4. 

（
資
産
の
構
成
）

人
口
及
び
開
発
問
題
に
関
す
る
資
料
の
収
集
及
び
提
供

資
産
及
び
会
計

財
産
目
録
忙
記
載
さ
れ
た
財
産

事
業
忙
伴
う
収
入

そ
の
他
の
収
入

こ
の
法
人
の
資
産
を
分
け
て
、
基
本
財
産
及
び
連
用
財
産
の
二
種
と
す
る
。

法
人
設
立
忙
際
し
、
財
産
目
録
中
基
本
財
産
と
さ
れ
た
財
産

法
人
設
立
後
忙
基
本
財
産
と
す
る
こ
と
を
指
定
し
て
寄
附
さ
れ
た
財
産

法
人
設
立
後
忙
理
事
会
で
基
本
財
産
忙
繰
り
入
れ
る
こ
と
を
議
決
し
た

3
 

寄
附
金
品

2

財
産
か
ら
生
ず
る
果
実

第

六

条

第

章
1. 7. -6. 

こ
の
法
人
の
資
産
は
、
次
の
各
号
忙
掲
げ
る
も
の
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

前
各
号
の
殴
か
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
忙
必
要
な
事
業
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R 

理
事
長
は
、

こ
の
法
人
を
代
表
し
、

こ
の
法
人
の
業
務
を
総
理
す
る
。

第

十

七

条

こ
の
法
人
忙
理
事
長
を
置
き
、

埋
事
の
中
か
ら
互
選
す
る
。

（
理
事
長
）

③ R 

監
事
は
、

民
法
第
五
十
九
条
の
跛
務
を
行
う
。

理
事
は
、

理
事
会
を
構
成
し
、

第

十

六

条

理

事

及

ぴ

監

事

は

、

理
事
会
に
お
い
て
選
任
す
る
。

（
埋
事
及
び
監
事
）

二
名
以
内

こ
の
法
人
の
業
務
を
議
決
し
、
執
行
す
る
。

R
理
事
及
び
監
事
は
、
相
互
忙
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

2

監
事

ー

理
事

こ
の
法
人
忙
次
の
役
員
を
置
く
。

十
五
名
以
上
二
十
名
以
内

第

十

五

条

（

役

員

）

第

四

章

役

員

等

第

十

四

条

全
部
又
は
一
部
を
甚
本
財
産
忙
繰
り
入
れ
る
か
、

又
は
翌
年
度
忙
繰
り
越
す

理
事
長
が
作
成
し
、

監
事
の
監
杏
を
経
た
後
、

理
事
会
の
議
決
を
経
て
、

当

又
は
収
支
予
算
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
も
同
様
と
す
る
。

会
計
年
度
開
始
前
忙
主
務
大
臣
忙
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
業
計
画

第

十

一

条

こ
の
法
人
の
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
は
、

（
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
）

（
事
業
報
告
書
及
び
収
支
計
算
書
等
）

第

十

二

第

十
三

条

（
剰
余
金
の
処
分
）

条

毎
年
度
の
事
業
報
告
書
、

収
支
計
算
書
、
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
は
、

該
会
計
年
度
終
了
後
三
月
以
内
忙
主
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
会
計
年
度
）

会
計
年
度
末
忙
剰
余
金
が
生
じ
た
と
き
は
、

も
の
と
す
る
。

理
事
会
の
議
決
を
経
て
そ
の

こ
の
法
人
の
会
計
年
度
は
、
毎
年
四
月
一
日
忙
始
ま
り
翌
年
三
月
三
十
一

日
忙
終
る
。

る。

埋
事
会
の
議
決
を
経
て
、
毎
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3
 

2
 

1. 

寄
附
行
為

ら
な
い
。

理
事
長
は
、

主
た
る
事
務
所
忙
‘

て
、
理
事
長
が
こ
れ
を
定
め
る
。

こ
の
寄
附
行
為
で
別
忙
定
め
る
も

②
事
務
局
の
組
織
及
ぴ
運
営
忙
関
し
必
要
な
事
項
は
、

理
事
会
の
議
決
を
経

置
く
。

（
副
埋
事
長
）

第

二

十

条

第
二
十
一
条

現
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

第
二
十
二
条

（
事
務
局
）

こ
の
法
人
忙
副
埋
事
長
一
名
を
置
き
、

副
理
事
長
は
、

理
事
長
を
補
佐
し
、

そ
の
服
務
を
行
う

0

の
基
本
方
針
忙
関
し
、

こ
の
法
人
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
事
務
局
を
設
け
、

（
帳
簿
及
び
書
類
の
備
付
け
）

第
二
十
二
条
の

2
の
の
祖
か
、
次
忙
掲
げ
る
書
類
及
び
帳
簿
を
備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な

埋
事
、

許
可
、

理
事
長
の
諮
問
忙
応
じ
、

監
事
等
及
ぴ
戦
員
の
名
簿
及
び
略
歴
書

認
可
等
及
ぴ
登
記
に
関
す
る
書
類

必
要
な
職
員
を

又
は
意
見
を
述
べ
る
。

②

顧

間

は

、

理
事
会
の
推
薦
花
よ
り
埋
事
長
が
委
嘱
し
、

こ
の
法
人
の
運
営

こ
の
法
人
忙
顧
問
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
顧

問）
の
議
決
忙
よ
り
解
任
す
る
こ
と
が
で
含
る
。

き
、

又
は
役
員
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
為
の
あ
っ
た
と
き
は
、

理
事
会

役
員
が
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
執
行
に
耐
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と

（

解

任

）

で
は
、

③
役
員
は
、
辞
任
又
は
任
期
満
了
後
忙
お
い
て
も
、
後
任
者
が
就
任
す
る
ま

②
補
欠
又
は
増
員
忙
よ
り
選
任
さ
れ
た
役
員
の
任
期
は
、
前
任
者
又
は
他
の

第

十

九

条

役

員

の

任

期

は

、

（

任

期

）

長
が
欠
け
た
と
き
は
、

R 

第

十

八

条

一
年
と
す
る
。

た
だ
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

埋
事
長
忙
事
故
あ
る
と
き
又
は
理
事

そ
の
賊
務
を
代
行
す
る
。

理
事
の
な
か
か
ら
互
選
す
る
。
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第
二
十
八
条

（議

や
む
を
え
な
い
理
由
花
よ
り
理
事
会
に
出
席
で
き
な
い
理
事
は
、

理
事
会
の
談
長
は
理
事
長
と
す
る
。

理
事
の
過
半
数
の
同
意
を
も
っ
て
決
す
る
。

は
議
長
が
決
す
る
と
こ
ろ
花
よ
る
。

（
書
面
表
決
等
）

第
二
十
八
条
の

2

決
）

理
事
会
の
議
決
は
、

が
で
き
な
い
。

た
だ
し
、

あ

可
否
同
数
の
場
合
に

こ
の
寄
附
行
為
で
別
に
定
め
る
も
の
の
祖
か
、

こ
の
日
数
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

出
席

第
二
十
七
条

理
事
会
は
、

理
事
現
在
数
の
過
半
数
の
出
席
が
な
け
れ
ば
開
会
す
る
こ
と

（
定
足
数
）

第
二
十
六
条

（
議

長）
す
る
と
き
は
、

れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、

埋
事
全
員
の
承
諾
が
あ
る
と
き
又
は
緊
急
を
要

内
容
、

日
時
、
場
所
を
示
し
て
文
書
を
も
っ
て
七
日
前
ま
で
に
通
知
し
な
け

R
 

そ
の

き
は
、

埋
事
長
は
速
や
か
忙
理
事
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

R
理
事
又
は
監
事
か
ら
会
議
の
目
的
た
る
事
項
を
示
し
て
請
求
が
あ
っ
た
と

第
二
十
五
条

理
事
会
を
招
集
す
る
忙
は
、

理
事
に
対
し
会
議
の
目
的
た
る
事
項
、

理
事
会
は
理
事
長
が
招
集
す
る
。

（

招

集

）

2

そ
の
他
、

1. 

予
算
を
伴
わ
な
い
権
利
の
放
棄
ま
た
は
義
務
の
負
担

決
す
る
。

第
二
十
四
条

（

権

能

）

第
二
十
三
条

（

構

成

）

第

五

章

5, 45 理
事
会
は
、

理

事

こ
の
法
人
の
運
営
忙
関
す
る
重
要
な
こ
と

こ
の
寄
附
行
為
忙
規
定
す
る
も
の
の
位
か
、
次
の
事
項
を
議

理
事
会
は
、
理
事
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

会

収
入
及
ぴ
支
出
に
関
す
る
帳
簿
及
び
証
拠
書
類

そ
の
他
必
要
な
書
類
及
び
帳
薄
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議
事
録
署
名
人
の
選
出
忙
関
す
る
事
項

寄
附
行
為
の
変
更
及
ぴ
解
散

（
寄
附
行
為
の
変
更
）

第
三
十
一
条

第
三
十
二
条

こ
の
寄
附
行
為
は
、

こ
の
法
人
の
解
散
は
、

の
同
意
を
得
、

（

解

散

）

主
務
大
臣
の
認
可
が
あ
っ
た
と
き
解
散
す
る
。

同
意
を
得
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
変
更
で
き
な
い
。

理
事
会
忙
お
い
て
埋
事
現
在
数
の
三
分
の
二
以
上
の

理
事
会
に
お
い
て
理
事
現
在
数
の
三
分
の
一

l

以
上

第

六

章 R
議
事
録
は
、
事
務
所
忙
備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ふ 4. 

議
事
の
経
過
の
概
要
及
び
そ
の
結
果

3
 
議

案

む
。
）

の
氏
名

2. 

理
事
の
現
在
数
及
び
出
席
理
事

（
書
面
表
決
者
及
び
表
決
委
任
者
を
含

ー

第
二
十
九
条

（
議
事

三
十

録
）

条

前
項
の
書
面
は
、

理
事
会
の
開
催
の
日
の
前
日
ま
で
忙
本
協
会
忙
到
達
し

日
時
及
び
場
所

署
名
人
二
人
以
上
が
署
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

及
ぴ
出
席
理
事
の
う
ち
か
ら
、

そ
の
理
事
会
忙
お
い
て
選
任
さ
れ
た
議
事
録

②

議

事

録

は

、

議
長
が
作
成
し
、
少
な
く
と
も
次
の
事
項
を
記
載
し
、
議
長

第

理
事
会
の
議
事
佼
つ
い
て
は
、

議
事
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

監
事
は
、

理
事
会
忙
出
席
し
て
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
監
事
の
出
席
） れ

ば
な
ら
な
い
。

③

第

一

項

の

代

理

人

は

、

代

理

権

を

証

す

る

書

面

を

本

協

会

忙

提

出

し

な

け

な
い
と
き
は
、
無
効
と
す
る
。

② 
場
合
忙
お
い
て
、
前
二
条
の
適
用
択
つ
い
て
は
、

出
席
し
た
も
の
と
み
な
す
。

の
出
席
埋
事
を
代
埋
人
と
し
て
表
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ら
か
じ
め
通
知
さ
れ
た
事
項
柘
つ
い
て
、

書
面
を
も
っ
て
表
決
し
、

こ
の

又
は
他
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行
す
る
。

た
だ
し
、
第
十
五
条
の
規
定
の
変
更
忙
つ
い
て
は
、

昭
和
五
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施

か
ら
施
行
す
る
。

こ
の
寄
附
行
為
の
変
更
は
、

主
務
大
臣
の
認
可
の
あ
っ
た
日

附

則

規
定
忙
か
か
わ
ら
ず
、

別
紙
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
忙
よ
る
。

4. 

こ
の
法
人
の
設
立
当
初
の
会
計
年
度
の
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
は
、

3. 

こ
の
法
人
の
設
立
の
日
の
属
す
る
会
計
年
度
は
、

第
十
四
条
の
規
定

Iz
か
か
わ
ら
ず
、

"
、

わ

ら

す

昭
和
五
十
七
年
―
―
一
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

わ
ら
ず
、

別
紙
役
員
名
簿
の
と
お
り
と
し
、

そ
の
任
期
は
、
第
十
九
条
の
規
定
化
か
か

2
 

こ
の
法
人
の
設
立
当
初
の
役
員
は
、
第
十
五
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定
忙
か
か

1. 

設
立
許
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
昭
和
五
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

三
十
一

日）

第
十
一
条
の

（
昭
和
五
十
八
年
三
月

こ
の
寄
附
行
為
は
、

原
生
大
臣
の
設
立
許
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附 第

七

則

な
事
項
は
、

理
事
長
が
定
め
る
。

第
三
十
四
条

こ
の
寄
附
行
為
忙
定
め
る
も
の
の
殴
か
、

章

雑

則

す
る
。

第
三
十
三
条

大
臣
の
許
可
を
得
て
、
類
似
の
目
的
を
も
つ
公
益
法
人
忙
寄
附
す
る
も
の
と

こ
の
法
人
の
解
散
忙
伴
う
残
余
財
産
は
、

（
残
余
財
産
の
処
分
）

こ
の
法
人
の
運
営
忙
関
し
必
要

理
事
会
の
議
決
を
経
て
、

主
務

-33-



昭和 59年 1月31日発行（李F1J)

「アジア 人口と開発」 .AG.11 

発行者 田中龍夫

発行所 財団法人アジア人口・ 開発協会

〒100千代田胚永田町 2 1 0 2 

永田町TBRピル 71 0サ

TEL 03 (581) 7770(代表）


