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『西安の人」〈中国＞

杉本雄三・画く元・関西電力病院長〉
人口と開発ノ目次扉・スケッチ

中
国
・
食
糧
３
億
人
分
不
足
／
Ｏ
Ｄ
Ａ

に
民
間
連
携
／
ベ
ト
ナ
ム
Ｈ
Ｉ
Ｖ
対
策

急
ぐ
／
｜
人
っ
子
政
策
「
人
権
無

視
」
／
「
女
性
保
護
規
定
」
は
差
別
／

「
女
子
の
み
採
用
」
認
め
ず
／
「
女
子
保

護
規
定
」
撤
廃
を
／
中
国
の
食
糧
危
機

に
米
反
論
／
中
国
の
食
糧
不
足
半
減
可

能
／
食
糧
問
題
安
全
保
障
の
必
要
性
／

巻
頭
言
／
マ
ル
サ
ス
ー
「
成
長
の
限
界
」
Ｉ
Ｌ
・
ブ
ラ
ウ
ン
黒
田
俊
夫
３

ｏ
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
社
会
構
造
に
お
け
る
植
民
地
支
配
の
影
響

㈱
ア
ジ
ア
人
口
・
開
発
協
会
楠
本
惨

○
東
ア
ジ
ア
の
経
済
成
長
と
食
糧
需
要
の
急
増

吉
田
昭
彦

○
ザ
ン
ビ
ア
共
和
国
／
小
規
模
農
業
の
ゆ
く
え

日
大
腿
獣
医
学
部
土
壌
学
研
究
室
隅
田
裕
明

ｏ
女
性
が
決
め
る
未
来
の
地
球
ｌ
人
口
問
題
取
材
の
二
○
余
年

共
同
通
信
編
集
委
員
兼
論
説
委
員
西
内
正
彦

○
合
理
的
選
択
理
論
と
人
口
・
開
発
問
題

佐
藤
嘉
倫

財
ア
ジ
ア
人
ロ
・
開
発
協
会
が
筋
「
視
聴
覚
教
育
奨
励
賞
」
を
受
賞

人
類
史
的
な
変
化
の
な
か
で

明
る
い
展
望
を
信
じ
前
進
し
よ
う

中山太郎｛肺肝ＭⅧ獣罷）畑広瀬次雄（馴柳刷臥常務理事）

東
南
ア
・
児
童
買
春
の
実
態
／
中
国
の

新
し
い
食
糧
基
地
／
陣
痛
促
進
剤
で
死

亡
事
故
／
エ
イ
ズ
二
○
○
○
年
に
は
四

千
万
／
エ
イ
ズ
母
子
感
染
で
貧
困
と
／

Ｎ
Ｇ
Ｏ
政
策
に
草
の
根
の
声
／
Ｏ
Ｄ
Ａ

財
政
悪
化
で
最
低
に
／
Ｏ
Ｄ
Ａ
よ
り
出

稼
ぎ
送
金
／
船
舶
振
興
会
が
「
日
本
財

団
」
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二
○
○
年
近
く
も
前
に
蒔
か
れ
た
マ
ル

サ
ス
の
「
人
口
論
」
二
七
九
八
）
の
種
が
新

し
く
芽
を
出
し
始
め
た
。
産
業
革
命
、
そ

し
て
第
二
次
大
戦
後
の
画
期
的
な
科
学
技

術
の
進
歩
は
、
あ
り
あ
ま
る
食
料
生
産
を

も
た
ら
し
た
。
人
間
は
食
料
な
し
に
生
き

て
い
け
る
生
物
で
あ
る
か
の
如
き
幻
想
の

時
代
が
続
い
た
。

こ
の
よ
う
な
幻
想
を
打
ち
砕
い
た
の

が
、
’
九
七
二
年
の
ロ
ー
マ
・
ク
ラ
ブ
の

「
成
長
の
限
界
」
二
九
七
二
）
で
あ
っ
た
。

世
界
人
口
の
増
加
と
経
済
成
長
が
持
続
す

る
限
り
、
た
と
え
農
業
生
産
技
術
の
進
歩

な
ど
を
考
慮
に
入
れ
て
も
食
料
生
産
の
減

少
と
環
境
の
悪
化
に
よ
り
、
人
類
は
一
○

○
年
を
ま
た
ず
し
て
破
局
に
直
面
す
る
だ

ろ
う
と
警
告
し
た
。
し
か
し
、
当
時
と
し

て
は
こ
の
よ
う
な
地
球
規
模
的
な
視
点
に

立
っ
て
の
人
類
の
運
命
に
つ
い
て
の
警
告

は
、
単
な
る
警
告
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
受

巻
頭

￣

￣
一

一

にＩ

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
マ
ル
サ
ス
理

論
の
地
球
規
模
的
反
省
で
あ
り
、
食
な
く

し
て
人
間
は
生
存
し
え
な
い
と
い
う
も
つ

け
と
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
ぼ
う
大
な

資
料
を
基
礎
に
し
た
理
論
的
研
究
の
結
論

が
国
際
的
に
大
き
な
反
響
を
も
た
ら
し
た

黒田俊夫

と
も
単
純
な
、
そ
し
て
基
本
的
命
題
に
点

火
さ
れ
た
。

人
口
と
食
料
が
真
剣
に
論
じ
ら
れ
始
め
た

の
は
ご
く
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
’
九
九
○

年
代
に
マ
ル
サ
ス
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
遂
に
開

花
し
た
。
も
っ
と
も
華
々
し
い
論
争
を
マ
ス

コ
ミ
に
展
開
し
た
の
は
、
レ
ス
タ
ー
・
ブ
ラ

ウ
ン
達
で
あ
る
（
Ｂ
・
函
・
ｍ
８
ミ
ヨ
：
」
国
・

【
目
の
》
坤
句
巳
一
国
○
二
ｍ
の
》
」
毛
」
）
。
も
っ

と
も
説
得
力
の
あ
っ
た
の
は
、
中
国
に
お

け
る
食
料
生
産
と
人
口
に
つ
い
て
の
分
析

で
あ
る
。
中
国
の
穀
類
消
費
量
が
二
○
三

○
年
に
は
四
万
七
千
九
百
万
ト
ン
に
達
す

る
が
生
産
壁
は
二
万
六
千
三
百
万
ト
ン
に

減
少
し
、
そ
の
不
足
分
は
二
万
一
千
六
百

万
ト
ン
に
達
し
、
そ
の
頃
の
世
界
の
穀
類

輸
出
量
を
は
る
か
に
上
回
る
こ
と
に
な
る

と
い
う
。
イ
ン
ド
で
も
四
千
五
百
万
ト
ン

の
不
足
に
な
る
と
計
算
さ
れ
て
い
る
。
こ

こ
数
十
年
間
に
お
け
る
世
界
人
口
増
加
率

と
食
料
問
題
は
極
め
て
き
び
し
い
様
相
を

呈
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

３



人類的な変化のなかで明るい展望を信じて前進しよう
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耳
を
す
ま
し
て
、
そ
し
て
語
ろ
う
新
時
代

中
山
元
外
相
と
広
瀬
Ａ
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Ａ
事
務
局
長
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噛
勵 ・
話
し
手
中
山
太
郎
浜
川
脇
獣
甑

・
聞
き
手
広
瀬
次
雄
ァ
鰐
臥
郭
識
露

み
出
し
た
今
、
強
い
危
機
意
識
を
も
っ
て
日
本
は
国
際
化
に
対
応

ｑ

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

広
瀬
⑪
新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

昔
か
ら
亥
年
は
大
乱
の
年
で
荒
れ
る
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た

が
、
昨
年
は
、
年
明
け
早
々
の
一
月
十
七
日
に
世
界
に
大
き
な
衝

撃
を
与
え
た
阪
神
淡
路
大
震
災
が
起
き
た
の
を
は
じ
め
、
オ
１
ム

教
団
に
よ
る
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
な
ど
大
規
模
な
悲
惨
極
ま
り
な

い
天
災
や
こ
れ
ま
で
日
本
が
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
悪
質
・
凶
悪

な
犯
罪
が
発
生
し
ま
し
た
。
｜
方
、
金
融
機
関
の
不
良
債
権
問
題

や
、
海
外
で
の
不
祥
事
、
地
方
自
治
体
の
目
に
余
る
官
官
接
待
の

実
体
が
明
る
み
に
で
る
な
ど
、
ま
さ
に
荒
れ
に
荒
れ
た
激
動
の
一

年
で
も
あ
り
ま
し
た
。
国
際
的
に
は
、
ポ
ス
ー
ー
ア
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ

ビ
ナ
紛
争
や
ス
リ
ラ
ン
カ
の
民
族
紛
争
な
ど
、
争
い
の
絶
え
な
い

年
で
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
状
況
を
見
て
お
り
ま
す
と
、
こ

れ
か
ら
日
本
が
ど
の
よ
う
に
国
際
社
会
と
関
わ
り
を
も
っ
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
菰
い
の
か
１
敗
戦
後
、
半
世
紀
か
ら
一
歩
踏

‘



新春対談 96年新時代の胎動

中
山
“
国
際
間
の
交
渉
で
も
過
去
が
強
く

影
響
し
て
き
て
い
ま
す
。
日
本
は
こ
れ
ま
で

以
上
に
過
去
を
明
確
に
認
識
し
て
行
動
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
同
時
に
、
国

際
社
会
を
見
て
い
ま
す
と
、
余
り
に
も
こ
だ

中
山
“
そ
う
で
す
ね
、
昨
年
は
、
自
然
災

害
の
前
に
人
間
が
い
か
に
弱
い
も
の
で
あ
る

か
を
い
や
と
い
う
ほ
ど
思
い
知
ら
さ
れ
ま
し

た
。
私
事
で
恐
縮
で
す
が
、
私
の
家
内
の
姉

一
家
も
由
緒
あ
る
家
屋
も
ろ
と
も
一
瞬
に
し

て
、
全
員
が
犠
牲
に
な
る
と
い
う
惨
事
に
会

い
、
私
自
身
も
非
常
に
悲
し
い
思
い
を
い
た

し
ま
し
た
。
ま
た
、
オ
ー
ム
事
件
は
こ
れ
ま

で
日
本
が
か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
の
な
か
っ

た
犯
罪
事
件
で
す
ね
。
一
般
の
社
会
と
徹
底

し
て
違
う
価
値
観
を
も
っ
た
狂
気
の
集
団

が
、
恐
ろ
し
い
価
値
観
に
基
づ
い
て
確
信
を

蝋鰄平和〃と〃正義〃が
〃
人
口
問
題
解
決
〃
の
前
提
条
件

鯵し
さ
を
増
す
国
際
環
境

わ
り
過
ぎ
て
不
幸
な
結
果
を
生
み
出
し
て
い

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
ポ
ス
ニ
ア

・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ビ
ナ
問
題
な
ど
は
、
長
年
蓄

積
し
た
不
満
や
小
競
り
合
い
が
恨
み
を
生

み
、
そ
の
恨
み
が
更
な
る
恨
み
を
生
ん
で
収

も
っ
て
行
っ
た
特
異
な
犯
罪
で
あ
っ
た
わ
け

で
す
。
こ
の
よ
う
な
犯
罪
行
為
は
、
こ
れ
ま

で
日
本
の
司
法
が
、
扱
っ
た
こ
と
の
な
い
も

の
で
し
た
。
一
方
、
日
本
を
取
り
巻
く
国
際

環
境
も
厳
し
さ
を
増
し
て
い
る
の
が
現
状
で

す
。

広
瀬
北
内
外
と
も
に
難
問
山
積
で
す
ね
。

少
な
く
と
も
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
時
間
が

経
て
ば
解
決
す
る
と
か
、
す
べ
て
を
水
に
流

す
と
い
っ
た
日
本
的
な
解
決
法
で
は
、
も
は

や
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
を
痛
切
に
感
じ

ま
す
。

ま
ら
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

お
釈
迦
様
が
言
っ
た
言
葉
の
中
に
「
恨
み
は

恨
み
に
よ
っ
て
焔
（
や
）
ま
ず
、
恨
み
は
恨
み

無
き
に
よ
っ
て
の
み
焔
む
」
と
い
う
言
葉
が

あ
り
ま
す
が
、
宗
教
を
越
え
て
重
要
な
言
葉

だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
ほ
ど
言
う
は

易
く
、
実
現
す
る
こ
と
が
困
難
な
言
葉
も
な

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
ど
も
が
真
剣
に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す

人
口
問
題
の
解
決
や
女
性
の
地
位
向
上
を
実

現
し
て
い
く
う
え
で
も
、
平
和
は
不
可
欠
な

も
の
で
す
。
私
自
身
も
折
り
に
触
れ
、
争
い

を
減
ら
し
、
争
い
に
浪
費
す
る
貴
重
な
資
金

を
人
類
の
未
来
を
決
め
る
人
口
問
題
、
持
続

可
能
な
開
発
の
達
成
に
使
う
べ
き
で
あ
る
と

主
張
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
前
提
と
な
る
の

は
平
和
と
正
義
の
実
現
な
の
で
す
。

広
瀬
傘
そ
う
で
す
ね
。
事
実
を
踏
ま
え
、

明
確
な
歴
史
認
識
を
も
っ
た
う
え
で
過
去
に

と
ら
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
人
類
の
将
来
の

た
め
に
、
今
、
何
を
す
べ
き
か
を
改
め
て
見

据
え
、
そ
の
目
的
を
果
た
す
た
め
に
行
動
す

る
こ
と
こ
そ
必
要
な
の
で
す
ね
。

５



中
山
》
実
は
、
こ
の
こ
と
が
、
な
か
な
か

難
し
い
の
で
す
。
農
耕
単
一
民
族
と
し
て
自

然
と
共
に
生
き
て
来
た
日
本
人
は
、
そ
の
長

い
歴
史
・
文
化
の
中
で
「
祝
詞
」
に
あ
る
よ
う

に
「
罪
、
職
（
け
が
れ
）
を
祓
（
は
ら
）
う
こ
と

で
す
べ
て
を
水
に
流
す
」
こ
と
が
で
き
る
、

と
考
え
て
き
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
、
大
自

然
の
下
で
稲
作
を
す
る
と
、
お
天
気
次
第
で

凶
作
が
起
こ
り
ま
す
。
誰
の
貴
任
に
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
ｌ
そ
こ
で
、
す
べ
て
を

諦
め
て
水
に
流
す
思
考
が
パ
タ
ー
ン
化
し
た

の
で
す
。
西
洋
は
、
「
聖
書
」
の
神
と
の
契
約

に
基
づ
く
「
罪
と
罰
」
の
世
界
で
あ
り
、
歴
史

は
蓄
積
さ
れ
る
も
の
で
す
。
日
本
人
は
国
際

社
会
で
生
き
て
行
く
た
め
に
、
過
去
を
踏
ま

え
た
う
え
で
、
す
べ
て
を
水
に
流
す
の
で
は

な
く
、
新
し
い
未
来
の
た
め
に
国
際
的
に
生

ま
れ
変
わ
っ
て
働
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
つ
ま
り
日
本
的
な
美
徳
を
大
切
に
し
な

が
ら
、
東
西
の
異
質
文
化
を
融
合
さ
せ
る
よ

う
な
、
大
き
な
「
道
」
を
切
り
開
い
て
い
く
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。

欝西文化を融合させる「大道」を切り開け
広
瀬
“
と
こ
ろ
で
、
人
類
と
地
球
の
未
来

を
決
め
る
二
十
一
世
紀
最
大
の
課
題
、
人
口

問
題
に
関
し
て
も
昨
年
は
大
き
な
動
き
が
あ

り
ま
し
た
。
デ
ン
マ
ー
ク
・
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ

ン
で
世
界
社
会
開
発
サ
ミ
ッ
ト
、
中
国
・
北

京
で
の
第
四
回
世
界
女
性
会
議
な
ど
、
大
き

な
会
議
が
相
次
ぎ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
を
見
て

お
り
ま
す
と
新
し
い
時
代
の
動
き
、
予
徴
の

よ
う
な
も
の
を
感
じ
ま
す
が
…
…
。

中
山
”
そ
う
で
す
ね
。
ご
指
摘
の
政
府
間

会
議
は
国
際
世
論
を
大
き
く
盛
り
上
げ
ま
し

た
が
、
昨
年
は
国
連
設
立
五
十
年
と
い
う
節

目
の
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。
私
は
、
今
、
非

常
に
大
き
な
人
類
史
的
な
流
れ
の
変
化
を
感

じ
て
お
り
ま
す
。
ご
存
じ
の
通
り
、
第
二
次

世
界
大
戦
の
戦
後
秩
序
の
構
築
と
い
う
目
的

で
始
ま
っ
た
国
連
も
、
東
西
冷
戦
の
流
れ
の

中
で
、
旧
連
合
国
と
旧
敗
戦
国
と
い
う
区
分

け
よ
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
も
と
に
し
た
東

西
の
区
分
の
方
が
重
要
と
な
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
れ
が
、
ソ
連
邦
崩
壊
を
き
っ
か
け
と

し
て
、
旧
共
産
主
義
国
が
市
場
経
済
へ
と
急

速
に
転
換
を
始
め
、
も
は
や
東
西
対
立
と
い

う
言
葉
す
ら
無
意
味
な
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
東
西
冷
戦
が
な
く
な
っ
た
か
ら

と
言
っ
て
、
世
界
か
ら
紛
争
が
な
く
な
っ
た

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
小
規
模
の

紛
争
は
多
発
し
て
お
り
ま
す
。
今
、
世
界
の

ど
こ
か
で
五
○
近
い
戦
争
や
紛
争
が
続
い
て

い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
紛
争

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
事
情
に
根
ざ
し
た
個

別
の
紛
争
で
あ
り
、
こ
の
紛
争
を
こ
れ
ま
で

の
よ
う
に
大
き
な
枠
組
み
で
論
じ
る
こ
と
が

不
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の

数
年
間
は
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
を
再
考
せ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
数
年
間
で
は
な
か
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

広
瀬
》
こ
の
よ
う
な
国
際
政
治
の
流
れ
の

な
か
で
、
ま
さ
に
時
代
は
大
き
く
変
わ
り
つ

つ
あ
り
ま
す
ね
。

中
山
”
お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
。

国
連
の
性
格
も
こ
れ
ら
の
社
会
情
勢
の
変

化
に
対
応
し
て
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、
東
西
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
に
基
づ
い
た
軍
事
力
の
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン

ス
の
管
理
が
も
っ
と
も
重
要
で
あ
っ
た
の
で

す
が
、
現
在
は
そ
れ
に
加
え
て
、
人
口
、
環
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身を乗り出して

語る中山元外相

境
、
人
権
、
貧
困
、
女
性
な
ど
、
こ
れ
ま

で
、
中
心
的
な
課
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
こ
な

か
っ
た
ヒ
ュ
ー
マ
ン
な
、
し
か
も
人
類
と
地

球
が
共
生
す
る
た
め
の
、
平
和
の
鍵
を
握
る

課
題
の
重
要
性
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た

の
で
す
。

広
瀬
“
た
し
か
に
こ
こ
数
年
、
先
生
の
挙

げ
ら
れ
た
人
口
、
環
境
、
人
権
、
貧
困
、
女

性
に
つ
い
て
国
連
主
催
の
会
議
が
相
次
ぎ
ま

し
た
。
一
九
九
二
年
に
は
環
境
を
テ
ー
マ
と

し
て
ブ
ラ
ジ
ル
の
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
で
国

連
環
境
開
発
会
議
（
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｅ
Ｄ
）
が
開
か

れ
、
一
九
九
三
年
に
は
人
権
を
テ
ー
マ
と
し

中
山
醜
そ
れ
に
加
え
て
、
こ
れ
ら
の
会
議

に
共
通
し
た
考
え
方
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ

は
、
ど
ん
な
に
大
き
な
問
題
も
、
先
ず
、
そ

れ
を
解
決
す
る
に
は
個
人
の
生
活
環
境
の
改

善
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
単
な
る
議
論
に
終

わ
り
実
現
で
き
な
い
と
い
う
考
え
方
が
は
っ

き
り
出
て
き
た
ｌ
こ
れ
が
こ
の
一
連
の

て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ウ
ィ
ー
ン
で
人
権
会

議
、
一
九
九
四
年
に
は
人
口
を
テ
ー
マ
と
し

て
エ
ジ
プ
ト
・
カ
イ
ロ
で
国
際
人
口
開
発
会

議
（
ｌ
Ｃ
Ｐ
Ｄ
）
、
一
九
九
五
年
三
月
に
は
デ

ン
マ
ー
ク
・
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
で
貧
困
と
社

会
的
正
義
の
実
現
を
テ
ー
マ
と
し
て
世
界
社

会
開
発
サ
ミ
ッ
ト
（
Ｗ
Ｓ
Ｓ
Ｄ
）
、
同
年
九
月

に
は
中
国
・
北
京
で
第
四
回
世
界
女
性
会
議

（
Ｆ
Ｗ
Ｃ
Ｗ
）
が
開
か
れ
た
わ
け
で
す
。

中
山
》
こ
れ
ら
の
規
模
の
大
き
な
政
府
間

会
議
が
こ
れ
だ
け
続
い
て
開
か
れ
、
し
か

も
、
世
界
的
な
注
目
を
集
め
た
こ
と
は
、
か

つ
て
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

広
瀬
”
こ
れ
ら
の
会
議
は
す
べ
て
非
常
に

鯵
ず

、

個
人
の
生
活
環
境
改
善
か
ら

会
議
の
特
色
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

広
瀬
”
ど
の
よ
う
に
大
き
な
問
題
で
も
、

個
人
の
生
活
環
境
の
改
善
か
ら
、
と
い
う
の

は
頭
で
は
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ

の
こ
と
の
難
し
さ
も
よ
く
認
識
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
ね
。
人
は
、
一
人
一
人
が
異

な
っ
た
意
見
を
も
っ
て
い
ま
す
し
、
そ
の
求

包
括
的
な
会
議
で
す
ね
。
ま
ず
、
人
類
社
会

の
入
れ
物
で
あ
る
地
球
環
境
に
つ
い
て
考

え
、
つ
ぎ
に
現
実
問
題
と
し
て
も
っ
と
も
対

応
が
必
要
と
な
る
人
口
に
対
し
て
そ
の
対
処

方
法
を
協
議
し
、
社
会
的
な
公
正
の
実
現

と
、
不
平
等
の
是
正
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
人
権
、
社
会
開

発
を
協
議
し
、
さ
ら
に
そ
の
流
れ
の
一
環
と

し
て
女
性
の
問
題
を
協
議
し
た
わ
け
で
す

ね
。
大
き
な
流
れ
か
ら
言
え
ば
、
地
球
と
い

う
人
類
の
〃
家
“
か
ら
、
そ
こ
に
住
む
個
人
の

あ
り
方
ま
で
段
階
に
応
じ
て
協
議
し
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。
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中
山
躯
本
当
に
そ
う
思
い
ま
す
。
私
達
国

会
議
員
は
直
接
国
民
か
ら
選
ば
れ
、
国
政
に

お
け
る
意
思
決
定
を
委
託
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
そ
の
、
委
任
に
基
づ
き
私
達
は
政
策
協

議
を
し
、
政
策
決
定
を
す
る
わ
け
で
す
。
各

国
政
府
に
お
い
て
予
算
の
議
決
権
を
も
っ
て

い
る
の
は
国
会
で
あ
り
、
国
会
議
員
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
国
連
主
催
の
政
府
間
会

議
に
お
い
て
、
国
会
議
員
の
役
割
と
い
う
も

の
は
ほ
と
ん
ど
期
待
さ
れ
て
い
な
い
と
言
っ

て
も
よ
い
の
が
現
状
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

は
誠
に
残
念
な
こ
と
で
す
。

広
瀬
即
こ
れ
ら
一
連
の
国
連
主
催
の
政
府

間
会
議
で
は
日
本
の
国
際
人
口
問
題
議
員
懇

談
会
を
中
心
と
し
た
国
会
議
員
の
活
曜
は
め

ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
ね
。

中
山
卯
そ
の
通
り
で
す
。
だ
か
ら
余
計
に

め
る
も
の
も
多
様
で
す
。
今
か
ら
必
要
な
の

は
、
こ
れ
ら
の
会
議
で
検
討
さ
れ
た
、
解
決

の
た
め
に
取
る
べ
き
方
法
、
行
動
計
画
や
行

動
綱
領
を
急
い
で
具
体
化
し
実
行
し
て
い
く

鍛連の政府間会議では国会議員に発言の場を
残
念
な
の
で
す
。
特
に
、
同
僚
の
桜
井
新
議

員
が
議
長
を
務
め
る
人
口
と
開
発
に
関
す
る

ア
ジ
ア
議
員
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
Ａ
Ｆ
Ｐ
Ｐ
Ｄ
）
が

呼
び
か
け
人
と
な
っ
て
、
世
界
中
か
ら
国
会

議
員
を
集
め
、
タ
イ
ム
リ
ー
に
国
会
議
員
会

議
を
そ
れ
ぞ
れ
の
会
議
に
合
わ
せ
て
開
催
い

た
し
ま
し
た
。

カ
イ
ロ
の
国
際
人
口
開
発
会
議
（
Ｉ
Ｃ
Ｐ

Ｄ
）
で
は
国
際
人
口
開
発
議
員
会
議
（
Ｉ
Ｃ
Ｐ

Ｐ
Ｄ
）
、
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
の
世
界
社
会
開

発
サ
ミ
ッ
ト
（
Ｗ
Ｓ
Ｓ
Ｄ
）
で
は
、
国
際
人
口

社
会
開
発
議
員
会
議
（
Ｉ
Ｍ
Ｐ
Ｐ
Ｓ
Ｄ
）
、
中

国
・
北
京
の
第
四
回
世
界
女
性
会
議
（
Ｆ
Ｗ

Ｃ
Ｗ
）
で
は
東
京
で
国
際
女
性
・
人
口
・
社

会
開
発
議
員
会
議
（
ｌ
Ｍ
Ｐ
Ｇ
Ｐ
Ｄ
）
を
そ
れ

ぞ
れ
開
催
し
た
の
で
す
。

こ
れ
ら
の
会
議
に
は
、
各
国
の
人
口
・
開

こ
と
で
す
ね
。
私
は
、
こ
れ
か
ら
は
、
さ
ら

に
国
会
議
員
の
役
割
が
大
き
く
な
る
と
思
う

の
で
す
が
。

発
分
野
で
長
年
に
わ
た
り
献
身
的
な
貢
献
を

さ
れ
て
き
た
国
会
議
員
の
方
々
が
集
ま
り
、

本
当
に
熱
心
な
討
議
を
さ
れ
ま
し
た
。

私
ど
も
国
際
人
口
問
題
議
員
懇
談
会
も
そ

れ
ぞ
れ
の
会
議
に
積
極
的
に
参
加
し
、
東
京

で
開
催
さ
れ
た
国
際
女
性
・
人
口
・
開
発
議

員
会
議
で
は
会
議
を
主
催
し
、
国
際
人
口
問

題
議
員
懇
談
会
の
女
性
問
題
部
会
長
で
あ
る

清
水
嘉
与
子
参
議
院
議
員
が
運
営
委
員
会
議

長
と
会
議
議
長
を
務
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ

ら
の
会
議
は
、
各
国
の
人
口
開
発
の
分
野
で

長
年
に
わ
た
っ
て
献
身
を
続
け
て
こ
ら
れ
た

政
府
代
表
の
国
会
議
員
に
ご
参
加
い
た
だ
き
、

熱
心
な
討
議
が
行
わ
れ
、
世
界
の
国
会
議
員
の

意
志
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
表
明
し
た
の
で
す
。

こ
れ
は
、
激
し
い
民
主
的
な
討
議
を
尽
く

し
て
ま
と
め
ら
れ
た
世
界
の
国
会
議
員
の
意

志
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
カ
イ
ロ
の
国

際
人
口
開
発
会
議
を
除
い
て
、
こ
の
各
国
代

表
の
意
志
を
政
府
間
会
議
の
本
会
議
上
で
満

足
に
表
明
す
る
機
会
が
つ
い
に
得
ら
れ
な

か
っ
た
の
で
す
。
北
京
で
も
清
水
議
員
が

「
東
一
塁
且
言
」
を
も
っ
て
い
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
ど
う
い
う
こ
と
か
本
会
議
で
発
表
す

る
機
会
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
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も
ち
ろ
ん
会
議
参
加
者
は
、
各
国
政
府
代

表
で
す
の
で
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
ア

ピ
ー
ル
さ
れ
ま
し
た
し
、
こ
れ
ら
の
会
議
の

結
果
が
各
国
政
府
の
意
見
の
中
に
積
極
的
に

取
り
込
ま
れ
た
と
い
う
大
き
な
効
果
は
あ
り

ま
し
た
。
し
か
し
、
議
員
会
議
の
「
一
塁
星
且
言
」

と
し
て
本
会
議
の
席
上
で
発
表
で
き
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
は
事
実
で
す
。
こ
れ
で
は
、
国
会

議
員
会
議
の
も
つ
重
要
性
が
あ
ま
り
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

人
口
問
題
を
は
じ
め
と
す
る
こ
れ
ら
の
活

動
は
、
政
治
家
と
し
て
は
ま
こ
と
に
難
し
い

活
動
で
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
地
球
の
人
口
問

題
や
途
上
国
の
開
発
問
題
は
な
か
な
か
選
挙

の
票
に
つ
な
が
り
ま
せ
ん
。
政
治
家
が
、
未

来
は
今
の
選
択
で
決
ま
る
と
い
う
使
命
感
な

く
し
て
は
で
き
な
い
こ
と
で
す
。
こ
の
問
題

に
献
身
さ
れ
て
い
る
国
会
議
員
は
身
を
削

り
、
人
類
の
未
来
の
た
め
に
心
血
を
注
い
で

活
動
を
し
て
い
ま
す
。
私
達
は
、
国
や
地
球

の
未
来
を
希
望
溢
れ
る
も
の
と
す
る
た
め
の

責
任
を
感
じ
、
こ
の
使
命
を
果
た
す
た
め

に
、
日
夜
努
力
を
続
け
て
い
ま
す
。

国
会
議
員
の
役
割
の
重
要
性
を
議
員
個
人

個
人
が
自
覚
し
て
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
人
類

広
瀬
皿
近
視
眼
的
な
目
先
の
利
益
だ
け
に

と
ら
わ
れ
ず
に
、
本
当
に
人
類
の
未
来
に

と
っ
て
何
が
必
要
か
、
ま
た
今
の
選
択
を
有

効
な
も
の
に
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か

を
、
も
っ
と
真
剣
に
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま

す
ね
。
そ
の
意
味
で
は
現
在
の
国
際
社
会
の

対
応
は
不
十
分
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
会
議
で

は
大
変
よ
い
面
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま

す
。
そ
れ
は
、
国
際
女
性
・
人
口
・
開
発
議

員
会
議
で
国
連
人
口
基
金
（
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｐ
Ａ
）
の

サ
デ
ィ
ヅ
ク
事
務
局
長
が
言
っ
て
お
ら
れ
た

の
未
来
に
献
身
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す

が
、
そ
の
努
力
が
も
っ
と
明
確
に
反
映
さ
れ

騨
際
社
会
が
難
問
に
「
合
意
」
で
き
る

能
力
を
示
し
た
の
は
収
穫

聞き手の広瀬ＡＰＤＡ常務理事

の
で
す
が
、
”
こ
れ
だ
け
議
論
が
分
か
れ
る

困
難
な
問
題
に
つ
い
て
国
際
社
会
が
「
合
意
」

に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
示
し
た
“

こ
と
で
す
。
私
は
白
熱
し
た
議
場
に
い
て
、

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
ま
と
ま
る
の
だ

ろ
う
か
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
会
議
が
ま
と

ま
っ
た
こ
と
は
む
し
ろ
驚
き
で
す
ら
あ
り
ま

し
た
。

中
山
”
こ
れ
は
、
大
き
な
収
穫
で
し
た

ね
。
私
は
こ
こ
に
、
人
類
史
の
大
き
な
転
換

点
を
見
る
の
で
す
。
こ
れ
ま
で
、
共
通
の
目

的
を
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
人
類
が
、
初
め
て

共
通
に
克
服
す
べ
き
課
題
を
見
つ
け
そ
の
重

要
性
を
理
解
し
始
め
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
ま
で
、
大
き
な
会
議
が
開
か
れ
、
あ
ら

ゆ
る
分
野
に
対
す
る
協
議
と
検
討
が
な
さ
れ

ま
し
た
。
今
後
は
、
二
○
○
○
年
ま
で
に
国

連
主
催
の
政
府
間
会
議
と
し
て
、
本
年
ロ
－

る
よ
う
に
行
政
な
ら
び
に
国
連
機
関
な
ど
の

関
係
者
に
望
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

,



マ
で
開
か
れ
る
「
食
料
農
業
機
構
（
Ｆ
Ａ
Ｏ
）

の
食
料
サ
ミ
ッ
ト
」
、
「
ハ
ビ
タ
ッ
ト
会
議
員

と
「
難
民
に
関
す
る
会
議
」
が
残
っ
て
お
り
ま

す
が
、
す
で
に
、
か
な
り
の
部
分
に
つ
い
て

国
際
的
な
合
意
が
形
成
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

こ
の
中
で
も
、
特
に
食
料
に
つ
い
て
は
、

ど
の
よ
う
に
努
力
を
し
て
も
増
え
続
け
る
人

口
を
ど
の
よ
う
に
賄
っ
て
い
く
の
か
、
環
境

と
調
和
の
と
れ
た
食
料
開
発
を
ど
の
よ
う
に

実
施
す
る
か
と
い
う
議
論
が
な
さ
れ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
人
口
と
食
料
問
題
と
い
う

人
類
の
未
来
を
直
接
左
右
す
る
可
能
性
の
あ

る
大
き
な
問
題
に
対
す
る
取
組
み
は
、
と
こ

と
ん
詰
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
日
本
は

非
欧
米
で
初
め
て
人
口
転
換
を
成
し
遂
げ
た

国
と
し
て
、
ま
た
大
き
な
食
料
輸
入
国
と
し

て
、
そ
の
責
任
か
ら
も
こ
の
問
題
に
は
密
接

に
関
わ
り
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
こ
の
会
議
で
ど
の
よ
う
な
合
意
が
な
さ

れ
る
の
か
は
今
後
に
待
た
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
が
、
本
年
中
に
、
新
た
な
合
意
が
な
さ

れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

広
瀬
”
こ
れ
か
ら
は
ま
さ
に
議
論
よ
り
決

断
の
時
代
で
す
ね
。

中
山
鑓
そ
の
通
り
で
す
。
前
途
を
悲
観
す

る
声
が
あ
り
ま
す
が
、
私
は
〃
崩
壊
は
再
生

の
始
ま
り
“
で
あ
り
、
問
題
の
所
在
が
わ

か
っ
て
き
た
の
で
出
口
が
見
え
て
き
た
。

従
っ
て
こ
れ
か
ら
は
明
る
い
展
望
が
で
き
る

の
だ
、
新
し
い
時
代
を
希
望
溢
れ
る
も
の
と

す
る
た
め
の
胎
動
が
お
こ
っ
て
い
る
の
だ
と

信
じ
ま
す
。
私
達
は
、
こ
の
動
き
を
育
み
、

す
ぐ
そ
こ
に
迫
っ
た
次
の
世
紀
が
、
希
望
の

も
て
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
努
力
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
、
政
治
が

信
頼
で
き
る
よ
う
な
姿
に
な
る
よ
う
、
政
治

家
が
国
民
代
表
と
し
て
の
責
任
と
務
持
に
基

づ
い
て
行
動
す
る
こ
と
。
同
時
に
、
行
政
も

省
益
を
超
え
て
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
国
際
社
会
も
国
会
議
員
の
活
動

に
対
す
る
認
識
を
深
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
、
人
類
の
未
来
の
た

め
に
切
実
に
必
要
な
改
革
・
改
善
は
、
私
達

国
会
議
員
だ
け
で
も
、
政
府
だ
け
で
も
そ
れ

蕊知
・
決
断
・
実
行
で
人
類
の
未
来
に

明
る
い
希
望
を
Ｉ

広
瀬
窪
ど
う
も
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

を
充
分
に
行
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
何
よ

り
も
、
国
民
の
皆
さ
ん
に
理
解
し
て
い
た
だ

き
、
支
え
て
い
た
だ
い
て
初
め
て
実
現
で
き

る
こ
と
で
す
。
我
々
、
国
会
議
員
自
身
が
、

そ
し
て
官
僚
の
皆
さ
ん
も
姿
勢
を
正
し
、
私

心
を
捨
て
て
国
家
国
民
、
大
き
く
は
地
球
人

類
の
た
め
に
献
身
・
精
進
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

今
、
こ
こ
に
大
き
な
希
望
の
〃
種
“
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
〃
種
“
を
私
た
ち
人
類
の
英
知

と
、
決
断
と
、
実
行
で
見
事
に
結
実
さ
せ
、

人
類
の
危
機
を
乗
り
越
え
よ
う
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。
我
々
が
か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
の

な
か
っ
た
歴
史
の
流
れ
の
中
で
、
明
る
い
希

望
を
胸
に
、
共
に
揮
身
の
努
力
を
続
け
て
ま

い
り
ま
し
ょ
う
。

ＪＯ



東アジアの経済成長と食粗需要の急増

食
糧
の
需
要
は
人
口
増
加
ば
か
り
で
な

く
、
経
済
成
長
に
よ
っ
て
も
増
加
す
る
。
経

済
成
長
に
よ
り
暮
ら
し
向
き
が
豊
か
に
な
る

に
つ
れ
、
食
肉
や
酒
の
消
費
が
増
加
し
、
飼

料
や
醸
造
用
と
し
て
の
間
接
需
要
は
増
加
す

る
。
こ
の
経
済
成
長
に
よ
る
間
接
需
要
の
増

加
の
速
さ
は
経
済
成
長
の
速
さ
と
も
関
係
し

て
お
り
、
経
済
の
成
長
が
速
い
ほ
ど
速
い
。

人
口
の
増
加
率
は
せ
い
ぜ
い
二
％
程
度
で
あ

る
が
、
経
済
成
長
率
は
一
○
％
を
超
え
る
こ

鯵
エ
ロ
申
出
脾 ■
■
■
。

と
も
珍
し
く
な
い
。

人
口
の
増
加
に
よ
る
需
要
の
増
大
は
食
糧

問
題
に
対
し
て
、
長
期
的
に
は
重
圧
に
な
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
、
短
期
的
に
注

目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
経
済
的

な
要
因
に
よ
る
需
要
の
増
大
で
あ
り
、
そ
の

増
大
の
速
さ
で
あ
る
。
需
要
の
増
加
が
余
り

に
も
速
く
、
大
き
い
と
、
需
要
関
係
は
短
期

間
の
う
ち
に
逼
迫
す
る
。
需
給
関
係
の
改
善

に
は
供
給
、
つ
ま
り
、
増
産
に
徹
す
る
こ
と

と
、
需
要
を
抑
え
る
方
法
が
あ
る
。

食
糧
の
増
産
に
は
時
間
が
か
か
り
、
短
期

的
な
増
産
は
非
常
に
難
し
い
。
食
糧
の
大
幅

な
増
産
が
、
た
と
え
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て

Ｌ
』
誉

も
、
短
期
間
で
実
行
に
移
す
と
す
れ
ば
、
地

球
環
境
へ
の
負
荷
を
増
大
さ
せ
、
著
し
い
環

境
破
壊
を
招
く
。
地
球
規
模
で
の
環
境
破
壊

に
よ
り
、
人
類
の
存
続
す
ら
問
わ
れ
て
い
る

よ
う
な
現
状
で
は
、
食
糧
の
増
産
と
い
え
ど

も
、
軽
々
し
く
実
行
に
移
せ
る
も
の
で
は
な

い
。
ま
た
、
食
糧
は
毎
年
作
り
出
す
も
の
で

あ
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
よ
う
に
地
下
に
存
在

し
て
い
る
も
の
を
掘
り
出
す
の
と
は
違
う
。

探
し
て
も
、
ど
こ
も
見
当
た
ら
ず
、
翌
年
の

収
穫
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
違
う
こ
の
点
の
心
理
状
況
は
、
市
場

動
向
に
大
き
く
影
響
す
る
。

次
に
、
需
要
の
抑
制
で
あ
る
が
、
食
糧
の

場
合
に
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
よ
う
に
省
エ
ネ
ル

ギ
ー
に
よ
っ
て
長
期
間
消
費
量
を
減
ら
す
こ

と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
間
接
消
費
の
増
大

は
貧
し
か
っ
た
人
々
が
豊
か
な
生
活
を
求
め

る
過
程
で
生
じ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
制
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
少
な
く
と
も
、
飽
食

の
状
態
を
享
受
し
て
い
る
先
進
国
の
人
々
か

ら
は
口
出
し
で
き
る
問
題
で
は
な
い
。
増
産

が
難
し
く
、
需
要
の
増
大
を
抑
制
で
き
な
い

と
な
れ
ば
、
需
給
関
係
が
逼
迫
す
る
の
は
当

然
で
あ
る
。

ＪＪ



東
ア
ジ
ア
東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
の
中
で
、

最
初
に
高
度
成
長
を
達
成
さ
せ
た
の
は
日
本

で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
は
著

し
い
貧
困
と
激
し
い
人
口
の
増
加
に
見
舞
わ

れ
た
。
だ
が
、
多
く
の
努
力
の
結
果
、
一
九

四
七
年
か
ら
の
一
○
年
間
で
、
人
口
増
加
率

を
半
減
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
人
口
増

加
の
抑
止
に
成
功
し
た
頃
か
ら
、
日
本
の
経
済

は
高
度
成
長
期
に
入
り
、
途
中
多
少
の
粁
余
曲

折
は
あ
っ
た
が
、
高
度
成
長
は
長
期
間
続
き
、

日
本
は
先
進
国
の
仲
間
入
り
を
果
た
し
た
。

東
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
地
域
（
日
本
を
除

く
）
で
は
、
九
○
年
以
降
、
食
糧
の
間
接
需

要
が
急
増
し
始
め
た
。
最
大
の
消
費
国
で
あ

る
中
国
は
、
最
大
の
生
産
国
で
も
あ
る
が
、

需
要
の
増
大
と
天
候
不
順
の
た
め
、
九
三
年

を
境
と
し
て
食
糧
事
情
は
急
変
し
、
輸
出
国

か
ら
輸
出
国
へ
転
じ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
輸

入
量
は
年
毎
に
増
大
し
て
い
る
。

九
五
年
末
の
時
点
で
は
、
世
界
の
穀
物
の

在
庫
率
は
史
上
最
低
で
あ
る
。
穀
物
市
場
の

〃
四
つ
の
龍
“
と
呼
ば
れ
た
香
港
、
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
、
台
湾
、
韓
国
の
Ｎ
Ｉ
Ｅ
Ｓ
諸
国
で

は
過
去
に
見
ら
れ
た
ほ
ど
の
勢
い
は
な
い

が
、
今
な
お
高
い
経
済
成
長
が
続
い
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
国
々
は
か
つ
て
、
激
し
い
人

口
増
加
に
見
舞
わ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
短
期

間
の
う
ち
に
増
加
の
抑
止
に
成
功
し
た
。
こ

れ
ら
の
国
々
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
人

口
増
加
の
抑
止
の
パ
タ
ー
ン
が
日
本
の
そ
れ

と
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
最

初
に
人
口
増
加
の
抑
止
に
成
功
し
た
の
は
香

逼
迫
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
国
際
商
品
（
イ

ネ
を
除
く
）
と
さ
れ
る
麦
、
ト
ウ
モ
ロ
コ

シ
、
大
豆
の
国
際
価
格
は
暴
騰
の
兆
し
を
見

せ
始
め
て
い
る
。
在
庫
率
が
史
上
最
低
の
水

準
で
も
あ
る
た
め
、
最
大
の
供
給
国
で
あ
る

ア
メ
リ
カ
が
今
夏
天
候
不
順
に
見
舞
わ
れ
た

な
ら
ば
、
長
期
的
と
は
い
わ
ず
、
今
夏
に
も

食
糧
不
足
に
よ
る
パ
ニ
ッ
ク
の
発
生
は
避
け

ら
れ
な
い
事
態
に
至
っ
て
い
る
（
文
献
と
。

港
で
あ
る
が
、
そ
の
香
港
は
一
九
六
一
年
か

ら
の
一
○
年
間
で
増
加
率
を
半
減
さ
せ
て
い

る
。
香
港
に
続
い
て
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
台

湾
、
韓
国
の
順
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
黒
田
理
論
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
興
味
あ
る
こ
と
は
、
経
済
的
な
離
陸
時

期
も
人
口
増
加
の
抑
止
に
成
功
し
た
時
期
に

ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
（
文
献
２
）
。
そ
し
て
、

今
日
で
は
香
港
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
台
湾
は

先
進
国
の
仲
間
入
り
を
示
す
一
人
当
た
り
の

年
間
所
得
の
一
万
ド
ル
超
え
を
達
成
さ
せ

た
。
韓
国
も
九
六
～
九
七
年
度
中
に
達
す
る

勢
い
で
あ
る
。

最
大
の
人
口
を
擁
す
る
中
国
は
人
口
の
増

加
を
脅
威
と
し
て
受
け
止
め
、
少
々
強
引
と

も
言
え
る
一
人
っ
子
政
策
を
実
行
に
移
す
こ

と
に
よ
り
、
六
七
年
か
ら
の
一
○
年
間
で
、

増
加
率
を
ほ
ぼ
半
減
さ
せ
た
。
中
国
の
人
口

増
加
の
抑
止
の
成
功
に
よ
り
、
七
○
年
代
に

は
東
ア
ジ
ア
の
地
域
に
お
け
る
人
口
増
加
の

脅
威
は
消
失
し
た
。
そ
の
後
、
東
南
ア
ジ
ア

の
国
々
も
、
人
口
増
加
の
抑
止
に
努
め
た
た

め
、
今
日
で
は
、
東
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
地

域
に
お
け
る
人
口
増
加
は
著
し
く
低
い
も
の

と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
毎
年
一

J２



東アジアの経済成長と食糧濡要の急増

Ｎ
Ｉ
Ｅ
Ｓ
諸
国
の
人
口
は
合
計
で
も
八
○

○
○
万
弱
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
国
々
の
経
済

的
な
諸
変
化
に
対
し
て
、
世
界
は
大
き
な
注

目
を
寄
せ
な
か
っ
た
し
、
ま
た
、
大
き
な
変

動
要
因
も
発
生
し
な
か
っ
た
。
だ
が
、
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
に
続
き
、
中
国
が
経
済
的
に
離
陸
し

始
め
た
こ
と
に
よ
る
諸
変
化
に
対
し
て
は
変

動
要
因
が
余
り
に
も
大
き
く
、
注
目
せ
ね
ば

な
ら
な
い
事
態
に
至
っ
た
。

経
済
成
長
に
よ
り
、
人
々
の
暮
ら
し
向
き

が
向
上
す
れ
ば
、
生
活
様
式
が
大
き
く
変
わ

り
食
糧
の
間
接
消
費
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
は

増
大
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
要
因
は
環
境

に
も
大
き
な
負
荷
を
も
た
ら
し
、
地
球
規
模

の
環
境
を
著
し
く
悪
化
さ
せ
る
。
今
日
、

ミ
ャ
ン
マ
ー
以
東
の
東
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア

の
地
域
は
一
七
億
の
人
口
（
日
本
を
除
く
）
が

あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
国
々
を
抜
き
に
し
て
は

地
球
規
模
の
環
境
破
壊
は
語
れ
な
い
。

日
本
が
先
進
国
の
道
標
と
し
て
、
世
界
各

七
○
○
万
前
後
の
増
加
で
あ
り
、
一
○
年
に
日
本
が
一
つ
誕
生
す
る
勘
定
で
あ
る
。

座
と
韮
曰
懐
消
費
の
膳

国
か
ら
認
め
ら
れ
始
め
た
の
は
、
東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
が
開
か
れ
た
頃
か
ら
で
あ
る
。
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
か
れ
る
直
前
に
は
、
東
海

道
新
幹
線
が
開
通
し
、
日
本
の
技
術
レ
ベ
ル

の
高
さ
が
世
界
に
示
さ
れ
た
。
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
が
開
か
れ
た
一
九
六
四
年
頃
は
、
日
本
の

高
度
経
済
成
長
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ

り
、
一
人
当
た
り
の
所
得
も
低
い
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
当
時
の
日
本
の
一
人
当
た
り

の
年
間
米
消
費
量
は
一
二
○
キ
ロ
前
後
で

あ
っ
た
。
一
方
、
食
肉
の
そ
れ
は
一
○
キ
ロ

に
も
達
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
現
在
で
は

年
間
の
米
消
費
量
は
六
○
キ
ロ
以
下
と
な
っ

て
い
る
の
に
対
し
て
、
食
肉
の
そ
れ
は
四
四

キ
ロ
を
超
え
て
い
る
（
文
献
４
）
。

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
以
降
、
暮
ら
し
の
向

き
の
向
上
に
よ
り
生
活
様
式
が
変
わ
り
、

人
々
は
毎
年
米
の
消
費
量
を
二
キ
ロ
ず
つ
減

ら
す
一
方
で
、
食
肉
の
消
費
量
を
一
キ
ロ
ず

つ
増
や
し
て
き
た
。
当
時
の
日
本
は
現
在
と

同
様
に
食
糧
の
完
全
自
給
を
達
成
す
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
が
、
今
日
の
よ
う
に
年
間

三
○
○
○
ト
ン
に
も
及
ぶ
輸
入
は
し
て
い
な

か
っ
た
。
現
在
、
輸
入
さ
れ
た
穀
物
の
ほ
ぼ

半
分
は
飼
料
用
と
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、

大
幅
な
輸
入
増
の
最
大
の
要
因
は
食
肉
消
費

の
増
大
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
、
戦
後
一
貫
し
て
米
の
増
産
を
奨
励
し

て
き
た
こ
と
と
、
米
消
費
の
減
少
と
が
重
な

り
合
い
、
七
○
年
代
初
め
に
は
米
の
完
全
自

給
が
達
成
さ
れ
た
。
そ
の
後
は
皮
肉
に
も
食

糧
の
輸
入
量
が
増
加
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
米
は
余
る
と
い
う
現
象
が
発
生
し
た
。

台
湾
は
、
か
つ
て
、
穀
物
の
輸
出
国
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
大
量
の
輸
入

国
で
あ
る
。
韓
国
は
、
日
本
と
同
様
に
元
々

食
糧
事
情
の
良
い
国
で
は
な
か
っ
た
が
、
経

済
成
長
と
と
も
に
輸
入
量
は
増
大
し
、
今
日

で
は
日
本
以
上
に
食
糧
自
給
率
の
低
い
国
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
韓
国
で
は
、
日
本

と
同
じ
く
米
余
り
現
象
が
発
生
し
て
い
る
。

東
ア
ジ
ア
の
国
々
で
は
、
経
済
成
長
と
と
も

に
次
々
と
食
糧
の
大
量
輸
入
国
に
転
じ
て
い

く
”
食
糧
ド
ミ
ノ
“
の
現
象
が
発
生
し
て
い
る
。

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
の
中
で
は
経
済
的
に
は
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タ
イ
や
マ
レ
ー
シ
ア
が
優
等
生
的
な
存
在
で

あ
っ
た
が
、
出
遅
れ
て
い
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

も
九
○
年
以
降
、
高
い
経
済
成
長
を
示
し
て

い
る
。
そ
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
も
こ
の
一
一
～
三

年
の
間
に
、
急
速
に
食
糧
事
情
は
悪
化
し
始

め
た
。
九
三
年
頃
を
境
に
し
て
、
人
口
の
多

い
中
国
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
も
〃
食
糧
ド
ミ

ノ
“
の
現
象
が
及
び
始
め
た
。

経
済
成
長
の
続
く
限
り
、
こ
れ
ら
の
国
々

に
お
け
る
間
接
消
費
の
増
大
は
続
く
。
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
は
イ
ス
ラ
ム
文
化
圏
で
あ
る
た

め
、
飲
酒
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
中
国
文

化
の
中
か
ら
酒
を
除
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

中
国
に
お
け
る
酒
消
費
の
増
大
に
よ
る
間
接

消
費
の
増
大
は
特
に
注
目
す
る
必
要
が
あ

る
。
全
穀
物
消
費
に
占
め
る
醸
造
用
の
割
合

は
八
一
年
の
六
％
か
ら
九
一
年
の
そ
れ
は
一

三
％
へ
と
増
加
し
、
飼
料
用
消
費
の
増
（
’

六
％
か
ら
二
三
％
）
を
は
る
か
に
上
回
っ
て

い
る
（
文
献
５
）
。

九
三
年
に
は
中
国
の
ビ
ー
ル
の
生
産
量
は

ド
イ
ツ
を
抜
い
て
、
ア
メ
リ
カ
に
継
ぐ
世
界

第
二
位
と
な
っ
た
。
ビ
ー
ル
の
生
産
量
は
毎

年
一
五
～
二
○
％
ず
つ
増
加
し
て
お
り
、
二

一
世
紀
初
頭
に
は
、
中
国
が
世
界
最
大
の
ビ
ー

東
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
地
域
の
農
業
と
ア

メ
リ
カ
な
ど
の
先
進
国
と
の
大
き
な
違
い

は
、
東
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
地
域
で
は
人
口

が
多
く
、
か
つ
密
度
が
高
い
た
め
、
一
人
当

た
り
の
農
地
面
積
が
小
さ
い
こ
と
、
農
耕
可

能
な
土
地
は
す
で
に
農
耕
地
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
東
お
よ
び
東
南

ア
ジ
ア
の
地
域
で
は
増
産
に
対
し
て
、
そ
の

可
能
性
は
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
先
進
国
に
比
較

し
て
非
常
に
低
い
。

中
国
に
は
九
五
○
○
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
ほ
ど

の
農
耕
地
が
あ
る
。
低
く
見
積
も
っ
て
、
農

民
人
口
が
全
人
口
の
七
○
％
で
あ
る
と
し
て

も
、
そ
の
数
は
八
億
四
千
万
で
あ
り
、
｜
人

当
た
り
の
農
地
面
積
は
○
・
一
一
ヘ
ク
タ
ー

ル
で
あ
る
。
夫
婦
と
子
供
一
人
、
そ
れ
に
両

親
を
合
わ
せ
て
一
家
五
人
家
族
で
あ
る
と
す

る
と
、
二
戸
当
た
り
の
農
地
面
積
は
○
・
五

五
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
る
。
大
豆
は
一
ヘ
ク

タ
ー
ル
当
た
り
三
ト
ン
前
後
の
収
穫
が
可
能

ル
生
産
国
に
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

罠
腫
増
産
の
勢

で
あ
る
。
そ
の
大
豆
の
一
○
年
間
の
平
均
的

な
国
際
価
格
は
ト
ン
当
た
り
二
一
一
○
～
二
五

○
ド
ル
で
あ
る
。
高
い
値
を
取
っ
た
と
し
て

も
、
畑
か
ら
得
ら
れ
る
収
入
は
四
二
○
ド
ル

で
あ
る
。
麦
な
ど
の
二
毛
作
が
可
能
で
そ
の

二
倍
の
収
入
が
得
ら
れ
た
と
し
て
も
、
せ
い

ぜ
い
九
○
○
ド
ル
で
あ
る
。

中
国
の
穀
物
の
国
内
価
格
は
国
際
価
格
よ

り
、
か
な
り
高
く
な
っ
て
い
る
が
、
二
倍
と

し
て
も
、
年
間
の
所
得
は
一
家
族
当
た
り
一

八
○
○
ド
ル
で
あ
る
。
｜
人
当
た
り
で
は
三

六
○
ド
ル
で
、
平
均
所
得
四
四
○
ド
ル
（
九

四
年
）
よ
り
低
い
。
穀
物
の
価
格
が
国
際
価

格
の
二
倍
で
あ
り
平
均
所
得
よ
り
低
い
わ
け

で
あ
る
か
ら
、
統
計
学
的
な
見
地
か
ら
し
て

も
、
都
市
労
働
者
に
よ
る
少
数
の
高
額
所
得

層
と
圧
倒
的
多
数
の
貧
し
い
農
民
層
の
存
在

を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

今
日
、
中
国
で
は
少
数
の
都
市
労
働
者
と

多
数
の
地
方
農
民
（
大
都
市
周
辺
を
除
く
）
と

耳



東アジアの経済成長と食糧需要の急増

の
間
の
所
得
格
差
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
所
得
格
差
の
解
消
は
農
業
問
題

と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
所
得
格
差
の

解
消
を
進
め
る
た
め
に
は
、
穀
物
価
格
を
下

げ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
一
方
、
経
済
的

に
は
イ
ン
フ
レ
抑
制
は
急
務
で
あ
る
。
イ
ン

フ
レ
は
食
糧
価
格
の
高
騰
に
よ
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
が
、
価
格
の
上
昇
を
容
認
す
る
政
府

の
姿
勢
は
所
得
格
差
の
解
消
を
目
的
と
し
た

政
策
と
も
い
え
る
。

｜
人
当
た
り
の
農
地
面
積
が
狭
い
こ
と

と
、
農
業
に
適
し
た
処
女
地
が
殆
ど
な
い
た

め
、
農
民
の
所
得
を
大
幅
に
上
昇
さ
せ
る
手

段
は
極
め
て
少
な
い
。
Ｊ
Ｏ
ｌ
Ｃ
Ｆ
が
家
族

計
画
を
指
導
し
て
い
る
貴
州
省
の
少
数
山
岳

民
族
で
は
、
一
家
族
当
た
り
の
土
地
所
有
面

積
は
○
・
八
ム
ー
（
ｌ
ム
１
⑪
四
○
四
七
平
方

メ
ー
ト
ル
）
で
あ
っ
た
。
米
の
収
穫
量
は
六

○
○
～
七
○
○
キ
ロ
で
あ
る
◎
で
き
た
米
は

食
べ
ず
に
売
り
に
出
し
、
安
い
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ

な
ど
を
購
入
し
て
い
た
。
野
菜
な
ど
を
作
り
、

収
入
の
増
大
を
計
っ
て
い
た
が
、
｜
人
当
た
り

の
所
得
は
一
○
○
ド
ル
に
達
し
て
い
な
い
。

そ
の
中
で
、
都
市
に
近
い
農
家
で
非
常
に

興
味
あ
る
換
金
農
業
を
行
っ
て
い
た
農
家
が

東
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
の
地
域
で
は
、
今

後
の
大
幅
な
増
産
は
難
し
い
。
し
か
し
、
世

界
的
に
見
て
、
増
産
可
能
な
地
域
は
ア
メ
リ

カ
と
ブ
ラ
ジ
ル
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
パ
ラ

グ
ァ
イ
な
ど
の
平
野
部
の
多
い
南
米
で
あ

る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
現
在
、
農
耕
地
の
お
よ

そ
一
○
％
が
休
耕
中
で
あ
る
（
文
献
６
）
。
休

耕
中
の
十
一
地
で
作
付
け
が
行
わ
れ
れ
ば
、
増
産

は
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、
増
産
に
対
す
る
イ
ン

あ
っ
た
。
こ
の
農
家
も
所
有
し
て
い
る
士
地

は
○
・
八
ム
ー
で
あ
り
、
米
の
収
穫
量
は
や

や
多
く
八
○
○
キ
ロ
で
あ
っ
た
。
良
質
米
を

売
り
、
二
○
○
○
元
程
を
得
、
そ
れ
で
安
い

破
砕
米
を
二
倍
ほ
ど
購
入
す
る
。
そ
の
米
で

酒
を
作
り
、
売
る
。
高
く
は
売
れ
な
い
そ
う

だ
が
、
や
は
り
、
二
○
○
○
元
程
は
入
る
。

今
度
は
ブ
タ
の
飼
料
と
し
て
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ

な
ど
を
買
う
。
諸
味
や
酒
粕
は
ブ
タ
の
飼
料

に
す
る
。
酒
粕
が
効
果
を
示
し
、
ブ
タ
は
成

長
が
速
く
、
よ
く
太
る
。
ブ
タ
は
一
度
に
九

～
’
○
頭
の
子
供
を
産
み
、
八
ヶ
月
で
売
り

嗜
一
産
司
・
艶

セ
ン
テ
ィ
ブ
は
価
格
の
上
昇
が
必
要
で
あ
る
。

問
題
は
時
間
で
あ
る
。
増
産
に
対
し
て
は

ア
メ
リ
カ
は
速
や
か
に
対
処
で
き
る
。
し
か

し
、
南
米
の
場
合
に
は
新
た
に
農
耕
地
と
す

る
た
め
の
時
間
を
要
す
る
。
現
在
は
穀
物
備

蓄
率
が
史
上
最
低
と
な
っ
て
い
る
こ
と
と
、

需
要
が
急
増
し
て
い
る
折
り
で
も
あ
り
、

少
々
の
増
産
で
は
備
蓄
の
積
み
増
し
は
で
き

な
い
。
食
糧
の
生
産
量
は
天
候
状
態
に
も
大

に
出
さ
れ
、
一
頭
、
一
二
○
○
元
前
後
で
あ

る
。
年
間
の
総
収
入
は
一
万
五
○
○
○
元
以

上
で
あ
っ
た
。

こ
の
方
法
は
現
在
の
中
国
の
生
活
実
態
を

捉
え
た
見
事
な
換
金
方
法
で
あ
る
。
農
業
だ

け
の
収
入
に
比
較
し
、
実
に
一
○
倍
以
上
で

あ
る
。
だ
が
、
問
題
も
あ
る
。
こ
う
し
た
こ

と
が
盛
ん
に
行
わ
れ
始
め
る
と
、
農
村
地
域

で
も
飼
料
用
穀
物
の
需
要
が
急
増
し
、
穀
物

不
足
が
深
刻
化
す
る
。
事
実
、
沿
岸
部
か
ら

二
○
○
○
キ
ロ
も
離
れ
た
内
陸
部
で
も
、
雑
穀

な
ど
の
飼
料
用
穀
物
が
不
足
し
始
め
て
い
る
。
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｜
、
東
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
の
地
域
で
は

皮
肉
に
も
、
小
麦
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
大
豆

の
需
要
が
増
大
し
不
足
す
る
一
方
で
、
米
は

需
要
が
減
少
し
余
剰
傾
向
が
続
く
。
自
給
率

が
低
下
す
る
中
で
、
米
の
余
剰
が
深
刻
な
問

題
と
な
っ
て
い
る
の
は
日
本
だ
け
で
な
く
、

韓
国
で
も
発
生
し
て
い
る
。
中
国
で
は
稲
文

化
と
小
麦
文
化
が
混
在
し
て
い
る
た
め
、
小

麦
を
主
食
と
し
て
い
た
地
域
が
米
に
移
行
す

る
た
め
、
日
本
や
韓
国
ほ
ど
問
題
は
顕
著
に

は
な
ら
な
い
。

き
く
依
存
す
る
。
ア
メ
リ
カ
は
八
○
年
代
に

三
～
四
回
干
ば
つ
に
見
舞
わ
れ
た
が
、
八
八

年
を
最
後
に
干
ば
つ
は
発
生
し
て
い
な
い
。

干
ば
つ
に
見
舞
わ
れ
れ
ば
増
産
ど
こ
ろ
で
は

な
い
。

九
六
年
度
に
、
も
し
、
ア
メ
リ
カ
が
干
ば

つ
に
見
舞
わ
れ
れ
ば
、
世
界
の
穀
物
市
場
が

パ
ニ
ッ
ク
に
陥
る
こ
と
は
必
至
で
あ
る
。
ま

た
、
た
と
え
豊
作
で
あ
っ
た
と
し
て
も
備
蓄

の
積
み
増
し
が
容
易
で
は
な
く
、
状
況
は
大

刀
ｉ
毛
一
Ｆ

二
、
東
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
で
は
穀
物
需

要
は
確
実
に
増
加
す
る
た
め
、
ど
の
種
の
穀

物
で
あ
れ
減
産
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の

地
域
で
は
中
国
の
黄
河
以
北
を
除
い
て
、
小

麦
の
耕
作
は
難
し
い
。
肉
食
と
と
も
に
発
生

す
る
小
麦
消
費
の
増
大
は
、
今
後
深
刻
な
小

麦
不
足
を
招
く
。
一
方
、
米
に
対
し
て
は
人

口
増
加
の
抑
止
に
成
功
し
た
こ
と
と
、
今
後

も
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
を
中
心
と
し
て
大
幅
な
増

産
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
短
期
的
に
は

供
給
不
安
は
生
じ
な
い
。

き
く
改
善
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
注
意
し

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
パ
ニ
ッ
ク

が
発
生
し
た
場
合
に
は
価
格
高
騰
で
は
済
ま

さ
れ
ず
に
、
時
と
し
て
、
購
入
不
能
に
陥
る

こ
と
で
あ
る
。
九
五
年
末
に
は
Ｅ
Ｕ
は
小
麦

に
対
し
て
、
事
実
上
輸
出
禁
止
に
近
い
関
税

を
課
し
た
。
ま
た
、
七
○
年
代
初
め
、
ニ
ク

ソ
ン
大
統
領
は
大
豆
に
禁
輸
措
置
を
と
っ

た
。
食
糧
確
保
の
安
全
保
障
を
真
剣
に
考
え

る
時
が
来
た
。

米
食
の
利
点
は
、
米
に
は
麦
よ
り
多
く
の

蛋
白
質
が
含
ま
れ
、
大
豆
な
ど
の
植
物
蛋
白

と
小
魚
な
ど
の
ミ
ネ
ラ
ル
分
を
含
む
少
壁
の

動
物
蛋
白
の
摂
取
で
生
活
が
維
持
で
き
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
食
事
の
様
式
で
、
近

年
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
麦
食
を
中
心
と
し

た
肉
食
生
活
よ
り
は
る
か
に
健
康
的
で
あ

り
、
成
人
病
予
防
に
有
効
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
健
康
食
の
導
入
は
急
速
に
高
齢

化
し
つ
つ
あ
る
日
本
に
は
特
に
需
要
で
あ
る
。

現
在
、
日
本
の
社
会
は
急
速
に
高
齢
化
し

つ
つ
あ
る
が
、
経
済
成
長
と
同
様
に
東
お
よ

び
東
南
ア
ジ
ア
の
地
域
も
日
本
の
後
を
追
う

ご
と
く
、
二
一
世
紀
の
初
頭
か
ら
次
々
と
高

齢
化
社
会
に
突
入
す
る
。
事
実
、
中
国
の
上

海
地
区
で
は
高
齢
化
率
（
全
人
口
に
占
め
る

六
五
歳
以
上
の
割
合
）
は
一
九
・
六
％
に
達

し
、
日
本
以
上
で
あ
る
。

食
肉
消
費
箪
の
増
加
を
抑
え
る
こ
と
は
難

し
い
が
、
増
加
の
ペ
ー
ス
を
緩
や
か
な
も
の

に
す
る
努
力
は
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に

は
米
食
の
利
点
を
強
く
ア
ピ
ー
ル
す
べ
き
で

あ
る
。
ま
た
、
最
近
の
技
術
で
は
植
物
蛋
白

に
よ
る
ソ
ー
セ
ー
ジ
な
ど
優
れ
た
（
健
康
的

に
も
）
製
品
も
、
工
夫
に
よ
り
、
製
造
可
能
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三
、
東
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
の
地
域
で
は

需
要
は
急
増
す
る
一
方
で
、
増
産
が
難
し

い
。
そ
の
た
め
、
価
格
の
上
昇
は
避
け
ら
れ

な
い
。
ア
メ
リ
カ
や
南
米
で
は
中
長
期
的
に

大
幅
な
増
産
が
可
能
で
あ
り
、
天
候
不
順
で

さ
え
な
け
れ
ば
こ
の
一
○
年
ぐ
ら
い
は
、
価

格
の
高
騰
は
避
け
ら
れ
な
い
も
の
の
、
深
刻

な
不
足
は
生
じ
な
い
。
だ
が
、
南
米
で
は
大

き
な
環
境
破
壊
を
伴
う
恐
れ
が
あ
り
、
食
糧

増
産
に
よ
り
生
ず
る
環
境
破
壊
に
対
し
て
は

で
あ
る
。
米
食
の
利
点
を
強
く
ア
ピ
ー
ル

し
、
米
消
費
の
減
少
と
食
肉
消
費
の
増
大
を

抑
止
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
東
お
よ
び
東

南
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
食
糧
需
要
の
増
大

を
、
よ
り
緩
や
か
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
で

き
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
深
刻
な
食
糧
不
足

は
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

米
食
の
利
点
は
他
に
も
あ
る
。
稲
耕
作
は

水
耕
栽
培
が
主
で
あ
る
た
め
、
畑
耕
作
の
麦

よ
り
、
土
地
か
ら
の
収
穫
が
少
な
い
。
そ
の

た
め
、
連
作
が
可
能
で
あ
り
、
投
下
肥
料
を

少
な
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
環
境
問
題
の

見
地
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
非
常
に
重

要
な
要
素
で
あ
る
。

Ｏ
Ｄ
Ａ
な
ど
を
通
し
て
積
極
的
に
経
済
協
力

を
推
し
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

一
方
、
価
格
の
高
騰
は
東
お
よ
び
東
南
ア

ジ
ア
の
地
域
に
お
い
て
も
、
利
点
を
生
ず
る

面
も
あ
る
。
日
本
を
除
く
こ
の
地
域
の
国
々

は
依
然
と
し
て
農
業
人
口
が
圧
倒
的
な
数
を

占
め
て
い
る
。
価
格
の
上
昇
は
農
民
層
の
所

得
を
向
上
さ
せ
、
生
活
を
安
定
さ
せ
る
。
逆

に
、
価
格
の
低
落
に
よ
り
農
業
を
疲
弊
さ
せ

る
と
、
圧
倒
的
な
人
口
を
持
つ
農
民
層
の
不

満
が
募
り
、
政
治
的
な
基
盤
を
揺
る
が
す
。

政
治
的
な
基
盤
が
揺
る
げ
ば
経
済
的
な
発
展

も
な
い
。
中
国
が
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
会
議
に
お
い

て
、
農
産
物
の
自
由
化
を
強
硬
に
反
対
し
た

理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。

農
業
を
疲
弊
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は

環
境
問
題
の
立
場
か
ら
も
言
え
る
。
農
村
の

疲
弊
は
山
村
の
荒
廃
を
も
た
ら
す
。
こ
の
こ

と
は
日
本
が
経
験
済
み
で
あ
る
。
こ
の
地
域

は
ほ
と
ん
ど
が
モ
ン
ス
ー
ン
や
熱
帯
雨
林
気

候
で
あ
る
た
め
に
雨
量
が
多
く
、
ま
た
、
山

岳
地
帯
も
多
く
、
山
間
部
の
荒
廃
は
日
本
以

上
に
深
刻
な
環
境
破
壊
を
招
く
。
さ
ら
に
、

農
村
の
疲
弊
は
都
市
化
現
象
に
よ
り
一
層
拍

車
を
か
け
る
。
今
日
、
こ
の
地
域
の
都
市
の

四
、
九
五
年
五
月
に
東
京
で
Ｏ
Ｂ
サ
ミ
ッ

ト
が
開
か
れ
た
。
議
長
の
故
福
田
元
首
相

は
、
日
本
か
ら
の
提
案
議
題
と
し
て
”
人
口

と
食
糧
“
を
持
ち
出
し
た
。
国
内
及
び
国
際

専
門
家
委
員
会
を
通
じ
て
、
提
言
論
文
を
書

か
せ
て
い
た
だ
い
た
。
だ
が
、
フ
レ
ー
ザ
ー

・
リ
ポ
ー
ト
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
食
糧
問

題
に
対
し
て
は
楽
観
主
義
に
は
一
応
の
模
を

打
ち
込
む
こ
と
に
は
成
功
し
た
が
、
フ
レ
ー

ザ
１
、
マ
ク
ナ
マ
ラ
両
氏
の
楽
観
論
に
押
し

切
ら
れ
て
し
ま
っ
た
（
文
献
８
）
。
詳
し
く
は

別
紙
に
譲
る
と
し
て
、
終
始
、
私
が
強
く
主

張
し
た
こ
と
は
下
記
の
如
く
で
あ
る
。

も
の
の
生
産
に
対
し
て
は
、
工
業
や
農
業

生
活
環
境
は
日
増
し
に
悪
化
し
、
都
市
化
問

題
は
二
一
世
紀
に
お
け
る
最
大
の
懸
案
事
項

で
も
あ
る
。

食
糧
の
ド
ミ
ノ
現
象
と
と
も
に
、
農
村
の

疲
弊
が
こ
の
地
域
全
体
に
広
が
り
つ
つ
あ
る

が
、
日
本
は
自
ら
の
荒
廃
し
つ
つ
あ
る
農
村

地
域
を
再
生
さ
せ
、
こ
の
地
域
の
農
業
の
衰

退
に
歯
止
め
を
掛
け
る
こ
と
に
積
極
的
に
協

力
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
経
済
発
展
と
農
業
の

併
存
は
極
め
て
難
し
い
。
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に
か
か
わ
ら
ず
生
産
性
が
高
い
の
は
先
進
国

で
あ
る
。
Ｗ
Ｔ
Ｏ
が
世
界
の
流
れ
で
あ
る
と

し
て
、
農
産
品
を
も
含
め
て
例
外
な
し
の
自

由
化
を
求
め
れ
ば
、
発
展
途
上
国
の
農
業
は

駆
逐
さ
れ
て
し
ま
う
。
一
方
、
今
後
、
食
糧

需
要
の
急
増
が
発
生
す
る
の
は
発
展
途
上
国

で
あ
り
、
発
展
途
上
国
の
増
産
を
妨
げ
て
は

な
ら
な
い
。
先
進
国
側
は
増
産
に
よ
り
、
需

要
増
に
十
分
対
応
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、

発
展
途
上
国
は
、
今
後
と
も
外
貨
不
足
に
よ

り
十
分
な
量
を
購
入
で
き
な
い
。
こ
う
し
た

こ
と
は
現
実
問
題
と
し
て
、
ア
フ
リ
カ
で
発

生
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
た
と
え
、
供
給

可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
発
展
途
上
国
の
農

業
を
つ
ぶ
し
た
上
、
食
糧
を
供
給
で
き
ず
に

ア
フ
リ
カ
な
ど
の
よ
う
な
状
態
を
救
済
で
き

な
い
の
で
あ
れ
ば
、
余
り
に
も
無
責
任
と
言

わ
ざ
る
を
え
な
い
。
発
展
途
上
国
に
お
け
る

Ｗ
Ｔ
Ｏ
完
全
自
由
化
の
問
題
は
、
こ
う
し
た

地
域
に
お
け
る
食
糧
の
不
足
の
問
題
が
解
決

さ
れ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

以
上
は
私
が
専
門
家
委
員
会
で
、
特
に
、

強
く
主
張
し
た
点
で
あ
る
。
大
幅
な
増
産
が

可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
価
格
調
整

の
た
め
に
生
産
を
抑
制
し
、
穀
物
備
蓄
を
史

上
最
低
の
水
準
に
至
ら
し
め
、
天
候
次
第
で

は
今
夏
に
も
パ
ニ
ッ
ク
の
発
生
を
現
実
化
さ
せ

た
供
給
国
側
（
先
進
国
）
の
責
任
は
実
に
重
い
。

発
展
途
上
国
に
も
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
完
全
自
由
化

を
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
天
候
不
順
で
も
耐

え
切
れ
る
よ
う
な
備
蓄
を
準
備
し
、
八
億
以

上
存
在
す
る
絶
対
貧
困
者
（
生
命
維
持
に
必

要
な
食
糧
を
確
保
で
き
な
い
状
態
）
の
解
消

に
は
っ
き
り
と
し
た
行
動
を
示
し
て
か
ら
の

こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
食
糧
の
供
給
を
受
け

る
側
も
、
危
機
に
対
し
て
し
っ
か
り
と
安
全

保
障
を
確
立
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
九

四
年
度
は
ア
メ
リ
カ
が
空
前
の
大
豊
作
で

あ
っ
た
が
、
中
国
は
不
作
で
あ
っ
た
た
め
備

蓄
の
積
み
増
し
が
進
行
し
な
か
っ
た
。
こ
の

こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
と
中
国
の
天
候
が
順
調

で
な
け
れ
ば
、
食
糧
の
積
み
増
し
は
容
易
な

ら
ざ
る
こ
と
を
意
味
し
、
今
後
、
ア
メ
リ
カ

や
南
米
が
よ
ほ
ど
大
幅
に
増
産
し
な
い
限

り
、
パ
ニ
ッ
ク
に
対
し
て
現
状
の
よ
う
な
綱

渡
り
状
態
は
一
向
に
解
決
さ
れ
な
い
。
大
量

の
穀
物
の
備
蓄
に
対
し
て
は
巨
額
の
資
金
を

必
要
と
す
る
。
急
増
す
る
東
お
よ
び
東
南
ア
ジ

ア
の
需
要
増
に
対
し
て
、
日
本
が
中
心
と
な
っ

て
安
全
保
障
に
取
り
組
ま
な
い
限
り
は
、
危
機

五
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
対
し
て
も
同
様
で
あ

る
。
今
日
、
東
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
地
域
で

は
経
済
成
長
と
と
も
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費

は
急
増
中
で
あ
る
。
特
に
、
電
力
不
足
は
深

刻
で
、
潜
在
需
要
の
伸
び
は
異
常
に
高
く
、

毎
年
二
○
％
増
の
割
合
で
発
電
設
備
を
建
設

し
て
も
不
足
を
補
い
き
れ
な
い
状
態
で
あ

る
。
こ
う
し
た
状
態
は
日
本
で
す
ら
経
験
し

な
か
っ
た
速
さ
で
あ
り
、
こ
の
地
域
全
般
に

共
通
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
日
本
、
韓

国
、
台
湾
の
順
で
食
糧
と
同
じ
よ
う
に
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
大
量
輸
入
国
に
転
じ
て
い
る
。

そ
し
て
、
九
四
年
に
は
中
国
は
石
油
の
輸
出

国
か
ら
輸
入
国
へ
と
転
じ
た
。
輸
入
量
が
急

増
す
る
中
で
、
中
国
は
石
油
を
確
保
す
る
た

め
に
イ
ラ
ン
へ
大
量
の
武
器
輸
出
を
行
い
始

め
た
。
は
な
は
だ
危
険
な
行
動
で
あ
る
。

石
油
供
給
国
と
な
っ
て
い
る
湾
岸
諸
国
は

イ
ラ
ン
と
イ
ラ
ク
を
除
き
、
全
て
の
国
が
今

な
お
王
制
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
政
治
か
ら
経

済
に
至
る
一
切
の
権
限
を
掌
握
し
た
王
制
で

あ
り
、
世
界
の
趨
勢
か
ら
は
大
き
く
か
け
離

れ
て
い
る
。
今
日
、
こ
れ
ら
の
国
々
か
ら
も

到
来
の
危
険
性
は
決
し
て
解
消
さ
れ
な
い
。
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多
く
の
若
者
達
が
共
和
制
が
当
た
り
前
と
と
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
と
は
、
Ｅ
Ｕ
が
北
ア
フ
リ
カ

な
っ
て
い
る
先
進
国
の
国
々
に
留
学
し
て
い
や
ロ
シ
ア
を
含
め
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
メ
キ
シ

る
。
王
家
が
よ
ほ
ど
思
い
切
っ
た
制
度
的
な
．
や
中
南
米
を
域
内
に
取
り
込
み
、
エ
ネ
ル

変
更
で
も
行
わ
な
い
限
り
、
帰
国
し
た
若
者
ギ
ー
確
保
の
道
を
開
い
て
い
る
。
一
方
、
東

達
の
不
満
は
高
ま
る
ば
か
り
で
あ
り
、
政
治
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
経
済
圏
は
、
唯
一
、
中

の
基
盤
は
日
増
し
に
脆
弱
化
す
る
。
そ
し
東
諸
国
に
大
き
く
依
存
し
て
お
り
そ
の
依
存

て
、
｜
度
不
満
が
爆
発
す
れ
ば
、
問
題
は
長
率
を
年
々
高
め
て
い
る
。

期
化
し
、
次
々
と
波
及
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
九
○
年
以
降
、
日
本
の
石
油
と
Ｌ
Ｎ
Ｇ
の

の
場
合
、
王
制
側
に
強
く
荷
担
し
た
と
な
る
中
東
依
存
度
は
年
々
高
ま
り
、
九
五
年
末
に

と
、
後
に
は
深
刻
な
問
題
を
背
負
い
こ
む
可
は
、
第
一
次
石
油
危
機
直
前
の
そ
れ
を
大
き

能
性
は
高
い
。
こ
の
こ
と
は
、
今
日
の
イ
ラ
ン
く
超
え
て
い
る
。
湾
岸
諸
国
の
い
ず
れ
か
の

と
ア
メ
リ
カ
の
関
係
に
明
白
に
表
れ
て
い
る
。
国
で
内
乱
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
経
済
的

現
在
、
世
界
の
経
済
圏
は
Ｅ
Ｕ
、
Ｎ
Ａ
Ｆ
な
大
混
乱
は
避
け
ら
れ
な
い
。
東
お
よ
び
東

Ｔ
Ａ
、
日
本
を
含
む
東
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
南
ア
ジ
ア
経
済
圏
の
国
々
も
同
様
で
あ
る
。

経
済
圏
と
の
三
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
エ
ネ
ル
一
方
、
Ｅ
Ｕ
や
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
で
は
石
油
確
保

ギ
ー
の
安
全
保
障
の
面
か
ら
見
る
と
、
Ｅ
Ｕ
の
道
は
開
か
れ
て
い
る
。
事
実
、
ア
メ
リ
カ

皿
か
ら
見
る
と
、
Ｅ
Ｕ
の
道
は
開
か
れ
て
い
る
。
車
壬
夫
、
ア
メ
リ
カ

の
中
東
依
存
度
は
、
す
で
に
、

大
得
Ｊ
く
化
え
位
数
％
に
下
が
っ
て
い
て
、
中
東

ロ
立
修
本
よ
文
考
１

》》》一『｝》》》》》》輻ご｛旧》一》『曰俳』｝軒
石
油
や
Ｌ
Ｎ
Ｇ
の
確
保
が
難

●
“
議
麩
鐸
錘
倒
懸
副
泗
び
東
南
ア
ジ
ア
経
済
圏
の
国
々

（
文
献
）

ｌ
「
静
止
人
口
・
社
会
」
電
力
新
報
社
二
九
九
三
年
）

２
「
ア
ジ
ア
時
報
」
ア
ジ
ア
調
査
会
〈
毎
日
新
聞
社
内
〉

二
九
九
二
年
九
月
号
）

３
「
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｐ
Ａ
」
二
九
九
五
年
）

４
「
昭
和
国
勢
総
覧
」
食
糧
需
給
表
（
平
成
四
年
度
）

５
「
中
国
年
鑑
」
二
九
九
五
年
）

６
「
ア
メ
リ
カ
農
務
省
報
告
」
（
一
九
九
五
年
十
二
月
）

７
「
ア
メ
リ
カ
農
務
省
報
告
」
二
九
九
五
年
十
二
月
）

８
「
人
口
と
開
発
」
ア
ジ
ア
人
口
・
開
発
協
会
二
九
九

五
年
伽
卵
）

が
経
済
的
に
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
れ

ば
、
日
本
の
経
済
は
大
き
く
震
憾
さ
れ
る
。

日
本
と
こ
れ
ら
の
国
々
の
貿
易
量
は
Ｅ
Ｕ
や

Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
。
狭

陰
な
地
域
主
義
の
主
張
は
決
し
て
良
い
こ
と

で
は
な
い
が
、
相
互
の
利
害
が
一
致
す
る

国
々
が
、
安
定
し
た
将
来
を
見
据
え
て
、
安

全
保
障
の
た
め
に
互
い
に
協
力
す
る
こ
と
は

決
し
て
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。
逆
に
、
可
能

性
の
高
い
危
機
に
対
し
て
、
日
本
の
よ
う
な

行
動
能
力
を
持
っ
た
国
が
何
も
し
な
い
こ
と

は
無
責
任
と
言
え
よ
う
。
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小規模農業のゆくえ･ロンビア兵０国

ダンポが支える小規模伝統農法

日本大学農獣医学部

土壌学研究室
28pＥ 2gPE
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的
農
業
を
推
進
し
た
こ
と
が
原

大
規
模
農
業
は
灌
概
設
備
を
伴

量
新
品
種
、
栽
培
技
術
の
導
入

課
題
と
な
り
、
多
く
の
国
で
食

施
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら

ど
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
そ
の

れ
て
き
た
小
規
模
の
伝
統
的
農
業
に
変
わ
り
大
規
模
集
約

－．１

一
九
七
○

『
は
じ
め
に

10宅10宅
ｃ～●

i二Aji1ifiiﾐiｌ

年
代
に
ア
フ
リ
カ
で
は
食
料
増
産
が
緊
急
の

●￣●

20PＳ

30.ＳＮＦこ:l／３ORS
ｈ耐

1OoE d0pE

因
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に

う
農
業
基
盤
整
備
と
高
収

が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

し
か
し
、
政
府
の

指
導
力
、
資
金
の

援
助
の
不
足
に
よ

１
り
、
十
分
な
成
果

用媚
は
挙
げ
『
り
れ
な

峰
か
つ
た
。
こ
れ
ら

３噸
の
結
果
か
ら
政
府

Ｉ血
は
方
針
の
転
換
を

洲
必
要
と
さ
れ
、
小

ｔ帷
規
模
灌
概
に
よ
る

に鋼
伝
統
的
農
法
が
再３

華
び
見
直
さ
れ
た
。

調
特
に
十
分
な
灌
概

図
用
水
の
確
保
が
可

能
で
あ
る
湿
地
の

科
増
産
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
実

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ほ
と
ん

原
因
は
ア
フ
リ
カ
で
行
わ

利
用
は
食
料
増
産
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
。

筆
者
は
一
九
九
四
年
「
ア
フ
リ
カ
に
お
け

る
低
湿
地
の
農
業
利
用
と
環
境
保
全
に
関
す

注
ｌ

る
研
究
」
の
一
貫
と
し
て
ザ
ン
ビ
ア
共
和
国

に
て
現
地
調
査
を
行
い
、
ダ
ン
ポ
と
呼
ば
れ

る
低
湿
地
を
利
用
し
た
農
業
形
態
の
一
貫
を

垣
間
み
る
機
会
を
え
た
。
ダ
ン
ポ
と
は
森
林

地
帯
に
挟
ま
れ
た
浅
い
谷
の
草
本
植
生
の
狭

い
地
形
を
表
す
方
言
で
あ
る
。
し
か
し
、
地

域
に
よ
り
こ
の
方
言
は
大
河
川
の
扇
状
地
を

表
し
た
り
も
す
る
。
ま
た
、
ダ
ン
ポ
の
よ
う

な
地
形
は
地
域
に
よ
り
異
な
っ
た
名
前
が
用

勵

い
ら
れ
て
い
る
。
（
例
え
ば
、
日
：
巨
鴨
》

日
日
○
円
・
》
〔
Ｐ
目
白
Ｐ
す
。
房
等
）
ダ
ン
ポ
の

地
形
的
特
徴
か
ら
、
乾
燥
地
で
あ
っ
て
も
一

年
を
通
し
て
低
地
部
で
は
潅
水
状
態
で
あ

り
、
農
業
上
重
要
な
意
味
を
も
ち
、
ナ
イ

ジ
ェ
リ
ア
北
部
で
は
換
金
作
物
、
食
用
作
物

を
中
心
に
ダ
ン
ポ
の
九
○
％
程
が
利
用
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
南
部
、
西
部
ア
フ
リ
カ
で

は
水
稲
、
野
菜
牧
草
地
等
と
し
て
積
極
的
に

０

農
地
利
用
が
行
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
ダ
ン
ポ
の
農
業
利
用
は
周
辺
集

水
域
の
森
林
植
生
か
ら
草
地
植
生
へ
の
移
行

注 現地四五は文部省科学研究UR禰助金国際学街研究（扉皿番号06041007）により実施した。
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ザンビア共和国／小規模農業のゆくえ
に
よ
り
水
分
環
境
に
変
化
を
も
た
ら
し
、
土

壌
浸
食
の
発
生
、
ダ
ン
ボ
の
乾
燥
化
が
進
行

す
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
ダ
ン
ポ
は
周

辺
環
境
の
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
成
り
立

尾
行
徴
的
な
地
形
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
。

こ
こ
で
は
一
九
七
○
年
代
後
半
よ
り
ダ
ン

ポ
の
農
業
利
用
が
行
わ
れ
て
い
る
ザ
ン
ビ
ア

の
首
都
ル
サ
カ
近
郊
に
位
置
す
る
チ
ネ
ナ
村

（
図
ｌ
）
に
お
け
る
ダ
ン
ボ
の
農
業
利
用
の
一

端
と
そ
の
問
題
点
を
紹
介
す
る
。

二
、
ザ
ン
ビ
ア
で
の

ダ
ン
ボ
利
用
の
背
景

九
六
四
年
独
立
当
時
は
ダ
ン
ポ
の
利
用

！

●隅田裕明くすみだ．ひろあき＞

1955年生れ。

1978年日本大学麗獣医学部農芸科学科
卒、日本大学大学院農学研究科修士課程
を経て、1981年日本大学農獣医学部助手
1985年日本大学農獣医学部専任講師現
在に至る。

農学博士ｂ

部
の
余
剰
人
口
は
農
村
部

へ
移
動
し
、
一
九
六
九
～
一
九
八
○
年
に
か

け
農
村
部
の
人
口
増
加
率
は
一
・
六
％
を
示

し
、
さ
ら
に
一
九
八
○
～
一
九
九
○
年
に
か

０

け
て
は
一
一
・
八
％
に
増
加
し
た
。
一
九
七
○

年
代
後
半
に
な
り
農
村
部
へ
の
人
口
流
人
に

伴
っ
農
地
不
足
を
解
消
す
る
た
め
に
ダ
ン
ボ
の

利
用
が
積
極
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

は
一
般
的
で
は
な
か
っ

た
。
こ
の
原
因
は
他
の
南

部
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
比
べ

人
口
圧
が
弱
く
、
さ
ら
に

ダ
ン
ポ
の
停
滞
水
が
不
安

定
で
、
衛
生
上
、
自
然
環

境
上
の
問
題
が
顕
著
で

あ
っ
た
か
ら
と
さ
れ
て
い

り

る
。
し
か
し
独
立
後
の
政

府
の
経
済
政
策
は
都
市
部

と
農
村
部
の
経
済
格
差
の

拡
大
、
都
市
部
へ
の
人
口

流
人
を
引
き
起
こ
し
た
。

都
市
部
で
は
失
業
率
の
上

昇
、
賃
金
の
低
下
お
よ
び

食
料
品
価
格
の
上
昇
を
招

い
た
。
そ
の
結
果
、
都
市

ダ
ン
ポ
は
地
形
的
に
微
妙
な
自
然
環
境
の

バ
ラ
ン
ス
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
た
め
、

他
の
南
部
ア
フ
リ
カ
地
域
で
は
そ
の
利
用
に

関
し
て
は
法
的
な
規
制
が
存
在
す
る
が
、
ザ

ン
ビ
ア
で
は
前
述
の
よ
う
な
背
景
か
ら
利
用

に
関
す
る
法
規
制
が
な
い
こ
と
か
ら
そ
の
利

用
を
拡
大
し
た
。

図２チネナ村ダンボの分布図●：農家の分布
［Matsumato（1993）より引用]'０》
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剣
。｝
い

－
□

ｗ
い
ゃ

図３ カンチョンチョダンボの土地利用

と縦断図

［Matsumato（1993）より引用］

チ
ネ
ナ
村
は
首
都
ル
サ
カ
の
北
九
○
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
に
位
置
し
、
六
個
の
汀
の
目
尋
自
の
『

注
２

」
四
日
す
。
が
巨
口
同
○
日
す
の
川
上
流
部
に
存
在

し
、
約
九
○
戸
の
農
家
が
ダ
ン
ポ
周
辺
の
高

台
に
点
在
し
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
の
農
家
は

四
の
ｐ
二
日
四
己
：
日
す
○
周
辺
に
存
在
す
る

が
、
調
査
対
象
と
し
た
カ
ン
チ
ョ
ン
チ
ョ
ダ

ン
ボ
は
、
最
も
上
流
部
に
位
置
す
る
小
規
模

な
ダ
ン
ポ
で
、
農
家
戸
数
は
、
一
八
戸
で
あ

三
、
チ
ネ
ナ
村
の
概
況

’
一
ヨ
雪
日
③

upland

dam)ＲＰｍ
ｇ｢as５

凹

剋
岸

Ｕ

崖＝

曰ノ.’
0ｍ

己読ＢＤＩヨ

９
０
５
０
９
０
９
０
凸
０

０
６
３
３
２
２
１
１

る
。
（
前
頁
・
図
２
参
照
）

カ
ン
チ
ョ
ン
チ
ョ
ダ
ン
ポ
の
地
形
と
縦
断

面
を
図
３
に
示
し
た
。
こ
の
ダ
ン
ポ
は
長
さ

一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
幅
一
○
○
～
二
○
○

メ
ー
ト
ル
の
小
規
模
な
も
の
で
周
囲
に
は
大

き
な
蟻
塚
が
点
在
す
る
。
最
も
低
い
部
分
に

は
常
に
停
滞
水
が
存
在
す
る
が
、
筆
者
が
調

査
し
た
時
期
は
乾
期
の
終
わ
り
で
あ
り
、
ま

図４チネナ村の人ロ動態
［KodamayaO993）より弓 用]６
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Provinces

各農家の出身地別人口

ｎ.ａた
前
年
が
小
雨
で
あ
っ
た
た
め
停
滞
水
は
存

在
し
な
か
っ
た
。

村
民
は
一
九
七
四
年
に
三
百
ｍ
四
シ
司
田

よ
り
移
住
し
、
村
民
選
挙
に
よ
り
旨
・
ロ

○
三
月
目
が
村
長
に
選
出
さ
れ
た
。
彼
の

指
導
の
も
と
に
、
村
は
地
形
的
条
件
に
よ
り

二
地
区
に
分
け
ら
れ
、
そ
の
後
の
人
口
増
加
に

伴
い
七
地
区
に
分
割
さ
れ
、
各
地
区
に
区
長
が

Iｅ

Ｍａｍｂｗｅ･Ｎａ
ｏＩｉ

ａＩａ

NSenga

主２ダンポの地形的分類、最も多く分布し、谷の上流部に形成される。

２２



ザンビア共和国／小規模農業のゆくえ

ダンボ低地部

の外観

鱗

選
出
さ
れ
て
い
る
。
図
４
に
示
し
た
よ
う
に

村
民
の
出
身
地
は
様
々
な
部
族
、
近
隣
国
の

部
族
よ
り
構
成
さ
れ
、
特
筆
す
べ
き
点
は
ジ

ン
バ
ブ
エ
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
等
か
ら
の
移
住
者

が
含
ま
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
チ
ネ

を
及
ぼ
し
て
い
る
。

チ
ネ
ナ
村
は
ザ
ン
ビ
ア
共
和
国
の
首
都
ル
サ
力
で
販
売
す
る
と
と
も
に
国
道
沿
い
の
露
天

ヵ
よ
り
約
九
○
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
位
商
も
見
受
け
ら
れ
、
容
易
に
現
金
収
入
を
得

置
し
、
○
巨
弓
の
同
す
の
」
←
に
通
じ
る
幹
線
国
道
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
経
済
的
に
は

よ
り
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
離
れ
て
い
る
。
こ
他
の
農
村
部
に
比
べ
優
位
で
あ
る
と
も
考
え

の
地
理
条
件
を
反
映
し
、
野
菜
な
ど
を
ル
サ
ら
れ
る
。

ナ
村
が
ザ
ン
ビ
ア
の

工
業
基
盤
で
あ
る

○
口
ご
己
の
門
す
の
戸
に
近

い
こ
と
も
一
つ
の
要

因
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
ジ
ン
バ
ブ
エ
よ

り
移
住
し
た
村
民
は

牛
耕
と
ダ
ン
ポ
利
用

の
農
業
等
新
た
な
知

識
を
チ
ネ
ナ
村
に
導

入
し
た
。
彼
ら
の
存

在
が
ダ
ン
ポ
の
利
用

に
と
っ
て
極
め
て
重

要
な
役
割
を
担
っ
た

と
言
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
。

ま
た
、
こ
の
村
の

地
理
的
要
因
も
農
業

形
態
に
大
き
な
影
響

国道沿いでのトマト販売の露店
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四
、
カ
ン
チ
ョ
ン
チ
ョ
ダ
ン
ボ

の
土
地
利
用

チ
ネ
ナ
付
に
は
二
つ
の
農
業
形
態
が
存
在

す
る
、
ダ
ン
ポ
周
辺
の
：
｝
：
」
を
利
用
す

スイカを売る鰯天商たち

る
も
の
と
ダ
ン

ボ
を
利
用
す
る

も
の
で
あ
る
。

巨
已
色
。
」
で
の

農
業
は
雨
期
の

始
ま
る
十
一
月

に
主
食
穀
物
で

あ
る
メ
イ
ズ
を

植
え
付
け
、
翌

年
五
～
六
月
に

収
穫
す
る
。
さ

ら
に
商
品
作
物

で
あ
る
ト
マ

ト
、
ス
イ
カ
な

ど
の
野
菜
類
の

栽
培
を
行
う

が
、
口
ご
一
目
」

で
の
収
量
は
そ

の
年
の
降
水
量

に
大
き
く
左
右

さ
れ
る
。
一

方
、
ダ
ン
ポ
で

は
同
様
の
作
付

け
体
系
で
行
わ

れ
る
が
、
ダ
ン

ダンポでのメイズの栽培
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ザンビア共和国／小規模農業のゆくえ
ポ
に
存
在
す
る
停
滞
水
を
利
用
す
る
こ
と
に

よ
り
、
一
年
を
通
し
て
作
物
栽
培
が
可
能
で

あ
り
、
商
品
価
値
の
高
い
ト
マ
ト
、
ス
イ
カ
等

の
野
菜
栽
培
が
主
体
で
あ
る
。

現
地
調
査
で
野
菜
類
の
生
育
状
況
を
観
察

ダンボでのレイプの栽培

し
た
と
こ
ろ
、
特
に
商
品
価
値
の
高
い
ト
マ

ト
、
ス
イ
カ
に
連
作
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る

赤
さ
び
病
の
発
生
が
認
め
ら
れ
た
。
特
に
ダ

ン
ポ
で
の
発
生
率
が
高
く
、
作
付
け
体
系
を

見
直
す
必
要
が
認
め
ら
れ
た
。

チ
ネ
ナ
村
の
農
家
一
戸
当
た
り
の
ダ
ン
ポ

で
の
栽
培
面
積
は
大
小
様
々
で
あ
る
が
、
平

均
○
・
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
程
で
、
巨
已
②
己
ｇ
で

の
栽
培
が
主
体
で
あ
る
た
め
に
そ
の
年
の
自

然
条
件
、
特
に
降
水
量
に
よ
り
そ
の
面
積
は

変
動
す
る
。
ま
た
、
農
民
の
ダ
ン
ポ
利
用
に
対

す
る
考
え
方
は
以
下
の
よ
う
に
大
別
さ
れ
る
。

Ｈ
ダ
ン
ポ
で
の
耕
作
は
極
め
て
重
要
で
あ

り
宮
ｂ
一
目
ロ
で
の
耕
作
は
保
険
で
あ
る
。

ロ
ダ
ン
ポ
で
の
耕
作
の
重
要
性
は
高
ま
る

だ
ろ
う
が
、
現
時
点
で
は
目
］
：
」
に
主

体
を
置
く
。

ロ
ダ
ン
ポ
で
の
耕
作
は
安
定
性
に
欠
け
る

た
め
、
■
で
｝
自
旦
で
の
メ
ィ
ズ
栽
培
を
主

体
に
行
う
。

こ
の
よ
う
な
ダ
ン
ポ
の
利
用
に
は
積
極
的

な
考
え
方
と
消
極
的
な
考
え
方
が
あ
り
、
大

多
数
の
考
え
方
は
後
者
の
よ
う
で
あ
る
。
ま

た
、
後
者
の
消
極
的
な
考
え
方
を
も
つ
農
家

ほ
ど
家
畜
頭
数
も
多
い
。
こ
の
よ
う
な
相
違

一
般
に
ダ
ン
ポ
の
土
壌
は
母
材
の
種
類
に

よ
り
三
種
類
に
分
類
さ
れ
る
。
石
炭
岩
に
由

来
す
る
川
六
・
五
以
上
の
の
言
の
ｇ
忌
日
す
。
と

花
崗
岩
に
由
来
す
る
胆
五
・
五
以
下
の
、
２
局

ロ
、
日
す
。
さ
ら
に
両
者
の
中
間
型
の
も
の
で
あ

る
。
チ
ネ
ナ
村
の
場
合
は
、
Ｃ
貝
曰
凹
白
》
・
に

分
類
さ
れ
る
。
地
形
的
に
ダ
ン
ポ
は
浅
い
谷

地
形
で
常
時
停
滞
水
が
存
在
し
、
さ
ら
に
周

辺
巨
已
：
』
よ
り
粘
土
、
シ
ル
ト
等
の
細
粒

画
分
が
流
入
す
る
。
そ
の
結
果
、
巨
已
自
口
は

土
壌
肥
沃
度
を
維
持
す
る
重
要
な
画
分
で
あ

る
粘
土
、
有
機
物
が
流
亡
し
た
肥
沃
度
の
極

め
て
低
い
砂
質
土
壌
と
な
る
。
一
方
、
ダ
ン
ポ

で
は
周
辺
よ
り
流
亡
し
た
粘
土
、
有
機
物
が
集

、

積
し
た
黒
褐
色
を
呈
す
る
士
壌
が
存
在
す
る
。

こ
の
よ
う
に
両
極
端
の
性
質
を
持
つ
土
壌

が
狭
い
地
域
に
存
在
す
る
こ
と
に
よ
る
弊
害

も
予
想
さ
れ
る
。
土
壌
中
の
粘
土
、
有
機
物

画
分
は
マ
イ
ナ
ス
荷
電
を
有
す
る
た
め
、
施

は
農
民
の
出
身
部
族
の
農
耕
伝
統
を
反
映
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

五
、
ダ
ン
ボ
と
周
辺
眉
盲
昌
の

土
壌
肥
沃
度
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÷

用
さ
れ
た
プ
ラ
ス
に
荷
電
し
た
肥
料
成
分
を

吸
着
、
保
持
す
る
能
力
が
高
く
、
そ
れ
ら
の

吸
着
力
を
越
え
る
成
分
は
ダ
ン
ポ
底
部
に
存

在
す
る
停
滞
水
お
よ
び
地
下
水
中
に
溶
解
す

る
。
こ
れ
ら
停
滞
水
お
よ
び
地
下
水
は
農
業

uplandでのメイズの播種

用
水
と
し
て
利
用
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
生

活
用
水
と
し
て
も
利
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

周
辺
自
然
環
境
、
住
民
の
健
康
に
も
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

ザ
ン
ビ
ア
共
和
国
で
の
ダ
ン
ポ
の
農
業
利
用

は
南
部
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
中
で
は
初
期
段
階
に

あ
り
、
依
然
と
し
て
ダ
ン
ポ
周
辺
色
で
｝
Ｐ
目

の
利
用
が
主
流
で
あ
る
こ
と
か
ら
主
要
穀
物

で
あ
る
メ
イ
ズ
の
栽
培
に
は
化
成
肥
料
、
農

薬
の
使
用
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
さ
ら
に

現
在
は
政
府
に
よ
る
肥
料
、
農
薬
の
援
助
が

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
チ
ネ
ナ
村

の
場
△
Ｒ
年
間
に
約
三
○
ト
ン
の
化
成
肥
料
が

使
用
さ
れ
、
ま
た
農
薬
の
使
用
量
に
つ
い
て

は
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
量
の
○
一
○
ケ
自
署
、

一
《
【
胃
巴
の
言
と
称
す
る
農
薬
が
使
用
さ
れ
て

Ｏ

い
る
。

筆
者
は
巨
已
Ｐ
目
よ
り
採
取
し
た
土
壌
の

理
化
学
性
を
検
討
し
、
農
民
の
土
壌
管
理
が

土
壌
肥
沃
度
に
及
ぼ
す
影
響
を
評
価
し
た
結

果
、
巨
己
］
自
口
に
存
在
す
る
砂
質
土
壌
で
も

牛
糞
堆
肥
を
中
心
に
し
た
有
機
物
施
用
に
よ

り
土
壌
理
化
学
性
は
向
上
し
て
い
る
こ
と
を

９

確
認
し
た
。
さ
ら
に
地
下
水
に
も
施
肥
の
影

響
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
の
士
壌

こ
の
地
域
の
ダ
ン
ポ
利
用
の
歴
史
は
わ
ず

か
二
十
年
程
で
あ
り
、
農
業
生
産
は
各
農
家

の
必
要
最
小
量
を
確
保
す
る
こ
と
が
多
く
の

農
家
の
目
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
ダ
ン
ポ
で
の

農
業
生
産
量
は
、
こ
の
地
域
の
総
生
産
量
の

約
半
分
に
達
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
工
互
社

会
経
済
情
勢
の
変
化
と
ザ
ン
ビ
ア
政
府
の
進
め

る
の
庁
『
ロ
。
Ｅ
日
｝
し
一
二
ｍ
《
日
の
日
勺
８
ｍ
【
ロ
曰

に
よ
り
農
村
部
か
ら
都
市
部
へ
の
人
口
移
動

は
減
少
し
た
も
の
の
、
農
村
部
で
の
人
口
は

依
然
増
加
傾
向
を
示
し
、
土
地
の
農
業
利
用

は
拡
大
し
て
い
る
。

さ
ら
に
主
食
穀
物
で
あ
る
メ
イ
ズ
の
売
値

管
理
、
施
肥
お
よ
び
作
物
栽
培
体
系
に
十
分

留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
チ
ネ
ナ
村

の
人
口
増
加
に
伴
い
、
ダ
ン
ボ
だ
け
で
な
く

周
辺
こ
□
］
目
」
の
農
地
と
し
て
の
利
用
が
拡

大
し
、
一
九
八
二
年
の
航
空
写
真
と
比
較
す

る
と
、
周
囲
の
森
林
の
減
少
が
進
行
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
森
林
地
帯
の
保
水
性
の
減

少
を
招
き
、
砂
質
土
壌
で
は
雨
期
の
降
雨
に
よ

る
土
壌
浸
食
の
被
害
を
大
き
く
し
て
い
る
。

結
語
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と
市
場
価
格
は
統
制
価
格
で
あ
っ
た
が
、
現

在
は
規
制
が
解
除
さ
れ
、
そ
の
価
格
は
非
常

に
不
安
定
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
は
多
く
の

農
家
に
と
っ
て
、
ダ
ン
ポ
で
の
作
物
栽
培
は

依
然
と
し
て
付
加
的
な
現
金
収
入
で
あ
る

が
、
今
後
は
主
要
な
収
入
源
と
な
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
農
家

に
と
っ
て
ダ
ン
ポ
の
農
業
利
用
は
重
要
な
役

割
を
果
た
す
だ
け
で
な
く
、
安
定
し
た
収
入

を
得
る
た
め
に
も
さ
ら
に
そ
の
利
用
は
拡
大

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
乾
燥
地
で
の
小

郡！

『
‐
岫
‐
・
利
’
…
‐
汕
・
‐
‐
Ｊ
’
山
１
１
Ⅲ
‐
刊
、
胡
．
ｊ
や
‐
呼
和
・
‐
‐
‐
．
』
”
：
〃
「
｝
’

二鰯一一■蕊一一司献・一

規
模
農
業
に
は
灌
概
水
を
確
保
す
る
上
で
、

小
規
模
の
ダ
ム
の
役
割
を
果
た
す
ダ
ン
ポ
は

安
定
的
な
農
業
生
産
を
維
持
す
る
上
で
重
要

な
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
ダ
ン
ポ
の
安
定

的
な
農
業
利
用
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
点
も

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
砂
質
士
壌
で
作

物
収
量
を
増
加
さ
せ
る
た
め
に
は
多
量
の
施

肥
と
農
薬
の
利
用
が
欠
か
せ
な
い
。
事
実
、

チ
ネ
ナ
村
で
は
土
壌
浸
食
の
拡
大
、
ダ
ン
ポ

の
停
滞
水
位
の
低
下
、
井
戸
水
へ
の
硝
酸
濃

縮
等
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

ダ
ン
ポ
の
農
業
利
用
面
積
が
、
今
後
さ
ら

に
増
大
す
れ
ば
、
そ
の
結
果
生
じ
る
環
境
汚

染
に
も
十
分
に
注
意
を
は
ら
う
必
要
が
あ

る
。
ま
た
、
農
村
部
の
人
口
扶
養
、
ザ
ン
ビ

ア
経
済
の
状
況
か
ら
も
小
規
模
農
業
に
と
っ

て
は
ダ
ン
ポ
で
の
安
定
的
な
農
業
生
産
の
重

要
性
は
さ
ら
に
高
ま
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
今
後
ダ
ン
ポ
を
含
め
た
低
湿
地
の
農
業

利
用
に
関
す
る
広
域
的
な
研
究
が
必
要
不
可

欠
で
あ
る
。
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一忽
ふきg丸一諏乏

人
口
問
題
を
取
材
す
る
よ
う
に
な
っ
て
二

○
年
余
り
に
な
る
。
貧
困
、
食
糧
、
飢
餓
、

環
境
、
南
北
問
題
、
過
密
過
疎
、
失
業
、
保

健
、
家
族
計
画
、
飲
料
水
、
教
育
、
住
宅
、

少
子
化
、
高
齢
化
、
女
性
の
地
位
…
…
ど
れ

も
密
接
に
人
口
と
か
か
わ
る
人
口
問
題
で
あ

る
。
国
連
が
主
催
す
る
過
去
三
回
の
人
口
会

議
を
取
材
し
て
、
人
口
問
題
に
つ
い
て
の
先

進
国
、
発
展
途
上
国
の
対
応
の
変
化
を
目
の

当
た
り
に
し
て
き
た
。
問
題
の
複
雑
さ
と
、

立
ち
ふ
さ
が
る
数
々
の
障
壁
に
と
ま
ど
う
ば

か
り
だ
。

一
九
九
四
年
九
月
に
カ
イ
ロ
で
開
か
れ
た

国
際
人
口
開
発
会
議
は
、
人
口
増
加
の
速
度

を
緩
め
る
た
め
に
九
五
年
’
二
○
一
五
年
ま

問
瑁
・
・
・
材

余

が
縄
ぬ
る
宗
宗
の
地
蹄

共
同
通
信
編
集
委
員
兼
論
説
委
員

由
爪

各
国
政
府
、
国
連
機
関
、
非
政
府
組
織
（

推
計
で
あ
る
七
十
六
億
人
に
抑
え
る
に
は
、

行
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
人
口
問
題

現
状
や
解
決
に
向
け
て
の
行
動
を
読
者
に

え
、
行
動
計
画
の
進
捗
状
況
を
チ
ェ
ッ
ク

る
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
の
一
端
を
担

て
い
こ
う
と
私
は
思
っ
て
い
る
。

で
の
「
行
動
計
画
」
を
採
択
し
た
。
中
で
も

性
の
地
位
の
向
上
が
人
口
問
題
の
解
決
の

ギ
で
あ
る
と
の
主
張
が
全
面
に
打
ち
出
さ

Ｇ
Ｏ
）
が
行
動
計
画
を
ど
れ
だ
け
着
実
に
実

た
の
は
、
時
代
の
流
れ
を
象
徴
し
て
い
た
。

二
○
’
五
年
の
世
界
人
口
を
、
国
連
の
中

鯵
西
内
正
彦

つす伝の 位 れ力女Ｎ
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女性が決める未来の地球

〔写真･右〕カイロで開かれた国

際人ロ開発会議の本会議場

人
口
問
題
に
関
心
を
も
ち
始
め
た
の
は
、

’
九
七
二
年
六
月
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
開

か
れ
た
国
連
人
間
環
境
会
議
を
取
材
し
た
と

き
か
ら
だ
。
環
境
問
題
の
背
後
に
人
口
問
題

が
あ
る
、
と
い
う
認
識
を
強
く
も
っ
た
。

環
境
庁
が
発
足
、
公
害
問
題
か
ら
さ
ら
に

幅
広
い
環
境
問
題
へ
と
い
う
う
ね
り
が
広

が
っ
て
い
た
。
水
俣
病
、
カ
ネ
ミ
油
症
の
患

者
が
国
連
人
間
環
境
会
議
と
並
行
し
て
開
か

れ
る
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
今
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ

フ
ォ
ー
ラ
ム
）
に
参
加
し
、
経
済
大
国
・
日

本
の
公
害
を
”
告
発
“
す
る
と
あ
っ
て
、
各
社

と
も
五
人
以
上
の
記
者
を
派
遣
す
る
と
い
う

環
境
問
題
の
背
後
に

人
ロ
問
題●西内正彦<Iこしうち．まさひこ＞

略歴：1939年高知県生れ。

早稲田大学を卒業し1962年に共同

通信社入社。本社社会部次長、仙

台支社編集部長、熊本支局長など

を経て現在圏集委員兼鏑脱委員。

力
の
入
れ
方
だ
っ
た
。
社
会
部
記
者
十
年

目
。
初
め
て
の
海
外
取
材
で
印
象
深
か
っ
た

の
は
、
西
側
の
記
者
に
高
齢
者
が
多
か
っ
た

こ
と
だ
。
白
髪
に
な
っ
て
も
現
場
で
取
材
を

で
き
る
よ
う
な
立
場
に
い
た
い
と
思
い
、
そ
れ

が
実
現
し
て
い
る
の
は
実
に
幸
運
で
あ
る
。

’
九
七
四
年
、
ル
ー
マ
ニ
ア
の
ブ
カ
レ
ス

ト
で
開
催
さ
れ
た
世
界
人
口
会
議
に
取
材
に

出
向
い
た
。
こ
の
会
議
は
国
連
が
初
め
て
人

口
問
題
を
真
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
政
府
間

会
議
だ
っ
た
。
人
間
環
境
会
議
で
浸
透
し
た

「
宇
宙
船
・
地
球
号
」
と
い
う
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ

ム
の
考
え
方
か
ら
、
発
展
途
上
国
の
人
口
急

増
の
速
度
を
緩
め
、
経
済
発
展
や
生
活
の
質

の
向
上
に
向
け
て
英
知
を
出
し
合
お
う
、
と

い
う
の
が
目
的
だ
っ
た
。
だ
が
ス
ト
ッ
ク
ホ

ル
ム
会
議
と
は
対
照
的
に
、
日
本
か
ら
の
取

材
陣
は
東
京
か
ら
一
人
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
特

派
員
が
一
人
と
い
う
具
合
で
、
関
心
の
違
い

を
如
実
に
示
し
て
い
た
。

各
国
政
府
、
国
連
機
関
な
ど
が
人
口
政
策

を
実
施
す
る
際
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
な
る

「
世
界
人
口
行
動
計
画
」
の
審
議
は
紛
糾
し

た
。
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
先
進
国
は
、

途
上
国
の
人
口
増
加
を
抑
制
す
べ
き
と
主
張

し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
途
上
国
側
は
先
進
国

の
大
量
生
産
Ｐ
大
量
消
費
こ
そ
問
題
の
元
凶

で
あ
り
、
「
開
発
こ
そ
最
大
の
ピ
ル
（
経
口
避

妊
薬
）
」
と
や
り
返
し
た
の
で
あ
る
。
原
案
は

大
幅
に
修
正
さ
れ
た
も
の
の
、
人
口
問
題
を

社
会
経
済
開
発
と
統
合
し
て
考
え
る
必
要
性

が
盛
り
込
ま
れ
た
意
義
は
大
き
か
っ
た
。

会
議
に
向
け
て
日
本
で
は
第
一
回
日
本
人

口
会
議
が
開
か
れ
た
。
そ
の
年
の
十
月
に
は

ロ
ー
マ
で
世
界
食
糧
会
議
が
開
か
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
た
め
、
共
同
通
信
は
人
口
、

食
糧
問
題
を
通
年
企
画
の
テ
ー
マ
に
据
え

た
。
六
○
を
超
え
る
加
盟
新
聞
社
に
配
信
さ

れ
た
一
連
の
企
画
記
事
は
「
日
本
の
食
糧
」

（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
）
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。

私
が
担
当
し
た
の
は
ブ
カ
レ
ス
ト
の
帰
路

立
ち
寄
っ
た
〃
人
口
爆
発
の
現
場
”
イ
ン
ド
の

カ
ル
カ
ッ
タ
で
の
ル
ポ
だ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト

教
系
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
の
案
内
で
、
ご
み

捨
て
場
の
近
く
の
ス
ラ
ム
、
布
に
く
る
ま
っ

て
寝
て
い
る
路
上
生
活
者
、
高
級
乗
用
車
で

送
迎
を
し
て
も
ら
う
上
流
階
級
の
女
学
校
な

ど
を
視
察
し
た
。

そ
の
時
に
見
た
ス
ラ
ム
状
況
は
、
二
十
年

後
の
一
九
九
四
年
冬
に
カ
ル
カ
ッ
タ
を
訪
れ
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た
Ｎ
Ｇ
Ｏ
「
２
０
５
０
」
（
代
表
・
元
国
連
人

口
基
金
事
務
局
次
長
の
北
谷
勝
秀
さ
ん
）
の

報
告
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。

資
源
を
浪
費
す
る
裕
福
な
「
北
」
、
貧
し
い

家
族
計
画
を国
際
的
に
認
知

一
九
七
四
年
の
世
界
人
口
は
三
十
九
億
九

千
万
人
。
そ
れ
が
八
四
年
に
は
四
十
六
億
六

千
万
人
に
増
え
て
い
た
。
年
間
増
加
率
は
七

四
年
の
年
率
二
％
か
ら
一
・
七
％
に
下
が
っ
て

は
い
た
。
し
か
し
ア
フ
リ
カ
、
中
南
米
で
の

低
下
の
テ
ン
ポ
は
鈍
く
、
低
下
の
顕
著
な
東

ア
ジ
ア
と
の
格
差
は
広
が
っ
て
い
た
。

数
の
増
加
と
い
う
事
実
の
重
み
が
一
九
八

四
年
八
月
、
メ
キ
シ
コ
市
で
開
か
れ
た
国
際

人
口
会
議
の
一
般
演
説
の
中
で
発
展
途
上
国

の
政
府
代
表
の
発
言
に
表
れ
て
い
た
。
特
に

ア
フ
リ
カ
、
中
南
米
諸
国
は
人
口
増
加
を
抑

え
な
い
と
、
生
活
の
質
の
向
上
を
目
的
と
す

る
社
会
経
済
発
展
が
達
成
で
き
な
い
と
し
、

家
族
計
画
を
含
め
人
口
問
題
解
決
の
た
め
に

取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
を
表
明
し
た
。
合
わ

せ
て
先
進
国
の
経
済
的
、
技
術
的
援
助
を
求

め
た
。
学
校
の
成
績
発
表
会
の
よ
う
な
様
相

「
南
」
と
い
う
構
図
の
中
で
、
南
の
中
の
南
北

格
差
を
解
消
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
改
め
て

感
じ
た
。

さ
え
あ
っ
た
。

こ
れ
は
南
北
対
立
が
鮮
明
だ
っ
た
ブ
カ
レ

ス
ト
会
議
の
審
議
と
は
大
き
な
違
い
だ
っ

た
。
メ
キ
シ
コ
会
議
は
人
口
と
開
発
が
対
立

す
る
も
の
で
は
な
く
、
人
口
問
題
解
決
を
最

優
先
に
し
、
家
族
計
画
の
必
要
性
を
国
際
的
に

認
知
し
た
会
議
だ
っ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

会
議
で
は
、
「
世
界
人
口
行
動
計
画
の
継

続
実
施
に
関
す
る
勧
告
」
が
採
択
さ
れ
た
。

「
世
界
人
口
行
動
計
画
」
か
ら
一
歩
進
ん
で
、

人
口
問
題
解
決
の
た
め
に
女
性
の
地
位
の
向

上
の
必
要
性
が
勧
告
の
一
章
と
し
て
独
立
し

た
の
が
特
徴
だ
っ
た
。

東
京
へ
原
稿
を
送
る
に
は
ブ
カ
レ
ス
ト
、

メ
キ
シ
コ
で
は
テ
レ
ッ
ク
ス
が
主
体
だ
っ

た
。
国
際
電
話
代
は
高
く
つ
き
、
回
線
事
情

も
あ
ま
り
よ
く
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

一
九
八
九
年
十
一
月
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ア
ム

ス
テ
ル
ダ
ム
で
国
連
人
口
基
金
が
創
立
二
十

周
年
を
記
念
し
て
「
二
十
一
世
紀
の
人
口
に

関
す
る
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
を
開
い
た
。
将

来
の
世
代
の
た
め
に
環
境
、
資
源
と
の
関
連

性
を
重
視
し
た
人
口
政
策
を
進
め
る
と
と
も

に
、
次
世
代
の
出
生
動
向
を
握
る
女
性
の
地

位
の
向
上
の
必
要
性
を
認
識
す
べ
き
だ
と
す
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女性が決める未来の地球

女
性
の
健
康
の

権
利
を
正
面
に

一
九
九
四
年
九
月
に
カ
イ
ロ
で
開
か
れ
た

国
際
人
口
開
発
会
議
は
、
人
口
増
加
の
速
度

を
緩
め
る
た
め
に
新
し
い
理
念
と
し
て
「
女

性
の
地
位
の
向
上
と
能
力
の
強
化
（
エ
ン
パ

ワ
ー
メ
ン
ト
ビ
を
全
面
に
打
ち
出
し
、
そ
の

具
体
策
と
し
て
女
性
の
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
イ
ブ

る
「
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
宣
言
」
が
採
択
さ
れ
た
。

こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
取
材
し
て
い
た
の
は

毎
日
新
聞
編
集
委
員
と
私
だ
け
。
五
年
後
の

国
連
人
口
会
議
に
向
け
て
意
義
の
あ
る
内
容

だ
っ
た
か
ら
、
最
終
日
の
十
一
月
九
日
に
は

外
信
部
デ
ス
ク
に
か
な
り
の
行
数
の
出
稿
予

定
を
ホ
テ
ル
か
ら
フ
ァ
ッ
ク
ス
を
送
り
、
原

稿
を
書
き
始
め
た
。
間
も
な
く
デ
ス
ク
か
ら

電
話
が
入
っ
た
。
「
ベ
ル
リ
ン
の
壁
が
落
ち

ま
し
た
。
原
稿
は
圧
縮
し
て
く
だ
さ
い
。
｜

慌
て
て
テ
レ
ビ
の
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
Ｃ
Ｎ
Ｎ

に
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
合
わ
せ
た
。
壁
の
上
に

立
っ
た
若
者
が
ハ
ン
マ
ー
を
振
る
い
、
大
勢

の
人
が
笑
顔
で
拍
手
し
て
い
る
姿
が
写
っ
て

い
た
。
冷
戦
終
結
の
始
ま
り
だ
っ
た
。

・
ヘ
ル
ス
・
ラ
イ
ッ
（
性
と
生
殖
に
関
す
る

健
康
と
権
利
）
が
重
要
で
あ
る
と
の
「
行
動
計

画
」
を
採
択
し
た
。
女
性
の
健
康
の
権
利
を

真
正
面
に
据
え
た
会
議
だ
っ
た
。

リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
イ
ブ
・
ヘ
ル
ス
・
ラ
イ
ッ

国
際
人
ロ
開
発
会
議
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
フ
ォ
ー
ラ
ム
開
会
式

は
、
い
つ
、
何
人
、
産
む
か
、
産
ま
な
い
か

を
個
人
、
カ
ッ
プ
ル
が
責
任
を
も
っ
て
決
め

る
こ
と
で
、
そ
れ
に
必
要
な
家
族
計
画
な
ど

の
情
報
や
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
権
利
の
こ

と
、
と
さ
れ
て
い
る
。
基
本
的
人
権
の
一
つ

な
の
で
あ
る
。

一
九
九
二
年
の
国
連
環
境
開
発
会
議
以

来
、
国
連
会
議
で
は
政
府
間
会
議
と
並
行
し

て
Ｎ
Ｇ
Ｏ
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
開
か
れ
る
の
が
慣

例
に
な
っ
た
。
諸
問
題
の
解
決
に
は
草
の
根

レ
ベ
ル
で
活
動
し
て
い
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
協
調

が
不
可
欠
に
な
っ
た
証
拠
で
も
あ
る
ｃ
日
本

政
府
代
表
団
に
Ｎ
Ｇ
Ｏ
代
表
が
三
人
加
わ
っ

た
の
は
画
期
的
な
こ
と
だ
っ
た
。
こ
う
し
た

潮
流
は
、
第
四
回
世
界
女
性
会
議
で
の
代
表

団
構
成
に
も
引
き
継
が
れ
た
。

一
九
九
五
年
に
は
北
京
で
第
四
回
世
界
女

性
会
議
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
た

め
、
日
本
か
ら
の
取
材
陣
は
比
較
的
手
厚

く
、
女
性
記
者
が
書
き
ま
く
っ
て
い
た
の
が

目
立
っ
た
。
原
稿
の
送
信
は
パ
ソ
コ
ン
・

ワ
ー
プ
ロ
通
信
、
と
い
う
の
も
十
年
の
間
の

技
術
革
新
の
進
展
を
示
し
て
い
た
。
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人
口
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
行
政
を
支

援
す
る
と
と
も
に
、
政
策
の
方
向
性
に
影
響

を
与
え
る
の
が
、
住
民
か
ら
選
ば
れ
た
立
法

府
の
議
員
の
役
割
で
あ
る
。
こ
う
し
た
立
場

か
ら
メ
キ
シ
コ
で
は
国
際
人
口
会
議
に
引
き

続
い
て
、
世
界
各
国
の
国
会
議
員
で
組
織
す

る
「
人
口
と
開
発
に
関
す
る
議
員
世
界
委
員

会
」
（
会
長
・
故
福
田
元
首
相
）
が
主
催
し
て

「
人
口
と
開
発
に
関
す
る
国
際
議
員
会
議
」
が

開
か
れ
、
国
民
か
ら
選
ば
れ
た
立
法
府
の
議

員
と
し
て
「
勧
告
」
を
ど
う
実
現
す
る
か
を
話

し
合
っ
た
。

カ
イ
ロ
で
は
政
府
間
会
議
に
先
立
っ
て

「
国
際
人
口
開
発
議
員
会
議
」
が
開
か
れ
、
軍

事
費
を
削
減
し
て
人
口
、
開
発
問
題
の
資
金

を
増
や
す
べ
き
だ
な
ど
と
す
る
カ
イ
ロ
宣
言

を
採
択
し
た
。

こ
の
会
議
の
実
質
的
な
事
務
局
を
務
め
た

の
が
、
一
九
八
二
年
に
設
立
さ
れ
た
ア
ジ
ア

人
口
・
開
発
協
会
（
Ａ
Ｐ
Ｄ
Ａ
）
で
あ
る
。
世

界
人
口
の
六
○
％
近
い
人
口
を
抱
え
る
ア
ジ

ア
の
人
口
問
題
の
帰
趨
が
人
類
と
地
球
の
未

国
会
議
員
の

役
割
が
重
要

来
の
カ
ギ
を
握
っ
て
い
る
、
と
の
認
識
か
ら

Ａ
Ｐ
Ｄ
Ａ
は
八
四
年
か
ら
「
人
口
と
開
発
に

カ
イ
ロ
の
ホ
テ
ル
で
見
か
け
た
結
婚
式
の
披
露
宴 関
す
る
ア
ジ
ア
国
会
議
員
代
表
者
会
議
」
を

開
き
、
こ
の
地
域
の
国
会
議
員
の
交
流
と
協

力
を
促
進
し
、
地
球

レ
ベ
ル
の
問
題
解
決

に
取
り
組
ん
で
き

た
。
今
年
が
十
二
回

目
の
会
議
に
な
る
。

一
九
九
五
年
九
月

の
第
四
回
世
界
女
性

会
議
の
直
前
に
は
東

京
で
「
国
際
女
性
・

人
口
・
開
発
会
議
」

が
開
か
れ
、
北
京
会

議
へ
の
対
応
を
協
議

し
た
。
議
員
フ
ォ
ー

ラ
ム
や
開
発
会
議

は
、
重
要
な
内
容
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
派
手
な
部
分
が

な
い
た
め
に
マ
ス
コ

ミ
に
登
場
す
る
こ
と

が
少
な
い
の
が
残
念

で
あ
る
。
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女性が決める未来の地球

ガーナの村の子

供たち

乳
児
死
亡
率
低
下
と

母
子
健
康
手
帳

日
本
の
乳
児
死
亡
率
が
世
界
で
最
も
低
く

な
っ
た
の
は
、
生
活
水
準
の
向
上
、
医
療
の

充
実
な
ど
に
加
え
て
母
子
健
康
手
帳
に
よ
る

定
期
検
診
制
度
が
貫
献
し
て
い
る
ｌ
と

先
進
国
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
母
子

健
康
手
帳
制
度
の
歴
史
を
家
族
計
画
国
際
協

力
財
団
の
機
関
誌
「
世
界
と
人
口
」
に
「
日
本

の
母
子
保
健
の
揺
藍
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で

連
載
し
始
め
た
の
は
一
九
八
二
年
一
月
か
ら

だ
っ
た
。

母
子
健
康
手
帳
の
前
進
は
、
太
平
洋
戦
争

中
の
一
九
四
二
年
（
昭
和
十
七
年
）
七
月
に
始

ま
っ
た
「
妊
産
婦
手
帳
」
だ
っ
た
。
そ
の
前
年

に
は
「
産
め
よ
増
や
せ
よ
」
を
鳴
り
物
入
り
で

呼
び
か
け
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
人
口
政
策

確
立
要
綱
が
閣
議
決
定
さ
れ
て
い
た
。

要
綱
は
「
大
東
亜
共
栄
圏
ヲ
建
設
」
し
て

「
悠
久
一
一
シ
テ
健
全
ナ
発
展
」
を
図
る
た
め

に
、
’
九
四
○
年
（
昭
和
十
五
年
）
の
七
千
三

百
万
人
の
人
口
を
昭
和
三
十
五
年
に
一
億
人

に
す
る
と
の
目
標
を
掲
げ
た
。
そ
う
し
た
背

景
の
中
で
妊
産
婦
手
帳
が
誕
生
し
た
の
だ
っ

た
。
こ
の
制
度
は
妊
娠
を
届
け
出
る
こ
と
に

よ
っ
て
検
診
を
受
け
、
確
実
に
赤
ち
ゃ
ん
を

産
ん
で
も
ら
お
う
と
い
う
の
が
狙
い
だ
っ

た
。
兵
力
、
産
業
要
員
と
し
て
人
的
資
源
が

必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

当
時
「
母
子
保
健
の
一
一
一
羽
ガ
ラ
ス
」
と
言
わ

れ
た
妊
産
婦
手
帳
の
産
み
の
親
・
瀬
木
三
雄

東
北
大
名
誉
教
授
、
森
山
豊
日
本
母
性
保
護

医
協
会
会
長
、
木
下
正
一
東
京
都
家
族
計
画

協
会
会
長
に
会
い
に
行
っ
た
。
戦
前
や
終
戦

間
も
な
く
の
時
代
の
出
産
状
況
を
知
る
た
め

に
、
助
産
婦
さ
ん
に
も
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し

た
。
国
会
図
書
館
に
通
っ
て
医
学
雑
誌
を
コ

ピ
ー
し
て
資
料
に
し
た
。
毎
晩
少
し
ず
つ
原

稿
用
紙
の
マ
ス
目
を
埋
め
る
作
業
が
続
い

た
。
仕
事
の
合
間
を
縫
っ
て
の
連
載
だ
っ
た

か
ら
相
当
き
つ
か
っ
た
が
、
当
時
の
歴
史
と

重
ね
て
み
て
、
実
に
興
味
深
い
作
業
だ
っ
た
。

母
子
健
康
手
帳
制
度
に
倣
っ
て
乳
児
死
亡

率
が
高
い
忠
告
、
タ
イ
、
ネ
パ
ー
ル
の
一
部

地
域
で
手
帳
制
度
を
始
め
て
い
る
ｃ
先
進
国

の
中
で
乳
児
死
亡
率
が
高
い
米
国
ユ
タ
州
で

も
、
妊
娠
中
の
定
期
検
診
制
度
が
有
効
と
し

て
ユ
タ
版
の
手
帳
が
で
き
た
。
森
山
豊
氏
が

母
子
保
健
の
発
展
の
先
頭
に
立
っ
て
活
動
し

た
記
録
を
残
そ
う
と
母
子
保
健
史
刊
行
委
員

会
（
委
員
長
・
松
本
清
一
日
本
家
族
計
画
協

会
理
事
長
）
が
発
足
、
そ
の
依
頼
で
連
載
に

加
筆
し
て
一
九
八
二
年
十
二
月
に
「
日
本
の
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男
の
考
え
方
を

ど
う
変
え
る
か

寄
生
虫
駆
除
を
き
っ
か
け
に
し
て
栄
養
改

善
、
家
族
計
画
の
普
及
な
ど
を
住
民
の
自
主

的
な
運
動
と
し
て
進
め
る
イ
ン
テ
グ
レ
ー

シ
ョ
ン
（
統
合
）
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
国
の

農
村
部
の
状
況
を
視
察
し
た
の
は
一
九
八
六

年
五
月
だ
っ
た
。
貧
し
か
っ
た
戦
後
の
日
本

の
農
村
部
で
、
人
工
妊
娠
中
絶
が
増
え
て
い

た
こ
と
か
ら
保
健
婦
ら
が
実
際
に
行
っ
た
実

績
に
基
づ
く
運
動
だ
。
こ
う
し
た
「
日
本
の

経
験
」
を
人
口
急
増
に
悩
む
発
展
途
上
国
で

応
用
で
き
な
い
か
と
、
家
族
計
画
国
際
協
力

財
団
が
一
九
七
二
年
か
ら
着
手
し
て
い
た
。

現
在
で
は
二
十
五
カ
国
で
実
施
さ
れ
て
お

り
、
人
間
的
な
家
族
計
画
と
し
て
国
連
機
関

か
ら
も
大
き
な
評
価
を
受
け
て
い
る
。

中
国
の
視
察
で
は
、
一
人
っ
子
政
策
を
進

め
て
い
る
か
ら
家
族
計
画
の
実
施
率
は
高

か
っ
た
が
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
験
地

母
子
保
健
と
森
山
豊
ｌ
す
べ
て
の
母
と

子
に
保
健
と
医
療
の
恩
恵
を
」
を
出
版
し

た
。

察
、
そ
れ
に
同
行
取
材
し
た
。
貧
し
さ
の
中

で
、
現
金
収
入
を
得
る
た
め
の
漁
村
の
女
性

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
印
象
に
残
っ
た
。
国
連
の

人
口
会
議
の
取
材
や
視
察
を
も
と
に
し
て
熊

本
支
局
長
を
し
て
い
た
一
九
九
二
年
四
月
、

中
学
生
向
け
の
人
口
問
題
入
門
書
と
し
て

二
○
○
億
人
の
地
球
」
を
ポ
プ
ラ
社
か
ら
出

区
で
は
さ
ら
に
普
及
し
、
寄
生
虫
の
感
染
率

は
落
ち
て
い
る
、
と
い
う
報
告
を
聞
い
た
。

一
九
九
一
年
七
月
、
超
党
派
の
国
会
議
員

で
組
織
す
る
国
際
人
口
問
題
議
員
懇
談
会
の

メ
ン
バ
ー
が
ジ
ン
バ
ブ
エ
、
ケ
ニ
ア
、
ガ
ー

ナ
の
ア
フ
リ
カ
三
カ
国
で
人
口
事
情
を
視

国際女性･人ロ･開発議員会議を取材する筆者

版
し
た
。

北
京
の
女
性
会
議
に
は
世
界
各
地
か
ら
、

女
性
を
主
体
と
す
る
約
三
万
人
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が

参
加
し
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
女

性
は
「
変
革
の
力
」
を
身
に
付
け
始
め
て
い

る
。
し
か
し
、
発
展
途
上
国
の
女
性
が
置
か

れ
て
い
る
現
状
が
厳
し
い
こ
と
は
、
数
々
の

証
言
で
明
ら
か
だ
。
地
球
の
未
来
を
決
め
る

の
は
女
性
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思

う
。
し
か
し
、
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
、
男
性
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
伝
統
や

文
化
を
作
り
上
げ
て
き
た
男
性
の
考
え
方
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
○
年
以
上
も
人
口
問
題
を
フ
ォ
ロ
ー
で

き
た
の
は
、
国
連
会
議
の
度
に
取
材
に
出
か

け
や
す
い
ポ
ス
ト
に
い
ら
れ
た
と
い
う
幸
運

が
続
い
た
こ
と
、
多
く
の
専
門
家
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ

の
メ
ン
バ
ー
に
巡
り
合
え
て
教
え
を
乞
う
こ

と
が
で
き
た
こ
と
が
理
由
だ
。
ま
だ
定
年
ま

で
三
年
あ
る
。
次
の
人
口
会
議
は
フ
リ
ー
の

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
出
掛
け
、
男
の
変

わ
り
ぶ
り
を
見
て
く
る
こ
と
も
可
能
だ
。
そ

れ
に
備
え
て
、
適
度
な
運
動
で
体
を
鍛
え
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

〃
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い
る
。
特
に
、

社
会
計
画
や
社

会
運
動
の
よ
う

に
、
人
々
が
意

倫
図
的
に
社
会
を

変
動
さ
せ
よ
う

一
昂

と
す
る
現
象
に

関
心
が
あ
る
。

藤
本
稿
で
は
、
合

佐
理
的
選
択
理
論

鯵
の
応
用
問
題
と

し
て
、
本
誌
で

頻
繁
に
取
り
上

げ
ら
れ
る
人
口

問
題
や
開
発
に

伴
う
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

本
誌
の
読
者
に
は
合
理
的
選
択
理
論
と
い

う
理
論
に
な
じ
み
の
な
い
方
も
多
い
と
思
わ

れ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
こ
の
理
論
の
概
略
を

解
説
し
て
お
こ
う
。
合
理
的
選
択
理
論
の
典

工

私
は
合
理
的
選
択
理
論
と
い
う
考
え
方
に

よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
現
象
を
分
析
し
て

合
理
的
選
択
理
論

型
例
は
経
済
学
で
あ
る
。
経
済
学
に
よ
る
市

場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
分
析
で
は
、
生
産
者
は
利

潤
を
最
大
化
す
る
よ
う
な
生
産
計
画
を
立

て
、
消
費
者
は
予
算
制
約
の
下
で
効
用
を
最

大
化
す
る
よ
う
な
消
費
計
画
を
立
て
る
と
仮

定
す
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
生
産
者
と
消

費
者
が
無
数
に
い
て
、
彼
ら
が
市
場
で
出

会
っ
た
と
き
に
、
ど
れ
だ
け
の
財
が
ど
れ
だ

け
の
価
格
で
売
ら
れ
る
か
を
予
測
す
る
。
こ

こ
で
重
要
な
の
は
、
生
産
者
も
消
費
者
も
合

理
的
だ
と
仮
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
仮
定
ゆ
え
に
、
生
産
者
や
消
費
者
の
行

動
を
数
学
的
に
定
式
化
し
、
市
場
の
動
向
を

説
明
・
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

合
理
的
選
択
理
論
は
、
こ
の
よ
う
な
思
考

方
法
を
経
済
学
だ
け
で
な
く
政
治
学
や
社
会

学
な
ど
の
社
会
科
学
全
般
に
拡
張
し
よ
う
と

す
る
研
究
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
そ
こ
に
共

通
し
て
い
る
の
は
、
人
々
や
集
団
・
組
織
を

合
理
的
な
行
為
主
体
と
仮
定
し
、
そ
の
仮
定

か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
現
象
を
説
明
し
よ
う

と
す
る
志
向
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
上
で
説
明
し
た
合
理
的
選
択

理
論
に
よ
っ
て
、
人
口
問
題
や
開
発
問
題
は

ど
の
よ
う
に
分
析
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
人

口
問
題
と
開
発
問
題
は
一
見
す
る
と
異
な
る

注
ｌ

現
象
の
よ
－
つ
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
発

生
に
関
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
た
い
へ
ん
似
て

い
る
。
そ
れ
は
一
一
一
一
一
口
で
言
え
ば
、
「
個
人
的

合
理
性
と
社
会
的
最
適
性
の
乖
離
」
と
い
う

フ
レ
ー
ズ
で
表
現
で
き
る
。

ま
ず
人
口
問
題
を
例
に
と
っ
て
、
こ
の
フ

レ
ー
ズ
の
含
意
を
説
明
し
よ
う
。
個
々
の
夫

婦
は
、
自
分
た
ち
の
住
む
社
会
や
地
球
に
悪

影
響
を
及
ぼ
そ
う
と
思
っ
て
、
多
く
の
子
供

を
産
む
わ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
は
彼
ら
な
り

の
理
由
に
よ
っ
て
多
く
の
子
供
を
産
む
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
男
子
が
欲
し
い
た
め
に
男

子
が
生
ま
れ
る
ま
で
産
み
続
け
る
こ
と
も
あ

れ
ば
、
子
供
を
労
働
力
と
考
え
て
い
る
た
め

多
産
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
個
々
の
夫
婦
は
、
自
ら
の
合
理
的
な
判

断
に
基
づ
い
て
、
子
供
の
数
を
決
定
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
な

Ｚ

人
ロ
問
題
・
開
発
問
題

と
社
会
的
ジ
レ
ン
マ
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決
定
が
社
会
レ
ベ
ル
・
地
球
レ
ベ
ル
に
集
積

す
る
と
、
悲
劇
的
な
状
況
が
発
生
す
る
。
人

口
爆
発
で
あ
る
。
地
球
規
模
で
考
え
れ
ば
、

適
切
な
人
口
水
準
の
維
持
は
最
優
先
課
題
で

あ
る
。
し
か
し
個
々
の
夫
婦
が
合
理
的
な
選

択
を
し
た
結
果
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
社
会

レ
ベ
ル
・
地
球
レ
ベ
ル
の
最
適
性
は
実
現
し

な
く
な
る
。
ま
さ
に
、
「
個
人
的
合
理
性
と

社
会
的
最
適
性
の
乖
離
」
が
生
じ
て
い
る
の

で
あ
る
。

こ
れ
と
同
様
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
開
発
問

題
に
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
開
発
に
と
も

な
う
環
境
破
壊
を
例
に
と
っ
て
考
え
よ
う
。

開
発
に
携
わ
る
人
々
は
、
環
境
を
破
壊
し
よ

う
と
思
っ
て
、
開
発
を
進
め
る
わ
け
で
は
な

い
。
彼
ら
は
、
自
ら
の
利
益
を
求
め
て
、
開

発
に
関
わ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う

な
人
々
が
多
く
集
ま
っ
て
く
る
と
、
そ
の
地

域
の
環
境
が
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
こ
に

も
「
個
人
的
合
理
性
と
社
会
的
最
適
性
の
乖

離
」
が
見
ら
れ
る
。

以
上
で
見
て
き
た
現
象
は
「
社
会
的
ジ
レ

注
２

ン
マ
」
と
呼
ば
れ
る
。
個
々
の
行
為
者
は
自

己
の
合
理
性
に
基
づ
い
て
選
択
を
行
う
が
、

そ
の
選
択
の
社
会
的
帰
結
と
し
て
社
会
的
な

警
察
は
決
定
的
証
拠
を
つ
か
ん
で
い
な
い
の

で
、
容
疑
者
の
自
白
だ
け
が
頼
り
で
あ
る
。

そ
こ
で
警
察
は
次
の
よ
う
な
取
り
引
き
を
そ

れ
ぞ
れ
の
容
疑
者
に
申
し
出
た
と
し
よ
う
。

Ｈ
相
手
が
黙
秘
し
、
お
前
も
黙
秘
す
る
な
ら

ば
、
お
前
に
懲
役
一
年
を
求
刑
す
る
。
口
し

か
し
相
手
が
黙
秘
し
て
い
る
の
に
、
お
前
が

自
白
す
る
な
ら
ば
、
お
前
を
起
訴
せ
ず
た
だ

ち
に
釈
放
し
て
や
る
。
曰
相
手
が
自
白
し
て

い
る
の
に
、
お
前
が
黙
秘
す
れ
ば
、
お
前
に

懲
役
五
年
を
求
刑
す
る
。
四
た
だ
し
相
手
が

最
適
性
は
実
現
せ
ず
、

個
々
の
行
為
者
に
と
っ

て
も
マ
イ
ナ
ス
の
結
果

が
も
た
ら
さ
れ
る
。
こ

の
こ
と
を
わ
か
り
や
す

く
解
説
す
る
た
め
に
、

社
会
的
ジ
レ
ン
マ
の
原

型
と
も
い
え
る
囚
人
の

ジ
レ
ン
マ
を
紹
介
し
よ

》
っ
。二
人
組
の
銀
行
強
盗

Ａ
と
Ｂ
が
捕
ま
り
、

別
々
に
取
り
調
べ
を
受

け
て
い
る
と
し
よ
う
。

８
０

Ｅ
何
冊
一
旬

Ｅ
片
ヰ
｜
毎

一
一
３
’
０

＝

ﾛノ

自
白
し
て
、
お
前
も
自
白
す
る
な
ら
ば
、
お

前
に
懲
役
三
年
を
求
刑
す
る
。
こ
の
よ
う
な

警
察
の
申
し
出
を
図
で
あ
ら
わ
す
と
上
図
の

注
３

よ
う
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
申
し
出
を
受
け
た
容
疑
者

は
、
自
白
と
黙
秘
の
ど
ち
ら
を
選
ぶ
だ
ろ
う

か
。
図
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
相
手
が

自
白
し
よ
う
が
黙
秘
し
よ
う
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
容
疑
者
に
と
っ
て
、
黙
秘
す
る
よ
り
も
自

白
す
る
ほ
う
が
、
懲
役
年
数
が
少
な
い
。
し

た
が
っ
て
個
々
の
容
疑
者
に
と
っ
て
、
自
白

す
る
こ
と
が
合
理
的
な
選
択
と
な
る
。
つ
ま

り
一
一
人
と
も
自
白
し
、
懲
役
三
年
の
刑
に
服

す
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
二
人
が
と
も
に
黙
秘
を
選
ん
だ

ら
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
二
人
と
も
懲
役
一
年

の
刑
で
す
ん
で
し
ま
う
。
二
人
に
と
っ
て
は

互
い
に
黙
秘
す
る
ほ
う
が
互
い
に
自
白
す
る

よ
り
も
、
望
ま
し
い
結
果
が
生
じ
る
。
し
か

し
そ
れ
ぞ
れ
の
容
疑
者
が
個
人
的
な
合
理
性

に
し
た
が
っ
て
選
択
を
行
う
と
、
二
人
と
も

自
白
を
選
ん
で
し
ま
う
。
囚
人
の
「
ジ
レ
ン

マ
」
と
呼
ば
れ
る
所
以
で
あ
る
。

社
会
的
ジ
レ
ン
マ
は
、
こ
の
囚
人
の
ジ
レ

ン
マ
を
三
人
以
上
の
行
為
者
に
拡
大
し
た
状
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回鰹馴ジレンマの
以
上
で
、
人
口
問
題
や
開
発
問
題
が
発
生

す
る
基
本
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
理
解
さ
れ
た

と
思
う
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を

ど
の
よ
う
に
解
決
し
た
ら
良
い
の
だ
ろ
う

か
。
現
実
に
は
、
国
連
な
ど
の
国
際
機
関
や

況
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
者
が
自
己
の

合
理
性
を
抑
制
し
て
選
択
す
れ
ば
、
よ
り
望

ま
し
い
状
態
が
実
現
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
自
己
の
合
理
性
に
し
た
が
っ
て
、

望
ま
し
く
な
い
状
態
を
実
現
す
る
選
択
を
し

て
し
ま
う
。
先
で
述
べ
た
人
口
問
題
や
開
発

問
題
は
正
に
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
。

●佐藤嘉倫くさとう･よしみち＞
1957年生れ。

東京大学大学院社会学研究科単位取得退

学。横浜市立大学商学部鱗師・助教授、

シカゴ大学社会学部客員研究員を経て、

現在、東北大学文学部助教授。

さ
ま
ざ
ま
な
国
が
こ
れ
ら
の
問
題
に
取
り
組

ん
で
い
る
。
そ
の
取
り
組
み
に
関
す
る
紹
介

や
そ
の
問
題
点
な
ど
に
つ
い
て
は
専
門
家
に

任
せ
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
問
題

を
社
会
的
ジ
レ
ン
マ
と
規
定
し
た
上
で
、
社

会
的
ジ
レ
ン
マ
の
原
理
的
な
解
決
策
と
の
関

係
か
ら
、
こ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
の
方
向
を

考
察
し
よ
う
。

今
ま
で
社
会
的
ジ
レ
ン
マ
の
解
決
策
と
し

て
提
示
さ
れ
て
い
る
方
法
は
、
大
き
く
二
つ

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
の
方
法

は
、
個
人
の
欲
求
に
基
づ
い
た
合
理
性
が
問

題
な
の
だ
か
ら
、
欲
求
を
抑
え
た
り
変
形
し

た
り
す
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
の
方
法
は
、
個
人
の

欲
求
は
認
め
た
上
で
、
制
度
的
に
問
題
を
解

決
す
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

第
一
の
方
法
の
代
表
例
は
、
教
育
に
よ
っ

て
人
々
の
欲
求
を
抑
え
る
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
こ
の
方
法
が
う
ま
く
い
か
な

い
の
は
歴
史
の
教
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
社

会
主
義
諸
国
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
教
育

が
、
わ
ず
か
の
例
外
を
除
い
て
、
失
敗
し
た

こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

第
二
の
方
法
に
は
二
つ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
が
あ
る
。
一
つ
は
、
社
会
的
ジ
レ
ン
マ
を

回
避
す
る
協
力
的
な
選
択
を
す
る
人
々
に
プ

ラ
ス
の
報
酬
を
与
え
る
や
り
方
で
あ
る
。
も

う
一
つ
は
、
逆
に
社
会
的
ジ
レ
ン
マ
を
助
長

す
る
非
協
力
的
な
選
択
を
す
る
人
々
に
負
の

サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
与
え
る
や
り
方
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
二
つ
の
方
法
は
、
い
わ
ば
「
ア
メ

と
ム
チ
」
で
あ
り
、
別
々
に
用
い
ら
れ
る
こ

と
も
あ
れ
ば
、
同
時
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も

あ
る
。
人
口
問
題
か
ら
例
を
と
れ
ば
、
人
口

を
抑
制
す
る
た
め
に
、
政
府
が
一
人
っ
子
家

庭
に
報
奨
金
を
与
え
た
り
、
二
人
目
以
降
の

子
供
の
福
利
厚
生
水
準
を
低
く
抑
え
た
り
す

る
こ
と
が
典
型
例
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

私
は
、
人
々
の
欲
求
を
抑
制
す
る
第
一
の

方
法
よ
り
は
、
人
々
の
欲
求
を
前
提
と
し
た

上
で
、
制
度
的
に
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す

る
第
二
の
方
法
の
ほ
う
が
有
効
だ
と
思
う
。

た
だ
し
第
二
の
方
法
な
ら
ば
、
何
で
も
よ
い

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
人
々
の
欲
求
と
適

合
的
な
、
言
い
換
え
れ
ば
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ

ム
と
適
合
的
な
や
り
方
で
な
け
れ
ば
、
う
ま

く
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

例
を
あ
げ
て
説
明
し
よ
う
。
昔
、
石
油

シ
ョ
ッ
ク
の
こ
ろ
、
政
府
が
「
省
エ
ネ
ル
ッ
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ク
」
と
い
う
も
の
を
普
及
さ
せ
よ
う
と
し

た
。
省
エ
ネ
ル
ッ
ク
は
確
か
に
高
温
多
湿
と

い
う
日
本
の
夏
に
は
機
能
的
に
適
し
た
服
装

だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
み
ん
な
が
省
エ
ネ

ル
ッ
ク
を
着
て
冷
房
を
控
え
れ
ば
、
日
本
全

体
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
は
大
幅
に
低
下
し

た
だ
ろ
う
。
し
か
し
省
エ
ネ
ル
ッ
ク
は
普
及

し
な
か
っ
た
。
な
ぜ
か
。
カ
ッ
コ
悪
く
、

人
々
が
着
た
が
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
つ
ま

り
省
エ
ネ
ル
ッ
ク
は
服
装
に
関
す
る
人
々
の

欲
求
と
適
合
的
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
関
す
る
例
を
も
う
一

つ
あ
げ
よ
う
。
電
気
自
動
車
で
あ
る
。
現
状

で
は
、
自
動
車
を
購
入
し
よ
う
と
す
る
人

は
、
電
気
自
動
車
で
は
な
く
ガ
ソ
リ
ン
車
を

購
入
す
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
電
気
自
動
車

は
性
能
面
で
も
価
格
面
で
も
ガ
ソ
リ
ン
車
に

劣
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
よ
う
な
状
況

で
、
電
気
自
動
車
を
買
い
ま
し
ょ
う
と
い
う

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
っ
て
も
無
駄
で
あ
る
。

そ
れ
よ
り
は
、
自
動
車
メ
ー
カ
ー
に
高
性
能

の
電
気
自
動
車
を
開
発
す
る
た
め
の
助
成
を

行
っ
た
り
、
電
気
自
動
車
を
購
入
す
る
人
に

購
入
補
助
金
を
払
っ
た
り
す
る
ほ
う
が
、
電

気
自
動
車
の
普
及
に
効
果
的
だ
ろ
う
。

庄川鷆燗輔発問題
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
人

口
問
題
や
開
発
問
題
の
場
合
に
も
当
て
は
ま

る
。
た
と
え
ば
一
人
っ
子
政
策
は
、
制
度
的

に
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
点
で
は
評
価

で
き
る
が
、
人
々
の
欲
求
を
無
視
し
て
い
る

点
で
は
無
理
が
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
統
制
経
済

を
導
入
し
て
も
ヤ
ミ
市
場
が
発
達
す
る
よ
う

に
、
人
々
が
二
人
以
上
の
子
供
を
欲
し
が
る

理
由
を
把
握
せ
ず
に
、
一
人
っ
子
政
策
を
導

入
し
て
も
、
人
々
は
機
会
が
あ
れ
ば
二
人
以

上
の
子
供
を
産
も
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
む
し

ろ
人
々
が
二
人
以
上
の
子
供
を
欲
し
が
る
理

由
を
把
握
し
、
そ
れ
を
解
決
す
る
よ
う
な
政

策
の
ほ
う
が
、
効
果
的
だ
ろ
う
。
も
し
人
々

が
子
供
を
農
業
労
働
力
だ
と
考
え
て
い
る
な

ら
ば
、
（
現
実
に
可
能
か
ど
う
か
は
別
に
し

て
）
農
業
機
械
化
を
促
進
す
る
よ
う
な
政
策

が
多
産
抑
制
に
有
効
だ
ろ
う
。
ま
た
も
し

人
々
が
老
後
の
保
障
の
た
め
に
多
く
の
子
供

を
必
要
と
す
る
な
ら
ば
、
社
会
保
障
制
度
を

充
実
さ
せ
る
政
策
が
効
果
的
だ
ろ
う
。

開
発
問
題
に
対
す
る
解
決
策
を
考
え
る
に

匠騏鰕施のための
前
節
で
は
、
人
々
の
欲
求
を
前
提
と
し
た

制
度
づ
く
り
や
政
策
実
施
の
利
点
を
述
べ
て

き
た
。
し
か
し
現
実
に
こ
の
よ
う
な
政
策
を

実
施
す
る
際
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
発

も
、
同
様
の
思
考
方
法
が
有
効
で
あ
る
。
た

と
え
ば
熱
帯
雨
林
地
帯
の
開
拓
民
は
、
熱
帯

雨
林
を
破
壊
す
る
た
め
に
入
植
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
彼
ら
は
、
他
で
職
が
見
つ
か

ら
な
い
か
ら
入
植
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
た
と
え
あ
る
熱
帯
雨
林
地
帯
の

開
発
を
禁
止
し
た
と
し
て
も
、
彼
ら
が
他
の

地
域
に
入
植
し
再
び
環
境
破
壊
に
寄
与
す
る

可
能
性
は
高
い
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た

め
に
は
、
入
植
す
る
可
能
性
の
あ
る
人
々
の

雇
用
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

都
市
部
で
の
公
共
事
業
に
よ
る
雇
用
確
保
で

も
よ
い
し
、
熱
帯
雨
林
地
帯
で
の
エ
コ
ッ

ア
ー
の
よ
う
な
環
境
を
配
慮
し
た
事
業
で
も

よ
い
。
要
す
る
に
、
入
植
者
や
潜
在
的
入
植

者
が
環
境
を
破
壊
し
な
い
で
収
入
を
え
ら
れ

る
政
策
を
実
施
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
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生
す
る
。
そ
れ
ら
の
中
で
特
に
問
題
な
の

が
、
資
金
と
文
化
的
制
約
で
あ
る
。

政
策
を
実
施
す
る
た
め
の
資
金
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
こ
こ
で
多
く
を
語
る
必
要
は
な

い
だ
ろ
う
。
現
在
、
人
口
問
題
や
開
発
問
題

に
直
面
し
て
い
る
国
々
は
、
第
三
世
界
に
属

す
る
貧
し
い
国
々
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
政

策
を
実
施
す
る
た
め
の
資
金
を
独
力
で
調
達

す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
国
際
協
力
が
必
要

と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
問
題
で
あ
る
文
化
的
制
約
に

つ
い
て
は
、
説
明
を
要
す
る
だ
ろ
う
。
人
々

の
行
為
は
彼
ら
の
住
む
社
会
の
価
値
や
規
範

な
ど
の
文
化
的
制
約
を
受
け
る
。
こ
の
こ
と

は
先
進
国
、
第
三
世
界
の
国
々
を
問
わ
ず
、

当
て
は
ま
る
。
た
だ
し
こ
の
文
化
的
制
約
が

問
題
視
さ
れ
る
の
は
、
先
進
国
か
ら
第
三
世

界
を
見
た
と
き
が
多
い
。
先
進
国
の
人
々
に

と
っ
て
、
第
三
世
界
の
国
々
の
文
化
的
制
約

条
件
は
「
迷
信
」
や
「
因
習
」
と
見
な
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
。
し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、

そ
の
よ
う
な
国
々
の
人
々
は
非
合
理
的
で
は

な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ネ

パ
ー
ル
の
農
民
は
、
ヒ
ン
ズ
ー
的
世
界
観
を

前
提
と
し
て
農
作
業
に
従
事
し
て
い
る
が
、

こ
の
世
界
観
を
制
約
条
件
と
し
な
が
ら
農
作

業
生
産
性
を
上
げ
よ
う
と
す
る
。
先
進
産
業

社
会
の
人
々
が
、
市
場
経
済
を
制
約
条
件
と

し
て
合
理
的
な
経
済
活
動
を
行
う
よ
う
に
、

文
化
的
制
約
条
件
が
強
い
社
会
の
人
々
は
、

そ
の
制
約
条
件
の
下
で
合
理
的
な
行
為
選
択

を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
文
化
的
制
約
条
件

が
な
い
ほ
う
が
、
人
口
問
題
や
開
発
問
題
を

よ
り
効
率
的
に
解
決
で
き
る
場
合
も
あ
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
文
化
的
制
約
条
件
を
変
化
さ

せ
た
り
廃
止
し
た
り
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

な
ぜ
な
ら
Ｉ
ト
ー
ト
ロ
ジ
カ
ル
に
聞
こ

え
る
が
ｌ
そ
れ
戯
「
文
化
」
だ
か
ら
で
あ

る
。文
化
（
な
い
し
は
、
よ
り
社
会
的
に
明
一
不

化
さ
れ
た
制
度
）
は
、
人
々
の
行
為
と
独
立

し
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は

な
く
、
文
化
は
そ
れ
を
無
意
識
に
維
持
す
る

柱
４

人
々
の
行
為
を
通
じ
て
再
生
産
さ
れ
る
。
た

と
え
ば
正
月
に
雑
煮
を
食
べ
る
行
為
は
、

人
々
が
そ
の
行
為
を
「
当
た
り
前
だ
」
と
考
え

て
い
る
か
ら
、
維
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
文

化
に
は
こ
の
よ
う
な
一
種
の
慣
性
の
法
則
が

あ
る
。

た
だ
し
文
化
は
新
た
な
挑
戦
に
さ
ら
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
。
家
族
の
一
員
が
「
正
月
ぐ

ら
い
七
面
鳥
を
食
べ
た
い
」
と
言
い
だ
す
よ

う
な
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
場

合
で
も
、
他
の
家
族
が
正
月
に
雑
煮
を
食
べ

る
こ
と
を
自
明
視
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
家
族

が
正
月
に
七
面
鳥
を
食
べ
る
こ
と
は
な
い
。

ま
た
人
が
文
化
に
反
す
る
行
為
を
し
よ
う
と

す
る
場
合
は
、
他
の
人
々
か
ら
の
反
発
を
予

想
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
予
想
ゆ
え
に
、

そ
の
人
は
文
化
に
反
す
る
行
為
を
選
択
す
る

こ
と
を
あ
き
ら
め
る
こ
と
が
多
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
文
化
に
は
一
種
の
慣
性
が

あ
り
、
さ
ら
に
変
化
に
対
す
る
予
防
的
性
格

が
あ
る
た
め
、
社
会
の
内
部
か
ら
自
生
的
に

文
化
の
変
動
が
起
こ
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ

る
。
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
多
様
な
社
会
な
ら

ば
、
多
様
な
文
化
接
触
に
よ
り
内
発
的
な
文

化
変
動
も
可
能
だ
が
、
多
か
れ
少
な
か
れ
支

配
的
文
化
が
共
有
さ
れ
て
い
る
社
会
で
は
、

そ
の
よ
う
な
変
動
は
難
し
い
。

そ
れ
で
は
、
人
口
問
題
や
開
発
問
題
の
解

決
を
阻
止
す
る
文
化
的
制
約
条
件
を
変
化
さ

せ
る
こ
と
は
全
く
不
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

普
及
学
の
教
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
ほ
ど

3９



悲
観
的
に
な
る
必
要
は
な
い
。
普
及
学
は
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
社
会
の
中
で
普
及
す
る
過

注
５

程
を
分
析
す
る
研
究
分
野
で
あ
る
。
特
に
、

伝
統
的
な
社
会
構
造
や
価
値
、
規
範
の
中
で

い
か
な
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
い
か
に
普
及

す
る
の
か
、
ま
た
は
普
及
し
な
い
か
、
に
つ

い
て
数
多
く
の
知
見
を
え
て
い
る
。
こ
こ
で

そ
れ
ら
を
す
べ
て
紹
介
す
る
余
裕
は
な
い
。

し
か
し
あ
る
文
化
的
制
約
条
件
の
下
で
、
そ

の
制
約
条
件
と
両
立
し
、
か
つ
自
ら
普
及
す

る
こ
と
で
制
約
条
件
そ
の
も
の
を
変
化
さ
せ

る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
普
及
す
る
こ
と
は
十

分
可
能
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日

本
の
産
業
化
に
伴
う
伝
統
的
価
値
・
規
範
の

弱
化
を
見
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。以
上
、
合
理
的
選
択
理
論
の
視
点
か
ら
、

人
口
問
題
や
開
発
問
題
が
な
ぜ
生
じ
る
の

か
、
ま
た
、
い
か
に
し
て
こ
れ
ら
の
問
題
を

解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
考

察
し
て
き
た
。
本
稿
の
議
論
は
、
原
理
的
な

も
の
な
の
で
個
々
の
具
体
的
な
問
題
を
即
座

に
解
決
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
の
根
底
に
あ
る
共
通
の
構

造
を
理
解
す
る
の
に
は
役
立
つ
だ
ろ
う
。

＊
注

一
、
こ
こ
で
は
人
口
問
題
と
開
発
問
題
そ
れ
ぞ

れ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
想
定
し
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
人
口
問
題
が
開
発
問
題
の
主
要
原
因

の
一
つ
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
因
果
関
係

は
想
定
し
て
い
な
い
。

二
、
多
く
の
研
究
者
が
環
境
問
題
や
開
発
問
題

を
社
会
的
ジ
レ
ン
マ
の
視
点
か
ら
分
析
し
て

き
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ロ
ロ
言
吊
》

函
。
ご
ロ
三
・
》
』
ヨ
ロ
・
倉
甸
・
『
日
巴
二
。
：
一
切

。
［
ロ
ー
●
日
日
四
ｍ
目
の
。
。
旨
］
□
の
ａ
巴
○
ロ
ー

言
鳥
目
、
》
。
ご
【
Ｐ
ロ
ー
ロ
Ｐ
三
色
『
←
ご
目
Ｑ
の
．

、
呂
肴
ｐ
Ｈ
百
〈
の
」
ｍ
・
）
『
国
巨
日
Ｐ
ｐ
昌
巨
」
函
の
日
の
貝

ｐ
ｐ
ｇ
ｍ
ｏ
Ｂ
巴
勺
『
。
：
⑪
②
の
、
》
し
８
号
日
旨

国
・
の
閉
・
や
海
野
道
郎
、
一
九
八
五
「
社
会
的
蟻

地
獄
の
論
理
構
造
川
叩
ロ
ロ
三
田
に
よ
る
定
式

化
の
検
討
と
再
定
式
化
」
、
数
理
社
会
学
研
究

会
（
編
）
『
数
理
社
会
学
の
現
在
』
な
ど
を
参

照
さ
れ
た
い
。

三
、
こ
こ
で
は
議
論
を
簡
単
に
す
る
た
め
に
、

警
察
の
求
刑
が
そ
の
ま
ま
裁
判
で
決
ま
る
も

の
と
仮
定
し
よ
う
。

四
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
社
会

学
者
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ギ
デ
ン
ズ
が
綿
密
な
検

討
を
加
え
て
い
る
。
彼
ら
の
理
論
に
つ
い
て

は
数
土
直
紀
、
一
九
九
四
、
「
制
度
を
支
え
る

自
由
」
、
『
社
会
学
評
論
』
第
四
五
巻
第
一
号

二
一
’
一
五
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

五
、
普
及
学
に
つ
い
て
は
、
罰
。
、
の
Ｈ
ｐ
固
く
の
『
の
耳
目

三
・
》
ご
忠
．
□
罠
巨
巴
○
二
○
局
百
口
・
菌
←
』
。
。
、
眼

目
亘
己
図
昼
・
ロ
》
甸
忌
の
勺
同
の
⑪
の
．
（
青
池
愼
一

・
宇
野
善
康
（
監
訳
）
、
一
九
九
○
、
「
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
普
及
学
』
、
重
夙
懇
産
能
大
学
出
版
部
）
を

参
照
さ
れ
た
い
。

＊
注
ｌ
卯
山
内
昌
之
編
著
『
中
央
ア
ジ
ア
と
湾

岸
諸
国
』
、
朝
日
新
聞
社
’
一
九
九

五
年
、
五
七
頁

準
注
２
ｍ
中
野
謙
二
『
近
現
代
朝
鮮
に
お
け
る

人
口
流
動
』
、
東
海
大
学
社
会
科
学

研
究
所
『
国
際
社
会
の
人
口
動
態
と

日
本
の
対
応
』
、
一
九
九
五
年
、
六

四
～
六
五
頁

嘩
注
３
密
島
村
史
郎
『
ソ
連
の
人
口
問
題
』
、
一

九
八
五
年
、
教
育
社
、
八
三
頁

傘
注
４
吋
山
内
昌
之
『
民
族
の
時
代
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ

人
間
大
学
、
一
九
九
四
年
、
九
六
～

一
○
○
頁

箪
注
５
“
河
野
稠
果
『
ソ
連
人
口
の
最
近
の
動

向
』
、
家
族
計
画
国
際
協
力
財
団

『
世
界
と
人
口
』
、
一
九
九
○
年
四

月
号
、
二
○
頁

ｲ０
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財アジア人ロ・開発協会が

'９５「視聴覚教育奨励賞」を

受賞
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財
団
法
人
日
本
視
聴
覚
教
育
協
会
主
催
、

文
部
省
後
援
の
一
九
九
五
年
視
聴
覚
教
育
賞

は
四
十
九
機
関
、
団
体
を
対
象
に
審
査
の
結

果
［
産
業
教
育
部
門
］
で
、
財
団
法
人
ア
ジ
ア

人
ロ
・
開
発
協
会
の
「
ア
ジ
ア
諸
国
向
け
の

人
口
と
開
発
に
関
す
る
ス
ラ
イ
ド
制
作
の
取

り
組
み
」
が
、
’
九
九
五
年
視
聴
覚
教
育
奨

励
賞
に
選
ば
れ
受
賞
し
た
。
表
彰
式
は
十
二

月
十
二
日
午
後
一
時
か
ら
東
京
・
虎
ノ
門
の

国
立
教
育
会
館
大
会
議
室
で
行
わ
れ
、
同
協

会
を
代
表
し
て
広
瀬
次
雄
常
務
理
事
・
事
務

局
長
に
賞
状
・
楯
を
副
賞
に
ス
ラ
イ
ド
・
プ

ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
一
基
が
贈
ら
れ
た
。

今
回
の
受
賞
は
、
同
協
会
が
一
九
八
四
年

以
来
、
鋤
日
本
船
舶
振
興
会
の
補
助
事
業
と

し
て
、
地
球
規
模
の
世
界
的
問
題
に
な
っ
て

い
る
ア
ジ
ア
の
人
口
爆
発
を
防
ご
う
と
、
日

本
及
び
ア
ジ
ア
各
国
の
人
口
・
開
発
・
環
境

・
食
糧
等
の
問
題
点
を
ス
ラ
イ
ド
で
制
作
、

目
で
見
、
耳
で
聞
く
生
き
た
教
材
と
し
て
毎

年
、
国
連
・
日
本
及
び
ア
ジ
ア
各
国
政
府
、

研
究
機
関
、
国
立
図
書
館
、
人
口
・
開
発
研

究
者
に
配
布
し
、
啓
蒙
活
動
を
行
っ
て
い
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

了
’
１
１
１
１
‐
ｌ
ｌ
６
１
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
１
ｌ
Ｉ
１
Ｉ
０
Ｉ
Ｉ
ｉ
ｌ
Ｉ
１
１
１
１
１
Ｉ
０
１
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｊ

－（ゴＡＰ■Ｄ■。Ａ・凡賛と肋・【一合一口一員皿・（。ご■Ｊ・『刀■２．鮖丁一Ｊ仁■一一
一
■
二
Ⅱ
ｌ
Ｔ
１
ｎ
ｊ
弘
昨
『
一
三
八
十
会
ニ
ェ
〃
｝
｝
お
一
願
い
（
仁
洗
い
一
Ｔ
ｌ
【
一

一
人
口
問
題
は
、
二
十
一
世
紀
の
人
類
生
存
を
左
右
す
る
地
球
上
の
股
も
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
一

一
い
ま
す
。
一
九
九
一
一
一
年
の
世
界
人
口
は
五
五
億
人
、
’
九
九
八
年
に
は
六
○
億
人
を
超
え
る
と
推
計
一

一
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
ア
ジ
ア
の
人
口
は
こ
の
急
噸
す
る
世
界
人
口
の
六
○
％
を
占
め
て
お
り
ま
す
。
一

一
人
口
の
轍
加
は
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
・
経
済
問
題
に
深
刻
な
影
騨
を
及
ぼ
し
ま
す
。

一
世
界
人
口
の
大
半
を
占
め
る
ア
ジ
ア
人
口
の
行
方
が
、
人
類
生
存
の
カ
ギ
を
握
っ
て
い
る
‐
一

一
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

一
い
ま
、
世
界
各
地
で
叫
ば
れ
て
い
る
”
環
境
問
題
“
も
、
人
口
の
増
加
が
大
き
な
根
本
原
因
を
一

一
の
で
す
。
人
口
端
加
に
伴
う
食
料
不
足
を
補
う
た
め
の
焼
畑
農
業
や
、
燃
料
と
し
て
の
薪
伐
採
な
一

一
ど
は
森
林
破
壊
を
も
た
ら
し
、
一
方
で
は
急
速
な
工
業
化
は
大
気
汚
染
や
水
質
汚
濁
な
ど
多
く
の
一

一
産
業
公
害
を
引
き
起
こ
し
、
地
球
環
境
の
悪
化
は
、
も
う
こ
れ
以
上
放
髄
で
き
な
い
ギ
リ
ギ
リ
の
一

一
と
こ
ろ
に
き
て
い
ま
す
。
ま
た
、
人
口
問
題
で
は
爆
発
的
に
人
口
の
増
加
を
続
け
る
地
域
と
、
Ｈ
一

一
本
な
ど
の
よ
う
に
、
こ
れ
以
上
子
供
が
欲
し
く
な
い
と
い
う
夫
婦
が
ふ
え
て
い
る
地
域
、
こ
の
こ
一

一
と
か
も
た
ら
す
高
齢
化
現
象
に
伴
う
労
働
力
不
足
や
福
祉
測
の
哨
大
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
重
大
な
一

一
社
会
・
総
済
問
題
も
発
生
し
て
い
ま
す
。

｛
こ
れ
ら
の
根
源
は
、
す
べ
て
卯
人
口
“
問
題
に
帰
結
さ
れ
ま
す
・

一
Ａ
Ｐ
Ｄ
Ａ
〈
ア
プ
ダ
）
は
、
官
民
及
び
国
際
機
関
の
協
力
を
得
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
有
効
に
一

一
解
決
す
る
方
策
を
さ
ぐ
り
協
調
す
る
た
め
、
日
夜
、
真
剛
に
努
力
を
続
け
て
い
ま
す
。
一

～
ク
ｊ
＃
ク

ロ
ワ
ッ
ホ



フ
ィ
リ
ピ
ン
の
社
会
桶
造
に
お
け
る
杣
以
地
文
配
の
影
響

現
在
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
ラ
モ
ス
大
統
領
の
下
、
め
ざ
ま
し
い

発
展
を
遂
げ
始
め
て
い
る
。
ま
た
他
の
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に

比
べ
て
、
そ
の
改
善
が
な
か
な
か
果
た
せ
な
か
っ
た
人
ロ
問

題
に
対
し
て
も
か
な
り
積
極
策
を
と
る
よ
う
に
な
り
、
希
望

が
出
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
人
口
問
題
が
依
然
と
し

て
深
刻
な
状
況
に
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

一
般
的
に
は
、
人
ロ
問
題
は
公
衆
衛
生
の
普
及
、
教
育
の

普
及
に
よ
っ
て
か
な
り
解
決
へ
向
か
う
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
指

標
は
歴
史
的
に
優
れ
た
水
準
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

れ
ま
で
解
決
が
遅
れ
て
き
た
。
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
解
く

鍵
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
社
会
構
造
に
お
け
る
循
環
性
の
乏
し

さ
に
あ
る
と
い
う
の
が
こ
の
論
文
の
視
点
で
あ
る
。
結
論
か

ら
述
べ
る
な
ら
ば
、
自
ら
の
行
為
の
結
果
が
、
自
分
に
戻
っ

て
く
る
社
会
構
造
で
な
け
れ
ば
自
己
の
行
為
に
対
す
る
抑
制

側
ア
ジ
ア
人
口
・
開
発
協
会

鍵
楠
本

修

と
い
う
も
の
は
働
か
な
い
。
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
出
生

に
関
し
て
も
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
子
供
を
産
め
ば
産
む
ほ

ど
利
益
が
上
が
る
状
況
の
中
で
も
出
生
の
抑
制
は
果
た
せ
な

い
。
こ
れ
ら
は
全
て
社
会
的
な
流
動
性
が
阻
害
さ
れ
社
会
構

造
が
層
化
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
層

化
し
た
社
会
の
中
で
、
権
力
者
や
大
地
主
は
伝
統
的
に
権
力

者
や
大
地
主
で
あ
り
、
そ
の
財
産
や
権
力
は
世
襲
さ
れ
る
。

貧
し
い
人
達
は
、
常
に
貧
し
く
、
労
働
力
と
し
て
供
出
で
き

る
子
供
だ
け
が
財
産
で
あ
る
と
い
う
状
況
は
変
わ
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
社
会
構
造
が
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
の

か
が
こ
の
論
文
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。

Ｉ
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フィリピンの社会構造における植民地支配の影響

フ
ィ
リ
ピ
ン
は
、
台
湾
を
は
さ
ん
で
日
本

の
隣
国
に
位
置
し
、
同
じ
環
太
平
洋
火
山
帯

に
属
し
、
同
じ
よ
う
な
国
士
面
積
を
も
つ
国

で
あ
る
。
日
系
企
業
も
進
出
し
、
現
在
で
は

日
本
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
間
の
経
済
的
な
関
係
も

大
き
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日

本
人
に
と
っ
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
一
般
的
に

い
っ
て
あ
ま
り
親
近
感
が
あ
る
と
は
い
え
な

い
。
ア
ジ
ア
の
他
の
国
々
に
比
べ
て
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
と
日
本
と
の
関
係
は
な
に
か
希
薄
な

感
じ
が
否
め
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
背
景
に
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
お

い
て
日
本
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
占
領
し
た
と
い

工
は

じ

め

う
、
忌
ま
わ
し
い
記
憶
が
お
互
い
に
ま
だ

山
に

残
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
加
え

て
、
そ
の
文
化
的
な
背
景
が
大
き
く
異
な
っ

口
湾
を
は
さ
ん
で
日
本
て
い
る
こ
と
も
そ
の
原
因
で
あ
る
と
考
え
ら

向
じ
環
太
平
洋
火
山
帯
れ
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
、
ア
ジ
ア
で
キ
リ
ス

＆
国
士
面
積
を
も
つ
国
卜
教
が
支
配
的
な
地
位
を
占
め
て
い
る
唯
一

Ｃ
進
出
し
、
現
在
で
は
の
国
で
あ
る
。
ま
た
、
英
語
が
母
国
語
の
よ

回
の
経
済
的
な
関
係
も
う
に
広
く
普
及
し
て
い
る
な
ど
、
ア
ジ
ア
の

し
か
し
な
が
ら
、
日
中
に
あ
り
な
が
ら
そ
の
言
語
と
宗
教
だ
け
に

イ
リ
ピ
ン
は
一
般
的
に
注
目
す
れ
ば
、
ま
る
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ア
メ

嬢
が
あ
る
と
は
い
え
な
リ
カ
大
陸
の
一
国
の
よ
う
な
特
色
を
も
っ
て

国
々
に
比
べ
て
、
ブ
イ
い
る
。

因
係
は
な
に
か
希
薄
な

こ
の
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
表
面
的
に
見

と
あ
る
。

る
限
り
、
日
本
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
取
り
巻
く

空
一
次
世
界
大
戦
に
お
文
化
的
条
件
は
大
き
く
異
な
る
。
加
え
て
、

」
ン
を
占
領
し
た
と
い
日
本
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
両
国
の
間
に
あ
っ
た
悲

し
い
歴
史
が
、
日
本
と
フ
ィ
リ
ピ

理
社
了
社
取
主
文

ン
の
関
係
を
感
情
的
に
疎
遠
な
も

》》》密諦』棒》鋼》抑阯川症鮴ＭｍＭ枕，柵岫州
推
罐
曄
前
院
後
口
学
非
、

脚』》癖》繩》》蠅禮詞辨》》伊旭川柚謎Ⅶ繩川川榊耐罹肛
鮴》『癖》》位》》識輯》》舸螂棡咽燗川噸州舳梢助硅城川
●
和
和
和
成
在

昭
昭
昭
平
現

に
歴
史
的
な
不
幸
に
基
づ
く
感
情

と
文
化
的
な
条
件
の
違
い
な
ど
が
複
雑
に
絡

み
あ
っ
た
結
果
、
現
在
の
日
本
と
フ
ィ
リ
ピ

ン
が
相
互
に
抱
く
感
情
が
疎
遠
な
も
の
で
あ

る
と
し
て
も
、
日
本
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
の
間

に
は
多
く
の
共
通
し
た
面
が
あ
る
。
ま
ず
、

最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
地
理
的
に
は
非
常
に

近
く
、
国
士
の
構
成
も
島
喚
を
以
て
構
成
さ

れ
、
国
土
面
積
も
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
。
加

え
て
、
同
じ
よ
う
に
火
山
国
で
あ
る
と
い
う

基
本
的
な
条
件
が
非
常
に
良
く
似
て
い
る
。

ま
た
、
気
温
の
差
は
あ
る
に
し
て
も
ど
ち
ら

も
モ
ン
ス
ー
ン
性
の
気
候
で
あ
り
比
較
的
多

雨
で
あ
る
。
米
を
主
食
と
し
、
魚
の
乾
物
を

食
べ
、
魚
醤
を
使
用
す
る
な
ど
、
日
本
の
古
い

文
化
と
も
共
通
す
る
側
面
が
感
じ
ら
れ
る
。

ま
た
、
歴
史
的
に
見
て
も
日
本
と
フ
ィ
リ

ピ
ン
は
、
い
わ
ゆ
る
西
欧
社
会
と
の
か
か
わ

り
の
上
に
お
い
て
同
じ
よ
う
な
経
緯
を
た

ど
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
’
六
世
紀
の
西
欧

人
到
来
に
始
ま
り
、
二
○
世
紀
、
特
に
第
二

次
世
界
大
戦
後
、
一
時
ア
メ
リ
カ
支
配
を
受

け
た
と
い
う
点
ま
で
共
通
し
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
、
日
本
に
は
統
一
的
な
国
家
体
制
が
西

欧
諸
国
と
の
接
触
以
前
に
す
で
に
あ
り
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
に
は
統
一
的
な
国
家
体
制
が
な

ｲ３



ケソン市のスコッターエリア（不法占拠地域）の強制退去、とりこわし現場

亘社会制度の合理性と社会構造の不合理性
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
社
会
制
度
か
ら
見
る
な
ら

ば
、
民
主
共
和
制
、
大
統
領
制
と
現
代
民
主

主
義
国
家
と
し
て
申
し
分
の
な
い
制
度
を
備

え
て
い
る
。
民
主
共
和
制
も
、
大
統
領
制
も

か
つ
た
な
ど
大
き
な
違
い
も
あ
る
。
そ
の
意

味
で
は
、
全
く
同
列
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な

い
。
し
か
し
、
中
央
集
権
的
な
王
国
を
も
っ

て
い
た
イ
ン
カ
な
ど
の
南
米
の
諸
王
朝
も
西

欧
の
武
力
の
前
に
屈
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
同

様
に
植
民
地
支
配
を
受
け
て
い
る
。
既
存
の

文
化
が
破
壊
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
い
う

点
か
ら
い
え
ば
、
日
本
も
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
同
じ

道
を
歩
い
た
か
も
知
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
歴
史
に
〃
も
し
“
は
許
さ
れ
な
い

と
は
い
う
も
の
の
、
歴
史
の
歯
車
が
一
つ
変

わ
っ
て
い
た
ら
日
本
も
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
同
じ

よ
う
な
経
緯
を
経
た
か
も
知
れ
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

こ
の
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
、
第
二
次
大
戦
後

ア
ジ
ア
の
優
等
生
と
言
わ
れ
た
。
し
か
し
、

そ
の
後
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
、
経
済
成
長
で
も
伸

強
力
に
民
意
を
反
映
さ
せ
る
制
度
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
制
度
的
に
は
民
意
が
政
策

に
反
映
さ
れ
、
こ
の
意
味
で
の
社
会
的
合
理

性
を
も
っ
て
い
る
は
ず
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
社

び
悩
み
、
他
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
の
よ
う
な

経
済
成
長
を
果
た
し
え
ず
、
戦
後
日
本
よ
り

も
高
か
っ
た
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｎ
Ｐ
も
大
き
く

差
が
つ
い
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
様
々
な
意
味

で
日
本
と
重
な
り
あ
い
な
が
ら
、
異
な
っ
た

過
程
を
歩
ん
で
い
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
考
え
た

場
合
、
そ
の
発
展
を
阻
害
し
て
い
る
も
の
が

植
民
地
支
配
下
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
構
造
は
単
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
一
国
に
特

有
な
問
題
で
は
な
く
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ

一
般
、
ま
た
広
い
意
味
で
は
植
民
地
支
配
を

経
験
し
た
国
に
、
未
だ
に
横
た
わ
っ
て
い
る

問
題
で
あ
る
。
こ
の
植
民
地
支
配
が
社
会
構

造
に
与
え
た
影
響
を
主
に
政
治
権
力
の
正
当

性
と
、
そ
れ
を
支
え
る
文
化
的
・
社
会
的
正
当

性
と
の
関
連
か
ら
考
え
、
分
析
し
て
み
る
。

ｲイ



フィリピンの社会構造における植民地支配の影響

》

纒
灘

会
制
度
に
民
意
が
正
確
に
反
映
さ
れ
て
い
る

の
か
と
い
う
と
疑
問
が
残
る
。

た
と
え
ば
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
、
非
常
に
所

得
格
差
の
大
き
な
国
で
あ
る
。
ア
ャ
ラ
財
閥

の
よ
う
に
、
極
め
て
大
き
な
財
力
を
誇
る
集

団
が
あ
り
、
マ
ニ
ラ
首
都
圏
の
マ
カ
テ
ィ
地

区
に
は
、
そ
の
財
力
を
誇
る
か
の
如
く
壮
麗

な
建
物
が
建
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
壮

麗
な
建
物
の
数
百
メ
ー
ト
ル
先
に
は
、
絶
対

貧
困
線
以
下
の
所
得
し
か
な
い
人
々
が
住
ん

で
い
る
の
で
あ
る
。
合
理
的
に
考
え
た
場

合
、
民
意
が
政
策
に
反
映
さ
れ
る
の
で
あ
る

な
ら
ば
、
所
得
税
法
の
改
正
な
ど
を
通
じ
て

所
得
の
再
配
分
が
行
わ
れ
る
と
考
え
る
こ
と

が
一
般
的
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
少
な
く
と
も
、
所
得
税
と
し
て
徴
収
し

た
資
金
が
、
公
共
投
資
な
ど
を
通
じ
て
配
分

さ
れ
、
雇
用
機
会
の
創
出
等
に
振
り
向
け
ら

れ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
の
所
得
格
差
は
極
め
て
大
き
い
。
民

主
制
度
で
あ
れ
ば
、
改
善
す
る
べ
き
点
が
あ

れ
ば
、
民
意
の
反
映
を
通
し
て
改
善
さ
れ
る

と
い
う
制
度
的
な
再
帰
・
循
環
構
造
を
も
っ

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
場
合
、

民
主
制
度
に
伴
っ
て
本
来
機
能
す
る
べ
き
、

こ
の
再
帰
・
循
環
構
造
が
機
能
し
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
機
能
し
て
い

な
い
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の

社
会
構
造
を
考
え
る
場
合
、
最
も
重
要
な
点

と
な
る
。
具
体
的
に
は
、
こ
の
所
得
再
分
配

が
う
ま
く
行
わ
れ
な
い
と
こ
ろ
に
、
フ
ィ
リ

ピ
ン
の
社
会
制
度
の
問
題
点
が
あ
る
。
つ
ま

り
合
理
的
な
制
度
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
制
度
が

合
理
的
に
運
用
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
政
治
体
制
は
、
民
主
共
和

制
で
あ
る
。
王
制
や
帝
制
の
よ
う
に
、
人
民

の
意
志
以
外
の
正
当
性
に
立
脚
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
仮
に
、
社
会
制
度
が
帝
制
や

王
制
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
権
威
は
伝
統
的

な
も
の
や
カ
リ
ス
マ
的
な
権
威
に
立
脚
し
、

必
ず
し
も
近
代
的
な
意
味
で
合
理
的
な
も
の

で
あ
る
必
要
は
な
い
。
制
度
的
に
固
定
さ
れ

た
社
会
的
不
平
等
は
「
伝
統
的
な
も
の
」
と
し

て
承
認
さ
れ
て
い
た
り
、
「
神
が
与
え
た
」
も

の
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
社

会
制
度
の
中
に
お
け
る
不
平
等
は
、
こ
の
権

威
に
基
づ
い
て
制
度
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
と
こ
ろ
が
民
主
共
和
制
の
場
合
、
こ

の
よ
う
な
制
度
的
根
拠
に
基
づ
く
不
平
等
は

存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
現
在
の
フ
ィ
リ
ピ

\５



ン
は
こ
の
不
平
等
を
制
度
的
に
温
存
し
て
い

る
。
こ
の
構
造
を
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
通
常
民

意
を
反
映
す
る
場
で
あ
る
選
挙
が
、
制
度
を

維
持
す
る
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
政
治

は
世
襲
的
な
ビ
ジ
ネ
ス
で
あ
る
と
い
う
言
葉

を
よ
く
聞
い
た
。
確
か
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の

政
治
家
は
非
常
に
伝
統
的
な
「
制
度
」
の
中
に

い
る
。
主
に
、
一
八
九
○
年
ご
ろ
フ
ィ
リ
ピ

ン
独
立
運
動
に
関
わ
っ
た
政
治
家
た
ち
の
子

孫
が
、
今
も
政
治
家
と
し
て
そ
の
地
位
を
世

襲
的
に
引
き
継
い
で
い
る
。
ま
た
、
こ
の
政

治
家
た
ち
は
、
ス
ペ
イ
ン
支
配
当
時
か
ら
、

ま
た
ア
メ
リ
カ
支
配
の
間
も
特
権
的
な
地
位

を
維
持
し
た
大
地
主
た
ち
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
前
コ
ラ
ソ
ン
・
ア
キ
ノ
大
統

領
は
、
ピ
ー
プ
ル
ズ
・
パ
ワ
ー
を
背
景
に
し

て
マ
ル
コ
ス
元
大
統
領
を
倒
し
、
Ｅ
Ｄ
Ｓ
Ａ

革
命
を
行
っ
た
が
、
こ
の
ア
キ
ノ
大
統
領
の

夫
で
上
院
議
員
で
あ
っ
た
ニ
ノ
イ
・
ア
キ
ノ

氏
は
、
ル
ソ
ン
島
中
部
パ
ン
パ
ン
ガ
地
方
の

大
地
主
で
あ
り
、
彼
女
自
身
も
大
地
主
の
家

庭
の
出
身
者
で
あ
る
。
ア
キ
ノ
大
統
領
の
実

家
は
コ
フ
ァ
ン
コ
家
と
い
う
一
族
に
属
し
て

い
る
の
だ
が
、
今
回
の
選
挙
で
も
与
党
か
ら

も
野
党
か
ら
も
コ
フ
ァ
ン
コ
家
の
成
員
が
出

馬
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
全
体
と
し
て
コ

フ
ァ
ン
コ
家
の
利
益
が
、
侵
害
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
民
主
的
な
選
挙
と
は
言
っ
て

も
、
そ
の
被
選
挙
者
は
、
縁
戚
関
係
で
結
ば

れ
た
二
族
」
で
あ
り
、
い
ず
れ
が
勝
っ
て
も

自
分
た
ち
の
地
位
が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
は

な
い
。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
い
か
な
る
人
物

を
選
ぼ
う
と
も
、
そ
の
政
治
的
主
張
を
抜
き

に
し
て
、
彼
ら
が
属
し
て
い
る
利
益
の
土
壌
は

全
く
同
じ
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
政
治
的
な
土
壌
に
加
え
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
選
挙
は
非
常
な
熱
狂
を
も
た

ら
す
。
こ
の
フ
ィ
エ
ス
タ
（
祭
り
）
に
も
似
た

熱
狂
の
中
で
選
挙
が
一
種
の
祭
り
と
化
す
の

で
あ
る
。
こ
の
熱
狂
的
な
選
挙
の
中
で
、
支

持
者
は
特
定
の
候
補
者
と
結
び
付
き
、
選
挙

を
盛
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
熱
狂
的

な
選
挙
の
中
で
民
衆
は
、
候
補
者
に
「
歌
や

踊
り
員
饗
宴
」
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
マ

ル
コ
ス
大
統
領
の
選
挙
に
お
い
て
、
イ
メ
ル

ダ
夫
人
の
「
歌
」
と
「
踊
り
」
が
選
挙
を
戦
う
有

力
な
武
器
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
民
衆
が
選
挙
に
求
め
る
こ

と
は
、
民
衆
の
利
益
を
合
理
的
に
代
表
す
る

人
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
選
挙
に

お
け
る
祭
り
と
し
て
の
性
格
で
あ
り
、
ま
た

自
分
達
が
利
益
を
共
有
す
る
者
の
当
選
な
の

で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
選
挙
に
か

か
る
費
用
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
平
均
的
な
収

入
は
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
額
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
マ
ニ
ラ
首
都
圏
人
口
の
半
数
を
こ

え
る
ス
ラ
ム
に
居
住
す
る
人
の
年
平
均
収
入

が
一
世
帯
当
た
り
四
○
、
○
○
○
ペ
ソ
、
邦

貨
に
し
て
一
四
○
、
○
○
○
円
前
後
に
過
ぎ

な
い
の
に
、
大
統
領
選
挙
で
認
め
ら
れ
て
い

る
公
式
の
選
挙
費
用
だ
け
で
約
三
○
億
円
に

の
ぼ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
金
額
も

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
選
挙
が
、
「
祭
り
」
と
し
て
の

性
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
驚
く

こ
と
で
は
な
い
。

ま
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
選
挙
の
こ
の
よ
う
な

性
格
を
支
え
て
い
る
も
の
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

の
文
化
が
あ
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
言
う
ま

で
も
な
く
カ
ト
リ
ッ
ク
が
主
流
と
な
っ
て
い

る
。
そ
の
中
で
、
信
者
の
義
務
と
し
て
ド

ネ
ー
シ
ョ
ン
と
言
わ
れ
る
献
金
が
奨
励
さ
れ

“
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る
。
社
会
的
地
位
の
あ
る
人
ほ
ど
、
こ
の
ド

ネ
ー
シ
ョ
ン
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
こ
の
ド
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
社
会
的

地
位
の
あ
る
人
の
威
信
が
維
持
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
つ
ま
り
「
施
し
」
を
す
る
人
ほ
ど
偉

い
人
な
の
で
あ
る
。

こ
の
ド
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
取
る
教
会
側

は
、
こ
の
ド
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
取
り
、
教

会
の
権
威
を
付
与
し
た
上
で
貧
し
い
人
た
ち

に
分
配
す
る
。
こ
の
分
配
を
受
け
取
る
人
々

も
ま
た
そ
の
属
し
て
い
る
社
会
的
地
位
と
し

て
ご
く
自
然
に
こ
の
教
会
か
ら
の
施
し
を
受

け
る
。
こ
の
ド
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
施
す
側
も
受

け
る
側
も
、
こ
の
制
度
を
当
た
り
前
だ
と

思
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
社
会
的
威

信
を
保
つ
た
め
に
行
わ
れ
る
有
力
者
の
「
施

し
」
に
頼
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
た
と

え
ば
、
ス
ラ
ム
地
域
な
ど
で
、
井
戸
な
ど
の

イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
は
、
そ
の
地
域

の
有
力
者
の
寄
付
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
て

も
、
そ
の
維
持
管
理
に
か
か
る
費
用
ま
で
は

負
担
し
な
い
。
ま
た
受
益
者
の
側
は
、
管
理

費
用
を
誰
か
が
「
施
し
て
く
れ
る
」
こ
と
を
期

待
し
、
積
極
的
に
そ
の
費
用
を
負
担
し
よ
う

と
は
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
道
具
は
あ
っ

て
も
機
能
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
述
べ
て
い
る
の
は
、
こ
の
献
金
が

も
つ
宗
教
的
な
意
味
合
い
を
否
定
す
る
も
の

で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
と
し
て

社
会
制
度
の
中
で
、
よ
り
大
き
な
不
平
等
を

隠
蔽
す
る
制
度
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
確

か
で
あ
る
。
も
し
こ
の
制
度
が
な
け
れ
ば
、

蓄
積
さ
れ
る
不
満
も
こ
の
制
度
の
も
と
で
和

ら
げ
ら
れ
、
む
し
ろ
施
す
者
の
威
信
と
な
っ

て
制
度
維
持
の
働
き
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
選
挙
に
お
い
て
も
、
こ
の
社
会
的
な
威

信
が
果
た
す
役
割
は
大
き
い
し
、
ま
た
こ
の

施
す
者
と
施
さ
れ
る
者
の
一
方
的
な
関
係
は

選
挙
に
お
け
る
利
害
関
係
と
容
易
に
結
び
付

く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
社
会
制
度
を

考
え
て
み
る
と
、
そ
こ
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
影

響
力
の
大
き
さ
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
単
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
影
響

だ
け
で
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
社
会
構
造
を
説

明
す
る
の
に
は
十
分
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
近
代
化
の
指
標
と
し
て
、
教

育
水
準
、
出
生
率
、
死
亡
率
が
考
え
ら
れ

る
。
通
常
、
教
育
水
準
が
高
け
れ
ば
出
生

率
、
死
亡
率
と
も
に
低
下
す
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
場
合
、
識
字
率
水
準

に
お
い
て
は
、
ア
ジ
ア
で
も
有
数
の
高
い
識

字
率
を
誇
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
出
生
率

は
極
め
て
高
く
、
こ
の
高
い
出
生
率
が
ま
た

所
得
上
昇
を
抑
制
す
る
結
果
を
生
ん
で
い

る
。
こ
れ
ま
で
、
こ
の
出
生
率
の
高
さ
は
カ

ト
リ
ッ
ク
だ
け
に
結
び
付
け
ら
れ
て
説
明
さ

れ
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
と
イ
タ
リ
ア

は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
国
で
あ
り
な
が
ら
世
界

で
も
最
も
出
生
力
が
低
い
地
域
に
な
っ
て
い

る
。
こ
の
点
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
社
会
構
造
は
単
に
、
カ
ト

リ
ッ
ク
だ
け
が
原
因
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
カ
ト
リ
ッ

ク
が
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ

れ
は
単
な
る
宗
教
の
問
題
と
し
て
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
要
因

と
複
合
し
た
形
で
機
能
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
や

イ
タ
リ
ア
の
社
会
構
造
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
同

じ
で
あ
る
と
主
張
す
る
人
は
い
な
い
で
あ
ろ

う
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
カ
ト

リ
ッ
ク
の
国
を
比
べ
て
み
て
わ
か
る
の
は
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
が
植
民
地
と
し
て
開
か
れ
た
歴
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一
、
ス
ペ
イ
ン
支
配

議
論
の
粗
雑
さ
を
覚
悟
し
た
上
で
結
論
か

ら
述
べ
る
と
、
ス
ペ
イ
ン
支
配
が
現
在
の

フ
ィ
リ
ピ
ン
を
形
づ
く
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
ス
ペ
イ
ン
支
配
は
三
○
○
年
以
上
の
長

き
に
渡
っ
て
行
わ
れ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
原
形
を

つ
く
り
あ
げ
た
。
現
在
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
一

五
一
一
一
年
一
一
一
月
一
六
日
に
『
の
己
甘
目
」

三
色
用
］
］
自
（
マ
ゼ
ラ
ン
）
が
サ
マ
ル
島
（
ビ

サ
ヤ
諸
島
）
に
到
着
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の

存
在
を
西
欧
社
会
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
の
島
喚
は
最
初
マ
ゼ
ラ
ン
に
よ
っ
て

到
着
し
た
日
に
ち
な
み
、
聖
ラ
ザ
ル
ス
列
島

（
シ
『
・
宜
已
の
｝
Ｐ
ｍ
ｏ
Ｃ
［
の
一
・
ｓ
目
胃
ロ
叩
）
と
名

史
を
持
ち
、
そ
の
支
配
の
中
で
文
化
を
形
成

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
社
会
構
造
が
形

づ
く
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
植
民
地
支
配
は
、
大
き
く
二
つ
の
時

期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
マ
ゼ

ラ
ン
に
よ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
発
見
か
ら
始
ま
る

ス
ペ
イ
ン
支
配
の
時
期
。
一
八
九
八
年
か
ら

始
ま
る
ア
メ
リ
カ
支
配
の
時
期
で
あ
る
。
こ

の
二
つ
の
植
民
地
時
代
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
現

在
の
特
色
が
つ
く
ら
れ
た
。

付
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
こ
の
島
喚
を
ご
］
‐

一
一
色
｝
Ｃ
す
。
い
が
一
五
二
五
年
に
ス
ペ
イ
ン
の

皇
太
子
、
後
の
国
王
フ
ェ
リ
ペ
Ⅱ
世
の
名
を

と
っ
て
国
］
』
ご
旨
四
ｍ
と
名
付
け
、
ス
ペ
イ
ン

国
王
の
個
人
資
産
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
到
来
ま
で
現
在
の
フ
ィ

リ
ピ
ン
列
島
に
は
、
数
多
く
の
酋
長
や
イ
ス

ラ
ム
系
の
王
は
い
た
が
、
国
家
と
し
て
統
一

的
な
形
を
も
ち
う
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
王
や
酋
長
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
地
域
を
領
有
し
て
い
る
だ
け

で
、
現
在
言
う
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
い
う
地
理
的

な
範
囲
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
つ
ま
り
、
多
く
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
研
究

者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ス
ペ
イ
ン
に

よ
っ
て
領
有
さ
れ
る
ま
で
は
現
在
の
フ
ィ
リ

ピ
ン
を
あ
る
ま
と
ま
っ
た
地
域
と
し
て
、
ま

た
文
化
と
し
て
、
国
と
し
て
認
識
す
る
こ
と

は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
ス
ペ
イ
ン
人
に
よ
る

領
有
に
よ
っ
て
初
め
て
、
現
在
あ
る
統
一
体
と

し
て
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
形
成
し
た
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
植
民
地
形
成
以
前
に
国
民

国
家
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
に
あ
っ
た
ブ
イ

リ
ピ
ン
に
植
民
地
支
配
が
導
入
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
に
よ
る
植
民
地
支
配
は
、

中
南
米
支
配
と
結
び
付
い
て
行
わ
れ
た
。
植

民
地
支
配
は
、
通
常
、
本
国
に
と
っ
て
の
利

益
だ
け
が
優
先
さ
れ
る
。
そ
の
地
域
の
利
益

は
無
視
さ
れ
る
た
め
、
植
民
地
支
配
が
幸
せ

な
結
果
を
そ
の
国
に
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と

は
あ
ま
り
な
い
。
特
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に

と
っ
て
災
い
し
た
の
は
、
同
じ
植
民
地
支
配

と
は
言
っ
て
も
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
ス
ペ
イ
ン
王

国
の
領
土
と
し
て
領
有
さ
れ
た
の
で
は
な

く
、
ス
ペ
イ
ン
王
の
私
的
な
財
産
と
し
て
領

有
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
国
家

が
支
配
す
る
よ
り
も
さ
ら
に
窓
意
的
な
支
配

が
行
わ
れ
た
。

私
的
な
財
産
と
し
て
領
有
さ
れ
た
た
め

に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
統
治
す
る
行
政
官
と
し

て
派
遣
さ
れ
た
ス
ペ
イ
ン
人
の
数
は
極
め
て

少
な
く
、
実
際
に
は
宣
教
活
動
の
目
的
で
来

島
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
師
た
ち
が
修
道

会
を
つ
く
り
支
配
し
た
の
で
あ
る
。
一
五
二

一
年
に
マ
ゼ
ラ
ン
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
て
か

ら
、
約
八
○
年
後
の
一
五
九
八
年
に
は

「
固
邑
８
目
目
目
の
『
自
亘
が
発
布
さ
れ
、

現
在
の
大
土
地
所
有
制
の
基
と
な
っ
た
「
ェ

ｲ８
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ン
コ
ミ
エ
ン
ダ
制
」
が
名
実
と
も
に
施
行
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

エ
ン
コ
ミ
エ
ン
ダ
制
と
い
う
の
は
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
を
ス
ペ
イ
ン
王
の
私
的
な
財
産
と
し

て
位
置
付
け
、
そ
の
支
配
を
教
会
そ
の
他
に

委
託
す
る
制
度
で
あ
る
。
エ
ン
コ
ミ
エ
ン
ダ

制
に
お
い
て
は
、
自
分
た
ち
の
領
土
か
ら
得

ら
れ
た
収
入
は
領
主
で
あ
る
ス
ペ
イ
ン
王
と

委
託
を
受
け
て
統
治
管
理
す
る
教
会
と
の
間

で
折
半
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
支
配

の
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
は
、
本
国
か
ら
行
政

官
を
派
遣
す
る
の
で
は
な
く
地
域
地
域
の
修

道
会
が
行
政
と
現
地
民
と
の
仲
介
を
行
い
支

配
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
教
会
は
国
王
に
よ
る
直
接
支
配

を
嫌
い
、
自
分
た
ち
の
権
益
を
大
き
く
す
る

こ
と
に
努
力
し
た
。
具
体
的
に
は
そ
れ
は
言

語
を
操
作
す
る
と
い
う
方
法
で
行
わ
れ
た
の

で
あ
る
。
教
会
は
ス
ペ
イ
ン
語
の
普
及
を
全

く
計
ろ
う
と
せ
ず
、
自
分
た
ち
が
現
地
語
を

学
ぶ
こ
と
で
支
配
を
行
っ
た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン

に
お
け
る
ス
ペ
イ
ン
語
の
普
及
率
は
、
最
大

で
も
五
％
に
満
た
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
。

彼
ら
は
、
現
地
住
民
の
反
乱
を
恐
れ
て
、

ま
た
、
教
会
支
配
の
必
要
性
を
維
持
す
る
た

め
も
あ
っ
て
ス
ペ
イ
ン
語
の
普
及
を
計
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ス
ペ
イ

ン
国
王
の
い
か
な
る
統
治
の
た
め
の
命
令
で

あ
っ
て
も
直
接
に
人
々
の
も
と
に
届
く
こ
と

は
な
か
っ
た
。
本
国
か
ら
派
遣
さ
れ
て
き
た

行
政
官
は
、
現
地
の
言
葉
が
で
き
ず
、
そ
の

仲
介
に
入
っ
た
教
会
の
言
う
が
ま
ま
に
し
か

行
政
を
行
い
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
く

ま
で
直
接
命
令
が
施
行
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
教
会
を
通
し
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
制
度
の
も
と
で
教
会
は
、
ま
る
で
封
建
領

主
の
如
く
振
る
舞
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

歴
史
的
に
見
る
な
ら
ば
、
一
七
世
紀
初

頭
、
全
面
的
な
ス
ペ
イ
ン
支
配
が
確
立
す
る

に
と
も
な
い
キ
リ
ス
ト
教
が
本
格
的
に
導
入

さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
教
会
の
支
配
権
は
極

め
て
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
あ
が

る
利
益
が
教
会
に
独
占
さ
れ
て
行
く
と
同
時

に
宗
教
的
な
支
配
も
同
時
に
行
わ
れ
た
。
宗

教
的
支
配
は
、
神
の
言
葉
で
あ
る
聖
書
の
解

釈
権
を
教
会
が
握
る
こ
と
で
行
わ
れ
た
。
現

地
の
人
々
は
、
教
会
の
語
る
言
葉
を
通
し
て

し
か
キ
リ
ス
ト
教
に
触
れ
得
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の

も
と
で
教
会
に
逆
ら
う
こ
と
は
、
神
の
言
葉

に
逆
ら
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
宗
教
と
い
う

信
念
体
系
か
ら
も
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
人
々
は
支

配
の
構
造
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ス
ペ
イ
ン
支
配
の
期
間

に
、
教
会
は
宗
教
と
言
葉
を
支
配
し
た
の
で

あ
る
。
言
葉
を
地
域
ご
と
に
バ
ラ
バ
ラ
な
ま

ま
に
し
て
お
く
と
い
う
こ
と
は
、
統
治
す
る

立
場
か
ら
い
え
ば
、
被
統
治
さ
れ
て
い
る

人
々
が
意
志
疎
通
を
行
い
、
団
結
す
る
危
険

を
避
け
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
言
葉
が
違

う
と
い
う
こ
と
は
、
文
化
が
違
う
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
部
族

を
部
族
間
で
対
立
さ
せ
て
お
く
と
い
う
方
法

は
、
そ
の
不
満
を
統
治
者
に
ま
で
向
け
さ
せ

な
い
で
す
む
と
い
う
利
点
を
も
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
統
治
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
な
ら

ば
、
非
常
に
合
理
的
な
統
治
方
法
で
あ
る
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
に
ス
ペ
イ
ン
語
の
普
及
を
教
会

が
計
ら
な
か
っ
た
理
由
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て

理
解
で
き
る
。
こ
の
た
め
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は

共
通
語
と
し
て
、
意
志
疎
通
を
は
か
り
う
る

言
語
を
、
ア
メ
リ
カ
支
配
に
至
る
ま
で
も
つ

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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二
、
ア
メ
リ
カ
支
配

一
八
九
八
年
十
二
月
’
十
日
フ
ィ
リ
ピ
ン

は
、
ア
メ
リ
カ
と
の
間
に
あ
っ
た
独
立
の
約

束
を
無
視
さ
れ
、
米
西
間
の
密
約
に
依
っ

て
、
パ
リ
で
二
○
○
○
万
ド
ル
で
ア
メ
リ
カ

長
い
期
間
に
渡
っ
て
、
分
断
支
配
を
経
験

し
た
そ
の
結
果
、
現
在
で
も
数
多
く
の
地
方

語
が
存
在
し
、
こ
の
地
方
語
の
存
在
が
地
域

格
差
を
助
長
し
て
い
る
。
こ
の
状
況
を
改
善

す
る
た
め
に
、
現
在
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
は
、

国
家
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
と
国
民
国
家

建
設
の
た
め
に
地
方
語
の
一
つ
で
あ
る
タ
ガ

ロ
グ
語
を
フ
ィ
リ
ピ
ノ
語
と
い
う
名
称
で
共

通
語
と
し
て
導
入
し
、
教
育
を
計
っ
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
部
ビ
サ
ャ
の
セ
ブ

ア
ノ
語
、
ミ
ン
ダ
ナ
オ
島
の
ダ
ヴ
ァ
ウ
ェ
ノ

語
な
ど
地
方
の
言
語
が
そ
の
地
域
地
域
で
話

さ
れ
て
い
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ノ
語
が
国
語
と
し

て
広
く
全
て
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
ま

で
に
は
至
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
普

及
の
困
難
さ
の
背
景
に
は
地
域
対
立
が
あ

る
。
各
地
方
の
対
立
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
地

方
語
が
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
困

難
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

に
譲
渡
さ
れ
た
。
そ
の
こ
ろ
あ
っ
た
独
立
運

動
は
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
っ
て
制
圧
さ
れ
、
ア

メ
リ
カ
の
全
面
的
な
支
配
の
も
と
に
組
み
入

れ
ら
れ
た
。
こ
の
ア
メ
リ
カ
統
治
下
で
フ
ィ

リ
ピ
ン
の
大
土
地
所
有
制
は
、
よ
り
堅
固
な

も
の
に
な
り
拡
大
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い

る
。
ア
メ
リ
カ
の
産
業
の
中
に
組
み
入
れ
ら

れ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
い
て
、
大
土
地
所
有

制
は
近
代
的
植
民
地
経
営
と
し
て
の
ア
グ
リ

ビ
ジ
ネ
ス
の
利
益
を
守
る
た
め
に
温
存
さ

れ
、
農
産
物
輸
出
に
よ
る
農
民
の
窮
乏
化
が

進
む
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
ア
メ
リ
カ
支
配
の
も
と
で
、
フ
ィ
リ

ピ
ン
は
初
め
て
統
一
的
な
言
語
を
導
入
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
’
九

○
一
年
に
「
第
七
四
法
令
」
が
施
行
さ
れ
、
近

代
教
育
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
こ
の
法
令
に

基
づ
い
て
一
○
○
○
人
の
ア
メ
リ
カ
人
教
師

が
導
入
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
人
と
し
て
の
教
育

が
行
わ
れ
た
。
こ
の
教
育
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

の
識
字
率
を
大
き
く
向
上
さ
せ
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
こ
で
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
歴
史
は

省
み
ら
れ
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
教
育
が
そ
の
ま

ま
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
独

自
性
と
い
う
も
の
は
な
ん
ら
勘
案
さ
れ
ず
、

ア
メ
リ
カ
の
一
部
と
し
て
の
教
育
が
行
わ
れ

た
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
人
々
は

ア
メ
リ
カ
の
ワ
シ
ン
ト
ン
や
リ
ン
カ
ー
ン
を

国
民
的
英
雄
と
し
て
学
ん
だ
の
で
あ
る
。

現
在
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
史
の
中
で
は
、
最
初

の
民
族
抵
抗
運
動
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
、

マ
ゼ
ラ
ン
を
マ
ク
タ
ン
の
酋
長
ラ
プ
ラ
プ

（
巴
騨
で
□
ほ
：
ロ
）
が
撲
殺
し
た
事
件
や
ホ
セ

・
リ
サ
ー
ル
な
ど
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
独
立
の
歴

史
は
全
て
無
視
さ
れ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
全
く
省
み
ら
れ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
ア
メ
リ
カ
の
教
育
政
策

の
中
で
高
等
教
育
は
全
て
英
語
で
行
わ
れ
、

知
識
人
の
中
で
急
速
に
英
語
の
普
及
が
高
ま

り
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
共
通
語
と
し
て
の
役
割

を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

急
速
に
英
語
が
普
及
し
た
背
景
に
は
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
に
は
地
域
間
に
よ
る
対
立
や
、

文
化
の
違
い
が
あ
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
の
人
々
に
と
っ
て
は
特
定
の
地
域
の
言

語
を
受
け
入
れ
る
よ
り
は
英
語
を
受
容
す
る

ほ
う
が
容
易
だ
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
現
在
で
も
、
特
に
知
識
人
の

間
で
は
植
民
地
化
さ
れ
た
後
に
導
入
さ
れ
た

英
語
の
受
容
度
は
高
い
。
マ
ル
コ
ス
元
大
統
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フィリピンの社会構造における植民地支配の影響

こ
れ
ら
の
歴
史
を
経
て
、
一
九
四
六
年
に

フ
ィ
リ
ピ
ン
は
独
立
す
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
自
分
た
ち
の
文
化
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
学
ぶ
機
会
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
彼
ら

は
、
ア
メ
リ
カ
の
シ
ス
テ
ム
の
中
で
国
作
り

を
行
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ

て
、
全
て
の
権
威
と
力
と
は
外
か
ら
与
え
ら

れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
自
ら
の
国
の
中
に
あ

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
過
去

に
も
ホ
セ
・
リ
サ
ー
ル
や
一
八
九
八
年
の

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
独
立
運
動
に
尽
力
し
た
人
々

な
ど
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
独
自
性
に
目
覚
め
た

人
々
も
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、

宗
教
的
に
も
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
独
立
運
動
が
盛

ん
に
な
っ
た
一
八
九
九
年
に
は
一
月
二
十
一

日
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
憲
法
発
布
の
す
ぐ

後
に
、
ア
ナ
ギ
ル
ド
大
統
領
の
要
請
に
基
づ

五

領
が
イ
ロ
コ
イ
語
地
域
の
出
身
者
で
タ
ガ
ロ

グ
語
が
あ
ま
り
う
ま
く
な
く
、
英
語
で
演
説

す
る
方
が
側
近
が
安
心
し
て
い
た
と
い
う
の

は
有
名
な
話
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歴
史
的
経

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
社
会
構
造
の
特
質一
、
社
会
と
正
当
性

フ
ィ
リ
ピ
ン
社
会
に
お
け
る
「
権
威
は
外

か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
」
と
い
う
考
え
を
分
析

す
る
た
め
に
は
、
宗
教
的
な
正
当
性
の
果
す

役
割
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
う
ま

で
も
な
く
社
会
的
な
権
威
を
根
拠
づ
け
る
も

き
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
独
立
教
会
（
ア
グ
リ
パ
ャ

ン
）
が
グ
レ
ゴ
リ
オ
・
ア
グ
リ
ッ
パ
イ
・
イ

・
ラ
ペ
ロ
ン
の
手
で
カ
ト
リ
ッ
ク
か
ら
分
離

し
た
。

こ
の
よ
う
な
動
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼

ら
の
社
会
構
造
の
中
に
根
付
い
て
い
た
権
威

と
力
と
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
中
に
あ
る
も
の
で

は
な
く
外
か
ら
、
特
に
「
欧
米
」
か
ら
も
た
ら

さ
れ
る
と
い
う
考
え
は
、
彼
ら
の
中
に
染
み

付
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

緯
や
植
民
地
政
策
に
よ
っ
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

は
ア
ジ
ア
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
中
南
米
と

よ
く
似
た
社
会
的
状
況
を
作
り
出
す
こ
と
に

な
っ
た
。

の
は
そ
の
社
会
に
お
け
る
正
当
性
で
あ
る
。

そ
れ
が
法
的
な
正
当
性
な
の
か
、
宗
教
的
な

正
当
性
な
の
か
、
ま
た
は
そ
の
文
化
・
社
会

の
中
で
慣
習
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
慣
習
的

な
正
当
性
な
の
か
は
別
に
し
て
、
あ
る
社
会

に
お
け
る
権
威
は
、
そ
の
社
会
の
中
に
お
け

る
正
当
性
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。
権

威
の
実
際
の
運
用
に
お
い
て
は
そ
の
正
当
性

そ
の
も
の
が
「
問
わ
れ
る
」
こ
と
は
非
常
に
稀

で
、
多
く
の
場
合
そ
の
正
当
性
を
ど
の
よ
う

に
解
釈
す
る
か
と
い
う
「
解
釈
権
」
を
、
誰
が

も
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
重
要

に
な
っ
て
く
る
。
む
し
ろ
「
解
釈
権
」
を
も
つ

こ
と
が
逆
に
正
当
性
を
決
定
す
る
重
要
な
役

割
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
国
民
の
大
多
数
は
、
カ
ト

リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
そ
の

宗
教
的
な
正
当
性
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
体
系

の
中
に
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
、
特
に

そ
の
聖
典
が
「
聖
書
」
と
い
う
形
で
決
ま
っ
て

い
る
た
め
に
、
そ
の
正
当
性
は
特
に
「
解
釈

権
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

宗
教
に
お
け
る
解
釈
権
が
な
ぜ
、
重
要
に

な
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
社
会
と
正
当
性
の

関
係
か
ら
見
た
場
合
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
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トンド地区のスラム 現在撤去作業が進んでいる
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
宗
教
的
正

当
性
に
よ
る
社
会
的
権
威
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
ま
た
そ
れ
が
ど
ん
な
に
堅
固
な
も
の
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
社
会
が
宗
教
の

「
解
釈
権
」
を
も
っ
て
い
れ
ば
、
社
会
変
革
は

可
能
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
そ
の
社
会
が
「
解
釈
権
」
を
も
っ

て
い
れ
ば
、
そ
の
社
会
の
権
威
が
堅
固
な
宗

教
的
正
当
性
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
た

と
し
て
も
、
そ
の
社
会
の
要
求
に
宗
教
的
解

釈
を
あ
わ
せ
て
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
自
ら
の
手
の
中

に
解
釈
権
が
あ
れ
ば
、
自
分
の
国
の
国
民
国

家
と
し
て
の
主
権
に
従
っ
た
形
で
宗
教
的
権

威
を
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
観
点
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
宗
教
革
命
と
は
、
民
族
意

識
の
高
ま
り
の
中
で
、
こ
の
聖
書
を
自
国
語

に
翻
訳
す
る
こ
と
で
、
ロ
ー
マ
教
会
に
独
占

さ
れ
て
い
た
「
解
釈
権
」
を
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に

も
た
ら
す
動
き
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
自
ら
の
手
の
中
に
解
釈
権
が
あ
れ

ば
、
民
族
の
。
国
民
の
意
志
が
そ
こ
に
反
映

さ
れ
る
と
い
う
意
味
か
ら
社
会
構
造
と
し
て
再

帰
性
・
循
環
性
を
も
ち
え
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
植
民
地
支
配
の
歴
史
の
中
で
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
人
々
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
全

て
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
一
五
九
三
年
に

「
キ
リ
ス
ト
教
教
義
」
が
印
刷
さ
れ
、
配
ら
れ

た
も
の
の
、
そ
れ
は
聖
書
そ
の
物
で
は
な

く
、
解
釈
の
元
と
成
り
う
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
印
刷
の
権
利
そ

の
も
の
も
、
一
九
世
紀
ま
で
教
会
に
独
占
さ

れ
て
お
り
、
思
想
活
動
の
手
段
が
封
じ
込
め

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
の

人
々
に
と
っ
て
、
教
会
以
上
の
権
威
と
し
て

受
容
す
る
こ
と
の
で
き
る
「
聖
書
」
が
、
カ
ト

リ
ッ
ク
公
認
の
形
で
「
英
語
」
に
翻
訳
さ
れ
た

の
は
二
○
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
そ

れ
ま
で
彼
ら
は
自
ら
の
手
で
聖
書
を
読
む
こ

と
も
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

制
度
的
宗
教
に
お
け
る
正
当
性
の
根
拠
で
あ

る
「
解
釈
権
」
を
彼
ら
は
も
た
ず
、
修
道
会
か

ら
与
え
ら
れ
る
解
釈
を
受
け
入
れ
る
し
か
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
社
会
構
造
は
、
王
制
や
帝
制
に
お
け

る
一
般
民
衆
の
社
会
構
造
と
よ
く
似
て
い

る
。
こ
の
場
合
に
は
、
宗
教
的
根
拠
や
伝
統

的
根
拠
に
よ
っ
て
そ
の
正
当
性
は
自
明
の
も

の
と
し
て
与
え
ら
れ
、
一
般
民
衆
は
そ
れ
を
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巴
．
｝
‐
一
再

疑
う
べ
く
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

王
制
や
帝
制
と
違
う
と
こ
ろ
は
、
｜
股
民
衆

が
解
釈
権
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
は
同
じ
で

あ
っ
て
も
、
そ
の
正
当
性
を
与
え
て
い
る
者

が
同
じ
社
会
制
度
の
中
に
い
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
え
ば
、
王
制
や
帝

制
の
よ
う
に
そ
の
正
当
性
を
与
え
て
い
る
者

が
同
じ
社
会
制
度
の
中
に
い
る
の
で
あ
れ

ば
、
民
衆
の
不
満
が
あ
る
場
合
、
そ
の
不
満

は
為
政
者
と
し
て
の
王
や
皇
帝
、
場
合
に

よ
っ
て
は
教
皇
に
向
け
ら
れ
、
対
応
を
迫
る

こ
と
に
な
る
。
も
し
、
そ
の
対
応
が
充
分
で

な
け
れ
ば
、
社
会
体
制
の
変
革
を
行
っ
て
で
も

そ
の
必
要
性
を
満
た
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
通
常
は
、
社
会
制
度
と
し
て
一

般
民
衆
の
手
に
解
釈
権
が
与
え
ら
れ
て
い
な

い
こ
と
か
ら
、
簡
単
に
自
ら
の
社
会
に
権
威

を
与
え
て
い
る
者
を
破
壊
す
る
こ
と
は
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ど
う
し
て
も
不
満
が

た
ま
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
不
満
は
明
確
に

こ
れ
ま
で
の
権
威
を
否
定
し
、
新
し
い
社
会

制
度
を
模
索
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

民
主
制
に
比
べ
れ
ば
フ
ィ
ー
ド
・
バ
ッ
ク

（
再
帰
）
は
起
こ
り
に
く
い
も
の
の
、
逆
説
的

に
社
会
制
度
と
し
て
権
威
の
根
源
が
明
確
で

あ
る
た
め
に
、
そ
れ
な
り
の
循
環
性
を
確
保

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
悪
い
政
治
を
行
え
ば
、
為
政
者

は
そ
の
権
威
を
否
定
さ
れ
、
新
た
な
為
政
者

な
り
、
新
た
な
社
会
制
度
を
自
ら
産
み
だ
さ

ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
一
般
的
に

い
っ
て
、
変
化
の
起
こ
り
に
く
い
社
会
で

は
、
逆
説
的
に
そ
の
変
化
の
困
難
さ
「
緊
張
」

を
高
め
、
社
会
の
変
化
を
引
き
起
こ
し
て
い

く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
場
合
、
こ
の
よ

う
な
意
味
で
の
絶
対
的
な
為
政
者
は
い
な

い
。
し
か
も
為
政
者
は
選
挙
で
選
ば
れ
た
、

つ
ま
り
す
で
に
自
分
た
ち
の
意
志
を
反
映
し

た
結
果
選
ば
れ
た
人
々
の
は
ず
で
あ
る
。
社

会
制
度
的
に
は
、
不
平
等
が
あ
れ
ば
そ
れ
が

選
挙
結
果
に
反
映
さ
れ
、
こ
の
意
味
で
変
化

の
起
こ
り
や
す
い
社
会
の
は
ず
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
所
得
の
分
配
な
ど
を
見
て
み
る
と
そ

う
で
は
な
い
。

こ
れ
は
、
以
下
の
よ
う
な
構
造
の
中
で
形

づ
く
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
場
合
、
近
代
合
理
的
な
正
当

性
と
し
て
の
民
主
制
も
、
ア
ジ
ア
の
他
の
諸
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フ
ィ
リ
ピ
ン
は
、
実
質
的
な
社
会
構
造
の

面
で
は
、
帝
制
や
王
制
と
類
似
し
た
宗
教
的

条
件
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
変
革
す

る
た
め
に
必
要
な
解
釈
権
を
自
ら
の
内
に

も
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
社
会
構
造
の
面
か

ら
見
て
も
、
そ
の
社
会
の
中
に
絶
対
的
な
権

力
者
が
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
逆
に
、
そ

こ
に
は
社
会
変
化
を
引
き
起
こ
す
だ
け
の
緊

張
が
蓄
積
さ
れ
な
い
。
加
え
て
、
民
主
的
な

選
挙
が
固
定
的
な
社
会
制
度
を
維
持
す
る
重

要
な
意
図
せ
ざ
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
社
会
の
最
も
根
底
に
あ
る
西

太
平
洋
の
文
化
は
、
激
し
い
祭
り
と
静
か
な

日
常
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
そ
の
特
色
と
し

了終わりにラィリピンの社会構造とその問題点

国
と
同
じ
く
自
ら
の
内
発
的
運
動
は
あ
っ
た

と
し
て
も
、
市
民
革
命
の
結
果
そ
れ
ま
で
の

支
配
者
を
倒
し
て
手
に
入
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
世
界
情
勢
の
中
で
与
え
ら
れ
た
と
言
え

る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
場
合
、

社
会
制
度
と
し
て
は
、
近
代
的
な
制
度
を
導

て
い
る
。
選
挙
の
中
で
、
多
く
楽
し
ま
せ
て

く
れ
る
候
補
者
が
人
気
を
博
す
の
も
、
選
挙

と
祭
り
と
の
類
似
性
か
ら
考
え
る
と
よ
く
理

解
で
き
る
。
そ
こ
で
は
単
に
候
補
者
を
選
ぶ

の
で
は
な
く
、
そ
の
利
益
と
繋
が
る
こ
と

で
、
自
ら
の
立
場
を
確
保
す
る
努
力
と
同
時

に
、
数
年
に
一
度
行
わ
れ
る
祭
り
と
し
て
普

段
の
不
満
や
、
欲
求
を
発
散
さ
せ
て
い
る
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
選
挙
が
発
散
の
場
と
な
る

こ
と
で
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
社
会
構
造
の
中
に

社
会
変
革
を
起
こ
し
え
る
だ
け
の
十
分
な

「
緊
張
」
が
溜
ま
ら
な
い
と
い
う
結
果
と
な

る
。
こ
こ
に
は
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー

が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

入
し
た
と
し
て
も
、
社
会
構
造
の
中
に
お
け

る
上
下
関
係
と
し
て
の
支
配
・
被
支
配
関
係

が
植
民
地
時
代
に
形
成
さ
れ
た
宗
教
的
正
当

制
の
中
に
組
み
込
ま
れ
、
実
質
的
に
そ
れ
を

強
化
す
る
形
で
固
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

を
考
え
て
み
る
と
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
あ
る
伝

統
的
な
文
化
と
二
つ
の
正
当
性
が
相
互
的
に

作
用
し
て
そ
の
特
色
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
、
土
着
の
文

化
と
融
合
し
た
キ
リ
ス
ト
教
に
代
表
さ
れ
る

伝
統
的
な
正
当
性
が
、
戦
後
導
入
さ
れ
た
近

代
的
な
民
主
共
和
制
と
い
う
正
当
性
を
取
り

込
み
、
利
用
す
る
こ
と
で
安
定
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

加
え
て
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
社
会
構
造
を

規
定
す
る
の
み
な
ら
ず
、
人
々
の
社
会
意
識

を
同
じ
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で

述
べ
て
き
た
、
解
釈
権
を
も
た
な
い
宗
教
的

正
当
性
に
見
ら
れ
る
構
造
は
、
単
に
宗
教
に

と
ど
ま
ら
ず
、
広
く
社
会
全
体
の
人
々
の
意

識
を
規
定
し
て
い
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
人
々

に
と
っ
て
自
ら
の
正
当
性
と
は
、
欧
米
か
ら

権
威
を
借
り
て
く
る
こ
と
で
裏
付
け
ら
れ
る

と
し
て
解
明
し
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
、
全
く
逆

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
い
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
上
で
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
社
会
構
造
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

な
社
会
変
化
に
対
す
る
循
環
性
を
喪
失
し
、

安
定
化
し
構
造
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
社
会
構
造
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も
の
で
あ
り
、
自
ら
の
内
か
ら
産
み
出
す
も

の
で
は
な
い
。
自
ら
の
内
で
権
威
を
創
出
し

な
い
で
、
他
か
ら
借
り
て
く
る
と
い
う
こ
と

は
、
自
ら
の
内
に
権
威
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
伝
統
的
に
形
づ
く
ら
れ

た
社
会
構
造
と
、
社
会
的
意
識
が
欧
米
崇
拝

を
つ
く
り
上
げ
、
そ
の
結
果
、
権
威
の
源
で

あ
る
欧
米
の
価
値
観
の
も
と
に
、
自
ら
進
ん

で
組
み
入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

自
ら
の
中
に
権
威
が
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
そ
の
価
値
を
変
革
す
る
す
べ
も
、
自
ら

創
出
す
る
す
べ
も
も
ち
え
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
実
的
な
社
会
意
識
の

中
で
も
彼
ら
は
、
欧
米
の
価
値
を
変
革
し
え

る
「
解
釈
権
」
を
も
ち
え
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
、
欧

米
の
基
準
に
よ
る
評
価
だ
け
が
自
ら
の
正
当

性
を
裏
付
け
る
基
準
と
な
る
。
こ
の
基
準
の

も
と
で
は
、
自
国
の
文
化
的
な
価
値
や
社
会

的
な
価
値
は
欧
米
的
な
価
値
よ
り
も
劣
っ
た

も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
意
識
は
特
に
、
高
等
教
育
を
受
け
た

人
間
に
強
く
見
ら
れ
る
。
自
国
で
評
価
さ
れ

る
よ
り
も
権
威
の
本
場
で
あ
る
欧
米
で
評
価

さ
れ
た
い
と
い
う
意
識
が
強
く
な
る
こ
と
に

な
る
。

こ
の
よ
う
な
社
会
的
な
価
値
の
体
系
の
中

で
は
、
自
国
の
文
化
や
社
会
的
な
価
値
よ
り

も
欧
米
的
な
価
値
の
方
が
優
先
さ
れ
る
。
そ

の
結
果
、
教
育
を
受
け
た
人
間
が
こ
ぞ
っ
て

欧
米
へ
で
か
け
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
も

ち
ろ
ん
、
現
実
の
問
題
と
し
て
、
国
内
に
雇

用
の
場
が
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
加
え

て
、
仮
に
国
内
に
雇
用
機
会
が
あ
っ
て
も
、

大
学
卒
の
人
材
を
採
用
で
き
る
の
は
外
資
系

の
企
業
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
社
会
的
意
識

と
現
実
に
お
け
る
雇
用
の
場
と
い
う
両
面
か

ら
、
構
造
的
に
頭
脳
流
出
が
起
こ
っ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
近
代
化
と
い
う
意
味
で
の

社
会
改
革
を
担
い
う
る
中
産
階
級
の
知
識
人

ほ
ど
そ
の
傾
向
が
強
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
で

は
、
選
挙
制
度
を
通
じ
て
有
効
に
民
意
を
反

映
さ
せ
う
る
社
会
階
層
が
育
た
な
い
。
い
つ

ま
で
た
っ
て
も
、
一
部
の
大
地
主
、
富
裕
階

層
と
多
く
の
貧
し
い
人
々
と
い
う
二
層
化
さ

れ
た
社
会
が
続
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
植
民
地
時
代

に
受
け
た
支
配
は
、
現
在
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
に

大
き
な
傷
を
与
え
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
傷

は
資
源
の
不
足
、
教
育
の
不
足
に
よ
る
人
的

資
源
の
不
足
な
ど
の
外
的
な
傷
で
は
な
く
、

人
々
の
意
識
と
社
会
構
造
の
中
に
構
造
的
に

組
み
込
ま
れ
た
内
部
的
な
傷
で
あ
る
。

こ
の
同
じ
構
造
は
、
地
域
地
域
に
よ
る
違

い
が
あ
る
に
し
て
も
、
旧
植
民
地
経
済
圏
に

広
く
見
ら
れ
る
構
造
で
あ
る
。
現
在
フ
ィ
リ

ピ
ン
政
府
も
国
家
意
識
の
形
成
に
懸
命
に
努

力
し
て
い
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ノ
語
と
呼
ば
れ
る

タ
ガ
ロ
グ
語
を
国
語
に
採
用
し
、
自
国
に
目

を
向
け
る
人
材
を
育
成
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
そ
の
一
方
で
就
学
率
の
伸
び
悩
み
や
地

方
で
の
小
学
校
一
一
～
三
年
時
に
お
け
る
中
退

が
依
然
大
き
い
な
ど
、
困
難
な
問
題
が
山
積

し
て
い
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
将
来
は
、
こ
こ

ま
で
述
べ
て
き
た
社
会
構
造
上
の
悪
循
環
を

断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
か

か
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

＊
こ
の
論
文
は
日
本
大
学
社
会
学
会
『
論

叢
一
一
五
号
ｌ
松
島
静
男
教
授
退
職
記

念
号
』
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
「
フ
ィ
リ
ピ

ン
の
社
会
構
造
に
お
け
る
植
民
地
支
配

の
影
響
二
部
訂
正
の
上
、
加
筆
し
た
も

の
で
あ
る
。
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海
外
経
済
協
力
基
金
が
報
告

海
外
経
済
協
力
基
金
は
二
十
五
日
、

中
国
農
業
部
（
農
林
水
産
省
に
相
当
）
と

中国の食糧需給の見通し

園6５

６０

５５

５０

に
功
う
す
ふ
ぉ
ｌ
ら
む

一
一
○
’
○
年
に
食
糧
３
億
入
分
不
足

５
０
４
４

千
万
ト
ン

小
麦
の
不
足
で
楊
手
江
流
域
な
ど
深
口
刻

98年 2000 2005 2010

共
同
で
実
施
し
た
中
国
の
食
紐
需
給
の

見
通
し
と
政
策
提
言
を
示
し
た
研
究
報

告
を
発
表
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
中
国

は
今
後
、
食
糧
需
給
が
悪
化
し
、
二
○

’
○
年
に
は
一
億
三
千
六
百
三
十
一
万

少
と
国
内
需
要
の
約
二
割
、
三
億
人
分

の
食
糊
が
不
足
す
る
見
通
し
だ
。
食
糧

不
足
を
回
避
す
る
に
は
全
国
レ
ベ
ル
で

適
地
適
作
を
徹
底
し
、
流
通
体
制
を
整
備

す
る
必
要
が
あ
る
と
提
一
一
Ｆ
）
て
い
る
。

同
報
告
は
中
国
の
人
口
が
二
○
一
○

年
に
十
四
億
七
千
五
百
万
人
に
達
す
る

と
想
定
し
て
食
糧
の
需
給
見
通
し
を
試

算
。
こ
れ
ま
で
の
生
産
・
需
要
傾
向
が

変
わ
ら
な
け
れ
ば
、
九
三
年
の
二
千
四

百
四
十
二
万
少
供
給
超
か
ら
二
○
○
○

年
に
は
約
二
千
三
百
八
十
四
万
少
（
需

要
量
の
約
四
・
七
％
）
の
需
要
超
に
変
わ

り
、
二
○
○
五
年
に
は
不
足
量
は
六
千

九
百
六
万
少
（
同
一
二
・
一
％
）
に
拡
大

す
る
。
米
の
自
給
は
維
持
で
き
る
が
、

す
で
に
輸
入
に
頼
っ
て
い
る
小
麦
の
不

足
が
拡
大
、
肉
の
消
費
増
に
伴
い
飼
料

用
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
も
自
給
で
き
な
く
な

る
と
分
析
。
特
に
揚
子
江
流
域
や
南
部

の
沿
岸
地
域
で
深
刻
な
供
給
不
足
に
な

る
と
み
て
い
る
。

食
樋
危
機
を
回
避
す
る
に
は
、
農
地

の
工
業
用
地
な
ど
へ
の
転
用
を
制
限
し

た
り
、
流
通
体
制
を
整
え
る
政
策
が
重

要
と
指
摘
し
て
い
る
。
食
糧
生
産
性
が

低
い
省
で
か
ん
が
い
設
備
の
拡
充
や
技

術
普
及
を
進
め
る
と
同
時
に
、
各
省
の

卸
売
市
場
設
備
や
道
路
網
な
ど
の
流
通

イ
ン
フ
ラ
を
整
備
す
れ
ば
、
二
○
’
○

年
の
食
樋
不
足
量
を
今
回
の
予
想
の
約

半
分
に
縮
め
る
こ
と
が
可
能
と
試
算
し

て
い
る
。

海
外
経
済
協
力
基
金
は
こ
う
し
た
需

給
見
通
し
に
基
づ
き
農
業
部
門
を
対
中

援
助
の
重
点
分
野
に
す
る
方
針
で
、
九

六
年
度
か
ら
始
ま
る
第
四
次
の
対
中
円

借
款
で
は
五
つ
の
農
業
案
件
を
盛
り
込

戸…．。’ｒ■■ｑｑ・曰・Ｉ■，。■‐，｜」０．》、』｜・」‐四評尹卜叱『■ＩＳＬ十日。■ＩｉｆｐＬ０－ｏＪ少■■‐，Ｒ山■■ｑｐ５９ｉⅡＰ０８．６■◇トレ。■凸・小・伊・・冊凶ｒ蕪，Ｌ‐Ｌ↓・‐’，‐，。。＃－」

む
。

（
日
本
経
済
新
聞
・

’
九
九
五
・
九
・
一
’
十
六
）

一
一
：
＃
：
峰
叙
鶴
鷲
鷺
鱸
懲
蝋

一
心
寵
鯛
鰯
騨
会
識
倒
蒸
燃
画
軒
鞠

●
中
国
州
、
鍵
粗
３
穂
人
分
不
足
…
雛

●
、
心
測
鱈
民
一
間
連
鞭
醸
；
…
…
：
廓
←

●
ベ
ト
ナ
ム
僻
ｉ
ｖ
鍵
鰐
康
急
ぐ
嚥
顕
一

●
一
人
勺
子
一
政
雲
湾
人
糠
舞
鎖
輝
」
ｊ
閉

●
「
糞
腔
爆
護
規
憲
一
』
（
憾
蓋
別
・
←
駒

●
「
女
子
の
鏑
採
用
』
｜
鴎
め
ず
ｌ
旬

●
「
塞
譲
採
護
鍔
篭
嘗
撤
廃
を
…
能

●
中
国
の
食
糎
噂
織
に
米
反
輪
？
虚

●
中
国
鰯
食
雫
粗
不
足
聖
埋
鞠
可
能
；
甑

●
一
食
趨
問
蝋
一
安
全
爆
騨
唾
必
要
蜂
札
罷

●
東
南
蕨
・
児
へ
童
売
霧
愈
実
態
・
矧
舶

の
中
国
璽
熱
し
蛎
塗
蝋
塞
地
・
・
…
鯛

●
醤
繍
摺
薊
一
電
露
盤
議
蕪
馨
輔
十

⑩
土
嚇
撒
一
一
一
一
一
一
予
年
偲
幡
四
千
万
…
、

■
｜
柔
糸
撒
澱
露
磯
霧
饗
購
慧
一
獅

⑲
獅
嘩
繊
繊
謹
犀
嶋
齊
懸
詞
耀
唾
膚
熊
誠

心
画
鰯
撫
鼬
壁
騨
蕊
雛
躯
辮
織
翠
低
傭
坤
・
顕

献じ
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こゅうすふお－らむ

二
十
一
世
紀
へ
の
世
界
経
済
推

進
力
と
さ
れ
る
ア
ジ
ア
経
済
だ

が
、
経
済
基
盤
整
備
が
今
後
の
課

題
と
さ
れ
る
。
膨
大
な
資
金
が
必

要
な
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
た
め
、
日

本
政
府
を
中
心
に
官
民
共
同
で
民

間
活
力
を
利
用
す
る
経
済
開
発
が

検
討
さ
れ
て
い
る
。

解
説
部
杉
下
恒
夫

八
○
年
代
後
半
、
ア
ジ
ア
の
経
済
成

長
は
「
奇
跡
」
と
い
わ
れ
た
。
今
後
も
世

界
経
済
の
け
ん
引
力
と
し
て
引
き
続
き

高
い
成
長
が
期
待
さ
れ
て
い
る
が
、
ア

ジ
ア
経
済
の
弱
点
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
運

輸
、
通
信
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
わ
た

る
経
済
基
盤
が
未
整
備
で
あ
る
こ
と

だ
。こ
れ
ま
で
ア
ジ
ア
経
済
の
推
進
力
と

な
っ
て
き
た
の
は
、
労
働
力
、
資
金
な

ど
資
源
の
拡
大
だ
っ
た
。
し
か
し
、
こ

れ
か
ら
の
ア
ジ
ア
経
済
は
生
産
効
率
の

改
善
と
い
う
大
き
な
問
題
の
克
服
が
最

大
の
課
題
と
な
る
。

ア
ジ
ア
開
発
銀
行
の
試
算
に
よ
る

囿函
Ｏ
Ｄ
Ａ
に
民
間
連
携

「
Ｂ
Ｏ
Ｔ
方
式
」
具
体
化
進
む

と
、
一
九
九
四
年
か
ら
二
○
○
○
年
ま

で
の
七
年
間
に
ア
ジ
ア
経
済
成
長
維
持

の
た
め
必
要
な
基
盤
整
備
資
金
は
約
一

兆
二
千
億
が
と
い
う
。
資
金
源
を
ど
こ

に
求
め
る
か
が
成
長
持
続
へ
の
か
ぎ
と

な
る
。こ
れ
ま
で
ア
ジ
ア
経
済
の
基
盤
整
備

に
は
円
借
款
を
中
心
と
す
る
日
本
の
政

府
開
発
援
助
（
Ｏ
Ｄ
Ａ
）
が
大
き
な
役
割

を
果
た
し
て
き
た
。
あ
る
調
査
に
よ
る

と
タ
イ
で
は
八
○
年
代
の
全
経
済
基
盤

整
備
の
約
一
○
％
が
日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
資

金
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
の
電
力
の
一
五
％
、
マ
レ
ー

シ
ア
の
高
速
道
路
の
二
○
％
が
円
借
款

で
建
設
さ
れ
た
と
い
う
数
字
も
あ
る
。

だ
が
、
円
借
款
供
与
額
が
今
後
、
年

五
％
伸
び
て
も
、
一
兆
二
千
億
が
以
上

と
い
う
ば
く
大
な
将
来
の
資
金
需
要
の

中
で
は
全
体
の
六
％
ぐ
ら
い
に
し
か
な

ら
な
い
。
日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
ほ
か
ア
メ

リ
カ
な
ど
他
の
援
助
国
、
世
界
銀
行
な

ど
の
国
際
機
関
の
融
資
を
加
え
て
も
資

金
需
要
に
こ
た
え
る
の
は
不
可
能
だ
。

資
金
不
足
を
補
う
手
段
と
し
て
注
目

さ
れ
る
の
が
、
途
上
国
の
イ
ン
フ
ラ
整

備
に
民
間
資
金
を
導
入
す
る
方
法
。
民

間
企
業
が
道
路
、
発
電
所
な
ど
を
建
設

（
団
員
丘
）
し
、
建
設
資
金
を
回
収
し
て

一
定
の
利
潤
を
あ
げ
る
ま
で
経
営

（
○
℃
閂
巴
の
）
も
行
っ
た
後
、
相
手
国
に

所
有
権
を
譲
渡
（
弓
『
：
⑪
【
臼
）
す
る
「
Ｂ

Ｏ
Ｔ
方
式
」
と
呼
ば
れ
る
方
式
が
具
体

化
さ
れ
て
い
る
。

民
間
企
業
に
と
っ
て
は
、
大
型
の
建

設
工
事
な
ど
を
請
け
負
う
チ
ャ
ン
ス
で

も
あ
り
、
魅
力
あ
る
方
式
だ
が
、
相
手

国
政
府
の
出
方
一
つ
で
危
険
も
は
ら
ん

で
い
る
。
｜
昨
年
、
タ
イ
・
バ
ン
コ
ク

で
日
本
の
民
間
会
社
が
建
設
し
た
高
速

道
路
の
料
金
を
巡
っ
て
、
日
本
企
業
側

の
設
定
し
た
料
金
を
「
高
過
ぎ
る
」
と
し

た
タ
イ
当
局
と
紛
争
が
起
き
、
建
設
し

た
会
社
が
、
始
業
前
に
手
を
ひ
く
と
い

う
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
。

「
Ｂ
Ｏ
Ｔ
方
式
」
に
Ｏ
Ｄ
Ａ
を
絡
ま
せ

て
官
民
一
体
で
事
業
を
行
え
ば
ト
ラ
ブ

ル
が
発
生
し
た
時
、
政
府
間
の
交
渉
が

可
能
と
な
り
、
相
手
国
政
府
の
一
方
的

決
定
に
従
う
と
い
う
リ
ス
ク
を
軽
減
す

る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
道
路
の
公
害

対
策
な
ど
、
民
間
企
業
で
は
採
算
の
合

わ
な
い
部
分
を
Ｏ
Ｄ
Ａ
で
建
設
す
る
こ

と
で
民
間
の
進
出
が
容
易
に
も
な
る
。

さ
ら
に
、
経
済
成
長
で
援
助
の
受
取

国
か
ら
供
与
国
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
タ

イ
、
マ
レ
ー
シ
ア
な
ど
の
国
々
と
日
本

が
経
済
協
力
を
通
し
た
友
好
関
係
を
維

持
し
て
い
く
手
段
と
し
て
外
交
面
で
の

効
果
も
期
待
さ
れ
る
。

二
十
一
日
開
か
れ
た
「
民
活
イ
ン
フ

ラ
支
援
会
議
」
で
は
「
ア
メ
リ
カ
な
ど
日

本
以
外
の
民
間
企
業
の
参
加
」
、
「
官
民

出
資
に
よ
る
途
上
国
経
済
イ
ン
フ
ラ
建

設
支
援
基
金
設
立
」
な
ど
提
案
も
出

て
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
に
民
間
活
力
を
合
わ
せ
た

開
発
戦
略
が
具
体
的
に
動
き
出
し
て
い

る
。「
Ｂ
Ｏ
Ｔ
方
式
」
は
今
後
、
ア
ジ
ア
に

お
け
る
重
要
な
開
発
政
策
と
な
る
だ
ろ

う
。
だ
が
他
の
先
進
国
及
び
途
上
国

に
、
日
本
の
官
民
が
一
体
化
し
て
経
済

進
出
を
図
る
政
策
と
い
う
批
判
を
招
か

な
い
よ
う
努
力
す
る
こ
と
も
重
要
だ
。

（
読
売
新
聞
・
’
九
九
五
・
九
・
二
十
六
）
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【
ハ
ノ
イ
ｕ
日
Ⅱ
村
田
文
教
】
開
放
政

策
を
推
進
す
る
ベ
ト
ナ
ム
で
、
エ
イ
ズ

感
染
が
深
刻
な
問
題
と
な
り
つ
つ
あ

る
。
ベ
ト
ナ
ム
各
紙
に
よ
る
と
、
こ
の

ほ
ど
母
子
感
染
に
よ
る
赤
ち
ゃ
ん
の
感

染
が
同
国
で
初
め
て
明
ら
か
に
な
り
、

医
療
関
係
者
ら
に
衝
撃
を
与
え
て
い

る
。
同
国
で
は
感
染
者
総
数
自
体
も
増

え
る
兆
し
に
あ
り
、
政
府
は
啓
蒙
（
け

い
も
う
）
用
の
冊
子
を
作
成
す
る
な

ど
、
対
応
策
に
も
本
腰
を
入
れ
始
め

た
。赤
ち
ゃ
ん
の
感
染
が
確
認
さ
れ
た
の

は
、
ホ
ー
チ
ミ
ン
市
と
中
部
の
古
都
フ

エ
。
国
家
エ
イ
ズ
委
員
会
が
明
ら
か
に

し
た
が
、
各
紙
は
詳
細
に
つ
い
て
触
れ

て
い
な
い
。
同
委
員
会
に
よ
る
と
、
九

月
初
め
の
段
階
で
国
内
の
感
染
者
は
二

千
九
百
十
人
、
患
者
三
十
二
人
、
う
ち

七
十
人
が
死
亡
し
た
と
い
う
。

赤
ち
ゃ
ん
に
ま
で
感
染
が
広
が
り
出

し
た
こ
と
で
、
政
府
も
対
応
に
積
極
的

■■嚢嚢遷嚢LJJJJJJI
，－－〆蕊(了Ｔ２)ず：ivw（；封I

JiiimIl;鑿111111'ｌｉｌ
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一

石
橋
武
之
（
人
口
問
題
調
査
会
）

世
紀
の
大
実
験
と
い
わ
れ
る
中
国
の

一
人
っ
子
政
策
が
揺
れ
て
い
る
。
中
国

の
人
口
は
今
年
二
月
に
十
二
億
人
を
超

え
た
が
、
こ
の
政
策
を
打
ち
出
し
て
間

も
な
い
一
九
八
○
年
当
時
、
中
国
政
府

は
「
今
世
紀
末
で
十
二
億
人
に
と
ど
め

た
い
」
と
の
目
標
を
掲
げ
て
い
た
。
こ

れ
が
五
年
も
早
く
き
て
し
ま
っ
た
の

だ
。
中
国
は
一
人
っ
子
政
策
を
さ
ら
に

強
化
す
る
方
針
だ
が
、
人
口
の
七
割
を

占
め
る
農
村
部
で
は
十
分
に
浸
透
し
て

い
な
い
し
、
女
性
の
意
識
も
変
化
し
て

い
る
。
人
権
侵
害
と
の
立
場
か
ら
、
国

外
の
批
判
も
無
視
で
き
な
い
。

先
月
、
北
京
で
開
か
れ
た
国
連
世
界

女
性
会
議
で
も
、
米
国
政
府
代
表
団
の

に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
ほ
ど
、
「
エ
イ

ズ
と
社
会
」
と
い
う
感
染
例
や
国
の
取

り
組
み
を
紹
介
す
る
隔
月
の
公
報
紙
を

創
刊
。
ま
た
、
国
家
エ
イ
ズ
対
策
委
員

会
な
ど
が
エ
イ
ズ
撲
滅
の
た
め
の
テ
１

マ
ソ
ン
グ
を
作
曲
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に

も
乗
り
出
し
た
。

西
一
（
・
車
へ
国
の
一
口
人
口
■
幻
子
灘
■
一
驚
■
■

》
■
コ
ト
『
人
権
無
視
」
内
旧
岨
■
緋
■
■
か
ら
一
批
〆
判

名
誉
団
長
、
ヒ
ラ
リ
ー
・
ク
リ
ン
ト
ン

米
大
統
領
夫
人
は
、
｜
人
っ
子
政
策
に

つ
い
て
「
子
供
数
を
決
め
る
権
利
が
個

人
に
あ
る
の
は
国
際
社
会
の
常
識
」

と
、
中
国
政
府
を
非
難
。
李
鵬
首
相
が

「
も
し
計
画
生
育
（
一
人
っ
子
政
策
）
を

行
わ
な
け
れ
ば
、
中
国
は
将
来
、
自
ら

を
滅
ぼ
し
て
し
ま
う
」
と
反
論
す
る
な

ど
、
緊
迫
し
た
や
り
と
り
が
あ
っ
た
。

こ
の
春
に
上
海
市
、
夏
に
は
新
調
ウ

イ
グ
ル
自
治
区
の
省
都
・
ウ
ル
ム
チ
市

を
訪
れ
、
両
市
の
政
策
担
当
者
に
話
を

聞
い
た
。
い
ず
れ
も
「
生
存
権
と
発
展

権
は
最
も
基
本
的
な
人
権
で
あ
り
、
こ

れ
を
優
先
す
べ
き
だ
。
こ
れ
か
ら
も
計

画
出
産
と
い
う
基
本
国
策
を
貫
徹
す
る

よ
う
、
住
民
に
注
意
を
促
す
」
と
そ
の

政
府
は
感
染
原
因
を
買
春
や
麻
薬
と

見
て
お
り
、
無
許
可
営
業
の
カ
ラ
オ

ケ
、
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
の
摘
発
を
強
化

し
、
処
罰
を
厳
し
く
す
る
よ
う
に
警
察

な
ど
に
指
示
を
出
し
た
。

（
日
本
経
済
新
聞
・
’
九
九
五
・
十
・
十
四
）

必
要
性
を
強
調
、
決
意
の
固
さ
を
改
め

て
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。

中
国
の
こ
の
二
十
年
間
の
人
口
の
増

え
方
を
み
る
と
、
七
四
年
に
九
億
人
、

八
一
年
に
十
億
人
、
八
八
年
に
十
一
億

人
と
、
七
年
で
一
億
人
増
え
る
ペ
ー
ス

で
進
み
、
や
は
り
七
年
後
の
今
年
、
十

二
億
人
に
達
し
た
。
人
口
資
本
説
を

と
っ
て
い
た
中
国
が
、
い
わ
ゆ
る
「
一

人
っ
子
政
策
」
を
登
場
さ
せ
た
の
は
七

九
年
十
二
月
。
人
民
公
社
の
不
振
な
ど

か
ら
、
深
刻
な
食
糧
不
足
に
見
舞
わ

れ
、
危
機
感
が
強
ま
っ
た
時
だ
っ
た
。

こ
の
間
、
一
人
っ
子
政
策
も
そ
れ
な

り
の
成
果
は
上
が
っ
た
。
李
鵬
首
相
の

反
論
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
「
こ
の
政

策
を
実
施
し
た
た
め
に
二
億
人
を
少
な

く
産
ん
だ
こ
と
に
な
る
」
と
、
彰
凧
雲

・
国
家
計
画
生
育
委
員
会
主
任
は
豪
語

し
て
い
た
。
し
か
し
、
中
国
が
市
場
経

済
体
制
に
転
換
し
生
活
が
向
上
す
る
に

つ
れ
て
、
人
び
と
の
考
え
方
も
柔
軟
か

つ
多
様
に
な
っ
て
き
た
。

そ
も
そ
も
中
国
の
場
合
、
正
確
な
総

人
□
を
つ
か
む
こ
と
は
不
可
能
に
近
い

の
だ
。
北
京
や
上
海
な
ど
の
大
都
市
を

除
き
、
農
村
で
は
計
画
出
産
に
対
す
る

監
視
の
目
を
逃
れ
て
子
供
を
た
く
さ
ん

産
み
、
出
生
届
を
出
さ
な
い
戸
籍
の
な

鍼
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い
子
供
（
俗
に
い
う
ヤ
ミ
っ
子
）
が
か
な

り
多
い
。
そ
の
数
は
三
千
万
人
と
も
五

千
万
人
と
も
い
わ
れ
、
背
景
に
労
働
力

確
保
や
農
村
の
「
多
子
多
福
」
（
子
供
は

多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
幸
せ
）
と
い
っ
た

伝
統
的
家
族
観
が
あ
る
の
も
事
実
だ
。

ヤ
ミ
っ
子
は
無
戸
籍
だ
か
ら
教
育
の

機
会
は
与
え
ら
れ
な
い
し
、
他
の
行
政

サ
ー
ビ
ス
も
受
け
ら
れ
な
い
。
「
国
民

の
質
の
向
上
の
た
め
に
は
教
育
」
を
掲

げ
る
国
と
し
て
は
、
頭
の
痛
い
問
題

だ
。
ま
た
同
じ
国
策
と
は
い
え
、
都
市

部
と
農
村
部
で
は
経
済
格
差
が
大
き

く
、
農
民
た
ち
の
不
満
も
あ
っ
て
、
省

条
例
で
二
人
な
い
し
三
人
の
出
産
を
認

め
る
と
こ
ろ
も
あ
る
か
ら
、
や
や
こ
し

い
。
こ
れ
に
対
し
、
大
都
市
は
二
組

の
夫
婦
に
子
供
一
人
」
が
、
ほ
ぼ
パ
ー

フ
ェ
ク
ト
に
実
行
さ
れ
て
い
る
。

九
三
年
の
上
海
市
の
場
合
、
｜
人
っ

子
政
策
の
実
施
率
は
九
九
・
七
八
％
を

誇
り
、
九
四
年
に
は
出
生
数
が
死
者
数

を
下
回
っ
て
、
つ
い
に
人
口
が
一
万
人

減
と
い
う
中
国
初
の
マ
イ
ナ
ス
成
長
と

な
っ
た
。
こ
の
結
果
は
当
然
「
高
齢
化
」

と
い
う
形
で
跳
ね
返
る
。
上
海
市
は
こ

の
ま
ま
だ
と
、
将
来
の
人
口
構
成
が
適

正
さ
を
欠
く
と
、
計
画
出
産
を
見
直
す

声
が
出
た
。
具
体
的
に
は
「
子
供
は
二

一
人
っ
子
政
策
に
対
す
る
外
国
の
評

価
は
真
っ
二
つ
に
分
か
れ
る
。
「
厳
し

い
出
生
制
限
を
し
た
お
か
げ
で
十
二
億

人
で
収
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
な
か
っ

た
ら
今
日
の
発
展
は
あ
り
得
な
か
っ

た
」
と
い
う
容
認
派
と
、
「
産
む
、
産
ま

な
い
は
個
人
の
自
由
。
国
が
押
し
付
け

る
の
は
も
っ
て
の
ほ
か
。
人
権
問
題

人
ま
で
」
を
基
本
に
、
一
人
な
い
し
二

人
を
段
階
的
に
取
り
入
れ
て
い
く
も
の

と
思
わ
れ
る
。
中
国
で
は
都
市
と
農
村

の
人
口
比
率
は
３
対
７
で
あ
る
。
都
市

は
「
労
働
力
不
足
と
高
齢
化
」
が
深
刻
に

な
り
、
農
村
で
は
「
貧
困
と
子
だ
く
さ

ん
」
の
悪
循
環
が
続
い
て
き
た
。
そ
れ

を
ど
こ
で
断
ち
切
る
か
が
問
題
だ
。

街にあふれる人の波（上海市）

女
性
の
残
業
や
深
夜
勤
務
を
制
限
す

る
「
女
性
保
護
規
定
」
の
撤
廃
を
含
め
た

労
働
基
準
法
の
改
正
論
議
が
、
こ
の
秋

だ
」
と
す
る
意
見
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
で
「
チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ
・
マ

ザ
ー
」
と
い
う
本
が
話
題
と
な
り
、
そ

の
日
本
語
版
も
刊
行
さ
れ
た
。
｜
人
っ

子
政
策
の
指
導
者
が
自
分
の
結
婚
・
出

産
に
な
っ
て
、
政
策
そ
の
も
の
に
疑
問

を
持
ち
始
め
、
た
ま
た
ま
夫
の
留
学
で

渡
米
し
た
際
、
二
人
目
の
出
産
に
踏
み

切
る
ｌ
と
い
う
内
容
．
自
ら
「
国

禁
」
を
犯
す
夫
婦
の
心
理
的
か
つ
と
う

を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
数
年
前
に
中

国
を
回
っ
た
時
、
同
行
の
市
計
画
生
育

委
員
会
の
女
性
職
員
が
、
「
本
当
は
私

も
子
供
が
も
う
一
人
欲
し
い
。
で
も
公

務
員
の
身
だ
し
・
・
…
・
」
と
ポ
ッ
リ
と
漏

ら
し
た
。
今
思
え
ば
、
彼
女
は
「
チ
ャ

イ
ニ
ー
ズ
・
マ
ザ
ー
」
の
主
人
公
と
同

じ
心
境
だ
っ
た
の
だ
。

内
部
告
発
的
な
こ
の
本
が
、
本
国
で

日
の
目
を
見
る
は
ず
が
な
い
。
日
ご

ろ
、
中
国
の
家
族
計
画
関
係
者
は
二

■函■■■■［淡臘鰍獺鯛縦醜鵬鰯鮒獣も。
か
ら
活
発
と
な
り
そ
う
だ
。
今
年
九

月
、
ト
ヨ
タ
や
日
産
な
ど
大
手
自
動
車

メ
ー
カ
ー
労
組
で
組
織
す
る
自
動
車
絵

人
っ
子
政
策
が
ス
タ
ー
ト
し
て
以
来
、

国
民
は
子
供
を
少
な
く
産
む
こ
と
が
生

活
向
上
の
た
め
に
有
効
だ
と
気
づ
い

た
。
決
し
て
上
か
ら
の
押
し
付
け
で
は

な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
押

し
付
け
で
は
な
い
」
と
強
調
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
、
現
実
と
の
落
差
が
顕
在
化
し

て
く
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

「
二
○
○
○
年
ま
で
に
十
二
億
人
」
の

目
標
が
崩
れ
た
こ
と
を
受
け
、
中
国
は

「
（
二
○
○
○
年
ま
で
に
）
十
三
億
人
以

内
に
抑
え
る
」
と
上
方
修
正
し
た
。
人

口
爆
発
に
苦
し
む
中
国
の
苦
渋
の
選
択

だ
っ
た
。
国
内
で
の
人
権
意
識
の
高
ま

り
は
あ
る
も
の
の
、
「
中
国
の
人
口
が

増
え
る
こ
と
は
世
界
の
脅
威
」
と
考
え

る
国
も
多
い
中
で
、
今
後
も
中
国
は

「
自
国
の
実
情
に
合
わ
せ
た
少
子
策
」
を

進
め
て
い
く
し
か
、
道
は
な
い
の
で
は

な
い
か
。

（
毎
日
新
聞
・
’
九
九
五
・
十
・
十
八
）
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連
（
得
本
輝
人
会
長
）
が
他
の
労
組
な
ど

に
先
駆
け
て
、
女
性
保
護
規
定
の
撤
廃

を
求
め
る
方
針
を
打
ち
出
し
、
二
十
五

日
か
ら
は
労
働
省
の
婦
人
少
年
問
題
審

議
会
で
改
正
論
議
が
再
開
さ
れ
る
。
依

然
と
し
て
労
働
現
場
に
残
る
「
男
女
格

差
」
に
ど
っ
”
風
穴
“
を
開
け
て
い
く
の

欧米における女性保護規定の現状

労
基
法
や
女
子
労
働
基
準
規
則
に
あ

る
現
在
の
保
護
規
定
は
、
昭
和
六
十
一

年
に
施
行
さ
れ
た
男
女
雇
用
機
会
均
等

法
に
関
連
し
昨
年
三
月
改
正
さ
れ
た
。

か
、
論
議
の
行
方
に
注
目
し
た
い
。

（
小
松
勉
）

残
業
で
は
、
自
動
車
工
業
な
ど
工
業
的

事
業
場
で
は
一
週
間
で
六
時
間
以
内
、

非
工
業
的
事
業
場
は
四
週
三
十
六
時
間

以
内
と
規
定
さ
れ
、
年
間
の
残
業
時
間

は
い
ず
れ
も
百
五
十
時
間
以
内
だ
。
ま

た
、
深
夜
勤
務
、
休
日
労
働
、
坑
内
労

働
は
原
則
的
に
禁
止
で
、
適
用
除
外
に
も

制
限
が
あ
る
。

例
外
と
し
て
、
残
業
は
指
導
監
督
職

や
公
認
会
計
士
、
医
師
、
弁
護
士
、
デ

ザ
イ
ナ
１
な
ど
専
門
職
の
十
八
職
種
に

就
く
女
性
に
限
り
男
性
並
み
の
年
間
三

百
六
十
時
間
以
内
を
認
め
、
深
夜
勤
務

も
指
導
監
督
職
、
専
門
職
に
加
え
、
接

客
娯
楽
業
や
電
話
交
換
手
、
ス
チ
ュ

ワ
ー
デ
ス
、
旅
行
添
乗
員
な
ど
「
女
性

に
有
害
で
は
な
い
一
仕
事
に
限
り
容
認

し
て
い
る
。

労
働
省
婦
人
政
策
課
の
藤
枝
茂
係
長

は
「
以
前
と
比
べ
る
と
『
母
体
保
護
』

を
除
く
項
目
で
適
用
除
外
の
業
種
を
増
や

し
、
男
女
差
は
少
な
く
し
た
」
と
話
式
ｕ

女
性
を
め
ぐ
る
労
働
環
境
は
、
女
性

の
社
会
進
出
の
増
加
に
伴
い
「
男
女
格

差
」
を
な
く
す
動
き
が
強
ま
り
、
こ
の

十
年
ほ
ど
で
大
き
く
変
化
し
た
。
労
働

省
で
は
「
将
来
的
に
『
母
体
保
護
面
』

を
除
く
保
護
規
定
は
撤
廃
し
て
い
く
」

と
の
方
針
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

当
の
女
性
自
身
は
ど
う
か
。
自
動
車

総
連
が
「
保
護
規
定
撤
廃
」
を
決
め
る
前

に
”
た
た
き
台
“
と
し
て
行
っ
た
加
盟
各

社
の
女
性
従
業
員
千
五
百
人
に
対
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
見
て
み
る
と
、
残

業
規
制
の
撤
廃
や
緩
和
を
求
め
る
声
は

約
六
割
に
上
っ
た
。

ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
を
十
年
前
と
比

較
し
て
み
る
と
「
男
性
と
の
差
別
感
」
で

は
、
十
年
前
に
「
賃
金
・
手
当
」
が
約
七

割
を
占
め
た
の
に
対
し
、
今
年
の
ト
ッ

プ
は
「
昇
進
・
昇
格
」
が
七
割
と
変
わ
っ

た
。
さ
ら
に
、
十
年
前
は
一
三
・
九
％

だ
っ
た
「
昇
進
は
男
性
と
同
じ
割
合
に

し
て
」
の
項
目
は
今
回
七
九
・
六
％
と
な

り
、
職
業
意
識
の
変
革
が
う
か
が
え
る
。

ま
た
、
職
種
別
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ

る
も
の
の
、
仕
事
に
対
す
る
意
欲
の
高

さ
で
は
、
女
性
全
般
で
「
今
の
仕
事
は

や
り
が
い
が
あ
る
」
が
六
五
・
八
％
、

「
よ
り
高
度
な
仕
事
が
し
た
い
」
は
五
三

。
五
％
と
五
割
を
超
え
る
回
答
が
寄
せ

ら
れ
た
。

総
連
で
は
「
す
べ
て
の
女
性
が
ア
ン

ケ
ー
ト
と
同
じ
と
は
思
わ
な
い
が
、
方

向
性
を
示
す
資
料
と
し
て
は
貴
重
な
結

果
だ
」
と
話
す
。

一
方
で
、
あ
る
経
営
者
の
意
見
を
聞

く
と
「
残
業
や
深
夜
労
働
に
規
制
が
あ

6０

国名 法律名 規定内容

米国 公民横法 労働現場における女子保護や産前産後休暇な

ど母性保護の規定は「違法な性差別」として

禁止されている。

英国 性差別禁止法 1986年、労働時間や深夜業、休日労働に関する

女性保護規制などが撤廃された。

フランス 男女の職業の

機会均等など

に関する労働

法典

産前・産後休暇の延長や労働時間短縮、育児

休暇など女性を優遇する諸規定が定められて

いる。最近、規定の矛盾が指摘されており、

今後、妊娠・出産とは直接関係のない保護規

定は圧縮される方向で検討されている。

スウェーデン 男女機会均等

法

職場での男女平等を促進するよう積極的措霞

を企業に要求できるほか、麗用、待遇、給

与、昇進、解雇などに際しての性差別を禁止
している。

性による差別を受けた女性は賠償金を請求で
きるほか、オンプズマンは企業に改善命令や

罰則を科すことができる。

イタリア 男女均等待遇

法

雇用や給与、昇進などで性差別を禁止してい

るほか、深夜労働については規制を縮小する

方向。妊娠開始から出産後７月までの女子は

法の規定から除外される。

管理職と保険業務は深夜労働禁止は適用され
ない｡



こゅうすふお－らむ

る
の
で
、
男
性
と
同
じ
よ
う
な
仕
事
を

任
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
管
理
職

に
就
け
る
こ
と
も
現
実
的
に
は
難
し
い

と
思
う
」
と
い
う
。
さ
ら
に
残
業
や
深

夜
勤
務
か
ら
女
性
を
「
保
護
」
し
て
い
る

の
だ
か
ら
、
企
業
努
力
に
ゆ
だ
ね
ら
れ

て
い
る
均
等
法
の
規
制
を
こ
れ
以
上
、

強
化
す
る
こ
と
は
な
い
ｌ
と
の
声
も
あ

る
。総
連
で
は
、
経
営
者
側
の
こ
う
し
た

考
え
を
テ
ー
マ
に
昨
年
十
一
月
か
ら
、

有
職
者
や
女
性
組
合
員
ら
内
部
で
議
論

を
繰
り
返
し
た
。
加
藤
裕
治
事
務
局
次

長
に
よ
る
と
「
欧
米
で
は
女
性
の
み
に

残
業
や
深
夜
勤
務
を
制
限
す
る
こ
と
は

『
不
当
な
男
女
差
別
』
と
し
て
法
で
禁

止
さ
れ
て
い
る
。
な
ら
ば
、
現
在
の
保

護
規
定
は
撤
廃
し
、
均
等
法
を
強
化
し

て
処
遇
の
平
等
を
求
め
て
い
く
ほ
う
が

良
い
」
と
の
結
論
に
達
し
た
と
い
う
。

し
か
し
、
「
家
事
や
育
児
も
あ
り
女

性
の
負
担
が
増
え
る
二
保
護
規
定
を
外

す
こ
と
で
危
険
な
事
件
・
事
故
に
巻
き

込
ま
れ
る
可
能
性
も
あ
る
」
な
ど
の
意

見
も
あ
り
、
総
連
以
外
の
労
組
や
上
部

団
体
な
ど
で
は
保
護
規
定
撤
廃
に
消
極

的
だ
。
加
藤
局
次
長
は
「
家
庭
的
な
仕

事
は
夫
婦
の
共
同
作
業
と
い
う
ふ
う
に

男
性
の
認
識
を
改
め
る
こ
と
が
必
要
。

労
働
省
は
二
十
五
日
、
企
業
が
従
業

員
を
採
用
す
る
際
に
、
対
象
を
女
性
の

み
に
限
っ
て
募
集
す
る
「
女
子
の
み
採

用
」
を
認
め
な
い
こ
と
を
決
め
た
。
来

年
度
の
採
用
計
画
か
ら
実
施
す
る
よ
う

企
業
を
指
導
す
る
。
す
で
に
日
経
連
、

連
合
な
ど
と
は
基
本
的
に
合
意
し
て
お

り
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
の
解
釈
通

達
に
「
女
子
の
み
採
用
」
を
不
可
と
す
る

項
目
を
追
加
、
十
一
月
に
各
都
道
府
県

の
婦
人
少
年
室
長
に
通
知
す
る
。
将
来

は
均
等
法
に
盛
り
込
む
こ
と
も
検
討
し

て
い
る
。
企
業
は
「
男
性
一
般
職
」
の
創

設
な
ど
人
事
政
策
の
変
更
を
迫
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
、
採
用
戦
線
に
も
大
き
な

影
響
が
出
そ
う
だ
。

危
険
へ
の
対
処
も
イ
ン
フ
ラ
を
整
備
す

る
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
あ
る
は

ず
」
と
話
す
。

均
等
法
の
施
行
以
来
、
「
女
性
の
処

遇
平
等
化
は
時
代
の
流
れ
」
（
労
働
省
婦

人
政
策
課
）
と
の
認
識
が
強
ま
り
、
保

護
規
定
を
撤
廃
す
る
以
上
は
、
均
等
法

を
欧
米
並
み
の
『
差
別
禁
止
法
』
に
ま

定麺「
女
子
の
み
採
一
用
」
認
め
ず
■

来
年
度
か
ら
コ
ー
ス
別
人
一
事
に
影
・
・
響

「
女
子
の
み
採
用
」
は
均
等
法
施
行
以

降
も
、
こ
れ
ま
で
十
年
間
に
わ
た
っ
て

認
め
ら
れ
て
き
た
。
「
男
子
の
み
」
の
募

集
・
採
用
は
男
性
優
遇
に
あ
た
り
、
女

性
の
職
域
を
狭
め
る
こ
と
か
ら
均
等
法

に
抵
触
す
る
が
、
「
女
子
の
み
採
用
」
は

女
性
の
職
域
を
拡
大
す
る
優
遇
策
で
あ

る
と
し
て
、
法
律
上
問
題
は
な
い
と
さ

れ
て
き
た
。

し
か
し
、
均
等
法
の
施
行
後
、
基
幹

業
務
担
当
の
総
合
職
と
、
補
助
業
務
担

当
の
一
般
職
に
分
け
て
採
用
す
る

「
コ
ー
ス
別
人
事
制
度
」
を
導
入
す
る
企

業
が
大
企
業
を
中
心
に
増
加
。
導
入
企

業
は
総
合
職
の
大
部
分
を
男
性
、
一
般

職
を
女
性
だ
け
と
す
る
ケ
ー
ス
が
ほ
と

で
高
め
る
必
要
性
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
実
現
を
視
野
に
入
れ
、
今
後

の
論
議
で
は
、
男
性
の
意
識
改
革
は
も

ち
ろ
ん
「
男
女
を
含
め
た
全
体
的
な
残

業
、
深
夜
勤
務
の
見
直
し
」
も
争
点
と

な
り
そ
う
だ
。

（
産
経
新
聞
二
九
九
五
・
十
・
二
十
四
）

ん
ど
で
、
昔
な
が
ら
の
性
別
に
よ
る
役

割
分
担
が
形
を
変
え
て
企
業
に
定
着
し

た
。
最
近
の
女
子
学
生
の
就
職
難
の
一

因
と
し
て
、
企
業
が
総
合
職
に
比
べ

て
、
一
般
職
採
用
は
絞
る
だ
け
絞
る
、

と
い
う
コ
ー
ス
別
人
事
の
弊
害
を
指
摘

す
る
声
も
強
い
。

こ
う
し
た
事
態
を
憂
慮
し
た
労
働
省

は
、
学
識
研
究
者
で
作
る
「
男
女
雇
用

機
会
問
題
研
究
会
」
（
婦
人
局
長
の
私
的

懇
談
会
、
座
長
・
安
枝
英
詳
同
志
社
大

教
授
）
に
実
態
調
査
を
依
頼
。
同
研
究

会
は
「
女
子
の
み
採
用
」
が
女
性
の
職
域

拡
大
に
役
立
っ
て
い
な
い
と
す
る
報
告

書
を
ま
と
め
、
二
十
五
日
に
開
い
た
婦

人
少
年
問
題
審
議
会
（
労
相
の
諮
問
機

関
、
会
長
・
人
見
康
子
慶
大
名
誉
教

授
）
の
婦
人
部
会
（
部
会
長
・
若
菜
允
子

弁
護
士
）
に
提
出
し
た
。

こ
の
結
果
、
コ
ー
ス
別
人
事
制
度
を

導
入
し
て
い
る
企
業
は
①
｜
般
職
も
総

合
職
同
様
、
性
別
に
関
係
な
く
募
集
・

採
用
し
、
こ
れ
ま
で
は
な
か
っ
た
男
性

一
般
職
を
新
設
す
る
②
総
合
職
・
一
般

職
の
採
用
区
分
を
な
く
し
て
大
卒
を
一

括
採
用
、
数
年
後
に
適
性
に
応
じ
た

コ
ー
ス
に
振
り
分
け
る
よ
う
に
採
用
シ

ス
テ
ム
を
変
え
る
ｌ
な
ど
、
人
事
制

度
の
転
換
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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労
働
省
婦
人
局
長
の
私
的
懇
談
会

「
男
女
雇
用
機
会
均
等
問
題
研
究
会
」

（
座
長
・
安
枝
英
諌
同
志
社
大
教
授
）
は

二
十
五
日
、
女
性
の
残
業
や
深
夜
勤
務

を
制
限
し
て
い
る
労
働
基
準
法
の
「
女

子
保
護
規
定
」
に
つ
い
て
、
事
実
上
の

撤
廃
を
求
め
る
報
告
を
、
婦
人
少
年
問

題
審
議
会
（
労
相
の
諮
問
機
関
）
に
提
出

し
た
。

報
告
は
、
補
助
的
業
務
が
中
心
の
い

わ
ゆ
る
二
股
職
」
を
「
女
性
の
み
」
と
す

る
募
集
・
採
用
規
定
の
廃
止
も
要
求
。

i鎌〒;了秀一零涼?可露頽汽:露与憲寿j零司7議宗:■r可
｡･･.･･･＃．［.｡．．。..｡.｡.｡.｡.･･.。.・・．・・.｡.･:･･.・:.・・・.。．・・.｡.・・．｡.：:｡:.｡.．｡」.｡.．｡.･計.･･:･･.・・・:ﾛ

た
だ
均
等
法
に
は
罰
則
規
定
が
な

く
、
現
在
で
も
違
反
行
為
が
あ
っ
た
場

合
に
は
労
働
省
が
各
企
業
に
指
導
・
改

善
要
請
を
し
て
い
る
。
解
釈
通
達
で

「
女
子
の
み
採
用
」
を
禁
止
し
て
も
強
制

力
に
乏
し
く
、
企
業
が
ど
こ
ま
で
実
施

す
る
か
疑
問
と
の
指
摘
も
あ
る
。

（
日
本
経
済
新
聞
・

’
九
九
五
・
十
・
二
十
五
）

■雲讓JJJi窪■魅l蕊菱

1m蕊蕊F蕊ii1
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女
子
保
趨
規
定
労
働
基
準
法
の
規
定

で
、
母
性
保
護
な
ど
の
観
点
か
ら
医
師
や

公
認
会
計
士
、
弁
護
士
、
編
集
者
、
研
究

者
、
電
話
交
換
手
な
ど
専
門
的
、
技
術
的

な
職
種
を
除
い
て
、
一
般
に
女
性
の
残
業

や
深
夜
勤
務
を
大
幅
に
規
制
し
て
い
る
措

圏
。（
産
経
新
聞
・
’
九
九
五
・
十
・
二
十
五
）

報
告
を
受
け
た
審
議
会
は
同
日
、
施
行

十
年
目
を
迎
え
た
男
女
雇
用
機
会
均
等

法
の
本
格
的
な
見
直
し
作
業
を
ス
タ
ー

ト
さ
せ
た
。

「
女
子
保
護
規
定
」
の
扱
い
は
均
等
法

の
改
正
論
議
の
中
で
最
大
の
テ
ー
マ
の

一
つ
。
保
護
規
定
廃
止
が
明
確
に
打
ち

出
さ
れ
た
の
は
初
め
て
。

し
か
し
「
性
急
な
規
制
緩
和
は
問
題

点
が
多
い
」
と
の
意
見
も
あ
り
、
審
議

会
の
中
で
激
し
い
論
議
が
交
わ
さ
れ
そ

う
だ
。

報
告
は
、
性
に
よ
る
雇
用
差
別
全
般

の
解
消
の
た
め
「
均
等
法
に
代
え
て

『
性
差
別
禁
止
法
』
が
必
要
」
と
抜
本

的
法
改
正
を
提
言
。
保
護
規
定
も
「
母

性
保
護
を
除
き
、
均
等
法
の
趣
旨
を
踏

ま
え
た
見
直
し
が
必
要
」
と
し
、
女
性

を
対
象
と
し
た
保
護
措
置
は
「
女
性
全

体
の
地
位
向
上
に
つ
な
が
ら
な
い
」
と

の
基
本
的
な
味
方
を
提
示
し
た
。

穀
物
価
格
の
上
昇
は
、
農
産
物
の
輸

出
基
地
で
あ
る
米
国
、
欧
州
連
合
（
Ｅ

Ｕ
）
の
生
産
調
整
に
、
中
国
の
穀
物
純

輸
入
国
へ
の
転
落
な
ど
の
要
因
が
重

な
っ
た
こ
と
が
主
な
原
因
だ
。
米
農
務

省
は
「
小
麦
の
来
年
夏
の
在
庫
は
、
年

間
需
要
の
一
六
・
五
％
と
十
八
年
ぶ
り

の
低
水
準
に
な
る
」
と
予
想
す
る
。

シ
カ
ゴ
市
場
で
穀
物
価
格
が
十
数
年

ぶ
り
の
高
値
を
つ
け
、
中
国
の
食
糧
需

要
の
増
加
を
材
料
に
「
食
糧
危
機
」
を
警

告
す
る
予
想
が
相
次
い
で
い
る
。
だ

が
、
そ
の
予
想
に
は
「
食
栂
不
足
を
過

大
視
し
て
い
る
。
米
国
な
ど
に
は
増
産

の
余
地
が
あ
る
」
と
の
反
論
が
出
て
い

る
。
一
方
で
、
食
糎
を
輸
入
に
頼
る
貧

し
い
国
々
は
、
日
本
な
ど
大
消
費
国
に

よ
る
穀
物
買
い
占
め
を
恐
れ
て
い
る
。

日
本
に
と
っ
て
い
ま
必
要
な
の
は
、
各

国
で
農
業
に
取
り
組
む
人
材
の
育
成
や

開
発
支
援
を
、
長
期
的
視
野
で
進
め
る

こ
と
だ
。

〈
伊
藤
裕
章
（
ワ
シ
ン
ト
ン
）
〉

十
九
日
に
は
、
世
界
最
大
の
穀
物
市

場
、
シ
カ
ゴ
商
品
取
引
所
で
「
ロ
シ
ア

が
小
麦
の
買
い
付
け
に
入
る
ら
し
い
」

と
の
う
わ
さ
が
流
れ
、
先
物
相
場
は
十

五
年
ぶ
り
の
高
値
を
更
新
し
た
。
わ
ず

か
な
情
報
が
思
惑
を
呼
ぶ
事
態
に
な
っ

て
い
る
。

米
環
境
保
護
団
体
ワ
ー
ル
ド
ウ
オ
ッ

チ
研
究
所
の
レ
ス
タ
ー
・
ブ
ラ
ウ
ン
所

長
は
九
月
、
「
二
○
三
○
年
に
は
、
中

国
の
穀
物
が
二
億
七
百
万
少
か
ら
三
億

六
千
九
百
万
少
不
足
す
る
」
と
い
う
予

想
を
発
表
。
日
本
の
海
外
経
済
協
力
基

金
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｆ
）
と
中
国
農
業
省
・
農
村

経
済
研
究
セ
ン
タ
ー
も
「
中
国
で
は
、

二
○
一
○
年
に
一
億
三
千
六
百
三
十
一

万
少
不
足
す
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
の

共
同
研
究
を
発
表
し
た
。

最
近
の
市
場
価
格
の
高
騰
も
あ
っ

て
、
こ
う
し
た
予
測
が
関
係
者
の
間

で
、
現
実
味
を
帯
び
て
受
け
取
ら
れ
始

め
て
い
る
。

米
政
府
は
「
危
機
」
説
と
は
別
の
立
場

を
と
る
。
同
政
府
の
長
期
農
業
基
準
予
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にゅうすで､お－らむ

測
り
方
が
ず
さ
ん
だ
。
報
告
は
実
際
よ

り
四
○
％
も
少
な
か
っ
た
。
こ
の
数
字
を

も
と
に
計
算
し
て
い
る
」
と
批
判
す
る
。

最
悪
の
条
件
で
予
想

ク
ル
ッ
ク
氏
に
よ
れ
ば
、
耕
地
面
積

を
少
な
く
み
て
い
る
か
ら
、
現
在
の
単

位
面
積
当
た
り
の
収
穫
高
は
実
際
よ
り

三
割
以
上
多
く
な
る
。
こ
の
収
穂
高
を

根
拠
に
ブ
ラ
ウ
ン
氏
は
「
中
国
の
生
産

性
は
世
界
水
準
、
こ
れ
以
上
伸
び
な

い
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
が
、
実
際
に

は
、
相
当
改
善
余
地
が
あ
る
と
主
張
す

る
。ブ
ラ
ウ
ン
氏
は
「
都
市
化
に
よ
り
日

想
で
は
、
二
○
○
五

年
で
中
国
の
穀
物
輸

入
は
三
千
万
少
弱
と

見
積
も
っ
て
い
る
。

ブ
ラ
ウ
ン
所
長
の
同

時
点
の
予
想
の
三
分

の
一
に
と
ど
ま
る
。

米
農
務
省
経
済
研
究

所
の
中
国
専
門
家
フ

レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク

ル
ッ
ク
氏
は
、
ブ
ラ

ウ
ン
氏
の
予
想
に
つ

い
て
「
現
地
調
査
し

た
が
、
耕
地
面
積
の

測
り
方
が
ず
さ
ん
だ
。

iiEiij:i'二K§iii
5.00
(ﾄﾞﾙ）

4.00
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本
と
同
じ
ぐ
ら
い
の
速
度
で
耕
地
面
積

が
減
少
す
る
」
と
み
て
計
算
し
て
い
る

が
、
ク
ル
ッ
ク
氏
は
「
狭
い
日
本
と
同

条
件
で
見
る
の
は
お
か
し
い
。
最
悪
の

条
件
ば
か
り
そ
ろ
え
、
危
機
を
大
げ
さ

に
し
て
い
る
。
日
中
共
同
研
究
も
両
国

政
府
の
思
い
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
」
と
指
摘
す
る
。

予
想
は
前
提
の
置
き
方
で
、
そ
の
結

果
が
大
き
く
異
な
る
。
「
危
機
」
予
測
の

背
後
に
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
氏
の
よ
う
に
、

無
秩
序
な
都
市
化
を
防
ぎ
た
い
と
い
う

環
境
保
護
の
立
場
や
、
「
危
機
」
に
よ
っ

て
食
糧
の
自
給
自
足
の
意
識
を
高
め
、

そ
れ
を
国
内
の
農
業
保
護
に
つ
な
げ
た
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い
、
と
い
う
日
本
や
中
国
の
関
係
者
の

思
惑
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

の
だ
。過
去
に
生
産
過
剰

米
国
最
大
の
小
麦
生
産
地
、
カ
ン
ザ

ス
州
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
の
兼
業
農
家
の

ド
ゥ
イ
ト
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
氏
は
「
食
糧

危
機
説
は
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
て
き

た
。
ま
た
も
、
あ
り
も
し
な
い
話
を
作

ろ
う
と
し
て
い
る
」
と
反
発
す
る
。
と

い
う
の
も
、
米
国
の
農
民
は
生
産
過
剰

に
よ
る
苦
い
経
験
を
持
つ
か
ら
だ
。
一

九
八
○
年
代
の
半
ば
、
米
国
の
小
麦
の

在
庫
は
生
産
過
剰
で
一
年
分
に
も
な

り
、
米
国
は
農
民
保
護
の
た
め
に
補
助

金
を
つ
け
て
、
Ｅ
Ｕ
と
国
家
ぐ
る
み
の

安
売
り
合
戦
を
展
開
し
た
の
だ
。

危
機
説
が
現
実
的
で
な
い
と
す
る
も

う
一
つ
の
根
拠
は
、
世
界
的
な
食
糧
不

足
が
起
き
た
と
し
て
も
、
米
国
に
は
生

産
拡
大
の
余
地
が
か
な
り
あ
る
と
い
う

見
方
だ
。

コ
ー
ネ
ル
大
学
の
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・

ノ
バ
コ
ビ
ッ
ク
教
授
は
「
米
国
は
十
年

が
か
り
で
、
減
反
政
策
と
地
力
回
復
の

た
め
の
天
然
資
源
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム

努
力
で
供
給
は
可
能

（
Ｃ
Ｒ
Ｐ
）
で
耕
地
の
一
割
以
上
を
休
耕

さ
せ
、
生
産
調
整
を
実
施
し
て
き
た
」

と
い
う
。

全
米
小
麦
委
員
会
の
カ
ン
ザ
ス
委
員

長
代
理
の
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
プ
レ
イ
さ
ん

も
「
高
値
と
い
っ
て
も
小
麦
の
一
ブ
ッ

シ
ェ
ル
（
約
二
十
七
キ
ロ
）
は
五
が
。
こ
れ

ま
で
が
安
す
ぎ
た
。
価
格
が
上
昇
す
れ

ば
、
農
業
投
資
も
増
え
、
増
産
に
も
つ

な
が
る
」
と
話
す
。
世
界
銀
行
も
「
今
後

三
十
年
で
世
界
の
穀
物
需
要
は
倍
増
す

る
が
、
各
国
の
努
力
で
供
給
は
可
能
」

と
み
る
。

と
こ
ろ
で
、
最
近
の
穀
物
価
格
の
高

騰
は
、
ア
フ
リ
カ
な
ど
貧
し
い
食
樋
輸

入
国
に
影
響
を
及
ぼ
し
始
め
て
い
る
。

世
銀
は
二
十
四
日
、
こ
れ
ら
の
国
へ
の

支
援
策
に
つ
い
て
の
緊
急
会
議
を
開
い

た
。
世
銀
の
農
業
政
策
上
級
顧
問
の
ハ

ン
ズ
・
ビ
ン
ズ
ワ
ン
ガ
ー
氏
は
二
九

七
二
年
に
穀
物
価
格
が
高
臆
し
た
と
き

は
、
日
本
な
ど
が
穀
物
を
買
い
あ
さ
っ

た
た
め
い
っ
そ
う
深
刻
化
し
た
。
そ
れ

だ
け
は
避
け
て
ほ
し
い
」
と
訴
え
る
。

世
界
最
大
の
輸
入
国
、
日
本
の
動
き

は
、
貧
し
い
国
々
の
食
卓
に
大
き
な
波

紋
を
呼
び
起
こ
す
。
い
た
ず
ら
に
危
機

感
に
あ
お
ら
れ
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
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①
十
二
億
人
の
国
民
に
食
を
提
供
す

る
中
国
農
業
の
動
向
は
、
中
国
自
身
の

食
糧
安
全
保
障
や
、
国
際
穀
物
市
場
、

ひ
い
て
は
我
々
の
将
来
の
生
活
に
も
影

響
を
及
ぼ
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

②
海
外
経
済
協
力
基
金
は
、
中
国
政

府
農
業
部
と
共
同
で
、
中
国
食
樋
需
給

の
見
通
し
を
二
○
一
○
年
ま
で
省
別
・

穀
物
別
に
試
算
し
た
。
そ
の
結
果
、
二

○
一
○
年
に
は
一
億
三
千
六
百
万
少
の

不
足
を
生
ず
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

③
だ
が
、
作
付
面
積
の
維
持
、
単
収

の
さ
ら
な
る
向
上
、
さ
ら
に
、
流
通
網

の
整
備
、
農
業
経
営
の
組
織
形
態
の
見

直
し
な
ど
、
中
国
側
の
政
策
努
力
に

よ
っ
て
、
不
足
量
を
約
半
分
に
減
ら
す

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
中
国
の
食
糧
問

題
に
対
し
て
は
日
中
の
協
力
に
よ
る
、

公
平
で
冷
静
な
議
論
の
一
層
の
進
展
が

長
期
的
に
は
今
後
、
世
界
の
食
樋
需

要
が
拡
大
し
、
穀
物
価
格
な
ど
が
上
昇

し
て
い
く
と
の
見
通
し
で
は
各
予
想
と

も
一
致
し
て
い
る
。
世
界
的
な
食
糧
増

産
体
制
の
整
備
は
進
め
な
け
れ
ば
な
ら

睡五

中
一
国
の
食
罎
小
足
「
「
半
織
幽
可
能

日
中
の
協
力
と
鑿
努
力
が
重
要
に

日
中
共
同
予
測

不
足
１
億
ト
ン
超

海
外
経
済
協
力
基
金
開
発
援
助
研
究

所
は
、
九
四
年
八
月
か
ら
、
中
国
の
農

業
部
門
に
対
す
る
今
後
の
支
援
の
あ
り

方
を
考
え
る
上
で
、
基
礎
的
な
調
査
を

行
い
九
月
末
に
そ
の
結
果
を
発
表
し

た
。
今
回
の
調
査
は
、
中
国
農
業
部
農

村
経
済
研
究
セ
ン
タ
ー
と
共
同
で
、
一

定
の
前
提
条
件
に
基
づ
き
、
食
糎
需
給

バ
ラ
ン
ス
の
試
算
を
二
○
一
○
年
ま
で

行
い
、
そ
の
結
果
に
対
応
す
る
た
め
、

中
国
自
身
の
農
業
開
発
政
策
を
提
案
し

よ
う
と
い
う
狙
い
が
あ
っ
た
。

望
ま
れ
る
。

海
外
経
済
協
力
基
金

業
務
第
１
部
業
務
第
３
課
長

辻
一
人

な
い
。
日
本
は
、
発
展
途
上
国
向
け
の

農
業
技
術
指
導
や
農
業
開
発
支
援
に
こ

そ
積
極
的
に
取
り
組
む
べ
き
だ
ろ
う
。

（
朝
日
新
聞
・
’
九
九
五
・
十
・
二
十
七
）

中
国
の
食
椴
需
給
見
通
し
に
関
し
て

は
、
こ
の
調
査
を
実
施
中
の
九
四
年
後

半
、
米
国
の
ワ
ー
ル
ド
ウ
オ
ッ
チ
研
究

所
の
レ
ス
タ
ー
・
ブ
ラ
ウ
ン
所
長
が
、

一
一
○
三
○
年
に
一
一
一
億
少
以
上
の
不
足
が

生
ず
る
と
予
測
し
て
、
世
界
に
衝
撃
を

与
え
た
。

た
だ
、
同
氏
は
食
糎
全
体
（
大
豆
、

イ
モ
類
を
除
く
）
を
ま
と
め
て
論
じ
て

お
り
、
供
給
予
測
が
あ
ま
り
に
も
悲
観

的
な
た
め
、
一
部
に
は
、
不
足
に
対
す

る
方
策
を
一
切
検
討
し
て
い
な
い
と
い

う
批
判
も
あ
る
。
一
方
、
中
国
側
の
こ

れ
ま
で
の
予
測
も
、
中
国
全
体
、
食
極

全
体
を
扱
っ
て
お
り
、
決
し
て
き
め
細

か
い
も
の
と
は
言
え
な
い
。
科
学
的
分

析
と
い
う
よ
り
は
政
策
目
標
に
近
い
予
測

で
、
結
論
は
か
な
り
楽
観
的
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
我
々
の
調
査
で
は
、
第
一

に
、
政
策
判
断
を
入
れ
な
い
機
械
的
な

前
提
条
件
に
基
づ
き
、
コ
メ
、
小
麦
、

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
大
豆
、
雑
穀
・
イ
モ

類
の
穀
物
別
、
か
つ
三
十
の
省
別
に
供

給
（
生
産
）
と
需
要
を
現
況
、
二
○
○
○

年
、
二
○
○
五
年
、
二
○
一
○
年
に
つ

い
て
試
算
し
た
。

第
二
に
、
試
算
結
果
に
示
さ
れ
た
マ

イ
ナ
ス
の
需
給
バ
ラ
ン
ス
を
可
能
な
限

り
縮
小
す
る
た
め
の
政
策
オ
プ
シ
ョ
ン

を
検
討
し
、
今
後
の
指
針
と
な
る
農
業

開
発
政
策
を
提
言
し
た
。
第
三
に
、
補

完
調
査
と
し
て
農
業
経
営
の
組
織
形
態

と
食
糧
流
通
シ
ス
テ
ム
の
現
状
を
分

析
、
今
後
の
基
本
的
方
向
を
検
討
し

た
。
特
に
、
省
別
・
穀
物
別
の
積
み
上

げ
は
中
国
内
外
を
通
じ
初
め
て
の
試
み

で
あ
っ
た
。
．

試
算
の
前
提
条
件
に
つ
い
て
も
述
べ

て
お
き
た
い
。
供
給
量
は
輸
入
を
考
慮

せ
ず
、
作
付
面
積
×
単
収
と
し
た
。
作

付
面
積
は
、
省
別
に
過
去
十
年
間
増
加

傾
向
に
あ
っ
た
穀
物
は
今
後
増
加
が
止

ま
り
、
現
状
レ
ベ
ル
を
維
持
す
る
と
し

た
。
ま
た
、
過
去
十
年
間
減
少
傾
向
に

あ
っ
た
穀
物
は
同
じ
比
率
で
減
少
が
継

続
す
る
と
し
た
。
こ
れ
ら
作
付
面
積
の

増
減
に
は
、
新
規
開
拓
と
農
地
の
他
目
的

へ
の
転
用
を
織
り
込
み
済
み
で
あ
る
。

単
収
は
、
省
別
・
穀
物
別
に
、
過
去

十
年
間
の
増
加
傾
向
が
持
続
す
る
が
、

穀
物
ご
と
に
現
在
の
世
界
水
準
か
ら
み

た
上
限
値
を
設
定
し
た
。
需
要
量
は
備

蓄
を
考
慮
せ
ず
、
人
口
×
一
人
当
た
り

消
費
量
に
種
子
使
用
量
と
生
産
量
の
五

％
の
ロ
ス
と
を
加
え
た
。
人
口
は
省
ご

と
に
、
八
二
年
と
九
○
年
の
人
口
セ
ン

サ
ス
か
ら
求
め
た
自
然
増
加
率
を
人
口

移
動
率
で
修
正
し
て
増
加
率
を
設
定
し

“



こゅうすふお－らむ

て
い
る
。

一
人
当
た
り
消
費
量
は
、
過
去
十
四

年
間
の
全
国
レ
ベ
ル
の
一
人
当
た
り
国

内
総
生
産
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
と
、
一
人
当
た
り

用
途
別
（
主
食
用
、
飼
料
用
、
加
工
用
）

消
費
量
の
推
移
か
ら
一
人
当
た
り
消
費

量
の
多
少
に
応
じ
た
四
種
類
の
所
得
弾

性
値
を
抽
出
し
た
。
そ
れ
を
九
三
年
の

省
ご
と
の
一
人
当
た
り
消
費
量
（
本
調

査
で
の
実
測
値
）
に
応
じ
各
省
に
振
り

分
け
、
各
予
測
年
次
ご
と
に
一
人
当
た

り
消
費
量
の
変
化
に
従
っ
て
、
所
得
弾

性
値
を
修
正
す
る
方
法
を
用
い
た
。
省

ご
と
の
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
年
平
均
増

加
率
は
、
過
去
十
年
間
と
同
率
が
継
続

す
る
と
仮
定
し
て
い
る
。

試
算
の
結
果
、
二
○
’
○
年
に
は
一

億
三
千
六
百
万
少
の
不
足
が
生
ず
る
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
は
レ
ス
タ
ー
・
ブ
ラ

ウ
ン
氏
の
予
測
を
二
○
’
○
年
ベ
ー
ス

に
引
き
直
し
た
一
億
五
千
六
百
万
少
に

は
及
ば
な
い
が
、
現
在
の
世
界
の
穀
物

貿
易
量
二
億
二
千
万
少
、
中
国
の
穀
物

貿
易
量
千
三
百
万
少
と
比
べ
大
き
な
不

足
量
で
あ
る
。

特
に
、
飼
料
用
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
大

幅
不
足
が
予
想
さ
れ
、
大
豆
や
小
麦
の

不
足
量
も
拡
大
す
る
。
省
別
で
は
、
不

足
量
が
需
要
量
の
一
○
％
を
超
え
る
移

人
省
が
現
在
の
十
二
省
か
ら
二
十
二
省

と
な
る
。
特
に
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
大
豆

は
北
部
で
移
出
、
南
部
で
移
入
と
い
う

姿
が
明
確
に
な
る
。
揚
子
江
流
域
、
南

方
沿
岸
域
は
大
幅
な
食
糧
不
足
地
域
と

な
る
。

流
通
改
善
等
で

不
均
衡
縮
小
へ

さ
く
試
算
結
果
が
あ
る
程
度
正
し

い
と
し
た
場
合
、
中
国
は
何
を
す
べ
き

で
あ
ろ
う
か
。

第
一
に
食
糧
需
給
不
均
衡
を
縮
小
す

る
た
め
の
生
産
量
拡
大
、
第
二
に
穀
物

別
需
給
の
地
理
的
不
均
衡
を
是
正
す
る

た
め
の
流
通
イ
ン
フ
ラ
整
備
が
不
可
欠

で
あ
る
。
移
入
地
域
に
お
け
る
不
足
穀

物
の
増
産
と
い
た
生
産
部
門
に
比
重
の

中国の食極需給バランス４
０
４
８

千
万
ト
ン
一
一

(注)ﾏｲﾅｽは不足

海外経済協力
基金など調査

Ｉ
｜、

米ワールドウオッチ
研究所調査

２
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一
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必
要
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
前
記
試
算
の
前
提
条
件
の
中

に
、
中
国
が
過
去
十
年
間
行
っ
て
き
た

新
規
開
拓
努
力
や
単
収
向
上
努
力
が
今

後
も
継
続
さ
れ
る
こ
と
が
既
に
含
ま
れ

て
い
る
点
で
あ
る
。

従
っ
て
、
前
提
条
件
以
上
の
努
力
に

よ
る
作
付
面
積
の
維
持
・
拡
大
が
必
要

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
灌
概
（
か
ん
が

い
）
率
の
向
上
と
新
技
術
の
普
及
に
よ

る
作
付
け
指
数
の
向
上
や
農
地
転
用
の

制
限
、
三
百
九
十
万
鯵
の
新
規
農
地
開

拓
、
及
び
前
提
条
件
以
上
の
努
力
に
よ

る
単
収
向
上
で
あ
る
。
需
給
ギ
ャ
ッ
プ

縮
小
の
た
め
、
灌
概
率
や
肥
料
投
入
量

が
全
国
平
均
を
下
回
る
省
を
対
象
に
強

化
す
る
と
と
も
に
、
優
良
品
種
と
技
術

か
か
っ
た
政

策
か
ら
、
流

通
部
門
の
整

備
に
伴
い
、

全
国
レ
ベ
ル

の
適
地
適
作

に
よ
る
不
足

穀
物
の
増
産

と
い
う
政
策

へ
の
ゆ
る
や

か
な
移
行
が

の
普
及
に
努
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。調
査
で
は
、
各
省
へ
の
調
査
票
に
基

づ
き
開
拓
可
能
面
積
を
調
べ
、
水
資

源
、
気
候
、
地
形
を
勘
案
し
て
省
別
・

穀
物
別
の
新
規
農
地
開
拓
総
合
評
価
を

実
施
し
た
。
そ
し
て
流
通
部
門
の
整
備

に
合
わ
せ
て
各
目
標
年
次
ご
と
に
、
ど

の
省
で
新
規
農
地
開
拓
を
行
い
、
そ
こ

で
何
を
作
付
け
る
べ
き
か
具
体
的
に
提

案
し
て
い
る
。

仮
に
、
現
行
の
作
付
面
積
が
維
持
さ

れ
、
単
収
が
目
標
年
次
に
全
国
平
均
に

達
し
な
い
前
提
と
な
っ
て
い
る
省
で
こ

れ
が
全
国
平
均
に
達
す
る
と
し
た
場

合
、
二
○
一
○
年
の
食
樋
不
足
量
は
六

千
五
百
万
少
と
前
記
試
算
結
果
の
約
半

分
に
減
ら
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ

れ
は
、
需
要
量
の
一
○
％
以
内
に
お
さ

ま
る
量
で
あ
る
。

ま
た
、
流
通
面
で
は
、
各
省
の
卸
売

市
場
・
貯
蔵
施
設
の
整
備
、
省
間
輸
送

網
と
い
っ
た
域
内
流
通
イ
ン
フ
ラ
整
備

か
ら
始
め
て
、
中
長
期
的
に
は
北
部
で

生
産
し
た
穀
物
を
南
部
、
更
に
は
内
陸

部
に
運
ぶ
た
め
の
鉄
道
、
港
湾
、
道
路

な
ど
の
広
域
流
通
イ
ン
フ
ラ
整
備
を
進

め
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に

よ
っ
て
需
給
の
地
理
的
不
均
衡
を
是
正
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す
る
と
と
も
に
、
流
通
ロ
ス
の
削
減
、

地
域
的
生
産
過
剰
に
よ
る
価
格
下
落
・

農
民
の
生
産
意
欲
低
減
の
防
止
、
価
格

メ
カ
ニ
ズ
ム
の
作
動
と
合
わ
せ
た
比
較

優
位
に
基
づ
く
適
地
適
作
・
増
産
も
可

能
と
な
っ
て
こ
よ
う
。

以
上
の
結
果
、
今
後
の
中
国
政
府
に

よ
る
農
業
開
発
政
策
い
か
ん
に
よ
っ
て

は
、
相
当
程
度
、
食
糧
需
給
不
均
衡
拡

大
の
見
通
し
を
修
正
す
る
こ
と
も
で
き

る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
食
糧
増
産
の
課
題
を
達
成

す
る
に
は
、
農
家
が
意
欲
的
、
効
率
的

に
食
糧
生
産
・
流
通
に
従
事
で
き
る
こ

と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
現
在
の
中
国
で

は
、
か
つ
て
の
人
民
公
社
、
そ
の
解
体

後
の
家
族
経
営
の
経
験
を
踏
ま
え
つ

つ
、
望
ま
し
い
農
業
経
営
の
組
織
形
態

の
あ
り
方
を
求
め
て
、
地
域
的
な
合
作

経
済
組
織
を
軸
と
し
て
模
索
が
続
け
ら

れ
て
い
る
。

ま
た
、
流
通
部
門
で
は
マ
ク
ロ
の
流

通
イ
ン
フ
ラ
の
建
設
だ
け
で
な
く
、
ミ

ク
ロ
の
流
通
シ
ス
テ
ム
整
備
も
不
可
欠

で
あ
る
。
本
調
査
で
は
代
表
的
な
流
通

ル
ー
ト
を
把
握
、
流
通
の
担
い
手
を
育

成
す
る
必
要
性
と
と
も
に
食
糧
の
保
管

時
及
び
長
距
離
輸
送
時
に
発
生
す
る
ロ

ス
対
策
が
重
要
な
課
題
で
あ
る
点
を
指

ま
ず
中
国
が

問
題
意
識
を

今
回
の
日
中
共
同
研
究
は
一
定
の
前

提
に
よ
る
試
算
を
基
に
、
中
国
に
よ
る

穀
物
の
大
量
輸
入
と
い
う
事
態
を
回
避

す
る
た
め
に
農
業
開
発
政
策
が
い
か
に

あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
方
向
性
を
示
す

も
の
で
あ
る
。
試
算
結
果
に
つ
い
て
は

異
論
も
あ
ろ
う
。

た
だ
、
本
調
査
の
目
的
は
中
国
の
食

樋
問
題
の
未
来
像
の
予
言
に
あ
る
の
で

は
な
く
、
こ
れ
を
議
論
の
一
石
に
研
究

の
進
展
を
図
る
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
、

今
回
提
言
し
た
農
業
開
発
政
策
を
具
体

化
す
る
に
は
、
費
用
・
便
益
計
算
を
含

む
フ
ィ
ー
ジ
ビ
リ
テ
ィ
ー
ス
タ
デ
ィ
ー

（
企
業
化
調
査
）
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
開

発
計
画
の
策
定
が
必
要
と
な
る
。
日
本

か
ら
の
支
援
を
う
ん
ぬ
ん
す
る
前
に
、

何
よ
り
も
中
国
側
で
の
真
剣
な
問
題
意

識
と
議
論
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

中
国
を
含
む
東
ア
ジ
ア
の
急
速
な
発

展
ぶ
り
は
、
そ
れ
自
身
と
し
て
、
ま
た

そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
の
一
般
の
人
々
の

ア
ジ
ア
に
対
す
る
見
方
を
変
え
つ
つ
あ

る
と
い
う
点
で
も
大
変
喜
ば
し
い
。
た

だ
、
途
上
国
の
悲
惨
な
イ
メ
ー
ジ
が
、

摘
し
て
い
る
。

去
る
十
月
十
六
日
、
Ｆ
Ａ
Ｏ
（
国
連

食
糎
農
業
機
関
）
創
設
を
記
念
し
て
例

年
開
か
れ
る
「
世
界
食
糧
デ
ー
」
第
十
五

回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
経
済
連
会
館
で
開

か
れ
た
。
飽
食
の
時
代
で
あ
る
。
果
た

し
て
何
人
集
ま
る
か
と
思
い
な
が
ら
出

か
け
て
驚
い
た
。
満
員
の
盛
況
で
席
を

見
つ
け
る
の
に
苦
労
す
る
騒
ぎ
で
あ

る
。今
年
は
Ｆ
Ａ
Ｏ
創
設
五
十
年
記
念
と

い
う
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
一
体
、
こ
れ
ら
の
聴
衆
は
ど

の
よ
う
な
関
心
で
集
ま
っ
た
の
か
。
聴

衆
と
の
や
り
と
り
の
時
間
ま
で
待
て
な

か
っ
た
の
で
確
か
め
よ
う
も
な
か
っ
た

一
挙
に
、
日
本
に
追
い
つ
く
脅
威
の
イ

メ
ー
ジ
に
変
わ
る
の
も
残
念
に
思
わ
れ

る
。
と
り
わ
け
食
糧
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

問
題
は
、
成
長
し
つ
つ
あ
る
途
上
国
に

の
み
そ
の
解
決
策
を
求
め
る
の
で
は
な

く
、
地
球
全
体
の
課
題
と
し
て
と
も
に

知
恵
を
絞
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

囲・・食糧問題安全爆陣の必要性■
東
大
名
誉
教
授
Ｌ
川
野
（
重
任

盛
況
の
シ
ン
ポ
に
驚
き

が
、
や
は
り
、
身
辺
に
食
樋
不
安
を
感

じ
て
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
秘
か
に
想

像
し
た
。
平
成
五
年
の
米
の
大
凶
作
と

米
不
足
問
題
の
経
験
に
加
え
て
、
今
年

か
ら
始
ま
る
米
市
場
の
対
外
開
放
の
問

題
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
二
人
の
講
師
に
よ
る
基
調

論
述
は
「
す
べ
て
の
人
の
た
め
の
食
糧
」

と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
本
来
の
テ
ー
マ

に
即
し
て
、
世
界
全
体
の
問
題
を
対
象

と
し
て
、
必
ず
し
も
こ
の
関
心
に
直
接

応
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
こ
の
観
点
か
ら
私
見
若
干
を

申
し
述
べ
て
み
た
い
。

ま
ず
前
提
と
し
て
、
世
界
全
体
の
需

給
の
見
通
し
だ
が
、
概
括
的
に
い
っ

て
、
長
期
的
に
は
一
部
論
者
に
よ
る
不

中
国
の
食
糧
需
給
を
巡
っ
て
も
公
平

で
冷
静
な
議
論
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の

よ
う
な
日
中
の
協
力
関
係
の
中
で
、
今

後
の
日
本
の
援
助
を
位
置
付
け
て
い
き

た
い
と
考
え
る
。

（
日
本
経
済
新
聞
・

’
九
九
五
・
十
・
三
十
一
）
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こゅうすち､お－らむ

安
感
を
否
定
し
得
な
い
と
し
て
も
、
短

期
的
に
は
楽
観
的
と
い
う
こ
と
の
よ
う

で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
過
去

の
趨
勢
を
前
提
と
し
て
の
こ
と
だ
が
、

そ
の
間
に
は
人
ロ
増
も
あ
れ
ば
、
経
済

成
長
も
あ
り
、
反
面
、
「
緑
の
革
命
」
も

あ
れ
ば
、
工
業
化
な
ど
に
よ
る
耕
地
面

積
の
減
少
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
地
域
別

に
は
豊
凶
の
変
動
も
あ
っ
た
が
、
世
界

全
体
と
し
て
は
、
人
口
一
人
当
た
り
の

栄
養
水
準
は
改
善
さ
れ
、
飢
餓
人
口
も

減
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て

短
期
的
に
は
事
態
は
そ
う
変
わ
る
ま
い

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
長
期
的
に
は
、
人
口
増
加

と
ア
ジ
ア
を
中
心
と
す
る
急
速
な
経
済

成
長
と
、
耕
地
面
積
、
反
収
の
減
少
な

い
し
停
滞
に
よ
っ
て
二
十
一
世
紀
に
は

食
樋
難
の
時
代
の
到
来
必
至
と
い
う
レ

ス
タ
ー
・
ブ
ラ
ウ
ン
氏
な
ど
の
所
説
に

あ
え
て
反
対
し
な
い
と
い
う
趣
旨
の
よ

う
で
あ
る
。

過
去
は
一
様
で
は
な
い

で
は
わ
れ
わ
れ
と
し
て
こ
れ
を
ど
う

受
け
と
め
る
か
。
世
界
全
体
と
し
て
、

将
来
は
な
お
過
去
の
如
し
と
い
っ
て

も
、
そ
の
過
去
は
個
別
国
に
と
っ
て
は

決
し
て
一
様
で
は
な
く
様
々
で
あ
っ

た
。
先
進
諸
国
は
大
戦
時
の
食
糧
不
足

を
受
け
て
過
剰
生
産
状
態
、
し
か
も
一

様
に
価
格
支
持
、
生
産
制
限
の
矛
盾
状

態
に
あ
り
、
そ
れ
が
世
界
市
場
を
分

離
、
分
割
の
状
態
に
置
い
て
い
た
。
そ

の
下
で
自
給
率
急
低
下
の
日
本
は
、
圧

倒
的
対
米
依
存
の
形
に
あ
っ
た
大
豆
の

輸
入
に
つ
い
て
、
｜
度
は
ア
メ
リ
カ
の

輸
出
停
止
に
慌
て
る
と
い
う
一
幕
も

あ
っ
た
。

さ
ら
に
そ
の
一
九
七
二
年
に
は
、
米

ソ
間
の
戦
略
的
と
も
さ
れ
た
大
量
の
穀

物
取
引
が
あ
り
、
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
を

受
け
て
は
大
量
の
小
麦
の
産
油
諸
国
め

が
け
て
の
殺
到
、
結
果
と
し
て
食
糧
価

格
の
急
騰
、
暴
騰
と
い
う
よ
う
な
事
態

も
あ
っ
た
。
そ
し
て
一
九
七
三
年
の
世

界
食
糧
会
議
（
Ｆ
Ａ
Ｏ
）
は
世
界
的
規
模

と
基
準
で
の
食
糧
備
蓄
の
必
要
を
う

た
っ
た
が
、
し
か
し
今
以
て
そ
れ
は
実

現
を
見
る
に
い
た
っ
て
い
な
い
。

講
師
の
一
人
Ｆ
Ａ
Ｏ
の
部
長
が
い
う

よ
う
に
、
「
特
定
国
の
食
樋
安
全
保
障

に
つ
い
て
特
効
薬
は
な
い
」
、
「
決
定
的

制
約
要
因
を
除
く
、
複
雑
な
一
連
の
行

動
を
と
る
」
他
な
い
が
、
そ
の
意
味
で

は
、
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
農
業
交

渉
合
意
後
の
体
制
下
で
も
、
食
糧
の
安

全
保
障
に
つ
い
て
は
、
個
別
国
は
な
お

そ
れ
ぞ
れ
に
自
ら
の
責
任
を
以
て
こ
れ

に
当
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。
仮
令
、
関
税
率
ゼ
ロ
に

な
っ
て
も
、
そ
れ
は
安
全
保
障
を
意
味

し
な
い
。
世
界
国
家
は
ま
だ
で
き
て
い

な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
仮
令
、
世
界
全
体

と
し
て
短
期
的
に
楽
観
的
だ
と
し
て

も
、
日
本
は
日
本
と
し
て
そ
れ
へ
の
対

応
を
忘
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
、
新
食
糧
法
下

で
の
政
府
管
理
米
百
五
十
万
少
と
し
て

伝
え
ら
れ
る
計
画
に
し
て
も
、
も
し
そ

れ
だ
け
が
備
蓄
対
策
だ
と
し
た
ら
大
い

に
気
に
な
る
と
こ
ろ
だ
が
、
今
は
措

く
。次
に
長
期
見
通
し
だ
が
、
悲
観
と
も

楽
観
と
も
俄
か
に
い
い
難
い
。
し
か

し
、
人
口
増
加
と
経
済
成
長
が
続
け

ば
、
食
糧
需
要
が
増
え
る
こ
と
当
然
で

あ
る
。
特
に
今
後
の
経
済
成
長
の
予
想

さ
れ
る
ア
ジ
ア
を
中
心
と
す
る
後
発
諸

国
の
現
在
の
食
糧
消
費
水
準
の
低
い
こ

と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
成
長
が
そ
の
需

要
の
著
増
を
も
た
ら
す
こ
と
は
当
然
で

あ
ろ
う
。

す
べ
て
の
人
の
た
め
に

問
題
は
そ
れ
が
危
機
に
な
る
か
ど
う

か
で
あ
る
。
も
し
、
成
長
が
持
続
的
で

需
要
も
ま
た
持
続
的
、
安
定
的
、
そ
れ

に
対
応
す
る
供
給
も
持
続
的
、
安
定
的

だ
と
す
れ
ば
、
仮
に
価
格
が
上
が
る
に

し
て
も
、
危
機
と
は
必
ず
し
も
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
危
機
は
需
給
の
変
動
が

急
激
で
し
か
も
そ
れ
へ
の
緩
衝
措
置
の

用
意
の
な
い
と
こ
ろ
に
爆
発
す
る
。
必

ず
し
も
耕
地
減
、
反
収
減
な
ど
を
予
定

す
る
必
要
は
な
い
。
耕
地
も
、
反
収
も

需
給
条
件
の
長
期
推
移
に
よ
っ
て
は
増

加
す
る
で
あ
ろ
う
。
．
し
か
し
、
そ
の
場

合
に
も
、
戦
争
、
革
命
な
ど
に
よ
る
所

得
配
分
の
変
更
が
需
要
の
急
増
を
も
た

ら
す
こ
と
も
ま
た
人
の
知
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。こ
の
よ
う
に
し
て
不
安
定
要
因
は
短

期
、
長
期
に
わ
た
っ
て
多
岐
、
多
様
で

あ
る
。
拙
論
の
く
り
返
し
に
な
る
が

「
す
べ
て
の
人
の
た
め
の
食
糧
デ
ー
」
に

改
め
て
自
ら
の
た
め
の
食
糧
問
題
、
安

全
保
障
の
必
要
性
を
思
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

（
産
経
新
聞
・
’
九
九
五
・
十
一
。
九
）
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日
本
男
性
な
ど
が
東
南
ア
ジ
ア
な
ど

で
、
幼
い
子
供
に
わ
い
せ
つ
行
為
を
強

要
、
暴
行
し
た
疑
い
で
逮
捕
さ
れ
る
事

件
が
、
数
年
前
か
ら
地
元
紙
で
相
次
い

で
報
道
さ
れ
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

児
童
買
春
防
止
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
国
際

的
に
広
が
っ
て
い
る
が
、
日
本
で
は
そ

の
実
態
が
成
人
女
性
の
場
合
ほ
ど
知
ら

れ
て
い
な
い
。
タ
イ
で
児
童
買
春
阻
止

に
取
り
組
ん
で
い
る
女
性
国
会
議
員
ラ

ダ
ワ
ン
・
ウ
ォ
ン
シ
リ
オ
ン
さ
ん
が
、

こ
の
ほ
ど
市
民
団
体
の
招
き
で
来
日
、

各
地
で
ア
ジ
ア
の
実
情
を
訴
え
た
。

「
東
京
都
内
の
小
児
科
医
と
名
乗
る

男
性
は
、
七
歳
か
ら
十
二
歳
の
女
子
と

男
子
七
人
を
マ
ニ
ラ
市
内
の
ホ
テ
ル
に

監
禁
し
て
わ
い
せ
つ
行
為
を
強
要
、
全

裸
に
し
て
下
半
身
を
縛
り
、
ビ
デ
オ
撮

影
を
し
た
疑
い
で
逮
捕
さ
れ
た
罠
岡
山

県
の
会
社
員
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
、
十
三

歳
か
ら
十
六
歳
の
少
女
三
十
人
を
監

禁
、
レ
イ
プ
し
た
」
。

こ
れ
は
、
ラ
ダ
ワ
ン
さ
ん
が
都
内
で

開
か
れ
た
市
民
集
会
で
挙
げ
た
、
日
本

四
・
辮
べ
鰍
塞
蕊
鋤
鑪
男
性

男
性
が
か
ら
む
事
件
の
ほ
ん
の
一
部

だ
。集
会
を
主
催
し
た
「
ア
ジ
ア
の
児
童

買
春
阻
止
を
訴
え
る
会
（
Ｃ
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ

Ｒ
】
（
本
部
・
大
阪
）
の
吉
岡
志
朗
さ
ん

に
よ
る
と
、
加
害
者
の
ほ
と
ん
ど
が
十

万
円
以
内
の
保
釈
金
を
払
っ
て
す
で
に

帰
国
し
て
い
る
。
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
で

は
最
近
、
子
供
へ
の
性
虐
待
に
関
す
る

法
律
が
強
化
さ
れ
、
出
国
停
止
処
分
に

な
っ
て
い
る
日
本
人
が
二
人
い
る
と
い

》
っ
。「
タ
イ
で
も
、
売
春
防
止
法
改
正
の

動
き
が
あ
り
ま
す
が
、
政
治
家
に
は
、

売
春
問
題
と
か
か
わ
り
た
く
な
い
と
い

う
人
が
多
く
足
踏
み
し
て
い
る
。
地
元

実
力
者
が
売
春
に
関
与
し
て
い
る
場

合
、
選
挙
へ
の
影
響
を
お
そ
れ
て
い
る

か
ら
で
す
」
と
ラ
ダ
ワ
ン
さ
ん
。

児
童
買
春
は
、
’
九
八
○
年
代
初

め
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
や
タ
イ
な
ど
に
欧
米

か
ら
買
春
目
的
の
団
体
旅
行
客
が
押
し

寄
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
社
会
問
題
化
し

た
。
日
本
男
性
が
目
立
ち
始
め
た
の
は

黒
竜
江
と
松
花
江
、
ウ
ス
リ
ー
川
に

囲
ま
れ
た
穀
倉
地
帯
・
三
江
平
原
の
冬

を
地
元
で
は
「
猫
冬
（
マ
オ
ト
ン
）
」
と
表

現
す
る
。
寒
気
が
襲
来
す
る
十
一
月
は

八
○
年
代
後
半
。
エ
イ
ズ
感
染
に
つ
い

て
も
、
「
子
供
な
ら
大
丈
夫
だ
ろ
う
」

と
、
今
も
増
え
る
傾
向
に
あ
る
。

ユ
ニ
セ
フ
（
国
連
児
童
基
金
）
の
報
告

書
で
は
、
児
童
売
春
に
か
か
わ
る
十
八

歳
未
満
の
子
供
は
ア
ジ
ア
だ
け
で
推
定

百
万
人
。
深
刻
な
の
は
タ
イ
、
フ
ィ
リ

ピ
ン
、
イ
ン
ド
、
ス
リ
ラ
ン
カ
。
タ
イ

で
は
、
北
部
農
村
や
少
数
民
族
の
多
い

国
境
地
帯
に
あ
っ
せ
ん
業
者
が
入
り
、

五
、
六
歳
の
女
の
子
に
目
を
つ
け
、
十

歳
ご
ろ
に
な
る
と
、
都
会
の
歓
楽
街
な

ど
に
送
り
込
ん
で
い
る
と
い
う
。

こ
う
し
た
児
童
買
春
に
国
際
的
な
防

止
運
動
が
活
発
化
し
て
い
る
。
市
民
団

体
の
第
三
世
界
観
光
問
題
連
合
（
本
部

・
バ
ン
コ
ク
）
が
、
九
一
年
に
「
ア
ジ
ア

観
光
児
童
買
春
根
絶
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

（
Ｅ
Ｃ
Ｐ
Ａ
Ｔ
）
」
を
開
始
、
国
連
の
協

力
も
得
て
、
世
界
二
十
六
か
国
で
ネ
ッ

囮中国・の荊川判臓噸鰄Ⅷ■胤線
毎
晩
五
懇
の
速
度
で
大
地
が
凍
り
、
や

が
て
厚
さ
二
枡
も
の
凍
土
に
覆
わ
れ

る
。
農
民
は
ネ
コ
の
よ
う
に
体
を
丸

め
、
冬
が
過
ぎ
る
の
を
待
つ
。
そ
の
三

ト
ワ
ー
ク
が
で
き
て
、
情
報
収
集
や
法

改
正
運
動
を
進
め
て
き
た
。

そ
の
結
果
、
ド
イ
ツ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
、
ア
メ
リ
カ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で

は
、
子
供
と
性
的
関
係
を
持
っ
た
場

合
、
国
外
の
行
為
で
あ
っ
て
も
、
当
事

者
は
帰
国
後
処
罰
さ
れ
る
と
い
っ
た
法

律
が
成
立
し
て
い
る
。
日
本
で
も
、
Ｃ

Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｒ
な
ど
三
つ
の
市
民
団
体
が

動
い
て
い
る
が
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
へ
の

反
応
は
ま
だ
鈍
い
。

来
年
四
月
に
は
、
東
京
で
Ｅ
Ｃ
Ｐ
Ａ

Ｔ
の
代
表
者
会
議
を
開
い
て
、
各
国
で

の
五
年
間
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
成
果
を
話

し
合
う
。
「
少
し
で
も
多
く
の
人
に
実

態
を
伝
え
て
、
ア
ジ
ア
の
子
供
の
人
権

を
守
る
行
動
を
広
げ
て
い
け
れ
ば
」

と
、
吉
岡
さ
ん
は
話
し
て
い
る
。

（
読
売
新
聞
・
’
九
九
五
・
十
一
・
二
十
）
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こゅうすS､お_らむ

江
平
原
が
い
ま
、
全
国
の
熱
い
視
線
を

浴
び
て
い
る
。
毎
年
千
四
百
万
も
の
人

口
増
に
食
糧
不
安
を
募
ら
せ
る
党
と
政

府
が
、
先
の
党
五
中
全
会
で
黒
竜
江
省

を
新
し
い
食
樋
基
地
に
指
定
し
た
か
ら

だ
。（
文
・
ハ
ル
ビ
ン
〈
中
国
黒
竜
江
省
〉

Ⅱ
堀
江
義
人
）

人
口
増
で
増
産
が
急
務

中
国
は
昨
年
四
億
四
千
四
百
五
十
万

少
だ
っ
た
全
国
の
食
轍
生
産
を
二
○
○

○
年
に
五
億
ト
ン
に
増
産
し
よ
う
と
し
て

い
る
。
こ
れ
を
受
け
、
黒
竜
江
省
は
現

在
二
千
五
百
八
十
万
少
の
生
産
量
を
二

○
○
○
年
に
三
千
二
百
五
十
万
少
、
二

○
一
○
年
に
は
五
千
万
少
に
倍
増
さ
せ

る
目
標
を
作
っ
た
。

黒
竜
江
省
（
人
口
三
千
六
百
万
）
の
農

家
一
人
当
た
り
の
耕
地
は
全
国
の
三
倍

な
の
に
、
収
入
は
全
国
平
均
を
わ
ず
か

に
上
回
る
程
度
。
八
千
万
ム
ー
ニ

ム
ー
は
約
六
・
七
岼
）
に
も
の
ぼ
る
質

の
悪
い
田
畑
の
改
良
、
農
業
に
適
し
た

荒
地
二
千
四
百
六
十
万
ム
ー
の
開
拓
が

必
要
だ
。

そ
の
中
核
が
、
少
な
く
と
も
一
千
万

少
の
潜
在
食
糧
生
産
力
を
持
つ
三
江
平

原
。
豊
富
な
水
と
「
黒
土
地
」
と
呼
ば
れ

る
肥
え
た
土
地
が
あ
り
、
コ
メ
の
生
産

が
主
力
と
な
る
。
コ
メ
ど
こ
ろ
の
中
国

南
部
で
は
農
地
転
用
が
激
し
く
、
生
産

量
が
減
っ
て
い
る
。
現
地
で
は
労
働
力

不
足
の
た
め
、
開
拓
に
加
わ
る
出
稼
ぎ

農
家
や
企
業
の
余
剰
労
働
者
の
姿
が
目

に
つ
き
出
し
た
。

注
目
を
集
め
た
の
は
約
五
百
㎡
離
れ

た
綏
化
市
の
農
家
千
七
百
戸
が
三
江
平

原
の
中
心
、
富
錦
市
の
水

田
二
十
三
万
ム
ー
を
耕

し
、
｜
人
当
た
り
六
千
三

百
元
（
｜
元
は
約
十
二
円
）

の
収
入
を
上
げ
た
こ
と

だ
。
半
年
の
労
働
で
高
収

入
が
得
ら
れ
る
た
め
、
出

稼
ぎ
農
業
は
今
後
、
急
増

し
そ
う
だ
。

投
資
効
率
は
比
較
的
高

い
と
さ
れ
、
韓
国
、
日
本
、
タ
イ
、
香

港
、
台
湾
や
広
東
、
江
蘇
各
省
、
上
海

な
ど
の
内
外
資
本
が
入
り
始
め
て
い

る
。韓
国
と
の
合
弁
・
頭
興
農
場
で
は
四

十
五
万
ム
ー
の
荒
地
を
開
拓
し
、
今

年
、
大
豆
と
小
麦
の
試
験
生
産
を
始
め

た
。
九
百
腕
四
方
の
巨
大
な
畑
、
ス
プ

リ
ン
ク
ラ
ー
と
大
型
農
機
具
で
栽
培
さ

れ
る
近
代
化
農
場
は
、
「
将
来
南
北
朝

鮮
が
統
一
し
、
食
糧
危
機
に
陥
っ
た
時

の
備
え
で
も
あ
る
」
（
韓
国
代
表
張
徳
鎮

氏
）
と
い
う
。

食
糧
不
安
に
関
す
る
論
争
が
盛
ん

だ
。
二
○
○
○
年
の
増
産
目
標
五
千
万

余
少
の
実
現
に
は
毎
年
八
百
万
少
増
産

す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
最
近
十

年
の
平
均
は
三
百
七
十
万
少
し
か
な

く
、
実
現
は
か
な
り
難
し
い
と
の
説
が

強
い
。

実
現
さ
せ
る
に
は
投
資
を
増
や
す
し

か
な
い
。
例
え
ば
、
黒
竜
江
省
の
場

合
、
目
標
を
達
成
す
る
に
は
毎
年
二
百

億
元
の
投
資
が
必
要
だ
が
、
現
在
は
半

分
の
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

田
鳳
山
省
長
は
「
投
資
増
に
つ
い
て

は
中
央
の
支
持
を
得
て
い
る
と
思
う

が
、
テ
ン
ポ
を
速
め
る
と
同
時
に
額
も

増
や
し
て
ほ
し
い
。
食
樋
や
農
業
製
品

を
輸
出
す
る
権
限
も
増
や
し
て
ほ
し

い
」
と
い
う
。
食
糧
危
機
の
見
方
に
対

し
て
は
、
「
中
国
人
の
食
糧
問
題
は
外

国
に
頼
ら
ず
、
自
ら
解
決
す
る
し
か
な

い
」
と
し
つ
つ
、
｜
現
在
も
将
来
も
、
黒

竜
江
省
の
潜
在
力
が
極
め
て
大
き
い
か

ら
大
丈
夫
」
と
楽
観
論
を
述
べ
た
。

江
蘇
省
の
華
西
村

開
発
に
全
面
協
力

中
国
き
っ
て
の
豊
か
な
農
村
で
知
ら

れ
る
江
蘇
省
華
西
村
が
中
国
の
食
樋
基

地
を
め
ざ
す
黒
竜
江
省
の
農
業
発
展

に
、
今
秋
か
ら
カ
ネ
も
人
も
送
り
込
ん

で
全
面
協
力
し
て
い
る
。

実
験
地
は
ハ
ル
ビ
ン
の
西
三
十
キ
ロ
に

あ
る
肇
東
市
の
五
十
一
戸
の
小
さ
な
村

で
、
同
じ
華
西
村
と
改
名
さ
れ
た
。
江

蘇
・
華
西
村
党
書
記
の
四
男
、
呉
協
恩

さ
ん
（
三
二
）
ら
六
人
が
、
一
一
一
千
二
百
万

元
の
無
償
援
助
を
持
っ
て
や
っ
て
き

た
。水
田
面
積
を
増
や
し
て
コ
メ
作
り
を

指
導
し
、
ケ
ー
ブ
ル
エ
場
や
精
錬
工
場

な
ど
の
企
業
を
お
こ
し
て
、
三
年
後
に

現
在
の
農
家
一
人
当
た
り
年
収
千
五
百

元
の
四
倍
増
を
め
ざ
す
。
利
益
は
ハ
ル

ビ
ン
市
民
休
暇
村
建
設
な
ど
の
再
投
資

に
あ
て
る
。
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子
宮
破
裂
な
ど
の
事
故
多
発
に
伴
い

陣
痛
促
進
剤
の
使
用
法
が
改
訂
さ
れ
た

一
九
九
二
年
十
月
以
後
、
北
海
道
か
ら

熊
本
県
ま
で
の
八
都
道
府
県
で
、
陣
痛

促
進
剤
投
与
が
原
因
の
事
故
に
よ
り
母

子
合
わ
せ
て
七
人
が
死
亡
、
五
人
が
植

物
状
態
や
脳
性
ま
ひ
な
ど
重
い
障
害
に

陥
っ
て
い
る
こ
と
が
二
十
四
日
、
明
ら

か
に
な
っ
た
。
改
訂
前
に
は
百
十
件
の

事
故
が
起
き
て
お
り
、
最
大
使
用
量
が

半
分
以
下
に
削
減
さ
れ
た
が
、
そ
の
後

も
重
大
事
故
の
続
出
が
判
明
し
た
こ
と

で
陣
痛
促
進
剤
の
安
全
性
が
再
び
問
わ

れ
そ
う
だ
。

被
害
者
団
体
「
陣
痛
促
進
剤
に
よ
る

被
害
を
考
え
る
会
」
（
出
元
明
美
代
表
、

愛
媛
県
新
居
浜
市
）
に
よ
る
と
、
九
二

年
の
使
用
法
改
訂
以
後
の
事
故
は
計
十

江
蘇
・
華
西
村
（
三
百
五
十
戸
）
は
今

年
の
総
生
産
高
が
二
十
億
元
と
見
込
ま

れ
、
二
○
○
○
年
に
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

並
み
の
生
活
水
準
を
め
ざ
す
と
い
う
モ

デ
ル
農
村
。

周
辺
五
カ
所
、
地
方
の
黒
竜
江
省
や

囮

蕾liiJ
霞熟

議
単i琶

鬘霞

件
。九
三
年
五
月
、
京
都
府
舞
鶴
市
の
国

立
病
院
で
小
学
校
の
養
護
教
諭
（
当
時

三
十
七
歳
）
が
子
宮
破
裂
を
起
こ
し
、

子
供
は
死
産
、
教
諭
も
シ
ョ
ッ
ク
状
態

で
死
亡
し
た
の
を
は
じ
め
、
こ
の
三
年

間
で
母
親
一
人
と
子
供
六
人
が
死
亡
、

母
親
一
人
が
植
物
状
態
で
子
供
四
人
が

脳
性
ま
ひ
に
な
っ
た
と
い
う
。

う
ち
四
件
に
つ
い
て
は
、
使
用
法
に

従
わ
な
い
陣
痛
促
進
剤
の
多
量
投
与
な

ど
が
原
因
だ
と
し
て
、
遺
族
ら
が
病
院

や
医
師
の
責
任
を
問
う
訴
訟
を
起
こ
し

て
い
る
。
し
か
し
、
昨
年
九
月
に
事
故

の
起
き
た
東
京
都
内
の
主
婦
（
一
一
一
三
）
の

ケ
ー
ス
で
は
、
病
院
側
は
指
示
通
り
投

与
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
子
供
は
子

宮
破
裂
に
よ
る
仮
死
状
態
で
生
ま
れ

寧
夏
回
族
自
治
区
な
ど
三
カ
所
に
華
西

村
を
つ
く
り
、
中
国
が
格
差
是
正
の

キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
い
る
「
共
同
富
裕
」

の
思
想
を
実
践
し
て
い
る
。

（
朝
日
新
聞
・
’
九
九
五
・
十
一
・
二
十
四
）

た
。
主
婦
は
無
事
だ
っ
た
が
、
子
供
は

そ
の
後
、
死
亡
。

陣
痛
促
進
剤
に
は
、
オ
キ
シ
ト
シ
ン

と
プ
ロ
ス
タ
グ
ラ
ン
ジ
ン
の
二
種
類
の

製
剤
が
あ
る
。
同
会
の
ま
と
め
で
は
、

九
二
年
の
改
訂
以
前
に
百
十
件
の
事
故

が
発
生
。
厚
生
省
は
オ
キ
シ
ト
シ
ン
の

投
与
量
を
制
限
し
た
り
、
プ
ロ
ス
タ
グ

ラ
ン
ジ
ン
も
最
小
限
の
投
与
に
と
ど
め

る
よ
う
指
示
、
各
製
薬
会
社
は
医
師
向

け
の
添
付
文
書
（
能
書
き
）
を
書
き
換
え

る
措
置
を
取
っ
た
。

し
か
し
、
改
訂
後
も
事
故
が
多
発
し

た
た
め
、
同
会
は
今
年
六
月
三
十
日
、

被
害
に
あ
っ
た
東
京
都
内
の
女
性
と
と

も
に
厚
生
省
薬
務
局
に
対
し
、
被
害
の

多
い
帝
王
切
開
経
験
者
へ
の
使
用
を
禁

止
す
る
こ
と
な
ど
を
口
頭
で
申
し
入
れ

た
。厚
生
省
は
同
会
に
「
製
薬
会
社
か
ら

の
報
告
は
一
件
の
み
。
今
す
ぐ
禁
止
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
で
は
な

い
」
な
ど
と
回
答
。
製
薬
会
社
に
報
告

義
務
を
課
す
厚
生
省
が
、
み
ず
か
ら
死

亡
情
報
を
聞
い
て
い
な
が
ら
、
何
の
対

応
も
取
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
裏
付

け
た
。

（
毎
日
新
聞
：
九
九
五
・
十
一
・
二
十
五
）

来
年
初
め
正
式
発
足
予
定
の
国
連
エ

イ
ズ
計
画
が
二
十
四
日
発
表
し
た
資
料

に
よ
る
と
、
世
界
の
エ
イ
ズ
感
染
者
は

今
年
半
ば
の
段
階
で
推
定
千
四
百
万
’

’
千
五
百
万
人
、
二
○
○
○
年
に
は

最
大
で
四
千
万
人
に
達
す
る
見
通
し

だ
。
地
域
的
に
最
も
感
染
者
が
多
い
の

は
サ
ハ
ラ
以
南
の
ア
フ
リ
カ
で
八
百
五

十
万
人
、
続
い
て
東
南
ア
ジ
ア
・
南
ア

ジ
ア
地
域
の
三
百
万
人
だ
が
、
同
地
域

で
の
感
染
者
は
急
速
に
増
加
し
て
お

り
、
将
来
ア
フ
リ
カ
を
大
幅
に
上
回
る

可
能
性
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

東
南
ア
ジ
ア
な
ど
で
の
エ
イ
ズ
感
染

拡
大
の
原
因
は
「
売
春
」
と
麻
薬
使
用
の

注
射
器
で
、
特
に
麻
薬
製
造
で
知
ら
れ

る
タ
イ
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
ラ
オ
ス
国
境

周
辺
で
感
染
が
急
速
に
進
ん
で
い
る
と

し
て
い
る
。

（
鏡
売
新
聞
・
’
九
九
五
・
十
｜
・
二
十
五
）

■穂鐸Ｌ
ルー～～…Ｘ

感染1K)'110鋼ごIま

4000爾人■■己)■■～

東繭繍犢蝋貌
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こゅうず5､お－らむ

女
性
だ
け
の
チ
ー
ム
で
タ
イ
や
イ
ン

ド
、
日
本
で
エ
イ
ズ
の
母
子
感
染
を

追
っ
た
テ
レ
ビ
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

「
お
っ
ぱ
い
を
欲
し
が
ら
な
い
で
ｌ

ア
ジ
ア
の
エ
イ
ズ
孤
児
と
母
子
感
染
」

（
約
九
十
八
分
）
が
完
成
し
た
。

大
阪
の
番
組
制
作
会
社
ド
キ
ュ
メ
ン

タ
リ
ー
工
房
の
平
岡
磨
紀
子
プ
ロ

デ
ュ
ー
サ
ー
（
四
九
）
が
企
画
。
放
送
文

化
基
金
が
二
十
周
年
を
記
念
し
て
、
ア

ジ
ア
を
テ
ー
マ
に
し
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ

リ
ー
の
企
画
を
募
集
し
た
テ
レ
ビ
番
組

企
画
選
奨
に
入
選
し
、
そ
の
奨
金
一
千

万
円
を
制
作
費
の
一
部
に
充
て
た
。

デ
ィ
レ
ク
タ
ー
や
カ
メ
ラ
、
編
集
な

ど
中
心
ス
タ
ッ
フ
七
人
は
全
員
女
性
。

「
取
材
相
手
に
心
を
開
い
て
も
ら
う
の

に
、
女
性
同
士
の
な
ご
や
か
な
雰
囲
気

が
プ
ラ
ス
に
な
っ
た
」
と
い
う
。
ナ

レ
ー
シ
ョ
ン
は
女
優
の
壇
ふ
み
さ
ん
。

タ
イ
で
は
エ
イ
ズ
ウ
イ
ル
ス
が
家
庭

に
入
り
込
み
、
夫
か
ら
妻
へ
、
そ
し
て

母
か
ら
子
へ
の
感
染
が
深
刻
な
問
題
に

な
っ
て
い
る
。
感
染
を
恐
れ
、
わ
が
子

函風
ア
ジ
ア
の
母
子
感
染
を
ル
ポ

浮
か
ぶ
貧
し
さ
、
女
性
問
題

九
月
に
北
京
で
開
か
れ
た
国
連
世
界

女
性
会
議
で
採
択
さ
れ
た
「
行
動
綱
領
」

を
国
内
の
女
性
政
策
に
反
映
さ
せ
る
た

め
、
草
の
根
の
声
を
し
っ
か
り
届
け
よ

う
ｌ
と
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
（
民
間
活
動
団

体
）
か
ら
の
提
言
活
動
が
活
発
化
し
て

い
る
。
二
○
○
○
年
ま
で
の
今
後
五
年

間
に
政
府
が
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
し

て
、
選
挙
制
度
の
見
直
し
や
ク
ォ
ー
ク

（
割
り
当
て
）
制
の
導
入
、
女
性
政
策
を

に
母
乳
を
与
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
母

親
。
エ
イ
ズ
が
発
症
し
た
夫
が
入
院

し
、
生
活
の
た
め
に
売
春
せ
ざ
る
を
得

な
く
な
る
妻
。
若
い
男
性
が
月
に
一
人

は
エ
イ
ズ
で
死
亡
す
る
と
い
う
農
村
…

…
。
「
す
べ
て
は
貧
乏
の
せ
い
だ
」
と
、

村
の
男
性
は
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
に
向
か
っ

て
話
す
。

イ
ン
ド
で
は
エ
イ
ズ
ウ
イ
ル
ス
に
感

■画

女
性
政
策
に
草
の
根
の
声
で
生
か
せ

北
京
会
議
の
行
動
綱
領
具
体
化
へ

推
進
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
マ
シ
ナ
リ
ー

（
国
内
本
部
機
構
）
の
強
化
、
女
性
に
対

す
る
暴
力
防
止
法
案
の
制
定
な
ど
を
求

め
て
い
る
。

二
十
二
日
、
東
京
の
日
比
谷
公
会
堂

で
開
か
れ
た
「
Ｎ
Ｇ
Ｏ
日
本
女
性
大
会
」

に
は
、
全
国
か
ら
約
二
千
人
の
女
性
が

集
ま
っ
た
。

主
催
し
た
の
は
、
国
際
婦
人
年
日
本

大
会
の
決
議
を
実
現
す
る
た
め
の
連
絡

染
し
て
い
る
母
親
が
、
母
子
感
染
の
危

険
を
承
知
で
第
二
子
を
出
産
し
よ
う
と

し
て
い
た
。
男
児
を
産
ま
な
け
れ
ば
嫁

と
し
て
の
立
場
が
な
い
か
ら
だ
。

ル
ポ
を
通
し
て
、
貧
困
と
女
性
の
地

位
の
低
さ
が
エ
イ
ズ
を
広
げ
る
構
図
が

浮
か
び
上
が
る
。
エ
イ
ズ
と
戦
う
医
師

や
非
政
府
組
織
（
Ｎ
Ｇ
Ｏ
）
の
人
々
、
エ

イ
ズ
と
と
も
に
生
き
よ
う
と
す
る
感
染

者
の
姿
も
温
か
い
視
線
で
描
か
れ
て
い

る
。
平
岡
さ
ん
は
「
ア
ジ
ア
の
女
性
問

題
が
エ
イ
ズ
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
痛

感
し
た
」
と
話
し
て
い
る
。

（
朝
日
新
聞
・
’
九
九
五
・
十
｜
・
ニ
ー
エ
ハ
）

会
。
七
五
年
の
国
際
婦
人
年
以
来
、
主

婦
連
、
日
本
婦
人
会
議
な
ど
全
国
の
女

性
団
体
が
連
帯
、
現
在
五
十
二
団
体
で

構
成
、
会
員
は
二
千
六
百
万
人
。

来
賓
と
し
て
出
席
し
た
ガ
ー
ト
ル
ー

ド
・
モ
ン
ゲ
ラ
国
連
女
性
会
議
事
務
局

長
は
、
「
国
際
的
に
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を

得
た
行
動
綱
領
を
、
各
地
域
の
要
求
に

応
じ
、
焦
点
を
絞
っ
て
計
画
・
実
行
し

て
い
く
こ
と
が
重
要
。
国
連
会
議
後
二

か
月
で
こ
う
し
た
大
会
を
開
催
し
た
、

日
本
女
性
の
パ
ワ
ー
と
関
心
の
高
さ
を

評
価
す
る
」
と
述
べ
た
。

連
絡
会
で
は
、
教
育
、
労
働
、
平
和

な
ど
六
分
野
別
に
「
Ｎ
Ｇ
Ｏ
行
動
目
標
」

を
策
定
、
十
五
の
重
点
項
目
を
ま
と
め

た
。
①
小
選
挙
区
制
を
見
直
し
、
女
性

の
政
治
進
出
が
促
進
さ
れ
る
制
度
に
改

め
る
②
省
庁
に
対
す
る
調
整
や
勧
告
権

を
持
た
せ
る
な
ど
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
マ
シ

ナ
リ
ー
の
権
限
を
強
化
す
る
③
民
法
改

正
の
夫
婦
選
択
的
別
氏
制
で
は
、
同
氏

別
氏
を
等
価
値
に
み
な
す
④
基
地
下
や

紛
争
地
域
で
起
き
る
、
ま
た
難
民
に
対

す
る
暴
力
な
ど
、
女
性
に
対
す
る
暴
力

と
人
権
侵
害
の
根
絶
に
努
め
、
救
済
措

置
を
進
め
る
ｌ
な
ど
が
そ
の
内
容

だ
。
大
会
決
議
文
と
し
て
採
択
さ
れ
、

近
日
中
に
連
絡
会
か
ら
政
府
に
提
出
さ
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れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
方
、
北
京
で
政
府
間
会
議
の
期
間

中
、
日
本
政
府
と
毎
日
意
見
交
換
を

行
っ
て
い
た
Ｎ
Ｇ
Ｏ
メ
ン
バ
ー
有
志
ら

は
、
「
北
京
Ｊ
Ａ
Ｃ
（
ジ
ャ
パ
ン
・
ア
カ

ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
・
コ
ー
カ
ス
の
略

で
、
社
会
責
任
を
考
え
、
行
動
す
る
集

ま
り
の
意
味
）
」
を
組
織
。
行
動
綱
領
の

内
容
に
沿
っ
て
、
貧
困
、
経
済
、
従
軍

「
慰
安
婦
」
問
題
な
ど
十
二
の
専
門
部
会

に
分
か
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
提
言
を
作
成

中
だ
。

女
性
が
金
を
借
り
に
く
い
金
融
シ
ス

テ
ム
の
改
革
、
男
女
平
等
省
の
設
置
、

政
策
決
定
の
場
で
の
女
性
比
率
を
高
め

る
た
め
の
ク
ォ
ー
タ
制
導
入
、
女
性
に

対
す
る
暴
力
防
止
法
の
制
定
な
ど
が
、

討
議
さ
れ
て
い
る
。

首
相
の
諮
問
を
受
け
た
、
男
女
共
同

参
画
審
議
会
で
は
現
在
、
男
女
共
同
参

画
社
会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
二
十
一
世

紀
を
展
望
し
た
総
合
的
ビ
ジ
ョ
ン
づ
く

り
を
進
め
て
い
る
。
十
二
月
末
に
は
、

「
理
念
弓
制
度
・
施
策
三
北
京
会
議
を

踏
ま
え
て
の
日
本
の
検
討
課
題
」
を

テ
ー
マ
に
し
た
三
部
会
の
報
告
が
ま
と

ま
り
、
来
夏
に
は
答
申
が
出
る
予
定

だ
。「
行
動
綱
領
を
取
り
込
ん
だ
新
国
内

大
蔵
省
は
二
十
六
日
、
’
九
九
六
年

度
予
算
の
焦
点
と
な
っ
て
い
る
政
府
開

発
援
助
（
Ｏ
Ｄ
Ａ
）
の
前
年
度
比
伸
び
率

行
動
計
画
が
策
定
さ
れ
る
の
は
、
そ
の

後
」
（
総
理
府
）
と
い
う
。
今
後
、
Ｎ
Ｇ

Ｏ
側
は
、
女
性
議
員
へ
の
働
き
か
け
や

政
府
機
関
へ
の
ロ
ビ
１
活
動
な
ど
、

〈
％
両
９
８
７
６
５
４
３
２
１
０

菌「
ｎ
口
ｎ
Ａ
■
一
芒
繍
が
■
３
つ
鰯
煎
後
・
口

．
▲
、
職
醸
悪
．
》
蝋
■
で
。
■
一
篭
．
１
縫
一
に

を
、
史
上
最
低
の
三
％
前
後
に
抑
制
し

て
、
大
蔵
原
案
に
盛
り
込
む
方
針
を
固

め
た
。
Ｏ
Ｄ
Ａ
は
こ
れ
ま
で
、
国
際
貢

様
々
な
形
で
の
提
言
活
動
を
広
げ
て
い

く
こ
と
に
な
る
。

（
鱸
売
新
聞
・
’
九
九
五
・
十
一
・
二
十
七
）

8５８６８７８８８９９０９１ ９２９３９４９５
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ま
で
、
国
際
貢

献
へ
の
積
極
的

な
姿
勢
を
示
す

観
点
か
ら
、
例

外
的
に
高
い
伸

び
を
確
保
し
て

き
た
が
、
先
進

諸
国
で
最
悪
の

状
態
に
陥
っ
た

財
政
状
況
に
照

ら
し
、
「
聖
域
」

扱
い
は
で
き
な

い
と
判
断
し

た
。
し
か
し
、

外
務
省
な
ど

は
、
為
替
相
場

が
円
安
・
ド
ル

高
に
傾
き
、
０

Ｄ
Ａ
の
ド
ル
換
算
額
が
目
減
り
し
て
い

る
と
し
て
、
九
五
年
度
の
伸
び
率
で
あ

る
四
・
○
％
を
超
え
る
こ
と
が
不
可
欠

と
反
発
し
て
い
る
。
三
％
台
後
半
へ
の

「
復
活
」
を
巡
っ
て
、
最
終
的
な
政
府
案

の
決
定
ま
で
厳
し
い
政
治
折
衝
が
続
き

そ
う
だ
。

九
五
年
度
当
初
予
算
に
計
上
さ
れ
た

Ｏ
Ｄ
Ａ
は
一
兆
千
六
十
一
億
円
。
伸
び

率
は
七
六
年
度
に
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
集
計
が
開

始
さ
れ
て
か
ら
最
低
だ
っ
た
。
九
六
年

度
予
算
で
は
、
概
算
要
求
基
準
（
シ
ー

リ
ン
グ
）
で
七
・
○
％
の
伸
び
が
認
め
ら

れ
、
外
務
省
な
ど
は
枠
い
っ
ぱ
い
の
要

求
を
提
出
し
て
い
る
。

だ
が
、
大
蔵
省
は
九
六
年
度
予
算
で

十
兆
円
を
超
す
赤
字
国
債
の
大
量
発
行

が
不
可
避
と
な
る
な
ど
、
財
政
が
危
機

的
状
況
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
か
ら

「
限
ら
れ
た
財
政
資
金
は
当
面
の
最
大

の
課
題
で
あ
る
国
内
の
景
気
対
策
や
研

究
開
発
の
拡
充
な
ど
に
有
効
配
分
す
る

必
要
が
あ
る
」
（
主
計
局
）
と
し
、
要
求

を
大
幅
に
削
り
込
む
考
え
だ
。

日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
が
四
年
連
続
で
実
績

額
世
界
一
を
記
録
し
た
一
方
で
、
米
、

独
な
ど
主
要
先
進
国
が
軒
並
み
伸
び
を

マ
イ
ナ
ス
に
抑
え
て
い
る
こ
と
も
、

「
量
的
な
伸
び
に
一
定
の
制
約
を
設
け
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にゅうすふぉ－らむ

る
の
は
必
然
」
と
い
う
大
蔵
省
の
判
断

を
支
え
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
外
務
省
な
ど
は
、
①

九
三
－
九
七
年
の
五
か
年
で
総
額
七
百

’
七
百
五
十
億
が
と
対
外
公
約
し
た
Ｏ

Ｄ
Ａ
第
五
次
中
期
目
標
の
達
成
に
は
、

九
六
年
度
の
着
実
な
伸
び
が
欠
か
せ
な

い
②
日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
国
内
総
生
産

（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
比
は
、
○
・
二
九
％
（
九
四
年

暫
定
値
）
と
世
界
十
四
位
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
ｌ
と
指
摘
し
、
政
治
折
衝

で
の
復
活
を
図
る
。

外
務
省
な
ど
反
発

３
％
台
後
半
も

關關幽杣勒融艀聰馴艸沁牌弥圭梛
歳
出
（
社
会
保
障
費
や
文
教
予
算
な
ど

の
政
策
的
経
費
）
全
体
と
防
衛
費
の
伸

び
率
に
影
響
さ
れ
る
。
Ｏ
Ｄ
Ａ
と
防
衛

費
の
バ
ラ
ン
ス
に
代
表
さ
れ
る
日
本
の

国
際
貢
献
の
あ
り
方
を
村
山
連
立
内
閣

と
し
て
ど
う
予
算
に
表
す
か
が
決
め
手

に
な
り
そ
う
だ
。

Ｏ
Ｄ
Ａ
の
伸
び
率
は
こ
れ
ま
で
、
一

般
歳
出
の
伸
び
率
を
か
な
り
上
回
っ
て

お
り
、
外
務
省
は
、
そ
れ
を
対
外
的
に

日
本
の
平
和
的
国
際
貢
献
を
ア
ピ
ー
ル

す
る
指
標
に
し
て
き
た
。
九
六
年
度
予

フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
ア
ジ
ア
の
開
発
途

上
諸
国
か
ら
、
中
東
、
日
本
な
ど
へ
出

稼
ぎ
に
出
た
労
働
者
の
家
族
な
ど
へ
の

送
金
総
額
が
、
正
規
ル
ー
ト
の
送
金
だ

け
で
も
、
こ
れ
ら
の
国
々
へ
の
政
府
開

発
援
助
（
Ｏ
Ｄ
Ａ
）
総
額
を
上
回
っ
た
こ

と
が
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
（
本
部
・
マ
ニ

ラ
、
佐
藤
光
夫
総
裁
）
の
調
査
で
明
ら

か
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
送
金
は
、
直
接
貧
困
世
帯

へ
届
く
た
め
、
ミ
ク
ロ
的
に
は
貧
困
の

解
消
に
、
地
域
レ
ベ
ル
で
は
仕
送
り
を

受
け
た
家
庭
が
住
宅
建
設
な
ど
を
行

い
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
な
ど
よ
り
は
る
か
に
地
域

に
密
着
し
た
経
済
波
及
効
果
を
も
た
ら

算
で
も
一
般
歳
出
よ
り
十
分
高
い
伸
び
を

死
守
す
る
と
の
姿
勢
を
変
え
て
い
な
い
。

一
方
、
概
算
要
求
で
前
年
度
比
二
・

九
％
の
伸
び
と
な
っ
た
防
衛
費
で
は
、

自
民
党
が
比
較
的
高
い
伸
び
を
確
保
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
社
会
党

は
抑
制
を
強
く
主
張
し
て
い
る
。
今

後
、
｜
段
の
引
き
下
げ
を
巡
っ
て
両
党

間
で
厳
し
い
駆
け
引
き
が
繰
り
広
げ
ら

函
Ｏ
Ｄ
Ａ
よ
り
出
稼
ぎ
送
金

は
Ⅱ
る
か
に
高
い
経
・
済
・
効
果

し
て
い
る
と
い
う
調
査
結
果
と
な
っ

た
。ア
ジ
ア
開
銀
は
、
特
に
日
本
な
ど
外

国
人
労
働
者
に
対
し
て
田
Ｐ
を
開
か
な

い
国
も
多
数
の
労
働
者
が
流
入
し
て
い

る
事
実
を
指
摘
。
発
展
途
上
諸
国
に

と
っ
て
は
海
外
へ
の
労
働
力
供
給
が
外

貨
極
得
の
重
要
な
手
段
に
な
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
労
働
市
場
の
開
放
に
向
け

た
調
査
研
究
が
必
要
だ
と
し
て
い
る
。

同
調
査
に
よ
る
と
、
出
稼
ぎ
送
金
が

多
額
に
上
る
の
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
パ
キ

ス
タ
ン
、
タ
イ
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
な

ど
九
カ
国
。
九
カ
国
へ
の
正
規
の
送
金

額
は
一
九
九
二
年
で
約
七
百
五
十
億
が

れ
る
中
で
、
社
会
党
が
防
衛
費
抑
制
で

譲
歩
す
る
代
わ
り
に
Ｏ
Ｄ
Ａ
伸
び
率
の

上
乗
せ
を
求
め
た
り
、
そ
の
逆
の
取
引

が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

こ
う
し
た
情
勢
か
ら
、
大
蔵
省
が
打

ち
出
す
「
三
％
前
後
」
で
の
決
着
は
難
し

く
、
最
終
的
に
は
「
三
％
台
後
半
」
で
の

攻
防
が
予
想
さ
れ
る
。
（
国
松
徹
）

（
読
売
新
聞
・
’
九
九
五
・
十
一
・
二
十
七
）

日
本
船
舶
振
興
会
（
曽
野
綾
子
会
長
）

は
十
二
日
、
通
称
名
を
「
日
本
財
団
」
に

し
、
新
設
し
た
シ
ン
ボ
ル
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
と
合
わ
せ
て
、
来
年
一
月
一
日
か

ら
使
用
し
て
い
く
と
発
表
し
た
。

（
競
売
新
聞
・
’
九
九
五
・
十
二
・
十
一
一
一
）

に
な
り
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
九
三
年
の
年
間
流

入
総
額
の
五
百
四
十
億
が
を
大
き
く
上

回
っ
て
い
る
。

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
、

東
ア
ジ
ア
に
広
く
出
稼
ぎ
労
働
者
を
送

り
出
し
て
い
る
国
で
は
国
内
総
生
産

（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
に
対
す
る
送
金
受
取
額
の
比

率
が
上
昇
し
つ
つ
あ
り
、
逆
に
国
内
の

雇
用
機
会
が
増
え
て
い
る
韓
国
や
、
主

に
中
東
に
出
稼
ぎ
労
働
者
が
集
中
し
て

い
た
パ
キ
ス
タ
ン
な
ど
は
減
少
し
て
い

る
。

（
毎
日
新
聞
・
一
九
九
五
・
十
二
・
七
）

囲困～
ｊ

船舶己振興会

が｢日本財団」

に
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２．jK南アジアiilil却等人口・開発雅礎調炎報llriIト

ーインド同一

Repo｢tontheBasicSurveyofPopulationand

DevelopmentinSoutheastAsianCountr1es

-India-

昭和58年度

Ｌ中華人氏共fⅡ|側人口家族`汁画聴礎調盗蝋告諜

BasicSurveyonPopulationandFamjlyP1anning

in【ｈｅPeople､sRepubHcofChina（英語版）

’１１育率full：謡水平失系中Ｈ合作iHl従研究損ｌ４ｊ朽

（中国語版）

３．１１１蕪人氏共和nil人口・家族31画第二次基礎調企報告iII

BasicSurvey(11）onPopulationand随miIVPIanning

mthePeople'sRepublicofChina

生育率和生椚水平失系輔二次中日合作iM在研究ＩⅡ

俗苓（中国雛版）

昭和59年度

ｌ・アジア諸IJIの農村人I］と鵬翼|;M発仁ilUする綱森報告ｉＩｆ

－インドlK1-

ReportonlheSurveyofRuralPopulationand

AgriculturalDevelopmentinAsianCountries

-lndja-（英語版）

４．ネパールモ国人Iル家族ｉｉＩ１１ｌﾘ,L礎調在

BasicSurveyReportonPopulationand団、ily

PlannmgintheKingdomofNepaI（英譜版）

５．Ⅱ本の人口都ＴＩ丁化と開発

Ｕ｢banizationandDevelopmentmjapan〈英語版）

２．東南アジア,ililfl等人口・開発基礎調在搬告諜

一タイlIil-

ReportontheBasicSurveyofPopulationandDeve

lopmenllnSoutheas［AsianCountrleS

-Thailand－

６．バンコクの人'二I都市化と生iiIi環境・福祉iiM了代

一データ網一

SurveyofUrbanization，LMngEnvironmentand

WelfareinBangkok-Data-

（英語版）

３．１１本の人口転換と農村１３M発

Ｉ)emographicTransitloninjapanandRuralDevo

lopment（英織版）

７．スライド

日本の都TIT化と人口（Ｈ本i勝版）

UrbanizationandPopulationinJapａｎ（英語版）

日本的城市化４７人口（中１通I諾版）

Ｕ｢bamsasiDankependudukanDiJepang

（インドネシア総版）

４．ｓu｢veyofFertilitvandLivingStanda｢dsinChinese

RuralAreas-Ｄａｔａ－Ａｌ１ｔｈｅｈｏｕｓｅｈｏｌｄｓｏｆｌｗｏ

ｖｉｌlagesjnjilinProvincesurveyedbyquestioxmalres

（英語版）

失干中岡衣村的人口生T1r寧与生橘水平的凋dlfIHf1f

-吋干古林行IUi十村近行全戸面談i1AI從的培果一

一疏ｉｆ１ｌｊ＝（中国澱版〉

昭和61年度

１．アジア諸国の磯村人口と農剰1N発にＩＨＩするiﾘ１１企報告(lト

ーインドネシア国一

Repo｢ｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏ［RuraIPopuIa[ionamd

AgriculturalDevelopmenIinAsianCountries

-Indonesia-（英語l1H）
５．スライド日本の農業、農村開発と人口

－その軌跡一（Ⅱ本譜飯）

Agricultural＆RuralDeveIopmentand，Population

ｉｎ」apa、（英語版）

日本衣此衣村的友展Ｈ１人口的推移（中国語版）

PerkembanganPertaniamMasyarakatDesaDan

KependudukanDiJep〔Ｉｎｇ（インドネシア語版）

（以上４カｌｘ1版スライドは、日本産業敬育スライドコ

ンクールにて優秀賞を受賞しました｡）

昭和60年度

２．東南アジアiiiilril等人口・開発維礎調炎報(ｌｒｉｌＦ

－インドネシア同一

ReportontheBasicSurveyofPopulationand

Devclopmen〔inSoumeastAsianCountries

-Indonesia-（英譜版）

３．在日留学生の学1Ｗと生活条件に関する研究

一人的能力開発の課題に即して－

４．ＭＫの労働力人口と開発

LaborForceandDevelopmentin」apa、（英語版） ｌ・アジア諸ljKlの農村人口と農業開発にＩＩＬＩする調査報告ｉＩｆ

－タイ底ｌ－

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕＴｖｅｙｏｆＲuralPopulationand

AgrjculturalDeveIopmenlinAsianCountr】es

-Thailand-（英i錺版）

人口と開発lllljm統計染

、emographicandSocioEconomiclndicatorson

PopulatjonandDevelopme､（（英識IMI〉

Ｏ

Ｐ
Ｄ
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２．東南アジア諸lIil等人口・開発基礎綱炎報ｆｌｆｉＩｌ

－Ｉｌ１雅人liULfI1国一

ReportontheBasicSurveyo（Populalionand

DevelopmentinSoutheaslAsianCount｢Ies

-China-（災語版）

６．スライド［1本の灘業|;'１発と人口

一一そのbi〔動力・逝試一（日本錨版）

IndustrialDevelopmentandPopu1atlo【〕ｍｊａＩｘｍ

ThcPrlmeMoverEIeclrlcity-（笑譜販）

Ｕイ止的秤並友展｣hj人ＬＩ

－其川(助力一'1LL'ｉ－（中国語版）

PembangLInanlnduslrldankependudukandi

--Pen底gerakUmma-TengaListrik--

Jepfmg３．アジア諸l]E1からの労働ﾌﾞﾉ流出に'11Iする調從研究報告ｉＩＩ

－タイ国一

（インドネシア語版）

４．日本の人口と家族

PopulaljonandtheFfllmⅡｙＩｎｊａＩ)ａｎ〈共鍋販） ネパールjiIIR1人口家族ii↑画第二次基礎綱企

ComplemcntaryBasicSurveyReportonPopu1ation

andFamilvP1a[ｍｉｌｌｇｉｎｔｈｅｋｉｎｇｄｏｍｏｆＫｅｐａｌ

ｂ

〔ログ●

５．アジアの人1ｺ極換と開発蕾一統iil-典一

DemographjcTmnsitlonflndDevelopmentinAslaI】

Coulltries-OverviewandSta〔istical，｢ables--

（英錨版） 昭和62年度

1．アジア諸[Iilの腱村人１１と農業ＩｌＩｌ苑に関する鋼充糀11識

一一一｢'1華人乢共和lＦ１医

RcDortontheSurveyofRuralPopulalionand

Ag｢iculturalDevelopmentinAsianCounlries

-China---（英磯版〉

６．スライド

日本の人口と家族（日本縞版）

FamilvandPopulationinJapaIl

-AsianExperience-（英錨腕）

日本的人口与家腿（中国縞版〉

Penduduk＆KeluargaLpang（インドネシア語版） ２．】(＃Iアジア`llilヨ等人1ｍ開発A1礎調炎報儒瞥

一一中華人民共和国一一

ReportontheBasicSurveyofPopulalionand

DeveIopmenIlnSouIheastAsianCountris

--China-（英臓腕〉

7．ペルーjli和国人ｍ家族iiI11bi些礎調１０ｔ

平成元年度

1．アジア蜥陛1の農村人口と農業開発に側する捌俺鰍告ｉＩｌ

－バングラデシュ区１－

Repor〔ｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｖｏｆＲｕ｢fl1Popu1ationaIl(l

AgriculturalDevelopment－－Bangladesh-

（英語版）

３．アジア諸[F1からのﾂﾅ肋ﾉﾉ流出に１NするIiMliot研究報告書

一一フィリピン国一

４．ｌｊ４Ａの人LIと農業11}１発

ＰＯＩ)ulationandAgrlculLuralDevelopmｅｎｔｉｎ１ｌｐａｎ

（災総販）

２．東南アジア諸hjl等人LI・１Ｍ１発基礎網代報涛ilド

ーネバール圃一

ReportontheBaslcSurveyofPopulatlonand

DevelopmentinSouthe(lstAsianCountr1es

-NePal-（英語版）

５．ネパールの人1ｺ・lllL1苑・環境

Popula[ion，DevelopmentandEnvironmentlnNepal

（英総版）

６．スライド

１１４Aの人LlI妙助と総済発展（１１本語飯）

TlleMigral(〕ryMovementandEconomicDevelop・

ｍｅｎｔｍＪａｐａｎ（災`M;版）

１Ｊ水的人ＩＴＩ雑功与ｑＷｆ没展（｢１個語版）

PerpindahanPendudukDanPerkembanganEkonomi

l)iJepang（インドネシア繍版）

３．アジア1'１１国からの労動力流(11に関する調ｲf研究報告ijド

ーマレーシアliil-

４．日本の人口櫛巡変鋤と１冊１発

一商齢化のアジア的１M.UA-

StructuralChangeinPopulationflndDevelopment

-japan､sExperienceinAging--（災措版） ７．トルコ国人11京族i;llIIIiAL礎jilBliof

５．スライド

高齢化社会への１１本の桃1ｉｉｆ

－生きがいのある老後を目指して－－（lMK諾版）

AgingInJapan－Chal1engesandP｢ospects-‐
〈英締版）

辺人iVH齢化社会的[1本Ｊ１{ＩｍＩｌ田挑哉

一追求lL生命愈又的老年生涯一〈中国i;冊版）

昭和63年度

Ｌアジア諸uiIの腱村人川とlljL業1}１１発に関する調盗報告書

一ネパールlR1-

ReI)or［ｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｖｏｆＲｕ｢alPopulationand

AgriculturalDevelopmentinAsianCountries

--Nepal-（笑ｉｉｌｆ版）

方



３．アジア諸国からの労働力流出に関する調在研究報告勝

一一中華人民共和国一一

TantanganMasyarakatLanjutusiaJepang

（インドネシア語版）

４．日本の地域開発と人口-1990年代の展望一

RegionalDevelopmentandPopulationinjapan

-TrendsandProspectsmthel990s-

（英語版）

６．アジア諸国の農業開発－５カ国の比較一

StrategicMeasuresfomheAgriculturalDevelopment

-ComparativeStmdiesonFiveAsianCountrjes-

（英語版）

（本作品は、1990年㈱日本視聴覚教育協会主催優秀映

像教材選奨社会教育部門で優秀賞を受賞｡）
５．スライド

日本の地域開発と人口（日本語版）

ReginalDevelopmentandPopulatioｎｉｎＪａｐａｎ

（英語版）

日本的区域升友和人口（中国語版）

PermbangunanDae｢ahdanPopulasidiJepang

（インドネシア版）

平成２年度

１．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調在報告番

一フィリピン国一

ReportontheSurveyofRuralPopulationand

AgriculturalDevelopｍｅｎｔ－Philippine－

（英語版）

２．東南アジア諸lIil等人口・開発韮礎調鎌報告瞥

一バングラデシュ~

ReportontheBasicSurveyofPopulationand

DevelQpmentinSoutheastAsIanCountries

-Bangladesh-（英語版）

６．アジアの労働力移動

LaborMigrationinAsia（英語版）

平成４年度

１．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調盗報告聾

一マレーシアEil-

ReportontbeSurveyofRuralPopulationand

AgriculturalDevelopment－Malaysla-

（英語版）
３．アジア諸国からの労働力流出に関する調査研究報告書

一インドネシア国一

２．東南アジア諸国等人口・開発雅礎調迩報告書

一ベトナム国一

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕｗｅｙｏｆＰｏｐｕlationand

DevelopmentinSoutheastAsianCountnes

-VietNam-（英語版）

４．日本の人口.i１１１発・環境一アジアの経験一

Population，DevelopmentandEnvironmentln

Japan－AsianExpenence-（英語版）

５．スライド

日本の環境・人口・開発（日本硲版）

EnvironmenLPopulationandDevelopｍｅｎｔｉｎ

Ｊａｐａｎ（英鵠版）

Ｈ本的坏境・人口・升亥（中国語版）

Lingkungan，PendudukdanPembangunanJepang

（インドネシア繍版）

（本作品は、1991年脚日本視聴覚教育協会主臘優秀映

像教材選奨社会教育部門で優秀賞を受賞｡）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調査研究報告符

一スリランカ圃一

４．アジアの産業転換と人口

IndustrialTTansitionandPopulatjoninAsia

（英語版）

５．スライド

明日に生きる－日本の産業転換と人口一

（日本語版）

Livingfo「Tomorrow－lndustrjaI

TransitionandPopulationjnJapam-

（英語版）

生活在明天一日本的存並鋳換与人口一

（中国語版）

HidupUntukHariEsok－PeralihanS[ruktu「

IndustriDanPopulasiDiJepang-

（インドネシア錨版）

６．アジアの人口都市化一統''十巣一

ProspectsofUrbanizationinAsia（英語版）

平成３年度

１．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告密

一スリランカ図一

ReportontheSurveyRuralPopulationand

AgTicuItu｢alDeveIopment-Srilanka-

（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書

一フィリピン国一

ReportontheBasicSurveyofPopulationand

DevelopmentinSoutheastAsianCountries

-Philippines--（英語版）

平成５年度

１．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告轡

一ベトナム国一
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ReportontheSurveyofRuralPopulationand

AgriculturalDevelopmeｎｔ－ＶｊｅｔＮａｍ－

(英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発雅礎調盗報告啓

一スリランカ同一

ReportontheBasicSurveyofPopulationand

DevelopmentinSoutheastAsianCountrles

-SriLanka-（英語版）

３．アジア諸国の人1111資源開発と労働力に111Ｉする調在研究

報告書一フィリピン国－

４．アジアからの挑戦一人口と開発一

ChaIlengeandStrategyofAsianNations

-Popula[ionandSustainableDevelopmen[－
？’

（英i譜版）

５．スライド

女たちの挑戦一女性の地位I(1)上と日本の人口一

（日本錨版）

Ｗｏｍｅｎａｎｄｔｈｅｉ「ChalIenges－Improvements

intheStatusofWomenthePopuIaUonofjapan-

（英語版）

女性的挑lili-女性地位的提高与日本的人口一

（中国語版）

TantanganKaumWanita

-EmansipaslWanltadanPopulasi」epang-

（インドネシアi;(胆）

平成６年度

１．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発基礎調狂報告

ロトーインド匠l-

ReportontbeBasicSuweyonRuralandAgricul[ural

DevelopmentbyPmg雁ssstageinAsianCountries

-India-（英語版）

２．アジア諸国の都市化と開発調査報告書一タイIn-

RepoTtontheSurveyofUrbanjzationandDeve10pment

inAsianCountries-Thajland-（英語版）

３．アジア諸国の人'１１１資源開発と労働力に関する調盃研究

報告書一一ベトナム国一

４．アジアの女性労働力参加と経済発展

-21世紀の戦略一

Women，sLaborParticipationandEconomicDevelop

mentmAsia-Strategytoward21Century-

（英語版）

５．スライド

アジアの女性たちはいま……（日本語版）

NewHorizonsfortheWomenofAsia（英語版）

正洲如女的新而程（中国語版）

WanitaAsjaKini･･･…（インドネシア鑑版）
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国
を
激
し
く
震
憾
さ
せ
た
阪
神
・
淡
路

ン大を資住 任

と
う
に
白
日
の
下
に
さ
ら
け
出
さ
れ
た
。

◇

曰誌ＡＰＤＡ

震
災
、
オ
ウ
ム
教
の
毒
ガ
ス
、
サ
リ

事
件
を
皮
切
り
に
大
荒
れ
に
荒
れ
た
。

暮
れ
に
至
っ
て
政
治
、
行
政
の
無
責

、
無
能
ぶ
り
が
追
い
打
ち
を
か
け
る

大
乱
に
明
け
た
〃
亥
年
“
は
、
こ
の

専
の
不
良
貸
出
し
の
穴
埋
め
に
公
的

金
を
あ
て
た
り
、
国
民
の
フ
ト
コ
ロ

あ
て
こ
み
、
巨
額
の
赤
字
国
債
発
行

U■■￣

１０

１月
２９１５

日日

１１

１月
２９２５

日日

「
第
四
回
人
口
と
開
発
に
関
す
る
ア
ジ
ア
国

会
議
員
代
表
者
会
議
」
開
催
・
事
前
協
議
の

た
め
広
瀬
次
雄
常
務
理
斬
、
遠
藤
正
柵
刷
参

事
を
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
に
派
遣
。

労
働
省
・
雇
用
促
進
事
業
団
委
託
「
ア
ジ
ア

諸
国
の
人
間
資
源
開
発
と
労
働
力
に
関
す
る

調
査
研
究
」
調
査
団
を
イ
ン
ド
国
に
派
遣
。

（
団
長
・
大
野
昭
彦
、
大
塚
友
美
、
首
藤
久

人
、
遠
藤
正
昭
）

に
す
が
っ
て
予
算
編
成
を
し
た
り
、
散

々
だ
っ
た
。
国
民
は
呆
れ
、
怒
り
続
け

た
。
惨
状
は
大
晦
日
ま
で
尾
を
引
い
た
。

◇
さ
て
、
明
け
て
迎
え
た
「
内
子
」
は

ど
ん
な
年
に
な
る
の
か
。

つ
い
、
前
置
き
が
長
く
な
り
ま
し
た

が
、
先
ず
は
、
新
春
の
ご
挨
拶
を
申
し

上
げ
ま
す
。

本
年
も
よ
ろ
し
く
ご
高
導
、
ご
愛
読

の
ほ
ど
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

◇
人
口
と
開
発
の
視
点
か
ら
い
え
ば
、

今
年
は
ロ
ー
マ
で
開
か
れ
る
「
食
料
農

業
機
構
（
Ｆ
Ａ
Ｏ
）
」
の
食
料
サ
ミ
ッ

ト
が
注
目
さ
れ
る
。

表紙の写真説｢明

ふ
え
続
け
る
人
口
を
い
か
に
賄
っ
て

い
く
の
か
１
１
１
地
球
環
境
を
壊
さ
ず
に
、

ど
の
よ
う
に
し
て
調
和
の
と
れ
た
持
続

可
能
な
食
料
開
発
を
進
め
て
い
く
の
か
。

改
め
て
人
類
の
英
知
と
決
断
が
求
め

ら
れ
る
が
、
そ
の
合
意
を
国
際
的
に
、

先
進
国
も
途
上
国
も
、
い
か
に
実
行
し

て
い
く
か
。

こ
こ
に
、
暹
ま
し
い
「
知
行
並
進
」

の
実
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
”
実
“
が

不
作
に
終
れ
ば
、
人
類
の
未
来
は
な
い
。

（
Ｔ
・
Ｈ
）

鑿 鋤藷驫鞠

iliIiliiiilI蟹iiii
１０月、ハリヤナ州では収穫期を迎えた。農

業の先進州であるハリヤナの刈り入れは、イ

ンド北部の最も貧しい地区のビハールから出

稼ぎにくる男たちの手で行われる。ビハール

の男たちは、先ずパンジャブ州の稲刈りを済

ませ、夜行列車に揺られながら、はるばるハ

リヤナまでやってくる。彼らは、陽が昇ると

働きはじめ、日没まで黙々と働く。

ドラム缶に稲をたたきつけ、上手に脱穀す

る。このような光鼓は、アジアではもう見ら

れない。

間もなく陽が沈む。かけがいのない、ひと

ときの安息の時間一。ここでの作業を終え

ると、いくばくかの金を手に、家族の待つビ

ハールヘ急ぐ。

人ロと開発･各季号く通刊54号〉
1996年１月１曰発行く季刊〉

●縄集発行

財団法人アジア人口･開発協会

〒100束京都千代111区永111町2-10-2

永田町ＴＢＲビル710号

ＴＥＬ（０３）3581-7770㈹

ＦＡＸ（03）３５８１－７７９６

●印刷

文化印刷株式会社
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地
球
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め
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