
忘れ去られた農民（南インド ケープコモリンの農村）
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フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
間
、
い
つ
も
携
行
し
て
い
た
一
冊
の
文
庫
本
が
あ
る
。
そ
れ
は
山
本
茂
実
著
『
あ

ゝ
野
麦
峠
　
あ
る
製
糸
工
女
哀
史
』
（
角
川
文
庫
昭
和
五
五
年
二
一
版
）
。
シ
バ
カ
シ
村
の
子
ど
も
達
を
、
明

治
期
「
糸
く
り
工
女
」
の
史
実
と
重
ね
合
わ
す
よ
う
に
し
な
が
ら
幾
た
び
と
な
く
読
み
か
え
し
た
。
現
代

イ
ン
ド
、
シ
バ
カ
シ
村
の
「
マ
ッ
チ
工
女
」
と
日
本
の
明
治
期
飛
騨
の
幼
い
子
ど
も
達
に
は
歴
史
を
こ
え

た
共
通
の
姿
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
日
本
の
経
験
」
が
も
つ
今
日
的
意
味
で
あ
る
。
明
治
と
い
う
ひ
と
つ

の
時
代
状
況
の
も
と
に
「
殖
産
興
業
」
の
舞
台
に
登
場
し
た
「
工
女
」
に
は
二
つ
の
顔
が
あ
っ
た
と
思
う
。

　
一
つ
は
、
家
計
の
窮
状
を
救
い
、
村
の
経
済
に
活
力
を
も
た
ら
し
た
、
と
い
う
彼
女
達
の
自
負
に
あ
ふ
れ

た
「
勝
者
」
の
顔
で
あ
る
。
著
者
山
本
茂
美
は
聞
き
取
り
調
査
の
方
法
を
使
い
、
実
に
多
く
の
元
工
女
た

ち
の
回
顧
や
証
言
を
引
き
出
し
て
い
る
。
二
つ
は
、
工
女
哀
史
ゆ
え
の
過
酷
な
運
命
を
強
い
ら
れ
た
「
犠

牲
者
」
と
し
て
の
顔
が
あ
る
。
作
品
の
表
題
「
あ
ゝ
野
麦
峠
」
の
頂
上
に
立
ち
、「
あ
ぁ
、
飛
騨
が
見
え

る
…
…
」、
と
小
さ
く
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
死
ん
で
い
っ
た
少
女
、「
み
ね
」
と
い
う
名
の
製
糸
工
女
は
ま
さ

に
、「
犠
牲
者
」
の
顔
で
あ
る
。
二
つ
の
顔
を
持
つ
「
工
女
」
と
は
、
あ
る
歴
史
状
況
の
な
か
で
生
ま
れ
た

用
語
で
あ
り
、
強
烈
な
社
会
性
と
文
化
的
含
意
を
お
び
た
概
念
と
思
う
。

　
私
は
こ
の
「
日
本
の
経
験
」
を
現
代
イ
ン
ド
の
児
童
労
働
の
主
役
、
女
児
達
に
重
ね
合
わ
せ
、
シ
バ
カ
シ

の
「
マ
ッ
チ
工
女
」、「
花
火
工
女
」、
ジ
ャ
イ
プ
ル
の
「
カ
ー
ペ
ッ
ト
織
物
工
女
」
な
る
用
語
を
使
う
こ
と
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に
し
た
。
強
烈
な
現
実
を
直
視
す
る
と
き
お
の
ず
か
ら
、
概
念
や
用
語
の
も
つ
文
化
的
バ
イ
ア
ス
に
敏
感

に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
シ
バ
カ
シ
村
の
現
実
に
立
ち
す
く
み
、
感
情
の
高
ぶ
り
を
抑
え
、
そ
し
て
、
幼
い

「
マ
ッ
チ
工
女
」
の
す
す
け
た
顔
や
、
傷
つ
い
た
指
先
の
動
き
を
目
で
追
う
た
び
に
、
私
は
明
治
期
飛
騨
の

哀
史
の
な
か
に
救
い
を
求
め
る
思
い
が
あ
っ
た
。「
糸
ひ
き
工
女
」
と
「
マ
ッ
チ
工
女
」
は
、
わ
た
く
し
の

な
か
で
は
同
時
代
性
を
持
つ
、
同
じ
一
つ
の
「
顔
」
と
映
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。「
糸
ひ
き
工

女
」
の
哀
史
は
一
つ
に
は
、
家
計
レ
ベ
ル
で
の
、「
貧
困
脱
出
の
経
路
」
の
可
能
性
、
二
つ
に
は
「
産
業
・

技
術
の
選
択
」
と
「
不
就
学
児
童
労
働
」
の
関
連
性
を
吟
味
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
第
一
の
問
題
。
工
女
た
ち
が
稼
ぎ
だ
し
た
貨
幣
所
得
が
家
計
を
助
け
、
田
畑
な
ど
の
土
地
資
産
を
買
い

増
し
、
次
第
に
農
家
所
得
を
増
や
し
て
い
く
と
い
う
貧
困
脱
出
の
経
路
に
つ
い
て
で
あ
る
。
当
該
記
録
は

こ
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

　
「
現
金
収
入
の
少
な
か
っ
た
明
治
と
い
う
時
代
、
ま
し
て
や
山
国
の
飛
騨
で
は
春
の
　ま蒔　
き
つ
け
、
秋
の

収
穫
が
す
む
と
、
﹅　く
﹅　ち
﹅　べ
﹅　ら
﹅　し

に
信
州
へ
糸
ひ
き
に
で
る
の
が
そ
の
こ
ろ
の
な
ら
わ
し
で
、
だ
れ
も
ふ
し

ぎ
に
も
不
満
に
も
思
う
者
は
な
か
っ
た
。」
（
一
四
ペ
ー
ジ
）

　
「
そ
れ
が
明
治
中
頃
に
な
る
と
、
く
ち
べ
ら
し
か
ら
大
規
模
な
『
糸
ひ
き
　か

せ稼　
ぎ
』
に
変
わ
り
、
そ
し
て

野
麦
峠
を
越
え
て
大
み
そ
か
に
持
ち
か
え
る
糸
ひ
き
の
金
が
、
飛
騨
で
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
大
事
な
財
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源
に
な
つ
た
。」
（
一
四
ペ
ー
ジ
）

　
著
者
山
本
茂
実
の
聞
き
取
り
証
言
が
続
く
。

「
工
女
が
野
麦
峠
を
越
え
て
持
ち
込
ん
で
く
る
金
は
一
軒
の
水
呑
百
姓
一
年
の
収
入
よ
り
も
多
い
こ
と
も

あ
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
そ
れ
は
大
事
な
農
家
の
財
源
だ
っ
た
。
…
…
『
首
を
つ
ろ
う
か
、
野
麦
を
こ
す
か
』

飛
騨
の
貧
乏
人
の
生
き
る
道
は
こ
れ
よ
り
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
救
っ
た
の
が
飛
騨
の
工
女
で
あ
る
。
土
地

を
買
い
戻
し
た
工
女
の
話
は
村
の
美
談
だ
っ
た
。」
（
三
三
〇
ペ
ー
ジ
）

　
今
は
「
工
女
」
と
い
う
用
語
は
死
語
と
な
っ
て
い
る
。
歴
史
的
含
意
に
み
ち
た
用
語
に
過
ぎ
な
い
。
し

か
し
、
わ
が
国
の
た
ど
っ
た
歴
史
的
経
験
を
こ
の
含
意
を
含
め
て
、
今
日
の
イ
ン
ド
に
重
ね
合
わ
す
と
ど

の
よ
う
な
異
同
が
み
ら
れ
る
の
か
。
こ
れ
が
第
一
の
事
例
「
シ
バ
カ
シ
村
の
マ
ッ
チ
工
女
」
が
扱
う
問
い

の
一
つ
で
あ
る
。

　
二
つ
は
産
業
振
興
、
工
業
化
の
た
め
の
技
術
選
択
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
明
治
の
初
め
、
日
本
の
産

業
革
命
を
支
え
た
製
糸
産
業
は
、「
糸
く
り
工
女
」
の
汗
と
血
の
犠
牲
の
上
に
成
り
立
っ
た
。
そ
し
て
唯
一

の
「
外
貨
稼
ぎ
」
と
な
っ
た
。
よ
く
知
れ
る
「
国
立
富
岡
製
糸
所
（
明
治
五
年
操
業
開
始
）」
を
初
め
、
十
数

工
場
が
フ
ラ
ン
ス
や
イ
タ
リ
ア
の
設
備
や
技
術
を
導
入
、
華
々
し
く
創
業
を
開
始
し
て
い
た
。
一
方
、
信

州
（
現
長
野
市
）
と
平
野
村
（
現
岡
谷
市
）
で
は
「
い
ち
早
く
富
岡
に
模
し
た
洋
式
工
場
の
創
設
」
を
計
画
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し
、
行
動
に
移
し
た
企
業
家
た
ち
が
い
た
。
少
な
い
設
備
資
金
と
す
ぐ
れ
た
「
糸
く
り
」
の
技
を
結
合
し

た
純
国
産
技
術
の
開
発
が
あ
っ
た
。
当
時
、
最
新
鋭
の
フ
ラ
ン
ス
式
機
械
技
術
を
密
か
に
探
る
た
め
に
、

「
十
五
人
の
伝
習
女
子
を
富
岡
に
送
り
込
む
と
共
に
、
富
岡
工
場
を
つ
ぶ
さ
に
視
察
、
男
の
伝
習
生
…
…

を
富
岡
に
や
り
、
雑
役
に
服
さ
せ
な
が
ら
主
に
設
備
面
を
研
究
さ
せ
、
そ
の
日
か
ら
二
年
後
に
は
驚
く
な

か
れ
富
岡
製
糸
に
模
し
た
『
フ
ラ
ン
ス
式
五
十
人
　そ

う
し
じ
ょ
う

繰
糸
場　
』
を
村
の
大
工
や
旧
松
代
藩
の
鉄
砲
　か

じ
鍛
冶　
を
指

揮
し
て
純
国
産
で
作
り
、
明
治
八
年
八
月
に
は
創
業
を
開
始
」
（
同
四
三
ペ
ー
ジ
）
と
、
記
さ
れ
て
い
る
。

　
先
進
技
術
の
模
倣
・
改
良
の
プ
ロ
セ
ス
と
は
今
で
言
う
「
リ
バ
ー
ス
・
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
」
（R

everse

E
ngineering

分
解
工
学
）
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
当
時
の
資
源
賦
存
に
適
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
適
正
技
術
」

（A
ppropriate

Technology
）
を
誕
生
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
革
新
的
な
「
糸
く
り
」
技
術
、「
諏
訪
製

糸
型
」
が
開
発
さ
れ
、
平
野
村
は
日
本
の
産
業
革
命
の
メ
ッ
カ
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
諏
訪
湖
畔
一
帯
に

製
糸
業
の
集
積
が
急
ピ
ッ
チ
に
進
み
、
製
糸
の
出
荷
高
と
海
外
輸
出
量
は
年
を
追
う
ご
と
に
増
加
、「
糸
ひ

き
工
女
」
へ
の
労
働
需
要
は
ま
す
ま
す
高
ま
り
、
飛
騨
の
村
々
か
ら
若
い
娘
の
姿
が
消
え
た
と
い
う
。
じ

つ
に
多
く
の
「
不
就
学
児
童
労
働
」
が
「
野
麦
峠
」
を
越
え
、
拡
大
す
る
「
都
市
・
工
業
の
世
界
」
に
吸

収
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
史
実
は
産
業
と
技
術
の
選
択
、
そ
し
て
「
不
就
学
児
童
労
働
」
の
解

消
と
い
う
、
一
つ
の
工
業
化
過
程
の
経
験
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
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シ
バ
カ
シ
マ
ッ
チ
産
業
と
技
術
選
択
、「
マ
ッ
チ
工
女
」
の
事
例
、
ま
た
、「
砂
漠
の
児
童
労
働
」
の
事
例

は
な
に
を
含
意
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
四
つ
の
事
例
に
代
表
さ
れ
る
「
不
就
学
児
童
労
働
」
の
問
題
に
立

ち
は
だ
か
る
イ
ン
ド
各
地
の
「
野
麦
峠
」
は
あ
ま
り
に
も
険
し
く
、
道
筋
の
見
え
な
い
峠
道
で
あ
る
。
ス
ラ

ム
や
都
会
の
路
上
に
生
活
す
る
経
済
難
民
に
も
ま
た
、
ハ
ウ
ラ
ー
・
ブ
リ
ッ
ジ
と
い
う
「
札
所
」
が
あ
る
。

カ
ル
カ
ッ
タ
の
歴
史
の
な
か
に
築
か
れ
た
心
理
的
な
「
野
麦
峠
」
の
険
し
い
道
が
あ
る
。
そ
し
て
、
西
ガ
ー

ツ
山
脈
の
山
並
み
に
立
ち
は
だ
か
る
、
い
く
つ
か
の
難
所
が
あ
る
。
明
治
の
工
女
た
ち
は
厳
寒
の
山
道
を

凍
え
、
血
ま
み
れ
の
足
で
乗
り
越
え
た
。
イ
ン
ド
の
子
ど
も
達
に
も
同
じ
試
練
が
待
ち
受
け
て
い
る
。
全

土
に
沈
殿
す
る
か
の
よ
う
に
生
き
、
そ
し
て
働
く
子
ど
も
達
は
い
ろ
い
ろ
な
「
野
麦
峠
」
を
乗
り
越
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
子
ど
も
達
の
越
え
る
べ
き
イ
ン
ド
の
「
野
麦
峠
」
は
貧
困
と
い
う
経
済
の
峠
だ
け
で

は
な
い
。
社
会
の
差
別
・
偏
見
と
い
う
根
深
い
慣
習
的
峠
道
こ
そ
最
大
の
難
所
で
あ
る
。
Ｉ
Ｔ
と
先
進
的

頭
脳
の
町
バ
ン
ガ
ロ
ー
ル
と
不
就
学
児
童
の
村
シ
バ
カ
シ
の
間
は
「
教
育
の
二
重
性
」
に
よ
っ
て
遮
断
さ

れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
教
育
の
貧
困
」
に
よ
り
生
ま
れ
た
見
え
な
い
関
所
が
存
在
す
る
。
こ
れ
を
取
り

の
ぞ
く
の
は
、
Ｖ
・
Ｓ
・
ナ
イ
ポ
ー
ル
の
い
う
小
さ
な
反
乱
に
と
っ
て
最
大
の
難
事
業
で
あ
る
。
そ
れ
を

実
現
す
る
有
効
な
方
策
は
い
ま
だ
案
出
さ
れ
て
い
な
い
。
峠
道
は
険
し
い
ま
ま
で
あ
る
。

　
経
済
と
市
場
の
枠
だ
け
で
果
た
し
て
児
童
労
働
の
本
質
と
そ
の
課
題
に
せ
ま
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
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か
。
独
立
後
、
半
世
紀
以
上
を
経
過
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
イ
ン
ド
の
経
験
」
は
教
育
と
社
会
の
二
重
性
や
、

そ
の
根
底
に
あ
る
頑
強
で
、
硬
直
し
た
制
度
・
慣
習
の
克
服
こ
そ
経
済
・
社
会
発
展
の
た
め
に
乗
り
越
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
最
大
の
課
題
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
と
思
う
。

　
イ
ン
ド
政
府
は
独
立
直
後
に
「
子
ど
も
の
教
育
を
う
け
る
権
利
」
を
実
現
し
「
児
童
労
働
を
過
去
の
歴

史
」
と
す
る
こ
と
を
国
家
目
標
と
し
て
宣
言
し
た
。
そ
し
て
独
立
か
ら
六
十
余
年
す
ぎ
た
二
〇
〇
八
年
に

同
内
容
の
宣
言
を
再
び
発
表
し
た
。
わ
た
く
し
は
、
そ
こ
で
再
確
認
さ
れ
た
意
思
と
行
動
を
見
守
っ
て
い

き
た
い
。
わ
が
国
で
は
す
で
に
「
工
女
」
や
「
不
就
学
児
童
労
働
」
の
用
語
が
死
語
と
な
っ
て
い
る
。
イ

ン
ド
の
大
地
で
もC

hild
L

abor,W
orking

C
hildren,B

onded
L

abor

さ
ら
に
はSlavery

な
ど
の
用
語

が
死
語
に
な
る
時
代
が
お
と
ず
れ
る
だ
ろ
う
。
本
書
が
描
い
た
、
イ
ン
ド
児
童
労
働
の
　く

に地　
が
一
日
も
早
く

過
去
の
歴
史
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。
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