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児
玉
由
佳

新
刊
紹
介

児
玉
由
佳
編
『
現
代

ア
フ
リ
カ
農
村
社
会

と
公
共
圏
』（
研
究
双

書
№
五
八
一
）

一
九
八
○
年
代
後
半
か
ら
、
多
く
の
国

際
機
関
が
発
展
途
上
国
に
お
け
る
市
民
社

会
の
重
要
性
に
言
及
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
背
景
に
は
、
東
欧
革
命
に
お
い
て
市

民
社
会
の
役
割
が
注
目
さ
れ
た
こ
と
が
あ

る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
八
〇
年
代

の
構
造
調
整
政
策
の
失
敗
の
原
因
を
被
援

助
国
側
に
求
め
る
な
か
で
、「
市
民
社
会
」

の
不
在
も
し
く
は
脆
弱
性
が
指
摘
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
経
緯
も
挙
げ

ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
こ
で
提
示
さ
れ
た
「
市
民

社
会
」
と
は
、
す
ぐ
れ
て
西
洋
的
な
価
値

規
範
に
則
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対

す
る
批
判
が
、
ア
フ
リ
カ
市
民
社
会
論
争

と
い
っ
た
形
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

た
だ
し
、
そ
こ
で
は
ど
の
よ
う
な
「
市
民

社
会
」
の
規
範
が
ア
フ
リ
カ
に
適
切
か
と

い
っ
た
点
に
議
論
が
収
れ
ん
し
が
ち
で

あ
っ
た
。

本
書
の
目
的
は
、「
市
民
社
会
」
の
規

範
の
議
論
へ
さ
ら
に
深
く
立
ち
入
る
の
で

は
な
く
、
現
実
の
農
村
社
会
に
お
け
る

人
々
の
営
み
と
そ
の
変
容
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
書
で
は
、

規
範
的
な
色
彩
の
強
い
「
市
民
社
会
」
で

は
な
く
、
人
々
が
集
っ
て
話
し
合
う
場
と

し
て
の
公
共
圏
の
形
成
に
着
目
し
た
。「
市

民
社
会
」
と
公
共
圏
と
の
厳
密
な
違
い
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
明
確
に

議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
本
書
で
は
、

規
範
的
な
も
の
を
求
め
る
傾
向
の
あ
る

「
市
民
社
会
」
論
に
対
し
て
、
公
共
圏
の

議
論
は
よ
り
実
体
的
な
権
力
関
係
を
意
識

し
た
も
の
で
あ
る
と
、
位
置
づ
け
て
い
る
。

公
共
圏
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
、
単
に

人
々
が
そ
こ
に
集
合
し
て
い
る
だ
け
で
は

な
く
、
そ
の
内
部
や
、
公
共
圏
間
、
そ
し

て
国
家
や
市
場
と
の
間
と
い
っ
た
さ
ま
ざ

ま
な
場
に
お
い
て
構
築
さ
れ
る
権
力
関
係

を
視
野
に
い
れ
た
形
で
議
論
が
展
開
し
て

き
た
。
し
た
が
っ
て
、
経
済
的
に
も
政
治

的
に
も
大
き
く
変
容
し
つ
つ
あ
る
ア
フ
リ

カ
農
村
社
会
を
理
解
す
る
う
え
で
は
、
有

用
な
概
念
と
い
え
よ
う
。

本
書
で
は
、
ま
ず
序
章
で
、
市
民
社
会

や
公
共
圏
の
概
念
を
紹
介
し
、
そ
れ
に
基

づ
い
て
ア
フ
リ
カ
農
村
社
会
に
関
す
る
先

行
研
究
を
検
討
し
た
後
、
ア
フ
リ
カ
六
カ

国
の
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
が
、
二
つ
の
補

章
と
合
わ
せ
て
七
章
続
く
構
成
と
な
っ
て

い
る
。

最
初
の
二
章
で
は
、
人
々
が
活
発
に
公

共
圏
を
形
成
し
、
社
会
変
容
に
対
応
し
よ

う
と
し
て
い
る
事
例
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

第
一
章
（
松
村
圭
一
郎
論
文
）
で
は
、
エ

チ
オ
ピ
ア
の
農
村
社
会
の
調
査
か
ら
、
共

同
体
の
も
つ
多
様
性
や
解
放
性
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
第
二
章
は
、
ガ
ー
ナ
（
高

根
務
論
文
）
の
小
農
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化

の
進
む
国
際
経
済
に
ど
の
よ
う
に
対
抗
し

て
い
る
の
か
を
、
歴
史
と
と
も
に
変
遷
し

て
い
く
生
産
者
組
織
の
役
割
に
着
目
し
て

分
析
し
て
い
る
。

し
か
し
、
公
共
圏
の
存
在
が
政
治
・
経

済
に
対
し
て
必
ず
し
も
直
接
影
響
力
を
も

つ
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
原
因
に
つ
い
て

考
察
し
た
の
が
続
く
二
章
で
あ
る
。
第
三

章
（
上
田
元
論
文
）
で
は
、
ケ
ニ
ア
・
タ

ン
ザ
ニ
ア
で
の
「
参
加
型
」
森
林
資
源
管

理
の
事
例
を
取
り
上
げ
、
人
々
の
資
源
利

用
・
管
理
の
た
め
の
日
々
の
営
み
が
、「
市

民
社
会
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
有
機
的
な
関

係
性
を
構
築
で
き
な
い
状
況
を
考
察
し
て

い
る
。
第
四
章
（
大
山
修
一
論
文
）
で
は
、

ザ
ン
ビ
ア
農
村
の
土
地
保
有
の
事
例
か
ら
、

伝
統
的
農
村
社
会
と
国
家
と
の
関
係
性
を

検
討
し
て
い
る
。

ま
た
、
公
共
圏
形
成
に
お
い
て
政
治
的

文
脈
が
大
き
な
影
響
力
を
も
つ
こ
と
を
考

察
し
て
い
る
の
が
、
第
五
章
（
武
内
進
一

論
文
）
の
ル
ワ
ン
ダ
で
導
入
さ
れ
た
民
衆

司
法
の
事
例
で
あ
る
。
こ
の
章
で
は
、「
市

民
社
会
」
的
理
念
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る

民
衆
法
廷
の
役
割
を
分
析
す
る
に
は
、
政

治
的
文
脈
か
ら
の
視
点
が
重
要
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。

続
く
二
つ
の
補
章
は
、
デ
ー
タ
的
に
は

ま
だ
不
十
分
で
は
あ
る
も
の
の
、
公
共
圏

の
議
論
に
対
し
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
も

の
で
あ
る
。
補
章
１（
杉
村
和
彦
論
文
）は
、

タ
ン
ザ
ニ
ア
に
お
け
る
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
取
り
上
げ
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
の
農
村
社

会
の
伝
統
的
な
価
値
規
範
が
、
ポ
ス
ト
近

代
的
な
価
値
基
準
と
高
い
親
和
性
を
も
つ

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
挑
戦
的
な
論

文
で
あ
る
。
補
章
２（
児
玉
由
佳
論
文
）は
、

公
共
圏
の
議
論
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か

ら
、
エ
チ
オ
ピ
ア
の
農
村
社
会
の
変
容
を

検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
書
の
母
体
と
な
っ
た
研
究
会
で
は
、

市
民
社
会
そ
し
て
公
共
圏
と
は
何
で
あ
る

の
か
と
い
っ
た
議
論
を
中
心
に
進
ん
だ
。

本
書
は
、
そ
の
一
定
の
成
果
を
お
さ
め
た

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
年
間
の
研
究

会
活
動
の
の
ち
、
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た

の
は
、
公
共
圏
に
お
け
る
人
々
の
営
み
を
、

ど
の
よ
う
に
説
得
的
な
形
で
分
析
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
、
そ
の
具
体
的
な
手
法

の
部
分
な
の
で
は
な
い
か
と
編
者
は
考
え

て
い
る
。
公
共
圏
と
い
う
比
較
的
新
し
い

概
念
を
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
的
な
形
で
分

析
す
る
た
め
に
は
、
定
性
で
あ
れ
定
量
で

あ
れ
既
存
の
分
析
手
法
で
は
、
必
ず
し
も

十
分
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

今
後
の
課
題
と
し
て
考
え
て
い
き
た
い
。

（
こ
だ
ま　

ゆ
か
／
在
バ
ー
ス
海
外

調
査
員
）
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