
特集／開発の中で「格差」を考える

『
成
長
の
限
界
』
と
い
う
本
が
大
き
な
注
目
を

集
め
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
本
は
環
境
資
源
の

制
約
と
人
間
社
会
の
経
済
活
動
と
の
拮
抗
に
注
目

し
、
現
在
の
経
済
成
長
重
視
の
思
潮
を
批
判
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
「
格
差
の
限
界
」
は
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
こ
れ
ま
で
開
発
経
済
学
に
お
い
て
格
差
は
様

々
な
形
で
注
目
さ
れ
て
き
た
。
も
と
も
と
開
発
経

済
学
の
起
源
が
先
進
国
と
開
発
途
上
国
の
所
得
格

差
の
是
正
と
い
う
一
面
を
持
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、

開
発
経
済
学
の
歴
史
の
中
で
「
格
差
」
が
ど
の
よ

う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
の
か
を
「
社
会
が
許
容
で

き
る
格
差
の
限
界
」
と
い
う
問
題
に
注
目
し
た
ハ

ー
シ
ュ
マ
ン
の
考
察
を
紹
介
し
な
が
ら
考
え
て
み

た
い
。

●
「
格
差
」
の
多
面
性

日
本
語
で
「
格
差
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
本
や

論
文
は
大
部
分
、
格
差
は
是
正
し
た
方
が
よ
い
も

の
だ
、
と
い
う
問
題
意
識
を
背
景
に
持
っ
て
い
る

こ
と
が
多
い
（
た
と
え
ば
参
考
文
献
③
）。
筆
者

も
格
差
は
で
き
る
だ
け
な
く
し
て
い
く
方
が
よ
い
、

と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
に
筆
者
は
、
格

差
と
い
う
も
の
の
持
つ
様
々
な
意
味
を
見
な
い
こ

と
も
よ
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
あ
る

国
が
工
業
技
術
で
優
れ
た
成
果
を
収
め
て
い
る
と
、

ほ
か
の
国
に
学
習
機
会
が
与
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ

ん
最
近
の
知
的
所
有
権
保
護
の
動
き
は
開
発
途
上

国
の
学
習
機
会
に
も
無
視
で
き
な
い
影
響
を
与
え

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
知
識
の
違
う
も
の
が
関
わ

り
あ
う
こ
と
で
学
習
は
生
ま
れ
る
。
ま
た
あ
る
地

域
が
地
場
産
業
の
育
成
や
都
市
の
再
開
発
に
成
功

す
れ
ば
、
そ
れ
を
手
本
と
し
て
自
分
の
地
域
に
役

立
て
る
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

格
差
は
時
に
は
発
展
で
重
要
な
機
能
を
果
た
す
こ

と
も
あ
る
の
だ
。
た
と
え
ば
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・

ガ
ー
シ
ェ
ン
ク
ロ
ン
と
い
う
経
済
史
家
の
研
究
以

来
、「
後
発
性
の
利
益
」
と
呼
ば
れ
る
ア
イ
デ
ア

が
あ
る
（
参
考
文
献
⑦
等
参
照
）。
こ
れ
は
、「
後

発
」
と
い
う
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
ハ
ン
デ
ィ

を
負
っ
た
国
に
も
、
先
発
国
の
経
験
を
生
か
す
こ

と
は
可
能
で
あ
り
、
先
発
国
の
よ
う
に
工
業
化
向

け
の
様
々
な
制
度
が
形
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と

い
う
制
約
か
ら
自
由
に
、
新
し
い
発
展
へ
の
道
筋

を
開
拓
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
逆
説
に

注
目
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

発
展
へ
の
影
響
を
別
に
し
て
、
格
差
を
社
会
的

公
正
や
不
正
義
の
問
題
と
捉
え
る
立
場
に
と
っ
て

も
、
格
差
の
意
味
合
い
は
単
純
で
は
な
い
。
た
と

え
ば
格
差
を
分
配
の
不
平
等
、
搾
取
の
問
題
と
捉

え
、
不
正
義
と
し
て
告
発
し
て
き
た
マ
ル
ク
ス
経

済
学
で
さ
え
、「
格
差
」
の
意
味
は
単
純
で
は
な

い
。
マ
ル
ク
ス
経
済
学
で
は
生
産
手
段
を
独
占
し

て
い
る
資
本
家
が
労
働
者
を
搾
取
し
て
獲
得
し
た

剰
余
価
値
が
格
差
の
源
泉
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で

剰
余
価
値
に
は
絶
対
的
剰
余
価
値
と
相
対
的
剰
余

価
値
が
あ
る
（
参
考
文
献
⑤
、
一
七
二
〜
一
七
五

ペ
ー
ジ
）。
絶
対
的
剰
余
価
値
は
生
産
手
段
の
所

有
者
で
あ
る
資
本
家
が
労
働
者
の
生
産
物
の
一
部

を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
り
、
生
産
手
段
の
独
占
・

集
積
に
よ
る
資
本
家
権
力
の
存
在
を
意
味
し
て
い

る
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
全
て
の
社
会
に
あ
る

こ
と
で
、
た
い
し
た
剰
余
価
値
は
生
ま
れ
な
い
。

近
代
工
業
社
会
（
資
本
主
義
社
会
）
に
特
有
な
現

象
は
、
資
本
家
相
互
の
競
争
に
よ
っ
て
技
術
革
新

が
不
断
に
発
生
し
、
労
働
者
の
生
活
必
需
品
の
価

値
が
低
下
し
、
労
働
者
の
生
計
費
と
し
て
必
要
な

生
存
賃
金
が
低
下
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
対
的

に
資
本
家
の
分
配
分
が
増
加
す
る
相
対
的
剰
余
価

値
の
方
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
に
は
、
資
本
家
と

労
働
者
の
格
差
の
拡
大
は
、
一
面
で
は
生
産
手
段

の
独
占
と
集
積
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
他
面
で

開
発
経
済
学
と
「
格
差
の
限
界
」

特集／開発の中で「格差」を考える

野
上
裕
生
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は
大
き
な
剰
余
価
値
を
生
み
出
す
こ
と
が
可
能
な

ほ
ど
の
労
働
者
の
生
産
性
の
高
さ
、
近
代
資
本
主

義
社
会
の
生
産
力
の
高
さ
を
も
示
す
も
の
で
あ
っ

た
。た

と
え
格
差
が
悪
い
も
の
だ
と
し
て
も
、
そ
れ

を
是
正
す
る
過
程
で
、
別
の
格
差
を
容
認
し
て
し

ま
う
可
能
性
も
あ
る
。
た
と
え
ば
豊
か
な
資
本
家

や
地
主
か
ら
財
産
や
土
地
を
取
り
上
げ
て
、
労
働

者
や
農
民
に
与
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
再
分
配

の
た
め
の
政
策
介
入
を
行
う
政
府
や
国
際
機
関
な

ど
と
、
政
策
の
対
象
に
な
る
人
た
ち
と
の
間
の
力

の
格
差
を
容
認
す
る
こ
と
に
な
る
。「
神
の
前
の

平
等
」、「
法
の
前
の
平
等
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も

の
が
、
神
や
法
の
権
威
を
受
け
た
人
と
そ
う
で
な

い
人
と
の
格
差
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
あ
る
種
の
格
差
を
是
正
し
て
も
、
他
の
種

の
差
異
が
「
格
差
」
と
し
て
新
た
に
注
目
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば

社
会
学
者
の
ジ
ン
メ
ル
は
、
あ
る
差
異
に
対
す
る

印
象
や
反
応
を
規
定
す
る
も
の
は
、
そ
の
印
象
や

対
象
の
絶
対
的
な
大
き
さ
で
は
な
く
、
そ
の
差
異

の
印
象
の
他
の
印
象
に
対
す
る
違
い
に
あ
る
の
で
、

差
異
に
関
す
る
感
覚
が
目
覚
め
る
と
、
差
異
は
減

少
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
発
生
す
る
印
象
は
減
少
し

な
い
と
考
え
る
。
あ
る
人
が
他
の
人
間
と
他
の
点

で
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
そ

れ
だ
け
鋭
く
特
定
の
部
分
で
他
人
と
自
分
と
の
相

違
を
感
じ
る
こ
と
も
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
た
と
え
社
会
主
義
の
よ
う
な
格
差
の
全

面
的
な
是
正
対
策
を
行
っ
て
も
、
人
間
が
作
り
出

す
文
化
と
差
異
が
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な

い
、
と
ジ
ン
メ
ル
は
考
え
る
の
で
あ
る
（
参
考
文

献
②
、
四
六
四
ペ
ー
ジ
）。

●
格
差
に
対
す
る
社
会
の
寛
容
さ

建
前
と
し
て
「
平
等
」
を
誰
も
が
受
け
入
れ
る

一
方
で
、
格
差
の
も
つ
意
味
や
影
響
は
様
々
で
あ

る
。
ま
た
開
発
経
済
学
で
は
格
差
の
是
正
は
様
々

な
政
策
目
標
の
一
つ
に
過
ぎ
ず
、
実
際
に
は
目
標

の
中
で
効
率
と
平
等
（
格
差
是
正
）
に
与
え
ら
れ

る
比
重
も
循
環
的
に
変
化
し
て
き
た
。
た
と
え
ば

一
九
五
○
年
代
の
開
発
経
済
学
は
も
っ
ぱ
ら
所
得

成
長
に
重
点
を
お
い
て
き
た
。
し
か
し
当
初
の
開

発
へ
の
期
待
は
失
望
に
変
わ
り
、
一
九
六
○
年
代

末
に
は
平
等
、
雇
用
、
あ
る
い
は
「
自
立
」
と
い

う
テ
ー
マ
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い

う
具
合
で
あ
る
。
ま
た
「
成
長
」
を
訴
え
て
き
た

人
々
と
「
平
等
」
を
訴
え
て
き
た
人
々
は
、
互
い

に
別
々
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
成
長
と
平
等
に

関
心
を
持
つ
人
が
重
な
っ
て
い
る
こ
と
も
多
い
。

言
い
換
え
る
と
、
社
会
が
不
平
等
に
寛
容
に
な
る

局
面
と
不
寛
容
に
な
る
局
面
が
交
互
に
表
れ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
題
に
興
味
を
持
っ
た

の
が
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
で
あ
る
（
参
考
文
献
⑧
）。

ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
は
一
九
五
○
年
代
の
開
発
経
済

学
の
楽
観
的
な
見
方
は
、
あ
る
程
度
は
、
開
発
途

上
国
の
中
に
実
際
に
あ
っ
た
開
発
へ
の
期
待
を
反

映
し
て
い
る
、
と
考
え
る
。
こ
の
期
待
が
裏
切
ら

れ
た
こ
と
が
、
社
会
を
不
平
等
に
対
し
て
不
寛
容

に
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
は
同
じ
方

向
に
走
る
二
車
線
の
ト
ン
ネ
ル
の
例
を
持
ち
出
す
。

ト
ン
ネ
ル
の
中
で
自
分
の
車
が
渋
滞
に
直
面
し
、

ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
出
せ
な
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。

あ
る
と
き
に
、
自
分
が
い
る
車
線
と
は
別
の
車
線

に
い
る
車
が
少
し
ず
つ
動
き
始
め
る
と
、「
自
分

の
車
線
も
や
が
て
車
が
動
き
だ
し
て
ト
ン
ネ
ル
を

抜
け
出
せ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
期
待
を
感

じ
る
こ
と
が
で
き
、
当
分
は
渋
滞
に
苛
立
つ
こ
と

も
少
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
他
人
の
境

遇
や
成
功
が
自
分
の
将
来
の
境
遇
に
良
い
知
ら
せ

を
与
え
る
こ
と
を
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
は
「
ト
ン
ネ
ル

効
果
」（tunnel effect

）
と
呼
ん
で
い
る
。
ハ
ー

シ
ュ
マ
ン
は
人
間
行
動
が
現
在
と
将
来
の
自
分
の

境
遇
（
た
と
え
ば
所
得
は
境
遇
の
一
つ
の
指
標
で

あ
る
）
に
依
存
す
る
、
と
考
え
、
こ
の
将
来
の
境

遇
に
指
針
を
与
え
る
の
が
同
じ
時
代
の
他
人
な
の

で
あ
る
。
こ
の
「
ト
ン
ネ
ル
効
果
」
は
他
人
の
成

功
が
自
分
に
プ
ラ
ス
の
効
用
を
も
た
ら
す
こ
と
を

意
味
す
る
が
、
こ
れ
は
利
他
的
動
機
に
よ
る
も
の

で
は
な
く
、
純
粋
に
利
己
的
な
損
得
計
算
に
よ
る

も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
将
来
の
自
分
の
姿
を

他
者
に
見
出
す
と
い
っ
て
も
そ
れ
に
は
さ
し
た
る

根
拠
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
そ
の
期
待
が
裏
切

ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
し
て
期
待
が
大
き
け
れ

ば
大
き
い
ほ
ど
、
そ
れ
が
裏
切
ら
れ
た
時
の
失
望

も
大
き
く
な
る
。
た
と
え
ば
一
九
五
○
年
代
の
開

発
途
上
国
の
工
業
都
市
が
、「
成
長
の
極
」

（grow
th pole, Fran çois Perroux

の
言
葉
）
と

い
わ
れ
て
い
た
の
が
、
後
の
時
期
に
は
「
国
内
植

民
地
主
義
」（internal colonialism

）
と
ま
で
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
ト
ン
ネ

ル
効
果
は
自
分
と
他
人
が
分
断
さ
れ
て
い
な
い
よ

う
な
社
会
で
機
能
し
や
す
い
が
、
同
質
的
な
社
会
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の
方
が
不
平
等
に
寛
容
な
の
か
と
い
う
と
、
そ
う

と
は
限
ら
な
い
、
と
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
は
考
え
る
。

自
分
と
同
じ
よ
う
な
人
が
成
功
し
て
い
て
も
自
分

が
不
遇
な
境
遇
に
あ
れ
ば
、
当
初
の
期
待
は
失
望

に
変
わ
り
、
そ
れ
は
、
他
者
や
体
制
全
体
に
対
す

る
激
し
い
敵
意
に
転
換
し
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
社
会
が
閉
鎖
的
で
あ
っ
て
、
小
さ
な
社
会
に

「
自
分
」
と
「
他
人
」
と
い
う
二
者
し
か
い
な
い

状
況
で
は
、
分
配
問
題
の
当
事
者
は
閉
鎖
的
な
二

者
関
係
を
作
り
上
げ
、
そ
の
結
果
、「
相
手
の
利

得
は
自
分
の
損
失
」
と
い
う
「
ゼ
ロ
・
サ
ム
」
状

況
だ
と
感
じ
て
し
ま
う
危
険
性
も
あ
る
。
反
対
に
、

言
語
や
階
級
な
ど
で
複
合
的
な
社
会
で
あ
っ
て
も
、

革
命
や
戦
争
と
い
う
共
通
体
験
に
よ
っ
て
国
民
統

合
が
促
進
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
わ

け
で
、
不
平
等
に
対
す
る
社
会
の
態
度
は
変
動
し

や
す
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
に
よ

れ
ば
、「
ト
ン
ネ
ル
効
果
」
が
機
能
し
て
い
る
限

り
は
成
長
と
平
等
の
問
題
を
別
々
に
順
々
に
解
決

し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
が
、「
ト
ン
ネ
ル
効
果
」

が
機
能
し
な
い
と
、
そ
の
よ
う
な
段
階
的
接
近
方

法
は
不
可
能
で
あ
る
。ま
た
「
格
差
」、「
不
平
等
」

に
対
す
る
人
々
の
感
情
は
非
常
に
移
ろ
い
や
す
い

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
政
策
当
局
者
も
研
究
者
も

十
分
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

●
国
際
機
関
の
平
等
論

最
近
で
は
世
界
銀
行
の
『
世
界
開
発
報
告
二
○

○
六
』
と
国
連
開
発
計
画
の
『
人
間
開
発
報
告
書

二
○
○
五
』
が
「
格
差
」
や
「
平
等
」
を
テ
ー
マ

に
し
て
い
る
。ま
ず
『
世
界
開
発
報
告
二
○
○
六
』

は
「
開
発
と
平
等
」
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
が

（
参
考
文
献
⑪
）、
こ
の
報
告
書
の
問
題
意
識
は

以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

①
結
果
で
は
な
く
機
会
の
平
等
が
重
要
で
あ
り
、

教
育
や
物
的
資
本
、
労
働
や
リ
ス
ク
に
対
す
る
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
供
与
と
両
立
す
る
形
で
平
等
を

め
ざ
す
べ
き
で
あ
る
。

②
所
得
の
平
等
よ
り
も
資
産
、
経
済
的
機
会
、

政
治
的
発
言
力
の
平
等
が
重
要
で
あ
る
。

③
政
策
の
次
元
で
は
、
短
期
的
に
は
平
等
と
効

率
の
ト
レ
ー
ド
オ
フ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

な
ぜ
「
平
等
」は
大
事
な
の
で
あ
ろ
う
か
。『
世

界
開
発
報
告
二
○
○
六
』
は
次
の
よ
う
に
主
張
す

る
。
不
完
全
な
市
場
で
は
資
産
の
不
平
等
な
分
配

が
資
源
配
分
の
失
敗
と
生
産
力
の
損
失
に
な
り
、

経
済
的
・
政
治
的
不
平
等
は
制
度
発
展
の
不
備
と

結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
開
発
政
策
の

立
案
に
お
い
て
は
、
貧
困
対
策
に
お
い
て
支
配
勢

力
の
優
位
性
を
除
く
よ
う
に
再
分
配
を
行
う
必
要

が
あ
り
、
ま
た
効
率
を
促
進
す
る
よ
う
に
再
分
配

を
行
う
た
め
に
は
効
率
と
平
等
の
ト
レ
ー
ド
オ
フ

を
十
分
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
成
長

向
け
政
策
と
平
等
に
向
け
た
政
策
が
別
々
に
あ
る

と
考
え
る
の
は
正
し
く
な
い
。
そ
し
て
『
世
界
開

発
報
告
二
○
○
六
』
は
人
的
能
力
（
教
育
、
医
療
、

リ
ス
ク
、
そ
れ
ら
を
賄
う
資
金
を
確
保
す
る
た
め

の
税
の
問
題
）、
法
的
制
度
、
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ

ク
チ
ュ
ア
、
市
場
と
マ
ク
ロ
経
済
（
金
融
市
場
、

労
働
市
場
、
生
産
物
市
場
、
マ
ク
ロ
経
済
の
安
定

性
）、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
次
元
に
つ
い
て
平
等
の
問

題
点
を
論
じ
て
い
る
。

『
世
界
開
発
報
告
二
○
○
六
』
の
関
心
は
、
市

場
が
効
率
的
に
機
能
す
る
条
件
と
し
て
資
産
や
権

力
の
平
等
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
社

会
の
中
に
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
市
場
の
競
争
に

参
加
し
た
く
な
い
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
伝

統
的
な
生
き
方
を
続
け
た
い
人
も
い
る
か
も
し
れ

な
い
。
市
場
に
依
存
す
る
程
度
の
少
な
い
人
は

「
低
所
得
」
で
あ
っ
て
も
、
十
分
な
生
き
方
は
で

き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
自
由
（
市
場

に
依
存
し
な
い
で
生
活
す
る
自
由
）
も
ま
た
、
市

場
で
競
争
す
る
自
由
、
市
場
で
平
等
に
競
争
で
き

る
自
由
と
同
じ
よ
う
に
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
視
点
は
、『
世
界

開
発
報
告
二
○
○
六
』
に
は
あ
ま
り
入
っ
て
い
な

い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
世
界
の
大
局
的
な
流
れ
は

国
際
機
関
や
多
国
籍
企
業
な
ど
に
よ
っ
て
決
め
ら

れ
て
い
る
の
で
、「
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
」
を
確
保

す
る
た
め
に
「
参
加
」
の
機
会
が
与
え
ら
れ
て
も
、

そ
れ
は
、
貧
困
が
削
減
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
、

途
上
国
の
政
府
や
貧
し
い
人
た
ち
自
身
の
せ
い
に

し
て
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
や
世
界
銀
行
が
責
任
を
回
避
す
る

の
に
役
立
つ
だ
け
だ
、
と
批
判
し
て
い
る
人
も
い

る
（
参
考
文
献
①
、
一
二
○
ペ
ー
ジ
）。

国
連
開
発
計
画
の
『
人
間
開
発
報
告
書
二
○
○

五
』
は
「
不
平
等
な
世
界
に
お
け
る
援
助
と
貿
易
、

安
全
保
障
」（International C

ooperation at a 

C
rossroad : A

id, Trade and Security in an U
n-

equal W
orld

）
を
テ
ー
マ
に
し
て
、
平
等
を
尊
重

す
る
開
発
協
力
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
る
。『
人

間
開
発
報
告
書
二
○
○
五
』
に
よ
れ
ば
、
不
平
等

は
社
会
的
公
正
や
道
徳
的
観
点
か
ら
見
て
許
容
で

アジ研ワールド・トレンド No.136（2007．１）─1415─アジ研ワールド・トレンド No.136（2007．１）



特集／開発の中で「格差」を考える

き
な
い
だ
け
で
な
く
、
貧
困
層
が
最
初
に
便
益
を

受
け
る
政
策
に
と
っ
て
も
障
害
と
な
り
、
国
家
の

政
治
的
正
統
性
を
傷
つ
け
る
と
い
う
意
味
で
も
許

容
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
実
際
に
は
成
長

や
効
率
を
阻
害
し
な
い
よ
う
に
平
等
を
達
成
す
る

可
能
性
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
最
大
限
考
慮
し
て

開
発
協
力
を
行
う
必
要
が
あ
る
。『
人
間
開
発
報

告
書
二
○
○
五
』
は
ま
た
人
間
の
権
利
や
自
由
は

分
割
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
あ
る
種
の
平
等
の

尊
重
と
引
き
換
え
に
別
の
種
の
平
等
を
犠
牲
に
す

る
、
と
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
主
張
す
る

（
参
考
文
献
⑩
、pp.52-55

）。

そ
の
一
方
で
、
格
差
に
も
か
か
わ
ら
ず
人
間
は

結
び
つ
き
を
作
っ
て
き
た
。
そ
の
重
要
な
経
路
が

市
場
や
貿
易
で
あ
る
。
そ
し
て
格
差
を
是
正
し
、

公
正
を
実
現
す
る
に
も
、
市
場
や
貿
易
は
活
用
で

き
る
か
も
し
れ
な
い
。
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
と
呼
ば

れ
る
試
み
（
参
考
文
献
⑥
）
は
そ
の
一
つ
だ
し
、

『
ア
ジ
ア
太
平
洋
人
間
開
発
報
告
書
二
○
○
六
』

（
参
考
文
献
⑨
）
も
貿
易
を
通
じ
て
人
間
開
発
を

実
現
す
る
様
々
な
提
案
を
行
っ
て
い
る
。

●
社
会
を
見
る
手
掛
り
と
し
て
の
格
差

本
稿
は
「
格
差
」
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
に
は

多
様
な
意
味
が
あ
る
こ
と
を
、
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
の

考
察
を
中
心
に
紹
介
し
て
き
た
。
格
差
を
通
じ
て

社
会
の
様
々
な
構
造
や
動
き
を
理
解
す
る
こ
と
が

可
能
に
な
る
。
そ
し
て
格
差
に
対
す
る
社
会
の
寛

容
さ
の
限
界
も
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
。

繰
り
返
し
て
言
う
が
、
格
差
は
悪
く
な
い
、
と

か
、
格
差
は
し
か
た
が
な
い
、
と
主
張
し
た
い
の

で
は
な
い
。「
成
長
の
限
界
」
を
論
じ
て
き
た
人

た
ち
の
間
で
も
、
地
球
規
模
の
公
正
さ
を
問
題
に

取
り
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
た
と
え
ば
参

考
文
献
④
な
ど
を
参
照
）。
こ
の
よ
う
な
問
題
意

識
を
有
効
に
し
て
い
く
た
め
に
も
、
ど
の
よ
う
な

格
差
を
、
ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
何
を
根
拠
に

し
て
是
正
し
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
深
く
考
え
て

み
た
い
の
で
あ
る
。

（
の 

が
み　

ひ
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き
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
開
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研
修
室
）
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