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●
高
度
経
済
成
長
期
の
農
村
を
駆
け
抜

け
た
社
会
学
者

「
い
つ
の
日
か
ら
、『
村
』
は
経
済
学
者
や
未

来
学
者
ど
も
の
数
字
の
泥
に
ま
み
れ
て
し
ま
っ
た

の
か
。
交
換
価
値
に
見
合
わ
な
い
か
ら
と
、
農
と

と
も
に
村
は
切
り
捨
て
ら
れ
て
い
っ
て
も
よ
い
も

の
だ
ろ
う
か
。
村
の
使
用
価
値
を
ど
こ
に
置
き
忘

れ
て
き
た
の
か
、
学
者
た
ち
よ
」。
こ
れ
は
、
故

山
本
陽
三
著
『
風
と
土
と
人
と
』（
参
考
文
献
②
）

の
序
章
「
失
わ
れ
し
村
を
求
め
て
」
の
中
で
の
一

節
で
あ
る
。

山
本
陽
三
教
授
（
一
九
二
六
〜
一
九
七
九
年
。

行
年
五
三
歳
、
以
降
敬
称
略
）
は
、
一
九
六
三
年

の
記
録
的
な
豪
雪
や
一
九
七
二
年
の
洪
水
に
よ
っ

て
過
疎
化
が
進
行
し
た
時
期
に
、
主
に
九
州
や
中

国
地
方
の
農
村
が
直
面
し
て
い
た
問
題
の
現
実
的

な
解
決
へ
の
道
を
模
索
し
た
農
村
社
会
学
者
で
あ

る
。
日
本
経
済
が
高
度
成
長
す
る
中
で
経
済
合
理

主
義
的
立
場
か
ら
農
業
の
国
際
分
業
論
が
強
く
な

る
一
方
で
、
食
糧
の
安
定
供
給
か
ら
国
防
論
、
さ

ら
に
は
環
境
保
全
を
提
唱
す
る
論
調
に
対
し
て
、

そ
れ
を
「
曲
物
」（
く
せ
も
の
）
と
見
抜
き
、
正

面
か
ら
批
判
し
た
『
風
と
土
と
人
と
』
は
、
彼
が

亡
く
な
る
七
年
前
、
四
六
歳
と
い
う
最
も
エ
ネ
ル

ギ
ッ
シ
ュ
に
各
地
の
農
村
を
駆
け
め
ぐ
っ
て
い
た

時
代
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

人
間
と
自
然
の
関
わ
り
を
、
人
間
の
「
生
き

方
」
と
し
て
捉
え
、
農
村
と
農
業
を
「
文
化
」
の

領
域
で
見
つ
め
直
す
べ
き
だ
と
い
う
の
が
山
本
陽

三
の
生
涯
を
一
貫
し
た
視
点
で
あ
る
。
学
問
的
な

土
台
の
も
と
で
実
際
的
な
研
究
を
志
向
し
「
現
実

の
要
請
に
応
え
ら
れ
な
い
学
問
は
空
疎
だ
」（
参

考
文
献
③
）
と
も
言
っ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
山
本
陽
三
の
残
し
た
学
問
的
及
び

実
践
的
遺
産
を
、
文
献
研
究
と
元
生
活
改
良
普
及

員
・
研
究
者
等
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
整
理
し
、

日
本
の
農
村
の
あ
り
方
や
途
上
国
の
農
村
開
発
に

お
け
る
現
代
的
意
味
を
検
討
す
る
。

●
高
度
経
済
成
長
期
の
農
山
村
開
発
論

一
九
七
四
年
に
発
行
さ
れ
た
『
農
山
村
開
発

論
』（
参
考
文
献
①
）
は
、
喜
多
野
清
一
（
農
村

社
会
学
）、
安
達
生
恒
（
農
政
学
・
農
業
問
題
）、

そ
し
て
山
本
陽
三
を
中
心
に
、
総
勢
二
五
人
の
研

究
者
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
。
彼
ら
は
、
当
時

の
日
本
の
農
業
と
農
村
社
会
お
よ
び
農
民
の
現
況

を
「
誰
が
見
て
も
容
易
な
ら
ぬ
」
事
態
と
意
識
す

る
社
会
学
者
と
農
業
経
済
学
者
で
あ
っ
た
。
彼
ら

の
共
通
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
は
「
農
家
生
活
」
で
あ

り
、
農
民
側
か
ら
農
政
・
農
業
・
農
民
組
織
・
農

村
社
会
を
分
析
す
る
手
法
を
と
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、「
開
発
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
す

る
に
あ
た
っ
て
、
再
三
の
議
論
が
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
い
う
「
開
発
」
と
は
、
成
長
や
発
展
の
過

程
に
お
け
る
、
要
素
の
斬
新
な
結
合
、
新
規
な
方

式
、
さ
ら
に
は
潜
在
的
あ
る
い
は
未
知
の
可
能
性

（
資
源
や
能
力
等
）
の
顕
在
化
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
資
本
が
貪
欲
に
自
己
発
展
し
て
ゆ
く
た

め
の
地
域
開
発
や
資
本
合
理
（
＝
資
本
の
営
利
性

あ
る
い
は
効
率
性
）、
権
力
や
資
本
の
手
に
よ
る

「
さ
れ
る
開
発
」
で
は
な
く
、
国
民
の
生
活
内
容

が
安
定
的
に
充
実
し
た
方
向
に
進
む
地
域
開
発
や

社
会
合
理
（
＝
住
民
の
必
要
性
の
原
則
）、
地
域

住
民
が
主
体
と
な
る
住
民
自
身
の
「
す
る
開
発
」

に
質
的
に
転
換
す
る
た
め
の
糸
口
を
見
つ
け
出
す

と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
住
民
の
人

間
疎
外
か
ら
の
回
復
の
た
め
の
政
策
転
換
へ
つ
な

が
る
開
発
を
意
味
し
、
い
わ
ゆ
る
内
発
的
発
展
論

に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。

●
ム
ラ
は
生
き
て
い
る

山
本
陽
三
の
遺
産̶

現
代
的
意
味
解
釈
へ
の
一
考
察

特集／農村開発と農村研究
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山
本
陽
三
の
鍵
概
念
は
「
農
民
」
と
「
集
落
」

で
あ
っ
た
。
農
民
は
、
自
然
に
対
し
て
主
体
的
に

働
き
か
け
を
お
こ
な
っ
て
い
る
人
間
で
あ
り
、
社

会
集
団
や
社
会
的
文
脈
か
ら
離
さ
れ
た
生
物
体
と

し
て
の
個
人
（individual

）
で
は
な
く
、
社
会
集

団
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
存
在
す
る
個
人
（per-

son

）で
あ
る
。
ま
た
、
農
業
と
人
間
と
の
関
係
は
、

人
間
が
自
然
の
一
部
と
し
て
自
然
に
対
し
働
き
か

け
、
自
然
の
循
環
の
一
部
を
担
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

な
関
係
で
あ
り
、
社
会
の
中
の
農
民
の
砦
と
な
る

の
が
集
落
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

集
落
（
＝
ム
ラ
）
と
は
、
同
質
的
な
人
間
が
共

通
の
生
活
目
標
を
も
ち
、
そ
こ
か
ら
共
通
の
規
範

を
成
立
さ
せ
、
服
従
す
べ
き
諸
制
度
が
も
つ
、
固

有
の
一
つ
の
文
化
を
わ
か
ち
あ
う
共
同
体
で
あ
る

（
参
考
文
献
②
）。
明
治
以
降
の
ム
ラ
は
次
第
に

生
き
る
た
め
の
共
同
体
の
不
可
分
性
を
喪
失
し
、

一
片
の
郷
土
主
義
・
地
域
根
性
・
集
落
根
性
と
い

っ
た
一
つ
の
風
土
（
＝
ム
ラ
の
精
神
）
も
失
っ
て

い
っ
た
。
行
政
や
権
力
は
、
農
民
支
配
の
組
織
と

し
て
ム
ラ
の
和
と
い
う
共
同
体
的
強
制
力
を
活
用

し
て
政
策
を
浸
透
さ
せ
た
側
面
も
あ
る
。
し
か
し
、

農
民
と
し
て
の
権
利
が
個
人
で
は
守
ら
れ
な
い
と

感
じ
た
と
き
、
初
め
て
ム
ラ
が
復
活
す
る
の
だ
か

ら
、
農
民
の
生
産
と
生
活
の
共
同
、
権
力
か
ら
身

を
守
る
抵
抗
の
組
織
と
し
て
、
立
派
な
強
力
な
自

治
体
と
し
て
集
落
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。
集
落
を
足
場
と
し
て
将
来
の
経
営
を

考
え
る
と
き
、
は
じ
め
て
新
し
い
農
業
の
可
能
性

の
展
望
も
開
か
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
と
当
時
の
山

本
陽
三
は
考
え
て
い
た
。
集
落
が
自
治
組
織
と
し

て
の
構
造
と
機
能
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
「
ム
ラ

は
生
き
て
い
る
」
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

『
農
村
集
落
の
構
造
分
析
』（
参
考
文
献
④
）
は
、

熊
本
県
矢
部
町
と
福
岡
県
糸
島
郡
の
集
落
調
査
の

研
究
成
果
で
あ
る
。
山
本
陽
三
の
概
念
枠
や
ラ
ド

ク
リ
フ
・
ブ
ラ
ウ
ン
な
ど
構
造
学
派
の
人
類
学
へ

の
関
心
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
論
へ
の
関
心
の
も
ち
方

は
、
鈴
木
榮
太
郎
（
農
村
社
会
学
）
に
類
似
し
て

い
た
。
農
村
調
査
で
は
、
い
つ
も
対
象
を
全
体
と

し
て
観
る
必
要
性
を
強
調
し
て
い
た
山
本
陽
三
は
、

こ
の
研
究
で
は
、
社
会
構
造
を
問
題
と
し
た
一
連

の
集
落
構
造
分
析
を
、
農
民
の
エ
ー
ト
ス
、
す
な

わ
ち
「
農
の
心
」
に
ま
で
深
化
さ
せ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
価
値
観
の
変
遷
の
主
導
権
は
常
に
都

市
住
民
側
に
あ
り
、
よ
そ
者
と
し
て
位
置
付
け
ら

れ
る
の
は
、
官
僚
、
評
論
家
、
マ
ス
コ
ミ
、
学
者

も
含
む
舌
耕
の
徒
で
あ
る
と
、
自
ら
を
も
観
察
・

批
判
対
象
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
都
市

と
農
村
が
共
存
し
、
開
発
と
自
然
保
護
の
調
和
が

保
た
れ
る
に
は
よ
そ
者
が
謙
虚
な
心
を
持
ち
続
け

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
含
意
も
残
し
た
。

よ
そ
者
の
役
割
を
指
摘
す
る
と
共
に
、
都
市
人
が

善
と
信
ず
る
も
の
が
必
ず
し
も
農
民
に
と
っ
て
善

で
は
な
く
、
農
民
の
美
は
必
ず
し
も
労
働
者
の
美

と
一
致
し
な
い
点
を
指
摘
し
、
絶
対
的
な
価
値
観

は
な
く
、
ム
ラ
の
論
理
を
強
調
し
た
。

で
は
、
な
ぜ
住
民
は
集
落
を
必
要
と
す
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
山
本
陽
三
は
、
日
本
の
農
民
は
小
農

経
営
で
あ
る
が
ゆ
え
に
共
同
体
と
不
可
分
で
あ
っ

た
、
と
い
う
通
説
に
対
し
、
小
農
経
営
を
欲
す
る

が
ゆ
え
に
共
同
体
と
不
可
分
で
あ
る
と
捉
え
た
。

共
同
体
に
各
自
の
生
活
の
ど
こ
か
の
部
分
を
セ
ッ

ト
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
自
の
生
活
に
具
体
的

な
メ
リ
ッ
ト
が
は
ね
返
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
り
、

そ
の
源
に
は
「
共
有
物
」
が
あ
り
「
シ
ン
ボ
ル
」

が
あ
る
。
シ
ン
ボ
ル
と
は
共
有
物
を
共
有
す
る
こ

と
に
よ
り
、
各
人
の
行
動
に
な
ん
ら
か
の
規
制
を

与
え
る
と
同
時
に
、
そ
の
規
制
が
共
有
者
の
生
活

に
メ
リ
ッ
ト
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
シ
ン
ボ
ル
共
有
体
の
一
形
態
と
し
て
、

農
村
集
落
や
都
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
捉
え
る
こ
と

で
、
都
市
に
も
農
村
に
も
該
当
す
る
「
地
域
」
の

概
念
が
普
遍
化
で
き
る
と
し
た
。

●
生
活
改
良
普
及
員
と
の
関
わ
り

生
活
改
良
普
及
員
と
は
、
一
九
四
八
年
に
制
度

化
さ
れ
、
一
九
四
九
年
か
ら
全
国
の
農
村
で
「
生

活
改
善
」、「
婦
人
の
自
立
」、「
考
え
る
農
民
作

り
」
そ
し
て
「
貧
困
か
ら
の
脱
出
」
の
た
め
に
生

活
改
善
を
促
す
女
性
の
県
職
員
で
あ
る
。
彼
女
達

は
、
農
家
出
身
者
や
農
村
出
身
者
で
あ
る
と
は
限

ら
な
い
。
た
ま
た
ま
農
家
出
身
者
で
あ
っ
て
も
修

学
中
は
農
業
と
関
わ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
当

時
、
多
く
の
農
家
の
女
性
達
が
も
ん
ぺ
を
着
用
し

て
い
た
の
に
対
し
て
、
生
活
改
良
普
及
員
は
、
洋

服
で
自
転
車
に
乗
っ
て
颯
爽
と
農
村
を
訪
れ
て
い

た
。
彼
女
達
の
活
動
は
、
よ
そ
者
が
農
村
に
入
っ

て
異
文
化
を
導
入
す
る
行
為
と
も
捉
え
ら
れ
る
。

一
九
六
○
年
か
ら
二
六
年
間
、
山
口
県
の
生
活

改
良
普
及
員
で
あ
っ
た
藤
井
チ
エ
子
さ
ん
は
当
時

の
様
子
を
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
実
家

は
農
家
で
す
が
、
農
の
『
の
』
の
字
も
知
り
ま
せ
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ん
で
し
た
。
山
本
陽
三
先
生
に
は
、
農
村
と
は
何

か
、
集
落
と
は
何
か
、
農
村
の
構
造
と
は
何
か
を
、

本
当
に
手
取
り
足
取
り
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
」。

新
米
の
生
活
改
良
普
及
員
の
中
に
は
、
農
業
や

そ
の
地
域
を
あ
ま
り
よ
く
知
ら
な
い
た
め
、
現
地

に
入
る
時
に
と
ま
ど
い
を
感
じ
る
人
々
も
少
な
く

は
な
い
。
就
任
し
た
当
時
、
藤
井
さ
ん
も
担
当
地

域
へ
ど
の
よ
う
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
ら
よ
い
の
か

躊
躇
し
た
よ
う
で
あ
る
。「
わ
か
ら
ん
、
わ
か
ら
ん
、

ど
う
や
っ
た
ら
い
い
か
わ
か
ら
ん
」
と
い
う
不
安

を
率
直
に
山
本
陽
三
に
投
げ
か
け
た
と
こ
ろ
、
ま

ず
農
家
の
集
い
で
の
会
話
を
メ
モ
す
る
、
そ
の
指

導
記
録
簿
を
整
理
し
て
、
山
本
陽
三
に
み
て
も
ら

う
こ
と
が
日
課
に
な
っ
た
。
こ
の
作
業
の
往
復
と

同
時
に
、
山
本
陽
三
は
藤
井
さ
ん
と
集
落
を
一
緒

に
ま
わ
っ
て
農
民
の
話
を
聞
い
て
い
た
。

山
本
陽
三
の
関
わ
り
方
は
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で

「
教
え
る
」
の
で
は
な
く
、
共
に
学
び
考
え
る
と

い
う
ス
タ
ン
ス
を
と
っ
て
い
た
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス

の
中
で
、
生
活
改
良
普
及
員
そ
れ
ぞ
れ
が
自
ら
農

村
や
農
家
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
身
に
つ
け
て
い
っ

た
。
山
本
陽
三
は
集
落
の
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
や
農
民

を
エ
ン
パ
ワ
ー
す
る
だ
け
で
な
く
、
普
及
員
自
ら

が
エ
ン
パ
ワ
ー
す
る
よ
う
に
も
働
き
か
け
て
い
た

の
で
あ
る
。「
私
が
現
地
に
入
っ
て
農
家
の
意
見

を
聞
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
山
本
先
生
の
お

か
げ
で
す
よ
」
と
藤
井
さ
ん
は
話
す
。

山
本
陽
三
の
ま
な
ざ
し
は
常
に
農
民
の
位
置
に

あ
っ
た
。
生
活
改
善
の
た
め
の
料
理
講
習
会
や
家

計
簿
講
習
会
や
実
践
の
現
場
に
頻
繁
に
顔
を
出
し

な
が
ら
も
、
主
張
は
せ
ず
、
ひ
た
す
ら
農
民
の
な

に
げ
な
い
会
話
に
耳
を
傾
け
て
い
た
。
山
本
陽
三

は
「
自
分
自
身
が
勉
強
に
な
る
か
ら
僕
は
来
て
い

る
ん
だ
よ
」
と
話
し
て
い
た
と
い
う
。
農
民
の
声

を
聞
く
た
め
に
開
催
さ
れ
た
集
会
で
は
、
堅
苦
し

く
本
音
を
言
わ
な
い
（
言
え
な
い
）
こ
と
も
多
々

み
ら
れ
る
が
、
講
習
会
等
の
別
の
目
的
で
集
ま
っ

た
人
々
が
団
欒
す
る
中
で
、
何
気
な
く
発
せ
ら
れ

た
本
音
が
、
そ
の
人
、
そ
の
社
会
の
深
刻
な
問
題

で
あ
る
こ
と
も
あ
り
え
る
。

●
山
本
陽
三
の
遺
産｜

現
代
的
意
味

山
本
陽
三
が
生
き
て
い
た
ら
、
今
年
で
八
○
歳

に
な
る
。
都
市
化
・
過
疎
化
・
少
子
高
齢
化
等
に

よ
っ
て
、
か
つ
て
の
様
相
を
表
し
て
い
な
い
現
在

の
農
村
の
姿
を
み
た
な
ら
ば
何
と
言
う
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
今
遠
く
か
ら
、
現
代
の
私
達
を
ど
の
よ

う
な
表
情
で
み
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

日
本
の
農
村
で
は
現
在
、「
昭
和
の
大
合
併
」

を
経
験
し
た
地
方
自
治
体
が
、「
平
成
の
大
合
併
」

の
終
局
を
迎
え
つ
つ
あ
る
中
で
、
さ
ら
に
「
道
州

制
」
が
議
論
さ
れ
、
地
域
の
あ
り
方
が
模
索
さ
れ

て
い
る
。
集
落
営
農
や
地
域
福
祉
等
が
取
り
沙
汰

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
諸
機
能
に
係
わ
る
地
域
の

範
囲
、
集
落
の
機
能
と
集
落
外
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
あ
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、

「
我
々
の
ム
ラ
が
消
え
て
い
っ
て
し
ま
う
の
で
は

な
い
か
」
と
の
不
安
を
も
っ
て
い
る
人
々
は
少
な

く
な
い
。

「
農
村
社
会
学
に
期
待
す
る
の
は
、
そ
こ
に
住

ん
で
い
る
人
々
が
地
域
と
自
分
自
身
の
問
題
を
解

決
し
て
い
け
る
か
と
い
う
の
が
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
。

そ
れ
か
ら
、
も
う
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
区
長
さ

ん
や
地
主
さ
ん
だ
け
が
『
あ
あ
や
れ
』、『
こ
う
や

れ
』
と
い
っ
て
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で
押
し
つ
け
る
方

法
で
は
な
く
、
集
落
の
一
人
一
人
が
地
域
の
将
来

を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
、
藤

井
さ
ん
は
さ
ら
っ
と
言
っ
て
の
け
る
。

山
本
陽
三
の
哲
学
、
姿
勢
、
考
え
方
、
身
の
こ

な
し
方
が
、
山
本
の
死
後
、
四
半
世
紀
を
生
き
た

藤
井
さ
ん
と
い
う
一
人
の
人
間
を
通
し
て
今
に
還

元
さ
れ
、
そ
れ
が
単
な
る
模
倣
で
は
な
く
、
そ
の

人
独
自
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
現
代
の
日
本
の

農
村
の
危
機
的
な
状
態
に
対
し
て
も
「
自
治
機
能

を
も
つ
と
こ
ろ
は
、
今
で
も
ム
ラ
は
し
っ
か
り
生

き
て
い
ま
す
よ
」
と
、
藤
井
さ
ん
は
力
強
く
反
応

す
る
。

●
途
上
国
の
農
村
開
発
へ
の
示
唆

藤
井
さ
ん
は
、
山
口
県
を
退
職
し
た
後
、
現
在

は
、
国
際
協
力
機
構
の
生
活
改
善
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

関
わ
り
、
人
材
育
成
に
寄
与
し
て
い
る
。
具
体
的

な
実
践
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
実
践
か
ら
習
得
し

た
哲
学
を
伝
え
る
努
力
も
怠
ら
な
い
。
今
後
、
生

活
改
善
の
方
法
論
を
学
ん
だ
途
上
国
の
女
性
達
が

活
躍
し
て
い
く
こ
と
で
、
山
本
陽
三
の
原
風
景
と

な
っ
た
農
の
『
風
と
土
と
人
と
』
を
変
容
あ
る
い

は
溶
解
さ
せ
た
日
本
の
農
村
開
発
の
手
法
が
広
が

っ
て
い
く
可
能
性
は
高
い
。
日
本
の
経
験
に
基
づ

い
た
農
村
の
変
容
過
程
が
途
上
国
の
農
村
に
直
接

適
応
可
能
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
、
農

と
工
と
の
相
対
的
比
較
に
関
し
て
、
そ
の
媒
体
が

市
場
で
あ
る
以
上
、
共
通
す
る
要
素
が
あ
る
。

結婚式にて農民と話す山本陽三（右）（1978 年 3月、徳野貞雄氏提供）
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特集／農村開発と農村研究

近
年
、
開
発
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
、「
豊
か

さ
と
は
何
か
」、「
貧
困
と
は
何
か
」
が
取
り
沙
汰

さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
概
念
も
弾
力
的
に
捉
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
所
得
、
財
産
だ
け
で

な
く
、
健
康
、
環
境
等
の
指
標
に
加
え
、
社
会
的

な
指
標
も
加
え
ら
れ
て
き
た
。『
農
山
村
開
発
論
』

（
参
考
文
献
①
）
で
は
、
可
視
的
な
豊
か
さ
は
、

天
災
や
社
会
経
済
変
動
に
よ
っ
て
失
わ
れ
、
壊
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、
真
の
豊
か
さ
と
は
、
こ

う
し
た
も
の
が
失
わ
れ
、
い
わ
ば
ど
ん
底
に
落
ち

た
と
き
に
、
立
ち
上
が
る
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
と
主
張
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
ソ
ー
シ
ャ

ル
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
。「
地

域
の
場
合
、
住
民
の
個
々
の
力
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
不
利
な
環
境
や
条
件
を
克
服
し
て
い
く
力
は
、

や
は
り
住
民
の
組
織
的
な
力
を
待
た
ざ
る
を
得
な

い
。
農
村
の
開
発
は
伝
統
的
な
部
落
の
崩
壊
や
否

定
を
前
提
に
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
こ

れ
を
い
か
に
し
て
活
か
す
か
と
い
う
立
場
で
検
討

さ
る
べ
き
」
と
、
最
後
に
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、「
住
民
の
組
織
化
」
の
促
進
や
「
地
域

の
固
有
性
や
潜
在
力
」の
「
ム
ラ
の
機
能
と
構
造
」

の
見
直
し
が
当
時
の
日
本
の
農
村
研
究
に
お
い
て

行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
他
の
共
通
点
は
、
住
民
の
目
線
、
住
民
が

主
体
で
あ
る
こ
と
、
住
民
の
内
面
（
価
値
観
）
に

も
目
を
む
け
る
こ
と
、
組
織
化
す
る
時
の
よ
そ
者

の
関
わ
り
方
や
姿
勢
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

ム
ラ
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
外
部
と
の
接
触
に
よ

っ
て
ム
ラ
が
主
体
的
に
動
い
て
い
く
こ
と
、
さ
ら

に
は
環
境
へ
の
配
慮
を
含
め
た
様
々
な
社
会
の
重

な
り
を
総
体
的
に
捉
え
て
い
く
視
点
の
重
要
性
は

時
空
を
超
え
て
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

近
年
、
途
上
国
の
農
村
で
は
、
近
郊
へ
の
日
稼

ぎ
、
国
内
外
へ
の
出
稼
ぎ
が
急
速
に
進
み
、
農
村

の
空
洞
化
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
の
ス

ピ
ー
ド
が
速
け
れ
ば
速
い
ほ
ど
、
農
村
の
状
況
は

「
誰
が
見
て
も
容
易
な
ら
ぬ
」
事
態
に
陥
ら
ざ
る

を
得
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
に
、
当
事
者
や
よ
そ

者
が
い
ち
早
く
気
付
き
、
開
発
を
ど
う
捉
え
、
ど

う
関
わ
っ
て
い
く
の
か
、
地
域
を
ど
う
い
う
方
向

に
促
す
の
か
等
が
、
途
上
国
の
農
村
開
発
に
お
い

て
問
わ
れ
て
い
る
課
題
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

先
進
国
と
い
わ
れ
る
日
本
で
都
市
的
な
生
活
様

式
に
慣
れ
て
い
る
人
々
が
、
農
村
研
究
や
開
発
実

践
の
た
め
に
途
上
国
に
入
る
場
合
、「
誰
が
見
て

も
容
易
な
ら
ぬ
」
事
態
に
ど
う
接
近
す
る
の
か
、

よ
そ
者
と
し
て
ど
う
振
る
舞
う
べ
き
な
の
か
、
自

分
達
の
論
理
を
客
観
的
に
み
ら
れ
る
の
か
な
ど
、

様
々
な
課
題
が
浮
上
し
て
く
る
。
そ
の
ヒ
ン
ト
は

実
は
我
々
の
身
近
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

山
本
陽
三
の
よ
そ
者
と
し
て
の
関
わ
り
方
は
、

「
人
々
の
生
の
声
に
真
あ
り
」
と
い
う
姿
勢
を
も

っ
て
ム
ラ
と
対
峙
し
て
い
た
。
よ
そ
者
が
、
何
気

な
い
言
葉
に
潜
む
潜
在
的
な
問
題
を
指
摘
す
る
こ

と
で
、
農
民
達
に
重
要
な
こ
と
を
気
付
か
せ
る
と

い
う
展
開
も
可
能
で
あ
っ
た
。
農
民
の
実
践
か
ら

生
ま
れ
た
哲
学
や
信
念
が
、
一
般
理
論
に
つ
な
が

る
こ
と
も
あ
り
え
る
。
そ
れ
を
つ
な
げ
る
の
が
研

究
者
の
役
割
で
あ
り
、
常
に
、
現
実
的
な
要
請
と

の
狭
間
に
身
を
お
き
な
が
ら
、
地
域
の
あ
り
方
を

模
索
し
て
い
た
農
村
社
会
学
者
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。今

か
ら
三
○
、
四
○
年
前
に
日
本
の
農
村
を
駆

け
抜
け
た
山
本
陽
三
の
試
み
の
要
素
や
残
さ
れ
た

課
題
は
現
在
で
も
息
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
遺

産
の
現
代
的
意
味
は
大
き
い
。
こ
れ
ら
を
現
代
に

ど
う
解
釈
し
て
い
く
か
が
重
要
で
あ
り
、
本
稿
は

そ
の
一
考
察
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。

（
た 

つ
み　

か
ず
こ
／
山
口
大
学
エ
ク
ス
テ
ン

シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
専
任
講
師
）

《
参
考
文
献
》

①
喜
多
野
清
一
・
安
達
生
恒
・
山
本
陽
三
編
『
農

山
村
開
発
論
』
御
茶
ノ
水
書
房
、
一
九
七
四
年
。

②
山
本
陽
三
『
風
と
土
と
人
と
』
御
茶
ノ
水
書
房
、

一
九
七
二
年
。

③
山
本
陽
三
『
農
の
哲
学
』
御
茶
ノ
水
書
房
、
一

九
八
一
年
。

④
山
本
陽
三
『
農
村
集
落
の
構
造
分
析
』
御
茶
ノ

水
書
房
、
一
九
八
一
年
。

﹇
付
記
﹈
本
稿
執
筆
に
お
き
ま
し
て
は
、
元
生
活

改
良
普
及
員
の
藤
井
チ
エ
子
さ
ん
、
山
口
県
農
林

部
の
吉
武
和
子
さ
ん
、
磯
村
豊
子
さ
ん
、
広
島
修

道
大
学
日
隈
健
壬
教
授
、
山
口
大
学
小
谷
典
子
教

授
、
熊
本
大
学
徳
野
貞
雄
教
授
よ
り
ご
協
力
を
得

ま
し
た
。
こ
こ
に
深
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
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