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1

農
民
研
究
の
動
向

「農
民

(0
8
ω畧
け
)」
の
研
究
は
、
人
類
学
に
お

い
て
、
先
ず

囚
8
①σ
曾
、
続

い

て
刀
Φ位
臣
①匡
、
更
に
は

勾
o
ωけ興

ら
に
よ
り
発
展
さ
せ
ら
れ
て
き
た
。
彼
ら
は
共

通
に
、
農
民
社
会
と
文
化
と
を
都
市
化
や
産
業
化
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
中
で
論

じ
て

い
る
。
そ
れ
は
地
域
的
諸
連
関
の
範
囲
内
で
変
化

の
姿
を
扱

っ
た
も
の
で

あ
る
。
だ
が
現
在
、
わ
れ
わ
れ
が
農
民
を
捉
え
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
要
因

に
加
え
て
国
民
化

・
商
業
化

・
西
洋
化

・
教
育
や
医
療
切
普
及
な
ど
、
よ
り
広

範
な
変
化

の
総
体
、
つ
ま
り
近
代
化

の
問
題
を
無
視
し
て
と
お
る
わ
け
に
は
い

か
な
い
。

と
こ
ろ
で
こ
の
近
代
化
と
農
民
変
化
と
い
う
テ
ー

マ
は
、
当
の
近
代
化
自
体

の
行
き
詰
ま
り
、
あ
る

い
は

「開
発
」
の
難
し
さ
を
反
映
し
て
様

々
な
形
で
再

考
を
迫
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
た
と
え
ば

℃
9
8
「
や

ω
9
巳
口
は
、変
化

の
多
様
性
を

考
慮
し
た
「近
代
化
過
程
」
の
比
較
研
究
、
「発
展

の
基
本
段
階
と
し
て
ア
プ

ロ
ー

チ
し
う
る
」
類
型
化
を
主
張
し
て
い
る
(二
。
ま
た

∪
聾

oコ
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
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農
民
を
参
照
し
な
が
ら
、
世
界
の
農

民
を
諸
段
階

の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
整
理

し
よ
う
と
す
る
。
更
に

〇
三
冨
ω
は
、
農
民
を
近
代
化
対
象

の

一
サ
ブ
グ

ル
ー
プ

と
し
て
分
析
す
る
方
法
を
提
示
し
て

い
る
。

こ
れ
ら
の
研
究
は
あ
く
ま
で
近
代

化
の
枠
組
を
捨
て
ず

に
、
農
民
社
会
と
文

化

の
多
様
性
を
探

っ
て
い
こ
う
と
す

る
も
の
で
あ
り
、
様

々
な
混
乱
を
移
行
形

態
下
の
現
象

と
し
、
根
強
ぐ
抵
抗
す

る
伝
統
を
文
化
的
遅
滞
と
し
て
把
握
す
る

こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
し

、
近
代
化
は
必
然
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る

い
は
必
然
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
枠
組
の
中
で
彼
ら
を
理
解
す
る
こ
と

は
ど
こ
ま
で
可
能
な

の
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
近
代
化

の
モ
デ

ル
と
な
る
の

は
欧
米
、
日
本
の
農
民
で
あ
る
。
今

、
農
民
を

「農
業
が
暮
ら
し
で
あ
り
生
活

様
式
で
あ
る
」
(爬)、
且

つ
「部
分
文
化

を
有
す
る
部
分
社
会
を
構
成
す
る
」(、》人
々

と
し
て
出
発
す
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
確
か
に
上
記

の
地
域
で
彼
ら
が
減
少
し

て
い
る
の
を
み
、
ま
た
そ
れ
と
対
照

に
第
三
世
界
で
彼
ら
が

「部
族
民
か
ら

つ

く
ら
れ

つ
つ
あ
る
」(轟)こ
と
を
み
る
。
こ
れ
ど
も
、
こ
の
二
つ
の
事
実
か
ら
近
代

化

.
発
展
の
下
に
多
様
な
彼
ら
の
姿

を
並
べ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
導
け
は
し
な

い
。
そ
れ
は
第

一
に
、
西
欧
や
日
本

に
根
強
く
残
る
農
民
社
会

・
文
化

の
意
味

を
見
落
と
す
こ
と
に
な
る
し
、第
二
に
、
第
三
世
界

の
農
民
の
多
く
が
近
代

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
と
の
関
係
か
ら
生
じ
た
事
実

、
つ
ま
り
西
欧
と
第
三
世
界
と
の
相
互
連

関
の
考
察
を
欠
落
さ
せ
る
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
。

農
民
の
研
究
は
部
族
や
バ

ン
ド

の
そ
れ
と
較

べ
る
と
、
動
態
的
視
点
を
不
可

欠
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、
動
態

の
分
析
は
必
ず
し
も
近
代
化
の
枠
組
に
従
う

必
要
は
な

い
。

こ
う
考
え
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
既
に
近
年

の
研
究

の
幾

つ
か

に
、
ひ
と

つ
の
示
唆
的
な
方
向
を
み

い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

た
と
え
ば
、
≦
o罵
は
、
農
民
を
未
開
部
族
と
産
業
社
会
と
の
中
間
に
位
置
す

る
人
々
と
し
な
が
ら
も
、
移
り
変
わ
る
外
社
会
と
の
関
係

の
中

で
そ

の
姿
を

追

っ
て
い
く
姿
勢
を
貫

い
て
い
る
。
農
民
の
生
活
は
時
代

・
地
域
を
こ
え
て
動

的
な
状
態
に
あ
り
非
農
民
と
の
関
係
が
絡
ま

っ
て
く
る
。
そ

こ
で

「適
応

の
ひ

と

つ
、の
タ
/
プ
、

つ
ま
り
農
民

の
自
己
保
全
を
脅
か
す
社
会
体
制

の
中
で
自
己

之
系
累
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
な
さ
れ
る
態
度
と
活
動
の
組
合
わ
せ
の
形
が
問

題
に
な

っ
て
く
る
」(9
と

い
う
。

一
方
、
鬢
Φ言
σ9
αq
は
こ
の

「適
応
」
と

い
う
語
を
用

い
な
が
ら
も
、
外
社
会

か
ら
の
便
益
と
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
生
活
様
式
と
の
葛
藤
の
側
面
か
ら
変
化
の

姿
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
女
は
そ
の
際
、
こ
れ
ま
で
研
究
に

一
般
的
だ

っ

た
「独
特
で
小
さ
く
、
均
質
で
自
足
的
」
と

い
う

即
Φ含
邑
山
の
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー

像
を
批
判
す
る
。
農
民

の
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
は
動
的
な
外
社
会
に
対
し
て
た
え

ず

「調
整
的
反
応
§
」
を
し
て
い
る
、
と
い
う
。
変
化
は
そ
れ
ゆ
え
段
階
的
な
断

続
で
は
な
く
、
伝
統
を
基
幹
と
し
た
連
続
と
な
る
の
だ
。

こ
の
伝
統
之
農
民
社
会
の
変
化

と
の
時
連
は
、
ζ
ヨ
9

が
あ
た
ら
し

い
視
点

か
ら
論
じ
て

い
る
(ご
。
彼
ら
の
保
守
性
は
決
し
て
盲
目
の
慣
習
に
よ
る
の
で
は

な
く
、
権
力

・
富

・
地
位
を
異

に
す

る
様
々
な

人
々
に
よ

っ
て
そ

の
シ

ン
ボ

リ

ッ
ク
な
意
味
と
実
際
の
効
用
を
変
え
な
が
ら
担
わ
れ
て
い
く
、
と
い
う
。

更
に
、
従
来

の
農
民
研
究
を
、
近
代
文
化

の
接
触
と
近
代
化
と
を
短
絡
さ
せ

た
も

の
と
し
て
批
判
す
る
の
は

ζ
お
位
蝕
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
背
景
と
し
て
、
こ

れ
ま
で
の
理
解
が
変
化
の
障
害
物
を
個
人
的
問
題
と
し
て
処
理
し
た
こ
と
、
ま

た
伝
統
的
、
パ
ロ
キ

ァ
ル
な
諸
制
度

の
緊
張
が
個
人
の
選
択
に
根
本
的
に
影
響

す
る
点
に
殆
ん
ど
注
意
を
払
わ
な
か

っ
た
こ
と
、
を
上
げ
て
い
る
。
そ
し
て
コ

一112一



ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
歴
史
的
趨
勢
を

、
「村
に
根
づ
い
た
行
為
と
諸
制
度

の
少
な
く

と
も
そ
の

一
部
を
、
外
か
ら
の
容

赦
な

い
圧
力
に
対
す
る
適
応
的
反
応
と
し
て

理
解
す
る
(。。)」
観
点
か
ら
論
じ
て

い
る
。

以
上

の
理
論
は
ア
ジ
ア
、
ラ
テ

ン
ア
メ
リ
カ
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
と
様

々
な
地
域

の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
、
民
族
誌

に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
農
民
の

変
化
を
近
代
化

の
枠
組
か
ら
は
ず
し
、
む
し
ろ
変
化
の
中
に
こ
そ
彼
ら
の
特
質

を
求
め
る
と
い
う
点
で
土
ハ通
し
て

い
る
、
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
変
化
す
る
こ

と
と
農
民
で
あ
り

つ
づ
け
る
こ
と

の
連
関
は

芝
o円

鬢
Φ
ぎ
σ
9
ひQ
■
ζ
お
住
鉱
に

よ
り
、
適
応

(鋤
号
℃
畠
菖
o
⇒
)
と
し

て
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
こ
の
明
確
な
定
義
は
な

さ
れ
て
い
な

い
し
、
意
味
合
も
各

々
違

っ
て
い
る
。
し
か
し

い
ず
れ
も
農
民
が

そ
の
諸
特
徴
を
保
ち
な
が
ら
、
農
民
そ

の
も
の
と
し
て
変
わ

っ
て
い
く
際

の
プ

ロ
セ
ス
を
あ
ら
わ
す
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て

い
る
。

こ
う
し
た
把
握
は
、
国
δ
Φ
σ
臼

や

閃
①臨
臣
Φ匡

ら
の
研
究
と
必
ず
t
も
対
立
す

る
訳
で
は
な

い
。
農
民
は
独
自
の
文
化
を
有
し
な
が
ら
も
全
体
社
会

(≦
げ
oδ

ωo
q
Φ
蔓
)
の

一
員
と
し
て
生
活
し

て
い
る
。
だ
が
外
社
会
が
歴
史
と
と
も
に
変

わ

っ
て
い
く
の
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
も
ま
た

「小
さ
な
伝
統
」
を
も

っ
て
文
明
に

参
加
す
る
為
に
変
わ
り

つ
づ
け
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
場
合
接
触
と
変
化
は
当

然
の
こ
と
と
し
て
起

こ
り
、脱
農

民
化
を
必
然
的
に
導
く
も
の
と
は
い
え
な

い
。

っ
ま
り
問
題
は
近
代

の
農
民
変
化
を
特
別
な
歴
史
的
事
象

と
し
特
定
な
枠
組
で

把
握
し
よ
う
と
す
る
前
に
、
外
社
会
の
変
化
に
対
す
る
彼
ら
自
身

の
プ

ロ
セ
ス

と
し
て
理
解
し
直
す
こ
と
で
あ
る
。
近
代
の
変
化
が
伝
統
的
な
そ
れ
と
ど
の
よ

う
に
異
な
る
か
は
、
む
し
ろ
そ
の
の
ち
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ
。

こ
こ
で
農
民
と
変
化
に
つ
い
て
以
上

の
接
近
法
を
ふ
り
か
え
る
と
き
、
.幾

つ

か
の
課
題
が
整
理
で
き
る
。

そ
の
第

一
は
、
農
民
と

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
関
係
で
あ
る
。
煢
o
罵
は
適
応

の

主
体
を

一
農
民
と
し
て
出
発
す
る
が
、
こ
の
際
勿
論

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
の
関

連
が
と
わ
れ
ね
ば
な
る
ま

い
。

一
方

ζ
戯
阜
巴
は

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
外
圧

に

対
す
る
適
応
単
位
と
し
て
考
え
る
が
、
も

っ
ぱ
ら
農
民
を
防
御
す
る
機
能

の
面

に
力
点
を
置

い
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し

≦
Φ
ぎ
σ
Φ
お

の
捉
え
る
そ
れ
は
、
防
御
の

力
だ
け
で
な
く
農
民
に
誇
り
と
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
与
え
る
も

の
で
あ

る
。第

二
は
、
外
社
会
と
農
民
と
の
関
連
で
あ
る
。
類
o
㍑
や
ζ
茜
匹
巴

が
外
社
会

の
圧
力
を
強
調
す
る
の
に
較

べ
、
鬢
①
ぢ
び
9
σq
は
相
互
依
存
性
を
説

い
て
い
る
。

前
者
は
租
税
、

レ
ン
ト
、
強
制
売
買
、
市
場
や
工
業
製
品
の
侵
入
な
ど
、
国
家

や
都
市
の
強
制
力
に
重
点
を
置
い
て
変
化
を
た
ど
る
。
後
者
は
都
市
文
化

の
便

益
、
外
社
会
に
よ
る
保
護
政
策
な
ど
が
逆
に
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー

.
農
民
文
化
を

危
機
に
陥
れ
る
可
能
性
を
も

つ
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
い
ず
れ

も
、
外
社
会
と
の
具
体
的
関
係
の
中
で
農
民

の
変
化
を
検
討
し
て
い
る
。

第
三
は
≦

巳
N
の
提
起
し

た

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
メ

ン
バ
ー
の
多
様
化
と
伝

統

・
変
化

の
問
題
で
あ
る
。
殊
に
、
外
と
の
繋
が
り
が
彼
ら
相
互

の
関
係
を
ど

う
変
え
て
い
く
の
か
、
を
問
う
必
要
が
あ
ろ
う
。

以
下
で
は
こ
れ
ら

の
課
題
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
シ
ナ
カ

ン
タ

ン

(圏
Z
>
,

O
》
Z
↓
>
Z
)、
ベ
セ
ー
ダ

ス

(しσ
国
O
国
∪
〉
ω
)、
ブ

ル
ー
ソ
ン

(しu
渕
q
ω
○
乞
)
の

事
例
(。)よ
り
、
現
代
に
お
け
る
農
民
変
化

の
問
題
を
論
じ
て
い
き
た
い
。

押
し
寄
せ
る
近
代
化

の
波
の
中
で
、
彼
ら
は
ど
の
よ
う
に
変
貌
を
と
げ
ど
の

よ
う

に
そ
の
特
質
を
維
持
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
を
彼
ら
自
身
の
適
応
の
プ

ロ
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セ
ス
と
七
て
捉
え
直
す
も
の
で
あ
る
。
考
察
は
過
渡
期

の
農
民
社
会
像
を
浮
か

び
上
が
ら
せ
る
と
と
も
に
、
人
類

学
に
お
け
る
農
民
概
念
の
再
検
討
を
迫
る
こ

と
に
な
る
。

H

シ
ナ

カ

ン
タ

ン

シ

ナ

カ

ン
タ

ン
は

、
チ

ャ
パ

ス

(
O
=
〉
勺
〉
ω
)
高

地

に
位

置
す

る

マ
ヤ
イ

ン

デ

ィ

ア

ン

の

町

(
ヨ
⊆
艮
9
℃
δ

)
で

あ

る

。
人

口
は

九

、
○

○

○

人
余

り

、

一
五

の

部

落

と

セ

ン

タ

ー

=
8
匹
⊆
∋

と

か

ら

構

成

さ

れ

て

い

る
。

セ

ン
タ

ー

に

は

教

会

、

タ

ウ

ン
ホ

ー

ル
、

学

校

、

診

療

所

、
商

店

な

ど

が

立

ち

並

び

、

部

落

の
住

民

は
祭

や

儀

礼

、
交

易

、

そ

の
他

公

的

用
件

の
あ

る
度

に

こ

こ
を

訪

れ

る

。

町

は

植

民

地

以

前

の
部

族

に
基

づ

い
て

発

足

し

て

い
る

為

、

言

語

・
風

俗

を

共

有

し

内

娘

単

位

で

も
あ

る

シ

ナ

カ

ン
テ

コ

(
N
一蠧

8

葺

Φ
o
o
)
社

会

と
殆

ん

ど

一
致

し

て

い
る

。
従

っ
て
外

社

会

に
対

す

る

部

分

的

依

存

に

つ

い
て

み
る

と
き

、

文

化

的

側

面

よ

り

は
経

済

・
政

治

的

な

面

に

、
彼

ら

の
農

民

性

が

あ

ら

わ

れ

て

い
る

、

と

い
え

る
(
§
。

チ

ャ

パ

ス

に

は

こ
う

し

た

か

つ

て

の
部

族

に
基

づ

き

構

成

さ

れ

た

数

々

の

町

が

あ

り

、

シ
ナ

カ

ン
テ

コ
は

そ

の
幾

つ
か

と

儀

礼

や

交

易

を

つ
う

じ

て

密

接

な

交

流

を

保

っ
て
き

た
。

絆

は
主

に
、

都

市

サ

ン
ク

リ

ス
ト

バ

ル

・
デ

・
ラ

ス

・

カ

サ

ス
(
ω
>
Z
O
匹

ω
↓
bσ
〉
冒

U
国

い
》
ω

○
〉
ω
>
QO
)を

介

し

て
保

た

れ

て

い
る
。

町

の
住

民

と

都

市

の
住

民

は
、

各

々
高

地

の

カ

テ

ゴ

リ

ー

に

よ

る

と
イ

ン
デ

ィ

オ

(
H口
9
0
)
と

ラ

デ

ィ

ノ

(
e
鶴
臼
コ
o
)

に

ほ

ぼ

一
致

す

る
。

イ

ン
デ

ィ

オ

は

伝

統

的

に
、

コ
ー

ン
裁

培

を

中

心

と

す

る

農

業

と

交

易

と

に

よ

っ
て
生
計
を
支
え
て
い
る
。
革
命
後
の
土
地
改
革
は
彼
ら
が
奪
わ
れ
た

一
部

の
土
地
の
用
益
権
だ
け
は
解
放
し
た
が

(Φ
ま

o
ω
く
ω8
日
)
、
○
「ご
巴
く
鋤
河
床

の

も

っ
と
も
肥
沃
な
土
地
に
は
手
を

つ
け
な
か

っ
た
。
そ
の
為
彼
ら
は
人
口
過
密

な
高
地
の
他
に
、
こ
れ
ら
の
谷
間
の
借
地
を
耕
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な

っ
て
い
る
。

シ
ナ
カ
ン
テ

コ
を
変
え
た
直
接
的
契
機
と
な

っ
た

の
は
、
第

一
に
耄
H
(Hコ
・

ω葺

⊆
8

Z
p・o
δ
蠧
=
口
α
茜
Φ
巳
ωβ
)、
す
な
わ
ち
イ

ン
デ
ィ
オ
近
代
化
計
画

の
五

〇
年
代
か
ら

の
実
施
で
あ
る
。

こ
の
内
容
は
教
育

・
医
療

・
政
治

・
農
業
な
ど

多
岐

に
わ
た
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
部
落
に
は
学
校
が
建
て
ら
れ
ス
ペ
イ

ン
語

の
読
み
書
き
が
教
え
ら
れ
て
い
る
。

セ
ン
タ
ー
に
は
診
療
所
が
設
置
さ
れ
、
谷

に
は
品
種
や
新
技
術
開
発
を
め
ざ
し
た
試
験
場
が
で
き
て
い
る
。
第
二
の
契
機

は
、
パ
ン
ア
メ
リ
カ
ン
ハ
イ
ウ

ェ
イ
の
開
通
で
あ
る
。
道
路
は
、
セ
ン
タ
ー
経

由
で
サ

ン
ク
リ
ス
ト
バ
ル
に
つ
い
じ
た
旧
来
の
荷
馬
車
道
と
は
異
な
り
、
セ
ン

タ
!
を
迂
回
し
幾
つ
か
の
部
落

の
傍
、
あ
る
い
は
た
だ
中
を
通
過
し
て
い
る
。

更
に
彼
ら
の
生
活
を
変
え
た
第
三
の
要
因
と
し
て
、
政
府
に
よ
る
コ
ー
ン
買
付

の
実
施
が
上
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
に
よ

っ
て
安
定
し
た
現
金
収
入
が
よ
り
容
易
に

も
た
ら
さ
れ

つ
つ
あ
る
の
だ
。

シ
ナ
カ
ン
テ

コ
は
当
初
、
こ
う
し
た
変
化
に
戸
惑

い
、
あ
る
い
は
拒
絶

の
態

度
さ
え
と
っ
た
。
が
、
今
日
に
至
る
ま
で
徐

々
に
そ
の
便
益
を
受
け
入
れ
、
か

つ
て
の
暮
ら
し
を
変
え
始
め
て
い
る
。

こ
の
現
象

は
ど
の
部
落
に
も
等
し
く
進
行
し
た
訳
で
は
な
い
。

つ
ま
り
谷
間

の
耕
地
、

ハ
イ
ウ

ェ
イ
か
ら
の
距
離
を

一
大
要
因
と
し
て
、
部
落
間
の
差
異
が

生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
部
落

(各

々
名
称
と
若
干
異
な
る
慣
習
を

有
し
て

い
た
)
は
、
彼
ら
の
生
活
の
大
半
が
展
開
さ
れ
る
場
で
あ

っ
た
。
成
員
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は
共
通
の
気
質
を
も

つ
と
さ
れ
、
外
部

へ
出
掛
け
る
際
に
は

一
緒
に
行
動
す
る

こ
と
が
多
か

っ
た
。
特
に
女
と
子
供

の
場
合
、
交
易

・
農
業
、
そ
し
て
、
セ
ン

タ
ー
で
の
儀
礼
的
職
務

(09D「σq
O
)
に
携
わ
る
こ
と
が
な

い
為
、
他
部
落
の
人
間

を
殆
ん
ど
知
る
こ
と
が
な

い
。
谷
間

、

ハ
イ
ウ

ェ
イ
に
近

い
部
落
で
は
こ
う
し

た
成
員
が
主
体
と
な

っ
て

一
早
く
グ

ル
ー
プ
を
作
り
、
バ
ス
や
ト
ラ

ッ
ク
を
利

用
し
て
肥
沃
な
低
地

へ
と
降
り
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
並
行
し
一
都
市
と
の
往
き
来
も
頻
繁
化
し
た
。
市
場
向
け
の
出
荷
が

増
し
、
花
作
り

・
果
樹
裁
培
な
ど
あ

ら
た
な
種
類

の
農
業
と
交
易
と
が
集
中
し

て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
富

の
象
徴
は
ロ
バ
か
ら
工
業
製
品
、
特
に
ト

ラ

ッ
ク

へ
と
替
わ
り
、
都
市
型
の
消
費
文
化
が
と
り
わ
け
顕
著

に
志
向
さ
れ
る

よ
う

に
な

っ
て
い
る
。

外
社
会
と
の
交
流
の
増
大
は
ま
た
、
ス
ペ
イ

ン
語
能
力
、
教
育

・
ラ
デ
ィ
ノ

と
の
絆
に
対
す
る
評
価
を
伴
い
、
こ
れ
ら
を
身
に
つ
け
た
男
た
ち
が
人
望
を
集

め
る
と
い
う
現
象
も
生
じ
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
代
表
は
I
N
I
職
員
で
あ
る
。

彼
ら
は
未
だ
二
、
三
〇
代
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仲
間
た
ち
と
ラ
デ
ィ
ノ
の
世
界

を
と
り
結

ぶ
重
要
な
役
割
を
果
し
つ

つ
あ
る
。
そ
し
て
近
代
的
イ

ン
デ
ィ
オ
の

自
覚
と
誇
り
を
も
ち
、
中
に
は
部
落

の
、
更
に
は
町
全
体

の
政
治

・
儀
礼
上
の

重
要
な
地
位
を
占
め
る
者
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
変
化
は
先
ず

農
業
に
つ
い
て
み
た
場
合
、
あ
く
ま
で
彼

ら
の
伝
統
の
延
長
上
に
発
展
し
た
感
が
強

い
。
利
得
を
め
ざ
す
生
産
と
交
易
は
、

従
来
彼
ら
の
経
済
活
動
の

一
部
を
な
し
て
い
た
し
、
人
雇

い
、
借
地

.
農
作
業

と
出
荷
、
そ
し
て
そ
の
取
引
き
な
ど
は
未
だ
す

べ
て
の
伝
統
的
形
式
で
お
こ
な

わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
主
食

コ
ー
ン
の
特
別
視

・
裁
培
は
、
企
業
的
経
営
の
側

面
を
強
め
た
者
た
ち
の
間
に
も
変
わ
る
こ
と
な
く
見
出
せ
る
。
I
N
I
に
よ
る

品
種

・
農
法

の
改
良
も
、
コ
ー

ン
に
関
す
る
限
り
殆
ん
ど
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

な
い
の
だ
。

伝
統
と
の
連
続
性
は
、
同
様
に
儀
礼

・
宗
教
的
側
面
に
つ
い
て
み
た
と
き
顕

著
と
な
る
。

シ
ナ
カ
ン
テ

コ
が
あ
た
ら
し

い
文
化
と
頻
繁
に
接
し
そ
れ
ら
を
と

り
込
ん
で
い
く
過
程
は
、
儀
礼
の
複
雑
化

・
創
出
と
も
結
び
つ
い
て

い
る
。
模

範
と
す

べ
き
祖
先
の
生
活
か
ら
逸
脱
す
る
に
つ
れ
て
、
彼
ら
は
神
々
の
怒
り
、

病
気
や
事
故
に
敏
感
と
な
り
畏
怖

の
念
を
強
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
近
代
的
医

療
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
利
用
し
な
が
ら
治
療
儀
礼
に
固
執
し
、
学
校
や

ハ
イ
ウ

ェ
イ

を
受
け
入
れ
な
が
ら
、
そ
れ
に
伴
う
事
故
を
あ
ら
た
な
形

の
儀
礼
で
静
め
よ
う

と
し
て
い
る
。
た
だ
こ
れ
ら
は
部
落
内
の
集
団
、
も
し
く
は
部
落
そ

の
も
の
を

単
位
と
す
る
儀
礼

で
あ
る
為
、
部
落
の
暮
ら
し
の
差
異
は
こ
の
面
に
お
い
て
も

生
じ
て

い
る
こ
と
に
な
る
。

部
落
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
、
主
に
セ
ン
タ
ー
を

つ
う
じ
て
結
び
つ
い
て
い

る
。
そ
こ
は
経
済

・
政
治

・
司
法
の
中
心
で
あ
り
、
各
部
落
の
能
力
を
こ
え
た

問
題
が
代
表
者
を

つ
う
じ
て
イ

ン
フ
ォ
ー

マ
ル
な
形
で
解
決
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
こ
の
こ
と
は
、
何
よ
り
宗
教

・
儀
礼
上
の
位
置
と
関
連
し
て
い
る
。
シ
ナ

カ

ン
テ

コ
の
生
活
は
、
今
日
で
も
神
々
の
世
界
と
の
つ
な
が
り
を
ぬ
き
に
理
解

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
セ
ン
タ
ー
は
人
間
と
神

々
の
両
世
界
の
中
心
と
し

て
存
在
し

つ
づ
け
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

こ
は
部
族

の
祖
先
神
が
棲

む
山
々
に

よ

っ
て
囲
ま
れ
、
ま
た
カ
ソ
リ

ッ
ク

の
重
要
な
守
護
聖
人
を
守
る
教
会
を
有
し

て
い
る
。
政
治

・
司
法
上

の
諸
制
度
は
こ
う
し
た
宗
教

・
儀
礼
的
な
側
面
と
不

可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
だ
。
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セ
ン
タ

、
1
が
世
界
の
中
心
で
あ
り
シ
ナ
カ
ン
テ

コ
統
合
の
要

で
あ
る
こ
と
を

象
徴
す
る
ひ
と

つ
に
、
有
名
な
カ

ル
ゴ

・
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
。
カ
ル
ゴ
の
経
歴

は
、
年
齢

の
序
列
と
並
ん
で
部
落

の
人
間
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
す
だ
け
で
な
く
、

面
識
の
な

い
異
部
落
の
人
間
ど
お
し
に
互

い
の
位
置
づ
け
を
与
え
る
こ
と
が
で

き
る
。、
ま
た
、
役
職
を

つ
う
じ
て
芽
ば
え
た
親
交
は
部
落
を
こ
え
て
存
続
し
て

」い
く
こ
と
も
多

い
。・
シ
ス
テ
ム
は
、
財
力
に
応
じ
す
べ
て
の
成
年
男
子
が
参
加

す
る
、
と

い
う
原
則
に
基
づ
い
て

い
た
為
、
シ
ナ
カ
ン
テ
コ
の
メ
ン
バ
!
シ
ッ

プ
そ
「の
も
の
と
結
び

つ
い
て
い
た
。
カ
ル
ゴ
の
要
請
を
正
当
な
理
由
な
し
に
拒

・
否
す
る
者

は
、
部
落

の
中
で
も
反
社
会
的
人
間
と
し
て
扱
わ
れ
、
時
に
は
自
ら

ラ
デ
ィ
ノ

へ
の
道
を
選
ん
で
都
市

へ
と
姿
を
消
し
て
い
っ
た
。
更
に
シ
ス
テ
ム

は

.皀
o
ωΦ位
o
oヨ
ヨ
¢
巳
q
、
の
存
続

と
も
結
び
つ
い
て
い
た
。
成
員

の
富
は
宗
教

上
の
ラ

ン
ク
に
移
し
か
え
ら
れ
る

こ
と
を
要
求
さ
れ
、
社
会
は
彼
ら
の
経
済
的

層
化
を
防
ぎ
な
が
ら
外
社
会
か
ら

の
孤
立
性
を
守
り
、
独
自
の
価
値

・
世
界
観

を
維
持
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
シ
ス
テ
ム
が
変
形
を
余
儀

な
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
主
張
さ
れ

て
き
た

(○
鋤コ
O
一四
口
"
一⑩①
α
)。
人

口
増
加
と
経
済
的
機
会
拡
大
に
よ
る
富
増
大

と
は
、
シ
ス
テ

ム
が
す
べ
て
の
成
年
男
子
を
包
含
し
経
済
的
均
質
化
を
進
め
る

と
い
う

こ
と
を
不
可
能
に
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
都
市
の
影
響
を
顕

著
に
受
け
た
部
落

の
幾

つ
か
は
、
従
来

の
セ
ン
タ
ー
と
は
別

の
、
あ
ら
た
な
カ

ル
ゴ
を
、
守
護
聖
人
創
出
、
チ

ャ
ペ
ル
建
設
、
フ
ィ
エ
ス
タ
変
形
な
ど
と
と
も

に
自
ら
創
出
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
カ
ル
ゴ
は
セ
ン
タ
ー

の
そ
れ
と
は
異

な
り
、
富

・
時
間
の
莫
大
な
出
費

や
全
員
参
加
の
原
則
を
意
識
的
に
と
り
除

い

て
い
る
。

つ
ま
り
、
神

々
の
体
系

を
崩
さ
ぬ
ま
ま
都
市
文
化
と
り
込
み
を
可
能

に
す
る
、
あ
ら
た
な
形
に
変
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
住
民
の
多
く
は
、

従
来

の
カ
ル
ゴ

へ
の
参
加
自
体
を
希
望
し
な
く
な
り

つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
部
落

の
中
に
は
富
や
人
口
に
お
い
て
も
セ
ン
タ
ー
を
凌
駕
し
、
対
立
と
独
立

の
気
運

さ
え
生
ん
で
い
る
も

の
も
あ
る
。
事
実
、
都
市
と
の
交
流
が
増
す

に
つ
れ
、
セ

ン
タ
ー
の
有
し
て
い
た
経
済

・
娯
楽

・
情
報
伝
達
な
ど
の
機
能
は
低
下
し
た
と

い
え
る
。
あ
た
ら
し
い
文
化
は
し
ば
し
ば
セ

ン
タ
ー
を
経
由
せ
ぬ
ま
ま
に
、
直

接

ハ
イ
ウ

ェ
イ
か
ら
入

っ
て
く
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
セ
ン

タ
ー
の
カ
ル
ゴ
を
介
し
た
町
全
体

の
統
合
が
弱
ま
り
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
。

彼
ら
は
神
々
の
体
系
や
通
婚
、
言
語
、
特
産
物
を

つ
う
じ
部
族
意
識
を
と
ど

め
て
は
い
る
が
、
そ

の

一
方
あ
ら
た
な
文
化
を
摂
取
し
な
が
ら
部
落

の
文
化
的

差
異

・
独
立
性
を
高
め
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

m

ベ

セ
ー
ダ

ス

ベ
セ
ー
ダ

ス
は
、
厳
し
い
冬
と
冷
涼
な
夏
に
特
徴
づ
け
ち
れ
る
シ
イ

ェ
ラ

・

デ

・
ベ
ハ
ー

ル

(ω
醇

δ

9

0u
O
糞

)
の

一
村
落

で
あ
る
。

村
は
六
〇
年
か
ら
の
十
年
間
、
大
都
市
の
産
業
化

に
伴
う
急
激
な
変
化
を
た

ど
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
端
的
に
あ
ら
わ
す

の
が
、

マ
ド
リ
:

・
バ
ル
セ
ロ
ナ
な

ど

へ
の
若
者
を
中
心

に
し
た
移
住
で
あ
り
、
入
ロ
は
こ
・の
間

一
、
一
〇
〇
か
ら
八

○
○
に
減
少
し
て
い
る
。
移
住
者
の
多
く
.は
都
市

の
あ
ら
た
な
暮
ら
し
に
あ

こ

が
れ
、
教
育

・
就
職
を
直
接
の
理
由
に
、
「活
気
」
(曽
目P
σ
一Φ昌
けΦ
)
に
乏
し

い
村

を
出
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
そ
こ
で
生
活
を
享
受
し
な
が
ら
ゐ
、
・殆
ん
ど
相
互

の
つ
な
が
り
の
な

い
ま
ま
に
暮
ら
し
て
い
る
。
そ
し
て
階
層
や
経
済
状
態
を
問
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わ
ず
、
"
ベ
セ
ー
ダ
ス
の

「
息
子
」
"
(
.9

0ω.
位
Φ
Ud
①
oΦ
α
鋤
ω
)
の
自
覚
を
も
ち
、

村
に
と
ど
ま
る
者
と
の
間
に
頻
繁
な
往
き
来
を
保

っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
家

族
を
残
し
て
い
る
か
否
か
と
も
関
係

な
い
。

か
り
に
家
族
ご
と
移
住
し
た
場
合

で
も
親
族
の
絆

(交
流
増
加
、
相
続

を
め
ぐ
る
緊
張

の
緩
和
な
ど
は
、
か
つ
て

と
較

べ
こ
れ
を
強
化
し
て
さ
え

い
る

)
の
存
在
す
る
問
は
、
殆
ん
ど
が
村
人
た

ち
と
親
密
な
交
流
を
続
け
て
い
る
の
だ
。

移
住
者
の
多
く
は
依
然
土
地
や
家
屋
を
残
し
て
お
り
(.、v、
そ
の
管
理
を
兼
ね

て
充
分
な
休
暇
の
と
れ
る
か
ぎ
り
、

自
家
用
車
、
タ
ク
シ
ー
で
村
に
帰

っ
て
く

る
。
年
中
行
事
や
親
類

・
友
人

・
隣
保

の
儀
礼

の
際
に
は
、
む
し
ろ
帰
省
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
上
結
婚
式
や
冬

の

B
讐
穹
鎚

に
お
い
て
は
、
自
身
が
主

催
者
に
な
る
こ
と
も
多

い
。
彼
ら
は
村

に
と
ど
ま
る
間
、
特
別
な
グ

ル
ー
プ
を

作
る
こ
と
な
し
に
全
く
の
村
人
と
し

て
ふ
る
ま
う
し
、
ま
た
そ
れ
が
要
求
さ
れ

る
。
た
老
え
ば
、
隣
保
と
並
ん
で
家

事
や
畑
仕
事
を
す
る
の
も
み
る
こ
と
が
で

き
る
の
だ
。

一
方
村
に
と
ど
ま

っ
た
者
た
ち
も

、
家
族
と
し
て
親
類
と
し
て
、
あ
る
い
は

友
人
、
隣
保
と
し
て
移
住
者
の
側
を
訪

れ
る
。
今
日
で
は
た
い
て

い
の
家
庭

(通

常
核
家
族
で
構
成
)
が
都
市
在
住
の

「息
子
」
を
有
し
て
い
る
。
彼
ら
は
年
々

移
住
者
を
パ
ト

ロ
ン
的
に
利
用
す
る
傾
向
を
強
め
、
そ
の
関
係
維
持
に
敏
感
に

.な
り

つ
つ
あ
る
。
「息
子
」
た
ち
は
衣

類
、
無
利
子
の
ロ
ー
ン
、
医
療

の
ア
ド
バ

イ

ス
、
そ
れ
に
滞
在
の
場
を
提
供
す

る
だ
け
で
な
く
、
就
職
や
教
育

の
面
倒
ま

で
み
て
く
れ
る
。
都
市

の
あ
ら
た
な
生
活
に
つ
い
て
も
ま
た
、
彼
ら
か
ら
教
わ

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
、
村

人
は
経
済
上
の
利
益
や
安
全
、
目
新
し
さ

な
ど
を
移
住
者
よ
り
ひ
き
だ
し
、
移
住
者
は
村

に
お
け
る
威
信
を
獲
得
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
村
に
は
都
市
の

「息
子
」
た
ち
の
い
な
い
日
は
殆
ん
ど
な
く
、

ま
た
村
人
か
否
か
の
み
き
わ
め
さ
え
難
し

い
者
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

以
上

の
変
化
は
、
確

か
に
ベ
セ
ー
ダ

ス
の
自
立
性
が
弱
ま
る
プ

ロ
セ
ス
で
も

あ
る
。
村
入
の
暮
ら
し
は
今
日
、
物
質
的
側
面
は
も
と
よ
り
情
報

・
教
育

.
医

療
、
そ
し
て
祭
を
は
じ
め
と
す
る
儀
礼
の
面
で
も
移
住
者
の
存
在
を
必
要
と
し

て
い
る
し
、
近
隣
集
団
や
青
年
組
織
も
彼
ら
を
ぬ
き
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
な

く
な

っ
て
い
る
。
更
に
こ
れ
に
並
行
し
て
、
村
内
に
は
都
会

の
ス
タ
イ

ル
で
都

市

の
製
品
、
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
売
る
店
が
営
ま
れ
始
め
た
。

つ
ま
り
、
村

の
内
外

か
ら
あ
た
ら
し
い
生
活
様
式
が
す
す
ん
で
と
り
込
ま
れ
て
お
り
、
暮
ら
し
そ
の

も

の
が
外
社
会
と
の
頻
繁
な
交
流
ぬ
き
に
成
り
立
た
な
く
な

っ
て

い
る
の
で
あ

る
。

ゐ

た
だ
こ
の
こ
と
は
、
彼
ら
の
場
所
的
な
流
動
性
を
増
大
さ
せ
て
は
い
な

い
。

あ
た
ら
し
い
店
の
出
現
と

「息
子
」
た
ち
の
来
訪
の
為
に
、
彼
ら
は
逆

に
村
外

へ
出
る
機
会
を
減
少
さ
せ
て
さ
え

い
る
。
そ
れ
は
人
口
流
出
の
も
た
ら
し
た
農

業
の
経
営
規
模
拡
大

・
収
入
増
加
と
も
関
連
し
て
い
る
。

つ
ま
り
移
住
者
が
農

地
を
売
り
あ

る
い
は
村
入
に
貸
与
し
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
業

に
専
念

し
農
業
で
生
計
を
立
て
る
こ
と
が
可
能
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
間
、
彼
ら

の
生
活
は
よ
り
均
質
性
を
強
め
、
労
働
力
不
足
と
あ

い
ま

っ
て
均
衡
的
互
酬
に

基
づ
く
あ
ら
た
な
協
同
労
働
も
生
ん
で
い
る
。

農
業

に
つ
い
て
い
え
ば
、
都
市
の
生
活
様
式
の
と
り
込
み
と
並
行
し
て
換
金

作
物
部
門
の
拡
大
、

ヒ仲
買
人
出
現
、

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

の
分
離
、
機
械
化
な
ど

が
確
か
に
進
行
し
て
い
る
。
し
か
し
依
然
、
宗
教
上
の
暦

に
沿

っ
た
リ
ズ

ム
で

各
家
庭
を
基
本
単
位

に
し
て
営
ま
れ
て
お
り
、
主
食

・
儀
礼
と
関
わ
る
伝
統
的

一117一



穀
物

の
小
麦
を
根
強
く
自
給
し

つ
づ
け
る

「
二
元
的
経
済
の
枠
組
」(§
を
保

っ

て
い
る
。
経
営
の
均
質
化
、
土
地
に
対
す
る
コ
ン
ト

ロ
ー

ル
増
大
、
更
に
協
同

労
働
の
発
生
な
ど
を
み
る
と
き
、
彼

ら
の
農
業
は
ま
す
ま
す
生
活
と
非
分
離
な

性
質
を
強
め
て

い
る
の
だ
。

村
人
の
暮
ら
し
が
都
市

の
そ
れ
に
近
づ
い
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
彼
ら
が

マ
ド
リ
ー
の
文
化

に
対
し
抱
く
あ

こ
が
れ
や
志
向
性
は
き
わ
め
て
顕
著

で
あ

り
、
時
に
は
そ
こ
で
行
な
わ
れ
て

い
る
か
否
か
が
、
行
動
様
式
を
正
当
化
す
る

根
拠

に
な
る
こ
と
さ
え
あ

る
。
都
市
文
化

の
摂
取
は

「
進
ん
で
い
る
」
(巴
①緊

餌
巨
勉
o
)
と
み
な
さ
れ
て
威
信
を
与
え
ら
れ
、
逆
に
い
つ
ま
で
も
古

い
様
式
に
固

執
す
れ
ば

「
遅
れ
て

い
る
」
(蝉け「鋤
ω鋤
讐O
)
と
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の

一
方
、
彼
ら
は
べ
セ
ー
ダ
ス
の
村
人

(薯
①
σ
δ
)
と
し
て
の
自
覚

も
捨
て
て
は
い
な

い
。
村
は
彼

ら

に
と

っ
て
依
然

「小
さ
な
く

に
」
(℃
鋤
巳
鋤

o巨
o
Q
)
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
暮
ら
す
人
間
は
、
誰
も
が
基
本
的
に
平
等
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
村
人
の
関
係
を
伝
統
的
に
特
徴

づ
け
て
き
た
こ
の
平
等
性

は
、
生
活
の
均
質
化
と
と
も
に
ま
す

ま
す
強
ま
り
つ
つ
あ
る
。
彼
ら
は
私
的
領

域
を
極
力
縮
少
し
な
が
ら
頻
繁
な

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
網
を
張
り
め
ぐ
ら

し
て
い
る
。
通
常

の
暮
ら
し
を

つ
づ
け
て

い
く
為
に
は
、
移
住
者
か
否
か
に
か

か
わ
ら
ず
、
親
類
や
友
人
を
有
し
隣
保
を
形
成
し
て
こ
の
網
の
中

に
加
わ

っ
て

い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
各
々
の
関
係
に
応
じ
た
義
務
や
権
利
、
ふ
る
ま

い
方
は
、
都
市

の
影
響
を
受
け
具
体
的
内
容
を
変
え
て
は
い
る
が

(儀
礼
の
簡

略
化
、
均
衡
的
互
酬
の
発
達
な
ど
)
、
村
に
お
い
て
は
依
然
無
視
し
さ
る
こ
と
が

で
き
な

い
の
で
あ
る
。

日
常
、
彼
ら
は
自
己
と
家
庭
を
た
え
ず
開

い
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
。

つ
ま

り

秘

密

を

も

っ
て

は

な

ら

な

い
、

と

さ

れ

て

い
る
。

し

か
も

こ

の

こ

と

は

、

都

市

の
文

化

を

あ

た

ら

し

く

と

り

入

れ

た

者

に

つ

い
て

殊

に
敏

感

に

要

求

さ

れ

て

い
る

。

た

と

え

ば

改

築

・
家

具

や

家

庭

用

品

購

入

の
直

後

に

は

、

興

味

を

抱

く

村

の
人

聞

す

べ

て

を

中

に

迎

え

入

れ

ね

ば

な

ら

ず

、
そ

れ

を

怠

る

と

「
お
高

い
」

(臼
oq
⊆
=
o
ω
o
ω
V
「
冷

た

い
」
(
Φ
ω
け⇔
豆
位
o
ω
)
と

い
う

こ
と

に
な

っ
て

日
常

の
人

間

関

係

か

ら

締

め

だ

さ

れ

る

こ

と

も

あ

る
。

逆

に
、

私

的

な

領

域

を

開

き

村

の

生

活

に

積

極

的

に
参

加

し

て

い
る

か

ぎ

り

、

た

と

え

ば

扶

助

は

各

関

係

に

応

じ

た

村

人

か

ら

容

易

に

期
待

で
き

、

支
障

な

い
生

活

が

つ
づ
け

ら

れ

る

。

こ
う

し

た

伝

統

的

暮

ら

し

は

時

に
う

っ
と

お

し

さ

を

感

じ

さ

せ

て

は

い

る

が

、
尚

今

日

で
も

生

き

て

い
る
。

こ

の

こ

と

は
勿
論

、

村

に

滞

在

す

る

移

住

者

た

ち

に

も

い
え

る
。

た

と

え

彼

ら

が

パ
ト

ロ

ン
的

役

割

を

果

た

し

つ

つ
あ

っ
て

も

、
依

然

ベ

セ
ー

ダ

ス

の

「
息

子
」

だ

か

ら

で

あ

る

。

W

ブ

ル
ー

ソ
ン

ブ
ル
ー
ソ
ン
は
、
ス
イ
ス
の
南
ヴ
ァ
レ
i

(く
巴
包
ω
)
州
バ

ニ
ェ

(Oσ
o
σQ
コ
①
ω
)

の
谷
に
位
置
す
る
、
人
口
二
五
〇
の
山
村

で
あ
る
。
村
入
は
ア
ル
ペ
ン
酪
農
を

中
心
と
す
る
農
業
と
、
雪
深
い
冬
の
間

の
出
稼
ぎ
に
よ

っ
て
そ
の
生
活
を
支
え

て
き
た
。

こ
の
半
世
紀

の
間
、
村
は
大
き
な
変
化
を
と
げ
て
い
る
。
そ
の
第

一
は
低
地

の
町
の
産
業
化

・
生
活

の
都
市
化
が
導

い
た
未
婚
者
中
心

の
人
口
流
出
で
あ

る
。
農
業
は

い
や
し
く
ひ
き
あ
わ
ぬ
も
の
と
さ
れ
、
職
業
教
育
を
修
め
町
に
暮

ら
す
こ
と
が
親
た
ち
か
ら
も
望
ま
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

こ
う
し
て
結
婚
し
た
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若
者
が
再
び
土
地
に
戻
る
近
年
の
傾
向
が
生
じ
る
ま
で
、
入
ロ
は
約
半
分
に
ま

で
減
じ

つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
村

に
と
ど
ま
っ
た
成
年
男
子
の
殆
ん
ど
は
、
村
外
で
の
兼
業
に
従
事

す
る
農
民
-
労
働
者
や
労
働
者
ー
農
民
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の
彼
ら
が
村
に
残

り

つ
つ
暮
ら
し
を
変
え
て
い
く
こ
と

が
で
き
た
背
景
に
は
、

コ
ミ
ュ
ー
ン
や
カ

ン
ト
ン
が
村
を
守
る
為
に
と
っ
た
近
く
の
工
場
建
設
、
農
産
物
価
格

の
支
持
、

近
代
的
公
共
サ
ー
ヴ
ィ
ス
提
供
な
ど
の
措
置
が
あ
る
。
村
は
ま
た
収
入
増
加
を

目
指
し
て
コ
ミ

ュ
ー

ン
の
観
光
業
推

進
計
画
を
受
け
入
れ
て
お
り
、
関
係
施
設

の
出
現
と
と
も
に
外
か
ら
の
人

々
と

の
接
触
を
頻
繁
化
さ
せ
て
い
る
。

こ
う
し

「

た
中
で
、
彼
ら
の
生
活
は
低
地

の
そ
れ
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
。
変
化
は
勿
論
、

農
業
に
も
起
こ
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
伝
統
的
酪
農
組
A口
。○
磊
o
「S
σq
Φ
は
各

農
家

の
兼
業
化
を
可
能
に
す
る
為
合

理
化

・
機
械
化
を
進
め
た
し
、
労
働
力

の

中
心
は
妻
や
子
供
た
ち

へ
と
移
行
し

た
。
同
時
に
換
金
作
物
部
門
が
拡
大
し
、

利
得
獲
得
を
前
面
に
だ
し
た
新
し

い
経
済
的
組
合
も
形
成
さ
れ
て

い
る
。

と
こ
ろ
が
ま
た
以
上

の
変
化

の

一
方
、
村

の
男
の
殆
ん
ど
は
若
者
を
と
わ
ず

依
然
自
称

℃
芻
銘
コ
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
職
業
と
い
う
よ
り
、
生
き
方

.
暮
ら

し
方
を
あ
ら
わ
し
て

い
る
。

つ
ま

り
彼
ら
に
よ
れ
ば

づ
錠
ω。・
コ
と
は
土
地
を
愛

し
土
地
に
働
く
男
で
あ
り
、且

つ
他

な
ら
ぬ
彼
自
身
の
土
地
を
耕
す
男
で
あ
る
。

そ
れ
は
何
よ
り
、
私
有
財
産
に
基

づ
く
自
由
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
具
現
で

あ
る
、
と
い
う
。

確
か
に
村
人
の
私
有
財
産

・
自
由
は
、
こ
の
半
世
紀
を
つ
う
じ
、
私
的
生
活

の
核

日
Φ
爵
ゆq
①
に
よ

っ
て
担
わ
れ

つ
づ
け
て

い
る
。
ヨ
⑪
葛
σqΦ
と
は
生
産

.
消

費

・
調
整
を
と
も

に
す
る
人
々
の
集
団
、
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
原
則
的
に
は

結
婚
に
よ
り
生
じ
る
為
、
そ
の
成
員
は
た
い
て
い
核
家
族
と

一
致
し
て
い
る
。

集
団
の
特
質
は
先
ず
、
方
言
で
け
⊆
(火
)
と

一
致
す
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う

に
、
料
理
と
食
事

の
排
他
性
に
あ
る
と

い
え
る
。
財
産
は
夫
と
妻
が
各

々
相
続

し
た
部
分
か
ら
な
る
が
、
こ
れ
を
管
理
す
る
の
は
通
常
夫
と
さ
れ
て
い
る
。
彼

は

「
運
営
の
長
」
(oげ
Φ
貼
位
Φ
一㎡
×
且
o詳
鋤けδ
コ
)
と
し
て
、
村
の
経
済
的
グ

ル
ー

プ

の
成
員
権
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
成
員
の
自
由
を
守
る
べ
く
、
資
産

の
バ
ラ

ン
ス
あ
る

「全
き
利
用
)
(oo
B
互
曾
Φ
Φ
×豆
○
蹄
鋤
に
。⇒
)
を
達
載
し
ょ
う

と
し
て
い
く
。

こ
の
こ
と
は
確
か
に
、
今
日
で
も
村
人
の
農
法

.
土
地
利
用
法

に
反
映
し
つ
づ
け
て
い
る
。
彼
ら
は
半
世
紀
前
と
殆
ん
ど
変
わ
ら
ぬ
方
法
で
、

極
力
自
給
を
旨
と
す
る
農
業
を
営
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
多
く
の
場
合
、

夫
た
ち
は
季
節
労
働
や
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
形
で
働
き
な
が
ら
、
妻
子
の
農
作
業

を

ヨ
Φ蠧
αq
Φ
の
資
産
管
理
者
と
し
て
助
け
て
い
る
。

村
人
と
し
て
の
自
由
は
、
∋
⑪蠧
ひq
Φ
の
負
債
を
防
ぐ
努
力
に
よ

っ
て
保
障
さ

れ
て
い
く
。
負
債
の
代
表
は
、
他
の
集
団

の
食
事
排
他
性
を
侵
す
行
為
で
あ
り
、

従

っ
て
そ
れ
は
特
別
な
状
況
下

(
た
と
え
ば
祝
祭
)
に
お

い
て
の
み
破
ら
れ
る
。

こ
の
ヨ
Φ
口
9ひqΦ
の
自
立
性

・
食
事
排
他
性
は
今
も
全
く
変
わ

っ
て
お
ら
ず
、

℃
錯
ω畧

の
理
念
を
堅
固
に
支
え
て

い
る
の
で
あ
る
。

℃
醸
ω譽

は
ま
た
、
彼
ら
の
誇
り
と
す
る

〈祖
先
た
ち
〉
(鋤
p
o
⑪賃
①
ω
)
の
暮
ら

し
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。
〈祖
先
た
ち
〉
と
は
、
ブ

ル
ー
ソ
ン
の
地
を
開
き
伝
統

と
財
と
を
残
し
た
者
と
し
て
村
人
す

べ
て
が
共
有
す
る
精
神
的
財
産
で
あ
る
。

こ
の
〈
祖
先
た
ち
〉
か
ら
は
姓
を
同
じ
く
す
る
父
系
外
婚
集
団

砂
ヨ
三
Φ
が
生
じ

て
い
く
が
、
大
切
な

の
は
新
し
く
村

に
移
住
し
た
者
で
あ

っ
て
も
数
世
代
を
経

れ
ば

〈
祖
先
た
ち
〉
の
仲
問
入
り
を
果
た
す

こ
と
が
で
き
、
そ
の
直
系
は
あ
ら

丶
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た
な

砂
ヨ
盖
Φ
と
し
て
認
め
ら
れ
る

、
と

い
う
点
で
あ
る
。
村
人
は
原
則
的
に
何

ら
か
の
貯
巨

濠

に
属
す

る
こ
と
が
で
き
る
訳
で
、

つ
ま
り
互

い
に

〈祖
先
た

ち
〉
と

つ
な
が
る

「
ひ
と

つ
の
家
族

の
よ
う
だ
」
に
な
る
の
だ
。

目
Φ蠧
ひq
①
の
長
は
か
つ
て

〈祖
先

た
ち
〉
が
耕
し
た
土
地
を
相
続
し
、
彼
ら

の

営
ん
だ
農
業
を
使
命
11
職
業

(く
0
8
けδ
⇒
)
と
し
て
受
け
継
ぐ
。
酪
農
は
そ
の
代

表
的
部
門
で
あ
り
、
o
o霧
霞
雷
σQ
①
に
は
自
立
的

ヨ
Φ
蠧
σQ
Φ
が
構
成
す
る
コ
ミ

ュ

ニ
テ
ィ
ー
の
イ
メ
ー
ジ
が
変
わ
ら
ず

に
付
与
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ブ
ド
ウ
裁

培
と
ワ
イ

ン
づ
く
り
も
劣
ら
ぬ
伝
統

で
あ
る
。
彼
ら
は
ワ
イ
ン
の
ふ
る
ま

い
を

つ
う
じ
仲
間
と
の
親
交
を
確
か
め
あ
う

が
、
こ
の
慣
習
は
同
じ
く
村

の
伝
統
で

あ
る
他
所
者
歓
待

の
際
に
も
依
然
生

き
つ
づ
け
て
い
る
。

こ
こ
で
他
所
者
と
の
関
係
は
、
あ
く
ま
で
村
人
間
の
も
の
ど
は
明
確
に
区
別

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
、村
入
を
結
ぶ
新
し

い
互
酬
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
の
出
現
で
あ
る
。
村
に
は

ρ
蠢
a

9

と
呼
ば
れ
る
幾

つ
か
の
近
隣
集
団
が
あ

へ

ら

り

ヨ
①
蠧
σQ
Φ
間
の
互
酬
は
こ
の
成
員

の
間

で
頻
繁
に
行
な
わ
れ
て
い
た
。
し
か

」し
公
的
サ
ー
ヴ
ィ
ス
が
コ
ミ

ュ
ー

ン
か
ら
提
供
さ
れ
、
ま
た
生
活
の
都
市
化
が

集
団

の
賄

い
う
る
以
上
の
互
酬
内
容
を
要
求
す
る
に
至
る
と
、
村
人
は
あ
ら
た

な
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
り
上
げ
た
。
そ
れ
は
、
負
債
な
き

ヨ
曾
o
σq
①
の
関
係
を

支
え
る

「平
等
」
の
原
理
と
、
こ
れ
と
は
逆

に
無
償
扶
助
を
当
然
と
す
る

「ひ

と

つ
の
家
族
」
の
原
理
と
の
両
方
に
基
づ
い
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。

つ
ま

り
サ
ー
ヴ
ィ
ス
は

「
ひ
と
つ
の
家
族
」
の
精
神
で
な
さ
れ
た
の
ち
、
ヨ
①
蠧
σQ
Φ
の

美
食
上
の
通
貨

(食
事

へ
の
招
待
、
ワ
イ

ン
ふ
る
ま
い
等
)
で
返
さ
れ
る
。
そ

れ
は
他
所
者
と

の
取
引
き
に
用

い
ら

れ
る
イ

ン
パ
ー
ソ
ナ

ル
な
貨
幣

と
は
違

い
、
「
ひ
と
つ
の
家
族
」
の
間
で
の
み
授
受
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上

こ

の
互
酬
は
、
職
業
と
み
な
さ
れ
る
サ
ー
ヴ
ィ
ス

(農
業
も
含
む
)
を
も
対
象

に

組
み
入
れ
て

い
る
。

こ
の
と
き
支
払

い
は
ま
ず
貨
幣
で
行
わ
れ
、
の
ち
に
食
事

の
ふ
る
ま
い
に
よ

っ
て

「
ひ
と
つ
の
家
族
」
の
確
認
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
互
酬
の
シ
ス
テ
ム
は
村
人
と
他
所
者
の

一
線
を
明
確
化
し

つ
つ
、

そ
の
内
容
と
範
囲
と
を
拡
大
し
た
こ
と
に
な
る
。
彼
ら
は

「
ひ
と

つ
の
家
族
」

内

の
親
交
を
別
な
親
交
、
つ
ま
り
他
所
者
を
も
対
象

に
し
う
る
政
治
や
経
済
的

要
素
ぬ
き
の
私
的
親
交
、
と
区
別
し
て
い
る
。
前
者
は
明
確
な
親
族
制
度
と
結

び
つ
い
て
い
る
が
ゆ
え
に
公
然
と
認
め
ら
れ
る
が
、
後
者
は
あ
く
ま
で
私
的
領

域
に
閉
じ

こ
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
通
常
存
在
を
明
示
さ
れ
な

い
こ
と
に
な

る
。
つ
ま
り
外
社
会
と
の
交
流
を
増
し
そ
の
文
化
を
摂
取
す
る
中

に
お
い
て
も
、

村
人
は

「
ひ
と
つ
の
家
族
」
の
意
識
を
捨
て
な
い
ま
ま
に
ブ

ル
ー
ソ
ン
の
生
活

を
保

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

V

農

民

と

コ
ミ

ュ

ニ
テ

ィ
ー

シ
ナ
カ
ン
タ
ン
、
ベ
セ
ー
ダ
ス
、
ブ
ル
ー
ソ
ン
の
た
ど

っ
た
変
化
に
、
近
代

化
と
い
う
枠
組
を
直
接
あ
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
る
事
例
の
近
代
的

変
化
は
、
別
の
事
例

で
は
.正
反
対
の
方
向
を
た
ど
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
生
活

の
均
質
性
は
シ
ナ
カ
ン
タ

ン
で
は
減
少
す
る
が
、
ベ
セ
ー
ダ

ス
で
は
農
業

へ
の

特
化
に
伴

っ
て
増
大
し
て

い
る
。
労
働
の
分
業
化
、
内
部

の
商
取
引
き
に
つ
い

て
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
儀
礼
の
減
少
は
べ
セ
ー
ダ
ス
で
は
み
ら
れ
る
が
、
逆

に
シ
ナ
カ
ン
タ
ン
で
は
反
方
向
を
た
ど

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
聖
職
者
(
シ
ャ
ー

マ
ン
)
さ
え
増
加
し
て
い
る
。
流
動
性
に
つ
い
て
い
え
ば
シ
ナ
カ

ン
タ

ン
、
ブ

.
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ル
ー
ソ
ン
で
は
高
ま
る
が
、
ベ
セ
ー
ダ
ス
で
は
村
を
出
る
機
会
が
減
少
し
.て
い

る
。

一
方
、
あ
る
事
例
は
顕
著
な
変
化
が
み
ら
れ
な

い
が
、
別
の
事
例

で
非
近

代
的
側
面
が
強
く
な
る
場
合
が
あ
る
。
ベ
セ
ー
ダ
ス
で
は
親
族
の
絆
が
強
化
さ

れ
た
し
、
シ
ナ
カ

ン
タ

ン
の
低
地
で

の
農
業
も
親
族
関
係

の
機
能
拡
大

に
役

立

っ
て
い
る
。
協
同
労
働
や
互
酬
の
シ
ス
テ
ム
は
、
ベ
セ
ー
ダ
ス
、
ブ

ル
ー
ソ

ン
で
増
加
し
ま
た
は
あ
ら
た
に
作
り
直
さ
れ
て
い
る
。

1
、
2
で
は
、
こ
う
し
た
近
代
化

の
枠
組
を
逸
脱
し
た
変
化
の
プ

ロ
セ
ス
を

た
ど
り
、
各

々
に

「共
通

の
何
か
」(.ω)を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

1

あ
た
ら
し
い
文
化
の
摂
取

各
事
例
と
も
外
社
会

の
変
化

・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
拡
大
を
伴

っ
て
い

る
。

つ
ま
り
、
都
市
や
町
の
産
業
化

と
あ
た
ら
し

い
生
活
様
式
の
出
現
、
交
通

手
段
の
改
良
と
市
場

の
拡
大
、
教
育

や

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を

つ
う
じ
允
情
報
共
有

な
ど
で
あ
る
。

こ
の
方
向
は
政
府
や
自
治
体
に
よ

っ
て
も
推
進
さ
れ
て
い
る
。

一
方
農
民
は
こ
う
し
た
状
況
の
変

化
に
積
極
的
に
対
応
し
て
い
る
。
た
と
え

ば
シ
ナ
カ
ン
テ

コ
は

I
N
I
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
選
択
的
に
受
け
入
れ
た
し
、

ハ

イ
ウ

ェ
イ
や
コ
ー
ン
買
付
制
度
も
す
す
ん
で
利
用
し
て

い
る
。

ベ
セ
ー
ダ
ス
と

ブ

ル
ー
ソ
ン
の
過
疎
化
は
、
村
人
自

ら
が
移
住
を
望
ん
で
進
行
し
て
い
っ
た
。

換
金
作
物
部
門
拡
大
、
兼
業
化
も
彼

ら
の
選
択
に
よ
る
。
更
に
、
三

つ
の
事
例

に
は
都
市
の
物
質
文
化
や
生
活
様
式

の
評
価
と
摂
取
と
が
み
ら
れ
る
。
彼
ら
は

あ
た
ら
し

い
交
通
機
関
を
利
用
し
都
市
や
町
に
出
向

い
て
も

い
る
。

つ
ま
り
農

民
は
確
か
に
す
す
ん
で
交
流
を
増
加

さ
せ
、外
社
会
の
文
化
を
摂
取
し
た
の
だ
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
変
化
を
支
え

る
彼
ら
自
身

の
諸
欲
求
は
、
従
来
の
制
度

や
道
徳
、
価
値
に
よ

っ
て
直
接
的
に
導
か
れ
た
も
の
だ
ろ
う
か
。

か
つ
て
ベ
セ
ー
ダ
ス
や
ブ

ル
ー
ソ
ン
の
農
民
が
要
求
さ
れ
た
村
人
と
し
て
の

暮
ら
し
は
、
決
し
て
今
日
の
よ
う
な
都
市

に
近

い
も

の
で
は
な
か

っ
た
。
教
育

や
パ
ブ

・
カ
フ
ェ
の
利
用
は
豊
か
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
た
が
、
都
会

の
服

装

・
マ
ナ
ー
な
ど
は
目
標
と
さ
れ
る
も

の
で
は
な
く
、
儀
礼
の
簡
略
化
に
お

い

て
は
敬
遠
、
批
判
さ
れ
る
べ
き
も

の
だ
っ
た
筈
で
あ
る
。
村
は
決
し
て

「
活
気
」

に
乏
し

い
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
農
業
が
い
や
し

い
職
業
と
し
て
嫌
わ
れ
る
こ
と

も
な
か

っ
た
。
価
値
の
変
化
は
シ
ナ
カ
ン
タ

ン
を
考
え
る
と

一
層
明
ら
か
に
な

る
。
そ
こ
で
志
向
さ
れ
.つ
つ
あ
る
暮
ら
し
は
伝
統
的
な
も

の
と
反
対
で
さ
え
あ

る
。
彼
ら
は
都
市
の
ラ
デ
ィ
ノ
か
ら
蔑
視
さ
れ
つ
つ
も
、
自
文
化
を
誇
り
と
し

続
け
て
き
た
。
富
は
町
の
中
の
威
信
を
得
る
た
め
に
何
よ
り
カ
ル
ゴ
に

つ
ぎ
込

ま
れ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
農
民
は
幾

つ
か
の
条
件

が
整

っ
た
と
き
、
そ
れ
ま
で
の
制
度
や
価

値
か
ら
は
直
接
導
く
こ
と
の
で
き
な

い
考
え
方
、
行
動
を
と
り
始
め
て
い
る
。

村
を
捨
て
る
こ
と
も
、
従
来
の
組
織
を
動
揺
、
変
質
さ
せ
る
こ
と
さ
え
も
あ
る
。

彼
ら
を
変
え
た
契
機
は
、
む
し
ろ
村
外
部

で
の
変
化
、
外
社
会
と
農
民
と
の
コ

ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
変
化
で
あ
る
。
そ
の
と
き
豊
か
さ
は
貧
し
さ
に
変
わ
り
、

誇
り
あ
る
暮
ら
し
は

い
や
し
い
暮
ら
し
に
な
る
。

こ
こ
で
上
記

の
変
化
と
は
、
彼
ら
に
と

っ
て
具
体
的
に
次

の
局
面
を
も

っ
て

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

①

外
社
会

の
文
化
と
自
文
化
と
の
比
較
の
場
の
増
加

い
ず
れ
の
事
例
で
も

マ
ス
メ
デ
ィ
ア

・
交
通
機
関
の
発
達
、
教
育

.
医
療
の

普
及
、
あ
た
ら
し

い
経
済
活
動
な
ど
が
主
な
契
機
ど
な

っ
て
い
る
。
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②

両
文
化

の
ギ
ャ
ッ
ブ
拡
大

こ
れ
は
べ
セ
ー
ダ
ス

・
ブ

ル
ー

ソ
ン
の
場
合
に
顕
著
で
あ
る
。
シ
ナ
カ
ン
テ

コ
が
格
別
欲
す
る
の
も
ま
た
、
ト
ラ

ッ
ク

・
ラ
ジ
オ
な
ど
都
市
の
あ
た
ら
し

い

文
化
で
あ
る
。

③

外
社
会
の
文
化
を
と
り
込
む
機
会

・
可
能
性
の
増
加

都
市
や
町
の
産
業
化
、
交
通
機

関
の
発
展
、
農
作
物
市
場
の
拡
大
、
教
育
普

及
、
政
府
や
自
治
体

の
政
策
な
ど
は
、
あ
た
ら
し
い
文
化

の
摂
取
を
容
易
に
さ

せ
つ
つ
あ
る
。
土
地
不
足
の
解
消
も
重
要
で
あ
る
。

以
上

の
よ
う
に
、
環
境
の
移
り
変
わ
り
に
よ

っ
て
、
農
民
は
従
来

の
考
え
方

や
行
動
を
変
え
外
社
会

の
文
化
を

積
極
的
に
と
り
込
ん
で
い
く
。
そ
れ
が
こ
れ

ま
で
の
暮
ら
し
か
ら
直
接
に
は
導

か
れ
な

い
も
の
な
ら
ば
、
彼
ら
の
文
化

は
所

詮
都
市

の
産
業
化
以
前
、
外
の
文
化
を
よ
く
知
ら
ず
ま
た
摂
取
す
る
こ
と
も
不

可
能
な
時
に
の
み
、
存
在
し
続
け

る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
こ

で
、
彼
ら
が
こ
れ
と
同
時

に
示
す
非
近
代
的
側
面
の
強
化
を
ど
う
理
解
す
る
か

と

い
う
問
題
が
、
依
然
残
る
の
で
あ
る
。

2

自
文
化
の
意
識

外
社
会
と
の
交
流
増
加
、
文
化

の
摂
取
は
確
か
に
以
前
の
生
活
様
式
が
崩
れ

て
い
く
過
程
で
あ

っ
た
。
だ
が
わ

れ
わ
れ
は
こ
の

一
方
で
、
自
文
化

に
対
す
る

よ
り
強

い
意
識
が
彼
ら
に
あ
ら
わ
れ
る
の
を
み
る
。
す
な
わ
ち
伝
統
を
基
幹
と

七
な
が
ら
、
独
自
の
暮
ら
し
を
再
編
し
て
い
く
過
程
で
あ
る
。

シ
ナ
カ
ン
タ

ン
で
は
、
こ
の
現
象

は
と
り
わ
け
儀
礼
の
増
加
、
複
雑
化
に
あ

ら
わ
れ
て
い
る
。
祖
先
の
生
活
か
ら
逸
脱
す
る
に
つ
れ
、
彼
ら
の
多
く
は
事
故

や
病
気
に
ま
す
ま
す
敏
感
に
な

っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
静
め
る
為
の
儀
礼

は
部
落
内
の
社
会
組
織
や
部
落
そ
の
も

の
が
単
位
と
な
り
、
各
集
団
の
神

々
を

対
象
と
し
な
が
ら
と
り
お
こ
な
わ
れ
る
。
事
実
、
あ
た
ら
し

い
活
動
は
部
落

の

仲
間
と
と
も
に
始
ま

っ
た
の
だ
。
た
と
え
ば
谷
側
の
農
地

へ
の
移
動
、
政
府

の

買
付
所

の
利
用
、ト
ラ

ッ
ク
購
入
な
ど
は
、内
部
の
人
間
関
係
に
基
づ
く
グ
ル
ー

プ
主
体
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
都
市

の
生
活
様
式

の
摂
取
が
進
展
し

つ

つ
あ
る
部
落
に
は
、
あ
た
ら
し
い
形
の
カ
ル
ゴ
が
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
旧

シ
ス
テ
ム
の
残
存
で
は
な
く
、
都
市
文
化
を
と
り
込
む
彼
ら
が
積
極
的
に
創
出

し
た
も

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
彼
ら
は
部
落
を
単
位
と
し
な
が
ら
、
あ
ら
た
な

生
活
に
適
合
し
た
形
態
で
シ
ス
テ
ム
を
作
り
直
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
部

落
で
は
、
社
会
的
地
位

の
指
針
と
し
て
機
能
し
た
セ
ン
タ
ー
の
カ
ル
ゴ
が
そ
の

重
要
性
を
減
じ
て

い
る
。
仲
間
の
信
望
を
獲
得
し
つ
つ
あ
る
の
は
、
富
を
得
、

あ
る

い
は
近
代
的
教
育
を
修
め
た
男
た
ち
で
あ
る
。

ブ
ル
ー
ソ
ン
の
た
ど
っ
た
変
化
も
ま
た
、
自
文
化

に
対
す
る
意
識
の
高
ま
り

ぬ
き
に
は
説
明
で
き
な

い
。
近
隣
集
団
に
代
わ
り
村
人
全
体
を
包
含
す
る
こ
と

と
な

っ
た
互
酬
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
〈
祖
先
た
ち
V
を
共
有
し
そ

の
伝
統
を
受
け

継
い
で

い
る

「
ひ
と

つ
の
家
族
」
の
理
念
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
は
じ

め
て
機
能
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
理
念
が
強
調
さ
れ
他
所
者
と
の
明
確
な

区
分
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
っ
た
の
は
、
あ
た
ら
し

い
文
化

の
摂
取
、
外
部
と
の

交
流
の
頻
繁
化
、
ま
た
村
入
相
互

の
関
係
多
様
化
と

い
っ
た
過
程
に
お
い
て
で

あ

っ
た
。
変
化
は
こ
こ
で
村
人
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
保

つ
一
方
、
外
の

文
化
の
と
り
込
み
を
も
可
能
に
さ
せ
る
方
向
で
進
展
し
た
の
で
あ
る
。

ベ
セ
ー
ダ
ス
で
は
、
「息
子
」
た
ち
の
絶
え
間
な
い
帰
省

・
滞
在
が
従
来

の
生
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活
様
式
を
あ
ら
た
め
て
意
識
さ
せ
る
こ
と
を
導

い
た
。
村
の
生
活
は
大
都
市

の

そ
れ
と
し
ば
し
ば
比
較
さ
れ
て
い
く
。
都
市
文
化

の
と
り
込
み
は
評
価
の
対
象

と
な
る
と
同
時
に
、
村
で
暮
ら
す
者
と
し
て
の
要
求
が
殊
に
顕
在
化
す
る
契
機

で
も
あ
る
。

こ
れ
を
促
す
要
因
と
し
て
暮
ら
し
の
均
質
化
も
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。
つ
ま
り
仲
間
と
異
な
る

「
お
高

い
」
「冷
た
い
」
入
間

の
出
現
が
、
よ
り

一

層
敏
感

に
察
知
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
移
住
者
に
つ
い
て
み
る
と
、

こ
こ
で
は

ブ

ル
ー
ソ
ン
と
対
照
的
に
、
彼
な
を
自
分
た
ち
と
等
し
く
扱

い
同
じ
生
活
を
守

ら
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
自
文
化
を
維
持
し
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う

に
三

つ
の
事
例
に
、
外
社
会
と
交
流
し
そ
の
文
化
を

と
り
込
む
に
伴

い
自
文
化
が
強
く

意
識
さ
れ
た
こ
と
を
み
る
。
彼
ら
は
暮
ら
し

を
作
り
か
え

つ
つ
そ

の
独
自
性
を
維
持
す
る
が
、
こ
の
際
決
定
的
な
単
位
と

な

っ
た
の
は
部
落
や
村
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ら
は
も
と
も
と
独
自
の
生
活
を
有
し

て
お
り
、
農
民
は
こ
れ
を
基
幹
と
し
て
あ
ら
た
な
文
化

の
摂
取
を
も
容
易
に
す

る
形
で
、
生
活
を
再
編
す
る
の
で
あ
る
。
非
近
代
的
な
側
面
と
は
こ
の
過
程
に

お
い
て
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
彼
ら
の
側
面
は
外
社
会
の
文
化
に
対
す
る
志
向
と
不
可
分
に
結
び

つ
い
て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
直
接
導
く

こ
と
は
で
き
な

い
。
た
と
え
ば
単
に
と

り
込
み
を
目
的
と
し
た
も
の
な
ら

ば
、
あ
た
ら
し
い
フ
ィ
エ
ス
タ
は
生
ま
れ
る

こ
と
も
な
か

っ
た
ろ
う
。
「
ひ
と
つ
の
家
族
」
の
互
酬
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
が
な
く
と

も
、
職
業
上
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
は
外

社
会

と
同
じ
形
態
で
な
さ
れ
れ
ば
よ

い
し
、

移
住
者
を
パ
ト

ロ
ン
的

に
利
用
す

る
な
ら
、
村

の
生
活
を
強
要
す
る
必
要
も
な

か
っ
た
筈
で
あ
る
。

つ
ま
り
自
文
化
の
意
識
が
高
ま
り
、
村

・
村
落
の
独
特
の

生
活
が
作
り
か
え
ら
れ
て
い
く
過
程
は
、
外

の
文
化
の
摂
取
と
は
不
可
分
に
し

て
別

の
も
の
な
の
だ
。
そ
し
て
ー
で
述
べ
た
側
面
と
は
対
照
的
に
、
伝
統

に
連

続
し
た
形
で
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

3

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

ー

わ
れ
わ
れ
は
部
落
や
村
に
、
幾

つ
か
の
共
通
な
諸
特
徴
を
み
る
こ
と
が
で
き

る
。a

、
具
体
的
な
場
に
お
け
る
共
住

農
民
は
他
な
ら
ぬ
そ
の
土
地
に
共
住
し
て
い
る
。
集
落

・
耕
作
地
、
そ
れ
を

と
り
囲
む
自
然
は
他

の
場
所
に
代
替
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

b
、
メ

ン
バ
ー
シ

ッ
プ
の
規
定

メ
ン
バ
ー
か
否
か
の
境
界
は
必
ず
し
も
厳
格
で
な

い
。
が
、
そ
の
規
定

は
不

明
瞭
の
う
ち
に
も
存
在
し
て
る
。
親
族
を
有
す

る
こ
と

(シ
ナ
カ
ン
タ
ン
)、
〈祖

先
た
ち
肱
の
姓
を
有
す
る
こ
と

(ブ
ル
ー
ソ
ン
)、
村
に
生
ま
れ
る
こ
と
ま
た
は

生
ま
れ
た
者

の
配
偶
者
と
な
る
こ
と

(
ベ
セ
:
ダ
ス
)
が
、
各

々
主
要
で
あ
る
。

c
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
関
係

メ
ン
バ
ー
の
関
係
は
、
各
人
の
個
性

に
よ

っ
て
影
響
を
受
け
る
。

パ
タ
ー
ン

化

・
制
度
化
さ
れ
た
領
域
に
お

い
て
も
個
入
的
親
交
は
強

い
力
を
及
ぼ
す
。

d
、
特
殊
な
経
済
関
係

村
、
部
落
内
に
は
親
族

・
友
人

・
隣
保
の
関
係
に
基
づ
い
て
特
殊
な
経
済
関

係
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
通
常

の
生
活
を
営
む
上
で
不
可
欠
な
関
係
で
あ
る
。

e
、
宗
教

・
儀
礼
の
共
通
性
と
共
有

メ
ン
バ
ー
は
原
則
的

に
同
じ
宗
教
を
信
仰
し
て
お
り
、
特
有

の
年
中
行
事
を

有
し
て
い
る
。
ま
た

一
生
を

つ
う
じ
認
め
ら
れ
た
様
式
に
の
っ
と
り
、
幾

つ
か

一123一



の
儀
礼
を
通
過
す
る
。

f
、
内
婚
的
傾
向

メ
ン
バ
ー
間
の
婚
姻
が
多
い

(約
八
割
)。

ω
邑

爵

(
一
九
七
七
)、
鬢
Φヨ
σ
興
ひQ
(
一
九
七
五
)、
ud
鑓
口
α
Φω
(
一
九
七
五
)

は
特
別
な
規
定

の
な

い
ま
ま
に
、
各

々
部
落
と
村
を

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
称
し

て
い
る
。
今
、
三

つ
の
事
例
に
土
ハ通
す

る
以
上
の
諸
特
徴
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、

わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
に
な
ら

い
確
か
に
各
々
を
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
呼

ぶ
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
メ
ン
バ
ー

の
境
界
を
決
定
づ
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
困
難
な

作
業

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ベ
セ
ー
ダ
ス
の

「息
子
」
た
ち
、
都
市
に
部
屋

を
借
り
る
シ
ナ
カ
ン
タ

ン
の
I
N
I
職
員
な
ど
が
典
型
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

農
民

の
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
関
す
る
閉
じ
ら
れ
た
均
質
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
斥
け

る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
境
界

に
こ
だ
わ
る
よ
り
具
体
的
な
場
に
展
開
さ

れ
る
生
活
そ
の
も
の
に
目
を
向
け
る

の
が
大
切
、
と
考
え
る
。
メ
ン
バ
ー
決
定

が
困
難
な
者
た
ち
で
あ

っ
て
も
、

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
は
仲

間
に
従
い
、
独
自
の
生
活
様
式
を
守

っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
そ
こ
に
と
ど
ま
る
者

た
ち
は
互

い
の
差
異
を
こ
え
て
ひ
と

つ
の

評
価
の
基
準
を
共
有
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

つ
ま
り
外
社
会

の
あ
た
ら
し
い

生
活
様
式

の
諸
局
面
は
、
従
来
の
土
着
の
文
化
と
較
べ
進
ん
だ
優

っ
た
も

の
と

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
と
り
込
む
者
は

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
認
め
ら
れ

る

一
定
の
様
式
を
守
る
こ
と
を

つ
う

じ
、
威
信
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

だ
。
更
に
、
ブ

ル
ー
ソ
ン
、
ベ
セ
ー

ダ
ス
の
よ
う
に
あ
た
ら
し
い
生
活

の

一
局

面
が
普
及
し
た

の
ち
は
、
こ
れ
を
受
け
入
れ
な

い
人
間

が
否
定
的
評
価
を
う
け

る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
シ
ナ
カ

ン
タ
ン
の
I
N
I
職
員
、
ベ
セ
ー
ダ

ス
の

都
市
か
ら
の

「息
子
」
た
ち
、
ブ

ル
ー
ソ
ン
に
お
け
る
町
か
ら
戻

っ
た
イ

ン
テ

リ
ゲ

ン
チ

ャ
た
ち
は
、
仲
間

へ
の
援
助

・
道
徳

の
遵
守

な
ど
を

コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
の

一
員
と
し
て
実
践
す
る
こ
と
で
人
望
を
得

て
い
る
。
逆
に
、
ベ
セ
ー

ダ

ス
に
お

い
て
旧
来

の
衣
食
住
や
儀
礼
の
様
式

・
家
族
構
成
な
ど
を
変
え
な
い

ま
ま
の
者
、ブ

ル
ー
ソ
ン
で
は
経
営
合
理
化
や
新
産
業
に
反
対
し

つ
づ
け
る
「進

歩
」
を
拒
む
者
、
な
ど
が
否
定
的
評
価
を
受
け
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
威

信
や
否
定
的
評
価

が
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
!
の
生
活
を
前
提
と
し
て
導
か
れ
る
の
で

あ
る
。4

二
つ
の
農
民
性

農
民
が
外
社
会
の
文
化
を
積
極
的
に
摂
取
す
る
過
程
で
、
自
文
化
を
強
く
意

識
し
始
め
る
場
合
、
暮
ら
し
は
部
落

・
村
と
い
う

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
重
要
な

単
位
と
し
て
再
編
さ
れ
る
。
ま
た
反
対
に
こ
の
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
成
員
と
し

て
の
暮
ら
し
は
、
あ
ら
た
な
文
化

の
摂
取
を
捉
す
価
値
基
準
を
内
在
さ
せ
て
い

る
。

つ
ま
り
彼
ら
に
と

っ
て
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
!
の
生
活
は
、
外
か
ら
も
た
ら
さ

れ
る
文
化

の
と
り
込
み
と
対
立
す
る
と

い
う
よ
り
、
む
し
ろ
補

い
合

い
な
が
ら

存
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
(一ε
。

農
民
を

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
!
と
の
関
連

で
考
察
す
る
こ
と
は
、
今
日
ま
で
主
な

接
近
法
の

一
つ
で
あ

っ
た
。
そ
の
代
表
が

即
①
&

Φ
己

で
あ
り
、
彼
は

「あ
る
似

た
種
類

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
生
活
す
る
よ
う
な
人
間
(一.)」
と
し
て
農
民

の
概

念
を
提
案
し
て
い
る
。
し
か
し
以
降

の
多
く

の
研
究
は
、
近
代
化
や
都
市
化
が

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
閉
鎖
性
を
弱
ま
ら
せ
、
同
時

に
進
行
す
る
メ
ン
バ
ー
の
多
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様
化

・
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
分
裂

に
よ

っ
て
そ
の
弱
体
化
や
崩
壊
が
進
ん
で

い
く
、
と
・王
張
し
て
き
た
。

こ
れ
に
対
し
、

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
根
強

い
存
続

.を
強
調
し
た
少
数

の
研
究
も
、
も

っ
ぱ
ら
変
化

へ
の
抵
抗
と
し
て
の
側
面
に
焦

点
を
当
て
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
(ドe
。

一
方
、
外
社
会
文
化
の
摂
取
の
欲
求
と
い
う
農
民
の
側
面
も
、
文
化
的
遅
滞

の
理
論
を
中
心
に
論
ぜ
ら
れ
つ
づ
け

て
い
る
。
こ
の
見
解
は
摂
取
に
か
か
わ
ら

ず
存
続
す
る
独
自

の
生
活
様
式
を
、
農
民
の
理
解
不
完
全
か
単
純
化
の
た
め
、

あ
る
い
は
都
市

の
連
続
的
イ
ノ
ヴ

ェ
ー
シ

ョ
ン
に
追

い
つ
き
え
な
い
こ
と
の
た

め
、
と
し
て
説
明
づ
け
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
要
因
は
産
業
化
杜
会
に
お
い

て
次
第

に
消
え
て
い
く
の
で
農
民
社
会
は
そ
の
遅
滞
性
と
と
も
に
終
わ
る
、
と

す
る
。

し
か
し
こ
れ
ま
で
み
た
事
例
に
関
す
る
か
ぎ
り
、

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
重
要

性
、
外
社
会
文
化
と
の
接
解

・
と
り
込
み
は
村
立
す
る
こ
と
な
く
不
可
分
に
結

び
つ
い
て

い
る
。
ま
た
文
化
的
遅
滞

の
理
論
の
二
つ
の
観
点
、
す
な
わ
ち
独
自

の
生
活
の
存
続
が
理
豚
不
完
全
な
と
り
込
み
に
す
る
と

い
う
主
張
、
及
び
産
業

都
市
が
そ
う
し
た
生
活
様
式
を
な
く

し
て
い
く
、
と
い
う
主
張
も
ベ
セ
ー
ダ
ス

を
み
る
か
ぎ
り
説
得
力
を
失
な
う
よ
う

に
思
え
る
。

こ
こ
で
は
産
業
都
市
の
生

活
が

一
早
く
伝
え
ら
れ
る
。
都
市
に
暮
ら
す

「息
子
」
た
ち
は
、
決
し
て
文
化

を
変
形
し
て
持
ち
帰
る
の
で
は
な

い
。

が
、
そ
の
彼
ら
は
村
に
お

い
て
は
村
の

生
活
様
式
を
遵
守
し
て
い
る
。
そ
う

せ
ね
ば
な
ら
な

い
と

い
う
充
分
な
理
由
は
、

彼
ら
の
立
場
か
ら
も
ま
た
村
人
の
立
場
か
ら
も
み

つ
け
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

つ
ま
り
村
の
暮
ら
し
は
都
市
の
産
業

化
、
そ
の
文
化

の
理
解
力
に
か
か
わ
ら
ず
、

依
然
守
ら
れ
つ
づ
け
て
い
る
の
だ
。

こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
従
来
論

ぜ
ら
れ
て
き
た
農
民
の
二
側
面
、
す
な
わ

ち

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
生
活
様
式
に
対
す
る
自
覚
と
固
執
、
そ
し
て
外
社
会

の

文
化

の
積
極
的
と
り
込
み
の
姿
勢
と
が
、
近
代
に
お
い
て
も
損
わ
れ
る
こ
と
な

く
生
き
つ
づ
け
彼
ら
を
あ
た
ら
し

い
状
況
に
応
じ
て
変
え

つ
つ
も
農
民
た
ら
し

め
て
い
る
こ
と
を
み
る
の
で
あ
る
。

W

農
民
と
外
社
会

農
民
と
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
変
化
と
は
、
以
上
に
み
た
よ
う

に
外
社
会
と
の

か
か
わ
り
ぬ
き
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

こ
こ
で
は
そ
の
彼
ら
が
参
加
す

る
外
社
会

の
考
察
を

つ
う
じ
、
各

々
の
変
化
を
比
較
し
た
い
。
そ
し
て
農
民
の

二
側
面
が
ど
の
よ
う
に
説

明
づ
け
ら
れ
る
か
、
を
試
み
て
み
た
い
。

ー

ベ

セ

ー
ダ

ス

外
社
会
と
そ
の
関
係
が
も

っ
と
も
極
端
に
変
わ

っ
た
の
は
、
ベ
セ
ー
ダ
ス
の

場
合
だ
ろ
う
。

五
〇
年
代
ま
で
、
村
人

の
生
活
は
約

一
五
キ

ロ
東
西
の
町
、
日

UU
費
o
o

仙
Φ

〉
<
惹

と

UU
色
費

の
間

に
ほ
ぼ
限
定
さ

れ
て
い
た
。
殊

に
後
者

は
政
治

・
宗

教

・
経
済
の
分
野
に
お

い
て
中
世
か
ら
地
域
の
中
心
地
と
し
て
栄
え
て
き
た
。

祭
り
や
市
場
売
買

の
折
、
町
を
訪
れ
た
村
人
は
都
会
入
と
自
分
た
ち
の
差
異
を

認
識
さ
せ
ら
れ
た
。
付
近

の
村

々
は
建
築
、
服
装
、
言
語
な
ど
に
お

い
て
共
通

性
を
有
し
、
通
婚
も
し
ば
し
ば
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
五
〇
年
代
終
わ
り
か
ら
村
に
あ
ら
わ
れ
た
変
化
と
と
も
に
、
こ
れ
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ら
の
町
や
村

々
と
の
関
係
も
ま
た
極
端
に
変
わ

っ
て
い
っ
た
。
若
者
中
心
に
人

口
流
出
が
進
む
と
、
・王
な
移
住
先

マ
ド
リ
ー
、
バ
ル
セ
ロ
ナ
な
ど
の
大
都
市
と

の
絆
が
あ
ら
た
に
生
じ
強
化
さ
れ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
可
能
に
し
た
第

一
の
要
因

が
都
市
の
産
業
化
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
村
人
は
移
住
者
や
マ
ス
メ
デ

ィ
ア
を
と
お
し
て
都
市
の
あ
た
ら
し

い
生
活
を
知
り
始
め
た
。
し
か
も
、
道
路
が
整

い
車
が
普
及
す
る
と
村
と

マ
ド

リ
ー
は
三
時
間
半
で
結
ば
れ
る
よ
う

に
な
り
、
都
市
の
イ
ノ
ヴ

ェ
ー
シ

ョ
ン
は

直
接
的
に
村
に
入
り
こ
む
よ
う
に
な

っ
た
の
だ
。
彼
ら
の
比
較

の
対
象
も
次
第

に
大
都
市
の
人
々

へ
と
移

っ
て
い
っ
た
。
そ
の
上
中
央
集
権

の
徹
底
を
目
指
し

た
行
政
区

・
教
会
区

の
改
革
が
歴
史

・
文
化

の
配
慮
を
欠

い
て
実
施
さ
れ
た
為

に
、
隣
村
や

切
息
費

の
重
要
性
は
更
に
減
少
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
地
域
が
弱
ま
り
大
都
市
と
の
絆
が
生
じ
る
と
、
移
住
者
の
存
在
が

よ
り
大
き
な
も
の
と
な
る
。
村
人
は
都
会
の
文
化
を
摂
取
し
あ
る

い
は
種
々
の

サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
得
る
為
に
、
文
化
の
橋
渡
し
と
な
る
者
を
強
く
必
要
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

2

シ

ナ

カ

ン
タ

ン

こ

こ

で

は

今

日

に

お

い

て
も

、

都

市

サ

ン
ク

リ

ス

ト

バ

ル
を

中

心

に

イ

ン

デ

ィ
オ

の
幾

つ
か

の
町

が
結

び

つ
き

を

保

っ
て

い
る
。

主

に

シ
ナ

カ

ン
タ

ン

の

他

、
O
冨

B
巳
餅

・
》
ヨ
讐
①
蠧

コ
αq
o

・
O
x
o
げ
⊆
o

の
各

町

、
そ

の
各

部

落

で
あ

る

。

各

町

、

各

部

落

の
関

係

は

原

則

的

に
対

等

で

あ

り

、
交

易

、

フ

ィ

エ

ス
タ

に

お

け

る

交

流

が
存

続

し

て

い
る
。

一
方

、

都

市

サ

ン
ク

リ

ス
ト

バ

ル

は

植

民

地

時

代

の
建

築

以

来

、
国

家

と

つ
な

が

る
支

配

者

の
住

む

場

と

し

て
栄

え

て
き

た
。

そ

こ
に
は
現
在
、
市
場
、
役
場
、
警
察
、
軍
隊
、
郵
便
局
、
病
院
な
ど
が
あ
る
。

住
民
の
多
く
は
ラ
デ
ィ
ノ
と
さ
れ
る
。

こ
の
、
イ
ン
デ
ィ
オ
ー
ラ
デ
ィ
ノ
の
両
集
団
の
関
係
は
、
未
だ
基
本
的
性
質

を
変
え
る
こ
と
な
く
、
後
者
の
優
位
な
ま
ま
に
存
続
し
て
い
る
。
通
婚
は
忌
避

さ
れ
、
親
密
な
絆
は

O
o
ヨ
℃
巴
慝
Nひq
o
の
身
分
関
係
に
お

い
て
の
み
存
在
す
る
。

市
場
取
引
き
の
多
く
も
後
者
が
主
導
権
を
握

っ
て
い
る
。
ま
た
、
イ

ン
デ
ィ
オ

の
各
町
は
自
治
体
を
保

っ
て
は
い
る
が
、
ラ
デ

ィ
ノ
の
セ
ク
レ
タ
リ
オ
の
監
督

を
し
ば
し
ば
受
け
て
お
り
、
重
要
な
決
定
は
都
市
の
ラ
デ
ィ
ノ
の
行
政
官
か
ら

下
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
。
そ
の
上
、
諸
儀
礼
に
お

い
て
は
ラ
デ
ィ
ノ
牧
師
の
来

訪
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
ラ
デ
ィ
ノ
と
の
厳
格
な
区
分
存
続
は
、
都
市
化

の
進
み
つ
つ
あ
る
部

落
の
男
た
ち
に
イ

ン
デ
ィ
オ
に
対
す

る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
有
無
を
否
応

な
く
迫
る
も
の
、
と
い
え
る
。
彼
ら
は
な
し
崩
し
的
に
ラ
デ
ィ
ノ

へ
と
変
わ
る

こ
と
が
で
き
な

い
。
ま
た
、
都
市
に
あ
こ
が
れ
始
め
て
も
部
落
を
出
る
こ
と
は

容
易
で
な
い
。
ま
ず
多
く
の
者
は
ス
ベ
イ

ン
語

の
能
力
を
欠

い
て
い
る
。
そ
れ

に
ラ
デ

ィ
ノ
の
世
界
で
ま
と
も
な
職
に
つ
く
に
は
そ
れ
な
り
の
富
と
足
が
か
り

が
必
要

で
あ
る
が
、
イ
ン
デ
ィ
オ
と
し
て
育

っ
た
彼
ら
に
は
通
常
こ
の
両
方
が

欠
け
て
い
る
の
だ
。
仮
り
に
そ
う
し
た
条
件
を
満
た
せ
た
場
合

で
も
、
移
住
は

仲
間
や
親
族
と
の
絶
縁
を
必
然
的
に
伴
う
こ
と
に
な
る
。

彼
ら
は
部
落
を
去
る
こ
と
よ
り
も
そ
こ
に
と
ど
ま
り
、
仲
間
と
外
の
ラ
デ
ィ

ノ
世
界
と
を
と
り
結
ぶ
役
目
を
担
う

こ
と
を
選
ん
で
い
る
。
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3

ブ

ル
ー

ソ

ン

地

域

の
中

心

地

と

コ
ミ

ュ

ニ
テ

ィ

ー

と

の
関

係

は

こ

こ

で

は
全

く

異

な

っ
て

い
る

。
バ

ニ

ェ
の
谷

の

一
二

の
村

落

は

、
中

世

よ

り

言

語

・
宗

教

・
風

俗

の
土
ハ
通

性

、

通

婚

、

交

易

、

ア

ル
ペ

ン
管

理

、

防

衛

な

ど
を

つ
う

じ

て
結

ば

れ

て
き

た
。

中

心

地

と
呼

ぶ

べ
き

最

大

の
村

(HU
①

○
げ
眇
σ
一Φ
)
は
確

か

に
存

在

す

る
。

だ

が
他

村

と

の
関

係

は

基

本

的

に
平

等

で

あ

り

、

文

化

的

ギ

ャ

ッ
プ

も

少

な

い
。

こ
う

し

た
村

々

が
長

い
過

程

を

経

て

形

づ

く

っ
て

き

た

の

が
今

日

の

コ
ミ

ュ
ー

ン

で
あ

る
。

そ

れ

は

カ

ン
ト

ン

・
連

邦

の
形

成

に
先

立

つ
、

バ

ニ

ェ
の
人

々

の

"
o
o
寝
Φ

み
℃
⊆
σ
H5
⊆
Φ
"
で
あ

る
。
各

村

落

は

外

に

対

し

て

は
互

い

の
文

化

的

共

通

性

を

意

識

し

強

調

す

る
。

が

、
内

部

に
あ

っ
て

は

地

理

・
経

済

・
言

語

.
政

治

団

体

の

構

成

比

、

そ

し

て

「
心

性

」

に

お

い
て
各

個

性

を

認

め

合

っ
て

い
る

。

こ

の

バ

ニ

ェ
を

は

じ

め

と

す

る

コ
ミ

ュ
ー

ン
が

風

土

と
歴

史

に

基

づ

き
構

成

す

る

更

に

大

き

な

単

位

は

、

ヴ

ァ

レ
ー

の

カ

ン
ト

ン

(
胃
卑

讐

と
呼

ば

れ

て

い

る

)

で

あ

る

。

カ

ン
ト

ン

の
本

質

と

は
、

コ
ミ

ュ
ー

ン

の
自

治

を

守

り

連

邦

憲

法

で
定

め

ら

れ

た

個

入

の
権

利

を

擁

護

す

る

こ
と

に

あ

る

、

乏

さ

れ

て

い
る

。

そ

れ

は

独

自

の
憲

法

や

財

政

を

も

つ
が

、

コ
ミ

ュ
ー

ン

の
強

い
権

限

の
た

め

に

行

政
範

囲

の

限
定

を

受

け

続

け

て

い
る
。

だ

が

コ
ミ

ュ
ー

ン
同

様

、

政

治

.
経

済

上

の
自

立

を

強

く

志

向

し

て

い
る
点

は

変

わ

り

が

な

い
。

過

疎

化

に

よ

尉

村

の
危

機

は

コ
ミ

ュ
ー

ン

の

、

そ

し

て

カ

ン
ト

ン

の
自

立
危

機

で
あ

っ
た

。

従

っ
て
前

者

は

こ

れ

を

食

い
止

め

る

為

に
諸

政
策

を

講

じ

、

更

に

そ

の

財

力

を

こ
え

る

対

策

が
後

者

の

レ

ベ

ル
で

な

さ

れ

た

の

で
あ

る
。

こ

こ

で
両
者

の
外
部

へ
の
流
出
者
が
少
な
か

っ
た
こ
と
に
注
目

せ
ね
ば
な
ら
な

い
(一ご
。
そ
う
し
た
流
出
は
言
語
や
風
俗
な
ど
が
著
し
く
異
な
る
他
地
域
に
足
を

ふ
み
入
れ
る
こ
と
、
"⇒
o
霞
①
鼠
℃
二
窪
ρ
⊆
①
"
"一両
β
厂
を
離
れ
る
こ
と
を
意
味
す

る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
カ
ン
ト

ン

・
コ
ミ

ュ
ー
ン
の
近
傍
に
は
、
大
量
人
口
を

吸
収
で
き
る
町
や
都
市
も
存
在
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
産
業
が
伝
統
的
な
熟

練
労
働
に
依

っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
都
市
か
ら
村
に
至
る
ま
で
各
地
域
の
中
心

地
で
あ
る
限
り
は
同
等

の
重
要
性
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
と
関
連
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
中
に
あ

っ
て
ブ

ル
ー
ソ
ン
は
コ
ミ

ュ
ー
ン
の
中
心
地
と
未
だ
伝

統
的
絆
で
結
ば
れ
な
が
ら
あ
ら
た
な
文
化
を
摂
取
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

4

二
つ
の
農
民
性

外
社
会

の
変
化
と
は
従
来
論
ぜ
ら
れ
て
き
た
と
お
り
、
確
か
に
都
市
を
中
心

に
始
ま

っ
て
い
る
。
農
民
が
あ
ら
た
な
文
化
に
曳
か
れ
た

こ
と
は
、
こ
の
点
で

都
市
の
文
化
に
曳
か
れ
た
こ
と
で
も
あ
る
。
彼
ら
が
そ
れ
を
と
り
込
も
う
と
す

る
限
り
、
都
市

の
性
質
、
都
市
と
の
関
係
が
重
要
な
立日心味
を
も

つ
こ
と
に
な
る
。

か
つ
て
農
民
が
直
接
か
か
わ

っ
た
外
社
会
と
は
、

い
ず
れ
も
土
ハ通

の
諸
特
徴

を
有
し
て
い
た
。
そ
れ
は

一
定
の
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
或
る
都
市
、
町
、
大
き

な
村
を
中
心
に
結
び

つ
き
、
社
会
的

・
政
治
的

・
経
済
的
な
定
結
性
を

ほ
ぼ

保

っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

コ
、ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
集
合
は

一
定

の
地
域
を
構
成

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
あ
た
ら
し

い
文
化
は
主
に
こ
れ
ら
の
中
心
を
経
由
し

て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
:
に
入
っ
て
き
た
。
中
心
地
に
は
行
政
機
関
、
中
高
等
学

校
や
教
区
を
代
表
す
る
教
会
が
あ

っ
た
。
役
入

・
教
師

.
牧
師
た
ち
は
、
刀
①
9
,

臣
Φ冠

に
な
ら
え
ば
地
域
の
外
の
「大
き
な
伝
統
」
と
各

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
「
小
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さ

な

伝

統

」
と

の

"
三
⇒
σq
①
(尸。。
v"

、
あ

る

い
は

鬢

o
開

に
な

ら

え

ば

都

市

・
国

家

レ

ベ

ル

の
文

化

と

コ

ミ

ュ
ニ
テ

ィ
ー

の

文

化

と

の

緩
衝

器

と

な

る

"
ぴ
δ
評
①
「
(一。)
"

で
あ

っ
た

。

ベ

セ

ー

ダ

ス
を

み

る

と
き

わ

れ

わ

れ

は

こ

の
地

域

が

重

要

性

を

失

な

っ
て

し

ま

っ
た

こ
と

を

知

る
。

そ

れ

は

あ

ら

た

な

文

化

を

も

た

ら

す

チ

ャ
ネ

ル

が

移

動

し

た

こ

と

と

関

係

し

て

い
る

。

つ
ま

り

近

く

の
大

都

市

と

の
間

に

直

接

の

絆

が

生

じ

た

の

だ
。

そ

し

て

こ
れ

と

と

も

に

"
ぼ
昌
σQ
Φ
"
や

"
σ
8
評
臼

"

の
役

割

は

、

都

市

へ
の

移
住

者

が
担

う

よ

う

に

な

っ
て

い
る
。

村

人

は
彼

ら

を

媒

介

に
し

て

都

市

の
生

活

様

式

を

と

り

入

れ

て

い
く

、

と

い
え

る

。

シ

ナ

カ

ン
タ

ン

で
は

、
上

記

の
地

域

が

未

だ
堅

固

に
存

在

す

る

。

部

落

が

ハ

イ

ウ

ェ
イ

か

ら

直

接

都

市

文

化

を

と

り

込

む

こ

と

は

可

能

に

な

ワ

つ

つ
あ

る

が
、

し

か

し

サ

ン
ク

リ

ス
ト

バ

ル
と

の

絆

は

尚

も

重

要

な

も

の

と

し

て
残

っ
て

い
る

。

こ

こ

で

は

I

N

I

職

員

、

花

売

り

、

仲

買

人
な

ど

が

、

部

落

と

外

と

を

と

り

結

ぶ
者

と

し

て
出

現

し

て

い
る
。

こ

の

こ
と

は

、

対

都

市

関

係

が

ラ

デ

ィ

ノ

ー

イ

ン
デ

ィ

オ

の

厳

格

な

社

会

的

区

分

を

依

然

反

映

し

つ
づ

け

て

い

る

こ

と

と

関

係

し

て

い
よ

う

。

そ

の
区

分

の
存

続

は

、

同

時

に
彼

ら

の
移

住

を

も

妨

げ

て

い
る

の

で

あ

る

。

ブ

ル
ー

ソ

ン

の
事

例

で

は

、
.
地

域

が
重

要

な

意

味

を

も

っ
て
存

在

し

つ
づ

け

て

い
る

の
だ

が

、
"
げ
三
ひq
①
"
"
σ
δ
犀
興

"
を

見

出

す

こ

と

は

難

し

く

な

る

。
あ

た

ら

し

い
文

化

は

コ

ミ

ュ
ー

ン

の

中

心

地

を

つ
う

じ

も

た

ら

さ

れ

る

こ

と

が

多

い
。

し

か

し

そ

の
中

心

地

も

、

地

域

内

部

に
認

め

ら

れ

た

個

性

を

維

持

す

る

一

コ
ミ

ュ

ニ
テ

ィ

ー

と

し

て

の
性

質

が

強

い
。

ブ

ル
ー

ソ

ン
と

の
絆

は

従

来

存

在

し

て

い
る

し

、

両

者

の

文

化

的

ギ

ャ

ッ
プ

も

弱

い
ま

ま

に

と

ど

ま

っ
て

い
る

。

一
方
、
ギ
ャ
ッ
プ

の
大
き
な
地
域
外

へ
の
移
住
は
進
ん
で
い
な

い
。

つ
ま
り

"巨
昌
oq
①
"
や

"σ
8
評
興
"
の
出
現
す
る
必
要
は
殆
ん
ど
無

い
の
で
あ
る
。
そ
し

て
彼
ら
は
地
域
の
町
や
都
市

へ
の
移
住
、
ま
た
は
村
に
と
ど
ま
り
な
が
ら
の
兼

業
を
つ
う
じ
て
あ
ら
た
な
文
化
を
摂
取
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
都
市
や
町
の
性
質
、
そ
れ
ら
と
の
関
係
は
農
民

の
変
化
に

き
わ
め
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
ら
は
可
能

で
あ

れ
ば
移
住
を
試
み
る
し
、
地
域
内
の
交
流
を
な
や
し
て
い
く
こ
と
さ
え
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
も
わ
れ
わ
れ
は
、
な
ぜ
彼
ら
が
あ
ら
た
な
文
化
を
と
り

込
も
う
と
す
る
の
か
に
つ
い
て
、依
然
明
ら
か
に
で
き
な

い
ま
ま
に
と
ど
ま
る
。

つ
ま
り
、
彼
ら
が
外
社
会

の
変
化

に
す
す
ん
で
加
わ

っ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
為

場
合
に
よ

っ
て
は
、
従
来

の
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
内
外
の
絆
や
組
織
そ
の
も
の
を

変
え
ざ
る
を
え
な
く
な
る
こ
と
、
を
認
識
す
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
生
活
様
式
に
対
す
る
固
執
に

つ
い
て
は
ど
う

だ
ろ
う
か
。

ま
ず
ベ
セ
ー
ダ
ス
や
シ
ナ
カ

ン
タ

ン
の
よ
う
に
文
化

の
仲
介
者
が
重
要

に

な

っ
て
い
る
事
例
で
は
、
彼
ら
に
も
ま
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の

一
員
と
し
て
の

ふ
る
ま
い
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
仮
り
に
伝
統
的
地
域
が
衰
え

つ
つ
あ
る
場
合
で
も
、
「小
さ
な
伝
統
」
は
生
き

つ
づ
け
て

い
る
の
で
あ
る
。

一

方
ブ
ル
ー
ソ
ン
の
よ
う
に
、
村
人
各
自
が
地
域
内
で
外
部

の
人
間
と
の
絆
を
強

め
て

い
く
と
き
に
は
村

の
伝
統
的
個
性
が
強
調
さ
れ
て
い
く
。
他
所
者
、
更
に

移
住
者
と
の
間

に
明
確
な
区
分
が
設
け
ら
れ
、
つ
ま
り

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
独

自
な
生
活
が
保
た
れ
る
。

だ
が
こ
こ
で
、
農
民
の
そ
う
し
た

一
側
面
に
つ
い
て
各

々
説
明
づ
け
る
こ
と
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は
で
き
る
だ
ろ
う
か
。ブ

ル
ー
ソ
ン
の
村
人
は
地
域
内
の
交
流
が
増
す
に

つ
れ
、

な
ぜ
そ
こ
で
認
め
ら
れ
た
個
性
を
強
調
し
て

い
く

の
か
。
ベ
セ
ー
ダ
ス
や
シ
ナ

カ
ン
タ
ン
で

"ぽ
昌
αq
①
"
や

"σ
8
吋
9
"
が
大
切
と
な
る
こ
と
は
わ
か

っ
て
も
、

な
ぜ
彼
ら
が
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
メ
ン
バ
ー
で
あ
り

つ
づ
け
る
の
か
。
逆
に
、
彼

ら
を
利
用
す
る
仲
間
は
そ

の
独
自
の
生
活
を
要
求
す
る
の
か
。

"σ
δ
評
Φ
厂
た
ち
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
こ
う
し
た
行
動
は
欲
求
そ
の
も

の
に
よ

り
説
明
づ
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。

つ
ま
り
、
彼
ら
は
都
市
の
快
適
な
生
活

と
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
お
け
る
威
信

の
両
方
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と

い
う
説
明
で
あ
る
。
こ
れ
を
否
定
し

き
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
逆
に
肯
定
し

て
し
ま
う
こ
と
も
で
き
な

い
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
が
あ
た
ら
し

い
生
活

へ
の
願
望

を
公
然
と
あ
ら
わ
し
だ
し
た
の
は
、
何
よ
り
都
市
と
関
わ
り
あ
う
中
に
お
い
て

で
あ

っ
た
。
そ
れ
な
ら
ば
威
信
の
欲

求
は

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
関
わ
る
こ
と
に

よ

っ
て
生
じ
る
、
と
い
う

こ
と
も
ま
た
否
定
し
き
る
こ
と
は
で
き
な

い
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
問
題
は
、
な
ぜ
彼
ら
が

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
関
わ
り
メ
ン
バ
ー
で
あ
り

つ
づ
け
よ
う
と
す
る
の
か
、
と

い
う

最
初
の
疑
問
に
戻

っ
て
し
ま
、つ
。

こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
V
で
み

た
農
民
の
二
側
面
が
依
然
因
果
関
係

に

よ

っ
て
説
明
づ
け
ら
れ
な

い
ま
ま
、
し
か
し
よ
り
そ
の
重
要
性
を
認
識
さ
せ
て

存
在
し

つ
づ
け
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

皿

結
論

以

上

は

シ
ナ

カ

ン
タ

ン
、

ベ

セ
ー

ダ

ス
、

ブ

ル
ー

ソ

ン
の

農

民

が

た

ど

っ
た

変

化

を

、

各

々
適

応

の
過

程

と

し

て
捉

え

直

し

た

も

の

で
あ

る
。

彼
ら
の
変
化
に
み
た
第

一
の
側
面
は
、
外
社
会
の
あ
た
ら
し

い
文
化
に
対
す

る
志
向
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
伝
統
的
な
諸
制
度
や
価
値
、
信
仰
か
ら
は
直
接
に

は
導
か
れ
ず
、
外
社
会
と
の
関
係
変
化
に
お
い
て
生
じ
る
も
の
だ

っ
た
。
そ
し

て
第
二
は
、
こ
れ
と
は
異
な
り
逆
に
対
立
す
る
側
面
、
つ
ま
り
彼
ら
独
自
の
生

活
様
式
に
対
す
る
志
向
で
あ
る
。
劣
等
感

の

一
方
で
彼
ら
は
自
文
化

へ
の
固
執

を
保

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
あ
ら
た
な
文
化

の
摂
取
の
中
で
む
し
ろ
は

っ
き
り
と

あ
ら
わ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
う
し
て

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
単
位
と
し
て
伝
統
の

再
編
が
起

こ
る
の
だ
。
前
者
が
彼
ら
を
全
体
社
会
に
参
加
さ
せ

つ
づ
け
る
も
の

な
ら
ば
、
後
者
は
、
に
も
か
か
わ
ら
ず

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
文
化
を
維
持
し
そ

の
中
に
生
き
る

「部
分
文
化
を
有
す
る
部
分
社
会
」
の

一
員
た
ら
し
め
て
い
る

も
の
と
い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
変
化

の
過
程
は
、
園
①Ω
甑
Φ
匡

の
概
念
を

用
い
れ
ば
二

つ
の

「伝
統
」
を
維
持
し

つ
づ
け
る
過
程
で
あ
る
。
本
論
で
は
結

局
、
彼
ら
の
変
化
の
核
と
も

い
え
る
ふ
た
つ
の
農
民
性
そ
の
も
の
を
、
因
果
分

析
に
よ

っ
て
説

明
づ
け
ら
れ
な

い
ま
ま
に
お
わ

っ
た
。
だ
が
農
民
文
化

の
理
解

に
は
、
こ
う
し
た
説
明
づ
け
ら
れ
な

い
側
面
に
い
か
に
近
づ
く
か
と
い
う
こ
と

が
重
要
な
課
題
と
し
て
残
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
1
で
提
起
し
た
三

つ
の
課
題
に
つ
い
て
と
り
ま
と
め
た
い
。

農
民
と
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
関
係
は
、
V
の
後
半
で
検
討
し
た
つ
も
り
で
あ

る
。
彼
ら
は
変
化
の
過
程
に
お
い
て
相
互
の
関
係
を
変
え
て
い
く
。
し
か
し
依

然
、
「あ
る
似
た
種
類
の
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
生
活
す
る
」。

こ
の
場
合

コ
ミ

ュ

ニ
テ
ィ
ー
は
防
御
装
置
以
上
の
意
味
を
有
し
、
そ
う
し
た
因
果
関
係

の
理
解
を

こ
え
た
と
こ
ろ
に
存
続
し
て

い
る
。

第
二
の
外
社
会
と
農
民
の
関
連
は
V
は
じ
め
、
及
び
W
で
考
察
し
た
。
外
社

一129一



会
と
の
交
流
を
積
極
的
に
進
め
、
そ
の
文
化
を
摂
取
す
る
の
も
、
ま
た
こ
の
過

程
で
自
文
化
を
維
持
し
よ
う
と
す

る
の
も
農
民
自
身
で
あ
る
。
変
化
が
強
制
と

し
て
感
じ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、全
体
社
会

に
参
加
し
て
い
る
意
識
、
及
び

コ
ミ

ュ

ニ
テ

ィ
ー
メ
ン
バ
ー
と
し
て
要
求

さ
れ
る
生
活
の
観
点

か
ら
検
討
さ
れ
る
べ

き
、
と
考
え
る
(§
。

第
三
は
農
民
の
社
会
的
分
化
、
生
活
の
多
様
化
と
伝
統
と
の
関
係
で
あ
り
、

V
W
の
各
後
半

に
検
討
し
た

つ
も

り
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
事
例
も
、
コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ
ー
で
生
活
す
る
者

の
大
部
分

が
依
然
暮
ら
し
と
非
分
離
な
ま
ま
に
農
業
を

営
ん
で
お
り
、
こ
れ
と
並
行
に
農
業

を
離
れ
る
者
、
都
市
で
多
く
を
過
ご
す
者

も
現
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
で
暮
ら
し
て
い
く
か
ぎ
り
は
誰
も

が

一
定
の
生
活
様
式
を
守
ら
ね
ば
な

ら
な

い
。

彼
ら
が
そ
の
仲
間
、
外
社
会
と
関

わ
り
な
が
ら
変
化
し
て
い
く
過
程
は
、
そ

の
ま
ま
農
民
の
二
側
面
が
あ
ら
わ
れ

て
い
く
過
程
だ
と

い
え
る
。

こ
う
し
て
変

化
の
中
に
独
自

の
文
化
が
保
た
れ

て
い
く
か
ら
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
ー
で
述
べ

た
適
応
と
し
て
彼
ら
の
姿
を
捉
え

る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
同
じ
過
程
は
ま
た
、

い
わ
ゆ
る

「農
民
」
の
諸
特
徴

の
幾

つ
か
が
強
め
ら
れ
逆
に
幾

つ
か
が
弱
め
ら

れ
る
現
象
を
生
じ
さ
せ
て
も

い
る
。

す
な
わ
ち
、
近
代
化
の
枠
組
で
は
捉
え
ら

れ
な

い
変
化
を
示
す

の
で
あ
る
。

た
だ
、
最
後

に
付
け
加
え

た

い
問
題
は
、
彼

ら
の
以

上

の
姿

が
脱
農

民

(O
O
ωけ-℃
①鋤
ω鋤
コ
け)
的
方
向

へ
の
変
化
も
含
ん
で
い
る
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
に
み
て

き
た
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
ら
が
積
極
的
に
外
社
会
の
文
化
を
と
り
込
も
う

と
し
た
当
然

の
結
果
に
他
な
ら
な

い
が
、
そ
の
プ

ロ
セ
ス
を

つ
う
じ
て
各

々
共

通

の
変
化
が

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
ー
内

部
に
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
書
)。
す
な
わ

ち
、
農
業

に
お
け
る
特
殊
化

・
分
業
化

・
自
給
部
門
縮
少
と
機
械
化
、
貨
幣
経

済
の
浸
透
、
商
業
や
事
務
関
係

の
仕
事
に
対
す
る
評
価
の
増
大
、
教
育
と
医
療

の
普

及
、
衣
食
住
の
都
市
化
、
消
費
志
向
の
高
ま
り
、
更
に
は
資
産

コ
ン
ト

ロ
ー

ル
や
活
動
領
域
に
お
け
る
個
人
的
自
由
の
拡
大
、
そ
し
て
儀
礼
参
加
者

の
多
様

化
な
ど
が
上
げ
ら
れ
よ
う
。

こ
う
し
た
傾
向
は
、
確
か
に
従
来

の

「農
民
」
像
か
ら
逸
脱
し
て
い
く
姿
を

示
し
て
い
る
。

つ
ま
り
彼
ら
は

「部
分
文
化
を
有
す
る
部
分
社
会
」

の
ま
ま
、

農
業
を
依
然
生
活
の

一
部
と
し
な
が
ら
、
し
か
も
、
「農
民
」
の
諸
特
徴

の
幾

つ

か
を
強
め
て
い
る
そ
の

一
方
で
、
近
代
化

・
脱
農
民
化
の
諸
側
面
を
も
み
せ
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
現
象
自
体
は
決
し
て
特
別
な
も

の
と

は
い
え
な

い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
近
年
顕
著
な
農
民
の
定
義
の
動
揺
、
更
に
は

定
義
づ
け
そ
の
も
の
の
疑
問
視
は
、
世
界
中
に
存
続
す
る
彼
ら
の
文
化
と
そ
の

変
化

の
多
様
性
を
反
映
し
た
も
の
に
他
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は

「農
民
」
と
呼
ば
れ
る
社
会

・
文
化
を

手
掛
か
り
と
し
て
、
別
の
あ
ら
た
な
概
念
を
必
要
と
す
る
研
究
に
踏
み
込
み
つ

つ
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

人
類
学
は
「伝
統
と
近
代
」
の
問
題
を
避
け
て
と
お
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
。

農
民
の
研
究
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
今
後

い
よ

い
よ
重
み
を
増
し
て
い
く
だ

ろ
う
。
だ
が
様
々
に
変
貌
を
遂
げ
る
彼
ら
の
社
会
と
文
化
を
理
解
し
よ
う
と
す

る
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
何
よ
り
わ
れ
わ
れ
自
身

の
農
民
像
か
ら
再
考
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
だ
。
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