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筆
者
は
2
0
2
4
年
5
月
に
「
限
界
集
落
の
経
営
学
」

（
学
芸
出
版
社
）
を
出
版
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
に
大
学
院
の

オ
ン
ラ
イ
ン
で
博
士
号
を
取
得
し
、
こ
の
時
の
研
究
を
ベ

ー
ス
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
本
書
に
基
づ

い
て
限
界
集
落
を
巡
る
議
論
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
撤

退
で
も
活
性
化
で
も
な
い
「
第
三
の
道
」
と
し
て
の
具
体

的
な
土
地
利
用
と
地
域
ビ
ジ
ネ
ス
に
つ
い
て
、
実
際
の
事

例
を
踏
ま
え
な
が
ら
提
言
す
る
も
の
で
あ
る
。

1
．集
落
政
策
は
混
乱
の
様
相
を
呈
し
て
い
る

　
集
落
政
策
を
巡
る
主
立
っ
た
主
張
を
紹
介
し
よ
う
。
人

口
減
少
社
会
に
突
入
し
、
林
直
樹
金
沢
大
准
教
授
は
「
積

極
的
な
撤
退
」
を
訴
え
、
作
野
広
和
島
根
大
教
授
は
「
む

ら
お
さ
め
」
を
説
く
。
一
方
、
小
田
切
徳
美
明
治
大
教
授

は
「
農
村
た
た
み
反
対
」
を
唱
え
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
異

な
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
筆
者
の
考
え
は
農
地

の
維
持
で
あ
り
、「
農
村
た
た
み
反
対
」
に
近
い
立
場
で

あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

　
維
持
困
難
な
集
落
の
積
極
的
な
撤
退
を
提
唱
す
る
林
氏

は
、「
過
疎
集
落
か
ら
は
じ
ま
る
戦
略
的
な
構
築
と
撤
退

の
中
で
、
こ
の
先
、
都
市
か
ら
農
村
へ
の
移
住
が
大
幅
に

増
加
す
る
こ
と
は
考
え
に
く
く
、
す
べ
て
の
過
疎
集
落
の

人
口
を
長
期
に
わ
た
っ
て
維
持
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
財

政
が
苦
し
い
時
代
に
あ
っ
て
は
、
各
種
の
支
援
も
あ
ま
り

期
待
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
前
提
と
し
た
新
し

い
戦
略
が
求
め
ら
れ
る
」
と
訴
え
て
い
る
。

　
む
ら
お
さ
め
の
考
え
方
を
主
張
す
る
作
野
氏
は
「
中
山

間
地
域
に
お
け
る
集
落
は
今
後
も
人
口
減
少
や
高
齢
化
が

進
展
し
、
一
部
集
落
は
消
滅
す
る
と
い
う
危
機
的
状
況
は

避
け
ら
れ
な
い
。
集
落
の
再
生
を
意
図
し
た
活
性
化
策
を

行
っ
て
も
効
果
は
な
い
。
む
し
ろ
福
祉
的
ケ
ア
が
必
要

で
あ
る
。
集
落
住
民
が
最
後
ま
で
幸
せ
な
居
住
を
保
証

し
、
人
間
ら
し
く
生
き
て
ゆ
く
た
め
の
手
段
を
構
築
す
べ

き
だ
」
と
指
摘
。「
集
落
の
存
続
を
記
録
と
し
て
後
世
に

伝
え
る
『
む
ら
お
さ
め
』
を
行
う
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ

て
い
る
。

　
農
村
た
た
み
反
対
を
展
開
す
る
小
田
切
氏
は
「
選
択
と

集
中
に
よ
る
再
生
を
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
問
題
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
地
方
の
一
部
を
選
択
し
、
集
中
的
に
支
援

す
る
こ
と
で
『
農
村
た
た
み
』
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
対
し

危
惧
す
る
。
欧
州
で
の
『
コ
ン
パ
ク
ト
』
や
『
縮
退
』（
シ

ュ
リ
ン
ケ
ー
ジ
）
の
議
論
は
、
社
会
全
体
と
し
て
の
『
脱

成
長
』
や
『
成
熟
社
会
化
』
と
セ
ッ
ト
で
議
論
さ
れ
て
い

る
が
、
日
本
に
お
い
て
は
、
さ
ら
な
る
成
長
を
目
的
と
し
、

斉
藤
俊
幸

地
域
活
性
化
セ
ン
タ
ー
シ
ニ
ア
フ
ェ
ロ
ー

地
域
再
生
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

さ
い
と
う
・
と
し
ゆ
き
　「
限
界
集
落
の

経
営
学
」（
学
芸
出
版
社
）著
者
。買
い
物
難

民
の
存
在
を
問
題
提
起
し
た
。住
み
込
み

な
が
ら
地
域
づ
く
り
を
進
め
た
こ
と
が
地

域
お
こ
し
協
力
隊
制
度
化
の
モ
デ
ル
の
一

つ
と
な
っ
た
。

　

限
界
集
落
は
大
丈
夫
だ（
1
）

人
口
減
社
会
に
お
け
る「
第
三
の
道
」と
は

連

載

限
界
集
落
の
経
営
学
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財
政
負
担
の
軽
減
や
効
率
化
を
目
的
と
す
る
議
論
で
あ
り
、

誤
用
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
の
考
え
を
示
し
て
い
る
。

2
．国
も
集
落
維
持
に
危
機
感

　
い
ず
れ
の
主
張
も
農
村
・
集
落
の
維
持
が
容
易
で
は
な

い
と
い
う
点
で
は
一
致
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
政
府
も
同

様
の
危
機
感
を
抱
い
て
お
り
、
総
務
省
は
自
治
体
戦
略

2
0
4
0
構
想
に
お
い
て
「
集
落
機
能
の
維
持
や
耕
地
・

山
林
の
管
理
が
よ
り
困
難
に
な
る
た
め
、
集
落
移
転
を
含

め
、
地
域
に
必
要
な
生
活
サ
ー
ビ
ス
機
能
を
維
持
す
る
選

択
肢
の
提
示
と
将
来
像
の
合
意
形
成
が
必
要
で
あ
る
」
と

の
見
通
し
を
示
し
た
。

　
農
林
水
産
省
は
、
人
口
減
少
社
会
に
お
け
る
長
期
的
な

土
地
利
用
の
在
り
方
の
検
討
会
で
「
中
山
間
地
域
を
中
心

と
し
て
、
農
地
の
集
積
・
集
約
化
、
新
規
就
農
軽
労
化
の

た
め
ス
マ
ー
ト
農
業
の
普
及
等
あ
ら
ゆ
る
政
策
努
力
を
払

っ
て
も
な
お
、
農
地
と
し
て
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
な
農

地
が
、
今
後
増
加
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
」
と
表
明
し

て
い
る
。

3
．地
方
は
消
滅
す
る
の
か
、し
な
い
の
か

　
今
年
1
月
に
発
生
し
た
能
登
半
島
地
震
を
巡
り
、
立
憲

民
主
党
の
米
山
隆
一
衆
院
議
員
が
X
（
旧
ツ
イ
ッ
タ
ー
）

で
、「
非
常
に
言
い
づ
ら
い
事
で
す
が
、
今
回
の
復
興
で

は
、
人
口
が
減
り
、
地
震
前
か
ら
維
持
が
困
難
に
な
っ
て

い
た
集
落
で
は
、
復
興
で
は
な
く
移
住
を
選
択
す
る
事
を

き
ち
ん
と
組
織
的
に
行
う
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
地
震
は
、

今
後
も
起
り
ま
す
。
現
在
の
日
本
の
人
口
動
態
で
、
そ
の

全
て
を
旧
に
復
す
る
事
は
出
来
ま
せ
ん
。
現
実
を
見
据
え

た
対
応
を
と
思
い
ま
す
」
と
投
稿
し
、
S
N
S
上
で
議
論

を
呼
ん
だ
。

　
震
災
か
ら
の
復
興
に
関
し
、
財
務
省
は
4
月
に
開
か
れ

た
財
政
制
度
等
審
議
会
（
財
務
相
の
諮
問
機
関
）
分
科
会

で
、「
被
災
地
の
多
く
が
人
口
減
少
局
面
に
あ
る
中
、
将

来
の
需
要
減
少
や
、
維
持
管
理
コ
ス
ト
も
念
頭
に
置
き
な

が
ら
、
住
民
の
方
々
の
意
向
を
踏
ま
え
つ
つ
、
集
約
的
な

ま
ち
づ
く
り
や
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
在
り
方
も
含
め
て
、
十

分
な
検
討
が
必
要
で
は
な
い
か
」
と
提
起
し
た
。

　
時
事
通
信
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
馳
浩
石
川
県
知
事
は
財

務
省
の
見
解
に
対
し
て
「
財
政
上
の
問
題
を
横
に
置
い
て

被
災
者
に
何
と
か
元
に
戻
し
て
あ
げ
た
い
と
検
討
し
て
い

る
時
に
、
冷
や
水
を
バ
ケ
ツ
で
ぶ
っ
か
け
ら
れ
た
よ
う
な

思
い
だ
」
と
不
快
感
を
示
し
た
。
集
約
的
な
ま
ち
づ
く
り

に
関
し
て
は
「（
住
民
に
）
判
断
材
料
を
示
し
、
も
ん
で

も
ら
っ
て
、
市
長
ら
と
話
を
し
て
最
終
的
に
判
断
す
る
も

の
。
最
初
か
ら
上
か
ら
目
線
で
物
を
言
わ
れ
て
い
る
よ
う

で
気
分
が
悪
い
」
と
語
っ
た
。

　
一
方
、
民
間
の
有
識
者
ら
で
つ
く
る
「
人
口
戦
略
会

議
」（
議
長
・
三
村
明
夫
日
本
製
鉄
名
誉
会
長
）
は
4
月
、

「
地
方
自
治
体
『
持
続
可
能
性
』
分
析
レ
ポ
ー
ト
」
を
公

表
。
7
4
4
市
町
村
が
将
来
、
消
滅
す
る
可
能
性
が
あ
る

と
ま
と
め
た
。
14
年
に
は
別
の
有
識
者
会
議
「
日
本
創
成

会
議
」
が
、
8
9
6
市
区
町
村
を
「
消
滅
可
能
性
都
市
」

と
す
る
報
告
書
を
公
表
し
て
お
り
、
地
方
は
消
滅
す
る
の

か
し
な
い
の
か
、
と
い
う
議
論
は
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
が
進
む
べ
き
道
に
関
し
て
、

明
確
な
答
え
が
見
え
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

4
．農
地
の
維
持
は
牛
に
任
せ
ろ

　
集
落
は
存
続
な
の
か
、
撤
退
な
の
か
─
─
。
な
ぜ
こ
の

議
論
が
対
立
す
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
二
者
択
一
だ

か
ら
で
あ
る
。
日
本
人
は
多
様
な
人
の
違
い
を
「
間
違
っ

て
い
る
」
と
言
う
。
間
違
い
で
は
な
い
。
違
う
だ
け
で
あ

る
。
間
違
っ
て
い
る
と
言
う
と
感
情
の
話
に
な
り
、
議
論

は
う
ま
く
進
ま
な
い
。
人
口
減
少
社
会
に
向
け
、
新
た
な

選
択
肢
（
第
三
の
道
）
を
考
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
筆
者
は
、
撤
退
で
も
活
性
化
で
も
な
い
第
3
の

道
を
提
唱
す
る
。
そ
の
一
つ
は
、
農
地
や
山
地
の
維
持
を

牛
に
任
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
農
地
や
山
地
の
維
持
を
担
う

一
人
が
高
知
県
本
山
町
に
移
住
し
た
大
島
渉
氏
で
あ
る
。

大
島
氏
は
「
土
佐
あ
か
う
し
」
の
山
地
放
牧
を
行
っ
て
い

る
。
高
知
県
生
ま
れ
の
38
歳
（
21
年
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
当

時
）
で
あ
り
、
家
族
5
人
と
共
に
、
幸
せ
な
牧
場
生
活
を

送
っ
て
い
る
。
京
都
大
農
学
部
を
卒
業
し
、
大
企
業
に
就

職
し
た
。
学
生
時
代
か
ら
社
会
人
を
通
じ
て
13
年
間
は
近

畿
圏
に
居
住
し
、
ま
た
、
会
社
の
経
営
譲
渡
な
ど
が
あ
り
、

中
部
圏
に
も
5
年
間
居
住
し
た
。
そ
の
後
地
域
お
こ
し
協
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力
隊
員
と
し
て
採
用
さ
れ
、
高
知
県
に
家
族
を
連
れ
U
タ

ー
ン
し
た
。

　
本
山
町
内
に
70
㌶
の
山
地
を
購
入
し
て
地
主
と
な
り
、

牛
の
粗
放
的
管
理
の
当
事
者
と
な
っ
た
。
妻
は
家
畜
人
工

授
精
師
の
資
格
を
取
得
。
牛
舎
は
地
域
住
民
の
協
力
を
得

て
、
自
ら
が
建
設
し
た
。
子
牛
は
牛
舎
の
中
で
飼
養
す
る

必
要
が
あ
る
が
、
成
牛
は
昼
夜
放
牧
で
飼
養
し
て
い
る
。

　
大
島
氏
は
事
業
の
成
功
を
追
い
求
め
る
あ
ま
り
、
家
族

の
時
間
が
減
る
く
ら
い
な
ら
、
き
ち
ん
と
子
育
て
を
し
た

い
と
話
し
て
い
る
。
日
本
は
こ
の
30
年
間
に
経
済
成
長
が

な
か
っ
た
。
高
度
経
済
成
長
時
代
や
バ
ブ
ル
時
代
の
人
々

は
、
も
っ
と
良
く
な
る
、
も
っ
と
良
く
な
る
と
言
わ
れ
て

働
き
続
け
た
。
成
長
や
成
功
の
パ
イ
が
少
な
い
後
進
の
彼

ら
は
、
自
分
自
身
の
や
り
が
い
を
求
め
ざ
る
を
得
な
い
状

況
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
大
企
業
の
競
争
社
会
を
一
歩

退
き
、
静
観
し
て
い
る
様
子
か
ら
窺う

か
がえ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
姿
勢
か
ら
か
、
自
分
が
仕
事
で
儲
け
る
こ

と
は
重
要
で
あ
る
が
、
必
要
以
上
に
事
業
を
拡
大
す
る
こ

と
は
な
い
。
欲
し
い
物
は
ほ
ぼ
す
べ
て
手
に
入
る
時
代
で

あ
る
。
逆
に
欲
し
い
物
は
何
か
と
聞
か
れ
て
も
即
答
で
き

な
い
。
食
料
が
身
近
に
手
に
入
る
生
活
に
満
足
し
て
い
る
。

生
き
る
こ
と
に
焦
ら
な
い
世
代
な
の
で
は
な
い
か
。
ハ
ー

ド
に
大
企
業
で
稼
ぐ
必
要
も
な
く
、
自
分
の
人
生
を
見
つ

け
着
実
に
積
み
上
げ
る
生
活
を
し
た
い
と
考
え
て
お
り
、

非
競
争
性
の
特
徴
を
鮮
明
に
し
て
い
る
。

　
日
本
は
「
失
わ
れ
た
30
年
」
と
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
時
代

を
振
り
返
る
が
、
実
に
非
競
争
な
志
向
を
持
つ
若
者
を
た

く
さ
ん
育
て
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
彼
ら
を
見
て
い
る

と
、
筆
者
は
「
限
界
集
落
は
大
丈
夫
だ
」
と
自
信
を
持
っ

て
言
え
る
。
非
競
争
と
い
う
生
き
方
は
価
値
を
生
む
か
ら

で
あ
る
。

　
大
島
氏
の
事
例
を
集
落
維
持
の
観
点
か
ら
分
析
し
て
み

よ
う
。
集
落
は
担
い
手
が
減
少
し
、
耕
作
放
棄
地
が
増
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
消
滅
の
危
機
に
直
面
す
る
。
後
継
者
の

い
な
い
耕
作
放
棄
地
は
、
都
会
に
出
た
子
ど
も
た
ち
の
所

有
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
子
ど
も
た
ち
も
高
齢
と
な
れ
ば
、

近
い
将
来
、
お
そ
ら
く
集
落
に
人
間
関
係
が
な
い
孫
た
ち

が
農
地
を
所
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
都
会
に
い
る
孫
が
2

人
以
上
い
れ
ば
農
地
は
分
筆
さ
れ
る
。
そ
の
頃
に
は
農
地

は
森
へ
と
返
っ
て
い
る
。

　
仮
に
耕
作
放
棄
地
段
階
で
何
ら
か
の
利
用
が
行
わ
れ
て

い
れ
ば
、
都
会
に
住
む
子
ど
も
や
孫
た
ち
と
集
落
住
民
と

の
利
害
関
係
は
存
続
さ
れ
続
け
て
い
く
。
農
地
と
し
て
の

維
持
は
難
し
い
が
、
放
牧
地
で
あ
れ
ば
少
人
数
の
人
間
と

牛
に
よ
り
維
持
は
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
集
落
の
住
民
側

に
と
っ
て
、
農
村
集
落
の
維
持
や
継
承
と
い
う
歓
迎
す
べ

き
関
係
が
続
い
て
い
る
と
言
え
る
。

　
一
方
、
放
牧
適
地
を
見
つ
け
る
の
は
新
規
就
農
者
に
と

っ
て
は
困
難
と
言
え
る
。
細
か
く
地
権
者
が
分
か
れ
る
農

地
を
一
団
の
放
牧
地
と
し
て
確
保
す
る
に
は
、
地
元
に
精

通
し
た
介
在
者
の
取
り
ま
と
め
が
必
要
だ
。
知
ら
な
い
人

が
農
地
を
購
入
す
る
と
な
れ
ば
、
集
落
の
住
民
も
警
戒
す

る
だ
ろ
う
。
農
地
で
は
共
同
作
業
が
必
要
だ
か
ら
だ
。
こ

の
た
め
放
牧
適
地
は
山
地
部
へ
と
追
い
や
ら
れ
て
き
た
。

　
し
か
し
、
昔
の
地
図
を
見
れ
ば
分
か
る
が
、
集
落
が
あ

り
、
集
落
の
周
辺
に
農
地
が
あ
り
、
森
と
の
緩
衝
帯
に
共

同
で
運
営
す
る
牧
場
（
ま
き
ば
）
が
存
在
し
て
い
た
。
水

路
が
整
備
さ
れ
、
水
田
耕
作
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は

最
近
の
こ
と
だ
。
耕
作
放
棄
地
は
虫
食
い
状
態
で
発
生
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
が
、
少
人
数
で
維
持
可
能
な
放
牧
地
に

転
換
で
き
る
適
地
と
し
て
ゾ
ー
ニ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
れ
ば
、
新
規
就
農
者
に
と
っ
て
も
メ
リ
ッ
ト
と
言
え
る

だ
ろ
う
。

　
次
回
は
別
の
方
法
に
よ
る
「
限
界
集
落
は
大
丈
夫
だ
」

と
い
う
事
例
を
紹
介
す
る
。

吉野川上流域にある土佐あかうし放牧場（高知県本山町）


