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1
．高
度
経
済
成
長
と
バ
ブ
ル
崩
壊
後

　

筆
者
は
高
度
経
済
成
長
の
中
で
育
っ
て
き
た
。
努
力
、

根
性
、
忍
耐
を
人
生
の
教
訓
と
し
て
教
わ
り
、
20
代
で
起

業
し
、
バ
ブ
ル
景
気
も
謳お

う
か歌

し
た
世
代
だ
。
日
本
は
そ
の

後
の
バ
ブ
ル
崩
壊
で
大
き
な
挫
折
を
味
わ
っ
た
が
、
団
塊

ジ
ュ
ニ
ア
を
襲
う
就
職
難
、
低
所
得
、
未
婚
者
の
増
加
を

ひ
と
ご
と
に
見
て
い
た
。
し
か
し
彼
ら
就
職
氷
河
期
世
代

か
ら
続
く
出
生
率
の
低
下
は
、
高
齢
と
な
っ
た
筆
者
に
も

響
く
事
態
だ
。

　

高
度
経
済
成
長
を
生
き
た
「
昭
和
」
世
代
と
バ
ブ
ル
崩

壊
以
降
の
世
代
と
で
は
基
本
的
な
思
考
に
相
違
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
、
多
く
の
若
い
人
に
話
を
聞
い
た
。

彼
ら
の
特
性
を
示
す
数
値
に
も
注
目
し
て
き
た
。
我
々

「
昭
和
」
は
、
彼
ら
を
内
向
き
で
あ
る
と
言
う
。
海
外
に

出
よ
う
と
し
な
い
。
自
動
車
を
買
わ
な
い
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
の
現
象
は
も
っ
と
深
く
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

畜
産
業
の
中
に
も
新
し
い
動
き
は
あ
る
。
人
口
減
少
社
会

に
向
か
っ
て
い
る
日
本
で
は
あ
る
が
、
畜
産
業
と
い
う
辺

境
の
領
域
で
の
変
化
の
兆
し
を
見
て
み
よ
う
。

2
．い
っ
た
ん
立
ち
止
ま
り
考
え
て
み
て
は
ど
う
か

　

三
友
盛
行
氏
は
マ
イ
ペ
ー
ス
酪
農
の
提
唱
者
で
あ
り
、

「
マ
イ
ペ
ー
ス
酪
農
─
風
土
に
生
か
さ
れ
た
適
正
規
模
の

実
現
」（
農
文
協
、
2
0
0
0
年
）
の
著
者
で
あ
る
。
三

友
氏
は
、
東
京
都
台
東
区
浅
草
生
ま
れ
の
新
規
就
農
者
で

あ
り
、
高
校
卒
業
後
に
北
海
道
を
訪
れ
そ
の
魅
力
を
つ
か

み
、
1
9
6
8
年
に
北
海
道
中
標
津
町
に
開
拓
入
植
し
、

酪
農
家
と
し
て
就
農
し
た
。
91
年
に
は
、
酪
農
家
同
士
で

情
報
交
換
な
ど
を
行
う
「
マ
イ
ペ
ー
ス
酪
農
交
流
会
」
を

開
始
。
93
〜
99
年
に
は
、
中
標
津
町
農
協
組
合
長
に
も
就

任
し
た
。

　

著
書
「
マ
イ
ペ
ー
ス
酪
農
」
の
「
は
じ
め
に
」
に
お
い

て
、「
農
民
は
国
家
に
隷れ

い
ぞ
く属
す
る
も
の
で
は
な
い
。
家
族

の
暮
ら
し
を
全
う
す
る
た
め
に
経
営
を
考
え
、
営
農
す
る

の
が
本
来
の
姿
で
あ
っ
て
、
決
し
て
生
産
増
大
の
み
を
目

的
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
、
こ
の
本
の
方
向
性

を
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
本
の
ポ
イ
ン
ト
は
副
題
に
も
あ
る
通
り
、「
風
土

に
生
か
さ
れ
た
適
正
規
模
の
実
現
」
に
あ
る
。
こ
こ
で
い

う
地
域
と
は
、
根こ
ん
せ
ん釧

台
地
の
上
で
酪
農
地
帯
を
築
い
て
き

た
根
釧
地
域
の
こ
と
で
あ
る
。
三
友
氏
は
、
成
長
、
拡
大

化
が
進
む
根
釧
地
域
に
お
い
て
、「
頭
数
も
乳
量
も
多
す

ぎ
な
い
か
」
と
問
題
提
起
す
る
の
で
あ
る
。

　

同
書
に
は
、
夫
婦
同
伴
で
毎
月
開
催
さ
れ
る
マ
イ
ペ
ー

ス
酪
農
交
流
会
の
様
子
が
書
か
れ
て
い
る
。「
当
初
は
経

営
改
善
と
、
そ
の
た
め
の
技
術
の
話
が
中
心
で
し
た
。
技

術
や
経
営
以
外
の
話
が
女
性
の
方
か
ら
出
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
集
会
で
は
、
一
人
一
人
が
そ
の
1
カ
月
間
の
出

来
事
、
感
じ
た
こ
と
、
経
営
、
生
活
、
子
供
の
教
育
、
社

会
の
将
来
を
思
い
思
い
に
話
し
ま
す
」
と
あ
り
、
ま
さ
に

話
し
合
っ
て
き
た
内
容
が
同
書
に
書
か
れ
て
い
る
と
理
解

で
き
る
。

　

日
本
の
年
間
の
生
乳
生
産
量
は
7
5
0
万
㌧
を
超
え

る
。
こ
の
う
ち
北
海
道
が
約
4
0
0
万
㌧
を
生
産
し
て
い

る
。
北
海
道
の
生
乳
生
産
量
は
増
え
て
お
り
、
シ
ェ
ア
は

6
割
に
迫
る
勢
い
で
あ
る
。
北
海
道
の
生
乳
、
飲
用
牛
乳

の
道
外
移
出
は
、
冷
蔵
技
術
の
向
上
や
関
東
圏
、
近
畿
圏

と
の
高
速
フ
ェ
リ
ー
な
ど
に
よ
る
搬
送
力
向
上
で
飛
躍
的

に
伸
び
て
い
る
。
日
本
全
体
の
生
乳
の
生
産
量
は
減
少
傾

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

「
限
界
集
落
の
経
営
学
」
著
者

限
界
集
落
は
大
丈
夫
だ（
3
）

「
適
正
規
模
」と
い
う
生
き
方
、「
非
競
争
性
」が
持
つ「
競
争
性
」

連

載

限
界
集
落
の
経
営
学
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向
に
あ
る
が
、
北
海
道
で
は
増
加
傾
向
に
あ
る
。
北
海
道

の
酪
農
家
は
畜
舎
の
大
規
模
化
、
飼
養
頭
数
の
増
頭
を
図

り
、
生
乳
量
生
産
の
拡
大
を
図
っ
て
き
た
。
生
き
物
を
相

手
に
す
る
酪
農
家
に
は
休
み
が
な
く
、
も
っ
と
異
な
っ
た

働
き
方
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
を
呈
し
た
の
が
、

三
友
氏
の
実
践
の
記
録
で
あ
る
。

　

三
友
氏
は
、
い
っ
た
ん
「
立
ち
止
ま
り
」
考
え
て
み

て
は
ど
う
か
と
提
案
し
、「
生
活
の
た
め
の
適
正
規
模
は

1
2
0
％
フ
ル
稼
働
で
は
な
く
、
土
、
草
、
牛
、
機
械
、

施
設
、
農
民
が
、
80
％
操
業
が
適
正
規
模
で
あ
る
。
暮
ら

し
第
一
、
生
産
第
二
の
時
代
が
き
て
い
る
」
と
記
し
て
い

る
。3

．乳
脂
肪
分
3
・
5
以
上
と
い
う
濃
い
牛
乳
の

問
題
点

　

中
洞
正
氏
は
「
幸
せ
な
牛
か
ら
お
い
し
い
牛
乳
」（
コ

モ
ン
ズ
、
07
年
）
を
著
し
て
い
る
。
中
洞
氏
は
牛
乳
の
歴

史
を
辿た

ど

り
、
濃
厚
な
牛
乳
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

消
費
者
は
濃
厚
な
牛
乳
を
求
め
、
こ
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
よ

う
と
、
酪
農
家
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
乳
牛
に
与
え
、
脂
肪

分
の
高
い
生
乳
を
作
り
始
め
た
。
中
洞
氏
は
「
北
海
道
の

酪
農
は
放
牧
が
主
流
だ
っ
た
。
し
か
し
、（
農
協
の
独
自

規
定
で
あ
る
）
乳
脂
肪
分
3
・
5
以
上
と
い
う
基
準
が
で

き
て
か
ら
、
貯
蔵
飼
料
用
の
サ
イ
ロ
の
建
設
が
推
進
さ
れ
、

海
外
か
ら
配
合
飼
料
が
入
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

の
結
果
、
日
本
で
は
放
牧
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
く
な
っ

た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。「
牛
乳
は
『
濃
い
牛
乳
』
と
表

現
さ
れ
る
が
、
牛
の
乳
房
か
ら
出
た
ば
か
り
の
生
乳
は
さ

ら
り
と
し
て
い
る
」
と
、
本
来
の
牛
乳
が
持
つ
特
性
も
述

べ
て
い
る
。

4
．適
正
規
模
の
放
牧
の
目
安

　

で
は
2
人
の
著
者
が
言
う
適
正
規
模
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
だ
ろ
う
か
。
三
友
氏
は
著
書
の
中
で
「
適
正
規
模
と

は
、
生
産
規
模
と
生
活
規
模
が
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
規
模

が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
か
み
合
う
の
が
本
来
の
そ
の
農
場
の
適

正
規
模
」
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
。
ま
た
「
根
釧
で
は

1
㌶
当
た
り
、
成
牛
換
算
1
頭
」
と
数
値
を
提
示
し
て
い

る
。
中
洞
氏
は
「
牛
乳
の
生
産
量
は
、
国
内
で
生
産
で
き

る
草
の
量
で
上
限
を
決
め
る
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
し
、

「
牧
場
内
の
草
の
生
産
量
に
見
合
っ
た
頭
数
だ
け
飼
う
。

1
㌶
に
2
頭
以
内
と
す
る
。
冬
も
含
め
た
周
年
昼
夜
完
全

放
牧
と
し
、
搾
乳
は
1
日
2
0
0
㌔
㌘
程
度
と
す
べ
き
で

あ
る
」
と
適
正
規
模
の
目
安
を
示
し
て
い
る
。

　

肉
用
牛
繁
殖
農
業
や
酪
農
で
使
わ
れ
る
適
正
規
模
経
営

と
は
、
牧
場
が
持
っ
て
い
る
草
地
面
積
か
ら
収
穫
で
き
る

牧
草
量
を
想
定
す
る
と
と
も
に
、
牛
が
1
年
で
食
べ
る
牧

草
量
の
逆
算
か
ら
、
飼
養
頭
数
の
上
限
を
決
め
る
経
営
方

法
で
あ
る
。
肉
用
牛
で
は
1
㌶
4
頭
、
乳
用
牛
で
は
1

㌶
1
頭
と
い
う
目
安
が
一
般
的
で
あ
る
。

5
．放
牧
の
新
規
就
農
者
が
示
す
非
競
争
性

　

筆
者
は
放
牧
を
行
う
新
規
就
農
者
と
、
昭
和
の
高
度
経

済
成
長
を
経
験
し
た
地
元
出
身
の
酪
農
家
や
、
肉
用
牛
繁

殖
農
家
を
対
象
と
し
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を
実
施
し
た
。

ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
で
分
か
る
こ
と
は
、
北
海
道
と
い
う
広

大
な
土
地
を
背
景
に
、
三
友
氏
と
同
じ
よ
う
な
牧
場
経
営

を
行
う
北
海
道
の
新
規
就
農
者
と
、
中
洞
氏
の
山
地
放
牧

を
モ
デ
ル
に
、
本
州
の
中
山
間
地
域
で
牧
場
経
営
を
始
め

る
新
規
就
農
者
と
で
は
、
目
指
す
適
正
規
模
が
異
な
る
と

い
う
こ
と
だ
。
牧
場
の
面
積
と
飼
養
頭
数
で
見
る
と
、
北

海
道
の
三
友
型
の
酪
農
は
、
敷
地
面
積
60
〜
1
2
0
㌶
で
、

60
頭
程
度
を
飼
養
し
て
い
る
。
一
方
、
本
州
以
南
の
中
洞

型
の
肉
用
牛
繁
殖
農
家
と
酪
農
家
は
10
〜
20
㌶
と
い
う
規

模
で
10
頭
程
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。

　

他
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
か
ら
判
明
し
た
こ
と
は
、
放
牧

牛舎に詰め込まれて過ごす乳牛（北海道）
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を
行
う
新
規
就
農
者
と
、
昭
和
の
高
度
経
済
成
長
を
経
験

し
た
地
元
出
身
の
農
業
経
営
者
と
で
は
、
経
営
理
念
に
大

き
な
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
だ
。

　

昭
和
の
高
度
経
済
成
長
を
経
験
し
た
地
元
出
身
の
酪
農

家
や
肉
用
牛
繁
殖
農
家
は
、
み
な
大
き
な
投
資
を
行
い
、

大
規
模
な
畜
産
事
業
を
進
め
て
い
る
。
み
な
多
頭
飼
養
、

生
乳
の
大
量
生
産
を
目
指
し
て
い
る
。
動
物
福
祉
、
フ
ー

ド
マ
イ
レ
ー
ジ
（
食
料
の
量
と
輸
送
距
離
か
ら
算
出
す
る

環
境
負
荷
の
指
標
）
に
対
す
る
無
関
心
、
拒
絶
も
顕
著
で

あ
る
。
適
正
規
模
の
新
規
就
農
者
に
対
し
て
批
判
的
な
姿

勢
を
示
し
て
い
る
。
家
族
の
幸
せ
が
一
番
大
切
で
あ
る
こ

と
は
共
通
す
る
が
、
仕
事
が
忙
し
く
家
族
が
休
め
な
い
こ

と
へ
の
不
安
も
抱
い
て
い
る
な
ど
の
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。

　

一
方
、
牧
場
面
積
に
見
合
っ
た
飼
養
頭
数
を
目
安
と
し

て
農
業
経
営
を
行
う
新
規
就
農
者
は
、
大
量
生
産
に
対
し

て
批
判
的
で
あ
る
。
動
物
福
祉
、
フ
ー
ド
マ
イ
レ
ー
ジ
と

い
っ
た
社
会
的
価
値
に
高
い
関
心
を
示
し
て
い
る
か
ら
こ

そ
、
放
牧
を
志
向
し
、
▽
食し
ょ
く
じ餌
の
出
所
に
配
慮
し
て
い
る

▽
格
差
を
問
題
視
し
て
い
る
姿
勢
が
う
か
が
え
る
▽
家
族

と
の
生
活
が
仕
事
よ
り
大
切
で
あ
る
と
口
々
に
話
し
て
い

る
▽
副
業
に
よ
る
収
益
確
保
を
目
指
し
て
い
る
─
─
こ
と

な
ど
が
特
徴
的
で
あ
る
。

　

筆
者
は
、
こ
う
し
た
違
い
に
つ
い
て
、
地
元
出
身
の
肉

用
牛
繁
殖
農
家
・
酪
農
経
営
者
の
「
競
争
性
」
と
、
適
正

規
模
経
営
者
の
「
非
競
争
性
」
に
分
け
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
適
正
規
模
を
目
指
す
経

営
者
は
、
マ
イ
ペ
ー
ス
酪
農
を
提
唱
す
る
三
友
氏
の
「
い

っ
た
ん
立
ち
止
ま
り
考
え
て
み
て
は
ど
う
か
」
と
い
う
声

を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
存
在
で
あ
り
、
中
洞
氏
の
「
幸
せ

な
牛
か
ら
お
い
し
い
牛
乳
」
に
共
鳴
し
、
乳
脂
肪
分
3
・

5
以
上
と
い
う
濃
い
牛
乳
に
対
す
る
問
題
意
識
を
持
ち
合

わ
せ
て
い
る
存
在
で
も
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

も
し
農
地
や
農
村
か
ら
撤
退
す
る
と
い
う
議
論
の
中
で
、

放
牧
と
い
う
土
地
利
用
の
維
持
が
選
択
肢
と
し
て
浮
上
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
濃
厚
飼
料
を
与
え
ら
れ
な
い
放
牧
と
い

う
農
業
に
あ
っ
て
は
、「
濃
厚
な
牛
乳
」
は
諦
め
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
乳
脂
肪
分
の
農
協
独
自
基
準
の

3
・
5
こ
そ
が
撤
退
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
の
向
こ

う
に
は
放
牧
、
動
物
福
祉
、
フ
ー
ド
マ
イ
レ
ー
ジ
と
い
っ

た
社
会
的
価
値
で
評
価
さ
れ
る
未
来
が
待
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。
非
競
争
は
社
会
的
価
値
を
生
む
の
で
あ
る
。

価
値
と
は
競
争
指
標
な
の
で
あ
る
。
日
本
は
成
熟
化
し
た

社
会
に
突
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
限
界
集
落
は
大
丈

夫
だ
（
1
）」（
6
月
10
日
号
）
で
、
小
田
切
徳
美
明
治
大

教
授
が
、
農
村
た
た
み
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
危
惧
を
表

明
す
る
中
で
「
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
、
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
コ
メ
ン
ト
し

た
こ
と
を
紹
介
し
た
。
ま
さ
に
、
脱
成
長
や
成
熟
社
会
化

の
中
で
、
新
た
な
社
会
的
価
値
を
見み

い
だ出

し
て
生
き
延
び
る

日
本
の
社
会
の
在
り
方
を
、
牛
乳
の
中
に
見
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
選
択
肢
は
、

ま
だ
ま
だ
あ
る
は
ず
だ
。
そ
こ
を
考
え
て
い
く
こ
と
、
議

論
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

6
．就
職
氷
河
期
世
代
以
降
の
非
競
争
的
な

特
性
に
は
価
値
が
あ
る

　

23
年
7
月
に
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構
が
ま
と
め
た

「
高
校
生
の
進
路
と
職
業
意
識
に
関
す
る
調
査
報
告
書
─

日
本
・
米
国
・
中
国
・
韓
国
の
比
較
」
で
は
、
注
目
す
べ

き
結
果
が
出
て
い
る
。
仕
事
や
生
活
に
関
す
る
意
識
に
お

放牧地で幸せに過ごす乳牛（神奈川県）
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い
て
、
日
本
の
高
校
生
は
、「
暮
ら
し
て
い
け
る
収
入
が

あ
れ
ば
の
ん
び
り
と
暮
ら
し
て
い
き
た
い
」
が
、
49
・
4

％
で
あ
り
、
米
国
（
42
・
3
％
）、
中
国
（
29
・
4
％
）、

韓
国
（
35
・
9
％
）
と
比
較
し
て
最
も
高
い
数
値
を
示
し

て
い
る
の
だ
。「
社
会
に
役
に
立
つ
仕
事
を
し
た
い
」「
仕

事
よ
り
も
、
自
分
の
趣
味
や
自
由
な
時
間
を
大
切
に
し
た

い
」
も
同
様
に
、
米
国
・
中
国
・
韓
国
と
比
較
し
て
最
も

高
い
数
値
を
示
し
て
い
る
。
日
本
で
は
、
非
競
争
性
の
特

性
を
持
つ
世
代
の
後
を
継
ぐ
高
校
生
に
お
い
て
も
、
非
競

争
性
を
特
徴
と
し
た
若
者
が
育
っ
て
い
る
と
い
う
証
拠
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

バ
ブ
ル
崩
壊
に
よ
り
、
就
職
氷
河
期
世
代
が
生
ま
れ
、

こ
の
世
代
を
起
点
に
、
終
身
雇
用
・
年
功
序
列
の
安
定
し

た
仕
事
に
従
事
す
る
こ
と
が
す
べ
て
で
は
な
い
、
と
い
う

意
識
を
持
っ
た
後
継
者
が
生
ま
れ
て
い
る
。
長
期
的
な
人

口
減
少
社
会
の
中
で
、
日
本
の
す
べ
て
の
分
野
で
競
争
だ

け
を
続
け
る
こ
と
が
果
た
し
て
良
い
こ
と
な
の
か
、
も
っ

と
違
う
生
き
方
が
あ
る
は
ず
だ
、
と
い
う
大
き
な
流
れ
は

必
ず
や
っ
て
く
る
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
動

き
に
親
和
性
を
持
つ
若
い
世
代
が
、
既
に
日
本
で
生
ま
れ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
が
受
け
た
バ
ブ
ル
崩
壊
と
い

う
経
済
的
な
シ
ョ
ッ
ク
は
、
日
本
人
の
心
の
深
層
部
に
ま

で
影
響
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
は
「
瓢ひ

ょ
う
た
ん箪か

ら

駒
」
や
「
怪け

が我
の
功
名
」
や
「
思
惑
倒
れ
」
と
い
っ
た
創

発
を
繰
り
返
す
中
で
、
偶
然
に
も
素
晴
ら
し
い
後
継
者
を

育
て
て
い
た
わ
け
だ
。

　

日
本
が
持
っ
て
い
る
非
競
争
性
は
、
逆
に
強
い
競
争
力

を
持
っ
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
競
争
と
非
競
争

の
二
刀
流
は
、
実
は
強
い
競
争
力
を
持
っ
て
い
る
。
非
競

争
を
競
争
に
再
変
換
す
る
た
め
に
は
、
非
競
争
性
を
、
社

会
的
価
値
と
し
て
捉
え
、
市
場
価
値
に
変
換
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
人
口
減
少
に
起
因
す
る
生
産
性
の
低
下
や

農
地
集
落
の
荒
廃
か
ら
の
脱
却
は
、
社
会
的
価
値
に
置
き

換
え
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。
日
本
の
農
地
や
集
落
は

非
競
争
性
の
先
頭
に
い
る
。
限
界
集
落
は
大
丈
夫
だ
。

枝
広
が
ら
な
い
リ
ン
ゴ「
紅
つ
る
ぎ
」開
発

高
密
植
、省
力
化
に
期
待
＝
農
研
機
構

　

農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
（
農
研
機
構
）

は
、
遺
伝
的
に
枝
が
広
が
ら
な
い
リ
ン
ゴ
の
新
品
種
「
紅

つ
る
ぎ
」
を
開
発
し
た
。
高
密
植
栽
培
に
適
し
て
い
る
た

め
、
多
く
を
人
手
に
頼
っ
て
い
る
管
理
コ
ス
ト
の
軽
減
が

期
待
で
き
る
。
先
端
技
術
を
駆
使
す
る
ス
マ
ー
ト
農
業
と

高
い
親
和
性
も
あ
り
、
将
来
的
に
は
一
段
の
効
率
化
が
見

込
ま
れ
て
い
る
。

　

リ
ン
ゴ
は
本
来
、
高
木
に
育
つ
た
め
、
ま
ず
は
樹
高
を

抑
制
し
て
、
で
き
る
だ
け
作
業
負
担
が
少
な
く
な
る
よ
う

に
仕
立
て
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
後
の
摘
果
や
収
穫
な
ど

の
際
に
は
、
四
方
八
方
へ
複
雑
に
張
っ
た
枝
を
よ
け
な
が

ら
、
脚
立
を
立
て

て
上
り
下
り
を
繰

り
返
す
な
ど
、
一

連
の
サ
イ
ク
ル
は

大
変
な
重
労
働
を

伴
う
。
農
家
の
高

齢
化
が
進
み
、
就

農
人
口
自
体
も
減

少
す
る
中
、
生
産

面
に
お
け
る
抜
本

的
な
改
善
が
求
め

ら
れ
て
い
た
。

　

紅
つ
る
ぎ
は
、
樹
姿
が
円
筒
形
に
な
る
「
カ
ラ
ム
ナ
ー

性
」
の
カ
ナ
ダ
産
変
異
種
と
国
内
種
を
交
配
さ
せ
て
、
作

出
に
約
30
年
を
費
や
し
た
。
カ
ラ
ム
ナ
ー
性
と
主
要
品
種

並
み
の
食
味
を
両
立
さ
せ
た
の
が
特
長
。
横
枝
が
伸
び
に

く
い
た
め
、
間
隔
を
空
け
ず
壁
の
よ
う
に
横
一
列
で
配
置

す
れ
ば
、
動
線
が
単
純
に
な
る
た
め
人
の
移
動
は
も
ち
ろ

ん
、
今
後
一
般
化
す
る
と
み
ら
れ
る
自
動
収
穫
機
と
い
っ

た
農
機
も
導
入
し
や
す
く
な
る
。
こ
の
ほ
か
、
農
薬
の
散

布
も
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
て
量
も
少
な
く
て
済
む
と
い
う
。

　

農
研
機
構
で
は
、
こ
う
し
た
紅
つ
る
ぎ
の
強
み
を
生
産

性
向
上
に
つ
な
げ
る
た
め
、
栽
培
方
法
の
試
験
を
重
ね
て

い
く
方
針
だ
。
収
量
は
既
存
と
比
べ
て
1
・
5
倍
を
実
現

し
た
い
考
え
で
、
早
け
れ
ば
2
年
程
度
で
苗
の
提
供
を
開

始
す
る
と
い
う
。

農研機構が開発したリンゴの新品種
「紅つるぎ」（同機構提供）


