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筆
者
は
「
限
界
集
落
の
経
営
学
」（
学
芸
出
版
社
、

2
0
2
4
年
）
を
著
し
た
。
5
回
に
わ
た
り
「
限
界
集
落

は
大
丈
夫
だ
」
の
連
載
の
機
会
を
得
て
限
界
集
落
が
直
面

す
る
危
機
と
希
望
に
つ
い
て
書
い
て
き
た
。
今
回
は
そ
の

最
終
回
で
あ
る
。

1
．対
極
を
示
す
久
賀
島
と
宇
久
島
・
寺
島

　
筆
者
が
集
落
の
近
未
来
と
し
て
注
目
し
て
い
る
の

は
、
長
崎
県
の
五
島
列
島
で
あ
る
。
五
島
列
島
は
離
島

だ
け
で
構
成
さ
れ
て
い
る
五
島
市
（
3
万
4
3
9
1

人
）、
新し

ん
か
み
ご
と
う

上
五
島
町
（
1
万
7
5
0
3
人
）、
小お

ぢ

か
値
賀
町

（
2
2
8
8
人
）、
九
州
本
土
の
一
部
に
島
が
属
す
る

西
海
市
（
2
万
6
2
7
5
人
）
と
佐
世
保
市
（
24
万

3
2
2
3
人
）
の
5
市
町
に
分
か
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で

五
島
市
の
二
次
離
島
で
あ
る
久ひ

さ
か
じ
ま

賀
島
と
、
佐
世
保
市
に
属

す
る
宇う

く
じ
ま

久
島
・
寺
島
の
存
続
の
在
り
方
が
対
極
的
で
あ
り

注
目
し
て
い
る
。
本
連
載
の
最
後
に
久
賀
島
、
宇
久
島
・

寺
島
の
集
落
存
続
の
在
り
方
に
関
し
て
言
及
す
る
。

　
な
お
カ
ッ
コ
内
は
各
市
町
の
20
（
令
和
2
）
年
国
勢
調

査
人
口
を
示
し
た
。
ま
た
長
崎
県
の
離
島
と
は
、
対
馬
市
、

壱
岐
市
、
五
島
市
、
小
値
賀
町
、
新
上
五
島
町
の
3
市
2

町
を
指
し
て
お
り
、
西
海
市
の
平
島
・
江え
の
し
ま島

や
、
佐
世
保

市
の
宇
久
島
・
寺
島
は
離
島
に
分
類
さ
れ
て
い
な
い
。

2
．計
画
的
集
落
撤
退
と
む
ら
お
さ
め
が

実
現
し
た
久
賀
島

　
五
島
市
久
賀
島
の
細ざ

ざ

れ
石
流
集
落
は
あ
と
2
戸
を
残
す
の

み
の
地
区
だ
。
1
9
7
1
年
に
約
30
戸
の
住
民
が
福
岡
県

行ゆ
く
は
し橋
市
に
集
団
移
住
し
、
20
戸
が
細
石
流
集
落
に
残
さ
れ

た
。
残
っ
た
20
戸
も
、
都
会
に
出
て
行
っ
た
子
ど
も
た
ち

が
年
老
い
た
親
を
引
き
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
次
々
と
集
落

か
ら
流
出
し
、
集
落
に
住
む
人
は
減
少
し
た
。
こ
の
結
果
、

漁
業
を
営
む
畑
田
吉
男
氏
と
畜
産
業
を
営
む
息
子
さ
ん
の

2
戸
だ
け
が
残
る
集
落
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。「
集
落
が

な
く
な
る
こ
と
は
仕
方
が
な
い
。
人
が
少
な
い
こ
と
で
困

っ
て
は
い
な
い
よ
。
何
せ
棺か

ん
お
け桶

に
片
足
突
っ
込
ん
で
い
る

か
ら
」
と
吉
男
氏
は
明
る
く
笑
う
。

　
細
石
流
集
落
は
集
団
移
住
に
よ
り
多
く
の
住
民
が
域
外

に
流
出
し
消
滅
危
機
を
迎
え
て
い
る
が
、
集
団
移
住
し
た

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（
5
）

集
落
の
近
未
来
が
見
え
る
五
島
列
島
、久
賀
島
と
宇
久
島
・
寺
島

連

載

限
界
集
落
の
経
営
学
・
完

むらおさめを実現（久賀島潜伏キリシタン資料館内部）
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旧
住
民
た
ち
は
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
よ
り
資
金

を
集
め
「
久
賀
島
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
館
」
を
建
設
し
、

キ
リ
シ
タ
ン
文
化
の
保
全
と
伝
承
に
成
功
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
久
賀
島
は
作
野
広
和
教
授
（
島
根
大
）
が
提
唱
す

る
「
む
ら
お
さ
め
」
を
実
現
し
て
い
る
日
本
で
最
初
の
集

落
で
あ
る
と
言
え
る
。
資
料
館
に
は
、
廃は

い
き
ょ墟

と
な
っ
た
細

石
流
教
会
の
写
真
、
教
会
の
瓦
や
外
装
の
一
部
、
マ
リ
ア

像
や
聖
人
像
な
ど
の
貴
重
な
歴
史
的
資
料
が
陳
列
さ
れ
て

い
る
。

3
．肉
用
牛
繁
殖
農
家
の
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
誕
生

　
一
方
、
畑
田
吉
男
氏
の
長
男
・
幸
彦
氏
が
畜
産
業
で
目

覚
ま
し
い
活
躍
を
示
し
て
い
る
。
幸
彦
氏
は
こ
の
島
で
肉

用
牛
繁
殖
農
家
と
し
て
生
計
を
立
て
て
い
る
が
、
島
内
で

一
番
若
く
、
一
番
大
き
く
畜
産
業
を
営
む
農
家
と
し
て
住

民
の
期
待
の
星
と
な
っ
て
い
る
。

　
幸
彦
氏
は
地
元
の
久
賀
中
学
校
を
卒
業
し
親
元
就
農
し

た
。
久
賀
島
に
は
高
校
が
な
く
、
中
学
を
卒
業
す
る
と

同
時
に
島
を
離
れ
、
寄
宿
生
活
を
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
し
か
し
幸
彦
氏
は
こ
の
島
を
出
よ
う
と
は
し
な
か
っ

た
。
高
校
に
進
学
し
て
勉
強
し
よ
う
と
も
思
わ
な
か
っ
た
。

7
人
兄
弟
の
長
男
で
あ
り
、
長
男
が
親
の
後
継
ぎ
と
し
て

生
き
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
他
の
兄
弟

た
ち
は
幸
彦
氏
の
働
き
に
よ
り
、
島
外
の
高
校
を
卒
業
し
、

今
は
長
崎
県
内
や
一
次
離
島
で
あ
る
福
江
島
で
働
い
て
い

る
と
の
こ
と
だ
。

　
15
歳
と
い
う
若
さ
で
畜
産
業
経
営
者
と
な
っ
た
幸
彦
氏

の
成
長
の
過
程
は
参
考
に
な
る
。
幸
彦
氏
は
18
歳
の
時
、

国
や
県
の
補
助
金
を
受
け
、
同
時
に
融
資
を
受
け
て
近
代

的
な
牛
舎
を
細
石
流
地
区
に
建
設
し
た
。
建
設
か
ら
15
年

が
経た

ち
、
借
金
は
す
べ
て
返
済
し
た
。
ま
た
2
年
前
（
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
当
時
）
に
は
、
猪い

の

き
之
木
地
区
に
同
じ
く
国
や

県
の
補
助
金
と
融
資
を
受
け
て
2
棟
目
の
牛
舎
を
建
設
し

た
。
現
在
こ
の
2
棟
の
牛
舎
で
、
52
頭
の
黒
牛
を
飼
う
島

内
で
一
、
二
を
争
う
肉
用
牛
繁
殖
農
家
に
成
長
し
た
。

　
大
き
な
投
資
と
長
期
間
に
わ
た
る
融
資
返
済
は
、
事
業

の
確
立
と
収
益
の
拡
大
に
寄
与
す
る
こ
と
を
、
自
ら
の
実

践
を
通
し
て
住
民
に
示
し
た
。
繁
殖
農
家
の
仕
事
は
親
牛

を
育
て
、
子
牛
を
産
み
、
9
カ
月
か
ら
10
カ
月
間
の
飼
育

を
経
た
後
に
市
場
に
売
る
こ
と
だ
。
福
江
島
に
は
市
場
が

あ
り
、
雄
の
子
牛
は
去
勢
し
て
1
頭
80
万
円
、
雌
の
子
牛

は
1
頭
70
万
円
で
販
売
で
き
る
。
幸
彦
氏
は
、
年
間
40
頭

の
子
牛
を
販
売
す
る
体
制
を
30
代
半
ば
で
確
立
で
き
た
こ

と
に
な
る
。
都
市
に
住
む
若
者
が
大
学
を
卒
業
し
て
も
自

分
探
し
の
旅
に
出
る
。
企
業
に
就
職
し
ろ
と
親
に
言
わ
れ
、

移
住
に
対
し
て
躊ち

ゅ
う
ち
ょ躇す

る
若
者
も
多
い
中
で
、
15
歳
で
の

進
路
の
決
定
や
18
歳
で
の
事
業
投
資
と
地
道
な
融
資
返
済

で
、
30
代
前
半
で
経
営
を
安
定
さ
せ
る
様
子
は
教
訓
的
だ
。

4
．少
人
数
で
も
生
き
ら
れ
る
農
地
転
換
を
実
現
し
た
久
賀
島

　
幸
彦
氏
が
最
初
に
牛
舎
を
建
設
し
た
当
時
は
、
島
内
に

あ
る
小
さ
な
畑
を
住
民
か
ら
借
り
受
け
、
牧
草
栽
培
を
行

っ
て
い
た
。
し
か
し
、
牧
草
地
は
島
内
の
各
所
に
小
規
模

に
散
在
し
て
お
り
、
重
機
の
移
動
も
煩
雑
を
極
め
た
。
効

率
性
に
欠
け
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
大
型
重
機
の
導
入

も
難
し
い
小
さ
な
畑
地
も
多
く
あ
っ
た
。
そ
ん
な
懸
命
の

働
き
を
見
て
い
た
久
賀
島
の
長
老
た
ち
は
、
耕
作
放
棄
田

を
牧
草
地
に
転
換
す
る
農
地
造
成
事
業
を
決
断
し
た
の
で

あ
る
。
後
継
者
を
見
定
め
、
存
在
承
認
が
行
わ
れ
バ
ト
ン

タ
ッ
チ
し
た
の
で
あ
る
。

　
久
賀
島
の
住
民
は
、
寡
黙
に
畜
産
業
で
働
く
幸
彦
氏
を

見
て
い
た
。
ま
た
、
幸
彦
氏
と
い
う
具
体
的
な
モ
デ
ル
が少人数で生きられる農地への転換を実現（久賀島）
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あ
り
、
親
が
経
営
す
る
畜
産
業
の
継
承
を
望
む
若
者
も
複

数
生
ま
れ
て
い
る
。
集
落
は
消
滅
危
機
に
直
面
す
る
も
、

後
継
者
の
存
在
が
大
き
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
機
会
を
誘

発
し
、
農
地
は
少
人
数
の
後
継
者
に
引
き
継
が
れ
た
の
で

あ
る
。

　
久
賀
島
に
は
細
石
流
集
落
の
「
計
画
的
撤
退
」
が
あ
る
。

旧
住
民
に
よ
る
集
落
文
化
を
保
全
・
伝
承
す
る
「
む
ら
お

さ
め
」
が
あ
る
。
少
人
数
で
も
生
き
残
れ
る
よ
う
な
農
地

の
転
換
整
備
も
あ
る
。
こ
れ
は
農
村
撤
退
、
む
ら
お
さ
め
、

農
村
た
た
み
反
対
と
い
う
地
域
政
策
を
ど
ち
ら
側
に
立
っ

て
論
争
す
る
か
と
い
う
視
点
で
は
な
く
、
選
択
肢
は
多
数

あ
り
、
混
在
し
て
成
立
で
き
る
こ
と
を
示
す
重
要
な
事
実

で
あ
る
。
日
本
の
限
界
集
落
は
多
様
な
選
択
肢
を
活
用
す

る
こ
と
で
生
き
残
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

5
．ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル
で
覆
わ
れ
る
宇
久
島
と
寺
島

　
佐
世
保
市
に
属
す
る
宇
久
島
と
寺
島
は
、
久
賀
島
の
撤

退
、
む
ら
お
さ
め
、
少
人
数
で
も
生
き
ら
れ
る
農
地
転
換

と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
展
開
を
示
し
て
い
る
。
大
企
業
が

2
0
0
0
億
円
を
投
資
し
、
国
内
最
大
級
の
大
規
模
太
陽

光
発
電
所
（
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
）
が
建
設
さ
れ
よ
う
と
し
て

い
る
の
だ
。
新
聞
に
よ
る
と
約
2
・
8
平
方
㌔
に
太
陽
光

パ
ネ
ル
1
5
2
万
1
5
2
0
枚
を
設
置
す
る
と
い
い
、
両

島
の
面
積
の
1
割
以
上
が
パ
ネ
ル
で
覆
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
。

　
今
後
、
全
国
各
地
の
集
落
で
無
住
化
が
進
行
し
て
も
比

較
的
平へ

い
た
ん坦

な
農
地
で
あ
っ
た
土
地
は
、
依
然
と
し
て
開
発

の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
持
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
は
外
部
か
ら

や
っ
て
来
た
企
業
に
よ
り
開
発
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
。

す
で
に
衛
星
写
真
に
よ
る
耕
作
放
棄
地
の
判
別
は
可
能
で

あ
り
、
一
団
の
耕
作
放
棄
地
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
簡
単

に
で
き
る
。
近
い
将
来
、
無
住
化
し
た
農
地
や
集
落
に
対

し
て
、
現
在
の
集
落
住
民
が
思
い
も
よ
ら
な
い
土
地
利
用

の
発
想
と
資
金
力
を
も
っ
て
企
業
が
進
出
す
る
こ
と
は
予

想
で
き
る
。

　
大
規
模
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
や
風
力
発
電
の
設
置
が
見
込
め

る
、
山
間
地
域
の
適
地
を
見
つ
け
る
こ
と
は
簡
単
で
あ
る
。

人
口
が
多
い
所
で
は
、
反
対
が
起
こ
り
事
業
の
実
現
が
難

し
い
。
こ
う
し
た
地
域
外
の
企
業
が
立
地
す
る
の
は
、
み

ん
な
生
活
圏
か
ら
離
れ
、
権
利
関
係
者
が
少
な
く
合
意
形

成
が
得
や
す
い
か
ら
で
あ
り
、
地
域
の
外
部
か
ら
目
を
付

け
ら
れ
や
す
い
の
だ
。

　
そ
し
て
こ
れ
を
外
来
的
開
発
と
呼
ぶ
。
外
来
的
開
発
と

は
、
内
発
的
発
展
論
の
反
対
語
で
あ
る
。
内
発
的
発
展
論

と
は
内
部
か
ら
産
業
を
興
す
こ
と
だ
。
長
老
が
先
祖
代
々

受
け
継
ぐ
土
地
の
存
続
を
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
長
老
自

身
が
集
落
に
お
い
て
産
業
の
継
承
や
創
業
の
方
向
性
を
見

定
め
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
多
く
の
限
界
集
落
に
お
い

て
、
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
さ
え
も
失
わ
れ
よ
う
と

し
て
い
る
。

6
．内
発
的
発
展
論
は
重
要
な
考
え
方
で
あ
る

　
日
本
に
お
い
て
内
発
的
発
展
論
が
紹
介
さ
れ
た
の
は
鶴

見
和
子
氏
と
川
田
侃
氏
に
よ
る
「
内
発
的
発
展
論
」（
東

京
大
学
出
版
会
、
89
年
）
が
最
初
で
あ
る
。
内
発
的
発
展

と
い
う
言
葉
は
、「
1
9
7
0
年
代
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の

ダ
グ
・
ハ
マ
ー
シ
ョ
ル
ド
財
団
が
、
国
連
経
済
特
別
総
会

（
1
9
7
5
年
）
の
際
に
つ
く
っ
た
『
な
に
を
な
す
べ
き

か
』
の
報
告
書
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
報
告
書
に
お
い
て

『
も
う
ひ
と
つ
の
発
展
』
と
い
う
概
念
を
問
題
提
起
し
た

と
き
に
、『
内
発
的
』
と
い
う
言
葉
と
『
自
力
更
生
』
と

い
う
言
葉
を
併
記
し
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
」
と
西
川
潤

氏
が
同
書
の
中
で
述
べ
て
い
る
。

　
70
年
代
に
は
環
境
汚
染
や
公
害
を
ま
き
散
ら
し
た
大
企

業
も
多
く
あ
り
、
地
方
が
犠
牲
に
な
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
一
方
、
開
発
途
上
国
に
お
い
て
も
、
先
進
国
の

い
わ
ゆ
る
多
国
籍
企
業
に
よ
る
工
業
立
地
が
進
行
し
た
。

日
本
の
地
方
も
開
発
途
上
国
も
、
安
価
な
労
働
力
が
あ
る

こ
と
に
目
を
付
け
ら
れ
、
企
業
が
工
場
建
設
に
必
要
な
資

金
を
投
資
す
る
代
わ
り
に
、
富
を
独
占
す
る
構
造
が
出
来

上
が
っ
た
。
地
域
住
民
が
働
い
て
稼
い
だ
収
益
は
、
大
都

市
に
立
地
す
る
本
社
が
吸
い
上
げ
る
支
配
的
発
展
が
行
わ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
が
、
内
発
的
発
展

論
に
あ
る
。
支
配
的
発
展
と
は
異
な
る
発
展
の
道
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
の
問
い
掛
け
が
、
内
発
的
発
展
論
の
根

幹
に
あ
る
。

　
一
方
、「
内
発
的
発
展
論
」
が
出
版
さ
れ
た
7
年
後
に

は
、
保
母
武
彦
氏
に
よ
る
「
内
発
的
発
展
論
と
日
本
の
農
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山
村
」（
岩
波
書
店
、
96
年
）
が
出
版
さ
れ
る
。
保
母
氏

は
「
内
発
的
発
展
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
住
民
の
参
加

に
よ
る
地
域
の
自
己
決
定
権
で
あ
る
。
住
民
み
ん
な
が
参

加
し
、
考
え
、
共
に
行
動
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
」
と

述
べ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
思
想
や
理
念
は
今
も
生
き
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
こ
で
い
う
自
己
決
定
権
と
は
、
地
方
自
治
を
行
う
市
町

村
民
の
決
定
で
あ
る
。
宇
久
島
と
寺
島
の
ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ

ル
の
何
が
問
題
か
と
い
え
ば
、
ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル
に
よ
る

土
地
利
用
の
独
占
や
景
観
阻
害
の
み
な
ら
ず
、
売
電
益
が

大
企
業
本
社
の
立
地
す
る
大
都
市
へ
流
出
す
る
こ
と
で
あ

る
。
ま
さ
に
宇
久
島
や
寺
島
は
内
発
的
発
展
論
が
主
張
す

る
大
企
業
の
支
配
的
発
展
に
該
当
す
る
。

　
で
は
佐
世
保
市
に
属
す
る
宇
久
島
と
寺
島
が
、
な
ぜ
大

企
業
の
投
資
に
よ
る
ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル
で
覆
わ
れ
る
こ
と

を
許
容
し
た
の
か
。
そ
の
要
因
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
は

新
聞
記
事
を
読
め
ば
分
か
る
。
し
か
し
、
人
口
24
万
人
を

超
え
る
佐
世
保
市
に
対
し
て
、
宇
久
島
と
寺
島
の
人
口
が

合
わ
せ
て
も
2
0
0
0
人
を
切
る
こ
と
が
大
き
い
と
筆
者

は
考
え
る
。
保
母
氏
が
い
う
自
己
決
定
権
を
持
つ
当
事
者

と
は
佐
世
保
市
民
で
あ
り
、
全
人
口
の
中
で
宇
久
島
と
寺

島
が
あ
ま
り
に
も
少
人
数
だ
。
そ
の
結
果
、
島
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
守
ら
れ
な
か
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な

い
か
。

　
し
か
し
、
地
方
の
中
核
的
な
都
市
に
と
っ
て
「
少
人

数
」「
弱
者
視
点
」
が
、
こ
れ
か
ら
の
地
域
づ
く
り
に
お

い
て
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
の
は
明
白
だ
。
同
じ
離
島
と
し

て
の
問
題
意
識
を
共
有
す
る
「
五
島
市
と
久
賀
島
の
関

係
」
と
、「
佐
世
保
市
と
宇
久
島
・
寺
島
の
関
係
」
と
で

は
、
全
く
異
な
る
答
え
が
出
て
い
る
こ
と
を
我
々
は
覚
え

て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

7
．自
分
事
と
し
て
日
本
全
体
を
考
え
る
視
点

　
先
日
、
山
崎
史
郎
内
閣
官
房
参
与
を
訪
問
し
、
話
し
合

う
機
会
を
得
た
。
山
崎
氏
は
「
小
さ
な
自
治
体
は
必
死
で

方
向
性
を
見み

い
だ出
そ
う
と
し
て
い
る
が
、
日
本
の
人
口
の
3

分
の
1
が
住
ん
で
い
る
東
京
圏
や
政
令
市
、
30
万
都
市
な

ど
は
ほ
と
ん
ど
動
き
を
見
せ
て
い
な
い
。
人
口
問
題
を

『
自
分
事ご

と

』
と
し
て
認
識
す
る
か
ど
う
か
だ
と
思
う
。
都

市
に
暮
ら
し
て
い
る
人
た
ち
の
多
く
は
、
い
ま
地
方
で
起

き
て
い
る
危
機
が
い
ず
れ
自
分
た
ち
の
地
域
に
ま
で
及
ん

で
く
る
こ
と
に
気
付
か
ず
、
関
係
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
何
も
し
な
い
。
気
付
け
ば
動
き
だ
す
。
ひ
と
事
だ

と
思
っ
て
い
る
人
た
ち
に
、
ど
う
気
付
い
て
も
ら
う
か
を

真
剣
に
考
え
な
い
と
い
け
な
い
」
と
話
し
て
い
た
。

　
人
口
問
題
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
過
疎
地
域
の
問

題
は
、
大
都
市
の
自
己
決
定
権
の
外
に
あ
る
。
し
か
し
そ

れ
で
は
い
け
な
い
の
だ
。
少
人
数
、
弱
者
の
側
に
立
ち
、

自
分
事
と
し
て
日
本
全
体
を
考
え
る
視
点
を
養
う
こ
と
が

重
要
だ
。
そ
れ
が
大
企
業
の
社
会
的
価
値
の
創
造
に
繋つ

な

が

り
、
市
町
村
の
持
続
可
能
な
開
発
目
標
（
S
D
G
s
）
に

沿
っ
た
取
り
組
み
を
牽け

ん
い
ん引
す
る
力
と
な
り
、
個
人
の
地
域

貢
献
を
生
む
原
動
力
と
な
る
も
の
だ
。
こ
れ
ら
が
結
集
す

る
こ
と
で
、
限
界
集
落
の
国
民
的
経
営
に
繋
が
る
も
の
と

な
る
。

　
武
見
敬
三
厚
生
労
働
相
が
7
月
末
に
東
京
都
内
で

開
催
し
た
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
が
波
紋
を
呼
ん
で

い
る
。
医
療
関
係
者
を
含
む
数
百
人
が
参
加
し
た
と

さ
れ
る
が
、
大
臣
規
範
は
在
任
中
の
大
規
模
な
パ
ー

テ
ィ
ー
を
自
粛
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、

武
見
氏
は
記
者
会
見
で
「（
開
催
し
な
け
れ
ば
）
私

の
事
務
所
の
金
庫
は
7
月
中
旬
で
全
く
の
空
に
な
る

と
こ
ろ
だ
っ
た
」「
背
に
腹
は
代
え
ら
れ
な
い
」
と

釈
明
に
追
わ
れ
た
。

　
本
人
は
「
盛
大
に
や
っ
た
つ
も
り
は
な
い
」
と
も

弁
明
し
た
が
、
医
療
界
か
ら
多
額
の
献
金
を
受
け
て

い
る
の
は
周
知
の
事
実
。
省
内
で
は
「
そ
ん
な
に
お

金
が
な
い
よ
う
に
は
見
え
な
い
が
」（
中
堅
）
な
ど

と
い
ぶ
か
し
む
声
も
聞
か
れ
た
。

　
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
を
巡
っ
て
は
、
自
民
党
安

倍
派
な
ど
の
議
員
が
収
入
を
キ
ッ
ク
バ
ッ
ク
（
還

流
）
し
て
「
裏
金
」
に
し
て
い
た
問
題
が
発
覚
し
、

国
民
の
政
治
不
信
を
招
い
た
。
た
だ
武
見
氏
は
、
裏

金
事
件
と
は
無
関
係
だ
と
し
て
党
内
で
唯
一
、
存
続

す
る
麻
生
派
の
所
属
。
武
見
氏
の
大
胆
な
釈
明
は
政

治
資
金
面
で
の
「
清
貧
さ
」
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
も
の

と
も
受
け
取
れ
る
。
武
見
事
務
所
の
台
所
事
情
の
真

偽
は
さ
て
お
き
、
官
房
幹
部
は
「
さ
す
が
は
（
後
ろ

め
た
い
と
こ
ろ
が
な
い
）
麻
生
派
所
属
だ
」
と
、
妙

に
感
心
し
て
い
た
。

背
に
腹
は
代
え
ら
れ
な
い
？

厚
生
労
働
省


