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五
十
九 

測
鉛
で
社
会
を
探
る 

 

い
つ
も
同
じ
景
色
を
眺
め
て
暮
ら
す
老
人
は
、
そ
こ
の
自
然
が
見
せ
る
風
景
を
味
わ
う
に
も
少
し
ば
か

り
自
分
へ
の
励
ま
し
を
必
要
と
す
る
。
わ
た
し
の
場
合
、
そ
の
方
策
が
拙
い
句
を
書
き
と
め
る
こ
と
で
あ

る
。
隠
退
し
て
暮
ら
し
て
い
る
の
で
、
他
方
の
人
間
社
会
を
観
察
す
る
の
は
一
般
的
な
メ
デ
ィ
ア
に
頼
る

こ
と
に
な
る
。
そ
の
メ
デ
ィ
ア
は
宣
伝
の
影
響
力
が
強
ま
っ
た
現
代
で
は
頼
り
に
な
る
情
報
を
得
る
の
に

向
い
て
は
い
な
い
が
、
日
常
生
活
で
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
過
ご
す
こ
と
は
避
け
ら
れ

な
い
。
と
り
わ
け
映
像
と
音
声
を
送
り
つ
け
て
く
る
テ
レ
ビ
放
送
は
、
読
む
努
力
を
必
要
と
し
な
い
の
で
、

立
ち
止
ま
っ
て
考
え
る
こ
と
に
向
い
て
い
な
い
。
こ
う
し
て
、
現
代
で
は
ど
こ
で
も
、
あ
る
言
語
の
放
送

を
視
聴
し
て
い
る
国
民
は
、
明
示
的
に
は
明
か
さ
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
報
道
の
影
響
下
に
あ
る
。
政
党
の

活
動
も
、
報
道
が
も
た
ら
す
最
大
公
約
数
的
思
潮
に
の
み
こ
ま
れ
る
。
そ
れ
は
選
挙
の
投
票
結
果
に
如
実

に
現
わ
れ
る
。
だ
か
ら
現
代
で
は
、
政
治
勢
力
は
、
人
的
そ
の
他
の
つ
な
が
り
（
影
響
力
）
を
マ
ス
・
メ

デ
ィ
ア
に
広
げ
よ
う
と
す
る
。
逆
に
、
そ
の
動
き
に
う
ま
く
便
乗
し
よ
う
と
精
を
出
す
人
物
た
ち
も
目
立

つ
。
日
本
の
現
状
を
見
れ
ば
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

 

日
本
で
支
配
的
な
思
潮
か
ら
自
由
に
な
る
た
め
に
、
海
外
の
報
道
に
注
目
す
る
方
法
が
あ
る
。
し
か
し
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こ
れ
も
、
日
本
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
海
外
ニ
ュ
ー
ス
が
す
で
に
選
択
を
受
け
て
い
る

の
で
、
あ
ま
り
頼
り
に
な
ら
な
い
。
新
聞
を
見
れ
ば
、
海
外
情
報
が
ス
ポ
ー
ツ
欄
よ
り
も
少
な
い
紙
面
で

報
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ほ
ん
と
う
は
、
日
本
で
の
報
道
を
海
外
の
報
道
と
比
較
す
る
必
要
が

あ
る
の
だ
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
昔
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
域
内
の
情
報
の
行
き
来
が
緊
密
だ
っ
た
か
ら
、
自

国
中
心
だ
と
し
て
も
状
況
は
ち
が
っ
て
い
て
、
少
な
く
と
も
思
潮
の
相
互
作
用
は
か
な
り
大
き
い
に
ち
が

い
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
に
な
っ
て
か
ら
は
、
な
お
さ
ら
だ
ろ
う
。
Ｂ
Ｂ
Ｃ
放
送
は
〝
中
東
〟
・
ア
フ

リ
カ
・
北
米
の
こ
と
も
頻
繁
に
報
道
す
る
よ
う
だ
。
そ
れ
に
比
較
し
て
、
日
本
の
近
隣
諸
国
と
の
関
係
は

大
い
に
改
善
が
必
要
で
、
客
観
的
な
情
報
を
も
っ
と
取
り
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
あ
る
面
で
は
敏
感
な
く

せ
に
、
一
般
に
、
日
本
人
に
政
治
・
経
済
・
社
会
面
で
海
外
と
の
比
較
の
感
覚
が
薄
弱
な
の
は
事
実
だ
と

思
う
。
こ
の
こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
日
本
人
は
少
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ア
メ
リ
カ
第
一
を
唱
え

て
普
通
で
な
い
人
物
を
大
統
領
に
選
ん
だ
合
州
国
に
も
、
移
民
が
今
で
も
流
入
し
て
い
る
の
に
、
外
国
と

の
比
較
の
感
覚
は
希
薄
な
の
だ
ろ
う
。 

 

そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
自
由
に
物
事
を
観
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
ご
く
わ
ず
か
だ
け
れ
ど
、

書
物
や
雑
誌
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
あ
る
自
前
の
思
考
と
思
わ
れ
る
も
の
に
触
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
れ
を
な
ん
と
か
頭
の
中
で
整
理
す
る
た
め
に
文
章
に
し
た
も
の
が
こ
の
雑
記
帳
に
登
場
す
る
こ
と
に

な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
在
の
世
の
中
の
こ
と
が
大
き
な
関
心
事
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
き
な
人
間
の
社
会
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は
そ
の
構
造
を
ゆ
っ
く
り
と
し
か
変
え
ず
、
歴
史
の
大
河
は
ゆ
っ
た
り
と
流
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
マ
ス
・

メ
デ
ィ
ア
が
記
事
に
す
る
大
小
の
渦
が
物
見
高
い
人
間
の
関
心
を
引
き
つ
け
て
や
む
こ
と
が
な
く
、
歴
史

の
河
流
を
と
ら
え
る
こ
と
は
ず
い
ぶ
ん
と
む
ず
か
し
い
。
新
た
な
流
動
が
起
き
よ
う
と
し
て
い
る
今
の
社

会
状
況
の
中
で
、
う
か
つ
な
園
丁
は
要
点
を
見
失
い
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
で
時
た
ま
、
過
去
は
ど
う
だ
っ

た
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に
思
索
は
お
も
む
く
。
流
れ
の
底
へ
測
鉛
を
下
し
て
探
る
よ
う
な
迂
遠
な
や
り

方
だ
け
れ
ど
、
こ
の
社
会
の
基
底
も
探
っ
て
み
よ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。 

  
 

 
 

 
*
 

 

英
国
の
メ
イ
首
相
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
離
脱
に
反
対
し
て
い
た
が
、
二
〇
一
六
年
六
月
の

国
民
投
票
で
離
脱
が
決
ま
る
と
保
守
党
党
首
に
選
ば
れ
た
の
だ
っ
た
。
先
ご
ろ
二
〇
一
七
年
六
月
、
Ｅ
Ｕ

離
脱
交
渉
を
有
利
に
運
ぶ
た
め
に
も
地
歩
を
固
め
よ
う
と
下
院
選
挙
に
打
っ
て
出
た
の
に
、
保
守
党
議
席

数
の
過
半
数
割
れ
と
い
う
痛
手
を
負
っ
た
。
第
一
党
な
の
で
引
き
続
き
首
相
を
拝
命
し
議
会
を
招
集
す
る

に
あ
た
っ
て
、
英
国
の
国
制
を
垣
間
見
せ
る
お
も
し
ろ
い
出
来
事
が
起
き
た
。
英
国
議
会
の
開
会
は
国
王

ス
ピ
ー
チ
で
始
ま
る
。
た
だ
し
現
代
で
は
、
そ
の
ス
ピ
ー
チ
は
首
相
の
責
任
で
書
か
れ
る
施
政
方
針
演
説

で
、
否
決
さ
れ
れ
ば
首
相
の
不
信
任
決
議
と
な
る
。
今
回
、
そ
の
演
説
文
を
植
物
繊
維
の
紙
で
は
な
い
羊
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皮
紙
を
用
意
し
て
イ
ン
ク
で
書
き
、
乾
く
の
を
待
つ
と
い
う
理
由
で
、
一
週
間
も
国
会
開
会
が
延
期
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
英
国
ら
し
く
古
い
し
き
た
り
を
尊
重
す
る
の
だ
が
、
そ
の
実
、
過
半
数
割
れ
と
な
っ
た
保

守
党
が
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
少
数
保
守
政
党
の
協
力
も
し
く
は
連
立
を
模
索
し
て
の
時
間
稼
ぎ
だ
ろ
う

と
推
察
さ
れ
た
。
結
局
、
連
立
に
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
協
力
の
約
束
は
で
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

成
文
憲
法
を
も
た
な
い
英
国
で
は
、
制
度
の
隙
間
を
つ
い
て
こ
ん
な
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
し
て
も
、
他
人
が
書
い
て
自
分
が
責
任
を
と
る
こ
と
の
な
い
文
を
自
分
の
名
で
読
み
上
げ
る
こ
と
に
、

女
王
本
人
は
違
和
感
を
抱
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
長
い
歴
史
が
、
そ
う
い
う
こ
と
に
感
傷
を
抱
か
せ
な
い

よ
う
に
し
た
の
だ
ろ
う
。
一
〇
六
六
年
に
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
公
ギ
ョ
ー
ム
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
に
な
っ

て
以
来
、
男
系
・
女
系
の
子
孫
が
王
位
を
継
承
し
て
き
た
の
だ
が
、
一
二
一
五
年
に
貴
族
と
有
力
者
が
国

王
に
承
諾
さ
せ
た
大
憲
章
か
ら
始
ま
っ
て
、
国
民
の
権
利
が
拡
大
し
て
今
日
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

長
い
歴
史
の
影
響
が
英
国
の
政
治
に
残
っ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
北
西
端
と
海
峡
を
隔
て
た
大
ブ
リ
テ
ン
島
の
一
部
だ
が
、
今
日
日

本
で
イ
ギ
リ
ス
と
呼
ぶ
国
は
、
大
ブ
リ
テ
ン
島
の
三
国
と
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
合
わ
せ
た
連
合
王
国
で
あ

る
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
反
対
側
東
の
海
に
日
本
が
あ
る
。
日
本
国
が
大
宝
律
令
を
制
定
し
て
国
家
の
制

度
を
完
成
し
た
の
は
七
〇
一
年
の
こ
と
で
あ
る
。
戦
前
の
国
威
発
揚
の
時
代
に
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
征
服
王
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の
王
朝
よ
り
も
年
代
が
古
い
と
誇
っ
た
人
も
い
た
よ
う
だ
。
し
か
し
、
ロ
ー
マ
帝
国
支
配
以
後
を
考
え
て

も
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
七
王
国
が
で
き
た
こ
ろ
、
日
本
列
島
も
大
同
小
異
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
大
宝
律

令
発
布
時
に
、
福
島
県
以
北
は
六
十
余
国
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
今
の
日
本
で
、
「
日
本
」

が
当
時
の
中
国
の
「
唐
」
と
同
じ
く
王
朝
が
名
乗
っ
た
国
号
だ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
が
何
人
い
る

こ
と
や
ら
。
日
本
で
、
現
代
も
公
的
文
書
に
年
号
を
使
う
こ
と
に
は
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
古
代
か
ら
、

中
国
で
も
ロ
ー
マ
帝
国
で
も
、
王
は
時
も
統
べ
て
い
た
こ
と
を
時
に
は
思
い
出
す
必
要
が
あ
る
。
現
代
、

国
名
に
王
朝
の
名
を
明
示
す
る
の
は
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
ぐ
ら
い
の
も
の
。 

 

日
本
で
は
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
政
府
の
長
を
〝
首
相
〟
と
呼
ぶ
の
が
慣
例
だ
が
、
ド
イ
ツ
の
大
統
領

は
政
治
権
力
を
ほ
と
ん
ど
も
た
ず
、
連
邦
政
府
長
官
は
相
談
に
あ
ず
か
る
べ
き
上
級
者
を
も
た
な
い
。
フ

ラ
ン
ス
共
和
国
で
は
、
大
統
領
に
権
力
が
集
中
し
て
い
て
、
日
本
で
〝
首
相
〟
と
呼
ぶ
閣
僚
評
議
会
議
長

は
大
統
領
の
配
下
に
あ
る
。
他
方
、
日
本
政
府
の
長
の
正
式
名
称
は
内
閣
総
理
大
臣
で
あ
る
。
日
本
国
憲

法
下
で
も
、
内
閣
総
理
大
臣
は
皇
居
で
天
皇
か
ら
任
命
書
を
手
渡
さ
れ
る
。
つ
ま
り
王
の
首
席
大
臣
で
古

代
中
国
式
に
呼
べ
ば
宰
相
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
担
当
者
を
首
相
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
戦
後
の
天
皇
制

で
内
閣
総
理
大
臣
に
な
っ
た
吉
田
茂
は
、
自
分
の
こ
と
を
「
臣
」
と
呼
ん
だ
。
日
本
と
同
じ
く
古
い
王
制

を
守
る
英
国
も
事
情
は
同
じ
。
王
の
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
（≈
皇
帝
の
内
閣
、
戸
棚
よ
り
も
威
厳
あ
る
閣
は
中
国

人
好
み
？
）
の
長
を
最
高
位
大
臣
と
呼
ぶ
。
形
式
的
に
英
国
王
を
国
家
元
首
と
す
る
カ
ナ
ダ
が
政
府
の
長
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を
最
高
位
大
臣
と
呼
ぶ
の
も
お
か
し
く
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
宰
相
・
大
臣
・
内
閣
な
ど
の
言
葉
を
つ
く
っ

た
中
国
は
人
民
共
和
国
に
な
っ
た
か
ら
、
そ
れ
ら
の
言
葉
は
無
用
に
な
っ
て
、
国
家
主
席
と
そ
の
下
の
国

務
院
総
理
が
国
家
の
政
治
を
執
り
行
な
う
。
こ
れ
ら
の
用
語
を
正
し
く
使
い
分
け
る
こ
と
は
、
政
治
感
覚

を
鍛
え
る
た
め
に
必
要
だ
と
思
う
。 

  

今
年
二
〇
一
七
年
、
高
齢
の
天
皇
が
皇
嗣
に
皇
位
を
譲
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
法
令
を
定
め
た
こ
と

で
、
こ
れ
ら
の
歴
史
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
帝
国
を
建
て
た
朱
元
璋
が
定
め
、
明
治
新
政
府

に
採
用
さ
れ
た
一
世
一
元
の
制
は
改
変
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
譲
位
を
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
で

も
法
律
で
も
退
位
と
呼
ん
で
い
る
。
わ
た
し
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
で
の
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
帝

国
崩
壊
に
対
し
て
も
皇
帝
の
退
位
と
言
う
の
で
、
退
位
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
に
疑
問
を
感
じ
た
。
皇

室
の
中
に
も
退
位
と
い
う
言
葉
に
違
和
感
を
も
っ
た
人
が
い
た
ら
し
い
。
明
治
以
前
、
天
皇
が
生
存
中
に

皇
嗣
に
位
を
譲
る
の
が
習
慣
だ
っ
た
か
ら
、
今
度
も
譲
位
と
呼
ぶ
方
が
自
然
だ
っ
た
と
思
う
。
日
本
の
南

朝
は
、
足
利
義
満
の
と
き
、
交
代
で
位
に
就
く
協
定
を
反
故
に
さ
れ
て
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
し
、
歴
史
上

禅
譲
と
い
う
強
制
的
譲
位
が
あ
っ
た
の
で
、
譲
位
と
呼
ぶ
こ
と
を
嫌
う
人
が
い
た
の
か
し
ら
。
し
か
し
そ

れ
は
、
退
位
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
七
〇
一
年
以
来
の
天
皇
制
は
、
外
戚
に
よ
る
摂
関
政
治
や
征
夷
大
将
軍
の
武
家
政
権
に
よ
っ
て
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変
質
し
な
が
ら
続
い
た
が
、
明
治
維
新
の
王
政
復
古
で
、
西
欧
の
制
度
を
参
考
に
し
て
近
代
的
な
天
皇
制

に
改
変
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
な
い
ほ
ど
整
え
ら
れ
た
集
権
的
な
天
皇
制
だ
っ
た
。
米
国
に
対
す

る
宣
戦
布
告
も
天
皇
の
名
で
出
さ
れ
た
。
そ
の
天
皇
制
が
、
敗
戦
に
よ
っ
て
も
う
一
度
改
め
ら
れ
、
国
民

に
主
権
が
あ
っ
て
、
天
皇
は
国
の
統
合
の
た
め
の
象
徴
的
な
地
位
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
明
文
を
も
っ

て
英
国
よ
り
も
現
代
的
な
制
度
に
整
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
戦
後
の
天
皇
制
は
改
革
さ
れ
て
、
現
在
の
天

皇
は
日
本
国
憲
法
を
遵
守
す
る
こ
と
に
熱
心
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
方
が
守
旧
的

で
、
戦
前
の
天
皇
制
に
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
を
抱
く
よ
う
な
始
末
で
あ
る
。
原
則
的
に
君
主
制
に
反
対
の
共
産

党
が
、
高
齢
の
天
皇
の
意
向
を
汲
ん
で
法
案
に
賛
成
す
る
よ
う
な
状
況
な
の
だ
。
去
年
か
ら
今
年
に
か
け

て
議
論
さ
れ
た
こ
と
を
よ
く
吟
味
し
て
、
将
来
の
制
度
を
調
整
し
て
い
く
べ
き
だ
ろ
う
。 

  

の
ん
き
な
口
ぶ
り
で
無
駄
話
を
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ほ
ん
と
う
は
現
在
の
日
本
国
の
状
況
を
と
て
も

心
配
し
て
い
る
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
東
と
西
の
果
て
に
あ
る
二
つ
の
島
国
は
、
古
い
王
制
を
改
変
し
な

が
ら
現
在
に
至
っ
て
、
世
界
の
経
済
・
政
治
・
社
会
が
大
き
く
流
動
し
よ
う
と
す
る
時
代
に
あ
る
。
資
本

も
物
資
も
人
も
グ
ロ
ー
バ
ル
に
移
動
す
る
世
界
に
あ
っ
て
、
無
難
に
切
り
抜
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

か
。
他
方
の
英
国
は
、
い
っ
た
ん
加
入
し
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
を
離
脱
し
よ
う
と
し
て
い
て
、
容
易

な
状
況
で
は
な
い
が
、
そ
の
国
の
政
治
家
た
ち
は
、
東
の
国
の
政
治
家
た
ち
よ
り
も
真
剣
に
問
題
に
立
ち
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向
か
お
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
一
方
、
こ
ち
ら
の
国
で
は
、
問
題
を
先
送
り
し
て
当
座
を
し
の

ぐ
こ
と
ば
か
り
に
熱
心
で
、
困
難
な
事
態
に
立
ち
至
っ
た
と
き
に
国
民
は
見
放
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、

と
わ
た
し
は
危
惧
す
る
。 

  
 

 
 

 
*
 

 

最
近
、
『
世
界
の
田
園
回
帰
』(

農
文
協)

と
い
う
本
を
読
ん
だ
。
日
本
政
府
は
目
新
し
い
言
葉
で
政
策

を
飾
り
た
て
る
こ
と
に
や
っ
き
だ
が
、
最
近
、
そ
う
い
う
言
葉
の
一
つ
に
「
地
方
創
生
」
と
い
う
の
が
あ

る
。
中
央
政
府
で
も
そ
れ
に
従
う
市
町
村
で
も
、
そ
れ
に
関
与
す
る
人
々
が
こ
の
言
葉
を
使
う
。
し
か
し
、

住
ん
で
い
る
市
の
取
り
組
み
や
集
落
の
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
の
活
動
を
見
る
と
、
「
創
生
」
と
い
う
ほ
ど

の
活
力
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
と
も
思
え
な
い
。
「
地
方
創
生
」
の
か
け
声
の
中
で
、
市
町
村
が
助
成
金

を
出
し
て
移
住
者
を
募
る
こ
と
な
ど
が
行
な
わ
れ
、
「
田
園
回
帰
」
と
い
う
言
葉
も
聞
く
。
わ
た
し
は
、

こ
の
本
が
海
外
の
田
園
回
帰
の
状
況
を
報
告
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
、
読
む
こ
と
に
し
た
。
日
本
の
社

会
を
知
る
こ
と
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
現
代
日
本
の
社
会
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

社
会
と
の
違
い
を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

と
り
わ
け
、
「
フ
ラ
ン
ス
編
」
が
印
象
深
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
農
村
人
口
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
減
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少
局
面
を
脱
し
始
め
、
二
〇
世
紀
末
に
は
下
げ
止
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
の
こ
と
は
あ
と
で
考
え
る
と
し
て
、

注
目
に
値
す
る
の
は
社
会
の
編
成
の
仕
方
で
あ
る
。
基
礎
自
治
体
で
あ
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
、
全
国
に
お
よ

そ
三
万
六
千
六
百
あ
る
と
い
う
。
二
〇
一
四
年
の
統
計
に
基
づ
け
ば
、
人
口
二
千
人
未
満
の
コ
ミ
ュ
ー
ン

の
数
は
約
三
万
一
千
五
百
（
お
よ
そ
一
千
六
百
万
人
、
総
人
口
の
二
十
四
％
）
、
人
口
二
千
～
二
万
人
の

コ
ミ
ュ
ー
ン
の
数
は
約
四
千
七
百
（
お
よ
そ
二
千
四
百
万
人
、
総
人
口
の
三
十
七
％
）
、
人
口
二
万
人
以

上
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
数
は
約
四
百
五
十
（
お
よ
そ
二
千
五
百
万
人
、
総
人
口
の
三
十
八
％
）
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
日
本
の
市
町
村
と
特
別
区
の
数
は
、
一
九
九
九
年
に
三
千
二
百
余
り
と
十
分
の
一
以
下
だ
っ

た
が
、
合
併
が
進
ん
だ
二
〇
一
六
年
に
は
約
一
千
七
百
に
減
っ
た
。
そ
の
内
わ
け
は
、
人
口
二
千
人
未
満

が
九
十
弱
（
人
口
約
十
万
人
）
、
人
口
二
千
～
二
万
人
が
七
百
弱
（
人
口
約
六
百
五
十
万
人
）
、
人
口
二

万
人
以
上
は
約
九
百
七
十
（
人
口
約
一
億
二
千
万
人
）
で
あ
る
。
こ
の
比
較
で
、
日
本
の
総
人
口
が
フ
ラ

ン
ス
の
お
よ
そ
二
倍
あ
る
こ
と
は
副
次
的
な
問
題
に
過
ぎ
な
い
。
重
要
な
の
は
、
日
仏
の
基
礎
行
政
単
位

の
規
模
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

コ
ミ
ュ
ー
ン
と
い
う
言
葉
は
、
共
同
を
含
意
し
、
元
来
中
世
の
自
治
都
市
を
指
し
て
い
た
が
、
『
世
界

の
田
園
回
帰
』
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
時
期
に
行
政
単
位
を
県
と
そ
の
下
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
区
画

し
て
、
地
方
自
治
体
一
般
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
ら
し
い
。
そ
し
て
、
農
村
地
域
で
は
、
百
～

三
百
人
規
模
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
普
通
で
、
数
十
人
程
度
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
も
め
ず
ら
し
く
な
い
と
い
う
。
こ



10 

の
数
字
は
、
田
園
地
域
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
自
然
発
生
的
に
形
成
さ
れ
た
集
落
だ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

そ
の
本
が
言
う
よ
う
に
、
い
な
か
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
近
代
以
前
の
教
区
に
基
づ
い
て
区
画
さ
れ
た
も
の
と

考
え
て
よ
い
。
多
く
は
封
建
時
代
の
集
落
に
さ
か
の
ぼ
れ
る
だ
ろ
う
。
わ
た
し
は
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
城

館
を
見
学
し
た
と
き
の
こ
と
を
想
い
出
し
た
。
詳
し
く
は
「
蝶
の
雑
記
帳
十
六
」
に
譲
る
と
し
て
、
今
回

の
話
題
に
関
係
あ
る
こ
と
を
記
そ
う
。
城
館
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
森
が
あ
っ
て
広
大
な
ブ
ド
ウ
畑
の
続
く

丘
陵
に
あ
る
。
そ
こ
か
ら
四
百
メ
ー
ト
ル
ば
か
り
南
の
辻
に
ミ
シ
ェ
ル
・
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
を
記
念
す
る
碑

の
立
つ
教
会
が
あ
り
、
辺
り
に
三
十
軒
足
ら
ず
の
家
が
あ
っ
た
。
今
、
グ
ー
グ
ル
・
ア
ー
ス
で
確
か
め
て

み
る
と
、
教
会
の
あ
る
集
落
を
中
心
に
半
径
１
㎞
を
超
え
る
円
を
描
い
て
も
、
西
と
西
南
に
二
十
軒
ぐ
ら

い
の
集
落
が
二
つ
と
、
あ
と
数
軒
が
散
在
す
る
だ
け
で
あ
る
。
館
は
新
し
い
が
、
コ
の
字
を
描
く
石
壁
と

そ
の
一
角
に
あ
っ
て
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
書
斎
に
し
た
塔
は
彼
の
時
代
か
ら
あ
る
も
の
ら
し
い
か
ら
、
村
の

方
も
お
お
よ
そ
五
百
年
間
大
き
く
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

  

フ
ラ
ン
ス
革
命
で
先
頭
を
切
っ
て
近
代
へ
移
行
し
た
フ
ラ
ン
ス
は
、
近
代
以
前
の
単
位
共
同
体
を
社
会

の
要
素
と
し
て
維
持
し
た
ま
ま
近
代
的
体
制
を
編
成
し
た
の
だ
。
近
代
以
前
に
商
業
や
マ
ニ
フ
ァ
ク
チ
ュ

ア
ー
で
発
展
し
た
都
市
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
近
代
産
業
の
進
展
に
よ
る
都
市
の
肥
大
化
に
も
、
そ
の
行
政

区
画
を
基
本
的
に
変
え
る
こ
と
な
く
対
応
し
て
き
た
の
だ
。
人
口
二
万
人
未
満
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
三
万
六
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千
も
あ
り
人
口
が
四
千
万
人
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
こ
と
を
証
言
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
時
の
コ
ミ
ュ

ー
ン
数
約
四
万
か
ら
そ
れ
ほ
ど
減
少
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
現
代
の
日
本
の
地
方
自
治
体
数
は
圧
倒
的
に
少
な
い
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
に
は
そ
う

で
は
な
か
っ
た
。
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
に
よ
れ
ば
、
幕
藩
体
制
下
で
村
は
六
万
以
上
あ
っ
た
と
い
う
（
明
治

期
の
一
八
八
八
年
の
新
制
度
で
市
町
村
数
は
七
万
一
千
余
り
だ
っ
た
）
。
耕
地
面
積
の
少
な
さ
に
も
か
か
わ
ら

ず
日
本
の
村
の
数
が
多
い
理
由
は
、
集
約
的
水
稲
栽
培
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
ま
た
あ
と
で
考
え
る
。

人
口
は
、
十
八
世
紀
中
ご
ろ
、
約
三
千
万
人
あ
っ
た
と
推
計
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
都
市
人
口
を
考
慮
し
な

い
単
純
平
均
で
一
村
当
た
り
五
百
人
に
満
た
な
い
。
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
農
村
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
規

模
か
ら
か
け
離
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
日
本
で
も
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
農
業
を
基
幹
産
業
と
す
る
田
園

地
域
で
、
自
然
集
落
の
規
模
は
大
同
小
異
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

幕
藩
体
制
下
で
の
日
本
の
村
は
、
大
き
な
社
会
の
要
素
と
な
る
単
位
共
同
体
で
あ
っ
た
。
藩
と
天
領
代

官
の
支
配
は
根
本
に
お
い
て
厳
し
く
、
村
は
領
主
の
課
す
年
貢
に
共
同
で
責
任
を
負
っ
た
。
し
か
し
、
行

政
は
む
し
ろ
粗
放
な
も
の
で
あ
っ
た
。
広
域
に
関
係
す
る
負
担
な
ど
の
場
合
を
除
い
て
、
村
内
で
は
田
地

の
多
い
者
が
村
役
人
の
任
に
つ
い
て
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
が
、
重
大
な
こ
と
は
村
民
の
集
会
（
寄
り
合
い
）

で
決
定
し
た
。
現
在
、
「
村
」
と
い
う
言
葉
は
、
時
代
の
古
さ
と
そ
の
不
自
由
さ
を
理
由
に
否
定
的
に
語

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
け
れ
ど
も
、
村
落
は
、
現
代
よ
り
も
は
る
か
に
自
治
共
同
体
と
い
う
名
が
ふ
さ
わ
し
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か
っ
た
だ
ろ
う
。 

 

こ
の
こ
と
は
、
『
世
界
の
田
園
回
帰
』
の
語
る
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
あ
り
方
か
ら
も
、
う

か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
代
は
選
挙
制
度
の
発
達
し
た
時
代
だ
か
ら
、
選
挙
で
選
出
さ
れ
た
任
期

六
年
の
議
員
で
構
成
さ
れ
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
議
会
が
コ
ミ
ュ
ー
ン
を
運
営
す
る
が
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
を
代
表
す

る
長
（
メ
ー
ル
）
は
議
会
内
で
互
選
さ
れ
て
事
務
を
執
行
す
る
。
議
員
の
定
数
は
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い

て
、
百
～
五
百
人
未
満
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
議
員
数
は
十
一
、
五
百
～
千
五
百
人
未
満
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
議

員
数
は
十
六
、
二
万
人
未
満
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
議
員
数
は
、
人
口
に
応
じ
て
多
く
な
り
、
最
大
で
三
十
三

と
い
う
。
こ
こ
ま
で
は
、
た
と
え
ば
五
百
人
未
満
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
で
住
民
二
十
数
人
当
た
り
一
人
の
議
員

が
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
議
員
数
が
比
較
的
多
い
こ
と
が
目
立
つ
程
度
。 

 

と
こ
ろ
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
、
自
治
共
同
体
の
伝
統
を
よ
く
保
存
し
て
い
て
、
現
代
日
本

の
町
村
と
大
い
に
異
な
る
の
で
あ
る
。
農
村
で
は
、
メ
ー
ル
と
助
役
だ
け
が
有
給
で
、
人
口
五
百
人
未
満

の
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
対
し
て
決
ま
っ
て
い
る
上
限
額
が
、
メ
ー
ル
で
月
額
六
百
五
十
ユ
ー
ロ
、
助
役
で
二
百

五
十
ユ
ー
ロ
と
い
う
（
日
本
に
く
ら
べ
て
ず
っ
と
少
な
い
）
。
歳
費
は
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
財
政
か
ら
支
出
さ

れ
る
の
で
、
上
限
額
の
給
料
が
出
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
ら
し
い
。
そ
の
他
の
議
員
は
無
報
酬
で
あ
る
。

人
口
二
百
五
十
人
の
村
の
例
を
見
て
み
よ
う
。
メ
ー
ル
・
助
役
と
議
員
が
、
学
校
・
上
下
水
道
・
道
路
・

公
共
工
事
・
入
札
・
広
報
な
ど
の
委
員
会
を
構
成
し
て
審
議
す
る
。
祝
祭
式
典
・
村
内
美
化
な
ど
の
委
員
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会
ま
で
あ
る
ら
し
い
。
議
員
自
ら
道
路
補
修
に
重
機
を
操
る
こ
と
も
め
ず
ら
し
く
な
い
と
い
う
。
そ
の
村

の
事
務
員
が
事
務
所
に
出
勤
す
る
の
は
週
七
時
間
、
そ
の
勤
務
時
間
だ
け
村
役
場
が
開
い
て
い
る
の
だ
そ

う
だ
。
五
百
人
を
超
え
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
で
は
、
常
勤
の
事
務
員
や
道
路
・
施
設
を
補
修
す
る
作
業
員
が
い

て
、
役
場
が
開
く
の
は
週
二
、
三
日
に
増
え
る
そ
う
だ
。
ど
こ
の
村
で
も
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
多
く
の
仕
事
は

メ
ー
ル
や
助
役
に
集
中
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
多
く
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
、
基

本
的
に
近
代
以
前
の
自
治
共
同
体
の
よ
う
に
参
加
型
で
運
営
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
日
本
の
幕
藩
体
制
下
の

村
に
よ
く
似
て
い
る
。
そ
う
い
う
村
落
共
同
体
で
は
、
住
民
は
協
力
し
て
共
同
体
を
運
営
し
、
自
主
的
に

大
小
の
行
事
や
必
要
な
活
動
に
参
加
し
て
い
た
は
ず
な
の
だ
。 

 

こ
こ
で
感
想
を
書
け
ば
、
そ
の
よ
う
な
村
落
共
同
体
で
は
、
壊
れ
た
屋
根
や
壁
の
補
修
を
手
伝
い
、
災
害
時
に
は

村
中
総
出
で
復
旧
に
当
た
っ
た
だ
ろ
う
。
今
の
日
本
に
、
い
な
か
で
も
、
自
分
の
家
を
自
分
で
補
修
す
る
人
は
め
っ

き
り
減
っ
た
。
そ
し
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
外
国
語
が
必
要
に
な
っ
た
（
最
近
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加

す
る
人
が
増
え
た
こ
と
は
喜
ば
し
い
け
れ
ど
も
）
。
む
し
ろ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
旅
行
番
組
な
ど
で
、
自
分
で
家
の
壁
の

ペ
ン
キ
を
塗
る
人
な
ど
を
見
か
け
る
が
、
古
い
共
同
体
の
生
活
の
な
ご
り
が
強
い
か
ら
で
は
な
い
か
。
生
活
の
質
に

つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。 

  

け
れ
ど
も
、
現
代
の
田
園
地
域
は
、
収
入
を
農
業
だ
け
に
頼
る
人
は
減
っ
て
、
住
民
構
成
が
変
化
し
て
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い
る
。
メ
ー
ル
に
は
、
ま
だ
農
業
者
が
多
い
け
れ
ど
、
手
工
業
者
・
商
店
主
・
経
営
者
・
管
理
職
・
知
的

職
業
者
と
多
様
な
人
た
ち
が
就
い
て
い
る
ら
し
い
。
こ
の
点
は
、
俸
給
を
当
て
に
す
る
人
が
多
い
こ
と
を

言
わ
な
け
れ
ば
、
日
本
の
小
自
治
体
で
も
同
じ
だ
ろ
う
。 

 

す
な
わ
ち
、
近
代
の
発
展
を
経
た
現
代
社
会
は
、
さ
ら
に
政
治
・
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
ん
で
、

そ
の
構
造
を
変
化
さ
せ
て
い
る
。
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
、
道
路
・
上
下
水
道
・
電
気
や
学
校
施
設
な
ど
の
現
代

的
な
生
活
基
盤
を
必
要
と
し
、
ご
み
の
収
集
・
通
学
手
段
な
ど
多
く
の
サ
ー
ビ
ス
を
運
営
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
だ
か
ら
、
零
細
な
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
現
代
に
見
合
う
行
政
に
対
応
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
す

で
に
十
九
世
紀
末
か
ら
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
連
合
し
て
事
務
組
合
を
結
成
し
社
会
の
変
化
に
対
応
し
て
き
た
。

そ
の
事
務
組
合
は
充
実
さ
れ
て
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
農
村
に
お
い
て
、
生
活
基
盤
の
管
理
や
住
民
サ
ー
ビ

ス
の
多
く
は
、
事
務
組
合
を
通
じ
て
供
給
さ
れ
て
お
り
、
零
細
な
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
範
囲
の
異
な
る
複
数
の

組
合
に
参
加
し
て
い
る
そ
う
だ
。
一
九
九
二
年
に
は
、
地
方
行
政
に
つ
い
て
法
改
正
が
行
な
わ
れ
、
農
村

向
け
に
コ
ミ
ュ
ー
ン
共
同
体
と
都
市
向
け
に
都
市
共
同
体
の
組
織
が
制
度
化
さ
れ
た
。
現
代
の
状
況
に
対

応
す
る
た
め
に
権
限
を
強
め
る
こ
と
も
行
な
わ
れ
た
ら
し
い
。
『
世
界
の
田
園
回
帰
』
に
紹
介
さ
れ
て
い

る
そ
の
運
営
の
実
情
も
興
味
深
い
。
単
位
と
な
る
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
運
営
方
式
を
拡
張
し
た
も
の
で
あ
る
。

先
ほ
ど
の
個
別
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
あ
り
方
を
拡
大
し
て
想
像
す
れ
ば
よ
い
。
変
化
し
て
き
た
現
代
社
会
で
も
、

フ
ラ
ン
ス
の
地
方
行
政
に
は
、
古
く
か
ら
の
自
治
共
同
体
の
精
神
が
貫
か
れ
て
い
る
の
だ
。 
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フ
ラ
ン
ス
の
地
方
行
政
の
あ
り
方
が
日
本
と
大
き
く
異
な
る
こ
と
に
、
わ
た
し
は
た
い
へ
ん
驚
か
さ
れ

た
。
日
本
の
近
代
化
は
大
切
な
も
の
を
一
つ
失
っ
た
の
だ
。
明
治
維
新
の
王
政
復
古
は
日
本
の
歴
史
上
最

も
中
央
集
権
的
な
体
制
へ
と
進
ん
だ
。
手
本
に
し
た
ド
イ
ツ
帝
国
の
憲
法
は
、
領
邦
国
家
の
分
立
し
て
い

た
ド
イ
ツ
を
統
合
す
る
た
め
の
法
制
と
い
う
特
徴
が
強
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
分
権
的
だ
っ
た
幕
藩
体
制
を

統
合
す
る
の
に
好
都
合
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
の
諸
領
邦
に
残
さ
れ
た
自
治
的
な
権
限
に

目
は
向
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
敗
戦
ま
で
、
府
県
知
事
は
中
央
政
府
に
よ
っ
て
天
皇
の
名
で
任
命
さ
れ
た
。

一
八
八
八
年
の
新
た
な
制
度
で
七
万
一
千
余
り
あ
っ
た
市
町
村
は
、
選
挙
で
選
ば
れ
た
議
員
が
市
町
村
会

を
構
成
し
、
首
長
は
議
会
が
選
ん
だ
。
首
長
も
議
員
も
無
給
で
あ
る
。
た
だ
し
、
選
挙
は
普
通
選
挙
で
は

な
く
、
以
前
の
よ
う
に
有
力
者
が
市
町
村
の
運
営
を
主
導
し
た
の
だ
。
だ
が
、
翌
年
に
は
、
合
併
に
よ
っ

て
、
市
町
村
の
数
は
一
万
六
千
足
ら
ず
に
減
ら
さ
れ
た
。
能
率
を
重
ん
じ
る
〝
近
代
化
〟
が
、
残
っ
て
い

た
だ
ろ
う
共
同
体
の
慣
例
を
打
ち
壊
し
て
い
く
。
中
央
か
ら
の
指
令
が
徹
底
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
自
治

の
伝
統
は
地
方
行
政
か
ら
失
わ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

一
九
四
五
年
か
ら
の
占
領
期
、
占
領
軍
は
、
日
本
の
旧
体
制
を
変
え
る
た
め
の
施
策
の
一
つ
と
し
て
、

地
方
自
治
を
勧
告
し
た
。
以
前
に
似
た
も
の
が
あ
っ
た
の
に
、
米
欧
か
ら
勧
告
を
受
け
る
ほ
ど
に
劣
化
し

て
い
た
の
だ
。
し
か
し
、
執
行
機
関
で
あ
る
日
本
政
府
は
戦
前
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
官
僚
は
時
代
や
国
に

よ
ら
ず
権
限
を
失
う
の
を
嫌
う
。
地
方
自
治
は
十
分
な
実
質
を
伴
う
ほ
ど
成
長
（
回
復
）
し
な
か
っ
た
。
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日
本
人
一
般
に
能
率
主
義
は
染
み
つ
い
て
い
た
。
戦
後
も
市
町
村
合
併
は
促
進
さ
れ
る
。
一
九
五
六
年
に

九
千
九
百
近
く
あ
っ
た
市
町
村
は
、
一
九
六
一
年
に
三
千
五
百
足
ら
ず
に
減
ら
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
最
近

の
平
成
の
合
併
で
約
一
千
七
百
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

わ
た
し
は
、
う
か
つ
な
こ
と
に
こ
の
問
題
を
よ
く
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
。
今
回
、
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ミ

ュ
ー
ン
の
実
情
の
一
端
を
知
っ
て
、
日
本
の
社
会
が
重
要
な
機
能
を
失
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
。

わ
れ
わ
れ
の
社
会
が
能
率
ば
か
り
を
重
ん
じ
て
、
私
的
で
な
い
相
互
扶
助
の
精
神
が
希
薄
な
の
は
、
現
代

の
市
場
経
済
の
苛
烈
さ
だ
け
が
原
因
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。 

  

比
較
の
た
め
に
、
も
う
一
つ
だ
け
、
『
世
界
の
田
園
回
帰
』
の
ド
イ
ツ
編
を
一
瞥
し
て
お
こ
う
。
ド
イ

ツ
の
基
礎
自
治
体
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
数
は
一
万
一
千
余
り
だ
（
旧
東
ド
イ
ツ
で
、
経
済
的
な
苦
境
が
原
因
で
、

三
分
の
一
近
く
の
二
千
七
百
弱
に
減
っ
た
）
と
い
う
。
基
礎
自
治
体
の
数
は
、
五
千
万
人
当
た
り
に
換
算

し
て
み
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
半
分
以
下
だ
が
、
日
本
の
十
倍
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ド
イ
ツ
で
最
も
多
い
の

は
人
口
が
二
万
～
五
万
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
で
、
総
人
口
の
六
十
八
％
が
郡
部
に
住
む
と
い
う
。
日
本
よ
り
も

市
町
村
の
規
模
は
小
さ
い
の
で
あ
る
。
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
か
ら
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
へ
の
移
行
は
、
フ
ラ

ン
ス
よ
り
も
進
ん
で
い
る
が
、
日
本
ほ
ど
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

こ
う
し
て
、
日
本
の
社
会
構
造
は
、
現
在
の
経
済
状
況
が
危
機
に
陥
っ
た
と
き
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
よ
り
も



17 測鉛で社会を探る 

も
ろ
い
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
二
十
一
世
紀
の
工
業
先
進
国
は
よ
く
似
た
状
態
に

な
っ
て
い
て
、
一
国
の
政
治
に
大
き
な
力
を
及
ぼ
す
の
は
都
市
部
に
住
む
住
民
で
あ
る
。
注
目
し
て
き
た

フ
ラ
ン
ス
の
国
全
体
の
政
治
は
中
央
集
権
的
で
、
〝
科
挙
制
度
に
似
て
〟
二
、
三
の
教
育
機
関
卒
業
生
が

政
治
・
経
済
を
牛
耳
っ
て
い
る
。
新
大
統
マ
ク
ロ
ン
も
例
外
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
精

神
が
ま
だ
生
き
て
い
る
と
す
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
社
会
の
耐
久
力
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。 

  
 

 
 

 
*
 

 

さ
て
、
『
世
界
の
田
園
回
帰
』
と
い
う
本
か
ら
た
く
さ
ん
引
用
し
て
お
い
て
、
田
園
回
帰
に
触
れ
な
い

わ
け
に
も
い
く
ま
い
。
こ
の
本
を
出
版
し
た
農
文
協
も
執
筆
し
た
研
究
者
た
ち
も
、
日
本
で
田
園
回
帰
が

起
き
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
陶
淵
明
の
弟
子
を
自
任
し
Ｕ
タ
ー
ン
し
て
き
た
わ
た
し
も
そ
れ
を
願
う
。

し
か
し
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
統
計
は
無
情
な
数
字
し
か
示
さ
な
い
。
少
数
の
大
都
市
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど

の
市
町
村
の
人
口
は
減
り
続
け
て
い
る
。
農
林
水
産
業
に
従
事
す
る
人
の
多
い
地
域
で
と
く
に
人
口
減
少

は
著
し
い
。
わ
た
し
の
住
む
市
の
人
口
も
、
二
〇
〇
五
年
に
合
併
し
た
と
き
四
万
一
千
人
を
超
え
て
い
た

の
に
、
現
在
、
三
万
五
千
人
台
に
減
っ
て
い
る
。 

 

ま
ず
、
農
業
や
農
村
事
情
を
か
い
つ
ま
ん
で
知
っ
て
お
く
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
注
目
し
た
い
諸
国
の
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農
業
の
自
然
条
件
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
「
蝶 

の
雑
記
帳
」
で
は
異
例
な
こ
と
だ
け
れ
ど
も
、 

表
を
用
い
て
、
農
業
経
営
体
の
数
と
農
地
・
耕 

地
の
面
積
を
比
較
し
よ
う
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上 

に
、
精
度
よ
く
比
較
で
き
る
ま
と
ま
っ
た
統
計
は
な 

か
な
か
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ 

の
農
業
セ
ン
サ
ス
の
数
値
は
比
較
的
同
質
な
の
だ
ろ 

う
）
。
現
在
、
資
本
主
義
経
済
が
世
界
を
覆
い 

尽
く
し
、
先
進
工
業
国
は
、
自
由
貿
易
に
例
外 

を
認
め
な
い
方
向
に
進
ん
で
い
る
。
そ
の
市
場 

で
、
経
営
規
模
の
大
き
く
異
な
る
諸
国
の
農
業 

経
営
体
は
競
争
を
強
い
ら
れ
る
。
単
位
面
積
当 

た
り
の
農
産
品
の
収
穫
量
が
諸
国
で
ひ
ど
く
違 

わ
な
い
と
す
れ
ば
、
経
営
規
模
が
市
場
で
の
競 

争
力
を
左
右
す
る
。
表
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
、 

日
本
の
農
業
が
き
わ
め
て
不
利
な
条
件
下
に
あ 

農業 経営体数 農地 耕地 1戸当たり 1戸当たり

経営体数 10年間の 牧草地 樹園地 農地 耕地

万戸 減少率％ 万ha 万ha  ha ha

138 -17 454 393 3.3 2.9

215 -25 2.1 1.8

韓国 114 177 171 1.6 1.5

フランス 47 -23 2877 1930 61.2 41.1

ドイツ 29 -31 1670 1208 57.6 41.7

イタリア 101 -49 1363 909 13.5 9.0

英国 19 -34 1727 631 90.9 33.2

米国 241 40544 15444 168.2 64.1

韓国の農家減少率は日本よりも大きいだろう。米国は変化が小さいか？

日本

農地・耕地の数値は『世界国勢図絵2016/2017』からとった。

農業経営体数は、ヨーロッパ諸国は2013年EU農業センサスから。

韓国と米国は『世界国勢図絵2016/2017』の農林水産業従事者数。

同じ基準での数値はなかなか見つからなかった。誤差が大きいだろう。

日本の下段は2015年の総農家数。減少率は2005年からの減少率。

日本は2015年の農業センサスから。減少率は2010年からの５年間の数値。
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る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
農
業
生
産
は
ほ
か
の
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
か
ら
影
響
を
受
け
る
。
市

場
で
の
競
争
を
放
任
す
れ
ば
、
農
業
大
国
の
米
国
で
さ
え
苦
境
に
立
た
さ
れ
る
農
家
が
出
る
。
だ
か
ら
、

米
国
で
も
農
業
保
護
政
策
に
よ
る
補
助
金
が
支
給
さ
れ
る
。
Ｅ
Ｕ
は
、
域
内
諸
国
で
日
本
よ
り
も
行
き
届

い
た
農
業
対
策
を
と
っ
て
い
る
と
聞
く
。
競
争
条
件
の
不
利
な
日
本
は
と
り
わ
け
、
農
業
保
護
政
策
に
つ

い
て
の
議
論
を
公
開
し
て
、
国
内
で
合
意
を
形
成
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

日
本
は
、
韓
国
と
同
様
に
、
一
戸
当
た
り
の
耕
地
面
積
が
小
さ
い
（
中
国
は
、
産
業
構
造
の
変
化
が
と
て

も
流
動
的
だ
し
統
計
も
日
本
・
韓
国
と
同
質
で
な
い
可
能
性
が
あ
る
の
で
省
略
し
た
が
、
農
業
人
口
の
巨
大
さ
か
ら
、

一
戸
当
た
り
の
耕
地
面
積
は
さ
ら
に
小
さ
い
）
。
東
ア
ジ
ア
で
は
、
昔
、
集
約
的
農
業
（
と
く
に
水
稲
栽
培
）

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
の
小
麦
）
よ
り
も
単
位
面
積
当
た
り
の
生
産
高
が
大
き
か
っ
た
の
で
、
小
さ
な
耕
地
面

積
で
大
き
な
人
口
を
養
っ
て
き
た
。
そ
の
歴
史
が
現
代
ま
で
影
響
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
近

の
単
位
面
積
当
た
り
の
米
の
収
穫
量
を
比
べ
て
み
る
と
、
日
本
の
収
穫
量
は
、
中
国
や
米
国
に
く
ら
べ
て

む
し
ろ
少
な
い
。
小
麦
の
そ
れ
も
、
フ
ラ
ン
ス
や
中
国
よ
り
も
少
な
く
、
同
じ
面
積
な
ら
米
国
の
粗
放
な

栽
培
に
勝
る
が
そ
の
広
大
な
耕
地
面
積
に
太
刀
打
ち
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
面
か
ら
も
、
日
本
の
農

業
は
外
国
に
対
抗
で
き
な
い
。 

 

環
太
平
洋
連
携
協
定
（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）
の
交
渉
に
入
る
前
、
日
本
政
府
は
、
加
入
す
る
こ
と
が
得
策
か
ど
う

か
よ
く
見
極
め
る
と
言
っ
て
い
た
の
が
、
今
で
は
、
自
由
貿
易
が
当
然
と
い
う
顔
を
し
て
い
る
。
問
題
の
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一
つ
だ
っ
た
農
業
問
題
は
も
は
や
無
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
政
府
は
ま
だ
農
業
の
経
営
規
模
を

拡
大
す
る
政
策
を
標
榜
し
て
い
る
が
、
そ
の
本
気
度
は
疑
わ
し
い
。
先
の
表
の
示
す
条
件
を
よ
く
知
っ
て

い
る
官
僚
た
ち
は
、
本
心
で
は
日
本
の
農
業
の
衰
退
を
容
認
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
日
本
は
、
工

業
生
産
に
命
運
を
託
す
道
を
進
ん
で
い
る
の
だ
。 

  

現
在
の
日
本
社
会
の
状
況
を
規
定
し
て
い
る
の
は
経
済
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
農
業
や
個
人
事
業
の
苦

境
が
、
小
都
市
や
町
村
の
社
会
構
造
を
大
き
く
変
化
さ
せ
て
い
る
要
因
で
あ
る
。
そ
の
構
造
を
修
復
す
る

可
能
性
の
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
を
実
行
し
て
み
る
ほ
か
に
、
田
園
地
域
の
人
口
問
題
を
打
開
す
る
道
は

見
つ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
。
わ
た
し
に
は
そ
の
力
量
が
な
い
が
、
『
世
界
の
田
園
回
帰
』
の
論
点
を
少
し
だ

け
考
え
て
み
よ
う
。 

 

こ
の
本
で
は
、
主
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
田
園
回
帰
の
実
情
が
報
告
さ
れ
て
、
日
本
で
の
田
園
回
帰
に

希
望
的
な
議
論
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
田
園
地
域
の
人
口
は
お
お
よ
そ
維
持

さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
日
本
は
そ
れ
と
異
な
る
状
況
に
あ
る
。
第
一
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
総
人
口
は
、

ド
イ
ツ
が
わ
ず
か
に
減
り
気
味
な
の
を
別
に
す
れ
ば
、
仏
・
英
・
伊
で
む
し
ろ
増
加
し
て
い
る
の
に
対
し

て
、
日
本
の
総
人
口
は
毎
年
二
百
万
人
以
上
減
り
始
め
て
い
る
。
そ
の
状
況
の
中
で
、
日
本
の
田
園
地
域

の
人
口
は
よ
り
大
き
く
減
少
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
ほ
ど
の
表
を
見
る
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
農
家
の



21 測鉛で社会を探る 

減
少
率
は
日
本
よ
り
も
大
き
い
の
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
田
園
地
域
の
人
口
は
ほ
ぼ
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い

う
の
だ
か
ら
、
農
業
者
で
な
い
移
住
者
が
相
当
数
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
田
園
回
帰

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
起
き
て
い
る
の
だ
。 

 

そ
の
原
因
と
し
て
、
前
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
は
古
く
か
ら
の
共
同
体
が
か
な
り

の
程
度
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
わ
た
し
は
考
え
る
。
世
界
経
済
が
頭
打
ち
と

な
っ
た
一
九
七
〇
年
代
以
後
、
社
会
構
造
維
持
の
た
め
の
政
策
が
日
本
よ
り
も
有
効
に
実
施
さ
れ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
日
本
の
総
人
口
お
よ
び
田
園
地
域
人
口
の
減
少
は
、
近
代
日
本
が
た
ど
っ
た
歴
史
に
一
因

が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
農
業
の
後
継
者
が
減
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
手
に
職
を
も
つ
自
営
業
で
も
、
親

の
職
業
を
継
い
で
そ
の
土
地
に
留
ま
る
子
の
世
代
が
減
少
し
て
い
る
。
中
都
市
で
も
、
多
業
種
の
人
た
ち

が
営
業
し
て
い
た
街
に
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
の
下
り
た
店
が
目
に
見
え
て
増
え
た
。
日
本
は
、
要
素
的
な
共
同

体
が
溶
解
す
る
よ
う
な
状
態
で
経
済
・
社
会
が
縮
小
す
る
と
い
う
、
世
界
史
上
で
も
稀
な
重
大
な
困
難
に

直
面
し
て
い
る
、
と
わ
た
し
は
思
う
。 

 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
起
き
て
い
る
田
園
回
帰
は
、
農
業
の
振
興
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
職
種
の

人
々
が
田
園
地
帯
に
住
む
こ
と
を
選
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
日
本
で
も
、
田
園

地
域
に
は
多
様
な
職
業
の
人
々
が
住
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
か
つ
て
、
百
姓
（
ひ
ゃ
く
し
ょ
う
）
と
い
う

言
葉
は
、
た
い
て
い
農
民
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
土
地
か
ら
あ
が
る
農
産
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物
が
経
済
を
支
え
て
い
た
封
建
時
代
に
も
、
百
姓
（
ひ
ゃ
く
せ
い
）
は
人
民
一
般
を
指
し
、
田
園
地
帯
に

も
田
畑
の
耕
作
に
加
え
て
多
様
な
職
業
に
従
事
す
る
人
々
が
住
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
農
業
以

外
の
産
業
が
発
展
し
、
農
業
者
以
外
の
人
口
が
圧
倒
的
に
多
数
に
な
っ
た
現
代
、
田
園
地
域
に
多
く
の
住

民
が
住
め
る
よ
う
な
産
業
配
置
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
現
今
の
日
本
で
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
道
の

駅
を
建
て
る
、
あ
る
い
は
催
し
物
を
し
て
人
の
往
来
を
増
や
す
と
い
う
よ
う
な
一
時
的
な
施
策
は
そ
れ
ほ

ど
有
効
で
は
な
い
。
暮
ら
し
て
い
け
る
仕
事
を
地
方
に
も
配
分
す
る
こ
と
こ
そ
が
必
要
な
の
だ
。
そ
の
中

に
は
、
個
人
営
業
の
仕
事
も
含
ま
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
補
助
政
策
だ
っ

て
要
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
誰
に
も
分
か
っ
て
い
る
こ
と
な
の
だ
。
た
い
へ
ん
困
難
で
も
、

何
と
か
し
て
そ
れ
を
実
行
す
る
こ
と
だ
け
が
日
本
に
残
さ
れ
た
道
で
あ
る
。 

  

偉
そ
う
な
こ
と
を
書
い
た
が
、
現
実
の
わ
た
し
は
、
自
家
用
に
わ
ず
か
ば
か
り
の
野
菜
と
果
樹
を
育
て

て
社
会
に
何
の
役
に
も
立
た
な
い
こ
と
を
し
な
が
ら
、
市
の
広
報
が
毎
回
住
民
数
の
減
っ
た
こ
と
を
報
じ

る
の
を
、
手
を
こ
ま
ね
い
て
眺
め
て
い
る
。 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
〇
一
七
年
、
九
月 


