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一
九
七
〇
年
代
の
初
頭
か
ら
、
日
本
の
経
済
の
高
度
成
長
に
と
も
な
い
、

僻
地
の
村
落
の
過
疎
化
と
あ
い
ま
っ
て
、
都
市
の
周
辺
の
過
密
化
も
進
ん

で
お
り
、
ひ
ろ
く
民
俗
の
全
面
に
わ
た
っ
て
、
き
わ
め
て
急
激
な
変
貌
が

あ
ら
わ
れ
て
き
た
。
昔
話
な
ど
の
口
承
文
藝
と
い
う
の
は
、
ほ
か
の
分
野

の
民
俗
と
く
ら
べ
る
と
、
多
分
に
個
人
の
才
能
に
さ
さ
え
ら
れ
て
い
た
と

し
て
も
、や
は
り
共
同
体
の
崩
壊
と
と
も
に
、そ
の
本
来
の
生
命
力
を
失
っ

て
し
ま
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
今
日
の
民
俗
学
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も

大
事
な
課
題
は
、
そ
の
よ
う
な
現
実
へ
の
対
処
を
通
じ
て
、
ど
れ
だ
け
有

効
な
調
査
を
進
め
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
で
あ
ろ
う
。�

　

改
め
て
か
え
り
み
る
と
、
日
本
の
民
俗
学
と
い
う
学
問
は
、
そ
の
出
発

の
当
初
か
ら
、
何
よ
り
も
社
会
の
近
代
化
に
と
も
な
う
、
い
わ
ゆ
る
伝
承

文
化
の
衰
滅
と
か
か
わ
る
、
き
わ
め
て
深
刻
な
危
機
感
に
つ
ら
ぬ
か
れ
て

い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ま
で
の
民
俗
の
調
査
で
も
、
眼
前
の
村
落
の
状

況
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
前
代
の
生
活
の
実
情
を
さ
ぐ
ろ
う
と
、
古
老

の
伝
承
の
聞
書
を
と
り
つ
づ
け
て
き
た
。
実
際
に
、
民
俗
学
の
先
輩
の

方
々
も
、
や
は
り
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
現
場
で
は
、「
あ
あ
お
そ
か
っ

た
、
も
う
す
こ
し
は
や
け
れ
ば
、
も
っ
と
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
聞
け
た
の

に
」
と
い
う
よ
う
な
、も
ど
か
し
い
思
い
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
と
い
う
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
今
日
の
民
俗
の
様
相
に
対
し
て
も
、
幅

ひ
ろ
く
現
地
の
記
録
を
い
か
し
な
が
ら
、
ね
ば
り
強
く
古
老
の
記
憶
を
た

ど
っ
て
い
っ
て
、
す
く
な
く
と
も
そ
の
変
化
の
現
実
だ
け
は
お
さ
え
て
お

き
た
い
も
の
で
あ
る
。�

　

日
本
の
民
俗
そ
れ
自
体
は
、
も
は
や
衰
滅
の
危
機
に
の
ぞ
ん
で
い
て
も
、

こ
れ
ま
で
の
調
査
の
成
果
は
、
す
で
に
膨
大
な
分
量
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
も
う
一
つ
の
重
要
な
課
題
と
し
て
は
、
そ
れ
ら
の
貴
重
な
資
料

に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
有
効
な
活
用
を
は
か
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
資
料
の
蓄
積
も
、
あ
ら
た

な
調
査
の
裏
づ
け
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
有
効
に
活
用
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
国
民
俗
学
か
ら
比
較

民
俗
学
へ
と
い
う
方
向
に
そ
っ
て
、
い
っ
そ
う
精
緻
な
分
析
を
進
め
て
ゆ

く
に
は
、
や
は
り
一
つ
一
つ
の
資
料
の
吟
味
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

全
体
と
し
て
多
大
な
労
力
を
要
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。�

（
お
お
し
ま
・
た
て
ひ
こ
／
東
洋
大
学
名
誉
教
授
）


