
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
に
、

日
本
に
歩
ん
で
ほ
し
い
道
⑧
「
農

江
戸
時
代
三
百
年
は
、
鎖
国
の
下
、
自
給
自
足
の

経
済
体
制
で
、
人
口
も
約
三
千
万
人
と
一
定
し
た
極

め
て
安
定
的
社
会
だ
っ
た
。
大
き
な
発
展
や
生
活
レ

ベ
ル
の
向
上
は
な
か
っ
た
が
、
国
民
に
と
っ
て
は
平

和
な
時
代
で
あ
っ
た
と
回
官
ノ
。
そ
の
太
平
の
夢
を
破

っ
た
の
が
海
外
列
強
で
あ
る
。
そ
し
て
、
余
儀
な
く

開
国
し
た
日
本
は
、
富
国
強
兵
、
海
外
進
出
、
戦
後

復
興
を
経
て
、
世
界
で
も
最
上
位
に
属
す
る
生
活
水

準
を
達
成
し
た
。
今
、
目
標
を
達
成
す
る
と
、
国
全

体
が
新
た
な
目
標
を
見
失
い
、
保
守
的
な
気
運
が
蔓

延
し
、
関
心
は
も
っ
ぱ
ら
圏
内
の
些
事
に
向
い
て
、

ま
る
で
鎖
国
に
近
い
雰
囲
気
で
あ
る
。

求
め
S
れ
る
国
際
競
争
力

し
か
し
、
江
戸
時
代
と
異
な
り
、
現
在
は
グ
ロ
ー

バ
ル
化
の
時
代
、
日
本
一
国
が
世
界
か
ら
隔
離
し
て

生
き
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
途
上
国
が
台
頭
す

る
一
方
、
我
が
国
は
高
齢
化
、
少
子
化
で
国
際
競
争

力
が
必
然
的
に
低
下
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

す
で
に
日
本
の
衰
退
は
始
ま
っ
て
い
る
。
加
え
て
、

不
採
算
農
業
を
手
厚
く
保
護
し
、
科
学
技
術
の
発
展

を
お
ろ
そ
か
に
す
る
国
家
政
策
に
よ
り
、
衰
退
に
ア

ク
セ
ル
が
踏
ま
れ
て
い
る
の
が
信
講
で
あ
る
。

国
民
に
求
め
ら
れ
て
い
る
選
択
は
、
現
在
の
{
衣
逸

に
安
住
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
将
来
の
た
め
に
刻
苦

勉
励
の
道
を
進
む
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
い
わ
ば
欲
求
の
趣
く
ま
ま
に
甘
い
も
の
を
食
べ

て
糖
尿
病
を
悪
化
さ
せ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
甘
い
も

の
を
我
慢
し
、
運
動
を
し
て
体
質
弦
菩
を
図
り
、
健

康
を
維
持
す
る
の
か
と
い
う
選
択
で
あ
る
。

筆
者
は
当
然
、
釜
告
を
選
択
す
る
。
そ
の
道
と
は
、

日
本
の
競
各
カ
を
強
化
す
る
た
め
に
、

国
際
的
に
見

て
コ
ス
ト
高
の
産
業
を
廃
し
て
日
本
や
日
本
人
が
優

位
で
あ
る
産
業
を
興
す
、
徹
底
的
な
産
業
構
造
の
変

換
で
あ
る
。
コ
ス
ト
高
の
産
業
に
従
事
す
る
者
、
例

え
ば
農
業
に
従
事
す
る
者
に
と
っ
て
は
大
き
な
痛
み

を
強
い
る
こ
と
で
あ
る
。

何
が
優
位
な
分
野
で
、
何
が
不
得
意
な
分
野
で
あ

る
か
は
、
常
識
が
通
用
し
な
い
。
最
先
端
技
術
の
電

子
産
業
は
、
日
本
が
得
意
と
す
る
分
野
で
あ
る
と
恩

わ
れ
て
い
る
が
、
す
で
に
、
韓
国
や
中
国
に
も
負
け

• 
産
業
政
策
」

て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。

一
方
、
不
得
意
な
農
業

分
野
で
も
、
高
級
な
果
実
や
日
本
酒
な
ど
競
争
力
の

高
い
も
の
も
た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
れ
は
、
厳
し
い
国

際
自
由
競
争
の
中
で
決
ま
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
刻
刻
変
化
す
る
。
決
し
て
国
が
決
定
で
き

る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

保
護
政
策
の
撤
廃
と
園
の
仕
事

従
っ
て
、
国
が
特
定
分
野
の
産
業
を
育
成

・
保
護

し
よ
う
と
す
る
産
業
政
策
は
、
競
争
f

刀
の
強
化
に
は

な
ら
ず
、
国
民
の
た
め
に
は
害
あ
っ
て
一
利
な
し
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
産
業
構
造
の
変
化
に
よ
り
困
窮

す
る
人
た
ち
を
救
う
こ
と
は
必
要
で
、
そ
れ
は
、
職

業
訓
練
な
ど
職
業
転
換
の
支
援
や
、
場
合
に
よ

っ
て

は
生
活
保
護
な
ど
の
社
会
政
策
の
役
割
で
あ
る
。
特

定
の
産
業
を
育
成
・
保
護
す
る
産
業
政
策
を
撤
廃
し
、

必
要
な
社
会
政
策
を
行
う
こ
と
こ
そ
が
、
日
本
の
競

争
力
を
強
化
し
、
日
本
が
世
界
に
伍
し
て
生
き
残
れ

る
道
で
あ
る
と
筆
者
は
信
じ
る
。

国
が
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

衰
退
産

業
の
保
護
な
ど
で
は
な
く
、
ま
ず
は
、
人
づ
く
り
で

あ
る
。
人
材
は
、
国
の
基
礎
で
あ
り
、
教
育
に
は
惜

し
み
な
く
人
や
金
を
注
ぎ
込
む
べ
き
で
あ
る
。

次
に
、
科
学
技
術
の
振
興
で
あ
る
。
技
術
革
新
は
、



す
べ
て
の
産
業
の
起
爆
剤
で
あ
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
で

あ
る
か
ら
、
貴

子
技
術
の
発
展
に
寄
与
す
る
政
策
、

例
え
ば
高
等
技
術
教
育
、
研
究
開
発
な
ど
の
予
算
は

存
分
に
配
分
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(日
本
は
、

O
E
C
D諸
国
の
中
で
こ
の
分
野
へ
の
予
算
割
合
が

最
低
)。

そ
し
て
、
日
本
文
化
の
保
護
で
あ
る
。
日
本
文
化

は
、
日
本
に
し
か
な
い
貴
重
な
遺
産
で
あ
り
、
こ
の

維
持
発
展
は
、
日
本
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
世
界

の
人
類
た
め
に
も
必
要
で
あ
る
。
ひ
い
て
は
日
本
観

光
へ
の
投
資
で
も
あ
る
。

最
後
に
、
景
観

・
観
光
資
源
の
保
護
も
、
極
め
て

重
要
で
あ
る
。
過
去
二
手
ム
ホ
年
の
遺
産
で
生
き
て
い

る
イ
タ
リ
ア
に
匹
敵
す
る
ぐ
ら
い
日
本
は
世
界
で
も

ユ
ニ

ー
ク
な
観
光
資
源
を
保
持
し
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
国
民
や
政
府
は
そ
の
貴
重
な
資
源
を
粗
末

に
し
て
い
る
。
新
興
国
に
勝
て
な
い
産
業
が
目
白
押

し
と
い
う
現
状
に
あ
っ
て
、
日
本
の
観
光
産
業
は
グ

ロ
ー
バ
ル
化
の
今
こ
そ
、
国
の
主
要
産
業
に
な
る
に

違
い
な
い
。

最
観
の
保
護
の
観
点
か
ら
は
、

一
定
の
農
業
の
保

護
も
許
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
目
的
は
農
業
保
護

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
環
境
保
全
対
策
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

国
民
の
意
識
改
革

改
革
の
実
施
は、

具
体
的
に
は、

予
算
配
分
を
大

幅
に
変
更
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第

一
歩
は
、
せ
め
て

O
E
C
D
諸
国
平
均
値
並
み
の
分
野
別
配
分
、
す
な

わ
ち
科
学
技
術
を
重
視
し
、
農
業
補
助
金
は
抑
え
る

こ
と
で
あ
る
。
次
に
、
北
駄
な
ど
の
先
進
O
E
C
D

国
並
み
に
社
会
政
策
に
配
分
比
率
を
増
や
す
こ
と
を
、

目
標
値
を
定
め
て
行
う
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
、
経
済
産
業
省
や
農
水
省
な
ど
の
個

別
産
業
を
行
政
対
象
と
し
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る

経
済
官
庁
は
基
本
的
に
は
廃
止
す
る
。
こ
れ
ら

の
省
が
持
っ
て
い
る
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
安
全

を
取
り
怒
っ
機
能
は
消
費
者
庁
に
統
合
す
べ
き

だ
ろ
う
。
厚
生
労
働
省
や
環
境
省
、
文
部
設
子

省
な
ど
は
、
拡
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
い
ま
だ
に
農
業
補
助
の
公
約
に
よ
り
議

員
が
当
選
す
る
政
治
環
境
で
は
、
こ
の
よ
う
な
政
策

の
大
変
革
は
不
可
能
だ
。
ま
ず
は
国
民
の
意
識

撃
早

が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
マ
ス
コ
ミ
や

識
者
の
責
務
は
極
め
て
重
大
で
あ
る
。
そ
し
て
強
力

な
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
、
日
本
の
現
状
を
見
る
と
、
青
山識
改
革
も

強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
出
現
も
期
待
薄
で
あ
る
。

東
日
本
大
震
災
で
は
、
国
民
は
団
結
し
て
電
力
消

費
や
ム
ダ
を
抑
え
て
我
慢
し
た
。

一
時
、
日
本
が
変

わ
る
と
期
待
し
た
が
、
期
待
は
外
れ
た
。
残
念
な
が

ら
こ
の
よ
う
な
大
惨
垂
も
国
民
の
青
山
識
を
根
底
か
ら

変
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
と
な
る
と
、
戦
後
、

農
地
解
放
を
行
え
た
よ
う
に
、
強
力
な
外
圧
に
頼
る

以
外
に
は
、
改
革
は
で
き
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
じ
り
貧
で
に
っ
ち
も
さ
っ
ち
も
い

か
な
く
な
っ
て
初
め
て
物
事
が
動
き
出
す
の
だ
ろ
う

カ
lな

ん
と
か
国
民
の
苛
議
を
変
え
て
、

一
歩
で
も
前

進
で
き
な
い
も
の
か
と
祈
っ
て
、

一
筆
啓
上
す
る
も

の
で
あ
る
。
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