
　

我
が
国
で
は
長
い
間
「
都
市
と
農
村
」
は
、
い
わ
ば
対
立
概
念
と
し
て
理
解

さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
面
で
都
市
は
優
位
で
農
村
は
劣
位
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ

て
き
た
。
都
市
に
は
「
発
展
」「
暮
ら
し
や
す
さ
」「
利
便
性
」
と
い
っ
た
表
現

が
ふ
さ
わ
し
く
、
逆
に
農
村
に
は
「
遅
れ
」「
暮
ら
し
に
く
さ
」「
不
便
」
と
い
っ

た
表
現
が
ふ
さ
わ
し
い
と
。
昭
和
三
十
年
代
前
半
か
ら
昭
和
四
十
年
代
半
ば
頃

ま
で
は
、
東
北
地
方
を
は
じ
め
と
す
る
地
方
か
ら
大
都
市
へ
向
け
て
の
大
量
の

人
口
移
動
が
み
ら
れ
、
結
果
と
し
て
過
疎
・
過
密
問
題
を
生
み
出
し
た
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　

山
形
県
の
県
外
転
出
者
数
の
推
移
を
み
て
も
、
昭
和
二
十
年
代
後
半
か
ら
早

く
も
県
外
流
出
が
始
ま
っ
て
お
り
、
昭
和
三
十
七
年
を
ピ
ー
ク
に
四
十
年
代
に

か
け
て
年
間
三
万
人
台
の
人
口
流
出
が
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ

ク
直
前
の
昭
和
四
十
五
年
頃
か
ら
県
外
へ
の
流
出
人
口
は
減
り
始
め
、
逆
に
流

入
人
口
が
昭
和
五
十
年
ま
で
漸
増
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
昭
和
五
十
二
年
の
転

出
超
過
数
は
わ
ず
か
に
五
百
八
十
七
人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
転
出
者

数
は
昭
和
五
十
七
年
ま
で
は
再
び
微
増
に
転
じ
、そ
の
後
は
漸
減
傾
向
と
な
り
、

逆
に
そ
れ
以
上
に
転
入
者
が
減
っ
た
た
め
に
社
会
減
の
幅
が
四
十
年
代
ま
で
の

幅
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
ろ
、
い
さ
さ
か
拡
が
っ
た
。
バ
ブ
ル
崩
壊
後
は
、
む
し

ろ
転
入
者
の
微
増
が
目
立
つ
。
今
後
の
山
形
県
の
人
口
動
態
が
い
か
な
る
動
き

を
示
す
か
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
定
か
で
は
な
い
。

　

昭
和
四
十
八
年
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
以
降
五
十
年
代
半
ば
頃
ま
で
は
、
我
が

国
の
人
口
動
態
が
一
応
の
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
た
時
期
で
、
そ
の
後
数
年
間

は
再
び
東
京
へ
の
一
極
集
中
化
が
み
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
の
後
は
再
び
社
会
減

の
幅
が
縮
小
し
て
き
て
い
る
。
問
題
は
、
こ
う
し
た
人
口
動
態
の
変
化
を
ど
う

み
る
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
近
年
、
明
ら
か
に
国
民
の
意
識
に
変
化
が
み
ら

れ
る
。
つ
ま
り
、
今
日
の
地
方
住
民
の
間
で
は
、
高
成
長
期
の
よ
う
な
「
大
都

市
が
す
べ
て
」
と
い
う
意
識
は
か
な
り
薄
ら
い
で
き
て
い
る
。
地
方
の
住
民
に

そ
う
し
た
意
識
の
変
化
を
引
き
起
こ
し
た
要
因
の
ひ
と
つ
が
、
地
方
に
お
け
る

イ
ン
フ
ラ
整
備
の
政
策
効
果
で
あ
る
。
東
北
地
方
に
お
け
る
高
速
自
動
車
道
や

新
幹
線
の
整
備
も
ま
だ
不
十
分
と
は
い
え
、
従
来
の
南
北
軸
の
み
の
整
備
か
ら

東
西
軸
の
整
備
に
も
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
り
、
東
北
に
お
け
る
東
西
格
差
を

か
な
り
縮
め
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
国
と
し
て
は
、
二
十
一
世
紀
の
東
北
開

la
d
d
e
r

発
に
お
け
る
手
法
と
し
て
は
ラ
ダ
ー
（  
 
 
 
 
、
梯
子
）
型
の
整
備
を
進
め
、

広
域
的
な
地
域
連
携
を
実
現
し
て
行
き
た
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
れ
か
ら
の
地
方
は
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
先
進
国
に
み
る
よ
う
に
、「
美
し
い
農
村
」

と
「
小
な
り
と
い
え
ど
も
歴
史
と
文
化
の
香
り
の
す
る
魅
力
的
で
個
性
的
な
地

方
都
市
」
の
形
成
に
自
覚
的
に
取
り
組
む
べ
き
で
は
な
い
か
。
古
い
歴
史
を
持

つ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
、
な
か
で
も
イ
ギ
リ
ス
の
農
村
風
景
の
美
し
さ
は
格
別

で
あ
る
。筆
者
は
、昭
和
六
十
一
年
か
ら
六
十
二
年
に
か
け
て
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
大
学
、
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
・
カ
レ
ッ
ジ
に
留
学
し
た
時
に
、
期
末
休
暇

を
利
用
し
て
は
よ
く
家
族
と
イ
ギ
リ
ス
中
を
旅
し
た
が
、
四
季
を
通
し
た
イ
ギ

リ
ス
の
地
方
都
市
の
佇
ま
い
と
美
し
い
農
村
風
景
は
脳
裏
か
ら
離
れ
る
こ
と
は

な
い
。
彼
の
国
に
は
、
美
し
い
「
街
並
み
づ
く
り
」
に
お
い
て
は
、
紆
余
曲
折

を
経
な
が
ら
も
、「
私
益
」
を
抑
え
て
「
公
益
」
を
考
え
る
、
時
に
は
公
益
を
優

先
さ
せ
る
と
い
っ
た
伝
統
的
な
価
値
観
が
あ
る
。
ま
さ
に
西
欧
文
化
の
所
産
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。
我
が
日
本
も
、「
公
益
」
を
意
識
し
た
価
値
観
へ
の
転
換
と
い

う
、
も
う
ひ
と
つ
の
大
き
な
ハ
ー
ド
ル
を
越
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
な
の

で
は
な
い
か
。

　

こ
の
と
こ
ろ
県
内
各
都
市
も
、美
し
い
街
並
み
づ
く
り
に
取
り
組
み
出
し
た
。

県
都
山
形
市
も
道
路
や
街
路
の
整
備
、
電
柱
埋
設
等
々
、
少
し
ず
つ
で
は
あ
る

が
楽
し
み
が
増
え
て
き
て
い
る
。
た
だ
残
念
な
の
は
、
明
ら
か
に
私
益
を
抑
え

て
公
益
を
優
先
し
た
と
想
わ
れ
る
よ
う
な
、
調
和
の
と
れ
た
新
し
い
住
宅
地
が

見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
今
後
計
画
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
住
宅
地
建
設
に
、
大

い
に
期
待
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
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