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『
豊

か

な

ア

ジ

ア
貧

し

い

日

本

』

梅
澤

直
樹

（経
済
学
部
教
授
）

書
名
を
見
て
誤
植
？
と
思

っ
た
人
も
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、

誤
植
で
は
な
い
。

本
書
は

「豊
か
な
ア
ジ
ア
、

貧
し
い
日
本
」

「洗
濯
ひ
と
つ
で
世
界
が
見
え
る
岩
生
命
系

の
経
済
と
社
会
」
「暮
ら
し
の
な
か
の
南
と

北
」
「歩
き
な
が
ら
考
え
る
」
の
五
部
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
る
が
、

循
環
性
、

多
様
性
（
関

係
性
の
内
発
的
な
展
開
を
カ
ギ
と
し
た
生
気

に
満
ち
た
豊
か
さ
と
そ
の
対
極
と
し
て
の
従

属
関
係
の
深
ま
り
と
し
て
の
貧
困
と
い
う
視

点
か
ら
、

日
本
と
ア
ジ
ア
の
人
び
と
の
暮
ら

し
や
社
会
を
見
直
す
こ
と
を
主
要
な
課
題
の

ひ
と
つ
と
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、

第
工
部
の
な
か
の

「
よ
み
が

え
れ
洗
濯
と
い
う
仕
事
」
で
は
、

同
じ
く
汚

れ
を
落
と
す
営
み
で
あ
り
な
が
ら
な
ぜ
入
浴

は
く
つ
ろ
ぎ
の
時
間
、

洗
濯
は
面
倒
な
仕
事

と
分
か
れ
て
し
ま

つ
た
の
か
と
い
う
問
い
か

ら
始
め
て
、

汚
れ
と
は
何
か
、

汚
れ
を
落
と

す
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
が
追
求
さ
れ
て
ゆ

く
。

そ
し
て
、

物
的
に
は
同
じ
土
挨
で
も
時

代
や
社
会
が
違
え
ば
汚
れ
で
あ

つ
た
り
な

か
っ
た
り
す
る
と
い
う
よ
う
に
、

汚
れ
が
単

な
る
物
で
は
な
く
て
む
し
ろ
社
会
関
係
で
あ

る
こ
と
、

ま
た
清
潔
指
向
が
昂
じ
て
汚
れ
が

け
が
れ
と
さ
れ
る
と
き
差
別
が
始
ま
る
と
い

う
よ
う
に
、

汚
れ
の
見
方
は
差
別
意
識
と
も

結
び
つ
く
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

発
展

途
上
国
に
溶
け
込
も
う
と
し
な
い
日
本
人
駐

在
員
家
族
の
意
識
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、

い
わ
ゆ
る
朝
シ
ャ
ン
世
代
の
ク
ラ
ス
メ
ー
ト

を
見
る
目
と
し
て
も
身
に
つ
ま
さ
れ
る
と
こ

ろ
が
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、

清
潔
指
向
が

現
代
に
お
け
る
女
ら
し
さ
と

い
う
ジ

エ
ン

ダ
ー
意
識
と
結
び
つ
い
て
女
性
の
洗
濯
熱
に

圧
力
を
か
け
て
い
る
こ
と
、

あ
る
い
は
洗
濯

機
や
洗
剤
な
ど
の
販
売
競
争
が
商
品
を
使
わ

さ
れ
る
仕
事
と
し
て
の
シ
ヤ
ド
ウ
ワ
ー
ク
に

洗
濯
を
転
じ
て
い
る
こ
と
、

だ
か
ら
こ
そ
琵

琶
湖
の
保
護
を
め
ざ
し
た
せ

つ
け
ん
運
動

は
、

合
成
洗
剤
と
洗
浄
力
を
競
う
の
で
は
な

く
、

男
女
関
係
を
含
め
た
、

汚
れ
を
め
ぐ
る

人
と
人
と
の
つ
き
あ
い
方
を
見
直
し
、

洗
濯

と
い
う
仕
事
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
契
機
と
さ

れ
る
べ
き
だ

っ
た
こ
と
と
い
つ
た
卓
見
が
、

鮮
や
か
に
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

も
は
や
紙
幅
が
な
く
立
ち
入
れ
な
い
が
、

第
Ⅳ
部
で
の
ア
ジ
ノ
モ
ト
を
め
ぐ
る
考
察
も

豊
か
さ
と
は
何
か
を
あ
ら
た
め
て
考
え
さ
せ

て
く
れ
る
し
、

援
助
か
ら
民
衆
交
流

へ
と
い

う
提
言
も
所
得
格
差
ゆ
え
に
陥
り
が
ち
な
陥

弁
を
踏
ま
え
て
い
る
だ
け
に
重
み
を
持
つ
。

ま
た
、

当
事
者
性
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
た
日

本
人
の
ア
ジ
ア
研
究
に
対
す
る
批
判
の
舌
鋒

は
鋭
い
。
さ
ら
に
第
Ｖ
部
で
の
生
活
体
験
か

ら
の
経
済
学
の
薦
め
も
、

経
済
学
と
い
う
学

問
の
特
質
を
よ
く
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、

経
済
学
の
み
で
な
く
社
会
科
学
全
般
を
学
ぶ

者
に
示
唆
的
で
あ
ろ
う
。

豊
か
さ
の
見
直
し
が
唱
え
ら
れ
て
久
し

い
。
ま
た
、

真
の
国
際
化
が
唱
え
ら
れ
て
も

久
し
い
。

そ
れ
を
単
な
る
お
題
目
に
終
わ
ら

な
い
た
め
に
何
が
必
要
か
、

本
書
は
そ
れ
を

考
え
る
う
え
で
き
わ
め
て
刺
激
的
で
あ
る
。

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
進
む
な
か
で
在

学
中
に
ア
ジ
ア
を
訪
れ
る
学
生
も
少
な
く
な

い
。
さ
ら
に
、

本
学
に
は
ア
ジ
ア
か
ら
の
留

学
生
も
多
い
。

そ
う
し
た
交
流
の
チ
ヤ
ン
ス

を
真
に
生
か
す
た
め
に
も
、

本
書
が
多
く
の

人
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
願
う
。

井
上
章

一
著

『法
隆
寺

へ
の
精
神
史
』

安
彦

一
恵

（教
育
学
部
教
授
）

「法
隆
寺
に
は
、

エ
ン
タ
シ
ス
と
い
う
ギ

リ
シ
ア
文
化
の
影
響
を
受
け
た
技
法
が
用
い

ら
れ
て
い
る
。

」
或
る
受
験
参
考
書
に
こ
う

い
う
趣
旨
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

私
自

身
も
昔
そ
の
よ
う
に
習

っ
た
記
憶
が
あ
る
。

本
書
は
、

研
究
者
の
間
で
そ
う
い
う
こ
と
を

言
う
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
、
と
語
り
始
め

ＺＯ
。し

か
し
井
上
は
、

検
証
が
不
十
分
で
あ
る

と
説
く
の
で
も
、

ま
た
、

新
た
な
説
を
提
示

す
る
の
で
も
な
い
。

氏
の
関
心
は
、

当
時
の

学
会
や
、

さ
ら
に
は

一
般
の
人
々
の
間
で
、

な
ぜ
そ
の
よ
う
な

「
ロ
マ
ン
」

（
「夢
」
）

―
そ
の

一
つ
と
し
て

「
日
本
人
は
ア
ー
リ
ア

人
だ
」
と
い
う
も
の
も
あ

つ
た
―
が
語
ら
れ

た
の
か
、

に
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
が

「
の
精
神

史
」
で
は
な
く

「
へ
の
精
神
史
」
と
な

っ
て

い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
が
、

本
書
は
、

一
つ
の
近
代
日
本
精
神
史
と
し
て
、

そ
の
よ

う
な
言
説
が
語
ら
れ
て
く
る
経
緯
を
確
認
し

な
が
ら
、

近
代
日
本
人
の
精
神
の
在
り
方
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

「法
隆
寺
そ
の
も
の
に
興
味
が
あ

つ
た
わ
け

で
は
な
い
。

法
隆
寺
を
語
り
論
じ
た
ひ
と
び

と
の
脳
裏
に
は
、

ど
の
よ
う
な
観
念
が
あ

つ

た
の
か
。

そ
し
て
、

そ
の
観
念
は
、

時
代
と

と
も
に
ど
う
い
つ
た
変
容
を
と
げ
た
の
か
。

私
は
そ
う
い
う
精
神
史
に
、

関
心
を
よ
せ
て

い
た
。

」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

本
書
は
、

文
化
的
な
自
己
意
識
を
―
フ
イ

ク
シ
ョ
ン
だ
と
し
て
―
脱
構
築
し
よ
う
と
い

う
近
年
流
行
の

「国
民
国
家

（日
本
）
論
」

に
分
類
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
し

か
し
、

全
体
を
読
ん
で
み
て
受
け
取
る
印
象

は
、

流
行
の
諸
議
論
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
と

は
か
な
り
異
な
る
。

氏
に
は
、

新
し
い
認
識

枠
組
み
を
行
使
す
る
と
い
っ
た
構
え
た
と
こ

ろ
が
な
い
。

執
筆
の
動
機
は
知
的
好
奇
心
で

あ
る
と
言

っ
て
も
い
い
。

本
書
に
は
、

こ
の
好
奇
心
の
ス
タ
ン
ス
か

ら
遠
い
も
の
と
し
て
、

近
代
日
本
精
神
の
、

「
ロ
マ
ン
」
―
そ
れ
は
、

決
し
て
想
像
力
の

自
由
な
は
ば
た
き
と
い
つ
た
も
の
で
は
な

く
、

む
し
ろ
何
か
に
取
り
付
か
れ
た
状
態
と

も
言
い
う
る
も
の
で
あ
る
―
と
い
う
、

対
象

と
の
距
離
を
欠
い
た
在
り
方
を
批
判
す
る
メ

タ

・
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
含
ま
れ
て
い
る
。

最
近
、

「教
養
教
育
」
の
復
権
が
語
ら
れ

て
い
る
が
、

「
人
文

（科
）
学
」
と
い
う
観

点
か
ら
言
う
な
ら
、

い
わ
ば
余
裕
を
も

つ
て

対
象
に
向
き
合
う
と
い
う
、　

一
種

「遊
び
」

に
も
似
た
在
り
方
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

本
書
は
、

そ
の

一
つ
の
手
本
と
な
る

も
の
で
も
あ
ろ
う
。

(20)
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