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「その日暮らし」の人類学
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光文社新書／ 2016 年／ 799 円＋税

地
域
を
超
え
て
広
が
る

﹁
も
う
一つ
の
資
本
主
義
経
済
﹂

　

中
国
経
済
が
そ
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
世
界
中

で
拡
大
す
る
に
つ
れ
、
必
ず
し
も
中
国
研
究

を
専
門
と
し
な
い
論
者
が
そ
の
実
態
に
つ

い
て
論
じ
る
こ
と
も
多
く
な
っ
て
き
た
。
そ

れ
ら
に
は
偏
見
に
満
ち
た
お
粗
末
な
「
分

析
」
も
多
い
が
、
中
に
は
専
門
家
が
気
付
か

な
か
っ
た
よ
う
な
斬
新
な
視
点
で
中
国
の
現

実
を
切
り
取
り
、
読
ん
で
目
か
ら
ウ
ロ
コ
が

落
ち
る
よ
う
な
卓
見
に
出
会
え
る
こ
と
も
あ

る
。
人
類
学
者
と
し
て
タ
ン
ザ
ニ
ア
の
都
市

に
住
む
零
細
商
人
の
行
動
を
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
し
て
き
た
、
小
川
さ
や
か
に
よ
る

『「
そ
の
日
暮
ら
し
」
の
人
類
学
』
も
そ
ん
な

本
の
一
つ
で
あ
る
。

　

こ
の
本
の
ユ
ニ
ー
ク
な
と
こ
ろ
は
、
い
わ

ゆ
る
近
代
的
な
資
本
主
義
社
会
を
支
え
る
理

念
系
と
し
て
の
「
目
的
合
理
的
な
経
済
人
」

で
も
、
近
代
化
に
取
り
残
さ
れ
た
農
村
な
ど

に
生
き
る
「
伝
統
・
慣
習
に
縛
ら
れ
た
前
近

代
的
な
人
々
」
で
も
な
い
第
三
の
類
型
と
し

て
、
近
代
化
さ
れ
た
都
市
で
「
そ
の
日
そ
の

日
を
暮
ら
す
人
々
」
に
注
目
し
、
彼
（
女
）

ら
が
織
り
な
す
「
も
う
一
つ
の
資
本
主
義
経

済
」
の
姿
を
描
き
出
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

も
う
一
つ
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
本
の
中

で
彼
女
が
フ
ィ
ー
ル
ド
と
す
る
ア
フ
リ
カ
の

零
細
商
人
だ
け
で
は
な
く
、
香
港
、
お
よ
び

深
圳
、
広
州
と
い
っ
た
中
国
南
部
の
都
市
の

状
況
が
頻
繁
に
登
場
し
、
そ
の
よ
う
な
「
も

う
一
つ
の
資
本
主
義
」
に
お
い
て
中
国
（
人
）

が
は
た
し
て
い
る
重
要
な
役
割
を
浮
き
彫
り
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に
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

「
そ
の
日
暮
ら
し
」
の
経
済
活
動

　

こ
の
本
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る

「
そ
の
日
暮
ら
し
（Living	for	T

oday

）」

と
は
、
著
者
が
ア
フ
リ
カ
の
都
市
を
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
し
、
現
地
の
人
々
と
交
流
す
る

中
で
抽
出
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

不
確
実
な
収
入
を
前
提
と
し
な
が
ら
、「
何

ら
か
の
共
同
体
的
な
関
係
を
前
提
と
し
て
ど

れ
く
ら
い
生
産
す
る
か
を
あ
ら
か
じ
め
計
画

し
な
い
（
四
九
頁
）」
あ
る
い
は
「
あ
る
仕

事
の
プ
ロ
に
な
る
の
で
は
な
く
、
な
ん
で
も

あ
る
程
度
こ
な
せ
る
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト
と
な

る
生
き
方
（
六
〇
頁
）」
と
し
て
、「
不
均
質

な
時
の
流
れ
に
お
い
て
、
機
が
熟
す
る
の
を

辛
抱
強
く
待
ち
、
熟
し
た
好
機
を
的
確
に
捉

え
る
（
六
四
頁
）」
よ
う
な
生
き
方
で
あ
る
、

と
説
明
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
「
そ
の
日
そ
の
日
を
暮
ら
す

人
々
」
は
、
特
に
主
流
派
経
済
学
の
文
脈
で

は
、
目
的
合
理
的
・
計
画
的
な
選
択
に
基
づ

い
た
近
代
資
本
主
義
と
は
相
い
れ
ず
、「
低

成
長
・
低
開
発
」
を
も
た
ら
す
「
遅
れ
た
」

存
在
と
し
て
、
彼
（
女
）
ら
が
生
き
る
都
市

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
部
門
と
共
に
、
概
し
て
低

い
評
価
を
受
け
て
き
た
。
し
か
し
、
本
書
を

含
め
近
年
の
研
究
で
は
、
む
し
ろ
こ
う
い
っ

た
「
そ
の
日
そ
の
日
を
暮
ら
す
人
々
」
が
都

市
に
も
た
ら
す
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
、
グ
ロ
ー

バ
ル
資
本
主
義
の
進
展
と
不
可
分
で
あ
り
、

む
し
ろ
そ
れ
を
積
極
的
に
支
え
る
存
在
で
あ

る
、
と
い
っ
た
評
価
が
な
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

中
国
の
商
習
慣
が
世
界
標
準
に

　

そ
こ
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
が
、
グ

ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
の
中
国
経
済
の
プ
レ
ゼ

ン
ス
の
増
大
、
お
よ
び
そ
の
「
殺
到
す
る
経

済
」
と
も
形
容
さ
れ
る
独
特
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

ム
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う「
殺
到
す
る
経
済
」

と
は
、「『
儲
か
る
』と
思
わ
れ
る
業
種
に
ど
っ

と
大
勢
の
人
び
と
、
会
社
が
押
し
寄
せ
て
、

す
ぐ
に
そ
の
商
品
が
生
産
過
剰
に
陥
り
、
価

格
が
暴
落
し
て
、
参
入
し
た
企
業
が
共
倒
れ

に
な
る
経
済
（
八
一
頁
）」
の
こ
と
を
指
す
。

こ
う
い
っ
た
、不
確
実
で
一
見「
ア
ナ
ー
キ
ー

な
」
状
態
が
再
生
産
さ
れ
つ
つ
存
続
す
る
と

い
う
中
国
経
済
の
実
態
は
、
中
華
人
民
共
和

国
が
成
立
す
る
以
前
よ
り
し
ば
し
ば
「
安
定

な
き
停
滞
」
と
表
現
さ
れ
て
き
た
。
現
代
に

生
き
る
ア
フ
リ
カ
人
商
人
に
と
っ
て
も
、
中

国
人
と
の
ビ
ジ
ネ
ス
は
儲
か
る
代
わ
り
に
不

確
実
性
も
大
き
い
と
い
う
。
コ
ピ
ー
商
品
や

粗
悪
品
も
多
い
上
に
、
取
引
の
合
意
は
正
式

な
契
約
書
の
形
で
行
わ
れ
な
い
た
め
、発
送
・

品
質
の
面
で
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
て
も
公
法
的

手
段
に
訴
え
る
の
が
難
し
い
、
な
ど
の
リ
ス

ク
が
付
き
ま
と
う
か
ら
だ
。

「
そ
の
日
暮
ら
し
」
の
経
済
行
動
は
、
こ
う

い
っ
た
「
殺
到
す
る
経
済
」
に
お
け
る
不
確

実
な
状
況
が
、
い
わ
ば
も
う
一
つ
の
グ
ロ
ー

バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
中
国
を
中
心
と
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し
て
世
界
に
広
が
る
中
で
、
そ
れ
に
適
合
的

な
行
動
様
式
と
し
て
様
々
な
地
域
で
広
が
り

つ
つ
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

実
際
に
、
確
定
し
た
利
益
が
得
ら
れ
な
い

状
況
の
下
で
、
で
き
る
だ
け
リ
ス
ク
分
散
的

に
多
様
な
商
品
を
扱
う
こ
と
、
零
細
業
者
同

士
の
分
業
・
協
力
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
り

リ
ス
ク
を
ヘ
ッ
ジ
す
る
こ
と
、「
生
き
て
い

く
た
め
に
十
分
な
利
益
さ
え
手
に
出
来
れ
ば

よ
い
」
と
い
う
楽
観
的
な
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
を

持
つ
こ
と
、な
ど
、中
国
に
お
け
る「
山
寨（
ゲ

リ
ラ
）
携
帯
」
の
生
産
を
行
う
零
細
業
者
と
、

本
書
が
描
き
出
す
「
そ
の
日
暮
ら
し
」
の
ア

フ
リ
カ
人
商
人
の
行
動
に
は
相
通
じ
る
と
こ

ろ
が
多
い
。

曖
昧
さ
か
ら
紡
ぎ
出
す
資
本
主
義
経
済

　

昨
年
夏
に
惜
し
く
も
急
逝
し
た
中
国
経
済

研
究
者
、
加
藤
弘
之
の
遺
著
と
な
っ
た
『
中

国
経
済
学
入
門
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
六
年
）
は
、
こ
の
よ
う
な
不
確
実
性

に
満
ち
た
中
国
に
お
け
る
資
本
主
義
の
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
の
源
泉
を
、
市
場
経
済
取
引
を
支

え
る
「
制
度
の
曖
昧
さ
」
に
あ
る
と
と
ら
え

て
い
る
。

　

特
に
同
書
で
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
、
戦

中
期
か
ら
戦
後
に
か
け
て
活
躍
し
た
社
会
学

者
、
柏

か
し
わ
す
け
か
た

祐
賢
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
「
包
」

の
倫
理
規
律
で
あ
る
。「
包
」
と
は
請
負
の

総
称
で
、「
指
定
し
た
内
容
の
完
成
を
担
保

す
る
な
ら
、
あ
と
は
あ
な
た
の
自
由
に
し
て

よ
い
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
例
え
ば
、
農
家

と
村
の
間
の
、
あ
る
い
は
上
級
政
府
と
下
級

政
府
の
間
の
請
負
は
、
文
革
後
の
中
国
経
済

の
活
性
化
に
大
き
く
貢
献
し
た
。
ま
た
、「
山
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寨
携
帯
」
の
生
産
に
み
ら
れ
る
零
細
業
者
同

士
の
分
業・協
力
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、「
包
」

的
な
関
係
の
連
鎖
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
加
藤
は
、
こ
の
よ
う
に
「
包
」
に

代
表
さ
れ
る
「
曖
昧
な
制
度
」
が
、
グ
ロ
ー

バ
ル
経
済
の
変
動
が
も
た
ら
す
リ
ス
ク
に
対

し
て
あ
る
種
の
柔
軟
性
と
意
外
な
強
靭
さ
を

持
っ
て
い
る
こ
と
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い

る
。

　

ア
フ
リ
カ
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
す
る
小
川
の

『「
そ
の
日
暮
ら
し
」
の
人
類
学
』
と
、
中
国

を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
す
る
加
藤
の
『
中
国
経
済

学
入
門
』
は
、
地
域
と
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
違

い
を
超
え
て
響
き
合
う
点
を
多
く
持
っ
て
い

る
。
そ
の
共
通
点
の
一
つ
が
、
経
済
の
イ
ン

フ
ォ
ー
マ
ル
性
へ
の
注
目
で
あ
る
。
両
者
は

内
部
に
分
業
体
制
を
も
つ
近
代
的
な
企
業
へ

と
発
展
せ
ず
、
個
人
操
業
形
態
の
ま
ま
で
と

ど
ま
る
ア
フ
リ
カ
や
中
国
の
零
細
企
業
に
注

目
し
、
そ
の
「
合
理
性
」
を
解
き
明
か
そ
う

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
も
う
一
つ
の
共
通
点

と
し
て
そ
の
「
類
型
論
へ
の
志
向
」、
す
な

わ
ち
ア
フ
リ
カ
や
中
国
の
経
済
に
お
い
て
観

測
さ
れ
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
性
を
「
市
場
の

未
発
達
な
段
階
に
お
け
る
過
渡
的
な
現
象
」

と
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、「
も
う
一
つ
の

資
本
主
義
経
済
」
を
形
作
る
も
の
と
し
て
類

型
的
に
捉
え
る
姿
勢
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ

う
。

　

た
だ
、
両
者
の
視
点
に
は
大
き
な
違
い
も

あ
る
。
自
ら
が
行
商
人
と
し
て
ア
フ
リ
カ
人

商
人
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
き
た
小
川
に

と
っ
て
、
国
家
な
ど
の
公
権
力
は
、
あ
く
ま

で
も
「
フ
ォ
ー
マ
ル
性
」
を
押
し
付
け
よ
う

と
す
る
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
加
藤

に
は
中
国
の
国
有
企
業
や
地
方
政
府
な
ど
、

公
権
力
に
近
い
ア
ク
タ
ー
も
、
む
し
ろ
「
曖

昧
な
制
度
」
す
な
わ
ち
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
性

の
積
極
的
な
担
い
手
と
し
て
評
価
す
る
姿
勢

が
顕
著
で
あ
る
。

　

こ
の
両
者
の
視
点
の
違
い
は
、「
そ
の
日

そ
の
日
を
暮
ら
す
人
々
」
と
公
権
力
と
の
関

係
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
、
と
い
う
も

う
一
つ
の
「
問
い
」
を
読
む
者
に
対
し
て
投

げ
か
け
よ
う
。
国
家
や
政
府
が
押
し
付
け
よ

う
と
す
る
フ
ォ
ー
マ
ル
な
制
度
・
ル
ー
ル
に

対
し
て
、
零
細
な
業
者
た
ち
が
そ
の
「
裏
を

か
く
」
よ
う
に
し
て
自
生
的
な
ル
ー
ル
を
形

成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
る
「
も
う

一
つ
の
資
本
主
義
経
済
」
は
、
そ
も
そ
も
融

通
の
き
か
な
い
、
権
威
主
義
的
な
国
家
や
政

府
の
存
在
と
相
互
補
完
的
な
関
係
に
あ
る
よ

う
に
も
思
え
る
か
ら
だ
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
中
国
を
中

心
に
広
が
り
つ
つ
あ
る
「
も
う
一
つ
の
資
本

主
義
」
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
の
か
。
ま

た
日
本
に
暮
ら
す
私
た
ち
は
そ
れ
と
ど
の
よ

う
に
向
き
合
っ
て
い
け
ば
よ
い
の
か
。
そ
れ

ら
は
、
単
な
る
日
中
間
の
経
済
関
係
に
と
ど

ま
ら
な
い
、
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
中
で
ど
う

生
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
わ
る
大
き
な

課
題
と
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
●




