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マングロープの苗木を植樹する、インドネシアと日本の若者たち。

やさしい想い、地球にも。
TOGETHER TO TOMORROW 

地球が与えてくれた、豊かな自然と資源を糧に、めざましい進歩と発展をとけた人

類。しかし、その繁栄とともに失われつつある、かつての美しい地球の姿を、忘れて

はいけません。地球環境問題が、世界的にクローズアップされている現代。日本船

舶振興会は、この問題に早くから取り組み、環境問題の先駆けとして活動してきま

した。大切な地球を守るため、私たちはこれからも、環境問題の研究・事業に取り組

んでいきます。TOGETHERTO TOMORROW、あなたもせひ、ご一緒に。

財団法人日本船舶振興会会長筒川良



地球サミットの後で

国
連
環
境
開
発
会
議
‘
つ
ま
り
地
球
サ
ミ

ッ
ト
か
閉
幕
し
た
。
開
催
ま
え
の
大
ぎ
な
期

待
と
は
逆
に
‘
参
加
国
か
合
意
に
達
し
た
重

要
事
項
は
ほ
ん
の
限
ら
れ
た
も
の
に
す
き
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
予
想
さ
れ
た
こ
と
で

は
あ
っ
た
が
、
環
境
規
制
と
開
発
権
利
を
め

ぐ
る
先
進
国
と
発
展
途
卜
国
と
の
対
立
は
本

当
に
根
深
か
っ
た
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。

考
え
て
み
る
と
、
環
境
保
護
に
と
り
く
み

巻

頭

言

●

や
す
い
の
は
先
進
国
で
あ
ろ
う
。
既
に
一
人

当
り
所
得
も
高
く
、
環
境
保
護
へ
の
支
出
も

そ
れ
な
り
に
国
民
的
合
意
が
可
能
で
あ
る
状

態
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
更
に
つ
け

加
え
る
と
‘
先
進
国
の
産
業
構
造
も
工
業
中

心
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
既
に
開
発
さ
れ
て
い

る
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
効
率
を
ひ
き
あ
け

る
技
術
導
入
に
よ
っ
て
大
幅
に
炭
酸
ガ
ス
等

の
排
出
を
削
減
し
う
る
余
地
か
あ
る
。

t
 

こ
れ
に
比
較
し
て
み
る
と
、
発
展
途
上
国
・

-

に
お
い
て
は
環
境
保
護
へ
の
と
り
く
み
は
相
-

-

当
困
難
て
あ
ろ
う
。
工
業
化
、
都
市
化
の
進

i

展
に
よ
っ
て
先
進
国
と
類
似
の
環
境
悪
化
現

i

‘
-

象
が
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
て
あ
る
か
＂

そ
れ
以
上
に
貧
困
故
に
環
境
破
壊
か
す
す
ん
＂

て
い
る
点
か
大
苔
な
問
題
と
い
え
る
。
ア
ジ

i

ア
地
域
て
人
ロ
一
人
当
り
炭
酸
ガ
ス
排
出
量
＂

か
最
も
大
き
い
の
は
、
実
は
ラ
オ
ス
で
あ
る
-

か
‘
こ
れ
は
耕
地
掠
張
の
余
地
が
一

--
t
 

t
 

--
t
 

（原

洋
之
介
）

っ
て
き
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

地
で
の
焼
畑
に
依
存
せ
ざ
る
を
え

な
い
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
の
で

こ
の
よ
う
な
貧
困
故
の
環

境
悪
化
の
背
後
に
未
だ
お
と
ろ
え
ぬ
人
口
増

加
問
題
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ

゜

、1
‘

地
球
サ
ミ
ッ
ト
が
終
っ
た
こ
れ
か
ら
、
人

口
と
開
発
と
に
と
り
く
む
ア
ジ
ア
人
口
開
発

協
会
の
使
命
は
い
よ
い
よ
大
き
い
も
の
と
な

あ
る
。

1…巻頭言・地球サミットの後で
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屑呻螂鱈靡曹
")'舟 政治家の厘嬰な仕庫/

笈翌戸と隠厨の未来のため
聞き手●勅アジア人口•開発協会靡且冒贋広瀬次雄

中
山 米

・
ソ
の
冷
戦
構
造
の
中
で
形
成
さ
れ
て
い
だ
国
際
情
勢
が
一
変
し
だ
い
ま
、
地

球
上
の
最
大
の
課
題
と
し
て
改
め
て

7

人
口
問
題
し
が
ク
ロ
—
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
て

い
る
。
史
上
か
つ
て
な
い
速
さ
で
増
え
続
け
る
人
口
を
、
果
し
て
こ
の
ま
ま
の
状
態

で
地
球
が
扶
養
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
。

現
在
、
世
界
人
口
は

54億
人
、
う
ち
ア
ジ
ア
の
人
口
は

32億
人
で
、
地
球
人
口
の

6
割
を
占
め
て
い
る
。
ア
ジ
ア
の
人
口
の
行
方
が
、
人
類
の
未
来
に
決
定
的
な
影
響

力
を
持
つ
て
い
る
と
い
つ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

人
口
分
野
で
、
非
西
欧
諸
国
で
初
め
て
人
口
転
換
に
成
功
し
た
の
が
わ
が
国
で
あ

り
、
人
口
問
題
に
関
す
る
議
員
組
織
と
し
て
国
際
人
口
問
題
議
員
懇
談
会
を
世
界
に

先
が
け
て
発
足
さ
せ
、
活
動
し
た
の
も
わ
が
国
で
あ
る
。
こ
う
し
た
歴
史
的
背
景
を

踏
ま
え
、
今
回
は
ご
多
忙
の
な
か
、
国
際
人
口
問
題
議
員
懇
談
会
会
長
の
中
山
太
郎

先
生
（
前
外
相
）
に
、
人
口
問
題
活
動
と
国
会
議
員
の
役
割
に
つ
い
て
お
話
を
あ
伺

い
し
だ
。人

口
問
題
に
お
け
る
議
貝
の
活
動
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
持
っ
て
い
る
と
お
考
え

て
し
ょ
う
か
。
そ
の
辺
か
ら
、
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

国
会
議
貝
は
‘
い
う
ま
て
も
な
く
民
主
主
義
国
家
に
お
け
る
、
地
域
の
人
々
の
代
表
と
し
て

の
役
割
を
も
っ
て
お
り
ま
す
。
現
在
、
世
界
に
お
け
る
様
々
な
問
題
の
中
に
お
そ
ら
く
最
も
重

要
な
も
の
の
一
っ
と
し
て
人
口
問
題
か
あ
り
ま
す
。
こ
の
、
人
口
問
題
に
た
い
し
て
、
地
域
の

信
任
を
受
け
て
活
動
を
行
っ
て
い
る
国
会
議
貝
は
、
最
も
効
果
的
に
地
域
地
域
の
理
解
を
得
て

行
く
こ
と
が
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
地
域
の
経
済
発
展
や
地
域
住
民
の
保
他
•
福
祉
の
増
進
と

人
口
問
題
の
間
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
か
ら
で
す
。

2
 



LJ 

言臼令ややや曰令ヤ帝やや

* 人口問題は、

り
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
＂

中
山

ま
た
‘

人
口
問
題
に
関
心
の
な
い
他
の
同
僚
た
ち
に
、
人
口
問
題
の
重
要
性
を
理
解
し
て
い

た
だ
き
さ
ら
に
‘
並
口
及
活
動
を
大
き
く
し
て
い
く
こ
と
か
て
き
ま
す
。

最
後
に
、
国
会
議
貝
独
自
の
活
動
と
し
て
、
人
類
の
平
和
て
健
康
な
社
会
を
造
る
た
め
に
‘

立
法
と
い
う
手
段
を
使
い
、
実
効
の
あ
る
政
策
を
行
う
こ
と
か
て
き
ま
す
。

人
口
問
題
の
先
進
国
と
し
て
‘

日
本
に
お
け
る
事
梢
と
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
事
情
は

大
き
く
異
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
か
、
は
た
し
て
日
本
の
人
LJ
問
題
に
対
す
る
活
動
を
ア

ジ
ア
の
友
人
た
ち
と
同
し
上
俵
て
考
え
る
こ
と
が
て
ぎ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

確
か
に
、
多
く
の
ア
シ
ア
の
諸
国
と
日
本
の
直
面
し
て
い
る
人
口
問
題
は
大
ぎ
く
異
な
っ
て

い
ま
す
。
多
く
の
ア
ジ
ア
の
田
々
で
は
、
高
い
出
牛
率
と
急
激
な
人
口
増
加
に
悩
ん
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
我
か
国
は
急
激
な
出
生
率
の
低
下
と
高
齢
化
か

tt会
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

一
見
す
る
と
こ
れ
ら
の
問
題
は
全
く
違
う
わ
け
で
す
。
し
か
し
な
か
ら
、

H
本
も
僅
か

3
0
i

40
年
ほ
ど
＂
別
ま
て
は
今
の
ア
ン
ア
の
諸
国
と
同
し
よ
う
な
状
況
て
し
た
。
こ
の
意
味
て
、
日
木

は
ア
シ
ア
の
諸
国
の
現
在
の
経
験
を
埋
解
す
る
こ
と
か
て
ぎ
る
わ
け
て
す
。

ま
た
‘
写
真
な
ど
を
み
て
戟
け
れ
ば
‘
よ
り
一
層
実
感
て
き
ま
す
か
日
本
の

3
0
i
4
0
年
前
‘

現
存
の
働
苔
盛
り
の
人
た
ち
か
幼
か
っ
た
頃
の
日
本
は
‘
今
の
ア
ジ
ア
諸
国
と
は
と
ん
ど
変
わ

こ
の
意
味
で
、
日
本
の
経
験
は
‘
ア
シ
ア
の
皆
様
に
実
感
を
以
て
受

日
本
に
で
ぎ
た
こ
と
な
の
だ
か

け
止
め
て
も
ら
う
こ
と
か
て
き
る
の
て
は
な
い
て
し
ょ
う
か
。

ら
‘
我
か
国
て
も
て
き
る
と
い
う
希
望
を
持
っ
て
い
た
た
け
る
と
息
い
ま
す
。

最
後
に
‘
ア
ン
ア
諸
田
の
お
か
れ
た
状
況
と
日
本
の
お
か
れ
た
状
況
は
‘

た
よ
う
に
見
え
ま
す
か
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
間
た
り
て
は
あ
り
ま
せ
ん
。

一
見
全
く
異
な
っ

そ
れ
は
な
せ
か

ー

誕

生

を

祝

福

さ

れ

る

社

会

に

I

ア
ジ
ア
は
三
、
四

0
年
前
の
日
本
と
同
じ

3
 



●
広
瀬
事
務
局
長

世
界
の
人
口
問
題
に
日
本
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て

環
境
破
壊
の
最
大
の
原
因
は
人
口
増
加

え
て
お
り
ま
す
。

わ
け
で
す
。

と
申
し
ま
す
と
、

い
づ
れ
も
人
口
増
加
の
緩
和
と
安
定
化
が
問

題
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
高
い
出
生
率
の
持
続
や
出
生
率

の
減
少
は
‘
急
激
な
人
口
構
造
の
変
化
を
引
き
起
こ
し
ま
す
。

こ
れ
に
対
す
る
対
応
を
迫
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

日
本
の
場
合
も
‘
過
去
に
多
産
多
死
で
あ
っ
た
社
会
が
少
産

少
死
に
変
っ
た
の
で
す
か
、
そ
の
移
行
か
急
激
て
あ
っ
た
た
め

に
こ
の
よ
う
な
状
況
は
ど
う
し
て
も
起
こ
っ
て
く
る
問
題
で
あ

る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

た
だ
、
地
球
全
体
と
し
て
み
た
時
に
、
世
界
人
口
の
激
増
は

人
類
の
生
存
を
脅
か
す
問
題
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
具
体
的
に

政
治
家
が
、
若
い
夫
婦
に
も
っ
と
子
供
を
生
み
な
さ
い
と
か
、

少
な
く
生
み
な
さ
い
な
ど
と
は
‘
決
し
て
い
え
な
い
わ
け
て
す
。

政
治
家
に
で
き
る
の
は
‘
参
議
院
議
貝
の
清
水
嘉
与
子
先
生
も

い
っ
て
お
り
ま
す
か
‘
本
米
祝
福
さ
れ
る
べ
き
誕
生
を
祝
福
て

き
る
よ
う
な
社
会
を
造
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
ま
た
‘
ア
ジ
ア
の
他
の
国
々
で
も
同
じ
だ
と
思
い
ま

す
。
出
生
に
よ
っ
て
貧
困
が
増
大
す
る
の
で
は
な
く
、
本
当
の

意
味
て
出
生
か
祝
福
さ
れ
る
よ
う
な
社
会
を
つ
く
る
こ
と
か
必

要
て
す
。
そ
の
た
め
に
は
‘
少
な
く
生
ん
で
立
派
に
育
て
る
と

い
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
こ
の

こ
と
は
そ
の
国
の
未
来
を
育
て
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
と
考

ご
存
じ
の
よ
う
に
、

日
本
は
恨
界
で
最
も
人
口
問
題
に
査
金

を
拠
出
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
意
味
で
、
日
本
は
世
界
の
安
定

化
の
た
め
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
な
が

ら
こ
の
拠
出
は
主
に
国
連
を
通
し
て
行
っ
て
い
る
も
の
で
す
。

こ
の
国
連
を
通
し
た
拠
出
と
い
う
も
の
は
‘
公
平
に
分
配
す
る

こ
と
か
て
き
非
常
に
望
ま
し
い
も
の
な
の
て
す
か
、
こ
れ
か
ら

は
‘
こ
の
援
助
に
加
え
て
、
日
本
か
も
っ
と
自
分
の
責
任
て
‘

こ
れ
ら
の
国
々
の
要
請
に
答
え
て
‘
援
助
を
行
う
こ
と
か
ま
す

ま
す
必
嬰
に
な
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
積
極
的
に
日
本

の
経
験
を
こ
の
ア
ジ
ア
て
、
ま
た
世
界
て
生
か
し
て
行
く
こ
と

が
必
要
だ
と
お
も
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
世
界
の
平
和
に
対
す

る
日
本
の
積
極
的
な
貞
献
と
な
り
得
る
こ
と
て
あ
る
と
お
も
い

ま
す
。
ま
た
、
日
本
が
国
際
社
会
で
尊
敬
さ
れ
る
、
重
要
な
役
割

で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

援
助
に
関
し
て
も
う
―
つ
申
し
述
ぺ
ま
す
と
、
人
口
問
題
は

現
在
問
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
環
境
問
題
と
密
接
な
関
わ
り
か

あ
り
ま
す
。
環
境
破
壊
の
最
も
大
き
な
原
因
は
人
口
増
加
だ
か

ら
で
す
。
人
口
転
換
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
言
を
待

た
な
い
の
で
す
が
、
そ
こ
に
開
発
と
い
う
問
題
が
入
っ
て
く
る

人
口
転
換
か
順
調
に
進
み
ま
す
と
開
発
も
進
行
し
、
開
発
が

進
め
は
人
口
転
換
も
促
進
さ
れ
る
と
い
う
相
互
補
完
関
係
が
あ

り
ま
す
。
貧
困
の
な
か
で
こ
れ
ま
で
通
り
生
活
を
し
て
い
る
と

中
山

い
く
べ
き
か
に
つ
い
て
お
考
え
を
お
聞
か
せ
下
さ
い
。
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●
中
山
前
外
相

●国際人口問題議員懇談会

1974年4月1日、人口問題を中心と

する資源・食糧危機に深い関心を寄せ

る日本の国会議員有志が国際協力につ

いて研究し、その対策を建議する＿

ことを目的に、共産党を除く超党派で

設立した。

初代会長、岸信介元首相、二代会長、

福田赳夫元首相、三代会長、安倍晋太

郎元外相、現在、中山太郎前外相が会

長。世界で初めての人口問題に関する

議員組織となった。これを機に世界各

国に人口問題の議員グループの結成を

呼ぴかけ、現在60数ヵ国が結成され、

各地域組織（アジア、アメリカ、ヨー

ロッパ、アフリカ）や、地域組織の調

整役としての世界組織としてグローバ

ルコミッティ（人口と開発に関する国

際議員世界委員会=GCPPD=会長、

福田赳夫元首相）も結成されている。

現在、国際人口問題議員懇談会員は

125人。

平

和

国

家

日

本

最
後
に
、

人
口
問
題
は
‘
俗
っ
ぽ
い
言
い
方
を
す
る
と
票
に

の

責

任

こ
ろ
て
、
人
口
転
換
を
進
め
る
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
難
し
い

わ
け
で
す
。
生
活
様
式
が
変
わ
り
ま
せ
ん
と
人
々
の
行
動
様
式

も
変
わ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
て
、
人
口
問
題
の
解
決
に
は
開
発
と

い
う
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

し
か
し
な
か
ら
、
日
本
が
経
験
し
た
よ
う
に
産
業
化
を
進
め
、

開
発
を
進
め
る
過
程
で
公
害
な
ど
を
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
引
き
起

こ
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
安
価
で
、
公
害
を
引
き
起
こ
さ
す
‘

環
境
に
優
し
い
技
術
が
途
上
国
に
は
必
要
に
な
っ
て
く
る
わ
け

で
す
。
環
境
を
壊
し
た
後
で
復
旧
す
る
こ
と
は
も
は
や
て
き
ま

せ
ん
。
日
本
は
そ
の
優
れ
た
公
害
防
止
技
術
を
い
ま
こ
そ
国
際

協
力
と
し
て
提
供
し
て
行
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

中

山

な
ら
な
い
、
利
権
に
も
つ
な
が
ら
な
い
問
題
と
い
わ
れ
て
お
り

ま
す
か
、
国
会
議
貝
と
人
口
問
題
に
つ
い
て
お
考
え
を
お
聞
か

せ
下
さ
い
。

国
会
議
貝
に
と
っ
て
人
口
問
題
は
、
日
本
の
発
展
や
、
地
域

住
民
の
幸
福
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
広
く
人
類
と
地
球
の
平

和
的
共
存
の
た
め
に
不
可
欠
か
つ
、
ス
テ
イ
ツ
マ
ン
と
し
て
非

常
に
や
り
か
い
の
あ
る
、
ふ
さ
わ
し
い
問
題
で
あ
る
と
お
も
い

ま
す
。こ

の
大
変
な
事
業
は
、
地
球
を
考
え
、
何
よ
り
も
新
し
い
世

代
、
子
供
た
ち
の
未
来
を
考
え
た
な
ら
絶
対
に
必
要
な
仕
事
て

す
。
こ
れ
は
‘
正
に
‘
我
々
政
治
家
と
し
て
な
さ
ね
ば
な
ら
な

い
問
題
で
す
。
国
民
の
信
任
を
受
け
た
政
治
家
と
し
て
決
し
て

避
け
て
は
通
れ
な
い
は
ず
で
す
。

人
口
問
題
解
決
へ
の
努
力
を
通
し
て
私
た
ち
は
‘
未
来
を
造

る
仕
事
を
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
現
在
日
本
の

果
た
す
べ
き
役
割
は
‘
日
本
一
国
を
考
え
て
い
れ
ば
よ
い
と
い

う
も
の
で
は
な
く
な
り
ま
し
た
。
日
本
は
‘
ア
ジ
ア
の
未
来
に
‘

ま
た
地
球
の
未
米
に
も
責
任
か
あ
る
わ
け
て
す
。
ま
た
‘
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
日
本
が
尽
力
す
る
こ
と
は
‘
国
際
杜
会
に
お
け

る
平
和
国
家
日
本
に
対
す
る
尊
敬
に
繋
が
る
こ
と
で
あ
り
、
こ

の
た
め
に
私
た
ち
国
会
議
員
は
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
を
し
て
い
か
ね

5
 



『
家
族
と
健
康
』
誌
（
四
五
七
号
）
に
伴

野
由
利
子
氏
の
苫
か
れ
た
記
事
を
訛
ん
だ
。

内
容
は
、
国
際
家
放
計
画
連
盟

(
I
P
P
F
)

会
長
フ
レ
ゾ
ド
・
サ
イ
氏
と
‘
カ
ト
リ
ソ
ク

教
会
フ
ロ
・
ラ
イ
フ
（
生
命
専
重
派
）
運
動

当
事
者
と
の
間
に
交
さ
れ
た
‘
往
復
書
簡
の

疫
約
で
あ
る
。
先
刻
ご
承
知
の
内
容
と
は
思

う
が
、
そ
の
要
約
の
さ
ら
に
ま
た
要
約
を
‘

か
い
つ
ま
ん
で
こ
こ
に
再
録
さ
せ
て
い
た
た

＾
サ
イ
会
長
の
公
開
状
＞

一
、
女
性
の
出
産
選
択
権
の
認
知
か
鎚
゜

教
会
は
そ
の
障
宮
と
な
っ
て
い
る
。

二
、
妊
娠
に
よ
る
死
亡
率
は
発
展
途
上
国

が
圧
倒
的
に
高
い
。

三
、
自
発
的
な
家
族
計
画
か
中
絶
を
防
ぐ

最
善
の
方
法
。

I

上
記
に
つ
い
て
、
教
会
と
の
対
話
を

苔
た
い
。

＾
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
回
答
v

-
‘
避
妊
・
不
妊
手
術
・
中
絶
は
非
人
間

的
手
段
。

ニ
‘
避
任
は
女
性
を
快
楽
の
追
具
に
お
と

し
、
人
間
の
様
厳
を
破
壊
す
る
。

三
‘
避
妊
と
中
絶
は
同
質
不
可
分
。

四
、
自
然
法
が
最
良
の
手
段
。

I

従
っ
て

I
P
P
F
と
の
対
話
は
不
可

内
容
の
要
旨
は
‘
以
上
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
。
事
実
の
報
道
に
徹
し
た
公
平
な
記

事
て
あ
る
。
さ
て
こ
の
現
状
か
ら
‘
わ
れ
わ

れ
は
い
か
な
る
可
能
性
を
模
索
し
た
ら
よ
い

の
か
。
そ
も
そ
も
対
話
の
可
能
性
は
あ
る
の

か
。
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
接
点
を
ど
こ
に

求
め
た
ら
よ
い
の
か
。
上
の
や
り
と
り
を
見

る
か
ぎ
り
、
期
待
で
き
そ
う
な
線
は
見
え
て

とヒ°
ム＂＂ 望

む
。



人類生存のためのカトリック教会との対話の可能性
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ナ
チ
ス
の
追
宮
を
避
け
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド

か
ら
リ
ト
ア
ニ
ア
に
逃
け
込
ん
た
ユ
タ
ヤ
人

っ
た
船
て
あ
る

3

一
九
四
一
年
の
夏
の
こ
と
、
神
戸
か
ら
一

隻
の
船
か
出
港
し
た
。
東
ヨ
ー
ロ
ッ
ハ
か
ら

の
ユ
タ
ヤ
難
民
を
満
載
し
て
、
上
海
へ
向
か

わ
ず
か
ー
ド
ル
の
船

本
稿
で
は
、
別
の
角
度
か
ら
そ
の
接
点
を

さ
ぐ
っ
て
み
た
い
。
そ
れ
は
‘
教
会
側
の
‘
干

張
す
る
原
則
を
認
め
た
上
で
、
そ
こ
に
現
実

的
な
解
釈
を
導
入
す
る
と
い
う
試
み
で
あ
る
。

た
と
え
そ
れ
か
わ
ず
か
な
可
能
性
て
あ
っ
て

も
‘
問
題
解
決
へ
の
さ
さ
や
か
な
ヒ
ン
ト
に

で
も
な
れ
は
と
思
い
つ
つ
ペ
ン
を
と
る
。

こ
な
い
だ
ろ
う
。

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
例

は
困
っ
た
。

代
表
か
日
本
郵
船
の
船
長
相
手

上
移
動
す
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
な
い

彼
ら

き
た
。

日
本
領
事
館
に
助
け
を
求
め
た

話
は
テ
レ
ビ
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
た
め
‘

最
近
に
な
っ
て
よ
う
や
く
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
時
の
杉
原
千
畝
領
平
代
理
、
英
断

の
物
語
で
あ
る
。

杉
原
は
身
の
危
険
を
顧
み
る
こ
と
な
く
‘

日
本
外
務
省
の
指
令
に
逆
ら
っ
て
‘
ュ
タ
ヤ

L
と
プ

1
9
、
卜
・
ピ
サ

難
民
救
済
に
必
要
な
日
本
国
通
過
森
証
を
発

行
し
た
。
そ
れ
さ
え
あ
れ
ば
ュ
タ
ヤ
人
は
‘

安
全
に
合
法
的
に
ソ
連
領
を
通
る
こ
と
か
で

き
る
の
だ
。
こ
う
し
て
難
民
は
日
本
に
辿
り

楕
い
た
。
だ
か
ビ
ザ
に
は
滞
在
期
限
か
あ
る
。

そ
こ
て
上
海
へ
の
再
移
住
か
決
ま
り
、
さ
き

の
乗
船
と
な
っ
た
わ
け
だ
。

も
ち
卜
が
っ
た
。

と
こ
ろ
か
日
本
側
の
予
期
し
な
い
珍
事
か

東
シ
ナ
海
の
上
で
、
船
か

ュ
タ
ヤ
教
の
安
息
日
を
迎

•
1
f
ゞ

の

i
1
ヵ

え
た
の
で
あ
る
。

安
息

H
は
‘
毎
金
曜
日

の
日
没
か
ら
翌

t
曜
日
の

H
没
ま
で
、
週
一
同
の
特

別
な
日
を
指
す
。
こ
の
期

間
ュ
タ
ヤ
人
は
‘
決
め
ら

れ
た
範
囲
外
の
行
動
を
す

え
は
‘
火
の
使
用
（
炊
事
‘
喫
匪
‘
点
灯
）
、

お
金
の
や
り
と
り
（
買
物
、
ギ
ャ
ラ
の
支
払

い
、
外
食
）
な
ど
、

H
常
の
生
活
の
は
と
ん

ど
か
ら
手
を
引
く
の
が
決
ま
り
で
あ
る
。

電
気
を
火
と
見
る
か
ど
う
か
‘
派
に
よ
っ

て
意
見
は
分
か
れ
る
か
、
厳
格
主
義
の
人
た

ち
は
火
の
一
種
と
見
て
ス
イ
ゾ
チ
に
は
手
も

触
れ
な
い
。
だ
か
ら
家
中
の
電
灯
は
‘
金
曜

の
夕
方
ま
で
に
す
べ
て
点
灯
し
て
お
く
。
冷

蔵
庫
の
扉
に
は
豆
電
球
の
点
火
装
置
か
つ
い

て
い
る
た
め
‘
使
用
不
能
だ
。

開
け
閉
め
用

の
サ
ル
を
飼
っ
た
ら
ど
う
か
‘
と
い
う
こ
と

が
ま
し
め
に
検
討
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

な
ん
と
厄
介
な
規
削
だ
と
思
わ
れ
る
か
も

だ
か
ュ
タ
ヤ
人
に
と
っ
て
は
‘

”
安
息
＂
な
の
だ
。

の
思
い
わ
ず
ら
い
を
せ
め
て
こ
の
lJ
だ
け
は

忘
れ
て
過
ご
す
。
上
ド
関
係
な
ど
の
面
倒
な

関
わ
り
合
い
も
な
い

3
"
時
＂
を
即
主
化
し
て
‘

す
べ
て
を
神
の
秩
序
の
中
に
組
み
入
れ
る
I

ー
こ
れ
か
安
息
R
の
心
な
の
だ
．
＂

さ
て
‘
航
海
中
に
そ
の
安
息
日
か
や
っ
て

こ
の

H
に
は
‘
九

0
0
メ
ー
ト
ル
以

こ
れ
か
何
よ
り
の

日
常

L
4

、。

し
i
な
し
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発

想

の

転

換
）
の
船
を
‘
自
分
外
家
に

と
め
て
く
だ
さ
い
…
…
」

「
そ
れ
は
で
き
ま
せ
ん
、
政
府
の
命
令
て

運
航
中
な
の
で
す
」

一
同
は
頭
を
か
か
え
て
考
え
込
ん
だ
。

の
時
一
人
の
男
が
叫
ん
だ
。

「
そ
う
だ
I.

に
売
っ
て
、

そ

し
て
し
ま
え
ば
い
い
ん
だ
I.
」

安
息
日
に
は
‘
家
の
中
て
坐
す
こ
と
‘
椅

子
て
ウ
ト
ウ
ト
居
眠
り
を
す
る
こ
と
か
奨
励

さ
れ
て
い
る
。
た
か
ら
船
を
家
に
し
て
し
ま

え
ば
い
い
‘
た
ま
た
ま
そ
の
家
が
動
い
て
い

る
だ
け
な
の
だ
。
交
渉
再
開
で
あ
る
。

「
船
長
さ
ん
‘
船
を
一
日
だ
け
売
っ
て
く

だ
さ
い
I.
」

「
い
い
で
し
ょ
う
。
今
日

1
S
で
あ
な
た

明
日
の
夕
方
l
＄
で
わ
た
し
が

買
い
戻
し
ま
し
ょ
う
」

こ
う
し
て
船
は
、
無
事
に
目
的
地
ま
で
航

行
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

あ
ま
り
関
連
の
な
い
話
を
、
長
々
と
こ
こ

に
述
へ
た
の
に
は
理
由
か
あ
る
。
家
族
計
画

に
交
渉
を
始
め
た
。

「
お
願
い
で
す
、
明
日
の

H
没
ま
で
船
を

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
宗
教
を
相
手
と
す
る

に
つ
い
て
の
対
話
の
可
能
性
、
そ
れ
を
構
ね

る
に
は
ま
ず
発
想
の
転
換
が
必
要
と
考
え
た

か
ら
だ
。

い
か
な
る
宗
教
に
も
、
そ
の
基
盤
を
な
す

一
定
の
＂
原
則
“
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
。

こ
こ
に
は
ユ
ダ
ヤ
教
を
例
と
し
て
挙
け
た
か
‘

ど
の
宗
教
に
も
当
て
嵌
ま
る
こ
と
だ
ろ
う
。

ュ
タ
ヤ
に
は

T
O
R
A
H
"
ト
ー
ラ
ー
“
と

い
う
原
則
が
あ
る
。
こ
れ
は
不
動
だ
。
安
息

日
の
遵
守
は
‘
こ
の
ト
ー
ラ
ー
に
明
記
さ
れ

た
律
法
の
―
つ
、
い
か
な
る
意
味
で
も
変
更

は
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
不
動
で
あ
れ

ば
こ
そ
、
人
間
の
側
に
豊
か
な
発
想
が
生
ま

．．． 

れ
る
。
不
動
の
原
則
を
、
な
ん
と
か
状
況
に

．． 
合
っ
た
も
の
と
し
て
適
用
す
る
工
夫
が
な
さ

れ
る
か
ら
だ
。

走
っ
て
い
る
船
を
買
い
取
る
な
ど
と
い
う
‘

突
拍
子
も
な
い
ア
イ
テ
ィ
ア
の
生
ま
れ
て
く

る
背
景
に
は
‘
こ
の
よ
う
な
不
動
の
原
則
が

あ
っ
た
。
言
う
な
ら
ば
‘
苦
し
ま
ぎ
れ
の
発

•••• 
想
の
転
換
で
あ
る
。
ど
う
に
も
な
ら
な
い
場

面
に
追
い
込
ま
れ
た
と
き
‘
人
は
は
じ
め
て

柔
ら
か
い
発
想
に
目
覚
め
る
の
か
も
し
れ
な

、。
'
>
 

場
合
、
留
意
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
は
こ
の
原
則

と
い
う
点
に
あ
る
。
第
三
者
が
相
手
の
依
っ

て
立
つ
原
則
を
と
ら
え
て
、
い
か
な
る
意
味

に
せ
よ
こ
れ
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
と
ぎ
‘

そ
の
対
話
は
成
り
立
た
な
い
。
原
則
の
否
定

が
、
宗
教
そ
の
も
の
の
否
定
に
つ
な
か
る
か

ら
だ
。安

息
日
を
破
る
こ
と
は
‘

っ
て
は
自
分
が
ユ
ダ
ヤ
人
で
な
く
な
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
ま
た
船
長
か
‘
や
む
を
え
な

い
状
況
を
盾
に
と
っ
て
安
息

H
を
頭
か
ら
無

視
す
る
な
ら
は
、
そ
れ
は
か
り
に
も
乗
客
で

あ
る
ュ
タ
ヤ
人
の
権
利
を
完
全
に
否
定
し
た

こ
と
に
な
る
。
双
方
の
原
則
を
守
り
な
が
ら
‘

な
お
か
つ
現
実
に
即
し
た
第
三
の
道
を
‘
発

想
を
転
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ひ
ね
り
出
す

I

こ
れ
か
解
釈
と
い
う
ユ
ダ
ヤ
式
の
方
法

論
な
の
だ
。
家
族
計
画
問
題
に
関
す
る
対
立

を
解
消
す
る
に
は
‘
こ
の
方
法
を
借
り
る
し

か
な
い
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
口

も
ち
ろ
ん
‘
ど
ん
な
原
則
に
も
例
外
は
あ

ろ
う
。
安
息
日
の
律
法
に
で
さ
え
、
そ
の
例

外
規
定
は
あ
る
。
ピ
ク
ア
フ
・
ネ
フ
ェ
ー
シ

ュ
（
生
命
優
先
）
と
い
う
の
か
そ
れ
だ
。
例

え
は
‘
放
っ
て
お
け
ば
死
に
そ
う
な
病
人
が

ユ
ダ
ヤ
人
に
と

8
 



人類生存のためのカトリック教会との対話の可能性

リ
ア
リ
ス
・
コ
ン
ソ
ル
テ
ィ
オ
』
を
中
心
と

〈
自
然
に
反
す
る
〉
と
い
う
表
現
は
も

い
か
な
る
人
工
的
な

同
勅
『
フ
マ
ネ
・
ウ
ィ
テ
』
や
‘

承
け
た
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ

2
冊
の

い
た
場
合
、

柑
離
に
関
係
な
く
彼
を
病
院
ま

て
運
ぶ
こ
と
か
て
ぎ
る
、
と
い
う
も
の
だ
。

こ
の
場
合
ゆ
る
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
そ

う
す
へ
し
と
い
う
の
か
生
命
優
先
の
規
定
て

あ
る
。
そ
の
恨
拠
は
‘
レ
ヒ
記
一
八
章
五
の

解
釈
に
よ
る
も
の
だ
か
‘
こ
こ
て
は
説
明
は

省
略
す
る

U

家
族
計
画
に
つ
い
て
の
教
会
側
の
原
削
に

こ
の
よ
う
な
例
外
規
定
の
適
用
型

書
を
恨
拠
と
し
て
|
—
か
n
J能
と
い
う
こ
と

さ
き
の
解
釈
と
相
ま
っ
て
‘

に
で
も
な
れ
ば
‘

さ
ら
に
進
展
を
期
待
で
誉
る
い
と
ぐ
ち
と
な

ろ
う
。

I

注
m
ー
ト
ー
ラ
ー
」
創
世
記
・
出
エ
ジ
フ
ト
記
・
レ

ヒ
記
・
民
数
記
・
申
命
記
の
総
称
。
モ
ー
セ
h

書
と
も
呼
ば
れ
‘
即
書
（
旧
約
）
の
中
心
を
占

め
る
。
一
般
に
「
仲
法
」
と
解
釈
さ
れ
る
か
‘

原
語
Tor芭
h

の
登
味
か
ら
い
け
ば
「
教
え
」
と

す
る
の
が
正
し
い
。

『
フ
ァ
ミ

る。

教
会
が
解
釈
し
た
具
体
的
粘
論
て
あ
る
。
解

釈
の
中
味
は
明
解
だ
。

そ
の
後
を

原
則
に
関
し
て
は
、
教
皇
ハ
ウ
ロ

6
世
の

問

題

の

糸

口

あ
る
原
則
‘
’

9

c
o
n
t
r
a
 

〈反、
H

L
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し

し

ょ
i
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し
て

っ
て
も
平
行
線
て
終
わ
る
ほ
か
は
な
い
。

て
し
ま
っ
て
い
る
。

も

こ
れ
ま
て
に
お
ぴ
た
だ
し
い
数
の
研

究
‘
会
議
‘
慈
見
の
交
換
か
な
さ
れ
て
き
た
。

わ
か
国
て
も
八
四
年
に
‘
司
教
団
教
書
と
し

て
原
則
適
用
の
指
針
『
生
命
、
神
の
た
ま
も

の
』
が
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
ど
れ
を
と
っ
て

も
、
時
代
の
要
詰
に
応
え
た
い
と
い
う
姿
勢

か
伺
わ
れ
る
。
家
族
計
画
に
つ
い
て
は
‘
教

会
側
も
真
剣
に
悩
ん
て
い
る
の
て
あ
る
。

た
だ
こ
の
問
題
が
、
教
会
と
外
部
と
の
対

-IL
と
い
う
図
式
に
は
ま
り
こ
み
‘
観
念
的
な

議
論
に
終
始
し
て
い
る
こ
と
は
ご
存
知
の
と

お
り
た
。
一
方
か
原
削
を
不
動
の
も
の
と
し

て
守
ろ
う
と
し
、
他
方
か
そ
の
原
則
を
引
っ

込
め
ろ
と
言
う
。

あ
る
。

ど
こ
ま
で
行

そ
こ
て
わ
た
し
か
提
案
し
た
い
の
は
‘

本
の
レ
ー
ル
に
ポ
イ
ン
ト
を
設
け
て
、
列
車

の
待
避
て
き
る
引
ぎ
込
み
線
を
敷
く
こ
と
て

ポ
イ
ン
ト
施
設
の
場
所
は
一
ヶ
所
あ

そ
れ
は
教
会
の
発
想
の
原
点
に

n
a
t
u
r
a
m

、、

然
〉
と
い
う
表
現
に
あ
る
。
ま
た
こ
れ
を
‘

ど
う
解
釈
す
る
か
と
い
う
点
に
か
か
っ
て
い

と
も
と
不
明
瞭
な
部
分
を
含
ん
で
い
る
。
何

+
9
っ
ー
ラ

を
も
っ
て
「
自
然
」
（
本
性
）
と
い
う
の
か
‘

ど
の
範
囲
ま
て
を
指
す
の
か
に
よ
っ
て
、
中

身
か
違
っ
て
く
る
か
ら
だ
。

例
え
ば
今
か
り
に
‘
「

h
在
の
本
質
自
体
か

ら
生
し
る
あ
り
方
L

と
か
‘
「
存
在
の
現
実
性

に
恨
さ
し
た
内
在
的
原
理
」
と
か
、
自
然
（
本

性
）
を
定
義
づ
け
る
こ
と
は
や
さ
し
い
。
観

う
に
て
も
見
合
っ
た
定
義
を
す
る
こ
と
は
容

易
だ
。
し
か
し
こ
れ
を
、
個
々
の
現
実
に
具

体
的
に
当
て
飯
め
る
こ
と
と
な
る
と
、
そ
う

簡
巾
に
は
い
か
な
い
。
現
に
そ
の
現
実
適
用

の
部
分
て
、
対
話
不
能
と
い
う
市
態
を
招
い

そ
こ
て
面
倒
な
観
念
操
作
は
す
べ
て
省
略

い
き
な
り
原
則
の
具
体
的
な
解
釈
に

入
る
こ
と
と
す
る
。

84
年
司
教
団
教
書
に
よ
る
と
‘
避
妊
に
つ

い
て
の
主
張
は
次
の
二
点
て
あ
っ
た
。

m
中
絶
を
方
法
と
し
て
用
い
な
い
。

切
人
工
的
手
段
を
避
け
る
＂

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
原
則
〈
反
自
然
〉
を

こ
れ
で
は

念
の
中
て
と
ら
え
て
い
る
か
ぎ
り
、
ど
の
よ

し
て

，
 



繰
作
も
許
さ
な
い
と
い
う
、
揺
る
ぎ
の
な
い

一
本
の
線
を
通
し
た
も
の
だ
。
引
き
込
み
線

を
敷
設
す
る
に
は
‘
こ
の
所
を
お
い
て
は
か

に
な
い
。
具
体
的
に
は
‘

mを
パ
ス
し
て
、

切
に
ポ
イ
ン
ト
を
つ
け
る
|
|
接
点
を
求
め

る
に
は
‘
こ
れ
し
か
な
い
と
わ
た
し
は
考
え

る。
な
せ
か
と
い
う
と
‘

mの
中
絶
は
文
字
通

り
の
宗
教
原
則
そ
の
も
の
だ
か
ら
だ
。
不
動

で
あ
る
ば
か
り
て
な
く
、
解
釈
の
入
り
込
む

余
地
が
は
と
ん
ど
な
い
た
め
‘
こ
の
点
に
つ

い
て
の
議
論
は
避
け
た
方
が
賢
明
だ
ろ
う
。

最
初
か
ら
弱
腰
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

か
、
対
話
へ
の
一
歩
と
し
て
は
‘
こ
れ
が
不

可
欠
の
条
件

(sine'qua'non)

と
言
え
る

の
た
。
紙
幅
か
ゆ
る
せ
ば
‘
ま
た
後
で
触
れ

る
こ
と
に
す
る
。

さ
て
、
切
の
人
工
的
手
段
の
問
題
だ
か
、

こ
の
点
に
は
解
釈
の
可
能
な
余
地
が
あ
る
。

そ
れ
は
教
会
の
言
う
「
反
自
然
」
の
中
身
が
‘

狭
い
意
味
—
|
と
く
に
物
理
的
な
意
味
I

に
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

た
し
か
に
避
妊
器
具
を
使
用
す
る
こ
と
が
‘

人
工
的
手
段
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
が
な

い
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
器
具
を
使

器
具
を
使
用
し
な
い
て
性
交
し
た
場
合
、

女
性
の
側
に
妊
娠
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
恐
れ
が
生
じ
る
。
そ
の
不
安
で
頭
が
一
杯

に
な
り
、
心
は
何
―
つ
行
為
に
集
中
て
ぎ
な

い
。
夫
婦
和
合
と
い
う
性
交
本
来
の
あ
り
方

か
ら
い
っ
て
、
そ
の
方
が
よ
っ
ぼ
ど
反
自
然

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
く
ら
物
理
的
・
機

械
的
に
‘
こ
れ
が
自
然
に
か
な
っ
た
や
り
方

て
す
と
言
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
形

式
的
ス
タ
イ
ル
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
。
女
性

の
心
の
問
題
は
ど
う
な
る
の
か
、
恐
れ
と
不

安
で
と
て
も
気
分
が
乗
る
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。

こ
れ
で
自
然
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
今
ま

で
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ

2
 

の
点
か

N
F
P
の
第
一
の
ネ
ッ
ク
で
あ
る
。

あ
と
は
こ
れ
ま
で
再
三
指
摘
さ
れ
て
ぎ
た

内
容
だ
が
、
禁
欲
期
間
の
設
定
に
よ
っ
て
生

じ
る
さ
ま
さ
ま
な
実
害
の
問
題
が
あ
る
。
体

温
測
定
や
グ
ラ
フ
作
製
を
熱
心
に
や
っ
て
み

た
と
こ
ろ
で
‘

1
0
0
％
の
保
証
が
得
ら
れ

る
わ
け
で
は
な
い
。
女
性
の
体
は
複
雑
で
あ

る
。
期
間
の
設
定
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
予

測
不
能
の
要
因
に
よ
っ
て
伸
び
た
り
縮
ん
だ

成
り
立
た
な
い
。

．．．． 

用
し
な
い
こ
と
が
即
自
然
だ
と
い
う
論
理
は

る
は
ず
も
な
い
。
逆
の
ケ
—
ス
は
あ
る
だ
ろ

4

、

‘
ぅ
力

り
す
る
。
た
だ
そ
れ
以
上
に
厄
介
な
の
は
‘

禁
欲
期
間
そ
れ
自
体
に
内
在
す
る
不
自
然
さ

の
問
題
だ
。

に
は
し
な
い

I
こ
れ
が
性
交
の
基
本
線
で

あ
る
。
男
女
両
者
か
そ
う
な
っ
た
と
き
、
行

為
は
は
じ
め
て
自
然
の
も
の
と
な
る
。
あ
ら

た
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
‘
ご
く
自
然
な
こ

と
わ
り
で
あ
る
。

こ
れ
か
も
し
‘
し
た
い
と
き
に
で
き
す
‘

し
た
く
な
い
と
き
に
す
る
の
で
は
‘
ど
う
見

て
も
不
自
然
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
定

期
禁
欲
法
に
は
‘
そ
の
可
能
性
が
多
分
に
あ

る。
医
者
で
も
な
い
筆
者
が
こ
の
種
の
発
言
を

す
る
の
は
‘
正
確
さ
を
欠
く
と
い
う
そ
し
り

は
免
れ
な
い
。
だ
か
わ
ず
か
な
体
験
か
ら
あ

え
て
言
わ
せ
て
い
た
だ
く
と
‘
妊
娠
可
能
な

時
期
は
ど
性
交
に
相
応
し
い
タ
イ
ミ
ン
グ
と

気
付
く
こ
と
は
ま
ま
あ
る
。
女
性
の
生
理
は

自
然
の
周
期
、
こ
れ
か
性
欲
に
無
関
係
で
あ

こ
の
点
を
無
視
し
て
通
り
過
ぎ
る
の

は
片
手
落
ち
だ
。
こ
れ
か
第
二
の
ネ
ッ
ク
で

あ
る
。 し

た
い
と
ぎ
に
し
て
、
し
た
く
な
い
と
き

IO 
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最
後
の
問
題
は
‘
実
行
す
る
た
め
の
条
件

が
あ
ま
り
に
も
煩
雑
な
こ
と
だ
。
三
ヶ
月
も

の
準
備
教
育
期
間
、
毎
日
の
記
録
付
け
、
当

事
者
双
方
の
協
力
‘
適
切
な
指
導
者
の
介
在

な
ど
、
わ
ず
ら
わ
し
い
こ
と
お
び
た
だ
し
い
。

し
か
も
禁
欲
法
の
効
果
か
、
最
終
的
に
不
確

実
て
あ
る
点
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
現
実
に

は
絵
に
か
い
た
餅
の
感
を
否
め
な
い
。
ま
し

て
こ
の
方
法
が
、
ア
ジ
ア
の
貧
し
い
国
々
で

有
効
か
ど
ぅ
か
は
言
を
ま
た
な
い
。

第
三
の
ネ
ッ
ク
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
対
話

の
接
点
と
可
能
性
は
切
の
論
点
に
あ
っ
た
。

こ
こ
に
新
ら
た
な
解
釈
を
持
ち
込
む
こ
と
が

で
き
れ
ば
、
原
理
を
不
動
の
ま
ま
に
し
て
問

題
の
解
決
ヘ
一
歩
近
づ
け
る
の
で
は
な
い
か
。

次
回
は
そ
の
点
に
‘
具
体
的
な
解
釈
を
試
み

こ
ヽ
°

t
,
 

I
注

切

N
F
P

Natural 
F
a
m
i
l
y
 Planning
の

略
。
自
然
家
族
計
画
に
必
要
な
方
法
の
総
称
で

あ
る
が
、
一
般
に
は
排
卵
期
禁
欲
法
を
指
し
て

使
わ
れ
て
い
る
。

〔
以
下
次
号
〕 カゞ

1) 

こ
i

即-<½- =ゞ-ヽ-みぐヽ-与、プ吟→

財
団
法
人
ア
シ
ア
人
口
＇
開
発
協
会
は
‘

五
月
二
十
六
日
正
午
か
ら
理
事
会
を
開
き
‘

平
成
三
年
度
事
業
報
告
と
収
支
決
算
を
可
決
、

平
成
四
年
度
事
業
計
画
並
ひ
に
収
支

f
算
も

承
認
し
た
。
任
期
満

f
に
伴
う
役
貝
改
選
で

は
‘
理
事
、
監
事
二
十
五
人
の
再
任
と
‘
依

田
理
事
（
前
東
京
電
力
副
杜
長
、
現
電
力
中
央

研
究
所
理
事
長
）
の
辞
任
に
伴
う
後
任
に
東

京
電
力
常
務
取
締
役
南
直
哉
氏
を
選
出
し
た
。

佐
藤
隆
前
埋
事
長
の
死
去
以
来
空
席
だ
っ

た
新
理
事
長
に
は
前
田
福
三
郎
理
事
長
代
行

（
東
京
タ
ワ
ー
社
長
）
を
互
選
し
た
。

前
田
新
理
事
長
は
‘
財
団
設
立
発
起
人
の

一
人
で
、
平
成
一
一
年
五
月
二
十
八
日
の
埋
事

会
て
副
理
事
長
に
就
任
、
昨
年
四
月
十
七
H
‘

南
新

理

事

i ―<'' 

ジヘヅヘゾヘヅ＾ヘ

l 

新理事長

前田福三郎氏

佐
藤
前
理
事
長
死
去
に
伴
な
い
埋
事
長
代
行

を
務
め
て
き
た
。

ま
た
‘
寄
附
行
為
の
変
更
を
行
な
い
‘
常

務
理
事
を
霰
く
こ
と
と
し
、
広
瀬
次
雄
理
事
・

事
務
局
長
を
常
務
理
事
に
選
任
し
た
。

●
前
田
新
理
事
長
談

「
人
口
問
題
が
人
類
と
地
球
の
共
存
の
カ

ギ
を
握
っ
て
い
る
昨
今
‘
重
責
を
お
引
受
け

し
身
の
引
締
ま
る
思
い
て
す
。
佐
藤
前
理
事

長
の
こ
遺
志
を
お
継
ぎ
で
き
る
よ
う
若
輩
で

す
か
‘
皆
様
の
ご
指
導
を
頂
き
乍
ら
‘
誠
心

誠
意
努
力
し
て
ま
い
り
た
い
」

／
理
事
長

常

務

理

事

広

瀬

次

雄

前

田

福

郎

氏

氏

~
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一
日
で
や
っ
て
く
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
‘
基
地
の
撒
収
に
よ
り
数
ガ
人
の

店
地
労
働
者
が
職
を
失
な
っ
た
。

ま
た
‘
噴
火
時
の
降
灰
に
よ
っ
て
固
辺
地

域
の
田
畑
か
埋
ま
り
、
さ
ら
に
は
続
く
由
期

に
生
じ
た
ラ
ハ
ー
ル
（
土
砂
流
）
の
氾
濫
に

よ
っ
て
‘
よ
り
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
田
畑
か

冠
水
し
た
り
、
埋
ま
っ
た
り
し
た
た
め
に
‘

i
O
万
人
以
上
か
家
‘
財
産
‘

4
活
手
段
を

失
な
つ
な
ど
の
直
接
的
な
被
害
を
受
け
た
。

噴
火
の
直
接
‘
間
接
の
被
害
は
‘
中
部
お
よ

ぴ
西
部
ル
ソ
ン
の
全
城
に
お
よ
ひ
‘

は

じ

め

に

フ
ィ
リ

昨
年
六
月
一
五

LI
の
ピ
ナ
ト
ゥ
ボ
山
の
大

暴
発
か
ら
一
年
か
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
。

雲
仙
骨
賢
岳
の
噴
火
の
数
百
倍
と
い
う
規
模

の
大
噴
火
は
‘
大
屈
の
灰
を
吹
苔
あ
け
降
ら

せ
て
周
辺
地
域
に
仕
む
人
々
に
多
大
の
被
杏

を
与
え
た
。
東
麓
に
位
置
す
る
ク
ラ
ー
ク
窄

軍
床
地
も
三

0
セ
ン
チ
は
ど
の
灰
に
埋
ま
っ

て
滑
走
路
の
使
用
が
不
可
能
に
な
り
、
米
軍

が
フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
撒
退
す
る
決
定
的
な
要

因
と
な
っ
た
。
ど
の
愛
国
者
も
で
苔
な
か
っ

た
米
軍
の
枯
地
撒
去
を
、
ピ
ナ
ト
ゥ
ボ
山
は

ヽ

·_____• 
ピ
ン
の
昨
年
度
の

G
N
P
を
ゼ
ロ
成
長
に
と

ど
め
る
要
因
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
。

し
か
も
‘
去
年
は
エ
ル
・
ニ
ー
ニ
ョ
の
異

常
気
象
の
影
孵
て
陥
印
鼠
か
極
端
に
少
な
か

っ
た
か
、
も
し
今
年
の
雨
期
に

f
年
並
み
の

雨
か
降
れ
は
‘
去
年
を
大
幅
に
卜
回
る
規
模

の
ラ
ハ
ー
ル
被
害
か
生
ず
る
と
言
わ
れ
て
い

る
C

ラ
ハ
ー
ル
の
氾
濫
に
よ
っ
て
‘
ピ
ナ
ト

ゥ
ボ
山
か
ら
―

1
0
km
、
三

0
k
m
と
離
れ
た
地

域
で
も
道
路
が
寸
断
さ
れ
、
何
卜
万
人
も
か

狐
立
す
る
こ
と
か
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
ピ
ナ

ト
ゥ
ボ
噴
火
の
打
撃
は
‘
ボ
テ
ィ
ー
・
フ
ロ

ー
の
よ
う
に
住
民
を
苫
し
め
続
け
て
い
る
。

ア

エ

タ

の

苦

難

し
か
し
、

と
り
わ
け
深
刻
な
被
害
を
こ
う

む
っ
て
い
る
の
は
‘
ヒ
ナ
ト
ゥ
ボ
山
中
て
移

動
焼
畑
農
耕
を
中
心
に
し
て
、
自
然
に
依
拠

し
た
暮
ら
し
を
営
ん
て
い
た
‘
一
五
紘
奴
千
人

の
ア
エ
タ
の
人
々
で
あ
る
。
ア
エ
タ
は
‘
縮

毛
と
低
身
長
と
賠
褐
色
の
膚
を
身
体
的
特
徴

と
す
る
ネ
グ
リ
ー
ト
系
の
人
々
て
‘
平
地
に

住
む
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
と
は
‘
人
種
的
に
も
ま

た
文
化
的
に
も
異
な
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
‘

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
蔑
視
や
差
別
を
嫌
い
‘
外

12 
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● 清 水 展くしみず・ひろむ＞

東京大学教養学科卒業C 九州大学教養部

助教授，

1976-79、1986-87に続き、今回、国際交

流基金の助成を受け、アテネオ・テ・マ

ニラ大学フィリピン文化研究所の客員研

究員として訪lt、3度目の長期滞在を終

ぇ、 3月末怜国，今回の研究テーマは、

「マルコス農地改革と米作農村の変化ム

および「フィリピン大衆文化とナショナ

リズムの形成」，

ビナトゥポ・アエタの文化と社会につい

て関心をお持ちの方は、 『出来事の民族

誌：フィリピン，ネグリート社会の変化

と持続,(九州大学出版会、 1990、¥5,768) 

または、'PinatuboAytas:Change and 

Continuity」(Ateneode Manila Unlm 

slty Press,1989,Pl45)をお読みくだ

さいぐ

また、アキノ政権と二月革命について、

r文化のなかの政冶：フィリピンニ月革

命の物語パ弘文堂、 1991、¥2,300)が出版

されました。

も
で
苔
な
い
。

（写真・右〕パキラン再定住地。その向うは、

ラハール（土砂流）で氾濫したプカオ川。

さらに向うにピナトゥポ山系。

し
か
も
既
に
少
な
か
ら
ぬ
人
命
か
失
な
わ

て
‘
母
な
＇

活
の
船
舷
を
恨
こ
そ
き
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た

ピ

ト
ゥ

小
山
を
追
わ
れ
‘
生

そ
れ
が
あ
る
日
、
突
然
の
大
噴
火
に
よ
っ

で
ひ
っ
そ
り
と
、
静
か
に
暮
ら
し
て
い
た
。

界
と
の
接
触
を
避
け
て

ピ
ナ
ト
ゥ
ボ
山
中

の
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
ピ
ナ
ト
ゥ
ボ
山

こ
そ
か
生
ぎ
る
世
界
の
す
べ
て
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
泣
く
泣
く
山
か
ら
下
り
た
と
し
て
も
‘

他
の
平
地
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
よ
う
に
、
親
類

緑
者
を
頼
っ
て
都
会
や
町
に
出
て
ゆ
く
こ
と

ピ
ナ
ト
ゥ
ボ
山
か
ら
少
し
離

れ
た
周
辺
地
域
て
身
を
寄
せ
合
い
、
政
府
や

N
G
O
の
援
助
に
支
え
ら
れ
て
臼
作
ら
し
て
ゆ

く
以
外
に
生
き
る
選
択
の
余
地
は
な
い
の
で

あ
る
。
彼
ら
が
受
け
た
衡
撃
や
苫
痛
は
‘
た

と
え
て
み
れ
ば
我
々
が
、
火
事
て
家
を
焼
け

出
さ
れ
、
同
時
に
会
社
も
倒
産
し
た
た
め
に
‘

頼
る
べ
ぎ
身
内
も
な
い
ま
ま
新
宿
の
雑
踏
の

な
か
に
放
り
出
さ
れ
‘
善
意
の
人
々
の
喜
捨

に
頼
っ
て
そ
の

lJ
暮
ら
し
を
し
て
ゆ
く
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。

れ
て
い
る
。
ま
ず
‘
噴
火
の
当
日
に
は
‘

lJl
を

下
り
て
避
難
す
る
こ
と
を
拒
ん
だ
グ
ル
ー
プ

の
百
人
あ
ま
り
か
‘
隠
れ
た
洞
窟
内
な
ど
で

焼
け
死
ん
だ
と
い
う
。
ま
た
一
時
避
難
セ
ン

タ
ー
て
テ
ン
ト
生
活
を
送
っ
た
数
ヶ
月
の
あ

い
だ
に
、
彼
ら
は
下
痢
と
栄
養
失
調
に
苦
し

め
ら
れ
、
そ
の
う
え
肺
炎
と
ハ
シ
カ
か
大
流

行
し
た
た
め
に
‘
子
供
た
ち
の
命
が
次
々
と

奪
わ
れ
て
い
っ
た
。
政
府
の
統
計
で
は
お
よ

そ
六

0
0
人
、
実
際
に
は
そ
の
倍
以
上
か
亡

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
て
何
か
必
要
か
と

い
え
は
‘
ま
ず
安
全
な
飲
料
水
て
あ
り
、
食

べ
物
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
‘
深
井
戸
を
も

っ
と
た
く
さ
ん
掘
る
必
要
か
あ
る
。
食
糧
の

配
給
を
収
穫
時
期
の
九
月
ま
て
継
続
す
る
こ

と
は
当
然
だ
か
‘
同
時
に
、
彼
ら
が
自
活
し

れ
て
い
る
者
も
多
い
。

水
を
飲
ん
だ
り
し
て
腹
痛
や
下
痢
に
悩
ま
さ

そ
し
て
昨
年
の
暮
れ
か

ら
移
り
住
ん
だ
政
府
指
定
の
再
定
住
地
（
ピ

ナ
ト
ゥ
ポ
周
緑
地
域
に
九
ヶ
所
）
て
は
‘
自

活
す
る
に

tc分
な
広
さ
の
農
地
か
与
え
ら
れ

ず
‘
将
来
の
生
活
の
展
望
も
な
い
ま
ま
、
生

苔
る
目
的
や
希
望
を
失
な
い
か
け
て
い
る
。

さ
ら
に
政
府
に
よ
る
食
僅
の
配
給
か
二
月

末
て
打
ち
切
ら
れ
た
後
は
‘
様
々
な

N
G
o

が
細
々
と
し
た
食
糧
援
助
を
続
け
て
い
る
が
‘

質
量
と
も
に
ま
っ
た
く
不

tc分
て
あ
る
。
場

所
に
よ
っ
て
は
‘
慢
性
的
な
飢
餓
状
態
か
ひ

ろ
か
っ
て
い
る
。
六
月
の
雨
期
の
訪
れ
と
と

も
に
作
物
を
植
え
ら
れ
た
と
し
て
も
‘
そ
れ

か
収
穫
て
き
る
九
月
ま
て
は
‘
食
糧
援
助
に

戟
っ
て
＂
界
ら
し
て
ゆ
か
さ
る
を
え
な
い
ま

た
ど
こ
の
再
定
住
地
で
も
、
住
居
の
数
に
比

へ
て
井
戸
の
数
か
ま
っ
た
く
足
ら
す
、
川
の

く
な
っ
た
と
い
う
。
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て
ゆ
く
た
め
に
十
分
な
広
さ
の
農
地
が
是
非

と
も
必
要
で
あ
る
。
現
在
の
農
地
は
‘
荒
れ

て
や
せ
た
土
地
で
あ
る
う
え
‘
一
家
族
あ
た

り
で

0
・
ニ
ー

0
・
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
ほ
ど
の
広

さ
／
狭
さ
に
し
か
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
は
‘

土
地
を
耕
す
た
め
の
カ
ラ
バ
オ
（
水
牛
）
や
‘

畑
に
植
え
る
た
め
の
作
物
の
苗
や
種
か
不
足

し
て
い
る
。
ま
た
再
定
住
地
で
ア
エ
タ
の
生

活
を
か
ろ
う
じ
て
支
え
て
い
る
各
N
G
o
も‘

は
と
ん
ど
か
活
動
資
金
の
不
足
に
悩
ま
さ
れ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
側
の
こ
れ
か
ら

の
支
援
の
主
要
な
柱
と
し
て
、
現
地
て
ア
エ

タ
の
人
々
を
支
援
し
て
い
る

N
G
O
を
物
心

外国からの支援によって、自前

の再定住地を開〈ラカス・グル

ープ。子供たちの顔も明るい。

ろ
で
火
を
放
つ
と
、
あ
っ
と
い
う
間
に
燃
え

私
た
ち
の
目
か
ら
見
れ
ば
「
原
始
的
L

あ
る

い
は
「
遅
れ
て
い
る
L

と
い
う
ふ
う
に
映
っ

た
り
、
そ
う
判
断
し
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。

一
見
す
る
と
彼
ら
は
「
な
ま
け
も
の
」
で
す

し
、
実
際
に
長
時
間
は
働
ら
か
な
い
。
た
だ

し
そ
れ
は
、
物
質
的
に
際
限
の
な
い
欲
望
を

持
つ
こ
と
を
や
め
て
い
る
か
ら
、
あ
え
て
長

時
間
を
働
く
必
要
が
な
い
の
て
あ
る
。
物
質

的
な
欲
望
を
断
念
す
る
こ
と
で
自
由
な
時
間

を
確
保
す
る
こ
と
か
、
彼
ら
の
生
き
方
の
ス

タ
イ
ル
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
‘
労
働
効
率

の
よ
い
移
動
焼
畑
農
耕
を
主
た
る
生
業
と
し

て
維
持
し
て
き
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

移
動
焼
畑
農
耕
の
手
順
は
‘
ま
す
乾
期
が

始
ま
る
一
―
月
か
―
二
月
の
頃
に
、
山
の
斜
面

を
伐
採
し
て
畑
を
開
く
。
乾
期
の
終
わ
り
頃
‘

伐
採
し
た
も
の
が
カ
ラ
カ
ラ
に
乾
い
た
と
こ

噴
火
前
の
ア
エ
タ
の
人
々
の
暮
ら
し
は

2 ヽ

自

然

と

の

共

生

両
血
に
わ
た
っ
て
支
援
す
る
こ
と
か
望
ま
し

い
。
そ
う
し
た
支
援
方
法
は
‘
現
地
の
実
状

を
ふ
ま
え
た
草
の
根
レ
ベ
ル
の
活
動
を
活
性

化
す
る
の
で
、
ぎ
わ
め
て
効
果
的
で
あ
る
。

ひ
ろ
か
り
、
そ
の
燃
え
か
す
か
灰
や
炭
と
な

っ
て
肥
料
と
な
る
。
六
月
頃
の
雨
期
の
訪
れ

と
と
も
に
、
そ
こ
に
主
食
と
な
る
イ
モ
類
（
サ

ツ
マ
イ
モ
、
タ
ロ
イ
モ
、
ヤ
ム
イ
モ
）
‘
豆

類
、
野
菜
、
陸
稲
、
ハ
ナ
ナ
な
ど
を
植
え
る
。

彼
ら
の
伐
採
方
法
は
‘
竹
や
野
生
バ
ナ
ナ
や

低
い
灌
木
煩
を
切
る
だ
け
で
、
大
苔
な
木
は

枝
を
払
っ
て
そ
の
ま
ま
残
す
。
切
り
倒
さ
ず

に
残
し
た
木
は
‘
雨
期
の
雨
に
よ
っ
て
再
び

＂
牙
を
出
し
‘
枝
を
ひ
ろ
げ
、
葉
を
茂
ら
せ
て

ゆ
く
。
そ
の
下
に
は
草
か
生
え
‘
藪
と
な
り
、

二
次
林
が
回
復
し
て
一

0
年
は
ど
で
元
の
状

態
に
戻
る
。
そ
う
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
焼
畑

地
と
し
て
再
利
用
す
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
ア
エ
タ
の
焼
畑
は
、
世
上
の
誤

解
と
は
異
な
り
、
自
然
環
境
を
破
壊
し
て
取

り
返
し
が
つ
か
な
い
よ
う
な
状
態
に
は
決
し

て
し
な
い
。
自
然
の
恵
み
に
依
拠
し
た
調
和

的
な
利
用
で
あ
り
、
経
済
の
拡
大
再
生
産
を

目
さ
さ
な
い
と
い
う
意
味
で
は
‘
自
然
と
の

共
生
で
あ
る
。
補
助
的
な
食
糧
獲
得
の
手
段

て
あ
る
狩
猟
や
採
巣
に
し
て
も
、
自
然
の
恵

み
に
百
パ
ー
セ
ン
ト
依
存
し
て
い
る
。
彼
ら

は
‘
ど
の
時
期
に
、
ど
こ
で
ど
ん
な
果
実
が

成
り
、
木
の
実
か
採
れ
、
昆
虫
や
小
動
物
が
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ら
を
最
大
限
に
活
用
し
て
い
る
。
自
然
に
抱

か
れ
支
え
ら
れ
、
一
体
化
し
て
暮
ら
し
て
い

る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

自
然
と
の
共
生
が
ア
エ
タ
の
人
々
の
生
活

文
化
の
恨
幹
を
な
す
と
い
う
点
は
‘
焼
畑
農

耕
や
狩
猟
採
集
と
い
っ
た
生
業
に
限
ら
ず
‘

宗
教
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
彼
ら
は
‘

生
活
の
場
と
な
る
周
囲
の
自
然
の
な
か
に
‘

人
間
や
動
植
物
を
は
じ
め
と
し
て
万
物
諸
霊

が
共
存
し
、
共
生
し
て
い
る
と
い
う
確
か
な

感
覚
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
病

人
が
通
常
の
病
気
と
は
多
少
と
も
変
わ
っ
た

病
状
を
示
す
場
合
に
は
、
精
霊
か
引
き
起
こ

し
て
い
る
と
診
断
さ
れ
る
こ
と
が
将
通
で
あ

る
。
そ
し
て
、
薬
草
を
処
方
す
る
通
常
の
治

療
方
法
で
は
な
く
、
病
気
を
引
ぎ
起
こ
し
て

い
る
精
霊
を
病
人
の
体
か
ら
退
散
さ
せ
る
た

め
の
儀
礼
を
行
な
う
。
マ
カ
ニ
ト
と
呼
ば
れ

る
シ
ャ
ー
マ
ン
か
、
自
身
の
守
護
霊
に
憑
依

さ
れ
、
病
気
を
も
た
ら
し
て
い
る
精
霊
に
そ

の
理
由
を
尋
ね
、
そ
れ
か
善
霊
な
ら
ぱ
贈
り

物
を
捧
げ
て
怒
り
を
な
だ
め
、
悪
霊
な
ら
ば

戦
っ
て
追
い
払
う
の
で
あ
る
。

H
常
生
活
に
お
い
て
も
、
不
注
意
な
行
為

出
て
く
る
か
を
詳
し
く
知
っ
て
お
り
‘
そ
れ

， 
テント暮らしをする家族。

に
よ
っ
て
精
霊
に
危
害
を
加
え
て
怒
り
を
招

き
‘
病
気
を
引
き
起
こ
さ
れ
た
り
す
る
こ
と

が
な
い
よ
う
‘
常
に
配
慮
を
し
て
い
る
。
生

存
に
必
要
な
以
上
の
余
剰
を
生
産
す
る
た
め

の
焼
畑
伐
採
は
控
え
、
自
然
へ
の
畏
敬
の
念

と
謙
虚
の
態
度
を
生
活
の
基
本
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
彼
ら
の
歴
史
も
周
囲
の
自
然

の
な
か
て
、
特
定
の
場
所
／
景
観
と
結
ひ
つ

き
‘
頂
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
存
在
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
古
い
新
し
い
に
か
か
わ
ら
す
過

3 ヽ

生
活
文
化
を
守
る
支
援

も
の
の
実
在
を
保
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

去
の
出
来
事
を
語
る
と
き
、
話
の
推
移
や
展

開
に
伴
っ
て
、
そ
の
舞
台
と
な
っ
た
土
地
の

名
を
頻
繋
に
言
及
し
な
か
ら
話
を
進
め
て
ゆ

く
こ
と
が
、
彼
ら
の
語
り
の
基
本
的
な
パ
タ

ー
ン
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
語
り
の
ス

タ
イ
ル
に
よ
っ
て
、
特
定
の
岩
や
大
木
や
川

や
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
自
然
の
地
形
か
、

か
つ
て
そ
こ
で
な
さ
れ
た
行
為
や
出
来
事
の

物
言
わ
ぬ
目
撃
者
と
し
て
‘
過
去
か
ら
現
在

へ
と
い
う
時
の
流
れ
を
越
え
て
歴
史
的
な
る

つ
ま
り
ア
エ
タ
の
人
々
の
歴
史
意
識
に
即

し
て
見
れ
ば
、
出
来
事
は
時
系
列
に
沿
っ
て

連
鎖
的
に
栂
年
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
‘

彼
の
周
囲
を
取
り
ま
い
て
、
そ
こ
で
生
活
が

営
ま
れ
る
場
と
な
る
自
然
景
観
の
名
所
に
‘

そ
の
目
に
見
え
ぬ
痕
跡
が
刻
み
こ
ま
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
過
去
の
特
定
の
出
来
事
や
体

験
は
、
生
活
空
間
の
な
か
に
配
置
さ
れ
る
こ

と
を
と
お
し
て
‘
常
に
潜
在
的
な
同
時
代
性

を
と
も
な
っ
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

今
日
の
日
本
は
‘

G
N
P
に
関
し
て
ア
メ

リ
カ
と
肩
を
並
べ
る
に
至
り
、
好
む
と
好
ま
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ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
杜
会
に
お
い

て
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
役
割
が
大
き

く
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
時
に
日
本
が
世

界
に
向
け
て
発
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
海
外
協

カ
の
基
本
理
念
か
、
「
あ
く
な
苔
経
済
成
長
を

続
け
よ
う
」
、
ぶ
経
済
発
展
の
た
め
の
開
発
を

推
進
し
よ
う
」
と
い
う
こ
と
だ
け
て
良
い
の

だ
ろ
う
か
。
現
在
、
「
開
発
」
や
「
発
展
L

の

内
実
が
問
わ
れ
、
そ
れ
は
も
は
や
無
謬
の
神

話
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

日
本
か
こ
れ
か
ら
批
界
に
対
し
て
提
示
す

へ
き
理
念
と
し
て
‘
ひ
と
つ
は
地
球
環
境
と

の
共
生
と
そ
の
た
め
の
自
然
へ
の
畏
敬
、
第

ニ
に
諸
民
放
と
の
共
生
と
そ
の
た
め
の
異
文

アレルギー疾患の子供を診療所に

連れてゆ〈母親。

化
に
対
す
る
謙
虚
、
そ
し
て
第
三
に
個
々
人

の
尊
厳
と
基
本
的
人
権
の
尊
重
と
い
う
こ
と

を
打
ち
出
せ
な
い
て
し
よ
う
か
。
地
球
（
環

境
）
、
民
族
（
文
化
）
、
人
間
（
人
権
）
と
い
う
キ

ー
・
ワ
ー
ド
を
中
核
に
す
え
て
‘
こ
れ
か
ら

の
外
交
や
援
助
の
基
本
埋
念
を
提
示
て
苓
な

い
か
な
と
朽
え
て
い
ま
す
。

そ
も
そ
も

H
木
人
の
宗
教
観
の
根
底
に
あ

る
の
は
‘
素
朴
な
諸
精
霊
倍
仰
て
あ
る
。
自

然
界
に
は
多
種
多
様
な
枯
霊
か
宿
り
‘
八
百

よ
ろ
ず
の
神
々
か
い
る
と
い
う
感
覚
は
‘
私

以
外
に
も
多
く
の
人
々
か
共
有
し
て
い
る
の

て
は
な
い
て
し
ょ
う
か
。
か
つ
て
こ
う
し
た

米
教
観
は
同
家
神
道
と
結
ひ
つ
き
、
国
枠
主

義
の
思
想
へ
と
悪
用
あ
る
い
は
誤
用
さ
れ
た

の
て
注
ャ
息
か
必
要
て
す
。
し
か
し
、
私
た
ち

自
身
の
宇
宙
感
覚
と
深
く
結
ひ
つ
い
た
も
の

と
し
て
、
自
然
と
の
共
生
‘
諸
民
族
と
の
共

牛
、
文
化
と
人
権
の
尊
重
と
い
う
理
念
を
‘

自
前
の
思
想
と
し
て
構
想
で
き
な
い
で
し
ょ

う
か
。

あ
る
。

し
て
‘

も
に
‘ 確

か
に
近
年
て
は
‘
文
化
に
対
す
る

O
D

A
援
助
も
行
な
い
始
め
て
お
り
、
先
日
は
カ

ン
ボ
ジ
ア
の
ア
ン
コ
ー
ル
・
ワ
ゾ
ト
の
遺
跡

保
存
に
日
本
か
全
面
的
に
協
力
す
る
と
い
う

新
聞
記
事
か
出
て
い
ま
し
た
。
た
だ
し
立
派

な
寺
院
や
壮
麓
な
宮
殿
だ
け
が
文
化
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
。
私
か
専
攻
す
る
文
化
人
頷

学
の
立
場
か
ら
言
え
ば
‘
文
化
と
は
各
民
族

に
固
有
な
生
活
様
式
‘
固
有
な
宗
教
と
世
界

観
‘
あ
る
い
は
料
理
や
衣
裳
や
住
居
に
係
わ

る
生
活
全
般
の
総
体
か
ま
さ
に
文
化
な
の
て

し
た
か
っ
て
文
化
に
対
す
る
援
助
と

遺
跡
や
建
造
物
の
修
復
や
保
存
と
と

も
う
一
歩
ふ
み
込
ん
て
、
新
し
い
文
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ピナトゥポ大噴火とアエタの受難

化
の
理
念
に
も
と
づ
い
た
ソ
フ
ト
面
へ
の
協

力
が
必
要
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
ア

エ
タ
の
固
有
な
生
活
文
化
を
守
る
た
め
の
支

援
、
す
な
わ
ち
彼
ら
の
旧
来
の
生
活
ス
タ
イ

ル
を
変
え
る
の
で
は
な
く
‘
生
活
の
地
力
を

つ
け
て
ゆ
く
方
向
へ
の
支
援
や
協
力
を
、
政

府
や
N
G
O
が
行
な
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
切

実
に
頻
っ
て
い
る
。

た
だ
し
私
が
言
い
た
い
こ
と
は
‘
ア
エ
タ

の
伝
統
的
な
生
活
を
い
つ
ま
て
も
守
れ
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
。
彼
ら
も
最
終
的
に
は
‘

ア
エ
タ
固
有
の
文
化
と
一
般
的
な
フ
ィ
リ
ピ

ン
（
平
地
キ
リ
ス
ト
教
民
）
の
文
化
の
ふ
た

つ
を
合
わ
せ
も
つ
、
あ
る
い
は
ふ
た
つ
の
文

化
の
恩
恵
に
浴
す
る
こ
と
か
望
ま
し
い
。
日

本
人
の
私
た
ち
に
し
て
も
、
た
と
え
ば
病
気

に
な
れ
ば
、
西
欧
的
な
医
療
シ
ス
テ
ム
で
運

背
さ
れ
て
い
る
病
院
へ
行
く
。
し
か
し
病
状

に
よ
っ
て
は
、
東
洋
的
な
身
体
観
と
病
因
論

に
も
と
づ
く
鍼
灸
治
療
を
受
け
た
り
‘
漢
方

薬
を
飲
ん
だ
り
す
る
。
あ
る
い
は
神
社
仏
閣

に
お
参
り
し
て
祈
頼
す
る
こ
と
も
あ
る
。
つ

ま
り
日
本
で
も
‘
ふ
た
つ
の
医
療
シ
ス
テ
ム

か
並
存
し
、
私
た
ち
自
身
か
双
方
に
倍
頼
を

置
き
‘
状
況
に
よ
っ
て
使
い
分
け
て
い
る
。

山へ帰ろうとする家族。

こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
ア
エ
タ
の
人
々
の
将

来
に
つ
い
て
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
が
西

欧
的
な
病
院
で
の
医
療
を
受
け
ら
れ
る
の
は

望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
。
と
同
時
に
‘
薬
草

に
対
す
る
知
識
と
そ
の
利
用
法
を
次
の
世
代

へ
と
伝
え
、
ま
た
病
気
な
お
し
の
た
め
の
ア

ニ
ト
・
セ
ア
ン
ス
の
儀
礼
を
保
持
し
て
ゆ
く

こ
と
は
‘
同
様
に
望
ま
し
く
大
切
な
こ
と
で

あ
る
。
再
定
住
村
で
学
校
教
育
を
与
え
ら
れ
、

読
み
書
ぎ
や
計
算
か
で
き
‘
外
の
世
界
に
つ

い
て
の
知
識
を
学
ひ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
民
と

し
て
の
権
利
と
義
務
を
理
解
す
る
よ
う
に
な

し
い
と
思
う
。

る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
‘

ア
エ
タ
で
あ
る
こ
と
の
誇
り
と
ア
イ
テ
ン
テ

ィ
テ
ィ
ー
を
持
ち
続
け
る
こ
と
が
大
切
で
あ

る
。
具
体
的
に
は
、
彼
ら
の
母
語
で
あ
る
サ

ン
バ
ル
語
を
守
り
続
け
る
こ
と
、
そ
の
結
果

と
し
て
国
語
で
あ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
語
と
向
方

を
話
せ
る
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
と
な
る
こ
と
が
望

ま
し
い
。
小
学
校
の
教
師
や
支
援
活
動
に
係

わ
る
者
た
ち
か
、
ア
エ
タ
の
文
化
を
尊
厭
す

る
姿
勢
を
持
ち
続
け
さ
え
す
れ
は
‘
そ
れ
は

十
分
に
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
先
‘
吊
け
れ
ば
数
年
の
う
ち
に
ピ
ナ

ト
ゥ
ボ
山
系
の
植
生
も
部
分
的
に
は
皿
復
し

て
‘
一
部
の
ア
エ
タ
は
山
に
戻
り
、
伝
統
的

な
生
活
を
再
開
で
き
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
‘

こ
れ
か
ら
の
ア
エ
タ
支

援
は
‘
短
期
間
に
は
‘
人
間
と
し
て
最
低
限

の
生
活
が
で
ぎ
る
よ
う
な
食
糧
、
飲
料
水
、

生
活
手
段
の
確
保
、
お
よ
ひ
医
療
サ
—
ビ
ス

の
提
供
で
あ
り
、
中
期
的
に
は
‘
固
有
の
生

活
文
化
が
失
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
支
え
る
こ

と
で
あ
り
、
長
期
的
に
は
‘
ア
エ
タ
文
化
と

フ
ィ
リ
ピ
ン
文
化
の
両
方
を
保
持
す
る
バ
イ

・
カ
ル
チ
ュ
ア
を
目
ざ
す
も
の
で
あ
っ
て
は
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イソドネシアの
国家移住計画

●渡辺真知f

ホ
す

（各

111
の
面
佑
＇
人
口
の
割
合
に
つ
い

は
四
じ
八
人
／

km
ど
／
ャ
ワ
内
の
各
川
に
次

uぅ

る
ハ
リ
も
開
発
の
歴
史
か
長
く
‘
人
口
密
度

高
\~ ヽ

ヌ
サ
・
テ
ン
カ
ラ
に
含
ま
れ

一
九
八

L
年
の
セ
ン
サ
ス
間
人
口
調
令
(

I

2 ヽ

て
あ
る

て
は
付
表
参
照

表 1 人ロ・人口増加率

＂ 
.
j
 

J
i
」

均
衡
な
人
口
地
域
分
布
て
あ
る
。

ヽ

·_— 
__
 __• 

イ
ン
ド
ネ

シ
ア
は
、
中
国
・
イ
ン
ド
・
ソ
連
・
ア
メ
リ

力
に
次
い
で
世
界
第
孔
番
目
の
人
口
規
模
を

有
し
て
お
り
‘

一
九
九

0
年
の
人
口
は
一
億

八
二
七

0
万
人
と
推
計
さ
れ
る
。
こ
の
人
口

の
六
割
強
か
国
上
の
一
割
弱
に
過
苔
な
い
ジ

ャ
ワ
・
バ
リ
に
住
ん
で
い
る
。
こ
の
た
め
‘

シ
ャ
ワ
・
バ
リ
て
開
発
用
地
か
不
足
す
る
一

方
、
そ
れ
以
外
の
地
域
（
外
島
）
て
は
開
発

可
能
性
か
高
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
‘
労
慟
力

不
足
に
よ
り
開
発
が
遅
れ
て
い
る
。
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
政
府
は
‘
過
密
地
域
か
ら
過
疎
地
域

へ
人
口
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
‘
こ

の
問
祖
に
対
処
し
て
い
る
そ
の
政
策
か
固

家
移
住
計
画
(
T
r
a
n
s
m
i
g
r
a
t
i
o
n
P
r
o
g
r
a
m
)
 

人
口
の
地
域
分
布
状
況

nterccnsal 
P
o
p
u
l
a
t
i
o
n
 S
u
r
v
e
y
.
 
S
U
P
A
 

に
よ
る
各
島
の
面
梢
と
人
口
を
表
l
に

め
る
に
過
ぎ
な
い
シ
ャ
ワ
に
人
口
の
六
一
％

か
第
中
し
て
お
り
‘

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
人
口
問
題
の

は

じ

め

に

1

、

つ
は

1

シ
ャ
ワ
の
人
口
密
度
は

し

F
八
人
／
，
畑
‘
全
国
平
均
の
約
J
L
倍
に
逹

し
て
い
る
中
て
も
首
都
シ
ャ
カ
ル
タ
特
別

区
の
人
口
祇
度
は
一
互
―
＿
四
―
一
人
／
枷
と

な
お
‘

国

L
面
積
の
し
％
を
占
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インドネシアの国家移住計画

● 渡辺真知子くわたなペ~まちこ）

嘉悦女子短期大学助教授

こ
う
し
た
外
島
て
は
‘
開
発
ポ
テ
ン

シ
ャ
ル
か
高
い
上
地
で
あ
っ
て
も
‘
労
働
力

.、
,

0

な
し

度
は
ジ
ャ
ワ
に
近
い
ラ
ン
ポ
ン
州
か
一
七
八

人
／
に
と
比
較
的
高
い
か
‘
島
を
平
均
す
る

と
六
九
人
／
畑
で
、
ジ
ャ
ワ
の
一
割
に
満
た

二
五
％
に
対
し
人
口
は
一

0
％
で
、
人
口
密

史
は
占
い
。

ス
マ
ト
ラ
の
コ
ー
ヒ
ー
や
ゴ
ム

こ
う
し
た
考
え
に
某
づ
く
「
移
住
」

非
常
に
低
い
。

に
満
た
ず

カ
リ
マ
ン
タ
ン
も
面
積
，
一
八
％

度
は
そ
れ
ぞ
れ
二
人
／
畑

こ
れ
に
対
し
て
、
国
土
面
積
で
ニ
ニ
％
を

占
め
る
イ
リ
ア
ン
シ
ャ
ヤ
は
人
口
て
は
一
％

に
対
し
て
人
口
五
％
に
過
ぎ
な
い

3

人
口
密

ジ
ャ
ワ
の
農
村
て

は
農
地
か
不
足
し
‘
耕
地
の
寄
細
化
・
農
北

労
働
者
の
増
加
か
み
ら
れ
る
。
農
業
セ
ン
サ

ス
に
よ
れ
ば
‘
ジ
ャ
ワ
・
ハ
リ
て
は
耕
地
面

積
0
•
石

h
aよ
満
の
農
家
数
は
一
九
六
九
年

の
四
一
九
万
戸
か
ら
八
一

I

]

年
に
は
六
四
六
万

ハ

戸
へ
と
大
幅
に
増
大
し
て
い
る
。
こ
の
た
め

多
く
の
土
地
無
し
農
民
か
大
都
市
ン
ャ
カ
ル

タ
ヘ
流
出
し
て
い
る
し
し
か
し
‘
ジ
ャ
カ
ル

タ
の
雇
用
吸
収
力
は
‘
流
入
し
て
く
る
牒
民

を
全
て
吸
収
す
る
程
大
苔
く
は
な
く
、
新
た

な
都
巾
の
貧
困
層
を
形
成
す
る
結
果
と
な
っ

て
い
る
。

ン
バ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て

い
て
高
い
水
準
に
あ
る
。

上
地
と
人
口
の
ア

の
歴

と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

ス
マ
ト
ラ
・
ラ
ン
ポ
ン
州
で
ニ
ヘ
ク
タ
ー
ル

を
与
え
ら
れ
耕
作
す
る
農
民
一
家-PLJ

人
／
畑
と

ジ
ャ
ワ
に
次
い
で
間
発
か
進

ん
で
い
る
ス
マ
ト
ラ
の
場
合
て
も
‘
面
積
か

か
ら
ス
マ
ト
ラ
、
カ
リ
マ
ン
タ
ン
な
ど
の
外

国
家
移
住
計
画

国
家
移
住
計
画
は
‘
過
密
地
城
か
ら
過
疎

地
域
へ
人
口
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
‘

人
口
と
十
地
の
地
理
的
ア
ン
ハ
ラ
ン
ス
か
も

た
ら
す
開
発
問
題
を
軽
減
さ
せ
る
―
つ
の

方
策
と
し
て
、
す
な
わ
ち
人
的
査
源
と
天
然

資
源
の
布
効
利
用
を
目
指
し
て
‘
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
政
府
か
実
施
し
て
い
る
も
の
て
あ
る
。

具
体
的
に
は
‘
人
口
過
密
な
ジ
ャ
ワ
・
バ
リ

島
へ
の
移
住
を
国
家
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
推

進
し
‘
土
地
を
持
た
な
い
農
民
に
土
地
を
与

え
‘
ま
た
外
烏
の
地
域
開
発
を
促
進
す
る
こ

働
力
を
‘

の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
て
必
要
と
さ
れ
た
労

人
LJ
増
加
が
大
き
く
‘
就
業
機
会

と
い
う
形
で
、

か
不
足
し
て
い
た
ジ
ャ
ワ
か
ら
移
住
さ
せ
る

オ
ラ
ン
タ
の
植
民
地
で
あ
っ

3 ヽ

こ
れ
ら
の
外
島
で
は
潜
在
的
農
地
の，

 

わ
す
か
三
％
が
開
墾
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。

tL
ギ
6

,
1
1
 

あ
る
。

一
九
八
三
年
の
農
梨
セ
ン
サ
ス
に
よ

不
足
に
よ
っ
て
手
か
着
け
ら
れ
な
い
状
態
に
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表 2 移住による移動家族数

紀故 公的"件 自発的9多仕
I、""' 1: 火数I 1%1 I実数I i? 叫

間兌計面以前

""""' 
開発It固以後
棺一次計滓j 46,2>i8 

1%0/711 3,033 

19.0/71 4.338 
1971/72 4,171 
19;2/73 11,414 

H•l'l/74 22,412 

第二次計恒i '2,859 
1074/75 11,(心

1075/76 8,1(>,) 

1976/77 ll.9W 
1977/78 22,049 
JS,78/7' 27, 仮灼

第三次計国 535,474 '65,077 68,3 

'979/so ,s,m 22,m "・' 
JSSll/81 108, ⑱ I 73,653 68.l 

l9Sl/82 "3,946 SS,(166 71.l 

1982/83 167,477 12>l,3SI 71.9 
1083/84 86,293 61,431 71.2 

袷四次"西 750,150 228,422 30ふ
1981/S5 !01ぶ沿 51,558 50.6 

1985/86 166,3'7 19,682 47.9 

1086/87 172,859 46,35'26,S 
l怜7/邸 163,947 23,131 14.1 

l咬 145,,09 27.6"7 10.1 

吊五．欠計画 550,(>)0 180,000 32.7 

1959/90 27,0)0 5,000 18.5 

1990/9'55,(心0 17,000 30,9 

19渓'/92 lJ0,000 31.000 28.2 

l992/93 170,000 61, 訳沿 35,9 
1903/04 188, 的） 66,000 35,l 

'' 

資料 ・D. epa,tment of Trnnsm, 即at,on
"'公的移住＝政府計向による全面支援、自発的移住＝政府

による•部女授または支投呉 L の移住．

os.m 

160,M 
27,298 

31,426 

35,780 

17,l21 

24.S67 

521,72' 
50,330 

86,665 

126, 別8

110,sn 

117,412 

:wo,ooo 
22,000 

ぉ，000
79, 的O
100,000 
122,(00 

は
平
均
三
ー
五
な
る
。

画
で
は
七
五
万

家
族
に
達
し
て

一
家
族

い
る
。

家
族
に
増
大
し

第
四
次
開
発
計

そ
の
数
は
一
挙

に
五
三
•
五
万

3U  
団 .8

31.9 

28.9 

28.l 

28.8 

6'.5 

"・' 52.1 

73.2 

65.1' 
80.9 

67.3 

81.5 
61'.l 

71ぶ

6U  
糾.,

第
三
次
開
発
計

画
に
な
る
と
‘

し
て
い
る
。

た
今
世
紀
初
め
に
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
。

当
時
は
？
入
植
(Colonization)J

と
い
う
用

語
か
使
わ
れ
て
い
る
。
オ
ラ
ン
タ
政
府
に
よ

る
最
初
の
移
住
計
画
は
‘

実
施
さ
れ
た
。

画

(
L
a
n
d

S
e
t
t
l
e
m
e
n
t
 
S
c
h
e
m
e
s
)
の
中

て
約
一

0
万
人
が
ジ
ャ
ワ
か
ら
外
島
へ
入
植

し
、
さ
ら
に
六

O
h人
か
農
園
労
働
者
と
し

5
 

て
移
住
し
て
い
る
。

-
J
L
O
五
年
の
ジ

ャ
ワ
か
ら
ラ
ン
ポ
ン
ヘ
の
入
植
と
い
う
形
で

一
九
三

0
年
ま
で
に
定
住
計

ジ
ャ
ワ
か
ら
外
島
へ
の
「
移
住
」
に
は
独

立
後
も
大
ぎ
な
関
心
が
寄
せ
ら
れ
‘
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
政
府
の
手
に
よ
る
移
住
計
画
は
一
九

五

0
年
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
の
際
‘
「
入
柚
」

か
ら
「
移
住
(
T
r
a
n
s
m
1
g
r
a
t
1
0
n
)
」

語
の
変
更
か
な
さ
れ
て
い
る
。
当
初
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
は
そ
れ
程
規
模
の
大
き
な
も
の
で
は

な
く
、
大
規
模
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
第
三
次
開
発
計
画

(Repelita

以
後
の
こ
と
て
あ
る
。

表
2
に
示
し
た
の
は
‘
一
九

n
0
年
か
ら

現
在
ま
で
の
国
家
移
住
計
画
に
よ
っ
て
外
島

の
各
州
へ
移
住
し
た
家
族
数
で
あ
る
。
開
発

計
画
か
始
ま
る
前
の
一
九

h
0
年
か
ら
六
八

年
ま
て
の
一
八
年
間
に
お
け
る
移
住
家
族
数

は
一
〇
ガ
に
満
た
な
い
。
第
一
次
開
発
計
画

の
五
年
間
で
四
•
六
万
家
族
‘
第
二
次
開
発

計
画
の
五
年
間
で
は
八
•
三
万
家
族
が
移
住 日

へ
と
用

161 

人
の
構
成
員
か
ら
な
る
の
で
、
第
四
次
開
発

計
画
の
中
で
は
‘
単
純
計
算
で
二
二
五
万
人

ー
三
七
五
万
人
が
外
島
へ
移
住
し
た
こ
と
に

な
る
。
現
行
の
第
五
次
開
発
計
画
で
は
‘
五
年

間
に
Ji
五
Jj
家
族
の
外
島
へ
の
移
住
が
目
標

と
さ
れ
、
平
均
し
て
年
間
三
三
ガ
ー
五
五
万

人
が
ジ
ャ
ワ
か
ら
外
島
に
移
住
す
る
計
算
と
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インドネシアの国家移住計画

ラ ン ポ ン 州 の入植地に完成した灌漑施設

国
家
移
住
計
画
の
中
て
移
住
者
は
二
つ
の

タ
イ
プ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
公
的
移
住
(
G

eneral 
Tranmigration
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

語
て
．
＾
g
n
日
n
,
3
)
と
自
発
的
移
住

(
S
p
o
n
t
a

n
e
o
u
s
 Transmigration. 可
『
swakarsa")

て
あ
る
。
公
的
移
住
は
政
府
の
全
面
的
な
支

土
地
（
耕
地
・

住
宅
用
）
、

耕
作
に
必
要

な
資
材
、
最

初
の
収
穫
ま

で
の
食
糧
な

ど
全
て
を
政

府
の
プ
ロ
グ

て
い
る
。
自
発
的
移
住
は
‘
移
住
者
の
負
担

に
よ
る
移
住
て
、
移
住
先
て
―

-ha
の
土
地
を

与
え
ら
れ
る
政
府
の
支
援
を
一
部
受
け
る
ケ

ー
ス
と
全
く
受
け
な
い
ケ
ー
ス
と
か
あ
る
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
当
初
は
公
的
移
住
か
中
心
て
あ

っ
た
か
‘
公
的
移
住
の
財
政
的
負
担
の
大
き

さ
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
経
済
不
振
に
よ
っ
て
‘

一
九
八

0
年
代
後
半
以
降
‘
自
発
的
移
住
ヘ

の
依
存
度
を
高
め
る
方
向
に
進
ん
で
い
る
。

こ
の
た
め
第
三
次
開
発
計
両
て
は
公
的
移
住

て
保
障
さ
れ

ラ
ム
に
よ
っ

当
り
二

ha
の

援
に
よ
る
移

住
で
、
移
住

地
ま
で
の
旅

費
‘
一
家
族

移住先別移動家族数・地域構成比

スマトラ カリマンクン
スラペシ・ fリアン

モル 9カ諸息 ジャヤ
合計

105<<54 ,,,,, 訊> 91.5'・''" 6.3 5収> 2.2 0 0.0 22,300 100.0 
lり55-59 ,S,(>00 羽., 2, 珈 8.1 ,,,, 2.2 c, 0,0 32,2⑩ l⑲ " 

!"6C,-64 21.(00 "'-'4, 珈 i,,c, 1,(<)I 3,S O 0.0 26,500 IOU> 

l!Oi5-69)6, 図X, 76.4 2,100 "-'2,7以I 12.5 3,x, 1A 21. 珈 100.0

l如— 11 22,ox, 55.7 o.orい 15.2 11,40> 2'.9 1以) "・'3', 如 10虹
"'75-79 3'.(•JO 60.0 11,<I<> 200 O.(•X< 16.4 2,C心ふ6 55,(,00 100.0 
o•s,;-s, 227,IM 62,11 7", 砂 I0.3 51,,,x, 1u  1,.,00 u 3ら6,000 Iい
0•85-86 50,2≫0 43.1 位鴎 31.1 21,7収> 16.1 J:<,200 筵 JJS,JOO l<JO,O 

累計｛芍 SふI 427,100 61.2 140,2<W 20.l 98,70< 14.l "2,2収> 4.6 6'8,2⑳ l⑲ O 
~ ~ ~，~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~．~ ~ ・~ ~ 

出所： Depmtment of Trnnsmigrntion, 
Trnnsmigation-Ou< People, Om Land, Ou, Fut瞑・

表 3

（
純
流

ワ
↓
カ
リ
マ
ン
タ
ン
」
が
こ
れ
に
次
く
。 「

ジ
ャ

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
人
口
移
動
状
況
を
見
る

4 ヽ
か
約
七
割
を
占
め
て
い
た
が
、
第
四
次
、
第

五
次
開
発
計
画
で
は
自
発
的
移
住
が
約
七
割

移
仕
者
の
出
身
地
は
一
九
七
三
年
の
大
統

領
令
に
よ
っ
て
、
ジ
ャ
ワ
‘
マ
ド
ラ
‘
バ
リ
‘

的

ロ
ン
ポ
ク
の
各
島
と
決
め
ら
れ
て
い
る
。
出

ジ
ャ

身
地
と
し
て
は
ジ
ャ
ワ
の
中
で
も
特
に
中
部

シ
ャ
ワ
州
と
束
ジ
ャ
ワ
州
か
目
立
ち
、
移
住

先
と
し
て
は
こ
れ
ま
て
は
ラ
ン
ポ
ン
‘

ン
ビ
、
南
ス
マ
ト
ラ
‘
リ
ア
ウ
な
ど
の
ス
マ

ト
ラ
各
州
の
比
重
か
大
ぎ
い
。
し
か
し
な
か

ら
‘
表

3
に
示
す
よ
う
に
‘
一
九
六

0
年
代

の
移
住
計
画
で
は
ス
マ
ト
ラ
の
比
璽
が
八
割

強
占
め
て
い
た
の
に
対
し
‘
七

0
年
代
以
降

は
六
割
を
下
回
り
、
カ
リ
マ
ン
タ
ン
な
ど
他

の
外
島
の
比
重
か
高
ま
っ
て
お
り
‘
移
住
先

に
変
化
か
見
ら
れ
る
。

国
家
移
住
計
画
の
成
果

と
、
最
大
の
移
動
流
は
「
ジ
ャ
ワ
↓
ス
マ
ト

ラ
」
て
‘
「
ス
マ
ト
ラ
↓
ジ
ャ
ワ
＼

こ

れ
ら
で
移
動
者
総
数
の
七
割
を
超
え
て
い
る
。

純
流
出
地
域
は
ジ
ャ
ワ
と
ス
ラ
ベ
シ

と
逆
転
し
て
い
る
。
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参考図 州名と人口密度

付表州別人口• 経済指標
向!sit 人口比 Anを度 合計丼R 礼児死亡牢'"茫51 ・/、が1 一段茉 ・I角迫 (10表以上、]%SJ

i?cl 1'.',,1 I.¥但 I 出H .1出中 F当り 1 所得"""合計 梼成 Jt1%1 

Ii 令．—"' 男 女 (lMRP) (l,lW<O人）畏某製造業その他
1 アチェ 2.s•, 181 51 1.8 "・" 55.2 1,sis 1,20s 10 s 24 
2 北スマトラ 3.Gり 5.71 m 5.1 "'・" 56.1 75'1 ),(•57 6< 1 3< 
3 内スマトラ 2.51' 22S ,5 4.8 92.7 16.S 656 1,411 5S S 31 
4 リアウ l'>( 1.5S 21 1.7 '32 6'.0 S,181) 911 62 1 34 

" "ャンピ 2.31 106 19 U 岱 '1 61'.6 581) '"' '1> 1 ,S 

G 南スマトラ 5.W ,a SC ,s '"・" ≫!≫ l,11,s 2ぶ"' ,;,; ;, 2'1 

7 ―, ンク几ウ 111, "・"' ,s ,,.. 11.1 ,,u cs, m "' , 11' 
S ランポン 1.11 3H> 17S U >6.11 53.S 371' 2,o!S ,S 1 且

9 ジ9・カ Iしク 0.1'3 UI  1<.11< L2 10." <U  1,'11' 2,(<31' 3 11' 応

l'1e/ジャワ 2.11 IS7'( c,;s l.l 90.11 11.1; ,;ss 12.155 17 I<' B 

II 中部ジャワ 1.78 1613 791 :u 71" 57.1 5'7 12,(•SJ 517 II 33 

"ジョク,,.カルタ '11' 1.79 1'2' 2.e, 12:l '2.1' '91 1.5,i S'1 II 甜

13更ン'a・'' 2.s,, "'"' 民5S u '"・" "・" '詠 lS,23と 58 a "' 
14" 11 0.29 1.'2 l.S 11 65.1 51.1'813 1,.S25 54 I<'36 

IS西ヌサ・テンガラ "15 IH  111> C,.7 121.l 105.1 291 U ら7 es , w 
1,; 点ヌサ・テンガラ 2.,,, U1  61 5.1 '7.1 71.7 2' し• 1,11>, Sl l F• 
17束ティモー., "・" ,us ,, ,C'ti,6 糾 l 四 6 329 92 1 6 

lo西カリマンタン 1.65 i, と '" ''・" &5.3 ""・" 113•) 1.223 7< , 22 
I"中部カリマンクン "15 11.68 7 l.S 76.3 61.S 851 511' ti! C, 、"
"'"'カリマンクン 1."6 1.11> 61 U 1(1.'1 75.S "7 I.CC'l 61 1'1 2S 

21東カリマンクン lo.5', ,, り2 7 U 71.> SU  l,'1il '"" lS ,; '7 
22'こスラペシ 9 l<'.' Ill 12' 1<.≫ 12.S 5S.1 16l (•39 5S 4 ぶ

,, 中蔀スラペC S.≫l 1'S, 22 l.11 11•25 8'.3 )33 (01 76 ) 22 

21"1スラペン 3.71' l.1,3 91 1.1 ,u; W.> 1" 2,lCI ol s ;,; 
2', 京南スラペン・ 1.4' ,,e,s 11 S., SI.(> 1'6.S C,15 185 18 2 2•) 
加 マ ル J L沿いs 22 ,,.,; n,, 71.2 c,ss ssa w , n 
21 ィリアンジャヤ 21.1•8 1'.84 3 l.S ¥1'1(> 71.1 '12 1'19 '6 1 21 

全困 ""'" """' 06 ,., 13.7 ,,,,c, 叫 12,518 56 S ¥6 
.. 

食料： Ce≪trnl Boccoo of Siatistice. Statistic Ycacbook of lndoocsi, 1989, Wclfacc lodicatocs 1989, 

Rc"'onel Income of Pm,inceヽ inIndonesia by IndaヽlrinlOngin, 1990 11ひ

I.aloe Fo,ce Sitoation ,, lndonesta 1988, I便DO
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と
な
っ
て
い
る
。

る。

ジ
ャ
ワ
の
人
口
割
合
は

分
か
る
。

出
者
数
ニ
ニ
七
万
人
‘

入
地
域
は
ス
マ
ト
ラ
と
カ
リ
マ
ン
タ
ン

流
入
者
数
ニ
―

0
万
人
、
四
四
万
人
）
て
あ 純

二
孔
力
人
）
、
純
流

ジ
ャ
ワ
ヘ
の
移
動
者
は
「
仕
串
」
と
「
教

育
」
‘
外
島
へ
の
移
動
者
は
「
移
住
」
を
移
動

理
由
と
し
て
挙
げ
る
割
合
か
高
い
。
す
な
わ

ち
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
国
内
人
口
移
動
の
流

れ
は
、
外
局
か
ら
政
治
・
経
済
の
中
心
で
あ

（
主
と
し
て
ジ
ャ
カ
ル
タ
）
へ
の

よ
り
良
い
仕
事
・
教
育
機
会
を
求
め
る
人
の

流
れ
と
、
ジ
ャ
ワ
か
ら
外
島
へ
の
移
住
に
よ

る
人
の
流
れ
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
．

「
外
島
か
ら
ジ
ャ
ワ
ヘ
」
と
「
ジ
ャ
ワ
か

ら
外
島
へ
」
と
い
う
二
つ
の
人
の
流
れ
の
中

て
、
移
住
を
主
な
理
由
に
す
る
後
者
の
流
れ

か
大
ぎ
い
た
め
‘
ジ
ャ
ワ
は
人
口
流
出
地
城

九
六
ニ
ヰ
の
六
孔
％
か
ら
八
五
年
に
は
六
一

％
と
低
下
し
て
お
り
‘
こ
の
こ
と
か
ら
見
れ

は
、
国
家
移
住
政
策
か
目
指
し
て
い
る
人
口

の
地
城
分
布
問
題
を
軽
減
す
る
上
て
僅
か
て

も
貢
献
し
た
と
見
る
こ
と
か
て
き
る
。
し
か

し
な
が
ら
‘
政
府
フ
ロ
グ
ラ
ム
の
財
政
的
負

担
の
大
き
さ
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
経
済
状
況

に
よ
っ
て
‘
政
府
は
農
民
の
自
已
負
相
に
よ

る
自
発
的
移
住
の
比
重
を
高
め
よ
う
と
し
て

い
る
。
移
住
先
て
の
各
種
の
経
済
社
会
甚
盤

の
整
備
か
進
み
‘
移
住
の
た
め
の
拗
食
制
度
・

情
報
整
備
か
整
え
ば
、
農
民
の
自
已
負
担
に

る
ジ
ャ
ワ
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よ
る
移
住
も
促
進
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
、

う
し
た
条
件
が
整
う
か
否
か
が
問
題
と
い
え

る
。
十
地
の
提
供
‘
交
通
費
な
ど
の
政
府
に

よ
る
移
住
へ
の
直
接
的
支
援
か
後
退
す
る
中

て
、
そ
う
し
た
条
件
整
備
も
不
卜
分
で
あ
れ

は
‘
ジ
ャ
ワ
ヘ
の
人
日
躯
中
度
低
下
は
期
待

て
き
な
い
可
能
性
か
翡
い
。
ま
た
‘
牛
活
習

慣
の
異
な
る
移
住
者
と
現
地
住
民
の
間
で
の

摩
擦
‘
あ
る
い
は
人
口
密
度
か
極
端
に
低
い

状
況
下
て
保
た
れ
て
い
た
現
地
住
民
の
農
法

と
自
然
と
の
ハ
ラ
ン
ス
か
‘
移
住
者
の
流
入

に
よ
っ
て
崩
れ
、
熱
帯
雨
林
の
破
壊
な
ど
の

環
境
問
題
を
引
き
起
こ
す
な
ど
の
問
題
も
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

0

注11 
C
e
n
t
r
a
l
 
B
u
r
e
a
u
 of 
Statist,cs. 
P
o
p
u
 

lation 
of 
I
n
d
o
n
e
s
i
a
 
R
e
s
u
l
t
s
 
of 
t
h
e
 
1
9
 

§_5_ 
I
n
t
e
r
c
e
n
稔
I
P
o
p
u
l
a
t
i
o
n
 
S
u
r
v
e
y
,
 
19 

8
7
 

~
 2

 
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
 
of 
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
 
l
n
d
o
n
s
 

ia 
1
9
9
0
 
-
a
n
 
Official 
H
a
n
d
b
o
o
k
,
 
p.171 

岡
柴
田
徳
衛
•
加
納
弘
勝
捐
『
第
．
二
世
界
の

人
口
移
動
と
都
巾
化
』
ア
．
／
ア
経
済
研
究
所

一
九
八
一
．
年
、
新
津
晃
．
絹
『
現
代
ア
．
／
ア

の
ス
ラ
ム
』
明
石
書
店
‘
一
九
八
九
年
‘
渡

辺
利
夫
『
ア
．
／
ア
経
済
を
ど
う
捉
え
る
か
』

日
本
放
送
出
版
会
‘
一
九
八
九
年
な
ど

田

注

121
に
同
じ
。

151 
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
 
of 
T
r
a
n
s
m
i
g
r
a
t
i
o
n
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J:li 

s
t
o
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i
o
g
r
a
p
h
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o
n
 T
r
a
n
s
m
i
g
r
a
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i
o
n
.
 
1
9
8
7
、

そ

W
o
r
l
d
 
B
a
n
k
.
 
I
n
d
o
n
e
s
i
a
・
T
h
e
 
T
r
a
n
s
m
1
 

gration 
P
r
o
g
r
a
m
 in 
P
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
.
 1
9
8
8
 

な
ど
に
よ
る
。

lbl

家
族
の
平
均
構
成
貝
数
は
‘
政
府
の
全
面

的
支
援
に
よ
る
公
的
移
住
の
場
合
か
四

I
f

人
に
対
し
て
、
原
則
と
し
て
移
住
者
の
負
担

に
よ
る
自
発
的
移
住
の
場
合
は
ニ
ー
・
ニ
人
と

規
模
が
小
さ
い
＂

m
自
発
的
移
住
の
場
合
も
、
政
府
の
女
援
に

よ
っ
て
移
住
先
に
整
備
さ
れ
る
各
神
甚
盤
(

灌
紙
‘
道
路
・
橋
、
学
校
、
保
健
所
な
ど
）

の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

D
e
p
a
r
t

m
e
n
t
 o
f
 I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
 
I
n
d
o
n
e
s
i
a
 
1
9
9
0
 

-
a
n
 
Official 
H
a
n
d
b
o
o
k
.
 
p
.
1
7
2
、
D
e
p
a
r
t

m
e
n
t
 of Transmigration• 

Historiogra 

屡
o
n
T
r
a
n
s
m
i
g
r
a
t
i
o
n
 
1987. 
p.18
な

ど
に
よ
る
。

⑲
 
Presidental 
D
e
c
r
e
e
 
K
E
P
R
E
S
 N
o
.
 l
 

]
 19
7
3

な
お
‘
一
九
八
五
年
以
降
は
‘
こ

れ
ら
の
各
島
に
あ
る
ジ
ャ
カ
ル
タ
、
西
ジ
ャ

ワ
、
中
部
ジ
ャ
ワ
‘
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
、

東
ジ
ャ
ワ
‘
パ
リ
、
西
ヌ
サ
・
テ
ン
ガ
ラ
‘

東
ヌ
サ
・
テ
ン
ガ
ラ
の
八

JII
が
移
住
者
の
出

身
地
と
な
っ
て
い
ん
移
住
先
と
し
て
は
‘

一
九
じ
―
生
年
に
定
め
ら
れ
た
ジ
ャ
ン
ピ
｀
南

ス
マ
ト
ラ
、
プ
ン
ク
ル
ウ
‘
ラ
ン
ポ
ン
、
中

部
カ
リ
マ
ン
タ
ン
、
南
カ
リ
マ
ン
タ
ン
‘
東

カ
リ
マ
ン
タ
ン
、
中
部
ス
ラ
ヘ
シ
‘
南
ス
ラ

へ
／
、
東
南
ス
ラ
ペ
ン
の
一

OIII
か
ら
、
そ

の
後
順
次
増
加
し
、
現
在
で
は
出
身
地
で
あ

る
八
州
以
外
の
／
九
川
が
移
仕
先
と
な
っ
て

い
る

U
ス
マ
ト
ラ
‘
ジ
ャ
ワ
、
カ
リ
マ
ン
タ
ン
‘

，
 

ス
ラ
ペ
シ
、
そ
の
他
に
分
け
‘
こ
れ
ら
の
島

の
間
の
現
住
地
と
出
生
地
と
の
比
較
に
よ
る

生
涯
移
動
に
よ
る
移
動
状
況
。
シ
ャ
ワ
↓
ス

マ
ト
ラ
が
約
二

A
0
万
人
、
ス
マ
ト
ラ
↓
ジ

ャ
ワ
か
約
几

0
万
人
‘
ジ
ャ
ワ
↓
カ
リ
マ
ン

タ
ン
か
約
凹
五

h
人
で
、
そ
の
他
は
多
い
と

こ
ろ
て
二

0
万
人
弱
、
大
半
は
一

0
万
人
木

滴
で
あ
る
貪
料
は
‘
注

m
)
に
よ
る
~
い

佃
イ
ン
ト
ネ
シ
ア
全
体
で
は
‘
「
移
住
」
に
よ

る
移
動
の
割
合
は
四
％
と
低
い
が
、
ラ
ン
ポ

ン
‘
ジ
ャ
ン
ピ
‘
プ
ン
ク
ル
ウ
‘
中
部
ス
ラ

ヘ
シ
、
東
南
ス
ラ
ペ
シ
、
南
カ
リ
マ
ン
タ
ン

な
ど
の
外
島
の
特
定
州
で
は
ニ
ー
三
割
と
か

な
り
高
い
。
な
お
、
全
て
の
州
て
移
動
理
由

と
し
て
「
そ
の
他
」
の
割
合
か
高
く
‘
こ
れ

に
は
「
緒
婚
」
や
ぶ
家
族
の
移
動
L

な
ど
が

含
ま
れ
て
お
り
、
女
了
や
十
供
の
場
合
‘
そ

の
大
半
が
こ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
の
て
；
久

チ
に
つ
い
て
は
八
割
）
、
移
動
理
由
と
し
て

の
ぶ
移
住
」
の
意
味
は
実
質
的
に
は
も
っ
と

大
き
い
と
考
え
ら
れ
る

J

23 



'"  

ヽ

労
働
者
の
就
業
状
況

日
本
の
労
働
者
の
労
働
時
間
は
年
間
ニ
―

0
0
時
間
を
超
え
て
お
り
、
過
労
死
や
サ
ー

ビ
ス
残
業
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
中
国

で
は
ど
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
で
あ

ろ
う
か
。
中
国
で
は
月
曜
か
ら
土
曜
ま
で
一

日
八
時
間
労
働
で
、
週
労
働
時
間
を
四
十
八

時
間
と
定
め
て
お
り
、
実
労
働
時
間
も
週
四

十
八
時
間
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
実
際
箪
者

が
一
九
八
六
年
十
一
月
に
東
北
の
三
都
市
て

就
業
時
間
の
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
経
営

主
体
別
で
国
営
（
全
民
所
有
制
）
、
集
団
所
有

制
企
業
共
に
九

0
パ
ー
セ
ン
ト
が
週
四
十
八

時
間
で
、
四
十
八
時
間
を
超
え
る
者
は
ニ
・

五
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
き
ず
‘
一
方
自
営
業
が

四
十
八
時
間
以
上
と
す
る
者
か
約
五

0
パ
ー

セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
ま
た
職
業
別
で
は
生
産
‘

運
輸
、
サ
ー
ビ
ス
関
係
の
職
業
に
従
事
す
る

者
の
み
が
四
十
八
時
間
を
超
え
る
労
働
時
間

印

で
あ
る
。
筆
者
が
九
一
年
十
二
月
に
あ
る
官

庁
を
訪
問
し
た
際
に
も
、
夕
方
四
時
半
過
ぎ

に
は
既
に
職
貝
か
帰
宅
し
消
灯
し
た
部
屋
か

多
か
っ
た
が
、
規
定
で
は
午
前
八
時
か
ら
午

後
五
時
ま
で
で
あ
る
が
、
従
業
先
所
属
の
通

勤
ハ
ス
の
都
合
上
、
三

0
分
前
後
の
早
退
は

認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
も
っ
と
も
残
業

手
当
そ
の
も
の
が
、
公
務
貝
の
場
合
な
い
そ

う
で
あ
る
。
筆
者
が
東
北
に
住
ん
で
い
た
時

も
‘
勤
務
時
間
中
に
あ
る
研
究
所
の
職
貝
に

電
話
し
た
所
、
白
菜
の
買
い
出
し
に
出
か
け

て
留
守
と
い
う
事
で
驚
い
た
こ
と
が
あ
る
。

何
時
て
も
何
処
で
も
大
方
の
も
の
か
揃
う
日

本
と
異
な
り
、
特
定
の
時
期
に
限
ら
れ
た
所

で
し
か
入
手
出
来
な
い
所
で
は
‘
勤
務
時
間

も
生
活
の
た
め
に
お
お
ら
か
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
事
を
納
得
し
た
。
し
か
し
、
工
場
で

は
労
働
生
産
性
を
上
げ
る
た
め
、
「
争
分
奪

秒
」
（
一
秒
で
も
争
っ
て
仕
事
を
し
よ
う
）

と
い
う
標
語
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も

中
国
に
は
エ
会
と
い
わ
れ
る
労
働
組
合
が

各
職
場
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
会
貝
の
福
利
的

な
面
を
補
助
す
る
こ
と
か
主
な
活
動
で
、
会

貝
の
慰
安
旅
行
の
企
画
‘
メ
ー
テ
ー
、
新
年

の
祝
祭
日
に
映
画
会
の
企
画
招
待
の
他
、
秋

冬
期
に
野
菜
を
農
村
に
買
い
出
し
に
出
か
け
‘

職
貝
に
自
山
市
場
よ
り
安
く
販
売
す
る
な
ど

の
事
業
を
行
う
。

中
国
人
の
給
与
は
年
々
上
昇
し
て
お
り
‘

一
九
九
一
年
中
国
統
計
年
鑑
に
よ
る
と
‘
一

九
九

0
年
国
営
労
働
者
の
年
間
平
均
賃
金
は

二
、
二
八
四
元
（
五
七
‘

1
0
0
円
）
、
都
市

躯
団
所
有
制
労
働
者
か
一
‘
六
八
一
元
（
四

二‘

0
二
五
円
）
、
そ
の
他
自
営
を
含
む
企
業

労
働
者
は
二
、
九
八
七
元
（
七
四
‘
六
七
五

円
）
で
あ
る
。
国
営
労
働
者
の
賃
金
総
頷
の

構
成
の
内
訳
は
、
基
本
賃
金
（
基
礎
賃
金
と

二、
あ
る
。

賃
金
水
準
と
賃
金
制
度

保

f
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解折課課長

職
務
給
を
含
む
）
が
五
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
ボ

ー
ナ
ス
（
奨
励
金
）
が
一
九
パ
ー
セ
ン
ト
‘

各
種
手
当
か
ニ
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
、
時
間
外
手

当
が
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
て
あ
っ
た
。
各
種
手
当

に
は
物
価
手
当
、
一
人
っ

f
手
当
、
衛
生
理

容
手
当
（
入
浴
費
な
ど
）
、
交
通
費
な
ど
が
含

ま
れ
る
。
こ
こ
で
物
価
手
当
は
一
九
八
九
年

イ
ン
フ
レ
時
に
五

-
1
0
元
が
毎
月
支
払
わ

れ
た
そ
う
で
あ
る
。
一
九
八
七
年
に
中
国
料

理
に
不
可
欠
な
豚
肉
か
不
足
し
急
騰
し
た
た

め
、
豚
肉
の
配
給
券
が
配
布
さ
れ
‘
こ
れ
を

持
参
し
な
け
れ
ば
国
営
市
場
で
購
人
出
来
な

か
っ
た
時
期
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
各
種

f

当
に
含
ま
れ
る
。
そ
の
は
か
企
業
に
よ
り
請

負
生
産
贔
を
卜
回
っ
た
時
な
ど
、
製
品
を
現

物
支
給
の
形
で
支
給
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と

中
同
の
賃
金
制
度
は
国
営
企
業
の
九
五
パ

ー
セ
ン
ト
以
上
が
旧
来
の
等
級
貨
金
制
を
と

っ
て
お
り
、
平
均
主
義
の
弊
害
を
改
め
る
た

め
、
一
九
七
八
年
以
降
は
ポ
ー
ナ
ス
や
出
来

高
払
い
賃
金
を
と
っ
て
い
る
。
上
記
労
働
者

の
賃
金
構
成
比
に
よ
る
と
、
ボ
ー
ナ
ス
、
手

当
は
そ
れ
ぞ
れ
杖
本
給
の
四
ヶ
月
分
、
五
ヶ

月
分
に
相
当
す
る
か
、
そ
の
比
率
は
事
業
体

に
よ
り
異
な
る
。
公
務
貝
は
年
齢
、
地
位
を

問
わ
ず
ボ
ー
ナ
ス
は
毎
月
一
律
五
元
と
か
一

0
尤
て
あ
る
そ
う
で
、
手
当
の
一
種
と
考
え

て
い
る
よ
う
だ
。
ま
た
企
業
に
よ
り
悲
本
賃

金
の
一
―

0
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
五

0
パ
ー
セ
ン

ト
が
出
来
高
払
い
で
あ
る
。
最
近
従
梨
先
の

経
営
主
体
（
所
有
制
）
の
違
い
や
職
種
に
よ

る
貨
金
格
差
か
拡
大
し
て
い
る
。
し
か
し
、

同
一
の
従
業
先
て
は
国
営
労
慟
者
の
場
合
そ

れ
は
ど
大
き
な
格
差
は
少
な
く
‘
む
し
ろ
職

梨
上
の
地
位
に
よ
る
権
利
に
大
き
な
券
が
生

じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
大
学
の
場
合
に
は
‘

副
教
授
（
日
本
の
教
授
に
相
当
す
る
）
以
上

は
多
く
の
場
合
、
住
宅
が
一

[
D
K
以
卜
で
電

話
付
き
の
部
屋
が
与
え
ら
れ
る
が
、
講
師
以

下
は
一

D
K
の
住
宅
し
か
与
え
ら
れ
な
い
な

聞
い
て
い
る
。

ど
、
そ
の
他
さ
ま
さ
ま
な
権
益
か
か
ら
ん
で

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

日
本
と
比
へ
低
賃
金
で
あ
る
の
は
‘
物
価

水
準
が
異
な
る
他
、
家
貨
か
低
く
抑
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
都
市
で
は
国
営
労
働

者
は
住
宅
（
給
与
住
宅
）
も
一
種
の
現
物
支
給

に
あ
た
る
。
住
宅
の
広
さ
は
地
位
に
よ
り
異

な
る
か
、

i

般
に
二
部
屋
三

0
平
方
メ
ー
ト

ル
位
で
家
貨
は
一

0
元
足
ら
ず
と
給
与
の
数

パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
修
繕
費

も
ま
か
な
え
な
い
程
低
家
賃
で
あ
る
せ
い
か
‘

住
宅
の
補
修
も
ま
ま
な
ら
ず
‘
友
人
で
三
ヶ

月
も
水
か
出
な
い
な
ど
の
苦
情
も
多
い
。
こ

の
よ
う
な
低
家
貨
て
住
め
る
者
は
大
部
分
か

国
営
労
働
者
て
あ
り
‘
貨
金
で
は
国
営
労
慟

者
の
数
倍
に
上
る
タ
ク
シ
ー
運
転
手
も
‘
給

与
住
宅
は
少
な
く
、
親
と
同
居
す
る
か
配
偶

者
の
従
業
先
の
給
与
住
宅
に
居
住
し
て
い
る

者
か
多
い
そ
う
て
あ
る
。
一
九
九

0
年
に
ア

ジ
ア
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
か
開
催
さ
れ
た
後
、
選

手
村
の
ア
ハ
ー
ト
か
一
般
に
分
譲
さ
れ
た
か
‘

給
与
住
宅
用
に
企
業
か
購
入
し
た
り
、
個
人

で
は
華
僑
が
中
国
に
帰
国
し
た
機
会
に
使
う

別
荘
用
と
し
て
購
入
し
た
と
聞
く
。
分
譲
住

宅
は
都
巾
の
一
般
労
慟
者
に
と
っ
て
年
収
の
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l

、
標

数
十
倍
も
し
、

い
の
で
、

五ロ―
――
-n 

ま
た
そ
の
建
設
戸
数
も
少
な

労
慟
者
の
九
割
以
卜
が
給
与
住
宅

に
住
ん
で
い
る
。
中
国
で
は
退
職
後
も
低
家

貨
の
給
与
住
宅
に
住
み
続
け
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
が
、
都
市
の
人
口
増
加
に
伴
い
住
宅

問
題
は
深
刻
で
あ
る
。
住
宅
の
不
足
は
結
婚

や
離
婚
の
延
期
な
ど
私
生
活
に
も
影
特
を
与

え
て
い
る
。

さ
ま
ざ

中
国
で
は
屋
内
屋
外
を
問
わ
ず
‘

ま
な
標
語
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
内
容
は
政
治

的
な
も
の
か
ら
普
段
の
国
民
の
生
活
態
度
へ

の
呼
ひ
か
け
な
ど
幅
広
く
、
中
国
の
世
相
を

見
る
上
で
も
典
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
最
も

代
表
的
な
も
の
か
平
安
門
の
「
中
華
人
民
共

和
国
万
歳
、
中
国
共
産
党
万
歳
L

て
、
毛
沢

東
の
肖
像
画
と
共
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
ど
こ
で
も
多
く
見
ら
れ
る
の
は
一
人
っ
子

政
策
を
呼
ひ
か
け
る
も
の
「
一
対
夫
婦
只
生

一
個
子
女
」
で
あ
る
。
路
上
で
よ
く
見
ら
れ

る
の
は
運
転
手
に
交
通
安
全
を
唱
え
た
ぶ
高

高
興
典
的
上
班
、
平
平
安
安
的
回
家
」
（
楽
し

く
出
勤
し
、
無
事
に
帰
宅
す
る
）
や
「
為
了

怠
和
他
人
的
健
康
‘
請
不
要
騎
車
帯
人
」
（
あ

な
た
と
他
人
の
健
康
の
た
め
自
転
車
の
二
人

乗
り
は
や
め
ま
し
ょ
う
）
‘
汽
車
の
車
内
に
は

「
為
人
民
服
務
」
（
人
民
の
た
め
に
サ
ー
ビ
ス

を
）
ー
無
愛
想
な
車
掌
を
見
る
と
つ
い
こ

れ
を
指
さ
し
た
く
な
る
‘
（
秦
皇
島
の
駅
て
は

「
譲
人
民
放
心
譲
人
民
渦
意
、
倣
到
礼
貌
待

客
優
質
服
務
」
（
乗
客
に
安
心
と
満
足
の
い
く

よ
う
に
礼
儀
正
し
く
、
サ
ー
ビ
ス
に
努
め
る
）
、

北
載
河
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
「
敬
告
顧
客

為
了
悠
的
健
康
、
為
了
怠
和
他
人
的
安
全
‘

請
不
要
錮
酒
」
（
お
客
様
へ
、
お
客
様
の
健
康

と
お
客
様
及
ひ
皆
様
の
安
全
の
た
め
乱
酔
さ

れ
な
い
よ
う
お
領
い
し
ま
す
）
、
駅
の
構
内
や

建
物
の
屋
内
に
は
「
不
池
随
地
吐
痰
（
み
だ

り
に
痰
を
は
く
こ
と
を
禁
ず
）
」
ー
屋
内
の

廊

F
な
ど
に
は
痰
壺
か
置
か
れ
て
い
る
が
‘

バ
ス
の
車
内
て
若
い
娘
さ
ん
が
痰
を
は
く
の

に
は
驚
い
た
。
筆
者
は
痰
壺
を
植
木
の
水
受

け
用
に
間
違
え
て
買
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
ヘ

ビ
ー
ス
モ
ー
カ
ー
が
多
く
客
に
は
必
ず
タ
バ

コ
を
薦
め
る
の
が
礼
儀
で
あ
っ
た
中
国
で
、

最
近
で
は
公
衆
か
集
ま
る
所
で
は
「
不
要
吸

煙
」
（
禁
煙
）
の
表
元
を
多
く
見
か
け
る
。
テ

レ
ビ
で
も
地
下
鉄
で
子
供
が
煙
に
ま
か
れ
困

っ
て
い
る
シ
ー
ン
を
放
映
し
禁
煙
を
呼
び
か

四、

賞

罰

制

度

け
て
い
る
が
、
自
分
だ
け
て
な
く
他
人
の
健

康
の
た
め
‘
さ
ら
に
公
衆
道
徳
と
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

中
国
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
物
事
に
対
す
る
人

々
の
行
い
に
賞
罰
を
与
え
る
こ
と
か
多
い
。

国
が
決
め
た
政
策
や
普
段
の
行
い
か
優
秀
で

あ
る
者
に
は
‘
こ
れ
を
表
彰
し
奨
励
を
与
え

他
の
者
に
も
模
範
と
す
る
よ
う
に
説
き
‘
こ

れ
ら
に
反
す
る
者
に
は
罰
し
戒
め
と
す
る
。

メ
ー
テ
ー
に
は
優
秀
で
模
範
的
な
労
働
者
を

表
彰
す
る
が
、
そ
の
た
め
各
職
場
て
模
範
青

年
を
推
薦
す
る
。
人
口
政
策
て
は
‘
晩
婚
て

結
婚
し
た
者
に
は
通
常
（
三
日
）
よ
り
長
い

結
婚
休
暇
を
与
え
た
り
、
一
人
っ
子
政
策
に

従
う
者
に
は
経
済
的
優
遇
措
置
を
、
従
わ
な

い
者
に
は
逆
に
制
裁
措
置
を
行
う
。

各
戸
の
軒
先
に
よ
く
「
五
好
家
庭
」
の
表

札
が
貼
ら
れ
て
い
る
の
を
見
か
け
る
が
、
こ

れ
は
婦
女
聯
合
会
の
指
導
の
も
と
に
次
の
五

つ
の
事
項
が
優
秀
な
家
庭
を
「
Ji
好
家
庭
戸
」

と
し
て
表
彰
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
‘

川
祖
国
を
愛
し
、
規
律
法
律
を
遵
守
す
る
‘

切
よ
く
仕
事
を
し
学
習
を
す
る
‘
⑰
人
口
政
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朝の通勤風景 北京市内で

策
で
あ
る
計
画
出
産
に
従
い
、
子
女
を
よ
く

教
育
し
勤
倹
に
つ
と
め
家
庭
を
り
っ
ば
に
運

営
す
る
。
田
健
全
な
風
俗
習
恨
を
樹
立
し
‘

礼
儀
正
し
く
消
潔
衛
生
に
努
め
る
。
固
老
人

を
敬
い
幼
児
を
い
つ
く
し
み
、
親
子
、
嫁
舅

姑
と
仲
む
つ
ま
し
く
民
主
的
な
家
庭
を
築
ぎ
‘

隣
近
所
共
に
仲
良
く
助
け
あ
う
‘
か
含
ま
れ

る。
ま
た
企
業
の
門
や
入
り
口
に
は
「
文
明
単

位
」
と
書
か
れ
た
札
を
掛
け
て
あ
る
の
を
見

か
け
る
。
こ
れ
は
そ
の
年
度
の
衛
生
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
な
ど
（
例
え
ぱ
鼠
の
撲
滅
運
動
）
に

対
し
、
一
定
水
準
に
達
し
た
企
業
な
ど
に
市
、

町
（
鎮
）
や
村
の
人
民
政
府
か
表
彰
し
‘
送

る
も
の
で
あ
る
。

五
、
女
性
の
地
位
と
就
業
状
況

そ
の

解
放
前
の
女
性
は
‘
「
嫁
に
い
く
前
に
は
父

に
従
い
‘
嫁
い
で
か
ら
は
夫
に
従
い
‘
夫
が

死
し
て
は
子
に
従
う
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う

に
社
会
的
な
地
位
は
低
か
っ
た
。
一
九
四
九

年
新
中
国
設
立
後
は
‘
政
府
は
女
性
の
地
位

の
向
上
、
女
性
の
解
放
‘
男
女
の
平
等
を
達

成
す
る
た
め
に
は
‘
女
性
の
経
済
的
な
独
立

を
甚
盤
と
す
る
と
の
立
場
を
堅
持
し
‘

た
め
の
法
的
な
規
制
を
整
備
し
て
き
た
。
一

九
五
0
年
‘
八
二
年
婚
姻
法
で
婚
姻
•
離
婚

の
自
由
‘
[
夫
一
婦
制
、
男
女
平
等
（
夫
婦

別
姓
の
権
利
、
家
庭
内
に
お
け
る
地
位
や
遺

産
相
続
に
つ
い
て
の
男
女
平
等
）
を
う
た
い

封
建
的
婚
姻
制
度
の
圧
迫
か
ら
婦
人
を
解
放

し
‘
憲
法
（
：
九
九
四
年
制
定
）
て
‘
政
治
‘

経
済
、
社
会
、
文
化
に
お
い
て
女
性
か
男
性

と
同
じ
権
利
を
有
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
‘

ま
た
労
働
保
健
法
(
-
九
五
二
年
制
定
）
て

は
‘
男
女
同
一
労
働
同
一
貨
金
の
原
削
と
母

性
保
護
を
規
定
し
、
女
性
に
就
業
の
場
を
与

え
、
文
盲
を
一
掃
す
る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な

政
策
的
措
置
が
と
ら
れ
た
。
：
人
っ

f
政
策

は
女
件
に
育
児
、
家
事
の
負
担
を
軽
減
す
る

の
に
役
立
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
現
在
て
は

女
性
の
労
慟
力
率
は
高
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
職

場
に
女
性
か
進
出
し
て
い
る
。
一
九
九

0
年

人
ロ
セ
ン
サ
ス
に
よ
る
と
、
女
性
の
労
慟
力

率
は
七
三
パ
ー
セ
ン
ト
‘
就
業
者
総
数
六
億

四
七
二

0
万
人
の
う
ち
女
性
就
業
者
は
二
億

九
i

I
 

0
万
人
で
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め

て
い
る
。
中
国
で
は
定
年
が
一
般
に
男
性
六

0
歳
、
女
性
五
五
歳
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す

れ
ば
‘
就
業
者
の
半
数
は
女
性
て
あ
る
と
い
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え
よ
‘
つ
。

職
場
も
多
岐
に
わ
た
り
、
女
性
の

占
め
る
割
合
が
多
い
と
こ
ろ
は
サ
ー
ビ
ス
業

従
事
者
（
全
就
業
者
中
女
性
の
割
合
は
五
二

パ
ー
セ
ン
ト
）
、
農
林
牧
漁
業
労
働
者
（
同
四

八
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
商
業
従
事
者
（
同
四
七
パ

ー
セ
ン
ト
）
、
専
門
的
技
術
的
職
業
（
同
四
五

パ
ー
セ
ン
ト
）
で
あ
る
。
日
本
で
は
女
性
労

慟
者
が
少
な
い
汽
車
の
車
掌
な
ど
運
輸
労
慟

者
と
生
産
工
程
労
働
者
を
含
め
た
職
業
従
事

者
は
全
就
業
者
中
女
性
の
割
合
は
三
六
パ
ー

セ
ン
ト
、
事
務
的
職
業
従
事
者
二
六
パ
ー
セ

ン
ト
‘
管
理
的
職
業
従
事
者
一
―
パ
ー
セ
ン

ト
を
占
め
て
い
る
。
地
位
が
高
い
女
性
は
男

性
に
比
べ
少
な
い
が
、
国
家
計
画
生
育
委
貝

会
の
主
任
（
大
臣
）
は
女
性
で
あ
り
、
地
方

の
市
長
、
県
知
事
な
ど
多
く
の
女
性
が
活
躍

し
て
い
る
。

賃
金
に
つ
い
て
一
九
八
八
年
七
月
労
働
省

の
調
企
に
よ
る
と
‘
月
平
均
賃
金
は
男
性
一

六
四
•
三
元
、
女
性
一
三
八
•
九
元
で
、
女

性
は
男
性
の
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
少
な
い
が
、

H
本
に
比
べ
れ
ば
男
女
の
賃
金
格
差
は
少
な

い
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
社
会
的
に
女
性
の

就
労
を
支
援
す
る
体
制
|
|
i
結
婚
退
職
制
度

も
な
く
、
母
性
保
護
が
確
立
し
、
出
産
後
も

保
育
施
設
な
ど
が
職
場
に
設
置
さ
れ
て
い
る

ー
が
整
っ
て
い
る
た
め
女
性
の
勤
続
年
数

か
長
い
こ
と
に
よ
る
。
若
年
、
高
学
歴
、
国

営
に
就
業
す
る
者
は
‘
賃
金
の
男
女
格
差
が

少
な
い
。
し
か
し
、
一
九
七

0
年
代
末
以
降

始
ま
っ
た
経
済
改
革
は
、
経
済
的
利
益
を
追

求
し
、
都
市
、
農
村
と
も
に
生
産
請
負
制
度

へ
の
変
革
を
め
ざ
す
も
の
で
、
経
済
非
合
理

性
の
排
除
か
ら
、
ま
た
余
剰
労
働
力
の
整
理

の
結
果
、
女
性
の
一
時
帰
休
‘
採
用
を
控
え

る
な
ど
女
性
労
働
者
に
不
利
な
現
象
も
生
ま

れ
て
い
る
。

教
育
水
準
て
は
一
五
歳
以
上
人
口
の
文
盲

率
は
‘
男
性
五
•
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
女
性
一

八
•
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
大
学
へ
の
就
学
率
は
‘

男
性
ニ
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
女
性
一
・
ニ
パ

ー
セ
ン
ト
で
あ
り
‘
男
女
の
教
育
水
準
に
格

差
が
あ
る
が
、
徐
々
に
改
善
さ
れ
て
い
る
。

最
後
に
家
事
や
育
児
の
男
女
の
役
割
分
担

に
つ
い
て
、
四
川
省
、
映
西
省
、
天
津
市
の

調
壺
か
ら
観
察
し
よ
う
（
中
華
全
国
婦
女
聯

合
会
婦
女
研
究
所
絹
「
中
国
婦
女
統
計
資
料

一
九
四
九
ー
一
九
八
九
」
）
。
同
調
査
は
一

日
の
時
間
を
、
川
就
業
時
間
と
通
勤
時
間
、

切
生
活
時
間
、
⑱
家
事
育
児
の
時
間
、
田
自

女
性
労
働
者
と
男
性

由
時
間
、
に
分
け
て
、

労
慟
者
と
か
比
較
し
て
ホ
さ
れ
て
い
る
。
中

国
で
は
、
前
述
の
通
り
残
業
は
少
な
く
‘
職

住
近
接
て
通
勤
時
間
も
少
な
い
の
で
、
川
は

八
•
五
時
間
前
後
‘
切
は
一
0
時
間
前
後
で

男
女
に
差
は
見
ら
れ
な
い
。
⑱
の
家
事
・
育
児

の
時
間
は
‘
四
川
が
男
性
二
時
間
、
女
性
三
時

間
八
分
、
映
西
か
そ
れ
そ
れ
一
時
間
三
四
分
、

二
時
間
四
四
分
、
犬
津
か
二
時
間
五
四
分
、

三
時
間
四

0
分
て
、
女
性
労
働
者
は
男
性
よ

り
一
時
間
長
く
家
事
な
ど
に
従
事
し
て
い
る
。

自
由
時
間
は
男
性
が
三
時
間
前
後
、
女
性
か

―
一
時
間
前
後
て
、
逆
に
男
性
の
方
か
一
時
間

長
い
。
ま
だ
家
事
や
育
児
の
分
担
か
完
全
に

平
等
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、

H
本
の
男
性

の
家
事
従
事
時
間
か
一

0
数
分
と
比
較
す
れ

ば
、
男
性
の
家
事
へ
の
参
加
は
進
ん
で
い
る
。

国
か
女
性
の
就
業
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
、

ま
た
共
働
き
で
な
け
れ
ば
生
計
を
維
持
す
る

こ
と
か
困
難
で
あ
る
と
い
う
経
済
的
必
要
性

か
女
性
の
就
業
を
支
え
、
男
性
の
家
事
へ
の

参
加
を
高
め
て
い
る
。
そ
の
結
果
‘
経
済
的

な
独
立
が
、
女
性
の
意
識
や
社
会
的
な
地
位

を
高
め
、
人
口
仰
制
政
策
も
受
け
入
れ
易
い

も
の
と
し
て
い
る
。
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労
勁
省
は
三
十
□
日
‘
諸
外
国
の
扉

用
情
勢
や
労
使
関
係
の
動
向
な
ど
を
ま

と
め
た

1
―
九
九
一
年
洵
外
労
慟
情
勢

（
洵
外
労
慟
白
書
）
」
を
発
表
し
た
。

今
回
は
国
際
労
慟
移
動
に
焦
点
を
当
て
、

冊
界
て
慟
く
移
民
か
十
年
間
に
約
五

H

ガ
人
増
え
て
．
九
九

0
年
に
は
約
―
一
千

h
百
Jj
人
に
達
し
、
さ
ら
に
増
加
の
兆

し
を
見
せ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

移
民
の
流
出
地
域
て
は
毎
年
百
万
人

程
度
か
流
出
し
て
い
る
ア
ジ
ア
が
最
大

て
‘
今
後
、
日
本
へ
の
流
入
圧
力
が
い

っ
そ
う
強
ま
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

こ
の
た
め
、
白
書
で
は
単
純
労
働
者
の

受
け
入
れ
は
「
今
後
と
も
十
分
慎
重
に

恨

界

て‘

と
し

対
応
す
る
こ
と
か
求
め
ら
れ
る
」

て
い
る
。

移
民
先
と
し
て
は
‘
北
米
（
六
百
万

人
）
、
西
欧
（
同
）
、
中
東
（
五
百
万
人
）

の
三
極
に
偏
煎
し
て
お
り
‘
逆
に
流
出

地
域
と
し
て
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
イ
ン
ド
、

タ
イ
な
ど
を
中
心
と
す
る
ア
ジ
ア
地
域

か
ト
ゾ
フ
で
、
以
下
、
中
南
米
、
ア
フ

リ
カ
か
続
い
て
い
る
。

ア
ジ
ア
か
ら
の
流
出
先
は
大
部
分
が

中
東
だ
が
、
今
後
、
日
本
や
ア
ジ
ア
N

I
E
s
（
新
興
工
業
国
・
地
域
）
へ
の

流
入
圧
力
か
高
ま
る
と
白
書
は
分
析
し

て
い
る
。

（
毎
日
新
聞

一
九
九
二
•
四
•
一
）

働

く

移

民

1

日
本
流
入
、
今
後
も
増
加
ー

に
ゅ
う
す
ふ
お
）
ら
む

l
五
H
か
ら
始
ま
る
地
球
環
境
賢
人

会
議
を
前
に
モ
ー
リ
ス
・
ス
ト
ロ
ン
グ

国
連
環
境
開
発
会
議
（
地
球
サ
ミ
ッ
ト
）

事
務
局
長
か
十
四

H
、
都
内
の
ホ
テ
ル

て
記
者
会
見
し
、
地
球
環
境
保
全
に
必

要
な
査
金
総
頷
は
年
間
六

f
二
百
五
卜

億
ド
ル
と
し
た
う
え
て
「
八

0
％
は
途

上
国
か
み
ず
か
ら
調
達
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
指
摘
。
先
進
国
に
対
し
残

る
二

0
％
に
相
当
す
る
千
二

H
打
十
億

ト
ル
の
賓
金
負
担
を
「
地
球
環
境
安
仝

保
障
へ
の
投
査
と
考
え
て
は
し
い
」
と

強
く
求
め
た
。

会
見
の
中
で
ス
ト
ロ
ン
ク
氏
は
「
途

上
国
が
行
動
計
圃
『
ア
ジ
ェ
ン
ダ
21
』

を
完
全
に
実
行
す
る
に
は
年
間
総
額
六

f
二
百
五
十
億
ト
ル
か
必
要
。
う
ち
八

割
は
途
上
国
み
ず
か
ら
か
政
策
変
更
‘

査
源
配
分
の
変
更
に
よ
っ
て
調
達
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
‘
途
上
国
の
自

助
努
力
を
迫
っ
た
。

ま
た
、
残
る
二

0
％
の
う
ち
世
界
の

政
府
開
発
援
助

(
O
D
A
)
総
額
を
差

し
引
い
た
七
百
億
ド
ル
の
調
逹
を
「
最

大
の
課
題
」
と
し
た
。

賢
人
会
議
は
‘
六
月
に
プ
ラ
ジ
ル
で

開
か
れ
る
地
球
サ
ミ
ソ
ト
に
向
け
、
地

球
環
境
保
全
の
衰
金
メ
カ
ニ
ス
ム
を
探

る
の
が
ね
ら
い
＂
し
か
し
出
席
者
は
政
‘

財
界
の
大
物
と
は
い
え
‘

O

B
か
多
く
‘

実
効
性
を
危
ふ
む
声
も
高
い
。
こ
れ
に

つ
い
て
ス
ト
ロ
ン
ク
氏
は
「
有
識
者
ら

の
決
定
が
地
球
サ
ミ
ゾ
ト
て
の
政
府
決

定
に
積
極
的
な
影
将
を
及
ぽ
す
も
の
と

期
待
し
て
い
る
」
と
述
へ
た
。

ま
た
‘
「
日
本
が
国
内
の
公
専
問
題

を
強
力
な
リ
ー
タ
ー
シ
ッ
プ
で
解
決
し

た
『
第
二
の
奇
跡
』
は
、
地
球
環
境
問

題
を
解
決
す
る
う
え
で
の
大
い
な
る
先

例
」
と

H
本
の
リ
ー
タ
ー
シ
ノ
・
フ
に
強

い
期
待
を
見
せ
た
。

（
産
経
新
聞
一
九
九
二
•
四
•
十
五
）

環

境

資

金
年
間
六
二
五
〇
値
ド
ル
必
要
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環

境

甚

本

法

を

検

討

ー
首
相
、
今
秋
制
定
め
ざ
す
ー

宮
沢
首
相
は
卜
孔
日
午
後
か
ら
東
京

て
始
ま
っ
た
地
球
環
境
賢
人
会
議
で
、

環
境
庁
な
ど
関
係
省
庁
に
地
球
環
境
を

傑
全
す
る
た
め
の
「
環
境
某
本
法
（
仮

称
）
」
制
定
の
検
討
に
人
る
よ
う
指
示

し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
地
球
温

暖
化
防
止
な
ど
地
球
環
境
保
全
へ
の
対

応
や
各
省
庁
に
分
散
し
て
い
る
監
督
権

限
を
一
元
化
す
る
「
環
境
省
」
の
設
立

な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
公
害
対
策
中
心
の

環
境
行
政
を
抜
本
的
に
見
直
し
、
強
化

す
る
。
六
月
に
開
か
れ
る
国
連
環
境
開

発
会
議
（
地
球
サ
ミ
ッ
ト
）
で
の
議
論

を
踏
ま
え
‘
今
秋
、
臨
時
国
会
を
召
梨

し
て
環
境
基
本
法
の
制
定
を
目
指
す
。

宮
沢
首
相
が
環
境
店
本
法
の
検
討
を

公
式
の
場
て
明
ら
か
に
し
た
の
は
初
め

て
。
席
上
、
地
球
環
境
保
全
面
で
、
資

金
や
技
術
、
人
材
な
ど
広
範
囲
に
わ
た

る
国
際
貢
献
を
果
た
す
こ
と
も
表
明
し

こ。i
 環

境
基
本
法
に
は
‘
公
害
対
策
て
は

対
応
て
ぎ
な
い
①
地
球
環
境
保
全
に
対

処
す
る
た
め
の
国
際
的
取
り
組
み
方
②

環
境
保
仝
コ
ス
ト
の
必
要
性
③
技
術
移

転
や
査
金
協
力
を
果
た
す
た
め
の
強
力

な
組
織
作
り
ー
ー
よ
な
ど
か
盛
り
込
ま
れ

東
京
て
開
催
中
の
地
球
環
境
賢
人
会

議
（
国
連
環
境
開
発
会
議
1
1

地
球
サ
ミ

ッ
ト

•
U
N
C
E
D

事
務
局
主
催
）
は

十
六
日
、
第
ニ
セ
ク
シ
ョ
ン
の
「
資
金

源
」
の
討
議
に
入
り
、
「
開
発
途
上
国

の
環
境
対
策
に
、
当
面
は
年
間
五
百
億

ド
ル
規
模
の
追
加
資
金
が
必
要
」
と
す

る
事
務
局
案
を
は
ほ
了
承
し
た
。
こ
の

結
果
‘
十
七
日
に
発
表
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
「
東
京
宣
言
」
は
‘
①
環

境
税
な
ど
新
た
な
財
政
政
策
の
導
入
②

世
銀
設
置
の
地
球
環
境
基
金
(
G
E
F
)

の
大
幅
拡
大
③
民
間
資
金
の
活
用
に
よ

る
新
基
金
の
検
討
i
|

—
を
軸
と
な
る
。

ま
た
、
国
連
に
対
し
、
環
境
資
金
問
題

を
継
続
的
に
協
議
す
る
委
員
会
の
設
逍

る
予
定
。
各
省
庁
に
分
散
し
て
い
る
監

督
、
指
導
の
権
限
を
て
各
る
だ
け
環
境

庁
に
躾
中
さ
せ
る
と
と
も
に
‘
環
境
問

題
を
一
元
的
に
取
り
扱
う
「
環
境
省
」

を
設
立
す
る
狙
い
も
あ
る
。

（
日
本
経
済
新
聞

一
九
九
二
•
四
•
十
六
）

も
求
め
る
。

「
東
京
宣
言
」
案
は
‘
四
つ
の
セ
ソ

シ
ョ
ン
（
資
金
ニ
ー
ズ
‘
資
金
源
、
メ

カ
ニ
ズ
ム
、
ま
と
め
）
の
総
合
書
記
役

を
務
め
る
エ
ミ
ー
ル
・
フ
ァ
ン
・
レ
ネ

ソ
プ
元
経
済
協
力
開
発
機
構

(
O
E
C

D
)
事
務
総
長
（
オ
ラ
ン
タ
）
を
中
心

に
作
成
さ
れ
る
。

具
体
的
に
は
‘

追
加
資
金
五
百
億
ド

な
ぜ
子
供
が
生
ま
れ
な
く
な
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の

年

間

出

産

増

え

て

も

出

生

率

は

回

復

し

な

い

年

Jioo憶
ド
ル
追
加
必
要

—
環
境
税
な
ど
先
進
国
に
責
任
ー

ル
の
ね
ん
出
の
た
め
‘
二
国
間
援
助
を

基
調
に
し
な
が
ら
、
世
界
銀
行
に
よ
る
。

「F
只
献
肱
大
」
を
求
め
る
。

ま
た
、
政
府
開
発
援
助

(
O
D
A
)

だ
け
て
な
く
民
間
衰
金
の
役
割
に
注
目

C

税
制
上
の
優
遇
を
条
件
に
‘
企
業
や
財

団
な
ど
民
間
か
ら
の
寄
付
を
募
り
‘

{Il

民
共
同
管
理
の
「
新
焙
金
」
構
想
の
可

能
性
も
示
唆
す
る
。

「
炭
素
税
」
が
有
力

環
境
税
構
想
で
政
府
筋

政
府
筋
は
卜
六

R
朝
、
地
球
環
境
保

全
の
た
め
の
森
金
ね
ん
出
策
と
し
て
取

り
ざ
た
さ
れ
て
い
る
「
環
境
悦
」
導
入

問
題
に
つ
い
て
「
炭
素
税
と
い
う
の
は

一
番
わ
か
り
や
す
い
。
原
因
と
な
っ
て

い
る
人
が
負
相
す
る
わ
け
だ
か
ら
」
と

述
ぺ
、
同
悦
が
現
境
税
と
し
て
は
打
力

視
さ
れ
る
と
の
認
識
を
明
ら
か
に
し
た
。

（
毎
日
新
聞
一
九
九
二
•
四
•
十
六
）

立
場
で
説
明
は
さ
れ
る
が
、
正
直
な
と

こ
ろ
、
本
当
の
理
由
は
誰
に
も
わ
か
ら

JO 
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な
い
。
当
の
女
性
だ
っ
て
そ
う
か
も
し

れ
な
い
。

そ
ん
な
折
‘
一
九
七
三
年
か
ら
続
い

て
い
た
年
間
の
出
産
数
の
減
少
が
十
八

年
ふ
り
に
前
半
を
上
回
っ
た
と
い
う
新

聞
記
事
が
あ
っ
た
。
厚
牛
省
の
速
報
値

に
よ
る
と
、
一
九
九
一
年
に
牛
ま
れ
た

亦
ち
ゃ
ん
の
数
は
百
二
十
四
万
百
三
十

四
人
て
、
前
年
を
二
千
九

iCi
二
十
五
人

上
皿
っ
た
。
わ
す
か
て
は
あ
る
か
‘
出

産
数
の
長
期
低
落
に
ピ
リ
オ
ト
を
打
っ

た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

反
転
現
象
の
最
大
の
理
由
は
、
第
二

次
ベ
ヒ
ー
プ
ー
ム
（
団
塊
シ
ュ
ニ
ア
）

世
代
が
出
産
適
齢
期
に
人
っ
た
た
め
と

さ
れ
て
い
る
。
と
な
れ
ば
‘
分
母
に
な

る
出
廂
適
齢
者
が
増
え
続
け
る
限
り
出

産
数
も
増
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
と

出
牛
率
と
な
る
と
話
は
違
う
。

原
生
省
人
口
問
題
研
究
所
の
将
来
見

通
し
に
よ
れ
は
「

J
L
0
年
代
後
半
ま
て

は
毎
年
、
出
産
数
は
増
え
る
か
出
生
率

は
さ
ら
に
低
ド
を
続
け
、
四
年
後
に
は

最
も
少
な
い
ケ
ー
ス
の
推
計
て
‘
-
．

言
一
人
ま
で
落
ち
込
む
」
そ
う
な
し

か
も
‘
一
几
六

0
年
牛
ま
れ
の
女
性
の

．―
-
0
％
は
未
婚
と
推
計
さ
れ
、
そ
れ
以

後
の
女
性
に
つ
い
て
も
、
出
生
率
を
回

復
さ
せ
る
要
素
は
目
下
の
と
こ
ろ
見
当

た
ら
な
い
。

ひ
と
言
て
い
え
ば
、
女
性
に
対
す
る

教
育
期
間
の
延
長
が
女
性
の
経
済
的
自

立
を
も
た
ら
し
、
ニ
ト
歳
代
前
半
の
結

婚
、
出
廂
を
減
少
さ
せ
た
と
い
え
る
の

だ
ろ
う
。
こ
の
結
果
、
女
性
に
と
っ
て

性
の
自
由
化
か
進
み
‘
「
結
婚
し
て
十

供
を
産
む
の
が
当
然
て
、
そ
れ
は
女
性

の
喜
ひ
で
も
あ
る
」
と
い
っ
た
‘
か
つ

て
の
結
婚
の
魅
力
は
半
減
し
た
。
た
と

え
結
婚
を
選
ん
で
も
、
子
供
の
数
よ
り

も
、
手
を
か
け
て
育
て
る
こ
と
に
価
値

観
が
移
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
出
牛
率

の
低
下
は
‘
も
は
や
女
性
が
結
婚
を
遅

ら
せ
る
た
め
に
生
じ
た
一
時
的
現
象
て

は
な
く
、
経
済
‘
社
会
の
構
造
的
変
化

が
も
た
ら
し
た
も
の
と
受
け
止
め
る
ヘ

き
て
は
な
い
か
と
思
う
が
、
い
か
か
な

も
の
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
ぶ
匡
め
よ
増
や
せ
よ
」

は
過
去
の
も
の
。
い
ま
国
連
が
人
口
媒

発
に
悩
む
発
展
途
卜
国
に
向
け
「
女
性

か
自
分
自
身
の
出
生
力
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
こ
と
は
‘
す
べ
て
の
自
由
の
源

と
な
る
自
由
て
あ
る
」

(91
年
版
泄
界
人

口
白
害
）
と
叫
ん
て
い
る
。
先
進
国
て

あ
る
わ
か
国
が
、
出
産
数
か
た
ま
た
ま

前
年
を
卜
回
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
出

牛
力
が
上
向
く
ぎ
さ
し
と
み
る
の
は
日
十

地
球
上
の
耕
地
は
一
九
四
五
年
以
来

さ
っ
と
一
割
か
荒
廃
、
将
来
は
恒
常
的

な
食
糧
不
足
に
な
る
恐
れ
か
あ
る
こ
と

か
、
国
連
環
境
計
画

(
U
N
E
P
)
の

調
壺
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。

農
林
中
金
総
合
研
究
所
は
ニ
卜
．
日

全
国
を
市
部
（
特
別
区
を
含
む
）
と
郡

部
（
町
・
村
）
に
分
け
て
‘

l
!
O
二
五

年
ま
て
の
人
口
動
向
推
叶
を
発
表
し
た
。

全
国
で
は
二

0
-
0
年
が
人
口
の
ヒ
ー

ク
だ
か
、
農
村
地
城
の
多
い
郡
部
で
は
‘

一
貫
し
て
減
る
傾
向
が
続
き
‘
二

0
ニ

九
年
に
は
九

0
年
比
八
・
ニ
％
減
の
二

千
五
百
七
十
力
人
に
な
る
。
特
に
‘
北

海
逍
‘
東
北
な
ど
で
は
‘
三
割
か
ら
四

割
も
人
口
減
と
な
る
地
域
も
あ
り
、
同

研
究
所
は
、
高
齢
化
の
進
行
も
加
わ
り
、

農
林
業
を
続
け
る
の
か
難
し
い
地
域
も

出
て
く
る
予
測
し
て
い
る
。

郡
部
の
人
口
減
、
地
域
差
は
拡
大

ー

農

林

中

金

総

研

が

推

計

ー

他球叫臆

l割が紺廃

国連環境

計画調査

計
だ
し
、
そ
れ
よ
り
ば
扇
よ
り
質
の
社

会
＂
い
わ
ゆ
る
成
熟
社
会
を
目
さ
す
時

が
来
て
い
る
と
み
る
べ
き
て
は
な
か
ろ

う
か
。

（
毎
日
新
聞

（
石
橋
武
之
）

一
九
九
二
•
四
•
二
十
）

調
企
に
よ
る
と
、
荒
廃
し
た
耕
地
は

約
十
二
億
ぢ
。
こ
れ
は
全
耕
地
の
一

O・

五
％
で
、
中
国
と
イ
ン
ド
を
合
わ
せ
た

面
積
に
匹
敵
す
る
。
う
ち
約
三
億
ぢ
の

荒
廃
か
特
に
激
し
く
、
残
る
約
九
億
ぢ

も
農
業
は
で
ぎ
る
と
は
い
う
も
の
の
‘

地
力
が
低
下
し
て
い
る
。

地
域
別
て
は
ア
ジ
ア
が
約
四
億
五
千

三
百
万
ぢ
、
ア
フ
リ
カ
が
約
三
億
二
千

百
万
ぢ
゜

家
畜
の
過
放
牧
や
効
率
の
悪
い
農
業

利
用
‘
森
林
伐
採
な
ど
か
荒
廃
の
主
な

原
因
て
、
都
市
化
や
人
LI
増
も
こ
れ
に

拍
車
を
か
け
て
い
る
と
い
う
。

(
A
P
)

（
朝
日
新
聞一

九
九
二
•
四
•
二
十
一
）

JI 
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200 

九
0
年
の
市
部
と
郡
部
の
人
口
は
‘

市
部
か
九
千
五

Ei
一
'
-
卜
万
人
（
全
体
の

七
七
•
三
％
）
、
郡
部
が
一
．
千
八
H

万

人

(loj.
―
ニ
・
じ
％
）
。
八
五
年
か
ら

九
0
年
ま
て
の
社
会
移
動
や
出
生
の
傾

向
か
今
後
も
続
く
と
仮
定
す
る
と
、
九

0
年
と
二

0
二
打
年
の
比
較
て
、
市
部

は
一
•
八
％
増
の

J
L千
七
百
J
j人
、
郡

部
人
口
は
八
・
ニ
％
減
の
二
千
五

Eci
七

国
連
人
口
基
金

(
U
N
F
P
A
、
本

部
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
）
は
二
十
九
日
‘
九

．
一
年
版
の
世
界
人
口
白
害
を
発
表
し
た
。

卜
万
人
と
推
計
し
て
い
る
。
郡
部
の
地

域
差
は
大
き
く
、
同
じ
期
間
に
‘
首
都

圏
を
控
え
た
南
関
東
は
六
割
以
上
増
え

る
か
‘
北
海
逍
‘
肯
森
、
秋
lll
、
高
知
‘

愛
媛
、
大
分
の
道
県
の
郡
部
は
四
割
以

上
の
減
少
と
な
る
。

（
朝
日
新
聞一

九
九
二
•
四
•
二
十
二
）

世
界
人
口
か
一

:o五
0
年
に
百
億
人
を

突
破
す
る
勢
い
て
急
増
し
て
お
り
、
そ

れ
が
環
境
を
悪
化
さ
せ
る
最
大
要
因
に

な
る
と
予
測
。
環
境
を
守
る
た
め
に
は
‘

人
口
増
加
と
査
源
消
特
‘
開
発
の
バ
ラ

ン
ス
を
図
る
こ
と
が
必
要
て
あ
り
、
人

u
抑
制
策
の
成
功
が
不
可
欠
と
し
て
、

「
こ
の
十
年
間
に
成
功
す
る
か
‘
失
敗

す
る
か
で
二

0
五
0
年
に
世
界
人
口
は

四
十
億
人
の
差
と
な
っ
て
表
れ
る
」
と

腎
告
し
て
い
る
。

「
地
球
と
の
調
和
を
求
め
て
」
と
題

す
る
白
書
は
国
連
か
十
年
ふ
り
に
改
訂

し
た
「
世
界
人
口
の
長
期
推
計
」
を
紹

介
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
九
二

恨
界
人

n、二
0
J
i
0
年
に
百
億
人

ー
環
境
悪
化
の
最
大
要
因
ー

92
年
版
白
書

，
 

年
半
ば
に

h
十
四
億
八
千
万
人
に
逹
す

る
世
界
人
口
は
‘
今
後
卜
年
間
は
紺
年

平
均
九
千
七
百
Jj
人
ず
つ
増
え
続
け
る
。

と
こ
ろ
が
こ
れ
以
降
の
推
計
値
に
は
相

当
な
差
か
表
れ
‘
二

0
五
0
年
の
時
点

て
は
最
も
楽
観
的
に
見
た
推
計
値
て
は

八
十
孔
億
人
と
し
て
い
る
の
に
対
し
‘

最
も
悲
観
的
に
見
た
推
計
値
は

H
，一十

五
億
人
に
逹
す
る
と
し
て
い
る
。

白
書
は
将
来
の
世
代
を
視
野
に
入
れ

た
「
持
続
可
能
な
開
発
」
が
世
界
の
コ

ン
セ
ン
サ
ス
と
な
っ
て
お
り
、
人
LJ
増

加
率
を
下
げ
、
総
人
口
の
急
増
を
抑
え

る
に
は
、
国
内
的
、
国
際
的
に
均
衡
の

と
れ
た
人
IJ
分
布
が
求
め
ら
れ
て
い
る

と
指
摘
。
具
体
的
に
は
①
家
族
計
画
に

つ
い
て
は
‘
十
八
歳
未
満
及
ひ
一
―~
I

五

歳
以
上
の
母
親
の
出
廂
の
割
合
を
減
ら

ー
総
務
庁
報
告
ー

総
務
庁
は
二

H
、
平
成
三
年
の
住
民

基
本
台
帳
人
口
移
動
報
岩
を
発
表
し
た
。

昨
年
一
年
間
に
全
国
の
市
区
町
村
間
て

移
動
し
た
人
の
総
数
は
人

Ei四
十
ガ
三

千
人
（
男
性
三
百
五
十
万
九
千
人
、
女

性
一
芦
日
八
卜
九
万
四
千
人
）
て
、
前
年

し
、
出
産
間
隔
を
ニ
卜
四
ヵ
月
以
上
に

広
け
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
②
・
1
0
0

0
年
ま
で
に
発
展
途
上
国
に
対
す
る
人

口
活
動
協
力
額
を
年
間
四
十
Ji
億
’
か

ら
九
卜
億
卜
•
に
倍
増
す
る
な
ど
を

勧
岩
し
て
い
る
。

現
境
に
与
え
る
影
評
に
つ
い
て
は
‘

発
展
途
上
国
の
森
林
破
壊
の
七
J
L
%
‘

耕
作
地
拡
張
の
七
二
％
、
家
畜
数
増
加

の
六
九
％
は
人
口
増
加
に
よ
る
も
の
た

と
分
析
し
て
い
る
。
森
源
消
野
に
つ
い

て
は
‘
石
油
な
ど
の
打
限
な
地
ド
資
源

の
枯
渇
よ
り
‘
今
後
脅
威
と
な
る
の
は

上
地
、
水
な
ど
従
来
は
無
限
に
あ
る
と

衿
え
ら
れ
て
い
た
資
源
の
不
足
に
あ
る

と
警
告
し
て
い
る
。

（
日
本
経
済
新
聞

一
九
九
二
•
四

•
-
l
l
o
)

に
比
べ
て
十
一
万
六
f
人
（
一
•
八
％
）

減
少
し
な
移
動
者
数
は
‘
昭
和
四
卜

八
年
の
八
百
五
卜
’
―
-Jj
九
千
人
を
ピ
ー

ク
に
年
々
減
少
‘
六
ト
ニ
年
か
ら
は
は

ぽ
横
は
い
状
態
だ
っ
た
が
、
今
回
は
減

少
幅
の
大
ぎ
さ
か
目
立
っ
た
。

人
＂
移
動
最
低
の

Ji
．
二
％
（
昨
年
）

東

京

圏

集

中

は

続

く
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にゅうすふぉーらむ

子供、老人がいる世帯と

一人暮らし老人数の推移
（世膏散）

呼 そ供がいる世帯
1763 

<>''"°"'>-<>-
llJS 

1743 1739 

1500 

子
供
の
い
な
い
家
庭
増
え
る

平
均
世
帯
人
員
最
低
の

3
•
O

4
人

こ
の
結
果
‘
仝
人
口
に
対
す
る
移
動

者
数
の
割
合
を
示
す
移
動
率
は
五
＇
ニ

0
％
に
低
下
し
、
昭
和
二
十
九
年
の
調

雀
開
始
以
来
、
最
低
の
数
字
と
な
っ
た
。

総
務
庁
て
は
「
新
設
住
宅
筍
工
戸
数
も

落
ち
込
ん
て
お
り
‘
景
気
減
速
か
人
口

移
動
を
抑
え
る
結
果
と
な
っ
た
と
も
考

え
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
。

都
道
府
県
別
て
は
‘
転
入
者
か
転
出

者
を

L
回
っ
た
の
は
十
七
県
。
埼
玉
県

の
四
万
七
千
人
を
筆
頭
に
、
千
葉
県
（
三

万
六
千
人
）
、
神
奈
川
県
（
三
万
人
）
‘
茨

城
県
（
一
万
七
千
人
）
、
兵
庫
県
（
一
万

二
千
人
）
ー
の
順
。
こ
れ
に
対
し
、

転
出
超
過
だ
っ
た
の
は
三
十
都
道
府
県

で
、
①
大
阪
府
（
四
万
人
）
②
東
京
都

（
三
万
六
千
人
）
③
北
海
道
（
ー
ガ
一

千
人
）
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

三
大
都
市
圏
て
見
る
と
、
大
阪
圏
は

二
Jj
七
千
人
の
転
出
超
過
‘
名
占
屋
圏

も
一
万
人
の
転
人
超
過
に
と
ど
ま
っ
た

か
、
東
京
圏
は
な
お
七
万
七
千
人
の
転

人
超
過
と
な
っ
て
お
り
、
人
口
移
動
が

鈍
る
中
で
、
東
京
圏
へ
の
一
極
集
中
が

続
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
読
売
新
聞
一
九
九
ニ
・
五
•
三
）

出
生
率
低
下
を
反
映
し

て

f
供
か
い
な
い
世
僻
が

増
え
、
平
均
世
帯
人
貝
は

三
•
O
四
人
と
史
上
最
低

を
記
録
し
た
こ
と
が
二
日
、

厚
生
省
の
九
一
年
国
民
生

活
基
礎
調
奔
で
わ
か
っ
た
。

一
方
、
一
人
暮
ら
し
老
人

も
十
年
間
で
二
倍
に
増
え
‘

子
供
に
世
話
し
て
も
ら
え

な
い
名
人
の
た
め
に
‘
阜

急
な
体
制
整
備
の
必
要
性
が
改
め
て
浮

き
彫
り
に
な
っ
た
。

調
布
は
昨
年
六
‘
七
月
に
、
国
勢
調

舒
を
も
と
に
無
作
為
抽
出
し
た
五
万
二

千
世
骨
の
十
六
万
人
に
対
し
、
世
帯
構

成
や
所
得
に
つ
い
て
面
接
間
き
取
り
方

式
て
実
施
、
全
国
値
を
割
り
出
し
た
。

世
伯
総
数
は
四
千
五
十
Jj
六
千
世
帯

で
前
年
よ
り

O
・
'
ハ
％
増
。
し
か
し
平

均
世
幣
人
貝
は
前
年
の
三
•
O
五
人
を

O
・
O
一
人
下
回
っ
て
最
低
記
録
を
更

新
し
た
。
出
生
率
低
下
に
よ
る
少
廂
化

傾
向
に
加
え
、
第
二
次
ベ
ビ
ー
プ
—
ム

冊
代
か
就
職
や
結
婚
な
ど
て
枇
帯
を
離

れ
る
「
親
離
れ
年
齢
」
を
迎
え
た
こ
と

か
原
因
と
み
ら
れ
る
。
八
六
年
は
三
・

二
二
人
で
、
冊
帯
人
貝
の
減
少
が
急
ピ

ッ
チ
で
進
ん
で
い
る
。

ま
た
十
八
歳
未
満
の
子
供
が
い
る
冊

俯
は
全
体
の
一
二
八
・
三
％
。
初
め
て

Plf

割
を
切
っ
た
前
年
（
三
八
・
七
％
）
を

さ
ら
に

F
回
っ
た
。
子
供
か
い
る
冊
幣

て
も
、
子
供
の
数
は
平
均
一
•
八

0
人

て
前
年
の
一
•
八
一
人
を
下
回
り
、
八

七
年
（
一
，
八
三
人
）
以
来
‘
低
下
傾

向
が
続
い
て
い
る
。

一
方
、
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
が

い
る
世
帯
は
全
体
の
二
八
，
七
％
に
当

た
る
千
百
六
ト
一
万
三
千
世
帯
。

こ
の
う
ち
一
人
粋
ら
し
は
一
五
・
六

％
の
百
八
十
一
万
六
千
人
で
前
年
よ
り

二
十
Jj
三
千
人
増
え
‘
八
一
年
(
J
L
+

八
Jj
四
千
人
）
か
ら
卜
年
間
に
二
倍
近

く
に
増
加
。
夫
婦
だ
け
の
世
帯
も
二
ニ
・

-
％
‘
二
百
五
十
七
万
二
千
世
帯
て
前

年
よ
り
二
十

h
万
八
千
世
帯
増
え
て
い

こ。f
 霊

世
帯
の
年
間
平
均
所
得
は
五
百
九

十
六
万
六

f
円
。
前
年
よ
り
二
十
九
ガ

九
r
円
（
五
•
三
％
）
増
え
た
。
高
齢

者
冊
帯
で
も
二
百
八
ト
J
L
万
八
千
円
で

同
十
四
万
六
千
円
（
同
）
増
え
て
い
た
。

ま
た
今
回
初
め
て
住
宅
ロ
ー
ン
や
家

員
・
地
代
の
調
査
を
実
施
。
こ
れ
ら
を

支
払
っ
て
い
る
軋
帯
は
五
五
．
J
L
%
だ

っ
た
か
、
そ
の
四
三

・
O
％
が
「
（
生

活
が
）
苫
し
い
L

と
答
え
た
。

（
毎
日
新
聞
一
九
九
二
•
五
•
三
）
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総
務
庁
は
五
日
の
「
こ
ど
も
の

H
」

に
合
わ
せ
、
今
年
四
月
一
日
現
布
の
子

供
の
数
（
卜
孔
歳
未
満
人
口
）
を
発
表

し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
‘
子
供
の
数
は

二
千
百
六
十
四
万
人
て
、
前
年
よ
り
五

十
七
万
人
減
少
。
総
人
口
（
一
億
二
千

四

Ii-
―
卜
万
人
）
に
占
め
る
割
合
は
一

七
•
四
％
と
前
年
よ
り
0
•
五
パ
日
下
が

り
、
人
数
‘
率
と
も
に
戦
後
最
低
記
録

を
更
新
し
た
。
原
生
省
人
口
問
題
研
究

所
は

f
供
の
割
合
は
二

0
0
0
(
平
成

H本の子宝、減ってい＜
 

前年より57万人 ＜総務庁調査＞

世紀末は全体の15%余に

ト
ニ
）
年
に
一
五
＇
二
％
ま
で
低
下
す

る
と
推
計
し
て
お
り
、
”
少
産
“
傾
向

が
今
後
し
ば
ら
く
続
く
。

男
女
別
に
み
る
と
、
男
チ
か
千
百
卜

万
人
、
女

f
が
千
五
十
五
万
人
て
、
男

子
が
五
十
五
万
人
多
い
。
女
子
百
人
に

対
す
る
男
子
の
数
は
百
五
人
の
割
合
。

年
齢
別
で
は
卜
四
歳
か
百
七
十
四
ガ
人

て
最
も
多
く
、
出
生
率
の
低
下
を
反
映

し
て
年
齢
か
下
が
る
に
従
い
減
少
。
一

歳
で
百
二
十
万
人
ま
で
落
ち
込
ん
だ
後
、

苓
歳
て
百
一
エ
十
三
万
人
と
わ
ず
か
に
増

え
て
い
る
。

子
供
の
割
合
（
昨
年
十
月
一
日
現
在
）

を
都
道
府
県
別
に
み
る
と
、
出
生
率
全

国
一
位
の
沖
縄
が
二
四
，

0
％
で
ト
ッ

年齢 3区分別人口の割合の推移

年少人D 生産年齢人D 老年人D
(0-(4歳） ((5-64娘） (65歳以上）

~@彎;96鴫鴫；，50
年

60
，
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80 

85 

識

者

の

声

原
生
省
の

J
L
0年
人
口
動
態
統
計
に

よ
る
と
、
女
性
か
生
罪
に
廂
む
赤
ち
ゃ

ん
の
平
均
数
は
戦
後
最
低
の
一
•
五
三

人
に
ま
で
落
ち
込
ん
で
い
る
。
政
府
は

育
児
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
や
女
性
の

社
会
進
出
に
対
応
し
た
保
育
所
の
充
実
、

環
境
が
悪
す
ぎ
る
せ
い

プ
。
宮
崎
一
九
•
九
％
、
滋
賀
•
佐
賀

一
九
•
八
％
と
続
き
、
最
低
は
一
四
・

四
％
の
東
京
。
は
か
は
一
六
ー
一
九
％

台
だ
っ
た
。

総
人
口
に
対
す
る
子
供
の
割
合
は
‘

戦
前
は
三
六
％
台
て
推
移
し
た
か
、
戦

後
は
出
生
数
の
減
少
に
伴
い
は
ぽ
一
貫

し
て
低
下
を
続
け
、
現
在
で
は
戦
前
の

ほ
ぼ
半
分
。
七
一
年
か
ら
第
二
次
ヘ
ビ

ー
プ
ー
ム
で
わ
ず
か
に
上
昇
し
た
期
間

も
あ
っ
た
が
、
七
五
年
か
ら
は
人
口
の

高
齢
化
が
進
み
出
し
た
こ
と
も
あ
っ
て

再
ひ
低
下
傾
向
に
戻
り
‘
八
八
年
に
は

二
0
％
を
割
り
込
ん
だ
。

人
口
問
題
研
の
推
計
に
よ
る
と
、
今

後
は
‘
徐
々
に
減
少
幅
を
縮
め
な
が
ら

も
、
二

0
0
0
年
の
千
九
甘
二
十
八
万

人
（
対
総
人
口
比
一
五
・
ニ
％
）
ま
で

落
ち
込
み
、
そ
の
後
、
増
加
に
転
じ
る

と
み
て
い
る
。

肉
し
い
子
脊
て
運
動
な
ど
の
対
策
の
検

討
に
入
っ
た
か
「
抜
本
策
」
が
な
い
の

が
実
情
だ
。

漫
画
家
の
赤
塚
不
二
夫
さ
ん
は
「

H

本
の
人
口
か
東
京
な
ど
大
都
会
に
集
中

す
る
。
自
分
の
家
を
持
て
る
人
な
ん
て

そ
う
は
い
な
い
で
し
ょ
。
無
理
し
て
家

員
の
高
い
マ
ン
シ
ョ
ン
や
ア
パ
ー
ト
を

借
り
よ
う
と
す
れ
ば
‘
小
さ
な
子
供
か

い
た
ら
う
る
さ
い
と
い
っ
て
断
ら
れ
る
。

や
っ
と
借
り
ら
れ
た
と
し
て
も
子
供
を

育
て
る
に
は
狭
す
き
る
。
ど
う
考
え
て

も
現
在
の
環
境
は
‘
と
て
も
十
供
を
つ

く
っ
て
育
て
ら
れ
る
状
況
じ
ゃ
な
い
よ

ね
」
と
話
す
。

高
齢
者
問
題
、
女
性
問
題
に
詳
し
い

作
家
、
沖
藤
典
子
さ
ん
は
「

f
供
の
減

少
は
若
い
女
性
の
自
立
志
向
と
、
出
産
・

育
児
が
か
み
合
わ
な
い
こ
と
が
原
因
で
、

育
児
休
暇
や
保
存
制
度
の
充
実
な
ど
で

廂
め
る
環
境
を
作
ら
な
い
と
こ
れ
か
ら

も
増
え
な
い
と
思
う
。
女
性
が
自
立
を

求
め
出
産
・
育
児
を
拒
否
し
、
男
性
の

意
識
が
昔
と
変
わ
ら
な
い
の
だ
か
ら
‘

＋
供
の
減
少
は

H
本
社
会
の
無
意
識
の

選
択
で
、
私
は
そ
れ
て
い
い
と
思
う
」

と
話
し
て
い
る
。

（
毎
日
新
聞

l
九
九
二
•
五
•
五
）
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にゅうすふぉーらむ

膨
張
を
続
け
て
い
る
発
展
途
上
国
の

人
口
問
題
か
地
球
環
境
や
南
北
問
題
の

観
点
か
ら
注

H
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本

人
の
は
ぱ
一
人
に
一
人
が
わ
か
国
が
途

上
国
の
人
口
問
題
の
解
決
に
協
力
す
べ

き
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
か
‘
三
月
末

に
実
施
し
た
毎
日
新
聞
社
の
「
全
国
家

放
叶
圃
世
誨
調
芥
」
て
分
か
っ
た
。
一

方
、
国
内
て
は
最
近
の
出

t
平
低
下
傾

向
を
心
配
す
る
声
か
高
ま
り
‘
二
年
前

の
調
査
よ
り
政
府
に
積
極
的
政
策
を
求

め
る
声
が
強
く
な
っ
た
。

「
全
国
家
族
計
画
世
綸
調
査
L

は
．
九

五
0
年
以
来
原
則
と
し
て

t一
年
こ
と
に

実
施
し
て
お
り
‘
今

lul
は
二
十
口
皿
目

箱
日
新
聞
社
人
日
間
題
調
在
会
、
同
世

論
調
布
部
か
日
本
家
族
計
両
連
盟
‘

H

本
家
族
計
画
協
会
、
家
族
計
訓
国
際
協

力
財
団
の
協
力
て
‘
五
十
歳
未
満
の
既

婚
女
性
と
そ
の
夫
‘
合
叶
，
ハ
千
八
百
人

を
対
象
に
行
っ
た
。

今
回
調
査
て
は
初
め
て
世
界
の
人
口

問
題
を
取
り
上
げ
‘
人
口
急
増
て
悩
ん

て
い
る
途
上
国
の
た
め

H
本
は
ど
う
す

出
生
率

低

下

べ
き
か
‘
を
聞
い
た
。
妻
の
回
答
者
の

う
ち
四
五

・
O
％
が
、

H
本
の
経
険
を

t
か
し
て
積
極
的
に
協
力
す
へ
き
だ
と

答
え
‘
内
政
問
題
だ
か
ら
口
出
し
す
へ

き
て
は
な
い
と
答
え
た
人
（
二

0
•
九

％
）
を
大
幅
に
上
皿
っ
た
。
夫
の
場
合

も
は
ぱ
同
様
た
っ
た
。

他
方
、
わ
が
国
て
一
人
の
女
竹
か
生

社
に
持
つ
子
供
数
（
合
計
特
殊
出
小
中
）

が
一
•
五
四
（
九
0
年
）
に
ま
で
落
ち

て
い
る
低
出
生
率
の
問
題
に
つ
い
て
‘

前
回
調
査
（
九

0
年
六
月
）
と
全
く
同

じ
設
問
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
‘
妻
の

場
合
、
「
非
常
に
心
配
」
(
-
五
•
八
％
）

と
「
少
し
心
配
」
（
が
九
・
五
％
）
を
合

わ
せ
た
＂
悲
観
派
“
は
前
回
（
七

0・
八

％
）
よ
り
約
五
パ
旦
増
え
て
七

h
・
三
％

と
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
「
あ
ま
り
心

配
て
は
な
い
」
（
ニ
―
•
三
％
）
と
「
む

し
ろ
哨
ま
し
い
」
（
一
・
三
％
）
を
合
わ

せ
た
ぷ
木
観
派
“
は
前

lul
（
二
七
・
七

％
）
よ
り
約
五
パ
臼
減
っ
て
一
．
ニ
・
六
％

と
な
っ
た
。

夫
の
場
合
は
楽
観
派
か
妻
よ
り
や
や

「
心
配
」
2
年
前
よ
り
増
加

人
口
問
題
、
途
上
国
に
協
力
を

多
く
（
．
一
七

・
O
％
)
‘
悲
観
派
は
六
・
ハ

・
ニ
％
だ
っ
た
。

妻
と
夫
に
心
配
の
埋
由
を
辞
ね
た
と

こ
ろ
‘
妻
‘
夫
と
も
①
杜
会
の
活
力
か

な
く
な
る
②
年
金
の
負
担
か
大
苔
く
な

る
I

が
一
、
二
位
を
占
め
た
。

出
牛
率
低
下
に
対
す
る
国
の
施
策

に
つ
い
て
は
妻
‘
夫
と
も
「
個
人
の
間

題
で
国
か
匝
接
出
生
増
加
の
音
頭
を
と

る
の
は
お
か
し
い
い
か
六

0
・
九
％
‘
五

数
十
年
内
に
人
類
は
破
局

ー
「
成
長
の
限
界
」
の
メ
ド
ウ
ス
博
士
ら
グ
ル
ー
プ
ー

人
頬
の
危
機
を
替
告
し
た
ロ
ー
マ
ク

ラ
プ
ヘ
の
リ
ポ
ー
ト
「
成
長
の
限
界
」

を
一

JL
七
二
年
に
発
表
し
て
世
界
に
衝

撃
を
与
え
た
米
国
の
テ
ニ
ス
・
メ
ド
ウ

ズ
博
士
ら
の
研
究
ク
ル
ー
プ
が
、
二
十

年
ぶ
り
に
「
ビ
ヨ
ン
ド
・
ザ
・
リ
ミ
ッ

ト
」
（
す
で
に
限
界
を
超
え
た
）
と
題

す
る
新
し
い
研
究
成
果
を
ま
と
め
‘
「
こ

の
ま
ま
て
は
数
十
年
の
う
ち
に
破
局
か

来
る
」
と
、
さ
ら
に
厳
し
い
地
球
環
境

へ
の
警
岩
を
出
し
た
。
メ
ド
ウ
ズ
博
士

は
十
'
-
日
か
ら
福
岡

rli
の
ホ
テ
ル
日
航

て
始
ま
る
「
ロ
ー
マ
ク
ラ
プ
福
岡
会
議

イ
ン
九
州
」
て
、
そ
の
内
容
を
報
告
す

六
，
八
％
と
多
数
派
だ
っ
た
が
‘
宴
て

は
「
国
は
出
小
増
加
の
た
め
の
施
策
を

す
す
め
た
方
か
よ
い
」
か
前
回
の
一
七

＇
七
％
か
ら
三
四

・
0
％
と
倍
増
し
た
．
＂

子
供
を
育
て
る
た
め
に
行
政
に
期
待

す
る
政
策
に
つ
い
て
は
‘
妻
‘
夫
と
も

①
教
育
費
の
負
担
軽
減
②
児
童
手
当
の

拡
充
③
住
宅
費
補
助
ー
の
順
だ
っ
た
。

召
ま
た
、
米
誌
；
ビ
ジ
ネ
ス
ウ
ィ
ー

ク
」
は
、
五
月
ト
一

H
号
て
特
集
を
組

む。
メ
ド
ウ
ズ
博
士
ら
は
‘
「
成
長
の
限

界
」
で
使
っ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・
モ

テ
ル
に
、
そ
の
後
の
一
ぷ
十
年
の
変
化
を

組
み
入
れ
、
未
来
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
し
た
。
そ
の
結
果
、
現
在
の
勢
い
で

資
源
の
乱
費
と
人
口
の
増
加
か
進
む
と
‘

数
十
年
以
内
に
エ
巣
と
農
巣
の
生
産
か

急
激
に
落
ち
込
み
‘
破
局
が
来
る
と
い

う
結
果
か
出
た
。

し
か
し
一
方
、
一
九
九
廿
年
に
全
枇

界

で

家

族

f
供
二
人
の
人
口
制
限
を
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経
済
団
体
連
合
会
（
平
岩
外
四
会
長
）

は‘

I
．
一
日
ま
と
め
た
提
言
「
持
続
的

な
安
定
成
長
と
労
働
力
の
確
保
を

H
指

し
て
」
の
中
て
‘
外
国
か
ら
の
瓦
乎
純

労
働
者
」
の
受
け
人
れ
は
‘
ル
ー
ル
を

明
確
に
し
た
う
え
て
門
戸
を
開
放
す
べ

き
だ
‘
と
の
考
え
方
を
初
め
て
打
ち
出

し
た
。
中
小
企
業
の
深
刻
な
人
手
不
足

を
解
消
し
‘
途
卜
国
か
求
め
て
い
る
日

本
の
労
慟
巾
場
開
放
に
も
こ
た
え
る
た

め
と
い
う
。

H
本
政
府
は
一
貰
し
て
「
単

純
労
働
者
」
の
受
け
入
れ
拒
否
の
立
場
。

そ
の
見
直
し
を
求
め
る
今
回
の
提
言
は
‘

外
国
人
の
不
法
就
労
者
が
増
え
続
け
る

中
て
論
議
を
呼
ひ
そ
う
だ
。

提
言
て
は
、
現
実
に
は
人
手
不
足
業

種
の
「
単
純
労
慟
」
に
外
国
人
か
不
法

就
労
す
る
ケ
ー
ス
が
増
え
‘
低
員
金
や

長
時
間
労
慟
と
い
っ
た
劣
悪
な
条
件
を

強
い
ら
れ
て
い
る
‘
と
指
摘
。
こ
う
し

た
不
法
就
労
を
‘
放
罹
す
る
こ
と
か
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
と
し
‘
「
社
会
秩
序

の
安
定
維
持
も
視
野
に
入
れ
‘
受
け
人

れ
の
ル
ー
ル
づ
く
り
を
す
る
必
要
が
あ

る
」
と
強
調
し
て
い
る
。

ル
ー
ル
の
中
身
は
提
言
で
触
れ
て
い

な
い
か
‘
論
議
の
中
で
は
受
け
入
れ
期

間
や
人
数
‘
業
種
の
ほ
か

H
本
語
教
育
‘

「
外
国
人
の
単
純
労
働
、

作
り
開
放
を
」

ル
ー
ル

経
団
連
提
言

ス
タ
ー
ト
さ
せ
‘
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
の

効
平
的
な
使
用
、
リ
サ
イ
ク
ル
‘
環
境

保
全
の
技
術
の
活
用
を
行
え
ば
‘
世
界

の
人
口
を
八
十
億
人
（
現
在
五
十
四
億

人
）
に
と
ど
め
て
安
定
さ
せ
、
現
在
の

ョ
ー
ロ
ー
パ
並
み
の
生
活
水
準
を
享
受

出
米
る
こ
と
も
分
か
っ
た
。

メ
ド
ウ
ズ
博

t
ら
は
‘
こ
れ
を
「
持

続
革
命
」
と
呼
ぴ
‘
技
術
的
、
経
済
的

に
は
可
能
だ
か
、
実
現
す
る
に
は
政
治

的
な
努
力
と
‘
価
値
観
‘
牛
活
態
度
の

晶
命
が
必
要
だ
と
し
て
い
る
。

「
成
長
の
限
界
」
て
は
‘
当
時
の
マ

サ
チ
ュ
ー
セ
ソ
ッ

t
科
大
学
を
中
心
と

し
た
グ
ル
—
フ
が
、
人
口
の
増
加
と
貪

源
の
乱
費
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
駆
使

し
て
検
討
し
「
こ
の
ま
ま
で
は
廿
年
以

内
に
地
球
は
限
界
に
達
す
る
」
と
予
測

し
た
＂（

読
売
新
聞
一
九
九
二
•
五
•
十
二
）

韓
国
人
、
百
ガ
人
突
破
＾
昨
年
の
入
国
者
〉

南

米

か

ら

は

4
8
.
5
％ 

増

労
災
の
保
険
加
入
な
ど
の
問
題
か
対
象

に
な
っ
た
と
い
う
。

提
言
は
ま
た
‘

H
本
の
労
慟
力
が
西

贋
一

0
0
0
年
に
約
五
百
ガ
人
‘
率
に

し
て
七
％
近
く
不
足
す
る
と
試
算
。
こ

の
中
て
持
続
的
な
経
済
成
長
を
確
保
し
‘

法
務
省
入
国
秤
埋
局
は
十
六
日
、
叶

年
一
年
間
の
出
入
国
統
計
を
ま
と
め
た
。

先
月
末
に
発
表
し
た
速
報
値
を
分
析
し

た
も
の
て
‘
ア
ジ
ア
地
域
か
ら
の
入
国

労
慟
時
間
も
短
縮
す
る
に
は
‘
①
企
業

の
過
当
競
争
体
質
を
改
め
て
生
産
性
を

向
上
さ
せ
る
②
女
性
や
高
齢
者
の
崩
用

促
進
も
進
め
る
な
ど
が
必
要
だ
‘
と
指

摘
し
て
い
る

（
朝
日
新
間
一
九
九
二
•
五
•
十
三
）

者
か
引
き
続
き
大
幅
に
増
加
‘
国
‘
出

身
地
別
て
最
も
多
い
悴
国
人
は
前
年
比

二
―
'
-
％
増
の
百
九
万
七
千
六
百
一

人
と
E
j
万
人
を
突
破
し
た
。

ア
ジ
ア
地
域
か
ら
の
人

同
者
は
「
観
光
L

を
中
心

に
「
商
用
」
「
典
行
」
「
親
放

訪
問
」
な
ど
の
目
的
が
多

く‘

1-nh十
八
万
九
千

六
十
，
ハ
人
て
前
年
比
;
四

％
の
増
。
人
国
者
総
数

9

-

―

百
八
卜
五
万
五
千
九

Ei
五

十
一
｀
人
の
＇
ハ
七
’
-
％
を

占
め
て
い
る
。
「
観
光
」
の

う
ち
の
か
な
り
の
数
か
実

際
は
仕
事
を
し
に
米
て
い

る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

一
方
‘
南
米
地
域
か
十
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【
ロ
ン
ド
ン

1
8
H
I
I
ロ
イ
タ
ー
】
英

国
教
会
の
ケ
ア
リ
・
カ
ン
タ
ペ
リ
ー
大

主
教
は
十
八
日
付
の
英
紙
デ
ー
リ
ー
・

テ
レ
ク
ラ
フ
と
の
イ
ン
タ
ヒ
ュ
ー
で
、

避妊禁止政策

変更呼び掛け

．
 

ローマに英国大主教

米
国
の
民
間
人
口
問
題
研
究
究
機
関

「
人
口
危
機
委
貝
会
L

は
]
七
日
、
枇

界
一
四
一
ヵ
国
て
の
人
間
の
作
ら
し
に

く
さ
を
比
較
し
た
国
際
受
難
指
数
を
発

表
し
た
。
受
難
度
か
最
高
だ
っ
た
の
は

内
戦
の
続
い
た
モ
サ
ン
ビ
ー
ク
‘
次
い

て
ソ
マ
リ
ア
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
順
。

H
本
は
葬
ら
し
や
す
い
方
か
ら
―
一
位

だ
っ
た
。

こ
の
指
数
は
‘
平
均
余
命
や
カ
ロ
リ

ー
摂
取
鼠
‘
予
防
接
種
晋
及
率
、

1
人

当
た
り
の
国
民
総
生
産

(
G
N
P
)
、

避
妊
な
ど
に
よ
る
産
児
制
限
を
禁
し
て

ぎ
た
口
—
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
対

し
‘
避
奸
禁
ー
の
政
策
を
変
更
す
る
よ

う
呼
ひ
掛
け
た
。
来
週
イ
タ
リ
ア
を
訪

間
す
る
際
‘
ロ
ー
マ
法
L
と
こ
の
問
題

を
話
し
合
う
千
定
と
い
う
。

ケ
ア
リ
大
主
教
は
「
英
国
教
会
は
よ

り
広
い
見
解
に
立
っ
て
お
り
、
雌
奸
に

は
何
の
問
題
も
な
い
と
の
立
場
だ
。
世

界
の
人
口
増
加
は
地
球
規
模
の
貧
困
と

環
境
破
壊
を
招
い
て
い
る
」
と
述
へ
た
。

（
朝
日
新
聞
一
九
九
二
•
五
·
十
九
）

位
は
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク

米

研の

究

機

関

発

'. 

「

-Jj
七
千
九
五
二
十
―
―
＾
人
て
、
日
系
人

を
中
心
に
四
八
•
五
％
増
と
‘
極
め
て

高
い
伸
ひ
を
示
し
て
い
る
の
か

H
立
つ
。

国
別
て
は
‘
韓
国
に
続
き
台
湾
六
十

八
万
六

f
七
十
六
人
▽
米
国
五
卜
五
万

”
受
難
度
“

表

四
千
百
四
十
七
人
▽
香
湛
十
四
万
九
千

土
白
四
十
三
人
▽
中
国
十
四
万
二

r
H

九
十
人
▽
フ
ィ
リ
ヒ
ン
十
ニ
ガ
五
千
三

且
一
十
几
人
ー
の
順
。

（
毎
日
新
聞
一
九
九
二
•
五
•
十
七
）

「枇界最扁」

が確定

． 
日本人の平均寿命

電
話
将
及
率
‘
高
校
進
学
率
‘
市
民
的

権
利
な
ど
計
一

0
項

H
に
つ
い
て
、
国

連
や
民
間
団
体
の
調
査
を
札
に
点
数
化

し
た
。
全
項
目
が
満
た
さ
れ
れ
ば
0
点‘

す
へ
て
最
悪
な
ら
1
0
0
点
と
な
る
。

平
均
余
命
四
八
歳
で
1
人
当
た
り
G

N
P
八
十
卜
（
約
1
万
円
）
の
モ
ザ
ン

ヒ
ー
ク
は
九
三
点
。
逆
に
古
呑
ら
し
や
す

さ
第
1
位
の
テ
ン
マ
ー
ク
は
わ
ず
か

1

厚
生
省
は
ト
J
L
H
‘
平
成
二
年
の
H

本
人
の
平
均
寿
命
確
定
値
を
発
表
し
た
。

女
性
は
八

．． 
九
〇
嵌
‘
男

ft
は
七
五

7
 

歳

歳

帥

肌
8
1
7
5
 

↓

↓

 

性

性

女

男

点
て
、

2
位
に
オ
ラ
ン
タ
と
ヘ
ル
キ
ー

が
並
ん
だ
。

H
本
は
経
済
や
健
康
て
は
評
価
さ
れ

た
が
、
女
性
の
社
会
参
加
や
被
差
別
部

落
問
題
‘
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
泣
別
な

ど
市
民
的
権
利
か
足
を
引
っ
張
っ
た
。

（
共
同
）

（
毎
日
新
聞
一
九
九
二
•
五
•
十
九
）

•••• 
，'',．
9
1
i
-
.. :ー-
i
/
9
.
i
`
!

”·
I
'
,
'
―
~
:
―
L
~
-，
'
ぅ
―
ー
て

i
1

”
9
9
:
9
•

ヽ

i
i
'
i
~
g

，
~
ぎ

9
\

ヽ
＼
＜

i

‘
,
'
”
~
•• 
9
:

｀
 

．．
 

，
 

•. 
39: .. ,
 ．．
 
：
；
し

•
九
一
歳
で
‘
連
続
て
世
界
最
高
と
な

っ
た
昨
年
夏
の
推
計
値
を
さ
ら
に

O・

。J
L
歳
と

0
・
O
六
歳
す
つ
上
回
っ
た
。

今
皿
の
船
計
は
‘
五
年
こ
と
の
国
勢

調
在
粘
果
か
ら
計
算
す
る
「
完
令
小
命

表
」
に
よ
る
も
の
て
卜
七
回
目
。
毎
年

の
推
計
人
口
に
よ
る
「
簡
易
生
命
表
し

の
確
定
版
と
い
え
る

3

そ
れ
に
よ
る
と
平
均
舟
命
は
‘
前
皿

（
昭
和
六
十
年
）
よ
り
女
性
て
一
•
四

二
年
‘
男
性
か
一
．
．
四
年
延
ひ
た
。

-
．
卜
年
前
の
四
十
五
年
に
比
ぺ
る
と
女

性
て
ヒ
・
ニ
四
年
、
男
性
て
六
•
六
一

年
も
長
小
苔
に
な
っ
た
。
死
亡
の
ヒ
ー

ク
は
女
性
八
七
茂
、
男
性
八
一
ぷ
成
て
‘

死
亡
数
は
人
口

f
万
人
当
た
り
そ
れ
そ

れ
四

T
h
百
七
十
人
‘
三
千
九
百
一
．

f

人
た
っ
た
。

（
産
経
新
聞
一
九
九
二
•
五
•
二
十
）

冒
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【
ジ
ュ
ネ
ー
プ

1
日
伊
藤
芳
明
】
国

際
労
働
機
関

(
I
L
o
)
は
一

H
、
世
界

の
労
慟
事
情
に
関
す
る
年
次
報
告
を
発

表
し
た
。
そ
の
中
て
特
に
ア
ジ
ア
＇
太

平
洋
地
域
の
外
国
人
労
働
者
問
題
を
取

り
上
げ
‘
「
新
た
な
移
住
の
パ
タ
ー
ン

は
今
後
長
年
に
わ
た
っ
て
論
議
の
的
と

な
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

報
告
は
毎
年
三

l
万
人
以
上
の
ア
ジ

ア
人
労
働
者
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ハ
ン
ク

ラ
テ
シ
ュ
な
ど
か
ら
日
本
、
シ
ン
カ
ポ

ー
ル
、
韓
国
な
ど
股
か
な
国
を
目
指
し

て
い
る
と
解
説
。
先
進
諸
国
は
労
慟
力

不
足
な
が
ら
、
多
数
の
単
純
労
働
者
の

受
け
入
れ
に
は
難
色
を
示
し
、
約
半
数

が
不
法
労
働
な
の
か
ア
ジ
ア
地
域
の
特

徴
と
し
て
い
る
。

報
告
は
特
に
日
本
に
お
い
て
問
題
は

深
刻
て
あ
る
と
述
べ
、

H
本
は
近
隣
の

韓
国
‘
台
湾
な
ど
に
労
慟
躯
約
型
の
組

み
立
て
工
程
を
翰
出
し
、
同
時
に
国
内

の
産
業
の
生
廂
性
向
上
を
図
る
こ
と
て

労
慟
力
不
足
を
解
消
し
よ
う
と
し
た
が
、

も
は
や
こ
の
戦
略
は
機
能
し
な
く
な
っ

【
ポ
ス
ト
ン

3
日
I
i
A
P
】
米
同
ハ

ー
パ
ー
ト
大
の
研
究
ク
ル
ー
プ
か
三

H
‘

「-^

0
0
0
年
ま
で
に
世
界
の
エ
イ
ズ

患
者
は
二
千
五
百
万
、
感
染
者
は
最
大

一
億
二
千
万
人
に
達
す
る
L

と
い
う
深

tt 

昨
年
一
年
間
に
生
ま
れ
た
亦
ち
ゃ
ん

の
数
は
百
二
十
―

-lj
三
千
甘
八
十
六
人

で
、
前
年
に
比
ペ
一
千
六
百
一
人
増
加

し
た
こ
と
が
六
日
、
原
生
省
が
ま
と
め

1
8
年
ぶ
り
赤
ち
ゃ
ん
増
加
心
麟

年
態

生
涯
出
産
数
、
最
低
の
一
•
五
三
人

9
1動

刻
な
疫
学
的
予
測
を
発
表
し
た
。

こ
の
数
字
は
‘
―

1
0
0
0
年
ま
て
に

四
千
万
人
の
エ
イ
ズ
感
染
者
が
で
る
と

の
世
界
保
健
機
関

(
W
H
o
)
の
f
測

を

r回
る
も
の
て
‘
報
告
を
ま
と
め
た

エ
イ
ズ
感
染
二

0
0
0年
に
は
深
刻

最
大
一
憶
一

1
0
0
 0
万
人
に

米大が予測

て
い
る
と
指
摘
。
そ
の
背
景
と
し
て
出

生
率
低
下
に
よ
る
労
慟
力
不
足
の
深
刻

化
、
若
い
冊
代
の
3
k
労
慟
を
嫌
う
傾

向
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。

し
か
も
外
国
人
流
入
か
社
会
問
題
に

発
展
す
る
の
を
懸
念
し
て
、

H
本
政
府

0
告
ア
ジ
ア
の
外
国
人
労
働
に
言
及

1
年
＂
~
本
で
問
題
深
刻
化

L
暉

は
外
国
人
労
働
者
受
け
人
れ
に
消
極
的

て
あ
り
、
入
国
規
制
を
]
層
強
化
し
て

い
る
と
指
摘
。
現
実
に
は
労
慟
力
不
足

は
不
法
労
慟
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
数
は
政
府
推

otて
約
十
万
人

に
上
り
、
九

0
年
に
は
三
万
人
近
く
か

強
制
送
還
さ
れ
て
い
る
と
説
明
し
て
い

る
。
外
国
人
労
働
者
問
題
か
ア
ジ
ア
地

域
の
深
刻
な
問
題
と
な
る
と

f
測
し
て

い
る
。

（
毎
日
新
聞

一
九
九
ニ
・
六
・
ニ
）

ハ
ー
ハ
ー
ド
国
際
エ
イ
ズ
セ
ン
タ
ー
所

長
の
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
マ
ン
博
士
（
元
W

H
O
の
エ
イ
ズ
計
画
委
貝
長
）
は
「
現

在
の
エ
イ
ズ
ま
ん
延
は
手
に
負
え
な
い

状
況
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
今
の
対
策
を

変
え
な
く
て
は
い
け
な
い
」
と
笞
鐘
を

な
ら
し
て
い
る
。

こ
の
研
究
は
世
界
の
三
十
人
の
疫
学

者
の
調
布
を
も
と
に
し
た
予
測
で
、
今

年
末
‘
「
冊
界
の
エ
イ
ズ
・
一
九
J
L
二

年
」
と
の
タ
イ
ト
ル
て
出
版
さ
れ
る
。

f
測
で
は
‘

.
-
0
0
0
年
時
点
て
の

感
染
者
数
の
内
訳
は
三
千
八

Eiガ
人
か

ら
最
大
一
億
一
千
万
人
の
大
人
と
一
千

万
人
の
子
供
。
と
く
に
ア
ジ
ア
て
の
増

加
が
め
ざ
ま
し
く
‘
八
年
以
内
に
世
界

の
感
染
行
全
体
の
四
二
％
を
占
め
る
と

ヽ
、
う
。

し
（
読
売
新
聞
夕
刊一

九
九
ニ
・
六
•
四
）

た
九
一
年
の
人
口
動
態
統
計
（
概
数
）

て
明
ら
か
に
な
っ
た
。
第
二
次
ヘ
ビ
ー

ブ
ー
ム
に
生
ま
れ
た
子
供
か
結
婚
や
出

産
の
年
齢
に
な
っ
た
た
め
て
、
出
生
数

が
増
加
に
転
じ
る
の
は
七
三
年
（
昭
和

四
卜
八
年
）
以
米
卜
八
年
ぶ
り
。
し
か

し
丁
八
の
女
性
が
生
廂
に
出
沌
す
る
平
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出生数と合計特殊出生率の推移

55 65 75 85 91 

均
子
供
数
を
示
す
「
合
計
特
殊
出
生
率
」

は
一
•
五
三
人
て
、
前
年
の
一
•
五
四

人
を
下

lul
り
過
去
最
低
を
更
新
し
た
。

鼻
―
+
|
―
二
十
四
歳
ま
て
の
女
性
人
口

は
前
年
に
比
べ
十
六
万
七
千
人
増
え
て

お
り
、
原
生
省
は
①
こ
の
年
齢
の
女
性

か
増
加
す
る
②
二
十
歳
代
の
女
性
の
結

婚
が
増
え
て
い
る
ー
ー
な
ど
か
ら
、
中

期
的
に
も
出
生
数
は
増
加
す
る
と
み
て

い
る
。人

口
千
人
当
た
り
の
出
生
率
は
九
'

九
人
と
前
年
比
で

O
'
一
人
減
少
し
‘

初
め
て
一
ケ
タ
に
落
ち
込
ん
だ
。
合
計

特
殊
出
生
率
は
減
少
幅
が
一
昨
年
ま
で

六
年
連
続

0
,
0
三
人
以
上
だ
っ
た
か
、

0
-
0
一
人
と
緩
や
か
な
減
少
に
と
ど

ま
っ
た
。

ま
た
死
亡
数
は
八
十
二

Jj
九
千
五
百

二
十
三
人
て
前
年
か
ら
九
千
二
百
十
八

人
増
加
し
た
。
高
齢
者
か
増
え
た
た
め

と
み
ら
れ
る
。
死
因
は
男
女
と
も
ガ
ン

が
ト
ソ
プ
だ
が
、
男
性
で
は
肺
ガ
ン
の

割
合
が
急
増
し
て
い
る
。
次
い
で
心
牒

病
‘
脳
卒
中
の
順
。
出
牛
数
か
ら
死
亡

翡
齢
最
高
の
三
ガ
三
千
人

昨
年
—
イ
ラ
ン
・
韓
国
人
急
増

法
務
省
は
‘
七
日
付
で
九
一
年
の
出

入
国
管
理
・
難
民
認
定
法
（
入
管
法
）

違
反
摘
発
者
数
と
同
年
十
一
月
現

ff
て

の
不
法
残
留
者
数
を
同
時
に
発
表
し
た
。

摘
発
者
数
は
三
Jj
五
千
九
白
二
人
で
前

年
よ
り
三
百
六
十
一
人
減
少
し
た
。
こ

の
う
ち
不
法
就
労
者
数
は
イ
ラ
ン
、
韓

国
な
ど
か
ら
の
人
国
が
急
増
し
た
た
め

三
万
二
千
九
百
八
人
（
全
体
の
九
一
・

七
％
）
と
過
去
最
高
を
記
録
し
た
。
不

法
残
留
者
の
総
数
は
ア
ジ
ア
国
籍
・
出

身
を
中
心
に
二
十
一
万
六

f
三
百
九
十

九
人
（
九
一
年
五
月
比
三
五
•
四
％
増
）

だ
っ
た
。

摘
発
者
数
が
減
少
し
た
の
は
前
年
六

月
の
改
正
人
管
法
施
行
前
に
摘
発
さ
れ

る
の
を
恐
れ
た
駆
け
込
み
出
頭
か
多
発
‘

九

0
年
の
上
半
期
に
摘
発
か
激
増
し
た

の
が
影
響
し
た
。

不
法
就
労
者
の
国
籍
は
七
十
五
カ
国
。

韓
国
が
九
千
七

Ei八
十
二
人
と
最
も
多

v
、
以
下
イ
ラ
ン
七
千
七
百
人
、
マ
レ

ー
シ
ア
四
千
八
甘
五
十
五
人
と
続
ぎ
‘

こ
の
三
カ
国
て
全
体
の
三
分
の
二
(
,
ハ

七
•
九
％
）
を
占
め
た
。
イ
ラ
ン
は
前

年
の
六
百
五
十
二
人
か
ら
十
倍
以
上
も

増
加
‘
入
国
者
の
急
増
ぶ
り
を
そ
の
ま

ま
反
映
し
た
。
韓
国
は
年
齢
制
限
を
な

く
す
な
ど
海
外
渡
航
の
自
由
化
を
八
J
L

年
に
実
施
し
た
の
が
影
如
。
し
増
加
率
が

七
六
•
八
％
の
高
水
準
と
な
っ
た
。

一
方
、
不
法
就
労
が
目
立
っ
た
た
め
‘

一
九
九
ニ
・
六
•
七
）

数
を
引
い
た
人
口
の
自
然
増
加
数
は
‘

三
十
九
万
三
千
六
百
六
十
三
人
で
、
戦

後
初
め
て
四
十
ガ
人
を
割
り
込
ん
だ
。

都
道
府
県
別
で
は
、
前
年
に
続
き
高
知

だ
け
が
マ
イ
ナ
ス
と
な
り
、
二
年
続
け

て
減
少
し
た
。

（
日
経
新
聞

八
J
L
年
に
人
国
ビ
ザ
免
除
を
停
止
し
た

バ
ン
グ
ラ
テ
シ
ュ
は
前
年
の
五
千
九
百

二
十
五
人
か
ら
二
百
九
十
三
人
に
‘
パ

キ
ス
タ
ン
は
三
千
八
百
八
十
六
人
か
ら

七
百
九
十
一
•
一
人
に
そ
れ
ぞ
れ
激
減
し
た
。

不
法
残
留
者
の
国
籍
の
内
誤
は
タ
イ

＾
―
-
万
二
千
七
百
れ
十
一
人
（
九
一
年
五

月
比
七
一
•
五
％
増
）
、
韓
国
三
ガ
九
百

七
十
六
人
（
伺
一
J
L
•
八
％
増
）
、
フ

ィ
リ
ピ
ン
ニ

Jj
九
千
六
百
―
・
ト
人
（
同

八
•
八
％
増
）
、
マ
レ
ー
シ
ア
ニ
万
五

千
三
百
七
十
九
人
（
同
七
六
・
一
％
増
-

イ
ラ
ン
ニ
万
千
七
百
卜
九
人
（
同
J
L
九

．0
％
増
）
な
ど
。
）
、

不
法
残
留
者
の
人

Iii、
在
留
賓
格
は

観
光
な
ど
の
「
短
期
滞
在
」
か
圧
倒
的

に
多
く
‘
十
七
万
八
千
八
百
二
十
七
人

（
全
体
の
八
ニ
・
六
％
）
。
そ
の
は
か

H

本
語
学
校
な
ど
て
学
ぶ
「
就
学
」
が
一

Jj

五
千
百
四
十
五
人
（
同
七

・
O
％
）
だ

こ。f
 

つ
（
日
経
新
聞

一
九
九
ニ
・
六
•
八
）
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【
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
七
日
1
1
千
野

境
子
】
環
境
と
間
発
を
考
え
る
う
え
て

避
け
て
通
れ
な
い
テ
ー
マ
で
あ
る
人
口

問
題
が
、
国
連
環
境
開
発
会
議
（
地
球

サ
ミ
ソ
ト
）
て
重
要
課
題
と
し
て
‘
浮

上
し
て
き
た
。
し
か
し
、
先
進
国
と
途

上
国
間
の
対
立
だ
け
て
な
く
、
産
児
制

限
に
反
対
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
総
本
山

パ
チ
カ
ン
か
後
ろ
に
控
え
‘
問
題
は
]

段
と
複
雑
か
つ
微
妙
だ
。

地
球
サ
ミ
ソ
ト
開
会
式
て
は
ス
ト
ロ

ン
グ
事
務
局
長
か
「
冊
界
人
口
は
七
―
^

年
以
降
‘
卜
七
億
人
も
増
加
。
う
ち
十

五
億
人
は
途
上
国
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
状
態
は
継
続
て
き
な
い
。
人
口
は
早

急
に
安
定
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
演
説
、
人
口
の
日
十
期
安
定
化
を
主
張

す
る
と
同
時
に
途
卜
国
責
任
に
も
ふ
れ

た
。
人
口
の
安
定
化
は
内
政
や
文
化
‘

逍
徳
‘
宗
教
と
か
か
わ
る
微
妙
な
問
題
。

途
上
国
に
は
比
較
的
理
解
を
ホ
し
て
き

た
ス
ト
ロ
ン
グ
氏
が
直
戟
な
表
現
で
人

口
抑
制
努
力
を
迫
っ
た
こ
と
は
、
国
連

の
会
議
て
は
圧
倒
的
多
数
派
で
あ
る
途

球
トッ

ミ
ヽ

地
サ

「
バ
チ
カ
ン
」

ト
国
に
衝
限
を
与
え
る
の
に
十
分
で
、

会
場
は
一
瞬
‘
静
ま
り
返
っ
た
。

人
口
増
加
と
環
境
悪
化
の
関
係
は
密

接
だ
。
国
連
人
口
晶
金

(
U
N
F
P
A
)

は
世
界
人
口
白
書
て
「
土
地
が
不
毛
化

し
た
り
、
生
態
糸
が
破
壊
さ
れ
る
な
ど

環
境
へ
の
影
囲
が
大
き
い
」
と
指
摘
。

地
球
サ
ミ
ゾ
ト
の
行
動
計
画
「
ア
ジ
ェ

ン
タ
21
」
に
は
①
自
由
、
権
威
、
価
値

観
に
配
慮
し
つ
つ
生
殖
に
関
す
る
健
康

計
画
を
実
施
す
る
②
政
府
は
子
ど
も
の

数
や
出
産
間
闊
の
決
定
‘
情
報
、
教
育

へ
の
ア
ク
セ
ス
を
男
性
と
女
性
が

Inl等

に
保
証
す
る
③
政
府
は
安
全
で
効
果
的

な
生
殖
に
つ
い
て
健
康
管
理
を
含
む
予

防
治
療
施
設
の
設
憤
計
画
を
推
進
す
る

ー
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

こ
う
し
た
表
現
に
対
し
「
一
番
の
ロ

ビ
ー
活
動
を
続
け
て
き
た
」
（
国
連
筋
）

の
が
バ
チ
カ
ン
市
国
だ
。
宗
教
的
観
点

か
ら
「
人
口
を
計
画
的
に
抑
制
す
る
と

い
う
考
え
方
は
改
め
る
べ
き
だ
」
と
反

対
。
「
ア
ジ
ェ
ン
タ
21
」
か
ら
廂
児
制
限

や
ピ
ル
使
用
な
ど
の
表
現
を
削
除
さ
せ

か

ら

み

複

雑

化

人

n
問

題

が

浮

上

る
こ
と
に
成
功
し
た
。

地
球
サ
ミ
ゾ
ト
の
本
会
議
で
も
ハ
チ

カ
ン
代
表
は
ぶ
環
境
、
開
発
、
人
口
の

相
関
関
係
は
単
純
す
き
る
方
法
て
は
解

決
さ
れ
な
い
」
と
演
説
‘
「
環
境
に
関

し
て
言
え
は
世
界
人
口
の
五
％
以
下
の

国
々
に
主
要
な
温
室
効
果
カ
ス
の
四
分

の
一
以
上
の
責
任
か
あ
る
」
と
先
進
国

技
術
教
脊
を
必
要
と
し
て
い
る
東
南

ア
ジ
ア
な
ど
の
発
展
途
上
国
の
留
学
生

を
受
け
人
れ
、
中
堅
技
術
者
の
養
成
と

技
術
移
転
を
目
指
し
た
「
財
団
法
人
・

専
門
学
校
留
学
・
実
背
生
受
け
入
れ
セ

ン
タ
ー
」
（
仮
称
）
構
想
か
‘
近
く
開

か
れ
る
全
国
専
修
学
校
各
種
学
校
総
連

合
会
（
大
森
厚
会
長
）
の
総
会
に
諮
ら

れ
、
設
立
へ
動
き
出
す
。

専
門
学
校
へ
の
留
学
生
は
卒
業
後
の

就
労
ピ
ザ
が
認
め
ら
れ
す
、
実
務
経
験

の
な
い
ま
ま
帰
国
す
る
ケ
ー
ス
が
は
と

ん
ど
。
構
想
で
は
卒
業
後
、
企
菓
な
ど

で
三
年
間
の
実
務
実
習
（
就
労
）
を
行

い
‘
奨
学
金
も
支
給
す
る
。

文
部
省
の
調
べ
に
よ
る
と
留
学
生
は

束
南
ア
な
ど
の
中
堅
技
衛
者
を
簑
成

「
受
け
入
れ
セ
ン
タ
ー
」
設
立

の
大
益
消
費
を
批
判
し
た
。

途
上
国
の
立
場
は
バ
チ
カ
ン
と
必
ず

し
も
InJ
し
で
は
な
い
。
家
族
計
画
を
望

み
な
か
ら
設
備
や
教
育
の
不
足
か
ら
推

進
で
き
な
い
国
も
あ
る
。
し
か
し
バ
チ

カ
ン
の
先
進
同
批
判
は
途
上
国
が
共
惑

で
き
る
も
の
だ
。

（
産
経
新
聞
一
九
九
ニ
・
六
•
八
）

叶
年
五
月
現
在
て
四
万
五
千
1

ハ
十
六
人
v

学
校
別
で
は
大
学
一
万
七
千
百
六
十
六

人
、
大
学
院
一
万
一
二
千
八
百
十
1

ハ人、

専
門
学
校
二
H
-
.
T五
百
四
十
人
。
こ

の
う
ち
ア
ジ
ア
地
区
か
ら
の
留
学
生
は

四
万
一
千
三
百
四
十
六
人
て
仝
体
の
九

割
以
卜
を
占
め
‘
は
と
ん
ど
か
私
費
留

学
生
。専

門
学
校
で
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
、

自
動
車
整
備
を
は
し
め
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
‘

デ
サ
イ
ン
な
ど
職
菓
教
育
を
受
け
て
い

る
。
し
か
し
、
奨
学
金
制
度
、
術
舎
な

ど
の
整
備
や
日
本
語
教
脊
シ
ス
テ
ム
の

遅
れ
、
卒
業
後
の
就
労
ピ
ザ
取
得
か
て

き
な
い
こ
と
な
ど
多
く
の
問
題
を
抱
え

て
い
る
。
と
く
に
大
学
な
ど
の
留
学
生
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にゅうすふぉ—らむ

に
は
卒
業
後
の
就
労
ピ
ザ
か
原
則
的
に

認
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
‘
寺
門
学

校
留
学
生
は
卒
業
す
る
と
帰
国
し
な
け

れ
は
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
実
務
を
経

験
す
る
機
会
が
少
な
く
‘
技
術
習
得
か

中
途
半
端
な
状
態
で
帰
国
、
せ
っ
か
く

の
留
学
も
屑
国
の
技
術
向
上
に
つ
な
か

ら
な
い
の
か
現
状
と
い
う
。

構
想
て
は
‘
寺
門
学
校
で
の
一
年
間

の
専
門
課
程
の
コ
ー
ス
と
、
関
連
技
術

の
企
業
な
ど
の
現
場
に
お
け
る
三
年
間

の
実
務
実
習
（
就
労
）
を
組
み
合
わ
せ

た
モ
テ
ル
コ
ー
ス
を
設
定
し
、
中
昭
技

術
者
を
養
成
す
る
こ
と
を
目
標
に
し
た

プ
ロ
グ
ラ
ム
。
留
学
•
実
習
に
必
要
な

学
費
•
生
活
費
な
ど
の
焚
学
衰
金
は
‘

実
務
実
習
を
引
き
受
け
る
企
業
や
専
門

学
校
の
協
力
で
基
金
を
設
け
、
こ
の
基

金
か
ら
支
給
す
る
。
五
年
間
の
留
学
・

実
習
の
期
間
を
通
し
て
専
門
領
域
の
技

術
や
知
識
の
習
得
か
よ
り
充
実
し
た
も

の
に
し
、
同
時
に
日
本
語
や
日
本
文
化

へ
の
理
解
も
期
待
し
て
い
る
。

具
体
的
な
進
め
方
の
一
っ
と
し
て
近

隣
諸
国
の
主
要
都
市
に
関
係
者
と
協
力

し
て
現
地
に
「
尋
門
学
校
留
学
・
実
習

準
備
セ
ン
タ
ー
L

を
設
置
こ
こ
て
留

学
牛
•
実
四
生
の
選
衿
を
は
し
め
、
留

学
前
の
日
本
語
教
育
を
セ
ン
タ
ー
で
行

9

)

,

 

,＇ 
t
'
 

っ

敬
二
）

帰
国
後
の
就
職
な
ど
の
ア
フ

タ
ケ
ア
を
す
る
拠
点
と
す
る
計
画
だ
。

当
面
は
マ
ニ
ラ
‘
ハ
ン
コ
ク
、
卜
海
に

セ
ン
タ
ー
を
設
笛
す
る
予
定
で
、
将
来

は
O
D
A
（
政
府
開
発
援
助
）
の
資
金

支
援
を
期
待
し
て
い
る
。

受
け
入
れ
は
初
年
度
は
二
百
人
、
将

来
は
三
千
人
程
度
を
受
け
入
れ
る
方
向

て
、
文
部
省
や
法
務
省
な
ど
と
構
想
の

推
進
を
話
し
合
っ
て
い
く
。

（
毎
日
新
聞
一
九
九
二
·
六
•
九
）

「
南
」
の
貧
困
。
人

n‘
見
え
て
こ
ぬ
具
体
策

—
地
球
サ
ミ
ッ
ト
ー
「
持
続
的
開
発
」
概
念
に
落
差

「
東
西
の
冷
戦
を
解
決
し
た
よ
う
に
‘

新
た
な
南
北
対
立
を
避
け
る
た
め
、
あ

ら
ゆ
る
努
力
を
し
な
け
れ
は
な
ら
な
い
」
。

ド
イ
ツ
の
テ
プ
フ
ァ
ー
環
境
相
は
「
地

球
サ
ミ
ゾ
ト
」
の
演
説
で
‘
焦
点
は
‘

「
南
北
」
に
あ
る
、
と
訴
え
た
。
温
暖

化
な
ど
地
球
規
校
で
今
後
発
生
す
る
環

境
問
題
が
話
し
合
わ
れ
る
陰
で
、
南
側

諸
国
で
進
ん
て
い
る
現
境
破
壊
の
最
前

線
に
は
十
分
な
対
策
が
取
ら
れ
そ
う
に

な
い
。
（
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ

竹
内

開
発
途

t
国
問
題
を
扱
う
国
連
開
発

計
画

(
U
N
D
P
)
顕
問
の
ウ
ル
・
ハ

ク
氏
（
パ
共
ス
タ
ン
）
は
サ
ミ
ッ
ト
初

日
の
講
演
て
‘
「
温
暖
化
や
オ
ゾ
ン
減

少
で
今
、
多
数
の
人
間
か
死
ん
で
い
る

わ
け
で
は
な
い
」
と
述
ぺ
た
。
先
進
国

は
自
分
た
ち
に
影
籾
か
及
ふ
地
球
環
境

問
題
を
軍
視
し
始
め
て
い
る
か
‘
途
卜

国
の
「
声
な
き
多
数
」
に
と
っ
て
は
‘

貧
困
や
人
口
爆
発
な
ど
生
存
に
か
か
わ

る
基
本
問
題
こ
そ
か
緊
急
だ
‘
と
い
う

指
摘
だ
＂

ウ
ル
・
ハ
ク
氏
は
三
月
に

U
N
D
P

と
地
球
サ
ミ
ソ
ト
事
務
局
が
ま
と
め
た

途
上
国
問
題
に
関
す
る
ハ
ー
グ
報
告
書

を
も
と
に
‘
「
世
界
人
口
の
五
分
の
一

の
先
進
国
か
、
世
界
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

七
0
%
、
食
料
の
六

0
％
を
消
費
す
る

一
方
‘
途
卜
国
で
は
十
三
億
人
が
苔
れ

い
な
飲
み
水
を
持
た
す
、
七
億
五
千
万

人
の
十
供
が
急
性

F
痢
症
に
苦
し
み
‘

四
百
万
人
か
死
ん
て
い
る
」
と
説
明
。

先
進
国
の
音
頭
と
り
で
オ
ゾ
ン
屑
破
壊

防
廿
と
温
暖
化
防
止
の
条
約
は
で
き
た

か
、
安
全
な
水
を
確
保
す
る
条
約
も
、

貧
し
い
人
の
農
業
を
守
る

t
壌
保
仝
条

約
も
な
い
と
｀
途
上
国
の
不
満
を
代
弁

し
た
。人

口
抑
制
に
は
‘
貧
困
と
衛
生
状
態

を
改
善
、
新
生
児
死
亡
率
を
下
け
て
「
子

供
か
丈
夫
て
あ
る
」
こ
と
を
ホ
す
こ
と

と
、
教
育
‘
家
族
計
画
の
晋
及
な
ど
か

必
要
だ
。
た
が
、
地
球
再
生
の
た
め
の

行
動
計
両
「
ア
ジ
ェ
ン
タ

21
」
の
現
在

の
案
文
て
は
‘
宗
教
的
理
由
な
ど
て
家

族
計
画
促
進
に
関
す
る
部
分
が
弱
め
ら

れ
て
い
る
。

プ
ル
ン
ト
ラ
ン
ト
•
ノ
ル
ウ
ェ
ー
首

相
は
「
こ
う
し
た
抵
抗
を
克
服
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
‘
修
正
を
強
く
求

め
た
。
途
上
国
て
つ
く
る
「
G
7
7
」
の

中
か
ら
も
、
人
口
問
題
を
再
度
話
し
合

う
べ
き
だ
と
の
考
え
が
出
て
い
る
と
い

、
1
‘

ま
た
衰
金
問
題
て
も
、
途
上
国
へ
の

援
助
額
か
増
え
て
も
、
途
上
国
内
の
政

治
制
度
‘
査
金
の
流
れ
の
不
透
明
さ
が

消
え
な
い
限
り
、
効
率
的
な
最
底
辺
の

改
善
に
は
緒
ぴ
つ
か
な
い
の
て
は
‘
と

の
疑
問
が
環
境
保
護
団
体
な
ど
に
強
い
。

南
側
を
救
済
す
る
中
心
理
念
と
し
て

サ
ミ
ッ
ト
か
め
さ
す
の
は
‘
「
持
続
可
能

“ 



ヽ
し
し厚

生
省
が
発
表
し
た
一
九
九
；
年
人

口
動
態
統
計
て
、
合
計
特
殊
出
生
率
（
女

性
が
生
涯
に
産
む

f
供
の
平
均
数
）
が

]
•
五
三
人
と
ま
た
史

t

最
低
を
史
新

し
た
。
急
速
に
進
む
高
齢
化
の
流
れ
の

ぶ
E

止
め
」
と
し
て
同
省
は
第
三
次
へ

ヒ
ー
ブ
ー
ム
の
到
来
を
期
待
す
る
が
、

そ
の
予
想
に
は
疑
問
か
多
い
。

第
一
次
ヘ
ヒ
ー
フ
ー
ム
に
生
ま
れ
た

人
は
年
間
一
五
口
六
卜
八
万
ー
・
一
百
じ
十

ガ
人
。
じ
一
ー
七
四
年
に
第
二
次
ベ
ヒ

ー
ブ
ー
ム
を
迎
え
‘
こ
の
間
に
年
間
二

百
万
ー
ニ
百
九
ガ
人
か
生
ま
れ
た
。

第
一
次
と
第
二
次
ヘ
ヒ
ー
プ
ー
ム
の

間
開
は
二
十
ニ
ー
ニ
十
七
年
。
こ
れ
と

等
間
隔
て
第
三
次
ヘ
ヒ
ー
ブ
ー
ム
か
米

る
と
仮
定
す
る
と
、
そ
の
時
期
は
「
九

三
年
か
ら
二

0

o: 年
の
間
」
に
な
る
。

第
二
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
世
代
は
今
‘

ト
八
茂
か
ら
二
十
二
成
。
桔
婚
適
齢
期

が
近
づ
い
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、

今
回
の
統
計
で
み
た
女
性
の
結
婚
年
齢

（
初
婚
）
は
．
一
十

h
'
九
歳
て
、
第
二

次
冊
代
が
生
ま
れ
た
時
代
の
二
十
四
'

．
一
成
と
比
べ
る
と
一
・
七
歳
も
＂
高
齢

化
＂
し
て
い
る
。
ま
た
裔
学
歴
化
し
、

仕
事
に
生
き
か
い
を
求
め
る
女
性
か
急

増
し
て
い
る
現
在
、
当
時
の
よ
う
な
ぶ
和

出
生
率
低
迷
、
「
悲
観
」
的
に

子
育
て
の
た
め
の
環
境
整
備
が
急
務

な
聞
発
」
の
徹
底
だ
。
ス
ト
ロ
ン
ク
・

地
球
サ
ミ
ソ
ト
事
務
局
長
は
「
持
続
IIJ

能
な
開
発
と
は
、
牛
態
学
的
、
経
済
的
‘

社
会
的
甚
盤
を
破
壊
し
た
り
傷
め
な
い

開
発
を
い
う
」
と
い
う
。

し
か
し
、
そ
の
実
行
は
容
易
て
は
な

い
。
事
業
家
て
あ
る
ス
ト
ロ
ン
ク
事
務

局
長
の
会
社
か
、
先
住
民
が
生
活
す
る

コ
ス
タ
リ
カ
の
海
岸
に
、
環
境
に
や
さ

「
エ
コ
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
と
の
ふ

れ
こ
み
て
観
光
ホ
テ
ル
を
建
設
し
た
。

こ
れ
に
対
し
先
住
民
が
「
我
々
の
生
活

環
境
を
破
壊
す
る
」
と
強
く
抗
議
し
て

い
る
と
、
英
国
の
サ
ン
テ
ー
タ
イ
ム
ス

祇
か
報
道
し
た
。

「
持
続
可
能
な
開
発
」
と
い
う
概
念

が
、
立
場
に
よ
っ
て
受
け
止
め
方
に
ま

だ
ま
た
落
芹
か
あ
る
こ
と
を
印
象
づ
け

こ。f
 

（
朝
日
新
聞

一
九
九
ニ
・
六
•
九
）

＜婚
いフ

〇

ッ

シ
ユ

し一

か
起
き
る
と
は
考
え
に

ま
た
‘
離
婚
件
数
は
五
年
ふ
り
に
十

人
ガ
件
を
超
え
、
過
去
最
高
だ
っ
た
八

．
―
-
年
(
+
七
万
九

T
百
五
卜
件
）
、
八

四
年
(
+
七
ガ
八
千
じ
百
四
卜
六
件
）

に
次
ぐ
史
上
三
位
の
数
字
。
そ
の
約
四

割
が
五
年
未
渦
て
離
婚
し
て
い
る
。

結
婚
年
齢
か
裔
く
な
り
、
早
い
時
期

の
離
婚
か
増
え
れ
ば
‘
子
供
が
て
き
る

可
能
竹
は
ま
す
ま
す
少
な
く
な
る
。
結

款

出生数および合計特殊出生率の推移

笙1次ベビープーム
(4?-49年） 270万人

4.32 

200 

第2次ベピーブーム
(?1-?4年） 209万人

I合計特殊出生率

ひのえうま 136万人
＼ 

I 

4
人

3

100 
2

3

ー

婚
件
数
は
八
八
年
か
ら
四
年
連
続
て
増

え
続
け
て
い
る
か
、
少
な
く
と
も
プ
ー

ム
と
呼
べ
る
ほ
ど
の
出
廂
増
は
起
き
な

い
、
と
考
え
る
方
が
自
然
て
は
な
い
だ

ろ
う
か
"

八
八
年
|
.
-
．
六
六
人
V
八
九
年

11

•
•
五
七
人
▽
九
0
年
1
1
-
•五
四
人

と
急
減
を
続
け
た
合
計
特
殊
出
生
率
か

今
皿
、
前
年
よ
り

O
・
0
一
人
減
に
と

ど
ま
っ
た
こ
と
、
九
一
年
の
出
生
数
か

十
八
年
ぶ
り
に
上
昇
に
転
じ
た
こ
と
な

04? 50 60 70 80 ゜9091年

実 数 平均発生間阻
'--

91年 90年 沢 91年

oo翡汗 i 
出死離婚自然増生加姻婚亡 1.283712294639328, ,,,,56291826876 3 3 4 1 1.284712202507 1.21..,.53261088305 5 0 8 8 2-197011,,,,,62631046118 7 3 6 1 
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にゅうすふぉーらむ

ど
か
ら
、
「
少
産
シ
ョ
ソ
ク
」
の
危
機

を
脱
し
つ
つ
あ
る
の
て
は
な
い
か
と
の

見
方
か
あ
る
。
だ
か
出
化
数
は
前
年
よ

り
わ
ず
か
千
六
百
一
人
増
え
た
に
す
ぎ

す
‘
少
産
と
高
齢
化
の
流
れ
に
大
ぎ
な

変
化
を
及
ば
し
て
い
な
い
。

先
進
国
の
合
計
特
殊
出
生
率
と
比
ヘ

る
と
、
日
本
は
ス
ウ
ェ
ー
テ
ン
（
二
・

0
二
人
ー
八
九
年
）
▽
米
国

(
i
.
h
~

三
人
ー
八
八
年
）
▽
英
国
（
一
•
八
五

人
1
1

八
九
年
）
▽
フ
ラ
ン
ス
（
一
•
八

一
人
1
1

同
）
を
大
き
く
ド
皿
り
、
日
本

よ
り
低
い
の
は

111
西
ト
イ
ツ
（
一
・
三

九
人

IIlnl)
と
イ
タ
リ
ア
（
一
・
ニ
九

人
1
1

同
）
ぐ
ら
い
だ
。

住
宅
か
狭
い
、
出
産
後
の
女
性
の
就

職
先
が
少
な
い
な
ど
、
日
本
は
子
育
て

の
た
め
の
環
境
整
備
か
他
先
進
国
に
比

べ
大
ぎ
く
遅
れ
て
い
る
。
来
る
か
ど
う

か
わ
か
ら
な
い
第
三
次
ヘ
ヒ
ー
プ
ー
ム

に
廿
い
期
待
を
抱
く
よ
り
‘
こ
れ
ら
施

策
に
早
急
に
取
り
組
む
姿
勢
を
明
ら
か

に
す
る
方
か
重
要
だ
ろ
う
。
世
界
て
も

ま
れ
に
み
る
猛
ス
ピ
ー
ド
て
高
齢
化
札

会
に
進
ん
て
い
る
現
什
、
国
は
ぶ
木
観
」

よ
り
む
し
ろ
「
悲
観
」
的
見
通
し
に
立

っ
て
施
策
を
展
開
す
る
必
要
か
あ
る
。

（
社
会
部
・
柴
田
朗
）

一
九
九
ニ
・
六
•
一
六
）

（
毎
日
新
聞

広
が
る

「
未
婚
化
現
象
」

ー
適
齢
期
、
シ
ン
グ
ル
率
、
15
年
間
で
2
ー

3
倍
ー

女
性
が
自
立
、
社
会
制
度
に
影
響
も

若
い
男
女
か
な
か
な
か
結
婚
し
な
く

な
っ
た
。
九

0
年
の
国
勢
調
朴
に
よ
る

と
‘
二
十
代
後
半
て
女
性
の
四
割
‘
男

性
は
三
人
の
う
ち
二
人
が
未
婚
だ
。
男

性
は
三
十
代
後
半
て
も
二
割
の
人
か
結

婚
し
な
い
か
、
出
来
な
い
で
い
る
。
晩

婚
化
と
い
う
よ
り
は
未
婚
化
現
象
だ
。

こ
の
未
婚
率
の
卜
昇
が
近
年
の
出
生
率

の
低
下
に
つ
な
が
っ
て
い
る
‘
と
い
わ

れ
る
。
な
ぜ
結
婚
し
な
い
の
か
。
原
生

省
人
口
問
題
研
究
所
は
七
月
の
全
国
調

行
で
、
男
女
の
意
識
変
化
を
探
る
。

（
絹
集
委
員
・
有
岡
二
郎
）

「
女
性
は
、
結
婚
で
き
る
け
ど
し
な

い
。
男
性
は
、
結
婚
し
た
い
け
ど
、
出

米
た
い
。
ど
う
も
、
そ
ん
な
時
代
が
来

た
よ
う
で
す
」
。
人
口
問
題
研
究
所
の

阿
藤
誠
・
人
口
政
策
研
究
部
長
は
苦
笑

ま
じ
り
に
言
う
。

国
勢
調
査
に
よ
る
と
七

0
年
ま
で
は
‘

―
ー
ト
代
後
半
の
男
女
の
未
婚
率
は
‘
男

性
か
四

0
％
台
半
ば
、
女
性
が
二

0
%

弱
て
あ
ま
り
変
化
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
か
七
五
年
以
降
の
卜
五
年
間
て
‘

未
婚
率
が
上
が
っ
て
巻
た
。
と
く
に
二

十
代
後
半
の
女
性
は
‘
七
五
年
に
は
約

―
1
0
 ％
だ
っ
た
の
か
九

0
年
に
は
約
四

0
％
と
倍
に
な
っ
た
。
三
十
代
前
半
の

女
件
の
未
婚
率
も
約
八
％
か
ら
約
―
四

％
と
倍
に
な
っ
て
い
る
。

「
二
十
代
後
半
か
ら
三
十
代
前
半
は
‘

女
性
は
最
も

f
供
を
産
む
年
代
て
す
。

そ
の
未
婚
率
が
倍
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
‘

出
生
率
は
当
然
下
が
る
」
と
阿
藤
さ
ん

は
指
摘
す
る
。

と
く
に
男
性
の
未
婚
率
の
上
昇
か
目

立
つ
。
過
去
十
五
年
間
て
‘
三
十
代
前

半
は
倍
以
卜
、
三
十
代
後
半
は
約
三
倍

に
増
え
た
。
四
十
代
前
半
の
末
婚
率
も

七
五
年
の
約
四
％
か
ら
九

0
年
に
は
一

二
％
に
上
昇
し
た
。

牒
村
の
嫁
不
足
は
よ
く
話
題
に
な
る

が
、
三
十
代
、
四
十
代
の
独
身
男
性
は
‘

漁
船
貝
や
工
場
労
働
者
、
高
学
歴
の
ホ

ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
間
で
も
増
え
て
い
る
。

「
近
い
将
来
‘
男
竹
の
生
湘
未
婚
率
は

1
0
 ％
を
超
え
そ
う
だ
」
と
阿
藤
さ
ん

は
言
う
。
日
本
社
会
は
今
‘
牛
涯
を
独

身
て
枠
ら
す
男
女
が
じ
り
し
り
と
増
え

る
シ
ン
グ
ル
（
独
身
者
）
化
の
時
代
に

入
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

こ
う
し
た
現
象
に
つ
い
て
、
女
性
の

高
学
歴
化
と
社
会
進
出
に
主
な
理
由
を

求
め
る
考
え
方
か
少
な
く
な
い
。
総
理

府
か
昨
年
十
一
月
に
行
っ
た
「
女
性
の

姪
ら
し
と
仕
事
に
関
す
る
冊
論
調
布
」

て
も
、
七
三
％
の
男
女
が
「
什
事
を
持

つ
女
性
が
増
え
、
女
性
の
経
済
力
が
向

上
し
た
」
こ
と
を
女
性
の
晩
婚
化
の
理

由
に
挙
げ
て
い
る
。

し
か
し
国
立
公
文
書
館
次
長
で
、
女

性
と
社
会
保
障
の
関
係
を
中
心
に
評
論

活
動
も
し
て
い
る
菅
原
真
埋
子
さ
ん
は

「
女
性
に
経
済
力
が
つ
い
て
自
由
や
仕

事
の
面
白
さ
な
ど
結
婚
て
失
う
も
の
が

増
え
て
い
る
。
そ
の
一
方
て
、
結
婚
生

活
の
惟
事
や
め
ん
ど
く
さ
さ
を
一
楕
に

負

Iuし
て
く
れ
る
男
性
が
少
な
く
な
っ

た
こ
と
が
最
大
の
理
由
」
と
指
摘
す
る
。

ま
た
‘
「
男
女
の
愛
と
か
結
婚
に
は
‘

失
敗
や
間
の
悪
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ

る
。
し
か
し
今
の

H
本
の
若
い
男
性
に

は
、
そ
れ
を
乗
り
切
ろ
う
と
す
る
男
ら

し
さ
や
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
か
少
な
く
な

43 



っ
て
い
る
。
（
中
央
官
庁
の
局
長
級
女

性
幹
部
）
と
い
う
声
も
女
性
側
に
多
い
。

生
廂
独
身
者
の
増
加
と
出
生
率
の
低

下
は
‘
こ
れ
か
ら
の
高
齢
化
杜
会
に
も

さ
ま
さ
ま
な
影
響
を
及
ぽ
し
そ
う
た
。

し
か
し
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
の
袖

井
孝
子
教
授
は
「
出
生
率
を
上
げ
る
た

め
に
‘
む
り
し
て
結
婚
す
る
こ
と
は
な

い
」
と
い
う
。
「
そ
れ
よ
り
も
‘
こ
れ
か

ら
は
独
身
者
が
増
え
る
。
そ
れ
な
の
に

H
本
社
会
は
冊
帯
単
位
が
前
提
。
税
金

や
杜
会
保
障
‘
員
金
体
系
ま
で
世
帯
に

属
さ
な
い
と
い
ろ
ん
な
点
て
不
利
て
す
。

と
く
に
女
性
の
一
人
雑
ら
し
は
不
利
て
‘

住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
て
差
別
を
受
け
る
。

個
人
単
位
の
社
会
に
切
り
替
え
れ
ば
、

未
婚
て
子
供
を
産
む
こ
と
も
含
め
て
出

生
率
が
上
か
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
い

う
意
見
だ
。

若
い
世
代
の
晩
婚
化
と
独
身
者
の
増

加
は
‘
日
本
社
会
の
高
齢
化
の
別
の
側

面
で
も
あ
る
。
両
者
は
、
育
児
休
業
と

介
護
休
暇
問
題
が
は
ぽ
同
時
期
に
浮
卜

し
て
き
た
よ
う
に
‘
コ
イ
ン
の
衷
表
の

よ
う
な
関
係
た
。
こ
れ
か
ら
の
高
齢
化

社
会
の
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
に
は
、
若
い

世
代
の
生
活
ス
タ
イ
ル
の
変
化
に
対
応

す
る
こ
と
も
重
要
な
柱
だ
ろ
う
。

◇
 

【
北
京
支
局
24
日
】
二
十
四
日
の
中

国
各
紙
に
よ
る
と
、
国
務
院
（
政
府
）

の
人
口
調
査
指
導
小
紐
は
‘
一
九
九
〇

年
七
月
一
日
に
実
施
し
た
第
四
回
全
国

人
口
調
究
の
結
果
、
同
日
現
在
の
中
国

の
人
口
を
十
一
億
三
千
五
ト
一
万
六
百

三
十
八
人
と
発
表
し
た
。

（
朝
日
新
聞
一
九
九
ニ
・
六
・
ニ
四
）

11億3051ガ

638人

．
 

中国の人口を発表

人
口
研
の
七
月
の
調
鉦
は
‘

五
年
こ
と
に
行
わ
れ
て
い
る

「
結
婚
と
出
産
に
関
す
る
全

国
調
在
」
だ
が
、
今
回
は
調

卦
対
象
の
年
齢
を
従
来
よ
り

も
広
け
て
、
結
婚
観
や
、
家
族
、

f
供
に
関
す
る
価
値
観
を
聞

く
。
全
国
の
四
百
九
十
地
区

で
、
妻
が

h
十
歳
未
満
の
夫

婦
約
．
万
二
千
組
と
、
十
八

歳
以
卜
五
十
歳
未
満
の
独
身

男
女
約
一
万
三
千
人
が
対
象

に
な
る
。

（
朝
日
新
聞
・
一
九
九
ニ
・
六
'
-
七
）

H
本
人
の
平
均
耕
命
が
男
性
七
十
六

.
―
―
歳
、
女
性
八
十
ニ
・
一
―
歳
て
‘

そ
れ
ぞ
れ
世
界
最
高
を
維
持
し
て
い
る

こ
と
が
二
十
七

H
‘
厚
生
省
が
発
表
し

た
一
九
九
一
年
簡
易
生
命
表
で
明
ら
か

に
な
っ
た
。
世
界
的
に
も
長
井
国
と
い

わ
れ
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
や
ス
イ
ス
を
一

歳
以
上
上
回
っ
て
お
り
、
同
省
は
今
後

も
平
均
封
命
が
下
か
る
要
素
は
な
い
た

め
、
当
分
、
世
界
最
長
寿
は
揺
る
ぎ
そ

う
に
な
い
と
い
う
。
ま
た
、
男
女
の
差

は
六
歳
で
こ
れ
ま
て
で
最
高
の
開
き
と

な
っ
た
。

簡
易
生
命
表
は
‘
九
一
年
の
死
亡
状

況
を
も
と
に
年
齢
別
に
あ
と
平
均
何
年

生
き
ら
れ
る
か
の
平
均
余
命
を
計
煎
し

た
も
の
で
、
毎
年
の
人
口
動
態
統
計
に

基
づ
い
て
計
孵
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
栄
＂

歳
の
平
均
余
命
を
「
平
均
舟
命
」
と
呼

ん
で
い
る
。

九
一
年
の
平
均
舟
命
は
前
年
と
比
べ

て
男
性
で

O
・
i
九
歳
、
女
性
て

O・

二
―
歳
延
ぴ
て
い
る
。
各
年
齢
ご
と
の

平
均
余
命
は
‘
八
十
五
歳
以
上
が
や
や

一
九
八
二

六
・
ニ
八
）

短
く
な
っ
た
も
の
の
、
そ
の
ほ
か
は
す

べ
て
の
階
層
で
延
び
て
い
る
。

戦
後
初
め
て
生
命
表
が
作
ら
れ
た
四

七
年
に
は
男
性
の
平
均
舟
命
か
五
十
・

0
六
歳
で
女
性
は
五
十
三
・
九
六
践
だ

こ。f
 

つ

五
五
年
当
時
‘
八
十
成
ま
て
生
き
る

人
の
割
合
は
‘
男
性
が
二

0
%、
女
性

は
三
二
％
だ
っ
た
か
、
男
女
と
も
倍
以

上
に
増
え
て
そ
れ
ぞ
れ
四
八
％
‘
六
JL

％
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
九
一
年
に

誕
生
し
た
男
子
の
半
数
は
七
十
九
・
ニ

九
茂
、
女
子
の
半
数
は
八
卜
五
•
O
六

歳
ま
で
化
き
る
と
推
定
さ
れ
る
。

厚
生
省
が
現
在
入
手
し
て
い
る
各
国

の
平
均
封
命
の
衰
料
に
よ
る
と
、

H
本

に
次
い
て
長
封
国
な
の
は
男
性
が
ス
ウ

ェ
ー
テ
ン
の
七
十
四
•
七
九
歳
（
八
九

年
）
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
七
卜
四
•
五
八

歳
（
八
七
ー
八
八
年
）
て
、
女
性
は
ス

イ
ス
（
八
七

I
八
九
年
）
の
八
十
・
七

0
歳
、
ス
ウ
ェ
ー
テ
ン
の
八
十
•
五
七

歳
な
ど
。

（
朝
日
新
聞

平
均
寿
命
、
女
82
オ
、
男
76
オ
に

ー

揺

が

ぬ

世

界
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アジアにおける地球温暖化の脅威

~UN E Pの研究が示す警告］

報
告
書
に
よ
れ
ば
‘
マ
レ
ー
シ
ア
に
お
い

て
米
の
生
産
最
は
―
二
％
ー
ニ
ニ
％
減
少
し
、

ゴ
ム
の
生
産
饉
は
現
在
の
四
分
の
一
程
度
ま

で
減
少
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
ま
た
‘

今
年
六
月
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
で
国
連
環
境
•
開
発
会
議

(
U
N
C
E
D
)

が
開
か
れ
、
現
在
、
環
境
問
題
に
世
界
の
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
環
境
破
壊
の
問
題
は
、

人
口
増
加
と
そ
こ
で
引
き
起
こ
さ
れ
る
無
秩
序
な
都
市
の
拡
大
、
自
動
車
、
産
業
化
な
ど
に
よ

っ
て
加
速
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
地
球
温
暖
化
の
影
響
に
つ
い
て
、

U
N

E
P
（
国
連
環
境
計
画
）
の
報
告
が
だ
さ
れ
た
。
以
下
は
そ
の
要
旨
で
あ
る
。

国
連
の
報
岩
に
よ
れ
ば
、
地
球
温
暖
化
は
贔
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

数
千
も
の
職
業
に
伶
威
を
与
え
る
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
特
に
脅
威
を
受
け
る
の
は
農

耕
地
や
、
東
南
ア
ジ
ア
の
海
岸
線
な
ど
で
あ

る
。
こ
の
中
に
は
著
名
な
リ
ゾ
ー
ト
で
あ
る

バ
リ
の
海
岸
線
な
ど
か
含
ま
れ
る
。
国
連
環

境
計
画
の
研
究
は
‘
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
マ
レ

ー
シ
ア
、
タ
イ
に
与
え
る
地
球
温
暖
化
の
潜

在
的
影
暫
を
報
告
し
て
い
る
。

地
球
温
暖
化
と
は
二
酸
化
炭
素
や
他
の
化

石
燃
料
を
燃
や
し
た
排
ガ
ス
の
放
出
に
よ
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
る
長
期
の
気
温
の
上
昇
の

こ
と
て
あ
る
。
科
学
者
は
地
球
温
暖
化
は
海

水
向
の
上
昇
‘
降
雨
ハ
タ
ー
ン
の
変
化
‘
天

候
の
変
化
な
ど
長
期
的
な
気
候
の
変
化
を
引

き
起
こ
す
と
確
信
し
て
い
る
。
国
連
の
報
告

に
よ
れ
は
、
全
体
の
平
均
気
温
が
三
度
℃
（
華

氏
五
度
）
上
が
っ
た
場
合
‘
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

の
気
温
は
六
度
℃
（
華
氏
―
一
度
）
上
昇
す

る
。
タ
イ
は
そ
の
高
温
に
よ
っ
て
穀
物
生
産

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
人
口
の
四
分
の
三
が
大
豆

を
食
べ
て
い
る
か
、
そ
の
大
豆
は
一

0
％
収

量
か
減
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
メ
イ
ス
の
生
産
は
半
減
す
る
も
の
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
タ
イ
の
気
候
変
化
は
（
単
位
当
た

り
の
）
米
の
生
産
屈
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
‘
予
測
さ
れ
る
洵
水
面
の
上

昇
に
よ
っ
て
タ
イ
や
そ
の
他
の
国
の
数
千
キ

ロ
に
及
ぶ
海
岸
線
は
消
滅
し
、
そ
こ
で
行
わ

れ
て
い
る
穀
物
生
産
、
漁
業
、
エ
ヒ
の
養
殖
、

そ
し
て
リ
ゾ
ー
ト
な
ど
が
水
浸
し
に
な
っ
て

し
ま
う
と
考
え
ら
れ
る
。
仮
に
、
海
水
面
が

三
三
フ
ィ
ー
ト
（
約
九

O
c
m
)
卜
昇
す
れ
ば
‘

タ
イ
の
涸
岸
地
帯
に
あ
る
穀
物
生
産
地
が
壊

測
さ
れ
て
い
る
。

め
に
か
か
る
費
用
は
約
一

0
0
0
万
＄
と
予

滅
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
規
模
は
、
四
二

0
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
及
び
、
タ
イ
の
海
岸
線

に
あ
る
―
つ
の
県
が
消
滅
す
る
こ
と
に
相
当

す
る
。
ま
た
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ジ
ャ
ワ
に

あ
る
海
岸
に
近
い
地
区
の
場
合
四
三

0
0
0

人
の
農
業
労
働
者
が
職
を
失
い
、
そ
の
他
に

水
田
‘
エ
ビ
の
養
殖
場
‘
魚
の
養
殖
場
が
壊

滅
す
る
た
め
に
‘
八
一

0
0
0
人
の
労
働
者

が
職
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
東

南
ア
ジ
ア
の
ビ
ー
チ
リ
ゾ
ー
ト
と
旅
行
者
の

た
め
の
施
設
は
主
に
低
地
に
展
開
し
て
い
る

た
め
に
、
海
水
面
の
上
昇
に
よ
っ
て
脅
威
を

受
け
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
バ
リ
に
あ
る
リ
ゾ

ー
ト
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
ポ
ー
ト
・
テ
ィ
ク
ソ

ン
‘
ペ
ナ
ン
‘

ク
ワ
ラ
・
ト
ラ
ン
グ
ア
ン
‘

タ
イ
の
パ
タ
ヤ
、
ラ
ヨ
ン
な
ど
の
リ
ゾ
ー
ト

地
が
影
響
を
受
け
る
。

ま
た
、
海
水
面
を
維
持
す
る
と
い
う
こ
と

は
開
発
途
上
国
に
と
っ
て
高
価
に
過
ぎ
る
も

の
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

A
P
通
侶
の
試
算
に
よ
れ
ば
―

km
の
海
岸
線

を
三
フ
ィ
—
卜
の
海
水
面
上
昇
か
ら
守
る
た

（
訳
闊
ア
ジ
ア
人
口
•
開
発
協
会
）
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I
,

‘` 
今

i
A
P
D
9
A
賛

助

会

員

9

;

;

‘

ご

入

会

の

お

願

い

t
t

今i

人
日
問
題
は
‘
二
十
一
世
紀
の
人
類
生
存
を
左
右
す
る
地
球
卜
の
最
も
重
要
な
課
題
と
な
っ
て

い
ま
す
。
一
九
九
一
年
の
世
界
人
口
は
五
十
四
億
人
、
そ
の
う
ち
ア
ジ
ア
の
人
口
は
約
六

0
％
を

今今

一
占
め
る
三
十
二
億
人
に
の
は
り
ま
す
。

5

人
口
の
増
加
は
‘
あ
ら
ゆ
る
社
会
・
経
済
問
題
に
深
刻
な
影
御
を
及
は
し
ま
す
。

今今

一
世
界
人
口
の
大
半
を
占
め
る
ア
ジ
ア
人
口
の
行
方
か
、
人
類
生
存
の
カ
ギ
を
提
っ
て
い
る
I

今i

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

-
い
ま
、
世
界
各
地
で
叫
ば
れ
て
い
る
”
環
境
問
題
“
も
、
人
口
の
増
加
か
大
ぎ
な
恨
本
原
因
な

今

今
の
て
す
。
人
口
増
加
に
伴
う
食
料
不
足
を
補
う
た
め
の
焼
畑
農
業
や
、
燃
料
と
し
て
の
薪
伐
採
な

:
ど
は
森
林
破
壊
を
も
た
ら
し
、
一
方
て
は
急
速
な
工
梨
化
は
大
気
汚
染
や
水
質
汚
濁
な
ど
多
く
の

ヽ●
 今

産
榮
公
害
を
引
き
起
こ
し
、
地
球
環
境
の
悪
化
は
、
も
う
こ
れ
以

t
放
罹
で
ぎ
な
い
ギ
リ
キ
リ
の

・
と
こ
ろ
に
き
て
い
ま
す
。
ま
た
‘
人
口
問
題
で
は
煤
発
的
に
人
口
の
増
加
を
続
け
る
地
域
と
、
日

今今

＂
本
な
ど
の
よ
う
に
‘
こ
れ
以
上

f
供
が
欲
し
く
な
い
と
い
う
夫
婦
か
ふ
え
て
い
る
地
球
、
こ
の
こ

今i

と
か
も
た
ら
す
高
令
化
現
象
に
伴
う
労
働
力
不
足
や
福
祉
費
の
増
大
な
ど
、
さ
ま
さ
ま
な
重
大
な

}
杜
会
・
経
済
問
題
も
発
生
し
て
い
ま
す
。

9
 

0

こ
れ
ら
の
恨
源
は
‘
す
べ
て
＂
人
口
“
問
題
に
帰
結
さ
れ
ま
す
。

A
P
D
A
（
ア
プ
タ
）
は
、
官
民
及
ぴ
国
際
機
関
の
協
力
を
得
て
‘
こ
れ
ら
の
問
題
を
有
効
に

今

・
解
決
す
る
方
策
を
さ
く
り
協
調
す
る
た
め
、

H
夜
‘
真
剣
に
努
力
を
続
け
て
い
ま
す
。

が
何
や
、
あ
す
の
人
煩
の
明
る
い
未
来
と
‘
共
仔
の
た
め
に
皆
さ
ま
の
尊
い
ご
協
力
を
心
か
ら
お

0
 

今

}
頓
い
い
た
し
ま
す
。

今今••
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今

会 員 の特典

0会費や寄付金には特定公益増進法人と

しての認可を受けているため、免税措

置がとられています。

O季刊誌「アジアー人口と開発」や研究

書等が送られます。

0人口と開発に関する海外情報が得られ

ます。

賛助会費 lロ 5 0, 0 0 0円（年額）

免税措置：当法人は、所得税法施行令第

2 I 7条第 1項第3号及び法

人税法施行令第 1.7条第1項

第 3号に掲げる特定公益増進

法人です。

＜申込先＞

〒100東京都千代田区永田町 2-10-2 

永田町TBRピル 710号室

財団法人 アジア人口• 開発協会

(AP DA) 

TEL 03-3581-7770 

FA X 03-3581-7796 

46 



,. 東南アジア諸固等 I、 ti• 開発枯礎調介報告内

ィンド国

Reimel on the R;,,i,・Sun-ey of Population aod 

Development m So,,theast As,an Cuunt,ies 

- India 

3. 中華人民共和国人口・ 家族ii,●i第二次），(礎調企報告書

Basic Smvey(Il) on Popolabon ,md family Plonnine 

in the Peopl贔 Rcpoblicof Chin, 

生育牢和生ii,水平失系第こ次中 fl合1わ周托研究扱

；，；村 （中国語版）

,. ネハ....ルf_[I]/、LJ,家族計両基礎調在

Ba渾 Sumy Repmt on Populabon and 枷 nlly

Planning In the Kingdom of Nepal I英語版）

5, 日本の人口都市ILと開発

U,bani叫 ionand Development in Japan I英語版）

鱈倍譴鵡躙鱈麟]震霞l:Jll渇）1
昭和58年度

l, 中華人民共和同I、tl家族計画Jよ虎證介報告占

Bas,e Somy oo Popc,l,,twn and Fam,ly Plannmg 

m the People's Republ<e of Chma I英語版）

,+•脊率 !LI 生活水平芙系中 H 合 1乍渇企研究投告井

（中国語版）

昭和59年度

l, ア／ア諸国の農村人口と農褻開発に関する洞査報告占

イント胴

Repo,t on the Sumy of Rmal Populatwn and 

Agnculturnl Dewlopment ,n Asian Conntnes 

India I英語版）

2, 東南アジア諸国~/、 LJ, 開発J/;礎調査報告書

6, パンコクの人ll!陣化と 9麟環境• 福祉調査 I クイ国

ーテ・-夕i昆 Repo,t on the Basic Su,vcyof Population and Oe,•e-
Sucvey of U,b,mi,ation, Living Em;rnnment aod 

Welface in Bangkok Data 

（英語版）

7曹スライド

日本の都巾Itと人「1 I B {ヽ 語版）

U,ban四tionand Population in Japaa 

日本的城巾 Itり人「］ （中国語版）

U,bac,i領 siDan ke図ndudukanDi Jepang 

（インドネンア語版）

昭和61年度

（英語版）

J, 7"Jア諸国の農村人口と農業間発に関する調た報告冑

・ インドネシア同—~

Repoct oo the Som)'of Rornl Popobtmn and 

Agnrnltnml Development In Asian Co,mt,les 

―Indonesia一（英語版）

2. 束南アジア諸It]等人口・ 間発甚礎調企報告，~

インドネシア 1£1—-一

Rcwt on the Busic Sumy of Popcelation und 

Development in Southeast Asiaa Countries 

Indonesia I英語版）

3 在Hhl学生の学囲と如舌条f'Iに関する研究

人的能力開発の課題にP-11して

4. H 4, の労り切人口と 1開発

Lal,o, Focce and De;・elopment lo Japan (英語版I

5. 人口と開発関連統計染
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Demo只rnphicand Socm -Economic lndicalms on 

Population and Dmlopmcnt I英語版）

lopment in Sontheast Asian Coontnes 

Thailand 

3. H本の人口転換と農村開発

Demogrnphic Trnnsition in Japan and Rum! Deve 

lopment I英語版）

4 . Su,vey of Fe,tllity and Ll1,ng Standmds In Chinese 

Rurnl A,eas・Data - All the households of two 

villages In Jilin Prn,・lnee s,, 「veyedhy qu心tlonnalce;

（英語版）

芙干中国衣H的人口1,育率与生活水平的凋企'"告

一対千古林省丙介村追行仝戸面談i閉査的坊果一

＝統寸場＝ （中国語版）

5. スライド 日本の農東、農村開発と An

＿その軌跡一 （日本語ta1

Agrirnlturnl & Rurnl Development and, Papnlatwn 

m Japan I英語版）

fl本衣立衣村的友展 !LI人口的推移（中国語版）

l'e,kembangan Pectanian, Masyarnkat Desa Dan 

Ke図 ndudnkanD, Ja1氾ng Iインドネシア語版）

（以 H 力国版スライドは、 H本産来教＂スライドコ

ンクールにてf憂分貨を受貨しました,I

昭和60年度

I. 7ジア諸国の農村人口と農第開発に関する調介報告ll
クイ l!I …—●—

Rqm,t on the Sumy of Rurnl Pop"!ahon and 

Agnrnlturnl Development in Asmn Countries 

Thailand----一（英語版）



2. 東南アジア諸国等人口• 開発基礎調査報告書

中華人民共和国

Repo,t on the Basic Su,vey of Popnlation and 

Development in Southeast Asian Count,ies 

China I英語版）

3 アジア諸国からの労働力流出に関する調査研究報告書

タイ国

4. "本の人口と家族

Population and the Family in Japan I英語版）

5. アジアの人口転換と開発 統計第―・

Demogrnphic Trnnsitioo aod Development in As.an 

Count,ies・Ovmiew ,nd Statistical Tables 

（英語版）

6. スライド

日本の人口と家族（日本語版）

Fam;Jy and Populabon ;n Japan 

- As;an Ex仰 ,;enee-- (英語版）

日本的人口与家庭（中国語版）

Penduduk & Keluacga Jepang Iインドネシア語版）

7. ペルー共和国人n家族計両基礎調仕

平成元年度

l, アジア諸国の農村人口と農茉開発に関する調介報告書

――・パングラテシュ国

Report on the Smvey of Rrrrnl Poprrlatmn and 

Agncultural De,-elopment -B,mgladesh 

（英語版）

2. 束南アジア諸国等人口，開発基礎調査報告臀

ネ9 ーゞル国 ~―~ 

Repo,t on the Basic Sun-ey of Populatioo and 

Development in Southeast Asian Countnes 

Nepal—-- I英語版）

3 アジア諸国からの労動力流出に関する調査研究報',¥-,年

マレーシア国

4. H本の人口構造変動と開発

高齢化のアジア的視点

Strnctucal Change in Population and Development 

Japan's Ex俣,iencein Aging --- I英語版）

5_ スライド

高船化社会への日本の挑戟

生きがいのある老後を目指して一．．―-I B 4'語版）

Aging in Japan -----{:hallenges and Prns1泥cts-一•

（英語版）

辺人高~i1,社会的日ト正面岱挑故

追求具生命意人的老年生iffi--(中国語版）

6. スライド 日本の産業開発と人u
ー一その原動力• 電気 （日本語版）

Jnd,.stdal Development and I切pulationin ,bpan 

--The P,ime Mover-Electticity I英語版）

日本的戸立友展与 I、ll

其原功カー曳代 （中匡語版）

Pembang,man Jndustri d,m kependuduk、mdiJqmng 

Penggernk Uta ma. Tenga Listnk 

（インドネシア語版）

7. ネパール王国人n家族計画第二次基礎調査

Complcmentacy Basic Sum'y Rcpoct on Populat,on 

ond F;,mil)'Planning ,n th,, king如m of Nepal 

昭和62年度

l. アジア諸国の農村I、"と農茉開発に関する調在報告書

中華人民共和国

Repo,t on the Sumy of Rurnl Populat,on and 

Ag,iculturnl氏 veloprnentrn Asian Countnes 

-China-- I英語版）

,_東南アジア諸国等人口・ 開発駐礎調斉報告書

中華人民共和国

Repmt on the Basic Sun-ey of Population and 

Development In Southeast Asian Count,ls 

-China--- I英語版）

"・ アノア諸届からの労~1JJ 流出に関する詞査研究報告甚
7 ィリヒン国

4, 日本の人口と農業開発

Popolation and Ag,icoltmal Development m Japan 

（英語版）

5' ネ9ヽールの人11・ 開発，環境

Popultttion, Development and En四onmentio Nepal 

（英語版）

6. 7, ライド

日本の人口移動と経消発展 Ill本語版）

The ,t,g,ato,y Mo,•e,nent and Econmrnc Dee•elop 

ment in Japan I英語如

H本的人口 1多幼与柘介友展 （中田語版）

Pe,pindahan Penduduk Dan Peckembongan Ekonrnm 

Di Jep,mg Iインドネンア語坂I

7. I、ルコ国人ll家族計画Jよ礎調査

昭和63年度

I. アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調在報告書

ネパール国

Repo,t on the Swwy of Rmal Population and 

Agnculturnl Development io Asian CountJies 

Nepal - I英語版）
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3. アジア諸国からの労約）J流出に関する調査研究報告書

中華人民共和国一一

4. 日本の地域開発と人ロ ー l佃0年代の展望

Regional 氏,•elupment and Population in Jap;m 

Tcends and Pm, 区elsin tho 1990s 

（英語阪）

5, 7, ライド

H本の地域開発と人口 IB本語版）

Reginal訟 velopmentand Popc,lation in Japan 

（英語版）

H本的区賊升友和人口（中国語版）

Pocmbangunan Daernh chm l'opulaぺ,di Japang 

（インドネシア版）

6. アジアの労術力移動

Labo, l¥l以wtiunin A,i,, (英語版）
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Tantangan Masyarnkat LanJot osia)epang 

（インドネシア語版）

6. アジア諸国の農呆開発 5ヵ国の比較

Strntegic Measmcs fo, the Ag,iculturnl De'Olopment 

Compa,nti" Strudies on foe Asian Coootries 

（英語版）

（本作品は、 Hl90年師H本視聴党教育招会主催優秀映

像教材選焚H会教育部門て優秀賞を受賞.I

平成 2年度

1- アンア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告書

フィリピン国

Repmt on the Sun•ey of Rum! Popolation and 

Ag,ieulturnl 枷,•elopment Philippine--

（英語版）

2. 東南アンア諸国等人口• 開発基礎調丘報告書

パングラデシュ• 一

Repo,t on the Basie Somy of Population and 

Development ,n Southeast Asian Count,ies 

― -Bangladesh --I英語版）

3. アジア諸国からの労閤力流出に関する調査研究報告書

インドネシア国

4, 日本の人口，開発，還境 アジアの経験

Popnlatmn, Development and Enmonment ,n 

J≪pan -Asian Ex図,ience--I英語版）

5. スライド

日本の環境， 1、LI・開発 Ill本語坂I

Enmonment, Popolation and Development ,n 

J;,pan I英語版）

日本的杯境， ALI・升友（中国語版）

Lmgkungan, Pendoduk dan Pembangunan)epang 

（インドネシア語版）

（本作品は、 1991年師日本視聴詑教育栴会主催優秀映

像教材選奨社会教育部門で優秀賞を受賞。）

6. アジアの人口屈life 統計見―-

Prnspccts of U,bani,ation in Aヽia I英語版）

平成 3年度

l. アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告古

スリランカ1!1--
Repo,t on the Sun-ey Rurnl Populatmn and 

Ag,;cuJ turnl Development — --S,ilanka 

（英語版）

2. 束南アジア諸国等人ti・ 開発店礎調査報告書

_―フィリピン国一'

Report on the Besiし Sucvey of Pop,,lation end 

Development in Southeast Asian Count,ies 

-・Philippines I英語版）
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今
号
か
ら
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A
P
D
A
十
周
年
を
機

に
＂
人
類
と
地
球
の
平
和
的
共
存
を

H

さ
し
て
＂
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
モ
ノ

ト
—
を
掲
げ
‘
機
関
品
名
を
「
人
口
と

開
発
」
に
改
め
、
さ
さ
や
か
て
す
が
誌

面
を
一
新
し
ま
し
た
。
数
少
な
い
人
口

問
題
の
機
関
誌
と
し
て
、
少
し
で
も
内

容
を
充
実
し
て
ま
い
り
た
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、
と
思
い

ま
す
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1
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に
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A
か
発
足
し
た
頃
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役籠

じ1]11r::t 集

6
月
1
5
H

5
月

26
日

本
協
会
理
事
会
開
催

1
平
成
3
年
度
事
梨
報
告
並
ひ
に
収
支
決

H

ll平
成
4
年
度
事
梨
Jt両
並
ぴ
に
収
＇
又
予
狩

口
役
貝
改
選

閻
寄
付
行
為
の
変
更

シ
フ
・
カ
レ

l
W
A
Y
（
世
界
青
年
委
貝
会
）
事
務
局
長

来
所
。
広
瀬
常
務
理
事
と
国
際
協
力
に
つ
い
て
懇
談
。

人
口
問
題
に
は
は
と
ん
ど
の
人
達
か
無

関
心
で
し
た
。
そ
の
人
口
問
題
が
、
い

ま
人
煩
生
存
の
カ
ギ
を
捏
る
最
順
要
課

題
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
さ
に
感
概
無
籠
で
す
。

◇
人
口
問
題
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
最

大
の
カ
ペ
の
―
つ
に
宗
教
問
題
が
挙
け

ら
れ
ま
す
か
‘
本
年

h
月
卜
八
日
、
英

国
教
会
の
ケ
ア
リ
・
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大

主
教
が
避
奸
禁
止
政
策
の
変
更
を
呼
ひ

か
け
ま
し
た
。
大
胆
か
つ
画
期
的
な
発

言
で
す
。

そ
こ
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
問
題
に
詳
し

い
前
島
玉
川
大
学
教
授
か
ら
タ
イ
ム
リ

＊
 

ー
で
興
味
溢
れ
る
関
連
原
稿
を
頂
き
ま

し
た
。
連
載
も
の
で
す
の
で
、
「
秋
」

号
も
ご
期
待
下
さ
い
。

◇
”
票
に
な
ら
な
い
"
”
カ
ネ
に
な
ら
な

ぃ
“
”
手
間
ヒ
マ
か
か
る
“
と
い
わ
れ
る

人
口
問
題
と
真
剣
に
取
組
ん
て
お
ら
れ

る
国
際
人
口
問
題
議
貝
懇
談
会
（
共
産

党
を
除
く
超
党
派
国
会
議
貝
て
組
織
）

の
中
山
太
郎
会
長
（
前
外
相
）
に
‘
立

法
府
の
立
場
か
ら
の
お
話
を
伺
い
ま
し

た
。
「
ス
テ
イ
ツ
マ
ン
か
く
あ
る
べ
し
」

の
見
識
に
触
れ
て
大
い
に
意
を
強
く
し

た
次
第
て
す
。
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朦日本自動車工業会 R
七
階

⑧
十
一
階

時
速
六
十
km
で
壁
に
ぶ
つ
か
っ
た
時

そ
の
衝
撃
力
は
ビ
ル
の
四
階
の
高
さ
か
ら
落
下
し
た
時
に
等
し
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
時
速
百
km
で
の
衝
撃
力
は
何
階
か
ら
落
下
し
た
く
ら
い
で
し
ょ
う
。

竺
問

1
】

c
二
十
一
階

真
剣
問
題

交
通
安
全
ク
イ
ズ

A
七
k
m
h
租
度

8
十
五
k
m
h
租
度

℃
四
十
二
k
m
h
段
虞

C
七
十
六
•
五
％

A

二
十
四
•
五
％

8

五
十
四
•

五
％

C

ハ
十
四
•
五
％

竺
問
2

〗

シ
ー
ト
ペ
ル
ト
に
は
、
疲
労
を
二
十
％
低
滅
す
る
効
果
が
あ

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
さ
て
、
そ
れ
は
何
故
で
し
ょ
う
？

竺
問

3
2

シ
ー
ト
ペ
ル
ト
を
必
ず
し
も
粗
用
し
な
い
人
が
、
全
ド
ラ
イ

バ
ー
の
三
割
近
く
も
い
ま
す
。
さ
て
、
着
け
な
い
理
由
の
第
一

位
は
何
で
し
よ
う
？

A
着
け
る
の
を
忘
れ
た
B
面
倒
だ
か
ら
C
目
的
地
が
近
い
か
ら

【
問

4
2

非
着
用
者
と
較
ぺ
て
、
着
用
者
は
致
命
傷
を
負
う
率
が

五
分
の
一
に
減
る
と
い
わ
れ
る
シ
ー
ト
ペ
ル
ト
。
さ
て
、
そ
の

強
度
は
ど
の
位
で
し
ょ
う
？

A

一、五
0
0kg
以
上

B
-
―‘七―

1
0kg
以
上

C
ハ、五

lioは
以
上

【
問

5
2

平
成
二
年
の
絃
計
で
は
、
シ
ー
ト
ペ
ル
ト
を
必
ず
着
用
す
る

人
は
全
ド
ラ
イ
バ
ー
の
七
マ
ニ
％
で
し
た
。
さ
て
、
二
十
代

の
ド
ラ
イ
バ
ー
に
限
っ
て
は
約
何
％
で
し
ょ
う
？

〖
問
6

〗

平
成
三
年
の
乗
車
中
事
故
死
者
は
四
、
六
七
五
人
に
の
ほ

り
ま
す
。
さ
て
、
こ
の
う
ち
シ
ー
ト
ペ
ル
ト
を
し
て
い
な

か
っ
た
人
は
何
％
だ
っ
た
で
し
ょ
う
？

A

三
十
•

五
％

B

五
十
五
•
五
％

＂問

7
2

ド
ラ
イ
バ
ー
が
自
分
の
手
足
で
支
え
ら
れ
る
の
は
、
さ
て
、

ど
の
位
の
ス
ピ
ー
ド
が
屈
度
で
し
ょ
う
？

シ
ー
ト
ベ
ル
ト
・き
ち
ん
と
締
め
て
・
安
全
遍
転

●
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
は
衝
突
事
故
時
の
被
害
を
軽
減
し
ま
す
。

●
正
し
い
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
の
着
用
が
効
果
を
高
め
ま
す
。

●
ス
ピ
ー
ド
は
ひ
か
え
め
に
。

ペ
ル
ト
が
ツ
ポ
を
安
心
隕
が

B
 

運
転
姿
勢
が
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あ
る
か
ら
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良
く
な
る
か
ら
剌
汎
す
る
か
ら
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空の指定席
250m特別展望台．”

食東京うワー
◆タワービル ご案内

● 3、4階は,,,活と科学を結ぶショ ールーム

東京タワー堺人形館

● l、2陪 には名）古街食誼

団体fい的 1400名収容 ｝

観賞魚80001{;か泳〈水族館 ・

ゲームコーナーかござ＼ヽます，．

交

◆ JR線

● 浜松町1、車

◆パス
●浜松町、渋谷東u
からタワ ーIi

● 東京駅丸：1)内r+iI」

（中央郵使局前）から等々

カ行でタワ ー甘り下車

◆地下鉄
● II比谷線、神谷町 ,,―車

● 都酋三W紋御成門

（東京タワ ー前）下車

● 都宮浅箪線、大門,.. 中―’

◆営業時間
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