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人口問題推移の季節

リ
オ
・
地
球
サ
ミ
ッ
ト
か
ら
わ
ず
か
２
ヵ

月
後
の
８
月
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
バ
リ
島
で

第
四
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
人
口
会
議
が
開
催

一
九
九
二
年
は
人
口
問
題
に
と
っ
て
不
運

の
年
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ブ
ラ
ジ
ル
・
リ

オ
の
〃
環
境
“
の
熱
風
が
世
界
中
を
炊
き
ま

く
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
史
上
最
大
と
い
わ
れ

る
「
地
球
サ
ミ
ッ
ト
」
に
数
万
人
の
々
が
集

ま
り
、
マ
ス
コ
ミ
の
電
波
は
地
球
を
覆
い
つ

く
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
の

熱
風
の
彩
騨
を
ま
と
も
に
受
け
た
の
が
人
口

問
題
で
あ
る
。

さ
れ
た
。
十
年
に
一
回
の
ア
ジ
ア
の
政
府
代

表
に
よ
る
大
会
議
で
あ
る
。
世
界
人
口
の
六

十
％
を
占
め
る
ア
ジ
ア
の
人
口
動
向
は
世
界

人
口
の
運
命
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
。
そ
の
ア

ジ
ア
の
人
口
会
議
に
対
す
る
マ
ス
コ
ミ
の
報

道
は
零
に
等
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

１
１
１
１

巻
頭
言
ｌ
●

地
球
を
吹
き
ま
く
っ
た
”
環
境
“
の
大
旋

風
の
も
と
を
正
せ
ば
そ
の
根
は
人
類
の
爆
発

的
増
加
に
あ
る
。
環
境
問
題
へ
の
認
識
が
早

け
れ
ば
早
い
程
よ
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
し
か
し
、
根
源
を
断
た
な
い
限
り
、
環

境
問
題
の
解
決
も
お
ぼ
つ
か
な
い
。

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
人
口
会
議
の
「
バ
リ
宣

言
」
で
は
、
二
○
二
○
年
よ
り
も
早
く
ア
ジ

ア
の
人
口
の
合
計
特
殊
出
生
率
二
・
一
一
を
達

成
す
べ
き
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。

重
大
な
決
議
で
あ
る
。
二
年
後
の

国
際
人
口
会
議
へ
の
警
鐘
で
あ
る
。

地
球
上
の
全
て
の
国
の
政
府
代
表

が
集
結
す
る
十
年
ご
と
の
国
際
人

口
会
議
の
第
三
回
が
一
九
九
四
年
カ
イ
ロ
で

開
催
さ
れ
る
。

こ
の
カ
イ
ロ
会
議
の
成
否
を
握
っ
て
い
る

の
は
い
う
ま
で
も
な
く
ア
ジ
ア
で
あ
る
《
「
持

続
可
能
な
人
口
と
開
発
」
を
主
題
と
し
た
バ

リ
会
議
の
結
論
は
ア
ジ
ア
の
代
表
者
に
よ
っ

て
結
実
す
る
こ
と
と
な
る
。

（
黒
田
俊
夫
）

！
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福
田
ご
存
じ
の
通
り
、
人
類
は
今
世
紀
に
な
っ
て
二
つ
の
強
力
な

恐
ろ
し
い
爆
弾
を
抱
え
込
み
ま
し
た
。
こ
の
二
つ
は
、
い
づ
れ

も
人
類
の
生
存
と
地
球
環
境
そ
の
も
の
の
決
定
的
な
破
壊
に
つ

な
が
る
爆
弾
で
、
わ
れ
わ
れ
人
類
が
か
つ
て
手
に
し
た
こ
と
の

な
い
重
要
性
を
持
っ
た
爆
弾
で
す
。
一
つ
は
”
核
爆
弾
“
で
あ

り
、
今
一
つ
は
急
速
な
人
口
増
加
に
と
も
な
う
〃
人
口
爆
弾
“

で
す
。
こ
の
二
つ
の
爆
弾
は
、
取
り
扱
い
を
間
違
え
る
と
ま
さ

に
人
類
と
地
球
が
壊
滅
し
て
し
ま
う
と
い
う
恐
ろ
し
い
も
の
で

す
。極
地
的
な
紛
争
が
後
を
断
た
ず
、
悲
し
い
戦
争
が
多
発
し
て

い
ま
す
が
、
幸
い
な
こ
と
に
東
西
の
冷
戦
構
造
が
崩
れ
、
人
類

の
抱
え
込
ん
で
い
る
二
つ
の
爆
弾
の
う
ち
の
核
兵
器
に
つ
い
て

は
、
そ
の
管
理
に
つ
い
て
明
る
い
展
望
が
開
け
つ
つ
あ
る
の
は

歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
す
。
世
界
の
一
部
で
は
軍
備
の
増
強
な
ど

福
田
先
生
の
ご
持
論
で
あ
る
核
爆
弾
に
つ
い
て
は
、
冷
戦
構

造
の
解
決
で
明
る
い
展
望
が
開
け
て
き
ま
し
た
が
、
人
口
爆
弾

は
ど
ん
ど
ん
そ
の
数
を
増
や
し
、
肝
心
の
人
類
と
地
球
の
共
生

・
共
存
関
係
を
崩
壊
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
が
。

人
類
と
地
球
を
滅
ぼ
す

〃
核
〃
爆
弾
と
〃
人
口
〃
爆
口
弾

今
な
お
世
界
の
流
れ
に
逆
行
す
る
動
き
も
で
て
お
り
、
心
配
し

て
い
ま
す
が
、
世
界
の
大
き
な
流
れ
は
軍
縮
の
方
向
に
向
か
い
、

対
立
か
ら
協
調
へ
と
い
う
機
運
が
主
流
と
な
っ
て
い
ま
す
。

〃
大
規
模
な
核
戦
争
は
、
ど
ち
ら
に
も
勝
利
を
も
た
ら
さ
な

い
“
と
い
う
こ
と
が
各
国
政
府
の
指
導
者
の
間
に
共
通
の
理
解

と
し
て
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
た
い
へ
ん
結
榊
な
こ
と
で

す
。と
こ
ろ
で
、
も
う
一
つ
の
厄
介
な
〃
人
口
爆
弾
”
で
す
が
、

こ
ち
ら
の
方
は
依
然
と
し
て
憂
慮
に
た
え
な
い
状
態
が
続
い
て

い
ま
す
。
学
者
の
推
計
で
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
頃
の
世

界
人
口
は
二
億
と
い
わ
れ
、
そ
れ
が
一
九
○
○
年
経
っ
た
二
○

世
紀
初
頭
に
は
一
六
億
人
に
増
え
る
。
そ
し
て
そ
の
一
六
億
人

が
百
年
後
の
一
二
世
紀
に
は
四
倍
に
も
増
え
る
。
こ
う
し
た
状

態
が
続
け
ば
い
っ
た
い
ど
う
な
る
の
か
。
地
球
の
盗
源
は
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
は
、
地
球
環
境
は
こ
れ
だ
け
の
人
口
を
支
え
て
い
け

る
の
だ
ろ
う
か
。
現
在
の
高
位
推
計
に
よ
れ
ば
二
一
五
○
年
の

世
界
人
口
は
二
五
○
億
人
を
超
え
る
そ
う
で
す
。
恐
ろ
し
い
こ

と
で
す
。

国
連
の
中
位
推
計
に
よ
れ
ば
世
界
人
口
は
二
一
世
紀
に
入
る

と
実
に
六
二
億
人
に
達
す
る
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
中

で
も
ア
ジ
ア
の
人
口
が
三
七
億
人
に
膨
れ
あ
が
る
だ
ろ
う
と
い

わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
世
界
人
口
の
六
割
を
ア
ジ
ア
の
人
口
が

占
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
数
字
は
最
も
可
能
性
の
高
い
、
言
わ
ば
「
高
す
ぎ
も
せ

ず
、
低
す
ぎ
も
せ
ず
」
と
い
う
数
字
を
と
っ
た
も
の
で
す
。
ア

＃



新春人口対談・福田越夫･元首相大いに語る

福
田
人
口
増
加
率
を
押
さ
え
る
こ
と
と
、
乳
児
の
死
亡
率
を
減
少

さ
せ
る
こ
と
は
一
見
、
相
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
世
紀
の
人
口
学
的
な
諸
研
究

ジ
ア
の
人
口
問
題
に
つ
い
て
は
、
各
国
政
府
や
国
会
議
員
、
Ｎ

Ｇ
Ｏ
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
人
た
ち
の
努
力
に
よ
っ
て
着
実

に
成
果
を
あ
げ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
非
常
に
重
要
な
問
題
に
関

わ
り
を
持
ち
政
治
家
と
し
て
少
し
で
も
貢
献
し
て
こ
れ
た
こ
と

は
私
に
と
っ
て
の
誇
り
で
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
ア
ジ
ア
の
人
口
問
題
が
成
果
を
あ
げ
て
き
た

と
い
っ
て
も
ま
だ
ま
だ
不
十
分
で
、
そ
の
目
標
を
達
成
し
た
と

い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
Ａ
Ｆ
Ｐ
Ｐ
Ｄ
（
人
口
と
開
発
に

関
す
る
ア
ジ
ア
議
員
フ
ォ
ー
ラ
ム
）
設
立
当
初
に
考
え
ら
れ
て

い
た
、
例
え
ば
ア
ジ
ア
地
域
の
人
口
増
加
率
を
今
世
紀
中
に
一

％
に
ま
で
減
ら
す
こ
と
や
、
乳
児
死
亡
率
を
半
減
さ
せ
る
こ
と

は
未
だ
達
成
ま
で
に
は
道
遠
し
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。

生
ま
れ
て
来
る
子
供
が
祝
福

そ
こ
で
、
人
ロ
増
加
率
を
押
さ
え
、
乳
児
の
死
亡
率
を
減
少

さ
せ
る
た
め
の
具
体
的
な
行
動
計
画
に
つ
い
て
で
す
が
。

ざ
れ
、
幸
せ
に
生
き
る
地
球
を

が
示
す
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
と
、
乳
児
死
亡
率
が
大
き
い
所
で

は
決
し
て
人
口
増
加
が
止
ま
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
死
亡
す

る
乳
児
を
上
回
る
勢
い
で
出
生
が
行
わ
れ
る
の
が
普
通
で
す
。

つ
ま
り
、
人
口
増
加
を
抑
制
す
る
た
め
に
は
「
産
ん
だ
子
供
が

確
実
に
育
つ
」
と
い
う
こ
と
を
母
親
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
ま

ず
重
要
な
の
で
す
。
そ
の
結
果
と
し
て
「
必
要
な
子
供
の
数
」

を
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

現
在
人
口
増
加
が
激
し
い
地
域
と
い
う
の
は
昔
な
が
ら
の
考

え
方
つ
ま
り
、
「
子
供
は
多
く
産
ん
で
お
か
な
い
と
死
ん
で
し
ま

い
自
分
た
ち
の
老
後
を
み
て
く
れ
る
人
が
い
な
く
な
る
」
と
い

う
考
え
方
が
根
強
く
残
っ
て
い
る
地
域
で
す
。
こ
の
よ
う
な
地

域
で
は
多
く
の
場
合
、
産
業
構
造
そ
の
も
の
も
前
近
代
的
な
形

の
ま
ま
に
残
っ
て
お
り
、
生
ま
れ
た
子
供
が
「
労
働
力
と
し
て

す
ぐ
に
役
に
た
つ
」
と
い
う
社
会
榊
造
が
根
強
く
残
っ
て
い
る

わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
社
会
の
中
で
人
口
増
加
が
行
わ
れ
る

と
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
貧
困
」
が
ま
す
ま
す
拡
大
し
、
ま
す
ま
す

子
供
を
産
む
と
い
う
循
環
が
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
、
地
域
の
中
で
は
人
間
は
ま
す
ま
す
「
安
い
」

も
の
と
な
り
人
間
の
尊
厳
が
失
わ
れ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
社
会
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
構
造
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
は

非
常
に
困
難
な
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
人
類
の
生
存
と
地
球
と

の
共
存
を
計
る
た
め
に
は
絶
対
に
実
現
す
る
必
要
が
あ
る
の
で

す
。
こ
の
具
体
的
な
方
法
と
し
て
は
子
供
を
産
め
る
年
齢
の
女

性
の
識
字
率
を
上
げ
る
こ
と
で
す
。

女
性
の
識
字
率
が
上
が
る
と
文
字
の
知
識
を
通
じ
て
子
供
を

５



㈱
簿
趨
纐

イ
Ｉ

叺
夕
届

助
け
る
方
法
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
乳
児
死
亡
率
が
下
が

れ
ば
出
生
率
が
下
が
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
も
明
ら
か

で
す
。
ま
た
、
女
性
が
知
識
を
学
ぶ
こ
と
で
出
産
に
女
性
の
判

断
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
、
自
分
で
考
え
て
出
産
す
る
事
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
具
体
的
に
は
家
族
計
画
・

人
口
問
題
の
知
識
を
普
及
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
こ

の
人
口
と
開
発
・
環
境
と
の
関
係
を
広
く
多
く
の
人
々
に
理
解

し
て
貰
う
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

こ
の
人
口
問
題
の
解
決
に
向
け
て
の
努
力
を
通
じ
て
わ
れ
わ

れ
は
「
人
間
の
人
間
ら
し
い
在
り
方
」
を
実
現
で
き
る
社
会
を

目
指
し
て
い
る
と
も
い
え
ま
す
。
人
口
問
題
に
対
す
る
取
り
組

み
が
単
に
、
人
間
の
生
存
だ
け
を
願
う
活
動
で
は
無
く
、
人
間

の
「
尊
厳
」
を
実
現
す
る
た
め
の
活
動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

あ
ら
ゆ
る
機
会
を
え
て
Ｐ
Ｒ
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。

環
境
。
■
資
源
問
題
は
、
。
、
、
が
。

Ⅵ
ロ
ｈ

、
１
４
口
ｉ
γ
・
人
口
間
題
」
が
原
点

人
ロ
問
題
を
論
じ
る
場
合
、
そ
の
性
質
か
ら
、
基
本
原
則
で

６
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福
田
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
す
。
三
つ
の
要
因
の
う
ち
機
軸
的
な
問

題
は
何
か
と
い
う
と
や
は
り
人
口
で
す
。

近
年
、
環
境
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
ま
す
。
昨

年
は
ブ
ラ
ジ
ル
の
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
で
国
連
の
世
界
環
境
サ

ミ
ッ
ト
（
国
連
環
境
・
開
発
会
議
Ｉ
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｅ
Ｄ
）
が
開
か
れ
、

地
球
環
境
の
重
要
性
に
世
界
の
目
が
集
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
こ

と
は
、
た
い
へ
ん
結
構
な
こ
と
な
の
で
す
が
、
こ
の
難
し
い
問

環
境
破
壊
の
最
も
大
き
な
原
因
で
あ
る
人
口
問
題
に
対
し
て

十
分
関
心
を
喚
起
で
き
な
か
っ
た
点
が
残
念
に
思
わ
れ
て
な
り

ま
せ
ん
。

こ
の
理
由
と
し
て
は
、
宗
教
的
な
理
由
や
民
族
問
題
等
が
絡

ん
で
お
り
ま
す
が
、
非
常
に
残
念
な
こ
と
で
す
。
い
か
な
る
主

義
・
信
条
に
基
づ
く
と
し
て
も
現
状
の
ま
ま
で
人
口
増
加
が
無

制
限
に
進
行
し
て
い
け
ば
、
持
続
可
能
な
開
発
は
勿
論
不
可
能

に
な
り
ま
す
し
、
地
球
環
境
そ
の
も
の
、
社
会
そ
の
も
の
が
極

め
て
圧
迫
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

私
は
、
ず
っ
と
日
本
の
政
界
の
皆
さ
ん
に
も
、
人
口
問
題
か

ら
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
発
生
し
て
お
り
、
環
境
問
題
は
そ
の
最

た
る
も
の
で
あ
る
ｌ
と
い
う
こ
と
を
力
説
し
て
き
ま
し
た
。
私

は
人
口
問
題
は
〃
爆
弾
〃
だ
と
申
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
が

本
当
の
爆
弾
な
の
で
す
。

と
は
、
た
い
へ
ん
結
構
な
こ
と
な
の
で
一

題
の
根
源
は
人
口
問
題
に
あ
る
の
で
す
。

あ
る
人
ロ
・
資
源
・
環
境
の
三
つ
の
要
因
は
切
っ
て
も
切
れ
な

い
関
係
に
あ
り
ま
す
が
…
…
…

。

広
瀬
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

福
田
こ
れ
ら
の
会
議
で
は
、
世
界
人
口
会
議
を
成
功
に
導
き
、
人

口
爆
弾
を
不
発
に
終
わ
ら
せ
る
た
め
の
具
体
的
な
・
効
果
的
な

提
案
が
是
非
必
要
で
す
。
も
う
人
口
問
題
は
議
論
の
段
階
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
何
を
、
い
か
に
実
行
す
る
か
で
す
。

こ
の
一
両
年
の
人
口
問
題
に
対
す
る
取
組
い
か
ん
に
よ
っ
て
、

二
○
五
○
年
の
世
界
人
口
に
四
○
億
も
の
違
い
が
出
て
く
る
と

い
わ
れ
ま
す
。
こ
う
考
え
る
と
Ｐ
今
、
い
か
に
人
口
問
題
に
取

り
組
む
か
と
い
う
こ
と
が
、
ま
さ
に
人
類
の
将
来
を
決
定
す
る

こ
と
に
な
る
の
で
す
。
生
ま
れ
て
く
る
子
供
た
ち
が
祝
福
さ
れ

幸
せ
に
生
き
る
地
球
を
造
る
こ
と
、
こ
の
仕
事
は
今
生
き
て
い

る
者
、
社
会
で
活
躍
し
て
い
る
者
の
大
切
な
責
務
で
す
。

■
■
■
蕊
錘
■
Ｐ

来
年
九
月
に
エ
ジ
プ
ト
の
カ
イ
ロ
で
開
か
れ
る
「
世
界
人
ロ

会
議
（
国
連
人
ロ
・
開
発
会
議
）
」
を
控
え
、
今
年
は
Ｇ
Ｃ
Ｐ

Ｐ
Ｄ
総
会
、
Ａ
Ｆ
Ｐ
Ｐ
Ｄ
総
会
と
人
口
問
題
に
と
っ
て
重
要
な

会
譲
が
開
か
れ
ま
す
が
…
…
…

。
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国
際
人
口
問
題
議
員
懇
談
会
の
平
成
四
年

の
海
外
視
察
は
、
世
界
第
二
位
の
人
口
を
抱

え
る
イ
ン
ド
と
決
ま
っ
た
。
出
発
直
前
、
団

長
を
予
定
し
て
い
た
中
山
太
郎
衆
議
院
議
員

が
突
然
、
参
加
で
き
な
く
な
る
ハ
プ
ニ
ン
グ

は
あ
っ
た
も
の
の
、
十
月
十
八
日
、
高
桑
栄

人
の
力
が
支
え
る

イ
ン
ド

刻
昨
役
人
邪

そ
■
の
大
い
な
る
国
で
散
見

し
た
■
開
口
発
口
■
■
ｐ
■
人
権
・
環
境

の
諸
間
口
題
・
一
口
一
口
は
■
い
が
に
あ
る

べ
き
か
ｏ
今
、
原
点
を
問
う

問
曰
イ
ン
ト
三
崇
印

松
参
議
院
議
員
を
団
長
に
、
衆
参
議
員
七
人
、

事
務
局
四
人
の
計
十
一
人
の
構
成
で
無
事
、

成
田
を
出
発
し
た
。

釈
迦
が
生
老
病
死
を
考
え
抜
い
た
悠
久
の

大
地
、
す
べ
て
の
け
が
れ
を
落
と
す
と
い
う

ガ
ン
ジ
ス
の
流
れ
、
白
亜
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
か
ら

赤
道
直
下
の
し
ゃ
く
熱
の
地
に
続
く
広
大
な

大
国
ｌ
歴
史
の
中
で
息
づ
い
て
き
た
イ
ン

ド
は
様
々
な
イ
メ
ー
ジ
を
私
達
に
呼
び
起
こ

｜
｜
ロ

８



国際人ロ問題インド視察印象配

〔写真・右〕活気に満ちたクロ

フォード・マーケット（ボン

ベイ）

す
。
し
か
し
、
そ
の
大
国
が
八
億
九
千
万
人

に
加
え
毎
年
一
千
万
人
以
上
増
え
続
け
る
人

の
渦
の
中
で
あ
え
ぎ
、
貧
困
や
ス
ラ
ム
化
と

い
っ
た
社
会
的
問
題
と
、
そ
れ
に
伴
う
開
発

や
環
境
破
壊
な
ど
の
深
刻
な
問
題
を
生
み
出

し
て
い
る
。

私
た
ち
が
イ
ン
ド
で
肢
初
に
足
を
踏
み
入

れ
た
の
は
、
イ
ン
ド
鮫
大
の
都
市
と
な
っ
た

港
町
の
ボ
ン
ベ
イ
だ
っ
た
。
肌
寒
い
秋
の
日

本
か
ら
降
り
立
つ
と
、
南
国
特
有
の
ム
ッ
と

し
た
熱
気
、
自
然
と
汗
が
に
じ
ん
だ
。

視
察
の
ス
タ
ー
ト
は
ボ
ン
ベ
イ
市
内
の
最

大
の
青
果
市
場
、
ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
・
マ
ー
ケ

ッ
ト
。
ど
こ
の
国
で
も
市
場
を
の
ぞ
け
ば
、

モ
ノ
が
豊
か
な
の
か
、
人
々
に
活
気
が
あ
る

の
か
、
そ
の
国
の
、
そ
の
都
市
の
暮
ら
し
ぶ

り
、
生
活
が
う
か
が
え
る
。

乳
`製

Z．

大
国
が
八
億
九
千
万
人

ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
は
、
マ

人
以
上
増
え
続
け
る
人
ン
ゴ
、
パ
パ
イ
ヤ
、
釈
迦
頭
（
シ
ュ
ガ
ー
ア

、
貧
困
や
ス
ラ
ム
化
と
シ
プ
ル
）
な
ど
種
々
の
果
物
類
、
カ
リ
フ
ラ

と
、
そ
れ
に
伴
う
開
発
ワ
ー
、
ナ
ス
、
キ
ャ
ベ
ツ
、
豆
類
、
香
辛
料

深
刻
な
問
題
を
生
み
出
な
ど
の
野
菜
類
、
庶
民
の
口
ま
で
届
く
か
ど

う
か
は
別
と
し
て
、
ま
さ
に
モ
ノ
が
あ
ふ
れ

で
肢
初
に
足
を
踏
み
入
て
い
た
・
小
売
り
部
門
で
は
、
果
物
が
食
欲

鮫
大
の
都
市
と
な
っ
た
を
さ
そ
う
よ
う
に
カ
ゴ
な
ど
に
き
れ
い
に
艦

っ
た
。
肌
寒
い
秋
の
日
り
つ
け
ら
れ
、
山
械
み
き
れ
た
野
菜
は
分
銅

、
南
国
特
有
の
ム
ッ
と
を
使
っ
た
計
り
で
次
々
に
売
ら
れ
て
い
く
。

汗
が
に
じ
ん
だ
。

裏
に
回
る
と
卸
売
り
部
門
。
各
地
か
ら
運
ば

は
ボ
ン
ベ
イ
市
内
の
最
れ
た
野
菜
や
果
物
が
山
の
よ
う
に
野
積
み
さ

ロ
フ
ォ
ー
ド
・
マ
ー
ヶ
れ
、
通
路
と
売
り
場
の
区
別
が
で
き
な
い
。

ｊ
ロ
市
場
を
の
ぞ
け
ば
、

商
品
を
満
載
し
た
カ
ゴ
を
頭
の
上
に
乗
せ
た

、
人
々
に
活
気
が
あ
る
男
た
ち
が
絶
え
間
な
く
動
き
回
り
、
所
々
で

そ
の
都
市
の
暮
ら
し
ぶ
商
談
の
激
し
い
声
、
立
ち
止
ま
っ
て
写
真
を

え
る
。

と
っ
て
い
る
と
、
大
声
で
ど
な
ら
れ
、
は
じ

科
研
本
岸
ピ
７
コ
シ
上
、
Ｌ

き
飛
ば
さ
れ
そ
う
な
エ
ネ
ル

学
報
副
湾
ラ
年
ン
一
本
員
１
．

夘
律
情
県
月
ア
同
バ
レ
の
委
平
員

ギ
ー
が
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
た
。

ろ
法
合
党
３
ジ
、
、
マ
ば
会
く
委

土
大
総
、
年
ウ
問
イ
院
こ
員
回
行

払
価
庭
艮
３
サ
訪
夕
蜆
ｒ
委
－
執

ド
ー
ビ
ー
ガ
ー
ト
と
い
う

Ⅶ
創
木
次
成
、
を
、
参
密
算
選
央

ば
・
・
局
平
ン
ン
ム
月
著
決
当
中

洗
耀
市
場
に
も
立
ち
寄
っ
た
。

に
れ
老
年
・
ラ
ダ
ナ
２
．
，
．
党

郎
鐘
繩
鏑
墨
口
斗
卦
悴
鋤
寧
麺
鱗

市
内
全
域
か
ら
洗
漉
物
が
何

大
県
聞
在
副
ら
、
、
成
仁
会
会
会

健
銅
識
邇
鑪
麺
力
か
泙
輌
率
懸
率

十
万
枚
と
こ
こ
に
集
め
ら
れ

轆》犀搾蕊藷一群認》》繩轆
る
。
洗
濯
の
手
法
は
極
め
て

●
昭
卒
究
部
戦
ァ
月
ク
ァ
現
国
公
・
単
純
で
、
石
に
汚
れ
物
を
た

た
き
つ
け
て
洗
う
。
百
メ
１
ト
ル
四
方
の
巨

大
な
救
地
に
は
、
こ
の
単
純
な
洗
い
場
が
何

百
カ
所
も
あ
り
、
洗
瀧
物
を
た
た
き
つ
け
る

音
が
響
き
、
た
た
き
つ
け
る
人
、
す
す
ぎ
を

す
る
人
、
干
す
人
、
と
に
か
く
人
が
あ
ふ
れ

る
。
干
し
場
が
足
り
ず
に
、
歩
道
上
に
ホ
テ

ル
の
も
の
と
思
わ
れ
る
タ
オ
ル
が
何
十
枚
も

ボ
ン
ベ
イ
の
洗
濯
場

,



並
べ
ら
れ
て
い
た
の
に
は
ま
い
っ
た
が
。

市
場
だ
け
で
は
な
い
。
道
路
に
は
車
が
行

き
か
っ
て
い
る
が
、
そ
の
車
を
ぬ
う
よ
う
に

大
き
な
荷
台
を
つ
け
た
手
押
し
の
”
リ
ヤ
カ

ー
“
が
ゆ
っ
た
り
と
進
む
。
ス
ラ
ム
街
で
は

日
本
で
は
見
か
け
な
く
な
っ
た
足
踏
み
ミ
シ

ン
が
活
躍
し
て
い
る
。
街
角
で
み
か
け
た
ナ

イ
フ
の
研
磨
機
も
足
踏
み
だ
っ
た
。
近
代
化

に
欠
か
せ
な
い
電
力
が
十
分
に
供
給
さ
れ
て

い
な
い
と
い
う
背
景
は
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
国
は
人
の
〃
力
〃
で
支
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
だ
け
の
人
口
を
抱
え
な
が
ら
、
都
市

の
ス
ラ
ム
化
が
進
み
な
が
ら
、
街
角
で
何
も

せ
ず
、
た
だ
た
む
ろ
し
て
い
る
失
業
者
が
ほ

と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
も
の
ご
い
を
す
る
に

し
て
も
、
粗
悪
な
お
み
や
げ
を
観
光
客
に
売

り
つ
け
る
に
し
て
も
、
何
か
を
し
て
動
い
て

い
る
。
貧
困
で
あ
っ
て
も
自
分
た
ち
の
”
力
〃

で
生
き
て
い
る
。
わ
ず
か
な
仕
事
で
も
分
け

合
い
、
助
け
合
っ
て
い
る
感
を
深
く
し
た
。

し
か
し
、
洗
濯
市
場
で
も
、
家
庭
や
企
業

で
徐
々
に
で
は
あ
る
が
洗
濯
機
が
普
及
し
、

仕
事
量
が
年
々
減
っ
て
き
て
い
る
。
電
化
と

い
う
か
近
代
化
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
は
じ

き
出
さ
れ
る
人
々
が
増
え
る
。
そ
の
時
も
、

男
の
子
は
”
金
の
腕
輪
“

女
の
子
は
”
鉄
の
足
輪
“

イ
ン
ド
で
目
を
ひ
く
の
は
や
は
り
カ
ラ
フ

ル
な
サ
リ
ー
を
ま
と
っ
た
女
性
た
ち
だ
。
私

た
ち
が
出
会
っ
た
人
口
問
題
に
取
り
組
む
様

々
な
分
野
の
人
々
、
政
府
関
係
者
に
は
、
男

性
以
上
に
女
性
の
方
々
が
活
躍
し
て
い
る
。

い
わ
ば
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
で
は
女
性
の
姿
を
見

る
の
に
、
市
場
や
店
、
小
さ
な
工
場
な
ど
現

場
に
な
る
と
働
き
手
に
女
性
の
姿
は
数
少
な

い
Ｃ

「
男
の
子
が
生
ま
れ
る
と
金
の
腕
輪
を
贈

っ
て
お
祝
い
す
る
が
、
女
の
子
で
は
鉄
の
足

輪
だ
」
と
あ
る
人
が
話
し
て
い
た
。
そ
こ
ま

で
極
端
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
イ
ン
ド
で

は
男
の
子
の
誕
生
が
喜
ば
れ
、
お
祝
い
も
派

手
だ
。
「
働
き
手
は
男
で
、
女
は
役
に
立
た

な
い
」
と
い
う
偏
見
は
今
も
根
強
く
、
実
際

に
出
生
も
、
男
子
が
女
子
に
比
べ
て
多
く
、

人
口
比
率
の
男
女
差
も
年
々
、
男
が
高
く
な

イ
ン
ド
の
助
け
合
う
精
神
が
生
き
続
け
る
の

か
。
人
口
問
題
は
た
ん
に
社
会
問
題
だ
け
で

は
な
く
、
人
々
の
精
神
構
造
の
変
化
に
も
波

及
し
か
ね
な
い
。

っ
て
お
り
、
男
性
社
会
で
あ
る
こ
と
を
裏
付

け
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
将
来
は
深
刻
な
課

題
と
な
り
か
ね
な
い
。

視
察
は
ボ
ン
ベ
イ
か
ら
空
路
、
ニ
ュ
ー
デ

リ
ー
ヘ
、
ま
た
、
シ
ャ
タ
デ
ィ
特
急
と
い
う

汽
車
を
使
っ
て
ア
グ
ラ
に
も
足
を
延
ば
し
た
。

私
は
イ
ン
ド
の
水
が
体
に
合
わ
ず
に
途
中
、

強
烈
な
下
痢
に
見
舞
わ
れ
、
何
も
食
べ
ず
に

一
日
ダ
ウ
ン
し
た
。
そ
の
翌
日
、
ア
グ
ラ
ヘ

の
出
発
が
未
明
、
午
前
五
時
に
事
務
局
の
配

慮
で
部
屋
に
モ
ー
ニ
ン
グ
テ
ィ
ー
と
ク
ッ
キ

ー
が
届
い
た
。
砂
糖
を
い
っ
ぱ
い
い
れ
た
紅

茶
と
舌
の
上
で
と
け
て
い
く
ク
ッ
キ
ー
の
お

い
し
か
っ
た
こ
と
、
イ
ン
ド
訪
問
中
、
肢
も

思
い
出
に
残
る
食
事
と
な
っ
た
。

各
地
で
、
家
族
計
画
・
母
子
保
健
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
視
察
、
イ
ン
ド
家
族
計
画
協
会
（
Ｆ

Ｐ
Ａ
Ｉ
）
の
方
々
と
の
意
見
交
換
、
百
万
人

が
住
む
ア
ジ
ア
最
大
の
ス
ラ
ム
街
、
ボ
ン
ベ

イ
・
ダ
ラ
ヴ
ィ
地
区
の
視
察
、
ま
た
、
国
際

家
族
計
画
連
盟
（
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｆ
）
世
界
総
会
に

も
参
加
、
総
会
の
あ
と
の
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
で

は
高
桑
団
長
が
人
口
問
題
と
日
本
の
取
り
組

み
に
つ
い
て
英
語
で
見
事
な
ス
ピ
ー
チ
を
行

い
、
場
内
か
ら
大
き
な
拍
手
が
湧
い
た
。
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イ
ン
ド
は
人
口
が
急
増
す
る
国
々
の
中
で
、

最
も
早
く
家
族
計
画
に
取
り
組
ん
だ
国
で
あ

る
。
各
州
、
各
都
市
ご
と
に
家
族
計
画
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
持
ち
小
規
模
な
が
ら
も
避
妊

の
手
術
も
で
き
る
専
門
の
施
設
も
あ
る
。
専

門
施
設
を
訪
れ
る
と
、
避
妊
相
談
を
受
け
る

人
や
手
術
を
待
っ
て
い
る
人
な
ど
で
ご
っ
た

返
し
て
い
た
。
男
女
ど
ち
ら
も
受
け
付
け
て

い
る
が
実
際
に
来
て
い
た
の
は
女
性
だ
け
で
、

こ
う
し
た
問
題
が
女
性
の
負
担
だ
け
を
強
い

て
い
る
現
状
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
混
雑
し
て
い
る
わ
り
に
は
、
背
後
人

口
が
一
千
万
人
を
超
え
る
の
に
対
し
て
例
え

ば
年
間
の
手
術
件
数
は
数
千
か
ら
数
百
の
レ

ベ
ル
に
と
ど
ま
り
、
予
定
件
数
よ
り
大
き
く

下
回
り
、
思
う
よ
う
な
実
績
が
上
が
っ
て
い

な
い
。

ア
グ
ラ
の
専
門
施
設
に
一
枚
の
ポ
ス
タ
ー

が
あ
っ
た
。
子
供
が
多
い
家
庭
は
家
も
古
び

た
ま
ま
、
着
る
も
の
も
粗
末
で
表
情
も
暗
く

描
か
れ
、
子
供
が
少
な
け
れ
ば
経
済
的
に
も

豊
か
に
な
り
家
も
着
物
も
新
し
く
明
る
い
家

家
族
計
画
の
背
後
に

宗
教
問
題
の
カ
ベ

庭
に
変
わ
る
と
い
う
イ
ラ
ス
ト
。
家
族
計
画

を
識
字
率
の
低
い
農
村
で
も
理
解
し
て
も
ら

お
う
と
い
う
狙
い
だ
。

し
か
し
、
農
村
で
は
今
も
、
子
供
が
貴
重

な
労
働
力
で
あ
り
、
自
分
た
ち
の
老
後
、
生

活
の
安
定
の
た
め
に
も
子
供
を
多
く
待
と
う

と
い
う
考
え
方
が
根
強
い
。
ま
た
、
イ
ン
ド

で
は
イ
ス
ラ
ム
教
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
い
う

”
対
立
“
す
る
宗
教
が
あ
り
、
少
数
派
で
あ

る
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
は
家
族
計
画
は
少
数
派

の
弾
圧
と
の
見
方
も
あ
る
と
い
う
。
家
族
計

画
を
推
進
し
よ
う
と
し
た
政
治
家
が
失
脚
し

た
こ
と
も
あ
り
、
政
府
そ
の
も
の
が
取
り
組

み
に
慎
重
な
こ
と
も
、
人
口
問
題
へ
の
対
応

の
難
し
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
中
、
自
ら
資
金
も
提
供
し
人
口

問
題
に
積
極
的
に
挑
み
、
イ
ン
ド
最
大
の
財

閥
を
率
い
る
Ｊ
・
Ｒ
・
Ｄ
・
ダ
ダ
氏
と
意
見

を
交
換
し
た
。
イ
ン
ド
の
故
ネ
ー
ル
首
相
や

都
小
平
氏
と
も
親
交
が
あ
る
と
い
う
老
齢
の

ダ
ダ
氏
は
「
毎
年
一
千
万
人
以
上
も
の
人
口

が
増
え
続
け
る
イ
ン
ド
の
人
口
問
題
は
世
界

に
と
っ
て
大
き
な
社
会
問
題
で
あ
る
と
と
も

に
、
イ
ン
ド
の
経
済
に
深
刻
な
打
撃
を
与
え

て
い
る
。
私
は
人
口
と
経
済
の
関
連
に
四
十

Ｊ１
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i6戸： 国際人ロ問題議員懇談会(ＪＰＦＰ）

インド国人ロ・開発事情議員視察

参加者名簿

国会課員

団長高桑栄松（参・公明）

〈ＪＰＦＰ会貝＞

厨Ⅱ団長水田稔（衆・社会）

〈ＪＰＦＰ会貝＞

谷津義男（衆・自民）

〈ＪＰＦＰ会貝＞

満水嘉与子（参・自民）

〈ＪＰＦＰ事務局長補佐＞

堂本暁子（参・社会）

〈ＪＰＦＰ会貝＞

木庭健太郎（参・Ｚｒ明）

〈ＪＰＦＰ会貝＞

池田論（参・連合）

〈ＪＰＦＰ幹事＞

国

年
前
か
ら
取
り
組
ん
で
い
る
が
、
理
解
を
得

ら
れ
ず
絶
望
し
か
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
」
と

率
直
に
語
っ
た
。

ダ
ダ
氏
は
「
家
族
計
画
な
ど
の
対
応
策
も

大
事
だ
が
、
人
口
問
題
を
抜
本
的
に
解
決
す

る
に
は
教
育
し
か
な
い
」
と
言
い
切
っ
た
。

ま
さ
に
至
言
で
あ
る
。
家
族
計
画
を
普
及
す

る
に
し
て
も
、
子
供
を
労
働
力
だ
け
で
な
く

自
立
し
た
一
個
の
人
間
と
し
て
と
ら
え
る
に

し
て
も
、
人
口
問
題
が
ど
れ
だ
け
重
要
な
問

題
か
を
理
解
し
て
も
ら
う
に
も
、
そ
の
ベ
ー

ス
に
な
る
基
礎
知
識
が
不
可
欠
で
あ
る
。

広瀬次雄

⑰アジア人ロ・開発協会

常務理事

桜井久美子

肋アジア人ロ・開発協会

プロクーラムオフイサー

事務局

水
没
す
る
サ
ル
ダ
ル
・
サ
ロ
バ
ル
ダ
ム
で

発
展
と
幸
せ
の
関
連
を
想
う

イ
ン
ド
視
察
の
最
後
に
、
私
は
視
察
団
か

ら
離
れ
て
イ
ン
ド
中
部
に
あ
る
ナ
ル
マ
ダ
川

の
サ
ル
ダ
ル
・
サ
ロ
バ
ル
ダ
ム
を
視
察
し
た
。

こ
の
ダ
ム
は
、
世
界
銀
行
と
日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ

（
政
府
開
発
援
助
）
が
資
金
を
出
し
建
設
が

進
め
ら
れ
て
い
た
が
、
水
没
す
る
地
域
が
二

百
四
十
五
力
村
、
約
十
万
人
に
も
お
よ
び
、

そ
の
人
々
の
多
く
が
森
林
に
住
む
先
住
民
で
、

生
活
の
権
利
が
奪
わ
れ
る
と
反
対
運
動
が
起

き
た
。
我
が
国
は
人
権
を
考
慮
、
先
住
民
の

安藤博文

国連人口基金渉外・広

報局長

石井澄江

０M>家族計画国際協力財団

国際事業部プログラムオ

フィサー

ジェーン・

ダーヴェーン尻lギート

堂本暁子議員秘書

随行
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国際人ロ問題インド視察印象記

〔写真・右〕夕夕前会長を

訪れて（ボンベイ）

移
住
が
進
ん
で
い
な
い
と
し
て
現
在
、
融
資

と
を
停
止
し
て
い
る
。

民住
ダ
ム
を
視
察
す
る
と
と
も
に
反
対
し
て
移

騨
住
を
拒
否
し
て
い
る
先
住
民
が
住
む
村
に
も

宛
却
い
っ
た
・
川
の
ほ
と
り
に
建
つ
彼
ら
の
家
は

帳
仲
丸
太
を
組
み
合
わ
せ
竹
ぶ
き
の
手
づ
く
り
・

》》家の中の陽あたりのいい場所は彼らに
・
す
と
っ
て
〃
宝
物
”
で
あ
る
牛
が
占
領
し
て
い

團鵡る・放牧と畑作が彼らの生活の糧だ。

「
我
々
は
こ
こ
で
生
ま
れ
、
こ
こ
で
生
活
し

て
き
た
。
別
の
場
所
で
暮
ら
せ
る
は
ず
も
な

い
。
政
府
は
移
住
地
に
移
れ
ば
二
ヘ
ク
タ
ー

ル
の
土
地
を
く
れ
る
と
い
う
が
、
そ
れ
だ
け

で
は
何
の
補
償
に
も
な
ら
な
い
」
と
移
住
へ

の
不
安
、
不
満
を
訴
え
た
。

村
ま
で
の
往
復
は
、
上
半
身
、
裸
の
先
住

民
の
古
老
が
先
導
役
を
し
て
く
れ
た
。
途
中
、

ナ
ル
マ
ダ
川
の
支
流
を
裸
足
で
渡
る
こ
と
に

な
っ
た
。
古
老
は
川
の
中
の
浅
瀬
を
瞬
時
に

見
つ
け
あ
っ
と
い
う
間
に
渡
る
。
こ
ち
ら
は

深
み
に
は
ま
り
腰
ま
で
水
に
つ
か
る
。
小
高

い
丘
も
越
え
た
。
道
が
ま
っ
た
く
な
い
林
を

抜
け
る
。
不
安
に
思
う
と
、
古
老
は
笑
っ
て

「
ち
ゃ
ん
と
道
は
あ
る
」
と
裸
足
で
さ
っ
そ

う
と
歩
く
。
彼
ら
が
自
然
と
と
も
に
生
き
て

き
た
こ
と
を
実
感
し
た
。

移
住
地
に
も
い
っ
た
。
家
は
ト
タ
ン
張
り

に
な
り
、
健
康
面
か
ら
牛
舎
も
別
棟
に
な
り
、

電
気
も
学
校
も
あ
る
。
井
戸
も
掘
ら
れ
川
ま

で
水
を
く
み
に
行
く
必
要
も
な
い
。
移
住
し

た
先
住
民
の
人
々
は
「
満
足
し
て
い
る
」
と

口
を
そ
ろ
え
る
。
移
住
を
担
当
す
る
政
府
関

係
者
は
「
も
ち
ろ
ん
ダ
ム
建
設
の
た
め
に
移

住
を
お
願
い
し
て
い
る
。
し
か
し
、
移
住
す

る
こ
と
で
原
始
的
生
活
か
ら
イ
ン
ド
国
民
の

生
活
を
大
幅
に
向
上
さ
せ
る
こ
と
も
、
我
々

の
使
命
だ
」
と
強
調
す
る
。

た
だ
、
自
給
自
足
の
こ
れ
ま
で
の
生
活
か

ら
の
急
激
な
変
化
に
絶
え
ら
れ
ず
村
へ
一
民
っ

た
人
も
い
る
と
い
う
。

い
ま
、
ダ
ム
建
設
が
進
む
、
イ
ン
ド
政
府

は
日
本
に
対
し
融
資
再
開
を
再
三
、
要
請
し

て
い
る
。
日
本
の
融
資
な
し
で
は
ダ
ム
の
機

能
は
半
減
す
る
た
め
、
日
本
側
は
対
応
に
苦

慮
し
て
い
る
。
融
資
を
再
開
す
れ
ば
建
設
は

一
気
に
進
む
。
し
か
し
、
そ
れ
が
先
住
民
の

人
権
や
生
活
す
る
環
境
を
奪
っ
て
し
ま
う
恐

れ
も
強
い
か
ら
だ
。

「
開
発
と
人
権
・
環
境
は
ど
う
あ
る
べ
き

か
」
「
発
展
と
人
々
の
幸
せ
は
ど
う
関
連
す

る
か
」
ｌ
ダ
ム
建
議
現
場
を
離
れ
る
と
き

さ
ま
ざ
ま
な
思
い
が
よ
ぎ
っ
た
。

最
後
に
、
今
回
の
視
察
で
は
Ｆ
Ｐ
Ａ
Ｉ
な

ど
イ
ン
ド
関
係
者
の
皆
様
が
各
地
で
真
心
か

ら
歓
迎
し
て
頂
き
、
イ
ン
ド
最
大
の
お
祭
り

で
あ
る
「
デ
ワ
リ
」
の
最
中
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
視
察
の
た
め
に
様
々
の
配
慮
を
し
て
く

だ
さ
っ
た
こ
と
に
感
謝
の
意
を
表
し
て
筆
を

置
き
た
い
。
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》
老
年
人
「
｜
｜
」
辨
折

〃 は
、
全
人
口
に
占

以
上
）
の
割
合
が

人
口
高
齢
化
の
進

こ
と
で
あ
り
、
そ

こ
と
を
も
っ
て
高

齢
化
社
会
の
は
じ
ま
り
と
す
る
の
が
一
般
的

で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
に
従
う
と
す
れ
ば
、

日
本
が
高
齢
化
社
会
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和

四
五
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
人
口
高

齢
化
の
進
展
状
況
を
都
道
府
県
別
に
検
討
す

る
と
、
日
本
の
人
口
高
齢
化
に
は
地
域
性
が

あ
り
、
農
村
的
な
諸
県
で
は
そ
の
進
展
が
箸

し
い
が
、
都
市
的
な
諸
県
で
は
そ
の
進
展
が

緩
慢
で
あ
る
と
い
う
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。

ま
た
、
こ
の
老
年
人
口
の
生
活
の
根
拠
地

趣

で
あ
る
家
族
・
世
帯
を
み
る
と
、
青
同
度
経
済

成
長
以
降
、
「
高
年
齢
者
世
帯
」
（
六
五
歳
以
上

の
者
が
居
住
し
て
い
る
世
帯
）
の
「
核
家
族

J４

〔写真・上〕馬力に頼っていた昔の農
業。田の代掻き。〔写真・下〕機械化
された今の田植え風景。

■
は
じ
め
に

高
齢
化
社
会
と
い
う
の

め
る
老
年
人
口
（
六
五
歳

次
第
に
高
ま
っ
て
い
く
（

展
を
意
味
す
る
）
社
会
の

の
割
合
が
七
％
に
達
し
た



高齢化社会におけるムラの人口・家族誌

化
二
「
核
家
族
世
帯
」
＋
「
単
独
世
帯
」
の

相
対
的
増
加
）
も
進
展
し
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
核
家
族
化
の
進
展
に
も
地
域
性
が

存
在
し
て
お
り
、
農
村
的
な
諸
県
で
は
そ
の

進
展
が
緩
慢
で
あ
る
が
、
都
市
的
な
諸
県
で

は
そ
の
進
展
が
著
し
い
と
い
う
特
徴
が
み
ら

れ
る
。こ
の
よ
う
な
状
況
を
ふ
ま
え
て
、
こ
こ
で

は
、
人
口
高
齢
化
の
進
展
は
著
し
い
が
核
家

族
化
の
進
展
は
緩
慢
な
東
北
の
ム
ラ
と
人
口

高
齢
化
の
進
展
と
核
家
族
化
の
進
展
が
著
し

い
西
南
の
ム
ラ
（
農
村
社
会
学
者
は
、
行
政

村
を
「
村
」
、
自
然
村
を
「
ム
ラ
」
と
し
た
）

を
対
象
に
し
て
高
齢
化
社
会
に
お
け
る
問
題

状
況
の
一
端
を
人
口
と
家
族
と
に
焦
点
を
あ

て
て
人
口
社
会
学
的
な
視
角
か
ら
浮
き
彫
り

●清水浩昭《しみず.ひろあき＞

1943年東京に生れる。1972年東洋大学大

学院社会学研究科修了・前厚生省人口

問題研究所人ロ動向部部長。現在、流通

経済大学社会学部教授。

〔主な著密〕ア人口と家族の社会学』(屈笹
房、1986年)1．高齢化社会と家族栂造の地

域性｣(時潮社、1992年）

に
し
て
み
た
い
。

と
い
う
の
は
、
高
齢
化
社
会
は
人
口
変
動

に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
人
口

変
動
に
よ
っ
て
増
大
し
た
老
年
人
口
を
い
か

に
扶
養
・
介
護
す
る
か
は
高
齢
化
社
会
に
お

け
る
課
題
の
一
つ
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
の

老
親
扶
養
・
介
護
の
あ
り
方
は
家
族
の
動
向

と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
高
齢
化
社
会
に
お
け
る
問
題
状
況

を
ム
ラ
を
対
象
に
し
て
人
口
・
家
族
誌
と
い

う
視
角
か
ら
接
近
す
る
意
図
は
、
高
齢
化
社

会
に
か
か
わ
る
課
題
を
総
合
的
・
体
系
的
に

解
決
す
る
学
問
が
未
成
熟
な
段
階
に
お
い
て

は
こ
の
問
題
を
先
取
り
し
て
い
る
ム
ラ
の
モ

ノ
グ
ラ
フ
を
蓄
祇
す
る
こ
と
が
課
題
解
決
の

糸
口
を
指
し
示
す
こ
と
に
な
る
と
考
え
た
か

ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

な
お
、
小
脇
は
、
次
稲
以
降
で
紹
介
す
る

東
北
の
ム
ラ
、
西
南
の
ム
ラ
の
総
論
部
分
に

あ
た
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
人
ロ
・
家
族
誌
的
研
究
の
意
義

文
化
人
類
学
者
棚
瀬
襄
爾
は
民
族
誌
と
民

族
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
「
近
来
で
は
民
族

誌
と
民
族
学
の
関
係
を
同
じ
民
族
文
化
の
研

究
の
中
で
、
特
殊
的
記
述
と
一
般
的
説
明
を

な
す
相
違
が
あ
る
の
だ
と
す
る
学
者
が
多
く

な
っ
て
い
る
が
、
グ
ラ
フ
ィ
ー
と
ロ
ギ
ー
の

語
義
上
か
ら
も
そ
れ
が
妥
当
で
あ
る
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

「
民
族
誌
は
個
々
の
民
族
文
化
の
記
述
で
あ

る
。
民
族
学
は
一
般
的
説
明
で
あ
る
。
し
か

し
勿
論
一
般
的
説
明
と
言
っ
て
も
単
に
演
縄

的
説
明
を
な
す
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、

民
族
誌
を
基
礎
に
し
つ
つ
比
較
研
究
に
よ
っ

て
、
一
般
的
な
も
の
を
求
め
て
行
く
の
で
あ

５

る
」
。
し
た
が
っ
て
、
「
民
族
誠
一
）
そ
は
民
族
学

の
資
料
で
あ
る
。
か
く
て
、
ま
ず
民
族
誌
が

あ
っ
て
民
族
学
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、

一
方
で
は
民
族
学
理
論
が
発
達
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
民
族
調
査
の
方
法
が
更
新
さ
れ
、
民

族
誌
の
記
述
が
よ
り
完
全
な
も
の
と
な
る
。

し
か
し
特
殊
の
民
族
学
理
論
が
生
の
ま
ま
で

民
族
誌
に
現
は
れ
る
こ
と
は
民
族
誌
に
取
っ

て
は
禁
物
で
あ
っ
て
、
特
定
の
民
族
文
化
の

客
観
的
ふ
く
み
の
あ
る
記
述
が
氏
族
誌
の
要

件
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
人
口
誌
と
人
口
学
（
人
口

社
会
学
「
家
族
誌
と
家
族
学
（
家
族
社
会
学
）

と
の
関
係
に
つ
い
て
も
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る

'５



と
い
え
よ
う
。
私
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
に

こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
は
、
か
か
る
過
程
を
経

て
確
立
し
た
学
問
で
な
い
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
社
会
に
固
有
な
問
題
を
発
見
し
、
そ
れ
を

解
決
す
る
実
践
的
な
学
問
と
は
な
り
得
な
い

『
Ｊ

と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
こ
の
よ
う
な
学
問
観
を
前
提
に

し
て
高
齢
化
社
会
の
問
題
を
人
口
社
会
学
的

な
視
角
か
ら
接
近
す
る
意
図
を
明
ら
か
に
し

て
お
き
た
い
。

二
、
分
析
の
視
角

ｌ
人
口
社
会
学
的
接
近
方
法

を
め
ぐ
っ
て
ｌ

こ
こ
で
は
、
高
齢
化
社
会
の
問
題
状
況
に

接
近
す
る
際
に
人
口
社
会
学
的
分
析
方
法
が

ど
の
よ
う
な
可
能
性
を
有
し
て
い
る
か
を
日

本
に
お
け
る
人
口
学
の
研
究
状
況
と
課
題
を

ふ
ま
え
て
検
討
し
て
み
た
い
。

Ⅲ
日
本
に
お
け
る
人
ロ
学
の
研
究
状
況

と
課
題

ま
ず
、
人
口
学
の
研
究
対
象
で
あ
る
人
口

に
つ
い
て
み
る
と
、
寺
尾
琢
磨
は
司
人
口
と

は
一
定
の
領
域
内
に
生
存
す
る
人
間
の
数
を

指
す
。
領
域
は
広
狭
さ
ま
ざ
ま
に
分
類
で
き

８

る
が
、
基
本
的
な
の
は
国
の
そ
れ
で
あ
る
」

と
し
て
い
る
し
、
舘
稔
も
「
人
口
百
日
目

ロ
○
℃
巨
一
呉
曰
。
Ｐ
一
四
つ
。
□
巳
山
口
。
ご
す
こ
日
日
ロ
の
．

＆
の
、
の
３
－
丙
の
【
目
、
と
は
人
間
の
集
団
を

い
う
。
こ
こ
に
い
う
集
団
は
、
必
ず
し
も
社

会
集
団
で
は
な
い
。
い
く
た
の
社
会
集
団
に

属
し
、
具
体
的
に
社
会
生
活
を
営
む
人
間
を

共
存
と
し
て
抽
象
し
た
概
念
で
あ
る
。
こ
の

意
味
で
、
人
口
は
人
間
の
抽
象
的
集
団
で
あ

る
。
ま
た
、
人
口
は
直
ち
に
統
計
集
団
で
も

な
い
。
そ
れ
は
統
計
集
団
以
前
の
集
団
で
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
関
清
秀
は

「
人
口
は
個
々
の
人
を
、
例
え
ば
、
性
、
年

齢
、
家
庭
内
の
地
位
、
婚
姻
関
係
、
居
住
地
、

教
育
程
度
、
職
業
、
宗
教
、
健
康
状
態
等
、

そ
の
属
性
別
に
構
成
し
た
統
計
的
操
作
集
団

で
あ
っ
て
、
個
々
人
の
間
に
直
接
的
な
人
間

則

関
係
は
存
在
し
な
い
」
と
し
て
い
る
。

と
す
れ
ば
、
人
口
と
は
、
一
定
の
領
域
内

に
居
住
す
る
人
間
の
集
団
で
あ
る
が
、
直
接

し
ん
か
ん
か
け
い

的
人
間
関
係
の
な
い
統
計
的
操
作
集
団
（
人

上
人
か
人

口
学
的
集
団
）
で
あ
っ
て
、
直
接
的
な
人
間

か
ん
け
い

関
係
が
存
在
す
る
社
〈
五
学
的
集
団
で
は
な
い

シ
」
い
、
Ｚ
ｒ
ぞ
７
．

つ
ぎ
に
、
人
口
学
に
つ
い
て
岡
崎
陽
一
は

「
人
口
を
研
究
対
象
と
す
る
学
問
で
あ
る
」

が
、
「
人
口
は
き
わ
め
て
多
面
的
な
性
格
を

備
え
た
存
在
で
あ
る
か
ら
、
た
だ
人
口
を
研

究
対
象
と
す
る
と
言
っ
た
だ
け
で
は
人
口
学

の
実
体
を
説
明
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

人
口
の
ど
の
側
面
を
研
究
す
る
の
か
、
そ
れ

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
口
学
の

性
格
が
明
ら
か
に
な
り
、
同
時
に
人
口
学
の

脳

研
究
方
法
を
Ｊ
ｂ
説
明
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
し
、

「
人
口
学
が
発
達
し
て
、
つ
い
に
完
成
の
域

に
達
し
た
と
き
に
は
、
人
口
の
総
合
的
研
究

と
し
て
の
人
口
学
が
確
立
さ
れ
た
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
現
段
階
に
お
い
て
人
口
学
は

ま
だ
そ
こ
ま
で
発
達
し
て
い
な
い
。
現
在
の

人
口
学
は
、
人
口
と
い
う
多
面
的
で
複
雑
な

実
態
を
特
定
の
限
定
さ
れ
た
視
点
か
ら
個
別

専
門
的
に
研
究
し
つ
つ
あ
る
段
階
」
に
あ
る
。

「
そ
う
い
う
未
完
成
な
学
問
と
し
て
の
人
口

学
は
、
大
別
し
て
、
形
式
人
口
学
（
命
○
口
目
一

二
の
曰
。
、
日
Ｃ
ご
）
と
実
体
人
口
学
（
の
号
の
曰
昌
ぐ
の０

９
の
ロ
】
○
四
口
ロ
亘
）
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
」

と
し
、
形
式
人
口
学
は
「
人
口
の
大
き
さ
、

地
域
分
布
お
よ
び
構
造
（
男
女
、
年
齢
、
配
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高齢化社会におけるムラの人口・家族誌
偶
関
係
な
ど
）
と
そ
れ
ら
の
変
化
を
研
究
す

る
と
と
も
に
、
変
化
の
原
因
で
あ
る
と
こ
ろ

の
出
生
率
、
死
亡
率
、
移
動
率
を
研
究
す
る

学
問
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
形
式
人
口
学
の

特
徴
は
人
口
変
数
（
。
①
Ｂ
○
四
愚
巨
Ｏ
菌
『
一
四
ゴ
ー
の
⑪
）

に
研
究
対
象
を
限
定
し
て
分
析
を
行
う
と
こ

０ 則

る
に
あ
る
」
が
、
実
体
人
口
学
は
「
人
口
変

数
の
み
の
研
究
に
止
ま
ら
ず
、
人
口
変
数
と

直
接
、
間
接
に
関
連
を
有
す
る
そ
の
他
の
変

数
を
も
研
究
対
象
に
含
め
、
そ
れ
ら
相
互
間

Ｉ 的

の
関
係
を
研
究
す
る
学
問
で
あ
る
」
と
し
て

い
る
。

と
も
あ
れ
、
「
将
来
、
人
口
学
が
完
成
さ
れ

た
暁
に
は
人
口
に
関
す
る
総
合
科
学
と
し
て

の
一
つ
の
実
体
人
口
学
が
構
築
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
、
現
段
階
で
は
、
実
体
人

口
学
は
そ
の
部
分
品
と
し
て
、
た
と
え
ば
経

済
学
的
人
口
学
、
あ
る
い
は
社
会
学
的
人
口

学
の
よ
う
に
、
主
と
し
て
既
成
の
学
問
ｌ

経
済
学
、
社
会
学
な
ど
ｌ
に
強
く
依
存
し
、

そ
の
立
場
か
ら
人
口
を
研
究
す
る
と
い
う
仕

別

事
を
積
み
重
ね
つ
つ
あ
る
状
態
で
あ
る
」
と

述
べ
て
い
る
。

と
す
れ
ば
、
日
本
に
お
け
る
人
口
学
の
研

究
状
況
は
、
総
合
科
学
と
し
て
の
実
体
人
口

学
の
構
築
を
め
ざ
し
な
が
ら
、
実
体
人
口
学

の
一
分
野
で
あ
る
経
済
人
口
学
（
人
口
経
済

学
）
、
社
会
人
口
学
（
人
口
社
会
学
『
歴
史
人

口
学
、
民
俗
・
民
族
人
口
学
（
人
口
人
類
学
）

の
研
究
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
日
本
に
お
け
る
人
口
学
の
研
究

状
況
を
仔
細
に
検
討
す
る
と
、
総
合
科
学
と

し
て
の
実
体
人
口
学
の
構
築
を
め
ざ
す
よ
り

も
、
む
し
ろ
形
式
人
口
学
的
な
分
析
に
力
点

が
お
か
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
は
な
か
ろ
う

か
。
し
か
も
、
も
し
、
こ
の
分
析
が
日
本
の

社
会
・
経
済
構
造
を
無
視
な
い
し
軽
視
し
て

展
開
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
社
会
・
経
済

の
実
態
と
乖
離
し
た
抽
象
的
な
研
究
に
と
ど

ま
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
日
本
に

お
け
る
人
口
学
的
集
団
の
構
造
と
そ
こ
に
内

在
す
る
社
会
的
な
問
題
を
浮
き
彫
り
に
し
、

そ
の
問
題
を
解
決
す
る
実
践
的
な
学
問
と
は

な
り
得
な
い
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
人
口
学
観
に
基
づ
い
て
、
つ

ぎ
に
総
合
科
学
の
一
分
野
を
形
成
し
て
い
る

人
口
社
会
学
的
分
析
方
法
に
つ
い
て
検
討
を

加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

て

人
口
学
に
お
け
る
人
口
社
会
学
の
位
置
が

明
確
に
な
っ
て
き
た
の
で
、
つ
ぎ
に
人
口
学

と
社
会
学
に
お
け
る
人
間
集
団
の
と
ら
え
方

と
分
析
方
法
の
差
異
を
明
ら
か
に
す
る
と
と

も
に
、
人
口
社
会
学
的
接
近
方
法
の
も
つ
意

義
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

人
口
学
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
て
き
た
の

で
社
会
学
と
は
何
か
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

関
清
秀
は
「
社
会
学
と
は
『
社
会
』
を
研
究

剛

す
る
学
問
で
あ
る
」
が
、
「
社
会
学
が
研
究
対

じ
人
か
人
か
入
け
い

象
と
す
る
『
社
〈
工
』
と
は
、
〃
人
間
関
係
と
そ

の
結
果
〃
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

上
人
か
人
か
入
け
い

端
的
に
い
え
ば
、
社
〈
云
学
は
、
〃
人
間
関
係
と

印

そ
の
結
果
に
関
す
る
科
学
〃
」
の
｝
）
と
で
あ

じ
人
か
人
か
ん
的
い

り
、
一
」
一
」
で
い
う
人
間
関
係
と
は
「
〃
人
と

人
と
の
間
に
取
り
結
ば
れ
る
直
接
的
ま
た
は

卿

間
接
的
な
相
互
作
用
的
か
か
わ
り
あ
い
」
の

こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
「
砥
献
灘
僻
は
、
も
と

も
と
動
態
的
、
流
動
的
な
性
質
の
も
の
で

短
時
間
あ
る
い
は
短
期
間
で
消
滅
す
る
も
の

も
あ
る
が
、
中
に
は
持
続
し
て
い
る
間
に
必

要
に
応
じ
て
凝
縮
、
結
節
、
固
定
し
、
構
造

化
さ
れ
、
組
織
さ
れ
、
制
度
と
な
っ
て
永
続

(2)

人
ロ
社
会
学
的
接
近
方
法
を
め
ぐ
っ
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図１人口現象（人ロシステム）

す
る
も
の
も
生
ず
る
。
そ
し
て
、
そ
の
凝
縮

度
や
構
造
化
に
は
程
度
や
段
階
が
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
雌
傲
勵
榊
は
多
様
な
か
た
ち
と

内
容
を
も
っ
て
『
結
実
』
す
る
。
こ
の
結
実

の
中
で
、
現
代
社
会
に
お
い
て
最
も
重
要
な

機
能
を
演
じ
て
い
る
も
の
が
二
つ
あ
る
。
集

じ
ん
か
ん
か
ん
Ⅲ
い

団
と
文
化
と
で
あ
る
。
…
・
・
・
『
人
間
関
係
の

結
果
』
と
は
、
こ
の
”
集
団
と
文
化
“
の
こ

２ Ⅱ

と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

と
す
れ
ば
、
社
会
学
と
は
Ｐ
特
定
の
社
会

Ⅱ
文
化
集
団
の
な
か
で
織
り
な
さ
れ
て
い
る

人
間
関
係
な
い
し
は
人
間
の
社
会
的
行
為
の

意
味
を
解
明
す
る
学
問
で
あ
る
と
い
う
こ
と

(出所）阿藤誠､｢人口と社会｣､甲田和術ほか編、
『社会調盗｣(放送大学教材)､放送大学教育振
興会､1985年､32ページ。

図２人ロシステムと社会システム

図３人ロシステムと社会システムとの関連

（具体例）

社会システム人ロシステム

人ロシステム社会システム が
で
き
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
人
口
社
会
学
と
は
、
一
体
ど

の
よ
う
な
学
問
な
の
だ
ろ
う
か
。
阿
藤
誠
に

よ
れ
ば
「
人
口
現
象
は
人
口
静
態
と
人
口
動

態
の
相
互
関
連
シ
ス
テ
ム
と
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
の
シ
ス
テ
ム
は
他
の
経
済
、
社
会
、
自
然

環
境
と
も
密
接
に
関
係
す
る
。
そ
の
う
ち
人

口
と
社
会
の
相
互
関
係
を
扱
う
学
問
は
人
口

社
会
学
ま
た
は
社
会
人
口
学
と
呼
ば
れ
、
…

…
人
口
社
会
学
は
人
口
が
社
会
現
象
に
及
ぼ

す
影
響
と
人
口
現
象
の
社
会
的
要
因
と
に
関

血

す
る
研
究
を
総
称
し
た
も
の
と
一
一
一
口
え
る
。
」
と

し
て
い
る
。

放送

乍成。

阿蝋llR､｢人口と社会J､甲111和術ほか隅Ｊ社会調在｣

大学教材)､放送大学教育振興会､1985年を参考にして

注

と
す
れ
ば
、
人

口
社
会
学
と
は
、

人
口
シ
ス
テ
ム
と

社
会
シ
ス
テ
ム
と

の
相
互
関
係
を
研

究
す
る
学
問
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。

そ
こ
で
、
つ
ぎ

に
、
こ
の
人
口
シ

ス
テ
ム
に
つ
い
て

み
る
と
「
人
口
を

不
断
に
変
化
さ
せ

て
い
る
事
象
の
ぐ
の
。
扇
は
人
口
過
程
あ
る
い

は
人
口
動
態
と
呼
ば
れ
る
。
人
口
動
態
事
象

の
基
本
は
出
生
宮
『
ｇ
死
亡
・
の
囚
冒
移
動

目
、
国
威
目
の
一
一
一
つ
で
あ
る
が
、
出
生
に
関

連
し
た
結
婚
、
離
婚
な
ど
も
人
口
研
究
の
対

象
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
人
口
移
動
を
考

え
ず
、
人
の
生
き
死
に
だ
け
で
生
ず
る
人
口

の
増
減
は
自
然
増
加
量
目
且
曰
口
の
煙
印
の
と

呼
ば
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
あ
る
地
域
へ

の
転
入
（
あ
る
い
は
移
入
）
、
ま
た
あ
る
地
域

か
ら
の
転
出
（
あ
る
い
は
移
出
）
に
よ
っ
て
生

ず
る
人
口
の
増
減
は
社
会
増
加
、
。
、
巨

旨
、
『
の
勝
の
と
呼
ば
れ
る
。
自
然
増
加
と
社
会

増
加
の
和
が
人
口
増
加
ｂ
Ｃ
Ｅ
－
昌
目
ヨ
。
『
の
四
の
①

あ
る
い
は
人
口
成
長
ロ
８
Ｅ
一
目
。
。
、
『
○
三
ｓ

２ Ｋ

で
あ
る
」
。
一
一
う
し
て
「
人
口
動
態
事
象
は
人

口
の
規
模
、
構
造
を
決
定
す
る
が
、
反
面
、

い
っ
た
ん
成
立
し
た
人
口
の
規
模
と
構
造
は

人
口
動
態
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
意
味
で
、

人
口
シ
ス
テ
ム
は
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
・
ル
ー

剛

プ
を
も
つ
」
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
（

図
１
参
照
）
。

と
す
れ
ば
、
人
口
事
象
（
人
口
変
数
）
の

相
互
関
係
を
体
系
化
し
た
の
が
人
口
シ
ス
テ

ム
で
あ
り
、
こ
の
人
口
シ
ス
テ
ム
を
研
究
対

J８

人口システム(人口橘造） 社会システム(家族櫛追）

j雲焉壽W三雲Ｉ|三雲票＃二霊季

E露W蕊？Ｗ了’ 弓)l移動の激化｜

ｳﾞ|￣函Z扉7;両干司

農村から都市への人【】
移動の激化
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図４ 人ロ学的集団と社会学的集団

社会学的集団
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(注)個人(jL、Ｂ、Ｃ、、）
間に人間関係が存在して
いる二とを示す

人口学的集団

八
○

Ｇ○ＣＤ

Ｃ
、し 象

に
し
て
分
析
を
行
う
分
野
が
形
式
人
口
学

で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
人
口
社
会
学
は
、
人
口
シ
ス

テ
ム
と
社
会
シ
ス
テ
ム
と
の
相
互
関
係
を
研

究
す
る
学
問
（
実
体
人
口
学
）
で
あ
る
。
こ

の
相
互
関
係
と
そ
の
具
体
例
と
を
図
示
す
る

と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
（
図
２
お
よ
び
図

３
参
照
）
。

そ
れ
で
は
、
高
齢
化
社
会
の
問
題
に
接
近

す
る
の
に
、
何
故
に
人
口
社
会
学
的
な
研
究

が
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

富
田
富
士
雄
に
よ
れ
ば
、
「
人
口
は
社
会
の

最
も
基
礎
的
な
事
実
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

社
会
を
全
体
的
に
捉
え
る
た
め
に
は
、
人
口

を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
研
究
を

(ロー)個人(Ａ、Ｂ､Ｃ、、）
間'二人|ⅡⅢU係が存在して
いないことを示す

図５ 人口学的集団と

社会学的集団との関係

基
礎
に
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

る
。
す
べ
て
の
社
会
的
現
象
の
基
礎
に
人
口

現
象
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
明

白
な
事
実
で
あ
る
。
一
定
の
地
域
な
り
、
一

定
の
社
会
関
係
の
な
か
に
、
あ
る
数
の
人
間

が
い
る
と
い
う
事
実
の
上
に
す
べ
て
の
社
会

的
現
象
は
成
立
し
、
そ
の
数
量
的
な
在
り
方
、

そ
の
構
造
は
、
そ
の
上
に
成
立
す
る
社
会
的

事
実
に
一
定
の
性
格
、
傾
向
を
与
え
、
こ
れ

１

に
影
響
」
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
社
会
、
文

化
の
構
造
が
「
ま
た
逆
に
人
口
現
象
に
影
響

蝋

す
る
」
こ
と
に
な
る
と
し
て
い
る
（
図
４
お

よ
び
図
５
参
照
）
。

と
こ
ろ
が
、
従
来
の
研
究
は
、
人
口
シ
ス

テ
ム
と
社
会
シ
ス
テ
ム
と
を
個
別
に
研
究
す

る
こ
と
に
力
点
が
お
か
れ
て
お
り
、
人
口
シ

ス
テ
ム
と
社
会
シ
ス
テ
ム
と
の
相
互
関
係
に

つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
充
分
な
研
究
が
展
開

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

と
す
れ
ば
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
、

社
会
Ⅱ
文
化
集
団
の
構
造
と
変
動
の
様
相
の

半
面
し
か
解
明
し
え
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
私
が
、
人
口
社
会
学
的
接
近
方
法
に

こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題

点
を
打
破
す
る
方
法
の
一
つ
と
し
て
人
口
社

｜
｜
「
人
口
シ
ス
テ
ム
の
地
域
性

｝
）
こ
で
は
、
人
口
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
高

齢
化
社
会
の
到
来
を
結
果
し
た
人
口
構
造
、

と
り
わ
け
年
齢
構
造
（
人
口
高
齢
化
）
の
地

域
性
の
問
題
を
中
心
に
し
て
考
察
を
進
め
て

み
た
い
。

黒
田
俊
夫
は
、
日
本
に
お
け
る
地
域
人
口

シ
ス
テ
ム
の
変
動
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
黒
田
に
よ
れ

ば
、
昭
和
三
○
年
代
後
半
に
惹
起
し
た
「
高

度
経
済
成
長
」
に
伴
っ
て
農
村
か
ら
都
市
へ

の
労
働
移
動
が
生
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ

の
農
村
か
ら
流
出
し
た
人
々
は
、
若
年
層
が

中
核
と
な
っ
て
い
た
た
め
子
供
が
産
め
る
人

口
層
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
農
村
で
は
出

生
率
が
低
下
し
、
死
亡
率
が
上
昇
す
る
こ
と

に
な
り
、
自
然
増
加
率
も
低
下
し
、
人
口
構

造
は
高
齢
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
方
、

会
学
的
な
視
角
か
ら
の
研
究
に
意
義
が
あ
る

と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
認
識
に
基
づ
い
て
、
高
齢
化

社
会
に
お
け
る
人
口
シ
ス
テ
ム
と
社
会
シ
ス

テ
ム
の
地
域
性
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

1，



図６ 地域人ロ変動の模式図

…-[:鯛'二jiii鯏鰯::鯛薫:”
黒田俊夫､『日本人の寿命』(日経新書)、日本経済新聞社

1978年、156ページ。

老年人ロ比率の地域差（昭和60年）

(出所）

図７ 都
市
で
は
、
大
量
の
若
年
層
を
受
け
入
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
た
め
農
村
と
は
逆
の
現
象
、

つ
ま
り
、
出
生
率
は
上
昇
し
、
死
亡
率
は
低

下
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
自
然

増
加
率
は
上
昇
し
、
人
口
構
造
は
若
返
る
と

い
う
現
象
が
生
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て

”

い
る
（
図
６
参
照
）
。

こ
の
よ
う
な
黒
田
図
式
を
念
頭
に
お
い
て

日
本
に
お
け
る
人
口
高
齢
化
の
進
展
状
況
を

み
る
と
、
一
般
に
農
村
的
な
諸
県
で
は
人
口

高
齢
化
の
進
展
が
著
し
い
が
、
都
市
的
な
諾

県
で
は
そ
の
進
展
が
顕
著
で
な
い
と
い
う
特

徴
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
農
村
的
な
諸
県

で
も
「
西
南
日
本
」
の
方
が
、
「
東
北
日
本
」

よ
り
も
人
口
高
齢
化
の
進
展
が
著
し
い
と
い

う
地
域
性
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

て
お
き
た
い
（
図
７
参
照
）
。

こ
こ
で
は
、
社
会
シ
ス
テ
ム
の
構
成
要
素

鯛

の
一
つ
で
あ
る
家
族
、
ン
ス
ー
ア
ム
を
と
り
あ
げ

日
本
に
お
け
る
家
族
シ
ス
テ
ム
の
地
域
性
の

問
題
に
接
近
し
て
み
た
い
。

こ
こ
で
い
う
家
族
シ
ス
テ
ム
と
は
、
私
た

ち
が
ど
の
よ
う
な
家
族
で
暮
ら
す
の
が
望
ま

し
い
と
考
え
て
い
る
か
と
い
う
個
々
人
、
あ

る
い
は
個
々
の
家
族
の
い
わ
ば
「
好
み
」
、
「
願

い
」
、
「
習
慣
」
な
い
し
は
「
規
範
」
を
意
味

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
社
会
と

い
う
粋
で
取
り
ま
と
め
る
と
、
「
好
み
」
、
「
願

い
」
、
「
習
慣
」
、
「
規
範
」
の
束
の
大
勢
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

日
本
の
家
族
シ
ス
テ
ム
は
、
「
直
系
家
族
制
」

（
親
夫
婦
と
子
供
夫
婦
な
い
し
は
孫
〔
孫
夫

婦
〕
が
同
居
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
す
る

四
、
家
族
シ
ス
テ
ム
の
地
域
性

家
族
シ
ス
テ
ム
）
と
「
夫
婦
家
族
制
」
（
親
夫

婦
と
子
供
夫
婦
な
い
し
は
孫
〔
孫
夫
婦
〕
が

別
居
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
す
る
家
族
シ

ス
テ
ム
）
と
に
大
別
さ
れ
て
お
り
、
近
代
化

に
伴
っ
て
「
直
系
家
族
制
」
か
ら
「
夫
婦
家

族
制
」
へ
と
変
化
す
る
の
が
一
般
的
な
趨
勢

だ
と
さ
れ
て
い
る
。

光
吉
利
之
は
、
こ
の
日
本
に
お
け
る
家
族

変
動
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
規
範
的
要
素
と
状
況

的
要
素
と
の
緊
張
関
係
と
し
て
と
ら
え
る
こ

と
を
提
示
し
て
い
る
。
光
吉
に
よ
れ
ば
、
規

範
的
要
素
と
は
、
人
間
の
行
動
を
拘
束
し
て

い
る
規
範
（
文
化
）
で
あ
り
、
こ
れ
を
日
本

の
家
族
シ
ス
テ
ム
に
則
し
て
類
型
化
す
る
と
、

イ
エ
規
範
「
直
系
家
族
制
」
と
夫
婦
家
族
制

規
範
（
夫
婦
家
族
制
）
と
に
な
る
と
し
て
い

る
。
一
方
、
状
況
的
要
素
と
は
、
外
部
社
会

に
お
け
る
人
口
学
的
条
件
、
社
会
・
経
済
的

条
件
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
も
の
で
、
こ
の

要
素
は
、
規
範
的
要
素
が
強
制
力
を
も
っ
て

い
る
と
い
う
条
件
下
に
お
い
て
は
規
範
的
要

素
に
則
し
て
構
造
化
さ
れ
る
性
質
を
も
っ
て

い
る
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
規
範
的
要
素
と
状
況
的
要
素
と
を
指

標
に
し
て
日
本
の
家
族
シ
ス
テ
ム
を
類
型
化

２，
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家族類型設定の指標表

す
る
と
、
⑪
イ
エ
規
範
の
規
定
力
が
強
く
、

状
況
的
要
素
も
そ
れ
に
則
し
て
構
造
化
さ
れ

て
い
る
タ
イ
プ
（
直
系
家
族
形
態
を
と
り
、

イ
エ
規
範
が
優
位
な
タ
イ
プ
）
、
②
イ
エ
規
範

の
規
定
性
は
維
持
さ
れ
て
い
る
が
、
状
況
的

要
素
が
そ
れ
に
対
応
し
え
な
い
条
件
を
そ
な

え
て
い
る
タ
イ
プ
（
独
立
核
家
族
形
態
で
あ

る
が
、
イ
エ
規
範
が
優
位
な
タ
イ
プ
『
③
夫

婦
家
族
制
規
範
の
規
定
力
は
強
い
が
、
状
況

規範的要素と状況的要素からみた日本の家族(昭和60年）表２ 的
要
素
が
そ
れ
に
対
応
し
え
な
い
条
件
を
そ

な
え
て
い
る
タ
イ
プ
（
直
系
家
族
形
態
で
あ

る
が
、
夫
婦
家
族
制
規
範
が
優
位
な
タ
イ
プ
）

側
夫
婦
家
族
制
規
範
の
規
定
力
が
強
く
、
状

況
的
要
素
も
そ
れ
に
則
し
て
構
造
化
さ
れ
て

い
る
タ
イ
プ
（
独
立
核
家
族
形
態
を
と
り
、

夫
婦
家
族
制
規
範
が
優
位
な
タ
イ
プ
）
と
に

脚

な
る
と
し
て
い
る
。

私
は
、
光
吉
が
提
示
し
た
こ
の
四
類
型
を
、(資料）総務庁統計局「国勢調査」

⑪
「
親
子
家
族
Ｉ
」
、
②
「
親
子
家
族
、
」
、

③
「
婚
姻
家
族
Ⅱ
（
側
「
婚
姻
家
族
Ｉ
」
と

呼
び
か
え
る
と
と
も
に
、
こ
こ
で
は
、
規
範

的
要
素
と
し
て
年
齢
別
世
帯
帰
属
率
を
、
状

況
的
要
素
と
し
て
世
帯
構
成
を
指
標
に
し
て
、

そ
れ
を
具
象
化
す
る
こ
と
に
し
た
（
表
１
参

照
）
。こ
れ
を
昭
和
六
○
年
の
「
国
勢
調
査
」
結

果
を
用
い
て
都
道
府
県
別
に
分
析
し
て
み
る

と
、
日
本
の
家
族
シ
ス
テ
ム
は
、
⑪
「
親
子

家
族
Ｉ
」
（
山
形
県
）
、
②
「
親
子
家
族
Ⅱ
」
（
北

海
道
を
は
じ
め
と
す
る
四
四
県
）
、
③
「
婚
姻

家
族
Ⅱ
二
該
当
県
な
し
）
、
側
「
婚
姻
家
族
Ｉ
」

（
東
京
都
、
鹿
児
島
県
）
と
に
区
分
す
る
こ

と
が
で
き
る
（
表
２
参
照
）
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
結
果
を
み
る
と
、
日
本

の
家
族
シ
ス
テ
ム
に
は
地
域
性
が
存
在
す
る

こ
と
に
な
る
。

五
、
人
ロ
シ
ス
テ
ム
と

家
族
シ
ス
テ
ム
の
地
域
性

こ
の
よ
う
な
分
析
結
果
を
念
頭
に
お
い
て
、

こ
こ
で
は
、
人
口
シ
ス
テ
ム
と
家
族
シ
ス
テ

ム
と
の
相
互
関
連
を
老
年
人
口
比
率
と
後
期

２Ｊ

規範的饗索と状況的要索に雄

づく家族煎型

指標

規範的娑紫 状況的要素

｢後期老年iFi」の

｢世帯帰属率」 家族櫛成

夫
婦
家
族
制

夫婦家族制規範の規定力
が強く、状況的要素もそれ
にそくして構造化されてい

るタイプ

夫婦家族制規範の規定力

は強いが、状況的要素がそ

れに対応しえない条件をそ

なえているタイプ

｢核家族的世ｲＩｆ」
生活者(~後期老年

層一)が50％以｣二を
占める

｢核家族世l1lIi」率
が50％を占める

「核家族世帯」率
が50％未満である

直
系
家
族
制

イエ規範の規定性は維持
されているが、状況的要索
がそｵしに対応しえない条件
をそなえているタイプ

イエ規範の規定性が強く、

状況的要素もそれにそくし

て柵造化されているタイプ

核家族的世滞」
生活者(｢後期老年

層｣)が50％未満で
ある

｢その他の親族世

帯」率が50％未満
である

｢その他の親族世

帯」率が50％以上
を占める

夫端家族

(核家族世帯）

系家族

(その他の親族世jlMf）

夫iii}家族IiIl:規範 東京都、鹿児！(ｌＵｌＬ

イエ規範

北海道､青森鰍､岩手県､宮城県．
秋田県､福臘1M:､茨城県､栃木県、
群馬県､埼玉Ⅱ｢!『､千葉県､神奈Ⅱ1%し、
新潟県､1nilj｣Ⅱ↓､石Ⅱ|県､福井県、
山梨県､長野１１i↓､岐阜県､静岡県、
愛知県､三虹Ⅱ↓､滋賀県､京都府、
大阪府､兵Ｈｉ叫(､奈良県､和歌山M(、
鳥取県､脇根ＩＩＬ､岡山県､広島県、
山口県､徳脇山(､詩Ⅱ|県､愛媛県、
高知県､福岡蝋､佐賀県､長崎県、
熊本県､大分11,!､寓崎県､iIlI麹県

山形県



ロ比率と後期老年人口の核家族的世帯帰属率(昭和60年）％図８老年人
6５

6０ 老
年
層
の
核
家
族
的
世
帯
帰
属
率
を
指
標
に

し
て
検
討
し
て
み
た
い
。

昭
和
六
○
年
の
「
国
勢
調
査
」
に
よ
れ
ば
、

日
本
の
老
年
人
口
比
率
の
全
国
値
は
一
○
・

三
％
で
あ
り
、
後
期
老
年
層
の
核
家
族
的
世

5５

5０

4５

4０

3５

3０

2５

帯
帰
属
率
の
全
国
値
は
一
一
一
三
・
○
％
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
二
つ
の
指
標
の
組
み
合
わ
せ

を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
日
本
社
会
に
は
、

Ⅲ
「
鹿
児
島
・
高
知
型
」
１
１
老
年
人
口
比

率
が
全
国
値
を
上
回
っ
て
い
る
と
同
時
に
、

2０

1５

１０

０５６７８９１０１１１２１３１４ 1５ １６

％

(注）老年人口比率Ｊ慧苧ﾉ器×'0．
後期老年人口の核家族的世帯帰属率（75歳以上人口

層が核家族世帯と単独世帯で生活している者の割合）

(資料）総務庁統計局「国勢調査」

後
期
老
年
層
の
核
家
族
的
世
帯
帰
属
率
も
全

国
値
を
上
回
っ
て
い
る
地
域
、
②
「
山
形
・

富
山
型
」
１
１
老
年
人
口
比
率
は
全
国
値
を

上
回
っ
て
い
る
が
、
後
期
老
年
層
の
核
家
族

的
世
帯
帰
属
率
は
全
国
値
を
下
回
っ
て
い
る

地
域
卿
「
東
京
大
阪
型
」
ｌ
老
年
人

口
比
率
は
全
国
値
を
下
回
っ
て
い
る
が
、
後

期
老
年
層
の
核
家
族
的
世
帯
帰
属
率
は
全
国

値
を
上
回
っ
て
い
る
地
域
、
側
「
宮
城
・
茨

城
型
「
’
１
１
老
年
人
口
比
率
が
全
国
値
を
下

回
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
後
期
老
年
層
の
核

家
族
的
世
帯
帰
属
率
も
全
国
値
を
下
回
っ
て

い
る
地
域
と
が
共
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
る

（
図
８
参
照
）
。

と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
人
口
シ
ス
テ
ム

と
家
族
シ
ス
テ
ム
の
地
域
性
を
ふ
ま
え
た
議

論
の
展
開
が
、
高
齢
化
社
会
に
対
す
る
対
応

策
を
策
定
す
る
基
礎
的
な
条
件
と
な
る
の
で

こ
の
よ
う
な
認
識
に
基
づ
い
て
、
次
稿
以

降
に
お
い
て
は
、
人
口
高
齢
化
の
進
展
は
著

し
い
が
核
家
族
的
世
帯
帰
属
率
が
対
照
的
な

姿
を
示
し
て
い
る
「
山
形
・
富
山
型
」
と
「
鹿

児
島
・
高
知
型
」
の
な
か
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

の
典
型
的
な
ム
ラ
を
と
り
あ
げ
そ
の
ム
ラ
の

は
な
か
ろ
う
か
。

２２

〔東京・大阪型〕

Ｃ
東
京
都

Ｃ
兵
庫
県

ｏ
北
海
道

Ｃ
沖
縄
鼎

○
大
阪
府

神
奈
川
艸
○

33.0

‐（全国値）

ｏ
埼
玉
県

Ｃ
千
葉
蝶

ｏ
愛
知
県

奈良県○

茨城県○

宮城lIiLO

〔宮城・茨城型〕

○
静
岡
県

1０．３

(全ビ
、Ⅱ１１１１

ｏ鹿兄Ｉ刷りi↓

〔鹿児島・高知型〕

ｃ商知1Aし

olll口県
愛
媛
県
○

ｏｆⅡ歌山鼎

ｏ
脇
根

○,K6取りＩ（ Ⅱ
Ｌ
も

Ⅱ

県
Ⅵ
脚

Ｉ
ｒ
野
士
ｌ

弁
○
へ

○
○
億
曲
県

。長野WＬ

熊
本
県
○

ｏ
佐
賀
県

大
分
県
○
○
県
○

宮
崎
県
○
○
反
崎
県

○
広
島
県

ｏ
京
都
府

ｏ
福
岡
県

岡山県○

梨県

山

○

○
三
承
県

群
賜
県
○

○石Ⅱ1県賠

○福井県
ｏ福島県

Ｑへｏ新潟県

Ｏ
山
形
県

○
｛
凸
．
Ⅲ
回
船

Ｃ
秋
田
県

○
岩
手
県

滋
賀
県
ｏ
ｃ
岐
阜
県

青
森
県
Ｃ
Ｏ
栃
木
県

|値） 〔山形・富山型〕



高齢化社会におけるムラの人口・家族誌

柳
田
国
男
は
「
国
民
総
体
の
幸
福
」
に
む
す

び
つ
く
学
問
研
究
を
展
開
す
る
こ
と
が
「
本

筋
の
学
問
」
で
あ
る
と
し
、
そ
の
た
め
に
は
、

机
上
の
学
問
で
は
な
く
、
自
ら
具
体
的
な
情

報
や
資
料
を
収
集
し
、
そ
の
情
報
や
資
料
に

基
づ
い
て
現
実
的
な
政
策
決
定
を
す
る
こ
と

、

を
提
案
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
私
は
、
そ

の
方
法
の
一
つ
と
し
て
ム
ラ
の
人
口
・
家
族

誌
を
蓄
積
す
る
こ
と
が
柳
田
の
い
う
「
本
筋

の
学
問
」
を
構
築
す
る
道
に
通
づ
る
と
考
え

て
い
る
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
日
本
社
会
に
内
在

す
る
人
口
シ
ス
テ
ム
と
家
族
シ
ス
テ
ム
の
地

域
性
を
念
頭
に
お
い
て
ム
ラ
の
人
口
と
家
族

に
関
す
る
記
述
・
分
析
を
通
じ
て
「
本
筋
の

学
問
二
高
齢
化
社
会
に
お
け
る
問
題
解
決
に

向
け
て
の
研
究
の
営
み
）
へ
の
道
を
歩
み
た

い
と
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
次
稿
以

降
で
展
開
す
る
ム
ラ
の
人
口
・
家
族
誌
は
、

そ
の
一
階
梯
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お

こ
と
わ
り
し
て
お
き
た
い
。

人
口
・
家
族
誌
を
順
次
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
。

■
む
す
び
に
か
え
て

ｌ
注

⑪
人
口
構
造
、
家
族
構
成
お
よ
び
家
族
構
造
に

関
し
て
日
本
国
内
に
量
的
な
い
し
質
的
差
異
が

存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

②
平
成
二
年
の
「
国
勢
調
在
」
結
果
を
み
る
と
、

老
年
人
口
は
一
四
、
八
九
四
、
五
九
五
人
、
｜

股
世
帯
に
居
住
す
る
老
年
人
口
は
一
四
、
二
三

三
、
四
一
五
人
と
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と

は
、
老
年
人
口
の
九
五
・
六
％
は
家
族
・
世
帯

で
日
常
生
活
を
営
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
と

す
れ
ば
、
日
本
の
老
年
人
口
の
大
多
数
は
家
族
、

世
帯
が
生
活
の
根
拠
地
と
な
っ
て
い
る
と
い
え

よ
う
。

な
お
、
こ
こ
で
は
、
家
族
と
世
帯
か
｜
ほ
ぼ
同

意
義
と
し
て
用
い
た
い
。

③
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
森
岡
清
美
、
「
老
親
の

扶
養
』
森
岡
清
美
・
望
月
糊
『
新
し
い
家
族
社

会
学
（
改
訂
版
三
培
風
館
、
一
九
八
七
年
、
一

一
一
一
頁
’
一
三
一
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

凹
棚
瀬
襄
爾
、
『
文
化
人
類
学
』
（
ア
テ
ネ
新
書
）
、

弘
文
堂
、
一
九
五
○
年
、
二
頁
。

⑤
棚
瀬
褒
爾
、
『
前
掲
書
」
、
二
頁
。

⑥
棚
瀬
喪
爾
、
『
前
掲
書
』
、
二
頁
’
一
二
頁
。

、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
住
谷
一
彦
『
歴
史
民

族
学
ノ
ー
ト
』
、
未
来
社
、
一
九
八
三
年
、
二
一

二
頁
’
二
一
七
頁
お
よ
び
九
楠
恭
一
、
『
現
代
国

際
社
会
の
視
座
ｌ
臓
値
鶴
の
興
亡
ｌ
』
（
丸

善
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
、
丸
善
醤
店
、
一
九
九
一
年

で
展
開
さ
れ
て
い
る
社
会
科
学
の
文
化
的
偏
向

性
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑧
寺
尾
琢
磨
、
「
序
説
」
、
高
垣
寅
次
郎
・
寺
尾
琢

磨
編
、
『
人
口
二
ら
い
ぶ
ら
り
い
・
し
り
い
ず
）

有
斐
閣
、
’
九
五
八
年
、
七
頁
。

⑨
舘
稔
、
『
人
口
分
析
の
方
法
具
形
成
選
替
）
、
古

今
書
院
、
一
九
六
三
年
、
一
五
頁
。

ご
Ｌ
か
え
か
人

Ⅷ
“
駕
篭
「
社
会
学
と
は
何
か
，
Ｉ
人
間
関

係
と
そ
の
結
果
に
関
す
る
科
学
と
し
て
の
構
想

序
説
」
、
関
清
秀
監
修
、
『
現
代
社
会
の
③
社
会
学
』

専
門
教
育
出
版
、
一
九
九
二
年
、
二
八
頁
。

⑪
岡
崎
陽
一
、
『
人
口
統
計
学
』
古
今
書
院
、
一

九
八
○
年
、
二
頁
。

⑫
岡
崎
陽
「
『
前
掲
轡
』
、
二
頁
。

⑬
岡
崎
陽
一
、
『
前
掲
書
』
、
三
頁
。

⑪
岡
崎
陽
「
『
前
掲
書
』
、
三
頁
。

⑱
岡
崎
陽
一
、
『
前
掲
書
』
、
三
頁
。

⑪
岡
崎
陽
一
、
『
前
掲
書
』
、
三
頁
。

⑰
岡
崎
陽
一
、
『
前
掲
書
』
、
三
頁
’
四
頁
。

⑱
関
清
秀
、
「
前
掲
論
文
」
、
一
○
頁
。

⑲
関
清
秀
、
「
前
掲
論
文
」
、
一
○
頁

⑩
関
清
秀
、
「
前
掲
論
文
』
一
○
頁
。

剛
関
清
秀
、
「
前
掲
論
文
」
、
’
○
頁
’
二
頁
．

⑫
阿
藤
誠
、
「
人
口
社
会
学
」
見
田
宗
介
ほ
か
編
、

『
社
会
学
事
典
』
、
弘
文
堂
、
一
九
八
八
年
、
四

八
四
頁
。

⑪
阿
藤
誠
司
人
口
と
社
会
」
、
甲
田
和
術
ほ
か
編
、

『
社
会
調
査
二
放
送
大
学
教
材
）
、
放
送
大
学
教

育
振
興
会
、
一
九
八
五
年
、
三
一
一
頁
’
一
一
一
一
一
一
頁

卿
阿
藤
誠
、
「
前
掲
論
文
」
、
三
三
頁
。

⑪
富
田
富
士
雄
弓
増
補
版
人
口
社
会
学
の
基

本
問
題
』
新
評
論
、
一
九
七
七
年
、
一
七
頁

㈹
富
田
富
士
雄
、
『
前
掲
書
」
一
八
頁

⑰
黒
田
俊
夫
、
『
日
本
人
の
寿
命
二
日
経
新
書
）
、

日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
七
八
年
、
’
五
五
頁

’
一
五
七
頁

⑪
こ
こ
で
い
う
社
会
シ
ス
テ
ム
と
は
、
複
数
の

人
間
の
間
で
取
り
結
ば
れ
る
相
互
作
用
の
体
系

の
こ
と
で
あ
り
、
家
族
シ
ス
テ
ム
も
そ
の
構
成

要
素
の
一
つ
で
あ
る
。

鋤
光
吉
利
之
、
「
家
族
の
変
化
」
、
光
吉
利
之
ほ
か
、

『
家
族
社
会
学
入
門
呉
有
斐
閣
新
書
）
、
有
斐
閣

一
九
七
九
年
、
三
九
頁
’
四
二
頁

⑩
橋
川
文
三
、
『
近
代
日
本
政
治
の
諸
相
』
、
未
来

社
、
一
九
六
八
年
、
一
一
三
頁
’
一
一
四
頁

2３
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棟は神棟"

を示う京

な
い
高
層
ア
パ
ー
ト
群
の
真
ん
中
に
。
吃
鷲

し
つ
つ
も
、
よ
う
や
く
、
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー

ト
、
長
安
街
に
出
て
み
れ
ば
、
一
週
間
前
に

口
跡
印
一
玉
露
か
た
エ
戦
厄
に
臣

『
己

の
道
路
か
閉
鎖
中
。
見
慣
れ
ぬ
表

。
■
■
■

■
ロ

●菱田雅春《ひしだぼさはる〉

前駐中国日本大使館研究員。現静岡県立

大学国際学部助教授。
の
一
一
二
早
線
》
の
》
執
描

戸。

は
影
も
形
も
な
か
っ
た
地
下
鉄
工
事
建
設
が

進
行
中
、
は
た
ま
た
錯
雑
な
迂
回
路
へ
と
い

っ
た
具
合
で
、
「
毎
日
、
中
国
は
変
わ
っ
て
い

る
、
一
週
間
で
も
北
京
を
留
守
に
す
る
と
道
に

迷
っ
て
し
ま
フ
ノ
」
と
改
め
て
実
感
し
た
次
第
。

こ
と
ほ
ど
然
様
に
、
中
国
は
、
〃
静
か
な
る

大
革
命
（
の
一
一
の
。
（
力
の
く
。
｜
昌
冒
）
〃
の
過
程

に
あ
る
。
社
会
主
義
の
〃
溶
解
“
が
外
部
世

界
か
ら
喧
伝
さ
れ
る
一
方
で
、
中
国
最
大
の

保
守
的
都
市
と
さ
れ
る
首
都
北
京
で
す
ら
、

特
に
今
年
初
以
来
、
大
き
く
変
貌
し
つ
つ
あ

り
、
ま
し
て
や
、
国
際
的
に
も
近
年
の
例
外

的
な
高
度
成
長
地
域
と
し
て
の
広
東
省
を
中

心
と
し
た
南
部
沿
海
地
域
で
は
、
旧
来
の
伝

統
的
中
国
イ
メ
ー
ジ
は
全
く
通
用
し
そ
う
に

も
な
い
。
果
た
し
て
、
中
国
は
何
処
に
行
こ

う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
北
京
の
現
地

感
覚
を
通
じ
て
、
揺
れ
動
く
中
国
の
現
状
を

素
描
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

＊

そ
も
そ
も
、
’
九
七
八
年
末
の
中
国
共
産

党
第
十
一
期
中
央
委
員
会
第
三
回
総
会
（
Ⅱ

十
一
期
三
中
全
会
）
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た

”
改
革
・
開
放
“
政
策
は
、
ま
さ
に
中
国
に



中国・貧窮の社会主義から豊かさによる社会主蕊の強化へ
と
っ
て
”
第
二
の
革
命
”
と
呼
ぶ
べ
き
マ
グ

ニ
チ
ュ
ー
ド
。
一
九
四
九
年
一
○
月
一
日
、

か
の
毛
沢
東
が
天
安
門
の
壇
上
に
立
ち
、
中

華
人
民
共
和
国
の
成
立
を
高
ら
か
に
宣
言
し

て
以
来
の
現
代
中
国
史
は
、
そ
の
七
八
年
を

分
水
嶺
に
ほ
ぼ
二
分
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
ま
で
の
ほ
ぼ
三
○
年
間
が
、
政
治
主
義

に
色
濃
く
塗
り
込
め
ら
れ
た
時
代
で
あ
っ
た

と
す
る
な
ら
ば
、
経
済
こ
そ
が
、
力
強
い
〃
通

奏
底
音
“
を
奏
で
る
の
が
、
七
八
年
以
降
、

現
在
に
至
る
時
期
と
い
え
る
。
事
態
の
表
層

を
見
る
限
り
で
は
、
七
八
年
を
境
に
し
た
、

全
く
異
質
の
二
つ
の
中
国
と
い
っ
て
よ
い
。

と
り
わ
け
、
ソ
連
・
東
欧
の
社
会
主
義
諸

国
の
”
溶
解
“
の
原
因
を
、
経
済
の
失
敗
と

西
側
か
ら
の
「
硝
煙
な
き
戦
争
（
〃
和
平
演

変
“
）
」
に
よ
る
も
の
と
捉
え
る
中
国
の
現
指

導
部
か
ら
す
れ
ば
、
い
き
お
い
、
経
済
建
設

に
力
を
注
入
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
民
衆
の
生

活
水
準
を
如
何
に
向
上
さ
せ
る
か
、
そ
の
た

め
に
、
経
済
の
発
展
テ
ン
ポ
を
如
何
に
拡
大

し
て
行
く
か
が
、
最
重
要
の
政
策
課
題
。
旧

ソ
連
、
東
欧
が
、
い
わ
ゆ
る
政
治
改
革
を
通

じ
、
社
会
主
義
の
枠
組
を
自
己
放
棄
し
、
”
再

資
本
主
義
化
“
の
壮
大
な
実
験
へ
と
転
じ
た

の
と
は
、
ま
さ
に
対
照
的
に
、
中
国
は
、
中

国
社
会
主
義
の
維
持
の
た
め
に
こ
そ
、
経
済

を
豊
か
に
す
る
こ
と
が
必
須
条
件
だ
と
し
て
、

い
わ
ば
経
済
至
上
主
義
の
立
場
を
鮮
明
に
し

て
い
る
。

そ
も
そ
も
政
府
の
公
式
政
策
文
書
に
「
パ

イ
の
拡
大
」
な
ぞ
と
い
っ
た
下
世
話
な
表
現

が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
も
珍
し
い
が
、
中
国
の

政
府
工
作
報
告
、
そ
の
背
後
の
中
国
共
産
党

の
正
式
決
定
文
書
に
は
、
し
ば
し
ば
登
場
し

て
来
る
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
「
か
つ
て
の
（
す

な
わ
ち
、
七
八
年
以
前
）
”
社
会
主
義
は
す
ば

ら
し
い
ノ
〃
と
い
っ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
も
、
実

は
の
と
こ
を
、
腹
ペ
コ
の
ま
ま
空
虚
に
叫
ん

で
い
た
に
過
ぎ
ず
、
社
会
主
義
の
吸
引
力
、

凝
集
力
は
全
く
な
く
、
改
革
を
行
わ
な
い
限

り
、
中
国
社
会
主
義
に
生
き
残
り
の
途
は
な

い
」
と
ま
で
喝
破
す
る
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ

中
国
の
最
高
指
導
者
、
都
小
平
氏
だ
か
ら
で

あ
る
。一
九
○
四
年
生
ま
れ
の
こ
の
老
革
命
家
が
、

今
年
初
春
に
行
っ
た
南
方
視
察
を
契
機
に
、

八
八
年
の
経
済
調
整
政
策
お
よ
び
八
九
年
四

月
の
天
安
門
事
件
以
来
、
停
頓
気
味
で
あ
っ

た
経
済
改
革
・
対
外
開
放
が
再
び
熱
を
帯
び

つ
つ
あ
る
。
”
中
国
の
改
革
の
総
設
計
師
〃
と

さ
れ
る
同
氏
自
身
、
八
九
年
の
一
三
期
五
中

全
会
で
中
央
軍
事
委
員
会
主
席
を
辞
任
し
て

以
来
、
一
切
の
公
職
か
ら
引
退
し
た
筈
で
、

こ
の
〃
無
冠
の
帝
王
〃
を
始
め
と
す
る
老
世

代
が
、
い
ま
な
お
中
国
の
意
思
決
定
の
か
な

め
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
七
八
年
以
前

の
旧
体
質
と
の
連
続
性
を
伺
う
こ
と
も
で
き

る
。
だ
が
、
”
貧
窮
の
社
会
主
議
か
ら
社
会
主

義
の
自
己
完
全
化
と
し
て
の
豊
か
さ
〃
を
求

め
る
都
老
人
に
よ
っ
て
、
中
国
の
経
済
社
会

は
、
確
実
に
、
ま
た
、
総
設
計
師
の
当
初
デ

ザ
イ
ン
意
図
を
や
や
凌
駕
す
る
ま
で
に
、
変

革
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

＊

こ
う
し
た
意
識
形
態
面
に
お
け
る
根
本
的

な
変
化
が
、
最
も
象
徴
的
か
つ
鋭
敏
に
表
れ

る
の
が
、
女
性
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
代
表
さ

れ
る
各
種
風
俗
で
あ
り
、
巷
の
趣
で
あ
る
こ

と
は
中
国
と
て
同
じ
。
広
州
市
あ
る
い
は
経

済
特
区
の
深
川
等
の
南
部
地
域
で
は
、
香
港

・
マ
カ
オ
そ
の
他
海
外
か
ら
の
観
光
客
と
地

元
の
”
小
姐
“
（
お
嬢
さ
ん
）
を
区
別
す
る
の

は
ま
ず
不
可
能
な
ま
で
に
、
化
粧
は
あ
く
ま

で
ク
ッ
キ
リ
、
服
装
は
あ
く
ま
で
派
手
目
。
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i蟻Iii
お
硬
い
筈
の
首
都
北
京
で
す
ら
、
テ
レ
ビ
（
勿

論
す
べ
て
が
国
営
放
送
）
の
Ｃ
Ｍ
は
シ
ャ
ン

プ
ー
、
化
粧
品
と
い
っ
た
類
が
専
ら
で
、
そ

こ
に
描
き
出
さ
れ
る
の
は
、
高
級
マ
ン
シ
ョ

ン
風
の
住
宅
か
ら
、
外
車
と
覚
し
き
車
に
移

り
、
携
帯
電
話
で
株
取
り
引
き
の
注
文
を
丁

丁
発
止
ノ
・
と
い
っ
た
非
伝
統
的
中
華
世
界
。

コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
フ
ィ
ル
ム
な
る
も
の
が
、

庶
民
の
あ
る
種
の
潜
在
的
願
望
を
映
し
出
す

鏡
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
ま
さ
に
現
代
中
国

の
近
代
化
イ
メ
ー
ジ
が
投
影
さ
れ
て
い
る
。

実
際
、
外
資
系
企
業
の
帽
集
す
る
近
代
的

ビ
ル
の
玄
関
に
で
も
立
て
ば
、
キ
ャ
リ
ア
・

ウ
ー
マ
ン
風
の
中
国
人
女
性
は
数
え
る
の
も

面
倒
な
ほ
ど
で
、
開
け
ば
、
月
収
（
外
資
系

企
業
勤
務
と
な
れ
ば
、
月
給
は
五
○
○
～
六

○
○
元
と
国
営
企
業
勤
務
の
両
親
の
数
倍
は

か
た
い
線
）
の
殆
ど
を
化
粧
品
、
ド
レ
ス
類

に
注
ぎ
込
ん
で
い
る
と
の
由
、
中
に
は
、
外

国
人
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
と
の
〃
結
び
付
き
“
を

利
用
し
て
何
と
か
海
外
へ
と
い
う
〃
出
国
熱
〃

に
浮
か
さ
れ
た
〃
小
姐
“
も
少
数
で
は
な
い

と
も
い
わ
れ
る
。

日
本
大
使
館
も
含
め
た
大
使
館
街
の
一
角

に
あ
る
有
名
な
ア
パ
レ
ル
製
品
自
由
市
場
、

秀
水
街
で
は
、
旧
ソ
連
・
東
欧
か
ら
の
〃
洋

倒
爺
（
－
青
い
眼
の
カ
ッ
ギ
屋
）
〃
が
、
真
剣

な
面
持
ち
で
、
中
国
側
個
人
経
営
者
と
電
卓

片
手
に
、
や
や
怪
し
げ
と
も
思
え
る
英
語
を

操
り
、
時
に
は
中
国
語
と
の
チ
ャ
ン
ポ
ン
で

値
引
き
交
渉
を
行
う
姿
が
頻
繁
。
英
米
人
が

喋
る
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
と
は
別
に
、
「
国
際
語

と
し
て
の
英
語
」
が
、
確
実
に
、
こ
こ
秀
水

街
に
も
存
在
し
て
い
る
の
が
実
感
さ
れ
る
。

中
に
は
英
語
が
ベ
ラ
棒
に
巧
い
個
体
戸
も
い

る
が
、
彼
ら
が
元
大
学
教
師
と
か
で
あ
っ
た

に
せ
よ
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い
。
絶
対
的
な

給
与
水
準
の
低
さ
に
加
え
て
、
副
業
機
会
も

限
ら
れ
、
お
役
人
と
は
違
い
、
甘
い
汁
が
吸

え
る
行
政
権
限
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
大
学

教
授
の
悲
惨
な
生
活
か
ら
の
脱
出
は
決
し
て

珍
し
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。

い
く
つ
か
の
特
大
バ
ッ
ク
に
中
国
製
シ
ル

ク
ブ
ラ
ウ
ス
か
ら
始
ま
っ
て
シ
ャ
ツ
、
ジ
ー

ン
ズ
、
タ
イ
、
ス
カ
ー
ト
、
真
夏
の
酷
暑
で

も
ダ
ウ
ン
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
等
あ
ら
ゆ
る
種
類
の

衣
類
を
ギ
ュ
ウ
詰
め
に
し
て
、
旧
ソ
連
に
戻

っ
て
販
売
す
る
な
ら
、
楽
に
学
費
が
稼
げ
る

と
ば
か
り
に
国
際
カ
ッ
ギ
屋
商
売
に
精
出
す

留
学
生
も
多
い
と
い
う
。
し
ば
し
ば
中
国
側

指
導
者
も
、
旧
ソ
連
に
比
し
て
の
「
今
日
の

中
国
の
社
会
主
義
の
卓
越
し
た
優
越
性
」
を

示
す
も
の
と
し
て
、
誇
ら
し
げ
に
こ
の
秀
水

街
に
言
及
す
る
の
も
、
む
く
な
る
哉
の
感
が

あ
る
。
つ
い
最
近
で
は
、
秀
水
街
の
北
側
の

小
さ
な
食
堂
が
、
ロ
シ
ア
語
で
メ
ニ
ュ
ー
を

外
壁
に
張
り
出
し
、
旧
ソ
連
を
主
体
と
し
た

2６
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”
洋
倒
爺
“
目
当
て
の
商
売
を
始
め
た
。
こ

う
し
た
小
回
り
の
利
く
商
才
こ
そ
が
、
ま
さ

に
中
国
個
人
経
営
者
の
真
骨
頂
で
あ
り
、
昨

今
の
中
国
経
済
の
飽
く
な
き
経
済
的
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
噴
出
を
象
徴
的
に
物
語
っ
て
い
る
。

夜
と
も
な
れ
ば
、
”
停
四
開
三
“
〉
－
－
週
間

の
う
ち
停
電
が
四
日
、
送
電
日
は
残
り
の
三

日
）
と
も
云
わ
れ
る
電
力
不
足
も
何
処
に
と

ば
か
り
の
豆
電
球
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
眩
し

い
個
人
経
営
の
食
堂
（
中
に
は
二
四
時
間
営

業
の
お
店
も
）
が
其
処
彼
処
に
点
在
し
、
わ

れ
わ
れ
外
国
人
と
て
も
そ
う
頻
繁
に
は
行
け

な
い
合
弁
ホ
テ
ル
内
部
の
高
級
レ
ス
ト
ラ
ン

で
、
優
雅
な
食
事
を
楽
し
む
若
い
中
国
人
カ

ッ
プ
ル
、
公
費
利
用
の
接
待
族
の
姿
も
決
し

て
例
外
的
で
は
な
い
。
権
（
ｇ
四
コ
）
と
銭

（
巳
目
）
の
少
な
く
と
も
何
れ
か
を
有
す
る

人
種
で
あ
る
。

そ
し
て
、
何
よ
り
も
、
中
国
の
”
老
百
姓

〈
Ｉ
庶
民
）
“
の
感
性
に
も
ぴ
っ
た
り
適
合
し

た
の
が
、
わ
が
日
本
最
大
の
知
的
（
７
）
輸

出
品
、
カ
ラ
オ
ケ
風
俗
で
あ
っ
た
。
音
を
採

用
し
た
〃
卜
拉
Ｏ
Ｋ
“
な
る
表
示
を
掲
げ
た

場
所
は
、
地
方
都
市
で
も
溢
れ
て
お
り
、
場

所
に
よ
っ
て
は
、
入
場
料
が
四
○
～
五
○
元

（
一
元
は
お
よ
そ
一
一
三
日
本
円
前
後
）
と
国

営
企
業
労
働
者
の
平
均
月
収
お
よ
そ
二
○
○

元
前
後
か
ら
す
れ
ば
メ
チ
ャ
高
で
あ
っ
て
も
、

ソ
フ
ト
ド
リ
ン
ク
の
み
で
、
香
港
、
台
湾
製

ビ
デ
オ
ソ
フ
ト
に
美
声
を
競
う
中
国
の
人
々

で
大
盛
況
。
日
本
の
よ
う
な
接
待
場
面
と
し

て
の
職
位
に
応
じ
て
拍
手
の
度
が
違
う
な
ど

と
い
っ
た
不
愉
快
極
ま
り
な
い
現
象
は
な
く
、

中
国
の
人
々
は
文
字
通
り
、
朗
々
と
情
感
た

つ
ぶ
り
に
、
時
に
は
、
天
性
の
リ
ズ
ム
感
を

利
か
せ
て
自
ら
の
世
界
を
歌
い
上
げ
る
。
あ

ま
り
の
カ
ラ
オ
ケ
プ
ー
ム
の
浸
透
か
ら
、
ア

ン
チ
・
カ
ラ
オ
ケ
派
を
潜
称
す
る
小
生
な
ど
、

中
国
当
局
か
ら
、
日
本
の
文
化
侵
略
云
々
と

い
っ
た
批
判
が
浴
び
せ
ら
れ
る
の
で
は
と
も

密
か
に
倶
れ
て
い
た
も
の
の
、
昨
年
段
階
で
、

公
式
に
党
推
薦
の
「
中
華
カ
ラ
オ
ケ
大
全
集

ベ
ス
ト
’
○
○
」
な
る
カ
ラ
オ
ケ
テ
ー
プ
、

ビ
デ
オ
が
発
売
と
な
っ
て
お
り
、
カ
ラ
オ
ケ

風
俗
自
体
が
共
産
党
の
お
墨
付
き
を
得
た
こ

と
に
な
っ
て
い
る
（
も
っ
と
も
、
こ
の
ベ
ス

ト
大
全
集
が
実
際
の
と
こ
ろ
人
々
に
歌
わ
れ

て
い
る
か
否
か
は
全
く
別
物
）
。
外
国
製
ビ
デ

オ
・
デ
ッ
キ
も
対
中
輸
出
に
際
し
て
は
カ
ラ

オ
ケ
用
端
子
が
な
い
と
売
行
き
に
響
く
と
か

の
由
で
、
五
○
○
～
六
○
○
元
も
す
る
家
庭

用
カ
ラ
オ
ケ
セ
ッ
ト
も
好
調
の
売
筋
商
品
。

わ
が
日
本
の
、
ほ
ぼ
毎
晩
残
業
で
、
週
末
と

も
な
れ
ば
、
接
待
ゴ
ル
フ
か
ゴ
ロ
ゴ
ロ
す
る

だ
け
の
ほ
ぼ
父
親
不
在
の
貧
し
き
余
暇
生
活

に
比
べ
、
中
国
の
都
市
住
民
、
と
り
わ
け
沿

海
部
大
都
市
の
住
民
家
庭
の
ア
フ
タ
ー
フ
ァ

イ
ブ
の
家
族
団
樂
は
、
は
る
か
に
充
実
し
た

も
の
と
も
思
わ
れ
る
。

他
方
、
近
着
の
社
会
学
専
門
誌
で
は
、
た
と

え
正
式
の
夫
婦
に
と
っ
て
も
如
何
に
ポ
ル
ノ

が
有
害
か
が
真
面
目
に
説
か
れ
て
お
り
、
ま

た
、
昨
年
末
時
点
で
全
国
一
○
九
カ
所
に
売

春
婦
収
容
施
設
を
増
設
、
二
万
人
余
を
収
容

し
た
と
の
記
事
も
あ
る
。
エ
イ
ズ
感
染
者
も
、

九
一
年
末
で
、
六
一
五
人
〈
九
二
年
三
月
時

点
で
は
七
○
五
人
に
増
加
）
と
公
式
発
表
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
氷
山
の
一
角
。
数
十

万
人
程
度
の
サ
ン
プ
ル
調
査
で
発
見
さ
れ
た

部
分
の
み
で
あ
り
、
中
国
全
土
の
七
万
人
と

も
目
さ
れ
る
麻
薬
吸
引
者
、
数
十
万
人
規
模

の
売
春
婦
（
某
中
国
側
研
究
者
に
よ
れ
ば
、

〃
業
余
“
、
〃
兼
職
“
も
含
め
れ
ば
実
態
は
把

握
不
可
能
と
い
う
）
の
存
在
に
加
え
て
、
近

年
の
社
会
的
移
動
の
高
ま
り
（
社
会
流
動
人
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口
は
六
万
人
規
模
）
か
ら
、
一
挙
に
全
国
に

蔓
延
と
い
う
最
悪
の
シ
ナ
リ
オ
の
可
能
性
す

ら
否
定
で
き
な
い
。
取
り
も
直
さ
ず
、
新
中

国
の
成
立
と
共
に
一
掃
さ
れ
た
筈
の
解
放
前

の
売
春
、
麻
薬
等
の
”
旧
悪
“
が
相
当
な
規

模
で
復
活
、
〃
新
悪
“
と
共
に
蔓
延
し
つ
つ
あ

る
証
左
で
も
あ
る
。

＊

巷
の
趣
を
見
る
限
り
で
は
、
人
々
の
生
活

は
豊
か
に
な
り
、
生
活
を
楽
し
む
と
い
う
余

裕
も
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は
、

ソ
連
、
東
欧
が
姿
を
消
し
た
後
、
こ
の
国
が
、

現
代
世
界
で
も
数
少
な
く
な
っ
た
社
会
主
義

国
と
は
俄
に
は
信
じ
難
い
。
社
会
主
義
を
公

有
制
、
計
画
経
済
そ
し
て
按
労
分
配
と
い
う

三
基
準
で
捉
え
た
場
合
、
何
れ
も
、
中
国
に

お
い
て
は
低
下
の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
こ
と

は
否
め
な
い
。
過
度
の
単
純
化
と
の
誇
り
を

も
倶
れ
ず
、
マ
ク
ロ
数
値
を
別
出
す
れ
ば
、

別
表
の
通
り
、
国
有
セ
ク
タ
ー
は
、
就
業
の

二
割
以
下
、
小
売
の
お
よ
そ
四
割
、
生
産
の

よ
う
や
く
半
分
を
占
め
る
の
み
で
あ
る
。
価

格
決
定
で
も
、
工
業
生
産
財
出
荷
で
は
三
七
・

○
％
、
消
費
財
小
売
に
至
っ
て
は
七
割
が
市

場
調
節
に
よ
る
も
の
で
、
企
業
の
原
材
料
調

達
の
六
～
七
割
は
国
家
計
画
の
埒
外
に
あ
る

外
、
「
予
算
外
資
金
」
と
呼
ば
れ
る
国
家
中
央

の
直
接
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
外
の
資
金
量
は
、
財

政
に
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
規
模
に
達
し
て
い
る
。

七
八
年
以
来
の
中
国
経
済
は
、
非
国
営
化
・

非
中
央
化
・
非
計
画
化
・
〃
第
二
経
済
“
化
と

い
う
分
散
と
多
元
化
の
途
を
歩
ん
で
お
り
、

冒
頭
掲
げ
た
〃
サ
イ
レ
ン
ト
・
レ
ポ
ル
ー
シ

ョ
ン
〃
の
所
以
で
あ
る
。

従
っ
て
、
単
純
化
を
続
け
れ
ば
、
中
国
に

あ
っ
て
、
社
会
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
、

老
世
代
の
懐
旧
心
理
と
既
得
権
益
と
い
う
二

つ
の
領
域
に
し
か
存
在
し
な
い
と
も
極
論
で

き
る
。
す
な
わ
ち
、
多
感
な
青
春
期
に
、
悲

惨
な
祖
国
の
状
況
を
眼
の
当
り
に
し
て
、
マ

ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
・
毛
沢
東
思
想
の

洗
礼
を
受
け
、
祖
国
解
放
の
た
め
の
革
命
運

動
に
身
を
投
じ
た
文
字
通
り
の
老
革
命
家
に

と
っ
て
、
社
会
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
、

彼
ら
の
人
生
そ
の
も
の
。
社
会
主
義
の
否
定

と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
、
自
ら
の
生
の
全
否

定
と
な
り
か
ね
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
七

八
年
以
来
、
事
あ
る
毎
に
常
に
問
題
と
さ
れ

て
き
た
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
導
入
に
よ
る
改

革
開
放
政
策
に
対
す
る
性
格
規
定
は
、
単
を

る
概
念
上
の
街
学
的
な
”
神
学
論
争
“
で
は

な
く
、
極
め
て
実
際
的
な
も
の
。
「
商
品
経
済
、

市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
は
、
資
本
主
義
の
独
占

物
で
は
な
く
、
社
会
主
義
に
お
い
て
も
導
入

可
能
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
運
用
を
も
っ
て
、

改
革
開
放
が
資
本
主
義
的
と
見
る
の
は
誤
り
」

と
い
う
郡
小
平
の
論
断
も
、
こ
う
し
た
老
革

命
家
の
〃
資
本
主
義
恐
怖
症
“
に
対
す
る
請

い
で
あ
る
と
同
時
に
そ
う
し
た
長
老
グ
ル
ー

プ
の
反
応
を
倶
れ
る
あ
ま
り
改
革
開
放
の
推

進
に
遼
巡
す
る
中
堅
層
へ
の
説
得
で
も
あ
る
。

こ
れ
に
密
接
に
関
連
す
る
の
が
、
既
存
の
社

会
主
義
的
社
会
体
系
の
中
に
い
わ
ば
寄
生
す

ノ
ー
メ
ン
グ
ラ
ツ
ー
ラ

る
各
部
門
、
各
地
方
の
特
権
階
級
層
、
既
得

権
益
層
で
あ
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
堅
持
と

は
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
自
ら
の
権

益
保
護
に
外
な
ら
な
い
。
中
国
の
場
合
に
は
、

こ
う
し
た
既
得
権
益
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
粉
飾
が
施
さ
れ
、
そ
の

頂
点
に
、
老
革
命
家
、
長
老
が
君
臨
し
て
い

る
。だ
と
す
る
な
ら
ば
、
よ
り
一
層
の
サ
イ
レ

ン
ト
・
レ
ボ
ル
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
は
、
時
間

の
要
素
、
そ
し
て
分
配
の
問
題
に
帰
着
で
き

る
。
不
老
不
死
は
永
遠
の
夢
と
し
て
、
時
は
、
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中国・貧窮の社会主義から豊かさによる社会主蕊の強化へ

別表所有制主体別動向
(構成比， ％）

項目 年次全人民所有集団所有その他

ＧＮＰ 1978

1990

5６

４０

4２

５０

２
０
１

長
老
達
の
味
方
で
は
な
い
。
既
得
権
益
に
窮

々
と
す
る
層
に
対
し
て
は
、
よ
り
大
き
な
新

た
な
権
益
を
分
配
す
る
こ
と
で
原
理
的
な
解

決
の
方
向
は
得
ら
れ
る
筈
。
事
実
、
農
村
基

層
幹
部
と
呼
ば
れ
る
層
は
、
既
に
、
従
来
の

小
権
限
を
放
榔
し
、
郷
鎮
企
業
の
大
利
益
へ

工業総生産額１９９０５４．５ 3５．７ ９．８

郷鎮企業

7６．３

７４．０

就業 1978

1990

1８．６

１８．２

５．１

６．３ １．５

小売総額 1９９０３９．３ 3１．９ 2８．８

国家財政歳入 1978

1987

1990

8６．８ 1３．２

7１．４ 2８．６

7０ 3０

と
転
身
を
図
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

昨
今
、
官
の
民
営
化
、
ニ
ュ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
の

振
興
が
謡
わ
れ
て
い
る
の
も
、
上
述
の
関
連

で
の
よ
り
大
き
な
新
た
な
分
配
構
造
の
創
出

を
企
図
し
た
も
の
と
見
る
の
は
窃
ち
過
ぎ
で

あ
ろ
う
か
。
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い

不
動
産
ブ
ー
ム
、
株
式
ブ
ー
ム
そ
し
て
そ
の

背
後
に
あ
る
ノ
ン
バ
ン
ク
を
中
心
と
し
た
金

バ
ブ
ル

融
タ
レ
流
し
と
、
ど
こ
か
で
聞
い
た
”
泡
沫

経
済
〃
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
響
い
て
い
る
。
何
と

い
っ
て
も
、
知
識
、
経
験
を
最
も
豊
富
に
持

つ
の
は
政
府
官
僚
機
構
で
あ
り
、
意
思
決
定

の
任
に
あ
る
当
の
行
政
機
構
そ
の
も
の
が
、

市
井
の
民
と
同
様
に
金
儲
け
に
走
り
だ
す
と

す
る
な
ら
ば
、
今
後
は
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
利
益

を
如
何
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
つ
つ
、
経
済
シ

ス
テ
ム
全
般
の
効
率
化
、
最
適
化
へ
の
転
換

を
図
っ
て
行
く
か
に
懸
か
っ
て
い
る
。

た
だ
、
黙
々
と
額
に
汗
し
て
働
く
こ
と
よ

り
も
、
｜
獲
千
金
を
狙
う
と
い
う
国
民
心
理
、

す
べ
て
を
カ
ネ
に
一
元
化
し
て
し
ま
う
唯

〃
銭
“
一
神
教
的
世
界
観
が
、
当
初
の
政
策

意
図
を
遙
か
に
超
え
て
、
相
当
規
模
で
浸
透

し
つ
つ
あ
る
点
は
、
大
い
に
懸
念
さ
れ
る
。

勤
勉
を
中
核
と
す
る
労
働
倫
理
、
機
会
平
等

の
精
神
等
の
精
神
基
盤
な
く
し
て
、
単
な
る

制
度
の
導
入
の
み
で
は
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
本
来
の
形
で
定
着
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能

だ
か
ら
で
あ
る
。
更
に
、
短
期
的
に
は
、
当

面
最
大
の
問
題
と
思
わ
れ
る
の
は
、
都
小
平

の
南
方
講
話
以
来
、
〃
改
革
開
放
の
加
速
化
〃

と
い
う
勧
め
が
、
い
つ
の
間
に
や
ら
〃
経
済

建
設
の
加
速
化
”
に
す
り
替
え
、
ね
じ
曲
げ

ら
れ
て
、
中
国
経
済
の
宿
弊
と
し
て
の
過
熱

傾
向
が
顕
在
化
し
つ
つ
あ
る
点
で
あ
る
。
保

守
派
Ｖ
Ｓ
改
革
派
と
い
っ
た
旧
来
の
図
式
以

上
に
、
経
済
政
策
を
め
ぐ
っ
て
は
、
マ
ク
ロ

均
衡
を
重
視
す
る
グ
ル
ー
プ
と
高
度
経
済
成

長
を
よ
り
重
視
す
る
グ
ル
ー
プ
と
の
間
の
政

策
対
立
が
相
当
深
刻
と
も
思
わ
れ
る
。
秋
に

も
開
催
が
予
定
さ
れ
て
い
る
第
一
四
回
党
大

会
を
前
に
、
過
熱
・
イ
ン
フ
レ
傾
向
が
よ
り

露
と
な
れ
ば
、
そ
の
際
に
は
、
い
わ
ゆ
る
保

守
派
攻
勢
の
上
で
、
今
後
の
中
国
の
運
命
が

決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
保

守
派
と
は
、
自
ら
は
何
ら
の
代
案
も
持
ち
得

ぬ
た
め
、
そ
れ
こ
そ
中
国
に
と
っ
て
最
も
不

幸
な
コ
ー
ス
選
択
と
な
ろ
う
。

（
本
稿
は
、
筆
者
が
平
成
四
年
八
月
北
京
在
中

時
に
、
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
）
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表１わが国の老年人口比率､平均齢､合計特殊出生率､死亡率の推移
（大正９年～平成２年） 地

國
栓
宮
の
曰
雪
冒
皀
閾
・
題

わ
が
国
の
人
回
百
口
園
⑬
Ｅ
よ
る

：２
局・総翻ff

！§
･建国府就計

呈
匿
時

人
【資料】

い二［B。Iま、内閣統計局・鑓府就綱・総翻了疏31局「ＥＭ
[C〕は、厚生省「完全生命麦､Iil粉生命没」よルなお、＊l）
(1925)年、＊2)大正15(1926)年～昭im5il93(1)年､＊3）昭測25（
[､］は､人口問題lif究所r人口間町研究(185号)｣、「人口暁;fin
なお、＊4)は｢厚生の指標｣(1990年jii37巻輔11号､pp4)､人口

算出。

[E］は､厚生省〕r人口動態瀞Ｉ.｣より。

より

1坪～大正l4

iII27(1952)年

')‘

高勝重揖氏の

●
■
松
１
．
．
■
山
博
光

厚
生
省
『
人
口
動
態
統
計
三
平
成
四
年
六

月
六
日
付
）
に
よ
れ
ば
、
昨
年
一
年
間
の
出

生
数
は
約
一
二
二
万
一
一
一
千
人
、
前
年
対
比
で

一
、
六
○
一
人
増
と
な
り
一
八
年
ぶ
り
に
出

生
数
が
増
加
へ
と
転
じ
た
。
戦
後
の
出
生
数

は
、
昭
和
四
八
年
前
後
の
第
二
次
ベ
ビ
ー
ブ

ー
ム
（
年
間
二
百
万
人
）
以
降
漸
減
を
続
け
、

平
成
三
年
の
人
口
数
は
昭
和
四
一
年
の
「
丙

午
」
（
一
三
六
万
人
）
を
大
き
く
下
回
っ
て
い

た
。日
本
の
出
生
減
少
に
歯
止
め
が
か
か
っ
た

一
、
人
ロ
動
態
の
推
移

と
人
ロ
高
齢
化

の
は
、
第
二
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
前
期
の
人
々

が
結
婚
す
る
年
齢
に
達
し
、
子
ど
も
を
産
む

人
々
の
全
体
の
割
合
が
高
く
な
っ
た
こ
と
が

大
き
な
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
戦
前
か
ら
今
日
の
合
計
特
殊
出
生
率
（
粗

再
生
産
率
と
も
言
う
。
一
人
の
女
性
が
、
一

生
の
間
に
産
む
子
ど
も
の
平
均
数
）
の
推
移

を
み
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
平
成
三
年
の

合
計
特
殊
出
生
率
は
、
一
・
五
一
一
一
（
平
成
二

年
の
一
・
五
四
）
と
一
貫
し
て
減
少
を
続
け

て
い
る
。
そ
れ
は
、
わ
が
国
人
口
の
自
然
増

加
が
望
め
る
水
準
の
二
・
○
一
を
大
幅
に
下

回
っ
て
お
り
「
今
後
も
大
幅
な
人
口
増
は
望

め
そ
う
も
な
い
だ
ろ
う
。
【
表
１
参
照
】

こ
う
し
た
出
生
率
低
下
の
社
会
的
背
景
の

一
つ
と
し
て
、
近
年
の
未
婚
化
現
象
が
考
え

ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
昭
和
一
一
一
五
年
～
三
九

年
二
九
六
○
～
六
四
）
に
生
ま
れ
た
男
子

の
結
婚
コ
ー
ホ
ー
ト
を
み
る
と
、
結
婚
適
齢

期
に
あ
る
二
五
歳
～
二
九
歳
の
既
婚
率
は
、

三
五
・
六
％
（
平
成
二
年
）
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
世
代
の
約
三
人
中
二
人
ま
で
が

独
身
者
と
な
る
。
各
出
生
コ
ー
ホ
ー
ト
に
お

い
て
男
子
の
出
生
数
は
、
女
子
よ
り
多
い
。

こ
う
し
た
人
口
数
の
性
差
が
影
響
し
、
男
子

3０

大正９年

(1920）

昭和５年

(1930）

昭和25年

(1950）

昭和45年

70）

平成２年

(1990）

[A]老年人口僻(%）

男
一
女
一
計

２．３３

２．９３

５．２６

２`0５

２．７１

４．７５

２．０８

２．８６

４．９４

３．１０

3．９６

7．０６

４．８４

７．２１

12.05

[B］
出生時(0歳)の平均余

命[彌寿鋼(歳）

男
一
女

42.06＊1

43.20＊1

4482＊２

46.54＊２

59.57＊３

62.97＊３

6９．３１

7４．６６

7５．８６

8１．８１

[c]合計特Iilt出生率 5809＊４ ４．７１ ３．６５ ２．１３ 1．５４

[E]死亡率(人口千吋） 計 2５．４ 1８．２ 1０．９ ６．９ ６．７



わが国の人口高齢化による地域社会の変容と課題

図１「人ロピラミッドの変遷」
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●松山博光《まつや蓼･ひろみつ〉

【略歴】1952年茨城県真壁町に生まれる。

1975年濁協大学法学部卒。1977年濁協大

学外国語学部卒。1983年東洋大学大学院

社会学研究科修了。1986年日本大学大学

院文学研究科修了。㈱東京都市科学振興

会研究助手を経て、現在、道都大学国際

福祉研究所教授。

【近況】日本国の平成２年度「老人保健

福祉姻杢手法等の開発事業」における鯛

査実施及びオホーツク高齢者保健福祉計

画モデル研究協議会委員。昨年は、日本

国の「地方老人保健福祉計画姻査研究事

業」の留辺蕊町高齢者保健福祉モデル計

画密を策定。

【著書】「都市家族の樹造と機能の変貌」

（共密）総合研究開発機構（ＮＩＲＡ)、
ｒ現代地域福祉論｣(共著）法律文化社、

「高齢者福祉鯰」（共著）相川掛房。

２０24６８

（分）

３百
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は
配
偶
者
に
巡
り
合
う
機
会
も
年
々
少
な
く

な
っ
て
い
る
。
今
や
女
子
は
パ
ー
ト
ナ
ー
を

選
択
で
き
る
時
代
で
あ
る
。
ま
た
、
現
在
の

若
い
世
代
の
夫
婦
は
、
子
供
に
対
す
る
価
値

観
の
変
化
や
主
婦
の
積
極
的
な
社
会
参
加
に

よ
り
子
ど
も
を
持
た
な
く
な
っ
た
し
、
子
ど

も
を
産
め
な
い
育
児
環
境
や
条
件
（
住
宅
事

情
・
経
済
的
事
由
）
も
出
生
減
の
要
因
と
な

一
方
、
今
日
の
国
民
の
死
亡
率
の
低
下
二

九
八
九
年
の
粗
死
亡
率
六
・
四
）
は
、
先
進

諸
国
の
中
で
最
も
低
い
国
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
は
、
わ
が
国
の
医
療
技
術
の
進
歩
、

医
療
水
準
の
高
さ
、
保
健
衛
生
環
境
の
改
善
、

生
活
様
式
の
変
化
等
も
起
因
し
て
い
る
。
そ

っ
て
い
る
よ
う
だ
。

の
象
徴
的
な
人
口
学
的
現
象
と
し
て
、
国
民

の
平
均
余
命
の
伸
長
が
上
げ
ら
れ
る
。
二

九
九
一
年
簡
易
生
命
表
』
か
ら
零
歳
の
平
均

余
命
で
あ
る
「
平
均
寿
命
」
を
み
る
と
、
女
子

が
八
二
・
一
一
歳
、
男
子
が
七
六
・
’
一
歳

に
達
し
、
ス
イ
ス
や
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
を
一
歳

以
上
上
回
り
今
や
世
界
の
長
寿
国
の
頂
点
に

立
っ
て
い
る
。
昭
和
初
期
の
平
均
寿
命
と
比

較
し
、
約
三
○
歳
上
回
っ
て
い
る
。
そ
う
し

た
国
民
の
出
生
率
・
死
亡
率
の
低
下
、
平
均

余
命
の
延
び
に
よ
り
、
わ
が
国
の
人
口
は
ど

の
よ
う
な
構
造
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
高
齢
者
の
人
口
数

と
そ
の
比
率
は
、
図
か
ら
も
理
解
で
き
る
よ

う
に
急
ピ
ッ
チ
で
高
ま
っ
て
い
る
。
出
生
率

の
低
下
は
、
年
少
人
口
二
四
歳
以
下
）
の

構
成
に
反
映
し
、
人
ロ
ピ
ラ
ミ
ッ
ト
の
底
辺

は
、
毎
年
狭
く
な
り
「
壷
型
」
の
構
造
が
形

成
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
人
口
高
齢
化
（
緒
一
局

。
｛
で
○
日
一
目
目
）
と
は
、
そ
う
し
た
「
高
年

齢
化
し
つ
つ
あ
る
年
齢
構
造
」
を
意
味
す
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
わ
が
国
の
人
口
構
造
は
、

戦
前
の
「
多
産
多
死
」
か
ら
戦
後
の
「
少
産

少
死
」
へ
の
人
口
転
換
に
よ
り
人
口
高
齢
化

を
迎
え
た
の
で
あ
る
。

【
図
１
参
照
】
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表２各国の人ロの高齢化に関わる国際比較

わ
が
国
の
人
口
高
齢
化
の
動
向
を
概
観
す

る
と
、
老
年
人
口
比
率
は
昭
和
四
五
年
二

九
七
○
）
に
七
・
○
六
％
と
な
り
、
既
に
国

際
社
会
に
お
い
て
高
齢
化
社
会
百
四
息

ｍ
Ｃ
Ｑ
の
ご
）
の
仲
間
入
り
を
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
ち
な
み
に
『
第
一
回
国
勢
調
査
』

（
大
正
九
年
）
に
よ
る
と
、
六
○
歳
以
上
の

人
口
は
総
人
口
の
八
・
二
一
％
を
占
め
て
い

一
一
、
急
速
な
高
齢
化
に
よ
る

超
高
齢
社
会
の
出
現

【資料】厚生省人口間剛研究所「日本の将来推計人'二ｌ［平成３｣'二６)1暫定
推計]」（1991年６月刊）及び国遮世界人口推iil･人口(1988>より。

た
。
高
齢
者
の
割
合
は
、
当
時
の
平
均
寿
命

（
男
子
は
約
四
二
歳
、
女
子
は
約
四
三
歳
）

を
み
れ
ば
、
比
較
的
高
い
数
値
を
示
し
て
い

る
。
そ
の
後
、
六
○
歳
以
上
の
人
々
の
割
合

は
、
昭
和
三
五
年
ま
で
概
ね
七
～
八
％
台
に

あ
っ
た
こ
と
も
併
せ
て
考
え
れ
ば
、
人
口
高

齢
化
は
あ
ま
り
深
刻
な
問
題
と
受
け
止
め
る

必
要
は
な
い
よ
う
に
み
え
る
。

し
か
し
、
人
口
高
齢
化
が
社
会
的
に
重
要

な
問
題
と
し
て
浮
上
し
た
大
き
な
契
機
は
、

昭
和
四
五
年
二
九
七
○
）
以
降
の
動
向
で

あ
る
。
日
本
は
激
動
す
る
国
際
社
会
に
お
い

て
か
つ
て
例
の
な
い
ス
ピ
ー
ド
で
人
口
高
齢

化
が
進
展
し
て
い
る
。
各
国
の
人
口
高
齢
化

の
ス
ピ
ー
ド
は
、
様
々
な
動
向
を
示
し
て
い

る
。
先
進
諸
国
に
お
い
て
、
「
老
年
の
」
人
口

の
目
安
と
な
る
老
年
人
口
比
率
（
六
五
歳
以

上
人
口
．
｜
・
総
人
口
×
’
○
○
）
が
七
％
か
ら

一
四
％
へ
移
る
年
数
は
、
最
も
遅
い
フ
ラ
ン

ス
で
一
二
五
年
を
経
て
い
る
。
福
祉
国
家
の

先
進
国
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
す
ら
、
八
○
年
を

経
て
い
る
。

【
表
２
参
照
】

厚
生
省
人
口
問
題
研
究
所
（
平
成
三
年
六

月
暫
定
推
計
）
に
よ
れ
ば
、
老
年
人
口
比
率

は
平
成
六
年
二
九
九
四
）
に
は
一
四
％
を

上
回
る
と
予
測
し
て
い
る
。
そ
の
数
値
は
、

高
齢
社
会
（
凋
且
⑫
。
Ｑ
の
ｑ
）
の
目
安
で
あ

り
、
わ
が
国
の
経
済
・
産
業
・
政
治
・
教
育
・

福
祉
等
々
の
国
民
生
活
全
体
に
様
々
な
悪
影

響
を
及
ぼ
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
人

口
高
齢
化
を
遅
ら
せ
る
何
ら
か
の
要
因
が
噴

出
し
な
い
限
り
、
二
四
年
で
高
齢
化
社
会
か

ら
高
齢
社
会
へ
到
達
す
る
の
で
あ
る
。

厚
生
省
の
人
口
推
計
（
平
成
三
年
）
で
は
、

生
産
年
齢
人
口
二
五
歳
～
六
四
歳
）
の
五

人
が
高
齢
者
（
六
五
歳
以
上
）
や
年
少
者
二

四
歳
以
下
）
の
二
人
を
支
え
て
い
る
も
の
の
、

平
成
一
五
（
二
○
○
三
）
年
に
は
く
一
一
人
で

両
者
の
人
々
一
人
を
支
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
厳
し
い
状
況
と
な
る
。
ま
た
そ
う

し
た
社
会
状
況
は
、
長
期
間
に
及
ぶ
も
の
と

推
測
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第
一
次
ベ
ビ

ー
プ
ー
ム
期
に
生
ま
れ
た
人
々
が
六
五
歳
に

達
す
る
平
成
三
一
一
年
（
一
一
○
二
○
）
に
は
、

老
年
人
口
比
率
は
二
六
・
五
五
％
（
三
・
七

六
人
に
一
人
が
高
齢
者
）
と
予
測
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
日
常
の
生
活
面
や
身
体
的
・
精
神

的
側
面
に
対
し
、
各
種
の
障
害
を
持
つ
可
能

性
の
高
く
な
る
七
五
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者

（
○
一
二
・
一
ｓ
は
、
高
齢
者
（
六
五
歳
以
上
）

3２

高齢化社会(７％)から高齢社会(14％)への到達年次

国名 ７％ １４％
所･要年数

日本 1970年 1994年 24年

イギリス 1930 1９７５ 4５

西ドイツ 1９３０ 1９７５ 4５

スイス 1938 1985 5０

イタリア 1935 1９９０ 5５

アメＩ）力 1９４５ 2010 6５

スウェーデン 1890 1９７０ 8０

フランス 1865 1９９０ 125



わが国の人口高齢化による地域社会の変容と課題

図２都道府県別にみた老年人口比率と人口増加率

老年人口比率(平均:12.0）

に

の
約
二
人
に
一
人
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
社

会
は
、
お
そ
ら
く
人
類
が
歴
史
上
一
度
も
経

験
し
た
こ
と
が
な
い
超
高
齢
社
会
を
示
唆
し

て
い
る
。

二
一
世
紀
を
迎
え
る
わ
が
国
の
人
口
構
造

が
、
こ
れ
か
ら
も
人
口
高
齢
化
が
進
む
か
、

又
は
若
年
化
す
る
か
は
、
国
民
の
人
口
動
態

が
そ
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

地
域
社
会
に
お
け
る
人
口
高
齢
化
は
、
既
に

q偶０ 一
一
一
、
都
道
府
県
別
に
み
た

人
ロ
高
齢
化
類
型

曾剣Ｏ

撹継0

山

IIKIO

41lNOAdllO

ZtiEO鄙ｌ

ｉｄ曲１１０

l徳0

別●

'91130

Aiko

様
々
な
様
相
を
呈
し
な
が
ら
進
展
し
て
い
る
。

端
的
に
言
え
ば
、
地
域
の
人
口
動
態
に
応
じ

て
高
齢
者
の
資
質
や
そ
の
数
が
異
な
っ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
近
い
将
来
地
域
社
会
に

お
い
て
高
齢
者
の
多
様
化
し
た
ニ
ー
ズ
に
応

え
る
高
齢
化
対
策
（
在
宅
型
福
祉
と
施
設
型

福
祉
）
の
ネ
ッ
ク
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
こ

で
は
、
特
に
地
域
社
会
の
人
口
高
齢
化
の
ス

ピ
ー
ド
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
実
態
を
マ
ク

ロ
的
に
分
析
し
て
み
た
い
。
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【資料】総務庁「平成２年度国勢調森（要計表による人口)｣より作成。

注）ｌ老年人口比率は、平成２年10月ｌＨｊﾘＭ１§の闇l]合。

２.人口増加率は、昭和60年l01jlE1～平成２年l0111EIまでの５年間の1W減率。

平
均
値
を
基
準
に
し
て
、
地
域
社
会
に
お
け

る
高
齢
化
の
類
型
を
試
み
た
。
【
図
２
参
照
】

Ｕ
「
島
根
・
高
知
型
（
過
疎
型
ご
ｌ
老
年

人
口
比
率
は
平
均
値
よ
り
上
回
り
、
人

口
増
加
率
が
平
均
値
よ
り
下
回
っ
て
い

月 平
成
二
年
に
実
施
さ
れ
た
「
国
勢
調
査
』

（
総
務
庁
）
の
集
計
結
果
に
よ
れ
ば
、
日
本

で
高
齢
者
と
言
わ
れ
る
六
五
歳
以
上
の
人
口

数
は
「
四
八
九
万
人
、
そ
し
て
老
年
人
口

比
率
は
一
二
％
と
な
っ
た
。
こ
の
老
年
人
口

比
率
は
、
都
道
府
県
別
に
概
観
し
て
み
る
と
、

最
高
率
の
島
根
県
が
一
八
・
二
％
、
最
低
率

の
埼
玉
県
で
は
八
・
三
％
と
な
っ
て
い
る
。

老
年
人
口
比
率
は
、
六
五
歳
以
上
の
老
年
人

口
に
対
し
て
母
数
（
総
人
口
）
が
大
き
い
程

そ
の
割
合
が
低
く
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

よ
う
な
格
差
は
、
そ
の
母
数
が
二
つ
の
人
口

的
要
因
（
出
生
と
死
亡
の
差
に
よ
る
自
然
増

加
及
び
、
人
々
の
転
出
入
の
差
に
よ
る
社
会

増
加
）
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
都
道
府
県
別
の
老
年
人
口
比
率

と
人
口
増
加
率
〔
人
口
増
加
（
自
然
増
加
十

社
会
増
加
）
．
｜
・
期
初
人
口
（
平
成
二
年
一
○

日
現
在
人
口
）
×

○
○
〕
の
全
国
の

3３



る
タ
イ
プ
で
あ
る
。

②
「
山
梨
・
三
重
型
（
大
都
市
圏
隣
接
型
〉
」

ｌ
老
年
人
口
比
率
と
人
口
増
加
率
は
と

も
に
平
均
値
よ
り
上
回
っ
て
い
る
タ
イ

プ
で
あ
る
。

③
「
埼
玉
・
神
奈
川
型
（
大
都
市
圏
型
）
」

ｌ
老
年
人
口
比
率
は
平
均
値
よ
り
下
回

り
、
人
口
増
加
率
が
平
均
値
よ
り
上
回

っ
て
い
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。

四
「
東
京
・
大
阪
型
（
過
密
型
ご
ｌ
老
年

人
口
比
率
と
人
口
増
加
率
は
と
も
に
平

均
値
よ
り
下
回
っ
て
い
る
タ
イ
プ
で
あ

る
。

以
上
の
類
型
を
簡
単
に
ま
と
め
て
み
る
と
、

老
年
人
口
比
率
が
高
い
地
域
で
は
、
人
口
増

加
率
の
低
率
化
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
一
方
、
老

年
人
口
比
率
が
低
い
地
域
で
は
、
人
口
増
加

率
は
高
率
化
傾
向
に
あ
る
。
全
体
的
に
「
老
年

人
口
比
率
と
人
口
増
加
率
は
逆
相
関
」
を
示

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
グ
ラ
フ
に
よ

れ
ば
、
将
来
的
に
人
口
増
加
が
望
め
な
い
過

疎
型
の
地
域
社
会
は
、
人
口
高
齢
化
が
よ
り

一
層
助
長
さ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。
逆
に
、
過

密
型
や
大
都
市
圏
隣
接
型
、
人
口
増
加
が
著

し
い
大
都
市
圏
型
の
地
域
社
会
は
、
人
口
の

わ
が
国
が
国
際
的
に
飛
躍
的
な
経
済
成
長

を
遂
げ
た
社
会
的
要
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

地
域
社
会
に
お
け
る
人
口
移
動
が
指
摘
で
き

る
。
こ
れ
は
、
戦
前
の
農
林
漁
業
を
主
体
と

し
て
第
一
次
産
業
か
ら
今
日
の
第
二
次
・
第

三
次
産
業
へ
と
構
造
転
換
す
る
際
、
そ
の
担

い
手
と
な
る
若
年
層
や
中
年
層
の
労
働
力
を

移
動
さ
せ
た
。
い
わ
ゆ
る
、
戦
後
の
「
離
村

向
都
」
の
現
象
は
、
第
二
次
・
第
三
次
産
業

を
基
盤
と
す
る
大
都
市
に
人
口
を
引
き
付
け

る
プ
ル
フ
ァ
ク
タ
ー
と
農
漁
山
村
や
中
小
都

市
か
ら
人
口
を
押
し
出
す
プ
ッ
シ
ュ
フ
ァ
ク

タ
ー
が
同
時
に
相
互
作
用
し
て
い
る
。
そ
の

結
果
、
わ
が
国
は
地
域
社
会
に
お
い
て
過
疎

と
過
密
を
生
み
出
し
て
い
る
。

国
土
庁
の
『
過
疎
対
策
の
現
況
三
一
九
九

二
年
〉
に
よ
れ
ば
、
平
成
三
年
四
月
一
日
現

在
、
過
疎
地
域
の
市
町
村
の
内
訳
二
、
一

六
五
団
体
）
は
、
市
の
三
四
団
体
、
町
の
七

五
一
団
体
、
村
の
三
八
○
団
体
と
な
っ
て
い

高
齢
化
が
比
較
的
緩
や
か
に
進
む
も
の
と
推

測
さ
れ
る
。

四
、
過
疎
と
過
密
の
高
齢
化
問
題

高齢者比率の段階別過疎地域市町村数表３

る
。
全
市
町
村
の
約
三
分
の
一
は
過
疎
で
あ

る
。過
疎
に
お
い
て
は
、
既
に
超
高
齢
社
会
に

到
達
し
て
い
る
市
町
村
が
あ
る
。
そ
の
中
で

山
口
県
東
和
町
の
老
年
人
口
比
率
（
四
一
・

五
％
）
が
最
も
高
い
。
さ
ら
に
、
住
民
の
五

人
中
一
人
以
上
（
二
○
％
以
上
）
が
高
齢
者

の
町
村
は
七
三
八
に
も
及
ん
で
い
る
。

【
表
３
参
照
】

過
疎
は
、
「
過
疎
地
域
活
性
化
特
別
措
置

法
」
（
平
成
二
年
一
一
一
月
一
一
二
日
制
定
）
に
よ
り
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わが国の人ロ高齢化による地域社会の変容と課題
産
業
面
や
財
政
面
等
々
に
お
い
て
優
遇
措
置

が
あ
る
も
の
の
、
早
急
に
地
域
の
人
口
減
少

に
歯
止
め
を
か
け
ら
れ
な
け
れ
ば
、
地
域
社

会
そ
の
も
の
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
。

特
に
、
過
疎
で
生
活
す
る
人
々
の
人
口
高
齢

化
は
著
し
い
。
公
共
施
設
や
道
路
の
整
備
は

か
な
り
充
実
し
て
い
る
反
面
、
経
済
基
盤
を

支
え
る
若
い
労
働
力
や
福
祉
・
保
健
・
医
療

を
担
う
マ
ン
パ
ワ
ー
の
不
足
は
大
き
な
課
題

で
あ
る
。

一
方
、
農
漁
山
村
や
小
中
都
市
か
ら
押
し

出
さ
れ
た
人
口
が
集
積
し
た
東
京
都
・
大
阪

府
の
よ
う
な
過
密
都
市
や
大
都
市
圏
の
人
口

高
齢
化
も
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
。
東
京

都
二
・
五
％
）
や
大
阪
府
（
九
・
七
％
）

の
老
年
人
口
比
率
二
九
九
○
年
）
は
、
過

疎
地
域
に
比
べ
低
率
で
あ
っ
て
も
、
高
齢
者

数
が
絶
対
的
に
大
き
い
。
ち
な
み
に
、
東
京

都
の
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
数
は
、
一
二
四

万
四
千
人
で
あ
る
。
こ
の
人
口
数
は
、
大
分

県
の
総
人
口
（
一
二
三
万
七
千
人
）
よ
り
七

千
人
も
多
く
、
秋
田
、
沖
繩
、
滋
賀
、
宮
崎
、

石
川
、
富
山
、
和
歌
山
、
香
川
、
佐
賀
、
山

梨
、
徳
島
、
高
知
、
福
井
、
島
根
、
鳥
取
各

県
の
総
人
口
を
大
幅
に
上
回
っ
て
い
る
。

人
口
の
高
齢
化
に
関
わ
る
国
家
の
政
策
は
、

ゆ
っ
く
り
と
時
間
を
か
け
て
高
齢
社
会
を
迎

え
た
国
と
急
速
に
高
齢
社
会
を
迎
え
た
国
と

で
は
、
国
家
の
政
策
方
針
や
財
政
基
盤
の
違

い
が
あ
る
と
同
時
に
、
ひ
と
り
一
人
の
生
き
方

や
社
会
福
祉
の
あ
り
方
に
対
す
る
意
識
に
も

か
な
り
格
差
が
生
じ
て
く
る
。
福
祉
国
家
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
を
例
に
と
れ
ば
、
高
齢
化
社
会

に
突
入
し
た
の
は
一
八
九
○
年
、
福
祉
シ
ス

テ
ム
の
集
大
成
と
い
わ
れ
る
社
会
サ
ー
ビ
ス

法
が
整
備
さ
れ
た
の
は
一
九
八
二
年
で
あ
る
。

福
祉
国
家
は
、
九
○
年
以
上
経
て
成
立
し
て

い
る
。 過
疎
に
せ
よ
過
密
に
せ
よ
、
極
め
て
深
刻

な
高
齢
化
問
題
を
抱
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
対
策
に
は
、
国
の
財
政
面
の
バ
ッ
ク
ア

ッ
プ
を
受
け
な
が
ら
最
も
生
活
に
身
近
な
地

方
自
治
体
（
小
さ
な
政
府
）
が
主
体
と
な
り
、

地
域
の
特
性
を
踏
ま
え
た
住
民
の
創
意
と
工

夫
に
よ
る
公
的
・
私
的
な
社
会
シ
ス
テ
ム
の

確
立
が
望
ま
れ
て
い
る
。

五
、
一
一
十
一
世
紀
に
向
け
た

高
齢
社
会
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

わ
が
国
は
、
今
日
の
質
量
的
に
急
激
な
人

口
動
態
の
急
激
な
変
化
に
対
し
、
そ
の
ス
ピ

ー
ド
に
つ
い
て
い
け
な
い
状
況
で
あ
る
。
国

民
の
生
活
意
識
と
社
会
構
造
と
の
間
に
は
文

化
的
・
政
治
的
・
社
会
的
な
ラ
ッ
グ
〃
遅
滞
“

が
生
じ
、
高
齢
者
に
適
さ
な
い
生
活
環
境
・

各
件
等
〃
の
問
題
が
山
積
し
て
い
る
。
そ
の

中
で
、
最
も
医
療
・
保
健
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス

が
叫
ば
れ
て
い
る
「
要
介
謹
老
人
二
痴
呆
老

人
や
寝
た
き
り
老
人
）
の
漸
増
が
危
倶
さ
れ

て
い
る
。

そ
う
し
た
未
知
の
世
界
に
向
か
っ
て
い
る

日
本
社
会
に
お
い
て
、
解
決
策
を
見
い
だ
す

の
は
容
易
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、

総
合
的
な
長
寿
社
会
の
体
制
を
短
期
間
で
構

築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
後
は
さ
ま
ざ

ま
な
施
策
に
対
し
、
限
ら
れ
た
財
源
と
人
的

な
社
会
資
源
を
ど
う
確
保
す
る
か
が
キ
ー
ポ

イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。

高
齢
社
会
に
対
す
る
対
応
は
「
い
つ
」
、

「
ど
こ
で
」
、
「
誰
が
」
「
何
を
」
、
「
ど
の
よ

う
に
」
実
施
す
る
か
に
あ
る
。
そ
れ
に
は
、

ま
ず
福
祉
全
般
を
カ
バ
ー
す
る
社
会
シ
ス
テ

ム
の
確
立
が
不
可
欠
で
あ
り
、
と
り
わ
け
保

健
・
医
療
・
福
祉
機
関
と
住
民
と
の
ネ
ッ
ト

３５



ワ
ー
ク
を
築
く
こ
と
に
あ
る
。

政
府
は
「
高
齢
者
保
健
福
祉
推
進
十
か
年

戦
略
ｌ
ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
」
（
平
成
元
年
一
二

月
）
を
打
出
し
、
存
宅
福
祉
を
見
な
お
す
一

方
で
、
老
人
福
祉
施
設
の
あ
り
方
も
同
時
に

検
討
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
老
人
福
祉
法
の
一

部
改
正
」
（
平
成
二
年
六
月
）
が
公
布
さ
れ
、

平
成
五
年
四
月
よ
り
「
市
町
村
老
人
保
健
福

祉
計
画
」
を
義
務
づ
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
制
度
的
な
環
境
整
備
や
各
種

サ
ー
ビ
ス
の
充
実
化
と
と
も
に
、
国
民
の
自

助
努
力
も
必
要
で
あ
る
。
地
域
社
会
に
お
い

て
、
誰
も
が
暮
ら
し
や
す
い
生
活
基
盤
と
社

会
的
資
源
を
積
極
的
に
確
立
す
る
こ
と
が
、

幅
広
く
周
知
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
地
域
社
会
に
生

活
す
る
人
々
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
上
に
あ
る
各

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
お
い
て
、
い
か
に
自
己

の
「
人
生
・
生
活
・
生
命
の
質
（
Ｃ
Ｅ
－
－
々

。
ご
】
け
）
‐
｜
の
向
上
を
図
り
、
心
豊
か
な
生

活
を
実
現
す
る
か
で
あ
る
。
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十
卜
蛭
も
Ⅲ
餌
，
Ｎ
Ｊ
８
１
０
０

十
二
月
十
一
日
に
行
わ
れ
た
宮
沢
改
造

内
閣
に
、
本
財
団
理
事
で
、
国
際
人
口
問

題
議
員
懇
談
会
会
長
代
行
の
鹿
野
道
彦
衆

議
院
議
員
が
、
国
務
大
臣
、
総
務
長
官
に

任
命
ざ
れ
入
閣
し
た
。
農
林
水
産
大
臣
に

次
い
で
二
度
目
の
入
閣
。

ま
た
、
十
二
月
十
四
日
開
か
れ
た
自
民

党
総
務
会
で
、
本
財
団
理
事
で
国
際
人
口

問
題
議
員
懇
談
会
代
表
幹
事
、
衆
議
院
内

閣
常
任
委
員
長
の
桜
井
新
衆
議
院
議
員
が
、

自
民
党
政
務
調
査
会
副
会
長
（
総
括
）
に

指
名
さ
れ
た
。
総
括
の
副
会
長
は
筆
頭
副

会
長
に
当
り
、
各
省
庁
の
政
等
の
総
合
調

整
を
行
な
う
要
職
で
あ
る
。
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０
１
？

数
字
で
は
知
っ
て
い
て
も
、
ジ
ャ
ワ
の
農

村
を
実
際
に
訪
れ
る
と
、
非
常
に
多
く
の
人

間
が
そ
こ
で
生
活
し
て
い
る
こ
と
に
改
め
て

強
い
印
象
を
抱
か
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

農
村
の
大
半
が
深
刻
な
人
口
の
過
疎
化
と
高

齢
化
に
苦
悩
し
て
い
る
日
本
に
比
べ
る
と
、

そ
の
ち
が
い
は
こ
と
さ
ら
大
き
く
見
え
る
。

ジ
ャ
ワ
の
農
村
に
は
子
供
も
若
者
も
実
に
大

勢
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
今
な
お
農
業
人

口
が
多
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
商
工
業

中
心
の
産
業
構
造
へ
と
転
換
す
れ
ば
都
市
に

人
口
が
集
中
し
、
農
村
人
口
は
減
少
す
る
だ

ろ
う
と
い
う
見
方
も
一
般
的
に
は
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
と
ジ
ャ
ワ
に
関

す
る
か
ぎ
り
、
都
市
人
口
も
す
で
に
充
分
に

増
加
し
過
密
化
し
て
お
り
、
こ
れ
以
上
農
村

人
口
を
受
け
入
れ
る
余
地
は
残
さ
れ
て
い
な

い
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

政
府
が
一
九
五
○
年
か
ら
現
在
ま
で
一
貫
し

て
、
ジ
ャ
ワ
や
バ
リ
な
ど
人
口
過
密
の
島
々

か
ら
ス
マ
ト
ラ
、
カ
リ
マ
ン
タ
ン
、
ス
ラ
ウ

ェ
シ
な
ど
人
口
の
少
な
い
島
々
へ
の
移
住
政

策
を
継
続
し
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
ジ

ャ
カ
ル
タ
市
当
局
が
一
九
七
○
年
代
初
め
以

来
流
入
人
口
の
規
制
に
乗
り
出
し
た
こ
と
、
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〔写真・上〕プミアユ村（ブミア

ユ郡)｡わずかな中洲も水田化され

ている。人ロに対する土地の狭さ

を実感させる風景である。

な
ど
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。
都
市
、
農

村
を
問
わ
ず
ジ
ャ
ワ
全
体
が
過
密
な
人
口
を

抱
え
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
ジ
ャ
ワ
で
は
、
単
に
人
口
が
多
い

だ
け
で
な
く
、
人
々
が
非
常
に
よ
く
移
動
し

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
二
年
前
の
二
月
初

旬
の
日
曜
日
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
か
ら
ジ
ョ
ク
ジ

ャ
カ
リ
タ
に
向
け
て
早
朝
出
発
す
る
「
フ
ァ

ジ
ャ
ー
ル
・
ウ
タ
マ
（
暁
特
急
）
」
に
乗
車
す

べ
く
ガ
ン
ビ
ル
駅
に
到
着
し
た
私
は
、
ま
だ

あ
た
り
が
暗
い
う
ち
か
ら
実
に
多
く
の
人
々

が
待
合
室
と
そ
の
周
辺
に
ご
っ
た
が
え
し
て

い
る
の
に
驚
い
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
だ
断
食

月
（
ラ
マ
ダ
ン
）
に
入
る
ま
で
ひ
と
月
以
上

あ
っ
た
し
、
断
食
明
け
の
祭
り
（
レ
バ
ラ
ン
）

の
た
め
に
人
々
が
大
挙
し
て
ジ
ャ
カ
ル
タ
を

離
れ
る
の
は
も
っ
と
先
の
は
ず
で
あ
る
。
同

行
し
て
く
れ
た
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
友
人
に
よ
れ

ば
、
そ
の
よ
う
な
特
別
な
時
期
で
な
く
て
も
、

週
末
の
列
車
は
い
つ
も
混
雑
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
か
ら
お

よ
そ
ひ
と
月
後
に
、
プ
ミ
ア
ュ
と
い
う
小
さ

な
駅
か
ら
ジ
ャ
カ
ル
タ
行
き
の
列
車
に
乗
っ

た
と
き
も
、
週
末
で
は
な
か
っ
た
が
や
は
り

満
員
で
到
着
ま
で
座
席
に
座
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。
そ
の
間
滞
在
し
て
調
査
を
行
な

っ
た
ブ
ミ
ア
ュ
と
い
う
中
部
ジ
ャ
ワ
州
ブ
レ

ブ
ス
県
南
部
の
農
村
で
も
、
中
心
部
の
バ
ス
・

タ
ー
ミ
ナ
ル
と
周
辺
の
村
々
と
を
往
復
す
る

コ
ル
ト
は
い
つ
も
超
満
員
で
座
れ
な
い
こ
と

も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
タ
ー
ミ
ナ
ル
を
は
じ

め
少
し
で
も
人
が
集
ま
る
と
こ
ろ
な
ら
、
ベ

チ
ャ
引
き
や
オ
ジ
ェ
ッ
ク
と
称
す
る
オ
ー
ト

パ
イ
の
後
部
座
席
に
客
を
乗
せ
て
運
ぶ
商
売

の
人
々
が
必
ず
屯
し
て
お
り
、
私
も
た
び
た

び
利
用
し
た
も
の
だ
が
、
彼
ら
の
収
入
は
決

し
て
安
定
し
て
い
な
い
と
は
い
え
、
人
の
移

動
が
か
な
り
あ
る
か
ら
そ
の
よ
う
な
商
売
も

そ
れ
な
り
に
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ

た
。
も
ち
ろ
ん
、
レ
パ
ラ
ン
と
も
な
れ
ば
、

農
村
か
ら
都
市
に
働
き
に
出
て
来
て
い
る
お

手
伝
い
さ
ん
や
ベ
チ
ャ
引
き
が
一
斉
に
帰
郷

す
る
た
め
、
都
市
中
流
家
庭
の
主
婦
が
否
応

な
く
自
分
で
家
事
を
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
っ
た
り
、
行
列
し
な
け
れ
ば
ベ
チ
ャ
に

乗
れ
な
く
な
っ
た
り
運
賃
も
五
割
増
し
に
な

っ
た
り
、
と
い
っ
た
事
態
が
多
く
の
都
市
で

起
こ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
都
市
と
農
村
の
あ

い
だ
を
移
動
し
て
い
る
人
々
の
大
半
が
、
雑

業
層
す
な
わ
ち
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
セ
ク
タ

ー
の
労
働
人
口
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
勉
学
と
い

っ
た
仕
事
以
外
の
目
的
で
も
、
ジ
ャ
ワ
の
人

々
は
実
に
多
方
面
に
移
動
し
て
い
る
よ
う
た
。

た
と
え
ば
、
私
が
ブ
ミ
ア
ユ
で
会
っ
た
あ
る

篤
農
家
は
、
八
人
の
子
供
の
う
ち
小
学
校
を

卒
え
た
七
人
を
す
べ
て
高
校
ま
た
は
大
学
ま

で
進
ま
せ
た
が
、
彼
ら
の
学
校
は
、
東
ジ
ャ
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〔写真・下〕カリランカップ村（プ
ミアユ郡）の農民リーダー、イプラ
ヒムさんご夫妻と。同氏は商人から

身をおニし農民になったが、雑貨商

は今でも奥さんが続けている。
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『
市

》
Ｐ
Ｐ

露 ワ
の
マ
ラ
ン
、
中
部
ジ
ャ
ワ
の
プ
ル
ヲ
ク
ル

ト
、
西
ジ
ャ
ワ
の
バ
ン
ド
ン
な
ど
多
方
面
に

及
ん
で
い
た
。
ジ
ャ
カ
ル
タ
や
ス
ラ
バ
ヤ
な

ど
の
大
都
市
ば
か
り
に
人
が
集
中
し
て
い
る

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
ら
し
い
。

地
域
間
の
人
口
移
動
が
激
し
い
だ
け
で
な

く
、
階
層
間
の
移
動
（
い
わ
ゆ
る
社
会
移
動
）

も
か
な
り
活
発
で
あ
る
。
最
近
は
、
都
市
部

ば
か
り
で
な
く
農
村
の
中
心
部
で
も
中
産
階

級
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
見
解
も
あ

る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
一
介
の

商
人
と
し
て
身
を
お
こ
し
た
人
が
、
稼
い
で

貯
め
た
金
で
農
地
を
買
っ
て
農
業
を
始
め
る

と
い
っ
た
こ
と
が
、
ジ
ャ
ワ
で
は
決
し
て
珍

し
い
こ
と
で
は
な
い
よ
う
だ
。
先
に
言
及
し

た
八
人
の
子
供
を
も
つ
ブ
ミ
ア
ュ
の
篤
農
家

ｉ
１
劃鐸
蕊岫
鵡
嘘

‐」鍜二

●池田寛二（いけだ.かんじ）

日本大学農獣医学部専任講師

が
ま
さ
に
そ
の
典
型
で
あ
る
。
彼
が
耕
作
し

て
い
る
○
・
七
殖
の
水
田
は
す
べ
て
商
売
の

収
入
を
貯
め
て
買
い
集
め
た
も
の
だ
が
、
彼

の
よ
う
な
い
わ
ば
新
規
参
入
農
民
が
農
民
グ

ル
ー
プ
（
ク
ロ
ン
ポ
ッ
ク
・
タ
ー
ニ
の
リ
ー

ダ
ー
を
勤
め
て
い
る
と
い
う
の
も
、
興
味
深

い
事
実
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
反
対
に
農

業
を
や
め
て
商
工
業
に
参
入
す
る
人
々
も
少

な
く
な
い
。
農
業
部
門
と
商
工
業
部
門
と
の

あ
い
だ
の
人
口
の
移
動
は
、
日
本
人
で
あ
る

私
た
ち
が
想
像
す
る
以
上
に
活
発
に
行
な
わ

れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、

重
要
な
こ
と
は
、
単
に
ふ
た
つ
の
部
門
の
あ

い
だ
で
多
く
の
人
口
が
揺
れ
動
い
て
い
る
だ

け
で
な
く
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
世
帯
メ
ン
バ

ー
が
実
に
多
種
多
様
な
仕
事
を
臨
機
応
変
に

こ
な
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先

の
篤
農
家
も
農
業
専
業
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
農
業
以
前
か
ら
や
っ
て
い
た
小
さ
な
雑

貨
店
を
、
今
は
奥
さ
ん
が
中
心
に
な
っ
て
続

け
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
九
七
八
年
に
実
施

さ
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ソ
シ
オ
・
エ
コ
ノ
ミ

ッ
ク
・
サ
ー
ベ
イ
（
全
国
社
会
経
済
調
査
）

に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
農
家
の
収
入

の
三
二
％
は
農
業
以
外
の
就
労
か
ら
得
て
い

る
。
最
近
、
中
部
ジ
ャ
ワ
の
ジ
ャ
テ
ィ
ノ
ー

ム
で
一
、
○
○
○
人
近
い
商
人
を
調
査
し
た

エ
バ
ー
ス
は
、
そ
の
三
分
の
一
が
農
民
で
あ

る
こ
と
、
さ
ら
に
商
業
活
動
に
従
事
し
て
い

る
女
性
の
六
○
％
が
農
家
の
女
性
で
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
向
く
の
Ｂ
》
］
ｇ
］
）
。

ジ
ャ
ワ
の
農
民
世
帯
は
、
農
業
、
商
工
業
と

い
っ
た
区
分
を
超
え
て
、
男
と
女
、
大
人
と

子
供
の
あ
い
だ
で
柔
軟
に
多
種
多
様
な
仕
事

を
分
担
し
な
が
ら
維
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
（
句
一
【
日
四
Ｐ
乞
皀
）
。

農
民
の
生
計
が
農
外
就
労
に
依
存
す
る
度

合
が
高
ま
っ
た
の
は
、
日
本
や
韓
国
や
台
湾

な
ど
の
場
合
に
は
、
経
済
成
長
に
よ
っ
て
で

あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
国
で
は
、
農
外
就
労
が

農
業
よ
り
も
安
定
し
た
収
入
を
保
証
す
る
こ

と
が
で
き
た
か
ら
こ
そ
、
多
く
の
農
家
が
兼

業
化
の
道
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

ジ
ャ
ワ
の
場
合
は
、
経
済
成
長
に
よ
っ
て
農

家
の
兼
業
化
が
進
ん
だ
と
は
言
え
な
い
。
日

本
や
韓
国
や
台
湾
の
よ
う
な
経
済
成
長
は
今

の
と
こ
ろ
達
成
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
り
、

し
か
も
、
そ
れ
ら
の
国
々
で
経
済
成
長
が
起

こ
る
よ
り
も
は
る
か
に
以
前
か
ら
、
ジ
ャ
ワ

の
農
民
は
農
業
以
外
の
多
様
な
経
済
活
動
に
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ブミアユ村のランバク（牛皮を油で揚げてつくる

スナック）製造エ場。原料の牛皮を乾していると

ころ。このような農村家内エ蕊は農民に農外就労

の機会を提供する重要な役割を担っている。睡蓮麺

言儒 手
を
染
め
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
ジ

ャ
ワ
農
民
が
農
外
就
業
へ
の
依
存
度
を
高
め

て
き
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
要
因
に
つ
い
て

は
、
考
慮
に
値
す
る
仮
説
が
三
つ
あ
る
と
エ

バ
ー
ス
は
言
う
（
向
く
の
『
⑭
」
＄
］
）
。

ひ
と
つ
は
、
農
地
の
細
分
化
が
ま
す
ま
す

進
行
し
つ
つ
あ
る
た
め
、
農
業
が
農
民
の
労

働
力
を
吸
収
し
き
れ
な
く
な
っ
た
、
と
い
う

説
で
あ
る
。
実
際
、
ジ
ャ
ワ
の
農
地
所
有
規

模
は
、
’
九
六
三
年
の
平
均
○
・
七
一
烟
か

ら
一
九
八
一
一
一
年
の
平
均
○
・
六
三
妬
へ
と
確

実
に
減
少
し
て
い
る
（
農
業
セ
ン
サ
ス
に
よ

る
）
。
最
近
の
農
業
大
臣
の
発
表
に
よ
れ
ば
、

ジ
ャ
ワ
で
は
農
地
の
非
農
地
へ
の
転
換
も
急

激
に
進
ん
で
お
り
、
水
田
面
積
も
わ
ず
か
ず

つ
減
少
し
は
じ
め
て
い
る
（
一
九
九
二
年
二

月
一
○
日
付
け
コ
ン
パ
ス
紙
）
。
農
地
の
細
分

化
は
、
慣
習
や
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
も
と
づ
い

て
農
地
が
均
分
に
相
続
さ
れ
る
（
イ
ス
ラ
ー

ム
法
の
場
合
は
男
一
に
対
し
て
女
二
分
の
こ

こ
と
、
し
ば
し
ば
借
金
の
低
当
と
し
て
農
地

が
分
割
さ
れ
る
こ
と
、
な
ど
に
よ
っ
て
進
む

が
、
農
地
そ
の
も
の
の
減
少
は
細
分
化
を
さ

ら
に
促
す
で
あ
ろ
う
。

第
二
の
説
は
、
多
様
な
農
外
就
業
（
商
業
、

織
物
、
蝋
織
染
め
（
バ
テ
ィ
ッ
ク
）
、
陶
器
づ

く
り
、
薬
草
（
ジ
ャ
ム
ー
）
製
造
、
大
工
な

ど
）
は
、
昔
か
ら
ジ
ャ
ワ
の
農
民
経
済
の
一

部
だ
っ
た
、
と
い
う
説
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
多
様
な
農
外
就
業
の
機
会
が
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
、
人
口
圧
が
高
ま
っ
て
も
、
植
民
地
化

と
と
も
に
資
本
主
義
的
商
品
経
済
が
浸
透
し

て
き
て
も
、
農
民
経
済
は
解
体
せ
ず
、
大
量

の
農
民
の
生
存
を
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
た
、

と
い
う
の
が
こ
の
考
え
方
で
あ
る
。
ギ
ア
ッ

の
余
り
に
も
有
名
な
「
農
業
イ
ン
ボ
リ
ュ
ー

シ
ョ
ン
」
論
（
の
①
の
【
頁
］
＠
＆
）
が
こ
う
し
た

見
方
を
代
表
し
て
い
る
。
こ
の
種
の
説
は
農

民
経
済
も
、
そ
こ
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
農

業
以
外
の
多
様
な
経
済
活
動
も
、
資
本
主
義

以
前
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
見
て
い

る
。
つ
ま
り
、
多
様
な
経
済
活
動
に
彩
ら
れ

た
ジ
ャ
ワ
の
農
民
経
済
を
停
滞
の
相
に
お
い

て
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
三
の
説
は
、
ジ
ャ
ワ
農
民
の
多
様
な
農

外
就
業
、
な
か
で
も
そ
の
中
心
を
な
す
商
業

活
動
を
、
今
ま
さ
に
進
行
し
つ
つ
あ
る
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
全
体
の
経
済
的
・
社
会
的
諸
条
件

の
変
化
に
対
す
る
ジ
ャ
ワ
農
民
の
非
常
に
強

い
適
応
力
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
、
積
極
的
・

肯
定
的
に
評
価
す
べ
き
だ
と
す
る
説
で
あ
る
。

エ
パ
ー
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
説
に
立
っ
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
、
今
で
も
最
低
限
度
の
生
存

維
持
の
た
め
に
ほ
と
ん
ど
バ
ー
タ
ー
に
近
い

取
り
引
き
に
よ
っ
て
ロ
を
糊
し
て
い
る
農
民

は
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、

都
市
住
民
や
遠
く
離
れ
た
村
々
の
住
民
の
消

費
ニ
ー
ズ
に
敏
速
に
対
応
し
て
、
特
定
の
農

産
物
（
オ
レ
ン
ジ
そ
の
他
の
果
物
や
タ
ピ
オ

カ
な
ど
）
を
大
量
に
仕
入
れ
、
自
家
用
の
ト

ラ
ッ
ク
や
バ
ン
を
駆
使
し
て
あ
ち
こ
ち
の
市

場
で
売
り
捌
い
て
、
か
な
り
大
き
な
商
売
を

４０



プルワタン村の農家。コンクリートを敷きつめた

前庭で、稲を干したり、手作業の脱穀が行なわれ

る。

し
て
い
る
農
民
も
増
え
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
。

か
れ
ら
は
そ
れ
な
り
の
資
本
蓄
積
を
は
か
り
、

土
地
な
ど
の
不
動
産
に
投
資
す
る
者
も
あ
ら

わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
比
較
的
規
模
の

大
き
い
商
業
活
動
を
営
ん
で
い
る
商
人
を
ジ

ャ
ワ
人
は
、
小
規
模
な
商
人
〈
バ
ク
ル
）
と

区
別
し
て
「
ジ
ュ
ラ
ガ
ン
（
一
色
『
農
四
コ
）
」
と

呼
ん
で
い
る
。
私
が
訪
れ
た
ブ
ミ
ア
ユ
の
あ

る
村
（
デ
サ
）
で
も
、
ジ
ャ
ム
ー
の
行
商
で

大
成
功
を
お
さ
め
た
農
民
出
身
の
ジ
ュ
ラ
ガ

ン
の
話
が
村
人
の
語
り
ぐ
さ
に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
説
は
、
ジ
ャ
ワ
の
農
民
経
済
が
歴
史
的
・

文
化
的
に
多
様
な
農
外
就
業
と
不
可
分
に
結

び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
点
で
は

第
二
の
説
を
部
分
的
に
承
認
し
な
が
ら
も
、

農
民
経
済
を
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
全
体
の
経
済
と

社
会
の
発
展
の
相
に
お
い
て
と
ら
え
よ
う
と

し
て
い
る
点
で
第
二
の
説
と
対
照
的
で
あ
る
。

以
上
の
三
つ
の
仮
説
は
、
お
そ
ら
く
い
ず

れ
も
部
分
的
に
は
正
し
い
と
言
っ
て
よ
い
だ

ろ
う
。
農
地
は
た
し
か
に
細
分
化
が
進
み
（
第

一
説
）
、
農
業
自
体
が
近
代
化
・
合
理
化
を
遅

ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
お
多
く
の
農
民

の
生
活
を
低
い
水
準
で
維
持
す
る
た
め
に
機

能
し
て
い
る
面
が
今
で
も
根
強
く
あ
る
こ
と

（
第
二
説
）
は
否
定
で
き
な
い
。
い
わ
ゆ
る

「
緑
の
革
命
」
に
よ
っ
て
、
新
し
い
高
収
量

品
種
が
導
入
さ
れ
、
機
械
化
な
ど
農
業
経
営

の
近
代
化
・
合
理
化
に
向
け
て
農
民
を
組
織

し
指
導
す
る
体
制
も
確
立
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

そ
の
過
程
で
、
旧
品
種
が
栽
培
さ
れ
て
い
た

時
代
に
行
な
わ
れ
て
い
た
誰
も
が
穂
刈
り
ナ

イ
フ
（
ア
ニ
・
ア
ニ
）
を
持
っ
て
自
由
に
収

極
労
働
に
参
加
し
て
現
物
で
報
酬
を
得
る
こ

と
の
で
き
る
よ
う
な
伝
統
的
な
労
働
慣
行
は
、

全
面
的
に
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
大
方

消
滅
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
脱
穀

機
の
普
及
が
思
う
に
ま
か
せ
な
い
と
い
う
現

実
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
ご
く
最
近
の
新
聞
に
は
、
中
部
ジ
ャ

ワ
州
バ
ニ
ュ
マ
ス
県
の
農
業
局
支
所
が
脱
穀

機
の
導
入
を
農
民
に
訴
え
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

を
行
な
っ
た
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
い
う
ニ

ュ
ー
ス
が
報
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
原
因
は
、

グ
ピ
ョ
ッ
ク
と
呼
ば
れ
る
伝
統
的
な
脱
穀
労

働
慣
行
の
存
在
に
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
地
域
で
は
脱
穀
は
稲
穂
を
石
や
木

に
打
ち
つ
け
て
稲
の
粒
を
分
離
し
袋
詰
め
す

る
ま
で
一
貫
し
て
手
作
業
で
行
な
わ
れ
て
き

た
。
そ
し
て
、
こ
の
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、

捨
て
ら
れ
た
ワ
ラ
に
脱
粒
さ
れ
ず
に
残
っ
た

稲
粒
を
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

し
、
脱
穀
籾
の
一
割
を
報
酬
と
し
て
現
物
支

給
し
て
も
ら
え
る
の
で
あ
る
。
脱
穀
機
を
導

入
す
れ
ば
こ
の
よ
う
な
労
働
慣
行
は
消
滅
し
、

村
人
が
現
物
支
給
を
得
る
機
会
は
確
実
に
減

少
す
る
。
し
か
し
、
困
る
の
は
村
人
ば
か
り

で
は
な
い
。
脱
穀
機
の
導
入
に
よ
っ
て
脱
穀

労
働
の
機
会
を
奪
わ
れ
た
村
人
は
そ
の
仕
返

し
に
し
ば
し
ば
田
植
え
労
働
を
ボ
イ
コ
ッ
ト

す
る
た
め
、
地
主
も
困
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
（
’
九
九
二
年
三
月
一
一
一
一
日
付
け
コ
ン
パ

ス
紙
）
。
田
植
え
の
機
械
化
が
進
ま
な
い
う
ち

は
脱
穀
だ
け
を
機
械
化
す
る
と
い
う
わ
け
に

ゆ
か
な
い
の
だ
。
し
か
し
、
農
民
が
か
な
り

積
極
的
に
、
低
水
準
の
生
活
維
持
の
た
め
で

は
な
く
、
明
ら
か
に
富
の
蓄
積
を
め
ざ
し
て

商
業
な
ど
非
農
業
的
な
経
済
活
動
を
あ
ち
こ

ち
の
市
場
を
舞
台
に
展
開
し
て
い
る
（
第
三

説
）
の
も
ま
た
一
面
の
事
実
に
は
ち
が
い
な

い
。
そ
の
結
果
、
従
来
の
小
規
模
な
雑
業
的

商
業
活
動
が
存
続
し
に
く
く
な
り
、
そ
れ
に

依
存
し
て
き
た
貧
し
い
農
民
の
生
計
の
道
が

狭
め
ら
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
実
際
に
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
よ
う
な
大
都

“



市
で
は
、
ベ
チ
ャ
や
露
店
商
が
禁
止
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
政
策
的
に
も
イ
ン
フ
ォ
ー
マ

ル
・
セ
ク
タ
ー
に
対
す
る
規
制
が
強
化
さ
れ

は
じ
め
て
い
る
。

こ
の
種
の
変
化
は
近
年
実
に
め
ま
ぐ
る
し

い
。
一
九
八
九
年
に
ジ
ャ
カ
ル
タ
を
訪
れ
た

と
き
、
ベ
チ
ャ
も
露
店
商
も
い
た
。
し
か
し
、

そ
の
た
っ
た
一
年
後
に
は
、
ベ
チ
ャ
は
中
心

街
か
ら
締
め
出
さ
れ
て
い
た
し
、
ブ
ロ
ッ
ク

Ｍ
の
路
上
で
は
、
露
店
商
が
警
官
に
追
わ
れ

て
捕
ま
っ
た
現
場
に
た
ま
た
ま
居
合
わ
せ
た

こ
と
も
あ
る
。
私
に
は
珍
し
い
光
景
だ
っ
た

が
、
多
く
の
市
民
に
は
日
常
茶
飯
事
に
な
っ

て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
の
一
方
で

は
、
雨
が
降
り
だ
し
た
サ
リ
ナ
・
デ
パ
ー
ト

の
前
で
、
自
分
た
ち
は
ず
ぶ
ぬ
れ
に
な
り
な

が
ら
走
り
ま
わ
っ
て
、
傘
を
も
っ
て
い
な
い

タ
ク
シ
ー
待
ち
の
客
の
た
め
に
タ
ク
シ
ー
を

誘
導
し
乗
り
こ
む
ま
で
荷
物
を
運
ん
で
や
っ

て
わ
ず
か
な
金
を
稼
い
で
い
る
子
供
た
ち
も

い
た
。
か
れ
ら
は
臨
機
応
変
に
仕
事
を
つ
く

っ
て
い
る
の
だ
。
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
セ
ク

タ
ー
の
し
た
た
か
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
そ
う
簡

単
に
消
滅
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
さ
そ
う

で
あ
る
。

以
上
、
ジ
ャ
ワ
の
人
口
が
単
に
過
密
で
あ

る
だ
け
で
な
く
、
き
わ
め
て
流
動
性
に
富
ん

で
い
る
こ
と
、
そ
の
要
因
の
ひ
と
つ
は
、
非

常
に
複
雑
な
ジ
ャ
ワ
特
有
の
農
民
経
済
・
農

民
社
会
の
あ
り
か
た
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
、

私
自
身
の
印
象
を
ま
じ
え
な
が
ら
論
じ
て
み

た
。
政
府
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ジ
ャ

ワ
の
人
口
は
過
密
だ
か
ら
と
い
っ
て
過
疎
の

島
に
容
易
に
流
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

農
村
人
口
が
一
方
的
に
都
市
に
流
れ
込
ん
で

い
る
わ
け
で
も
な
い
。
都
市
と
農
村
と
の
あ

い
だ
の
就
労
機
会
や
収
入
の
格
差
だ
け
で
は

人
口
の
高
い
流
動
性
を
説
明
し
き
れ
な
い
よ

う
だ
。
そ
の
あ
た
り
の
事
情
を
理
解
す
る
た

め
の
ひ
と
つ
の
鍵
は
、
家
族
・
親
族
の
関
係

性
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ジ
ャ
ワ
人
の

友
人
と
一
緒
に
ジ
ョ
ク
ジ
ャ
や
ス
マ
ラ
ン
や

プ
ル
ヲ
ク
ル
ト
を
ま
わ
っ
た
と
き
、
西
ジ
ャ

ワ
の
ガ
ル
ト
の
農
家
出
身
の
か
れ
が
、
ゆ
く

先
々
で
親
族
が
い
る
と
言
っ
た
の
に
驚
い
た

こ
と
が
あ
る
。
実
際
、
ジ
ャ
ワ
の
農
村
世
帯

に
は
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
が
あ
ち
こ
ち
の
町
や

都
市
に
仕
事
を
求
め
て
出
て
行
っ
て
別
々
に

暮
ら
し
な
が
ら
も
頻
繁
に
生
ま
れ
育
っ
た
家

を
行
き
来
し
て
、
出
身
村
と
の
つ
な
が
り
を

維
持
す
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
だ
。
農
村
世
帯

は
構
造
的
に
、
多
く
の
地
域
を
結
ぶ
多
元
的

な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
人
口
の
激
し
い
複
雑
な
動
き
も
そ

の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
多

元
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
造
と
機
能
を
、
社

会
的
、
経
済
的
、
文
化
的
な
観
点
か
ら
よ
り

詳
細
に
、
し
か
も
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
全
体
の
動

向
を
も
ふ
ま
え
て
、
実
証
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
謎
め
い
た
ジ
ャ
ワ
の
人
口
移
動
の
真
相

に
さ
ら
に
接
近
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
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わたしの曰本留学記

体験

iililI

日
本
に
来
て
す
で
に
七
年
目
を
迎
え
た
。

来
日
前
、
両
親
と
は
二
つ
の
こ
と
を
約
束
し

た
。
一
つ
は
日
本
人
と
結
婚
し
な
い
こ
と
、

も
う
一
つ
は
日
本
に
三
年
以
上
滞
在
し
な
い

ｌ
わ
た
し
の
中
で
日
本
と
中
国
が

共
栄
し
て
い
る
Ｉ

●
木
南
莉
莉

●木南莉莉〈･･････＞

1983」中国上海財経大学経済学部エ業経

済学科卒業（経済学士)､I9832中国上海
市標準計量管理局入局、1986.2同上退局。
'987.4日本国立三画大学大学院農学系研
究科修士課程入学、1989.3同上修了（艇
学修士)､1989.4東京大学大学院農学系研
究科農業経済学専攻博士課程入学、1992
.3同上修了（農学博士）

こ
と
で
あ
っ
た
。
今
思
う
と
こ
の
二
つ
の
約

束
は
い
ず
れ
も
守
ら
れ
な
か
っ
た
。
三
重
大

学
の
修
士
課
程
を
経
て
、
今
年
の
三
月
に
東

京
大
学
の
博
士
課
程
を
無
事
修
了
し
、
念
願

の
博
士
学
位
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
長

年
の
留
学
生
活
は
こ
こ
に
ピ
リ
オ
ド
を
打
っ

た
。
こ
の
六
年
間
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、

忙
し
い
研
究
生
活
を
送
る
と
同
時
に
様
々
な

出
来
事
や
体
験
が
あ
っ
た
。
笑
い
も
あ
れ
ば

汗
や
涙
も
あ
っ
た
・
・
…
…
・

◎

私
は
中
国
上
海
市
に
生
ま
れ
、
留
学
の
た

め
来
日
し
、
そ
の
後
日
本
国
に
帰
化
し
た
言

う
な
れ
ば
「
元
中
国
人
留
学
生
」
で
あ
る
。

ｃ
Ｃ
Ｑ
ｇ
Ｚ
・
Ｏ
８
Ｔ
●
●
ざ
●
▽
宇
已
凸
・
●
●
。
。
●
宅
ロ
・
ロ
ｐ
ｑ

Ｏ￣

最
近
、
ア
ジ
ア
か
ら
特
に
中
国
か
ら
の
留

学
生
は
急
増
す
る
一
方
で
あ
る
。
「
就
学
生
」

と
い
う
言
葉
も
多
く
の
日
本
人
に
と
っ
て
も

は
や
耳
慣
れ
な
い
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
六
年
前
は
、
中
国
か
ら
の
留
学

生
特
に
私
費
留
学
生
の
数
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど

多
く
は
な
か
っ
た
。
来
日
前
、
そ
し
て
来
日

後
も
し
ば
し
ば
友
人
に
な
ぜ
留
学
し
よ
う
と

決
心
し
た
の
か
と
そ
の
理
由
を
聞
か
れ
た
。

当
時
二
五
才
の
私
は
家
庭
で
は
三
人
姉
妹
の

末
っ
子
で
、
中
国
上
海
の
四
年
制
大
学
を
卒

業
し
、
政
府
機
関
で
管
理
職
に
つ
い
て
い
た
。

他
人
の
目
か
ら
み
れ
ば
、
若
者
の
中
の
「
幸

留
学
生
活
は
私
の
人
生
の
中
で
と
て
も
重
要

な
一
部
で
あ
り
、
大
切
な
思
い
出
で
も
あ
る
。

そ
の
中
か
ら
私
は
計
り
知
れ
な
い
貴
重
な
知

識
や
体
験
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
ら

の
知
識
や
体
験
は
私
の
今
後
の
人
生
に
お
い

て
も
必
ず
役
立
つ
と
信
じ
て
い
る
。
本
稿
で

は
、
私
の
日
本
で
の
留
学
生
活
を
通
じ
て
感

じ
た
こ
と
を
思
い
つ
く
ま
ま
に
綴
っ
て
み
た

い
と
思
う
。

中
国
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
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運
者
」
で
あ
っ
た
。
家
族
を
離
れ
、
職
を
捨

て
て
全
く
知
ら
な
い
世
界
へ
飛
び
込
む
必
要

は
そ
れ
ほ
ど
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
た
。

正
直
に
言
え
ば
、
私
自
身
も
留
学
を
決
心
す

る
ま
で
に
は
い
ろ
い
ろ
と
悩
ん
だ
。
し
か
し
、

ど
う
し
て
も
留
学
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

感
じ
た
理
由
の
中
で
最
も
重
要
で
あ
る
の
は
、

中
国
を
よ
り
正
し
く
理
解
す
る
た
め
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。

中
国
理
解
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば
「
群

盲
、
象
を
撫
で
る
」
と
言
う
諺
が
使
わ
れ
る
。

太
く
て
長
い
鼻
、
細
く
て
短
い
尻
尾
、
広
く

て
ざ
ら
ざ
ら
し
て
い
る
腹
部
。
ど
れ
も
が
象

の
一
部
に
つ
い
て
の
真
実
で
は
あ
る
が
、
ど

れ
も
が
象
の
全
体
で
は
な
い
。
特
に
、
’
九

四
九
年
以
後
生
ま
れ
た
中
国
人
に
と
っ
て
、

長
年
の
政
治
闘
争
に
よ
っ
て
「
思
想
改
造
」

や
「
階
級
闘
争
」
な
ど
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な

論
争
の
中
で
、
正
し
い
歴
史
教
育
を
受
け
る

機
会
、
中
国
伝
統
的
な
文
化
、
慣
習
を
触
れ

る
機
会
が
な
か
っ
た
。
私
は
中
国
経
済
を
研

究
す
る
上
で
正
し
い
「
中
国
観
」
を
持
つ
こ

と
は
大
変
重
要
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。
北

宋
（
一
○
三
七
’
一
一
○
｜
）
時
代
の
文
学

家
・
書
画
家
蘇
戟
は
こ
の
よ
う
な
名
句
を
残

し
て
く
れ
た
油
「
不
識
病
山
眞
面
目
、
只
縁

身
在
晴
山
中
二
Ｆ
山
の
真
の
姿
を
知
ら
な
い

の
は
、
病
山
に
い
る
か
ら
だ
）
。
同
様
に
、
時

に
は
中
国
を
離
れ
て
い
つ
も
と
違
っ
た
角
度

か
ら
そ
れ
を
観
察
す
る
の
が
、
中
国
を
正
し

く
理
解
す
る
た
め
の
一
つ
の
方
法
で
あ
る
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

私
は
中
国
を
離
れ
て
六
年
間
、
中
国
経
済

を
研
究
す
る
と
同
時
に
中
国
の
全
体
像
を
描

く
こ
と
を
試
み
た
。
し
か
し
、
研
究
を
深
め

る
に
つ
れ
て
そ
の
難
し
さ
を
つ
く
づ
く
感
じ

時
に
は
中
国
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
謎
に
は
ま

っ
て
行
く
よ
う
に
さ
え
感
じ
た
。
と
こ
ろ
で
、

つ
い
こ
の
間
、
私
は
何
人
か
の
大
学
教
授
と

一
緒
に
お
酒
を
飲
む
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
の

席
で
、
こ
の
内
の
二
人
の
先
生
が
い
つ
の
間

に
か
中
国
に
つ
い
て
討
論
を
し
始
め
た
。
こ

の
二
人
の
先
生
は
い
ず
れ
も
中
国
の
こ
と
を

よ
く
知
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
中
国
に
対
す
る

印
象
は
お
互
い
大
き
く
違
っ
て
い
る
。
こ
の

二
方
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
私
は
辻
康
吾
の

言
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
氏
は
「
中
国

考
現
学
」
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
書

い
て
い
る
。
中
国
理
解
で
大
事
な
こ
と
は
、

ま
ず
、
自
分
の
知
識
や
経
験
が
た
と
え
正
し

と
こ
ろ
で
、
こ
の
何
年
間
に
、
円
高
も
手

伝
っ
て
日
本
人
の
海
外
旅
行
ブ
ー
ム
に
拍
車

が
か
か
り
、
若
者
の
海
外
へ
の
留
学
も
以
前

に
比
べ
て
急
増
し
て
い
る
。
そ
ん
な
中
で
、

ア
メ
リ
カ
に
い
る
日
本
人
留
学
生
（
特
に
女

子
留
学
生
）
の
生
活
ぶ
り
を
描
い
て
最
近
話

題
と
な
っ
た
本
と
し
て
、
家
田
荘
子
の
『
イ

エ
ロ
ー
キ
ャ
ブ
』
が
あ
る
。
こ
の
本
の
中
で

紹
介
さ
れ
た
女
性
達
は
様
々
な
体
験
を
し
た

よ
う
で
あ
っ
た
。
異
文
化
の
中
で
時
に
は
心

が
傷
だ
ら
け
に
な
り
、
時
に
は
迷
っ
た
り
も

し
た
。
し
か
し
彼
女
達
の
異
国
で
一
生
懸
命

に
生
き
て
い
る
姿
は
、
私
に
は
輝
い
て
見
え
、

同
時
に
ど
こ
か
で
共
感
を
呼
ん
だ
。
た
だ
一

点
だ
け
私
は
彼
女
達
を
羨
ま
し
く
思
っ
た
点

が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
彼
女
達
の
母
国
か
ら
の

経
済
的
サ
ポ
ー
ト
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、

く
て
も
、
そ
れ
が
全
て
で
は
な
い
こ
と
を
認

識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
他
人
の

知
識
や
経
験
に
も
耳
を
傾
け
、
自
分
の
知
ら

な
い
部
分
も
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
を
常
に
予

想
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

イ
エ
ロ
ー
キ
ャ
ブ

“
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全
て
の
日
本
人
留
学
生
が
日
本
か
ら
の
仕
送

り
に
よ
っ
て
留
学
生
活
を
送
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
い
ざ
と
い
う
時
の

助
け
を
全
く
期
待
で
き
な
い
人
は
そ
う
多
く

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
中
国
留
学
生

は
よ
り
一
層
厳
し
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。

一
九
八
六
年
二
月
、
私
は
ポ
ケ
ッ
ト
に
一

万
五
千
円
を
入
れ
、
日
本
へ
と
旅
発
っ
た
。

当
時
の
私
の
中
国
で
の
一
ヶ
月
の
給
料
は
六

○
元
（
約
二
、
四
○
○
円
）
で
あ
っ
た
。
こ

の
一
万
五
千
円
で
、
日
本
で
何
が
で
き
る
の

か
は
後
に
な
っ
て
分
か
る
の
だ
が
、
そ
の
時

の
私
に
と
っ
て
は
六
ヶ
月
分
の
給
料
に
相
当

す
る
大
金
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
来

日
に
あ
た
っ
て
、
上
海
か
ら
大
阪
ま
で
の
飛

行
機
代
三
、
○
○
○
元
と
荷
作
り
代
七
○
○

元
（
生
活
用
品
を
含
む
）
を
加
え
、
全
部
で
約

四
、
○
○
○
元
を
用
立
て
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
私
の
五
年
分
の
給
料
に
相
当
し
、
ま

た
、
ほ
ぼ
私
の
家
族
全
員
の
貯
金
で
も
あ
っ

た
。
し
か
し
、
私
の
ポ
ケ
ッ
ト
の
中
に
一
万

五
千
円
し
か
な
か
っ
た
も
う
一
つ
の
あ
る
い

は
最
も
決
定
的
な
理
由
は
、
こ
の
金
額
が
当

時
の
中
国
の
私
費
留
学
生
が
海
外
へ
持
ち
出

せ
る
外
資
の
限
度
額
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

出
発
の
日
、
母
は
空
港
で
泣
き
な
が
ら
私
に

こ
う
言
っ
た
。
「
辛
か
っ
た
ら
す
ぐ
帰
っ
て
き

て
ね
」
。
母
の
気
持
ち
を
私
は
誰
よ
り
も
よ
く

分
か
っ
た
が
、
留
学
の
目
的
を
達
成
す
る
ま

で
国
へ
は
帰
ら
な
い
と
心
の
底
で
誓
っ
た
。

そ
れ
に
帰
り
た
く
て
も
私
に
は
上
海
へ
帰
る

切
符
代
も
な
か
っ
た
。

中
国
で
は
、
一
九
四
九
年
に
共
産
党
が
政

権
を
握
っ
て
以
来
一
九
八
○
年
代
ま
で
の
三

○
年
間
、
国
民
の
海
外
へ
の
移
動
は
厳
し
く

制
限
さ
れ
て
い
た
。
留
学
も
政
府
の
派
遣
に

よ
る
同
じ
社
会
主
義
国
へ
の
ご
く
わ
ず
か
な

ケ
ー
ス
を
除
い
て
、
一
貫
し
て
許
可
さ
れ
な

か
っ
た
。
一
九
八
○
年
代
に
入
っ
て
、
対
外

開
放
政
策
の
一
環
と
し
て
、
よ
う
や
く
資
本

主
義
国
へ
の
国
費
留
学
生
を
派
遣
す
る
こ
と

と
な
り
、
私
費
留
学
も
い
ろ
い
ろ
な
制
限
は

あ
る
も
の
の
、
原
則
的
に
は
認
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
国
費
留
学
で
は
旅
費
、
滞
在
費
、

荷
作
り
代
な
ど
全
て
を
国
が
負
担
し
、
帰
国

後
の
就
職
先
も
保
証
さ
れ
て
い
る
の
と
違
い
、

私
費
留
学
で
は
全
て
自
己
負
担
で
帰
国
後
の

就
職
先
も
保
証
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
中

国
の
場
合
、
そ
の
時
々
の
国
内
外
情
勢
の
影

響
を
受
け
、
私
費
留
学
生
に
対
す
る
政
策
も

頻
繁
に
変
更
さ
れ
た
。

少
し
前
ま
で
は
、
個
人
の
外
貨
の
保
有
の

禁
止
や
パ
ス
ポ
ー
ト
申
請
時
の
厳
し
い
審
査

な
ど
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
そ
の
後
多
少
緩

和
さ
れ
た
が
、
一
九
八
九
年
の
天
安
門
事
件

を
き
っ
か
け
に
、
大
学
卒
業
者
に
は
一
定
の

勤
務
年
数
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
留
学
の
許
可

が
得
ら
れ
な
い
と
い
う
厳
し
い
条
件
が
つ
け

ら
れ
た
。

私
の
友
人
は
日
本
へ
の
留
学
の
た
め
に
元

の
職
場
へ
数
千
元
も
の
罰
金
を
支
払
っ
た
と

い
う
。
ま
た
、
私
の
姉
は
日
本
へ
の
留
学
後

帰
国
し
た
が
、
元
の
職
場
に
は
戻
れ
ず
、
二

年
経
っ
た
今
も
臨
時
工
（
パ
ー
ト
）
の
仕
事

し
か
得
て
い
な
い
。
い
ず
れ
も
私
費
留
学
で

あ
る
。
新
聞
な
ど
に
よ
る
と
、
最
近
中
国
政

府
は
海
外
に
い
る
留
学
生
に
対
し
て
、
修
学

後
は
帰
国
す
る
よ
う
に
と
呼
び
掛
け
て
い
る

が
、
こ
の
よ
う
な
必
要
以
上
に
留
学
の
コ
ス

ト
を
高
め
る
政
策
が
見
直
さ
れ
な
い
限
り
、

こ
の
呼
掛
け
の
効
果
は
あ
ま
り
期
待
で
き
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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「
働
く
」
と
い
う
姿
勢

と
こ
ろ
で
日
本
の
入
国
管
理
法
は
、
留

学
生
に
対
し
て
ア
ル
バ
イ
ト
の
時
間
を
週
二

○
時
間
以
内
に
制
限
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く

留
学
生
の
勉
強
時
間
を
十
分
に
確
保
す
る
た

め
に
こ
の
よ
う
な
法
律
は
作
ら
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
物
価
の
高
い
日
本
に
お
い

て
、
母
国
か
ら
の
仕
送
り
が
期
待
で
き
ず
、

さ
ら
に
不
運
に
も
奨
学
金
も
得
て
い
な
い
留

学
生
に
と
っ
て
、
こ
の
法
律
は
ど
の
よ
う
な

意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
計
算
す
れ
ば
す
ぐ

分
か
る
こ
と
だ
が
、
時
給
七
○
○
円
と
し
て

週
二
○
時
間
働
い
て
一
四
、
○
○
○
円
、
一

ヶ
月
で
五
六
、
○
○
○
円
で
あ
る
。
周
知
の

よ
う
に
、
ど
ん
な
に
節
約
し
て
も
こ
の
金
額

で
は
、
日
本
で
の
生
活
費
十
勉
学
費
を
満
た

す
こ
と
は
無
理
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ

の
よ
う
な
留
学
生
に
と
っ
て
、
日
本
で
の
留

学
生
活
を
続
け
る
た
め
に
は
二
つ
の
方
法
し

か
考
え
ら
れ
な
い
。
｜
つ
の
方
法
は
法
律
を

無
視
し
て
ア
ル
バ
イ
ト
の
時
間
を
増
や
す
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
言
う
ま
で
も

な
く
勉
学
に
悪
影
響
を
与
え
て
し
ま
う
こ
と

に
な
る
。
も
う
一
つ
の
方
法
は
時
給
の
高
い

仕
事
を
探
す
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
特
殊

な
技
能
を
持
た
ず
、
日
本
語
も
多
少
不
自
由

な
多
く
の
留
学
生
に
と
っ
て
、
時
給
の
高
い
仕

事
を
探
す
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
こ
と
で
あ
る
。

私
は
そ
の
点
で
は
「
幸
運
」
で
あ
っ
た
。

留
学
の
最
初
の
三
年
間
を
三
重
県
で
過
ご
し

た
が
、
三
重
県
の
人
々
が
と
て
も
親
切
で
あ

っ
た
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
生
活
費
も

東
京
な
ど
に
比
べ
れ
ば
大
部
安
か
つ
た
の
で

あ
る
。
ま
た
、
私
は
知
合
い
の
紹
介
で
休
日

に
個
人
病
院
の
受
付
の
仕
事
を
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
時
給
が
普
通
の
皿
洗
い
な
ど
と
比

べ
て
高
い
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
仕
事
を
通

じ
て
日
本
語
も
上
達
し
、
日
本
の
社
会
に
対

す
る
理
解
も
深
め
ら
れ
た
。
日
本
の
医
療
制

度
や
介
護
制
度
な
ど
、
自
分
の
研
究
分
野
以

外
の
問
題
に
も
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
り
、

多
く
の
知
識
が
得
ら
れ
た
。

そ
れ
に
何
よ
り
よ
か
っ
た
の
は
、
日
本
人

の
働
く
姿
を
自
分
の
目
で
み
る
こ
と
が
で
き
、

彼
ら
の
仕
事
に
対
す
る
意
欲
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
次
の
よ

う
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
私
は
、
中
国
に
い
た

時
の
職
業
柄
の
せ
い
か
、
座
っ
た
ま
ま
で
仕

事
を
す
る
の
が
好
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
私

の
勤
め
た
病
院
で
は
、
受
付
に
椅
子
が
置
か

れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
を
聞
く
と
、

「
人
間
は
椅
子
を
見
る
と
座
り
た
く
な
る
。

座
る
と
動
き
た
く
な
く
な
る
癖
が
あ
る
。
受

付
の
仕
事
は
立
っ
た
ま
ま
で
も
で
き
る
か
ら
、

椅
子
を
置
く
必
要
は
な
い
。
」
と
言
わ
れ
た
。

少
し
前
ま
で
な
ら
、
恐
ら
く
多
く
の
中
国
人

は
こ
れ
を
聞
く
と
マ
ル
ク
ス
が
描
い
た
資
本

家
が
労
働
者
を
搾
取
す
る
風
景
を
想
像
し
た

で
あ
ろ
う
。
最
近
、
「
日
本
人
は
働
き
す
ぎ
」

と
い
う
声
が
あ
ち
こ
ち
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
。

そ
し
て
、
経
済
大
国
に
な
っ
た
日
本
は
国
民

が
あ
く
せ
く
働
く
の
を
や
め
、
も
っ
と
余
暇

の
時
間
を
増
や
し
て
生
活
の
ゆ
と
り
を
実
感

し
よ
う
と
い
う
意
見
も
多
い
。
そ
れ
は
そ
れ

で
結
構
な
こ
と
な
の
だ
が
、
し
か
し
多
く
の

中
国
人
に
と
っ
て
、
今
日
の
経
済
大
国
と
し

て
の
日
本
像
は
何
十
年
の
間
国
民
が
一
生
懸

命
働
い
た
姿
と
直
接
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
を

知
っ
て
お
く
必
要
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。

つ
い
で
に
二
年
前
に
上
海
に
帰
省
し
た
時

の
体
験
を
述
べ
て
お
こ
う
。
日
本
人
の
多
く

血
液
の
性
格
判
断

“
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は
血
液
型
に
よ
る
性
格
判
断
を
信
じ
て
い
る

ら
し
い
。
私
は
自
分
の
血
液
型
を
知
ら
な
か

っ
た
の
だ
が
、
よ
く
人
に
血
液
型
を
聞
か
れ
、

そ
の
度
に
「
知
ら
な
い
一
と
答
え
る
の
を
情

け
な
く
思
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
帰
省
の
折
に

病
院
で
調
べ
て
も
ら
っ
た
の
だ
っ
た
。
長
い

列
を
待
た
さ
れ
た
末
、
検
査
結
果
は
三
日
後

に
聞
き
に
来
い
と
言
わ
れ
た
。
当
日
病
院
へ

行
く
と
、
医
者
は
「
あ
な
た
の
血
液
型
は
多

分
Ａ
型
で
す
」
と
言
う
。
私
は
こ
の
「
多
分
」

と
い
う
言
葉
に
気
持
ち
が
す
っ
き
り
せ
ず
、

な
ぜ
確
定
で
き
な
い
の
か
と
し
つ
こ
く
追
求

し
た
。
そ
れ
で
医
者
は
困
っ
た
顔
を
し
て
検

査
結
果
を
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
告
白

し
た
。
い
つ
も
な
ら
短
気
な
私
は
、
医
者
を

怒
鳴
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
時
は
逆
に
笑

っ
て
し
ま
っ
た
。
私
は
姉
の
こ
と
を
思
い
出

し
て
い
た
。
彼
女
は
中
国
で
二
回
血
液
型
を

調
べ
た
が
、
結
果
は
一
回
目
は
Ｏ
型
で
、
二

回
目
は
Ａ
型
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
私
の
父

は
Ｏ
型
で
母
は
Ａ
型
な
の
で
、
検
査
し
な
く

て
も
私
が
Ａ
型
で
あ
る
可
能
性
は
五
○
％
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
医
者
が
「
多
分
Ａ
型
」

と
言
っ
た
の
も
全
く
の
嘘
で
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
膨
大
な
患
者
数
に
比
し
て
わ
ず
か

「
苦
学
」
と
い
う
言
葉
は
、
恐
ら
く
今
日

の
日
本
の
若
者
に
と
っ
て
は
「
死
語
」
と
な

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
多
く

の
外
国
人
留
学
生
は
ま
さ
し
く
そ
の
言
葉
通

り
に
異
国
で
そ
れ
を
実
感
し
て
い
る
。
私
も

病
院
の
受
付
を
し
て
い
た
三
年
の
間
、
全
て

の
日
曜
・
祭
日
を
病
院
で
過
ご
し
た
。
平
日

は
大
学
で
研
究
に
専
念
し
、
ま
さ
に
休
み
な

し
の
日
々
で
あ
っ
た
。
休
日
に
は
友
達
と
会

い
、
お
し
ゃ
べ
り
や
映
画
を
楽
し
み
た
か
っ

た
。
特
に
連
休
や
正
月
に
、
留
学
生
達
が
み

ん
な
で
パ
ー
テ
ィ
ー
を
し
た
り
、
旅
行
に
出
か

け
た
り
す
る
時
に
は
、
と
て
も
悔
し
く
思
っ
た
。

し
か
し
、
留
学
生
活
は
辛
い
こ
と
ば
か
り

で
は
な
か
っ
た
。
楽
し
い
思
い
出
も
沢
山
あ

る
。
特
に
研
究
を
進
む
に
連
れ
て
研
究
の
面

白
さ
が
少
し
ず
つ
分
か
っ
て
き
て
、
い
い
研

究
結
果
が
得
ら
れ
た
と
き
に
は
何
よ
り
も
嬉

を
病
院
数
と
低
い
待
遇
と
い
う
状
況
で
は
、

医
者
に
厳
し
く
要
求
す
る
の
は
無
理
も
あ
る

だ
ろ
う
が
、
命
を
扱
っ
て
い
る
以
上
も
う
少

し
真
面
目
に
仕
事
を
し
て
ほ
し
い
と
は
思
っ
た
。

餃
子
を
つ
く
る

し
か
っ
た
。
ま
た
、
研
究
以
外
で
も
色
々
な

人
と
出
会
い
に
よ
っ
て
、
色
々
な
知
識
が
得

ら
れ
て
、
生
活
面
で
の
能
力
も
身
に
つ
け
る

こ
と
が
で
き
た
。

多
く
の
日
本
人
に
と
っ
て
中
華
料
理
と
言

え
ば
す
ぐ
頭
の
中
に
「
ラ
ー
メ
ン
、
餃
子
」

を
思
い
浮
か
べ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
中
国

人
な
ら
ば
誰
で
も
餃
子
を
作
る
こ
と
が
出
来

る
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
信
じ
難

い
だ
ろ
う
が
、
日
本
に
来
る
前
に
は
私
は
餃

子
を
作
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
し
、
水
餃
子

を
食
べ
た
こ
と
で
さ
え
も
殆
ど
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
上
海
生
ま
れ
上
海

育
ち
の
私
は
、
日
本
人
と
同
じ
く
主
食
は
米

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
普
通
の
上
海
人
の
家
庭

で
は
麺
類
を
食
べ
る
時
は
ワ
ン
タ
ン
や
麺
の

方
が
多
い
の
で
あ
る
。

日
本
に
来
て
暫
く
た
っ
た
あ
る
日
、
自
分

の
手
料
理
で
普
段
か
ら
お
世
話
に
な
っ
て
い

た
日
本
の
友
人
を
招
待
し
よ
う
と
友
達
に
話

し
た
と
こ
ろ
、
「
水
餃
子
を
食
べ
た
い
」
と
の

注
文
が
来
て
し
ま
っ
た
。
困
っ
た
私
は
人
を

招
待
す
る
誠
意
が
疑
わ
れ
る
の
を
恐
れ
て
、

餃
子
が
作
れ
な
い
と
い
う
言
葉
を
な
か
な
か

口
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
慌
て
て
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留
学
生
の
仲
間
達
に
電
話
を
掛
け
ま
く
っ
て

助
け
を
求
め
た
。
し
か
し
、
周
り
は
南
方
系

の
人
が
殆
ど
で
、
餃
子
作
り
に
自
信
を
持
つ

人
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
。
仕
方
な
く
、
私

は
友
人
か
ら
情
報
を
得
て
、
日
中
友
好
協
会

が
主
催
す
る
パ
ー
テ
ィ
に
出
て
、
結
局
一
人

の
日
本
人
女
性
か
ら
餃
子
の
作
り
方
を
教
え

て
も
ら
っ
て
、
そ
の
場
を
凌
ぐ
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
っ
た
。

三
年
前
私
は
一
人
の
日
本
人
男
性
と
恋
に

落
ち
た
末
に
結
婚
す
る
事
に
な
っ
た
。
し
か

し
、
こ
の
話
を
知
っ
た
と
き
両
親
は
猛
反
対

し
、
周
り
の
中
国
人
の
友
達
に
も
冷
た
い
目

で
見
ら
れ
た
。
彼
ら
の
気
持
ち
は
分
か
ら
な

い
わ
け
で
も
な
い
が
、
ど
う
も
日
中
戦
争
時

の
日
本
兵
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
、
今
の
日
本

男
性
の
実
像
を
素
直
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
と
こ
ろ
で
、
ち
ょ

う
ど
そ
の
頃
天
安
門
事
件
が
起
き
て
、
北
京

の
学
生
が
ハ
ン
ス
ト
を
行
っ
て
い
た
。
そ
こ

で
、
私
達
中
国
留
学
生
の
何
人
か
が
北
京
の

学
生
を
支
持
す
る
思
い
を
込
め
て
、
東
大
の

「
五
月
祭
」
で
手
作
り
の
餃
子
を
売
っ
た
お

金
を
民
主
運
動
の
資
金
と
し
て
北
京
へ
送
ろ

う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

夫
と
の
結
婚
を
き
っ
か
け
に
私
は
日
中
両

国
の
家
族
制
度
に
ま
つ
わ
る
文
化
や
慣
習
な

ど
の
違
い
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
特

に
冠
婚
葬
祭
と
い
っ
た
伝
統
的
な
色
合
い
の

強
い
行
事
に
お
い
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
っ
た
。

日
本
で
は
、
通
常
結
婚
と
は
男
女
二
人
を
結

ぶ
た
め
の
儀
式
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
同

時
に
二
つ
の
家
同
士
を
結
ぶ
儀
式
と
い
う
色

彩
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
結
婚
式
も

そ
の
日
は
ち
ょ
う
ど
彼
と
の
デ
ー
ト
の
約

束
が
あ
っ
た
日
で
あ
っ
た
。
ど
う
し
よ
う
か

と
悩
ん
で
い
る
と
き
に
彼
は
。
緒
に
行
く
」

と
言
っ
て
く
れ
た
。
大
勢
の
中
国
人
留
学
生

の
中
の
た
っ
た
一
人
の
日
本
人
で
、
他
人
の

や
り
方
を
見
な
が
ら
黙
々
と
餃
子
を
作
っ
て

い
る
彼
の
一
生
懸
命
な
姿
を
見
て
、
人
間
は

互
い
に
相
手
を
理
解
し
よ
う
と
い
う
努
力
さ

え
す
れ
ば
、
民
族
や
文
化
、
習
慣
な
ど
の
違

い
に
よ
る
障
害
は
必
ず
超
え
ら
れ
る
の
だ
と

思
っ
た
。
ま
た
、
い
つ
か
は
両
親
や
友
人
達

も
私
達
の
気
持
ち
や
彼
の
人
柄
が
分
か
っ
て

く
れ
る
だ
ろ
う
と
確
信
し
た
。

結
婚
と
は
同
じ
墓
場
へ

時
に
は
家
同
士
の
「
戦
い
」
の
場
と
も
な
る
。

し
か
し
、
こ
れ
に
比
べ
て
今
日
の
中
国
で
は

こ
の
よ
う
な
家
同
士
に
よ
る
結
婚
は
あ
ま
り

見
ら
れ
ず
、
や
は
り
本
人
同
士
の
結
婚
の
方

が
主
流
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
両
国
の
違
い

を
義
理
の
父
に
説
明
を
し
た
上
で
私
達
は

「
半
日
半
中
」
の
よ
う
な
極
簡
単
な
形
式
で

結
婚
式
を
済
ま
せ
た
の
だ
っ
た
。

一
方
義
理
の
母
が
亡
く
な
っ
た
折
り
、
親

戚
一
同
が
集
ま
っ
た
時
に
お
墓
の
話
が
出
た
。

そ
の
際
、
誰
か
が
私
に
こ
う
言
っ
た
。
「
あ
な

た
も
将
来
こ
の
墓
に
入
る
の
よ
」
と
。
当
時

二
○
代
の
私
は
そ
れ
ま
で
自
分
の
死
や
死
後

の
骨
の
行
方
な
ど
を
真
剣
に
考
え
た
こ
と
が

な
か
っ
た
。
冗
談
半
分
に
こ
の
よ
う
に
答
え

た
。
「
死
ん
だ
ら
骨
の
半
分
は
主
人
に
渡
す
け

れ
ど
後
の
半
分
は
中
国
に
い
る
家
族
に
分
け

た
い
な
ぁ
」
。
そ
う
す
る
と
、
義
理
の
父
は
ま

じ
め
な
顔
を
し
て
、
「
駄
目
だ
、
お
前
は
う
ち

の
嫁
だ
ろ
う
、
骨
は
全
部
こ
こ
に
置
く
ん
だ
」

と
言
っ
た
。
父
の
真
剣
な
様
子
に
思
わ
ず
笑

っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
れ
ま

で
夫
の
妻
で
あ
る
こ
と
の
自
覚
が
あ
っ
た
と

し
て
も
、
こ
の
家
の
嫁
と
し
て
の
意
識
が
あ

ま
り
な
か
っ
た
こ
と
を
そ
の
時
少
し
反
省
し

“
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た
。
し
か
し
、
中
国
で
は
人
が
亡
く
な
っ
た

場
合
、
生
前
の
遺
言
に
従
っ
て
、
そ
の
人
の

骨
を
何
カ
所
に
分
け
て
埋
蔵
し
た
り
、
あ
る

い
は
海
や
山
に
撒
く
事
は
そ
う
珍
し
い
こ
と

で
は
な
い
の
で
あ
る
。

私
は
夫
と
結
婚
し
て
す
で
に
二
年
半
以
上

が
経
っ
た
。
そ
し
て
、
去
年
の
末
に
日
本
に

帰
化
す
る
と
同
時
に
夫
の
姓
を
名
乗
る
こ
と

に
し
た
。
し
か
し
、
結
婚
後
も
こ
れ
ま
で
旧

姓
を
使
っ
て
い
た
の
は
自
分
の
名
字
に
こ
だ

わ
り
が
あ
っ
た
訳
で
は
な
く
、
日
本
の
法
律

で
は
日
本
国
籍
を
持
た
な
い
限
り
、
結
婚
し

て
も
夫
の
姓
を
通
称
と
し
て
使
う
こ
と
は
出

来
る
も
の
の
、
法
的
に
は
認
め
ら
れ
な
い
た

め
で
あ
っ
た
。
国
籍
、
性
別
、
姓
な
ど
と
い

う
も
の
は
単
な
る
人
を
識
別
す
る
た
め
に
使

わ
れ
る
物
に
過
ぎ
な
い
、
重
要
な
の
は
む
し

ろ
そ
の
人
の
人
格
や
価
値
観
あ
る
い
は
社
会

に
対
す
る
貢
献
度
で
あ
る
べ
き
だ
と
私
は
長

年
思
い
続
け
て
き
た
。
国
籍
と
姓
を
変
え
た

と
い
っ
て
、
私
は
私
で
あ
る
こ
と
に
は
何
も

変
わ
り
が
な
い
と
信
じ
て
い
る
。
し
か
し
現

実
に
は
、
こ
の
よ
う
な
本
来
な
ら
何
の
拘
束

力
も
な
い
は
ず
の
物
が
、
時
に
は
人
の
感
情

や
見
方
を
左
右
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
人
の

人
生
ま
で
変
え
て
し
ま
う
ほ
ど
の
力
を
持
つ

と
い
う
事
を
否
定
で
き
な
い
の
を
思
う
と
、

な
ん
と
な
く
悲
し
く
な
る
。

私
の
先
輩
の
一
人
、
日
本
人
女
性
の
場
合
、

彼
女
は
同
じ
日
本
人
の
男
性
と
結
婚
し
て
す

で
に
何
年
間
が
経
っ
た
が
、
元
の
姓
を
守
る

た
め
に
そ
の
男
性
と
半
年
に
一
度
離
婚
・
結

婚
を
繰
り
返
し
て
き
た
。
彼
女
の
事
を
思
う

と
、
私
は
国
際
化
や
女
性
の
社
会
的
進
出
が

盛
ん
に
叫
ば
れ
て
い
る
現
実
の
日
本
と
彼
女

達
が
求
め
て
い
る
日
本
社
会
の
間
に
ど
こ
か

ず
れ
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
た
。

以
上
は
、
こ
の
六
年
間
の
留
学
生
活
を
通

じ
て
私
が
体
験
し
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
の

中
か
ら
幾
つ
か
を
ま
と
め
て
振
り
返
っ
て
み

た
も
の
で
あ
る
。

最
後
に
こ
の
場
を
借
り
て
、
留
学
中
お
世

大
切
な
、
人
と
の
関
係

話
に
な
っ
た
方
々
に
感
謝
の
意
を
表
わ
し
た

い
。
ま
ず
、
私
の
三
重
大
学
在
学
中
の
指
導

教
官
で
あ
り
、
身
元
保
証
人
で
も
あ
っ
た
三

重
大
学
教
授
浦
城
晋
一
先
生
に
お
礼
の
言
葉

を
申
し
上
げ
た
い
。
先
生
は
長
年
に
わ
た
っ

て
日
本
で
の
親
代
り
と
し
て
私
の
勉
学
生
活

を
支
援
し
て
い
た
だ
い
た
。
そ
し
て
、
直
接

の
指
導
教
官
で
は
な
い
が
、
私
の
人
生
に
大

き
な
影
響
を
与
え
て
く
れ
た
筑
波
大
学
教

授
今
岡
日
出
紀
先
生
に
も
お
礼
の
言
葉
を
申

し
上
げ
た
い
。
先
生
は
研
究
者
に
な
る
た
め

に
必
要
な
知
識
や
研
究
手
法
な
ど
を
教
示
し

て
い
た
だ
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
悩
み
事
や

迷
い
が
あ
っ
た
と
き
に
は
貴
重
な
ア
ド
バ
イ

ス
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
東
京
大
学
在
学

中
の
指
導
教
官
で
あ
っ
た
原
洋
之
介
教
授
に

も
お
礼
の
言
葉
を
申
し
上
げ
た
い
。
先
生
の

お
陰
で
、
私
は
研
究
者
と
し
て
の
第
一
歩
を

踏
み
出
す
こ
と
が
で
き
た
と
同
時
に
自
分
の

知
識
の
浅
さ
や
研
究
態
度
の
甘
さ
を
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
ら
の
先
生
以
外
に

も
数
え
き
れ
な
い
程
の
多
く
の
方
々
か
ら
ご

支
援
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
す
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
こ
の
御
恩
は
生
涯
に
渡
っ
て

忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

‘，



ア
ジ
ア
域
内
で
の
労
働
力
移
動
が
大

き
く
う
ね
り
始
め
て
い
る
。
順
調
に
経

済
成
長
を
遂
げ
て
き
た
台
湾
、
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
が
労
働
力
不
足
か
ら
外
国
人
労

働
者
の
受
け
入
れ
に
踏
み
切
っ
た
ほ
か
、

こ
れ
ま
で
送
り
出
し
国
だ
っ
た
韓
国
、

マ
レ
ー
シ
ア
が
急
速
な
経
済
発
展
に
伴

い
労
働
力
の
受
け
入
れ
国
に
な
ろ
う
と

し
て
い
る
。
ア
ジ
ア
か
ら
の
労
働
者
の

受
け
入
れ
先
と
い
え
ば
、
中
東
地
域
が

中
心
だ
っ
た
が
、
最
近
で
は
ア
ジ
ア
域

内
で
経
済
発
展
が
進
む
国
・
地
域
に
シ

フ
ト
し
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
に
伴
い
新
た

な
社
会
問
題
が
起
き
て
い
る
。
ア
ジ
ア

各
支
局
の
報
告
を
基
に
労
働
力
移
動
の

急
加
速
ア
ジ
ア
の
労
働
力
移
動

１
‐

－
緯
済
成
長
で
人
手
不
足
深
刻
Ｉ

に
功
う
す
ふ
ぉ
ｌ
ら
む

Ｉ
韓
国
Ｉ

【
大
半
は
３
Ｋ
業
種
に
】
韓
国
政
府

は
今
年
六
月
、
不
法
滞
在
者
の
自
己
申

告
を
初
め
て
受
け
付
け
た
。
そ
の
結
果
、

約
六
万
一
千
人
が
不
法
滞
在
し
て
い
る

こ
と
が
判
明
、
法
務
省
は
「
予
想
以
上
」

と
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
。

そ
の
大
半
が
建
設
業
な
ど
い
わ
ゆ
る

３
Ｋ
業
種
（
韓
国
で
は
英
語
の
困
難
、

不
潔
、
危
険
の
頭
文
字
を
と
っ
て
３
Ｄ

業
種
と
呼
ぶ
）
へ
の
不
法
就
労
と
み
ら

実
態
を
探
っ
た
。

●
受
け
入
れ
側

労臓力不足の鋼I犬と対策

れ
て
い
る
。
特
に
中
国
東
北
部
か
ら
の

朝
鮮
系
中
国
人
の
流
入
が
目
立
ち
、
中

韓
国
交
樹
立
で
さ
ら
に
加
速
し
そ
う
だ
。

外
国
人
労
働
者
の
増
加
と
と
も
に
外

国
人
に
よ
る
犯
罪
も
急
増
、
社
会
問
題

化
し
て
い
る
。
法
務
省
は
不
法
就
労
者

の
雇
用
企
業
に
対
す
る
罰
則
を
強
化
す

る
法
改
正
を
準
備
中
。

Ｉ
マ
レ
ー
シ
ア
ー

【
不
法
就
労
者
を
”
合
法
化
“
】
新

興
工
業
経
済
群
（
Ｎ
Ｉ
Ｅ
Ｓ
）
に
次
ぐ

経
済
成
長
を
遂
げ
る
に
つ
れ
て
、
建
設

●
一
息
加
速
ア
ジ
ア
の
労
働
力

移
動
無
…
；
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｜
…
…
‘
…
…
…
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茄
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火
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にゅうすふぉ－らむ

業
界
を
中
心
に
外
国
人
労
働
者
が
一
段

と
増
え
て
い
る
。
ボ
ル
ネ
オ
島
で
、
地

続
き
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
は
五
十
万

人
も
の
不
法
就
労
者
が
入
り
込
ん
で
い

る
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
。

政
府
は
今
年
、
こ
の
ま
ま
放
置
す
れ

ば
社
会
不
安
に
つ
な
が
る
と
し
て
、
不

法
就
労
者
の
登
録
淳
一
実
施
し
、
六
月
末

の
締
め
切
り
ま
で
に
三
十
五
万
人
が
登

録
、
合
法
化
し
た
。

－
台
湾
ｌ

【
産
業
界
が
拡
大
要
請
】
台
湾
最
大

の
民
間
企
業
団
体
、
台
湾
工
業
総
会
が

主
要
製
造
業
三
百
十
二
社
を
対
象
に
し

た
調
査
に
よ
る
と
、
半
分
近
い
企
業
が

台
湾
域
内
に
投
資
す
る
際
、
「
労
働
力

不
足
」
が
城
大
の
障
害
に
な
っ
て
い
る

と
回
答
し
た
。

台
湾
当
局
も
こ
う
し
た
事
情
を
考
慮

し
、
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
規
制

を
緩
和
し
始
め
た
。
昨
年
末
に
民
間
企

業
に
外
国
人
労
働
者
の
雇
用
（
総
枠
一

万
五
千
人
）
を
初
め
て
認
め
た
の
に
続

き
、
九
月
下
旬
に
は
主
要
輸
出
業
種
や

建
設
業
な
ど
六
十
八
業
種
に
つ
い
て
全

体
で
三
万
二
千
二
百
九
十
人
の
労
働
者

を
受
け
入
れ
る
と
発
表
し
た
。
そ
れ
で

も
少
な
く
と
も
十
万
人
の
労
働
者
が
不

足
し
て
い
る
と
み
ら
れ
、
産
業
界
に
は

さ
ら
に
規
制
緩
和
を
求
め
る
声
が
根
強

い
Ｃ

ｌ
香
港
ｌ

【
競
争
力
維
持
へ
枠
拡
大
】
香
港
も

現
在
、
約
八
万
二
千
人
の
求
人
枠
を
抱

え
、
深
刻
な
労
働
力
不
足
に
悩
ん
で
い

る
。
香
港
政
庁
は
対
応
策
と
し
て
今
年

初
め
、
そ
れ
ま
で
一
万
三
千
人
を
上
限

と
し
て
い
た
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入

れ
枠
を
約
二
倍
の
二
万
五
千
人
に
拡
大

し
た
。
香
港
の
労
働
組
合
は
「
労
働
者

の
輸
入
は
賃
金
低
下
や
失
業
を
招
く
」

と
し
て
強
く
反
発
し
て
い
る
が
、
産
業

界
の
間
で
は
「
香
港
の
国
際
競
争
力
を

保
つ
た
め
に
も
受
け
入
れ
枠
拡
大
は
欠

か
せ
な
い
」
（
ジ
ャ
ー
デ
ィ
ン
・
マ
セ

ソ
ン
幹
部
）
と
の
意
見
が
多
い
。

不
法
就
労
者
問
題
も
頭
痛
の
極
。
年

初
か
ら
九
月
半
ば
ま
で
に
逮
捕
さ
れ
た

不
法
就
労
者
は
前
年
同
期
比
三
九
％
増

の
二
万
千
九
百
二
十
四
人
に
上
り
、
逮

捕
者
用
の
収
容
所
は
パ
ン
ク
寸
前
だ
。

ｌ
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
ー

【
課
税
で
歯
止
め
】
九
月
中
旬
、
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
政
府
は
国
内
の
建
設
業
界

で
の
外
国
人
労
働
者
に
対
す
る
規
制
を

十
一
月
か
ら
緩
和
す
る
こ
と
を
決
め
た
。

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
人
一
人
に
対
し
三
人
ま

で
の
外
国
人
労
働
者
が
建
設
各
社
の
展

●
送
り
手
側

－
フ
ィ
リ
ピ
ン
ー

【
貿
易
赤
字
を
穴
埋
め
】
ア
ジ
ア
最

大
の
労
働
力
輸
出
国
で
あ
る
フ
ィ
リ
ピ

ン
に
と
っ
て
海
外
の
出
稼
ぎ
フ
ィ
リ
ピ

ン
人
が
本
国
に
送
金
し
て
く
る
外
貨
は

巨
額
の
貿
易
赤
字
を
埋
め
る
た
め
に
不

可
欠
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
九
一
年

は
三
十
二
億
ド
心
の
貿
易
赤
字
を
記
録
し

た
が
、
｜
方
で
出
稼
ぎ
労
働
者
の
銀
行

を
通
し
た
送
金
だ
け
で
も
十
三
億
五
千

万
鵬
⑮
に
の
ぼ
り
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
経
済
を

支
え
る
大
き
な
柱
と
な
っ
て
い
る
。
た

え
る
上
限
だ
が
、
十
一
月
以
降
は
五
人

ま
で
雇
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

四
月
に
二
人
か
ら
三
人
に
枠
を
広
げ
た

ば
か
り
だ
っ
た
が
、
建
設
ラ
ッ
シ
ュ
が

続
き
、
労
働
力
の
ひ
っ
迫
に
悩
む
業
界

の
声
に
押
し
切
ら
れ
た
格
好
だ
。

人
口
三
百
万
人
に
満
た
な
い
同
国
は

労
働
人
口
の
一
五
％
が
外
国
人
労
働
者

と
い
わ
れ
『
単
純
労
働
者
の
派
入
が
続

け
ば
、
生
産
性
の
低
下
に
つ
な
が
る
」

（
労
働
省
）
と
し
て
、
政
府
は
外
国
人

労
働
者
を
抱
え
る
企
業
に
対
し
て
人
数

に
応
じ
て
課
税
す
る
な
ど
歯
止
め
を
か

け
て
い
る
。

だ
、
最
近
で
は
悲
惨
な
海
外
で
の
労
働

実
態
を
伝
え
る
報
道
が
増
え
、
政
府
の

出
稼
ぎ
労
働
者
送
り
出
し
政
策
に
批
判

的
な
空
気
も
広
が
っ
て
き
て
い
る
。

ｌ
タ
イ
・
中
国
Ｉ

【
中
東
か
ら
シ
フ
ト
】
タ
イ
で
は
八

九
年
の
国
外
へ
の
出
稼
ぎ
労
働
出
国
者

約
十
二
万
五
千
人
の
う
ち
、
サ
ウ
ジ
ア

ラ
ビ
ア
を
は
じ
め
中
東
へ
の
労
働
者
が

七
割
を
占
め
て
い
た
。
湾
岸
戦
争
後
は

中
東
へ
の
出
稼
ぎ
労
働
者
が
激
減
、
労

働
を
目
的
と
し
た
出
国
者
数
そ
の
も
の

が
年
間
六
万
人
台
に
半
減
し
た
。
こ
れ

に
伴
い
ア
ジ
ア
の
比
率
が
恥
大
、
九
一

年
に
は
ア
ジ
ア
地
域
が
約
三
万
七
千
人
、

中
東
が
二
万
千
人
に
な
っ
た
。

労
働
力
輸
出
を
国
策
と
し
て
奨
励
し

て
い
る
中
国
は
鮫
擬
期
に
は
十
万
人
を

送
り
込
ん
で
い
た
中
東
地
域
に
代
わ
っ

て
韓
国
や
、
旧
ソ
連
と
の
国
境
地
域
に

多
く
供
給
し
始
め
た
。

－
南
ア
ジ
ア
諸
国
Ｉ

【
幅
広
く
供
給
］
イ
ン
ド
、
パ
キ
ス

タ
ン
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
な
ど
南
ア
ジ

ア
各
国
の
労
働
者
は
日
本
、
韓
国
、
香

港
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
な
ど
”
ア
ジ
ア
域

内
先
進
地
域
“
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど

そ
れ
に
続
く
国
・
地
域
に
幅
広
く
流
れ

込
ん
で
い
る
。
特
に
湾
岸
戦
争
を
機
に

５Ｊ



●
総
論
Ｉ
記
者
の
目
か
ら
Ｉ

ア
ジ
ア
域
内
の
労
働
力
移
動
の
急
激

な
動
き
は
、
各
国
・
地
域
の
経
済
発
展

と
と
も
に
さ
ら
に
加
速
し
そ
う
だ
。
最

近
の
特
徴
は
こ
れ
ま
で
労
働
力
の
送
り

手
だ
っ
た
国
が
受
け
入
れ
国
へ
と
急
速

に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
こ
と
。
こ
れ
に
よ

っ
て
中
東
か
ら
ア
ジ
ア
域
内
へ
と
労
働

力
の
流
れ
が
大
き
く
変
化
し
て
き
て
い

る
。
ま
た
冷
戦
終
結
や
対
外
開
放
の
推

進
で
中
国
、
ベ
ト
ナ
ム
と
い
っ
た
社
会

主
義
国
が
労
働
力
の
供
給
源
と
し
て
登

場
し
て
き
た
点
も
見
逃
せ
な
い
。

ア
ジ
ア
地
域
で
受
け
入
れ
国
・
地
域

が
増
え
つ
つ
あ
る
背
景
に
は
、
経
済
成

長
と
と
も
に
人
手
不
足
の
問
題
が
表
面

化
、
こ
れ
を
補
う
た
め
に
外
国
人
労
働

者
の
果
た
す
役
割
が
高
ま
っ
て
き
た
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

労
働
力
移
動
は
ア
ジ
ア
各
国
・
地
域

が
相
次
い
で
外
資
導
入
や
市
場
開
放
な

ど
を
進
め
、
同
時
に
自
国
民
の
出
国
や

外
国
人
の
入
国
規
制
を
緩
和
し
て
き
た

こ
と
な
ど
が
背
景
に
あ
る
。
ア
ジ
ア
域

内
の
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
化
が
、
送
り
手
と

受
け
手
双
方
に
と
っ
て
相
互
補
完
的
な

流
れ
は
大
き
く
ア
ジ
ア
へ
転
換
し
た
。

役
割
を
強
め
、
ア
ジ
ア
経
済
全
体
の
底

上
げ
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
よ
う
。

た
だ
、
受
け
入
れ
側
に
は
懸
念
も
広

が
っ
て
い
る
。
外
国
人
犯
罪
の
増
加
に

加
え
、
景
気
後
退
の
局
面
で
深
刻
な
社

会
問
題
が
起
き
る
恐
れ
だ
。
外
国
人
労

働
者
が
景
気
の
調
整
弁
の
役
割
を
担
っ

て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
社
会
不
安

の
種
を
抱
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。

そ
う
し
た
問
題
点
は
あ
る
も
の
の
、

イ
ラ
ン
は
今
、
革
命
初
期
の
「
産
め

よ
増
や
せ
よ
」
政
策
が
災
い
し
て
、
人

口
爆
発
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
。

◇

「
故
ホ
メ
イ
ニ
師
は
か
つ
て
国
民
に

対
し
、
イ
ラ
ン
で
生
ま
れ
た
す
べ
て
の

子
供
は
、
『
ア
メ
リ
カ
の
心
臓
部
を
貫
く

矢
』
と
な
る
よ
う
呼
び
か
け
た
。
対
イ

ラ
ク
戦
争
、
そ
し
て
、
そ
の
犠
牲
者
の

膨
大
さ
が
、
こ
の
責
務
に
さ
ら
に
弾
み

を
つ
け
た
。
『
殉
教
者
』
の
未
亡
人
と

結
婚
し
、
イ
ス
ラ
ム
教
を
世
界
中
に
広

め
る
使
命
を
持
つ
ホ
メ
イ
ニ
師
の
一
・
二

千
万
人
の
軍
隊
』
の
た
め
、
さ
ら
に
多

五
二
人
口
鑿
の
危
機
．

１
口
ｊ
も
う
偲
茅
穣
職
■
い
ら
ん
〃

ア
ジ
ア
地
域
が
成
長
を
続
け
る
限
り
、

労
働
力
移
動
は
ま
す
ま
す
活
発
に
な
ろ

う
。
そ
れ
だ
け
に
外
国
人
労
働
者
受
け

入
れ
面
で
も
日
本
の
貢
献
を
求
め
る
声

も
強
く
、
日
本
だ
け
が
〃
労
働
力
鎖
国
〃

を
続
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
の
声

が
ア
ジ
ア
域
内
に
高
ま
っ
て
い
る
。

（
ア
ジ
ア
部
前
山
記
者
）

（
日
本
経
済
新
聞

一
九
九
二
・
一
ｏ
・
五
）

く
の
兵
士
を
産
ま
せ
る
こ
と
が
、
神
聖

な
義
務
と
な
っ
た
」

「
し
か
し
、
今
日
生
ま
れ
て
く
る
子

供
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
が
、
イ
ラ
ン
の
心

臓
部
を
直
撃
し
て
い
る
。
失
業
、
ホ
ー

ム
レ
ス
、
読
み
書
き
の
で
き
な
い
人
の

増
大
で
あ
る
。
保
健
省
は
、
七
歳
以
下

の
子
供
の
三
七
％
が
栄
養
失
調
で
あ
る

こ
と
を
認
め
て
い
る
。
人
口
増
加
率
は

三
年
前
の
三
・
三
％
か
ら
一
一
・
七
％
に

下
が
っ
た
も
の
の
、
ホ
メ
イ
ニ
師
の
呼

び
か
け
に
応
じ
て
誕
生
し
た
少
女
た
ち

は
間
も
な
く
結
婚
年
齢
に
達
す
る
。
人

口
の
四
五
％
は
十
五
歳
以
下
だ
」

「
人
口
爆
発
を
阻
止
す
る
た
め
の
最

も
迅
速
で
効
果
的
な
方
法
は
女
性
の
就

職
を
奨
励
す
る
こ
と
だ
と
、
イ
ラ
ン
の

ザ
ン
ジ
ャ
ニ
副
大
統
領
（
計
画
、
予
算

担
当
）
は
主
張
す
る
」

「
家
族
計
画
は
数
年
前
に
導
入
さ
れ

た
も
の
の
十
分
な
効
果
を
あ
げ
て
い
な

い
よ
う
だ
。
ホ
メ
イ
ニ
信
奉
者
た
ち
は

依
然
と
し
て
早
婚
を
是
と
し
、
女
性
の

就
職
と
い
う
概
念
に
反
対
し
て
い
る
」

「
解
決
は
、
こ
の
問
題
を
作
り
出
し

た
聖
職
者
次
第
だ
。
人
口
増
と
の
戦
い

の
先
頭
に
立
っ
て
い
る
の
は
、
イ
ス
ラ

ム
教
シ
ー
ア
派
の
聖
地
コ
ム
の
高
僧
シ

ラ
ジ
師
で
あ
る
。
同
師
は
、
コ
ー
ラ
ン

で
は
大
家
族
を
奨
励
し
て
い
る
と
し
な

が
ら
も
、
イ
ス
ラ
ム
に
お
け
る
も
う
一

つ
の
重
要
な
義
務
は
弓
時
と
場
所
を
考

慮
す
る
こ
と
』
で
あ
り
、
イ
ラ
ン
の
現

状
は
、
ゼ
ロ
成
長
を
求
め
て
い
る
と
も

主
張
す
る
」

（
読
売
新
聞
一
九
九
二
・
’
○
・
八
）
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にゅうすふぉ－らむ

【
北
京
幻
日
Ｉ
五
十
川
倫
義
】
都
市

と
農
村
に
住
む
人
を
分
け
る
中
国
独
特

の
戸
籍
制
度
が
、
、
近
代
化
の
中
で
揺
ら

い
で
い
る
。
多
く
の
農
村
で
、
地
方
政

府
が
資
金
づ
く
り
の
た
め
、
離
農
を
認

め
る
「
非
農
業
戸
籍
」
を
高
値
で
売
り

【
ワ
シ
ン
ト
ン
ｎ
日
Ⅱ
時
事
］
環
境

問
題
の
研
究
で
知
ら
れ
る
米
ワ
ー
ル
ド

ウ
ォ
ッ
チ
研
究
所
が
十
七
日
に
発
表
し

た
年
次
報
告
は
、
「
人
口
増
加
の
ペ
ー
ス

が
食
料
生
産
を
上
回
っ
て
い
る
た
め
、

一
人
当
た
り
食
料
生
産
が
減
少
し
て
い

る
」
と
指
摘
し
、
人
口
増
加
の
抑
制
が

急
務
に
な
っ
て
い
る
、
と
強
調
し
た
。

国
農
民
、
戸
籍
買
っ
て
都
会
へ

中
Ｉ
当
「
局
の
禁
止
徹
底
せ
ず
Ｉ

１人あたりの食料

人口増のため減少

米研究所が発表

出
し
、
農
民
が
殺
到
す
る
と
い
う
現
象

が
起
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
態
が
進

む
と
、
都
市
人
口
が
あ
ふ
れ
た
り
、
食

糧
の
配
給
計
画
に
狂
い
が
生
じ
る
た
め
、

公
安
当
局
は
売
買
を
禁
じ
た
が
徹
底
さ

れ
て
い
な
い
。

尺
イ
タ
ル
サ
イ
ン
ズ
（
重
要
指
標
ご

と
題
す
る
同
報
告
に
よ
る
と
、
世
界
の

穀
物
生
産
は
一
九
五
○
年
か
ら
八
四
年

ま
で
年
率
三
％
近
い
増
加
を
示
し
た
が
、

そ
の
後
の
七
年
間
は
増
加
率
が
同
一
％

以
下
に
鈍
化
し
た
。
一
方
、
人
口
は
こ

の
七
年
間
に
同
二
％
近
い
増
加
を
続
け

た
た
め
、
一
人
当
た
り
の
穀
物
生
産
は

八
四
年
の
三
百
四
十
四
今
・
か
ら
九
一
年

に
は
三
百
十
四
零
。
ヘ
と
減
少
し
た
。

ま
た
、
穀
物
耕
作
面
積
も
八
○
年
以

降
減
少
傾
向
に
あ
り
、
開
発
も
限
界
に

近
づ
い
て
い
る
た
め
に
大
幅
な
拡
大
は

期
待
で
き
な
い
、
と
い
う
。
一
人
当
た

り
耕
作
面
積
は
五
○
年
代
後
半
か
ら
低

下
傾
向
を
続
け
て
い
る
。

（
朝
日
新
聞一
九
九
二
・
’
○
・
’
九
）

中
国
人
の
戸
籍
に
は
「
農
業
戸
籍
」

と
「
非
農
業
戸
籍
」
が
あ
り
、
世
襲
さ

れ
る
。
簡
単
に
い
え
ば
、
「
農
業
戸
籍
」

を
も
つ
人
は
農
村
に
住
み
、
自
ら
食
糧

を
生
産
す
る
。
「
非
農
業
戸
籍
」
の
人
は

都
市
、
農
村
の
公
共
機
関
や
工
場
、
商

店
で
働
き
、
給
料
を
も
ら
っ
て
食
糧
を

買
う
。
都
市
の
方
が
生
活
水
準
が
高
い

こ
と
な
ど
か
ら
、
「
非
農
業
戸
籍
」
を
熱

望
す
る
農
民
は
多
い
。
だ
が
、
こ
れ
ま

で
は
大
学
に
入
学
す
る
か
、
解
放
軍
の

高
官
に
な
る
と
い
っ
た
以
外
に
戸
籍
を

換
え
る
方
法
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
農
村

か
ら
都
市
へ
の
移
動
は
厳
し
く
制
限
さ

れ
て
き
た
。

そ
こ
に
も
開
放
政
策
が
及
び
始
め
、

今
春
ご
ろ
か
ら
、
「
非
農
業
戸
籍
」
が
売

り
出
さ
れ
た
。
農
民
の
数
年
分
の
年
収

に
あ
た
る
四
千
’
六
千
元
（
一
元
は
約

二
十
二
円
）
の
高
値
で
販
売
さ
れ
る
が
、

農
民
は
貯
金
を
は
た
き
、
親
類
か
ら
借

金
し
、
争
う
よ
う
に
買
っ
た
。

人
民
日
報
が
報
じ
た
例
で
は
、
内
陸

の
侠
西
省
で
こ
の
夏
、
あ
る
県
政
府
が

「
村
に
開
発
区
を
つ
く
る
」
と
し
て
、

「
非
農
業
戸
籍
」
を
売
り
出
し
た
。
あ

る
農
民
は
子
供
の
た
め
に
、
数
年
の
収

入
に
あ
た
る
約
四
千
二
百
元
を
借
金
し

て
買
っ
た
。
と
こ
ろ
が
「
開
発
区
」
は

名
ば
か
り
で
、
す
ぐ
に
働
け
る
場
は
な

く
、
農
民
は
大
損
、
同
紙
に
投
書
す
る

騒
ぎ
に
な
っ
た
。

こ
の
戸
籍
制
度
は
計
画
経
済
万
能
時

代
に
は
欠
か
せ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

改
革
・
開
放
政
策
の
進
展
で
農
村
か
ら

都
市
へ
の
大
量
の
人
口
流
入
が
起
き
て

い
る
の
が
現
実
だ
。
公
安
当
局
が
調
査

し
て
「
農
業
戸
籍
」
の
人
を
村
に
帰
す

な
ど
対
応
し
て
い
る
が
、
市
場
経
済
が

主
体
に
な
れ
ば
、
人
の
移
動
、
職
業
選

択
の
自
由
化
も
必
要
で
、
制
度
そ
の
も

の
の
見
直
し
が
急
務
に
な
っ
て
き
た
。

政
府
は
と
り
あ
え
ず
は
、
農
民
の
地
方

都
市
へ
の
転
入
を
部
分
的
に
認
め
る
方

針
だ
。
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世
界
の
人
口
問
題
に
取
り
組
ん
で
い

る
国
連
人
口
基
金
（
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｐ
Ａ
）
は
、

こ
の
ほ
ど
米
Ｃ
Ｎ
Ｎ
放
送
の
オ
ー
ナ
ー
、

テ
ッ
ド
・
タ
ー
ナ
ー
氏
と
、
そ
の
夫
人

で
元
女
優
の
ジ
ェ
ー
ン
・
フ
ォ
ン
ダ
さ

ん
、
そ
れ
に
ロ
ッ
ク
歌
手
、
ミ
ッ
ク
・

ジ
ャ
ガ
ー
氏
の
元
夫
人
で
モ
デ
ル
の
ビ

ア
ン
カ
さ
ん
の
三
人
を
〃
人
口
大
使
“

に
任
命
、
世
界
を
回
っ
て
人
口
問
題
の

解
決
に
一
役
買
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
な

っ
た
。

国
連
機
関
で
は
国
連
児
童
基
金
（
ユ

ニ
セ
フ
）
が
〃
大
使
“
に
女
優
の
オ
ー

ド
リ
ー
・
ヘ
プ
バ
ー
ン
さ
ん
と
黒
柳
徹

子
さ
ん
を
委
嘱
、
飢
え
に
苦
し
む
子
供

た
ち
の
た
め
の
募
金
集
め
な
ど
に
活
躍

し
て
も
ら
っ
て
い
る
こ
と
が
有
名
。
Ｕ

Ｎ
Ｆ
Ｐ
Ａ
で
も
ユ
ニ
セ
フ
に
な
ら
っ
て

地
球
環
境
と
並
ん
で
二
十
一
世
紀
の
最

大
課
題
で
あ
る
人
口
問
題
の
啓
発
運
動

に
ひ
と
肌
ぬ
い
で
も
ら
う
こ
と
に
し
た

も
の
で
、
三
人
と
も
快
諾
し
て
い
る
と

い
、
７
。

タ
ー
ナ
ー
夫
妻
は
今
年
六
月
ブ
ラ
ジ

「
人
口
大
使
」
に
フ
ォ
ン
ダ
ざ
ん
ら

Ｉ
国
連
人
口
基
金
が
一
一
一
人
に
白
羽
の
矢
Ｉ

ル
の
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
で
開
か
れ
た

国
連
環
境
開
発
会
議
の
際
、
民
間
団
体

が
企
画
し
た
「
人
口
デ
ー
」
に
特
別
出

演
、
〃
リ
ハ
ー
サ
ル
“
を
終
え
て
い
る
。

と
く
に
こ
の
席
で
は
フ
ォ
ン
ダ
さ
ん
が

地
球
環
境
問
題
と
密
接
な
関
係
に
あ
る

人
口
問
題
に
つ
い
て
熱
弁
を
振
る
っ
た

た
め
、
同
席
し
て
い
た
国
連
関
係
者
が

女性團用の推移 調
銅０
９
８

２
１
１

女
性
雇
用
者
・
最
高
の
一
九
一
八
万
人

ｌ
労
働
白
害
・
中
高
年
層
目
立
つ
Ｉ

諏
鏥
（
％
）

霊霊グー

;;,ア

６
罰

１
１

・
百
万
人
）

88年8７８８８９９０９１

労
働
省
は
三
日
、
平
成
四
年
版
「
婦

人
労
働
の
実
情
二
婦
人
労
働
白
書
）
を

発
表
し
た
。
平
成
三
年
の
女
性
雇
用
者

は
、
八
十
四
万
人
（
前
年
比
四
・
六
％

増
）
と
平
成
二
年
と
同
程
度
の
大
幅
な

伸
び
を
見
せ
、
過
去
岐
高
を
更
新
、
千

九
百
十
八
万
人
と
な
っ
た
。
ま
た
、
雇

用
者
総
数
に
占
め
る
女
性
の
割
合
も
三

八
・
三
％
で
、
前
年
よ
り
○
・
四
ポ
イ

ン
ト
高
ま
り
、
女
性
の
職
場
進
出
は
一

段
と
進
ん
だ
。

感
激
、
最
近
、
米
国
内
で
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
の
話
題
を
さ
ら
っ
て
い
る
夫
君
と
と

も
に
”
大
使
〃
に
白
羽
の
矢
を
立
て
た
。

一
方
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
の
首
都
マ
ナ
グ

ア
の
中
流
家
庭
に
生
ま
れ
た
ビ
ア
ン
カ

さ
ん
は
、
英
国
の
人
気
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド

「
ロ
ー
リ
ン
グ
・
ス
ト
ー
ン
ズ
」
の
ボ

１
カ
ル
、
ミ
ッ
ク
・
ジ
ャ
ガ
ー
氏
の
元

夫
人
。
高
校
卒
業
後
、
フ
ラ
ン
ス
に
渡

り
、
パ
リ
政
碕
学
院
に
学
ん
だ
政
治
学

士
で
、
国
際
的
に
知
己
も
多
い
と
こ
ろ

か
ら
〃
大
使
〃
に
選
ば
れ
た
。

（
毎
日
新
聞
一
九
九
二
・
一
一
・
四
）

反
面
、
白
書
は
高
齢
化
の
進
展
で
、

家
庭
で
の
老
人
介
謹
が
女
性
に
と
っ
て

重
大
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
、

仕
事
と
家
庭
の
両
立
の
た
め
、
企
業
が

介
謹
休
業
制
度
の
導
入
な
ど
福
祉
制
度

を
充
実
す
る
よ
う
提
言
し
て
い
る
。

女
性
雇
用
者
数
の
増
加
を
年
齢
層
別

で
み
る
と
、
四
十
か
ら
四
十
四
歳
の
二

十
四
万
人
増
（
前
年
比
九
・
一
％
増
）
、

五
十
五
職
か
ら
六
十
四
歳
の
二
十
一
万

人
増
（
同
二
・
九
％
増
）
が
特
に
目
立

ち
、
中
高
年
層
を
中
心
に
パ
ー
ト
タ
イ

マ
ー
な
ど
へ
の
女
性
の
再
就
職
が
増
え

て
い
る
実
態
を
裏
付
け
た
。

夫
婦
共
働
き
世
帯
も
前
年
よ
り
三
十

七
万
世
帯
増
え
て
九
百
十
四
万
世
帯
で
、

夫
の
み
働
い
て
い
る
世
帯
の
九
百
三
万

世
帯
を
初
め
て
上
回
っ
た
。
全
世
帯
に

占
め
る
削
合
も
三
一
一
一
・
六
％
と
三
分
の

一
に
の
ぼ
っ
た
。

十
五
歳
以
上
の
女
性
人
口
に
対
す
る

労
働
力
人
口
（
就
業
者
と
働
く
意
思
の

あ
る
失
業
者
）
の
比
率
で
あ
る
労
働
力

率
は
五
○
・
七
％
で
、
前
年
（
五
○
・

一
％
）
を
さ
ら
に
上
回
っ
た
。

女
性
の
四
年
制
大
学
卒
業
者
の
就
轍

率
は
八
一
・
八
％
で
、
男
性
の
八
一
・

｜
％
を
初
め
て
上
回
っ
た
。

（
読
売
新
聞
一
九
九
一
一
・
一
｜
・
四
）
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第
二
次
世
界
大
戦
は
だ
れ
も
が
予
想

す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
恐
る
べ
き

落
と
し
子
を
人
類
に
も
た
ら
し
た
。
そ

れ
は
人
口
爆
発
と
い
う
人
類
未
経
験
の

落
と
し
子
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
落
と

し
子
は
人
類
の
生
存
を
脅
か
す
地
球
環

境
の
悪
化
と
い
う
孫
の
落
と
し
子
を
生

み
お
と
し
た
。

人
類
に
と
っ
て
救
い
の
手
が
な
い
わ

け
て
は
な
い
。
そ
れ
は
異
常
な
人
口
の

増
加
を
抑
制
す
る
こ
と
に
つ
き
る
。
人

口
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
。
そ
の
た
め
の
家

族
計
画
の
必
要
性
を
真
っ
先
に
打
ち
出

し
た
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
ア
ジ
ア
で
あ
る
。

人
口
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
や
家
族
計
画
と
い

っ
た
議
論
が
国
連
に
お
い
て
タ
ブ
ー
で

あ
っ
た
こ
ろ
、
こ
れ
を
打
破
す
る
契
機

と
な
っ
た
の
は
、
今
か
ら
三
十
年
前
の

第
一
回
ア
ジ
ア
人
口
会
議
（
国
連
主
催

・
一
九
六
三
）
に
お
け
る
ア
ジ
ア
の
代

表
者
た
ち
の
強
力
な
発
言
で
あ
っ
た
。

こ
の
ア
ジ
ア
の
主
張
が
世
界
的
に
受
け

入
れ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
な
お
一
九
七

四
年
の
世
界
人
口
会
議
（
ブ
カ
レ
ス
ト

ア
ジ
ア
の
人
口
闘
一
題
』
解
決
に
協
已
力
口
を
二
口
・

Ｉ
日
大
人
口
研
究
所
名
誉
所
長
黒
田
俊
夫
Ⅲ

会
議
）
の
難
関
を
突
破
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
ア
ジ
ア
各
国
の
主
張
す

る
人
口
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
あ
る
い
は
家
族

計
画
は
社
会
主
義
国
や
カ
ト
リ
ッ
ク
教

国
の
強
硬
な
反
対
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
強
固
な

団
結
と
必
死
の
説
得
に
よ
っ
て
、
「
世
界

人
口
行
動
計
画
」
の
合
意
が
達
成
さ
れ

た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
家
族
計
画
は

国
際
世
論
の
支
持
を
得
て
広
く
世
界
に

普
及
し
始
め
た
。
ア
ジ
ア
の
偉
大
な
貢

献
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
世
界

人
口
の
増
加
率
も
一
九
六
○
年
代
後
半

の
年
率
二
・
一
％
を
ピ
ー
ク
と
し
て
よ

う
や
く
下
り
坂
に
転
じ
て
い
る
。

し
か
し
、
世
界
人
口
の
増
加
は
依
然

と
し
て
続
い
て
い
る
。
国
連
人
口
雅
金

前
事
務
局
長
の
サ
ラ
ス
博
士
は
い
み
じ

く
も
、
人
口
爆
弾
の
ヒ
ュ
ー
ズ
は
ま
だ

外
さ
れ
て
い
な
い
と
い
っ
た
。
い
つ
爆

発
す
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。
世
界
人
口
の
約
六
○
％
を
、
ま

た
世
界
人
口
増
加
分
の
六
○
％
を
占
め

る
ア
ジ
ア
が
人
口
増
加
抑
制
に
果
た
き

広
東
省
や
湖
南
省
、
江
西
省
な
ど
で

は
す
で
に
食
糧
切
符
に
よ
る
配
給
制
が

廃
止
さ
れ
、
食
糧
価
格
は
自
由
化
さ
れ

［
北
京
ｎ
日
Ｉ
荒
井
利
明
］
市
場
経

済
体
制
へ
の
転
換
を
決
め
た
中
国
で
、

食
撒
配
給
制
を
廃
止
す
る
省
や
市
が
増

え
つ
つ
あ
る
。
そ
の
廃
止
は
、
農
村
と

都
市
を
厳
し
く
分
け
隔
て
て
き
た
戸
籍

制
度
の
崩
壊
を
も
た
ら
し
、
流
動
性
に

乏
し
か
っ
た
中
国
社
会
を
、
大
き
く
揺

り
動
か
そ
う
と
し
て
い
る
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
役
割
は
な
お
極
め

て
大
き
い
。

今
年
八
月
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
開
催
さ

れ
た
第
四
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
人
口
会

議
で
採
択
さ
れ
た
〃
バ
リ
宣
言
“
に
お

い
て
女
性
一
人
当
た
り
の
生
涯
出
生
率

を
一
一
○
’
○
年
ま
で
に
二
・
二
人
に
低

下
さ
せ
る
こ
と
の
決
意
を
表
明
し
て
い

る
。
ア
ジ
ア
の
こ
の
よ
う
な
人
口
増
加

抑
制
へ
の
先
駆
的
行
動
の
背
景
に
は
日

本
の
め
ざ
ま
し
い
人
口
転
換
の
先
例
が

あ
る
。
人
口
抑
制
と
経
済
成
長
を
成
功

国
「
食
糧
配
給
一
制
廃
っ
止
」
波
■
芒
紋
庁
広
げ
る

詣
宇
『
←

・
崩
壊
す
｝
る
戸
籍
制
度

た
。
斯
江
省
で
も
来
年
一
月
か
ら
配
給

制
が
な
く
な
り
、
上
海
市
で
も
廃
止
は
、

「
時
間
の
問
題
二
英
字
紙
「
チ
ャ
イ
ナ

・
デ
イ
リ
ー
）
・
首
都
北
京
で
も
、
廃
止

の
う
わ
さ
が
駆
け
巡
っ
て
い
る
。
食
糊

の
配
給
制
廃
止
、
価
格
の
自
由
化
は
、

市
場
経
済
体
制
へ
の
移
行
の
一
環
だ
が
、

そ
の
背
景
に
は
、
十
一
億
国
民
の
「
食
」

の
問
題
が
基
本
的
に
解
決
さ
れ
た
と
い

う
事
情
も
あ
る
。

中
国
で
は
こ
れ
ま
で
、
食
糧
生
産
の

確
保
と
都
市
住
民
を
対
象
に
し
た
食
撮

さ
せ
た
日
本
の
経
験
は
、
周
辺
の
東
ア

ジ
ア
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
（
東
南
ア
ジ
ア
諸

国
連
合
）
ヘ
と
引
き
継
が
れ
成
果
を
あ

げ
て
い
る
。
日
本
の
教
訓
は
日
本
だ
け

の
も
の
で
は
な
い
。
ア
ジ
ア
の
人
口
問

題
解
決
に
対
す
る
日
本
の
国
際
的
協
力

は
日
本
の
義
務
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ

は
地
球
規
模
的
貢
献
に
つ
な
が
る
も
の

で
あ
る
。

（
毎
日
新
聞

一
九
九
一
一
・
｜
｜
・
’
三
）
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配
給
制
維
持
の
た
め
、
都
市
戸
籍
と
農

村
戸
籍
が
厳
し
く
し
ゅ
ん
別
さ
れ
て
き

た
。
配
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
都
市
戸
籍
を
持
つ
者
だ
け
で
、
農

村
戸
籍
を
持
つ
者
は
配
給
を
受
け
ら
れ

ず
、
た
と
え
都
市
に
移
り
住
ん
で
も
、

何
ら
か
の
コ
ネ
で
も
な
い
限
り
、
食
糧

が
確
保
で
き
な
か
っ
た
。
中
国
の
人
た

ち
に
は
移
住
の
自
由
も
、
職
業
選
択
の

自
由
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
改
革
・
開
放
政
策
の
進

展
の
中
で
、
農
村
の
余
剰
労
働
力
は
徐

々
に
都
市
に
流
入
し
つ
つ
あ
り
、
少
な

か
ら
ざ
る
者
が
、
農
村
戸
籍
の
ま
ま
で

都
市
に
住
み
、
都
市
で
働
い
て
き
た
。

食
糧
配
給
制
の
廃
止
は
、
農
村
か
ら
都

市
へ
と
い
う
動
き
を
ま
す
ま
す
大
き
な

流
れ
に
す
る
だ
ろ
う
。
今
後
、
二
億
と

言
わ
れ
る
農
村
の
余
剰
労
働
力
は
ど
ん

ど
ん
都
市
に
流
入
す
る
こ
と
に
な
る
。

戸
籍
制
度
は
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る
わ
け

で
、
事
実
、
政
府
は
現
在
、
新
た
な
戸

籍
制
度
の
導
入
を
検
討
中
と
言
わ
れ
る
。

（
競
売
新
聞一
九
九
二
・
一
一
・
’
八
）

【
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
朋
日
Ｉ
Ｕ
Ｐ
－
共

同
】
国
連
の
国
際
農
業
開
発
基
金
（
Ｉ

Ｆ
Ａ
Ｄ
）
は
二
十
一
一
一
日
、
過
去
四
十
年

間
に
わ
た
る
開
発
援
助
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
世
界
で
貧
困
層
は
増
え
続
け
約
十

億
人
に
達
し
た
、
と
の
報
告
を
発
表
し

た
。

こ
の
二
十
年
間
で
四
○
％
増
加
し
た

計
算
に
な
り
、
開
発
途
上
国
の
人
口
約

四
十
億
人
の
う
ち
、
農
村
部
を
中
心
に

約
四
分
の
一
が
貧
困
ラ
イ
ン
を
下
回
る

生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

報
告
書
は
各
国
政
府
や
国
際
機
関
に

対
し
、
道
路
な
ど
交
通
網
の
整
備
や
保

健
、
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
充
実
な
ど
を

勧
告
し
た
。

調
査
対
象
の
百
十
四
カ
国
の
う
ち
、

農
村
部
の
貧
困
層
人
口
の
割
合
が
一
番

高
い
の
は
ボ
リ
ビ
ア
で
九
七
％
・
以
下
、

ＩＦＡＤ報告

｢貧;困り層｣■

－１０億人に

:途上国｡の四分の－に

【
ロ
ン
ド
ン
畑
日
時
軍
】
ダ
ブ
リ
ン

か
ら
の
報
道
に
よ
る
と
、
妊
娠
中
絶
の

是
非
を
問
う
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
民
投
票

の
最
終
結
果
が
二
十
八
日
に
ま
と
ま
り
、

国
内
で
の
中
絶
は
否
決
さ
れ
る
一
方
、

中
絶
の
た
め
の
国
外
渡
航
な
ど
は
容
認

さ
れ
た
。

国
民
投
票
で
は
、
①
母
体
に
生
命
の

危
険
が
あ
る
場
合
、
中
絶
を
認
め
る
か

②
中
絶
の
た
め
の
国
外
渡
航
を
認
め
る

か
③
中
絶
を
受
け
る
病
院
、
施
設
の
情

報
入
手
を
認
め
る
か
ｌ
の
三
点
が
闘

わ
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
賛
成
率
は
順
に

三
四
・
六
％
、
六
二
・
’
一
一
％
、
五
九
・

八
％
で
、
国
外
渡
航
と
情
報
入
手
の
二

点
は
容
認
さ
れ
な
・
た

カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
が
九
五
％
を
占
め

る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
、
中
絶
は
憲
法

で
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
国
民

投
票
の
結
果
は
、
中
絶
禁
止
の
原
則
を

守
り
な
が
ら
も
、
海
外
で
中
絶
手
術
を

マ
ラ
ウ
イ
（
九
○
％
）
バ
ン
グ
ラ
デ
シ

ュ
（
八
六
％
）
ザ
ン
ビ
ア
（
八
○
％
）

ペ
ル
ー
（
七
五
％
）
な
ど
の
順
に
な
っ

中
絶
■
国
外
な
ら
Ｏ
Ｋ

□
Ⅳ
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
圃
昆
投
一
票
結
果

受
け
る
女
性
が
年
間
五
千
人
に
も
上
る

と
い
わ
れ
る
現
状
を
追
認
し
た
形
に
な

っ
た
。

（
毎
日
新
聞一
九
九
二
・
｜
・
ｌ
ｌ
ｌ
ｏ
）

っ
て
い
る
。

（
朝
日
新
聞一
九
九
二
・
’
一
・
二
五
）
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中
国
の
一
人
っ
子
政
策
は
七
九
年
か

ら
始
ま
っ
た
、
人
口
爆
発
を
抑
え
る
た

め
、
二
組
の
夫
婦
に
子
供
は
一
人
」

の
原
則
が
定
め
ら
れ
、
少
数
民
族
や
夫

婦
と
も
に
一
人
っ
子
で
あ
る
場
合
な
ど

を
除
い
て
、
二
人
目
を
産
む
と
高
額
の

【
北
京
即
日
Ｉ
横
堀
克
己
】
中
国
の

人
口
抑
制
策
の
基
本
と
し
て
、
こ
の
十

数
年
提
唱
さ
れ
て
き
た
「
一
人
っ
子
政

策
」
が
、
大
き
く
変
わ
り
始
め
た
。
妓

近
朝
日
新
聞
と
会
見
し
た
国
家
計
画
出

産
委
員
会
の
責
任
者
は
、
人
口
の
八
割

を
占
め
る
農
村
で
、
第
一
子
が
女
児
な

ら
、
二
人
目
を
産
ん
で
も
よ
い
と
す
る

省
．
自
治
区
が
多
く
な
っ
た
う
え
、
広

東
省
な
ど
六
省
・
自
治
区
で
は
、
第
一

子
が
男
児
で
も
女
児
で
も
第
二
子
を
産

む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
傾
向
が

拡
大
す
れ
ば
、
今
世
紀
末
で
人
口
を
十

三
億
人
以
内
に
収
め
た
い
中
国
の
抑
制

目
標
に
影
響
が
出
て
く
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
。 緩
む
中
国
の
「
一
人
っ
子
政
一
策
」

男
児
の
次
も
出
口
産
容
認

罰
金
を
科
せ
ら
れ
る
な
ど
、
事
実
上
二

人
目
の
出
産
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

だ
が
、
現
代
中
国
で
も
「
家
」
の
観

念
は
根
強
く
残
っ
て
い
る
。
と
く
に
家

族
単
位
で
生
産
に
あ
た
る
よ
う
に
な
っ

た
生
産
請
負
制
の
導
入
で
、
家
庭
労
働

力
の
必
要
な
農
村
で
は
抵
抗
が
強
か
っ

た
。

こ
の
た
め
政
府
は
八
四
年
、
農
民
に

対
し
て
は
、
第
二
子
が
女
児
で
あ
る
場

合
、
そ
の
地
域
の
出
産
計
画
の
下
で
、

三
’
四
年
の
間
隔
を
置
い
て
第
二
子
を

産
む
事
も
許
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
、
と

の
方
針
を
打
ち
出
し
た
。
こ
れ
は
農
民

自然増加率の上位５傑

(雛::繍局）
①海南省１７．００
②寧夏回族自治区１６．８３

③新彊ウイグル自治区
１６．５９

④チベット自治区１６．１３

⑤安徽省１５．１３

同下位５傑

①上海市０．６７

②北京市２．２１

③遼寧省５．４６

④天津市６．１６

⑤#1ｆ江省８．０９

に
歓
迎
さ
れ
た
が
、
地
域
の
出
産
計
画

に
従
わ
ず
、
罰
金
を
払
っ
て
も
第
二
子
、

第
三
子
を
産
ん
で
し
ま
う
ケ
ー
ス
も
出

て
い
た
。

今
月
初
め
に
会
見
し
た
国
家
計
画
出

産
委
員
会
の
黄
宝
珊
・
外
事
局
長
は
、

現
在
で
は
、
広
東
、
海
南
、
雲
南
、
青

海
、
寧
夏
回
族
の
各
省
・
自
治
区
の
農

村
で
は
、
第
一
子
の
男
女
を
問
わ
ず
、

適
当
な
間
隔
を
あ
け
れ
ば
第
二
子
を
産

ん
で
も
よ
い
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
新
彌
ウ
イ
グ

ル
自
治
区
で
は
、
都
市
で
第
二
子
、
農

村
で
第
三
子
ま
で
認
め
ら
れ
、
チ
ベ
ッ

ト
自
治
区
に
は
も
と
も
と
産
児
制
限
は

な
い
、
と
述
べ
た
。

現
在
も
、
一
人
っ
子
政
策
を
厳
格
に

続
け
て
い
る
の
は
、
都
市
人
口
の
多
い

北
京
、
上
海
、
天
津
の
各
直
轄
市
と
、

全 国 1２．９８

<注>自然増加率は、年間

の出生者数から死亡者数

を引いて、総人口で割っ

た数に１０００倍したもの。

つまり、人口1000人当た

りの増加人数。日本（９１

年）は3.2。

人
口
の
極
め
て
多
い
四
川
、
江
蘇
両
省

だ
け
と
な
っ
た
。
そ
の
他
の
省
・
自
治

区
の
農
村
で
は
、
第
一
子
が
女
児
な
ら
、

第
二
子
の
出
産
が
許
さ
れ
る
と
い
う
。

こ
う
し
た
変
化
は
、
八
六
年
ご
ろ
か

ら
徐
々
に
進
ん
で
き
た
。
中
央
政
府
は

「
各
地
の
実
情
に
合
わ
せ
て
制
度
を
定

め
て
よ
い
」
と
の
方
針
を
打
ち
出
し
て

い
る
た
め
、
各
地
に
よ
っ
て
マ
チ
マ
チ

だ
が
、
省
よ
り
も
下
の
行
政
単
位
の
県
、

鎖
、
村
で
は
、
貧
困
地
区
ほ
ど
第
二
子

を
産
み
や
す
く
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

実
質
的
に
農
村
で
の
一
人
っ
子
政
策

が
緩
ん
で
き
た
こ
と
に
よ
り
、
当
初
の

抑
制
目
標
を
達
成
す
る
の
は
容
易
で
は

な
い
と
見
ら
れ
る
。

（
朝
日
新
聞
一
九
九
二
・
一
一
一
・
’
一
二
）

１
１
Ｊ

当
初
は
、
今
世
紀
末
の
人
口
を

「
十
二
億
人
以
内
」
と
し
て
い
た

が
、
九
○
年
に
＋
’
億
六
千
万
人

を
突
破
し
た
た
め
今
年
十
一
月
、

「
今
世
紀
末
ま
で
に
十
一
一
億
九
千

四
百
万
人
」
と
目
標
を
修
正
し
た
。

中
国
の
人
ロ
抑
制
目
標
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０
１
１
１
１
１
１
１
１
，
Ｉ
Ｉ
ｌ
６
Ｉ
１
ｉ
ｌ
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
０
１
ｉ
１
ｌ
１
Ｉ
ｌ

人
口
問
題
は
、
二
十
一
世
紀
の
人
類
生
存
を
左
右
す
る
地
球
上
の
蛾
も
重
要
な
課
題
と
な
っ
て

い
ま
す
。
’
九
九
三
年
の
世
界
人
口
は
五
五
億
人
、
一
九
九
八
年
に
は
六
○
億
人
を
超
え
る
と
推
計

さ
れ
て
お
り
ま
す
。
ア
ジ
ア
の
人
口
は
一
一
の
急
増
す
る
世
界
人
口
の
六
○
％
を
占
め
て
お
り
ま
す
。

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

世
界
人
口
の
大
半
を
占
め
る
ア
ジ
ア
人
口
の
行
墓
人
繍
生
存
の
カ
ギ
を
握
っ
て
い
る
’

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
が
大
き
な
根
本
原
因
な

の
で
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
で
は
急
速
な
工
業
化
は
大
気
汚
染
や
水
質
汚
濁
な
ど
多
く
の

産
業
公
害
を
引
き
起
こ
し
、
地
球
環
境
の
悪
化
は
、
も
う
こ
れ
以
上
放
置
で
き
な
い
ギ
リ
ギ
リ
の

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

本
な
ど
の
よ
う
に
、
こ
れ
以
上
子
供
が
欲
し
く
な
い
と
い
う
夫
婦
が
ふ
え
て
い
る
地
域
、
こ
の
こ

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

社
会
・
経
済
問
題
も
発
生
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
根
源
は
、
す
べ
て
〃
人
口
”
問
題
に
帰
結
さ
れ
ま
す
。

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

解
決
す
る
方
策
を
さ
ぐ
り
協
調
す
る
た
め
、
日
夜
、
真
剣
に
努
力
を
続
け
て
い
ま
す
。

何
卒
、
あ
す
の
人
類
の
明
る
い
未
来
と
、
共
存
の
た
め
に
皆
さ
ま
の
尊
い
ご
協
力
を
心
か
ら
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

Ａ
Ｐ
Ｄ
Ａ
賛
・
助
会
員

～
ｊ
ｉ
一
一
入
会
の
お
願

い

！

免税措置；当法人はい所得税法施行令第

２１７条第１項第３号及び瑳

人税法施行令第７７条第１項

凋寄3号に掲げる特定公益増進
法人です。

会員■の]特■典

｡会聾や寄付金には特定公益増進法人と
し玉の認可を受けているため、免税措

組聯どられでいま'商?■

･季刊誌「人口と開発｣や研究智等が送
られます。

。パ帥開発鱈関す馬海熱l蝋が織れ
ます．

'<申込先，，

〒100束京都千代田区永田繭２－１０－２

，永田町ＴＢＲピル7110号室

財団法人”ｱ人口･し開発協会
（ＡＰＤＡ）

TELO3-3581-7770-

FAXO3-3581￣7796／賛助:芸蕊いＩｐＰ５１０,ｐ00円(年'額）
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２．来南アジア諸国等人ロ・Ｉ;M光雄礎調盃報;Ijiリド

ーインド国一

ReportontheBasicSurveyofPopu]aliDnand

DevelopmentinSoulheasIAsianCountries 昭和58年度

Ｌ‘１１縦人氏共fU[JEI人Ｕ家族iil画雅礎調代戦告i1＄

BasicSurveyonPopulationandFamIlyP1annlng

lnlhePeople､ｓＲｅｐｕｂｌｉｃｏｆＣｈｍａ（芙鵠版）

ｌｔｆｒ率和生活水１f失系ｌＩ１Ｈ合作ilM盗研究恨告苓

⑪IIlIl語版）

India-

３１'縦人氏共和国人口・家族iil･画第二次催礎綱代報告餅

BasicSuYvey(11）onPopulaIionandFhmi1yPIanning

lnthePeople1sRepublicofChina

lkfiJOK杣生活水平共系輔二次ＩｌｊＨ合作i｣M1IfIilf究ｲﾄｌ

くい将（中国語版）

昭和59年度

1．アジア錯圃の農村人１１と農業開発に側する綱従轍告書４．ネパール王国人口・家族,汁画避礎調在

Bas1cSurveyRepor（onPopulationandFhmily

P1anningintheKingdomolNepal（災iMlIh）

－インド国一

ReportontheSurveyofRuralPopulalionand

AgriculturalDevelopmeIltinAsianCounlries

-India-（蝿iMf版）５．１１本の人口都市化と開発

UrbanizationandDevelopmentinjapan（英織IMI）

２．爪南アジア諸国等人ｕ・開発基礎調企報告ｉＵｉ

－タイ国一

ReporlonlheBasicSurveyofPopulationandDeve‐

IopmentinSoutheastAsianCountries
-Thajland－

６．バンコクの人口都市化とAkiiJi環境・編祉i凋代

－データ編一

SurveyofUrbanlzation，L1vingEnvironment

WelfareinBangkok-Data-

（英硲版）

and

３．［｣本の人口犠換と農村開発

DemographicTransitioninjapanandRuralDeve、

Iopmcnt（英錨版）

スライド

日本の都市化と人L１（Ⅱ本綴版）

UrbanizationandPopulationinJapan（懸冊版）

日本ＩＭＩ城市化与人口（中国語版）

UrbanisasiDankependudukanD1Jepang

（インドネシア譜版）

●

『一Ｊ０

４．SurveyofFertiIItVandLﾊ'mgStandardsmChinese

Rum1Areas-ＤａＩａ－Ａｌ１ｔｈｅｈｏｕｓｅｈｏｌｄｓｏｆｔｗｏ

ｖｉⅡagesinJilinP｢ovincesuTvevedbyquesIiomai肥ｓ

（英鵠版）

失干中国衣村的人I｣生育率5生沽水平的iMMf恨告

一一吋千古林省lUi今村迦行全戸面談iBl従的蛸呆－

－焼ｔｌ猫＝（`lnIE1綴版）

昭和61年度

ｌ・アジア,渚国の農村人1-1と腱剰Ｉｉ1発に|其Ｉする綱従糀(I滝11：

－インドネシア同一

ReporlontheSurveyofRurらlPopula【ionimd

AgrlculturalDevelopmenI1nAsianCountrics

--Indone§ia-（災i冊版）
５．スライド日本の農堆、農村開発と人'二Ｉ

－その軌跡一（Ⅱ小IM1lUYj

Agricultural＆RuralDevelopmentand，Population

InJapan（英誰版）

Ｈ小衣上衣材的友腔fIi人口的推移（IIjlH1錨版）

PerkembanganPerlanianMasya｢akatDesaDan

KependudukanDi」apang（インドネシア漏版）

（以上４力圧1版スライドは、日本産業教frスライドコ

ンクールにて優秀賞を受賞しました｡）

昭和60年度

２．東南アジア諸国等人口・Ｉ＃１発基礎調査概告ｉｊｌ

－インドネシア国一

Repo｢tontheBasicSurveyofPopulaIIonand

DevclopmentInSoutheastAsianCountr1es

Indonesia-（英iiMi版）

３．在日冊学生の学習と生ii1i条件に関する研究

人的能力開発の鰍lAmに即して

４．Ｕ本の労働力人口と開発

LaborFo｢ceandDevelopmentinjapan（災ＩＭＩ版） １．アジア諸国の腱村人I」と農業開発に関する鯛従報告書

一タイ国一

ReportontheSurveyofRuralPopulationand

AgriculturaIDeveIopmenlmAsianCountrles

-ThaiIand－（英鵬版）

５．人１１と開発関連銃i;|染

DemographicandSocioEconomlclndicaIorson

PopulationandDevelopｍｅｎｔ（英語版〉
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２．東南アジア諸国等人1コ・開発基礎綱在報告書

一中華人民共和国一一

Repor［ontheBasicSurveyofPopulationand

DevelopmentinSoutheastAsianCountries

--China-（英鵠版）

６．スライドⅡ本の産業開発と人口

－そのIIiAmjbブル通気一（日本語版）

IndustrialDeveIopmentandPopulationinJapan

-ThePrimeMover-EIect｢lciw-（英語飯）

Ｈ本的杵止友展｣j人口

一其原助力－１典と(－（''''五l語版）

PembangunanlndustridankependudukandiJepang

-PenggerakUtama､TengaLls[ｒｌｋ－

（インドネシア綴版）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する鋼査研究観告iリト

ータイ国一

４．Ｈ本の人口と家族

PopulationandIheFamilyinjapan（英語版） ネパール王催l人口家族計画第二次挫礎調査

ComplementaryBasicSurveyReportonPopulatlon

andFamlIyPlanninｇｉｎｔｈｅｋｉｎｇｄｏｍｏｆＮｅｐａｌ

円

ノ。

５．アジアの人口転換と＃3発一統計災一

DemographicTransitionandDevelopmelitinAsian

Countrles-Overv】ewandStatisllcalTables-

（英語版） 昭和62年度

Ｌアジア諸国の農村人口と農業I刑発に関する調ＩＣ鯛』告普

一中華人氏共和1週ｌ－

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＲｕｒａｌＰｏpula[ionand

AgriculturalDevelopmentinAsianCountrjes

-China-（英語版）

６．スライド

Ｈ本の人口と家族（日本語版）

FamilvandPopulationinJapan

-AsianExpenence-（英語版）

日本的人口5家庭（中国語版）

Penduduk＆Keluargajepang（インドネシア語版） ２．束耐アジア縮図繁人[I・開発ＪＩＬ礎綱在報告書

一中華人民共和lTil-

ReportontheBasicSu｢vｅｖｏfPopu1ationand

DevelopmentInSoutheastAs1anCountris

７．ペルー共和国人口家族計画基礎綱盗

Chma-（英語版）

平成元年度

１．アジア諸国の農村人口と農業開発に側する調査報侍ｌ１ｌ

－バングラデシュljEI-

ReportontheSurveyofRuralPopulatjonand

AgnculturalDevelopment－Bangladesh-
（英語版）

３．アジア諸国からの労働力流出にlＨ１する調在研究報告普

一フィリピン[玉1－

４．Ｈ本の人口と農堆開発

PopulationandAgriculturalDevelopmentin」apa、

（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調盃徽告香

一ネパール国一

ReportqntheBasicSurvevofPopulationflnd

DevelopmentinSoutheastAsianCountries

-Nepal-（英錨版）

５．ネパールの人【」・'111発・環境

Population，DevelopmentandEnvironmentinKepal
（英語版）

６．スライド

１１本の人口移動と総済発展（日本i箔版）

TheMigratorvMovementandEconomicDevelop

mentinJapan（英語版）

日本的人口移功窃蟻済度展（中l1il誌版）

PerpindahanPendudukDanPerkembanganEkonoml

DiJepang（インドネシア識版）

３．アジア諸国からの労動力流出に関する綱森研究報告i1ト

ーマレーシアlIil-

４．日本の人口櫛造変動と開発

一高齢化のアジア的視点一

Structu｢alChangeinPopulationandDevelopment

-JapaTsExperienceinAging-（英語版） ７．トルコ国人LI家族３１画基礎調Iii

５．スライド

商船化社会への日本の挑戦

一生きがいのある老後を目指して－旧本譜版）

AgjnginJapan－ChallengesandProspects--
（英語版）

辺人高齢化社会的日本正面I届挑奴

一道求具生命意Ｘ的老年生涯一〈中国語版）

昭和63年度

１．アジア諸国の農村人口と農業１１M発に関する調在報告ｉｌｌ

－ネパールＩｒ１－

ＲｅｐｏｒｔｏｎＫｈｅＳｕ１ｒｖｅｙｏｆＲｕralPopuIationand

AgricultulralDevelopmentinAsianCountrles

-Nepal-（英締版〉
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３．アジア諸国からの労働力流出に関する調査研究報告排

一一中華人民共和国一一

TantanganMasyarakatLanju［usiaJepang

（インドネシア語版）

４．日本の地域開発と人口-1990年代の展望一

RegionalDevelopmenIandPopulationmJapan
-TrendsandProspectsiｎｔｈｅｌ９９０ｓ－

（英語版）

６．アジア諸国の農業１%１発－５ヵ国の比較一

StrategjcMeasuresfortheAgTicu1luralDevelopment

-ComDamtjveStrudiesonFiveAsianCoul1tries-

（英繍版）

（本作品は、1990年Ⅲ日本視聴覚教育協会主催優秀映

像教材選奨社会敬育部門で優秀賞を受賞｡）
５．スライド

日本の地域開発と人口（日本語版）

ReginalDeveIopmentandPopu1atiｏｎｉｎＪａｐａｎ

（英語版）

日本的区域升友ｆⅡ人口（中国語版）

PermbangunanDaerahdanPopulasidjJapang

（インドネシア版）

平成２年度

１．アジア粥国の農村人【」と農業開発に関する調査報〈!「書

一フィリピン国一

ReportonUleSurveyofRuraIPopulatIonand

AgriculturalDevelopｍｅｎｔ－Philippin←

（英語版）

２．DIR南アジア諸UPI等人1J・開発基礎綱在報告＃I：

－バングラデシュ~

ReportontheBasicSu】rvevofPopula[ionand

DevelopmentmSoutheastAsianCountries

-BangIadesh-（英語版）

６．アジアの労働力移動

LaborMigrationinAsia（英艦版）

３．アジアI禰国からの労働力流１１１に関する調梵研究報告書

一インドネシア隆1－

４．日本の人口・'珊発・環境一アジアの総験一

Population．、evelopmentandEnvironmentm

japan－AsianExpe7Ience-（英船版）

５．スライド

日本の環境・人口・IⅡ1発（Ⅱ本譜腿）

EnvironmenLPopulationandDevelopmentm

Japan（英iMf版）

日本的坏境・人口・升友（『|個語版）

Lmgkungan，PendudukdanPembangunanJepang

（インドネシア錯版）

（本作品は、1991年伽日本視聴覚教育協会主催優秀映

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１１１１市化一統if菓一

ProspectsofUrbanizationlnAsia （英鵠版）

平成３年度

１．アジアルガ国の腱村人口と農業開発に関する調査報告書

一一スリランカ国一一

ReportontheSurvevRuralPopulationand

AgriculturalDevelopment--Srjlanka-

（英語版）

２．東南アジア諸IZl等人口・開発堆礎調在報告iIト

ーフィリビン国一一

Repo｢tontheBasicSurvevofPODulationand

DevelopmenlinSouIheastAsjanCountrles

--Philippines-（英語版）
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また弓

人
類
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生
き
続
け
て
い
く

》） ◇◇

曰誌ＡＰＤＡ

「
献
寿
」
。
国
の
内
外
と
も
に
波
乱
を

き
ず
っ
た
ま
ま
の
越
年
と
な
り
ま
し

。
さ
て
、
今
年
は
ど
ん
な
年
に
な
り

す
か
。

先
ず
は
、
明
け
ま
し
て
お
目
出
と
う

ざ
い
ま
す
。

福
田
元
首
相
と
の
〃
新
春
対
談
〃
は
、

￣ ￣

、
月
肥
日
イ
ン
ド
人
口
・
開
発
事
情
視
察
の
た
め
国
際
人
口
間
題
議

～
躯
日
貝
懇
談
会
視
察
団
（
団
長
二
局
桑
栄
松
参
議
院
議
員
）
ｎ

名
を
イ
ン
ド
（
ボ
ン
ベ
イ
、
デ
リ
ー
、
ア
グ
ラ
、
ジ
ャ
イ

プ
ー
ル
）
に
派
遣
。

、
月
知
日
フ
レ
ッ
ド
・
サ
イ
ー
Ｐ
Ｐ
Ｆ
会
長
と
鹿
野
道
彦
理
事
、
広

瀬
次
雄
常
務
理
事
・
事
務
局
長
が
懇
談
。

皿
月
８
日
「
第
九
回
人
口
と
開
発
に
関
す
る
ア
ジ
ア
国
会
議
員
代
表

～
Ⅲ
日
者
会
議
」
開
催
打
合
せ
の
た
め
広
瀬
次
雄
常
務
理
事
・
事

務
局
長
と
遠
藤
正
昭
事
務
局
長
補
佐
を
ベ
ト
ナ
ム
・
ハ
ノ

イ
に
派
遣
。

た
め
の
貴
重

’

零

な
ガ
イ
ド
・
ラ
イ
ン
。
ま
さ
に
傾
聴
に

値
す
る
も
の
で
す
。

こ
の
時
代
、
人
口
問
題
で
も
世
界
の

先
駆
者
で
あ
る
福
田
元
首
相
の
益
々
の

ご
自
愛
と
ご
活
躍
を
お
祈
り
い
た
し
ま

す
。

◇
こ
と
し
は
Ａ
Ｐ
Ｄ
Ａ
に
と
っ
て
二
月

に
ベ
ト
ナ
ム
・
ハ
ノ
イ
で
「
第
九
回
人

口
・
開
発
ア
ジ
ア
国
会
議
員
代
表
者
会

議
」
、
一
○
月
に
マ
レ
ー
シ
ア
・
ク
ア
ラ

ル
ン
プ
１
ル
で
「
第
四
回
Ａ
Ｆ
Ｐ
Ｐ
Ｄ

（
人
口
・
開
発
ア
ジ
ア
議
員
フ
ォ
ー
ラ

[二二二二表紙の写真説明一

ム
）
大
会
」
が
開
か
れ
る
年
。
い
ず
れ

も
来
年
九
月
、
エ
ジ
プ
ト
・
カ
イ
ロ
で

開
か
れ
る
国
連
の
〃
世
界
人
口
会
議
“

を
成
功
さ
せ
る
た
め
の
重
要
な
会
議
で

す
。
私
た
ち
の
子
孫
が
明
る
い
展
望
を

持
っ
て
二
一
世
紀
を
生
き
抜
い
て
い
く

た
め
に
、
是
非
と
も
実
り
あ
る
一
年
に

し
た
い
も
の
で
す
。

議
論
の
た
め
の
議
論
で
な
く
、
何
を
、

ど
う
実
行
し
て
い
く
か
ｌ
こ
れ
が
今

年
の
課
題
で
す
。
ご
声
援
下
さ
い
。

（
Ｔ
・
Ｈ
）

ボンベイの人口は、1991年の国勢調査によ

ると1,257万人｡カルカッタを抜いてインド第

一の都市である。

この巨大人口の胃袋をまかなうのが、クロ

フォード・マーケットで．ある。

127年前に建造された同マーケットはボン

ベイ妓大の生鮮食料品と雑貨品の市場で、マ

ーケットの名前は当時のボンベイ市長の名前

をとったもの。建物は英国植民地時代の面影

を残しているが、傷みがひどく現在修理が行

われている。ボンベイ市内には他にも市場が

あるが、ここのは新鮮なものが売られている

ので、市民の評判がよく、一日中、買物客で

賑っている。

人ロと開発･各季号く通巻43号〉
1993年１月１日発行く季刊〉

●鰯集発行

財団法人アジア人口･開発協会

〒100束京都千代田区永田町2-10-2

永田町ＴＢＲビル710号

ＴＥＬ（03）3581-7770㈹

ＦＡＸ（03）３５８１－７７９６

●印刷

文化印刷株式会社
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マングローブの苗木を植樹する､インドネシアと日本の若者たち。

やざしい想い、地球にも。
TＯＧＥＴＨＥＲＴＯＴＯＭＯＲＲＯＷ

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げた人

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

/Vでいきます6ＴＯＧＥＴＨＥＲＴＯＴＯＭＯＲＲｏＷ､あなたもぜひ､ご一緒に。

財団法人日本船舶振興会会焚iii川艮



け ＩＣＩ

`誕蝋露

楽しきと

入学・卒業・就識・結婚な

どのお祝いに。

思い出の旅をつくっていだ

だける、素敵なプレゼント

です。

お誕生曰やクリスマスのプ

レゼントに。

贈られた万のお好みに合わ

せた旅をつくっていただけ

る、夢の広がるプレゼント

です。

お中元やあ歳暮にも。

お世話になった万への気の

きいた贈り物としても最適

です。

ご招待旅行や記念行事とし

ても。

お得意様へ感謝の気持ちを

託して、ご利用ください。

阪急交通社のハルジUY-ギフト券ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄやお祝い

ご贈答におすすめしまれ ●当社主催パッケージツアー・国内「あらうんどツアー」・

海外「グリーニング･ツアー」をはじめ●全国の一流ホテル・

旅館のご宿泊●航空券●一流ホテルでのお食事●宝塚歌劇や

梅田コマなどての催し物もお楽しみいただけます。

轍螂纏i篝篝溺吻
蝋〃”
蟻議譲

iJdjlli7

i篝;、
蝋

《鰯i､霧議薊X霧￣￣
wllMWml識ii湿蕊

世界の旅日本の旅と航空ｊＹｌｈ

泰忽|阪急交通社
ｅ通脇大臣量錦一瞳旗行衆1114ｺ昭


