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看護学院生（日本）
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厄

ｌ
創
世
紀
の
持
続
可
能
態
「
地
球
型
社
会
」
実
現
の
た
め
に
ｌ

◆
世
界
の
コ
メ
・
食
糧
市
場
の
特
徴
と

二
○
二
○
年
の
日
本
農
業
の
あ
り
方

辻
井
博

本
田
健
一
理
事
が
文
化
功
労
者
に

ｎ
世
紀
・
人
類
は
生
き
残
れ
る
か
１
本
協
会
の
全
国
セ
ミ
ナ
ー

◇
展
望
’
四
世
紀
の
中
国

中
野
謙
二

◆
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
現
状
と
Ｏ
Ｄ
Ａ
再
開
へ
の
一
考
察

桐
生
稔

奇
特
Ｙ
・
Ｎ
氏
ｌ
亡
妻
の
香
典
を
本
財
団
に
寄
附

第
２
回
厚
生
政
策
セ
ミ
ナ
ー

ｌ
少
子
化
時
代
を
考
え
る

中
国
・
一
人
っ
子
政
策
撤
廃
／
中
国
．
｜

人
っ
子
政
策
堅
持
／
９
万
人
が
餓
死
の
恐

れ
／
高
齢
豆
知
識
Ⅱ
高
齢
化
率
他
／
岐
路
に

立
つ
人
口
政
策
／
職
場
の
育
児
支
援
制
度
拡

充
／
農
家
戸
数
最
低
の
三
三
四
万
／
印
度
貧

困
撲
滅
へ
女
性
教
育
／
高
齢
者
就
労
意
欲
米

以
上
／
ピ
ル
条
件
付
き
で
解
禁
容
認
／
働
く

巻
頭
言
／
経
済
発
展
戦
略
の
罠

新
春
対
談
「
人
ロ
問
題
を
語
る
」

黒
田
俊
夫
博
士
鴨
広
瀬
次
雄
本
誌
主
幹

ゅ
う
す
ふ
ぉ
Ｉ
ら
む

女
性
の
出
生
率
増
／
米
作
異
常
時
に
収
入
保

険
制
／
サ
ウ
ジ
、
人
口
急
増
に
悩
む
／
妊
婦

と
乳
児
の
死
亡
率
増
／
出
生
率
回
復
後
は
人

口
静
止
／
中
国
で
も
エ
イ
ズ
感
染
者
／
介

護
、
保
険
料
負
担
２
兆
円
／
介
護
保
険
法
が

成
立
／
「
ピ
ル
で
環
境
に
悪
影
響
」
／
任
意
拠

出
金
削
減
率
が
縮
小

降
矢
憲
一
３
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タ
イ
の
バ
ー
ツ
下
落
に
端
を
発
し
、
マ

レ
ー
シ
ア
、
ホ
ン
コ
ン
な
ど
の
通
貨
変
動

を
誘
発
さ
せ
た
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
金
融

不
安
へ
も
波
及
し
、
経
済
の
国
際
化
の
ス

ピ
ー
ド
と
そ
の
影
響
力
の
大
き
さ
を
痛
感

さ
せ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
に

出
席
し
た
マ
ハ
テ
ィ
ー
ル
マ
レ
ー
シ
ア
首

相
の
「
加
年
間
の
経
済
成
長
の
成
果
が
１

日
に
し
て
失
わ
れ
た
」
と
の
嘆
き
も
必
ず

し
も
オ
ー
バ
ー
と
は
い
え
な
い
で
あ
る

ご
っ
Ｏ奇
蹟
の
成
長
エ
リ
ア
と
称
さ
れ
て
、
先

進
諸
国
か
ら
の
投
資
を
奔
流
と
さ
せ
、
成

長
を
加
速
さ
せ
て
き
た
期
間
が
長
か
っ
た

か
短
か
つ
た
か
の
評
価
は
簡
単
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
成
長
加
速
が
加
熱

経
済
を
誘
引
し
た
事
態
は
、
わ
が
国
の
列

島
改
造
ブ
ー
ム
期
、
さ
ら
に
は
今
次
バ
ブ

ル
と
そ
の
崩
壊
と
二
重
映
し
と
な
っ
て
鮮

明
で
あ
る
。

巻
頭
言

蕊IiI1l1i1llIii囲

ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
経
済
開
発
は
肌

年
代
の
輸
入
代
替
産
業
戦
略
か
ら
ｎ
年
代

以
降
の
輸
出
産
業
戦
略
へ
の
転
換
と
い
う

開
発
戦
略
が
基
本
的
に
は
誤
り
で
な
か
つ

袷
し
か
し
、
他
方

胆
の
進
展
が
急
速
で

て
、
先
進
諸
国
の
世

さ
れ
、
産
業
構
造
変

篭

ｌＥ灘

降矢 憲

化
が
急
速
過
ぎ
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ

た
。
わ
が
国
は
西
欧
諸
国
に
倍
す
る
速
度

で
産
業
構
造
変
化
を
実
現
し
た
が
、
東
南

ア
諸
国
の
そ
れ
は
こ
れ
を
上
回
る
も
の
と

な
っ
た
。

わ
が
国
の
場
合
、
如
年
不
況
、
石
油
危

機
後
不
況
な
ど
、
今
に
し
て
想
え
ば
、
適

度
の
苦
汁
抜
き
に
よ
っ
て
成
長
、
構
造
変

化
の
調
整
が
行
わ
れ
、
労
働
力
過
剰
か
ら

労
働
力
不
足
へ
の
基
調
転
換
に
は
半
世
紀

弱
の
期
間
を
要
し
た
。

現
在
マ
レ
ー
シ
ア
に
典
型
的
に
み
ら
れ

る
技
能
労
働
力
不
足
と
軍
縮
労
働
力
不
足

の
共
存
と
い
う
事
態
は
、
人
的
資
源
開
発

の
適
切
な
速
度
を
忘
れ
て
は
産
業
発
展
戦

略
は
成
功
し
え
な
い
こ
と
を
教
え
て
い

る
。
翻
っ
て
、
成
長
期
間
が
や
や
長
か
っ

た
わ
が
国
の
場
合
も
程
度
の
差
は
あ
れ
、

事
態
の
本
質
は
共
通
し
て
い
る
。
経
験
を

活
か
す
こ
と
、
経
済
開
発
援
助
の
難
し
さ

を
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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新
春
対
談
人
回
同
題
壱
閨
ら

人
一
口
問
題
は
、
数
だ
け
で
な
く
、
人
類
が

ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
く
か
ｌ
、

ラ
イ
フ
・
ス
タ
イ
ル
を
変
え
て

健
全
な
地
球
を
１
．

皇
預
式
Ｃ ザ、‐か。｝｜圷蒄

, ’
１

Z1世紀の持続可能な

｢地球型社会」

実現のために

イ



新春対談・人ロ問題を語る

か
つ
て
広
大
で
無
尽
蔵
の
資
源
に
恵
ま
れ

て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
た
豊
か
な
星
・
地
球

は
、
科
学
技
術
の
目
ざ
ま
し
い
発
展
に
よ
っ

て
”
有
限
“
の
星
と
な
っ
た
。

そ
し
て
、
高
度
な
情
報
化
社
会
の
実
現
に

よ
っ
て
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ビ
レ
ッ
ジ
（
地
球

村
）
と
な
り
、
ま
す
ま
す
小
さ
く
な
り
つ
つ

あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
こ
の
地
球
で
は
依
然
と
し

て
巨
大
な
人
口
増
加
が
爆
発
を
続
け
て
お

り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
地
球
環
境
は
す
で

広
瀬
加
先
生
の
ご
論
文
「
ブ
カ
レ
ス
ト
か
ら

カ
イ
ロ
韓
国
連
人
口
会
議
二
○
年
の
軌
跡
」

の
中
で
も
お
書
き
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た

が
、
現
在
の
人
口
増
加
は
人
類
の
歴
史
上
か

ら
み
て
極
め
て
特
殊
な
状
態
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
点
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
け
ま
す
か
。

１
増
加
率
は
減
少
し
て
い
る
の
に
、

年
間
八
○
○
○
万
人
以
上
増
え
て
い
る
こ
と
が
重
大

に
修
復
不
可
能
と
さ
え
い
わ
れ
る
ま
で
に
破

壊
さ
れ
、
人
類
が
生
き
る
た
め
の
食
料
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
初
め
と
す
る
資
源
は
日
を
追
っ

て
不
足
に
転
じ
、
深
刻
な
危
機
に
直
面
し
て

い
る
。

目
前
の
環
境
、
資
源
問
題
の
解
決
は
一
刻

の
猶
予
も
な
ら
な
い
。

そ
し
て
同
時
に
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い

の
が
、
そ
れ
ら
の
根
源
と
な
っ
て
い
る
”
人

ロ
“
と
い
う
ま
ぎ
れ
も
な
く
重
大
な
問
題
の

早
急
な
解
決
が
緊
急
の
課
題
で
あ
る
、
と
い

黒
田
“
現
在
の
世
界
人
口
の
年
平
均
増
加
率

は
一
・
四
八
％
（
一
九
九
○
年
’
一
九
九
五

年
）
だ
と
推
計
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
九
六
○

年
代
の
人
口
増
加
率
二
・
○
四
％
に
比
べ
れ

ば
だ
い
ぶ
減
少
し
て
き
た
と
い
え
ま
す
が
、

こ
れ
で
も
大
変
な
数
字
で
す
。
現
在
の
地
球

う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
誌
は
、
二
十
一
世
紀
を
一
一
一
年
後

に
控
え
た
新
春
に
当
た
り
、
人
類
と
地
球
の

こ
れ
か
ら
の
”
生
死
を
か
け
た
“
人
ロ
問
題

に
つ
い
て
、
国
連
人
ロ
賞
受
賞
者
で
、
世
界

的
な
人
ロ
問
題
の
権
威
で
あ
る
黒
田
俊
夫
博

士
（
日
本
大
学
人
ロ
問
題
研
究
所
名
誉
所

長
、
財
団
法
人
ア
ジ
ア
人
ロ
・
開
発
協
会
理

事
）
を
お
迎
え
し
て
本
誌
主
幹
広
瀬
次
雄

（
財
団
法
人
ア
ジ
ア
人
ロ
・
開
発
協
会
常
務

理
事
、
事
務
局
長
）
が
薪
製
壱
鋳
譲
を
行
っ
た
。

の
人
口
規
模
が
か
っ
て
な
い
（
六
○
億
に
近

い
）
大
き
さ
に
膨
ら
ん
だ
結
果
、
毎
年
の
人

口
増
加
規
模
（
数
）
は
八
○
○
○
万
人
を
超

え
て
い
る
こ
と
が
重
大
な
の
で
す
。

地
球
と
い
う
限
ら
れ
た
空
間
の
中
で
本
当

の
意
味
で
の
持
続
可
能
な
人
口
増
加
率
と
い

う
も
の
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は
ほ
ぼ
ゼ

ロ
、
つ
ま
り
人
口
増
加
の
無
い
状
態
で
あ
る

５



と
い
う
こ
と
が
す
ぐ
に
理
解
で
き
る
と
思
い

ま
す
。
先
日
ア
ラ
ス
カ
の
鮭
の
遡
上
を
テ
レ

ビ
で
や
っ
て
い
ま
し
た
が
、
大
体
、
ひ
と
つ

が
い
の
鮭
か
ら
四
○
○
○
匹
の
稚
魚
が
孵
化

す
る
そ
う
で
す
。
し
か
し
そ
の
中
で
、
数
年

後
に
戻
っ
て
き
て
次
の
世
代
を
残
す
こ
と
が

で
き
る
の
は
大
体
二
匹
だ
そ
う
で
す
。
確
率

か
ら
見
る
と
非
常
に
悪
く
感
じ
ま
す
が
き

ち
っ
と
単
純
再
生
産
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

多
く
の
生
物
は
自
然
の
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
（
扶

養
能
力
）
を
知
り
、
そ
の
範
囲
の
中
で
営
々

と
生
の
営
み
を
続
け
て
い
ま
す
。

人
間
を
と
っ
て
も
、
こ
の
人
口
増
加
と
い

う
の
は
極
め
て
特
殊
な
事
態
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
仮
に
、
人
類
が
四
○

○
万
年
の
歴
史
を
持
ち
、
初
め
に
こ
の
地
球

上
に
二
○
万
人
の
人
類
の
祖
先
が
い
た
と
老

た
場
合
、
キ
リ
ス
ト
が
生
ま
れ
た
時
、
お
よ

そ
二
億
人
と
推
計
さ
れ
て
い
る
西
暦
元
年
の

人
口
ま
で
の
年
平
均
人
口
増
加
率
を
計
算
し

ま
す
と
○
・
○
○
○
一
五
六
％
程
度
に
な
り

ま
す
。
人
類
の
歴
史
の
中
で
ほ
と
ん
ど
の
期

間
、
人
口
増
加
は
停
止
し
て
い
た
と
考
え
る

の
が
正
し
い
の
で
す
。
そ
れ
が
、
産
業
革
命

が
始
ま
っ
た
十
八
世
紀
頃
か
ら
増
加
し
は
じ

２
甘
え
を
捨
て
、
「
有
限
な
地
球
」
に
目
ざ
め
よ

’
資
源
不
足
も
環
境
破
壊
も

人
口
増
加
が
最
大
の
原
因
ｌ

広
瀬
函
先
生
は
こ
の
急
速
な
人
口
増
加
が
も
く
意
味
が
違
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、

た
ら
す
影
響
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
人
口
は
放
っ
て
お
け
ば
、
一
億
か
ら
二
億
に

れ
ま
す
か
。
人
口
を
考
え
る
場
合
、
忘
れ
て
増
え
る
の
も
、
六
○
億
か
ら
一
二
○
億
に
増

は
な
ら
な
い
こ
と
は
ま
さ
に
マ
ル
サ
ス
が
え
る
の
も
同
じ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
点

言
っ
た
よ
う
に
「
人
口
は
等
比
級
数
（
幾
何
が
、
人
口
を
考
え
る
場
合
に
最
も
重
要
な
点

級
数
）
的
に
増
え
る
が
食
料
生
産
は
等
差
級
だ
と
思
い
ま
す
が
…
…
。

数
（
算
術
級
数
）
的
に
し
か
増
え
な
い
」
と

い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
等
比
級
数
黒
田
“
お
話
に
な
っ
た
点
は
ま
さ
し
く
重
要

と
い
う
こ
と
は
簡
単
に
い
え
ば
倍
倍
ゲ
ー
ム
な
点
だ
と
思
い
ま
す
。
人
口
は
本
質
的
に
増

で
増
え
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
結
果
、
増
え
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ

え
た
人
口
は
比
率
で
は
な
く
そ
の
絶
対
数
が
の
増
え
た
結
果
、
生
き
る
た
め
の
資
源
が
不

ま
さ
に
環
境
に
影
響
を
与
え
、
人
類
の
未
来
足
し
、
地
球
環
境
を
圧
迫
し
て
自
然
に
淘
汰

に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
さ
れ
て
し
ま
っ
て
は
元
も
子
も
あ
り
ま
せ

従
っ
て
、
同
じ
地
球
人
口
二
倍
と
は
言
っ
て
ん
。
こ
う
し
た
人
類
の
未
来
の
可
能
性
を
奪

も
一
億
人
が
二
億
人
に
増
え
た
の
と
、
六
○
い
、
人
間
の
生
活
の
質
に
深
く
関
わ
る
、
教

億
人
が
一
二
○
億
人
に
増
え
た
の
と
で
は
全
育
や
、
医
療
な
ど
の
社
会
開
発
を
妨
げ
て
し

め
た
の
で
す
。
当
時
の
年
増
加
率
は
○
・
四

％
程
度
で
し
た
。
’
八
○
○
年
の
人
口
が
だ

い
た
い
一
○
億
、
一
五
○
年
後
の
一
九
五
○

年
に
は
二
五
億
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
一

九
八
七
年
に
は
五
○
億
に
な
り
ま
し
た
。
さ

ら
に
、
二
○
五
○
年
頃
に
は
一
○
○
億
近
く

に
な
る
と
国
連
は
推
計
し
て
お
り
ま
す
。

６
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３
”
よ
そ
ご
と
“
が
自
国
の
問
題
に

ｌ
高
度
情
報
化
で
「
地
球
村
」
に
ｌ

広
瀬
”
今
、
人
口
問
題
と
環
境
、
地
球
の
将
都
市
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。
電
話
が
通
じ
な

来
に
つ
い
て
か
な
り
切
実
な
お
話
を
頂
き
ま
い
地
域
と
い
う
も
の
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ

し
た
。

て
き
て
い
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
急
速

こ
の
小
さ
な
地
球
と
い
う
の
は
本
当
に
重
な
普
及
は
事
務
処
理
業
務
で
距
離
を
関
係
な

要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
人
い
も
の
に
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
先
生
が
、

類
社
会
の
質
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
言
葉
で
言
え
ば
、
こ
の

と
だ
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
世
界
規
模
で
地
球
そ
の
も
の
が
都
市
に
な
っ
て
し
ま
う

ま
う
こ
と
が
問
題
な
の
で
す
。

地
球
が
広
く
、
人
間
の
様
々
な
活
動
が
小

さ
く
、
私
た
ち
の
母
な
る
地
球
が
そ
れ
を
受

け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
間
は
全
く
問
題
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
人
間
活
動
の
結
果
は
地

球
環
境
の
中
で
浄
化
さ
れ
、
人
間
は
自
分
た

ち
を
覆
っ
て
い
る
地
球
な
ど
と
い
う
も
の
を

意
識
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

こ
の
状
態
は
人
間
が
こ
の
地
球
に
発
生
し

て
か
ら
今
日
ま
で
続
き
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん

私
た
ち
の
住
む
ア
ジ
ア
、
特
に
日
本
で
は
歴

史
的
に
見
る
と
限
ら
れ
た
土
地
の
中
で
多
く

の
人
間
が
住
み
、
限
ら
れ
た
中
で
、
限
ら
れ

た
資
源
を
使
っ
て
生
き
る
と
い
う
生
活
習
慣

が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
今
振
り
返
っ
て

み
る
と
、
今
後
の
生
活
の
あ
り
よ
う
を
示
し

て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
世
界

的
な
規
模
で
見
れ
ば
、
人
間
の
活
動
は
「
外

へ
外
へ
」
と
拡
大
し
て
き
た
歴
史
で
あ
り
、

地
球
が
限
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
認
識
は
無

か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

今
、
こ
こ
ま
で
人
口
が
増
加
し
て
し
ま
い

ま
す
と
、
地
球
は
非
常
に
小
さ
な
も
の
に
な

り
ま
し
た
。
広
瀬
さ
ん
も
海
外
に
行
か
れ
る

こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
も
は
や
本
当

の
意
味
で
、
人
が
踏
み
入
れ
て
い
な
い
土
地

な
ん
て
も
の
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
ど

ん
な
途
上
国
に
行
っ
て
も
、
ど
ん
な
離
れ
た

「
地
球
的
都
市
化
」
が
発
生
し
て
い
る
わ
け

で
す
。
こ
の
地
球
的
都
市
化
は
こ
れ
ま
で
の

都
市
化
と
大
き
く
違
う
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。
都
市
化
と
い
う
言
葉
は
農
村
や
田
舎
と

い
う
言
葉
と
対
比
し
て
出
て
く
る
言
葉
で

す
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
情
報
密
度
が
高
く

な
っ
て
く
る
と
、
ま
さ
し
く
昔
の
村
の
よ
う

な
密
度
の
高
い
情
報
を
共
有
し
た
社
会
が
出

て
く
る
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
社

会
の
こ
と
を
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ビ
レ
ッ
ジ
（
地

と
こ
ろ
に
行
っ
て
も
、
か
な
り
の
人
が
住
ん

で
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
、
私
た
ち
は
こ
の

地
球
が
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
識

し
て
生
活
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
意
味
か
ら
、
私
た
ち
の
社
会
は
恐
ら
く
こ

れ
ま
で
の
地
球
環
境
に
甘
え
た
無
限
を
前
提

と
し
た
社
会
・
経
済
シ
ス
テ
ム
か
ら
、
狭
い

地
球
の
中
で
の
有
限
性
を
意
識
し
た
社
会
経

済
シ
ス
テ
ム
を
作
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

言
葉
を
か
え
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
タ
グ
だ
と
思

わ
れ
て
い
た
「
水
や
空
気
」
の
値
段
を
考
え

た
社
会
シ
ス
テ
ム
を
作
り
上
げ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

７



球
村
）
の
社
会
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
先

生
、
今
後
の
展
望
を
ど
の
よ
う
に
お
考
え
に

な
り
ま
す
か
。

黒
田
仙
人
類
が
か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
が
無

い
と
い
う
こ
と
は
、
私
も
経
験
し
た
こ
と
が

な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
っ
き
り
と
し
た

お
答
え
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
地
球
が
距
離
・

時
間
の
面
で
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
面

で
も
ど
ん
ど
ん
狭
く
な
る
こ
と
だ
け
は
間
違

い
の
な
い
こ
と
で
す
。
こ
の
小
さ
く
、
密
度

の
高
い
社
会
で
は
一
個
所
に
お
け
る
出
来
事

は
世
界
中
に
影
響
し
ま
す
。
池
に
投
じ
た
一

石
が
波
紋
を
大
き
く
広
げ
る
よ
う
に
、
現
在

の
不
況
が
香
港
市
場
の
急
落
か
ら
始
ま
っ
た

事
は
有
名
で
す
が
、
そ
の
昔
で
あ
れ
ば
、
こ

れ
ほ
ど
早
く
他
の
市
場
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ

が
、
現
在
で
は
香
港
市
場
の
急
落
で
損
を
し

た
人
た
ち
が
東
京
、
ロ
ン
ド
ン
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
で
株
を
売
り
、
そ
の
損
を
補
お
う
と

す
る
結
果
、
世
界
的
な
急
落
を
招
く
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
人
口
問
題
や
食
料
の
問
題
も

同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
株
や
債
権
の
よ
う

に
、
同
時
に
起
こ
る
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま

広
瀬
沖
昨
年
十
二
月
、
京
都
で
地
球
温
暖
化

防
止
京
都
会
議
が
開
催
さ
れ
、
持
続
可
能
な

開
発
問
題
や
環
境
問
題
が
非
常
に
大
き
く
取

り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
は
あ
ま
り

に
も
人
口
と
い
う
点
が
見
落
と
さ
れ
て
い
る

よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
開
発
、
環
境
の
劣

化
、
人
口
と
考
え
る
と
「
卵
が
先
か
鶏
が
先

か
」
で
は
な
く
、
こ
の
場
合
、
人
口
の
増
加

と
い
う
も
の
が
ま
さ
に
最
大
の
原
因
と
な
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
技
術
の
進

４
人
権
を
尊
ぶ
人
ロ
問
題
の
解
決
を

ｌ
気
に
な
る
「
死
亡
率
の
増
大
」
ｌ

広
瀬
』
早
い
も
の
で
来
年
に
は
カ
イ
ロ
の
国
様
々
な
催
し
が
行
わ
れ
る
よ
う
で
す
が
。

際
人
口
・
開
発
会
議
（
Ｉ
Ｃ
Ｐ
Ｄ
）
が
開
か

れ
て
か
ら
か
ら
五
年
目
を
迎
え
ま
す
。
国
連
黒
田
”
こ
れ
か
ら
の
人
類
の
未
来
を
創
る
上

な
ど
で
も
Ｉ
Ｃ
Ｐ
Ｄ
プ
ラ
ス
５
と
銘
打
っ
て
で
、
人
口
問
題
の
解
決
が
最
も
基
本
的
か
つ

せ
ん
が
、
必
ず
、
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ

と
に
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。
も
は
や
私
た
ち
に
は
「
他
の
国
の

問
題
は
関
係
な
い
」
な
ど
と
呑
気
な
こ
と
を

言
う
こ
と
は
、
自
分
た
ち
の
利
益
の
問
題
と

し
て
も
、
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

歩
で
環
境
に
や
さ
し
い
社
会
を
創
る
こ
と
は

で
き
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
ど
ん
な
に
技

術
が
進
ん
で
も
人
間
の
活
動
が
あ
る
以
上
、

食
料
は
必
要
で
す
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
必
要

で
す
。
あ
ま
り
に
も
自
明
な
こ
と
で
あ
り
な

が
ら
、
目
先
の
こ
と
ば
か
り
に
追
わ
れ
て
、

肝
心
カ
ナ
メ
な
人
口
問
題
を
皆
忘
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
人

口
問
題
へ
の
取
り
組
み
な
く
し
て
、
い
か
な

る
努
力
も
あ
ま
り
効
果
が
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
冷
静
に
考
え
れ
ば
誰
で
も
わ
か
る
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
が
。

黒
田
”
本
当
に
そ
う
で
す
ね
。
人
口
の
重
要

性
と
い
う
も
の
を
も
っ
と
も
っ
と
、
ど
ん
ど

ん
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
い
ま
す
。

８
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て
き
ま
す
。
ま
た
、
人
間
的
な
人
口
問
題
の

解
決
と
い
う
こ
と
か
ら
、
基
本
的
人
権
の
尊

中
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

一
言
で
言
う
と
「
人
間
的

な
人
口
問
題
解
決
」
と
い

う
こ
と
で
す
。
こ
の
実
現

の
た
め
に
、
包
括
的
概
念

と
し
て
の
リ
プ
ロ
ダ
ク

テ
イ
ブ
・
ヘ
ル
ス
、
ラ
イ

ッ
の
実
現
を
図
る
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
リ
プ

ロ
グ
ク
テ
イ
ブ
・
ヘ
ル

ス
、
ラ
イ
ッ
の
中
に
は
家

族
計
画
、
プ
ラ
イ
マ
リ
ー

・
ヘ
ル
ス
・
ケ
ア
等
も
含

ま
れ
ま
す
が
、
こ
の
リ
プ

ロ
ダ
ク
テ
イ
ブ
・
ヘ
ル

ス
、
ラ
イ
ッ
を
実
現
可
能

と
す
る
た
め
に
、
必
要
と

す
る
人
に
避
妊
具
や
プ
ラ

イ
マ
リ
ー
・
ヘ
ル
ス
・
ケ

ア
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
に

す
る
こ
と
が
重
要
と
な
っ

重
要
な
要
素
と
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
解

決
法
は
ほ
と
ん
ど
Ｉ
Ｃ
Ｐ
Ｄ
の
行
動
計
画
の

可
可き
選
択
を
理
解
し
た
上
で
の
選
択
（
ウ
ェ
ル

・
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
チ
ヨ
イ
ス
）
が
で
き

童
、
特
に
人
口
抑
制
が
強
制
で
行
わ
れ
る
の

で
は
な
く
、
教
育
を
通
じ
て
自
分
の
な
す
べ

露
の
状
況
を
詳
し
く
見
ま
す
と
、
そ
の
中
に
、

９

死
亡
率
の
増
大
と
い
う
兆
候
が
出
て
い
ま

る
環
境
を
作
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
つ
ま

り
、
自
分
の
選
択
と
し
て
欲
し
い
子
ど
も
の

あらゆるものに対する危機感が二人の対談を一気に熱の入ったものにする

広
瀬
昔
」
の
点
に
関
し
て

新
た
に
気
に
な
る
兆
候
が

あ
る
と
い
う
こ
と
を
先
生

が
ご
指
摘
に
な
っ
て
お
ら

れ
ま
す
。
本
来
、
教
育
や

周
辺
環
境
の
整
備
を
通
じ

て
、
自
発
的
な
選
択
を
促

し
、
そ
の
結
果
と
し
て
健

康
な
子
供
を
数
少
な
く
生

み
、
生
ま
れ
た
子
供
が
健

康
に
育
つ
と
い
う
少
産
に

よ
っ
て
、
人
口
抑
制
を
図

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は

ず
で
す
が
、
現
在
の
人
口

数
を
決
め
ら
れ
る
よ
う
な

環
境
を
私
た
ち
が
作
り
上

げ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

人
口
問
題
は
解
決
に
向
か

う
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。



黒
田
“
そ
の
通
り
で
す
。
一
部
の
人
口
学
者

の
中
に
す
ら
、
こ
の
問
題
点
の
重
要
性
を
見

落
と
し
て
い
る
人
が
い
る
ぐ
ら
い
で
、
こ
の

問
題
が
含
む
重
要
な
点
が
見
落
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
死
亡
率
が
増
加
し
て
人
口
増
加
が
抑

制
さ
れ
る
と
い
う
の
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

人
口
増
加
抑
制
で
す
。
例
え
ば
、
今
後
、
曰

本
の
よ
う
に
高
齢
化
が
進
み
、
そ
の
結
果
と

し
て
天
寿
を
全
う
し
た
結
果
、
死
亡
率
が
増

加
す
る
の
は
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
自

然
の
摂
理
で
す
。
し
か
し
、
現
在
、
世
界
中

で
起
こ
っ
て
い
る
死
亡
率
の
増
加
は
多
く
の

乳
児
や
子
供
が
死
亡
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
ま
す
。

特
に
新
た
な
感
染
症
、
例
え
ば
エ
イ
ズ
や

エ
ポ
ラ
出
血
熱
な
ど
が
人
類
に
襲
い
か
か
っ

て
き
て
い
ま
す
。
ま
た
、
い
っ
た
ん
は
ほ
ぼ

沈
静
化
し
、
人
類
が
科
学
的
英
知
で
抑
制
に

成
功
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
結
核
や
マ
ラ

リ
ア
、
デ
ン
グ
熱
な
ど
の
再
興
感
染
症
が
新

す
。
こ
れ
は
大
変
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
結

果
と
し
て
人
口
増
加
率
や
、
人
口
増
加
の
将

来
推
計
が
少
な
い
方
に
（
下
方
に
）
修
正
さ

れ
て
き
て
い
る
の
は
問
題
で
す
ね
。

た
な
脅
威
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
細
菌
が

耐
性
を
持
っ
て
薬
が
効
か
な
く
な
っ
た
の
で

す
。死
亡
率
を
押
し
上
げ
て
い
る
の
は
こ
の
よ

う
な
感
染
症
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
世

界
の
各
地
で
民
族
紛
争
が
起
こ
り
、
悲
し
い

殺
し
合
い
が
続
い
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、

悲
惨
な
目
に
あ
う
の
は
最
も
弱
い
、
老
人
で

あ
り
、
女
性
で
あ
り
、
子
供
で
す
。
こ
の
民

族
問
題
は
民
族
間
の
利
害
対
立
や
宗
教
的
な

対
立
を
契
機
と
し
て
発
生
す
る
の
で
す
が
、

こ
の
民
族
問
題
、
有
名
な
と
こ
ろ
で
は
ル
ワ

ン
ダ
の
問
題
な
ど
は
人
口
が
大
き
く
影
響
し

て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ル
ワ
ン

ダ
の
普
通
死
亡
率
を
見
ま
す
と
一
九
九
○
年

’
九
五
年
期
間
の
平
均
死
亡
率
は
四
四
・
六

と
驚
く
べ
き
水
準
に
達
し
て
い
ま
す
。
ま
た

乳
児
死
亡
率
は
ア
フ
リ
カ
で
は
だ
い
た
い
一

○
○
（
出
生
児
数
一
○
○
○
に
対
し
）
と
い

う
高
水
準
で
す
が
、
ル
ワ
ン
ダ
は
一
四
○
、

マ
ラ
ウ
イ
で
は
一
四
八
（
い
ず
れ
も
一
九
九

○
’
九
五
）
と
さ
ら
に
高
く
な
っ
て
い
る
の

で
す
。
西
ア
フ
リ
カ
の
リ
ベ
リ
ア
で
は
何
と

二
○
○
と
い
う
異
常
な
乳
児
死
亡
率
で
す
。

こ
の
よ
う
な
民
族
紛
争
あ
る
い
は
宗
教
粉

争
は
近
代
的
兵
器
を
利
用
し
た
戦
闘
状
態
を

引
き
起
こ
し
、
多
数
の
死
傷
者
の
み
な
ら

ず
、
難
民
問
題
を
発
生
さ
せ
ま
す
。
国
連
の

援
助
対
象
に
な
っ
て
い
る
国
際
難
民
は
二
二

七
○
万
人
、
さ
ら
に
国
内
で
難
民
化
し
て
い

る
人
口
が
二
五
○
○
万
人
、
合
計
五
○
○
○

万
人
に
近
い
膨
大
な
数
に
達
し
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
ら
の
人
口
は
疾
病
、
死
亡
の
危
険

が
極
め
て
高
い
集
団
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
、
経
済
移
行
期
に
あ
る
旧
ソ
連
邦

の
国
家
を
含
む
東
欧
の
死
亡
率
の
上
昇
も
見

逃
せ
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
国
々
で
は
国
家
財

政
が
破
綻
状
態
で
、
社
会
開
発
分
野
、
福
祉

や
医
療
や
年
金
等
が
大
き
く
削
ら
れ
、
そ
の

結
果
、
乳
・
幼
児
の
死
亡
率
が
増
大
し
て
い

る
の
で
す
。

例
え
ば
、
乳
児
死
亡
率
で
見
ま
す
と
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
一
○
以
下
で
す
が
、
東
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
二
倍
の
二
○
と
高
い
の
で
す
。

ま
た
普
通
死
亡
率
で
は
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国

は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
国
で
死
亡
率
が
上
昇

し
、
出
生
率
を
上
回
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

〃
死
亡
率
の
逆
転
”
と
か
”
死
亡
の
危
機
“

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
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新春対験・人ロ問題を語る

５
Ｏ
Ｄ
Ａ
は
曰
本
の
安
全
保
障
確
保
の
カ
ー
ド

ー
学
部
や
大
学
院
に
専
門
の
人
口
分
野
を
ｌ

広
瀬
鵡
私
は
こ
れ
か
ら
の
日
本
は
地
球
上
の
人
口
転
換
を
導
く
上
で
大
き
な
役
割
を
果
た

平
和
の
旗
手
と
し
て
人
口
問
題
を
通
じ
て
国
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
日
本

際
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
い
か
の
大
学
で
人
口
を
扱
う
学
部
は
あ
り
ま
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
こ
ん
。
日
本
大
学
に
人
口
研
究
所
は
あ
り
ま
す

と
は
平
和
日
本
の
持
つ
唯
一
の
外
交
カ
ー
ド
が
、
大
学
院
や
学
部
の
コ
ー
ス
で
人
口
問
題

で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
の
持
続
可
能
な
”
地
球
を
中
心
的
に
扱
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
な
い
と

人
の
生
命
“
に
関
わ
る
こ
と
だ
と
思
う
の
で
い
う
の
が
現
状
で
す
。
こ
れ
か
ら
、
日
本
が

す
が
…
…
。

厳
し
い
財
政
状
況
の
中
で
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
を
維
持

す
る
こ
と
の
意
味
は
、
ま
さ
に
日
本
の
安
全

黒
田
叫
私
た
ち
日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
拠
出
は
世
界
保
障
を
確
保
す
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の

一
で
す
が
、
対
Ｇ
Ｎ
Ｐ
比
で
は
先
進
国
中
最
で
す
。
国
際
社
会
の
中
に
人
材
を
送
り
込

低
の
水
準
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
日
本
み
、
日
本
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る

は
人
口
分
野
の
拠
出
で
も
多
国
間
援
助
に
限
こ
と
が
で
き
る
分
野
に
人
材
を
送
り
込
む
と

定
す
れ
ば
最
大
の
ド
ナ
ー
国
な
の
で
す
が
、
い
う
こ
と
が
日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
意
味
を
増
す

果
た
し
て
そ
の
顔
が
見
え
て
い
る
の
で
し
よ
た
め
に
も
非
常
に
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
思

う
か
。
僧
越
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
拠
出
に
い
ま
す
。
そ
の
意
味
か
ら
も
、
人
口
を
専
門

見
合
っ
た
効
果
が
本
当
に
得
ら
れ
て
い
る
の
的
に
扱
う
大
学
院
や
学
部
の
コ
ー
ス
を
設
け

で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、
日
本
は
ア
ジ
ア
で
る
こ
と
も
重
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

初
め
て
人
口
転
換
を
成
し
遂
げ
、
ア
ジ
ア
の
か
。 llil

黒
田
卯
そ
う
で
す
ね
。
人
々
の
理
解
が
何
よ

り
も
重
要
で
す
。
昨
年
、
Ｆ
Ａ
Ｏ
の
世
界
食

料
サ
ミ
ッ
ト
の
成
果
を
広
め
る
た
め
に
、
マ

ス
メ
デ
ィ
ア
を
使
っ
た
啓
発
活
動
が
始
ま
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
意
識
改
革
を
訴
え

か
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
ま

た
、
中
国
な
ど
世
界
の
共
産
圏
諸
国
や
中
南

米
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
国
は
人
口
増
加
抑
制
に

対
し
て
猛
烈
な
反
対
を
し
ま
し
た
。
そ
れ
か

ら
一
○
年
後
、
’
九
八
四
年
の
会
議
で
そ
の

広
瀬
配
国
際
協
力
を
考
え
る
上
で
途
上
国
の

協
力
が
な
く
し
て
、
ま
た
多
く
の
人
々
の
協

力
と
支
持
な
く
し
て
実
際
的
な
効
果
を
発
揮

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
今
回
の
、
Ｃ
Ｑ
’

京
都
会
議
を
見
て
い
て
も
、
今
で
は
日
本
自

身
は
環
境
問
題
の
優
等
生
に
入
る
わ
け
で
す

が
、
そ
れ
は
、
主
に
企
業
の
リ
サ
イ
ク
ル
努

力
、
公
害
防
止
策
の
徹
底
等
に
よ
る
も
の

で
、
民
間
レ
ベ
ル
で
は
欧
米
に
遠
く
後
れ
て

い
る
の
が
実
状
で
す
。
ま
た
、
途
上
国
、
特

に
中
国
と
イ
ン
ド
が
温
暖
化
ガ
ス
削
減
を
義

務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
猛
反
発
し
て
い
ま
す

ね
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
い
か
が
お
考
え

で
し
ょ
う
か
。
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立
場
を
一
八
○
度
変
え
、
中
国
は
世
界
で
も

最
も
強
力
な
人
口
抑
制
策
で
あ
る
”
一
人
っ

子
政
策
“
を
と
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
’
九

九
四
年
の
カ
イ
ロ
の
会
議
で
は
行
動
計
画
を

作
り
、
人
口
問
題
へ
の
取
り
組
み
の
処
方
菱

を
細
か
く
決
め
ま
し
た
。
私
た
ち
は
希
望
を

が
持
続
可
能
な
社
会
を
作
り
上
げ
る
よ
う
な

生
活
ス
タ
イ
ル
を
作
り
、
生
活
し
な
け
れ
ば

６
先
進
国
は
ラ
イ
フ
・
ス
タ
イ
ル
を
変
え
よ

Ｉ
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
人
々
の
意
識
改
革
を
Ｉ

広
瀬
咽
市
民
の
協
力
と
い
う
点
で
は
、
生
活
実
現
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、
環
境
に
や
さ
し
い

ス
タ
イ
ル
の
変
化
が
求
め
ら
れ
ま
す
ね
。
よ
低
公
害
車
等
は
コ
ス
ト
が
高
く
、
な
か
な
か

く
私
た
ち
は
持
続
可
能
な
社
会
を
創
る
と
言
採
算
に
合
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
再
生
紙
な
ど

い
ま
す
が
、
具
体
的
に
は
一
人
一
人
の
人
間
も
同
じ
で
す
。

広
瀬
恥
ご
激
励
を
い
た
だ
き
恐
縮
で
す
。
国

会
議
員
の
先
生
方
に
、
ぜ
ひ
ご
協
力
い
た
だ

け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
人
口
問
題
の
処
方
菱
は
あ
る
意
味

で
明
快
で
、
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
世
界

持
っ
て
人
口
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
も
し
、
こ

の
取
り
組
み
が
一
○
年
早
け
れ
ば
全
く
事
情

は
違
っ
て
き
た
は
ず
で
す
。
昨
年
開
か
れ
た

京
都
会
議
は
同
じ
轍
を
踏
ん
で
い
る
よ
う
な

気
が
し
て
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
ね
。

の
世
論
を
高
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
が
「
持
続
可
能
な
社
会
」
を
実
現
す
る
た

め
の
開
発
戦
略
に
つ
い
て
は
…
…
。

黒
田
函
持
続
可
能
な
開
発
尺
度
と
い
う
こ
と

黒
田
”
全
く
そ
の
通
り
で
す
ね
。
一
人
一
人

の
努
力
し
か
、
全
体
を
変
え
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
財
団
法
人
ア
ジ
ア

人
口
・
開
発
協
会
は
人
口
と
開
発
に
関
す
る

日
本
の
国
会
議
員
組
織
で
あ
る
国
際
人
口
問

題
議
員
懇
談
会
事
務
局
も
お
務
め
に
な
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、
人
口
と
開
発
に
関
す
る
ア

ジ
ア
議
員
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
議
長
事
務
所
も
務

め
て
お
ら
れ
る
。
国
会
議
員
の
皆
様
に
は
、

人
口
問
題
の
重
要
性
を
理
解
し
て
い
た
だ

き
、
強
力
な
支
援
を
し
て
い
た
だ
く
と
同
時

に
、
や
は
り
税
制
な
ど
の
面
で
、
持
続
可
能

な
生
活
ス
タ
イ
ル
を
応
援
し
て
い
た
だ
け
た

ら
と
思
い
ま
す
。
Ａ
Ｐ
Ｄ
Ａ
の
役
割
は
重
要

だ
と
思
い
ま
す
よ
。

が
だ
い
ぶ
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
具
体
的

な
方
法
と
な
る
と
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い

わ
け
で
す
。
た
だ
一
つ
言
え
る
こ
と
は
先
程

申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
こ
の
小
さ
く
有
限
な

地
球
に
見
合
っ
た
尺
度
が
必
要
に
な
っ
て
く
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新春対麟・人口問題を震る

黒
田
“
非
常
に
難
し
い
問
題
で
す
。
た
だ
、

こ
の
狭
い
地
球
を
前
提
と
し
た
何
か
合
理
的

な
尺
度
や
ル
ー
ル
は
早
急
に
必
要
で
す
。
先

日
、
日
本
人
宇
宙
飛
行
士
の
土
井
さ
ん
を
載

せ
た
ス
ペ
ー
ス
シ
ャ
ト
ル
が
宇
宙
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
建
設
の
予
備
的
段
階
と
し
て
宇
宙
に

行
き
、
素
晴
ら
し
い
宇
宙
遊
泳
な
ど
の
活
躍

を
し
ま
し
た
が
、
も
し
、
人
が
宇
宙
で
蟇
ら

広
瀬
》
先
般
私
共
の
財
団
で
一
九
九
六
年
十

一
月
イ
タ
リ
ア
・
ロ
ー
マ
で
開
催
さ
れ
た
世

界
食
料
サ
ミ
ッ
ト
宣
言
と
行
動
計
画
を
翻
訳

出
版
致
し
ま
し
た
が
、
「
全
て
の
人
に
食
料

を
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
掲
げ
な
が
ら
、
本
当

に
輸
出
す
る
も
の
が
無
い
低
所
得
食
料
輸
入

国
に
対
す
る
具
体
的
な
対
処
法
が
出
さ
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
基
本
的
に
、
広
い
地

球
を
前
提
と
し
た
原
理
が
強
く
打
ち
出
さ
れ

た
結
果
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
よ
う
な
純
経
済
的
な

ル
ー
ル
が
む
し
ろ
補
強
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
尺
度
を
見
直
す
こ
と
な
く
今
後
の
社
会
が

持
続
可
能
な
も
の
に
な
る
と
は
思
え
ま
せ
ん

が
。

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

黒
田
“
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。
人
口
問

題
は
ま
さ
し
く
人
間
が
人
間
ら
し
く
生
き
る

Ⅱ
人
間
の
尊
厳
を
守
る
た
め
の
Ⅱ
活
動
な
の

で
す
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
す
べ
て
の
国

広
瀬
》
最
後
に
人
口
問
題
は
単
に
人
の
数
の

問
題
だ
け
で
は
な
く
、
今
後
人
類
が
ど
の
よ

う
に
生
き
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
か
に
つ
い
て

の
根
源
的
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明

確
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
人
口
が
こ
の
ま

ま
増
え
続
け
れ
ば
ど
こ
か
で
破
綻
が
来
る
こ

と
は
必
至
で
す
。
そ
こ
で
、
悲
惨
な
ゼ
ロ
．

サ
ム
・
ゲ
ー
ム
の
中
で
奪
い
合
い
、
人
間
の

尊
厳
が
破
壊
さ
れ
、
壊
滅
的
な
争
い
の
結

果
、
淘
汰
さ
れ
て
し
ま
う
悲
惨
な
結
果
を
選

ぶ
の
か
、
そ
れ
と
も
、
生
活
環
境
を
改
善
し

自
発
的
な
人
口
問
題
へ
の
取
り
組
み
を
す
る

こ
と
で
、
健
全
で
、
豊
か
な
社
会
を
次
世
代

に
引
き
継
い
だ
方
が
良
い
の
か
と
い
う
選
択

に
な
り
ま
す
ね
。

す
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
そ
の
社
会
で
の
経

済
の
尺
度
や
行
動
尺
度
が
ど
の
よ
う
な
も
の

に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
興
味
深

い
。

や
人
間
が
そ
の
気
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
人
間
が
初
め
て
宇
宙
か
ら
地
球
を
見

た
の
は
ソ
連
の
ガ
ガ
ー
リ
ン
大
佐
で
し
た

が
、
そ
の
時
「
地
球
は
青
い
…
…
」
と
感
嘆

致
し
ま
し
た
。
土
井
さ
ん
も
「
地
球
は
常
に

青
く
、
輝
い
て
、
素
晴
ら
し
い
…
…
」
と

言
っ
た
そ
う
で
す
が
、
そ
の
地
球
で
は
人
間

が
悪
魔
の
よ
う
に
な
っ
て
殺
し
合
っ
て
い
る

の
で
す
。
宇
宙
か
ら
見
た
ら
地
球
に
は
国
境

も
人
種
差
別
も
見
え
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
は
生

物
と
し
て
の
人
間
の
自
覚
が
何
よ
り
も
必
要

だ
と
思
い
ま
す
。

屯
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世
界
②

京
都
大
学
大
晉

・
辻
井

ガ
ッ
ト
（
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般

協
定
）
お
よ
び
そ
れ
を
引
き
継
い
で
新
し
く

発
足
し
た
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
は
、

自
由
貿
易
の
利
益
の
理
念
（
自
由
貿
易
が
諸

国
民
の
福
祉
を
極
大
に
す
る
と
の
仮
説
）
に

よ
り
貿
易
の
自
由
化
を
め
ざ
す
国
際
機
構
で

あ
る
。
一
九
九
三
年
末
の
ガ
ッ
ト
交
渉
決
着

に
よ
っ
て
、
日
本
は
九
五
年
度
に
国
内
消
費

の
四
％
か
ら
始
め
て
徐
々
に
増
や
し
て
二
○

○
○
年
に
は
八
％
コ
メ
の
ミ
ニ
マ
ム
・
ア
ク

１は心湖一躯「Ｆ■一・江口■八口Ｔｌ■三一「二口。
｜
｜
｝
’
ず
？

。
‐
冒

二
、
』
●

～＝℃

■;蕊セ
ス
輸
入
を
行
う
。
二
○
○
一
年
か
ら
は
関
税

化
に
よ
り
日
本
の
コ
メ
輸
入
は
さ
ら
に
増
え
る

か
も
し
れ
な
い
。
コ
メ
輸
入
の
自
由
化
で
あ

る
。
こ
の
自
由
化
は
自
由
貿
易
の
利
益
の
理
念

が
期
待
す
る
日
本
人
や
途
上
諸
国
の
人
々
の
福

祉
の
極
大
化
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ

が
本
稿
で
追
求
す
る
第
一
の
課
題
で
あ
る
。

コ
メ
か
ら
広
げ
て
食
糧
に
目
を
移
す
と
、

高
所
得
諸
国
の
農
業
政
策
変
更
、
人
口
爆

発
、
所
得
上
昇
と
食
糧
消
費
構
造
の
転
換
、

農
地
や
水
な
ど
食
糧
生
産
資
源
の
限
界
、
農

業
技
術
進
歩
の
限
界
、
な
ど
か
ら
二
○
二
○

年
頃
に
世
界
の
食
糧
需
給
は
逼
迫
す
る
と
考

呂蛍

篝
一
雪
雲

え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
予
測
を
行
う
。

日
本
の
農
業
政
策
、
農
産
物
貿
易
政
策
や

経
済
成
長
の
パ
タ
ー
ン
が
こ
の
ま
ま
推
移
す

る
と
、
穀
物
自
給
率
は
九
○
年
代
初
期
の
三

○
％
ほ
ど
か
ら
二
○
一
一
○
年
に
は
二
○
％
ほ

ど
に
な
り
、
日
本
国
民
の
食
糧
安
全
保
障
に

関
す
る
不
安
が
増
大
す
る
。
世
論
調
査
で
は

国
民
の
八
○
％
以
上
が
食
糧
は
高
く
て
も
国

内
自
給
す
べ
き
と
考
え
て
お
り
、
日
本
は
農

業
政
策
を
転
換
し
て
日
本
農
業
を
そ
の
方
向

へ
改
革
す
べ
き
で
あ
る
。
本
稿
で
は
改
革
の

目
標
と
手
段
を
二
○
二
○
年
の
日
本
農
業
の

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
し
て
提
示
す
る
。

ｊｉｌｌ;liiii
り
方
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世界のコメ 食糧市場の特徴と2020年の日本農業のあり方

Ⅲ
ア
ジ
ア
諸
国
の
コ
メ
自
給

コ
メ
は
図
１
が
示
す
よ
う
に
世
界
総
生
産

量
の
九
一
％
ほ
ど
が
ア
ジ
ア
で
』
朱
中
的
に
生

産
さ
れ
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
ア
ジ
ア
で
消
費

さ
れ
る
ア
ジ
ア
の
自
給
的
穀
物
で
あ
る
。
な

ぜ
コ
メ
生
産
が
ア
ジ
ア
の
集
中
す
る
か
は
、

２
－
１
世
界
コ
メ
市
場
の
ア
ジ
ア

的
特
性
ｌ
薄
い
市
場
と

●
自
給
原
理
Ｉ

ア
ジ
ア
諸
国
の
コ
メ
自
給
政
策
と
薄
く
不

安
定
な
世
界
コ
メ
貿
易
市
場
が
世
界
コ
メ
市

場
の
ア
ジ
ア
的
特
性
で
あ
る
。

｜
‐
｜
◇
，
ざ
恥
一
一
〉
。
Ｆ
、
‐
Ｐ
Ｐ
■
・
・
ぷ
一
一
。
ｗ
銘
●
、
Ｆ
ご
Ｉ
ｗ
Ｌ
日
夕
Ｄ

（’’一一一一一］｜曰本のユ秘市場繊
出ザクー兆二一》ｒ◇Ａ孕十ＬＰ。』｜「｜‐‐△｜｜・｜△｝‐品、、｜・」｜ｊ】夕

鍵
●辻井博くつじい･ひろし＞
1941年京都市生れ

京都大学大学院教授。

米国イリノイ大学博士（PhD）京都大
学農学部卒業米国イリノイ大学大学院
留学、京都大学東南アジア研究センター

・バンコク事務所長、米国・国際食糧政

策研究所上級研究員。

著書：「世界コメ戦争、ねらわれる日
本」家の光協会他多数

弓
◆

モ
ン
ス
ー
ン
の
多
雨
が
理
由
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
に
対
し
、
畑
作
穀
物
の
小
麦
と
メ
イ
ズ
の

生
産
は
地
球
上
の
全
大
陸
に
分
散
し
、
こ
れ

ら
の
需
給
が
大
陸
別
に
自
給
的
で
な
く
、
北

・
中
部
ア
メ
リ
カ
（
特
に
ア
メ
リ
カ
と
カ
ナ

ダ
）
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
高
所
得
諸
国
の
保
護

に
よ
り
余
剰
が
生
産
さ
れ
、
こ
の
余
剰
が
貧

し
い
発
展
途
上
諸
国
の
多
い
そ
の
他
の
大
陸

に
輸
出
補
助
金
付
き
で
ダ
ン
ピ
ン
グ
輸
出
さ

れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
農
業
国
で
あ
る
発
展

途
上
諸
国
の
農
業
生
産
を
圧
迫
し
て
き
た
：

ア
ジ
ア
で
は
、
農
家
、
農
村
、
地
域
、
国

の
各
レ
ベ
ル
で
も
、
コ
メ
は
ま
ず
自
給
す
る

こ
と
が
優
先
さ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
稲
作
農

家
調
査
で
、
自
分
の
作
っ
た
コ
メ
を
食

べ
な
い
農
家
が
ほ
と
ん
ど
な
の
に
驚
い

た
。
ア
メ
リ
カ
の
国
や
農
家
は
コ
メ
や

そ
の
他
農
産
物
の
生
産
で
自
給
で
は
な

く
、
販
売
・
輸
出
の
増
加
を
主
目
的
と

し
て
き
た
。
こ
の
行
動
原
理
は
自
給
原

理
に
対
し
「
他
給
原
理
」
と
呼
べ
よ

－
つ
。 愈
撒
驚
臘
箆
一

（
生
産
・
消
費
仕
向
／
１
０
０
万
ト
と

350

（
生
産
・
消
■
仕
向
／
１
０
０
万
ト
ン
）

Ｕ
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
ｏ

ｚ
０
８
６
４
２
０
８
６
４
２

２
２
１
１
１
１
１

（
生
産
・
消
■
仕
向
／
１
０
０
万
ト
、
）
）

｢ﾖｰﾇﾏ百束、
３００

２５０

200

１５０

叩
釦

アジア北・中部ヨーロッパその他
アメリカ大陸

アジア北・中部ヨーロッパその他
アメリカ大陸

、ﾜ、大陸別生産丑国SSN雨大陸別消■仕向
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非常に不安定なコメの国際貿易価格
小麦との比較
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②
非
常
に
薄
く
不
安
定
で
頼
り
に
な
ら

な
い
世
界
コ
メ
貿
易
市
場

世
界
コ
メ
貿
易
市
場
は
非
常
に
不
安
定
で

あ
る
。
国
際
貿
易
米
価
は
、
図
２
が
示
す
よ

う
に
小
麦
な
ど
畑
作
穀
物
に
比
べ
大
幅
に
変

動
的
で
あ
る
。
こ
の
不
安
定
性
の
理
由
は
、

ま
ず
、
世
界
の
コ
メ
貿
易
量
が
世
界
総
生
産

量
の
四
％
（
’
四
○
○
万
ト
ン
）
ほ
ど
と
非

常
に
薄
い
た
め
で
あ
る
。
他
の
世
界
の
主
要

穀
類
の
こ
の
割
合
は
、
小
麦
で
一
九
％
、
メ

イ
ズ
一
四
％
、
大
麦
一
二
％
、
大
豆
二
九
％

な
ど
と
、
コ
メ
よ
り
ず
っ
と
大
き
い
。
こ
れ

は
、
世
界
生
産
の
九
割
を
占
め
る
ア
ジ
ア
諸

国
の
コ
メ
が
自
給
的
に
作
ら
れ
、
コ
メ
輸
出

が
増
え
る
内
在
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
弱
い
か
ら

で
あ
る
。
幻
第
二
に
、
ア
ジ
ア
諸
国
が
主
食

で
必
需
品
で
賃
金
財
で
政
治
財
（
後
述
）
で

あ
る
コ
メ
の
国
内
価
格
安
定
の
た
め
、
熱
帯

ア
ジ
ア
の
広
域
的
干
ば
つ
時
や
東
ア
ジ
ア
で

の
大
冷
害
（
韓
国
で
八
一
年
、
日
本
で
九
三

年
）
直
後
に
薄
い
世
界
コ
メ
貿
易
市
場
か
ら
輸

入
し
、
豊
作
時
に
は
輸
出
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
薄
く
不
安
定
な
世
界
コ
メ
貿

易
市
場
を
ア
ジ
ア
諸
国
は
頼
り
に
な
ら
な
い

と
判
断
し
、
主
食
で
政
治
財
で
あ
る
コ
メ
の

主
た
る
供
給
元
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
コ

メ
の
国
内
供
給
と
価
格
の
安
定
を
計
る
た
め

自
給
達
成
・
維
持
政
策
を
戦
後
取
っ
て
き
た

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
世
界
コ
メ
貿
易
市

場
の
薄
さ
と
不
安
定
性
と
ア
ジ
ア
諸
国
の
コ

メ
自
給
政
策
は
相
互
補
強
的
に
働
き
、
こ
の

薄
さ
と
不
安
定
性
は
長
期
的
に
継
続
す
る
と

考
え
ら
れ
る
。

③
ア
ジ
ア
に
お
け
る
コ
メ
の
政
治
財
性

ア
ジ
ア
諸
国
で
主
食
で
必
需
品
で
賃
金
財

で
あ
る
コ
メ
は
、
価
格
が
急
騰
し
た
り
コ
メ

の
供
給
が
不
安
定
に
な
る
と
政
治
的
に
不
安

定
性
が
増
し
、
暴
動
な
ど
が
発
生
し
、
し
ば

し
ば
政
変
に
つ
な
が
る
こ
と
か
ら
、
政
治
財

と
呼
ば
れ
る
。
筆
者
は
七
三
年
に
タ
イ
の
バ

ン
コ
ク
に
在
住
し
て
い
た
時
、
コ
メ
が
小
売

り
店
頭
か
ら
な
く
な
り
そ
れ
が
一
つ
の
原
因

の
暴
動
と
ク
ー
デ
タ
ー
を
体
験
し
た
。
コ
メ

は
ア
ジ
ア
各
国
で
最
重
要
農
産
物
で
あ
り
、

三
○
億
人
強
の
ア
ジ
ア
人
口
の
七
割
ほ
ど
が

主
食
と
し
て
生
産
・
消
費
し
て
い
る
。
ア
ジ

ア
各
国
で
コ
メ
は
広
大
な
地
域
で
、
土
壌
、

水
、
森
林
等
自
然
資
源
・
環
境
を
利
用
し
て

生
産
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
維
持
や
破
壊
と
密
接

１６



世界のコメ・食糧市場の特徴と2020年の曰本農業のあり方

に
関
わ
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
コ
メ
は
ア
ジ
ア

人
の
カ
ロ
リ
ー
摂
取
の
中
で
平
均
五
割
ほ
ど

（
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
七
七
％
、
タ
イ
五
五
％
、

中
国
三
五
％
、
イ
ン
ド
三
○
％
、
日
本
一
一
四

％
）
印
を
占
め
る
ほ
ど
重
要
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
地
球
上
で
ア
ジ
ア
に
貧
困
と
飢
餓
が
集

中
し
て
い
る
。
九
○
年
に
発
展
途
上
諸
国
の

貧
困
（
一
人
当
り
年
間
所
得
四
二
○
ド
ル
以

下
）
人
口
一
一
・
三
億
人
の
内
七
・
三
億
人
が

ア
ジ
ア
に
住
む
と
さ
れ
る
。
Ｆ
Ａ
Ｏ
の
推
計

で
は
、
九
○
～
九
二
年
に
お
い
て
発
展
途
上

諸
国
の
飢
餓
人
口
八
・
四
億
人
の
内
五
・
二
億

人
が
ア
ジ
ア
に
集
中
し
て
い
る
。
⑩
こ
れ
ら

ア
ジ
ア
に
集
中
し
た
貧
困
・
飢
餓
人
口
の
多

く
が
コ
メ
を
主
食
に
し
て
い
る
。
故
に
ア
ジ

ア
で
は
コ
メ
は
特
に
こ
れ
ら
貧
困
・
飢
餓
人

口
に
留
意
し
て
、
低
く
安
定
し
た
価
格
で
安

定
的
に
供
給
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
食
糧
の

安
全
保
障
の
確
保
で
あ
る
。
こ
れ
が
確
保
で

き
な
く
な
る
と
政
治
的
不
安
定
・
暴
動
な
ど

が
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
コ
メ
に
関
す
る
食

糧
の
安
全
保
障
の
確
保
の
た
め
、
ア
ジ
ア
諸

国
は
薄
く
不
安
定
で
頼
り
に
な
ら
な
い
世
界

コ
メ
貿
易
市
場
に
頼
ら
ず
、
コ
メ
自
給
政
策

を
採
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

２
－
２
日
本
の
コ
メ
大
量
輸
入
が

ア
ジ
ア
諸
国
に
及
ぼ
す
影

錘室

Ⅲ
日
本
で
の
コ
メ
の
政
治
財
性

現
在
で
も
コ
メ
が
日
本
で
政
治
財
で
あ
る

こ
と
は
、
九
三
年
の
作
況
指
数
七
五
の
大
冷

害
に
伴
う
九
四
年
の
平
成
の
コ
メ
騒
動
で
確

認
さ
れ
た
。
こ
の
大
冷
害
で
二
五
○
万
ト
ン

ほ
ど
の
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
米
輸
入
が
必
要
に
な
っ

た
が
、
世
界
コ
メ
貿
易
市
場
は
非
常
に
薄
く

不
安
定
で
頼
り
に
な
ら
ず
、
特
に
ジ
ャ
ポ
ー
ー

カ
米
は
そ
れ
ま
で
年
間
一
五
○
万
ト
ン
し
か

貿
易
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
不
可
能
で

あ
っ
た
。
こ
れ
が
コ
メ
騒
動
の
原
因
で
あ
る
。

日
本
政
府
は
九
四
年
に
イ
ン
デ
ィ
カ
米
を

含
ん
だ
大
量
の
コ
メ
緊
急
輸
入
を
行
い
、
九

五
年
か
ら
は
上
で
述
べ
た
よ
う
に
、
自
由
貿

易
の
利
益
の
理
念
に
従
う
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ

ウ
ン
ド
の
合
意
お
よ
び
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易

機
構
）
体
制
の
下
で
コ
メ
の
ミ
ニ
マ
ム
・
ア

ク
セ
ス
輸
入
を
二
○
○
○
年
ま
で
行
い
、
そ

れ
以
後
は
コ
メ
輸
入
の
関
税
化
の
諾
否
を
国

際
交
渉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
由
貿
易

の
利
益
の
理
念
に
従
う
関
税
化
で
は
、
関
税

に
コ
メ
輸
出
大
国
の
タ
イ
な
ど
へ
の
影

響

日
本
の
コ
メ
緊
急
輸
入
は
九
三
～
九
四
年

で
二
八
八
ト
ン
で
、
特
に
九
四
年
度
は
一
八

四
万
ト
ン
と
日
本
が
薄
い
世
界
コ
メ
貿
易
市

場
で
突
然
最
大
の
コ
メ
輸
入
国
と
な
っ
た
。

こ
の
大
量
輸
入
は
図
３
が
示
す
よ
う
に
世
界

最
大
の
コ
メ
輸
出
国
タ
イ
の
バ
ン
コ
ク
Ｆ
Ｏ

Ｂ
輸
出
米
価
を
九
三
年
十
月
か
ら
五
カ
月
で

二
倍
以
上
に
急
騰
さ
せ
た
。
第
二
の
コ
メ
輸

出
大
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
輸
出
米
価
も
同

じ
期
間
に
倍
増
し
て
い
る
。

ほ
ぼ
同
じ
期
間
に
、
糧
白
米
の
農
家
販
売

価
格
は
三
一
一
一
％
上
昇
し
、
バ
ン
コ
ク
の
小
売

米
価
は
七
％
上
昇
し
た
。
農
家
販
売
価
格
と

小
売
米
価
の
上
昇
は
、
減
少
し
て
き
て
い
る

と
は
い
え
ま
だ
残
存
す
る
農
村
で
コ
メ
を
買

は
長
期
的
に
ゼ
ロ
へ
と
引
き
下
げ
ら
れ
、
日

本
の
コ
メ
輸
入
は
大
幅
に
増
大
す
る
。
薄
い

世
界
コ
メ
貿
易
市
場
か
ら
の
日
本
の
大
量
の

コ
メ
輸
入
は
ど
の
よ
う
な
影
響
を
世
界
コ
メ

市
場
に
与
え
る
の
か
。
こ
の
点
を
最
近
の
日

本
の
コ
メ
緊
急
輸
入
と
ミ
ー
マ
ム
・
ア
ク
セ

ス
輸
入
を
例
に
明
ら
か
に
し
よ
う
。

Ｊ７
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６
５
４
３
２
１
０
９
８
７
６
５
４

１
１
１
１
１
１
１

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
貧
困
農
家
や
都
市
の

貧
困
層
を
直
撃
す
る
。

③
コ
メ
輸
入
諸
国
へ
の
影
響

図
４
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ス
ラ
ウ
ェ
シ
で

の
低
所
得
・
貧
困
層
の
主
食
で
あ
る
中
・
下

級
米
の
小
売
価
格
の
推
移
を
示
し
て
い
る
。

1９８７８９９１９３年１月３月５月７月９月１１月９４年１月３月
８８９０９２

図３タイ諸米価の日本の緊急輸入1こよる急騰とその構造変ｲﾋの意味

（うるち５％）

（注）1987-92年の年次価格と93／94年の月次価格を示す。

（資料）タイ国政府商務省資料より。

(ルピア／キログラム）翅
夘
迦
郵
麺
、
卸
麺
釦
卸
卸
夘
”

日
本
の
緊
急
輸
入
が
始
ま
っ
た
九
三
年
十
月

か
ら
小
売
米
価
が
急
騰
し
て
い
る
。
同
国
で

膨
大
な
低
所
得
・
貧
困
層
が
存
在
す
る
こ
と

は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
全
体
の
エ
ン
ゲ
ル
係

数
が
九
一
年
の
政
府
統
計
（
の
一
旦
』
⑪
（
房

巨
９
．
口
の
、
国
］
忠
］
）
で
七
○
％
近
く
と
異

常
に
高
い
こ
と
か
ら
推
察
で
き
る
。
故
に
曰

1993年１月３月５月７月９月１１月９４年１月３月５月

図４インドネシア（スラウェシ）小売米価の推移(月別、中・下級米）

（資料）インドネシア地方政府統計資料より。

本
の
コ
メ
緊
急
輸
入
は
こ
れ
ら
低
所
得
・
貧

困
層
を
危
機
に
陥
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

日
本
の
コ
メ
の
緊
急
輸
入
と
ミ
ニ
マ
ム
・

ア
ク
セ
ス
輸
入
が
将
来
の
国
際
貿
易
米
価

（
タ
イ
五
％
砕
米
Ｂ
Ｏ
Ｔ
輸
出
価
格
）
に
ど

の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
を
、
計
量
経
済

学
の
自
己
回
帰
モ
デ
ル
で
予
測
し
て
み
た
。

日
本
の
輸
入
は
、
九
四
年
に
二
○
○
万
ト

ン
、
九
五
年
も
一
○
○
万
ト
ン
、
以
後
ミ
ニ

マ
ム
・
ア
ク
セ
ス
輸
入
と
仮
定
し
た
。
モ
デ

ル
の
予
測
能
力
は
、
予
測
さ
れ
た
国
際
貿
易

米
価
は
日
本
の
輸
入
に
よ
り
九
五
年
に
は
白

米
ト
ン
当
た
り
六
五
○
ド
ル
ほ
ど
に
急
騰
す

る
。
以
後
上
下
す
る
が
、
二
○
○
○
年
ま
で

の
平
均
価
格
は
五
○
○
ド
ル
ほ
ど
で
九
三
年

九
月
の
米
価
の
一
一
三
四
ド
ル
と
比
べ
一
一
倍
強

に
な
る
。
日
本
の
大
量
の
コ
メ
輸
入
は
、
二

○
○
○
年
ま
で
の
期
間
平
均
で
貿
易
米
価
を

二
倍
程
度
引
き
上
げ
る
こ
と
に
な
る
。

２
－
３
コ
メ
緊
急
輸
入
お
よ
び
ミ

ニ
マ
ム
・
ア
ク
セ
ス
輸
入

の
世
界
コ
メ
貿
易
市
場
へ

の
影
響

１８



世界のコメ・食糧市場の特徴と2020年の日本農業のあり方

(米ドル／トン）
700

６００

計算値

500

さ
ら
に
日
本
の
大
量
の
コ
メ
輸
入
は
、
国

際
貿
易
米
価
の
不
安
定
性
を
増
大
し
、
米
価

の
安
定
を
強
く
望
む
ア
ジ
ア
諸
国
民
・
政
府

の
厚
生
を
大
幅
に
引
き
下
げ
る
。
高
所
得
国

日
本
の
コ
メ
輸
入
需
要
の
価
格
弾
性
は
非
常

に
小
さ
く
、
こ
の
よ
う
な
日
本
の
大
量
の
．

実際値

400

300

200

1００

１９６３６６６９７２７５７８Ｂ１Ｂ４８７９０９３９６９９〈年度）

図５国際コメ価格への日本のコメ輸入の影響
一自己回帰モデルによる予測（1993-2000年）

(注）日本のコメ輸入量は、1994年200万トン、９５年100万トン、96-2000年はミニ
アム・アクセスと仮定し計算した。

(資料）実際値は、タイ国ＢＯＴ公表ＦＯＢ輸出価格。

２
－
４
自
由
貿
易
の
利
益
の
理
念

の
限
界
と
日
本
の
コ
メ
政

策
の
あ
り
方

内
外
の
日
本
コ
メ
市
場
開
放
の
主
張
は
、

国
際
経
済
学
の
自
由
貿
易
の
利
益
の
理
念
を

拠
り
所
に
し
て
い
る
。
十
九
世
紀
初
頭
に
リ

カ
ー
ド
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
こ
の
理
念
は
、

世
界
各
国
は
各
国
で
相
対
的
に
生
産
費
の
安

い
財
の
生
産
に
で
き
る
だ
け
特
化
し
、
そ
れ

ら
の
財
を
自
由
貿
易
す
れ
ば
各
国
民
の
福
祉

は
最
大
化
さ
れ
る
と
し
、
現
在
の
貿
易
論
争

に
強
い
影
響
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
こ
の

結
論
は
多
く
の
現
実
性
の
な
い
単
純
化
仮
定

を
前
提
と
し
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
ア
ジ
ア

の
コ
メ
の
場
〈
口
上
述
の
ア
ジ
ア
的
特
性
の
た

め
こ
れ
ら
仮
定
が
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。

メ
輸
入
需
要
が
世
界
の
需
要
に
加
わ
る
か
ら

で
あ
る
。

Ⅲ
日
本
の
コ
メ
輸
入
自
由
化
の
ア
ジ
ア

の
膨
大
な
飢
餓
・
貧
困
人
口
へ
の
悪
影

響

自
由
貿
易
の
利
益
の
理
念
は
ア
ジ
ア
に
集

②
薄
く
不
安
定
で
頼
り
に
な
ら
な
い
世

界
コ
メ
貿
易
市
場
と
ア
ジ
ア
諸
国
民
・

政
府
の
国
内
米
価
安
定
性
重
視

自
由
貿
易
の
利
益
の
理
念
は
、
諸
財
の
貿

易
市
場
は
厚
く
、
諸
国
の
貿
易
に
よ
っ
て
財

の
価
格
が
暴
騰
落
す
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た

価
格
不
安
定
性
（
リ
ス
ク
）
の
増
大
が
諸
国

民
の
福
祉
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
と
の

前
提
で
成
り
立
つ
。
し
か
し
、
上
述
の
よ
う

に
世
界
コ
メ
貿
易
市
場
は
非
常
に
薄
く
不
安

定
で
、
ア
ジ
ア
の
コ
メ
生
産
の
少
し
の
変
動

や
、
八
一
年
の
韓
国
や
九
三
～
九
四
年
の
日

本
の
大
量
の
コ
メ
輸
入
で
貿
易
米
価
は
暴
騰

暴
落
す
る
。
さ
ら
に
世
界
の
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
米

中
す
る
膨
大
な
飢
餓
・
貧
困
人
口
の
存
在
を

無
視
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
上
述
し
た
と

こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
体
制

の
下
、
日
本
の
ミ
ニ
マ
ム
・
ア
ク
セ
ス
輸
入

と
関
税
化
お
よ
び
そ
れ
に
従
う
長
期
的
コ
メ

輸
入
の
自
由
化
に
よ
る
大
量
の
コ
メ
輸
入

は
、
国
際
貿
易
米
価
を
上
昇
さ
せ
、
ア
ジ
ア

諸
国
の
国
内
米
価
を
引
き
上
げ
、
米
価
変
動

を
拡
大
し
、
コ
メ
を
主
食
と
す
る
ア
ジ
ア
の
膨

大
な
飢
餓
・
貧
困
人
口
を
危
機
に
陥
れ
る
。
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の
貿
易
量
は
例
年
の
コ
メ
貿
易
総
量
の
内
の

二
％
、
一
五
○
万
ト
ン
ほ
ど
し
か
な
い
極

微
小
市
場
で
、
東
ア
ジ
ア
の
日
本
や
韓
国
の

冷
害
で
何
百
万
ト
ン
か
輸
入
し
よ
う
と
す
る

と
、
価
格
は
暴
騰
し
市
場
が
消
滅
す
る
。
こ

の
よ
う
な
特
性
を
持
つ
世
界
コ
メ
貿
易
市
場

に
お
い
て
は
、
自
由
貿
易
の
利
益
は
虚
構
の

理
念
で
あ
る
。

日
本
を
含
む
ア
ジ
ア
諸
国
民
は
、
主
食
で

政
治
財
で
あ
る
コ
メ
の
価
格
水
準
よ
り
も
、

国
内
米
価
と
供
給
の
安
定
の
価
値
を
重
視

し
、
政
府
と
と
も
に
、
薄
く
不
安
定
で
頼
り

に
な
ら
な
い
世
界
コ
メ
貿
易
市
場
に
頼
ら

ず
、
こ
の
価
値
を
コ
メ
自
給
の
追
求
に
よ
り

担
保
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
上
述
し
た
よ
う

に
日
本
が
コ
メ
市
場
を
開
放
し
コ
メ
輸
入
を

拡
大
す
れ
ば
米
価
が
上
昇
し
、
さ
ら
に
日
本

の
固
定
的
輸
入
需
要
は
貿
易
米
価
を
さ
ら
に

不
安
定
に
す
る
。
そ
し
て
国
内
米
価
も
よ
り

不
安
定
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ア
ジ
ア
人
に

と
っ
て
大
き
な
負
の
価
値
を
持
つ
世
界
お
よ

び
国
内
米
価
の
不
安
定
性
（
リ
ス
ク
）
を
無

視
し
た
と
こ
ろ
で
成
り
立
つ
自
由
貿
易
の
利

益
の
理
念
は
、
日
本
の
コ
メ
市
場
開
放
問
題

に
対
し
て
意
味
を
失
う
。

③
日
本
を
含
む
ア
ジ
ア
諸
国
で
の
稲
作

と
コ
メ
自
給
の
大
き
な
外
部
性

自
由
貿
易
の
利
益
は
市
場
で
貨
幣
額
で
表

さ
れ
る
財
・
サ
ー
ビ
ス
に
関
わ
る
企
業
利
潤

と
消
費
者
効
用
を
自
由
貿
易
に
よ
り
最
大
化

し
て
実
現
さ
れ
、
市
場
で
評
価
さ
れ
な
い
価

値
，
外
部
性
は
存
在
し
な
い
と
仮
定
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
コ
メ
自

給
に
よ
る
稲
作
、
農
業
、
農
村
の
維
持
そ
れ

自
身
と
コ
メ
の
国
内
価
格
と
供
給
の
安
定
は

ア
ジ
ア
国
民
に
大
き
な
便
益
（
外
部
性
）
を

与
え
て
い
る
。
日
本
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
な
ど
が
コ
メ
輸
入
の
関
税
化
や
自

由
化
を
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
諸
国
の
稲
作
は
長

期
的
に
は
大
部
分
崩
壊
し
、
大
量
の
コ
メ
輸

入
を
薄
く
不
安
定
な
世
界
コ
メ
貿
易
市
場
か

ら
行
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
、
こ
れ
ら
外
部

性
が
失
わ
れ
る
。
自
由
貿
易
で
失
わ
れ
る
外

部
性
の
視
点
か
ら
コ
メ
に
関
す
る
自
由
貿
易

の
利
益
の
理
念
は
修
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

Ⅶ
寡
占
的
コ
メ
輸
出
大
国
ア
メ
リ
カ
の

不
公
正
な
対
日
コ
メ
市
場
開
放
要
求

自
由
貿
易
の
利
益
の
理
念
は
小
輸
出
入
国

が
多
数
存
在
す
る
競
争
的
貿
易
市
場
を
前
提

に
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
は
寡
占
的
コ
メ
輸

出
大
国
で
あ
り
、
そ
の
コ
メ
政
策
は
過
剰
米

生
産
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
輸
出
政
策
と
い
う
性
格

を
持
っ
て
お
り
、
八
六
年
の
最
初
の
対
日
コ

メ
市
場
開
放
要
求
は
、
コ
メ
政
策
の
失
敗
に

よ
る
膨
大
な
累
積
過
剰
米
の
処
分
を
目
的
と

し
て
い
る
。
印
だ
か
ら
こ
の
要
求
は
、
コ
メ

輸
出
大
国
ア
メ
リ
カ
の
寡
占
者
的
で
不
公
正

な
要
求
で
あ
る
。

Ｗ
Ｔ
Ｏ
体
制
の
下
で
の
日
本
の
コ
メ
の
ミ

ー
ー
マ
ム
・
ア
ク
セ
ス
輸
入
、
二
○
○
一
年
か

ら
の
関
税
化
、
そ
し
て
長
期
的
完
全
自
由
化

は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
経
済
効
率
至
上
主
義
の
自
由

貿
易
の
利
益
の
理
念
の
実
現
で
あ
る
。
し
か

し
上
で
述
べ
た
よ
う
に
日
本
の
コ
メ
市
場
開

放
論
を
さ
さ
え
る
こ
の
自
由
貿
易
の
利
益
の

理
念
は
、
コ
メ
の
場
合
、
膨
大
な
貧
困
・
飢

餓
人
口
、
世
界
コ
メ
貿
易
市
場
の
薄
さ
・
リ

ス
ク
、
稲
作
の
外
部
性
、
コ
メ
貿
易
市
場
の

寡
占
性
の
故
に
そ
の
存
立
基
盤
は
な
い
。
日

本
の
コ
メ
市
場
の
開
放
は
、
日
本
の
コ
メ
輸

入
の
増
大
に
よ
り
、
国
際
的
に
は
貿
易
米
価

と
ア
ジ
ア
諸
国
の
国
内
米
価
を
引
き
上
げ
、

両
米
価
の
不
安
定
性
も
増
や
し
、
ア
ジ
ア
の

膨
大
な
飢
餓
・
貧
困
人
口
を
窮
地
に
陥
れ
、

2０



世界のコメ・食糧市場の特徴と2,20年の曰本農業のあり方

世界の重要穀物在庫率の推移
各作物年期末在庫率

図６
稲
作
の
拡
大
が
熱
帯
森
破
壊
と
土
壌
侵
食
を
貿
易
の
利
益
よ
り
多
い
、
日
本
の
コ
メ
市
場

も
た
ら
す
。
国
内
的
に
は
稲
作
の
崩
壊
に
よ
の
開
放
は
す
べ
き
で
は
な
い
。
コ
メ
自
給
政

り
そ
の
外
部
効
果
、
す
な
わ
ち
稲
作
・
農
業
策
を
、
国
内
生
産
・
流
通
の
効
率
化
政
策
を

・
農
村
の
維
持
に
よ
る
自
然
環
境
・
資
源
の
伴
い
つ
つ
堅
持
す
べ
き
で
あ
る
。

保
全
と
有
効
利
用
や
景
観
や
地
域

の
伝
統
文
化
・
生
活
・
社
会
・
経

済
の
維
持
等
と
、
コ
メ
自
給
維
持
３
’
’
○
二
○
年
の
世
界
穀
物
璽
籍
■
・

に
よ
る
国
内
米
価
と
供
給
の
安
定

と
安
心
の
維
持
と
か
失
わ
れ
る
。

「
自
由
貿
易
の
害
」
の
方
が
自
由
３
－
１
加
年
穀
物
危
機
の
長
期
的
要
因

（
喉
）
８
』
旨
屋

；
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騰
し
た
。

Ｕ
Ｓ
Ｄ
Ａ

価
格
が
高

八
月
発
表

し
、
穀
物

世
界
の

穀
物
在
庫

率
（
消
費

量
に
対
す

る
在
庫
量

の
割
合
）

が
八
七
年

以
来
傾
向

的
に
減
少

の
九
七
年

欧
米
は
戦
後
八
○
年
代
中
期
ま
で
世
界
の

大
穀
物
過
剰
・
輸
出
地
帯
・
国
で
あ
っ
た
。

３
１
２

の
デ
ー
タ
で
は
図
６
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
穀

物
合
計
の
予
想
在
庫
率
は
九
七
／
九
八
作
物

年
末
一
五
・
三
％
、
内
小
麦
は
一
一
一
・
五
％
、

コ
メ
は
一
四
・
○
％
、
粗
粒
穀
物
ヨ
メ
、

小
麦
以
外
の
と
う
も
ろ
こ
し
な
ど
主
と
し
て

飼
料
用
穀
物
）
は
二
・
八
％
と
軒
並
み
Ｆ

Ａ
Ｏ
の
安
全
水
準
の
一
七
％
ぎ
り
ぎ
り
か
そ

れ
を
大
幅
に
下
回
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
在
庫

率
は
コ
メ
以
外
は
戦
後
最
低
水
準
に
な
っ
て

お
り
、
七
四
年
の
食
糧
危
機
の
時
よ
り
低

く
、
九
四
／
九
五
作
物
年
期
末
以
来
低
水
準

に
低
迷
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
反

映
し
て
シ
カ
ゴ
穀
物
先
物
価
格
や
バ
ン
コ
ク

の
コ
メ
輸
出
価
格
は
九
五
年
初
め
頃
か
ら
九

六
年
に
か
け
て
大
幅
に
上
昇
し
た
。

こ
の
穀
物
在
庫
率
の
低
下
は
、
ア
メ
リ
カ

の
九
五
年
の
穀
物
の
減
収
な
ど
短
期
的
要
因

も
働
い
て
い
る
が
、
欧
米
の
農
業
政
策
の
転

換
、
穀
物
生
産
の
制
約
、
穀
物
需
要
の
急
増
な
ど

長
期
的
要
因
に
よ
り
強
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。

欧
米
の
農
業
政
策
転
換

2１

お
別
刀
巫
刎
幼
西
塑

■
Ｉ
Ｊ
Ｏ

２
酎
迺
別
乙
互

１２
、

９１
８１

７１
６
５
４
３
２
１
０

１
１
１
１
１
１
１

←－Ｖ

（

（

（

（

八（

/Z/Ｎ１ｂ

ｙ（、（

Ｗ（

Ⅵ（八

TⅥ／、〆･￣（

H１／
や「

（

1も－－ N

Ⅲ、少

（、／

ｈノーへ／』、、／

(、ノ
■

八、

へ （ /公／（￣へ

、（〆／、可（、

、／Ｖ￣へ（肉、塀－－忽、

、￣￣ひへロ（Ｌ／/・～.

、｡」『--`ｒ八



し
か
し
欧
米
は
八
○
年
代
後
半
か
ら
そ
れ
以

前
の
保
護
強
化
・
過
剰
生
産
・
ダ
ン
ピ
ン
グ

輸
出
政
策
か
ら
保
護
引
き
下
げ
・
過
剰
削
減

・
地
域
格
差
是
正
・
環
境
保
全
政
策
へ
農
業

政
策
を
転
換
し
て
き
た
。
Ｅ
Ｃ
は
七
○
年
代

に
Ｃ
Ａ
Ｐ
（
共
通
農
業
政
策
）
の
輸
入
課
徴

金
、
輸
出
補
助
金
、
国
内
価
格
支
持
に
よ
っ

て
穀
物
で
は
七
○
年
代
ま
で
年
三
○
○
○
万

ト
ン
ほ
ど
の
純
輸
入
を
行
っ
て
い
た
の
を
八

○
年
代
末
か
ら
は
年
二
○
○
○
万
ト
ン
以
上

輸
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
八
○
年
代
中
期

に
は
膨
大
な
過
剰
農
産
物
が
累
積
し
た
。
Ｅ

Ｃ
の
食
糧
政
策
転
換
は
八
二
年
の
生
産
調
整

と
支
持
価
格
引
き
下
げ
か
ら
始
ま
り
徐
々
に

強
化
さ
れ
、
支
持
価
格
の
大
幅
引
き
下
げ
・

生
産
調
整
・
直
接
補
助
に
よ
る
中
小
規
模
経

営
の
保
護
（
若
年
農
業
経
営
者
へ
の
特
別
援

助
措
置
）
・
粗
放
化
に
よ
る
環
境
保
全
（
条

件
不
利
地
域
、
環
境
保
全
地
域
に
対
す
る
特

別
措
置
）
な
ど
を
内
容
と
す
る
九
二
年
の
大

農
政
改
革
と
な
り
、
九
三
年
の
ウ
ル
グ
ァ
イ

・
ラ
ウ
ン
ド
合
意
に
つ
な
が
る
。

六
○
年
代
に
は
年
四
○
○
○
万
ト
ン
ほ
ど

だ
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
穀
物
輸
出
は
七
四
年
の

世
界
食
糧
危
機
を
契
機
と
し
た
農
業
保
護
の

強
化
を
反
映
し
て
増
加
を
続
け
、
八
一
年
に

は
ピ
ー
ク
の
一
億
一
二
七
○
万
ト
ン
に
達
し

た
。
し
か
し
そ
の
後
、
過
度
の
国
内
保
護
、

ド
ル
高
、
そ
し
て
Ｅ
Ｃ
の
穀
物
輸
出
の
急
増

を
受
け
て
八
○
年
代
中
期
ま
で
穀
物
輸
出
は

急
減
し
、
七
○
年
代
中
期
の
五
○
○
○
万
ト

ン
ほ
ど
だ
っ
た
穀
物
在
庫
が
八
六
年
に
は
二

億
ト
ン
ほ
ど
に
急
増
し
、
そ
の
他
の
農
産
物

過
剰
在
庫
も
累
積
し
た
。
八
五
年
、
九
○
年

農
業
法
で
生
産
制
限
と
輸
出
補
助
金
制
度
が

強
化
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
保
護
削
減
・
過

剰
抑
制
は
九
三
年
の
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド

農
産
物
貿
易
合
意
へ
引
き
継
が
れ
て
ゆ
く
。

以
上
の
よ
う
な
欧
米
の
農
業
政
策
の
転
換

は
、
図
７
で
世
界
の
先
進
諸
国
（
欧
米
が
こ

れ
ら
諸
国
の
食
料
輸
出
の
大
部
分
を
占
め

る
）
の
食
糧
の
純
輸
出
量
が
戦
後
八
七
年
ま

で
傾
向
的
に
増
加
し
て
い
た
の
が
、
そ
の
後

急
減
し
、
世
界
の
途
上
諸
国
の
食
糧
純
輸
出

量
が
こ
れ
と
逆
の
動
き
を
す
る
こ
と
に
示
さ

れ
る
。
こ
の
転
換
は
、
九
二
年
の
Ｅ
Ｃ
の
農

政
改
革
、
九
○
年
の
ア
メ
リ
カ
農
業
法
と
九

三
年
末
の
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
の
農
産
物

合
意
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
体
制
と
ア

メ
リ
カ
の
九
六
年
農
業
法
と
Ｅ
Ｕ
の
農
業
保
護

３
－
３
供
給
要
因

穀
物
の
長
期
供
給
規
定
要
因
に
は
土
地
、

水
・
灌
概
な
ど
自
然
資
源
と
農
業
技
術
な
ど

が
あ
る
。
世
界
の
耕
地
面
積
の
年
増
加
率

は
、
Ｆ
Ａ
Ｏ
の
デ
ー
タ
で
は
六
○
、
七
○
、

八
○
年
代
に
○
・
一
一
一
三
、
○
・
二
八
、
○
・
一

八
％
と
減
少
し
て
き
た
。
後
述
す
る
よ
う
に

人
口
爆
発
は
こ
の
間
激
化
し
て
き
た
か
ら
、

世
界
の
人
口
一
人
当
た
り
穀
物
収
穫
面
積
は

五
○
年
の
○
・
二
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
か
ら
九
四

年
の
○
・
三
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
へ
傾
向
的
に
減

少
し
て
き
た
。
世
界
の
穀
物
総
収
穫
面
積
も

七
七
年
の
七
・
六
億
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
ピ
ー
ク

ま
で
増
加
し
た
が
、
そ
れ
以
後
傾
向
的
に
減

少
し
、
九
四
年
に
は
六
・
九
億
ヘ
ク
タ
ー
ル

に
な
っ
て
い
る
。

Ｆ
Ａ
Ｏ
の
八
九
年
の
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、

世
界
の
総
耕
地
は
約
一
五
億
ヘ
ク
タ
ー
ル
で

内
八
億
ヘ
ク
タ
ー
ル
が
途
上
国
に
あ
る
。
ま

削
減
の
継
続
の
て
こ
十
一
世
紀
に
か
け
て
継

続
さ
れ
、
八
○
年
代
中
期
か
ら
逓
減
し
て
き

た
世
界
穀
物
在
庫
を
低
位
に
保
ち
、
高
位
貿

易
穀
物
価
格
の
状
態
が
維
持
さ
れ
よ
う
。

２２



世界のコメ・食糧市場の特徴と2020年の日本圏業のあり方

図７食糧の純輸出
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た
七
四
億
ヘ
ク
タ
ー
ル
が
世
界
の
放
牧
地
と

森
林
の
総
面
積
で
、
内
四
二
％
が
途
上
国
に

あ
る
。
二
十
一
世
紀
に
か
け
て
の
経
済
の
急

成
長
と
人
口
爆
発
は
主
と
し
て
途
上
国
で
発

生
す
る
か
ら
、
農
地
の
供
給
の
問
題
は
第
一

に
途
上
国
の
放
牧
地
と
森
林
の
内
ど
れ
だ
け

が
穀
物
生
産
に
転
用
で
き
る
か
で
あ
る
。
Ｆ

Ａ
Ｏ
は
中
国
を
除
い
た
九
二
の
途
上
国
に
対

し
て
、
土
壌
、
地
形
、
気
温
、
水
条
件
か
ら

途
上
国
で
重
要
な
二
一
の
作
物
の
最
低
ど
れ

か
一
つ
の
潜
在
耕
作
可
能
面
積
を
推
計
し

た
；
そ
れ
は
現
在
の
耕
作
面
積
の
七
・
六
億

ヘ
ク
タ
ー
ル
に
対
し
て
一
八
億
ヘ
ク
タ
ー
ル

強
と
非
常
に
広
い
。
そ
の
大
部
分
す
な
わ
ち

四
八
％
は
南
ア
メ
リ
カ
、
四
四
％
は
サ
ブ
・

サ
ハ
ラ
・
ア
フ
リ
カ
に
あ
る
。
し
か
し
そ
の

よ
う
な
大
規
模
な
牧
草
地
と
森
林
の
転
換
は

起
こ
り
そ
う
に
な
い
。
Ｆ
Ａ
Ｏ
は
同
じ
報
告

書
で
、
中
国
を
除
く
途
上
国
で
二
○
一
○
年

ま
で
に
○
・
九
三
億
ヘ
ク
タ
ー
ル
だ
け
耕
地

が
増
加
す
る
と
推
計
す
る
。
こ
の
よ
う
に
実

際
の
耕
地
拡
大
が
非
常
に
小
さ
い
の
は
、
特

に
途
上
諸
国
で
の
耕
地
す
な
わ
ち
穀
物
生
産

拡
大
は
、
増
産
さ
れ
た
地
域
で
穀
物
が
需
要

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
な
い
し
所
得
分

配
の
観
点
か
ら
各
国
な
い
し
各
大
陸
の
、
大

部
分
が
農
民
で
あ
る
人
々
の
農
業
（
穀
物
）

生
産
の
増
加
は
所
得
Ⅱ
穀
物
需
要
の
増
大
を

伴
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
「
穀
物
生
産

と
穀
物
需
要
の
地
域
内
相
互
依
存
」
呼
ぶ
。

し
か
し
南
ア
メ
リ
カ
や
サ
ブ
・
サ
ハ
ラ
・
ア

フ
リ
カ
の
途
上
諸
国
に
は
全
途
上
諸
国
の
人

口
の
そ
れ
ぞ
れ
一
○
％
強
の
人
口
し
か
存
在

し
な
い
か
ら
、
こ
れ
ら
大
陸
で
の
広
大
な
可

耕
地
は
ほ
と
ん
ど
開
拓
さ
れ
な
い
。
地
域
内

相
互
依
存
が
十
分
働
か
な
い
の
で
あ
る
。
、

経
済
成
長
に
伴
う
農
地
の
非
農
業
用
転
用

は
日
本
の
農
地
法
制
度
の
よ
う
な
農
地
を
確

保
す
る
制
度
が
存
在
し
な
い
、
か
つ
経
済
成

長
の
早
い
ア
ジ
ア
で
は
、
特
に
速
く
起
こ

る
。
中
国
、
タ
イ
、
ジ
ャ
ワ
な
ど
で
、
優
良

農
地
が
工
場
、
住
宅
、
道
路
、
投
機
需
要
な

ど
へ
急
速
に
転
用
さ
れ
て
き
た
。
筆
者
の
過

去
二
○
年
ほ
ど
の
観
察
に
よ
れ
ば
、
タ
イ
の

バ
ン
コ
ク
を
と
り
ま
く
一
○
○
万
ヘ
ク
タ
ー

ル
ほ
ど
の
メ
ナ
ム
・
チ
ャ
オ
プ
ラ
ヤ
・
デ
ル

タ
の
優
良
稲
作
地
は
急
速
に
転
用
さ
れ
、
ま

た
耕
作
放
棄
さ
れ
て
き
た
。
人
口
爆
発
と
経

済
成
長
は
二
十
一
世
紀
に
か
け
て
継
続
す
る

か
ら
、
世
界
で
の
耕
地
お
よ
び
耕
作
面
積
の
鱈
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長
期
的
希
少
性
は
増
大
し
よ
う
。

土
壌
劣
化
は
世
界
で
進
行
し
て
い
る
。
あ

る
研
究
に
よ
れ
ば
地
球
上
の
一
三
○
億
ヘ
ク

タ
ー
ル
の
土
地
の
内
一
五
％
（
二
○
億
ヘ
ク

タ
ー
ル
）
の
土
壌
が
劣
化
の
影
響
を
受
け
て

い
る
。
勘
こ
の
う
ち
一
六
％
（
三
億
ヘ
ク

タ
ー
ル
）
が
特
に
劣
化
し
て
い
る
と
す
る
。

筆
者
が
行
っ
た
半
乾
燥
地
の
タ
イ
東
北
部
に

散
在
す
る
農
家
一
一
一
○
戸
ほ
ど
に
対
す
る
九
三

’
九
四
年
の
面
接
調
査
で
は
、
ど
の
農
家
も

例
外
な
く
主
要
作
物
の
コ
メ
と
キ
ャ
ッ
サ

ヴ
ァ
の
単
収
の
過
去
二
○
年
ほ
ど
の
期
間
の

低
下
と
そ
の
要
因
と
し
て
土
壌
の
肥
沃
度
の

低
下
を
あ
げ
て
い
た
。

世
界
の
灌
概
面
積
の
増
加
率
は
六
○
年
代

か
ら
七
○
年
代
に
は
年
二
％
強
あ
っ
た
が
八

○
年
代
に
は
一
％
強
に
減
少
し
て
い
る
。
帥
七

八
年
か
ら
人
口
一
人
当
た
り
の
灌
概
面
積

は
、
そ
れ
ま
で
の
増
加
傾
向
か
ら
反
転
し
て

減
少
し
始
め
、
九
一
年
ま
で
に
六
％
減
少
し

た
。
Ｆ
Ａ
Ｏ
に
よ
れ
ば
六
○
年
代
半
ば
か
ら

八
○
年
代
半
ば
ま
で
の
食
糧
生
産
の
増
加
の
半

分
以
上
が
灌
概
面
積
の
増
加
に
よ
る
か
ら
、
こ

れ
ら
灌
概
面
積
の
傾
向
は
食
糧
供
給
の
増
加
に

と
っ
て
大
問
題
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
経
済

的
、
管
理
的
そ
し
て
環
境
的
原
因
に
よ
る
。
町

農
業
は
世
界
の
淡
水
供
給
の
一
一
一
分
の
二
を

使
用
し
て
お
り
、
こ
の
農
業
用
水
資
源
に
も

強
い
制
約
が
働
い
て
い
る
。
世
界
各
国
の
経

済
成
長
か
ら
く
る
同
用
水
の
工
業
・
生
活
用

水
へ
の
転
用
、
ア
メ
リ
カ
、
中
国
北
部
、
イ

ン
ド
な
ど
で
の
地
下
水
の
農
業
用
水
へ
の
過

剰
利
用
に
よ
る
枯
渇
、
Ⅲ
年
々
悪
化
す
る
黄

河
断
流
、
そ
し
て
上
述
の
灌
概
投
資
の
停
滞

な
ど
で
あ
る
。
筆
者
の
八
○
年
代
後
半
の
ア

メ
リ
カ
で
の
調
査
で
、
環
境
保
護
運
動
に
規

定
さ
れ
た
灌
概
用
ダ
ム
建
築
の
困
難
か
ら
く

る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
水
不
足
と
テ
キ
サ
ス

で
の
地
下
水
位
の
稲
作
用
汲
み
上
げ
に
よ
る

過
剰
低
下
を
確
認
し
た
。

耕
地
、
灌
概
面
積
、
水
の
制
約
の
も
と
、

穀
物
供
給
の
増
加
は
単
収
に
頼
ら
ざ
る
を
得

な
い
。
緑
の
革
命
は
小
麦
と
コ
メ
の
単
収
を

六
六
年
か
ら
八
五
年
の
期
間
、
表
ｌ
が
示
す

よ
う
に
非
常
に
早
く
増
加
さ
せ
た
。
そ
の
他
主

要
穀
物
の
単
収
も
か
な
り
早
く
増
加
し
た
。
し

か
し
穀
物
の
単
収
の
増
加
率
は
八
五
年
以
降

急
減
し
た
。
こ
の
よ
う
な
穀
物
の
世
界
平
均

の
単
収
の
増
加
率
の
最
近
の
急
減
の
理
由

は
、
①
世
界
の
化
学
肥
料
総
投
入
量
の
八
○

う行土用世なし学の④停八メ界③術蓄②効料滞中少年
世・な壌水界いた的単．滞○研でア知積穀果の’2)期と末
界ど劣のでこか上収メし年究農ジ識さ物の穀とか九か
ので化不のとも限がとて代役業アのれ品減物化ら○ら
穀あの足農’6）しに生小きか資・や枯た種少増学の年の
物ろ進や業⑤れ達物麦たらが．世渇技に’3)収肥停代減

１５）11）

表１世界の穀物の戦後の単収増ｶﾛ率の減少
単位：年増加率％

厚
(資料）FAOProductionYearbookaviaFTP

２‘

全穀物平均 籾米 小麦 トウモロコシ 大麦

６１／7０ 0.0302 0.0272 0.0361 0.0217 0.0346

70／8５ 0.0241 0.0213 0.0250 0.0312 0.0126

85／9６ 0.0120 0.0122 0.0144 0.0090 0.0063
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単
収
の
二
十
一
世
紀
に
か
け
て
の
動
き
は
ど

の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
現
存
す
る
世

界
各
国
・
地
域
間
の
大
き
な
穀
物
単
収
差
は

既
存
技
術
の
採
用
余
地
を
示
し
、
特
に
途
上

諸
国
で
は
適
切
な
化
学
肥
料
の
増
投
に
よ
り

単
収
増
と
環
境
破
壊
・
土
壌
劣
化
の
軽
減
の

両
方
が
可
能
と
す
る
意
見
も
あ
る
。
、
単
収

格
差
は
、
し
か
し
、
た
と
え
ば
小
麦
の
単
収

の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
北
ア
メ
リ
カ
の
大
き
な

格
差
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
潜
在
的
技
術

採
用
の
格
差
を
示
す
の
で
は
な
く
て
自
然
的

条
件
の
制
約
を
示
す
場
合
が
多
い
。
ア
ジ
ア

に
生
産
と
消
費
の
九
○
％
が
集
中
す
る
コ
メ

の
場
合
、
前
述
の
よ
う
に
収
穫
面
積
も
減
少

し
て
お
り
、
二
○
二
○
年
に
か
け
て
の
人
口

爆
発
の
ピ
ー
ク
に
対
応
す
る
た
め
に
は
年
率

三
％
の
単
収
増
が
必
要
で
あ
る
。
耐
今
日
ま

で
の
育
種
の
努
力
は
色
々
な
作
物
の
潜
在
単

収
を
年
一
～
二
％
程
度
引
き
上
げ
て
き
た

が
、
脚
長
期
に
わ
た
る
コ
メ
の
単
収
の
三
％
の

増
加
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。

農
業
に
お
け
る
バ
イ
テ
ク
や
ハ
イ
ブ
リ
ッ

ド
品
種
の
新
技
術
の
単
収
増
加
に
対
す
る
効

果
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
コ
メ
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
品
種
は
大
規
模

人
口
爆
発
は
一
九
九
○
年
か
ら
二
○
二
○

年
に
か
け
て
ピ
ー
ク
と
な
り
、
世
界
人
口
は

毎
年
九
千
万
人
ほ
ど
も
増
加
し
、
九
○
年
の

五
三
億
人
の
世
界
人
口
が
二
○
二
○
年
に
は

八
○
・
五
億
人
に
な
る
。
穀
物
（
コ
メ
、
小

麦
、
大
麦
、
ラ
イ
麦
、
と
う
も
ろ
こ
し
、

３
－
４

に
は
中
国
の
み
（
九
二
年
に
収
穫
面
積
の
五

五
％
）
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
こ

の
種
子
生
産
の
高
い
費
用
を
中
国
の
低
労
賃

や
補
助
金
が
支
え
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
単

収
は
二
○
％
ほ
ど
し
か
増
加
し
て
お
ら
ず
、

味
は
悪
い
。
小
麦
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
種
子
は

過
去
二
五
年
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
種

子
生
産
の
高
費
用
の
た
め
成
功
し
て
い
な

い
。
即
遺
伝
子
転
換
や
遺
伝
子
地
図
作
製
の

方
法
に
よ
る
バ
イ
テ
ク
は
、
過
去
二
○
年
間

作
物
単
収
を
大
幅
に
上
げ
る
と
期
待
さ
れ
た

が
、
現
在
現
実
的
成
果
は
ほ
と
ん
ど
得
ら
れ

て
い
な
い
。
バ
イ
テ
ク
新
技
術
・
種
子
が
世

界
の
発
展
途
上
諸
国
の
農
家
に
広
く
普
及
す

る
ま
で
に
は
何
十
年
も
か
か
る
と
認
識
し
て

い
る
研
究
者
が
多
い
。
割

需
要
要
因

３
１
５
二
○
二
○
年
の
世
界
穀
物

需
給
の
予
測

坊
以
上
の
穀
物
の
世
界
需
給
に
関
す
る
長
期

オ
ー
ト
麦
、
ソ
ル
ガ
ム
・
雑
穀
の
合
計
）
は

爆
発
す
る
世
界
人
口
が
必
要
と
す
る
カ
ロ

リ
ー
の
主
要
部
分
を
供
給
す
る
品
九
○
年

か
ら
二
○
二
○
年
に
か
け
て
の
発
展
途
上
諸

国
や
ア
ジ
ア
で
の
人
口
爆
発
は
そ
れ
だ
け
で
穀

物
必
要
量
を
爆
発
さ
せ
、
だ
か
ら
こ
の
期
間
に

穀
物
供
給
量
も
急
増
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

穀
物
需
要
は
人
口
爆
発
に
加
え
て
所
得
増

に
伴
っ
て
増
加
す
る
。
特
に
発
展
途
上
諸
国

で
一
人
当
た
り
所
得
が
増
加
す
れ
ば
、
先
ず

そ
れ
に
よ
っ
て
直
接
に
穀
物
需
要
が
増
加

し
、
さ
ら
に
食
事
で
動
物
性
蛋
白
質
の
重
要

性
が
増
し
、
そ
の
増
産
の
た
め
の
飼
料
穀
物

需
要
が
急
速
に
増
加
す
る
。
ア
ジ
ア
発
展
途

上
諸
国
は
世
界
銀
行
の
統
計
邸
に
よ
れ
ば
、

世
界
の
成
長
セ
ン
タ
ー
と
し
て
急
成
長
し
、

こ
の
よ
う
な
事
態
が
進
行
し
た
。
特
に
急
成

長
し
た
中
国
で
は
飼
料
穀
物
の
不
足
・
価
格

の
高
騰
・
輸
出
禁
止
な
ど
が
九
○
年
代
中
期

に
行
わ
れ
た
。



分
析
を
基
礎
に
、
二
○
二
○
年
の
世
界
、
所

得
階
層
別
国
家
グ
ル
ー
プ
、
中
国
、
イ
ン
ド

お
よ
び
日
本
の
穀
物
需
要
と
供
給
量
を
推
計

し
た
の
が
表
２
で
あ
る
。
需
要
面
で
は
、
Ｆ

Ａ
Ｏ
の
食
糧
需
給
表
の
八
四
～
八
六
年
の
需

給
バ
ラ
ン
ス
・
デ
ー
タ
と
畜
産
に
お
い
て
予

想
さ
れ
る
飼
料
穀
物
利
用
の
長
期
的
増
加
と

か
ら
穀
物
／
畜
鶏
肉
・
卵
生
産
転
換
率
を
推

計
し
、
飼
料
穀
物
需
要
の
増
加
を
人
口
成
長

率
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
、
畜
鶏
肉
・
卵
需
要
の

所
得
弾
性
か
ら
推
計
し
て
い
る
。
人
口
と
人

口
成
長
率
は
国
連
の
中
位
推
計
、
九
三
年
の

畜
鶏
肉
・
卵
需
要
と
穀
物
需
要
は
Ｆ
Ａ
Ｏ
の

統
計
を
利
用
し
た
。
供
給
面
で
穀
物
生
産
の

成
長
率
は
上
述
の
最
近
の
穀
物
単
収
の
成
長

率
の
鈍
化
を
反
映
し
た
値
を
地
域
別
・
国
別

に
表
示
の
よ
う
な
値
と
し
た
。

穀
物
需
給
の
長
期
予
測
は
、
筆
者
や
レ
ス

タ
ー
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
よ
う
に
需
給
を
独
立
に

予
測
す
る
方
法
と
世
銀
、
Ｆ
Ａ
Ｏ
、
Ｉ
Ｆ
Ｐ

Ｒ
Ｉ
と
日
本
の
農
水
省
の
よ
う
に
需
給
の
差

が
も
た
ら
す
価
格
調
整
を
含
む
や
り
方
が
あ

る
。
剛
筆
者
、
ブ
ラ
ウ
ン
、
農
水
省
は
二
○

二
○
年
な
い
し
二
○
一
一
一
○
年
に
世
界
で
大
量

の
穀
物
不
足
が
発
生
し
価
格
は
上
昇
す
る
と

で考実故実て増単減中Ｒ世か前的るにる下穀初はと予

萎量糠:蝋騨灘鯵繍！
○計と現、現しり物（よのＰ・るの本なうす低界紀Ｉ銀

表22020年世界食糧
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年
に
ア
ジ
ア
途
上
諸
国
で
三
・
二
億
ト
ン
の

膨
大
な
穀
物
の
不
足
が
発
生
す
る
。
そ
の
う

ち
中
国
は
一
・
七
億
ト
ン
、
イ
ン
ド
は
○
・
一

五
億
ト
ン
、
世
界
全
体
で
は
四
・
一
七
億
ト

ン
ほ
ど
の
巨
大
な
不
足
に
な
る
。
高
所
得
諸

国
が
一
・
七
二
億
ト
ン
を
輸
出
す
る
が
、
必

要
量
を
大
幅
に
下
回
る
。
九
三
年
の
世
界
の

総
穀
物
貿
易
量
は
二
・
三
億
ト
ン
で
あ
る
か

ら
ア
ジ
ア
や
世
界
の
不
足
量
は
膨
大
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
大
量
の
穀
物
不
足
が
発
生

す
る
の
は
、
表
２
の
前
提
条
件
に
示
さ
れ
る

よ
う
に
発
展
途
上
諸
国
の
人
口
爆
発
と
中
国

を
中
心
と
す
る
ア
ジ
ア
や
そ
の
他
途
上
国
の

高
経
済
成
長
が
動
物
性
蛋
白
質
消
費
の
増
加

を
引
き
起
こ
し
そ
れ
に
伴
っ
て
飼
料
穀
物
需

要
の
爆
発
的
増
加
を
引
き
起
こ
す
こ
と
と
、

発
展
途
上
諸
国
を
中
心
に
自
然
資
源
・
環
境

・
農
業
技
術
制
約
が
穀
物
供
給
の
増
加
を
制

約
す
る
た
め
で
あ
る
。
ブ
ラ
ウ
ン
の
大
量
の

不
足
推
計
の
理
由
も
同
じ
要
因
に
よ
る
。

筆
者
や
ブ
ラ
ウ
ン
の
膨
大
な
穀
物
不
足
の

予
測
は
、
世
界
貿
易
市
場
の
穀
物
貿
易
価
格

の
上
昇
を
引
き
起
こ
す
。
筆
者
の
予
測
で

は
、
世
界
穀
物
需
給
の
長
期
の
価
格
弾
性

（
価
格
上
昇
率
に
対
す
る
需
給
の
変
化
率
の

４
－
１
日
本
の
食
糧
・
穀
物
自
給

率
の
低
下
と
国
民
の
食
糧

の
安
全
保
障
に
関
す
る
不

安
の
増
大

東
ア
ジ
ア
の
韓
国
、
台
湾
、
日
本
で
穀
物

自
給
率
が
、
図
８
が
示
す
よ
う
に
戦
後
急
速

に
低
下
し
て
き
た
。
低
下
速
度
は
韓
国
と
台

湾
の
方
が
日
本
に
比
べ
早
い
。
欧
米
は
穀
物

輸
入
国
か
ら
輸
出
国
へ
な
い
し
輸
出
量
を
増

大
さ
せ
て
き
た
。
世
界
の
高
所
得
諸
国
の
中

で
こ
れ
ら
東
ア
ジ
ア
三
国
だ
け
が
こ
の
よ
う

な
特
殊
な
行
動
を
と
っ
て
き
た
。
日
本
の
場

合
穀
物
需
給
が
こ
の
ま
ま
推
移
す
れ
ば
、
表

２
が
示
す
よ
う
に
穀
物
自
給
率
は
九
五
年
の

一
一
八
％
か
ら
二
○
一
一
○
年
に
は
二
一
％
へ
低

下
し
、
日
本
国
民
の
食
糧
の
安
全
保
障
に
関

比
）
を
○
・
一
五
と
す
れ
ば
、
貿
易
市
場
で

は
二
○
二
○
年
に
穀
物
価
格
が
九
一
一
一
年
と
の

比
較
で
五
○
％
ほ
ど
上
昇
す
る
。
こ
の
穀
物

貿
易
価
格
の
上
昇
は
発
展
途
上
諸
国
の
国
内

４
’
’
○
一
一
○
年
の
日
本
の
農
業
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

日
本
は
「
自
由
貿
易
の
利
益
」
を
過
度
に

追
求
し
、
穀
物
の
み
な
ら
ず
そ
の
他
農
林
水

産
物
を
輸
入
し
す
ぎ
て
い
る
。
Ｆ
Ａ
Ｏ
の
統

計
に
よ
れ
ば
日
本
は
世
界
の
農
林
水
産
物
を

九
四
年
に
七
○
六
億
ド
ル
輸
入
す
る
世
界
最

大
の
農
林
水
産
物
輸
入
国
で
あ
る
。
ド
イ

ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
は
同
年
そ
れ
ぞ

れ
五
一
九
、
一
一
一
一
一
一
一
一
、
三
一
一
一
一
億
ド
ル
ず
つ

輸
入
し
て
い
る
。
日
本
は
戦
後
農
林
水
産
物

の
輸
入
に
関
し
て
、
こ
れ
ら
欧
州
諸
国
と
比

す
る
不
安
は
増
大
す
る
。
最
近
の
世
論
調
査

で
は
国
民
の
八
○
％
以
上
が
基
本
的
食
料
は
価

格
が
高
く
な
っ
て
も
自
給
す
べ
き
だ
と
す
る
。

４
１
２
日
本
の
農
林
水
産
物
過
剰

輸
入

穀
物
価
格
を
か
な
り
上
昇
さ
せ
、
現
在
そ
れ

ら
諸
国
で
一
一
億
人
、
二
○
二
○
年
に
も
か

な
り
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
貧
困
人
口
に

大
き
な
困
難
を
も
た
ら
す
。

２７
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べ
特
異
な
行
動
を
取
っ
て
き

た
。
六
一
年
の
日
本
の
農
林

水
産
物
の
輸
入
額
の
世
界
総

貿
易
額
に
対
す
る
割
合
は
五

・
六
％
で
あ
っ
た
の
が
九
四

年
に
は
九
・
四
％
と
二
倍
近

く
に
増
加
し
た
の
に
対
し
、

フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
の
こ
の

比
率
は
同
じ
期
間
に
そ
れ
ぞ

れ
六
％
ほ
ど
と
一
○
％
ほ
ど

で
あ
ま
り
変
わ
ら
ず
、
イ
ギ

リ
ス
は
一
五
％
ほ
ど
か
ら
六

％
ほ
ど
に
低
下
し
た
。
ま
た

日
本
の
農
林
水
産
物
の
輸
入

額
は
、
同
じ
期
間
に
二
三
億

ド
ル
か
ら
七
○
六
億
ド
ル
へ

三
○
倍
ほ
ど
に
な
っ
た
の
に

対
し
、
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
で

は
四
二
億
ド
ル
か
ら
五
一
九

億
ド
ル
へ
’
二
倍
に
し
か

な
っ
て
い
な
い
。

日
本
の
エ
ビ
輸
入
は
主
と

し
て
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
な
さ

れ
、
六
二
年
に
一
一
一
六
四
二
ト

ン
・
金
額
で
二
二
億
円
で
全

水
産
物
輸
入
額
の
四
六
％
を
占
め
た
が
、
九

一
年
に
は
三
一
万
ト
ン
・
金
額
で
四
一
二
九

億
円
で
全
水
産
物
輸
入
額
の
二
四
・
五
％
を

占
め
る
。
エ
ビ
輸
入
量
は
こ
の
期
間
に
八
五

倍
に
増
え
た
。
日
本
へ
の
輸
出
用
の
エ
ビ
の

養
殖
に
よ
っ
て
タ
イ
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
沿

岸
部
の
広
大
な
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林
が
破
壊
さ

れ
、
沿
岸
部
が
激
し
く
汚
染
さ
れ
た
。
戦
後

急
増
し
た
日
本
の
農
水
産
物
輸
入
は
、
そ
れ

が
消
費
・
利
用
さ
れ
排
出
さ
れ
て
日
本
の
河

川
・
湖
沼
の
富
栄
養
化
や
沿
海
の
赤
潮
な
ど

激
し
い
環
境
破
壊
を
も
た
ら
し
た
。
ま
た
農

水
産
業
・
農
漁
村
も
衰
退
さ
せ
た
。
日
本
の

木
材
輸
入
額
は
六
七
年
に
は
九
・
三
億
ド
ル

で
あ
っ
た
が
、
九
○
年
に
は
七
四
・
七
億
ド

ル
に
な
っ
た
。
そ
の
か
な
り
の
部
分
（
九
○

年
に
は
輸
入
総
額
の
二
七
％
が
マ
レ
ー
シ
ア

と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
）
が
熱
帯
林
か
ら

来
、
熱
帯
林
の
破
壊
を
引
き
起
こ
し
、
日
本

林
業
も
衰
退
さ
せ
た
。

第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
九
三
年
の
大

冷
害
後
の
日
本
の
コ
メ
緊
急
輸
入
や
ミ
ニ
マ

ム
・
ア
ク
セ
ス
輸
入
は
貿
易
米
価
や
ア
ジ
ア

国
内
米
価
を
引
き
上
げ
、
ア
ジ
ア
に
集
中
す

る
コ
メ
を
主
食
と
す
る
貧
困
・
飢
餓
人
口
を

2８
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４
－
３
二
○
二
○
年
の
日
本
の
農

業
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
主
要
側

面

二
○
二
○
年
の
日
本
農
業
構
想
の
基
本
要

素
は
、
コ
メ
自
給
、
多
毛
作
、
活
発
な
農
業

経
営
、
耕
畜
人
循
環
、
有
機
肥
料
低
投
入
・

低
環
境
破
壊
・
良
味
米
生
産
、
高
穀
物
・
食

糧
自
給
率
、
持
続
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
伝
統

的
日
本
農
業
の
麺
煉
術
と
制
約
さ
れ
た
自
由
貿

易
の
到
鐘
の
理
念
に
よ
る
蚕
壌
琶
言
え
る
。

第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
コ
メ
の
自
由
貿

易
の
利
益
は
コ
メ
自
給
の
経
済
的
・
外
部
的

利
益
を
下
回
り
、
コ
メ
は
自
給
が
望
ま
し
い

危
機
に
陥
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
日
本
の
農
林
水
産
物
輸
入

は
、
そ
の
増
加
速
度
が
速
す
ぎ
、
国
内
外
の

自
然
環
境
・
自
然
資
源
を
激
し
く
破
壊
し
、

ア
ジ
ア
に
集
中
す
る
貧
困
・
飢
餓
人
口
を
危

機
に
陥
れ
る
と
い
う
意
味
で
過
剰
で
、
「
自

由
貿
易
の
利
益
」
の
過
度
の
追
求
で
あ
る
。

農
林
水
産
物
輸
入
水
準
を
適
切
化
し
、
コ
メ

な
ど
主
要
食
糧
の
自
給
を
基
本
と
す
る
日
本

の
農
林
水
産
業
の
再
構
築
が
必
要
で
あ
る
。

し
、
国
民
も
そ
う
考
え
て
い
る
。
特
に
ア
メ

リ
カ
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
構
）
、
Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ
（
経
済
協
力
開
発
機
構
）
な
ど
は
、
食

糧
の
安
全
保
障
は
自
由
貿
易
に
よ
っ
て
確
保

で
き
る
と
す
る
。
し
か
し
ア
ジ
ア
に
集
中
す

る
膨
大
な
貧
困
・
飢
餓
人
口
は
自
由
貿
易
に

よ
り
米
価
が
上
が
り
、
食
糧
の
安
全
保
障
を

失
い
、
危
機
に
瀕
す
る
。
ま
た
経
営
的
視
点

か
ら
、
さ
ら
に
国
士
利
用
の
視
点
か
ら
、
裏

作
作
物
（
例
え
ば
麦
類
）
を
生
産
し
多
毛
作

化
を
計
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
ま
た
経
営
規

模
を
拡
大
し
活
発
な
農
業
経
営
者
が
日
本
農

業
を
担
う
よ
う
に
す
る
こ
と
も
、
活
発
で
発

展
的
な
日
本
農
業
の
再
構
築
の
た
め
必
要
で

あ
る
。
米
麦
を
増
産
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日

本
の
穀
物
・
食
糧
自
給
率
は
大
幅
に
上
昇

し
、
国
民
の
食
糧
の
安
全
保
障
に
関
す
る
不

安
は
解
消
さ
れ
る
。

枯
渇
性
資
源
の
化
石
燃
料
と
そ
れ
を
原
料

な
い
し
製
造
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
使
用

す
る
化
学
肥
料
や
農
薬
は
安
す
ぎ
る
値
段
で

販
売
さ
れ
、
使
用
量
が
世
界
的
に
増
加
し
て

き
た
。
そ
れ
に
対
し
経
済
成
長
に
伴
う
労
賃

の
上
昇
は
畜
産
お
よ
び
人
間
の
有
機
廃
棄
物

な
ど
を
原
料
と
す
る
有
機
肥
料
の
生
産
と
利

用
の
コ
ス
ト
を
引
き
上
げ
、
利
用
は
あ
ま
り

増
え
ず
、
畜
産
と
人
間
生
活
か
ら
の
有
機
廃

棄
物
は
か
な
り
の
量
が
環
境
に
排
出
さ
れ
て

き
た
。
こ
れ
ら
有
機
廃
棄
物
、
化
学
肥
料
と

農
薬
、
急
増
し
た
農
水
産
物
輸
入
を
起
源
と

す
る
環
境
汚
染
は
、
地
下
水
の
硝
酸
態
窒
素

汚
染
、
農
産
物
の
農
薬
汚
染
、
土
壌
の
劣

化
、
河
川
、
湖
沼
や
海
の
富
栄
養
化
な
ど
と

な
っ
て
現
れ
て
い
る
。
畜
産
お
よ
び
人
間
の

排
泄
物
と
里
山
の
草
木
を
刈
っ
た
も
の
な
ど

か
ら
作
っ
た
碓
厩
肥
な
ど
有
機
肥
料
を
米
麦

な
ど
耕
種
生
産
に
利
用
し
て
有
機
的
循
環
シ

ス
テ
ム
を
形
成
し
て
い
た
日
本
の
伝
統
的
農

業
技
術
は
、
「
近
代
化
一
に
よ
っ
て
循
環
が

切
断
さ
れ
た
。
ま
た
農
業
機
械
の
過
剰
な
使

用
は
、
土
壌
を
圧
縮
し
て
士
壌
浸
食
を
も
た

ら
し
た
。
「
近
代
化
」
の
名
の
下
で
の
化
学
肥

料
と
農
薬
お
よ
び
農
業
機
械
の
過
剰
使
用
は
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
産
出
投
入
比
率
を
低
下
さ
せ
、

化
石
燃
料
と
リ
ン
鉱
石
の
枯
渇
性
、
地
球
温
暖

化
な
ど
か
ら
長
期
的
持
続
性
を
低
下
さ
せ
る
。

伝
統
的
曰
本
農
業
の
循
環
を
新
し
い
形
で

取
り
戻
し
、
環
境
破
壊
を
削
減
し
、
日
本
農

業
の
持
続
性
を
向
上
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
”

現
在
日
本
国
内
で
化
学
肥
料
に
よ
り
投
入
さ



れ
て
い
る
肥
料
資
源
よ
り
多
い
量
が
畜
産
と

人
間
の
有
機
廃
棄
物
の
中
に
存
在
す
る
。
こ

の
有
機
廃
棄
物
全
量
を
全
国
規
模
で
有
機
肥

料
に
転
換
し
利
用
す
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築

し
、
二
○
二
○
年
ま
で
に
こ
の
有
機
肥
料
で

日
本
の
全
農
業
生
産
を
行
い
、
化
学
肥
料
の

使
用
を
極
小
化
し
、
環
境
破
壊
を
削
減
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
有
機
肥

料
の
投
入
量
を
削
減
（
Ｌ
Ｉ
Ｓ
Ａ
”
低
投
入

持
続
農
業
）
し
、
米
麦
の
単
収
を
適
正
な
水

準
に
し
、
農
家
に
嫌
わ
れ
て
い
る
転
作
を
不

要
に
す
る
。
神
戸
大
学
の
保
田
教
授
に
よ
れ

ば
、
こ
の
コ
メ
単
収
の
適
正
化
に
よ
っ
て
コ
メ

の
味
は
大
幅
に
良
く
な
り
、
消
費
も
増
え
る
。

家
畜
と
人
間
の
有
機
廃
棄
物
か
ら
の
有
機

肥
料
の
肥
料
成
分
は
、
現
在
使
わ
れ
て
い
る

化
学
肥
料
の
そ
れ
を
か
な
り
上
回
る
か
ら
、

こ
の
日
本
農
業
改
革
は
日
本
の
畜
産
の
規
模

の
削
減
を
含
む
。
こ
の
案
は
環
境
破
壊
が
大

幅
に
減
り
コ
メ
の
味
も
良
く
な
る
か
ら
消
費

者
に
支
持
さ
れ
、
転
作
の
必
要
が
な
く
な
る

か
ら
農
家
に
も
支
持
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
農

家
に
と
っ
て
は
化
学
肥
料
を
や
め
有
機
肥
料

を
使
い
、
米
麦
の
単
収
を
大
幅
に
減
ら
し
、

畜
産
規
模
を
削
減
す
る
こ
と
は
、
農
作
業
的

に
も
経
済
的
に
も
農
家
意
識
か
ら
も
困
難
で

あ
る
。
要
請
さ
れ
る
こ
れ
ら
調
整
を
農
家
に

受
け
入
れ
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
実
現
さ
る

べ
き
農
業
経
営
規
模
の
増
大
を
考
慮
し
、
非

農
業
部
門
の
所
得
と
の
均
衡
に
留
意
し
た
農

業
所
得
の
補
償
が
必
要
で
あ
る
。
農
業
団
体

と
化
学
肥
料
会
社
に
も
損
失
が
生
じ
る
が
、

麦
の
増
産
と
流
通
量
の
増
加
お
よ
び
有
機
肥

料
生
産
・
流
通
シ
ス
テ
ム
の
建
築
・
経
営
と

の
関
わ
り
で
こ
の
損
失
を
補
填
で
き
る
よ
う

に
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

農
業
所
得
の
補
償
は
、
前
に
述
べ
た
①
化

学
肥
料
の
使
用
を
な
く
し
有
機
肥
料
の
低
投

入
に
よ
る
環
境
破
壊
の
削
減
と
コ
メ
の
味
の

改
善
②
コ
メ
自
給
の
確
保
お
よ
び
麦
作
の
復

活
に
よ
る
穀
物
・
食
糧
自
給
率
の
向
上
に
よ

る
食
糧
安
全
保
障
の
確
保
③
農
業
・
農
村
・

故
郷
の
復
活
な
ど
外
部
性
価
値
の
確
保
④
転

作
の
不
要
化
や
土
壌
条
件
の
改
善
⑤
活
発
な

農
業
経
営
の
成
立
な
ど
を
内
容
に
し
た
、
消

費
者
と
農
家
間
の
社
会
的
契
約
の
形
成
を
基

礎
に
、
農
業
生
産
の
増
加
を
引
き
起
こ
さ
な

い
（
デ
ィ
カ
ッ
プ
ル
さ
れ
た
）
直
接
所
得
保

障
の
形
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た

米
麦
相
対
価
格
の
調
整
が
必
要
で
、
農
家
に

転
作
補
助
金
な
し
に
裏
作
麦
を
作
っ
て
も
ら

う
た
め
に
は
麦
価
を
引
き
上
げ
る
必
要
が
あ

り
、
米
価
は
国
際
的
に
見
て
高
い
の
で
引
き

下
げ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
日
本
の
耕
種
農
業
を
改
革
し

た
と
し
て
も
米
麦
の
生
産
費
は
ア
ジ
ア
や
ア

メ
リ
カ
な
ど
を
大
幅
に
上
回
る
。
し
か
し
こ

の
格
差
は
、
改
革
に
よ
り
国
民
が
享
受
す
る

前
に
述
べ
た
①
～
⑤
の
利
益
に
よ
り
十
分
以

上
に
埋
め
ら
れ
る
。
こ
の
視
点
か
ら
の
国
境

措
置
が
必
要
で
あ
る
。
日
本
は
九
九
年
に
コ

メ
の
ミ
ニ
マ
ム
・
ア
ク
セ
ス
輸
入
を
ウ
ル
グ

ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
で
合
意
し
た
。
前
に
述
べ

た
日
本
農
業
の
改
革
を
実
現
す
る
た
め
に
は

ミ
ニ
マ
ム
・
ア
ク
セ
ス
輸
入
を
、
九
九
年
に

予
定
さ
れ
て
い
る
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
再
交
渉
で
返
上

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
日
本
は
国

際
交
渉
に
よ
り
農
産
物
貿
易
を
規
定
す
る
国

際
的
理
念
を
上
の
第
二
節
で
述
べ
た
主
要
農

産
物
の
自
給
を
基
礎
と
す
る
修
正
さ
れ
た
自

由
貿
易
の
利
益
の
理
念
に
従
う
方
向
に
修
正

す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
ら
し
い
理
念
に

基
づ
く
農
業
改
革
構
想
は
日
本
だ
け
で
な
く

他
の
ア
ジ
ア
諸
国
で
も
、
こ
れ
ら
が
戦
後
コ

メ
自
給
を
追
求
し
て
き
た
事
実
か
ら
も
採
用

３０
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表３ 日本の米麦生産構造-2020年のヴィジョン

コメ麦類（３麦合計）

作付け面積単収（玄米）生産量作付け面積
千ｈａｋｇ／hａ千ﾄン千hａ
３００１３２１６３２９８１７８４
３３０８３８８７３８３２１４４０

２９２３４３４１１０４７４５５

２３７７４１０２９６８３１３

２０７４５０６２１２９７３６７

３０００３０００３５００１５００

生産量

玄米千ﾄン

９６５１

12858

12689

９７５１

10499

９０００

単収

ｋg／hａ

ｌ８４９

２６６１

２３０１

３０９３

３５３４

２３３３

1950

1960

1970

1980

1990

2020

４
－
４
二
○
二
○
年

の
日
本
の
農

業
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
の
内
容

二
○
二
○
年
を
考
え
る
の

は
現
在
か
ら
そ
の
時
ま
で
が

地
球
上
の
人
口
爆
発
が
ピ
ー

ク
状
態
で
、
毎
年
地
球
の
人

口
が
九
千
万
人
程
度
増
加

し
、
そ
の
期
間
に
人
間
行
動

が
食
糧
、
自
然
資
源
、
地
球
温

暖
化
、
環
境
汚
染
、
技
術
進
歩

さ
れ
る
条
件
が
あ
る
。
故
に

日
本
は
国
際
交
渉
に
お
い
て

ア
ジ
ア
諸
国
と
協
力
す
る
こ

と
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
の
共

通
農
業
政
策
（
Ｃ
Ａ
Ｐ
）
で
類

似
の
地
域
政
策
・
条
件
不
利

地
域
政
策
な
ど
が
す
で
に
実

施
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
政

策
と
の
す
り
あ
わ
せ
も
必
要

で
あ
る
。

Ⅲ
適
正
単
収
米
麦
複
合
生
産
構
造

日
本
の
米
麦
の
生
産
構
造
は
戦
後
、
表
３

の
よ
う
に
展
開
し
て
き
た
。
二
○
二
○
年
の

米
麦
複
合
生
産
適
性
単
収
構
造
は
同
表
が
示

す
よ
う
に
、
ほ
ぼ
一
九
五
○
年
の
構
造
を
新

し
い
技
術
で
再
生
す
る
こ
と
に
な
る
。

二
○
二
○
年
の
稲
作
生
産
量
は
九
○
○
万

ト
ン
、
作
付
け
面
積
三
○
○
万
ヘ
ク
タ
ー

ル
、
単
収
三
ト
ン
で
あ
る
。
こ
れ
ら
諸
量
は

コ
メ
自
給
を
前
提
と
し
、
有
機
肥
料
を
低
投

入
し
て
適
正
単
収
を
維
持
し
、
作
付
け
面
積

を
増
や
し
、
転
作
が
不
要
に
な
る
こ
と
を
考

慮
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
現
在
と
比
べ
三

○
％
ほ
ど
作
付
け
面
積
が
増
え
、
逆
に
三
○

％
ほ
ど
単
収
が
減
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

麦
（
三
麦
計
）
は
作
付
け
面
積
を
九
○
年
の

三
七
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
か
ら
一
五
○
万
ヘ
ク

タ
ー
ル
へ
、
生
産
も
一
三
○
万
ト
ン
か
ら
一
一
一

五
○
万
ト
ン
へ
大
幅
に
増
や
す
。
単
収
は
二

・
三
ト
ン
で
稲
作
と
同
じ
よ
う
に
低
肥
料
投

な
ど
の
制
約
に
直
面
す
る
か
ら
で
あ
る
。

前
で
述
べ
た
方
向
へ
日
本
農
業
を
改
革
す

る
た
め
に
は
以
下
の
よ
う
な
政
策
手
段
を
と

れ
ば
よ
い
。

②
有
機
・
循
環
・
低
投
入
・
低
環
境
破

壊
農
業

二
○
二
○
年
の
米
麦
複
合
農
業
に
対
応
す

る
窒
素
肥
料
成
分
量
の
投
入
量
目
標
は
、
五

○
万
ト
ン
で
あ
る
。
こ
の
数
字
は
米
麦
の
上

記
適
正
単
収
に
対
応
す
る
適
正
役
人
水
準
で

あ
り
、
過
去
の
米
麦
の
単
収
と
窒
素
肥
料
投

入
量
の
関
係
式
（
回
帰
計
算
）
か
ら
求
め

た
。
こ
の
肥
料
投
入
は
有
機
肥
料
の
み
で
な

さ
れ
る
。
こ
れ
で
日
本
で
の
肥
料
に
よ
る
環

境
破
壊
は
激
減
す
る
。
庄
子
は
家
畜
糞
尿
の

み
で
日
本
の
化
学
肥
料
の
窒
素
と
カ
リ
の
使

用
量
を
大
幅
に
上
回
る
肥
料
資
源
量
が
あ
る

と
し
て
い
る
。
邪
リ
ン
酸
だ
け
は
家
畜
糞
尿

だ
け
で
は
大
幅
に
不
足
す
る
。
下
水
汚
泥
、

し
尿
汚
泥
、
厨
芥
、
豆
腐
か
す
の
肥
料
成
分

を
家
畜
糞
尿
に
加
え
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え

る
。
富
岡
は
生
活
系
有
機
廃
棄
物
が
全
量
肥

料
に
変
換
さ
れ
る
条
件
で
、
化
学
肥
料
の
窒

素
成
分
を
ほ
ぼ
全
量
ま
か
な
え
る
と
計
算
し

た
。
リ
ン
酸
と
カ
リ
は
一
部
し
か
ま
か
な
え

な
い
；
な
お
有
機
汚
泥
の
有
効
利
用
率
は

虹
日
本
で
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

入
、
適
正
単
収
で
あ
る
。



し
か
し
欧
米
で
は
有
機
汚
泥
の
農
地
還
元

率
が
四
四
％
と
い
わ
れ
て
お
り
日
本
の
有
効

利
用
率
は
こ
れ
に
比
べ
大
幅
に
低
い
。
鯛
こ

の
日
本
の
有
効
利
用
率
は
欧
米
並
に
引
き
上

げ
る
必
要
が
あ
る
。

以
上
述
べ
た
よ
う
に
家
畜
の
排
泄
物
と
生

活
系
有
機
廃
棄
物
の
肥
料
成
分
は
窒
素
と
カ

リ
に
関
し
て
は
日
本
で
現
在
使
用
さ
れ
て
い

る
化
学
肥
料
の
そ
れ
を
大
幅
に
上
回
る
。
人

間
と
家
畜
の
有
機
廃
棄
物
全
量
か
ら
有
機
肥

料
を
作
れ
ば
、
二
○
二
○
年
に
有
機
肥
料
は

過
剰
に
な
る
。
だ
か
ら
日
本
の
畜
産
規
模
を

削
減
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
二
○
二
○
年
の
日
本
畜
産
の
頭
羽
数
構

造
は
第
一
次
接
近
と
し
て
一
九
九
三
年
の
半

数
と
し
た
。
こ
の
点
は
さ
ら
に
詳
細
な
研
究

が
必
要
で
あ
る
。
な
お
リ
ン
肥
料
に
関
し
て

は
有
機
肥
料
で
は
十
分
で
な
い
の
で
、
不
足

分
は
化
学
肥
料
を
使
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

・
下
水
汚
泥
咄
年
間
発
生
量
三
○
○
万
ト
ン

（
含
水
率
七
○
％
）
有
効
利
用
率
一
五
％

・
し
尿
汚
泥
恥
年
間
発
生
量
二
二
万
ト
ン

有
効
利
用
率
二
五
％

・
食
品
エ
場
か
ら
の
汚
泥
》
不
明

活
性
汚
泥
の
中
の
重
金
属
等
の
危
険
を
回
避

す
る
た
め
人
間
の
生
活
廃
棄
物
を
工
場
の
有
機

排
棄
物
と
分
離
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た

め
の
か
な
り
の
公
共
投
資
が
必
要
に
な
ろ
う
。

③
高
い
食
糧
の
安
全
保
障

こ
の
農
業
改
革
に
伴
う
コ
メ
自
給
、
麦
類

の
大
増
産
お
よ
び
飼
料
穀
物
輸
入
の
畜
産
規

模
の
削
減
に
よ
る
一
四
○
○
万
ト
ン
ほ
ど
の

減
少
に
よ
っ
て
、
穀
物
自
給
率
は
九
二
年
の

二
九
％
か
ら
、
農
業
改
革
が
な
い
場
合
二
○

二
○
年
に
は
二
一
％
程
度
に
な
る
の
に
対

し
、
五
三
％
ほ
ど
に
大
幅
に
増
加
し
、
食
糧

自
給
率
も
七
○
％
ほ
ど
に
増
加
す
る
で
あ
ろ

う
。
国
民
の
望
む
食
糧
の
安
全
保
障
は
か
な

り
確
保
さ
れ
る
。

Ⅶ
価
格
。
備
蓄
政
策

農
業
改
革
の
米
麦
生
産
構
造
と
肥
料
使
用

構
造
の
変
革
は
、
上
述
国
民
契
約
に
基
づ
い

て
社
会
的
契
約
・
強
制
と
し
て
な
さ
れ
て
も

良
い
が
、
市
場
を
通
じ
て
な
さ
れ
れ
ば
よ
り

効
果
的
で
あ
ろ
う
。

米
麦
複
合
経
営
を
広
範
に
成
立
さ
せ
る
た

め
に
は
、
適
切
な
国
境
政
策
と
後
述
の
所
得

政
策
を
前
提
に
し
て
生
産
者
段
階
で
の
米
麦

相
対
価
格
を
米
価
を
引
き
下
げ
、
麦
価
を
引

き
上
げ
る
調
整
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
米
麦
に

関
し
て
政
府
が
緩
衝
在
庫
を
持
ち
、
コ
メ
に

つ
い
て
は
、
上
述
の
適
正
単
収
・
転
作
な
し

の
供
給
量
と
需
要
量
の
均
衡
水
準
の
生
産
者

米
価
を
毎
年
中
立
的
な
機
関
が
推
定
し
、
市

場
米
価
が
そ
の
水
準
に
収
散
す
る
よ
う
市
場

操
作
を
行
う
。
コ
メ
の
政
府
緩
衝
在
庫
は
最

大
三
○
○
万
ト
ン
、
平
均
一
一
○
○
万
ト
ン
ほ

ど
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
麦
に
つ
い
て
は

か
な
り
の
輸
入
を
前
提
に
し
て
コ
メ
と
同
様

の
シ
ス
テ
ム
が
必
要
で
あ
る
。

肥
料
や
農
業
機
械
の
過
剰
使
用
に
関
し
て

は
、
ワ
イ
ゼ
ッ
カ
ー
の
提
案
の
よ
う
に
、
餌

例
え
ば
化
石
燃
料
の
価
格
を
徐
々
に
引
き
上

げ
て
い
っ
て
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
じ
て
化

学
肥
料
と
農
業
機
械
の
利
用
コ
ス
ト
を
上
昇

さ
せ
｝
」
れ
ら
生
産
要
素
の
過
剰
な
使
用
が
抑

制
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
化
学
肥
料
は

原
料
お
よ
び
生
産
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
化
石

燃
料
を
使
用
し
て
い
る
か
ら
、
化
石
燃
料
価

格
の
適
切
な
引
き
上
げ
は
、
化
学
肥
料
の
価

格
を
有
機
肥
料
と
の
比
較
で
引
き
上
げ
、
農

業
経
営
者
は
自
発
的
に
化
学
肥
料
の
使
用
を

3２
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⑤
所
得
政
策

大
規
模
専
業
個
人
経
営
、
生
産
組
織
、
集

落
営
農
、
公
社
経
営
、
農
協
主
体
の
経
営
な

ど
可
能
な
経
営
形
態
に
よ
り
農
業
経
営
規
模

を
か
な
り
拡
大
し
て
も
、
コ
メ
自
給
確
保
の

生
産
水
準
で
農
家
の
農
業
所
得
水
準
は
非
農

業
部
門
の
所
得
水
準
よ
り
か
な
り
低
く
な
る

で
あ
ろ
う
。
前
述
の
よ
う
に
農
家
と
消
費
者

が
、
有
機
肥
料
の
低
投
入
に
よ
る
循
環
環
境

維
持
農
業
の
維
持
、
適
正
単
収
と
転
作
の
不

要
化
、
複
合
経
営
の
一
般
化
に
よ
り
美
味
し

い
コ
メ
の
自
給
と
安
定
供
給
お
よ
び
麦
自
給

率
の
上
昇
に
よ
る
食
糧
の
安
全
保
障
の
確
保

に
関
す
る
社
会
的
契
約
を
結
び
、
そ
の
見
返

り
と
し
て
定
額
所
得
補
償
を
実
施
す
べ
き
で

あ
る
。
Ｅ
Ｕ
の
共
通
農
業
政
策
（
Ｃ
Ａ
Ｐ
）

に
お
け
る
地
域
政
策
の
な
か
で
の
、
農
業
生

産
に
対
す
る
低
投
入
を
条
件
と
し
た
定
額
所

得
補
助
金
の
よ
う
な
形
で
、
例
え
ば
下
段
表

組
の
暫
定
案
の
よ
う
に
地
域
格
差
を
つ
け
て

支
出
す
れ
ば
よ
い
。

二
○
二
○
年
の
日
本
農
業
は
、
米
麦
複
合

経
営
が
一
般
化
し
、
化
学
肥
料
ほ
と
ん
ど
使

減
ら
し
有
機
肥
料
の
使
用
に
向
か
お
う
。

用
せ
ず
、
そ
れ
を
人
間
の
有
機
廃
棄
物
と
頭

羽
数
規
模
を
か
な
り
減
ら
し
た
畜
産
の
廃
棄

物
か
ら
生
産
す
る
有
機
肥
料
で
置
き
換
え
て

低
投
入
し
た
有
機
循
環
シ
ス
テ
ム
に
な
る
。

こ
の
循
環
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
よ
っ
て
日
本

農
業
に
よ
る
環
境
破
壊
は
大
幅
に
削
減
さ
れ

る
。
か
つ
美
味
し
い
コ
メ
の
自
給
の
復
活
と

麦
類
の
大
幅
な
増
産
に
よ
り
穀
物
と
食
糧
の

自
給
率
は
か
な
り
上
昇
し
、
国
民
の
食
糧
の

安
全
保
障
に
関
す
る
不
安
感
は
大
幅
に
緩
和

さ
れ
る
。
日
本
の
膨
大
な
食
料
輸
入
は
削
減

さ
れ
、
こ
の
輸
入
に
よ
る
国
内
外
の
環
境
破

壊
は
削
減
さ
れ
、
膨
大
な
貧
困
・
飢
餓
人
口

の
居
る
発
展
途
上
諸
国
か
ら
日
本
が
食
糧
を

大
量
に
輸
入
す
る
と
い
う
矛
盾
も
解
消
で
き

る
。
冬
季
で
も
日
本
の
農
村
は
麦
畑
の
緑
に

覆
わ
れ
、
農
業
・
農
村
・
故
郷
は
維
持
さ

れ
、
転
作
は
な
く
な
り
、
農
地
利
用
率
の
増

大
、
農
業
経
営
の
規
模
は
拡
大
し
て
活
発
な

農
業
経
営
が
普
及
し
、
そ
し
て
適
切
な
国
境

措
置
を
維
持
し
つ
つ
米
麦
の
国
内
流
通
の
自

由
化
を
深
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
農
家
に

と
っ
て
も
消
費
者
に
と
っ
て
も
望
ま
し
い
自

給
的
・
循
環
的
・
持
続
的
で
公
正
な
日
本
農

業
シ
ス
テ
ム
が
形
成
さ
れ
る
。

西日本での農家への地域別定額補助金暫定案に伴う農業所得試算

前提：米価；２万円／60kg，麦類；政府買入れ価格小麦9100円／60kgを減単収分33％程を補って
12000円にする。所得率50％。

山間：基準規模３ha．（契約補助金100万円／ha×３ha＝300万円)＋コメ所得（50俵×３ha×１万円
＝150万円)＋麦所得（39俵ｘ３ｈａ×6000円＝70.2万円)＝520.2万円

中間：基準規模７ha．（契約補助金３０万円／ha×７ha＝210万円)＋コメ所得（50俵×７hax1万円
＝350万円)＋麦所得（39俵×７hax6000円＝163.8万円)＝723.8万円

平地：基準規模20ha．（契約補助金１０万円／ha×20ha＝200万円)＋コメ所得（50俵×20ha×１万円
＝1000万円)＋麦所得（39俵×lOha×6000円＝234万円)＝1434万円
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電
極
と
を
組
み
合
わ
せ
た
電
池
を
作
っ
て
水

の
電
気
化
学
的
分
解
を
進
む
こ
と
を
見
い
だ

し
、
太
陽
光
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
変
換
の
研
究
を

促
進
し
た
功
績
を
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。

本
協
会
理
事
で
東
京
工
芸
大
学
学
長
、
東

京
大
学
名
誉
教
授
の
本
多
健
一
氏
（
ね
）

が
、
文
化
功
労
者
に
選
ば
れ
十
一
月
三
日
ホ

テ
ル
オ
ー
ク
ラ
で
顕
彰
式
が
行
わ
れ
た
。

本
多
理
事
は
、
酸
化
チ
タ
ン
電
極
と
白
金lIii

・
世
界
的
な

「
本
多
エ
フ
ェ
ク
ト
」

光
化
学
の
権
威
で
酸
化
チ
タ
ン
に
太
陽

光
線
が
あ
た
る
と
電
気
を
発
生
し
、
水
の
電

気
分
解
が
起
こ
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
こ
の

効
果
は
光
触
媒
反
応
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
世
界
的
に
も
「
本
多
エ
フ
ェ
ク

ト
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
現
在
、
こ
の

発
見
の
具
体
的
応
用
と
し
て
高
速
道
路
出
口

付
近
の
壁
面
に
酸
化
チ
タ
ン
を
混
ぜ
た
塗
料

を
塗
布
す
る
こ
と
で
、
排
ガ
ス
の
分
解
を
図

る
な
ど
の
応
用
が
図
ら
れ
て
い
る
。
現
在
で

は
、
都
市
の
ビ
ル
の
外
壁
に
酸
化
チ
タ
ン
を

表
面
に
加
工
し
た
タ
イ
ル
を
貼
る
こ
と
で
公

害
物
質
を
分
解
し
、
大
気
浄
化
を
図
ろ
う
と

い
う
試
み
も
出
て
い
る
。

本
多
理
事
は
、
こ
れ
ま
で
八
十
三
年
に
朝

日
賞
、
九
十
二
年
に
日
本
学
士
院
賞
を
受
賞

し
て
い
る
。
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れるか

謬
墓
鍵 iili

本
協
会
が
セ
ミ
ナ
ー
を
全
国
展
開

ま
ず
、
仙
台
、
福
岡
で
開
催

本
協
会
は
、
人
口
問
題
の
重
要
性
を
広
く

訴
え
る
た
め
、
啓
蒙
事
業
の
一
環
と
し
て
、

本
年
度
か
ら
地
方
の
主
要
都
市
を
中
心
に
セ

ミ
ナ
ー
を
開
講
し
た
。
テ
ー
マ
を
「
Ⅲ
世
紀

人
類
は
生
き
残
れ
る
か
ｌ
人
口
・
食
料
。
環

境
ｌ
」
と
し
、
先
ず
十
月
六
日
に
仙
台
市
、

河
北
新
報
社
の
後
援
を
得
て
宮
城
野
パ
レ
ス

会
議
場
で
、
十
一
月
十
一
日
に
は
、
福
岡

市
、
西
日
本
新
聞
社
と
㈱
ア
ジ
ア
太
平
洋
セ

ン
タ
ー
の
後
援
を
得
て
ア
ク
ロ
ス
福
岡
・
国

際
会
議
場
で
開
催
し
た
。

昨
年
ま
で
人
口
問
題
、
食
料
問
題
、
都
市

辻
井
博
教
授
は
、
コ
メ
の
生
産
、
消
費
、

が
コ
メ
の
生
産
大
国
で
あ
り
、
か
つ
消
費
国

貿
易
政
策
に
つ
い
て
「
ア
ジ
ア
で
は
コ
メ
の
で
あ
る
。
世
界
の
コ
メ
の
貿
易
で
は
、
夕

生
産
・
消
費
が
世
界
の
九
割
を
占
め
、
生
産
イ
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
ベ
ト
ナ
ム
、
パ
キ
ス
タ

面
で
は
、
中
国
、
イ
ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
ン
と
ア
メ
リ
カ
が
世
界
市
場
の
八
割
を
握
っ

・
コ
メ
は
貿
易
品
目
の
材
料
に
す
る
な

’
’
’
○
二
○
年
世
界
の
穀
物
は
四
億
ト
ン
不
足
、

価
格
は
五
割
上
昇
す
る
Ｉ

化
及
び
環
境
問
題
に
つ
い
て
内
外
の
講
師
を

招
い
て
講
演
会
を
開
催
し
て
き
た
が
、
本
年

度
か
ら
地
球
規
模
的
に
厳
し
さ
を
加
え
て
い

る
人
口
問
題
を
め
ぐ
る
現
状
に
つ
い
て
、
有

識
者
を
は
じ
め
一
般
市
民
を
対
象
に
広
く
啓

蒙
す
る
こ
と
と
し
権
威
あ
る
講
師
陣
に
よ
り

全
国
展
開
を
図
る
こ
と
と
し
た
。

開
会
に
際
し
、
広
瀬
次
雄
・
本
協
会
常
務

理
事
が
世
界
の
人
口
問
題
、
と
り
わ
け
ア
ジ

ア
の
人
口
問
題
と
食
料
問
題
の
重
要
性
に
つ

い
て
訴
え
、
開
会
の
挨
拶
を
行
っ
た
。

講
師
に
は
、
世
界
の
食
料
問
題
の
権
威
で

あ
る
辻
井
博
・
京
都
大
学
教
授
を
招
き
、
コ

メ
ン
テ
ー
タ
ー
に
は
、
国
連
人
口
賞
受
賞
者

の
黒
田
俊
夫
博
士
が
世
界
の
人
口
問
題
に
つ

い
て
最
新
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
そ
の
重
要
性

と
傾
向
に
つ
い
て
講
演
を
行
っ
た
ｂ
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２１世紀・人類は生き残れるか

：

て
い
る
。
コ
メ
貿
易
市
場
は
、
小
麦
に
比
べ

て
価
格
変
動
が
大
き
く
、
’
九
七
二
年
に
世

界
の
コ
メ
生
産
が
三
～
四
％
マ
イ
ナ
ス
に

な
っ
た
時
、
コ
メ
の
貿
易
価
格
は
一
四
○
％

も
上
昇
し
た
。
従
っ
て
、
ア
ジ
ア
諸
国
は
、

不
安
定
で
頼
り
な
い
貿
易
市
場
に
頼
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
ま
た
、
一
国
が
大
冷
害
、
大

旱
魅
で
大
量
の
コ
メ
を
輸
入
す
る
と
、
コ
メ

の
貿
易
価
格
は
大
幅
に
上
昇
す
る
。
世
界
の

飢
餓
人
口
は
現
在
八
億
人
、
ア
ジ
ア
に
は
五

億
人
お
り
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
カ
ロ
リ
ー
摂

取
量
の
八
割
が
コ
メ
で
ま
か
な
わ
れ
て
い

る
。
コ
メ
を
主
食
と
し
て
い
る
ア
ジ
ア
で

は
、
コ
メ
価
格
の
高
騰
や
コ
メ
が
店
頭
か
ら

な
く
な
る
と
、
政
治
不
安
、
暴
動
、
ク
ー
デ

タ
ー
に
な
る
。
だ
か
ら
コ
メ
は
”
政
治
財
“

で
あ
る
。
ア
ジ
ア
全
体
の
コ
メ
の
単
収
、
作

付
面
積
は
増
え
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

日
本
は
コ
メ
の
自
給
自
足
政
策
を
追
求
す
べ

き
で
あ
り
、
コ
メ
は
貿
易
品
目
の
材
料
と
し

て
扱
う
べ
き
で
な
い
。
そ
の
背
景
に
は
、
ア

ジ
ア
に
五
億
人
の
飢
餓
人
口
が
存
在
す
る
か

ら
で
あ
る
。

世
界
の
穀
物
貿
易
市
場
は
、
大
豆
二
八

％
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
一
四
％
、
小
麦
一
九

％
、
大
麦
一
二
％
で
、
コ
メ
は
わ
ず
か
四
％

に
す
ぎ
な
い
。
日
本
は
現
在
世
界
最
大
の
農

林
水
産
物
の
輸
入
国
で
あ
る
。
穀
物
の
単
収

は
、
’
九
六
○
年
代
三
％
、
七
○
～
八
五
年

に
二
・
四
％
の
増
加
が
あ
っ
た
が
、
最
近
で

は
一
・
二
％
ま
で
低
下
し
て
い
る
。
世
界
の

穀
物
の
在
庫
率
（
在
庫
量
／
使
用
量
）
で
み

る
と
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
は
九
四
年
以
降
一
七

％
以
下
と
な
り
〃
危
機
ラ
イ
ン
“
を
割
っ
て

い
る
。
最
近
、
中
国
は
自
給
自
足
政
策
を
変

え
た
。
世
界
の
穀
物
貿
易
市
場
が
「
六
○

○
万
ト
ン
で
、
中
国
が
一
、
五
○
○
万
ト
ン

を
輸
入
す
る
と
パ
ニ
ッ
ク
が
起
き
る
。
二
○

二
○
年
、
世
界
全
体
の
穀
物
の
需
要
量
は
三

三
億
ト
ン
、
生
産
・
供
給
量
は
約
二
九
億
ト

ン
で
四
億
ト
ン
が
不
足
し
、
穀
物
価
格
も
五

割
上
昇
す
る
と
予
測
さ
れ
る
。

日
本
は
世
界
最
大
の
農
林
水
産
物
の
輸
入

国
で
、
エ
ビ
な
ど
の
輸
入
が
増
加
す
る
こ
と

は
輸
出
国
の
環
境
を
破
壊
す
る
こ
と
に
な

る
。
二
○
二
○
年
の
日
本
の
農
業
を
み
る

と
、
日
本
国
内
の
人
間
を
減
ら
す
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
家
畜
を
半
分
に
し
、
家
畜
の
廃

棄
物
か
ら
出
る
窒
素
、
リ
ン
が
十
分
に
あ
る

た
め
化
学
肥
料
の
投
入
を
ゼ
ロ
に
す
る
こ
と

８７



で
、
環
境
も
保
全
で
き
る
。
コ
メ
の
作
付
面
五
○
万
ト
ン
に
す
る

積
を
二
○
○
万
～
三
○
○
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
得
は
低
く
な
る
が
、
｜

減
ら
し
、
単
収
を
現
在
の
五
ト
ン
か
ら
三
卜
ら
し
、
安
全
で
お
い

ン
に
す
る
と
三
○
○
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
約
九
り
に
直
接
所
得
保
障

○
○
万
ト
ン
の
生
産
が
で
き
、
自
給
率
が
達
在
の
ま
ま
で
穀
物
生

成
で
き
る
。
麦
を
近
代
的
な
方
法
で
再
生
○
年
に
は
、
自
給
率

し
、
現
在
の
一
○
○
万
ト
ン
の
生
産
量
を
三
る
。
」
と
講
演
し
た
。

・
二
○
五
○
年
百
億
人
の
世
界
人
ロ
は

生
存
で
き
る
か

ｌ
食
料
需
給
の
バ
ラ
ン
ス
が
大
問
題
Ｉ

黒
田
俊
夫
博
士
は
、
「
食
料
を
食
べ
る
人
後
の
五
○
年
間
、
人
類
は
歴
史
上
な
か
っ
た

間
の
側
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
’
九
六
○
年
人
口
増
加
を
み
た
。
’
九
五
○
年
か
ら
五
年

代
初
期
日
本
の
食
料
自
給
率
は
ほ
ぼ
七
○
％
問
の
年
間
増
加
は
四
、
七
○
○
万
人
、
八
○

あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
四
二
％
で
先
進
国
の
年
が
八
、
○
○
○
万
人
増
加
し
二
○
一
五
年

な
か
で
最
も
低
い
。
ハ
ワ
イ
に
〃
人
類
の
ま
で
続
く
。
そ
の
約
九
○
％
が
途
上
国
で
起

墓
〃
が
あ
り
、
「
自
ら
作
り
出
し
た
一
一
一
つ
の
こ
り
、
毎
年
ド
イ
ツ
の
総
人
口
が
増
え
る
計

功
罪
、
①
人
間
生
活
が
豊
か
に
な
っ
た
た
め
算
に
な
り
、
食
料
増
産
、
住
宅
と
教
育
施
設

の
生
活
廃
棄
物
、
②
産
業
か
ら
出
る
有
害
物
等
の
増
設
が
必
要
に
な
る
。
二
○
五
○
年
に

質
、
③
人
口
爆
発
ｌ
に
よ
り
二
○
三
○
年
に
は
、
世
界
人
口
が
一
○
○
億
人
と
な
る
と
予

人
類
は
滅
び
ま
し
た
」
と
あ
る
。
二
○
三
○
側
さ
れ
て
お
り
、
地
球
上
で
生
存
で
き
る
の

年
は
、
辻
井
博
先
生
の
二
○
二
○
年
の
予
測
か
、
’
○
○
億
人
を
扶
養
で
き
る
食
料
生
産

と
も
関
連
し
興
味
深
い
。
世
界
人
口
は
、
西
が
で
き
る
か
が
問
題
で
あ
る
。

暦
の
は
じ
め
か
ら
一
六
五
○
年
ま
で
は
ほ
と

人
口
増
加
率
の
低
下
は
、
出
生
率
と
死
亡

ん
ど
人
口
増
加
が
な
か
っ
た
。
第
二
次
大
戦
率
が
下
が
る
こ
と
に
よ
り
起
こ
る
。
最
近
、

五
○
万
ト
ン
に
す
る
。
そ
の
結
果
、
農
家
所

得
は
低
く
な
る
が
、
農
家
の
環
境
破
壊
を
減

ら
し
、
安
全
で
お
い
し
い
食
料
供
給
の
見
返

り
に
直
接
所
得
保
障
を
す
る
。
し
か
し
、
現

在
の
ま
ま
で
穀
物
生
産
を
続
け
る
と
二
○
二

○
年
に
は
、
自
給
率
が
二
一
％
ま
で
低
下
す

る
。
」
と
講
演
し
た
。

死
亡
率
が
上
昇
す
る
重
大
な
傾
向
が
み
ら
れ

る
・
先
進
国
の
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
、
詔

食
料
不
足
、
共
産
圏
の
崩
壊
に
よ
る
社
会
的

ス
ト
レ
ス
な
ど
に
よ
り
、
ル
ワ
ン
ダ
な
ど
ア

フ
リ
カ
諸
国
で
は
、
地
域
紛
争
に
よ
り
、
国

際
難
民
が
二
、
二
五
○
万
人
、
国
内
難
民
が

推
定
二
、
五
○
○
万
人
で
約
五
、
○
○
○
万

人
の
難
民
あ
る
い
は
貧
困
ラ
イ
ン
以
下
の
人

口
が
九
億
か
ら
一
○
億
お
り
、
年
収
三
七
○

ド
ル
以
下
の
中
で
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
栄
養
不
足
、
病
気
の

多
発
な
ど
に
よ
り
、
マ
ラ
リ
ア
や
結
核
な
ど

の
復
興
感
染
症
と
エ
イ
ズ
な
ど
の
新
興
感
染

症
に
よ
り
、
ま
た
、
ど
の
国
も
出
生
率
を
下

げ
る
こ
と
で
高
齢
化
進
み
死
亡
率
を
高
め
て

い
る
。

世
界
人
口
の
六
割
を
占
め
る
ア
ジ
ア
で
二

○
五
○
年
に
イ
ン
ド
が
一
五
億
三
二
七
○
万

人
と
な
り
中
国
の
人
口
を
追
い
越
す
。
人
口

と
食
料
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
た
場
合
、
レ
ス

タ
ー
ブ
ラ
ウ
ン
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に

「
中
国
を
は
じ
め
と
す
る
途
上
国
の
食
生
活

の
向
上
と
い
う
変
化
に
よ
り
食
料
の
需
給
の

バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
る
か
ど
う
か
、
こ
れ
が
大

問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
指
摘
し
た
。
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二
十
一
世
紀
の
中
国
が
発
展
す
る
の
か
、

そ
れ
と
も
あ
る
程
度
の
混
乱
を
余
儀
な
く
さ

れ
る
の
か
。
そ
れ
は
十
二
億
余
の
中
国
に
住

む
人
び
と
の
み
で
な
く
、
地
球
社
会
全
体
の

平
和
と
繁
栄
に
密
接
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ

り
な
が
ら
、
予
測
の
き
わ
め
て
困
難
な
問
題

で
も
あ
る
が
、
こ
の
段
階
で
大
胆
に
結
論
を

下
す
な
ら
、
先
進
国
入
り
を
目
ざ
す
中
国
の

努
力
は
か
な
り
の
範
囲
に
お
い
て
実
現
さ

れ
、
国
際
社
会
で
の
発
言
力
と
影
響
力
を
増

大
し
つ
づ
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
以
下
に
、

ま
ず
、
中
国
の
目
ざ
す
二
十
一
世
紀
像
を

紹
介
し
た
い
。
中
国
共
産
党
総
書
記
兼
国
家

主
席
の
江
沢
民
は
、
一
九
九
七
年
九
月
開
か

れ
た
中
共
十
五
全
大
会
に
お
け
る
政
治
報
告

で
力
説
し
て
い
た
。

な
ぜ
そ
う
展
望
す
る
か
を
、
論
点
を
整
理
し

な
が
ら
述
べ
て
み
た
い
。

１
｜
経
済
成
長
は
可
能
で
あ
る

１
次
の
世
紀
を
展
望
し
て
わ
れ
わ

れ
は
次
の
目
標
を
確
立
し
た
。
最
初
の
十
年

間
に
国
民
総
生
産
（
Ｇ
Ｎ
Ｐ
）
を
二
○
○
○

年
の
二
倍
に
増
や
し
、
人
民
の
ま
ず
ま
ず
の

生
活
を
い
っ
そ
う
豊
か
に
し
、
わ
り
に
整
っ

た
社
会
主
義
市
場
経
済
体
制
形
成
さ
せ
る
。

さ
ら
に
十
年
間
努
力
し
、
党
創
立
百
周
年

（
二
○
二
一
年
）
の
時
に
、
国
民
経
済
を

い
っ
そ
う
発
展
さ
せ
、
諸
制
度
を
い
っ
そ
う

完
全
な
も
の
に
す
る
。
世
紀
の
中
葉
、
建
国

百
周
年
（
二
○
四
九
年
）
を
迎
え
る
時
、
近

3９
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香港のピクトリアピ ク

代
化
（
注
》
原
文
は
「
現
代
化
」
）
を
基
本
的
に

実
現
し
、
富
強
、
民
主
、
文
明
の
社
会
主
義
国

を
築
き
あ
げ
る
（
「
北
京
週
報
」
一
九
九
七
年
四

○
号
か
ら
）
。

政
治
報
告
の
言
及
は
こ
こ
で
留
ま
っ
て
い

る
が
、
こ
れ
に
中
国
科
学
院
の
国
情
分
析
研

究
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
段
階
的
発
展
策
を
加
え

る
な
ら
ば
、
二
○
四
○
’
二
○
五
○
年
に
一

人
当
り
Ｇ
Ｎ
Ｐ
は
二
十
世
紀
末
の
先
進
国
水

準
に
到
達
。
二
十
一
世
紀
末
に
は
一
人
当
り

の
Ｇ
Ｎ
Ｐ
と
主
要
経
済
目
標
な
ら
び
に
社
会

発
展
水
準
で
先
進
国
レ
ベ
ル
に
到
達
す
る
、

と
い
う
の
が
二
十
一
世
紀
の
青
写
真
で
あ
る
。

こ
の
青
写
真
が
実
現
可
能
か
ど
う
か
に
つ

い
て
、
私
は
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
か
な

り
の
範
囲
に
お
い
て
可
能
と
思
っ
て
い
る
。

そ
の
第
一
の
理
由
は
、
中
国
の
現
政
権
が
祖

国
の
強
大
化
を
最
高
使
命
と
考
え
、
最
大
限

の
努
力
を
払
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
な

ぜ
、
そ
う
な
の
か
。

中
国
は
も
と
も
と
ア
ジ
ア
の
文
化
的
中
心

で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
ア
ヘ
ン
戦
争
二
八
四

○
年
）
に
始
ま
る
外
国
の
侵
略
に
よ
っ
て
、

半
植
民
地
化
さ
れ
た
。
こ
の
屈
辱
を
い
か
に

克
服
す
る
か
は
、
孫
文
以
来
の
課
題
で
あ

り
、
中
国
共
産
党
へ
と
引
き
つ
が
れ
た
。
一

九
四
九
年
の
中
華
人
民
共
和
国
の
創
立
に

よ
っ
て
、
政
治
的
独
立
こ
そ
実
現
し
た
も
の

の
、
経
済
的
繁
栄
は
む
し
ろ
こ
れ
か
ら
の

テ
ー
マ
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
と
い
う
の
も
、
独
立
後
は
東
西
両
陣

営
の
対
立
下
で
ア
メ
リ
カ
の
封
じ
こ
め
に

あ
っ
た
う
え
、
中
ソ
対
立
が
重
な
っ
て
国
際

的
に
孤
立
し
た
。
そ
ん
な
苦
況
下
で
強
行
さ

れ
た
毛
沢
東
流
の
国
内
建
設
（
大
躍
進
や
文

革
）
が
惨
め
な
失
敗
に
終
っ
た
こ
と
に
よ

る
。
独
立
後
中
世
紀
近
い
と
い
う
も
の
の
、

本
格
的
近
代
化
は
都
小
平
、
江
沢
民
時
代
の

最
近
わ
ず
か
二
十
年
間
に
過
ぎ
な
い
。

た
だ
、
こ
の
二
十
年
間
に
限
る
な
ら
ば
、

改
革
開
放
政
策
は
ほ
ぼ
順
調
な
進
展
を
み
せ

て
お
り
、
一
九
八
○
年
代
後
半
か
ら
九
五
年

ま
で
年
率
一
○
％
前
後
の
き
わ
め
て
高
い
成

長
を
遂
げ
た
。
こ
の
成
果
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
は

当
然
、
二
十
｜
世
紀
へ
と
持
ち
込
ま
れ
る
で

あ
ろ
う
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
実
績
が
、
第
二

の
理
由
で
あ
る
。

そ
こ
へ
第
三
に
、
国
際
環
境
の
変
化
が
あ

げ
ら
れ
る
。
ポ
ス
ト
冷
戦
に
お
い
て
、
国
際

社
会
は
軍
事
対
決
の
優
先
か
ら
、
経
済
建
設

重
視
の
時
代
へ
と
移
行
し
た
。
破
壊
か
ら
建

設
へ
の
軌
道
修
正
は
、
安
定
と
繁
栄
を
求
め

る
人
類
共
通
の
願
望
で
あ
り
、
い
か
な
る
軍

事
大
国
と
い
え
、
こ
の
流
れ
に
真
っ
向
う
挑

戦
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
過

去
の
植
民
地
政
策
が
時
代
お
く
れ
に
な
っ
た

こ
と
は
、
香
港
の
主
権
移
行
に
も
明
ら
か
で

`０
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あ
る
。

ポ
ス
ト
冷
戦
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
政

治
・
経
済
・
文
化
の
国
際
化
を
も
た
ら
し
も

し
た
。
と
り
わ
け
印
象
的
な
の
は
、
中
国
経

済
の
国
際
化
で
あ
る
。
’
九
九
六
年
現
在
の

外
貨
保
有
高
は
一
千
億
ド
ル
を
突
破
し
て
日

本
、
台
湾
に
次
ぐ
し
、
Ｇ
Ｎ
Ｐ
に
占
め
る
外

貨
企
業
二
十
八
万
社
の
生
産
比
率
は
二
○
％

強
、
貿
易
で
は
四
○
％
、
雇
用
者
数
は
委
託

加
工
生
産
を
含
め
る
と
三
千
万
人
を
こ
え

る
。
中
国
経
済
は
す
べ
て
に
国
際
社
会
に
組

み
込
ま
れ
て
い
る
し
、
周
辺
諸
国
は
い
う
ま

で
も
な
く
、
日
米
に
し
て
も
中
国
と
の
共
存

が
不
可
欠
の
時
代
に
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
以
上
の
理
由
を
考
慮
す
る
に

し
ろ
、
中
国
の
近
代
化
が
多
く
の
難
問
を
抱

●中野謙二<なかのけんじ＞
1931年富山県生れ。

東京外国語大学中国科卒業のあと毎日新
聞に入社。

ソウル、香港、北京特派員、論説委員を

経て国立高岡短期大学教授に転じ、現在
は東海大学教授。

著書は『新北京歳時記」1981年東方書

店、「中国概論新版」1996年有斐閣、『中
国の社会構造」1997年大修館書店など多
数。 え

て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
中
国

の
人
口
は
今
世
紀
末
で
十
三
億
余
、
二
十
一

世
紀
な
か
ば
は
十
五
億
な
い
し
十
六
億
に
達

し
よ
う
と
い
う
。
こ
れ
は
当
然
、
一
人
当
り

耕
地
や
資
源
の
減
少
を
も
た
ら
し
、
半
面
で

失
業
、
余
剰
労
働
力
の
膨
張
と
い
っ
た
社
会

問
題
を
深
刻
化
さ
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
急
速
な
開
発
は
国
土
を
荒
廃
さ
せ
、
国

内
で
の
南
北
格
差
を
増
大
さ
せ
か
ね
な
い
。

将
来
展
望
に
当
っ
て
、
経
済
成
長
が
「
か
な

り
の
範
囲
で
実
現
さ
れ
よ
う
」
と
限
定
を
加

え
た
の
は
、
こ
の
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

２
｜
個
性
的
な
国
づ
く
り

た
だ
、
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い

の
は
、
中
国
の
国
際
化
が
今
後
な
お
進

む
と
い
え
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
欧
米
中

心
の
現
行
国
際
秩
序
と
軌
道
を
一
に
す

る
と
、
断
言
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。

最
近
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
、
『
ノ
ー
と

い
え
る
中
国
』
が
あ
る
よ
う
に
、
か
な

り
の
部
分
で
自
己
主
張
を
通
す
こ
と
で

あ
ろ
う
。
な
ぜ
そ
う
な
の
か
、
考
え
て

み
た
い
。

中
国
経
済
を
活
性
化
さ
せ
た
要
因
は
、
都

小
平
時
代
へ
入
っ
て
の
①
閉
鎖
体
系
か
ら
開

放
体
系
へ
の
転
換
、
②
計
画
経
済
か
ら
市
場

経
済
へ
の
転
換
、
さ
ら
に
③
消
費
の
肯
定
と

大
衆
の
所
得
拡
大
願
望
に
基
づ
く
消
費
指
導

型
生
産
へ
の
転
換
ｌ
こ
れ
ら
三
つ
の
転

換
に
よ
る
（
佐
々
木
信
彰
編
『
現
代
中
国
経

済
の
分
析
』
世
界
思
想
社
か
ら
）
と
さ
れ

る
。そ
れ
ま
で
の
中
国
経
済
が
計
画
経
済
、
生

産
手
段
の
共
有
労
働
に
応
じ
た
配
分
ｌ

の
三
点
を
特
徴
と
し
て
い
た
だ
け
に
、
「
中

国
は
は
た
し
て
社
会
主
義
国
と
い
え
る
の

か
」
と
い
っ
た
声
の
聞
か
れ
る
昨
今
で
あ

る
。
競
争
、
格
差
と
い
っ
た
現
象
が
目
立
て

ば
目
立
つ
ほ
ど
、
そ
う
し
た
声
は
強
ま
る
。

が
、
中
国
が
依
然
「
社
会
主
義
国
」
の
看
板

を
降
ろ
さ
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。

社
会
主
義
国
と
し
て
の
中
国
は
、
建
国
当

初
は
ソ
連
を
モ
デ
ル
と
し
、
中
ソ
対
立
の
あ

と
は
毛
沢
東
流
発
想
（
人
民
公
社
な
ど
）
を

強
行
、
い
ず
れ
も
失
敗
し
た
。
そ
し
て
現
在

は
「
中
国
の
特
色
を
持
つ
社
会
主
義
」
の
建

設
を
う
た
っ
て
い
る
・
都
小
平
発
言
か
ら
そ
虹



の
要
点
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
と
、

｜
、
社
会
生
産
力
の
発
展
が
社
会
主
義
建
設

の
根
本
任
務
で
あ
る

二
、
独
立
自
主
、
自
力
更
正
、
克
苦
奮
闘
、

勤
倹
建
国
の
基
礎
の
う
え
に
対
外
開
放

を
断
固
実
行
す
る

三
、
中
国
の
現
実
に
マ
ッ
チ
し
た
経
済
体
制

を
確
立
す
る

四
、
高
度
の
社
会
主
義
民
主
と
完
全
な
社
会

主
義
法
制
の
樹
立

五
、
中
国
の
特
色
あ
る
社
会
主
義
は
、
物
質

文
明
と
精
神
文
明
が
同
時
進
展
し
、
互

い
に
助
け
合
う
社
会
主
義
で
あ
る

六
、
四
つ
の
基
本
原
則
を
堅
持
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
（
引
用
は
丁
禎
彦

ほ
か
主
編
『
中
国
特
色
社
会
主
義
概
論
』
広

西
教
育
出
版
社
か
ら
）
。

六
項
目
中
に
「
社
会
主
義
」
が
ひ
ん
発
し

て
い
る
し
、
第
六
項
の
「
四
つ
の
基
本
原

則
」
に
至
っ
て
は
①
社
会
主
義
の
道
、
②
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
、
③
共
産
党
の
指
導
、
④

マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
、
毛
沢
東
思
想

（
十
五
全
大
会
で
こ
れ
に
「
都
小
平
理
論
」

を
追
加
）
の
堅
持
と
、
社
会
主
義
そ
の
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
社
会
主
義
に
こ
だ
わ
る

の
は
、
祖
国
を
半
植
民
地
化
さ
せ
た
資
本
主

義
へ
の
批
判
、
反
発
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

中
国
と
先
進
国
と
で
、
民
主
や
人
権
へ
の

取
り
組
み
に
大
き
な
違
い
の
み
ら
れ
る
こ
と

は
、
一
九
八
九
年
の
天
安
門
事
件
に
端
的
に

示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
先
進
国
側
は

中
国
に
経
済
制
裁
を
加
え
、
政
治
犯
の
釈
放

を
求
め
た
。
こ
の
と
き
李
鵬
首
相
は
「
百
年

に
及
ぶ
西
欧
の
帝
国
主
義
的
侵
略
に
よ
っ

て
、
中
国
人
の
人
権
は
じ
ゅ
う
り
ん
さ
れ
て

き
た
」
と
逆
襲
、
な
に
よ
り
も
生
存
権
、
国

権
が
大
切
だ
と
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い

た
。李
鵬
発
言
に
み
ら
れ
る
〃
気
概
〃
が
、
中

国
近
代
化
の
原
動
力
で
も
あ
る
の
だ
が
、
そ

の
手
法
が
一
種
の
開
発
独
裁
（
開
発
優
先
の

名
目
で
、
政
治
的
独
裁
を
正
当
化
す
る
）
で

あ
る
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
。
残
念
な
が

ら
、
そ
れ
が
ア
ジ
ア
諸
国
に
共
通
の
現
象
で

も
あ
る
。
し
か
も
韓
国
、
台
湾
な
ど
の
ア
ジ

ア
Ｎ
Ｉ
Ｅ
Ｓ
（
新
興
工
業
地
域
群
）
が
、
開

発
独
裁
の
過
程
を
経
て
政
治
・
社
会
を
近
代

化
さ
せ
た
実
績
が
あ
っ
て
み
れ
ば
、
中
国
の

国
権
重
視
の
み
を
非
難
す
る
の
は
当
ら
な
い

し
、
非
難
に
よ
っ
て
問
題
が
解
決
す
る
わ
け

で
も
な
い
。

話
は
飛
ぶ
が
、
西
安
郊
外
の
乾
陵
（
則
天

武
后
の
墓
）
に
登
っ
て
、
周
囲
に
点
在
す
る

李
重
潤
や
永
泰
公
主
（
い
ず
れ
も
武
后
の
孫

な
の
に
、
武
后
に
よ
っ
て
死
に
お
い
や
ら
れ

た
）
の
陪
陵
を
見
な
が
ら
、
思
っ
た
。
武
后

は
権
謀
術
策
を
弄
し
な
が
ら
も
、
歴
史
的
に

は
「
よ
く
産
業
を
奨
励
、
人
材
を
登
用
、
社

会
経
済
を
発
展
さ
せ
た
」
（
中
国
大
百
科
全

書
出
版
『
百
科
知
識
辞
典
』
に
よ
る
）
と
評

価
さ
れ
て
い
る
。
西
安
と
北
京
、
唐
代
と
現

代
の
違
い
が
あ
る
の
に
、
天
安
門
事
件
に
な

ん
と
似
通
っ
て
い
る
こ
と
か
、
と
。
こ
れ
も

伝
統
文
化
な
の
だ
ろ
う
か
。

も
う
ひ
と
つ
の
事
例
を
あ
げ
て
お
き
た

い
。
一
人
っ
子
政
策
（
夫
婦
は
子
供
を
一
人

に
と
ど
め
る
）
は
人
権
無
視
だ
と
、
ひ
と
こ

ろ
か
な
り
非
難
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
側
面
の

あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
最
近
は
別

の
観
点
か
ら
、
国
際
社
会
の
人
口
爆
発
を
緩

和
す
る
も
の
だ
と
か
、
中
国
の
経
済
発
展
に

大
き
く
寄
与
し
た
と
、
む
し
ろ
プ
ラ
ス
の
評

価
が
強
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
で
も
な

お
あ
ふ
れ
る
余
剰
労
働
力
を
、
郷
鎮
企
業
と

割２
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上海一エキゾチック･モダンと呼ばれている外灘だが、車の数も多くなってきている。

一
般
に
、
近
代
化
は
工
業
化
と

も
、
西
欧
化
と
も
称
さ
れ
る
。
産

業
革
命
以
後
の
西
欧
諸
国
が
そ
う

で
あ
っ
た
よ
う
に
、
市
場
経
済
と

産
業
構
造
の
高
度
化
を
合
理
的
か

小
城
鎖
の
振
興
に
よ
る
農
村
都
市

化
で
か
な
り
吸
収
し
て
い
る
が
、

こ
れ
に
し
て
も
き
わ
め
て
中
国
的

な
、
政
治
主
導
の
都
市
政
策
が
底

流
に
あ
る
。

正
直
い
っ
て
、
こ
こ
に
あ
げ
た

国
権
優
先
、
開
発
独
裁
、
あ
る
い

は
一
人
っ
子
政
策
に
対
し
て
は
、

今
後
な
お
議
論
、
批
判
が
展
開
さ

れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

少
な
く
と
も
中
国
は
国
情
に
あ
っ

た
政
策
と
受
け
と
め
、
当
面
は
続

行
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
批
判

だ
け
で
す
ま
せ
う
る
問
題
で
も
な

い
。

３

今
後
に

期
待
す
る
も
の

つ
効
率
的
に
追
及
す
る
こ
と
こ
そ
、
Ｇ
Ｎ
Ｐ

を
高
め
、
便
利
で
快
適
な
生
活
を
享
受
す
る

近
道
で
は
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
前
途
に

は
大
き
な
落
し
穴
が
待
ち
か
ま
え
て
も
い

る
。ひ
と
つ
は
競
争
原
理
か
ら
派
生
す
る
格
差

の
増
大
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
拝
金
主

義
、
享
楽
主
義
の
蔓
延
か
ら
く
る
不
正
腐
敗

や
犯
罪
の
増
加
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
以
上
に

大
き
な
落
し
穴
は
、
大
量
生
産
・
大
量
消
費

・
大
量
廃
棄
か
ら
く
る
地
球
環
境
の
破
壊
で

あ
る
。
こ
れ
で
は
い
か
に
物
質
的
豊
か
さ
を

実
現
し
え
て
も
、
心
の
豊
か
さ
を
失
う
こ
と

に
な
ろ
う
。

い
ま
の
と
こ
ろ
、
そ
の
責
任
を
問
わ
れ
て

い
る
の
は
先
進
諸
国
だ
が
、
も
し
中
国
が
現

在
の
ペ
ー
ス
で
近
代
化
を
進
め
る
な
ら
ば
、

二
十
一
世
紀
に
同
じ
過
ち
を
繰
り
返
す
こ
と

に
な
る
。
中
国
と
イ
ン
ド
が
マ
イ
カ
ー
時
代

を
迎
え
れ
ば
、
地
球
は
破
滅
す
る
ｌ
そ

ん
な
寓
話
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
の
で

は
、
た
ま
ら
な
い
。
当
然
、
「
持
続
可
能
な

開
発
」
を
、
二
十
一
世
紀
の
青
写
真
に
も
っ

と
組
み
込
ん
で
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。

先
進
国
に
住
み
、
文
明
の
恩
恵
を
享
受
し
幻

、



て
い
る
私
に
、
こ
ん
な
こ
と
を
い
う
資
格
は

本
来
な
い
の
だ
が
、
あ
え
て
提
案
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
。
中
国
こ
そ
は
い
た
ず
ら
に
効

率
的
近
代
化
を
急
ぐ
の
で
な
く
、
物
心
両
面

か
ら
な
る
真
の
豊
か
さ
を
追
求
し
て
ほ
し

い
、
と
。
人
類
と
地
球
の
平
和
的
共
存
を
目

ざ
し
て
Ｉ
こ
れ
は
『
人
口
と
開
発
」
誌

の
掲
げ
る
テ
ー
マ
な
の
だ
が
、
そ
の
推
進
に

は
伝
統
的
中
国
思
想
に
啓
発
さ
れ
る
と
こ
ろ

が
大
き
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
前
述
の
「
持
続
可
能
な
開
発
」

は
一
九
七
○
年
代
に
入
っ
て
ロ
ー
マ
ク
ラ
ブ

が
提
唱
し
た
言
葉
だ
が
、
同
様
の
発
想
は
二

千
年
も
前
の
『
老
子
』
に
見
ら
れ
る
。
「
足

る
こ
と
を
知
る
者
は
富
め
り
」
（
三
十
三

章
）
、
「
禍
い
は
足
る
こ
と
を
知
ら
ざ
る
よ

り
大
な
る
は
な
し
」
（
四
十
六
章
）
な
ど

が
、
あ
く
な
き
利
潤
追
及
へ
の
戒
め
で
あ

る
。老
荘
の
思
想
に
は
「
機
械
あ
る
者
は
必
ず

機
事
あ
り
、
機
事
あ
る
者
は
必
ず
機
心
あ

り
」
合
荘
子
』
外
篇
天
地
）
と
も
あ
る
。
機

械
が
で
き
る
と
、
便
利
と
考
え
る
。
と
こ
ろ

が
こ
の
機
（
か
ら
く
り
）
に
従
事
し
て
い
る

と
、
い
つ
と
は
な
し
に
そ
れ
に
振
り
回
さ
れ

る
ｌ
と
、
警
告
し
た
句
で
あ
る
．
非
現

実
的
に
す
ぎ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
言
わ
ん

と
す
る
と
こ
ろ
は
尊
重
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

人
間
と
自
然
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
、
東

ア
ジ
ア
は
自
然
と
の
共
生
を
求
め
、
西
欧
は

自
然
の
克
服
を
は
か
る
、
と
対
比
さ
れ
る
。

確
か
に
、
自
然
を
対
象
化
し
、
自
然
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
知
っ
て
利
用
し
、
改
造
す
る
こ
と

が
近
代
化
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ

が
壁
に
突
き
当
た
っ
た
現
在
、
古
典
的
か
も

し
れ
な
い
が
、
『
書
経
』
の
「
こ
れ
天
地
は

万
物
の
父
母
に
し
て
、
こ
れ
人
は
万
物
の
霊

な
り
」
、
あ
る
い
は
天
人
合
一
説
の
直
流
に

あ
る
発
想
を
、
再
検
討
す
べ
き
で
な
か
ろ
う

も
う
ひ
と
つ
東
西
対
比
を
あ
げ
る
な
ら

ば
、
西
洋
は
分
析
的
、
個
人
的
、
科
学
的
、

合
法
的
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
し
て
東
洋
は
総

合
的
、
集
成
的
、
直
観
的
と
さ
れ
る
（
鈴
木

大
拙
『
禅
と
精
神
分
析
』
東
京
創
元
社
か
ら

の
要
約
）
。
そ
の
ど
ち
ら
が
い
い
、
悪
い
と

い
う
の
で
な
く
、
自
己
に
欠
け
る
も
の
は
、

他
か
ら
吸
収
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ト
イ
ン

ビ
ー
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
新
し
い
文

明
は
何
の
偏
見
も
な
く
、
異
な
っ
た
文
化
の

力、
◎

精
神
的
富
を
新
し
い
生
活
様
式
に
受
け
継
い

で
い
く
と
き
育
つ
、
と
考
え
る
か
ら
だ
。

「
二
十
一
世
紀
は
文
明
衝
突
の
世
紀
」
と

の
見
解
が
聞
か
れ
た
り
、
『
や
が
て
中
国
と

の
闘
い
が
は
じ
ま
る
』
と
い
っ
た
本
が
発
売

さ
れ
た
り
す
る
。
一
種
の
警
告
と
し
て
は
理

解
で
き
る
が
、
よ
り
強
調
さ
れ
る
べ
き
な
の

は
一
国
両
制
（
ひ
と
つ
の
国
家
に
二
つ
の
制

度
、
主
権
移
行
後
の
香
港
に
適
用
）
に
み
ら

れ
る
柔
軟
な
発
想
で
あ
り
、
物
と
心
、
個
人

と
全
体
、
人
間
と
自
然
の
調
和
で
な
か
ろ
う

か
。
か
な
り
に
自
説
を
展
開
し
た
が
、
こ
れ

ら
は
二
十
一
世
紀
の
中
国
を
み
る
大
切
な

キ
ー
ワ
ー
ド
、
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

‘‘



マ
ー
の
現
状
と
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Ａ
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世界３大仏教遺跡の－つパウン

朽ち果て、赤茶けた肌をさらした

廃塊の遺跡群（写真資料提供・ＪＡＬ）

ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は
、
一
九
八
八
年
以
来
軍

政
が
続
い
て
い
る
。
軍
政
は
一
度
は
総
選
挙

を
実
施
し
な
が
ら
も
、
選
挙
で
圧
勝
し
た

ス
ー
チ
ー
女
史
率
い
る
国
民
民
主
連
盟
（
Ｍ

Ｌ
Ｄ
）
へ
の
政
権
委
譲
を
拒
み
続
け
て
い

る
。
し
か
し
、
軍
政
に
は
、
簡
単
に
Ｎ
Ｌ
Ｄ

へ
政
権
を
渡
せ
な
い
事
情
も
論
理
も
あ
る

が
、
い
ま
な
お
、
政
治
的
不
安
定
が
続
い
て

い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
他
方
、
砿
政
下

と
は
い
え
、
市
場
経
済
化
と
対
外
開
放
の
進

展
は
確
実
に
こ
の
国
の
経
済
を
成
長
軌
道
に

乗
せ
七
月
に
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
へ
の
正
式
加
盟

を
決
定
し
、
国
際
社
会
か
ら
も
一
定
の
評
価

を
受
け
始
め
た
。

●
桐
生

稔

（
大
阪
産
業
大
学
経
済
学
部
教
授
）

現
在
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
お
け
る
政
治
的
対

決
の
基
本
構
図
は
、
選
挙
結
果
を
無
視
し
続

け
る
と
し
て
、
軍
政
の
存
在
そ
の
も
の
を
否

定
し
て
い
る
ス
ー
チ
ー
女
史
の
Ｎ
Ｌ
Ｄ
と
、

独
自
の
論
理
に
基
づ
い
て
民
主
化
体
制
を
準

備
し
て
い
る
軍
政
と
の
対
立
関
係
に
集
約
さ

れ
る
。
Ｎ
Ｌ
Ｄ
は
軍
政
の
存
在
そ
の
も
の
を

ミ
ャ
ン
マ
ー
の
実
情
を
紹
介
し
、
と
く
に

日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
再
開
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
。

国
民
は
対
決
に
嫌
気

`５



否
定
し
て
お
り
、
そ
れ
が
対
立
の
全
て
の
発

端
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
九
○
年
選
挙

で
、
圧
勝
し
た
こ
と
が
、
Ｎ
Ｌ
Ｄ
の
論
理
の

根
拠
で
あ
る
か
ら
だ
。
す
な
わ
ち
、
Ｎ
Ｌ
Ｄ

は
国
民
の
総
意
を
代
表
し
て
い
る
と
主
張
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
権

委
譲
に
応
じ
な
い
軍
政
に
は
、
レ
ジ
テ
ィ
マ

シ
ー
が
な
い
と
い
う
の
が
、
Ｎ
Ｌ
Ｄ
だ
け
で

な
く
、
国
際
社
会
の
一
般
的
な
受
け
取
り
方

で
あ
る
。

し
か
し
、
軍
政
に
も
、
政
権
委
譲
に
応
じ

ら
れ
な
い
理
由
や
論
理
も
あ
り
、
そ
れ
に
耳

を
傾
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
議
会
の
招

集
は
憲
法
制
定
が
条
件
で
あ
る
と
の
考
え
方

は
、
軍
政
が
総
選
挙
以
前
か
ら
公
式
に
言
明

し
、
Ｎ
Ｌ
Ｄ
も
合
意
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
選
挙
直
後
か
ら
起
っ
た
過
激
な
反
軍

政
武
装
活
動
や
、
そ
れ
に
対
す
る
外
国
勢
力

の
介
入
な
ど
、
国
家
の
治
安
・
秩
序
の
維
持

を
第
一
義
と
す
る
軍
政
の
態
度
を
硬
化
さ
せ

た
と
い
う
事
態
も
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
を
経
て
、
軍
政
は
す
で
に

政
権
に
つ
い
て
か
ら
九
年
が
過
ぎ
た
。
基
本

的
政
治
状
況
は
現
在
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
人
々
の
生
活
と
考
え
方
は
確
実
に

変
化
し
て
い
る
。

第
一
に
九
○
年
選
挙
で
は
、
刻
印
は
前
体

制
の
「
ビ
ル
マ
四
季
社
会
主
義
」
を
推
進
し

て
き
た
政
党
で
あ
る
国
民
統
一
党
（
Ｎ
Ｕ

Ｐ
）
と
Ｎ
Ｌ
Ｄ
と
の
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
た

の
で
あ
っ
て
、
「
ビ
ル
マ
式
社
会
主
義
」
体

制
の
よ
う
な
閉
鎖
的
で
、
貧
し
さ
を
強
い
ら

れ
る
生
活
を
嫌
悪
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
九
二
年
以
降
、
軍
政
の
進
め
る
市
場

経
済
化
と
対
外
開
放
の
効
果
に
よ
る
経
済
発

展
は
、
人
々
の
政
治
に
対
す
る
関
心
を
大
き

く
変
え
た
。
そ
れ
は
軍
政
に
対
す
る
人
々
の

評
価
が
高
く
な
っ
た
と
一
概
に
は
言
え
な
い

が
、
人
々
の
選
択
肢
が
広
が
っ
た
こ
と
は
確

実
で
あ
る
。

第
二
に
、
ス
ー
チ
ー
女
史
の
執
よ
う
な
反

抗
姿
勢
と
外
国
勢
力
か
ら
の
支
援
を
受
け
る

Ｎ
Ｌ
Ｄ
の
運
動
が
、
人
々
に
嫌
悪
感
を
も
た

ら
し
始
め
た
こ
と
で
あ
る
。
軍
政
の
存
在
自

体
を
否
定
す
る
ス
ー
チ
ー
女
史
は
、
軍
政
と

の
政
治
的
妥
協
を
い
っ
さ
い
拒
み
続
け
て
い

る
こ
と
が
、
非
現
実
的
な
対
応
で
あ
る
と
す
る

意
見
が
、
Ｎ
Ｌ
Ｄ
内
部
に
さ
え
増
え
て
い
る
。

対
立
・
対
決
か
ら
は
何
も
生
ま
れ
な
い
と

い
う
雰
囲
気
が
広
が
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ

九
七
年
七
月
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
に
加
盟
し
た
。
加
盟
を
め
ぐ
っ
て
は
、

人
権
抑
圧
と
民
主
化
の
遅
れ
を
理
由
に
、
米

・
西
欧
か
ら
強
い
反
発
を
受
け
た
に
も
か
か

て
、
ス
ー
チ
ー
と
Ｎ
Ｌ
Ｓ
の
運
動
は
、
い
ま

や
国
民
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
特
定

集
団
の
政
治
運
動
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

結
論
か
ら
い
え
ば
、
い
ま
多
く
の
国
民
の

願
い
は
い
い
加
減
に
妥
協
点
を
見
出
し
、
軍

政
と
い
う
異
状
な
状
態
か
ら
脱
し
、
い
か
な

る
型
に
せ
よ
安
定
的
な
文
民
体
制
を
築
い
て

欲
し
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

九
五
年
二
月
以
来
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
続

け
て
い
る
憲
法
制
定
国
民
会
議
に
、
Ｎ
Ｌ
Ｄ

は
復
帰
し
て
、
そ
の
場
で
、
文
民
体
制
確
立

へ
の
自
ら
の
主
張
を
ぶ
つ
け
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
が
真
の
民
主
化
で
な
く
と
も
一
歩

で
も
そ
れ
に
近
づ
く
も
の
で
あ
れ
ば
、
と
に

か
く
対
立
・
対
決
か
ら
脱
す
る
べ
き
方
法
を

選
ん
で
欲
し
い
と
人
々
は
願
っ
て
い
る
。

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
加
盟
は

民
主
化
を
促
進
す
る

`６
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ミャンマーの現状とＯＤＡ再開への－考察

わ
ら
ず
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
は
、
「
建
設
的

関
与
」
を
進
め
る
と
し
て
、
加
盟
に
踏
み

切
っ
た
。
ア
ジ
ア
に
は
、
ア
ジ
ア
的
価
値
観

に
よ
る
民
主
化
へ
の
方
法
が
あ
る
と
の
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
か
ら
の
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
っ

た
。
も
ち
ろ
ん
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
を
一
○
カ
国

体
制
に
し
、
域
内
協
力
を
推
進
し
、
中
国
の

プ
レ
ゼ
ン
ス
拡
大
を
牽
制
し
た
い
と
い
っ
た

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
し
て
の
戦
略
的
な
思
惑
も
み

て
と
れ
る
。

し
か
し
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
加

盟
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
民
主
化
プ
ロ
セ
ス
を

進
め
る
た
め
の
自
浄
作
用
を
促
し
た
の
も
事

実
で
あ
る
。
米
・
西
欧
の
強
い
反
発
を
押
し

切
っ
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
決
断
に
、
ミ
ャ
ン

マ
ー
軍
政
は
応
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な

●桐生稔くぎりゆう･みのる＞

1941年生れ、立教大学社会学部卒業。
ダッカ大学経済学部修士課程中退。在
ミャンマー日本大使館調査員、アジア経

済研究所経済開発分析部部長、中部大学
国際関係学部教授、ミャンマー政府経済
顧問、現在、大阪産業大学経済学部教授
主な著番

『ビルマ式社会主義」・『ミャンマー経
済入門」他多数。

い
か
ら
で
あ
る
。
九
月
以
降
に
は
厳
し
く
制

限
し
て
い
た
ス
ー
チ
ー
女
史
の
野
外
活
動
も

緩
和
さ
れ
た
り
、
大
学
教
育
の
一
部
再
開
な

ど
が
行
わ
れ
た
。

そ
し
て
、
十
一
月
十
五
日
に
は
、
軍
政
の

人
事
刷
新
が
行
わ
れ
、
同
時
に
、
こ
れ
ま
で

の
軍
政
最
高
決
定
機
関
と
し
て
の
「
国
家
法

律
・
回
復
評
議
会
」
（
Ｓ
Ｌ
Ｏ
Ｒ
Ｃ
）
（
Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｃ
）
を
設
立
し
た
。

こ
の
組
織
の
変
更
は
、
い
わ
ば
軍
政
が
第

二
段
階
に
入
っ
た
こ
と
を
宣
一
一
一
一
回
し
た
も
の

で
、
こ
れ
ま
で
の
国
家
の
治
安
回
復
を
第
一

義
と
し
た
役
割
か
ら
、
平
和
を
維
持
し
、
発

展
を
現
実
の
も
の
と
す
る
こ
と
に
転
換
し
た

こ
と
を
意
味
す
る
。
人
々
は
、
こ
れ
が
、
い

わ
ば
軍
政
主
義
と
は
い
え
、
軍
政
で
は
な
い

文
民
体
制
作
り
に
一
歩
前
進
す
る
は
ず

だ
と
期
待
し
て
お
り
、
大
方
、
歓
迎
的

で
あ
る
。

こ
れ
と
同
時
に
行
わ
れ
た
人
事
刷
新

も
、
ひ
と
つ
の
自
浄
作
用
と
し
て
受
け

と
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
九
年

間
も
の
永
き
に
わ
た
っ
て
軍
政
・
国
軍

幹
部
の
人
事
が
滞
留
し
て
い
た
こ
と

で
、
一
部
の
幹
部
に
よ
る
特
権
濫
用
や

軍
政
が
実
施
し
た
市
場
経
済
化
と
対
外
開

放
は
、
多
く
の
場
面
で
効
果
が
表
れ
、
長
期

に
停
滞
し
て
い
た
ミ
ャ
ン
マ
ー
経
済
を
回
復

軌
道
に
乗
せ
た
。
九
二
年
か
ら
九
五
年
ま
で

の
四
年
間
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
年
間
平
均
成
長
率
は

七
・
四
％
を
達
成
し
、
九
六
年
、
九
七
年
も

落
ち
込
ん
だ
と
は
い
え
、
五
％
台
を
達
成
な

い
し
は
見
込
み
で
あ
る
。
こ
の
間
、
一
連
の

プ
ラ
イ
バ
タ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
統
制
緩
和
に

よ
っ
て
、
民
間
部
門
が
活
性
化
し
て
い
る
。

前
政
権
時
に
は
、
ほ
ぼ
全
面
的
に
国
家
統
制

汚
職
に
対
す
る
不
満
が
う
っ
積
し
て
い
た
こ

と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
う
し
た
軍
政
内
部
の

姿
勢
を
正
し
、
若
手
軍
人
を
登
用
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
軍
政
の
結
束
を
固
め
、
ク
リ
ー

ン
な
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
出
す
と
と
も
に
、
文

民
体
制
へ
の
軟
着
陸
を
図
る
準
備
を
し
出
し

た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
加
盟

が
与
え
た
効
果
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
軍
政
と

し
て
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
顔
を
つ
ぶ
す
よ
う

な
こ
と
は
で
き
な
い
。

発
展
へ
の
模
索
と
苦
悩

ｑ７



と
な
っ
て
い
た
対
外
貿
易
で
は
、
い
ま
や
輸

出
入
と
も
に
そ
の
取
引
き
は
六
○
％
が
民
間

部
門
の
も
の
で
あ
り
、
一
○
○
％
国
家
部
門

の
独
占
で
あ
っ
た
金
融
は
、
民
間
部
門
に
も

門
戸
が
開
か
れ
、
九
七
年
現
在
そ
の
シ
ェ
ア

は
二
○
％
に
ま
で
増
加
し
た
。
そ
の
他
、
建

設
、
運
輸
、
国
内
貿
易
な
ど
の
分
野
で
も
民

間
部
門
が
拡
大
し
て
お
り
、
製
造
業
で
は
外

資
系
民
間
企
業
と
の
合
併
が
進
み
、
こ
れ
も

民
間
部
門
が
大
き
く
そ
の
シ
ェ
ア
を
伸
ば
し

て
い
る
。
前
体
制
時
で
は
、
国
有
企
業
の
保

護
・
育
成
が
経
済
の
基
本
政
策
で
あ
り
、
民

間
取
引
き
は
厳
し
く
統
制
さ
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
現
在
も
五
七
あ
る
国
有
企
業
は
一
部

の
国
家
独
占
分
野
（
国
防
産
業
、
郵
政
、
通

信
等
）
を
除
い
て
市
場
経
済
の
な
か
で
、
民

間
部
門
と
の
競
合
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
す

で
に
、
い
く
つ
か
の
企
業
は
外
資
と
の
合

併
、
あ
る
い
は
民
間
払
下
げ
な
ど
の
形
で
民

営
化
が
行
わ
れ
始
め
た
。

こ
う
し
た
な
か
で
、
も
っ
と
も
注
目
す
べ

き
は
、
国
民
総
生
産
額
の
五
○
％
弱
、
ま
た

前
就
業
者
の
六
○
％
強
を
占
め
る
農
業
部
門

も
ま
た
市
場
経
済
化
の
真
っ
只
中
に
あ
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
生
産
物
は
、
国
家

に
よ
る
取
引
き
統
制
で
、
農
民
は
栽
培
・
販

売
あ
る
い
は
加
工
で
さ
え
自
由
に
で
き
な

か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
生
産
意
欲
は
低
く
、

農
業
生
産
も
ま
た
長
期
に
停
滞
し
て
い
た
。

し
か
し
、
米
の
一
部
（
収
穫
量
の
約
一
五
％

は
国
家
に
販
売
す
る
義
務
）
を
除
き
、
ほ
ぼ

全
面
的
に
統
制
が
撤
廃
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
農
民
の
生
産
意
欲
は
急
速
に
回
復
、
さ

ら
に
国
境
貿
易
の
新
設
（
公
認
）
に
よ
り
、

中
国
、
タ
イ
な
ど
へ
の
輸
出
農
作
物
が
大
幅

に
伸
び
て
、
農
村
あ
る
い
は
地
方
都
市
の
発

展
に
貢
献
し
て
い
る
。
ま
た
対
外
開
放
で

は
、
二
十
六
年
ぶ
り
に
民
間
外
資
の
導
入
を

復
活
し
、
そ
の
結
果
、
九
七
年
九
月
末
ま
で

に
、
外
資
の
進
出
は
二
七
四
件
、
六
四
億
ド

ル
に
達
し
て
い
る
。
な
お
こ
の
う
ち
、
ほ
ぼ
七

○
％
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
を
中
心
と
す
る
ア
ジ
ア
諸

国
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
が
、
ア

ジ
ア
に
お
い
て
新
し
い
有
望
な
市
場
で
あ
り
、

投
資
対
象
と
し
て
注
目
さ
れ
始
め
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
国
の
持
続
的
発
展
に
と
っ

て
の
障
害
も
ま
た
少
な
く
な
い
。
と
り
わ
け

発
展
の
た
め
の
資
金
（
外
貨
）
の
不
足
で
あ

る
。
八
八
年
の
軍
政
発
足
以
降
、
先
進
国
か

ら
の
援
助
の
停
止
が
続
い
て
お
り
、
そ
の
影

響
は
尽
大
で
あ
る
。
こ
の
間
外
貨
の
調
達
手

段
の
導
入
な
ど
に
加
え
、
中
国
か
ら
の
無
利

子
借
款
な
ど
で
凌
い
で
き
た
が
、
さ
ら
な
る

発
展
の
た
め
の
、
イ
ン
フ
ラ
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
整
備
な
ど
に
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
再
開
は
欠
く
こ
と

の
で
き
な
い
資
金
調
達
源
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
対
ミ
ャ
ン
マ
ー
援
助
の
約
七
○

％
を
占
め
て
い
た
日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
再
開

が
、
こ
の
国
の
経
済
発
展
の
鍵
を
握
っ
て
い

る
と
一
一
一
一
口
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

経
済
が
混
乱
し
、
人
々
の
生
活
が
脅
か
さ

れ
れ
ば
、
こ
の
国
の
民
主
化
は
い
っ
そ
う
遅

れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
経

済
混
乱
は
政
治
的
混
乱
を
呼
び
、
さ
ら
に
対

立
と
対
決
が
先
鋭
化
し
、
解
決
の
兆
し
の
見

え
る
少
数
民
族
問
題
も
再
燃
す
る
可
能
性
が

あ
る
か
ら
だ
。
混
乱
か
ら
受
け
る
被
害
者
は

一
般
大
衆
に
他
な
ら
な
い
。
ス
ー
チ
ー
女
史

と
Ｎ
Ｌ
Ｄ
の
一
部
幹
部
は
、
こ
う
し
た
混
乱

状
況
を
待
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

し
か
し
、
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
の
は
、

い
っ
そ
う
の
混
乱
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。

「
私
達
は
ポ
ス
ニ
ァ
の
よ
う
に
だ
け
は
な
り

た
く
な
い
」
と
、
軍
政
を
批
判
す
る
学
者
が

言
っ
て
い
た
。
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ミャンマーの現状とＯＤＡ再開への－考察

シンボル的存在である黄金のスーレーパコダ(下)を中心に多くのパコダが点
在し、東西に規則正しく区画整理され、ビクトリア風の美しい建物が並ぶヤ
ンゴン(上)。活気あふれるチャイナタウンやインド人街、にぎやかなボー
ヂョーアウンサンマーケットなど、庶民的な人々の幕らしにも触れられる。

｛戸｝

毎゜

首
都
ヤ
ン
ゴ
ン
は
、
か
つ
て
は
「
格
子
な

き
緑
の
牢
獄
」
と
言
わ
れ
て
い
た
。
閉
鎖
的

で
発
展
の
な
か
っ
た
「
ビ
ル
マ
式
社
会
主

､＝１ 都
市
化
の
荒
波

闇

;iii磯ｌｉｉ

『蝋 12雛Ｉ
ｉｉｉ 題靭

公一

蕊：司一二途－１

ＦＤＦＤ

ル
し
か
な
か
っ
た
の
が
、
外
資
系
の
近
代
的

ホ
テ
ル
も
十
指
に
余
り
、
民
間
の
小
規
模
な

、
、

イ
ン
な
ど
を
含
め
る
と
一
○
○
余
り
に
も
増

え
た
。
自
動
車
の
登
録
台
数
は
九
二
年
か
ら

九
六
年
ま
で
の
五
年
間
で
三
・
五
倍
に
増

え
、
目
抜
通
り
や
ダ
ウ
ン
タ
ウ
ン
は
終
日
、

車
の
渋
滞
が
続
く
。
た
し
か
に
、
対
外
開
放

に
よ
り
、
進
出
し
て
き
た
外
資
系
企
業
が
拠

義
」
時
代
を
象
徴
し
て
い
る
姿
で
も
あ
っ

た
。
市
内
に
は
、
信
号
も
数
個
所
し
か
な
く
、

車
の
渋
滞
な
ど
と
は
無
縁
の
街
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
数
年
の
ヤ
ン
ゴ
ン
の
変

ぼ
う
振
り
は
す
さ
ま
じ
い
。
か
つ
て
外
国
人

の
宿
泊
で
き
る
ホ
テ
ル
は
、
国
営
の
四
ホ
テ

蕊 …蕊
ＫｎＬ､~胡ハヴロロ閂￣

汁

叩
川
わ
。
夕
Ｄ
■
Ａ
ｌ

－－￣乞勾

点
と
し
て
選
択
す
る
条
件
を
備
え
て
い
る
の

は
、
ヤ
ン
ゴ
ン
と
そ
の
周
辺
に
限
ら
れ
る
。

ま
た
、
市
場
経
済
化
に
よ
っ
て
、
力
を
盛
り

返
し
て
き
た
各
種
の
民
間
企
業
も
ヤ
ン
ゴ
ン

に
集
中
し
始
め
た
。
当
然
、
ヤ
ン
ゴ
ン
ヘ
の

人
口
集
中
が
加
速
化
し
て
い
る
。
一
九
八
一

年
の
セ
ン
サ
ス
に
よ
る
ヤ
ン
ゴ
ン
市
の
人
口

は
一
八
七
万
人
、
九
一
年
セ
ン
サ
ス
で
は
二

四
三
万
人
、
そ
し
て
九
七
年
現
在
で
は
推
計

一
一
一
一
一
一
○
万
人
と
言
わ
れ
て
い
る
。
十
七
年
間

に
、
ほ
ぼ
一
・
八
倍
の
増
加
で
あ
る
。
ま
さ

に
か
っ
て
、
ア
ジ
ア
の
主
要
都
市
、
バ
ン
コ

ク
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
、
マ
ニ
ラ
な
ど
で
経
験
し

た
都
市
の
肥
大
化
が
、
ヤ
ン
ゴ
ン
で
も
始

ま
っ
た
。
か
つ
て
、
前
体
制
時
に
は
、
住
民

の
移
動
を
厳
し
く
制
限
し
、
ま
た
工
場
な
ど

も
極
力
地
方
分
散
を
心
掛
け
て
き
た
こ
と
も

あ
る
が
、
行
基
に
低
迷
・
停
滞
し
た
経
済
で

あ
っ
た
か
ら
、
人
口
の
一
極
集
中
や
都
市
の

肥
大
化
は
起
り
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
い

ま
「
格
子
な
き
緑
の
牢
獄
」
は
、
確
実
に
富

と
ヒ
ト
と
新
し
い
文
化
が
集
中
す
る
近
代
都

市
に
生
ま
れ
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

密
輸
品
を
扱
う
青
空
闇
市
は
姿
を
消
し

て
、
外
資
系
の
デ
パ
ー
ト
、
ス
ー
パ
ー
、
．

部９
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「
人
類
の
平
和
の
た
め
に
、
地
道
な
人
口
活
動
を
続
け
て
お
ら
れ

る
㈱
ア
ジ
ア
人
口
・
開
発
協
会
に
亡
き
妻
の
香
典
を
寄
附
い
た
し
た

い
」
’
十
月
二
十
二
日
匿
名
希
望
の
Ｙ
・
Ｎ
氏
か
ら
本
協
会
に

百
五
十
万
円
が
寄
贈
さ
れ
た
。

Ｙ
・
Ｎ
氏
は
、
国
際
人
口
問
題
議
員
懇
談
会
幹
事
長
で
、
人
口
と

開
発
に
関
す
る
ア
ジ
ア
議
員
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
Ａ
Ｆ
Ｐ
Ｐ
Ｄ
）
議
長
、

桜
井
新
・
衆
院
議
員
（
本
協
会
理
事
）
の
後
援
会
員
で
、
同
議
員
後

援
会
を
通
じ
て
こ
の
申
し
入
れ
が
行
わ
れ
た
。

十
月
一
一
十
二
日
、
東
京
・
赤
坂
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
で
、
桜
井
新
代

議
士
、
同
後
援
会
事
務
局
長
、
桜
井
柾
五
郎
氏
が
立
合
い
、
Ｙ
・
Ｎ

氏
か
ら
広
瀬
次
雄
、
本
協
会
常
務
理
事
に
手
渡
さ
れ
、
直
ち
に
㈱
ァ

ン
ビ
に
さ
え
も
出
現
し
、
フ
ァ
ー
ス
ト
・

フ
ー
ド
の
店
も
若
者
達
で
賑
わ
っ
て
い
る
。

市
内
中
心
部
に
あ
っ
た
広
大
な
墓
地
は
移
転

さ
れ
、
跡
地
は
中
古
車
販
売
セ
ン
タ
ー
と
な

り
、
車
の
売
買
で
ゴ
ッ
タ
返
し
て
い
る
。

軍
政
は
こ
う
し
た
急
速
な
都
市
化
に
対
応

す
る
た
め
に
、
ヤ
ン
ゴ
ン
総
合
都
市
計
画
を

策
定
し
て
、
順
次
実
施
し
て
い
る
が
、
前
述

し
た
よ
う
に
外
資
不
足
と
財
政
難
で
部
分
的

に
し
か
手
が
回
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
、
市
郊

外
に
四
つ
の
衛
星
都
市
（
サ
テ
ラ
イ
ト
・
タ

ウ
ン
）
を
建
設
、
さ
ら
に
、
工
業
団
地
造

成
、
新
港
の
建
設
な
ど
を
進
め
、
都
市
機
能

の
充
実
・
拡
大
を
急
い
で
い
る
。
ヤ
ン
ゴ
ン

が
や
が
て
、
バ
ン
コ
ク
や
マ
ニ
ラ
の
よ
う
な

巨
大
都
市
に
成
長
す
る
に
は
そ
れ
ほ
ど
時
間

が
か
か
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
で

は
、
か
つ
て
、
都
市
と
農
村
と
の
所
得
格
差

は
大
き
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
豊

か
な
農
村
、
貧
し
い
都
市
で
あ
っ
た
し
、

「
ビ
ル
マ
式
社
会
主
義
」
の
下
で
、
人
々
は

「
等
し
く
貧
し
く
」
を
強
い
ら
れ
て
い
た
。

だ
か
ら
、
農
村
・
地
方
か
ら
都
市
へ
の
人
口

移
動
は
き
わ
め
て
緩
慢
で
あ
っ
た
。
市
場
経

●
広
瀬
次
雄
Ａ
Ｐ
Ｄ
Ａ
常
務
理
事
の
話

「
亡
く
な
ら
れ
た
夫
人
と
、
ゆ
か
り
の
深
い
方
々
が
お
寄
せ
に

な
っ
た
”
ま
ご
こ
ろ
〃
を
頂
く
こ
と
は
、
た
だ
た
だ
恐
縮
の
一
語
に

つ
き
ま
す
。
ご
冥
福
を
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
折

角
の
ご
芳
志
に
お
報
い
す
る
た
め
基
金
に
繰
り
入
れ
さ
せ
て
頂
き
、

こ
の
道
の
活
動
に
は
ず
み
を
つ
け
、
支
え
に
し
た
い
。
財
政
難
の

折
、
感
謝
に
た
え
ま
せ
ん
」

ジ
ア
人
口
・
開
発
協
会
基
金
に
繰
り
入
れ
ら
れ
た
。

席
上
、
桜
井
新
代
議
士
は
「
大
変
心
温
ま
る
ご
配
慮
に
衷
心
よ

り
、
感
謝
し
た
い
。
是
非
と
も
有
効
に
活
用
し
て
ほ
し
い
一
と
述
べ
た
。

済
の
進
行
に
よ
っ
て
、
農
村
内
部
あ
る
い
は

都
市
・
農
村
間
の
所
得
格
差
の
拡
大
も
ま
た

確
実
に
進
行
し
て
い
る
。
都
市
へ
の
人
口
流

入
は
、
経
済
発
展
に
比
例
し
て
増
加
し
て
く

る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
か
つ
て
他
の
東

南
ア
ジ
ア
諸
国
が
苦
悩
し
た
各
種
の
都
市
問

題
を
抱
え
な
い
た
め
に
も
、
今
か
ら
そ
の
対

応
策
を
探
し
、
実
施
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
日
本
政
府
は
こ
う
し
た
観
点
か
ら
も
、

ミ
ャ
ン
マ
ー
へ
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
再
開
を
早
急
に

実
施
す
べ
き
と
考
え
る
。
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第２回厚生政策セミナー開く
●12／１５・経団連会館ホールで● 少
子
化
時
代
を
考
え
る

Fjiii露ｉｉｉ鳶=１
対
策
の
基
本
は

典
同
参
画
化

ｉ
ｉ
ｉ
ｉ
ｉ
ｌ
ｌ
』
第

２回厚生政策セミナ のパンフレット

の
実
現

国
立
社
会
保
障

・
人
口
問
題
研
究

所
は
、
十
二
月
十

五
日
、
東
京
・
大

手
町
の
経
団
連
会

館
ホ
ー
ル
で
、
内

外
の
専
門
家
を
招

き
、
阿
藤
誠
・
国

立
社
会
保
障
・
人

口
問
題
研
究
所
副

所
長
の
司
会
で
第

二
回
厚
生
政
策
セ

・
前
文

ミ
ナ
ー
「
少
子
化
時
代
を
考
え
る
」
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
先
進
諸
国
に
お
け
る

出
生
率
の
低
下
や
、
低
速
す
る
社
会
経
済
背

景
、
そ
の
見
通
し
、
人
口
な
ら
び
に
経
済
社

会
へ
の
影
響
、
政
策
的
あ
る
い
は
非
政
策
的

対
応
に
つ
い
て
、
包
括
的
に
議
論
を
深
め
る

た
め
開
催
さ
れ
た
。

本
年
一
月
に
発
表
さ
れ
た
日
本
の
将
来
推

計
人
口
に
よ
る
と
、
わ
が
国
の
高
齢
化
は
二

十
一
世
紀
半
ば
ま
で
続
き
、
六
十
五
歳
以
上

の
人
の
割
合
は
現
在
の
七
人
に
一
人
か
ら
三

人
に
一
人
ま
で
上
昇
す
る
、
と
し
て
い
る
。

同
時
に
二
十
一
世
紀
初
め
か
ら
わ
が
国
の

総
人
口
の
減
少
が
始
ま
り
、
二
十
一
世
紀
末

の
日
本
人
口
は
、
現
在
の
半
減
に
近
い
六
○

○
○
万
人
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
、
と
も
予

測
し
て
い
る
。

以
下
は
、
各
パ
ネ
リ
ス
ト
の
発
表
要
旨
だ

が
、
一
男
女
共
同
参
画
社
会
」
（
ジ
ェ
ン
ダ
ー

・
イ
コ
ー
ル
）
の
実
現
に
よ
っ
て
、
少
子
化

の
原
因
で
あ
る
社
会
制
度
の
ヒ
ズ
ミ
を
変
革

し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
ｌ
と
の

コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
共
通
認
識
と
し
て
得
ら
れ
釘

た
。



・
各
パ
ネ
リ
ス
ト
の
発
言
要
旨

蕊
英
国
で
は
結
婚
・
出
産
後
も
仕
事
を
続
け
る

キ
ャ
サ
リ
ー
ン
・
キ
ア
ナ
ン
女
史

キャサリーン・キアナン
ロンドンスクール･オブ･エコノミックス･社会政策学部リーダー

ロンドン大学人口学博士。家族政策研究センター研

究部長、ロンドン・スクール・オブ・エコノミック

ス上級研究員を経て、1995年より現職。社会政策お

よび人口学を専攻。主著は『家族変動と将来の政

策』（1990、共書)、『同棲、婚外出産、社会政策』

(1993、共著)、『２０世紀における母子家庭』（1998刊

行予定、共著）など。

英
国
で
は
結
婚
後
も
出
産
後
も
女
性
は
仕

事
を
続
け
る
。
経
済
的
理
由
と
自
己
充
足
と

い
う
こ
と
だ
。

英
国
の
出
生
率
は
今
後
五
年
、
十
年
と
下

が
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
労
働
党
の
政

策
と
、
高
学
歴
化
に
よ
る
も
の
で
、
他
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
出
生
率
は
北
欧
で
は
高
く
、

南
欧
で
は
低
い
。

英
国
で
は
、
女
性
は
感
情
的
に
は
子
供
が

欲
し
い
も
の
だ
。

日
本
で
は
結
婚
が
議
論
の
対
象
だ
が
、

欧
州
で
は
、
娘
が
何
人
子
供
を
産
む
か
、

と
い
う
純
再
生
産
率
が
約
四
十
年
間
に
わ

た
っ
て
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
状
況
が
続
い
て
い

フ
ラ
ン
ス
は
出
生
率
の
向
上
を
促
進

ニラ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
結
婚
し
て
産
む
産
ま
な
い
か

が
問
題
で
”
親
“
と
い
う
契
約
が
議
論
に
な
躯

る
。婚
外
孑
、
同
棲
と
い
う
面
で
み
る
と
南
欧

で
は
低
く
、
日
本
に
近
い
。
オ
ラ
ン
ダ
、
ル

ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
ド
イ
ツ
な
ど
の
よ
う
に
同

棲
は
す
る
が
婚
外
子
は
少
な
い
。
北
欧
で
は

同
棲
に
よ
る
婚
外
子
が
ふ
え
て
い
る
。

離
婚
率
は
高
く
、
同
棲
は
結
婚
の
前
段
階

で
、
三
十
歳
代
の
同
棲
は
八
％
し
か
な
い
。

英
国
で
は
階
層
的
と
い
う
よ
り
社
会
的
グ

ル
ー
プ
の
教
育
レ
ベ
ル
で
子
供
の
数
を
み
る

と
エ
リ
ー
ト
層
は
無
子
か
、
三
、
四
人
、
中

産
階
級
は
二
人
位
、
貧
し
い
層
で
は
労
働
者

の
上
が
二
人
、
下
の
方
が
四
人
位
と
い
っ
た

と
こ
ろ
だ
。

る
。
死
亡
率
が
出
生
率
を
上
回
り
、
西
側
の

出
生
率
減
少
傾
向
が
続
い
て
い
る
。
原
因
と

し
て
新
生
児
死
亡
率
の
向
上
な
ど
が
あ
げ
ら



少干化時代を考える

れ
る
。フ
ラ
ン
ス
は
戦
後
、
累
進
的
に
出
生
率
が

下
が
っ
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
も
、
Ｈ
若
者
の

大
量
失
業
、
最
低
賃
金
、
ロ
社
会
保
障
予
算

の
不
足
（
家
族
計
画
、
年
金
、
保
健
医
療
費

等
）
、
ロ
ビ
イ
ス
ト
の
力
不
足
ｌ
葱
ど
こ

フランス国立人ロ研究所(ＩＮＥＤ)上級研究員／フランス理エ科大学
校･国立行政学院兼任教授／米国ジョンズ･ホプキンス大学客員教授

パリ大学人口学博士、パリ政治学院（IEP）経済学
博士。国立科学研究センター（CNRS）助手､フラ

ンス国立人ロ研究所社会経済研究部長を経て、１９９４

年より現職。人口学および社会経済学を専攻。主著

は『人口転換』（1986、英訳1992)、『フランスの人

口』（1990、編著)、『西洋の凋落期一人口動向と政

策』（1995）など。

の
傾
向
が
続
く
だ
ろ
う
。

出
生
率
の
カ
ギ
は
時
間
、
金
な
ど
の
矛
盾

を
解
決
す
る
こ
と
だ
と
思
う
。
九
○
％
の
男

女
は
仕
事
も
し
た
い
し
、
家
族
も
欲
し
い
、

と
思
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
、
日
本
な
ど
は
子
育

て
の
負
担
が
母
親
に
か
か
っ
て
い
る
。

こ
の
父
、
母
、
家
、
社
会
の
負
担
バ
ラ
ン

ス
が
う
ま
く
行
わ
れ
て
い
る
国
が
い
い
の
で

あ
っ
て
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
な
ど
は
八

○
％
が
家
庭
に
の
し
か
か
っ
て
い
る
。

子
育
て
休
暇
を
普
及
し
た
り
、
年
金
給
付

額
を
改
善
し
た
り
、
母
親
の
努
力
を
減
ら
す

こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
。

今
、
人
々
の
考
え
方
は
過
激
に
変
化
し
、

核
家
族
化
が
進
み
、
孤
立
化
し
易
く
、
超
複

雑
化
し
た
社
会
は
将
来
が
不
安
だ
。
自
分
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
確
立
さ
れ
て
い
ま

い
。
〃
人
生
の
意
味
は
何
か
“
”
生
命
の
意
味

は
何
か
“
ｌ
哲
学
的
な
人
生
の
本
質
が

判
っ
て
い
な
い
。
先
進
国
は
か
っ
て
な
い
豊

か
な
暮
ら
し
を
し
て
い
る
が
、
今
は
計
算
し

て
子
供
を
産
ん
で
い
る
。

ド
イ
ツ
で
は
憲
法
で
国
家
が
結
婚
、
家
族

を
保
障
し
て
お
り
、
法
律
で
未
婚
の
母
を
案

じ
て
い
る
。
家
族
重
視
の
ス
ペ
イ
ン
で
は
家

や
車
を
買
う
時
で
も
親
子
や
親
戚
が
相
談
し

て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
は
明
確
に
出
産
率
向
上
を
促
進

し
て
い
る
。
過
去
一
○
○
年
間
に
三
回
ド
イ

ツ
に
侵
略
さ
れ
、
十
年
間
占
領
さ
れ
た
、
と

い
う
歴
史
が
あ
り
、
一
九
四
五
年
以
降
、
出

生
促
進
政
策
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

人
口
・
環
境
で
悩
ん
で
い
る
の
は
ソ
連
で

地
下
水
な
ど
水
質
汚
染
が
進
ん
で
い
る
。

中
国
に
は
グ
リ
ー
ン
・
ロ
ビ
イ
が
な
く
、

公
害
国
だ
。
人
口
増
加
か
ら
環
境
を
破
壊
し

て
い
る
。

世
界
人
口
は
六
○
～
八
○
億
に
お
さ
ま
る

私
は
世
界
の
出
生
は
低
下
し
て
い
る
と
考

え
て
い
る
。
多
分
、
世
界
人
口
は
六
○
億
人

か
ら
八
○
億
人
に
お
さ
ま
る
だ
ろ
う
。
そ
し

て
そ
の
後
は
ゆ
る
や
か
に
下
降
す
る
だ
ろ

う
。
人
口
爆
発
イ
コ
ー
ル
環
境
破
壊
は
、
ナ

ン
セ
ン
ス
で
は
な
い
か
。

法
王
庁
の
態
度
軟
化

宗
教
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
国
で
何
故
、
出
生

率
が
低
い
の
か
ｌ
カ
ト
リ
ッ
ク
内
部
で

も
葛
藤
が
あ
る
。
一
八
世
紀
に
そ
の
矛
盾
が
銅

起
き
、
農
業
社
会
で
は
、
神
父
さ
ん
が
産
め



よ
増
や
せ
よ
、
と
い
っ
て
も
生
活
が
で
き
な

い
。法
王
庁
は
現
実
離
れ
の
し
た
と
こ
ろ
で
、

南
欧
、
フ
ラ
ン
ス
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
な
ど

で
強
い
闘
争
が
あ
り
、
教
会
上
層
部
と
民
衆

少
子
化
は
子
育
て
負
担
が
重
い
か
ら

上野干勧子
東京大学文学部教授

京都大学大学院社会学博士課程修了。京都精華大学助教

授、ボン大学客員教授、国際日本文化研究センター客員

助教授を経て、1995年より現職。構造主義社会学、マル

クス主義フェミニズム研究を専攻。主著は『セクシイ・

ギャルの大研究』（1982)、『家父長制と資本制』（1991)、

『近代家族の成立と終焉』（1994）など。

人
口
推
計
（
予
測
）
は
必
ず
一
方
方
向
に

間
違
う
。
変
化
が
重
要
で
あ
る
。

日
本
の
女
性
就
業
率
と
賃
金
の
統
計
で
は

自
営
業
と
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
分
け
る
べ
き

で
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
女
性
は
ふ
え
て
い
る
。

賃
金
も
男
女
格
差
が
縮
小
し
て
い
る
こ
と

に
注
目
し
た
い
。

に
接
し
て
い
る
神
父
さ
ん
と
の
間
に
距
離
が

で
き
た
。
メ
キ
シ
コ
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
も
改

憲
し
て
お
り
、
法
王
庁
の
態
度
は
軟
化
し
て

き
て
い
る
。

日
本
の
少
産
現
象
は
、
子
供
嫌
い
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
子
育
て
に
負
担
が
大
き
い

東
京
都
の
合
計
特
殊
出
生
率
は
一
・
○
七
％

ｌ
少
子
化
は
社
会
制
度
の
ヒ
ズ
ミ
が
原
因

八

代
尚
宏
氏

か
ら
だ
。
社
会
の
構
成
員
が
公
正
に
分
担
す

る
と
い
う
「
愛
の
労
働
」
を
提
唱
し
た
い
。

今
は
、
親
が
子
供
の
世
話
に
な
り
た
く
な

い
、
と
い
う
親
の
世
代
の
過
渡
期
に
あ
る
。

中
に
は
祖
先
崇
拝
か
ら
子
孫
崇
拝
の
時
代

だ
、
と
い
う
人
も
い
る
。

欧
米
で
は
同
棲
が
多
い
が
、
日
本
で
は
慣

習
的
結
婚
観
が
強
く
、
親
と
同
居
し
て
い
る

シ
ン
グ
ル
が
多
い
。
異
性
と
の
つ
き
合
う
能

力
に
欠
け
た
り
、
女
性
と
交
際
す
る
の
は
面

倒
く
さ
い
、
と
い
う
男
性
も
い
る
。

出
生
率
の
低
下
は
未
婚
率
の
上
昇
に
つ
な

が
る
が
、
結
婚
願
望
に
重
点
を
お
か
ず
、
い

い
人
が
い
れ
ば
ｌ
と
い
う
姿
勢
が
よ
い

の
で
は
。
雇
用
慣
行
の
変
化
で
、
東
京
都
だ

け
の
Ｔ
Ｆ
Ｒ
（
合
計
特
殊
出
生
率
）
は
一
・

○
七
に
ダ
ウ
ン
し
て
い
る
。

日
本
で
は
、
男
性
の
終
身
雇
用
が
崩
れ
か

5４
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か
っ
て
い
る
。
低
成
長
時
代
に
は
不
適
合

で
、
男
性
の
雇
用
が
女
性
化
す
る
の
で
は
な

い
か
。

女
性
の
賃
金
所
得
が
高
い
ほ
ど
子
供
が
少

な
い
、
と
い
う
数
字
が
出
て
い
る
。
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
に
代
わ
る
保
育
所
が
必
要
で
、
税
制

八代尚宏
上智大学国際関係研究所教授

熱
メリーランド大学経済博士。ＯＥＣＤ主任エコノミ

スト、経済企画庁計画官、日本経済研究センターを

経て、1992年より現職。公共経済学および日本経済

論を専攻。現在、人口問題審議会委員。主著は『現

代日本の病理解明一教育・差別・福祉・医療の経済

学』（1980)、『結婚の経済学』（1993)、『日本的雇用

慣行の経済学』（1997）など。

上
の
扶
養
控
除
、
児
童
手
当
、
雇
用
制
度
の

見
直
し
を
す
べ
き
だ
。

少
子
化
と
い
う
の
は
社
会
制
度
の
ヒ
ズ
ミ

に
よ
っ
て
起
こ
る
も
の
で
、
結
婚
し
た
ら
得

に
な
る
社
会
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
税
制
、

年
金
、
保
障
制
度
の
充
実
な
ど
に
よ
っ
て
こ

の
ヒ
ズ
ミ
を
変
え
、
家
族
単
位
か
ら
個
人
単

位
へ
の
切
替
え
が
大
切
だ
。

今
は
女
性
が
高
学
歴
化
し
、
労
働
力
が
減

少
し
て
女
性
に
追
い
風
だ
。

こ
れ
か
ら
は
、
金
融
機
関
の
崩
壊
な
ど
で

雇
用
慣
行
が
変
化
し
、
自
分
自
身
の
能
力
を

高
め
な
い
と
い
け
な
い
。

子
供
は
、
少
な
く
産
ん
で
高
い
費
用
を
か

け
る
。
量
か
ら
質
へ
の
転
換
、
つ
ま
り
カ

ロ
ー
ラ
か
ら
ベ
ン
ツ
へ
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
か
。
私
は
出
生
率
の
低
下
は
、
子
育
て
の

時
期
に
母
親
が
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ｌ

ｌ
こ
こ
が
出
生
率
低
下
の
ポ
イ
ン
ト
だ
と

指
摘
し
た
い
。

高
齢
化
の
上
昇
に
よ
っ
て
社
会
保
障
規
模

が
拡
大
し
、
二
○
二
五
年
か
ら
経
済
成
長
が

マ
イ
ナ
ス
に
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

少
子
化
対
策
に
つ
い
て
は
、
私
は
楽
観
し
宛

て
い
る
。
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各
パ
ネ
リ
ス
ト
の
お
話
で
問
題
認
識
が
高

ま
っ
た
と
思
う
。

司
会
者
阿
藤
誠
氏

「
男
女
共
同
参
画
社
会
」
へ
の
変
革
が
必
要

阿藤賊
ID毎

国立社会保障･人ロ問題研究所副所長

ミシガン大学社会学博士。厚生省人口問題研究所人

口政策研究部長、同所長を経て、1996年より現職。

現在、東京大学客員教授、人口問題審議会委員、日

本人口学会理事。人口学および社会学を専攻。主著

は『先進国の人口問題一少子化と家族政策』（1996

編箸)、『人口問題と家族』（1997共編）など。

ｻｰﾛ,｡,･八■

雛

日
本
は
女
性
が
社
会
参
画
す
る
社
会
に

な
っ
た
。
少
子
化
時
代
の
子
育
て
、
保
育
、

愛
の
労
働
な
ど
、
誰
が
ど
の
よ
う
に
分
担
す

る
か
に
つ
い
て
の
共
通
認
識
が
そ
れ
ぞ
れ
現

れ
た
と
思
う
。

少
子
化
そ
の
も
の
は
、
社
会
の
ア
ン
バ
ラ

ン
ス
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
ど

う
対
処
す
べ
き
か
が
ポ
イ
ン
ト
だ
。

共
通
の
答
え
は
「
男
女
共
同
参
画
社
会
」

（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
イ
コ
ー
ル
・
社
会
）
へ
変

え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
と
い
う
コ

ン
セ
ン
ス
が
得
ら
れ
た
、
と
考
え
る
。

二三
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1998年３ 月３０ 曰 曰ニニューデ･３１ リー

「
Ｉ
Ｃ
Ｐ
Ｄ
・
ｌ
Ｃ
Ｐ
Ｐ
Ｄ
プ
ラ
ス
５
」
（
国
際
人

口
・
開
発
会
議
・
国
際
人
口
・
開
発
議
員
会
議
》
脳

年
カ
イ
ロ
で
開
催
）
を
テ
ー
マ
と
す
る
第
ｕ
回
人
口

と
開
発
に
関
す
る
ア
ジ
ア
国
会
議
員
代
表
者
会
議

（
Ａ
Ｐ
Ｄ
Ａ
会
議
）
が
本
年
３
月
加
曰
と
Ⅲ
曰
の
２

日
間
イ
ン
ド
・
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
で
イ
ン
ド
人
口
・
開

発
議
員
連
盟
（
ｌ
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｄ
）
の
協
力
を
得
て
開
催

さ
れ
る
。
Ａ
Ｐ
Ｄ
Ａ
会
議
が
イ
ン
ド
で
開
催
さ
れ
る

の
は
今
回
が
は
じ
め
て
で
あ
る
。
会
議
場
は
、
イ
ン

ド
国
国
会
の
別
館
会
議
場
で
、
日
本
、
中
国
を
は
じ

め
人
口
と
開
発
に
関
す
る
ア
ジ
ア
議
員
フ
ォ
ー
ラ
ム

（
Ａ
Ｆ
Ｐ
Ｐ
Ｄ
）
肥
力
国
の
代
表
、
国
連
人
口
基
金

（
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｐ
Ａ
）
、
国
際
家
族
計
画
連
盟
（
Ｉ
Ｐ
Ｐ

Ｆ
）
な
ど
国
際
機
関
が
参
加
す
る
。

イ
ン
ド
専
門
家
に
よ
る
基
調
講
演
「
人
口
問
題
の

解
決
と
持
続
可
能
な
開
発
の
達
成
ｌ
ア
ジ
ア
の
視
点

ｌ
」
が
あ
り
、
国
連
人
口
基
金
の
代
表
が
ア
ジ
ア
の

人
口
動
態
に
関
し
、
カ
イ
ロ
会
議
以
降
の
Ⅲ
持
続
可

能
な
開
発
の
視
点
か
ら
の
持
続
可
能
な
経
済
発
展
、

②
教
育
な
か
で
も
女
子
教
育
、
③
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
公

正
と
平
等
、
側
乳
児
、
子
ど
も
、
妊
産
婦
の
死
亡
率

の
低
下
、
⑤
家
族
計
画
、
性
に
関
す
る
健
康
を
含
め

た
り
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
・
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
可
能
性
の
改
善
ｌ
に
つ
い
て
評
価
の
発
表
を
行

う
。
ま
た
、
著
し
い
経
済
成
長
を
遂
げ
て
き
た
ア
ジ

ア
の
環
境
の
変
化
と
人
口
に
つ
い
て
、
イ
ン
ド
議
員

の
発
表
に
基
づ
き
討
論
を
行
う
。
本
協
会
制
作
の
ス

ラ
イ
ド
「
水
は
生
き
て
い
る
ｌ
人
口
と
水
資
源
ｌ
」

も
上
映
す
る
。

今
回
の
会
議
か
ら
は
「
ア
ジ
ア
の
食
料
安
全
保
障

と
社
会
公
正
」
を
と
り
あ
げ
マ
レ
ー
シ
ア
の
議
員
と

日
本
の
専
門
家
か
ら
問
題
提
起
を
行
い
、
逼
迫
す
る

ア
ジ
ア
の
食
料
問
題
に
つ
い
て
幅
広
く
討
議
を
行

う
。
こ
れ
は
、
１
９
９
６
年
Ⅱ
月
皿
曰
．
ｎ
日
に
ス

イ
ス
・
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
開
催
し
た
〃
国
際
食
料
安
全

保
障
・
人
口
・
開
発
議
員
会
議
〃
の
「
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

宣
言
」
に
あ
る
①
世
界
の
食
料
安
全
保
障
を
達
成
す

る
た
め
に
は
、
食
料
増
産
と
持
続
可
能
な
開
発
が
不

可
欠
の
条
件
。
経
済
効
率
性
一
辺
倒
の
視
点
を
見
直

す
べ
き
、
②
農
業
の
持
つ
多
面
的
機
能
を
重
視
す
る

べ
き
で
、
比
較
優
位
性
と
い
う
経
済
効
率
の
原
則
だ

け
で
は
不
十
分
ｌ
な
ど
を
中
心
に
討
議
し
、
引
き
続

き
、
「
新
し
い
合
理
的
基
準
を
求
め
て
」
を
テ
ー
マ
に

食
料
安
全
保
障
の
あ
り
方
に
つ
い
て
総
括
討
論
す
る
。
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【
香
港
２
日
Ⅱ
山
本
秀
也
】
世
界
人

口
の
二
割
を
抱
え
る
中
国
が
、
二

人
っ
子
政
策
」
で
知
ら
れ
る
強
制
的
な

人
口
抑
制
策
を
二
○
一
○
ご
ろ
ま
で
に
。
、

撤
廃
す
る
方
針
を
固
め
て
い
る
こ
と
力

明
ら
か
に
な
っ
た
。
人
口
政
策
の
最
高

権
威
が
中
国
の
刊
行
物
で
明
ら
か
に
し

た
も
の
で
、
急
速
な
老
齢
化
へ
の
懸
念

を
そ
の
理
由
と
し
て
い
る
が
、
人
口
抑

制
の
限
界
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ

れ
る
。

中
国
は
改
革
・
開
放
路
線
に
転
換
後

の
一
九
七
九
年
十
二
月
か
ら
一
夫
婦
あ

た
り
の
子
供
を
一
人
と
す
る
人
口
抑
制

頤
二
。
｜
罎
雛
紅
騒
鼈

に
功
う
す
ふ
ぉ
ｌ
ら
む

策
を
「
戦
略
的
な
任
務
」
に
掲
げ
、
共

産
党
・
政
府
主
導
で
強
力
に
取
り
組
ん

で
き
た
。
そ
の
後
も
政
策
の
期
限
に
つ

い
て
は
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
が
、
人
口
問
題
の
研
究
と
政
策
立
案

へ
の
助
言
に
あ
た
る
中
国
社
会
科
学
院

人
口
研
究
所
の
田
雪
原
所
長
が
、
中
華

全
国
帰
国
華
僑
連
合
会
の
定
期
刊
行
物

「
中
華
英
才
」
（
九
月
十
六
日
号
）
で

そ
の
点
に
言
及
し
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
田
所
長
は
八
○
年

三
月
か
ら
五
月
に
党
中
央
が
政
府
、
学

識
経
験
者
約
六
十
人
を
招
い
て
開
い
た

高
度
な
政
策
検
討
の
内
容
を
引
用
し
た

あ
と
、
「
一
人
っ
子
政
策
」
が
長
期
に

及
ぶ
こ
と
で
人
口
構
成
が
逆
ピ
ラ
ミ
ッ

ド
型
の
老
齢
化
社
会
に
な
る
危
険
を
指

摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
政
策
を
続

け
る
期
間
を
二
十
五
年
程
度
と
し
、

「
最
長
で
も
二
○
一
○
年
を
超
え
る
べ

き
で
は
な
い
」
と
提
言
し
た
。

田
所
長
は
「
こ
の
提
案
は
当
時
絶
対

多
数
の
同
志
の
同
意
を
得
た
だ
け
で
な

く
、
現
実
の
人
口
政
策
の
一
部
と
な
っ

た
。
各
省
、
市
、
区
の
計
画
出
産
条
例

で
は
、
双
方
と
も
一
人
っ
子
同
士
が
結

婚
す
る
場
合
、
二
人
の
子
供
を
産
ん
で

よ
い
と
規
定
し
て
い
る
」
と
語
っ
た
。

地
方
レ
ベ
ル
で
は
、
実
際
に
一
人
っ

子
同
士
の
夫
婦
や
少
数
民
族
な
ど
二

人
っ
子
政
策
」
に
例
外
規
定
を
設
け
て

お
り
、
田
所
長
の
発
言
を
裏
付
け
て
い

る
。社
会
科
学
院
は
理
工
系
の
中
国
科
学

院
と
と
も
に
旧
ソ
連
の
科
学
ア
カ
デ

ミ
ー
を
模
し
た
研
究
機
関
で
、
政
策
決

定
に
関
係
し
た
高
度
な
内
容
を
扱
う
こ

と
で
知
ら
れ
て
い
る
。

今
回
の
田
所
長
の
発
言
は
、
北
京
で

人
口
問
題
を
扱
う
国
際
会
議
が
開
か
れ

る
の
を
前
に
、
政
府
系
団
体
の
刊
行
物

を
通
じ
て
政
策
の
メ
ド
を
公
表
し
た
も

の
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。

・
中
国
・
一
人
っ
子
政
策
撤
廃

・
中
国
・
一
人
っ
子
政
策
堅
持

・
９
万
人
が
餓
死
の
恐
れ
…
…

・
高
齢
豆
知
識
Ⅱ
高
齢
化
率
他

・
岐
路
に
立
つ
人
ロ
政
策
…
…

・
職
場
の
育
児
支
援
制
度
拡
充

・
農
家
戸
数
最
低
の
三
一
一
一
四
万

・
印
度
貧
困
撲
滅
へ
女
性
教
育

・
高
齢
者
就
労
意
欲
欧
米
以
上

・
ピ
ル
条
件
付
き
で
解
禁
容
潔

・
働
く
女
性
の
出
生
率
増
…
…

・
米
作
異
常
時
に
収
入
保
険
制

・
サ
ウ
ジ
、
人
口
急
増
に
悩
む

・
妊
婦
と
乳
児
の
死
亡
率
増
…

・
出
生
率
回
復
後
は
人
口
静
止

・
中
国
で
も
エ
イ
ズ
感
染
者
…

・
介
腫
、
保
険
料
の
負
担
２
兆
円

・
介
護
保
険
法
が
成
立
…
…
…

。
「
ピ
ル
で
環
境
に
悪
影
響
」

・
任
意
拠
出
金
削
減
率
が
縮
小

叙じ
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こゅ－する､お－らむ

【
北
京
咀
日
Ⅱ
中
津
幸
久
】
中
国
の

二
人
っ
子
」
政
策
を
担
当
す
る
国
家

計
画
出
産
委
員
会
の
王
国
強
・
政
策
法

規
局
長
は
、
十
六
日
付
の
英
字
紙
チ
ャ

イ
ナ
・
デ
イ
リ
ー
に
掲
載
さ
れ
た
会
見

記
事
の
中
で
、
こ
の
政
策
が
「
近
い
将

来
、
変
わ
る
こ
と
は
な
い
」
と
明
言
し

た
。

一
部
の
外
国
マ
ス
コ
ミ
が
最
近
、

「
一
人
っ
子
同
士
が
結
婚
す
る
場
合
、

二
人
目
の
子
供
を
持
つ
こ
と
が
認
め
ら

れ
た
」
な
ど
と
報
じ
、
同
政
策
が
撤
廃

さ
れ
る
と
の
観
測
も
出
て
い
た
。

王
局
長
は
、
一
人
っ
子
同
士
の
夫
婦

中
国
の
「
一
人
っ
子
政
策
」
は
避
妊

措
置
の
奨
励
な
ど
保
健
政
策
と
一
人
っ

子
家
庭
へ
の
経
済
的
な
優
遇
を
軸
に
進

め
ら
れ
た
が
、
末
端
で
は
避
妊
、
中
絶

の
強
制
と
い
っ
た
行
き
過
ぎ
が
あ
り
、

西
側
か
ら
「
人
権
問
題
」
と
し
て
批
判

を
受
け
て
い
た
。
ま
た
、
政
策
の
綱
を

逃
れ
た
ヤ
ミ
人
口
が
で
た
り
、
農
村
部

で
は
村
の
幹
部
が
襲
わ
れ
る
な
ど
の
社

囲
二
際
艀
輌
織
譲
が
黒

に
第
二
子
を
認
め
る
こ
と
は
「
政
策
の

変
更
で
は
な
く
、
規
定
路
線
の
一
部
」

と
し
、
地
方
レ
ベ
ル
で
制
定
さ
れ
て
い

る
計
画
出
産
条
例
は
す
べ
て
、
そ
う
う

た
っ
て
い
る
と
指
摘
。
一
人
っ
子
同
士

の
夫
婦
は
九
○
年
以
前
は
珍
し
か
っ
た

た
め
、
こ
れ
に
気
づ
い
た
国
民
が
少
な

か
っ
た
だ
け
だ
と
し
て
い
る
。

｜
人
っ
子
政
策
は
七
九
年
か
ら
全
土

で
推
進
さ
れ
、
そ
の
後
の
人
口
増
加
率

は
八
七
年
の
一
・
六
六
％
を
ピ
ー
ク

に
、
昨
年
の
一
・
○
四
％
に
ま
で
低

下
。
人
口
は
そ
れ
で
も
、
昨
年
末
に
は

十
二
億
二
千
三
百
万
人
に
達
し
、
来
世

会
問
題
を
招
い
て
い
た
。

中
国
の
人
口
増
加
率
は
九
六
年
で
一

・
○
四
二
％
。
出
生
率
は
二
人
っ
子

政
策
」
開
始
か
ら
最
低
の
一
・
六
九
八

％
に
低
下
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ

で
も
現
在
十
二
億
人
の
中
国
人
口
は
来

世
妃
半
ば
に
十
六
億
人
程
度
に
ま
で
増

え
る
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。

（
産
経
新
聞
一
九
九
七
・
十
・
三
）

【
ジ
ャ
カ
ル
タ
ロ
日
Ⅱ
吉
村
文
成
】

東
南
ア
ジ
ア
各
国
を
苦
し
め
た
煙
霧
の

陰
で
、
長
期
の
干
ば
つ
に
よ
る
飢
饅

紀
半
ば
に
は
十
六
億
人
に
な
る
と
の
見

方
も
あ
る
。

同
局
長
は
、
都
市
部
で
は
一
人
っ
子

政
策
が
受
け
入
れ
ら
れ
、
農
村
部
で
も

四

９
万
人
が
餓
死
の
恐
れ

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
長
期
干
ば
つ
で

蕊
卜鑓麟フ

島

（
き
き
ん
）
の
恐
れ
が
、
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
各
地
に
広
が
っ
て
い
る
。
イ
リ
ア
ン

ジ
ャ
ャ
（
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
島
南
部
）
の

山
岳
地
帯
で
、
す
で
に
四
百
四
十
五
人

が
栄
養
失
調
な
ど
が
原
因
で
亡
く
な
っ

た
ほ
か
、
ジ
ャ
ワ
島
中
部
、
ス
ラ
ウ
ェ

シ
島
中
部
な
ど
か
ら
深
刻
な
食
糧
不
足

が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

飢
鐘
が
最
も
深
刻
な
の
は
、
イ
リ
ア

ン
ジ
ャ
ャ
の
山
岳
地
帯
だ
。
ジ
ャ
ャ
ビ

ジ
ャ
ヤ
県
の
ウ
ェ
ナ
ス
県
長
に
よ
る

と
、
こ
の
地
域
の
人
々
が
主
食
に
し
て

い
る
ヤ
ム
イ
モ
は
ほ
ぼ
全
滅
し
た
。
貯

蔵
も
底
を
つ
き
、
次
の
植
え
付
け
を

行
っ
て
も
収
穫
ま
で
八
カ
月
は
か
か

る
。
救
援
活
動
が
ス
ム
ー
ズ
に
進
ま
な

け
れ
ば
、
｜
、
二
カ
月
以
内
に
約
九
万

人
が
餓
死
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
。

救
援
活
動
は
九
月
下
旬
か
ら
始
ま
つ

生
活
水
準
の
向
上
に
伴
い
少
子
化
が
進

ん
で
い
る
と
し
、
一
人
っ
子
政
策
堅
持

の
姿
勢
を
強
調
し
て
い
る
。

（
読
売
新
聞
一
九
九
七
・
十
・
十
七
）

５９



た
。
し
か
し
、
現
場
が
標
高
約
二
千
腕

の
急
し
ゅ
ん
な
山
岳
地
帯
の
た
め
、
物

資
は
空
か
ら
し
か
届
け
ら
れ
な
い
。
森

林
火
災
に
よ
る
煙
霧
や
燃
料
不
足
で
航

空
機
や
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
が
飛
び
立
て

ず
、
一
日
に
三
十
上
ハ
ト
ン
の
コ
メ
が
必
要

と
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
六
日

ま
で
に
計
二
十
八
少
が
供
給
で
き
た
だ

け
と
い
う
。

村
落
や
農
地
が
山
林
火
災
に
巻
き
込

ま
れ
、
最
後
の
食
料
で
あ
る
ブ
タ
が
焼

か
れ
た
ケ
ー
ス
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

ス
ラ
ウ
ェ
シ
島
中
部
か
ら
も
栄
養
失

調
に
よ
る
死
亡
が
伝
え
ら
れ
た
。

ジ
ャ
ワ
島
中
部
の
米
作
地
帯
で
は
、

か
ん
が
い
用
水
路
の
水
が
な
く
な
り
、

ひ
び
割
れ
た
農
地
が
広
い
範
囲
に
広

が
っ
て
い
る
。

山
林
火
災
に
見
舞
わ
れ
た
カ
リ
マ
ン

タ
ン
（
ボ
ル
ネ
オ
島
南
部
）
や
ス
マ
ト

ラ
島
で
も
、
多
く
の
農
民
が
水
不
足
か

ら
耕
作
で
き
な
い
で
い
る
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
一
九
八
四
年
に
食

糧
自
給
を
達
成
し
た
。
今
年
も
、
目
標

を
数
パ
ー
セ
ン
ト
は
下
回
る
に
し
て
も

自
給
は
維
持
で
き
る
、
と
い
う
の
が
政

府
の
立
場
だ
。
し
か
し
、
あ
る
外
交
官

は
「
太
陽
と
雨
量
に
恵
ま
れ
た
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
は
、
穀
物
が
で
き
な
い
年
で

◆
高
齢
化
率

総
務
庁
が
発
表
し
た
９
月
晦
日
現
在

の
我
が
国
の
高
齢
者
人
口
（
推
計
値
）

は
、
千
九
百
七
十
三
万
人
で
、
総
人
口

に
占
め
る
割
合
（
高
齢
化
率
）
は
胆
．

６
％
・
平
成
９
年
版
厚
生
白
書
に
よ
る

と
、
欧
州
主
要
国
の
妬
年
の
高
齢
化
率

は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ロ
・
３
％
、
イ
ギ
リ

ス
旧
・
８
％
な
ど
で
、
日
本
を
上
回
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
は
猛
ス
ピ
ー

ド
で
高
齢
化
が
進
ん
で
お
り
、
厚
生
省

の
「
将
来
推
計
人
口
」
は
、
高
齢
化
率

も
、
森
や
川
で
何
か
の
食
べ
物
が
手
に

入
る
の
が
自
慢
だ
っ
た
。
今
年
ほ
ど
大

規
模
な
”
飢
餓
〃
の
報
告
は
聞
い
た
こ

と
が
な
い
」
と
話
し
た
。

（
朝
日
新
聞
一
九
九
七
・
十
・
十
八
）

図

豆知識

｢高齢化率」

｢老後の不安」

｢介護」

が
二
○
○
六
年
に
は
別
％
を
超
え
、
さ

ら
に
二
○
五
○
年
に
は
約
３
人
に
１
人

が
高
齢
者
と
い
う
「
世
界
一
の
老
人
大

国
」
に
な
る
と
予
測
し
て
い
る
。

◆
老
後
の
不
安

読
売
新
聞
が
８
月
に
行
っ
た
世
論
調

査
で
、
「
自
分
の
老
後
の
生
活
に
不
安

を
感
じ
て
い
る
」
と
答
え
た
人
は
田
％

に
の
ぼ
っ
た
。
「
感
じ
て
い
る
」
人
に

そ
の
理
由
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
「
年
金

だ
け
で
生
活
で
き
な
い
」
が
男
女
と
も

に
半
数
を
超
え
た
。
厚
生
省
の
調
査
で

は
、
公
的
年
金
と
恩
給
が
高
齢
者
世
帯

の
所
得
に
占
め
る
割
合
（
朗
年
）
は
別

・
８
％
・
給
付
水
準
の
引
き
下
げ
も
含

め
た
年
金
制
度
の
抜
本
的
見
直
し
が
議

論
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
幻
世
紀
に
は

労
働
力
人
口
の
総
数
の
減
少
が
予
想
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
高
齢
者
の
雇
用
の
受

地
球
の
人
ロ
は
現
在
、
記
憶
５
０
０

０
万
人
。
皿
億
を
超
え
る
中
国
で
は

「
一
人
っ
子
政
策
」
を
施
行
し
て
約
加

年
、
人
口
増
加
率
は
鈍
っ
た
が
、
高
齢

囮

岐
路
に
立
つ
政
策
を
大
国
に
見
る

Ｉ
悩
み
尽
き
な
い
人
ロ
の
増
減
Ｉ

け
皿
整
備
が
課
題
に
な
っ
て
い
る
。

◆
介
護

厚
生
省
で
は
「
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
必

要
と
す
る
人
だ
れ
も
が
、
自
立
に
必
要

な
サ
ー
ビ
ス
を
身
近
に
手
に
入
れ
る
こ

と
の
で
き
る
体
制
の
構
築
」
を
目
指
し

て
、
新
ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
（
高
齢
者
保

健
福
祉
推
進
十
か
年
戦
略
）
を
策
定
し

た
。
し
か
し
、
期
限
の
冊
年
度
の
数
値

目
標
に
対
す
る
鯛
年
度
末
時
点
の
達
成

率
（
全
国
平
均
）
は
、
在
宅
看
護
の
支

援
体
制
で
い
ず
れ
も
６
割
を
下
回
る
な

ど
、
整
備
の
遅
れ
が
目
立
つ
。
こ
の
た

め
、
同
プ
ラ
ン
の
事
業
達
成
を
前
提

に
、
二
○
○
○
年
度
か
ら
の
開
始
が
予

定
さ
れ
て
い
る
介
護
保
険
に
つ
い
て

は
、
効
率
的
な
運
用
を
疑
問
視
す
る
声

も
あ
る
。

（
読
売
新
聞
一
九
九
七
・
十
。
十
八
）

化
社
会
の
問
題
が
浮
上
し
て
き
た
。
貧

困
と
宗
教
的
理
由
か
ら
産
児
制
限
を
し

に
く
い
イ
ン
ド
は
、
こ
の
ま
ま
だ
と
来

世
紀
半
ば
に
は
中
国
を
抜
き
世
界
一
の
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こゆ－すふぉ－らむ

「
農
村
で
は
今
も
女
の
赤
ん
坊
を
殺

す
者
が
い
る
。
男
の
子
を
望
む
あ
ま
り

の
選
択
だ
。
法
に
照
ら
し
て
特
に
悪
い

こ
と
と
考
え
な
い
。
家
族
の
問
題
だ
か

『
ｂ
」

人
□
大
国
に
な
る
。
一
方
、
日
本
や
北

欧
は
少
子
化
に
伴
う
福
祉
政
策
の
見
直

Ｉ
ｌ
ｉ

中国
一

一

曲
が
り
角
の
一
人
っ
子
政
策

珀
日
、
北
京
で
開
か
れ
た
第
羽
回
国

際
人
口
科
学
大
会
。
西
安
交
通
大
学
女

性
学
研
究
所
の
朱
楚
珠
教
授
（
女
性
）

の
発
言
だ
。
女
児
の
「
間
引
き
」
を
指

摘
す
る
声
が
国
内
か
ら
も
公
然
と
出
始

し
が
焦
点
と
な
っ
て
い
る
。
子
供
の
多

い
国
の
問
題
に
迫
っ
た
。

Ｊ
、
夕
、
ｆ
も
ｆ
■
Ｐ

多くの児童たちを並ばせるのに必至の北京市内の小学校教師。
「一人っ子政策」の施行で子供の数は減っている＝ロイター

「
４
．
２
．
１
」
。
昨
年
末
現
在
、
人

口
皿
億
２
３
８
９
万
人
（
香
港
特
別
行

政
区
を
除
く
）
と
、
世
界
の
総
人
口
の

ｎ
％
を
占
め
る
中
国
で
こ
ん
な
表
現
が

使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
ま
ま

産
児
制
限
二
人
っ
子
政
策
）
を
守
っ

て
い
く
と
、
｜
祖
父
母
４
人
に
親
は
２

人
、
そ
し
て
子
供
は
１
人
一
が
一
般
的

な
モ
デ
ル
に
な
る
。
「
４
．
２
．
１
」

は
現
実
化
す
る
高
齢
化
社
会
へ
の
警
鐘

と
も
い
え
る
わ
け
だ
。

し
れ
な
い
。

め
た
。
中
国
の
男
女
別
人
口
比
率
は

「
女
１
０
０
人
に
対
し
、
男
１
０
６

人
」
と
試
算
す
る
英
国
人
学
者
も
い

る
。「
男
児
信
奉
」
が
続
く
農
村
へ
行
け

ば
、
名
前
も
戸
籍
も
な
い
女
児
に
出
会

う
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
生
ま
れ
た
の

が
女
の
子
だ
と
分
か
り
、
母
親
が
悲
観

し
て
自
殺
し
た
り
、
父
親
が
蒸
発
す
る

ケ
ー
ス
も
伝
わ
る
。

だ
が
、
中
国
当
局
に
と
っ
て
も
っ
と

厄
介
な
の
は
急
速
に
進
む
高
齢
化
か
も

福
祉
社
会
・
北
欧
で
は
少
子
化
、
高

齢
化
の
傾
向
は
顕
著
だ
。
ス
ウ
ェ
ー
デ

１
北欧
一

一

産
む
意
欲
そ
ぐ
若
年
層
の
失
業

実
際
、
国
家
計
画
生
育
委
員
会
の
試

算
で
は
、
妬
歳
以
上
は
昨
年
、
７
８
２

５
万
人
で
人
口
の
６
．
４
％
だ
っ
た
の

が
、
２
０
１
０
年
に
は
１
億
１
１
３
６

万
人
、
８
．
２
％
と
な
る
。

都
市
部
で
は
す
で
に
二
人
っ
子
同

士
の
夫
婦
で
許
可
を
得
た
場
合
に
限

り
、
２
人
目
を
産
ん
で
よ
い
一
と
の
改

定
策
を
出
し
て
い
る
が
、
養
老
保
険
へ

の
加
入
が
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
る
現
実

か
ら
す
る
と
、
「
老
後
の
不
安
」
は
中

国
人
自
身
が
一
番
感
じ
て
い
る
の
だ
る

－
つ
ｃ一
方
で
「
人
口
爆
発
」
へ
の
危
機
感

は
強
い
。
自
然
増
加
率
は
１
９
７
０
年

の
弱
・
閉
％
か
ら
昨
年
は
ｍ
・
蛇
％
に
減

少
し
て
い
る
と
は
い
え
、
今
世
紀
中
は

旧
億
人
に
、
２
０
４
０
年
代
に
は
胴
億

人
以
内
に
抑
え
る
の
が
当
面
の
国
家
目

標
だ
。
重
い
課
題
で
あ
る
人
口
抑
制

に
、
根
強
い
「
男
性
優
位
一
の
考
え
や

高
齢
化
の
進
行
が
加
わ
り
、
中
国
の
人

口
政
策
は
難
し
い
局
面
に
立
た
さ
れ
て

い
る
。

【
北
京
・
飯
田
和
郎
】
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ン
（
人
口
８
８
３
万
人
）
の
場
合
、
女

性
１
人
当
た
り
の
平
均
子
供
数
は
、
１

９
８
０
年
代
前
半
の
１
．
６
人
が
、
加

年
に
は
２
．
ｕ
人
に
上
昇
。
保
育
所
増

設
、
育
児
手
当
の
充
実
な
ど
「
子
供
に

優
し
い
社
会
」
に
向
け
た
政
策
の
成
果

だ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
以
降
は
出
生
率

が
下
落
。
日
本
（
鮨
年
で
ｌ
・
蛇
人
）

ほ
ど
で
は
な
い
が
、
昨
年
は
１
・
田
人

ま
で
下
が
っ
た
。
原
因
は
不
況
だ
。

加
年
代
初
頭
に
２
～
３
％
だ
っ
た
失

業
率
が
最
近
８
％
台
を
推
移
。
特
に
若

年
層
の
失
業
率
が
高
く
、
「
若
い
男
女

が
子
供
を
持
つ
意
欲
を
、
不
況
が
奪
い

つ
つ
あ
る
」
（
同
国
政
府
）
状
況
だ
。

一
方
で
、
開
歳
以
上
が
人
口
に
占
め
る

割
合
は
、
帥
年
代
の
皿
％
前
後
か
ら
卯

年
代
に
は
旧
％
に
上
昇
。
２
０
２
０
年

に
は
約
ｎ
％
ま
で
増
え
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
政
府
も
大
幅
な
年
金
制

度
の
改
革
に
乗
り
出
し
た
。
こ
れ
ま
で

年
金
は
、
各
人
の
生
涯
で
最
も
稼
ぎ
が

多
か
っ
た
旧
年
間
の
賃
金
の
平
均
を
支

払
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
朗
年
か
ら

は
、
生
涯
に
払
っ
た
保
険
料
と
利
子
を

平
均
余
命
で
割
っ
た
分
が
支
払
わ
れ

る
。
平
均
余
命
が
伸
び
る
ほ
ど
、
年
金

が
減
る
仕
組
み
だ
。

他
の
北
欧
諸
国
も
同
じ
よ
う
な
悩
み

を
抱
え
て
い
る
が
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
（
人

口
４
３
７
万
人
）
だ
け
は
少
々
事
情
が

異
な
る
。

同
国
も
、
船
年
に
は
約
蛆
万
５
０
０

０
人
だ
っ
た
０
～
６
歳
児
の
数
が
２
０

５
０
年
に
は
い
万
人
以
下
に
な
る
と
予

測
さ
れ
、
少
子
化
傾
向
に
あ
る
。
師
歳

以
上
の
人
ロ
は
、
昨
年
の
兜
万
人
か
ら

２
０
５
０
年
に
は
１
０
４
万
人
と
大
幅

増
加
が
見
込
ま
れ
、
年
金
予
算
も
増
加

の
一
途
。
だ
が
、
刀
年
代
に
大
陸
棚
で

「
人
口
抑
制
の
た
め
に
闘
っ
て
一
・
イ

ン
ド
の
グ
ジ
ュ
ラ
ル
首
相
が
先
月
末
、

◆世界の人口大国◆

①中国１２億2389万人

②インド ９億5000万人

③米国２億7000万人

④インドネシア２億300万人

⑤ブラジル１億6300万人

日本１億2500万人

◆世界の少子化国◆

①イタリア1.19

②スペイン１．２２

③ドイツ1.30

③エストニア１．３０

③スロペニア1.30

日本１．４２

「世界人ロ白書」より。少子化国の数

値は、合計特殊出生率（１人の女性が

一生の間に産む子供の平均数)。

インド

貧
困
と
宗
教
足
か
せ
で
、
ス
ト
ッ
プ

１

油
田
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
恩
恵
で
比
較

的
、
危
機
感
は
薄
い
。

同
国
政
府
の
ヤ
ッ
ヶ
ル
ン
広
報
官
に

よ
る
と
、
最
近
、
こ
れ
ま
で
６
～
７
歳

だ
っ
た
小
学
校
へ
の
入
学
年
齢
を
１
歳

繰
り
下
げ
た
。
子
供
た
ち
を
午
後
５
時

ま
で
学
校
が
預
か
る
制
度
も
確
立
、
幼

稚
園
の
数
も
増
や
し
た
。
同
広
報
官
は

「
親
が
安
心
し
て
働
け
る
制
度
を
作

り
、
子
供
を
持
つ
こ
と
の
重
要
性
を
訴

え
て
い
る
」
と
話
し
て
い
る
。

【
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
・
福
原
直
樹
】

ビ
ハ
ー
ル
な
ど
北
部
４
州
の
州
首
相
に

異
例
の
私
信
を
出
し
て
い
た
こ
と
が
、

先
日
の
地
元
紙
で
報
じ

ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は
イ

ン
ド
で
ト
ッ
プ
４
に
ラ

ン
ク
さ
れ
る
”
多
産

州
“
。
合
わ
せ
る
と
イ

ン
ド
の
総
人
口
９
億
５

０
０
０
万
人
の
４
割
を

占
め
る
。
現
在
の
増
加

率
で
推
移
す
れ
ば
、
イ

ン
ド
は
２
０
４
０
年
に

は
世
界
一
の
人
口
大
国

に
な
る
と
い
う
。

イ
ン
ド
で
は
悪
名
高
い
産
児
制
限
の

歴
史
が
あ
る
。
イ
ン
デ
ィ
ラ
・
ガ
ン

ジ
ー
政
権
は
、
１
９
７
５
年
か
ら
万
年

に
か
け
て
「
貧
困
追
放
」
を
掲
げ
、

「
強
制
断
種
」
を
実
施
し
た
。
そ
の
数

約
１
０
０
０
万
人
。
男
性
に
は
パ
イ
プ

カ
ッ
ト
（
精
管
切
除
）
が
行
わ
れ
た
。

北
部
州
の
貧
困
層
が
主
な
対
象
と
な

り
、
そ
の
反
発
か
ら
暴
動
に
も
発
展
。

政
権
崩
壊
の
大
き
な
要
因
に
な
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
苦
い
経
験
を
経
て
も
、
帥

年
代
ま
で
は
、
父
母
と
子
供
の
似
顔
絵

に
「
子
供
は
２
人
ま
で
」
の
標
語
が
書

か
れ
た
商
品
や
看
板
、
パ
ス
な
ど
が
街

に
あ
ふ
れ
て
い
た
。

今
、
そ
ん
な
標
語
は
ほ
と
ん
ど
見
か

け
な
い
。
「
Ⅲ
年
か
ら
の
経
済
自
由
化

で
豊
か
に
な
り
、
人
口
増
加
に
対
す
る

楽
観
ム
ー
ド
が
広
が
っ
た
」
と
指
摘
す

る
声
も
あ
る
。
都
市
部
で
は
確
か
に
少

子
化
が
進
ん
で
い
る
が
、
国
土
の
約
７

割
を
占
め
る
農
村
部
で
は
事
情
は
ほ
と

ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
貧
困
と
宗
教
が
足

か
せ
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

人
口
の
約
即
％
を
占
め
る
ヒ
ン
ズ
ー

教
徒
、
特
に
貧
困
層
は
同
じ
カ
ー
ス
ト

内
で
相
互
扶
助
す
る
側
面
が
強
く
、
仲
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ｌ
中
国
が
二
人
っ
子
政
策
」
を

一
部
緩
和
し
た
。

鈴
木
氏
中
国
が
二
人
っ
子
政

策
」
を
開
始
し
た
の
は
１
９
７
９
年
。

当
時
は
２
０
０
０
年
時
点
で
人
口
は
ｎ

億
に
抑
え
、
１
人
当
た
り
の
Ｇ
Ｎ
Ｐ

（
国
民
総
生
産
）
を
１
０
０
０
が
に
し

よ
う
と
い
う
目
標
の
下
、
１
世
代
限
り

と
い
う
条
件
で
始
め
た
。
経
済
発
展
で

世
界
の
人
ロ
問
題
に
詳
し
い
家
族
計

画
国
際
協
力
財
団
（
ジ
ョ
イ
セ
フ
）
の

鈴
木
良
一
・
広
報
部
長
に
中
国
、
イ
ン

ド
の
産
児
制
限
政
策
、
日
本
の
少
子
化

問
題
な
ど
に
つ
い
て
聞
い
た
。【
内
田
達
也
】

間
は
多
い
方
が
心
強
い
。
ま
た
、
子
供

は
貴
重
な
「
稼
ぎ
手
」
だ
。

イ
ス
ラ
ム
教
徒
（
約
人
口
の
ｎ
％
）

は
宗
教
的
理
由
か
ら
産
児
制
限
に
は
消

極
的
。
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
に
比
べ
貧
困
層

の
割
合
が
大
き
く
、
出
生
率
も
大
き
く

上
回
る
。
少
数
派
ゆ
え
に
、
人
口
増
加

志
向
す
ら
あ
る
と
い
う
。

Ｉ

家
族
計
画
国
際
協
力
財
団
鈴
木
良
一
氏
に
聞
く

曰
本
は
少
子
化
に
合
う
政
策
を

厚
相
の
諮
問
機
関
の
人
口
問
題
審
議

会
（
会
長
。
宮
沢
健
二
橋
大
名
誉
教

授
）
は
二
十
一
日
、
少
子
高
齢
社
会
の

巨
大
な
人
口
を
養
っ
て
い
く
力
が
つ

き
、
自
信
が
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
だ

と
分
析
し
て
い
る
。

ｌ
イ
ン
ド
は
な
ぜ
産
児
制
限
が
で

き
な
い
の
か
。

鈴
木
氏
イ
ン
ド
は
宗
教
、
国
内
格

差
な
ど
複
雑
で
、
ご
く
一
部
の
エ
リ
ー

「
経
済
発
展
と
、
そ
れ
に
伴
う
教
育

の
普
及
に
頼
る
し
か
な
い
の
で
は
」

（
あ
る
社
会
学
者
）
。
都
市
部
で
み
ら

れ
る
人
口
問
題
へ
の
楽
観
ム
ー
ド
は
、

こ
う
し
た
悲
観
論
の
裏
返
し
か
も
し
れ

な
い
。

【
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
・
春
日
孝
之
】

囮

職
場
の
育
児
支
援
制
度
拡
充
求
め
る

少
子
化
歯
止
め
／
働
く
女
性
サ
ポ
ー
ト

問
題
点
や
改
善
策
に
つ
い
て
の
報
告
書

「
少
子
化
に
関
す
る
基
本
的
考
え
方
に

つ
い
て
」
を
ま
と
め
た
。
二
十
七
日
の

ト
が
経
済
的
な
利
益
を
受
け
て
い
る
。

地
域
的
に
も
出
生
率
が
高
い
州
と
低
い

州
の
差
は
大
き
い
。
イ
ン
デ
ィ
ラ
・
ガ

ン
ジ
ー
政
権
の
「
強
制
断
種
」
政
策
の

失
敗
の
後
は
、
政
府
も
産
児
制
限
政
策

を
導
入
で
き
な
い
で
い
る
。

ｌ
日
本
で
は
少
子
化
社
会
に
伴
う

問
題
が
い
ろ
い
ろ
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

鈴
木
氏
政
治
家
は
人
口
が
減
る
こ

と
を
極
端
に
恐
れ
る
。
年
金
制
度
の
崩

壊
や
医
療
保
険
な
ど
の
負
担
増
が
懸
念

さ
れ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
子
供
を
産

む
と
い
う
個
人
の
意
識
に
は
介
入
で
き

な
い
。
生
ま
れ
て
も
い
な
い
子
供
に
現

在
の
制
度
維
持
を
期
待
す
る
ば
か
り
で

は
行
政
の
貧
困
だ
。
子
供
が
少
な
け
れ

ば
少
な
い
な
り
に
ど
う
や
っ
て
社
会
政

策
を
進
め
て
い
く
か
と
い
う
中
長
期
的

政
策
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
だ
。

（
毎
日
新
聞
一
九
九
七
・
十
・
二
十
）

報
告
書
で
は
、
近
年
の
出
生
数
減
少

の
結
果
、
十
五
’
六
十
四
歳
の
「
生
産

年
齢
人
口
」
が
平
成
七
年
（
八
千
七
百

万
人
）
を
頂
点
に
減
少
に
転
じ
て
い
る

ほ
か
、
十
年
後
の
平
成
十
九
年
に
は

「
総
人
口
一
も
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
そ
の

後
は
減
少
し
て
い
く
と
み
て
い
る
。

人
口
の
高
齢
化
は
一
層
進
み
、
平
成

六
十
二
（
二
○
五
○
）
年
に
は
六
十
五

歳
以
上
の
高
齢
者
が
全
人
口
に
占
め
る

割
合
は
三
割
を
超
え
る
と
見
込
ん
で
い

る
。少
子
化
の
経
済
的
影
響
と
し
て
報
告

書
は
、
①
労
働
生
産
性
の
伸
び
悩
み
で

経
済
成
長
が
鈍
化
す
る
②
現
役
世
代
の

社
会
保
障
費
の
負
担
が
増
え
、
国
民
負

審
議
会
で
正
式
に
決
め
る
。
報
告
書
に

よ
る
と
、
人
口
減
少
に
歯
止
め
を
か
け

る
に
は
、
男
女
と
も
に
仕
事
と
子
育
て

を
両
立
で
き
る
社
会
構
造
を
作
る
必
要

が
あ
り
、
保
育
制
度
の
充
実
、
在
宅
勤

務
な
ど
職
場
の
育
児
支
援
制
度
拡
充
を

求
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
男
女
共
同

参
画
社
会
」
の
実
現
の
た
め
に
は
、
男

性
に
も
家
事
・
育
児
の
分
担
が
必
要
だ

と
強
調
し
て
い
る
。

人
ロ
問
題
審
が
報
告
書
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担
率
が
五
○
％
を
超
え
る
③
現
役
世
代
か
わ
ら
ず
、
企
業
側
に
は
「
男
は
仕
本
型
雇
用
シ
ス
テ
ム
も
見
直
す
べ
き
だ
多
様
化
な
ど
、
子
育
て
し
や
す
い
働
き

方
や
、
延
長
保
育
な
ど
保
育
サ
ー
ビ
ス

の
手
取
り
収
入
の
低
迷
で
消
費
が
伸
び
事
、
女
は
家
事
。
育
児
」
と
い
っ
た
役
と
し
て
い
る
。

悩
む
Ｉ
と
推
測
し
、
「
人
口
減
少
社
割
分
業
意
識
や
、
蒙
塵
よ
り
も
仕
事
さ
ら
に
、
育
児
休
業
制
度
の
充
実
の
充
実
を
求
め
て
い
る
．

会
」
対
策
が
急
務
で
あ
る
こ
と
を
強
調
最
優
先
」
な
ど
の
労
働
慣
行
が
根
強
く
在
宅
勤
務
や
職
住
接
近
型
の
サ
テ
ラ
ィ
（
産
経
新
聞
一
九
九
七
。
十
・
二
十
一
一
）

残
り
、
「
男
性
の
家
事
・
育
児
へ
の
参
加
卜
・
オ
フ
ィ
ス
勤
務
、
就
業
コ
ー
ス
の

そ
の
う
え
で
、
少
子
化
の
要
因
に
っ
を
、
阻
ん
で
い
る
」
と
強
調
し
て
い
る
。

騨
鮒
鰯
繊
》
灘
騨
灘
繍
皿
貧
困
蕊
璽
繩
Ⅷ
澗
鯆
制
狙
う

外
出
生
比
率
も
日
本
で
は
一
％
程
度
で
時
間
外
の
長
い
拘
束
時
間
の
弊
害
の
解

あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
梢
を
求
め
て
い
る
。
ま
た
、
結
婚
・
出
九
一
年
の
自
由
化
以
降
、
イ
ン
ド
は
家
の
一
一
階
。
高
級
官
僚
の
未
亡
人
ニ
ル

ま
た
、
本
格
的
に
仕
事
に
取
り
組
も
産
退
職
の
慣
行
、
終
身
雇
用
制
、
年
功
経
済
成
長
で
注
目
さ
れ
、
一
一
億
人
と
も
マ
ラ
さ
ん
は
一
一
一
畳
ほ
ど
の
狭
い
自
室
で

う
と
す
る
女
性
が
増
え
て
い
る
に
も
か
賃
金
制
な
ど
女
性
の
就
業
を
妨
げ
る
日
い
わ
れ
る
中
間
層
が
消
費
の
担
い
手
と
十
五
人
ほ
ど
の
女
の
子
に
ヒ
ン
ズ
ー
語

１
口
１
１
１
…
…
…
…
■
…

万
九
千
人
で
、
戦
後
最
低
を
記
録
し
し
か
し
、
三
億
人
を
超
す
世
界
最
大
の
庭
の
子
供
た
ち
を
無
料
で
教
え
る
イ
ン

囲録》》》》｛田俔諏一一・』》職蝿鍛舟榊（擬》職制
な
り
、
前
年
よ
り
○
・
八
ポ
イ
ン
ト
上
性
た
ち
も
地
位
向
上
の
た
め
の
教
育
の
ロ
ッ
プ
ァ
ウ
卜
し
た
人
た
ち
。
十
五
歳

農
水
省
が
二
十
一
一
日
ま
と
め
た
九
七
昇
し
た
。
全
産
業
平
均
の
六
十
五
歳
以
大
切
さ
に
気
付
き
始
め
て
い
る
。
か
ら
一
一
一
十
五
歳
ま
で
を
中
心
に
、
イ
ン

ド
全
体
で
は
一
億
三
千
万
人
が
寺
子
屋

年
農
業
構
造
動
態
調
査
に
よ
る
と
、
今
上
の
人
口
比
は
一
五
二
％
で
、
農
家

年
一
月
百
雲
の
農
家
戸
蓑
繍
…
化
が
…
り
選
ん
で
…
無
料
の
寺
子
屋
霊
竃
．
船
騨
肘
鵡
騨

年
比
一
・
三
％
減
の
三
百
三
十
八
万
八
と
が
分
か
っ
た
。

千
戸
を
下
回
っ
た
・
農
家
の
人
口
も
、
（
読
売
新
聞
一
九
九
七
・
十
・
二
十
’
一
一
）
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
南
部
の
ス
ラ
ム
地
区
解
、
簡
単
な
算
数
が
で
き
る
よ
う
に
な

ザ
キ
ル
・
ナ
ガ
ル
に
あ
る
古
い
レ
ン
ガ
る
と
い
う
。

前
年
比
一
・
八
％
減
の
一
千
百
五
十
四
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にゅ－すふぉ－らむ

貧
し
い
た
め
適
齢
期
に
学
校
に
行
け

な
か
っ
た
人
た
ち
の
た
め
に
、
国
が
運

営
す
る
オ
ー
プ
ン
ス
ク
ー
ル
と
い
う
制

度
も
あ
る
。
わ
ず
か
な
授
業
料
で
、
何

歳
か
ら
で
も
小
・
中
・
高
校
と
同
じ
授

業
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
卒
業
資
格

も
得
ら
れ
る
。

ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
市
内
に
住
む
ギ
ー
タ

さ
ん
は
六
年
前
、
こ
の
ス
ク
ー
ル
に
通

い
始
め
た
。
午
前
中
、
ヒ
ン
ズ
ー
語
と

算
数
を
習
い
、
三
年
目
か
ら
は
英
語
が

インドの所得別世帯比率(95年度）

１
Ｊ

'／

農村部

都市部

全体

|舅j鑿L雪雲二§iii鑿芸豐Ｉ二

ギ
ー
タ
さ
ん
も
両
親
も
、
教
育
の
大

切
さ
に
目
覚
め
た
の
は
経
済
自
由
化
以

降
だ
。
読
み
書
き
が
で
き
れ
ば
、
工
場

や
事
務
所
で
雇
っ
て
も
ら
え
る
。
自
分

の
サ
イ
ン
が
書
け
れ
ば
、
銀
行
に
口
座

を
開
い
て
貯
金
を
始
め
ら
れ
る
。
よ
り

収
入
の
高
い
職
業
に
就
か
せ
る
た
め

に
、
親
た
ち
も
子
供
に
仕
事
の
手
伝
い

を
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
学
校
に
通
う

こ
と
を
少
し
ず
つ
許
す
よ
う
に
な
っ
て

加
わ
っ
た
。
帰
宅
後
は
、
上
流
家
庭
相

手
の
ド
ビ
ー
（
洗
濯
・
ア
イ
ロ
ン
掛

け
）
を
し
て
暮
ら
す
両
親
の
仕
事
を
手

伝
う
と
い
う
生
活
を
送
っ
て
い
た
が
、

勉
強
の
成
果
が
実
っ
て
つ
い
最
近
、

ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
郊
外
に
進
出
し
た
外
資

系
家
電
メ
ー
カ
ー
の
工
場
労
働
者
に
採

用
さ
れ
た
。

読
み
書
き
や
計
算
を
身
に
つ
け
な
け

れ
ば
、
ギ
ー
タ
さ
ん
も
両
親
の
商
業
を

継
ぐ
以
外
に
選
択
肢
は
な
か
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
イ
ン
ド
の
階
級
制
度
で
あ

る
カ
ー
ス
ト
制
度
は
職
業
世
襲
制
で
も

あ
る
か
ら
だ
。
ス
ク
ー
ル
に
通
っ
た
お

か
げ
で
、
新
た
な
仕
事
へ
の
道
が
開
け

た
。
本
人
も
意
欲
満
々
だ
。

３
億
人
に
倍
増

き
た
。

経
済
成
長
が
貧
困
層
に
職
を
提
供

し
、
意
識
変
革
を
も
た
ら
そ
う
と
し
て

い
る
。
と
は
い
え
、
問
題
解
決
へ
の
道

筋
は
ま
だ
遠
い
。

世
界
銀
行
の
調
査
で
は
、
イ
ン
ド
の

貧
困
層
二
人
当
た
り
年
間
出
費
が
五

百
九
十
’
六
百
八
十
ル
ピ
ー
以
下
）
比

率
は
五
十
年
前
の
独
立
時
に
は
五
○
％

だ
っ
た
が
、
最
近
は
三
五
％
に
改
善
し

た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
上
回
る
ペ
ー
ス

で
人
口
が
増
え
た
た
め
、
貧
困
者
の
絶

対
数
は
一
億
六
千
四
百
万
人
か
ら
三
億

千
二
百
万
人
に
倍
増
し
て
い
る
。

人
口
は
五
十
年
後
の
二
○
四
七
年
に

十
五
億
七
千
九
百
万
人
、
百
年
後
の
二

○
九
七
年
に
は
十
七
億
人
に
達
す
る
と

世
銀
は
推
定
す
る
。
放
っ
て
お
け
ば
、

食
糧
不
足
、
都
市
部
の
土
地
不
足
、
河

川
や
大
気
の
汚
染
な
ど
環
境
破
壊
、
天

然
資
源
の
枯
渇
と
い
っ
た
様
々
な
問
題

を
引
き
起
こ
す
の
は
明
ら
か
だ
。
人
口

も
貧
困
層
も
と
も
に
減
ら
す
必
要
が
あ

る
。急
務
な
の
が
女
性
に
対
す
る
教
育

だ
。
政
府
の
調
査
で
は
、
七
歳
以
上
で

読
み
書
き
で
き
な
い
女
性
は
男
性
よ
り

一
億
人
多
く
、
小
学
校
に
通
う
女
児
は

男
児
よ
り
千
五
百
四
十
万
人
少
な
い
。

毎
年
、
約
二
千
六
百
四
十
万
人
の
新

生
児
が
生
ま
れ
る
が
、
女
児
は
約
千
二

百
六
十
万
人
に
過
ぎ
な
い
。
女
児
は
生

後
す
ぐ
間
引
き
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
多
い

と
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
政
府
は
今
月

か
ら
、
年
間
所
得
一
万
千
ル
ピ
ー
以
下

の
世
帯
に
対
し
、
女
児
の
出
生
時
に
は

五
百
ル
ピ
ー
、
小
学
校
に
通
え
ば
五
百

ル
ピ
ー
、
中
学
校
は
千
ル
ピ
ー
を
毎
年

助
成
す
る
制
度
を
始
め
た
。
対
象
は
長

女
だ
け
だ
が
、
二
百
二
十
万
の
女
児
が

恩
恵
を
受
け
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。

政
府
が
女
児
優
遇
や
女
性
へ
の
教
育

に
熱
心
な
の
は
、
人
口
抑
制
へ
の
配
慮

も
働
い
て
い
る
。
貧
困
家
庭
の
女
性
の

多
く
は
＋
代
で
結
婚
し
、
比
較
的
早
く

か
ら
子
供
を
産
む
。
将
来
家
族
の
生
活

を
担
う
男
児
が
生
ま
れ
る
ま
で
子
供
を

産
み
続
け
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、

女
児
が
読
み
書
き
で
き
る
よ
う
に
な
れ

ば
、
親
の
言
い
な
り
の
早
い
結
婚
は
減

貧
困
家
庭
の
女
児
は
家
事
仕
事
を
担
わ

さ
れ
る
ほ
か
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
社
会
で

は
女
性
の
地
位
が
男
性
よ
り
低
く
見
ら

れ
て
い
る
と
い
っ
た
事
情
が
、
統
計
の

裏
に
隠
れ
て
い
る
。

女
児
に
助
成
金
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る
だ
ろ
う
。
女
性
の
地
位
が
見
直
さ
れ

れ
ば
、
女
児
一
人
で
満
足
す
る
家
庭
が

増
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

チ
ダ
ム
バ
ラ
ム
蔵
相
は
「
こ
の
ま
ま

七
％
の
経
済
成
長
を
続
け
れ
ば
、
二
○

二
○
年
に
は
一
人
当
た
り
所
得
が
現
在

の
約
三
百
五
十
か
か
ら
千
五
百
が
と
な

り
、
貧
困
は
根
絶
で
き
る
。
九
％
成
長

な
ら
二
○
’
○
年
に
達
成
が
早
ま
る
」

と
楽
観
す
る
。
た
だ
、
成
長
の
恩
恵
が

貧
困
層
に
及
ば
な
け
れ
ば
、
成
長
ペ
ー

ス
を
維
持
で
き
な
い
と
い
う
見
方
が
あ

る
。
事
実
、
拡
大
ペ
ー
ス
は
減
速
し
つ

つ
あ
り
、
今
年
度
の
成
長
率
は
五
％
台

に
と
ど
ま
る
と
の
予
測
も
出
て
い
る
。

イ
ン
ド
応
用
経
済
研
究
所
の
ラ
ヶ

シ
ュ
・
モ
ハ
ン
所
長
は
「
イ
ン
ド
国
内

毎
年
十
月
は
「
高
年
齢
者
雇
用
促
進

月
間
」
。
十
五
回
目
の
今
年
は
、
「
時
は

今
、
継
続
雇
用
の
筋
歳
」
を
ス
ロ
ー
ガ

ン
に
実
施
さ
れ
た
。

高
齢
者
（
六
十
五
歳
以
上
）
は
激
増

し
て
い
る
。
高
齢
化
率
は
今
年
、
九
月

圖團

就
労
意
欲
は
欧
米
以
上

労
働
力
人
口
は
四
五
五
万
人

の
発
電
量
は
独
立
時
の
千
三
百
六
十
二

メ
ガ
ワ
ッ
ト
か
ら
、
八
万
六
千
メ
ガ

ワ
ッ
ト
に
飛
躍
的
に
増
え
た
。
暗
や
み

が
解
消
し
た
お
か
げ
で
識
字
率
も
大
幅

に
高
ま
っ
た
」
と
語
る
が
、
九
六
年
六

月
時
点
で
五
十
七
万
九
千
市
町
村
の
う

ち
、
ま
だ
七
万
七
千
も
の
村
に
電
気
が

来
て
い
な
い
。

最
近
は
外
国
企
業
の
投
資
に
よ
る
電

力
や
道
路
、
通
信
、
港
湾
な
ど
の
イ
ン

フ
ラ
整
備
の
必
要
が
叫
ば
れ
る
が
、
そ

れ
は
貧
困
撲
滅
と
人
口
抑
制
の
た
め
に

も
欠
か
せ
な
い
の
だ
。

（
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
Ⅱ
竹
沢
正
英
）

（
日
本
経
済
新
聞

一
九
九
七
・
十
・
二
十
七
）

の
推
計
値
で
一
五
・
六
％
と
過
去
最
高

を
記
録
し
た
。
｜
元
気
な
高
齢
者
」
の

増
加
が
大
き
な
特
徴
で
、
勢
い
就
労
意

欲
も
強
い
。

六
十
五
歳
以
上
の
就
労
者
と
「
未
就

労
だ
が
就
労
意
欲
が
あ
る
者
（
失
業
状

態
）
」
の
合
計
、
つ
ま
り
「
労
働
力
人

口
一
は
四
百
五
十
五
万
人
（
昨
年

度
）
。
高
齢
者
の
四
人
弱
に
一
人
が
働

い
て
い
る
か
、
そ
の
意
欲
が
あ
る
状
態

だ
。
こ
の
労
働
力
率
二
四
・
二
％
は
欧

米
に
は
例
の
な
い
高
率
と
い
う
。

来
年
四
月
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
努
力

義
務
だ
っ
た
企
業
の
「
六
十
歳
定
年

制
」
が
、
義
務
付
け
ら
れ
る
。

六
十
歳
以
上
の
就
労
、
再
雇
用
・
継

続
雇
用
へ
の
道
を
開
く
措
置
だ
が
、

「
高
齢
者
の
求
人
倍
率
が
高
ま
ら
な

『
。

・
甥
騨

可ＹＨ『

「可

Ｌ_

r1

L｣

「｡

Ｌ』

い
」
（
労
働
省
）
の
が
実
態
だ
。
名
実

共
に
充
実
し
た
高
齢
社
会
実
現
へ
の
道

程
は
厳
し
い
。

（
人
）

（
読
売
新
聞
一
九
九
七
・
十
・
三
十
一
）

日

こ≧鐘
Ｉ「

』
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こゆ－すふぉ－らむ

低
用
量
ピ
ル
（
経
口
避
妊
薬
）
解
禁

問
題
で
、
中
央
薬
事
審
議
会
（
厚
相
の

諮
問
機
関
）
医
薬
品
特
別
部
会
は
二
十

八
日
、
ピ
ル
の
有
効
性
と
安
全
性
を
認

め
た
上
で
、
医
師
が
副
作
用
と
性
感
染

症
防
止
の
た
め
に
十
分
な
説
明
を
し
て

処
方
す
る
こ
と
や
、
製
薬
企
業
が
市
販

後
に
副
作
用
と
性
感
染
症
の
調
査
を
実

施
す
る
こ
と
な
ど
を
条
件
と
し
て
、
解

禁
に
踏
み
切
る
こ
と
が
妥
当
と
す
る
意

見
を
ま
と
め
、
上
部
審
議
機
関
で
あ
る

常
任
部
会
に
提
出
す
る
こ
と
を
決
め

た
。
常
任
部
会
は
十
二
月
に
も
審
議
を

開
始
し
、
国
民
の
意
見
を
聴
い
て
最
終

判
断
す
る
。

同
部
会
は
ピ
ル
解
禁
の
条
件
と
し

て
、
医
師
に
対
し
て
は
①
ピ
ル
の
服
用

希
望
者
の
問
診
、
検
診
を
通
じ
て
血
栓

症
、
脳
卒
中
な
ど
の
副
作
用
の
お
そ
れ

が
な
い
か
ど
う
か
判
断
す
る
②
ピ
ル
は

性
感
染
症
予
防
に
は
役
に
立
た
な
い
こ

皿

低用量ピル

条件付きで

解禁容認

と
を
説
明
し
、
性
感
染
症
の
検
査
や
コ

ン
ド
ー
ム
を
継
続
使
用
す
る
こ
と
を
勧

め
る
③
服
用
希
望
者
か
ら
文
書
に
よ
る

同
意
を
得
る
ｌ
な
ど
を
義
務
づ
け

る
こ
と
を
決
め
た
。
ま
た
、
製
薬
企
業

に
対
し
て
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
（
エ
イ
ズ
ウ
イ

子供を持つ女性の有業率と

碑
Ｊ
動
静
砂
馳
菖
勤
氾

皿働く女性の出生率増
育
児
施
策
の
後
押
し
必
要

）
１襲桓±

‐
‐
‐
Ｌ

(97年度国民生活白書より）

０ ２

１
Ｊ ル
ス
）
抗
体
検
査
を
含
む
性
感
染
症
検

査
を
受
け
る
こ
と
に
同
意
し
た
人
に
つ

い
て
、
ピ
ル
服
用
後
数
年
間
は
継
続
し

て
追
跡
調
査
し
そ
の
結
果
を
国
に
報
告

す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
こ
と
に
し
た
。

（
朝
日
新
聞
一
九
九
七
・
十
・
二
十
九
）

今
年
度
の
国
民
生
活
白

書
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、

働
く
女
性
の
出
生
行
動
を

さ
ま
ざ
ま
な
統
計
を
基
に

分
析
し
た
点
だ
。
そ
の
結

果
、
本
人
の
世
帯
の
人
数

が
多
く
、
地
域
の
保
育
所

の
定
員
が
た
っ
ぷ
り
だ

と
、
働
く
女
性
の
合
計
特

殊
出
生
率
（
女
性
が
一
生

に
産
む
子
供
の
数
）
が
高

い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
政

府
レ
ベ
ル
で
こ
う
し
た
分

析
を
し
た
の
は
初
め
て
。

女
性
が
働
き
な
が
ら
育
児

の
で
き
る
施
策
の
必
要
性

が
は
っ
き
り
裏
付
け
ら
れ

た
。白
書
で
は
、
働
く
女
性
の
出
生
行
動

に
影
響
を
与
え
る
要
素
と
し
て
、
家
庭

内
で
育
児
支
援
を
得
ら
れ
る
指
標
と
な

る
「
世
帯
人
員
数
」
、
保
育
サ
ー
ビ
ス

の
供
給
と
関
係
の
深
い
「
二
十
五
’
二

十
九
歳
の
女
性
一
人
当
た
り
の
保
育
所

定
員
・
利
用
児
童
数
」
「
賃
金
の
高

さ
」
ｌ
の
三
点
に
注
目
．

こ
の
三
要
素
と
、
仕
事
を
し
て
い
る

既
婚
女
性
の
出
生
率
や
乳
幼
児
を
持
つ

女
性
が
職
に
就
い
て
い
る
率
と
の
関
係

を
さ
ま
ざ
ま
な
デ
ー
タ
を
基
に
統
計
処

理
。
そ
の
結
果
、
白
書
で
は
仕
事
を
し

て
い
る
既
婚
女
性
の
出
生
率
へ
の
影
響

度
は
、
「
世
帯
人
員
数
」
が
○
・
四
三
、

「
女
性
一
人
当
た
り
の
保
育
所
定
員
・

利
用
児
童
数
一
が
○
・
三
四
、
「
賃
金

（
単
位
千
円
）
」
が
マ
イ
ナ
ス
○
・
○
○

四
九
と
割
り
出
し
て
い
る
。

一
九
九
○
年
の
合
計
特
殊
出
生
率

は
、
全
国
平
均
で
一
・
五
二
。
働
く
既

婚
女
性
に
限
る
と
○
・
六
○
に
下
が
る

が
、
こ
の
数
字
を
例
に
影
響
度
の
値
の

意
味
を
考
え
て
み
よ
う
。
分
析
で
は

「
女
性
一
人
当
た
り
の
保
育
所
定
員
・

利
用
児
童
数
」
は
全
国
平
均
で
○
・
五

三
人
。
保
育
所
の
充
実
で
こ
の
数
が
二

倍
に
な
れ
ば
、
試
算
で
は
出
生
率
は
○

６７



・
五
三
人
に
先
ほ
ど
の
影
響
度
の
○
・
三

四
を
か
け
た
○
二
八
だ
け
上
乗
せ
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
出
生
率

は
三
割
増
の
○
・
七
八
と
な
る
可
能
性

が
あ
る
と
い
う
。

「
賃
金
」
の
影
響
力
が
マ
イ
ナ
ス
な

の
は
、
賃
金
が
高
い
ほ
ど
出
生
率
が
低

く
な
る
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

賃
金
の
高
い
大
都
市
圏
ほ
ど
、
働
く
女

性
の
出
生
率
が
低
く
な
る
た
め
だ
。

乳
幼
児
を
持
つ
女
性
が
働
き
続
け
る

こ
と
に
対
す
る
三
要
素
の
影
響
度
を
み

る
と
、
「
女
性
一
人
当
た
り
の
保
育
所

定
員
・
利
用
児
童
数
「
｜
が
二
七
・
○
四

で
最
も
影
響
力
が
大
き
い
。

こ
う
し
た
結
果
か
ら
、
白
書
は
「
世

帯
の
人
数
や
二
十
五
’
二
十
九
歳
女
性

一
人
当
た
り
の
保
育
所
定
員
・
利
用
児

童
数
が
多
い
と
、
既
婚
女
性
就
業
者
の

出
生
率
が
高
く
な
り
、
六
歳
未
満
の
乳

幼
児
を
持
つ
女
性
の
有
業
率
が
高
く
な

る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

◇
◇

総
理
府
の
男
女
共
同
参
画
審
議
会
委

員
で
、
慶
応
大
学
教
授
の
樋
口
美
雄
さ

ん
（
労
働
経
済
学
）
は
「
働
く
女
性
が

増
え
る
と
出
生
率
が
下
が
り
、
少
子
化

が
進
む
悪
循
環
が
表
面
化
し
て
お
り
、

分
析
は
重
要
な
意
義
を
持
つ
。
働
く
女

農
水
省
は
十
日
、
コ
メ
な
ど
農
産
物

価
格
の
下
落
や
凶
作
で
農
家
の
所
得
が

急
に
減
る
場
合
に
備
え
て
、
政
府
と
農

家
が
資
金
を
出
し
合
う
「
収
入
保
険
」

制
度
を
二
○
○
一
年
度
を
メ
ド
に
導
入

す
る
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
。
政
府
が

農
産
物
を
高
く
買
い
取
る
こ
れ
ま
で
の

「
価
格
支
持
」
政
策
か
ら
、
欧
米
型
の

本
格
的
な
「
所
得
補
償
」
政
策
へ
の
大

き
な
政
策
転
換
と
な
る
。

世
界
貿
易
機
関
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
は
、
価

格
支
持
政
策
を
削
減
対
象
に
あ
げ
て
お

り
、
二
○
○
○
年
に
も
再
開
す
る
ウ
ル

グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
農
業
合
意
の
継
続

交
渉
に
向
け
て
、
交
渉
を
優
位
に
進
め

る
狙
い
も
あ
る
。

「
所
得
補
償
」
型
の
制
度
と
し
て

は
、
現
在
、
異
常
気
象
で
収
穫
量
が
減

少
し
た
際
に
、
農
家
の
収
入
を
補
て
ん

性
か
ら
の
需
要
が
多
い
低
年
齢
保
育
の

受
け
入
れ
や
延
長
保
育
の
拡
充
の
た
め

の
措
置
が
必
要
・
各
自
の
都
合
に
よ
っ

て
働
く
時
間
を
選
べ
る
労
働
シ
ス
テ
ム

四

コ
メ
価
格
下
落
や
凶
作
時

農
家
に
収
入
保
険
制

を
作
る
こ
と
も
課
題
だ
」
と
話
し
て
い

る
。（
読
売
新
聞
一
九
九
七
・
十
〒
五
）

す
る
農
業
共
済
が
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
農
水
省
は
、
四
年
連
続

の
豊
作
や
売
れ
行
き
不
振
で
深
刻
化
す

る
コ
メ
の
過
剰
対
策
と
し
て
、
九
八
年

度
か
ら
コ
メ
の
価
格
下
落
時
に
農
家
の

減
収
分
の
一
定
割
合
を
補
て
ん
す
る
制

度
の
創
設
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

た
だ
、
農
業
共
済
は
、
異
常
気
象
に

よ
る
凶
作
だ
け
が
対
象
で
、
市
場
で
の

価
格
変
動
は
カ
バ
ー
し
て
い
な
い
。
九

八
年
度
か
ら
導
入
す
る
予
定
の
価
格
補

て
ん
制
度
も
、
生
産
調
整
（
減
反
）
に

協
力
し
た
米
作
農
家
だ
け
を
対
象
に
し

た
、
ラ
メ
余
り
」
回
避
の
た
め
の
緊

急
避
難
的
な
要
素
が
強
く
、
実
施
期
間

は
二
、
三
年
に
限
定
さ
れ
る
見
通
し

だ
。こ
の
た
め
、
農
水
省
は
、
価
格
補
て

ん
制
度
と
農
業
共
済
を
統
合
す
る
形

で
、
農
作
物
の
価
格
や
収
穫
量
の
変
動

に
よ
る
農
業
所
得
の
減
収
分
を
補
う
恒

久
的
な
「
収
入
保
険
」
制
度
を
創
設

し
、
農
家
の
経
営
安
定
を
図
る
必
要
が

あ
る
と
判
断
し
た
。
と
り
あ
え
ず
、
コ

メ
を
対
象
に
ス
タ
ー
ト
し
、
将
来
は
、

対
象
作
物
を
コ
メ
以
外
に
も
広
げ
て
い

く
方
針
だ
。

た
だ
、
政
府
が
資
金
を
出
す
保
険
に

な
る
た
め
、
農
家
の
参
加
を
無
条
件
に

容
認
す
れ
ば
、
「
ば
ら
ま
き
農
政
の
拡

大
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
」
と
の
批
判

も
あ
る
。
こ
の
た
め
、
保
険
の
規
模
や

参
加
要
件
、
補
償
の
水
準
な
ど
に
つ
い

て
今
後
、
二
－
三
年
間
か
け
て
詰
め
る

こ
と
に
し
て
い
る
。

（
読
売
新
聞
一
九
九
七
・
十
一
・
十
）

露 画
丁
緬

＝ヨ
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こゆ－すふぉ－らむ

皿
人
口
急
増
に
悩
む

オ
イ
ル
マ
ネ
ー
「
輝
き
」
薄
れ
る

わ
艫
醗
庁
房
蠕
羽
鰯
轤
労
働
力
を
自
国
民
化

「
普
通
の
国
」
へ
と
変
わ
り
つ
つ
あ
首
都
リ
ャ
ド
の
イ
ン
ド
大
使
館
。

る
。
急
激
な
人
口
増
加
で
石
油
の
富
の
日
イ
ン
ド
人
住
民
が
多
数
押
し
寄
」

配
分
が
減
り
、
多
く
の
若
者
が
職
を
得
警
察
官
が
出
動
す
る
騒
ぎ
と
な
皇

ら
れ
な
く
な
っ
て
き
た
。
経
済
構
造
改
る
。
在
留
期
限
が
切
れ
、
保
護
を
奎

革
は
人
口
爆
発
と
の
「
時
間
の
闘
い
」
る
出
稼
ぎ
労
働
者
た
ち
だ
。

だ
が
、
雇
用
の
受
け
皿
と
し
て
期
待
さ
医
療
の
浸
透
に
伴
い
乳
幼
児
の
不

れ
る
民
間
企
業
や
外
資
系
企
業
の
多
く
率
が
劇
的
に
低
下
し
た
結
果
、
サ
古

は
サ
ウ
ジ
人
の
雇
用
に
消
極
的
だ
し
、
の
人
口
は
過
去
二
十
年
間
に
二
倍
Ｎ

“
国
家
丸
抱
え
“
に
慣
れ
て
き
た
国
民
に
増
え
、
千
八
百
万
人
以
上
に
膨
、
」

職業訓練に力を入れ、新規雇用創出に努め
ている

首
都
リ
ャ
ド
の
イ
ン
ド
大
使
館
。
連

日
イ
ン
ド
人
住
民
が
多
数
押
し
寄
せ
、

警
察
官
が
出
動
す
る
騒
ぎ
と
な
っ
て
い

る
。
在
留
期
限
が
切
れ
、
保
護
を
求
め

る
出
稼
ぎ
労
働
者
た
ち
だ
。

医
療
の
浸
透
に
伴
い
乳
幼
児
の
死
亡

率
が
劇
的
に
低
下
し
た
結
果
、
サ
ウ
ジ

の
人
口
は
過
去
二
十
年
間
に
二
倍
以
上

に
増
え
、
千
八
百
万
人
以
上
に
膨
ら
ん

だ
。
労
働
力
不
足
の
時
代
に
ア
ジ
ア
な

ど
か
ら
受
け
入
れ
た
約
六
百
万
人
の
外

国
人
を
減
ら
し
て
い
か
な
い
と
、
自
国

民
の
雇
用
機
会
が
確
保
で
き
な
い
。

サ
ウ
ジ
政
府
は
「
労
働
力
の
自
国
民

化
」
を
最
優
先
し
、
九
五
年
か
ら
二
○

○
○
年
ま
で
の
間
に
外
国
人
労
働
者
十

六
万
人
を
サ
ウ
ジ
人
に
置
き
換
え
、
さ

ら
に
外
国
資
本
の
誘
致
で
六
十
五
万
人

の
雇
用
を
創
出
す
る
計
画
を
掲
げ
て
い

る
。
昨
秋
か
ら
技
術
系
職
種
で
相
次
い

で
外
国
人
へ
の
就
労
ピ
ザ
発
給
が
停
止

さ
れ
、
不
法
滞
在
者
の
取
り
締
ま
り
が

強
化
さ
れ
た
。

そ
れ
で
も
人
口
の
半
分
近
く
が
十
五

歳
以
下
の
サ
ウ
ジ
で
は
、
就
労
年
齢
に

達
す
る
若
者
が
年
々
増
え
、
二
十
年
後

ま
で
に
三
百
万
人
の
新
規
雇
用
が
必
要

と
の
予
測
も
あ
る
。
政
府
は
教
育
予
算

を
増
や
し
、
自
国
の
若
者
の
活
用
に
躍

起
だ
が
、
政
府
・
公
的
部
門
で
抱
え
込

め
る
人
員
に
は
限
り
が
あ
る
。

カ
ギ
を
握
る
の
は
民
間
だ
が
、
外
国

系
企
業
な
ど
の
間
で
は
「
サ
ウ
ジ
人
は

ア
ジ
ア
系
よ
り
上
の
ポ
ス
ト
と
高
い
給
与

を
要
求
す
る
半
一
回
労
働
意
欲
や
専
門
知

識
に
難
が
あ
る
」
と
の
声
が
絶
え
な
い
。

背
に
腹
は
か
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
外

国
人
の
職
と
み
な
さ
れ
て
い
た
ホ
テ
ル

や
レ
ス
ト
ラ
ン
の
接
客
係
な
ど
に
、
サ

ウ
ジ
人
が
少
し
ず
つ
就
労
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
十
年
以
上
も
同
じ
車
に
乗
り
続

け
、
イ
ン
ド
人
と
同
じ
レ
ス
ト
ラ
ン
で

食
事
を
す
る
姿
も
珍
し
く
な
く
な
っ
た
。

「
何
で
も
ニ
リ
ャ
ル
（
約
六
十
五

円
）
の
看
板
を
掲
げ
る
安
売
り
店
で

は
、
黒
い
衣
装
で
全
身
を
覆
っ
た
サ
ウ

ジ
人
女
性
が
熱
心
に
子
供
の
が
ん
具
や

肌
着
を
選
ぶ
。
オ
イ
ル
ブ
ー
ム
時
代
以

来
の
巨
額
の
資
産
を
持
つ
人
も
い
る
け

れ
ど
、
多
く
の
家
庭
は
つ
ま
し
い
暮
ら

し
ぶ
り
だ
。

「
石
油
の
富
が
細
れ
ば
、
砂
漠
の
テ

ン
ト
生
活
に
戻
れ
ば
よ
い
」
と
語
っ
た

世
代
と
異
な
り
、
今
の
国
民
の
大
半
は

エ
ア
コ
ン
や
自
動
車
と
と
も
に
育
ち
、

所
得
税
な
き
福
祉
体
制
も
当
た
り
前
と

し
て
き
た
世
代
だ
。

過
剰
消
費
に
歯
止
め
が
か
か
り
、
工

場
労
働
や
「
頭
を
下
げ
る
職
」
に
も

徐
々
に
就
き
始
め
て
い
る
と
は
い
っ
て

も
、
き
つ
い
労
働
を
嫌
い
、
外
国
人
労

働
者
な
し
で
は
や
っ
て
い
け
な
い
体
質

は
な
お
残
っ
て
い
る
。
社
会
構
造
の
変

化
の
中
で
、
世
界
の
原
油
の
確
認
埋
蔵

量
の
四
分
の
一
を
抱
え
る
石
油
王
国
の

戸
惑
い
は
続
く
。

（
リ
ヤ
ド
で
、
山
田
剛
）

（
日
本
経
済
新
聞

一
九
九
七
・
十
一
・
十
六
）

昨
年
か
ら
石
油
価
格
の
堅
調
に
支
え

ら
れ
て
財
政
事
情
は
好
転
し
て
い
る
。

だ
が
「
増
収
分
の
多
く
は
、
遅
延
し
て

い
た
公
共
事
業
の
費
用
支
払
い
に
回
っ

た
だ
け
」
と
の
見
方
も
あ
る
。
人
口
増

に
対
応
し
た
電
力
な
ど
の
社
会
基
盤
整

備
を
、
財
政
に
頼
っ
て
進
め
る
の
が
難

し
い
状
況
に
変
わ
り
は
な
い
。

テ
ン
ト
生
活
一
戻
れ
ぬ

6９



来
日
中
の
ナ
フ
ィ
ス
・
サ
デ
ィ
ッ
ク

国
連
人
口
基
金
事
務
局
長
は
咀
曰
、
毎

日
新
聞
と
会
見
し
、
来
年
度
の
政
府
開

発
援
助
（
Ｏ
Ｄ
Ａ
）
の
ｎ
％
削
減
方
針

で
日
本
か
ら
の
拠
出
金
が
減
額
さ
れ
る

見
通
し
で
あ
る
こ
と
に
強
い
懸
念
を
表

明
し
た
。
「
こ
の
ま
ま
で
は
、
途
上
国

で
望
ま
れ
な
い
妊
婦
や
中
絶
が
増
え
、

妊
婦
死
亡
率
と
乳
児
死
亡
率
が
高
ま

る
」
と
述
べ
、
国
際
的
な
影
響
の
大
き

さ
を
指
摘
し
た
。

日
本
は
１
９
９
６
年
に
は
同
基
金
予

算
全
体
の
旧
％
を
負
担
し
た
最
大
の
拠

出
国
で
、
サ
デ
ィ
ッ
ク
事
務
局
長
は
日

本
の
拠
出
金
の
重
要
性
を
訴
え
た
。
さ

ら
に
、
拠
出
金
の
減
額
は
－
１
発
展
途
上

国
の
人
口
政
策
を
支
援
す
る
と
い
う
、

肌
年
の
国
際
人
口
開
発
会
議
で
の
合
意

を
無
視
し
て
い
る
」
と
批
判
し
た
。

同
事
務
局
長
は
ｗ
年
に
現
職
に
就

任
。
過
去
皿
年
間
で
人
口
政
策
が
世
界

的
に
普
及
し
、
家
族
あ
た
り
の
子
供
の

数
が
半
減
、
女
性
の
健
康
や
権
利
が
尊

重
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
を

四
「
妊
婦
と
乳
児
の
死
亡
率
高
ま
る
」

サ
デ
ィ
ッ
ク
事
務
局
長
・
曰
本
の
拠
出
金
減
で

一
大
淵
覧
（
中
央
大
教
授
）

’
経
済
人
口
学
、
一
九
三
六
年
生
一

一
ま
れ
。
人
口
問
題
審
議
会
委
員
。
一

一
著
書
に
「
出
生
力
の
経
済
学
」
’

一
「
少
子
化
時
代
の
日
本
経
済
」
な
―

―
ど
。

｛
’
’
’
１
１
１
－
１
１
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
０
Ｉ
Ｉ
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
－
Ｉ
」

現
在
進
行
中
の
少
子
化
は
半
世
紀
で

人
口
を
半
減
さ
せ
る
ほ
ど
で
、
明
ら
か

に
行
き
過
ぎ
だ
。
制
度
改
革
と
意
識
改

革
を
積
極
的
に
進
め
て
、
出
生
率
の
回

復
を
図
り
、
長
期
的
に
は
人
口
が
静
止

自
ら
の
業
績
と
し
て
挙
げ
た
。

３
選
選
挙
へ
不
出
馬
を
表
明
し
た
世

界
保
健
機
関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
の
中
島
宏
事

務
局
長
の
後
任
に
立
候
補
を
表
明
し
て

お
り
、
今
回
の
来
日
で
、
選
挙
に
向
け

日
本
政
府
の
支
持
を
要
請
し
た
こ
と
も

囮
出
生
率
回
復
の
努
力
必
要

長
期
的
に
人
ロ
静
止
を
め
ざ
せ

明
ら
か
に
し
た
。
来
年
１
月
、
執
行
理

事
会
の
選
挙
で
ブ
ル
ン
ト
ラ
ン
ト
・
ノ

ル
ウ
ェ
ー
前
首
相
ら
と
ポ
ス
ト
を
争
う

こ
と
に
つ
い
て
は
「
私
は
ア
ジ
ア
（
パ

キ
ス
タ
ン
）
の
出
身
で
、
女
性
で
あ

り
、
途
上
国
の
出
身
で
も
あ
る
。
国
連

機
関
に
つ
い
て
豊
富
な
経
験
と
実
績
を

持
っ
て
い
る
」
と
自
信
を
見
せ
た
。

【
生
長
恵
理
】

（
毎
日
新
聞
一
九
九
七
・
十
｜
・
十
九
）

個
人
は
す
べ
て
時
間
と
と
も
に
加
齢

し
、
老
化
し
て
つ
い
に
は
死
に
い
た
る

が
、
人
口
は
集
団
で
あ
る
か
ら
高
齢
化

す
る
だ
け
で
な
く
、
若
返
る
こ
と
も
あ

る
。
し
か
し
、
若
返
り
の
例
は
少
な

く
、
現
代
世
界
は
お
し
な
べ
て
高
齢
化

の
時
代
を
迎
え
て
い
る
。

高
齢
化
の
主
な
原
因
は
出
生
率
の
低

下
で
あ
る
が
、
と
く
に
少
子
化
と
い
わ

れ
る
置
換
水
準
（
人
口
を
一
定
に
維
持

す
る
社
会
を
目
指
す
べ
き
だ
。

・
卯
年
で
人
口
半
減

し
か
も
、
現
在
の
日
本
の
出
生
率
は

半
世
紀
で
人
口
を
半
減
さ
せ
、
千
年
で

日
本
人
が
地
球
上
か
ら
消
滅
し
て
し
ま

う
ほ
ど
に
低
い
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
異

常
と
い
う
べ
き
で
、
徐
々
に
出
生
率
を

回
復
さ
せ
る
努
力
が
必
要
で
あ
る
。
そ

れ
で
は
、
ど
こ
ま
で
回
復
さ
せ
れ
ば
よ

い
の
か
と
い
え
ば
、
そ
の
目
標
は
前
記

し
た
置
換
水
準
で
あ
る
。
そ
れ
は
合
計

特
殊
出
生
率
（
女
性
が
生
涯
に
産
む
平

均
的
な
子
ど
も
数
）
に
し
て
二
・
○
八

で
あ
る
が
、
現
在
の
一
・
四
二
か
ら
は

大
き
く
か
け
離
れ
て
お
り
、
回
復
は
決

し
て
容
易
で
は
な
い
。

す
る
の
に
必
要
な
出
生
率
）
以
下
へ
の

出
生
率
低
下
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
を
は

じ
め
先
進
諸
国
に
は
来
世
紀
に
窒
別
の
超

高
齢
社
会
が
訪
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

・
経
済
成
長
を
阻
害

経
済
の
供
給
面
で
少
子
化
の
影
響
が

も
っ
と
も
は
っ
き
り
現
れ
る
の
は
労
働

力
で
あ
る
。
労
働
力
人
口
は
二
○
○
○

年
を
ピ
ー
ク
と
し
て
減
少
に
転
じ
、
と

く
に
二
○
’
○
年
代
に
は
急
減
す
る
。

同
時
に
、
労
働
力
の
女
性
化
と
高
齢
化

が
鱈
付
し
、
晴
短
が
進
め
ば
、
労
勵
慌
給

、



こゅ－すふぉ－らむ

は
そ
れ
以
上
の
勢
い
で
縮
小
す
る
。

高
齢
化
は
ま
た
労
働
力
の
流
動
性
を

損
な
い
、
失
業
の
リ
ス
ク
を
高
め
る
と

と
も
に
、
貯
蓄
率
の
低
下
が
資
本
供
給

の
減
少
を
招
き
、
若
い
労
働
者
の
減
少

は
技
術
進
歩
に
も
悪
影
響
を
与
え
る
。

他
方
、
需
要
面
で
は
消
費
市
場
の
縮

小
や
財
か
ら
サ
ー
ビ
ス
へ
の
需
要
の
移

行
、
投
資
意
欲
の
低
下
な
ど
が
起
こ

り
、
こ
れ
ら
が
複
合
的
に
作
用
し
て
経

済
成
長
を
阻
害
す
る
。
ま
た
、
製
造
業

を
中
心
に
産
業
の
空
洞
化
が
進
ん
で
、

地
域
経
済
に
も
打
撃
を
与
え
、
全
国
的

に
過
疎
現
象
が
深
刻
化
す
る
。

少
子
・
高
齢
化
の
影
響
は
社
会
保
障

の
面
に
も
強
く
現
れ
る
。
年
金
・
医
療

な
ど
の
社
会
保
障
負
担
は
、
賦
課
方
式

に
近
い
現
在
の
制
度
の
も
と
で
は
働
く

若
い
世
代
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
。

高
齢
化
が
進
む
と
、
受
給
者
は
激
増
す

る
一
方
で
、
負
担
者
は
減
少
し
て
、
現

行
制
度
の
維
持
は
困
難
に
な
る
。
世
代

間
の
不
公
平
を
是
正
す
る
た
め
に
、
近

い
将
来
に
積
み
立
て
方
式
へ
の
制
度
改
正

が
必
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

高
齢
化
は
ま
た
、
医
療
や
介
護
に
対

す
る
需
要
を
増
大
さ
せ
る
が
、
労
働
力

が
縮
小
す
る
中
で
、
医
療
・
福
祉
・
保

健
マ
ン
。
ハ
ワ
ー
の
十
分
な
確
保
は
ま
す

ま
す
む
ず
か
し
ぐ
な
る
。
要
す
る
に
、

国
民
の
負
担
は
増
大
す
る
一
方
、
福
祉

水
準
は
低
下
す
る
の
で
あ
る
。

少
子
・
高
齢
社
会
に
暗
く
停
滞
し
た

イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
。
そ
れ
は
た
し
か
に

高
度
成
長
と
は
無
縁
で
あ
り
、
未
来
を

約
束
さ
れ
た
明
る
い
社
会
と
は
い
い
が

た
い
。

欲
目
に
見
て
も
、
そ
れ
は
成
長
よ
り

安
定
を
追
求
し
、
量
よ
り
も
質
を
大
切

に
す
る
時
代
で
あ
り
、
活
力
の
源
泉
を

マ
ン
パ
ワ
ー
で
な
く
知
識
や
情
報
、
技

術
に
求
め
る
時
代
で
あ
る
。
と
は
い

え
、
そ
う
し
た
変
化
が
少
子
・
高
齢
化

の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
相
殺
し
て
余
り
あ
る

ほ
ど
の
メ
リ
ッ
ト
を
生
み
出
す
と
は
考

え
に
く
い
。

少
子
化
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
、
人

口
減
少
に
よ
る
土
地
、
住
宅
の
一
人
当

た
り
面
積
の
増
加
、
交
通
混
雑
の
緩

和
、
公
園
、
鉄
道
、
道
路
な
ど
社
会
資

本
の
一
人
当
た
り
水
準
の
改
善
の
ほ

か
、
受
験
地
獄
の
解
消
や
高
等
教
育
の

一
層
の
普
及
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
全
体

と
し
裏
嬰
衷
蛙
室
の
ひ
ず
み
が
多
少
と
も

是
正
さ
れ
る
も
の
と
期
待
さ
れ
て
い
る
。

人
ロ
が
減
る
と
、
た
し
か
に
過
密
感

が
薄
れ
、
人
び
と
の
心
に
ゆ
と
り
が
生

ま
れ
る
可
能
性
は
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

こ
う
し
た
ゆ
と
り
や
豊
か
さ
は
お
そ
ら

く
一
時
的
で
し
か
な
く
、
遠
か
ら
ず
そ

の
メ
リ
ッ
ト
は
国
民
経
済
の
衰
退
と
と

も
に
消
滅
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

労
働
力
不
足
を
補
う
手
段
と
し
て
外

国
人
労
働
者
の
積
極
的
導
入
を
図
り
、

こ
れ
を
国
際
化
の
契
機
に
す
れ
ば
、
人

口
減
少
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
メ
リ
ッ
ト
に

転
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
見
も

あ
る
。
た
し
か
に
、
わ
が
国
に
と
っ
て

有
用
な
人
材
だ
け
が
集
ま
れ
ば
、
そ
の

効
果
は
絶
大
で
あ
る
が
、
入
っ
て
く
る

の
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
選
別
が
困

難
で
あ
る
以
上
、
労
働
市
場
の
開
放
に

は
慎
重
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
歴
史
上

人
口
が
減
少
し
て
栄
え
た
国
は
な
く
、

増
加
す
る
人
口
は
し
ば
し
ば
一
国
の
幸
福

と
繁
栄
の
標
識
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
人
間
の
諸
活
動
が

地
球
環
境
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
つ
つ

あ
る
今
日
、
人
口
が
よ
り
高
い
生
活
水

準
の
も
と
で
増
加
を
続
け
る
な
ら
ば
、

や
が
て
人
類
は
か
つ
て
ロ
ー
マ
ク
ラ
ブ

報
告
「
成
長
の
限
界
」
が
描
き
出
し
た

よ
う
な
破
局
に
直
面
す
る
羽
目
に
陥
る

で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
人
類
は
す

で
に
人
口
と
経
済
の
成
長
停
止
を
視
野

に
入
れ
る
時
期
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る

・
育
児
支
援
強
化
を

そ
の
た
め
に
は
、
厚
生
省
な
ど
が
進

め
て
い
る
子
育
て
支
援
策
ヱ
ン
ゼ
ル

プ
ラ
ン
」
を
強
化
し
て
、
実
効
の
あ
る

も
の
に
す
る
と
同
時
に
、
年
金
、
医

療
、
一
厘
用
な
ど
に
か
か
わ
る
諸
制
度
の

改
革
や
、
企
業
な
ど
の
意
識
変
革
が
必

要
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
育
児
休
業
制
度
と
保

育
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
、
夫
の
家
事
・
育

児
参
加
を
容
易
に
す
る
た
め
の
時
短
、

女
性
の
妊
娠
や
出
産
、
育
児
を
温
か
く

見
守
り
、
支
え
合
う
よ
う
な
職
場
環
境

の
醸
成
な
ど
に
つ
い
て
、
行
政
、
企

業
、
家
庭
の
す
べ
て
で
一
層
の
努
力
が

求
め
ら
れ
る
。

（
朝
日
新
聞
一
九
九
七
・
十
二
・
｜
）

の
で
あ
り
、
と
く
に
環
境
負
荷
の
大
き

い
先
進
諸
国
は
こ
れ
以
上
の
豊
か
さ
を

求
め
て
は
な
ら
な
い
。

わ
が
国
に
は
な
お
世
界
経
済
の
牽
引

（
け
ん
い
ん
）
車
的
役
割
が
期
待
さ
れ

て
い
る
が
、
人
口
減
少
と
超
高
齢
社
会

の
到
来
は
間
違
い
な
く
そ
の
地
位
の
低

下
を
招
く
。
日
本
経
済
が
活
力
を
維
持

す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
以
上
の
少
子
化

を
阻
止
し
、
置
換
水
準
へ
の
ゆ
る
や
か

な
回
復
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

汀



【
Ｒ
Ｐ
Ⅱ
東
京
】
三
十
日
の
中
国
中

央
テ
レ
ビ
に
よ
る
と
、
中
国
の
陳
敏
章

衛
生
相
は
同
日
午
前
、
中
国
に
お
け
る

エ
イ
ズ
の
現
状
と
制
圧
状
況
に
つ
い
て

中
国
中
央
テ
レ
ビ
局
記
者
の
取
材
に
答

え
、
「
エ
イ
ズ
感
染
者
は
こ
れ
ま
で
に

中
国
全
国
で
八
千
二
百
七
十
七
人
発
見

さ
れ
た
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
次
の
よ
う

に
語
っ
た
。

感
染
者
は
全
国
の
三
十
の
省
・
自
治

区
・
直
轄
市
に
分
布
し
て
お
り
、
内
訳

は
男
性
が
八
二
・
八
％
を
占
め
て
い

介
護
保
険
法
案
が
九
日
に
も
成
立
す

る
見
通
し
と
な
っ
た
。
法
案
成
立
を
受

け
て
政
府
は
二
○
○
○
年
四
月
か
ら
介

■■薊

エイズ感染者

８２７７人

函紅

公
的
介
護
、
保
険
料
負
担
２
兆
円

受
け
皿
未
整
備
で
期
待
簿
の
サ
ー
ビ
ス

衛生相が言明

る
。
エ
イ
ズ
感
染
の
ル
ー
ト
は
国
外
で

の
注
射
・
麻
薬
使
用
な
ど
に
よ
る
も
の

が
依
然
と
し
て
多
く
、
性
交
感
染
と
母

子
感
染
が
著
し
く
増
え
て
い
る
。
エ
イ

ズ
は
行
為
と
直
接
的
関
係
が
あ
る
病
気

で
あ
り
、
政
府
が
防
止
・
制
圧
努
力
を

す
る
ほ
か
、
各
個
人
も
自
己
防
衛
に
努

め
る
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
国
連
エ
イ
ズ
計
画
は
今
年
か

ら
「
エ
イ
ズ
の
日
」
を
拡
大
し
て
「
世

界
エ
イ
ズ
宣
伝
運
動
」
と
す
る
こ
と
を

決
定
し
た
。
こ
の
世
界
的
な
宣
伝
運
動

に
積
極
的
に
参
画
す
る
た
め
、
中
国
関

係
部
門
は
近
い
う
ち
に
京
九
（
北
京
Ⅱ

九
竜
）
鉄
道
沿
線
で
エ
イ
ズ
予
防
・
制

圧
大
型
宣
伝
活
動
、
専
門
家
の
講
演

会
、
街
頭
で
の
大
型
宣
伝
・
相
談
活
動

等
を
展
開
す
る
。

（
産
経
新
聞
一
九
九
七
・
十
二
・
｜
）

護
保
険
制
度
を
実
施
す
る
。
高
齢
化
の

加
速
で
急
拡
大
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
需

要
へ
の
対
応
が
狙
い
だ
。
強
制
徴
収
さ

れ
る
保
険
料
が
新
た
な
国
民
負
担
と
な

る
が
、
介
護
イ
ン
フ
ラ
は
未
整
備
で
、

国
民
が
期
待
す
る
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
が

提
供
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
不
透
明
。
公

的
年
金
や
高
齢
者
医
療
を
含
め
た
社
会

保
障
政
策
全
体
の
な
か
で
、
介
護
保
険

を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
視
点
も

ぼ
や
け
た
ま
ま
だ
。

寝
た
き
り
や
痴
ほ
う
症
で
介
護
が
必

要
な
高
齢
者
は
約
二
百
三
十
万
人
い

る
。
年
間
十
万
人
の
ペ
ー
ス
で
増
え
て

お
り
、
二
○
○
○
年
度
に
二
百
八
十
万
人

に
達
す
る
と
厚
生
省
は
予
想
し
て
い
る
。

介
護
が
必
要
な
高
齢
者
の
急
増
の
裏

で
起
こ
っ
て
い
る
の
が
「
社
会
的
入

院
」
だ
。
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど

の
定
員
が
足
り
な
い
た
め
、
医
師
に
よ

る
治
療
は
必
要
な
い
の
に
病
院
に
と
ど

ま
る
高
齢
者
は
現
在
約
十
万
人
。
病
院

の
方
が
総
費
用
が
高
い
の
に
、
医
療
保

険
に
よ
る
自
己
負
担
が
福
祉
施
設
よ
り

低
い
と
い
う
制
度
の
ち
ぐ
は
ぐ
さ
が
効

率
化
を
阻
ん
で
い
る
。

介
護
保
険
制
度
の
狙
い
は
介
護
分
野

を
担
っ
て
い
る
医
療
と
福
祉
の
財
源
を

一
本
化
し
、
無
駄
を
削
る
こ
と
だ
。
介

護
コ
ス
ト
の
安
い
在
宅
の
訪
問
看
護
や

老
人
保
健
施
設
を
充
実
さ
せ
、
長
期
人

院
患
者
を
移
せ
ば
、
二
○
○
○
年
度
で

三
千
四
百
億
円
の
高
齢
者
医
療
費
を
節

減
で
き
る
と
同
省
は
試
算
す
る
。

二
○
○
○
年
度
の
要
介
護
者
二
百
八

十
万
人
の
う
ち
、
老
人
保
健
施
設
や
介

護
型
医
療
施
設
な
ど
施
設
に
入
れ
る
の

は
約
七
十
万
人
。
残
り
は
在
宅
介
護

や
、
痴
ほ
う
症
の
高
齢
者
が
共
同
生
活

す
る
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
が
面
倒
を
見
る

こ
と
に
な
る
。

し
か
し
受
け
皿
の
整
備
は
遅
れ
て
い

る
。
九
九
年
度
ま
で
の
基
盤
整
備
を
定

め
た
「
新
ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
」
は
、
在

宅
介
護
の
中
核
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー

（
介
護
派
遣
員
）
を
十
七
万
人
養
成
す

る
計
画
。
だ
が
、
「
七
割
の
市
町
村
は

財
政
難
で
達
成
は
難
し
い
」
（
伊
藤
周

平
法
政
大
学
助
教
授
）
状
況
。
介
護

サ
ー
ビ
ス
の
水
準
が
市
町
村
で
ば
ら
つ

く
こ
と
も
避
け
ら
れ
な
い
。
自
治
体
の

間
で
は
「
制
度
導
入
で
減
少
す
る
国
庫

負
担
分
を
基
盤
整
備
に
優
先
的
に
投
入

す
べ
き
だ
」
（
池
田
省
三
・
地
方
自
治

総
合
研
究
所
政
策
研
究
部
長
）
と
の
要

請
も
強
い
。

介
護
保
険
料
に
関
し
て
、
厚
生
省
は

介
護
費
用
額
（
四
兆
円
強
）
か
ら
逆
算

し
て
、
四
十
歳
以
上
の
国
民
平
均
で
一

人
二
千
五
百
円
を
基
準
と
し
て
い
る
。

瘤



にゅ_すふぉ－らむ

四
十
’
六
十
四
歳
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

は
企
業
と
保
険
料
を
原
則
折
半
す
る
。

組
合
健
康
保
険
加
入
者
は
夫
婦
で
三
千

四
百
円
、
本
人
負
担
は
千
七
百
円
に
な

薯ﾛ伯:’

■介護報酬（サービス単価）

2000年度政府予算編成までに医療保険福祉審議会

などで協議する。「特別養護老人ホームなど施設

報酬は管理コストも考慮して決める」（厚生省）

方針で、重度介護の場合は35万円前後に膨らむ公

算。民間企業などの関心は高いが詳細は不明で

「自治体の意向が反映されるのか」（松尾徹人高
知市長）との不安が強い。

■要介護度の認定審査・不服申請

厚生省が実施したモデル事業調査によると、痴ほ

うの判定などが不正確で1次判定と２次判定で全

高齢者の28％の認定に食い違いが出た。認定まで

「１，２ヵ月かかるケースが増え現行よりも不便

になる」（都内の福祉関係者）との懸念がある。

不服の申請は都道府県が窓口になるが、申請数の

増大で円滑に機能しない恐れも。

■現金給付・利用券

家庭介護への現金支給は、サービス基盤が弱く住

民の不満が出そうな町村部を中心に制度化の要望

は強い。利用者に一定の額面金額の利用券（バウ

チャー）を配布する案もある。厚生省は「未使用

の券を無理に使い切ろうとすれば費用増になる」

と消極的。経済界はサービス選択の自由度が広が

るとの理由で導入を要望中。

■保険の給付範囲

新進党などは在宅介護への食事配達、送迎サービ

ス、外出手伝いの追加を求めている。食事は配達

体制が未整備など問題が多く、賛否両論ある。厚

生省は国会で「配食システムの確立を図る」と確

認答弁したにとどまっている。

400脛

600Ｆ；

400円

罰則労

ま国が

る
。
高
齢
者
は
全
額
負
担
す
る
た
め
夫

婦
で
五
千
円
（
全
国
平
均
）
に
な
る

が
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
に
応

じ
て
自
治
体
が
自
由
に
保
険
料
を
設
定

で
き
る
。
全
体
で
は
二
○

○
○
年
度
で
約
二
兆
円
に

上
る
新
た
な
保
険
料
負
担

に
な
る
。

実
際
に
は
特
別
養
護

ホ
ー
ム
へ
の
介
護
報
酬
単

価
、
物
価
や
人
件
費
の
伸

び
、
利
用
者
本
人
負
担
の

上
限
設
定
次
第
で
増
え
る

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
希
望
者

が
市
町
村
に
給
付
を
申
請
す
る
と
、
自

治
体
の
職
員
が
家
庭
を
訪
問
し
七
十
項

公
算
が
大
き
い
。

九
九
年
の
公
的
年
金
改
革
で
は
支
給

水
準
の
引
き
下
げ
が
検
討
課
題
だ
が
、

高
齢
者
の
介
護
保
険
料
は
年
金
か
ら
強

、
１
１

申請から

給付まで

自
治
体
職
員
の
調
査
で

要
介
護
度
別
に
支
給
額

在
宅
１
月
６
万
～
四
万
円

目
の
本
人
調
査
票
を
作
成
す
る
。
市
町

村
単
位
で
設
け
る
一
介
護
認
定
審
査

会
」
は
こ
の
一
次
判
定
結
果
と
、
か
か

り
つ
け
医
の
所
見
を
参
考
に
二
次
判
定

す
る
。
高
齢
者
は
排
便
、
入
浴
な
ど
生

活
能
力
に
応
じ
「
虚
弱
」
か
ら
「
最
重

度
」
ま
で
六
段
階
の
「
要
介
護
度
」
に

分
け
ら
れ
る
。

▼
在
宅
介
護
要
介
護
度
に
よ
っ
て
保

険
支
給
額
が
決
ま
る
。
「
時
々
支
援
が

必
要
」
な
軽
い
ケ
ー
ス
な
ら
月
六
万

円
。
二
日
中
ベ
ッ
ド
で
過
ご
す
」
ほ

ど
重
い
と
二
十
九
万
円
。
利
用
者
は
費

用
の
一
割
を
契
約
先
の
サ
ー
ビ
ス
提
供

機
関
に
直
接
払
う
。
本
人
負
担
は
月
六

千
’
二
万
九
千
円
と
な
る
。

▼
施
設
介
護
本
人
負
担
は
一
割
だ

が
、
金
額
は
施
設
で
異
な
る
。
標
準
は

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
で
月
二
万
九
千

制
的
に
天
引
き
さ
れ
る
。
医
療
保
険
改

革
で
も
政
府
・
与
党
は
高
齢
者
だ
け
の

独
立
保
険
制
度
を
新
設
す
る
方
針
で
、

お
年
寄
り
に
は
負
担
が
か
さ
む
。

｝

”

一
る
健
康
保
険

－
叫
歳

１国民
|健康保険 2,400円
-----￣－－－－－－－－－－－－－－－－－

|※組合と政管は原則労
１便折半、国保は国が
｜半額拠出

公的介護保険のｶﾛ入者負担

月額保険料（夫婦２人分）

全国平均は5,000円

政管健保２`600円

閖
歳
以
上

①市町村が独自に基準額
を定める

②所得に応じ基準額の半
額から５割増まで５段
階に分かれる



円
、
半
年
程
度
の
滞
在
が
原
則
の
老
人

保
健
施
設
な
ら
月
三
万
三
千
円
。
こ
れ

に
食
費
、
身
の
回
り
品
を
合
わ
せ
三
万

六
千
’
五
万
円
が
別
途
必
要
に
な
り
、

利
用
者
は
合
計
月
六
万
五
千
－
九
万
四

千
円
を
負
担
す
る
。

介護保険制度の仕組み

②毎月の保険料支払い
（全国平均で2500円）
④保険給付の申請
9塑埋､懸蝉副四Ｇｍ師幻珂引廻母斑寒旺悪困輌函石配U、湖

認

鐘霞
’６５歳以上
､－．－‐－－－~--.---1

４０～64歳Ｉ

直
接
契
約

③サービス
｜の提供

⑨費用の1割
を支払う

鋪
..－主体

堺
蝉
線

■

介
護
保
険
は
国
民
負
担
の
重
さ
か
ら

い
っ
て
「
第
二
の
消
費
税
」
で
あ
る
。

灘繋派麹
②介護器具の貸与など

施設サービス(入所）

ii蕊iii:i二:『菫

負
担
増
は
「
第
二
の
消
費
税
」

ｒ
Ⅲ
Ⅲ
Ｉ
国
民
の
声
置
き
去
り
に

：

鰍０

鰯鰯鰯鰯､騨騨蕊;騨瞬騨騨簿

②サービス提供機関
の指定申請

実
施
初
年
度
の
二
○
○
○
年
度
で
負
担

額
は
約
二
兆
円
。
十
年
後
に
は
五
兆
円

を
超
え
る
。
し
か
も
こ
れ
は
厚
生
省
の

控
え
め
な
試
算
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は

恐
ら
く
も
っ
と
膨
ら
む
。
給
与
や
年
金

か
ら
の
天
引
き
だ
か
ら
、
い
や
も
応
も

な
い
。
そ
ん
な
制
度
が
政
府
の
検
討
一

年
、
国
会
審
議
一
年
で
決
ま
っ
た
。
消

費
税
が
大
平
、
鈴
本
中
曽
栂
竹
下
と

四
代
の
内
閣
、
十
年
の
歳
月
を
要
し
た

の
に
比
べ
る
と
、
う
そ
の
よ
う
な
話
だ
。

最
初
か
ら
最
後
ま
で
厚
生
省
の
ペ
ー

ス
で
進
ん
だ
。
介
護
の
悲
惨
な
実
態
、

さ
ら
に
深
刻
化
す
る
将
来
予
測
を
流

し
、
国
民
の
不
安
心
理
を
あ
お
っ
た
。

そ
れ
を
解
決
す
る
魔
法
の
つ
え
が
介
護

保
険
。
そ
ん
な
演
出
に
各
政
党
も
我
遅

れ
じ
と
ば
か
り
に
乗
っ
た
。

さ
す
が
に
厚
生
省
が
ま
と
ま
り
国
会

審
議
が
進
む
に
し
た
が
っ
て
疑
問
点
が

噴
き
出
し
た
。
加
入
者
す
べ
て
に
十
分

な
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
の
が
保

険
契
約
と
い
う
も
の
の
原
点
な
の
に
施

設
、
人
員
ど
ち
ら
も
供
給
体
制
は
不
十

分
、
保
険
料
を
一
度
で
も
払
っ
た
ら
そ

の
時
点
か
ら
給
付
を
受
け
る
権
利
が
発

生
す
る
の
が
保
険
契
約
と
い
う
も
の
な

の
に
六
十
五
歳
ま
で
は
受
給
資
格
は
原

則
な
し
（
四
十
歳
加
入
な
ら
二
十
五
年

間
は
保
険
料
の
た
だ
払
い
）
。
ど
ん
な

サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
か
は
「
認

定
」
で
決
ま
る
が
、
そ
の
結
果
は
認
定

機
関
に
よ
っ
て
ば
ら
ば
ら
。
医
療
保
険

で
い
え
ば
、
風
邪
と
診
断
さ
れ
る
こ
と

も
あ
れ
ば
肺
炎
と
診
断
さ
れ
る
こ
と
も

あ
る
。

保
険
料
が
い
く
ら
に
な
る
か
、
は
っ

き
り
さ
せ
て
い
な
い
奇
妙
な
保
険
で
も

あ
る
。
厚
生
省
の
説
明
は
「
介
護
給
付

が
い
く
ら
に
な
る
か
で
決
ま
る
」
。
初

年
度
で
一
人
月
額
二
千
五
百
円
（
夫
婦

で
五
千
円
）
と
い
う
メ
ド
は
示
し
て
い

る
が
、
法
律
に
明
示
さ
れ
た
も
の
で
は

な
い
。
つ
ま
り
、
介
護
給
付
が
膨
ら
む

だ
け
保
険
料
も
増
額
。
歳
出
が
倍
に
な

れ
ば
税
金
も
倍
に
す
る
と
い
う
発
想

だ
。
そ
の
額
を
国
会
で
は
な
く
政
府
が

決
め
る
。

介
護
報
酬
の
単
価
か
ら
介
護
報
酬
の

給
付
対
象
施
設
、
対
象
用
途
、
対
象
器

具
ま
で
、
す
べ
て
厚
生
省
が
決
め
る
。

膨
大
な
利
権
が
転
が
り
込
み
、
天
下
り

ポ
ス
ト
は
千
を
超
え
る
と
の
見
方
も
あ

7‘



こゆ－すふぉ－らむ

ら
く
一
万
円
）
を
天
引
き
し
て
ま
で
官
議
開
会
、
採
決
に
強
く
反
発
、
十
日
以
う
に
す
る
こ
と
を
柱
と
し
て
い
る
。
同

国
民
の
声
よ
り
官
僚
の
利
益
を
優
先
僚
機
横
を
太
ら
せ
る
。
こ
れ
が
「
橋
本
降
、
参
院
で
の
預
金
保
険
法
改
正
案
の
改
正
案
の
成
立
を
見
込
ん
で
す
で
に
一

し
た
わ
け
で
あ
る
。
財
源
配
分
の
見
直
行
革
」
の
素
顔
で
あ
る
。

審
議
を
含
め
、
す
べ
て
の
審
議
に
応
じ
部
銀
行
の
合
併
計
画
も
進
ん
で
い
る
こ

（
編
集
委
員
佐
野
正
人
）
な
い
方
針
だ
。
こ
れ
に
対
し
、
自
民
党
と
か
ら
、
与
党
側
は
「
成
立
し
な
い
と

平
気
で
押
し
つ
け
る
。
年
金
生
活
者
か
百
本
経
済
新
聞

な
ど
与
党
側
は
あ
く
ま
で
十
二
日
ま
で
金
融
不
安
が
広
が
り
か
ね
な
い
」
（
目

一
九
九
七
・
十
一
一
・
三
）
の
会
期
中
に
、
同
改
正
案
を
成
立
さ
せ
民
党
の
保
利
耕
輔
・
国
会
対
策
委
員

る
構
え
だ
。
政
府
・
与
党
と
の
対
決
姿
長
）
と
今
国
会
で
の
成
立
の
必
要
性
を

囮
介
護
保
険
法
が
成
立

勢
を
強
め
る
新
進
党
は
内
閣
不
信
任
案
強
調
し
て
き
た
。

の
提
出
方
針
を
決
め
て
お
り
、
終
盤
国
こ
れ
に
対
し
、
野
党
側
は
北
海
道
拓

二
○
○
○
年
度
か
一
ｂ
実
施

会
は
金
融
不
安
問
題
へ
の
対
応
も
か
ら
殖
銀
行
や
山
一
証
券
の
破
た
ん
前
に
作

国
会
は
九
日
夜
、
新
進
、
民
主
、
大
け
な
ど
の
賛
成
多
数
で
可
決
、
成
立
し
預
金
保
険
法
改
正
案
は
、
二
○
○
○
た
ん
が
相
次
ぐ
現
状
に
即
し
た
内
容
で

陽
の
野
党
三
党
欠
席
の
ま
ま
衆
院
本
会
た
。
ま
た
、
与
野
党
間
の
最
大
の
争
点
年
度
末
ま
で
の
時
限
的
措
置
と
し
て
、
な
い
」
（
新
進
党
の
中
野
寛
成
・
国
会

議
を
開
き
、
高
齢
化
社
会
に
対
応
し
て
と
な
っ
て
い
る
預
金
保
険
法
改
正
案
を
金
融
監
督
庁
な
ど
の
あ
っ
せ
ん
を
前
提
対
策
委
員
長
）
と
し
、
抜
本
的
な
対
策

国
の
介
護
制
度
を
充
実
さ
せ
る
た
め
の
可
決
、
参
院
に
送
付
し
た
。
野
党
三
党
に
、
経
営
不
振
の
銀
行
の
合
併
に
も
預
が
必
要
と
し
て
反
対
し
て
い
た
。

介
護
保
険
法
を
自
民
、
民
社
、
さ
き
が
は
三
党
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
の
本
会
金
保
険
機
構
の
資
金
提
供
を
で
き
る
よ
与
野
党
対
立
の
打
開
の
た
め
、
九
日

る
。
市
町
村
の
仕
事
だ
っ
た
介
護

山
ロ
昇
・
全
国
老
人
保
健
施

り
か
か
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
基

行
政
は
再
び
厚
生
省
の
一
括
管
理
股
協
会
会
長
寝
た
き
り
高
齢

盤
整
備
を
急
ぐ
。

に戻る。介護現場の実態に触輔轤懸》Ｌ野鰭鉦ピ縄雛際塞澱餅

諏部聰甦憤州諦刑朏錘鰡嚇鮒繍鮒鱗鏑罎蝋繩総襯豚撒
の
だ
。

（
縢
囎
鱸
睡
犢
蛍
刑
い
》
鮒
鮮
蕊
離
鴻
儲
進
駆
庖
縣
鱸
織
繍
諏

問題点への理解を示す。参考一献鑿一纒繩鱸雛靴聰鮴蝿慰課鰯歸
人
質
疑
や
地
方
公
聴
会
で
も
問
題
保
険
で
も
中
核
に
な
る
と
予
想
広
体
だ
け
で
サ
ー
ビ
ス
を
供
給
す

点
へ
の
指
摘
が
続
出
し
た
。
世
論
さ
れ
る
か
ら
だ
。
地
域
住
民
が

る
と
い
う
メ
ン
ツ
に
こ
だ
わ
る

調
査
で
も
批
判
的
意
見
が
圧
倒
的
安
心
し
て
老
人
保
健
施
設
に
寄

限
り
、
格
差
は
解
消
し
な
い
。

に
多
い
。
そ
れ
な
の
に
申
し
訳
程
…
…
…
…
…
…
…
…
邊
謬
蕊
蕊
熟
欝
…
蕊
…
…
…
…
…
驍
篭
…
…
…
露
霞
…
…
…
…
…
…
…
…
蕊
籔
蕊
議
蕊
驚
篭
驚
…
…
…
…

私の見方

土
田
武
史
・
早
大
教
授
（
社

善
の
余
地
が
大
き
い
。
症
状
が

会
保
障
論
）
現
金
給
付
は
家

重
い
ほ
ど
「
医
療
か
介
護
か
」

族
介
護
を
評
価
す
る
重
要
な
制
を
の
線
引
き
が
難
し
く
、
逆
に

度
で
実
施
を
検
討
す
べ
き
肢
「
虚
弱
」
な
ど
軽
度
な
ら
ば
保

だ
。
ド
イ
ツ
で
は
利
雲
の
七
択
険
適
用
に
漏
れ
る
人
が
増
え

欄鵜辮繼騨鰯臓辮騨鱗一輔》蹄
馴締繩繍螂繩鮒禅鳩、鶴鷆鮮司
に
一
度
訪
問
調
査
す
る
な
ど
し
金
す
べ
き
だ
。
ま
た
将
来
は
震

て
、
介
護
の
質
を
維
持
す
る
努
現
加
入
童
一
一
十
歳
以
上
に
広

力
も
欠
か
せ
な
い
。

げ
、
若
年
障
害
者
も
対
象
に
し

高
齢
者
の
要
介
護
認
定
は
改

た
方
が
公
平
な
制
度
に
な
る
。

坊



は
伊
藤
衆
院
議
長
の
あ
っ
せ
ん
に
よ
り

与
野
党
の
幹
事
長
会
談
や
国
会
対
策
委

員
長
会
談
が
断
続
的
に
開
か
れ
た
。
こ

の
中
で
、
野
党
三
党
は
五
日
に
行
わ
れ

た
衆
院
大
蔵
委
員
会
で
の
同
改
正
案
の

採
決
を
無
効
と
し
、
白
紙
に
戻
す
こ
と

を
主
張
。
与
党
側
は
衆
院
本
会
議
で
補

充
質
問
を
行
う
こ
と
な
ど
を
提
案
し
た

介
護
保
険
法
が
九
日
夜
の
衆
院
本
会

議
で
成
立
し
た
こ
と
に
よ
り
、
寝
た
き

り
や
痴
ほ
う
の
高
齢
者
へ
の
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
、
四
十
歳
以
上
の
国
民
が
支
払

う
保
険
料
と
公
費
に
よ
っ
て
賄
う
新
た

な
公
的
介
護
保
険
制
度
は
、
二
○
○
○

年
四
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
。

介
護
保
険
料
は
制
度
導
入
時
の
二
○

○
○
年
度
で
、
毎
月
一
人
平
均
で
二
千

五
百
円
と
見
込
ま
れ
る
。
四
十
－
六
十

四
歳
は
、
医
療
保
険
料
と
あ
わ
せ
て
徴

収
さ
れ
、
企
業
や
国
が
半
分
を
負
担
す

る
。
六
十
五
歳
以
上
は
原
則
と
し
て
年

金
か
ら
の
天
引
き
で
、
全
額
自
己
負
担

と
な
る
。

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
の
派
遣
や
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
入
所
な
ど
、
同
制

度
に
よ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
た

介
護
保
険
二
○
○
○
年
度
か
ら
実
施

が
、
野
党
側
は
拒
否
し
、
最
終
的
に
決

裂
し
た
。
新
進
党
な
ど
野
党
三
党
は
本

会
議
を
欠
席
し
、
共
産
党
は
出
席
し
て

同
改
正
案
な
ど
に
反
対
し
た
。

与
党
側
は
自
民
党
の
加
藤
幹
事
長
等

が
衆
院
本
会
議
開
会
に
先
立
っ
て
斎
藤

参
院
議
長
と
会
談
し
、
協
力
を
要
請
し

た
。

め
に
は
、
制
度
を
運
営
す
る
市
区
町
村

の
認
定
が
必
要
と
な
る
。
特
に
、
四
十

’
六
十
四
歳
の
加
入
者
は
、
若
年
性
痴

ほ
う
や
脳
血
管
障
害
な
ど
老
化
が
原
因

で
介
護
が
必
要
と
な
っ
た
ケ
ー
ス
に
限

ら
れ
る
。

厚
生
省
に
よ
る
と
、
利
用
者
は
か

か
っ
た
費
用
の
一
割
を
負
担
す
る
こ
と

に
な
る
が
、
｜
か
月
の
負
担
額
は
、
在

宅
サ
ー
ビ
ス
で
六
千
円
か
ら
二
万
九
千

円
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
で
四
万
七
千
円
か

ら
六
万
千
円
と
試
算
さ
れ
て
い
る
。

介
護
保
険
法
は
、
先
の
通
常
国
会

で
、
市
区
町
村
が
作
る
事
業
計
画
に
、

地
域
住
民
で
あ
る
加
入
者
の
意
見
を
反

映
す
る
措
置
を
講
じ
る
よ
う
修
正
が
加

え
ら
れ
衆
院
を
通
過
。
今
国
会
で
は
参

院
で
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
必
要
な
ホ
ー

ム
ヘ
ル
パ
ー
の
人
材
確
保
の
ほ
か
、
特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の
施
設
整
備

に
つ
い
て
、
国
の
責
任
を
よ
り
明
確
に

環
境
問
題
で
活
動
し
て
い
る
グ
ル
ー

プ
の
「
止
め
よ
う
７
．
ダ
イ
オ
キ
シ
ン

汚
染
・
関
東
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
は
４
日

午
後
、
厚
生
大
臣
と
中
央
薬
事
審
議
会

（
中
薬
審
）
の
会
長
あ
て
に
低
用
量
ピ

ル
の
認
可
禁
止
を
求
め
る
要
望
書
を
提

出
す
る
。
服
用
者
か
ら
排
出
さ
れ
る
ピ

ル
の
合
成
ホ
ル
モ
ン
が
生
態
系
に
影
響

を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
の
が

理
由
。
ピ
ル
認
可
に
向
け
て
審
議
が
大

詰
を
迎
え
て
い
る
時
期
に
、
新
た
な
難

問
が
出
現
し
た
。

中
薬
審
は
１
９
９
０
年
か
ら
低
用
量

ピ
ル
の
安
全
性
、
有
効
性
に
つ
い
て
検

討
し
て
き
た
。
ピ
ル
が
認
可
さ
れ
て
コ

ン
ド
ー
ム
使
用
が
減
る
と
エ
イ
ズ
禍
を

引
き
起
こ
す
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸

念
か
ら
一
時
審
議
が
凍
結
さ
れ
た
が
、

今
秋
よ
う
や
く
認
可
の
最
後
の
ハ
ー
ド

ル
で
あ
る
常
任
部
会
に
諮
る
こ
と
が
決

■函

「
ピ
ル
で
環
境
に
悪
影
響
」

市
民
団
体
が
認
可
禁
止
の
要
望
書

す
る
よ
う
再
修
正
さ
れ
、
衆
院
に
送
付

さ
れ
て
い
た
。

（
読
売
新
聞
一
九
九
七
・
十
二
・
十
）

ま
っ
た
ば
か
り
。

環
境
問
題
の
グ
ル
ー
プ
が
ピ
ル
に
関

心
を
持
っ
た
の
は
、
内
分
泌
機
能
を
異

常
に
す
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
な
ど
環
境
ホ

ル
モ
ン
の
問
題
が
徐
々
に
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
た
め
。

要
望
書
を
提
出
し
た
グ
ル
ー
プ
の
短

大
非
常
勤
講
師
、
佐
藤
禮
子
さ
ん
は

「
さ
ま
ざ
ま
な
化
学
物
質
が
ホ
ル
モ
ン

バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
、
ヒ
ト
の
精
子
の
減

少
や
生
物
界
の
メ
ス
化
が
起
こ
っ
て
い

る
。
合
成
ホ
ル
モ
ン
で
あ
る
ピ
ル
も
環

境
に
悪
影
響
を
与
え
る
の
で
は
な
い

か
」
と
問
題
点
を
指
摘
す
る
。

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
な
ど
内
分
泌
機
能
に

影
響
を
与
え
る
化
学
物
質
に
つ
い
て

は
、
環
境
庁
が
今
年
３
月
に
研
究
班
を

設
け
、
７
月
に
中
間
釦
笙
口
を
ま
と
め
た

ば
か
り
だ
。

日
本
家
族
計
画
協
会
市
ケ
谷
ク
リ

7Ｂ



こゅ－する､お－らむ

拠
出
金
カ
ッ
ト
に
危
機
感
を
抱
く
国

際
機
関
の
声
に
大
蔵
省
が
配
慮
し
た
も

の
。
外
務
省
も
こ
の
「
外
圧
」
を
計
算

し
て
い
た
ふ
し
は
あ
る
。
し
か
し
「
Ｏ

Ｄ
Ａ
削
減
、
国
連
機
関
へ
の
義
務
的
分

一
九
九
八
年
度
予
算
の
大
蔵
原
案

で
、
政
府
の
途
上
国
援
助
（
Ｏ
Ｄ
Ａ
）

費
の
う
ち
、
国
際
機
関
へ
の
任
意
の
拠

出
金
の
削
減
率
が
大
幅
に
縮
ま
っ
た
。

国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
（
Ｕ
Ｎ

ニ
ッ
ク
所
長
の
北
村
邦
夫
さ
ん
は
「
妊

娠
し
た
女
性
の
尿
中
に
も
女
性
ホ
ル
モ

ン
は
多
く
含
ま
れ
、
妊
娠
如
週
の
場
合

は
ピ
ル
服
用
者
の
１
万
倍
に
も
な
る
。

体
外
に
排
出
さ
れ
る
ホ
ル
モ
ン
を
問
題

に
す
る
の
は
本
質
的
で
は
な
い
」
と
主

張
す
る
。

新
た
な
難
問
の
出
現
で
認
可
が
遅
れ

る
可
能
性
も
出
て
き
た
が
、
「
女
性
と

健
康
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
メ
ン
バ
ー
、

囮「
外
圧
」
頼
み
に
不
信
感
も

国
際
機
関
へ
の
任
意
拠
出
金

削
減
率
が
大
幅
縮
小

担
金
の
増
加
、
円
安
と
い
う
三
重
苦
の

中
で
は
や
む
を
得
な
い
」
（
同
省
幹

部
）
と
任
意
拠
出
金
を
真
っ
先
に
切
り

捨
て
た
外
務
省
に
対
す
る
各
機
関
の
不

信
は
残
り
そ
う
だ
。

Ｈ
Ｃ
Ｒ
）
や
国
連
児
童
基
金
（
ユ
ニ
セ

フ
）
な
ど
、
外
務
省
の
概
算
要
求
段
階

で
は
四
割
前
後
の
削
減
率
だ
っ
た
も
の

も
、
増
額
査
定
で
五
’
一
○
％
の
削
減

ま
で
圧
縮
し
た
。

お
茶
の
水
女
子
大
の
原
ひ
ろ
子
教
授
は

「
ピ
ル
の
使
用
を
全
面
的
に
禁
止
す
る

の
は
、
ピ
ル
を
待
ち
望
む
女
性
た
ち
の

声
を
無
視
す
る
一
方
的
な
解
決
法
。
環

境
問
題
を
憂
慮
し
つ
つ
も
、
女
性
の
避

妊
の
選
択
肢
を
可
能
な
限
り
広
げ
る
べ

き
だ
と
思
う
」
と
話
し
て
い
る
。

【
松
村
由
利
子
】

（
毎
日
新
聞
一
九
九
七
・
十
二
・
四
）

外
務
省
は
任
意
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど

の
国
際
機
関
へ
の
「
出
資
・
拠
出
」

を
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
一
割
削
減
の
財
政
構
造
改

革
の
方
針
の
も
と
、
今
年
度
の
七
百
二

十
八
億
円
か
ら
要
求
段
階
で
一
一
一
一
・
三

％
削
り
、
五
百
六
十
六
億
円
に
と
ど
め

た
。
緒
方
貞
子
さ
ん
率
い
る
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ

Ｒ
や
、
ユ
ニ
セ
フ
な
ど
一
般
に
も
な
じ

み
の
あ
る
機
関
の
大
幅
カ
ッ
ト
が
目

立
っ
て
い
た
。

こ
の
方
針
に
対
し
て
は
、
ア
ナ
ン
国

連
事
務
総
長
か
ら
再
考
を
促
す
書
簡
が

橋
本
龍
太
郎
首
相
あ
て
に
届
き
、
来
日

し
た
各
機
関
の
関
係
者
が
小
渕
恵
三
外

相
ら
に
配
慮
を
求
め
た
。

こ
う
し
た
経
緯
も
あ
っ
て
、
大
蔵
原

案
で
は
百
二
十
四
億
円
増
の
六
百
九
十

億
円
と
な
り
、
削
減
率
は
五
・
二
％
に

（
外
務
省
集
計
）
。
大
蔵
省
分
の
国
際

機
関
へ
の
出
資
・
拠
出
の
一
九
％
減
、

円
借
款
の
一
八
％
減
に
比
べ
、
優
遇
が

目
立
つ
。

二
度
『
バ
カ
』
と
言
わ
れ
て
立
ち

直
る
予
算
」
。
拠
出
金
の
復
活
を
外
務

省
の
あ
る
担
当
者
は
こ
う
表
現
す
る
ｂ

Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
や
ユ
ニ
セ
フ
な
ど
削
減
の

対
象
機
関
を
明
示
す
る
こ
と
で
世
論
の

関
心
を
集
め
、
ま
き
返
す
と
の
計
算
が

あ
っ
た
と
い
う
の
だ
が
、
日
本
政
府
は

:欝灘i鱗主な国際機関への拠出（単位：億円）蕊蕊騨議
1998年度

\,鶴鯛議麟憲:劇鐵率
国璽麗属高欝禰間潔)）瓢△39％８，３２△5％
国連人ﾛ基金（ＵＮＦＰＡ）８０▲35％７６２４▲５％
“児童基金（ユニセフ）３１▲41％２９１１▲５％
ji汁字国際委員会(ＩＣＲＣ）９▲39％９３▲５％
国連開発計画（ＵＮＤＰ）１１１▲37％９９２９▲10％
世界食糧計画（ＷＦＰ）２３▲45％２１８▲10％

霧閲ﾚｽﾁ禰綱)｝’３△44％’２５△'0％
国際然帯木材機関(ＩＴＴＯ）１３▲35％１２３▲10％
国連瑁境計画（ＵＮＥＰ）６▲45％６２▲９％
国連大学（ＵＮＵ）６▲38％６２▲10％

国
際
機
関
な
ど
へ
の
拠
出
を
「
軍
事
力

に
代
わ
る
国
際
貢
献
策
」
と
位
置
づ
け

て
き
た
は
ず
。
今
回
の
対
応
が
「
作

戦
」
だ
と
す
れ
ば
、
外
務
省
の
い
う
国

際
貢
献
は
軽
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
に
な

り
か
ね
な
い
。

概
算
要
求
額
よ
り
は
ふ
え
た
が
、
拠

出
金
が
今
年
度
よ
り
減
る
こ
と
に
は
変

わ
り
な
い
。
人
道
、
環
境
分
野
な
ど
の

十
機
関
Ⅱ
表
Ⅱ
の
削
減
率
は
五
－
’
○

％
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
二
○
％
以
上
の

削
減
や
拠
出
金
全
廃
と
な
る
機
関
も
少

な
く
な
い
。

（
朝
日
新
聞

一
九
九
七
・
十
一
一
・
二
十
四
）
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人
口
問
題
は
、
二
十
一
世
紀
の
人
類
生
存
を
左
右
す
る
地
球
上
の
最
も
重
要
な
課
題
と
な
っ
て

い
ま
す
。
一
九
九
七
年
の
世
界
人
口
は
五
八
億
人
二
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
こ
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
凸
ぬ
る
ア
ジ
ア
人
口
の
行
裏
人
類
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
を
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
■
全
一
・
負

く
く
～
、
。
ご
入
△
五
二
の
ｈ
お
言
願
い
・
く
～
、
く

の牛典

シ誌圀麿３１１１．

遡可ア夢アムロ
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２．東南アジア諸国等人口・開発堆礎調盗#li告i１１：

－インドlIil-

Repo｢ｔｏｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕｒｖｅｙｏｆＰｏＩ)ulaIionand

DevelopmenljnSoutheastAslaI1Counlrles

－施調査報告團及ひ出

昭和58年度

１．J１１鞭人氏共fII1lil人1-'家族計画雅礎鋼炎報告聾

Ｂ副sicSurveyonPopulationandFamilvP1anning
in【hePeoI)Ie，ｓＲｅＩ)ubIlcofChina（英語版）

生育率和生禰水12矢系中日合作淵fbii1f究扱告柊
（'化|諦版）

India-

３．中華人災共和1兎l人口・家族iilliTi第二次J代礎調在概件iUド

BaIsicSurvey(１１）onPopulationand脳milyPlrmning

inthePeople，sRepublicofChina

生育率fⅡ生旙水平矢系第二次中ロ今作iIMIIfhli究ｲＭ

呰名（中岡識版）

昭和59年度

１．アジア,満同ｸﾞ)農村人11と農業ljH発に関する調査獺告欝
一インドｍ－

Ｒｅｐｏｒｔ（)ntheSurveyofRuralPopulationand
AgTiculturalDevelopmentinAsianCountries

-India-（英語版）

４．ネパール｣:同人[ル家峡計画ML礎調Hif

BasicSurvevReporlonP(〕I)ulalionandRlmilv

Planr1ingintheKinRdDInofNIepal（炎iiiIi版）

５．日本の人UIiliIlj化と開発

UrbanizationandDevelopmenlinjapan（英誌版）

２．東南アジアi渚l兎l等人口・Ｉ)↓１発挫礎調径報告普

一タイ国一

ReportonlheBasicSurveyofPopulationandDcve・

lopmentinSoutheastAsianCountries

-Thailand－

６．バンコクの人口都市化と生播環境・ｈｌ{祉調１０１ト

ーテータ編一

SurvevofUrbanizationLjvingEnvironmenland

WelfareinBaniKkok-Dala-

（英語飯〉

３．Ｈ’|xの人口抵換と農村開発

DemographicTransitioninJapanandRuralDeve

lopment（英語版）

７．スライド

日本の都市化と人ＬＩ（Ⅱ本i譜腿）

UrbanizaIionandPopulationinjapan〔英語NII(）

Ｈ本的城市化り人口（｢'１国語服）

Ｕ｢banisasiDal1kependudukanDiJepang

（インドネシア諾版）

４．ＳｕｒｖｅｙｏｆＦｅ｢tililyandLivingStandardsiI】Chinese

RuralAreas-Dala-Allthehouseholdsoftwo

villagesm」iIinProvillcesurvevedbyquestioxlz】ai｢Ｃｓ
（英語版）

失干`'1[玉I衣村的人口２１曵育'繰りfkiiIi水平的凋盗掘告

一対干吉林省lIi今村遊行全戸、淡凋從的端呆一

一焼ｉｆ剣,1－（『'１匹|語版）

昭和61年度

１．アジアijif畦lの農村人Llと農業開発に関-するjlMl介報f1了ｉＩｌ

－インドネシアl王l-

ReportonLheSurvcyofRuralPopulationanQ

AgIriculturalDevelopmcn［inAsianCountr1es

５．スライド日本の農業、農村開発と人口

_その軌跡一（Ｈ本紺版）

Ａｇ｢icultural＆RuralDevelopmentand，Population
inJapfln（英語版）

日本衣並友付的没展ﾄﾞⅡ人口的推穆（中｢iII譜版）

PerkembanganPertaniallMasyarakatDesaDEln

KependudukanDIJepalng（インドネシア語版）

（以124カ国版スライドは、日本産業教育スライドコ

ンクールにて優秀賞を受賞しました｡）

昭和60年度

Indones1a-（英論lilZ）

２．束南アジア諸国等人口・開発基礎調代報告書

一インドネシア同一

ReportonIheBasicSurveyo「ＰＯＩ)ulatjonand

Developmentix］SDuthcastAsianCounIrles

-Indones1a-（英語版）

３．在日fW学生の学習と生活条('１:に関する研究

一一一人的能力開発の課題に即して－

４．Ｈ本の労働力人口と開発

LaborFoにeandDevelopmentlnJapan(英語版) １．アジア謝国の農村人口と農業開発に関する調在報告普

一タイ同一

ＲｅｐｏｒＩｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＲｕｒａｌＰｏpulationand

AgricultulalDoveIopmentlnAsianCountries

-Thallfmd-（英語版）

５．人口と開発関連統計･鵬

DemographicandSocloEconomiclndlcators（)n

Popu1ationandDevelopment（災i濡版）

”



６．スライド日本の産業開発と人口

~その原動力・電気一（日本語版）

IndustrialDevelopmentandPopulaｔｉｏｎｉｎＪａｐａｎ

－ＴｈｅＰｒｉｍｅＭｏｖｅ｢ElecWicity-（英語版）

日本的汗並没展与人口

一一IlJiii助力一曳JY-（｢|』国語版）

Pembangunan］ndustridankependudukandiJepang

-PenggerakUtama､TengaListrik-

（インドネシア紺版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調狂報告書

一中華人民共和国一

ReportontheBasicSuweyofPopulationand

DevelopmentinSouthcastAsianCountries

-Chjna-（英語版）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調炎研究帆告晋

一タイ国一

４．Ｈ本の人口と家族

PopulationandlheFamilyinjapan（英語版） ７．ネパール]ﾐ膣|人口家族計画第二次恭礎調炎

ComplementaryBasjcSuweyReportonPopulation

andFamilyPlanningin［hekingdomofNepai５．アジアの人口転換と開発一統計集一

DemographicTransitionandDevelopmentinAsian

Counlries-OvervlewandStatisIicalTables-

（英語版）
昭和62年度

Ｌアジア甜国の農村人口と農業開発に関する調在報告書

-1-}'雅人氏共和国一

ＲｅｐｏｒｔｏｎｌｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＲＩ｣ralPopulalionand

Ag｢icultura］DevelopmentinAsianCountries

-China--（英諾版）

６．スライド

日本の人にIと家族（日本語版）

FamilyandPopulationinjapan

-AsianExpenence-（英語版）

日本的人口勺家庭（中国語版）

Penduduk＆KeluargaJepang（インドネシア語版）
２．東南アジア緒同率人口・'刑発基礎調ilf報告ilI：

－''１華人１１と共祁国一

Repor［ontheBasicSurveyoIPopu]aIionand

I)evelDI)men［inSoutheas［AsianCountris

-China-（英語版）

７．ペルー共和国人'二I家族計画蛙礎調炎

平成元年度

1．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告flト

ーバングラデシュ同一

ReportontheSurveyofRuralPopulationihnd

３．アジア諸国からの労働力流出に閲する調盗Df究報告書

一フィリピンl玉1－

`し日本の人口と農業開発

PopulationandAg｢icLIlturalDevelopmentmJapan

（英語版）

AgricuIturalDevelopment－BangIadesh

<英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調炎報告書

一ネパール同一

ReportontheBasicSurveyolPopulatior1and

DevelopmentinSoutbeastAsianCountrles

-Nepal-（英語版）

５．ネパールの人口・開発・環境

Popu】alionDeveloprnenLtmdEnvironｍｅｎｔｉｎＨＪｅｐａｌ

（英語ＩＭＩ）

６．スライド

｜｣本‘)人口移lE1Iと綴済発腱（日本語版〉

TheMjgratoryMovementandEcoI1omicDeve]oｐ

ｍｅｎｔｉｎＪａｐａｎ（英語版）

［1本的人口移功与罪ｉｈ友展（'1]国語版）

PerI〕indahanPendlIdukDanPerkembanRanEkonomi

DiJeI〕ang（インドネシア謡版）

３．アジア諸国からの労動力流出に関する調充研究報告書

一マレーシア国一

４．日本の人口概造変動と開発

一高齢化のアジア的視点一

StructuralChangeinPopulationandDeveIopment

-Japan'sExperienceinAging-（英語版） ７．トルコ同人'二1京族;１．画JIL礎調従

５．スライド

高齢化社会への日本の挑戦

一生きがいのある魁後を目指して－（日本譜版）

Aginginjapan－ChallcngesandProspecLs-
（英語版）

辺人海鹸化社会的日本正面I随挑険

一追求.其生命意又的老年生滅一〈中国語版）

昭和63年度

１．アジア諸IjRlの農村人、と農業開発に関する調迩報告課

一ネパール画一

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｖｏｆＲｕｒａｌPopulationand

Agricul[uralDevelopmentinAsianCounmes

-KeIxll-（英語版）

８０



３・アジア諸国からの労働力流出に関する調在研究報告書
－－中薙人民共和国一一

TantanganMasyarakatLanjutusiとIJepang
（インドネシア譜版）

４．日本の地域開発と人口一】990年代の展望一

RegionalDevelopmentaIldPDpulaｔｉｏｎｉｎＪ２ｌＩ)an
-TrendsandProspeclsmthel990s－－－

（英語版）

６．アジア諦lr1の農業開発－５ヵmの比絞一

StrateRicMeasuresfo「theAgriculturalDevelopment
-Compar21tiveS[rudiesonFiveAsianCoun[ries-

（英語版〉

（本作品は、1990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１１１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）

RegjmilDevelopmentandPopulatioｎｉｎＪａｐａｎ
（英語版）

日本的区域升友和人1コ（中国語版）

PermbangunanD&ierahdanPoI)ulasidi」epang
（インドネシア版）

平成２年度

Ｌアジア諸国の農村人L1と農業MH発に関する調在報告書

一一フィリピン同一一

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕ｢ｖｅｙｏｌＲｕｒａｌＰ(〕pulatlonand

AgriculturalDevelopment－Philil〕lPlne-
（英語版）

２．来南アジア諸国等人!」・Ｉ#1発基礎ijM在雑告ｉｌｉ
－バングラテ'シュー

Rel)ortontheBasicSurveyofPopu1aljolland
DevelopmentinSoulheastAsianCountries

-･Bangladesh-（英語版）

６．アジアの労働力移動

LaborMigrationinAsia（英譜版〉

平成４年度

１．アジア猪同の農村人口と農業開発に側するimMjlf報告課

一マレーシア同一

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｖｏ［RuralPopulationaI1d

ARriculturalDevelopment－－Malavgia--

（英語版） ３・アジア諸l堂1からの労働力流ｌｌ１に関する綱Iih研究報告iＩキ
ー－インドネシア国一

２．東南アジア諸国辮人Iか開発基礎IJM従報告ｉＩｆ

－ベトナム国一

Rep(〕rlontheBasicSurveyolPopulalionand

DevelonmenlinSoutheagtAsi臼nCountrics

-V1etKam-（英語版）

４．日本の人口・１Ｍ苑・鰯境一一アジアの経験－－－

Popula(jon，DevelopmentandEnvironmen［ｉｎ

japan－AsianExperience-（英語ＩＭＩ）

５．スライド

日本の環境・人I」・開発（Ⅱ本譜版）

EnvironmenLPopulationaJUdDevel(〕pmentin
JapaI1（英語版）

日本的坏境・人ｎ．升友（中国諮版）

しingkungan，PendudLlkdanPembangunanjepang
（インドネシア語腿）

（本作品は、1991年GM)日本視聴覚教育協会主催優秀映

像教材選奨社会毅育部門で優秀賞を受賞｡）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調盗研究報告F1；

一一スリランカIfj-

４．アジアの砿業転換と人ｕ

lndustrialTransitionilndPopul＆ｌｉｏｎｉｎＡｓｉａ

〈英語版）

５．スライド

明日に生きる－日本の産業転換と人口一一

（日本語版）

LivinglorTomor｢０Ｗ-11]duslrial

TransitionandPopulatloｎｉｎＪａｐａｎ－

（英語肱）

生活在明天一日本的Ｉ錘止祷換５人'二１－

（中国語版）

HidupUntukHEIriEsok－PeralihanS(ruklur

lndustriDanPopulasiDiJepang-
（インドネシア譜版）

６．アジアの人1ｺ都Tl]i化一統iif4i-

P｢ospectsofUrbanizationjnAsia （英語服）

平成３年度

１．アジア諸国の農村人口と腱業開発に関する調査報告謙
一スリランカ住１－－

ReportontheSurveyRuralPoDulationand

Agricul[uralDevelopmenl--Srilanka-

（英語版）

２．束南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書
一フィリピンﾛ一一

RepoI･ｔｏ、［heBasicSurvevofPopula[ionand
DevelopmentinSoutheastAsianCountrieg

--Philippines-（英語版）

平成５年度

1．アジア諸国の腱村人ロと農業|淵発に関する綱盗報告ilト
ーーベトナム国一

釘



Repo｢tontheSurveyofRuralPopulationand

AgriculturalDevelopmenl-VieｔＮａｍ－

(英語版）

平成７年度

ｌ・アジア諸国の発展段階別腱業・農村NII発鯉礎調ｲf慨<1F

評一パキスタン同一

ReportontheBasicSurveyonAgriculturaIandRural

DevelopmentbyProg｢ｅｓｓＳ[ageinAsianCountries

-Pakistan-（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告普

一スリランカ国一

ReportontheBasicSurveyofPopulationand

Developmen［inSoutheastAsianCountries

-SriLanka-（英語版）２．アジア猪、の都Tti化とl#１発J,喋礎調炎報告書：

－えバールEl-

Repo｢tontheSuwevofUrbanizationandDevelopment、

inAsianCountries-NeDal-（英諦版）

３．アジア諸国の人間資源開発と労働力に関する調森研究

報告響一フィリピン国一

ルアジアからの挑戦一人口と開発一

ChalIengeandStrategyofAsianNations

-PopulalionandSustajnableDevelopment-

（英語版）

３．アジア論、の人ＩＨＩ資iMl開発と労働力Iこ'蝿する綱在１１)f先

報告行1ドーインド風一

４．アジアにおける女性のエンバワーメント

ＥｍｐｏｗｅｒｍｅｎｔｏｆＷｏｍｅｎｉｎＡｓｉａ（英語IUXj ５．スライド

女たちの挑戦一女性の地位向上と日本の人口一

（日本語版）

WomenandtheirChallenges－Improvements

intheStatusofWomenthePopulationofJapan-

（英語版）

女性的挑鱗一女性地位的提高与日本的人口一

（1』国語版）

TanlanganKaumWanita

-EmansjpasiWanitadanPopulasiJepang--

（インドネシア語版）

５．スライド

アジアを拓け－女性たち－（Ｈ本譜版）

ＡＢｒｉｇｈｔｏｆＧｅｎｄｅｒＥ〔lLlalily

-EmpoWe｢ｍｅｎｔｏｆＷｏｍｅｎｉｎＡｓｉａ－－（英iiili版）

、彼目強之路一今日Ⅲ洲女性一（中にl諾版）

Hal･panCerahbagiPersamaan-KaumWani〔a

AsiaMerambahJaIan-（インドネシア語版）

平成８年度

１．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発JIL礎調従報告

書一ラオス人民民主共和国一

Reportｏｎ［heBasicSurveyonAgriculturEIland

RuralDevelopmentbyProgressStageinAsian

Countries-LaoPcopleIsDemoraticRepublic-

（英語版）

平成６年度

１．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発基礎調査報告

響一インド国一

ReportontheBasicSuweyonAgriculturalandRuraI

DevelopmenlbyProgressStageinAsianCountries

-lndja-（英語版）

２．アジア諸国の都市化と開発調査報告書一タイ国一

ReportontheSurveyofUrbanizationandDevelopment

inAsianCountries-Thailand-（英語版）

２．アジア諸便lの都市化とＷ１発調査報告響一フィリピ

ンｍ－

ＲｅｐｏｒｌｏｎｔｈｅＳｕｗｅｙｏｆＵｒｂanizationandDevelop

mentinAsianCountries-PhiIippines-

（英語肱） ３．アジア諸国の人間資源開発と労働力に関する調交研究

報告書一一ベトナム画一

３．アジア諸国の人１１M資源開発と労働力に関する調在研究

報告書一ラオス国一 ４．アジアの女`性労働力参加と経済発展

-21世紀の戦略－－－

Women,sLaborParticipationandEconomicDevelop

mentinAsja--Strategytoward21Century-

（英語版）

４．２１世紀の人口・食搬戦略一アジアと世界一

PopulationandFoodStrategyfo「２１stcentury

-AsiaandWorld-（英語版）

５．スライド

アジアの女性たちはいま……（日本語版）

NewHorizonsfortheWomenofAsia（英語版）

正洲如女的新而程（中国語版）

WanitaAsiaKini・…．.（インドネシア語版）

５．スライド

2025年への決断一アジアの人口期加と食料－－－

ChallengeandDeclsionfbrtheYear2025

-PopulationlncreaseandＦｏｏｄｉｎＡｓｉａ－

（英語版）

８２



ＡＰＤＡ日誌

1ﾉﾘ譜2()25年【Iﾘ決断－１K洲的人口増催和粗食一
(１１』国語版）

TekadUnlukTahun2025-Pertambahan

PopulasidanPangandjAsia-（英語版）

ＡＰＤＡ 曰誌■■■ ■■■

、
月
２
日
厚
生
省
・
国
際
厚
生
事
業
団
委
託
調
査
テ
ジ
ア
お
社
会
保
障

シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
調
査
」
の
研
究
会
を
開
催
。

ｎ
月
６
日
講
演
会
五
世
紀
人
類
は
生
き
残
れ
る
か
ｌ
人
口
・
食
料
・
環

境
－
」
（
本
協
会
主
催
）
を
仙
台
市
並
び
に
河
北
新
報
社
の
後

援
を
得
て
仙
台
市
で
開
催
。
講
師
に
辻
井
博
・
京
大
教
授
、
コ

メ
ン
テ
ー
タ
ー
に
黒
田
俊
夫
博
士
、
進
行
・
司
会
は
広
瀬
次
雄

常
務
理
事
。

皿
月
ｕ
日
日
本
財
団
の
助
成
金
交
付
式
に
広
瀬
次
雄
常
務
理
事
が
出
席
。

、
月
引
日
労
働
省
・
雇
用
促
進
事
業
団
委
託
調
査
「
ア
ジ
ア
諸
国
の
人
間

資
源
開
発
と
労
働
力
に
関
す
る
調
査
研
究
」
の
研
究
会
を
開

催
。

ｎ
月
ｎ
日
講
演
会
「
皿
世
紀
人
類
は
生
き
残
れ
る
か
－
人
口
・
食
料
・
環

境
ｌ
」
を
福
岡
市
、
西
日
本
新
聞
社
並
び
に
棚
ア
ジ
ア
太
平
洋

セ
ン
タ
ー
の
後
援
を
得
て
福
岡
市
で
開
催
。
講
師
は
辻
井
博
。

京
大
教
授
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
に
黒
田
俊
夫
博
士
、
進
行
・
司

会
は
広
瀬
次
雄
常
務
理
事
。

ｎ
月
週
日
厚
生
省
。
国
際
厚
生
事
業
団
委
託
調
査
「
ア
ジ
ア
の
社
会
保
障

シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
調
査
」
の
報
告
書
「
ア
ジ
ア
の
社
会
開
発

と
人
間
開
発
」
編
集
委
員
会
を
開
催
。

ｎ
月
ｕ
日
講
演
会
五
世
紀
人
類
は
生
き
残
れ
る
か
ｌ
人
口
・
食
料
・
環

境
ｌ
」
開
催
準
備
の
た
め
遠
藤
正
昭
・
業
務
推
進
医
院
が
静
岡

に
出
張
。

ｎ
月
、
曰
Ａ
Ｆ
Ｐ
Ｐ
Ｄ
運
営
委
員
会
を
東
京
で
開
催
。
桜
井
新
議
長
、
Ｕ

・
パ
テ
ル
副
議
長
、
ハ
オ
・
イ
・
チ
ュ
ン
副
議
長
、
グ
ェ
ン
・

テ
ィ
ー
。
タ
ン
財
務
担
当
、
プ
ラ
ソ
ッ
プ
・
ラ
タ
ナ
コ
ー
ン
事

務
総
長
、
Ｓ
・
カ
レ
ー
事
務
局
長
、
安
藤
博
文
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｐ
Ａ
事

務
次
長
、
広
瀬
次
雄
Ａ
Ｐ
Ｄ
Ａ
常
務
理
事
ら
が
出
席
。
第
皿
回

Ａ
Ｐ
Ｄ
Ａ
会
議
等
に
つ
い
て
協
議
。

ｎ
月
町
日
農
林
水
産
省
国
際
協
力
計
画
課
が
「
農
林
水
産
大
臣
の
所
管
に

属
す
る
公
益
法
人
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
」
検
査
。

皿
月
１
日
「
第
ｕ
回
人
口
と
開
発
に
関
す
る
ア
ジ
ア
国
会
議
員
代
表
者
会

１
５
日
議
」
開
催
準
備
の
た
め
、
遠
藤
正
昭
業
務
推
進
委
員
を
イ
ン
ド

・
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
に
派
遣
。

皿
月
旧
日
ホ
ア
ン
。
Ｇ
・
サ
ン
テ
ィ
エ
ゴ
国
連
人
口
基
金
地
域
間
・
Ｎ
Ｇ

Ｏ
・
事
業
課
課
長
補
佐
が
来
所
。
広
瀬
次
雄
常
務
理
事
が
本
協

会
事
業
に
つ
い
て
説
明
。

皿
月
田
日
国
際
人
ロ
問
題
議
員
懇
談
会
・
緊
急
総
会
を
開
催
。
外
務
省
経

済
協
力
局
の
出
席
を
得
て
日
本
の
人
口
分
野
に
対
す
る
拠
出
に

つ
い
て
協
議
。

＆,



◇
人
口
分
野
で
も
異
変
が
起
き
て
い
る
。
世
界

的
に
出
生
率
低
下
傾
向
に
あ
る
に
も
拘
わ
ら

ず
、
死
亡
率
の
上
昇
で
人
口
予
測
が
下
方
修
正

さ
れ
て
い
る
。
あ
る
人
口
学
者
は
「
人
口
増

加
、
案
ず
る
に
足
ら
ず
」
と
い
う
。
「
人
口
爆

発
イ
コ
ー
ル
環
境
破
壊
と
い
う
の
は
ナ
ン
セ
ン

ス
」
と
う
そ
ぶ
く
経
済
学
者
も
い
る
。
”
人
類

救
済
〃
と
い
う
大
命
題
を
解
決
で
き
な
い
ご
仁

ら
に
何
が
で
き
る
の
か
。

◇
謹
賀
新
年
。

お
先
真
っ
暗
、
惨
惰
た
る
一
年
が
明
け
た
。

日
本
民
族
は
行
く
先
を
見
失
い
、
こ
の
国
の
形

は
消
え
た
。
敗
戦
が
ま
だ
ま
だ
続
い
て
い
る

ｌ
筆
者
だ
け
の
感
慨
だ
ろ
う
か
．

◇
新
春
早
々
ボ
ル
テ
ー
ジ
が
上
が
っ
た
が
、
あ

ら
ゆ
る
事
象
の
根
源
で
あ
る
人
口
問
題
を
解
決

す
る
に
は
、
世
界
中
に
蔓
延
し
て
い
る
自
己
中

心
主
義
（
因
、
○
日
目
旨
）
を
先
ず
退
治
す
る

こ
と
だ
。
地
球
人
と
し
て
ラ
イ
フ
・
ス
タ
イ
ル

を
変
え
、
い
か
に
人
間
ら
し
く
共
存
共
栄
し
て

い
く
か
ｌ
教
育
の
薑
さ
が
こ
こ
に
あ
る
．

何
と
も
弱
々
し
い
世
論
を
盛
り
あ
げ
て
い
く
こ

と
、
こ
れ
が
私
た
ち
に
課
せ
ら
れ
た
今
年
の
大

命
題
で
あ
る
。

（
Ｔ
・
Ｈ
）

表紙坊写嚢説明

ボルネオ島に位置するサバ州は歴史的に

フィリピン南部とのつながりが深く、親族

がフィリピンとマレーシアにまたがって生

活している人々も多い。この新法が施行さ

れると、写真のフィリピン・マーケットも

大きく変貌するものと思われる。

マレーシア国サバ州（ボルネオ北部）コ

タ？キナバル市のフィリピン・マーケット

では、非合法に流入してきたフィリピン人

の子供たちが、魚や野菜を売っている。現

在、サバ州人口の10％～20％がフィリピ

ン、インドネシアからの密入国者といわ

れ、治安の悪化など社会問題を引き起こし

ている。サバ州ではこのとめどなく流入す

る外国人労働者を管理するために、本年８

月31日を期限として雇用されている密入国

した労働者については事業者負担のもとで

パスポートと就労ピザを取得させ合法化さ

せると同時に、就労ビザを取得できない労

働者を退去させる政策を実施する。

人ロと開発･冬季号〈通刊62号〉
1998年１月１日発行く季刊＞

};ilifil臺誘ii;iii蔓illllk1iliii
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〒160東京都新宿区新宿１－５－１
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ＴＥＬ(03)3358-2211(大代表）

ＦＡＸ(03)3358-2233
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日本航空

うれしいことから◎
ＪＡＬのご予約は

鰹露)プリ凶タシイヤルでビラら内線・国際
国どこからで
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汎

鍵
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図｜
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､／
新しい空の旅をめざして､｢うれしいことから｣ＪＡＬはスタートしたいと考えています。

その第１弾として､「ＪＡＬフリーダイヤル(国際線･国内線)｣を､開始いたしました。

ご予約いただくお電話を無料といたします｡しかも､全匡lどこでも同じ電話蒋号で便利になりました。

今年46周年を迎えるＪＡＬの､これからの｢うれしいこと｣にご期待ください。

ＪＡＬフリーダイヤル

／国際線予約Ｘ国内線予約､

、函０，垂o諾ご識iLJ函o12o諾百三鋼ノ叉
二ツコーコクナイ

＆
ニヅコーコクサイ

びぴ⑥1220筥ＺＳ－Ｓ９フ１i2画Ｏ１１ｚＯ－ＺＳ－Ｓ９３１

※今までの予約センターの番号はご利用頂けません。

ノ、

HLＬ



」

僕も｢耕せニッポン1を

応援し ています。

きだ上型Ｌ

安全で安心できる食料を。

安心を子供たちに伝えるため、

いつもそばにいるJＡです。
灘；

心を耕し、国土を耕す合言葉

ボ
Ｉ

農業と共生：２１世紀に向けて

oAJAｸﾞループ
＿■


