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序

文

周
知
の
と
お
り
へ
我
が
国
は
三
五
～
四
〇
年
後
に
'
老
年
人
口
係
数

二

九
八
二
年
､

一〇
%
)
が
倍
増
す
る

と
い
う
世
界
に
前
例
の
な
い
超
ス
ピ
ー
ド
で
'
超
高
齢
社
会
に
突
入
す
る
｡

こ
う
し
た
我
が
国
の
社
会
現
象
の
基
本
的
変
化
に
対
応
し
､
年
金

･
老
人
保
健
な
ど
福
祉
政
策
全
般
の
見
直
し

が
問
わ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
が
､
な
か
な
か
そ
の
対
策
は
進
展
し
な
い
｡
こ
れ
は
'
高
齢
化
対
策
そ
の
も
の

に
は
学
際
的
研
究
が
必
要
で
あ
り
､
か
つ
実
施
面
で
も
数
省
庁
に
ま
た
が
る
な
ど
多
面
的
要
素
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

ま
た
､
国
民

7
般
に
し
て
み
て
も
未
到
の
高
齢
社
会
に
は
な
か
な
か
-
ア
-
デ
ィ
を
も
ち
に
く
い
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
､
我
が
国
の
高
齢
化
は
必
然
的
で
二

i
世
紀
に
は
確
実
に
高
齢
社
会
が
到
来
す
る
｡
た
だ
我
々
は
､
次

の
世
代
に
過
重
な
負
担
を
残
す
よ
う
な
こ

と
が
あ

っ
て
ほ
な
ら
な
い
し
'
そ
の
対
応
は
緊
急
を
要
す
る
｡

二

1
世
紀

へ
向

っ
て
の

一
〇
数
年
問
は
ま
だ
生
産
年
齢
人
口
比
率
が
高
く
こ
の
期
間
こ

そ
高
齢
社
会

へ
の
対
応

準
備
を
行
う
最
後
の
残
さ
れ
た
機
会
で
あ
る
｡
従

っ
て
こ
の
好
機
を
逸
す
る
と
来
世
紀
の
社
会
的
経
済
的
混
乱
は

免
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
｡

当
国
際
人
口
問
題
議
員
懇
談
会

(福
田
組
夫
会
長
)
人
口
対
策
部
会

(安
孫
子
藤
吉
部
会
長
)
は
､
超
党
派
議

員
グ
ル
ー
プ
を
中
心
に
'
黒
田
俊
夫
氏

(元
厚
生
省
人
口
問
題
研
究
所
長
)
'福
武
直
氏

(社
会
保
障
研
究
所
長
)

を
は
じ
め
と
す
る
学
識
専
門
家
に
ど
協
力
を
賜
わ
り
'
約
二
カ
年
に
わ
た
り
'
高
齢
化
対
策
の
研
究
を
行
っ
て
き
た
｡
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こ

の
研
究
会
で
は
'
高
齢
化
に
関
す
る
専
門
家
の
論
文
を
討

L
t
こ
れ
を
基
に

｢
我
が
国
高
齢
化
社
会

へ
の

対
応
と
政
策
に

つ
い
て
の
提
言
｣
を
起
草
し
た
｡
そ
し
て
こ

の
提
言
は
'
広
く
各
界
各
層

へ
提
出
さ
れ
る
｡
以
上

の
成
果
を
各
論
文
'
レ
ポ
ー
ト
等
を

1
括
整
理
し
'
こ
こ

に
上
梓
す
る
こ
と
に
し
た
｡

叫
九
八
三
年

秋

人
口
対
策
部
会
長

･
参
議
院
議
員

安
孫
子

藤
吉
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●
世
界
の
人
口
と
日
本
の
人
口

)
｢｣
L～
十才))
ヒ十J,一}

人
口
政
策
の
時
代

日
本
大
学
人
口
研
究
所
顧
問

黒

田

俊

夫



一

人
口
爆
弾
か
ら
欲
望
爆
弾

国
連
人
口
活
動
基
金
U
n
ite
d
N
atio
n
s
F
u
n
d

f
o
r

P
o

p
u
la
tio
n
A
c
tiv
ities
の
事
務
局
長
で
あ
る

R
.M
o

サ
ラ
ス
博
士
は
､
世
界
人
口
の
増
加
が
新
し
い
鈍
化
の
段
階
に
は
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
､
次
の
よ
う
な
興
味
深

い
見
解
を
述
べ
て
い
る
｡
-"

｢
い
わ
ゆ
る
人
口
爆
弾

(
p
o
p
u
la
tion
b
o
m
b
)
に
つ
い
て
は
導
火
線
が
外
さ
れ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い

が
､
欲
望
爆
弾

(aspiratioコ
boヨ
b
)
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る
｡
毎
年
生
ま
れ
る

一
億
二
五

〇
〇
万
人
の
赤
ち
ゃ

ん
の

人

7
人
は
'
欲
望
の
包
み
で
あ

っ
て
'
こ
れ
を
満
し
た
い
と
す
る
運
動
は
'
こ
れ
か
ら
の
世
界
状
勢
の
申

- 6

で
も

っ
と
も
強
い
'
予
測
で
き
な
い
よ
う
な
力
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
過
去
の
二

〇
年
間
お
よ
び
次
の
二

〇
年
間
に

お
い
て
､
欲
望
の
爆
発
は
'
有
限
の
資
源
'
も
ろ
い
生
態
系
'
大
衆
の
貧
困
に
対
す
る

い
'
世
界
の
政
治
的
､

経
済
的
社
会
組
織
等
に
対
す
る
影
響
の
観
点
か
ら
恐
る
べ
き
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
｣
｡

世
界
人
口
の
大
部
分
を
占
め
る
開
発
途
上
国
の
青
年
も

'
今
日
の
情
報
化
時
代
の
下
に
お
い
て
'
世
界
の
現
状

に
つ
い
て
の
十
分
な
知
識
を
も

っ
て
お
り
'
彼
ら
の
両
親
の
世
代
よ
り
も
は
る
か
に
高
い
生
活
水
準
'
先
進
諸
国

の
人
口
と
同
じ
よ
ケ
な
生
活
に
対
す
る
強
い
期
待
'
欲
望
を
も

っ
て
い
る
｡

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
開
発
途
上
国
の
人
口
と
の
格
差
は
極
め
て
大
き
い
｡
た
と
え
ば

'
先
進
国
の

1
人
あ



世界の人口と日本の人口

た
り
生
涯
の
生
活
上
の
消
費
量
は
'
開
発
途
上
国
の
人
の
二
〇
倍
な
い
し
四
〇
倍
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
.
cq"
開
発

途
上
因

(中
国
を
除
く
)
の
人
口
の
栄
養
不
良
人
口
は
'

7
九
六
九
～
七

年
の
約
四
億
か
ら

7
九
七
二
～
七
四

年
に
は
四
億
五

〇
〇
〇
万
人
に
増
加
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
cQ1
ま
た
､
ア
ジ
ア
｡
太
平
洋
地
域
だ
け
で
六
億
四

〇
〇
〇
万
人
が
栄
養
不
良
に
陥
っ
て
い
る
と
の
報
告
も
あ
る
｡
も

第
二
次
大
戦
後
､
世
界
人
口
は
い
っ
き
ょ
に
人
類
史
上
経
験
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
増
加
率
を
示
し
始
め
た
｡
前

世
紀
の
世
界
人
口
増
加
の
年
平
均

〇
･
四
%
､
今
世
紀
前
半
の
平
均

〇
･
八
%
が
､

1
九
五

〇
年
代
前
半
に
は

7

･
八
%
､

一
九
五

〇
年
代
後
半
に
は

一
･
九
%
'

1
九
六

〇
年
代
前
半
に
は
二

◎
〇
%
に
透
し
た
｡
前
世
紀
の
五

倍
'
今
世
紀
半
の
二

･
五
倍
と
い
う
､
驚
く
べ
き
高
水
準
の
増
加
率
で
あ
る
｡
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
人
口
の
爆
発
的

増
加
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
年
率
二
%
の
増
加
が
続
け
ば
わ
ず
か
三
五
年
間
で
二
倍
と
な
る
｡
こ
の
よ
う
に

し
て
'
一
九
七

〇
年
代
に
は
い
る
と
国
連
の
人
間
環
境
会
議
や
世
界
食
糧
会
議

(
い
ず
れ
も

7
九
七
二
年
)
が
開

催
さ
れ
､
人
口
増
加
と
食
糧
'
環
境
の
深
刻
な
関
係
が
と
り
あ
げ
ら
れ
'
一
九
七
二
年
の
『
成
長
と
限
界
』
Ln"
(
ロ

ー
マ
･
ク
ラ
ブ
の
委
嘱
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
メ
ド
ゥ
ズ
教
授
た
ち
の
研
究
)
は
人
口
増
加
と
経
済
成
長
の
も
た
ら

7

す
破
局
を
予
測
し
て
世
界
的
な
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
を
ひ
き
お
こ
し
た
｡

九
七
四
年
は
国
連
世
界
人
口
年
と
し
て
､

人
口
問
題
の
関
心
の
地
球
規
模
的
普
及
に
貢
献
し
'
同
年
夏
に
は
国
連
世
界
人
口
会

が
世
界
の
各
国
政
府
代
表

を
ル
ー
マ
ニ
ア
の
ブ
カ
レ
ス
ト
に
集
め
て
開
催
さ
れ
た
｡
貯
余
曲
折
は
あ
っ
た
が
､
画
期
的
な
｢
世
界
人
口
行
動
計
画
｣

が
採
択
さ
れ
た
｡

こ
の
よ
う
に
し
て
'

九
七

〇
年
代
の
前
半
は
､
人
口
問
題
に
対
す
る
集
中
的
関
心
に
よ

っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ



た
｡
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
,
ほ
と
ん
ど
の
開
発
途
1
国
に
お
い
て
精
力
的
に
開
始
さ
れ
て
い
た
家
族
計
画
等
に
よ
る

出
生
力
抑
制
の
努
力
の
成
果
が
統
計
1
に
あ
ら
わ
れ
始
め
た
｡

完

六

〇
年
代
の
出
生
カ

コ
ン
ト

ロ
ー
ル
政
策
に

よ
る
出
生
力
低
下
傾
向
の
事
実
が
,

完

七

〇
年
代
後
半
に
至

っ
て
報
道
さ
れ
始
め
た
の
で
あ
る
｡

九
六

〇
年
代
翠

に
お
い
て
世
界
人
口
の
増
加
率
は

二

九
九
%
の
ピ
ー
ク
に
達
し
た
が
､
後
半
の
年
平
均

増
加
率
は

7
･
九
四
%
へ
,
そ
し
て

完

七

〇
年
代
前
半
に
は
さ
ら
に

1
･
九

完

へ
と
低
下
し
た
｡

完

七

〇

韓
代
後

年
率
紘
.___________±

･
七
二
%
へ
と
顕
著
な
低
下
が
推
計
さ
れ
て
い
る

(
以
1
の
世
界
人
口
増
加
率
の
変
化
は

義
-
参
照
)
0

国
連
の
合

推
計
で
も
､

完

六
三
年
に
行

っ
た
推
計
に
よ
る
二

〇
〇
〇
年
の
世
界
人
口
は
七
五
億
で
あ

っ
た

が
,
最
近
の

完

八

〇
年
推
計
で
の
二

〇
〇
〇
年
の
世
界
人
口
は
六

遠

で
あ
る
.
同
じ
二

〇
〇
〇
年
の
世
界
入

8

日
推
計
で
も
'

七
年
前
の
も
の
と
比
較
し
て

四
億
も
少
な
く
な

っ
て
い
る
の
は
､
世
界
人
口
の
増
加
状
勢
に

著
し
い
変
化
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
｡

完

六
五
～
七

〇
年
期
と

完

七
五
～
八

〇
年
を
比
較
し
て
,
出
生
率
が
二
五
%
以
上
低
下
し
た
国
は
中
国
包

で
あ

っ
て
,
三
四
%
の
低
下
率
を
示
し
て
い
る
･

云

～
二
五
%
の
低
下
を
示
し
た
国
は
'
韓
国

､
マ
レ
ー
シ
ア
､

タ
イ
,
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
､
イ
ン
ド
,
チ
リ
ト

コ
ロ
ン
ビ
ア
の
七
カ
国
で
あ
る
｡
以
上
の
八
カ
国
の
人
口
を
あ
わ

せ
る
と
､
世
界
の
開

途
上
地
域
人
口
の
約
三
分
の
二
を
占
め
て
い
る
｡

世
界
人
口
の
四
分
の

1
に
す
ぎ
な
い
先
進
国
地
域
の
人
口
で
も

､

一
九
六

〇
年
代
前
半
ま
で
は

一
%
を
越
え
る

人
口
増
加
率
を
示
し
て
い
た
が
,
今
日
で
は

〇
･
七
%
の
水
準
に
低
下
し
て
い
る
｡



世界の人口と日本の人口

こ
の
よ
う
に
し
て
･
世
界
人
口
は
第
二
次
大
戦
後
の
鴬
-
べ
き
増
加
率
も

1
九
六

〇
年
代
中
頃
に
は
ど
う
や
ら

ピ
ー
ク
に
達
し
,
そ
の
あ
と
減
速
へ
の
新
し
い
段
階
に
は
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
サ
ラ
ス
博
士
が
'

｢人
口
爆
弾

の
導
火
線
が
外
さ
れ
た
｣
と
い
っ
て
い
る
の
は
以
1
の
よ
う
窒

息
味
に
お
い
て
で
あ
る
｡
そ
し
て
ま
た
'
国
連
が

世
界
人
口
増
加
の
終
止
点
を
と
ら
え
る
め
ど
が
つ
い
た
と
し
て
,
二
〇
二
五
年
の
世
界
人
口
八

蒜

九
五

〇
〇
万

人
､
そ
し
て
二

二

〇
年
の
そ
れ
を

一
〇
五
億
と
し
て
静
止
人
口
の
予
測
を
行

っ
た
｡
hl

二

増
加
と
分
布
の
不
均
等
激
化

人
口
爆
弾
の
爆
発
の
危
機
は
去

っ
た
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
｡
し
か
し
､
も
う

1
つ
の
大
き
な
爆
弾
が
残
さ

れ
て
い
る
｡
そ
れ
が
サ
ラ
ス
博
士
の
指
摘
し
て
い
る
,
欲
望
と
い
う
名
の
爆
弾
で
あ
る
｡
そ
れ
も
開
発
途
上
人
口

と
い
う
巨
大
な
爆
弾
で
あ
る
｡
表
I
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
､
開
発
途
上
地
域
の
人
口
は

完

六

〇
年
ま
で
は
二

〇

億
以
下
で
､
世
界
人
口
の
七

〇
%
以
下
で
あ

っ
た
が
,
二

〇
〇
〇
年
に
は
実
数
で
四
八
億
を
越
え
､
世
界
人
口
の

約
八
〇
%
を

め
る
こ
と
に
な
る
｡
二
〇
二
五
年
に
は
,
二
五
年
前
に
比
較
し
て
約
二
〇
億
以
上
増
加
し
て
六
九
億

を
越
え
,
世
界
人
口
の
八
三
%
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
｡
完

八

〇
年
か
ら
二

〇
〇
〇
年
ま
で
の
二
〇
年
間
に
'
先

進
地
域
人
口
は

二

億
三

〇
〇
万
か
ら

三

億
七
二
〇
〇
万

へ
と
わ
ず
か

遠

望

0
0
万
の
増
加
､

=

二

五
%
の
増
加
率
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
､
開
発
途
1
地
域
人
口
は
三
三
億

1
0
0
万
か
ら
四
八
億
四
七

〇
〇
万

9



表 1 世界,先進地域,開発途上地域別人 口の変化 (1950-2025)

年 次 世 界 先 進 地 域 開 発 途 上 地 域

人u日00万) 増加率脚i 人口(100万) 増加率 %)ti割合 脚 人口日00万) 増加率 ㈲ 割合 ㈲

1950 2525 I 832 一■■■■■-■ 32.9 1693 67.0
1955 2757 1.76 887 工28 32.2 1870 1.99 67.8
1960 3037 1.94 945 1.27 31.1 2092 2.25 68.9
1965 3354 1.99 1003 1.19 29.9 2351 2.33 70.1
1970 3695 1.94 1047 0.87 28.3 2648 2.38 ' 71.7
1975 4067 1.91 1092 0.84 26.9 2975 2.32 73.1
1980 4432 ; i.72I 1131 0.71 25.5 3301 2.08 74.5
1985 4826 ー 1.70 1170 0.68 24.2 3656 2.04 75.8
1990 ∴ 5242 1.65 1206 0.61 23.0 4036 1.98 77.0
1995 5677 1.60 1242 0.58 21.9 4435 1.89 78.1
2000 4 6119 1.50 il 1272 書 0.48 20.8 4847 1.77 79.2
2005 6558 1 1.39 ー 1298 0.40 19.8 5261 1.64 80.2
2010 6988 1.27 i 1321 0.35 18.-9 5667 1.49 81.1
2015 7407 1.17 1342 0.31 18.1 6066 1.36 81.9
2020 7813 1.07 1360 0.27 17.4 ! 6453 ● 1.24 82.6

2025 8195 i O.96 .1 1377 0.24 16.8 it 6918 1.10 83.2

三書手 千 三 三 三 ≒ 三 三 某 三

-
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表 2 世界人口の主要地域別分布

地 域 l 人口(単位 100万人) 分布 (%)
1980 2000 2025 ー98.0 2000 2025

資料 :表 1と同じ

へ
と

一
五
億
四
六

〇
〇
万
と
い
う
大
き
な
増
加

で
,
増
加
率
も
約
五

〇
%
の
高
水
準
で
あ
る
｡

世
界
を
先
進
地
域
と
開
発
途
上
地
域
に
区
分

し
て
み
る
と
上
述
の
よ
う
に
､
人
口
の
大
き
さ

に
お
い
て
著
し
-
異
な

っ
て
い
る
ば
か
り
で
な

く
､
増
加
率
も
著
し
-
異
な

っ
て
い
る
｡
人
口

の
小
さ
い
先
進
国
地

域
で
は
､
増
加
率
は
非

常

に
低
く

反
対
に
人

口
の
巨
大
な
開
発
途

上
地
域
に
お
い
て
増
加
率
は
先
進
国
の
三
倍

で
著
し
く
高

い
｡

そ
の
結
果
と
し
て
'
両
地

域
間
の
人
口
差
は

一
九
八

〇
年
に
は
な
お

H

億
七

〇
〇
〇
万
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
'
二

〇

〇
〇
年
に
は
三
六
億

に
近

い
大
き
な
開
き
と

な
る
｡

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
､
両
地
域
間
の

経
済
発
展
の
著
し
い
差
異
で
あ
る
｡
先
進
地
域

-ll--一･一

は

1
椴
に
資
源
に
も
め
ぐ
ま
れ
､
高
度
な
工

化
が
達
成
さ
れ
'
生
活
水
準
も
非
常
に
高
い
｡



反
対
に
､
開
発
途
上
地
域
で
は
極
め
て
貧
困
で
あ
る
｡
十
分
な
食
料
生
産
も
達
成
で
き
ず
'
栄
養
不
足
人
口
も
非

常
に
多
い
｡
こ
の
よ
う
な
社
会
経
済
発
展
の
お
く
れ
は
､
高
い
人
口
増
加
率
と
深
く
結
び

つ
き
悪
循
環
の
関
係
に

あ
る
｡

こ
こ
に
地
球
規
模
的
な

〟欲
望
爆
弾
″

の
爆
発
の
危
機
の
可
能
性
が
あ
る
｡
国
内
に
お
い
て
も
地
域
間
の
経
済

発
展
の
格
差
や
社
会
階
層
問
の
所
得
格
差
の
拡
大
は
'
社
会
的
'
政
治
的
不
安
の
温
床
と
な
る
｡
こ
の
地
球
規
模

的
格
差
'
い
わ
ゆ
る
南
北
問
題
に
表
現
さ
れ
る
こ
の
国
際
的
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
は
'
世
界
の
平
和

へ
の
脅
威
と
な
り

か
ね
な
い
｡
最
近
の
世
界
銀
行
の

｢世
界
開
発
報
告
｣
coT
に
お
い
て
も
'
開
発
途
上
国
の
低
成
長
が
長
期
的
に
級

く
と
い
っ
た
見
通
し
を
発
表
し
て
お
り
､
所
得
水
準
の
急
速
な
上
昇
は
期
待
さ
れ
が
た
い
｡

開
発
途
上
国
と
先
進
国
､
つ
ま
り
南
北
間
の
所
得
格
差
が
今
世
紀
末
ま
で
に
縮
小
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の

H
au
serの
興
味
深
い
計
算
が
あ
る
｡
cDT
そ
れ
は
'
開
発
途
上
地
域
の
G
N
P
の
成
長
率
や
人
口
増
加
率
に
つ
い

て
の
仮
定
の
下
に
お
い
て
'
二
〇
〇
〇
年
に
到
達
す
る
水
準
を

1
九
七

〇
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
､
北
ア
メ
-
カ
へ
メ

キ
シ
コ
と
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
｡
開
発
途
上
地
域
に
と

っ
て
も

っ
と
も
有
利
な
条
件
の
ば
あ
い
で
も
'
な
お
先

進
地
域
の

1
九
七

〇
年
水
準
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
予
測
し
て
い
る
｡
そ
れ
は
'
開
発
途
上
国
で

年
率
五
%
の
経
済
成
長
率
が

7
九
七

〇
年
か
ら
二

〇
〇
〇
年
ま
で
維
持
さ
れ
'
ま
た
そ
の
間
人
口
増
加
零

(非
現

実
的
な
仮
定
で
あ
る
が
)
で
あ
る
と
し
た
ば
あ
い
'
二
〇
〇
〇
年
の
開
発
途
上
地
域
の

一
人
あ
た
り
G
N
P
は
､

1
九
七

〇
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

1
人
あ
た
り
G
N
P
の
四
四
%
p
北
ア
メ
-
カ
の

〓
ハ
%
,
や

っ
と
メ
キ
シ
コ
の

水
準

へ
1
0
1
%
)
に
到
達
す
る
に
す
ぎ
な
い
｡
開
発
途
上
地
域
の
現
在
み
ら
れ
る
よ
う
な
高
い
人
口
増
加
率
を

-12-
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前
提
と
す
る
と
'

一
九
七

〇
年
の
メ
キ
シ
コ
の
五

〇
%
に
し
か
達
し
な
い
こ
と
に
な
る
｡

先
進
地
域
と
開

途
上
地
域
と
い
う
大
き
な
区
分
に
よ

っ
て
み
る
と
'
そ
の
経
済
的
社
会
的
発
展
の
格
差
は
こ

の
よ
う
に
極
め
て
人
き
い
｡
し
か
し
､
さ
ら
に
開
発
途
上
地
域
と
ひ
と
く
ち
に
い
っ
て
も
'
そ
の
内
部
を
み
る
と

済
的
に
も
人
口
的
に
も
著
し
い
格
差
が
み
ら
れ
る
｡
開
発
途
上
地
域
の
分
化
傾
向
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
'
韓
同
'

港
､

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
'
ブ
ラ
ジ
ル
､
メ
キ
シ
コ
'
台
湾
等
の
新
興
工
業
国

(
N
IC
}S
)
は
著
し
い
経
済
成
長

に
よ
り
中
所
得
開
発
途
上
国
と
よ
ば
れ
､
先
進
国
水
準
に
接
近
し

っ
つ
あ
る
｡
産
油
国
も
高
い
所
得
水
準
に
め
ぐ

ま
れ
て
い
る
｡
し
か
し
'
非
産
油
の
途
上
国
で
は
所
得
水
準
は
も

っ
と
も
低
い
｡

人
口
増
加
率
に
お
い
て
も
'
開
発
途
上
国
の
問
で
著
し
い
開
き
が
み
ら
れ
る
｡
た
と
え
ば
'
同
じ
ア
ジ
ア
で
あ

っ
て
も
､
･東
ア
ジ
ア
と
南
ア
ジ
ア
で
は
'
今
日
の
人
口
の
大
き
さ
で
は
前
者
の

一

億
七
五

〇
〇
万
に
対
し
て
後

iた
vt

四
億
で
'
そ
の
差
は
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
が
､
二

〇
年
後
の
二

〇
〇
〇
年

に
は
前
者
の

五
億
に
対
し
て

-13-

後
者
は
二

億
で
'
そ
の
開
き
は
六
億
に
も
な
る
.
二

〇
二
五
年
に
な
る
と
前
者
の

1
七
億
に
対
し
､
後
者
は
二

八
億
と
な
り
'
そ
の
差
は
さ
ら
に
拡
大
し
て

二

億
と
な
る
｡
そ
れ
は
人
口
増
加
率
自
体
が
大
き
-
異
な

っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
｡

一
九
七
五
-

九
八

〇
年
の
平
均
人
口
増
加
率
は
'
東
ア
ジ
ア
で
は

･
三
八
%
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
'

南
ア
ジ
ア
で
は
二

･
二
二
%
で
あ

っ
て
､
東
ア
ジ
ア
の

西
南
ア
ジ
ア
は
三
%
に
近
い
の
に
'
東
南
ア
ジ
ア
は
二

･
･
六
倍
の
高
さ
で
あ
る
｡
ま
た
､
南
ア
ジ
ア
の
中
で
も

1
%
と
低
い
｡
し
た
が

っ
て
'
同
じ
く
開
発
途
上
地
域

で
あ

っ
て
も
経
済
発
展
や
社
会
制
度
の
み
な
ら
ず
'
人
口
増
加
率
も
著
し
く
異
な

っ
て
い
る
た
め
'

〝南
〟
の
内



部
で
の
著
し
い
不
均
衡
､
格
差
が
あ
り
'
こ
れ
が
将
来
に
お
い
て
さ
ら
に
拡
大
す
る
公
算
は
､
H
a
u
s
e
r
の
･計
算

例
か
ら
も
十
分
に
あ
る
も
の
と
予
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡
南
北
問
題
に
代
表
さ
れ
る
格
差
こ
そ
'

地
球
規
模
で
み
た
も

っ
と
も
基
本
的
な
垂
大
問
題
で
あ
る
｡

三

人
口
増
加
コ
ン
-
ロ
ー
ル
と
人
口
高
齢
化
の
ジ
レ
ン
マ

魔
球
上
の
人
類
の
増
加
抑
制
は
'
地
球
の
有
限
を
前
提
と
す
る
限
り
､
人
類
生
存
の
た
め
の
至
上
命
令
で
あ
る

こ
と
は
､

一
九
七

〇
年
代
の
人
類
の
学
習
課
題
で
あ

っ
た
｡
そ
し
て
'
す
で
に

一
九
六

〇
年
代
に
始
ま
っ
た
増
加

抑
制
の
必
死
の
努
力
が
よ
う
や
-
そ
の
成
果
を
み
せ
始
め
た
の
は
､

一
九
七

〇
年
代
で
あ
る
こ
と
も
す
で
に
述
べ

た
通
り
で
あ
る
｡

人
類
と
い
う
生
物
が
'
資
源
に
お
い
て
も
空
間
に
お
い
て
さ
え
有
限
の
地
球
上
で
無
限
に
増
加
す
る
こ
と
は
'

破
局
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
'
宇
宙
船
地
球
号
的
運
命
共
同
体
で
あ
る
こ
と
は
今
日
で
は
'
十
分
理
解
さ
れ
る

に
至

っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
人
口
と
資
源
と
の
き
び
し
い
関
係
を
'
国
単
位
の
観
点
か
ら
政
策
に
移
し

て
い
る
典
型
的
な
国
は
中
国
で
あ
る
と
い
え
よ
う
｡

-14-

国
際
的
に
も
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た

〟

人

っ
子
政
策

″

は
'
人
類
の
歴
史
上
か

っ
て
考
え
ら
れ
た
り

試
み
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
異
例
的
な
実
験
で
あ
る
｡
限
ら
れ
た
国
土
'

一
〇
億
と
い
う
巨
大
な
人
口
が
生
存
し
て

い
く
た
め
の
必
要
な
食
料
の
確
保
'
雇
用
機
会
の
拡
大
､
教
育
の
高
度
化
'
科
学
技
術
の
発
展
等
近
代
化
社
会
の
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早
急
な
実
現
の
た
め
に
は
､
な
に
よ
り
も
入
口
増
加
の
抑
制
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
に

は
出
生
力
抑
制
に
よ
ら
ざ
る
を
え
な
い
た
め
'
従
来
の

〟
子
供
は
二
人
″
と
い
う
常
識
を
破

っ
て
〟

子
供
は
一人
″

を
目
標
と
す
る
革
命
的
な
政
策
に
ふ
み
切

っ
た
の
で
あ
る
.
～oT

こ

こ

で
重
要
な
論
理
は
'
出
生
抑
制
に
よ

っ
て
出
生
率
低
下
が
生
じ
始
め
る
と
人
口
の
年
齢
構
成
の
変
化
'
高

齢
人
口
比
率
の
増
大
と
い
う
高
齢
化

(老
年
化
)
現
象
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
出
生
率
の
低
下
が
は
げ

し
い
ほ
ど
'
人
口
高
齢
化
の
過
程
も
は
げ
し
い
｡
人
口
高
齢
化
が
望
ま
し
く
な
い
現
象
で
あ
る
と
し
て
も
'
出
生

抑
制
に
よ
る
出
生
率
低
下
が
生
じ
る
と
'
人
口
高
齢
化
は
不
可
避
的
に
生
ず
る
｡

欧
米
や
日
本
の
経
験
で
は
'
工
業
化
'
都
市
化
'
雇
用
形
態
の
変
化
-
農
業
そ
の
他
の
自
営
業
中
心
か
ら
勤
め

人
中
心
の
雇
用
構
造
の
変
化
'
教
育
の
高
度
化
と
い
っ
た
近
代
化
の
過
程
の
中
で
'
小
家
族
中
心
の
低
い
出
生
率

の
社
会

へ
と
転
換
し
て
い
っ
た
｡
時
に
は
'
家
族
計
画
の
普
及
を
抑
圧
す
る
よ
う
な
政
策
さ
え
と
ら
れ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
'
出
生
力
抑
制
は
広
-
普
及
し
て
い
っ
た
｡
そ
の
結
果
と
し
て
'
西
欧
社
会
の
人
口
高
齢
化
が
生
ず
る

に
至

っ
た
｡

し
か
し
'
今
日
の
多
く
の
開
発
途
上
国
で
は
､
政
府
の
積
極
的
政
策
と
し
て
､
家
族
計
画
の
普
及
が
す
す
め
ら

れ
て
い
る
｡
不
妊
手
術
や
人
工
妊
娠
中
絶
を
含
む
強
力
な
人
工
増
加
抑
制
も
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
｡
中
国
は
そ

の
典
型
的
な
ケ
ー
ス
で
あ

っ
て
'
も

っ
と
も
強
力
な
､
そ
し
て
総
合
的
な
計
画
生
育
政
策
が
と
ら
れ
て
い
る
｡

!

方
に
お
い
て
'
人
口
増
加
を
で
き
る
だ
け
早
-
低
下
せ
し
め
る
こ

と
が
要
請
さ
れ
る
が
､
他
方
に
お
い
て
出
生
率

の
引
き
下
げ
か
成
功
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
人
口
高
齢
化
の
進
行
も
は
げ
し
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
｡
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中
国
に
お
け
る
最
近
の
出
生
率
低
下
傾
向
を
み
る
と
,

完

六
五
年
の
普
通
出
生
率
は
三
四

･
三

(人
口
千
人

あ
た
り
の
出
生
数
)
で
あ

っ
た
が
､
1
0
年
後
の

九
七
九
年
の
そ
れ
は

1
七

･
九

へ
と
､
ほ
と
ん
ど
半
分
に
近

い
低
下
を
示
し
た

｡莞
竺

次
大
戟
後
に
お
い
て
奇
跡
と
さ
え
い
わ
れ
た
日
本
人
口
の
出
生
率
の
低
下

(
完

四
七

年
の
三
四

･
三
か
ら

1
九
五
七
年
の

七

･
二
へ
)
の
速
度
と
､
ほ
と
ん
ど

7
致
し
て
い
る
｡
中
国
の
専
門
家
や

ア
メ
リ
カ
の
学
者
の
問
で
,
こ
の
異
例
的
な
家
族
計
画
に
よ
る
出
生
率
の
低
下
が
も
た
ら
す
異
例
的
な
人
口
高
齢

化
が
重
大
な
問
題
と
な

っ
て
い
る
｡

論
理
的
に
は
､
人
口
増
加

コ
ン
ト
ロ
ー
ル

(出
生
率
低
下
)
と
人
口
高
齢
化
は
因
果
の
関
係
に
あ
り
､
前
者
の

成
功
は
後
者
の
現
象
を
必
然
的
に
結
果
す
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
こ
に
こ
っ
の
問
題
が
あ
る
｡

第

這

出
生
率
低
下
が
始
ま
っ
た
と
し
て
も
､
高
齢
化
の
開
始
ま
で
に
時
間
の
お
く
れ
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
｡

日
本
人
口
の
出
生
率
低
下
も
は
げ
し
か

っ
た
が
､

五

五
五
年
の
六
五
歳
以
上
人
口
割
合
五

･
三
%
が
今
日
の
西

欧
諸
国
の
約

云

%
水
準
に
達
す
る
ま
で
に
は
四
五
年
か
か
る

(
こ

の
速
度
自
体
西
欧
の
経
験
に
み
ら
れ
た
も
の

よ
り
著
し
く
早
い
が
)
0

第
二
点
は
特
に
重
要

で
あ
る
｡

そ
れ
は
､
中
国

の
ば
あ
い
は
出
生
政
策
を
政
府
の
政
策
と
し
て
操
作
す
る

こ

と
の
で
き
る
も
の
と
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
西
欧
の
自
由
主
義
社
会
で
は
'
出
生
数
や
そ
の
出
生
間
隔

は
個
人
や
夫
婦
の
決
定
す
る
問
題
で
あ

っ
て
,
政
府
が
直
接
決
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
'
あ
る
い
は
非
常
に
困

難
な
問
題
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
し
た
が

っ
て
･
た
と
え
ば
ア
メ
-
カ
の
C
o
a
ie

教
授
は
'〟極

-16-

端
に
低
い
出
生
率
だ
と
か
,
そ
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
極
端
な
年
齢
構
造
の
不
均
衡
は
､
現

的
な
政
策
目
標
と



世界の人口と日本の人口

は
な
ら
な
い
〟

蟻

と
さ
え
い
っ
て
い
る
｡

し
か
し
､
中
国
側
の
考
え
か
た
は
､
人
口
の
大
き
さ
を
抑
制
す
る
こ
と
の
第

義
的
重
要
性
を
考
慮
し
､
で
き

る
だ
け
早
く
人
口
増
加
率
を
最
低
水
準
に
も
た
ら
す
た
め
の
低
出
生
率
を
実
現
す
る
｡
し
か
し
こ
の
低
出
生
率
は

あ
る
期
間
維
持
さ
れ
た
あ
と
､
人
口
の
置
き
換
え
水
準
に
ま
で
引
き
あ
げ
る
｡
具
体
的
に
言
え
ば
'
二

人
っ
子
″

政
策
か
ら

〟
二
人

っ
子
〟

政
策

へ
と
転
換
す
る
政
策
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
い
い
か
え
れ
ば
'
極
端
な
高
齢
化

に
達
す
る
こ
と
を
計
算
に
入
れ
て
早
目
に
出
生
率
を
引
き
あ
げ
て
'
高
齢
化
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡

人
口
増
加
抑
制
に
よ
る
利
益
が
年
齢
構
造
の
不
均
衡
か
ら
く
る
負
担
よ
り
も
大
き
-
な
る
よ
う
に
'
両
者
の
調
和

を
人
口
政
策
に
よ
っ
て
図
る
｡
こ
れ
を
U
字
型
人
口
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

･
プ

ロ
グ
ラ
ム
と
呼
ん
で
い
る
｡
喝
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四

世
界
人
口
の
新
し
い
課
題
-
人
口
高
齢
化

世
界
人
口
の
七

〇
%
を
占
め
る
開

途
上
地
域
の
大
部
分
の
国
々
で
'
人
口
増
加
率
抑
制
の
た
め
の
出
生
率
低

下
政
策
が
と
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
典
型
的
な
も
の
は
'
第
二
次
大
戦
後
い
ち
早
-
家
族
計
画
を
国
の
政
策
と
し
て

採
用
し
た
イ
ン
ド
､
人
類
の
歴
史
に
前
例
の
な
い

7
人

っ
子
政
策
を
実
行
し
始
め
た
中
国
で
あ
る
｡
両
国
の
人
口

だ
け
で
も

7
七
億
に
達
す
る
｡

前
節
で
述
べ
た
如
-
'
人
口
増
加

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
開
始
し
て
ま
だ
間
も
な
い
中
国
に
お
い
て
,



衷 3 世界､先進地域､開発途上地域別65歳以上人口の変化

1980､ 2000､ 2025年

地域 1980 2000 2025

資料 :WorldPopulationandl乞sAge- SexCompositionby

Country,1950-2025,DemographicEstimationand

ProjeCtionasAssessedin 1980,PreparedbyEstimates
◆

andProjectionsSection,PopulationDivision,Department

oflnternatinalEconomic andSocialAffairsofthe

UnitedNationsSecretariat.

備考 :人口は 1000人単位,割合は総人口に占める65歳以上人口の%

人
口
高
齢
化
の
問
題
が
深
刻
に
検

れ
て
い
る
｡

一
九
七
八
年
の
中
国
人
口

の
年
齢
構
造
を
み
る
と
､
〇
二

四
歳

の
子
供
人
口
は
三
八

･
六
%
を
占
め
て

お
り
六
五
歳
以
上
の
老
年
人
口
は
な
お

四

.
八
%
に
す
ぎ
な
い

｡均
に
も
か
か

わ
ら
ず
,
人
口
高
齢
化
に
対
す
る
関
心

の
大
き
い
こ
と
は
剖
目
に
値
し
よ
う
｡

先
進
地
域
の
人
口
高
齢
化
は
す
で
に

著
し
く
'
経
済
的
､
社
会
的
な
問
題
と

し
て
深
刻
な
課
題
と
な

っ
て
い
る
こ
と

は
周
知
の
通
り
で
あ
る
｡
し
か
し
'
多

･く
の
開
発
途
上
国
に
お
い
て
人
口
増
加

抑
制
の
た
め
の
出
生
率
引
下
げ
の
政
策

が
採
ら
れ
へ
そ
の
成
果
が
あ
が

っ
て
い

く
に
つ
れ
'
人
口
高
齢
化
が
や
が
て
生

じ
て
く
る
｡
人
口
増
加
抑
制
が
人
類
生
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存
の
た
め
の
至
上
命
令
で
あ
る
以
上
'
け

っ
き

ょ
く
は
人
類
社
会
の
高
齢
化
を
不
可
避
的
な
も

の
と
し
て
受
け
と

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

ま
ず
'
世
界
人
口
と
先
進
地
域
人
口
､
開
発
途
上
地
域
別
に
六
五
歳
以
上
人
口
の
割
合
の
変
化
を
み
て
み
る
と

表

3
の
と
お
り
で
あ
る
｡

開
発
途
上
地
域
の
六
五
歳
以
上
人
口
の
割
合
は
現
在
な
お
四

･
二
%
で
あ

っ
て
'
先
進
地
域
人
口
の

?

旬
の

半
分
に
も
満
た
な
い
が
､
実
数
で
は
二
二

〇
〇
万
多
い

(

七
%
)
'
し
か
し
､
二

〇
〇
〇
年
に
は
先
進
地
域
の
老

年
人
口
に
比
較
し
て
開
発
途
上
地
域
の
老
年
人
口
は
七

0
0
万
も
多
く
な
り
'
さ
ら
に
二

〇
二
五
年
に
は
三
億

以
上
も
多
く
な
る
｡
二

〇
二
五
年
の
開
発
途
上
地
域
の
老
年
人
口
は
先
進
地
域
人
口
の
そ
れ
の
一

･
三
倍
に
も
達

す
る
｡

一
九
八

〇
年
か
ら
二

〇
二
五
年
ま
で
の
四
五
年
間
に
､
先
進
地
域
人
口
の
老
年
人
口
は

1
･
七
七
倍
に
増

加
す
る
の
に
対
し
て
'
開
発
途
上
地
域
人
口
の
そ
れ
は
三

･
五
倍
に
も
な
る
｡
老
年
人
口
の
問
題
は
地
球
規
模
の

問
題
で
あ
る
｡
そ
し
て
ま
た
'
開
発
途
上
地
域
の
老
人
問
題
の
占
め
る
比
重
が
高
ま

っ
て
く
る
｡
六
五
歳
以
上
人

口
が
総
人
口
に
占
め
る
割
合
も
､
二

〇
〇
〇
年
か
ら
二

〇
二
五
年
ま
で
の
二
五
年
間
に
お
い
て
先
進
地
域
人
口
で
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三

･
〇
五
%
か
ら

一
六

･
七
三
%

へ
と

1
･
二
八
倍
の
増
加
で
あ
る
が
'
開
発
途
上
地
域
人
口
で
は

九
倍
の
増
加
で
あ
る
｡

国
連
が
､

九
八
二
年
七
月
二
六
日
か
ら
八
月
六
日
ま
で
オ
ー
ス
ト
-
ア
の
ウ
ィ
ー
ン
で

｢
世
界
高
齢
者
問
題

!聖ヨヱご

｣
(
W
oユ
d

A

sseヨ
bly
o
n

A
g

ing
)
と
い
う
政
府
間
会
議
を
開
催
し
た
の
も
､
以
上
の
よ
う
な
世
界

人
口
の
高
齢
化
の
傾
向
を
背
景
と
し
た
も
の
で
あ
る
｡



五

日
本
人
口
の
高
齢
化
-

世
界
人
口
の
縮
図

日
本
人
口
の
増
加
率
も
'
第
二
次
大

直
後
に
は
'
戦
争
に
直
接
起
因
す
る
理
由
に
よ
っ
て
'
年
増
加
率
二

･

九
%
と
い
う
日
本
人
口
史
上
み
ら
れ
た
こ

と
の
な
い
異
常
な
高
水
準
に
直
面
し
た
｡
し
か
し
'
そ
の
後
死
亡
率
の

画
期
的
な
改
善
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
そ
れ
を
上
回
る
出
生
率
の
低
下
に
よ

っ
て
､
人
口
増
加
率
は
急
速
に
減
少
し
'

昭
和
三

〇
年
以
降
年
増
加
率

一
%
余
の
水
準
に
安
定
し
'
さ
ら
に
昭
和
五

〇
年
以
降
は

1
%
を
割
り
'
最
近
で
は

〇
･
七
%
に
ま
で
低
下
し
て
い
る
｡
人
口
増
加
の
問
題
は
ほ
ぼ
解
決
し
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
将
来
人
口

も
来
世
紀
の

1
0
年
代
の
後
半
に
お
い
て

1
億
三

1
0
0
万
水
準
で
ピ
ー
ク
に
達
し
､
そ
の
あ
と
か
ん
ま
ん
な
減

少
傾
向
に
転
ず
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
均

日
本
人
口
の
高
齢
化
は
'
次
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
世
界
人
口
の
縮
図
で
あ
る
と
い
え
る
｡

日
本
人
口
の
六
五
歳
以
上
人
廿
は
昭
和
五
五
年

(
1
九
八

〇
)
に
お
い
て
な
お
九

･
7
%
に
す
ぎ
ず
,
ほ
ぼ
カ

ナ
ダ

(九

･
二
%
)
'
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

(九

･
七
%
)
､
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

(九

･
四
%
)
の
水
準
に
あ
る
が

西
欧
諸
国
に
比
較
す
る
と
な
お
は
る
か
に
低
い
｡
も
ち
ろ
ん
'
開
発
途
上
地
域
の
四

･
二
%
水
準
に
比
較
す
る
と

二
倍
以
上
の
高
水
準
に
あ
る
｡
し
か
し
'
問
題
は
日
本
人
口
の
こ
れ
か
ら
の
高
齢
化
の
特
徴
で
あ
る
｡
今
世
紀
末

の
六
五
歳
以
上
人
口
の
割
合
は

1
五
～

〓
ハ
%
の
水
準
に
達
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
｡
こ
れ
は
､
今
日
の
西
欧
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諸
国
の
中
で
の
最
高
水
準
に
あ
た
る
｡
昭
和
三
〇
年
の
こ
の
老
年
人
口
比
率
は
五

･
三
%
で
あ

っ
た
か
ら
'
昭
和

七
五
年
ま
で
の
四
五
年
間
で
三
倍
の
水
準
に
達
す
る
こ
と
に
な
る
｡
西
欧
諸
国
で
現
在

嘉

登

別
後
の
水
準
に
あ

る
国
で
､
五
%
か
ら
三
倍
の

嘉

%
に
達
す
る
に
要
し
た
期
間
は
約

一
〇
〇
年
で
あ
る
｡
日
本
は
半
分
の
期
間
で

こ

の
高
齢
化
水
準
に
達
す
る
｡
こ
の
早
い
速
度
に
問
題
が
あ
る
｡

さ
ら
に
,
注
目
す
べ
き
特
徴
は
,
来
世
紀
に
お
け
る
高
齢
化
の
進
行
で
あ
る
｡
厚
生
省
推
計
に
よ
る
と
､
二
〇

去

年

(昭
和
九
〇
)
以
降
,
こ
の
老
年
人
口
比
率
は
こ

妄

水
準
に
達
し
､
二
〇
二
〇
年

(昭
和
九
五
)
に
二

二
%
に
近
い
三

･
八
二
の
ピ
ー
ク
に
達
す
る
｡

均

し
か
し
,
日
大
人
口
研
推
計
に
よ
る
と
'
こ
の
高
齢
化
傾
向

は
さ
ら
に
き
び
し
-
､
二
〇

一
六
年

(昭
和
九

二

以
降
二
三
%
水
準
に
達
す
る
｡
ピ
ー
ク
は
二
〇
二

言

(昭

和
九
六
)
の
二
三

･
八
八
%
,
す
な
わ
ち
二
四
%
と
い
う
異
例
的
な
水
準
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
｡

均

こ
の
よ
う
至

高

紀
に
お
け
る
日
本
人
口
の
高
齢
化
が
い
か
に
異
例
的
で
あ
る
か
ほ
'
西
欧
諸
国
の
こ
の
時

期

に
つ
い
て
の
推
計
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
｡
国
連
が
行

っ
た
推
計
結
果
に
よ
っ
て
み
る
と
巧

二
〇
二
五
年
に
お
い
て
六
五
歳
以
上
人
口
比
率
が
も

っ
と
も
高
い
の
は
ス
イ
ス
の
二
二

･
〇
%
'

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

-21-

の
三

･
二
%
で
あ

っ
て
,
日
本
人
口
に
つ
い
て
の
厚
生
省
推
計
の
二
〇
二
〇
年
の
二

･
八
%
は
最
高
の
ス
イ

ス
に
次
ぐ
も
の
で
あ

っ
て
､
第
二
位
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
よ
り
も
高
い
｡
し
か
し
､
日
大
推
計
で
は
ス
イ
ス
や
フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
よ
り
も
さ
ら
に
高
い
二
三

･
九
%
に
達
す
る
｡

文
字
通
り
'
世
界
で
最
高
の

高
齢
化
水
準
と
い
う
こ

と
に
な
る
｡
欧
米

同
に
お
け
る
六
五
歳
以
上
人
口
の

割
合
を

完

八
〇
年
,
二
〇
〇
〇
年
,
二
〇
二
五
年
に
つ
い
て
み
る
と
表
4
の
と
お
り
で
あ
る
｡



蓑 4 欧米諸国の老年人口 (65歳以上)比率の推計(%)

国 名 1980 2000 2025

アメ リカ合衆国 ll.02 ll.26 15.85

カ ナ ダ 9.21 9..63 . 16.69I

オース トラリア 9.71 I10.91 15.71

ニュージーランド 9.43 9.94 14.71

ベ ル ギ 13.37 15.78 19.45

フ ラ ン ス西 ド イ ツオ フ ン ダ 12.45 14.59 18.57

13.65 15.44 19.96

ll.92 13.59 19.98

ス イ ス東 ド イ ツポ ー ラ ン ド 13.66 15.94 21.97

14.17 14.89 19.57

9.32 12.08 16.83

デ ン マ ー ク 14.70 14.71 19.56

フ ィン ラ ン ド 12.07 13.74 21.16

ノ ル ウ ェ ー 15.38 14.61 18.57

ス ウ ェ ー デ ン 16.88 16.72 20.94

イ ング ラ ン ド 14.98 15.34 18.60

ギ リ シ ア 13.38 16.23 16.99

イ タ リ ア 13.52 16.88 20.66

ポ ル ト ガ ル 10.62 12.33 15.81

ス ペ イ ン日 本 ll.36 14.27 16.02

(9.05) (15.57) (21,29)

資料 :表 3と同 じ (国連の 1980年現在推計)

備考 :日本は日大人口研究所昭和57年推計､ただし口内は厚生省人

口問題研究所昭和56年推計を示したものである｡
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日
本
人
口
の
高
齢
人
口
比
率
は
こ
の
よ
う
に
し
て
'
異
例
的
な
速
度
で
進
み
p
や
が
て
世
界
で
ト
ッ
プ
の
水
準

に
さ
え
到
達
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
｡
さ
ら
に
ま
た
'
こ
の
高
齢
人
口
は
年
少
人
口
と
の
関
係
で
考
察
し
て
み

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
れ
は
'

1
般
的
に
い
っ
て
'
こ
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
人
口
は
､
生
産
年
齢
人
口
に
と

っ
て
の
従
属
扶
養
人
口
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

社
会
を
支
え
て
い
る
生
産
年
齢
人
口
に
と

っ
て
の
従
属
人
口
は
二
高
齢
人
口
ば
か
り
で
は
な
く
､
子
供
人
口
を

あ
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
｡
従
属
人
口
指
数
は
こ
の
よ
う
な
従
属
人
口
の
割
合
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡
二

〇
二
五

年
の
日
本
人
口
の
従
属
人
口
指
数
は
六

1
･
九
で
あ

っ
て
､
ス
イ
ス
の
同
年
の
六
三
よ
り
も
若
干
低
い
が
'
著
し

い
違
い
は
､
老
年
人
口
指
数
が
ス
イ
ス
の
三
五

･
八
に
対
し
て
日
本
は
三
八

･
五
と
高
い
こ
と
と
､
老
年
化
指
数

(子
供
人
口
に
対
す
る
老
年
人
口
の
割
合
)
が
ス
イ
ス
の

二
二
二
に
対
し
て
日
本
は

〓
ハ
五
と
著
し
く
高
い
｡

い
か
え
れ
ば
'
同
じ
く
高
齢
化
人
口
と
い
っ
て
も
'
老
年
人
口
と
子
供
人
口
の
構
成
に
お
い
て
'
日
本
の
ば
あ

■ヽ書LV
IヽL∨
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は
老
年
人
口
の
占
め
る
割
合
が
子
供
人
口
の
そ
れ
よ
り
も
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

老
年
人
口

1
人
の
負
担
は
､

1
般
に
'
子
供
人
口

一
人
の
そ
れ
よ
り
も
高
い
と
い
わ
れ
る
だ
け
に
'
同
じ
高
齢

化
水

で
あ

っ
て
も
'
従
属
人
口
に
お
け
る
老
年
人
口
の
割
合
の
高
い
日
本
の
ば
あ
い
の
方
が
社
会
経
済
的
に
不

利
な
負
担
構
造
に
あ
る
と
い
え
よ
う
｡
西
欧
諸
国
の
中
で
六
五
歳
以
上
人
口
比
率
の
も

っ
と
も
高
い
ス
イ
ス
と
フ

ィ
ン
ラ
ン
ド
の
従
属
人
口
指
数
'
そ
の
構
成
部
分
で
あ
る
年
少
人
口
指
数
と
老
年
人
口
指
数
お
よ
び
老
年
化
指
数

を
日
本
と
比
較
し
て
み
る
と
､
表
5
の
と
お
り
で
あ
る
｡

西
欧
諸
国
以
上
の
高
齢
化
の
進
行
が
不
可
避
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
日
本
の
二

一
世
紀

へ
の
対
応
の
経
験
は
'
い



､表 5 スイス､フィンランド､日本の年齢構造の比較､ 2025年

国 別 従属人口指数(%) 老年化指 数 65歳以上人口割合(浴)
総 数 年少人口 老年人口

資料 :スイス､フィンランドは前出国連の 1980年推計､日本は日大人口

研推計

備考 :従属人口指数は､年少人口指数 (0-14歳人口÷15-64歳人口×

100 ) と老年人口指数 (65歳以上人口÷15-64歳人口×100)を合

計したもの (15-64歳の生産年齢人口 100人に対する子供と老年

人口の合計を示す)｡老年化指数は､65歳以上人口÷0-14歳人口

×100で計算 したもの

わ
ば
世
界
人
口
の
高
齢
化
の
最
先
端
に
お
け
る

試
練
で
あ
る
｡
そ
し
て
ま
た
注
目
す
べ
き
点
は
､

高
齢
者
扶
養
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
も

っ
て

い
る
日
本
の
家
族
制
度
は
､
核
家
族
化
の
傾
向

は
み
ら
れ
る
と
し
て
も
な
お
､
東
洋
的
な
ア
ジ

ア
的
な
伝
統
的
な
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
｡

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
､
高
齢
者
扶
養
援
助

に
対
す
る
家
族
の
機
能
の
見
直
し
が
強
調
さ
れ

て
い
る
｡
均

日
本
の
経
験
は
､
こ
の
よ
う
に
西

欧
的
な
も
の
と
非
西
欧
的
な
も
の
と
の
複
合
的

な
､
二
重
構
造
的
な
特
徴
が
み
ら
れ
る
｡
世
界

人
口
の
先
験
的
な
'
そ
し
て
も

っ
と
も
典
型
的

な
縮
図
で
あ
る
と
い
え
る
の
は
'
こ
の
よ
う
な

理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
｡
ウ
ィ
ー
ン
の

｢世

界
高
齢
者
問
題
会
議
｣
(
1
九
八
二
)
に
お
い
て
'

日
本
人
口
の
高
齢
化
の
現
状
と
対
策
に
つ
い
て
'
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先
進
地
域
な
ら
び
に
開
発
途
上
地
域
の
両
地
域
の
国
々
か
ら
関
心
が
も
た
れ
た
の
も
'
以
上
の
よ
う
な
日
本
人
日
の

複
合
的
性
格
に
よ
る
も
の
と
い
え
よ
う
｡

六

人
口
分
布
の
不
均
衡
化
問
題

今
日
'
先
進
地
域
で
あ
る
と
開
発
途
上
地
域
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
'
広
-
関
心
の
対
象
と
な

っ
て
き
て
い
る
人

口
問
題
は
､
土
地
に
対
す
る
人
口
分
布
の
不
均
衡
化
の
問
題
で
あ
る
｡
資
源
は
い
う
ま
で
も
な
-
土
地
も
有
限
で

あ
る
以
上
､
人
口
増
加
と
共
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
問
題
は
､
人
口
分
布
と
土
地
利
用
で
あ
る
｡

日
本
は
こ
の
問
題
に
お
い
て
も
典
型
的
な
ケ
ー
ス
で
あ

っ
て
､
世
界
人
口
の
縮
図
で
あ
る
と
い
え
る
｡
国
土
と

人
口
の
関
係
を
あ
ら
わ
す
人
口
密
度
に
お
い
て
世
界
的
に
も
著
し
く
高
い
だ
け
で
は
な
く
'
耕
地
面
積
に
対
す
る

人
口
密
度
と
い
っ
た
､
よ
り
実
体
的
な
密
度
で
は
'
世
界

一
の
趨
過
密
国
で
あ
る

(
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
い
っ
た
都
市

-25-

国
家
は
除
い
て
)
｡
限
ら
れ
た
土
地
を
最
大
限
に
有
効
に
利
用
で
き
る
よ
う
な
人
口
分
布
を
は
か
る
こ
と
は
､
二

世
紀

へ
の
生
存
を
確
保
す
る
重
要
な
突
破
口
で
あ
る
｡
政
府
が
進
め
て
い
る
定
住
圏
構
想
は
'
そ
の
よ
う
な
意
味

で
注
目
す
べ
き
試
み
で
あ
る
｡



七

む
す
び

こ
れ
か
ら
の
問
題

一
九
八
二
年
に
は
国
連
の
第
三
回
ア
ジ
ア
･
太
平
洋
人
口
会
議
が
ス
リ
ラ
ン
カ
の
コ
ロ
ン
ボ
で
開
催
さ
れ
る

(九

月
二
〇
日
か
ら
二
九
日
ま
で
)
｡
そ
し
て
､
ま
た

1
九
八
四
年
に
は
同
じ
-
国
連
の
国
際
人
口
会
議
が
メ
キ
シ
コ
で

開
催
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
｡
い
ず
れ
も
そ
の
基
本
的
テ
ー
マ
は
人
口
と
開
発
の
統
合
で
あ
る
｡

7
九
七
四
年
ベ
ル
グ
ラ
ー
ド
の
世
界
人
口
会
議
で
採
択
さ
れ
た

｢世
界
人
口
行
動
計
画
｣
と
い
う
人
口
と
開
発
の

た
め
の
総
合
的
人
口
政
策
の
再
評
価
'
再
検
討
が
'
一
九
八
四
年
国
際
人
口
会
議
の
目
的
で
あ
る
｡
人
口
変
数
を
抜

き
に
し
て
は
'
開
発
計
画
は
策
定
で
き
な
い
｡
人
口
と
経
済
的
'
社
会
的
変
数
と
の
極
め
て
複
雑
な
相
互
関
係
の
中

で
'
人
口
政
策
目
標
が
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
し
て
'
そ
の
人
口
政
策
目
標
は
開
発
計
画
目
標
と
統
合

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
均
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日
本
の
人
口
･
経
済

･
社
会
の
諸
側
面
に
お
け
る
経
験
は
'
歴
史
的
に
も
ま
た

後
か
ら
今
日
に
至
る
新
し
い

歴
史
の
中
で
も
極
め
て
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
ば
か
り
で
な
-
'
多
-
の
教
訓
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
｡
す
で
に
述
べ
た

よ
う
に
'
特
に
人
口
高
齢
化
cqo"
(年
齢
構
造
の
変
化
と
い
う
意
味
で
タ
テ
の
現
象
)
と
人
口
分
布

(空
間
分
布
の
変

化
と
い
う
意
味
で
ヨ
コ
の
現
象
)
の
二
つ
の
人
口
現
象
に
お
い
て
､
日
本
は
世
界
人
口
の
縮
図
と
考
え
ら
れ
る
｡

人
口
高
齢
化
に
対
す
る
現
象
分
析
と
対
策
に
つ
い
て
の
研
究
'
人
口
移
動
･分
布
に
つ
い
て
の
理
論
的
'
実
証
的
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研
究
と
対
策
に
つ
い
て
の
研
究
は
'
日
本
の
た
め
だ
け
の
も
の
は
で
な
い
｡
そ
れ
は
同
時
に
国

つ
も
の
で
あ
る
｡

的
皮コ土ニEヨパユJヽ
義
杏
ら
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o
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n

P

o
lic
y
.
P
.
7
4

日
本
大
学
人
口
研
究
所
推
計

(中
位
)
に
よ
る
と
'
二
〇
〇
七
年

(昭
和
八
二
年
)
に

叫
健
三

7
二
七
万
に
達
し
'
そ

の
あ
と
減
少
に
転
ず
る

(

『
日
本
大
学
人
口
研
究
所
人
口
推
計

-
人
口

･
経
済
モ
デ
ル
に
基
づ
く
二

1
世
紀

へ
の
展

壁

-
』

日
本
大
学
入
口
研
究
所
､

1
九
八
二
年
六
月
)
｡

し
か
し
p
厚
生
省
人
口
問
題
研
究
所
推
計

(中
位
)
に
よ

る
と
二

〇
〇
八
年

(昭
和
八
三
年
)
に

一
億
三

〇
三
六
万
の
ピ
ー
ク
に
達
し
そ
の
あ
と
減
少
傾
向
に
転
ず
る
｡
ピ
ー
ク

時
の
日
本
入
口
は
日
大
推
計
の
方
が
約
九

1
万
多
-
t
か
つ

1
年
早
く
達
す
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
は
厚
生
省
推
計
で

は

一
九
八
〇
年
の
国
勢
調
査
の

1
%
抽
出
結
果
が
出
発
点
と
な

っ
て
い
る
の
に
対
し
'
日
大
推
計
で
は
全
数
集
計
結
果
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LLt一
16

一
17U1

(約

一
四
･
四
%
多
い
)
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
出
生
'
死
亡
に
つ
い
て
の
仮
定
が
若
干
異
な
っ
て
い
る
こ

と
に

よ
る
も
の
で
あ
る
｡
昭
和
九

1
年

(二
〇
一
六
年
)
ま
で
は
日
大
推
計
に
よ
る
総
人
口
の
方
が
厚
生
省
推
計
よ
り
も
多

い
が
'
昭
和
九
二
年

(二
〇
1
七
年
)
以
降
は
反
対
に
厚
生
省
推
計
の
方
が
多
-
な
る
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厚
生
省
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は
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●

人
口
政
策
の
も
つ
現
段
階
的
意
義
を
強
調
し
て
お
-
必
要
が
あ
ろ
う
｡
今
日
ほ
ど
人
口
政
策
の
現
実
的
必
要
性
が
感
じ

ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
'
政
策
科
学
と
し
て
の
人
口
政
策
は
全
く
新
し
い
領
域
で
あ
る
｡
人
口

政
策
は
'
人
間
自
休
の
人
口
学
的
行
動
の
み
な
ら
ず
'
こ
の
行
動
と
経
済
的
'
社
会
的
変
数
と
の
相
互
関
係
の
理
論
に
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世界の人口と日本の人口

立
脚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

へ黒
田
俊
夫

｢
人
口
政
策

へ
の
挑
戦

-

世
界
の
人
口
問
題

-
｣

第
八
回
公
開
講
座

｢人
口
を
考
え
る
｣
資
料
集
'

7
九
八
二
t
p
15
-
28
参
照
)

日
本
人
口
の
高
齢
化
に
つ
い
て
の
研
究
は
極
め
て
多
い
｡
こ
こ
セ
は
詳
し
い
も
の
と
し
て
次
の
も
の
を
あ
げ
る
に
と
ど

め
て
お
こ

う
｡

｢高
齢
化
社
会
の
基
本
問
題
に
関
す
る
研
究
｣
財
団
法
人
統
計
研
究
会
'
昭
和
五
七
年
三
月

｢
二

7
世

紀
日
本
の
進
路
｣
中
間
報
告
書

(第
二
次
)
'

日
本
大
学
総
長
指
定
の
総
合
研
究

｢
二

一
世
紀
日
本
の
進
路
｣
特
別
委

員
会
､
昭
和
五
七
年
三
月
｡
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●

日

本

人

口

の

推

移

慶
応
義
塾
大
学
経
済
学
部
教
授

安

川

正
彬



は
じ
め
に

今
日
の
わ
が
国
が
抱
え
る
人
口
問
題
は
･
人
口
過
密
化
の
進
行
と
と
も
に
､
人
口
高
齢
化
が
促
進
さ
れ
て
い
る

社
会
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
こ
と
は
,
い
ま
の
わ
が
国
が
世
界
の
最
長
寿
国
に
達
し
た
こ
と
と
'
出
生
力
の

低
下
傾
向
と
が
も
た
ら
す
必
然
の
結
果
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
情
況
に
い
た
っ
た
日
本
人
口
の
推
移
は
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
,
そ
し
て
日
本
人
口
の
将
来
像
は
ど
の
よ
う
に
描
け
る
の
か
'
こ
こ
に
そ
の
あ
ら
ま
し
を

つ
づ
る
こ
と
に
し
よ
う
｡
そ
れ
に
先
だ

っ
て
日
本
人
口
の
現
状
を
ま
ず
書
き
と
め
て
お
こ
う
｡

昭
和
五
五
竺

〇
月

言

に
実
施
さ
れ
た
国
勢
調
査
に
よ
れ
ば
p
わ
が
国
の
総
人
口
は

一
億

一
七

〇
六
万
人
で

あ
る
｡
そ
し
て
昭
和
五
七
年

一
〇
月

一
日
の
概
算
値
は

1
億

1
八
六
九
万
人
で
あ
る
｡
ま
た
昭
和
五
六
年
調
べ
の

平
均
寿
命
は
男
子
七
三

･
七
九
歳
'
女
子
七
九

･
三

歳
の
長
寿
を
記
録
し
'
同
年
の
出
生
力
は
合
計
特
殊
出
生

-34-

率
で
測

っ
て

･
七
四
と
低
い
水
準
に
あ
る

(人
口
の
置
き
換
え
水
準
は
二

･
〇
九
)
0

ま
た
厚
生
省
統
計
情
報
部
発
表
の
昭
和
五
六
年
の
人
口
動
態
に
よ
る
と
､
死
亡
数
は
前
年
に
比
べ
て
二
五

〇
〇

人
減
り
､
七
二
万
二
六
二
人
で
長
寿
社
会
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
｡
こ
れ
を
死
亡
率
で
み
る
と
六

･
一

(人
口

o
o
o
対
)
と
低
い
水
準
を
保

っ
て
い
る
｡
ま
た
乳
児
死
亡
数
は

一
万
八
九

1
人
で
'
乳
児
死
亡
率
七

二

(出
生

1
0
0
0
対
)
は
前
年
の
七

･
五
よ
り
さ
ら
に
改
善
さ
れ
て
い
る
｡



日本人口の推移

出
生
数
は

叫
五
二
万
九
四
五
五
人
で
前
年
よ
り
四
万
七

〇
〇
〇
人
減

っ
た
た
め
'
出
生
率
は

二
二
･
〇

(人
口

5

0
0
対
)
と
史
上
最
低
を
記
録
す
る
こ

と
に
な

っ
た

(前
年

二
二
･
六
)
.
こ
れ

に
よ

っ
て
出
生
力

(合
計

特
殊
出
生
率
)
は
昭
和
五
五
年
の

･
七
五
を
さ
ら
に
下
回
っ
て
'

現
状
で
あ
る
｡

･
七
四
を
記
録
し
た
｡
以
上
が
日
本
人
口
の

昭和56年の人口動態

i 実 数 率

56 年 55 年 56年 55年

出 生 1529.455 1,576,889 13.0 13.6

死 亡 720,262 722,801 6.1 62

自然増加 809,193 854.088 6.9 7.3

注 :出生率,死亡率,自然増加率は人口 1,000対

乳児死亡率は出生 1,000対｡

一

わ
が
国
の
近
代
化
と
人
口

わ
が
国
の
近
代
化

一
〇
〇
年
の
歴
史
の
な
か
で
､
経
済
発
展
と

と
も
に
,
そ
こ
に
作
用
し
た
人
口
動
向
の
姿
を
語
る
意
義
は
大
き

い
｡
西
欧
文
明
の
模
倣
と
追
随
か
ら
は
じ
め
ら
れ
た
わ
が
国
の
近

代
化
は
､
発
展
過
程
に
若
干
の
粁
余
曲
折
が
あ
っ
た
と
は
い
え
'
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応
着
実
な
歩
み
を

つ
づ

け
て
き
た
｡
当
時
は
人
口
と
と
も
に
労

働
力
が
豊
富
な
国
で
あ

っ
た
｡
労
働
力
が
豊
富
で
あ

っ
た
か
ら
､

安
い
賃
金
で
人
を
寧

っ
こ
と
が
で
き
た
｡
機
械
を
購
入
す
る
よ
り

も
人
を
雇
う
ほ
う
が
安
あ
が
り
で
あ

っ
た
｡
明
治
以
来
の
経
済
発

展
は
こ
う
し
て
豊
富
な
労
働
力
を
安
い
賃
金
で
雇
い
'
半
面
､
国



民
は
安
い
賃
金

･
報
酬
の
た
め
に
勤
勉
に
､
よ
り
多
く
働
い
た
｡
そ
れ
に
知
識
欲
も
お
う
盛
で
あ

っ
た
こ
と
な
ど

が
大
き
く
貢
献
し
て
経
済
は
急
速
に
発
展
し
た
｡

し
か
し
国
民
の
生
活
は
決
し
て

な
も
の
で
は
な
か

っ
た
か
ら
､
こ
の
当
時
か
ら
の
貧
乏
感
は
い
つ
も
人
口
過

刺
と
結
び

つ
い
て
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

つ
ま
り
人
口
が
も

っ
と
少
な
け
れ
ば
人
び
と
の
生
活
は
も

っ
と
豊
か

に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
｡
そ
れ
が

一
八
六
八
年

(明
治
初
年
)
の
三
五

〇
〇
万
人
口
に
比
べ
れ
ば
､

今
日
は
三
倍
余
の

億

一
七

〇
〇
万
人
口

(第

一
図
)
を
抱
え
な
が
ら
t
G
N
P

(国
民
総
生
産
)
は
米

ソ
に
つ

ぐ
世
界
第
三
位
に
ま
で
経
済
が
発
展
し
た
｡

一
〇
〇
年
に
三
倍
も
の
人
口
増
加
は

一
見
急
速
に
見
え
る
が
'
年
率

に
直
す
と
人
口
増
加
率
は

一
%
に
な
る
か
ら
､
今
日
か
ら
ふ
り
返
る
と
'
わ
が
国
の
人
口
増
加
は
近
代
化
の
初
め

か
ら
､
か
な
り
低
率
で
あ

っ
た
こ

と
が
わ
か
る
｡
明
治
年
間
の
経
済
成
長
率
は
年
率
四
%
前
後
と
推
定
さ
れ
る
か

ら
､
差
し
引
き
三
%
の
生
活
水
準
の
向
上
が
続
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
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戦
後
の
人
口
動
向

わ
が
国
の
人
口
は

九
六
七
年

(昭
和
四
二
年
)
に

一
億
に
達
し
'
現
在
は

7
億

山
七
〇
〇
万
を
記
録
し
て
い

る
｡
今
次
大
戦
が
終
結
し
た

完

四
五
年

(
昭
和
二
〇
年
)
に
は
七
二
〇
〇
万
で
あ

っ
た
日
本
人
口
は
,
三
五
年
で

四
五

〇
〇
万
も
増
加
し
た
こ
と
に
な
る
｡
今
日
か
ら
見
る
と
終
戦
当
時
は
人
口
が
少
な
か

っ
た
よ
う
に
も
見
え
る



日本人 口の推移

第 1図 日本の人口ピラミッド
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が
､
国
敗
れ
て
焼
け
野
原
に
七
二
〇
〇
万
も
の
人
口
が
飢
餓
線
上
を
さ
ま
よ

っ
た
｡
そ
し
て
人
口
過
剰
が
強
く
意

に
の
ぼ

っ
た
と
き
､
人
口
は
食
糧
と
の
対
決
を
迫
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

そ
う
し
た
な
か
で
､
海
外
か
ら
の
復
員

･
引
き
揚
げ
が
盛
ん
に
な
り
'
わ
が

か
ら
退
去
し
た
数
を
差
し
引
い

て
も
五

〇
〇
万
も
の
人
口
が
さ
ら
に
つ
け
加
わ

っ
た
｡
ま
た
平
和
の
訪
れ
と
と
も
に
出
生
が

一
時
に
爆
発
し
､
そ

の
結
果
は

一
九
四
七
年
～
四
九
年

(昭
和
二
二
～
二
四
年
)
の
三
年
間
に
八

〇
〇
万
も
の
出
生
が
あ

っ
た
の
で
'

一
九
五

〇
年

(昭
和
二
五
年
)
に
は
八
三

〇
〇
万
の
人
口
に
達
し
た
｡

死
亡
に
つ
い
て
は
'
新
し
い
医
薬
衛
生
が
導
入
さ
れ
る
と
ま
も
な
く
そ
の
効
果
を
あ
ら
わ
し
た
の
で
､
死
亡
率

は
戦
前
水
準
の

一
六
～

一
七

(人
口

一
〇
〇
〇
対
)
を
大
幅
に
下
回
り
'
今
日
で
は
六
の
低
水
準
で
落
ち
着
い
て

い
る
｡

出
生
に
つ
い
て
は
､

一
九
四
七
年

(昭
和
二
二
年
)
か
ら
の
三
年
間
は
出
生
率
が
三
四

(人
口

1
0
0
0
対
)

と
い
う
高
水
準
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
が
'
そ
の
後
は
生
活
苦
と
の
た
た
か
い
を
強
い
ら
れ
た
国
民
の
努
力
が
出
生

を
抑
え
'
低
下
す
る
死
亡
率
の
あ
と
を
追
っ
た
の
で
'
出
生
率
は

一
〇
年
足
ら
ず
で
半
減
し
､
一
九
五
七
年
(昭
和

-38-

三
二
年
)
に
は

七
を
少
し
上
回
る
水
準
に
ま
で
下
が

っ
た
｡
そ
の
後
は

1
九
六

一
年

(昭
和
三
六
年
)
の

1
七

･
〇
を
最
低
に
し
て
､
横
ば
い
な
が
ら
若
干
の
上
昇
傾
向
を
示
し
た

(た
だ
し
'
ヒ
ノ
エ
ウ
マ
の
年
､

九
六
六

年
-

昭
和
四

1
年
の

一
三

･
七
は
特
別
で
あ
る
)
｡
理
由
は
終
戦
直
後
の
ベ
ビ
ト
フ
-
ム
期

二

九
四
七
～
四
九

年
)
に
出
生
し
た
若
者
た
ち
が
結
婚
年
齢
に
達
し
た
た
め
'

一
九
七

一
～
七
三
年

(昭
和
四
六
～
四
八
年
)
に
は

出
生
率
が

一
九

･
二
二

九

･
四
の
間
で
わ
ず
か
の
上
昇
を
み
せ
た
が
､

1
九
七
四
年

(昭
和
四
九
年
)
に

は

7
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八

･
六
と
下
が
り
､

7
九
七
五
年

へ昭
和
五

〇
年
)
に
は

七

･
7
に
､

1
九
七
六
年

(昭
和
五

一
年
)
に
は

一

六

･
三
に
下

っ
た
｡
こ
こ
に
第
二
の
ベ
ビ
㌧
フ
-
ム
期
の
終
わ
り
を
告
げ
る
こ
と
に
な

っ
た
｡

こ
の
よ
う
な
出
生

･
死
亡
の
動
向
に
対
し
て
'
経
済
の
面
で
は
戦
後
を
混
乱
と
イ
ン
フ
レ
の
な
か
に
過
す
う
ち

こ
､
i

九
五

〇
年

(昭
和
二
五
年
)
に
は
朝
鮮
戦
争
が
起
こ

り
'
そ
れ
を
契
機
に
日
本
経
済
は
復
興
過
程
を
順
調

に
た
ど
り
は
じ
め
た
｡
人
口
の
側
で
は
出
生
を
抑
え
て
､
育
児
に
対
す
る
負
担
を
軽
く
し
､
経
済
の
発
展
に
役
立

つ
た
め
の
購
買
力
を
高
め
る
潜
在
力
を
貯
わ
え
て
き
た
の
で
'

一
九
六

〇
年

(昭
和
三
五
年
)
に
は
所
得
倍
増
計

画
が
打
ち
出
さ
れ
'
欧
米
の
巨
大
な
科
学
技
術
を
受
け
入
れ
る
ま
で
に
態
勢
を
整
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
｡

そ
し
て
終
戦
か
ら
初
め
の

〇
年
間
は
'
い
か
に
人
び
と
に
｢
食
｣
と

｢
職
｣
を
あ
た
え
る
か
に
苦
労
し
た
時
期

で
あ

っ
た
.

一
九
五

〇
年
代
ま
で
昭
和
三

〇
年
代
前
半
の
経
済
計
画
は
､
増
大
す
る
労
働
力
人
口
が
圧
力
と
な

っ

て
'
低
生
産
性
部
門
の
近
代
化
を
困
難
に
す
る
危
険
性
を
説
く
も
の
で
あ

っ
た
｡

そ
れ
が

一
九
六

〇
年

(昭
和
三
五
年
)
以
降
に
な
る
と
'
技
術
革
新
に
よ
る
重
化
学
工
業
化
が
進
み
､
高
度
成

長
に
よ
る
構
造
変
化
が
労
働
市
場
の
条
件
を
変
え
た
の
で
'
大
量
の
労
働
力
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な

っ
た
｡
そ

れ
ま
で
は
農
村
の
人
口
過
剰
に
よ
る
〟

圧
出
力
″
に
よ

っ
て
押
し
出
さ
れ
て
い
た
人
口
移
動
が
'
工
業
化

･
都
市

化
の
進
展
と
と
も
に
､
こ
ん
ど
は
〟

吸
引
力
″

に
よ
る
人
口
移
動
に
と

っ
て
か
わ

っ
た
｡
都
市
と
農
村
の
過
密

･

過
疎
問
題
は
こ

う
し
て
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
人
口
移
動
の
課
題
は
'
移
動
す
る
こ

と
そ
の
も
の
よ
り
も
'
人

口
移
動
の
結
果
､

コ
-
ユ
ニ
テ
ィ
I
の
機
能
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
に
あ
る
の
で
あ
る
｡
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こ
う
し
て
昭
和
四
〇
年
代
の
半
ば
ま
で
は
い
わ
ゆ
る

九
六

〇
年
代

(昭
和
三
五
～

四
四
年
)
の
高
度
成
長
期



あ
る
い
は
黄
金
時
代
と
も
い
わ
れ
､
経
済
指
標
の
す
べ
て
は
G
N
P
の
増
大
に
注
が
れ
た
｡
こ
こ
に
経
済
水
準
で

は
先
進
国
の
仲
間
入
り
を
と
げ
て
､
経
済

国
の
名
を
国
民
に
植
え

つ
け
る
こ
と
に
な

っ
た
｡
こ
の
限
り
で
は
わ

が
同
の
人
口
問
題
は
食
糧
と
の
対
決
か
ら
は
解
放
さ
れ
て
'
伝
統
的
な
人
口
問
韻
は
姿
を
消
し
た
と
考
え
て
よ
い
｡

さ
ら
に
人
口
は
急
速
に
少
産
少
死
に
変
わ

っ
た
｡
そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
､

命
は

1
九
七

一
年

(昭

和
四
六
年
)
に
よ
う
や
く
西
欧
な
み
の
男

七

〇
歳
'
女
子
七
五
歳
の
壁
を
破
り
'

一
九
八

1
年

(
昭
和
五
六
年
)

に
は
男
子
七
三

･
七
九
歳
'
女
子
七
九

･
一
三
歳
を
記
録
し
た
｡
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
､
わ
が
国
の
人
口
問

題
は
解
決
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
､
事
実
は
そ
う
で
は
な
い
｡

経
済
面
で
先
進
国
の
仲
間
入
り
が
で
き
た
わ
が
国
は
､
同
時
に
先
進
国
が
悩
む
新
し
い
人
口
問
題
を
そ
の
ま
ま

に
抱
え
る
こ
と
に
も
な

っ
た
.
先
進
国
で
は
巨
大
な
工
業
生
産
力
が
'
そ
れ
を
享
受
す
る
人
び
と
の
消
費
を
増
大

さ
せ
る
か
ら
'
資
源
消
費
を
高
め
'
環
境
破
壊
や
公
害
問
題
'
さ
ら
に
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
不
足
を
も
考
慮
の
枠
内
に

加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
｡
い
ま
や
先
進
国
で
は
ゆ
る
や
か
な
人
口
増
加
さ
え
も
ゆ
る
さ
れ
な
く
な

っ
て
き
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
に
発
展
途
上
諸
国
の
人
口
爆
発
を
考
え
合
わ
せ
る
と
'
も
は
や
世
界
は
有
限
の
資
源

と
人
口
圧
力
を
か
か
え
､
死
亡
率
の
低
下
に
あ
わ
せ
て
出
生
を
制
限
す
る
こ

と
が
人
類
が
生
き
残
る
限
ら
れ
た
道

と
な

っ
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
人
口
問
題
が
地
球
的
規
模
で
議
論
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
'
人
間
社
会
も
い
よ
い
よ
大
詰
を
迎
え

た
こ

と
を
意
味
す
る
が
'
そ
の
ほ
か
に
も
'
各
国
の
国
内
問
題
を
写
し
だ
す
と
'
そ
こ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
事

情
が
つ
け
加
わ
り
'
多
様
化
の
様
相
を
語
る
必
要
が
起
こ
っ
て
く
る
｡
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わ
が
国
で
は
今
で
こ
そ
'
経
済
の
低
成
長
時
代
を
迎
え
て
､
産
業
界
で
は
労
働
余
剰
時
代
に
入

っ
た
と
い
わ
れ

る
が
t

f
九
六

〇
年
代
の
高
度
成
長
期
に
は
､
総
人
口
の
過
半
数
を
占
め
る
都
市
生
活
者
の
実
感
と
し
て
'
生
活

面
で
は
人
が
多
過
ぎ
る
と
感
じ
､
生
産
面
で
は
人
の
不
足
に
悩
ん
だ

一
時
期
さ
え
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
今

日
の
わ
が
国
の
多
様
化
し
た
社
会
で
は
'
人
口
の
地
域
的
偏
在
と
年
齢
分
布
の
歪
み
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
｡

人
口
の
地
域
的
偏
在
と
は
､
人
口
の
都
市
集
中
の
結
果
と
し
て
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
り
､
人
口
の
過
密
過
疎
の

問
題
で
あ
る
｡
年
齢
分
布
の
歪
み
と
は
'
今
次
大
戦
直
後
の
ベ
ビ
㌧
フ
-
ム
期
の
大
量
出
生
者
が
今
日
で
は
三
三

～
三
五
歳
に
達
し
て
年
齢
構
成
の
う
え
で
極
端
な
膨
み
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
'
そ
の
後
に
続
く
出
生
減
退
に
よ
っ

て
幼
少
年
人
口
に
極
端
な
-
ぼ
み
が
あ
る
こ
と
で
あ
る

(
第
1
図
)
0

こ
れ
ら
に
加
え
て
'
日
本
人
の
平
均
寿
命
の
伸
び
が
人
口
高
齢
化
を
促
進
す
る
よ
う
に
な

っ
て
､
老
人
の
社
会

保
障
や
医
療
保
障
の
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
'
人
口
の
過
密
過
疎
と
年
齢
分
布
の
歪
み

と
を
､
こ
れ
か
ら
の
福
祉
社
会
に
向
け
て
い
か
に
対
応
さ
せ
る
か
の
調
整
の
問
題
に
強
力
な
努
力
が
払
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
｡
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三

人
口
転
換

さ
て
'
こ
う
し
た
な
か
に
あ

っ
て
､
最
近
の
人
口
の
構
造
変
化
を
み
る
と
､
戟
後
の
人
口
動
態

(と
く
に
出
生
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と
死
亡
の
変
化
)
が
あ
た
え
た
影
響
の
大
き
い
こ
と
が
わ
か
る
｡
そ
の
第

這

死
亡
率
の
低
下
で
'
そ
れ
と
と
も

に
､
死
亡
率
の
あ
と
を
追

っ
た
出
生
率
の
下
降
過
程
が
と
く
に
重
要
視
さ
れ
る
｡
第
2
図
は

完

0
0
年
以
来
の

人
口
動
態
の
推
移
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
推
移
で
と
-
に
戟
後
が
注
目
さ
れ
る
が
'
そ
れ
に
先
だ

っ

て
経
済
や
社
会
が
取
巻
く
人
口
変
動
の
倭
を
考
察
し
て
お
こ

う
｡

い
ま
,
人
口
と
経
済
に
か
か
わ
る
基
本
の
こ

と
か
ら
は
と
い
え
ば
,
多
産
多
死
の
人
口
を
も

っ
た
国
は
経
済
水

準
が
低
く
,
経
済
水
準
の
高
い
国
は
少
産
少
死
の
人
口
を
実
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

壷

に
つ
い
て

み
て
も
､
経
済
の
成
熟
し
た
諸
国
を
み
れ
ば
､
経
済
水
準
の
低
か

っ
た
過
去
は
多
産
多
死
で
あ

っ
た
し
､
経
済
水

準
の
高
く
な
っ
た
今
日
に
い
た
っ
て
少
産
少
死
を
実
現
し
た
こ

と
が
考
察
さ
れ
る
0

そ
の
こ
と
を
説
明
す
る
に
は
,
ま
ず
多
産
多
死
の
伝
統
社
会
か
ら
出
発
す
る
｡
い
ま
'
発
展
へ
の
必
要
な
刺
激

(技
術
革
新
)
が
加
え
ら
れ
て
経
済
が
離
陸

(
econom
ic
take
-O
ff
)
を
開
始
す
る
と
'
出
生
率
は
こ
れ
ま
で

の
高
い
水
準
の
ま
ま
に
死
亡
率
が
低
下
し
始
め
る
の
で
,
多
産
少
死
に
変
わ
り
人
口
は
増
大
す
る
｡
経
済
が
発
展

を
さ
ら
に
続
け
る
と
､
出
生
率
が
死
亡
率
の
あ
と
を
追

っ
て
下
が
り
は
じ
め
る
の
で
､
人
口
は
少
産
少
死
に
変
わ

り
急
速
に
増
加
速
度
が
衰
え
て
停
滞
す
る
｡
こ
れ
が

完

世
紀
か
ら
二

〇
世
紀
に
か
け
て
の
西
欧
の
経
験
で
あ

っ

た
｡
こ
の
よ
う
な
人
口
動
態
の
推
移
は
経
済
発
展
に
と
も
な
う
人
口
の
進
化
過
程
で

｢人
口
転
換
｣

(
d
e
m
O
-

graphic
t
r

ansit
i

o
コ
)

と
呼
ば
れ
る
｡
と
く
に
出
生
率
が
下
降
に
む
き
を
変
え
る
転
換
点
を
人
口
転
換
閑
始
の

時
期
と
い
う
｡

と
こ
ろ
で
､
戦
後
わ
が
国
で
人
口
転
換
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
こ

と
に
は
理
由
が
あ
る
｡
そ
れ
は
西
欧
先
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進
諸
国
で
は
人
口
転
換
が
始
ま

っ
て
少
産
少
死

へ
移
行
す
る
ま
で
に
半
世
紀
も
か
か

っ
た
が
'
戦
後
の
わ
が
国
で

は
わ
ず
か
十
数
年
で
こ
れ
を
な
し
と
げ
た
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
､
西
欧
諸
国
の
経
験
か
ら
は
'
そ
れ
が

一
九
世
紀

の
飛
躍
的
な
経
済
発
展
の
現
わ
れ
と
し
て
理
解
さ
れ
た
が
'
わ
が
国
の
戦
後
は
人
口
転
換
と
経
済
成
長
と
が

別
の
動
機
か
ら
平
行
し
て
推
移
し
た
こ
と
が
異
な
る
点
で
あ

っ
た
｡

I

さ
て
､
そ
の
こ
と
に
関
連
し
て
さ
ら
に
第
2
図
を
考
察
し
よ
う
｡
ま
ず
終
戦
直
後
の
時
期
に
注
目
す
る
と
､
経

済
や
社
会
に
混
乱
は
あ

っ
て
も
発
展
は
み
ら
れ
な
か

っ
た
｡
し
か
し
､
死
亡
率
は
低
下
し
始
め
'
出
生
率
も

一
九

四
七
～
四
九
年

(昭
和
二
二
～
二
四
年
)
の
ベ
ビ
-
.ブ
ー
ム
を
契
機
に
急
速
に
減
少
し
た
｡
戟
後

1
0
年
に
し
て

出
生
率
も
死
亡
率
も
半
減
し
た
記
録
は
世
界
に
も
例
を
み
な
か

っ
た
｡

死
亡
率
の
低
下
は
終
戟
後
'
新
し
い
医
薬
衛
生
が
導
入
さ
れ
普
及
し
た
結
果
で
あ

っ
た
｡
こ
の
こ
と
は
経
済
の

発
展
に
よ
ら
な
く
て
も
､

薬
衛
生
の
新
し
い
導
入
が
あ
れ
ば
死
亡
率
は
下
が
り
得
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な

っ
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た
｡
そ
の
こ
と
は
今
日
の
開
発
途
上
諸
国
が
経
験
し
て
い
る
｡

さ
て
'
戟
後
の
出
生
率
の
低
下
を
考
察
す
る
と
'
こ
れ
も
経
済
発
展
の
結
果
な
の
で
は
な
く
､

後
の
混
乱

◎

生
活
の
困
窮
が
も
た
ら
し
た
産
物
で
あ

っ
た
｡
戟
争
終
結
1
復
員
1

婦
生
活
の
復
活
'
そ
れ
に
結
婚
ブ
ー
ム
が

加
わ
る
か
ら
､
戦
後
に
は
ど
こ
の
国
で
も

一
時
的
に
出
生
を
高
め
､
ベ
ビ
ー
ブ
-
ム
を
起
こ
す
｡
そ
の

1
時
期
を

過
ぎ
る
と
出
生
率
が
低
下
す
る
の
は
戦
後
の

一
般
現
象
で
あ
る
｡

そ
こ
で
人
口
転
換
が
開
始
さ
れ
た
時
期
を
捉
え
る
た
め
に
､

1
九
二

〇
年

(大
正
九
年
)
以
降
終
戦
ま
で
の
な

だ
ら
か
な
下
降
傾
向
を
捉
え
'
そ
れ
を
戟
後
に
ま
で
延
長
し
て
み
る
i
),

一
九
五

〇
年

(昭
和
二
五
年
)
と

1
九
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瓦

-
年

へ昭
和
二
六
年
)
の
問
で
戦
後
の
出
生
率
と
交
叉
す
る
こ

と
が
わ
か
る
｡
傾
向
線
を
い
つ
ま
で
も
延
長
す

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
'

7
九
五

〇
年

(昭
和
二
五
年
)
以
降
の
出
生
率
が
傾
向
線
以
下
に
低
下
し
た
こ
と
は
､

出
生
率
が
意
識
的
に
抑
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
を
そ
の
ま
ま
物
語

っ
て
い
る
｡

つ
ま
り
戦
後
の
人
口
転
換
は
'

一
九

五

〇
年

(昭
和
二
五
年
)
頃
か
ら
急
速
に
開
始
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
の
後
は

一
九
六

一
年

(昭
和

三
六
年
)
の

〓
ハ
･
九
を
最
低
に
し
て
'
出
生
率
は
徐
々
に
回
復
を
み
せ
た
た
め

(
一
九
六
六
年
-
昭
和
四

一
年

の
出
生
率

二
二
･
七
は
ヒ
ノ
エ
ウ
マ
に
よ
る
異
常
値
)'
下
降

の
傾
向
線

は

一
九
七
二
年

(昭
和
四
七
年
)
で
再

び
交
叉
す
る
こ
と
に
な

っ
た
｡
第
二
次
大
戟
と
そ
の
後
の
混
乱
期
が
な
け
れ
ば
､
戟
前
の
人
口
転
換
で
あ
る

一
九

二
〇
年

(大
正
九
年
)
以
降
の
な
だ
ら
か
な
出
生
率
の
下
降
傾
向
を
た
ど

っ
た
と
想
像
さ
れ
る
か
ら
､
戦
後
の
急

速
な
人
口
転
換
は

九
五

〇
年

(昭
和
二
五
年
)
に
開
始
さ
れ
'

1
九
七
二
年

(昭
和
四
七
年
)
ま
で
の
二

〇
年

問
で
終
わ

っ
た
こ
と
に
な
る
｡

後
の
人
口
転
換
は
こ
の
時
点

で

1
九
二
〇
年

(大
正
九
年
)
以
降
の
な
だ
ら
か
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な
戦
前
の
人
口
転
換
の
軌
道
に
復
帰
し
た
こ
と
に
な
る
が
'
し
か
し
､
今
後
は
終
戦
直
後
の
ベ
ビ
㌧
フ
-
ム
期
の

出
生
者
た
ち
が
結
婚
年
齢
に
達
し
た
か
ら
､
第
二
の
ベ
ビ
J
ブ
ー
ム
期
を
遇
え
た
が
､
そ
の
と
き
は

一
夫
婦
が
'

二

･
11
人
の
子
供
を
も
ち
'
す
で
に
人
口
静
止

へ
の
道
を
進
ん
で
い
た
の
で
､
第
二
の
ベ
ビ
㌧
フ
-
ム
期
の
峠
を

越
え
た
今
日
､
出
生
率
が
下

っ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
｡

さ
て
'
人
口
転
換
に
つ
い
て
わ
が
国
の
実
際
と
西
欧
の
経
験
と
を
比
較
す
る
と
'
西
欧
の
経
験
が
持
続
的
な
経

済
発
展
に
と
も
な
う
人
口
転
換
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
'
戦
後
の
わ
が
国
は
こ
れ
と
は
性
格
を
異
に
し
､
当
時
の
生

活
苦
に
耐
え
て
き
た
国
民
の
努
力
の
現
わ
れ
が
こ
の
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
こ
れ



が
先
に
述
べ
た
よ
う
に
､
わ
が
国
の
戦
後
は
人
口
転
換
と
経
済
成
長
と
が
別
の
動
機
か
ら
平
行
し
て
推
移
し
た
と

記
し
た
理
由
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
こ
れ
か
ら
発
展
に
む
か
う
発
展
途
上
諸
国
が
'
わ
が
国
の
経
験
に
学
ん
で

よ
い
第

の
こ
と
が
ら
で
あ
る
｡

つ
ま
り
二

九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
わ
た
る
西
欧
先
進
諸
国
の
経
験
か
ら
は
､
経
済
の
持
続
的
発
展
が

iU
L
t

そ
の
結
果
と
し
て
人
口
転
換
が
も
た
ら
さ
れ
た
が
､
戦
後
二
〇
年
の
わ
が
国
の
経
験
は
'経
済
の
復
興
が

一
九
五
〇

年

(昭
和
二
五
年
)
か
ら
軌
道
に
乗
り
は
じ
め
て
よ
り
'
そ
れ
と
平
行
し
て
人
口
転
換
を
意
識
的
に
起
こ
さ
せ
て

き
た
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
｡
そ
し
て
'
こ
れ
か
ら
の
発
展
途
上
諸
国
の
は
あ
い
は
､
西
欧
先
進
諸
国
の
経
験
と
は

順
序
が
逆
に
な

っ
て
､
人
口
転
換
が
開
発
に
先
行
し
な
け
れ
ば
住
民
た
ち
の
生
活
向
上
は
望
み
え
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
｡
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四

人
口
移
動

冒

の
人
口
変
動
の
な
か
で
､
人
口
転
換
と
な
ら
ん
で
興
味
が
あ
る
の
は
人
口
移
動
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
就
業

構
造
の
変
化
に
あ
わ
せ
て
､
そ
の
特
徴
的
な
こ
と
を
考
察
し
よ
う
｡

い
ま
'
経
済
や
社
会
が
定
常
状
態
に
あ
り
な
が
ら
人
口
移
動
が
起
こ
る
と
す
れ
ば
'
そ
こ
に
は
人
口
圧
力
に
よ

っ
て
押
し
出
さ
れ
る

｢
圧
出
型
｣
の
移
動
が
起
こ
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
｡
そ
こ
で
は
貧
困
な
農
村
地
域
か
ら
押
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し
出
さ
れ
て
､
人
口
が
都
市

へ
流
れ
出
て
い
く
の
で
あ
る
か
ら
'
た
ん
に
就
業
機
会
を
も
と
め
て
の
移
動
で
あ
る
｡

し
た
が

っ
て
'
彼
ら
は
都
市
に
移
住
し
て
も
'
低
い
賃
金
に
甘
ん
じ
た
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
｡

そ
れ
に
対
し
て
技
術
革
新
が
実
現
し
､

一
九
六

〇
年
代
以
降
の
よ
う
に
重
化
学
工
業
化
が
促
進
さ
れ
る
と
'
労

働
生
産
性
が
向
上
す
る
と
同
時
に
､
関
連
産
業
を
刺
激
し
､
雇
用
機
会
が
開
か
れ
る
か
ら
､
｢
吸
引
型
｣

の
人
口

移
動
が
開
始
さ
れ
る
｡
さ
ら
に
こ

う
し
た
工
業
化
を
通
じ
て
社
会
が
近
代
化
さ
れ
る
か
ら
'
急
速
に
都
市
化
が
促

進
さ
れ
'
農
村
地
域
か
ら
人
口
が
都
市
に
集
中
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
人
口
移
動
が
激
し
-
な
る
｡
そ
れ
に
と
も
な

っ
て
､
古
い
時
代
の
生
活
様
式
を
崩
壊
さ
せ
る
方
向
に
人
々
を
目
ざ
め
さ
せ
る
か
ら
'
教
育
の
普
及
と
と
も
に
結

婚
年
齢
が
引
き
上
げ
ら
れ
て
'
出
生
力
の
減
退
に
も
影
響
を
お
よ
ぼ
す
よ
う
に
な
る
｡

ま
た
､
工
業
化
と
い
う
経
済
の
拡
大
は
医
薬

･
公
衆
衛
生
の
発
達
を
う
な
が
す
か
ら
､
そ
れ
に
よ

っ
て
死
亡
率

が
引
き
下
げ
ら
れ
る
と
い
わ
れ
る
が
'
そ
の
こ
と
は
人
口
移
動
が

1
般
に
'
貧
碍

･
高
死
亡
率

･
早
婚

･
多
産
と

い
う
地
域
か
ら
､
よ
り
大
き
い
経
済
機
会

･
高
い
生
活
水
準

･
低
い
死
亡
率

･
晩
婚

･
少
産
と
い
う
地
域
に
む
か

っ
て
移
動
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
か
ら
､
こ
う
し
た
結
果
が
死
亡
率
や
出
生
率
の
低
下
を
促
進
し
て
い
る
こ

と
を
記

憶
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡
さ
ら
に
'
都
会

へ
の
希
望
は
遅
れ
た
地
域
の
青
年
た
ち
の
夢
を
か

き
た
て
る
ば
か
り
で
な
く
'
事
実
､
都
市
は
工
業
化
に
よ
っ
て
若
い
労
働
力
を
も
と
め
て
い
る
か
ら
､
人
口
移
動

は
年
齢
分
布
を
も
ゆ
り
動
か
し
'
人
口
の
体
質
を
変
え
る
大
き
な
要
餌
と
な
る
の
で
あ
る
｡

以
上
に
人
口
移
動
に
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
こ

と
を
述
べ
た
が
､
そ
の
こ

と
を
説
明
す
る
実
証
分
析
と
し
て
'

三
つ
の
産
業
分
類
に
よ
る
就
業
者
の
変
化
を
調
べ
る
こ
と
は
有
益
で
あ
る
｡
周
知
の
よ
う
に
'
経
済
進
歩
は
労
働
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に
対
す
る
資

の
代
替
を
促
進
し
､
技
術

･
制
度
な
ど
の
変
化
を
通
じ
て
､
各
産
業
の
労
働
生
産
性
を
増
大
さ
せ

る
｡
し
た
が

っ
て
三

国
の
経
済
が
発
展
す
る
と
き
､
そ
の
支
柱
を
な
す
工

う
な
が
し
､
農
業
の
労
働
生
産
性
を
高
め
る
と
同
時
に
､
農
業
労
働
力
の

一

の
発
達
が
､
農
業
技
術
の
進
歩
を

は
'
他
の
産
業
部
門
に
吸
収
さ
れ

て
､
第
三
次
産

部
門
の
増
大
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
｡
遅
れ
た
国
の
経
済
は
'
第

一
次
産
業
を
別
に
す
れ
ば
'

第
二
次
産
業
に
比
較
し
て
､
相
対
的
に
第
三
次
産
業
の
労
働
力
割
合
が
高
い
の
が

一
般
で
あ
る
｡
そ
う
で
あ
れ
ば
'

た
ん
に
第
三
次
産
業
に
お
け
る
労
働
力
優
位
の

態
は
決
し
て
経
済
進
歩
の
現
わ
れ
と
は
認
め
が
た
い
こ
と
に
気

が
つ
-
｡

つ
ま
り
,
工
業
化
が
進
ま
な
い
ま
ま
に
人
口
増
加
が
持
続
し
､
し
た
が

っ
て
農
村
地
域
で
の
人
口
圧
力

が
こ
れ
に
加
え
ら
れ
る
と
,
労
働
力
の
増
加
は
第
二
次
産
業
に
吸
収
さ
れ
な
い
ま
ま
に
'
就
業
機
会
を
も
と
め
て

第
三
次
産

に
入
り
こ

む
こ
と
に
な
る
｡

人
口
移
動
を
経
済
の
立
場
か
ら
労
働
人
口
の
移
動
に
移
し
か
え
て
考
察
す
る
と
き
'
三
つ
の
産
業
郡
門
に
お
け

る
就
業
者
割
合
の
移
り
か
わ
り
は
,
移
動
が
人
口
圧
力
に
よ
っ
た
も
の
か
'
工
業
化
に
よ
る
吸
収
力
に
よ
っ
た
も

の
か
､
平
易
に
伝
え
て
理
解
し
や
す
い
｡

こ
こ

に
韓
勢
調
査
の
結
果
か
ら
,
産
業
別
就
業
者
の
実
数
と
割
合
の
二
つ
の
図
を
用
意
し
'
そ
れ
ぞ
れ
の
推
移

を
考
察
し
よ
う
｡
こ
の
な
か
か
ら
,
と
-
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
'

完

四
〇
年

(
昭
和

去

年
)
と
'
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一
九
四
七
年

(昭
和
二
二
年
)
で
あ
る
｡

一
九
四

〇
年

(昭
和

1
五
年
)
は
太
平
洋

争
が
開
始
さ
れ
た
前
年
で

あ
り
,
す
で
に
戟
時
下
に
あ
っ
て
徴
兵
や
軍
需

に
力
が
注
が
れ
た
こ
と
を
思
い
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

一

九
四
七
年

(昭
和
二
二
年
)
に
つ
い
て
は
'
終
戦
後
二
年
を
経
過
し
た
が
'
な
お
焼
け
野
原
と
食
糧
難
に
悩
む
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多
大
の
人
口
を
抱
え
て
生
活
苦
に
あ
え
い
だ
三
六
年
前
の
記
憶
を
呼
び
起
こ

す
必
要
が
あ
る
｡

第
3
図
を
み
よ
う
｡

妄

10
年

(大
-

年
)
か
ら

五

四
〇
年

(
昭
和

去

年
)
ま
で
の
二
〇
年
間
は
'

第

哀

産
業
就
業
者
が
ほ
ぼ

這

五
〇
万
の
水
準
で
横
ば
い
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
こ
れ
は
第

哀

産
業
が

こ
の
水
準
で
飽
和
人
口
に
あ
っ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
し
た
が
っ
て
,
農
村
地
域
で
の
労
働
力
人
口

の
増
加
は
,
人
口
圧
力
と
な
っ
て
他
産
業
に
押
し
出
す
力
と
な
っ
て
働
い
た
が
､
お
も
に
第
三
次
産
業
が
彼
ら
を

吸
収
し
た
の
で
あ
る
｡
た
だ
し
,

完

四
〇
年

(昭
和

去

年
)
は
戦
時
下
に
あ
っ
た
か
ら
'
第
二
次
産
業
の
拡

大
が
就
業
者
を
他
産
業
か
ら
大
量
に
動
員
し
た
こ

と
が
読
み
と
れ
る
｡

つ
ぎ
に
戦
後
に
う
つ
る
と
す
ぐ
に

五

四
七
年

(昭
和
二
二
年
)
が
目
に
触
れ
る
｡
こ
の
年
は
戟
後
の
目
が
な

お
浅
く
､
貧
困
と
混
乱
の
な
か
に
あ
っ
て
,
食
糧
難
は
深
刻
で
あ

っ
た
｡
焼
野
原
の
な
か
で
の
都
市
生
活
に
手
だ

て
を
失

っ
た
多
数
が
帰
農
し
た
｡
そ
の
こ
と
が
あ

っ
て
､
第

哀

産
業
の
増
加
が
第
三
次
産
業
の
減
少
に
見
合
う

結
果
を
し
め
し
て
い
る
｡

そ
の
後
に
経
済
復
興
が
軌
道
に
乗
り
は
じ
め
た

完

五

〇
年

(昭
和
二
五
年
)
か
ら
は
'
工
業
生
産
の
回
復
と

と
も
に
ふ
た
た
び
第

哀

産
業
か
ら
第
三
次
産
業

へ
の
移
動
が
開
始
さ
れ
た
.
さ
ら
に
昭
和
三
〇
年
代
に
む
か

っ

て
は
､
経
済
成
長
に
と
も
な

っ
て
農
業
就
業
者
の
数
が

〝絶
対
数
〝

に
お
い
て
減
り
は
じ
め
た
｡
そ
れ
は
工
業
化

が
促
進
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
､
都
市
で
多
数
の
労
働
力
を
も
と
め
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
､
吸
引
力
に
よ
る
移

動
が
顕
著
に
現
わ
れ
は
じ
め
た
の
で
あ
る
｡
こ
う
す
る
う
ち
に

完

六

〇
年

(昭
和
三
五
年
)
に
は
所
得
倍
増
計

画
が
う
ち
出
さ
れ
て
,
技
術
革
新
に
よ
る
重
化
学
工
業
化
が
進
む
と
,
い
よ
い
よ
高
度
成
長
段
階
に
は
い
っ
て
､
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第
二
次
､
第
三
次
産
業
の
鞄
著
な
上
昇
と
'
第

i
次
産
業
の
急
速
な
減
退
が
目
立

っ
て
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
.

第
3
図
に
お
い
て
､

九
二
〇
年

(大
正
九
年
)
か
ら

九
五
五
～

六

〇
年

(昭
和
三
〇
l
二
五
年
)
の
あ
い
だ

ま
で
は
上
か
ら
Ⅰ
,
Ⅲ
､
Ⅱ
と
い
う
産
業
部
門
の
順
位
に
あ

っ
た
も
の
が
､

1
九
六

〇
年

(昭
和
三
五
年
)
の
前

後
で
Ⅲ
､
Ⅰ
､
Ⅱ
と
順
位
が
入
れ
替
わ
り
'

完

六
五
年

(
昭
和
四

〇
年
)
こ
ろ
に
な
る
と
'
Ⅲ
､
Ⅱ
'
Ⅰ
と
順

次
に
席
を
替
え
て
い
っ
た
｡
こ
の
結
果
か
ら
注
目
す
べ
き
こ
と
は
'
第
二
次
産
業
の
順
位
に
つ
い
て
で
あ
る
｡

つ

ま
り
デ
ー
タ
の
得
ら
れ
る
か
ぎ
り
で
は
二

九
六

〇
年

(
昭
和
三
五
年
)
以
前
は
第
二
次
産
業
の
順
位
が
最
下
位
に

と
ど
ま

っ
て
い
た
が
,

一
九
六

〇
⊥
ハ
五
年

(昭
和
三
五
～
四
〇
年
)
に
い
た
っ
て
､
よ
う
や
-
順
位
に
交
替
が

生
じ
て
第
二
次
産
業
が
二
位
に
躍
進
し
た
｡
そ
れ
以
来
日
本
経
済
は

｢先
進
国
へ
の
遷
｣
を
歩
む
こ

と
に
な

っ
た
｡

第
3
図
が
産
業
別
就
業
者
の
実
数
の
推
移
を
し
め
し
た
の
に
対
し
て
'
第
4
図
は
産
業
別
就
業
者
の
割
合
の
変

化
を
同
じ
方
式
で
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
｡
二
つ
の
図
に
つ
い
て
､
こ
こ
で
の
考
察
か
ら
結
論
と
す
べ
き
こ
と
は

同
じ
で
あ
る
が
､
実
数
と
比
率
と
の
違
い
は
次
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

第
4
図
を
み
る
と
,
戦
時
下
の

1
九
四
〇
年

(昭
和

一
五
年
)
を
除
い
て
は

1
九
五
五
年

(昭
和
三
〇
年
)
ま

で
は
第
二
次
産
業
の
就
業
者
割
合
が
横
ば
い
の
ま
ま
で
あ

っ
た
｡
し
た
が

っ
て
第

一
次
産
業
の
就
業
者
割
合
が
下

降
傾
向
を
た
ど
り
､
反
対
に
第
三
次
産
業
の
就
業
者
割
合
が
上
昇
し
た
｡

一
九
四
〇
年

(昭
和

一
五
年
)
に
つ
い

て
は
労
働
力
を
軍
需
産
業
に
吸
収
し
た
か
ら
､
第
三
次
産
業
の
就
業
者
割
合
は
横
ば
い
を
し
め
し
た
｡

つ
ぎ
に

一
九
四
七
年

(昭
和
二
二
年
)
は
食
糧
難
に
あ
え
い
だ
か
ら
'
人
口
は
都
市
か
ら
農
村
に
逆
流
L
t
第
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三
次
産
業
の
激
減
と
第

次
産
業
の
急
増
が
見
合
い
と
な

っ
て
い
る
｡
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な
お
,
第

1
次
産
業
の
就
業
者
に
つ
い
て
は
'

第
3
図
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
'
実
数
で
は
戟
前

が
横
ば
い
を
し
め
L
t
戦
後
は
下
降
傾
向
を
た

ど

っ
た
姿
が
み
ら
れ
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
､
割

合
で
は
第
4
図
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
､

戟
後
と
も
に
直
線
的
に
下
降
傾
向
を
た
ど

っ
た

が
,
戦
後
は
と
く
に
減
少
率
が
い
ち
じ
る
し
い
｡

と
く
に
戟
後
に
つ
い
て
は
'
第
二
次
'
第
三
次

産
業
で
の
就
業
者
の
吸
収
力
が
い
ち
じ
る
し
く

し
た
が

っ
て
へ
人
口
の
都
市
集
中
が
激
し
か

っ

た
わ
け
で
あ
る
が
'
こ
れ
ら
の
二
つ
の
産
業
に

集
中
し
た
大
き
さ
だ
け
'
第

一
次
産
業
で
の
就

業
者
が
減

っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
､
そ
の
減
少

-52-

率
の
激
し
さ
は
第
3
図
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
,
下
降
線
の
傾
斜
の
急
な
こ
と
か
ら
容
易
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き

よ
う
｡
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五

日
本
人
口
の
将
来

二
〇
世
紀
に
残
さ
れ
た
二
〇
年
も
年

7
年
と
'
二

世
紀
に
む
け
て

1
歩

一
歩
近
づ
き
は
じ
め
た
｡
二

1
世
紀

を
希
望
あ
る
世
紀
と
す
る
た
め
に
は
､
残
さ
れ
た
二

〇
世
紀
を
い
か
に
過
ご
す
か
に
か
か
わ
っ
て
-
る
｡
そ

う
で
あ
れ
ば
､
二

一
世
紀
を
迎
え
る
と
き
の
日
本
人
口
の
見
通
し
は
'
今
後
の
経
済
社
会
を
考
え
る
う
え
で
の
基

礎
資
料
を
提
供
す
る
｡
ま
た
､
そ
の
先
の
日
本
人
口
は
ど
こ
ま
で
ふ
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
'
大
き
な
関
心
事

で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
｡

そ
こ
で
'
将
来
人
口
を
見
通
す
た
め
に
､
厚
生
省
人
口
問
題
研
究
所
の
新
推
計

｢
日
本
の
将
来
人
口
推
計
-
昭

和
五
六
年

一
一
月
推
計
｣
を
紹
介
し
'
問
題
点
を
整
理
し
な
が
ら
解
説
す
る
こ
と
に
し
よ
う
｡
今
回
の
新
推
計
は
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前
回
の
推
計

(昭
和
五

年

1
7
月
推
計
)
が
昭
和
五

〇
年
以
降
の
実
績
か
ら
軌
道
を
外
し
た
た
め
'
関
係
者
の

あ
い
だ
で
久
し
く
待
望
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
間
､
私
も
昭
和
五
三
年
に
は
独
自
の
将
来
人
口
推
計
を
発

表
し
た
｡
そ
こ
で
以
下
に
人
口
問
題
研
究
所
の
新
推
計
と

｢
昭
和
五
三
年
安
川
推
計
｣
と
を
'
比
較
し
つ
つ
'
日

本
人
口
の
将
来
像
を
探
る
こ
と
に
し
よ
う
｡



人
口
問
題
研
究
所
の
新
推
計

人
口
問
題
研
究
所
の
新
推
計
は
'
昭
和
五
五
竺

〇
月

盲

に
実
施
さ
れ
た
国
勢

査
に
よ
る
男
女
年
齢
別
人

∩

(
妄

抽
出
集
計
)
を
基
準
と
し
た
も
の
で
あ
る
｡
推
計
は
中
位
推
計
を
標
準
と
し
て
高
位
推
計

･
低
位
推
計

も
発
表
し
て
い
る
｡
ま
ず
推
計
結
果

(中
位
推
計
)
を
要
約
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る

(第
1
表
'

第
5
図
)0

一
､
総
人
口
は

完

八
〇
年

(昭
和
五
五
年
)
の

表

一
六
九
〇
万
が
西
暦
二
〇
〇
〇
年
に

表

二
八
〇
〇

万
を
経
過
し
,
二
〇
〇
五
年
に

表

三
〇
〇
〇
万
に
達
し
た
あ
と
'
二
〇
〇
八
年
の

一
億
三
〇
三
六
万
で
ピ

ー
ク
を
迎
え
る
｡
以
降
は
ゆ
る
や
か
に
下
降
し
,
二
〇
七
五
年
に

議

1
<
0
0
万
に
達
す
る
と
､
そ
の
水

準
で
静
止
人
口
に
落
ち
着
-
0

二
,
年
齢
構
成
は
し
だ
い
に
高
齢
化
の
速
度
を
増
し
て
い
-
｡
と
-
に
人
口
高
齢
化
の
指
標
を
六
五
歳
以
上

の
人
口
割
合
で
表
す
と
､

一
九
八
〇
年
の
九

･
〇
%
が
二
〇
〇
〇
年
に

妄

･
六
%
を
経
過
し
､
二
〇
二
〇

年
に
は
二

二

八
%
と
最
初
の
ピ
ー
ク
に
達
す
る
｡
そ
の
後

亘

は
低
下
す
る
が
'再
び
上
昇
し
て
二
〇
四
三

年
に
二
二

二

嘉

と
次
の
ピ
ー
ク
に
到
達
す
る
｡
以
降
は
出
生
率
の
回
復
に
よ
る
年
少
人
口
の
増
加
と
'
過

去
の
出
生
滅
に
よ
る
老
年
人
口
の
減
少
に
よ
っ
て
高
齢
化
は
や
や
ゆ
る
み
'
二
〇
七
五
年
ご
ろ
か
ら
は

一
九

～

二
〇
%
の
水
準
で
安
定
す
る
｡
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第 1表 人口問題研究所新推計 (中位推計)

(単位 :実数 1,000人,割合%)

西 暦 総人口 0-14歳 15-64歳 65歳以上

人 ロ 人 口 人 口 ､ ･､ __実 数 割 合10,578 9.0512,198 10.1414.290 11.6317,082 13.6219.943 15.57

実 数 割 合 実 数 割 合

1980 116,916 27,547 23.56 78,791 67.39

85 120,301 25,737 21.39! I82,366i68.47

90 122,834 22,512 18.33 86,032 70.04

95 125,383 21,405 17.07 86,897 69.31

2000 128,119 22,561 17.61 85,615 66.82

05 130,008 23,941 18.42 83,839 64.49 22,22824,478Iい 7.10I●H 8.79

f-0 130,276 23,858 18.31 81,94079,593 62.9015 129,332 22,427 17.34 61.54 27,311i21.12

20 128,115 21,419 16.72 78.747 61.47 27,950 21.82

25 127,184 21,929 17.24 78,176 61.47 i～27,079 21.2926,351 20.86

30 126,29735! 124.945 23,182 18.36 76,763 60.7823,711 18.98 75,036 60.06 26,198 20.97

401123,274 23,037 18.69 73,119 59.31 27,118 22.00

45 12工800 22,052 18.ll 72,845 59.81 26,902 22.09

50 120,790 2上909 18.14 73,375 60.75 25,506 21.12

55 120,172 22,662 18.86 73,653 61.29 23,856 19.85

60 119,61.1 23,368 19.54 73,318 61.30 22,924 19.17

65 119,029 23,264 19.54 72,651 61.04 23,114 19.42

70 118,568 22,571 19.04 72,497 61.14 23,500 19.8223,253 19.6475 118,395 書 22,141iI 18.70 73,000 61.66
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第 5図 将来人口推計 (人口研推計の比較)
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日本人口の推移

三
､
こ
れ
を
実
数
で
み
る
と
'
元

八
〇
年
に

i
〇
五
八
万
で
あ

っ
た
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
人

口
は
急
速

に
増
加
し
､
二
〇

叫
八
年
に
二
八
〇
二
万
(
7

年
に
二
二
五
六
万
で
安
定
化
の
道
を
た
ど
る
｡

二
ハ
倍
)
で
ピ
ー
ク
に
達
す
る
｡
以
後
は
低
下
し
て
二
〇
八
〇

四
㌧

五
歳
以
下
の
年
少
人
口
比
率
は
､

完

八
〇
年
の
二
三

･
六
%
か
ら

完

九
六
年
に

壱

･
一
%
ま

で
低
下
し
,
以
後
は

一
六
～

完

%
台
を
繰
り
返
し
,
二
〇
七

壷

以
降
は

完

%
弱
の
水
準
で
安
定
す
る
｡

し
か
し
そ
こ
に
い
た
る
ま
で
,
三

世
紀
に
入

っ
て
か
ら
は
､

一
五
歳
以
下
の
年
少
人
口
よ
り
も
六
五
歳
以

上
の
高
齢
者
の
方
が
上
回
る
五
〇
年
間
が
続
-
0

瓦
,
生
産
年
齢

(
一
五
⊥

ハ
四
歳
)
人
口
は
二

九
八
〇
年
の
六
七

･
四
%
が

九
九
〇
年
に
七
〇

･
〇
%

で
ピ
ー
ク
と
な
り
'
以
後
は
低
下
し
て
六

1
%
台
で
安
定
す
る
O

六
､
人
口
動
態
率
を
み
る
と
,
出
生
率
は

完

八
〇
年
以
降
に
さ
ら
に
下
降
し
t
L
ば
ら
-
は
波
を
打
ち
な

が
ら
や
が
て
安
定
す
る
｡
死
∪
率
は

完

八
〇
年
以
降
に
,
平
均
寿
命
の
伸
び
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
人
口
高

齢
化
が
促
進
さ
れ
る
た
め
に
上
昇
し
,
人
口
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
二
〇
〇
八
年
で
出
生
率
と

=

･
〇

(入

日

一
〇
〇
〇
対
)
の
水
準
で
交
叉
す
る
｡
そ
の
後
は
人
口
の
下
降
と
と
も
に
死
亡
率
が
出
生
率
を
上
回
る
が
､
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や
が
て
二
〇
七
五

で
人
口
が
安
定
す
る
と
出
生
率
と
死
亡
率
は

一
致
し
二

三

･
〇

(人
口

一
〇
〇
〇
対
)

の
水
準
で
落
ち
着
く
こ
と
に
な
る

(第
2
表
､
第
6
図
)
0

な
お
こ
こ
で
､
以
上
の
要
約
の
な
か
か
ら
年
齢
構
成
の
結
果
に
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
加
え
る
と
､
高
齢
者
の
人

日
割
合
が
二
〇
七
五
年
以
降
に

九
～
二
〇
%
で
安
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
'
国
民
の
五
人
に

一
人
が
高
齢
者
で



第 2表 人口動態率 (人口研新推計一中位推計)

(人口 1,000対)

西 暦 出 生 率 死 亡 率
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あ
る
と
い
う
高
齢
社
会
が
永
久
に
続
-
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
ま
た
､
高
齢
者
を
養
う
の
は
勤
労
世
代
だ
か
ら
､

生
産
年
齢
人
口
と
高
齢
者
の
関
係
を
み
る
と
･
現
在
高
齢
者

一
人
を
七

･
四
人
が
扶
養
し
て
い
る
が
'
二

義

紀

に
入
る
と
二
･
八
人
で

一
人
の
高
齢
者
を
養
う
こ

と
に
な
る
.

生
産
年
齢
人
口
に
つ
い
て
は
,
中
高
年
化
が
進
み
,
ニ

毒

紀
初
頭
に
な
る
と
'
中
高
年
労
働
力
が
若
年
労
働

力
を
上
回
る

一
時
期
を
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
-
な
る
｡

仮
定
の
設
定

と
こ
ろ
で
､
こ
う
し
た
推
計
結
果
を
も
た
ら
し
た
舞
台
裏
の
平
均
寿
命
や
出
生
力
に
は
ど
の
よ
う
な
仮
定
が
設
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け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
｡

ま
ず
平
均
寿
命
は

一
九
八

〇
年
度
の

子
七
三

･
1
四
歳
'
女
子
七
八

･
五

〇
歳
が
な
お
伸
び
'
二
〇
二
五
年

に
男

七
五

.
〇
七
歳
､
女
子
八

〇
･
四

1
歳
に
達
し
'
以
後
は
こ
の
水
準
を
固
定
す
る
｡

出
生
に
つ
い
て
は
最
近
の
低
下
傾
向
が
な
お
続
き
､

完

八

〇
年
の
出
生
力

(合
計
特
殊
出
生
率
)

一
･
七
四

(実
績
値
)
が
さ
ら
に
下
が
り
二

九
八
五
年
に
は

二

六
八
を
記
録
し
て
か
ら
ゆ
る
や
か
に
回
復
し
て
､
二
〇

二
五
年
に
二
･
〇
九
に
達
す
る
と
'
あ
と
は
こ
の
人
口
の
置
き
換
え
水
準

(
二

･
〇
九
)
が
持
続
す
る
も
の
と
し

て
い
る
｡

最
近
の
出
生
力
の
低
下
に
も
か
か
わ
ら
ず
'

一
九
八
五
年
前
後
か
ら
出
生
力
が
回
復
す
る
と
予
想
し
た
根
拠
を
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要
約
す
る
と
'
次
の
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡

二

近
年
の
出
生
力
低
下
の
要
因
と
し
て
は
平
均
初
婚
年
齢
の
上
昇
が
あ
げ
ら
れ
る
が
､
最
近
は
限
界
に
近

づ
い
て
い
る
｡
そ
れ
に
出
産
間
隔
の

縮
化
に
よ

っ
て
出
生
が
集
中
的
に
行
わ
れ
る
パ
タ
ー
ン
が
進
む
｡

二
'

一
九
八
五
年
前
後
か
ら
年
齢
構
造
の
変
化
の
た
め
に
平
均
初
婚
年
齢
が
低
下
す
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
'

若
い
年
齢
層
の
出
生
が
上
昇
す
る
｡

三
'
理
想
子
供
数
が
二
人
と
三
人
を
希
望
す
る
割
合
が
伯
仲
し
て
き
た
こ
と
｡

四
'
欧
米
諸
国
の
最
近
の
出
生
力
低
下
に
反
騰
の
き
ざ
し
が
み
え
て
き
た
こ
と
が
､
わ
が
国
の
出
生
力
回
復

の
参
考
に
な
る
｡

五
､
ほ
か
に
近
年
の
各
種
調
査
と
､
先
進
諸
国
の
過
去
の
歴
史
的
事
実
か
ら
'
低
下
し
た
出
生
力
が
人
口
の

置
き
換
え
水
準
の
二

･
〇
九
ま
で
ゆ
る
や
か
に
回
復
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
｡
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以
上
､
出
生
力
の
し
ば
ら
く
の
低
下
と
や
が
て
の
回
復
'
お
よ
び
平
均
寿
命
の
ゆ
る
や
か
な
伸
び
を
盛
り
込
ん

だ
の
が
今
回
の
人
口
問
題
研
究
所
の
新
推
計
で
あ
る
｡

昭
和
五
三
年
安
川
推
計

さ
て
'
今
回
の
新
推
計
は

｢
昭
和
五
三
年
安
川
推
計
｣
と
軌
道
が
平
行
し
て
い
る
こ

と
が
興
味
深
い

(第

7
図
)



第 3蓑 年齢 3区分推計人口および構成割合 (安川推計)

(- 2005,1･75児 ;2010-,2･09児)(単位 :実数 1,000人,割合 %)

西暦 総人 口 0-14歳 15-64歳 65歳以上人 口 人 口 人 口

実 姦 割 合 実 数 割 合 実 数 割 合

1975 111,8931) 27,220 24.33 75,809 67.75 8,866 7.92

80 116,892 27,506 23.53 78,869 67.47 10,517 9_00

85 120,390 26,011 21.61 82,389 68.44 ll,990 9.96

90 123,085 23,146 18.80 85,991 69.86 13.948 ･11.33

95 125,445 21,906 17.46 86,849 69.Z3 16,690 13.30

2000 127,534 22,175 17.39 85,854 67.32 19,505 15.29

05 128,696 22,589 17.55 84,359 65.55 21,748 16.90

10 128,9972) 22,689 17.59 8.2,392 63.87 23,916 18.54

15 128,622 22,479 17.48 79,510 61.82 26,633 20.71

20 127,495 22,310 17.50 78,007 61.18 27,178 21.32

25 126,082 22,344 17.72 77,434 61.42 26,304 20.87

30 124,491 22,363 17.96 76,620 61.55 25,508 20.49

35 122,902 22,550 18.35 75,062 61.07 25,290 20.58

40 121,457 22,531 18,55 72,820 59.25 26,106 21.24

45 120,169 22,394 18.64 71,918 59.85 25,857 21.52

50 118,999 22,310 18.75 71,985 60.49 24,704 20.76

55 117,960 22,338 18.94 72,295 61.29 23,327 19.78

60 117,095 22,433 19.16 7.2,339 61.78 22,322 19.06

65 116,508 22,491 19.30 72,075 61.86 21,942 18.83

70 116,212 22,447 19.32 72,060 62.01 21,705 18.68

75 116,110 22,371 19.27 72,121 62.ll 21,618 18.62

80 116,099 22,346 19,25 72,106 62.ll 21,647 18.65

85 116,078 22,386 19.29 72,188 62.19 21,504 18.53

90 116,080 22,440 19.33 72,147 62.15 21,493 18.52

荏 :1)年齢不詳の46,000を除 く 2) ピーク時の人口
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双
方
の
人
口
水
準
に
若
干
の
違
い
が
み
ら
れ
る
の
は
平
均
寿
命
と
出
生
力
の
二
つ
の
仮
定
に
わ
ず
か
の
違
い
が
あ

っ
た
か
ら
で
､
大
勢
と
し
て
は
,
同
じ
発
想
の
仮
定
を
置
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
｡

｢
昭
和
至

年
安
川
推
計
｣
と
い
う
の
は
､
昭
和
五

〇
年

1
0
月

言

に
実
施
さ
れ
た
国
勢
調
査
の

一
億

=

九
〇
万
人
口
を
基
礎
に
慶
応
義
塾
大
学
安
川
研
究
室
が
昭
和
五
三
年
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
｡

そ
の
後
'

昭
和

豊

年
の
国
勢
調
査
の
結
果
は
,
同
研
究
室
が
行

っ
た
推
計
人
口
の
軌
道
の
上
に
そ
の
ま
ま
乗

っ
て
い
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
て
い
る
｡

そ
こ
で
の
推
計
結
果
を
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る

(第
3
表
)
0

1
,
日
本
の
将
来
人
口
は
最
大
限
に
見
積

っ
て
も
､
出
生
力
低
下
の
見
通
し
か
ら
'
西
暦
二
〇
〇
〇
年
に
は

議

二
八

〇
〇
万
を
経
過
し
て
ま
も
な
く

二
〇
〇
五
年
に

一
億
二
九

〇
〇
万
で
ピ
ー
ク
に
達
す
る
｡
し
た

が

っ
て
,
わ
が
国
の
人
口
は
将
来
に

1
億
三

〇
〇
〇
万
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
｡

二
,
人
口
が
二
〇
〇
五
年
に

一
億
三

〇
〇
〇
万
を
下
回
る
水
準
で
ピ
ー
ク
に
達
し
た
あ
と
､
そ
の
時
点
で
出

生
力
の
回
復
を
見
込
ん
で
も

(そ
の
と
き
ピ
ー
ク
時
点
は
二
〇
一
〇
年
に
移
る
が
)
人
口
は
下
降
傾
向
を
た

ど
り
､
二
〇
七
五
年
に

表

一
六

〇
〇
万
の
水
準
ま
で
は
低
下
す
る
｡
そ
の
後
に
人
口
が
そ
の
水
準
で
横
ば

い
と
な

っ
て
静
止
す
る
か
,
あ
る
い
は
そ
れ
以
後
に
下
降
す
る
か
は
､
二

1
世
紀
後
半
の
諸
条
件
が
そ
の
先

を
決
め
る
と
思
わ
れ
る
｡

三
,
人
口
が
ピ
ー
ク
時
を
迎
え
る
こ

と
は
'
人
口
が
増
加
を
停
止
し
て
､
出
生
率
と
死
亡
率
が
等
し
く
な
る

一
時
期
を
迎
え
る
こ
と
で
あ
る
.
そ
の
と
き
の
出
生
率
と
死
亡
率
は
'
二
〇
一
〇
年
に
と
も
に

三

･･
〇
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(人
口

l
O
O
O
対
)
の
水
準
に
連
す
る

へ昭
和
五
六
年
の
出
生
率
は

二
二
･
〇
㌧
死
亡
率
は
六

二

一)0

し
た
が

っ
て
将
来
に
出
生
率
は
今
日
よ
り
も
い
っ
そ
う
低
下
し
､
死
亡
率
は
ま
も
な
く
上
昇
し
は
じ
め
る
｡

こ

の
こ
と
は
人
口
高
齢
化
が
い
よ
い
よ
現
実
の
も
の
と
な

っ
て
現
れ
は
じ
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
｡
そ
の
後

は
出
生
率
と
死
亡
率
が
逆
転
す
る
が
､
や
が
て
二
〇
七
五
年
に
静
止
人
口
に
達
す
る
と
'
出
生
率
と
死
亡
率

は
等
し
く
な
り
'
と
も
に

一
三

･
〇
(人
口

1
0
0
0
対
)
の
水
準
を
維
持
す
る
こ
と
に
な
る

(こ
の
人
口

動
態
の
推
移
は
'
人
口
研
の
新
推
計
の
人
口
動
態
率
と
同
じ
傾
向
を
た
ど

っ
て
い
る
｡
第
6
図
参
照
)

四
'
二

山
世
紀
に
入
る
と
'
国
民
の
五
人
に

1
人

(二
〇
%
)
は
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
と
い
う
時
代
が
到

来
す
る
の
で
､
総
人
口
に
安
定
化
の
き
ざ
し
が
み
え
た
と
は
い
え
'
こ
れ
か
ら
高
齢
社
会
を
迎
え
､
高
齢
者

の
扶
養
負
担
を
乗
り
切
る
た
め
に
'
最
大
限
の
国
民
的
努
力
が
必
要
で
あ
る
｡

そ
し
て
'
人
口
が
ピ
ー
ク
時
に
達
し
た
と
き
の
出
生
力
の
回
復
が
そ
の
後
も
持
続
す
れ
ば
'
六
五
歳
以
上

の
人
口
割
合
は
7
二

世
紀
後
半
に
は

1
八

･
五
%
に
ま
で
回
復
し
､
以
後
は
そ
の
水
準
を
保

つ
こ

と
に
な
る

(第
8
図
)
0
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こ
の
よ
う
な
推
計
の
基
盤
に
置
か
れ
た
平
均
寿
命
と
出
生
力
の
仮
定
を
書
き
留
め
よ
う
｡

ま
ず
平
均
寿
命
の
仮
定
と
し
て
は
二
〇
〇
〇
年
に
は
男
子
七
五
歳
'
女
子
八
〇
歳
に
寿
命
を
伸
ば
し
､
そ
れ
以

降
は
こ
れ
を
固
定
す
る
｡

出
生
力
に
つ
い
て
は
､
昭
和
五

〇
年
の
合
計
特
殊
出
生
率

･
九

一
(実
績
値
)
が
低
下
し
て
昭
和
五
五
年
に



上
限

一
･
七
五
､
下
限

一
･
七
〇
に
達
し
'
以
後
こ
れ
ら
を
固
定
す
る
｡

こ
う
し
た
仮
定
の
も
と
で
作
業
を
進
め
る
と
'
二
〇
〇
五
年
で
人
口
は
そ
れ
ぞ
れ
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
｡
そ
の
と

き
の
人
口
は
高
い
方
で

億
二
九

〇
〇
万
､
低
い
方
で

一
億
二
八

〇
〇
万
で
あ
る
｡

そ
れ
以
降
は
人
口
が
下
降
し
は
じ
め
る
か
ら
'
国
民
は
生
活
空
間
に
余
裕
を
も

つ
こ
と
に
な
る
｡
そ
こ

で
将
来

に
人
口
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
を
考
え
'
二
〇
一
〇
年
か
ら
出
生
力
が
二

･
〇
九
に
回
復
す
る
こ
と
を
単
純
に
仮
定

す
る
と
'
二
〇
七
五
年
で
人
口
は
静
止
人
口
に
達
し
'
高
い
方
で

一
億

一
六
〇
〇
万

(第
3
表
)へ
低

い
方
で

一

二
二
〇
〇
万

(第
4
表
)
で
落
ち
着
-
こ
と
に
な
る
｡

人
口
安
定
化

へ
の
遣

-66-

さ
て
以
上
の
将
来
人
口
の
姿
を
比
較
す
る
た
め
に
､
図
に
描
い
て
重
ね
る
と
わ
か
り
や
す
い
｡
第
5
図
は
人
口

問
題
研
究
所
の
前
回
の
中
位
推
計
と
今
回
の
新
推
計

(高
位
推
計

･
中
位
推
計

･
低
位
推
計
)
を
重
ね
た
も
の
で

あ
る
｡

第
5
図
か
ら
ほ
､
前
回
と
今
回
の
推
計
結
果

(と
も
に
中
位
推
計
)
に
開
き
の
あ
る
こ

と
が
目
に
つ
く
が
'
こ

れ
は
最
近
の
出
生
力
の
低
下
傾
向
の
現
れ
が
'
将
来
人
口
の
推
移
に
大
き
な
違
い
を
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
｡

そ
し
て
次
の
興
味
は
'
今
回
の
新
推
計

(中
位
推
計
)
が

｢
昭
和
五
三
年
安
川
推
計
｣
と
平
行
し
て
推
移
し
て

い
る
第
7
図
で
あ
る
｡



日本人口の推移

第 4蓑 年齢 3区分推計人 口および構成割合 (安川推計 )

(～2005･1.70児 ;2010-,2･09児) (単位 :実数 1･000人 ,割合%)

西暦1975 総 人 口111,8931) 0-14歳人 口 15-64歳人 口 ii 65歳以上人 口実 数 割 合8,866 7.9210,517 9.01ll,990 9.9913.948 11.38

実 数 割 合 実 数 割 合

27,220 24.33 75,809 67.75

80 116,787 27,401 23.46 78,869 67.53

85 120,079 25,700 21.40 82,389 68.61

90 122,568 22,629 18.46 85,991 70.16

95 124,709 21,275 17.06 86,744 69.56 16,690 13.3819,505 15.412上748 17.0623,916 18.75

2000!126,566 21,518 17.00 85,543 67.59

05 127,473 21,881 17.17 83,844 65.77

10.i 127,5452) 21,970I 17.23 81,659 64.02

15…126,979 21,799一 17.17 78,547 61.86 26,633 20.97

2侶 125,640 21,674 17.25 76,788 61.12 27,178 21.63

25 124,005 21,709 17.51 75,992 61.28 26,304 21.21

30 122,212 2上709 17.76 74,995 61.36 25,508 20.87

35 1205 402 121,847 18.15 73,.265 60.85 25, 290 .21.00
40 118,772 妻21,849 18.40 70,817 59.62 26,106 21.98

45 117,327 21,764i 18.55 69,796 59.49 25,767 21.96
50 116,008 を21,715I 18.72 69,838 60.20 24,455 21.08

55 114.819 !21,725 18.92 70,156 61.10 22,938 .19.98

60日 13.833 21,778 19.13 70,232 61.70 2上823 19.17
65;113.177 21,820!19.28 69.998 61.85 21,359 18.87

70!112,856i 21,800.19.32事70,006 62.03 21,050 18.65
75!112,766 21.755 19.29 ; 70,063l 62.13 20,948 18.58

80.!112,765 21,736 19.28!70,.25 62.10 21,004 18.63
85 112,780 21,757 19.29 70,119 62.17 21,904 18.54

注 :1)年齢不詳の 46,000を除く｡ 2)ピーク時の人口
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第 8回 人 口 構 造 の 推 移 (安 日日雀計 )

1 2 3 4 5

(単位百万人)

5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

(単位百万人)

5 4

(2005年までは 1.75児,2010年以降は2.09児を仮定)
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1 2 3 4 5

(単位自力人)



日本人口の推移

1980*

男

0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
0

0
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1

I

女

1 2 3 4 5

(単位百万人)

1 2 3 4 5

(単位百万人)
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第
7
図
の
見
ど
こ
ろ
は
､
二

〇
〇
〇
年
以
前
は
新
推
計
が
二

つ
の
安
川
推
計
の
中
間
に
あ
る
こ
と
'
そ
し
て
､

二

〇
〇
〇
年
に
な
る
と
安
川
推
計
の
上
に
出
て
'
そ
の
後
は
人
口

7
億
三

〇
〇
〇
万
の
水
準
に
達
し
て
か
ら
下
降

に
向
き
を
変
え
て
い
る
こ

と
で
あ
る
｡
以
後
は
常
に
安
川
推
計
の
軌
道

の
少
し
上
を
平
行
し
て
推
移
L
t
二
〇
七
五

年
に

】
億

1
八

〇
〇
万
の
人
口
規
模
で
静
止
人
口
に
達
し
て
い
る
｡

こ
れ
ら
二
つ
の
図
を
眺
め
な
が
ら
､
日
本
人
口
の
将
来
像
を
検
討
し
て
み
る
こ

と
に
し
よ
う
｡

ま
ず
人
口
の
現
状
認
識
は
'
過
密
社
会
と
人
口
高
齢
化
が
二
本

の
柱
で
あ
る
｡
そ
れ

に
長
寿
に
達
し
た
こ
と
と
､

出
生
力
の
低
下
傾
向
が
つ
け
加
わ
る
｡
こ
れ
ら
の
事
実
を
出
発
点
に
置
い
て
将
来
を
見
通
す
と
､
次
の
こ

と
が
み

え
て
く
る
｡

二

将
来
人
口
の
推
計
で
確
実
な
こ
と
が
い
え
る
の
は
'
人
口
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
二

〇
〇
五
年
か
ら
'
二

〇
i
〇
年
ま
で
の
こ
と
で
あ

っ
て
'
ピ
ー
ク
時

の
人

口
規
模

は
高

-
見
積

っ
て
も

一
億
三

〇
〇
〇
万
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

二
㌧
人
口
が
そ
の
先
ど
の
水
準
で
安
定
す
る
か
が
大
き
な
焦
点
だ
が
'
人
口
の
過
密
化
と
高
齢
化

の
二
つ
を

抱
え
な
が
ら
安
定
化
に
向
か
う
人
口
の
推
移
は
'
出
生
力

の
回
復
を
期
待
し
て
､
第

7
図
に
示
さ
れ
た
帯
状

の
軌
道

の
中
を
進
む
こ
と
に
よ

っ
て
の
み
適
せ
ら
れ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
｡

三
㌧
そ
の
軌
道
か
ら
外
れ
て
人
口
が
増
大
す
る
こ
と
は
過
密
化
が
激
し
-
な
り
危
険
で
あ
る
｡

人
口
問
題
研

究
所
の
高
位
推
計
で
は
出
生
力
が
上
昇
し
て
二

二

盲

児
ま
で
に
達
す
る
こ
と
を
仮
定
し
､
二

〇
八

〇
年
に

は

山
億
四
八

〇
〇
万
人
口
に
い
た
る
推
計
を
行

っ
て
い
る
が
､
そ
の
よ
う
な
出
生
行
動
を
今
後

の
人
た
ち
が

-70-
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選
択
す
る
こ

と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
｡

例
え
ば
､

一
人
の
女
性
が
二

二
二
児
を
も

つ
と
い
う
こ
と
は
二

〇
人
の
女
性
の
う
ち
三
児

(六
人
)
､

二
児

(
二
人
)
,

一
児

(
一
人
),

○
児

二

人
)
の
配
分
で
､

一
〇
人
の
女
性
が
二
三
児
を
も

つ
計
算
で

あ
る
｡

ま
た
も
し
二
･
嘉

に
回
復
す
る
と
し
て
も
,
そ
の
配
分
は
三
児

(四
人
)
'
ニ
児

(
四
人
)
'

這

(
一
人
)
､

○
児

(
一
人
)
で
､

1
0
人
の
女
性
が
二

二
児
を
も

つ
こ
と
に
な
る
.

四
,
過
密
社
会
と
人
口
高
齢
化
の
進
行
,
そ
れ
に
こ

れ
か
ら
の
女
性
の
社
会
進
出
を
考
え
れ
ば
､
出
生
力
が

二
二

児
に
回
復
す
る
こ
と
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
｡

そ
う
考
え
る
と
,
人
口
問
題
研
究
所
の
低
位
推
計
の
よ
う
に
､
最
近
の
低
い
出
生
力
が
将
来
も
回
復
し
な

い
で
,
人
口
が
下
降
傾
向
を
た
ど
る
可
能
性
が
考
与

り
れ
る
｡
そ
の
と
き
は
人
口
高
齢
化
が
ま
す
ま
す
進
み
､

六
五
歳
以
上
の
人
口
割
合
は
二
〇
四
五
年
に
二
五
%
を
超
え
る
｡

つ
ま
り
国
民
の
四
人
に

一
人
は
高
齢
者
で

あ
る
｡
そ
こ
で
は
社
会
的
に
も
家
庭
的
に
も
,
高
齢
者
を
扶
養
し
う
る
限
界
を
超
え
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

の
で
,
夫
婦
が
子
供
を
養
育
す
る
生
活
を
確
保
す
る
た
め
に
,
高
齢
者
た
ち
は
惨
め
な
状
態
に
置
か
れ
る
こ

と
に
な
ろ
う
｡
そ
の
と
き
の
高
齢
者
と
は
､
現
在

1
0
歳
か
ら
以
下
の
子
供
た
ち
で
あ
り
､
こ
れ
か
ら
生
ま

-71-

れ
て
く
る

ん
坊
た
ち
で
あ
る
｡

亙
,
し
た
が
っ
て
,
第
7
図
に
描
か
れ
て
い
る
二
〇
一
〇
年
以
降
の
平
行
し
た
三
本
の
人
口
推
移
は
､
将
来

を
見
通
し
た
人
口
の
姿
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
'
今
後
に
人
口
の
過
密
化
と
高
齢
化
の
二
つ
を
抱
え
な
が
ら
､



や
が
て
人
口
を
安
定
化
す
る
た
め
の
'
わ
ず
か
に
残
さ
れ
た
軌
道
で
あ

っ
て
'
そ
こ
に
は
上
限
と
下
限
と
が

描
か
れ
て
お
り
'
そ
の
中
問
に
標
準
値
が
あ
る
と
み
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
が
新
推
計

(中
位
推
計
)

と
安
川
推
計
と
を
組
み
合
わ
せ
た

7
つ
の
評
価
で
あ
る
｡

難
し
い
出
生
力
の
回
復

こ

れ
か
ら
は
'
若
い
夫
婦
た
ち
が
子
供
を
二
人
も

つ
か
三
人
も

つ
か
と
い
う
身
近
な
行
動
が
'
将
来
の
人
口
問

題
を
左
右
す
る
大
き
な
選
択
を
担
う
こ
と
に
な
る
｡
そ
う
は
い
っ
て
も
'
現
実
に
育
児

･
教
育
の
負
担
を
考
え
れ

ば
､
出
生
力
の
回
復
を
期
待
す
る
こ

と
は
け

っ
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
｡

人
口
の
過
密
化
を
避
け
る
た
め
に
出
生
力
を
低
位
に
保

つ
か
'
人
口
高
齢
化
を
避
け
る
た
め
に
出
生
力
を
高
め

る
か
､
あ
る
い
は
､
こ
れ
ら
の
二
つ
を
抱
き
か
か
え
な
が
ら
､
国
民
が
暮
し
に
く
い
中
に
生
活
の
苦
労
を
と
も
に

分
か
ち
合

っ
て
い
く
か
'
限
ら
れ
た
選
択
が
こ
れ
か
ら
の
社
会
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

そ
れ
に
し
て
も
､
こ

れ
か
ら
は
健
全
な
夫
婦
は
子
供
二
人
は
産
み
育
て
る
共
通
の
認
識
が
必
要
で
あ
る
｡
世
の

中
に
は
子
宝
に
恵
ま
れ
な
い
夫
婦
や
､

一
人
し
か
子
供
を
も
て
な
い
夫
婦
も
い
る
こ
と
だ
か
ら
'
子
供
二
人
は
安

心
し
て
産
め
る
社
会
を

つ
く
る
こ
と
が
解
決
の
第

7
歩
で
あ
る
｡

さ
ら
に
子
供
三
人
を
も

つ
夫
婦
も
い
な
け
れ
ば
､
出
生
力
の
回
復
は
望
め
な
い
わ
け
で
'
そ
れ
を
こ
れ
か
ら
の

社
会
に
期
待
す
る
以
外
に
な
い
｡
子
供
は
少
な
け
れ
ば
育
て
る
と
き
の
負
担
は
軽
い
が
､
そ
の
子
供
た
ち
の
将
来
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を
希
望
あ
る
も
の
に
す
る
基
礎
は
､
や
は
り
い
ま
の
時
代
の
人
た
ち
が

つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
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円本の社会構造の変遷

第 1蓑 職 業 別 人 口

職 業 1907 1930

47.8

1.9

1.1

19.9

3.9

16.6

5.9

業 61.7

業 1.9

業 1. 1

業 15.1

農 林

水 産

紘

工

交 通 業 2.2

商 業 9.5

公務 ･自由業 4.4

人
口
は

7
五
%
に
と
ど
ま

っ
た
.
し
か
も
こ
の
工
業
人
口
の
う
ち
､
五
人

以
上
を
使
用
す
る
工
場
の
従
業
員
や
官
営
工
業
の
従
業
者
は
'
二
割
強
に

す
ぎ
な
か

っ
た
｡
近
代
的
な
賃
金
労
働
者
は
､
有
業
人
口
中
五
%
に
も
達

し
て
い
な
か

っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
｡

そ
し
て
､
こ
の
明
治
末
年
か
ら
大
正
'
昭
和
と
展
開
す
る
そ
の
後
の
約

二

〇
年
の
問
に
､
日
本
の
資
本
主
義
的
近
代
化
は
､
さ
ら
に
加
速
さ
れ
'

国
日
本
は
工
業
国
日
本
に
変
貌
し
て
ゆ
-
の
で
あ
る
が
､
そ
れ
で
も

な
お
,
昭
和
初
年
'
農
業
人
口
は
半
ば
を
占
め
､
工
業
人
口
も
､
よ
う
や

く
二
割
に
な

っ
た
に
と
ど
ま
る
｡
そ
の
工
業
人
口
の
う
ち
で
'
賃
金
働
労

者
ら
し
い
労
働
者
は
'
約
三
分
の

一
程
度
で
あ

っ
た
か
ら
､
こ
の
段
階
に
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お
い
て
も
'
賃
金
労
働
者
は
'
有
業
人
口
の

一
割
と
み
て
よ
い
｡

そ
の
後
の
日
本
の
社
会
は
,
い
う
ま
で
も
な
-
戦
時
体
制
に
突
入
L
t
軍
需
生
産
中
心
の
重
化
学
工
業
化
を
急

激
に
進
め
た
｡
わ
ず
か
十
年
ほ
ど
の
問
に
'
農
業
人
口
は
四
割
に
近
づ
き
'
工
業
人
口
は
三
割
に
せ
ま

っ
た
｡
五

〇
〇
人
以
上
の
工
場

に
働
く
労
働
者
が
六
割
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
､
有
業
人
口
中
の
雇
用
者
の
割
合
も
四
割
を

こ
え
た
｡
し
か
し
,
戦
前
近
代
の
日
本
社
会
を
考
え
る
た
め
に
は
､
こ
の
戦
時
体
制
下
の
日
本
は
'
む
し
ろ
視
野

の
外
に
お
い
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

こ
う
し
て
,

1
九
三

〇
年
こ

ろ
を
'
近
代
日
本
社
会
の
到
達
点
と
し
て
み
る
と
'
戦
前
の
日
本
の
社
会
は
'
維



近
代
日
本
の
社
会
構
造

日
本
の
社
会
は
,
明
治
維
新
に
よ
っ
て
近
代
社
会
に
転
換
し
た
｡
そ
の
転
換
は
'
内
発
的
な
も
の
で
あ
る
よ
り

も
､
黒
船
の
来
航
以
来
の
先
進
諸
国
の
刺
激
に
発
す
る
も
の
で
あ

っ
た
｡

鎖
国
か
ら
開
国
に
転
じ
た
日
本
は
,
世
界
史
と
日
本
史
の
問
に

這

紀
内
外
の
断
層
の
あ
る
こ
と
を
悟
ら
さ
れ

た
｡
そ
し
て
,
墓

の
政
治
指
導
者
た
ち
は
,
こ

の
断
層
の
中
に
植
民
地
化
の
危
機
を
感
じ
'
そ
の
危
機
を
き
り

ぬ
け
て
独
立
を
確
保
し
,
先
進
諸
国
に
対
抗
で
き
る
日
本
を
つ
-
り
あ
げ
る
こ
と
に
努
力
を
集
中
し
た
｡
軍
国
強

兵
が
､
日
本
の
国
家
目
標
と
な

っ
た
｡

こ

う
し
て
､
い
わ
ゆ
る
西
洋
文
明
と
し
て
の
近
代
的
な
科
学
技
術
が
積
極
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
'
日
本
の
資
本

主
義
経
済
は
,
殖
産
興
業
政
策
に
よ
る
手
厚
い
保
護
育
成
の
も
と
に
,
急
速
に
発
展
し
て
い
っ
た
｡
そ
し
て
'
生

産
力
の
上
昇
に
と
も
な
う
交
通
通
信
の
発
達
に
よ
っ
て
,
長
い
間
孤
立
分
散
し
て
き
た
封
建
制
下

の
地
域
社
会

が
,
近
代
的
中
央
集
権
国
家
に
統
合
さ
れ
た
｡
お
く
れ
た
ア
ジ
ア
の

高

に
'
曲
り
な
り
に
も
憲
法
を
制
定
し
'

資
本
主
義
経
済
を
伸
張
さ
せ
,
近
代
的
軍
備
を
も

つ

｢強
国
｣
が
創
り
出
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
｡

し
か
し
,
東
洋
で
は
異
例
の
発
展
を
遂
げ
た
と
は
い
う
も
の
の
,
明
治
末
年
の
日
本
は
､
な
お
農
業
国
的
な
段

階
に
と
ど
ま

っ
た
｡
維
新
後
四

〇
年
を
経
た
明
治
末
年
に
な

っ
て
も
'
農
業
人
口
は
六
割
を
こ
え
て
お
り
'
工
業
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新
後
半
世
紀
以
上
を
経
過
し
て
も
'
農
家
や
自
営
商
工
業
者
の
比
重
が
高
か

っ
た
社
会
で
あ
る
と
い
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
｡
第
1
表
の
示
す
よ
う
に
､
商
業
人
口
の
比
率
は
顕
著
に
増
加
し
て
い
る
が
,
こ
れ
と
て
も
,
雇
主

と
単
独
業
主
が
､
家
族
従
事
者
を
も
含
め
た
使
用
人
よ
り
も
多
い
の
で
あ

っ
て
,
零
細
な
商
業
が
圧
倒
的
に
多
か

っ
た
｡
す
な
わ
ち
'
工
業
以
上
に
自
営
業
的
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡

も
ち
ろ
ん
'
こ
う
し
た
点
の
指
摘
は
'
戦
前
日
本
の
産
業
化
の
速
度
が
緩
漫
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が

る
も
の
で
は
な
い
｡
戦
前
の
経
済
成
長
は
'
世
界
史
的
に
み
れ
ば
'
急
成
長
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
言
い

た
い
こ
と
は
'
そ
の
急
成
長
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
日
本
の
社
会
は
自
営
業
者
主
体
の
社
会
に
と
ど
ま

っ
た
と
い
う

こ
､と
で
あ
る
｡

そ
し
て
'
産
業
化
の
進
展
は
'
い
う
ま
で
も
な
-
､
都
市
の
発
達
を
も
た
ら
す
が
,
こ
の
都
市
の
発
展
に
も
か

第 2表 5万以上の都市人口比

1920 1930

7.1

4.8

6.1

6.8

100万- 6.2

50万- 2.2

10万- 3.8

5万- 3.7

計 15.9 24.8

か
わ
ら
ず
'
戦
前
近
代
の
日
本
は
'
農
村
的
社
会
の
域
を
出
な
か

っ
た
｡

明
治
初
年
の
日
本
で
は
､
都
市
ら
し
い
市
に
人
口

一
万
以
上
の
町
を
加
え
て

も
'
全
国
で
九
九
市
町
に
と
ど
ま
り
'
そ
の
人
口
比
は

一
割
に
達
し
な
か

っ
た

が
'
第

一
回
の
国
勢
調
査
の
行
わ
れ
た

一
九
二

〇
年
に
は
､
二
三
二
市
町
三
割

二
分
に
な

っ
て
い
る
｡
明
ら
か
に
都
市
化
は
進
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡
し

か
し
'
市
だ
け
の
人
口
を
み
る
と
'

一
九
二

〇
年
の
時
点
で
二
割
に
満
た
ず
'

一
九
三

〇
年
で
も
'
九
九
市
で
人
口
の
四
分
の

一
弱
を
占
め
た
に
す
ぎ
な
い
｡

ま
た
'
第
2
表
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
'
人
口
五
万
人
以
上
を
い
ち
お
う
都
市
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ら
し
い
地
域
と
み
る
と
,
そ
の
人
口
比
は
,

完

三

〇
年
に
お
い
て
,
同
じ
-
二
五
%
で
あ

っ
た
｡
そ
の
後
の
十

年
あ
ま
り
の
問
に
,
こ
の
都
市
人
口
比
も
急
増
す
る
の
で
あ
る
が
,
こ
こ
で
も
'
戦
前
日
本
の
社
会
に
お
け
る
都

市
人
口
の
到
達
し
た
比
重
と
し
て
は
,
こ
の
二
割
五
分
を
と
る
こ
と
に
す
る
｡
そ
し
て
'
都
市
に
住
む
人
口
が
目

本
人
の
四
人
の
中
の

一
人
に
な

っ
た
と
し
て
も
'
そ
の

数
以
上
は
'
自
営
の
商
人
や
零
細
な
家
内
工
業
者
で
あ

っ
た
こ
と
を
'
と
く
に
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

こ

の
よ
う
に
し
て
'
近
代
日
本
の
社
会
は
'
著
し
い

業
化
に
よ
っ
て
ア
ジ
ア
唯

一
の
工
業
国
に
な

っ
た
が
p

な
お
農
業
社
会
的
性
格
を
脱
却
す
る
こ

と
が
で
き
な
か

っ
た
｡
産
業
化
に
と
も
な
う
都
市
化
の
進
展
に
も
か
か
わ

ら
ず
,
日
本
社
会
全
体
と
し
て
は
'
依
然
と
し
て
農
村

社
会
で
あ

っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
｡

言
葉
を
代
え
て
い
え
ば
､
近
代
化
を
推
し
進
め
な
が
ら
も
､
近
代
日
本
社
会
を
構
成
し
た
人
々
の
大
部
分
は
､

零
細
な
家
族
経
営
を
営
む
農
家
と
,
前
近
代
と
大
差
の
な
い
商
家
や
手
工
業
的
な
町
工
場
を
'
業
主
と
家
族
従
事

者
に
よ
っ
て
営
む
人
々
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
た
農
家
や
商
工
自
営
業
主
に
と

っ
て
,
家
族
は
,
生
活
集
団
で
あ
る
と
同
時
に
生
産
集
団
で
も
あ
る
｡

農
業
や
商
工
業
は
､
彼
ら
に
お
い
て

｢家
業
｣
で
あ

っ
た
｡
そ
の
家
業
は
'
原
則
と
し
て
'
長
男
を
後
継
者
と
し

て
継
承
さ
れ
る
こ
と
を
当
然
と
し
た
｡
｢家
｣
制
度
は
,
し
た
が

っ
て
,
自
営
業
者
に
最
も
連
合
的
で
あ
り
､
近
代

日
本
社
会
に
お
い
て
大
き
な
重
み
を
も
ち
つ
づ
け
た
｡

家
産
や
家
業
が
,
良
男
に
よ

っ
て
包
括
的
な
い
し
優
先
的
に
相
続
さ
れ
'
｢家
｣
が
直
系
的
に
祖
先
か
ら
子
孫

へ

と
継
承
さ
れ
る
制
度
は
,
中
国
や
イ
ン
ド
の
よ
う
に
男
子
に
均
分
さ
れ
る
制
度
と
は
異
質
で
あ

っ
た
が
'
こ

の
制
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度
の
も
と
で
は
'
老
親
の
扶
養
も
'
後
継
者
に
よ

っ
て
担
わ
れ
た
｡
そ
の
扶
養
は
､
均
分
制
の
制
度
よ
り
も
安
定

性
が
あ

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
｡
こ

の
長
男
優
先
の
相
続
制
は
､
い
わ
ば
武
士
的
な
制
度

で
あ
る
が
'
西
洋

の
芸

(科
学
技
術
)

に
対
し
て
東
洋
の
徳
を
保
守
し
よ
う
と
し
た
明
治
政
府
は
､

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
自
由
平
等
の
理
念

か
ら
男
女
を
問
わ
ぬ
諸
子
均
分
を
建
前
と
し
た
先
進
国
の
相
続
制
を
排
し
'
こ
の
武
士
的
な
家
族
制
度
を
家
族
法

の
根
幹
に
す
え
た
｡

そ
の

｢家
｣
制
度
は
､
近
代
日
本
に
お
い
て
も
'
社
会
構
造
の
基
本
と
な

っ
た
｡
そ
し
て
､
こ
の
制
度
は
'
明

治
以
降
の
業
産
化
を
促
進
す
る
大
き
な
要
因
と
も
な

っ
た
｡
急
速
な
日
本
の
産
業
化
は
､
徳
川
期
に
お
け
る
藩
校

や
寺
子
屋
教
育
の
蓄
積
と
維
新
後
の
義
務
教
育
の
普
及
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
が
'
も
し
日
本
が
､
他
の
ア
ジ

国
の
よ
う
に
次
三
男
も
同
等
の
相
続
権
を
も

つ
国
で
あ

っ
た
と
し
た
ら
'
産
業
化
に
見
合
う
労
働
力
を
円
滑

供
給
す
る
こ

と
は
で
き
な
か

っ
た
か
も
し
れ
な
い
｡
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新
し
吏
雇
用
市
場
の
あ
る
限
り
'
上
層
下
層
を
問
わ
ず
'
家
を
相
続
し
な
い
人
々
は
'
生
家
を
出
て
生
活
の
場

を
積
極
的
に
移
し
た
｡
そ
し
て
､
こ
れ
ら
の
人
た
ち
に
対
し
て
'
そ
の
生
家
は
'
家
産
の
分
割
を
避
け
る
こ
と
が

で
き
た
だ
け
に
'
潟
窮
に
際
し
て
多
少
と
も
支
援
す
る
責
務
を
感
じ
た
｡
そ
の
こ
と
が
'
日
本
の
産
業
化
に
お
い

て
社
会
政
策
的
費
用
を
節
約
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
｡

ま
た
､
こ

の
よ
う
な

｢家
｣
制
度
の
も
と
で
は
'
均
分
制
の
場
合
に
比
べ
て
'
家
格
は
維
持
さ
れ
や
す
い
｡
徳

川
期
の
身
分
制
が
否
定
さ
れ
な
が
ら
､
日
本
人
の
身
分
階
層
制
的
意
識
は
'
華
族

･
士
族

･
平
民
の
別
を
残
し
た

近
代
日
本
に
お
い
て
'
そ
の
後
も
永
く
存
続
し
た
｡
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徳
川
期
に
お
い
て
rJ
t
身
分
階
層
の
封
鎖
性
は
､
イ
ン
ド
の
カ
ー
ス
ト
制
な
ど
と
比
較
す
る
と
'
き
わ
め
て
ル

ー
ズ
で
あ

っ
た
が
へ
明
治
以
後
四
民
平
等
と
な

っ
て
階
層
間
の
境
界
が
と
り
は
ら
わ
れ
､
し
か
も
身
分
階
層
意
識

が
残
存
す
る
と
い
う
状
況
の
も
と
で
､
家
名
を
あ
げ
る
た
め
の
立
身
出
世
志
向
は
強
く
な
り
'
階
層
的
地
位
を
上

昇
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
欲
が
大
い
に
か
き
た
て
ら
れ
た
｡
そ
れ
が
日
本
の
産
業
化
に
有
利
に
作
用
し
た
と
み
て
よ

＼

0

卜
V

し
か
し
､
｢家
｣
制
度
は
'
経
済
的
に
産
業
化
の
進
展
に
寄
与
し
た
と
は
い
え
'
社
会
的
に
は
'
社
会
政
策
的
立

法
を
お
く
ら
せ
て
労
働
条
件
を
最
低
限
に
と
ど
め
た
し
､
孤
立
無
援
の
窮
民
を
や
む
な
く
救
う
と
い
う
明
治
初
年

じ
ゆ
つ
き
ゆ
う

の
馳
救
規
則
を
昭
和
初
年
ま
で
存
続
さ
せ
る
と
い
う

マ
イ
ナ
ス
要
因
と
も
な

っ
た
｡
｢
家
｣
制
度
は
'
こ
の
意
味
に

お
い
て
功
罪
半
ば
し
た
の
で
あ
る
｡

と
こ

ろ
で
'
こ
の

｢
家
｣
を
基
本
的
構
成

位
と
し
た
近
代
日
本
の
社
会
は
'
共
同
体
と
し
て
の
村
や
町
に
よ
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っ
て
構
成
さ
れ
た
｡
そ
し
て
､
町
も
ま
た
'
都
市
的
で
あ
る
よ
り
も
村
落
的
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
'
近

代
日
本
の
国
家
は
'
村
落

(
ム
ラ
)
的
な
社
会
を
､
第
二
次
構
成
単
位
と
し
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

近
代
日
本
に
お
い
て
農
村
の
比
重
が
高
か

っ
た
こ
と
は
､
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
'
日
本
の
農
家
は
'
同
じ

村
人
と
と
も
に
'
農
業
生
産
に
お
い
て
も
'
冠
婚
葬
祭
な
ど
の
生
活
に
お
い
て
も
'
協
力
し
あ
わ
な
け
れ
ば
生
き

て
ゆ
け
な
か

っ
た
｡
常
住
坐
臥
'
常
に
同
じ
村
落
に
住
む
人
々
と
接
触
L
t
多
面
的
な
生
活
関
連
を
も
つ
場
合
'

人
々
は
村
人
を
常
に
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
｡

そ
の
村
は
'
数
十
戸
'
多
-
て
も
百
数
十
戸
の
集
落
で
あ
り
'
社
会
的
生
活
圏
の
大
部
分
が
村
の
範
囲
内
で
あ



る
場
合
'
村
人
は
相
互
に
'
各
自
の
家
の
過
去
ま
で
知
り
つ
-
し
た
人
間
と
し
て
つ
き
あ
う
｡
さ
ら
に
村
に
は
､

地
主
制
と
表
裏
し
た
階
層
間
の
支
配
従
属
関
係
が
か
ら
ま
り
あ

っ
て
お
り
'
村
人
た
ち
は
'
共
同
体
的
な
村
の
結

合
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
か

っ
た
｡

そ
の
村
に
対
し
て
'
都
市
の
町
は
'
同
じ
よ
う
に
共
同
体
的
で
あ

っ
た
と
は
い
い
が
た
い
｡
し
か
t
t
商
工
自

営
業
者
を
主
体
と
す
る
町
は
'
町
内
会
の
構
成
単
位
が
個
人
で
は
な
く
世
帯
で
あ
り
､
そ
の
地
区
内
の
世
帯
が
半

強
制
的
な
い
し
自
動
的
に
構
成
員
と
な
る
点
で
､
ま
た
そ
の
機
能
が
多
面
的
で
限
定
さ
れ
て
い
な
い
点
で
'
農
村

の
村
落
と
共
通
し
た
性
格
を
も

っ
て
い
た
｡

こ
う
し
た
性
格
は
､
近
代
以
前
か
ら
存
続
し
て
き
た
町
に
顕
著
で
あ
る
が
'
大
工
場
が
新
し
く
立
地
し
て
発
展

し
た
翫
市
で
も
例
外
で
は
な
か

っ
た
｡
そ
の
大
工
場
に
働
く
労
働
者
は
､
社
宅
地
区
の
給
与
住
宅
に
住
み
'
職
場

で
も
住
宅
で
も
同
じ
仲
間
と
接
触
す
る
と
い
う
意
味
で
'
村
的
な
社
会
を
つ
く

っ
た
｡
そ
う
し
た
工
場
が
商
店
街

を
つ
く
り
出
し
た
り
'
都
市
の
郊
外
に
住
宅
地
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
て
も
'
地
相
の
人
々
を
中
心
と
し
て
'
村
的

な
性
格
は
保
持
さ
れ
た
｡

-82-

昭
和
初
年
'
二
五
%
の
人
口
が
都
市
的
な
地
域
に
住
む
よ
う
に
な

っ
た
と
い
っ
て
ら
t

は
'
そ
の
大
部
分
は
'
ム
ラ
的
な
社
会
で
あ

っ
た
と
い
え
る
わ
け
で
あ
る
｡

前
近
代
の
日
本
社
会

以
上
の
よ
う
な

｢家
｣
と

｢
ム
ラ
｣
を
構
成
単
位
と
し
た
近
代
日
本
の
社
会
は
'
家
族
主
義
的
な
社
会
で
あ

っ

た
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
｡
家
族
主
義
と
は
'
個
人
が
家
族
か
ら
独
立
せ
ず
､
構
成
員
個
々
人
よ
り
も
家
族
が
婁

祝
さ
れ
る
場
合
'
ま
た
､
そ
の
よ
う
な
家
族
的
人
間
関
係
が
家
族
の
外
に
ま
で
拡
大
さ
れ
る
場
合
､
そ
こ
に
み
ら
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れ
る
行
動
様
式

･
社
会
関
係

･
価
値
体
系
を
特
徴
づ
け
る
用
語
で
あ
り
'
家
族
的
経
営
が
行
わ
れ
る
農
業
社
会
で

は
ひ
ろ
く
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡

し
か
し
'
日
本
の
場
合
に
は
､
親
と
子
の
関
係
が
'
本
来
多
少
と
も
主
従
的
な
関
係
と
重
複
し
て
お
り
'
そ
の

よ
う
な
関
係
が
､
家
族
外
の
社
会
関
係
に
も
濃

に
み
ら
れ
た
｡
家
族
関
係
の
擬
制
と
し
て
の
親
分
子
分
関
係

い
ろ
ど

は
'
親
分
子
分
と
い
わ
な
い
に
し
て
も
'
ひ
ろ
く
日
本
の
社
会
を
彩

っ
て
い
た
｡
そ
れ
は
､
家
族
的
身
分
と
主
従

的
身
分
の
合
体
し
た
も
の
と
し
て
､
封
建
的
家
族
主

と
い
っ
て
も
よ
い
が
､
そ
の
よ
う
な
封
建
的
家
族
主
義

が
'
日
本
社
会
を
構
成
す
る
第

1
次
の
単
位
と
し
て
の
家
族
に
み
ら
れ
'
第
二
次
の
単
位
と
し
て
の
村
や
町
に
ひ

ろ
が
っ
て
い
た
｡
そ
し
て
'
さ
ら
に
'
こ
の
家
族
主
義
は
'
近
代
産
業
に
ま
で
浸
透
し
て
い
た
｡
工
場

一
家
と
い

う
性
格
は
'
町
工
場
だ
け
の
特
徴
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
｡

最
後
に
付
言
す
れ
ば
､
そ
の
家
族
主
義
は
'
〟義
は
君
臣
な
れ
ど
情
は
父
子
″
と
い
う
天
皇
制
家
族
国
家
と
し
て

の
日
本
の
国
全
体
に
も
貫
徹
し
て
い
た
｡
そ
れ
は
､
近
代
日
本
の
発
展
の
要
因
の
ひ
と
つ
で
あ

っ
た
と
同
時
に
'

｢大
日
本
帝
国
｣
が
崩
壊
す
る
日
ま
で
'
近
代

日
本
社
会
の
矛
盾
と
弱
点
を
放
置
さ
せ
た
条
件
と
も
な

っ
た
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
｡
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二

戦
後
に
お
け
る
構
造
変
動

そ
の

｢
大
日
本
帝
国
｣
は
､

i
九
四
五
年
夏
'
無
条
件
降
伏
に
よ

っ
て
解
体
し
､
日
本
国
と
し
て
再
出
発
す
る

こ
と
に
な

っ
た
｡

敗

直
後
の
窮
乏
は
'
日
本
人
に
と

っ
て
､
食
べ
る
こ
と
に
懸
命
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
で
あ

っ
た

が
'
そ
の
窮
迫
の
中
で
､
占
領
軍
は
民
主
主
義
的
変
革
を
進
め
た
｡
民
主
主
義
が

令
部
の
権
威
に
よ
っ
て
強
制

さ
れ
る
と
い
う
逆
説
的
な
状
況
の
中
で
'
民
主
化
は
決
し
て
円
滑
に
進
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
'
新

し
い
憲
法
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
'
戦
前
に
比
べ
て
戦
後
は
'
原
理
的
に
大
き
-
転
換
し
た
と
い
っ
て
よ
い
｡

そ
の
後
の
日
本
の
動
き
の
中
で
'
占
領
政
策
の
変
化
に
も
即
応
し
て
'
民
主
主
義
の

｢弊
害
｣
を
日
本
の
国
情

に
合
う
よ
う
に
改
め
よ
う
と
す
る
保
守
に
よ
る

｢革
新
｣
が
進
め
ら
れ
る
が
､
そ
の
保
守
主
義
者
に
し
て
も
'
日

本
を
再
び

｢
大
日
本
帝
国
｣
に
反
動
さ
せ
よ
う
と
は
考
え
な
か

っ
た
｡
警
察
予
備
隊
に
は
じ
ま

っ
て
自
衛
隊

へ
と

軍
隊
の
復
活
は
み
ら
れ
た
が
､
そ
の
場
合
も
'
専
守
防
衛
は
日
本
国
国
防
の
基
本
と
さ
れ
た
｡
そ
し
て
'
国
防
費

を
最
小
限
に
お
さ
え
て
経
済
の
復
興
に
専
心
す
る
こ
と
が
国
民
の
合
意
で
も
あ

っ
た
｡

黒
船
の
来
航
に
よ
る
第

1
の
開
国
で
目
標
と
さ
れ
た
富
国
儀
兵
の
う
ち
'
強
兵
は
占
領
軍
に
よ
る
第
二
の
開
国

に
お
い
て
放
棄
さ
れ
'
ひ
た
す
ら
富
国
が
追
求
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
｡

ー84--



日本の社会構造の変遷

第 3表 産 業 別 就 業 人 口 (%)

1950 1960 1970 1980

10.4

34.8

54.5

17.4

35.2

47.3

32.5

27.8

39.7

第 一 次 産 業 50.7

業 22.2

26.6

産吹二第

莱産吹≡第

そ
し
て
,
敗
戦
直
後
の
経
済
的
混
乱
期
が
す
ぎ
よ
う
と
し
た

一
九
五

〇
年
に
起

っ

た
朝
鮮
戦
争
は
,
日
本
経
済
を
復
興
か
ら
成
長

へ
と
転
進
さ
せ
る
契
機
と
な
り
二

九
六

〇
年
前
後
か
ら
,
日
本
は
驚
異
的
な
高
度
成
長
路
線
を
走
る
よ
う
に
な

っ
た
｡

こ
の
高
度
成
長
は
,
何
よ
り
も
ま
ず
'
日
本
の
産
業
構
造
を

一
変
さ
せ
た
｡
昭
和

初
年
,
就
業
人
口
の
半
ば
を
占
め
た
農
業
人
口
は
'
日
本
経
済
が
成
長
に
転
じ
は
じ

め
た
こ

ろ
四
割
以
下
に
な
り
,
そ
の
後
年
と
と
も
に
'
急
速
に
比
率
を
低
下
さ
せ
た
｡

一
九
六

〇
年
な
お
三
分
の

這

お
よ
ん
だ
第

一
次
産
業
人
口
は
'
第

3
表
に
示
す
よ

う
に
,
七

〇
年
に
は
二
割
を
大
き
く
割
り
へ
七
五
年
に
は

1
四
%
と
な

っ
た
｡
そ
し

て
,
低
成
長
下
に
お
い
て
も
比
重
を
下
げ
'
八

〇
年
に
は

1
割
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡

こ
れ
に
対
し
て
,
第
二
次
産
業
人
口
は
二

九
五

〇
年
の
二
割
余
り
か
ら
'
六
〇

年
以
後
急
速
に
増
加
し
'
六
五
年
に
は
三
分
の

這

近
づ
き
'
七

〇
年
に
は
三
五
%

に
お
よ
ん
だ
｡
し
か
し
'
こ
の
前
後
か
ら
､
そ
の
比
重
は
む
し
ろ
漸
減
し
､
八

〇
年

に
は
三
五
%
を
切

っ
て
い
る
｡
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業
化
の
展
開
は
'
第
二
次
産
業
の
人
口
を
増
大
さ
せ
る
が
'
そ
れ
が

1
定
の
段

階
に
達
す
る
と
'
む
し
ろ
増
加
が
鈍
り
'
さ
ら
に
は
比
率
を
下
げ
'
こ
れ
に
応
じ
て

第
三
次
産
業
人
口
が
増
加
す
る
と
と
も
に
割
合
を
高
め
る
の
が
通
例
で
あ
り
'
欧
栄

の
先
進
諸
国
で
も
'
第
二
次
産
業
よ
り
も
第
三
次
産

の
比
重
が
大
き
-
な

っ
て
い



る
0

第.-.J-
___.･一
吹

裏

は
,
技
術
革
新
に
よ
る
合
理
化
に
よ
っ
て
,
生
産
額
を
増
大
さ
せ
な
が
ら
も
従
業
者
の
増
加
を

抑
制
で
き
る
の
に
対
し
て
,
第
三
次
産
業
は
,
-

生
産
の
よ
う
な
省
力
化
が
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産
物
の
流
通
の
た
め
に
い
っ
そ
う
多
-
の
従

者
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
｡

第 4表 就業者の地位別構成 (%)

1950 1960 1970 1980
~-~~一~･.一一一一■■一一･一一一---I-1一･一一一一一一一-自営 業 主 28･3 23･2 19.2 17.2

雇 用 者 35.4 51.0 64.9 71.7

家族従事者 36.3 25.8 15.8 10.9

そ
れ
は
､
ま
さ
に
'
欧
米
先
進

並
み
の
構
成
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
｡

こ
の
よ
う
に
し
て
二
高
度
成
長
下
の
産
業
化
は
,
第

蒜

産
業
の
著
し
い
比
重
の

低
下
と
,
そ
れ
に
照
応
す
る
第
二
次
第
三
次
産
業
の
比
率
の
増
加
を
も
た
ら
し
た
が
､

そ
れ
は
同
時
に
,
就
業
者
の
う
ち
に
占
め
る
雇
用
者
の
割
合
を
顕
著
に
高
め
た
｡

一

九
五

〇
年
三
五
%
に
す
ぎ
な
か

っ
た
雇
用
者
は
,
五
五
年
に
戦
時
体
制
下
比
率
を
高

め
た

完

四
〇
年
段
階
の
四
割
に
な
り
,
六

〇
年
に
は
半
ば
を
こ
え
る
｡
そ
し
て
七
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〇
年
に
は
六
五
%
と
な
り
,
八

〇
年
に
は
七
割
以
上
に
な

っ
た
｡

こ
の
雇
用
者
七
割
と
い
う
数
字
は
,
そ
れ
が
八
割
か
ら
九
割
に
も
お
よ
ぶ
先
進

国
の
場
合
に
比
､へ
る
と
,
な
お
若
干
の
へ
だ
た
り
が
あ
る
｡
農
林
業
が
業
主
と
家
族

従
事
者
に
よ

っ
て
営
ま
れ
て
い
る
う
え
に
,
日
本
で
は
'
商
業
に
も
零
細
な
自
営
業

者
が
多
く

減
少
し
た
と
は
い
え
,

一
割
の
家
族
従
事
者
が
数
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し
,
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
雇
用
者
が
わ
ず
か
四
半
世
紀
ほ
ど
の
問
に
四
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割
か
ら
七
割
に
な
り
､
四
分
の

叫
に
お
よ
ん
だ
自
営
業
主
が

7
割
七
分
に
'
三
分
の

7
以
上
で
あ

っ
た
家
族
従
事

者
が

1
割

一
分

へ
と
比
率
を
縮
小
し
た
と
い
う
こ
と
は
､
き
わ
め
て
重
要
な
構
造
変
化
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
｡
上
述
の
よ
う
に
､
雇
用
者
の
比
率
が
八
割
か
ら
九
割
に
お
よ
ぶ
先
進
国
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
ろ
'
そ
れ
が

急
速
に
大
き
く
な

っ
た
と
い
う
こ
と
は
'
戦
後
に
お
け
る
急
激
な
産
業
化
が
'
日
本
の
社
会
構
造
を
戦
前
と
は
異

な
る
も
の
に
変
動
さ
せ
た
こ
と
を
端
的
に
物
語
る
も
の
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡

と
こ

ろ
で
'
こ
う
し
た
産
業
化
の
過
程
は
'
同
時
に
都
市
化
を
進
展
さ
せ
る
｡
す
で
に
み
た
よ
う
に
､
戦
前
近

代
の
経
済
の
発
展
は
'
都
市
の
比
重
を
か
な
り
高
め
た
が
､
そ
れ
で
も
都
市
に
住
む
人
口
は
､
四
分
の

一
と
み
て

よ
か

っ
た
｡
そ
の
都
市
人
口
は
'
戦
時
中
お
よ
び
敗
戦
直
後
'
戦
災
や
疎
開
で
か
な
り
農
村
に
還
流
し
た
｡
し
か

L
t
市
町
村
合
併
が
行
わ
れ
た

1
九
五
三
年
こ
ろ
に
は
'
都
市
人
口
も
､

前
最
高
時
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
に
回
復

L
t
以
後
高
度
経
済
成
長
に
と
も
な

っ
て
'
都
市
も
急
速
な
成
長
過
程
に
入

っ
た
｡

こ
の
都
市
の
急
成
長
も
'
こ
ま
か
く
見
る
と
､
大
都
市

へ
の
集
中
が
顕
著
で
あ

っ
た
時
期
を
経
て
､
横
浜
を
例
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外
と
し
て

中
が
鈍
化
し
た
時
期
に
入
り
､
六
大
都
市
の
総
人
口
の
比
率
も
低
下
す
る
と
い
う
変
化
が
み
ら
れ
る
｡

し
か
も
､
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
大
都
市
圏
の
人
口
は
伸
び

つ
づ
け
'
現
在
で
は
'
ほ
ぼ
半
ば
に
お
よ
ぶ
人
口

が
､
首
都
圏
'
中
京
圏
'
京
阪
神
圏
の
三
大
都
市
圏
に
集
中
し
て
い
る
｡
そ
し
て
､
人
口
階
級
別
に
み
て
も
､
大

都
市
の
人
口
増
加
が
鈍
る
に
つ
れ
て
､
小
さ
い
都
市
の
人
口
増
加
が
顕
著
に
な
る
と
い
う
傾
向
が
み
ら
れ
'
経
済

成
長
に
よ
る
産
業
化
の
進
展
が
小
都
市
に
ま
で
お
よ
ん
で
い
る
こ
と
が
観
取
さ
れ
る
｡

こ
の
よ
う
な
都
市
化
の
進
展
は
い
う
ま
で
も
な
く

行
政
上
の
市
を
も
増
加
さ
せ
た
｡
市
町
村
合
併
は
農
村
地



第5表 10万 以 上 の都 市 人 口の比 率

1960 1970 1980

市 数 人口比 市 数 人口比 市 数 人口比

10 19.9

9 4.9

36 11.7

42 8.8

96 11.1

8 19.9

4.4

7.5

9.6

21

41

73 1 0.0

6 17.9

1.9

4.6

5.5

12

22

71 10.6

100万-

50万-

30万-

20万-

10万-

51.440.5

域
を
も
含
ん
だ
市
を
多
数
つ
-
り
出
し
た
の
で
､
市
と
い
っ
て

も
都
市
と
は
い
い
か
ね
る
も
の
も
あ
る
が
'
促
進
法
に
よ
る
町

村
合
併
が
ほ
ぼ
終
わ
っ
た
こ
ろ
五
〇
〇
を
数
え
た
市
は
､
今
で

は
六
五
〇
に
お
よ
び
､
二
〇
年
あ
ま
り
の
間
に
'

一
五
〇
も
新

し
い
市
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
た
自
治
体
の
行
政
区
域
と
し
て
の
市
の
人
口
が
す
べ

て
都
市
人
口
で
あ
る
と
は
い
い
か
ね
る
が
､
人
口

1
.0▲
万
人
以

上
の
市
を
'
い
ち
お
う
都
市
ら
し
い
と
こ
ろ
と
考
え
る
と
す
れ
ば
､

過
の
な
い
地
域
に
住
む
人
口
が
'
人
口
の
半
数
を
は
る
か
に
こ
え

で
あ

っ
た
が
'
二
〇
年
後
の
八
〇
年
に
は
五
六
%
に
な
っ
て
お

り
'
都
市
の
数
も

二

四
か
ら

一
九
三
に
ふ
え
て
い
る
｡
す
な

わ
ち
'
現
在
の
日
本
で
は
'
人
口
一
〇
万
以
上
の
都
市
と
み
て
大

の
な
い
地
域
に
住
む
人
口
が
'
人
口
の
半
数
を
は
る
か
に
こ

え

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
'
昭
和
初
年
の
段
階
で
は
'
人
口
五

万
以
上
を
も

っ
て
都
市
ら
し
い
地
域
と
し
て
'
都
市
人
口
の
比

率
を
二
五
%
と
み
た
の
で
あ
る
が
'
も
し
､
こ

の
五
万
ま
で
に
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下
げ
れ
ば
'
七
割
近
い
人
口
が
都
市
人
口
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

も
ち
ろ
ん
,
町
村
合
併
後
の
実
態
か
ら
み
て
'
同
じ
五
万
人
以
上
で
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
ず
､
戦
前
の
五
万

以
上
と
現
在
の

一
〇
万
以
上
で
対
比
す
る
方
が
実
情
に
あ
う
と
思
わ
れ
る
が
'
そ
う
し
た
場
合
に
も
'
四
分
の

一

の
都
市
人
口
が
半
ば
を
こ
え
て
､
む
し
ろ
六
割
に
近
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
'
日
本
の
社
会
が
'
村
落
が
優

越
し
た
戦
前
の
社
会
か
ら
,
逆
に
都
市
の
比
重
の
大
き
い
社
会
に
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る

と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

以
上
の
よ
う
に
,
産
業
化
の
進
展
に
と
も
な
う
就
業
1
の
構
造
の
変
化
と
'
都
市
化
の
展
開
が
も
た
ら
し
た
都

市
の
増
大
と
い
う
,
二
つ
の
指
標
か
ら
み
て
,
日
本
の
社
会
は
'
眉
営
業
者
主
体
の
村
落
的
社
会
か
ら
､
雇
用
者

主
体
の
都
市
的
社
会
に
変
貌
し
た
と
考
え
て
よ
い
｡
そ
し
て
,
こ
の
よ
う
に
'
日
本
社
会
の
構
造
変
動
を
特
徴
づ

け
る
場
合
,
雇
用
者
主
体
の
都
市
的
社
会
と
い
わ
れ
る
も
の
の
内
容
は
､
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
｡

ま
ず
第
二

に
,
自
営
業
者
の
家
族
に
適
合
的
で
あ

っ
た
と
述
べ
た

｢家
｣
制
度
は
､
多
か
れ
少
な
か
れ
解
体
せ

ざ
る
を
え
な
い
｡
日
本
の
家
族
は
,
戦
後
法
律
的
に
は
､
直
系
家
族
制
か
ら
夫
婦
家
族
制
に
移

っ
た
｡
慣
習
や
意

識
の
面
か
ら
み
て
,
完
全
に
夫
婦
中
心
の
夫
婦
家
族
に
変
わ

っ
た
と
は
い
い
が
た
く

親
子
中
心
の
直
系
家
族
的

志
向
は
今
な
お
残
存
し
て
い
る
が
'
戦
前
の

｢家
｣
制
度
よ
り
も
現
在
の
制
度
の
方
が
よ
い
と
い
う
考
え
方
は
'

今
で
は
完
全
に
定
着
し
て
い
る
｡

世
帯
の
平
均
員
数
は
､
住
宅
事
情
が
緩
和
し
た
後
､
急
速
に
減
少
し
て
現
在
で
は
三

･
三
人
ほ
ど
に
な
り
､
六

人
以
上
の
家
族
が
四
割
近
か

っ
た
の
に
比
べ
て
､
今
で
は

一
割
強
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
-
な

っ
た
｡
い
わ
ゆ
る
核
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家
族
世
帯
は
,
親
族
世
帯
だ
け
に
つ
い
て
み
る
と
,
二

〇
年
ほ
ど
の
問
に
六
二
%
か
ら
七
四
%
に
増
加
し
て
い
る
｡

核
家
族
化
は
,
不
可
逆
的
に
進
行
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
の
で
あ
る
｡

後
に
問
題
に
す
る
老
人
と
子
と
の
同
居
率
は
,
今
で
も
欧
米
諸
国
の
二
､
三

〇
%
と
い
う
数
字
と
隔
絶
し
た
七

〇
%
近
い
高
率
を
示
し
て
い
る
が
,
同
じ
-
二
〇
年
ほ
ど
の
間
に

一
五
%
ほ
ど
も
低
下
し
て
い
る
｡
こ
こ

で
は
深

入
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
,
家
族
内
の
人
間
関
係
も
,
昔
日
の
日
本
的
特
質
を
薄
く
し
て
し
ま

っ
た
｡

言

に
し
て
い
え
ば
二

家
｣
は
,
そ
の
痕
跡
を
残
し

っ
つ
も
,
い
わ
ば

マ
イ
ホ
-

に
変
貌
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
｡

そ
し
て
､
第
二
に
､
戦
前
,
村
は
も
ち
ろ
ん
町
も
ム
ラ
的
で
あ

っ
た
と
い
っ
た
地
域
社
会
の
単
位
も
'
逆
に
'

村
さ
え
都
市
管

て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡
平
均
農
業
集
落
戸
数
を
,
専
業
兼
業
別
農
家
比
率
で
分
け
て
み

る
と
,

完

六

〇
年
三
九
戸
中

三

戸
を
占
め
た
専
業
農
家
は
,
二
〇
年
後
､
三
五
戸
中
四
戸
に
減

っ
た
｡
第
二

第 6表 農業集落の専兼業別構成

1960 1980

専 業 農 家 13.4戸 4.4戸

第1種兼業農家 13.1 7.1

第2種兼業農家 12.5 21.5

非 農 家 25 108

種
兼
業
農
家
が
圧
倒
的
に
多
-
な
り
,
非
農
家
も
増
加
し
た
｡
そ
れ
は
'
村
の

中
に
も
雇
用
者
が
多
い
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
'
村
は
共
同
体
的
性
格
を
こ

わ
し
て
し
ま

っ
た
｡

す
な
わ
ち
,
何
と
か
農
業
で
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
少
数
の
専
業
農
家
と
'

雇
用
者
と
し
て
他
産
業
か
ら
の
所
得
を
主
と
し
飯
米
自
給
農
業
で
満
足
し
て
い

る
兼
業
農
家
が
'
昔
の
よ
う
に
ま
と
ま
る
こ
と
は
難
し
く
､
加
え
て
非
農
家
も

多
数
混
在
す
る
場
合
'
村
と
い
う
枠
の
中
に
住
民
を

1
体
化
す
る
こ
と
は
で
き

な
く
な

っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡
そ
の
う
え
'
第
二
種
兼
業
農
家
は
'
家
計
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費
の
統
計
を
み
て
も
､
都
市
の
勤
労
者
以
上
に
豊
か
で
あ
り
'
生
活
の
内
容
に
お
い
て
も
都
市
化
し
て
い
る
｡

都
市
化
と
は
､
農
村
地
域
が
都
市
に
な

っ
て
ゆ
く
こ
と
も
意
味
す
る
が
'
都
市
的
生
活
様
式
が

1
般
化
す
る
こ

と
も
都
市
化
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
に
お
い
て
'
日
本
全
体
が
都
市
化
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
｡

こ
の
よ
う
に
､
村
が
都
市
化
し
て
き
た
の
に
対
主

音
目
の
都
市
の
典
型
で
あ

っ
た
下
町
的
社
会
は
､
農
村
同

様
に
'
町
内
会
有
力
者
の
支
配
力
を
低
下
さ
せ
た
｡
し
か
も
'
都
市
化
の
進
行
の
中
で
､
自
営
商
工
業
者
が
形
成

す
る
下
町
的
な
社
会
は
'
都
市
を
代
表
す
る
地
域
社
会
で
は
な
-
な

っ
た
｡

高
度
成
長
下
で
増
加
し
た
雇
用
者
は
'

1
方
に
お
い
て
旧
都
市
地
域
や
そ
の
周
辺
に
乱
立
し
た
民
間
小
ア
パ
.-

卜
に
住
み
こ
む
と
と
も
に
'
他
方
い
わ
ゆ
る
団
地
や
新
興
住
宅
地
に
拡
散
し
て
い
る
｡
そ
し
て
'
今
や
都
市
的
な

社
会
に
お
い
て
比
重
を
高
め
た
団
地
や
新
興
住
宅
地
の
方
が
'
現
代
日
本
の
都
市
の
典
型
的
地
域
社
会
と
な
っ
た
｡

そ
の
よ
う
な
と
こ

ろ
で
は
'
共
同
体
的
な
拘
束
や
規
制
は
通
用
し
な
い
｡

た
と
え
ば
､
団
地
居
住
者
は
､
権
利
意
識
も
強
く
､
そ
の
自
治
会
を
通
じ
て
生
活
環
境
の
整
備
な
ど
を
自
治
体

に
要
求
し
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
点
で
は
団
結
し
て
も
'

一
般
に
各
自
の
自
由
を
求
め
て
､
ば
ら
ば
ら
の
生
活
を

し
て
い
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
よ
う
な

マ
イ
ホ
ー
ム
を
大
切
に
L
t
居
住
地
域
の
つ
な
が
り
か
ら
は
な
れ
た
生
活
が
､

多
か
れ
少
な
か
れ
現
代
の
都
市
人
の

一
般
的
な
生
き
方
に
な

っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
｡

こ
の
よ
う
に
し
て
'
日
本
に
お
け
る
地
域
社
会
は
､
農
村
と
都
市
と
を
問
わ
ず
'
戦
前
に
比
べ
て
は
る
か
に
ま

と
ま
り
が
な
-
な

っ
た
｡
共
同
体
的
な
強
制
'
し
た
が

っ
て
非
民
主
的
な
拘
束
は
な
く
な

っ
た
も
の
の
､
住
民
ひ

と
り
ひ
と
り
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
強
-
な
り
'
連
帯
し
協
力
す
る
姿
勢
は
弱
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
｡
こ
の
た
め
に
､
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コ
-

ユ
ニ
テ
ィ
の
形
成
が
､
近
来
ひ
ろ
く
説
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
｡

こ
の

コ
-

ユ
ニ
テ
ィ
と
い
う
言
葉
に
は
'

主
的
な
地
域
社
会
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
限
定
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
｡
し
か
し
'
現
在
使
わ
れ
て
い
る
こ
の
カ
タ
カ
ナ
文
字
に
は
､
非
民
主
的
な
共
同
体
の
結
束
が
解
体

し
た
あ
と
'
ば
ら
ば
ら
に
な

っ
た
住
民
を
ま
と
め
あ
げ
､
新
し
い
市
民
的
な
民
主
的
連
帯
と
自
主
的
協
力
を

つ
-

り
出
し
た
い
と
い
う
願
い
が
こ

め
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な

コ
-

ユ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
が
唱
え
ら
れ
る
と
こ

ろ
に

こ
そ
'
共
同
体
と
し
て
の
町
や
村
の
解
体
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

三

現
代
日
本
社
会
の
構
造

-92-

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
'
現
代
の
日
本
人
は
､
｢
家
｣
制
度
の
解
体
の
中
で
､
な
お
そ
の
伝
統
を
残
し
な
が
ら
も
､

そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
を
重
視
し
､
な
J.U
や
か
で
平
和
な

マ
イ
ホ
ー
ム
的
な
暮
し
を
す
る
こ
と
を
望
ん
で
お
り
､
そ
の

地
域
社
会
と
の
つ
な
が
り
を
弱
め
て
い
る
｡
戦
前
の
社
会
に
特
徴
的
で
あ

っ
た
家
族
主
義
は
'
家
族
自
体
の
車
で

も
薄
れ
て
し
ま

っ
た
L
t
村

で
も
都
市
で
も
消
え
て
い

っ
た
｡

し
か
し
､
そ
の
家
族
主
義
は
'
日
本
社
会
か
ら
消
失
し
て
し
ま

っ
た
の
で
は
な
い
｡
そ
れ
は
､
戦
前
と
は
異
な

る
に
し
て
も
'
職
場
の
中
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
｡

す
な
わ
ち
､
私
生
活
優
先
の

マ
イ
ホ
ー
ム
的
な
現
代
日
本
人
の
多
数
派
は
､
雇
用
者
と
し
て
職
場
で
働
-
こ

と
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に
よ
っ
て
マ
イ
ホ
ー
ム
を
支
え
て
い
る
が
､
そ
の
職
場
で
は
､
家
族
主
義
的
な
集
皆
主
義
が
見
事
に
生
き
つ
づ
け

て
い
る
｡

日
本
的
な
経
営
家
族
主
嵐
は
､
戦
後
ア
メ
-
カ
的
経
営
の
影
響
を
受
け
て
前
近
代
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
､
新
し

い
経
営
方
法
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
が
,
基
本
的
に
は
生
き
残

っ
た
｡
そ
し
て
'
そ
れ
が
企
業
の
成
長
と
経
済
の
高

度
成
長
を
支
え
た
｡
そ
の
高
度
成
長
と
い
う
成
果
が
,
近
代
主
義
批
判
に
さ
ら
さ
れ
た
家
族
主
義
的
集
団
主
義
に

再
び
自
信
さ
え
も
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
,
戦
後
の
日
本
社
会
に
お
い
て
,
職
場
社
会
が
重
要
に
な
り
､
そ
の
職
場
に
お
け
る
人
間
関
係
が

き
わ
め
て
家
族
主
義
的
で
あ
る
こ
と
は
'
い
-

つ
か
の
意
識
調
査
か
ら
も
立
証
で
き
る
｡

第7表 人間関係のあり方 (1978年)(%)

形式的 部分的 全面的

近所づきあい 15 53

3110
職 場 の同僚

とのつきあい

た
と
え
ば
,
N
H
K
放
送
世
論
調
査
所
は
'
日
本
人
の
意
識
構
造
を
さ
ぐ

っ
た
調

査
に
お
い
て
､
近
所
づ
き
あ
い
と
職
場
の
同
僚
と
の
つ
き
あ
い
を
と
り
あ
げ
､
形
式

的

つ
き
あ
い

(会

っ
た
と
き
挨
拶
す
る
程
度
､
直
接
仕
事
に
関
す
る
範
囲
の
つ
き
あ

い
)､
部
分
的

つ
き
あ
い

(あ
ま
り
堅
苦
し
く
な
く
話
し
あ
え
る
よ
う
な
つ
き
あ
い
'

仕
事
が
終
わ

っ
て
か
ら
も
話
し
あ

っ
た
り
遊
ん
だ
り
す
る
つ
き
あ
い
)､
全
面
的
つ
き

あ
い

(何
か
に
つ
け
て
相
談
し
た
り
助
け
あ
え
る
つ
き
あ
い
)
に
つ
い
て
選
択
を
求

め
て
い
る
が
'
そ
の
結
果
は
'
第
7
表
の
と
お
り
で
あ
り
'
職
場
で
は
全
面
的

つ
き

あ
い
を
望
む
人
が
半
数
を
こ
え
'
近
所
づ
き
あ
い
で
は
部
分
的
な

つ
き
あ
い
に
閉
じ

込
め
よ
う
と
す
る
人
が
多
い
｡

-93-



ま
た
､
統
計
数
理
研
究
所
が

完

空

転

以
来
,
三
年
･･J
と
に
試
み
て
い
る

｢
国
民
性
｣

理
な
仕
事
は
さ
せ
ぬ

も
面
倒
を
よ
-
み
る

が
仕
I
一1-以
外
で
は
面
倒
を
み
な
い
課
長
と
'
無
理
な
仕
事
も
さ
せ
る
が

に
よ
る
と
'
無

以
外
の
こ
と
で

最
と
の
選
択
に
お
い
て
､
八
割
内
外
の
圧
倒
的
多
数
が

表

し
て
後
者
の
家
族
主
義
的
人

惰
課
長
を
選
ん
で
い
る
の
で
あ
る
｡

第 8表 日本 の 階 級 構 成

1950 1960 1 970 1980

1.9 2.7 5.0 6.3

58.9 45.7 34.8 27.3

38.2 50.5 59.0 65.0

資 本 家 階 級

自営 業 主 層

労 働 者 階 級

と
こ
ろ
で
,
以
上
の
よ
う
に
,
日
本
の
社
会
が
職
場
中
心
社
会
に
な

っ
て
い
る
こ

と
は
,
自
営
業
者
が
少
な
く
な
り
､
雇
用
者
主
体
の
社
会
に
な

っ
た
こ
と
に
つ
な
が

る
の
で
あ
る
が
,
こ
れ
を
階
級
構
成
か
ら
み
る
と
'
第

8
表
の
よ
う
に
な
る
｡

こ
の
う
ち
労
働
者
階
級
の
中
に
は
,
ホ
ワ
イ
ト

-

ラ
ー
も
ブ

ル
-

･
カ
ラ
ー
も

入

っ
て
い
る
が
,
そ
の
間
の
格
差
は
,
戟
前
に
比
べ
て
縮
ま

っ
て
お
り
'
経
済
成
長

の
結
果
,

議

に
生
活
水
準
を
あ
げ
て
き
た
｡
そ
の
た
め
に
､
階
級
構
造
か
ら
み
る

と
､
自
営
業
主
層
の
比
重
の
著
し
い
低
下
に
よ

っ
て
旧
中
間
層
が
減
少
し
､
労
働
者

階
級
の
比
率
が
大
き
-
な

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
,
意
識
構
造
に
お
い
て
は
'
中
流

-94-

意
識
が
肥
大
し
て
き
た
の
で
あ
る
｡

戦
後
の
多
く
の
世
論

奄
に
お
い
て
'
｢
お
宅
の
生
活
程
度
は
'
上
､
中
'
下
に
分

け
て
ど
れ
に
入
る
と
思
う
か
｡｣
と
い
う
階
層
帰
属
意
識
を
問
う
質
問
が
試
み
ら
孤

て
き
た
が
,

完

五
八
年
以
来
連
年
行
わ
れ
て
い
る
総
理
府
の
国
民
生
活
調
査
に
よ

れ
ば
､
中
の
中
に
属
し
て
い
る
と
い
う
人
が
最
初
は
四
割
に
及
ば
な
か

っ
た
の
に
'



日本の社会構造の変遷

第 9蓑 階層帰属意識と階級帰属意識 (%)

中の上 中の下 下の上 下の下

18.8

9.5

4.2

38.6

33.8

17.6

35.4

43.5

53.7

7.1

12.8

23.3

0.2

0.4

1.2

1955

1960

1975

資本家階級 中 産 階 級 労働者階級

75.5

65.2

71.0

23.1

31.4

24.1

1.4

3.4

1955

0691

5791

そ
の
後
漸
増
を
つ
づ
け
､
現
在
で
は
六
割
に
お
よ
ぶ
｡
こ

れ
に
中
の
上
と
中
の
下
を
加
え
る
と
'
最
近
若
干
の
か
げ

り
が
出
て
き
て
は
い
る
が
､
九
割
内
外
の
日
本
人
が
中
流

と
考
え
て
い
る
｡

こ
の
調
査
で
は
下
は
分
け
ら
れ
て
お
ら
ず
､
質
問
の
仕

方
と
し
て
は
､
下
も
'
下
の
上
と
下
の
下
と
し
た
方
が
よ

い
が
､
そ
う
し
た
階
層
帰
属
意
識
と
と
も
に
同
時
に
階
級

帰
属
意
識
も
調
べ
た
結
果
を
∵

第
9
表
に
示
し
て
お
こ
う
｡

こ
れ
は
'

1
九
五
五
年
日
本
社
会
学
会
が
国
際
社
会
学
会

の
研
究
プ
ロ
ゼ
ク
ト
に
応
じ
て
試
み
'
そ
の
後
社
会
学
者
た

ち
が
継
続
的
に
追
求
し
て
き
た
社
会
的
成
層
と
移
動

s
o
c
ia

ts
tr
a
t
if
ic
a
t
i
o
n

an
d

m
o
b
ility
の
調
査
で
あ

る
｡
(亭
水
健

一
編

『
日
本
の
階
層
構
造
』
)

階
級
帰
属
意
識
に
お
い
て
は
'
約
七
割
の
人
々
が
労
働

者
階
級
で
あ
る
と
答
え
て
い
る
点
に
大
き
な
変
化
は
な
い

が
'
階
層
帰
属
意
識
に
お
い
て
は
'
明
ら
か
に
下
層
が
減

少
し
'

一
九
五
五
年
四
割
余
に
す
ぎ
な
か
っ
た
中
層
が
'
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第10衷 消 費 水 準 (1965-100)

農 家

72.8

100.0

146.9

194.1

211.6

非 農 家

78.9

10 0 .0

126.7

143.8

153.6

全 国

77.1

1 00.0

131.8

155.8

167.8

1960

1965

1970

1975

1980

二

〇
年
後
の
七
五
年
に
は
八
割
に
近
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
二

つ
の
帰
属
意
識
の
ず
れ
は
,
き
わ
め
て
大
き
い
が
へ
こ
の
こ
と
こ
そ
が

現
代
日
本
の
政
治
構
造
を
解
-
ひ
と

つ
の
鍵
と
も
な
る
｡

そ
の
政
治
は
,

完

四
九
年
の
選
挙
で
自
由
党
が
圧
勝
し
て
以
来
､

保
守
政
党
に
よ

っ
て
動
か
さ
れ
て
き
た
｡
こ
こ
で
は
'
政
治
構
造
が
主

題
で
は
な
い
か
ら
､
そ
の
推
移
を
追
う
必
要
も
な
い
し
､
そ
の
余
白
も

な
い
｡
そ
れ
は
と
も
か
く
､
労
働
者
階
級
が
多
-
な
り
な
が
ら
も
'
保

守
党
支
配
が

つ
づ
い
て
き
た
の
は
,
経
済
成
長
の
結
果
､
国
民
所
得
が

伸
び
消
費
水
準
が
第
10
表
に
み
る
よ
う
に
上
昇
し
､
増
加
し
た
雇
用
者

が
,
必
ず
し
も
革
新
政
党
を
支
持
し
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
｡

そ
し
て
,

完

七
三
年
の
オ
イ
ル
◎
シ
ョ
ッ
ク
以
来
低
成
長
に
入
り
､

保
守
支
配
も
安
泰
で
は
な
く
な
り
､
与
野
党
逆
転
も
起
り
そ
う
に
み
え

た
が
,
そ
の
よ
う
な
変
動
は
,
中
流
意
識
を
も
ち
'
生
活
に
満
足
し
て

い
る
多
く
の
人
々
の
現
状
維
持
志
向
の
保
守
感
覚
に
よ

っ
て
き
ら
わ
れ

た
｡現

在
で
は
,
脱
政
党
化
し
た
支
持
政
党
な
し
と
い
う
無
党
派
層
が
減

っ
た
分
だ
け
､
保
守
党
支
持
は
ふ
え
て
い
る
｡
そ
れ
は
'
必
ず
し
も
積
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極
的
な
支
持
で
は
な
く
,
現
在
の
生
活
が
混
乱
に
よ
っ
て
変
化
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
の
支
持
で
あ
る
と
い
っ
て
よ

＼
0

し
1し

た
が

っ
て
,
今
後
,
経
済
上
の
困
難
が
加
わ
っ
て
国
民
生
活
に
不
安
が
生
じ
れ
ば
､
政
治
の
構
造
も
変
わ
ら

な
い
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
｡

そ
れ
は
と
も
か
く
,
長
年
に
わ
た

っ
た
保
守
党
主
導
の
日
本
は
,
前
述
の
よ
う
に
強
兵
を
捨
て
て
'
富
国
の
道

を
猛
進
し
た
｡
経
済
の
成
長
こ
そ
が
主
要
目
標
で
あ

っ
た
｡

完

六

〇
年
代
の
課
題
と
し
て
'
国
際
連
合
が
経
済

開
発
と
社
会
開
発
の
均
衡
を
か
か
げ
,
日
本
に
お
い
て
も
,
所
得
倍
増
計
画
に
み
ら
れ
る
生
産
第

三

義
の
是
正

が
唱
え
ら
れ
た
が
,
社
会
開
発
は
,
日
本
の
政
治
の
主
題
と
は
な
ら
な
か

っ
た
｡
そ
れ
は
'
経
済
成
長
の
余
沢
に

よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
第
二
義
的
な

題
に
と
ど
ま

っ
た
｡

そ
の
社
会
開
発
は
,
日
本
に
お
い
て
,
開
発
途
上
国
と
は
異
な
り
,
義
務
教
育
の
普
及
で
は
な
-
､
数
青
の
高
度

化
と
教
育
投
資
の
増
大
が
問
題
で
あ

っ
た
｡
ま
た
'
社
会
保
障
制
度
の
創
設
で
は
な
く

そ
の
充
実
が
課
題
で
あ

っ
た
｡
こ
う
し
た
問
題
や
課
題
は
,
経
済
成
長
に
よ
る
国
民
所
得
の
増
大
に
よ
っ
て
'
あ
る
程
度
答
え
ら
れ
て
き

た
｡た

と
え
ば
,
教
育
に
つ
い
て
み
る
と
'
高
校
進
学
率
は
九
割
五
分
に
な
り
'
大
学
進
学
率
も
短
大
を
含
め
る
と

四
割
に
近
づ
い
た
｡
そ
の
結
果
へ
前
に
あ
げ
た
階
層
構
造
の
調
査
結
果
を
引
用
す
る
と
､
第
日
表
の
よ
う
な
学
歴

構
成
に
な
る
｡

時
の
推
移
す
る
に
つ
れ
て
高
学
歴
者
の
構
成
比
は
高
ま

っ
て
ゆ
-
わ
け
で
あ
る
が
'
現
在
に
お
い
て
も
'
戦
前
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第11蓑 年代別学歴構成 (1975年)(%)

小学校 ･ 旧制高小 旧制中学 旧制高校

学歴なし 新制中学 新制高校 短大･大学

10.0

14.9

15.9

20.1

22.9

31.3

39.4

46.0

45.1

29.7

15.7

7.6

60- 69

50- 59

40- 49

30- 39

20- 29

日
本
社
会
の
学
歴
構
成
に
比
較
す
る
と
'
は
る
か
に
高
学
歴
社
会
に
な

っ
て
い
る
｡
し
か
も
'
こ
こ
で
看
過
で
き
な
い
点
は
'
女
性
の
学
歴
が

高
等
女
学
校
ど
ま
り
で
専
門
学
校
卒
が
ネ
グ
-
ジ
ブ
ル
で
あ

っ
た
戟
前

に
比
べ
て
'
今
で
は
女
性
も
三
割
が
大
学
に
進
学
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
｡

そ
し
て
'
女
性
の
問
題
と
し
て
付
言
す
れ
ば
'
雇
用
者
の
三
分
の

一

が
女
性
で
あ
る
と
い
う
点
も
'
戦
前
と
異
な
る
構
造
と
し
て
鬼
の
が
せ

な
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
'
こ
の
高
学
歴
化
と
女
性
の
職
場
進
出
の
問

題
は
'
後
に
ふ
れ
る
よ
う
に
将
来
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
課
題
に
も

つ
な
が
る
の
で
あ
る
｡

ま
た
'
社
会
保
障
に
つ
い
て
み
る
と
'
戦
前
の
社
会
に
お
い
て
は
'

家
が
老
後
を
保
障
す
る
機
能
を
果
た
し
'
貧
窮
に
お
ち
い
っ
て
も
､
親

族
や
村
や
町
が
援
護
の
手
を
さ
し
伸
べ
た
｡
日
本
の
戦
前
社
会
は
'
現

在
に
比
べ
て
は
る
か
に
貧
し
か

っ
た
が
'
貧
困
を
吸
収
す
る
装
置
を
も

っ
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
｡

し
た
が

っ
て
､
こ
う
し
た

｢家
｣
制
度
意
識
が
残
存
し
て
き
た
日
本

で
は
'
戦
後
に
お
い
て
も
'
社
会
保
障
が
強
い
国
民
的
要
求
と
は
な
ら
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な
か

っ
た
｡
敗
戦
後
の
社
会
保
障
は
,
主
と
し
て
厚
生
行
政
関
係
の
有
識
者
や
官
僚

に
よ

っ
て
推
し
進
め
ら
れ
た

と
い
っ
て
よ
い
｡
そ
れ
は
､

国
の
社
会
保
障

に
追
い
つ
く
こ
と
が
､
そ
れ
ら
の
国
に
経
済
的
に
追
い
つ
き

追
い
越
し
て
ゆ
く
日
本
に
お
い
て
当
然
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
｡

し
か
し
､

完

六

〇
年
代
に
皆
年
全
体
制
が
始
ま

っ
た
場
合
に
も
,
総
合
的
な
調
整
は
加
え
ら
れ
ず
､

つ
ぎ
は

ぎ
に
拡
大
さ
れ
た
に
と
ど
ま

っ
た
｡
社
会
開
発
の
重
要
性
が
論
じ
ら
れ
た
と
き
も
'
そ
れ
は
'
前
述
し
た
よ
う
に
､

第

義

的
な
課
題
と
は
な
ら
な
か

っ
た
｡
日
本
の
社
会
保
障
は
､
国
際
的
に
み
て
遅
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
そ
の

社
会
保
障
費
は
,
し
た
が

っ
て
長
い
間
､
国
民
所
得
対
比
,
亘

六
%
程
度
に
と
ど
ま

っ
た
｡
こ
の
比
率
は
､
七

〇
年
代
の
初
め
ま
で
動
か
な
か

っ
た
が
､
高
度
経
済
成
長
に
よ
る
パ
イ
の
増
大
に
よ

っ
て
､
同
じ
%
で
も
'
実
額

に
お
い
て
は
伸
び
て
い
っ
た
｡

そ
し
て
､
福
祉
元
年
と
い
わ
れ
た

完

七
三
年
､
社
会
保
障
は
著
し
-
改
善
さ
れ
た
｡
し
か
し
'
そ
の
改
善
は
､

社
会
保
障
を
全
面
的
に
見
直
し
た
上
で
の
改
善
で
は
な
か

っ
た
｡
し
か
も
'
こ
の
福
祉
元
年
は
'
オ
イ
ル
･
シ
ョ
ッ

ク
の
お
こ
っ
た
年
で
あ
り
,
高
度
成
長
が
終
蔦
を
告
げ
た
年
で
も
あ

っ
た
｡
福
祉
二
年
も
な
い
ま
ま
に
､
間
も
皮

く
福
祉
見
直
し
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
,
こ
の

一
､
二
年
,
将
来
を
見
越
し
て
'
社
会
保
障
費
の
抑
制
が
き

び
し
く
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
｡

社
会
保
障
費
は
,
低
成
長
も
作
用
し
て
'
数
年
の
う
ち
に
'
国
民
所
得
対
比

三

%
に
お
よ
ぶ
よ
う
に
な

っ
て

い
る
｡
こ
の
数
字
は
,
老
齢
人

口
一
〇
%
の
段
階
で
二

〇
%
前
後
に
な
っ
て
い
る
先
進
諸
国
の
水
準
か
ら
み
て
､
現

在
老
年
人
口
九
%
の
日
本
で
'

1
八
%
-
ら
い
に
な

っ
て
い
て
も
驚
-
に
は
あ
た
ら
な
い
｡
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そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
現
在
の
日
本
で
は
'
教
育
費
と
な
ら
ん
で
社
会
保
障
費
の
急
増
が
財
政
赤
字
の
最
大

妾
出
の
ひ
と
う
と
し
て
目
の
敵
に
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
社
会
保
障
に
と

っ
て
は
な
は
だ
迷
惑
な
話
で
あ
る
｡
体

系
的
整
合
性
を
欠
き
'
多
く
の
矛
盾
を
か
か
え
て
い
る
こ

と
は
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
し
､
将
来
根
本
的
に
変
革
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
は
､
後
に
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
が
'
現
状
に
お
い
て
は
､
な

お
遅
れ
て
い
る
面
も

あ
る
し
､
行
き
す
ぎ
た
福
祉
水
準
が
実
現
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
｡

し
か
し
'
こ

の
体
系
的
不
整
合
の
た
め
に
七
百
本
の
社
会
で
は
'
社
会
保
障
が
国
民
的
な
連
帯
と
統
合
の
た
め

の
シ
ス
テ
ム
と
う
け
と
ら
れ
ず
､
所
得
保
障
と
し
て
の
年
金
が
損
得
勘
定
の
対
象
と
な

っ
て
い
る
｡
そ
し
て
'
社

会
福
祉
は
､
無
償
の
サ
ー
ビ
ス
と
心
得
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
状
況
は
､
決
し
て
健
全
で
は
な
い
｡

現
代
の
日
本
人
は
､
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
'
概
し
て
い
え
ば
､
家
庭
と
職
場
に
生

き
て
'
そ
れ
以
外
の
社
会

へ
の
関
心
に
乏
し
く
な

っ
た
｡
天
皇
制
家
族
国
家
の
解
体
に
よ

っ
て
'
国
家

へ
の
忠
誠

心
も
薄
れ
去

っ
た
｡
｢
欝
が
栄
え
る
た
め
に
は
､
個
人
の
自
由
が
あ
る
程
度
犠
牲
に
な

っ
て
も
や
む
を
え
な
い
｣
と

考
え
る
人
は
､

7
九
五
六
年
に
は
な
お
五
割
を
こ

え
た
が
､

1
九
七
五
年
の
調
査
で
は
三
割
を
切

っ
て
い
る
｡
国

の
た
め
に
犠
牲
に
な
る
必
要
は
な
い
け
れ
ど
も
'
こ

の
よ
う
な
意
識
の
変
化
と
と
も
に
へ
社
会
的
な
大
き
な
連
帯

感
も
育
た
な
い
で
マ
イ
ホ
ー
ム
的
な

エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
強
ま

っ
て
い
る
と
す
れ
ば
'
現
代
の
日
本
社
会
を
も

っ
て
健

全
な
社
会
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
｡
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現
代
日

四

日
本
社
会
将
来
の
課
題

の
社
会
は
'
高
齢
化
社
会
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
｡
そ
し
て
'
近
年
と
く
に
'
こ
の
こ
と
が
広
く
論
じ

ら
れ
て
い
る
が
'
そ
れ
は
､
日
本
に
お
い
て
世
界
に
類
例
の
な
い
ほ
ど
の
高
齢
化
が
急
速
に
進
ん
で
お
り
､
二

1

世
紀
に
入

っ
て
四
半
世
紀
も
経
過
す
る
と
､
世
界
で
最
も
多
く
老
年
人
口
を
か
か
え
た
高
齢
社
会
が
出
現
す
る
こ

と
が
確

で
あ
る
と
み
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

将
来
の
日
本
の
社
会
が
ど
の
よ
う
に
な
る
か
'
そ
の
諸
側
面
を
的
確
に
予
測
す
る
こ

と
は
難
し
い
｡
そ
う
し
た

予
測
に
お
い
て
'
最
も
確
実
性
の
高
い
の
は
人
口
の
推
計
で
あ
る
｡
そ
の
推
計
に
は
､
安
川
推
計
や
日
大
推
計
が

あ
る
が
'

一
九
八

1
年
十

一
月
末
､
人
口
問
題
研
究
所
も
新
し
い
推
計
を
発
表
し
た
｡
こ
の
研
究
所
が
前
回

1
九

七
六
年
に
出
し
た
推
計
は
'
出
生
率
の
回
復
を
見
込
ん
で
実
際
と
率
離
し
た
数
字
を
あ
げ
た
が
､
今
回
の
も
の
は
､
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将
来
の
出

率
の
再
上
昇
に
疑
念
は
あ
る
に
し
て
も
'
二

一
世
紀
初
頭
ま
で
の
推
計
に
大
き
な
狂
い
は
な
さ
そ
う

に
思
わ
れ
る
｡

そ
れ
に
よ
る
と
'
今
か
ら

一
八
年
後
二

1
世
紀
に
入
る
段
階
で
､
六
五
歳
以
上
の
老
年
人
口
は
'

一
五

･
六
%

に
な
り
､
さ
ら
に
四
半
紀
後
の
二
〇
二
五
年
に
は
､
一

る
推
計
値
よ
り
も
高
い
数
字
で
あ
る
｡

一
･
三
%
に
お
よ
ぶ
｡
そ
れ
は
､
多
く
の
先
進
国
に
お
け



第12表 何 人 で 高 齢 者 を 支 え る か

65-

20-64歳

60-

15-60歳

65-

15-64歳

6.7

5.3

3.9

4.9

3.7

7.5人

6.0

4.3

1980

1990

2000

2025

一
般
に
'
生
産
年
齢
人
口
は
'

一
五
歳
か
ら
六
四
歳
ま
で
と
さ
れ
る

が
'
そ
の
生
産
年
齢
人
口
が
六
五
歳
以
上
の
人
口
を
支
え
る
と
す
れ
ば
'

現
在
七
･
五
人
で

一
人
を
支
え
て
い
る
の
が
'
二
1
世
紀
に
入
る
と
四
･

三
人
で

一
人
を
支
え
る
こ
と
に
な
る
｡

も
し
'
現
在
の
よ
う
に
'
六

〇
歳
定
年
が
実
現
し
か
ね
て
い
る
よ
う

な
状
況
に
大
き
な
変
化
が
な
い
と
す
れ
ば
'
二

一
世
紀
に
入
る
と
二

･

八
人
で

1
人
を
支
え
'
二

〇
二
五
年
に
は
'
二

･
一
人
で

一
人
を
と
い

ぅ
こ
と
に
な
る
｡
少
な
-
と
も
二

一
世
紀
に
は
'
六
五
歳
ま
で
は
働
く

こ
と
が
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

し
か
も
'
現
実
に
は
'
日
本
で
は
'

一
五
歳
か
ら

一
九
歳
ま
で
の
う

ち
生
産
に
従
事
し
て
い
る
人
口
は
二
割
に
す
ぎ
ず
'
二
〇
歳
か
ら
二
四

歳
の
人
口
中
に
も
同
じ
-
約
二
割
の
就
業
人
口
が
い
る
か
ら
'
生
産
年

齢
人
口
は
､
二
〇
歳
か
ら
六
四
歳
ま
で
と
す
る
方
が
実
態
に
即
し
て
い

る
｡そ

う
す
る
と
'
新
し
い
世
紀
を
迎
え
る
と
き
'
六
五
歳
定
年
が
実
現

し
て
も
'
老
人

一
人
を
四
人
で
､
さ
ら
に
二
五
年
た
っ
た
時
点
で
二

･

六
人
で
支
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
少
々
恐
ろ
し
い
よ
う
な
数
字
で
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あ
る
が
'
そ
れ
は
虐
横
で
も
個
喝
で
も
な
い
｡
多
少
の
誤
差
は
生
じ
て
も
'
確
実
に
そ
う
い
う
時
代
が
到
来
す
る

の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
高
齢
化
の
も
た
ら
す
深
刻
な
問
題
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
'
加
え
て
低
成
長
下
の
国
家
財
政

が
き
び
し
く
な

っ
て
以
来
'
い
わ
ゆ
る
福
祉
国
家
像
は
見
直
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
｡
そ
し
て
'
家
庭
基
盤
を
充

実
し
､
高
齢
者
の
福
祉
を
家
庭
に
期
待
し
よ
う
と
す
る
日
本
型
福
祉
社
会
が
､
こ

の
二
㌔
三
年
来
強
く
唱
え
ら
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
｡

前
に
ふ
れ
た
よ
う
に
'
わ
が
国
に
お
け
る
老
人
の
子
ど
も
や
孫
と
の
同
居
率
は
､
今
で
も
七
割
に
お
よ
び
､
欧

米
先
進
諸
国
に
比
べ
て
驚
く
べ
き
高
率
で
あ
る
｡
し
か
し
'
こ
の
よ
う
な
同
居
を
頼
り
に
し
た
老
後
の
生
活
保
障

は
'
今
後
も
こ
れ
ま
で
同
様
に
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
｡
同
居
率
が
漸
減
し
て
い
る
よ
う
に
､

老
後
の
扶
養
を
子
ど
も
に
頼
る
つ
も
り
と
い
う
人
も
'
世
論
調
査
の
示
す
よ
う
に
､
明
ら
か
に
減
少
し
て
い
る
｡

ま
た
'
同
じ
く

調
査
の
結
果
で
は
､
同
居
志
向
も
強
い
L
t
親
の
扶
養
を
で
き
る
こ
と
な
ら
当
然
の
こ
と
と

す
る
意
識
も
す
た
れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
､
雇
用
者
の
増
加
傾
向
か
ら
み
て
別
居
は
ふ
え
て
ゆ
く
に
ち
が
い
な

い
｡
そ
し
て
'
そ
の
別
居
が
相
互
に
望
ん
で
の
選
択
的
別
居
以
外
に
､
住
居
が
同
居
を
許
さ
な
い
た
め
の
強
制
的

別
居
も
'
住
宅
の
飛
躍
的
な
改
善
が
な
い
か
ぎ
り
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
｡

現
在
で
も
'
都
市
の
下
層
で
は
､
こ
う
し
た
強
制
的
別
居
が
少
な
-
な
い
｡
そ
う
し
た
人
た
ち
が
配
偶
者
を
失

な
い
病
弱
に
な

っ
て
､
強
制
的
同
居
の
状
態
に
な
る
と
き
､
そ
の
老
後
は
'
老
人
に
と

っ
て
不
幸
で
あ
る
だ
け
で

な
-
'
子
や
孫
の
不
幸
に
も
つ
な
が
る
｡

-103-



こ
う
し
て
､
親
子
同
居
の
遺
風
に
た
よ
り
,
こ

れ
を
も

っ
て
日
本
型
福
祉
社
会
と
よ
び
'
社
会
保
障
や
社
会
福

祉
の
費
用
を
節
約
し
よ
う
と
す
る
な
ら
,
そ
れ
は
大
き
な
幻
想
に
終
わ
る
に
ち
か
い
な
い
｡
そ
う
し
た
同
居
を
'

強
い
ら
れ
た
不
幸
な
同
居
で
は
な
く
,
望
ま
れ
た
幸
せ
な
同
居
に
す
る
た
め
に
も
,
社
会
保
障
や
社
会
福
祉
は
不

可
欠
で
あ
る
｡

し
か
し
,
そ
の
社
会
保
障
は
､
現
状
で
推
移
す
る
場
合
､
著
し
い
高
負
担
に
な
る
｡
総
理
府
の
世
論
調
査
に
よ

れ
ば
､
社
会
保
障
充
実
の
た
め
に
は
､
高
負
担
も
や
む
な
し
と
考
え
る
人
が
二

九
六
〇
年
前
後
に
は
四
割
を
こ
え

た
が
､
七
〇
年
こ
ろ
に
は
三
割
を
割
り
､
最
近
の
調
査
で
も
,
高
福
祉
高
負
担
に
賛
成
す
る
も
の
二
四
%
に
対
し
'

反
対
す
る
も
の
が
四
〇
%
に
及
ぶ
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
現
状
の
ま
ま
で
は
､
将
来
､
社
会
保
障
費
の
負
担
を
め
ぐ

っ
て
'
世
代
間
戟
争
も
お
き
か
ね
な
い
｡

そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
は
､
年
金
受
給
年
齢
を

毒

に
六
五
歳
に
し
､
し
か
も
給
付
費
も
､
掛
金
を
出
す
世
代
の

所
得
と
の
均
衡
を
計
り
､
現
在
約
束
さ
れ
て
い
る
水
準
も
ひ
き
下
げ
ざ
る
を
え
な
い
｡
し
か
も
､
そ
の
引
き
下
げ

は
上
層
に
き
び
し
く
'
下
層
の
最
低
の
保
障
は
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
｡

六
〇
歳
の
定
年
延
長
が
叫
ば
れ
て
久
し
い
の
に
,
現
在
な
お
六
〇
歳
以
上
の
定
年
が
五
五
歳
定
年
を
わ
ず
か
に

上
ま
わ
る
よ
う
に
な

っ
た
も
の
の
,
そ
れ
で
も
四
割
五
分
に
と
ど
ま
る
と
い
う
状
況
か
ら
み
て
'
六
五
歳
ま
で
働

け
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
'
決
し
て
容
易
で
は
な
い
｡

ま
た
､
社
会
保
障
制
度
の
総
合
調
整
が
論
じ
ら
れ
て
か
ら
二
〇
年
に
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
そ
の
根
本
的
調

整
は
行
わ
れ
な
か

っ
た
｡
体
系
的
整
合
性
を
も

っ
た
社
会
保
障
を
実
現
す
る
こ
と
も
､
き
わ
め
て
難
し
い
｡
し
か
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し
,
い
か
に
困
難
で
あ

っ
て
も
､
社
会
保
障
と
雇
用
の
そ
れ
ぞ
れ
を
調
整
し
な
が
ら
'
両
者
を
う
ま
-
接
合
す
る

と
い
う
課
題
は
,
二

毒

紀
に
む
け
て
日
本
社
会
が
否
応
な
し
に
答
え
ざ
る
を
え
な
い
問
題
な
の
で
あ
る
｡

そ
し
て
,
こ
う
し
た
問
題
を
考
え
る
場
合
,
今
後
は
,
女
性
の
職
場

へ
の
進
出
が
'
い
よ
い
よ
増
加
す
る
で
あ

ろ
う
こ
と
も
計
算
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
｡
男
が
外
で
働
き
､
女
が
内
を
守
る
と
い
う
原
則
で
つ
く
ら
れ
て
い
た

社
会
の
シ
ス
テ
ム
は
変
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
｡
日
本
型
福
祉
社
会
論
は
'
こ
の
点
で
も
成
り
立
ち
が
た
い
の
で
あ

る

｡し
か
も
､
現
在
､
合
計
特
殊
出
生
率
が

二

七
三
に
ま
で
下

っ
て
い
る
状
況
が
'
人
∩
問
題
研
究
所
の
推
計
が

前
提
し
て
い
る
よ
う
に
,

二

六
八
ま
で
低
下
し
た
あ
と
､
二

･
〇
九
の
置
き
換
え
水
準
に
ま
で
上
昇
す
る
た
め

に
は
'
女
性
に

ど
も
を
産
ん
で
も
ら
え
る
条
件
を

つ
-
る
必
要
が
あ
る
｡
社
会
保
障
制
度
の
看
板
を
そ
ろ
え
る

た
め
に
設
け
ら
れ
た
児
童
手
当
制
度
も
､
こ
の
見
地
か
ら
見
直
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
｡
職
業
と
両
立
し
う
る
保
育
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の
あ
り
方
ら
探

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
'
そ
し
て
､
今
後
の
家
族
の
あ
り
方
も
改
め
て
新
し
い
発
想
の
も
と
に
'

考
え
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

現
代
の
マ
イ
ホ
ー
ム
的
な
家
族
は
'
そ
れ
を
と
り
ま
-
親
族
や
村
や
町
か
ら
'

前
に
比
べ
て
'
は
る
か
に
自
由

に
な

っ
た
｡
家

の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
は
､
そ
う
し
た
制
約
か
ら
解
放
さ
れ
て
､
ひ
た
す
ら

マ
イ
ホ
ー
ム
の
利
益
を
追

求
し
て
い
る
｡

け
れ
ど
も
同
時
に
'
そ
の
家
族
は
'
社
会
的
な
連
帯
を
欠
き
'
社
会
か
ら
閉
ざ
さ
れ
た
小
宇
宙
と
し
て
の
不
安
定

さ
に
悩
ま
ざ
る
を
え
な
い
｡
そ
の
よ
う
な
家
族
は
'
新
し
い
社
会
的
連
帯
を
求
め
て
開
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡



歴
者
で
あ
れ
ば
､
部
課
長
ポ
ス
ト
に
つ
け
る
と
い
う
学
歴
主
義
は
通
用
し
な
-
な
り
､
三

世
紀
に
は
'
高
学
歴

中
高
年
層
の
多
く
が
管
理
職
に
な
り
え
な
い
よ
う
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
｡
年
功
序
列
制
は
-
ず
れ
ざ
る
を
え

な

い
で
あ
ろ
う
し
,
業
績
主
義
や
能
力
主
義
が
い
っ
そ
･つ
強
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
う
な

っ
た
と
き
､
企
業
は
'

社
会
的
連
帯
を
託
せ
る
場
と
し
て
は
不
充
分
に
な
る
｡

こ
う
し
て
､
公
的
な
社
会
保
障
の
負
担
を
,
企
業
に
転
稼
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
'
将
来
い
っ
そ
う
難
し
く
な

る
に
ち
が
い
な
い
｡
そ
し
て
,
敢
て
そ
う
す
る
な
ら
､
企
業
の
優
劣
に
よ
る
生
活
保
障
の
格
差
が
'
現
在
よ
り
も

拡
が
り
,
日
本
人
は
,
い
わ
ば

毒

国
民
､
二
等
国
民
と
い
う
よ
う
に
'
ふ
り
分
け
ら
れ
'
二
等
国
民
に
も
な
れ

ぬ
三
等
国
民
や
四
等
国
民
は
,
自
立
L
が
た
い
弱
者
と
し
て
見
捨
て
ら
れ
'
国
民
的
基
盤
の
階
層
的
亀
裂
が
大
き

く
な
る
｡
そ
う
な
れ
ば

一
等
国
民
や
二
等
国
民
の
強
者
も
､
そ
の
亀
裂
の
た
め
に
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

る
｡
社
会
保
障
は
'
職
場
を
支
え
る
も
の
と
し
て
も
必
要
な
の
で
あ
る
｡

そ
し
て
､
将
来
,
こ
う
し
た
職
場
に
の
み
生
き
甲
斐
を
見
出
す
日
本
人
が
少
な
-
な
り
へ
し
か
も
､
職
場
を
離

れ
て
か
ら
の
人
生
も
良
く
な

っ
て
い
る
と
す
れ
ば
'
新
し
い
社
会
的
連
帯
が
地
域
社
会
の
中
に
生
ま
れ
て
こ

な
け
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そ
う
し
た
連
帯
は
,
既
述
の
よ
う
に
,
現
在
主
と
し
て
職
場
に
求
め
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
職
場
に
は
､
家
族
主

義
的
集
望

義
が
生
き
て
い
た
の
で
あ

っ
た
｡
し
か
し
,
そ
れ
は
,
今
後
も

つ
づ
-
で
あ
ろ
う
か
｡
働
き
中
毒
と

ま
で
い
わ
れ
た
日
本
人
の
仕
事
へ
の
生
き
甲
斐
が
､
将
来
と
も
多
-
の
人
に
保
障
さ
れ
る
と
は
い
い
が
た
い
｡

｢生
き
が
い
は
仕
事
か
,
仕
事
以
外
か
｣
と
問
わ
れ
る
翌

に
お
い
て
,
仕
事
の
方
に
生
き
甲
斐
を
感
じ
る
人

は
､
年
と
と
も
に
減
っ
て
き
て
お
り
,
そ
れ
は
,
若
い
世
代
に
顕
著
で
あ
る
｡
ま
た
､
企

に
お
い
て
も
'
高
学
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れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
れ
は
､
前
に
も
ふ
れ
た
コ
-

ユ
ニ
テ
ィ
を

つ
-
り
あ
げ
る
と
い
う
こ
と
に
は
か
な
ら
な
い
｡

な
わ
れ
た
地
域
共
同
体
的
な
旧
い
連
帯
を
､
新
し
い
コ
-

ユ
ニ
テ
ィ
と
し
て
再
建
す
る
こ

と
は
'
言
葉
で
い

う
ほ
ど
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
｡
し
か
し
,

い
か
に
難
し
-
て
も
,

コ
-

ユ
ニ
テ
ィ
活
動
は
､
強
め
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
｡
そ
し
て
,
そ
の
た
め
に
は
,
社
会
福
祉
-

ビ
ス
が
い

っ
そ
う
必
要
に
な
る
｡
核
家
族
化
の
中
で

家
族
の
機
能
は
弱
体
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
,
そ
の
家
族
の
連
帯
を
､
福
祉
-

ビ
ス
は
補
強
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
た
†

ビ
ス
へ
の
ニ
ー
ズ
は
,
今
後
さ
ら
に
多
様
に
な
り
拡
が
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
'
そ
れ
は
'
福
祉

は
無
料
と
い
う
誤

っ
た
観
念
を
捨
て
,
応
能
応
益
の
有
償
の
サ
ー
ビ

ス
と
し
て
も
拡
充
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡
近

年
,
施
設
処
遇
だ
け
が
万
能
で
は
な
く

コ
-

ユ
ニ
テ
ィ

･
ケ
ア
に
よ
る
在
宅
福
祉
が
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
が
,
そ
の
よ
う
な
ケ
ア
は
､
貧
し
い
人
た
ち
や

ハ
ン
デ

ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
も

っ
た
人
た
ち
の
た
め
に
'

コ

ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の
再
建
を
必
要
と
し
て
い
る
だ
け
で
な
-
､
す
べ
て
の
人
の
福
祉
の
た
め
に
も
'
失
な
わ
れ
た
地
域

の
連
帯
が
'
新
し
い
コ
-

ユ
ニ
テ
ィ
の
連
帯
と
し
て
再
生
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
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こ

れ
か
ら
の
日
本
社
会
が
当
面
す
る

題
は
､
も
ち

ろ
ん
以
上

に
尽
き
る
も

の
で
は
な

い
｡
日
本
は
'
戦
後

の
苦
難
を
乗
り
こ
え
'
驚
異
的
な
高
度
経
済
成
長
に
よ

っ
て
､

1
九
六

〇
年
代
の
終
わ
り
に
は
'
世
界
第
三
位
の

経
済
大
国
と
な

っ
た
｡
そ
し
て
､
低
成
長
時
代
に
な

っ
て
も
'
先
進

が
悩
ん
で
い
る
苦
境
に
比
べ
る
と
'
何

と
か
こ
れ
ま
で
凌
い
で
き
た
｡

し
か
し
､
そ
の
経
済
大
国
の
実
情
は
､

エ
ズ
ラ

･
ヴ

ォ
-
ゲ

ル
が
い
う
よ
う
に
‥

一

l
a
p
an

as
N
um
ber

1

"



な
ど
と
い
え
る
も
の
で
は
な
い
｡
彼
が
'
そ
の
書
物
の
序
文
に
ふ
れ
た

コ
ス
ト
が
'
成
功
の
蔭
に
支
払
わ
れ
て
い

る
｡た

と
え
ば
､
日
本
人
の
生
活
環
境
は
､
経
済
成
長
の
余
沢
で
'
昔
に
比
べ
れ
ば
整
備
さ
れ
た
が
､
生
産
関
連
に

社
会
資

投
資
の
大
部
分
が
注
ぎ
こ
ま
れ
､
生
活
関
連
の
社
会
資
本
整
備
が
お
く
れ
'
そ
の
点
で
は
､
な
お
欧
米

進
国
と
距
離
が
あ
る
｡

こ
れ
か
ら
の
日
本
は
､
い
か
に
苦
し
く
な
ろ
う
と
も
､
国
民
生
活
の
安
定
と
国
民
社
会
の
統
合
を
確
保
す
る
た

め
に
'
社
会
保
障
や
社
会
福
祉
を
重
視
し
'
そ
れ
に
必
要
な
費
用
を
何
と
し
て
も
充
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
､

お
く
れ
て
い
る
生
活
環
境
の
保
全
や
整
備
に
も
力
を

つ
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
の
点
に
お
い
て
も
､
身
近

な
地
域
社
会
レ
ベ
ル
で
の
コ
-

ユ
ニ
テ
ィ
活
動
が
必
要
で
あ
り
､
地
方
自
治

へ
の
主
体
的
な
参
加
が
望
ま
れ
る
｡

そ
し
て
'
い
わ
ば
､
家
庭
と
職
場
に
閉
塞
し
て
き
た
戦
後
の
日
本
人
が
'
あ
ら
た
め
て
地
域
に
目
を
向
け
'
こ

の
地
方
自
治

へ
の
参
加
を
通
じ
て
国
政

へ
開
眼
す
る
と
き
､
将
来
の
困
難
な
多
く
の
課
題
に
挑
戦
す
る
こ
と
も
可

能
に
な
る
の
で
あ
る
｡
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●

年

齢

構

成

の

変

化

厚
生
省
人
口
問
題
研
究
所
所
長

岡

崎

陽



は
じ
め
に

出
生
率
と
死
亡
率
の
低
下
は
,
日
本
人
口
の
増
加
率
に
大
き
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
が
､
そ
れ
に
も
ま
し
て
日

本
人
日
の
年
齢
構
成
を
著
し
-
変
化
さ
せ
た
｡
い
わ
ゆ
る
人
口
高
齢
化
は
現
在
わ
が
国
で
最
も
広
-
関
心
を
集
め

て
い
る
現
象
で
あ
り
,
そ
れ
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
高
齢
化
社
会
の
問
題
は
'
い
ろ
い
ろ
な
角

か
ら
論
議
さ

れ
て
い
る
｡
わ
が
貫
の
人
口
高
齢
化
が
先
輩
諸
富
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
先
進
諸
富
よ
り
も
急
速
で
あ
る
こ
と
が

大
き
な
特
徴
で
あ
る
が
,
そ
れ
は
わ
が
国
に
お
い
て
出
生
率
と
死
亡
率
の
低
下
が

表

と
急
速
で
あ

っ
た
こ
と
か

ら
生
じ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
｡

▲

年
齢
構
成
の
変
化
は
､
人
口
の
分
野
に
限

っ
て
み
れ
ば
,
比
較
的
単
純
な
'
ま
た
歴
史
的
に
み
て
普
遍
的
な
現

象
で
あ
る
が
､
そ
の
経
済
お
よ
び
社
会
に
与
え
る
影
響
は
ま
こ
と
に
著
し
い
も
の
が
あ
る
｡
そ
う
し
た
年
齢
構
成

の
変
化
は
あ
ま
り
人
目
に
つ
か
な
い
地
味
な
変
化
で
あ
る
た
め
に
'
入
口
研
究
者
な
ど
が
統
計
的
に
そ
の
事
実
を

示
し
て
見
せ
な
い
か
ぎ
り
人
々
の
注
意
を
ひ
か
な
い
こ
と
が
多
い
｡
そ
の
結
果
'
経
済
や
社
会
に
お
い
て
旧
く
か

ら
作
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
制
度
や
慣
習
が
'
年
齢
構
成
の
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
固
執
さ
れ

つ
づ
け
る
こ
と
が
あ

る
｡
こ

う
し
て
､
あ
ち
こ

ち
に
摩
擦
を
起
こ

す
こ
と
が
多
い
｡
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そ
の

一
例
は
わ
が
国
の
雇
用
に
関
す
る
制
度
や
慣

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡
い
わ
ゆ
る
若
年
労
働
力
を
比
較
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的
低
い
賃
金
で
雇
用
し
､
年
齢
が
高
ま
る
と
と
も
に
賃
金
が
1
昇
す
る
と
い
う
年
功
型
賃
金
や
ま
た
長
幼
の
序
列

を
重
ん
じ
る
人
事
管
理
と
い
っ
た
も
の
は
,
わ
が
国
の
人
口
の
年
齢
構
成
が
戦
前
富
士
山
型
で
あ
り
､
長
い
間
そ

の
型
を
崩
さ
な
か

っ
た
時
代
に
出
来
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
が
､
年
齢
構
成
が
変
化
し
っ
つ
あ
る
今
日
で
も
ま
だ

残

っ
て
い
る
の
で
,
聖

同
年
労
働
の
問
題
と
い
わ
れ
て
い
る
摩
擦
を
ひ
き
お
こ
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

人
口
の

齢
構
成
の
変
化
を
十
分
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
､
今
世
紀
末
ま
で
の
期
間
お
よ
び
来
世
紀
に
入

っ
て
か

ら
日
本
人
日
が
著
し
-
高
齢
化
す
る
と
き
に
は
,
も
は
や
収
拾
が

つ
か
な
い
ほ
ど
重
大
な
問
題
が
発
生
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
で
あ
ろ
う
｡

こ
う
い
っ
た
問
璽

思
識
を
も

っ
て
,
本
章
で
は
年
齢
構
成
の
変
化
の
予
測
と
そ
れ
が
も
た
ら
す
問
題
点
に
つ
い

明
す
る
こ
と
に
し
よ
う
｡
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一

年
齢
構
成
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
か

日
本
の
人
口
の
年
齢
構
成
は
長
い
間
あ
ま
り
変
化
し
な
か

っ
た
｡
そ
れ
は
出
生
率
が
戟
前
長
期
間
に
わ
た
り
比

較
的
高
い
水
準
に
維
持
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
｡
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
'
わ
が
国
の
出
生
率
が
低
下
を

始
め
た
の
は

一
九
二
〇
年
す
な
わ
ち
大
正
九
年
ご
ろ
か
ら
で
あ
る
が
'
そ
の
場
合
も
低
下
の
テ
ン
ポ
は
き
わ
め
て

緩
か
で
あ

っ
た
｡
当
時
は
国
の
政
策
と
し
て
む
し
ろ
多
産
が
望
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
､
ま
た
多
産
な
農
家
が



人
口
の
中
で
多
く
を
占
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡
戦
前
の
出
生
率
低
下
は
都
市
の
サ
ラ
-
1
マ
ン
層
に
お
い
て
み

ら
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
｡

人
口
統
計
学
者

ロ
ト
カ
の
安
定
人
口
理
論
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
､
年
齢
構
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
の
は
死

亡
率
よ
り
も
む
し
ろ
出
生
率
で
あ
る
か
ら
'
出
生
率
が
あ
ま
り
変
わ
ら
な
か

っ
た
た
め
に
年
齢
構
成
も
変
化
し
な

か
っ
た
の
で
あ
る
｡
戟
前
の
人
口
ビ
ラ
-
ッ
ド
は
い
ず
れ
も
'
き
れ
い
な
富
士
山
型
で
あ
り
､
そ
の
中
で
六
五
歳

以
上
の
高
齢
者
の
占
め
る
割
合
は

つ
ね
に
五
%
前
後
で
あ
り
'
そ
の
他
の
年
齢
の
人
口
の
割
合
も
ほ
と
ん
ど
変
わ

ら
な
か

っ
た
｡

出
生
率
が
本
格
的
に
低
下
を
始
め
た
の
は
戦
後
の
こ
と
で
あ
り
'
戟
後
の
ベ
ビ
-

･
ブ
ー
ム

(
昭
和
二
二
～

二
四
年
)
が
終
わ
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
｡
昭
和
二
二
年
に
年
間
出
生
数
は
二
六
八
万
人
'
そ
の
年
の
普
通
出

生
率
は
人
口

0
0
0
人
に
つ
き
三
四

･
五
人
で
あ

っ
た
が
へ
昭
和
三
五
年
に
は
出
生
数
は

一
〇
〇
万
人
以
上
も
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少
な
い
1
六

1
万
人
'
普
通
出
生
率
は
半
減
し
て
人
口
1
0
0
0
人
に
つ
き

一
七

二

天

に
下

っ
て
い
る
｡
こ
の
よ

う
に
急
激
な
出
生
率
の
低
下
を
原
因
と
し
て
年
齢
構
成
が
変
化
を
始
め
た
｡

昭
和
三
五
年
に
行
わ
れ
た
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
と
､

一
五
歳
未
満
の
年
少
人
口
の
割
合
は
三
〇
%
と
な

っ

て
い
る
が
'
こ
れ
は
昭
和

一
五
年
に
そ
の
割
合
が
三
六

･
一
%
で
あ

っ
た
の
と
比
べ
て
明
ら
か
に
低
く
な

っ
て
い

る
｡
す
で
に
人
口
ビ
ラ
-
ツ
ド
の
梶
は
挟
ま
り
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
'
六
五
歳
以
上
の
老
年
人
口
の

割
合
は
五

･
七
%
で
､
昭
和

1
五
年
の
四

･
七
%
と
比
べ
る
と
若
干
高
ま

っ
て
い
る
も
の
の
'
こ
の
部
分
の
変
化

ヽ

は
ま
た
小
さ
か

っ
た
｡
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し
か
し
'
昭
和
三
〇
年
代
以
降
出
生
率
は
低
水
準
に
維
持
さ
れ
た
し
､
ま
た
同
時
に
死
亡
率
の
低
下
と
低
水
準

へ
の
維
持
が
続
い
た
た
め
に
年
齢
構
成
は
次
第
に
著
し
い
変
化
を
み
せ
る
よ
う
に
な

っ
た
｡
昭
和
五
五
年
国
勢
調

査
の
と
き
ま
で
の
変
化
は
､
年
少
人
口
の
割
合
を
二
三

･
五
%
ま
で
引
き
下
げ
'
老
年
人
口
の
割
合
を
九
%
ま
で

高
め
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
来
て
い
る
｡

昭
和
四
五
年
に
は
老
年
人
口
の
割
合
が
七

･
一
%
と
な
り
'
国
際
連
合
の
文
献

(
『
人
口
高
齢
化
と
そ
の
経
済

的
社
会
的
意
義
』
)
が
定
義
し
た

｢
老
化
し
た
人
口
｣
の
仲
間
入
り
を
し
た
｡
昭
和
四
七
年
に
は
小
説

『
悦
惚
の

人
』
が
ベ
ス
ト

･
セ
ラ
ー
に
な
り
､
さ
ら
に
昭
和
四
八
年
は
高
齢
者
の
た
め
の
諸
施
策
が
強
化
さ
れ
'

｢
福
祉
元

年
｣
と
い
わ
れ
た
年
で
あ

っ
た
｡
こ
う
し
て
'
日
本
人
口
の
年
齢
構
成
の
変
化
が
次
第
に
人
々
の
注
目
を
浴
び
る

よ
う
に
な

っ
て
き
た
の
で
あ
る
｡
高
齢
化
社
会
と
い
う
言
葉
が
氾
濫
し
始
め
た
の
は
こ
の
頃
か
ら
で
あ
る
｡
た
ま

た
ま
昭
和
四
八
年
は
石
油
危
機
が
起

っ
た
年
で
'
そ
の
た
め
に
先
進
諸
国
の
経
済
が
打
撃
を
蒙
り
､
高
齢
化
社
会

へ
の
対
応
が
財
政
的
に
困
難
に
な

っ
た
｡
高
齢
化
社
会
の
問
題
は
､
そ
の
た
め
に
'
い
っ
そ
う
深
刻
な
問
題
と
し

て
う
け
と
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
｡

人
口
高
齢
化
が
今
後
ど
の
よ
う
に
進
む
か
と
い
う
予
測
は
'
将
来
推
計
人
口
に
よ

っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡

昭
和
五
六
年

二

月
に
厚
生
省
が
発
表
し
た
将
来
推
計
人
口
に
よ
れ
ば

(義

-
)へ
総
人

口
は
昭
和
八
五
年
に

一

億
三

〇
〇
〇
万
人
を
わ
ず
か
に
越
し
た
と
こ

ろ
で
ピ
ー
ク
に
な
り
'
そ
の
後
､
約
六

〇
年
に
わ
た

っ
て
減
少
し
'

昭
和

一
五

〇
年
頃
に
ほ
ぼ
現
在
と
同
じ
大
き
さ
の
人
口
と
な

っ
て
静
止
す
る
と
み
ら
れ
て
い
る
｡
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そ
う
し
た
な
か
で
六
五
歳
以
上
の
高
齢

は
'
現
在
お
よ
そ

一
〇
〇
〇
万
人
で
あ
る
の
が
次
第
に
増
加
し
､
昭



蓑 1 日本人口の将来推計

年 次 総 人 口 I65歳以上人口 割 合
(千 人)ii (千人)1 (%)

昭和55年 iL116,916 …ti 10,578 9.110_160 i120,301 毒 12,198I
65 122,834 14,290 11.6

70 125,383 17,08219,943 I13.6!15.675 128,119

80 130,008 22,228 17,1

85 130,276 24,478 18.8

90 129.332 27,311 !21.1i
95 128,115 27,950 21.8

100 127,184 27,079 21.3

110 124,945 26,198 21.0

120 121,800 26,902 22.1

130 120,172 23,856 19.9

140 119,029 23,114 19.4

(資料)人口問題研究所 『日本の将来推計入日』
昭和56年11月推計,中位推計値 ｡

和
七
五
年
に
約
二

〇
〇
〇
万
人
に

な
り
､
さ
ら
に
増
加

し

て
昭

和

九

〇
年
か
ら

二

一
〇
年
ま
で
の
問

に
は
二
七
U
〇
万
人
か
ら
二
八
8

万
人
と
い
う
大
量
の
高
齢
者
が
算

出
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
時
期
は
､

大
正
末
期
か
ら
昭
和
二

〇
年
代
前

期
の
ベ
ビ
ー
･
ブ
ー
ム
ま
で
年
間

二
〇
〇
万
人
を
越
え
る
出
生
数
を

示
し
た
大
型
の
コ
ウ
ホ
-
ト

(出

生
集
団
)
が
そ
の
後
の
死
亡
率
低

下
の
お
か
げ
で
高
齢
者
と
し
て
生

き
残
る
時
期
に
当

っ
て
お
り
､
そ
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れ
が
超
高
齢
化
の
原
因
と
な
る
の
で
あ
る
｡

そ
の
た
め
､
昭
和

二

一〇
年
以
降
に
な

っ
て
､
昭
和
三

〇
年
代
生
ま
れ
の
少
産
時
代
の
出
生
集
団
が
高
齢
者
に

な
る
に
つ
れ
て
､
表
I
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
'
高
齢
者
の
数
も
や
や
減
少
し
'
二
三

〇
〇
万
人
て
い
ど
に
落
ち
着

く
で
あ
ろ
う
｡



年齢構成の変化

こ
の
よ
う
な
動
き
を
反
映
し
て
､
総
人
口
に
占
め
る
高
齢
者
の
割
合
は
'
現
在
九
%
て
い
ど
で
あ
る
の
が
次
第

に
上
昇
し
､
昭
和
七
五
年
に

言

二
ハ
%
と
ほ
ぼ
現
在
の
西
欧
先
進
国
の
水
準
に
追
い
つ
-
｡
し
か
し
､
こ
の
割

合
は
さ
ら
に
上
昇
し
て
､
昭
和
九

〇
年
か
ら

一
二
〇
年
の
問
に
は
二
〇
%
を
越
え
､
と
き
に
は
二
二
%
と
い
う
高

さ
に
達
す
る
｡
こ

れ
は
,
い
ま
ま
で
先
例
の
な
い
超
高
齢
割
合
で
あ
り
､
そ
の
対
応
策
に
つ
い
て
よ
ほ
ど
の
努
力

を
要
す
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
時
期
を
乗
り
切
れ
ば
･
や
や
事
態
は
緩
和
し
て

五

%
て
い
ど
の
高
齢
者
割
合
に
落

ち
着
く
み
こ
み
で
あ
る
｡

こ
の
厚
生
省
の
将
来
推
計
人
口
は
'
昭
和
五
五
年
国
勢

査
に
よ
る
男
女
年
齢
別
人
口
を
基
準
人
口
と
し
､
死

亡
率
､
出
生
率
の
将
来
水
準
を
予
測
し
て
計
算
し
た
も
の
で
あ
る
｡
死
亡
率
は
今
後
な
お
低
下
し
'
平
均
寿
命
で

示
し
て
昭
和

li
O
〇
年
に
男
の
平
均

命
が
七
五

･
〇
七
年
'
女
の
そ
れ
が
八

〇
･
四

一
年
に
達
す
る
と
仮
定

さ
れ
て
い
る
｡
出
生
率
は
合
計
特
殊

生
率
で
表
示
し
て
､
昭
和
六

〇
年
に

二

六
八
ま
で
漸
減
L
t
そ
の
後
回
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復
し
て
昭
竺

0
0
年
に
二

･
〇
九
に
達
す
る
と
仮
定
さ
れ
て
い
る
｡
出
生
率
は
今
後
暫
-
低
下
し
'
や
が
て
回

復
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
'
こ
れ
は
昭
和
五

〇
年
代
の
低
下
は
高
学
歴
化
に
よ
る
結
婚
の
遅
れ
へ
し
た
が

っ

て
出
産
の
遅
れ
に
よ
る
も
の
で
'
平
均
二
子
を
産
む
と
い
う
基
調
に
は
変
化
が
な
い
の
で
､
昭
和
六

〇
年
ご
ろ
か

ら
回
復
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡

以
上
,
日
本
の
人
口
の
年
齢
構
成
が
出
生
率
､
死
亡
率
の
低
下
と
と
も
に
変
化
す
る
こ
と
を
中
心
に
､
長
期
的

な
展
望
を
も

っ
て
概
説
し
た
が
､
今
後
の
最
大
の
問
題
は
'
急
速
か

つ
厳
し
い
高
齢
化
の
問
韻
で
あ
る
｡



二

扶
養
負
担
が
増
大
す
る

年
齢
構
成
の
変
化
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
-

ひ
き
お
こ
す
｡
そ
の
中
で
最
も
重
要
な
問
題
は
'
扶
養
負
担
が
増
大

す
る
こ
と
で
あ
る
｡

人
口
構
造
の
上
か
ら
扶
養
負
担
を
考
え
る
場
合
,
も

っ
と
も

表

的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
指
標
は
従
属
人
口
指

数
で
あ
る
｡
こ
れ
は
人
口
を
年
齢
に
よ
っ
て
従
属
人
口
と
生
産
年
齢
人
口
に
分
け
'
生
産
年
齢
入
口
に
対
し
て
従

属
人
口
が
ど
の
位
の
割
合
に
な

っ
て
い
る
か
を
計
算
し
た
も
の
で
あ
る
｡
従
来
か
ら
'
従
属
人
口
と
し
て
は
'

〇

二

E
I歳
の
年
少
人
口
と
六
五
歳
以
上
の
老
年
人
口
の
二
つ
の
人
口
が
考
え
ら
れ
て
い
る
.
い
う
ま
で
も
な
-
､

年
少
人
口
は
子
供
ま
た
は
就
学
中
の
人
口
で
あ
り
,
親
ま
た
は
社
会
に
よ

っ
て
扶
養
さ
れ
て
い
る
人
口
で
あ
る
｡

嘉

歳
末
満
の
人
口
は
わ
が
国
で
は
義
務
教
育
終
了
前
の
人
口
で
あ
り
'
こ
れ
を
従
属
人
口
に
含
め
る
こ
と
に
異

論
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
最
近
の
実
状
は

1
五
歳
以
上
の
人
口
で
も
高
校
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
学
校
に

進
学
し
て
い
る
者
が
少
な
く
な
い
の
で
二

五
歳
未
満
を
年
少
従
属
人
口
と
す
る
こ
と
に
は
異
論
が
あ
る
で
あ
ろ

う
｡
こ

の
点
に
つ
い
て
は
改
め
て
考
え
る
こ

と
に
す
る
｡
と
り
あ
え
ず
､
こ
こ
で
は
従
来
の
慣
行
に
し
た
が
う
こ

と
に
し
よ
う
｡

も
う

1
つ
の
従
属
人
口
で
あ
る
老
年
人
口
は
､
老
齢
年
金
に
よ
り
所
得
保
障
を
受
け
る
ひ
と
､
あ
る
い
は
老
人
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医
療
､
老
人
福
祉
と
い
う
か
た
ち
で
社
会
的
支
援
を
受
け
る
ひ
と
と
い
う
意
味
で
の
従
属
人
口
で
あ
る
｡
も
ち
ろ

ん
､
そ
の
中
に
は
生
活
の
大
部
分
を
社
会
の
扶
養
に
よ
ら
ず
自
力
で
生
活
し
て
い
る
ひ
と
が
居
る
｡
し
か
し
､
年

金
支
給
開
始
年
齢
や
年
齢
別
に
み
た
有
病
率
,
ね
た
き
り
率
か
ら
み
て
､
六
五
歳
以
上
の
人
口
を
老
年
従
属
合

と
考
え
る
こ

と
は
大
体
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
･
六
五
歳
と
い
う
年
齢

で

一
律

に
老
年

従
属
人
口
を
定
義
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
機
械
的
で
あ
る
と
い
う
意
見
も
み
ら
れ
る
｡
ま
た
次
第
に
健
康
状
態

が
改
善
さ
れ
る
中
で
,
画

一
的
に
六
五
歳
で

議

を
画
す
る
と
い
う
不
合
理
性
に
も
望

心し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

こ
れ
ら
の
問
題
点
は
あ
る
が
,
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
従
来
の
区
分
に
し
た
が
う
こ
と
に
す
る
｡

以
上
､
年
少
人
口
と
老
年
人
口
に
つ
い
て
述
べ
た
問
途
点
は
生
産
年
齢
人
口
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
が
､
と

り
あ
え
ず

云

-
六
四
歳
の
人
口
は
扶
養
負
担
を
負

い
う
る
人
口
と
み
て
従
属
人
口
指
数
を
計
算
す
る
と
､
そ
の

推
移
は
表
2
の
よ
う
に
な
る
｡

従
属
人
口
指
数
の
場
合
は
､
従
属
人
口
と
生
産
年
齢
人
口
の
相
対
的
な
関
係
に
な
る
の
で
､
そ
の
動
き
は
や
や

複
雑
に
な
る
｡
そ
の
理
由
は
､
生
産
年
齢
人
口
が
今
後
昭
和
七

〇
年
'･J
ろ
ま
で
増
加
の
傾
向
を
た
ど
り
､
そ
の
後

次
第
に
減
少
す
る
と
い
う
動
き
を
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
と
'
年
少
人
口
お
よ
び
老
年
人
口
が
前
述

の
よ
う
に

そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
動
き
を
す
る
こ
と
が
合
わ
さ

っ
て
'
従
属
人
口
指
数
の
変
化
が
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

衰

2
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
ま
ず
年
少
人
口
指
数
は
昭
和
七

〇
年
ま
で
低
下
し
､
そ
の
後
上
昇
に
転
じ
る
｡

し
か
し
,
上
昇
す
る
と
い
っ
て
も
三

〇
%
て
い
ど
ま
で
で
あ

っ
て
'
戟
前
の
水
準

(六

〇
%
)
と
比
べ
れ
ば
格
段

に
低
い
し
､
現
在

(
三
五
%
)
と
比
較
し
て
も
低
い
水
準
に
止
ま
る
｡
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表 2 従属人口指数の推移 (%)

年 次 年少従属 老年従属 従属人口
人口指数 人口指数 指 数

昭和55年 35.0 13.4 48.4

60 31.3 14.8 46.1

6570 26.224.6 16.6 ll 42.819.7 , 44.3

75 26.4 23.3 I 49.7

80 28.6 26.5 55.1

(資料)表 1と同じ｡

こ
れ
に
対
し
て
老
年
従

属
人
口
指
数
は
'
今
後
上

昇
の

一
途
を
た
ど
り
､
現

在

二
二
･
四
%
で
あ
る
の

が
昭
和

二

一〇
年
-こ
ろ
の

ピ
ー
ク

に
は
三
六

･
九

%
ま
で
高

ま
る
で
あ
ろ

う
｡

前
述
の
よ
う
に
こ
こ
当
分

の
問
'
生
産
年
齢
人
口
は

増
加
す
る
の
で
あ
る
が
､

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
老
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年
人
口
の
増
加
の
方
が
優
勢
で
あ
る
た
め
に
老
年
従
属
人
口
指
数
は
高
ま
る
の
で
あ
る
｡

老
年
従
属
人
口
指
数
は
読
み
か
え
れ
ば
'
老
年
人
口

人
を
何
人
の
生
産
年
齢
人
口
で
扶
養
す
る
こ
と
に
な
る

か
と
い
う
指
数
で
あ
る
｡
昭
和
五
五
年
に
は

一
人
の
老
年
人
口
を
七

･
五
人
の
生
産
年
齢
人
口
で
扶
養
す
る
と
い

ぅ
関
係
で
あ
る
が
､
昭
和
七
五
年
に
は
四

･
三
人
で
扶
養
す
る
こ
と
に
な
り
'
昭
和

三

〇
年
に
は
二

･
七
人
で

扶
養
す
る
こ
と
に
な
る
｡
生
産
年
齢
人
口
に
対
す
る
重
み
は
三
倍
ち
か
く
加
重
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
た
だ
し
,

こ
の
あ
た
り
が
最
も
苦
し
い
時
期
で
'
最
終
的
に
は
三
人
で

1
人
の
老
年
人
口
を
扶
養
す
る
と
い
う
関
係
に
な
る
｡



年齢構成の変化

そ
れ
に
し
て
も
現
在
の
二
倍
ほ
ど
の
扶
養
負
担
に
な
る
｡

年
少
従
属
人
口
指
数
と
老
年
従
属
人
口
指
数
を
加
え
た
も
の
が
従
属
人
口
指
数
で
あ
る
が
､
そ
の
値
は
今
後
次

第
に
上
昇
す
る
｡
長
期
的
に
み
て
'
昭
和
四
〇
年
.こ
ろ
か
ら
昭
和
六
五
年
'こ
ろ
ま
で
､
年
少
従
属
人
口
指
数
と
老

年
従
属
人
口
指
数
が
相
互
に
相
殺
し
合

っ
て
'
従
属
人
口
指
数
が
低
ま
る
時
期
に
あ
た

っ
て
い
る
｡
従

人
口
の

重
み
が
軽
い
わ
け
で
'
経
済
的
社
会
的
活
力
の
点
か
ら
み

て
有
利
な
条
件
に
あ
る
時
代
で
あ
る
と
言
え
る
｡
そ
の

後
､
こ

の
よ
う
な
条
件
は
徐
々
に
消
え
て
､
従
属
人
口
指
数
は
高
ま

っ
て
い
く
｡

従
属
人
口
と
し
て
は
同
じ
性
格
で
あ

っ
て
も
､
年
少
人
口
と
老
年
人
口
の
重
み
は
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
｡
金
銭
的
に
も
精
神
的
に
も
'
老
年
人
口
を
扶
養
す
る
重
み
の
方
が
重
い
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
の
た
め
､

年
齢
構
成
の
変
化
に
お
い
て
老
年
従
属
人
口
指
数
が
高
ま
る
こ
と
の
意

あ
る
｡

は
は
る
か
に
大
き
い
と
考
え
る
べ
き
で
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生
産
年
齢
人
口
に
対
す
る
従
属
人
口
の

み
が
増
大
す
る
の
を
避
け
る
方
法
は
あ
る
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
に
は

生
産
年
齢
人
口
を
な
る
べ
く
多
-
L
t
従
属
人
口
を
な
る
べ
-
少
な
-
す
る
し
か
な
い
｡
そ
ん
な
う
ま
い
方
法
が
容

易
に
見
つ
か
る
と
は
思
え
な
い
｡
し
か
し
'
た
と
え
ば
六
五
歳
以
上
で
は
な
く
'
七

〇
歳
以
上
を
老
年
人
口
と
し

た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡
ア
メ
-
カ
で
は

｢年
齢
に
よ
る
雇
閏
差
別
禁
止
法
｣
と
い
う
法
律
が
出
来
て
い
る
が
､

そ
の
場
合
七

〇
歳
を
限
界
と
L
t
七

〇
歳
に
達
し
な
い
ひ
と
に
つ
い
て
'
年
齢
を
理
由
と
し
て
雇
用
上
の
差
別
を

す
る
こ
と
は
違
法
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
｡

つ
ま
り
七

〇
歳
ま
で
は
老
人
で
は
な
い
と
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
｡



蓑 3 年齢区分を変えた場合の従属人 口指数 (%)

ケ ー ス 指 数 昭和 55 65 75 100

0-19歳A 20-6970以 上 年少人口指数老年人口指数従属人口指数 48.08.956.9 40.1ll.451.5 34.815.250.0 37.826.664.4

そ
う
す
る
と
'
生
産
年
齢
人
口
は

1
五
歳
か
ら
六
九
歳
ま
で

の
人
口
に
な
る
｡
こ
う
す
れ
ば
老
年
従
属
人
口
指
数
が
低
ま
る

こ
と
は
当
然
で
あ
る
｡
し
か
し
他
方
に
お
い
て
､
現
実
に
は
生

産
年
齢
人
口
の
下
限
は

一
五
歳
で
は
な
く
'

一
九
歳
で
あ
る
と

考
え
る
べ
き
だ
と
い
う
点
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

そ
う
す
る
と
､
○
-
一
九
歳
が
年
少
人
口
'
二
〇
-
六
九
歳
が

生
産
年
齢
人
口
'
七

〇
歳
以
上
が
老
年
人
口
と
い
う
区
分
に
な

る
｡こ

の
よ
う
に
年
齢
区
分
を
変
え
て
従
属
人
口
指
数
を
計
算
し

て
み
る
と
表
3
の
A
の
よ
う
に
な
る
｡
比
較
の
た
め
に
表
2
に

示
し
た
従
来
の
方
法
に
よ
る
値
が
B
と
し
て
並
記
さ
れ
て
い
る
｡

A
の
場
合
は
B
よ
り
も
年
少
従
属
人
口
指
数
は
高
く
な
る
が
'

老
年
従
属
人
口
指
数
は
逆
に
低
く
な
る
｡
実
際
上
'
年
少
人
口

は
○
～
一
九
歳
人
口
で
占
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
'
将

来
人
口
高
齢
化
が
著
し
-
な
る
こ
と
を
考
え
る
と
t
A
の
場
合

の
よ
う
に
七

〇
歳
を
境
界
に
し
て
生
産
年
齢
人
口
と
老
年
人
口

を
定
義
す
る
方
向
に
も

っ
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
｡
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年齢構成の変化

そ
う
す
れ
ば
､
生
産
年
齢
人
口
に
対
す
る
老
年
人
口
の
扶
養
負
担
を
か
な
り
軽
-
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

七
〇
歳
ま
で
人
々
が
元
気
で
居
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
に
は
保
健
医
療
を
ど
の
よ
う
に
改
善
し
た
ら
よ
い
か
､
ま

た
七
〇
歳
ま
で
働
け
る
よ
う
に
す
る
に
は
雇
用
制
度
を
ど
の
よ
う
に
改
善
す

べ
き
か
と
い
っ
た
点
を
真
剣
に
検
討

し
な
け
れ
ば
琴

り
な
い
で
あ
ろ
う
｡

三

生
産
年
齢
人
口
の
中
身
と
役
割

生
産

齢
人
口
は
､
こ
れ
ま
で

嘉

歳
か
ら
六
四
歳
ま
で
の
人
口
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
が
､
今
後
は
二

〇

歳
か
ら
六
九
歳
ま
で
の
人
口
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
を
前
節
で
主
張
し
た
｡

と
こ
ろ
で
,
こ
の
よ
う
に
生
産
年
齢
人
口
を
考
え
る
こ
と
に
す
る
と
､
生
産
年
齢
人
口
の
車
に
は
年
齢
的
に
み

て
か
な
り
幅
広
い
種
類
の
人
口
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
二

〇
歳
代
の
若
者
か
ら
六

〇
歳
代
の
高
年
者
ま
で
が

そ
の
中
に
含
ま
れ
る
｡
そ
こ
で
生
産
年
齢
人
口
そ
れ
自
体
の
構
成
が
今
後
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
を
見
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

表

4
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
､

一
般
的
傾
向
と
し
て
二

〇
歳
代
お
よ
び
三

〇
歳
代
の
人
口
は
横
ば
い
な
い
し

減
少
ぎ
み
で
あ
り
'
四

〇
歳
代
'
五

〇
歳
代
お
よ
び
六

〇
歳
代
の
人
口
は
増
加
ぎ
み
で
あ
る
｡
要
す
る
に
'
人
口

全
体
が
高
齢
化
す
る
中
で
､
生
産
年
齢
人
口
も
ま
た
中
高
年
化
す
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
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表 4 生産年齢人口の構造変化 (千人)

昭和 55 65 75 85 95

20歳代 16,884 17,092 18,454 ‡13,873 i l5,642

30〝 20,001 16,755 i 16,970 17,821 13,774

40〝 16,415 19,693 16,498 16,722 18,043

50′′ 12,791 15,802 19,002 15.903 16,137

20.0

17.6

23｡1

20.6

17.0

21.8

20.4

19.4

(%)

21.6

19.9

19.3

22.2

21.1

20.7

24.3

19.5

22.7

26.8

22.0

17.2

20歳代

30〝

40′′

50"

∴ __I-=i_I-_ 三 二きてI三 三 三

生
産
年
齢
人
口
は
増
大
す
る
高

齢
者

の
扶
養
負
担
を
負
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
人
口
で
あ
る
が
､
そ

れ
自
体
が
中
高
年
化
す
る
と
い
う

事
実
は
､
今
後
中
高
年
層
の
活
用

に
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
｡

こ

れ
に
反
し
て
'
わ
が
国
の
雇

用
制
度
と
慣
行
は
中
高
年
層
の
活

用
に
適
し
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ

ず
､
む
し
ろ
中
高
年
層
を
排
除
す

る
性
格
の
も
の
で
あ

っ
た
｡
加
齢

と
と
も
に
賃
金
が
高
ま
り
､
地
位

が
高
ま
る
と
い
っ
た
制
度
は
､
雇

う
側
か
ら
み
れ
ば
'
中
高
年
層
を

雇
い
に
く
く
す
る
も
の
で
あ
る
｡

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
'
産
業
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年齢構成の変化

構
造
の
変
化
お
よ
び
技
術
の
変
化
も
ま
た
ま
す
ま
す
中
高
年
層
の
立
場
を
弱
め

つ
つ
あ
る
｡
と
-
に
職
場
の
オ
ー

ト
メ
ー
シ
ョ
ン
は
中
高
年
層
の
経
験
と
カ
ン
を
無
用
化
す
る
傾
向
が
強
い
｡

こ
れ
ら
の
理
由
に
よ
り
,
い
ま
の
ま
ま
で
推
移
す
れ
ば
,

嘉

で
中
高
年
層
が
生
産
年
齢
人
口
の
中
で
ウ
ェ
イ

ト
を
高
め
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
,
他
方
に
お
い
て
彼
ら
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
強
ま
る
と
い
う
矛
盾
し
た

態
に
な
る
｡

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は

表

的
に
失
業
率
が
高
い
の
で
'
若
者
を
救
済
す
る
た
め
に
労
働
者
に
早
期
退
職
を
す
す
め

る
動
き
が
み
ら
れ
る
が
､
中
高
年
層
が
早
期
退
職
し
て
年
金
に
頼
る
ほ
ど
,
年
金
財
政
は
苦
し
-
な
り
､
ま
た
若

い
働
き
手
に
重
い
租
税
な
ら
び
に
社
会
保
険
料
が
掛
る
結
果
に
な

っ
て
い
る
｡

こ
う
し
た
経
験
を
教
訓
と
し
て
､
わ
が
国
で
は
､
む
し
ろ
中
高
年
層
の
活
用
を
は
か
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
｡

生
産
年
齢
人
口
に
掛
る
扶
養
負
担
を
ど
の
よ
う
に
配
分
す
る
の
が
合
理
的
か
と
い
う
判
断
は
'
人
口
再
生
産
と

い
う
観
点
を
も
考
慮
に
入
れ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

そ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
､
ラ
イ
フ
･
サ
イ
ク
ル
･
モ
デ
ル
を
念
頭
に
お
-
の
が
よ
い
｡

い
ま
男
の
ラ

イ
フ
.
サ
イ
ク
ル
を
結
婚
を
出
発
点
に
し
て
描
い
て
み
る
と
別
掲
の
図
の
よ
う
に
な
る
｡
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平
均
結
婚
年
齢
二
八

で
結
婚
L
t
二
年
後
に
第

i
子
'
さ
ら
に
二
年
後
に
第
二
子
が
生
ま
れ
る
｡
そ
れ
ら
の

子
供
を
大
学
卒
業
ま
で
扶
養
す
る
と
す
れ
ば
'
第

一
子
が
大
学
を
卒
業
す
る
の
は
五
二
歳

の
と
き
､
第
二
子
は
'

五
四

の
と
き
で
あ
る
｡
し
た
が

っ
て
'
本
人
が
三

〇
歳
の
と
き
か
ら
五
四
歳
ま
で
二
人
の
子
供
を
扶
養
す
る
負

担
を
負
う
こ
と
に
な
る
｡



子と老親を扶養するライフ ･サイクル ･モデル

65才 80

母

7I 6ー5才 iI 83

I lJ fー iー tI ーf f iII!tI ItIIi一

第1子

第2子

出
生
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年齢構成の変化

他
方
､
老
親
と
の
関
係
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
｡
父
親
が
六
五
歳
に
な
る
の
は
本
人
が
三
五
歳
の
と
き
で
あ

る
｡
そ
し
て
男
の
六
五
歳
の
平
均
余
命
は

完

I
･
六
年
あ
る
か
ら
'
父
親
は
八

〇
歳
で
死
亡
す
る
こ
と
に
な
り
'

そ
の
と
き
本
人
は
五

〇
歳
で
あ
る
｡
母
親
が
六
五
歳
に
な
る
の
は
本
人
が
三
八
歳
の
と
き
で
あ
る
｡
六
五
歳
時
の

女
の
平
均
余
命
は

壱

･
八
年
で
あ
る
か
ら
､
母
親
は
八
三
歳
で
死
亡
す
る
こ
と
に
な
り
､

そ
の
と
き
本
人
は

五
六
歳
で
あ
る
｡

老
親
を
六
五
歳
か
ら
死
亡
ま
で
扶
養
す
る
と
す
れ
ば
'
本
人
が
三
五
歳
の
と
き
か
ら
五
六
歳
ま
で
両
親
ま
た
は

片
親
を
扶
養
す
る
こ
と
に
な
る
｡

こ
の
よ
う
に
み
る
と
,
ひ
と
が
生
産
年
齢
人
口
に
属
し
て
い
る
二

〇
歳
か
ら
六
九
歳
ま
で
の
五

〇
年
間
の
中
で
､

三

〇
歳
か
ら
室

ハ
歳
ま
で
の
約
二
五
年
間
は
き
わ
め
て
重
い
任
務
を
負
う
べ
き
期
間
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

る
.
第

1
の
任
務
は
'
雇
用
者
'
経
営
者
､
あ
る
い
は
自
由
業
と
い
っ
た
各
人
の
適
性
の
中
で
社
会
的
に
活
動
す

る
と
い
う
任
務
で
あ
る
｡
第
二
の
任
務
は
､
二
人
の
子
供
を
産
み
､
育
て
'
教
育
し
て
社
会
に
送
り
出
す
と
い
う

任
務
で
あ
る
｡
従
来
､
ひ
と
が
成
人
に
達
す
る
と
自
ら
結
婚
L
t
子
供
を
養
育
す
る
と
い
う
行
動
は
､
自
然
的
な
､

個
人
の
判
断
に
よ
る
営
み
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
'
現
代
社
会
の
よ
う
に
子
育
て
か
ら
老
人
扶
養

ま
で
が
社
会
的
過
程
の

一
環
と
し
て
営
ま
れ
る
社
会
に
お
い
て
は
'
こ
の
第
二
の
任
務
は
'
個
人
的
な
任
務
で
は

な
く
し
て
'
社
会
的
な
任
務
と
し
て
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
し
て
第
三
の
任
務
と
し
て
'
老
親
の
扶

養
と
い
う
任
務
が
あ
る
｡
老
親
は
､
年
金
そ
の
他
の
福
祉
施
策
に
よ

っ
て
社
会
的
に
援
助
さ
れ
る
面
が
多
い
が
､

し
か
し
き
め
の
細
か
い
日
常
生
活
の
点
で
は
'
出
来
る
こ
と
な
ら
肉
親
と
の
接
触
の
中
で
生
き
甲
斐
を
見
出
し
'
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年齢構成の変化

他
方
､
老
親
と
の
関
係
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
｡
父
親
が
六
五
歳
に
な
る
の
は
本
人
が
三
五
歳
の
と
き
で
あ

る
｡
そ
し
て
男
の
六
五
歳
の
平
均
余
命
は

1
g
I
･
六
年
あ
る
か
ら
'
父
親
は
八

〇
歳
で
死
亡
す
る
こ
と
に
な
り
､

そ
の
と
き
本
人
は
五

〇
歳
で
あ
る
｡
母
親
が
六
五
歳
に
な
る
の
は
本
人
が
三
八
歳
の
と
き
で
あ
る
｡
六
五
歳
時
の

女
の
平
均
余
命
は

壱

･
八
年
で
あ
る
か
ら
,
母
親
は
八
三
歳
で
死
亡
す
る
こ
と
に
な
り
'

そ
の
と
き
本
人
は

五
六
歳
で
あ
る
｡

老
親
を
六
五
歳
か
ら
死
亡
ま
で
扶
養
す
る
と
す
れ
ば
､
本
人
が
三
五
歳
の
と
き
か
ら
室

ハ
歳
ま
で
両
親
ま
た
は

片
親
を
扶
養
す
る
こ
と
に
な
る
｡

こ
の
よ
う
に
み
る
と
,
ひ
と
が
生
産
年
齢
人
口
に
属
し
て
い
る
二

〇
歳
か
ら
六
九
歳
ま
で
の
五

〇
年
間
の
車
で
'

三
〇
歳
か
ら
五
六
歳
ま
で
の
約
二
五
年
間
は
き
わ
め
て
重
い
任
務
を
負
う
べ
き
期
間
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

る
｡
聖

の
任
務
は
,
雇
用
者
,
経
営
者
､
あ
る
い
は
自
由
業
と
い
っ
た
各
人
の
適
性
の
中
で
社
会
的
に
活
動
す

る
と
い
う
任
務
で
あ
る
｡
第
二
の
任
務
は
､
二
人
の
子
供
を
産
み
'
育
て
､
教
育
し
て
社
会
に
送
り
出
す
と
い
う

任
務
で
あ
る
｡
従
来
･
ひ
と
が
成
人
に
達
す
る
と
自
ら
結
婚
L
t
子
供
を
養
育
す
る
と
い
う
行
動
は
'
自
然
的
な
'

個
人
の
判
断
に
よ
る
営
み
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
､
現
代
社
会
の
よ
う
に
子
育
て
か
ら
老
人
扶
養

ま
で
が
社
会
的
過
程
の

1
環
と
し
て
営
ま
れ
る
社
会
に
お
い
て
は
､
こ
の
第
二
の
任
務
は
'
個
人
的
な
任
務
で
は

な
く
し
て
,
社
会
的
な
任
務
と
し
て
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
し
て
第
三
の
任
務
と
し
て
'
老
親
の
扶
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養
と
い
う
任
務
が
あ
る
｡
老
親
は
'
年

そ
の
他
の
福
祉
施
策
に
よ

っ
て
社
会
的
に
援
助
さ
れ
る
面
が
多
い
が
'

し
か
し
き
め
の
細
か
い
日
常
生
活
の
点
で
は
'
出
来
る
こ
と
な
ら
肉
親
と
の
接
触
の
中
で
生
き
甲
斐
を
見
出
し
､



問
題
を
解
決
す
る
の
が
最
善
の
策
で
あ
る
｡
そ
う
い
う
意
味
で
､
社
会
保
障
の
完
備
し
た
社
会
に
お
い
て
も
'
子

が
老
視
を
扶
養
す
る
と
い
う
任
務
の
重
要
性
は
軽
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
｡

老
年
従
属
人
口
指
数
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
､
人
口
高
齢
化
が
進
む
に
つ
れ
て
生
産
年
齢
人
口
に
対
す
る
老
年

人
口
の
扶
養
負
担
は
加
重
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
事
実
は
も
は
や
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
そ
こ

で
わ
れ
わ
れ
が

え
る
べ
き
問
題
は
､
こ
の
負
担
を
誰
の
肩
に
王
と
し
て
掛
け
る
か
と
い
う
判
断
で
あ
る
｡
こ
の
問
題
を
考
え
る

に
当

っ
て
､
三
五
歳
か
ら
五
六
歳
ま
で
の
働
き
盛
り
の
年
齢
層
は
'
前
述
の
三

つ
の
任
務
を
負
う
の
で
あ
る
か
ら
､

不
当
に
重
い
負
担
を
負
わ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
点
に
十
分
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
む
し
ろ
､
五
十

歳
代
中
頃
か
ら
以
降
の
年
齢
層
で
働
く
能
力
と
意
志
を
有
す
る
中
高
年
層
の
活
動
に
期
待
す
べ
き
で
あ
る
｡

ア
メ
-
カ
の
七

〇
歳
定
年
と
い
う
ア
イ
デ
ア
は
'
ひ
と
の
能
力
と
意
志
は
七

〇
歳
以
前
に
お
い
て
は
'
必
ず
し

も
年
齢
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
論
拠
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
｡
わ
が
国
に
お
い
て
､
旧
い

時
代
に
形
づ
-
ら
れ
た
通
念
に
よ

っ
て
中
高
年
層
の
潜
在
力
が
見
捨
て
ら
れ
る
と
す
れ
ば
ま
こ
と
に
も

っ
た
い
な

い
こ
と
で
あ
る
｡
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四

高
齢
者
の
増
加
と
社
会
保
障
費

高
齢
者
の
増
加
は
､
必
然
的
に
年
金
受
給
者
'
介
護
を
必
要
と
す
る
老
人
の
増
加
を
も
た
ら
す
｡
そ
し
て
､
そ



年齢構成の変化

れ
ら
の
人
々
の
た
め
の
社
会
保
障
費
を
増
大
さ
せ
る
｡

ま
ず
､
老
齢
年
金
受
給
者
数
の
見
通
し
に
よ
る
と
､
昭
和
五
五
年
度
に

一
六
二
万
八

〇
〇
〇
人
で
あ

っ
た
も

の
が
､
六

〇
年
度
に

三

四
九
万
五

〇
〇
〇
人
,
六
五
年
度
に

言

二
六
万
人
､
七
五
年
度
に

1
<
六
九
万
九

〇

〇〇人,八
五
年
度
に
は
二
二
二
四
万
人
に
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
｡

年
金
受
給
者
が
こ
の
よ
う
に
増
加
す
る
だ
け
で
は
な
く

次
第
に
年
金
制
度
が
成
熟
し
て
､
加
入
期
間
の
長
い

受
給
者
が
増
加
す
る
の
で
年
金
支
払
総
額
は
受
給
者
数
の
増
加
以
上
に
増
大
す
る
で
あ
ろ
う
｡

次
に
､
病
気
の
老
人
の
増
加
も
必
然
的
で
あ
る
｡
国
民
健
康
調
査
あ
る
い
は
患
者

査
に
よ
る
と
､
高
齢
者
の

年
齢
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
有
病
率
あ
る
い
は
催
病
率
は
高
ま
る
傾
向
が
み
ら
れ
'
高
齢
者
の
こ

れ
ら
の
率
に
は
あ

ま
り
著
し
い
改
善
は
み
ら
れ
な
い
｡
し
た
が

っ
て
,
人
口
高
齢
化
が
進
み
､
七
五
歳
以
上
の
後
期
老
人
層
が
増
加

す
る
に
つ
れ
て
､
有
病
の
老
人
が
増
加
す
る
の
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
よ
う
に
し
て
､
老

人
医
療
費
が
増
大
す
る
こ
と
は
不
可
避
で
あ
る
｡

ま
た
､
ね
た
き
り
老
人
数
も
増
加
す
る
｡
厚
生
行
政
基
礎
調
査
で
ね
た
き
り
老
人
の
発
生
率
が
調
べ
ら
れ
て
い

る
が
､
昭
和
室

ハ
年
の
調
査
で
は
､
六
五
歳
以
上
の
人
口
中
半
年
以
上
ね
た
き
り
の
老
人
の
比
率
は
二

･
九
%
で
､
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こ
の
率
は
昭
和
五
三
年
の
三

･

%
と
比
べ
て
若
干
低
下
し
て
い
る
も
の
の
大
き
な
変
化
は
な
い
と
い
え
る
｡
そ

の
た
め
'
将
来
推
計
人
口
に
こ

の
率
を
掛
け
る
こ

と
に
よ
り
'
将
来
ね
た
き
り
老
人
数
が
ど
の
て
い
ど
増
加
す
る

か
を
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
表
5
に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
へ
昭
和
室

ハ
年
に
三
二
万
人
の
ね
た
き
り
老
人

が
い
た
が
､
六
五
年
に
四

一
万
人
､
七
五
年
に
五
八
万
人
'
八
五
年
に
七

一
万
人
に
増
加
す
る
と
予
測
さ
れ

て
い



蓑 5 ねたきり老人とひとりぐらし

老人の増加 (万人)

I年 次 ね た き り ひとりぐ らし
老 人 数 老 人 数

昭和56年657585 32.441.457.871.0 98.4127.2177.5217.9

(資料)社会保障長期展望懇談会の推計

る
｡同

様
に
し
て
､
ひ
と
り
ぐ
ら
し
老
人
数
を
予
測
す
る
こ
と
が
で

き
る
｡
そ
の
発
生
率
は
昭
和
五
三
年
に
七

･
六
%
､
室

ハ
年
に
､

八

･
九
%
で
､
こ
ち
ら
は
若
干
高
ま

っ
て
い
る
｡
こ
れ
と
将
来
推

計
人
口
に
よ
り
､
将
来
の
ひ
と
り
ぐ
ら
し
老
人
数
を
予
測
し
た
結

果
が
表
5
に
示
さ
れ
て
い
る
｡
昭
和
室

ハ
年
に
九
八
万
人
で
あ

っ

た
が
､
六
五
年
に

三

七
万
人
､
七
五
年
に

一
七
八
万
人
'
八
五

年
に
二

一
八
万
人
に
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
｡

わ
が
国
で
は
老
人
の
子
供
と
の
同
居
率
が
高
い
こ
と
が
特
色
で

あ
る
が
'
人
口
に
占
め
る
老
人
の
割
合
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
同
居

率
は
低
ま
る
の
が
当
然
で
あ
り
､
そ
の
意
味
で
表
5
の
ひ
と
り
ぐ

ら
し
老
人
の
予
測
は
む
し
ろ
ひ
か
え
目
で
あ
る
と
み
る
の
が
正
し
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い
で
あ
ろ
う
｡

こ
う
し
て
､
高
齢
者
の
増
加
は
社
会
保
障
の
対
象
と
な
る
人
々
を
増
加
さ
せ
る
｡
そ
し
て
社
会
保
障
給
付
費
を

増
大
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
｡
表

6
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
､
わ
が
国
の
社
会
保
障
給
付
費
は
人
口
高
齢
化
の
速
度
が
上

っ
て
き
た
昭
和
四
五
年
ご
ろ
か
ら
増
大
し
て
お
り
'
国
民
所
得
に
対
す
る
比
率
も
高
ま

っ
て
き
て
い
る
｡

昭
和

四
五
年
度
に
は
対
国
民
所
得
比
が
ま
だ
五

･
七
%
で
あ

っ
た
が
'
五
七
年
度
に
は

二
二
･
一
%
に
な

っ
て
い
る
｡



年齢構成の変化

表 6 社会保障給付費の推移 (億円)

年産部門 昭和45年度 50 55 57

医 療 20,758 56,881 106,582 123.200
(3.4) (4.6) (5.5) (5.4)

年 金 8,152 37,639 101.883 131,100
(1.3) (3.1) (5.3) (5.8)

そ の 他 6,329 22,207 37,579 45,100
( 1.0) (1.8) (1.9) (2.0)

汁 35,239 116.726 246,044 299,400
(5.7) (9.5) (12.7) (13.1)

(荏) ( )内は国民所得に対す る比率 (%)

(資料) 社会保障長期展望懇談会

今
後
こ

の
比
率
が
ど
こ
ま
で
高
ま
る
か
､

は

っ
き
り
と
予
測
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
～

わ
が
国
よ
り
先
輩
で
あ
る
西
欧
諸
国
の
実
例

は
､
あ
る
て
い
ど
ま
で
参
考
に
な
る
で
あ
ろ

う
｡
わ
が
国
で
は
社
会
保
障
給
付
費
の
国
民

所
得
に
対
す
る
比

は
前
述
の
よ
う
に

一
三

二

%
で
あ
る
が
､
イ
ギ
-
ス
で
は

1
九

･

九
%
､
西
ド
イ
ツ
で
は
二
八

･
七
%
'
フ
ラ

ン
ス
で
は
二
八

･
九
%
で
あ
る
｡
西
欧
諸
国

で
は
わ
が
国
と
比
較
し
て
は
る
か
に
高
い
が
'

こ

の
ち
が
い
が
生
じ
る

一
つ
の
理
由
は
人
口

高
齢
化
の
差
異
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
｡
わ
が
国
の
高
齢
者
の
割
合
は
現
在

一
〇

%
て
い
ど
で
あ
る
が
､
イ
ギ
-
ス
で
は

一
四

卓

九
%
'
西
ド
イ
ツ
で
は

1
五
%
'
フ
ラ

ン

ス
で
は

一
三

g
七
%
'

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は

一
六

二

1%
と
い
う
ち
が
い
が
み
ら
れ
る
.
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必
ず
し
も
人
口
高
齢
化
だ
け
に
原
因
を
帰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
,

一
つ
の
有
力
な
原
因
で
は
あ
る
｡

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
,
前
述
の
よ
う
に
わ
が
国
の
人
望

同
齢
化
が
,
現
在
の

1
0
%
か
ら
今
世
紀
末
に

嘉

･

六
%
に
な
り
､
さ
ら
に
来
世
紀
に
二
〇
%
を
越
え
る
高
さ
に
な

っ
た
と
き
､
ど
れ
ほ
ど
重
い
社
会
保
障
費
に
な
る

か
を
想
像
し
て
み
る
こ
と
は
で
き
る
｡
問
題
は
果
し
て
,
そ
れ
ほ
ど
重
い
負
担
に
国
民
が
耐
え
ら
れ
る
か
否
か
で

あ
る
｡
い
ま
か
ら
そ
れ
に
対
す
る
対
策
に
つ
い
て
十
分
に
手
を
打

つ
べ
き
で
あ
る
0

五

年
齢
構
成
の
国
際
比
較

本
稿
の
し
め
く
く
り
と
し
て
年
齢
構
成
の
国
際
比
較
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
0

人
口
移
動
の
影
響
が
な
い
場
合
,
人
口
の
年
齢
構
成
は
出
生
率
と
死
亡
率
の
結
果
と
し
て
形
づ
く
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
｡
し
た
が

っ
て
,
各
国
の
人
口
が
示
し
て
い
る
年
齢
構
成
は
､
そ
れ
ぞ
れ
の
国
が
出
生
率
､
死
亡
率
に
つ

い
て
ど
の
よ
う
な
水
準
に
位
置
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
｡

開
発
途
上
国
は
現
在
､
出
生
率
､
死
亡
率
が
と
も
に
高
い
か
､
あ
る
い
は
出
生
率
は
高
上

死
亡
率
は
低
下
気

味
で
あ
る
と
い
う
状
態
の
国
が
多
い
｡
そ
し
て
'
そ
う
い
う
国
の
人
口
の
年
齢
構
成
は
富
士
山
の
よ
う
な
形
を
し

て
い
る
｡
子
供
,
青
年
の
人
口
が
相
対
的
に
多
-
､
申
年
､
高
年
'
老
年
の
人
口
は
少
な
い
｡

他
方
､
先
進
国
は
'
出
生
率
'
死
亡
率
が
と
も
に
低
-
'
そ
の
人
ロ
の
年
齢
構
成
は
つ
り
鐘
の
形
を
し
て
い
る
｡
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年齢構成の変化

衷 7 主要国の将来人口 (総人口千人,他は%)

- 1980 ･990 日 ooo 呈 2010 i 2020 i 2025

冒本 総 人 口 116､916 l ー122,834 128,119 130.276 128.115 127,184

0-14歳 23.6 三8...3. 日 …..≡ 18.3 16.7 17_215- 64 67.4 62.9 61.5 61.5

65 以 上 1 9.0 ll.6 15.6 18.8 21.8 21.3

老年人口指数 葺 13.4 を 16.6 23.3 29.9 ! 35.5 i t~~､_34.6

アメ lリカ 総 人 口 2 2 3,233毛 245,472 呈 263.829号 281.718 298.986 305.841

0-14歳 22.9 23.6 I22.2 ' 21.0 21.0 20.7

15- 64 66_3 65.0 66.5 67.5 64.8 63.5

65 以 上 10.7 ll.4 i ll.3 ll.5 14.2 15.8

I老年人口指数 16.2 I17.6 16.9 I17.O i 2l_9I 25.0

イギリス 総 人 口 55,886 55.479 55,208 54.581 I 54.047 53,740

0-14歳 20.8 17.6 18.1 17.3 … 17.1 17.6

15- 64 64.3 66.9 66.5 67.1 65.2 63.8

65 以 上 I 14ー9 15.5 15.3 15.6 17.7 18.6

ー老年人口指数 皇 23.1 23.2 23.1 23.3 27.1 29.2

西ドイツ 総 人 口0-14歳15- 6465 以 上老年人口指数総 人 口 ー 60.931号 59.622 58,822 56.908 54,968 54.011

18.6 15.6 16.7 15.9 16.7 17.6

66.3 70.3 67.8 65.4 64.1 62.5

15.0 14.i! 22.7 20.,53.508号 54.970 1五一422.856.252 18.7日 8.556.779 19.2i 30.057,052 20.0! 32.056.106

フ 0-14歳 I22.2 皇 19.8 19.1 18.3 18.1 18.4

ラ 15- 64ン 65 以 上ス_～. 老年人口指数ス i総 人 口 1J64.0 ー 67.0 66.3 67.3 64.4 63ーl

13.721_48,27419.664.3 …! 13.2Ii 19.7一一を 冒;9;9 14.6I! 22.0Ii'; 8.088 14.4i 21.4l 7,921 17.427.0I 7.715 18.6i 29.57,587

ウ 0-14歳エー 115- 64デ 1.65 以 上ン …tIi老年人口指数I 16.3 16.7 16.4 16.8

67.0 65.4 62.9 62.3

16.2 17.5 . 16.7 日 8.0 20.725_2 ー 26_6 ! 24.9 ' 27.5 32.9I 20.9i 33.6

(資料) 日本は人口問題研究所 56.ll.中位推言†値,外国は UN.1980年推計
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子
供
の
人
口
か
ら
高
年
層
の
人
口
ま
で
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
で
､
老
年
層
の
人
口
は
や
や
少
な
い
｡

富
士
山
型
と
つ
り
鐘
型
の
中
間
に
,
過
渡
期
の
年
齢
構
成
が
あ
る
｡
わ
が
国
の
よ
う
に
､
ま
だ

つ
り
鐘
型
に
な

り
き

っ
て
い
ず
,
出
生
率
の
低
下
の
た
め
に
子
供
の
人
口
は
少
な
い
が
,
戟
後
の
ベ
ビ
ー
･
ブ
ー
ム
時
代
の
人
口
が

大
き
な
ふ
く
ら
み
と
な

っ
て
中
年
層
に
た
ま

っ
て
お
り
､
さ
り
と
て
､
老
年
人
口
が
さ
ほ
ど
多
-
は
な
い
と
い
う

人
口
も
あ
る
｡

い
ま
,
わ
が
国
の
人
口
の
将
来
像
と
比
較
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
,
主
要
な
先
進
講
習
の
将
来
人
口
を

表

に
ま
と
め
た
も
の
を
表
7
と
し
て
示
し
て
み
よ
う
｡

完

八

〇
年
現
在
,
わ
が
国
の
人
口
は
先
進
諸
国
と
比
較
し
て
ま
だ
若
い
年
齢
構
成
に
あ
る
｡
六
五
歳
以
上
の

人
口
の
割
合
は
低
く
,
老
年
人
口
指
数
も
低
い
｡
し
か
し
,
わ
が
国
の
人
口
は
今
後
､
急
速
に
高
齢
化
す
る
｡

二
〇
〇
〇
年
に
は
六
五
歳
以
上
人
口
の
割
合
は

言

･
六
%
と
な
り
'
そ
の
こ
ろ
に
は
日
本
を
含
む
す
べ
て
の
先

進
諸
国
の
年
齢
構
成
が
ほ
ぼ
同
じ
状
態
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡

二
〇
〇
〇
年
か
ら
先
き
,
来
世
紀
に
入
る
と
,
先
進
諸
国
は
二
グ

γ

プ
に
分
か
れ
､
日
本
'
西
ド
イ
ツ
'
ス
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ウ

エ

ー
デ
ン
で
は
高
齢
化
が

段
と
進
む
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
､
ア
メ
-
カ
､
イ
ギ
-
ス
'
フ
ラ
ン
ス
は
三

世
紀

に
入

っ
て
も
あ
ま
り
高
齢
化
が
進
ま
な
い
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
｡

日
本
な
ど
前
者
の
グ
ル
ー
プ
の
人
口
は
'
六
五
歳
以
上
の
人
口
割
合
が
二
〇
%
を
越
え
､
老
年
人
口
指
数
も
'

三

〇
%
を
こ
え
る
よ
う
に
な
る
｡

人
口
高
齢
化
の
歴
史
を
ふ
り
か
え

っ
て
み
る
と
､
わ
が
国
の
高
齢
化
は
き
わ
め
て
急
速
で
あ

っ
た
｡
よ
く
引
用



年齢構成の変化

さ
れ
る
統
計
で
あ
る
が
'
六
五
歳
以
上
の
人
口
割
合
が
七
%
を
越
え
た
と
き
か
ら

1
四
%
に
達
す
る
と
き
ま
で
の

年
数
を
比
較
す
る
と
､
日
本
の
場
合
､
二
六
年
に
す
ぎ
な
い
の
に
'

フ
ラ
ン
ス
は

二

五
年
､
ス
ウ

ェ
ー
デ

ン

は

八
五
年
'
ア
メ
-
カ
は
七
五
年
'
西
ド
イ
ツ
と
イ
ギ
-
ス
は
四
五
年
で
､
日
本

の
高
齢
化
は
格
段
に
速
い
こ
と
が

わ
か
る
｡

そ
し
て
､
し
ば
し
ば
'
日
本
だ
け
が
外
国
に
見
ら
れ
な
い
厳
し
い
高
齢
化
の
状
態
に
突
き
進
ん
で
い
く
と
言
わ

れ
て
い
る
｡
し
か
し
'
表

7
に
示
さ
れ
た
国
連
の
最
近
の
推
計
人
口
に
よ
れ
ば
'
将
来
'
日
本
を
含
む
い
く

つ
か

の
先
進
諸
国
が
､

様
に
厳
し
い
高
齢
化
の
問
題
に
当
面
す
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡

問
題
は
'
同
じ
人
口
高
齢
化

の
問
題
に
当
面
す
る
に
し
て
も
'
国
に
よ

っ
て
経
済
体
制
や
社
会
慣
習
が
異
な
る

の
で
､
そ
れ
ぞ
れ
違

っ
た
対
応
策
が
と
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
｡
わ
が
国
と
し
て
は
他
の
先
進
諸
国
の
経
験
に
学
び

な
が
ら
､
独
自
の
や
り
方
で
問
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
｡
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は
じ
め
に

人
口
と
経
済
の
か
か
わ
り
は
き
わ
め
て
複
雑
で
あ
る
｡
基
本
的
に
両
者
は
相
互
依
存
関
係
に
あ
る
｡

人
口
が
経
済
に
対
し
て
積
極
的
に
働
き
か
け
る
面
と
し
て
は
二

つ
に
は
消
費
者
と
し
て
の
面
が
あ
る
｡
国
民

総
支
出
の
中
で

間
最
終
消
雪
支
出
が
占
め
る
割
合
は
六
割
ち
か
-
の
大
き
な
割
合
で
あ
る
が
､
そ
れ
の
決
定
に

人
口
の
大
き
さ
が
影
響
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
｡
も
ち
ろ
ん
,
ほ
か
に

一
人
当
り
所
得
水
準
や
貯
蓄
率
な
ど
が
影

響
す
る
け
れ
ど
も
､
最
終
的
に
は
人
口
の
大
き
さ
で
あ
る
と
言

っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
と
-
に
大
衆
消
費
財
の

市
場
に
つ
い
て
は
国
内
市
場
の
大
き
さ
､

つ
ま
る
と
こ
ろ
人
口
の
大
き
さ
が
物
を
言
う
｡

次
に
､
生
産
力
の
面
で
人
口

･
労
働
力
は
決
定
的
な
役
割
を
果
す
｡
周
知
の
と
お
り
､
生
産
要
素
と
し
て
は
､
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土
地
､
資
本
､
労
働
､
技
術
が
あ
げ
ら
れ
'
わ
が
国
の
経
済
の
よ
う
に
高
度
に
発
達
し
た
経
済
の
場
合
は
資

技
術
の
役
割
も
大
き
い
｡
し
か
し
'
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
労
働
力
の
量
と
質
が
経
済
の
運
営
に
と

っ
て
最
も

重
要
で
あ
る
こ
と
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
｡
昨
今
'
先
進
諸
国
の
経
済
が
苦
境
に
陥

っ
て
い
る
中
で
日
本
経
済
が

比
較
的
好
ま
し
い
パ
ー
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
ほ
こ
っ
て
い
る

一
因
と
し
て
'
労
働
力
の
質
の
良
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
こ

と
は
そ
の

1
つ
の
証
拠
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
人
口
の
大
き
さ
と
構
造
は
経
済
に
対
し
て
き
わ
め
て
大
き
な
影
響
を
与
え
る
の
で
あ
り
､
そ
れ
ゆ



労働力と産業構造

え
に
､
将
来
､
わ
が
国
の
人
口
が
急
速
に
高
齢
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
,
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
ど
の
よ
う
に
大
き

い
も
の
で
あ
る
か
が
憂
慮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

反
対
に
､
経
済
の
あ
り
方
が
人
口
に
与
え
る
影
響
も
ま
た
大
き
い
｡
た
と
え
ば
'
出
生
率
の
水
準
を
決
定
す
る

も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
｡
人
口
学
者
,
経
済
学
者
,
社
会
学
者
は
多
-
の
要
因
を
列
挙
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
そ

れ
ら
の
中
で
経
済
的
な
要
因
の
影
響
は
基
本
的
で
あ
り
､
か

つ
ま
た
有
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡
た
と

え
ば
,
戟
後
わ
が
国
の
出
生
率
が
急
低
下
し
た
背
景
に
は
､
高
度
成
長
に
よ
る
生
活
水
準
の
上
昇
､
産
業
構
造
の

変
化
､
生
活
様
式
の
改
変
と
い
っ
た
経
済
面
で
の
影
響
が
大
き
-
寄
与
し
て
い
る
｡

死
亡
率
の
低
下
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
｡
死
亡
率
低
下
は
医
薬
の
発
達
な
ど
科
学
的
進
歩
の
貢
献
も
大
き
い

が
､
し
か
し
､
基
本
的
に
は

活
水
準
の
向
上
に
よ
る
栄
養
､
健
康
状
態
の
改
善
が
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
0
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ま
た
,
人
口
の
地
域
間
移
動
,
分
布
に
関
し
て
は
'
経
済
構
造
と
の
関
係
が
密
接
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
｡
過
密
過
疎
問
題
を
ひ
き
お
こ
す
ほ
ど
に
激
し
い
人
口
の
移
動
は
'
た
ん
に
地
域
間
の
人
口
密
度
の
ア
ン
バ

ラ
ン
ス
が
原
因
に
な
っ
て
生
じ
た
も
の
と
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
'
都
市
と
-
に
大
都
市
の
急
激
な

発
展
に
よ
る
吸
引
力
が
移
動
の
原
因
で
あ
っ
た
こ

と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
｡
こ
こ
に
も
ま
た
､
経
済
要
因
の
影
響

を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
人
口
と
経
済
は
多
く
の
分
野
で
'
複
雑
に
'
㌃
た
相
互
依
存
的
に
か
か
わ
り
あ

っ
て
い
る
｡
そ

れ
ゆ
え
､
本
来
､
人
口
と
経
済
の
関
係
を

一
つ
の
分
野
に
限

っ
て
考
察
す
る
こ

と
は
無
理
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で

あ
る
｡



し
か
し
'
本
章
で
は
'
産
業
構
造
と
労
働
力
と
い
う
分
野
に
限
定
し
て
'
考
察
を
行
い
た
い
と
思
う
｡

人
口
と
労
働
力

労
働
力
人
口
の
規
模
と
構
造
は
､
基
本
的
に
､
人
口
自
体
の
規
模
と
構
造
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る
｡
最
近
'
労

働
力
人
口
の
中
高
年
化
と
い
う
問
題
が
議
論
さ
れ
て
い
る
が
､
こ
れ
は
も
と
も
と
人
口
自
体
が
中
高
年
化
し
て
い

る
こ
と
か
ら
生
れ
た
問
題
で
あ
る
｡

も

っ
と
も
､
人
口
と
労
働
力
人
口
の
問
に
は
'
労
働
力
率
と
い
わ
れ
て
い
る
変
数
が
あ
り
､
こ
れ
の
変
化
に
よ

っ
て
も
労
働
力
人
口
は
影
響
を
う
け
る
｡
た
と
え
ば
､
戦
後
'
若
年
人
口
の
労
働
力
率
が
低
下
し
た
た
め
に
若
年

労
働
力
の
供
給
が
縮
小
し
た
こ
と
が
あ

っ
た
L
t
ま
た
中
年
女
子
人
口
の
労
働
力
率
が
上
昇
し
て
女
子
労
働
力
が

増
加
し
た
と
い
う
事
実
も
あ

っ
た
｡

ま
ず
'
き
わ
め
て
大
づ
か
み
に
人
口
と
労
働
力
人
口
の
推
移
を
み
る
と
表
I
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
｡

一
五
歳
以
上
の
人
口
は
昭
和
三

〇
年
の
ほ
ぼ
六

〇
〇
〇
万
人
か
ら
増
加
し
'
昭
和
五
五
年
に
は
約
八
九

〇
〇
万

人
に
な

っ
た
が
､
労
働
力
人
口
は
こ
の
間
に
約
四
〇
〇
〇
万
人
か
ら
約
五
七

〇
〇
万
人
に
増
加
し
た
｡
人
口
の
中

で
労
働
力
人
口
と
定
義
さ
れ
な
い
人
口
は
非
労
働
力
人
口
で
あ
る
が
､
そ
の
数
は
約
二

(只
U
O
万
人
か
ら
三
二
〇
U

万
人
に
増
加
し
た
｡

-ri38-



労働力と産業構造

表 1 人口と労働力人口の推移

年 次 15歳 以 上 労働 力人口 非労働勇人口 労 働 力 率
人口 (千人) (千人) (千人) (%)

昭和30年 59,969 40,360 19.609 67.3

35 65,867 44,384 21,472 67,3

40 73,680 48,627 25,031 66.0

45 79,512 53,321 26,188 67.1

50 84,673 54,390 30,283 64.2
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合

の
中
で
労
働
力
合

の
占
め
る
割
合
は
労
働
力
率
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
表
I
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'

昭
和
三
〇
年
に
は
六
七

二
二
%
で
あ

っ
た
の
が
,
傾
向
と
し
て
低
下
し
,
昭
和
霊

年
に
は
六
四

･
C
%
に
な

っ

て
い
る
｡

人
口
と
労
働
力
人
口
の
関
係
は
男
女
別
に
み
る
こ

と
が
で
き
る
｡
男
女
の
ち
が
い
で
最
も
大
き
い
の
は
労
働
力

率
の
水
準
で
あ
り
,
男
は
八
〇
%
以
1
､
女
は
五
〇
%
前
後
で
あ
る
｡
し
か
し
,
労
働
力
率
は
男
女
と
も
に
低
下

気
味
で
あ
る
｡

/
後
で
説
明
す
る
よ
う
に
､
労
働
力
人
口
の
将
来
推
計
に
お
い
て
,
将
来
推
計
人
口
が
別
途
用
意
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
必
要
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
が
'
そ
の
う
え
で
決
定
的
に

要
な
要
寓
は
労
働
力
率
の
将
来
の
見
通
し
で
あ

る
｡表

I
に
示
さ
れ
て
い
る
労
働
力
率
は
,
年
齢
別
を
考
慮
し
な
い
粗
率
で
あ
る
が
?
詳
細
を
知
る
に
は
男
女
別
年

齢
別
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
｡

戦
後
の
主
要
な
年
次
に
つ
い
て
､
男
女
年
齢
別
の
労
働
力
率
を
示
す
と
表

2
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
｡

年
齢
･･U
と
に
年
次
変
化
を
み
た
場
合
､
も

っ
と
も
著
し
い
変
化
は

1
五
⊥

九
歳
の
労
働
力
率
の
低
下
で
あ
る
｡

し
か
も
,
こ

の
変
化
は
男
女
に
共
通
し
て
い
る
｡
昭
和
三
五
年
に
男
は
五

二

六
%
の
労
働
力
率
で
あ

っ
た
が
へ

五
五
年
に
は
二
〇

･
三
%
で
半
分
以
下
の
水
準
で
あ
る
｡
女
の
場
合
は
昭
和
三
五
年
に
四
九

･
六
%
で
あ

っ
た
の

が
五
五
年
に
は

一
八

･
八
%
と
､
こ
れ
も
半
分
以
下
の
水
準
に
低
下
し
た
.

こ
の
年
齢
層
の
労
働
力
率
が
低
下
し
た
原
因
は
明
ら
か
で
あ
り
'
そ
れ
は
中
学
卒
業
後
に
高
校

へ
進
学
し
､
さ
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蓑 2 男女年齢別労働力率の推移 (%)

男 昭 和 35年 45 50 55

総 数 85.0 84.3 83.4 82.1

15-19歳 51.6 36.5 23.3 20.3

20-24 87.9 83.5 79.1 74.7

25-29 96.9 98.2 拶97.8 97.6

30-34 97.7 98.6 98.8 98.6

35-39 97.7 98.5 98.7 98.7

40-44 97.6 98.3 98.4 98.4

45-49 97.1 98.1 98.1 98.0

50-54 96.0 97.3 97.5 97.3

55-59 90.5 94.2 94.7 94.0

60-64 82.5 85.8 85.4 81.5

(資料) 国勢調査
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ら
に

大

･
大
学

へ
進
学
す
る
率
が
高
ま

っ
た
た
め
で
あ
る
｡
昭
和
三
五
年
に
は
高
校

へ
の
進
学
率
は
五
七

･
七

%
で
あ
っ
た
が
､
四
五
年
に
八
二
二

%
,
五
五
年
に
は
九
四

･
三
%
に
高
ま

っ
て
い
る
L
t
短
大

･
大
学
へ
の

進
学
率
は
､

1
0
二
二
%
､
二
三

･
六
%
､
三
七

･
四
%
と
上
昇
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
理
由
で
､

5

代
後
半
の
男
女
は
い
ま
や
五
人
に

二
人
し
か
労
働
力
化
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
.

そ
の
他
の
年
齢
の
人
口
に
つ
い
て
は
,
男
の
場
合
二
〇
三

四
歳
と
六
五
歳
以
上
の
労
働
力
率
が
や
や
低
下
し

て
い
る
ほ
か
は
､
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
く

ま
た
九
〇
%
以
1
の
き
わ
め
て
高
い
労
働
力
率
を
示
し
て
い
る
｡
二
〇
-

表

歳

の
労
働
力
率

の
低
下

の
原
因
は
短
大

･
大
学

へ
の
進
学
に
よ
る
も
の
で
あ
り
､
六
五
歳
以
上

の
労

働
力
率
の
低
下
は
､
高
齢
者
の
就

が
多
い
農
業
,
自
営
業
な
ど
の
職
場
が
狭
ま
り

つ
つ
あ
る
こ
と
､
そ
し
て
年

金
受
給
者
が
ふ
え
て
い
る
こ
と
が
原
寓
で
あ
る
｡

女
子
の
場
合
は
､

一
五
-

一
九
寂

以
外
は
各
年
齢
層
と
も
あ
ま
り
大
き
な
変
化
は
み
ら
れ
な
い
が
'
二
五
-
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二
九
歳
､
三
〇
圭

南

歳
お
よ
び
六
〇
-
六
四
歳
と
六
五
歳
以
上
で
や
や
労
働
力
率
が
低
下
し
て
い
る
が
'
三
五

歳
か
ら
五
九
歳
ま
で
の
中
年
層
で
は
反
対
に
労
働
力
率
が
高
ま

っ
て
い
る
｡

男
子
の
労
働
力
率
と
比
較
し
て
､
女
子
の
労
働
力
率
の
変
化
の
方
が
複
雑
で
あ
り
'
中
年
の
有
配
偶
女
子
の
就

が
増
加
す
る
な
ど
の
注
目
す
べ
き
変
化
が
み
ら
れ
た
｡
し
か
し
､
男
子
の
場
合
と
違

っ
て
'
女
子
の
場
合
は
景

気
状
況
に
反
応
し
て
微
妙
に
変
化
す
る
と
い
う
特
色
が
あ
り
'
昭
和
五

〇
年
代
に
景
気
が
低
迷
し
て
以
来
へ
労
働

力
率
の
上

が
止
ま

っ
た
部
分
も
あ
る

(四
五
歳
-
五
九
歳
)
0

次
に
や
や
見
方
を
変
え
て
､
年
齢
と
と
も
に
労
働
力
率
が
ど
の
よ
う
に
違

っ
て
い
る
か
'
労
働
力
率
の
年
齢
パ
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図 1-1 労働力率 男

(昭 和 55年 )
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｢国勢調査｣

25
-

29

30
-
34

35

-
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40

-

44

45

-

49

小bLn
以
上



図 1-2 労働力率 女

(昭 和 55年 )
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タ
ー
ン
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
｡
こ
れ
は
､
表

2
を
見
る
こ

と
に
よ

っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
が
'
こ
れ
を
グ
ラ
フ

化
し
た
方
が

層
は

っ
き
り
す
る
の
で
図
1
を
示
し
て
み
よ
う
｡

こ
の
図
を
み
る
と
､
男
女
の
差
は
き
わ
め
て
は

っ
き
り
と
印
象
づ
け
ら
れ
る
｡
男
の
労
働
力
率
は
就
学
者
の
多

い
若
年
層
と
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
が
低
い
ほ
か
は
'
概
し
て
'
き
わ
め
て
高
い
水
準
に
あ
る
｡
こ

れ
に
対
し
て

女
の
労
働
力
率
は
両
端
が
低
い
点
で
男
と
同
じ
で
あ
る
が
､
二
〇
-
二
四
歳
と
四
五
-
四
九
歳
の
二
つ
の
山
を
持

つ
双
峯
型
の
パ
タ
ー
ン
が
示
さ
れ
る
点
が
異
な

っ
て
い
る
｡

容
易
に
推
測
で
き
る
よ
う
に
､
女
子
人
口
に
み
ら
れ
る
双
峯
型
の
労
働
力
率
は
､
結
婚

･
育
児
と
密
接
に
関
係

し
て
い
る
｡
二
〇
-
二
四
歳
の
女
子
人
口
の
中
で
結
婚
し
て
い
る
割
合
は
二
〇
%
で
'
大
部
分
は
未
婚
者
で
あ
り
､

し
た
が
っ
て
そ
の
労
働
力
率
は

ど
差
が
み
ら
れ
な
い
｡

子
な
み
に
高
い
｡
こ
の
年
齢
で
は
男
七
四

･
七
%
'
女
七

一
･
1
%
と
ほ
と
ん
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し
か
し
､
二
五
-
二
九
歳
に
な
る
と
女
子
人
口
の
七
四

･
七
%
が
結
婚
し
て
お
り
'三
〇
-
三
四
歳
で
は
'
八
七

･
九

%
が
結
婚
し
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
年
齢
に
な
る
と
'
結
婚
後
の
家
事

･
育
児
と
い
う
仕
事
が
女
子
の
労
働
力
化
を

妨
げ
る
｡
図
に
描
か
れ
て
い
る
労
働
力
率
の
-
ぼ
み
は
こ
れ
を
反
映
し
て
い
る
｡

三
五
歳
以
降
も
有
配
偶
率
は
高
い
ま
ま
ほ
と
ん
ど
不
変
で
あ
る
｡
た
だ
'
年
齢
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
､
死
別
者

が
増
え
'
有
配
偶
率
は
低
下
す
る
｡
そ
れ
で
も
五
〇
-
五
四
歳
の
有
配
偶
率
は
八
二

･
四
%
の
高
さ
を
維
持
し
て

い
る
｡

三
五
歳
以
降
労
働
力
率
が
高
ま
り
第
二
の
峯
ま
で
上
昇
が
つ
づ
-
の
は
､
子
育
て
が
終
わ
り
身
体
に
余
裕
が
生



れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
関
係
に
お
い
て
､
戟
後
子
供
数
が
減

っ
た
お
か
げ
で
,
三

〇
歳
代
中
頃
か
ら
女
子
の
自

由
時
間
が
増
え
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
｡

労
働
力
人
口
と
い
う
の
は
,
人
口
調
査
の
さ
い
に
就
業
し
て
い
た
ひ
と
､
就
業
す
る
意
志
を
も

っ
て
仕
事
を
探

し
て
い
た
ひ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
､
そ
の
中
に
は
就
業
の
状
態
が
さ
ま
ざ
ま
な
ひ
と
が

蒜

に
含
ま
れ

て
い
る
｡
そ
し
て
､
労
働
力
人
口
は
労
働
力
の
供
給
状
況
に
関
す
る
概
念
で
あ
る
か
ら
'
就
業
の
状
況
に
つ
い
て

知
っ
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡

労
働
力
率
を
図
示
し
た
図
1
の
中
に
､
人
口
中
の

｢
主
に
仕
事
を
し
て
い
る
就
業
者
｣
の
割
合
を
×
点
で
示
し

て
あ
る
｡
こ

の
主
に
仕
事
を
し
て
い
る
就
業
者
と
い
う
の
は
'

じ
労
働
力
人
口
の
中
で
'
家
事
や
通
学
の
か
た

わ
ら
仕
事
を
し
て
い
る
ひ
と
で
は
な
く
,
本
格
的
に
仕
事
を
し
て
い
る
ひ
と
を
指
す
の
で
あ

っ
て
､
こ
れ
が
労
働

力
人
口
の
中
核
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
｡

そ
う
い
う
つ
も
り
で
も
う

一
度
寓
I
を
み
る
と
'
男
の
場
合
は
さ
き
に
説
明
し
た
労
働
力
率
の
線
と
い
ま
問
題

に
し
て
い
る

｢
主
に
仕
事
を
し
て
い
る
就
業
者
｣
の
割
合
を
示
す
線
と
の
問
の
開
き
が
き
わ
め
て
小
さ
い
こ

と
に

気
が
つ
く
｡
こ

れ
は
'
男
の
場
合
に
は
'
労
働
力
人
口
の
大
部
分
が
本
格
的
な
労
働
力
か
ら
な

っ
て
い
る
こ
と
を

表
わ
し
て
い
る
｡

こ
れ
に
対
し
て
'
女
の
場
合
に
は
'
両
者
の
問
の
開
き
が
か
な
り
大
き
く

事
情
が
異
な

っ
て
い
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
｡
し
か
し
'
女
子
の
労
働
力
率
が
最
初
の
ピ
ー
ク
を
示
す
二
〇
-
二
四
歳
で
は
開
き
が
小
さ
-
､
こ

の

段
階
で
は
労
働
力
人
口
の
大
部
分
が
本
格
的
な
労
働
力
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡
結
婚

･
育
児
の
た
め
に
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労
働
力
率
が
低
下
す
る
二
五
三

九
歳
,
三
〇
-
三
四
歳
に
な
る
と

｢
主
に
仕
事
を
し
て
い
る
就
業
者
｣
の
割
合

は
減
り
､
家
事
な
ど
の
か
た
わ
ら
仕
事
を
し
て
い
る
割
合
が
増
加
す
る
｡
こ
の
こ
と
は
'
家
事

･
育
児
の
任
務
の

重
さ
か
ら
み
て
当
然
の
こ

と
と
考
え
ら
れ
る
｡

し
か
し
､
三
五
歳
以
降
,
育
児
の
手
が
は
な
れ
,
自
由
時
間
が
多
-
な
る
段
階
に
な

っ
て
も
'
主
に
仕
事
を
し

て
い
る
ひ
と
の
割
合
の
高
ま
り
は
弱
く

労
働
力
人
口
の
ほ
ぼ
半
分
は
'
家
事
な
ど
の
か
た
わ
ら
仕
事
を
し
て
い

る
と
い
う
状
態
で
あ
る
｡
こ
の
点
に
､
男
子
労
働
力
と
違

っ
て
女
子
労
働
力
の
重
要
な
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
｡
こ

の
よ
う
な
特
徴
が
存
在
す
る
原
因
は
ど
こ

に
あ
る
の
か
,
い
ろ
い
ろ
な
面
か
ら
研
究
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
｡

最
後
に
,
失
業
率
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
こ
う
｡
わ
が
国
の
失
業
は
､
昭
和
三
〇
年
代
'
四
〇
年
代
の
好
況
時

こ
ま
､

～レl
′hy･

業
者
数
,
失
業
率
と
も
に
低
下
し
て
い
た
が
'
昭
和
五

〇
年
代
に
入

っ
て
景
況
が
悪
化
す
る
と
と
も
に

実
数
お
よ
び
率
と
も
に
増
大
し
た
｡
失

者
数
は
昭
和
五
〇
年
が

〓

妄

万
人
'
五
五
年
が

一
四

一
万
で
あ
り
､
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失
業
率
は
昭
和
五

〇
年
が
二

･
三
%
､
五
五
年
が
二

･
五
%
で
あ
る
｡

昭
和
五
五
年
に
お
け
る
男
女
年
齢
別
の

業
率
を
み
る
と
､
男
で
は
平
均
二
･
八
%
の
失
業
率

で
､

一
五

-

五

歳

(八

･
四
%
)
お
よ
び
二
〇
-
二
四
歳

(四

･
〇
%
)
お
よ
び
五
五
-
五
九
歳

(
四

･
二
%
)
､

六
〇
-

六
四
歳

(七

･
三
%
)
'
六
五
-
六
九
歳

(五

･
五
%
)
の
失

率
が
目
立

っ
て
高
い
｡
女
で
は
'
･平
均
二

･
〇

%
の
失
業
率
で
､

一
五
-

九
歳

(四

･
三
%
)
'
二
〇

-
二
四
歳

(三

･
六
%
)
､
二
五

-
二
九
歳

(三

･

%
)
の
失
業
率
が
高
い
｡

男
女
と
も
に
若
年
層
で
の
失
業
率
が
高
い
こ
と
も
問
題
で
は
あ
る
が
､
男
の
中
高
年
層
の
失
業
率
が
高
い
点
は



と
く
に
問
題
に
す
べ
き
点
で
あ
る
｡

二

労
働
力
人
口
の
将
来
展
望

労
働
力
人
口
の
規
模
と
構
造
が
将
来
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
か
は
,
人
口
そ
れ
自
体
の
将
来
推
計
と
労
働
力
率
の

将
来
動
向
の
確
定
に
よ
っ
て
数
量
的
に
算
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
｡
そ
の
う
ち
人
口
の
将
来
推
計
は
'
人
口
学
的

方
法

に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
た
も
の
が
す
で
に
発
表
さ
れ
て
い
る
の
で
,
問
題
は
労
働
力
率
の
推
計
に
あ
る
｡

労
働
力
率
の
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
推
移
を
み
る
と
,
男
女
年
齢
別
に
み
て
あ
る
部
分
は
き
わ
め
て
安

定
し
て
い
て
,
お
そ
ら
-
将
来
も
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い
と
推
測
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
｡
男
子
の
中
核
的
な
年
齢

層
が
そ
れ
で
あ
る
｡
他
方
,
長
期
的
に
も
短
期
的
に
も
変
化
が
大
き
-
､
し
た
が

っ
て
'
将
来
展
望
に
あ
た

っ
て

い
ろ
い
ろ
な
決
定
要
因
に
つ
い
て
の
配
慮
を
必
要
と
す
る
部
分
が
あ
る
｡
女
子
の
労
働
力
率
に
そ
れ
が
多
-
､
男

子
の
高
齢
者
の
労
働
力
率
も
そ
う
で
あ
る
｡

労
働
力
率
が
経
済
的
社
会
的
変
数
の
影
響
を
う
け
て
変
化
す
る
の
で
あ
れ
ば
'
そ
の
将
来
の
水
準
を
予
測
す
る

た
め
に
は
､
経
済
社
会
全
体
の
将
来
予
測
が
出
来
上

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
の
意
味
で
経
済
社
会
の
全

体
像
を
と
ら
え
る
モ
デ
ル
を
前
提
に
す
る
｡

そ
こ
で
,
こ

こ

で
は
経
済
審
議
会
長
期
展
望
委
員
会
に
よ
る
モ
デ
ル
を
前
提
に
L
t
そ
の

一
部
と
し
て
算
出
さ
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れ
た
労
働
力
人
口
推
計
を
引
用
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
｡

男
子
労
働
力
率
の

明
変
数
と
し
て
は
,

嘉

-

完

歳
に
つ
い
て
は
,
高
校
進
学
率
へ
大
学
進
学
率
､
二
〇

-
二
四
歳
に
つ
い
て
は
大
学
進
学
率
,
大
卒
無
業
者
比
率
,
二
五
-
二
九
歳
に
つ
い
て
は
大
卒
無
業
者
比
率
､
第

三
次
産
業
就
業
者
比
率
､
五
五
-
五
九
歳
に
つ
い
て
は
第
三
次
産
業
就
業
者
比
率
'
実
質
賃
金
上
昇
率
'
世
帯
主

収
入
に
占
め
る
教
育
苧

ロ
ー
ン
の
割
合
,
六
?

六
四
歳
に
つ
い
て
は
非
賃
金
収
入

･
家
計
補
填
度
'
第

表

産
業
就
業
者
比
率
､
六
五
歳
以
上
に
つ
い
て
は
非
賃
金
収
入

･
家
計
補
填
度
'
第

蒜

産
業
就
業
者
比
率
が
用
い

ら
れ
て
い
る
｡

女
子
労
働
力
率
の
説
明
変
数
と
し
て
は
,

云

-

完

歳
に
つ
い
て
は
高
校
進
学
率
､
短
大
進
学
率
､
大
学
進

学
率
,
二
〇
三

四
歳
に
つ
い
て
は
大
学
進
学
率
､
こ
の
年
齢
の
出
生
率
､
二
五
三

九
歳
に
つ
い
て
は
業
主

･

家
従
比
率
,
こ
の
年
齢

の
有
配
偶
率
､
第

享

出
産
年
齢
,
三
〇
主

函

歳
に
つ
い
て
は
業
主

･
家
従
比
率
､
高

等
教
育
卒
の
割
合
､
家
事
時
間
､
三
五
-
三
九
歳
に
つ
い
て
は
世
帯
主
収
入
に
占
め
る
教
育
費

･
ロ
ー
ン
の
割
合
､

高
等
教
育
卒
の
割
合
,
四
〇
-
四
四
歳
に
つ
い
て
は
世
帯
主
収
入

に
占
め
る
教
育
費

･
ロ
ー
ン
の
割
合
'
パ
ー
ト

タ
イ
ム
比
率
,
主
婦
家
事
時
間
,
五
〇
-
五
四
歳
に
つ
い
て
は
世
帯
主
収
入
に
占
め
る
教
育
費

･
ロ
ー
ン
の
割
合
､

パ
ー
ト
タ
イ
ム
比
率
'
五
五
-
五
九
歳
に
つ
い
て
は
世
罵
主
収
入
に
占
め
る
教
育
費

･
ロ
ー
ン
の
割
合
'
パ
ー
ト

タ
イ
ム
比
率
,
六
〇
-
六
四
歳
に
つ
い
て
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
比
率
'
主
婦
家
事
時
間
､
六
五
歳
以
上
に
つ
い
て
は

業
主

･
家
従
比
率
が
用
い
ら
れ
て
い
る
｡

こ

れ
ら
の
説
明
変
数
の
過
去
の
推
移
と
将
来

の
予
測
値
を
見
る
こ
と
は
､
経
済
社
会
の
構
造
変
化
を
理
解
す
る
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表 3 労働力奉にかかわる諸変数の推移

高校進学率 (男)

大学進学率 (男)

大卒無業者率 (男)

期待賃金上昇率

教育費 ローン負担

(55-59歳)

第 1次就業者比率 (男)

第 3次就業者比率(男)

非賃金収入家計補填度
(50-64歳)

非賃金収入家計補填度
(65以上)

(女 )

主婦家事時間

家事時間 (30-39歳)

教育費 ･ロ-/負担

(40-54歳)
同 上

(55-59歳)

業 主 ･家 従 比 率

(男女計)

パ ートタイム比率

第 1子出産年齢

高校進学率(女)
短 大 進 学 率 ( 女 )

大学進学率(女)
高等教育卒業者割合

(30-34歳)
同 上

(35-39歳)

出生率 (20-24歳)

有配偶率 (25-29歳)

0.112

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

91.0

40.4

6.4

4.89

7.81

0.162

93.1

39.3

6.3

1.27

10.07

0.233

9.43

35.00

12.17

25.60

82.70

ll.20

6.50

6.37

99.50

80.53

7.81

30.00

17.41

25.70

93.00

19.90

12.50

9.34

7.19

113.90

78.72

10.07

19.35

26｡30

95.40

21.00

12.30

17.93

10.88

86.60

76.16

(資料)経済企画庁 『経済審議会長期展望委員会報告』
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95.0

40.3

6.3

2.7

ll.07

0.353

ll.07

25.0

24.68

26.30

96.0

21.5

12.8

32.0

25.4

86.6･

76.16

95.0

40.8

6.3

1.7

12.07

0.473

12.07

22.8

34.0

110.6

78.65



労働力と産業構造

蓑 4 労働力人口の将来推計
(千人)

男 女 計 昭和35年 45 育!55 !i 65 75

総 数 44,009 52,823 57,069 63,010 65,297

15-29歳 17,229 17,981 13,975 14.399 14.453

30-54 20,594 26,757 33,587 35,356 35,147

55-64 4,275 5,529 6,521 9.7763.480 ll,052

65-69 上069 1,494 1,700 2,821

70-74 555 723 824 1,Z39

i75-79 i 210 254 335 424
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助
け
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
'
表
3
と
し
て
示
し
て
み
る
｡

こ

の
裏

3
に
よ
る
と
､
高
校
･
短
大
､
大
学

へ
の
進
学
率
は
過
去
に
お
い
て
相
当
上
昇
し
た
が
､
今
後
は
も
う

あ
ま
り
上
昇
し
な
い
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
｡
期
待
賃

上
昇
率
は
こ
れ
ま
で
高
か

っ
た
が
､
将
来
は
低
下
す
る
｡

教
育
費

･
ロ
-
ン
負
担
の
割
合
は
ま
だ
高
ま
る
｡
就
業
者
の
産
業
分
布
お
よ
び
業
亨

家
従
割
合
は
変
化
が
続
も

年
金
等
に
よ
る
家
計
補
填
度
は
高
ま
る
｡
女
子
人
-

高
学
歴
者
の
割
合
は
1
昇
す
る
､
な
ど
が
目
に
つ
-
変
化

で
あ
る
｡

こ

の
よ
う
に
し
て
推
計
さ
れ
た
労
働
力
率
を
用
い
て
計
算
さ
れ
た
労
働
力
人
口
は
表
4
に
示
さ
れ
て
い
る
｡

労
働
力
人
口
の
推
移
は
,
過
去
,
現
在
,
将
来
に
つ
い
て
次
の
点
で
著
し
い
特
色
を
示
し
て
い
る
｡

ま
ず
,
労
働
力
人
口
総
数
の
増
加
が
次
第
に
鈍
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
男
女
計
に
つ
い
て
み
る
と
'
昭
和

三
五
-
E
]五
年
に
お
け
る
増
加
は
八
八

盲

人
で
､
そ
の
増
加
率
は
年
平
均

二

八
%
で
あ

っ
た
.
そ
の
後
の
推

-152-

移
を
み
る
と
'
昭
和
四
五
-
五
五
年
に
は
四
二
五
万
人
の
増
加
､
増
加

は

〇
･
八
%
と
'
実
数
､
率
と
も
に
滅

少
し
て
い
る
｡
将
来
,
五
五
-
六
五
年
に
つ
い
て
は
五
九
四
万
人
の
増
加
へ

二

〇
%
の
増
加
率
で
､
前
期
よ
り

や
や
回
復
す
る
が
,
六
五
-
七
五
年
に
な
る
と
二
二
九
万
人
の
増
加
'

〇
･
四
%
の
増
加
率
と
大
幅
に
鈍
化
す
る

で
あ
ろ
う
｡

男
女
別
に
は
,
ま
ず
男
に
つ
い
て
各
期
間
の
増
加
数
は
五
二
七
万
人
'
三
三
九
万
人
､
三
四
八
万
人
二

八

〇

万
人
と
増
加
幅
は
縮
小
し
'
増
加
率
も

二

八
%
､

二

〇
%
､

〇
･
九
%
'

〇
･
五
%
と
鈍
化
す
る
｡
女
に
つ

い
て
は
､
増
加
数
が
三
四
四
万
人
'
八
八
万
人
､
二
四
六
万
人
'
四
八
万
人
と
変
動
が
大
き
く

増
加
率
も

㌻
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八
%
,

〇
･
四
%
,

二

一
%
'

〇
･
二
%
と
き
わ
め
て
変
動
が
大
き
い
｡

男
女
計
お
よ
び
男
女
別
に
み
た
労
働
力
人
口
の
変
動
は
,
過
去
と
-
に
昭
和
五

〇
年
代
の
出
生
率
低
下
と
そ
の

後
の
回
復
の
見
通
し
に
よ
る
生
産
年
齢
人
口
の
増
減
に
よ
っ
て
起
る
も
の
で
あ
り
'
ま
た
女
子
労
働
力
に
つ
い
て

は
'
労
働
力
率
の
変
動
の
影
響
も
大
き
い
｡

次
に
､
労
働
力
人
口
の
年
齢
構
成
が
大
き
-
変
化
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
.
労
働
力
全
体
の
中
で
､

云

-

二
九
歳
の
青
年
層
は
昭
和
四
五
年
と
五
五
年
の
問
に
四
〇
〇
万
人
ほ
ど
減
少
し
た
｡
そ
の
労
働
力
総
数
に
対
す
る

割
合
は
四
五
年
の
三
四

･
〇
%
か
ら
五
五
年
の
二
四

･
五
%
に
低
下
し
た
｡
こ
の
年
齢
層
の
労
働
力
は
今
後
'
実

数
と
し
て
は
や
や
増
大
す
る
み
こ

み
で
あ
る
が
,
割
合
と
し
て
は
さ
ら
に
低
下
す
る
｡
六
五
年
に
二
二

･
九
%
､

七
五
年
に
は
二
二

･
一
%
と
な
る
｡

三
〇
-
五
四
歳
の
壮
年
層
は
四
五
年
の
二
六
七
六
万
人
か
ら
五
五
年
の
三
三
五
九
万
人
に
増
加
し
､
労
働
力
総

数
に
対
す
る
割
合
も
五

〇
･
七
%
か
ら
五
八

･
九
%
に
高
ま

っ
た
｡
そ
の
実
数
は
六
五
年
に
三
五
三
六
万
人
に
増

加
す
る
が
,
労
働
力
総
数
に
対
す
る
割
合
は
室

ハ
･
嘉

と
や
や
低
下
す
る
｡
さ
ら
に
七
五
年
に
な
る
と
実
数
は

三
五

3
五
万
人
､
割
合
は
五
三

･
八
%
と

一
層
減
少
す
る
で
あ
ろ
う
｡

こ

う
し
て
､
青
年
層
と
壮
年
層
が
相
対
的
に
減
少
す
る
の
と
対
照
的
に
'
五
五
歳
以
上
の
中
高
年
層
が
増
加
す

る
｡中

高
年
労
働
力
は
昭
和
四
五
年
に
八
〇
九
万
人
､
労
働
力
総
数
の

一
五

･
三
%
で
あ

っ
た
の
が
'
五
五
年
に

九
五

一
万
人
､

一
六

･
七
%
と
な
り
'
六
五
年
に
は

一
三
二
六
万
人
'
二

山
･
〇
%
'
七
五
年
に
は

一
五
七
〇
万
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人
'
二
四

･
〇
%
に
な
る
｡

労
働
力
の
構
成
が
青
壮
年
か
ら
中
高
年
へ
傾
-
と
い
う
将
来
の
変
化
は
十
分
に
注
意
す
べ
き
こ

と
で
あ
り
､

莱
,
若
年
労
働
力
の
活
力
に
よ

っ
て
発
展
し
て
来
た
わ
が
国
の
経
済
運
営
が
こ
の
変
化
の
た
め
に
大
き
な
影

う
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
｡
同
時
に
ま
た
増
加
す
る
中
高
年
労
働
力
の
活
用
が
思
う
よ
う
に
進
ま
ず
､
彼
ら
を
失
業
'

業
に
追
い
や
り
,
生
き
甲
斐
を
失
な
わ
せ
る
結
果
に
な
る
心
配
も
あ
る
｡

現
在
の
ま
ま
で
は
五
五
歳
以
上
の
中
高
年
労
働
力
の
活
用
は
進
ま
な
い
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
､
労
働

力
人
口
の
将
来
推
計
の
示
す
と
こ
ろ
を
冷
静
に
う
け
入
れ
て
労
使
双
方
に
お
い
て
適
切
な
対
策
を
う
ち
出
す
こ

と

が
急
務
で
あ
る
｡

労
働
力
人
口
の
男
女
比
も

一
つ
の
問
警

州で
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
の
面
で
は
今
後
あ
ま
り
著
し
い
変
化
は
予
想

さ
れ
な
い
｡
す
な
わ
ち
,
昭
和
四
五
年
に
は
労
働
力
総
数
五
二
八
二
万
人
中
男
子
労
働
力
は
三
二

完

万
人
'
女

子
労
働
力
は
二
〇
六
三
万
人
で
,
そ
の
比
は
六

〇
･
九
%
対
三
九

二

%
で
あ

っ
た
｡
五
五
年
に
は
六
二

･
三
%

対
三
七

･
七
%
と
な
り
や
や
男
子
の
割
合
が
増
大
し
た
｡
将
来
に
つ
い
て
み
る
と
'
六
五
年
に
は
六
二

･
〇
%
対

三
八

･
〇
%
､
七
五
年
に
は
六
二

･
六
%
対
三
七

･
四
%
に
な
る
と
予
測
さ
れ
て
お
り
'
現
状
と
あ
ま
り
大
き
な

変
化
は
な
い
と
み
ら
れ
る
｡

最
後
に
,
今
後
,
労
働
力
の
急
速
な
高
学
歴
化
が
起
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
｡
大
学

･
短
大

･
高
専
な
ど
高
等

教
育
機
関

へ
の
進
学
率
は
昭
和
三
五
年
の

一
〇
･
三
%
か
ら
五
五
年
の
三
七

･
九
%
へ
急
上
昇
し
た
.
今
後
は
頭

打
ち
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
､
高
学
歴
者
の
割
合
は
高
ま
る
｡
二
〇
歳
以
上
の
人
日
中
の
高
学
歴
者
の
割
合
は
昭
和
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四
五
年
に
男
で

六

･
六
%
･
女
で
六

･
四
%
で
あ
る
の
が
､
五
五
年
に
二
〇

@
<
%
と

=

･
三
%
と
な
り
'

六
五
年
に
は
二
五

･
五
%
と

妄

･
八
%
､
七
五
年
に
は
二
九

･
七
%
と
二
〇

@
0
%
ま
で
高
ま
る
と
い
う
予
測

が
示
さ
れ
て
い
る
｡

労
働
力
の
高
学
歴
化
は
､
労
働
力
の
質
の
向
1
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
､
技
術
進
歩
を
う
け
入
れ
､
消
化
す

る
面
で
有
利
な
条
件
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
し
か
し
,
同
時
に
'
高
学
歴
者
が
相
対
的
に
少
な
い
と

い
う
事
実
の
上
に
作
ら
れ
た
人
事
管
理
を
そ
の
ま
ま
保
持
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
う
い
う
変

化
の
車
で
､
高
学
歴
者
に
満
足
の
え
ら
れ
る
処
遇
を
与
え
､
活
力
を
生
か
せ
る
よ
う
な
対
応
の
仕
方
が
必
要
に
な

る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
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三

労
働
力
需
要
構
造
の
変
化

労
働
力
人
口
す
な
わ
ち
労
働
力
の
供
給
構
造
の
予
測
と
比
べ
て
､
労
働
力
需
要
構
造
の
予
測
は

一
段
と
む
つ
か

し
い
｡
そ
れ
は
国
民
経
済
全
体
の
成
長
と
構
造
変
化
に
つ
い
て
の
予
測
を
前
提
と
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
､

も

っ
ぱ
ら
'
経
済
審

会
長
期
展
望
委
員
会
の
作
業
結
果
に
よ

っ
て
説
明
す
る
こ

と
に
し
よ
う
｡
(

『
二
〇
〇
〇

年
の
日
本
-
高
齢
就
業
シ
ナ
-
オ
の
選
択
-
』
)
0

国
内
生
産
額
は
昭
和
四
五
～
五
四
年
間
に
年
率
四

･
四
%
の
速
度
で
成
長
し
た
の
に
対
し
て
､
昭
和
七
五
年
に



向

っ
て
若
干
低
下
す
る
と
想
定
さ
れ
る
｡
そ
の
中
で
産
業
別
生
産
鞄
の
構
成
も
変
化
し
､
農
林
水
産
業
は
=
∵

五

%
か
ら

一
･
八
%
へ
低
下
､
い
わ
ゆ
る
上
流
域

莱

(
モ
ノ
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
生
産

･
加
工
を
中
心
と
し
､
そ
れ

を
と
り
ま
-
産
業
)
は
五
八

･
二
%
か
ら
至

ハ
･
八
%
へ
低
下
､
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
下
流
域
産

(流
通
､
情
報
'

信
用
,
†

ビ
ス
な
ど
の
産
業
)
は
三
六

･
二
%
か
ら
三
九

･
蒜

に
上
昇
す
る
｡

ま
た
労
働
生
産
性
の
伸
び
率
は
産
業
全
体
で
､
昭
和
四
五
～
五
四
年
の
年
率
讐

四
%
か
ら
'
五
四
～
七
五
年

の
間
に
は
年
率
三

･
七
%
に
低
下
す
る
｡
そ
の
中
で
農
林
水
産
業
の
生
産
性
上
昇
率
は
六

･
九
%
か
ら
四

･
五
%

に
低
下
へ
上
流
域

業
の
そ
れ
は
四

･
四
%
か
ら
三

･
九
%
に
低
下
し
'
下
流
域
産
業
の
そ
れ
は
三

･
二
%
か
ら

三

･
三
%
へ
と
わ
ず
か
に
上
昇
す
る
と
み
ら
れ
て
い
る
｡

さ
ら
に
,
労
働
時
間
に
つ
い
て
は
,
こ
れ
ま
で
に
見
ら
れ
た
の
と
同
じ
テ
ン
ポ
で
減
少
を
続
け
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
｡

以
上
の
よ
う
に
国
内
生
産
額
,
労
働
生
産
性
･
労
働
時
間
が
変
化
す
る
こ
と
か
ら
､
昭
和
七
五
年
の
就
業
者
数

は
､
農
林
水
産
業
が
三

四
万
人
､
上
流
域
産
業
が

一
九
八
七
万
人
､
下
流
域
産
業
が
四
〇
七
二
万
人
と
な
る
で

あ
ろ
う
｡
構
成
比
は
､
農
林
水
産
業
が
四

･
九
%
'
上
流
域
産
業
が
三

二

〇
%
'
下
流
域
産
業
が
六
三

･
六
%

と
な
る
｡
な
お
､
こ
の
ほ
か
に
分
類
不
明
の
産
業
の
分
が
あ
り
､
そ
の
就
業
者
は
二
八
万
人
'

〇
･
四
%
と
計
算

さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
ゆ
え
'
昭
和
七
五
年
の
就
業
者
総
数
す
な
わ
ち
労
働
力
需
要
は
六
四
〇

一
万
人
と
な
る
｡

さ
き
に
労
働
力
人
口
推
計
に
よ
っ
て
求
め
た
労
働
力
供
給
数
は
昭
和
七
五
年
に
六
五
三
〇
万
人
で
あ

っ
た
か
ら
､

労
働
力
需
要
数
六
四
〇

一
万
人
の
問
に
二

元

万
人
､
二

･

〇
%の
失
業
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
.
前
述
の
よ
う
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に
昭
和
五
五
年
の
失
業
者
数
は

一
四

一
万
人
'
失
業

は
二
.
五
%
で
あ
る
か
ら
､
こ
の
失
業
者
は
ほ
ぼ
現
状
と

等
し
く
,
む
し
ろ
若
干
改
善
さ
れ
た
状
態
で
あ
る
と
み
て
よ
い
｡

こ
の
よ
う
に
し
て
､
昭
和
七
五
年
の
展
望
に
お
い
て
､
労
働
力
総
数
の
需
給
は
ほ
ぼ

一
致
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
た
だ
問
題
は
労
働
力
の
聖

同
年
化
が
進
む
と
予
想
さ
れ
て
い
る
中
で
'
年
齢
別
に

み
た
需
給
が
果
し
て

一
致
す
る
か
否
か
で
あ
る
｡

し
か
し
､
産
業
別
年
齢
別
就
業
者
数
を
予
測
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
'
昭
和
五
〇
-

五
五
年
間
の
年
齢
配
分
係
数
を
使

っ
て
算
出
さ
れ
た
結
果
を
引
用
す
る
こ
と
に
す
る
｡
こ
れ
は
､
各
産
業
が
最
近

の
経
験
を
い
か
し
て
昭
和
七
五
年
ま
で
の
就
業
者
の
年
齢
配
分
を
進
め
て
い
っ
た
場
合
の
結
果
で
あ
り
'
そ
う
し

た
場
合
,
労
働
力
需
給
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
ど
の
年
齢
に
ど
の
よ
う
に
表
わ
れ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
役
立

つ
で
あ
ろ
う
｡
表
5
は
､
そ
の
結
果
を
男
子
労
働
力
に
つ
い
て
示
し
て
い
る
｡

昭
和
五
五
年
に
は
,
農
林
水
産
業
の
労
働
力
の
年
齢
構
成
は
青
年
層

(
一
五
-
二
九
歳
)
が
九

二

%
､
壮
年

層

(三
〇
-
五
四
歳
)
が
四
六

･
八
%
'
中
高
年
層

(五
五
-
六
四
歳
)
が
二
三

･
九
%
､
高
齢
層

(六
五
歳
以

上
)
が
二
〇
二

%
で
あ
っ
た
｡
昭
和
七
五
年
に
は
そ
れ
は
五

･
三
%
'
二
九

･
七
%
'
二
三

･
六
%
'
四

二

三
%
に
変
わ
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
よ
う
な
構
成
変
化
と
農
林
水
産
業
が
抱
え
る
労
働
力
の
減
少
と
が
あ
わ
さ

っ
て
､

昭
和
五
五
年
と
七
五
年
の
問
の
年
齢
別
労
働
力
の
伸
び
率
は
青
年
層
が
〇
･
三
七
九
九
倍
'
壮
年
層
が
〇
･
四

一
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六
四
倍
､
中
高
年
層
が
〇
･
六
四
八
二
倍
､
高
齢
層
が

二

三
四
八
二
倍
に
な
る
｡
要
す
る
に
農
林
水
産

業
す
る
労
働
力
は
高
齢
層
だ
け
が
増
加
し
'
そ
の
他
の
若
い
労
働
力
は
減
少
す
る
こ
と
に
な
る
｡

で
就



蓑 5 昭和55年と75年における虜 働力の配分

農林水産 上流域 下流域 産業計(男 一)労働庚給

年齢那棉成比(%) 昭和 5515-29歳30-5455-6465以上 100.09.146.823.9i 20.1! 100.023.464.09.33.2 100.025.160.59.74.8 100.023.060.610.85.6100.030.447.015.47.31.55350.91121.66601.5360 100.023.260.0日.15.7100.022.253.016.97.9･1.09891.01401.74491.5945昭和 7515-29歳30-5455-6465以上 100.05.329.723.641.3 100.022.451.720.06.0 lOOー036.945.972.05.21.99431.02691.68411.4531
伸び率昭和55-75年i15-29歳30-5455-6465以上 0.37990.41640.64821.3482 1.00850.85282.26321.9897

(資料) F経済審議会長期展望委員会』
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そ
の
他
の
産
業
で
も
､
年
齢
構
成
の
変
化
と
就
業
者
総
数
の
変
化
に
よ
り
､
表
5
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
伸

び
率
が
算
出
さ
れ
る
｡
そ
れ
ら
を
合
計
す
る
と
産
業
全
体
に
つ
い
て
の
､
年
齢
別
労
働
需
要
の
伸
び
率
が
算
出
さ

れ
る
｡
青
年
層
は

･
五
五
倍
'
壮
年
層
は

〇
･
九

1
倍
'
中
高
年
層
は

一
･
六
七
倍
､
高
齢
層
は

一
･
五
四
倍

に
需
要
が
伸
び
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
｡

こ
れ
に
対
し
て
､
労
働
力
人
口
推
計
か
ら
算
出
さ
れ
る
供
給
側
の
伸
び
率
は
'
青
年
層
が

･
一
〇
倍
'
壮
年

層
が

一
･
〇
一
倍
､
中
高
年
層
が

一
･
七
四
倍
'
高
齢
層
が

一
･
五
九
倍
で
あ
る
｡
出
発
点
で
あ
る
昭
和
五
五
年

に
お
い
て
す
で
に
､
青
壮
年
層
不
足
､
中
高
年
層
過
剰
で
あ
る
が
､
将
来
こ
の
傾
向
が
ま
す
ま
す
強
ま
る
方
向
に

む
か
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
｡
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四

高
齢
化
社
会
と

マ
ン
パ
ワ
ー

･
ポ
リ
シ
ー

自
由
経
済
体
制
の
も
と
で
は
､
労
働
力
の
需
給
と
配
分
は
労
働
市
場
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る
の

か
原
則
で
あ
る
｡
日
本
経
済
の
よ
う
に
高
度
に
発
達
し
た
､
複
雑
な
経
済
組
織
で
は
と
く
に
自
由
経
済
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
を
生
か
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡

し
か
し
､
現
実
の
経
済
は
完
全
な
自
由
主
義
で
は
な
く
､
計
画
'

経
済
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
る
｡

的
規
制
と
自
由
と
が
入
り
ま
じ

っ
た
混
合



高
齢
化
社
会
に
お
い
て
は
､

嘉

に
お
い
て
自
由
経
済
の
利
点
を
活
用
し
て
経
済
の
活
力
を
十
分
に
発
揮
す
る

た
め
に
､
他
方
に
お
い
て
賢
明
な
計
画
と
規
制
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

こ
こ
で
は
､
本
章
の
子

マ
で
あ
る
労
働
力
の
問
題
に
つ
い
て
高
齢
化
社
会
の
ポ
-
シ
ー
を
述
べ
て
み
よ
う
｡

基
本
的
条
件
と
し
て
､
高
学
歴
化
と
い
う
事
実
が
あ
る
｡
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
ひ
と
が
高
校
に
進
学
す
る
｡
さ

ら
に
由

〇
%
ほ
ど
の
ひ
と
が
大
学

･
短
大
に
進
む
｡
そ
れ
ゆ
え
,

マ
ン
パ
-

と
し
て
の
出
発
点
は
平
均
二

〇
歳

で
あ
る
｡
戟
前
と
比
べ
る
と

一
〇
年
ほ
ど
遅
れ
て
い
る
｡
そ
れ
だ
け
,
人
的
資
源
に
対
し
て
社
会
的
投
資
が
行
わ

れ
,

マ
ン
パ
ヮ
-
の
質
が
上

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

も
う
ひ
と
つ
､
平
均
寿
命
が
伸
び
て
､
男
七
五
年
､
女
八

〇
年
に
な

っ
て
い
る
｡
戟
前
五

〇
年
た
ら
す
で
あ

っ

た
の
と
比
べ
る
と
二
五
年
な
い
し
三

〇
年
伸
び
て
い
る
｡
最
後
の

一
〇
年
は
本
当
の
意
味
で
余
生
と
考
え
る
と
し

て
も
,
二
〇
歳
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
四
〇
年
以
Ⅰ
も
働
け
る
期
間
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
こ
で
働

け
る
と
い
う
意
味
は
,
必
ず
し
も

｢
労
働
力
人
口
｣
と
し
て
の
狭
義
で
は
な
-
､
家
事
'
育
児
'
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー

活
動
を
含
め
て
広
く
社
会
活
動
と
い
う
意
味
で
あ
る
｡

こ
の
良
い

一
生
を
ど
の
よ
う
に
有
意
義
に
過
す
か
が
問
題
で
あ
り
､
経
済
社
会
の
制
度
は
そ
の
活
用
を
可
能
に

す
る
よ
う
に
創
り
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

最
近
,
多
く
の
人
々
の
議
論
の
対
象
に
な

っ
て
い
る
の
は
定
年
制
で
あ
る
｡
す
で
に
五
五
歳
定
年
制
は
過
去
の

こ
と
と
な
り
､
い
ま
は
六

〇
歳
定
年
制
が
目
標
に
な

っ
て
い
る
｡
そ
し
て
'
何
と
か
六
五
歳
ま
で
雇
用
継
続
'
再

雇
用
な
ど
の
方
法
で
働
け
る
よ
う
に
努
力
が
払
わ
れ
て
い
る
｡
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し
か
し
､
最
近
に
お
け
る
中
高
年
労
働
力
雇
用
の
動
き
は
,
急
速
に
中
高
年
労
働
力
が
増
加
し
て
い
る
中
で
､

他
方
で
は
厳
し
い
経
済
不
況
が
あ
畑
,
こ

の
ま
ま
で
は
中
高
年
層
に
不
安
が
深
ま
る
こ
と
を
憂
慮
し
て
の
措
置
で

あ
り
,
い
わ
ば
消
極
的
対
応
策
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
現
状
か
ら
み
て
'
そ
の
よ
う
な
動
き
は
必
要
で
あ
る

が
､
本
来
,
中
高
年
労
働
力
の
活
用
は
も

っ
と
積
極
的
な
姿
勢
で
取
り
組
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡

そ
の
た
め
に
は
､
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
,
中
高
年
労
働
力
の
再
訓
練
が
必
要
で
あ
り
､
技
術
進

歩
､
職
務
内
容
の
変
化
が
激
し
い
時
代
に
､
再
教
育
へ
再
訓
練
の
機
会
が
な
け
れ
ば
'
知

'
技
能
が
時
代
お
-

れ
に
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
｡

中
高
年
労
働
力
の
雇
用
を
妨
げ
て
い
る
要
因
と
し
て
､
賃
金
体
系
や
昇
進
制
度
が
あ
る
｡
賃
金
が
年
齢
に
対
応

し
て
自
動
的
に
上
昇
す
る
と
い
う
体
系
の
も
と
で
は
､
中
高
年
層
の
雇
用
は
賃
金
支
払
総
額
を
増
大
さ
せ
'
企
業

経
営
を
圧
迫
す
る
｡
問
題
は
,
賃
金
が
能
力
と
良
-
見
合

っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
あ
る
｡
固
定
的
な
賃
金
体
系
で

は
な
し
に
､
能
力
に
見
合

っ
た
賃
金
が
支
払
わ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
'
こ

の
面
で
の
障
害
は
取
り
除
か
れ
る
こ
と

に
な
る
｡
最
近
､
年
功
型
賃
金
の
カ
ト
フ
が
修
正
さ
れ

つ
つ
あ
る
こ

と
は
こ
の
意
味
で
好
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
｡

従
来
の
昇
進
制
度
も
問
題
で
あ
る
｡
人
口

･
労
働
力
の
年
齢
構
成
が
下
ぶ
-
れ

･
上
細
り
型
で
あ

っ
た
時
代
に

は
年
齢
に
応
じ
た
役
職
を
用
意
す
る
こ
と
が
た
や
す
か

っ
た
が
'
年
齢
構
成
が
筒
型
に
変
わ

っ
た
現
在
で
は
'
す

べ
て
の
中
高
年
層
を
役
職
者
と
し
て
処
遇
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
｡
企
業
が
中
高
年
層
を
敬
遠
す
る
理
由
の

一
つ
は
処
遇
の
問
題
に
悩
ま
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
役
職
も

一
つ
の
特
殊
技
能
職
と
し
て
'
適
材
を
適
所
に
配
置

す
る
よ
う
に
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
い
わ
ゆ
る
管
理
職
に
不
適
当
な
人
材
に
は
別
の
専
門
職
が
用
意
さ
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れ
る
べ
き
で
あ
る
｡

現
在
は
六

〇
歳
定
年
制
が
目
標
で
あ
る
が
,
今
後
六
五
歳
ま
で
の
雇
用
な
い
し
活
用
を
は
か
る
こ
と
が
課
題
に

な
る
で
あ
ろ
う
｡
六

〇
歳
を
す
ぎ
る
と
次
第
に
個
人
差
が
大
き
-
な
り
,

表

に
施
策
を
適
用
す
る
こ
と
は
出
来

な
く
な
る
｡
ひ
と
に
よ

っ
て
は
､

フ
ル
タ
イ
ム
の
就
業
を
望
み
､
ま
た
そ
れ
が
可
能
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
パ

ー

ト
タ
イ
ム
就
業
を
希
望
し
,
余
暇
を
ボ
ラ
ン
タ
-
1
活
動
に
当
て
た
い
と
考
え
る
ひ
と
も
あ
る
｡

パ
ー
ト
タ
イ
ム
就
業
は
､
近
年
･
女
子
労
働

の
活
用
形
態
と
し
て
普
及
し
て
い
る
が
､
中
高
年
労
働
に
つ
い
て

こ
の
種
の
就
業
形
態
は
ま
だ
定
着
し
て
い
な
い
｡
た
ん
な
る
補
助
労
働
と
し
て
で
は
な
く

そ
の
人
の
知
識
や
技

能
を
生
か
せ
る
形
で
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
就
業
の
普
及
が
望
ま
れ
る
｡

わ
が
国
で
は
宗
教
団
体
の
活
動
が
狭

い
た
め
か
'
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
活
動

の
組
織
化
が
遅
れ
て
い
る
｡
ボ
ラ
ン
タ

リ
ー
活
動
は
､
個
人
個
人
が
そ
の
必
要
性
を
感
じ
､
参
加
の
意
志
を
も

っ
て
い
て
も
'
組
織
化
さ
れ
な
け
れ
ば
顕

在
化
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
｡
こ
の
点
､
高
齢
化
社
会
に
お
い
て
コ
-

ユ
ー言

イ
の
役
割
が
重
視
さ
れ
る
中

で
,
地
方
自
治
体
あ
る
い
は

コ
-

ユ
ニ
テ
ィ
自
身
の
中
か
ら
ボ
ラ
ン
タ
-
1
活
動
を
組
織
す
る
運
動
が
生
れ
て
く

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
｡

戟
後
,
女
性
の
社
会
参
加
が
進
ん
だ
こ
と
は
戦
前
と
比
較
し
て
著
し
い
特
色
で
あ
る
｡
労
働
力
人
口
と
し
て
も
'

現
在
'
女
性
は
総
労
働
力
の
三
八
%
を
占
め
て
お
り
'
そ
の
役
割
を
無
視
す
る
こ

と
は
で
き
な
-
な

っ
て
い
る
｡
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し
か
も
'

前
と
違

っ
て
女
子
労
働
力
は
家
族
従
業
者
と
い
っ
た
補
助
的
労
働
力
で
は
な
く

雇
用
者
と
し
て
男

性
と
共
に
働
い
て
い
る
｡
最
近
は
'
と
く
に
専
門
的
技
術
的
職
業
に
就
-
女
性
も
増
加
し
て
い
る
｡
高
齢
化
社
会
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に
お
い
て
'
福
祉
､
保
健
医
療
'
情
報
'
教
育
と
い
っ
た
分
野
で
の
雇
用
が
増
加
す
る
に
つ
れ
て
'
ま
す
ま
す
女

子
労
働
力
の
活
動
分
野
は
広
ま
る
で
あ
ろ
う
｡

女
子
労
働
に
関
す
る
大
き
な
問
題
は
'
そ
れ
が
出
産

･
育
児
と
い
う
役
割
と
ど
の
よ
う
に
調
和
し
う
る
か
と
い

う
問
題
で
あ
る
｡
子
供
数
が
減
っ
て
い
る
L
t
家
事
の
簡
便
化
が
進
ん
で
い
る
な
ど
､
調
和
を
可
能
に
す
る
条
件

は
整
い
つ
つ
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
出
産

･
育
児
に
よ
る
就
労
の
軽
減
あ
る
い
は
中
断
は
避

け
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

女
性
の
二
つ
の
役
割
-
就
労
と
出
産

･
育
児
-
の
調
和
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
社
会
的
措
置
を
講
じ
る
こ
と
は
､

マ
ン
パ
ワ
ー

･
ポ
リ
シ
ー
の
観
点
か
ら
も
ま
た
人
口
政
策
の
観
点
か
ら
も
､
と
も
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
｡
高
齢

〆ノノ/

化
社
会
に
お
い
て
は
､
そ
の
う
え

も
う

一
つ
老
親
の
世
話
と
い
う
役
割
が
'
女
性
の
肩
に
よ
り
重
く
掛

っ
て
く

る
お
そ
れ
が
あ
る
｡
い
ず
れ
も
'
女
性
だ
け
の
問
題
で
な
く

そ
れ
に
つ
い
て
の
施
策
の
不
足
は
社
会
的
損
失
を

ま
ね
-
大
き
な
問
題
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
'
準
備
を
お
こ
た
ら
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
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は
じ
め
に
/
人
口
空
間
分
布
の
国
際
的
関
心

国
内
に
お
け
る
人
口
の
空
間
分
布
に
つ
い
て
の
関
心
は
,
世
界
的
に
も
著
し
-
高
ま

っ
て
き
た
｡
特
に
､
開
発

と
の
関
係
で
重
大
望

思
義
を
も

つ
問
題
と
し
て
,
先
進
国
,
開
発
途
1
国
を
問
わ
ず
政
府
の
重
大
な
政
策
対
象
と

な

っ
て
き
た
｡
特
に
･
開
発
途
上
国
に
お
い
て
は
,
出
生
力
抑
制
と
い
っ
た
人
口
政
策
に
つ
い
て
の
関
心
の
大
き

い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
,
最
近
で
は
人
口
政
策
の
対
象
と
し
て
の
人
口
分
布
に
関
心
を
も

っ
て
い
る
国
の

方
が
､
出
生
力
問
題
に
関
心
を
も

っ
て
い
る

よ
り
も
多
く
な

っ
て
き
て
い
る
｡

国
連
が

1
九
七
八
年
七
月
に
行

っ
た
人
口
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト

査
の
結
果
に
よ
る
と
'
開
発
途
上
地
域
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の

二

六
か
国
の
う
ち
五
三
か
国
は
出
生
力
水
準
は
満
足
す
べ
き
状
態
に
あ
る
と
答
え
て
い
る
が
､
人
口
の
空
間

分
布
に
つ
い
て
満
足
し
て
い
る
国
は
わ
ず
か
六
か
国
で
あ

っ
て
'
国
内
の
地
域
人
口
分
布
に
つ
い
て
な
ん
ら
か
の

対
策
の
必
要
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
て
い
る
国
が
い
か
に
多
い
か
を
物
語

っ
て
い
る

･

-
i

ア
ジ
ア
･
太
平
洋
地
域
の
三

〇
か
国
に
つ
い
て
み
る
と
'
入
日
の
空
間
分
布
に
は
全
-
問
題
は
な
く

な
ん
ら

の
政
策
も
必
要
の
な
い
こ

と
を
み
と
め
て
い
る
国
は
小
島
国
で
あ
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
ナ
ウ
ル
の
二
か
国
に
す
ぎ

な
い
｡
あ
る
程
度
の
政
策
の
必
要
性
を
み
と
め
て
い
る
の
は

マ
レ
ー
シ
ア
､
韓
国
を
ふ
-
む
八

か
国
､
か
な
り
の
程

度
の
政
策
を
適
当
と
考
え
て
い
る
も
の
は
中
国
'

ス
-
ラ
ン
カ
を
ふ
-
む
四
か
国
､
徹
底
し
た
政
策
の
必
要
性
を



人口移動 ･分布の転換

み
と
め
て
い
る
の
は
イ
ン
ド
､
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
'
パ
キ
ス
タ
ン
'
タ
イ

､

オ
ー
ス
ト
ラ
-
ア
お
よ
び
R
泰

を
ふ
-

む

一
五
か
国
で
あ
る
｡
三

〇
か
国
の
う
ち
半
分
の
国
で
は
'
現
在
の
国
内
地
域
人
口
分
布
は
到
底
容
認
で
き
な
い

(
"ex
trem
eiy
u
n
ac
cep
ta
b
le
"

)
も
の
で
あ

っ
て
'
思
い
切

っ
た
干
渉

(
"rad
ic
a
〓

n
ter
v
ention
"
)
が

必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
｡

一

人
口
移
動
の
転
換

は
じ
め
に
/
西
か
ら
東

へ
､
北
か
ら
南

へ
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近
代
化
の
歴
史
は
､
農
村
か
ら
翫
市

へ
の
人
口
移
動
に
よ

っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

日
本
の
明
治
以
降
に
お
け
る
近
代
化
の
歴
史
も
'
農
村
か
ら
郎
市

へ
の
人
口
移
動
に
よ
る
郎
市
化
'
太
郎
市
､
太

郎
市
圏
'
巨
大
翫
市
圏

へ
の
形
成
'
発
展
の
過
程
で
あ

っ
た
.
し
か
し
'
日
本
列
島

に
お
け
る
人
口
移
動
の
パ
タ

ー
ン
に
は
い
く

つ
か
の
興
味
深
い
特
色
が
み
ら
れ
る
｡

第

1
は
'
東
京
､
大
阪
と
い
う
二
大
拠
点

へ
の
人
口
移
動
の
流
れ
で
あ
る
｡
こ

れ
は
す
で
に
江
戸
時
代
の
江
戸
や

浪
速
の
人
口
増
加
傾
向
に
も
み
ら
れ
た
伝
統
的
な
二
大
都
市
発
展
の
延
長
で
あ
る
0

第
二
は
西
日
本
か
ら
東
日
本

へ
の
人
口
の
流
れ
で
あ
る
.
歴
史
的
に
'
文
化
的
に
早
く
発
展
し
た
西
日
本
か
ら
g



人
口
密
度
の
低
い
,
開
発
の
お
-
れ
た
東
日
本
の
発
展
に
と
も
な
う
東
日
本

へ
の
人
口
移
動
は
'
明
治
以
前
の
古

い
歴
史
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
ら
れ
た
傾
向
で
あ
り
'
明
治
以
降
特
に
第
二
次
大

後
に
お
い
て
顕
著
な
発
展
が
み

ら
れ
た
｡
し
か
し
､
相
対
的
に
は
も
っ
ぱ
ら
南
関
東
の
人
口
の
比
重
の
著
し
い
増
加
で
あ
っ
て
'
東
北

･
北
関
東

の
人
口
比
重
は
反
っ
て
低
下
し
て
い
る
｡

第
三
は
,
日
本
海
側
地
域
か
ら
太
平
洋
岸
地
域
へ
の
移
動
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
｡
こ

れ
は
主
と
し
て
東
海
道
線
沿

線
の
太
平
洋
岸
工
業
地
帯
へ
の
巨
大
な
人
口
移
動
で
あ
る
｡

い
い
か
え
れ
ば
,
日
本
列
島
に
お
け
る
東
寄
り
あ
る
い
は
東
南
方
向

へ
の
移
動
傾
向
と
し
て
要
約
で
き
る
で
あ

ろ
う
｡
人
口
分
布
の
傾
向
を

義

で
あ
ら
わ
し
た
人
口
専

心
の
動
き
は
.
こ
の
よ
う
な
人
口
移
動
の
傾
向
を
反
映

し
て
い
る
｡

人
口
移
動
の
絶
え
ざ
る
流
れ
は
郎
市
､
大
郎
市
'
大
観
市
圏
を
形
成
し
て
き
た
｡
そ
し
て
東
海
道
メ
ガ
ロ
ポ
リ

ス
と
も
呼
ば
れ
た
､
こ
の
巨
大
な
都
市
圏
･
工
業
化
地
帯
に
お
け
る
人
口
集
積
は
'
五
八

〇
〇
万
人

(静
岡
県
を
ふ

く
む
,
昭
和
五
五
年
)
に
も
達
し
'
全
国
人
口
の
五

〇
%

(
四
九

･
七
%
)
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る
｡
東
海
道
メ

ガ
ロ
ポ
リ
ス
の
面
積
は
全
国
土
の

一
五

･
三
%
に
す
ぎ
な
い
.

し
か
し
,
こ
の
よ
う
な
大
都
市
志
向
の
歴
史
的
'
長
期
的
な
移
動
傾
向
も
よ
う
や
-
飽
和
状
態
に
接
近
L
t
新
し

い
第
二
の
段
階
に
展
開
し
始
め
た
｡
こ
の
新
し
い
変
化
を
筆
者
は
人
口
移
動
の
転
換
と
よ
ん
で
い
る

(拙
著

『
日

本
人
口
の
転
換
構
造
』

(
増
補
版
'
古
今
書
院
､
昭
和
五
二
年
'
第
六
部

人
口
移
動
の
転
換

参
照
)
0

こ
の
人
口
移
動
転
換
の
動
向
を
も

っ
と
も
早
-
予
報
し
た
も
の
は
'
巨
大
都
市
圏
へ
の
地
方
か
ら
の
集
中
的
移
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cJ

動
の
著
し
い
減
退
の
傾
向
と
巨
大
翫
市
圏
か
ら
地
方

へ
の
還
流
移
動
の
増
大
傾
向
の
結
果
と
し
て
の
巨
大
都
市
圏

の
転
入
超
過
の
激
減
'
そ
し
て
転
出
超
過

へ
の
逆
転
と
い
う
現
象
の
発
生
で
あ
っ
た
｡

も

っ
と

も
'

こ
の
よ
う
な
包
内
の
首
郎
圏
と
か
最
大
都
市
圏
に
お
け
る
転
入
超
過
の
激
減
'
あ
る
い
は
反
対
に

転
出
超
過
へ
の
逆
転
と
い
っ
た
現
象
は
'
今
日
で
は
日
本
の
み
な
ら
ず
ヨ
-
ロ
ッ
パ
の
多
-
の
国
に
共
通
に
み
ら

れ
る
｡

こ
の
よ
う
な
日
本
列
島
に
お
け
る
人
口
移
動
の

う
0

史
的
転
換
の
傾
向
を
い
く
つ
か
の
観
点
か
ら
考
察
し
て
み
よ

移
動
人
口
総
数
の
変
化

一一169--

n1

日
本
人
日
の
移
動
総
数
に
つ
い
て
の
年
次
別
変
化
は
'
『
住
民
基
本
台
帳
人
口
移
動
報
告
年
報
』
に
よ

っ
て
知

る
こ
と
が
で
き
る
｡

九
五
四
年

(昭
和
二
九
)
か
ら

九
八

1
年

(
昭
和
五
六
)
に
至
る
二
八
年
間
に
つ
い
て
の
移
動
人
口
総
数
'

性
比
'
移
動
率
を
示
す
と
表
I
と
図
1
の
如
く
で
あ
る
｡

九
五

〇
年
代
後

に
お
け
る
人
口
移
動
総
数
は
五

〇
〇
万
人
台
の
水
準
に
と
ど
ま

っ
て
い
た
が
'

1
九
六

〇

年
代
か
ら

九
七

〇
年
代
前
半
に
か
け
て
激
増
傾
向
が
み
ら
れ
た
｡
六

〇
〇
万
人
'七

〇
〇
万
人
､
そ
し
て
八

〇
〇

万
人
へ
と
増
大
傾
向
を
維
持
し
'

九
七
三
年
の
八
五

〇
万
人
で
ピ
ー
ク
に
透
し
た
｡
こ

の
年
を
転
換
点
と
し
て



表 1 移動人口総数 ,性比 ,移動率の推移 (1954-1981)

年 次 封移動数 性 比 絢 *3) 推計日本人人口3)

195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974 51498,3185,140.569 108.82)107.9112.2115.5116.7115.4115.7115.5113.7114.4115.0114.1114.2113.3111.9112.8111.9 6.27%5.805.435.835.815.826.096.426.957.267.517.567.557.517.727.977.957.927.817.877.30 8,765.2万人*8,867.8

4,859,625 8,957.3

5,268,2485.294,291 9.032.79,116.2

5,357,6585.652,659 9,203.3*9,284.1

6,012,494 9,372.4

6,580,189 9,461.3

6,936,831 9,558.0

7,256,7817,380,637 9,659.7*9,768.1

7,431,660 9,844.3

7,478,9887,775,456 9,960.310,073.7

8,125,6008,272,511 10,193.8*10,406.1

8,359､711 10,548.8

8,349,840 10,697.1

8,538,820 10,847.8
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年 次 移動数 1) 性 比 移致率‡ 推計 日本人人口3)

資料 :『住民基本台帳人口移動報告年報』

昭和56年,総理府統計局.昭和57年

備考 :1)1954年から1972年 まで,沖縄県の移動数をふ くんでいriい0

2)1958年の性比は 3月～12月の結果

3)移動率は日本人人口 (各年10月 1日現在の推計｡ただ し*

印の年は国勢調査結果)に対する比率

こ こでの移動は市区町村問のものであって,市区町村内移動を

ふ くまない｡
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図 1 移動人口総数と移動率の推移
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い
っ
き
ょ
に
激
蕗
の
傾
向
に
転
じ
て
お
り
,
わ
ず
か
八
年
後
の

完

八

壷

に
は
七

〇
〇
万
人
を
割

っ
て
い
る
｡

〓
ハ
四
万
人
の
減
少
,

完

･
二
%
の
減
少
率
で
あ
る
･

完

七
三
年
は
第

表

石
油
シ
ョ
ッ
ク
の
年
に
あ
た

っ

て
お
り
･
そ
れ
以
降
世
界
的
構
造
的
不
況
の
中
で
日
本
も
そ
の
不
況
の
中
に
ま
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
｡

完

五

〇

年
代
後
半
か
ら
始
ま

っ
た
高
度
経
済
成
長
期
の
中
で
,
労
働
力
人
口
を
中
心
と
す
る
民
族
大
移
動
が
始
ま

っ
た
｡

し
か
し
､
移
動
人
口
総
数
で
み
る
限
り
･

完

七
三
年
を
境
と
し
て
経
済
的
不
況
を
直
接
起
因
と
す
る
人
口
移

動
の
激
減

へ
と

転
し
て
い
る
.
総
人
口
に
対
す
る
人
口
移
動
総
数
の
割
合
で
み
る
と
'
す
で
に

一
九
六
九
年
に

七

･
九
七
%
で
ピ
ー
ク
に
達
し
て
い
る
｡
こ
こ

で
注
目
さ
れ
る
点
は
'
こ

の

九
六
九
年
の
約
八
%
と
い
う
最
高

水
準
を
中
と
し
て
'
そ
の
前
後
の

九
六
四
年
か
ら

1
九
七
三
年
に
至
る

一
〇
年
間
は
'
七

･
五
%
以
上
の
高
移

動
率
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
｡
そ
し
て
さ
ら
に
ま
た
,
こ
の
プ
ラ
ト
ー
の
あ
と
低
下
を
続
け
'
上
昇
前

九
五

〇
年
代
後
半
の
六
%
未
満
の
水
準
に
回
帰
し
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
｡
こ
の
よ
う
な
富
士
山
型
の
変

-173-

動
パ
タ
ー
ン
は
'
次
に
述
べ
る
大
都
市
圏
へ
の
転
入
人
口
の
推
移
に
も
み
ら
れ
る
.

い
ず
れ
に
し
て
も
'
日
本
全
国
に
お
け
る
人
口
移
動
の
総
量
の
こ
の
よ
う
な
変
化
は
'
人
口
移
動
パ
タ
ー
ン
の

新
し
い
変
化
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
そ
の
変
化
を
主
と
し
て
移
動
の
地
域
パ
タ
ー
ン
の
観
点
か
ら

し
て
み
よ
う
｡



ま
ず
第

LT

県
問
移
動
と
県
内
移
動
の
転
換

に
'
県
を
単
位
と
し
て
県
問
移
動
と
県
内
移
動
に
区
分
し
て
そ
の
移
動
の
変
化
を
み
て
み
よ
う
｡
表

2
と
図
2
は
そ
れ
ぞ
れ
の
移
動
数
と
移
動
率
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡
い
-

つ
か
の
注
目
す
べ
き
変
化
が
み
と
め

ら
れ
る
｡

第

1
は
'
県
問
移
動
と
県
内
移
動
の
推
移
の
特
徴
か
ら
'
三
つ
の
時
期
'
あ
る
い
は
段
階
に
区
分
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
｡

第

i
の
時
期
は
'

一
九
六

1
年
ま
で
の
期
間
で
あ

っ
て
'
そ
の
特
徴
は
県
内
移
動
数
が
県
問
移
動
数
を
上
回

っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
第
二
の
時
期
は
'

1
九
六
二
年
以
降

一
九
七

1
年
に
至
る
期
間
で
あ

っ
て
､
県
問

･･一一1.74-

移
動
数
が
県
内
移
動
数
を
上
回
る
と
い
う
特
徴
的
な
変
化
が
み
ら
れ
る
｡
第
三
の
時
期
は
'

九
七
二
年
以
降
今

日
に
至
る
期
間
で
あ
っ
て
､
そ
の
特
徴
は
県
内
人
口
移
動
数
が
再
び
県
問
人
口
移
動
数
よ
り
も
多
く
な
る
と
い
う

点
に
あ
る
｡
第

1
期
は
'
高
度
成
長
の
初
期
'
第
二
期
は
最
盛
期
､
第
三
期
は
不
況
期
に
そ
れ
ぞ
れ
ほ
ぼ
対
応
し

て
い
る
と
み
ら
れ
る
だ
け
に
興
味
深
い
｡

労
働
需
要
の
極
め
て
旺
盛
な
成
長
期
に
は
遠
距
離
移
動
が
活
発
と
な
り
'
経
済
停
滞
期
に
は
居
住
地
か
ら
近
い

地
域

へ
の
移
動
が
中
心
と
な
る
傾
向
の
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
｡
そ
れ
は
'
好
況
期
に
は
必
要
労
働
力
を
確

保
す
る
た
め
に
企
業
は
募
集
圏
を
広
-
拡
大
す
る
必
要
が
あ
る
の
に
対
し
て
'
不
況
期
に
は
そ
の
必
要
性
が
あ
ま



人口移動 ･分布の転換

表 2 府県間移動と府県内移動の推移 (単位 :千人)

年 次 府県間移動 府県内移動 総移動数の中で府県間移動の占める割合43.3

移動数 移動率 移動数 移動率

1955 2.227 2.5 2,914 3.3

1956 2,122 2.4 2,738 3.1 43.7

1957 2,380 2.6 2,888 3.2 45.2

1958 2.381 2.6 2,914 3.2 45.0

1959 2,443 2.7 2,915 3.2 45.6

1960 2.680 2.9 2,973 3.2 47.4

1961 2,952 3.2 3.060 3.3 49.1

1962 3.303 3.5 3.277 3.5 50.2

1963 3.473 3.6 3,464 3.6 50.1

1964 3.634 3.8 3.622 3.8 50.1

1965 3.692 3.8 3.688 3.8 50.0

1966 3.684 3.7 3.748 3.8 49.6

1967 3.761 3.8 3.718 3.7 50.3

1968 3.937 3.9 3.838 3.8 50.6

1969 4.116 4.0 4,010 ･3.9 50.6

1970 4,235 4.1 4.038 3.9 51.2

1971 4,257 4.1 4,103 3.9 50.9

1972 4,157 3.9 4,193 3.9 50.5

1973 4,234 3.9 4,256 3.9 49.6

1974 3,932 3.5 4,094 3.7 48.9

1975 3､698 3.3 3.846 3.4 49.0

1976 3.565 3.2 3,826 3.4 48.2

1g77 3.568 3.1 3.828 3.4 48.2

1g78 3.487 3.1 3.804 3.3 47.8

1979 3.469 3.0 3.826 3.3 47.6

表 1と同じ
移動は市区町村問移動
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表 3 3大都市圏の転出入人口と転出入超過人Uo)推移 ,1955-1981

年次 3大 都 市 圏 全 域 大都市圏別転出入超過人口

転入人口 転出入ロ 転出入超過 入 日 東戻大都市勢 中京大都市圏 阪神大都市圏

19551956195719581959196019611962196319641965196619671968ー19691970197119721 千人 千人 千人 千人 千人 千人7387438668158809991,1041,1841,2091,2171,1861,1381,1541,2021,2521,2631,2141,127 I 385342359393389406449536589639705732750784827870926921 353401507421490594655647619578481406404418426393289207 235247295273300333359364354327298266255259250248206159 234244264572757280765237424855543724 951121691231451892212111851741311031071ユ21219147フ4
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人口移動 ･分布の転換

年次 3大 都 市 圏 全 域 大都市圏別転出入超過人口
転入人口 転出人口 転出入超 東戻大 中戻大 阪仲大

過 人 口 都市圏 都市圏 都市圏

1975197619771978197919801981 千人 千人 千人 千人 千人 千人

資料 :総理府統計局 『住民基本台帳人口移動報告年報』 (厚生省人口

問題研究所政策科長内野澄子博士の計算による)

備考 :東京大都市圏は東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県,中京大都

市圏は愛知県,岐阜県,三重県,阪神大都市圏は京都府,大阪

府,兵庫県をふ くむ地域である｡

△は転出超過を示す｡
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図4 3大都市圏全域の転出入人口の推移,1955-1981
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人口移動 ･分布の転換

図5 3大都市碑全域の転出入超過人口の推移 ,1955-1981

1955

..
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り
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

県
問
移
動
と
県
内
移
動
を
人
口
に
対
す
る
率
で
み
る
と
図
3
の
如
-
で
あ

っ
て
'
実
数
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
三

つ
の
段
階
が
い
ず
れ
の
移
動
率
に
も
み
ら
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
､
実
数
で
は
み
れ
な
か

っ
た
変
化
を

み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
れ
は
県
内
移
動
率
,
県
問
移
動
率
の
い
ず
れ
も
が
最
近
で
は
出
発
点
爪義

の
段

階
の
水
準
に
回
帰
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
人
口
移
動
総
数
の
増
大
,
減
少
の
振
幅
は
'
県
内
移
動
と
県
問
移
動

の
交
替
過
程
を
と
も
な

っ
て
生
じ
て
い
る
｡

日

三
大
都
市
圏
の
移
動
人
口
の
転
換

す
で
に
ふ
れ
た
如
上

東
海
道
の
三
大
郡
市
圏

へ
の
集
中
的
移
動
も
よ
う
や
-
ピ
ー
ク
に
達
し
'
新
し
い
秩
序

形
成
に
向

っ
て
の
新
し
い
変
化
が
生
じ
て
い
る
｡
三
大
拓
市
圏
の
転
入
'
転
出
な
ら
び
に
そ
の
差
と
し
て
の
転
出

入
超
過
の
注
目
す
べ
き
変
化
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
｡

三
太
郎
市
圏
全
域

へ
の
転
入
'
転
出
'
転
出
入
超
過
お
よ
び
個
々
の
太
郎
市
圏
別
の
転
出
入
超
過
の
推
移
を
み

る
と
表
3
と
図
4

･
5
の
如
-
で
あ
る
｡

全
国
か
ら
三
大
都
市
圏
へ
の
転
入
人
口
は

1
九
五
五
年
以
降
急
激
に
増
大
傾
向
を
示
し
'
五
年
後
の

1
九
六

〇

年
に
は
い
っ
き
ょ
に

1
0
0
万
人
台
に
ま
で
増
加
し
'
そ
の
後

一
九
七
三
年
ま
で

二

〇
万
な
い
し

〓

10
万
の

水
準
が
維
持
さ
れ
た
｡
こ

の
時
期
は
い
わ
ゆ
る
高
度
経
済
成
長
期
に
あ
た
る
時
代
で
あ
る
｡
こ
の
年
間
転
入
人
口
は
'
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人口移動 ･分布の転換

九
六

〇
年
か
ら

九
七
三
年
ま
で

二
二
年
間
に
わ
た
り

1
0
0
万
人
以
上
に
達
し
た
｡

し
か
し
'

九
七
四
年
以
降
着
実
に
減
少
傾
向
に
転
じ

完

八

〇
年
'

完

八

毒

に
は
八

〇
万
人
以
下
と
な

っ
た
｡
こ

の
転
入
人
口
は
高
度
経
済
成
長
の
初
期
の

完

五
五
年
,

完

五
六
年
の
水
準
に
ほ
ぼ

姦

し
て
い
る
｡

し
た
が

っ
て
,
三
大
郡
市
圏

へ
の
転
入
人
口
は
高
度
経
済
成
長
の
初
期
,
最
盛
期
'
最
近
の
不
況
期
の
三
つ
の
段

階
に
対
応
し
た
登
り
､
頂
上
'
降
り
の
富
士
山
型
を
示
し
て
い
る
｡

し
か
し
,
他
方
に
お
い
て
三
大
縮
市
圏
か
ら
地
方

へ
の
転
出
人
口
は
着
実
に
増
大
傾
向
を
示
し
'

完

七
三
年

に
は
九
八
万
人
に
達
し
た
｡
転
入
人
口
が
ピ
ー
ク
に
達
し
た
の
は

完

七

〇
年
で
あ
る
が
'
転
出
人
口
は
三
年
お

く
れ
て
ピ
ー
ク
に
透
し
た
こ
と
に
な
る
｡
転
出
人
口
も
減
少
傾
向
に
転
じ
た
が
'
転
入
人
口
の
減
少
速
度
が
は
る

か
に
早
か

っ
た
た
め
,
両
者
の
差
,
い
わ
ゆ
る
純
移
動
量
は
い
っ
き
ょ

に収
縮
し
'
均
衡
化
す
る
に
至

っ
た
｡
三

大
雛
市
圏
の
転
入
超
過
人
口
は
･

完

六

毒

,

完

六
二
年
に
は
六
五
万
人
前
後
と
い
う
大
き
な
量
に
透
し
た
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が
､
一
〇
年
後
の

五

七
二
年
に
は
三
分
の
這

下
の
二

〇
万
人
二

九
七
五
年
に
は
わ
ず
か

二

万
人
と
縮
小

し
た
｡
そ
し
て
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
点
は
､

一
九
七
六
年
以
降

一
九
八

7
年
に
至
る
問
で
は
わ
ず
か
な
が
ら
転
出

が
転
入
を
上
回
る
に
至

っ
た
｡

い
い
か
え
れ
ば
､
三
太
郎
市
圏
は
転
入
超
過
か
ら
転
出
超
過
-

た
と
え
そ
の
量
は
小
さ
い
と
し
て
も

逆
転
す
る
と
い
う
質
的
に
大
き
な
変
化
を
示
す
こ
と
に
な

っ
た
｡
こ
の
こ
と
は
'大
都
市
圏
人
口
が
人
nu
移
動
(社

会
増
加
)
に
よ
っ
て
増
大
す
る
と
い
う
歴
史
的
特
徴
が
喪
失
ざ
れ
る
に
至

っ
た
こ
と
'
そ
し
て
ま
た
こ
の
こ

と
は

日
本
列
島
に
お
け
る
人
口
移
動
の
パ
タ
ー
ン
'
構
造
等
に
お
い
て
新
し
い
変
化
の
生
じ
て
き
た
こ
と
を
示
唆
す
る



も
の
で
あ
る
｡

三
太
郎
市
圏
を
個
別
に
観
察
し
て
み
る
と
表
3
の
如
-
で
あ
る
｡
若
干
の
差
異
が
み
ら
れ
る
｡

第

7
は
阪
神
大
都
市
圏
が
も

っ
と
も
早
く
転
出
超
過
に
転
じ
た
こ

と
で
あ

っ
て
'

1
九
七
三
年
以
降
今
日

二

九
八

一
)
に
至
る
ま
で
例
外
な
く
転
出
が
転
入
を
上
回

っ
て
い
る
｡
阪
神
太
郎
市
圏
と
対
照
的
な
の
は
'
東
京
太

郎
市
圏
で
あ
っ
て
'
転
入
超
過
人
口
は
最
盛
期
の

1
割
前
後
に
ま
で
縮
小
す
る
に
至

っ
た
が
な
お
転
出
超
過
を
示

す
に
至
っ
て
い
な
い
｡

九
七
四
年
以
来
転
入
超
過
は
五
万
人
未
満
の
水
準
で
推
移
し
て
い
る
｡
東
京
太
郎
市
圏

の
人
口
吸
引
力
の
強
さ
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

東
京
大
都
市
圏
と
阪
神
大
翫
市
圏
の
中
間
に
あ
る
の
か
中
京
大
都
市
圏
で
あ
る
｡
阪
神
大
都
市
圏
よ
り
二
年
お

-
れ
て
転
出
超
過
に
転
じ
た
が
'
な
お

1
九
七
八
年
'

1
九
八

1
年
に
は
わ
ず
か
な
転
入
超
過
を
示
し
た
.
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籾

県
問
移
動
の
主
要
パ
タ
ー
ン
別
に
み
た
動
向

前
項
で
述
べ
た
三
太
郎
市
圏
対
全
国
各
地
方
と
の
問
の
移
動
は
'
日
本
列
島
の
も

っ
と
も
基
本
的
な
パ
タ
ー
ン

で
あ
る
.
特
に
'
工
業
化
'
融
市
化
が
大
規
模
に
'
急
速
に
進
ん
で
い
っ
た
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
期
に
は
全
国

を
ま
き
こ
ん
だ
民
族
的
大
移
動
が
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
｡
そ
れ
以
前
に
お
い
て
は
､
東
京
や
大
阪
と
い
っ
た
大
拠
点

へ

の
人
口
移
動
は
も
ち
ろ
ん
み
ら
れ
た
が
､
そ
れ
は
量
的
に
も
大
き
な
も
の
で
は
な
く
･
人
口
移
動
は
む
し
ろ
地
方

的
な
､
地
方
の
小
地
域
内
の
移
動
が

1
般
的
な
パ
タ
ー
ン
で
あ

っ
た
｡



人口移動 ･分布の転換

表 4 県間移動の主要パターン別にみた移動量の推移 (単位千人)

年次 総数(千人) 大都市圏 内 地方県問 大都市圏への転入刷 大都市圏から地方への転出 (B) 大都市圏絶移動(Aトー(B)

1954 2,353 588 573 788 403 385

1955 2,227 563 540 738 385 353

1956 2,122 539 499 743 342 401

1957 2,380 593 562 866 359 507

1958 2.381 6.18 556 815 393 421

1959 2,443 649 524 880 389 490

1960 2,680 706 568 999 406 594

1961 2,952 794 606 1,104 449 655

1962 3.303 919 664 1,184 536 647

1963 3.473 995 679 1,209 589 619

1964 3.634 上089 688 1,217 639 578

1965 3.692 1,116 685 1,186 705 481

1966 3.684 1,144 670 1,138 732 406

1967 3.761 1,180 677 1,154 750 404

i968 3.937 -1,241 710 1,202 784 418

1969 4,116 1,301 735 1,252 827 426

1970 4.235 1,346 757 1,263 870 393

1971 4,257 1,352 764 1,214 926 289

1972 4,157 1,361 748 1,127 921 207

1973 4,234 1,378 773 1,099 985 114

1974 3.932 1,259 738 987 949 39
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(単位千円)

年次 総数 大都市圏 内 地方県問 大都市圏への 大都市圏から地方への 大都市圏純移動
(千人) 転入(ju 転出 (B) fAト (B)

1978 3.487 1,123 699 837 829 7

1979~3,469 1,129 701 812 827 △15

1980 3,362 1,084 692 789 797 △ 8

1981 3.318 1,050 701 799 768 31

分 布 (%)

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

24.4

24.2

23.5

23.6

23.4

21.4

21.2

20.5

20.1

19.6

18.9

18.6

18.2

18.0

18.0

17.9

17.9

17.9

18.0
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17.3

16.1

15.1

16.5

15.9

15.1
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17.0

17.6

19.1

19.9

19.9

19.9

20.1

20.5

21.8

22.2



人口移動 ･分布の転換

(単位千円)

年次 総数 大都市圏 内 大都市地方県間 圏への 大都市圏から地方への 大都市圏純移動
(千人) 転^( 転出 (B) (Aj-(B)

1973 100.0 32.5 18.3 26.0 23.3

1974 100.0 32.0 18.8 25.1 24.1

1975 100.0 31.7 19.2 24.7 24.4

1976 100.0 32.3 19.4 23.8 24.5

1977 100.0 31.8 19.8 24.0 24.3

1978 100.0 32.2 20.0 24.0 23.8

1979 100.0 32.5 20..2 23.4 23.8

1980 100.0 32.2 20.6 23.5 23.7

1981 100.0 31.6 21.1 24.1 23.1

資料 :総理府統計局 『住民基本台帳人口移動報告年報』により計算

(厚生省人口問題研究所政策科長内野澄子博士による計算結果)

備考 :大都市圏は東京大都市圏 (東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県を

ふくむ),中京大都市圏 (愛知県,岐阜県,三重県をふ くむ)お

よび阪神大都市圏 (京都府,大阪府,兵庫県をふくむ)の合計で

あって,それぞれの圏内の県間移動の合計 (大都市圏内移動)や

大都市圏への転入,大都市圏からの転出,大都市圏の純移動が示

されている｡また.地方県問移動は,以上の3大都市圏を除いた

全国の各県間移動の合計である｡
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図 6 県間移動の主要パターン別移動の推移

(1954-1981年)
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人口移動 ･分布の転換

今
日
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
人
口
移
動
は
,
量
か
ら
み
る
限
り
･
地
方

の
村
と
村
と
の
問
の
女

の
結
婚
移
動
が
最

大
の
移
動
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
と
同
様

に
,
日
本
に
お
い
て
も
か

つ
て
は
人
口
移
動

の
主
流
は
'
地
方

の
比
較
的

に

小
さ
な
地
域
内
の
移
動
パ
タ
ー
ン
で
あ

っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

こ
こ
で
は
二

別
述
の
全
国
的
規
模

の
移
動
パ
タ
ー
ン
と
し
て
の
三
大
都
市
圏

へ
の
転
入
､
三
太
郎
市
圏
か
ら
の

転
出
の
二
大
移
動
パ
タ
ー
ン
の
外
に
､
太
郎
市
圏
内
県
問
移
動
と
地
方

の
県
問
移
動
の
二

つ
の
パ
タ
ー
ン
を
加
え

て
そ
の
変
化
の
動
向
を
考
察
し
て
み
る
と
表

4
と
図

6
の
如
-
で
あ
る
｡

以
上
の
四

つ
の
大
き
な
移
動
流

の
推
移
を
図
示
し
た
の
が
図

6
で
あ
る
｡
こ

れ
に
よ

っ
て
'
こ
れ
ら
の
移
動
流

の
変
化
を
み
る
と
注
目
す
べ
き
傾
向
が
み
と
め
ら
れ
る
｡

第

這

,
地
方
県
か
ら
三
大
都
市
圏
に
転
入
す
る
人
口
が
,

完

六
四
年
ま
で
は
他

の
い
ず
れ
の
移
動
流
よ
り

も
多
い
最
大
の
移
動
パ
タ
ー
ン
で
あ

っ
た
が
'

九
六
五
年
以
降
は
今
日
に
至
る
ま
で
太
郎
市
圏
内
人
口
移
動
が

-189-

最
大
と
な

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
大
都
市
圏

へ
の
大
量
の
集
中
的
移
動
は
､
大
郡
市
圏

の
中
核
大
都
市
の
人
口

過
剰
状
態
を
も
た
ら
し
,
そ
の
周
辺

へ
の
分
散
､
い
わ
ゆ
る
人
口
の
郊
外
化
の
連
動
を
ひ
き
お
こ

し
た
｡
こ
れ
が

中
核
大
都
市
を
中
心
と
す
る
大
都
市
圏
の
急
激
な
形
成
･
発
展
の
原
因
と
な

っ
た
.
し
か
し
'
こ

の
太
郎
市
圏
内

の
移
動
人
口
は
,
い
せ
ん
と
し
て
最
大
の
規
模
を
示
し
て
い
る
が
'
大
都
市
圏

へ
の
転
入
人
口
が

九
七

〇
年
に

ピ

ー
ク

に
達
し
･
激
減

の
傾
向
に
転

ず
る
と
共
に

こ
の
大
郎
市
圏
内
人

口
移
動
量
も

三
年
お
-
れ
て

九
七
三
年

に
ピ
ー
ク
に
達
し
'
減
少
傾
向
を
示

し
て
い
る
｡

第
二

は
'
太
郎
市
圏
か
ら
地
方
県

へ
の
環
流
人
口
の
傾
向

で
あ
る
｡
こ

の
移
動
人

口
も
'

九
六
二
年
以
降
急



激
な
増
加
傾
向
に
転
じ
,

五

七
三
年
の
ピ
-

ま
で
こ

の
傾
向
が
持
続
し
､
そ
れ
よ
り
先
竺

九
七

〇
年
以
降

減
少
に
転
じ
て
い
る
大
都
市
圏

へ
の
転
入
人
口
と
ほ
ぼ
同

完

準
を
示
す
に
至

っ
た
こ

と
が
注
目
さ
れ
る
｡

第
三
は
地
方
県
間
の
人
口
移
動
の
動
向
で
あ
る
｡
地
方
の
中
で
の
移
動
と
し
て
の
こ
の
地
方
県
問
移
動

は
､

壷

ハ
八
年
以
降
年
間
七

〇
万
人
台
の
水
準
が
維
持
さ
れ
て
い
る
｡
太
郎
市
圏

へ
の
転
入
人
口
が

完

七

〇
年
に
'

大
都
市
圏
か
ら
の
転
出
入
日
が

完

七
三
年
に
,
大
都
市
圏
内
移
動
人
口
も

完

七
三
年
に
'
そ
れ
ぞ
れ
ピ
ー
ク

に
達
し
,
そ
れ
以
降
減
少
に
転
じ
て
い
る
の
に
対
し
,
こ

の
地
方
県
問
移
動
'
い
わ
ば
地
方
ブ

ロ
ッ
ク
の
中
で
の

移
動
の
み
が
減
少
傾
向
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
｡
こ
の
こ
と
は
'
他
の
三
つ
の
大
き
な
移
動
流
が

す
,へ
て
大
都
市
ー圏
と
の
関
係
の
移
動
で
あ
る
の
に
対
し
て
･
大
都
市
圏
と
は
無
関
係
の
地
方
の
内
部
の
移
動
で
あ

る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
･
日
本
列
島
に
お
け
る
人
口
移
動
が
大
和
市
圏
中
心
型
か
ら
､
個
々
の
地
方
中
心
の
移

動
の
増
大
と
い
っ
た
分
散
型

へ
の
動
き
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

こ
の
四
つ
の
主
要
移
動
流
に
み
ら
れ
る
県
問
人
口
移
動
数
に
占
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
移
動
流
の
比
重
の
変
化
を
み

る
と
表
4
と
図
7
の
如
く
で
あ
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
の
移
動
流
の
比
重
の
変
化
は
図
7
に
よ
っ
て
よ
う
い
に
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
｡

大
都
市
圏
内
移
動
人
口
の
占
め
る
比
重
は
三

〇
%
を
越
え
て
お
り
最
大
で
あ
る
｡
し
か
し
'
大
都
市
圏

へ
の
転

入
,
大
都
市
鶴
か
ら
の
転
出
･
地
方
県
問
移
動
の
三
つ
の
移
動
流
は
'
そ
れ
ぞ
れ
二

〇
%
余
の
水
準
に
接
近
し
て

き
て
い
る
｡
大
都
市
圏

へ
の
転
入
や
大
都
市
圏
か
ら
の
転
出
は
'
も

っ
と
も
長
距
離
の
移
動
で
あ
る
が
'
こ
の
転
入
､

転
出
の
合
計
の
移
動
量
も

一
九
七

〇
年
代
初
期
の
三

〇
万
人
の
ピ
ー
ク
か
ら
減
少
し
始
め

一
九
八

一
年
で
は

一
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人口移動 ･分布 の転換

図 7 県問移動人口量の主要移動流別にみた分布の推移 ,1955-1981

年
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蓑5 大都市圏転入 ,転出合計と県間移動人口

に占める割合の推移 ,1954-1981

年次 転出入合計 県問移動人口に 年次 転出入合計 県問移動人口に
(単位千人) 占める割合㈲ (単位千人) 占める割合ガ

19541955195619571958195919601961196219631964196519661967 1,191Ll231,0851.2251,208上2691.4051,5531,7201.7981,8561,8911,8701,904 50.650.451.151.550.751.952.452.652.151.851.151.250.850.6 19681969197019711972197319741975197619771978197919801981 1,9862,0792,1332,1402,0482,0841,9361.8131,7231,7251,6661,6391,6091,567 50.450.550.450.349.349.249.249.048.348.347.847.247.947.2

資料 :表 4による
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人口移動 ･分布の転換

六
〇
万
人
を
割

っ
て
い
る
｡
こ
れ
に
比
較
す
る
と
,
大
都
市
圏
内
移
動
も
地
方
県
問
移
動
も
比
較
的
短
距
離
の
移

動
で
あ
る
｡
大
都
市
圏
の
転
出
入
の
合
計
と
大
都
市
圏
内
移
動
と
地
方
県
間
移
動

の
合
計
を
'
県
問
移
動
人
口
総

数
に
占
め
る
大
都
市
圏
の
転
出
入
人
口
合
計
の
割
合
に
よ

っ
て
比
較
し
て
み
る
と
'

完

七

毒

ま
で
は
前
者
の

方
が
多
か

っ
た
が

完

七
二
年
以
降
は
逆
転
し
て
後
者
の
方
が
多
-
な

っ
て
い
る

(表

5
参
照
)｡

ま
た
,
す
で
に
日
に
お
い
て
の
べ
た
如
く
､
県
問
移
動
と
県
内
移
動
を
比
較
し
て
も

1
九
七
二
年
以
降
県
内
移

動
の
方
が
県
問
移
動
を
上
回

っ
て
お
り
､
近
距
離
移
動
の
増
大
を
示
し
て
い
る
が
'
こ
こ

で
の
県
問
移
動
の
主
要

移
動
流
に
み
ら
れ
る
傾
向
と
軌
を

一
に
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
.

二

人
口
分
布
の
転
換

-193-

地
域
人
口
の
増
減
は
､
自
然
増
加

(出
生
数
と
死
亡
数
の
差
)
と
社
会
増
加

(転
入
数
と
転
出
数
と
の
差
)
の

二
個
の
異
な

っ
た
要
因
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る
｡
こ

の
二
個
の
要
因
の
う
ち
い
ず
れ
が
支
配
的
な
影
響
力
を
も

っ

て
い
る
か
は
'
地
域
に
よ
り
､
時
期
に
よ

っ
て
異
な

っ
て
い
る
｡

し
か
し
､

般
に
､
社
会
増
加
の
変
化
は
短
期
間
に
大
き
-
変
化
す
る
可
能
性
が
大
き
い
た
め
'
地
域
入
日
の

増
加
に
与
え
る
影
響
は
直
接
的
で
あ
る
｡
社
会
増
加
率
に
比
較
す
れ
ば
'
自
然
増
加
率
は

般
に
は
る
か
に
安
定

し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
'
社
会
増
加
率
の
変
化
が
人
口
増
加
率

に
与
え
る
影
響
は
大
き
い
と
い
え
る
｡
少
な
く



と
も
県
人
口
に
関
す
る
限
り
･
今
日
ま
で
自
然
増
加
率
は
す
べ
て
プ
ラ
ス
で
あ

っ
た
｡

し
か
し
,
県
人
口
は
著
し
い
変
化
を
示
し
て
き
た
｡
た
と
え
ば
･
五
年
間
に
人
口
減
少
を
示
し
た
県
は
､

元

五
〇
～

一
九
五
五
年
で
は
七
県
'

一
九
五
五
～

九
六
〇
年
で
は
二
六
県
二

九
六
〇
⊥

九
六
五
年
で
は
二
五

県
､

完

六
五
～

完

七
〇
年
で
は
二
〇
県
･

完

七
〇
～

完

七
五
年
で
は
五
県
'

完

七
五
～

九
八
〇
年

で
は

県
と
い
う
よ
う
に
､
県
人
口
は
す
べ
て
自
然
増
加
率
が
プ
ラ
ス
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
減
少
県
が
こ

の
よ
う
に
増
大
し
た
り
,
減
少
し
た
り
す
る
の
は
,
主
と
し
て
人
口
移
動
の
変
化
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
る
｡

し
か
し
､
ま
た
人
口
移
動

(社
会
増
加
)
が
弱
ま
っ
て
-
る
と
,
自
然
増
加
の
水
準
が
地
域
人
口
の
増
減
に
大
き

い
影
響
を
も
た
ら
す
よ
う
に
な
る
こ

と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
｡

た
と
え
ば
,
人
口
再
分
布
指
数
に
よ
っ
て
人
口
移
動
の
地
域
別
人
口
分
布
へ
の
影
響
に
つ
い
て
み
る
と
､
戦
後

に
は
〇
･
三
八
七

二

九
五
〇
⊥

九
五
五
),
〇
･
四
七

1
(
完

五
五
～

完

六

〇
)'
〇
･
六
〇
六

(
完

六
〇
～

完

六
五
)
へ
と
上
昇
し
て
い
っ
た
が
､

完

七
〇
1

九
七
五
年
に
は
〇
･
二
四
四
'
そ
し
て

完

七

五
～

元

八
〇
年
に
は
わ
ず
か
〇
･
〇
九
三
へ
と
縮
小
し
て
お
り
､
人
口
移
動
の
地
域
人
口
に
与
え
る
影
響
が
著

し
く
小
さ
く
な
っ
て
き
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
｡

も
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人口移動 ･分布の転換

全
国

山

‖

地
方
別
に
み
た
人
口
分
布
の
変
化
主

夫

都
市
圏
人
口
比
重
の
増
大
傾
向
と
鈍
化

地
方
区
分
に
よ
っ
て
,
そ
の
人
口
分
布
が
戦
後
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
か
を
み
る
と
表
6
の
如

く
で
あ
る
｡
南
関
東
,
東
海
､
西
近
畿

(前
章
で
の
べ
た
東
京
大
都
市
圏
'
中
京
大
都
市
圏
'
阪
神
大
都
市
圏
に

対
応
す
る
,
但
し
東
海
に
は
静
岡
県
が
ふ
-
ま
れ
て
い
る
が
,
中
京
大
都
市
圏
に
は
ふ
-
ま
れ
て
い
な
い
)
の
合

計
人
口
は
､
全
国
人
口
に
対
し

1
九
五
〇
年
の
三
六

･
八
%
か
ら

九
八
〇
年
の
四
九

･
七
%
に
増
大
し
て
い
る
｡

昭
和
五
五
年
の
こ

の
人
日
は
五
七
六
二
万
人
で
全
国
人
口

億

1
七
〇
六
万
人
の
半
分
を
占
め
て
い
る
｡
し
か
し
'

面
積
で
は
全
国
土
の

五
%
に
す
ぎ
な
い
し
'
北
海
道
よ
り
も
小
さ
-
そ
の
七
〇
%
に
満
た
な
い
｡

し
か
し
,
全
国
に
占
め
る
こ

の
比
重
が
低
下
を
持
続
し
て
い
る
地
方
が
多
い
｡
北
海
道
'
東
北
'
北
陸

･
東
山
g

中
国
､
四
国

九
州
の
六
地
方
は
比
重
低
下
の
地
域
で
あ
る
｡
わ
ず
か
な
が
ら
こ
の
比
重
が
増
加
傾
向
を
示
し
て

-195-

い
る
の
は
北
関
東
と
東
近
畿
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
地
方
は
'
そ
れ
ぞ
れ
南
関
東
rヽ

京
大
都
市
圏
)
と
西
近
畿

(阪
神
大
都
市
圏
)
の
外
郭
に
あ

っ
て
'
人
口
や
産
業
の
受
け
入
れ
地
域
と
し
て
の
特
徴
を
も

っ
て
い
る
こ

と
か

ら
'
著
し
い
入
口
増
加
に
よ
っ
て
そ
の
比
重
が
高
ま

っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

し
か
し
,
そ
の
他
の
人
口
比
垂
は
低
下
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
人
口
は

1
九
六
五

-
1
九
七
〇
年
以
降
着

実
な
増
加
傾
向
を
示
し
て
い
る
｡
特
に
､
東
北
'
北
陸
･
東
山
､
四
国
'
九
州

･
沖
縄
は
そ
れ
ぞ
れ

九
六
五

～
7

九
七
〇
年
の
減
少
を
最
後
と
し
て
減
少
か
ら
増
加
に
転
換
し

て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
｡

そ
し
て
､
他



蓑 6 全国11地方別 人口,その割合と増減率 ,1950-1980
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人口移動 ･分布の転換

地方別 1950 1955 1960 1965 1970 19753.6 19803.6四 国 5.0 4.7 4.4 4.0 3.7

九州 .沖縄南関東 .東海西近畿計全 国 15.5 15.3 14.6 13.4 12.4 12.0 12.0

36.8 39.0 41.7 45.4 48.2 49.5 49.7増 減 率 (%)1950 1955 1960 1965 1970 1975

～1955 ～1960 ～1965 ～1970 ～1975 ～1980リーズ

7.1 4.7 5.2 5.5 7.0 4.6

北 海 道 ll.1 5.6 2.6 0.2 3.0 4.5

東 北 3_5 △0.1 △ 2.3 △0.8 2.2 3.7

北 関 東 0.7 △1.6 0.9 3.8 7.7 6.9

南 関 東 18.2 15.8 17.6 4.7 12.1 6.1

北陸 .東山 △0.1 △1.0 ∠へ 1.1 △0.3 3.2 3.1

東 海 7.0 6.3 8.3 7.8 8.1 4.6

東 近 畿 1.2 △0.4 3.1 5.8 9.5 7.7

西 近 畿 13.1 12.1 14.6 ll.2 8.0 2.9

中 国 2.9 △0.7 △1.1 1.8 5.3 3.0

四 国 0.6 △2.9 △ 3.6 △ 1.8 3.5 3.0

九州 .沖縄南関東 .東海西近畿野計 5.6 0.4 △ 3.5 △2.2 3.4 4.513.5 12.2 14.4 12.0 10.0 4.9

資料 :総理府統計局 『わが国の人口』昭和55年国勢調査解説 シ
No.1,昭和57年

備考 :地方区分は次の如 くであるo 東北は青森,岩手,宮城.秋軌

山形,福島の 6県･北関東は茨城,栃木,群馬の 3県,南関東

は埼玉･千葉,東京,神奈川の 1都 3県,北陸 ･東山は新潟,

富山,石川,福井,山梨･長野の 6県,東海は岐阜,静岡,餐

知,三重の 4県,東近畿は滋賀,奈良,和歌山の 3県,西近畿

は京都 ∴大乱 兵鼠 の 2府 1県 ,中国は･鳥取 ,島根洞 山,広島.

山口の 5県,四国は徳島,番鮎 愛媛,高知の.4県,九姉 沖縄は福

岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島争沖縄の 8県である｡
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方
に
お
い
て
人
口
比
誓

著
し
-
高
め
て
き
た
南
関
東
と
西
近
畿
で
は
人
口
増
加
率
が
激
落
し
て
い
る
｡
た
と
え

ば
､
南
関
東
で
は

九
六
五
～

完

七

〇
年
の

表

･
七
%
の
増
加
率
が

完

七
五
～

完

八

〇
年
に
は
六

･
7

%
へ
､
西
近
畿
で
は
同
じ
期
間
に

1

･
二
%
か
ら
二

･
九
%
へ
と
低
下
し
て
い
る
｡
東
海
に
お
い
て
も
同
じ
期

問
に
七

六

%
か
ら
四

･
六
%
へ
と
低
下
し
て
い
る
｡
日
本
列
島

にお
け
る
人
口
の
地
方
別
分
布
に
あ
き
ら
か
な

転
換
が
お
き
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
｡
大
都
市
圏
に
お
け
る
人
口
増
加
に
歯
止
め
が
か
か
り
つ
つ
あ
る
こ

と
､
そ
し
て
同
時
に
か
つ
て
長
期
に
わ
た
り
人
口
減
少
を
続
け
て
い
た
地
域
が
増
加
に
転
換
し
た
り

(東
北
'
北

陸

･
東
山
,
四
国
,
九
州

･
沖
縄
は
い
ず
れ
も

完

七

〇
!
九
七
五
年
以
降
増
加
へ
)
ま
た
北
関
東
や
東
近
畿

の
よ
う
に
顕
著
な
増
加
へ
と
転
換
し
て
い
る
こ
と
は
,
入
日
の
地
域
分
布
に
新
し
い
修
復
運
動
が
生
じ
て
い
る
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
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日

二
元

都
市
圏
の
圏
内
人
口
増
加
の
変
化

こ
こ

で
は
東
京
,
大
阪
'
名
古
屋
の
そ
れ
ぞ
れ
の
中
心
部

(東
京
都
庁
'
大
阪
市
役
所
'
名
古
屋
市
役
所
を
中

心
と
し
,
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
そ
れ
ぞ
れ

7
0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ご
と
の
帯
を
作
り
Q
そ
の
中
に
ふ
-
重
れ
る

市
区
町
村
を
ふ
く
め
て
設
定
)
か
ら
の

1
0
キ
ロ
.こ
と
の
距
離
帯
に
分
け
て
'
そ
の
人
口
の
増
減
の
変
化
を
み
る

と
表
7
の
通
り
で
あ
る
｡

大
都
市
の
中
心
部
に
あ
た
る

一
〇
キ
ロ
圏
内
の
人
口
は
'
東
京
で
は
す
で
に

7
九
六

〇
～

九
六
五
年
か
ら
減



表 7 東京,大阪,名古屋の50キロ圏の距離帯別人口増減 (1960-1980)

華
慮
Q
軽
重

･
宙
地
口
Y

都心からの距離 人口増減数 (1.000人) 増 減 率 (% )

1960-65 1965-70 1970-75 1975-80 ユ960-65 1965-70△6.5 1970-75△6.5 ■■

△296 △279 △254 △ユ.40-10 △ 63

10-20 1,337 791 448 164 25.3 ll.9 6.2

東京 50 20-30 846 925 905 455 40.4 31..6 22.5
キロ圏 30-40 716 1.177 1.154 715 37.0 43.6 29.7

40-50 275 414 562 498 14.9 19.6 22.1

汁 3,111 3.011 2,789 1.578 19.7 15.9 12.7
0-10 489 102 △ 159 △ 168 12.3 2.2 △3.4
10-20 681 701 557 247 41.3 32.5 19.5

大阪50 20-30 243 354 393 181 20.7 25.0 22.3

+U# 30-40 252 316 312 215 14.0 15.5 13.2

40-50 78 96 129 68 4.5 5.2 6.7

汁 1,74ユ 1,569 1,232 543 16.9 13.0 9.0
0-10 240 125 53 △ 6 13.8 6.3 2.5

5%.誓 描 =32.0番 30-4040-50 220 265 273 155 24.3 23.4 19.6

109 172 169 138 14.0 ユ9.0 15.7

ユ23 99 ー23 83 8.6 6.5 7.5

5 18 38 27 1.0 3.3 6.7

汁 998 679 656 398 12.9 ll.1 9.7

資料 :総理府統計局 『我が国の人口』昭和55年国勢調査解説シリーズNa1,昭和57年
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少
が
始
ま
っ
て
お
り
,
高
い
人
口
増
加
率
は
急
速
に
近
距
離
か
ら
遠
距
離
に
移

っ
て
い
る
｡

完

六

〇
～
完

六

五
年
で
は
二
〇
～
三
〇
キ
ロ
圏
の
増
加
率
が
四
〇
･
四
%
の
最
高
を
示
し
て
い
る
が
二

九
六
五
～

完

七

〇
年

に
は
三
〇
～
四
〇
キ
ロ
鞠
が
最
高

(
讐

二

六
%
)'
そ
し
て

一
九
七

〇
～
九
七
五
年
に
は
同
じ
-
三

〇
～
四

〇
キ
ロ
圏
が
最
高

(
二
九

･
七
%
)
,
し
か
し

完

七
五
～

完

八

〇
年

に
は
四

〇
～
五

〇
キ

ロ
圏
が
最
高

(
〓
ハ
･
7
%
)
と
な
っ
て
い
る
｡

7
0
キ
ロ
圏
内
の
人
口
が
減
少
を
始
め
た
時
期
は
垂

慕

も
っ
と
も
早
い
が
､
大
阪
で
は
若
干
お
-
れ
て

完

七

〇

～

完

七
五
年
か
ら
,
名
古
屋
で
は
さ
ら
に
お
-
れ
て

完

七
五
～

完

八

〇
年
か
ら
と
な

っ
て
い
る
｡
し
か
し
'

人
口
の
郊
外
化
,
あ
る
い
は
ド
ー
ナ
ツ
化
現
象
は
こ
の
い
ず
れ
の
大
都
市
に
お
い
て
も
共
通
し
て
い
る
｡

し
か
し
,
こ

の
よ
う
な
大
都
市
圏
内
に
お
け
る
野

心
部
か
ら
郊
外

へ
と
い
う
人
口
の
再
分
散
傾
向
も
急
速
に
鈍

化
し
始
め
て
お
り
,
次
第
に
沈
静
化
に
向
う
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
は
'
五

〇
キ
ロ
圏
全
体
の
人
口
増
加
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い
ず
れ
の
地
域
で
も
著
し
く
減
少
し
て
き
た
こ
と

(
た
と
え
ば
東
京
五

〇
キ
ロ
圏
で
は

一
九
六

〇
㌧
1九
六
五
年

の

山
九

･
七
%
に
対
し
'

7
九
七
五
～

九
八
〇
年
で
は
三
分
の

7
以
下
の
六

･
四
%
)
二

二
〇
～
四

〇
キ
ロ
圏

や
四
〇
～
五
〇
キ
ロ
圏
の
遠
距
離
で
の
増
加
率
の
著
し
い
低
下
傾
向
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
｡

臼

人
口
規
模
別
の
市
町
村
人
口
か
ら
み
た
分
布
の
変
化

人
口
分
布
の
変
化
を
市
町
村
の
入
日
規
模
別
区
分
に
よ
っ
て
考
察
し
て
み
よ
う
｡
人
口
規
模
を
五

〇
万
以
上
'



人 口移動 ･分布の転換

蓑 8 人口規模別市町村人口の変化 ,1960-1980

人口 (1.000人) 増 減

F20.513 29.038 8,525 41.6 21.9

4,899 13,709 8,810 179.8 5.2

14,938 23.310 8,372 56.0 16.0

(19,837)(37,019)(17,182)(86.6) (21.2)

20.546 23,126 2,580 12.6 22.0

資料 :国勢調査結果により再計算

備考 :△は減少を示す

三
〇
～
五
〇
万
'

70
-
三

〇
万
'

7
0
万
未
満
'
町
村
の

五
区
分
に
よ
っ
て
'

7
九
六

〇
年
か
ら

一
九
八

〇
年
ま
で
の

二
〇
年
間
に
お
け
る
変
化
を
み
る
と
表

8
の
如
く
で
あ
る
｡

こ
の
二

〇
年
間
に
お
け
る
注
目
す
べ
き
変
化
は
'

1
0
-

五

〇
万
の
中
小
都
市
人
口
の
激
増
で
あ
る
｡
実
数
で
は

1
七

〇
〇
万
人
の
増
加
'
八
七
%
の
増
加
率
で
あ
る
｡
全
国
人
口

に
占
め
る
比
重
は
'

7
九
六

〇
年
の
二

一
%
か
ら
三
二
%
へ

と
増
大
し
'

九
六

〇
年
の
最
大
比
重
を
占
め
て
い
た
町
村

人
口
に
入
れ
か
わ

っ
て
'
最
大
比
重
を
占
め
る
に
至

っ
た
｡

九
六

〇
年
に
お
い
て
は
'
五

〇
万
人
以
上
縮
市
人
口
'
7
0
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～
五

〇
万
人
都
市
人
口
､

1
0
万
人
未
満
の
翫
市
人
口
の
そ

れ
ぞ
れ
が
だ
い
た
い
二
〇
%
余
'
そ
し
て
町
村
人
口山
が
三
分
の

一
余
と
い
う
構
成
比
で
あ

っ
た
が
'

7
九
八

〇
年
に
は
町
村

人
口
の
著
し
い
減
少
､

一
〇
～
五

〇
万
人
縮
市
人
口
の
著
し

い
増
加
に
よ

っ
て
'
こ
の
両
者
の
比
重
が
反
対
と
な

っ
た
｡

い
い
か
え
れ
ば

○
～
五

〇
万
人
と
い
う
中
小
郎
市
に
お

け
る
人
口
の
め
ざ
ま
し
い
集
中
的
増
加
が
生
じ
た
こ
と
で
あ



る
｡
し
か
し
,
こ
の
中
小
都
市
の
中
で
も
三
〇
～
五
〇
万
都
市
人
口
で
は
増
加
率
が

六

〇
%
で
際
立

っ
て
い

る
が
そ
の
比
重
は

〓

嘉

で
あ
る
の
に
対
し
て
,

1
0
三

〇
万
人
都
市
で
は
増
加
率
は
五
六
%
に
す
ぎ
な
い
が
'

そ
の
比
重
は
二
〇
%
に
達
し
て
い
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
｡

他
方
･
人
口
五
〇
万
人
以
上
の
大
都
市
会

の
増
加
率
は
四
二
%
,
比
重
で
は
二
五
%
で
あ
り
'
こ

の
二
〇
年

間
の
増
加
も
著
し
-
な
い
･
人
口

1
0
万
人
未
満
の
都
市
人
口
の
増
加
は
さ
ら
に
低
-
'
全
国
人
口
に
占
め
る
比

重
も

完

六
〇
年
の
二
二
%
か
ら
二
〇
%
へ
と
低
下
し
て
い
る
｡
そ
し
て
町
村
人
口
は
著
し
い
減
少
を
示
し
'
全

国
人
口
に
占
め
る
比
重
も
三
五
%
か
ら
二
四
%
へ
と
激
減
し
て
い
る
｡

以
上
の
人
口
規
模
別
に
み
た
市
町
村
人
口
の
分
布
の
変
化
は
'
人
口

と
す
る
人
口
分
布
体
系
へ
再
編
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
｡

○
～
五
〇
万
と
い
う
中
小
競
市
を
中
心
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三

地
域
人
口
の
老
年
化
と
若
年
化

今
日
,
日
本
人
口
の
老
年
化
あ
る
い
は
高
齢
化
傾
向
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
-
の
研
究
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
が
･
こ
こ
で
は
年
齢
選
択
的

(
一
般
に
若
い
年
齢
層
)
な
人
口
移
動
に
よ
る
地
域
人
口
の
年
齢
構
造

へ
の
影
響
'
特
に
老
年
化
と
若
年
化
に
つ
い
て
か
ん
た
ん
に
ふ
れ
て
お
こ

う
｡

般
に
'
大
都
市
を
ふ
く
む
府
県
に
お
い
て
は
青
年
人
口
の
転
入
が
多
い
た
め
'
全
人
口
に
占
め
る
青
壮
年
人



人 口移動 ･分布の転換

口
の
比
率
が
高
ま
る
と
共
に
老
年
人
口
の
比
率
が
低
下
す
る
｡
た
と
え
ば
近
年
転
入
人
口
の
著
し
か
っ
た
埼
玉
､

神
奈
川
'
千
葉
の
三
県
の
六
五
歳
以
上
人
口
の
割
合
は

(

人
口
の
多
か
っ
た
島
根

(
二
二
･
七
%
)
'
高
知

(

九
八

〇
･)'
七
%
未
満

で
あ
る
め
に
対
し
て
'
流
出

%
)'
鹿
児
島

(
二

二

七
%
)
'
鳥
取

(
二

二

三
%
)
で
は

〓

嘉

以
上
の
高
水
準
で
あ
っ
て
前
記
三
県
の
約
二
倍
で
あ
る
｡
東
京
部
の
六
五
歳
以
上
人
口
比
率

は
七

･
七
%
で
あ
っ
て
埼
玉
､
神
奈
川
､
千
糞
よ
り
も
か
-

高
-
な
っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
東
京
都
か
ら
の
青
壮

年
人
口
の
流
出
が
大
き
い
た
め
,
か
つ
て
の
農
村
県
と
同
じ
よ
う
な
老
年
化
の
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
始
等

い
る
｡

東
京
範
の
六
五
歳
以
上
人
口
比
率
も

完

六
五
年
ま
で
は
全
国
で
最
低
水
準
を
示
し
て
い
た
｡
し
か
し
'
著
し
い

q

人
口
流
出
の
影
響
を
受
け
て
二

九
七

〇
年
以
降
次
第
に
上
昇
し
始
め
て
き
て
い
る
0

し
か
し
,
留
意
す
べ
き
点
は
､
老
年
人
口
の
地
域
分
布
で
あ
る
｡
東
京
都
の
人
口
規
模
が
大
き
い
た
め
老
年
人

口
数
も
大
き
く

し
た
が
っ
て
全
国
の
六
五
歳
以
上
人
口
に
占
め
る
東
京
堅

ハ
五
歳
以
上
人
口
の
割
合
は
八

･
四

%
に
達
し
'
他
府
県
の
占
め
る
割
合
よ
り
も
は
る
か
に
高
い
｡

し
た
が
っ
て
,
老
年
人
口
の
地
域
対
策
に
あ
た
っ
て
は
'
都
道
府
県
の
個
々
の
人
口
の
老
年
化
水
準
と
老
年
人

口
の
県
別
分
布
の
大
き
さ
の
両
側
面
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡
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四

地
域
人
口
の
人
口
動
態
の
逆
転

人
口
移
動
が
地
域
人
口
の
増
減
に
直
接
与
え
る
影
響
と
間
接
的
な
影
響
に
も
十
分
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
｡
そ

れ
は
､
年
齢
選
択
的
な
人
口
移
動
が
大
量
に
､
し
か
も
継
続
的
に
行
わ
れ
る
時
'
流
出
地
'
受
け
入
れ
地
の
両
地
域

の
人
口
動
態
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ

と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
｡
日
本
は
ま
さ
に
典
型
的
な
事
例
を
示
し
て
い

る
｡移

動
人
口
の
大
半
は
'
結
婚
前
後
の
若
い
人
口
で
あ
り
'
出
生
に
直
接
か
か
わ
り
を
も

っ
て
い
る
と
共
に
死
亡

率
が
低
い
と
い
う
特
性
を
も

っ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
人
口
学
的
特
性
を
も

っ
て
い
る
人
口
の
移
動
は
'
多
か
れ

少
な
か
れ
地
域
人
口
の
出
生
率
'
死
亡
率
に
影
響
を
も
た
ら
す
｡

た
と
え
ば
'
こ
の
よ
う
に
青
年
人
口
を
流
出
せ
し
め
た
地
域
で
は
出
生
率
の
低
下
'
死
亡
率
の
上
昇
を
'
そ
し

て
反
対
に
こ
れ
ら
の
人
口
を
受
け
入
れ
た
地
域
で
は
反
対
に
出
生
率
の
上
昇
'
死
亡
率
の
低
下
と
い
っ
た
傾
向
が

生
じ
易
い
｡
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
模
式

(次
頁
参
照
)
で
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

一

般
に
､
流
出
地
は
人

口
増
加
率
の
高
い
農
村
で
あ
り
'
受
け
入
れ
地
は
人
口
増
加
率
の
低
い
都
市
で
あ
る
｡

こ
こ
で
は
異
体
的
な
事
例
と
し
て
'
典
型
的
な
都
市
的
人
口
流
入
県
と
し
て
東
京
､
神
奈
川
､
埼
玉
'
千
葉
'

ま
た
典
型
的
な
農
村
的
人
口
流
出
県
と
し
て
島
根
'
鳥
取
'
高
知
'
鹿
児
島
を
と
り
へ
そ
の
自
然
増
加
率
､
出
生
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(都市)人口動態逆転の模式

自然増加率増加

iiZ!ヽヽ
i～璽

iiZIi～ヨヽヽ■

翠
,
死
亡
率
の

一
九
五

〇
年
以
降
の
変
化
を
み
て
み
よ
う

(
表
9
を
参
照
)

｡

I...-I:-.I.J川,7,:,,:.i.I.,I;::.''':.1L:
.1,1LJ'.Ttr.tiI-.;.f:≡
.｡::''11二
･rJ:
.,,i7,
.7.:i..:.,∴
:.7:::Jt!,Tt･:.:I.i.(..;E::LI1,..:
.I.;;:::J.Lt:.I::;I:'':I::,(
..:,..I,:,,r
t-1''):
tJI

い
る
｡
同
年
の
埼
玉
県
の
自
然
増
加
率
は

一
･
九
%
と
い
う
高
水
準
に
達
し
て
い

る
の
に
対
し
て
,
島
根
県
で
は

〇
･
五
%
未
満
で
あ
る
｡

五

八

〇
年
に
は
農
村

県
の
自
然
増
加
率
は
島
根
県
で
は

〇
･
三
六
%
'
高
知
県
で
は

〇
二

二
二
%
に
ま

で
低
下
し
て
い
る
｡

都
市
的
な
県
の
自
然
増
加
率
も
ほ
ぼ

1
九
七
二
年
以
降
低
下
に
転
じ
て
は
い
る

が
,
今
日
な
お

〇
･
七
%
な
い
し

〇
･
九
%
の
高
水
準
で
あ
っ
て
､
農
村
県
の
約
二
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(農村)

自然増加率低下

一′■/

/-二毒 筆

′′
E3

倍
に
あ
た
る
｡

出
生
率
で
は

九
六

〇
年
以
降
'
縮
市
的
県
の
著
し
い
上
昇
'
農
村
県
の
著
し

い
低
下
に
よ

っ
て
逆
転
し
て
い
る
｡
し
か
し
'
近
年
に
お
い
で
は
ほ
ぼ
同
水
準
に

達
し
て
い
る
｡
こ

れ
は
最
近
に
お
け
る
人
口
移
動

の
新
し
い
変
化
と
全
国
的
な
低

出
生
力
化
の
影
響
を
反
映
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
｡

死
亡
率
は
'
都
市
的
な
県
の
低
水
準
'
農
村
県
の
高
水
準
が
今
日
で
も
ほ
ぼ
維

持

さ
れ
て
お
り
'
両
者
の
差
は
著
し
-
'
農
村
県
は
郎
市
的
県
の
約
二
倍
の
高
水

準
に
あ
る
｡
こ

れ
は
､
地
域
の
差
別
出
生
率
の
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
'



表 9 典型的な都市県と農村県の人口動態率の変化

年次 都 市 県 農 桓 県

東京 神奈川 埼 玉 干葉 島 根 鳥取 高 知 鹿児島

1950 自然 増加 率 (15.4 17.6 16.9 14.8 15.5 人口千人15.8 あた り )14.4 18.7

1955 10.3 1上4 12.6 ll.1 9.4 ll.1 9.2 16.0

1960 ll.9 ll.7 10.0 8.8 6.4 6.9 5.2 10.7

1965 16.0 ユ6.8 15.4 12.7 4.4 5.6 5.0 7.0

1970 15.3 18.3 18.0 15.5 3.6 4.9 4.2 4.6

1972 15.4 18.4 1.8.9 16.4 4.9 7.2 6.1 5.8

1974 13.5 16.4 17.3 15.1 5.5 7.2 5.8 5.9

1975 ll.3 14.3 15.2 13.4 4.9 6.6 4.9 5.3

1976 10.3 13.4 13.9 12.7 4.4 6.5 4.8 5.1

1977 9.5 12.3 12.8 ll.6 4.4 6.2 4.4 5.5

1978 8.7 ll.3 ll.8 ll.1 4.4 6.0 4.2 5.5

1979 8.0 10.6 10.9 10.5 4.4 6.0 3.8 5.7

1980 7.1 9.3 9.4 9.0 3.6 5.3 2.3 5.1

1981ユ950 6.8 8-8 9.0 8.9 3.8 5.2 3.2 5.1出 生 率 (人口千人あた り )23.6 26.4 29.1 26.9 28.3 26.8 26.4 30.5

1955 15.9 17.7 21.1 19.8 18.5 19.4 18.2 24.5

1960 17.0 廿 6 17.9 17.2 15.9 16.0 14.8 19.3

1965 20.7 22.0 22.1 20.0 1 4 .4 14.8 14.8 15.0

1970 20.2 23.1 23.7 21.8 13.6 14.0 15.0 14.0
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人口移動 ･分布の転換

年次 都 市 県 農 村 県

東京 神奈川 埼玉 千葉 島根 鳥取 高知 鹿嘉島

1976 15_0 1,7.6 18.5 17.8 13.7 14.8 14.5 14.1

1977 14.2 16.5 17.3 16.6 13.4 14.4 13.4 14.2

1978 13.6 15.6 16.3 16.0 13.2 14.2 13.2 14.0

1979 ユ2.9 14.8 15.2 15.3 13.0 13.8 ユ2.9 14.2

1980 12.1 13.6 13.9 13.9 ユ2.6 13.5 ll.2 14.0

198ユ1950 ll.9 13.2 13.4 13.8 12一4 13.2 12.2 13.6死 亡 率 (人口千 人あたり)8.3 8,9 12-2 12.1 12.8 11.1 12.0 11.8

1955 5.6 6.4 8.5 8.7 9.0 8.3 9.0 8.5

1960 5.2 6.0 7.9 8.3 9.5 9.1 9.7 8.6

1965 4.8 5.1 6.7 7.3 10.0 9.2 9.8 8.8

1970 4.9 4.8 5.7 6.3 10.1 9.1 10.8 9.4

1972 4.7 4.4 5.0 5.5 9.5 8.6 9.9 8.9

1974 4.8 4.4 4.8 5.5 9.4 8.5 9.9 9.0

1975 4.8 4.3 4.7 5.3 9.4 8.5 9.7 8.9

1976 4.7 4.2 4.6 5.1 9.3 8.3 9.7 9.0

ま■977 4.7 4.2 4.5 5.0 9.0 8.2 9.0 8.7

1978 4.9 4.3 4.5 4.9 8.8 8.2 9.0 8.5

1979 4.9 4.2 4.3 4.8 8.6 7.8 9.1 8.5

1980 5.0 4.3 4.5 4.9 9.0 8.2 8.9 8.9

198ユ 5.i 4.4 4.4 4.9 8.6 8.0 9.0 8.5
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主
と
し
て
農
村
県
の
高
い
老
年
人
口
比
率
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
る
｡

注
I

W
oTjd
p
op
ulation
T
rends
p
olicies,
1
9

79
a

nd
M
onitoring
R
eport
,Vo1
.早

P
o
p
u
la
tio
n
P
o
〓
c
ie
s
.

U
n
ite
d

N
a
tio
n
s‥
P
o
p

u
ta
tion
D
iv
is
io
n
.
N
ew
Y
o
r

k
,
1
9
80
.

注

2

筆
者
が
こ

の
大
都
市
圏
か
ら
地
方
へ
の
還
流
移
動
を
リ
タ
ー
ン
と
よ
ん
だ
の
は
昭
和
四

一
年
頃
で
あ

っ

た

｡

そ
れ
以
降
こ
の
リ
タ
ー
ン
論
は
学
界
に
お
い
て
も
い
-
た
の

論
を
よ
び
お
こ
す
こ
と
に
な

っ
た
｡

注

3

こ

の
報
告
は
､
住
民
基
本
台
帳
法

(昭
和
四
二
年
法
律
第
八

言
号
)
の
規
定
に
基
づ
い
て
市
区
町
村

長
に
よ
り
作
成
報
告
さ
れ
た
も
の
を
総
理
府
統
計
局
に
お
い
て
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
｡
た
だ
し
'

昭
和
四
二
年

一
一
月
九
日
ま
で
は
住
民
基
本
台
帳
の
前
身
で
あ
る
住
民
登
録
法

(
昭
和
二
六
年
法
律

第
二

一
八
号
)
に
基
づ
い
て
昭
和
二
九
年

1
月

1
日
か
ら
昭
和
四
二
年

二

月
九
日
ま
で

『住
民
壁

録
人
口
移
動
報
告
年
報
』
と
し
て
報
告
さ
れ
て
き
た
｡

注

4

大
友
篤

｢人
口
の
地
域
分
布
｣
'
『
昭
和
五
五
年
国
勢
調
査

モ
ノ
グ
ラ
フ
(中
間
報
告
)』
そ
の
二

(人

口
統
計
研
究
資
料

二

五
)
)
'
統
計
研
究
会
'
昭
和
五
七
年
六
月
'
八
三
ペ
ー
ジ
｡
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は
じ
め
に

昭
和
五
七
年
九
月

云

日
,
敬
老
の
目
に
当

っ
て
総
理
府
統
計
局
が
発
表
し
た
数
値
に
よ
れ
ば
､
わ
が
国
の
総

人
口
に
占
め
る
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
割
合
は
九

･
五
パ
-

ン
ト
を
占
め
る
｡
実
数
に
す
れ
ば
'

-

三
二

万
で
あ
り
､
う
ち
男
は
四
七
四
万
'
女
は
六
五
八
万
と
な
る
｡

人
口
高
齢
化
の
現
象
は
先
進
国
に
と

っ
て

一
つ
の
宿
命
で
あ
り
,
不
可
避
の
傾
向
と
い
え
る
｡
工
業
化
'
都
市

化
､
近
代
化
が
進
め
ば
出
生
率
が
低
下
し
､
平
均
児
数
は
縮
小
す
る
｡
こ
れ
が
古
典
的
な
人
口
転
換
の
パ
タ
ー
ン

が
示
す
西
欧
先
進
国
の
過
去
の
行
動
体
系
で
あ
る
が
,
こ
の
出
生
低
下
は
'
そ
れ
が
最
重
要
な
要
因
と
な
っ
て
人

口
の
高
齢
化
を
引
き
起
こ

す
｡
死
亡
率
の
改
善
に
よ
っ
て
高
齢
人
口
に
達
す
る
人
々
の
数
が
増
え
る
こ
と
も
確
か

に
も
う

叫
つ
の
要
因
で
あ
る
が
,
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
れ
ば
出
生
低
下
が
高
齢
化
の
主
役
で
あ
る
こ
と
は
す
で

に
証
明
ず
み
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
関
連
か
ら
,
人
口
高
齢
化
が
問
題
と
な
る
と
き
必
然
的
に
出
生
レ
ベ
ル
の
低
さ
が
問
題
と
さ
れ
る
｡

出
生
率
が
低
す
ぎ
る
と
警
告
す
る
人
々
の
中
に
は
'
そ
れ
が
将
来
国
の
総
人
口
の
減
少
に
つ
な
が
り
'
国
家
の
存

続
が
危
う
く
な
る
と
い
う
観
点
か
ら
問
題
を
と
ら
え
る
立
場
の
人
が
あ
る
｡
し
か
し
､
今
日
先
進
国
で
議
論
さ
れ

て
い
る
出
生
低
下
へ
の
関
心
は
'
む
し
ろ
差
し
迫
っ
た
社
会
経
済
問
童
と
し
て
の
人
口
高
齢
化
と
出
生
低
下
を
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先進国における出生低下

結
び
つ
け
て
取
り
上
げ
る
考
え
方
の
方
が
よ
り

一
般
で
あ
る
｡

こ
う
し
て
今
日
先
進
国
に
お
け
る
人
口
の
最
重
要
課
題
と
し
て
出
生
低
下
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
｡
す
で
に

そ
の
傾
向
は
数
年
前
か
ら
始
ま

っ
て
い
て
､
議
論
は
ま
す
ま
す
加
速
の
状
態
に
あ
る
｡
出
生
低
下
の
実
体
は
ど
う

か
｡
な
ぜ
低
出
生
に
な

っ
た
の
か
'
そ
の
原
因
は
何
か
｡
対
策
を
採
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
内
容
の
政
策
が
あ

る
か
'
そ
の
成
功
の
見
込
み
は
ど
う
か
｡
さ
ら
に
根
本
的
に
は
出
生
回
復
の
政
策
は
本
来
採
る
べ
き
も
の
な
の
か

否
か
'
こ
う
い
っ
た
点
に
つ
い
て
の
議
論
は
い
よ
い
よ
盛
ん
で
あ
る
｡

戦
後
新
し
く
先
進
国
に
仲
間
入
り
し
た
わ
が
国
も
､
先
行
し
た
先
進
国
の
軌
跡
を
追
う
か
の
如
-
'
出
生
低
下

に
続
く
人
口
高
齢
化
が
進
行
し

っ
つ
あ
る
｡
そ
し
て
こ
の
場
合
'

後
の
出
生
低
下
の
速
度
が
速
か

っ
た
そ
の
分

だ
け
､
人
口
の
高
齢
化
も
急
速
に
進
行
L
t
前
例
の
な
い
高
い
レ
ベ
ル
に
到
達
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
｡
速

度
の
速
さ
と
レ
ベ
ル
の
高
い
こ
と
は
問
題

へ
の
対
応
が
急
を
要
す
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
｡
そ
こ
で
'
最
近
数
年

問
の
わ
が
国
の
出
生
低
下
は
こ
と
の
ほ
か
高
い
関
心
を
持

っ
て
扱
わ
れ
る
に
至

っ
た
｡

人
口
現
象
の
多
-
の
点
で
先
進
国
の
後
を
追

っ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
わ
が
国
の
場
合
､
低
出
生
と
そ
れ
に
伴
う

問
題
と
い
う
場
面
で
も
ま
た
'
関
心
が
先
進
国
の
前
例
に
向
け
ら
れ
る
の
は
､
け
だ
し
当
然
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う
｡
今
後
わ
が
国
が
い
わ
ゆ
る
欧
米
の
後
を
そ
の
ま
ま
追
う
か
'
そ
れ
と
も
近
い
将
来
ど
こ
か
の
時
点
で
わ
が
国

は
異
な
る
コ
ー
ス
を
取

っ
て
現
在
低
下
し
っ
つ
あ
る
出
生
率
は
上
昇
す
る
か
､
あ
る
い
は
上
昇
し
な
い
ま
で
も
安

定
レ
ベ
ル
を
保
つ
か
｡

つ
ま
り
､
現
象
と
し
て
は
同
じ
出
生
低
下
で
あ

っ
て
も
'
今
後
の
コ
ー
ス
の
決
定
に
は
わ

が
国
固
有
の
ア
ジ
ア
的
伝
統
が
働
-
か
'
そ
れ
と
も
'
異
な
る
伝
統
'
文
化
と
い
う
条
件
は
す
で
に
消
滅
し
て
わ
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が
国
も
欧
米
諸
国
と
同
じ
行
動
の
規
範
に
入

っ
て
い
る
と
み
る
か
｡
将
来
予
測
は
わ
が
国
関
係
者
の
中
で
も
分
か

れ
て
い
る
｡
し
か
し
と
に
か
く
'
先
進
国
の
出
生
動
向
は
わ
が
国
に
と

っ
て
重
要
な
観
察
の
対
象
と
な
る
｡

以
上
の
よ
う
な
背
景
か
ら
'
本
文
に
は
'
ま
ず
わ
が
国
近
年
の
出
生
低
下
の
傾
向
を
取
り
上
げ
'
次
に
比
較
の

対
象
と
し
て
主
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
実
状
を
観
察
し
'
最
後
に
'
国
と
し
て
の
対
応
の
状
況
と
こ
れ
に
伴
う
問

題
点
に
触
れ
る
こ
と
と
す
る
｡

一

わ
が
国
の
出
生
低
下

表
I
は
明
治
三
三
年
以
後
の
わ
が
国
の
出
生
の
動
向
を
示
す
も

っ
と
も
基
本
的
な
統
計
で
あ
る
｡
大
正
九
年
の

高
い
レ
ベ
ル
か
ら
以
後
'
7
言
で
い
え
ば

(戟
後
数
年
間
の
異
常
な
時
期
を
除
い
て
)
昭
和
三
五
年
頃
ま
で
普
通
出

生
率

(人
口

一
〇
〇
〇
に
つ
き
)
は
確
実
に
低
下
を
続
け
た
｡
つ
ま
り
､
大
正
九
年
は
わ
が
国
に
お
け
る

｢
人
口
転

換
｣
の
開
始
の
時
'
出
生
低
下
開
始
の
年
と
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
そ
し
て
'
昭
和
三
五
年
以
後
は
'
昭
和
四

一
年
の
丙
午
の
年
を
例
外
と
し
て
'
ほ
ぼ
同
じ
レ
ベ
ル
'
し
か
し
全
体

の
傾
向
と
し
て
は
や
や
上
昇
の
傾
向
を

た
ど
っ
た
.
昭
和
四
八
年
の
率
､

1
九

･
四
は
昭
和
三

〇
年
の
率
に
等
し
い
｡

し
か
し
'
昭
和
四
八
年
の
こ
の
レ
ベ
ル
は
そ
の
後
低
下
に
転
じ
'
表
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
現
在
に
至
る
ま
で
着

実
に
減
少
を
続
け
て
い
る
｡
現
在
の
わ
が
国
で
も

っ
と
も
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
最
近
の
持
続
的
出
生
低
下
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先進国における出生低下

表 1.出生数および各種出生率の推移

年 次 出生数(千人)普通出生 合計特殊 年 次 出生数 普通出生 合計特殊*(0/oo)出 生 率 (千人)率(0/oo)出 生 率

明治33 1,421 32.4 5.24

昭奉035 上606 17.2 2.00

38 1.453 31.2 36 1,589 16.9 1.96

43 上713 34.8 37 上619 17.0 1.98

大正4 上799 34.1 38 1,660 17.3 2.00

9 2,026 36.2 39 1,717 17.7 2.05

14 2,藩6 34.9 5.ll 40 1,824 18.6 2.14

昭和5 2,085 32.4 4.71 41 1,361 13.7 1.58

10 2,191 31.6 辛4.36 42 1,936 19.4 2.23

15 2,116 29.4 4.ll4.54 43 1.872 18.6 2.13

18 2,254 30.9 44 上890 18.5 2.13

22 2,679 34.3 45 1,934 18.8 2.ユ3

23 2,68? 33.5 4.40 46 2,001 19.2 2.ユ6

24 2,697 33.0 4.32 47 2,039 19.3 2.14

25 2.338 28.】 3.65 48 2,婚2 19.4 2.14

26 2,138 25.3 3.26 49 2,030 18.6 2.05

27 2.005 23.4 2.98 50 1,901 17.1 1.91

28 1,868 21.5 2.69 51 1,833 16.3 1.85

29 1,770 20.0 2.48 52 上755 15.5 -1.80

30 1,731 19.4 2.37 53 1,709 14.9 1.79

31 上665 18.4 2.22 54 1,643 14.2 1.77

32 上567 17.2 2.04 55 1,577 13.6 1.74

33 1,65334 1,626 18.017.5 2.日2.04 56 **1,529′ 料13.0

資料 厚生省統計情報部 ｢人口動態統計｣および

人口問題研究所 ｢人口問題研究｣

注 * 昭和12年度

**概数
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で
あ
り
,

完

六
五
年
頃
か
ら
始
ま

っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
出
生
低
下
と
対
比
し
て
観
察
さ
れ
る
現
象
と
な

っ
て
い

る
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
､
昭
和
五
六
年
の

一
三

･
〇
は
こ
の
表
の
数
値
の
中
で
は
末
曽
有
の
低
率
で
あ
る
｡

衰
I
に
示
さ
れ
て
い
る
合
計
特
殊
出
生
率
と
は
,
あ
る
年
の
女
子
の
年
齢
別
出
生
率
が
そ
の
ま
ま
続
-
と
仮
定

し
た
場
合
,
そ
の
年
齢
･･J
と
の
子
ど
も
の
産
み
方
を
ひ
と
り
の
女
子
が
経
験
し
た
と
す
る
時
'

壷

の
賢

何
人

の
子
ど
も

(男
児
プ
ラ
ス
女
児
)
を
産
む
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
計
算
で
あ
る
｡
合
計
特
殊
出
生
率
が
昭
和
四
八
年

の
二

･

四
人
程
度
の
高
さ
に
あ
る
時
は
わ
が
国
の
人
口
増
加
は
将
来
静
止
し
､
増
え
も
減
り
も
し
な
い
状
態
に

達
す
る
可
能
性
を
示
す
｡
し
か
し
,
表
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
,
最
近
の
わ
が
国
の
こ
の
率
は

一
･
七
の
線
に
下
降

し
て
お
り
､
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
縮
小
再
生
産
で
あ

っ
て
,
今
後
こ
の
ま
ま
で
推
移
す
れ
ば
総
人
口
は
数
十
年
後
に

は
減
少
す
る
こ
と
と
な
る
｡

2
は
女
子
の
五
歳
階
級
別
特
殊
出
生
率
の
推
移
で
あ
る
｡
昭
和
五
年
と
昭
和
五
五
年
を
比
較
し
て
み
る
と
､

-214-

昭
和
五
年
の
出
生
率
は
全
般
に
高
い
が
,
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
,
二

〇
歳
か
ら
四

〇
歳
ま
で
の
女
子
に
高
い
率

が
見
ら
れ
る
点
で
あ
り
,
こ
れ
に
対
し
て
昭
和
五
五
年
に
は
'
二
五

～
二
九
歳
は
低
下
し
た
と
は
い
え
ま
だ
あ
る

程
度
の
高
さ
を
保

っ
て
い
る
け
れ
ど
も
､
二
〇
～
二
四
歳
'
三
〇
～
三
四
歳
は
大
幅
に
減
少
し
､
二
五

～
二
九
歳

の
率
の
二
分
の

1
以
下
と
な
っ
て
い
る
事
実
で
あ
る
.

つ
ま
り
,
子
ど
も
の
産
み
方
が
短
い
期
間
に
集
中
し
'
し
か
も
全
体
的
に
産
み
方
が
低
下
し
て
い
て
､

1
夫
婦

当
り
の
平
均
児
数
が
二
人
を
切
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
三
五
歳
を
過
ぎ
て
子
ど
も
を
産
む
女
子

は
少
な
く
､
四
〇
歳
以
上
と
も
な
れ
ば
皆
無
に
近
い
｡



先進国における出生低下

蓑 2.女子の年齢別特殊出生率の変動 (0/oo)

年齢階級 昭和 5年 22年 25年 30年 35年 40年 ▼45年 50年 55毎

15-19 31.5 14.9 13.3 5.9 4.3 3.3 4.5 4.1 3.7

20--24 200_6 167.6 161.5112.0 107.2 113.0 96.6 107.0 77.0

25-29 249,1 270.3 237.8181.5 181.9204.2209.3 190.0 181.2

30-34 217.4 234.9157.3 175.7112.8 80.1 86.8 86.0 69.6 72.935-39 163.4 ユ04.9 49.7 24.0 19.4 19.8 15.0 12.9

40--44 71.8 56.9 36.1 12.7 5.2 3.1 2.7 2.i 上7

45-49*総出生率 7.9 5.3 2.1 0.7 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1137.4 133.3 110.4 74.7 63.8 65.6 65.8 62.9 51.9

資料 厚生省統計情報部 ｢人口動態統計｣

注 *15-49歳女子人口についての出生率

二

主
要
先
進
国
の
状
況

(主
と
し
て
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
)

表

3
は
主
要
先
進
国
の
最
近
の
出
生
率

の
統
計
で
あ
る
｡

出
生
率
が
人
口

0
0
0
に
つ
き
二
〇

を
超
え
る
国
は
ひ
と

つ
も
な
い
｡
そ
し
て
､

も

っ
と
も
低
い
西
ド
イ
ツ
か
ら
上
に
数
え

て

7
0
か
ら

一
五
台
の
範
囲
に
入
る
国
が

半
数
以
上
を
占
め
る
｡
特
異
な
の
は
､
西

ヨ

ー
ロ
ッ
.,;

北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
､
中
央
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
が
低
い
の
に
対
し
て
'
東
ヨ
ー
ロ
.T
パ

は
総
じ
て
高
い
レ
ベ
ル
に
あ
る
点
で
あ
る
｡

南

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
全
体
と
し
て
は
高
い
部

類
に
属
す
る
が
'
イ
タ
-
ア
の
低
率
は
注
目
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表 3.主要国 の普通出生率 (0/oo)

国 名 (午) 出亘率 国 名 (守) 出生率 国 名 (年) 転変率

ポ ー ラ ン ド(1980)19.5 カ ナ 夕て1979)15_.5 フィンランド(1980)13.1

ル - マ ニ ア(1979)18.6 オーストラリア(1980)15.3 オ ラ ン ダt(1980)12.8

ソ 連(1980)18.3 ス ペ イ y(1980)ユ5.1ベ ル ギ ー(1980)12.7

北アイルランド(1979)18.2 フ ラ ン ス(1980)14.8 ノルウェー(1980)12.5

ポ ル トガ ル(1978)17.1東 ド イ ツ(1980)14.6 オーストリア(1980)12.0

ユーゴスラビア(1980)17.0 ブ ル ガ リア(1980)14.3 スウェーデン (1980)ll.7

ニユ-ジーランド(1979)16.9 - ン ガ リ11980)13.9 ス イ ス(1980)ll.6

チェコスロバキア(1980)16_2 日 本(1980)13.6 デ ンマ ーク(1980)ll.2

ギ リ シ ア(1979)15.9 イ39fY,ご妄(1980)スコットランド(1979)13.3 イ タ リ ア(1980)ll.2

資料 UnitedNations,StatisticalPapers,SeriesA,Vol.XXXHL

No.3,1981および厚生省統計情報部 ｢人口動態統計｣

さ
れ
る
｡
さ
ら
に
､
非

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
､
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
'
カ
ナ
ダ
'
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な

ど
は
は
ぼ
中
間
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

表
4
は
主
要
先
進
国
の
合
計
特
殊
出
生
率
を

示
し
'
図
1
は
こ
の
数
値
の
グ
ラ
フ
で
あ
る
｡

人
口
の
再
生
産
が
保
障
さ
れ
る
線
'
す
な

わ
ち
置
換
水
準
以
上
の
出
生
力
を
示
す
国
は

数
が
少
な
い
｡
ル
ー
マ
ニ
ア
以
下
ブ
ル
ガ
リ
ア

ま
で
わ
ず
か
に
七
か
国
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ

の
う
ち
五
か
国
は
東

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
る
｡

わ
が
国
の

一
九
八

〇
年
の

二

七
四
を
下
回

る
国
は
九
か
国
に
及
ぶ
｡

さ
ら
に
'
図

2
か
ら

5
ま
で
は
'

フ
ラ
ン

ス
国
立
人
口
問
題
研
究
所
の

G
･
C
a
to
t
お

よ
び

C
.
B
ia
y
o
が
発
表
し
た
グ
ラ
フ
の
引

用
で
あ
る
が
､
西
'
北
'
中
央

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
'

お
よ
び
南

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
同
じ
カ
ト
リ

ッ
ク
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先進国における出生低下

表 4.主要国の合計特殊出生率

国 名 (年)合計特殊出生率 国 名 (年)苔計特殊出生率 国 名 (年)岳計特殊出生率

ル ー マニア(1978) 2.54 ボ ル トガ ノL<1979) 2.02 イ タ リ ア(1979) 1.71

チエコ ースロバキア(1979) 2.30 フ ラ ン ス(1980) 1.92 ベ ル ギ ー(1979) 1.70

ギ リ シ ア(1978) 2.28 ド イ ツ(1978) 1.90 スウェーデン(1980) 1.70

ポ ー ラン ド(1979)ヽ 2.27 写 ぎ誓 ご左(1980) 1.88 オース トリア(1980) 1.64

こユう㌃ ド(1977) 2.23 スコットランド(1979)会 衆 a(1979)ア メ リカ ナ ダ(197¢ 1.84 フィンランド(1979) 1.64

コJ .tXラビア(1978) 2.19 1.84 デ ンマーク(1979) 1.6ユ

ブル ガ リア(1978) 2.13 1.80 オ ラ ン ダ(1979) 1.57

オー二ストラリア(1977) 2.04 ノ ル ウ ェ ー(1979) 1.75 ス イ ス(1979) 1.50

資料 UnitedNationsDemographicYeartx)okおよび各国の関係
資料より厚生省人口問題研究所が計算 した数値

国
で
あ
る
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
付
け
加
え
た
も
の
に
つ

い
て
合
計
特
殊
出
生
率
の

7
九
五

〇
年
以
降
の
経
過
を

示
し
て
い
る
｡
こ
の
資
料
は
三

〇
年
に
わ
た
る
年
次
経

過
を
示
し
て
い
る
点
と
特
に

1
九
八

〇
年
ま
で
の
最
近

の
数
値
が
入

っ
て
い
る
点
で
価
値
が
大
き
い
｡
た
だ
残

念
な
こ

と
に
東

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
グ
ラ
フ
が
な
い
の
で
､

こ
れ
に

つ
い
て
は
同
じ

フ
ラ
ン
ス
の
人

口
学
者

J
･

Bo
u
rg
e
o
is

-

P

i
c

hat
の
発
表
を
借
り
る
こ
と
と
す
る

(
図
6
)
｡

こ
れ
ら
の
グ
ラ
フ
に
示
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
出
生

行
動
の
変
遷
に
関
連
し
て
話
題
に
な

っ
て
い
る
点
を
幾

つ
か
取
り
上
げ
て
見
よ
う
｡

第

7
の
点
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
出
生
行
動
の
変

化
に
見
ら
れ
る

｢同
時
性
｣
と
い
う
点
で
あ
る
｡

1
九
四

〇
年
頃
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
出
生
の

動
き
の
著
し
い
特
徴
は
､
国
に
よ
る
違
い
が
大
き
く

そ
こ
に
は
統

〓
作
動
の
兆
し
が
見
ら
れ
な
か

っ
た
と
い
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5-15 置き換え水準
I

図 1.主要国の合計特殊出生率 (表4にもとづく)
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先進国における出生低下
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女

子

1
人

あ

た

り

の

児

致
3.0

1950 円監謁 1970 1980

女

子

1
人

あ

た

り

の

児

致

年 次

G･CalotandC･Blayo:RecentCourseofFertilityinNon-

CommunistEuropeanCountries,Septem玩汀1981.
図 3｡北 ヨ∵ロッパ′合計特殊出生率,1950--1980
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先進国における出生低下

女

子

7
人

あ

た

り

の

児

致

1950 1970 1980

女

子

一
人

あ

た

り

の

児
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図 4･中央ヨーロッパ.合計特殊出生率,19501 980
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女

子

一
人

あ

た

り

の

児
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1960

年 次
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G･CalotandC･Blayo:RecentCourseofFertility in Non-

CommunistEuropean Countries,September 198 1.

図 5｡ 南 ヨーロッパおよびアイルラン ドe 合計特殊出生率.1950-1980
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先進国における出生低下
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子

1
人
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致
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図 6.東ヨーロッパ,合計特殊出生率,1950-1980

-223-



う
点
に
あ
る
｡
国
が
違
い
,
伝
統
が
違
え
ば
出
生
の
1
下
も
時
間
的
に
不
揃
い
に
な
り
'
そ
れ
ぞ
れ
は
独
立
の
現

象
と
し
て
推
移
し
た
｡

し
か
し
,
最
近
の
出
生
の
低
下
は
,
こ
れ
ら
の
グ
ラ
フ
に
見
る
如
-
､
ほ
ぼ

完

六
四
⊥

ハ
五
年
を
境
と
し
て

斉
に
ス
タ
ー
ト
し
た
｡
南
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

(図
5
)
守

り
び
に
出
生
に
対
す
る
政
策
的
介
入
の
影
響
が
大
き
い
東

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

(図
6
)
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
の
傾
向
は
不
鮮
明
で
あ
る
が
,
図
2
㌧
3
'
4
に
関
す
る
限
り
す

べ
て
の
国
で
出
生
低
下
は

完

六
五
年
頃
か
ら
始
ま

っ
て
い
る
｡

.∫

Bo
u
rg
e
o
is
I
P
1c
h
at
は
特
に
こ
の
点
に
関
心
を
寄
せ
,
ヨ
～
D
ッ
パ
に
お
け
る
人
口
変
動
を

明
す
る
の
に
今

後
は
新
し
い
理
論
的
枠
組
が
必
要
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
｡
元
来

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
的
な
行
動
体
系
は
個
人
主

義
に
根
ざ
し
て
い
た
｡
本
人
,
当
事
者
の
意
思
決
定
に
よ
っ
て
の
み
出
生
行
動
が
左
右
さ
れ
'
環
境
､
周
囲
か
ら

の
干
渉
､
影
響
は
な
か

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
｡
し
た
が

っ
て
,
国
の
中
で
も
出
生
行
動
は
個
人
差
が
広
く

国
と

-224-･

国
と
の
問
に
も
相
異
が
あ
る
の
が
通
常
で
あ

っ
た
｡
そ
れ
が
こ

こ

に
話
題
と
な

っ
て
い
る
最
近

五
年
間
の
動
き

の
よ
う
に
は
っ
き
り
し
た
同
時
性
を
示
す
に
至

っ
た
の
は
ど
う
い
う
背
景
か
ら
な
の
で
あ
る
か
｡

B

o
ur
g
e
o
is
･
2
1c
h
a
t
は

五

六
五
年
に
始
ま
っ
た
出
生
低
下
の
他
に
二

九
四
二
年
頃
に
ほ
ぼ

嘉

に
始
ま
っ

た
出
生
上
昇
,
お
よ
び

完

八

〇
年
頃
か
ら
始
ま

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
る
出
生
率
の
反
騰
を
加
え
て
'

特
に
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
讐

性
の
出
現
を
論
じ
て
い
る
｡
彼
は
'
物
理
学
で
い
う

｢粒
子
説
｣
か
ら

｢波

動
説
｣
へ
の
転
換
が
人
口
学
に
も
必
要
で
は
な
い
か
と
示
唆
し
て
い
る
が
'
い
ず
れ
に
し
て
も
'
も
し
今
後
も
西

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
に
同
様
な
統

一
性
が
見
ら
れ
る
と
な
れ
ば
'
近
代
化
が
頂
点
に
達
し
た
人
間
社
会
で
は
個
人



先進国における出生低下

問
の
格
差
が
な
く
な
る
し
､
ま
た
そ
れ
を
発
揮
す
る
こ
と
は
不
利
に
な
り
､
個
人
も
国
も
大
き
な
ひ
と

つ
の
マ
ス

と
し
て
行
動
す
る
こ

と
が
ノ
ー
ム
に
な
る
の
は
必
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
｡
群
集
の
中
の

言
貝
と
し
て
行
動
す
る
と
い
う
形
は
我
々
日
本
人
に
は
な
じ
み
が
深
い
｡
そ
れ
が
今

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
広
が
り

つ

つ
あ
る
と
い
う
解
釈
は
'
我
々
日
本
人
か
ら
み
て
き
わ
め
て
興
味
深
い
｡

第
二
の
話
題
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
と
す
る
先
進
諸
国
の
出
生

レ
ベ
ル
の
低
さ
が
こ

れ
ま
で
に
は
見
ら
れ
な

か

っ
た
ほ
ど
の
異
常
な
低
さ
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
｡
第

一
次
世
界
大
戦
後
の
フ
ラ
ン
ス
で

一
時
出
生
が
低
下

し
､
政
府
が
出
生
を
支
え
る
政
策
を
採
っ
た
こ
と
が
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る
｡
ま
た
'

一
九
三

〇
年
代
の
い
わ
ゆ
る
経

済
恐
慌
時
代
に
ア
メ
-
カ
合
衆
国
で
も
出
生
率
が
低
下
し
た
｡
こ
う
し
た
前
例
に
よ

っ
て
み
て
も
'
先
進
国
に
お

け
る
出
生
低
下
は
い
ま
新
し
-
現
わ
れ
た
現
象
で
は
な
い
｡
け
れ
ど
も
'
こ

こ
で
論
じ
て
い
る

7
九
六

〇
年
代
半

ば
か
ら
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
出
生
低
下
は
'
そ
れ
が
き
わ
め
て
低
い
水
準
ま
で
下
が

っ
た
こ
と
と
低
下
が
す
で
に

1

0
年
以
上
も
持
続
し
た
と
い
う
点
で
前
例
が
な
い
｡
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多
く
の
国
は
す
で
に
人
口
の
自
然
増
加
率

-225-

が

体
ゼ
ロ
に
等
し
い
か
､

マ
イ
ナ
ス
の
価
を
示
す
と
こ

ろ
ま
で
下
降
し
て
人
口
の
再
生
産
が
不
可
能
に
な

っ
て

い
る
｡
(
後
掲
表

5
)0

第
三
の
話
題
は
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
国
々
､
ア
メ
-
カ
合
衆
国
､
カ
ナ
ダ
､

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
'
ニ

ュ

ー
ジ

ー
ラ
ン
ド
'

さ
ら
に
日
本
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
動
向
の
後
を
追

っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
｡
日
本
を
除
い
た
白
人

国
は
そ
の
成
立
の
由
来
､
文
化
的
'
伝
統
的
背
景
か
ら
い
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
軌
を
同
じ
-
し
た
行
動
を
取

っ
て

も
そ
れ
ほ
ど
不
思
議
で
は
な
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
､

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
も
の



の
考
え
の
伝
統
は
個
人
主
義
が
基
本
で
あ

っ
た
｡
そ
の
伝
統
の
崩
壊
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
そ
の
も
の
の
中
の
み
で
な
-
､

そ
の
派
生
し
た
先
で
あ
る
こ
れ
ら
の
国
々
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
解
釈
す
る
と
'
行
動
の
均

産

は
さ

ら
に

表

と
興
味
を
ひ
-
現
象
で
あ
る
｡
ま
し
て
ま

っ
た
-
背
景
の
異
な
る
わ
が
国
が
'
少
な
-
と
も
数
字
の
上

で
は
同
じ
経
過
を
示
す
と
な
れ
ば
､
先
進
国
に
お
い
て
の
窮
極
的
な
価
値
観
､
行
動
の
表
現
は
国
を
越
え
て
人
間

に
共
通
な
も
の
に
収
赦
す
る
と
ま
で
い
え
そ
う
で
あ
る
｡

第
四
は
､
図
2
,
3
,
4
に
見
ら
れ
る
か
な
り
の
数
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
に
お
け
る
出
生
率
の
反
転
で
あ
る
｡

こ
の
現
象
は
ほ
ぼ

完

七
八
～
七
九
年
頓
に
見
ら
れ
た
最
近
の
事
件
で
あ
る
が
､
そ
れ
ま
で
確
実

に下
が
り
続
け

た
も
の
の
反
転
で
あ
る
た
め
に
大
き
な
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
'
常
識
的
に
い
え
ば
'
わ
ず
か
こ
-

三
年
の
さ
さ
い
な
動
き
で
傾
向
を
論
じ
る
の
は
早
計
で
あ
り
,
果
た
し
て
こ
れ
が
確
実
に
傾
向
の
変
化
を
意
味
す

る
か
ど
う
か
は
今
の
時
点
で
結
論
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
い

(
義

の
断
片
的
情
報
に
よ
る
と
'
反
転
し
た
出
生

率
が
ま
た
そ
の
後
わ
ず
か
な
が
ら
低
下
し
た
国
も
あ
る
)
0

ノ

第
五
の
点
は
､
P
.
A
ri
eSが
述
べ
る
子
供
の
地
位
の
変
化
で
あ
る
｡

近
年
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
そ
の
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
の
出
生
低
下
の
底
流
を
考
察
す
る
試
み
に
お
い
て
､

A
ri
;
S

は
興
味

の
あ
る

一
つ
の
解
釈
を
打
ち
出
し
た
｡
か
つ
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
避
妊
の
普
及
に
よ
り

出
生
が
下
が
り
始
め
'
後
次
第
に
産
児
制
限
が
本
格
化
し
た
頃
､
そ
の
も

っ
と
も
重
要
な
動
機
は
子
ど
も
の
将
来

を
考
え
た
親
の
知
恵
で
あ

っ
た
｡
両
親
が
果
た
せ
な
か

っ
た
良
い
教
育
'
良
い
収
入
､
良
い
社
会
的
地
位
を
子
ど

も
に
保
障
す
る
た
め
に
は
あ
ま
り
に
多
数
の
子
ど
も
を
産
ん
で
は
障
害
と
な
る
｡
だ
か
ら
今
日
か
ら
見
れ
ば
効
率
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先進国における出生低下

の
悪
い
避
妊
の
方
法
し
か
な
か

っ
た
と
し
て
も
,
と
に
か
-
そ
れ
を
実
行
し
て
産
児
を
制
限
し
た
｡
そ
こ
に
あ

っ

た
根

の
思
想
は
子
ど
も
の
た
め
で
あ
り
'
こ
の
意
味
で
子
ど
も
は

｢
王
様
｣
で
あ

っ
た
0

時
が
移

っ
て
現
代
と
な
り
､
ま
す
ま
す
出
生
が
低
下
を
続
け
て
い
る
状
況
は
同
じ
産
児
制
限
で
あ

っ
て
も
そ
の

動
機
が
異
な

っ
て
い
る
,
と

A

ri;S
は
考
え
る
｡
今
日
の
少
な
い
子
ど
も

へ
の
要
求
は
､
子
ど
も
の
た
め
で
は

な
く
,
大
人
の
利
益
の
た
め
,
親
の
た
め
､
父
親
,
母
親
､
女
性
の
利
益
の
た
め
で
あ
る
と
解
説
す
る
｡
子
ど
も

は
か
つ
て
の
王
座
か
ら
下
ろ
さ
れ
,
代
っ
て
今
生
き
て
社
会
に
あ
る
者
が
王
座

に
上

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
｡

希
望
し
な
か

っ
た
妊
娠
を
人
工
中
絶
で
処
理
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
'
昔
な
ら
そ
れ
を
産
み
'
育

て
､
慈
し
ん
だ
と
い
う
事
実
に
対
比
し
て
見
れ
ば
,
子
ど
も
の
役
割
が
低
下
し
､
消
滅
し
た
こ

と
の
印
で
あ
る
と

い
う
｡

も
し

A
h

esの
こ
の
解
釈
が
真
実

で
あ
る
と
す
れ
ば

-

そ
う
考
え
る
人
は
お
そ
ら
-
少
な
く
な
い
で
あ
ろ

′

う
･-

先
進
国
の
出
生
制
限
は
抜
き
差
し
な
ら
な
い
状
況
に
向
か

っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
｡
何
か
根
本
的

な
精
神
革
命
で
も
疹
透
し
な
い
限
り
'
走
り
出
し
た
動
き
は
止
ま
る
こ
と
な
-
進
む
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
す
べ

て
の
親
が
こ
の
よ
う
に
変

っ
た
の
で
な
い
と
し
て
も
'
そ
の
よ
う
な
社
会
風
潮
が
伸
び
て
い
る
の
は
確
か
だ
と
い

え
そ
う
で
あ
る
｡
と
す
れ
ば
出
生
の
回
復
は
ま
ず
絶
望
と
な
る
｡
ア
メ
-
カ
の
人
口
学
者

C
.
w

estoff
は
小
家

族
を
善
と
見
な
し
'
そ
れ
を
追
い
求
め
た
の
か
先
進
国
の
近
年
の
歴
史
で
あ

っ
て
､
底
に
あ
る
社
会
風
潮
に
変
り

が
な
い
の
に
出
生
率
の
上
昇
を
期
待
す
る
の
は

｢
歴
史
の
逆
転
を
望
む
に
等
し
い
｣
と
迷
べ
て
い
る
が
､
A
ri;S

の
仮
説
と
垂
裳
の
関
係
に
あ
る
観
察
で
あ
る
｡
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開
発
途
上
国
の
人
口
問
題
の
中
心
は
そ
の
人
口
増
加
の
高
率
と
こ
れ
を
抑
制
す
る
の
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か

の
点
に
あ
る
｡
こ
の
問
題
は
特
に
ア
ジ
ア
に
鮮
明
で
あ
る
｡
以
1
述
べ
た
先
進
国
の
低
出
生
は
ま
さ
に
開
発
途
上

国
の
問
題
の
対
極
に
あ
る
｡
人
類
社
会
は
,
南
と
北
の
二
極

へ
の
分
化
に
並
行
し
て
､
人
口
増
加
と
い
う
面
に
お

い
て
も
ま
た
二
極

へ
の
分
裂
の
様
相
が
深
ま

っ
て
い
る
｡

三

西
ド
イ
ツ
の
状
況

前
節
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
に
し
た
主
な
先
進
国
の
状
況
を
観
察
し
た
｡
し
か
し
す
で
に
指
摘
し
た
如
上

東
と
南
の
ヨ
去

ッ
パ
は
精
密
に
観
察
す
る
な
ら
ば
西
,
北
､
中
央
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
状
況
が
違

っ
て
お
り
､

低
出
生
問
題
は
特
に
西
,
北
,
中
央
ヨ
I
D
ッ
パ
で
深
刻
な
問
題
と
な

っ
て
い
る
｡
こ
れ
に
は
､
社
会
主
義
体
制

と
い
う
政
治
の
違
い
と
カ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
宗
教
の
影
響
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡
表

5
と

6
は
'
す
で
に

提
示
し
た
統
計
と
ほ
と
ん
ど
重
複
す
る
が
'
西
と
東

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
そ
れ
ぞ
れ
に
分
け
て
対
比
的
に
示
そ
う
と
し

た
も
の
で
あ
る
｡
ど
ち
ら
の
グ

ル
ー
プ
も
開
発
途
上
国
に
比
べ
れ
ば
出
生
､
人
口
増
加
の
率
は
き
わ
め
て
低
い
｡

し
か
し
こ
の
二
者
の
問
に
は
明
ら
か
に
開
き
が
あ
る
｡

西
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
最
低
の
出
生
率
の
国
西
ド
イ
ツ
は
'
す
な
わ
ち
世
界
で
も

っ
と
も
子
ど
も
を
産
ま
な
い
国
で

あ
る
｡
そ
の
た
め
低
出
生
問
題
の
議
論
で
は
か
な
ら
ず
西
ド
イ
ツ
が
例
と
し
て
登
場
す
る
｡
本
節
で
は
そ
の
西
ド

-228-



表 5.西 ヨーロッパ10か国の人口と諸率 (ほぼ1979-1980年)

_i
璽
Ii
Jr,.t7
g
f)
.cf
U
}抗
戦
ポ

人 口 出 生 率 死 亡 率 自然増加率 合 計 特 殊

国 名 (千 人) (0/00) (0/00) (% ) 出 生 率

オ ー ス ト リ ア 7,500 ll 12 -0.1 上62

ベ ル ギ - 9,855 13 ll 0.2 1.70

デ ン マ ー ク 5,122 12 ll 0.i 1.60

フ フ ン ス 53,588 15 10 0.5 1.86

オ ラ ン ダ 14,094 12 8 0.4 1.57

ノ ル ウ ェ ー 4,066 13 10 0.3 1.75

ス ウ エ - デ ン 8,284 12 ll 0. 1 i.65

ス イ ス 6,298 ll 9 0.2 1.50

イ ギ リ ス 55,832 13 12 0.1 1.88

西 ド イ ツ 61,760 lO 12 -0.2 1.37

資料 A･Monnier:L′EuropeetlesPaysD昌veloppもsd′outre-Mer,Population,

35:913,1980

-
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表 6.束ヨ-ロッパ8か国の人口と諸率 (ほぼ1979-1980年)

国 名 人 口 出 生 率 死 亡 率 自然増加率 合 計 特 殊
(千 人) (0/00) (0/00) (% ) 出 生 率

ブ ル ガ リ ア 8,727 15 ll 0.4 2.13

チェコスロバキア 15,184 16 12 0.4 2.30

東 ド イ ツ ー6,75ユ 14 14 0.0 1.85

- ン ガ リ 10,698 14 14 0.0 2.02

ポ ー ラ ン ド 35,048 19 10 0.9 2.27

ノレ - マ ニ ア 21,953 19 10 0.9 2.54

ユ ー ゴス ラ ビア 22,ユ07 17 9 0.8 2.19

ソ 連 262.400 18 10 0.8 2.32

資料 A･Monnier‥L′EuropeetlesPaysD;velopp昌sd′outre- Mer,Population,
35:9ユ3,1980

-
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先進国における出生低下

イ
ツ
の
状
況
に
関
す
る
資
料
を
ま
と
め
て
見
る
こ
と
と
し
よ
う
｡

完

八

〇
年
の
西
ド
イ
ツ
の
人
口
数
は
お
よ
そ
六

嘉

〇
万
で
あ
り
,
こ
の
数
値
は
過
去
五
年
間
あ
ま
り
変
化

が
な
い
｡
総
人
口
中
五
三
パ
ー
セ
ン
ト
は
三
五
歳
以
1
の
年
齢
層
で
あ
り

(
完

八

〇
年
わ
が
国
の
こ
の
数
値
は

四
六
パ
ー
セ
ン
ト
)
,
さ
ら
に
七
パ
ー
セ
ン
ト
の
人
口
は
ト
ル
コ
,
ギ
-
シ
ア
,
イ
タ
-
ア
､

ユ
㌧
コ
ス
ラ
ビ
ア
'

ポ
ル
ト
ガ
ル
､
ス
ペ
イ
ン
か
ら
の
移
住
に
よ
る
外
国
系
市
民
で
あ
る
｡
出
生
率
と
死
亡
率
は
固
有
の
ド
イ
ツ
人
と

外
国
か
ら
の
移
住
人
口
の
問
に
開
き
が
大
き
く

そ
れ
ぞ
れ
ド
イ
ツ
人
で

(人
口

5

0
0
に
つ
き
)
九
と

一
二
'

外
国
系
人
口
で

一
八
と
二
と
な

っ
て
い
る

(
つ
ま
り
,
固
有
の
ド
イ
ツ
人
は
白
熱

増
加
が

マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
.が
'

外
国
系
市
民
は
プ
ラ
ス

一
･
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
増
え
て
い
る
｡
)

九
六
三
-
六
六
年
に
比
べ
て

完

七
六
～

七
九
年
で
は
出
生
の
数
は
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
減
少
し
､
合
計
特
殊

出
生
率
は
女
子
ひ
と
り

り

1
･
三
七
と
い
う
歴
史
に
前
例
の
な
い
低
さ
を
記
録
し
た

(
一
九
八

〇
年
)
0
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七

て

七
六
年
の
問
に
結
婚
し
た
夫
婦
で
少
な
-
と
も
五
年
間
結
婚
を
持
続
し
て
い
る
も
の
で
は
'
約
半
数
が
子

ど
も
ゼ

ロ
､
三
六
パ
ー
セ
ン
ト
が
た
だ

一
人
の
子
ど
も
と
な

っ
て
い
る
｡

一
九
六

〇
〇
に
つ
き
)
九

･
円
で
あ

っ
た
が
､

一
九
八

〇
年
に
は
五

･
九
に
低
下
し
た
｡

年
の
婚
姻

は

(人
口

九
七
五
年
'
結
婚
か
ら
第

1

子
出
生
ま
で
の
平
均
期
間
は

･
八
年
で
あ

っ
た
が
'

1
九
七
九
年
に
は
こ
れ
が
二

･
七
年
に
延
び
た
｡

結
局
､
最
近
の
西
ド
イ
ツ
で
は
'
男
女
と
も
結
婚
す
る
と
し
て
も
二

〇
歳
代
の
後
半
に
な
ら
な
け
れ
ば
結
婚
せ

ず
､
結
婚
し
て
も
子
ど
も
を
産
む
の
に
三
年
は
待

っ
て
見
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
同
様
に
､
第

子
か
ら
第
1

子

の
出
生
間
隔
も
長
-
､

九
七
九
年
の
統
計
で
は
三

･
九
年
と
な

っ
て
い
る
｡
ま
た

一
九
七
九
年
の
届
出
の



あ

っ
た
人
工
妊
娠
中
絶
数
か
ら
計
算
す
る
と
､
出
生
プ
ラ
ス
中
絶

7
0
0
0
に
対
す
る
人
工
妊
娠
中
絶
は

=

5

と
な
り
､
わ
が
国
の

年
の
比
率
の
約
二
八

〇
よ
り
は
か
な
り
低
い
が
'
し
か
し
西
ド
イ
ツ
以
外
の
国
で

中
絶
を
受
け
る
婦
人
が
あ
る
こ
と
､
お
よ
び
届
出
の
完
全
性

に
相

当
疑
問
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
､
人
工

妊
娠
中
絶
も
実
際
に
は
そ
れ
ほ
ど
少
な
-
は
な
い
と
い
え
そ
う
で
あ
る
｡

前
記
の
合
計
特
殊
出
生
率

二

三
七
を
計
算
し
な
お
す
と
,
現
在
の
西
ド
イ
ツ
で
は
ひ
と
り
の
女
子
は

生
の

間

に
〇
･
六
五
人
の
女
児
し
か
産
ん
で
い
な
い

(純
再
生
産
率
)
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

つ
ま
り
､
も
し
今
後
も

こ
の
ま
ま
で
行
け
ば
西
ド
イ
ツ
の
人
口
減
少
率
は
遠
か
ら
ず
約
三

〇
年
間
で
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
も
減
少
す
る
よ
う

に
な
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
｡
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四

低
出
生
の
も
た
ら
す
も
の

以
上
観
察
し
て
き
た
よ
う
に
先
進
国
は
軒
並
み
出
生
率
が
低
い
｡
結
果
と
し
て
人
口
増
加
率
も
ゼ

ロ
す
れ
す
れ

か

マ
イ
ナ
ス
に
な

っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
幾

つ
か
あ
る
｡

こ

う
し
た
低
出
生
は
ど
の
よ
う
な
困
難
を
引
き
起
こ
す
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
に
伴
う
問
題
点
は
何
で
あ
ろ
う

ゝ
0

め
人
口
の
高
齢
化
と
い
う
困
難
な
問
題
が
低
出
生
と
相
関
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
｡
さ



先進国における出生低下

ら
に
こ
れ
を
具
体
的
に
考
え
れ
ば
,
国
の
労
働
力
の
高
齢
化
あ
る
い
は
相
対
的
な
縮
小
'
産
業
の
生
産
性
の
低
下
'

社
会
保
障
の
体
系
が
税
金
で
こ
れ
を
支
え
る
人
口
の
減
少
と
こ

れ
に
負
担
を
与
え
る
高
齢
者
の
増
加
に
よ

っ
て
破

綻
す
る
恐
れ
､
個
人
的
に
高
齢
者
を
扶
養
す
る
に
し
て
も
数
の
少
な
い
若
い
世
代
の
人
口
で
支
え
き
れ
る
か
と
い
う

問
題
､
す
で
に
拡
大
し
て
い
る
国
民
医
療
費
が
さ
ら
に
膨
れ
1
が
る
危
険
,
高
齢
者
に
対
す
る
雇
用
問
題
な
ど
､

幾

つ
か
の
問
題
点
が
挙
げ
ら
れ
る
｡

欧
米
の
学
者
の
中
に
は
,
出
生
低
下
,
結
果
と
し
て
の
人
口
の
減
少
を
か
な
ら
ず
L
も
問
題
視
し
な
い
見
方
も

あ
る
｡
こ
の
人
々
は
,
人
口
減
少
を
む
し
ろ
積
極
的
に
善
と
見
な
し
'
人
口
が
減
れ
ば
乏
し
-
な
り

つ
つ
あ
る
自

然
資
源
へ
の
需
要
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
,

ロ
ボ

ッ
ト
そ
の
他
の
機
械
の
導
入
が
容
易
に
な

っ
て
そ
れ
が
労
働
者

の
余
暇
時
間
の
延
長
に
連
な
り
,
都
会
の
過
密
に
よ
る
心
理
的
社
会
的
ス
ト
レ
ス
も
解
決
し
'
ま
た
へ
何
よ
り
も

女
性
の
地
位
の
向
上
が
こ
れ
に
よ
っ
て
さ
ら
に

段
と
進
む
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
､
人
口
減
少
は
社
会
経
済
体
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制
の
再
編
成
に
絶
好
の
機
会
を
与
え
る
も
の
と
し
て
歓
迎
す
る
の
で
あ
る
｡

人
口
密
度
の
高
さ
で
世
界
的
に
有
名
な
オ
ラ
ン
ダ
が
'
政
府
の
公
式
方
針
と
し
て
､
人
口
の
置
換
水
準
を

嘉

～
三
〇
･,:

セ
ン
ト
下
回
る
出
生
レ
ベ
ル
を
短
期
の
国
家
目
標
と
L
t
そ
れ
が
達
成
さ
れ
た
後
し
か
る
べ
き
時
期

に
置
換
水
準
に
戻
す
と
し
て
い
る
の
は
'
こ
の
考
え
方
の
好
例
で
あ
る
｡

大
淵
が
入
口
政
策
論
の
中
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
へ
政
府
が
探
る
人
口
政
策
と
し
て
は
人
口
数
の
減
少
は
容
認

し
え
な
い
と
い
う
の
が
こ
れ
ま
で
の
定
理
で
あ

っ
た
｡
近
年
こ
こ
に
述
べ
た
よ
う
な
人
口
減
少
歓
迎
論
が
出
現
し

て
い
る
こ
と
は
､
価
値
観
の
大
き
な
変
化
を
意
味
す
る
｡
今
後
こ

の
よ
う
な
傾
向
が
さ
ら
に
広
が
る
こ
と
も
十
分



可
能
で
あ
る
｡

し
か
し
そ
う
は
い
っ
て
も
や
は
り
今
日
の

勢
と
し
て
は
,
こ
こ
ま
で
割
切

っ
て
考
え
る
人
は
多
-
な
い
｡
ま

し
て
,
国
民
に
対
し
て
責
任
を
負
う
立
場
の
政
府
が
こ
こ
ま
で
踏
切
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
｡
し
た
が

っ
て
'

今
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
主
と
す
る
低
出
生
論
議
の
底
流
に
は
､
そ
れ
が
も
た
ら
す
問
題
､
困
難
に
対
す
る
憂
慮
の

気
持
が
働
い
て
い
る
の
が
実
状
で
あ
る
｡

フ
ラ
ン
ス
の
若
手
人
口
学
空

.C

.
C

hesnaisは
西
ド
イ
ツ
を
例
に
と

っ
て
極
端
な
低
出
生
が
今
後
の
問
題
と

し
て
教
育
,
労
働
力
,
社
会
保
障
に
与
え
る
影
響
を
分
析
し
て
い
る
が
,
こ
れ
な
ど
は
こ

う
し
た
い
わ
ば
悲
観
的

な
観
察
の
典
型
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡

c
h
e
s
n
ais

に
よ
れ
ば
,
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る

完

六

〇
年
代
の
比
較
的
高
か

っ
た
出
生
率
か
ら

完

七

〇
年

代
終
り
の
低
率
へ
の
転
換
は
あ
ま
り
に
も
急
激
で
あ

っ
た
た
め
,
学
校
教
育
は
大
き
な
混
乱
が
予
想
さ
れ
る
と
い
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う
○

九
七

〇
年
か
ら

完

八

〇
年
の
問
に
､
幼
稚
園
児
童
の
数
は
四
三
パ
ー
セ
ン
ト
減
少
し
'
小
学
校
児
童
の
数

も
三
三
パ
ー
セ
ン
ト
減
少
し
た
｡
反
対
に
,
こ

の
同
じ
期
間
,
中
学
生
の
数
は

〓

パ
ー
セ
ン
ト
'
高
等
学
校
生

の
数
は
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
,
大
学
生
の
数
は
二
三
パ
ー
セ
ン
ト
増
加
し
た
｡

完

八
五
年
に
は
'
西
ド
イ
ツ
で
は

そ
れ
ま
で
で
最
低
数
の
小
学
生
と
最
高
数
の
大
学
生
を
迎
え
る
こ
と
と
な
り
'
ま
た
さ
ら
に
､
将
来
も
現
在
の
子

ど
も
の
産
み
方
が
変
ら
な
い
と
仮
定
す
れ
ば
､

1
九
八

年
の
高
等
学
校
生
三

一
〇
万
は

1
四
年
後
の

1
九
九
五

年
に
は
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
減
の

一
七

〇
万
に
低
下
す
る
と
い
っ
た
急
激
な
変
化
が
見
ら
れ
る
こ

と
と
な
る
｡

c
h
e
s
n
ais

は
ま
た
労
働
力
に
つ
い
て
も
予
測
を
し
て
い
る
が
'
そ
れ
に
よ
る
と
二

九
六
七
年
ま
で
の
出
生



先進国における出生低下

コ
-
ホ
-
卜
は
比
較
的
大
き
か

っ
た
し
､
ま
た
女
性
の
労
働
力
化
率
は
今
後
も
伸
び
る
で
あ
ろ
う
か
ら
､
西
ド
イ

ツ
の
労
働
力
は

一
九
九

〇
年
頃
ま
で
は
増
加
を
維
持
す
る
で
あ
ろ
う
が
､
問
題
は
そ
の
後
で
'

一
九
九

〇
年
の

九

～
六
四
歳
人
口
三
八
八

〇
万
は
二
〇
二
〇
年
に
は
三

二

70
万
に
減
少
す
る
と
見
ら
れ
る
か
ら
労
働
力
は
急
速

に
縮
小
す
る
に
遵
い
な
い
と
い
う
｡

出
生
低
下
は
そ
の
初
期
の
過
程
で
は
す
べ
て
の
点
で
経
済
的
な
負
担
を
産
む
と
は
限
ら
な
い
｡
そ
れ
は
､
例
え

ば
妊
産
婦
､
乳
幼
児
に
か
か
る
保
健
の
費
用
は
減
る
で
あ
ろ
う
L
t
外
に
出
て
働
く
女
性
の
増
加
は
そ
れ
だ
け
税

収
入
の
増
加
に
連
な
り
､
児
童
数
が
減
れ
ば
扶
養
家
族
に
対
す
る
税
金
の
免
除
も
減
る
は
ず
で
あ
り
'
家
巌
手
当

も
少
な
-
て
す
み
'
児
童
生
徒
に
必
要
な
公
共
支
出
も
少
な
く
て
す
む
と
い
っ
た
'
む
し
ろ
プ
ラ
ス
の
面
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
｡

し
か
し
､
高
齢
化
が
本
格
的
に
な
る
に
つ
れ
て
高
齢
者
に
対
す
る
社
会
保
障
'
医
療
費
が
顕
著
に
増
加
し
'
政

府
の
収
支
の
バ
ラ
ン
ス
は
加
速
的
に
不
利
に
な
る
｡
西
ド
イ
ツ
で
は
現
在
す
で
に
従
属
人
口
指
数
の
中
に
占
め
る
年

少
人
口
と
老
年
人
口
の
割
合
は
全
-
等
し
-
な
っ
て
お
り
'
こ
う
い
っ
た
状
況
の
下
で
は
さ
な
き
だ
に
崩
れ
つ
つ
あ
る

伝
統
的
な
世
代
間
の
社
会
契
約
に
よ
る
扶
養
の
可
能
性
は
成
立
し
な
い
｡
こ
の
よ
う
に

C
hesコais
は
論
じ
て
い
る
｡
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五

出
生
低
下
の
原
因

先
進
国
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
以
上
の
よ
う
な
出
生
の
低
下
は
何
が
原
因
で
あ
ろ
う
か
｡
自
然
に
妊
学
力
が
低

下
し
た
か
ら
出
生
率
が
下
が

っ
た
の
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
か
ら
､
出
生
低
下
の
原
因
は
す
な
わ
ち
'
何
が

先
進
国
の
夫
婦
'
女
性
に
か
く
も
子
ど
も
を
制
限
さ
せ
て
い
る
の
か
､
と
い
う
こ

と
に
な
る
｡

こ
れ
ま
で
こ

の
点
に
関
し
て
は
幾

つ
も
の
原
因
が
挙
げ
ら
れ
て
き
た
｡
た
だ

一
つ
の
決
定
的
要
因
が
あ
る
の
で

は
な
く
､
複
合
条
件
が
働
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
へ
と
に
か
-
原
因
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の

は
多
岐
に
わ
た
る
｡

｢経
済
的
原
因
｣
と
し
て
は
､
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行
､
物
価
の
上
昇
に
よ
る
生
活
､
育
児
へ
教
育
の
困
難
'

住
宅
の
不
足
お
よ
び
不
満
､
失
業
率
の
上
昇
'
子
ど
も
の
経
済
的
価
値
の
低
落
が
あ
る
｡
｢
社
会
的
原
因
｣
と
し
て

は
'
物
質
主
義
'
消
費
主
義
の
疹
透
に
よ
っ
て
子
ど
も
に
対
す
る
欲
求
が
下
が
っ
た
こ
と
'
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

発
達
に
よ
っ
て
小
家
族
志
向
が
広
く
普
及
し
た
こ
と
'
集
団
の
中
の

〓
貝
と
し
て
他
人
の
行
動
に
歩
調
を
揃
え
る

傾
向
の
あ
る
こ

と

(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
特
に
第
二
節
に
ふ
れ
た
)'
宗
教
の
拘
束
力
の
低
下
に
よ
り
多
産
奨
励
の

力
が
後
退
し
た
こ
と
､
あ
る
い
は
､
資
源
'
エ
ネ
ル
ギ
㌧

環
境
の
観
点
か
ら
将
来
に
対
し
て
悲
観
的
な
考
え
を

持

つ
こ

と
に
よ
っ
て
子
ど
も
を
否
定
す
る
こ

と
t
な
ど
が
あ
る
｡
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先進国における出生低下

｢社
会
保
障
に
関
連
す
る
原
因
｣
を
挙
げ
て
い
る
人
も
あ
る
｡
社
会
保
障
の
改
善
に
よ
り
病
気
'
失
業
の
不
安

を
子
ど
も
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
個
人
的
に
解
決
す
る
と
い
う
考

宗

不
必
要
に
な

っ
た
こ

と
､
老
後
の
保
障
と

し
て
の
子
ど
も
の
価
値
が
低
下
し
た
こ
と
な
ど
が
い
わ
れ
て
い
る
が
,
ま
た
社
会
保
障
が
進
ま
な
い
た
め
に
'
例

え
ば
託
児
所
の
不
足
な
ど
が
影
響
し
て
子
ど
も
を
抑
え
る
と
い
う
説
も
あ
る
｡

｢女
性
の
地
位
の
向
上
｣
を
重
要
視
す
る
考
え
も
有
力
で
あ
る
｡
欧
米
に
お
い
て
は
女
性
の
中
に
自
由

へ
の
あ

こ
が
れ
が
強
-
な
り
､
経
済
力
も
増
し
､
本
格
的
な
専
門
職
業
に
つ
-
も
の
が
増
え
た
こ

と
が
出
生
制
限
に
つ
な

が
る
と
い
う
｡
さ
ら
に
こ
れ
と
開
通
し
て
,
結
婚
,
家
庭
に
関
す
る
価
値
観
の
変
化
が
起
り
､
結
婚
'
家
庭
と
い

っ
た
も
の
は
も
は
や
個
人
に
と

っ
て
無
上
の
価
値
で
は
な
い
と
し
,
個
人
的
欲
望
の
充
足
は
結
婚
'
家
庭
な
し
で

も
同
様
に
獲
得
で
き
る
と
い
う
考
え
が
伸
び
て
い
る
点
に
注
目
す
る
人
も
あ
る
｡
こ
う
し
た
風
潮
の
結
果
'
法
律

的
に
届
出
の
あ
る
正
規
の
結
婚
は
減
り
､
離
婚
は
増
え
,
性
と
生
殖
は
完
全
に
分
離
L
t
子
ど
も
は
排
斥
さ
れ
る

こ

と
に
な
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
｡

さ
ら
に

｢出
生
制
限
手
段
の
利
用
し
や
す
さ
｣
が
低
出
生
に
拍
車
を
か
け
る
と
観
察
す
る
人
も
少
な
く
な
い
｡

受
胎
調
節
,
人
工
妊
娠
中
絶
,
不
妊
手
術
は
､
法
律
的
な
扱
い
は
国
に
よ

っ
て
異
な

っ
て
い
る
｡
こ
と
に
､
東
'

南
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
総
じ
て
厳
し
い
取
締
り
を
行

っ
て
い
る
の
に
対
し
て
'
西
､
北
'
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
平
均
し

て
自
由
な
態
度
を
と

っ
て
い
る
｡
し
か
し
､
今
日
の
欧
米
の
現
実
と
し
て
は
､
法
律
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
'
産

児
制
限
の
手
段
は
本
人
が
こ

れ
を
求
め
れ
ば
手
に
入
る
と
い
っ
て
よ
い
状
態
に
あ
る
｡
出
産
を
抑
え
る
意
志
が
あ

っ
て
も
手
段
が
な
け
れ
ば
目
的
は
達
成
で
き
な
い
｡
手
段
が
容
易
に
手
に
入
る
と
い
う
こ
と
は
こ
の
困
難
を
な
く
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す
ば
か
り
で
な
-
,
そ
の
事
実
が
ま
た
小
家
族

へ
の
志
向
を
高
め
て
い
る
と
見
る
人
が
多
い
｡

以
上
が
低
出
生
の
原
因
の
ま
と
め
で
あ
る
｡
多
岐
に
わ
た
る
原
因
が
互
に
絡
み
あ

っ
て
い
る
状
況
を
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
る
｡

完

八

壷

7
二
月

マ
ニ
ラ
で
開
か
れ
た
国
際
人
日
学
会
は
目
下
の
時
勢
を
反
映
し
て
'
先
進
国
の
低
出
生
に

大
き
な
関
心
を
払

っ
た
｡
女
性
の
地
位
の
向
上
,
社
会
的
役
割
の
拡
大
が
出
生
低
下
に
最
大
の
関
与
を
し
て
い
る

と
い
う
指
摘
で
あ

っ
た
｡
女
性
の
人
生
観
が
変
り
,
こ
れ
が
女
性
の
本
格
的
な
職
場
進
出
と
な
り
'
結
果
と
し
て

出
生
が
低
下
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
｡
以
下
に
,
す
で
に
述
べ
た
ま
と
め
と
重
複
す
る
こ
と
で
は
あ
る
が
､

マ
ニ

ラ
会
議
か
ら
幾

つ
か
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
を
取
り
上
げ
て
み
る
こ
と
と
す
る
｡

女
性
の
職
場
進
出
と
出
生
低
下
の
相
関
に
つ
い
て
は
以
前
か
ら

と
卵
の
議
論
が
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
女
性
が

外
に
出
て
働
-
か
ら
子
ど
も
を
産
ま
な
い
の
か
､
子
ど
も
が
少
な
-
な

っ
た
か
ら
外
に
出
て
働
-
の
か
t
と
い
っ

た
議
論
で
あ
る
｡
さ
ら
に
ま
た
,
働
い
て
月
給
を
取
る
こ
と
が
女
性
の
地
位
の
向
上
を
さ
ら
に
進
め
る
か
ら
職
に

つ
く
の
か
,
夫
婦
共
働
き
で
な
い
と
ま
ず
ま
ず
の
生
活
が
得
ら
れ
な
い
か
ら
働
-
と
い
う
経
済
的
考
慮
が
主
体
で

あ
る
の
か
･
こ
う
い
う
質
問
も
あ
る
｡
議
論
の
た
め
の
議
論
と
見
ら
れ
な
-
も
な
い
け
れ
ど
も
'
と
に
か
く
こ
う

し
た
点
で
明
快
な
結
論
は
出
て
い
な
い
｡
し
か
し
'
事
実
と
し
て
女
性
の
就
職
と
出
生
の
減
少
が
並
行
す
る
こ
と

は
明
白
で
あ
り
,

一
方
で
働
い
て
収
入
を
得
た
い
と
い
う
願
望
と
他
方
子
ど
も
を
産
み
育
て
る
可
能
性
を
ど
う
調

和
す
る
か
が
最
大
の
問
題
と
な
る
｡
そ
し
て
'
こ
の
ジ
レ
ン
マ
が
解
決
で
き
な
い
ま
ま
に
子
ど
も
を
つ
く
る
の
を
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諦
め
る
か
'
産
ん
で
も
極
端
に
少
な
-
抑
え
る
の
が
今
日
の

多
数
の
女
性
'
夫
婦
の
決
定
と
な
っ
て
い
る
｡



先進国における出生低下

低
出
生
に
関
連
し
て
経
済
学
の
陣
営
か
ら
提
出
さ
れ
て
い
る

｢家
庭
経
済
説
｣
(
ト
○
ヨ
e
eCO
n
O
m
ics
th
2
0
ry
)

が
あ
る
｡

マ
ニ
ラ
会

で
1
.
E
r
ヨ
isch
は
次
の
よ
う
に
こ
れ
を
総
括
､
紹
介
し
て
い
る
｡

夫
婦
は
子
ど
も
の
価
値
と
物
質
的
財
の
価
値
を
比
較
考
量
す
る
｡
伝
統
的
な
家
庭
観
で
は
'
夫
が
働
き
そ
の
収

入
に
よ
っ
て
妻
と
子
ど
も
を
養
う
の
が
通
常
で
あ

っ
た
｡
し
か
し
現
在
で
は
'
夫
と
妻
の
両
者
が
働
き
､
経
済
的

利
益
を
追
求
す
る
考
え
が
急
速
に
伸
び
て
い
る
｡
女
性
を
大
き
-
二
つ
に
分
け
る
と
'
結
婚
し
て
も
仕
事
を
続
け

る
グ
ル
ー
プ
と

一
度
結
婚
し
た
ら
仕
事
を
辞
め
て
育
児
に
つ
と
め
る
グ
ル
ー
プ
に
な
る
｡

今
日
の
特
徴
は
前
者
の
女
性
が
顕
著
に
増
加
し
て
い
る
こ

と
で
あ
り
､
経
済
状
況
の
改
善
と
と
も
に
へ

｢働
-

女
性
｣
と

｢
子
ど
も
を
育
て
る
女
性
｣
の
二
つ
の
グ

ル
ー
プ
の
問
で
は
､
子
ど
も
に
伴
う
機
会
費
用
が
大
き
な
も

の
と
な

っ
て
働
-
女
性
の
優
位
は
ま
す
ま
す
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
家
庭
の
収
入
が
増
え
る
時
､
妻
が

壷

働
-
意
志
を
持
た
ず
,
増
え
た
収
入
を
子
ど
も
に
投
資
す
る
気
持
が
あ
れ
ば
出
生
率
は
上
が
る
は
ず
で
あ
る
｡
し

か
し
,
生
涯
に
わ
た

っ
て
夫
婦
共
働
き
を
願
う
家
庭
に
あ

っ
て
は
'
収
入
の

壷

の
増
加
を
求
め
て
希
望
児
数
は

む
し
ろ
低
下
す
る
｡
し
た
が

っ
て
'
就
業
志
向
の
妻
が
増
え
て
い
る
今
日
か
ら
将
来
に
か
け
て
は
､
経
済
の
発
展

は
出
生
低
下
に
さ
ら
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と
に
な
る
｡

そ
の
上
,
働
く
こ

と
に
生
き
が
い
を
感
じ
る
妻
の
増
加
は
､
よ
り
多
-
の
女
性
が
程
度
の
高
い
､
専
門
技
術
的

な
教
育
を
求
め
る
傾
向
に
つ
な
が
る
｡
社
会
に
出
て
男
性
に
負
け
な
い
職
場
を
獲
得
す
る
た
め
に
も
専
門
技
術
者

と
い
う
条
件
が
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
｡
そ
う
な
る
と
'
女
性
の
教
育
期
間
は
長
-
な
り
'
結
果
と
し
て
結
婚
は
遅

れ
'
第

一
子
の
出
生
も
ま
た
遅
れ
､
子
ど
も
の
総
数
も
縮
小
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
.
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1
.
Sc
h

m
id
と

C
.
H
d
h
n
(
い
ず
れ
も
西
ド
イ
ツ
の
学
者
)
の
マ
ニ
ラ
会
議
で
の
論
文
も
似
た
よ
う
な
見
解
を
示

し
て
い
る
が
,
た
だ
こ
の
場
合
は
家
庭
の
価
値
の
崩
壊
に
雪

盲

置
い
て
い
る
｡
経
済
的
に
豊
か
な
西
洋

の
国
々

で
は
､
物
質
的
消
費
を
追
い
求
め
､
女
性
の
解
放
を
進
め
,
自
分
自
身
の
生
活
､
将
来
を
最
優
先
し
て
考
え
る
と

い
う
傾
向
が
撃

で
あ
る
｡
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
は
個
人
と
個
人
を
結
ぶ
き
ず
-

し
て
の
家
庭
は
崩
壊
し
､

親
と
子
ど
も
が

つ
-
る
社
会
の
最
小
単
位
と
し
て
の
家
庭
は
消
-

る
｡
女
性
は
ま
す
ま
す
外
に
出
て
働
き
､
恵

ま
れ
た
サ
ラ
-
去

取
り
､
生
活
は
豊
か
に
な
り
､
子
ど
も

へ
の
教
育
投
資
も
増
加
す
る
｡
女
性
の
高
度
の
教
育

は
よ
い
就
職
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
同
時
に
さ
ら
に
女
性
の
職
場
進
出
を
促
進
す
る
こ
と
と
な
る
｡

こ
う
し
た
条
件
が
他
の
条
件
,
例
え
ば
,
生
ま
れ
た
子
ど
も
は
ほ
と
ん
ど
死
ぬ
こ
と
が
な
い
'
子
ど
も
の
経
済

的
価
値
は
下
が
る

.i
方
で
あ
る
'
宗
教
は
そ
の
力
を

な
い
つ
つ
あ
る
､
セ

ッ
ク
ス
に
関
す
る
考
え
は
急
速
に
自

由
化
し
て
い
る
,
人
造
の
都
市
は
ま
す
ま
す

コ
ン
ク
-
1
ト
ジ
ャ
ン
グ

ル
と
化
し
て
子
ど
も
を
育
て
る
環
境
は
全

く
顧
み
ら
れ
な
い

(都
市
が
い
か
に
子
育
て
に
向
か
な
い
か
を
い
う
た
め
に
こ
の
二
人
の
学
者
は

d
ie
U
n
w
irt-

1ich
k
eit
d
e
r

S
th･d
te
.
d
ie
K
ind
erfeind
tiche
U
m
w
e1t

と
い
う
二

つ
の
言
葉
を
作

っ
て
い
る
)'
人
口
過
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密
'
環
境
汚
染
の
脅
威
は
未
来

へ
の
希
望
を
失
わ
せ
る

こ
の
よ
う
な
条
件
と
重
な
れ
ば
､
低
出
生

へ
の
道
は

元
に
も
ど
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
｡

結
局
､
こ
う
し
た
学
者
の
見
解
を
ま
と
め
て
見
れ
ば
'
そ
の
中
心
は
女
性
の
も
の
の
考
え
方
が
変

っ
た
と
い
う

点
に
つ
き
る
と
い
っ
て
よ
い
｡
自
己
を
た
て
る
よ
り
先
に
､
子
ど
も
を
産
み
､
育
て
る
こ
と
に
価
値
を
お
い
た
伝

統
が
く
ず
れ
て
､
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
の
自
己
の
能
力
の
発
揮
'
自
由
の
享
受
を
主
張
す
る
女
性

へ
の
変
身
で



先進国における出生低下

あ
る
｡
し
か
も
い
わ
ゆ
る
近
代
化
は
こ
の
自
己
主
張
を
勧
め
'
支
え
､
は
げ
ま
し
て
来
た
と
い
う
の
が
実
状
で
あ

る
｡
い
っ
て
見
れ
ば
､
こ

う
し
た
変
化
は
近
代
化
に
必
然
的
に
内
在
す
る
傾
向
の
論
理
的
な
帰
結
で
あ
る
と
い
う

こ

と
に
な
る
｡

マ
ニ
ラ
会

た
｡

で
も

っ
と
も
強
く
論
じ
ら
れ
た
の
は
'
出
生
低
下
と
女
性
の
近
代
化
の
関
連
で
あ

っ

六

出
生
低
下
へ
の
対
応
1

人
口
政
策

低
下
す
る
出
生
率
は
問
題
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
'
ど
の
よ
う
に
こ
れ
に
対
処
し
'
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
れ
を

引
き
上
げ
る
か
が
当
然
の

論
と
な
る
｡
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こ
の
点
に
関
し
て
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
現
状
で
ま
ず
目
立
つ
こ
と
は
'
社
会
主
義
を
と
る
東
側
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
自

由
主
義
を
と
る
西
側
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
相
異
で
あ
る
｡
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
自
由
主
義
の
国
々
は
出
生
低
下
の

様
相
が
厳
し
い
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
社
会
主
義
国
の
方
は
､
出
生
低
下
の
傾
向
そ
の
も
の
は
西
側
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
よ

り

7
0
年
先
行
し
て
起
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
以
後
低
下
の
勢
い
が
鈍
り
'
大
体
人
口
置
換
水
準
に
安
定
し
て
い

る
と
い
う
実
績
が
あ
る
｡
東
側
の
最
低
合
計
特
殊
出
生
率
は
東
ド
イ
ツ
の

･
九
で
あ
る
が
'
こ

れ
は
西
側
で
は

最
高
の
フ
ラ
ン
ス
､
イ
ギ
-
ス

(
U
コ
ite
d
K
iコgd
oヨ
)
の
水
準
に
匹
敵
す
る
｡
(表
5
､
6
)
0

こ
う
し
た
出
生
レ
ベ
ル
の
違
い
を
反
映
し
p
さ
ら
に
よ
り
基
本
的
に
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
相
異
か
ら
'
社
会
主



義
国
と
非
社
会
主
義
国
で
は
当
事
者
の
人
口
政
策
に
対
す
る
考
え
が
違

っ
て
い
る
｡
東
側
は
出
生
率
を
上
下
さ
せ

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
人
口
政
策
は
国
の
責
任
で
あ
り
,
こ

の
点
で
の
個
人
の
行
動
に
対
す
る
国
家
の
介
入
は
問

題
な
い
と
し
,
ま
た
,
そ
の
政
策
は
､
東

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
出
生
率
が
比
較
的
高
い
と
い
う
事
実
で
示
さ
れ
る
よ
う

紘
,
確
か
に
効
果
が
あ

っ
た
と
主
張
す
る
｡
こ

れ
に
対
し
て
､
西
側
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多
-
の
国
々
は
出
生
低
下
を

憂
慮
し
な
が
ら
も
､
子
ど
も
の
産
み
方
,
子
ど
も
の
数
と

い
う
も
の
は
あ
-
ま
で
個
人
の
決
定
に
ゆ
だ
ね
る
べ
き

も
の
で
あ
る
か
ら
,
国
が
政
策
と
し
て
取
り
1
げ
る
余
地
は
な
い
と
考
え
る
｡

社
会
主
義
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

例
え
ば

ハ
ン
ガ
-
1
の
人
口
学
者

R
･
A
n
d
o
r
kaは
,
東
ヨ
～
D
ッ
パ
で
は
出
生
に
関
す
る
人
口
政
策
が
成
功

し
た
か
ら
西
側
が
悩
ん
で
い
る
よ
う
な
子
ど
も
の
価
値
の
低
落
が
な
か

っ
た
と
主
張
す
る
｡
女
性
の
地
位
の
向
上
'

女
性
の
就
業
の
拡
大
,
教
育
機
会
の
男
女
平
等
な
ど
,
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
同
じ
こ

と
は
東
に
も
見
ら
れ
た
｡
し
か

し
他
方
で
､
東
の
場
合
に
は
,
人
口
に
つ
い
て
の
国
民
的
議
論
が
盛
ん
に
行
わ
れ
'
家
庭
と
結
婚
に
つ
い
て
の
教

育
が
徹
底
し
,
ま
た
第
二
子
,
第
三
子
に
対
す
る
児
童
手
当
の
支
給
と
い
っ
た
実
質
的
手
段
も
あ

っ
た
か
ら
､
出

産
の
否
定
が
極
端
に
進
む
傾
向
を
食
い
止
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ

っ
た
t
と

A
n
d
o
rk
a
は
い
う
｡
こ

と
に
'
児
童

手
当
と
い
う
手
段
は
,
き
わ
め
て
著
し
い
効
果
を
挙
げ
る
も
の
で
は
な
く

ま
た
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
応
じ
て

金
額
を
上
げ
る
な
ど
の
考
慮
が
必
要
だ
と
は
し
な
が
ら
も
'
経
済
的
な
支
え
が
い
か
に
有
効
で
あ
る
か
の
好
例
で
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先進国における出生低 ド

あ
る
と
述
べ
て
い
る
｡

チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
の
人
口
学
着

く
.
W
y
コ
コ
y
CZ
uk

の
言△
'-1耶

も
ほ
ぼ
同
じ
線
に
沿

っ
た
も
の
で
あ
る
｡

一
九

七
〇
年
代

の
出
生
率

の
低
下

の
割
合
を
比
較
す
る
と
､
警

-
ロ
ッ
パ
に
対
し
て
東

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ほ
と
ん

ど
低
下
し
な
か

っ
た
か
､
ま
た
は
低
下
し
た
と
し
て
も
は
る
か
に
軽
度
の
低
下
で
あ

っ
た
｡
こ
の
こ
と
は
社
会
主

義
ヨ
I
D
ッ
パ
の
国
が
採

っ
た
出
生
率
回
復
政
策
の
成
功
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡
夫
婦
が
二
人
'
三
人
の
子
ど
も

を
持

つ
こ
と
は
人
口
上
の
観
点
か
ら
必
要
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
社
会
経
済
的
観
点
か
ら
も
必
要
で
あ
り
'
こ
の
立

場
に
立

っ
て
東

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
子
ど
も
の
価
値
を
高
め
,
物
質
主
義
を
排
す
る
よ
う
国
民
を
指
導
し
'
余
り
に

も
少
な
い
子
ど
も
し
か
い
な
い
家
庭
は
子
ど
も
に
自
己
中
心
'
独
善
的
な
性
格
を
与
え
る
か
ら
好
ま
し
-
な
い
と

い
っ
た
教
育
を
行

っ
た
｡

同
時
に
､
二
人
目
､
三
人
目
の
子
ど
も
を
産
み
や
す
い
よ
う
な
社
会
経
済
的
政
策
が
採
ら
れ
､
例
え
ば
'
住
宅

-243-

条
件
を
有
利
に
し
､
仕

を
持

つ
女
性
が
子
ど
も
を
持
ち
や
す
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
託
児
所
'
保
育
所
'
放
課

後
の
学
童
を
預
か
る
施
設
な
ど
が
作
ら
れ
た
｡
託
児
所
､
保
育
所
の
普
及
率
は
東

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
の
中
で
必

ら
ず
L
も
同
率
で
は
な
く
'
東
ド
イ
ツ
に
高
-
ポ
ー

フ
ン
ド
で
は
低
い
と
い
っ
た
相
異
は
あ
る
が
'
西
側
に
比
す

れ
ば
普
及
率
は
高
い
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
こ

の
よ
う
な
施
設
の
役
割
は
重
要
で
あ
る
｡

さ
ら
に

W
y
n
n
y
cN
u
k
は
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
働
-
女
性
に
対
す
る
出
産
奨
励
の
具
体
例
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い

る
｡
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
す
べ
て
の
国
で
平
均
月
給
の
五

〇
～
7
0
0
パ
ー
セ
ン
ト
が
出
産
手
当
と
し
て
支
払
わ

れ
'
有
給
出
産
休
暇
の
制
度
､
お
よ
び
無
給
で
は
あ
る
が
出
産
休
暇
を
取

っ
て
も
女
性
が
再
び
元
の
職
場
に
戻
れ



る
権
利
を
保
障
す
る
制
度

(三
年
ま
で
)
が
確
立
さ
れ
て
い
る
｡

細
か
い
点
で
は
国
ご
と
の
違
い
が
あ
り
､
例
え
ば
･
ブ
ル
ガ
-
ア
で
は
出
産
手
当
は
第
二
子
､
第
三
子
の
み
に
支

給
さ
れ
る
｡

ハ
ン
ガ
Y

で
は
出
産
手
当
は
妊
娠
中
に
保
健
指
導
を
受
け
た
女
性
に
の
み
支
給
す
る
｡
有
給
出
産

休
暇
は

六
～
二
六
過
に
お
よ
び
､
こ
の
間
母
親
は
給
料
の
九

〇
1
0
0
パ
-

ン
ト
を
受
け
と
る
.
チ
ェ
コ

ス
ロ
バ
キ
ア
で
は
女
性
が
未
婚
者
,
ひ
と
り
暮
し
で
あ

っ
た
場
合
に
は
有
給
出
産
休
暇
は
出
産
の
二
～
四
週
間
前

か
ら
開
始
す
る
｡
児
童
手
当
は
子
ど
も
ひ
と
り
･･J
と
に
支
給
さ
れ
,
子
ど
も
が

表

土

六
歳
に
達
す
る
ま
で
､

あ
る
い
は
就
職
す
る
ま
で
支
給
を
続
け
る
こ
と
に
竺

て
い
る
｡
ま
た
,
他
の
社
会
主
義
国
と
同
様
に
'
自
分
の

病
気
の
時
ば
か
り
で
な
-
子
ど
も
の
病
気
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
も
疾
病
休
暇
を
取
る
権
利
が
与
え
ら
れ
て
い
る
｡

さ

ら
に
こ

れ
ら
の
政
策
の
他
に
も
,
幾
つ
か
の
も
の
が
実
施
さ
れ
て
お
り
へ
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
で
は
子
ど
も

の
あ
る
家
庭
は
そ
の
子
ど
も
の
数

に応
じ
て
国
が
所
有
す
る
ア
パ
ー
ト
の
家
賃
が
減
額
さ
れ
る
｡
ブ
ル
ガ
リ
ア
､

一一一244-一･一一

ポ
ー
ラ
ン
ド
,

ハ
ン
ガ
リ
ー
で
は
子
ど
も
の
あ
る
働
-
母
親
に
は
有
給
休
暇
が

日
多
く
認
め
ら
れ
る
｡
東
ド
イ

ツ
の
場
合
に
は

一
週
間
の
労
働
時
間
が
四

〇
時
間
以
下
で
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た

､
東

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多
く

の
国
で
は
若
い
夫
婦
に
低
利
の
住
宅

ロ
ー
ン
が
用
意
さ
れ
て
い
る
｡

w

y
n
n
y
c
z
u
k

は
以
上
の
よ
う
な
広
範
囲
に
お
よ
ぶ
政
策
が
出
生
低
下
を
食
い
止
め
る
上
に
大
き
な
効
果
を
挙

げ
た
と
論
ず
る
の
で
あ
る
｡



先進国における出生低下

自
由
主
義
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

以
上
の
よ
う
な
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
し
て
,
自
由
主
義

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
出
生
奨
励
政
策
は
そ
の
例
が
少
な
い
｡

フ
ラ
ン
ス
が
も

っ
と
も
熱
心
で
あ
る
が
,
最
低
出
生
率
の
西
ド
イ
ツ
で
も
州
に
よ
っ
て
は
あ
る
程
度
の
策
を
講
じ

て
い
る
の
が
目
に
つ
-
程
度
で
あ
る
｡

フ
ラ
ン
ス
で
は

九
八

〇
年
に
つ
-
ら
れ
た
法
律
が
か
な
り
強
力
な
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
に

よ
る
と
,
す
で
に
そ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
政
策

(三
人
の
子
ど
も
の
あ
る
家
庭
に

一
三

〇
ド
ル
相
当
の
児
童
手

の
支
給
)
が
さ
ら
に
強
化
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
｡
外
で
働
-
母
親
に
三
歳
以
下
の
子
ど
も
が
あ
る
時
'
ま
た

は
四
人
以
上
の
子
ど
も
が
あ
る
時
は
,
さ
ら
に
手
当
が
増
額
さ
れ
る
｡
有
給
出
産
休
暇
は
従
来
の

1
g
l過
か
ら

一

六
過
に
引
き
上
げ
ら
れ
､
養
子
を
育
て
て
い
る
女
性
に
も
こ
の
恩
典
が
適
用
さ
れ
る
｡
官
公
庁
に
働
-
女
性
は
二

年
間
の
育
児
休
暇

(無
給
)
が
与
え
ら
れ
､
再
び
元
の
職
場
に
帰
る
権
利
を
持

つ
｡
二

〇
〇
人
以
上
の
従
業
員
杏

持
つ
企
業
に
働
く
も
の
に
つ
い
て
は
'
子
ど
も
の
養
育
期
間
中
い
つ
で
も
好
き
な
時
に
､
夫
ま
た
は
妻
が
二
年
間

の
教
育
休
暇

(無
給
)
を
請
求
で
き
る
｡
こ
の
場
合
も
元
の
職
場

へ
の
復
帰
の
権
利
が
認
め
ら
れ
る
｡
そ
の
上
､

第
三
子
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
子
ど
も
の
出
産
に
当

っ
て
は
約
六

〇
〇
〇
フ
ラ
ン
の
付
加
給
付
が
与
え
ら
れ
る
｡

西
ド
イ
ツ
で
は
有
給
出
産
休
暇
は
六
か
月
で
あ
る
が
'
そ
の
う
ち
二
か
月
は
完
全
な
有
給
'
残
り
の
四
か
月
は

無
給
で
は
あ
る
が
､

一
時
金
付
き
と
な

っ
て
い
る
｡
幾

つ
か
の
州
で
は
若
い
男
女
に
低
利

の
結
婚

ロ
ー
ン
が
用
意
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さ
れ
て
お
り
'
そ
の
返
済
は
子
ど
も
の
出
生
ご
と
に
あ
る
程
度
支
払
い
免
除
と
な
る
｡
例
え
ば
パ
パ
-
ア
で
は
結

金
の
ロ
ー
ン
は
約
二

1
0
0
ド
ル
で
あ
る
が
'
第

7
子
の
出
生
が
あ
れ
ば
同
額
の
ロ
ー
ン
を
さ
ら
に
受
け
る

こ
と
が
で
き
,
第
二
子
以
後
の
子
ど
も
を
産
め
ば
こ

の
二
つ
の
ロ
ー
ン
の
返
済
は

1
部
ま
た
は
全
額
免
除
と
な
る
｡

以
上
の
よ
う
に
･
東
と
西
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
比
較
す
る
と
'
人
口
政
策
に
対
す
る
解
釈
の
相
異
を
反
映
し
て
'

出
生
奨
励
に
強
い
関
心
を
示
す
の
は
圧
倒
的
に
東

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
｡

七

人
口
政
策
の
効
果

マ
ニ
ラ
人
口
会

の
討
論
に
現
わ
れ
た
も
う

一
つ
の
特
徴
は
､
出
生
奨
励
政
策
に
対
す
る
西
側
学
者
の
強
い
疑

-246･-

問
で
あ

っ
た
｡
そ
の
多
く
は
'
こ

の
よ
う
な
政
策
は
本
質
的
に
は
効
果
が
な
く
へ
よ
く
分
析
し
て
見
れ
ば
政
策
に

よ
っ
て
出
生
が
支
え
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
と
い
う
論
調
で
あ

っ
た
｡

フ
ラ
ン
ス
の
人
口
学
者

p
.

Fesb
,
は
'
東

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
'
お
よ
び

部
西

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
策
を
論
評
し
て
､

出
生
力
が
政
策
に
よ

っ
て
上
下
す
る
と
い
う
の
は
正
し
く
な
い
と
結
論
し
た
｡
彼
は

ハ
ン
ガ
-
1
の
デ
ー
タ
を
分

析
し
'
第
二
次
世
界
大
戦
後

ハ
ン
ガ
-
I
で
行
わ
れ
た
幾

つ
か
の
政
策
-

人
工
妊
娠
中
絶
法
律
の
自
由
化
'
引

き
締
め
､
児
童
手
当
の
支
給
､
有
給
出
産
休
暇
の
拡
大
な
ど
-

は
'
そ
の
た
び
に
出
生
率
を
上
げ
た
り
下
げ
た

り
し
た
か
の
如
-
に
見
え
る
け
れ
ど
も
へ
そ
の
影
響
は
永
続
せ
ず
､
必
ら
ず
ま
た
本
来
の
低
下
傾
向
に
戻

っ
た
と



先進国における出生低下

指
摘
す
る
｡
政
策
に
よ

っ
て
第
二
子
の
出
生
が
増
加
し
た
こ

と
は
認
め
て
よ
い
が
し
か
し
第
三
子
の
出
産
に
は
全

-
効
果
が
な
か

っ
た
と
い
う
｡
結
論
と

し
て

F
esty
は
､
す
で
に
上
昇
の
傾
向
に
あ
る
出
生
率
を
上
げ
る
と
い
う

の
な
ら
ば
政
策
は
効
果
が
期
待
出
来
る
け
れ
ど
も
'
低
下
傾
向
に
あ
る
も
の
を
逆
転
さ
せ
る
こ

と
は
ま
ず
不
可
能

で
あ
る
と
い
う
｡

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
人
口
学
者

C
.
I
.
0
.N
e
i〓
は
'
そ
の
従
来
か
ら
の
主
張
を
崩
さ
ず
'
政
策
に
よ
る
出

生
率
回
復
の
見
込
み
に
き
わ
め
て
悲
観
的
で
あ
る
｡
彼
の
見
解
は
'
先
進
国
に
お
け
る
置
換
水
準
以
下
の
出
生
レ

ベ
ル
は
今
後
も
進
行
す
る
に
違
い
な
い
と
L
t
対
応
と
し
て
採
り
う
る
の
は
'
個
人
の
出
生
行
動
を
変
化
さ
せ
る

と
い
う
不
可
能
を
望
む
の
で
は
な
く
､
低
出
生
に
順
応
す
る
よ
う
に
社
会
制
度
を
調
整
す
る
以
外
に
な
い
と
い
う

も
の
で
あ
る
｡

イ
ギ
リ
ス
の
社
会
学
者

M
.
K
irk

も
ま
た
政
策
介
入
に
は
強
い
反
論
を
唱
え
る
ひ
と
り
で
あ
る
｡
民
主
主

義
を
奉
じ
､
個
人
の
自
由
を
尊
ぶ
社
会
で
は
､
政
策
担
当
者
が
出
生
増
加
政
策
を
導
入
す
る
余
地
は
ま
ず
な
い
｡

開
発
途
上
国
の
出
生
抑
制
は
国
に
と

っ
て

一
種
の
緊
急
目
標
で
あ
る
か
ら
､
政
策
が
こ
れ
を
進
め
る
こ

と
は
理
解

で
き
る
｡
し
か
し
'
先
進
国
の
低
出
生
に
は
そ
れ
ほ
ど
の
緊
急
性
は
な
い
｡
そ
う
い
う
状
況
の
も
と
で
の
政
策
介

入
は
個
人
に
対
す
る
侵
害
で
あ
り
､
不
当
な
行
動
で
あ
る
｡
さ
ら
に
､
人
口
現
象
の
変
化
に
は
長
期
性
が
あ
る
こ

と
も
認
識
し
て
お
-
べ
き
で
あ
る
｡
政
治
を
変
え
る
に
は
四

～
五
年
の
期
間
で
足
り
る
｡
経
済
も

一
〇
年
以
内
で

■

繁
栄
か
ら
窮
乏
に
変
り
う
る
｡
し
か
し
人
口
の
動
向
は
､

一
度
あ
る
方
向
を
取
れ
ば
､
は
る
か
に
長
い
期
間
を
か

け
な
け
れ
ば
変
化
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
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ま
す
ま
す
不
足
し
高
価
に
な
る
資
源
へ
の
需
要
は
今
後
も
依
然
強
い
も
の
が
あ
り
'
他
方
技
術
が
生
産
性
を
高

め
､
家
族
と
い
う
伝
統
を
離
れ
て
個
人
の
意
識
が
強
ま
り
,
プ
ラ
イ
バ
シ
ト

ス
ペ
ー
ス
'
高
い
水
準
の
消
費
生

活
t
よ
り

実
し
た
余
暇
と
い
っ
た
も
の
が
さ
ら
に
求
め
ら
れ
,
女
性
が
外
に
仕
事
を
持

つ
こ
と
が
進
歩
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
,
所
得
は
さ
ら
に
こ
れ
を
増
や
し
た
い
と
い
う
希

も
伸
び
て
ゆ
く

-

こ
う
い
う
社
会
経
済
的
背

景
の
中
で
は
,
人
口
増
加
の
静
止
,
人
口
の
減
少
は
む
し
ろ
好
ま
し
い
社
会
的
選
択
で
あ
り
'
数
多
-
の
夫
婦
が

了
ど
も
を
制
限
す
る
態
度
は
間
違

っ
て
は
い
な
い
｡
と
に
か
-
小
家
族
の
方
が
す
べ
て
に
有
利
だ
と
い
う
考
え
が

広-
普
及
し
て
い
る
今
日
で
は
,
政
府
が
出
生
引
き
1
げ
に
政
策
的
に
介
入
す
る
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
｡
こ

′の
よ
う
に

K
ir
k
の
論
は
徹
底
し
て
い
る
｡
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む

す

び

以
上
ヨ
よ

ッ
パ
を
主
体
と
す
る
先
進
諸
国
の
出
生
低
下
の
実
状
,
将
来
予
測
､
対
応
策
と
そ
の
考
え
方
を
述

べ
て
き
た
｡
大
き
く
い
っ
て
,
楽
観
論
と
悲
観
論
･
政
策
を
是
と
す
る
も
の
と
非
と
す
る
も
の
､
こ
う
し
た
二
つ

の
見
解

へ
の
分
か
れ
が
顕
著
で
あ
る
｡

し
か
し
関
係
学
者
の
論
説
に
関
す
る
限
り
'
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
出
生
の
回
復
は
望
み
薄
と
い
う
も
の
が
強
い
｡

女
性
は
本
来
家
庭
に
身
を
置
き
,
子
ど
も
を
産
み
'
育
て
る
こ
と
が
基
本
的
な
願
望
で
あ
り
'
し
た
が

っ
て
経
済



先進国における出生低 下

的
な
余
裕
さ
え
与
え
ら
れ
れ
ば
職
業
を
捨
て
て
家
庭
に
帰
る
と
考
え
る
の
は
時
代
錯
誤
で
あ
る
｡
ま
だ
制
限
が
あ

る
と
は
い
え
,
先
進
国
の
女
性
は
自
由
の
味
を
味
わ
い
,
独
立
し
た
人
格
,
経
済
人
と
し
て
の
地
位
を
享
受
し
始

め
て
い
る
以
上
､
伝
統
的
な
家
庭
主
義

へ
の
復
帰
は
ま
ず
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
0

冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
､
わ
が
国
の
出
生
率
の
将
来
に
と

っ士

も

っ
と
も
本
質
的
な
決
定
因
子
も
こ
の
点
に

あ
る
と
い
え
る
｡
日
本
の
女
性
は
ド
イ
ツ
女
性
と
同
様
に

｢
近
代
化
｣
し
た
の
か
へ
そ
れ
と
も
子
ど
も
､
家
庭
に

大
き
な
価
値
を
置
-
昔
の
女
性
像
は
潜
在
し
て
い
る
の
か
｡
厚
生
省
人
口
問
題
研
究
所
の
将
来
人
口
予
測
に
は
そ

の
根
底
に
伝
統

へ
の
回
帰
の
願
望
が
込
め
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
わ
が
国
の
学
者
の
中
に
は
こ
の
見
方
は
甘
す
ぎ

る
と
指
摘
す
る
人
も
い
る
｡

も

っ
と
も
今
後
の
動
向
の
予
測
に
は
ま
た
多
少
異
な
る
面
か
ら
の
考
察
も
必
要
と
さ
れ
よ
う
｡
例
え
ば
､
先
進

国
を
悩
ま
し
て
い
る
経
済
の
不
況
が
将
来
も
進
行
し
､
家
庭
経
済
が
苦
し
-
な
り
'
女
性
の
職
場
進
出
が
阻
害
さ

れ
た
な
ら
ば
､
出
生
率
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
不
本
意
な
が
ら
も
就
業
を
捨
て
て
家
庭
に
帰
り
'
延
期
し

て
い
た
第
二
子
､
第
三
の
子
ど
も
を
生
む
か
,
そ
れ
と
も
ま
す
ま
す
共
働
き
を
求
め
て
苦
労
し
な
が
ら
で
も
収
入

の
増
加
を
図
る
の
か
｡
あ
る
い
は
ま
た
,
出
生
制
限
の
手
段
を
法
律
的
に
禁
止
す
る
と
し
た
ら
ど
う
い
う
状
況
が

起
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
現
状
で
は
こ
う
し
た
強
圧
的
手
段
は
考
え
ら
れ
な
い
と
し
て
も
'
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
如
く
政

府
の
権
力
が
強
い
と
こ

ろ
で
は
今
後
も
引
き
続
き
こ
の
種
の
政
策
が
採
ら
れ
る
可
能
性
は
残

っ
て
い
る
｡
こ
の
よ

う
な
状
況
の
変
化
も
出
生
率
の
今
後
に
影
響
す
る
も
の
と
し
て
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
｡
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専
門
家
座
談
会

高
齢
社
会

へ
の
対
応

摩
生
省
人
口
問
題
研
究
所
所
長

岡
崎

陽

一

日
本
大
学
人
口
研
究
所
顧
問

黒
田

俊
夫

社
会
保
障
研
究
所
所
長

福

武

直

慶
応
義
塾
大
学
経
済
学
部
教
授

安
川

正
彬

(司
会

)
糾
那
附
約

会
会
長

･

安
孫
子
藤
吉



安
孫
子

今
日
は
お
忙
し
い
な
か
,
お
集
り
い
た
だ
き
有
難
う
J.U
ざ
い
ま
す
.

安孫子 藤吉

さ
て
,
日
本
の
高
齢
化
対
策
の
た
め
の
研
究
と
い
う
千
七

で
､
今

年
二
月
か
ら
六
月
に
か
け
､
七
回
に
わ
た

っ
て

門
家
の
先
生
方
か
ら

お
話
を
う
か
が
っ
て
き
ま
し
た
｡

今
後
は
,
そ
の
対
策
と
い
う
意
味
で
個
別
の
テ
-
マ
の
も
と
に
研
究

い
く
予
定
で
す
が
､
今
日
は
総
論
を
終
え
た
段
階
で
の
総

活
と
い
う
形
で
､
座
談
会
を
開
催
し
た
次
第
で
す
｡

で
は
,
最
初
か
ら
大
き
な
問
題
に
な
り
ま
す
が
､
高
齢
化
社
会
到
来

に
応
じ
て
､
社
会
福
祉
は
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
｡
こ
れ
ま
で
の
話
で
は
･
現
状
で
は
持
ち
切
れ
な
い
と
い
う
結

論
だ
と
思
い
ま
す
が
｡
財
政
的
に
も
こ
れ
か
ら
あ
ま
り
伸
び
る
要
素
は
な
い
し
｡

も
ち
ろ
ん
､
こ
れ
だ
け
で
は
問
題
の
解
決
に
は
な
ら
な
い
わ
け
で
す
か
ら
'
ど
う
対
応
す
べ
き
か
も
含
め
て
お

話
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
｡
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社
会
福
祉

の
見
通

し

黒
田

専
門
家
の
計
算
で
も
､
厚
生
省
の
計
算
で
も
､
と
に
か
-
現
在
の
社
会
保
障
制
度

･
雇
用

･
賃
金

･
年
金
等

の
諸
制
度
の
ま
ま
で
は
､
こ
れ
か
ら
の
年
齢
構
造
の
大
変
化
に
対
処
し
て
い
-
こ

と
は
極
め
て
困
難
だ
と
い
う
こ



と
は
､
は

っ
き
り
し
て
い
ま
す
ね
｡
ど
こ
で
だ
め
に
な
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
け
ど
'
だ
め
に
な
る
こ
と
は
明
ら
か

で
､
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
ね
｡

福
武

私
の
方
の
研
究
所
で
前
の
所
長
以
来
推
計

モ
デ
ル
を

つ
ノ＼
り
ま

し
て
'
二
十

一
世
紀
に
な
る
と
ど
う
い
う
ふ
う
に
な
ろ
う
か
と
い
う
研

直

究
を
し
た
わ
け
で
す
が
､
そ
れ
を

｢
二
十

一
世
紀
の
社
会
保
障
｣
と
い

う
題
を

つ
け
ま
し
て
､
｢
推
計
に
基
づ
-
選
択

｣
と

い
う
副
題
で
報

福武

告
し
て
も
ら
い
ま
し
た
｡
こ
の
推
計
に
も
と
ず
い
て
年
金
の
将
来
を
考

え
る
場
合
､
結
局
の
と
こ

ろ
受
給
開
始
年
齢
は
六
五
歳
は
当
然
だ
ろ
う
'

し
か
も
な
お
二
割
ぐ
ら
い
カ

ッ
ト
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
か
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ろ
う
か
と
い
う
結
論
に
な
り
ま
し
た
｡

た
だ

律
に
二
割
を
カ
ッ
ト
と
す
る
と
い
う
の
は
乱
暴
な
の
で
'
下
は
厚
-
し
て
へ
上
の
方
は
遠
慮
し
て
も
ら

う
と
い
う
カ

ッ
ト
の
仕
方
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
｡

社
会
福
祉
の
関
係
に
お
き
ま
し
て
も
'
こ
れ
か
ら
福
祉
の
ニ
ー
ズ
は
う
ん
と
出
て
-
る
'
そ
れ
に
や
は
り
対
応

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
'
福
祉
と
い
う
の
は
た
だ
で
あ
る
と
い
う
通
念
は
過
去
の
も
の
に
な
り
､
も
ち

ろ
ん
困

っ
て
い
る
人
に
は
'
ど
ん
な
に
苦
し
-
て
も
手
当
て
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
､

一
般
の
人
に
と

っ

て
は
､
福
祉
は
有
償
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡

ま
た
､
実
際
に
そ
う
い
う
空
気
に
変
わ

っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡



安
孫
子

そ
の
前
に
抽
象
的
な
こ
と
で
す
が
､
『
活
力
あ
る
日
本
的
福
祉
社
会
』
と
い
う
言
葉
が
よ
-
出

て
き
ま

す
が
､
あ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
｡

-活
力
あ
る
"
と
い
う
と
こ
ろ
が
よ
-
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
｡

l

福
武

活
力
が
あ
る
と
い
う
の
は
で
す
ね
､
先
進
国
に
お
き
ま
し
て
､
福
祉
を

厚
-
や

っ
た
ら
そ
の
結
果
と
し

て
働
か
な
-
て
も
安
心
だ
と
い
う
こ
と
で
､
働
か
な
-
な
る
｡
そ
れ
か
ら
､
福
祉
に
対
し
て
お
金
が
か
か
る
も
の

で
す
か
ら
､
結

と
し
て
対
外
競
争
力
は
弱
ま

っ
て
く
る
､
し
た
が

っ
て
経
済
の
活
力
は
弱
ま

っ
て
J
＼
る
と
い
う

発
想
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
｡

そ
れ
が
先
進
諸
国
の
ア
メ
-
カ
に
し
ろ
,
イ
ギ
-
ス
に
し
ろ
潮
流
に
な

っ
て
き
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
そ
れ
に

関
連
し
て
,
そ
れ
で
は
困
る
と
い
う
ふ
う
な
､
そ
う
い
う
考
え
方
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡

福
祉
国
家
と
い
う
も
の
の
人
気
が
世
界
的
に
下
火
に
な
っ
て
き
て
,
そ
れ
に
か
わ
る
言
葉
と
し
て
福
祉
社
会
と

い
わ
れ
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
が
､
そ
の
福
祉
社
会
と
い
う
言
葉
に
も
,
最
近
で
は
'
家
族
や
'
地
域
や
､
企
業
が

支
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
､
国
の
方
は
な
る
べ
-
身
軽
に
と
い
う
発
想
が
あ
る
よ
う
に
私
は
思
う
の
で
す
｡

そ
う
い
う
言
葉
は
臨
調
第

.i
次
答
申
で
お
使
い
に
な
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
､
今
度
は
お
避
け
に
な
る
よ
う

で
す
ね
｡

安
孫
子

今
度
避
け
た
で
す
か
｡

福
武

た
し
か
そ
う
で
し
た
ね
｡
基
本
答
申
の
原
案
で
は
､
成
熟
社
会
で
し
た
ね
｡
お
避
け
に
な
る
の
が
ど
う
い

う
わ
け
か
知
ら
な
い
の
で
す
が
､
そ
れ
は
と
も
か
-
､
第

一
次
答
申
が
出
た
と
き
､
私
も
多
少

｢
活
力
あ
る
福
祉

社
会
｣
と
い
う
考
え
方
に
か
み
つ
い
た
の
で
す
け
れ
ど
'
必
要
な
も
の
は
や
っ
ぱ
り
必
要
な
の
だ
か
ら
'
そ
れ
は
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や
っ
ぱ
り
手
当
て
を
し
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
｡
(
昭
和
五
七
年
七
月
の
基
本
答
申

で
は
､
第

次
答

申
同
様
に
､
福
祉
社
会
と
い
う
表
現
に
か
え

っ
た
)

日
本
の
場
合
､
先
々
は
心
配
だ
け
れ
ど
も
､
い
ま
の
と
こ
ろ
社
会
保
障
が
行
き
過
ぎ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
お

考
え
に
な

っ
て
も
ら

っ
て
は
困
る
､
と
い
う
こ
と
で
す
｡

昔
に
比
べ
る
と
､
社
会
保
障
は
ず
い
ぶ
ん
充
実
し
ま
し
た
｡
年
金
に
い
た
し
ま
し
て
も
'
モ
デ
ル
と
し
て
は
う

ん
と
高
-
な

っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
｡
し
か
し
,
実
際
に
は
少
し
し
か
も
ら
っ
て
い
な
い
方
も
あ
り
ま
す
し
､
福

祉
年
金
な
ん
て
い
う
の
は
や
っ
ぱ
り
少
な
い
で
す
｡
国
民
年
金
で
言
い
ま
す
と
へ
二
五
年
た

っ
て
ち
ゃ
ん
と
し
た

年
金
を
も
ら

っ
て
い
る
人
は
ま
だ
い
な
い
わ
け
で
す
か
ら
｡

先
進
諸
国
の
状
況
を
見
ま
す
と
,
人
口
が

一
〇
%
に
な
っ
た
段
階
で
社
会
保
障
費
は
､
国
民
所
得
対
比
二
〇
%

前
後
に
な
っ
て
い
ま
す
｡
と
こ
ろ
が
日
本
の
場
合
､
人
口
九
%
の
段
階
で
ま
だ

三

%
に
い
っ
て
い
な
い
わ
け
で
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す
｡
外
国
並
み
と
す
れ
ば
､
い
ま
だ

っ
て

七
,
八
%
に
な

っ
て
お

っ
て
も
､
高
齢
者
人
口
か
ら
言
う
と

つ
じ

っ

ま
が
合
う
わ
け
で
す
か
ら
'
ま
だ
ま
だ
本
当
は
充
実
し
て
い
な
い
と
言
え
ま
す
｡

し
た
が

っ
て
軽
々
し
く
,
活
力
を
引
き
出
す
た
め
に
福
祉
は
抑
え
た
方
が
い
い
､
と
い
う
ふ
う
に
お
考
え
に
皮

る
と
困
る
｡
し
か
し
一

一
世
紀
を
展
望
す
る
と
大
変
問
題
が
あ
る
と
思
う
わ
け
で
す
ね
｡

そ
の
こ
と
に
対
処
す
る
た
め
に
､
い
ま
か
ら
考
え
直
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
な

こ

と
と
思
い
ま
す
が
'
そ
の
へ
ん
の
け
じ
め
を
つ
け
る
こ

と
が
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡

岡
崎

人
口
推
計
に
つ
い
て
は
､
安
川
さ
ん
と
私
が
専
門
な
の
で
す
が
'
い
ま
老
人
の
数
が
大
体

0
0
0
万
人



で
す
ね
'
と
こ
ろ
が
将
来
に
は
二
七

〇
〇
万
人
｣
一

･
六
倍
～
二

･
七
倍
に
も
な
る
の
で
す
ね
｡
総
人
口
に
占
め

る
割
合
は
二
二
%
に
な
る
と
予
測
さ
れ
て
い
ま
す
｡

そ
う
い
う
人
口
構
造
の
変
化
と
い
う
も
の
は
条
件
と
し
て
受
け
取
ら
ざ
る
.を
得
な
い
｡
そ
う
い
う
中
で
福
祉
の

こ
と
を
考
え
る
わ
け
で
す
｡
そ
の
人
口
基
本
条
件
を
国
民
に
知

っ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
｡
し
か
る
後
ど
う
す
る
か
と
い
う
話
で
す
け
れ
ど
ね
｡

安

川

い
ま
の
と
こ
ろ
何
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
数
字
だ
け
で
い
っ
て
ま
す
か
ら
実
感
と
い
う
も
の
が
湧
い
て
こ
な

い
で
し
ょ
う
が
,
そ
れ
が
現
実
に
な
一つ
た
ら
大
変
だ
と
思
う
の
で
す
｡

岡
崎

六
五
歳
か
ら
年
金
を
出
す
と
し
て
も
'
膨
大
な
数
の
高
齢
老
人
掛
け
る
相
当
水

の
年
金
額
と
い
う
計
算

岡崎 陽一

に
な
り
ま
す
か
ら
総
数
は
大
変
な
も
の
に
な
り
ま
す
｡

ど
の
く
ら
い
医
学
が
今
後
進
む
か
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
､
あ
ま

り
有
病
率
は
落
ち
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡

そ
う
す
る
と
高
齢
者
の
数
が
ふ
え
る
だ
け
病
人
の
数
も
ふ
え
る
､
寝

た
き
り
老
人
の
数
も
ふ
え
て
-
る
｡
こ
れ
も
ま
た
動
か
せ
な
い
事
実
で

あ
る
｡
そ
う
い
う

ニ
ー
ズ
は
い
く
ら
で
も
ふ
え
て
い
-
｡
と

こ
ろ
が
人

口
ビ
ラ
-
ツ
ド
の
下
の
方
は
､
こ

れ
が
問
題
な
の
で
す
け
れ
ど
も
､
働
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き
盛
り
の
人
口
の
数
は
相
対
的
に
少
な
-
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
'
少
な
-
な

っ
て
い
-
働
-
人
の
肩
に
ま
す
ま
す

重
い
負
担
を
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
話
な
の
で
す
｡



こ
れ
が
､
先
程
お

っ
し
ゃ
っ
た
活
力
あ
る
社
会
の
基
本
問
題
だ
と
思
う
の
で
す
｡
若
い
人
の
肩
に
あ
ま
り
重
い

荷
物
を
か
け
過
ぎ
れ
ば
'
と
て
も
支
え
き
れ
な
い
か
ら
活
力
が
な
く
な

っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
｡

若
い
人
に
対
す
る
負
担
を
ど
れ
-
ら
い
ま
で
軽
減
で
き
る
か
t
と
い
う
点

に問
題
は
か
か

っ
て
い
る
と
思
い
ま

わ
れ
わ
れ
の
世
代
は
'
次
の
世
代
の
若
い
人
に
か
か
る
負
担
と
い
う

も
の
を
､

一
つ
の
倫
理
感
と
し
て
'

彼
ら
が
負
う
べ
き
も
の
と
思

っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
｡

た
だ
こ
れ
か
ら
の
若
い
人
が
老
人
に
な
り
､
そ
の
と
き
支
え
る
若
い

人
と
い
う
の
は
ま
だ
生
ま
れ
て
き
て
い
な
い
わ
け
で
す
｡
し
か
し
そ
の

こ

ろ
に
は
生
活
の
価
値
観
も
変
わ

っ
て
し
ま

っ
て
､
自
分
た
ち
に
負
わ

せ
ら
れ
て
も
と
て
も
無
理
な
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
ど
こ
か
で
割
り
切

っ

て
し
ま
う
と
､
社
会
は
破
綻
し
ま
す
か
ら
'
結
果
と
し
て
自
分
た
ち
を
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守
る
た
め
に
'
年
齢
構
成
の
中
に
非
常
に

事
に
な
る
人
た
ち
が
出
て

-
る
か
も
し
れ
な
い
｡

岡
崎

そ
れ
で
は
困
る
の
で
は
な
い
で
す
か
'
福
祉
社
会
と
い
う
の
は
｡

安

川

で
す
か
ら
絵
に
描
い
た
餅
み
た
い
な
こ
と
を
言

っ
て
い
て
も
私
は
で
き
な
い
と
思
う
の
で
す
｡

′

岡
崎

で
も
何
と
か
し
て
調
整
し
な
い
と
い
け
な
い
わ
け
で
し
ょ
う
｡

黒
田

そ
こ

は
な
か
な
か
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
ね
｡
岡
崎
さ
ん
の
と
こ
ろ
で
や
っ
た
の
は
,
六
五
歳
以
上
人
口
の



割
合
は
二
二
%
で
し
ょ
う
｡
ぼ
-
の
と
こ
ろ
は
二
四
%
な
の
で
す
｡

で
す
け
れ
ど
､
今
世
紀
末
ま
で
と
,
来
世
紀
を
区
別
し
て
国
民
に
よ
-
理
解
し
て
も
ら
う
よ
う
な
キ
ャ
ン
ペ
-

夫倭田慕

ン
を
や
れ
ば
､
私
は
わ
か

っ
て
も
ら
え
る
と
思
う
の
で
す
が
､
現
在
と

今
世
紀
末
ま
で
の
期
間
と
来
世
紀
と
の
大
き
な
違
い
が

云
収
に
は
よ
く

理
解
さ
れ
な
い
で
こ
ん
が
ら
が

っ
て
い
る
の
で
す
よ
｡

六
五
歳
以
上
人
口
の
割
合
は
現
在
は
九

･
一
%
で
す
｡
先
進
諸
国
の

で
は

一
番
若
い
人
口
で
す
ね
｡
厚
生
省
人
口
研
の
推
計
で
老
人
人
口

云

%
,
日
大
人
口
研
で
は
老
年
人
口
一
六
%
｡
-

と
い
う
こ
と
は
､

こ

の
水
準
の
老
齢
化
は
現
在
の

一
部
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
見
ら
れ
る
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現
象
で
す
か
ら
､
そ
ん
な
に
心
配
す
る
こ
と
は
な
い
｡

そ
れ
か
ら
先
が
問
題
な
の
で
す
｡
経
済
審
議
会
の
報
告
書
で
は
､
今
世
紀
末
ま
で
で
切

っ
て
あ
り
ま
す
ね
｡
来

世
紀
に
関
し
て
は
何
も
言
わ
な
い
わ
け
で
す
｡

そ
う
し
ま
す
と
'
来
世
紀
を
強
調
し
て
非
常
に
恐
怖
的
な
事
態
だ
'
ど
う
す
る
の
だ
と
い
う
問
題
と
､
今
世
紀

で
切

っ
て
し
ま
い
､
安
心
感
と
'
ま
あ
大
丈
夫
な
の
だ
と
い
う
こ
の
二
つ
が
こ
ん
が
ら
が
り
ま
し
て
'
国
民
が
受

け
る
感
じ
は
非
常
に
混
乱
す
る
と
思
う
の
で
す
｡

安
川

確
か
に
西
暦
二
〇
〇
〇
年
と
い
う
の
は
'
私
た
ち
の
計
算
で
も
､
六
五
歳
以
上
の
人
口
は

一
五

･
三
%
ぐ

ら
い
で
す
け
れ
ど
も
､
そ
れ
は
い
ま
現
実
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
経
験
し
て
い
る
わ
け
で
す
｡
し
か
し
､
そ
れ
か
ら
先



が
緩
和
さ
れ
て
い
く
の
と
､
そ
れ
か
ら
先
が
も

っ
と
過
酷
に
な
っ
て
い
く
の
と
で
は
'
同
じ

五

･
三
%
と
い
う

数
字
の
持

つ
イ
メ
ー
ジ
が
全
-
違
う
と
思
う
の
で
す
｡

黒
田

で
す
か
ら
政
府
の
報
告
で
も
､
わ
れ
わ
れ
の
何
か
発
表
す
る
と
き
で
も
'
そ
の
へ
ん
が
か
え

っ
て
国
民
を

混
乱
さ
せ
る
心
配
が
あ
る
の
で
す
ね
｡

今
世
紀
末
ま
で
の
姿
と
来
世
紀
と
は
非
常
に
違
う
の
だ
と
い
う
こ
と
｡
今
世
紀
末
ま
で
は
子
供
の
人
口
は
減
り

ま
す
し
,
負
担
は
そ
の
面
で
は
減
り
ま
す
'
老
人
人
口
は
ふ
え
ま
す
け
れ
ど
ね
｡

も
う

一
つ
心
配
を
し
ま
す
の
は
､
現
在
の
よ
う
な
四
%
と
い
う
経
済
成
長
率
が
ま
だ
ま
だ
続
-
､
場
合
に
よ
る

と
､
五
%
､
六
%
に
さ
え
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
'
こ
れ
は
楽
観
的
す
ぎ
る

と
思
う
｡
年
率
三
%
,
二
%
､
時
に
は
マ
イ
ナ
ス
の
経
済
成
長
率
さ
え
生
じ
る
と
い
う
前
提
条
件
で
､
今
世
紀
と

世
紀
の
区
別
を
は
っ
き
り
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
｡
こ
れ
を
国
民
に
繰
り
か
え
し
納
得
し
て
も
ら
わ
な
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け
れ
ば
､
う
ま
く
い
か
な
い
と
い
う
気
が
し
ま
す
｡

安
川

経
済
成
長
率
が
､
過
去
に
は

一
〇
%
と
高
か
っ
た
わ
け
で
す
け
･れ
ど
も
'
こ
れ
か
ら
は
減
速
経
済
で
い
か

ざ
る
を
得
な
い
こ

と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
'
そ
の
中
で
み
ん
な
が
何
と
か
お
互
い
に
が
ま
ん
し

合
い
な
が
ら

き
て
い
く
必
要
が
出
て
く
る
わ
け
で
'
そ
れ
を
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
ら
大
変
な
混
乱
が
く
る
と

思
う
の
で
す
｡

黒
田

パ
イ
成
長
率
が

一
〇
%
二

五
%
と
い
う
高
い
場
合
に
は
'
福
祉
部
門
に
多
-
の
金
を
廻
し
て
も
十
分
に

余
裕
が
あ
る
わ
け
で
す
｡



し
か
し
二
%
か
､
ゼ
ロ
に
な

っ
た
場
合
に
,
ど
う
し
て
も
パ
イ
の
分
配
が
非
常
に
き
び
し
-
な
り
弾
力
性
が
な

く
な
る
で
し
ょ
う
｡

結
局
資
源
の

配
分
の
問
題
に
つ
き
る
か
な
､
と
い
う
感
じ
も
す
る
の
で
す
｡

去
叶
Lii

世
紀
に
入
る
と
､
も
の
す
ご
く
負
担
が
ふ
え
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
｡
年
金
に
し
て
も
'
も
ち
ろ
ん

だ
め
に
な
る
｡

問
題
は
､
そ
の
負
担
を
軽
-
す
る
た
め
に
は
､
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
に
尺
､き
る
の
で
は
な
い
で
す

か
'
広
い
意
味
で
は
｡

岡
崎

だ
れ
に
負
担
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
､
そ
れ
に
尺
､き
る
｡

黒
田

簡
単

に
,

言

で
言
え
ば
､
だ
れ
で
も
が
健
康
的
で
､
い
つ
ま
で
も
働
け
る
と
い
う
こ
と
｡
働
き
た
い
者

は
働
け
る
､
七

〇
で
あ
ろ
う
が
､
七
五
で
あ
ろ
う
が
ね
｡
そ
う
い
う
社
会
の
仕
組
み
を

つ
-

っ
て
い
-
U

結
論
を

言
え
ば
,
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
｡

-260-

あ
と
細
か
い

険
の
問
題
と
か
､
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
'
日
本
が
､
い
ま
寿
命
は
大
体
世
界

一
で
し
ょ

う
O

命
は
世
界

だ
け
れ
ど
も
'
果
し
て
健
康
は
世
界

一
か
ど
う
か
､
問
題
は
あ
り
ま
す
ね
｡

そ
こ
で
健
康
の
見
直
し
の
問
題
が
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
､
よ
り
い
っ
そ
う
健
康
的
で
あ

っ
て
'
で
き
る
だ
け
長

く
働
け
る
体
制
が
あ
れ
ば
,
つ
ま
り
結
果
的
に
'
労
働
年
齢
人
口
を
で
き
る
だ
け
多
-
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
､
負

担
を
で
き
る
だ
け
軽
-
す
る
｡
健

的
で
あ
れ
ば
､
医
療

は
大
分
減
る
で
し
ょ
う
｡
も
し
寝
た
き
り
が
若
干
で

も
減
る
と
な
れ
ば
､
寝
た
き
り
は
本
当
に
大
き
な
負
担
に
な
る
か
ら
｡



し
か
も
日
本
人
は
､
で
き
る
だ
け
長
-
働
き
た
い
と
言

っ
て
い
る
の
だ
か
ら
｡
そ
し
て
､
働
-
こ
と
は
健
康
に

い
い
､
生
き
が
い
が
あ
る
と
言

っ
て
い
る
の
だ
し
､
そ
れ
な
ら
ば
能
力
と
体
力
に
応
じ
て
､
い
つ
ま
で
も
働
け
る

と
い
う
体
制
が
で
き
れ
ば
い
い
｡
結
局
は
,
簡
単
な
こ
と
だ
け
れ
ど
,
そ
う
い
う
と
こ

ろ
で
は
な
い
か
な
と
い
う

感
じ
が
す
る
ん
で
す
が
ね
｡

そ
こ
に
は
定
年
制
の
問
題
と
か
､
い
ろ
い
ろ
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
｡

老
齢
者

の
雇
用
､

定
年
制

の
延
長

安
孫
子

定
年
制
の
問
題
に
関
係
し
て
い
-
わ
け
で
す
が
,
ア
メ
-
カ
は
現
在
七

〇
歳
｡
わ
が
国
に
お
い
て
も
や

っ

ぼ
り
六
五
歳
,
い
く
い
く
は
七

〇
歳
ま
で
も

っ
て
い
-
べ
き
も
の
で
し
ょ
う
か
｡

昭
和
六

〇
年
か
ら
,
公
務
員
は
六

〇
歳
の
定
年
に
な
る
わ
け
で
す
ね
｡
何
年
か
す
れ
ば
六
五

ぐ
ら
い
ま
で
に
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上
げ
ざ
る
を
得
な
い
で
し
ょ
う
ね
｡
そ
れ
を
七

〇
歳
ま
で
も

っ
て
い
-
も
の
か
ど
う
か
で
す
ね
｡

岡
崎

安
孫
子
先
生
の
お
話
に
つ
い
て
考
え
ま
す
と
'
い
ま
す
ぐ
七

〇
歳
定
年
の
話
を
せ
ず
に
､
ま
ず
六
五
歳
ぐ

ら
い
ま
で
の
雇
用
を
何
と
か
確
保
で
き
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
｡

六

〇
歳
定
年
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
'
六

〇
歳
ま
で
の
雇
用
は
い
ち
お
う
保
障
し
よ
う
と
い
う

コ
ン
セ
ン
サ
ス

が
得
ら
れ
た
わ
け
で
す
が
､
六

〇
歳
か
ら
六
五
歳
の
問
が
き
わ
め
て
不
安
定
な
雇
用
状
態
に
あ
り
ま
す
｡
で
す
か

ら
､
当
面
六
五
歳
ま
で
の
雇
用
を
す
る
こ
と
を
'
今
世
紀
の
末
ぐ
ら
い
ま
で
の

一
つ
の
課
題
に
す
べ
き
で
は
な
い



か
と
思
い
ま
す
｡

そ
の
後
の
こ
と
を
い
ま
言
う
と
混
乱
し
て
-
る
の
で
,
現
状
で
は
六
五
歳
ま
で
し

っ
か
り
働
-
と

い
う
線
を

ま
ず
言

っ
て
､
そ
の
後
に
七
〇
歳
ぐ
ら
い
ま
で
の
線
も
き
ま
す
よ
と
言
う
の
が
本
当
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
｡

安
孫
子

よ
う
や
-
六
〇
歳
定
年
と
い
う
の
が
,
や
や
定
着
し
て
き
ま
し
た
か
ら
ね
｡
で
す
か
ら
'

〇
年
ぐ
ら

い
先
は
六
五
歳
と
い
う
見
当
で
ど
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
か
｡

福
武

そ
れ
も
な
か
な
か
難
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
六
〇
歳
'
六
〇
歳
と
や
い
や
い
言

っ
て
き
た
も
の

の
'
現

パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
か
ら
言

っ
て
六
〇
歳
以
1
定
年
と
い
う
の
が
'
率
と
し
て
多
-
な

っ
た
と
い
う
だ
け

の
話
で
'
や

っ
と
四
六
%
に
な

っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
か
ら
｡

安
孫
子

六
〇
歳
と
い
う
の
は
す
で
に
五
〇
%
あ
る
の
で
す
か
｡

福
武

え
え
二

ハ
〇
歳
定
年
が

i
番
多
-
な

っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
'
ま
だ
五
五
歳
定
年
も
三
六
%
も
あ
る
わ

け
で
す
ね
｡
で
す
か
ら
こ
れ
か
ら
六
五
歳
定
年
が
二

〇
〇
〇
年
の
と
き
に
実
現
し
て
い
れ
ば
大
成
功
と
い
う
ふ
う

な
程
度
の
も
の
で
な
い
で
し
ょ
う
か
｡

安
孫
子

そ
う
で
す
か
ね
｡
二

〇
〇
〇
年
の
と
き
に
六
五
歳
が
定
着
し
て
い
れ
ば
ま
ず
成
功
｡

福
武

私
は
大
成
功
だ
と
思
い
ま
す
ね
｡
ほ
ん
と
う
は
'
も

っ
と
強
力
に
行
政
指
導
を
し
な
い
と
無
理
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
｡

岡
崎

実
際
に
は
､
中
小
企
業
で
は
六
五
歳
ぐ
ら
い
ま
で
働
い
て
い
る
人
が
か
な
り
い
る
と
い
う
事
実
は
あ
り
ま

す
が
､
問
題
は
､こ
く
最
近
ま
で
五
五
歳
定
年
と
い
う
社
会
通
念
が
ま
か
り
通

っ
て
い
た
｡
す
る
と
先
程
お

っ
し
ゃ
っ
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た
よ
う
に
､
六

〇
歳
定
年
の
実
現
で
さ
え
も
本
当
は
な
か
な
か
難
し
い
で
し
ょ
う
0

五
五
歳
を
過
ぎ
た
も
の
は
も
う
窓
際

へ
追
い
や

っ
て
,
な
る
べ
-
早
-
引
退
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
気
持
ち

を
企
業
で
は
持

っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
｡
こ

の
よ
う
な
ム
ー
ド
を
ま
ず
ぶ
ち
壊
し
て
､
六

〇
歳
⊥

ハ
五
歳
ま
で
は

働
-
の
か
当
然
だ
と
い
う
社
会
的
通
念
を
ま
ず
作
り
出
す
こ
と
､
こ
れ
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
｡

た

だ

,

そ
の
雇
用
条
件
に
つ
い
て
修
正
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
部
分
は
幾

つ
か
あ
り
ま
す
｡
た
と
え
ば
賃
金
で

す
ね
｡
あ
ま
り
高
い
賃
金
を
六

〇
歳
以
1
の
人
に
払
う
必
要
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
｡

子
倣
も

人
前
に
な

っ
て
い
ま
す
し
､
生
活
費
も
だ
ん
だ
ん
ダ
ウ
ン
し
て
い
-
わ
け
で
す
か
ら
｡
ま
た
地
位
に

つ
い
て
も
､
日
本
で
は
年
を
い
っ
た
人
を
長
幼
の
序
と
い
う
考
え
で
優
遇
し
よ
う
と
し
ま
す
で
し

ょ
う
｡
し
か
し

地
位
は
下
げ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
｡
た
と
え
ば
､
東
大
の
定
年
は
六

〇
歳
で
す
か
｡

福
武

い
ま
､
六

〇
歳
定
年
は
東
大
と
､
東
工
大
だ
け
で
す
｡

岡
崎

大
学
の
先
生
の
定
年
と
い
う
の
は
非
常
に
賢
い
制
度
だ
と
思
う

の
で
す
ね
｡
ど
ん
な
に
偉

い
先
生

で
も

六

〇
歳

に
な
れ
ば
定
年
で
､

這

退
職
す
る
け
れ
ど
も
､
研
究
を
止
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
｡
せ

っ
か
-
長
年

か
け
て
蓄
積
さ
れ
た
知
恵
を
持

っ
て
お
ら
れ
る
先
生

で
す
か
ら
､
い
ち
お
う
退
職
さ
れ
て
も
､
専
門
的
な
指
導
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を
別
な
形
で
お
や
り
に
な
る
と
い
う
ふ
う
な
や
り
方
が
あ
る
｡
そ
う
い
う
方
法
を
も

っ
と

般
化
す
べ
き
だ
と
思

う

の
で
す

｡

部
長
､
課
長
と
い
う
役
職
を
や
め
て
も
'
平
と
し
て
'
専
門
職
と
し
て
さ
ら
に
活
用
す
る
と
い
う
制
度
を

つ
く

る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
｡



安
孫
子

賃

体
系
と
ポ
ス
ト
の
問
題
を
同
時
解
決
し
な
い
と
､
こ
れ
は
な
か
な
か
六
五
歳
と
言

っ
て
も
実
際
は

難
し
い
で
し
ょ
う
ね
｡

安

川
せ
ん
だ

っ
亨

メ
-
カ
の
労
働
雇
用
問
題
に
つ
い
て
聞
き
ま
し
た
ら
,
ア
メ
-
カ
で
は
七

〇
歳
定
年
と
言

う
け
れ
ど
も
､
実
際
に
は
六
二
歳
で
や
め
て
い
-
の
が
非
常
に
多
い
の
だ
と
い
う
こ
と
で
し
た
｡

｢]I
｢卜L

で
も
､
い
ま
皇

歳
と
い
う
の
が
出
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
､

一
流
企
業
の
場
合
と
中
小
企
業
の
場
合
と

で
は
形
態
が
違
う
わ
け
な
の
で
､
い
ま
も
岡
崎
さ
ん
が
お

っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
,
結
局
は

一
流
企
業
を
退
め
た
方

が
､
隼
を
取

っ
た
場
合
に
は
中
企
業
､
小
企

が
受
け
皿
に
な

っ
て
い
る
と
い
う

一
つ
の
体
系
で
す
ね
｡

今
度
は
､

流
企
業
と
い
う
の
は
大
企
業
と
中
小
企
業
と
を
､
ど
う
い
う
ふ
う
に
社
会
的
に
併
存
さ
せ
て
い
く

か
と
い
う
こ

と
に
も
大
き
く
関
係
す
る
わ
け
で
す
｡

安
孫
子

こ
れ
か
ら
,
若
年
労
働
者
が
ぐ

っ
と
減
る
わ
け
で
す
ね
｡
減

っ
て
き
ま
す
と
企
業
体
も
､
ど
う
し
て
も

雇
用
難
に
な
り
ま
す
｡
そ
う
す
る
と
,
定
年
制
を
延
長
す
る
こ
と
に
対
し
て

一
つ
の
プ

ッ
シ
ュ
に
な
る
と
い
う
気

も
す
る
が
､
そ
こ
は
ど
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
｡
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岡
崎

労
働
力
不
足
に
な
っ
た
場
合
は
､

ロ
ボ
ッ
ト
で
や
り
-
り
し
た
方
が
い
い
と
考
え
ら
れ
る

種
も
あ
り
ま

す
け
れ
ど
も
､
将
来
は
サ
ー
ビ
ス
経
済
化
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
人
間
の
労
働
を
必
要
と
す
る
部
門
が
ふ
え

て
い
ま
す
か
ら
､
簡
単
に
ロ
ボ
ッ
ト
で
代
替
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
0

や
は
り
,
若
年
労
働
力
が
足
り
な
く
な
る
と
と
も
に
､
自
然
に
中
高
年
層
を
雇
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
｡



安
孫
子

だ
か
ら
､
定
年
制
の
延
長
に
対
し
て
,

一
つ
の
プ
ラ
ス
の
作
用
を
な
す
こ
と
は
事
実
で
し
ょ
う
ね
｡

岡
崎

そ
う
で
す
ね
｡
し
か
し
､
せ
っ
か
-
雇
い
た
い
と
思

っ
て
も
そ
れ
に
適
し
た
能
力
を
持

っ
た
皇

何
年
層
が

お
り
ま
せ
ん
と
､
需
給
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
､
や
は
り
中
高
年
層
の
再
訓

だ
と

か
､
生
涯
教
育
だ
と
か
､
そ
ん
な
ふ
う
な
措
置
が
要
る
と
思
い
ま
す
｡

安
孫
子

ど
う
し
て
も
要
る
で
し
ょ
う
ね
｡
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
社
会
教
育
で
や
る
の
か
'
企
業
体
で
や
る
の
か
､

あ
る
い
は
も

っ
と
公
共
施
設
で
や
る
の
か
､
｡
タ
イ
ア
し
た
人
の
訓
練
の
場
と
い
う
も
の
は
､
ど
う
し
て
も
い
る

ん
じ
ゃ
な
い
か
な
あ
と
い
う
気
が
す
る
が
な
あ
｡
健
康
の
問
題
と
'
そ
う
い
う
訓
練
の
問
題
と
｡

安
川

ま
た
,
定
年
を
延
長
さ
せ
る
た
め
に
は
､
や
は
り
延
長
で
き
る
だ
け
の
労
働
の
質
を
'
考
え
て
い
か
な
け

れ
ば
意

が
な
い
で
す
か
ら
｡

黒
田

い
ま
ま
で
の

般
的
な
考
え
方
と
い
う
の
は
､
何
と
な
-
､
定
年
退
職
者
と
い
う
の
は
､
も
う
役
に
立
た
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な
い
人
口
だ
と
い
う
考
え
方
と
い
う
の
が
､
い
ま
だ
に
か
な
り
強
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡

や
っ
ぱ
り
､
年
齢
に
､
こ

こ
か
ら
先
が
老
人
で
あ

っ
て
､
こ

れ
か
ら
め
ん
ど
う
を
み
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
人
口
と
い
う
考
え
で
は
な
-
て
､
私
は
,
年
齢
と
い
う
の
は
､
い
か
に
も
早
-
と
り
払
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
思
い
ま
す
｡
つ
ま
り
､
そ
の
社
会
を
支
え
て
い
-
た
め
の
､
や
っ
ぱ
り
人
間
資
源
の
重
要
な
部
分
で
す
か
ら
｡

だ
か
ら
,
い
ま
の
お
話
の
よ
う
な
と
き
に
'
で
き
る
だ
け
企
業
は
､
自
分
の
と
こ

ろ
で
何
十
年
働
い
た
人
だ
か

ら
そ
の
頭
脳
､
経
験
能
力
を
'
生
か
し
て
い
-
道
を
､
六
五
歳

で
あ
ろ
う
と
何
歳
で
あ
ろ
う
と
健
康
で
働
け
る

限
り
は
､
こ
の
人
た
ち
に
有
効
に
働
い
て
も
ら

っ
た
方
が
い
い
｡
よ
そ
か
ら
持

っ
て
-
る
よ
り
は
､
自
分
の
と
こ



ろ
に
い
た
人
に
有
効
に
働
い
て
も
ら
う
手
段
を
講
じ
な
い
と
い
う
の
は
､
ま
こ

と
に
も

っ
た
い
な
い
話
だ
と
思
う

の
で
す
ね
｡

ま
ず
企

が
､
そ
う
い
う
体
制
を
何
と
か
つ
-

っ
て
ほ
し
い
｡

壷

近
道
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
そ
の
た
め

に
や
は
り
企

で
､
岡
崎
さ
ん
の
述
べ
て
い
た
再
訓
練
だ
と
か
,
本
人
の
能
力
を
生
か
す
と
い
う
チ
ャ
ン
ス
の
た

め
の
､
本
人
,
お
よ
び
企
業
で
の
シ
ス
テ
ム
を
早
-
つ
-

っ
て
い
-
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
｡

発
想

の
転
換

を

岡
崎

少
し
話
が
変
わ
り
ま
す
が
,
福
祉
の
ニ
ー
ズ
の
充
足
を
先
決
し
て
ま
ず
資
金
を
取

っ
て
し
ま
う
と
い
う
考

え
方
と
､
経
済
力
に
余
裕
が
あ

っ
た
ら
福
祉
の
方
も
何
と
か
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
と
'
二
つ
違
う
立
場
が
あ
る

と
思
い
ま
す
が
｡

福
武

私
は
前
者
で
す
ね
｡
今
年
私
の
研
究
所
で
は
社
会
福
祉
の
将
来
展
望
を
重
要
課
題
と
し
て
研
究
し
て
い
る

の
で
す
が
､
こ
れ
か
ら
先
正
確
な
予
測
は
で
き
な
い
に
し
て
も
､
年
寄
り
で
寝
た
き
り
の
出
現
率
と
か
､
大
体
の

こ
と
は
わ
か
る
わ
け
で
す
ね
｡
そ
う
い
っ
た
の
を
は
じ
い
て
､
ど
う
し
て
も
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ

る
と
苦
し
く
て
も
確
保
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
だ
ろ
う
'
寝
た
き
り
に
な
っ
て
早
-
死
に
な
さ
い
と
い

う
わ
け
に
も
い
か
な
い
の
で
ね
｡

福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
'
今
後
い
っ
そ
う
必
要
に
な
り
ま
す
.
寝
た
き
り
に
な

っ
て
助
け
て
も
ら
い
た
い
と
言
う
の
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は
､
貧
し
い
人
や
低
所
得
層
の
人
た
ち
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
お
金
が
あ

っ
て
も
､
や
は
り
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に

頼
り
た
い
と
い
う
ふ
う
な
状
況
に
な

っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
ね
｡
家
族
の
あ
り
方
が
違

っ
て
き
て
お
り
ま
す
か

ら
｡
そ
う
い
う
人
に
は
､
や
っ
ぱ
り
お
金
を
出
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
も
ら
う
と
い
う
ふ
う
な
形
で
､
出
し

て
も
ら
え
る
も
の
は
で
き
る
だ
け
出
し
て
も
ら
う
と
い
う
よ
う
な
什
癌

み
を
'
こ

れ
か
ら
作
り
上
げ
て
い
か
な
け

れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
｡

ま
た
年
金
に
し
て
も
､
制
度
審
が
基
本
年
金
を
提
起
し
た
と
き
､
あ
の
こ

ろ
余
り
問
題
に
さ
れ
な
か

っ
た
の
が
へ

そ
の
方
法
は
別
と
し
て
､
基
礎
年
金
な
い
し
基
本
年
金
士
い
う
考
え
方
は
大
体
共
通
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
な

っ
て

き
て
い
る
わ
け
で
す
｡
上
の
方
の
人
は
能
力
に
応
じ
て
自
分
で
お
や
り
な
さ
い
､
下
の
基
礎
部
分
は
公
的
年
金
で

支
え
ま
す
,
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
う
の
で
す
｡
そ
う
す
れ
ば
私
は
､
や
っ

ぱ
り
支
え
き
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
｡

た
だ
し
か
し
､
業
際
問
題
と
し
て
は
そ
っ
ち
の
方
に
な
か
な
か
動
か
な
い
ん
で
す
｡
総
論
と
し
て
そ
う
な
る
の

は
や
む
を
得
ま
い
､
と
い
う
ふ
う
に
思
い
な
が
ら
､
現
実
の
問
題
で
は
な
か
な
か
う
ま
-
や
れ
な
い
｡
そ
う
い
う

こ
と
を
考
え
ま
す
と
､
二

〇
年
と
い
う
の
は
そ
う
長
い
時
間
で
は
な
い
の
で
､
や
っ
ぱ
り
早
-
手
を

つ
け
て
い
た

だ
い
て
､
二
〇
年
先
に
は
こ
れ
く
ら
い
で
が
ま
ん
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
で
き
上
が
ら
な
い

と
大
変
だ
｡
そ
れ
が
で
き
上
が
れ
ば
支
え
き
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
う
ん
で
す
｡

安
孫
子

だ
か
ら
'
二

一
世
紀
に
な

っ
た
場
合
に
は
､
相
当
シ
ビ
ア
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
徹
底
さ
せ
る
必

要
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
｡
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黒
田

そ
れ
は
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
ね
｡

安
孫
子

世
論
形
成
に
ね
｡

岡
崎

そ
れ
で
,
老
人
が
増
え
る
け
れ
ど
も
同
時
に
子
供
の
数
が
減
る
の
だ
か
ら
'
お
互
い
に
相
殺
さ
れ
て
働
-

人
口
に
対
す
る
負
担
は
変
わ
ら
な
い
は
ず
だ
と
言
う
人
が
い
ま
す
が
,
私
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
と
思
い
ま

す
｡
ど
う
し
て
か
と
申
し
ま
す
と
､
子
供
は
親
に
と

っ
て
は
本
能
的
に
可
愛
い
が

っ
て
育
て
よ
う
と
す
る
｡
扶
養

.の
負
担
と
い
え
ば
負
担
で
す
が
､
あ
ま
り
苦
に
は
写

り
な
い
｡
社
会
的
に
み
て
も
子
供
は
宝
で
あ
る
と
い
う
観
念

が
強
い
｡
と
こ
ろ
が
親
の
血
倒
を
み
る
と
い
う
こ
と
は
､
子

に
対
す
る
場
合
と
は
大
分
違
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
｡
社
会
的
な
見
方
か
ら
し
て
も
､
老
人
は
も
う
過
去
の
人
で
あ

っ
て
'
社
会
的
に
役
立

つ
人
間
だ
と
は
み
ら

れ
な
い
傾
向
が
あ
る
｡
そ
う
い
う
意
味
で
,
た
と
え
頭
数
と
し
て
は
同
数
で
あ

っ
て
も
､
働
-
人
口
が
感
じ
る
扶
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負
担
の
重
み
は
違
う
と
琴

っ
わ
け
で
す
｡

子
供
と
老
人
を
合
わ
せ
た
従
属
人
口
の
扶
養
負
担
は
,
例
の
従
属
人
[=
指
数
で
み
る
と
今
世
紀
末
ま
で
は
下
が

る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
｡
こ
の
間
,
子
供
の
数
が
か
な
り
減
る
か
ら
で
す
｡
い
ま
い
っ
た
老
人
と
子
供
で
は
負
担

の
蔓
み
が
連
.う
と
い
う
問
題
は
あ
る
に
せ
よ
,
と
も
か
-
今
世
紀
中
は
負
担
が
軽
減
さ
れ
て
い
く
の
で
､
心
配
は

な

い
｡

問
題
は
来
世
紀
に
入

っ
て
か
ら
で
す
｡
従
属
人
口
指
数
が
高
ま
る
t
と
-
に
老
人
に
つ
い
て
の
従
属
人
口
指
数
が

急
ピ
ッ
チ
で
上
り
ま
す
｡
そ
う
で
な
く
て
も
経
済
成
長
率
は
ダ
ウ
ン
す
る
だ
ろ
う
と
み
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
'

老
人
の
扶
養
の
た
め
に
お
金
が
か
か
っ
て
'
生
産
的
投
資
が
で
き
な
-
な
り
､
な
お
さ
ら
経
済
成
長
は
ダ
ウ
ン
す



る
か
も
し
れ
な
い
｡

だ
け
ど
私
は
経
済
の
伸
び
も
止
ま
る
､
人
口
の
方
も
静
止
人
口
に
向
か
う
と
い
う
社
会
は
､
必
ず
し
も
悲
観
す

べ
き
社
会
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡
戦
前
と
比
較
す
れ
ば
現
在
わ
れ
わ
れ
の
生
活
は
ず
い
分
良
い

生
活
で
す
が
,
こ
れ
以
上
生
活
が
良
-
な
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
｡
物

的
な
生
活
は
こ
れ
位
に
し
て
､

～

も

っ
と
精
神
的
に
ゆ
と
り
の
あ
る
,
静
か
な
生
活
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡

国
民
が
そ
う
い
う
考
え
方
に
な
り
さ
え
す
れ
ば
､
高
齢
化
が
進
み
'
経
済
成
長
が
止
ま

っ
て
も
心
配
は
な
い
と

思

っ
て
い
ま
す
｡

安
川

そ
れ
は
､
国
民
の
生
活
の
価
値
観
を
変
え
れ
ば
で
き
る
こ
と
で
す
よ
｡
変
え
な
き
ゃ
で
き
な
い
｡

黒
口

学
者
の
価
値
観
ま
で
変
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
で
す
か
｡
私
が
感
ず
る
の
は
'

般
に
経
済

学
者
に
は
経
済
成
長
率
は
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
い
い
ん
だ
,
国
民
も
喜
ぶ
は
ず
だ
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
の
で
は
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な
い
で
し
ょ
う
か
｡

今
世
紀
末
に
は
再
び

〇
%
に
な
る
と
か
､
そ
こ
ま
で
い
か
な
-
て
も
､
七
%
か
八
%
､
あ
る
い
は
少
な
く
と

だ
か
ら
上
げ
る
こ
と
が
前
提
条
件
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
わ

も
六
%
と
い
う
の
は
常
識
で
し
ょ
う
｡
､

れ
わ
れ
は
も

っ
と
客
観
的
に
､
冷
静
に
低
成
長
社
会
で
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
､
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か

ら
発
想
を
変
え
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
じ
ゃ
な
い
か
､
指
導
者
自
身
が
｡

安
川

黒
田
さ
ん
が
言
わ
れ
た
中
で
､
西
暦
二
〇
〇
〇
年
の
と
こ
ろ
ま
で
は
従
属
人
口
か
ら
言

っ
て
も
非
常
に
い

い
ん
だ
､
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
'
具
体
的
に
言
い
ま
す
と
'
戟
後
の
ベ
ビ
㌧
フ
-
ム
の
人
た
ち



が
､
い
ま
三
嘉

く
ら
い
に
な

っ
て
い
る
の
で
す

･
んこ
の
人
た
ち
が
,
ち
ょ
う
ど
西
暦
二

〇
〇
〇
年
に
は
き

歳

く
ら
い
に
な
り
ま
す
｡
人
口
の
年
齢
層
の

1
番
多
い
と
こ
ろ
で
す
｡

こ

れ
は
要
す
る
に
､
定
年
が
い
ま
と
変
わ
ら
な
-
て
も
,
五
二
歳
,
五
三
歳
の
年
齢
層
が
'
現
在
い
る
会
社
で
､

現
役
で
い
る
最
後
の
段
階
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
と
こ

ろ
な
ん
で
す
｡
そ
し
て
そ
の
先
が
大
変
な
ん
で
す
｡

そ
の
人
た
ち
の
た
め
の
定
年
の
延
長
も
含
め
,
ま
だ
ま
だ
活
力
の
あ
る
人
た
ち
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
ら
､
い
か

に

を
与
え
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
き
ま
し
て
も
､
そ
こ
か
ら
先
が
厳
し
-
な

っ
て
い
-
わ
け
で
す
｡

そ
れ
か
ら
､
い
ま
の
高
度
成
長
と
い
う
か
､
成
長
が
あ
る
程
度
高
い
と
い
う
こ
と
は
､
ま
す
ま
す
国
際
的
な
意

味
で
の
経
済
摩
擦
を
増
し
て
い
く
わ
け
で
す
｡

む
し
ろ
減
速
に
し
､
い
ま
の
お
話
の
よ
う
に
,
も
し
極
端
に
言
え
ば
成
長
を
ゼ

ロ
に
し
て
し
ま
う
方
が
､
国
際

関
係
に
お
い
て
は
非
常
に
よ
-
な

っ
て
い
-
と
､
私
は
思
う
ん
で
す
ね
｡
そ
の
中
で
日
本
は
生
き
て
い
-
ん
だ
と

い
う
､
要
す
る
に
､
こ
れ
は
も
う
本
当
に
生
活
の
あ
り
方
の
転
換
で
す
｡

し
か
し
､
ど
こ
か
,
こ
こ
に
あ
る
い
ろ
い
ろ
な
企
業
の
中
に
は
､
そ
の
た
め
に
ち
ょ
っ
と
具
合
が
悪
く
な
る
と

こ
ろ
が
､
部
分
的
な
問
題
で
は
ど
う
し
た

っ
て
起
こ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
ね
0

黒
田

ど
う
し
て
も
'
や

っ
ぱ
り
メ
リ

ッ
ト
へ
デ
メ
リ

ッ
ト
が
あ
り
ま
す
か
ら
ね
0

だ
か
ら
'
た
と
え
ば
極
端
な
例
が
､
公
害
が
な
-
な

っ
ち
ゃ
う
と
か
ね
｡

工
業
生
産
が
落
ち
ま
す
か
ら
､
公
害
問
題
は
さ

っ
と
解
決
し
て
し
ま
う
'
メ
-

ッ
ト
の
方
と
し
て
は
ね
tu
ま
た
'

経
済
成
長
は
落
ち
ま
す
か
ら
'
い
ま
の
国
際
摩
擦
は
ど
ん
ど
ん
な
-
な
り
ま
す
わ
ね
｡

一一一270-



だ
か
ら
､
メ
リ

ッ
ト
と
デ
メ
リ

ッ
ト
と
､
ど
ち
ら
に
重
点
を
置
く
か
と
い
う
こ

と
で
す
ね
｡
毎
年
毎
年
月
給
が

上
が

っ
て
い
く
と
い
う
の
で
は
な
-
て
､
あ
る
程
度
安
定
し
た
生
活
な
ら
ば
と
い
う
と
こ
ろ
で
､
国
民
が
満
足
し

て
い
け
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
､
と
い
う
発
想
が
あ

っ
て
も
い
い
ん
じ

ゃ
な
い
か
と

い
う
気
が
し
ま

す
ね
｡

安
川

私
も
学
生
た
ち
に
言
う
ん
で
す
｡
そ
う
い
う
よ
う
な
､
暮
し
に
く
い
社
会
が
来
る
と
い
う
こ
と
は
､
わ
れ

わ
れ
か
ら
見
る
と
わ
か

っ
て
い
る
ん
で
す
｡
そ
う
し
た
な
か
で
も
'
冬
は
暖
か
く
､
夏
は
涼
し
い
生
活
は
満
た
さ

れ
て
い
る
ん
で
す
｡
テ
レ
ビ
を
ひ
ね
れ
ば
鮮
明
な
画
像
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
満
た
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
が
､

し
か
し
み
ん
な

ス
ト
レ
ス
が
溜
り
や
す
く
人
間
関
係
は
複
雑
に
な

っ
て
暮
し
に
く
い
社
会
と
い
う
も

の
が
､

こ
れ

か
ら
ま
す
ま
す
や

っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
思
う
の
で
す
｡

ま
た

般

の
人
た
ち
も
若
い
人
た
ち
も
'
先
の
こ
と
が
何
に
も
イ
メ
･-
ジ
が
描
け
な
い
ん
じ

ゃ
な
い
か
と
い
う
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気
が
す
る
ん
で
す
｡

岡
崎

実
際
に
､
も
う
こ
れ
以
上
よ
-
な
る
目
標
が
な
い
の
と
違

い
ま
す
か
｡

安
川

そ
う
思
う
ん
で
す
｡

岡
崎

た
と
え
ば
食
Jへ
物

に
し
て
も
､
食

べ
れ
る
限
度
が
あ
る
し
､
洋
服
だ

っ
て
'
何
者

つ
く
る
か
知
ら
ん
け
れ

ど

も
'

そ
ん
な
に
た
-
さ
ん
持

っ
て
い
た

っ
て
し
ょ
う
が
な
い
で
し

ょ
う
｡

そ
れ
で
､
人
口
が
静
止
人
口
に
れ
ば
､
た
と
え
ば
住
宅
な
ん
て
親

の
代
か
ら
次
々
に
譲
り
渡
し
て
い
け
ば

い
い

ん
で
す
か
ら
､
新
し
-
家
を
建
て
る
必
要
は
な
い
で
す
ね
｡
手
入
れ
を
し
て
再
生
産
を
し
て
い
け
ば

い
い
｡
だ
か



ら
,
人
口
の
構
造
が
変
わ
ら
な
い
と
い
う
か
､
静
止
人
口
に
近
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
､
消
費
が
拡
大
し
な

く
て
も
よ
い
と
い
う
,
あ
る
意
味
で
い
い
基
礎
的
構
造
で
あ
る
と
､
ぼ
-
は
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
｡

安
川

そ
れ
は
そ
う
で
す
｡

岡
崎

静
止
人
口
で
も
い
い
ん
で
す
｡
静
止
人
口
で
あ
り
,
静
止
経
済
で
い
い
ん
で
す
｡

雷

そ
の
中
で
､
ど
う
い
う
生
活
が
可
能
か
と
い
う
こ
と
が
､
国
民
に
-

で
き
れ
ば
'
何
と
な
-
経
済
成
長

が
ど
ん
ど
ん
落
ち
て
い
-
と
か
,
負
担
が
ふ
え
る
と
か
い
う
こ
と
の
不
安
が
､
あ
る
程
度
な
-
な
る
と
い
う
こ
と

は
可
能
だ
と
思
う
ん
だ
け
れ
ど
も
ね
｡

安
川

そ
れ
は
大
丈
夫
で
す
｡

福
武

働
-
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
も
､
若
い
方
の
意
識
は
変
わ

っ
て
い
-
ん
で
す
｡
意
識
調
査
で
も
､
仕
事
オ

ン
リ
ー
で
､
仕

生
き
が
い
と
い
う
の
が
若
い
人
た
ち
で
は
だ
ん
だ
ん
減

っ
て
い
る
ん
で
す
｡
仕
竃
志

向
だ
け
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れ
ど
も
､
ど
ち
ら
か

ぴ
ん
に
か
け
る
と
い
っ
た
ら
､
仕
事
よ
り
も
ほ
か
の
方

へ
か
け
る
人
が
だ
ん
だ
ん
多
-
な

っ

て
い
る
の
で
す
｡
こ
れ
か
ら
多
-
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
｡

と
に
か
く
四
分
の

一
以
上
が
大
学
卒
と
い
う
社
会
に
な
っ
て
-
る
と
,
.･O
-
少
数
が
猛
烈
に
社
長
を
臼
]指
す
だ
ろ

う
が
､
大
部
分
は

｢
お
れ
は
適
当
な
と
こ
ろ
で
い
い
や
｡
ほ
か
の
楽
し
み
方
も
あ
る
｣
と
い
う
ふ
う
に
'
必
然
的

に
仕
事
で
の
昇
進
を
あ
き
ら
め
る
と
い
う
知
恵
を
働
か
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
ね

そ
う
す
る
と
休
み
の
時
間
は
多
く
な
っ
て
､
そ
こ
で
適
当
に
楽
し
む
と
い
う
人
が
多
-
な

っ
て
'
若
い
世
代
が

い
ま
の
中
高
年
ぐ
ら
い
に
な
る
と
き
は
､
ご
-
少
数
が
競
争
し
て
'
ほ
か
の
方
は
そ
れ
ほ
ど
身
を
す
り
減
ら
さ
な



い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡
そ
う
な
ら
な
け
れ
ば
と
て
も
や
れ
ま
せ
ん
わ
｡

安
川

福
武
さ
ん
の
お

っ
し
ゃ
っ
て
い
る
こ
と
は
,
い
ま
の
学
生
を
見
て
い
ま
す
と
'
も
う
す
で
に
実
行
し
て
い

ま
す
よ
｡
ほ
と
ん
ど
競
争
心
な
ど
な
く
て
､
学
校
の
こ
と
は
適
当
に
す
･･J
し
て
い
る
だ
け
で
､
そ
れ
で
結
構
就
職

だ
け
は
い
い
と
こ
ろ
に
決
ま
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
｡
あ
れ
も

一
つ
問
題
だ
と
思
う
の
で
す
が
ね
｡

福
武

N
H
K
の
若
も
の
の
意
識
調
査
で
､
大
学
は
い
い
と
こ
ろ
へ
行
か
な
き
ゃ
､
と
い
う
の
が
低
い
ん
で
す
｡

し
か
し
受
験
戟
争
は
ま
だ
続
-
だ
ろ
う
と
彼
ら
は
み
て
い
ま
す
‥
-
大

学
が
､
と
き
の
流
れ
に
適
応
し
て
き
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
ん
で
す
｡

安
孫
子

活
力
の
点
か
ら
い
う
と
､
そ
の
方
が
い
い
の
か
な
｡

安

川

活
力
と
い
う
の
は
質
的
に
ど
う
考
え
る
か
の
問
題
で
,
1
･
S
･-
ル
と
い
う
有
名
な
経
済
学
者
が

『
経

済
学
原
理
』

(
六

四
八
年
)
の
中
で
言

っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
､
先
進
諸
国
と
い
う
も
の
は
将
来
を
先
取

り
す
る
よ
う
に
､
人
口
を
静
止
状
態
に
も

っ
て
い
-
べ
き
で
あ

っ
て
'
そ
の
と
き
に
は
経
済
の
発
展
と
い
う
も
の

は
も
う
な
く
て
も
い
い
の
だ
'
精
神
的
に
豊
か
な
も
の
が
十
分
得
ら
れ
る
は
ず
な
ん
だ
と
｡

だ
か
ら
精
神
的
に
豊
か
な
生
活
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が

I活
力
あ
る
"
と
い
う
ふ
う
に
置
き
換
え
ら
れ
る
の

｢.=u

だ

っ
た
ら
,
可
能
性
が
あ
る
｡
た
だ

"高
度
成
長
″
と
い
う
こ
と
が
活
力
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
､
私
は
無
理
だ

ろ
う
と
思
う
の
で
す
｡

黒
田

そ
の
点
で

一
つ
期
待
を
持
ち
ま
す
の
は
'
非
常
に
高
学
歴
社
会
で
あ
る
｡
だ
れ
で
も
大
学
と
い
う
の
は
問

題
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
'
や
は
り
高
学
歴
で
あ
る
と
い
う
こ
と
自
身
が
､
社
会
を
弾
力
性
の
あ
る
も
の
に
す
る
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一
つ
の
大
き
妄

因
で
あ
る
｡
高
学
歴
で
な
い
場
合
と
比
べ
ま
す
と
､
そ
の
点
は
か
な
り
希
望
が
持
て
る
の
で
す
｡

だ
か
ら
六

〇
歳
以
上
の
就
業
状
態
を
見
ま
し
て
も
,
六

〇
､
六
五
､
七

〇
,
七
五
､
八

〇
と
年
齢
が
高
い
ほ
ど

高
学
歴
の
も
の
が
勤
め
人
と
し
て
働
い
て
い
ま
す
｡
Ⅰ
へ
い
き
ま
す
と
自
営
業
が
ど
ん
ど
ん
減

っ
て
ま
い
り
ま
す
｡

高
学
歴
と
い
う
も
の
が
そ
う
い
う
働
き
を
し
て
い
る
の
で
す
｡
弾
力
性
の
あ
る
社
会
に
な
る
た
め
に
､
高
学
歴
と

い
う
の
は
結
構
､
大
き
な
プ
ラ
ス
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
｡

安
川

昔
は
若
い
も
の
が
忙
し
く
て
､
ト
ッ
プ
の
も
の
は

"重
役
出
勤
"
と
い
っ
て
の
ん
び
り
し
て
お

っ
た
の
で

す
け
れ
ど
も
∴

ま
は
逆
で
､
若
い
も
の
が
の
ん
気
で
,
ト
ッ
プ
が
朝
早
-
か
ら

義

働
い
て
い
る
わ
け
で
す
O

そ
う
い
う
ふ
う
に
す

っ
か
り
変
わ

っ
て
し
ま

っ
た
｡

福
武

そ
れ
は
先
進
国
に
だ
ん
だ
ん
近
づ
い
て
き
て
い
る
ん
だ
｡
日
本
人
は
よ
-
働
-
と
い
う
け
れ
ど
も
､
ア
メ

リ
カ
な
ど
の
ト
ッ
プ
は
猛
烈
に
働
い
て
い
る
わ
け
で
す
｡
そ
う
い
う
二
極
分
化
は
や
む
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か

と
い
う
気
が
し
ま
す
ね
｡
上
層
の
人
は
'
や
は
り
猛
烈
に
働
-
0

岡
崎

高
度
成
長
を
や

っ
た
た
め
に
､
貧
乏
物
語
と
い
う
も
の
は

一
般
的
に
な
く
な
っ
た
｡

安
川

そ
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
｡

岡
崎

そ
う
だ
と
す
れ
ば
,
活
力
の
こ
と
は
物
的
な
意
味
で
は
言
わ
な
-
て
も
よ
ろ
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
｡
精
神
的
な
意
味
で
の
活
力
が
あ
れ
ば
よ
ろ
し
い
｡

黒
田

そ
う
い
う
価
値
観
を
選
べ
ば
い
い
の
で
-
-
0

岡
崎

た
だ
現
在
の
時
点
で
老
人
を
調
べ
て
み
る
と
､
二
極
分
化
が
極
端
で
'
非
常
に
貧
困
な
老
人
と
､
裕
福
な
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老
人
と
に
分
か
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
で
す
ね
｡

ヽ

黒
田

だ
か
ら
老
人
対
策
が

完

で
は
意
味
が
な
い
と
い
う
の
で
す
｡
非
常
に
む
だ
が
多
い
｡
援
助
す
べ
き
老
人

は
だ
れ
か
と
い
う
こ
と
で
す
｡
老
人
は
大
金
持
ち
と
貧
乏
人
に
分
か
れ
て
い
ま
す
か
ら
､
大
金
持
ち
に
援
助
す
る

必
要
は
な
い
わ
け
で
し
ょ
う
｡
そ
の
へ
ん
の
老
人
は
だ
れ
か
と
い
う
見
極
め
を
し
た
政
策
で
な
け
れ
ば
'
む
だ
が

多
い
｡
悪
平
等
と
い
い
ま
す
か
ね
｡

安
孫
子

と
こ
ろ
が
差
別
を

つ
け
る
の
は
ま
た
む
ず
か
し
い
ん
だ
ね
｡
こ

れ
が
ま
た
へ
う
る
さ
い
｡

黒
田

ア
メ
リ
カ
な
ど
で
も
､
そ
う
い
う
社
会
保
障
に
対
す
る
考
え
方
と
い
う
の
は
非
常
に
厳
し
-
な

っ
て
き
ま

し
た
ね
｡
い
ま
ま
で
の
､

九
三
五
年
の
社
会
保
障
な
ど
と
い
う
の
は
全
-
､
で
た
ら
め
だ

っ
た
｡
わ
れ
わ
れ
の

資
源
と
い
う
も
の
は
決
し
て
無
限
で
は
な
い
,
限
界
に
近
づ
き

つ
つ
あ
る
｡
そ
う
い
う
中
で
'
だ
れ
に
老
人
対
策

を
や
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
厳
し
-
考
え
な
け
れ
ば
い
か
ん
と
い
う
わ
け
で
す
ね
｡
六
五
歳
以
上
を
す
べ

て
老
人
対
策
の
対
象
に
す
る
と
い
う
の
は
､
お
か
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
｡

昔
の
老
人
と
､
い
ま
の
老
人
と
,
ど
う
か
す
る
と
老
人
は
老
人
で
同
じ
だ
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
を
持

っ
て
い
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る
け
れ
ど
も
へ
全
然
違
う
ん
で
す
｡
そ
の
へ
ん
が
'
何
と
な
-
誤
解
を

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
な
と
い
う
感

じ
が
し
ま
す
ね
｡

安
孫
子

老
人
,
老
人
と
い
う
ん
だ
け
れ
ど
も
､
い
ま
七

〇
代
と
い
う
の
は
明
治
時
代
な
ら
五

〇
代

だ
な
｡

福
武

ア
メ
-
カ
の
場
合
は
本

に
や
り
す
ぎ
て
い
る
の
で
'
ま
あ
日
本
に
も
若
干
の
ば
ら
ま
き
は
あ
り
ま
す
け

れ
ど
も
､
働
か
な
い
で
生
活
保
障
費
を
も
ら
っ
て
の
ん
び
り
し
た
方
が
い
い
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
ま
で
は
い
っ



て
い
ま
せ
ん
か
ら
｡

ア
メ
リ
カ
は
ひ
ど
す
ぎ
た
わ
け
で
す
よ
ね
｡
貧
乏
と
の
闘
い
と
い
う
の
で
t

や
り
す
ぎ
て
し
ま
っ
て
'
中
-
ら

い
の
連
中
は
､
あ
ん
な
野

ね
こ
ど
も
を
食
わ
し
て
い
た
ら
か
な
わ
ん
と
い
う
の
が
レ
ー
ガ
ン
を
生
み
出
し
た
わ

け
で
し
ょ
う
か
ら
｡
相
当
行
き
す
ぎ
が
あ

っ
た
よ
う
で
す
ね
｡

安
孫
子

た
だ
ア
メ
リ
カ
に
同
情
で
き
る
の
は
,
黒
人
問
題
を
抱
え
て
い
る
か
ら
ね
｡
そ
の
点
､
日
本
は
幸
せ
だ

と
思
う
な
｡

地
域
社
会

の
果
す
役
割

安
孫
子

家
庭
､
地
域
社
会
,
あ
る
い
は
社
会
教
育
と
い
う
も
の
の
背
景
が
な
い
と
う
ま
-
い
か
ん
だ
ろ
う
と
い

う
面
が
あ
る
と
思
い
ま
す
｡
主
と
し
て
文
部
省
に
努
力
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
問
題
で
す
け
れ
ど
も
へ

展
開
す
る
に
は
政
党
活
動
の
ほ
か
､
行
政
的
に
は
社
会
教
育
の
充
実
が
必
要
な
ん
で
し

ょ
う
ね
｡
地
域
の
連
帯
の

問
題
と
か
｡

福
武

そ
れ
が
弱
ま

っ
て
い
ま
す
か
ら
､
地
域
で
人
間
が
結
び

つ
-
手
立
て
を
考
え
な
い
と
だ
め
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
｡

安
川

都
会
で
は
特
に
ア
パ
ー
ト
み
た
い
な
の
が
隣
と
は
全
-
何
の
関
係
も
な
い
.
た
だ
寝
泊
ま
り
す
る
の
に
い
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る
だ
け
で
あ

っ
て
､
地
域
と
い
う
こ
と
に
何
の
意

も
な
い
と
い
う
の
は
'
住
宅
の
構
造
に
も
影
響
が
あ
る
の
で



は
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
｡

安
孫
子

テ
キ
ス
ト
で
も

つ
-

っ
て
､
政
府
の
方
針
と
し
て
社
会
教
育
主
事
あ
た
り
に
相
当
吹
き
込
ん
で
､
こ
う

い
う
考
え
方
を
展
開
し
な
い
と
や
は
り
う
ま
く
い
か
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
ね
｡
と
こ

ろ
が
､
国
の
方
が
バ
ラ
バ

ラ
な
ん
で
ね
｡
(
笑
)

黒
田

地
域
社
会
の
自
治
会
の
事
務
所
な
ど
､
日
曜
日
に
老
人
が
集
ま
り
ま
し
て
､
踊

っ
た
り
'
歌

っ
て
い
る
だ

け
で
す
ね
｡
あ
れ
で
老
人
対
策
な
ど
と
い
う
の
は
意
味
が
あ
る
の
か
な
と
-
‥
｡｡
地
方
に
行
-
と
､
た
と
え
ば
盆

栽
の
つ
く
り
方
と
か
､
そ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
ん
で
す
｡

安
孫
子

-
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
だ
け
な
ん
だ
.

黒
田

農
村

へ
行
け
ば
地
域
社
会
の
'
お
互
い
の
連
帯
は
あ
る
で
し
ょ
う
｡

安
孫
子

地
方
は
ま
だ
あ
る
が
､
都
会
は
も
う
い
か
ん
な
｡
何
も
な
い
｡

黒
田

都
会
の
行
政
は
何
を
や
っ
て
い
る
の
か
な
と
い
う
疑
問
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
｡

岡
崎

そ
う
で
し
ょ
う
ね
｡
し
か
し
都
会
は
や
る
こ
と
が
多
い
か
ら

(
笑
)

安
孫
子

だ
か
ら
､
と

う
い
う
問
題
に
集
中
を
し
て
､

一
つ
の
部
門
と
し
て
展
開
し
て
-
れ
る
と
い
い
ん
だ
よ
ね
｡

場
当
た
り
で
､
予
算
の
取
り
い
い
も
の
だ
け
を
や
っ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
'
体
系
が
で
き
て
い
な
い
ね
｡
そ
れ
は

一
つ
の
欠
点
で
す
ね
｡

黒
田

ア
メ
リ
カ
で
も
､
老
人
扶
養
に
対
す
る
家
族
の
役
割
が
第

一
に
出
て
き
ま
し
て
､
第
二
に
地
域
社
会
の
役

割
が
強
調
さ
れ
て
き
ま
し
た
｡
な
ぜ
な
ら
ば
と
い
う
理
由
が
書
い
て
あ

っ
た
の
で
す
が
､
老
人
の
行
動
範
囲
は
非
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常
に
狭
い
｡
だ
か
ら
何
か
あ

っ
た
と
き
に
地
域
社
会
と
い
う
も
の
が
魂
実
に
は
老
人
を
助
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
､

そ
の
前
に
家
族
が
い
る
の
で
す
け
れ
ど
｡
一
一番
目
は
地
域
社
会
｡
地
域
社
会
に
お
け
る
老
人
対
策
と
い
う
も
の
を

非
常
に
重
要
に
し
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
'
日
本
な
ど
そ
の
点
は
ま
だ
ま
だ
考
え
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

ま
す
｡

安
孫
子

出
合
の
温
泉
場
で
は
'
あ
ま
り
は
や
ら
な
い
旅
館
で
も
生
計
を
維
持
し
て
い
け
る
の
は
､
老
人
ク
ラ
ブ

の
お
か
げ
で
す
よ
｡
老
人
ク
ラ
ブ
は
安
い
で
す
か
ら
､
普
通
の
と
こ

ろ
は
引
き
受
け
な
い
ん
だ
が
､
安
宿
の
と
こ

ろ
は
引
き
受
け
る
わ
け
だ
｡
だ
か
ら
そ
れ
で
満
員
で
す
｡
温
泉
場

へ
行

っ
て
踊

っ
た
り
､
風
呂

へ
入

っ
た
り
し
て

い
る
｡
そ
れ
が
い
ま
老
人
対
策
に
な

っ
て
い
る
ん
だ
ね
｡
老
人
ク
ラ
ブ
の
主
な
る
仕
事
だ
｡
福
祉
年
金
を
使

っ
て

行
-
ん
で
し

ょ
う
｡
(
笑
)

安
孫
子

や
は
り
住
宅
問
題
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
､
老
人
と
同
居
す
る
と
い

っ
た

っ
て
､
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そ
ん
な
構
造
に
な

っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
'
こ
れ
が

問
題
で
す
ね
｡

福
武

統
計
を
見
ま
す
と
'
外
国
と
そ
う
違
わ
な
い
ぐ
ら
い
ま
で
に
な

っ
て
い
る
の
で
す
が
'
た
だ
そ
の
統
計
が

面
積
で
は
な
く
て
部
屋
当
た
り
､

人
当
た
り
の
部
屋
数
と
か
'
そ
う
い
う
続
許
な
も
の
で
-

-
地
方
都
市
か
ら

農
村
に
行
け
ば
か
な
り
広
い
で
す
け
れ
ど
も
'
東
京
な
ど
と
い
う
こ

と
に
な
る
と
､
大
変
で
す
ね
｡

黒
田

住
宅
所
有
形
態
と
い
う
の
を
地
域
別
に
見
る
と
､
た
と
え
ば
北
陸
な
ど
持
ち
家
が
八

〇
%
で
し
ょ
う
｡
老

人
の
比
率
が
多
い
わ
け
で
す
｡
そ
し
て
老
人
は
住
宅
を
持

っ
て
い
ま
す
か
ら
､
地
方
の
場
合
は
息
子
十
八
婦
が
帰

っ

て
き
ま
し
て
も
問
題
は
案
外
簡
単
に
か
た
ず
く
｡



問
題
は
や
は
り
都
市
で
す
｡
こ

れ
を
ど
う
し
た
ら
い
い
か
､
大
き
な
問
題
で
す
ね
｡
地
方
の
農
村
は
わ
り
あ
い

い
い
で
す
ね
｡

安
孫
子

た
だ
農
村
に
い
す
両
親
は
､
息
子
が
東
京
に
住
ん
で
い
た

っ
て
,
東
京

へ
出
て
き
た
-
な
い
ん
だ
.

黒
田

と
い
っ
て
,
息
子
に
翌

日
へ
帰

っ
て
こ
い
と
い
っ
て
も
'
そ
う
簡
単
に
い
き
ま
せ
ん
し
｡

安
孫
子

だ
か
ら
寝
た
き
り
み
た
い
に
な

っ
ち
ゃ
う
｡

黒
田

そ
う
な
る
と
'
や
は
り
地
域
社
会
の
問
題
が
起
き
て
-
る
｡

安
孫
子

だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
か
ら
い
う
と
､
ど
う
し
て
も
企
業
分
散
を
し
て
も
ら
い
た
い
わ
け
で
す
｡
地
方
に
は

職
場
が
な
い
で
す
か
ら
ね
｡

家
族
制
度

の
変
遷
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安
孫
子

家
族
制
度
の
問
題
が
あ
る
わ
け
で
す
が
へ
こ

れ
が
崩
壊
し

っ
つ
あ
る
わ
け
で
す
ね
｡
し
か
し
限
界
は
あ

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
も
す
る
の
で
す
｡

家
族
制
度
の
問
題
と
い
う
の
は
'
政
治
的
に
ど
う
こ
う
と
い
う
わ
け
に
も
な
か
な
か
い
か
な
い
わ
け
で
す
｡
目

本
的
な
も
の
の
よ
さ
を
あ
る
程
度
､
保
持
を
し
て
い
っ
た
方
が
い
い
と
思
う
ん
だ
け
れ
ど
も
'

体
ど
う
い
う
手

段
が
あ
る
か
｡
ま
た
､
ど
の
へ
ん
に
見
切
り
を
つ
け
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
は
､
き
わ
め
て
重
要
で
は
な
い
か
と

思

っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
ね
｡



福
武

私
は
､
い
ま
の
と
こ
ろ
は
ま
だ
音
の
家
制
度
的
な
考
え
方
と
い
う
の
は
残

っ
て
い
る
と
思
う
｡
残

っ
て
い

る
か
ら
こ
そ
,
-

若
い
方
も
そ
う
な
ん
で
す
が

-
ほ
か
の
国
は
二
割
と
か
三
割
と
い
う
ふ
う
な
状
況
な
の
に
'

わ
が
国
は
七
割
-
ら
い
が
親
子
と
も
ど
も
同
居
し
た
い
と
言

っ
て
い
る
の
で
す
｡
こ
の
と
こ
ろ
や

っ
ぱ
り
減

っ
て

は
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
､
お
年
寄
り
と
子
供
な
い
し
孫
と
の
同
居
率
が
ま
だ
七
割
近
い
数
字
を
維
持
し
て
い
る
の

で
す
｡

し
か
し
､
数
年
前
経
済
企
画
庁
が
予
測
し
た
数
字
で
は
､
こ
の
一

一
世
紀
に
な
る
と
半
分
-
ら
い
に
な
り
そ
う

だ
と
い
う
こ

と
で
し
た
ね
｡
私
も
そ
の
へ
ん
ま
で
下
が
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡

と
い
う
の
は
､
都
市
人
口
が
多
-
な
り
ま
し
た
ね
｡
そ
れ
に
､
自
営
業
が
う
ん
と
少
な
く
な
り
ま
し
た
｡
自
営

の
場
合
は
､
比
較
的
組
子
同
居
が
可
能
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
､
大
都
市
に
住
ん
で
い
る
雇
用
者
と
い
う
の
は
､

気
持
ち
と
し
て
は

遠

に
住
み
た
い
と
思

っ
て
も
､
事
実
1
､
ち
ょ
っ
と
無
理
な
の
で
す
｡
そ
う
い
う
意
味
で
､

長
い
間
に
は
変
わ

っ
て
い
-
と
思
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
｡

し
か
も
､
親
子
う
ま
く
や

っ
て
い
-
た
め
に
は
'
最
低
限
の
支
え
が
必
要
で
す
､
子
供
の
方
は
大
き
く
な
る
ま

で
何
と
し
て
も
仕
立
て
上
げ
な
き

ゃ
な
ら
な
い
と
い
う
､
親
の
責
任
が
あ
り
ま
す
が
､
年
寄
り
に
対
し
て
は
､
年

寄
り
の
方
で
若
干
の
も
の
は
出
せ
る
と
い
う
こ

と
で
､
親
子
の
問
も
初
め
て
う
ま
-
い
-
の
じ
ゃ
な
い
か
｡
だ
か

ら
､
社
会
保
障
に
力
を
い
れ
な
く
て
も
､
家
族
の
扶
養
に
頼
れ
ば
何
と
か
な
る
と
い
う
の
は
､
誤
り
で
あ

っ
て
､

最
低
の
て
こ
入
れ
を
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
､
む
し
ろ
親
子
仲
良
-
や

っ
て
い
く
こ
と
が
維
持
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
｡
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そ
う
い
う
意
味
か
ら
も
､
最
低
の
下
支
え
だ
け
は
き
ち
ん
と
や
り
ま
す
､
と
い
う
安
心
感
を
与
え
な
い
と
､
そ

れ
こ

そ
望
み
が
な
く
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
｡
と

時
に
､
さ
き
ほ
ど
釆
の
お
話
の
よ
う
に
'
こ

れ
か
ら
先
へ

十
分
な
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
目
に
見
え
て
お
り
ま
す
か
ら
､
私
は
'
先
ほ
ど
の
働
く
か
､
働
か
な
い

～

か
と
い
う
点
に
つ
き
ま
し
て
も
'
早
-
さ

っ
さ
と
辞
め
て
'
年
金
生
活
を
や

っ
た
方
が
い
い
と
い
う
の
は
へ
一

世
紀
に
は
不
可
能
で
あ

っ
て
､
や

っ
ぱ
り
そ
の
と
き
に
六
五
に
な

っ
た
と
し
て
､
そ
れ
で
も
う
､
即
'
年
金
生
活

で
何
も
し
な
い
と
い
う
ふ
う
に
は
'
必
ず
し
も
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
｡

そ
れ
ほ
ど
の
年
金
を
払
え
な
い
わ
け
で
す
か
ら
｡

岡
崎

そ
の
と
お
り
で
す
｡

黒
田

制
度
を
お
考
え
い
た
だ
い
て
'
ち
ょ
っ
と
だ
け
働
い
た
方
が
有
利
で
あ
る
と
い
う
制
度
に
な

っ
て
い
る
方

が
､
よ
ろ
し
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
｡

安
孫
子

う
ん
､
確
か

にね
｡

岡
崎

た
だ
同
格
に
し
て
'
ど

っ
ち
か
を
選
ぶ
と
い
う
の
で
は
な
く
て
'
年
金
よ
り
も
働
い
た
方
が
ち
ょ
っ
と
有

利
に
な
る
と
い
う
ふ
う
な
制
度
に
な

っ
て
お
れ
ば
､
働
く
と
思
い
ま
す
ね
｡
そ
う
で
な
か

っ
た
ら
む
し
ろ
リ
タ
イ
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ア
し
て
'

隠
居
を
し
て
し
ま
う
の
で
､
そ
れ
で
は
困
る
わ
け
で
す
｡

安
孫
子

家
族
制
度
と
い
う
の
は
や
っ
ぱ
り
大
勢
と
し
て
は
､
崩
壊
す
る
の
は
'
限
度
は
あ
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
､

や
む
を
得
な
い
で
し
ょ
う
ね
｡

福
武

私
は
､

そ
う
簡
単
に
崩
壊
は
し
な
い
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
､
た
だ
昔
と
違
う
の
は
こ
う
い
う
こ
と
で
は



な
い
で
し
ょ
う
か
｡

昔
な
ら
､
少
々
子
供
に
し
わ
寄
せ
を
し
て
も
､
親
を
何
と
か
み
な
き

ゃ
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
あ

っ
た
が
､
そ

れ
は
変
わ

っ
た
｡
や
っ
ぱ
り
子
供
の
方
が
大
切
で
あ

っ
て
､
余
裕
が
あ
れ
ば
親
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
'
そ
れ
を

昔
に
返
そ
う
と
い
う
の
は
,
と
て
も
無
理
な
話
だ
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
｡

女
性

の

ラ
イ

フ
サ
イ

ク

ル
の
変

化

出
生
率
と
仕
事

安
孫
子

女
性
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
変
化
､
こ
れ
は
ど
う
で
す
か
｡

福
武

そ
れ
は
こ
れ
か
ら
極
め
て
重
大
な
問
題
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
0

戟
前
に
比
べ
ま
し
て
､
戦
後
に
な

っ
て
形
の
上
で
は
い
ち
お
う
男
女
は
平
等
に
な
り
ま
し
た
ね
｡
そ
う
い
う
ふ

う
に
な

っ
た
も
の
で
す
か
ら
,
こ

の
男
女
平
等
問
題
は
､
余
り
は

っ
き
り
し
た
目
標
な
し
に
推
移
し
た
と
思
う
ん

で
す
｡
と
こ
ろ
が
､
国
際
婦
人
年
で
が
ら
り
と
変
わ

っ
ち
ゃ
っ
た
わ
け
で
す
｡

少
な
く
と
も
､
お
偉
い
お
役
人
な
ん
か
も
､
｢
女
'
子
供
の
-
せ
に
｣
へ
な
ん
て
い
う
よ
う
な
こ

と
は
言
え
な
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く
な

っ
た
わ
け
で
す
よ
､
建
て
前
と
し
て
｡
さ
ら
に
家
庭
責
任
は
男
女
共
同
で
あ

っ
て

じ
だ
と
い
う
ふ
う
な
と

こ
ろ
ま
で
!

あ
ら
ゆ
る
差
別
撤
廃
条
約
と
い
う
の
が
､
謡
い
き
り
ま
し
た
の
で
､
こ
れ
は
､
現
実
と
理
想
と
は

う
ん
と
距
離
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も

!

こ
の
理
想
は
空
想
だ
と
い
う
こ
と
で
､
も
う

一
遍
反
動
が
来
る
と
い

う
こ
と
は
､
私
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
｡



で
す
か
ら

､

こ

れ
か
ら
は
や
っ
ぱ
り
ど
婦
人
が
働
-
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
'
物
事
を
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
る
､
少
な
く
と
も
三

世
紀
は
,
そ
う
い
う
こ

と
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
う
の
で
す
｡

そ
う
す
る
と
,
た
と
え
ば
年
金
に
い
た
し
ま
し
て
も
､
世
帯
で
考
え
て
い
る
年
金
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
､

二
人
働
い
て
い
れ
ば
四
人
分
が
出
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
そ
う
い
う
こ
と
も
合
理
化
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け

′

な
い
の
で
弟
が
､
同
時
に
私
が
心
配
な
の
は
､
そ
う
い
う
ふ
う
に
婦
人
の
職
場
進
出
が
さ
ら
に
進
ん
で
ま
い
り
ま

し
た
場
合
に
､
出
生
率
が
置
き
換
え
水

ま
で
回
復
す
る
と
い
う
の
は
と
て
も
不
可
能
で
は
な
い
か
｡
そ
の
た
め

に
も
私
は
､
児
童
手
当
と
い
う
の
を
も
う

ペ
ん
見
直
し
た
い
の
で
す
｡
い
ま
の
と
こ
ろ
子
供
が
ふ
え
て
お
り
ま

せ
ん
か
ら
､
保
育
所
需
要
と
い
う
の
が
あ
ま
り
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
､
将
来
を
考
え
る
と
'
保
育
所
と
い
う
問
題

が
非
常
に
重
要
に
な
る
の
で
は
な
い
か
｡

そ
う
い
う
点
で
､
国
の
将
来
を
支
え
て
-
れ
る
子
供
を
産
ん
で
-
れ
る
ん
だ
と
い
う
観
点
か
ら
'
児
童
対
策
を
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考
え
な
い
と
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
｡

福
祉
に
金
は
む
だ
だ
と
い
う
こ

と
で
､
児
童
手
当
な
ど
や
め
ろ
と
い
う

論
も
あ
り
ま
す
が
､
児
童
手
当
と
い

う
の
は
も
と
も
と
ほ
か
の
国
と
看
板
を
そ
ろ
え
る
た
め
に
や
っ
た
よ
う
な
も
の
で
､
第
三
子
か
ら
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
｡
そ
う
い
う
の
も
恐
ら
-
基
本
的
に
考
え
直
す
と
い
う
こ
と
が
､

1
世
紀
を
展
望
し

た
場
合
に
必
要
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
｡

安
孫
子

い
ま
出
生
率
が

一
･
七
五
で
し
た
ね
｡
あ
れ
は
ど
う
な
ん
で
す
か
｡
回
復
す
る
ん
で
す
か
｡

岡
崎

私
ど
も
の
厚
生
省
人
口
問
題
研
究
所
の
推
計
で
は
'
い
ま
の
と
こ
ろ
産
む
意
欲
が
衰
え
て
い
な
い
か
ら
'



ま
あ
結
婚
が

れ
て
い
ま
す
か
ら
下
が

っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
､
や
が
て
回
復
す
る
と
い
う
見
通
し
に
な

っ
て
い
ま

す

｡

安
孫
子

･
四
ぐ
ら
い
い
く
ん
で
す
ね
､
や
っ
ぱ
り
｡

岡
崎

二

二

人
程
度
で
､
入
日
置
き
換
え
水
準
す
れ
す
れ
ま
で
だ
と
思
い
ま
す
｡

た
だ
福
武
先
年
の
お
話
で
大
変
興
味
を
感
じ
ま
し
た
の
は
,
社
会
が
子
供
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
問
題
で
す
｡

蝕
年
率
の
回
復
の
問
題
は
と
も
か
-
と
い
た
し
ま
し
て
､
年
金
の
問
題
と
か
､
あ
る
い
は
福
祉
社
会
を
考
え
る
と

き
､
子
供
と
い
う
も
の
が
社
会
の
財
産
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
,
も
う

完

ん
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
と
思

い
ま
す
ね
｡

福
武

五
人
竺

人
あ
ま
り
に
も
年
寄
り
が
ふ
え
る
と
い
う
こ
と
を
展
望
し
ま
す
と
､
や
は
り
そ
れ
を
支
え
て
-

れ
る
の
は
子
供
な
の
で
す
か
ら
,
そ
れ
を
う
ま
-
支
え
な
い
と
国
が
成
り
立
ち
ま
せ
ん
か
ら
､
国
家
的
な
見
地
か

ら
､
産
め
よ
ふ
や
せ
よ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
､
少
し
考
え
方
を
変
え

な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
｡

そ
う
い
う
こ
と
を
思
い
ま
す
と
へ
働
-
婦
人
が
多
-
な

っ
て
､
し
か
も
静
止
人
口
に
な
る
ま
で
産
ん
で
も
ら
う

と
い
う
の
は
大
変
な
こ
と
で
す
ね
｡
今
の
ま
ま
で
は
､
産
ま
な
い
方
が
楽
だ
と
い
う
ふ
う
な
こ

と
に
行
着

の
で
は

な
い
か
と
思
う
の
で
す
｡

安
孫
子

そ
ん
な
気
も
す
る
の
で
す
が
ね
｡

岡
崎

た
だ
四
人
も
五
人
も
と
い
う
の
で
は
な
く
､
平
均
二
人
の
子
ど
も
で
い
い
ん
で
す
L
t
や
り
方
に
よ

っ
て

--284-



は
そ
う
無
理
な
注
文
で
も
な
い
と
思
う
の
で
す
｡

結
婚
し
て
か
ら
も
働
い
て
,
育
児
の
た
め
に

高

休
む
､
そ
し
て
ま
た
就
労
と
い
う
ふ
う
に
､
ラ
イ

フ

･
サ
イ

ク
ル
を
上
手
に
組
み
合
わ
せ
れ
ば
-

ん
な
に
無
理
な
こ

と
で
は
な
い
の
で
､
う
ま
-
や
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
が
｡

福
武

戟
前
で
す
と
,
働
く
の
は
貧
乏
人
の
娘
で
､
少
し
才
能
の
あ
る
人
だ
と
警

婦
人
と
い
う
形
で
し
た
｡
そ

の
職
業
婦
人
も
､
偉
い
な
あ
と
思
い
な
が
ら
多
少
軽
蔑
し
て
い
る
部
分
も
あ
り
ま
し
た
｡
ま
た
貧
乏
だ
か
ら
働
い

て
い
る
の
で
あ
り
､
女
は
家
庭
を
守
る
専
業
主
婦
で
あ
る
こ

と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
｡
女
性
が
働
-

場
合
に
は
こ

の
二

つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ

っ
た
わ
け
で
す
｡
そ
れ
が
戦
争
中
の
勤
労
動
員
で
そ
う
い
う
偏
見
を
か
な

り
な
く
し
て
し
ま

っ
て
､
戟
後
に
な

っ
た
ら
ワ
-
ツ
と
女
の
人
が
働
-
よ

う
に
な

っ
た
わ
け
で
す
｡

そ
の
働
き
方
は
､
結
婚
し
た
ら
辞
め
る
と
い
う
働
き
方
だ

っ
た
の
で
す
が
へ
い
ま
は
M
字
型
に
な

っ
て
い
る
ん

で
す
｡
岡
崎
さ
ん
の
言
わ
れ
た
よ
う
に
子
供
を
育
て
る
と
き
は
辞
め
て
､
子
育
て
が
終
わ
る
と
ま
た
働
-
と
い
う

の
が
M
字
型
で
す
が
,
今
後
は
キ
ャ
-
ア
の
上
の
方
の
婦
人
か
ら
始
ま

っ
て
い
-
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
､
無
理
を

し
て
も
ず

っ
と
働
-
と
い
う
方
向
に
､

M
字
型
の
底
が
少
し
ず

つ
上
が

っ
て
-
る
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
｡

そ
う
し
ま
す
と
､
や
は
り
育
児
休
業
制
度
と
い
う
の
も
必
要
に
な

っ
て
-
る
L
t
保
育
所
で
ち
ゃ
ん
と
見
て
あ

げ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
必
要
に
な

っ
て
-
る
L
t
男
ど
も
の
考
え
方
も
変
わ

っ
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
｡

と
同
時
に
､
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
が
働
い
て
支
え
た
方
が
い
い
と
黒
胃
さ
ん
が
お

っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
､
女
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の
人
も
そ
の

を
担
え
る
わ
け
で
す
ね
｡



そ
う
い
う
点
で
一

毒

紀
を
展
望
し
た
場
合
に
は
､
女
の
人
の
ラ
イ
フ

･
サ
イ
ク
ル
と
い
う
の
は
大
き
く
変
わ

り
ま
す
か
ら
､
そ
れ
に
対
し
て
手
を
打
た
な
け
れ
ば

い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
｡

黒
田

福

先
生
が
お

っ
し

ゃ
っ
た
こ
と
を
言

い
換
え
る
と
､
老
齢
化
‥社
会
の
問
題
を
考
え
て
い
-
と
き
に
'
老

人
だ
け
を
考
え
て
は
い
か
ん
と
い
う
こ
と
で
す
ね
｡
い
ま
の
子
供

の
問
題
と
い
う
の
は
'
今
度
は
義
務
教
育

の
問

題
で
す
か
ら
､
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
関
係
し
て
-
る
と
思
う
の
で
す
｡

だ
か
ら
高
齢
者
だ
け
を
考
え
る
の
が
わ
れ
わ
れ
の
仕
事

で
は
な
-
て
､
年
齢
全
体
に

つ
い
て

-

年
齢
構
造

の

極
端
な
変
化
､
そ
の
相
互
間
の
関
係
を
十
分
に
考
え
な
い
と
｡

福
武

婦
人
問
題
企
画
推
進
会
議
の
メ
ン
バ
ー
だ
か
ら
亭

っ
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
､
老
人
問
題
と
い

っ
た

っ

て
､
そ
の
大
部
分
は
女
な
ん
で
す
｡
女

の
方
が
長
生
き
す
る
ん
で
す
｡
(
笑
)
だ
か
ら
二

〇
%
以
上
を
占
め
る
と

い
う
老
人
の
中
に
､
女
は
非
常
に
多

い
の
で
す
｡

岡
崎

ト
ー
タ
ル
と
し
て
高
齢
化
社
会
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思

い
ま
す
｡
私
は
人

口
を
や

っ
て
い

ま
す
か
ら
､
人
口
の
再
生
産
と
い
う
観
点
を
入
れ
て
高
齢
化
社
会
を
考
え
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
｡

つ
ま
り
子
供
に

つ
い
て
は
､
あ
る

完

の
数
と
質
を
備
え
た
子
供
が
産
め
る
条
件
が
整

っ
て
い
て
'
他
方
高
齢
者

の
数
が
ふ
え
て
も
,
そ
れ

で
も
う
ま
-
経
済
が
循
環
す
る
よ
う
に
,
そ
う
い
う
卜
-
タ
ル

と
し
て
の
シ
ス
テ
ム
で

高
齢
化
社
会
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
｡

安

川

い
ま
福
武
さ
ん
や
岡
崎
さ
ん
が
お

っ
し

ゃ
っ
た
よ
う
に
'

家
庭

の
中

の
子
供

で
は
な
し
に
､
社
会
的
な
意
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で
の
子
供

の
価
値
と
い
う
も

の
が
本
当
に
見
直
さ
れ
る
時
代
が
､
こ
れ
か
ら
来
る
と
思
い
ま
す
｡



少
な
-
も
健
全
な
夫
婦
は
二
人
は
必
ず
産
む
,
ま
た
産
む
こ
と
が
い
い
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
社
会
の
空
気
も

つ

く
り
-
-
厚
生
省
な
ど
の
委
員
会
で
発
言
し
た
こ

と
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
､
女
性
が
社
会

へ
進
出
し
て
も
子

供
二
人
は
,
社
会
的
な

一
つ
の
必
要
か
ら
産
み
育
て
ら
れ
る
よ
う
な
環
境
を

つ
-

っ
て
い
き
ま
せ
ん
と
'
そ
の
こ

と
の
方
が
心
配
で
す
ね
｡
み
ん
な
が
三
人
産
ん
だ
ら
人
口
が
ふ
え
て
し
ま
い
ま
す
の
で
､
こ
れ
ま
た
問
題
が
あ
る

′1

の
で
す
け
れ
ど
も
｡

福
武

そ
の
子
供
た
ち
が
年
金
を
出
し
て
く
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
ね
｡
い
ま
の
年
金
の
シ
ス
テ
ム
で
す
と
､
二
人

と
も
厚
生
年
金
で
年
金
を
も
ら

っ
て
､
所
帯
で
言
え
ば
四
人
分
も
ら

っ
て
'
享

供
が
い
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
る

と
､
専
業
主
婦
で
子
ど
も
を
育
て
る
方
は
大
損
で
す
ね
｡

岡
崎

子
供
を
二
人
産
ん
だ
人
に
は
保
険
料
半
分
に
す
る
-
-

(
笑
)

安
川

税
金
を
何
と
か
す
る
と
か
､
何
か
そ
う
い
う
優
遇
措
置
を
ぜ
ひ
政
治
家
の
立
場
で
考
え
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
｡
そ
う
い
う
環
境
を

つ
く

っ
て
い
か
な
い
と
'
単
に
か
望

戸
だ
け
で
は
無
理
な
こ
と
な
の
で
｡

岡
崎

そ
れ
だ

っ
た
ら
子
供
を
産
ま
ず
に
､
自
分
が
年
を
取

っ
た
と
き
に
年
金
を
も
ら
え
れ
ば

一
番
待
な
ん
で
す

か
ら
｡
た
だ
で
,
ま
ん
じ
ゅ
う
を
食
う
よ
う
な
も
の
で
す
｡
ぼ
-
は
二
人
産
み
ま
し
た
か
ら
｡
(
笑
)
た
だ
し
､

男
の
子
ば
か
り
で
す
が
｡

安
孫
子

同
時
に
み
ん
な
各
省
に
ま
た
が
る
問
題
で
す
か
ら
ね
｡
い
ま
ま
で
お
話
を
聞
い
た
点
に
つ
い
て
分
類
を

し
て
み
ま
す
と
､
健
康
管
理
の
問
題
が

一
つ
あ
る
わ
け
で
す
｡
こ

れ
を
ど
う
い
う
シ
ス
テ
ム
に
す
る
か
と
い
う
の

は
厚
生
省
で
考
え
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
'
こ
ち
ら
も

一
つ
の
案
を

つ
-

っ
て
提
示
を
し
な
く
て
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は
い
か
ん
と
思

っ
て
お
り
ま
す
｡
年
金
､
医
療
保
険
の
問
題
は
当
然
で
す
｡
そ
れ
か
ら
い
ま
ま
で
お
話
の
出
た
児

童
手
当

の
問
題
も
､

体
ど
う
い
う
ふ
う
に
今
後
扱

っ
て
い
ノ＼
か
と
い
う
二

つ
の
指
針
だ
け
は
や
は
り
提
示
す

る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
な
t
と
い
う
ふ
う
に
思

っ
て
い
る
の
で
す
｡

そ
れ
か
ら
保
育
所
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
､
保
育
所
の
問
題
｡

こ
の
間
､
質
問
も
出

て
お
り
ま
し
た
ね
｡
こ
れ

は
ど
う
い
う
も

の
で
し
ょ
う
か
｡
い
ま
空
い
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
､
子
供
が
少
な
-
な

っ
た
か
ら
｡
た
だ
'
子
供

は
親
も
と
で
育
て
た
方
が
い
い
と
い
う

論
が
あ
る
わ
け
で
す
が
､
そ
こ
は
ど
う
い
う
ふ
う
な
-
-
･

福
武

這

ス
キ
ン
シ
ッ
プ
が
必
要
だ
と
い
う
考
え
方
が
強
か

っ
た
の
で
す
が
､
そ
こ
の
と
こ

ろ
は
ど
う
も
よ
く

わ
か
り
ま
せ
ん
｡
二

〇
年
あ
ま
り
前
に
は
､
世
界
的
に
も
そ
う
だ
と
い
う
感
じ
で
､
厚
生
省
の
児
童
家
庭
局
で
昔
､

議
論
し
た
と
き
､
そ
う
い
う
建
て
前
か
ら
'
私
な
ど
も
1

時
や
は
り
そ
う
か
な
と
思
い
ま
し
た
｡

い

っ
た
ん
辞
め

て
子
供
を
育
て
､
そ
れ
か
ら
ま
た
働
け
ば
い
い
だ
ろ
う
､
ま
た
や
れ
る
と
い
う
可
能
性
が
あ
れ
ば
､
結
婚
し
た
ら

辞
め
る
い
う
場
合
よ
り
も
勤
め
方
は
違

っ
て
き
て
､
あ
る
程
度

つ
な
が
る
だ
ろ
う
と
思

っ
た
の
で
す
け
れ
ど
､
そ

う
い
う
考
え
方
が
大
部
分
だ

っ
た
の
で
す
｡

そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
育
児
休
業

の
制
度
と
い
う
も
の
は
必
要
に
な
る
と
思
う
の
で
す
が
､
現
存
非
常
に
苦

労
し
て
お
や
り
に
な

っ
て
い
る
よ
う
な
､
い
わ
ゆ
る
キ
ャ
リ
ア
ウ
ー

マ
ン
の
よ
う
な
人

の
幅
は
､
こ
れ
か
ら
ふ
え

る
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
｡
そ
う
い
う
人
の
こ

と
を
考
え
ま
す
と
､
や
は
り
保
育
所
と
い
う
も

の
を
も
う

一
ペ
ん

見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
が
来
る
の
で
は
な
い
か
､
今
す
ぐ
と
い
う
わ
け
で
は
ご
ざ

い
ま
せ
ん
け
れ
ど
｡

今
の
と
こ

ろ
ベ
ビ
ー
ホ
テ
ル
な
ど
問
題
に
な

っ
て
い
る
の
は
､
..U
亭
主
と
離
婚
し
た
り
死
別
し
た
り
し
て
､
夜

-I-･288-



の
勤
め
を
し
て
い
る
よ
う
な
女
性
が
預
け
る
と
い
う
よ
う
な
形
で
す
ね
｡
し
か
し
､
そ
う
い
う
人
た
ち
で
は
な
く

て
､
別
の
意
味
に
お
き
ま
し
て
共
か
せ
ぎ
が
可
能
に
な
る
よ
う
な
保
育
の
シ
ス
テ
ム
と
い
う
の
は
､
こ

れ
か
ら
先
､

考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
｡

児
童
手
当
な
ど
も
税
制
と
か
な
り
関
係
が
.ご
ざ
い
ま
し
て
､
私
の
と
こ
ろ
の
研
究
員
が
は
じ
き
出
し
た
の
で
は
､

扶
養
控
除
と
い
っ
て
子
供
が
あ
れ
ば
税
金
を
引
く
よ
う
に
な
り
ま
す
ね
｡
あ
れ
を
や
め
て
児
童
手
当
に
回
せ
ば
､

か
な
り
払
え
る
と
い
う
よ
う
な
計
算
も
成
り
立
つ
よ
う
で
す
｡

そ
れ
は
医
療
控
除
の
場
合
も
同
じ
よ
う
で
し
て
'
課
税
限
度
に
は
達
し
な
い
よ
う
な
人
は
税
控
除
の
恩
恵
を
受

け
な
い
わ
け
で
す
｡
そ
う
い
っ
た
こ

と
を
見
直
し
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
も
あ
る
わ
け
で
､
こ

れ
は
や
は
り
考
え
る
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡

そ
し
て
､
税
金
を
で
き
る
だ
け
公
正
に
取
る
工
夫
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
気
が

す
る
の
で
す
｡
人
間
と
い
う
の
は
同
じ
ぐ
ら
い
の
所
得
が
あ
り
な
が
ら
､
自
分
は
た
く
さ
ん
払

っ
て
い
る
と
い
う
､

こ

れ
は
が
ま
ん
で
き
な
い
ん
だ
ね
｡
｢
九

･
六

･
四
｣
の

｢
九
｣
の
方
の
人
は

｢
六

･
四
｣
の
方
の
人
に
対
し
て
､

が
ま
ん
で
き
な
い
の
で
す
｡
と
こ

ろ
が
そ
れ
が
あ
る
程
度
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
'
公
平
に
税
金
が
取
ら
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
'
上
の
方
の
人
は
少
々
た
-
さ
ん
取
ら
れ
て
も

｢
ま
あ
お
れ
の
税
金
が
弱
い
人
を
助
け
て

い
る
の
だ
か
ら
｣
と
い
う
､
が
ま
ん
が
で
き
る
わ
け
で
す
｡
や
は
り
横
並
び
を
も
う
少
し
き
ち
ん
と
す
る
努
力
を

し
な
け
れ
ば
､
こ

れ
か
ら
や
っ
て
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡

安

川

い
ま
の
児
童
手
当
の
問
題
で
す
け
れ
ど
も
､
三
番
目
が
ほ
と
ん
ど
生
ま
れ
な
い
社
会
で
､
二
手

か
ら
な
ど

-289-



と
言

っ
た

っ
て
無
理
な
の
で
,
む
し
ろ
二
人
子
供
を
持

っ
た
人
に
対
す
る
優
偶
措
置
を
考
え
る
こ

と
の
方
が
'
い

ま
の
日
本
の
社
会
の
場
合
に
は
よ
り
実
践
的
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
い
た
し
ま
す
｡
第
二
子
を
大
事
に
す
る

と
い
う
よ
う
な
-
-
0

讐

子
が
ど
ん
ど
ん
出
て
き
た
ら
､
ま
た
財
政
が
持
た
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思

っ
て

(
笑
)
第
三
子
が
ほ
と

ん
ど
い
な
い
か
ら
警

手

か
ら
出
す
と
い
う
の
で
,
何
と
か
も

っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
ね
｡

し
か
し
､
五
〇
〇
〇
円
ぐ
ら
い
の
お
金
を
も
ら

っ
た
か
ら
と
い
っ
て

一
人
よ
け
い
産
む
な
ど
と
い
う
こ
と
は
､

も
う
な
い
と
思
う
の
で
す
｡
せ
っ
か
三

つ
の
財
源
が
あ
る
の
だ

っ
た
ら
,
こ
れ
か
ら
の
将
来
の
た
め
に
も

っ
と
有

効
な
と
こ
ろ
に
振
り
替
え
て
い
-
と
い
う
よ
う
な
こ
と
だ

っ
た
ら
,
こ
の
成
果
は
も

っ
と
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
の
で
す
｡

黒
田

福
祉
政
策
の
方
向
転
換
で
す
よ
ね
｡
三
番
目
を

っ
た
人
は
大
変
な
負
担
が
か
か
る
か
ら
､
と
い
う
福
祉

-290-

な
の
で
す
が
,
も
う

三

広
い
意
味
で
の
福
祉
､

一
人
で
も
二
人
で
も
よ
り
よ
-
育
て
て
は
し
い
と
い
う
福
祉
に

変
わ

っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
｡

イ
ギ
リ
ス
が
ち
ょ
う
ど
逆
な
の
で
す
｡

一
子
に
支
払
い
ま
し
て
'
三
子
に
や
ら
な
い
の
で
す
｡

安

川

西
ド
イ
ツ
も
第

1
子
が
六

〇
マ
ル
ク
ぐ
ら
い
､
第
二
子
が

1
二

〇
マ
ル
ク
で
､
第
三
子
が
二
四

〇
マ
ル
ク

と
ふ
え
る
｡
或
る
ド
イ
ツ
人
に
言
わ
せ
る
と
､
西
ド
イ
ツ
は
い
ま
出
生
が
ど
ん
ど
ん
減

っ
て
い
ま
す
か
ら
､
逆
に

す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
｡
第

一
子
の
と
き
に
は
お
母
さ
ん
も
慣
れ
て
い
な
い
の
で
大
変
な
ん
だ
二

一子
､

三
子
の
方
は
育
て
る
こ
と
が
楽
な
は
ず
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言

っ
て
い
ま
し
た
｡



岡
崎

フ
ラ
ン
ス
は
ど
う
な

っ
て
い
る
の
で
す
か
｡

黒
田

第

享

か
ら
で
す
･
や
は
竺

番
最
初
が

壷

多
い
額
で
す
ね
｡
ド
イ
ツ
式
で
す
ね
.
い
ま
は
人
分
減
ら

し
て
い
ま
す
け
れ
ど
､
昔
は
む
ち
ゃ
-
ち
ゃ
に
や
っ
て
い
た
の
で
す
｡
子
供
三
人
い
れ
ば
亭
主
が
い
な
-
て
も
十

分
暮
ら
せ
る
時
代
が
あ

っ
た
わ
け
で
す
｡

安
孫
子

児
童
手
当
は
臨
調
か
ら
目
の
敵
に
さ
れ
て
い
る
｡

黒
田

実
質
的
な
意
味
は
現
在
な
い
の
で
は
な
い
で
す
か
｡

安
孫
子

第
三
子
か
ら
と
い
う
の
は
実
質
的
に
は
意
味
が
な
い
ね
｡

安
川

そ
う
な
る
と
既
得
権
は
す
べ
て
後
生
大
事
に
､
こ
れ
で
は
と
て
も
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
'
せ

っ
か
く
の
い
い

も
の
ま
で
で
き
な
く
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
よ
｡

黒
田

保
育
所
は
職
住
接
近
し
て
い
る
場
合
に
は
非
常
に
ぐ
あ
い
が
い
い
の
で
す
け
れ
ど
'
パ

ー
ト
タ
イ

マ
ー
で

も
何
で
も
会
社
に
働
き
に
行
く
わ
け
で
す
ね
｡
会
社
で
保
育
施
設
を
も

っ
て
い
る
｡
い
ま
言

っ
た
ス
キ
ン
シ
ッ
プ

な
ど
は
,
休
憩
時
間
に
は
出
て
く
る
､
お
昼
に
は
子
供
に
会
う
と
か
､
職
場
で
や

っ
て
い
る
場
合
は
わ
り
あ
い
い

い
で
す
ね
｡
両
方
と
も
う
ま
-
充
足
さ
れ
て
非
常
に
い
で
す
｡

福
武

中
岡
は
そ
う
い
う
の
が
多
い
で
す
ね
｡

黒
田

全
部
人
民
公
社
-
‥
･0

安
孫
子

で
は
こ
の
へ
ん
で
｡
今
日
は
長
時
間
あ
り
が
と
う
.'U
ざ
い
ま
し
た
O
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(
こ
の
座
談
会
は
､
昭
和
五
八
年
六
月
二
九
日
に
保
健
A

の
で
す
)

室
で
行
わ
れ
た
も
の
に
加
筆
し
た
も

-292-



議
員
座
談
会

高
齢
社
会
へ
の
対
応

日
本
大
学
人
口
研
究
所
顧
問

黒
田

俊
夫

衆衆衆

議

請

衆

請

請

員

有
島

重
武

員

石

本

茂

員

福
岡

義
誉

員

葉

山

明

(司
会
)
参入

[コ

議対

策

院部
JA

講三ヱ三

員苧

安
孫
子
藤
吉



安
孫
子

き
ょ
う
は
大
変
お
忙
し
い
と
こ
ろ
を
お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
'こ
ざ
い
ま
す
｡

実
は
､
こ

の
集
ま
り
も
総
論
の
部
分
は
い
ち
お
う
終
え
､
先
日
,
そ
の
総
括
と
し
て
の
座
談
会
を
開
催
し
ま
し

た
｡
そ
こ
で

さ
れ
た
問
題
点
に
つ
き
､
今
日
は
さ
ら
に
角
度
を
変
え
て
論
議
を
深
め
た
い
と
思

っ
て
お
り
ま

す
｡ま

た
､
先
日
の
座
談
会
､
及
び
学
者
の
代

と
し
て
､
黒
目
先
生
に
御
足
労
を
お
願
い
し
ま
し
た
｡

出
生
率
低
下

は
回
復
す

る
か

福
岡

個
々
の
中
身
に
は
い
る
ま
え
に
'
黒
田
先
生
に
ち
ょ
っ
と
お
伺
い
し
て
お
き
た
い
の
で
す
が
｡
日
本
の
場

合
高
齢
化
社
会
に
入

っ
て
い
-
､
出
生
率
が
低
い
'
老
齢
人
口
が
増
え

て
､
稼
動
人
口
が
伸
び
な
い
､
そ
う
い
う
お
話
な
ん
で
す
が
へ
た
と
え

-294-

ば
出
生
率
を
理
想
的
な
と
こ
ろ
ま
で
'
二

･

が
い
い
の
か
､
ど
こ

が

い
い
の
か
'
そ
の
辺
だ
と
思
う
ん
で
す
が
､
引
き
上
げ
て
い
-
よ
う
に

施
策
を
講
ず
る
場
合
の
問
題
に
つ
い
て
で
す
｡

た
と
え
ば
へ
婦
人
労
働
の
場
合
へ
育
児
時
間
を
う
ま
-
作
り
出
す
と

通
算
年
限
の
問
題
も
あ
る
で
し
ょ
う
L
t

か
'
あ
る
い
は
保
育
所
の
施
設
を
整
備
す
る
と
か
､
そ
の
他
'
年
金
､

つ
ま
り
'
簡
単
に
言
う
と
赤
ち
ゃ
ん
を
産
み
や
す
い
よ
う
な
社
会
環
境



と
い
う
も
の
を
作
り
出
し
て
い
-
｡
そ
う
す
る
と
あ
る
程
度
､
若
年
労
働
人
口
､
稼
動
人
口
と
い
う
も
の
が
確
保

で
き
る
｡

そ
の
場
合
､
今
度
全
体
の
人
口
が
ふ
く
ら
ん
で
い
-
と
い
う
反
面
の
悩
み
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
｡

そ
の
辺
を
ど
う
考
え
て
い
け
ば
い
い
の
か
｡
..U
-
常

的
に
言
い
ま
す
と
､
人
口
横
ば
い
ぐ
ら
い
で
必
要
な
出

生
率
は
確
保
す
る
よ
う
に
努
め
た
い
｡
そ
う
考
え
ら
れ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
､
そ
の
場
合
全
体
の
人
口
山が
ど
の
-

ら
い
増
え
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
よ
う
な
､
そ
の
辺
が
ち
ょ
っ
と
私
ど
も
に
理
解
で
き
な
い
問
題
点
な
ん
で
す
が
'

そ
の
辺
は
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
か
｡

黒
田

た
い
へ
ん
む
ず
か
し
い
問
題
で
す
｡
先
生
の
お

っ
し
ゃ
る
よ
う
に
､
高
齢
化
に
伴
い
'
高
齢
者
が
増
え
る
､

若
い
労
働
力
が
少
な
く
な
る
､
そ
の
結

労
働
力
が
不
足
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
｡

ま
ず
第

一
番
目
は
'
日
本
の
国
土
の
中
で
今
後
労
働
力
不
足
の
可
能
性
が
あ
る
か
ら
と
言

っ
て
へ
人
口
を
増
や

-295-

す
方
向
の
政
策
を
と

っ
た
ほ
う
が
い
い
の
か
ど
う
か
｡

第
二
番
目
に
､
人
口
増
加
に
関
し
て
､
産
み
や
す
い
よ
う
な
対
策
を
も

つ
と
い
う
'

部
は
す
で
に
共
産
圏
で

や
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
､
そ
う
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
は
そ
も
そ
も
可
能
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
ろ
う
か

と
思
う
ん
で
す
｡

第

一
番
目
の
労
働
力
不
足
の
問
題
に
つ
い
て
で
す
が
､
私
ど
も
は
い
ち
お
う
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
.

っ
ま
り
､
現
状
で
い
っ
た
場
合
に
'
確
か
に
労
働
力
の
年
齢
構
成
か
ら
見
る
と
､
中

･
高
年
'
老
年
の
労
働
力

が
増
え
て
く
る
｡
だ
い
た
い
五

〇
歳
以
上
の
労
働
力
人
口
と
い
う
の
は
､
い
ま
ま
で
の
労
働
力
参
加
率
な
ら
ば
非



常
に
増
え
る
わ
け
で
す
｡
そ
れ
か
ら
五

〇
歳
未
満
に
な
る
と
こ

ろ
で
非
常
に
足
り
皮
.-
な
り
ま
す
｡
い
ま
ま
で
の

よ
う
な
労
働
力
の
年
齢
別
配
分
で
い
-
な
ら
ば
-
-
0

そ
う
し
ま
す
と
､
な
る
ほ
ど
若
い
人
口
,
五

〇
歳
未
満
で
は
竺

0
0
0
万
の
不
足
が
起
き
る
｡
と
こ
ろ
が

五

〇
歳
以
上
で
は

5

0
0
万
余
る
ん
で
す
ね
.
過
剰
に
な
る
｡
と
い
う
こ

と
で
､
内
部
の
配
分
を
考
え
て
み
ま

す
と
､
ち
ょ
う
ど
合
う
わ
け
で
す
｡
若
い
と
こ

ろ
が
足
り
な
い
と
言
え
ば
足
り
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
へ
そ
れ
じ
ゃ

日
本
の
労
働
力
全
体
が
足
り
な
い
か
と
言
う
と
そ
う
じ
ゃ
な
い
｡
全
体
の
量
か
ら
見
る
と
な
ん
と
か
な
る
感
じ
で

す
｡
若
い
労
働
力
が
足
り
な
い
か
ら
困
る
と
言

っ
て
,
外
国
か
ら
移
民
を
入
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
ま
た
別
な
ん
で

す
け
れ
ど
も
､
し
か
し
目

の
労
働
力
と
し
て
は
,
私
は
そ
ん
な
に
不
足
は
起
き
て
こ
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
｡

ヽ

そ
れ
か
ら
二
番
目
の
､
人
口
は
増
え
た
ほ
う
が
い
い
の
か
と
い
う
問
題
｡
た
と
え
ば
高
齢
化
と
い
う
こ
と
は
､

日
本
の
将

に
と

っ
て
非
常
に
ま
ず
い
､
社
会

･
経
済
発
展
の
上
に
非
常
に
大
き
な
不
都
合
が
生
じ
る
だ
ろ
う
と
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い
う

つ
の
前
提
が
あ
ろ
う
か
と
思
う
ん
で
す
｡
だ
か
ら
若
い
人
口
が
必
要
だ
と
｡
若
い
人
口
を
増
や
す
に
は
'

出
生
率
を
上
げ
る
､
こ

れ
し
か
手
が
な
い
わ
け
で
す
｡

し
か
し
､
そ
の
前
に
日
本
の
経
済
に
し
ま
し
て
も
､
あ
る
い
は
資
源
の
問
題
に
し
ま
し
て
も
'
い
ろ
い
ろ
な
観

点
か
ら
い
っ
て
､
今
ま
で
の
よ
う
な
人
口
の
増
え
方
で
い
っ
て
い
い
の
か
t
と
い
う
こ

と
に
な
る
と
'
な
か
な
か

そ
う
は
い
か
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
｡
現
在
の
出
生
率
で
も
'
今
後
二

〇
数
年
間
'
人
口
増
加
は
続
き
ま
す
｡
ま
た

出
生
率
は
下
が
る
と
い
う
前
提
で
計

し
て
も
'
二

〇
〇
七
年
'
八
年
.こ
ろ
だ
い
た
い

ら
､
人
口
は
ま
だ

一
四
〇
〇
万
く
ら
い
増
え
､
そ
の
辺
で
ピ
ー
ク
に
な
る
｡
五

〇
年
'

億
三

1
0
C
万
で
す
か

0
0
年
を
考
え
れ
ば
確



か
に
労
働
力
が
足
り
な
い
ぐ
ら
い
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
､
高
齢
労
働
力
ば
か
り
に
な

っ
て
し
ま
う
ん
じ
ゃ
な
い

〟

か
､
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
わ
け
な
ん
で
す
が
､
し
か
し
総
数
と
し
て
は
ま
だ
ま
だ
増
え
ま
す
｡

わ
れ
わ
れ
が
日
本
の
こ
の
国
土
で
生
存
し
て
い
く
た
め
に
は
'
や
っ
ぱ
り
い
ま
ま
で
の
よ
う
に
原
料
の
輸
入
も

必
要
で
し
ょ
う
し
､
輸
出
も
必
要
に
な

っ
て
-
る
ん
で
'
そ
う
い
う
と
き
に
人
口
の
規
模
が
大
き
-
な
る
'
あ
る

い
は
大
き
く
す
る
と
い
う
こ

と
は
あ
ま
り
好
ま
し
く
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
､
と
い
う
こ
と
が
考
与

り
れ
る

わ
け
で
す
｡
そ
れ
以
外
に
'
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
手
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
｡

い
ま
の
日
本
人
の
子
供
の
産
み
方
､
た
と
え
ば
'
生
ま
れ
た
子
供
は
で
き
る
だ
け
無
事
に
'
健
康
の
点
か
ら
い
っ

て
も
､
教
育
の
点
か
ら
い
っ
て
も
十
分
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
い
ま
福
岡
先
生
の
お

っ
し
ゃ
っ
た
保
育

所
の
問
題
に
し
ま
し
て
も
､

ま
れ
た
以
上
子
供
は
健
全
な
育
成
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
､
と
い
う
前
提
は
必

要
だ
と
思
う
ん
で
す
｡
し
か
し
､
将
来
日
本
が
こ
の
ま
ま
い
-
と
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
起
き
る
か
ら
と
い
っ
て
､

も

っ
と
も

っ
と
子
供
を
生
ん
だ
ほ
う
が
い
い
と
い
う
よ
う
な
政
策
を
と
る
こ
と
は
'
果
し
て
可
能
か
ど
う
か
と
い

う
こ
と
で
す
｡

こ

こ
で
典
型
的
な
違
い
と
い
う
の
は
､
P.U
承
知
の
よ
う
に
中
国
で
す
｡
中
国
の
場
合
は
､
明
ら
か
に
こ
の
人
口

政
策
と
い
う
も
の
を
社
会

･
経
済
政
策
と
同
じ
よ
う
に
考
え
て
い
る
｡
そ
し
て
い
ま
'
中
国
の
人
口
増
加
を
い
か

に
し
て
抑
え
る
か
､
で
き
る
だ
け
早
-
増
加
率
を
抑
え
る
､
こ
れ
は
至
上
絶
対
命
令
で
あ
る
'
こ

う
い
う
考
え
方

を
し
て
お
り
ま
す
｡

と
こ
ろ
が
､
そ
れ
が
成
功
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
､
将
来

-
これ
は
当
然
来
世
紀
に
入

っ
て
か
ら
で
す
け
れ
ど
も
～
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1
あ
る
い
は
日
本
が
顔
負
け
す
る
よ
う
な
高
齢
化
が
-
る
わ
け
な
ん
で
す
｡
そ
こ

で
そ
の
高
齢
化
が
も
た
ら
す

マ

イ
ナ
ス
と
､
い
ま
の
人
口
増
加
を
抑
え
る
こ
と
か
ら
-
る
プ
ラ
ス
と
､
こ
れ
を
プ
ラ
ス
へ

マ
イ
ナ
ス
し
ま
し
て
､

そ
し
て
抑
え
る
こ
と
か
ら
-
る
プ
ラ
ス
か
ら
､
高
齢
化
か
ら
-
る

マ
イ
ナ
ス
を
差
し
引
い
た
も
の
が
､
プ
ラ
ス
に

な
る
よ
う
な
政
策
を
と
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
｡
と
い
う
こ
と
で
,
高
齢
化
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
は
'
中
国
政

府
も
専
門
家
も
し

っ
か
り
認
識
し
て
お
り
ま
す
｡

そ
こ
で
,
そ
う
い
う
高
齢
化
か
ら
-
る
マ
イ
ナ
ス
が
､
せ
っ
か
-
人
口
増
加
を
抑
え
た
こ
と
か
ら
得
た
利
益
を

上
回
る
よ
う
な
､
プ
ラ
ス
･
マ
イ
ナ
ス
が

マ
イ
ナ
ス
に
な
る
前
に
出
生
率
を
,
い
ま

｢
ひ
と
り

っ
子
｣
政
策
で
す

が
､
簡
単
に
言
い
ま
す
と
こ

れ
を

｢
ふ
た
り

っ
子
｣
に
切
り
変
え
る
｡
い
つ
か
ら
始
め
る
か
を
決
め
行
書

や
い
け

な

い
,
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
ま
盛
ん
に
研
究
し
て
い
る
わ
け
で
''U
ざ
い
ま
す
｡

い
ま

｢
ひ
と
り

っ
子
｣
､
こ

れ
を

一
〇
年
あ
る
い
は

去

年
や

っ
た
と
し
ま
す
｡
そ
の
次
は

｢
ふ
た
り

っ
子
｣

と
,
こ

う
い
う
ふ
う
に
子
供
の
産
み
方
と
い
う
も
の
を
政
府
の
方
針
に
よ

っ
て
自
由
自
在
に
操
作
で
き
る
ん
だ
と

い
う
前
提
で
政
策
を
考
え
て
い
ま
す
｡
し
か
し
､
自
由
主
義
社
会
で
こ

う
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
の
か
と
な
る

と
,
ど
う
も
や
っ
ぱ
り
な
か
な
か
難
し
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
｡

国
連
の
憲
章
の
中
で
も
,
夫
婦
は
何
人
子
供
を
持

つ
か
と
い
う
こ
と
､
そ
れ
か
ら
'
子
供
を
ど
う
い
う
間
隔
で

産
む
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
､
こ
れ
は
夫
婦
個
人
の
人
権
だ
､
と
い
う
よ
う
な
態
度
を
と

っ
て
い
る
わ
け
で
あ

り
ま
す
｡
わ
れ
わ
れ
の
社
会
で
は
そ
う
簡
単
に
操
作
で
き
る
と
い
う
考
え
方
は
､
持
た
な
い
ほ
う
が
い
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
い
う
の
は
､
私
の
考
え
方
で
す
｡
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そ
れ
よ
り
も
,
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
､
大
事
な
の
は
産
ん
だ
以
Ⅰ
は

天

で
も
早
死
に
す
る
こ
と
が

な
い
よ
う
に
育
て
る
と
い
う
こ
と
｡

つ
ま
り
乳
幼
児
死
亡
な
ど
､
い
ま
日
本
は
非
常
に
り

っ
ぱ
な
成
績
を
挙
げ
て

い
る
ん
で
す
け
ど
,
な
お
改
善
の
余
地
が
あ
る
わ
け
で
す
｡
あ
る
い
は
人
工
妊
娠
中
絶
と
い
う
も
の
が
､
ま
だ
六

I

〇
万
近
-
あ
る
わ
け
で
す
が
,
こ

う
い
う
も
の
を
抑
え
る
と
か
､
生
ま
れ
た
子
供
は
健
全
育
成
を
す
る
と
か
､
不

慮
の
事
故
死
を
少
し
で
も
減
ら
す
と
か
い
う
方
向
に
も

っ
て
い
-
手
は
い
-
ら
で
も
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い

ま
す
｡

つ
ま
り
､
言
葉
は
悪
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
,
人
間
の
む
だ
な
損
失
は
か
な
り
あ
る
わ
け
な
ん
で
す
｡

そ
う
い
う

と
こ
ろ
に
力
を
入
れ
た
ほ
う
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
｡
で
す
か
ら
出
生
率
を
1
げ
る
と
い
う
こ

と
じ
ゃ
な
-
て
､

人
間
の
損
耗
を
で
き
る
だ
け
最
小
限
度
に
も

っ
て
い
こ
う
と
い
う
こ

と
が
必
要
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ

と
で

す
｡も

う

一
つ
は
､
い
ま
の
日
本
で
出
生
率
を
上
げ
る
｡
た
と
え
ば
東
欧
共
産
圏
で
は
出
産
手
当
の
増
額
や
出
産
の

た
め
の
有
給
休
暇
の
増
大
な
ど
や
っ
て
い
ま
す
が
,
日
本
で
出
生
率
を
上
げ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
思
わ
せ
る
よ

一一一一299-

う
な
政
策
を
と
る
こ
と
は
非
常
に
望
ま
し
-
な
い
｡
こ
の
目

の
出
生
に
対
す
る
政
策
と
い
う
の
は
､
世
界
的
に

も
の
す
･こ

く
敏
感
な
ん
で
す
｡
い
ま
で
も
軍
国
主
義
だ
何
だ
か
ん
だ
言
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
が
､
も
し
こ
れ
に
ま

た
政
府
が
そ
う
で
な
-
て
も
､
そ
う
思
わ
せ
る
よ
う
な
こ
と
を
始
め
る
と
'
こ
と
に
ア
ジ
ア
で
は
､
日
本
が
再
び

出
生
率
増
強
政
策
を
と
り
始
め
た
と
い
う
ふ
う
に
す
ぐ
受
け
取
り
ま
す
｡

こ
れ
は
私
ど
も
は
前
に
経
験
が
あ
る
ん
で
す
が
､
昭
和
四

一
年
に
人
口
問
題
審
議
会
の
中
間
答
申
が
あ

っ
た
と



さ
も
そ
う
で
し
た
｡
決
し
て
出
産
奨
励
と
か
人
口
増
加
と
か
い
う
こ
と
を
言

っ
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
け
れ
ど

も
､
文
章
を
読
む
と
､
そ
う
読
み
取
れ
な
い
こ

と
も
な
い
｡
そ
れ
で
,
｢
東
条
内
閣
時
代
に
戻

っ
た
｣
と
盛
ん
に

言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
｡
そ
う
い
う
国

的
な
環
境
,
ま
あ
そ
う
神
経
質
に
な
る
こ
と
は
な
い
ん
で
す
け

れ
ど
も
､
や
は
り
わ
れ
わ
れ
日
本
人
と
し
て
は
そ
う
い
う
点
を
ち
ょ
っ
と
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
｡

ま
た

実
､
子
供
を
少
な
-
も

つ
体
制
が
で
き
あ
が

っ
て
し
ま
う
と
'
簡
単
に
政

に
よ

っ
て
国
民
の
こ
の
態

度
を
変
え
る
こ
と
は
極
め
て
碍
難
で
す
｡
私
は
そ
う
い
う
観
点
か
ら
い
き
ま
し
て
､
ど
ち
ら
か
ら
い
っ
て
も
､
そ

う
い
う
政
策
は
や
は
り
採
る
べ
き
じ
ゃ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
｡

そ
れ
よ
り
も
,
や
っ
ぱ
り
人
間
の
能
力
,
私
は
人
的
質
源
と
い
う
言
葉
を
よ
-
使
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
､
人
間

ひ
と
り
ひ
と
り
の
能
力
を
最
大
限
に
高
め
て
い
-
と
い
う
こ

と
｡
以
前
に
も
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
な
'
教
育
と

い
う
問
題
に
な
る
ん
で
す
け
ど
,
そ
う
い
う
わ
れ
わ
れ
が
や
ら
な
き
ゃ
な
ら
な
い
点
が
た
-
さ
ん
あ
る
ん
じ
ゃ
な

か
ろ
う
か
｡
そ
れ
に
よ
っ
て
,
高
齢
化
社
会
の
問
題
は
解
決
で
き
る
方
向
に
持

っ
て
い
け
る
の
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う

か
､
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
る
わ
け
で
'ご
ざ
い
ま
す
O

適
度
人
口
量
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
･･J
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
'
と
き
ど
き
､
非
常
に
勇
ま
し
い
先
生
方
が
あ

り
ま
し
て
､
日
本
の
人
口
は
七
〇
〇
〇
万
で
い
い
ん
だ
'
そ
れ
以
上
は
多
す
ぎ
る
ん
だ
と
'
こ
う
い
う
よ
う
な
-
0

い
ろ
い
ろ
な
計
算
が
で
き
る
ん
で
す
が
､
適
度
人
口
を
七

〇
〇
〇
万
と
す
る
と
現
在
四

〇
〇
〇
万
多
い
わ
け
で

す
が
､
じ
ゃ
こ
れ
は
ど
う
す
る
の
か
｡
移
民
に
持

っ
て
い
く
の
か
と
な
れ
ば
､
も
う
だ
め
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
し
､
こ
れ
は
き
わ
め
て
現
実
的
と
は
い
え
な
い
｡
そ
う
い
う
こ

と
は
い
ろ
い
ろ
学
問
的
な
意
味
は
あ
り
､
あ
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る
い
は
政
策
を
考
え
て
い
く
と
き
の

つ
の
基
盤
に
は
な
る
ん
で
す
が
'
ち

ょ
っ
と

i
艇

に
危
険
な
考
え
方
を
持

た
せ
る
心
配
は
･･U
ざ
い
ま
す
｡
ち
ょ
っ
と
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
｡

安
孫
子

出
生
率
に

つ
い
て
の
政
策
的
問
題
と
し
て
,
児
童
手
当
と
い
う
も
の
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
が

一

つ
あ
る
わ
け
で
す
ね
｡
先
日
の
座
談
会
で
も
安
川
先
生
な
ど
か
ら
､
現
在

の
警

手

か
ら
の
支

と

い
う
の
は
現

実
に
そ
ぐ
わ
な
い
､
む
し
ろ
二
人
子
供
を
持

っ
た
人
々
の
優
遇
措
置
を
考
え
た
ほ
う
が
い
い
ん
じ

ゃ
な
い
か
∵
と

い
う
提
言
も
あ
る
わ
け
で
す
｡
ま
た
そ
の
財
源

の
問
題
に

つ
い
て
も
､
扶
養
控
除
を
や
め
て
児
童
手
当
に
回
す
な

ら
ば
,
充
分
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
ん
じ

ゃ
な
い
か
,
と
い
う
よ
う
な
お
考
え
も
あ
る
わ
け
で
す
が
､
そ
の
辺

は
ど
う
で
し

ょ
う
か
-
-
-
0

石
本

い
ま
先
生
が
お

っ
し
ゃ
っ
た
件
で
･･J
ざ

い
ま
す
が
,
子
供
は
社
会

の
財
産
で
あ
る
と
い
う
､
考
え
方

の
転

換
'
こ
れ
は
大
切
だ
と
思
う
ん
で
す
｡

し
か
し
以
前
か
ら
思

っ
て
い
ま
す
の
は
､
現
在

の
児
童
手
当
に

つ
い
て

茂

で
す
｡
大
切
に
子
供
を
財
産
と
し
て
育
む
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
､
竺

-301-

子
の

期
は
両
親
も
若
-
て
収
入
も
少
な
い
で
す
か
ら
'
私
は
第

一
子
か

石本

ら
手
当
は
出
す
べ
き
も
ん
じ

ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
と
思

っ
て
い
る
わ
け
で
す
｡

第
三
子
に
な

っ
た
ら
生
活
も
い
ろ
い
ろ
-
-
t
と
言

い
ま
す
け
れ
ど
も
､

私
は
第
三
子
に
出
す
こ
と
は
前
か
ら
い
ろ
い
ろ
不
審
な
気
が
し
て
し

ょ
う

が

な

い

｡

一
子
と
か
二
子
と
か
､
初
め
て
生
ま
れ
る
子
供
ほ
ど
手
が
か
か
る
し
給
料
も
少
な
い
し
､
親
も
子
も
苦



労
し
て
お
り
ま
す
か
ら
,
第

享

か
ら
児
童
手
当
は
出
す
べ
き
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
｡

そ
れ
か
ら
も
う

一
つ
､
こ
れ
は
お
尋
ね
で
･･J
ざ
い
ま
す
が
､
い
ま
優
生
保
護
法
が
'･U
ざ
い
ま
し
て
､
経
済
的
な

理
由
で
妊
娠
中
絶
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
わ
け
な
ん
で
す
｡
そ
れ
を
､
人
間
の
生
命
は
大
切
に
扱
わ
な
き
ゃ

な
ら
ん
と
い
う
発
想
か
ら
で
､こ

ざ
い
ま
す
が
､
経
済
的
理
由
を
削
除
す
る
と
い
う
運
動
が
､
い
ま

義

で
起
こ
り

始
め
て
い
ま
す
｡
私
は
そ
れ
に
賛
成
し
か
ね
る
わ
け
な
ん
で
す
｡
と
い
い
ま
す
の
は
､
お
腹
の
中
に
い
る
う
ち
も

錠
命
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
､
生
ま
れ
て
き
た
子
供
こ
そ
大
事
に
､
そ
し
て
将
来
を
担
う
子
供
と
し
て
育
て
て
い
く

べ
き
で
あ

っ
て
､
妊

し
た
そ
の
妊
娠
の
原
因
､
経
過
い
ろ
い
ろ
･こ
ざ
い
ま
し
て
､
産
ん
で
は
な
ら
な
い
子
供
を

妊
娠
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
し
,
生
ま
れ
て
か
ら
絶
対
に
幸
せ
に
な
れ
な
い
と
思
う
状
況
も
あ
る
と
田号

ん
で
(.U

ざ
い
ま
す
｡
そ
う
い
う
意
味
で
､
経
済
的
理
由
と
い
う
も
の
を
削
除
す
る
と
い
う
運
動
が
も
し
大
き
く
･

開
し
て

き
た
な
ら
ば
､
人
口
問
題
と
さ

っ
そ
-
関
連
し
て
-
る
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
が
､
こ
れ
は
ど
ん
な
も
ん
で
ご

ざ
い
ま
し
ょ
う
か
｡

黒
田

私
も
､
先
生
の
お

っ
し
ゃ
る
と
お
り
だ
と
思
う
ん
で
す
｡
国
際
的
に
見
ま
し
て
も
､
逆
の
方
向
じ
ゃ
な
い

か
と
い
う
感
じ
が
す
る
ん
で
す
ね
え
｡
い
た
ず
ら
に
法
律
は
い
じ
ら
な
い
ほ
う
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
へ
と
い

う
感
じ
は
す
る
ん
で
す
｡

そ
れ
か
ら
も
う

三

は
､
ど
ん
な
社
会
に
な
り
ま
し
て
も
'
望
ま
な
か

っ
た
､
産
み
た
-
な
か

っ
た
子
供
と
い

う
の
は
必
ず
あ
る
わ
け
で
す
｡
そ
う
い
う
と
き
'
経
済
的
理
由
と
い
う
の
は
'
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
あ

っ
た
と
私

は
思

っ
て
る
ん
で
す
｡
そ
れ
を
除
き
ま
す
と
ま
た
昔
の
よ
う
に
闇
に
ま
わ
る
人
が
い
る
｡
こ
れ
は
当
然
で
す
が
､
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そ
の
欠
陥
の
ほ
う
が
非
常
に
大
き
い
｡

で
す
か
ら
､
ア
メ
-
カ
の
最
高
裁
で
も
三
か
月
ま
で
は
産
む
産
ま
な
い
は
母
親
の
権
利
だ
と
い
う
こ
と
を
言

っ

て
お
り
ま
す
し
,
レ
ー
ガ
ン
さ
ん
は
カ
ト
リ
ッ
ク
で
す
か
ら
ま
た
そ
う
い
う
考
え
方
は
遵
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
､

ア
メ
リ
カ
で
は
そ
ん
な
に
は
な
っ
て
い
な
い
ん
で
す
ね
｡
や
は
り
生
命
の
問
題
を
前
面
に
出
し
て
中
絶
を
論
じ
る

の
は
,
私
は
ど
う
も
本
末
転
倒
の
よ
う
な
感
じ
が
し
て
お
り
ま
す
｡

葉
山

お
医
者
さ
ん
な
ん
か
も
,
経
済
的
理
由
を
削
除
す
る
こ
と
に
は
反
対
意
見
が
強
い
よ
う
で
す
ね
｡

黒
田

全
体
か
ら
見
る
と
,
優
生
保
護
法
に
よ
る
妊
娠
中
絶
は
毎
年
､
減

っ
て
お
り
ま
す
ね
｡
非
常
に
い
い
傾
向

だ
と
私
は
思

っ
て
い
ま
す
｡
あ
の
中
で
も
､
た
と
え
ば
年
齢
別
に
見
ま
す
と
'
二
十
歳
未
満
の
､
十
代
の
中
絶
が

増
え
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
ん
で
す
が
､
全
体
に
占
め
る
割
合
が
三
%
ぐ
ら
い
で
､
非
常
に
少
な
い
ん
で
す

よ
｡
そ
れ
が
非
常
に
お
お
げ
さ
に
報
道
さ
れ
て
い
る
｡
で
す
か
ら
増
え
る
こ
と
は
決
し
て
い
い
こ
と
じ
ゃ
な
い
ん

で
す
が
､
ほ
か
の
年
齢
層
で
は
全
部
減

っ
て
ま
す
｡

で
す
か
ら
あ
ま
り
統
計
な
ん
か
を
ご
覧
に
な
ら
な
い
方
は
'
あ
の
数
字
で
も

っ
て
､
｢
な
る
ほ
ど
そ
う
か
な
､

そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
ま
ず
い
な
｣
と
い
う
印
象
を
持

つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
'
全
体
に
占
め
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
問

題
じ
ゃ
な
い
｡
全
体
と
し
て
は
､
日
本
人
の
期
待
す
る
方
向
､
政
府
の
期
待
す
る
方
向
に
行

っ
て
る
の
じ
ゃ
な
い

か
と
思
い
ま
す
｡
た
だ
'
ま
だ
ま
だ
ほ
か
に
政
府
の
打

つ
べ
き
手
は
残

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
｡

石
本

社
会
保
障
だ
と
か
､
国
家
保
障
だ
と
か
言
い
ま
し
て
､
乳
児
院
を
ど
ん
ど
ん
増
や
し
て
そ
こ
で
育

っ
た
子

供
が
'
ほ
ん
と
う
に
い
ま
の
時
点
か
ら
考
え
ま
し
て
へ
全
面
的
に
幸
せ
と
言
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
'
問
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題
だ
な
ぁ
と
思

っ
て
見
て
い
る
ん
で
す
｡

定
年
制
と
高
齢
者

の
労
働

安
孫
子

定
年
制
と
い
う
の
は
ど
う
で
す
か
｡
国
家
公
務
員
は
六

〇
歳
､
地
方
公
務
員
も
六

〇
歳
に
な
り
ま
す
ね
｡

六
五
歳
ぐ
ら
い
ま
で
今
世
紀
末
に
は
延
ば
せ
る
だ
ろ
う
と
い
う
見
込
み
が
あ
り
ま
す
が
､
そ
の
へ
ん
､
企
業
体
は

ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
気
が
す
る
の
で
す
け
れ
ど
｡

黒
田

年
功
序
列
が
ま
だ
ま
だ
残

っ
て
い
る
で
し
ょ
う
､
こ
れ
が
残

っ
て
い
る
限
り
､
高
齢
者
の
退
批
判金
な
ど
が

非
常
に
違

っ
て
-
る
わ
け
で
す
｡
こ

の
へ
ん
の
賃
金
全
体
系
を
修
正
し
て
い
か
な
い
と
'
な
か
な
か
難
し
い
で
し
ょ

う
ね
｡
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貯
蓄
動
向

蚕
を
見
ま
す
と
､
世
帯
主
の
年
齢
六

〇
か
ら
六
四
歳
世
帯
の
収
入
が
そ
の
前
の
年
齢
､

つ
ま
り
五

互
か
ら
五
九
歳
､
こ
の
年
齢
よ
り
も
少
な
-
な

っ
て
い
る
｡
六

〇
か
ら
六
四
歳
で
ガ
ク
ッ
と
収
入
が
落
ち
る
ば
か

り
で
な
く
､
六
五
歳
以
上
世
帯
よ
も
収
入
が
落
ち
､
負
債
が
ふ
え
､
貯
金
が
減

っ
て
い
る
の
で
す
｡

六

〇
か
ら
六
四
歳
の
男
の
世
帯
主
の
と
こ
ろ
は
経
済
的
に

7
番
困
難
な
の
で
す
｡
そ
れ
は
明
ら
か
に
六

〇
歳
の

定
年
の
せ
い
で
す
｡
こ
の
時
期
の
世
帯
の
負
担
は
決
し
て
減
り
は
し
な
い
が
'
収
入
が
減
る
た
め
貯
蓄
を
引
き
出

さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
で
し
ょ
う
'
収
入
は
減
り
'
貯
蓄
は
減
り
､
負
債
は
ふ
え
ま
す
｡
み
.こ
と
に
出
て
い
ま
す

ね
｡
で
す
か
ら
､
定
年
を
六
五
歳
に
す
れ
ば
こ

の
問
題
は
い
っ
ぺ
ん
に
解
決
さ
れ
ま
す
ね
｡



理
屈
は
き
わ
め
て
簡
単
で
,
事
実
は
こ
ん
な
に
て
き
め
ん
に
現
れ
る
も
の
か
と
､
私
は
あ
ら
た
め
て
思
い
ま
し

た
｡
で
す
か
ら
,
六
五
歳
定
年
制
は
ど
う
し
て
も
必
要
だ
と
思
い
ま
す
｡

葉
山

い
ま
で
も
六

〇
歳
定
年
が
全
体
の
四

〇
何
%
で
す
か
｡
労
働
省
が
行
政
指
導
を
や
る
け
れ
ど
も
､
日
経
連

な
ん
か
は
け
し
か
ら
ん
と
反
対
で
す
ね
｡
お
Ⅰ
の
指
導
で
そ
う
い
う
こ
と
を
や
る
べ
き
で
な
い
､
民
間
に
任
せ
て

お
け
､
と
い
う
非
常
に
大
き
な
反
対
が
出
て
い
ま
す
｡

黒
田

こ
れ
か
ら
若
い
年
齢
の
補
充
は
き
か
な
い
で
し
ょ
う
'
減

っ
て

明

い
る
わ
け
で
す
か
ら
｡
1
が
ふ
え
る

嘉

で
す
か
ら
､
ふ
え
る
年
齢
層

を
若
い
も
の
以
上
に
い
か
に
活
用
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
､
企
業
に

栗山

は
考
え
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
｡

将
来
は
い
や
お
う
な
し
に
高
齢
社
会
へ
追
い
込
ま
れ
る
の
で
す
か
ら
､
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少
し
で
も
早
目
に
企
業
は
対
応
を
や
る
べ
き
だ
と
'
ま
た
そ
う
い
う
こ

と
を
や
る
企
業
は
伸
び
る
の
だ
と
思
い
ま
す
｡

お
く
れ
に
な
る
と
企
業
は
だ
め
で
す
よ
と
'
民
間
の
社
員
さ
ん

の
集
り
で
言
う
の
で
す
け
れ
ど
｡

福
岡

ち
ょ
っ
と
話
が
変
わ
る
の
で
す
け
ど
､
高
齢
者
の
対
策
の
異
体
的
な
例
と
し
ま
し
て
､
あ
る
町
で
高
齢
者

事
業
団
と
い
う
の
を
つ
く
っ
て
'
特
技
を
登
録
し
て
お
-
わ
け
で
す
｡
自
分
は
前
身
が
大
工
で
あ
る
､
左
官
で
あ

る
'
庭
師
で
あ
る
､
あ
る
い
は
経
理
事
務
所
を
や

っ
て
い
た
､
あ
る
い
は
弁
護
士
だ

っ
た
と
か
'
学
校
の
先
生
だ

っ

た
と
か
'
高
齢
者
事
業
団
に
登
録
し
て
お
く
｡



者
町
は
自
分
の
所
か
ら
出
す
仕
事
は
､
高
齢
者
事

団
に
こ
な
せ
る
も
の
が
あ
れ
ば
､
児
童
公
常
の
管
理
を
高
齢

の
人

閏
に
年
間
幾
ら
で
任
せ
る
｡
そ
う
す
る
と
高
齢
者
事
業
団
が
自
主
的
に
'
｢
庭
木

の
手
入
れ
の
で
き
る
あ

い
｣
｢
公
衆
便
所
が
傷
む
か
ら
左
官
を
頼
む
｣
と
い
う
よ
う
に
う
ま
く
や

っ
て
､

一
年
に
七
～
八
百
人
分

ぐ
ら
い
の
仕
事
を
こ

な
し
て
い
る
｡
町
の
規
模
は
ち
ょ
っ
と
大
き
い
の
で
す
､
六
万
近
い
で
す
か
ら
tU

も
う

一
つ
同
じ
町
な
の
で
す
が
,
ホ
-

ヘ
ル
パ
ー
を
六
人
ほ
ど
雇

っ
て
､
寝
た
き
り
老
人
の
家
庭
訪
問
と
か
､

元
気
な
老
人
は
月
に

一
度
集

っ
て
定
期
検
診
を
や
る
｡

こ

の
二
つ
の
こ
と
を
や
っ
て
い
る
の
で
す
が
､
ど
う
い
う
効
果
が
現
れ
た
か
と
い
う
と
､
事
業
団
の
方
に
関
し

て
言
え
ば
､
非
常
に
老
人
が
生
き
が
い
を
感
じ
て
楽
し
み
に
し
て
い
る
｡
た
ま
り
場
所
が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
､

そ
こ
へ
来
て
い
ろ
い
ろ
仕
事
を
し
て
､
そ
れ
は
朝
八
時
～
五
時
ま
で
と
い
う
時
間
で
な
く
て
､
九
時
と
か
十
時
と

か
,
夕
方
は
三
時
と
か
四
時
と
か
,
老
人
に
無
理
の
な
い
よ
う
な
勤
務
な
の
で
す
｡
収
入
よ
り
も
生
き
が
い
を
感

じ
る
と
い
う
意
味
で
､
非
常
に
効
果
が
あ

っ
た
｡
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そ
れ
か
ら

団
検
診
を
出
て
き
て
や
る
わ
け
で
す
が
'
国
保
の
支
出
が

一
割
減
り
ま
し
た
.
六
人
の
ホ
ー
ム
へ

ル
パ
ー
を
雇

っ
た
経
費
を
払

っ
て
も
'
は
る
か
に
鈎
が
-
る
｡
集
団
検
診
に
集
ま

っ
て
-
る
場
が
老
人
に
い
い
の

で
す
ね
｡
い
ろ
い
ろ
世
間
話
が
で
き
る
し
､
人
間
関
係
も
で
き
る
｡

こ

れ
は
小
さ
い

一
つ
の
試
み
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
'
考
え
方
と
し
て
は
非
常
に
大
切
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
の

で
は
な
い
か
と
思

っ
て
'
わ
れ
わ
れ
も
そ
の
後
の
デ
ー
タ
を
-
れ
へ
ま
た
わ
れ
わ
れ
が
協
力
で
き
る
も
の
は
し
て

や
ろ
う
と
言

っ
て
い
る
の
で
す
が
｡
そ
こ
の
町
長
は
五
十
四
､
五
歳
で
ま
だ
若
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
ハ}



こ
う
い
う
も
の
を
少
し
目
謀

的
に
考
え
て
み
て
や
っ
た
ら
ど
う
か
･
こ
う
い
う
高
齢
者
対
策
と
い
う
も
の
を
ね
｡

有
島

高
齢
者
事
業
団
は
､
東
京
の
方
で
も
や
っ
て
お
り
ま
し
て
､
今
後
大
い
に
す
す
め
て
ま
い
り
た
い
｡

い
ま

｢
生
き
が
い
｣
と
い
う
こ

と
が
出
て
ま
い
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
､
私
た
ち
は
福
祉
の
問
題
に
つ
い
て
､
従

乗
の
福
祉
の

だ
け
で
は
福
祉
は
行
詰
ま
る
'
生
き
が
い
と
い
う
の

有島 重武

が
必
要
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
｡

生
き
が
い
と
い
う
と
非
常
に
精
神
的
な
話
に
な
り
や
す
い
｡
け
れ
ど

も
,
具
体
的
に
は
ま
ず
最
低
の
生
活
だ
け
は
保
証
し
､
そ
の
上
で
個
人

の
能
力
の
特
徴
を
何
か
生
か
し
て
あ
げ
る
よ
う
な
体
制
を
組
ん
で
い
く
｡

そ
う
し
て
､
や
が
て
は
お
金
の
た
め
だ
け
で
な
-
て
生
き
が
い
の
た
め

に
働
け
る
よ
う
に
し
て
い
く
'
こ
う
い
う
体
型
を
組
む
の
で
す
｡
そ
う
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な
り
ま
す
と
､
栗
山
先
生
が
先
ほ
ど
お

っ
し
ゃ
っ
た
農

な
ど
は
お

の
た
め

･
経
済
的
に
だ
け
見
れ
ば
重
労
働

で
非
能
率
的
だ
が
､
生
き
が
い
の
上
か
ら
は
王
者
の
技
で
､
こ
れ
は
た
ま
ら
な
-
お
も
し
ろ
い
｡
こ
う
い
う
こ
と

が
発
想
の
転
換
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
と
思
う
の
で
す
が
｡

生
き
が
い
論
み
た
い
な
こ
と
が
実
感
と
な
り
'
社
会
の

つ
の
大
き
な
流
れ
と
な

っ
て
い
-
よ
う
な
-
-
｡
こ

れ
に
は
､
小
さ
い
と
き
か
ら
の
､
点
数
を
か
せ
が
な
け
れ
ば
損
だ
と
い
う
よ
う
な
教
育
の
仕
方
で
は
な
い
も
の
が
､

一
本
入

っ
て
こ
な
け
れ
ば
無
理
と
思
い
ま
す
が
､
高
齢
社
会
は
む
し
ろ
､
生
き
が
い
の
方
か
ら
入

っ
て
ゆ
-
こ

と

も
可
能
だ
と
思
う
の
で
す
が
､
い
か
が
で
し
ょ
う
か
｡



黒
田

先
生
が
お

っ
し
ゃ
っ
た
､
老
人
は
働
-
こ
と
に
生
き
が
い
を
感
じ
る
､
ま
た
健
康
に
い
い
'
こ

う

い
う

答

え
は
日
本
に
し
か
な
い
｡
欧
米
に
は
な
い
で
す
ね
｡

日
本
人
に
は
や
は
り
東
洋
的
な
も
の
が
あ
る
の
で
､
先
生
の
お

っ
し

ゃ
っ
た
生
き
が
い
と
い
う
も
の
と
'
そ
れ

か
ら
健
康
に
い
い
,
こ
の
二
つ
､
こ
れ
を
何
と
か
し
て
生
か
し
て
い
け
ば
究
極
は
そ
こ
へ
い
-
の
で
は
な
い
か
な

と
｡
つ
ま
り
､
働
き
た
い
と
い
う
意
欲
と
能
力
が
あ
り
,
ま
た
健
康
な
も
の
は
働
-
チ
ャ
ン
ス
は
幾
ら
で
も
あ
る

と
い
う
こ
と
､
最
終
的
に
私
は
こ
こ
へ
-
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
し
て
い
る
の
で
す
｡

有
島

健
康
の
問
題
で
･･J
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
､
こ
れ
に
つ
い
て
も
,
高
齢
社
会
で
は
発
想
の
転
換
が
必
要
と
思

い
ま
す
｡
い
ま
医
学
で
言
わ
れ
て
い
る
健
康
と
い
う
の
は
､
ど
こ
か
故
障
が
あ
る
の
が
不
健
康
で
､
故
障

の
な
い

の
が
健
康
だ
と
い
う
ふ
う
な
割
り
切
り
方
で
す
ね
｡
し
か
し
今
後
は
､
復
元
力
の
あ
る
の
が
健
康
､
復
元
力
が
衰

弱
し
て
し
ま

っ
て
悪
い
方
に
向
か

っ
て
い
る
の
は
不
健
康
と
い
う
見
方
が
必
要
と
思
い
ま
す
｡
い
ま
の
予
防
医
学

の
観
点
か
ら
だ
け
で
す
と
､
わ
れ
わ
れ
だ

っ
て
細
か
-
診
ら
れ
れ
ば
t

rお

ま
え
'
胆
嚢
が
悪
い
｣

｢
肝
臓
が
疲

れ
て
る
｣
ど
う
の
こ
う
の
と
な
る
わ
け
で
す
｡
老
人
に
と
･つ
て
は
医
学
的
に
完
全
無
欠
で
な
-
て
も
'
ま
だ
ま
だ

大
丈
夫
だ
と
い
う
健
康
に
対
す
る
も
の
の
考
え
方
'
こ
れ
を
医
学
の
方
で
も
転
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う

ん
で
す
ね
｡

葉
山

い
ま
の
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
は
非
常
に
成
功
を
し
て
い
ま
す
｡
こ

れ
は
ぜ
ひ
伸
ば
す
べ
き
だ
と
思
う

の
で
す
｡
先
生
が
い
ま
お

っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
へ
日
本
で
は
確
か

に
働
-
こ

と
が
生
き
が
い
に
な

っ
て
い
て
'
そ

こ
が
ち
ょ
っ
と
欧
米
と
違

っ
て
ま
す
ね
｡
欧
米
の
方
は
､
何
時
問
働
け
ば
当
然
代
償
と
し
て
の
金
が
入
る
べ
き
だ
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と
い
う
こ
と
で
す
ね
｡

た
だ
､
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の

部
で
問
題
が
起
こ
っ
て
い
る
の
は
'
働
-
楽
し
み
と
い
う
こ
と
で
､
た

だ
で
な
い
に
し
て
も
､
ほ
と
ん
ど
お
金
は
要
ら
な
い
の
だ
と
い
う
よ
う
な
や
り
方
で
や

っ
て
い
る
結
果
､
今
度
は

庭
師
な
ら
庭
師
を
生
業
と
し
て
い
る
職
業
の
人
た
ち
か
ら
,
自
分
の
賎
業
分
野
を
と
て
つ
も
な
い
安
い
値
段
で
侵

さ
れ
る
と
い
う
問
題
が
､
こ
の
J.hJ
ろ
起
き
て
き
て
い
る
の
で
す
｡

地
で
だ
ん
だ
ん
そ
う
い
う
登
録
者
が
ふ
え
て
､
し
か
も
そ
う
い
う
人
た
ち
は
か

つ
て
の
熟
練
者
で
す
か
ら
､

時
間
は
か
か
る
に
し
て
も
比
較
的
い
い
仕
事
を
す
る
｡
そ
し
て
た
だ
同
様
に
や
る
と
い
う
と
､
現
在
そ
れ
を
職
業

と
し
て
い
る
組
合
と

川
に
し
て
み
れ
ば
'
大
問
題
に
な

っ
て
-
る
.

そ
う
い
っ
た
点
も
う
ま
く
指
導
す
る
こ

と
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
0

安
孫
子

八
割
ぐ
ら
い
の
値
段
で
や
は
り
-
-
･0

有
島

私
も
そ
の
点
或
る
大
工
さ
ん
に
聞
い
た
の
で
す
が
へ
修
理
な
ん
か
は
高
齢
者
が
い
い
の
だ
そ
う
で
す
ね
｡

新
し
い
の
を
､
が
ん
が
ん
ぶ
つ
け
て
建
て
る
の
は
若
い
の
に
や
ら
せ
ろ
と
｡
て
い
ね
い
な
修
理
は
若
い
の
は
で
き

な

い
､
そ
う
言
う
の
で
す
ね
｡
そ
う
い
っ
た
分
野
調
整
が
お
の
ず
か
ら
で
き
て
き
た
と
い
う
の
で
す
｡

葉
山

そ
う
で
し
ょ
う
ね
､
分
野
調
整
と
か
指
導
要
領
を
う
ま
く
や
ら
な
い
と
ね
0

有
島

い
ろ
い
ろ
や
っ
て
い
る
う
ち
に
交
通
整
理
の
よ
う
な
も
の
が
だ
ん
だ
ん
に
で
き
て
き
た
｡
初
め
は
反
対
が

●

出
た
の
で
す
よ
'
実
は
｡

黒
田

ア
メ
-
カ
や
イ
ギ
-
ス
な
ん
か
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
､
と
に
か
く
定
年
退
職
制
度
が
わ
り
あ
い
良
い
の
で
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す
｡
そ
れ
で
も
な
お
､
早
く
辞
め
た
い
と
い
う
の
で
し
ょ
う
｡
定
年
が
-
る
前
に
辞
め
て
､
の
ん
び
り
生
活
し
た

い
と
い
う
｡

イ
ギ
リ
ス
な
ん
か
も
困
り
ま
し
て
､
政
府
は
老
人
は
働
け
と
言
う
の
で
す
が
'
全
然
応
じ
な
い
｡
そ
の
点
日
本

人
と
い
う
の
は
､
労
働
観
が
違

っ
て
い
る
よ
う
で
す
｡
そ
の
へ
ん
が
､
私
は
救
い
で
は
な
い
か
と
思

っ
て
い
ま
す
｡

高
齢
化
と
過
密
過
疎

葉
山

労
働
人
∪
の
問
題
に
関
し
て
は
､
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
､
企

体
に
働
-
人
と
い
う
面
を
考
え
る
場
合
が

多
い
と
恩
う
ん
で
す
か
ね
｡

実
は
'
き
ょ
う
の
農
林
部
会
で
､
農
業
の
基
本
政
策
の
問
題
が
論
議
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
､
'.U
承
知
の
よ
う
に

食
糧
の
安
定
供
給
､
そ
れ
か
ら
自
給
力
の
問
題
で
す
が
､
そ
こ
で
も
入
日
の
問
題
が
出
て
き
て
い
る
ん
で
す
｡

先
は
ど
の
中
国
で
も
､
根
本
的
に
は
食
糧
の
問
題
が

一
番
大
き
い
と
思
い
ま
す
し
､
ざ

っ
と
統
計
を
見
ま
し
て

も
､
西
暦
二
〇
〇
〇
年
に
は
'
世
界
の
耕
地
面
積
は
ほ
と
ん
ど
横
ば
い
か
微
増
ぐ
ら
い
だ
け
れ
ど
も
'
砂
漠
の
面

積
は
二
〇
%
増
え
る
､
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
｡
食
糧
は
世
界
全
体
的
に
供
給
難
に
な

る
｡日

本
の
こ
と
に
な
り
ま
す
と
'
人
口
の
面
か
ら
見
て
み
ま
す
と
'
-

さ

っ
き
見
た
ば
か
り
で
驚
い
た
ん
で
す
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昭
和
七
五
年
に
な
る
と
､
全
国
の
老
年
人
口
指
数
が
ず
う

っ
と
上

っ
て
い
っ
て
二
三
ぐ
ら
い
'
と
こ
ろ
が



農
家
だ
け
に
し
ま
す
と
四
三
ぐ
ら
い
に
急
増
す
る
わ
け
で
す
ね
｡

つ
ま
り
'
農
家
に
老
人
ば
か
り
残
る
｡

安
孫
子

農

人
口
の
問
題
で
す
ね
｡

葉
山

農
家
の
老
年
人
口
指
数
は
,
･全
国
の
老
年
人
口
指
数
の
倍
ぐ
ら
い
に
な
る
わ
け
で
す
｡
定
年
制
は
農
家
に

は
あ
り
ま
せ
ん
し
､
機
械
化
そ
の
他
に
し
て
も
､
農
業
の
場
合
ど
う
し
て
も
遅
れ
て
い
る
｡

老
齢
化
,
高
齢
化
と
い
う
問
題
も
･
農
業
の
場
合
に
は
,

一
般
の
日
本
全
体
の
平
均
よ
り
ぐ
う

っ
と
高
い
指
数

に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ん
で
す
ね
｡
そ
の
へ
ん
も
,
人
口
問
題
を
論
ず
る
場
合
に
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
が
､
そ
の
点
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
｡

黒
田

先
生
が
お

っ
し
ゃ
る
こ
と
は
､
地
域
別
だ
と
か
､
あ
る
い
は
産
業
別
の
人
口
構
成
と
か
か
わ

っ
て
-
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
｡

五
五
年
の
国
勢
調
査
で
も
,
六
五
歳
以
上
人
口
の
割
合
は
農
村
県
で
倍
で
す
ね
｡

1
五
､
六
%
｡
倍
と
い
う
よ

り
は
東
京

･
千
葉

･
神
奈
川
あ
た
り
で
六
㌧
七
%
で
す
か
ら
'
倍
以
上
と
い
う
こ
と
で
'
そ
う
い
う
変
動
は
非
常

紘
.'U
ざ
い
ま
す
ね
｡

葉
山

し
か
も
そ
れ
が
と
-
に
広
が

っ
て
い
-
と
い
う
と
こ
ろ
に
'
今
後
問
題
が
虜
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん

で
す
｡

黒
田

た
だ
､
農
業
人
口
と
限
定
し
た
場
合
に
'
私
は
ど
う
か
と
い
う
気
が
す
る
ん
で
す
け
れ
ど
｡
も
う
少
し
､

た
と
え
ば
県
別
で
す
と
か
で
考
え
て
み
ま
す
と
'
ま
す
ま
す
激
し
-
な
る
ん
じ
ゃ
な
-
て
'
緩
和
し
て
い
-
見
通

し
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
ん
で
す
｡
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人
口
の
動
き
を
見
て
お
り
ま
し
て
も
､
昭
和
四
五
､
六
年
.こ
ろ
か
ら
か
な
り
姿
が
変
わ

っ.
て
ま
い
り
ま
し
て
'

よ
く
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
地
方
へ
の
リ
タ
ー
ン
が
か
な
り
激
t
ゆ
う
.ご
ざ
い
ま
す
｡
東
京

･
大
阪

･
名
言

い
う
よ
う
な
大
都
市
圏
に
入

っ
て
く
る
人
口
よ
り
も
'
出
る
人
口
の
ほ
う
が
多
く
な

っ
て
き
た
｡
こ
れ
は
､
全
く

日
本
列
島
の
流
れ
が
根
本
的
に
変
わ

っ
て
い
る
わ
け
な
ん
で
す
｡

国
土
庁
な
ど
'
こ
う
い
う
趨
勢
の
車
で
定
住
圏
構
想
と
い
う
の
を
や
っ
て
い
る
わ
け
で
し
て
､
国
民
が
そ
う
い

う
こ
と
を
期
待
す
る
わ
け
で
す
か
ら
ね
｡
そ
う
す
れ
ば
､
政
府
の
政
策
に
よ
っ
て
は
か
な
り
進
む
で
あ
ろ
う
､
と

い
う
よ
う
に
思
い
ま
す
｡
い
ま
の
と
こ
ろ
私
ど
も
が
調
査
し
て
み
ま
し
て
も
､
二
十
代
か
ら
三
十
代
の
若
い
人
々
､

こ

れ
が
地
方
に
帰

っ
て
い
ま
す
｡

必
ず
し
も
自
分
の
農
村
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
が
'
し
か
し
少
な
-
と
も
自
分
の
出
身
地
か
ら
近
い
所
､
県
内
と
か

隣
り
の
県
と
か
､
そ
う
い
う
所

へ
帰

っ
て
い
る
｡
そ
れ
は
大
都
市

へ
出
て
来
て
か
ら
'
五
年
と
か
十
年
た
っ
た
連

中
で
す
｡
そ
う
い
う
連
中
が
地
方

へ
移

っ
て
お
り
ま
す
｡
ま
だ
ま
だ
量
と
し
て
は
大
き
-
は
な
い
ん
で
す
が
､
こ

の
傾
向
が
続
き
ま
す
と
へ
先
生
が
.'U
心
配
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
年
齢
構
成
は
'
出
た
若
い
者
は
帰

っ
て
ま
い
り
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ま
し
て
'
そ
の
次
の

供
が
生
ま
れ
ま
す
か
ら
'
多
少
は
緩
和
し
て
い
く
｡
し
か
し
ま
す
ま
す
激
し
く
な
る
と
い

う
の
は
､
農
業
人
口
だ
け
に
限
定
す
れ
ば
'
そ
う
い
う
こ

と
が
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
｡

葉
山

私
ど
も
の
国
元
の
自
治
体
に
し
ま
し
て
も
'
確
か
に
リ
タ
ー
ン
現
象
で
国
元
に
帰

っ
て
く
る
人
は
出

て
お

り
ま
す
｡
し
か
し
地
元
に
勤
め
を
持

っ
て
い
る
と
い
う
け
れ
ど
も
'
や
は
り
地
元
の
企
業
で
あ
る
と
か
､
役
場
で

あ
る
と
か
､
あ
る
い
は
小
さ
な
工
場
を
も

っ
て
い
る
と
か
､
そ
う
い
う
か
た
ち
な
ん
で
す
ね
｡
農
家
で
は
四

〇
に



な

っ
て
も
嫁
を
も
ら
え
な
い
と
い
う
の
が
ザ
ラ
な
ん
で
す
｡
大
変
な
大
問
題
に
な

っ
て
お
り
ま
し
て
､
農
家
に
娘

が
い
て
も
農
家
に
は
嫁
に
行
か
な
い
｡
し
た
が

っ
て
農
家
で
働
い
て
い
る
二

〇
歳
以
上
､
あ
る
い
は
適
齢
期
の
一

五
､
六

か
ら
四

〇
ぐ
ら
い
ま
で
嫁
さ
ん
の

て
が
な
い
と
い
う
人
が
､
本
当
に
多
い
ん
で
す
｡

そ
う
す
る
と
､
そ
こ

で
の
出
生
率
'

-

そ
こ
で
生
ま
れ
た
人
じ
ゃ
な
い
と
や

っ
ぱ
り
農
業
は
継
ぎ
ま
せ
ん
か

ら

-

そ
う
そ
う
生
ま
れ
ま
せ
ん
か
ら
､
人
口
問
題
の
あ
る

1
部
の
側
面
と
し
て
で
も
､
や
は
り
見
て
い
か
な
い

と
な
ら
な
い
問
題
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
ね
｡

黒
田

い
ま
お

っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
は
'
過
密
過
疎
の
問
題
に
も
関
連
し
て
ま
い
り
ま
す
ね
｡

葉
山

当
然
そ
う
な

っ
て
ま
い
り
ま
す
ね
｡

黒
田

過
疎
地
域
振
興
法
と
い
う
の
が
..U
ざ
い
ま
す
ね
｡
こ
の
効
果
も
徐
々
に
現
わ
れ
て
お
り
ま
す
C'
こ
の
法
律

の
目
的
は
地
域
開
発
と
い
う
こ
と
で
'
実
際
に

1
0
年
､
三

〇
年
と
い
う
長
期
的
に
見
ま
す
と
'
や
は
り
今
の
地

方
雇
用
機
会
と
い
う
も
の
は
'
そ
の
当
時
考
え
ら
れ
て
い
た
以
上
に
で
き
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
｡

福
岡

私
の
出
合
は
七
､
八
万
ぐ
ら
い
の
経
済
圏
で
､
中
市
町
村
で
す
｡
確
か
に
黒
田
先
生
が
お

っ
し
ゃ
る
よ
う

に

リ
タ
ー
ン
し
て
-
る
若
い
諸
君
も
お
る
｡
あ
る
程
度
企
業
の
進
出
も
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
実
態
は
'
周
辺

の
農
村
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地
嵩
か
ら
そ
の
七
㌧
八
万
の

済
圏
の
中
心

へ
移
動
し
て
-
る
わ
け
で
す
｡
だ
か
ら
行
政
単
位
で
い
い
ま
す
と
､

あ
る
市
は
入
口
が
増
え
る
ん
で
す
け
れ
ど
､
周
辺
の
町
村
は
ほ
と
ん
ど
減

っ
て
い
る
｡
そ

し
て
合

計
す
る
と

何
百
人
か
増
え
て
い
る
の
で
す
｡

そ
こ

で
､
将
来
の
こ
と
を
考
え
ま
す
と
市
町
村
財
政
の
問
題
は
'
現
在
の
行
政
単
位
で
は
や

っ
て
い
け
な
い
だ



ろ
う
｡
窪

で
も
市
町
村
単
位
で
す
か
ら
,
国
保
で
言
え
ば
､
国
保
を
市
町
村
単
位
か
ら
ブ

ロ
ッ
ク
に
す
る
の
か
､

逆
に
行
政
単
位
を

ブ

ロ
ッ
ク
に
し
て
健

保
険
を
そ
こ

へ
移
し
て
い
く
の
か
｡

日
本
列
島
全
体
か
ら
考
え
て
,
過
密
過
疎
の
問
題
が
少
し
緩
和
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ

っ
て
､

限
ら
れ
た
地
域
以
外
を
考
え
て
み
ま
す
と
､
周
辺
の
町
村
を
越
え
て
あ
る
拠
点
都
市

へ
集
中
し
て
い
-
･｡

そ
う
い
う
現

が
あ
る
も
の
で
す
か
ら
,
将
来
の
こ
と
を
考
え
る
と
､
そ
の
へ
ん
で
何
か
対
策
を
立
て
な
き
ゃ

い
か
ん
｡

黒
田

お
っ
し
ゃ
る
通
り
だ
と
思
い
ま
す
｡
私
は
第
二
の
段
階
に
入

っ
た
と
思
う
の
で
す
｡

マ
ク
ロ
的
に
見
る
と

東
京

･
名
古
屋

･
京
阪
神
､
い
わ
ゆ
る
メ
ガ

ロ
ポ
-
ス
､
こ

こ

に
全
国
か
ら
集
ま

っ
て
-
る
｡
と
に
か
-
こ
れ
が

第

一
段
階
で
す
｡

そ
れ
が
だ
い
た
い
四
〇
年
代
中
･･J
ろ
に
ほ
ぼ
ピ
ー
ク
に
な
り
､
入

っ
て
く
る
の
が
減
り
だ
L
t
出
て
い
く
の
が

多
く
な
る
と
い
う
ふ
う
に
な
り
ま
し
た
｡

と
こ
ろ
が
,
そ
う
い
う
意
味
で
は
日
本
列
島
か
ら
み
た
過
密
過
疎
解
消

へ
の
動
き
が
始
ま
る
｡
そ
の
と
き
に
私

は
大
事
な
こ

と
を
申
し
上
げ
る
の
を
忘
れ
て
い
ま
し
た
が
､
先
生
の
お

っ
し
ゃ
る
通
り
村
に
帰
る
の
で
は
な
い
｡
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地
方
の

小
都
市
,
い
ち
お
う
拠
点
の
あ
る
所

へ
帰
る
｡
そ
れ
か
ら
へ
先
生
が
お

っ
し
ゃ
っ
た
周
辺
の
万
か
ら
'

い
ま
ま
で
な
ら
ば
東
京
,
大
阪

へ
出
た
人
が
出
な
-
て
'
そ
の
小
さ
な
核

へ
集
ま

っ
て
-
る
｡
そ
こ
が
第
二
段
階

で
そ
の
次
の
段
階
が
私
は
あ
る
と
思
う
の
で
す
｡

で
す
か
ら
､

1
挙
に
過
密
過
疎
は
解
消
で
き
な
い
｡
し
か
し
第
二
段
階
が
始
ま

っ
た
と
い
う
こ
と
は
､
第
三
段



階
に
打

つ
手
が
芽
ば
え
始
め
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡

今
後
は
､
い
ま
お

っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
地
方
の
車
､
た
と
え
ば
県
の
中
で
の
過
密
過
疎
解
消
の
方
向

へ
進
む
｡

し
か
し
､
逆
に
県
単
位
ぐ
ら
い
で
見
ま
す
と
'
現
在
は
む
し
ろ
過
密
過
疎
が
進
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
｡

日
本
列
島
で
の
過
密
過
疎
解
消
の
方
向

へ
動
き
出
し
た
の
で
す
け
れ
ど
も
'
そ
れ
は
過
渡
的
に
は
地
方
の
中
で

の
過
密
過
疎
を
引
き
起
こ

し
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
｡

し
か
し
こ
れ
か
ら
は
'
第
三
段
階
に
向
け
て
対

を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
｡
そ
う
い
う
意

味
で
'
日
本
列
島
の
中
で
の
分
布
の
流
れ
を
変
え
て
い
く
､
そ
れ
か
ら
居
住
空
間
の
再
分
布
を
考
え
て
い
-
と
い
･

う
の
が
､
出
生
の
問
題
､
あ
る
い
ま
高
齢
化
の
問
題
だ
け
で
な
く
て
非
常
に
重
要
な
問
題
で
あ
る
｡

日
本
で
は
出
生
の
問
題
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
高
齢
化
と
い
う
縦
の
問
題

-

年
齢
を
縦
の
問
題
と
考
え
て
-

そ
れ
か
ら
人
口
空
間
分
布
と
い
う
横
の
問
題
と
'
二
つ
の
人
口
問
題
が
あ
り
ま
す
｡
日
本
が
直
面
し
て
い
る
こ

の

問
題
を
ど
う
解
決
し
て
い
-
か
､
こ
れ
が
取
り
組
む
べ
き
基
本
的
な
課
題
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
思
う
の
で
す
0
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教
育
制
度
と
高
齢
社
会

有
島

私
は
教
育
の
問
題
が
気
に
な
る
の
で
す
｡
日
本
の
教
育
は
大
変
よ
く
な

っ
て
き
た
と
い
う
け
れ
ど
も
'
い

ま
の
学
校
教
育
を
こ

の
ま
ま
押
し
進
め
れ
ば
よ
い
と
は
申
せ
ま
せ
ん
｡

学
校
教
育
だ
け
が
教
育
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
人
間
の
成
長

･
向
上
と
い
う
こ

と
か
ら
考
え
直
し
て
､
こ

れ
か
ら



は
少
し
若
年
の
と
き
か
ら
働
き
出
す
､
ま
た
高
齢
に
な

っ
て
も
な
お
勉
強
を
し
て
い
け
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
積

極
的
に
進
め
て
い
-
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
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習
制
度
を
ち
ゃ
ん
と
整
備
し
,
中
央
官
庁
な
ん
か
で
も
採
用
し
て
い
け
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を

つ
-

っ
て
い
-
べ

き
だ
と
思
う
の
で
す
｡

こ
れ
か
ら
の
高
齢
社
会
は
､
生
涯
教
育
の
視
点
が

一
つ
入

っ
て
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
｡

黒
田

私
も
墓

の
教
育
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
､
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
｡
ほ
と
ん
ど
学
校

へ
打

っ
て
も
勉
強
し
な
い
と
か
'
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
｡

も
ち
ろ
ん
､
現
在
の
高
学
歴
社
会
を
そ
の
ま
ま
放

っ
て
お
け
ば
よ
い
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
､
し
か
し

高
学
歴
と
い
う
の
は
結
果
に
お
い
て
非
常
に
プ
ラ
ス
に
な
る
｡
高
齢
化
社
会
に
お
い
て
弾
力
性
の
あ
る
社
会
に
持

っ
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て
い
く
た
め
に
は
､
私
は
高
学
歴
化
と
い
う
の
は
非
常
に

要
で
あ
る
と
思
う
の
で
す
｡

中
味
は
先
生
が
お

っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
､
生
涯
教
育
と
か
い
ろ
い
ろ
な
提
案
が
あ
る
で
し
ょ
う
｡
し
か
し
､
イ

ギ
リ
ス
だ
と
か
ド
イ
ツ
で
は
途
中
で
実
業
教
育
に
入

っ
て
'
大
学
に
行
か
な
い
の
が
相
当
い
ま
す
ね
｡
そ
う
い
う

点
か
ら
比
べ
る
と
,
日
本
の
高
学
歴
化
と
い
う
の
は
非
常
に
大
き
な
役
割
り
を
持

っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
｡

高
齢
者
の
労
働
力
を
み
ま
し
て
も
､
高
齢
者
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
､
常
用
雇
用
と
い
う
の
は
高
学
歴
者
な
の
で

す
｡
学
歴
が
な
い
と
高
齢
者
に
は
働
-
場
所
は
な
い
｡
そ
う
い
う
意
味
で
は
'
私
は
高
学
歴
化
と
い
う
の
は
決
し



て
マ
イ
ナ
ス
で
は
な
い
,

マ
イ
ナ
ス
ど
こ
ろ
か
､
ぜ
ひ
維
持
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
だ
と
思
い
ま
す
｡

そ
れ
か
ら
生
涯
学
習
を
お

っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
,
た
と
え
ば
企
業
の
中
で
の
技
術
の
研
修
だ
と
か
､

い
ろ
い
ろ
な
機
会
で
研
修
と
い
う
の
を
､
政
府
も
企
業
も
,
あ
る
い
は
個
人
自
身
も
早
目
に
考
え
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
｡
定
年
に
な

っ
て
か
ら
新
し
い
仕
事
に
つ
-
の
で
は
な
-
て
､
そ
の
前
か
ら
ち
ゃ
ん
と
準
備
を
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

そ
う
い
う
点
で
､
広
い
意
味
で
の
教
育
と
い
う
の
は
き
わ
め
て
重
要
だ
と
思
い
ま
す
｡
特
に
高
齢
化
社
会
で
の

生
産
性
と
い
う
の
は
､
私
は
教
育
が
カ
ギ
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
｡
教
育
な
-
し
て
高
齢
化
社
会
で
の
生
産

性
を
維
持
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
｡

当
然
､
労
働
力
の
平
均
年
齢
は
非
常

に1
が

っ
て
ま
い
り
ま
す
｡
こ
れ
を
積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
が
高
齢
化

社
会
の
弾
力
性
を
維
持
す
る
唯

一
の
条
件
か
な
t
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
.

有
島

若
年
の
労
働
者
､
二

〇
代
前
後
の
労
働
供
給
が
少
な
-
な

っ
て
-
る
わ
け
で
す
か
ら
､
そ
れ
を
緩
和
す
る

-317-

た
め
､
学
校
は
後
で
も
卒

で
き
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
す
る
わ
け
で
す
ね
｡

そ
う
い
う
形
が
,
今
後
は
工
夫
さ
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
｡

黒
田

高
校
だ
け
で
終
わ
っ
た
も
の
に
も
､
大
学
に
入
る
機
会
を
与
え
て
や
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
｡

有
島

そ
れ
も
､
相
当
年
限
が
た

っ
て
か
ら
で
も
で
き
る
の
だ
t
と
い
う
よ
う
な
制
度
で
す
｡

黒
田

現
在
の
通
信
教
育
が

一
つ
の
･･････0

有
島

現
在
の
学
年
と
年
齢
と
い
う
の
は
大
体
ワ
ン
･
ツ
ー

･
ワ
ン
に
な

っ
て
い
ま
す
｡
そ
れ
を
少
し
崩
し
て
無



学
年
制
に
し
て
い
く
よ
う
な
方
向
､
そ
れ
を
生
涯
化
し
て
い
-
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
､
今
後
必
要
に
な

っ
て
く

る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
｡

石
本

前
回
の
座
談
会
で
'
専
門
の
先
生
方
は
発
想
の
転
換
と
い
う
こ
と
を
強

さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
｡

ま

た
､
い
ま
先
年
の
教
育
問
題
な
ど
も
含
め
ま
し
て
､
将
来
の
高
齢
社
会
も
そ
れ
ほ
ど
心
配
し
な
く
て
い
い
の
で

し
ょ
う
か
｡
労
働
人
口
が
当
分
は
減

っ
て
き
ま
す
'
し
か
も
景
気
も
だ
ん
だ
ん
落
ち
つ
く
と
い
う
か
下
が

っ
て
き

て
お
り
ま
す
-
‥
･0

黒
田

日
本
の
高
齢
化
と
い
う
の
は
こ

れ
ま
で
日
本
が
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
も
の
で
す
し
､
今
後
の
展
開
に
し

て
も
予
測
し
よ
う
の
な
い
も
の
で
す
か
ら
､
従
来
の
よ
う
な
発
想
だ
け
で
は
つ
い
て
い
け
な
い
｡

同
時
に

､

日
本
の
こ
れ
か
ら
の
高
齢
化
と
い
う
の
は
い
ま
ま
で
の
西
欧
文
明
社
会
で
も
経
験
し
た
こ
と
が
な
い

も
の
な
の
で
､
開

途
上
国
や
ア
ジ
ア
の
中
で
の
最
も
先
端
的
な
経
験
に
な
る
わ
け
で
す
｡
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も
う

一
つ
､
わ
れ
わ
れ
は
や
っ
ぱ
り
ア
ジ
ア
社
会
の

三
貝
で
あ

っ
て
'
た
と
え
ば
家
族
制
度
'
そ
の
他
い
ろ
い

ろ
な
点
に
お
い
て
､
西
欧
社
会
に
な
い
も
の
を
持

っ
て
い
ま
す
｡
わ
れ
わ
れ
日
本
の
社
会
と
い
う
の
は
'
あ
る
意

味
で
は
ア
ジ
ア
的
で
あ
る
'
あ
る
い
は
開
発
途
上
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
｡

日
本
の
経
験
と
い
う
の
は
､
世
界
文
化
の
橋
渡
し
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
､
両
方
に
つ
な
が

っ
て
い
る
わ
け
で
､

そ
う
い
う
点
で
世
界
史
的
な
意
義
を
持

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
｡

そ
れ
だ
け
に
わ
れ
わ
れ
の
役
割
り
と
い
う
の
は
非
常
に
難
し
い
と
し
て
も
'
ア
ジ
ア
的
な
も
の
を
持

っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
､
わ
れ
わ
れ
の
高
齢
化
社
会
を
解
決
す
る
上
に
お
い
て
の
重
要
な
条
件
に
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ



と
｡

言
い
か
え
れ
ば
,
日
本
的
な
あ
る
い
は
日
本
型
的
望

同
齢
化
対
策
と
い
う
も
の
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
｡

そ
う
な
る
と
､
発
想
を
変
え
ざ
る
を
得
な
い
｡

つ
ま
り
､
先
進
国
で
や
っ
た
経
験
に
つ
い
て
い
く
だ
け
で
は
ど

う
に
も
な
ら
な
い
わ
け
で
､
そ
う
い
う
意
味
で
,
抽
象
的
望

量

で
す
け
れ
ど
も
､
発
想
を
変
え
な
け
れ
ば
い
け

な
い
と
申
し
上
げ
て
い
る
わ
け
で
す
｡

そ
れ
は
,
単
に
高
齢
社
会
の
場
合
だ
け
で
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
,
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
'
日
本

の
高
齢
化
社
会
の
異
常
さ
と
い
う
も
の
を
政
府
も
､
国
民
も
十
分
に
理
解
し
な
い
と
安
心
し
た
高
齢
化
社
会
を
乗

り
切
る
対
策
と
い
う
も
の
が
立
た
な
い
の
で
は
な
い
か
と
,

義

に
お
い
て
は
そ
う
い
う
不
安
を
持

つ
わ
け
で
す
｡

安
孫
子

有
島
先
生
な
ん
か
･･J
承
知
で
し
ょ
う
け
れ
ど
,
デ
ン
-

ケ
に
国
民
高
等
学
校
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す

ね
｡
要
す
る
に
中
学
校
を
卒
業
し
ま
し
て
､
あ
と
二
年
な
り
三
年
な
り
実
際
に
農
業
を
や
っ
て
'
そ
の
後
で
入
る
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学
校
な
の
で
す
ね
｡
そ
れ
で
本
当
の
も
の
に
な
る
の
で
す
｡

日
本
の
場
合
に
は
そ
う
で
な
く
て
､

一
貫
し
た
農
学
校
に
な

っ
て
い
て
'
そ
し
て
そ
の
間
に
実

的
な
経
験
も

な
し
に
教
育
を
受
け
る
わ
け
で
す
｡
二
年
な
り
､
三
年
な
り
実
際
農
業
を
や
っ
て
､
そ
れ
か
ら

ハ
イ
ス
ク
ー
ル
に

入
る
､
デ
ン
マ
-
ク
の
よ
う
な
制
度
は
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
｡

有
島

そ
う
で
す
ね
｡
特
に
学
校
の
教
員
な
ん
か
の
場
合
も
､
学
校
出
た
て
の
ま
ま
世
間
を
知
ら
な
い
人
'
ほ
ん

と
の
社
会
を
知
ら
な
い
人
が
社
会
を
教
え
て
い
る
と
い
う
よ
う
な

一
面
で
は
お
か
し
な
こ
と
が
.'U
ざ
い
ま
し
た
｡

い
ま
ま
で
は
し
ょ
う
が
な
か

っ
た
け
れ
ど
も
'
避
け
ら
れ
な
い
高
齢
化
社
会

へ
の
対
応
と
い
う
こ
う
い
っ
た
チ
ャ



ン
ス
を
の
が
さ
な
い
で
改
革
で
き
る
と
思
い
ま
す
｡

黒
日

石

先
生
,
日
本
の
陸
海
軍
の
制
度
は
先
生
の
お

っ
し
ゃ
っ
た
と
お
り
で
し
ょ
う
｡
教
育
の
段
階
と
現
場

と
の
連
絡
で
す
｡
連
隊
に
い
っ
て
教
え
た
り
し
ま
せ
ん
｡
そ
れ
か
ら
帰

っ
て
き
て
陸
大
に
入
る
と
か
'
教
育
の
段

階
で
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
現
場
と
基
本
的
な
訓
練
と
の
問
を
往
復
し
て
い
る
わ
け
で
す
0

安
孫
子

警
察
が
そ
う
だ
,
警
察
学
校
と
い
う
の
が
そ
う
な
の
で
す
｡

黒
田

あ
あ
い
う
仕
組
み
と
い
う
も
の
を
教
育
の
中
に
取
り
入
れ
る
べ
き
で
す
ね
0

福
同

い
ま
で
も
社
内
教
育
で
や

っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
よ
,
経
験
を
三
年
も
す
る
と
高
等
の
試
験
が

受
け
ら
れ
る
,
五
年
す
る
と
大
学
課
程
の
試
験
が
受
け
ら
れ
る
､
そ
の

験
に
合
格
す
れ
ば
職
場
か
ら
学
園
に
入

っ

て

一
年
な
り
二
年
な
り
勉
強
を
し
て
帰

っ
て
-
る
｡

で
す
か
ら
初
等
,
中
等
,
大
学
課
程
で
も
現
場
と
往
復
さ
せ
る
制
度
が
相
当
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
0

安
孫
子

学
校
制
度
を
国
で
や
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
,
企
業
体
で
は
あ
る
程
度
や
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
｡

栗
山

そ
う
い
う
意
味
で
は
,
先
生
の
言
わ
れ
る
生
涯
教
育
と
い
う
の
で
す
か
､
特
別
に
上
の
職
に
い
-
た
め
の
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勉
強
で
な
く
て
､

一
般
の
た
と
え
ば
家
庭
婦
人
な
ん
か
で
も
､
相

い
ま
は
教
育
を
受
け
る
幅
が
広
-
な

っ
て
き

て
い
る
の
で
す
ね
｡
そ
れ
は
い
い
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
L
t
今
後
も
そ
う
い
う
方
向
に
も

っ
と
広
げ
て
い
っ

て
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡

黒
田

そ
う
い
う
点
は
､
日
本
人
の
教
育
に
対
す
る
関
心
と
い
う
の
は
世
界

一
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
の

で
す
｡



家
庭
の
婦
人
で
も
そ
う
で
す
ね
､
い
ま
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
と
か
､
カ
ル
チ
ャ
ー
な
ん
と
か
い
う
の
が
大
変

で
し
ょ
う
｡
自
分
の
行
き
た
い
講
座
に
申
し
込
む
の
が
､
い
つ
も
満
員
で
な
か
な
か
入
れ
な
い
の
で
す
ね
｡
そ
の

辺
の
こ
と
は
非
常
に
プ
ラ
ス
で
期
待
が
持
て
る
の
で
す
け
れ
ど
'
そ
れ
を
も
う
少
し
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
-
-
0

安
孫
子

生
涯
教
育
と
い
う
も
の
を
も

っ
と
組
織
的
に
､
機
能
的
に
や
る
と
い
う
工
夫
を
教
育
制
度
で
は
考
え
な

い
と
い
け
な
い
で
す
ね
｡

栗
山

も

っ
と
そ
う
い
う
面
で
教
育
を
考
え
直
し
て
い
-
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
｡

社
会
福
祉

の
今
後

の
方
向

有
島

現
在
の
教
育
制
度
で
は
､
中
学
生
､
高
校
生
が
勉
強

1
点
ぼ
り
で
'ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
'
ボ

ラ

ン

テ

ィ
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ア
活

と
か
高
齢

の
世
話
を
見
る
こ
と
も
点
数
の
中
に
入
れ
る
よ
う
な
工
夫
｡
そ
う
や
っ
て
'
い
た
わ
り
合
い

と
い
う
こ
と
が
教
育
の
中
に
入

っ
て
こ

な
い
と
､
高
齢
者
対
策
は
う
ま
く
い
か
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡

福
岡

老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
い
え
ば
､
特
別
の
老
衰
し
た
人
と
か
'
病
気
の
人
は
対
象
外
で
す
が
､
元
気
な
､

頑
も
ま
だ
ま
と
も
の
人
が
老
人
ホ
ー
ム
に
入

っ
て
い
る
｡
有
料
の
老
人
ホ
ー
ム
は
特
に
そ
う
で
す
｡

し
か
し
､
絵
を
描
く
と
か
'
書
を
書
く
と
か
､
そ
う
い
う
何
か
を
趣
味
で
持

っ
て
い
る
人
は
年
を
琴

b
な
い
そ

ぅ
で
す
ね
｡
と
こ
ろ
が
､
ボ
ケ
I
と
し
て
い
る
人
は
老
化
も
早
い
そ
う
で
す
｡

葉
山

そ
う
ら
し
い
で
す
ね
｡



福
岡

そ
れ
で
箸

が
い
と
の
関
係
に
な
る
の
で
す
が
,
も
う
少
し
老
人
ホ
ー
ム
の
あ
り
方
と
い
う
か
'
運
営
の

仕
方
と
い
う
か
､
社
会
的
に
少
し
結
び

つ
け
る
よ
う
な
､
そ
れ
で
生
き
が
い
を
感
じ
る
よ
う
な
も
の
に
改
め
て
い

く
と
い
う
こ

と
も
､
い
ま
や
ろ
う
と
す
れ
ば
す
ぐ
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
ね
｡
問
題
は
そ
う
い

う
発
想
の
転
換
と
い
う
か
､
そ
う
い
う
も
の
が
な
い
と
ね
｡

有
島

そ
う
,
た
と
え
ば
,
保
育
所
と
老
人
ホ
-

と
併
設
で
す
｡
そ
し
て
さ
ら
に
､
併
設
考
幼
の
場
に
若

い
お

讐

ん
た
ち
に
も

遠

間
竺

遍
で
あ
れ
,
来
て
世
話
を
し
て
も
ら
う
｡
こ
う
し
て
三
世
代
四
世
代
の
交
流
の
少
な

い
核
家
族
時
代
に
､
世
代
の
交
流
を
し
て
も
ら
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
､
今
度

ti
っ
実
験
的
に
や

っ
て
も
ら
お

う
と
思

っ
て
い
る
の
で
す
｡

黒
田

老
人
ホ
ー
ム
と
保
育
所
と
併
設
に
し
て
し
ま
う
の
で
す
ね
｡

安
孫
子

年
寄
り
も
喜
ぶ
で
し
ょ
う
､
よ
ぼ
よ
ぼ
の
方
は
別
と
し
て
ね
｡

石
本

じ
-
つ
と
座

っ
て
の
番
ぐ
ら
い
で
き
る
ん
で
す
よ
｡
小
さ
な
赤
ち
ゃ
ん
の
行
動
ぐ
ら
い
見
て
'
あ
あ
ち
ょ
っ

と
変
で
す
よ
と
い
う
こ

と
ね
｡
で
す
か
ら
本
当
に
い
い
こ
と
で
す
｡

福
岡

い
ま
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
が
も
の
す
･･O
-
は
や

っ
て
い
る
の
で
す
ね
｡
こ
れ
は
年

に
関
係
な
い
'
朝
五
時
'.U
ろ

か
ら
起
き
て
六
時
'･U
ろ
か
ら
八
時
.こ
ろ
ま
で
や

っ
て
帰

っ
て
-
る
｡
年
を
琴

b
な
い
｡

で
す
か
ら
,
何
か
な
い
と
生
き
が
い
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
L
t
年
を
取

っ
て
し
ま
う
｡
そ
れ
で
､
医
者

へ
行

っ

-322-

を
も
ら

っ
て
'

の
副
作
用
で
よ
け
い
体
を
こ
わ
す
｡
こ
う
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
で
す
ね
｡

有
島

い
ま
の
老
人
ホ
ー
ム
は
老
人
ば
か
り
を
集
め
て
'
至
れ
り

つ
-
せ
り
の
物
的
条
件
だ
け
を
備
え
て
い
る
け



れ
ど
も
､
そ
れ
だ
け
で
は
ま
る
で
植
物
入
間
製
造
所
で
は
な
い
か
と
悪
口
を
言
う
人
も
い
ま
す
よ
ね
｡

葉
山

年
金
に
つ
い
て
は
､
本
当
に
何
と
か
早
-
考
え
な
い
と
-
-
0

安
孫
子

こ
れ
は
も
う
何
と
も
し
ょ
う
が
な
い
｡

葉
山

国
鉄
の
例
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
､
何
と
か
し
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
ね
｡

安
孫
子

そ
う
す
る
と
負
担
を
か
け
る
か
､
切
る
か
し
か
な
い
の
で
す
｡
こ
れ
は
大
変
な
抵
抗
だ
ろ
う
な
｡

葉
山

支
給
を
切
る
か
､
負
担
を
上
げ
る
か
で
す
か
ら
ね
｡

安
孫
子

し
か
し
'
ど
う
し
て
も
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
問
題
で
し
ょ
う
ね
｡

黒
田

七

〇
歳
ま
で
七
～
八
割
が
現
実
に
働
い
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
､
そ
れ
を
体
系
的
に
年
金
制
度
の
中
で
働

け
る
よ
う
に
持

っ
て
い
き
ま
す
と
､
働
-
こ
と
は
健
康
に
い
い
と
い
う
考
え
方
や
生
き
が
い
を
感
じ
る
｡
私
は
健

康
に
プ
ラ
ス
だ
と
思
う
わ
け
で
す
｡

働
-
こ

と
に
よ
っ
て
収
入
が
あ
り
ま
す
か
ら
､
年
金
の
支
払
い
を
節
約
で
き
る
わ
け
で
す
｡
そ
れ
に
医
療
費
の

軽
減
に
も

つ
な
が
る
｡
非
常
に
う
ま
-
い
き
ま
す
と
､

一
石
二
鳥
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
な
い
わ
け
で
な
い
｡

従
属
人
口
に
関
し
て
私
は
常
々
言
う
の
で
す
が
'
そ
の
計
算
式
で
は
分
母
に
生
産
年
齢
入
日
を
持

っ
て
い
き
'

分
子
に
子
供
と
老
人
が
入
る
｡
こ

の
場
合
､
子
供
は
現
在
の
〇
歳
か
ら
十
四
歳
は
な
く
て
､

〇
歳
か
ら
十
九
歳
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
数
青
の
点
か
ら
考
え
る
と
'

〇
歳
か
ら
十
九
歳
は
完
全
に
子
供
で
す
か
ら
｡
そ
う
す
る

と
､
老
人
人
口
が
い
ま
ま
で
ど
お
り
六
五
歳
以
上
で
し
た
ら
､
と
う
て
い
負
担
に
堪
え
切
れ
ま
せ
ん
｡

で
す
か
ら
､
働
-
年
齢
は
二
〇
か
ら
六
九
歳
ま
で
に
上
げ
る
わ
け
､
老
人
は
七

〇
歳
以
上
に
す
る
､
現
実
に
そ

一･323--



こ
へ
持

っ
て
い
か
な
い
と
､
も
た
な
い
で
す
ね
｡

そ
の
へ
ん
の
工
夫
を
何
と
か
考
え
な
い
こ
と
に
は
-

｡
ま
だ
ち

ょ
っ
と
時
間
が
あ
り
ま
す
か
ら
'
も
う
し
ば

ら
く
､
二

〇
年
ぐ
ら
い
あ
り
ま
す
か
ら
｡

葉
山

一
･〇
年
し
か
な
い
｡
二

〇
年
な
ん
て
す
ぐ
で
す
か
ら
｡

黒
田

そ
れ
ま
で
に

一

に
対
策
を
た
て
て
い
た
だ
か
な
い
と
来
世
紀
に
入

っ
た
ら
老
人

の
姿
が
変
わ

っ
て
-
る
｡

も
う
ど
う
に
も
こ

う
に
も
な
ら
な
-
な
る
｡
今
世
紀
末
ま
で
は
老
人
は
ふ
え
て
-
る
の
で
す
が
ま
だ

い
い
の
で
す
｡

子
供
の
人
口
が
減
る
た
め
に
全
体

の
負
担
は
非
常
に
軽
い
｡
そ
の
負
担
の
軽

い
問
に
､
何
と
か
企
業
も
が
ま
ん
し

て
や

っ
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
｡
個
人
も
体
制
を
考
え
な
い
と

い
け
な
い
｡

も
う
来
世
紀
に
入

っ
た
ら
手
お
く
れ
で
す
ね
｡
何
も
し
な
い
で
や

っ
て
い
た
ら
途
端

に
医
療
費

の
問
題
､
年
金

の
問
題
で
政
府
財
政
は
完
全

に破
産
で
す
ね
｡
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葉
山

い
ま
現

･
将
来
に
向
か

っ
て
約
束
し
て
い
る
年
金
額
が
二
百
何
十
兆
と
か
い
う
の
で
す
ね
｡
で
す
か
ら

そ
ん
な
も
の
払

い
き
れ
る
わ
け
な
い
の
で
す
｡
こ
こ

で
何
と
か
し
な
い
と
､
制
度
を
変
え
て
い
か
な
い
と
'
ど
う

し
よ
う
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
｡

一
兆
ぐ
ら
い
の
国
債
ど
こ
ろ
で
は
な
い
で
す
か
ら
ね
｡

安
孫
子

そ
れ
と
同
時
に
､
定
年
制

の
問
題
が
絡
ん
で
き
ま
す
ね
｡

石
本

女
子
労
働

の
問
題
で
す
け
れ
ど
も
､

供
を
産
む
条
件
'

つ
ま
り
安
心
し
て
子
供
を
産
ん
で
育

て
ら
れ
る

育
児
休
業
法
の
よ
う
な
も
の
を
導
入
し
な
い
と
へ
こ

れ
は
無
理
だ
と
思

い
ま
す
ね
｡



子
供
が
で
き
た
ら
や
め
な
さ
い
と
か
い
う
の
で
は
､
安
心
し
て
子
供
を
産
め
ま
せ
ん
か
ら
｡

黒
田

で
す
か
ら
､
ま
す
ま
す
子
供
を
産
ま
な
-
な

っ
て
い
-
よ
う
で
は
困
る
の
で
す
｡
い
ま
産
ん
で
い
る
程
度

の
こ
と
は
何
と
か
し
な
け
れ
ば
,
い
ま
お

っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
が
必
要
に
な

っ
て
ま
い
り
ま
す
ね
｡
そ
れ
が
な
い
か

ら
出
生
率
が
下
が

っ
て
い
-
わ
け
な
ん
で
す
か
ら
｡

有
島

黒
目
先
生
が
先
ほ
ど
お

っ
し
ゃ
っ
た
の
は
,
幼
児
が
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う

壷

極
端
な
例
で
す
け
れ
ど

も
'

石
本

有
島

石
本

黒
田

石
本

母
親
の
ふ
と
こ

ろ
を
知
ら
な
い
で
預
け
ら
れ
た
と
い
う
の
で
は
宵
る
わ
け
で
-
‥
･0

せ
め
て

一
年
間
ぐ
ら
い
は
､
お
母
さ
ん
が
抱
い
て
あ
げ
る
よ
う
な
-
-
0

年
間
は
最
低
ね
､
そ
れ
で
ま
た
復
職
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
｡

そ
う
で
す
,
席
を
お
い
た
ま
ま
で
｡
こ
れ
も
早
-
し
た
方
が
い
い
と
私
は
思
い
ま
す
｡

当
然
､
保
育
所
の
問
題
も
出
て
き
ま
す
ね
｡

保
育
所
も
い
ま
定
員
割
れ
が
出
て
き
て
い
ま
す
｡
子
供
が
少
な
-
な
り
ま
し
た
か
ら
｡
幼
稚
園
も
そ
う
で
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す
｡

黒
田

で
す
か
ら

人
の
値
打
ち
と
い
う
の
は
'
ま
す
ま
す
重
要
に
な

っ
て
き
ま
す
｡
老
人
も
赤
ち
ゃ
ん
も
人
間

の
値
打
ち
と
い
う
の
は
､
い
か
瞥

同
価
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
｡
教
育
に
は
長
い
期
間
を
か
け
る

わ
け
で
し
ょ
う
｡

で
す
か
ら
､
そ
う
い
う
意
味
で
は
､
老
人
の
方
が
赤
ち
ゃ
ん
よ
り
は
る
か
に
重
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
｡
そ
う
い

う
老
人
に
社
会
の
中
で
働
い
て
も
ら
う
と
い
う
こ

と
は
､
あ
る
意
味
で
は
何
で
も
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡



有
島

人
類
の
歴

の
中
で
も
､
子
ど
も
と
大
人
と
の
中
間
に
青
年
と
い
う
存
在
は
､
近
代
に
な

っ
て
か
ら
だ
と

い
う
話
を
ち
ょ
っ
と
聞
い
た
こ

と
あ
り
ま
す
｡
昔
は

で
元
服
し
､
子
ど
も
か
ら
い
き
な
り
大
人
で
し
て
､

も
う

叫
人
前
と
し
て
働
き
､
戦
っ
た
わ
け
で
す
が
へ
現
在
は
中
途
半
端
な
青
年
と
い
う
も
の
が
壮
年
の
前
に
あ
る
｡

こ
れ
か
ら
の
高
齢
社
会
で
は
､
熟
年

･
高
老
な
ど
､
い
ろ
い
ろ
と
分
け
る
必
要
が
で
る
｡
そ
し
て
､
お

っ
し
ゃ
っ

た
よ
う
に
各
年
代
､
各
世
代
が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
本
当
に
発
揮
で
き
る
よ
う
な
体
制
を

つ
-
る
と
い
う
方
向
で
､

い
ろ

い
ろ
工
夫
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

黒
田

日
本
は
ま
さ
に
そ
こ
へ
き
て
い
る
の
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
本
当
に
真
剣
に
考
え
な
い
と
｡

有
島

世
界
的
に
'
と
に
か
く
人
口
抑
制
の
方
向
に
向
か

っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ

と
で
す
ね
｡
日
本
民
族
に
お

い
て
は
､
と
い
う
よ
う
な
例
外
を
許
す
わ
け
に
は
ち
ょ
っ
と
い
か
ん
の
だ
と
'
そ
う
い
う
枠
組
み
の
中
で
高
齢
化

社
会
は
進
ん
で
い
る
の
だ
し
､
こ

れ
に
対
処
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
､
こ
う
い
う
こ

と
で
す
ね
｡

黒
田

人
口

一
〇
万
ぐ
ら
い
の
ア
フ
-
カ
の
新
興
国
で
､
子
供
は
六
人
ぐ
ら
い
産
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
や

っ

て
い
る
所
も
あ
り
ま
す
が
､
(
笑
)
四
四
億
の
中
の

一
〇
万
で
す
か
ち
問
題
で
は
な
い
で
す
｡
や

っ
ぱ
り
大
前
提

は
こ
の
へ
ん
に
置
-
し
か
な
い
の
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
｡

安
孫
子

ど
う
も
あ
り
が
と
う
.'U
ぎ
い
ま
し
た
｡

(
こ

の
座
談
会
は
'
昭
和
五
七
年
八
月

一
九
日
に
参
議
員
会
館
の
会
議
室
で
行
わ
れ
た

も
の
に
加
筆
し
た
も
の
で
す
)

-326-


