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高
齢
化
・
人
口
減
少
は
大
き
な
課
題
だ
が
、
経
済
が
大
き
く
な
れ
ば
幸
福
度
が
高
ま
る
と
は
限
ら
な
い
。
定
常
期
や
人
口
減
少
社
会
に
は
、
高

度
成
長
期
的
な
拡
大
・
成
長
路
線
か
ら
の
発
想
の
転
換
が
重
要
。
若
い
世
代
の
ロ
ー
カ
ル
志
向
な
ど
近
年
の
動
き
は
む
し
ろ
希
望
が
持
て
る
。
ロ
ー

カ
ル
を
起
点
に
経
済
社
会
を
つ
く
る
発
想
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
経
済
に
つ
な
が
る
。

日
本
に
は
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
あ
り
、
相
互
扶
助
が
存
在
し
て
い
た
。
自
然
も
重
視
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
工
業
化
社
会
に
過

剰
適
応
し
た
こ
と
で
、地
方
都
市
の
問
題
が
現
れ
た
。
今
こ
そ
、都
市
と
農
村
の
関
係
を
見
直
し
、持
続
可
能
な
相
互
依
存
へ
是
正
す
べ
き
だ
。
私
は
、

「
鎮
守
の
森
・
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
構
想
」
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
伝
統
文
化
に
関
わ
る
も
の
を
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
結
び
つ
け
、
地
方

創
生
や
地
域
再
生
な
ど
に
役
立
て
る
構
想
だ
。

日
本
は
高
齢
化
・
人
口
減
少
の
フ
ロ
ン
ト
ラ
ン
ナ
ー
と
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
定
常
型
社
会
の
実
現
を
考
え
る
べ
き
だ
。
そ
れ
は
真
の
豊
か
さ
を
実
現

し
て
い
く
入
口
で
あ
る
。

基
調
講
演
①

人
口
減
少
社
会
を
希
望
に

　
〜
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
先
の
ロ
ー
カ
ル
化
〜

講
　
演
　
要
　
旨

千
葉
大
学 

法
政
経
学
部 

教
授

（
現
・
京
都
大
学 

こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー 

教
授
）

広
井 

良
典

１
．
は
じ
め
に

今
日
の
テ
ー
マ
は
「
人
口
減
少
社
会
を
希
望
に
～
グ

ロ
ー
バ
ル
化
の
先
の
ロ
ー
カ
ル
化
～
」
で
す
。
最
初
に
、

私
た
ち
が
今
ど
の
よ
う
な
時
代
を
生
き
て
い
る
の
か
、

基
本
的
な
時
代
認
識
に
つ
い
て
触
れ
、
次
に
い
く
つ
か

の
政
策
課
題
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
の
簡
単
な
ま
と
め
と

い
う
流
れ
で
お
話
し
い
た
し
ま
す
。

２
．
人
口
減
少
時
代
の
社
会
構
想

（
１
）
ジ
ャ
パ
ン
・
シ
ン
ド
ロ
ー
ム

ま
ず
、
人
口
減
少
時
代
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
ゆ
け

ば
よ
い
の
か
、
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

イ
ギ
リ
ス
の
国
際
経
済
誌
『T

he Econom
ist

』
の

２
０
１
０
年
11
月
の
表
紙
は
非
常
に
象
徴
的
で
す
。
大

き
な
日
の
丸
の
下
で
子
ど
も
が
つ
ぶ
れ
そ
う
に
な
っ
て

お
り
、「Japanʼs burden

（
日
本
の
重
荷
）」
と
書
か

れ
て
い
ま
す
（
図
１
）。
時
期
的
に
は
東
日
本
大
震
災

の
約
４
カ
月
前
で
、「
ジ
ャ
パ
ン
・
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
」

が
話
題
に
な
り
ま
し
た
。

特
集
の
趣
旨
は
、「
今
、
日
本
が
直
面
し
て
い
る
課

題
の
本
質
に
あ
る
の
は
、
人
口
減
少
と
高
齢
化
で
あ
る
。

日
本
が
こ
の
テ
ー
マ
を
、
世
界
の
フ
ロ
ン
ト
ラ
ン
ナ
ー

と
し
て
先
頭
に
立
っ
て
経
験
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
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他
の
国
も
あ
る
意
味
で
、
日
本
を
追
い
か
け
る
よ
う
に

経
験
し
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
、
人
口
減
少
と
高
齢
化

に
日
本
が
ど
う
対
応
し
て
い
く
か
は
、
日
本
に
と
っ
て

だ
け
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
世
界
に
と
っ
て
意
味

が
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。

た
だ
経
済
誌
で
す
か
ら
、
基
本
的
な
ト
ー
ン
は
、「
人

口
減
少
・
高
齢
化
の
中
で
、
い
か
に
経
済
を
回
復
し
て

い
く
か
、
拡
大
し
て
い
く
か
、
競
争
力
を
高
め
て
い
く

か
」
と
い
っ
た
内
容
が
中
心
で
、
高
齢
化
と
人
口
減
少

を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
私
は
、「
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
」
と
考

え
ま
す
。
高
齢
化
・
人
口
減
少
は
確
か
に
大
変
な
課
題

で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
に
プ
ラ
ス
の
可
能
性
や
さ

ま
ざ
ま
な
チ
ャ
ン
ス
が
宿
っ
て
い
る
と
い
う
面
も
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

（
２
）
日
本
の
総
人
口
の
長
期
的
ト
レ
ン
ド

一
昨
年
の
「
増
田
レ
ポ
ー
ト
」
以
来
し
き
り
に
議
論

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
日
本
の
人
口
の
ト
レ
ン
ド
を
、
平

安
時
代
く
ら
い
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
長
期
に
見
て
み
ま

し
ょ
う
（
図
２
）。
特
徴
的
な
の
は
、
江
戸
時
代
に
は

約
３
０
０
０
万
人
で
安
定
し
て
い
た
後
、い
わ
ゆ
る「
黒

船
シ
ョ
ッ
ク
」、
欧
米
列
強
の
軍
事
力
や
科
学
技
術
力

に
度
肝
を
抜
か
れ
る
よ
う
な
形
で
、
一
気
に
人
口
が
急

増
す
る
よ
う
な
時
代
が
続
い
た
こ
と
で
す
。

た
だ
、
２
０
０
５
年
に
初
め
て
人
口
が
減
り
、
そ

の
後
数
年
間
は
上
下
す
る
年
も
あ
り
ま
し
た
が
、

２
０
１
１
年
以
降
は
一
貫
し
て
減
少
期
に
入
り
ま
し
た
。

現
在
の
出
生
率
が
続
く
と
、
２
０
５
０
年
に
は
１
億
人

を
切
る
と
い
う
状
況
で
す
。
折
れ
線
グ
ラ
フ
の
形
は
、

ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
の
よ
う
に
急
落
し
て
い
ま
す
が
、

私
た
ち
は
今
、
ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
の
突
先
に
い
て
、

落
下
す
る
寸
前
に
い
る
状
況
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
そ

れ
で
大
変
だ
と
い
う
議
論
に
な
る
わ
け
で
す
。

し
か
し
私
は
、
必
ず
し
も
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
と

考
え
ま
す
。
そ
の
趣
旨
の
一
つ
は
、
黒
船
シ
ョ
ッ
ク
で

線
が
直
立
す
る
ほ
ど
拡
大
・
成
長
し
て
い
た
時
代
に
、

日
本
人
は
相
当
無
理
を
重
ね
て
き
て
い
た
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
「
過
労
死
」
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
が
今
に
な
っ
て
、
表
れ
て
き
て
い
る

状
況
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

あ
る
い
は
、
い
ろ
い
ろ
と
得
て
き
た
も
の
も
大
き

か
っ
た
反
面
、
そ
の
間
に
失
っ
て
き
た
も
の
も
あ
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
意
味
で
、
現
在
の

ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
の
突
先
の
時
代
と
い
う
の
は
、

こ
れ
ま
で
の
問
題
を
超
え
て
本
当
の
意
味
で
の
豊
か
さ

を
考
え
、
実
現
し
て
い
く
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
の
時
期
と

し
て
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。

（
３
）「
幸
福
」
指
標
と
ラ
ン
キ
ン
グ

関
連
し
て
、
最
近
、「
幸
福
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
非

常
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
幸
福
度
」
の
国
際
調
査
を
２
つ
お
示
し
し
ま

す
。
ミ
シ
ガ
ン
大
学
が
中
心
に
調
査
を
行
っ
て
い
る

出典：総務省「国勢調査報告」、同「人口推計年報」、同「平成 12 年及び 17 年国勢調査結果による補間補正人口」、
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 18 年 12 月推計）」、国土庁「日本列島における
人口分布の長期時系列分析」（1974 年）をもとに、国土交通省国土計画局作成。
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「W
orld V

alues Survey

」（
世
界
価
値
観
調
査
）
に

よ
れ
ば
、
幸
福
度
の
１
位
は
デ
ン
マ
ー
ク
で
、
日
本

は
43
位
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
の
レ
ス
タ
ー
大
学
に
よ
る

「W
orld m

ap of happiness

」（
世
界
幸
福
地
図
）
で

も
、
１
位
は
デ
ン
マ
ー
ク
で
、
日
本
は
90
位
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
幸
福
度
の
国
際
比
較
は
困
難
で
す
。
文

化
差
も
あ
り
ま
す
の
で
、
額
面
ど
お
り
受
け
止
め
る
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
日
本
は
経
済
的
な
豊
か
さ

を
あ
る
程
度
保
っ
て
い
る
割
に
、
幸
福
度
で
は
い
ろ
い

ろ
と
問
題
が
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は

言
え
ま
す
。
先
ほ
ど
の
新
し
い
出
発
点
を
考
え
る
話
と

も
つ
な
が
っ
て
き
ま
す
。

（
４
）
Ｇ
Ｎ
Ｈ
・
Ｇ
Ａ
Ｈ
・
Ａ
Ｋ
Ｈ

幸
福
度
に
関
し
て
は
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
代
わ
る
豊
か
さ
の

指
標
の
試
み
も
進
ん
で
い
ま
す
。
有
名
な
も
の
で
は
、

ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
を
受
賞
し
た
ス
テ
ィ
グ
リ
ッ
ツ
や

セ
ン
と
い
っ
た
経
済
学
者
が
、「
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
代
わ
る
指

標
」
に
関
す
る
報
告
書
を
、
サ
ル
コ
ジ
前
フ
ラ
ン
ス
大

統
領
の
委
託
を
受
け
て
刊
行
し
ま
し
た
。
ブ
ー
タ
ン
の

「Gross-N
ational H

appiness

（
Ｇ
Ｎ
Ｈ
）」
は
70
年

代
か
ら
唱
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

私
が
こ
こ
数
年
関
わ
っ
て
い
る
幸
福
度
の
指
標
に
、

東
京
都
荒
川
区
の
「Gross A

rakaw
a H

appiness

（
Ｇ
Ａ
Ｈ
）」
が
あ
り
ま
す
。
単
に
指
標
を
つ
く
る
だ
け

で
な
く
、
具
体
的
な
政
策
課
題
と
結
び
付
け
て
い
ま
す
。

荒
川
区
が
最
初
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、
子
ど
も
の
貧
困

の
問
題
で
す
。
さ
ら
に
地
域
力
、
現
在
は
子
ど
も
の
自

然
体
験
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

ま
た
熊
本
県
で
は
「A

ggregate K
um

am
oto 

H
appiness

（
Ａ
Ｋ
Ｈ
）」
に
よ
り
、
幸
福
度
を
高
め

て
い
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
代
わ
る
豊
か
さ
の
指
標
が
、

国
内
的
に
も
国
際
的
に
も
、
研
究
面
で
も
実
務
面
で
も
、

さ
ま
ざ
ま
な
試
行
錯
誤
が
動
き
つ
つ
あ
り
ま
す
。

（
５
）
幸
福
の
経
済
学

図
３
の
横
軸
は
１
人
当
た
り
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
、
縦
軸
は
生

活
満
足
度
（
ほ
ぼ
幸
福
度
）
で
す
。
こ
の
図
が
示
し
て

い
る
の
は
、
経
済
発
展
の
初
期
段
階
で
は
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が

上
が
る
と
生
活
満
足
度
も
そ
れ
な
り
に
上
が
っ
て
い
く

け
れ
ど
も
、
経
済
発
展
が
あ
る
段
階
を
過
ぎ
る
と
、
両

者
の
関
係
が
ラ
ン
ダ
ム
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で

す
。
経
済
が
大
き
く
な
れ
ば
幸
福
度
が
高
ま
る
と
は
必

ず
し
も
言
え
な
い
の
で
す
。

で
は
、
幸
福
度
の
要
因
と
し
て
何
が
重
要
に
な
る
か

と
い
う
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
あ
り
方
（
人
と
人
と
の

関
係
性
）
で
す
。
ま
た
、
格
差
や
平
等
の
問
題
。
さ
ら

に
、
私
自
身
が
非
常
に
重
要
な
要
素
だ
と
考
え
る
、
自

然
環
境
と
の
関
わ
り
や
、
精
神
的
、
宗
教
的
な
よ
り
ど

こ
ろ
な
ど
で
す
。
そ
れ
ら
に
焦
点
を
当
て
て
今
後
の
社

会
を
考
え
る
時
代
か
と
思
い
ま
す
。
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学
生
が
、
生
ま
れ
育
っ
た
地
元
や
地
域
の
産
業
の
活

性
化
や
、
愛
郷
心
を
卒
論
の
テ
ー
マ
に
す
る
な
ど
で

（
６
）
人
口
減
少
社
会
へ
の
基
本
的
視
点

１
９
７
５
年
、
私
が
中
学
２
年
生
く
ら
い
の
時
、
歌

手
・
太
田
裕
美
さ
ん
の
『
木
綿
の
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
』
と

い
う
歌
が
あ
り
ま
し
た
。
都
会
に
出
て
行
っ
た
男
性
と

地
方
に
残
っ
た
女
性
と
の
掛
け
合
い
の
よ
う
な
歌
で
す
。

最
後
は
、
大
都
会
の
暮
ら
し
が
楽
し
く
て
帰
れ
な
い
男

性
に
、
女
性
が
「
涙
拭
く
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
く
だ
さ
い
」

と
い
う
歌
詞
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
歌
は
ま
さ
に
人
口
増
減
の
図
で
線
が
直
立
す
る

ほ
ど
人
口
が
急
増
し
た
時
代
を
象
徴
す
る
歌
で
す
。
つ

ま
り
、人
口
急
増
の
時
代
は
、す
べ
て
が
東
京
に
向
か
っ

て
流
れ
て
い
た
時
代
で
す
。

た
だ
し
そ
の
後
に
、
人
口
減
少
期
に
入
り
ま
す
。
重

要
な
の
は
、
人
口
減
少
社
会
へ
の
基
本
的
視
点
で
す
。

こ
れ
ま
で
の
人
口
増
加
期
、
あ
る
い
は
高
度
成
長
期
の

延
長
線
上
に
は
、
今
後
の
物
事
は
進
ま
な
い
で
し
ょ
う
。

む
し
ろ
こ
れ
ま
で
と
逆
の
流
れ
や
志
向
が
生
じ
る
と
考

え
る
方
が
合
理
的
で
自
然
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

（
７
）
若
い
世
代
の
「
ロ
ー
カ
ル
志
向
」

そ
の
一
つ
が
、
若
い
世
代
の
ロ
ー
カ
ル
志
向
で
す
。

ロ
ー
カ
ル
、
地
元
、
地
域
な
ど
へ
の
関
心
を
非
常
に
強

め
て
お
り
、「
農
村
・
地
方
都
市
か
ら
東
京
な
ど
の
大

都
市
へ
」と
は
異
な
る
流
れ
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は「
時

間
軸
の
優
位
か
ら
空
間
軸
の
優
位
へ
」
と
言
い
換
え
ら

れ
ま
す
。
拡
大
期
は
す
べ
て
が
一
つ
の
方
向
に
流
れ
る

た
め
、
時
間
軸
が
優
位
に
な
り
、
時
間
軸
の
中
で
あ
る

地
域
は
進
み
、
あ
る
地
域
は
遅
れ
て
い
る
と
、
一
直
線

上
に
位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
定
常
期
や
人
口
減
少
期
に
な
る
と
、
世
の

中
が
一
つ
の
方
向
に
進
む
と
い
う
こ
と
自
体
が
後
退
し

て
い
き
、
む
し
ろ
空
間
軸
が
前
面
に
出
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
持
つ
固
有
の
価
値
や
風
土

的
・
文
化
的
多
様
性
な
ど
に
、
人
々
の
関
心
が
向
か
う

の
で
す
。

ゼ
ミ
の
学
生
を
見
て
い
て
も
、
若
い
世
代
の
ロ
ー
カ

ル
志
向
を
強
く
感
じ
ま
す
。
例
え
ば
、
地
方
出
身
の

す
。
海
外
に
留
学
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
こ
と
に
関
心
が

あ
っ
た
学
生
が
、
日
本
国
内
の
課
題
に
注
目
し
、
地
元

や
地
域
に
Ｕ
タ
ー
ン
、
Ｉ
タ
ー
ン
す
る
例
も
多
く
見
ら

れ
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
最
近
は
地
方
創
生
の
動
き

も
あ
り
ま
す
の
で
、「
内
向
き
批
判
」
も
少
な
く
な
っ

て
き
て
い
る
よ
う
で
す
。
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
志
向
を

支
援
す
る
政
策
が
必
要
で
す
。

統
計
資
料
に
も
ロ
ー
カ
ル
志
向
は
表
れ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
２
０
１
３
年
の
リ
ク
ル
ー
ト
進
学
総
研
の
調

査
で
は
、
大
学
に
進
学
し
た
者
の
う
ち
49
％
が
、
大
学

進
学
に
あ
た
っ
て
「
地
元
に
残
り
た
い
」
と
考
え
て
志

望
校
を
選
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
数
値
は
、
４
年
前
に
比

べ
て
10
ポ
イ
ン
ト
増
加
し
て
い
ま
す
。
文
部
科
学
省
の

２
０
１
４
年
度
調
査
で
は
、
高
校
生
の
県
外
就
職
率
も

下
が
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
首
都
圏
の
私
立
大
学
に
入

学
す
る
地
方
出
身
者
の
割
合
が
、
近
年
、
着
実
に
低
下

し
て
い
ま
す
。
７
割
近
く
は
首
都
圏
、
い
わ
ば
地
元
の

高
校
か
ら
入
学
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
う
し
た
面
に
も
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地
元
志
向
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
８
）
大
都
市
圏
で
高
い
失
業
率

明
治
大
学
の
小
田
切
徳
美
先
生
が
、
毎
日
新
聞
と
共

同
で
調
べ
て
い
る
デ
ー
タ
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る

と
、
２
０
０
９
年
度
か
ら
２
０
１
３
年
度
で
、
地
方
へ

の
移
住
者
が
着
実
に
増
え
て
い
ま
す
。
２
０
１
４
年
度

に
は
さ
ら
に
増
え
、
１
万
１
０
０
０
人
を
超
え
て
い
ま

す
。
地
方
志
向
が
顕
著
な
傾
向
と
し
て
出
て
い
る
の
で

す
。失

業
率
の
都
道
府
県
別
ワ
ー
ス
ト
15
を
見
る
と
、
福

岡
、
大
阪
、
東
京
、
埼
玉
、
兵
庫
、
神
奈
川
な
ど
の
大

都
市
圏
が
入
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
大
都
市
に
出
れ
ば

仕
事
が
あ
る
と
い
う
状
況
は
、
変
化
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
非
正
規
雇
用
や
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
を
含
め
る

と
、
も
っ
と
顕
著
に
な
る
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り
、
工
業
化
の
時
代
に
は
大
都
市
圏
で
仕
事
が

で
き
た
の
が
か
な
り
変
容
し
て
、
工
業
都
市
に
仕
事
が

な
い
状
況
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
か
つ
て
労
働
力
流

動
化
政
策
と
言
わ
れ
た
、
農
村
か
ら
都
市
へ
の
人
口
誘

導
と
は
逆
の
政
策
が
必
要
な
状
況
だ
と
思
い
ま
す
。
若

者
の
ロ
ー
カ
ル
志
向
も
、
こ
う
し
た
時
代
の
変
化
を
察

知
し
た
新
し
い
流
れ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

（
９
）「
拡
大
・
成
長
」
か
ら
の
発
想
転
換
を

今
日
の
私
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、高
度
成
長
期
的
な「
拡

大
・
成
長
」
路
線
か
ら
の
発
想
の
転
換
が
何
よ
り
重
要

だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
は
「
拡
大
・
成

長
」
志
向
が
非
常
に
強
い
で
す
が
、
発
想
を
転
換
す
る

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
趣
旨
と
し
て
２
点
挙
げ
ま
す
。

一
つ
は
、「
24
時
間
戦
え
ま
す
か
？
」
的
な
発
想
で
は
、

か
え
っ
て
出
生
率
も
下
が
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

都
道
府
県
で
出
生
率
が
最
も
低
い
の
は
東
京
で
、
沖
縄
、

九
州
な
ど
が
高
い
方
に
属
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
示
し

て
い
る
よ
う
に
、
ひ
た
す
ら
「
拡
大
・
成
長
」
と
い
う

方
向
を
追
求
す
る
と
、
む
し
ろ
出
生
率
は
下
が
っ
て
し

ま
う
。
逆
に
言
え
ば
、
ゆ
と
り
あ
る
定
常
型
社
会
の
実

現
が
、
結
果
的
に
出
生
率
の
向
上
に
も
つ
な
が
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

も
う
一
つ
は
、
今
私
た
ち
は
、
高
度
成
長
期
の
負
の

遺
産
に
直
面
し
て
い
て
、
近
年
の
新
た
な
動
き
は
む
し

ろ
希
望
の
持
て
る
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で

す
。
例
え
ば
昨
年
、
人
口
減
少
が
一
番
激
し
く
、
高
齢

化
の
進
む
秋
田
県
を
２
回
ほ
ど
訪
れ
ま
し
た
。
秋
田
県

で
も
、
人
口
減
少
・
社
会
減
が
圧
倒
的
に
大
き
か
っ
た

の
は
、
昭
和
30
年
代
か
ら
40
年
代
く
ら
い
で
す
。
最
近

は
、
も
う
社
会
減
は
明
ら
か
に
減
っ
て
い
る
状
況
に
あ

り
ま
す
。
若
者
の
間
で
「
秋
田
回
帰
」
が
起
こ
っ
て
い

る
の
で
す
。

（
10
）
地
域
再
生
・
活
性
化
へ
の
政
策
課
題

こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
の
は
、
２
０
１
０
年
に
全
国
の

自
治
体
に
行
っ
た
「
地
域
再
生
・
活
性
化
に
関
す
る
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
」
の
一
部
で
す
。
最
初
の
設
問
は
、「
人

口
減
少
社
会
と
い
う
時
代
状
況
に
お
け
る
今
後
の
地
域

社
会
や
政
策
の
大
き
な
方
向
性
は
何
か
」
で
す
。
あ
え

て
、
選
択
肢
を
「
成
長
型
社
会
」「
定
常
型
社
会
」「
縮

小
型
社
会
」
の
３
つ
に
絞
っ
て
い
ま
す
。

す
る
と
、
予
想
以
上
に
「
成
長
型
」
は
少
な
く
、

11
％
く
ら
い
。
圧
倒
的
多
数
は
「
定
常
型
」
か
「
縮
小

型
」
で
す
。
自
治
体
の
認
識
も
か
な
り
変
わ
っ
て
き
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

「
現
在
直
面
し
て
い
る
政
策
課
題
で
特
に
優
先
度
が

高
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
」
と
い
う
設
問
で
は
、「
少

子
化
・
高
齢
化
の
進
行
」「
人
口
減
少
や
若
者
の
流
出
」

と
い
う
答
え
が
多
く
を
占
め
て
い
ま
す
。
地
域
に
よ
っ

て
か
な
り
課
題
が
異
な
っ
て
い
ま
す
。

直
面
し
て
い
る
課
題
を
人
口
規
模
別
に
見
る
と
、
小

さ
な
自
治
体
で
は
「
人
口
減
少
や
若
者
の
流
出
」
が
大

き
な
政
策
課
題
と
な
り
ま
す
。
中
堅
規
模
の
地
方
都
市
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に
な
る
と
、「
中
心
市
街
地
の
衰
退
」
が
課
題
と
な
り

ま
す
。
大
都
市
圏
で
は
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
つ
な
が

り
の
希
薄
化
や
孤
独
」
が
多
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と

ソ
フ
ト
面
が
課
題
に
な
り
ま
す
。

人
口
減
少
時
代
の
課
題
と
い
っ
て
も
、
地
域
に
よ
っ

て
局
面
が
違
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を
切
り
離
し
て

別
々
に
考
え
る
の
で
は
な
く
、
大
都
市
・
地
方
都
市
・

農
村
部
の
課
題
を
つ
な
げ
て
考
え
る
こ
と
が
重
要
だ
と

思
い
ま
す
。

（
11
）
人
口
減
少
と
Ｕ
タ
ー
ン
・
Ｉ
タ
ー
ン

人
口
減
少
と
Ｕ
タ
ー
ン
・
Ｉ
タ
ー
ン
に
関
し
て
、
千

葉
大
の
文
系
学
生
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
し
ま
し
た
。

「
大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
就
職
す
る
場
所
の
選
択
に

つ
い
て
、
あ
な
た
の
考
え
は
次
の
ど
れ
に
も
っ
と
も
近

い
で
す
か
」
と
い
う
設
問
で
は
、
大
都
市
志
向
は
あ
る

も
の
の
、「
仕
事
の
内
容
が
重
要
で
、
場
所
に
は
こ
だ

わ
ら
な
い
」
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
「
地
元

に
近
い
」「
地
方
都
市
な
ど
」
を
合
わ
せ
る
と
、
７
割

近
く
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
に
志
向
の
変
化
が
見
ら
れ
ま

す
。「『

東
京
へ
の
人
口
集
中
』
は
今
後
ど
の
よ
う
に
進
む

と
思
い
ま
す
か
」
と
い
う
設
問
に
つ
い
て
は
、「
今
後

も
さ
ら
に
進
む
」
と
い
う
回
答
が
多
い
の
で
す
が
、「
政

策
に
よ
る
」
と
い
う
回
答
も
多
く
を
占
め
ま
す
。「
均

衡
状
態
」「
地
方
回
帰
」
を
合
わ
せ
る
と
、
か
な
り
の

割
合
に
上
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
政
策
を
ど
う
す
る
か

も
一
つ
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。

３
．
政
策
課
題
①

　
　
地
域
再
生
と
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
経
済
」

以
上
の
人
口
減
少
時
代
に
つ
い
て
の
基
本
的
認
識
を

踏
ま
え
、「
い
く
つ
か
の
政
策
課
題
」
と
い
う
テ
ー
マ

で
３
つ
ほ
ど
お
話
し
ま
す
。

（
１
）
社
会
資
本
整
備
の
４
つ
の
Ｓ
字
カ
ー
ブ

ま
ず
、「
地
域
再
生
と
『
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
経
済
』」
に

つ
い
て
で
す
。

図
４
は
「
社
会
資
本
整
備
の
４
つ
の
Ｓ
字
カ
ー
ブ
」

で
、
明
治
以
降
、
ど
の
よ
う
な
社
会
資
本
が
整
備
さ
れ

て
い
っ
た
か
を
示
し
て
い
ま
す
。

第
１
の
Ｓ
は「
鉄
道
」で
す
。当
時
、「
鉄
は
国
家
な
り
」

と
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
鉄
道
を
普
及
さ
せ
て
い
く
こ
と

が
第
１
の
課
題
で
し
た
。

第
２
の
Ｓ
は
、第
二
次
大
戦
後
の
高
度
成
長
期
の「
道

路
」
で
す
。
自
動
車
の
普
及
と
一
体
に
な
っ
て
整
備
さ

れ
、
や
が
て
飽
和
し
て
成
熟
し
て
い
く
Ｓ
字
カ
ー
ブ
を

描
い
て
い
ま
す
。

第
３
の
Ｓ
は
高
度
成
長
期
の
後
半
期
で
、「
空
港
」「
廃

棄
物
処
理
施
設
」「
下
水
道
」
な
ど
で
す
。
こ
れ
ら
も

や
が
て
成
熟
し
て
い
き
ま
し
た
。

こ
の
図
は
１
９
９
０
年
代
の
通
商
産
業
省
が
出
し
た

報
告
書
（
＊
１
）か
ら
の
も
の
で
、
第
４
の
Ｓ
は
ク
エ
ス
チ
ョ
ン

出典：通商産業省『創造的革新の時代』1993 年
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の
ま
ま
に
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
現
在
の
状
況
を
見
る
と
、

お
そ
ら
く
第
４
の
Ｓ
は
「
福
祉
」「
環
境
」「
文
化
」「
ま

ち
づ
く
り
」「
農
業
」
と
い
っ
た
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

第
１
・
第
２
・
第
３
の
Ｓ
は
、
い
ず
れ
も
経
済
の
空

間
的
な
ユ
ニ
ッ
ト
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
レ
ベ
ル
、
国
家
レ

ベ
ル
で
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
を
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の

で
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
時
代
に
は
自
ず
と
中
央

集
権
化
が
進
ん
で
い
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
れ
か
ら
重
要
に
な
る
領
域
は
、
福
祉
に

し
て
も
、
環
境
、
文
化
、
ま
ち
づ
く
り
、
農
業
に
し
て

も
、
ロ
ー
カ
ル
な
性
格
の
も
の
で
す
。
経
済
の
空
間
的

な
ユ
ニ
ッ
ト
、
あ
る
い
は
問
題
解
決
の
ユ
ニ
ッ
ト
が
、

ロ
ー
カ
ル
な
レ
ベ
ル
に
シ
フ
ト
し
て
き
て
い
ま
す
。
若

い
世
代
が
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
に
関
心
を
高
め
て
い
る
の

も
、
こ
う
し
た
時
代
状
況
の
変
化
と
関
わ
っ
て
い
る
よ

う
に
思
い
ま
す
。

（
＊
１
） 

通
商
産
業
省
（
１
９
９
３
）『
創
造
的
革
新
の
時
代
：
中
期
産
業
経
済
展
望
研

究
会
報
告
書
』
通
産
資
料
調
査
会

（
２
）「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
先
の
ロ
ー
カ
ル
化
」
へ

関
連
し
て
、
輸
出
依
存
度
も
重
要
で
す
。「
日
本
は

輸
出
立
国
だ
」「
輸
出
に
よ
っ
て
こ
そ
存
続
で
き
る
国

だ
」
と
強
調
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
対
す
る

輸
出
割
合
の
国
際
比
較
を
す
る
と
、
日
本
は
多
く
て
も

10
％
台
後
半
。
他
の
国
が
30
～
40
％
を
占
め
て
い
る
の

に
比
べ
る
と
、
む
し
ろ
相
対
的
に
低
い
の
で
す
。

こ
れ
ら
を
考
え
る
と
、
発
想
の
あ
り
方
と
し
て
「
グ

ロ
ー
バ
ル
化
の
先
の
ロ
ー
カ
ル
化
」、
つ
ま
り
、
ロ
ー

カ
ル
な
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
経
済
社
会
を
つ
く
っ
て

い
く
と
い
う
発
想
に
転
換
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
経
済
の
空
間
的
ユ
ニ
ッ
ト
で

ロ
ー
カ
ル
な
も
の
が
重
要
に
な
る
と
い
う
こ
と
と
、
輸

出
依
存
率
が
相
対
的
に
低
い
と
い
う
状
況
で
す
か
ら
。

グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
か
ら
始
ま
っ
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
→

ロ
ー
カ
ル
と
い
う
順
番
に
考
え
る
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
ロ
ー
カ
ル
か
ら
出
発
し
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
→
グ
ロ
ー

バ
ル
と
考
え
る
方
が
、
経
済
と
し
て
も
強
い
も
の
に
な

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
ロ
ー
カ
ル
な
と
こ
ろ

か
ら
出
発
し
て
」
と
い
う
こ
と
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
経

済
に
つ
な
が
り
ま
す
。

（
３
）「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
経
済
」
と
い
う
視
点

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
経
済
と
は
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
図
に

示
さ
れ
る
よ
う
に
、
突
先
の
「
市
場
経
済
」、
真
ん
中

の
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」、
一
番
下
の
「
自
然
（
環
境
）」

と
い
う
３
層
構
造
の
中
で
、「
市
場
経
済
」
が
大
き
く

な
っ
て
離
陸
し
た
の
を
、も
う
一
度
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」

や
「
自
然
（
環
境
）」
の
方
に
着
陸
さ
せ
て
い
く
と
い
う
、

経
済
の
イ
メ
ー
ジ
で
す
（
図
５
）。

論
点
と
し
て
は
、
例
え
ば
「
経
済
の
地
域
内
循
環
」

が
あ
り
ま
す
し
、「
そ
も
そ
も
経
済
と
い
う
の
は
何
か
」

と
、
経
済
が
本
来
持
っ
て
い
た
相
互
扶
助
的
な
性
格
を

再
評
価
・
再
発
見
し
て
い
く
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
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本
に
は
風
土
を
生
か
し
た
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
ポ
テ
ン

シ
ャ
ル
が
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
ら
を
農
業
と
の
関
連

古
く
は
渋
沢
栄
一
の
『
論
語
と
算
盤
』
や
、
近
江
商
人

の
「
三
方
よ
し
」
と
い
っ
た
伝
統
が
あ
っ
た
わ
け
で
、

そ
れ
ら
の
考
え
方
を
現
代
に
ど
の
よ
う
に
生
か
し
て
い

く
か
と
い
う
問
題
に
な
り
ま
す
。

地
域
内
経
済
循
環
に
触
れ
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
の

N
ew

 Econom
ics Foundation

が
「
地
域
内
乗
数
効

果
」
と
い
う
、
で
き
る
だ
け
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
カ
ネ
が
地

域
で
循
環
す
る
よ
う
な
経
済
の
あ
り
方
を
目
指
す
概
念

を
提
唱
し
ま
し
た
。

類
似
例
を
挙
げ
る
と
、
日
本
の
長
野
県
飯
田
市
で

も
、
若
者
が
故
郷
に
帰
っ
て
こ
ら
れ
る
産
業
づ
く
り
に

取
り
組
み
、
経
済
自
立
度
70
％
を
目
標
に
掲
げ
て
い
ま

す
。
地
域
内
循
環
を
表
す
一
つ
の
指
標
と
言
っ
て
い
い

で
し
ょ
う
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
経
済
の
例
と
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

商
店
街
、
農
業
と
結
び
つ
い
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
経
済
、

自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
結
び
つ
い
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
経
済
、

伝
統
・
地
場
産
業
や
職
人
的
な
仕
事
と
結
び
つ
い
た
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
経
済
、福
祉
・
ケ
ア
関
連
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

経
済
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
香

川
県
高
松
市
の
丸
亀
町
商
店
街
は
成
功
事
例
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。

（
４
）
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
「
永
続
地
帯
」

千
葉
大
学
の
同
僚
・
倉
阪
秀
史
さ
ん
は
「
永
続
地
帯
」

の
研
究
を
し
て
い
ま
す
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
自
給
率
を
地

域
ご
と
に
見
て
い
く
の
で
す
。
日
本
全
体
で
は
エ
ネ
ル

ギ
ー
自
給
率
が
４
％
程
度
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、
都
道
府

県
別
に
見
る
と
10
％
を
超
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
14
県
も

あ
り
ま
す
。
ベ
ス
ト
５
は
大
分
、
秋
田
、
富
山
、
長
野
、

鹿
児
島
で
す
。
大
分
は
26
・
９
％
と
か
な
り
高
い
自
給

率
に
な
っ
て
い
ま
す
。

大
分
県
の
自
給
率
が
高
い
理
由
は
、
別
府
温
泉
な
ど

温
泉
が
多
く
、
地
熱
発
電
が
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め

る
か
ら
で
す
。
富
山
、
長
野
な
ど
は
、
山
が
ち
な
風
土

を
背
景
に
小
水
力
発
電
が
大
き
い
。
こ
の
よ
う
に
、
日

も
含
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
生
か
し
て
い
く
こ
と
が

課
題
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

（
５
）『
相
互
扶
助
の
経
済
』
の
議
論

私
が
去
年
読
ん
だ
本
の
中
で
最
も
印
象
深
く
感
じ
た

１
冊
に
、
テ
ツ
オ
・
ナ
ジ
タ
さ
ん
の
『
相
互
扶
助
の
経

済（
＊
２
）』

が
あ
り
ま
す
。
著
者
は
ハ
ワ
イ
出
身
の
日
系
ア
メ

リ
カ
人
で
、
シ
カ
ゴ
大
学
の
教
授
を
長
く
務
め
ら
れ
ま

し
た
。

『
相
互
扶
助
の
経
済
』
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
経
済
と

重
な
り
合
っ
て
き
ま
す
。
著
者
は
無
尽
講
、
頼
母
子
講

と
言
わ
れ
る
「
講
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
ま
す
。

ま
さ
に
「
共
済
」
と
い
う
こ
と
で
す
。「
そ
れ
を
手

が
か
り
に
し
て
、
近
世
ま
で
の
日
本
に
は
「
講
」
に
代

表
さ
れ
る
よ
う
な
相
互
扶
助
の
経
済
の
伝
統
が
脈
々
と

存
在
し
て
い
た
」
と
書
い
て
い
ま
す
。

続
い
て
、「
し
か
も
そ
れ
は
二
宮
尊
徳
の
報
徳
運
動

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
村
あ
る
い
は
個
別
の
共
同
体

一般社団法人ＪＡ共済総合研究所 
　（http://www.jkri.or.jp）



35 34人口減少社会を希望に～グローバル化の先のローカル化～

の
境
界
を
越
え
て
講
を
結
び
つ
け
る
よ
う
な
広
が
り
を

も
っ
て
い
た
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
部
分
は
重

要
で
す
。
日
本
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
課
題
の
ひ
と
つ
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ご
と
に
閉
じ
て
し
ま
う
こ
と
で
す
が
、

二
宮
尊
徳
の
運
動
で
は
、
そ
の
枠
を
越
え
る
よ
う
な
広

が
り
を
持
っ
て
い
た
の
で
す
。

テ
ツ
オ
・
ナ
ジ
タ
さ
ん
の
議
論
で
は
、
明
治
以
降
の

国
家
主
導
の
近
代
化
の
中
で
、
そ
う
し
た
伝
統
が
失
わ

れ
、
あ
る
い
は
変
質
し
て
い
っ
た
が
、
そ
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
は

日
本
社
会
の
中
に
脈
々
と
存
在
し
て
お
り
、
震
災
な
ど

で
の
自
発
的
な
市
民
活
動
等
に
示
さ
れ
て
い
る
、
と
し

て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
そ
う
し
た
相
互
扶
助
の
経
済
を
支
え
た
江

戸
期
の
思
想
に
お
い
て
、「
自
然
」
と
い
う
も
の
が
非

常
に
重
視
さ
れ
て
い
ま
し
た
。「
自
然
は
あ
ら
ゆ
る
知

の
第
一
原
理
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
認
識
が

存
在
し
て
い
た
の
で
す
。

「
こ
れ
ら
徳
川
時
代
の
思
想
家
す
べ
て
に
と
っ
て
、

「
自
然
」
と
い
う
前
提
は
第
一
の
原
理
で
あ
っ
た
（「
自

然
第
一
義
」）。
こ
の
見
解
は
、
自
然
は
無
限
で
あ
り
、

個
々
の
事
物
や
人
（
安
藤
昌
益
の
言
葉
で
言
え
ば
「
ひ

と
り
」）
は
無
限
で
あ
り
、
す
べ
て
が
普
遍
的
な
天
つ

ま
り
自
然
か
ら
、
分
け
隔
て
な
く
、
他
者
と
の
間
に
優

劣
を
つ
け
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
恵
み
を
受
け
る
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
」
の
で
す
。

つ
ま
り
、
個
別
の
共
同
体
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
根
底

に
あ
る
自
然
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
枠
を
越
え
て
、
人

と
人
を
つ
な
げ
る
原
理
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
い
ろ
い
ろ
と
再
発
見
・
展
開
し
て
い
く

余
地
の
あ
る
、
興
味
深
い
テ
ー
マ
で
す
。

（
＊
２
） 

テ
ツ
オ
・
ナ
ジ
タ
著
、
五
十
嵐
暁
郎
監
訳
、
福
井
昌
子
訳
（
２
０
１
５
）『
相
互

扶
助
の
経
済
：
無
尽
講
・
報
徳
の
民
衆
思
想
史
』
み
す
ず
書
房

４
．
政
策
課
題
②

　
　
都
市
と
農
村
の

　
　
「
持
続
可
能
な
相
互
依
存
」

（
１
）
主
要
先
進
諸
国
の
食
料
自
給
率

主
要
先
進
国
の
食
料
自
給
率
の
推
移
を
み
る
と
、
残

念
な
が
ら
、
日
本
だ
け
が
ず
っ
と
下
が
っ
て
い
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
は
も
ち
ろ
ん
、
ド
イ
ツ
や
イ
ギ

リ
ス
な
ど
も
自
給
率
は
上
が
る
方
向
で
推
移
し
て
い
ま

す
（
図
６
）。

過
去
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
給
率
は
い
っ
た
ん
下

が
っ
て
い
っ
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
が
、
政
策
的
な
対

応
も
あ
り
、
上
昇
し
て
き
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
中
、
日
本
だ
け
が
低
下
傾
向
で
、
あ
る
意

味
で
一
周
遅
れ
の
よ
う
な
状
況
が
続
い
て
い
る
面
が
あ

り
ま
す
。
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
戦
後
の
日
本
社
会
は

工
業
化
社
会
に
過
剰
適
応
し
て
い
っ
た
面
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
現
在
、
多
く
の
地

出典：農林水産省資料より作成。

（％）

（年）
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方
都
市
の
問
題
に
も
現
れ
て
い
ま
す
。

（
２
）
地
域
の
「
自
立
」
と
は
？

千
葉
県
君
津
市
は
過
去
に
工
業
都
市
と
し
て
栄
え
ま

し
た
。
今
、
君
津
駅
に
降
り
る
と
、
大
き
な
パ
チ
ン
コ

屋
２
つ
以
外
に
は
何
も
な
い
よ
う
な
状
況
で
す
。
背
景

に
は
、
工
業
化
の
方
向
に
一
辺
倒
に
な
っ
た
問
題
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
意
味
で
、
都
市
と
農
村
の
関
係
性
を
も
う
一
度

つ
く
り
直
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
、
そ
の
場
合
「
地

域
の
自
立
と
は
い
っ
た
い
何
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
こ
と

が
重
要
に
な
り
ま
す
。
通
常
は
、
財
政
的
な
自
立
が
言

わ
れ
ま
す
が
、
環
境
政
策
な
ど
の
面
で
言
わ
れ
る
物
質

循
環
（
マ
テ
リ
ア
ル
フ
ロ
ー
）
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ

ば
、
明
ら
か
に
都
市
が
農
村
に
依
存
し
て
い
ま
す
。
加

え
て
、
都
市
と
農
村
の
関
係
性
は
、
非
対
称
の
関
係
に

あ
り
ま
す
。
都
市
は
、
農
村
か
ら
か
な
り
安
価
に
食
料

や
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
調
達
し
て
い
て
、
あ
る
種
の
不
等
価

交
換
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
い
て
い
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
を
政
策
的
に
是
正
す
る
こ
と
が

重
要
で
、
結
果
と
し
て
、
都
市
と
農
村
の
「
持
続
可
能

な
相
互
依
存
」
を
可
能
に
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う

の
で
す
。

５
．
政
策
課
題
③ 　

　
　
伝
統
文
化
の
再
発
見

政
策
課
題
の
３
番
目
は
、
私
が
こ
こ
数
年
取
り
組
ん

で
い
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト「
鎮
守
の
森
・
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
構
想
」
で
す
。

日
本
に
は
、
神
社
と
お
寺
の
数
が
そ
れ
ぞ
れ
約
８
万

カ
所
以
上
あ
り
ま
す
。
神
社
の
数
は
、
明
治
初
め
に
は

20
万
カ
所
く
ら
い
あ
り
、
当
時
の
自
然
村
と
い
う
か
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
数
と
対
応
し
て
い
た
と
言
っ
て
い
い

で
し
ょ
う
。

神
社
や
お
寺
は
、
祭
り
を
は
じ
め
、
狭
い
意
味
の
宗

教
施
設
を
越
え
て
、
経
済
機
能
、
教
育
機
能
等
、
多
面

的
な
機
能
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
高
度
成
長

期
に
は
、
人
々
の
関
心
か
ら
外
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
簡
単
に
言
う
と
、
こ
れ
を
も

う
一
度
現
代
的
な
形
で
生
か
せ
な
い
か
と
い
う
も
の
で

す
。例

え
ば
、
先
ほ
ど
若
者
の
Ｕ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
お
話

し
ま
し
た
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
テ
ー
マ
に
関
心
が
あ
っ
て

留
学
し
て
い
た
女
子
学
生
が
、「
自
分
は
地
域
・
地
元

の
問
題
に
関
わ
っ
て
い
き
た
い
」
と
留
学
期
間
を
短
く

し
ま
し
た
。
そ
の
学
生
の
出
身
地
が
、
茨
城
県
の
石
岡

で
、
お
祭
り
が
盛
ん
な
と
こ
ろ
で
す
。

そ
の
祭
り
の
存
在
こ
そ
が
、
女
子
学
生
の
Ｕ
タ
ー
ン
、

地
元
志
向
、
地
元
へ
の
愛
着
の
非
常
に
大
き
な
部
分
を

占
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
う
し
た
伝
統
文
化
に
関
わ
る
も
の
が
、
地
方
創
生

や
地
域
再
生
な
ど
に
も
、
重
要
な
の
で
は
な
い
か
。
そ

れ
を
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
現
代
的
な
課
題
と
結
び

つ
け
て
や
っ
て
い
け
な
い
か
と
い
う
の
が
、
こ
の
構
想

の
内
容
で
す
。

岐
阜
県
の
石
徹
白
地
区
は
、
我
々
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

よ
り
も
先
行
し
て
い
て
、
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
ほ
か

に
も
、
宮
崎
県
や
長
野
県
、
埼
玉
県
の
秩
父
と
い
っ
た

事
例
が
あ
り
ま
す
。

６
．
グ
ロ
ー
バ
ル
定
常
型
社
会
の
展
望

本
日
は
、
人
口
減
少
の
お
話
か
ら
始
め
ま
し
た
。
高

齢
化
は
今
、
地
球
レ
ベ
ル
で
進
行
し
て
い
ま
す
。
そ
し

て
こ
れ
か
ら
は
む
し
ろ
、
主
に
中
国
や
ア
ジ
ア
で
高
齢

化
が
進
ん
で
い
き
ま
す
。
人
口
減
少
に
つ
い
て
も
、
日

本
が
先
頭
の
よ
う
な
話
を
し
ま
し
た
が
、
今
後
は
各
地

域
で
進
ん
で
い
き
ま
す
。

人
口
学
者
のLutz

は
、「
20
世
紀
が
人
口
増
加
の

世
紀
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
21
世
紀
は
世
界
人
口
の
増
加

の
終
焉
と
人
口
高
齢
化
の
世
紀
と
な
る
だ
ろ
う
」
と
総

括
的
に
述
べ
て
い
ま
す
（
＊
３
）。
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
で
、
グ

ロ
ー
バ
ル
定
常
型
社
会
を
ビ
ジ
ョ
ン
と
し
て
実
現
を
考
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え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
は
良
く
も

悪
く
も
、
フ
ロ
ン
ト
ラ
ン
ナ
ー
で
す
。

な
お
、
日
本
は
長
寿
で
あ
り
つ
つ
、
医
療
費
の
対
Ｇ

Ｄ
Ｐ
比
の
国
際
比
較
で
は
相
対
的
に
低
い
状
況
で
す
。

低
い
医
療
費
で
長
寿
を
実
現
し
て
い
る
と
い
う
、
誇
り

得
る
状
況
が
今
あ
る
わ
け
で
す
（
図
７
）。

日
本
は
も
と
も
と
分
権
的
で
地
域
の
多
様
性
に
富
む

社
会
で
す
。「
拡
大
・
成
長
」
の
時
代
に
は
集
権
化
や

都
市
へ
の
人
口
集
中
が
進
ん
で
き
ま
し
た
が
、
人
口
減

少
社
会
へ
の
移
行
は
、
各
々
の
地
域
に
根
差
し
た
真
の

豊
か
さ
を
実
現
し
て
い
く
入
口
で
あ
り
、
チ
ャ
ン
ス
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
意
味
で
日
本
は
、「
豊
か
な
定
常
型
社
会
」
の

あ
り
方
を
先
導
的
に
実
現
し
、
発
信
し
て
い
く
ポ
ジ

シ
ョ
ン
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

（
＊
３
） Lutz et al

（
２
０
０
４
）

出典：OECD Health Statistics 2015より作成。いずれも2013 年。
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