
「
五
十
年
後
、
人
口
一
億
人
を
維
持
」

の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
見
え
て
い
る
か

　

骨
太
の
方
針
２
０
１
４
の
案
に
、

「
50
年
後
に
一
億
人
程
度
の
安
定
し

た
人
口
構
造
を
保
持
す
る
こ
と
を
目

指
す
」
と
示
さ
れ
た
。「
地
域
の
活

力
を
維
持
し
、
東
京
へ
の
一
極
集
中

傾
向
に
歯
止
め
を
か
け
る
と
と
も

に
、
少
子
化
と
人
口
減
少
を
克
服
す

る
」
た
め
に
司
令
塔
を
設
置
す
る
と

い
う
。
急
激
な
人
口
減
少
は
社
会
保

障
の
土
台
を
揺
る
が
し
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
の
崩
壊
が
進
む
な
ど
、
社
会

の
持
続
可
能
性
の
危
機
を
も
た
ら

す
。「
一
億
人
」の
当
否
は
と
も
か
く
、

少
子
化
・
人
口
減
対
策
を
国
家
の
目

標
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
必
要
だ
ろ

う
。

　

と
は
い
え
、「
五
十
年
後
、
人
口

一
億
人
を
維
持
」
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー

は
、
ど
こ
ま
で
見
え
て
い
る
の
か
。

す
で
に
地
方
自
治
の
現
場
に
お
い
て

は
、
予
測
さ
れ
る
人
口
動
態
を
基

に
政
策
を
検
討
・
議
論
す
る
こ
と

は
、「
標
準
装
備
」
と
な
り
つ
つ
あ

る
。
そ
れ
に
匹
敵
す
る
だ
け
の
リ
ア

リ
テ
ィ
ー
が
、
永
田
町
・
霞
ヶ
関
に

は
あ
る
の
か

　

政
府
の
推
計
で
は
、
現
状
の
ま
ま

で
は
二
〇
六
〇
年
（
50
年
後
）
に
人

口
は
八
六
七
四
万
人
ま
で
減
少
す

る
。
五
十
年
後
に
人
口
１
億
人
を
維

持
す
る
た
め
に
は
、
出
生
率
を
早
期

に
２
・
07
ま
で
上
げ
る
こ
と
が
必
要

に
な
る
。と
こ
ろ
が
現
実
を
み
れ
ば
、

二
〇
一
三
年
の
出
生
率
は
１
・
43
、

生
涯
未
婚
率
は
男
性
20
％
、
女
性

10
％
。一
九
七
四
年
に
出
生
率
が
２
・

０
を
切
っ
て
か
ら
四
十
年
、
四
十
歳

以
下
の
、
子
ど
も
を
生
め
る
年
齢
の

人
口
そ
の
も
の
が
す
で
に
大
幅
に

減
っ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
現
実
は
、
少
子
化
対
策
で

な
ん
と
か
な
る
と
い
う
レ
ベ
ル
で
は

な
い
し
、
出
生
率
２
・
07
な
ど
と

い
う
つ
じ
つ
ま
合
わ
せ
の
数
字
で

は
、
本
当
に
必
要
な
少
子
化
対
策
の

的
を
絞
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
と
い

う
こ
と
だ
。
人
口
動
態
を
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
単
位
に
ま
で
落
と
し
込

み
、
地
域
で
毎
年
何
人
の
子
ど
も
が

生
ま
れ
れ
ば
小
学
校
を
維
持
す
る
こ

と
が
で
き
る
か
、
そ
の
た
め
に
子
育

て
世
帯
を
ど
れ
だ
け
増
や
す
・
維
持

す
る
必
要
が
あ
る
か
等
を
、
住
民
と

行
政
が
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
考
え
行

動
す
る
。
そ
う
い
う
自
治
の
リ
ア
リ

テ
ィ
ー
は
、
す
で
に
各
地
に
叢
生
し

て
い
る
。
永
田
町
・
霞
ヶ
関
に
求
め

ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
追
認

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

ま
た
「
五
十
年
後
、
人
口
一
億
人

を
維
持
」
の
計
画
に
は
、
移
民
も
含

ま
れ
る
。
こ
こ
で
も
リ
ア
リ
テ
ィ
ー

が
問
わ
れ
る
。
出
入
国
管
理
は
中
央

政
府
の
政
策
で
も
、
移
民
を
受
け
入

れ
る
た
め
の
施
策
は
自
治
体
が
担

う
。
自
動
車
産
業
で
働
く
日
系
ブ
ラ

ジ
ル
人
を
多
数
受
け
入
れ
て
い
る
四

日
市
市
で
は
、
日
本
に
来
て
は
じ
め

て
耳
が
聞
こ
え
な
い
こ
と
が
判
明
し

た
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
少
女
に
、
専

任
の
教
師
を
つ
け
た
と
い
う
（「
日

本
再
生
」
四
二
一
号　

六
面　

岩

崎
恭
典
・
四
日
市
大
学
教
授
）。
あ

る
首
長
は
、「
国
は
移
民
を
入
れ
て

一
億
と
簡
単
に
言
う
が
、
言
葉
も
習

慣
も
違
う
人
々
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

の
一
員
と
し
て
受
け
入
れ
、
と
も
に

生
活
し
て
い
く
た
め
の
施
策
を
担
う

自
治
体
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
ど
こ
ま

で
分
か
っ
て
い
る
の
か
」
と
首
を
か

し
げ
る
。

　
「
五
十
年
後
、
人
口
一
億
人
を
維

持
」
の
論
点
は
、
日
本
社
会
の
持
続

可
能
性
を
い
か
に
確
保
す
る
か
、
と

い
う
点
に
あ
る
は
ず
だ
。
そ
れ
は
、

｢

世
界
で
一
番
企
業
が
活
躍
し
や
す

い
国
」（
安
倍
総
理
施
政
方
針
演
説

2013

年
2
月
）
を
め
ざ
す
こ
と
で

可
能
に
な
る
の
か
。
そ
れ
と
も
個
性

豊
か
な
地
域
が
自
立
し
て
、
互
い
に

連
携
す
る
こ
と
か
ら
な
の
か
。
前
者

の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
へ
の
対
応
は
、
マ

ネ
ー
資
本
主
義
の
な
か
で
の
「
生
き

残
り
」
を
目
指
す
も
の
だ
が
、
後
者

は
マ
ネ
ー
資
本
主
義
に
翻
弄
さ
れ
な

い
、
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
地
域

経
済
（
里
山
資
本
主
義
）
を
重
視
す

る
。

　

前
者
が
め
ざ
す
構
造
改
革
、
統
治

機
構
改
革
は
、「
守
旧
派
」
へ
の
批

判
を
軸
に
民
意
を
ひ
き
つ
け
よ
う
と

す
る
。後
者
が
め
ざ
す
合
意
形
成
は
、

知
る
・
気
づ
く
→
共
感
す
る
→
協
働

す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
螺
旋
的
発

展
だ
ろ
う
。
前
者
の
大
改
革
の
主
役

は
大
都
市
、
な
か
で
も
東
京
（
永
田

町
、霞
ヶ
関
）で
あ
る
が
、後
者
の「
地

域
再
生
」
の
主
役
は
無
数
の
地
域
自

治
の
担
い
手
だ
。

　

こ
れ
は
二
つ
の
方
向
性
の
選
択
の

問
題
な
の
か
。
そ
う
で
は
な
い
。「
ど

う
な
っ
て
お
り
、ど
う
な
り
う
る
か
」

の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
欠
け
た
と
こ
ろ

か
ら
出
発
す
る
「
大
改
革
」
は
、
も

は
や
妄
想
で
し
か
な
い
。

「
神
門　

…
六
次
産
業
化
だ
と
か
、

大
規
模
化
だ
と
か
、
そ
う
い
う

キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
が
頻
繁
に
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
農
業
問
題

の
東
京
化
現
象
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も

の
だ
と
僕
は
思
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
、具
体
的
な
地
域
の
現
状
や
環
境
、

動
植
物
の
生
産
状
況
の
話
と
い
う
の

が
抜
け
落
ち
て
、
都
会
の
人
間
が
イ

メ
ー
ジ
を
も
と
に
机
上
で
組
み
立
て

知
る
・
気
づ
く
→
共
感
す
る
→
協
働
・
連
帯
す
る

→
新
し
い
現
実
が
生
ま
れ
る

　

～
妄
想
す
る
ユ
ー
レ
イ
脳
に
、
サ
ヨ
ナ
ラ
を 第422号
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ほ
か
な
い
。
国
民
の
多
数
が
納
得
で

き
る
よ
う
な
改
憲
案
に
ま
で
、
熟
議

を
つ
く
し
て
合
意
形
成
を
図
る
こ
と

こ
そ
、
国
会
議
員
の
仕
事
で
は
な
い

か
。

　

そ
し
て
近
代
日
本
の
黎
明
期
に

は
、
各
地
で
草
の
根
か
ら
「
憲
法
草

案
」
が
つ
く
ら
れ
た
こ
と
も
想
起
す

べ
き
だ
ろ
う
。
永
田
町
か
ら
で
は
な

く
地
域
か
ら
、
憲
法
改
正
の
論
点
を

押
し
上
げ
て
い
く
く
ら
い
の
当
事
者

意
識
が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い

か
。

　

ま
た
集
団
的
自
衛
権
に
つ
い
て

は
、
今
号
掲
載
の
大
野
元
裕
参
院
議

員
が
提
起
す
る
よ
う
に
、「
集
団
的

自
衛
権
を
～
（
認
め
る
、
認
め
な

い
）」
と
い
う
議
論
で
は
な
く
、「
わ

が
国
の
外
交
・
安
全
保
障
環
境
は
ど

う
な
っ
て
お
り
、ど
う
な
り
う
る
か
」

に
つ
い
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
共
有

す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

大
野
参
院
議
員
は
、「
二
〇
二
五

年
の
安
全
保
障
環
境
を
ど
う
考
え
る

か
」
と
問
題
提
起
さ
れ
た
。
こ
れ
は

中
国
が
海
洋
進
出
の
能
力
を
ほ
ぼ
整

え
る
と
考
え
ら
れ
る
時
期
で
あ
り
、

同
時
に
急
速
な
少
子
高
齢
化
社
会
に

入
る
直
前
、
い
わ
ば
「
ピ
ー
ク
」
の

時
期
で
も
あ
る
。
一
方
の
わ
が
国
は

少
子
高
齢
化
の
急
坂
の
一
番
き
つ
い

時
期
、
い
わ
ば
「
底
」
に
あ
た
る

時
期
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら

も
「
ど
う
な
っ
て
お
り
、
ど
う
な
り

う
る
か
」
を
共
有
す
る
こ
と
が
、
安

全
保
障
論
議
に
お
い
て
も
重
要
だ
ろ

う
。（9/14

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
問
題

設
定
。）

　

｢

囲
む
会
」、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
通

じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
（
防
災

と
自
治
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
治
と
地
域

経
済
、3.11

後
の
原
発
な
ど
）
に
即

し
て
新
し
い
現
実
を
創
り
だ
す
た
め

の
場
づ
く
り
、
合
意
形
成
の
ス
タ
イ

ル
を
実
践
的
に
深
め
、
八
回
大
会
を

準
備
し
て
い
こ
う
。　

た
議
論
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
ん

で
す
。

藻
谷　

そ
れ
は
養
老
孟
司
氏
が
指
摘

さ
れ
た
『
脳
化
』
現
象
の
一
つ
で
も

あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
東
京
は

日
本
の
脳
味
噌
で
す
。
そ
の
妄
想
す

る
脳
味
噌
だ
け
や
た
ら
で
か
く
な
っ

て
、
手
足
は
自
分
の
思
い
通
り
に
動

く
と
思
っ
て
い
る
。
脳
＝
東
京
が
妄

想
し
て
、勝
手
な
陣
頭
指
揮
を
と
り
、

体
＝
地
方
の
現
実
の
方
が
思
い
ど
お

り
に
動
か
な
い
と
怒
り
だ
す
。

神
門　

い
や
現
実
に
は
も
う
興
味
を

失
っ
て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。…
」

（「
し
な
や
か
な
日
本
列
島
の
つ
く
り

か
た
」
藻
谷
浩
介　

新
潮
社
）

　

3.11

で
臨
界
質
量
を
超
え
た
新

し
い
地
殻
変
動
、
そ
れ
は
20
世
紀
型

の
規
模
・
効
率
の
経
済
か
ら
、
持
続

性
・
循
環
型
の
経
済
へ
、
大
規
模
集

中
型
シ
ス
テ
ム
か
ら
自
立
（
自
律
）

分
散
型
シ
ス
テ
ム
へ
と
い
う
経
済
、

社
会
の
大
き
な
転
換
だ
。
至
る
と
こ

ろ
で
、「
小
さ
い
か
ら
こ
そ
で
き
る

『
新
し
い
現
実
』」
を
作
り
出
す
こ
と

で
、
気
が
つ
い
た
ら
社
会
が
大
き
く

変
わ
っ
て
い
た
。
そ
う
い
う
プ
ロ
セ

ス
が
始
ま
っ
て
い
る
。

　

妄
想
す
る
東
京
脳
の
な
か
に
も
、

こ
う
し
た
新
し
い
現
実
を
追
認
す
る

動
き
を
つ
く
り
だ
そ
う
。
二
〇
二
一

年
、オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
の
翌
年
か
ら
東
京
で
も
人
口
減
少

が
始
ま
る
。
二
〇
二
二
年
か
ら
は
、

団
塊
世
代
が
後
期
高
齢
者
に
な
る
。

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
投
資
や
再
開
発
に

は
、
こ
う
し
た
視
点
は
不
可
欠
だ
。

未
来
へ
投
資
す
る
社
会
へ
の
合
意
形

成
　
新
し
い
現
実
を
創
り
出
す
場
づ

く
り

　

東
京
発
の
大
改
革
が
、「
守
旧
派
」

へ
の
批
判
を
軸
に
民
意
を
ひ
き
つ
け

よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
地
域
が

創
り
だ
す
「
新
し
い
現
実
」
の
合
意

形
成
は
、
知
る
・
気
づ
く
→
共
感
す

る
→
協
働
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の

螺
旋
的
発
展
だ
ろ
う
。

　

第
一
フ
ェ
ー
ズ
は
「
現
状
把
握
」

「
ど
う
な
っ
て
お
り
、
ど
う
な
り
う

る
か
」。
こ
こ
で
ど
れ
だ
け
リ
ア
リ

テ
ィ
ー
を
共
有
で
き
る
か
は
、
第
二

フ
ェ
ー
ズ
に
向
け
て
当
事
者
意
識
を

ど
れ
だ
け
涵
養
で
き
る
か
、
に
直
結

し
て
く
る
。
例
え
ば
「
財
政
」
に
つ

い
て
も
、「
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
二
倍
の
財
政

赤
字
」
と
危
機
意
識
を
か
き
た
て
る

現
状
把
握
な
の
か
、「
社
会
の
必
要

を
み
ん
な
で
支
え
る
＝
租
税
国
家
」

と
い
う
論
理
を
媒
介
に
、「
自
治
の

当
事
者
意
識
を
涵
養
す
る
財
政
論

議
」
に
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
・
切
り
口

か
ら
実
践
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
（
例　

4/13

シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
日
本
再
生
」
四
二
〇

号
）。

　

総
論
賛
成
、
各
論
反
対
に
な
り
が

ち
な
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
計
画

で
も
、
目
的
は
施
設
で
は
な
く
市
民

自
治
と
ま
ち
づ
く
り
、
と
い
う
と
こ

ろ
か
ら
「
ど
う
な
っ
て
お
り
、
ど
う

な
り
う
る
か
」
を
提
示
す
れ
ば
、「
施

設
」
を
糸
口
に
、
ど
う
い
う
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
を
つ
く
っ
て
い
く
か
と
い

う
、
新
し
い
自
治
・
協
働
の
ス
テ
ー

ジ
が
見
え
て
く
る
。
反
対
に
当
事
者

意
識
を
涵
養
で
き
な
い
現
状
分
析
で

は
総
論
賛
成
・
各
論
反
対
に
終
始
し
、

そ
れ
ま
で
の
先
送
り
の
ツ
ケ
が
噴
出

す
る
こ
と
に
な
る（
次
号
掲
載
の「
囲

む
会
」
参
照
）。

　

こ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
来
年
の
統

一
地
方
選
挙
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
は
、

住
民
自
治
の
当
事
者
意
識
を
涵
養
す

る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ど
う
か
が
軸

に
な
る
。（7/21

「
東
京
・
囲
む
会
」

の
問
題
設
定
。）
議
会
改
革
に
つ
い

て
も
、
情
報
公
開
や
議
会
報
告
会
は

も
は
や
「
標
準
装
備
」
で
、
そ
れ
ら

を
使
い
こ
な
し
て
市
民
と
と
も
に
地

域
の
政
策
を
立
案
す
る
、
と
い
う
ス

テ
ー
ジ
へ
の
底
上
げ
が
進
ん
で
い

る
。（
日
経6/16　

こ
こ
で
も
東
京

23
区
は
大
幅
後
退
。）

　

あ
る
い
は
こ
ん
な
事
例
も
あ
る
。

千
葉
市
議
会
が
、
小
中
学
校
へ
の
エ

ア
コ
ン
設
置
を
求
め
る
請
願
を
不
採

択
と
し
た
こ
と
に
、
ネ
ッ
ト
上
で
批

判
が
起
こ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
熊

谷
市
長
や
一
部
の
市
議
が
、「
エ
ア

コ
ン
が
あ
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い

が
、
限
ら
れ
た
財
源
を
何
に
優
先
的

に
使
う
か
。
老
朽
化
し
た
校
舎
の
改

築
、
和
式
ト
イ
レ
の
改
修
（
子
ど
も

た
ち
の
要
望
が
高
い
）
な
ど
が
優
先

順
位
が
高
い
」
と
述
べ
、
そ
れ
に
対

し
て
市
民
か
ら
も
、「『
い
ら
な
い
』

と
い
う
の
と
、『
必
要
だ
が
優
先
順

位
は
低
い
』
と
い
う
の
は
、
た
し
か

に
違
う
」「
子
ど
も
た
ち
の
要
望
が

高
い
も
の
か
ら
、
と
い
う
の
は
十
分

な
理
由
」
な
ど
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ

た
。

　

議
決
の
結
果
だ
け
で
は
な
く
、
ど

う
い
う
論
点
が
整
理
さ
れ
、
ど
う
い

う
判
断
で
決
定
さ
れ
た
の
か
を
市
民

に
情
報
公
開
し
て
こ
そ
、
当
事
者
意

識
を
涵
養
す
る
糸
口
と
な
る
。
議
会

改
革
も
こ
う
し
た
ス
テ
ー
ジ
に
入
っ

て
い
る
。

　

ま
た
安
倍
政
権
は
集
団
的
自
衛
権

の
行
使
に
つ
い
て
、
憲
法
解
釈
の
変

更
を
閣
議
決
定
で
行
う
と
し
て
い
る

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
ひ
と
つ
は
、

立
憲
主
義
の
当
事
者
意
識
を
涵
養
す

る
憲
法
論
議
の
実
践
的
な
ス
タ
イ
ル

を
創
り
だ
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

（7/14

「
京
都
・
囲
む
会
」
の
問
題

設
定
。）

　

憲
法
改
正
の
発
議
に
は
、
国
会
の

三
分
の
二
の
賛
成
が
必
要
だ
。「
そ

れ
で
は
改
憲
な
ど
で
き
な
い
」「
だ

か
ら
解
釈
変
更
で
」
と
い
う
の
は
、

当
事
者
責
任
を
ス
ル
ー
し
た
と
い
う



「
五
十
年
後
、
人
口
一
億
人
を
維
持
」

の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
見
え
て
い
る
か

　

骨
太
の
方
針
２
０
１
４
の
案
に
、

「
50
年
後
に
一
億
人
程
度
の
安
定
し

た
人
口
構
造
を
保
持
す
る
こ
と
を
目

指
す
」
と
示
さ
れ
た
。「
地
域
の
活

力
を
維
持
し
、
東
京
へ
の
一
極
集
中

傾
向
に
歯
止
め
を
か
け
る
と
と
も

に
、
少
子
化
と
人
口
減
少
を
克
服
す

る
」
た
め
に
司
令
塔
を
設
置
す
る
と

い
う
。
急
激
な
人
口
減
少
は
社
会
保

障
の
土
台
を
揺
る
が
し
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
の
崩
壊
が
進
む
な
ど
、
社
会

の
持
続
可
能
性
の
危
機
を
も
た
ら

す
。「
一
億
人
」の
当
否
は
と
も
か
く
、

少
子
化
・
人
口
減
対
策
を
国
家
の
目

標
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
必
要
だ
ろ

う
。

　

と
は
い
え
、「
五
十
年
後
、
人
口

一
億
人
を
維
持
」
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー

は
、
ど
こ
ま
で
見
え
て
い
る
の
か
。

す
で
に
地
方
自
治
の
現
場
に
お
い
て

は
、
予
測
さ
れ
る
人
口
動
態
を
基

に
政
策
を
検
討
・
議
論
す
る
こ
と

は
、「
標
準
装
備
」
と
な
り
つ
つ
あ

る
。
そ
れ
に
匹
敵
す
る
だ
け
の
リ
ア

リ
テ
ィ
ー
が
、
永
田
町
・
霞
ヶ
関
に

は
あ
る
の
か

　

政
府
の
推
計
で
は
、
現
状
の
ま
ま

で
は
二
〇
六
〇
年
（
50
年
後
）
に
人

口
は
八
六
七
四
万
人
ま
で
減
少
す

る
。
五
十
年
後
に
人
口
１
億
人
を
維

持
す
る
た
め
に
は
、
出
生
率
を
早
期

に
２
・
07
ま
で
上
げ
る
こ
と
が
必
要

に
な
る
。と
こ
ろ
が
現
実
を
み
れ
ば
、

二
〇
一
三
年
の
出
生
率
は
１
・
43
、

生
涯
未
婚
率
は
男
性
20
％
、
女
性

10
％
。一
九
七
四
年
に
出
生
率
が
２
・

０
を
切
っ
て
か
ら
四
十
年
、
四
十
歳

以
下
の
、
子
ど
も
を
生
め
る
年
齢
の

人
口
そ
の
も
の
が
す
で
に
大
幅
に

減
っ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
現
実
は
、
少
子
化
対
策
で

な
ん
と
か
な
る
と
い
う
レ
ベ
ル
で
は

な
い
し
、
出
生
率
２
・
07
な
ど
と

い
う
つ
じ
つ
ま
合
わ
せ
の
数
字
で

は
、
本
当
に
必
要
な
少
子
化
対
策
の

的
を
絞
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
と
い

う
こ
と
だ
。
人
口
動
態
を
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
単
位
に
ま
で
落
と
し
込

み
、
地
域
で
毎
年
何
人
の
子
ど
も
が

生
ま
れ
れ
ば
小
学
校
を
維
持
す
る
こ

と
が
で
き
る
か
、
そ
の
た
め
に
子
育

て
世
帯
を
ど
れ
だ
け
増
や
す
・
維
持

す
る
必
要
が
あ
る
か
等
を
、
住
民
と

行
政
が
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
考
え
行

動
す
る
。
そ
う
い
う
自
治
の
リ
ア
リ

テ
ィ
ー
は
、
す
で
に
各
地
に
叢
生
し

て
い
る
。
永
田
町
・
霞
ヶ
関
に
求
め

ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
追
認

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

ま
た
「
五
十
年
後
、
人
口
一
億
人

を
維
持
」
の
計
画
に
は
、
移
民
も
含

ま
れ
る
。
こ
こ
で
も
リ
ア
リ
テ
ィ
ー

が
問
わ
れ
る
。
出
入
国
管
理
は
中
央

政
府
の
政
策
で
も
、
移
民
を
受
け
入

れ
る
た
め
の
施
策
は
自
治
体
が
担

う
。
自
動
車
産
業
で
働
く
日
系
ブ
ラ

ジ
ル
人
を
多
数
受
け
入
れ
て
い
る
四

日
市
市
で
は
、
日
本
に
来
て
は
じ
め

て
耳
が
聞
こ
え
な
い
こ
と
が
判
明
し

た
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
少
女
に
、
専

任
の
教
師
を
つ
け
た
と
い
う
（「
日

本
再
生
」
四
二
一
号　

六
面　

岩

崎
恭
典
・
四
日
市
大
学
教
授
）。
あ

る
首
長
は
、「
国
は
移
民
を
入
れ
て

一
億
と
簡
単
に
言
う
が
、
言
葉
も
習

慣
も
違
う
人
々
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

の
一
員
と
し
て
受
け
入
れ
、
と
も
に

生
活
し
て
い
く
た
め
の
施
策
を
担
う

自
治
体
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
ど
こ
ま

で
分
か
っ
て
い
る
の
か
」
と
首
を
か

し
げ
る
。

　
「
五
十
年
後
、
人
口
一
億
人
を
維

持
」
の
論
点
は
、
日
本
社
会
の
持
続

可
能
性
を
い
か
に
確
保
す
る
か
、
と

い
う
点
に
あ
る
は
ず
だ
。
そ
れ
は
、

｢

世
界
で
一
番
企
業
が
活
躍
し
や
す

い
国
」（
安
倍
総
理
施
政
方
針
演
説

2013

年
2
月
）
を
め
ざ
す
こ
と
で

可
能
に
な
る
の
か
。
そ
れ
と
も
個
性

豊
か
な
地
域
が
自
立
し
て
、
互
い
に

連
携
す
る
こ
と
か
ら
な
の
か
。
前
者

の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
へ
の
対
応
は
、
マ

ネ
ー
資
本
主
義
の
な
か
で
の
「
生
き

残
り
」
を
目
指
す
も
の
だ
が
、
後
者

は
マ
ネ
ー
資
本
主
義
に
翻
弄
さ
れ
な

い
、
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
地
域

経
済
（
里
山
資
本
主
義
）
を
重
視
す

る
。

　

前
者
が
め
ざ
す
構
造
改
革
、
統
治

機
構
改
革
は
、「
守
旧
派
」
へ
の
批

判
を
軸
に
民
意
を
ひ
き
つ
け
よ
う
と

す
る
。後
者
が
め
ざ
す
合
意
形
成
は
、

知
る
・
気
づ
く
→
共
感
す
る
→
協
働

す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
螺
旋
的
発

展
だ
ろ
う
。
前
者
の
大
改
革
の
主
役

は
大
都
市
、
な
か
で
も
東
京
（
永
田

町
、霞
ヶ
関
）で
あ
る
が
、後
者
の「
地

域
再
生
」
の
主
役
は
無
数
の
地
域
自

治
の
担
い
手
だ
。

　

こ
れ
は
二
つ
の
方
向
性
の
選
択
の

問
題
な
の
か
。
そ
う
で
は
な
い
。「
ど

う
な
っ
て
お
り
、ど
う
な
り
う
る
か
」

の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
欠
け
た
と
こ
ろ

か
ら
出
発
す
る
「
大
改
革
」
は
、
も

は
や
妄
想
で
し
か
な
い
。

「
神
門　

…
六
次
産
業
化
だ
と
か
、

大
規
模
化
だ
と
か
、
そ
う
い
う

キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
が
頻
繁
に
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
農
業
問
題

の
東
京
化
現
象
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も

の
だ
と
僕
は
思
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
、具
体
的
な
地
域
の
現
状
や
環
境
、

動
植
物
の
生
産
状
況
の
話
と
い
う
の

が
抜
け
落
ち
て
、
都
会
の
人
間
が
イ

メ
ー
ジ
を
も
と
に
机
上
で
組
み
立
て

知
る
・
気
づ
く
→
共
感
す
る
→
協
働
・
連
帯
す
る

→
新
し
い
現
実
が
生
ま
れ
る

　

～
妄
想
す
る
ユ
ー
レ
イ
脳
に
、
サ
ヨ
ナ
ラ
を 第422号

「がんばろう、日本！」
国民協議会
機関紙

発行所「がんばろう、日本！」
国民協議会

発行人　戸 田 政 康
編集人　石津美知子

http://www.ganbarou-nippon.ne.jp
（東京事務所）

東京都千代田区九段北4-3-16
サンライン第14ビル6階 〒102-0073

TEL 03（5215）1330
FAX 03（5215）1333

（発行所）
東京都東大和市南街2-17-16
パピルス会館  〒207-0014

TEL 042（566）2950（代）
FAX 042（566）2949

〈郵便振替〉00160-9-77459
「がんばろう、日本！」国民協議会
ゆうちょ銀行 019店 当座0077459

１部　300円
定期購読　半年2,000円
                    一年3,500円

２
―
５
面　
「
日
本
の
農
業
・
中
山
間
地
と
農
協
の

　
　
　
　
　

課
題
」　

石
田
信
隆
・
農
林
中
金
総
研

５
―
９
面　
「
わ
が
国
の
外
交
・
安
保
環
境
を
ど
う

　
　
　
　
　

と
ら
え
る
か
」
大
野
元
裕
・
参
院
議
員

９
―
12
面　
「
２
０
５
０
年　

成
熟
国
家
へ
の
道
」　

　
　
　
　
　

小
川
淳
也
・
衆
院
議
員

12
―
13
面　

笑
子
・
幸
齢
化
の
ま
ち
づ
く
り　

　
　
　
　
　

鈴
木
健
一
・
伊
勢
市
長

14
面　
　
　

一
灯
照
隅
（
地
方
議
員
の
コ
ラ
ム
）

今号の紙面

（1） 1989 年 7 月 7 日第三種郵便物認可　 日　本　再　生 第４２２号（毎月 1回 1日発行） 2 0 1 4 年 7 月 1 日

ほ
か
な
い
。
国
民
の
多
数
が
納
得
で

き
る
よ
う
な
改
憲
案
に
ま
で
、
熟
議

を
つ
く
し
て
合
意
形
成
を
図
る
こ
と

こ
そ
、
国
会
議
員
の
仕
事
で
は
な
い

か
。

　

そ
し
て
近
代
日
本
の
黎
明
期
に

は
、
各
地
で
草
の
根
か
ら
「
憲
法
草

案
」
が
つ
く
ら
れ
た
こ
と
も
想
起
す

べ
き
だ
ろ
う
。
永
田
町
か
ら
で
は
な

く
地
域
か
ら
、
憲
法
改
正
の
論
点
を

押
し
上
げ
て
い
く
く
ら
い
の
当
事
者

意
識
が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い

か
。

　

ま
た
集
団
的
自
衛
権
に
つ
い
て

は
、
今
号
掲
載
の
大
野
元
裕
参
院
議

員
が
提
起
す
る
よ
う
に
、「
集
団
的

自
衛
権
を
～
（
認
め
る
、
認
め
な

い
）」
と
い
う
議
論
で
は
な
く
、「
わ

が
国
の
外
交
・
安
全
保
障
環
境
は
ど

う
な
っ
て
お
り
、ど
う
な
り
う
る
か
」

に
つ
い
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
共
有

す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

大
野
参
院
議
員
は
、「
二
〇
二
五

年
の
安
全
保
障
環
境
を
ど
う
考
え
る

か
」
と
問
題
提
起
さ
れ
た
。
こ
れ
は

中
国
が
海
洋
進
出
の
能
力
を
ほ
ぼ
整

え
る
と
考
え
ら
れ
る
時
期
で
あ
り
、

同
時
に
急
速
な
少
子
高
齢
化
社
会
に

入
る
直
前
、
い
わ
ば
「
ピ
ー
ク
」
の

時
期
で
も
あ
る
。
一
方
の
わ
が
国
は

少
子
高
齢
化
の
急
坂
の
一
番
き
つ
い

時
期
、
い
わ
ば
「
底
」
に
あ
た
る

時
期
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら

も
「
ど
う
な
っ
て
お
り
、
ど
う
な
り

う
る
か
」
を
共
有
す
る
こ
と
が
、
安

全
保
障
論
議
に
お
い
て
も
重
要
だ
ろ

う
。（9/14

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
問
題

設
定
。）

　

｢

囲
む
会
」、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
通

じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
（
防
災

と
自
治
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
治
と
地
域

経
済
、3.11

後
の
原
発
な
ど
）
に
即

し
て
新
し
い
現
実
を
創
り
だ
す
た
め

の
場
づ
く
り
、
合
意
形
成
の
ス
タ
イ

ル
を
実
践
的
に
深
め
、
八
回
大
会
を

準
備
し
て
い
こ
う
。　

た
議
論
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
ん

で
す
。

藻
谷　

そ
れ
は
養
老
孟
司
氏
が
指
摘

さ
れ
た
『
脳
化
』
現
象
の
一
つ
で
も

あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
東
京
は

日
本
の
脳
味
噌
で
す
。
そ
の
妄
想
す

る
脳
味
噌
だ
け
や
た
ら
で
か
く
な
っ

て
、
手
足
は
自
分
の
思
い
通
り
に
動

く
と
思
っ
て
い
る
。
脳
＝
東
京
が
妄

想
し
て
、勝
手
な
陣
頭
指
揮
を
と
り
、

体
＝
地
方
の
現
実
の
方
が
思
い
ど
お

り
に
動
か
な
い
と
怒
り
だ
す
。

神
門　

い
や
現
実
に
は
も
う
興
味
を

失
っ
て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。…
」

（「
し
な
や
か
な
日
本
列
島
の
つ
く
り

か
た
」
藻
谷
浩
介　

新
潮
社
）

　

3.11

で
臨
界
質
量
を
超
え
た
新

し
い
地
殻
変
動
、
そ
れ
は
20
世
紀
型

の
規
模
・
効
率
の
経
済
か
ら
、
持
続

性
・
循
環
型
の
経
済
へ
、
大
規
模
集

中
型
シ
ス
テ
ム
か
ら
自
立
（
自
律
）

分
散
型
シ
ス
テ
ム
へ
と
い
う
経
済
、

社
会
の
大
き
な
転
換
だ
。
至
る
と
こ

ろ
で
、「
小
さ
い
か
ら
こ
そ
で
き
る

『
新
し
い
現
実
』」
を
作
り
出
す
こ
と

で
、
気
が
つ
い
た
ら
社
会
が
大
き
く

変
わ
っ
て
い
た
。
そ
う
い
う
プ
ロ
セ

ス
が
始
ま
っ
て
い
る
。

　

妄
想
す
る
東
京
脳
の
な
か
に
も
、

こ
う
し
た
新
し
い
現
実
を
追
認
す
る

動
き
を
つ
く
り
だ
そ
う
。
二
〇
二
一

年
、オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
の
翌
年
か
ら
東
京
で
も
人
口
減
少

が
始
ま
る
。
二
〇
二
二
年
か
ら
は
、

団
塊
世
代
が
後
期
高
齢
者
に
な
る
。

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
投
資
や
再
開
発
に

は
、
こ
う
し
た
視
点
は
不
可
欠
だ
。

未
来
へ
投
資
す
る
社
会
へ
の
合
意
形

成
　
新
し
い
現
実
を
創
り
出
す
場
づ

く
り

　

東
京
発
の
大
改
革
が
、「
守
旧
派
」

へ
の
批
判
を
軸
に
民
意
を
ひ
き
つ
け

よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
地
域
が

創
り
だ
す
「
新
し
い
現
実
」
の
合
意

形
成
は
、
知
る
・
気
づ
く
→
共
感
す

る
→
協
働
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の

螺
旋
的
発
展
だ
ろ
う
。

　

第
一
フ
ェ
ー
ズ
は
「
現
状
把
握
」

「
ど
う
な
っ
て
お
り
、
ど
う
な
り
う

る
か
」。
こ
こ
で
ど
れ
だ
け
リ
ア
リ

テ
ィ
ー
を
共
有
で
き
る
か
は
、
第
二

フ
ェ
ー
ズ
に
向
け
て
当
事
者
意
識
を

ど
れ
だ
け
涵
養
で
き
る
か
、
に
直
結

し
て
く
る
。
例
え
ば
「
財
政
」
に
つ

い
て
も
、「
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
二
倍
の
財
政

赤
字
」
と
危
機
意
識
を
か
き
た
て
る

現
状
把
握
な
の
か
、「
社
会
の
必
要

を
み
ん
な
で
支
え
る
＝
租
税
国
家
」

と
い
う
論
理
を
媒
介
に
、「
自
治
の

当
事
者
意
識
を
涵
養
す
る
財
政
論

議
」
に
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
・
切
り
口

か
ら
実
践
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
（
例　

4/13

シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
日
本
再
生
」
四
二
〇

号
）。

　

総
論
賛
成
、
各
論
反
対
に
な
り
が

ち
な
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
計
画

で
も
、
目
的
は
施
設
で
は
な
く
市
民

自
治
と
ま
ち
づ
く
り
、
と
い
う
と
こ

ろ
か
ら
「
ど
う
な
っ
て
お
り
、
ど
う

な
り
う
る
か
」
を
提
示
す
れ
ば
、「
施

設
」
を
糸
口
に
、
ど
う
い
う
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
を
つ
く
っ
て
い
く
か
と
い

う
、
新
し
い
自
治
・
協
働
の
ス
テ
ー

ジ
が
見
え
て
く
る
。
反
対
に
当
事
者

意
識
を
涵
養
で
き
な
い
現
状
分
析
で

は
総
論
賛
成
・
各
論
反
対
に
終
始
し
、

そ
れ
ま
で
の
先
送
り
の
ツ
ケ
が
噴
出

す
る
こ
と
に
な
る（
次
号
掲
載
の「
囲

む
会
」
参
照
）。

　

こ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
来
年
の
統

一
地
方
選
挙
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
は
、

住
民
自
治
の
当
事
者
意
識
を
涵
養
す

る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ど
う
か
が
軸

に
な
る
。（7/21

「
東
京
・
囲
む
会
」

の
問
題
設
定
。）
議
会
改
革
に
つ
い

て
も
、
情
報
公
開
や
議
会
報
告
会
は

も
は
や
「
標
準
装
備
」
で
、
そ
れ
ら

を
使
い
こ
な
し
て
市
民
と
と
も
に
地

域
の
政
策
を
立
案
す
る
、
と
い
う
ス

テ
ー
ジ
へ
の
底
上
げ
が
進
ん
で
い

る
。（
日
経6/16　

こ
こ
で
も
東
京

23
区
は
大
幅
後
退
。）

　

あ
る
い
は
こ
ん
な
事
例
も
あ
る
。

千
葉
市
議
会
が
、
小
中
学
校
へ
の
エ

ア
コ
ン
設
置
を
求
め
る
請
願
を
不
採

択
と
し
た
こ
と
に
、
ネ
ッ
ト
上
で
批

判
が
起
こ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
熊

谷
市
長
や
一
部
の
市
議
が
、「
エ
ア

コ
ン
が
あ
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い

が
、
限
ら
れ
た
財
源
を
何
に
優
先
的

に
使
う
か
。
老
朽
化
し
た
校
舎
の
改

築
、
和
式
ト
イ
レ
の
改
修
（
子
ど
も

た
ち
の
要
望
が
高
い
）
な
ど
が
優
先

順
位
が
高
い
」
と
述
べ
、
そ
れ
に
対

し
て
市
民
か
ら
も
、「『
い
ら
な
い
』

と
い
う
の
と
、『
必
要
だ
が
優
先
順

位
は
低
い
』
と
い
う
の
は
、
た
し
か

に
違
う
」「
子
ど
も
た
ち
の
要
望
が

高
い
も
の
か
ら
、
と
い
う
の
は
十
分

な
理
由
」
な
ど
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ

た
。

　

議
決
の
結
果
だ
け
で
は
な
く
、
ど

う
い
う
論
点
が
整
理
さ
れ
、
ど
う
い

う
判
断
で
決
定
さ
れ
た
の
か
を
市
民

に
情
報
公
開
し
て
こ
そ
、
当
事
者
意

識
を
涵
養
す
る
糸
口
と
な
る
。
議
会

改
革
も
こ
う
し
た
ス
テ
ー
ジ
に
入
っ

て
い
る
。

　

ま
た
安
倍
政
権
は
集
団
的
自
衛
権

の
行
使
に
つ
い
て
、
憲
法
解
釈
の
変

更
を
閣
議
決
定
で
行
う
と
し
て
い
る

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
ひ
と
つ
は
、

立
憲
主
義
の
当
事
者
意
識
を
涵
養
す

る
憲
法
論
議
の
実
践
的
な
ス
タ
イ
ル

を
創
り
だ
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

（7/14

「
京
都
・
囲
む
会
」
の
問
題

設
定
。）

　

憲
法
改
正
の
発
議
に
は
、
国
会
の

三
分
の
二
の
賛
成
が
必
要
だ
。「
そ

れ
で
は
改
憲
な
ど
で
き
な
い
」「
だ

か
ら
解
釈
変
更
で
」
と
い
う
の
は
、

当
事
者
責
任
を
ス
ル
ー
し
た
と
い
う


