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学

界

展

望

日
本
の
人
口
問
題
と
人
口

研
究
の
動
向

安
川
正
彬

わ
た
く
し
は
こ
れ
か
ら
、
わ
が
国
が
た
ど

っ
た
人
口
問
題
の
最
近
の
姿
を
ふ 

り
か
え
り
、
そ
こ
に
注
が
れ
た
諸
家
の
人
口
研
究
の
跡
を
简
潔
に
つ
づ
ろ
う
と 

お
も
う
。
そ
れ
は
、
人
口
研
究
の
将
来
•に
何
ら
か
の
示
唆
を
あ
た
え
る
も
の
と 

期
待
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
先
だ
っ
て
、
ま
ず
、
人
口
研
究
の
基
本
課
題 

を
整
现
す
る
仕
事
か
ら
は
じ
め
ょ
う
。
理

rf
l
は
' 
人
口
と
は
経
済
社
会
を
構
成 

す
る
战
本
集
囲
で
あ
る
か
ら
、
関
係
す
る
他
の
学
問
分
野
が
苽
範
囲
に
わ
た
る 

た
め
、
と
も
す
る
と
、
問
題
の
焦
点
が
ボ
ャ
ヶ
て
、
ま
と
ま
り
が
惡
く
な
る
こ 

と
を
お
そ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
人
口
研
究
の
文
献
は
尨
大
な
数
に
わ
た
る
た
め
、
こ
こ
に
と
り
あ
げ 

た
成
果
は
、
雑
誌
論
文
の
一
切
を
割
愛
し
、
単
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の 

の
う
ち
、
と

く

に

一
時
期
を
画
し
た
と
思
わ
れ
る
代
表
的
な
も
の
だ
け
に
限
っ 

た
わ
た
く
し
個
人
の
主
観
で
選
択
し
た
た
め
、
不
備
や
手
落
ち
が
な
い
と
は 

い
え
な

I

大
.方
の
叱

^
と
ご
教
示
を
た
ま
わ
れ
ば
仕
合
せ
で
あ
る

。
.

•

r

i

o

(

一
 

ニ
ニ
六)

ま
ず
、
人
口
研
究
の
基
本
を
理
解
す
る
の
に
は
、
経
済
学
の
歴
史
を
ふ
り
か 

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
に
経
済
学
者
た
ち
が
人
口
に
特
別
の
注
意
を
さ
さ 

げ
た
十
九
世
紀
初
め
の

.マ
ル
サ
ス
の
時
代
と
、
第
一
次
大
戦
以
後
の
ケ
イ
ン
ズ 

の
時
代
と
を
認
識
す
る
こ
と
力
ら
は
じ

.め
る
の
が
よ
い
と
お
も
う
。
，そ
の
理

rt
l 

は
、
社
会
に
不
幸
が
感
じ
ら
れ
る
と
き
に
、
人
び
と
は
〃
人
口

"
を
強
く
意
^

 

す
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
う
し
た
社
会
の
不
幸
が
深
刻
に
感
じ
ら
れ
る
と
き
に
、
 

人
口
は
い
つ
で
も
経
済
学
者
の
手
も
と
に

お
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

マ
ル
サ
ス
と
ケ
イ
ン
.ズ
の
時
代
と
い
う
の
は
互
に
社
会
の
不
幸
が
深
刻
に
感
じ 

ら
れ
た
時
期
で
あ
り
、
同
時
に
、
ニ
つ
が
と
も
に
大
き
な
時
代
の
変
革
期
で
あ 

っ
た
こ
と
が
共
通
し
て
い
た
の
で
扒
る
。

ま
ず
十
九
世
紀
の
初
め
と
は
、
周
知
.の
よ
う
に
、

フ
ラ
ン
ス
革
命(

一
七
八 

九
年)

の
の
ち
に
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
^
が
西
ョ
ー
ロ
ッ
パ
全
域
に
拡
が
っ
て
い 

っ
た
時
期
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
少
し
以
前
か
ら
産
業
革
命
が
胎
動
し
は
じ 

め
て
、
近
代
社
会
が
い
ま
に
も
出
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
変

^
期
で
あ
っ
た
。
 

も
う
一
つ
の
第
一
次
大
戦
の
以
後
と
は
、
不
況
が
慢
性
化
し
た
た
め
、
資
本
主 

義
の
行
き
づ
ま
り
に
苦
し
み
、
そ
れ
を
打
開
し
て
い
く
経
済
の
革
命
期
で
あ
っ 

た
の
で
あ
る
。
こ
の

ニ
つ
の
時
期
に
生
み
だ
さ
れ
た
偉
大
な
経
済
学
者
こ
そ
、
 

マ
ル
サ
ス(

一
七
六
六〜

一
八
三
四
年)

と

ケ

イ

ン

ズ(

.一
八
八
三〜

一
九
四
六 

T S)

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
.そ

し

て
一
九
六
六
年
に
は
マ
ル
サ
ス
生
誕
ニ
〇
〇 

年
と
ケ
イ
ン
ズ
死
後
ニ
〇
年
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。

い
ま
、
こ
の
ニ
つ
の
時
代
を
考
察
す
る
と
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
^
後
に
行
な
わ

.れ
た
マ
ル
サ
ス

"
リ
ヵ
ー
ド
論
争(

一

八
一
七〜

一
ニ
年)

、

お
よ
び
第
一
次
大 

戦
直
後
の
ビ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ=

ヶ
ィ
ン
.ズ
論

爭(

一
九
二
三〜

ニ
四
年)

を
通
じ 

て
、人
口
過
剰
と
失
業
と
は
似
て
非
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
そ
の
後
の
力
ー
ソ
ジ
ダ
ー
ス

.( 『

人
口』

、

一
九
一
一
五
年)

の
出
現
に
よ 

っ
て
、
人
ロ
過
剰
は
失

^
と
し
て
で
は
な
く
、

一
人
当
た
り
の所

®
:

低
下
と
な 

っ
て
，
わ
れ
わ
れ
の
ま
え
に
姿
を
あ
ら
わ
す
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
し
、
失 

業
の
正
体
に
つ
い
て
は
、
ヶ
ィ
シ
ズ
が
マ
ル
サ
ス『

経
済
学
原
理』

(

一
八
ニ 

〇
平)

を
得
認
識
し
、
失
業
と
は
有
効
需

•要
の
不
足
に
よ
っ
て
.生
じ
る
こ
と
が 

彼

の

『

一
般
理
論』

(
一

九
三
六
年)

に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
以
上 

の
人
口
過
剰
と
失
業
と
の
異
同
を
明
確
に
認
識
す
る
こ
と
が
、
人
口
を
考
察
す

る
実
践
的
課
題
の
う
ち
、
栽
；本
の
第
一
の
も
の
で
あ
る
。

. 

.

(

1)

マ
ル
サ
ス
也
誕
ー
一
〇
〇
年
を
記
念
し
て
、
南
亮
三
郎『

マ
ル
サ
ス
評
伝』 

(

千
倉
書
房
、

一
九
六
六
年)

が
.出
版
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、

マ
ル
サ
ス
理
論
に
.

.

立
脚
し
た
数
多
い
南
博
士
の
人
口
研
究
を
代
表
す
る
名
著
で
あ
る
。

\

/

/

V

つ
ぎ
に
、
迤
本
の
第
二
を
述
べ
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
人
口
の
推
移
に
つ
い
て 

冉
代
社
会
か
ら
今
日
ま
で
を
語
る
と
す
れ
ば
、
時
代
を
ニ
つ
に
区
分
し
て
考
察 

す
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
近
代
化
の
以
前
と
そ
れ
以
後
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
近
代
化
が
な
さ
れ
る
以
前
の
社
会
と
は
、
い
わ
ゆ
る
伝
統
的
社
会 

を
指
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
政
治
的
に
は
権
力
に
よ
っ
て
抑
え
ら
れ
て
い
る
社 

会
で
あ
る
か
ち
、
文
化
的
遗
産
は
数
多
く
残
し
た
か
も
し
れ
な
か
が
、
そ
こ
で 

学

界

展

望

は
政
治
が
経
済
を
支
配
し
て
い
る
か
ら
、
あ
る
種
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
こ 

と
は
あ

っ
て
も
、
経
済
や
&
ム
ヰ
の
実
証
分
析
に
耐
え
う
る
だ
け
の
体
系
化
さ
れ 

た
統
計
資
料
は
整
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
う
い
う
時
代
を
説
明
で
き
る
人
口
の 

分
析
は
、
精
々
の
と
こ
ろ
ラ
フ
な
人
口
壻
加
の
分
析
が
な
さ
れ
る
程
度
に
と
ど 

ま
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
西
ョ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
過
去
を
ふ
り
か
え
れ 

ば
わ

t

よ
う
に
、
十
八
世
紀
末
の
産
業
革
命
が
起
こ
る
以
前
に
は
、
政
治
算 

術
派
に
よ
っ
て「

人
口
の
倍
加
年
数
の
測
定」

に
非
常
な
精
力
が
注
が
れ
た
先 

人
た
ち
の
努
力
の
跡
を
顧
.み
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
力
で
あ
ろ
う 

'
っ
い
で
、
近
代
化
が
実
現
す
る
と
、
経
済
社
会

9
発
展
に
と
も
な
っ
て
、
統 

計
資
料
が
整
え
ら
れ
て
く
る
か
ら
、
.そ
う
し
た
資
料
を
駆
使
し
た
縦
横
の
人
口 

分
析
が
可
能
に
な
る
。
そ
ご
で
の
分
析
の

®
本
は
ニ
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

一

つ 

は

「

人
口
転
換」

demographic 

transition

で
あ
り
、

他

は

「

人
口
移
動」 

m
i
g
r
a
t
i
o
n

で
あ
る
。
こ

こ

で「

人
口
転
換」

と
は
近
代
化
に
と
も
な
う
、
人 

ロ
の
生
物
的
変
化
を
調
べ
る
も
の
で
あ
り
、

「

人
ロ
移
動」

と
は
経
済
や
社
会 

の
変
動
に
と
も
な
う

’
人
口
のi

会
的
変
化
を
調
べ
る
も

.の
‘で
あ
る
。

ま
ず
、.「

人
口
転
換」

と
は
、
'
っ
ぎ
の
よ
う
な
人
口
近
代
化
の
推
移
を
指
し 

て
.い
う
.。，
っ
ま
り
、多
産
多
死
型
の
伝
統
的
社
会
か
ら
、経
済
的
離
陸economic. 

take-ofT

を
開
始
す
る
と
、
ま
ず
死
亡
率
が
低
下
し
は
じ
め
る
か
ら
、
人
口
ば 

-

多
產
少
死
型
に
変
わ
り
、
人
口
は
増
大
す
石
。
か
っ
て
西
ョ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が 

十
九
世
紀
の
な
か
ご
ろ
ま
で
に
こ
の
こ
と
を
経
験
し
た
が
、
当
時
は
新
大
降
開 

発
へ
の
道
が
開
け
て
い
た
か
ら
、
増
大
し
た
西
ョ
ー
口
，ッ
パ
の
人
口
は
、
西
の 

海
を
渡
っ
て
新
大
陸
を
開
拓
し
て
い
っ
た
の

.で
あ
る
。
そ
の
後
に
十
九
世
紀
の 

後
半
に
处
る
と
、
人
び
と
.は
経
済
の
持
続
的
発
展
に
と
も
な
う
虫
活
水
準
の
向



M

上
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
死
亡
率
低
下
に
あ
わ
せ
て
、
出
生
方
を
コ
シ
ト

P- 

丨
ル
す
る
よ
ぅ
に
な
っ
た
か
ら
、
出
生
力
が
減
退
し
、
人
口
は
少
産
少
死
型
に 

変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
西
ョ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
十
九
世
紀
後
半 

か
ら
ニ
〇
世
紀
に
か
け
て
経
験
し
た
人
口
進
化
の
推
移
過
程
で
あ
る
。
こ
こ
で 

と
く
に
、
出
生
力
が
下
降
に
む
き
を
変
え
る
転
換
点
を
も
っ
て「

人
口
転
換」 

价
妒

■の
時
抑
と
V
ぅ
の
で
あ
る

つ

ぎ

は「

人
ロ
移
動」

に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
ん
に
ち
人
口

研
究
の
な
か 

で
取
り
扱
い
が
む
ず
か
し
く
、
最
も
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
も
の
は「

人 

ロ
移
動」

の
問
題
で
あ
る
。
人
口

移
動
と
は
、
そ
れ
が
社
会
的
変
動
な
る
が
ゆ 

え
に

複
雑
な
の
で
あ
る
。
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
し
出
さ
れ
て
、
.人
ロ
が
都
市
ぺ
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 

促
し
て
も
、
低
い
貨
金
に
甘
ん
で
た
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る

。
.

そ
れ
に
対
し
て
、
技
，術
革
新
が
実
現
し
、
工
業
化
が
促
進
さ
れ
る
と
き
は
、
 

関
速
産
業
を
刺
激
す
る
か
ら
、
労
働
生
産
性
が
向
上
す
る
と
同
時
に
、
履
用
機 

会
が
開
か
れ
て
、

「

吸
引
型」

の
人
口
.移
動
が
開
始
さ
れ
る
。

さ
ら
に
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
く
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 

び
とを

！：：：

覚
め
さ
せ
る
か
ら

.、
教
育
の
普
及
と
と
も
に
、
結
婚
年
齢
が
ひ
き
あ 

げ
ら
れ
て
、
出
生
力
の
減
退
に
も
影
響
を
お
よ
ぼ
す
よ
う
に
な
る
。

一
二
ニ 

(

三

二

八)

ま
た
、
す
で
に
の
ベ
た
よ
う
に
、
エ
業
化
と
い
う
経
済
の
拡
大
は
、
匿

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A

J

い
わ
れ
る
が
、
.そ
の
こ
と
は
、
人
口
移
動
が
一
般
に
、
貧

困

•
高
死
亡 

率

•
皁

婚

•
多
産
と
い
う
地
域
か
ら
、
よ
り
大
き
い
経
済
機
会
•
高
い
也
活
水 

準

♦
低
死
亡
率

.
晚

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
の
低
下
を
促
進
し
て
い
る
こ
と
も
記
憶 

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
他
に
は
、
都
会
へ
の
希
.望 

は
遅
れ
だ
地
域
の
青
年
た
ち
の
夢
を
か
き
た
て
る
ば
か
り
で
な
く
、71
V
実
、都
会 

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
砂
り
動

•か
し
、体
質
を
変
え
て
い
く
蜇
要
な
耍
因
と
な
る
の
で
あ
る
。

ニ

わ
が
国
の
古
代
社
会
か
ら
ご
く
最
近(

一
九
五
五
年)

ま
で
の
人
口
の
推
移 

を
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
す
で
に
ト
ィ
バ
ー
女
史
の
大
著『

日
本
の
人
口』

(

一
 

九
五
八
年)

に
よ
っ
て
、

詳
細
が
海
外
に
ま
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
わ 

が
国
で
の
人
口
研
究
の
文
献
に
つ
い
て
も
、

一
九
五
五
年
ま
で
の
ほ
と
ん
ど
が 

同
書
の
巻
末
に
収
め
ち
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
が
よ
い
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
が
近
代
化
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
て

.

(

一
八
六
八
年)

以
来 

の
時
代
区
分
と
し
て
、
今
次
大
戦
期
を
基
準
と
し
、
そ
れ
以
前
を
戦
前
と
し
、
そ 

れ
以
後
を
戦
後
と
し
て
時
代
を
分
け
る
区
別
の
仕
方
が
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、戦 

前
を
代
表
す
る
人
口
研
究
の
成
果
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
うC

わ
が
国
呔
十
九
世
紀
中
ご
ろ
に
開
国
し
て
ま
も
な
く
、
明

治

維

新.(一

八
六

_

八
年)

を
迎
え
、
資
本
主
義
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
近
代
国
家
と
し
て
出 

発
し
て
か
ら
、
よ
う
や
く
一 
〇
〇
年
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
.間
に
、
明 

.治
時

代(

一
八
六
八〜

一
九
一
二
年)

は
二
十
世
紀
初
頭
の
産
業
革
命
期
を
経 

て
、
.経
済
的
離
陸
は
順
調
に
進
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
近
代
化
さ
れ
た
わ
が
国
で
、
人
口
問
題
が
強
く
意
識
に
も
た
れ
た 

の
は
、

一
九
.一
八
年(

大
正
七
年)

の

"米
騒
動

"
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は 

工
業
化
に
と
も
な
う
食
料
自
給
の
破
綻
が
原
因
で
あ
っ
た
。
し

か

し

一

躲

に 

は
、
米
の
生
産
増
加
が
人
口
増
加
に
追
い
つ
け
な
い
結
果
で
あ
る
と
判
断
さ
れ 

た
の
で
あ
る
。
当
時
は
、
ま
も
な
く
第
一
次
大
戦
が
終
わ
り
を
告
げ
て
、
贫
困 

と
失
業
の
波
が
襲
い
は
じ
め
た
と
き
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
、
貧
困
の
原
因
を
人
口
増
加
に
も
と
め
、
そ
こ
か
ら
人
口
抑
制
の
必 

耍
を
説
く 

"マ
ル
サ
ス
理
論
"
と
、
貧
困
の
原
因
を
資
本
主
義
の
欠
陥
に
も
と 

め
て
、
社
会
改
革
を
主
張
す
る

"
マ
ル
ク
ス
理
論
"
と
が
同
時
に
輸
入
さ
れ
、

こ
の一

一
つ
を
め
ぐ
っ

-T
'1

九
一
一
0
年
代
を
彩
る
華
や
か
な
人
口
論
争
が
展
開 

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
学
説
上
の
人
口
論
争
で
あ
っ
て
、
実
証 

的
な
人
口
研
究
が
な
さ
れ
た
う
え
で
の
論
争
で
は
な
か
っ
た
。

.こ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
、

一
九
三
〇
年
代
に
い
た
り
、
日
本
人
ロ
の
実
践 

的
課
題
に
実
証
分
析
の
メ
ス
を
加
え
た
の
は
上
田
貞
次
郎
博
士
で
あ
っ
た
。
上 

田
博
士
は
み
ず
か
ら
編
集
さ
れ
た『

日
本
人
口
問
題
研
究』

第
三
輯

®

調
会

、‘
 

.一
九
三
七
年)

で

「

日
本
人
口
問
題
の
现
論
的
意
義」

と
題
す
：る
論
文
を
掲
載 

し
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
 

•

わ
が
国
の
政
界
お
よ
び
学
界
に
て
も
人
口
問
題
は
十
数
年
来
特
に
多
大
の 

学

界

展

望

関
心
‘を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
、
政
府
に
て
は
昭
和
ニ
年(

一

九
一j

七
ハ
牛)

人
口
食 

糧
問
題
調
査
会
を
設
け
ら
れ
、
さ
ら
に
昭
和
八
年(

一

九
三
三
年)

に
は
内
務 

省
社
会
局
の
斡
旋
の
も
と
に
財
団
法
人
人
口
問
題
研
究
会
を
設
立
す
る
こ
と 

と
な
っ
た
。
.昭
和
十
年(

一
九
三
五
年
}
内
閣
調
整
，局
の
新
設
さ
る
る
に
当
っ 

て
、
ま
た
こ
の
問
題
を
特
に
調
査
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
 

こ
の
問
題
が
一
般
知
識
階
級
の
座
談
の
対
象
と
し
て
断
片
的
に
論
議
さ
る
る 

こ
と
甚
だ
多
き
割
合
に
は
学
術
上
の
組
織
的
研
究
問
題
と
し
て
取
り
あ
げ
ら 

る
る
こ
と
不
充
分
な
る
を
免
れ
な
い
。
数
年
ま
え
河
上(

肇)

•
高
田(

保
馬) 

両
博
士
の
論
争
は
有
名
で
あ
っ
た
が
、
惜
し
む
ら
く
は
問
題
の
取
り
扱
い
か 

た
が
純
理
論
に
終
始
し
、
内
外
の
世
論
が
問
題
と
す
る
と
こ
ろ
の
現
実
の
日 

本
人
口
問
題
に
触
る
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
一
部
に
は
黙
々
と
し
て
人 

ロ
統
計
の
詳
細
な
る
分
析
研
究
を
行
介
う
篤
志
家
が
あ
る
、ル
、
そ
の
多
く
は 

単
に
あ
る
事
実
の
認

.識
を
深
む
る
に
止
ま
り
、
日
本
人
口
問
題
を
全
体
と
し 

て
取
り
扱
う
に
至
ら
な
い
ょ
う
で
あ
る
。
本
文
の
著
者
は
最
近
三
、
四
年 

間
、
特
に
こ
の
問
題
の
研
究
に
従
事
す
る
に
当
り
、
如
上
の
点
に
不
満
を
感 

じ
た
も
の
で
あ
る
。
吾
人
の
見
る
と
こ
ろ
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
内
外
の
政
治 

家
、
神
論
家
お
ょ
び一

般
識
者
の
常
識
的
に
論
議
し
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
め
、
 

い

わ

ゆ

る「

日
本
人
口
問
題」

は
確
か
に
学
術
上
に
も
茁
大
な
る
意
義
を
有 

す
る
問
題
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
れ
に
向
っ
て
首
尾
一
贯
し
た
る
理
論
的
考
察 

を
加
う
る
こ
と
は
学
者
の
任
務
で
あ
る
。
吾
人
は
一
方
に
人
口
統
計
の
分
析 

を
行
な
う
と
共
に
、
他
方
に
は
経
済
理
論
の
中
に
人
口
増
加
の
意
義
を
明
ら 

か
に
せ
ね
ば
.な
ら
ぬ
。
統
計
上
の
研
究
は
経
済
理
論
の
指
導
の
も
と
に
、
そ 

.の
研
究
の
目
的
を
定
む
べ
き
で
あ
る
。
し
か
.も
経
済
理
論
は
抽
象
的
理
論
に

三

三

(
H

三
九)

E翻 .:



止
ま
ら
ず
し
て
、
わ
が
国
の
実
状
の
考
察
に
使
用
さ
れ
ね
.ば
な
ら
ぬ
。

本
文
は
前
述
の
見
解
に
选
き
、
広
く

人
口
に
関

し

て
今
日
ま
で
に
成
し
遂 

，
げ
ら
れ
た
生
物
学
.、
地
理
学
パ
経
済
学
、
社
会
学
の
分
野
に
お
け
る
諸
々
の 

理
論
が
"
日
本
人
口
問
題
の
解
決
に
対
し
、
如
何
な
る
寄
与
を
為
し
う
る
か 

を
概
観
せ
ん
と
す
る一

づ
の
試
み
で
あ
る
。
し
か
し
て
箬
者
は
こ
の
試
み
に 

よ
っ
て
本
問
題
の
理
論
的
基
礎
を
明
ら
か
に
す
る
の
途
を
開
き
う
べ
し
と

信 

ず
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
如
く
、
著
者
の
期
す
る
と
こ
ろ
は
実
'際
家 

の
問
題
と
す
る
と
こ
ろ
を
，I-
-
-
I
己
の
問
題
と
な
し
、
し
か
も
常
識
論
の
誤
謬
を 

質
し
、
，正
確
に
問
題
の
真
相
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
'て
、
そ
の
実
際
的
解
' 

fx
の
一
助
た
る
へ
き
資
料
を
提
供
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
以
下
順 

次
に
取
り
あ
げ
る
と
こ
ろ
の
諸
説
の
内
容
を
詳
し
く
紹
介
す
る
こ
と
は
不 

必
要
と
考
え
る
。
问
的
は
諸
学
説
の
紹
介
ま
た
は
評
論
そ
の
も
の
で
な
く
し 

て
、
こ
れ
を
通
じ
て「

日
本
人
口
問
題」

の
理
論
的
意
義
に
到
達
せ
ん
と
す 

る
の
で
あ
る
。

わ
が
国
で
は
学
問
研
究
の
後
進
性
と
、
欧
米
と
の
言
.語
の
遠
い
か
.ら
.、
.海 

外
の
.諸
学
説
を
日
本
語
で
逸
早
く
紹
介
す
る
こ
と
も
、
学
界
へ
貢
献
す
るI

.

助 

と
な
る
状
況
に
あ
る
が
、
上
田
博
士
の
眼
は
そ
こ
に
む
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は 

な
く
、
西
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
学
説
を
通
じ
て
、
.
日
本
の
人
口
問
題
を
実
証
的
に 

分
析
す
る
仕
，事
に
据
え
ら
れ
て
い
た
の
.で
あ
る
。
そ
し
て
一
九
三
三
年
の
こ
ろ
' 

か
ら
、
日
本
人
ロ
の
将
来
推
計
に
精
力
を
注
ぎ
は
じ
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

,
こ
う
し
た
意
味
か
ら
、
う
え
の
引
用
文
は
一
九
ニ
〇
年
代
の
後
半
か
ら
一
九 

三
〇
年
代
に
か
け
て
の
、
わ
が
国
の
人
口
問
題
に
対
す
る
関
心
を
知
る
ぅ
ぇ
に
，

一

二

四(

一
二
三
〇)

も
、
ま
た

世
界
恐
慌
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
.人
口
問
題
が
食
料 

と
の
問
題
か
ら
、
雇
用
と
の
問
題
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
過
渡
期
の
事
情
を
知
る 

う
え
に
も
、

.さ
ら
に
、
そ
れ
へ
の
実
証
分
析
に
.立
ち
む
か
っ
た
上
田
博
士
の
情 

熱
を
知
る
う
え
に
も
、
ま
こ
と
に
好
個
の
一
文
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

上
田
博
士
の
こ
の
論
文
の
特
徴
は
つ
ぎ
の
と

.お
り
で
あ
る
。
⑴
将
来
人
口
推 

計
の
必

3C
を

説

.
^
て.キ
ャ
.
ナ
ン
、

ボ
ー
レ
ィ
、

ヵ
丨
.
ソ
，
ン

ダー
ス
の
堆
計
方 

法
を
参
考
に
し
た
こ
と
。
⑵
そ
の
甚
礎
に
ん
ロ
動
態
を
考
察
す
る
こ
と
の

il
l:要 

性
を
説
い
て
、
ク
チ

：

N

ス
キ
ー

の

「

人
口
苒
生
産
論

」

を
と
り
あ
げ
た
こ
と
。
 

⑶
西
ョ

ー

 

ロ
ッ
パ
諸
国
の
出
生
力
減
退
の
説
明
に
ブ
レ
ン
タ

|(

/ 7)

の
社
会
経
済 

的
原
因
を
道
視
し
た
と
と
。
⑷

マ
ル
サ
ス
理
論
と
マ
ル

ク
ス
理
論
と
の
比
較
。

V 

. 

(

8) 

I

(5
キ

ャ

ナ
ゾ

の
適
度
人
口
論
の
紹
介
。
⑶
そ
れ
に
対
す
る
ビ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
の
批 

判
に
基
い
て
、
人
口
増
加
と
産
業
発
達
の
速
度
の
比
較
を
通
じ
て
、
人
口
問
題 

の
基
本
が
生
活
程
度
と
の
問
題
で
あ
る
と
の
正
し
い
認
識
に
到
達
し
た
こ
と
。
 

以
上
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
口
過
剰
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
論
文
の
終
わ
り
で 

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

。

.

.

「

人
口
は
与
え
ら
れ
た
る
事
実
と
し
て
受
取
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ
れ
に
対
し 

て
職
業
を
与
う
る
と
こ
ろ
の
産
業
が
併
行
的
に
発
達
し
つ
つ
あ
る
か
西
か
と
い 

う
こ
と
が
人
口
の
過
剰
か
否
か
を

'判
断
す
る
標
準
で
あ
る
。

|

国
の
産
業
が
人 

ロ
の
增
加
と
併
行
し
て
進
め
ば
現
在
の
生
活
程
度
を
維
持
す
る
こ
と
を
得
る
が 

産
業
の
発
展

.が
人

.ロ
増

加

.
に

と

も

な

わ

な

い

と
き
は
生
活
程
度
を
下
げ
る

よ

う
 

に
な
る
。
そ
の
生
活
程
度
の
低
下
は
雇
用
労
働
者
の
ば
あ
い
に
は
賃
金
の
下
落 

ま
た
は
失
業
と
い
う
辦
実
を
通
じ
て
現
わ
れ
、
小
農
お
よ
び
小
商
工
業
若
の
ば 

あ
い
に
は
利
澗
の
減
少
と
い
う
事
実
を

'通
じ
て
現
わ
れ
る
で
あ
ろ
う

」

と
。

こ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
人
口
過
剰
の
判
断
は
正
し
か
っ
た
が
、
人
口
過
剰
と
失 

業
に
対
す
る
認
識
は
、
上
田
博
士
で
あ
っ
て
も
ノ
ー
般
識
者
に
ひ
と
し
く
、
両 

者
は
一
つ
の
パ
ィ
プ
で
つ
な
が
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
上
田
博
士
が
こ 

の
当
時
に
行
な
っ
た
人
口
推
計
は
、
前
出
ト
ィ
バ
ー
女
史
の『

日
本
の
人
口』 

(pp. 

3
6
5
i
6
6
.

邦
訳
三
九
五
ぺ
ー
ジ)

に
引
用
さ
れ
て
い
る
し
、
博
士
が
.
一
九 

.三
三〜

三
七
年
に
発
表
し
た
い
く
つ
か
の
人
口
問
題
研
究
の
成
果
は
、.
ま
と
め 

ら

れ

て

.

『

日
本
人
ロ
政
策』

(

千
倉
書
房
、

一.九
三
七
年y

に
収
め
ら
れ
た
の
で 

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
書
が
出
版
さ
れ
た
一
九
三
七
年
の
こ
ろ
か
ら
、
世
界
は 

徐
々
に
大
戦
へ
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
っ
た
。

つ
ぎ
に
、
戦
時
中
を
代
表
す
る
成
果
と
し
て
は
、
森

田

優

三『

人
口
増
加
の 

分
析』

(

日
本
評
論
社
、

一
九
四
四
年)

が
あ
げ
ら
れ
る
。
敗
戦
の
色
濃
く
熾
烈 

を
き
わ
め
た
第
二
次
大
戦
の
末
期
に
、
こ
の
書
が
出
版
さ
れ
た
意
義
は
、
こ
•の 

書
に
専
門
学
術
書
と
し
て
の
誇
り
高
い
価
値
を
認
.め
る
ば
か
り
で
な
く
、
わ
が 

国
の
人
口
学
者
が
空

製
を

！！
！

前
に
ひ
か
え
て
も
、
な
お
自
己
の
研
究
を
ひ
と
時 

も
お
ろ
そ
か
に
し
な
か
っ
た
証
拠
の
書
と
し
て
も
、
日
本
の
人
ロ
学
界
が
誇
り 

ぅ

る一

大
成
^
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

.こ
の
書
は
人
口
統
計
学
の
体
系
原
理
の
確
立
の
た
め
に
、
〃
人
ロ
増
加
"
の
分 

r
に
主
題
を
も
と
め
人
口
の
^
態
と
動
態
を
統
一
概
念
で
と
ら
え
る
こ
と
に 

ょ
っ
て
、

.一
個
の
独
立
し
た
理
論
体
系
を
築
こ
ぅ
と
し
た
野
心
的
.な
労
作
で
あ 

る
。
内
容
の
構
成
は
つ
ぎ
の
三
編
か
ら
成
っ
て
い
る
。

第
一
編
は
総
体
と
し
て
の
人
口
発
展
の
法
則
と
し
て
、
人
口
の
幾
何
級
数
法 

則
が
確
立
さ
れ
る
ま
で
の
十
七
、
十
八
世
紀
の
理
論
と
そ
れ
の
修
正
と
し
て
人 

1:
1

の
ロ
ジ
ス
テ
イ

ク

法

則logistic 

l
a
w

 

of 

p
o
p
u
l
a
t
i
o
n

の
発
見
か
ら
、
そ

れ
の
拡
充
に
.い
た
る
--
九
ニ
〇
年
代
ま
で
の
研
究
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ 

る
。
第
二
編
は
発
展
す
る
人
.ロ
の
構
造
分
析
と
し
て
、

ロ
ト
ヵ(Lotka, Alfred 

J.
,

100
8
0
-

1949
)

お
ょ
び
ボ
ル
ト
キ
ウ
イ
ツ
ツ(Bortkiewicz, 

Ladislaus von, 

100
600
丨1

9
3
1
)

の
安
定
人
ロ
理
論
を
と
り
ま
と
め
、
さ
ら
に
そ
れ
を
応
用
し
て
、
 

ロ
ジ
ス
テ
イ
ク
人
口
の
構
造
分
析
を
行
な
っ
て
い
る
。
第
三
編
は
安
定
人
口
に 

お
け
る
ロ
ト
ヵ
の
人
口
学
的
関
数
を
、
わ
が
国
の
一
九
二
五
、

一
夂
ー
ー
5

、

一
 

九
三
七
、

一
九
三
八
の
四
力
年
の
デ
ー
タ
に
当
て
は
め
て
実
測
し
、
日
本
人
ロ 

の
増
加
力
の
旺
盛
な
る
こ
と
を
し
め
し
.た
も
の
で
あ
る
。
こ
ぅ
し
た
努
力
と
と 

も
に
、

特
筆
す
べ
き
は
、

明

治

年

間(

一
八
六
八〜

.一
九
二
一
年)

の
人
口
増 

加
の
分
析
を
試
み
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
の
ち
に
若
干
の
推
計
を
改
め

S

V
、

S

篆

に
掲
載
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
な
お
、
本
書
は 

日
本
で
人
口
分
析
の
方
法
論
を
体
系
的
に
整
理
し
た
古
典
と
し
て
、
そ
の
価
値 

は
不
朽
の
も
の
で
あ
る
。

(

2) 

Taeuber, 

Irene 

B
:

 

The p
s
l
d
atiQn of JaJXI^princeton u

n
i
v

fl>r- 

sity 

Press, 

1
9
5
8
.

ア
イ
リ
I
ン.

B •

ト
イ
バ
l
著
、
惊
日
新
聞
社
人
ロ 

問
題
調
査
会
訳『

日
本
の
人
口』

(

侮
日
新
聞
社
人
ロ
問
題
調
杏
会
、
一
九
六
四 

年)

こ
の
書
の
批
評
に
つ
い
て
は
、
安

川

正

彬

稿「

書
評
丨『

日
本
の
人
口』

J
、 

■

『

三
田
学
会
雑
誌』

、
，第
五
九
巻
、
第
二
号
、

一
九
六
六
年
一
一
月
、
を
参
照
せ
ょ
。

(

3) 

.
 c

a
n
n
a
x
v
.

w..' 

"Probability 

of 

Cessation 

o
f

c+
-cr
o>
0

3 

名?

a 

Popula 
け ion 

in -England/、
Economic Journal, 

D
e
c
e
m
b
e
r

 

189
0
.

(

4) 

wowley, 

A
.
L
.
,

.
 :wirths.. and' 

Population 

in 

Great; 

Britain?, 

Economic, t
/
i
r
i

 
へ，J

u
s

S
2
4

.

(

5) 

c
a
2T
-
s
a
u
n
d
e
r
s
,
>
.
M
.
,

 

I
p
r
o
'J
s
P
O
J
J
S
r

s'
.
O
T
V
. 
J
L
O
n
.
d
o
p
'
l

ぬ 36
.

.



(

6 ) 

Kuczynski,

.. 

B. R., ...Fertility

p艮 iseprô
wc

s-.w, 'Methods of M
e
a
s
u
r


ing the Balance .of Births and,.Deaths., N
e
w
.

 York' 1932.

(

■7) 

ノ Brentano,

r
, SThe 

Doctorine' 

of 

Malthus and. 

the. 

.Increase 

0
.H
»Population 

during, 

the 

Last 

Decades ^
E
c
o
n
o
m
i
c

 

Journal, 

September 1910.

(

8) 

Cannan, 

E., 
Wealth, 

1914. I
R
O
b
b
i
n
s
,

 

r
 **The 

O
p
t
i
m
u
m

 

Theory of populations, 
London Essays in 

£
^
o§3
s-
OQ
§•
。̂
§
驾

o
f
 

E
d
w
i
n

 

c
a
n
m
f

 London, 
1927.

(

9) 

wevej-idge, W.H., Unemployment, Revised Edition. London. 193..0..

(

10) 

Merita, Yuzo, 

S
A
n

 Estimation on the Actual Birth-and Death- 

Rates 

y-
?

ぼ

导 

p
e
r
i
a
o
f

 

Jt»
g
»

《yopdation 

s
u
e
s
,

 

London, Vol. XVII, N
o
.
1
,

J
E
y 

1963, 
pp. 33 〜
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三

.

翌
年
の
一
九
四
五
年
に
は
世
界
は
平
和
を
と
り
も
ど
し
た
。
大
戦
は
わ
が
国 

に
.焼
野
原
と
多
大
の
人
口 

(

七
ニ
〇
〇
万)

を
残
し
て
終
わ
っ
た
。
当
時
の
経
済 

復
興
計
画
立
案
の
蕋
礎
は
、
何
年
の
の
.ち
に
人
口
が
八
〇
〇
〇
方
に
到
達
す
る 

か
に
注
が
れ
た
。
"
八
〇
〇
〇
万
こ
れ
が
豚
な
ら
持
て
る
国
"
と
人
口
過
剰
が
認 

識
さ
れ
た
と
き
、

わ
が
同
胞
は
人
口
問
題
の
原
始
的
状
態
に
あ
っ

.た
。

つ
ま
り 

人
口
は
食
料
問
題
と
の
対
決
を
迫
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
ぅ
し
た
社
会

 ̂

情
を
背
負
っ
て
、
人
口
過
剰
問
題
の
事
実
認
識
に
立
っ
た
と
き
、

逸
早
く
人
口 

理
論
を
展
開
し
た
の
は
、
寺
尾
琢
磨『

人
口
理
論
の
展
開』

へ
東
洋
経
済
新
報
社
、
 

一
九
四
八
年)

で
あ
っ
た
。

寺
尾
教
授
は
敗
戦
直
後
の
人
口
過
剰
の
認
識
を
ま

三

六

(

ニ

巨

ニ)

え
に
し
て
、
.経
済
学
者
の
セ
ン
，ス
を
も
っ
て
、

「

人
口
理
論
は
経
済
学
の
範

_ 

に
あ
っ
て
、

そ
れ
以
外
に
は
な
い」

と
い
う

強
い
主
張
を
も
と
に
、

古
典
学
派 

以
来
の
経
済
学
の
流
れ
の
.な
か
に
人
口

理
論
を
つ
ぎ
の
ょ
う
に
整

l
し
た
。

o 

マ
ル
サ
ス
以
前
の
人
口
論
、
⑵
.
マ
ル
サ
ス
の
人
口
原
則
、
⑶
人
口
の

口
ジ
ス
テ

.ィ
ク
理
論
と
再
生
産
理
論

"
⑷
社
会
主
義
と
人
口
原
則
、
⑶
ジ
ヱ
ヴ
ォ
ン
ス
の 

「

石
炭
問
題」

、

(6
)
新
マ
ル
サ
ス
主
義
、S

出
生
率
低
下
に
関
す
る
理
論
、
⑶
適
，
 

度
人
口
論
，
以
上
で
あ
る
。
そ
し
て
最
終
章
で
、

一
八
八
八
年
の
キ
ャ
ナ
ン
以 

来
、
第
一
次
大
戦
以
後
に
活
発
に
展
開
さ
れ
た

.一
九
三
0
年
代
ま
で
の
数
多
く 

の
適
度
人
口
論
を
と
り
ま
と
め
て
，、
こ
れ
を
迤
準
に
大
戦
後
の
人
口
過
剰
問
題 

を
.究
明
し
、
失
業

'や

一

時

の

貧

困
.^
も

っ

て人
口
過
剰
を
即
断
し
て
は
な
ら
な 

い
と
の
警
告
を
発
し
た
。
そ
れ
と
あ
わ
せ
て
、
再
生
産
理
論
の
な
か
で
、
純
再 

生

産

率net 

reproduction r
a
t
e

が
一
世
代
に
わ
た
る
人
口
増
加
の
潜
在
力 

potential

を
意
味
す
る
か
ら
、
こ
れ
を
.も
っ
て
直
ち
に
人
ロ
増
殖

'^
.を
、

ロ 

減
退
論
を
主
張
す
る
の
具
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
と
、
そ
の
乱
用
に
逭
耍
な
警 

告
を
発
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
わ
が
国
の
実
状
を
検
討
し
た
う
、て 

で
、
人
口
抑
制
の
必
要
を
説
い
た
。
当
時
は
大
戦
が
終
結
し
て
才
で
に
数
年
を 

経
過
し
て
い
た
が
、
な
お
学
問
的
に
は
鎖
国
状
態
に
あ
っ
た
か
ら
、
海
外
か
ら 

の
新
し
い
文
献
が
得
ら
れ
な
い
ま
ま
に
、
寺
尾
教
授
が
人
口
問
題
に
対
し
て
抱 

い
て
き
た
年
来
の
主
張
を
公
け
に
し
た
情
熱
の
書
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、.
戦
後
の
社
会
が
混
乱
と
イ
ン
フ
レ
の
な
か
に
過
ご
す
う
ち
に
、

一
九 

五
〇
年
に
は
朝
鮮
動
乱
が
起
こ
り
、
日
本
経
済
は
幸
運
に
め
ぐ
ま
れ
て
、
経
済 

復
興
が
軌
道
に
乗
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
に
は
戦
後
の
ベ
ビ

—

 

•

ブ
I

ム
W 

が
す
で
に
終
わ
り
、
出
生
力
は
さ
ら
に
下
降
傾
向
を
た
ど
る

こ
と
に
な
つ
た
か

ら
、
こ
こ
に
急
速
な
人
口
転
換
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
経
済
学
の 

分
野
で
は
、
経
済
成
長
論
か
ら
後
進
経
済
の
開
発
問
題
に
関
心
が
む
け
ら
れ
て 

い
っ
た

(

一
九
五
〇
年
代

)

の
で
あ
る
。

同
じ
こ
ろ
に
人
口
学
の
分
野
で
は
、
人
口
研
究
者
な
ら
び
に
人
口
に
関
心
を 

寄

せ

る

他

の

分

野(

経
済
学
、
社
会
学
、
公
衆
衛
生
学
、
地
理
学
な
ど)

の
専
門 

家
を
動
員
し
て
、
南
亮
三
郎
他
編『

人
口
大
事
典』

(

平
凡
社
、

一
九
五
七
年) 

が
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
事
典
に
は
南
博
士
を
は
じ
め
、
前
出
の
森
田
優
三
、
寺 

尾
琢
磨
お
ょ
.び
後
出
す
る
中
山
伊
知
郎
、
館
稳
、
水
島
治
夫
な
ど
の
先
学
た
ち 

が
、
編
集
者
と
し
て
も
、
ま
た
執
筆
者
と
し
て
も
、
.重
き
を
な
し
た
こ
と
は
い 

ぅ
ま
で
も
な
い
。

『

こ
の
人
口
大
事
典』

は
世
界
で
も
初
め
て
の
集
大
成
で
あ 

っ
た
し
、
日
本
人
ロ
学
界
の
一
大
成
果
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
窜
典
が
刊
行
さ
れ
た
前
後
に
は
、
国
際
連
合
編

『

人
口
趨
勢
の
決
定
因 

と
帰
結』

((united 

Nations; 

T
h
e

 

D
e
t
e
r
m
i
n
a
n
t
s

 

a
n
d

 

C
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s

 

o
f

 

F
o
l
i
a
t
i
o
n

 

T
r
e
n
d
s
, 

N
e
w

 York, 

1
9
5
3
)

と
、
ス
ベ
ン
グ
ラ

I =

ダ
ン
カ
ン
編 

『

人
口 
理
論
と
人
口
 
政
策』

(spengler, 

J. J.land Duncan, 

O
b
.
, 

eds

J.P
O
P
J
l
r

 

l
a
t
i
o
n

 

T
h
e
o
r
y

 

a
n
d

 

P
o
l
i
c
y

IS
e
l
e
c
t
e
d

 

R
e
a
d
i
n
g
s—

^
o'
J
O
J
^
O
e
'
I
l
l

B-
o

F1956
)
， 

お
ょ
び
ハ
ゥ
ザ

I 

タ
ン
カ
ン

.編

『

人
口
研
究

』
(
K
a
i
r
.

 P.M. a
n
d

 Duncan, 

O.D., 

eds.; 

T
h
e

 

S
t
u
d
y

 

o
f

 

P
o
p
d
a
t
i
m
, 

Chicago, 1
9
5
9
)

の
三
著
が
公
刊
.さ
れ 

た
。
こ
れ
ら
の
三
つ
は
と
も
に
事
典
で
は
な
い
が
、
人
口
問
題
の
広
さ
と
深
さ 

に
お
い
て
、
さ
ら
に
、
集
め
ら
れ
た
文
献
の
数
に
お
い
て
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ 

り
、
参
考
に
す
べ
き
点
が
多
い
が

.、
わ
れ
わ
れ
の

『

人
口
大

il
l
-典』

は
、
そ
の 

と
き
ま
で
の
人
口
研
究
の
成
果
に
つ
い
て
、
広
く
海
外
か
ら
文
献
を
集
め
、
系 

統
的
に
整
理
し
た
う
え
で
、

.日
本
の
立
場
か
ら
の
問
題
点

•

討
議

•

論
争
の
記 

学

界

展

望

録
を
網
羅
し
.て
い
る
点
と
、
日
本
社
会
の
特
殊
性
を
知
る
う
え
の
人
口
的
側
面 

が
整
理
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
上
の
三
つ
と
は
相
互
に
補
完
的
で
あ
る
。

わ

が

国

で『

人
ロ
大
事
典

£=
,
'ニ
九
五
七
年)
が
、
刊
行
さ
れ
た
翌
年
に
は
、
 

前
出
ト
イ
バ
ー
女
史
の『

日
本
の
人
口』

(

一
九
五
八
年)
が
わ
れ
わ
れ
の
手
も 

と
.に
届
け
ら
れ
た

o
こ
う
し
た
人
口
研
究
の
気
運
上
昇
に
ひ
き
つ
づ
い
て
、
翌 

一
九
五
九
年
に
は
上
掲『

人
口
大
事
典』

が
大
き
な
刺
激
と
な
り
、
中
山
伊
知 

郎

，
南

亮

進『

適
度
人
口』

(

勁
草
書
房
、
一
九
五
九
年)

が
.出
版
さ
れ
た
の
で
あ 

る
。
わ
た
く
し
は
こ
の
書
が
出
版
さ
れ
た
当
時
に
、
こ
れ
を
高
く
評
価
し
た
。
 

そ
れ
は
、
人
口
理
論
を
ま
と
め
た
従
来
の
文
献
に
は
人
口
理
論
一
般
を
論
じ
た 

も
の
が
多
い
な
か

.で
、
こ
の
書
は
人
口
の
適
度
概
念
に
課
題
を
も
と

.め
て
、
海 

外
の
諸
文
献
を
集
め
、
近
代
経
済
学
の
体
系
の
な
か

.か
ら
、
と

く

に

「

ヶ
イ
ン 

ズ
革
命」

を
主
軸
に
し
て
、
そ
れ
以
前
の
キ
ャ
ナ
ン
流
の
人
口
の
適
正
量
と
、
 

そ
れ
以
後
の
ハ
ロ
ッ
ド

'1
ロ
ビ
ン
ソ
ン
流
の
人
口
の
適
正
成
長
率(

p

=

pお 

ょ
び

^=
G

じ
を
体
系
的
に
ま
と
め
た
特
殊
研
究
と
し
て
、
文
献
整
理
の
仕 

21
f
に
高
い
評
価
を
.あ
た
え
た
か
ら
で
あ
る
。

.
さ
て
、

一

九
五
〇
年
代
を
こ
う
し
て
過
ご
す
う
ち
に
、
日
本
人
ロ
の
実
証
分 

析
が
ま
す
ま
す
学
界
の
関
心
を
集
め
る
に
つ
れ
て
、
広
い
範
囲
の
人
口
分
析
の 

方
法
論
が
要
求
さ
れ
る
ょ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
•要
求
に
応
え
て
、

つ
づ
く
一
九 

六
〇
年
に
は
館
稔『

形
式
人
口
学』

(

古
今
書
院
、

一

九
六o

年)

が
人
口
学
若 

待
望
の
な
か
に
、
学
界
に
そ
の
雄
姿
を
あ
ら
わ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
著
者 

，が
多
年
、
そ
の
時
々
に
学
界
が
も
と
め
た
人
口
現
象
の
実
証
分
析
に
さ
さ
げ
て 

き
た
方
法
論
を
、

体
系
的
に
整
理
し
た
館
博
士
の
ラ
イ
フ
•
ゥ
ー
ク
で
あ
っ 

た
。
博
士
は
人
口
分
析
の
方
法
論
を
体
系
的
に
整
理
す
る
仕
方
と
し
て
、
人
口

■一.ニ

七

(
1

ニ
三
三)



現
象
の
特
質
を
社
会
的
有
機
的

m
己
再
生
產
運
動
に
認
め
、
人
口
増
加
、
人
口 

分
布
、
人
口
構
造
と
い
っ
た
人
口
現
象
の
諸
局
面
を
、
人
口
の
自
己
再
生
産
の 

結
來
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
条
件
で
あ
る
と
解
釈
し
、
そ
し
.て
人
口
移
動
の 

局

面
と
は
、
人
口
の
，：

S

己

W
生
産
運
動
の
混
乱
耍
因
で
あ
る
と
認
め
た
。
こ
う 

し
た
体
系
化
を

^
礎
に
、
こ
の
書
は
人
ロ
分
析
の
方
法
学
を
確
立
し
た
画
期
的 

な
労
作
で
あ
っ
た
。
 

.

内
容
は
全
五
編
か
ら
な
っ
て
い
る
。
第
一
編
は
形
式
人
口
学
の
蒙
的
な
一 

般
概
念
が
述
べ
ら
れ
、
第
二
編
は
人
口
の
大
き
さ

•
人
口
増
加•

人
口
の
分
布 

と
構
造
の
そ
れ
ぞ
れ
の
分
析
方
法
が
説
明
さ
れ
、
第
三
編
は
人
口
の
再
生
産
機 

構
と
し
て

'
出
生

•死
亡
を
中
心
と
し
た
討
議
が
な
さ
れ
る
。
た
と
え
ば「

人
口 

転
換」

は
人
口
発
展
段
階
説
と
し
て
こ
こ
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
生
命
表 

の
^
韵
な
沒
説
が

.こ
こ
で
行
^-
わ
れ
、
出
生
秩
序
と
死
亡
秩
序
と

.の
動
的
均
.衡 

と
し
て
の
.、
人
口
再
生
産
理
論
も
こ
こ
で
の
課
題
で
あ
る
。
第
四
編
は
人
口
移 

動
が
人
ロ
洱
生
産
の
混
乱
耍
因
と
し
て
整
理
さ
れ
、
第
五
編
は
こ
れ
ま
で
の
全 

知
識
の
集
積
の
う
え
に
論
じ
ら
れ
る
人
口
他
計
の
方
法
が
述
べ
ら
れ
て

.い
る
。

こ
の
書
は
の
ち
に
同
著
者
に
ょ
っ
て
内
容
が
手
ぎ
わ
ょ
く
抜
粋
さ
れ
、
小
型 

の
ポ
ケ
ッ
ト
版(

小

B 

6版)

と

も
い

え

る『

人
口
，分
析
の
方
法』

へ

古

今

書
院
、
 

一
九
六
三
年)

に
ま
と
め
ら
れ
た
。

こ
の
ポ
ケ
ッ
ト
版
で
特
筆
す
べ
き
は
、
L 

，ロ
！

産
理
論

.と
し
う
世
代
間
で
.の
発
展
潜
在
力p

aQJltiai

と
、

生
命
■表 

.(

静
止
人
口)

を
基
礎
に
お
く
人
ロ
標
準
.化
と
の
混
乱
を
正
し
、

二
つ
を
明
確 

に
区
別
し
た
わ
が
国
で
最
初
の
文
献
と
な
っ
た
の
で

^

。̂
こ
の
意
味
で
、
新 

著

『

人
口
分
析
の
方
法』

は

前

著『

形
式
人
口
学』

の
圧
縮
版
で
は
な
い
。

こ
う
し
た
意
味
か
ら
、
人
口
分
析
の
方
法
を
ま
と
め
た
著
作
と
し
て
、
前
出

1 

ニ

八

(

ニ
ニ
ニ
四)

.
し
た
森
田
教
授
の『

人
口
増
加
の
分
析』

(

一
九
四
四
年)

を
こ
の
分
野
を
代
表 

す
る
古
典
と
す
れ

'は
、
館
博
士
の
ニ
著
は
、
人
口
分
析
の
実
際
に
欠
く
こ
と
の 

で
き
な
い
好
個
の
座
右
の
書
で
あ
る
と

い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
ぅ
。

(

U)

な
お
詳
し
.い

批
評
は
、
安
川
正
彬

稿

.「

書
評

-
中
山
伊
知
郎
.
南
亮
進

『

適
度
人
口』

」

、『

三3

学
会
雑
誌
/

第
五
三
巻
、

第
七
号
、j

九
六
〇
年
七 

月
、
を
見
よ
。

(

1 2)

安
川
正
彬
.『

人
0

の
経
済
学』

#

秋
社
、

一
九
六
五
年
、

一
三
七
ぺ
ー
ジ 

の
脚
注
を
見
よ
。

四

さ
て
、

一
九
六
〇
年
代
に
は
い
る
と
、
ァ
メ
リ
ヵ
で
は
若
い
大
統
領
が
出
現 

し
た
。
そ

の

こ
ろ

か
ら
欧
米
の
経
済
は

"黄
金
の
一
九
六
〇
年
代
"
を
迎
え 

た
。
戦
後
の
巨
大
な
技
術
革
新
が
そ
の
実
を
現
わ
し
は
じ
め
た
か
ら
で
あ
る
。
 

そ
し
て
わ
が
国
で
は
同
じ
こ
ろ
に
、

一
九
五
〇
年

以

来

の「

人
口
転
換

」

が
順 

in
に
進
ん
で
し

っ
た
か
ら
、
有
効
需
要
の
増
大
を
促
す
と
と
も
に
、

欧
米
の
繁 

栄
の
余
波
が
こ
の
国
に
も
お
よ
ん

.で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
日
本
経
済
太

1 

度
成
長
を
開
始
し
た©

で
あ
る
0
.こ
ぅ

し

て

日

本

経

済

が

屋

成

長

を

•開
始
す 

る
と
、
経
済
成
長
と
と
も
に
新
し
い
課
題
を
誘
発
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。

ま
ず
.

「

人
ロ
丧
換」

の
実
現
に
よ
っ
て
、
最
近
は
寿
命
が
七
〇
歳
の
壁
を 

破
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
出
坐
力
を
コ
ン
ト

ロ _

ル
し
て

き
 

た
か
ら
、
人
口
の
面
に
お
い
て
は
、
出
生
率
も
死
亡
率
も
と
も
に
先
進
諸
国
な 

み
の

-

R
^

に
達
し
た
が
ま
だ
贺
働
の
生
産
性
に
ぉ
：ぃ
._て
、
し
た
が
っ
て
«
金

水
準
に
お
い
て
、
先
進
諸
国
の
経
済
水
準
と
の
格
差
ば
大
き
い
。

つ
ま
り
、

一
 

国
の
生
産
力
と
国
民
の
生
活
水
準
に
お
い
て
、
先
進
諸
国
の
水
準
に
は
到
達
し 

て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
国
内
で
の
経
済
社
会
的
諸
問
題
は
、
.
人
口
が
達
し
た 

水
準
と
経
済
の
水
準
と
の
不
均
衡
に
原
因
の
多
く
が
潜
ん

'で
い
る
。
た
と
え
ば 

経
済
の
高
度
成
長
と
出
生
力
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
っ
て
自
己
，を
確
立
し
、
.生 

活
向
上
に
大
き
く E

覚
め
る
こ
と
に
な

.っ

.た
か
ら
、
そ
の
こ
と
が
さ
ら
に
、
育 

児
よ
り
も
高
級
品

.を
選
択
す
る
欲
求
を
高
め
る
。
そ
し
て
、
人
口
水
準
が
先
進 

諸
国
な
み
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
い
.ま
や
国
民
は
、
先
進
諸
国
な
み
の
社
会
福 

祉
や
社
会
保
障
を
耍
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
経
済
水
準
は
"
先
進 

国
へ
_の
道
"
に
通
じ
た
と
は
い
.え
、
ま
だ
そ
の
水
準
に
は
達
し

.て
い
な
い
か
ら
、
 

経
済
力
は
国
民
の
要
求
に
応
え
う
る
ほ
ど
に
余
力
を
も
っ
て
い

.な

.い
。
こ
と
に 

経
済
開
発
と
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
社
会
開
発
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
 

こ
れ
に
.つ
い
て
は
、
政
治
家
は
苦
し
み
、
国
民
は
欲
求
不
満
が
大
き
く
な
っ
た

0
 

こ
う
A
た
現
在
の
生
活
と
結
び
つ
い
た
国
民
的
関
心
と
と
も
に
、
人
口
の
年 

齢
分
布
に
眼

■を
む
け
る
と

.

.そ
の
変
化
が
急
激
な
た
め
.に
、
年
齢
分
布
は
ピ
ラ 

ミ
ッ
ド
型
か
ら
ッ
ボ
型
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
近
い
将
来
に
.は
砂
睁
計 

型
に
移
行
す
る
こ
と
が
必
至
で
あ
る
。
こ
う
し
た
変
化
に
対
応
し
て
、
老
人
問 

題
、
中
高
年
齢
層
の
就
業
問
題
.

(

定
年
制
や
質
金
体
系
.な
ど)

、；

若
年
労
働
力
の 

ィ
足
問
震
教
育
問
题

—

な
ど—

に
影
響
す
る
こ
と
が
大
き
く
、■>
-

」

れ
ら
の
変
化 

を
経
済
社
会
の
発
展
計
画
の
な

.か
に
如
何
に
と
り
入
れ
：る
か
の
政
策
的
課
題
が 

山
稹
し
て
い
•る
現
状
で
あ
る
。

さ
て
、
す
で
に
人
口
研
究

.の
基
本
を
の
べ
た
際
に
、
そ
の
社
会
に
近
代
化
が 

実
現
す
る
と
、「

人
口
転
換」

を
開
始
す
る
と
と
も
に
、「

吸
引
型」

の
人
口
移

学

界

展

望

動
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
を
記
し
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
明
治
以
来
の
わ
が
国
.も
、
 

資

本

主

義

の

導

入

に

よ

.0
て
工
業
化
の
促
進
と
と
も
に「

吸
引
.型」

の
移
動
を 

.

実
現
し
は
じ
め
た
こ
と
に
な
る
が
、
日
本
人
ロ
は
農
村
地
域
に
人
口
圧
力
を
か 

か
え
て
い
た
か
ら
、
豊
富
な
労
働
力
は
労
働
市
場
で
の
低
い
賃
金
に
甘
ん
じ
た 

の
で
あ
る
。

つ

ま

り「

吸
引
型」

の
移
動
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
就
業
機
会 

を
も
と
め
て
の「

压
出
型」

の
移
動
で
あ
っ
た
：の
で
あ
る

'0
.

こ
う
し
た
状
況
が
ご
く
最
近
ま
で
続
い
た
の
で
、
.こ
れ
ま
で
の
人
口
移
動
の

.
 

課
題
は
、
人
口
研
究
者
の
主
題
で
あ
る
よ
り
も
、
農
村
問
題
，の
専
門
家
や
農
村 

社
会
学
者
の
研
究
領
域
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と

く

に
"

離
村

"
や

"
出 

稼

j
3»
へ
に
よ
る
移
動
の
問
題
は
、
戦
前
か
ら
社
会
学
者
が
注
目
し
て
き
た
嵬
耍 

な
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、

一
九
六
〇
年
代
の
高
度
成
長
を
迎
え
て
、
い
よ 

い
よ
本
格
的
な
吸
引
型」

の
移
動
を
開
始
す
る
こ
と
に
.な
っ
て
、
労
働
若
の 

雇
用
条
件
は
急
速
に
改
善
さ
れ
、
賃
金
の
上
昇
も
い
ち
じ
る
し
い
も
の
と
な
っ 

た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
経
済
の
■高
度
成

長

は

、
経
済
^
造
に
急
激
な
変
化
を
も 

た
ら
し
、
そ
れ
が
社
会
構
造
の
変
化
を
も
ひ
き
起
こ
し
て
、
農
村
や
都
市
を
揺 

り
動
か
し
た
か
ら
、
人
口
移
動
は
、
激
し
く
複
雑
に
な
っ
た
。

た
と
え
ば
、

//
離
村

"
が
年
齢
.的
に
は
若
年
層
に
起
こ
り
、

性
別
に
は
男
子 

に
多
い
た
め
、
農
村
人
口
の
老
年
化
、
，女
性
化
の
問
題
が
す
で
に
起
こ
っ
て
い 

る
し
、
こ
れ
か
ら
の
農
村
に
投
げ
か
け
る
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ 

d
4 ')

こ
う
し
た
年
齢
の
変
化
を
と
ら
え

.る
た
め
に
、
地
域
別
生
命
表
が
作
成
さ 

れ
る
と
か
、
農
業
か
ら
.工
業
へ
の

労
働
力
の
.移
動
に
対
し
て
は
、
年
齢
ダ
ル
ー 

プ
別
の
コ~

ホ

I
ト
分
析
が
な
さ
れ
る
と

い

っ
た
努
力
が
払
わ
れ
て
い
へ
か
、。

こ
う
し
て
、
人
口
.は
農
村
か
ら
都
市
へ
、
労
働
力
は
農
業
か
ら
工
業
へ
、
と

ニ

ー

九(

ニ
ー
三
五)



.集
中
す
る
よ
う
に
な
り
、
，人
口
研
究
の
主
.題
は

「

人
口
移
動」

.の
問
題
に
重
心

を
移
し
は
じ
め
る
と
と
に
な
っ
た
。

;
:卜

；

、
6)

.

最
近
で
は

,'
人
口
移
動
の
研
究
は
農
村
社
会
学
者
が
行
な
■う

ば

か

り

で

な 

く

，
.都
市
社
会
学
者
の
あ
い
だ
で
も
積
極
的
な
研
究
が
な
さ
れ
て〗

パ
そ
九 

.
'と
同
時
に
、
経
済
学
者
の
あ
い
：だ
で
は
、
労
働
市
場

.に
お
：け
る
労
働
需
給
の
.メ 

^

ズ̂

ム

を

究

明

す

.
ベ

 
<
,
労
働
力
移
動
の
問
題
が
と
り
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ」
」

、

.

そ
し
て
人
ロ
学
者
の
あ
い
だ

.で
は
、.「

人
口
移
動」

の
人
ロ
学
的
分
析
を
中
心 

と
し
て

'
.都
市
化
と
人
口
の
都
市
集
中
の
問
題
：に
関
心
を
集
め
、.
メ
ト
ロ
ポ
リ 

ス

(metropolis)

か

ら
メ

ガ
ロ

ポ

リ

スsegalopolis
)

画
定
へ
の
人
口
学 

的
課
題
と
し
て
包
括
さ
れ
る
人
口
都
市
化
の
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て

w 

と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る

0
:

.
;こ
ん
に
ち
人
口
移
動
の
研
究
は
、
い
ま
そ
の
開
発
途
上
に
あ
づ
て
、
雑
誌
論 

文
に
は
す
ぐ
れ
た
研
究
が
数
多
く
発
表
さ
れ
て
い
る
。
や
が
て
そ
れ
ら
が
ま

，

AJ 

'
 

め
ら
れ
、
体
系
化
さ
れ
た
著
作
と
し
て
刊
行
さ

•れ
る
日
も
近
い
で
あ
ろ
う
。
こ 

の
展
望
で
は
人
口
研
究
と
い
う
広
範
四
を
扱
っ
た
の
で
、
は
じ
め
に
.お
断
り
し 

た
よ
う
に
、
.雑
誌
論
文
に
つ
い
て
は
す
べ
て
こ
れ
を
割
愛
し
た
。

し
' た
が
っ 

て
、
い
ま
刊
行
さ
れ
.て
い
る
ニ
、
三
の
著
書
に
よ
っ
て
、
こ
の
分
野
の
研
究
成 

果
を
評
価
す
る
の
は
時
期
尚
早
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
人
口
移
動
一
般 

に
陕
迪
し
た
主
要
な
著
作
._の
リ
ス
ト
を
.左
記

の

"注
"
に
記
す
に
と
ど
め
た
こ 

と
を
書
き
添
え
て
お
き
た
い

。

.

. 

.

(

13)

渡
辺
信
一
本
農
村
人
口
論

』

南
郊
社
、
一
九
三
八
年
。

• 

1

三
〇

(

.一
二
三
六)

.
林
患
海_ 『

農
家
人
n
の
研
'^』

日

-^
書
院
、
.一
九
四
〇
年
。

.野
尻
1£
雄

『

農
民
離
村
の
実
証
的
研
究

』

：岩
波
書
店
、

一
九
因
一
一
年
。

:

(

14)

人
口
，分
.析
に
生
命
表
は
欠
か
：せ
な
い
。
生
命
表
に
^
す
る
優
れ
た
著
癖
と 

し
て
つ
ぎ
の
も
の
が.あ
る
。
水
島
治
夫『

生
命
表
の
研
究』

生
命
保
険
文
化
研 

.

.究
所
'

L
A六
三
，年
。

'
 

.

:

'

(

15)

岡
崎
陽一

,
『

日
本
の
労
働
力
問
題』

広
文
社
、
.
一
九
六
六
年
。
な
お
こ
の 

.書
は
労
働
力
供
給
の
人
口
学
的
実
証
分
析
の
書
と
し
て
そ
の
成
果
は
輝
し
い
。

(

1 6)

農
村
人
口
問
題
研
究
会
_編

『

農
村
人
口
問
題
研
究』

農
林
統
計
協
会
、

一
 

九
五
一〜

五
六
年
。
：

丨
東
畑
精
i

『

農
業
に
お
げ
る
潜
在
失
業
I

本
評
論
社
、

一
九
五
六
年
。

.
野
尻
重
雄
編
_『

農
村
の
人
0』

.
中
央
経
済
社
、

ー
九
五
九
年
。

'

:

並
木
正
吉『

農
村
は
変
わ
る』

岩
波
新
書
、

一
九
六
〇
年
。

(

17)

矢
崎
武
夫
.『

日
本
都
市
の
発
展
過
程

』

弘
文
堂
、

一
九
六
二
年
。

.

■-i
azaki, 

T
a
k
e
o
; 

.socidl 

C
h
a
n
g
e

 

o/nd 

the 

City 

.§•J
a
0

n, 

J
a
p
a
n

 

publications 
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梅
村
又
次『

賃
金•

雇
用

•
農
業』

大
明
堂
、

一
九
六
一
年
。

西
川
俊
作『

地
域
間
労
働
移
動
と
労
働
市
場』

有
斐
開
、

一
九
六
六
年
。

19)

館

稔

編

著

『

日
本
の
人
口
移
動』

古
今
書
院
、

一
九
六
一
年
。

館

稔

編『

大
都
市
人
口
の
諸
問
題』

古
今
書
院
、

1

九
六
ニ
年
。

南
亮
三
郎•

館
稳
編『

人
口
都
市
化
の
理
論
と
分
析』

勁
草
書
房
、|

九
六
五
年
。

五

'

さ
て
、
こ
こ
で
と
り
扱
っ
た
展
望
は
、
わ
が
国
が
近
代
化
さ
れ
て
こ
の
か
た 

の
日
本
の
人
口
問
題
に
と
り
組
ん
だ
人
口
研
究
諸
家
の

.大
作
の
跡
を
追
い
、
人

P
に
関
す
る
実
践
的
課
題
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
画
し
た
箸
作
と
の
結
び
つ 

き
を
中
心
に
つ
づ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
展
望
は
過
去
を
ふ 

り
返
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ

で

こ
こ
に
ひ
と
言
触
れ
た
い
と
思
う
こ
と
は
、
 

わ
が
国
が
当
而
す
る
近
い
将
来
の
人
口
問
題
は
何
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

わ
が
国
は
今
次
大
戦
以
前
に
は
長
い
あ
い
だ
に
わ
た

っ
て
貧
乏
国
の
仲
間
に 

あ
っ
た
か
ら
、
人
口
問
題
は
つ
ね
に
貧
困
と
の
対
決
を
迫
ら
れ
て
い
た
し
、
問 

題
意
識
は
つ
ね
に
人
口
過
剰
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ 

が
こ
ん
に
ち
で
は
、
.今
次
大
戦
の
の
ち
に
、
坐
活
苦
と
の
關
い
を
強
い
ら
れ
た 

か
ら
、
人
口
の
而
で
は
出
生
力
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
急

速

に「

人
ロ
転
換」 

を
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
経
済
の
而
で
は
一
九
五
〇
年
の
朝
鮮
動
乱 

を
契
機
と
す
る
経
済
復
興
，の
幸
運
に
恵
ま
れ
、
他

方

の

「

人
口
転
換」

と
あ
い 

ま
っ
て
、
有
効
需
要
を
高
め
る
潜
在
力
を
蓄
え
て
ぎ
た
か
ら
、

一
九
六
〇
年
代 

に
は
先
進
諸
国
の
巨
大
な
技
術
革
新
を
受
け
い
れ
る
ま
で
に
態
勢
を
整
え
'る
こ 

と
が
で
き
た
の
で
あ
.る
。
そ
の
こ
と
が
経
済
の
高
度
成
長
に
つ
な
が

.り
、
.経
済 

水
準
に
お
い
て
〃
先
進
国
へ
の
道

"
.に
通
じ
る
こ
と
に
•な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ 

の
限
り
.に
お
い
て
は
、
日
本
の
人
口
問
題
は
貧
困
と
め
.対
決
か
ら
は
解
放
さ
れ 

て
、
.伝
統
的
な
人
ロ
.問
題
は
姿
を
消
し
た
.と
考
え
て
よ
い
丨 

と
こ
ろ
，が

、
：
人
口
は
急
速
に
少
產
少
死
の
先
進
国
型
に
な
：り

、

-寿
命
'は
七
〇
.
 

歳
の
壁
を
破
っ
た
か
ら
.

(

昭
和
四
十
一

.年
の
調
べ

.で
は
、
平
均
寿
命
が
男
六
八,
 

三
五
歳
，
女
七
三.
•六
一
歳)

、：
人
口
要
因
は
す
で
に
先i

国

な

み

の

水

準

.
に 

あ
る
。
し
た
が
づ
て
、
日
本
の
人
口
問
題
の
す
べ
.て
は
解
決
さ
れ
た
か
の
よ
う 

に
考
え
ら
れ
る
が
、
.実

際

は

ぞ

う

で

は

な

_
い

'0
.パ 

ま
ず
第
一
に
、
経
済
は
成
長
が
は
や
す
ぎ
た
た
め
、：
生
産
第
一
主
義
の
経
済 

学

界

展

望

に
対
し
て
、
社

会

資

本social overhead
. 

c
a
p
i
t
a
l

を
包
括
す
る
社
会
的
条 

件
が
.追
い
つ
か
な
い
こ
と
で
あ
る

.。
第
二
に
、
人
口
の
而
で
は
、
か
つ
て
先
進 

諸
国
が
十
九
世
紀
後
半
か
ら
一一

十
世
紀
に
か
け
て
、
半
世
紀
以
上
も
か
か
っ
て 

成
し
遂
げ
た
人
口
革
命
を
、

一
九
五
〇
年
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
の
わ
ず
か 

十
数
年
で
急
速
に
成
し
遂
げ
た
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
経
済
面
で
も
人
口
而
で
も
、
進
歩
の
速
度
が
は
や
す
ぎ
た
た
め
の 

/揺
れ
返
.し
"
が
.こ
れ
力
ら
襲

V
力
力
ろ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

近
い
将 

来
の
人
ロ
問
題
の
本
質
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
人
口
而
に
お
い
て
は
、
す 

で
に
触
.れ
た
よ
う
に
、年
齢
分
布
が
ピ
ラ
ミ 

'ソド
型
か
ら
、こ
ん
に
ち
の
ッ
ボ
型 

を
経
て
、
や
が
て
砂
時
計
型
へ
と
の
移
行
を
強
い
ら
れ
る
状
勢
に
あ
る
。
そ
し 

て
、
い
ま
は
ッ
ボ
型
に
あ
る
か
ら
、
労
働
力
人
口
に
お
い
て
は
、
こ
こ
し
ば
ら
く 

は
増
加
の
一
途
を
た
ど
る
け
れ
ど
、
労
働
力
人
口
の
年
齢
階
層
は
、
.す
で
に
若 

年
層
が
激
減
す
る
形
勢
に
あ
る
。
そ
し
て
、
人
口
の
.年
齢
分
布
が
砂
時
計
型
に 

変
わ
る
と
き
は
、
労
働
力
人
口
が
国
民(

総
人
口)

を

養

う

負

担

は

極

限(

最 

大
値)

.
に
.達
す
る
か
ら
、
そ
こ
.で
は
、
老
人
人
口
の
割
合
は
こ
ん
に
ち
よ
り
も 

は
る
か
に
増
大
す
る
。
こ
こ
に
、
今
後
の
社
会
保
障
の
課
題
が
熾
烈
を
き
わ
め 

る
時
期
が
到
来
す
る
。
と
く
に
、
年
齢
分
布
の
変
化
が
も

.た

ら

す

疾

病

構

造

.
の 

変
化
は
、
平
均
寿
命
の
延
長
と
あ
い
ま
っ
て
、
医
療(

费)

保
障
の
問
題
に
も

1£ 

大
な
課
題
を
投
げ
か
け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
労
働
の
生
産
性
が
余 

程
高
く
な
ら
な
：け
れ
ば
、
国
民
経
済
を
ま
か
な
う
こ
と
に
困
難
を
感
じ
る

よ
う 

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
労
働
力
不
足
を
訴
え
て
解
決
で
き 

る
問
題
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
農
業
経
営
が
さ
ら
に
近
代
化
さ

.れ
て
、
農
業
の 

労
働
生
産
性
が
い
ま
よ
り
も
は
る
か
に
高
く
な
ら
な
け
れ
ば
解
決
し
え
な
い
課 

、
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題
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
近
代
化
が
実
現
す
れ
ば「

人
口

転
換」

を
起
と
す
こ
. 

と
の

ほ
か
に
、
人

.ロ
が
農
村
か
ら
都
市
へ
"
そ
し
て
労
働
力
が
農
業
か
ら
工
業 

へ

と

「
人
口
移
動」

.や

「

労
働
力
移
動」

.

.の
激
し
さ
を
も
た
ら
す
こ
と
に
も
強 

く
関
係
し
て
、
新
し
い
難
問
を
投
げ
か
げ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
に
こ
れ
ら
の 

邀
本
を
考
え
た
だ
け
で
も
、
わ
が
国
が
近
い
将
来
に
抱
え
る
人
口
問
題
は
、
こ 

れ
ま
で
の
飢
え
と
の
商
い
.か
ら
は
解
放
さ
れた
と
は

い
え
：、
新

た

に

襲

い

か

か

，
 

る
難
題
に
対
し
て
は
、

こ
れ
を
乗
り
切
る
努
力
の
決
し
て
容
易
で
な
い
こ
と
を 

国
民
の
す
べ
て
が
心
に
と
ど
め
る
ベ

■く
、
こ
の
機
会
を
か
り
て
記
し
て
お
き
た 

い
と
思
ぅ

。
"

書

評

岩

田

暁一
著 

『

経
済
分
析
の
た
め
の
統
計
的
方
法』

小

尾

恵

.一

.

郎

こ
こ
に
一
つ
の
サ
イ
コ
ロ
が
あ
る
。
く
り
返
し
投
げ
て
み
る
と
、
と
り
わ
け 

1
のS

が
出
や
す
い
。
す
べ
'て
の
可
能
なケ
ー
ス
に
対
し
て

1
の
目
の
ケ
ー
ス 

の
割
合
は

1/
6
に
あ
た
る
の
で

、
.
1の
1
1
:
1
の
出
る「

確
率」

.は
1/
6
で
あ
る
と
す
る
一 

つ
の
算
術
的
モ
デ
ル
の
説
明
に
は
、
こ
の
現
象
は
具
合
が
惡
い
。
し
か
し
、
順 

列
、
組
合
せ
の
算
術
か
ら
つ
く
ら
れ
た
確
率
モ
デ
ル
の
例
示
的
説
明
と
い
う
の 

で
は
な
し
に
、
こ
の
サ
イ
コ
ロ
：の
1
の
ほ
の
出
現
.を
確
率
的
に
予
測
す
る
と
い 

う
立
場
办
ら
は
、

出
来
具
合
の
惡
い
の
は
サ

イn 

ロ
の
方
で
は
な
く
て
、

「

1
1 

り
な
く
つ
く
ら
れ
た
サ
イ
コ
ロ」

を
前
提
と
し
た
モ
デ
ル
の
方
で
あ
る
。

i
の
H
の
出
方
が
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
う
い
く
つ
，か
の
：

サ
イ
コ
ロ
が
あ

っ
て
、
わ 

れ
わ
れ
の
関
心
が
、
個
々
の
サ
イ

n 

ロ
の
.目
の
出
方
め
差
.と
そ
の
原
因
の
究
明 

に
あ
.る
な
ら
ば
、
サ
イ
コ
ロ
の
形
や
重
心
の
位
置
な
ど
の
力
学
的
因
子
と
1

の 

n
wの
出
方
と
の
間
の
確
率
的
な
関
係
を
し
ら
ベ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
ば 

あ
い
必
要
な
の
は
、
力
学
的
因
子
を
考
慮
に
入
れ
た
確
率
模
型
で
あ
ろ
.う
。
，

書

評

.

.

経
済
学

(

お
よ
び
他
の
経
験
科
学

)

で
の
研
究
者
の
立
場
は
、
た
し
か
に
、
 

「

偏
り
な
く
つ
く
ら
れ
た

サ
イ
コ
ロ

」

よ
り
も
、

い
か
さ
ま
の

サ
イ
コ
ロ
の

1 | 

き
を
前
に
し
て
そ
の
手
口
を
見
破
ろ
う
と
す
る
人
に
な
ぞ
ら
え
る

ゲj

と
が
で
き 

る
。
経
験
科
学
の
確
率
的
理
論
模
型
は
、
観
測
対
象

(
と
観
測
の
仕
方

)

に
応 

じ
て
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
特 

定
の
確
率
事
象
と
こ
れ
を
把
握
す
る
確
率
モ
デ
ル
と
の
対
応
関
係
が
統
計
的
方 

法
の
適
用
に
あ
た

っ
て
大
切
で
あ
る
。
ロ
ナ
ル
ド
.
フ
ィ
ッ
シ
ャ

I

の
実
験
計 

画
を
め
ぐ
る
諸
著
作
は
、
こ
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
業
績
と
し
て
あ
ま
り
に 

も
有
名
で
あ
る
。
：

確
率
的
茁
象
を
把
え
る
方
法
に
は
も
ち
ろ
ん
共
通
の
菡
本
的
な
数
学
作
法 

广 ma
t
h
e
m
a
t
i
c
a
l

 

m
e
t
h
o
d

a

は
ユ
ぽ
ニ 
S)

が
あ
る
。

ク
ラ
メ
ル
の
古
典
的
書
物「

統
計
学
の
数
学
的
方
法」

や
、
ゥ
ィ
ル
ク
ス
の 

「

数
理
統
計
学」

(

小
河
原
訳)

、
ヶ
ン
ド
ー
ル

の

「

上
級
統
計
理
論」

な
ど
は
い 

ず
れ
も
、
確
率
現
象
の
数
学
模
型
を
中
心
と
し
た
名
著
と
さ
れ
て
い
る
。

し
^

し、
数
学
的
方
法
に
関
す
る
古
典
的
名
著
は
、
か
な
ら
ず

し

も
、統
計
数 

学
の
.テ
^
ス
ト
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
。
題
名
を

「

数
学
的
方
法

」

と
し
た
ク
ラ 

メ
ル
の
著
書

.で
も
、統
計
的
規
則
性
，(

大
数
法
則)

に
関
す
る
実
験
デ
ー
タ

(

貨 

.幣
投
げ)

.を
詳
し
く

.か

.か
げ

こ

.の
経
験
法
則
あ
る
が
ゆ
え
に
数
学
模
型

(

確 

碎
の
顔
度
解
釈

)

は
確
率
事
象
の
\モ
デ
ル

と
な
り
う
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

サ
イ
コ
ロ
の
例
を
ま
つ
ま
で
も
:^
く
、
経
験
科
学
の
諸
分
野
で
確
率
的
理
論 

が
構
成
さ
れ
る
と
き
に
は
、
各
分
野
の
観
測
対
象
の
性
質
と
実
験
観
測
資
料
の 

集

め

方(

観
測
法)

に
応
じ
た
も
っ
と
も
適
切
な
統
計
的
手
法
が
開
発
さ
れ
、
適 

用
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
上
記
の
諸
著
は
ロ
ナ
ル
ド
•

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
以
降
の

一

三

三(

一
二
.三
九)


