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日
本
の
人
口
を
論
じ
る
時
に
衝

撃
的
な
こ
と
が
立
て
続
け
に
起
こ

っ
て
い
る
。
例
え
ば
、 

①
２
０
１
５
年
に
人
口
が
減
少
に

転
じ
る 

 

１
億
２
８
０
０
万
人
台
を
維
持

し
て
い
た
人
口
が
２
０
１
５
年
に

減
少
に
転
じ
、
減
少
傾
向
は
こ
れ

か
ら
も
続
く
こ
と
で
あ
る
。 

②
「
ミ
リ
オ
ン
シ
ョ
ッ
ク
」 

子
供
の
出
生
数
が
１
０
０
万
人
を

切
る 

 

１
９
４
７
年
か
ら
１
９
４
８
年

に
か
け
て
の
団
塊
の
世
代
の
出
生

数
は
２
６
０
万
人
を
超
え
て
い
た

が
、
丙
午
の
１
９
６
６
年
の
合
計

特
殊
出
生
率
は
前
年
に
比
べ
て

25
％
下
が
り
出
生
数
は
１
３
８

万
人
と
極
端
に
少
な
く
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
２
０
１
５
年
に
は
出
生

数
が
１
０
０
万
人
を
切
っ
て
し
ま

っ
た
。 

次
の
丙
午
は
２
０
２
６
年
で
あ

る
。
何
が
起
こ
る
の
で
あ
ろ
う
。 

 

 

    

③
「
１
・

57
シ
ョ
ッ
ク
」
と
は

何
か 

 

１
９
６
６
年
に
丙
午
の
合
計
特

殊
出
生
率
は
１
・

58
で
あ
っ
た
。

１
９
８
９
年
に
は
１
・

57
に
な

り
、
「
１
・

57
シ
ョ
ッ
ク
」
と
言

わ
れ
た
。
合
計
特
殊
出
生
率
が

２
・

08
な
い
と
人
口
が
維
持
で

き
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

④
「
高
齢
社
会
」
の
到
来 

 

65
歳
以
上
の
人
口
が

14
％
を

超
え
る
と
「
高
齢
社
会
」
と
い
わ

れ

る

が

、

２

０

１

５

年

に

は

26
・
１
％
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ

30
％
を
超
え
る
「
超
高
齢
化
社

会
」
が
見
え
て
い
る
。
２
０
６
０

年
に
は
40
％
に
達
す
る
。 

⑤
労
働
力
人
口
の
減
少 

 

労
働
力
人
口
は
１
９
９
１
年
に

６
５
０
０
万
人
台
を
付
け
、
そ
の

後
も
６
０
０
０
万
人
後
半
を
維
持

し
て
い
た
が
、
２
０
１
９
年
の
推

計
で
は

20
年
後
に
は
１
０
０
０

万
人
減
少
し
、
５
０
０
０
万
人
台

に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。 
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日
本
の
人
口
問
題
の
闇 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

村
田 

修
造 

⑥
「
８
０
０
０
万
人
シ
ョ
ッ
ク
」 

 

２
０
６
６
年
に
は
総
人
口
が
８

０
０
０
万
人
に
な
る
。 

  

さ
よ
う
に
日
本
の
人
口
に
は
衝

撃
的
な
事
象
が
続
き
、
し
か
も
改

善
の
見
通
し
が
無
い
。 

 

政
府
は
「
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
」
、
「
保
育
園
、
幼
稚
園
や
大
学

の
無
償
化
な
ど
の
教
育
」
、
「
入
管

法
の
改
正
に
よ
る
外
国
人
の
受
け

入

れ

」
、
「

消

費

税

の

10

％

課

税
」
、
「
年
金
・
医
療
・
介
護
費
の

削
減
」
な
ど
の
政
策
を
打
ち
出
し

て
い
る
が
人
口
減
少
対
策
と
し
て

は
そ
の
効
果
は
限
定
的
で
あ
る
。 

 

何
よ
り
も
求
め
ら
れ
る
の
は
、

人
口
減
少
の
現
実
を
見
つ
め
て
、

長
期
の
方
策
を
日
本
人
一
人
一
人

が
考
え
る
こ
と
だ
。
そ
の
た
め
に

は
格
差
の
無
い
社
会
を
つ
く
る
こ

と
、
例
え
ば
年
齢
、
性
別
、
働
き

方
、
資
産
、
学
歴
、
地
域
な
ど
に

起
因
す
る
格
差
を
な
く
す
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。 

（
編
集
委
員
） 
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４
年
前
、
退
職
を
機
に
自
治
会

活
動
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
ま
で
家
庭
や
地
域
の
こ
と
な

ど
振
り
返
る
こ
と
も
無
く
仕
事
一

筋
で
生
き
て
き
て
、
ま
し
て
地
域

防
災
な
ど
全
く
無
関
心
に
日
々
を

過
ご
し
て
き
た
。
昨
今
、
全
国
で

地
震
や
豪
雨
な
ど
の
自
然
災
害
が

多
発
し
て
い
る
。
起
き
る
た
び
に

地
域
防
災
が
重
要
だ
と
漠
然
と
感

じ
な
が
ら
も
、
い
ざ
自
分
が
推
進

役
と
な
る
と
気
が
引
け
た
。 

東
日
本
大
震
災
以
降
、
行
政
で

「
地
域
防
災
力
の
強
化
」
が
叫
ば

れ
て
い
る
。
防
災
力
は
、
自
助
、

共
助
、
公
助
で
構
成
さ
れ
、
「
共
助

が
地
域
防
災
の
要
」
だ
と
説
く
。

こ
の
地
域
の
防
災
に
何
が
必
要
か

と
自
ら
に
問
い
な
が
ら
他
の
委
員

と
進
め
て
い
っ
た
。
地
区
を
隅
々

ま
で
歩
き
回
っ
て
危
険
箇
所
を
記

し
た
「
防
災
マ
ッ
プ
」
を
作
成
し

た
。
住
民
に
防
災
意
識
を
持
っ
て

も
ら
う
た
め
月
刊
「
防
災
ニ
ュ
ー

ス
」
の
発
行
を
開
始
し
た
。 

人
間
は
自
然
災
害
の
発
生
を
防

ぐ
こ
と
は
出
来
ず
、
被
害
を
減
じ

る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
減
じ
る

た
め
の
最
終
的
な
行
動
は
、
安
全

な
場
所
に
逃
げ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

私
の
住
ん
で
い
る
地
区
は
約
１

４
０
０
世
帯
、
佐
倉
市
内
で
も
か

な
り
規
模
の
大
き
い
戸
建
て
団
地

で
ひ
と
つ
の
自
治
会
に
な
っ
て
い

る
。

65
歳
以
上
の
高
齢
者
数
は
、

大
凡
１
０
０
０
人
で
、
高
齢
化
率

約

30

％
と
い
う
数
字
で
あ
る
。

高
齢
者
の
中
に
は
、
寝
た
き
り
の

方
、
車
椅
子
の
方
等
、
避
難
困
難

な
住
民
が
い
る
。
一
方
、
こ
の
よ

う
な
住
民
を
助
け
支
援
す
る
人
は
、

昼
間
通
勤
や
通
学
等
で
地
区
外
に

居
た
り
、
仮
に
、
地
区
内
に
い
て

も
、
い
ざ
発
災
し
た
場
合
、
他
人

を
助
け
る
余
裕
が
な
い
可
能
性
も

で
て
く
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
助
け

ら
れ
る
方
と
の
信
頼
関
係
が
要
求

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。 

災
害
か
ら
逃
れ
る
こ
と
の
困
難

な
方
々
を
助
け
る
担
い
手
を
如
何

に
確
保
し
繋
い
で
い
く
か
、
今
、

私
の
住
む
地
域
防
災
で
最
大
の
課

題
と
な
っ
て
い
る
。 

（
山
王 

折
茂 

幸
男
） 

    

良
寛
と
い
え
ば
、
国
上

く

が

み

の
山
を

下
っ
て
托
鉢
の
道
す
が
ら
、
子
供

た
ち
と
手
毬
や
若
菜
摘
み
な
ど
を

す
る
姿
を
す
ぐ
に
思
い
出
す
。
し

か
し
、
良
寛
に
も
坐
り
ぬ
く
参
禅

の
日
々
も
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、

時
と
し
て
五
合
庵
の
床
に
脚
を
伸

ば
し
て
長
々
と
寝
そ
べ
る
風
情
が
、

私
た
ち
を
ほ
っ
と
さ
せ
る
。 

 

埋う
ず

み
火
に 

 

足
さ
し
く
べ
て
臥ふ

せ
れ
ど
も 

 

こ
よ
ひ
の
寒
さ
腹
に
と
ほ
り
ぬ 

 

冬
の
草
庵
暮
ら
し
は
、
囲
炉
裏

に
残
っ
た
澳お

き

に
足
を
近
づ
け
て
も
、

寒
さ
が
腹
に
し
み
通
る
ほ
ど
冷
え

き
っ
て
し
ま
う
。
厳
寒
の
夜
は
身

も
心
も
凍
え
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。 

 

あ
る
日
、
そ
ん
な
良
寛
を
、
老

中
を
引
退
し
藩
政
改
革
に
熱
中
し

て
い
た
、
長
岡
藩
主
の
牧
野
忠た

だ

精き
よ

が
五
合
庵
へ
訪
ね
て
き
た
。
孤
高

の
僧
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
良
寛

を
、
寺
を
建
て
住
職
と
し
て
長
岡

に
迎
え
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
良
寛
は
忠
精
の
頼
み
を
黙

っ
て
聞
い
た
あ
と
、
無
言
の
ま
ま

一
句
を
差
し
出
し
た
。 

 

焚た

く
ほ
ど
は 

 

風
が
も
て
来
る
落
ち
葉
か
な 

 

煮
炊
き
の
た
め
の
燃
料
に
は
風

が
運
ん
で
来
て
く
れ
る
落
葉
が
あ

る
の
で
、
こ
れ
以
上
何
も
望
ん
で

は
い
な
い
と
言
う
。
良
寛
は
そ
の

存
在
の
根
本
を
問
わ
れ
る
と
こ
ろ

で
は
妥
協
し
な
か
っ
た
。
忠
精
は

説
得
を
あ
き
ら
め
国
上
を
去
っ
た
。 

 

若
き
日
、
円
通
寺
で
厳
し
い
修

行
に
励
み
、
師
の
国
仙
か
ら
印
可

い

ん

か

の
偈げ

を
与
え
ら
れ
た
良
寛
は
、
生

涯
寺
を
も
た
な
か
っ
た
。
名
主
に

な
れ
る
身
分
を
捨
て
、
僧
と
し
て

の
出
世
の
道
を
捨
て
、
無
一
物
の

托
鉢
僧
と
な
っ
て
生
き
た
。 

 

唐
木
順
三
は
「
良
寛
に
は
ど
こ

か
日
本
人
の
原
型
の
よ
う
な
と
こ

ろ
、
最
後
は
あ
そ
こ
だ
と
い
う
よ

う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
」
と
言
っ
て

い
る
。
良
寛
の
生
き
方
は
、
心
の

ふ
る
さ
と
の
よ
う
な
、
何
か
ほ
っ

と
す
る
も
の
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。 

（
新
臼
井
田 

岡
本 

治
之
） 

良
寛
の
生
き
方 
高
齢
化
社
会
の
地
域
防
災 
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佐
倉
学
専
門
講
座
『
利
根
川
図

志
』
赤
松

あ
か
ま
つ

宗そ
う

旦た
ん

の
布
川
を
訪
ね
て

の
バ
ス
ハ
イ
ク
に
参
加
し
た
。 

 

江
戸
時
代
末
、
宗
旦
は
『
利
根

川
図
志
』
の
た
め
に
臼
井
古
城
図

を
作
成
し
た
臼
井
の
大
川
源
五
右

衛
門
書ふ

み

成な
り

宅
を
訪
ね
た
。
昭
和

12

年

岩

波

文

庫

か

ら

刊

行

さ

れ

た

『
利
根
川
図
志
』
は
、
少
年
期
の

一
時
期
を
布
川
で
過
ご
し
た
柳
田

国
男
の
改
訂
に
よ
る
も
の
で
、
印

旛
沼
、
臼
井
八
景
な
ど
を
含
む
利

根
川
中
下
流
の
地
誌
が
広
く
知
ら

れ
た
。 

 

柳
田
国
男
記
念
館
の
座
敷
に
座

り
、
八
十
過
ぎ
で
あ
ろ
う
老
婆
の

「
か
た
り
べ
」
話
を
聞
い
た
。 

「
柳
田
国
男
は
十
二
歳
の
時
に

兵
庫
県
か
ら
布
川
で
医
業
を
開
業

し
て
い
た
長
兄
宅
に
身
を
寄
せ
ま

し
た
。
そ
の
時
、
徳
満
寺
の
間
引

き
絵
馬
を
見
た
り
し
た
こ
と
が
、

後
の
民
俗
学
を
志
す
動
機
と
な
っ

た
ん
で
す
。
図
柄
は
、
生
ま
れ
た

ば
か
り
の
嬰
児
を
母
親
が
押
し
殺

し
、
そ
の
姿
の
影
絵
が
鬼
の
姿
に

描
か
れ
て
い
ま
す
。
当
時
、
農
村

の
貧
困
と
飢
饉
や
水
災
害
に
よ
り

間
引
き
の
悪
習
が
あ
っ
た
ん
で
す

ね
。
…
映
丘
は
凧
に
絵
を
描
い
て

い
ま
し
た
」 

 

「
映
丘
、
エ
イ
キ
ュ
ウ
？
」
ど

こ
か
で
聞
い
た
名
前
で
す
。 

「
も
し
や
、
日
本
画
家
の
松
岡

映
丘
で
は
？
」
と
尋
ね
た
。 

「
松
岡
家
は
男
ば
か
り
の
八
人

兄
弟
で
三
人
は
早
世
、
国
男
は
六

男
で
、
柳
田
家
に
養
子
に
行
っ
た

ん
で
名
字
が
違
う
ん
で
す
。
松
岡

映
丘
は
八
男
で
す
。
」
と
の
答
。 

 

私
の
知
っ
て
い
る
映
丘
は
、
大

正
、
昭
和
に
活
躍
し
た
日
本
画
家

で
、
大
和
絵
の
伝
統
を
近
代
に
蘇

ら
せ
た
大
家
で
す
。
国
男
と
映
丘

は
兄
弟
だ
っ
た
の
で
す
ね
。
で
も

八
人
兄
弟
な
ん
て
、
二
人
で
も
育

児
等
大
変
な
の
に
、
昔
の
親
は
偉

か
っ
た
の
で
す
ね
。 

 

門
の
外
ま
で
見
送
り
、
握
手
し

た
「
か
た
り
べ
」
の
手
の
温
も
り

は
今
で
も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。 

（
新
臼
井
田 

小
川 

洋
子
） 

 

    

現
在
わ
が
国
で
は
、
言
論
の
自

由
を
認
め
ら
れ
て
い
て
マ
ス
コ
ミ

を
は
じ
め
、
出
版
界
に
お
い
て
も
、

ま
た
、
個
人
間
の
会
話
の
な
か
で

も
自
由
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
話

し
の
な
か
で
、
新
し
い
カ
タ
カ
ナ

語
を
聞
く
と
思
わ
ず
ハ
ッ
と
し
て
、

相
手
に
対
し
て
勉
強
し
て
る
ナ
…

と
思
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
こ
の
カ
タ
カ
ナ
語

も
使
用
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
時
代

が
あ
っ
た
の
で
す
。
昭
和

18
年
こ

ろ
か
ら
終
戦
の
日
ま
で
…
と
記
憶

し
て
い
ま
す
。 

 

主
な
も
の
を
例
に
挙
げ
ま
す
と
、

ノ
ー
ト
、
ブ
ッ
ク
、
ポ
ケ
ッ
ト
な

ど
は
、
「
帳
面
」
、
「
本
（
図
書
）
」
、

「
物
入
れ
」
な
ど
と
言
い
換
え
て

使
っ
て
い
ま
し
た
。 

 
野
球
な
ど
は
、
「
ス
ト
ラ
イ
ク

（
よ
し
）
」
、
「
ボ
ー
ル
（
だ
め
）
」
、

「
ラ
ン
ナ
ー
（
走
者
）
」
と
言
っ
た

調
子
で
し
た
。
な
ぜ
、
カ
タ
カ
ナ

語
が
禁
止
さ
れ
た
の
か
、
敵
国
語

（
米
国
・
英
国
）
だ
か
ら
正
し
い

日
本
語
を
使
い
な
さ
い
…
と
指
導

さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
当
時
、
私

は
小
学
校
３
年
生
で
、
子
供
で
し

た
か
ら
不
自
由
は
感
じ
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
大
人
た
ち
は
感
じ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
両
親
は
日
常
会
話
の
中

で
愚
痴
を
こ
ぼ
す
こ
と
も
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
の
で
、
戦
時
下
で
あ

り
ま
す
か
ら
黙
々
と
従
っ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

 

至
る
所
に
「
鬼
畜
米
英
」
、
「
米

英
撃
滅
」
、
「
欲
し
が
り
ま
せ
ん
勝

つ
ま
で
は
…
」
、
「
撃
ち
て
し
止
ま

む
」
の
標
語
が
溢
れ
て
い
て
、
合

言
葉
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
思
い
出
す
度

に
、
現
代
は
本
当
に
あ
り
が
た
い
。 

平
和
は
本
当
に
素
晴
ら
し
い
…
と

思
う
こ
と
し
き
り
で
す
。
し
か
し
、

し
か
し
、
「
平
和
ボ
ケ
」
に
な
ら
な

い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
、
と
自
身

を
戒
め
て
い
ま
す
。 

（
西
志
津 

中
村 

一
郎
） 

柳
田
国
男
と
松
岡
映
丘 

カ
タ
カ
ナ
用
語
が
使
え
な

か
っ
た
時
代
を
想
う 

カ
レ
ー
ラ
イ
ス 

辛
味
入
汁
掛
飯 

⇒ 
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先
日
、
東
京
北
区
飛
鳥
山
公
園
に

あ
る
渋
沢
栄
一
史
料
館
を
訪
ね
た
。 

 

渋
沢
は
、
１
８
４
０
年
埼
玉
県
深

谷
市
の
富
農
の
長
男
に
生
ま
れ
、
幼

少
よ
り
「
四
書
五
経
」
や
「
日
本
外

史
」
に
親
し
ん
だ
。
江
戸
に
出
て
尊

王
攘
夷
志
士
と
な
る
が
、
徳
川
慶
喜

の
幕
臣
と
な
り
、
慶
應
３
年
パ
リ
万

博
の
随
員
の
機
会
を
得
る
。
こ
の
時

の
感
動
と
経
験
が
そ
の
後
の
人
生
を

決
定
付
け
た
。
帰
国
後
、
一
時
の
役

人
生
活
（
大
蔵
省
）
を
送
り
、
退
官

し
た
後
は
終
生
、
民
間
で
活
躍
す
る
。

さ
く
ら
道 

あ
と
が
き 

４月の黒板 

 

「
光
陰
矢
の
如
し
」
古
く
か
ら
言

わ
れ
て
き
た
。
最
近
特
に
こ
れ
を
実

感
す
る
。
４
年
間
の
カ
レ
ッ
ジ
生
活

も
今
年
が
最
終
学
年
、
あ
っ
と
い
う

間
の
３
年
間
だ
っ
た
。 

 

ど
う
し
て
年
を
取
る
と
時
間
が
経

つ
の
が
早
い
の
か
。
『
チ
コ
ち
ゃ
ん
』

の
答
え
は
こ
う
だ
っ
た
。
「
年
を
取

る
と
感
動
す
る
事
が
少
な
く
な
る
か

ら
～
～
」
。
し
か
し
、
こ
の
答
に
私

は
ど
う
し
て
も
納
得
で
き
な
い
。 

 

カ
レ
ッ
ジ
生
活
で
は
新
し
い
仲
間

も
増
え
、
様
々
な
行
事
は
あ
る
意
味

新
鮮
で
、
感
動
の
連
続
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
比
べ
、
現
役
時
代
の
会
社
勤

め
で
は
、
ノ
ル
マ
、
ス
ト
レ
ス
を
伴

い
な
が
ら
毎
日
同
じ
こ
と
の
繰
り

返
し
、
な
ん
と
１
年
が
長
く
感
じ
た

こ
と
か
。 

 

元
気
で
あ
ち
こ
ち
出
掛
け
て
楽

し
ん
だ
一
日
よ
り
、
病
に
臥
せ
っ
て

何
も
で
き
な
い
一
日
の
方
が
短
く

感
じ
る
の
だ
ろ
う
か
。
時
間
の
流
れ

の
長
短
は
、
心
地
よ
い
時
を
過
ご
し

て
い
る
か
、
そ
う
で
な
い
か
で
変
わ

る
よ
う
な
気
が
す
る
。 

 

私
は
こ
れ
か
ら
も
精
々
、
あ
っ
と

い
う
間
の
人
生
を
過
ご
し
て
い
き

た
い
と
思
う
。 

 

（
芝
崎 

茂
） 

 

第
一
国
立
銀
行
設
立
を
手
始
め
に
、

東
京
瓦
斯
、
王
子
製
紙
、
秩
父
セ
メ

ン
ト
、
帝
国
ホ
テ
ル
等
５
０
０
社
に

上
る
企
業
の
設
立
に
関
わ
っ
た
が
、

他
の
財
閥
の
如
く
同
族
企
業
体
を

作
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

 

社
会
活
動
の
面
で
も
日
本
赤
十

字
社
、
聖
路
加
国
際
病
院
、
日
本
女

子
大
学
等
の
設
立
に
関
わ
る
。 

 

「
論
語
と
算
盤
」
で
著
し
た
道
徳

経
済
合
一
説
は
有
名
で
、
倫
理
と
利

益
の
両
立
が
国
を
富
ま
せ
る
根
源

で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。 

 

（
北
山 

仁
志
） 


