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開
発
経
済
学
、
ア
ジ
マ
経
済
諮
問
子
連
門
と
は
一
一
語
え
、
歴
史
や
政
治
、
国
際
関
係
、

社
会
問
題
な
ど
に
鋭
く
斬
り
込
む
舌
鋒
の
鋭
さ
紘

一
級
品
。
切
年
に
わ
た
り
大
学
で

教
鞭
を
執
っ
て
こ
ら
れ
た
渡
辺
利
夫
氏
は
「
日
本
人
が
生
き
て
今
こ
こ
に
在
る
こ
と

の
幸
せ
を
実
感
す
る
の
は
、
連
綿
と
続
い
て
き
た
我
が
国
の
歴
史
の
中
に
、
自
分
が

1
人
の
旅
人
と
し
て
生
き
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
時
で
あ
る
」
と
断
言
す
る
。
そ
れ

は
福
沢
諭
吉
を
始
め
、
陸
奥
宗
光
、
小
村
寿
太
郎
な
ど
、
明
治
時
代
に
、
国
家
を
背
負
っ

て
立
っ
た
稀
代
の
偉
人
た
ち
を
研
究
し
て
こ
ら
れ
た
結
論
で
も
あ
ろ
う
。
そ
の
渡
辺

先
生
に
、
我
が
固
と
日
本
人
、
そ
し
て
警
察
の
在
り
方
に
つ
い
て
伺
っ
た
。

渡
辺
利
夫
（
わ
た
な
べ
と
し
お
）

．
昭
和
昨
年
山
梨
県
甲
府
市
生
ま
れ
。
慶
麿
義
塾
大
学
卒
業
後
、
同
大
学
院
修
了
。
経
済
学
博
士
。
筑
波
大
学
教
授
、
東
京
工

業
大
学
教
授
、
拓
殖
大
学
学
長
、
第
叩
代
総
長
を
歴
任
し
、
現
在
、
拓
殖
大
学
学
事
顧
問
。
外
務
省
国
際
協
力
に
関
す
る
有
識
者
会
議
議
長
。
第
げ
期
日
本
学
術
会

議
会
員
。
山
梨
総
研
理
事
長
。
外
務
大
臣
表
彰
、
産
経
正
論
大
賞
受
賞
。
著
書
に

『成
長
の
ア
ジ
ア
停
滞
の
ア
ジ
ア
』（
吉
野
作
造
賞
）
（
講
談
社
）

「開
発
経
済
学
』

（大
平
正
芳
記
念
賞
）（
日
本
評
論
社
）『
西
太
平
洋
の
時
代
』
（
ア
ジ
ア
太
平
洋
賞
大
賞
）『
神
経
症
の
時
代
』
（
開
吉
田
健
賞
正
賞
）『
新
脱
亜
論
』（
以
上
、文
筆
春
秋
）

『君
、
圏
を
捨
つ
る
な
か
れ
」
「
士
魂
l
福
沢
諭
吉
の
真
実
』
（
以
上
、
海
竜
杜
）『
ア
ジ
ア
を
救
っ
た
近
代
日
本
史
講
義
』
（P
H
P
研
究
所
）

『放
哉
と
山
頭
火
｜
死

を
生
き
る
』
（
ち
く
ま
文
庫
）
ほ
か
多
数

人に人柄があるように、固には国柄がある

それを言葉に表Lたものが憲法です

よ
う
に
、
国
に
は
国
柄
が
あ
る
。
じ
ゃ
あ
君

は
日
本
の
図
柄
は
ど
う
い
、
2
一
一
一
口
葉
で
表
す
こ

と
が
で
き
る
？
」
と
話
を
始
め
ま
す
。

な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
か
と
い
う
と
、

昨
年
5
月
に
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
を
容
認

す
る
た
め
に
、
平
和
安
全
法
制
が
成
立
し
ま

し
た
。
し
か
し
変
な
話
で
す
。
す
べ
て
の
国

に
は
、
も
と
も
と
個
別
的
自
衛
権
と
同
時
に

集
団
的
自
衛
権
が
あ
る
は
ず
で
す
。
こ
れ
を

分
け
て
考
え
て
い
る
国
は
、
永
世
中
立
国
の

ス
イ
ス
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
だ
け
で
す
。
こ
の

2
国
は
集
団
的
自
衛
権
は
行
使
で
き
ま
せ
ん

が
、
個
別
的
自
衛
権
、
つ
ま
り
殴
ら
れ
た
ら

殴
り
返
す
権
利
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
。

日
本
に
も
個
別
的
自
衛
権
は
当
然
あ
る
。

し
か
し
、
集
団
的
自
衛
権
は
、
保
有
し
て
い

る
け
れ
ど
も
、
憲
法
9
条
の
制
約
が
あ
っ
て

行
使
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
行
使
で
き

な
い
の
で
あ
れ
ば
、
持
っ
て
い
な
い
の
と
同

じ
で
す
。
例
え
ば
「
私
の
財
布
の
中
に
あ
る

お
金
は
、
私
が
稼
い
で
保
有
し
て
い
る
お
金

で
す
。
で
も
、
そ
れ
を
行
使
し
て
は
い
け
な

い
」
と
言
わ
れ
た
ら
、
私
は
何
も
買
え
ま
せ
ん
。

そ
ん
な
い
い
加
減
な
論
理
が
均
年
間
続

い
て
き
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
い
よ
い
よ

中
国
の
領
土
拡
大
を
脱
ん
だ
大
膨
張
や
、
朝

鮮
半
島
が
南
も
北
も
反
目
的
な
行
動
を
強
め

て
い
る
状
況
の
中
で
、
集
団
的
自
衛
権
も
行

使
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
、
抑
止
力
に

な
ら
な
い
こ
と
が
、
や
っ
と
国
民
に
理
解
さ
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れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
だ
か
ら
安

保
関
連
法
は
大
き
な
反
対
が
あ
り
ま
し
た
が
、

辛
く
も
成
立
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
集
団
的
自
衛
権
の
内
容
を
見
て

み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
が
極
め
て
限
定
的
な
行

使
な
の
で
す
。
例
え
ば
、
日
本
の
国
家
が
な

く
な
っ
て
し
ま
う
存
立
危
機
事
態
に
な
っ
た

場
合
、
集
団
的
自
衛
権
を
発
動
し
て
、
米
軍

と
と
も
に
戦
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
と

こ
ろ
が
、
こ
の
解
釈
が
あ
ま
り
に
複
雑
で
、

わ
け
が
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
法
律

が
成
立
す
る
ま
で
、
あ
れ
ほ
ど
激
し
い
論
戦

が
繰
り
広
げ
ら
れ
な
が
ら
も
、
政
府
与
党
側

は
き
ち
ん
と
し
た
答
弁
が
で
き
て
い
な
か
っ

た
の
で
す
。
こ
ん
な
に
複
雑
で
限
定
的
な
法

律
な
ら
、
実
際
に
危
機
が
起
こ
っ
た
時
に
す

ぐ
に
自
衛
隊
を
動
か
す
こ
と
な
ど
で
き
な
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
、
っ
か
。

そ
の
時
に
ふ
と
思
っ
た
の
は
、
個
別
的
で

あ
れ
集
団
的
で
あ
れ
、
自
衛
権
行
使
を
容
認

ま・も

し
て
、
い
か
に
敵
か
ら
身
を
「
衛
る
」
か
ば

か
り
議
論
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
我
々
は

一

体
何
を
衛
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
が
語
ら

れ
て
い
な
い
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
政
治
家

は
、
国
民
の
生
命
、
財
産
を
衛
る
ん
だ
と
言

う
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
は

国
家
で
あ
れ
ば
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
。
そ

う
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
越
え
た
、
日
本
の

文
化
・
歴
史
・
伝
統
に
よ
っ
て
培
わ
れ
て
き

た
国
体
、
つ
ま
り
図
柄
と
は
何
で
あ
る
か
を

憲
法
っ
て
な
ん
だ
？

｜
｜
今
号
の
特
集
は
「
憲
法
つ
て
な
ん

だ
？
」
で
す
。
ど
う
お
考
え
に
な
り
ま
す
か
。

憲
法
は
国
家
の
至
高
の
法
規
と
し
て
の
規

範
を
示
す
も
の
で
す
か
ら
、
日
本
人
が
守
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
何
か
を
言
語
化

し
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

和
英
辞
典
で
「
憲
法
」
を
調
べ
る
と

「の
O
ロ
ω
t
g
t。ロ

（コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ

l
シ
ヨ

ン
）
」
と
出
て
き
ま
す
。
逆
に
、
英
和
辞
典

で
「

gロ丘一
z
t
oロ
」
を
調
べ
る
と
、

l
に
「
憲

法」、

2
に
「
体
質
」
と
出
て
き
ま
す
。
そ

ろ
す
る
と
憲
法
の
も
と
も
と
の
意
味
は
、
国

家
の
体
質
、
つ
ま
り
「
国
体
」
だ
と
思
い
ま
す
。

「
国
体
」
は
、
戦
後
G
H
Q
（
連
合
国
軍
総

司
令
部
）
が
タ
ブ
l
に
し
て
以
来
、
使
わ
れ

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
言
葉
で
す
。

私
は
大
学
で
学
生
に
近
代
史
も
教
え
て
い

ま
す
が
、
「
国
体
」
と
言
っ
て
も
学
生
は
分

か
ら
な
い
の
で
、
「
図
柄
」
と
言
い
変
え
て

い
ま
す
。
授
業
で
は
、
「
人
に
人
柄
が
あ
る

認
識
し
、
そ
れ
を
守
る
た
め
に
ど
う
す
る
か
を

考
え
る
こ
と
が
最
も
必
要
だ
と
思
つ
の
で
す
。

憲
法
の
前
文
に
は
、
そ
れ
が
書
い
て
い
な

い
の
み
な
ら
ず
、

「
日
本
国
民
は
、
：
：
：
平

和
を
愛
す
る
諸
国
民
の
公
正
と
信
義
に
信
頼

し
て
、
わ
れ
ら
の
安
全
と
生
存
を
保
持
し
ょ

う
と
決
意
し
た
」
と
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
、

我
々
は
平
和
を
耳:r.
~ す
る
諸
国
民
を

頼
し
て

自
分
た
ち
の
国
を
守
り
ま
し
ょ
う
と
言
っ
て

い
る
わ
け
で
す
。

で
も
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
南
シ
ナ
海

で
独
自
の
境
界
線
を
設
け
、
人
工
島
を
造
つ

た
中
国
に
対
し
て
、
国
際
仲
裁
裁
判
所
が
「
こ

れ
は
国
際
法
上
も
歴
史
的
に
も
中
国
の
固
有

の
も
の
だ
と
い
う
論
拠
は
ど
こ
に
も
な
い
」

と
判
断
し
た
ら
、
そ
ん
な
判
決
は
紙
く
ず
だ

と
言
っ
て
投
げ
捨
て
る
国
の
「
公
正
と
信
義

に
信
頼
す
る
」
こ
と
な
ど
で
き
る
で
し
ょ
う

か
。
在
日
米
軍
を
狙
っ
て
ミ
サ
イ
ル
を

I
度

に
4
発
撃
っ
て
く
る
北
朝
鮮
に
し
て
も
、
ど

、
♀
ラ
え
て
も
「
公
正
と
信
義
」
を
持
っ
て
い

る
よ
う
に
は
思
え
ま
せ
ん
。
や
は
り
、
こ
う

い
う
我
が
国
の
憲
法
の
前
文
は
書
き
換
え
な

け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

で
は
日
本
の
国
柄
と
は
何
か
と
考
え
る
と
、

3
つ
の
要
素
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
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は
「
同
質
性
」
、

ー
つ
目

2
つ
目
は
「
自
成
性
」
で
、

他
文
明
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
な
く
自
ら
成

る
文
明
の
こ
と
で
す
。
3
つ
目
は

「連
続
性
」

で
す
。



日
本
人
は
大
和
民
族
と
言
わ
れ
ま
す
が
、

い
て
い
る
万
世
一
系
の
天
皇
で
す
。
歴
史
の

研
究
者
か
ら
す
れ
ば
、
欠
け
て
い
た
時
代
や

古
い
遺
跡
か
ら
出
た
人
骨
を
D
N
A分
析
す

る
と
、
日
本
人
は
人
種
的
に
ほ
と
ん
ど
同
質

少女
な性
くが
と天
も皐

九日／』
-l-- つ
了た

言宗
像語
力り
とま
しし
てた
はが

で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
し
か
も

言
語
的
に
も
同
質
で
、
日
本
語
は
世
界
で
も

4
b

っ

珍
し
い
孤
立
言
語
、
だ
そ
う
で
す
。
古
代
の
木

駅
な
ど
の
研
究
に
よ
る
と
、
当
時
か
ら
す
で

1
2
5代
続
い
て
き
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が

強
い
。
憲
法
第
1
条
に
は
、
「
天
皇
は
、
日

本
国
の
象
徴
で
あ
り
日
本
国
民
統
合
の
象
徴

とに
い日

五言
が の
強基
く本
な的
つ な
て文

2議
す造
。 は

そ同
れ ー
が だ

で
あ
る
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
私

は
こ
れ
で
は
言
葉
が
足
り
な
い
と
思
い
ま
す
。

平
安
時
代
の
「
万
葉
集
』
な
ど
に
流
れ
込
ん

「連
綿
と
し
て
続
い
て
き
た
日
本
と
い
う
国

だ
よ
う
で
す
。
僕
の
世
代
は
皆
、
学
校
で
『
万

家
、
あ
る
い
は
民
族
の
永
遠
な
る
歴
史
の
象

葉
集
』
を
暗
記
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
が
、
今
で

徴
が
天
皇
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
と
、
私
の

も
、
そ
こ
に
謡
わ
れ
た
情
感
や
風
景
、
情
愛

感
覚
に
は
ぴ
っ
た
り
き
ま
す
。

と
い
っ
た
感
覚
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま

自
分
の
命
は
父
母
、
祖
父
母
、
曽
祖
父

す
。
そ
れ
が
で
き
る
の
は
、
言
語
的
に
同
質

母
を
通
じ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
自

性
が
あ
り
、
か
つ
連
続
性
が
あ
る
か
ら
で
す
。

分
か
ら
さ
ら
に
子
、
孫
を
通
じ
て
、
ず
っ
と

ま
た
、
ご
承
知
の
よ
う
に
、
世
界
の
歴
史

未
来
へ
つ
な
が
っ
て
い
く
。
個
人
の
生
命
は

は
宗
教
戦
争
で
彩
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か

有
限
で
す
が
、
個
人
の
死
を
超
え
て
民
族
が

し
日
本
は
、
宗
教
を
要
因
と
し
て
戦
っ
た
り
、

延
々
と
続
い
て
い
く
。
そ
の
象
徴
が
天
皇
で

国
が
断
裂
し
た
歴
史
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
天
皇
は
そ

す
け
ひ
ろ

の
ご
存
在
が
大
事
な
の
で
す
。
平
川
祐
弘
先

は
世
界
で
唯

一
の
国
だ
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
日
本
は
、

人
種
・
言
語
・
宗
教

生
は
天
皇
の
第

一
の
務
め
は
、
存
在
す
る
こ

が
同
質
的
で
あ
り
、
連
続
性
が
あ
る
。
こ
う

ま
れ

い
う
国
は
世
界
の
中
で
極
め
て
稀
で
す
か
ら
、

と
と
、
祈
る
こ
と
、
プ
ラ
ス
し
て
詠
う
こ
と
、

そ
う
い
、
ユ
仔
在
で
あ
っ
て
く
れ
れ
ば
い
い
と

日
本
の
図
柄
を
決
め
る
か
な
り
大
き
な
要
素

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
会
て
同
感
で
す
。

だ
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
我
々
は
歴

史
が
連
続
し
て
い
る
と
い
う
感
覚
を
持
っ
て

個
を
重
視
し
家
族
を
寵
わ
な
い
憲
法

い
る
と
思
う
の
で
す
。

そ
れ
を
何
よ
り
も
物
語
る
の
が
天
皇
で
す
。

今
上
陛
下
は
、
神
武
天
皇
か
ら

1
2
5代
続

｜
｜
虫
思
法
の
前
文
の
ほ
か
に
、

個
人
主
義
に

つ
い
て
の
条
文
も
問
題
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ

白分、の命は祖先から与えられ

白づかからさらに未来へつながる

個人の死を越えて民族が連綿どして続く

その象徴が天皇なのではないでしょうか

の
子
供
た
ち
が
高
齢
化
し
ま
す
。
団
塊
ジ
ュ

ニ
ア
は

1
9
7
1
1
九
年
生
ま
れ
の

ω代
で
、

人
口
が

2
0
0万
人
を
超
え
る
分
厚
い
階
層

で
す
が
、
そ
の
う
ち
の
3
割
が
無
子
だ
そ
う

で
す
。
し
た
が
っ
て
そ
の
人
た
ち
が
高
齢
化

し
た
時
に
、
現
在
の
子
供
た
ち
が
、
彼
ら
を

支
え
な
け
れ
ば
社
会
保
障
制
度
が
成
り
立
た

な
く
な
る
と
い
う
大
問
題
が
出
て
き
ま
す
。

し
か
も
、
子
供
の
い
な
い
人
は
、
子
育

て
費
用
を
一
切
支
払
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
子

供
を
持
つ
世
帯
が
支
払
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

だ
か
ら
無
子
や
、
子
供
を
持
っ
て
い
て
も
l

人
の
人
は
、
少
な
く
と
も
第
3
子
以
上
の
子

供
を
持
っ
て
い
る
家
族
か
ら
の
所
得
移
転
が

あ
っ
て
初
め
て
、
自
分
が
高
齢
化
し
た
場
合

の
補
償
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

そ
、
？
す
る
と
、
よ
く
考
え
れ
ば
「
個
人
の

生
存
権
」
と
か
「
個
人
が
尊
厳
を
持
つ
」
と

言
い
な
が
ら
、
実
は
そ
の
「
個
人
」
は
他
人

に
依
存
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
個

人
を
尊
重
す
る
こ
と
自
体
に
異
論
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
「
家
族
の
生
存
権
」
を
補
償
す
る

こ
と
も
大
変
に
大
事
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

家
族
は
共
同
体
の
中
の
最
も
基
礎
的
な

共
同
体
で
す
。
こ
れ
が
分
解
し
て
し
ま
っ
た

ら
共
同
体
が
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
共
同
体
が

成
り
立
た
な
け
れ
ば
国
家
が
成
り
立
た
な
い
。

国
家
は
巨
大
な
共
同
体
で
す
か
ら
、
そ
れ
が

成
立
し
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

敵
と
い
う
の
は
、
外
に
あ
る
も
の
と
思
い
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て
い
ま
す
ね
。

憲
法
日
条
に
は
「
す
べ
て
国
民
は
、
個

人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
」
と
個
人
の
尊
厳
、

個
人
の
生
存
権
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。

M

条
は
「
婚
姻
は
、
両
性
の
合
意
の
み
に
基

い
て
成
立
し
、
夫
婦
が
同
等
の
権
利
を
有

相
互
の
協
力

に
よ
り
、
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
あ
り
ま
す
。
個
と
個
の
結
び
つ
き
が
婚

す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、

姻
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
共
同
体
の
ベ

l
ス
は
家
族
で

あ
る
は
ず
な
の
に
、
憲
法
に
は
家
族
の
こ

と
は
ど
こ
に
も
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

れ
ば
か
り
か
個
人
を
家
族
や
共
同
体
、
国

よ
り
も
上
に
置
い
て
い
ま
す
。
立
憲
主
義

は
、
個
人
の
自
由
に
絶
対
的
価
値
が
あ
り
、

こ
れ
を
権
力
者
が
侵
さ
な
い
よ
う
に
策
定

し
た
も
の
が
憲
法
だ
と
い
う
考
え
な
の
で

し
ょ
う
け
れ
ど
も
、

こ
の
考
え
方
は
問
題

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
た
め
に
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
、

1
つ
の
例
証
を
挙
、
ぜ
正
し
よ
う
。
昨
年
の
出

生
数
が
つ
い
に
1
0
0万
人
を
割
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
昭
和
幻
年
に
統
計
を
取
り
始
め

て
以
来
初
め
て
で
す
。

一
番
の
要
因
は
未
婚

化
で
、
こ
れ
が
8
割
を
占
め
て
い
ま
す
。
昨

年
の
婚
姻
率
、
も
過
去
最
低
で
し
た
。

少
子
化
で
子
供
が
い
な
い
無
子
世
帯
が
増

え
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
問
題
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
あ
と
十
数
年
経
つ
と
団
塊
世
代

が
ち
で
す
。
し
か
し
我
が
内
な
る
敵
も
自
覚

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
少
子
高
齢
化
の

問
題
は
、
ま
さ
に
我
が
内
な
る
敵
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
政
府
も
少
子
高
齢
化
に
頭
を

痛
め
て
、
一
億
総
活
躍
プ
ラ
ン
や
ワ
l
ク
ラ

イ
フ
バ
ラ
ン
ス
な
ど
の
方
針
を
出
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
よ
く
見
る
と
仕
事
と
育
児
の

両
立
や
、
待
機
児
童
の
解
消
な
ど
が
中
心
で
、

女
性
を
労
働
市
場
に
ど
ん
ど
ん
追
い
出
そ
う

と
い
う
考
え
方
で
す
。
で
も
、
そ
の
こ
と
が

出
生
率
の
上
昇
に
つ
な
が
る
保
証
は
ど
こ
に

も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
厚
労
省
の
全
国
家

庭
動
向
調
査

（2
0
1
4年
）
に
よ
る
と
、

約
8
割
の
女
性
が
、
子
供
が
3
歳
く
ら
い
ま

で
は
育
児
に
専
念
し
た
い
と
希
望
し
、
約
6

割
の
女
性
が
、
で
き
れ
ば
専
業
主
婦
が
い
い

と
言
っ
て
い
ま
す
。
仕
事
と
育
児
の
両
立
を

進
め
る
だ
け
で
は
、
政
府
が
掲
げ
る
希
望
出

生
率
l
・
8
は
実
現
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。

こ
う
な
っ
た
原
因
は
、
基
本
に
家
族
政
策

と
い
う
も
の
が
な
い
か
ら
で
す
。
そ
の
一
番

ベ
l
ス
に
あ
る
の
は
、
や
は
り
憲
法
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。

m条
を
読
む
と
、
結
婚
、
出
産
、

育
児
と
い
う
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
は
、
個
人
の

自
由
な
選
択
に
任
せ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、

政
府
が
介
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
し
で

は
な
ら
な
い
と
い
、
っ
意
識
が
垣
間
見
え
ま
す
。

家
族
の
生
存
権
は
、

E
U
や
ほ
か
の
国
の

憲
法
に
も
植
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
の
憲
法

に
は
、
そ
れ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で
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憲法には「個人が尊議を持つJどありますが

その「個人jti他人に依存しています
憲法に「家族の生存権jも謡う必要があリます

は
日
本
は
後
進
国
で
す
。
こ
の
憲
法
ロ
条
と

M
条
は
見
直
す
べ
き
で
す
。

憲
法
は
民
法
や
そ
の
ほ
か
の
法
律
の
上
に

あ
る
上
位
法
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
変
え
な
け

れ
ば
、
ほ
か
の
法
律
や
条
令
、
政
策
は
後
手

に
ま
わ
り
ま
す
。
憲
法
は
G
H
Qが
押
し
付

け
た
も
の
で
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条

約
を
結
ん
だ
時
点
か
ら
日
本
は
独
立
国
家
に

な
っ
た
の
で
す
か
ら
、
変
え
て
し
か
る
べ
き

で
す
。
し
か
し
均
年
間
そ
れ
を
一
切
や
ら
ず

に
、
よ
り
G
H
Q的
な
価
値
観
を
日
本
人
の

手
に
よ
っ
て
作
り
出
し
て
き
ま
し
た
。

こ
う
し
た
憲
法
の
精
神
を
崇
め
る
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
の
顔
を
し
た
人
た
ち
が
マ
ス
コ
ミ
や

学
問
の
世
界
、
教
育
界
、
官
庁
な
ど
の
中
枢

に
い
た
た
め
に
、
こ
の
よ
、
つ
な
世
の
中
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

個
人
主
義
な
ど
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
エ

ゴ
イ
ズ
ム
と
紙
一
重
で
す
。
今
生
き
て
い
る

自
分
、
だ
け
が
大
事
だ
と
い
う
考
え
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
自
分
が
困
っ
た
時
は
人
に

助
け
て
も
ら
い
た
い
の
に
、
人
が
困
っ
て
い

る
時
は
助
け
た
く
な
い
と
い
う
精
神
で
す
。

つ
く
づ
く
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
今
な

お
東
日
本
大
震
災
の
時
に
発
生
し
た
大
量
の

が
れ
き
や
汚
染
廃
棄
物
が
処
理
で
き
て
い
な

い
こ
と
で
す
。
が
れ
き
は
基
本
的
に
発
生
し

た
自
治
体
で
処
理
し
、
処
理
し
き
れ
な
か
っ

た
場
合
に
他
県
の
自
治
体
も
協
力
し
て
広
域

処
理
を
す
る
こ
と
が
原
則
と
さ
れ
ま
し
た
。
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し
か
し
、
快
く
引
き
受
け
た
自
治
体
は
少
な

く
、
特
に
放
射
能
が
入
っ
た
場
合
の
反
応
は

ひ
ど
い
も
の
で
し
た
。
今
も
避
難
者
へ
の
い

じ
め
は
な
く
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
各
自
治
体

は
今
か
ら
で
も
遅
く
な
い
の
で
、
が
れ
き
を

引
き
受
け
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

僕
は
日
本
の
歴
史
、
特
に
近
代
史
を
見
な

が
ら
、
国
家
と
は
大
い
な
る
共
同
体
だ
と
い

う
観
念
を
持
っ
て
い
ま
し
た
が
、
ひ
ょ
っ
と

し
た
ら
間
違
い
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と

さ
え
感
じ
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
を
引
き
と
め
る
施
策

の
ー
っ
と
し
て
個
人
主
義
の
横
行
を
許
し
て

い
る
憲
法
を
変
え
る
べ
き
だ
と
提
言
し
た
い

の
で
す
。
尊
重
さ
れ
る
べ
き

「個
人
」
と
は
、

遠
い
過
去
か
ら
継
承
さ
れ
て
き
た
「
国
体
」

を
担
っ
た
存
在
で
あ
る
は
ず
で
す
。

少
子
高
齢
化
と
治
安

ー
よ
ウ
の
我
が
国
の
情
勢
の
中
で
、
警
察
に

求
め
ら
れ
る
役
割
や
課
題
は
ど
の
よ
う
な

こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
か
。

日
本
は
犯
罪
率
の
低
い
国
だ
と
言
わ
れ
ま

す
が
、
高
齢
者
の
犯
罪
率
は
非
常
に
高
い
国

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
多
く
が
万

引
き
の
よ
う
な
軽
犯
罪
で
す
が
、
先
進
国
と

し
て
世
界
に
顔
向
け
で
き
る
レ
ベ
ル
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
高
齢
者
の
自
殺
率
も
高
く
な
っ

て
い
ま
す
。
今
は
、
警
察
が
こ
れ
ま
で
対
象

世のため人のために生きる時に

人間は幸ぜを感じるものです

それはまさしく

警察官の仕事ではな～、でしょうか
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と
し
て
き
た
犯
罪
類
型
と
、
全
く
違
う
も
の

が
出
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

僕
は
山
梨
県
で
山
梨
総
研
と
い
う
シ
ン
ク

タ
ン
ク
の
理
事
長
を
や
っ
て
い
ま
す
が
、
そ

の
経
験
か
ら
言
う
と
、
地
方
は
少
子
高
齢
化

で
激
し
い
過
疎
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
が
よ

く
分
か
り
ま
す
。
県
警
本
部
の
あ
る
甲
府
か

ら
車
で
加
分
く
ら
い
行
っ
た
田
舎
で
は
、
も

う
消
防
団
が
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
村
祭
り
も
、

少
し
前
ま
で
は
都
会
か
ら
帰
省
し
た
子
供
た

ち
が
や
っ
て
い
ま
し
た
が
、
彼
ら
も
高
齢
化

し
て
、
祭
り
も
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。

あ
ち
こ
ち
の
村
や
町
に
行
く
と
、

「去
年

の
出
生
数
は
1
0
0人
で
、
死
亡
数
は
三
百

数
十
人
だ
っ
た
」
な
ん
で
い
う
話
を
年
中
聞

き
ま
す
。
増
田
寛
也
さ
ん
が
編
集
し
た

『地

方
消
滅
」
の
本
で
、
こ
の
ま
ま
少
子
高
齢
化

が
続
く
と
、
ほ
と
ん
ど
の
自
治
体
が
凶
年
後

に
は
消
滅
す
る
可
能
性
が
高
い
と
発
表
さ
れ

ま
し
た
が
、
そ
れ
を
肌
で
感
じ
ま
す
。

こ
の
状
態
が
続
い
た
ら
、
警
察
も
成
り
立

た
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
安
全
安
心
と

言
い
な
が
ら
、
安
全
安
心
な
る
社
会
そ
れ
自

体
が
崩
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

僕
は
「
老
人
の
不
良
少
年
化
」
と
呼
ん
で

い
る
の
で
す
が
、
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
に
行
く
と
、

ω代
の
ま
だ
年
寄
り
と
は
言
え
な
い
人
た
ち

が
、
店
の
前
で
酒
を
飲
ん
だ
り
し
て
い
ま
す
。

僕
は
も
、
？
少
し
高
齢
者
が
働
け
ば
、
生
き
が

い
も
で
き
る
し
労
働
力
不
足
も
解
消
で
き
る

ダ
i
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
。
リ
ー

ダ
ー
に
必
要
な
資
質
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

僕
が
勉
強
し
た
明
治
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
、

主
と
し
て
政
治
外
交
に
か
か
わ
っ
た
人
で

す
。
当
時
は
、
日
本
が
非
常
に
弱
小
国
家
だ
っ

た
時
代
で
す
か
ら
、
国
際
環
境
に
関
す
る
見

識
や
判
断
力
を
1
ミ
リ
で
も
間
違
え
た
ら
日

本
が
つ
ぶ
れ
て
し
ま
う
状
況
に
あ
り
ま
し
た
。

ま
さ
に
真
剣
勝
負
で
す
。
し
か
も
情
報
も
少

な
い
中
で
、
全
面
戦
争
を
し
た
ら
確
実
に
負

け
る
か
ら
先
制
攻
撃
を
し
よ
う
と
か
、
開
戦

の
時
期
は
い
つ
か
、
負
け
る
時
に
は
い
つ
講

和
を
結
ぶ
か
な
ど
、
ー
つ
の
判
断
ミ
ス
も
許

さ
れ
な
い
状
況
で
、
彼
ら
は
見
事
に
役
割
を

こ
な
し
ま
し
た
。
時
代
や
国
が
置
か
れ
た
状

況
を
見
据
え
、
自
分
を
よ
く
知
り
、
相
手
を

徹
底
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
動
に

過
ち
な
き
よ
う
に
す
る
｜
｜
。
彼
ら
は
い
か

に
も
国
を
背
負
っ
て
立
つ
リ
ー
ダ
ー
で
し
た
。

彼
ら
に
共
通
し
て
い
た
点
は
、
的
確
な
情

勢
判
断
と
決
断
、
問
題
の
把
握
、
迅
速
な
行

動
を
し
た
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
同
じ
く
警

察
組
織
の
リ
ー
ダ
ー
に
も
求
め
ら
れ
る
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。

「
世
の
た
め
人
の
た
め
」
が
生
き
が
い

1
1
1警
察
官
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

警
察
官
は
、
次
々
と
起
こ
る
様
々
な
出
来

事
を
そ
の
場
で
判
断
し
て
解
決
し
、
ま
た
次

と
思
っ
て
、
数
年
前
か
ら
高
齢
者
の
就
業
支

援
事
業
に
協
刀
し
て
い
ま
す
。

団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
世
代
が
高
齢
化
す
る
時
代

も
目
前
に
来
て
い
ま
す
し
、
あ
と
叩
年
経
っ

た
ら
今
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
く
ら
い
高
齢

化
が
進
む
で
し
ょ
う
。
ゴ
ー
ス
ト
タ
ウ
ン
が

あ
ち
こ
ち
に
出
て
き
ま
す
。
女
性
の
方
が
長

生
き
な
の
で
、
女
性
の
独
居
老
人
が
膨
大
な

数
に
上
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
警
察
は
、
独

居
老
人
が
危
な
い
と
言
わ
れ
で
も
、
い
き
な

り
ド
ア
を
叩
い
て
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
わ

け
で
す
。
警
察
は
自
治
体
と
協
力
し
て
、
知

恵
を
絞
ら
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

こ
れ
だ
け
超
高
齢
化
社
会
に
な
れ
ば
、
犯

罪
者
や
「
弱
者
」
の
対
象
も
変
わ
っ
て
き
ま

す
。
す
で
に
警
察
官
も
今
ま
で
の
考
え
方
で

は
対
応
で
き
な
い
こ
と
が
出
て
き
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
警
察
が
そ
の
状
況

に
ど
う
対
応
す
る
か
は
、
今
後
ま
す
ま
す
重

要
な
テ
l
マ
に
な
る
で
し
ょ
う
。
安
全
と
い

う
概
令
ザ
も
、
時
代
と
と
も
に
変
化
を
見
せ
て

い
ま
す
し
、
警
察
の
仕
事
の
変
化
も
大
き
い

と
思
い
ま
す
。
警
察
官
は
、
そ
の
中
で
治
安

を
守
る
に
は
何
が
必
要
か
を
い
つ
も
考
え
な

が
ら
、
旧
来
の
考
え
に
捉
わ
れ
な
い
判
断
力
、

行
動
刀
を
持
っ
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。

優
れ
た
リ
ー
ダ
ー
た
れ

1

1渡
辺
先
生
は
、

明
治
期
の
優
れ
た
り
！

の
対
応
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
か

ら
大
変
で
す
。
で
も
、
そ
れ
に
応
え
て
い
る

と
、
住
民
か
ら
「
あ
そ
こ
の
警
察
に
相
談
す

れ
ば
的
確
に
動
い
て
く
れ
る
」
と
信
頼
さ
れ
、

住
民
が
警
察
を
支
え
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
自
分
は

「私
」
の
た

め
で
は
な
く
、

「他
者
」
や
「
公
」
の
た
め

に
生
き
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
、

仕
事
が
生
き
が
い
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で

は
な
い
で
し
ょ
、
っ
か
。

僕
も
大
学
で
約
印
年
学
生
を
教
え
て
き
て
、

学
生
か
ら
信
頼
さ
れ
、
学
生
が
少
し
ず
つ
成

長
し
て
い
く
こ
と
を
自
分
の
生
き
が
い
に
感

じ
て
き
ま
し
た
。
4
年
間
で
そ
う
い
う
関
係

が
で
き
る
と
、
学
生
が
社
会
に
出
て
か
ら
も
、

そ
の
往
復
が
続
き
ま
す
。

先
日
も
、
閃
年
近
く
前
の
教
え
子
の
息

子
の
結
婚
式
に
招
か
れ
ま
し
た
。
彼
は
台
湾

か
ら
の
留
学
生
で
し
た
。
ま
だ
日
本
が
貧
し

い
時
代
で
、
台
湾
は
も
っ
と
貧
し
い
時
代
で

し
た
が
、

2
人
の
日
本
人
が
留
学
生
活
を
支

援
し
て
く
れ
た
お
か
げ
で
、
彼
は
大
学
院
ま

で
出
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
彼
を
助
け

て
く
れ
た
2
人
は
他
界
し
ま
し
た
が
、
そ
の

息
子
さ
ん
た
ち
と
交
流
が
続
い
て
、
息
子
さ

ん
た
ち
も
そ
の
結
婚
式
に
出
席
し
て
い
ま
し

た
。
印
年
に
わ
た
る
教
員
生
活
の
中
で
、
そ

う
い
う
信
頼
関
係
を
築
く
こ
と
が
で
き
た
の

は
、
教
師
冥
利
に
尽
き
ま
す
。

拓
殖
大
学
の
学
生
も
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
や
マ

ニ
ラ
の
郊
外
で
、
ス
ト
リ
ー
ト
チ
ル
ド
レ
ン

の
救
済
活
動
を
し
た
り
、
子
供
会
の
組
織
づ

く
り
の
活
動
に
参
／
加
し
た
り
し
て
い
ま
す
が
、

帰
っ
て
来
る
と
、
他
人
に
貢
献
し
た
と
い
う

喜
び
に
溢
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
、
っ
学
生
た

ち
が
、
東
日
本
大
震
災
の
後
、
石
巻
、
釜
石

な
ど
を
拠
点
に
、
今
も
救
援
活
動
を
し
て
い

ま
す
。
帰
っ
て
来
た
学
生
た
ち
は
、
自
分
た

ち
が
や
っ
て
き
た
こ
と
を
振
り
返
り
、
他
人

の
た
め
に
生
き
る
音
山
味
を
話
し
合
っ
て
、
レ

ポ
ー
ト
を
書
き
ま
す
。
そ
れ
を
続
け
て
い
る

と
、
多
く
の
学
生
が
成
長
す
る
の
で
す
。

人
間
は
利
己
的
な
存
在
で
す
が
、
そ
れ
だ

け
で
は
生
き
て
い
け
ま
せ
ん
。
他
人
の
た
め
、

公
の
た
め
、
つ
ま
り
「
利
他
的
」
に
生
き
る

こ
と
に
よ
っ
て
、

幸
せ
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
な
の
で
す
。

学
生
の
中
に
は
、
警
察
官
に
な
り
た
い

と
い
う
人
が
結
構
多
く
い
ま
す
。
人
間
に
は
、

他
者
を
助
け
る
仕
事
に
就
き
た
い
と
い
う
本

能
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
だ
か
ら
僕
は
、

警
察
官
に
な
り

た
い
人
が
枯
渇
す
る
こ
と
は
、
あ
り
得
な
い

と
思
い
ま
す
。

警
察
官
の
皆
さ
ん
は
、
ぜ
ひ

「利
他
的
」

な
仕
事
を
す
る
中
で
、
世
の
中
か
ら
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
を
学
び
、
そ
れ
に
お
返
し
し
な
が

ら
生
き
が
い
を
見
つ
け
て
ほ
し
い
で
す
。
自

分
の
仕
事
に
誇
り
を
持
ち
、
そ
の
役
割
を
自

覚
し
て
仕
事
を
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
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