
1　はじめに

は
じ
め
に

い
ま
、
日
本
は
超
高
齢
少
子
化
社
会
が
歴
史
上
、
他
に
類
を
見
な
い
速
度
で
進
行
し
て
い
ま
す
。

こ
の
三
〇
年
間
で
出
生
数
は
半
減
し
、
若
者
の
未
婚
率
は
急
上
昇
し
、
日
本
は
確
実
に
人
口
減
少
時

代
に
突
入
し
ま
し
た
。

急
速
な
少
子
化
傾
向
の
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
そ
し
て
少
子
化
を
く
い
と
め
る
に
は
ど
う
し
た

ら
い
い
の
か
は
深
刻
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
結
婚
し
な
い
の
か
、
な
ぜ
子
ど
も
を
産
ま
な
い
の
か
。

そ
の
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
女
性
の
社
会
進
出
が
進
み
、
仕
事
を
持
つ
女
性
が
増
加
し
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
仕
事
と
育
児
を
両
立
さ
せ
る
社
会
的
条
件
が
整
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
と
い
う
考
え
が
あ
り
ま

す
。
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出
産
、
育
児
の
た
め
に
会
社
を
辞
め
て
し
ま
う
と
、
育
児
に
余
裕
が
で
き
て
再
就
職
し
た
い
と
思
っ

て
も
、
そ
こ
に
は
厳
し
い
現
実
が
待
ち
受
け
て
い
ま
す
。

一
度
辞
め
た
会
社
に
再
雇
用
さ
れ
る
可
能
性
は
低
く
、
他
社
へ
の
正
規
雇
用
で
の
再
就
職
は
狭
き
門
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
よ
う
や
く
仕
事
に
就
け
て
も
給
与
水
準
は
大
幅
に
ダ
ウ
ン
し
て
し
ま
い
ま
す
。

せ
っ
か
く
積
み
上
げ
て
き
た
キ
ャ
リ
ア
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
可
能
性
が
あ
る
の
な
ら
、
子
ど

も
を
産
ま
な
い
と
い
う
選
択
を
す
る
女
性
が
増
え
る
こ
と
も
現
状
で
は
い
た
し
か
た
な
い
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

だ
か
ら
こ
そ
、
女
性
が
安
心
し
て
子
ど
も
を
産
み
、
健
や
か
に
子
ど
も
を
育
て
る
こ
と
の
で
き
る
社

会
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、
こ
の
少
子
化
を
く
い
と
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
し
ょ
う
。

た
だ
、
こ
こ
で
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
子
育
て
と
女
性
の
社
会
進
出
は
、
相
反
す
る
も
の
で

は
な
く
、
両
立
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

当
然
に
そ
の
両
者
が
両
立
で
き
る
社
会
で
あ
る
こ
と
が
、
女
性
に
と
っ
て
、
ひ
い
て
は
日
本
の
社
会

に
と
っ
て
も
望
ま
し
い
姿
で
あ
り
、
少
子
化
の
根
本
的
な
対
策
に
な
る
と
考
え
ま
す
。
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し
か
し
、
今
の
日
本
は
、
子
ど
も
を
持
っ
た
女
性
の
「
社
会
進
出
」
に
の
み
視
点
が
偏
り
、
そ
の
た

め
の
支
援
ば
か
り
が
議
論
さ
れ
て
い
て
、
も
う
一
方
に
あ
る
「
子
育
て
」
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
誰

も
語
ら
ず
、
脇
に
押
し
や
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

本
当
に
そ
れ
で
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？

今
、
社
会
的
な
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
「
保
育
園
不
足
」
で
す
。

「
働
き
た
い
け
れ
ど
も
、
子
ど
も
を
預
か
っ
て
く
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
」
と
い
う
訴
え
は
、
悲
痛
な
も

で
あ
り
、
マ
ス
コ
ミ
も
大
き
く
取
り
上
げ
、
政
府
も
そ
の
対
策
に
追
わ
れ
て
い
ま
す
。

特
に
、
生
ま
れ
て
間
も
な
い
「
〇
歳
児
」
を
預
か
っ
て
く
れ
る
と
こ
ろ
は
非
常
に
不
足
し
て
い
ま
す
。

〇
歳
児
の
場
合
、
よ
り
年
長
の
幼
児
に
比
べ
、
保
育
士
の
数
が
二
倍
か
ら
三
倍
以
上
も
必
要
と
な
り
、

ど
う
し
て
も
施
設
数
が
需
要
に
追
い
つ
く
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
対
策
と
し
て
、「
〇
歳
児
保
育
の
施
設
を
た
く
さ
ん
つ
く
る
こ
と
」
が
ベ
ス
ト
で
あ
る
け
れ
ど 

も
、
な
か
な
か
そ
う
し
た
施
設
が
十
分
に
供
給
で
き
な
い
こ
と
が
問
題
で
あ
る
と
捉と

ら

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
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果
た
し
て
、
問
題
の
根
本
は
そ
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

「
乳
幼
児
の
母
親
の
社
会
進
出
」
と
い
う
側
面
か
ら
の
対
策
は
、
大
人
、
つ
ま
り
働
く
親
の
側
か
ら
の

み
の
必
要
性
を
重
視
し
た
対
策
で
す
。

し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
そ
こ
に
い
る
の
は
親
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

子
ど
も
が
、
し
か
も
赤
ち
ゃ
ん
が
存
在
し
て
い
る
の
で
す
。

子
ど
も
を
産
ん
だ
女
性
の
社
会
進
出
ば
か
り
を
優
先
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
、
赤
ち
ゃ
ん
の
人

生
こ
そ
最
優
先
す
る
必
要
が
あ
り
、
赤
ち
ゃ
ん
が
安
心
し
て
母
親
の
元
で
育
っ
て
い
く
た
め
の
対
策
こ

そ
が
最
も
必
要
な
支
援
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
〇
歳
児
」
を
保
育
施
設
に
お
い
て
集
団
（
た
と
え
少
人
数
と
は
い
え
）
で
保
育
す
る
こ
と
を
、
軽
く

捉
え
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
子
ど
も
が
、
〇
歳
の
と
き
か
ら
母
親
と
分
離
し
た
状
態
で
、
長
時
間
、
不
特
定
の
他
者
と
過

ご
す
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。



5　はじめに

そ
こ
に
問
題
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？

こ
う
し
た
「
母
子
分
離
」
は
、
じ
つ
は
動
物
の
本
来
の
あ
り
方
か
ら
み
て
、
極
め
て
不
自
然
で
あ
る

ば
か
り
か
、
非
常
に
危
険
な
こ
と
な
の
で
す
。

確
実
に
進
行
し
て
い
る
少
子
化
の
も
と
、
〇
歳
児
期
に
お
け
る
母
子
分
離
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
、

日
本
中
に
広
が
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
非
常
に
危
う
い
こ
と
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
国
を
、
社
会
を
破
壊
す

る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
保
育
施
設
で
、
母
親
と
分
離
し
た
形
で
〇
歳
児
を
保
育
す
る
の
で
は
な
く
、

少
な
く
と
も
赤
ち
ゃ
ん
が
一
歳
を
迎
え
る
ま
で
は
、
母
親
が
み
ず
か
ら
育
て
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
本

書
で
は
提
案
し
ま
す
。

ど
う
か
、
先
入
観
を
お
持
ち
に
な
ら
ず
、「
〇
歳
児
」
と
ど
う
関
わ
っ
て
い
く
べ
き
か
、
赤
ち
ゃ
ん

の
た
め
に
、
大
人
は
な
に
を
な
す
べ
き
か
を
ご
一
緒
に
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

網
谷
由
香
利
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こ
こ
ろ
の
病
も
母
子
分
離
が
原
因
の
場
合
が
多
い

こ
れ
ま
で
の
日
本
社
会
の
文
化
で
は
、
こ
こ
ろ
の
病
は
、
身
内
や
身
近
な
人
た
ち
の
中
で
な
ん
と
か

密ひ
そ

か
に
解
決
す
る
か
、
あ
る
い
は
内
側
に
隠
し
て
し
ま
う
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
こ
ろ
の
病
を
専
門
家
の
元
で
治
療
す
る
こ
と
自
体
、
恥
ず
か
し
い
こ
と
と
い
う
意
識
が
い
ま
だ
に

あ
り
、
抵
抗
感
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

ま
し
て
や
健
康
保
険
の
き
か
な
い
セ
ラ
ピ
ー
を
予
約
し
て
、
こ
こ
ろ
の
悩
み
を
解
決
す
る
と
い
う
文

化
は
、
残
念
な
が
ら
日
本
に
は
ま
だ
根
付
い
て
い
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
も
私
の
研
究
所
に
は
、
こ
こ
ろ
を
病
ん
だ
方
が
相
当
数
訪
れ
ま
す
。

し
か
し
そ
れ
も
日
本
社
会
の
中
で
は
氷
山
の
一
角
、
ご
く
一
部
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
セ
ラ
ピ
ー
を
受
け
よ
う
と
思
わ
れ
る
方
は
き
わ
め
て
意
識
の
高
い
方
々
だ
と
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言
え
る
で
し
ょ
う
。

遠
方
か
ら
も
多
く
の
方
が
面
接
を
受
け
に
来
ら
れ
ま
す
。

ふ
つ
う
な
ら
近
所
の
ど
こ
か
を
探
す
の
が
当
然
で
し
ょ
う
が
、
な
ん
と
か
解
決
し
た
い
、
治
り
た
い

と
い
う
思
い
か
ら
、
遠
距
離
で
も
何
時
間
も
か
け
て
訪
れ
る
の
で
す
。

そ
う
し
た
皆
さ
ん
は
、
ほ
と
ん
ど
が
「
口く
ち

コ
ミ
」
で
、
知
人
や
親
戚
の
方
か
ら
治
療
例
や
完
治
し
た

事
実
を
耳
に
さ
れ
て
、
当
研
究
所
に
お
み
え
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
が
、
当
研
究
所
に
全
国
各
地
か
ら
面
接
を
受
け
に
来
ら
れ
る
方
が
拡
大
し
て
い
る
理
由
で
し
ょ

う
。面

接
に
来
ら
れ
る
方
々
が
、
も
と
も
と
ど
な
た
の
ご
紹
介
か
な
ど
は
、
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

と
に
か
く
、
治
り
た
い
と
い
う
お
気
持
で
セ
ラ
ピ
ー
を
受
け
に
来
ら
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
う
し
た
こ
こ
ろ
の
病
で
悩
ん
で
い
る
人
た
ち
の
多
く
が
、
そ
の
淵え
ん
げ
ん源

を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
乳
幼

児
期
に
お
い
て
母
子
分
離
の
状
況
で
育
て
ら
れ
た
人
た
ち
で
あ
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
ま
す
。
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母
子
分
離
の
弊
害
と
い
う
の
は
、
乳
幼
児
期
に
は
顕
在
化
せ
ず
、
多
く
は
ず
っ
と
後
に
な
っ
て
あ
ら

わ
れ
て
く
る
の
で
す
。

そ
の
た
め
、
母
子
分
離
と
の
関
係
が
な
か
な
か
と
ら
え
ら
れ
な
か
っ
た
り
、
原
因
が
分
か
ら
ず
に
悩

む
人
々
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

母
子
同
一
化
に
よ
っ
て
こ
こ
ろ
の
基
礎
が
築
か
れ
る

人
間
の
赤
ち
ゃ
ん
は
他
の
動
物
と
比
べ
て
未
熟
な
状
態
で
生
ま
れ
て
き
ま
す
。

赤
ち
ゃ
ん
は
自
我
が
確
立
さ
れ
ず
に
生
ま
れ
て
く
る
た
め
、
赤
ち
ゃ
ん
に
と
っ
て
、
母
親
は
自
分
で

も
あ
り
、
母
親
の
目
や
鼻
や
口
な
ど
を
、
自
分
の
部
分
対
象
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
で
す
。

よ
り
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
母
親
を
鏡か
が
みと
し
て
赤
ち
ゃ
ん
は
自
身
を
見
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
状
態
を
「
母
子
一
体
化
」
と
呼
び
ま
す
。
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赤
ち
ゃ
ん
は
生
ま
れ
た
直
後
の
母
親
と

同
一
化
し
た
状
態
か
ら
始
ま
り
、
母
親
を

安
全
基
地
と
し
て
、
お
よ
そ
三
歳
く
ら
い

に
な
る
と
徐
々
に
母
親
か
ら
分
離
し
て
い

き
ま
す
。

そ
の
分
離
が
始
ま
る
以
前
に
母
親
か
ら

引
き
離
さ
れ
る
と
、
こ
こ
ろ
の
深
い
領
域

が
「
不
安
」
な
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う
の

で
す
。

建
築
で
た
と
え
る
な
ら
、
基
礎
が
で
き

て
い
な
い
の
に
、
立
派
な
外
壁
を
つ
く
っ

た
り
屋
根
を
の
せ
た
り
し
て
も
、
や
が
て

崩
れ
て
し
ま
い
瓦が

礫れ
き

の
山
と
な
っ
て
し
ま

老年期

成年期

青年期

思春期

児童期

幼児期（土台）

乳児期（基礎）

始

終100歳

20歳
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10歳

6歳

3歳

0歳
（一体化）

（分離）

集団適応・学習

衝動

発症



28

う
の
と
同
じ
で
す
。

目
に
は
見
え
な
い
基
礎
が
、
非
常
に
重
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
例
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
地
震
が
あ

り
ま
す
。

直
近
で
は
二
〇
一
六
年
四
月
十
四
日
に
起
き
た
熊
本
地
震
（
気
象
庁
震
度
階
級
で
は
最
も
大
き
い
震

度
７
を
観
測
す
る
地
震
）
は
、
今
な
お
余
震
が
続
き
、
人
々
に
恐
怖
と
不
安
を
与
え
て
い
ま
す
。

今
回
の
大
地
震
は
熊
本
県
の
み
な
ら
ず
大
分
県
に
も
多
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
、
多
く
の
建
物
が
倒

壊
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
中
で
も
比
較
的
被
害
が
少
な
か
っ
た
建
物
は
、
基
礎
が
し
っ
か
り
し
て
い
た
と

い
う
共
通
項
が
あ
り
ま
し
た
。

建
築
の
基
礎
づ
く
り
と
同
じ
よ
う
に
、
人
生
早
期
の
赤
ち
ゃ
ん
の
基
礎
づ
く
り
も
、
生
涯
に
わ
た
っ

て
多
大
な
影
響
を
も
た
ら
す
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
重
要
な
真
実
を
、
地
震
国
に
住
む
私
た
ち
に
大
地
が
教
え
て
く
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が

し
て
な
り
ま
せ
ん
。
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母
子
分
離
は
、
赤
ち
ゃ
ん
に
と
っ
て
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
母
親
に
と
っ
て
も
、

計
り
知
れ
な
い
〝
損
害
〟
な
の
で
す
。

深
層
心
理
か
ら
見
れ
ば
、
赤
ち
ゃ
ん
と
コ
ミ
ッ
ト
（
関
与
）
す
る
こ
と
で
、
母
親
の
〝
内
な
る
赤
ち

ゃ
ん
〟
が
機
能
し
て
い
る
と
、
内
な
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
意
識
に
回
り
、
た
と
え
ば
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

感
性
や
理
解
力
な
ど
、
母
親
の
さ
ま
ざ
ま
な
能
力
が
伸
び
て
い
く
の
で
す
。

で
す
か
ら
大
げ
さ
で
は
な
く
、
赤
ち
ゃ
ん
の
〇
歳
か
ら
三
歳
ま
で
の
時
間
と
い
う
の
は
、
母
親
に
と

っ
て
国
家
予
算
の
一
〇
〇
兆
円
よ
り
も
価
値
の
あ
る
時
間
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

ど
ん
な
大
富
豪
で
あ
ろ
う
と
も
、
こ
の
貴
重
な
時
間
を
買
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。

そ
れ
ほ
ど
に
貴
重
な
「
母
子
同
一
化
」
の
時
間
で
す
。
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あ
と
が
き

日
々
、
非
常
に
多
く
の
悩
み
や
問
題
行
動
で
困
っ
て
い
る
方
々
と
接
し
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
経
験
の
中
か
ら
、
そ
の
原
因
が
乳
幼
児
期
の
母
子
分
離
に
あ
る
こ
と
が
明
確
に
わ
か
っ
て

き
て
い
ま
す
。

た
ま
た
ま
世
の
中
で
は
、「
保
育
園
大
増
設
！
」
の
か
け
声
の
も
と
、
人
び
と
の
間
で
も
マ
ス
コ
ミ

で
も
、
そ
し
て
政
治
の
世
界
で
も
、「
な
ん
と
か
保
育
園
を
た
く
さ
ん
つ
く
っ
て
、
待
機
児
童
を
ゼ
ロ

に
し
よ
う
」
と
の
大
合
唱
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
は
「
〇
歳
児
保
育
は
や
め
た
ほ
う
が
い
い
」
と
い
う
こ
と
を
本
書
で
述
べ
ま

し
た
。

〇
歳
か
ら
三
歳
、
四
歳
か
ら
学
齢
期
ま
で
と
い
う
大
き
な
く
く
り
で
、
各
時
期
に
応
じ
て
大
切
な
こ
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と
が
異
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
、
子
育
て
に
お
け
る
課
題
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

私
は
そ
の
な
か
で
も
特
に
、
〇
歳
か
ら
三
歳
ま
で
の
乳
幼
児
期
は
自
我
が
確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
基

礎
と
土
台
づ
く
り
の
期
間
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
〇
歳
か
ら
一
歳
の
一
年
間
が
、
と
り
わ
け
重
要
で
あ
り
、
そ
の
子
ど
も
の
一
生
を
左
右
し

て
し
ま
う
ほ
ど
の
決
定
的
な
影
響
を
将
来
に
わ
た
っ
て
及
ぼ
す
、
と
い
う
こ
と
を
皆
様
に
お
伝
え
し
た

く
、
こ
の
本
を
著
し
ま
し
た
。

社
会
一
般
で
は
、
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
て
い
る
「
〇
歳
児
保
育
」
が
危
険
だ
と
い
う
こ
と
は
、
す
で

に
多
く
の
実
例
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
、
あ
く
ま
で
、
赤
ち
ゃ
ん
を
主
人
公
と
し
て
、
こ
の
問
題
を
考
え
て
い
く
べ
き
だ
と
強
く

思
い
ま
す
。

大
人
の
勝
手
な
思お
も
わ
く惑

で
赤
ち
ゃ
ん
の
聖
域
を
一
歩
で
も
犯
す
こ
と
は
断
じ
て
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
日
本
を
こ
れ
か
ら
支
え
て
い
っ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
子
ど
も
た
ち
に
、
大
人
は
最
善
の
舞
台
を

用
意
し
て
あ
げ
る
義
務
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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そ
の
舞
台
の
第
一
幕
が
、「
〇
歳
か
ら
一
歳
」
の
一
年
間
、
三
六
五
日
で
す
。

「
〇
歳
児
保
育
は
、
百
害
あ
っ
て
一
利
な
し
」
で
す
。

ど
う
か
、
こ
の
厳
粛
な
真
実
を
み
な
さ
ま
に
直
視
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
い
ま
す
。
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六
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六
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日
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