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間⌒

二ｆ

日
本
の
人
口
減
少
が
課
題
と
な

っ
て
い
る
が
、
実
は
約
４
３
０
０

年
前
の
縄
文
時
代
に
も
大
き
く
減

っ
た
。
日
本
に
お
け
る

「最
初
の

人
口
減
少
」
と
も
言
わ
れ
、
気
候

変
動
に
よ
る
寒
冷
化
が
原
因
と
す

る
説
が
有
力
だ
。
し
か
し
羽
生
教

授
は

「縄
文
人
が
採
取
す
る
食
物

が
偏

っ
た
結
果
、
わ
ず
か
な
環
境

の
変
化
に
対
応
で
き
な
く
な

っ
た

の
が
原
因
」
と
い
う
仮
説
を
提
唱

し
て
い
る
。
人
間
は
縄
文
時
代
か

ら
、
炭
水
化
物
に
大
き
く
依
存
し

て
食
の
多
様
性
を
失
わ
せ
、
そ
の

弊
害
を
被

っ
て
い
た
と
い
う
の

だ
。羽

生
教
授
は
青
森
市
の
三
内
丸

山
遺
跡
な
ど
縄
文
時
代
の
遺
跡
を

研
究
し
て
い
る
。
同
遺
跡
は
約
５

９
０
０
年
前
か
ら
■
６
０
０
年
続

い
た
集
落
だ
。
最
盛
期
に
は
数
百

人
が
暮
ら
し
た
と
い
う
説
も
あ

り
、
縄
文
時
代
で
は
最
大
級
の
規

模
だ

っ
た
。

「遺
跡
の
人
口
を
詳
細
に
検
討

す
る
と
、
寒
冷
化
よ
り
前
に
既
に

人
口
が
減

っ
て
い
る
ん
で
す
」
。

日本最初の人口減の原因探る

羽
生
教
授
は

祠

文
時
代
は
分

か
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
」
と
話

し
、
尽
き
な
い
好
奇
心
で
探
究

を
続
け
る
（
京
都
市
北
区
ｏ総
合

地
球
環
境
学
研
究
所
）

ほ
ど
早
い
。
人
口
減
少
の
理
由
は
、

気
候
変
動
だ
け
で
は
説
明
が
つ
か

な
い
と
い
う
わ
け
だ
。

羽
生
教
授
は
、
出
土
す
る
石
器

に
注
目
し
た
。
獲
物
を
捕
ま
え
る

弓
矢
の
矢
尻
に
使

っ
た
石
ぞ
く
や

植
物
を
す
り

つ
ぶ
し
た
磨
石
な

ど
、
石
器
の
出
土
数
か
ら
当
時
の

食
の
多
様
性
喪
失
が

縄
文
石
器
出
土
状
況

羽
生
教
授
は
指
摘
す
る
。
住
居
跡

か
ら
推
測
す
る
と
、
同
遺
跡
の
人

口
が
減
り
始
め
る
の
は
約
４
９
０

０
年
前
と
、
寒
冷
化
が
始
ま

っ
た

と
さ
れ
る
時
期
よ
り
も
６
０
０
年

食
生
活
が
推
測
で
き
る
。
食
生
活

と
人

口
に
は
相
関
が
あ
る
と
い

う
。約

５
６
０
０
～
５
２
０
０
年
前

の
同
遺
跡
か
ら
は
、
磨
石
や
石
ぞ



く
な
ど
が
満
遍
な
く
出
土
し
、
人

々
が
動
物
も
植
物
も
よ
く
食
べ
て

い
た
と
推
測
で
き
る
。
こ
の
間
の

住
居
は
約
３０
軒
を
超
え
な
か

っ

た
。
そ
の
後
、
出
土
す
る
石
器
の

大
半
を
磨
石
が
占
め
る
よ
う
に
な

り
、
ク
リ
や
ト
チ
の
実
な
ど
植
物

を
多
く
採
取
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
住
居
は
増
え
始
め
て
人
口
増

動
物
を
仕
留
め
る
機
会
が
増
加
し

た
と
み
ら
れ
る
。
周
辺
の
木
の
実

の
収
穫
が
減

っ
て
、
炭
水
化
物
を

主

食
に
で
き
な
く
な

っ
た
と
推

測
で
き
る
。
そ
の
後
の
■
Ｏ
Ｏ
年

で
住
居
跡
は
十
数
軒
ま
で
急
減

し
、
人
口
減
の
局

面
を
迎
え
る
。

羽
生
教
授
は

「食
の
多
様
性
が
失

わ
れ
、
わ
ず
か
な
気

候
の
変
動

で
も
食
物
確

保
を
で
き
な
く
な

り
、

一
度
は
最
盛
期
を
迎
え
た
人

口
も
減
少
し
て
し
ま

っ
た
」
と
考

え
る
。

縄
文
時
代
に
は
、
人
口
の
大
半

が
東
日
本
に
偏
る

一
方
、
約
５
千

年
前
の
人
口
は
２６
万
人
に
上
る
と

い
う
推
定
も
あ
る
。
数
百
人
規
模

の
同
遺
跡
の
分
析
を
そ
の
ま
ま
日

本
全
体
に
当
て
は
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
し
か
し
羽
生
教
授
は
ヨ
一

内
丸
山
は
当
時
の
最
大
級
の
遺

跡
。
東
日
本
で
起
こ

っ
た
出
来
事

を
推
測
す
る
大
き
な
鍵
」
と
話
す
。

そ
の
上
で

「食
料
の
単

一
化
傾
向

が
、
縄
文
時
代
の
人
口
減
少
の
原

因
だ
と
す
れ
ば
、
品
種
の
多
様
性

が
問
題
と
な
る
農
業
に
も
参
考
に

な
る
」
と
語
り
、
縄
文
人
の
生
活

史
が
現
代
の
課
題
に
通
じ
る
と
強

調
す
る
。

（広
瀬

一
隆
）

一
つ
の
テ
ー
マ
に
関
心
を

持

っ
て
研
究
を
続
け
れ
ば
、

思
い
も
寄
ら
な
い
よ
う
な
視

野
が
開
け
る
。
私
も
縄
文
人

の
暮
ら
し
を
知
ろ
う
と
考
古

学
を
研
究
し
た
結
果
、
人
類

学
や
環
境
問
題
な
ど
に
研
究

領
域
が
広
が

っ
た
。
特
定
の

テ
ー
マ
に
添

っ
た
探
究
が
人

類
史
全
体
に
関
わ
る
知
見
に

結
び
付
く
の
が
、
考
古
学
の

魅
力
だ
。

″原
因
か

鈍
か
ら
推
測

一　

加
を
う
か
が
わ
せ
る
。

し
か
し
約
６０
軒
以
上
の
住
居
の

あ

っ
た
人
口
最
盛
期
の
４
９
０
０

一　
年
前
に
な
る
と
、
出
土
す
る
石
器

は
石
ぞ
く
が
多
く
な
り
、
狩
猟
で

三内丸山遣跡の近 くで出土 した約5300年前の
土器の破片を手にする羽生教授。土器が作 ら
れた年代によって型式は異なる


