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総
額
で
、
人
口
と
生
産
性
の
積
と
し
て
求
め
ら

れ
る
の
で
、
生
産
性
が
低
く
て
も
人
口
が
多
い

と
G
D
P
の
値
は
大
き
く
な
る
。
日
本
の
人
口

は
イ
ギ
リ
ス
の
２
倍
、
ド
イ
ツ
の
１
．６
倍
な

の
で
、
G
D
P
も
そ
の
分
大
き
な
値
を
取
る
こ

と
に
な
る
。

し
か
し
、
人
口
要
因
を
取
り
除
い
て
生
産
性

だ
け
を
み
る
と
、
日
本
は
世
界
で
第
27
位
と
大

き
く
後
退
す
る
。
こ
れ
だ
け
一
生
懸
命
働
い
て

も
生
産
性
が
低
い
と
い
う
事
実
は
、
日
本
人
の

持
っ
て
い
る
潜
在
能
力
が
十
分
に
活
か
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
悔
し
く
な
い
で
す

か
？ 

と
ア
ト
キ
ン
ソ
ン
さ
ん
は
問
い
か
け
て

い
る
。

な
ぜ
私
た
ち
は
生
産
性
を
上
げ
る
努
力
を
し

な
い
の
だ
ろ
う
か
。

ア
ト
キ
ン
ソ
ン
さ
ん
は
、
そ
の
理
由
は
、
そ
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大
手
広
告
代
理
店
の
新
入
社
員
が
、
長
時
間

労
働
を
苦
に
し
て
ク
リ
ス
マ
ス
の
朝
に
自
ら
の
命

を
絶
っ
た
事
件
以
来
、
長
時
間
労
働
の
規
制
を

求
め
る
声
が
強
く
な
っ
て
い
る
。
長
時
間
労
働
は

日
本
人
の
勤
勉
さ
を
反
映
し
た
も
の
と
捉
え
ら

れ
が
ち
だ
が
、
日
本
経
済
の
低
生
産
性
を
反
映

し
た
結
果
と
い
う
見
方
も
あ
る
。

そ
う
唱
え
る
一
人
で
、
現
在
は
日
本
の
伝
統

文
化
財
の
補
修
を
手
が
け
る
会
社
の
社
長
を
務

め
る
デ
ー
ビ
ッ
ド
・
ア
ト
キ
ン
ソ
ン
さ
ん
の
著

書
『
新
・
所
得
倍
増
論
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、

2
0
1
6
）
を
読
ん
だ
。
日
本
は
、
私
た
ち
が

考
え
て
い
る
ほ
ど
生
産
性
が
高
く
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
高
い
と
思
い
違
い
を
し
て
い
る
た
め

に
、
生
産
性
を
高
め
る
努
力
を
怠
っ
て
き
た
結

果
、潜
在
能
力
を
活
か
せ
な
い
と
い
う
「
日
本
病
」

に
か
か
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

G
D
P
と
生
産
性
の
関
係

思
い
違
い
の
原
因
の
一
つ
は
、
日
本
の

G
D
P
（
国
内
総
生
産
）
が
世
界
で
３
番
目
の

規
模
を
誇
る
と
こ
ろ
に
あ
る
ら
し
い
。
G
D
P

は
一
定
期
間
内
に
生
み
出
さ
れ
た
付
加
価
値
の

代
の
労
働
環
境
、
働
き
方
と
働
か
せ

方
、
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
、
離

職
や
転
職
の
仕
方
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度

か
ら
諸
外
国
と
比
較
し
な
が
ら
、
わ
が
国
の

課
題
を
指
摘
し
て
い
た
だ
い
た
大
沢
先
生
の

連
載
エ
ッ
セ
イ
も
今
回
で
終
了
で
す
。
最
終

回
は
、
理
想
的
な
仕
事
の
質
と
労
働
時
間
、

そ
し
て
女
性
の
労
働
と
給
与
の
あ
り
方
に
つ

い
て
問
い
か
け
ま
す
。

現
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の
必
要
性
を
日
本
人
が
感
じ
て
い
な
い
か
ら
だ

と
い
う
。
い
ま
ま
で
が
非
常
に
順
調
だ
っ
た
の

で
、
制
度
を
変
え
る
必
要
性
が
な
か
な
か
分
か

ら
な
い
。
そ
こ
で
現
状
維
持
を
最
優
先
に
挙
げ

て
し
ま
い
が
ち
な
の
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
れ

で
は
（
生
産
年
齢
）
人
口
減
少
を
乗
り
切
れ
な
い
。

と
く
に
問
題
な
の
は
経
営
者
。
利
益
を
上
げ

た
り
新
規
事
業
に
挑
戦
し
た
り
す
る
経
営
者
が

少
な
い
。
投
資
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
経
済
も
成

長
せ
ず
給
与
も
上
が
ら
な
い
。
経
済
が
成
長
し

な
い
の
で
税
収
も
増
え
ず
、
国
の
借
金
が
増
え

続
け
る
と
い
う
悪
循
環
を
断
つ
こ
と
が
で
き
な

い
の
だ
。

先
述
の
大
手
広
告
代
理
店
で
問
題
に
な
っ
た

よ
う
な
過
剰
な
長
時
間
労
働
が
常
態
化
す
る
の

は
、
会
社
と
し
て
人
材
育
成
を
含
め
た
投
資
を

十
分
に
行
わ
ず
、
生
産
性
を
引
き
上
げ
る
努
力

を
怠
っ
て
き
た
結
果
だ
と
私
の
目
に
は
映
る
。

大
切
な
の
は
、
適
正
な
労
働
時
間
を
確
保
す

る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
人
材
の
活
用
法
を
見
直

し
、
働
く
人
の
多
様
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
踏

ま
え
た
柔
軟
な
雇
用
形
態
を
取
り
入
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
働
き
方
の
効
率
を
高
め
、
生
産
性

の
引
き
上
げ
に
繋
げ
て
い
く
こ
と
だ
。

日
本
の
女
性
の
潜
在
能
力
は

活
か
さ
れ
て
い
な
い

私
が
ア
ト
キ
ン
ソ
ン
著
『
新
・
所
得
倍
増
論
』

に
と
り
わ
け
興
味
を
持
っ
た
の
は
、
そ
の
中
で
、

日
本
の
女
性
労
働
者
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

「
事
実
と
し
て
、
生
産
性
ラ
ン
キ
ン
グ
上

位
を
占
め
る
国
は
、
ほ
ぼ
例
外
な
く
女

性
の
給
料
が
高
い
と
い
う
特
徴
が
あ
り

～
中
略
～
そ
れ
は
た
だ
単
に
高
い
の
で

は
な
く
、
そ
れ
な
り
の
仕
事
を
与
え
て
、

そ
れ
な
り
に
生
産
性
を
高
め
て
、
そ
の

分
が
給
料
ア
ッ
プ
に
結
び
つ
い
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。」（
ア
ト
キ
ン
ソ
ン
、

前
掲
書
、
p 

２
９
６
）

そ
れ
に
対
し
て
日
本
で
は
、
女
性
は
補
助
的

な
仕
事
に
配
属
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
て
、
結
果

と
し
て
欧
米
諸
国
と
比
べ
て
男
女
間
賃
金
格
差

が
大
き
く
、
働
く
女
性
が
増
え
て
も
そ
れ
が
社

会
全
体
で
み
た
生
産
性
の
向
上
に
結
び
つ
い
て

い
か
な
い
。

１
９
７
９
年
の
日
本
の
女
性
の
平
均
給
与
は

男
性
の
51
．１
％
。
こ
れ
に
対
し
て
２
０
１
４

年
は
52
．９
％
。
女
性
の
社
会
進
出
は
進
ん
だ

の
に
男
女
の
賃
金
格
差
は
ほ
と
ん
ど
改
善
さ
れ

て
い
な
い
。
他
方
、
ア
メ
リ
カ
で
は
男
女
間
賃

金
格
差
は
62
．３
％
か
ら
82
．５
％
と
改
善
さ
れ

て
お
り
、（
人
口
の
影
響
を
除
い
た
）
一
人
当

た
り
G
D
P
の
伸
び
の
う
ち
の
３
分
の
２
は
働

く
女
性
の
増
加
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
働
く
女
性
の
数
が
増
加
し
て
い
る
だ
け

で
な
く
、
女
性
の
職
場
参
加
が
生
産
性
の
向
上

に
寄
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
背
後
に
は
、
女

性
の
高
学
歴
化
に
よ
る
能
力
の
向
上
と
そ
の
能

力
に
見
合
っ
た
活
用
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
変
化
が
あ
る
。
他
方
、
日
本
で
は
女
性

の
高
学
歴
化
は
進
ん
で
い
る
も
の
の
、
女
性
が

そ
の
能
力
に
見
合
っ
た
活
用
が
さ
れ
て
い
な
い

ケ
ー
ス
が
多
い
。

現
状
維
持
の
た
め
に
非
正
規

労
働
者
が
採
用
さ
れ
て
い
る

日
本
で
女
性
の
社
会
進
出
が
生
産
性
の
上

昇
に
結
び
つ
い
て
い
な
い
も
う
一
つ
の
理
由
は
、

そ
の
多
く
が
非
正
規
労
働
者
の
増
加
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
２
０
０
５

年
か
ら
２
０
１
５
年
の
10
年
間
で
労
働
者
が

２
７
６
万
人
増
加
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の

８
割
（
２
１
９
万
人
）
は
女
性
非
正
規
労
働
者

の
増
加
に
よ
る
。

そ
も
そ
も
な
ぜ
非
正
規
労
働
者
が
増
え
て
い

る
の
か
。
そ
れ
は
、
90
年
代
以
降
の
日
本
の
経

済
の
変
化
が
大
き
い
。
企
業
が
国
際
的
な
競
争

に
さ
ら
さ
れ
る
中
で
、
人
件
費
を
削
減
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
高
ま
っ
た
か

ら
で
あ
る
。

ご
存
知
の
よ
う
に
、
非
正
規
労
働
者
の
賃
金

は
正
規
労
働
者
に
比
べ
て
低
い
。
ス
キ
ル
ア
ッ

プ
の
よ
う
な
研
修
を
受
け
る
機
会
も
少
な
い
。

せ
っ
か
く
能
力
が
あ
っ
て
も
そ
れ
を
伸
ば
し
て

い
く
機
会
が
限
ら
れ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
を
見
て
み
る
と
、
60
年
代
の
雇
用

平
等
法
の
制
定
以
来
、
女
性
が
潜
在
能
力
を
活

か
せ
る
よ
う
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ
な
仕
事
を
割

り
振
る
こ
と
で
女
性
に
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
か
け

て
き
た
。
他
方
、
日
本
で
は
ま
だ
ま
だ
女
性
に

対
し
て
の
期
待
度
が
低
い
。
し
か
し
、
機
会
を
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与
え
る
こ
と
で
、
女
性
が
中
核
の
業
務
で
高
付

加
価
値
を
生
み
出
す
職
場
環
境
を
つ
く
ら
な
け

れ
ば
、
人
口
減
少
社
会
に
お
い
て
男
性
の
人
口

が
減
少
す
る
中
、
福
祉
を
充
実
さ
せ
、
皆
が
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
を
つ
く
る
こ
と
は
で
き

な
い
。配

偶
者
控
除
の
廃
止
が
必
要
な

本
当
の
理
由

政
府
の
働
き
方
改
革
の
一
つ
と
し
て
、
配
偶

者
控
除
の
廃
止
が
議
論
さ
れ
た
こ
と
を
記
憶
さ

れ
て
い
る
方
も
多
い
だ
ろ
う
。
結
局
、
廃
止
は

見
送
ら
れ
、
控
除
が
適
用
さ
れ
る
限
度
額
が
拡

大
さ
れ
る
と
い
う
小
手
先
の
改
正
が
行
わ
れ
た
。

配
偶
者
控
除
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、

妻
の
所
得
が
非
課
税
限
度
額
の
１
０
３
万
円
を

超
え
る
と
、
夫
は
配
偶
者
控
除
を
失
い
、
配
偶

者
手
当
が
支
給
さ
れ
な
く
な
る
の
で
、
夫
婦
の

手
取
り
の
所
得
が
減
少
し
て
し
ま
う
た
め
、
妻

は
自
身
の
労
働
時
間
を
調
整
し
、
限
度
額
内
に

年
収
を
抑
え
よ
う
と
す
る
。
こ
の
制
度
が
女
性

の
働
き
方
に
影
響
を
与
え
る
だ
け
で
な
く
、
非

正
規
労
働
者
の
低
賃
金
の
一
因
と
な
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

賃
金
は
生
産
性
に
比
例
し
て
い
る
の
で
、
労

働
者
の
潜
在
能
力
を
十
分
に
活
か
せ
ず
、
経
済

成
長
を
減
退
さ
せ
る
。
さ
ら
に
、
低
賃
金
で
人

が
雇
え
れ
ば
、
非
正
規
労
働
者
を
採
用
す
る
こ

と
で
わ
ざ
わ
ざ
仕
事
の
や
り
方
を
変
え
て
生
産

性
を
上
げ
な
く
て
も
、
現
状
維
持
で
や
っ
て
い

け
る
。
今
回
の
改
正
は
、
企
業
の
現
状
維
持
を

後
押
し
し
た
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

た
だ
し
、
配
偶
者
控
除
は
廃
止
さ
れ
れ
ば
良

い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
格
差
是
正
の
た
め

の
新
た
な
制
度
の
導
入
が
必
要
だ
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
ス
ペ
ー
ス
の
関
係
で
今
回
は
触
れ
な
い
。

無
意
識
の
偏
見

（U
nconscious B

ias

）

と
は
い
え
、
男
性
と
同
一
の
仕
事
を
す
る
女
性

が
増
え
、
女
性
が
生
産
性
の
高
い
仕
事
に
割
り

振
ら
れ
て
い
れ
ば
、
女
性
の
給
与
は
男
性
に
近

づ
き
、
非
課
税
限
度
額
を
意
識
し
て
働
く
女
性

の
数
は
限
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
女
性
の
潜
在

能
力
を
活
か
す
こ
と
が
何
よ
り
も
必
要
な
の
だ
。

そ
こ
で
必
要
に
な
る
の
が
、
と
く
に
男
性
管

理
職
が
女
性
労
働
者
に
対
す
る
無
意
識
の
偏
見

や
思
い
込
み
に
気
づ
く
こ
と
で
あ
る
。
グ
ロ
ー

バ
ル
企
業
が
今
一
番
力
を
入
れ
て
い
る
の
が
、

そ
の
た
め
の
管
理
職
研
修
で
あ
る
。

例
え
ば
、
幼
い
子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る
女

性
部
下
に
、
出
張
を
命
じ
る
こ
と
を
躊
躇
す
る

上
司
は
多
い
と
思
う
。
子
育
て
で
大
変
な
と
き

に
、
子
ど
も
を
預
け
て
出
張
さ
せ
る
の
は
か
わ

い
そ
う
だ
と
思
う
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
う
や
っ
て
出
張
の
機
会
を
与
え
ら
れ
な
い
う

ち
に
キ
ャ
リ
ア
に
男
女
差
が
つ
い
て
し
ま
う
。

こ
う
い
う
状
況
を
女
性
自
身
は
ど
う
思
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
個
人
的
な
体
験
か
ら
い
う
と
、

個
人
差
が
大
き
い
。
配
慮
し
て
も
ら
っ
て
あ
り
が

た
い
と
思
う
女
性
も
い
れ
ば
、
自
分
は
期
待
さ
れ

て
い
な
い
と
思
い
、
仕
事
の
意
欲
を
減
退
さ
せ
て

し
ま
う
場
合
も
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
本
人
に

確
認
し
て
み
る
し
か
な
い
。
双
方
向
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
解
決
す
る
し
か
な
い
の
だ
。

聖
心
女
子
大
学
の
大
槻
奈
巳
教
授
は
、
一
見

同
じ
仕
事
に
つ
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
日

本
で
は
男
性
と
女
性
の
仕
事
の
割
り
振
り
に
差

が
あ
る
こ
と
を
著
書
『
職
務
格
差
』（
勁
草
書
房
、

２
０
１
５
）
で
述
べ
て
い
る
。
例
え
ば
、
シ
ス
テ

ム
エ
ン
ジ
ニ
ア
（
以
下
S
E
と
記
す
）
と
い
う
一

見
男
女
差
の
な
い
よ
う
に
見
え
る
職
業
に
お
い
て

も
、
男
性
S
E
は
、
シ
ス
テ
ム
開
発
な
ど
コ
ア
業

務
を
担
当
す
る
傾
向
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
女

性
は
女
性
向
き
と
い
わ
れ
る
サ
ポ
ー
ト
職
務
が

割
り
当
て
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
だ
と
い
う
。

職
場
で
は
意
識
し
て
こ
の
よ
う
な
差
を
設
け
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
社
会
の
固
定
概
念
を
も
と

に
、
仕
事
の
割
り
振
り
を
し
て
し
ま
う
の
だ
。
し

か
し
、
そ
れ
が
長
期
的
に
見
る
と
キ
ャ
リ
ア
形
成

の
男
女
差
に
な
り
、
男
女
間
賃
金
格
差
の
原
因
に

な
る
。

●　
●　
●　
●　
●

21
世
紀
の
人
口
減
少
社
会
で
は
男
女
平
等
社

会
を
実
現
さ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め

に
、
社
会
に
存
在
す
る
無
意
識
の
偏
見
に
気
づ

き
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
そ
れ
を
改

善
さ
せ
て
い
く
。
そ
の
努
力
が
何
よ
り
も
必
要
に

な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　

私
の
エ
ッ
セ
イ
は
今
回
が
最
後
に
な
り
ま

す
。
１
年
間
お
つ
き
あ
い
い
た
だ
き
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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