
日
本
は
、
諸
外
国
に
例
を
み
な
い
ス
ピ

ー
ド
で
高
齢
化
が
進
行
し
て
い
ま
す
。

６
５
歳
以
上
の
人
口
は
、
現
在
３
，
５

０
０
万
人
を
超
え
て
お
り
、
２
０
４
２

年
の
約
３
，
９
０
０
万
人
で
ピ
ー
ク
を

迎
え
ま
す
が
、
そ
の
後
も
、
７
５
歳
以

上
の
人
口
割
合
は
増
加
し
続
け
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

状
況
の
中
、
団
塊
の
世
代
が
７
５
歳
以

上
と
な
る
２
０
２
５
年
（
令
和
７
年
）

以
降
は
、
国
民
の
医
療
や
介
護
の
需
要

が
、
さ
ら
に
増
加
す
る
こ
と
が
見
込
ま

れ

て

い

ま

す
。
こ
の
た

め
、
厚
生
労

働
省
に
お
い

て
は
、
２
０

２
５
年
（
令

和
７
年
）
を

目
途
に
、
高

齢
者
の
尊
厳

の
保
持
と
自

立
生
活
の
支

援
の
目
的
の

も
と
で
、
可

能
な
限
り
住

み
慣
れ
た
地

域
で
、
自
分

ら
し
い
暮
ら

し
を
人
生
の

最
期
ま
で
続

け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
地
域
の
包

括
的
な
支
援
・
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制

（
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
）
の
構
築

を
推
進
し
て
い
ま
す
。

◆
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

団
塊
の
世
代
が
７
５
歳
以
上
と
な
る
２

０
２
５
年
を
目
途
に
、
重
度
な
要
介
護

状
態
と
な
っ
て
も
住
み
慣
れ
た
地
域
で

自
分
ら
し
い
暮
ら
し
を
人
生
の
最
後
ま

で
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
住
ま

い
・
医
療
・
介
護
・
予
防
・
生
活
支
援

が
一
体
的
に
提
供
さ
れ
る
地
域
包
括
ケ

ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
実
現
し
て
い
き

ま
す
。
今
後
、
認
知
症
高
齢
者
の
増
加

が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
認
知
症
高

齢
者
の
地
域
で
の
生
活
を
支
え
る
た
め

に
も
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構

築
が
重
要
で
す
。
人
口
が
横
ば
い
で
７

５
歳
以
上
人
口
が
急
増
す
る
大
都
市

部
、
７
５
歳
以
上
人
口
の
増
加
は
緩
や

か
だ
が
人
口
は
減
少
す
る
町
村
部
等
、

高
齢
化
の
進
展
状
況
に
は
大
き
な
地
域

差
が
生
じ
て
い
ま
す
。
地
域
包
括
ケ
ア

シ
ス
テ
ム
は
、
保
険
者
で
あ
る
市
町
村

や
都
道
府
県
が
、
地
域
の
自
主
性
や
主

体
性
に
基
づ
き
、
地
域
の
特
性
に
応
じ

て
作
り
上
げ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で

す
。

◆
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築

の
プ
ロ
セ
ス

市
町
村
で
は
、

２
０
２
５
年
に
向
け

て
、
３
年
ご
と
の
介
護
保
険
事
業
計
画

の
策
定
・
実
施
を
通
じ
て
、
地
域
の
自

主
性
や
主
体
性
に
基
づ
き
、
地
域
の
特

性
に
応
じ
た
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

を
構
築
し
て
い
き
ま
す
。

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
地
域
の

高
齢
者
の
総
合
相
談
、
権
利
擁
護
や
地

域
の
支
援
体
制
づ
く
り
、
介
護
予
防
の

必
要
な
援
助
な
ど
を
行
い
、
高
齢
者
の

保
健
医
療
の
向
上
及
び
福
祉
の
増
進
を

包
括
的
に
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
、
地
域
包
括
ケ
ア
実
現
に
向
け
た
中

核
的
な
機
関
と
し
て
市
町
村
が
設
置
し

て
い
ま
す
。
現
在
、
全
国
で
５
，
２
２

１
か
所
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
（
ブ

ラ
ン
チ
（
支
所
）
を
含
め
る
と
７
，
３

３
５
か
所
）
※
令
和
２
年
４
月
末
現
在

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る

た
め
に
は
、
高
齢
者
個
人
に
対
す
る
支

援
の
充
実
と
、
そ
れ
を
支
え
る
社
会
基

盤
の
整
備
と
を
同
時
に
す
す
め
る
こ
と

が
重
要
で
す
。
厚
生
労
働
省
に
お
き
ま

し
て
は
、
こ
れ
を
実
現
し
て
い
く
手
法

と
し
て
「
地
域
ケ
ア
会
議
」
を
推
進
し

て
い
ま
す
。

疾
病
を
抱
え
て
も
、
自
宅
等
の
住
み
慣

れ
た
生
活
の
場
で
療
養
し
、
自
分
ら
し

い
生
活
を
続
け
ら
れ
る
た
め
に
は
、
地

域
に
お
け
る
医
療
・
介
護
の
関
係
機
関

が

連
携

し

て
、
包
括
的

か
つ
継
続
的

な
在
宅
医
療

・
介
護
の
提

供
を
行
う
こ

と
が
必
要
で

す
。
厚
生
労

働
省
に
お
い

て
は
、
関
係

機
関
が
連
携

し
、
多
職
種

協
働
に
よ
り

在
宅
医
療
・

介
護
を
一
体

的
に
提
供
で

き
る
体
制
を

構
築
す
る
た

め
の
取
組
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

今
後
、
認
知
症
高
齢
者
や
単
身
高
齢
世

帯
等
の
増
加
に
伴
い
、
医
療
や
介
護
サ

ー
ビ
ス
以
外
に
も
、
在
宅
生
活
を
継
続

す
る
た
め
の
日
常
的
な
生
活
支
援
（
配

食
・
見
守
り
等
）
を
必
要
と
す
る
方
の

増
加
が
見
込
ま
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
に

は
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
み
な
ら
ず
、
Ｎ

Ｐ
Ｏ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
民
間
企
業
等

の
多
様
な
事
業
主
体
に
よ
る
重
層
的
な

支
援
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
ま
す
が
、
同
時
に
、
高
齢
者
の
社
会

参
加
を
よ
り
一
層
推
進
す
る
こ
と
を
通

じ
て
、
元
気
な
高
齢
者
が
生
活
支
援
の

担
い
手
と
し
て
活
躍
す
る
な
ど
、
高
齢

者
が
社
会
的
役
割
を
も
つ
こ
と
で
、
生

き
が
い
や
介
護
予
防
に
も
つ
な
げ
る
取

組
が
重
要
で
す
。[
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テ
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・
介
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地
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包
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ケ
ア
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２
．
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

に
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地
域
ケ
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会
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に
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４
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医
療
と
介
護
の
連
携
に
つ
い
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生
活
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社
会
参
加
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山
梨
県
北
杜
市
と
長
野
県
伊
那
市
の
県

境
に
聳
え
る
甲
斐
駒
ヶ
岳
。
『
駒
ヶ

岳
』
の
名
を
持
つ
山
は
日
本
各
地
に
存

在
し
、
甲
斐
駒
ヶ
岳
は
そ
の
中
で
一
番

高
く
２
，
９
６
７
ｍ
あ
る
。
そ
の
東
麓

に
鎮
座
す
る
の
が
、
竹
宇
駒
ヶ
嶽
神

社
。
立
派
な
高
い
杉
が
佇
む
空
間
に
神

々
し
い
気
を
感
じ
る
空
間
。
［
由
緒
］

甲
斐
駒
ケ
岳
は
富
士
山
と
と
も
に
古
代

よ
り
人
々
が
畏
敬
の
念
を
抱
き
信
仰
の

対
象
と
し
て
き
た
霊
山
で
す
。
往
古
、

聖
徳
太
子
に
献
上
さ
れ
た
天
津
速
駒

（
あ
ま
つ
は
や
こ
ま
）
と

い
う
白
馬
が
こ
の
山
で
生

ま
れ
た
の
に
因
ん
で
「
駒

ケ
岳
」
と
称
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
嶮
岨
な
霊

峰
は
、
江
戸
時
代
の
文
化

年
間
に
信
州
（
長
野
県
）

の
人
、
今
右
エ
門
の
次
男
、
権
三
郎

〔
後
の
弘
幡
行
者
（
こ
う
ば
ん
ぎ
ょ
う

じ
ゃ
）
・
開
山
威
力
不
動
明
王
〕
に
よ

っ
て
開
か
れ
ま
し
た
。

そ
の
甲
斐
駒

の
登
山
口
に
あ
た
る
こ
の
地
に
里
宮
と

し
て
建
立
さ
れ
た
の
が
「
駒
ケ
岳
神

社
」
で
あ
り
ま
す
。
平
成
１
５
年
の
現

在
か
ら
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
約
２
８
０
年

余
り
前
に
な
り
ま
す
。

世
間
一
般
に

「
だ
い
こ
く
さ
ま
」
と
よ
ば
れ
尊
崇
さ

れ
て
い
る
大
己
貴
神
（
お
お
な
む
ち
の

か
み
・
大
国
主
神
）
を
主
祭
神
と
し
、

少
彦
名
神
、
天
手
力
男
神
等
、
七
柱
の

神
々
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
地
元
は
も

と
よ
り
京
浜
方
面
、
或
い
は
阪
神
地
区

に
ま
で
も
駒
ケ
岳
講
が
結
成
さ
れ
、
広

く
厚
く
信
仰
を
あ
つ
め
て
今
日
に
及
ん

で
お
り
ま
す
。
〈
甲
斐
駒
ヶ
岳
神
社H

.

P

よ
り
〉
こ
れ
よ
り
先
に
足
を
進
め
る

と
甲
斐
駒
ヶ
岳
よ
り
流
れ
出
る
尾
白
川

が
見
え
て

く
る
。
ま

ず
は
尾
白

川
に
掛
か

る
吊
り
橋

を
渡
る
。

吊
り
橋
の

上
か
ら
の

眺
め
は
山
々

に
囲
ま
れ

た
清
涼
な

空
気
の
中
、

長
き
年
月
を
か

け
て
辿

り
着
い

た
だ
ろ

う
大
小

様
々
な

石
、
そ

れ
を
縫

う
よ
う

に
し
て

流
れ
る

清

き

水
。
こ

れ
よ
り
尾
白
川
渓
谷
へ
と
入
っ
て
い

く
。
渓
谷
に
沿
っ
て
２
０
分
ほ
ど
上
流

へ
と
進
む
と
、
最
初
に
現
れ
る
の
が
千

ヶ
淵
。
流
る
る
水
は
濁
ら
な
い
。
山
の

緑
、
陽
の
光
に
映
し
出
さ
れ
た
清
き
水

は
透
明
度
が
高
く
時
に
緑
や
青
や
エ
メ

ラ
ル
ド
の
色
を
覗
か
せ
て
く
れ
る
。
淵

の
深
さ
に
引
き
込
ま
れ
そ
う
な
美
し
く

も
緊
張
感
を
持
た
せ
る
怖
さ
を
も
併
せ

持
つ
独
特
な
空
気
間
に
た
だ
た
だ
偉
大

な
る
自
然
の
世
界
に
圧
倒
さ
れ
時
を
忘

れ
自
然
を
味
わ
う
ひ
と
と
き
で
あ
る
。

甲
斐
の
国
ぶ
ら
り
探
訪

北
杜
市
『
駒
ヶ
岳
神
社
・
尾
白
川
』

山
梨
の
魅
力
に
触
れ
る

★
ど
ん
ぐ
り

あ
る
日
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

が
新
規
口
座
開
設
で
銀

行
に
き
た
の
で
「
４
桁

の
暗
証
番
号
を
決
め
て

下
さ
い
」
と
お
願
い
し

た
ら
え
ら
く
悩
ん
で
い

た
。
一
度
帰
宅
し
て
次

の
日
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

が
持
っ
て
き
た
申
し
込

み
用
紙
に
は
「
ど
ん
ぐ
り
」
と
は
っ
き

り
書
か
れ
て
い
た
。

★
の
ぞ
み
は
も
う
あ
り
ま
せ
ん

「
の
ぞ
み
は
も
う
あ
り
ま
せ
ん
」
と
面

と
向
か
っ
て
言
わ
れ
、
私
は
絶
句
し

た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
人
が
言
っ
た
。

「
の
ぞ
み
は
あ
り
ま
せ
ん
が
光
は
あ
り

ま
す
」
な
ん
と
す
ば
ら
し
い
言
葉
だ
と

私
は
感
激
し
た
。
こ
の
よ
う
に
言
っ
て

く
だ
さ
っ
た
の
は
、
勿
論
新
幹
線
の
切

符
売
場
の
駅
員
さ
ん
で
あ
る
。
［
引

用
：
朝
礼
ネ
タ
秒
で
笑
え
る
話
10
選
1

分
間
面
白
ス
ピ
ー
チ
に
生
か
そ
う
！
］

第
二
章

人
生
を
肯
定
的

に
生
き
よ

◇
肯
定
的
思
考
こ
そ
成
功
へ
の
鍵

一
般
的
に
人
間
の
感
情
は
、
肯
定
的
で

あ
る
か
、
否
定
的
で
あ
る
か
の
ど
ち
ら

か
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
平
常
は
、
そ
の
区
分
け
は

必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
か
な
り
漠

然
と
し
て
い
て
、
肯
定
・
否
定
の
い
ず

れ
で
も
な
い
と
こ
ろ
に
、
そ
の
人
の
感

情
は
ゆ
れ
動
い
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま

す
。
そ
し
て
、
い
っ
た
ん
何
か
の
難
問

が
登
場
し
た
時
だ
け
、
そ
の
人
の
考
え

方
に
よ
り
、
肯
定
的
か
否
定
的
か
に
分

か
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
感
情
が

希
望
的
（
楽
観
的
）
か
悲
観
的
か
に
変

化
す
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
は
そ
う
で
は
な
い
の
で

す
。
日
常
の

ご
く
ご
く
些

細
な
出
来
事

に

対

し

て

も
、
常
に
そ

の
人
の
感
情
は
、
微
妙
な
区
分
け
に
よ

り
、
肯
定
と
否
定
の
ど
ち
ら
か
に
画
さ

れ
て
い
る
の
で
す
。

肯
定
と
は
、
一
口
に
い
っ
て
、
「
で
き

る
。
成
功
す
る
。
解
決
す
る
」
と
い
う

考
え
方
で
あ
り
、
否
定
と
は
「
で
き
な

い
。
失
敗
す
る
。
だ
め
だ
」
と
思
う
こ

と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
人
に
よ
っ

て
は
、
前
者
を
「
成
功
意
識
」
後
者
を

「
失
敗
意
識
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

無
論
、
だ
れ
で
も
、
そ
の
思
考
過
程
に

お
い
て
は
、
こ
の
肯
定
・
否
定
の
二
者

間
を
行
き
つ
戻
り
つ
す
る
の
で
す
が
、

要
は
そ
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
の
問
題
な

の
で
す
。

つ
ま
り
肯
定
の
考
え
方
が
量
的
に
多
け

れ
ば
、
否
定
を
圧
伏
せ
し
め
、
ま
た
そ

の
逆
の
場
合
も
起
こ
り
得
る
わ
け
で

す
。

常
に
肯
定
的
な
考
え
方
を
す
る
人
は
、

当
然
、
希
望
的
で
あ
り
、
そ
の
表
情
動

作
は
明
る
く
、
他
人
に
好
感
を
与
え
ま

す
。
前
節
で
紹
介
し
た
土
井
さ
ん
の
性

格
は
ま
さ
に
こ
れ
に
当
た
り
ま
す
。
そ

し
て
、
こ
の
よ
う
な
性
格
を
生
来
有
し

て
い
る
人
こ
そ
、
福
運
の
あ
る
人
と
呼

ば
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

読
者
の
皆
さ
ん
。
こ
こ
に
大
き
な
、
人

間
に
対
す
る
救
い
が
あ
る
と
は
思
い
ま

せ
ん
か
？

人
は
だ
れ
で
も
、
そ
の
日
常
の
考
え
方

を
、
肯
定

的
な
方
向

に

変

え

る
、
た
だ

そ
れ
だ
け

の
方
法
に

よ
り
、
福

運
を
身
に

つ
け
る
こ

と
が
で
き

る
の
で
す
。

か
つ
て
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
大
学
の
行

な
っ
た
調
査
に
よ
れ
ば
、
大
勢
の
人
び

と
の
人
生
記
録
を
分
類
統
計
し
た
結

果
、
「
成
功
す
る
人
は
、
成
功
を
予
期

し
て
い
る
の
で
成
功
し
、
失
敗
す
る
人

は
失
敗
を
予
期
し
て
い
る
の
で
失
敗
す

る
」
と
う
い
驚
く
べ
き
報
告
が
な
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
さ
に
話
は
そ
れ
ほ
ど
単

純
な
の
で
す
。

あ
ら
ゆ
る
意
味
の
成
功
は
、
人
間
の
外

部
に
あ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

れ
は
内
部
、
心
の
ず
っ
と
奥
の
方
に
眠

っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
、
無
限
の
可

能
性
を
秘
め
て
眠
っ
て
い
る
大
宝
庫
で

あ
り
、
そ
し
て
、
こ
の
宝
庫
は
ど
ん
な

人
で
も
所
有
し
て
い
る
も
の
な
の
で

す
。

禅
宗
の
教
え
に
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ

り
ま
す
。

「
も
し
回
光
返
照
せ
ず
ん
ば
、
甘
ん
じ

て
宝
を
懐
い
て
邦
に
迷
う
こ
と
な
為
さ

ん
」
と･

･
･
･
･
･

。
こ
れ
は
、
要
す
る

に
、
自
分
の
内
部
に
目
を
向
け
な
け
れ

ば
、
心
に
宝
を
抱
い
た
ま
ま
、
こ
の
世

を
さ
迷
う
ば
か
り
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
を
述
べ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
秘
密
の
宝
庫
を
開
く
鍵
、

こ
の
鍵
と
は
、
実
に
肯
定
的
な
思
考
な

の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
こ
の
本
に
お
い
て
最
も
重
要

な
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
次
に
も
う

一
度
特
筆
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

人
生
の
お
け
る
宝
庫
の
鍵
と
は

「
肯
定
」
と
呼
ば
れ
る
名
前
の
鍵
で

あ
る
。

無
能
唱
元
因
依
唯
識
著


