
●
は
じ
め
に

　

二
〇
〇
八
年
一
〇
月
の
第
一
七
期
共

産
党
中
央
委
員
会
第
三
回
大
会
の
《
決

定
》
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

「
新
し
い
情
勢
の
下
に
農
村
改
革
と
発

展
を
進
め
る
に
は
、
都
市
農
村
一
体
化

と
い
う
新
し
い
構
造
を
速
や
か
に
作
る

こ
と
を
根
本
的
要
求
と
し
、
都
市
農
村

が
一
体
化
し
た
経
済
・
社
会
制
度
を
打

ち
立
て
、促
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

な
ぜ
中
国
は
「
都
市
農
村
を
統
一
計
画

し
、
一
体
化
し
て
発
展
」
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
？　

胡
錦
涛

は
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
の
第
一
六
期
共

産
党
中
央
委
員
会
第
四
回
大
会
で
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
工
業
化
の
初
期

段
階
で
は
農
業
が
工
業
を
支
え
、
工
業

の
た
め
に
蓄
積
を
提
供
す
る
の
が
普
遍

的
傾
向
で
あ
る
。
し
か
し
工
業
化
が
相

当
程
度
進
ん
だ
ら
、
工
業
が
逆
に
農
業

を
養
い
、
都
市
が
農
村
を
支
え
、
工
業

と
農
業
、
都
市
と
農
村
が
協
調
発
展
す

る
の
が
、
ま
た
普
遍
的
傾
向
で
あ
る
。」

こ
う
し
た
公
式
的
理
解
に
立
て
ば
、
都

市
農
村
一
体
化
に
よ
る
発
展
は
工
業
化

過
程
に
お
け
る
一
種
の
歴
史
的
必
然
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ど
う
も

こ
う
し
た
議
論
は
、
こ
れ
ま
で
政
府
が

実
施
し
て
き
た
工
業
お
よ
び
農
業
政

策
、そ
の
結
果
出
現
し
た
「
三
農
（
農
業
、

農
村
、
農
民
）」
政
策
を
正
当
化
す
る

狙
い
が
あ
る
よ
う
に
見
え
て
な
ら
な
い
。

以
下
、
中
国
に
お
け
る
都
市
農
村
一
体

化
政
策
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
考
え
て

み
る
こ
と
に
す
る
。

一
．
都
市
農
村
―
三
つ
の
分
断

　

都
市
農
村
を
一
体
化
さ
せ
る
と
い
う

の
は
、
現
在
都
市
と
農
村
が
中
国
に
お

い
て
分
断
（rural-urban divide

）
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
体
化
と
そ

の
背
景
に
あ
る
分
断
は
以
下
三
つ
の
側

面
で
見
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
都
市
農
村

の
経
済
お
よ
び
福
祉
面
で
の
大
き
な
格

差
で
あ
る
。
所
得
分
配
か
ら
見
て
も
、

あ
る
い
は
社
会
保
障
の
面
で
も
、
ま
た

教
育
水
準
な
ど
の
面
か
ら
見
て
も
、
都

市
農
村
住
民
に
対
す
る
待
遇
面
で
の
格

差
を
さ
ら
に
縮
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
の
ち
に
見
る
よ
う
に
、
都
市
住
民

の
一
人
当
た
り
可
処
分
収
入
と
、
農
民

の
純
収
入
の
格
差
は
一
九
八
五
年
以
降

一
貫
し
て
広
が
っ
て
き
た
。

　

も
う
一
つ
は
地
理
的
様
相
か
ら
見
た

都
市
農
村
格
差
で
あ
る
。
成
都
市
は
都

市
農
村
統
合
発
展
の
モ
デ
ル
都
市
で
あ

る
が
、そ
こ
で
は
い
ま
「
三
つ
の
集
中
」

政
策
が
実
施
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ

の
う
ち
の
一
つ
の
集
中
が
す
な
わ
ち
農

民
を
都
市
（
城
鎮
）
に
集
中
さ
せ
る
こ

と
で
、
農
民
が
都
市
に
住
む
こ
と
が
中

国
都
市
化
モ
デ
ル
の
一
側
面
に
な
っ
て

い
る
。
数
年
前
か
ら
展
開
さ
れ
て
き
た

「
新
型
農
村
建
設
」
政
策
も
、
そ
の
実

態
は
と
い
え
ば
、
地
理
的
な
意
味
で
の

農
村
の
都
市
化
で
し
か
な
い
。
そ
の
意

味
で
、
朴
正
煕
政
権
下
の
韓
国
で
進
め

ら
れ
た
「
セ
マ
ウ
ル
（
新
農
村
建
設
）」

運
動
に
近
似
し
て
い
る
。

　

第
三
が
社
会
的
、
政
治
的
分
断
で
、

都
市
農
村
一
体
化
に
は
農
民
に
対
す
る

戸
籍
上
の
差
別
を
撤
廃
し
、
農
民
を
次

第
に
都
市
住
民
に
す
る
意
味
も
あ
る
。

こ
れ
ま
で
戸
籍
制
度
の
下
で
、
都
市
住

民
と
農
民
と
の
間
に
越
え
ら
れ
な
い
断

絶
が
制
度
上
あ
っ
た
が
、
一
部
の
都
市

で
は
す
で
に
戸
籍
制
度
を
改
正
し
、
都

市
戸
籍
と
農
村
戸
籍
を
一
体
化
さ
せ
た

し
、
多
く
の
中
小
都
市
で
は
都
市
戸
籍

を
開
放
し
、
農
民
も
一
定
の
条
件
を
満

た
せ
ば
市
民
に
な
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
し
か
し
北
京
や
上
海
と
い
っ
た
大

都
市
で
農
村
戸
籍
を
完
全
に
廃
止
す
る

こ
と
ま
で
は
、
近
い
将
来
実
現
で
き
そ

う
も
な
い
。
都
市
と
農
村
と
を
分
断
す

る
制
度
的
枠
組
み
を
そ
の
ま
ま
に
し

て
、
今
の
ま
ま
経
済
格
差
を
縮
小
し
て

い
っ
た
と
し
て
も
、真
の
意
味
で
の「
都

市
農
村
一
体
化
」
が
実
現
で
き
る
と
は

思
わ
れ
な
い
。

二
． 

都
市
農
村
一
体
化
政
策
の
歴

史
的
、
思
想
的
背
景

　

新
中
国
が
で
き
て
か
ら
、
と
く
に
一

九
五
三
年
か
ら
始
ま
る
「
社
会
主
義
改

造
」
以
後
、
都
市
と
農
村
と
は
利
益
分

裂
、
利
害
対
立
の
関
係
に
あ
っ
た
。
客

中
国
に
お
け
る

「
都
市
農
村
一
体
化
」
政
策
と
そ
の
背
景

中
兼
和
津
次
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観
的
に
い
え
ば
、都
市
が
農
村
を
統
制
・

支
配
し
、
農
村
が
都
市
に
服
従
す
る
関

係
が
事
実
上
成
立
し
て
き
た
の
で
あ

る
。
か
つ
て
日
本
で
は
、
中
国
は
「
都

市
化
な
き
社
会
主
義
」
を
目
指
し
て
い

る
、
と
い
っ
た
理
解
が
な
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
あ
る
が（
た
と
え
ば
小
島
編﹇
一

九
七
八
﹈）、
そ
れ
は
、
毛
沢
東
が
進
め

て
い
た
「
都
市
化
抑
制
政
策
」
に
夢
を

託
し
た
幻
想
論
に
過
ぎ
ず
、
の
ち
に
も

述
べ
る
よ
う
に
、
実
際
は
毛
沢
東
時
代

に
中
国
が
決
し
て
農
村
お
よ
び
農
民
優

先
政
策
を
採
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
。
小
林
弘
二
も
指
摘
し
た
と
お
り
、

中
国
共
産
党
は
都
市
を
解
放
し
、
政
権

を
樹
立
し
て
か
ら
と
い
う
も
の
「
都
市

主
導
型
」
の
政
策
を
採
っ
た
の
で
あ
る

（
小
林
﹇
一
九
七
四
﹈）。
な
ぜ
な
ら
、

都
市
を
解
放
し
、
国
家
を
樹
立
し
て
い

く
に
当
た
り
、
何
よ
り
も
近
代
的
な
、

し
た
が
っ
て
都
市
型
の
組
織
や
原
理
が

求
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
革
命
根
拠

地
の
「
延
安
」
を
、
革
命
後
そ
の
ま
ま

拡
大
し
て
い
け
ば
「
北
京
」
に
、
そ
し

て
「
中
国
」
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

中
国
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
都
市
農

村
関
係
は
、
決
し
て
歴
史
的
必
然
の
結

果
で
は
な
く
、
む
し
ろ
重
工
業
化
と
強

制
貯
蓄
政
策
が
も
た
ら
し
た
、
き
わ
め

て
人
為
的
な
結
果
だ
っ
た
。
重
工
業
優

先
発
展
政
策
自
体
、
経
済
的
必
要
性
と

い
う
よ
り
も
軍
事
的
目
的
の
方
が
重
要

だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ソ
連
の
工
業
化

も
そ
う
だ
が
、
革
命
政
権
樹
立
後
に
指

導
者
は
何
を
真
っ
先
に
求
め
る
か
と
い

え
ば
政
権
の
維
持
、
そ
の
た
め
の
国
防

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
鉄
鋼
業
を
は

じ
め
と
す
る
重
工
業
が
何
よ
り
も
優
先

さ
れ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
一
九
七
八
年
の
第
一
一
期

三
中
全
会
以
後
、
都
市
農
村
と
い
う
二

つ
の
地
域
の
関
係
に
は
確
か
に
新
た
な

展
開
が
見
ら
れ
、
新
し
い
芽
が
現
れ
た
。

政
策
面
ば
か
り
で
は
な
く
、
現
実
の
制

度
の
変
化
に
お
い
て
も
、
農
村
の
地
位

は
あ
る
部
分
高
ま
り
、
農
民
の
地
位
も

相
対
的
に
改
善
さ
れ
て
き
た
。
と
は
い

え
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
都
市
農
村
の

全
体
的
関
係
に
革
命
的
な
、
根
本
的
な

変
化
が
あ
っ
た
と
は
い
い
が
た
い
。
そ

う
で
な
け
れ
ば
、「
三
農
問
題
」
が
全
国

的
な
関
心
事
に
な
る
は
ず
が
な
い
。
ま

た
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
「
都
市
農
村

一
体
化
」
政
策
が
打
ち
出
さ
れ
る
わ
け

が
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
農
村
と
農
民
は
こ

れ
ま
で
、
後お

く

れ
た
貧
し
い
地
位
に
陥
っ

た
の
だ
ろ
う
か
？　

な
ぜ
中
国
は
農
民

を
軽
視
あ
る
い
は
蔑
視
し
、
農
村
と
農

業
を
実
質
上「
搾
取
す
る
」政
策
を
採
っ

た
の
だ
ろ
う
か
？　

そ
の
根
源
を
辿
れ

ば
究
極
的
に
は
二
つ
の
思
想
的
潮
流
、

す
な
わ
ち
マ
ル
ク
ス
主
義
と
ス
タ
ー
リ

ン
主
義
に
辿
り
着
く
。
マ
ル
ク
ス
主
義

の
視
点
に
立
て
ば
、
農
民
、
と
く
に
自

営
小
農
民
は
、
彼
ら
が
土
地
と
い
う
小

資
産
を
私
有
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
後
れ

た
階
級
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
は
、

自
分
の
労
働
力
以
外
に
何
一
つ
持
た
な

い
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト（
労
働
者
階
級
）

と
い
う
先
進
的
階
級
に
指
導
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
譚
秋
成
は
舌ぜ

っ

鋒ぽ
う

鋭
く

マ
ル
ク
ス
を
批
判
し
て
こ
う
述
べ
て
い

る
。「
マ
ル
ク
ス
は
経
済
的
に
小
農
が

必
ず
衰
退
し
、
滅
び
る
と
呪
っ
た
ば
か

り
で
は
な
く
、
政
治
的
に
も
小
農
の
動

機
を
疑
い
、
彼
ら
が
保
守
的
で
、
動
揺

し
、
か
つ
潜
在
的
な
反
動
勢
力
と
結
び

つ
き
、
社
会
の
進
歩
を
阻
害
す
る
か
も

知
れ
な
い
と
考
え
た
。」（
譚
﹇
二
〇
一

〇
﹈）
確
か
に
、
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ

ル
ス
は「
万
国
の
労
働
者
よ
団
結
せ
よ
」

と
呼
び
か
け
た
が
、「
万
国
の
農
民
よ

立
ち
上
が
れ
」
と
は
言
わ
な
か
っ
た
。

　

思
想
的
系
譜
か
ら
い
え
ば
、
マ
ル
ク

ス
の
弟
子
が
レ
ー
ニ
ン
で
あ
り
、
レ
ー

ニ
ン
の
弟
子
が
ス
タ
ー
リ
ン
だ
か
ら
、

ス
タ
ー
リ
ン
は
マ
ル
ク
ス
の
孫
弟
子
に

あ
た
る
。
一
九
二
〇
年
代
初
期
に
ソ
連

に
お
い
て
工
業
化
路
線
を
め
ぐ
る
激
し

い
論
争
が
展
開
さ
れ
た
と
き
、
ス
タ
ー

リ
ン
は
政
敵
ト
ロ
ツ
キ
ー
派
の
経
済
学

者
で
あ
る
プ
レ
オ
ブ
ラ
ジ
ェ
ン
ス
キ
ー

の
理
論
を
採
用
し
、
農
村
を
工
業
化
の

た
め
の
安
価
な
食
糧
と
蓄
積
資
金
を
提

供
す
る
植
民
地
と
み
な
し
た
の
で
あ

る
⑴

。
大
量
で
安
価
な
食
糧
を
掌
握
す

る
た
め
に
、
彼
は
強
制
的
な
農
業
集
団

化
を
実
施
し
た
。
集
団
農
場
で
あ
る
コ

ル
ホ
ー
ズ
へ
の
参
加
を
た
め
ら
い
、
あ

る
い
は
反
抗
し
た
ソ
連
の
農
民
は
、
あ

た
か
も
ア
フ
リ
カ
の
植
民
地
か
ら
ア
メ

リ
カ
大
陸
に
無
理
矢
理
送
ら
れ
た
黒
人

奴
隷
と
同
じ
く
、
シ
ベ
リ
ア
に
家
畜
の

よ
う
に
積
み
込
ま
れ
て
送
ら
れ
て
い
っ

た
。
一
九
三
〇
年
代
初
め
、
農
業
集
団

化
直
後
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
中
心
に
発
生

し
た
歴
史
的
大
飢
饉
と
大
飢
餓
の
犠
牲

者
は
、
そ
の
多
く
が
農
民
だ
っ
た
。

　

農
民
出
身
で
、
そ
の
う
え
農
業
基
礎

論
を
提
唱
し
た
毛
沢
東
も
、
ま
た
マ
ル

ク
ス
と
ス
タ
ー
リ
ン
の
理
論
的
、
精
神

的
弟
子
だ
っ
た
と
い
え
る
。
彼
か
ら
見

る
と
、
農
業
と
農
村
の
発
展
は
国
家
の

富
国
強
兵
、
工
業
発
展
の
た
め
の
手
段

に
他
な
ら
ず
、
農
民
は
そ
の
た
め
に
動

員
さ
れ
る
べ
き
対
象
で
し
か
な
か
っ

た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
中
国
の
農
民
は
戸

籍
制
度
と
集
団
農
業
制
度
の
も
と
で
、

封
建
時
代
さ
な
が
ら
生
ま
れ
た
土
地
に

緊
縛
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

歴
史
的
に
振
り
返
れ
ば
、「
解
放
」

以
後
、
と
く
に
土
地
改
革
以
後
、
中
国

の
農
民
が
長
き
に
わ
た
り
体
験
し
た
悲
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劇
と
苦
難
は
、
一
九
五
三
年
に
毛
沢
東

が
梁
漱
溟
を
酷
評
し
、
罵
っ
た
時
か
ら

始
ま
っ
た
と
い
え
る
。
一
九
五
三
年
九

月
の
政
治
協
商
拡
大
会
議
に
お
い
て
、

梁
は
発
言
し
、「
農
民
生
活
は
九
地
の

下
、
労
働
者
の
生
活
は
九
天
の
上
（
農

民
は
地
獄
、
労
働
者
は
天
国
）」
と
述

べ
た
の
は
、
毛
沢
東
と
政
府
が
進
め
よ

う
と
し
た
過
渡
期
の
総
路
線
と
、
重
工

業
優
先
発
展
戦
略
を
暗
に
批
判
し
た
も

の
と
い
え
る
。
過
渡
期
の
総
路
線
の
直

接
的
結
果
で
は
な
い
が
、
そ
の
延
長
で

あ
る
一
九
五
八
年
の
大
躍
進
と
人
民
公

社
化
は
、
未
曾
有
の
大
飢
饉
と
歴
史
記

録
に
残
る
三
〇
〇
〇
万
と
も
、
あ
る
い

は
そ
れ
以
上
と
も
い
わ
れ
る
す
さ
ま
じ

い
数
の
餓
死
者
を
生
み
出
し
、
そ
の
大

部
分
は
ソ
連
に
お
け
る
大
飢
饉
と
同
様

に
農
民
だ
っ
た
。

　

梁
漱
溟
が
戦
前
期
に
唱
え
、
山
東
省

で
実
践
し
た
「
郷
村
建
設
運
動
」
は
多

く
の
問
題
点
を
抱
え
て
い
た
に
せ
よ
、

マ
ル
ク
ス
や
毛
沢
東
の
階
級
概
念
か
ら

離
れ
、
郷
村
を
重
視
し
、
社
会
に
お
け

る
大
き
な
矛
盾
の
中
心
に
都
市
農
村
関

係
を
据
え
て
い
た
（
梁
﹇
二
〇
〇
〇
﹈）。

彼
に
は
、
毛
沢
東
と
違
っ
て
農
民
た
ち

を
教
育
し
、
彼
ら
の
力
で
農
村
を
盛
り

上
げ
て
い
こ
う
と
い
う
、
農
民
に
対
す

る
温
か
い
感
情
が
あ
っ
た
。
リ
プ
ト
ン

は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
せ
よ
ル
イ
ス
ら

の
古
典
派
経
済
発
展
論
に
せ
よ
、
こ
れ

ま
で
の
理
論
体
系
が
全
て
「
都
市
偏
向

（urban bias

）」
的
傾
向
が
あ
っ
た
と

批
判
し
た
（Lipton 1976

）。
ル
イ

ス
の
開
発
論
も
都
市
偏
向
だ
と
い
う
の

は
や
や
的
は
ず
れ
だ
と
思
う
が
、
農
村

を
単
な
る
都
市
に
よ
る
搾
取
の
対
象
で

は
な
く
、
有
効
な
工
業
化
に
は
農
村
投

入
の
増
加
が
必
要
で
あ
る
ば
か
り
か
、

農
村
か
ら
資
源
を
抽
出
す
れ
ば
経
済
成

長
が
実
現
で
き
な
い
と
考
え
る
観
点

は
、
梁
漱
溟
の
郷
村
建
設
運
動
の
基
本

的
精
神
と
合
致
す
る
も
の
が
あ
る
。

三
． 
都
市
農
村
格
差
―
日
中
高
度

成
長
経
済
期
の
比
較

　

日
本
に
も
か
つ
て
都
市
農
村
格
差
問

題
が
あ
っ
た
。
両
地
域
に
著
し
い
収
入

格
差
が
あ
り
、
大
量
の
農
村
労
働
力
が

高
度
成
長
が
始
ま
る
と
都
市
に
移
転
し

た
の
で
あ
る
。
図
1
が
示
す
と
お
り
、

日
本
の
都
市
住
民
の
収
入
と
農
民
所
得

と
の
差
異
は
、
第
二
次
大
戦
以
来
、
概

し
て
縮
小
の
傾
向
に
あ
っ
た
。
注
目
す

べ
き
は
、
高
度
成
長
段
階
以
後
、
と
く

に
南
亮
進
の
い
う
転
換
点
で
あ
る
一
九

六
〇
年
代
初
め
以
後
、
農
民
の
総
収
入

は
都
市
住
民
の
収
入
に
接
近
し
、
そ
し

て
高
度
成
長
期
が
終
わ
り
に
近
づ
く
こ

ろ
に
は
上
回
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
少
な

く
と
も
経
済
的
に
は
都
市
農
村
が
ほ
ぼ

一
体
化
し
た
と
い
え
よ
う
（
南
﹇
一
九

七
〇
﹈）。
し
か
し
中
国
の
場
合
、
改
革

開
放
以
後
趨
勢
と
し
て
都
市
農
村
所
得

格
差
は
拡
大
し
て
き
た
（
図
2
参
照
）。

と
く
に
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
格
差

は
拡
大
し
、
今
世
紀
に
入
り
拡
大
の
伸

び
は
小
さ
く
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
公

式
統
計
で
い
う
都
市
平
均
一
人
当
た
り

所
得
／
農
民
の
一
人
当
た
り
純
収
入
の

比
が
、
約
三
・
三
倍
も
あ
る
事
実
は
変

わ
ら
な
い
。

　

都
市
農
村
格
差
は
そ
れ
以
外
に
も
さ

ま
ざ
ま
な
面
で
見
ら
れ
る
。
紙
幅
の
関

係
上
、
乳
幼
児
死
亡
率
の
差
だ
け
を
取

り
上
げ
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
も
日
中
の

高
度
成
長
期
に
お
け
る
違
い
は
大
き
い

（
表
1
参
照
）。
す
な
わ
ち
、
日
本
で
は

高
度
成
長
期
が
終
わ
る
頃
に
は
都
市
農

村
格
差
が
ほ
ぼ
消
滅
し
た
の
に
対
し

て
、
今
日
の
中
国
は
、
確
か
に
両
部
門

表1　都市農村別乳幼児死亡率の日中比較（‰）
日本 中国

年 都市 農村 年 都市 農村

1955 34.5 45.2 1991 12.5 37.9

1960 26.8 37.3 1995 10.6 31.1

1965 16.4 24.0 2000 9.5 25.8

1970 12.2 15.9 2005 7.5 14.7

1975 9.7 11.4 2009 4.5 10.8

（出所）日本は厚生労働省『人口動態統計』各年版より、中国は『中国統計年鑑
2010年版』より筆者作成。

（出所）『中国統計年鑑』各年版を基に筆者作成。

1978 1985 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5
農村所得＝1とする都市の所得

図2　中国における都市農村所得格差（1978-2008年）

（出所）総務省統計局統計調査部消費統計課「家計調査報告」、農林水産省
大臣官房統計情報部「農家経済調査報告」より筆者作成。

1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974
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1.0
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0.4

0.2

0.0

倍率（農家収入＝1）

図1　 日本における都市農村格差（1948-75年）：
都市勤労者実業収入／農家収入
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と
も
乳
児
死
亡
率
は
低
下
し
て
き
て
い

る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
そ
の
差
は
大

き
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
都
市
農
村

の
所
得
格
差
の
反
映
で
も
あ
る
が
、
全

て
を
所
得
格
差
に
還
元
さ
せ
る
こ
と
は

間
違
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
で

は
一
九
六
一
年
に
国
民
皆
保
険
制
度
が

ス
タ
ー
ト
す
る
が
、
こ
れ
が
農
村
の
健

康
水
準
を
引
き
上
げ
る
大
き
な
要
因
の

一
つ
と
な
っ
た
。
所
得
格
差
が
ま
だ
解

消
し
て
い
な
か
っ
た
時
期
に
政
府
が
都

市
農
村
一
体
化
の
政
策
を
打
ち
出
し
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
中
国
で
は
都
市
農

村
間
の
医
療
格
差
は
き
わ
め
て
大
き

く
、
と
く
に
農
村
に
お
い
て
保
険
制
度

は
あ
ま
り
発
達
し
て
い
な
い
。
新
型
農

村
合
作
医
療
制
度
が
二
〇
〇
三
年
か
ら

始
ま
っ
た
が
、
全
国
統
一
で
は
な
い
う

え
に
、
都
市
と
農
村
の
医
療
水
準
格
差

は
絶
望
的
な
ほ
ど
大
き
い
。

　

そ
れ
で
は
な
ぜ
日
本
は
都
市
農
村
格

差
を
縮
小
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
？　

逆

に
な
ぜ
中
国
で
は
こ
の
格
差
を
解
消
で

き
な
い
の
だ
ろ
う
か
？　

少
な
く
と
も

三
つ
の
原
因
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、

民
主
主
義
政
治
体
制
の
下
で
、
農
民
、

と
り
わ
け
後
れ
た
地
域
の
農
民
は
、
彼

ら
の
た
め
に
尽
く
し
、
彼
ら
の
収
入
を

引
き
上
げ
、
イ
ン
フ
ラ
投
資
を
引
き
込

ん
で
く
れ
る
議
員
を
選
ぼ
う
と
す
る
。

こ
う
し
た
議
員
は
、
次
の
選
挙
で
当
選

し
た
い
が
た
め
に
必
死
に
な
っ
て
議
会

活
動
を
行
い
、財
政
資
金
を
獲
得
し
て
、

自
分
の
選
挙
区
に
投
資
さ
せ
よ
う
と
す

る
か
、
あ
る
い
は
選
挙
区
に
還
流
さ
せ

よ
う
と
努
力
す
る
。
し
か
し
、
中
国
に

は
農
民
や
農
村
の
利
益
を
代
表
す
る
組

織
も
政
治
家
も
い
な
い
。

　

第
二
に
、日
本
で
は
人
口
（
労
働
力
）

の
移
動
制
限
が
な
く
、
就
業
選
択
は
完

全
に
自
由
で
あ
り
、
戸
籍
制
度
は
存
在

す
る
が
、
都
市
農
村
の
区
別
は
な
い
。

他
方
中
国
で
は
周
知
の
よ
う
に
戸
籍
制

度
が
都
市
農
村
間
の
自
由
な
人
口
移
動

を
阻
ん
で
い
る
。

　

第
三
に
、
土
地
制
度
が
日
中
で
基
本

的
に
異
な
っ
て
い
る
。
日
本
の
よ
う
な

法
治
国
家
で
あ
る
な
ら
、
土
地
の
私
有

は
所
有
者
の
権
利
を
担
保
す
る
強
力
な

根
拠
の
一
つ
に
な
り
う
る
。
も
し
私
有

財
産
権
が
憲
法
の
保
護
す
る
対
象
で
あ

る
な
ら
、
国
家
と
い
え
ど
も
簡
単
に
そ

の
権
利
を
侵
す
こ
と
は
で
き
な
い
（
私

有
財
産
の
不
可
侵
性
）。
し
か
し
中
国

農
村
に
お
い
て
は
土
地
が「
集
団
所
有
」

名
義
で
、
そ
の
所
有
権
が
曖
昧
模
糊
と

し
て
お
り
、
農
民
個
人
の
利
益
を
担
保

し
、保
護
す
る
も
の
に
は
な
り
え
な
い
。

張
曙
光
ら
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

中
国
の
農
民
は
人
民
公
社
時
代
の
み
な

ら
ず
、
現
在
に
お
い
て
も
自
己
決
定
権

を
持
っ
て
い
な
い
（
張
・
趙
﹇
二
〇
〇

五
﹈）。
農
民
の
意
思
決
定
権
を
曖
昧
に

し
て
い
る
根
源
と
背
景
は
、
つ
き
つ
め

れ
ば
「
集
団
所
有
制
」
に
い
き
つ
く
。

明
瞭
な
、
同
時
に
法
的
に
し
っ
か
り
裏

付
け
ら
れ
た
財
産
権
が
な
け
れ
ば
、
利

益
集
団
は
生
ま
れ
に
く
い
だ
ろ
う
し
、

利
益
集
団
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
集
団
の

意
見
を
集
約
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
日
本
に
は
都
市

農
村
格
差
縮
小
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
、
中

国
で
は
こ
れ
と
反
対
に
都
市
農
村
格
差

拡
大
の
内
在
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
、
そ
れ

ぞ
れ
自
動
的
に
作
動
し
て
き
た
と
い
え

る
。
し
か
し
、
重
要
な
こ
と
は
都
市
農

村
格
差
で
は
な
く
、
む
し
ろ
都
市
農
村

分
断
に
あ
る
。
制
度
的
、
政
策
的
に
都

市
と
農
村
が
分
断
さ
れ
て
き
た
こ
と

に
、
中
国
経
済
発
展
の
最
大
の
特
徴
が

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
な
か
が
ね　

か
つ
じ
／
東
京
大
学　

名
誉
教
授
）

〈
注
〉

⑴  
当
時
、
シ
ャ
ー
ニ
ン
は
重
工
業
優
先

発
展
戦
略
に
反
対
し
、
軽
工
業
と
農

業
を
主
体
と
す
る
経
済
政
策
を
提
唱

し
た
。
プ
レ
オ
ブ
ラ
ジ
ェ
ン
ス
キ
ー

の
理
論
が
そ
の
後
中
国
に
も
伝
わ
り
、

「
歴
史
的
法
則
」
に
格
上
げ
さ
れ
、
ま

た
毛
沢
東
に
よ
っ
て
も
採
用
さ
れ
た
。
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