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上か
み

村む
ら

　
泰や

す

裕ひ
ろ

（
名
古
屋
大
学
大
学
院
環
境
学
研
究
科
准
教
授
）

　

東
ア
ジ
ア
に
暗
雲
が
垂
れ
込
め
て
い
る
。
歴
史
と
地
理
に
禍
さ
れ

て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
日
中
に
は
尖
閣
諸
島
を
め
ぐ
る
衝
突
が

あ
り
、
日
韓
に
は
戦
時
期
の
個
人
補
償
請
求
が
基
本
条
約
を
揺
る
が

す
ほ
ど
に
高
ま
り
、
中
台
に
は
「
一
つ
の
中
国
」
を
め
ぐ
る
存
立
を

賭
け
た
争
い
が
あ
る
。
中
韓
は
接
近
し
て
き
て
い
る
が
、
米
軍
の
ミ

サ
イ
ル
迎
撃
シ
ス
テ
ム
の
韓
国
配
備
を
め
ぐ
っ
て
は
緊
張
が
走
っ

た
。
日
台
や
韓
台
の
関
係
は
比
較
的
良
好
に
見
え
る
が
、
そ
れ
で
も

複
雑
な
歴
史
の
綾
が
あ
る
。さ
ら
に
深
刻
な
北
朝
鮮
の
問
題
も
あ
る
。

地
域
内
の
亀
裂
は
、
中
国
の
台
頭
と
米
中
の
対
立
と
い
う
グ
ロ
ー
バ

ル
な
地
殻
変
動
に
よ
っ
て
促
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
相
互
対
立
を

ふ
ま
え
る
と
、『
世
界
の
社
会
福
祉
・
東
ア
ジ
ア
』（
拙
編
著
、

2
0
2
0
年
3
月
刊
、
旬
報
社
）
な
ど
と
い
う
本
を
世
に
出
す
の
は

あ
ま
り
に
の
ん
き
な
企
て
で
は
な
い
か
、
と
訝
る
声
も
聞
こ
え
て
き

そ
う
で
あ
る
。

　

一
方
、
こ
う
し
た
外
交
・
安
全
保
障
上
の
問
題
と
は
対
照
的
に
、

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
カ
ネ
の
往
来
は
以
前
に
も
増
し

て
活
発
化
し
て
い
る
。
日
本
の
貿
易
額
に
占
め
る
韓
国
・
台
湾
の
割

合
は
輸
出
入
と
も
5
％
前
後
で
あ
る
が
、
特
に
中
国
に
つ
い
て
は
、

輸
入
は
1
9
9
0
年
代
か
ら
急
増
し
て
2
0
1
8
年
に
は
19
・
5
％
、

輸
出
も
2
0
0
0
年
代
か
ら
急
増
し
て
2
0
1
8
年
に
は
23
・
2
％

に
の
ぼ
っ
て
い
る
（IM

F, D
irection of T

rade Statistics

）。
た

だ
し
、
中
国
の
ほ
う
か
ら
見
る
と
、
2
0
1
8
年
の
日
本
へ
の
輸
出

東
ア
ジ
ア
の
福
祉
の
現
在
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は
5
・
9
％
、
日
本
か
ら
の
輸
入
は
8
・
5
％
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に

も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、旅
行
で
日
本
を
訪
れ
る
中
国
人
は
、

1
9
9
2
年
に
は
わ
ず
か
3
万
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
2
0
1
8

年
に
は
何
と
7
4
3
万
人
に
の
ぼ
っ
た
。
同
じ
く
、
韓
国
人
は
50
万

人
か
ら
6
9
8
万
人
に
、
台
湾
人
は
62
万
人
か
ら
4
5
4
万
人
に
増

加
し
た
（
日
本
政
府
観
光
局
「
訪
日
外
客
統
計
」）。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
流
行
が
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ヒ
ト
や
モ
ノ
の
流
れ
に
衝
撃

を
与
え
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
自
体
が
相
互
依
存
の
深
ま
り
の
証
左

と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
相
互
依
存
を
ふ
ま
え
る
と
、
近
隣
諸
国

へ
の
さ
ま
ざ
ま
な
関
心
か
ら
拙
編
著
を
手
に
取
っ
て
下
さ
る
方
も
い

る
か
も
し
れ
な
い
。

　

専
門
家
の
な
か
に
は
、
こ
の
20
年
間
の
東
ア
ジ
ア
の
福
祉
研
究
が

よ
う
や
く
現
在
の
水
準
に
達
し
た
こ
と
に
感
慨
を
覚
え
る
人
も
多
い

だ
ろ
う
。
こ
の
間
、
中
国
・
韓
国
・
台
湾
か
ら
日
本
に
留
学
し
て
福

祉
研
究
者
に
な
っ
た
人
は
数
多
く
、
日
本
か
ら
中
国
・
韓
国
・
台
湾

の
福
祉
に
興
味
を
持
っ
た
研
究
者
も
少
な
く
な
い
。
さ
ら
に
、
東
ア

ジ
ア
の
福
祉
を
テ
ー
マ
と
し
た
国
際
学
会
も
設
立
さ
れ
た
。
日
韓
台

民
間
社
会
福
祉
代
表
者
会
議
（
1
9
9
6
年
設
立
）
や
日
中
韓
社
会

保
障
国
際
論
壇
（
2
0
0
5
年
設
立
）
の
ほ
か
、
日
中
韓
台
そ
の
他

の
研
究
者
が
一
堂
に
会
す
る
東
ア
ジ
ア
社
会
政
策
会
議
（
2
0
0
5

年
設
立
）
な
ど
で
あ
る
。
例
え
ば
、
2
0
1
7
年
に
名
古
屋
大
学
豊

田
講
堂
で
開
催
さ
れ
た
第
14
回
東
ア
ジ
ア
社
会
政
策
会
議
に
は
、
14

カ
国
か
ら
1
9
2
名
の
研
究
者
が
集
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、

福
祉
に
関
す
る
東
ア
ジ
ア
の
相
互
理
解
は
長
足
の
進
歩
を
遂
げ
て
き

た
と
言
え
る
。

　

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
相
互
対
立
と
相
互
依
存
の
同
時
進
行
と
い
う

状
況
の
な
か
で
、
福
祉
に
関
す
る
相
互
理
解
を
深
め
る
こ
と
の
利
点

は
何
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
は
第
一
に
、
日
本
に
と
っ
て
重
要
な
隣
国
で
あ
る
中
国
・
韓

国
・
台
湾
の
社
会
へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
役

立
つ
。
貿
易
・
投
資
、
外
交
・
安
全
保
障
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で

も
、
相
手
国
の
人
々
の
生
活
を
ふ
ま
え
て
考
え
る
こ
と
が
重
要
だ
ろ

う
。
人
々
は
い
か
に
働
き
、
い
か
に
暮
ら
し
て
い
る
の
か
。
何
に
不
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満
を
持
ち
、
政
治
に
ど
ん
な
期
待
を
託
し
て
い
る
の
か
。
人
々
の
生

活
は
一
見
ど
の
国
で
も
似
て
い
る
が
、
違
っ
て
見
え
る
部
分
を
文
化

の
違
い
と
取
り
違
え
る
こ
と
も
多
い
。
人
々
の
生
活
は
そ
れ
自
体
を

見
て
い
る
だ
け
で
は
理
解
で
き
ず
、
生
活
を
取
り
巻
く
社
会
の
外
枠

を
ふ
ま
え
な
い
と
わ
か
ら
な
い
。
社
会
の
外
枠
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る

が
、
福
祉
制
度
は
そ
の
重
要
な
構
成
要
素
で
あ
る
。
福
祉
制
度
は
、

各
国
の
人
々
の
生
活
を
理
解
す
る
た
め
の
外
枠
と
し
て
研
究
に
値
す

る
の
だ
。

　

第
二
に
、
諸
外
国
の
制
度
や
政
策
を
研
究
す
る
こ
と
は
、
日
本
の

福
祉
政
策
の
位
置
を
知
る
た
め
の
参
照
軸
と
し
て
役
立
つ
。
参
照
軸

は
必
ず
し
も
近
隣
の
国
で
な
く
て
も
よ
い
が
、
遠
方
の
国
よ
り
イ

メ
ー
ジ
し
や
す
い
近
隣
国
を
参
照
軸
と
し
て
活
用
す
べ
き
で
あ
る
。

特
に
韓
国
や
台
湾
は
、
30
年
前
な
ら
日
本
と
条
件
が
違
い
す
ぎ
て
参

照
軸
に
な
り
に
く
か
っ
た
が
、
現
在
で
は
多
く
の
社
会
的
課
題
を
共

有
し
て
お
り
、
互
い
の
政
策
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
学
ぶ
意
義
は
以

前
よ
り
も
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
両
国
の
少
子
化
は
日
本

よ
り
一
層
深
刻
だ
が
、
近
年
で
は
日
本
よ
り
抜
本
的
な
対
策
に
乗
り

出
し
つ
つ
あ
り
、
そ
の
内
容
と
成
果
は
注
目
に
値
す
る
。
細
か
な
制

度
の
違
い
が
ど
の
よ
う
な
効
果
の
違
い
と
な
っ
て
表
わ
れ
る
の
か
、

政
策
分
野
ご
と
に
検
証
す
べ
き
テ
ー
マ
は
多
い
。

歴
史
の
違
い
と
共
通
性

　

日
本
・
中
国
・
韓
国
・
台
湾
の
福
祉
は
似
て
い
な
い
。「
東
ア
ジ

ア
型
」
福
祉
の
存
在
を
自
明
の
前
提
と
し
た
議
論
は
見
当
外
れ
な
こ

と
が
多
い
。
各
国
は
政
治
史
と
経
済
史
を
異
に
し
て
お
り
、
福
祉
制

度
の
歴
史
と
内
容
も
異
な
っ
て
い
る
。
地
理
的
・
文
化
的
に
近
い
か

ら
似
て
い
る
は
ず
、
と
い
う
の
は
思
い
込
み
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
各
国
の
福
祉
制
度
の
骨
格
を
捉
え
る
に
は
、
エ
ス
ピ

ン-

ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
福
祉
国
家
論
を
参
照
す
る
こ
と
が
常
道
に

な
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
彼
の
議
論
を
東
ア
ジ
ア
諸
国
へ
適
用
す

る
に
あ
た
っ
て
は
注
意
す
べ
き
点
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
福
祉
国
家
の

捉
え
方
に
つ
い
て
少
し
だ
け
検
討
し
て
お
こ
う
。

　

エ
ス
ピ
ン-

ア
ン
デ
ル
セ
ン
に
よ
れ
ば
、福
祉
国
家
の
核
心
は
「
労

働
の
脱
商
品
化
」
に
あ
る
。
人
々
は
労
働
力
と
い
う
商
品
と
し
て
労

働
市
場
に
登
場
す
る
が
、人
間
は
ほ
ん
ら
い
売
買
の
対
象
で
は
な
い
。

働
け
な
い
と
き
に
労
働
市
場
か
ら
降
り
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
脱
商
品

化
の
仕
組
み
が
必
要
で
あ
り
、
現
代
で
は
そ
れ
を
提
供
す
る
の
は
福

祉
国
家
の
役
割
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
脱
商
品
化
の
仕
組
み
な
ら
19
世
紀
に
も
あ
っ
た
。
西
洋

諸
国
の
救
貧
法
は
、
市
民
権
剥
奪
と
引
き
換
え
に
貧
困
者
に
衣
食
を

提
供
す
る
仕
組
み
だ
っ
た
。
ま
た
、
労
働
者
が
自
主
的
に
助
け
合
う

共
済
組
合
も
あ
っ
た
。
困
っ
た
と
き
に
家
族
や
親
戚
で
助
け
合
う
の

も
脱
商
品
化
で
あ
る
。
脱
商
品
化
の
仕
組
み
は
、
自
由
な
労
働
市
場

の
成
立
（
労
働
の
商
品
化
）
と
同
時
に
必
要
と
な
っ
た
。
脱
商
品
化

は
権
利
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
救
貧
法
や
家
族
福
祉

も
脱
商
品
化
を
担
い
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
ん
に
脱
商
品
化
と
言



— 17 —

アジア時報

う
だ
け
で
は
、
20
世
紀
半
ば
に
誕
生
し
た
福
祉
国
家
の
特
徴
を
捉
え

た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

　

福
祉
国
家
の
核
心
は
、脱
商
品
化
を
権
利
に
基
づ
く
も
の
に
変
え
、

全
国
民
に
行
き
渡
ら
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
を
脱
階

層
化
（
平
等
化
）
と
呼
ぶ
。
脱
階
層
化
は
、
民
主
主
義
の
進
展
に
と

も
な
っ
て
要
請
さ
れ
る
。
福
祉
国
家
は
、
脱
商
品
化
（
市
場
経
済
に

対
応
）
と
脱
階
層
化
（
民
主
主
義
に
対
応
）
が
掛
け
合
わ
さ
れ
た
も

の
だ
と
言
え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
由
な
労
働
市
場
が
成
立
し
た
19

世
紀
で
は
な
く
、
普
通
選
挙
に
よ
っ
て
民
主
主
義
が
進
展
し
た
20
世

紀
半
ば
に
な
っ
て
よ
う
や
く
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
補
助
線
を
引
い
て
み
る
と
、
日
本
・
中
国
・
韓
国
・

台
湾
の
歴
史
の
違
い
と
共
通
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　

第
一
に
、
西
洋
諸
国
と
比
べ
た
場
合
の
歴
史
的
共
通
性
で
あ
る
。

西
洋
諸
国
に
は
福
祉
国
家
の
基
礎
と
な
っ
た
救
貧
法
の
伝
統
が
あ

り
、
救
貧
法
は
宗
教
改
革
以
前
の
教
会
に
よ
る
貧
民
救
済
を
受
け
継

い
だ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
教
会
に
よ
る
貧
民
救
済
は
6
世
紀
に
ま
で

さ
か
の
ぼ
る
。
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
は
こ
の
伝
統
が
な
い
の
で
、
国
家

に
よ
る
脱
商
品
化
が
も
と
も
と
弱
い
。
こ
の
点
は
日
中
韓
台
に
共
通

し
て
い
る
。

　

第
二
に
、
先
進
福
祉
国
家
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ブ
レ
ト
ン

ウ
ッ
ズ
体
制
下
の
安
定
的
な
国
際
経
済
環
境
の
も
と
で
拡
大
を
遂
げ

る
こ
と
が
で
き
た
。
日
本
も
そ
の
利
益
を
享
受
し
た
。
一
方
、
韓
国

や
台
湾
は
、
同
じ
時
期
を
権
威
主
義
体
制
の
も
と
で
過
ご
し
た
。
権

　上村　泰裕（かみむら・やすひろ）氏
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威
主
義
体
制
の
政
府
は
、
国
民
の
権
利
要
求
を
抑
圧
し
た
り
、
一
部

の
体
制
支
持
層
の
権
利
だ
け
を
認
め
た
り
す
る
こ
と
で
、
社
会
政
策

よ
り
も
産
業
政
策
に
力
を
入
れ
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
の

国
で
は
、
民
主
主
義
な
き
自
由
労
働
市
場
を
、
家
族
福
祉
に
よ
る
脱

商
品
化
が
下
支
え
し
て
い
た
。
社
会
主
義
の
中
国
は
、
日
本
と
も
韓

国
・
台
湾
と
も
異
な
る
道
を
歩
ん
だ
。

　

第
三
に
、
韓
国
や
台
湾
が
民
主
化
を
遂
げ
た
1
9
8
0
年
代
後
半

に
は
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
に
よ
っ
て
、
福
祉
国
家
が
安

定
的
に
拡
大
を
遂
げ
る
環
境
は
す
で
に
失
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
で

福
祉
国
家
拡
大
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
重
要
で
あ
り
、
日
本
、
韓
国
・
台

湾
、
中
国
の
福
祉
国
家
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
時
代
の
刻
印
を
帯
び
て

い
る
。

　

こ
う
し
て
見
る
と
、
第
一
点
は
日
中
韓
台
に
共
通
す
る
が
、
第
二

点
と
第
三
点
に
つ
い
て
は
日
本
／
韓
国
・
台
湾
／
中
国
の
間
に
違
い

が
あ
る
。
ち
な
み
に
、
民
主
化
を
経
て
い
な
い
中
国
に
お
い
て
脱
階

層
化
が
ど
こ
ま
で
進
む
か
、現
時
点
で
は
見
通
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

経
済
発
展
に
よ
る
収
斂

　

と
こ
ろ
が
近
年
、
こ
う
し
た
歴
史
の
違
い
を
超
え
、
東
ア
ジ
ア
に

お
い
て
意
外
な
収
斂
現
象
が
見
ら
れ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

　

図
1
は
、
日
中
韓
台
の
1
人
あ
た
り
名
目
G
D
P
の
推
移
を
示
し

た
も
の
で
あ
る
。
以
前
は
日
本
の
豊
か
さ
が
圧
倒
的
だ
っ
た
の
に
対

し
て
、
近
年
で
は
韓
国
と
台
湾
が
日
本
の
水
準
に
近
づ
い
て
い
る
。

中
国
と
は
ま
だ
相
当
の
格
差
が
あ
る
が
、
北
京
や
上
海
の
中
産
階
層

の
生
活
ぶ
り
は
日
韓
台
と
大
差
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
経
済
の
同
質
化
は
、
一
方
で
は
過
剰
生
産
と
国
際
紛
争
の
原
因

に
な
り
う
る
が
、
他
方
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
福
祉
課
題
の
共
有
に
も
つ

な
が
る
。

　

図
2
は
、
日
中
韓
台
の
生
産
年
齢
人
口
割
合
を
比
較
し
た
も
の
で

あ
る
。
韓
国
・
台
湾
・
中
国
は
現
在
、
ほ
ぼ
同
時
に
生
産
年
齢
人
口

の
ピ
ー
ク
を
迎
え
て
い
る
。
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
人
口
ボ
ー
ナ
ス

の
時
代
は
急
速
に
過
ぎ
去
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
も
、
韓
国
・
台
湾
・
中
国
は
日
本
と
同
じ
福
祉
課
題
を
共
有
し
つ

つ
あ
る
。

　

図
3
～
4
は
、
日
中
韓
台
に
お
け
る
国
民
皆
保
険
・
皆
年
金
の
達

成
過
程
を
示
し
て
い
る
。
韓
国
の
年
金
加
入
率
は
70
％
に
留
ま
っ
て

い
る
が
、
2
0
0
8
年
に
導
入
さ
れ
た
無
拠
出
の
基
礎
老
齢
年
金

（
2
0
1
4
年
か
ら
は
基
礎
年
金
）
に
よ
っ
て
皆
年
金
は
ほ
ぼ
実
現

し
て
い
る
。
日
本
・
韓
国
・
台
湾
に
加
え
て
今
や
中
国
も
、
住
民
基

本
医
療
保
険
と
住
民
基
本
養
老
保
険
に
よ
っ
て
皆
保
険
・
皆
年
金
を

実
現
し
た
。
そ
の
給
付
水
準
に
は
問
題
も
残
さ
れ
て
い
る
が
、
少
な

く
と
も
外
形
的
に
は
日
韓
台
と
同
じ
土
俵
に
乗
っ
た
の
で
あ
る
。

　

時
々
刻
々
の
ニ
ュ
ー
ス
の
背
景
に
、
各
国
社
会
の
こ
う
し
た
長
期

的
な
変
動
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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アジア時報

図 1　 1人あたり名目GDP（米ドル。日本を 1とした場合の比率）

図 2　生産年齢人口（％）

データ出所）IMF, World Economic Outlook Database, October 2019.

データ出所）UN, World Population Prospects 2019.
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図 3　健康保険加入率（％）

図 4　年金加入率（％）

註）20 ～ 64 歳の現役世代のうち公的年金加入者の割合。
データ出所）日本…総務省統計局「日本の長期統計系列」、国立社会保障・人口問題研究所『社会保

障統計年報』。台湾…行政院主計総処「社会保険統計」、労動部労工保険局「開辦起労工保険納保歴
年資料」。韓国…国民年金公団『国民年金統計年報』、公務員年金公団『公務員年金統計』、私立学
校教職員年金公団『私学年金統計年報』。中国…国家統計局編『中国統計年鑑』。

註）全人口のうち公的医療保険でカバーされる人（被扶養者も含む）の割合。
データ出所）日本…総務省統計局「日本の長期統計系列」、国立社会保障・人口問題研究所『社会保障統計年

報』。台湾…行政院主計総処「社会保険統計」、労動部労工保険局「開辦起労工保険納保歴年資料」。韓
国…健康保険審査評価院・国民健康保険公団『健康保険統計年報』。中国…国家統計局編『中国統計年鑑』。


