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講
演
で
必
ず
使
う
グ
ラ
フ
が
あ
る
。
厚

生
労
働
省
が
終
戦
の
翌
年
１
９
４
６
年
か

ら
行
な
っ
て
い
る「
国
民
健
康
栄
養
調
査
」

の
「
国
民
１
人
１
日
当
た
り
の
カ
ロ
リ
ー

摂
取
量
」
の
年
次
変
化
で
あ
る
。
進
駐
軍

の
指
令
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
も
の
で
、
ア

メ
リ
カ
は
日
本
人
が
い
か
に
飢
え
て
い
る

か
を
統
計
的
に
明
ら
か
に
し
、
自
国
の
余

剰
農
産
物
を
日
本
に
輸
入
さ
せ
る
根
拠
と

し
た
。
確
か
に
飢
餓
の
最
中
に
あ
っ
た
当

時
の
日
本
に
と
っ
て
は
有
難
い
戦
勝
国
ア

メ
リ
カ
の
支
援
だ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ

以
後
、
日
本
の
農
業
政
策
は
常
に
ア
メ
リ

カ
の
顔
色
を
伺
い
つ
つ
行
な
わ
れ
て
き
た

と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。

こ
の
ア
メ
リ
カ
の
戦
略
は
、
伊
勢
湾
台

風
（
１
９
５
９
年
）
を
き
っ
か
け
に
し
た

日
本
の
養
豚
家
に
豚
と
ト
ウ

モ
ロ
コ
シ
を
送
っ
た“
美
談
”

に
も
受
け
継
が
れ
た
。
そ
れ

ま
で
残
飯
を
餌
と
し
て
き
た

日
本
の
養
豚
に
、
ア
メ
リ
カ

の
種
豚
と
そ
の
餌
と
し
て
の
ト
ウ
モ
ロ
コ

シ
を
セ
ッ
ト
で
日
本
に
援
助
と
言
う
形
で

売
り
込
み
、
以
後
ア
メ
リ
カ
の
ト
ウ
モ
ロ

コ
シ
無
し
に
は
我
が
国
の
酪
農
畜
産
が
成

り
立
た
な
い
と
思
わ
せ
る
“
刷
り
込
み
”

が
出
来
て
し
ま
っ
た
。

僕
が
子
実
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
に
は
ま
っ
て

い
く
き
っ
か
け
に
な
っ
た
２
０
１
２
年
の

Ａ

−

１
グ
ラ
ン
プ
リ
で
の
柳
原
孝
二
さ
ん

の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
。
僕
は
そ
の
意

義
の
大
き
さ
に
惚
れ
込
み
、
審
査
で
は
同

点
の
競
争
相
手
も
い
た
が
、
主
催
者
の
強

弁
で
審
査
員
を
説
得
し
て
彼
を
グ
ラ
ン
プ

リ
に
選
ん
だ
。
そ
の
時
、「
ア
メ
リ
カ
か

ら
の
圧
力
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
」
と
危

惧
す
る
改
革
派
の
農
業
評
論
家
も
い
た
。

子
実
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
に
関
す
る
そ
の
後
の

推
移
は
ご
案
内
の
通
り
だ
が
、
そ
れ
ほ
ど

に
我
々
の
思
考
は
過
去
の
結
果
で
あ
る

“
現
在
”
に
縛
ら
れ
て
い
る
。

冒
頭
に
紹
介
し
た
日
本
人
の
カ
ロ
リ
ー

摂
取
量
デ
ー
タ
を
使
っ
て
以
下
の
よ
う
に

話
す
こ
と
に
し
て
い
る
。

日
本
人
の
摂
取
カ
ロ
リ
ー
の
ピ
ー
ク
は

１
９
７
１
年
で
あ
り
、
そ
の
年
を
境
に
し

て
摂
取
カ
ロ
リ
ー
は
減
り
続
け
、
２
０
０

４
年
に
日
本
人
が
文
字
通
り
飢
え
て
い
た

終
戦
翌
年
（
１
９
４
６
年
）
と
同
程
度
ま

で
減
り
、
そ
の
後
も
減
り
続
け
て
い
る
。

そ
し
て
、
１
９
７
１
年
頃
を
境
に
し
て
日

本
は
欠
乏
の
病
理
に
苦
し
む
社
会
か
ら
過

剰
の
病
理
社
会
に
変
わ
っ
た
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
我
が
国
の
農
業
政
策
は
欠
乏
の

社
会
の
農
業
政
策
が
続
い
て
い
る
。
そ
れ

は
あ
た
か
も
貧
し
い
農
民
の
存
在
と
飢
え

が
支
配
す
る
途
上
国
の
よ
う
な
農
業
政
策

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
農
業
政
策
は
失
敗
を

続
け
る
の
だ
、
と
。

農
業
経
営
に
は
経
営
者
の
数
だ
け
選
択

肢
が
あ
っ
て
良
い
。
我
々
は
、
と
か
く
語

ら
れ
る
言
葉
に
左
右
さ
れ
る
だ
け
で
な

く
、
大
き
な
歴
史
の
流
れ
の
中
で
自
ら
の

行
く
べ
き
道
を
考
え
る
べ
き
だ
。

そ
し
て
、「
平
成
30
年
問
題
」
を
考
え

る
な
ら
、
７
５
０
０
円
の
直
接
支
払
い
が

無
く
な
り
、
国
に
よ
る
生
産
調
整
配
分
が

廃
止
さ
れ
る
こ
と
で
慌
て
る
だ
け
で
な

く
、
日
本
人
の
人
口
構
成
の
大
き
な
部
分

を
占
め
る
団
塊
の
世
代
が
70
代
に
な
る
こ

と
で
生
じ
る
変
化
に
こ
そ
注
目
す
べ
き
で

あ
る
。

こ
れ
ま
で
息
子
や
孫
の
本
心
も
知
ら
ず

に
コ
メ
作
り
を
続
け
て
き
た
高
齢
農
家
も

70
代
と
な
っ
て
、「
直
接
支
払
い
も
無
く

な
る
こ
と
だ
か
ら
」
と
い
う
言
葉
を
受
け

て
コ
メ
作
り
を
や
め
る
。
少
な
か
ら
ぬ
集

落
営
農
も
破
た
ん
す
る
。
そ
れ
が
ど
う
い

う
結
果
を
も
た
ら
す
の
か
。
そ
れ
は
大
き

な
歴
史
の
転
換
点
な
の
で
あ
る
。

「江刺の稲」とは、用排水路に手刺しさ
れ、そのまま育った稲。まったく管理
されていないこの稲が、手をかけて育
てた畦の内側の稲より立派な成長を見
せている。「江刺の稲」の存在は、我々
に何を教えるのか。土と自然の不思議
から農業と経営の可能性を考えたい。 編集長 昆　吉則

平
成
30
年
問
題
で
団
塊
世
代
の
リ
タ
イ
ア
を
考
え
よ


