
　

冷
戦
終
結
を
予
測
し
た
専
門
家
が
、
そ
の
10
年
前

に
は
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
10
年

後
の
国
際
関
係
を
語
る
に
は
、
知
的
に
謙
虚
で
あ
る

べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
世
界
が
偶
然
と
不
規
則
だ

け
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
比

較
的
安
定
し
た
条
件
を
指
摘
す
る
こ
と
は
出
来
る
だ

ろ
う
し
、
そ
の
条
件
下
で
我
々
が
直
面
す
る
選
択
の

意
義
を
考
え
て
お
く
こ
と
は
、
可
能
な
だ
け
で
は
な

く
必
要
な
こ
と
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
今
後
10
年
を
支
配
す
る
基
本
的
な
条
件

は
何
か
。
ま
ず
確
実
に
言
え
そ
う
な
こ
と
は
、
冷
戦

後
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
時
代
が
ほ
ぼ
終
わ
り
、
世
界

が
自
由
民
主
主
義
と
市
場
経
済
と
い
う
単
一
の
規
範

や
制
度
で
統
一
さ
れ
て
い
く
力
学
が
逆
転
し
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
全
面
戦
争
や
主
要
国

の
体
制
崩
壊
と
い
っ
た
劇
的
変
動
が
な
い
限
り
、
異

な
っ
た
秩
序
原
理
で
統
治
さ
れ
る
複
数
の
圏
域
が
世

界
で
並
立
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
圏
域
間
で
競
争
が
繰
り

広
げ
ら
れ
る
の
が
、
国
際
関
係
の
主
要
な
特
徴
に
な

り
そ
う
で
あ
る
。
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米
中
対
立
の
要
素�

～�

経
済
面
で
の
軋
轢
、
地
政
学
的
対
立
、

体
制
間
競
争

　

こ
う
い
っ
た
圏
域
間
競
争
の
主
役
は
、
言
う
ま
で

も
な
く
米
国
と
中
国
だ
。
現
在
の
米
中
対
立
に
は
、

少
な
く
と
も
以
下
の
３
つ
の
要
素
が
あ
る
。

　

第
１
は
経
済
面
で
の
軋
轢
で
あ
る
。
そ
れ
は
貿
易

戦
争
の
側
面
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
く
、
知
的
財
産

権
保
護
や
最
先
端
技
術
を
巡
る
テ
ク
ノ
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
的
対
立
、
さ
ら
に
は
通
貨
制
度
の
あ
り
方
な
ど
、

市
場
制
度
の
あ
り
方
全
般
を
巡
る
争
い
の
様
相
を
強

め
て
い
る
。

　

第
２
に
、
地
政
学
的
対
立
が
あ
る
。「
東
ア
ジ
ア

が
中
国
の
勢
力
圏
で
あ
る
こ
と
が
本
来
の
あ
る
べ
き

姿
だ
」
と
い
う
の
が
、
中
国
の
「
歴
史
観
」
の
よ
う

で
あ
る
。
よ
っ
て
、「
米
国
の
影
響
力
を
こ
の
地
域

か
ら
排
除
し
て
、
東
ア
ジ
ア
秩
序
を
正
常
化
す
べ
き

だ
」
と
力
を
付
け
た
中
国
は
考
え
、
着
々
と
行
動
に

移
し
て
き
た
。
し
か
し
米
国
か
ら
見
る
と
、
西
太
平

洋
の
制
海
権
を
中
国
に
譲
り
渡
せ
ば
、
自
由
航
行
が

脅
か
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
海
洋
を
挟
ん
で
巨
大

な
軍
事
力
と
直
に
対
峙
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

経
済
問
題
で
は
取
引
が
成
立
す
る
か
も
し
れ
な
い

し
、
日
本
の
頭
越
し
に
勢
力
圏
を
相
互
承
認
す
る
こ

と
も
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
忘
れ

て
な
ら
な
い
の
は
、
今
や
米
中
関
係
が
体
制
間
競
争

の
様
相
を
帯
び
始
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
中
国
の

国
家
資
本
主
義
体
制
は
、
自
由
民
主
主
義
諸
国
の
開

放
的
制
度
を
利
用
し
て
目
覚
ま
し
い
強
大
化
を
遂
げ

つ
つ
、
自
国
内
で
は
厳
し
い
統
制
に
よ
っ
て
共
産
党

の
一
党
独
裁
体
制
を
維
持
し
て
き
た
。
交
流
を
続
け

れ
ば
中
国
も
自
由
化
し
穏
健
化
す
る
と
い
う
期
待
は

消
え
、
む
し
ろ
逆
に
デ
ジ
タ
ル
全
体
主
義
体
制
が
、

経
済
、
文
化
、
人
的
交
流
な
ど
の
様
々
な
経
路
で
、

自
由
な
世
界
の
生
活
様
式
の
脅
威
に
な
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。
で
あ
れ
ば
、
こ
と
は
米
国
が
よ
っ
て

立
つ
自
由
や
民
主
主
義
の
問
題
で
あ
り
、
米
中
間
に

本
質
的
な
和
解
は
考
え
に
く
い
。

「
米
中
新
冷
戦
」の
性
格
と
帰
趨
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米
中
対
立
の
帰
趨

　

そ
れ
で
は
米
中
対
立
の
帰
趨
は
ど
う
か
。
国
力
の

大
き
い
方
が
有
利
だ
ろ
う
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
が
、

問
題
は
国
力
を
ど
う
測
定
す
る
の
か
で
あ
る
。
国
力

の
指
標
と
し
て
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
よ
く
使
わ
れ
る
。
中
国
の

Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
米
国
を
遠
か
ら
ず
上
回
る
と
い
う
予
測
も

少
な
く
な
い
が
、
長
期
経
済
予
測
の
精
度
は
低
い
し
、

そ
れ
以
上
に
厄
介
な
の
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
規
模
が
直
ち
に

国
力
に
は
結
び
付
か
な
い
こ
と
だ
。
他
な
ら
ぬ
日
本

は
40
年
に
わ
た
っ
て
世
界
第
２
位
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
誇
っ

て
き
た
が
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
国
力
を
発
揮
し
た
わ

け
で
は
な
い
。

　

Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
比
べ
て
人
口
動
態
は
そ
の
趨
勢
が
安
定

し
て
い
る
の
で
長
期
予
測
に
は
便
利
だ
。
中
国
は
世

う
な
物
的
・
人
的
な
資
源
の
分
布
は
重
要
だ
が
、
そ

れ
を
何
の
た
め
に
ど
の
よ
う
に
使
う
の
か
を
決
め
る

政
治
的
決
定
の
役
割
は
、
さ
ら
に
重
要
だ
。
こ
こ
で

は
２
点
だ
け
指
摘
し
て
お
こ
う
。

　

第
１
は
、
巨
大
な
人
口
を
持
つ
国
は
、
政
治
的
な

意
思
形
成
が
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
３
億
人
以
上
の

多
様
な
人
口
を
持
つ
米
国
が
、
自
由
民
主
主
義
に
よ

っ
て
意
思
形
成
を
し
て
き
た
の
は
、
む
し
ろ
驚
き
だ
。

10
億
を
超
え
る
人
口
を
持
つ
中
国
は
対
外
的
に
は
強

力
だ
が
、
よ
ほ
ど
強
権
的
な
国
家
で
な
い
と
分
解
し

て
し
ま
う
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
。
一
国
の
対
外

的
影
響
力
も
、
カ
ネ
や
腕
力
だ
け
で
は
な
く
、
人
々

が
国
家
目
標
に
合
意
し
、
ど
れ
く
ら
い
勢
力
を
結
集

出
来
る
の
か
に
決
定
的
に
依
存
す
る
。

　

第
２
に
、
米
中
が
世
界
の
パ
ワ
ー
・
バ
ラ
ン
ス
の

中
心
的
要
素
で
あ
る
に
し
て
も
、
第
三
国
か
ら
の
協

力
を
ど
の
程
度
得
ら
れ
る
か
も
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

中
国
は
対
ロ
関
係
が
概
ね
良
好
だ
し
、
一
帯
一
路
や

Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
ｓ
な
ど
の
枠
組
み
を
通
じ
て
多
様
な
協
力

関
係
の
扶
植
に
努
め
て
き
た
が
、
今
の
と
こ
ろ
め
ぼ

し
い
同
盟
国
は
な
い
。
米
国
の
同
盟
網
は
ト
ラ
ン
プ

政
権
下
で
大
い
に
損
傷
し
た
。
新
政
権
は
立
て
直
し

に
動
く
だ
ろ
う
が
、
今
後
10
年
の
間
に
ト
ラ
ン
プ
主

義
的
な
政
権
が
再
度
生
ま
れ
な
い
保
証
は
な
い
。

　

犠
牲
や
負
担
を
甘
受
し
て
で
も
守
る
べ
き
価
値
は

何
な
の
か
に
つ
い
て
、
厳
し
い
選
択
を
正
面
か
ら
し

て
こ
な
か
っ
た
戦
後
日
本
の
民
主
主
義
に
と
っ
て
、

こ
れ
は
試
練
を
意
味
す
る
。
米
国
の
同
盟
国
で
あ
る

日
本
は
、
米
中
対
立
の
傍
観
者
で
は
な
く
プ
レ
ー
ヤ

ー
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
自
身
の
政
治
的
意
思
を

形
成
し
て
こ
そ
、
自
立
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

界
最
大
の
人
口
を
誇
り
、
米
国
の
４
倍
以
上
の
人
口

規
模
だ
。
し
か
し
、
人
口
と
国
力
と
の
関
係
も
、
単

純
で
は
な
い
。
現
在
の
人
口
大
国
を
見
て
み
る
と
、

中
国
や
米
国
が
上
位
に
い
る
の
は
う
な
ず
け
る
が
、

上
位
10
カ
国
の
中
に
主
要
な
政
治
的
プ
レ
ー
ヤ
ー
と

い
え
そ
う
な
国
は
少
な
い
。
人
口
が
多
い
国
の
方
が

伸
び
し
ろ
が
大
き
い
は
ず
だ
と
も
思
え
る
が
、
日
本

の
過
去
を
振
り
返
っ
て
も
、
伝
統
的
に
人
口
問
題
と

し
て
語
ら
れ
て
き
た
の
は
過
剰
人
口
で
あ
っ
た
し
、

経
済
成
長
を
牽
引
し
て
き
た
の
も
人
口
増
よ
り
も
圧

倒
的
に
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
だ
っ
た
こ
と
は
、
な
ぜ
か

忘
れ
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。

岐
路
に
立
つ
日
本
の
政
治
的
意
思
形
成

　

国
際
関
係
の
行
方
を
考
え
る
う
え
で
、
上
記
の
よ

図表１　世界の人口大国（2019年）
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出所：国連『World Population Prospects, 2019 Revision』

図表２　日本の人口と経済成長（1870〜1994年）

（注）人口、実質GDP ともに1913年＝100 とした指数。
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出所：吉川洋『人口と日本経済』（2016年、中公新書）、74ページ
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