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東京と大阪が

世界1、2位
生活費、英調査機関が比較

白
浜
町

出

　

身

国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
中
央
病
院
副
科
長

い
ま
は
亡
き
父
の
出
身
地

は
、
朝
来
帰
（
あ
さ
ら
ぎ
＝
現

在
の
白
浜
町
椿
）
と
い
う
村
で
、

入
り
江
に
沿
っ
て
民
家
が
立
ち

並
ぶ
半
農
半
漁
の
集
落
で
し

た
。
日
本
の
沿
岸
地
域
の
ど
こ

に
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
な
風
光

明
裾
（
め
い
び
）
な
場
所
で
す

が
、
大
き
な
津
波
が
押
し
寄
せ

る
と
甚
大
な
被
害
が
出
る
こ
と

が
容
易
に
想
像
で
き
ま
す
。

津
波
か
ら
人
命
を
守
る
最
も

確
実
な
方
法
は
、
津
波
が
押
し

寄
せ
る
前
に
高
台
に
逃
げ
る
こ

ま
ず
皆
が
助
か
る
た
め
に

は
、
い
ざ
と
い
う
時
に
村
人
が

簡
単
に
逃
げ
込
め
る
高
台
を
用

意
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。
山
の
高
い
所
に
広
場
を
造

り
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
道
を

整
備
し
て
お
く
の
で
す
。

実
は
こ
れ
が
大
変
で
す
。
命

に
関
わ
る
と
は
い
え
、
⊥
0
0

年
に
一
度
起
こ
る
か
ど
う
か
分

か
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
に
対
し

て
、
常
に
整
備
し
て
お
く
こ
と

は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
少

し
で
も
手
入
れ
を
怠
る
と
、
高

台
の
広
場
も
そ
こ
に
至
る
道
も

数
年
で
朽
ち
て
し
ま
う
で
し
ょ

う。

国
家
に
頼
る
こ
と
な
く
、
村
人

自
身
の
手
で
建
立
を
目
指
す
。

こ
う
す
る
と
山
の
中
腹
に
、
石

の
階
段
で
整
備
さ
れ
た
村
人
が

集
ま
れ
る
広
場
を
持
っ
た
神
社

が
で
き
ま
す
。

完
成
し
た
あ
か
つ
き
に
は
、

年
に
一
度
、
神
社
の
祭
り
を
行

い
ま
す
。
祭
り
の
前
に
は
階
段

や
道
を
整
備
し
、
広
場
を
清
掃

し
、
獅
子
舞
や
山
車
（
だ
ん
じ

り
）
を
用
意
し
、
ご
ち
そ
う
を

皆
で
準
備
し
て
、
村
人
全
員
が

参
加
す
る
一
大
行
事
に
す
る
の

です。祭
り
を
楽
し
ん
だ
後
は
、
参

加
者
全
員
で
「
大
き
な
地
震
が

津
波
か
ら
村
人
を
守
る
仕
掛
け
相
沢
齢

と
で
す
。
答
え
は
簡
単
で
す
が
、

い
ざ
実
行
す
る
と
な
る
と
難
し

い
。
そ
れ
は
、
先
の
東
日
本
大

震
災
の
実
例
を
み
て
も
明
ら
か

で
す
。
分
か
っ
て
は
い
て
も
、

限
ら
れ
た
時
間
内
に
全
員
が
避

難
す
る
こ
と
は
と
て
も
難
し
い

こ
と
で
す
。

で
は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
で

し
ょ
う
か
。

そ
の
高
台
の
広
場
に
詞
（
ほ

こ
ら
）
を
建
て
、
宗
教
的
側
面

を
持
た
せ
、
そ
の
神
社
に
至
る

石
の
階
段
を
造
る
。
そ
の
た
め

に
村
の
有
力
者
は
資
金
を
供
出

し
、
庶
民
は
労
力
を
提
供
す
る
。

上
が
る
よ
う

に
」
と
確
認
し
ま
す
。
幼
い
子

ど
も
に
も
、
同
じ
よ
う
に
教
え

る
の
で
す
。

朝
来
帰
で
は
「
津
波
か
ら
の

産
業
の
た
め
に
高
台
に
梓
社
を

這
っ
た
一
と
い
う
豊
天
は
、
実

は
確
認
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
こ

の
地
の
稲
荷
神
社
は
、
嘉
禄
元

（
1
2
2
5
）
年
に
富
田
の
日

神
社
か
ら
分
詞
さ
れ
た
と
い
う

記
録
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
後

は
文
政
5
（
1
8
2
2
）
年
の

現
在
地
で
の
大
修
造
の
記
録
ま

で
、
6
0
0
年
間
の
記
録
は
残

っ
て
い
な
い
の
で
す
。

し
か
し
、
宝
永
4
（
ュ
7
0

7
）
年
、
募
永
7
（
1
8
5
4
）

年
、
昭
和
2
1
（
1
9
4
6
）
年
、

こ
の
地
を
大
津
波
が
襲
い
ま
し

た
が
、
死
亡
者
は
そ
れ
ぞ
れ
3

人
、
な
し
、
1
人
と
、
他
の
地

域
と
比
べ
て
際
立
っ
て
少
な
い

の
で
す
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る

と
、
私
の
神
社
建
立
の
推
論
も

現
実
味
を
帯
び
て
き
ま
す
。

も
し
本
当
に
そ
う
だ
っ
た
と

し
た
ら
、
先
人
の
知
恵
と
後
世

へ
の
思
い
の
深
さ
は
測
り
し
れ

ま
せ
ん
。
心
か
ら
敬
意
を
表
し

ます。（
参
考
文
献
・
楠
本
慎
平
ほ
か

著
『
椿
温
泉
郷
「
□
1
9
6
5
年

刊）

図
書
館
調
査

児
童
の
閲
覧
用
と
し
て

図
書
館
に
新
聞
を
置
い
て

あ
る
公
立
小
学
校
は
、
昨

年
5
月
時
点
で
2
5
％
に
上

り
、
2
0
1
0
年
の
前
回

調
査
よ
り
8
澤
上
昇
し
た

こ
と
が
文
部
科
学
省
の
調

査
で
分
か
っ
た
。
公
立
中

学
校
も
4
澤
増
え
、
1
9
％

だ
っ
た
。

学
校
で
新
聞
を
教
材
と

し
て
活
用
す
る
N
I
E

（
教
育
に
新
聞
を
）
の
取
り

組
み
が
全
国
で
広
が
っ
て

お
り
、
政
府
は
1
2
年
度
か

ら
5
年
間
、
小
中
学
校
に

新
聞
1
紙
を
置
く
費
用
と

し
て
毎
年
1
5
億
円
を
計

上
。
文
科
省
は
「
年
度
途
中

の
集
計
な
の
で
、
次
回
調

N↑‥「

査
で
は
さ
こ

る
の
で
は
ふ

て
い
る
。

文
科
筆

書
館
に
新
関

校
は
5
0
T

は
ュ
8
4
C

校
は
前
回
普

6
校
（
9
0
％

小
学
校
で
空

中
学
は
1
。
一

2
・
8
績
萱

小
中
学
市

習
指
導
雲
責

活
用
が
≡

り
、
日
去
享

年
7
月
、
全

館
に
茅
等
ま

う
文
警
≡

た。
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