
現
代
日
本
に
お
け
る
格
差
の
重
層
的
構
造＊

町
村

敬
志

二
一
世
紀
を
迎
え
た
日
本
社
会
は
、
今
日
再
び
、
格
差
・
階
層
化
問
題
に
直
面
し
つ
つ
あ
る
。『
不
平
等
社
会
日
本
』、『
希
望
格
差

社
会
』、『
下
流
社
会
』、『
ワ
ー
キ
ン
グ
・
プ
ア
』
と
い
っ
た
書
物
や
テ
レ
ビ
番
組
が
話
題
と
な
り
、「
格
差
」
や
階
層
化
が
問
題
と
し

て
前
景
化
さ
せ
ら
れ
て
い
く
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
世
界
的
な
経
済
危
機
の
下
で
、
貧
困
問
題
が
深
刻
な
政
治
課
題
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
る
状
況
が
到
来
す
る
。

な
ぜ
い
ま
格
差
や
貧
困
が
問
題
と
さ
れ
る
の
か
。
た
と
え
ば
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
を
経
て
、
日
本
の
生
活
水

準
は
大
幅
に
向
上
し
貧
困
は
格
段
に
減
少
し
た
。
実
際
、「
総
中
流
」
化
が
一
時
は
指
摘
さ
れ
、
階
級
・
階
層
論
は
時
代
遅
れ
の
よ
う

に
さ
え
み
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
二
一
世
紀
も
最
初
の
十
年
が
過
ぎ
よ
う
と
す
る
今
日
、
状
況
は
再
び
大
き
く
変
化
し
、
格
差
論
は

新
し
い
局
面
を
迎
え
つ
つ
あ
る
。
は
た
し
て
何
が
変
わ
っ
た
か
。
こ
の
報
告
で
は
、
日
本
お
よ
び
東
京
の
過
去
と
現
在
を
振
り
返
り

な
が
ら
、
今
日
の
格
差
問
題
の
重
層
的
な
特
色
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
。
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一

「
平
準
化
」
回
路
の
弱
体
化

―
一
九
七
〇
年
代
以
前
と
以
後

競
争
社
会
と
し
て
の
資
本
主
義
は
、「
格
差
」
を
利
潤
蓄
積
と
動
機
づ
け
の
装
置
と
し
て
初
め
か
ら
社
会
の
な
か
に
埋
め
込
ん
で
い

る
。
た
だ
し
、
産
業
化
の
進
展
と
と
も
に
、
出
身
階
層
が
何
で
あ
れ
、
移
動
の
機
会
が
よ
り
広
範
な
人
々
に
開
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。

そ
の
結
果
、
社
会
全
体
と
し
て
も
移
動
機
会
が
拡
大
し
階
層
の
開
放
性
が
高
ま
る
。
こ
の
「
産
業
化
仮
説
」
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
、

世
界
各
地
で
検
証
作
業
に
か
け
ら
れ
、日
本
で
も
高
度
経
済
成
長
の
時
期
、社
会
階
層
全
般
の
平
準
化
傾
向
が
指
摘
さ
れ
て
き
た（
富

永
健
一
編
、
一
九
七
九
）。

し
か
し
、
高
度
成
長
も
終
わ
り
を
告
げ
つ
つ
あ
っ
た
一
九
七
〇
年
代
半
ば
か
ら
趨
勢
に
は
変
化
が
現
れ
て
い
く
。
た
と
え
ば
、
所

得
配
分
の
不
平
等
性
を
表
す
指
標
で
あ
る
「
ジ
ニ
係
数
」（
完
全
な
平
等
の
と
き
0
、
完
全
な
不
平
等
（
集
中
）
の
と
き
1
を
と
る
）

は
、
一
九
七
〇
年
代
な
い
し
八
〇
年
代
か
ら
上
昇
を
記
録
し
て
い
た
（
橘
木
俊
詔
、
一
九
九
八
、
反
論
と
し
て
大
竹
文
雄
、
二
〇
〇

五
）。
ま
た
、
職
業
階
層
移
動
の
面
で
も
開
放
性
の
一
貫
し
た
拡
大
は
壁
に
突
き
当
た
っ
た
。

一
度
は
階
層
的
に
み
て
流
動
性
を
増
し
た
社
会
が
、
な
ぜ
開
放
性
を
低
下
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
そ
の
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
産

業
化
と
い
う
社
会
変
動
に
と
っ
て
不
可
避
と
も
言
え
る
、
次
の
よ
う
な
構
造
的
原
因
に
あ
っ
た
。
産
業
化
の
進
行
と
と
も
に
、
農
業

部
門
は
日
本
で
も
急
激
な
縮
小
を
遂
げ
る
一
方
、
製
造
業
の
生
産
工
程
職
と
並
び
、
事
務
・
専
門
技
術
・
管
理
な
ど
比
較
的
収
入
の

高
い
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
職
種
が
大
量
に
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
ら
に
先
駆
け
て
中
等
教
育
や
高
等
教
育
へ
の
進
学
率

は
一
九
七
〇
年
ま
で
に
は
急
上
昇
し
、
若
年
層
を
中
心
と
し
た
多
く
の
人
口
が
、
農
山
漁
村
の
故
郷
を
離
れ
て
都
会
や
地
方
工
業
都

市
へ
と
移
動
を
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
産
業
構
造
全
体
の
変
動
は
、
い
わ
ゆ
る
「
構
造
効
果
」
と
し
て
職
業
階
層
構
成
を
自
動
的
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に
押
し
上
げ
る
効
果
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
五
〇
年
に
は
半
数
を
占
め
て
い
た
農
林
漁
業
就
業
者
は
一
九
七
五
年
に
は
一

五
％
を
下
回
り
、
構
造
変
動
に
と
も
な
う
階
層
上
昇
効
果
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
は
頭
打
ち
に
な
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
構
造
効
果

を
取
り
除
い
た
「
純
粋
移
動
」
で
見
た
と
き
、
世
代
間
階
層
移
動
は
戦
後
に
お
い
て
も
必
ず
し
も
一
貫
し
て
開
放
的
に
な
っ
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
（
原
・
盛
山
、
一
九
九
九
）。

欧
米
と
比
較
し
た
と
き
日
本

―
そ
し
て
お
そ
ら
く
東
ア
ジ
ア
各
国

―
の
社
会
変
動
の
大
き
な
特
徴
と
は
、（
一
）
き
わ
め
て
短

期
間
の
う
ち
に
構
造
変
動
が
達
成
さ
れ
た
と
い
う
「
圧
縮
性
」、（
二
）
産
業
構
造
・
職
業
階
層
の
変
動
、
中
等
教
育
の
普
及
、
そ
し

て
人
口
の
国
内
移
動
が
ほ
ぼ
並
行
し
て
起
き
た
「
同
時
性
」
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
圧
縮
さ
れ
た
同
時
的
変
動
は
、
日
本
の
場
合

早
く
も
一
九
七
〇
年
代
に
は
そ
の
ピ
ー
ク
を
過
ぎ
る
。
代
わ
っ
て
起
き
た
の
は
、
経
済
成
長
に
見
合
う
不
足
労
働
力
を
農
村
部
以
外

か
ら
充
足
す
る
た
め
、
大
量
生
産
シ
ス
テ
ム
や
ロ
ボ
ッ
ト
な
ど
の
技
術
革
新
を
極
限
ま
で
押
し
進
め
る
と
と
も
に
、
女
性
や
高
齢
者
、

そ
し
て
外
国
人
を
労
働
市
場
へ
と
順
次
編
入
し
て
い
く
過
程
で
あ
っ
た
。

二

格
差
問
題
の
新
し
い
局
面

階
層
移
動
の
構
造
的
な
閉
鎖
化
は
、
産
業
化
を
達
成
し
た
後
期
近
代
の
社
会
に
共
通
し
た
傾
向
と
い
え
る
。
こ
の
点
は
格
差
現
象

の
背
景
と
し
て
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
と
り
わ
け
近
年
に
な
っ
て
格
差
現
象
が
大
き
な
社
会
問
題
と
し
て
浮

上
し
て
き
た
の
か
。
こ
の
こ
と
は
、
以
上
の
点
だ
け
で
は
十
分
に
説
明
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
は
た
し
て
ど
の
よ
う
な
変
化
が

起
き
て
い
る
の
か
。

表
1
は
、
日
本
全
国
の
二
人
以
上
世
帯
に
つ
い
て
、
年
間
世
帯
収
入
の
十
分
位
階
級
別
の
収
入
合
計
を
、
全
体
に
対
す
る
割
合
の
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変
化
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
十
分
位
階
級
と
は
、
全
世
帯
を
収
入
の
少
な
い
方
か
ら
多
い
方
に
向
か
っ
て
並
べ
か
え
た
上

で
そ
れ
ら
を
十
等
分
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
か
ら
、
ど
の
収
入
階
級
の
世
帯
収
入
の
取
り
分
が
相
対
的
に
増
え
、
ど
の
収
入
階

級
で
取
り
分
が
相
対
的
に
減
っ
て
い
る
か
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
と
え
ば
、
日
本
全
体
で
み
た
場
合
、
も
っ
と
も
収
入
の
少
な
い
一
〇
％
の
世
帯
が
、
一
九
七
〇
年
に
は
全
体
の
三
・
六
％
に
当

た
る
収
入
を
得
て
い
た
の
に
対
し
、
二
〇
〇
四
年
に
は
そ
の
値
は
三
・
一
％
に
低
下
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
も
っ
と
も
収
入
の
多

い
一
〇
％
の
世
帯
の
取
り
分
は
一
九
七
九
年
の
二
二
・
二
％
か
ら
二
〇
〇
四
年
に
は
二
三
・
八
％
へ
と
増
大
し
た
。
そ
の
結
果
、も
っ

と
も
収
入
の
少
な
い
一
〇
％
（
第
Ⅰ
階
級
）
に
対
す
る
も
っ
と
も
多
い
一
〇
％
（
第
Ⅹ
階
級
）
の
取
り
分
の
倍
率
は
、
一
九
七
九
年

の
六
・
一
七
倍
か
ら
二
〇
〇
四
年
の
七
・
六
八
倍
へ
と
ほ
ぼ
一
貫
し
て
拡
大
を
続
け
て
き
た
。
ま
た
、
十
分
位
階
級
全
体
で
み
る
と
、

下
位
半
分
の
階
級
の
取
り
分
が
総
じ
て
減
少
傾
向
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
上
位
半
分
の
階
級
の
取
り
分
に
は
分
断
が
生
ま
れ
つ
つ
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
最
上
位
層
が
増
大
な
い
し
横
ば
い
を
維
持
し
て
い
る
の
に
対
し
、
中
位
層
に
お
い
て
し
だ
い
に
マ
イ
ナ
ス
が
目
立

つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

以
上
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
次
の
よ
う
な
特
徴
で
あ
る
。
第
一
に
、
こ
の
デ
ー
タ
を
見
る
限
り
、
世
帯
収
入
の
平
準
化
で
は
な

く
格
差
の
拡
大
が
一
九
八
〇
年
代
初
め
以
降
の
二
五
年
間
の
日
本
全
体
に
お
け
る
基
調
と
言
え
る
。
第
二
に
、
格
差
の
程
度
や
変
化

の
趨
勢
は
、
日
本
全
体
で
一
様
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
表
2
で
示
し
た
東
京
都
の
場
合
を
見
て
み
よ
う
。
ほ
ぼ
一
貫

し
た
趨
勢
が
見
ら
れ
る
全
国
に
対
し
、
東
京
で
は
、
経
済
情
勢
の
変
化
を
よ
り
敏
感
に
反
映
し
な
が
ら
、
格
差
の
拡
大
・
縮
小
が
比

較
的
短
い
サ
イ
ク
ル
で
繰
り
返
さ
れ
る
と
と
も
に
、
総
体
と
し
て
徐
々
に
格
差
拡
大
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
ま

た
、
上
位
層
と
下
位
層
の
単
純
な
分
化
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
限
ら
れ
た
最
上
位
層
へ
の
集
中
、
そ
れ
続
く
中
位
層
の
相
対
的
停

滞
と
い
う
傾
向
が
、
こ
こ
か
ら
は
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
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表1 年間世帯収入の十分位階級別の分布―2人以上の世帯、日本全国―

年間収入
十分位階級

日本全国
収入合計に対するシェア％ ％の増減

1979 1989 1994 1999 2004 1979-89 1989-94 1994-99 1999-2004
Ⅰ 3.6 3.3 3.1 3.1 3.1 -0.3 -0.2 0.0 0.0
Ⅱ 5.5 5.0 5.0 4.9 4.8 -0.5 0.0 -0.1 -0.1
Ⅲ 6.6 6.2 6.1 6.0 5.9 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1
Ⅳ 7.5 7.2 7.1 7.0 7.0 -0.3 -0.1 -0.1 0.0
Ⅴ 8.4 8.3 8.2 8.2 8.0 -0.1 -0.1 0.0 -0.2
Ⅵ 9.4 9.3 9.4 9.4 9.2 -0.1 0.1 0.0 -0.2
Ⅶ 10.5 10.6 11.0 10.8 10.7 0.1 0.4 -0.2 -0.1
Ⅷ 12.0 12.3 12.4 12.5 12.5 0.3 0.1 0.1 0.0
Ⅸ 14.3 14.5 14.9 15.0 15.0 0.2 0.4 0.1 0.0
Ⅹ 22.2 23.1 23.1 23.1 23.8 0.9 0.0 0.0 0.7

Ⅹ／Ⅰ比 6.17 7.00 7.45 7.45 7.68

資料：総理府統計局『昭和54年全国消費実態調査報告』、総務庁統計局『平成元
年全国消費実態調査報告』、総務庁統計局『平成6年全国消費実態調査報
告』、総務省統計局『平成11年全国消費実態調査報告』、総務省統計局『平
成16年全国消費実態調査報告』

表2 年間世帯収入の十分位階級別の分布―2人以上の世帯、東京都―

年間収入

十分位階級

東京都
収入合計に対するシェア％ ％の増減

1979 1989 1994 1999 2004 1979-89 1989-94 1994-99 1999-2004
Ⅰ 3.5 3.1 3.2 3.0 3.2 -0.4 0.1 -0.2 0.2
Ⅱ 5.3 4.9 4.9 4.8 4.8 -0.4 0.0 -0.1 0.0
Ⅲ 6.4 5.9 6.2 5.8 5.9 -0.5 0.3 -0.4 0.1
Ⅳ 7.2 6.9 7.0 6.9 6.9 -0.3 0.1 -0.1 0.0
Ⅴ 8.2 7.8 8.1 8.0 7.8 -0.4 0.3 -0.1 -0.2
Ⅵ 9.2 8.9 9.2 9.2 9.0 -0.3 0.3 0.0 -0.2
Ⅶ 10.3 10.4 10.5 10.5 10.5 0.1 0.1 0.0 0.0
Ⅷ 12.0 12.3 12.1 12.4 12.3 0.3 -0.2 0.3 -0.1
Ⅸ 14.8 14.8 15.1 15.0 14.7 0.0 0.3 -0.1 -0.3
Ⅹ 23.1 25.0 23.5 24.4 24.9 1.9 -1.5 0.9 0.5

Ⅹ／Ⅰ比 6.60 8.06 7.34 8.13 7.78

資料：総理府統計局『昭和54年全国消費実態調査報告』、総務庁統計局『平成元
年全国消費実態調査報告』、総務庁統計局『平成6年全国消費実態調査報
告』、総務省統計局『平成11年全国消費実態調査報告』、総務省統計局『平
成16年全国消費実態調査報告』



三

何
が
分
極
化
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
の
か

で
は
、
近
年
の
格
差
拡
大
の
背
景
に
は
ど
の
よ
う
な
要
因
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
格
差
の
形
態
は
多
様
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
原
因

も
一
律
で
は
な
い
。
し
か
し
今
日
ま
で
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
諸
説
を
要
約
す
れ
ば
、お
よ
そ
次
の
よ
う
な
仮
説
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

(1
)
「
脱
工
業
化
・
ポ
ス
ト
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
」
説

工
業
化
段
階
に
お
い
て
産
業
の
中
核
を
占
め
て
い
た
製
造
業
の
比
率
が
低
下
し
、
代
わ
っ
て
サ
ー
ビ
ス
業
や
金
融
な
ど
の
比
率
が

増
え
て
い
く
。
労
働
者
に
求
め
ら
れ
る
条
件
も
ま
た
変
化
す
る
。
標
準
化
・
規
格
化
さ
れ
た
労
働
に
対
す
る
適
応
力
が
重
視
さ
れ
た

フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
に
対
し
、
ポ
ス
ト
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
の
下
で
は
、
需
要
の
変
化
に
小
刻
み
に
対
応
す
る
た
め
雇
用
期
間
の
短
期
化
、

雇
用
形
態
の
柔
軟
化
・
不
安
定
化
が
進
み
、
労
働
組
合
に
よ
っ
て
組
織
化
さ
れ
た
熟
練
工
の
数
が
減
少
し
て
い
く
。
ま
た
Ｉ
Ｔ
化
の

進
展
は
業
務
処
理
の
定
型
化
・
大
量
化
を
可
能
に
し
、
事
務
職
な
ど
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
減
少
も
引
き
起
こ
す
。
そ
の
結
果
、
各
種

サ
ー
ビ
ス
業
な
ど
の
拡
大
部
門
も
ま
た
、
待
遇
面
で
大
き
な
格
差
を
も
つ
専
門
職
と
サ
ー
ビ
ス
職
へ
と
二
分
さ
れ
て
い
く
傾
向
が
強

ま
る
（
本
田
由
紀
、
二
〇
〇
五
）。

(2
)
「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
説

一
九
八
〇
年
代
以
降
、
世
界
市
場
の
統
合
が
一
段
と
進
み
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
ば
れ
る
事
態
が
進
展
し
た
。
厳
し
い

国
際
競
争
に
さ
ら
さ
れ
た
企
業
は
販
路
の
拡
大
と
生
産
コ
ス
ト
の
徹
底
的
削
減
を
め
ざ
し
、
国
内
で
厳
し
い
人
員
削
減
と
雇
用
の
フ
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レ
キ
シ
ブ
ル
化
（
＝
不
安
定
化
）
を
進
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
活
動
を
越
境
的
に
再
編
し
て
い
く
。
と
り
わ
け
一
九
九
〇
年
代
以
降
、

旧
社
会
主
義
国
が
世
界
市
場
に
本
格
的
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
結
果
、
相
対
的
に
安
価
な
労
働
力
が
世
界
規
模
で
大
量
に
供
給
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
、
先
進
産
業
国
で
は
賃
金
抑
制
に
向
か
う
圧
力
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
。

(3
)
「
新
自
由
主
義
」
説

グ
ロ
ー
バ
ル
な
市
場
競
争
が
激
化
し
て
い
く
な
か
、
企
業
ば
か
り
で
な
く
政
府
や
地
域
社
会
、
個
人
も
ま
た
そ
れ
ら
変
化
へ
の
対

応
を
迫
ら
れ
る
よ
う
な
る
。
と
り
わ
け
、
市
場
経
済
や
自
由
競
争
に
は
「
適
合
的
」
で
な
い
と
さ
れ
た
各
国
・
各
地
域
固
有
の
ル
ー

ル
や
制
度
、
慣
習
を
改
変
・
廃
止
し
て
い
く
こ
と
を
求
め
る
諸
政
策
（「
構
造
調
整
」
と
呼
ば
れ
る
）
が
、
経
済
活
動
を
促
進
し
資
本

を
海
外
か
ら
呼
び
込
む
た
め
の
一
環
と
し
て
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
や
世
界
銀
行
と
い
っ
た
国
際
機
関
、
国
際
金
融
企
業
や
投
資
格
付
け
会
社
な

ど
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
た
。
自
由
な
競
争
の
機
会
を
用
意
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
政
府
に
よ
る
各
種
規
制
が
緩
和
・
撤
廃
さ
れ
て

い
っ
た
結
果
、
労
働
者
の
保
護
、
環
境
の
保
全
、
国
内
産
業
の
保
護
な
ど
を
目
的
と
す
る
政
策
が
大
き
く
後
退
さ
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、

公
共
政
策
に
市
場
原
理
が
導
入
さ
れ
て
い
く
な
か
、
福
祉
、
住
宅
、
医
療
な
ど
の
領
域
か
ら
政
府
が
撤
退
し
て
い
く
傾
向
が
強
ま
る
。

以
上
の
要
因
は
、
相
互
に
連
関
し
合
い
な
が
ら
変
化
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
第
四
の
仮
説
と
し
て
、「
人
口
構
成
の

変
動
」
仮
説
を
付
け
加
え
て
お
い
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
少
子
高
齢
化
の
急
速
な
進
行
に
よ
っ
て
、
人
口
構
成
全
体
に
占
め
る
高
齢
者

層
の
割
合
が
高
く
な
る
。
ち
な
み
に
、
高
齢
者
層
に
お
い
て
は
も
と
も
と
収
入
格
差
が
大
き
い
た
め
、
こ
の
層
の
相
対
的
な
増
大
は

人
口
全
体
に
お
け
る
格
差
を
構
造
的
に
拡
大
し
て
い
く
効
果
を
も
つ
（
大
竹
文
雄
、
二
〇
〇
五
）。

現
実
の
格
差
拡
大
は
、
こ
れ
ら
要
因
が
相
互
に
連
関
し
合
い
な
が
ら
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
格
差
の
全
般
的
拡
大
と
い
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う
趨
勢
は
、実
際
に
は
、ど
の
よ
う
な
具
体
的
変
化
を
社
会
の
各
所
に
引
き
起
こ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
各
仮
説
の
優
劣
を
め
ぐ
っ

て
は
論
争
が
戦
わ
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
格
差
の
全
般
的
拡
大
が
日
本
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
で
実
際
に
ど

の
よ
う
な
形
を
と
り
な
が
ら
変
化
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
の
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
意
外
な
ほ
ど
論
証
が
不
足
し
て
い
る
。
多
様

な
現
象
形
態
の
う
ち
、
こ
の
小
論
で
は
と
く
に
空
間
的
な
形
態
を
と
っ
て
姿
を
現
し
つ
つ
あ
る
格
差
に
着
目
す
る
。
と
り
わ
け
東
京

を
ひ
と
つ
の
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
な
が
ら
、
変
化
の
実
際
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

四

新
し
い
格
差
の
現
象
形
態

実
際
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
起
き
て
い
る
の
か
。
五
点
に
分
け
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

(1
)
<大
都
市
―
地
方
>格
差
か
ら
<東
京
―
そ
の
他
>格
差
へ

各
地
域
の
経
済
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
経
済
構
造
に
組
み
込
ま
れ
る
度
合
い
が
増
す
に
つ
れ
、
地
域
間
の
経
済
格
差
も
ま
た
グ
ロ
ー
バ

ル
経
済
と
の
関
連
を
よ
り
直
接
的
に
反
映
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
各
地
域
が
国
境
を
越
え
て
グ
ロ
ー
バ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
影
響
に
よ
り
直
接
的
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
一
方
、
政
府
に
よ
る
統
一
的
な
産
業
政
策
の
効
果
が
相
対
的
に
低

下
し
て
い
く
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
図
1
は
、
一
人
当
た
り
の
課
税
所
得
の
推
移
を
各
年
の
全
国
平
均
を
一
〇
〇
と
し
た
指
標
に
よ

り
、
都
道
府
県
ご
と
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

日
本
に
と
っ
て
今
回
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
第
一
段
階
と
も
い
え
る
バ
ブ
ル
経
済
期
、
地
価
や
株
価
の
高
騰
も
あ
っ
て
東

京
や
大
阪
の
所
得
は
相
対
的
に
大
き
く
伸
び
た
。
こ
れ
に
続
く
「
失
わ
れ
た
十
年
」、
そ
の
反
動
と
し
て
相
対
的
な
格
差
は
む
し
ろ
縮
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小
す
る
。
し
か
し
、
グ
ロ
ー

バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
や
新
自
由

主
義
的
政
策
が
本
格
化
す
る

二
一
世
紀
に
入
る
頃
か
ら
、

再
び
地
域
間
の
相
対
的
格
差

が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
が
こ

の
図
か
ら
は
浮
か
び
上
が

る
。
と
り
わ
け
二
〇
〇
〇
年

代
に
入
っ
て
か
ら
の
変
化
を

以
前
と
対
比
す
る
と
、
今
回

は
、
東
京
都

―
及
び
そ
の

程
度
は
や
や
低
い
も
の
の
愛

知
県

―
だ
け
が
そ
の
相
対

的
水
準
を
上
昇
さ
せ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
一
九
八
〇

年
代
末
の
格
差
拡
大
は
、
大

阪
や
愛
知
な
ど
を
含
む
大
都

市
圏
と
そ
の
他
の
地
方
圏
の
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間
で
起
き
て
い
た
の
に
対
し
、
二
〇
〇

〇
年
代
に
は
東
京
都
の
突
出
だ
け
が
目

に
つ
く
。
同
じ
首
都
圏
で
も
神
奈
川
県

な
ど
の
変
化
は
鈍
く
、
よ
り
限
定
さ
れ

た
意
味
で
の
東
京
一
極
集
中
の
傾
向
が

さ
ら
に
強
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
近
年

の
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。

(2
)
高
収
入
地
域
と
低
収
入
地
域
で

拡
大
す
る
傾
向
の
あ
る
地
域
内
収
入

格
差

収
入
の
水
準
に
は
日
本
国
内
に
お
い

て
か
な
り
の
格
差
が
あ
り
、
か
つ
東
京

と
他
地
域
の
間
の
相
対
的
格
差
が
二
〇

〇
〇
年
代
以
降
、
拡
大
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
で
は
、
こ
う
し
た
格
差

構
造
の
下
に
お
か
れ
る
各
地
域
の
内
部

に
お
い
て
、
不
平
等
は
ど
の
よ
う
な
形
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を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
初
め
に
都
道
府
県
単
位
で
み
た
場
合
、
収
入
の
全
体
的
水
準
と
配
分
の
不
平
等
の
間
に
は
関

係
が
あ
る
の
か
、
こ
の
点
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
図
2
は
、
二
人
以
上
の
世
帯
を
対
象
に
、
年
間
収
入
の
ジ
ニ
係
数
と
世
帯
員
一
人

当
た
り
の
年
間
収
入
平
均
額
の
関
係
を
、
都
道
府
県
単
位
の
散
布
図
と
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
配
分
の
不
平
等
を
示
す
ジ
ニ
係

数
は
最
小
0
、
最
大
1
の
値
を
と
り
、
そ
の
値
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
平
等
状
態
か
ら
は
遠
い
こ
と
を
表
す
。

こ
れ
に
よ
る
と
、同
一
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
に
属
す
る
都
府
県
の
収
入
水
準
は
相
対
的
に
類
似
し
て
い
る
一
方
で
、異
な
る
地
域
ブ
ロ
ッ

ク
の
間
に
は
か
な
り
大
き
な
格
差
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、
東
北
地
方
や
沖
縄
県
を
含
む
九
州
地
方
で
収
入
水
準
は
低

く
、
関
東
地
方
や
東
海
地
方
は
相
対
的
に
高
い
。
そ
の
上
で
ジ
ニ
係
数
と
の
関
係
を
み
て
い
く
と
、
興
味
深
い
傾
向
が
存
在
す
る
こ

と
に
気
が
つ
く
。
一
人
当
た
り
年
間
収
入
が
ほ
ぼ
中
位
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
ジ
ニ
係
数
が
目
立
っ
て
高
い
徳
島
県
や
大
阪
府
の

よ
う
な
少
数
事
例
は
あ
る
も
の
の
、
総
体
と
し
て
み
る
と
、
そ
の
分
布
は
ゆ
る
や
か
な
が
ら
Ｖ
字
に
近
い
形
を
示
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
中
収
入
地
域
に
お
い
て
ジ
ニ
係
数
は
概
し
て
低
く
、
低
収
入
地
域
と
高
収
入
地
域
に
お
い
て
ジ
ニ
係
数
は
相
対
的
に
高
い
値

を
示
す
傾
向
に
あ
る
。
と
り
わ
け
、
年
間
収
入
の
平
均
水
準
が
目
立
っ
て
低
い
沖
縄
県
は
、
不
平
等
の
度
合
い
も
際
だ
っ
て
高
い
。

高
収
入
地
域
と
低
収
入
地
域
の
間
の
格
差
が
単
に
ま
す
ま
す
拡
大
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
格
差
の
両
極
に
位
置
す
る
地
域
内

部
の
不
平
等
度
が
む
し
ろ
高
い
と
い
う
事
実
は
、
一
国
の
最
先
端
と
最
末
端
の
間
に
横
た
わ
る
現
実
の
格
差
が
単
な
る
平
均
値
以
上

に
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
は
、
一
国
単
位
の
経
済
圏
を
弱
体
化

さ
せ
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
経
済
構
造
の
中
へ
と
事
実
上
、
再
配
置
し
て
い
く
効
果
を
も
つ
。
こ
の
こ
と
は
、

見
方
を
変
え
れ
ば
、
一
国
の
経
済
圏
の
な
か
に
、
<中
心
―
半
周
辺
―
周
辺
>と
い
っ
た
世
界
シ
ス
テ
ム
的
な
分
業
構
造
が
事
実
上
組

み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。
階
層
研
究
に
お
い
て
も
、
一
国
の
範
囲
に
と
ど
ま
ら
な
い
新
し
い
分
析
視
点
が
こ
こ

で
は
必
要
に
な
る
。
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(3
)
大
都
市
内
の
空
間
的
分
極
化

次
に
、
ロ
ー
カ
ル
な
領
域
へ
と
さ
ら
に
降
り
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
収
入
面
の
不
平
等
拡
大
は
、
都
市
内
に
お
け
る
空
間
的
な

分
極
化
の
傾
向
と
は
た
し
て
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
図
3
は
、
一
人
当
た
り
の
課
税
所
得
の
推
移
を
、
東
京
都
内
の
主
な

区
市
に
つ
い
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
各
年
の
全
国
平
均
＝
一
〇
〇
と
し
た
場
合
の
指
数
と
し
て
、
そ
の
値
を
示
し
て

あ
る
。

こ
の
図
か
ら
す
ぐ
に
わ
か
る
こ
と
と
し
て
、
全
国
の
場
合
と
同
様
、
バ
ブ
ル
経
済
と
そ
の
後
の
停
滞
、
そ
し
て
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
の
本
格
化
と
い
う
三
つ
の
段
階
を
そ
れ
ぞ
れ
反
映
し
た
形
で
、
格
差
の
幅
は
大
き
く
変
動
し
て
い
る
。
た
だ
し
注
目
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
う
し
た
変
化
が
都
内
で
も
比
較
的
限
ら
れ
た
地
域
に
集
中
し
て
姿
を
現
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
一

九
八
〇
年
代
末
か
ら
九
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
千
代
田
、
港
、
中
央
の
都
心
三
区
や
渋
谷
区
で
ピ
ー
ク
を
記
録
し
た
一
人
当
た
り
課

税
所
得
は
、
バ
ブ
ル
崩
壊
と
と
も
に
一
九
九
〇
年
代
半
ば
に
は
大
幅
に
減
少
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
る
頃
か

ら
、
再
び
上
昇
が
始
ま
る
。
港
区
が
千
代
田
区
を
追
い
越
し
、
上
昇
す
る
渋
谷
区
や
目
黒
区
が
中
央
区
と
肩
を
並
べ
る
。
全
体
平
均

で
み
れ
ば
収
入
水
準
が
相
対
的
に
上
昇
し
た
東
京
都
で
は
あ
る
が
、
現
実
に
は
港
区
や
渋
谷
区
、
目
黒
区
と
い
っ
た
、
都
心
部
か
ら

西
南
方
向
に
伸
び
る
ベ
ル
ト
状
の
限
ら
れ
た
一
角
に
富
裕
層
が
集
中
す
る
度
合
い
が
増
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
経
済
的
な
衰

退
が
目
立
つ
足
立
区
、
葛
飾
区
、
荒
川
区
な
ど
都
区
部
の
東
部
地
域
で
は
、
年
間
収
入
の
絶
対
的
な
水
準
に
大
幅
な
差
が
あ
る
だ
け

で
な
く
、
全
国
平
均
と
比
較
し
て
も
相
対
的
な
低
下
傾
向
が
続
い
て
い
る
。

高
収
入
地
域
で
あ
る
東
京
都
に
お
い
て
、
不
平
等
を
表
す
ジ
ニ
係
数
が
相
対
的
に
高
い
値
を
示
す
背
景
に
は
、
地
価
や
株
価
の
乱

高
下
の
影
響
を
き
わ
め
て
ス
ト
レ
ー
ト
に
受
け
て
し
ま
い
や
す
い
グ
ロ
ー
バ
ル
都
市
の
脆
弱
性
が
存
在
し
て
い
る
。

一橋社会科学 第6号 2009年3月

114



(4
)
年
功
的
上
昇
回
路
の
閉

鎖
化

以
上
で
見
て
き
た
よ
う
に
、

収
入
・
所
得
と
い
う
指
標
で
み

た
場
合
、
こ
こ
二
〇
年
間
、
全

体
と
し
て
格
差
拡
大
の
傾
向
が

持
続
し
て
き
た
。
た
だ
し
、
そ

の
実
際
の
現
れ
方
は
、
国
内
あ

る
い
は
各
地
域
内
に
お
い
て
そ

れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
た
。
要
約

す
る
と
、
国
際
的
な
競
争
の
激

化
な
ど
に
よ
っ
て
産
業
基
盤
が

大
き
な
打
撃
を
受
け
た
多
く
の

地
域
に
お
い
て
は
停
滞
が
続
い

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
好

調
な
輸
出
産
業
を
抱
え
て
い
た

地
域
、
そ
し
て
国
内
経
済
と
国

際
経
済
の
結
節
点
と
し
て
中
枢
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資料：朝日新聞社『民力2006』より作成

図3 一人当たり課税所得の推移（東京都の区・市）全国＝100



機
能
を
蓄
積
さ
せ
て
き
た
東
京
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
波
に
乗

り
な
が
ら
、
総
体
と
し
て
は
収
入
の
面
で
恵
ま
れ
た
地
位
を
確
保
し
て
き

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
地
域
で
は
、
国
際
的
な
連
関
に
依
存
し

た
そ
の
構
造
的
地
位
ゆ
え
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
変
動
の
影
響
を
よ
り
増
幅

し
た
形
で
反
映
し
て
し
ま
う
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
東
京

の
場
合
、
地
価
や
株
価
の
変
動
の
影
響
を
大
き
く
受
け
な
が
ら
、
収
入
水

準
の
相
対
的
上
昇
と
下
降
の
波
を
繰
り
返
し
て
き
た
。
そ
の
た
び
に
、
全

国
的
に
み
て
も
、
ま
た
東
京
都
内
で
み
て
も
、
最
上
位
と
最
下
位
の
地
域

間
の
格
差
の
幅
を
大
き
く
変
動
さ
せ
な
が
ら
、
し
か
し
全
体
と
し
て
は
格

差
を
結
局
拡
大
さ
せ
る
方
向
へ
と
向
か
っ
て
き
た
。

以
上
の
よ
う
な
変
化
の
趨
勢
を
、
そ
の
原
因
の
面
か
ら
検
討
し
て
い
く

た
め
に
は
、
産
業
・
労
働
構
造
の
変
化
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
非
正
規
労
働
へ
の
就
労
者
の
急
増
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
も
っ

と
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
要
因
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
産
業
構
造
の
変
動
に

よ
り
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
職
業
が
就
業
機
会
を
拡
大
さ
せ
、
逆
に
ど
の

よ
う
な
職
業
が
就
業
機
会
の
低
下
を
招
い
て
い
る
の
か
。
こ
の
点
が
同
時

に
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
、
階
級
階
層
変
動
の
基
本
的
趨
勢
を
理
解
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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表3 東京都内に従業する職業分類×産業分類別の就業者数の増減
（総数、1995-2000年）

産業
(大分類)

職業（大分類）
専門
技術

管理 事務 販売
サー
ビス

保安
運輸
通信

マニュ
アル職

農林
漁業

総数

農業 -18 -117 -82 39 4 2 -15 -25 -3478 -3692
建設業 -10338 -17522 -22760 -739 -847 -182 -2330 -43508 -206 -98711
製造業 -12353 -43234 -51752 -21872 -1773 -266 -2152 -96249 -57 -230219
公益 92 -902 -1193 108 -47 -44 -142 -1038 3 -3141
運輸通信 3277 -8795 -2984 9892 -1807 202 -18658 688 2 -18176
卸売小売飲食 3077 -53625 -53779 -35066 10843 -149 -2246 -11676 -51 -143529
金融保険業 1155 -22589 -18157 -21966 -923 -81 -786 -534 1 -63902
不動産 -86 -6567 -1785 1426 13055 -251 -147 -589 58 5055
サービス業 109545 -21564 93611 22605 17668 4161 -1965 13907 15 238282
公務 241 -1848 -8989 0 -502 352 -664 -1358 -25 -13741
総数 92675 -177487 -70079 -46753 34014 3676 -29419 -142518 -4196 -261892

注：総数には、その他の産業・職業、分類不能を含む。網掛けは減少を示す。
資料：総務省統計局『国勢調査』より作成



表
3
は
、
産
業
・
職
業
の
大
分
類
を
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
就
業
者
の
増
減
を
検
討
し
た
結
果
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
一
九
九

五
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
に
か
け
て
東
京
都
内
の
「
仕
事
」
で
増
加
し
て
い
る
の
は
、
産
業
別
で
は
「
サ
ー
ビ
ス
業
」
と
「
不
動
産
業
」、

職
業
別
で
は
「
専
門
技
術
職
」「
サ
ー
ビ
ス
職
」
そ
し
て
「
保
安
職
」
に
限
ら
れ
る
。
脱
工
業
化
に
よ
っ
て
「
製
造
業
」
が
縮
小
す
る

だ
け
で
な
く
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
競
争
激
化
に
よ
っ
て
「
金
融
保
険
業
」
ま
で
が
そ
の
規
模
を
大
幅
に
縮
小
さ
せ
た
。
ま
た
製
造
業
や

建
設
業
で
働
く
「
マ
ニ
ュ
ア
ル
職
」
ば
か
り
で
な
く
、「
事
務
職
」
や
「
管
理
職
」
と
い
っ
た
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
職
も
大
幅
に
減
少
し

て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
減
少
職
の
多
く
で
は
正
規
雇
用
か
ら
非
正
規
雇
用
へ
の
置
き
換
え
も
進
み
、待
遇
が
不
安
定
化
し
て
い
る
。

終
身
雇
用
や
年
功
制
の
賃
金
体
系
が
一
応
の
標
準
で
あ
っ
た
頃
、
製
造
業
の
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
職
や
各
種
産
業
に
お
け
る
事
務
職
に

就
い
た
後
、
管
理
職
へ
と
移
動
し
て
い
く
の
は
典
型
的
な
地
位
上
昇
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
以
上
の
結
果
は
、
こ
う

し
た
地
位
上
昇
の
経
路
が
ま
す
ま
す
狭
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
、
就
業
機
会
の
減
少
と
雇
用
条
件
悪
化

と
い
う
二
重
の
問
題
が
、
労
働
市
場
に
新
規
参
入
す
る
若
年
層
へ
と
し
わ
寄
せ
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
二
一
世
紀
に
入
り
格
差
問
題

は
新
し
い
「
貧
困
」
問
題
と
い
う
様
相
を
帯
び
る
こ
と
と
な
っ
た
。

(5
)
「
失
わ
れ
た
十
年
」
の
イ
ン
パ
ク
ト

―
出
生
コ
ホ
ー
ト
間
の
不
平
等

最
後
に
、
異
な
る
年
齢
層
ご
と
に
不
平
等
構
造
が
格
差
を
も
っ
て
姿
を
現
し
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
バ
ブ
ル

経
済
崩
壊
以
降
の
い
わ
ゆ
る
「
失
わ
れ
た
十
年
」
に
新
規
学
卒
者
と
し
て
就
職
に
乗
り
出
し
た
世
代
は
、
そ
れ
以
前
の
世
代
と
比
べ

て
、
正
規
雇
用
の
安
定
し
た
職
に
つ
く
チ
ャ
ン
ス
と
い
う
面
で
大
き
な
不
利
を
被
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
図
4
は
、
全
国
の
二
人

以
上
の
世
帯
に
つ
い
て
年
間
収
入
の
ジ
ニ
係
数
を
、
世
帯
主
の
年
令
層
ご
と
に
一
九
九
九
年
と
二
〇
〇
四
年
と
で
比
較
し
た
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
両
者
で
比
較
し
た
場
合
、
多
く
の
年
令
層
に
お
い
て
ジ
ニ
係
数
は
さ
ほ
ど
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
な
い
の
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に
対
し
、
い
く
つ
か
の
年
齢
層
で
目
立
っ
た
変
化
が
現
れ
て
い
る
。

第
一
に
、
最
高
齢
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
「
七
五
歳
以
上
」
に
お
い

て
ジ
ニ
係
数
が
低
下
し
て
い
る
。
先
述
の
「
人
口
構
成
変
動
」
仮
説

が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
六
〇
歳
を
境
に
そ
れ
よ
り
も
高
齢
層
の

世
帯
で
は
ジ
ニ
係
数
が
目
立
っ
て
大
き
い
。
し
た
が
っ
て
人
口
全
体

の
高
齢
化
の
進
展
は
、
不
平
等
の
程
度
を
構
造
的
に
押
し
上
げ
て
い

く
効
果
を
も
つ
。
た
だ
し
、
同
じ
高
齢
者
の
中
で
も
異
な
る
趨
勢
が

現
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
を
払
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

第
二
に
、
も
っ
と
も
若
い
「
二
五
歳
未
満
」
層
に
お
い
て
、
一
九

九
九
年
と
二
〇
〇
四
年
の
間
で
ジ
ニ
係
数
が
目
立
っ
て
上
昇
し
て
い

る
。
ま
た
、
そ
れ
に
続
く
「
二
五
―
二
九
歳
」
層
で
も
同
様
に
ジ
ニ

係
数
の
上
昇
傾
向
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
結
果
だ
け
か

ら
、「
失
わ
れ
た
十
年
」
世
代
の
不
安
定
就
労
化
と
い
う
結
論
を
引
き
出
す
こ
と
は
ま
だ
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
年
齢
と
と
も

に
徐
々
に
ジ
ニ
係
数
が
増
し
、
と
く
に
四
〇
代
、
五
〇
代
の
時
点
で
大
き
く
上
昇
す
る
こ
れ
ま
で
の
傾
向
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、

二
〇
〇
四
年
時
点
に
お
け
る
二
〇
代
の
年
齢
コ
ホ
ー
ト
は
、
一
〇
年
後
、
二
〇
年
後
、
さ
ら
に
き
わ
め
て
き
び
し
い
状
況
に
お
か
れ

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
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係数の変化

(
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図4 世帯主の年齢別にみた年間収入ジニ
係数の変化



五

「
格
差
」
社
会
と
「
格
差
」
過
敏
社
会
の
隘
路
を
越
え
て

限
ら
れ
た
点
で
は
あ
る
が
、
現
代
日
本
に
お
け
る
格
差
の
重
層
的
な
構
造
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
説

明
の
中
で
も
述
べ
て
き
た
が
、
現
実
の
格
差
拡
大
は
、「
脱
工
業
化
・
ポ
ス
ト
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
」、「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」、

「
新
自
由
主
義
」、
そ
し
て
「
人
口
構
成
の
変
動
」
と
い
っ
た
要
因
が
、
相
互
に
連
関
し
合
い
な
が
ら
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

そ
れ
ら
要
因
の
組
み
合
わ
せ
、
影
響
の
向
き
は
、
空
間
ス
ケ
ー
ル
に
よ
り
、
地
域
に
よ
り
、
産
業
・
職
業
に
よ
り
、
ま
た
出
生
コ
ホ
ー

ト
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
格
差
の
全
般
的
拡
大
と
い
う
近
年
の
趨
勢
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
誤
り
で
は
な
い
。
し
か
し
、
現

実
に
は
こ
れ
ら
個
別
的
な
現
象
の
累
積
と
し
て
出
現
し
て
い
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
解
決
策

も
ま
た
、
積
分
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
く
、
ま
ず
は
個
別
の
現
象
を
ふ
ま
え
た
微
分
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
発
想
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

格
差
一
般
の
構
造
を
考
察
す
る
こ
と
の
重
要
性
は
言
を
俟
た
な
い
。
だ
が
、
格
差
の
広
が
り
と
深
さ
を
実
際
に
知
る
た
め
に
は
、

ま
ず
「
い
ま
こ
こ
に
あ
る
格
差
や
差
別
」
の
現
実
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
、
雇
用
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
世
代
、

国
籍
、
人
種
・
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
、
地
域
な
ど
の
諸
条
件
を
ま
た
ぎ
な
が
ら
重
層
的
に
引
か
れ
た
分
割
線
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
も
た
ら

す
格
差
形
成
の
複
合
的
作
用
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
。
こ
の
こ
と
は
、
格
差
・
階
層
化
に
関
わ
る
社
会
学
的
研
究
に
課
せ
ら
れ

た
も
っ
と
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
経
済
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
資
本
主
義
は
、蓄
積
持
続
と
い
う
目
的
達
成
の
た
め
、非
経
済
的（
非

資
本
主
義
的
）
な
「
外
部
」
を
つ
ね
に
「
必
要
」
と
し
て
き
た
。
何
ら
か
の
外
的
基
準
で
人
び
と
を
分
割
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
グ
ル
ー

プ
の
間
に
差
別
や
隔
離
の
構
造
を
埋
め
込
み
、
そ
こ
に
属
す
る
労
働
者
た
ち
を
互
い
に
競
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
コ
ス
ト
は
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低
く
抑
え
ら
れ
て
き
た
。
雇
用
条
件
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
世
代
、
国
籍
、
人
種
・
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
、
地
域
な
ど
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た

多
様
な
社
会
的
地
位
ご
と
に
、
ど
の
よ
う
な
差
別
や
隔
離
の
仕
掛
け
が
作
ら
れ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
に
相
互

に
連
関
し
あ
っ
て
い
る
の
か
。
格
差
・
差
別
の
動
態
的
な
分
析
が
欠
か
せ
な
い
。

も
う
一
点
、
格
差
を
論
じ
る
前
提
と
し
て
、「
現
実
の
格
差
」
と
「
格
差
に
対
し
て
過
敏
に
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
仕
掛
け
」
を
つ
ね

に
自
覚
的
に
区
別
し
て
い
く
視
点
が
欠
か
せ
な
い
こ
と
を
、
最
後
に
強
調
し
て
お
こ
う
。
確
か
に
格
差
は
拡
大
傾
向
に
あ
り
、
ま
た

深
刻
さ
を
増
し
て
い
る
。
し
か
し
社
会
学
的
観
点
か
ら
み
た
場
合
に
問
題
な
の
は
、「
現
実
の
格
差
」
だ
け
で
な
い
。
目
を
向
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
特
定
の
「
格
差
」
に
対
し
て
過
敏
な
対
応
を
人
び
と
に
引
き
起
こ
さ
せ
て
し
ま
う
仕
掛
け
や
風
潮
が
、
他
の

格
差
を
隠
蔽
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
仕
掛
け
と
共
存
さ
せ
ら
れ
て
い
く
と
い
う
複
合
的
な
現
実
で
あ
る
。
今
日
の
格
差
論
は
、「
新

し
い
貧
困
」
問
題
に
直
面
す
る
「
持
た
ざ
る
者
」
の
怒
り
を
支
え
と
し
て
、
新
た
な
展
開
を
見
せ
始
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
そ
こ
か

ら
は
地
域
ユ
ニ
オ
ン
の
よ
う
な
、
新
し
い
集
合
行
動
の
活
発
化
の
兆
し
が
み
え
る
。
し
か
し
、
格
差
論
は
ま
た
、「（
相
対
的
に
）
持

て
る
者
」
の
潜
在
的
不
安
や
恐
怖
と
結
び
つ
く
形
で
、
も
う
一
つ
別
の
潮
流
を
形
作
り
つ
つ
あ
る
。
こ
う
し
た
不
安
が
「
勝
ち
組
・

負
け
組
」
と
い
っ
た
粗
雑
な
格
差
言
説
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
、「
転
落
」
の
恐
怖
へ
と
仕
立
て
上
げ
ら
れ
て
い
く
と
き
、
人
は
、
自
分

よ
り
も
劣
位
の
他
者
を
探
し
て
自
己
満
足
に
陥
っ
た
り
、
ま
た
そ
れ
ら
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
攻
撃
を
始
め
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。

格
差
が
国
内
外
の
「
他
者
」
や
「
弱
者
」
へ
の
寛
容
性
を
低
下
さ
せ
て
い
く
と
き
、
そ
こ
に
易
々
と
つ
け
こ
ん
で
い
く
の
は
、
排

他
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
私
た
ち
は
二
〇
世
紀
の
教
訓
と
し
て
知
っ
て
い
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
に
す
れ

ば
、
私
た
ち
は
同
じ
轍
を
踏
ま
ず
に
前
へ
進
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
一
世
紀
に
お
い
て
、
後
期
近
代
の
再
帰
性
プ
ロ

セ
ス
の
な
か
に
再
び
放
り
込
ま
れ
た
格
差
論
が
直
面
し
て
い
る
最
大
の
課
題
も
こ
こ
に
あ
る
。
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