
現
代
日
本
に
お
け
る
階
級
格
差
と
そ
の
固
定
化

　
　
　
そ
の
4
～
階
層
格
差
と
そ
の
固
定
化
に
つ
い
て
の
意
識
～

渡
　
辺
　
雅
　
男
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問
題
提
起

一
　
生
活
意
識
の
階
層
性

　
ω
　
階
層
意
識
と
階
層
帰
属
意
識

　
の
　
幻
想
と
し
て
の
「
階
層
帰
属
意
識
」

　
⑥
　
幻
想
と
し
て
の
「
中
」
意
識

二
　
消
費
活
動
の
階
層
性

　
ω
　
消
費
の
問
題

　
③
　
消
費
活
動
の
階
層
性

　
㈹
　
消
費
生
活
の
階
層
性
（
①
衣
服
、
②
食
品
、

三
　
社
会
的
地
位
の
階
層
性

③
住
宅
、
④
耐
久
消
費
財
、
⑤
情
報
、
⑥
教
育
）
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ω
　
社
会
的
地
位
の
意
義

　
⑭
　
「
社
会
的
地
位
」
概
念
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
役
割

㈹
　
社
会
的
地
位
の
階
層
性
の
意
識

四
　
小
括

問
題
提
起
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こ
れ
ま
で
見
て
き
た
の
は
、
社
会
生
活
の
諸
分
野
で
人
々
が
さ
ま
ざ
ま
な
格
差
の
も
と
に
暮
ら
し
て
い
る
そ
の
条
件
で
あ
っ
た
。
言
い

換
え
れ
ば
、
本
研
究
は
生
活
条
件
に
か
ん
し
て
人
々
の
あ
い
だ
に
引
か
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
分
断
線
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
き
た
の
で

あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
経
済
的
生
活
条
件
に
つ
い
て
は
、
所
得
、
課
税
、
福
祉
、
賃
金
、
資
産
、
株
式
所
有
の
す
べ
て
の
面
に
わ
た
っ
て
、

人
々
の
あ
い
だ
に
は
格
差
と
不
平
等
の
分
断
線
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
（
「
そ
の
ー
～
社
会
の
階
層
性
と
そ
の
経
済

的
社
会
的
条
件
1
」
）
。
社
会
的
生
活
条
件
に
つ
い
て
は
、
社
会
移
動
と
教
育
選
抜
に
お
け
る
分
断
線
が
検
討
さ
れ
た
（
同
上
且
）
。
文
化

的
生
活
条
件
の
分
断
線
に
つ
い
て
は
、
言
語
、
学
業
成
績
、
結
婚
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
（
「
そ
の
2
～
社
会
の
階
層
性
と
そ
の
文
化
的
条

件
」
）
。
政
治
的
生
活
条
件
の
分
断
線
は
、
投
票
行
動
と
政
党
支
持
を
論
じ
る
な
か
で
示
唆
さ
れ
た
（
「
そ
の
3
～
社
会
の
階
層
性
と
そ
の

政
治
的
条
件
」
）
。
平
等
性
と
同
質
性
が
そ
の
国
民
的
特
徴
で
あ
る
と
さ
れ
た
日
本
の
社
会
は
、
実
は
そ
の
背
後
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
格
差
と

断
絶
を
隠
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
生
活
条
件
の
客
観
的
な
格
差
が
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
（
以
上
、
本
誌
3
1
～
3
3
）
。

　
本
稿
が
こ
れ
か
ら
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
格
差
の
こ
う
し
た
客
観
的
実
態
で
は
な
く
、
そ
の
主
観
的
あ
り
方
で
あ
る
。
社
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会
構
成
員
の
意
識
に
反
映
し
た
格
差
の
存
在
、
あ
る
い
は
主
観
的
意
識
に
直
接
的
な
影
響
を
与
え
て
い
る
格
差
の
あ
り
方
を
問
題
に
し
よ

う
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
生
活
条
件
の
格
差
が
日
本
社
会
に
厳
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
人
々
は
ど
の
よ

う
な
か
た
ち
で
そ
れ
を
意
識
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
生
活
の
客
観
的
格
差
は
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
は
人
々
の
意
識
に
の

ぼ
る
こ
と
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
人
々
の
意
識
に
反
映
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、

こ
こ
に
人
々
の
格
差
意
識
を
探
る
必
要
が
生
ま
れ
て
く
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
客
観
的
な
分
断
線
の
存
在
は
、
主
観
的
に
は
ど
の
よ
う
な

か
た
ち
で
意
識
さ
れ
、
認
知
さ
れ
て
い
る
の
か
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
同
じ
問
題
は
視
点
を
変
え
れ
ば
次
の
よ
う
に
言
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
生
活
条
件
の
格
差
が
日
本
社
会
に
厳
と
し
て
存
在
し
て
い
る
事
実
を
人
々
が
も
し
認
め
よ
う
と
し
な
い
の
な
ら
・
そ

れ
は
人
々
が
ど
の
よ
う
な
意
識
を
も
と
に
し
て
い
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
。
格
差
の
存
在
と
い
う
客
観
的
認
識
を
も
し
人
々
の
主
観
的
意

識
が
否
認
す
る
の
な
ら
、
そ
の
主
観
的
意
識
は
ど
の
よ
う
な
身
近
な
現
実
を
根
拠
に
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
現
実
は
、

し
ば
し
ば
人
々
が
信
じ
込
ま
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
当
に
社
会
的
格
差
を
否
認
す
る
根
拠
な
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
そ
れ
を
探
る
た
め
、

ω
生
活
意
識
と
階
層
帰
属
、
⑭
消
費
意
識
と
消
費
活
動
、
③
社
会
的
地
位
と
そ
の
達
成
意
識
を
順
次
検
討
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
・
人
々

が
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
、
構
造
的
格
差
の
存
在
を
ど
の
よ
う
に
意
識
し
て
い
る
か
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
作
業
が
必
要
で
あ
る
の
は
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
ま
た
し
て
も
こ
こ
に
、
階
級
論
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
潜
ん
で
い
る
と
思

わ
れ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
通
常
こ
こ
に
挙
げ
た
い
く
つ
か
の
事
柄
は
現
在
の
日
本
社
会
の
平
等
性
、
同
質
性
、
開
放
性
を
論
証
す
る
絶

好
の
事
例
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
人
々
に
と
っ
て
は
、
も
っ
と
も
卑
近
な
事
柄
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
個
人
が
そ
の
生
活
の
な
か
か
ら
社
会

意
識
を
形
成
す
る
さ
い
に
は
、
も
っ
と
も
強
い
説
得
力
を
発
揮
す
る
事
例
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
階
層
帰
属
意
識
に
か
ん
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
調
査
は
、
国
民
の
九
割
が
自
己
を
「
中
」
流
に
属
し
て
い
る
と
回
答
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
こ
れ
は
人
々
の
あ
い

だ
で
中
流
意
識
が
支
配
的
で
あ
る
と
主
張
す
る
際
の
格
好
の
論
拠
と
さ
れ
て
き
た
ば
か
り
か
、
彼
ら
が
暮
ら
す
中
流
社
会
の
平
等
性
と
同

93
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パ
ユ
ロ

質
性
を
暗
に
実
証
す
る
も
の
と
広
く
受
け
取
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
世
論
調
査
の
実
態
を
子
細
に
検
討
す
れ
ば
、
こ
の

「
中
」
意
識
と
は
な
に
よ
り
も
「
生
活
程
度
」
や
「
暮
ら
し
む
き
」
に
つ
い
て
の
主
観
的
判
断
を
表
現
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
気

が
つ
く
。
質
問
さ
れ
た
事
実
関
係
と
回
答
か
ら
読
み
と
ら
れ
た
事
実
解
釈
と
の
あ
い
だ
に
、
著
し
い
ギ
ャ
ッ
プ
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。

　
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
も
っ
と
も
身
近
な
と
こ
ろ
で
隠
ぺ
い
し
て
い
る
の
が
「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
画
一
化
、
平
準
化
」
と
い
う
通
念
で
あ

る
。
人
々
の
消
費
生
活
が
急
速
に
資
本
主
義
の
歯
車
に
巻
き
込
ま
れ
、
消
費
活
動
を
中
心
と
す
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
戦
後
ま
す
ま
す
商

品
経
済
の
消
費
ス
タ
イ
ル
に
画
一
化
さ
れ
た
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
大
量
生
産
と
商
品
の
規
格
化
、
標
準
化
は
戦
前
に
見

ら
れ
た
よ
う
な
階
級
・
階
層
ご
と
の
生
活
ス
タ
イ
ル
の
格
差
を
消
滅
さ
せ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
貨
幣
さ
え
出
せ
ば
、
か
つ
て
は
手
の
届

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

か
な
か
っ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
趣
味
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
さ
え
、
手
が
届
く
時
代
で
あ
る
。
人
々
の
目
が
市
場
に
お
け
る
製
品
差
別
化
や
階

層
消
費
と
い
っ
た
隠
さ
れ
た
も
う
ひ
と
つ
の
側
面
に
向
か
う
の
は
ご
く
最
近
の
話
で
あ
り
、
「
市
場
の
開
放
度
は
持
て
る
資
力
に
応
じ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

し
か
決
ま
ら
な
い
」
と
い
う
厳
然
た
る
事
実
に
気
が
付
く
の
は
、
消
費
ブ
ー
ム
に
浮
か
れ
て
い
る
間
で
は
あ
り
え
な
い
。
コ
マ
ー
シ
ャ
ル

に
描
か
れ
た
よ
う
な
中
産
階
級
の
生
活
ス
タ
イ
ル
が
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
人
々
の
生
活
空
間
を
規
準
的
で
統
一
的
な
か
た
ち
で
支
配
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

て
い
る
と
永
く
信
じ
ら
れ
て
き
た
と
し
て
も
、
さ
し
あ
た
り
不
思
議
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
消
費
生
活
の
イ
メ
ー
ジ
が
示
さ
れ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
こ

人
は
き
わ
め
て
容
易
に
社
会
の
画
一
性
、
平
等
性
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
う
し
た
事
情
は
、
社
会
的
地
位
の
達
成
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
明
治
中
期
ま
で
の
「
末
は
博
士
か
大
臣
か
」
と
い
う
社
会
的
栄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

達
の
夢
が
か
な
り
早
い
段
階
で
「
安
定
し
た
大
企
業
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
」
と
い
う
社
内
出
世
の
夢
に
置
き
換
わ
り
、
ま
た
、
社
内
ポ
ス
ト

の
相
対
的
減
少
に
よ
り
社
内
地
位
上
昇
へ
の
道
が
多
く
の
大
卒
者
に
さ
え
閉
ざ
さ
れ
る
な
か
で
、
現
代
の
日
本
人
に
と
っ
て
、
「
立
身
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ロ

世
と
い
う
言
葉
は
死
語
に
な
っ
た
」
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
一
面
の
真
実
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
多
く
の
日
本
人
の
日
常

94
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意
識
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
以
上
の
意
味
、
つ
ま
り
社
会
か
ら
地
位
の
質
的
な
格
差
が
消
滅
し
、
し
か
も
、
「
地
位
的
権
益
の
一
貫
性
に
乏

　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

し
く
　
そ
の
意
味
で
（
日
本
の
現
在
の
社
会
は
）
平
均
化
さ
れ
た
社
会
で
あ
る
」
と
い
う
俗
説
を
生
ん
で
い
る
。
人
々
は
、
ほ
ど
ほ
ど
の

出
世
し
か
望
ん
で
い
な
い
自
分
、
あ
る
い
は
出
世
に
背
を
向
け
て
生
き
る
道
を
選
ん
だ
自
分
を
振
り
返
り
、
し
か
し
、
平
社
員
か
ら
社

長
。
会
長
ま
で
一
直
線
に
続
く
（
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
）
社
内
の
出
世
階
段
が
社
員
全
員
に
平
等
に
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

i
的
幻
想
を
捨
て
き
れ
ず
、
社
会
の
平
等
性
と
開
放
性
を
改
め
て
自
分
に
言
い
聞
か
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
最
後
の
仕
上
げ
が
、
学
歴
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
学
歴
主
義
と
い
う
べ
ー
ル
を
か
ぶ
せ
る
こ
と

で
、
か
ろ
う
じ
て
そ
の
意
識
に
上
る
こ
と
が
で
き
た
階
層
帰
属
意
識
も
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
違
い
も
、
出
世
意
識
も
、
す
べ
て
が
容
易
に

受
け
入
れ
可
能
な
も
の
と
な
る
。
「
自
己
実
現
」
「
才
能
発
揮
」
と
い
っ
た
学
歴
意
識
を
背
後
で
支
え
る
能
力
主
義
の
決
ま
り
文
句
が
・
問

題
の
本
質
を
隠
ぺ
い
す
る
。
そ
の
存
在
を
か
ろ
う
じ
て
認
め
ら
れ
た
階
層
（
階
級
）
格
差
も
、
生
活
ス
タ
イ
ル
の
格
差
も
、
地
位
の
格
差

も
、
す
べ
て
は
学
歴
の
為
せ
る
技
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
高
い
学
歴
が
高
い
経
済
的
報
酬
、
高
い
社
会
的
地
位
、
高
い
文
化
的
威
信
、
高
い

政
治
的
権
威
を
約
束
し
な
い
な
ら
、
学
歴
獲
得
競
争
の
現
実
的
で
物
質
的
な
原
動
力
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
た
し
か
に
、

学
歴
達
成
の
結
果
は
社
会
的
格
差
の
再
生
産
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
個
人
的
動
機
は
「
自
己
実
現
」
で
あ
り
「
才
能
発
揮
」
で
あ
る
。
少

な
く
と
も
、
人
々
の
学
歴
意
識
は
そ
う
主
張
す
る
。
人
が
自
己
実
現
を
は
か
り
、
才
能
発
揮
の
場
を
求
め
て
な
に
が
悪
か
ろ
う
。
し
か
も
、

そ
の
機
会
は
能
力
主
義
の
も
と
で
す
べ
て
の
人
に
開
か
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
学
力
競
争
は
最
大
限
に
公
正
な
競
争
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

学
歴
意
識
が
素
直
に
社
会
的
格
差
を
容
認
し
、
そ
れ
を
再
生
産
し
て
い
る
と
の
認
識
を
表
明
し
て
も
、
格
差
と
不
平
等
は
た
か
だ
か
学
歴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ル
レ

社
会
の
弊
害
に
す
ぎ
ず
、
開
か
れ
た
社
会
の
必
要
悪
に
す
ぎ
な
い
と
正
当
化
さ
れ
る
。
と
同
時
に
、
学
歴
格
差
の
名
の
も
と
で
社
会
的
格

差
の
問
題
は
教
育
問
題
へ
と
楼
小
化
さ
れ
る
。
学
歴
意
識
は
、
学
歴
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
も
と
で
、
階
級
意
識
と
の
接
点
を
断
ち
切

ら
れ
、
人
々
の
不
公
平
感
を
学
歴
主
義
に
閉
じ
こ
め
て
お
く
た
め
の
、
あ
る
種
の
安
全
装
置
と
し
て
機
能
妻
・
社
会
意
識
の
イ
固
ア
言
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ギ
ー
操
作
は
こ
う
し
て
完
了
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
さ
し
あ
た
り
の
課
題
は
明
白
で
あ
る
。
格
差
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
い

く
つ
か
の
社
会
意
識
の
な
か
に
人
々
の
隠
さ
れ
た
格
差
意
識
を
読
み
と
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
学
歴
格
差
と
い
う
現
象
的
領
域
か
ら

階
層
・
階
級
格
差
と
い
う
本
質
的
な
問
題
領
域
へ
と
投
げ
返
す
こ
と
で
あ
る
。

　
本
稿
は
、
階
層
帰
属
意
識
を
ま
ず
第
一
に
取
り
上
げ
、
い
わ
ゆ
る
「
中
」
意
識
の
非
画
一
性
を
探
っ
て
い
く
。
こ
れ
が
「
暮
ら
し
向

き
」
に
か
ん
す
る
主
観
的
意
識
を
表
現
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
そ
う
し
た
生
活
意
識
が
発
生
す
る
二
つ
の
基
盤
、
個
人

的
な
消
費
生
活
と
社
会
的
生
活
に
目
を
向
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
け
る
格
差
の
意
識
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
消

費
の
階
層
性
と
社
会
的
地
位
の
階
層
性
へ
の
意
識
で
あ
る
。

96

（
1
）
　
そ
の
論
拠
は
、
一
九
七
九
年
の
総
理
府
世
論
調
査
で
は
じ
め
て
九
割
を
越
え
る
者
が
「
自
分
は
中
流
に
属
す
る
」
と
答
え
た
と
さ
れ
る
事
実
で

　
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
調
査
（
総
理
府
「
国
民
生
活
に
関
す
る
世
論
調
査
」
）
を
よ
く
見
て
み
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
の
質
問
は
、
「
お
宅
の
生

　
活
程
度
は
、
世
間
一
般
か
ら
み
て
、
こ
の
中
の
ど
れ
に
入
る
と
思
い
ま
す
か
」
と
い
う
、
「
生
活
程
度
」
を
「
世
間
一
般
」
と
の
比
較
で
問
う
も
の

　
で
あ
り
、
こ
れ
へ
の
回
答
が
そ
の
ま
ま
自
己
の
階
層
帰
属
を
答
え
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
へ
の
回
答
に
し
て
も
、
「
中
」

　
が
九
一
％
に
達
し
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
訳
は
、
「
中
の
上
」
八
％
、
「
中
の
中
」
六
一
％
、
「
中
の
下
」
二
二
％
と
は
っ
き
り
と

　
分
化
し
て
い
る
。
こ
れ
に
「
上
」
一
％
、
「
下
」
五
％
と
回
答
し
た
者
の
存
在
を
加
え
、
「
九
一
％
が
中
」
と
い
う
表
現
方
法
を
採
る
と
す
れ
ば
、
そ

　
れ
は
「
世
間
一
般
か
ら
み
て
の
生
活
程
度
」
と
い
う
こ
の
問
題
に
か
ん
し
て
さ
え
国
民
の
あ
い
だ
に
さ
ま
ざ
ま
な
格
差
の
分
断
線
が
引
か
れ
、
そ
れ

　
が
意
識
さ
れ
て
い
る
事
実
を
隠
ぺ
い
す
る
こ
と
に
な
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

（
2
）
　
奥
出
直
人
「
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
ー
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
『
良
い
趣
味
（
グ
ッ
ド
。
テ
イ
ス
ト
）
ヒ

　
『
現
代
思
想
』
第
一
七
巻
第
六
号
、
一
九
八
九
年
五
月
、
一
六
八
－
七
九
頁
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（
3
）
　
小
沢
雅
子
『
新
．
階
層
消
費
の
時
代
』
、
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
八
五
年
。
し
か
し
、
「
大
衆
消
費
の
時
代
は
終
焉
し
、
階
層
消
費
の
時
代
が

　
は
じ
ま
っ
た
」
と
い
う
こ
の
主
張
は
、
資
本
主
義
の
も
と
で
の
消
費
が
は
じ
め
か
ら
階
層
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
見
落
と
し
て
い
た
点
で
、

　
根
本
的
な
誤
り
を
含
ん
で
い
る
。
問
題
は
、
本
来
階
層
的
で
あ
る
は
ず
の
消
費
が
、
「
大
衆
消
費
（
社
会
）
」
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
も
と
で
、
長
く

　
見
落
と
さ
れ
、
そ
れ
が
事
改
め
て
「
発
見
」
さ
れ
る
と
い
う
「
ね
じ
れ
」
を
反
省
す
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
4
）
　
「
日
本
”
中
流
社
会
」
論
を
批
判
す
る
側
も
、
「
生
活
様
式
の
平
準
化
と
画
一
化
」
を
そ
の
均
質
化
と
区
別
す
る
こ
と
な
く
嘆
い
て
み
せ
る
点
で

　
は
、
そ
の
不
用
意
な
事
実
認
識
を
共
有
し
て
い
る
（
石
川
晃
弘
「
み
せ
か
け
の
中
流
意
識
」
同
編
『
み
せ
か
け
の
中
流
階
級
』
有
斐
閣
、
三
七
頁
）
。

（
5
）
　
こ
の
点
は
、
通
常
、
以
下
の
よ
う
な
か
た
ち
で
議
論
さ
れ
て
い
る
。
日
本
は
明
治
以
降
の
近
代
化
の
な
か
で
階
層
的
な
「
生
活
様
式
」
が
崩
れ
、

　
「
そ
の
結
果
、
あ
る
個
性
的
な
生
活
様
式
を
も
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
ど
の
階
層
に
属
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
わ
か
り
に
く
く
な
っ
た
。

　
．
…
こ
の
こ
と
が
、
現
実
的
な
階
層
の
流
動
性
に
加
え
て
、
日
本
社
会
を
中
間
化
す
る
の
に
非
常
に
大
き
く
寄
与
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
」

　
（
山
崎
正
和
『
山
崎
正
和
対
談
集
、
柔
ら
か
い
個
人
主
義
の
時
代
』
中
央
公
論
社
、
｝
九
八
五
年
、
三
八
頁
）

（
6
）
　
竹
内
洋
「
日
本
の
成
功
の
夢
－
誕
生
と
展
開
」
、
関
西
大
学
経
済
・
政
治
研
究
所
『
意
識
変
容
の
社
会
学
的
研
究
』
研
究
双
書
第
四
八
冊
、
九

　
五
－
一
三
九
頁

（
7
）
　
門
脇
厚
司
「
現
代
の
出
世
観
⊥
。
同
学
歴
化
で
ど
う
変
わ
っ
た
か
』
、
日
本
経
済
新
聞
社
、
日
経
新
書
、
一
九
七
八
年
、
七
頁

（
8
）
　
こ
れ
は
、
「
日
本
の
場
合
に
地
位
の
一
貫
性
に
つ
い
て
社
会
学
者
が
調
べ
た
と
こ
ろ
、
｝
貫
性
が
非
常
に
小
さ
い
。
こ
の
点
は
、
他
の
ヨ
i
・

　
ッ
パ
諸
国
な
ど
に
比
べ
る
と
、
日
本
は
か
な
り
特
殊
だ
。
」
と
発
言
し
た
石
川
真
澄
を
受
け
て
答
え
た
山
崎
正
和
の
発
言
で
あ
る
（
山
崎
、
前
掲
書
、

　
三
八
頁
）
。

（
9
）
　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
幻
想
は
出
世
競
争
に
社
会
的
上
昇
の
夢
を
託
す
こ
と
の
で
き
る
一
定
階
層
以
上
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
も
の
で
あ
っ

　
て
、
出
世
競
争
か
ら
相
対
的
に
排
除
さ
れ
て
い
る
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
の
も
の
で
は
な
い
。

（
1
0
）
　
「
現
実
に
は
格
差
は
避
け
難
く
む
し
ろ
必
要
で
、
そ
れ
を
完
全
に
取
り
除
こ
う
と
す
れ
ば
全
体
主
義
に
陥
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
あ
る
著
名
な

教
育
社
会
学
者
の
意
見
を
こ
こ
で
改
め
て
思
い
起
こ
し
て
み
る
こ
と
も
、
無
駄
で
は
な
い
だ
ろ
う
（
『
社
会
学
研
究
』
三
一
の
拙
稿
の
末
尾
参
照
）
・

（
1
1
）
　
山
崎
正
和
に
よ
る
以
下
の
発
言
は
、
「
学
歴
社
会
」
概
念
に
ど
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
か
を
示
す
見
事
な
例
証
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で
あ
る
。
「
学
歴
社
会
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
人
間
を
選
別
し
て
い
く
シ
ス
テ
ム
で
は
あ
る
も
の
の
、
一
応
純
粋
に
、
そ
の
生
理
的
能
力
と
か
、

あ
る
い
は
本
人
の
努
力
と
か
で
区
別
が
出
て
く
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
生
活
の
様
式
と
か
趣
味
と
か
習
慣
と
か
い
う
も
の
は
関
与
し
て
き
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
シ
ス
テ
ム
が
圧
倒
的
だ
と
い
う
こ
と
は
、
よ
か
れ
あ
し
か
れ
、
ま
す
ま
す
人
間
を
階
層
化
か
ら
遠
ざ
け
る
働
き
を
し
ま
す
ね
。
－
…
．
学
歴

社
会
は
、
門
閥
社
会
か
ら
比
べ
れ
ば
、
自
由
化
、
平
等
化
、
流
動
化
の
産
物
な
ん
で
す
ね
。
」
（
山
崎
、
前
掲
書
、
三
九
頁
）
も
ち
ろ
ん
、
学
歴
社
会

と
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
耳
を
傾
け
る
べ
き
は
ド
ー
ア
に
よ
る
以
下
の
指
摘
で
あ
る
。
「
選
別
が
学
力
テ
ス
ト
を
媒
介
と
し

た
間
接
的
な
素
質
テ
ス
ト
に
よ
る
と
、
公
然
た
る
素
質
テ
ス
ト
に
よ
る
と
を
問
わ
ず
、
世
代
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
（
特
に
女
性
の
解
放
と
共
に
、
家

族
同
志
の
付
合
い
か
ら
と
い
う
よ
り
も
大
学
や
職
場
で
男
女
が
配
偶
者
を
み
つ
け
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
単
に
出
身
階
級
の
次
元
だ
け
で
な
く
知
能

の
次
元
で
も
同
質
的
な
組
合
せ
が
多
く
な
る
と
）
、
職
業
集
団
間
の
平
均
知
能
水
準
の
較
差
が
広
が
り
、
社
会
移
動
率
が
下
が
り
、
新
し
い
カ
ー
ス

ト
制
度
が
出
現
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
生
物
学
的
根
拠
に
立
つ
だ
け
に
、
史
上
の
ど
ん
な
カ
ー
ス
ト
制
度
よ
り
も
強
固
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
」

（
R
・
P
・
ド
ー
ア
「
学
歴
社
会
－
新
し
い
文
明
病
』
岩
波
書
店
、
同
時
代
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
〇
年
、
三
四
九
頁
）
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一
　
生
活
意
識
の
階
層
性

ω
　
階
層
意
識
と
階
層
帰
属
意
識

　
人
々
は
社
会
階
層
を
ど
の
よ
う
に
認
知
し
、
ど
の
よ
う
に
意
識
し
、
ど
の
程
度
そ
れ
を
重
視
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
に
行

な
わ
れ
た
調
査
の
な
か
か
ら
、
社
会
階
層
に
か
ん
す
る
主
観
的
意
識
を
測
定
し
た
い
く
つ
か
の
調
査
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。

①
階
層
認
知
調
査

　
第
一
の
調
査
と
し
て
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
社
会
の
階
級
的
構
造
に
関
し
て
個
人
の
い
だ
く
イ
メ
ー
ジ
」
（
安
田
三
郎
）
を
明
ら
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か
に
し
よ
う
と
し
た
一
九
六
七
年
の
調
査
（
T
A
S
W
調
査
）
で
あ
る
。
こ
の
東
京
区
部
在
住
の
男
子
有
権
者
一
〇
〇
〇
名
を
対
象
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

た
面
接
調
査
に
つ
い
て
は
、
安
田
と
袖
井
が
そ
れ
ぞ
れ
報
告
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
現
在
の
日
本
の
社
会
は
、
い
く
つ
か
の

上
下
の
階
級
か
ら
成
立
っ
て
い
る
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
す
が
、
貴
方
も
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
た
い
し
て
、
八
二
％

が
肯
定
（
五
六
七
人
）
、
一
六
％
が
否
定
（
一
二
天
）
、
一
％
（
九
人
）
が
D
K
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
一
九
六
七
年
の
時
点
で
も
、

社
会
に
お
け
る
な
ん
ら
か
の
階
級
的
存
在
を
認
識
し
て
い
る
者
が
八
二
％
と
圧
倒
的
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
、
調
査
は
、
階
級
の
存
在
を
認
め
て
い
る
者
に
つ
い
て
、
そ
の
階
級
イ
メ
ー
ジ
を
質
問
し
て
い
る
（
質
問
「
そ
れ
で
は
、
そ
れ

ら
の
階
級
は
、
ピ
ラ
、
、
、
ッ
ド
の
よ
う
に
、
下
か
ら
上
に
順
々
に
積
み
重
な
っ
て
い
る
の
で
す
か
、
そ
れ
と
も
、
途
中
に
大
き
な
切
れ
目
が

あ
っ
て
、
大
き
く
格
差
が
あ
る
と
お
考
え
で
す
か
？
」
）
。
「
大
き
な
切
れ
目
が
あ
る
」
と
答
え
た
者
が
四
六
・
二
％
、
「
順
々
に
積
み
重
な

っ
て
い
る
」
と
答
え
た
者
が
四
九
・
七
％
で
、
ほ
ぼ
均
等
に
二
分
さ
れ
、
明
確
な
傾
向
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
同
じ
こ
と
は
、

階
級
の
対
立
性
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
「
そ
れ
ら
の
階
級
は
利
害
が
対
立
し
て
、
ど
う
し
て
も
衝
突
し
あ
う
の
が
当
然
だ
、
と
思
い
ま
す

か
、
そ
れ
と
も
お
互
い
に
協
調
し
あ
っ
て
い
け
る
は
ず
だ
、
と
思
い
ま
す
か
？
」
と
い
う
質
問
に
た
い
し
、
「
衝
突
し
あ
う
」
と
答
え
た

者
が
四
〇
．
五
％
、
「
協
調
で
き
る
」
と
答
え
た
者
が
五
三
二
％
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
答
え
が
ほ
ぼ
二
分
さ
れ
、
か
な
ら
ず
し
も

一
方
に
偏
る
明
確
な
傾
向
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
人
々
の
階
級
イ
メ
ー
ジ
を
理
解
す
る
う
え
で
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え

て
、
袖
井
は
、
人
々
が
こ
こ
で
「
階
級
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
の
「
内
容
は
研
究
者
に
よ
っ
て
階
層
と
し
て
扱
わ
れ
る
も
の
に
か
な
り
近

い
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
指
摘
は
そ
の
限
り
で
正
し
い
。
た
だ
し
、
そ
う
で
あ
る
理
由
は
、
は
た
し
て
袖
井
が
言
う
よ
う
に
、
日

本
に
固
有
の
文
化
的
土
壌
に
よ
る
も
の
だ
と
断
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
「
異
な
る
階
級
の
異
な
る
下
位
文
化
」
が
日
本
に
は

存
在
せ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
人
々
の
階
級
認
知
の
仕
方
も
一
様
と
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
だ
け
の
問
題
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
、
質
問
そ
れ
自
体
が
も
っ
て
い
る
必
然
的
な
曖
昧
さ
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
主
観
的
な
社
会
意
識
　
9
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の
次
元
で
質
問
さ
れ
れ
ば
、
階
級
と
い
う
科
学
的
本
質
の
次
元
で
の
認
識
は
、
階
層
と
い
う
社
会
的
現
象
の
次
元
で
の
認
識
と
必
ず
し
も

明
確
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
大
き
な
切
れ
目
」
が
「
順
々
に
積
み
重
な
る
」
階
層
の
ど
こ
を
走
っ
て
い

る
か
と
い
う
問
題
は
、
「
利
害
の
対
立
」
が
「
協
調
で
き
て
い
る
」
階
層
秩
序
の
ど
こ
に
埋
設
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
と
相
即
不
離

の
関
係
に
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
「
大
き
な
切
れ
目
」
や
「
利
害
の
（
根
本
的
）
対
立
」
と
い
う
本
質
的
洞
察
は
、
「
無
数
の
切
れ
目
」
と

「（

見
す
る
と
協
調
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
）
利
害
の
対
立
」
と
い
う
現
象
世
界
を
科
学
的
に
反
省
し
、
現
象
的
理
解
を
批
判
的
に
克

服
す
る
こ
と
の
な
か
か
ら
し
か
生
ま
れ
て
こ
な
い
。
こ
う
し
た
科
学
的
反
省
を
経
る
こ
と
な
く
、
た
ん
な
る
質
問
へ
の
直
接
的
反
応
と
い

う
次
元
で
調
べ
れ
ば
、
個
々
の
回
答
の
な
か
に
現
象
的
認
識
と
本
質
的
洞
察
と
が
混
在
し
た
か
た
ち
で
表
現
さ
れ
る
の
は
、
至
極
当
然
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
調
査
さ
れ
た
人
々
の
階
級
イ
メ
ー
ジ
が
こ
う
し
た
「
混
乱
」
を
示
し
て
い
る
の
は
、
質
問
さ
れ
た
人
々
の
側
に

責
任
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
階
層
認
知
と
階
級
認
知
と
の
あ
い
だ
に
横
た
わ
る
、
現
象
と
本
質
と
の
、
こ
う
し
た
方
法
的
位
相
の
違
い
を

意
識
で
き
な
か
っ
た
、
報
告
者
の
側
の
「
混
乱
」
に
こ
そ
貴
任
が
あ
る
の
で
あ
る
。
質
問
さ
れ
た
人
々
は
社
会
の
序
列
的
構
造
を
意
識
し

て
答
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
階
級
と
呼
ば
れ
る
か
階
層
と
呼
ば
れ
る
か
は
、
さ
し
あ
た
り
人
々
の
関
心
の
外
に
あ
る
問
題
だ
と

い
え
よ
う
。

100

②
　
階
層
重
視
調
査

　
圧
倒
的
多
数
の
人
々
が
社
会
階
級
な
い
し
社
会
階
層
の
存
在
を
認
め
て
い
る
こ
と
が
先
の
調
査
か
ら
分
か
っ
た
。
で
は
、
人
々
は
そ
れ

を
ど
の
程
度
重
視
し
て
暮
ら
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
階
級
・
階
層
が
た
だ
た
ん
に
存
在
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
ど
の
程
度
機
能
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

い
る
の
か
。
S
S
M
調
査
（
一
九
七
五
年
）
に
も
と
づ
く
直
井
道
子
の
報
告
は
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
一
九
七
五
年
の
S
S
M

調
査
は
、
全
国
一
八
O
O
サ
ン
プ
ル
を
対
象
に
、
七
二
％
の
回
収
率
を
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
「
結
婚
相
手
を
き
め
る
場
合
」
「
親



友
を
選
ぶ
場
合
」
「
子
供
の
学
校
を
選
ぶ
場
合
」
「
支
持
政
党
を
き
め
る
場
合
」
「
人
々
は
階
級
や
階
層
を
ど
の
程
度
重
視
し
て
い
る
と
お

思
い
で
す
か
」
と
い
う
質
問
が
人
々
に
与
え
ら
れ
た
。
質
問
の
意
味
は
、
自
分
が
重
視
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
他
人
な
い
し
世

間
が
重
視
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
質
問
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
社
会
が
ど
う
あ
っ
て
ほ
し
い
か
と
い
う
主
観
的
願
望
で
は
な
く
、
社
会
が

ど
う
存
在
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
か
と
い
う
リ
ア
ル
な
判
断
を
質
問
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
上
の
表
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
表
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
過
半
数
は
人
々
が
選
択
の
場
面
に
お
い
て
階
級
や
階
層
を

現代日本における階級格差とその固定化

％人々の問題別階層重視度

階層階級重視 結婚相手 親　友 子供の学校 支持政党

重　　　視

あ重視

視せず

219

4．1

2
．
4

16．0

3．5

8
．
8

18．5

3．7

5
．
5

15．6

8．4

2
．
0

計 100．0 100．0 100．0 100．0

サンプル数1295

直井道子「階層意識と階級意識」『社会階層と社会移動：1975年SSM全国調査

報告』1978年，表13．1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

重
視
し
て
い
る
と
み
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
」
。
「
結
婚
」
や
「
子
供
の
学
校
」
な
ど
の
場
合
の
方
が
、

「
親
友
」
や
「
支
持
政
党
」
の
場
合
よ
り
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
階
級
・
階
層
重
視
の
度
合
が
高

く
、
重
視
さ
れ
て
い
な
い
と
判
断
す
る
者
の
比
率
が
低
く
な
っ
て
い
る
。
婚
姻
が
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
の
形
成
に
と
っ
て
、
ま
た
、
「
子
供
の
教
育
」
環
境
の
確
保
が
社
会
的
選
抜
に
と
っ
て
決
定
的

な
働
き
を
し
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
こ
と
は
な
ん
ら
不
思
議
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

直
井
が
認
め
る
よ
う
に
、
「
階
層
や
階
級
は
ま
だ
人
々
の
生
活
の
中
で
重
視
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ

　
（
5
）

て
い
る
」
。
人
々
は
階
級
・
階
層
が
現
在
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
直
井
は
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
認
識
を
示
す
人
々
が
ど
の
よ
う
な
属
性
を
も
っ
て
い
る
か
を
問
題
に

し
て
、
「
年
齢
」
と
の
相
関
を
発
見
し
て
い
る
（
次
頁
の
各
表
を
参
照
）
。
つ
ま
り
、
「
年
齢
が
高
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ほ
ど
、
世
間
で
は
階
層
を
重
視
す
る
と
思
っ
て
い
る
度
合
が
高
く
な
る
と
い
え
る
」
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
も
ま
た
、
な
ん
ら
不
思
議
で
は
な
い
。
生
活
経
験
を
積
ん
だ
年
輩
者
ほ
ど
、
空
想
よ
り
現
実

を
リ
ア
ル
に
直
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
空
想
と
は
、
自
ら
の
暮
ら
す
社
会
が
万
人
に
向

か
っ
て
開
か
れ
た
格
差
の
な
い
平
等
な
社
会
で
あ
る
と
い
う
夢
の
こ
と
で
あ
り
、
現
実
と
は
、
こ
の

101
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結婚相手の選択における年齢段階別階層重視度　　％

階層階級重視 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代

重　　　視

あ重視

視せず

19．4

8．5

2
．
0

20．8

6．5

2
．
7

20．8

0．3

8
．
9

27．8

2．9

9
．
3

27．3

6．0

6
．
6

　計
該当者数）

100．0

314）

100．0

327）

100．0

298）

100．0

198）

100．0

139）

サンプル数1276

直井道子「階層意識と階級意識」『社会階層と社会移動＝1975年SSM全国調査

報告』1978年，表13．6

％親友の選択における年齢段階別階層重視度

階層階級重視 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代

重　　　視

あ重視

視せず

11．1

6．4

2
．
4

11．0

5．6

3
．
4

19．1

7．5

3
．
5

23．1

5．2

1
．
7

25．0

9．0

6
．
0

　計
該当者数）

100．0

314）

100．0

326）

100．0

299）

100．0

199）

100．0

136）

サンプル数1274

直井道子「階層意識と階級意識」『社会階層と社会移動11975年SSM全国調査

報告』1978年，表13，7

社
会
は
ラ
イ
フ
・
ス
テ
ー
ジ
の
節
目
節
目
で
「
階
級
な

い
し
階
層
」
的
秩
序
を
否
応
な
く
意
識
せ
ざ
る
を
え
な

い
不
平
等
な
社
会
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

③
階
層
帰
属
調
査

こ
う
し
た
調
査
に
よ
っ
て
、
社
会
に
階
級
・
階
層
が

存
在
し
て
い
て
、
そ
れ
が
社
会
で
重
視
さ
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、

人
々
は
自
ら
を
取
り
ま
く
社
会
が
階
級
・
階
層
社
会
で

あ
る
と
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う

に
意
識
さ
れ
た
階
級
・
階
層
社
会
の
な
か
で
、
人
々
は

自
分
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

階
層
（
階
級
）
帰
属
意
識
の
問
題
で
あ
る
。

通
常
こ
の
問
題
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
形
式
で
人
々
に
質

102

問
さ
れ
る
。
「
か
り
に
現
在
の
日
本
の
社
会
全
体
を
、
こ
の
表
に
か
い
て
あ
る
よ
う
に
、
5
つ
の
層
に
わ
け
る
と
す
れ
ば
、
あ
な
た
自
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

は
、
こ
の
ど
れ
に
入
る
と
思
い
ま
す
か
。
一
上
　
二
中
の
上
　
三
中
の
下
　
四
下
の
上
五
下
の
下
」
。

こ
う
し
た
質
問
形
式
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
五
つ
の
区
分
に
な
に
か
分
類
基
準
の
よ
う
な
も
の
が
存

在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
調
査
す
る
側
は
、
こ
う
し
た
「
五
つ
の
層
」
を
ど
の
よ
う
な
根
拠
で
被
調
査
者
に
提
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
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驚
く
べ
き
こ
と
は
、
そ
こ
に
な
ん
ら
実
質
的
な
根
拠
が
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
う
し
た
形
式
で
質
問
を
お
こ
な
っ
た
と
き
、
注
目

す
べ
き
こ
と
は
、
「
こ
の
場
合
、
何
を
指
標
と
し
て
上
、
中
、
下
を
わ
け
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
一
切
指
示
さ
れ
ず
、
ま
た
、
上
、
中
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

下
の
各
層
の
厚
さ
は
同
じ
か
異
な
る
か
と
い
っ
た
こ
と
も
何
も
指
示
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
調
査
を
実
施
し
た
側
が
率

直
に
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
「
た
だ
、
従
来
の
調
査
で
は
、
中
と
下
と
に
多
数
が
集
中
す
る
こ
と
が
経
験
的
に
知
ら
れ
て
い
る
の
で
、
実

際
の
選
択
肢
は
中
の
上
、
中
の
下
、
下
の
上
、
下
の
下
に
わ
け
て
作
ら
れ
て
い
る
」
に
す
ぎ
な
い
わ
け
で
あ
っ
て
、
「
い
ず
れ
に
し
て
も
、

被
調
査
者
が
こ
の
層
の
連
続
性
や
厚
み
や
、
指
標
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
ち
つ
つ
回
答
し
た
の
か
は
、
回
答
の
分
析
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

逆
に
類
推
す
る
し
か
な
い
わ
け
で
あ
る
」
。
な
ん
と
も
頼
り
な
い
調
査
で
あ
る
が
、
階
層
帰
属
意
識
に
関
わ
る
一
切
の
議
論
が
こ
う
し
た

頼
り
な
い
調
査
設
計
の
上
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
事
実
は
、
い
く
ら
強
調
し
て
も
し
過
ぎ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
だ
か
ら
、
こ
の
調
査
に
参
加
し
た
直
井
が
報
告
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
S
S
M
調
査
（
一
九
七
五
年
）
で
、
「
上
」
が
全
体
の
一
．

二
％
、
「
中
の
上
」
が
二
三
・
三
％
、
「
中
の
下
」
が
五
三
・
七
％
、
「
下
の
上
」
が
一
七
・
六
％
、
「
下
の
下
」
が
四
．
二
％
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
つ
ま
り
、
「
中
」
を
選
ん
だ
者
が
全
体
の
七
七
％
に
達
し
て
い
る
と
し
て
も
、
こ
の
「
中
」
が
ど
の
よ
う
な
印
象
を
回
答
者
に

与
え
た
の
か
と
い
う
問
題
は
、
こ
の
「
回
答
の
分
析
か
ら
逆
に
類
推
す
る
」
し
か
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　
人
々
が
こ
の
質
問
形
式
の
な
か
で
な
に
を
回
答
し
た
の
か
と
い
う
問
題
が
、
も
し
、
こ
の
質
問
の
形
式
そ
れ
自
体
か
ら
自
明
で
あ
る
と

い
う
よ
う
な
も
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
当
然
、
そ
れ
を
新
た
に
探
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。
そ
こ
で
、
直
井
は
こ
う
し
た
質
問
形
式
に
よ

っ
て
得
ら
れ
た
結
果
が
「
地
位
変
数
」
と
呼
ば
れ
る
「
所
得
・
学
歴
・
財
産
・
従
業
上
の
地
位
」
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
を
追
究

す
る
の
で
あ
る
。
与
え
ら
れ
た
五
つ
の
選
択
肢
を
と
も
か
く
人
々
が
選
ぶ
場
合
、
そ
う
し
た
選
択
を
分
化
さ
せ
る
決
定
的
要
因
は
こ
う
し

た
「
地
位
変
数
」
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
「
地
位
変
数
」

の
ど
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
い
て
も
、
全
体
の
分
布
状
況
か
ら
外
れ
る
よ
う
な
分
布
状
況
を
示
さ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
「
地
位
変
数
」
は
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「くらしむき」

豊　か ふっう 貧しい

上・中の上

の下

の上・下の下

62．5

L4

．1

21．2

0．4

8
．
4

7．8

7．7

4
．
5

　　計
当者数（2644）

100．0

344）

100．0

1992）

100．0

308）

直井道子「階層意識と階級意識」『社会階層と社会移動

1975年SSM全国調査報告』1978年，表1313

ン
が
、
「
く
ら
し
む
き
」
を
問
わ
れ
た
人
々
が
分
化
し
て
い
く
パ
タ
ー
ン
と
強
く
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
が
、

こ
と
は
、
な
に
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
単
純
化
し
て
い
え
ば
、
前
者
で
「
中
」
を
選
択
し
た
人
々
は
、
後
者
で
「
く
ら
し
む

き
」
を
「
ふ
つ
う
」
と
判
断
し
て
い
る
人
々
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
中
」
意
識
と
は
、
「
く
ら
し
む
き
」
を

「
ふ
つ
う
」
と
判
断
す
る
意
識
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
で
も
、
そ
れ
以
下
で
も
な
い
こ
と
は
、
直
井
が
結
論
と
し
て
つ
ぎ

の
よ
う
に
言
う
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
「
日
本
社
会
を
連
続
的
な
上
、
中
、
下
の
層
に
わ
け
る
と
い
う
場
合
に
、
何
ら
か
の
基
準
に

し
た
が
っ
て
ー
／
3
ず
つ
ほ
ぼ
同
じ
厚
さ
の
層
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
ら
し
い
。
「
人
な
み
』
あ
る
い
は
『
ふ
つ
う
』
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

い
う
生
活
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
て
、
そ
れ
よ
り
上
か
下
か
と
い
う
形
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

こ
う
し
た
選
択
肢
に
回
答
を
分
化
さ
せ
る
直
接
的
要
因
で
は
な
い
と
い
う
結
論
に
な
る
。
で
は
、

他
に
な
に
が
こ
う
し
た
五
つ
の
選
択
肢
に
か
ん
す
る
意
識
分
化
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
。
言

い
換
え
れ
ば
、
い
か
な
る
「
イ
メ
ー
ジ
」
を
人
々
は
こ
う
し
た
五
つ
の
選
択
肢
に
抱
い
て
い
る
の

か
。
問
題
は
ま
だ
続
く
の
で
あ
る
。

　
直
井
は
、
ひ
と
つ
の
仮
定
を
立
て
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
「
く
ら
し
む
き
」
と
い
う
変
数
を
着

想
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
「
く
ら
し
む
き
」
を
問
う
設
問
を
前
と
同
じ
被
調
査

者
に
た
い
し
て
実
施
し
て
み
る
。
「
現
在
の
あ
な
た
の
お
宅
の
く
ら
し
む
き
は
、
次
の
五
つ
に
わ

け
る
と
す
れ
ば
、
ど
れ
に
あ
た
る
で
し
ょ
う
か
。
一
非
常
に
豊
か
　
二
や
や
豊
か
　
三
ふ
つ
う

四
や
や
貧
し
い
　
五
非
常
に
貧
し
い
」
。
そ
の
結
果
を
先
の
「
五
つ
の
層
」
に
か
ん
す
る
結
果
と

重
ね
合
わ
せ
て
み
る
と
、
両
者
が
強
い
関
連
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
こ
う
し
て
、
直
井
は
、
五
つ
の
層
を
選
択
肢
と
し
て
示
さ
れ
た
人
々
が
分
化
し
て
い
く
パ
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
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％

上の上 上の下 中の上 中の下 下の上 下の下 その他

26．9

626）

39．3

915）

82．2

1913）

53．4

1249）

11．7

271）

1．2

29）

1．1

26）

濱島朗・渡辺益男・菊池美代志・勅使河原勝男・佐藤郡衛「中流意識の構造と動態

に関する実証的研究」「東京学芸大学紀要　第3部門』35，1983年，76頁，表3－11

　
直
井
は
不
用
意
に
「
ふ
つ
う
」
を
「
人
な
み
」
と
等
置
し
、
さ
ら
に
は
「
人
々
の
多
く
が
「
中
』
意
識
を
も

っ
て
い
る
こ
と
は
『
人
な
み
意
識
』
と
『
人
な
み
の
生
活
の
イ
メ
ー
ジ
』
を
て
が
か
り
に
説
明
で
き
る
の
で
は

　
　
　
　
　
ル
ロ

な
い
だ
ろ
う
か
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る
が
、
実
は
こ
こ
に
重
大
な
問
題
が
潜
ん
で
い
る
。
は
た
し
て
「
ふ
つ

う
」
と
い
う
答
え
は
「
人
な
み
」
を
意
味
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
こ
れ
ま
で
の
調
査
か
ら
言
え

る
こ
と
は
、
「
く
ら
し
む
き
」
を
問
わ
れ
た
人
々
の
多
く
が
「
ふ
つ
う
」
と
答
え
た
と
い
う
事
実
の
み
で
あ
っ

て
、
そ
れ
を
「
人
な
み
」
と
答
え
た
と
解
釈
す
る
た
め
に
は
、
も
う
少
し
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
濱
島
朗
を
代
表
と
す
る
研
究
集
団
の
「
中
流
意
識
」
簗
で
あ
る
・
彼
ら
は

人
々
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
質
問
を
提
示
し
た
。
「
よ
く
「
世
間
な
み
の
暮
ら
し
』
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
ま
す
が
、

社
会
全
体
を
次
の
よ
う
に
六
つ
の
階
層
に
分
け
た
ば
あ
い
に
、
『
世
間
な
み
』
の
暮
ら
し
が
で
き
る
階
層
は
ど

の
辺
で
し
ょ
う
か
。
あ
て
は
ま
る
も
の
を
全
部
あ
げ
て
下
さ
い
。
」

　
圧
倒
的
多
数
（
八
二
％
）
の
人
が
「
中
の
上
」
か
ら
「
世
間
な
み
の
暮
ら
し
」
が
始
ま
る
と
考
え
、
過
半
数

（
五
三
％
）
の
人
が
「
中
の
下
」
以
上
が
「
世
間
な
み
の
暮
ら
し
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
「
下
の
上
」
や

「
下
の
下
」
は
「
世
間
」
以
下
の
「
暮
ら
し
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
サ
ン
プ
ル
全
体
の
わ
ず

か
一
．
二
％
（
二
九
人
）
だ
け
が
、
「
世
間
な
み
の
暮
ら
し
」
は
「
下
の
下
」
か
ら
で
も
始
ま
る
と
考
え
、
つ

ま
り
、
「
暮
ら
し
」
に
か
ん
し
て
「
世
間
」
に
は
い
か
な
る
「
階
層
性
」
も
存
在
し
な
い
と
い
う
考
え
を
持
っ

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
こ
う
し
た
「
暮
ら
し
」
と
い
う
点
で
の
階
層
認
知
は
、
年
収
と
貯
蓄
、
余
暇
や
生
活
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
、

か
な
り
具
体
的
な
基
準
を
も
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
同
時
に
行
な
わ
れ
た
調
査
か
ら
も
明
か
で
臥
翻
・
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％くらしむき　世間なみの暮らし　　　　　　　　　　％

L2　　　　　　「世間なみ」以上の暮らしができる階層
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24．5
23．3　豊　か　　「世間なみ」の暮らしができる階層

53．7　　さ、つう

　　　　　　　　「世間なみ」以下の暮らししかできない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75．517β　貧しい　　階層

4
．
2

　5つの層

1　　上

2　中の上

3　中の下

4　下の上
5　下の下

　
こ
の
調
査
結
果
を
先
の
S
S
M
調
査
の
結
果
と
突
き
合
わ
せ
て
み
る
と
、
ど
の
よ
う
な
事
実
が
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
か
。
人
々
の
意
識
で
は
、
社
会
に
は
「
世
間
な
み
の
暮
ら
し
」
が
で
き
る
階
層
と
で
き

な
い
階
層
と
が
存
在
し
、
そ
れ
の
境
目
は
「
中
の
上
」
で
画
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
濱
島
た
ち
の
調
査

か
ら
明
か
で
あ
る
。
他
方
、
S
S
M
調
査
に
よ
れ
ば
、
人
々
の
過
半
数
（
五
三
・
七
％
）
は
自
分
た
ち
が
社

会
の
な
か
の
「
中
の
下
」
に
属
し
て
い
る
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
「
く
ら
し
む
き
」
を
問
わ
れ
れ
ば
、
「
ふ

つ
う
」
と
答
え
て
い
る
。
そ
れ
以
下
の
人
々
の
数
（
二
一
・
八
％
）
を
加
え
れ
ば
、
七
五
．
五
％
の
人
々
が
、

「
世
間
な
み
の
暮
ら
し
」
が
で
き
な
い
人
々
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
残
る
二
四
．
五

％
の
人
々
だ
け
が
、
「
世
間
な
み
の
暮
ら
し
」
が
で
き
る
ボ
ー
ダ
ー
階
層
で
あ
る
「
中
の
上
」
と
そ
れ
以
上

の
階
層
で
あ
る
「
上
」
に
属
し
て
い
る
。

　
こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
中
」
意
識
と
い
っ
て
も
、
そ
の
な
か
に
は
断
絶
が
存
在
し
て
い
る
。

「
中
」
と
一
口
に
い
っ
て
も
、
そ
の
な
か
に
は
「
中
の
上
」
と
「
中
の
下
」
と
の
二
つ
の
階
層
が
含
ま
れ
て

お
り
、
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
「
世
間
な
み
の
暮
ら
し
」
の
で
き
る
階
層
と
そ
れ
が
で
き
な
い
階
層
で
あ
る
の
だ

か
ら
、
こ
う
し
た
異
質
な
両
者
を
ひ
と
つ
の
「
階
層
」
と
み
な
そ
う
と
い
う
こ
と
自
体
、
恣
意
的
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
レ

ま
た
無
理
が
あ
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
「
中
」
の
内
部
で
の
分
化
な
い
し
非
連
続
性
に
注
目
す
べ
き
だ
と

い
う
議
論
の
ほ
う
に
こ
そ
、
十
分
な
正
当
性
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

④
階
層
帰
属
意
識
調
査
の
問
題
点

　
階
層
帰
属
意
識
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
議
論
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
調
査
（
S
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S
M
、
そ
の
他
）
の
デ
ー
タ
に
も
と
づ
い
て
組
み
立
て
ら
れ
た
議
論
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
調
査
を
さ
ら
に
詳
し

く
見
て
み
る
と
、
そ
こ
で
問
わ
れ
た
も
の
が
実
は
主
観
的
な
「
く
ら
し
む
き
」
の
意
識
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

歴
代
の
調
査
を
検
討
し
、
「
『
階
層
帰
属
意
識
』
の
実
像
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
坂
元
慶
行
が
言
う
よ
う
に
、
「
『
階
層
帰
属
意
識
』

は
、
地
位
指
標
や
第
三
者
の
判
断
と
は
直
接
に
結
び
つ
か
な
い
、
主
観
的
・
心
情
的
な
判
断
基
準
に
よ
る
評
定
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

　
（
H
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

れ
る
」
。
そ
れ
は
ま
さ
に
「
実
態
の
表
示
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
主
観
的
・
心
情
的
な
表
現
に
は
る
か
に
近
い
の
で
あ
る
」
。
こ
の
よ
う
な

調
査
結
果
を
「
階
層
帰
属
意
識
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
は
た
し
て
適
切
か
ど
う
か
、
も
う
す
こ
し
慎
重
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
坂
元
は
、
さ
ら
に
日
本
の
こ
う
し
た
調
査
手
法
を
、
諸
外
国
に
お
け
る
同
種
の
調
査
と
比
較
す
る
と
い
う
作
業
を
行
な
っ
て
い
る
。

「
諸
外
国
で
は
、
『
階
層
帰
属
意
識
』
が
（
客
観
的
な
）
経
済
的
・
社
会
的
地
位
に
強
く
規
定
さ
れ
て
（
現
わ
れ
る
）
」
の
に
た
い
し
、
日

本
で
は
「
主
観
的
．
心
情
的
な
表
現
」
を
と
っ
て
現
わ
れ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
は
断
定
は
避
け
て
い
る
が
、
考

え
ら
れ
る
三
つ
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
「
①
外
国
に
比
べ
、
日
本
の
社
会
構
造
は
等
質
的
で
、
こ
の
た
め
『
階
層
帰
属
意
識
』
に
対

す
る
地
位
変
数
の
効
果
が
相
対
的
に
小
さ
い
、
②
日
本
の
社
会
経
済
構
造
も
等
質
的
で
は
な
い
が
、
日
本
人
は
経
済
的
・
社
会
的
諸
条
件

と
は
独
立
に
『
階
層
帰
属
意
識
』
を
評
定
で
き
る
と
い
う
独
得
の
感
覚
を
も
つ
、
③
質
問
す
れ
ば
回
答
は
得
ら
れ
る
も
の
の
、
上
・
中
・

下
と
い
う
『
階
層
帰
属
意
識
』
そ
の
も
の
が
社
会
性
や
切
実
感
の
薄
い
感
覚
で
あ
る
（
し
た
が
っ
て
経
済
的
・
社
会
的
条
件
な
ど
に
は
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
囎
）

も
そ
も
関
係
な
い
）
、
等
々
で
あ
る
。
」

　
こ
れ
ま
で
の
一
切
の
考
察
か
ら
し
て
、
①
で
あ
る
可
能
性
は
排
除
さ
れ
る
。
②
は
、
「
階
層
帰
属
意
識
」
と
は
そ
う
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
「
経
済
的
．
社
会
的
諸
条
件
と
は
独
立
に
」
想
定
で
き
る
の
だ
と
「
日
本
人
」
に
「
感
覚
」
的
に
思
い
こ
ま
せ
て
い
る
、
あ
る
種

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
操
作
の
可
能
性
を
暗
示
す
る
。
そ
し
て
、
③
は
、
「
質
問
す
れ
ば
回
答
は
得
ら
れ
る
も
の
の
」
、
そ
う
し
た
質
問
を
避
け

続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
述
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
操
作
に
手
を
貸
し
て
い
る
調
査
実
行
者
の
側
の
「
社
会
性
や
切
実
感
の
薄
い
感
覚
」
を
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示
唆
し
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
実
態
は
②
で
あ
り
③
で
あ
る
も
の
が
、
ひ
と
た
び
解
釈
さ
れ
る
段
に
な
る
と
、
あ
た

か
も
①
を
実
証
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
す
り
替
え
ら
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
「
階
層
帰
属
意
識
」
調
査
と
銘
打
っ
た
こ
の
種
の

調
査
の
あ
い
ま
い
さ
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
上
で
見
た
よ
う
に
、
こ
の
種
の
調
査
の
あ
い
ま
い
さ
は
、
こ
う
し
て
調
査
さ
れ
た
も
の
と
、
解
釈
さ
れ
た
も
の
と
の
食
い
違
い
、
つ
ま

り
内
容
的
な
性
格
の
問
題
に
反
映
し
て
い
た
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
ど
ま
ら
な
い
。
こ
う
し
た
調
査
に
終
始
つ
き
ま
と
う
形
式
的
な
あ
い

ま
い
さ
を
指
摘
す
る
声
が
あ
る
。
た
と
え
「
あ
な
た
の
階
層
は
？
」
と
い
う
ス
ト
レ
ー
ト
な
質
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
も
、
「
選
択
肢
の

な
か
か
ら
一
義
的
に
一
つ
の
階
層
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
自
分
の
所
属
階
層
と
し
て
選
ぶ
」
と
い
う
形
式
が
と
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
「
彼
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

回
答
に
は
あ
る
種
の
た
め
ら
い
と
当
惑
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
点
を
独
自
に
調
査
し
た
高
坂

健
次
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
結
果
を
報
告
し
て
い
る
。
「
自
分
の
選
ん
だ
所
属
階
層
に
関
し
て
『
一
〇
〇
％
そ
の
階
層
に
属
す
る
と
思
っ
た
』

が
全
体
の
一
六
・
七
％
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
『
ま
あ
ま
あ
、
そ
の
階
層
ぐ
ら
い
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
』
が
残
り
の
八
三
．
三
％
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
多
く
の
回
答
者
に
と
っ
て
所
属
階
層
と
い
っ
て
も
全
幅
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
」

　
以
上
見
た
よ
う
に
、
内
容
的
に
も
、
形
式
的
に
も
、
重
大
な
疑
義
が
こ
の
種
の
調
査
に
は
存
在
す
る
。
高
坂
の
言
う
よ
う
に
、
「
こ
の

種
の
調
査
に
対
す
る
『
回
答
』
を
も
っ
て
直
ち
に
階
層
帰
属
意
識
の
あ
ら
わ
れ
だ
と
受
け
と
っ
て
い
い
も
の
か
ど
う
か
は
大
い
に
疑
問
で

あ
る
」
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
疑
問
を
問
題
に
す
る
こ
と
な
く
、
「
中
」
意
識
を
階
層
帰
属
意
識
と
読
み
替
え
、
そ
れ

に
よ
っ
て
日
本
社
会
が
中
間
階
層
（
あ
る
い
は
、
中
流
階
級
）
の
社
会
で
あ
る
か
の
よ
う
に
議
論
す
る
試
み
は
、
実
は
砂
上
の
楼
閣
の
よ

う
に
、
あ
い
ま
い
な
根
拠
の
う
え
に
組
み
立
て
ら
れ
た
虚
構
の
議
論
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
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（
1
）
安
田
三
郎
編
『
現
代
日
本
の
階
級
意
識
』
、
一
九
七
三
年
、
有
斐
閣
。
袖
井
孝
子
「
政
治
的
態
度
形
成
要
因
と
し
て
の
階
級
」
『
社
会
学
評
論
』
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ノ～

　、

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）
～
（
9
）

　
称
は
多
分
に
便
宜
的
な
尺
度
で
あ
っ
て
、

　
れ
て
い
る
も
の
は
、

属
意
識
と
階
層
構
造
」
『
桃
山
学
院
大
学
・
社
会
学
論
集
』
第
一
五
巻
第
一
号
、

（
1
0
）媒

介
に
し
た

（
1
1
）
～
（
1
2
）

（
1
3
）紀

要

（
1
4
）

（
1
5
）

（
1
6
）

（
1
7
）

（
1
8
）

（
1
9
）

　
一
九
七
〇
年
（
安
田
、
前
掲
書
、
第
五
章
に
一
部
再
録
）

安
田
、
同
上
書
、
七
八
頁

直
井
道
子
「
階
層
意
識
と
階
級
意
識
」
『
社
会
階
層
と
社
会
移
動
一
一
九
七
五
年
S
S
M
全
国
調
査
報
告
』
一
九
七
八
年

同
上
論
文
、
二
九
三
頁

同
上
論
文
、
二
九
四
頁

同
上
論
文
、
二
九
五
頁

　
　
　
同
上
論
文
、
二
九
七
頁
。
同
様
の
あ
い
ま
い
さ
は
、
別
の
論
者
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
『
上
』
、
『
中
の
上
』
…
…
と
い
う
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
と
ん
ど
順
序
尺
度
と
し
て
の
意
味
以
上
の
も
の
を
も
ち
え
な
い
し
、
し
ば
し
ば
『
中
』
と
し
て
一
括
さ

　
　
　
　
　
　
『
中
の
上
』
や
『
中
の
下
』
な
ど
『
中
』
の
下
位
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
多
分
に
恣
意
的
な
集
計
で
し
か
な
い
」
（
高
坂
健
次
「
階
層
帰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
八
一
年
九
月
、
七
一
頁
、
注
二
）

同
上
論
文
、
二
九
九
頁
。
あ
く
ま
で
「
直
接
的
」
要
因
で
は
な
い
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
あ
と
に
述
べ
る
「
く
ら
し
む
き
」
変
数
を

　
　
　
「
間
接
的
」
影
響
を
考
え
に
入
れ
れ
ば
、
こ
れ
ら
も
十
分
に
決
定
要
因
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
　
　
同
上
論
文
、
三
〇
三
頁

濱
島
朗
。
渡
辺
益
男
・
菊
池
美
代
志
・
勅
使
河
原
勝
男
・
佐
藤
郡
衛
「
中
流
意
識
の
構
造
と
動
態
に
関
す
る
実
証
的
研
究
」
『
東
京
学
芸
大
学

　
第
三
部
門
』
三
五
、
一
九
八
三
年

同
上
論
文
、
七
六
～
八
O
頁

藤
森
俊
輔
「
中
流
階
層
帰
属
意
識
の
分
析
」
『
岡
山
大
学
経
済
学
会
雑
誌
』
第
一
四
巻
第
二
号
、
一
九
八
二
年
十
月

坂
元
慶
行
「
『
階
層
帰
属
意
識
』
の
実
像
」
『
統
計
数
理
』
第
三
五
巻
第
二
号
、
一
九
八
七
年

同
上
論
文
、
二
三
七
頁

同
上
論
文
、
二
四
四
頁

同
上
論
文
、
二
四
八
頁
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1958 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993

上
0
．
2

0
．
4

0
．
6

0
．
6

0
．
6

0
．
6

0
．
5

0
．
7

0
．
5

0
．
9 12

中の上
3
．
4

3
．
9

7
．
3

7
．
8

7
．
2

7
．
4

6
．
4

8
．
2

7
．
7

10．4 lL1

中の中 37．0 40．8 50．0 56．8 59．4 54．4 53．7 53．1 54．4 53．6 54．6

中の下 32．0 3L5 29．2 24．9 23．3 27．5 28．4 27．7 27．8 26．2 24．3

下 17．0 13．6
8
．
4

6
．
6

5
．
4

6
．
7

8
．
1

7
．
2

6
．
3

5
．
1

5
．
6

不　明 10．4
9
．
8

4
．
5

3
．
3

4
．
0

3
．
3

2
．
8

3
．
1

3
．
3

3
．
8

3
．
2

総理府広報室「国民生活に関する世論調査」から

（
2
0
）
～
（
2
1
）
　
高
坂
、
前
掲
論
文
、
七
三
頁

⑧
　
幻
想
と
し
て
の
「
階
層
帰
属
意
識
」

　
先
の
議
論
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
社
会
の
階
層
構
造
が
客
観
的

に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
人
々
は
十
分
意
識
し
て
い
る
（
階
層
認
知
）
。
社
会
生
活
の
節
目
節
目
で

人
々
は
階
層
を
意
識
し
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
（
階
層
重
視
）
。
つ
ま
り
、
階
層
社
会
の
客
観
的
存
在

と
い
う
問
題
提
起
に
つ
い
て
、
人
々
の
意
識
は
は
っ
き
り
そ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
問
題
は
、

そ
の
な
か
で
自
己
が
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
か
と
い
う
、
階
層
帰
属
意
識
の
問
題
で
あ
る
。

こ
の
問
題
は
通
常
「
五
つ
の
層
」
を
提
示
す
る
質
問
形
式
で
調
査
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
明

ら
か
に
な
る
の
は
、
あ
る
種
の
「
く
ら
し
む
き
」
意
識
に
す
ぎ
な
い
（
直
井
の
研
究
）
。
そ
の
質
問
形

式
の
な
か
で
多
く
の
人
々
が
「
中
」
を
選
択
肢
と
し
て
選
ぶ
と
し
て
も
、
そ
の
「
中
」
意
識
は
人
々
の

「
世
間
な
み
の
暮
ら
し
」
意
識
と
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
（
濱
島
等
の
研
究
）
。
「
中
」
意
識
と
呼
ば

れ
て
い
る
も
の
の
形
式
的
内
容
を
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
先
の
S
S
M
調
査
を
み
て
も
、
あ
る
い
は
、
し
ば
し
ば
「
中
」
意
識
の
問
題
を
議
論
す
る
場
合
に
依

拠
さ
れ
る
総
理
府
広
報
室
の
「
国
民
生
活
に
関
す
る
世
論
調
査
」
を
み
て
も
、
「
中
の
上
」
「
中
の
中
」

「
中
の
下
」
を
合
わ
せ
た
国
民
の
「
中
」
意
識
は
戦
後
一
貫
し
て
高
く
、
一
九
五
八
年
の
七
二
％
か
ら

一
九
九
三
年
の
九
〇
％
ま
で
拡
大
を
続
け
、
そ
れ
は
い
ま
や
揺
る
ぎ
な
く
圧
倒
的
で
あ
る
か
の
よ
う
で

あ
る
Q
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　　　　　　　　　　職業階層と階層帰属意識（1993年）

該当者数 上 中の上 中の中 中の下 下 不明

自営業主

農林漁業 582
1
．
4

10．5 52．6 25．3
5
．
8

4
．
5

商工サービス 1，292
1
．
9

16．9 56．5 18．0
3
．
3

3
．
5

自　由　業 121
2
．
5

22．3 52．9 14．9
5
．
8 L7

被　傭　者

管　理　職 414
5
．
3

25．6 5L2 15．7
1
．
2

1
．
0

専　門　職 186
3
．
8

19．4 54．8 17．2
2
．
7

2
．
2

事　務　職 1，755
0
．
6

11．1 60．9 2L7
2
．
9

3
．
0

労　務　職 2，191
0
．
4

4
．
8

52．6 30．9
8
．
0

3
．
2

無　　　職 786
0
．
5

8
．
5

46．9 29．1 11．2
3
．
7

総　　　　数 7，327
1
．
2

11．1 54．6 24．3
5
．
6

3
．
2

総理府広報室「国民生活に関する世論調査」（1993年版）

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
調
査
を
唯
一
の
資
料
と
す
る
と
、
国
民
意
識
の
趨
勢
を
見

誤
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
八
七
年
の
年
頭
に
あ
た
っ
て
発
表
さ
れ

た
世
論
調
査
は
「
中
流
意
識
」
の
崩
壊
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
（
朝
日
新

聞
、
一
九
八
七
年
｝
月
三
日
、
毎
日
新
聞
、
同
四
日
）
。

　
だ
か
ら
、
「
五
つ
の
層
」
を
選
択
肢
と
す
る
こ
う
し
た
質
問
形
式
で
の
回
答

が
ス
ト
レ
ー
ト
に
階
層
帰
属
意
識
を
表
現
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点

を
忘
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
結
果
か
ら
読
み

取
ら
れ
た
「
中
」
意
識
な
る
も
の
が
そ
れ
を
構
成
す
る
下
位
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
恣

意
的
集
計
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
点
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
し
、
こ
う
し
た
国
民
意
識
の
傾
向
の
背
後
に
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
潜
ん
で

い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
一
歩
進
ん
で
、
な
ん
ら
か
の
社
会
的
階
層
構
造
が
反

映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
「
中
間
（
中
産
）

階
層
（
階
級
）
」
社
会
の
神
話
を
読
み
解
く
た
め
に
必
要
な
の
で
あ
る
。
国
民

の
ど
の
よ
う
な
人
々
が
「
中
の
上
」
を
選
択
し
、
ど
の
よ
う
な
人
々
が
「
中
の

下
」
を
選
択
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
ん
な
る
主
観
的
意
識
を
調
査
し
た
結
果
を

な
が
め
て
い
た
だ
け
で
は
、
分
か
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
主
観
的
「
階
層
帰
属

意
識
」
と
客
観
的
「
階
層
帰
属
」
と
の
相
関
を
問
題
に
す
る
必
要
は
、
こ
こ
に

そ
の
理
由
を
見
い
だ
す
。

ll1
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世帯収入階層帰属意識（1993年）

（万円） 該当者数 累積度数 上 中の上 中の中 中の下 下 不明

1，000以上 819 14．6％
5
．
7

28．8 53．1
9
．
5 L6

1
．
2

800～1，000 611 25．6
1
．
1

16．4 63．0 15．9
2
．
1

1
．
5

700～800 502 34．5
1
．
2

11．8 61．0 21．9
1
．
8

2
．
4

600～700 599 45．2
0
．
2

10．9 62．9 23．0
2
．
5

0
．
5

500～600 824 60．0
0
．
1

7
．
0

58．6 28．4
3
．
6

2
．
2

400～500 722 72．9
0
．
6

6
．
4

54．8 3L9
4
．
6

1
．
8

300～400 665 84．8
0
．
3

4
．
8

48．7 34．6
9
．
2

2
．
4

200～300 489 93．5
0
．
2

4
．
1

45．4 35．0 13．1
2
．
2

100～200 258 98．1
0
．
8

4
．
7

43．0 30．6 17．1

3
．
9

100未満 106 100．0

0
．
9

4
．
7

30．2 34．0 25．5
4
．
7

総　　数 5，595
1
．
2

11．1 54．6 24．3
5
．
6

3
．
2

総理府広報室「国民生活に関する世論調査」（1993年版）

　
た
と
え
ば
、
一
九
九
三
年
の
結
果
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
2

　
「
中
の
上
」
意
識
を
見
て
み
る
と
、
目
営
業
主
で
自
由
業
は
農
林
漁
業
の
二
倍
　
－

以
上
、
被
傭
者
で
管
理
職
は
労
務
職
の
五
倍
以
上
、
「
中
の
下
」
で
も
、
自
由
業

と
農
林
漁
業
、
管
理
職
と
労
務
職
は
、
ほ
ぼ
二
倍
の
格
差
が
開
い
て
い
る
。
つ
ま

り
、
「
中
」
意
識
と
い
っ
て
も
、
自
由
業
者
や
管
理
職
の
場
合
、
よ
り
多
く
の

人
々
が
「
中
の
上
」
意
識
を
、
よ
り
少
な
い
人
々
が
「
中
の
下
」
意
識
を
持
つ
傾

向
が
あ
る
の
に
た
い
し
、
農
林
漁
業
や
労
務
職
の
場
合
で
は
、
逆
に
、
「
中
の
上
」

意
識
は
少
な
く
、
「
中
の
下
」
は
多
い
と
い
う
傾
向
が
あ
り
、
一
口
に
「
中
」
意

識
と
い
っ
て
も
、
そ
の
相
対
的
傾
向
に
大
き
な
違
い
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
「
中
」
意
識
の
内
部
格
差
は
、
職
業
階
層
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
だ

け
で
は
な
い
。
収
入
階
層
別
に
見
た
場
合
で
も
、
格
差
が
看
て
取
れ
る
（
上
掲
表
）
。

　
見
事
な
ま
で
に
、
「
中
の
上
」
と
「
中
の
下
」
の
分
布
が
世
帯
収
入
の
階
層
と

相
関
関
係
を
示
し
て
い
る
。
「
中
の
中
」
も
、
傾
向
は
穏
や
か
で
は
あ
る
が
、
大

き
く
見
れ
ば
収
入
と
相
関
し
て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
「
中
」
意
識
と
い
っ
て
も
、
階
層
ご
と
に
担
わ
れ
方
に
差
が
あ

る
こ
と
、
と
く
に
「
収
入
」
や
「
職
業
」
と
い
う
要
因
が
そ
う
し
た
五
段
階
選
択

肢
の
選
択
結
果
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
実
は
、

こ
う
し
た
知
見
は
す
で
に
藤
森
俊
輔
に
よ
る
独
自
の
調
査
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら



現代日本における階級格差とその固定化

れ
て
い
る
。
岡
山
大
学
の
学
生
と
そ
の
家
族
を
サ
ン
プ
ル
と
す
る
五
三
五
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
の
こ
の
調
査
（
一
九
八
二
年
）
は
、
「
『
中
』

層
帰
属
意
識
に
一
定
の
非
連
続
性
が
存
在
す
る
事
を
明
ら
か
に
し
た
」
だ
け
で
な
く
、
「
『
中
の
中
』
以
上
層
と
『
中
の
下
』
以
下
層
の
間

に
、
く
ら
し
水
準
の
平
均
な
い
し
人
並
み
を
こ
え
て
い
る
か
否
か
と
い
う
事
を
巡
っ
て
の
質
的
な
差
異
が
あ
る
と
い
う
こ
と
」
を
明
ら
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ユ
ロ

に
し
た
重
要
な
調
査
で
あ
る
。
そ
の
際
、
藤
森
は
「
階
層
帰
属
意
識
」
に
あ
た
る
五
段
階
選
択
肢
（
「
上
」
「
中
の
上
」
「
中
の
中
」
「
中
の

下
」
「
下
」
）
を
選
択
し
た
被
調
査
者
に
、
「
く
ら
し
む
き
」
「
収
入
」
「
余
暇
」
「
仕
事
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
ど
の
程
度
満
足
し
て
い
る
か
を
合

わ
せ
て
尋
ね
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
満
足
度
を
い
わ
ゆ
る
「
階
層
帰
属
意
識
」
（
五
段
階
尺
度
の
選
択
）
の
選
択
結
果
と
突
き
合
わ
せ
て
み

る
と
、
「
く
ら
し
む
き
」
へ
の
満
足
度
の
高
い
者
ほ
ど
、
ま
た
、
「
収
入
」
へ
の
満
足
度
が
高
い
者
ほ
ど
、
自
己
を
高
い
階
層
へ
と
帰
属
さ

せ
、
五
段
階
尺
度
の
高
い
も
の
を
選
択
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
五
段
階
尺
度
の
選
択
と
は
、
「
く
ら
し
向
き
」
意
識
の
別
表

現
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
で
の
「
中
」
意
識
は
、
「
収
入
」
へ
の
満
足
度
に
大
き
く
左
右
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
調
査
が
「
満
足
度
」
の
一
貫
性
な
い
し
非
一
貫
性
に
か
ん
す
る
階
層
的
断
絶
を
発
見
し
た
こ
と
で
あ

る
。
藤
森
は
以
下
の
よ
う
に
結
果
を
ま
と
め
て
い
る
。
少
し
長
い
が
引
用
し
て
み
よ
う
。

　
「
『
中
の
上
』
層
は
、
収
入
、
仕
事
、
余
暇
の
す
べ
て
の
点
で
満
足
し
て
い
る
唯
一
の
層
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
ら
と
一
致
し
て
『
く
ら

し
む
き
に
満
足
』
し
て
い
る
も
っ
と
も
満
た
さ
れ
て
い
る
層
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
『
中
の
中
』
層
は
、
中
流
意
識
指
標

と
し
て
の
『
く
ち
し
む
き
満
足
』
に
お
い
て
『
中
の
上
』
層
に
つ
い
で
中
流
意
識
を
典
型
的
に
示
す
層
で
あ
る
と
は
い
え
不
一
致
型
が
多

く
示
さ
れ
、
中
流
意
識
尺
度
と
満
足
感
の
不
一
致
が
も
っ
と
も
目
立
っ
て
い
る
屈
折
し
た
中
流
階
層
だ
と
考
え
ら
れ
、
し
か
も
量
的
に
は

我
々
の
サ
ン
プ
ル
の
四
三
％
を
し
め
て
い
て
も
っ
と
も
多
い
。
そ
の
屈
折
の
内
容
は
収
入
の
点
で
非
満
足
で
あ
り
な
が
ら
も
、
余
暇
の
満

足
や
、
と
り
わ
け
仕
事
の
満
足
に
よ
っ
て
く
ら
し
む
き
に
ま
あ
満
足
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
『
中
の
下
』
層
は
『
中
の
中
』

層
と
異
な
り
、
中
流
意
識
指
標
1
1
『
く
ら
し
満
足
』
の
点
で
基
本
的
に
非
満
足
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
中
流
意
識
を
も
た
ず
、
『
中
流
』
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資産階層と階層帰属意識（1993年）

資産程度 該当者数
階　層　帰　属　意　識

上 中の上 中の中 中の下 下 不明 計

　上

の上

の中

の下
下
不
　
明

　95
42

，029

，248

83

30

58．9

．0

．3

．1

．3

．9

26．3

0．2

．8

．0

．6

．9

1L6

4．8

4．2

3．6

9．8

0
．
2

L1

．6

．2

1．8

9．6

4
．
7

1．1

．2

．4

．0

8．1

．0

1．1

．2

．2

4
L
6
4
6
．
3

100．0

00．0

00．0

00．0

00．0

00．0

計 7，327

総理府広報室「国民生活に関する世論調査」（1993年版）

か
ら
区
別
さ
れ
る
べ
き
点
で
特
色
を
も
つ
が
、
『
中
の
中
』
層
に
つ
い
で
、
不
一
致
型
が

目
立
つ
層
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
境
界
的
な
屈
折
し
た
『
下
』
層
な
い
し
、
『
下
の

上
』
層
と
い
う
べ
き
特
色
を
も
つ
。
仕
事
、
余
暇
の
満
足
意
識
に
み
ら
れ
る
屈
折
の
内
容

は
、
仕
事
や
余
暇
に
一
定
程
度
の
高
さ
の
満
足
を
示
す
人
を
含
み
な
が
ら
、
圧
倒
的
に
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

入
に
不
満
で
あ
り
、
く
ら
し
に
非
満
足
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
」

　
職
業
階
層
お
よ
び
収
入
階
層
と
い
っ
た
客
観
的
階
層
は
、
仕
事
満
足
度
お
よ
び
収
入
満

足
度
と
い
う
主
観
的
判
断
を
基
礎
に
、
「
中
」
意
識
を
分
化
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
こ
で
資
産
階
層
と
い
う
客
観
的
階
層
指
標
の
自
己
評
価
を
加
味
し
て
み
れ

ば
、
議
論
の
流
れ
は
よ
り
い
っ
そ
う
明
確
な
も
の
と
な
る
。
総
理
府
に
よ
る
「
国
民
生
活

に
関
す
る
世
論
調
査
」
は
資
産
状
況
に
つ
い
て
の
主
観
的
判
断
を
以
下
の
よ
う
な
形
式
で

尋
ね
、
そ
れ
を
先
の
五
段
階
の
階
層
帰
属
と
ク
ロ
ス
さ
せ
て
い
る
。
「
お
宅
の
資
産
（
土

地
、
家
屋
、
預
貯
金
等
）
の
程
度
は
、
世
間
一
般
か
ら
み
て
、
こ
の
中
で
は
ど
れ
に
入
る

と
思
い
ま
す
か
。
　
ω
上
　
ω
中
の
上
　
㈲
中
の
中
　
ω
中
の
下
　
㈲
下
　
わ
か
ら
な
い
」

　
世
帯
収
入
の
場
合
に
劣
ら
ず
き
わ
め
て
は
っ
き
り
と
両
者
の
相
関
が
示
さ
れ
て
い
る
。

判
断
さ
れ
る
資
産
程
度
が
高
け
れ
ば
高
ほ
ど
、
高
い
「
階
層
」
に
帰
属
し
て
い
る
と
意
識

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
低
け
れ
ば
低
い
ほ
ど
、
階
層
を
低
く
答
え
る
者
が
増
え
て
く
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
主
観
的
な
「
階
層
帰
属
」
意
識
は

114



そ
の
ま
ま
ス
ト
レ
ー
ト
に
客
観
的
な
階
層
構
造
を
意
味
す
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
階
層
構
造
へ
の
社
会
意
識
を
表

現
す
る
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
こ
に
は
な
ん
ら
か
の
客
観
的
階
層
指
標
に
た
い
す
る
主
観
的
意
識
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。
「
中
」
意
識
と
し
て
誤
っ
て
一
括
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
の
な
か
に
な
ん
ら
か
の
断
絶
が
存
在
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
分
断

線
は
な
ん
ら
か
の
客
観
的
階
層
指
標
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
議
論
の
き
わ
め
て
自
然
な
道
筋
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
指

標
と
し
て
「
職
業
」
「
収
入
」
「
資
産
」
（
正
確
に
は
、
そ
れ
ら
に
た
い
す
る
主
観
的
判
断
）
を
挙
げ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
た
議
論
の
自
然

な
道
筋
で
あ
る
。
直
井
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
す
な
わ
ち
大
ま
か
に
次
の
よ
う
に
い
え
る
。
①
高
い
収
入
や
多
い
財
産
は
自
己
の
く
ら

し
む
き
を
ゆ
た
か
な
も
の
と
評
価
さ
せ
、
中
の
上
の
階
層
帰
属
意
識
を
導
き
や
す
い
。
②
し
か
し
、
高
い
収
入
や
多
い
財
産
が
あ
っ
て
も
、

く
ら
し
む
き
を
ふ
つ
う
と
評
価
す
る
人
は
中
の
下
に
帰
属
し
や
す
い
。
③
低
い
収
入
や
財
産
の
少
な
い
人
は
自
己
の
く
ら
し
む
き
を
『
貧

し
い
』
と
評
価
し
や
す
く
、
下
の
上
や
下
の
下
へ
の
帰
属
意
識
を
示
し
や
す
い
。
④
収
入
が
低
か
っ
た
り
財
産
が
少
な
く
て
も
、
く
ら
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

む
き
を
ふ
つ
う
と
評
価
す
る
人
は
中
の
下
に
帰
属
し
や
す
い
。
」

現代日本における階級格差とその固定化

（
1
）
　
藤
森
俊
輔
「
中
流
階
層
帰
属
意
識
の
分
析
」
『
岡
山
大
学
経
済
学
会
雑
誌
』
第
｝
五
巻
第
一
号
、
一
九
八
三
年
六
月
、
一
九
九
頁

（
2
）
　
同
上
論
文
、
二
一
七
～
八
頁

（
3
）
　
直
井
道
子
「
階
層
意
識
と
階
級
意
識
」
『
社
会
階
層
と
社
会
移
動
一

　
一
頁

一
九
七
五
年
S
S
M
全
国
調
査
報
告
』
一
九
七
八
年
、
第
一
三
章
、
三
〇

③
　
幻
想
と
し
て
の
「
中
」
意
識

　
さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
「
中
」
意
識
は
そ
の
内
部
に
明
ら
か
な
分
断
線
を
秘
め
て
い
る
。
「
中
の
下
」
と
「
中
の
中
」
、
あ
る
い
は
「
中

ll5
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の
上
」
と
「
中
の
中
」
、
こ
れ
ら
の
格
差
は
「
上
」
と
「
中
の
上
」
、
あ
る
い
は
「
中
の
下
」
と
「
下
」
と
の
あ
い
だ
の
格
差
と
質
的
に
ど

の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
の
か
、
な
ぜ
、
そ
れ
を
無
視
し
て
、
「
中
」
と
い
う
大
分
類
で
一
括
し
て
よ
い
の
か
、
こ
う
し
た
問
題
は
、
奇

妙
な
こ
と
に
い
ま
ま
で
問
わ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
こ
の
分
断
を
覆
い
隠
し
、
ま
た
そ
の
隠
ぺ
い
を
あ
え
て
問
題
に
し
な
い
こ
と
で
成
り
立

つ
の
が
「
中
」
意
識
の
議
論
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
「
中
」
意
識
の
存
在
を
無
条
件
に
認
め
、
そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を
加
え
よ
う

と
す
る
試
み
は
、
も
と
も
と
恣
意
的
で
あ
り
、
根
拠
薄
弱
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

①
「
中
」
意
識
の
解
釈

　
そ
の
よ
う
な
恣
意
的
な
議
論
と
し
て
真
っ
先
に
批
判
さ
れ
る
べ
き
は
、
「
中
」
意
識
を
中
流
意
識
で
あ
る
と
読
み
替
え
、
両
者
を
同
一

視
す
る
も
の
で
あ
る
。
典
型
的
な
ケ
ー
ス
と
し
て
は
、
経
済
企
画
庁
『
国
民
生
活
白
書
』
（
昭
和
五
二
年
版
）
が
「
中
」
意
識
の
増
大
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

「
中
流
意
識
の
増
大
」
と
等
し
い
と
と
ら
え
た
事
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
だ
が
、
も
し
人
々
の
「
中
」
意
識
を
こ
こ
で
階
層
帰
属
意
識
だ
と
考
え
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
中
流
意
識
、
つ
ま
り
、
あ
る
特
定
階
層

に
共
通
の
生
活
意
識
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
問
題
で
あ
る
。

　
経
済
企
画
庁
が
不
用
意
に
侵
し
た
こ
の
問
題
の
重
大
さ
に
気
付
か
せ
て
く
れ
て
い
る
の
が
、
先
に
も
挙
げ
た
濱
島
等
の
調
査
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
「
主
観
的
階
層
帰
属
（
「
中
」
意
識
）
を
た
だ
し
た
の
ち
に
、
階
層
認
知
と
階
層
（
中
流
）
イ
メ
ー
ジ
を
刺
戟
条
件
と
し
て
提
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

し
、
そ
の
う
え
で
改
め
て
『
中
流
帰
属
意
識
』
を
問
う
、
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
」
が
、
そ
の
結
果
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
濱
島
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

言
う
よ
う
に
ま
さ
に
「
地
す
べ
り
的
変
動
」
が
起
き
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
「
い
わ
ゆ
る
『
中
流
意
識
』
の
あ
い
ま
い
さ
は
、
こ
の
報
告
に
お
け
る
『
中
』
意
識
と
中
流
帰
属
意
識
と
の
あ
い
だ
の
は
な
は
だ
し
い

落
差
に
示
さ
れ
て
い
る
。
世
に
い
う
高
率
（
九
〇
％
台
）
の
中
流
意
識
支
持
率
に
相
当
す
る
こ
こ
で
の
『
中
』
意
識
支
持
率
（
七
七
％
）
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階層帰属意識
中　流　帰　属　意　識

上 中　　流 下 計

上　の　上

　の　下

　の　上

　の　下

　の　上

　の　下

4（25。0）

（11．7）

8（24）

（0．4）

（0．3）

（0．0）

9（56．3）

7（61．7）

56（73．1）

68（37．7）

9（13．0）

4（18．9）

3（188）

6（26．7）

87（24．6）

03（61．8）

59（86．6）

0（81．1）

16（100，0）

0（100，0）

61（100．0）

75（100．0）

99（100．0）

4（100．0）

計 34（L6） 1023（46．8） 1128（5L6） 2185（100．0）

濱島朗・渡辺益男・菊池美代志・勅使河原勝男・佐藤郡衛「中流意識の構造と動態に関する実証的研究」

「東京学芸大学紀要　第3部門』35，1983年，120頁，表6－5

が
中
流
帰
属
意
識
支
持
（
四
五
％
）
へ
と
地
す
べ
り
的
に
変
動
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、

通
説
的
見
解
が
い
か
に
根
拠
の
な
い
も
の
で
あ
る
か
は
明
白
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
自
然

的
態
度
に
お
い
て
無
反
省
に
自
明
視
さ
れ
た
主
観
的
階
層
帰
属
が
い
か
に
あ
や
ふ
や
な
も
の

で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
と
は
質
的
に
こ
と
な
っ
た
（
よ
り
自
覚
的
・

反
省
的
で
ソ
フ
ィ
ス
テ
ィ
ケ
ー
ト
さ
れ
た
一
面
を
ふ
く
む
）
中
流
帰
属
意
識
が
表
層
的
な

『
中
』
意
識
と
は
別
の
次
元
に
あ
っ
て
中
流
意
識
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て

（
4
）

い
る
。
」

　
人
々
の
「
中
」
意
識
が
中
流
意
識
と
な
ん
の
関
係
も
な
い
も
の
だ
と
し
た
ら
、
で
は
中
産

意
識
（
階
級
帰
属
意
識
）
と
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
追
究
し
た
の
が
、
直
井
の
議

論
、
と
く
に
そ
の
論
文
の
後
半
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
結
論
だ
け
を
引
用
し
て
お

く
o　

「
あ
る
『
人
な
み
の
く
ら
し
』
に
準
拠
し
つ
つ
み
ず
か
ら
を
『
中
』
と
位
置
づ
け
た
人
の

大
半
は
ま
た
同
時
に
み
ず
か
ら
が
『
労
働
者
階
級
』
で
あ
る
と
か
ん
が
え
て
お
り
、
み
ず
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

ら
を
『
中
産
階
級
』
と
は
考
え
て
い
な
い
。
」

　
な
ん
の
こ
と
は
な
い
、
中
意
識
と
は
、
労
働
者
階
級
の
「
暮
ら
し
向
き
」
意
識
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
「
現
代
日
本
で
み
ず
か
ら
「
中
』
に
帰
属
す
る
人
々
は
、
ま
た
同
時
に
労
働
者
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

級
に
帰
属
す
る
人
々
で
あ
る
。
」
（
次
頁
の
表
を
参
照
）
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階級帰属意識
階　層　帰　属　意　識

上 中の上 中の下 下の上 下の下

労　働　者

　　　産

　本　家

55．1

4．5
0
．
4

49．7

2．4

．8

73．8

2．4

．7

87．1

．6

．3

87．4

．9

．7

　計
該当者数）

100．0

49）

100．0

907）

100．0

2083）

100．0

688）

100．0

159）

サンプル数3886

直井道子「階層意識と階級意識」『社会階層と社会移動11975年SSM全国調査

報告』1978年，表13．26

②
「
中
」
意
識
を
支
え
る
「
実
体
」
は
存
在
す
る
か

　
「
中
」
意
識
が
中
流
意
識
の
こ
と
で
も
、
中
産
（
階
級
）
意
識
の
こ
と
で
も
な
い
こ
と
が
、
こ

れ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。
「
中
」
意
識
の
担
い
手
が
中
流
階
層
、
中
産
階
級
で
あ
る
こ
と
の
可
能

性
も
、
こ
れ
で
消
滅
し
た
。
で
は
、
「
中
」
意
識
の
担
い
手
と
は
ど
の
よ
う
な
人
々
な
の
だ
ろ
う

か
。
「
中
」
意
識
を
支
え
る
社
会
的
「
実
体
」
は
存
在
す
る
だ
ろ
う
か
。
問
題
は
こ
の
よ
う
に
進

め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
に
た
い
す
る
答
え
は
、
単
純
で
あ
る
。
「
中
」
意
識
の
恣
意
性

を
指
摘
し
て
き
た
本
稿
の
こ
れ
ま
で
の
議
論
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
実
体
は
存
在

し
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
問
題
そ
の
も
の
が
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
っ
た
の
だ
。

　
と
こ
ろ
が
、
「
中
」
意
識
を
称
揚
す
る
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
た
ち
に
と
っ
て
事
態
は
そ
う
で
は
な
か

っ
た
。
そ
れ
が
不
確
か
な
意
識
調
査
の
、
あ
い
ま
い
に
一
括
処
理
さ
れ
た
、
た
ん
な
る
恣
意
的
な

集
計
結
果
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
期
待
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
以
上
、
な

ん
ら
か
の
実
体
的
根
拠
を
創
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
豊
か
な
」

社
会
を
生
み
出
す
「
新
し
い
」
構
造
変
化
の
兆
候
で
あ
り
、
そ
の
現
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
は
、
そ
こ
に
彼
ら
の
苦
心
の
跡
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ

118

る
。
た
と
え
ば
、
村
上
泰
亮
は
、
一
九
七
七
年
の
朝
日
新
聞
紙
上
に
お
け
る
論
争
当
時
、
六
割
を
超
え
る
「
中
の
中
」
回
答
者
の
な
か
に

「
新
し
い
中
間
階
層
の
成
立
」
を
見
よ
う
と
し
、
同
じ
く
こ
う
し
た
現
象
に
注
目
こ
そ
す
る
も
の
の
、
そ
こ
に
統
一
的
で
質
的
に
独
自
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

「
階
層
」
を
認
め
る
こ
と
を
は
っ
き
り
拒
否
す
る
富
永
健
一
と
対
照
的
な
違
い
を
見
せ
て
い
た
。
そ
の
後
、
彼
は
『
新
中
間
大
衆
の
時
代
』

を
書
く
の
だ
が
、
そ
の
表
題
か
ら
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
る
と
お
り
、
彼
は
自
説
に
大
き
な
変
更
を
加
え
た
。
「
現
在
の
日
本
社
会
で
は
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（
階
層
の
）
『
非
構
造
化
（
号
露
三
9
弩
善
9
）
』
が
進
行
し
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
み
た
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
現
在
の
先
進
産
業
社

会
で
は
概
し
て
構
造
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
崩
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
『
中
流
階

級
』
に
つ
い
て
は
、
そ
の
崩
壊
で
あ
り
、
ふ
つ
う
い
う
意
味
で
の
『
新
中
間
層
』
に
つ
い
て
は
そ
の
輪
廓
の
溶
解
で
あ
り
、
そ
し
て
私
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

後
に
定
義
す
る
意
味
で
の
『
新
中
間
大
衆
（
器
≦
日
箆
巳
o
ヨ
器
。
D
）
』
の
登
場
な
の
で
あ
る
。
」

　
彼
は
こ
う
し
た
目
論
見
の
も
と
、
「
中
流
階
級
概
念
の
批
判
的
検
討
か
ら
出
発
し
て
、
最
後
に
『
新
中
間
大
衆
』
の
概
念
に
行
き
つ
く
」

よ
う
な
議
論
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
村
上
の
自
説
修
正
は
、
彼
の
「
新
中
間
階
層
の
現
実
性
」
論
に
富
永
健
一
が

加
え
て
い
た
批
判
を
受
け
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
議
論
の
出
発
点
は
、
朝
日
新
聞
紙
上
で
の
中

間
層
論
争
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
富
永
は
村
上
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
批
判
し
た
。
「
主
観
的
帰
属
と
し
て
日
本
人
の
四
分
の
三
、
あ
る
い
は
そ

れ
以
上
の
人
び
と
が
『
中
流
』
帰
属
を
示
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
ら
の
人
び
と
を
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
も
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
も
、
自

営
業
も
エ
ン
プ
ロ
イ
ー
も
、
み
ん
な
い
っ
し
ょ
に
し
て
『
新
し
い
中
間
階
層
』
と
呼
ぼ
う
と
提
案
し
て
い
る
か
に
受
け
と
れ
る
村
上
氏
の

議
論
は
、
あ
ま
り
に
大
ざ
っ
ぱ
す
ぎ
て
、
岸
本
氏
な
ら
ず
と
も
、
『
み
ん
な
同
じ
、
み
ん
な
中
間
』
と
は
す
こ
し
い
い
す
ぎ
で
は
な
い
か

と
い
い
た
く
な
る
。
ま
た
こ
の
用
語
法
は
、
エ
ン
プ
ロ
イ
ー
で
あ
っ
て
か
つ
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
で
あ
る
も
の
を
新
中
間
階
層
と
定
義
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

レ
ー
デ
ラ
ー
や
ミ
ル
ズ
以
来
定
着
し
て
き
た
用
語
法
に
抵
触
し
、
混
乱
を
ひ
き
お
こ
す
。
」

　
こ
の
批
判
は
村
上
に
と
っ
て
か
な
り
手
痛
い
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
実
際
、
村
上
は
先
の
著
書
の
下
敷
と
な
っ
た
雑
誌
『
中
央
公

論
』
掲
載
の
論
文
「
新
中
間
大
衆
政
治
の
時
代
」
の
な
か
で
、
こ
の
批
判
を
念
頭
に
置
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
機
軸
概
念
の
修
正
を
認
め

て
い
る
Q

　
「
実
は
私
も
か
つ
て
佐
藤
誠
三
郎
・
公
文
俊
平
の
両
氏
と
共
に
『
新
中
間
層
』
の
登
場
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
分
析
を
試
み
た
こ
と
が
あ

る
。
し
か
し
そ
の
後
の
議
論
の
展
開
を
み
て
み
る
と
、
社
会
学
の
用
語
と
し
て
の
歴
史
を
も
つ
『
新
中
間
層
』
と
い
う
表
現
を
そ
の
ま
ま
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使
う
の
は
誤
解
を
招
く
こ
と
が
多
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
『
新
中
間
大
衆
（
ニ
ュ
ー
ミ
ド
ル
マ
ス
）
』
と

呼
び
変
え
る
こ
と
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
で
の
課
題
は
、
『
中
流
階
級
』
、
「
新
中
間
層
』
、
『
市
民
』
、
そ
し
て
『
新
中
間
大
衆
』
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

区
別
す
る
こ
と
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。
」

　
ど
の
よ
う
な
「
誤
解
を
招
く
こ
と
」
に
な
っ
た
の
か
を
積
極
的
に
明
ら
か
に
し
て
は
い
な
い
が
、
階
層
と
し
て
の
実
体
的
根
拠
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
そ
う
し
た
困
難
を
自
覚
し
た
か
ら
こ
そ
「
新
中
間
大
衆
」
な
ど
と
い
う
造
語
に

逃
げ
込
ん
だ
わ
け
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
「
『
中
流
階
級
』
、
『
新
中
間
層
』
、
『
市
民
』
、
そ
し
て
『
新
中
間
大
衆
』
を
区
別
す
る
こ
と
」
が
理

論
的
に
困
難
で
あ
る
こ
と
を
察
知
し
た
か
ら
こ
そ
、
「
『
中
流
階
級
』
に
つ
い
て
は
、
そ
の
崩
壊
」
で
あ
り
、
「
ふ
つ
う
い
う
意
味
で
の

『
新
中
間
層
』
に
つ
い
て
は
そ
の
輪
廓
の
溶
解
」
で
あ
る
と
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
「
崩
壊
」
さ
せ
、
「
溶
解
」
さ
せ
て
し
ま
え
ば
、

実
体
的
根
拠
を
こ
れ
以
上
追
究
さ
れ
る
危
険
も
な
く
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
明
ら
か
に
、
こ
こ
に
村
上
の
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
。

　
関
連
を
問
わ
れ
て
い
る
重
要
概
念
の
「
崩
壊
」
や
「
溶
解
」
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
問
題
そ
の
も
の
を
回
避
し
た
村
上
に
く
ら

べ
れ
ば
、
S
S
M
調
査
の
結
果
か
ら
導
き
出
し
た
「
地
位
の
不
一
貫
性
」
の
議
論
を
も
っ
て
、
「
中
」
意
識
の
社
会
的
実
体
を
「
多
様
な

中
間
」
と
規
定
す
る
に
留
め
た
富
永
の
議
論
の
ほ
う
が
、
は
る
か
に
学
問
的
に
慎
重
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、

こ
う
し
た
「
新
中
間
階
層
」
概
念
を
め
ぐ
る
混
乱
や
飛
躍
は
、
統
一
的
で
、
均
質
な
社
会
的
実
体
を
「
中
」
意
識
の
担
い
手
に
想
定
す
る

こ
と
が
そ
も
そ
も
無
理
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
そ
の
積
極
的
根
拠
を
示
そ
う
。
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③
「
実
体
」
の
な
い
「
中
」
意
識
、
そ
の
形
式
的
・
実
質
的
根
拠

　
「
中
」
意
識
を
想
定
す
る
議
論
が
い
か
に
あ
や
ふ
や
な
根
拠
に
基
づ
い
て
い
る
か
は
、
す
で
に
指
摘
し
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
「
な
ぜ
な

ら
、
（
イ
）
『
上
』
、
『
中
の
上
』
…
と
い
う
名
称
は
多
分
に
便
宜
的
な
尺
度
で
あ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
順
序
尺
度
と
し
て
の
意
味
以
上
の
も
の
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オ
1

“
フ

カ フ イ イ 日 フ シ 韓 イ ア 西

一 イ ン
ス
ト フ

｝
ナ

一
フ

ン

タ

リ
ガ ギ メ ド

ラ
リ

シ ン リ
ピ

ポ
i

リ リ イ

ア ル ダ ス ド ア 本 ン ル 国 ス カ ツ

上
1
．
1

4
．
4

1
．
2

0
．
4

1
．
2

0
．
7

1
．
1

1
．
3

1
．
0

1
．
1

0
．
1 L9

1
．
8

中の上
8
．
6

13．1 14．2 10．9 12．0
7
．
0

12．5
7
．
0

3
．
9

14．7
2
．
2

15．7 11．2

中の中 72．8 57．4 68．8 57．7 57．5 56．9 56．0 67．1 74．2 5LO 3L6 60．7 62．5

中の下 10．4 17．2 11．8 25．2 21．7 22．2 24．4 18．5 16．2 23．7
9
．
1

17．4 20．0

下
2
．
7

5
．
5

2
．
2

5
．
3

7
．
5

8
．
0

5
．
0

5
．
9

3
．
0

9
．
0

42．5
3
．
6

3
．
6

小計（中） 9L8 87．7 94．8 93．8 91．2 86．1 92．9 92．6 94．3 89．4 42．9 93．8 93．7

を
も
ち
え
な
い
し
、
（
口
）
し
ば
し
ば
『
中
』
と
し
て
一
括
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
『
中
の

上
』
や
『
中
の
下
』
な
ど
「
中
』
の
下
位
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
多
分
に
恣
意
的
な
集
計
で
し
か
な

　
　
　
　
（
1
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

い
か
ら
で
あ
る
」
。
ま
た
、
中
の
な
か
で
の
分
化
つ
ま
り
「
一
定
の
非
連
続
性
」
を
こ
そ
認

め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
有
力
な
議
論
が
あ
る
こ
と
も
、
す
で
に
指
摘
し
て
き
た
通
り
で
あ

る
。

　
し
か
し
、
た
と
え
中
分
類
「
～
の
上
」
「
～
の
中
」
「
～
の
下
」
と
い
う
選
択
肢
に
人
々
の

「
中
」
意
識
が
分
化
し
て
い
よ
う
と
も
、
人
々
が
「
中
の
～
」
と
い
う
大
分
類
を
選
ん
だ
こ

と
は
事
実
で
あ
り
、
そ
こ
に
な
ん
ら
か
の
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
主
張
す
る
意

見
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
だ
が
、
こ
う
し
た
設
問
を
突
き
つ
け
ら
れ
れ
ば
、
人
々
の
多
く
が
「
中
の
～
」
と
い
う
選

択
肢
を
選
ぶ
の
は
、
な
に
も
日
本
だ
け
の
特
殊
ケ
ー
ス
で
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
こ
の
こ
と

は
、
一
九
八
○
年
国
際
価
値
会
議
事
務
局
に
よ
る
「
一
三
力
国
価
値
観
調
査
（
一
九
七
九

年
）
」
の
結
果
を
一
瞥
す
る
だ
け
で
分
か
る
。

　
こ
の
調
査
は
一
九
七
九
年
一
三
力
国
を
対
象
に
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
質
問
は

「
社
会
の
人
々
を
こ
の
カ
ー
ド
に
あ
る
よ
う
に
五
つ
の
階
級
に
分
け
る
と
し
た
ら
、
あ
な
た

は
ど
れ
に
あ
た
る
と
思
い
ま
す
か
。
一
・
上
、
二
・
中
の
上
、
三
・
中
、
四
・
中
の
下
、

五
．
下
」
（
霞
冨
8
δ
ぎ
芸
Φ
。
。
0
9
9
網
8
旨
げ
①
α
Φ
＜
こ
巴
ぎ
8
㎝
巳
錺
8
ω
器
警
o
∈
コ

○
ロ
浮
一
ω
8
『
ρ
矩
三
〇
ゴ
o
一
器
ω
∈
〇
三
〇
冤
o
＝
器
『
網
o
ロ
h
巴
一
⊆
p
α
Φ
る
　
一
●
＝
蒔
＝
　
P
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¢
署
雪
昌
＆
一
Φ
　
G
。
ゆ
置
＆
ざ
　
“
り
い
o
∈
段
三
＆
一
Φ
　
9
ぎ
≦
）
。
イ
ギ
リ
ス
だ
け
は
、
「
階
層
意
識
の
設
問
に
お
い
て
、
『
下
』
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

う
言
葉
が
使
わ
れ
ず
、
類
o
量
轟
ユ
窃
ω
と
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な
結
果
と
な
っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
結
果
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
設
問
形
式
で
調
査
を
行
な
え
ば
、
実
に
九
割
以
上
の
人
々
が
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
大

分
類
「
中
」
を
選
択
し
て
い
る
。
逆
に
い
え
ば
、
「
中
」
と
い
う
項
目
は
世
界
中
ど
の
国
に
あ
っ
て
も
、
先
進
国
で
あ
れ
、
発
展
途
上
国

で
あ
れ
、
国
民
の
九
割
以
上
が
選
択
す
る
順
序
尺
度
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
で
も
、
そ
れ
以
下
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
調

査
を
実
施
し
た
国
際
価
値
会
議
事
務
局
が
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
「
中
」
選
択
の
普
遍
性
を
も
っ
て
、
「
中
流
意
識
」
の

「
世
界
的
傾
向
」
を
語
る
こ
と
は
、
実
は
ま
っ
た
く
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。
「
こ
れ
ま
で
日
本
人
の
九
割
ま
で
が
、
『
中
流
意
識
』
で
あ
る

と
い
わ
れ
て
き
た
が
、
今
回
の
国
際
比
較
調
査
に
よ
れ
ば
、
『
中
流
意
識
』
は
世
界
的
傾
向
で
あ
り
、
日
本
だ
け
に
特
別
に
み
ら
れ
る
現

象
で
は
な
い
。
…
…
上
、
中
の
上
、
中
の
中
と
考
え
る
人
の
比
率
を
み
る
と
、
日
本
で
約
七
〇
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

ン
ド
で
は
各
々
七
五
％
、
七
一
％
と
日
本
を
上
回
っ
て
い
る
。
」
こ
れ
で
は
世
界
中
の
圧
倒
的
多
数
の
人
々
が
「
中
流
意
識
」
の
持
ち
主

で
あ
り
、
地
球
上
は
そ
の
よ
う
な
人
々
が
暮
ら
す
「
中
流
」
社
会
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
先
に
見
た
富
永
の
村
上
批
判

で
は
な
い
が
、
「
『
み
ん
な
同
じ
、
み
ん
な
中
間
』
と
は
す
こ
し
い
い
す
ぎ
で
は
な
い
か
と
い
い
た
く
な
る
」
。
反
省
す
べ
き
は
、
「
中
」
と

い
う
大
分
類
は
日
本
を
は
じ
め
い
か
な
る
国
の
社
会
的
特
殊
性
も
表
現
し
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
名
辞
を
科
学
的
議
論
の
手

が
か
り
と
考
え
る
こ
と
は
誤
り
な
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
「
中
」
意
識
が
日
本
に
の
み
ユ
ニ
ー
ク
な
現
象
で
は
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
う
し
た
「
中
」
意
識
は
高
度

成
長
期
以
降
の
新
し
い
現
象
で
も
な
い
。
敗
戦
直
後
か
ら
す
で
に
高
い
率
で
、
人
々
が
目
己
を
「
中
」
に
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
を
川
合

隆
男
は
昭
和
二
三
年
以
来
の
世
論
調
査
を
資
料
に
指
摘
し
て
い
る
。
彼
の
引
用
す
る
資
料
に
よ
れ
ば
、
「
高
度
成
長
以
前
の
段
階
の
昭
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

二
九
年
の
時
点
に
お
い
て
も
約
五
五
％
の
人
々
が
自
ら
を
中
層
に
帰
属
さ
せ
て
い
た
と
は
注
目
し
て
お
い
て
よ
い
」
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
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　　　　　　　　　　　調査員の判定による生活程度

上
中

下 計
中の上 中の下 小計

1948年

954年
955年

7．1

．9

．7

31．8
7
．
3

54．2
8
．
3

66．3

6．0

5
．
6

26．6

1．0

．7

100（2，705）

00（2，761）

00（2，550）

1948年は総理府官房審議官世論調査部『国民生活に関する世論調査一大・中都市を対象とした』（1949年2

月），1954年については，同r国民生活に関する世論調査』（1954年8月全国調査），1955年は，総理府内閣総

理大臣官房『国民生活に関する調査報告』（1955年2月全国調査）

川合隆男「階屑帰属意識の構造と社会的脈絡」『慶応大学・法学研究』第59巻第7号，1986年7月，表16か

ら引用

対象者による階層帰属と調査員による判定（1954年）　サンプノレ数2，76

上
中 計

中上 中中 中下 下上 下中 下下

対象者による判断

査員の判定

2．1

．9

6．4

1
．
8

26．5 22．5
4
．
2

16．4 15．0
6
．
3 100

00

川合，同」二論文，表17一（1）

こ
と
は
、
「
中
」
に
自
己
を
位
置
づ
け
る
行
為
そ
の
も
の
が
も
つ

主
観
的
な
限
界
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
限
界
を
考
え
て
み
れ
ば
、
「
中
」
意
識
の
実
在
を
疑

っ
て
み
る
こ
と
、
そ
の
担
い
手
で
あ
る
な
ん
ら
か
の
実
体
と
い
う

問
題
そ
の
も
の
を
疑
っ
て
み
る
こ
と
は
き
わ
め
て
自
然
な
手
続
き

と
い
え
る
。

　
つ
ま
り
、
問
題
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
提
起
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ
。

「
は
た
し
て
こ
の
広
汎
な
ミ
ド
ル
・
マ
ス
は
、
あ
る
種
の
ラ
イ

フ
．
ス
タ
イ
ル
、
共
通
の
生
活
様
式
と
生
活
意
識
を
担
う
階
層
と

し
て
じ
っ
さ
い
に
存
在
す
る
の
か
。
そ
れ
と
も
、
中
流
意
識
を
担

う
実
体
的
存
在
で
は
な
く
て
、
人
為
的
に
想
定
さ
れ
デ
ッ
チ
ア
ゲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
お
ロ

ら
れ
た
擬
疑
階
層
に
す
ぎ
な
い
の
か
。
」

　
濱
島
等
の
研
究
は
、
問
題
に
た
い
す
る
根
本
的
疑
念
を
こ
の
よ

う
に
表
明
し
て
い
る
が
、
こ
の
問
題
提
起
は
き
わ
め
て
正
当
で
あ

る
。　

こ
の
「
実
体
」
を
捜
し
求
め
る
試
み
は
、
村
上
の
よ
う
に
「
新

中
間
階
層
」
を
「
新
中
間
大
衆
」
と
「
言
い
変
え
る
」
こ
と
で
ジ

レ
ン
マ
を
切
り
抜
け
よ
う
と
す
る
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
ど
う
し
て
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も
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
作
業
な
の
で
あ
る
。

　
お
そ
ら
く
直
井
の
研
究
は
、
こ
の
「
実
体
」
を
析
出
し
よ
う
と
し
た
、
こ
れ
ま
で
で
も
っ
と
も
首
尾
一
貫
性
の
あ
る
学
問
的
な
試
み
で

あ
ろ
う
。
直
井
が
「
特
定
の
財
の
保
有
や
生
活
水
準
と
む
す
び
つ
い
た
、
あ
る
程
度
『
絶
対
的
な
中
ヒ
と
呼
ぶ
も
の
を
想
定
し
、
世
間

な
み
の
生
活
水
準
を
「
相
対
的
な
中
」
だ
と
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
う
し
た
も
の
と
は
区
別
さ
れ
た
、
絶
対
的
な
実
体
を
析
出

し
な
い
か
ぎ
り
、
「
中
」
意
識
の
担
い
手
で
あ
る
新
し
い
階
層
の
存
在
証
明
を
得
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
哀
れ
な
こ
と
に
、

直
井
に
と
っ
て
も
、
捜
し
求
め
る
「
実
体
」
は
幻
で
し
か
な
い
。
そ
れ
は
、
戦
後
大
量
に
普
及
し
た
大
量
の
耐
久
消
費
財
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
「
人
び
と
に
と
っ
て
は
『
自
家
風
呂
や
電
話
の
あ
る
生
活
』
『
電
気
冷
蔵
庫
の
あ
る
生
活
』
な
ど
［
と
い
っ
た
ま
こ
と
に
さ
さ
や
か
な

生
活
］
が
、
大
体
「
中
』
の
生
活
な
い
し
は
『
中
の
下
』
の
生
活
と
し
て
意
識
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
基
準
を
み
た
す
人
々
が
増
大
し
た
こ

と
が
『
中
』
意
識
の
増
大
を
生
み
だ
し
た
と
い
う
最
も
常
識
的
な
説
明
こ
そ
が
、
こ
の
変
化
を
説
明
す
る
の
に
最
も
説
得
的
で
あ
る
と
結

　
　
（
1
7
）

論
で
き
る
。
」

　
だ
が
濱
島
た
ち
の
調
査
は
こ
の
直
井
の
想
定
を
根
本
か
ら
覆
す
。
な
ぜ
な
ら
、
濱
島
の
議
論
の
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
は
、
「
直
井
が
『
中
』

意
識
に
つ
い
て
証
明
し
た
よ
う
な
実
体
の
裏
づ
け
は
、
『
中
』
意
識
に
関
す
る
か
ぎ
り
わ
れ
わ
れ
の
デ
ー
タ
か
ら
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
読

　
　
　
　
（
B
）

み
と
り
に
く
い
」
と
す
る
点
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
現
実
の
調
査
か
ら
は
、
「
中
」
意
識
を
担
う
階
層
の
統
一
し
た
実
体
は
見
え
て
こ
な
い
。
だ
か
ら
、
S
S
M
調
査
に
依
拠
し
た
論
者
は
、

そ
も
そ
も
か
ら
こ
う
し
た
統
一
し
た
実
体
を
想
定
す
る
こ
と
に
反
対
だ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
富
永
が
朝
日
新
聞
紙
上
の
論
争
で
、
こ
の
点

で
は
村
上
に
反
対
の
立
場
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
彼
ら
は
こ
れ
ら
の
意
識
の
担
い
手
た
ち

の
社
会
的
地
位
の
問
題
に
注
目
し
、
こ
の
「
中
」
グ
ル
…
プ
が
「
何
種
類
か
の
非
一
貫
的
な
地
位
の
パ
タ
ー
ン
の
人
び
と
か
ら
成
る
、
一

つ
の
層
と
し
て
は
把
握
不
可
能
な
、
い
わ
ば
『
多
様
な
中
間
層
』
で
あ
る
」
と
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
ジ
レ
ン
マ
を
切
り
抜
け
よ

124



現代日本における階級格差とその固定化

う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
「
中
」
意
識
の
実
在
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
。
そ
の
唯
一
の
根
拠
は
、
「
消
費
行

動
や
消
費
ス
タ
イ
ル
の
一
様
性
」
で
あ
る
。
「
『
中
』
グ
ル
ー
プ
の
社
会
的
地
位
が
多
様
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
表
面
に
現
わ
れ
た
消

費
行
動
や
消
費
ス
タ
イ
ル
に
は
一
様
性
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
す
べ
て
の
『
中
流
階
級
』
論
が
指
摘
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
高

度
経
済
成
長
に
よ
る
所
得
水
準
の
上
昇
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
、
か
つ
て
は
町
内
に
一
軒
と
か
二
軒
と
い
う
割
合
で
し
か
所
有

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
電
話
や
、
山
口
同
嶺
の
花
で
あ
っ
た
乗
用
車
の
普
及
な
ど
、
実
例
の
枚
挙
に
は
い
と
ま
が
な
い
。
ま
た
、
か
つ
て
の
職
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
レ

層
と
工
員
層
の
間
に
み
ら
れ
た
服
装
上
の
差
異
も
、
完
全
に
消
滅
し
た
。
」
こ
う
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
「
消
費
行
動
．
ス
タ
イ
ル
の
一
様
性
も
、
ま
た
、
大
量
の
『
中
』
意
識
の
｝
つ
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
信
念
こ
そ
、
直
井
の

「
耐
久
消
費
財
1
1
『
中
』
意
識
の
実
体
」
仮
説
を
支
え
る
根
拠
で
あ
る
。

　
だ
が
、
ひ
と
た
び
消
費
活
動
の
階
層
性
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
こ
の
仮
説
は
崩
壊
す
る
。

　
消
費
が
本
来
階
層
性
を
帯
び
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
「
中
」
意
識
に
は
そ
れ
を
担
う
実
体
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
そ
も

そ
も
か
ら
し
て
虚
構
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
幻
想
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
い
つ
の
日
に
か
、
「
中
」
意
識
へ
の
こ
う
し
た
疑
念
が
表
明
さ
れ
て

し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
「
階
層
消
費
の
時
代
」
が
喧
伝
さ
れ
、
「
大
衆
消
費
社
会
の
終
焉
」
が
語
ら
れ
た
八
O
年
代
中
頃
は
、

「
中
流
社
会
」
論
に
と
っ
て
危
機
の
時
代
で
あ
っ
た
。

　
も
ち
ろ
ん
、
消
費
経
済
の
動
向
に
機
敏
に
反
応
し
、
こ
う
し
た
根
本
的
な
疑
問
を
提
起
す
る
こ
と
は
、
「
中
」
意
識
を
称
揚
し
、
そ
れ

の
実
在
を
信
じ
、
そ
れ
を
担
う
「
実
体
」
を
追
い
求
め
て
き
た
人
々
に
と
っ
て
は
き
わ
め
て
危
険
な
こ
と
と
映
る
。
彼
ら
は
、
「
中
流
と

は
、
も
っ
ぱ
ら
、
消
費
と
購
買
力
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
だ
っ
た
の
か
」
と
反
問
し
つ
つ
、
「
消
費
」
以
外
の
な
ん
ら
か
の
分
野
に
「
中
流
」
の

「
実
体
」
に
あ
た
る
も
の
が
捜
し
だ
せ
な
い
か
と
必
死
に
な
る
。
「
消
費
行
動
の
非
均
一
化
イ
コ
ー
ル
中
流
崩
壊
と
い
う
結
論
を
急
ぐ
」
べ

き
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
現
代
日
本
に
お
い
て
、
中
流
社
会
と
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
早
ま
っ
た
中
流
崩
壊
の
大
合
唱
に
よ
っ
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（
2
0
）

て
わ
ざ
わ
ざ
取
り
壊
し
て
し
ま
う
に
は
あ
ま
り
に
も
大
切
な
財
産
だ
か
ら
で
あ
る
」
。
こ
れ
が
、
「
中
」
意
識
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
効
果
に
期

待
を
寄
せ
る
人
々
の
本
音
で
あ
る
。

　
で
は
、
こ
の
種
の
人
々
は
、
「
中
」
意
識
の
「
実
在
」
を
支
え
る
「
実
体
」
的
根
拠
を
「
消
費
」
以
外
の
ど
の
分
野
に
、
ど
の
よ
う
な

か
た
ち
で
発
見
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
飢
）

　
前
掲
の
論
者
は
、
そ
れ
を
「
生
活
の
理
念
や
人
生
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
な
ど
を
含
む
メ
ン
タ
ル
な
次
元
」
に
求
め
よ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
上
流
や
下
層
の
も
の
と
は
違
う
中
流
独
自
の
メ
ン
タ
ル
・
セ
ッ
ト
が
、
か
な
り
広
範
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
所
得
層
の
人
々
に
共
有
さ
れ
て

い
る
社
会
は
、
金
銭
的
格
差
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
流
社
会
と
し
て
の
生
態
を
備
え
て
い
る
に
違
い
な
い
。
そ
ん
な
社
会
の
な
か
で
、
、
、
、

ド
ル
・
ク
ラ
ス
が
、
階
層
的
差
別
や
階
級
的
区
別
、
あ
る
い
は
、
そ
の
投
影
で
あ
る
上
述
の
空
間
区
別
や
空
間
私
化
に
比
較
的
に
無
頓
着

な
の
は
、
所
得
の
低
い
人
も
、
下
層
の
も
の
で
は
な
い
メ
ン
タ
ル
・
セ
ッ
ト
を
持
っ
て
生
き
て
い
る
（
肋
す
な
わ
ち
、
彼
ら
も
、
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

同
じ
中
流
で
あ
る
）
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
」

　
「
中
」
意
識
は
「
メ
ン
タ
ル
・
セ
ッ
ト
」
な
る
特
有
の
価
値
志
向
に
支
え
ら
れ
た
実
在
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
議
論

で
の
「
旦
ハ
体
的
な
価
値
志
向
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
（
「
い
い
仕
事
を
す
る
」
「
教
育
に
情
熱
を
も
つ
」
と
い
う
た
っ
た
二
つ
の
）
ア
ド
ホ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

ッ
ク
な
例
示
が
な
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
」

　
「
い
い
仕
事
を
す
る
」
と
い
う
価
値
志
向
は
労
働
者
階
級
が
伝
統
的
に
保
持
し
て
き
た
労
働
現
場
で
の
労
働
倫
理
な
い
し
プ
ラ
イ
ド
で

あ
っ
た
し
、
「
教
育
へ
の
情
熱
」
と
い
う
か
た
ち
で
表
現
さ
れ
た
学
歴
獲
得
競
争
は
、
後
発
国
と
し
て
近
代
化
に
乗
り
出
し
た
日
本
で
、

階
級
社
会
が
と
る
ひ
と
つ
の
「
後
発
効
果
」
（
R
・
ド
ー
ア
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
日
本
的
「
、
・
・
ド
ル
・
ク
ラ
ス
」
（
そ
ん
な
も
の
が
、

も
し
あ
る
と
し
て
）
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
で
も
独
占
物
で
も
、
な
ん
で
も
な
い
。

　
「
中
」
意
識
の
実
在
を
唯
一
客
観
的
に
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
耐
久
消
費
財
の
普
及
以
外
に
見
い
だ
せ
な
い
こ
と
は
明
ら
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か
で
あ
り
、
そ
こ
で
形
成
さ
れ
た
と
主
張
さ
れ
る
「
消
費
の
行
動
・
ス
タ
イ
ル
の
一
様
性
」
以
外
に
見
い
だ
せ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
は
た
し
て
「
消
費
行
動
．
ス
タ
イ
ル
」
は
コ
様
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
検
討
す
る
の
が
、
次
の
部
分
で
あ
る
。
も
し
、
こ
の

「
一
様
性
」
が
幻
想
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
れ
ば
、
「
中
」
意
識
の
実
在
そ
の
も
の
が
怪
し
く
な
る
。
そ
う
し
た
実
在
を
想
定
す
る
こ
と
で

組
み
立
て
ら
れ
た
一
切
の
議
論
が
音
を
立
て
て
崩
壊
す
る
。

（
1
）
　
「
多
く
の
人
が
『
中
流
』
階
層
帰
属
意
識
と
く
に
六
割
の
人
が
『
中
の
中
』
意
識
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
「
こ
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
の
生

活
は
よ
く
な
り
、
中
流
意
識
高
ま
っ
て
き
た
。
」
経
済
企
画
庁
『
国
民
生
活
白
書
』
（
昭
和
五
二
年
版
）
、
八
一
頁

（
2
）
～
（
3
）
　
濱
島
朗
．
渡
辺
益
男
．
菊
池
美
代
志
・
勅
使
河
原
勝
男
・
佐
藤
郡
衛
「
中
流
意
識
の
構
造
と
動
態
に
関
す
る
実
証
的
研
究
」
『
東
京
学

芸
大
学
紀
要
　
第
三
部
門
』
三
五
、
一
九
八
三
年
、
一
一
九
頁

現代日本における階級格差とその固定化

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）
～
（
1
4
）

O
年
八
月
、

同
上
論
文
、
　
｝
〇
九
頁

直
井
道
子
「
階
層
意
識
と
階
級
意
識
」
『
社
会
階
層
と
社
会
移
動
一
一
九
七
五
年
S
S
M
全
国
調
査
報
告
』
一
九
七
八
年
、
三
一
三
頁

同
上
論
文
、
三
一
四
頁

村
上
泰
亮
「
新
中
間
階
層
の
現
実
性
」
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
七
年
五
月
二
〇
日

村
上
泰
亮
『
新
中
間
大
衆
の
時
代
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
四
年
、
↓
七
二
頁

富
永
健
一
「
社
会
階
層
構
造
の
現
状
」
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
七
年
六
月
二
七
日

村
上
泰
亮
「
新
中
間
大
衆
政
治
の
時
代
」
『
中
央
公
論
』
一
九
八
○
年
一
二
月
、
二
〇
四
頁

一口

坂
健
次
「
階
層
帰
属
意
識
と
階
層
構
造
」
『
桃
山
学
院
大
学
・
社
会
学
論
集
』
第
一
五
巻
第
一
号
、
一
九
八
一
年
九
月
、
七
一
頁
、
注
二

藤
森
俊
輔
「
中
流
階
層
帰
属
意
識
の
分
析
」
『
岡
山
大
学
経
済
学
会
雑
誌
』
第
｝
五
巻
第
｝
号
、
一
九
八
三
年
六
月
、
｝
九
九
頁

　
　
　
一
九
八
O
年
国
際
価
値
会
議
事
務
局
『
一
三
力
国
価
値
観
調
査
デ
ー
タ
・
ブ
ッ
ク
』
、
日
本
ア
イ
・
ビ
ー
・
エ
ム
株
式
会
社
、
一
九
八

　
　
　
一
〇
頁
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こ
の
調
査
は
、
一
九
七
九
年
九
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
ギ
ャ
ラ
ッ
プ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
を
実
施
機
関
と
し
て
専
門
調
査
員
に
よ
る
面
接
法

に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
。
調
査
対
象
国
別
の
回
収
サ
ン
プ
ル
数
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
（
同
上
、
七
頁
）
。

1104

1000

1012

993

1000

1042

1574

996

1006

997

987

1127

1020

オーストラリア

ブラジル
カ　ナ　ダ

ス
ド
ア
本
ン
ル
国

　
　
　
　
　
ピ
　
一

ン
　
　
　
リ

　
　
　
　
　
　
　
ポ

　
ン
　
　
　
　
　
　
リ

　
　
　
　
　
　
　
ガ

ラ
　
　
　
　
タ

　
　
　
　
　
　
ィ
　
ン

フ
イ
イ
日
フ
シ
韓

ス
　
カ
　
ツ

リ
　
　
リ

　
　
　
イ

ギ
メ

イ
　
ア
　
ド

13858言十

ブラジル，インド，韓国については

（
1
5
）
　
川
合
隆
男
「
階
層
帰
属
意
識
の
構
造
と
社
会
的
脈
絡
」
『
慶
応
大
学
．

（
1
6
）
　
濱
島
朗
・
渡
辺
益
男
・
菊
池
美
代
志
・
勅
使
河
原
勝
男
・

紀
要
第
三
部
門
』
三
五
、
一
九
八
三
年
、
三
九
頁

（
1
7
）
直
井
道
子
「
階
層
意
識
と
階
級
意
識
」
、
富
永
編
『
日
本
の
階
層
構
造
』
東
京
大
学
出
版
会
、

（
1
8
）
　
濱
島
等
、
前
掲
論
文
、
一
一
二
頁

（
1
9
）
　
原
純
輔
「
階
層
意
識
研
究
の
課
題
と
方
法
」
「
一
九
八
五
年
社
会
階
層
と
社
会
移
動
全
国
調
査
報
告
書

　
八
八
年
、
四
頁

（
2
0
）
猪
口
邦
子
「
中
流
と
は
消
費
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
だ
っ
た
の
か
」
『
中
央
公
論
』
、

（
2
1
）
～
（
2
2
）
同
上
論
文
、
九
二
頁

（
2
3
）
　
片
瀬
一
男
「
社
会
階
層
と
価
値
志
向
」
『
一
九
八
五
年
社
会
階
層
と
社
会
移
動
全
国
調
査
報
告
書

　
年
、
二
〇
二
頁

査調国全は他のそ査調部市都　
　
　
　
法
学
研
究
』
第
五
九
巻
第
七
号
、
一
九
八
六
年
七
月
、
三
五
頁

佐
藤
郡
衛
「
中
流
意
識
の
構
造
と
動
態
に
関
す
る
実
証
的
研
究
」
『
東
京
学
芸
大
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
七
九
年
、
三
七
八
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
巻
　
階
層
意
識
の
動
態
』
一
九

　
　
　
　
　
　
　
一
九
八
五
年
七
月
、
八
五
～
六
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
巻
　
階
層
意
識
の
動
態
』
一
九
八
八
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二
　
消
費
活
動
の
階
層
性

現代日本における階級格差とその固定化

ω
　
消
費
の
問
題

　
前
章
で
示
唆
さ
れ
た
よ
う
に
、
生
活
意
識
の
階
層
性
と
い
う
主
観
的
で
現
象
的
な
問
題
は
、
そ
の
背
後
で
生
産
と
消
費
の
階
層
性
と
い

う
社
会
構
造
に
根
ざ
す
根
本
的
な
問
題
と
関
連
し
て
い
た
。
生
活
意
識
の
階
層
性
（
階
層
帰
属
意
識
）
が
、
あ
る
場
合
に
は
、
耐
久
消
費

財
の
普
及
意
識
の
こ
と
で
は
な
い
の
か
と
反
省
さ
れ
た
の
も
、
ま
た
、
あ
る
場
合
に
は
、
職
業
階
層
の
位
階
意
識
を
強
く
反
映
し
て
い
る

こ
と
が
意
識
さ
れ
た
の
も
、
実
は
、
論
者
が
生
活
意
識
の
階
層
性
と
生
産
・
消
費
の
階
層
性
と
の
密
接
な
関
連
を
無
意
識
の
う
ち
に
予
感

し
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
生
産
と
消
費
の
階
層
性
と
は
す
な
わ
ち
社
会
の
経
済
構
造
の
基
本
的
性
格
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
こ
と
は
、
社
会
の
経
済
的
構
造
の
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
一
定
の
あ
り
方
が
社
会
生
活
の
意
識
の
背
後
に
控
え
、
そ
れ
を

制
約
し
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
生
活
意
識
の
階
層
性
を
よ
り
深
く
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
背
後
で
そ

れ
を
規
定
し
て
い
る
構
造
的
で
本
質
的
な
要
因
を
さ
ぐ
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に

職
業
意
識
の
階
層
性
と
消
費
意
識
の
階
層
性
と
を
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
検
討
す
る
必
要
性
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
生
活
意
識

の
階
層
性
に
つ
い
て
、
そ
の
科
学
的
で
批
判
的
な
取
り
扱
い
が
き
わ
め
て
難
し
い
作
業
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
職
業
意
識
の
階
層
性
に
せ
よ
、

消
費
意
識
の
階
層
性
に
せ
よ
、
そ
れ
自
体
を
一
個
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
厄
介
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
あ

る
場
合
に
は
「
職
業
に
貴
賎
な
し
」
と
い
っ
た
道
徳
的
モ
ッ
ト
ー
が
、
ま
た
あ
る
場
合
は
、
「
消
費
の
画
一
化
」
と
い
っ
た
通
俗
的
思
い

込
み
が
、
問
題
を
批
判
的
に
検
討
す
る
力
を
殺
ぎ
、
問
題
自
体
を
闇
に
葬
り
去
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
。
こ
こ
で
、
消
費
意

識
の
階
層
性
で
は
な
く
、
消
費
の
階
層
性
を
あ
ら
た
め
て
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ま
た
、
職
業
意
識
の
階
層
性
を
そ
の
平
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等
主
義
的
タ
テ
マ
エ
で
は
な
く
、
そ
の
現
実
的
ホ
ン
ネ
に
即
し
て
、
批
判
的
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
な
に
よ
り
の
証

拠
と
い
え
よ
う
。
消
費
に
階
層
性
な
ぞ
存
在
し
な
い
、
職
業
に
階
層
性
な
ぞ
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
の
支
配
的
通
念
を
経
験
的
な
証
拠

に
よ
っ
て
打
破
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
社
会
意
識
に
階
層
性
な
ど
存
在
し
な
い
と
い
う
よ
り
現
象
的
な
通
念
を
打
破
す
る
こ
と
は
、
お
ぼ

つ
か
な
い
。
本
章
で
は
、
こ
の
う
ち
ま
ず
手
始
め
に
消
費
の
階
層
性
を
検
証
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。

　
消
費
の
階
層
性
と
い
う
問
題
意
識
に
先
だ
っ
て
、
消
費
の
問
題
が
社
会
学
的
な
意
味
で
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
う
古
い

こ
と
で
は
な
い
。
日
本
の
論
壇
に
限
っ
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
大
衆
社
会
論
と
消
費
社
会
論
と
が
結
合
す
る
よ
う
に
な
っ
た
一
九
八
O
年
代

の
こ
と
で
あ
る
。
大
衆
社
会
論
、
と
く
に
そ
の
日
本
版
は
戦
後
の
冷
戦
構
造
の
下
、
ダ
ニ
エ
ル
・
ベ
ル
等
の
議
論
の
影
響
を
強
く
受
け
、

階
級
社
会
論
を
正
面
の
敵
と
す
る
、
き
わ
め
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
色
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。
七
〇
年
代
に
お
い
て
、
そ
の
中
心
論
題
は
い

わ
ゆ
る
中
間
層
で
あ
り
、
階
級
社
会
か
ら
中
問
大
衆
社
会
へ
の
変
貌
を
遂
げ
た
と
さ
れ
た
現
代
社
会
の
非
階
級
的
構
造
を
論
証
す
る
こ
と

に
主
眼
が
置
か
れ
た
。
八
O
年
代
に
入
る
と
、
議
論
の
中
心
は
、
こ
の
成
立
し
た
と
さ
れ
る
大
衆
社
会
が
さ
ら
に
変
化
し
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
問
題
に
移
る
。
大
衆
社
会
は
大
衆
消
費
を
想
定
し
て
い
た
。
い
ま
や
、
大
衆
消
費
は
終
わ
り
を
告
げ
、
分
断
さ
れ
た
市
場
に
お

い
て
、
「
分
衆
」
や
「
少
衆
」
が
社
会
を
構
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
問
題
提
起
が
市
場
関
係
者
か
ら
な
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
議
論
の
延
長
上
に
、
「
階
層
消
費
」
の
出
現
と
い
う
問
題
提
起
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
奇
妙
な
の
は
、
階
級

（
階
層
）
的
視
点
を
断
固
と
し
て
拒
否
し
た
う
え
で
、
い
わ
ゆ
る
「
大
衆
社
会
」
の
変
質
を
「
消
費
」
の
視
点
が
解
明
で
き
る
と
す
る
、

共
通
し
た
問
題
意
識
が
こ
の
大
衆
社
会
論
の
背
景
と
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　
山
崎
正
和
の
大
衆
消
費
社
会
論
は
一
九
八
○
年
代
の
そ
う
し
た
議
論
の
代
表
格
で
あ
ろ
う
が
、
彼
の
つ
ぎ
の
発
言
は
、
こ
の
こ
と
を
よ

く
物
語
っ
て
い
る
。

　
「
大
衆
社
会
に
お
け
る
新
し
い
価
値
観
、
価
値
の
担
い
手
が
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
心
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
さ
い
、
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階
層
と
い
う
視
点
で
は
な
く
、
新
し
い
価
値
が
生
ま
れ
る
べ
き
場
所
、
あ
る
い
は
人
間
の
つ
な
が
り
方
は
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
を

考
え
て
み
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
い
ま
話
題
に
な
っ
て
い
る
消
費
と
結
び
つ
け
て
、
『
社
交
』
の
可
能
性
と
い
う
こ
と
を
い
い

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

だ
し
て
み
た
し
だ
い
で
す
。
」

　
大
衆
社
会
論
は
、
そ
の
出
発
に
あ
た
っ
て
、
階
級
の
視
点
を
追
放
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
社
会
の
変
化
を
説
明
で
き
る
と
考
え
た
。
と
い

う
よ
り
も
、
階
級
的
視
点
の
追
放
こ
そ
が
、
社
会
の
変
化
を
説
明
す
る
こ
と
と
同
義
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
ほ
ぼ
十
年
を
経
て
、

大
衆
社
会
論
は
さ
ら
な
る
変
化
に
直
面
す
る
。
大
衆
的
等
質
性
の
名
の
も
と
に
隠
ぺ
い
し
て
き
た
階
級
的
格
差
の
現
実
が
再
び
社
会
の
表

面
に
浮
上
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
突
然
、
消
費
が
唯
一
の
説
明
原
理
と
し
て
導
入
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
消
費
が
そ

も
そ
も
階
級
的
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
へ
の
洞
察
は
お
ろ
か
、
消
費
が
社
会
変
化
の
説
明
原
理
と
し
て
担
う
意
義
と
限
界
の
両
側
面
へ
の

慎
重
な
配
慮
も
な
に
も
存
在
し
な
い
。
た
だ
、
人
々
の
注
目
を
惹
く
た
め
の
議
論
の
目
新
し
さ
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

　
「
大
衆
消
費
社
会
論
」
が
そ
の
議
論
の
前
提
と
す
る
よ
う
に
、
も
し
も
消
費
問
題
の
研
究
に
と
っ
て
階
級
（
階
層
）
的
視
点
が
無
意
味

で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
消
費
者
行
動
と
社
会
階
層
と
の
実
際
の
関
連
を
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
論
の
一
環
と
し
て
長
く
研
究
し
て
き
た
者
た
ち

に
と
っ
て
、
こ
れ
は
き
わ
め
て
重
大
な
異
議
申
し
立
て
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

　
だ
か
ら
、
塩
田
静
雄
が
「
大
衆
消
費
社
会
論
」
の
問
題
提
起
を
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
と
き
、
彼
が
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
論
の
専
門
研
究

者
と
し
て
、
提
起
さ
れ
て
い
る
問
題
の
ポ
イ
ン
ト
を
見
落
と
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
社
会
階
層
の
微
妙
な
差
は
マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ
政
策
を
立
て
る
上
で
は
、
ほ
と
ん
ど
役
立
た
な
い
と
考
え
る
人
達
も
い
る
。
彼
ら
は
往
々
に
し
て
『
階
級
な
き
社
会
』
（
。
一
器
甲

一
。
ω
ω
の
8
一
。
q
）
と
し
て
の
大
衆
社
会
（
ヨ
霧
霧
0
9
Φ
蔓
）
を
前
提
条
件
と
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
た
え
ず
等
質
化
が
進
行
し
て
い
て
、

例
え
ば
、
下
流
階
層
も
中
流
の
上
の
階
層
も
と
も
に
同
じ
近
代
設
備
の
台
所
を
も
ち
、
同
じ
銘
柄
品
を
購
入
し
て
画
一
的
な
生
活
を
営
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

で
い
る
と
い
う
点
を
強
調
し
て
い
る
。
」
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と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
対
す
る
彼
の
答
え
は
弱
々
し
く
、
い
さ
さ
か
妥
協
的
で
あ
る
。
「
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
表
面
的
に
は
画
一
化
さ

れ
た
生
活
を
営
ん
で
い
て
も
、
そ
れ
に
到
達
す
る
過
程
を
分
析
す
る
と
、
異
な
っ
た
価
値
観
、
異
な
っ
た
購
買
行
動
を
基
礎
に
し
た
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ぞ
れ
異
な
っ
た
生
活
行
動
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
、
そ
れ
に
到
達
し
た
も
の
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

　
は
た
し
て
「
表
面
的
」
に
せ
よ
「
画
一
化
さ
れ
た
生
活
」
が
営
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
問
題
は
こ
こ
に
あ
る
。
現
実
の
消
費
者

行
動
を
検
討
す
る
こ
と
が
是
非
と
も
必
要
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
塩
田
の
議
論
は
、
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
に
よ
る
文
献
と
そ
れ
に
紹

介
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
事
例
を
挙
げ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
塩
田
に
限
ら
ず
、
消
費
者
需
要
の
階
層
性
と
い
う
問
題
に
言
及
す

る
際
に
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
論
の
専
門
研
究
者
た
ち
が
見
せ
る
共
通
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
た
し
か
に
彼
ら
が
精
力
的
に
紹
介
す
る
ア
メ
リ

カ
で
の
調
査
研
究
か
ら
は
、
大
量
生
産
と
大
量
消
費
の
現
代
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
も
、
社
会
階
層
の
差
異
に
よ
っ
て
消
費
者
行
動
の

さ
ま
ざ
ま
な
側
面
に
格
差
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
研
究
が
た
ん
な
る
ア
メ
リ
カ
の
マ
ー
ケ
ッ
テ
ィ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

グ
論
の
紹
介
に
留
ま
る
か
ぎ
り
、
そ
の
研
究
に
は
、
日
本
の
現
実
に
つ
い
て
の
記
述
は
登
場
し
な
い
。
わ
が
国
の
現
実
に
つ
い
て
、
手
が

か
り
と
な
る
よ
う
な
実
証
的
デ
ー
タ
は
彼
ら
の
研
究
か
ら
欠
落
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
で
の
研
究
に
は
敏
感
な
こ
の
手
の
学
者
た
ち
は
、

た
し
か
に
ア
メ
リ
カ
で
確
立
さ
れ
た
消
費
の
階
層
性
と
い
う
問
題
領
域
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
だ
が
、
わ

が
国
の
現
実
に
つ
い
て
は
、
問
題
を
危
険
視
す
る
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
追
随
し
て
、
問
題
の
等
看
視
を
決
め
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ

の
場
合
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
差
異
と
い
う
議
論
は
消
費
の
階
層
性
と
い
う
問
題
か
ら
眼
を
そ
ら
す
絶
好
の
口
実
と
な
っ
て
い
る
。
消
費

の
差
異
は
、
個
人
が
そ
の
な
か
に
置
か
れ
た
社
会
的
環
境
と
し
て
の
階
級
・
階
層
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
個
人
が
好
み
に
応
じ
て
自
由
に

選
び
取
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
差
異
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
学
問
的
な
後
退
現
象
の
な
か
で
、
突
然
、

「
階
層
消
費
の
時
代
」
な
ど
と
い
う
主
張
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
関
心
を
呼
び
起
こ
す
の
で
あ
る
。
学
問
的
世
界
が
本
来
持
つ
べ

き
問
題
意
識
を
正
当
に
堅
持
し
え
て
い
た
の
な
ら
、
事
改
め
て
突
然
「
階
層
消
費
」
な
ど
と
い
う
発
想
が
脚
光
を
浴
び
る
必
要
も
な
か
っ

132



た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
に
輸
入
学
問
の
「
ね
じ
れ
」
現
象
を
感
じ
取
る
こ
と
は
、
は
た
し
て
的
外
れ
な
思
い
過
ご
し
で
あ
ろ
う
か
。

　
わ
が
国
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
論
の
専
門
家
た
ち
に
問
題
解
決
へ
の
取
り
組
み
を
期
待
す
る
こ
と
が
無
理
だ
と
し
た
ら
、
問
題
解
明
へ
の

手
が
か
り
は
ど
こ
に
求
め
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
注
目
さ
れ
る
の
が
、
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
で
行
な
わ
れ
た
、
消
費
者
行
動
に
か
ん
す
る
い

く
つ
か
の
調
査
で
あ
る
。

現代日本における階級格差とその固定化

（
1
）
　
山
崎
正
和
『
対
談
集
　
柔
ら
か
い
個
人
主
義
の
時
代
』
一
九
八
五
年
、
中
央
公
論
社
、
二
〇
八
頁

（
2
）
～
（
3
）
　
塩
田
静
雄
『
消
費
者
行
動
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七
〇
年
、
一
七
〇
頁

（
4
）
　
わ
が
国
の
商
学
（
流
通
論
）
関
係
の
教
科
書
で
、
消
費
と
社
会
階
層
と
の
関
係
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
機
会
は
少
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

教
科
書
で
は
、
か
な
ら
ず
一
項
目
立
て
ら
れ
て
い
る
問
題
領
域
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
市
場
の
細
分
化
と
い
う
視
角
か
ら
に
せ

　
よ
、
消
費
者
行
動
と
い
う
問
題
領
域
か
ら
に
せ
よ
、
記
述
は
せ
い
ぜ
い
ア
メ
リ
カ
の
研
究
の
紹
介
ま
た
は
引
用
に
留
ま
っ
て
い
る
（
橋
本
勲
『
現
代

　
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
論
』
新
評
論
、
一
九
七
三
年
、
一
八
六
～
一
九
一
頁
、
塩
田
静
雄
『
消
費
者
行
動
』
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七
〇
年
、
一
五

　
七
～
一
八
七
頁
、
馬
場
房
子
『
消
費
者
心
理
学
』
、
白
桃
書
房
、
一
九
七
七
年
、
第
十
章
、
柏
木
重
秋
『
新
版
　
消
費
者
行
動
』
、
一
九
八
五
年
、
白

　
桃
書
房
、
第
三
章
第
三
節
、
中
山
均
之
『
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
ー
消
費
者
行
動
論
』
、
一
九
六
八
年
、
千
倉
書
房
、
四
三
～
四
五
頁
）
。

の
　
消
費
活
動
の
階
層
性

　
消
費
活
動
の
階
層
性
を
明
ら
か
に
す
る
デ
ー
タ
を
含
む
消
費
行
動
の
調
査
は
、
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ま

で
三
度
実
施
さ
れ
て
い
る
。
第
一
回
目
は
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
直
後
の
動
向
を
探
っ
た
一
九
七
六
年
の
「
消
費
・
貯
蓄
行
動
と
意
識
」
調
査
、

第
二
回
目
は
一
九
八
○
年
の
「
低
成
長
期
の
消
費
意
識
」
調
査
、
第
三
回
目
は
一
九
八
三
年
と
そ
の
翌
年
に
行
わ
れ
た
「
大
都
市
住
民
の

消
費
行
動
」
と
「
地
方
都
市
住
民
の
消
費
行
動
」
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
調
査
に
含
ま
れ
る
デ
ー
タ
を
概
観
し
た
だ
け
で
も
、
個
人
の
消
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費
行
動
が
い
か
に
社
会
階
層
と
い
う
要
因
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
が
明
ら
か
に
な
る
。

　
一
九
七
六
年
の
調
査
は
、
「
オ
イ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
以
降
、
家
計
の
実
質
所
得
が
減
少
あ
る
い
は
停
滞
す
る
な
か
で
、
低
所
得
層
の
消
費

性
向
は
大
き
く
低
下
し
、
高
所
得
層
で
は
高
い
率
で
上
昇
し
た
た
め
、
消
費
水
準
の
較
差
は
拡
大
し
た
」
こ
と
を
受
け
て
行
な
わ
れ
、

「
低
所
得
層
は
、
必
要
な
品
物
だ
け
を
買
っ
て
む
だ
を
省
き
、
安
い
品
物
を
選
ぶ
よ
う
に
し
て
切
り
つ
め
て
い
る
」
こ
と
、
「
こ
れ
に
対
し

て
、
高
く
と
も
良
い
品
物
を
選
ぶ
と
い
う
購
買
態
度
は
、
所
得
階
層
が
高
く
な
る
ほ
ど
多
く
な
っ
て
お
り
、
消
費
行
動
が
所
得
階
層
の
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

低
に
よ
り
二
極
化
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
た
」
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。

　
引
続
き
一
九
八
○
年
に
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
は
「
『
低
成
長
期
の
消
費
意
識
』
に
関
す
る
調
査
」
を
行
っ
た
。
調
査
対
象
は
東
京
二
一
二

区
内
居
住
の
二
〇
～
六
九
歳
の
男
女
一
六
〇
〇
人
で
、
有
効
回
収
率
六
八
％
を
得
て
い
る
。
そ
の
結
果
は
、
「
価
格
に
つ
い
て
は
、
経
済

的
条
件
が
悪
か
っ
た
り
、
階
層
が
下
位
の
も
の
ほ
ど
敏
感
に
反
応
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
商
品
の
選
択
性
志
向
、
反
人
並
志
向
、
本
物

志
向
、
手
作
り
志
向
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
学
歴
や
職
業
、
世
帯
収
入
な
ど
の
社
会
階
層
が
上
位
の
も
の
ほ
ど
高
く
な
っ
て
い
る
傾
向
が
あ

（
2
）

っ
た
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
一
九
八
三
年
と
そ
の
翌
年
に
行
わ
れ
た
「
大
都
市
住
民
の
消
費
行
動
」
と
「
地
方
都
市
住
民
の
消
費
行
動
」
は
、
「
社
会
階
層
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

る
消
費
行
動
か
ら
社
会
的
行
動
と
し
て
の
消
費
行
動
を
み
よ
う
と
し
た
」
わ
が
国
で
初
め
て
の
画
期
的
な
調
査
で
あ
る
。
こ
の
調
査
は
、

そ
の
報
告
に
あ
た
り
、
社
会
階
層
と
消
費
行
動
の
関
係
を
二
段
構
え
の
考
察
で
検
証
し
て
い
る
。
ま
ず
第
一
の
段
階
で
は
、
自
己
評
価
に

も
と
づ
く
主
観
的
階
層
帰
属
意
識
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
が
職
業
、
所
得
、
住
居
形
態
と
い
う
客
観
的
階
層
指
標
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ

る
か
を
探
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
主
観
的
な
階
層
意
識
が
実
は
客
観
的
な
階
層
的
地
位
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
点
を
探
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
職
種
、
年
収
単
位
、
住
居
形
態
別
の
全
体
に
た
い
す
る
分
布
率
と
階
層
帰
属
意
識

の
上
・
中
上
・
中
中
・
中
下
・
下
の
各
グ
ル
ー
プ
別
の
分
布
率
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
両
者
の
序
列
が
き
れ
い
な
対
応
関
係
に
あ
る
こ
と
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が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
階
層
意
識
が
高
く
な
る
に
し
た
が
っ
て
、
職
業
で
は
「
経
営
・
管
理
」
「
専
門
・
技
術
」
が
多
く
な
り
、
低

く
な
る
に
し
た
が
っ
て
「
事
務
・
販
売
・
サ
ー
ビ
ス
」
か
ら
「
技
能
労
務
」
へ
と
移
っ
て
い
く
。
ま
た
、
年
収
で
も
最
高
の
「
九
〇
〇
万

円
以
上
」
で
は
高
い
階
層
意
識
を
も
つ
者
が
圧
倒
的
で
あ
り
、
最
低
の
コ
一
一
〇
〇
万
円
未
満
」
で
は
逆
に
圧
倒
的
に
下
層
意
識
が
強
い
。

ま
た
、
住
宅
形
態
も
借
家
よ
り
も
持
ち
家
が
、
集
合
住
宅
よ
り
も
一
戸
建
が
階
層
意
識
も
高
い
傾
向
を
は
っ
き
り
表
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

客
観
的
指
標
の
序
列
は
す
べ
て
階
層
意
識
の
序
列
と
対
応
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
の
議
論
で
は
、
こ
の
こ
と
は
す
で
に
階
層
意
識

の
問
題
を
検
討
し
た
さ
い
に
、
確
認
済
み
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
対
応
関
係
の
パ
タ
ー
ン
が
年
収
の
場
合
は
な
だ
ら
か
な
曲
線
を
描
か

ず
、
階
層
意
識
を
上
層
と
下
層
の
両
極
に
分
断
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
調
査
で
は
、
職
種
と
住
宅
形
態
だ
け
を
客
観
的
指
標
と
し
て
採
用

し
、
年
収
に
つ
い
て
は
、
そ
の
指
標
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
を
控
え
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
第
一
段
階
の
手
続
き
で
は
、
人
々

の
階
層
意
識
が
五
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
て
主
観
的
階
層
指
標
と
し
て
採
用
さ
れ
、
ま
た
他
方
、
職
業
階
層
と
住
宅
階
層
と
が
主
観

的
階
層
意
識
と
対
応
関
係
に
あ
る
客
観
的
指
標
と
し
て
採
用
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
手
続
き
を
踏
ん
だ
う
え
で
、
こ
の
調
査
報

告
は
第
二
の
段
階
に
入
る
。
す
な
わ
ち
、
消
費
行
動
の
個
々
の
例
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
へ
の
対
応
の
格
差
が
第
一
段
階
で
確
認
さ
れ
た
階

層
指
標
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
を
探
る
の
で
あ
る
。

　
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
消
費
行
動
は
、
第
一
に
、
衣
生
活
で
の
新
し
い
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
・
流
行
へ
の
反
応
、
第
二
に
、
食
生
活
で
の
目
新

し
い
料
理
に
た
い
す
る
態
度
、
第
三
に
、
飲
み
物
に
た
い
す
る
選
好
、
第
四
に
、
夕
食
を
外
食
す
る
場
合
の
店
の
選
好
、
第
五
に
、
耐
久
消

費
財
の
購
入
に
さ
い
し
て
の
品
目
と
購
入
態
度
、
最
後
に
、
家
庭
用
品
の
購
買
先
と
そ
の
購
入
の
仕
方
、
以
上
の
六
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
個
々
の
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
省
き
、
そ
の
結
果
の
み
を
簡
単
に
記
す
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
第
一
の
点
で
あ
る
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に

つ
い
て
、
階
層
意
識
が
高
い
ほ
ど
流
行
へ
の
反
応
が
早
く
、
逆
に
、
階
層
意
識
が
低
い
ほ
ど
流
行
へ
の
反
応
が
遅
い
。
だ
が
、
世
帯
主
職

業
、
住
居
形
態
の
い
ず
れ
も
、
あ
る
程
度
の
階
層
格
差
は
あ
る
も
の
の
、
階
層
意
識
に
み
ら
れ
る
ほ
ど
の
階
層
差
は
明
ら
か
で
な
い
。
第
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二
点
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。
階
層
意
識
が
高
い
ほ
ど
目
新
し
い
料
理
を
食
べ
た
が
る
傾
向
が
み
ら
れ
、
階
層
意
識
が
低
い
ほ
ど
目

新
し
い
料
理
に
は
こ
だ
わ
ら
な
い
傾
向
が
強
く
な
る
。
だ
が
、
世
帯
主
職
業
、
住
居
形
態
い
ず
れ
も
階
層
意
識
に
み
ら
れ
ほ
ど
流
行
へ
の

階
層
差
は
明
瞭
で
な
い
。
第
三
の
点
は
、
具
体
的
に
は
、
清
酒
、
ビ
ー
ル
、
輸
入
ウ
イ
ス
キ
ー
、
国
産
ウ
イ
ス
キ
ー
、
レ
ギ
ュ
ラ
ー
・
コ

ー
ヒ
ー
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
．
コ
ー
ヒ
ー
を
日
頃
ど
の
程
度
飲
ん
で
い
る
か
を
尋
ね
た
も
の
で
あ
る
。
ア
ル
コ
ー
ル
類
に
つ
い
て
は
、
清
酒

や
ビ
ー
ル
な
ど
の
大
衆
酒
よ
り
も
、
輸
入
ウ
イ
ス
キ
ー
や
国
産
ウ
イ
ス
キ
ー
な
ど
の
高
級
酒
に
つ
い
て
、
ま
た
、
コ
ー
ヒ
ー
に
つ
い
て
は
、

イ
ン
ス
タ
ン
ト
．
コ
ー
ヒ
ー
よ
り
も
レ
ギ
ュ
ラ
ー
・
コ
ー
ヒ
ー
に
つ
い
て
、
階
層
意
識
の
高
い
者
ほ
ど
飲
用
頻
度
が
高
い
。
ま
た
、
こ
の

場
合
も
、
職
業
や
住
居
に
よ
る
階
層
格
差
は
は
っ
き
り
し
た
傾
向
を
示
さ
な
い
。
第
四
点
は
、
外
食
行
動
に
つ
い
て
、
そ
ば
・
ラ
ー
メ
ン

屋
、
フ
ァ
、
・
・
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
、
高
級
レ
ス
ト
ラ
ン
で
月
一
回
ま
た
は
そ
れ
以
上
夕
食
を
取
る
人
を
調
べ
た
も
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
外

食
先
に
つ
い
て
、
階
層
意
識
の
高
い
者
ほ
ど
、
よ
り
多
く
利
用
し
て
い
る
。
と
く
に
、
こ
の
場
合
注
目
さ
れ
る
の
は
、
高
級
レ
ス
ト
ラ
ン

の
利
用
に
つ
い
て
だ
け
は
、
職
業
階
層
に
よ
る
階
層
差
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
経
営
・
管
理
」
階
層
は
、
高
級
レ
ス
ト

ラ
ン
を
き
わ
め
て
頻
繁
に
利
用
し
て
お
り
、
次
い
で
、
「
専
門
・
技
術
」
「
事
務
・
販
売
・
サ
ー
ビ
ス
」
「
自
営
・
家
族
従
事
」
と
続
き
、

「
技
能
．
労
務
」
で
は
「
主
婦
・
学
生
」
と
同
様
最
低
の
数
値
を
示
し
て
い
る
。
社
用
の
接
待
に
使
わ
れ
て
い
る
に
し
ろ
、
私
用
の
贅
沢

と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
に
し
ろ
、
高
級
レ
ス
ト
ラ
ン
が
い
か
に
階
層
的
に
特
殊
な
存
在
で
あ
る
か
、
こ
の
こ
と
は
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。

第
五
の
耐
久
消
費
財
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
消
費
行
動
と
同
様
、
階
層
意
識
に
よ
る
所
有
格
差
が
見
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
そ

の
格
差
が
際
立
っ
た
も
の
は
、
絵
画
・
骨
董
、
8
ミ
リ
カ
メ
ラ
、
ピ
ア
ノ
、
乗
用
車
で
あ
り
、
そ
れ
に
次
い
で
は
っ
き
り
し
た
格
差
が
認

め
ら
れ
の
は
礼
服
．
着
物
、
毛
皮
の
コ
ー
ト
、
シ
ス
テ
ム
・
コ
ン
ポ
、
ビ
デ
オ
、
ル
ー
ム
エ
ア
コ
ン
、
電
子
レ
ン
ジ
な
ど
で
あ
る
。
興
味

深
い
の
は
、
耐
久
消
費
財
の
場
合
は
、
階
層
意
識
に
よ
る
格
差
が
、
職
業
階
層
や
住
居
階
層
に
よ
る
格
差
と
し
て
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
上
述
の
耐
久
消
費
財
を
よ
り
豊
か
に
所
有
し
て
い
る
の
は
、
職
業
階
層
と
し
て
は
「
経
営
・
管
理
」
層
で
あ
り
、
住
居
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階
層
と
し
て
は
「
持
ち
家
（
一
戸
建
）
」
層
で
あ
る
。
最
後
に
、
家
庭
用
品
の
購
入
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
よ
そ
い
き
の
衣
服
や
靴
に

つ
い
て
は
、
階
層
意
識
杢
口
同
い
ほ
ど
、
デ
パ
ー
ト
を
利
用
す
る
傾
向
が
あ
り
、
こ
の
点
は
、
同
じ
く
よ
そ
い
き
の
衣
服
や
家
具
イ
ン
テ
リ

ア
製
品
を
買
う
場
合
、
職
業
階
層
の
盲
同
い
人
々
ほ
ど
専
門
店
を
利
用
し
て
い
る
傾
向
と
比
較
し
て
、
興
味
深
い
。
主
観
的
階
層
指
標
と
客

観
的
階
層
指
標
と
が
、
こ
の
場
合
で
は
、
食
い
違
い
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
食
い
違
い
を
み
せ
て
い
な
い
の
は
、
ク
レ

ジ
ッ
ト
利
用
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
。
階
層
意
識
塑
口
同
い
者
、
職
業
階
層
の
高
い
者
、
住
居
階
層
の
高
い
者
は
、
こ
れ
ら
の
家
庭
用
品
を
購

入
す
る
場
合
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
利
用
す
る
傾
向
が
高
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
以
上
の
概
要
は
、
こ
の
調
査
を
担
当
し
た
佐
古
井
貞
行
に
よ
る
報
告
で
あ
る
。
こ
の
調
査
の
公
式
報
告
は
、
「
国
民
生
活
セ
ン
タ
i
」

調
査
研
究
部
が
編
集
し
た
『
現
代
消
費
者
の
意
識
と
行
動
』
（
一
九
八
七
年
、
産
業
統
計
研
究
社
）
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
前
述

の
佐
古
井
の
報
告
論
文
と
異
な
り
、
本
書
は
、
消
費
の
階
層
性
を
階
層
帰
属
意
識
と
の
関
連
で
の
み
と
ら
え
て
い
る
（
同
書
、
第
四
章
）
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
「
社
会
階
層
（
と
い
っ
て
も
、
階
層
意
識
の
こ
と
で
あ
る
…
引
用
者
）
の
差
異
に
よ
っ
て
消
費

行
動
の
側
面
に
差
異
が
生
じ
る
ケ
支
と
、
社
会
階
層
の
差
異
に
よ
っ
て
消
費
行
動
の
側
面
に
影
響
を
受
け
な
い
羅
」
と
が
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
っ
て
、
前
者
は
、
「
集
団
の
中
で
の
自
己
の
位
置
を
表
現
す
る
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
機
能
を
果
す
よ
う
な
消
費
行
動
、
た
と
え

ば
集
団
の
中
で
の
平
均
的
な
人
々
か
ら
自
己
を
際
立
た
せ
る
よ
う
な
服
飾
行
動
、
あ
る
い
は
所
有
が
そ
の
地
位
を
現
わ
す
よ
う
な
も
の
、

あ
る
い
は
階
層
性
を
現
わ
す
よ
う
な
ス
ポ
ー
ツ
や
余
暇
、
社
会
的
重
要
度
の
高
い
も
の
へ
の
マ
ス
コ
ミ
接
触
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
対
外
的
自
己
誇
示
、
対
外
的
目
己
維
持
に
と
も
な
う
よ
う
な
行
動
に
は
、
階
層
的
な
消
費
行
動
が
は
っ
き
り
み
ら
れ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
消
費
行
動
に
階
層
性
が
現
れ
な
い
も
の
は
、
も
の
の
交
換
価
値
よ
り
も
む
し
ろ
使
用
価
値
を
め
ぐ
る
よ
う
な
行
動
や
、

飲
食
、
ス
ポ
ー
ツ
、
余
暇
と
い
っ
た
も
の
で
、
す
で
に
大
衆
化
さ
れ
た
も
の
、
大
衆
レ
ベ
ル
の
行
動
、
マ
ス
コ
ミ
接
触
も
そ
れ
が
大
衆
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ロ

に
富
ん
だ
も
の
、
こ
の
よ
う
な
も
の
に
は
階
層
性
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
」

137



一橋大学研究年報　社会学研究　34

　
あ
る
種
の
消
費
に
は
階
層
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
の
調
査
報
告
の
結
論
は
、
た
と
え
そ
の
階
層
性
を
階
層
帰
属
意
識
か
ら
と
ら
え

た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
消
費
を
階
層
や
階
級
と
の
関
係
で
考
え
よ
う
と
し
て
こ
な
か
っ
た
わ
が
国
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
論
や
消

費
社
会
論
に
と
っ
て
は
十
分
傾
聴
に
値
す
る
指
摘
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
そ
う
だ
と
し
て
も
、
消
費
の
階
層
性
を
よ
り
よ
く
理
解
す

る
た
め
に
は
、
こ
の
結
論
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
結
論
は
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
、
客
観
的
階
層
指
標
を
無
視
し
て
い
る

か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
第
二
に
、
階
層
性
の
現
れ
方
の
違
い
を
、
階
層
性
の
有
無
と
取
り
違
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
先
に

引
用
し
た
公
式
報
告
書
の
述
べ
る
と
お
り
、
階
層
性
と
の
関
連
で
消
費
行
動
に
二
つ
の
異
な
っ
た
ケ
！
ス
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
事
実
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
重
要
で
あ
る
。

　
第
一
（
衣
服
の
流
行
）
か
ら
第
四
（
外
食
）
の
点
ま
で
、
つ
ま
り
、
比
較
的
少
額
で
、
ま
た
日
々
頻
繁
に
行
わ
れ
る
よ
う
な
日
常
的
で

基
礎
的
な
消
費
行
動
の
場
合
、
そ
れ
が
帯
び
る
階
層
性
は
、
も
っ
ぱ
ら
主
観
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
。
こ
れ
ら
の
消
費
行
動
が
客
観
的

な
階
層
指
標
と
か
な
ら
ず
し
も
き
れ
い
な
対
応
関
係
を
示
さ
な
か
っ
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
消
費
行
動
が
そ
う
し
た
次
元
で
の
階
層
性
を
帯

び
て
い
な
い
か
ら
で
は
な
く
、
現
象
的
に
は
き
わ
め
て
主
観
的
な
次
元
で
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
現
れ
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
個
人
的
な
嗜
好
が
消
費
行
動
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
あ
く
ま
で
こ
う
し
た
範
囲
で
の
こ
と
で
あ
る
。
さ

さ
や
か
な
一
点
豪
華
主
義
や
た
ま
に
行
わ
れ
る
（
あ
く
ま
で
生
活
の
許
す
範
囲
で
の
）
現
実
逃
避
的
な
消
費
行
動
が
可
能
に
な
る
の
も
こ

う
し
た
種
類
の
消
費
で
あ
る
。
「
た
ま
に
は
流
行
の
服
を
一
着
く
ら
い
購
入
し
て
み
よ
う
か
、
た
ま
に
は
家
族
そ
ろ
っ
て
目
新
し
い
料
理

で
も
外
食
し
て
み
よ
う
か
、
特
別
の
機
会
だ
か
ら
高
級
輸
入
ウ
ィ
ス
キ
ー
を
飲
ん
で
み
よ
う
か
、
あ
く
ま
で
月
々
の
家
計
に
響
か
な
い
程

度
で
…
…
」
。
消
費
構
造
の
そ
の
よ
う
な
柔
軟
性
の
な
か
で
、
人
々
の
消
費
行
動
は
若
干
の
ゆ
と
り
を
享
受
し
つ
つ
、
客
観
的
階
層
地
位

の
束
縛
か
ら
比
較
的
自
由
に
、
自
己
の
消
費
行
動
を
主
観
的
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
の
消
費
の
階
層

性
が
主
観
的
な
階
層
意
識
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
（
ま
た
事
実
そ
う
で
あ
る
）
の
は
、
あ
く
ま
で
そ
う
し
た
種
類
の
消
費
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に
限
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
高
級
レ
ス
ト
ラ
ン
の
よ
う
に
、
こ
の
範
疇
か
ら
外
れ
る
も
の
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
消
費
に
は
そ
う
で
な
い

種
類
の
も
の
が
あ
る
。

　
第
五
の
点
の
よ
う
な
耐
久
消
費
財
の
場
合
、
そ
の
消
費
行
動
は
比
較
的
高
額
の
商
品
を
対
象
に
し
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
購
買
も
短
い

周
期
で
頻
繁
に
行
わ
れ
る
よ
う
な
日
常
的
で
定
期
的
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
の
商
品
自
体
、
選
好
性
の
強
い
も
の
で
も
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
消
費
行
動
の
場
合
は
、
も
は
や
主
観
的
な
階
層
意
識
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
客
観
的
な
階
層
指
標
の
規
定
性
を
は
っ

き
り
と
示
す
こ
と
に
な
る
。
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
個
人
の
嗜
好
は
、
た
し
か
に
依
然
消
費
行
動
を
規
定
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
に

変
わ
り
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
主
観
的
意
識
は
、
あ
く
ま
で
客
観
的
な
階
層
的
地
位
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
と
し
て
現
れ
な
い
か

ぎ
り
、
き
わ
め
て
不
安
定
で
あ
り
、
あ
る
場
合
は
危
険
で
あ
る
（
消
費
者
信
用
の
破
産
ケ
ー
ス
に
み
ら
れ
る
消
費
意
識
、
そ
こ
に
は
し
ば

し
ば
主
観
的
階
層
意
識
に
規
定
さ
れ
て
肥
大
し
た
消
費
欲
求
と
、
そ
れ
を
支
え
き
れ
な
い
客
観
的
階
層
地
位
と
の
、
病
的
な
ア
ン
バ
ラ
ン

ス
が
見
ら
れ
る
）
。
大
型
で
高
級
な
耐
久
消
費
財
の
購
入
は
、
た
ん
な
る
主
観
的
な
階
層
意
識
だ
け
で
購
入
に
踏
み
切
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
そ
れ
を
据
え
付
け
る
空
間
（
ピ
ア
ノ
）
、
そ
れ
を
使
い
こ
な
す
生
活
様
式
（
応
接
セ
ッ
ト
）
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
本
来
の
意
味
で
消

費
す
る
こ
と
が
で
き
る
文
化
的
素
養
（
絵
画
や
骨
董
）
、
そ
う
し
た
す
べ
て
の
背
景
が
な
け
れ
ば
、
た
ん
な
る
主
観
的
意
識
の
先
行
で
は

購
入
し
き
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
こ
の
種
の
消
費
行
動
の
階
層
性
が
現
れ
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
編
『
変
動
期
に
お
け
る
生
活
意
識
と
行
動
』
、
金
子
書
房
、
一
九
七
八
年
、
＝
二
七
～
八
頁

松
沢
勝
．
佐
古
井
貞
行
「
低
成
長
期
の
消
費
意
識
」
『
国
民
生
活
研
究
』
第
二
二
巻
第
一
号
、
｝
九
八
二
年
六
月
、
二
頁

松
沢
勝
．
横
本
宏
．
佐
古
井
貞
行
「
大
都
市
住
民
の
消
費
行
動
」
『
国
民
生
活
研
究
』
第
二
四
巻
第
一
号
、
｝
九
八
四
年
六
月
、

同
上
論
文
、
三
三
～
四
五
頁

一
七
頁
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和　　服

男子和服，婦人着物，婦人帯，婦人和服用コート，婦人和服用下着，他

の婦人和服，子供用和服

洋　　服

背広服，男子上着，男子ズボン，男子コート，男子学生服，他の男子洋

服，婦人服，スカート，婦人スラックス，婦人コート，女子学生服，他

の婦人洋服，子供服，乳児服

シャツ・セーター類

男子ワイシャツ，他の男子シャツ，男子セーター，ブラウス，他の婦人

シャッ，婦人セーター，子供シャツ，子供セーター

下着類
男子下着，男子寝巻き，婦人ファンデーション，他の婦人下着，婦人寝

巻き，子供下着，子供寝巻き，乳児下着

生地・糸類

着尺地，生地，他の生地・糸類

他の被服

帽子，ネクタイ，襟巻・その他手袋，男子靴下，婦人長靴下，婦人ソ

ックス，子供靴下，その他

履物類
男子靴，婦人靴大人雨靴，運動靴，他の子供靴，サンダル，他の履物

総務庁「家計調査年報」（1992年版〉第16表

（
5
）
　
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
編
『
現
代
消
費
者
の
意
識

と
行
動
』
、
産
業
統
計
研
究
社
、
一
九
八
七
年
、
一

〇
八
頁

（
6
）
　
同
上
書
、
一
〇
八
～
九
頁

③
　
消
費
生
活
の
階
層
性

以
上
、
い
く
つ
か
の
調
査
を
通
じ
て
、
消
費
活
動

全
般
に
階
層
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
官
庁
統
計
の
デ

ー
タ
を
利
用
し
つ
つ
消
費
生
活
の
各
分
野
に
つ
い
て

検
証
し
て
み
よ
う
。
検
討
さ
れ
る
の
は
、
衣
．
食
．

住
、
耐
久
消
費
財
、
情
報
、
教
育
の
各
消
費
分
野
で

あ
る
。

①
衣
服

人
々
が
衣
類
に
た
い
し
て
ど
れ
だ
け
の
支
出
を
行

な
っ
て
い
る
か
を
全
国
の
消
費
者
世
帯
を
対
象
に
し

た
総
務
庁
「
家
計
調
査
年
報
」
で
見
て
み
よ
う
。
消
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　　　　　　　　年間収入階層別の衣類消費支出額（1992年）

和服 洋服 シヤツ・
ーター類 下着類

生地・

糸類 他の被服 履物類

I
U
皿
W
V

5183

279

3118

9275

1078

59478

7146

05065

39648

11251

29801

1158

0921

1832

9890

15404

0199

3653

6660

3703

4724

260

498

062

0465

12153

6866

0770

5116

2675

15192

3084

7062

2381

0627

平均 17587 120518 54720 23924 7202 21516 27669

総務庁「家計調査年報」（1992年版）第16表

費
支
出
の
品
目
分
類
を
行
な
っ
た
う
ち
、
被
服
関
係
品
目
を
抽
出
し
、
全
世
帯
の
年
間
収
入
五
分

位
階
級
別
の
支
出
平
均
額
を
比
較
す
れ
ば
、
被
服
支
出
格
差
が
得
ら
れ
る
。
被
服
関
係
品
目
の
中

分
類
は
前
頁
の
表
の
よ
う
な
品
目
を
含
ん
で
い
る
。

　
こ
う
し
た
品
目
分
類
ご
と
の
年
間
収
入
階
層
別
の
年
間
支
出
額
は
上
掲
の
表
の
よ
う
で
あ
る
。

　
第
－
階
層
と
第
V
階
層
と
の
格
差
は
、
和
服
で
八
倍
、
洋
服
で
三
・
五
倍
、
シ
ャ
ツ
・
セ
ー
タ

ー
類
で
三
．
O
倍
、
下
着
類
で
一
丁
二
倍
、
生
地
・
糸
類
で
二
・
二
倍
、
履
物
類
で
二
・
七
倍
で

あ
る
。
和
服
が
群
を
抜
い
て
格
差
を
際
だ
た
せ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
今
日
で
は
ぜ
い
た
く
品
で

あ
る
こ
と
の
証
左
で
も
あ
ろ
う
。
と
く
に
婦
人
着
物
や
婦
人
帯
な
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
一
倍
、
一

三
倍
と
そ
の
格
差
は
著
し
い
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
そ
れ
以
外
の
被
服
類
は
基
本
的
に
必
需
品
の

域
に
留
ま
る
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
で
、
そ
の
た
め
格
差
も
二
～
三
倍
の
範
囲
内
に
留
ま
っ
て
い
る
。

　
以
上
は
被
服
消
費
額
の
階
層
差
で
あ
っ
た
が
、
被
服
の
流
行
を
い
ち
早
く
取
り
入
れ
る
人
の
階

層
性
を
暗
示
す
る
興
味
深
い
調
査
が
「
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
」
に
よ
り
行
な
わ
れ
て
い
る
。
先
に

も
触
れ
た
一
九
八
四
～
五
年
の
東
京
、
下
田
、
館
林
で
の
消
費
行
動
調
査
で
あ
る
。
そ
の
報
告
に

よ
れ
ば
、
「
世
帯
年
収
別
に
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
・
流
行
へ
の
反
応
を
み
る
と
、
全
体
的
な
傾
向
と
し

て
は
『
あ
ま
り
こ
だ
わ
ら
な
い
』
層
が
多
い
点
は
共
通
し
て
い
る
も
の
の
、
収
入
が
高
く
な
る
に

つ
れ
て
『
流
行
を
早
く
と
り
い
れ
る
』
と
い
う
人
が
増
え
、
年
収
一
千
万
円
以
上
の
層
で
は
三
百

万
円
以
下
の
階
層
の
｝
．
五
倍
に
も
は
ね
上
が
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
や
は
り
こ
の
点
に
つ
い
て
　
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
意
識
と
家
計
の
所
得
構
造
と
の
間
に
一
定
の
か
か
わ
り
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
よ
う
で
　
ー
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「家計調査」の消費支出項目の品目分類（食料品）

米，パン，めん類，もち，等

生鮮魚介，塩干魚介，魚肉練製品，他魚介加工品

生鮮肉，加工肉，乳製品，卵

生鮮野菜，乾物・海草，大豆加工品，

他の野菜・海草加工品

生鮮果物，果物缶詰，果物加工品

食用油，みそ，塩，醤油，砂糖，等

主食的調理食品，他の調理食品，等

茶類，ジュース，乳酸飲料，等

清酒，ウィスキー，ビール，等

すし，洋食，喫茶，等

）
　
）
　
）
　
）

0
　
7
　
9
　
9

　
　
　
　
　
　

　

　
　

　
　
　
　

　

～
～
～
　
～

2
　
0
　
0
　
0

0
　
7
　
2
　
4

1
　

1
　

2
　

n
∠

（
　
（
　
（
　
（

類
類
類
草

　
　
　
海

穀
介

　
　
　
菜

米
魚
肉
野

果　　物（300～318）

油脂・調味料（320～339）

菓子類（340～35X）
調理食品（360～37X）

飲料（380～389）
酒　 類（3Xl～3XX）

外　 食（390～39X）

パ
ユ
ロ

あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
流
行
を
取
り
入
れ
る
か
否
か
は
、
そ
の
人
の
ラ
イ
フ
．

ス
タ
イ
ル
と
自
由
に
選
び
取
ら
れ
た
価
値
観
の
問
題
だ
と
し
ば
し
ば
思
い
込
ま
れ
て
い

る
な
か
で
、
そ
の
よ
う
な
認
識
が
実
は
き
わ
め
て
表
層
的
な
観
察
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を

こ
の
調
査
は
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
1
）
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
編
『
現
代
消
費
者
の
意
識
と
行
動
』
産
業
統
計
研
究
社
、
一
九

八
七
年
、
三
九
頁

②
食
品

「
家
計
調
査
」
で
は
消
費
支
出
を
品
目
分
類
と
用
途
分
類
と
の
二
重
の
観
点
か
ら
分

類
し
て
い
る
が
、
と
く
に
品
目
分
類
の
な
か
の
食
料
品
の
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
は
上
掲
の
表

に
示
す
よ
う
に
、
き
わ
め
て
網
羅
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
品
目
に
た
い
し
て
年
間
収
入

五
分
位
に
分
け
ら
れ
た
各
階
層
が
、
ど
れ
だ
け
の
価
格
金
額
、
数
量
、
価
格
で
消
費
支
出

し
て
い
る
の
か
を
「
家
計
調
査
」
は
全
世
帯
と
勤
労
世
帯
と
に
分
け
て
調
査
し
て
い
る
。

　
所
得
の
影
響
を
ど
れ
ほ
ど
受
け
る
か
、
年
間
収
入
階
層
別
に
、
所
得
の
最
も
高
い
階

層
の
支
出
額
が
最
も
低
い
階
層
の
支
出
額
の
何
倍
の
格
差
に
な
っ
て
い
る
か
を
調
べ
て

み
よ
う
。
「
家
計
調
査
年
報
」
の
場
合
は
、
五
分
位
階
層
を
取
り
、
第
－
階
層
と
第
V

階
層
の
格
差
を
、
ま
た
、
「
消
費
実
態
調
査
報
告
」
の
場
合
で
は
、
十
分
位
階
層
で
示
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さ
れ
て
い
る
か
ら
、
第
－
階
層
と
第
X
階
層
の
格
差
を
取
り
上
げ
る
。
格
差
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
年
収
階
層
の
格
差
を
い
ち
ば
ん
強
く
反
映
し
て
い
る
の
が
外
食
（
と
く
に
、
一
般
外
食
）
で
あ
る
。
最
低
所
得
階
層
と
最
高
所
得
階
層

と
の
あ
い
だ
の
格
差
は
ほ
ぼ
三
倍
の
開
き
が
あ
る
。
学
校
給
食
の
場
合
で
は
、
第
－
階
層
か
ら
上
昇
し
、
第
V
～
W
階
層
の
あ
い
だ
で
最

高
支
出
額
に
達
し
、
そ
れ
以
降
、
最
高
年
収
階
層
に
至
る
ま
で
、
支
出
額
は
減
少
し
て
い
く
。
こ
こ
に
は
年
収
階
層
の
影
響
と
同
時
に
・

現代日本における階級格差とその固定化

家計調査年報 消費実態調査報告
（1992） （1989）

穀　　　類 L37 1．49

米　　　　　類 1．27 L40
ノマ　　　　　　　ン 1．67 1．83

め　　ん　　類 1．34 1．46

他　の　穀　類 1．37 L57

魚　介　類 1．61 1．94

生　鮮　魚　介 1．65 2．06

塩　干　魚　介 L60 1．72

魚肉練製品 1．36 1．60

他の魚介加工品 L68 1．82

肉　　類 L86 234
生　　鮮　　肉 1．87 2．35

加　　工　　肉 L76 2．31

乳　卵　類 1．56 1．73

牛　　　　乳 L49 1．74

乳　　製　　品 1．76 L89
卵 1．54 1．62

野菜・海草 1．58 181

生　鮮　野　菜 L62 1．87

乾物・海草 1．38 1．59

大豆加工品 1．46 L63
他の野菜・海草加工品 1．63 1．74

果　　　物 1．62 1．85

生　鮮　果　物 L62 1．84

果物加工品 167 2．11

油脂・調味料 140 1．62

油　　　　脂 1．35 L50
調　　味　　料 L40 L63

菓　子　類 1．62 1．90

調理食品 L54 1．89

主食的調理食品 1．52 L91

他の調理食品 L54 L88

飲　　　料 142 1．64

茶　　　　　類 1．55 1．72

コーヒー融ココア 1．45 1．75

他　の　飲　料 L37 1．59

酒　　　類 1．57 1．75

外　　　食 2．74 3．62

一　般　外　食 2．88 3．92

学　校　給　食 1．51 1．72

総務庁統計局「家計調査年報」（1992年版）第5表

同「全国消費実態調査報告」（1989年版〉第1巻第3表
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職業階層別食品消費指数（1989年）

臨時・日
職 員

自営業 法人経営者 自由業者
雇労務者 民間 官公

穀　　　類 0．88 0．96 0．96 1．08 LO3 0．89

米　　　　類 0．94 0．87 D．91 1．09 1．00 0．79

ハ『　　　　　　　　ン 0．80 L15 1．06 L10 L15 1．09

め　　ん　　類 α74 1．01 097 LO1 0．93 0．95

他　の　穀　類 0．81 L18 1．14 1．16 L32 L20

魚　介　類 1．01 104 1．08 1．25 L43 1．20

生　鮮　魚　介 LO4 1．06 1．11 L32 L55 L27

塩　干　魚　介 LO4 0．97 LO3 1．19 L31 1．08

魚肉練製品 0．77 0．96 α97 099 0．98 0．94

他の魚介加工品 0．95 1．05 LO8 L11 L23 LO9

肉　　　類 0．82 1．13 1．11 1．21 1．38 1．18

生　　鮮　　肉 0．83 1．12 L11 L25 1．42 1．20

加　　工　　肉 0．74 1．17 1．10 0．99 1．12 1．05

乳　卵　類 0．81 1．17 1．17 1．07 1．14 1．19

牛　　　　　乳 0．84 1．18 1．21 1．10 1．16 1．26

乳　　製　　品 0．61 L33 L24 0．91 L15 1．24

卵 0．87 LO4 LO4 1．10 1．10 1．02

野菜・海草 0．95 1．11 1．11 1．20 138 1．21

生　鮮　野菜 0．98 L13 1．13 1．24 1．45 1．25

乾物・海草 0．84 1．10 1．11 1．10 121 1．12

大豆加工品 α94 1．07 1．13 L12 1．18 1．17

野菜・海草加工 0．90 1．03 0．99 1．08 1．20 LO3

果　　　物 LO6 1．11 1．20 L24 L45 1．17

生　鮮　果　物 LO7 1．10 L20 124 1．45 116

果物加工品 0．85 1．29 L22 LO4 1．21 L22

油脂・調味料 0．82 LO7 1．05 LO7 1．14 LO6

油　　　　　脂 0．73 1．07 1．04 099 0．97 1．02

調　　味　　料 0．83 1．07 LO5 LO8 L16 1．06

菓　子　類 0．70 1．11 1．11 LO4 1．12 1．05

調理食品 0．76 LOO 0．94 m8 1．15 1．00

主食的調理食品 0．81 ll4 1．05 1．15 1．25 1．17

他の調理食品 0．74 0．95 0．90 1．06 1．10 094

飲　　　料 0．84 1．02 0．99 1．08 1．10 1．00

茶　　　　　類 L36 L22 1．13 1．55 1．69 1．68

コーヒー。ココア 080 1．10 1．02 1．11 1．14 1．06

他　の　飲　料 0．76 0．96 0．95 0．99 0．98 0．85

酒　　　類 0．71 0．91 088 1．05 0．99 0．88

外　　　食 0．64 1．25 L23 103 149 L23

一　般外食 0．67 L28 L30 LO6 1．62 L30

学　校　給　食 0．43 1．08 L13 0．87 0．81 0．89

総務庁統計局「全国消費実態調査報告」（1989年版）第1巻第18表
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現代日本における階級格差とその固定化

　　　　　　　年間収入5分位階層別，一世帯当たり年間の

　　　　　　　品目別支出金額，購入数量および平均価格

魚肉ソーセージ（9） ソーゼージ（9） 化学調味料（g） 他の調味料

金額 数量 価格 金額 数量 価格 金額 数量 価格 金　額

I
H
皿
W
V

404

04

35

72

06

487

04

28

54

56

83．11

3．46

5．18

5．30

5．93

4896

136

958

298

057

3303

778

267

416

040

148．25

49．35

51．08

53．21

59．86

491

91

55

07

90

222

07

03

18

14

221．34

36．67

23．73

3232

28．59

6564

869

618

443

0515

焼酎（m1） ブドウ酒（mD

金額 数量 価格 金額 数量 価格

I
H
皿
W
V

3815

569

518

210

651

5936

411

317

601

668

64．27

5．97

6．15

9．78

2．29

583

66

034

380

748

443

58

36

03

185

13L55

37．46

40．50

52．85

47．56

　
明
ら
か
に
、
世
帯
の
年
齢
階
層
お
よ
び
世
帯
構
成
の
影
響
が
見
ら

　
れ
る
。
だ
が
、
一
般
外
食
の
場
合
は
、
年
収
階
層
が
上
昇
す
る
に

　
つ
れ
、
外
食
支
出
額
は
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
、
ほ
ぼ
一
直
線
に

　
三
倍
以
上
の
格
差
に
達
す
る
。

　
外
食
を
除
く
日
常
の
食
生
活
に
ど
の
よ
う
な
階
層
格
差
が
認
め

　
ら
れ
る
か
。
そ
れ
を
示
唆
す
る
の
が
、
肉
類
（
と
く
に
、
生
鮮

　
肉
）
、
魚
介
類
（
と
く
に
、
生
鮮
魚
介
）
、
次
い
で
、
果
物
、
菓
子

　
と
い
っ
た
品
目
の
格
差
指
数
の
高
さ
で
あ
る
。
や
は
り
、
低
所
得

　
層
ほ
ど
、
生
鮮
肉
や
生
鮮
魚
介
の
購
入
を
手
控
え
、
果
物
（
と
く

　
に
、
果
物
加
工
品
）
や
菓
子
に
た
い
す
る
支
出
も
控
え
て
い
る
こ

　
と
が
、
こ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。

　
次
に
、
「
消
費
実
態
調
査
」
の
同
じ
デ
ー
タ
を
職
業
階
層
別
に

厳知
　
見
て
み
よ
う
。
常
用
労
務
者
世
帯
を
一
と
し
た
と
き
の
、
各
世
帯

腕
　
の
指
数
を
計
算
す
る
と
、
前
頁
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

年
朧
　
　
と
こ
ろ
で
、
「
家
計
調
査
年
報
」
に
記
載
さ
れ
た
品
目
別
消
費

な
副
　
支
出
を
見
る
と
、
興
味
深
い
事
実
に
気
が
つ
く
。
そ
れ
は
、
年
間

年
継
　
収
入
五
分
位
で
み
た
年
収
階
層
が
高
ま
る
に
つ
れ
、
ほ
と
ん
ど
の
　
5

計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
4

陳
　
食
料
品
が
価
格
も
数
量
も
、
そ
し
て
そ
の
結
果
、
金
額
も
上
昇
し
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住宅所有形態別世帯数（全世帯：1988～9年）
　　　　　　　　　　　　　　　　　単位＝％

全国平均 東京都平均

持　ち　家

営借家

営借家
団・公社

与住宅

61．1

5．7

．3

．2

．1

63．5

8．4

．5

．7

．9

98．4 100．0

総務庁「住宅統計調査」（1988）『日本の住宅』68頁，表5－L

東京都「生計分折調査」（1989）『都民のくらしむき』87～8

頁，第8表

て
い
る
の
に
た
い
し
、
き
わ
め
て
例
外
的
な
い
く
つ
か
の
品
目
は
、
逆
の
動
き
を
示
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
魚
肉
ソ
ー
セ
ー
ジ
」
で
あ
り
、
「
化
学
調
味
料
」
で
あ
り
、

「
焼
酎
」
で
あ
る
。
年
収
階
層
が
高
ま
れ
ば
高
ま
る
ほ
ど
、
一
世
帯
あ
た
り
年
間
の
消
費
量

が
増
え
、
ま
た
価
格
も
高
い
も
の
を
選
好
し
、
結
果
的
に
、
支
出
さ
れ
る
金
額
も
高
ま
る
。

こ
れ
が
、
一
般
的
な
意
味
で
の
食
生
活
の
階
層
性
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
上
に
挙
げ
た
い
く

つ
か
の
品
目
は
、
年
収
が
高
ま
れ
ば
高
ま
る
ほ
ど
、
好
ま
れ
な
く
な
る
よ
う
で
、
そ
の
点
、

こ
れ
ら
の
食
品
は
き
わ
め
て
例
外
的
な
動
き
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
際
立

た
せ
る
意
味
で
、
「
魚
肉
ソ
ー
セ
ー
ジ
」
を
「
ハ
ム
」
と
、
「
化
学
調
味
料
」
を
「
他
の
調
味

料
」
と
、
そ
し
て
、
「
焼
酎
」
を
「
ブ
ド
ウ
酒
」
と
比
較
し
て
み
よ
う
（
前
頁
の
表
）
。

　
こ
こ
に
見
る
よ
う
な
食
品
は
、
階
層
が
低
く
な
る
ほ
ど
多
く
摂
取
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
い
わ
ば
マ
イ
ナ
ス
の
階
層
差
を
表
現
し
て
い
る
と
言
え
る
。
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③
住
宅

　
お
そ
ら
く
消
費
生
活
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
顕
著
に
階
層
差
が
現
わ
れ
る
の
は
、
住
宅
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
ろ
う
。
住
宅
政
策
の
基
本
的

目
標
が
持
ち
家
に
置
か
れ
て
い
る
日
本
で
は
、
人
々
の
住
宅
取
得
の
欲
求
も
持
ち
家
所
有
に
向
か
っ
て
い
る
。
だ
が
、
以
下
の
表
を
み
て

も
分
か
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
人
に
自
家
所
有
が
許
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
自
家
所
有
が
で
き
る
人
々
は
全
世
帯
の
六
割
に
す
ぎ
な
い
。

四
割
の
人
々
は
借
家
に
住
む
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
ま
ず
第
一
の
格
差
の
ラ
イ
ン
が
引
か
れ
る
。
さ
ら
に
、
借
家
は
そ
の
所
有
形
態
に
応

じ
て
、
民
営
借
家
、
公
営
借
家
、
公
団
・
公
社
、
給
与
住
宅
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
東
京
都
で
給
与
住
宅
（
社
宅
）
に
住
む
世
帯
が
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年間収入階層別の住宅種類の割合（全世帯：1988年）

借 家

世帯の

年間収入
持ち家

給与 公団 公営 民営借家 その他 計

住宅 公社 借家
設備専用 設備共用

100万未満 45．4
0
．
6

0
．
8

9
．
1

35．8
7
．
9

0
．
4

100．0

100～200万 45．4 L6
1
．
4

9
．
2

37．8
4
．
1

0
．
5

100．0

200～300万 50．8
3
．
3

2
．
2

8
．
7

32．7
1
．
7

0
．
6

100．0

300～400万 55．8
5
．
1

2
．
9

7
．
1

27．8
0
．
8

0
．
5

100．0

400～500万 65．4
5
．
8

3
．
1

4
．
3

20．6
0
．
3

0
．
5

100．0

500～700万 74．8
6
．
0

2
．
6

2
．
0

14．1
0
．
1

0
．
4

100．0

700～1000万 83．1
4
．
8 L5

0
．
7

9
．
4

0
．
1

0
．
4

100．0

1000～1500万 87．4
3
．
8

0
．
8

0
．
3

7
．
4

0
．
0

0
．
3

100．0

1500万以上 89．6
2
．
2

0
．
3

0
．
2

7
．
2

0
．
0

0
．
5

100．0

総務庁「住宅統計調査」（1988年），72頁，表5－5

多
い
こ
と
は
特
徴
的
で
あ
る
（
前
頁
の
表
を
参
照
）
。

　
こ
う
し
た
住
み
分
け
は
、
実
は
社
会
に
存
在
す
る
階
層
格
差
の
忠
実
な
反
映

で
も
あ
る
。
住
宅
を
所
有
関
係
別
に
さ
ら
に
細
か
く
み
た
場
合
、
そ
れ
は
、
持

家
（
一
戸
建
、
マ
ン
シ
ョ
ン
）
、
給
与
住
宅
、
公
営
借
家
、
民
営
借
家
（
設
備

共
用
、
設
備
専
用
、
木
造
、
非
木
造
）
等
に
分
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
収

入
階
層
に
対
応
す
る
階
層
的
序
列
を
形
成
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
上
層
に
一
戸

建
の
持
ち
家
が
、
最
底
辺
に
民
営
借
家
（
木
造
で
設
備
共
用
）
が
、
そ
し
て
、

借
家
の
な
か
で
も
高
所
得
層
に
は
給
与
住
宅
・
公
営
（
公
団
・
公
社
）
住
宅
が
、

「
中
の
上
」
位
層
に
非
木
造
借
家
（
高
級
賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン
）
が
、
中
以
下
の

層
に
公
営
住
宅
や
民
営
借
家
（
設
備
専
用
・
木
造
）
が
位
置
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
総
務
庁
の
全
国
調
査
は
、
世
帯
の
年
間
収
入
別
に
ど
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の

住
宅
に
住
む
世
帯
が
多
い
か
を
調
査
し
て
い
る
（
上
掲
の
表
）
。

　
こ
う
し
た
所
有
関
係
で
み
た
住
宅
形
態
の
階
層
性
を
、
東
京
都
の
「
生
計
分

析
調
査
」
で
見
て
み
よ
う
。
こ
の
場
合
は
、
住
宅
形
態
別
の
可
処
分
所
得
が
示

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
階
層
差
は
よ
り
は
っ
き
り
と
描
き
出
さ
れ
る
（
次
頁

の
表
）
。

　
以
上
で
見
て
き
た
の
は
、
居
住
さ
れ
た
住
宅
に
お
け
る
階
層
格
差
、
つ
ま
り

階
層
別
の
住
み
分
け
の
実
態
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
、
以
下
で
見
て
い
く
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住宅形態別可処分所得格差（勤労者世帯）　　　　　　単位：円

1987 1988 1989 1990

持　　ち　　家

　営　借　家

　営　借　家

団・公社借家

　与住　宅

493，492

59，590

25，867

99，415

41，801

502，407

66，463

53，377

07，172

23，243

521，780

23，391

35，397

90，951

66，913

557，572

34，808

15，555

20，966

90，731

平　　　　均 441，670 457，600 475，676 509，135

東京都「生計分析調査」各年度版（第23表）

の
が
、
住
宅
を
取
得
す
る
さ
い
に
見
ら
れ
る
階
層
格
差
、
つ
ま
り
、
取
得
能
力
の
階
層
格
差
で
あ
る
。

　
東
京
都
心
三
十
－
四
十
キ
ロ
圏
の
私
鉄
沿
線
の
建
売
分
譲
住
宅
に
つ
い
て
、
そ
の
持
家
取
得
の

社
会
階
層
性
を
初
め
て
明
ら
か
に
し
た
の
が
、
「
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
」
の
調
査
「
大
都
市
圏
周

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

辺
部
に
お
け
る
住
宅
取
得
実
態
調
査
」
（
一
九
七
七
／
七
八
年
）
で
あ
る
。
こ
の
調
査
は
「
一
九

七
一
年
前
後
か
ら
建
売
分
譲
住
宅
を
中
心
に
、
一
戸
建
持
家
住
宅
が
急
増
し
た
五
つ
の
住
宅
地
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

居
住
す
る
一
五
〇
〇
世
帯
」
を
対
象
に
行
わ
れ
、
「
回
収
集
計
数
は
一
〇
八
五
世
帯
で
あ
っ
た
」

が
、
そ
の
職
業
階
層
別
の
取
得
住
宅
の
概
要
は
、
次
頁
の
表
の
よ
う
で
あ
る
。

　
取
得
住
宅
の
階
層
格
差
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
敷
地
面
積
を
代
表
と
す
る
取
得
住
宅
の

質
的
水
準
の
格
差
の
な
か
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。
こ
の
格
差
を
も
た
ら
し
て
い
る
も
の
は
、
持

ち
家
取
得
の
た
め
の
経
済
的
力
量
の
格
差
で
あ
る
。
小
林
も
言
う
よ
う
に
、
「
総
じ
て
持
家
取
得

の
経
済
的
力
量
は
経
営
者
や
専
門
・
管
理
職
、
次
い
で
事
務
技
術
職
、
自
営
業
者
、
現
業
職
、
販

売
・
サ
ー
ビ
ス
職
と
い
う
序
列
を
も
ち
、
あ
わ
せ
て
同
一
職
種
内
に
は
企
業
規
模
に
よ
る
格
差
が

　
　
（
3
）

存
在
す
る
」
が
、
ま
さ
に
こ
の
取
得
能
力
の
序
列
を
目
に
見
え
る
か
た
ち
で
表
現
す
る
の
が
敷
地

面
積
を
代
表
と
す
る
取
得
住
宅
の
質
的
水
準
の
格
差
な
の
で
あ
る
。

　
前
住
宅
持
家
率
が
全
体
平
均
で
三
三
％
で
あ
っ
た
こ
と
に
関
し
て
、
小
林
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。
「
建
売
住
宅
取
得
世
帯
中
、
約
％
は
は
じ
め
て
の
持
家
で
あ
っ
た
が
、
残
余
の
％
は
前

住
宅
持
家
世
帯
の
買
い
替
え
取
得
で
あ
っ
た
（
前
持
家
も
大
多
数
は
同
一
世
帯
主
の
購
入
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

も
の
で
あ
り
、
相
続
や
贈
与
に
よ
る
取
得
は
六
％
に
す
ぎ
な
い
）
」
。
こ
の
こ
と
は
、
住
宅
取
得
の
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　　　　　　　　　　　　社会階層別取得住宅の規模

世帯数
前住宅

家率
％

敷地
積
㎡

延べ床
積
　
㎡

容積率

％

居住
数

居住室
数

一人当
畳数

経　営者 149 46．3 184．5 1004 54．4
5
．
1

34．0
8
．
5

専門・管理職員

（大企業） 142 47．9 175．1 968 55．3
4
．
9

32．0
8
．
0

（中小企業） 82 41．5 153．7 79．0 51．4
4
．
5

26．7
6
．
8

（官　　公） 32 28．1 173．3 92．4 53．3
4
．
7

29．6
8
．
2

事務・技術職員

（大企業） 152 31．5 144．0 77．8 54．0
4
．
1

25．1
6
．
8

（中小企業） 147 30．0 114．3 67．4 59．0
3
．
6 2LO

5
．
7

（官　　公） 53 17．0 130．9 7L3 54．5
3
．
8

22．7
6
．
3

自営業者 63 23．8 129．7 74．9 57．7
3
．
9

24．0
5
．
9

生産・運輸労働者

（大企業・官公） 45 22．3 118．9 67．3 56．6
3
．
5

19．2
5
．
1

（中小企業） 63 23．8 105．7 63．1 59．7
3
．
3

18．3
4
．
9

（零細企業） 53 15．1 85．8 57．6 67．1
3
．
1

17．2
4
．
5

販売・サービス労働者 63 20．7 105．1 63．2 60．1
3
．
4

19．5
5
．
9

計 1085 33．7 140．6 78．7 56．0
4
．
1

25．3
6
．
7

山崎清「住宅と貧困一大都市の持家住宅取得をめぐって」江［コ英一編『社会福祉と貧困』，法律文化社，198

年，144～5頁，表n2－3－3

問
題
に
お
け
る
相
続
や
贈
与
の
占
め
る
比
重
の
程
度
を
暗

示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
住
宅
を
中
心
と
す
る
資
産
格

差
の
問
題
に
つ
い
て
階
層
格
差
よ
り
も
相
続
や
贈
与
に
よ

る
格
差
を
重
視
す
る
俗
論
が
し
ば
し
ば
耳
に
さ
れ
る
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
は
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
き
わ
め
て

限
ら
れ
た
パ
…
セ
ン
テ
ー
ジ
を
占
め
る
だ
け
で
あ
っ
て
、

限
ら
れ
た
意
味
し
か
も
た
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
種
の
俗

論
は
十
分
な
検
証
を
経
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
資
本
主
義
社
会
で
は
住
宅
も
ま
た
商
品
で

あ
り
、
他
の
一
般
的
商
品
と
同
様
、
取
得
能
力
に
応
じ
て

取
得
さ
れ
る
住
宅
の
質
が
決
ま
っ
て
く
る
。
高
収
入
階
層

は
高
水
準
の
住
宅
を
取
得
で
き
、
低
収
入
階
層
は
低
水
準

の
住
宅
で
満
足
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
高
水
準
の
住
宅
を
提

供
す
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
規
模
と
水
準
で
住
宅
開
発
の

で
き
る
大
手
不
動
産
会
社
で
あ
り
、
低
水
準
の
住
宅
を
提

供
す
る
の
は
、
い
き
お
い
零
細
建
売
業
者
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
格
差
の
な
か
で
取
得
さ
れ
た
住
宅
が
集
合
し
て
住

宅
地
が
形
成
さ
れ
、
ま
た
、
住
宅
の
質
に
も
上
に
見
た
よ
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住宅地別取得住宅と取得者（世帯主）の社会階層構成

所　　　在　　　地 A B C

持家買い替え世帯比率（％） 54．6 19．8 21．8

敷地面積（平米） 186．0 164．8 91．8

延　床　面　積（平米） 101．8 70．0 62．6

容　　積　　率（％） 54．7 425 68．7

居　住　室　数
5
．
2

3
．
8

3
．
4

居住室畳数 34．3 21．8 19．1 一都三県の

家族一人当たり居住室畳数
8
．
6

5
．
7

5
．
5 一般世帯主の

平均取得価格（万円） 2，150 984 900 構成（1971年）

計 （405） （202） （478） （5，048千人）

経　　営　　者 27．9
8
．
4

3
．
9

7
．
6

自　営　業　者
4
．
0

6
．
0

7
．
3

18．6

専門・管理職員

（大企業） （44．2） （7．1） （2．9） （5．6）

（中小企業） （12．0） （15，2） （5．8） （5．9）

（官　　公） （7．1） （6．4） （0，5） （3．5）

事務・技術職員

（大企業） （24．0） （18．7） （13．6） （9．8）

（中小企業） （6．7） （18．7） （23．5） （10．4）

（官　　公） （3．7） （8．8） （6．8） （4．7）

生産・運輸労働者

（大企業・官公） （0．7） （7．6） （7．3） （12．3）

（中小企業） （0．4） （5．3） （12．9） （13．8）

（零細企業） （一） （4．7） （10．9） （11．7）

販売・サービス労働者 （0．7） （5．8） （12．4） （14．8）

単純労働者・臨時雇い （0．4） （L8） （3．4） （7．3）

無　　業　　者
2
．
2

1
．
0

2
．
5

9
．
3

（注）　1括弧内は雇用者数を100とする比率

　　　2一都三県，一般世帯主の構成は「就業構造基本調査」結果を再集計したもので，自営業者には農民

　　　漁民が含まれる（東京都企画調整局「都民の社会階層構造とその変動（上）」1973年）．

同」二論文，146頁，表H－3－4
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　　　　　　　　　学歴階層別住宅所有の規模と世帯年収

学　　　　歴
敷地面積（坪数）

　均　標本数

居住面積（畳数）

均　標本数

世帯年収（万円）

　均　標本数

旧　制　小　学　校

制高小・新制中学

制中学・新制高校

制高校・新制短大

　　　　　　学

78．0　　　　15

L8　　　112

6．3　　　290

0．7　　　　61

8．9　　　290

39．7　　　　15

4，2　　　111

5，8　　　291

7．3　　　　60

8．4　　　289

733．3　　　　12

59．5　　　103

06．4　　　263

39．1　　　55

53．6　　　271

全　　　　　体 36．0　　　812 40．0　　　810 784．3　　　739

鹿又伸夫「社会階層と資産格差一階層的地位と経済格差の関連をめぐって」r季刊・艦1．会保障研究』第27巻4

号，1992年，362頁，表2

う
な
階
層
格
差
が
す
で
に
生
じ
て
い
る
以
上
、
そ
の
集
合
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
住
宅
環

境
の
質
的
格
差
に
も
階
層
格
差
が
反
映
し
て
く
る
。
高
水
準
の
住
宅
の
集
合
す
る
住
宅
地
に

は
、
そ
の
よ
う
な
住
宅
を
取
得
で
き
る
経
済
的
力
量
を
備
え
た
階
層
が
よ
り
多
く
集
ま
り
、

低
水
準
の
住
宅
の
集
合
す
る
住
宅
地
に
は
、
よ
り
低
い
経
済
的
力
量
の
社
会
階
層
が
集
ま
る
。

　
こ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
資
料
が
先
の
調
査
に
は
あ
る
。
先
の
調
査
で
は
、
調
査
対
象
と

な
っ
た
住
宅
地
億
大
き
く
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
A
グ
ル
ー
プ
は
神
奈
川

県
の
東
急
東
横
線
沿
線
お
よ
び
田
園
都
市
線
沿
線
の
各
住
宅
地
（
ニ
ヵ
所
）
、
B
グ
ル
ー
プ

は
埼
玉
県
の
東
武
東
上
線
沿
線
の
住
宅
地
（
一
ヵ
所
）
、
C
グ
ル
ー
プ
は
埼
玉
県
の
東
武
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

上
線
沿
線
お
よ
び
同
伊
勢
崎
線
の
各
住
宅
地
（
ニ
ヵ
所
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
別
に
集

合
す
る
住
宅
に
ど
の
よ
う
な
質
的
格
差
が
生
ま
れ
、
ま
た
、
そ
れ
に
付
随
し
て
居
住
者
の
階

層
格
差
が
生
じ
て
い
る
か
を
見
た
の
が
、
前
頁
の
表
の
デ
ー
タ
で
あ
る
。

　
A
B
C
の
各
住
宅
地
の
平
均
的
住
宅
環
境
と
、
そ
こ
で
の
階
層
構
成
の
特
異
性
と
が
歴
然

と
示
さ
れ
て
い
る
。
A
地
域
の
よ
う
な
、
平
均
六
十
坪
の
敷
地
に
比
較
的
ゆ
っ
た
り
と
建
て

ら
れ
た
住
宅
の
並
ぶ
高
級
住
宅
地
と
、
C
地
域
の
よ
う
に
、
平
均
三
十
坪
に
満
た
な
い
「
ミ

ニ
開
発
」
の
地
域
と
で
は
、
住
ん
で
い
る
住
民
の
社
会
階
層
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
前

者
の
よ
う
な
地
域
で
は
、
経
営
者
お
よ
び
大
企
業
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
だ
け
で
住
民
の
七
割
を

越
え
る
。
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
労
働
者
は
も
ち
ろ
ん
、
中
小
企
業
に
勤
め
る
雇
用
者
も
ほ
と
ん
ど

い
な
い
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
後
者
の
よ
う
な
地
域
で
は
、
中
小
零
細
企
業
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
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職業階層別住宅所有の規模と世帯年収

職　　　　業
敷地面積（坪数） 居住面積（畳数） 世帯年収（万円）

平　均　標本数 平　均　標本数 平　均　標本数

専　　　　　　門 42．O　　　lO7 45．5　　　106 964．5　　　100

大企業ホワイト 35．7　　　155 42．1　　　157 829．1　　　148

中小企業ホワイト 26．7　　　122 4L8　　　122 763．6　　　116

自営ホワイ　ト 47．6　　　104 48．8　　　100 1113．2　　　91

自　営　ブ　ル　ー 33．0　　　　83 38．8　　　　84 692．0　　　　75

大企業ブルー 22．0　　　　60 34．1　　　　60 625．5　　　　53

中小企業ブルー 19．5　　　　82 25．8　　　　82 541．1　　　79

農　　　　　　業 395，7　　　　7 49．3　　　　7 625．1　　　　4

全　　　　　体 36．0　　　812 40．0　　　810 784．3　　　739

同上論文，363頁，表3

ラ
ー
お
よ
び
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
、
販
売
・
サ
ー
ビ
ス
労
働
者
や
単
純
労
働
者
で
、
ほ
ぼ

住
民
の
六
割
に
達
す
る
。
取
得
さ
れ
た
住
宅
の
質
的
水
準
と
そ
れ
ら
の
集
合
で
あ
る

住
宅
地
区
へ
の
社
会
階
層
の
影
響
が
い
か
に
大
き
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
こ
こ
に
見

る
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
戸
建
の
住
宅
所
有
を
め
ぐ
る
階
層
性
を
明
ら
か
に
し
た
第
二
の
試
み
が
鹿
又
伸

　
　
　
　
（
6
）

夫
の
研
究
論
文
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
明
治
学
院
大
学
社
会
学
部
に
よ
る
「
社
会

階
層
の
比
較
調
査
（
C
P
S
S
調
査
）
」
（
代
表
一
原
田
勝
弘
、
一
九
八
八
年
）
に
そ

の
デ
ー
タ
を
依
拠
し
な
が
ら
、
東
京
三
十
キ
ロ
圏
地
域
の
一
戸
建
て
住
宅
の
所
有
者

で
あ
る
男
女
二
十
－
六
四
歳
に
つ
い
て
、
そ
の
居
住
住
宅
の
規
模
（
敷
地
面
積
、
世

帯
年
収
、
居
住
面
積
）
を
所
有
者
の
学
歴
階
層
、
職
業
階
層
別
に
明
ら
か
に
し
、
さ

ら
に
ま
た
、
ク
ラ
ス
タ
ー
分
析
を
通
じ
て
、
住
宅
資
産
分
布
の
分
断
状
況
を
ク
リ
ア

ー
に
描
き
出
し
て
い
る
。
こ
の
調
査
は
一
九
八
七
年
に
実
施
さ
れ
て
い
る
点
、
先
の

七
〇
年
代
末
に
実
施
さ
れ
た
「
国
民
セ
ン
タ
ー
」
の
調
査
結
果
を
八
O
年
代
末
の
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

点
で
検
証
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
こ
の
研
究
論
文
で
第
一
に
注
目
さ
れ
る
点
は
、
「
（
男
性
の
）
学
歴
お
よ
び
職
業
階

層
」
が
「
一
戸
建
て
住
宅
を
所
有
し
て
い
る
場
合
の
敷
地
面
積
（
坪
単
位
）
、
世
帯

年
収
（
万
円
単
位
）
、
居
住
面
積
（
畳
単
位
）
」
と
有
意
な
関
連
に
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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クラスター別住宅所有の規模と世帯年収

構成比 敷地面積（坪数） 居住面積（畳数） 世帯年収（万円） その他財産

1 14．5 最高（60以上） 最高（50以上） 最高（800－2000以上） 最　　高

H 10．0 下位（0－40） 高位（40以上） 高位（800－2000） 動産で高位
皿 15．5 下位（0－40） 中位（20－40） 高位（600－2000） 同　　上

w 17．4 中位（20－60） 中位（20－40） 中位（400－1000）

V 10．4 中位（20－60） 高位（40以上） 下位（200－800）

w 32．3 最低（0） 最低（10－30） 最低（200未満一600） 最　　低

（ここで言う「その他の財産」とは別荘，株，宝石などのことである）

同上論文，363～7頁から

　
学
歴
別
に
み
て
み
る
と
、
所
有
敷
地
、
居
住
面
積
、
世
帯
収
入
は
、
六
一
頁
の
表
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、
「
旧
制
小
学
校
卒
業
を
の
ぞ
け
ば
、
学
歴
が
高
い
ほ
う
が
居
住
面
積
が
広
く
、
世
帯

年
収
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
大
卒
者
の
世
帯
の
居
住
面
積
と
世
帯
年
収
は
、
他
よ
り
も
と

　
　
　
　
　
　
　
レ

く
に
高
く
な
っ
て
い
る
」
と
鹿
又
は
述
べ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
、
学
歴
そ
れ
自
体

の
独
立
し
た
影
響
と
い
う
よ
り
、
つ
ぎ
に
見
る
職
業
階
層
を
媒
介
に
し
た
間
接
的
影
響
と
見
る
ほ

う
が
妥
当
で
あ
る
。

　
そ
し
て
事
実
、
職
業
階
層
別
に
み
て
み
る
と
、
所
有
敷
地
、
居
住
面
積
、
世
帯
収
入
の
格
差
は

き
わ
め
て
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
（
前
頁
の
表
）
。

　
「
農
業
を
の
ぞ
け
ば
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
と
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
が
わ
か
れ
、
そ
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ

　
“
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

ー
と
フ
ル
ー
カ
ラ
ー
の
な
か
は
そ
れ
ぞ
れ
自
営
、
大
企
業
、
中
小
企
業
の
順
序
に
な
っ
て
い
る
」

の
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
労
職
格
差
と
企
業
規
模
別
（
“
資
本
規
模
別
）
格
差
の
圧
倒
的
優
位
を
指

摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
論
文
の
注
目
点
の
第
二
は
、
ク
ラ
ス
タ
ー
分
析
に
よ
っ
て
、
敷
地
面
積
、
居
住
面
積
、
世

帯
年
収
に
つ
い
て
六
つ
の
ク
ラ
ス
タ
ー
を
析
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
上
掲
の
表
の

よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
ク
ラ
ス
タ
ー
を
学
歴
別
、
職
業
別
に
み
て
み
る
と
、
次
頁
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

以
上
の
デ
ー
タ
か
ら
も
、
学
歴
と
職
業
で
み
た
社
会
階
層
の
格
差
は
、
住
宅
所
有
の
格
差
の
う
　
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
5

ち
に
み
ご
と
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
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各クラスターの学歴と職業

学歴別階層構成の特徴 職業別階層構成の特徴

1 もっぱら大卒（60％以上） 専門

■ もっぱら大卒（同上） 大企業ホワイトカラー

皿 大卒と高卒（合計70％以上） 自営ホワイトカラー

w 大卒と高卒（同上） 目営ブルーカラー

V 中卒と高卒（合計60％以上） 中小企業ホワイトと大企業ブルーカラー

VI 中卒と高卒（同上） 中小企業ブルーカラー

同」一論文，368頁，表12と表13から

　
良
質
な
住
宅
を
所
有
し
た
い
と
い
う
人
々
の
欲
求
は
、
た
ん
に
住
居
と
な
る
良
質
の
建
物
を
所
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
4

す
る
こ
と
に
止
ま
ら
な
い
。
住
宅
と
い
う
商
品
は
本
来
、
住
宅
建
物
の
商
品
化
を
意
味
す
る
だ
け
で
　
ー

は
な
く
、
商
品
化
さ
れ
た
住
宅
環
境
を
も
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
住
宅
環
境
と
し
て
の

地
域
空
間
を
私
的
に
所
有
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
「
立
派
な
家
に
住
み
た
い
」
と
い
う

欲
求
は
「
立
派
な
家
が
立
ち
並
ん
だ
高
級
住
宅
地
に
住
み
た
い
」
と
い
う
欲
求
と
同
義
で
あ
る
。

「
立
派
な
住
宅
」
を
所
有
す
る
力
に
社
会
階
層
性
が
存
在
す
る
の
な
ら
、
当
然
、
「
立
派
な
居
住
空

間
」
を
所
有
す
る
こ
と
の
う
ち
に
も
社
会
的
な
階
層
性
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
高

級
住
宅
地
と
ス
ラ
ム
地
区
と
の
格
差
を
考
え
て
み
れ
ば
よ
い
。
人
々
の
関
心
が
た
ん
な
る
住
宅
建
物

の
質
的
格
差
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
が
置
か
れ
た
地
域
の
格
差
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
は
日

常
の
体
験
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
布
野
修
司
は
、
そ
の
論
文
「
住
ま
い
へ
の
夢
の
系

　
　
　
　
（
m
）

譜
と
住
宅
戦
争
」
の
な
か
で
、
「
有
名
人
」
と
呼
ば
れ
る
「
芸
能
人
、
ス
ポ
ー
ッ
選
手
、
作
家
．
劇

作
家
、
マ
ス
コ
ミ
文
化
人
」
計
三
八
二
人
に
つ
い
て
、
そ
の
居
住
地
が
「
高
級
住
宅
街
」
と
呼
ば
れ

る
地
域
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
一
見
す
る
と
、
こ
う
し
た
詮
索
は
た
ん
な
る

ス
テ
ー
タ
ス
・
シ
ン
ボ
ル
の
社
会
意
識
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ

が
、
問
題
を
以
上
の
よ
う
な
社
会
階
層
的
な
文
脈
の
う
ち
に
位
置
づ
け
て
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
詮

索
が
た
ん
な
る
ゴ
シ
ッ
プ
の
次
元
に
止
ま
ら
な
い
こ
と
が
容
易
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、

問
題
は
社
会
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
社
会
科
学
的
問
題
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
問
題
は
歴
史
的
で
あ
り
、

歴
史
的
背
景
へ
の
関
心
を
も
必
要
と
す
る
。
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だ
か
ら
、
こ
う
し
た
「
高
級
住
宅
街
」
の
起
源
が
戦
前
に
さ
か
の
ぼ
る
と
い
う
事
実
は
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
東
京
に
お
け
る
高
級
住

宅
地
と
そ
の
外
延
化
に
つ
い
て
、
布
野
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
山
の
手
線
の
開
業
（
一
八
八
五
年
）
か
ら
明
治
末
に
か
け

て
の
都
市
化
の
急
激
な
進
展
と
と
も
に
、
東
京
は
郊
外
へ
と
膨
張
し
始
め
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
ろ
明
治
政
府
の
高
官
や
貴
族
の
邸
宅

が
立
地
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
の
が
、
御
殿
山
（
品
川
区
北
品
川
）
、
島
津
山
、
池
田
山
（
品
川
区
東
五
反
田
）
、
代
官
山
（
渋

谷
区
）
、
西
郷
山
（
目
黒
区
青
葉
台
）
と
い
っ
た
山
の
手
の
台
地
で
あ
る
。
続
い
て
、
大
正
の
初
め
か
ら
関
東
大
震
災
に
か
け
て
の
山
の

手
線
の
外
側
へ
と
宅
地
化
が
進
む
。
モ
メ
ン
ト
に
な
っ
た
の
は
、
華
族
有
産
階
級
の
宅
地
解
放
で
あ
る
。
代
表
的
な
の
が
、
松
濤
園
（
渋

谷
区
松
濤
町
）
で
あ
り
、
大
山
園
（
渋
谷
区
大
山
町
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
昭
和
初
期
か
ら
電
鉄
資
本
の
開
発
し
た
住
宅
地
が
続
く
。
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

園
調
布
、
成
城
学
園
が
そ
う
で
あ
る
。
」

　
戦
後
の
高
級
住
宅
地
の
イ
メ
ー
ジ
が
戦
前
の
こ
う
し
た
系
譜
を
引
き
ず
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
き
わ
め
て
特
徴
的
な
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

そ
の
限
り
で
、
布
野
の
見
る
よ
う
に
、
戦
後
の
場
合
、
「
新
た
な
高
級
住
宅
地
は
意
識
的
、
計
画
的
に
は
生
み
出
さ
れ
て
な
か
っ
た
」
よ

う
に
も
見
え
る
。
た
し
か
に
、
戦
前
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
の
高
級
住
宅
地
は
生
み
出
さ
れ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
大
手

私
鉄
等
の
不
動
産
資
本
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
私
鉄
沿
線
の
宅
地
開
発
は
、
そ
の
住
宅
の
質
、
立
地
、
環
境
と
も
、
高
い
水
準
で
の
住
宅
環

境
を
形
成
し
て
お
り
、
中
堅
不
動
産
会
社
の
分
譲
住
宅
地
区
や
、
中
小
零
細
建
売
業
者
の
「
ミ
ニ
開
発
」
と
は
、
雲
泥
の
差
で
あ
る
。
前

者
が
町
並
み
を
含
め
た
「
高
級
住
宅
街
の
イ
メ
ー
ジ
」
の
販
売
戦
略
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
、
後
者
の
場
合
は
、
せ
い
ぜ
い

の
と
こ
ろ
建
物
の
外
観
、
内
装
の
見
か
け
に
工
夫
を
凝
ら
し
、
価
格
競
争
で
購
入
者
に
訴
え
か
け
る
の
が
精
一
杯
で
あ
る
。

　
興
味
深
い
こ
と
は
、
布
野
が
、
こ
の
よ
う
な
高
級
住
宅
地
の
対
極
に
「
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
る
も
の
の
系
譜
」
を
想
定
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
彼
が
「
ネ
ガ
の
系
譜
」
と
呼
ん
で
、
そ
こ
に
想
定
す
る
の
は
、
「
寄
せ
場
そ
し
て
地
下
コ
ン
コ
ー
ス
ヘ
至
る
住
居
選
択
の
道
」

で
あ
り
、
「
ま
た
、
単
身
者
が
浮
遊
す
る
、
か
つ
て
の
木
賃
ア
パ
ー
ト
地
帯
」
で
あ
り
、
「
今
日
で
は
、
外
国
人
労
働
者
が
住
み
つ
き
始
め
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（
1
3
）

て
い
る
東
京
周
辺
部
」
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
都
市
の
縁
辺
な
い
し
底
辺
に
位
置
す
る
ス
ラ
ム
化
し
た
居
住
地
域
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
以
下

の
区
域
で
あ
る
。
高
級
住
宅
街
と
ス
ラ
ム
と
い
う
両
極
の
対
比
の
な
か
に
、
こ
れ
以
外
に
さ
ま
ざ
ま
な
住
宅
地
が
無
数
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
と
し
て
織
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
想
像
す
る
の
は
、
け
っ
し
て
困
難
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
格
差
の
総
体
の
な
か
に
こ
そ
、
住
宅
の

社
会
階
層
性
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
日
常
の
生
活
の
場
と
し
て
確
保
さ
れ

て
い
る
住
宅
空
間
と
は
、
社
会
的
に
見
れ
ば
、
住
宅
建
物
の
購
買
力
を
基
礎
に
、
さ
ら
に
そ
の
購
買
力
の
格
差
に
応
じ
て
生
じ
る
社
会
階

層
性
を
隠
蔽
し
な
が
ら
囲
い
込
ま
れ
た
私
的
な
土
地
空
間
の
集
合
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
生
活
の
場
た
る
住
宅
空
間
が
所
有
の
対
象
と
な
っ

て
い
る
こ
と
、
商
品
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
問
題
の
根
本
に
あ
る
。
所
有
す
る
力
の
格
差
が
積
極
的
に
是
認
さ
れ
る
歴
史
的

な
時
代
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
こ
と
が
住
宅
空
間
の
目
に
見
え
る
格
差
と
な
っ
て
現
れ
る
の
は
、
き
わ
め
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

　
事
実
、
フ
ラ
ン
ス
思
想
の
研
究
者
で
あ
る
杉
村
昌
昭
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
断
言
し
て
い
る
。
「
早
い
話
が
皇
居
と
い
う
広
大
な
イ
ン
ペ

リ
ア
ル
・
パ
レ
ス
の
生
活
空
間
と
山
谷
や
釜
ケ
崎
と
い
っ
た
寄
せ
場
の
生
活
区
間
と
を
対
照
し
て
み
れ
ば
よ
い
」
。
彼
は
、
「
こ
の
両
者
を

頂
点
と
底
辺
と
し
て
、
日
本
人
の
空
間
の
私
的
所
有
は
か
な
り
明
瞭
な
差
別
的
位
階
秩
序
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
、

「
ひ
と
た
び
空
間
（
む
ろ
ん
地
面
も
入
る
）
の
所
有
格
差
に
目
を
転
じ
て
み
れ
ば
、
戦
後
日
本
の
階
級
構
造
は
ほ
と
ん
ど
た
い
し
た
変
化

も
し
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
」
と
喝
破
し
て
い
る
。
こ
の
直
感
の
正
し
さ
は
、
ま
さ
に
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
の
デ
ー
タ
を
通
し

て
論
証
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
が
言
う
よ
う
に
、
住
宅
問
題
に
見
ら
れ
る
社
会
的
階
層
性
こ
そ
、
戦
後
日
本
の
階
級
構
造
の
一
貫
性
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

示
す
「
表
象
的
指
標
」
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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（
1
）
　
こ
の
調
査
結
果
を
論
じ
た
も
の
に
、
以
下
の
論
文
が
あ
る
。
山
崎
清
「
住
宅
と
貧
困
－
大
都
市
の
持
家
住
宅
取
得
を
め
ぐ
っ
て
」
（
江
口
英
一

編
「
社
会
福
祉
と
貧
困
』
、
法
律
文
化
社
、
一
九
八
一
年
、
所
収
）
、
小
林
緩
枝
「
持
家
化
の
進
展
に
伴
う
家
計
動
向
と
持
家
取
得
実
態
」
（
『
国
民
生



現代日本における階級格差とその固定化

　
　
活
研
究
』
第
一
九
巻
第
四
号
、
一
九
八
0
年
三
月
）
、
同
「
持
家
意
識
を
め
ぐ
っ
て
1
大
都
市
周
辺
部
建
売
住
宅
取
得
の
実
態
」
（
「
国
民
生
活
研
究
』

　
　
第
｝
九
巻
第
一
号
、
一
九
七
九
年
六
月
）

　
（
2
）
　
山
崎
、
同
上
論
文
、
一
四
二
～
三
頁

　
（
3
）
　
小
林
綴
枝
「
持
家
意
識
を
め
ぐ
っ
て
ー
大
都
市
周
辺
部
建
売
住
宅
取
得
の
実
態
」
『
国
民
生
活
研
究
』
第
一
九
巻
第
｝
号
、
一
九
七
九
年
六
月
、

　
　
七
｝
頁

　
（
4
）
　
同
上
論
文
、
六
九
～
七
〇
頁

　
（
5
）
山
崎
、
前
掲
論
文
、
一
四
三
頁

　
（
6
）
　
鹿
又
伸
夫
「
社
会
階
層
と
資
産
格
差
－
階
層
的
地
位
と
経
済
格
差
の
関
連
を
め
ぐ
っ
て
」
『
季
刊
・
社
会
保
障
研
究
』
第
二
七
巻
四
号
、
一
九

　
　
九
二
年

　
（
7
）
　
有
効
回
答
率
四
｝
・
一
％
で
有
効
票
八
二
一
で
あ
る
。

　
（
8
）
　
鹿
又
、
前
掲
論
文
、
三
六
二
頁

　
（
9
）
同
上
論
文
、
三
六
三
頁

　
（
1
0
）
　
布
野
修
司
「
住
ま
い
へ
の
夢
の
系
譜
と
住
宅
戦
争
」
『
現
代
思
想
」
第
一
七
巻
第
六
号
、
一
九
八
九
年
五
月

　
（
n
）
～
（
1
3
）
　
同
上
論
文
、
二
〇
〇
頁

　
（
M
）
　
杉
村
昌
昭
「
空
間
支
配
の
階
級
構
造
を
問
う
」
『
現
代
思
想
』
第
一
七
巻
第
六
号
、
一
九
八
九
年
五
月
、
二
一
四
頁

④
　
耐
久
消
費
財

　
耐
久
消
費
財
の
普
及
は
人
々
の
階
層
（
階
級
）
意
識
の
希
薄
化
を
説
明
す
る
要
因
と
し
て
、
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
あ
る
場
合

な
ど
、
人
々
の
画
一
的
な
中
流
意
識
と
は
、
規
格
化
さ
れ
た
耐
久
消
費
財
の
大
量
普
及
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
画
一
的
な
意
識
の
こ
と

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
知
見
も
表
明
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
は
、
人
々
の
日
常
意
識
だ
け
で
な
く
、
科
学
的
な
観
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　　　　　単位＝資産額のみ千円、他は円

資産額 商品 住居
家具・

家事
保健

医療
交通・

通信
教養・

娯楽
諸雑費

全　世　帯 1894 16657 680 5104 695 7275 2650 252

労　　　　務 1299 15364 670 4122 524 7611 2233 205

職　　　　員 1849 19045 563 5392 767 8823 3224 275

経営者（個人） 3551 11259 390 6159 917 1151 2369 272

（法人） 6196 23967 1281 7856 1062 9916 3260 592

自由業者 3032 18722 648 5714 934 8163 3000 263

商人・職員 2144 12731 773 4936 618 4110 2062 232

農　　　　業 1361 17554 730 5568 578 7967 2490 222

「全国消費実態調査報告」（1989年）第1巻第18表から

察
と
し
て
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
耐
久
消
費
財
の
普
及

は
階
層
（
階
級
）
格
差
を
圧
倒
す
る
か
の
よ
う
に
進
み
、
結
果
的
に
格
差
を
解
消
さ
せ
る
よ

う
な
働
き
を
し
た
の
で
は
な
い
か
。
消
費
社
会
論
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
答
え
は
イ
エ
ス
で

あ
り
。
階
級
社
会
論
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
ノ
ー
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
総
務
庁
の
「
全
国
消
費
実
態
調
査
」
（
一
九
八
九
年
）
を
も
と
に
、
世
帯
主
の
職

業
別
一
世
帯
当
た
り
の
「
耐
久
消
費
財
資
産
額
」
と
、
消
費
支
出
に
占
め
る
耐
久
消
費
財
へ

の
支
出
を
見
て
み
よ
う
。
消
費
支
出
は
商
品
と
し
て
の
耐
久
消
費
財
、
住
宅
関
係
の
耐
久
消

費
財
、
家
具
・
家
事
関
連
の
耐
久
消
費
財
、
等
々
と
、
用
途
別
に
分
か
れ
、
そ
れ
ら
に
支
出

し
た
額
が
表
記
さ
れ
て
い
る
（
上
掲
の
表
）
。

　
耐
久
消
費
財
の
資
産
額
と
し
て
そ
こ
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
所
有
状
況
に
つ
い
て
も
、
ま
た
、

消
費
支
出
の
な
か
で
耐
久
消
費
財
に
支
出
さ
れ
る
絶
対
額
に
つ
い
て
も
、
国
民
の
各
社
会
階

層
に
ど
れ
ほ
ど
の
格
差
が
存
在
し
て
い
る
か
、
こ
こ
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、

経
営
者
階
級
と
労
働
者
階
級
の
格
差
は
き
わ
め
て
明
瞭
で
あ
っ
て
、
法
人
経
営
者
世
帯
と
労

務
者
世
帯
と
を
比
較
す
れ
ば
、
耐
久
消
費
財
資
産
額
で
五
倍
の
格
差
、
ま
た
、
保
健
医
療
お

よ
び
家
具
・
家
事
用
品
の
た
め
の
耐
久
消
費
財
支
出
で
も
、
二
倍
に
近
い
支
出
額
の
格
差
が

浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
し
て
も
、
耐
久
消
費
財
の
所
有
と
普
及
が

階
層
格
差
の
解
消
に
寄
与
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
い
か
に
誤
り
で
あ
る
か
が
分
か
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
経
営
者
と
労
働
者
と
の
格
差
か
ら
見
れ
ば
、
労
働
者
階
級
内
部
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管理・

専門
事務・

販売
工員・

現業 職　人
商工

自営
農業

自営

サンプル数 211 496 676 177 530 175

持　家　度

1（下） 30．8 56．3 73．4
9
．
6

13．0
0
．
6

2（中の下） 2L8 13．5 LO
0
．
6

1
．
7

0
．
0

3（中の上） 39．3 23．0 18．5 26．6 21．7 30．3

4（上）
8
．
1

7
．
3

7
．
1

63．3 63．6 69．1

（一戸建持家） （43．1） （28．0） （25．3） （89．8） （84．9） （994）

耐久消費財の保有状況

上 10．0
6
．
0

3
．
1

6
．
8

23．2
5
．
7

中 32．7 28．0 25．9 18．1 23．6 36．5

下 45．5 58．6 66．0 67．2 42．8 52．0

余暇総合点

上 48．8 40．6 32．3 14．7 30．7 44．6

中 36．0 39．5 39．7 35．6 31．5 30．2

下 12．8 16．7 23．0 36．2 28．7 22．9

濱島朗，渡辺益男，菊池美代志，勅使河原勝男，佐藤郡衛「中流意識の構造と動態に関する実証的研究」『東京

学芸大学紀要3部門』35，1983年，45頁，表1－4

の
格
差
た
と
え
ば
労
職
格
差
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
よ
う
に
見

え
る
。
事
実
、
上
の
数
字
、
た
と
え
ば
、
保
有
額
の
労
職
比
較

か
ら
は
、
そ
の
よ
う
に
も
読
み
取
れ
る
。
だ
が
、
そ
う
で
は
な

い
こ
と
を
示
す
の
が
濱
島
朗
た
ち
が
行
な
っ
た
「
中
流
意
識
の

構
造
と
動
態
に
関
す
る
実
証
研
究
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、

濱
島
は
、
「
繁
栄
と
平
準
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
階
層
間
格
差

が
解
消
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
否
定
す
べ
く
も
な
い
」
と
し
た

う
え
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
労
職
格
差
の
残
存

は
、
年
収
・
家
族
の
有
業
者
構
成
・
家
計
費
・
預
貯
金
と
い
っ

た
消
費
生
活
面
や
、
こ
れ
と
関
連
し
て
、
持
家
度
・
耐
久
消
費

財
保
有
状
況
・
余
暇
総
合
点
な
ど
の
ラ
イ
フ
・
ス
タ
イ
ル
に
つ

い
て
、
管
理
・
専
門
〉
事
務
・
販
売
〉
工
員
・
現
業
と
い
う
階

層
間
格
差
ま
た
は
上
下
序
列
は
依
然
と
し
て
解
消
し
て
は
い
な

い
。
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
上
層
と
下
層
、
こ
れ
ら
と
ブ
ル
ー
カ

ラ
ー
の
あ
い
だ
に
は
、
こ
れ
ら
各
層
内
部
の
か
な
り
の
上
下
分

化
が
重
な
り
あ
う
た
め
、
階
層
間
の
鮮
明
な
格
差
と
輪
郭
の
は

っ
き
り
し
た
境
界
線
を
際
立
て
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
に
し
て

も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
層
全
体
と
し
て
み
れ
ば
一
貫
し
て
格
差
が
認
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主要耐久消費財の年間収入五分位階級別第1階級と第V階級との

所有数量の所得階級間格差（全国・全世帯：V／1）

1．0未満

．0～L5

．5～2．0

（省　　　略）

2．0～2．5 自動二輪車D，ステレオ，給湯器，ビデオカメラ，じゅうたん，ルー

エアコン（冷房），ラジオカセット，オーブン，衣類乾燥機，温風

ーター，応接用座卓，書棚，カメラ（一眼レフ），普通自動車B，

接セット，シャンデリア

3．0～3．5 ルームエアコン（平均），組立式物置，自動ホームベーカリー，ベッ

・ソファーベッド，腰掛机，システムキッチン，自動二輪車C

普通自動車A，小型自動車C，ルームエアコン（冷暖房兼用）

3．5～4．0 ワープロ，天体望遠鏡，セントラルヒーティング，パソコン

4，0～4．5 ピアノ

4．5～5．0

5．0～5．5 衛星放送受信装置，ゴルフセット，ユニット家具

5．5以上 輸入自動車A（6．60），B（14．00），ゴルフその他のスポーッ・レジャ

クラブの会員権（15．96）

ちなみに，

　　　　自動二輪車C：251－500CC　　　普通自動車A＝2001－3000CC　　輸入自動車A：2000CC以下

　　　　自動二輪車D：501CC以上　　　普通自動車B＝3001CC以上　　輸入自動車B　l2001－3000CC

　　　　小型自動車C＝1501－2000CC

総務庁「全国消費実態調査報告」，平成元年，第3巻，24頁，表2

め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
都
市
的
階
層
は
境
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
0

線
の
定
か
な
ら
ぬ
均
質
で
無
定
型
の
、
・
、
ド
　
ー

ル
・
マ
ス
を
形
成
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た

く
、
む
し
ろ
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
と
ブ
ル
ー
カ

ラ
ー
の
あ
い
だ
の
生
活
と
意
識
の
微
妙
な
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

が
い
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
」

　
こ
の
記
述
の
基
礎
は
、
彼
ら
が
行
っ
た
全

国
八
ヵ
所
の
地
域
で
の
世
帯
調
査
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
「
持
家
度
・
耐
久
消
費
財
保
有

　
　
　
　
　
（
2
）

状
況
・
余
暇
総
合
点
」
に
つ
い
て
だ
け
、
引

用
し
て
お
こ
う
（
前
頁
の
本
）
。

　
さ
て
、
先
に
見
た
「
消
費
実
態
調
査
」
は
、

資
産
金
額
と
消
費
支
出
額
と
い
う
マ
ネ
ー
．

タ
ー
ム
で
の
格
差
で
あ
っ
た
。
同
「
調
査
」

は
品
目
別
の
格
差
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し

て
い
る
。
つ
ぎ
に
、
こ
れ
に
つ
い
て
見
て
み

よ
う
。

　
ま
ず
第
一
に
、
「
調
査
」
は
「
年
間
収
入
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五
分
位
階
級
別
に
、
所
得
の
最
も
高
い
第
V
階
級
の
所
有
数
量
が
最
も
低
い
第
－
階
級
の
所
有
数
量
の
何
倍
（
格
差
）
に
な
っ
て
い

　
（
3
）

る
か
」
を
み
て
い
る
。
調
査
さ
れ
て
い
る
の
は
七
九
品
目
、
そ
の
う
ち
、
格
差
一
・
五
未
満
は
二
七
品
目
、
一
・
五
以
上
三
・
O
未
満
は

三
八
品
目
、
三
・
O
以
上
が
一
四
品
目
と
な
っ
て
い
る
（
前
頁
の
表
）
。

　
以
上
の
品
目
別
格
差
を
み
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
格
差
三
・
○
を
境
に
し
て
、
必
需
品
と
奢
移
品
の
分
断
線
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
が

理
解
さ
れ
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
必
需
品
と
奢
修
品
と
い
う
古
典
的
な
境
界
区
分
が
現
在
の
耐
久
消
費
財
の
世
界
に
お
い
て
も
け
っ
し
て

解
消
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
戦
後
の
経
済
発
展
は
必
需
品
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
な
か
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
品
目
を

新
た
に
導
入
し
て
き
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
多
く
の
も
の
は
、
そ
れ
以
前
に
は
奢
修
品
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
奢
修
品
と
必
需
品
と
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
区
分
が
そ
れ
自
体
と
し
て
消
え
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
設

備
器
具
で
は
セ
ン
ト
ラ
ル
ヒ
ィ
ー
テ
ィ
ン
グ
、
冷
暖
房
器
具
で
は
ル
ー
ム
エ
ア
コ
ン
（
冷
暖
房
兼
用
）
、
一
般
家
具
で
は
ユ
ニ
ッ
ト
家
具
、

自
動
車
等
で
は
排
気
量
一
五
〇
一
㏄
～
二
〇
〇
〇
㏄
ク
ラ
ス
、
二
〇
〇
一
㏄
～
三
〇
〇
〇
㏄
ク
ラ
ス
、
輸
入
自
動
車
（
排
気
量
二
〇
〇

〇
㏄
以
下
ク
ラ
ス
、
二
〇
〇
一
㏄
～
三
〇
〇
〇
㏄
ク
ラ
ス
）
、
教
養
娯
楽
用
耐
久
財
で
は
衛
星
放
送
受
信
装
置
、
ワ
ー
プ
ロ
、
パ
ソ
コ
ン
、

　
　
　
　
　
　
（
4
）

ゴ
ル
フ
セ
ッ
ト
な
ど
」
と
い
っ
た
品
目
は
、
こ
の
調
査
が
行
わ
れ
た
時
点
で
は
、
き
わ
め
て
明
瞭
な
階
層
格
差
を
あ
ら
わ
す
耐
久
消
費
財

品
目
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
購
入
で
き
る
階
層
と
、
購
入
で
き
な
い
階
層
と
の
落
差
は
依
然
解
消
さ
れ
て
い
な
い
し
、
ま

た
解
消
さ
れ
る
は
ず
も
な
い
。
た
と
え
こ
れ
ら
の
品
目
の
ど
れ
か
が
必
需
品
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
加
わ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
代
わ

っ
て
、
新
た
な
品
目
が
極
め
て
限
ら
れ
た
階
層
に
向
け
て
、
そ
の
購
買
意
欲
を
刺
激
す
る
よ
う
に
な
る
だ
け
で
あ
る
。
な
に
よ
り
も
、
ク

ラ
ブ
会
員
権
の
一
五
．
九
六
倍
と
い
う
数
字
が
、
現
在
に
お
い
て
も
、
も
っ
と
も
奢
修
的
な
消
費
生
活
が
一
部
の
階
層
の
独
占
物
で
あ
る

こ
と
を
明
瞭
に
物
語
っ
て
い
る
。

耐
久
消
費
財
を
必
需
品
と
奢
修
品
と
に
分
類
す
れ
ば
、
以
上
見
た
よ
う
に
、
必
需
品
よ
り
も
奢
移
品
の
普
及
と
所
有
に
階
層
格
差
が
明
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選択的生活資源 基礎的生活資源

上級ノンマニュアル（専門・管理）

般ノンマニュアル（事務・販売）

ニュアル（熟練・半熟練・非熟練）

業（農林漁業）

十分な保有

なりの保有

ない保有

常に少ない保有

十分な保有

均的保有

っとも少ない保有

く保有

確
に
現
れ
る
。
こ
の
点
を
一
九
七
五
年
の
S
S
M
調
査
の
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
検
討
し
た
の
が
、
鹿
又
伸
夫
の
論

文
「
社
会
階
層
と
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
で
あ
る
。
彼
は
S
S
M
調
査
で
尋
ね
ら
れ
た
耐
久
消
費
財
な
ど
二
十
項
目

の
保
有
状
況
の
デ
ー
タ
を
因
子
分
析
に
か
け
、
「
多
変
量
の
潜
在
因
子
か
ら
、
諸
生
活
資
源
選
好
．
保
有
の
構
造
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

そ
し
て
各
変
量
の
因
子
負
荷
量
か
ら
個
別
の
生
活
資
源
が
も
つ
構
造
的
特
性
を
数
量
化
」
し
た
。
そ
の
結
果
を
も

と
に
、
生
活
資
源
を
「
選
択
的
生
活
資
源
」
と
「
基
礎
的
生
活
資
源
」
に
分
け
、
「
基
礎
的
生
活
資
源
よ
り
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

選
択
性
・
代
替
性
の
強
い
選
択
的
生
活
資
源
の
選
好
・
保
有
に
個
人
差
が
現
れ
て
い
る
」
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

こ
こ
で
「
選
択
的
生
活
資
源
」
と
さ
れ
た
消
費
財
は
、
「
株
券
ま
た
は
債
権
、
貸
付
信
託
、
エ
ア
・
コ
ン
（
ル
ー

ム
ク
ー
ラ
i
）
、
ス
ポ
ー
ツ
会
員
権
（
ゴ
ル
フ
・
テ
ニ
ス
等
）
、
ス
テ
レ
オ
、
カ
メ
ラ
、
電
子
レ
ン
ジ
」
で
あ
り
、

「
基
礎
的
生
活
資
源
」
と
さ
れ
た
消
費
財
は
「
応
接
セ
ッ
ト
、
電
話
、
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
、
自
動
車
、
電
気
冷
蔵
庫
」

な
ど
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
ぞ
れ
の
消
費
財
が
各
階
層
・
階
級
ご
と
に
ど
の
よ
う
に
保
有
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
し

　
（
7
）

て
い
る
。
そ
の
結
果
を
ま
と
め
れ
ば
、
上
掲
の
よ
う
な
表
に
な
る
。

　
耐
久
消
費
財
の
保
有
が
階
層
的
に
分
化
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
こ
の
鹿
又
の
考
察
だ
け
で
な
く
、
先
の

「
消
費
実
態
調
査
」
が
確
認
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
世
帯
主
の
職
業
別
に
耐
久
財
の
所
有
数

量
を
み
る
と
、
個
人
経
営
者
世
帯
・
法
人
経
営
者
世
帯
は
シ
ス
テ
ム
キ
ッ
チ
ン
、
セ
ン
ト
ラ
ル
ヒ
ー
テ
ィ
ン
グ
、

給
湯
器
、
大
型
電
気
冷
蔵
庫
、
全
自
動
洗
濯
機
、
ル
ー
ム
エ
ア
コ
ン
、
応
接
セ
ッ
ト
、
電
話
機
（
レ
ン
タ
ル
を
除

く
）
、
大
型
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
、
ゴ
ル
フ
セ
ッ
ト
の
高
級
耐
久
財
の
所
有
数
量
が
多
い
。
ま
た
、
経
営
者
世
帯
は
ゴ

ル
フ
、
そ
の
他
の
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ジ
ャ
ー
ク
ラ
ブ
の
会
員
権
の
所
有
数
量
も
多
い
。
一
方
、
農
林
漁
業
世
帯
は
太

陽
熱
温
水
器
と
自
動
車
の
所
有
数
量
が
多
い
。
こ
の
ほ
か
、
自
由
業
者
で
は
書
棚
の
所
有
数
量
が
、
勤
労
者
世
帯
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（
8
）

で
は
腰
掛
机
の
所
有
数
量
が
そ
れ
ぞ
れ
多
く
な
っ
て
い
る
。
」

　
耐
久
消
費
財
の
保
有
に
お
け
る
こ
う
し
た
階
層
格
差
は
、
た
と
え
個
々
の
品
目
が
大
量
に
普
及
す
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
解
消
す
る
こ

と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
大
量
普
及
と
製
品
差
別
化
と
は
、
商
品
市
場
の
販
売
戦
略
に
潜
む
二
者
闘
争
的
原
理
で
あ
る
。
消
費
財
の
大
衆
化

は
、
消
費
財
の
階
層
化
と
切
り
離
さ
れ
て
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
耐
久
消
費
財
の
階
層
格
差
こ
そ
、
そ
の
大
量
普
及
を
刺
激

す
る
原
動
力
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
戦
後
「
日
本
の
重
化
学
工
業
が
｝
斉
に
、
生
活
用
品
と
り
わ
け
家
庭
内
用
品
の
製
造
に
転
換
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

お
び
た
だ
し
い
種
類
の
新
製
品
が
豊
富
に
、
し
か
も
月
賦
販
売
そ
の
他
の
方
法
で
購
入
可
能
の
条
件
で
提
供
さ
れ
た
」
だ
け
で
は
、
す
さ

ま
じ
い
勢
い
で
耐
久
消
費
財
が
普
及
し
て
い
っ
た
戦
後
日
本
の
状
況
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
労
働
者
と
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
実

収
入
水
準
の
格
差
が
拡
大
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
つ
の
層
の
接
触
は
む
し
ろ
戦
前
に
比
し
て
大
き
く
な
っ
た
。
…
そ
の
た
め
上
位
層

に
入
っ
た
テ
レ
ビ
、
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
・
ラ
ジ
オ
、
電
気
冷
蔵
庫
が
次
々
と
下
位
層
へ
広
が
っ
た
」
の
で
あ
っ
て
、
「
戦
後
に
お
き
た
階
層

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

の
分
化
分
解
の
激
し
さ
」
こ
そ
、
「
生
活
水
準
の
格
差
の
刺
激
と
し
て
低
位
層
を
刺
激
し
た
」
の
で
あ
る
。
こ
う
主
張
す
る
籠
山
京
の
議

論
は
、
戦
後
の
耐
久
消
費
財
の
大
量
普
及
の
か
げ
で
、
そ
の
保
有
と
普
及
の
程
度
を
め
ぐ
る
階
層
格
差
が
見
過
ご
さ
れ
が
ち
で
あ
る
だ
け

に
、
貴
重
な
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
1
）
　
濱
島
朗
、
渡
辺
益
男
、
菊
池
美
代
志
、
勅
使
河
原
勝
男
、
佐
藤
郡
衛
「
中
流
意
識
の
構
造
と
動
態
に
関
す
る
実
証
的
研
究
」
「
東
京
学
芸
大
学

　
紀
要
　
三
部
門
』
三
五
、
一
九
八
三
年
、
四
五
頁
、
傍
線
引
用
者

（
2
）
　
余
暇
点
の
算
出
に
つ
い
て
は
、
同
論
文
の
七
一
頁
に
若
干
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
持
家
度
に
せ
よ
耐
久
消
費
財
の
保
有
状
況
に
せ
よ
、
そ
れ
ら

　
の
デ
ー
タ
を
い
か
な
る
技
術
的
基
準
で
上
、
中
、
下
の
三
つ
に
分
類
し
た
か
は
、
残
念
な
が
ら
こ
の
論
文
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

（
3
）
～
（
4
）
　
総
務
庁
「
全
国
消
費
実
態
調
査
報
告
」
、
平
成
元
年
、
第
三
巻
、
二
三
頁
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（
5
）
　
鹿
又
伸
夫
「
社
会
階
層
と
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
、
金
子
・
松
本
編
「
ク
オ
リ
テ
ィ
・
オ
ブ
・
ラ
イ
フ
』
、
福
村
出
版
、
一
九
八
六
年
、

　
｝
二
六
頁

（
6
）
　
同
上
論
文
、
＝
二
〇
頁

（
7
）
　
同
上
論
文
、
＝
二
四
頁

（
8
）
　
総
務
庁
「
全
国
消
費
実
態
調
査
報
告
」
、
平
成
元
年
、
第
三
巻
、
三
一
頁

（
9
）
～
（
1
0
）
　
籠
山
京
「
経
済
成
長
下
の
労
働
者
生
活
」
『
日
本
労
働
協
会
雑
誌
』
第
一
三
三
号
、
　
一
九
七
〇
年
四
月
、
二
十
頁

第
六
章
、

⑤
　
情
報

　
情
報
活
動
が
消
費
生
活
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
は
、
改
め
て
強
調
す
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
快
適
な
消
費
生
活
が
送
れ
る
か
否

か
は
、
ど
れ
だ
け
最
適
の
情
報
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
な
い
。
だ
が
、
現
代
の

日
本
に
お
い
て
、
高
度
情
報
化
社
会
の
到
来
が
喧
伝
さ
れ
る
割
り
に
は
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
情
報
格
差
の
問
題
に
人
々
の
目
が
行
く
こ
と

は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
階
層
社
会
で
営
ま
れ
る
一
切
の
消
費
活
動
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
情
報
活
動
も
ま
た
階
層
格
差

と
無
縁
で
は
あ
り
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
消
費
者
情
報
と
い
う
分
野
に
限
定
し
て
も
、
そ
の
利
用
態
度
が
ど
れ
ほ
ど
の
階
層
性
を
帯
び
て

い
る
か
は
、
「
国
民
生
活
セ
ン
タ
i
」
が
一
九
八
八
年
に
行
っ
た
「
生
活
意
識
と
情
報
利
用
に
関
す
る
調
査
」
の
結
果
か
ら
十
分
看
て
取

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
調
査
は
、
東
京
二
三
区
内
の
一
一
十
－
六
九
歳
の
男
女
一
〇
〇
五
人
を
対
象
（
有
効
回
答
六
七
〇
）
に
、
「
情
報

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

利
用
の
実
態
、
情
報
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
関
心
、
信
頼
、
評
価
な
ど
と
い
っ
た
消
費
者
の
情
報
の
利
用
態
度
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
」

意
図
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
人
々
は
ど
の
よ
う
な
情
報
を
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
経
路
で
入
手
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
人
々
の
情
報
活
動
の
一
般
的
特
徴
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人から
接きく

書籍・

門誌
新　聞 テレビ その他 N　A

計（サンプル）

仕事情報
らし情報

会情報

40．4

6．6

．5

16．7

8．5

．1

21．6

7．6

3
．
0

8．5

0．7

9
．
4

9．7

．0

．3

3．0

石
L
6

100．0（670）

00．0（620）

00．0（670）

佐古井貞行，半沢広志、安田憲司「生活意識と情報利用に関する調査」『国民生活研究』第28巻策1号，1988

年6月，22頁，表3－1

を
見
て
み
よ
う
。
入
手
さ
れ
る
情
報
を
仕
事
情
報
、
暮
ら
し
情
報
、
社
会
情
報
の
三
種
類
に
分
け
、
ま
た
、

入
手
経
路
を
「
人
か
ら
直
接
き
く
」
と
い
っ
た
。
ハ
ー
ソ
ナ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
、
「
新
聞
」
「
テ
レ
ビ
」
「
書
籍
・

専
門
誌
」
と
い
っ
た
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
分
け
て
見
る
と
、
両
者
の
関
係
は
、
上
掲
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

　
仕
事
情
報
の
入
手
経
路
が
も
っ
ぱ
ら
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
（
「
人
か
ら
直
接
き
く
」
四
〇
・
四
％
）

を
通
し
て
で
あ
る
の
に
た
い
し
、
社
会
情
報
は
圧
倒
的
に
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
（
「
新
聞
」
「
書
籍
」
「
テ
レ
ビ
」

を
合
計
し
て
九
四
・
五
％
）
を
通
し
て
獲
得
さ
れ
る
。
暮
ら
し
の
情
報
は
、
そ
の
中
間
の
タ
イ
プ
に
あ
た
る

が
、
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
を
比
較
的
ま
ん
べ
ん
な
く
利
用
し
て
人
々
は
情
報
を
得
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
で
も
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
よ
り
も
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
力
は
圧
倒
的
で
あ
る
（
前
者
一
六
・

六
に
た
い
し
て
、
後
者
七
六
・
八
）
。

　
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
一
般
的
観
察
か
ら
、
人
々
が
求
め
る
情
報
の
種
類
に
よ
っ
て
、
人
々
が
利
用
す
る

情
報
の
メ
デ
ィ
ア
も
異
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
情
報
活
動
の
階
層
性
と
い
う
問

題
を
考
え
る
場
合
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
情
報
活
動
の
分
野
ご
と
に
見
て
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

　
「
国
民
生
活
セ
ン
タ
i
」
の
調
査
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
は
、
「
暮
ら
し
の
情
報
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。

そ
の
な
か
で
、
情
報
活
動
の
階
層
性
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
と
り
わ
け
興
味
深
い
の
が
、
ま
ず
第
一

に
、
商
品
購
入
に
あ
た
っ
て
利
用
さ
れ
る
消
費
者
情
報
の
な
か
で
、
ど
の
程
度
、
そ
れ
ら
の
情
報
を
信
頼
し

て
利
用
し
て
い
る
か
を
調
べ
た
、
情
報
メ
デ
ィ
ア
の
信
頼
性
の
階
層
格
差
で
あ
る
。
人
々
は
利
用
す
る
各
情

報
メ
デ
ィ
ア
ご
と
に
、
「
大
い
に
信
頼
」
「
ま
あ
信
頼
」
「
あ
ま
り
信
頼
し
て
い
な
い
」
「
全
く
信
頼
し
て
い
な

い
」
の
な
か
か
ら
一
つ
選
択
回
答
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
、
そ
の
よ
う
に
回
答
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
「
大
い
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情報メディアの信頼性（「大いに信頼」＋「まあ信頼」）

計（サンプル） 1 H 皿 IV V VI w 皿 lX X

計 100．0（670） 45．4 49．9 18．7 30．3 28．2 36．2 50．9 19．4 77．8 85．8

経営・管理 100，0（53） 28．3 49．1 18．9 32．1 30．2 34．0 5LO 26．4 81．1 84．9

専門・技術 100、0（73） 50．6 53．5 30．1 30．2 3L5 40．7 49．3 21．9 65．7 84．9

事務・販売・サービス 100．0（121） 48．7 58．7 18．2 29．0 28．9 40．5 47．2 14．9 76．9 94．2

技能・労務 100．0（42） 38．1 42．9 14．3 23．8 16．7 35．7 45．2 16．7 71．5 81．0

自　　　営 100．0（81） 39．5 39．5 13．5 24．7 275 33．4 49．4 18．5 74．0 76．5

家事従事 100．0（57） 474 52．6 21．1 38．6 28．1 47．4 59．6 20．6 79．0 87．7

主　　　婦 100．0（167） 49．1 509 17．4 34．7 293 29．3 54．5 19．8 83．9 88．1

学　　　生 100．0（33） 51．5 45．5 15．2 27．3 27．3 333 57．5
3
．
0

78．8 87．9

無　　　職 100，0（39） 4LO 38．6 17．9 23．1 25．6 23．1 38．5 154 66．7 718

1．テレビ・ラジオのコマーシャル　　　　V【．車内広告

∬：新聞広告　　　　　　　　　　　　　　V皿：店頭表示や店員の説明

皿：週刊誌、・雑誌の広告　　　　　　　　皿：ダイレクトメール

IV，チラシ・折り込み広告　　　　　　IX＝消費者団体が調査したもの

V’ポスター・看板　　　　　　　　　　X＝友人・知人の話

佐古井，半沢，安田，同上論文，27頁，表3－6

に
信
頼
」
と
「
ま
あ
信
頼
」
と
を
合
わ
せ
た
当
該
メ
デ
ィ
ア
の
信
頼
性

を
職
業
別
で
示
し
た
の
が
上
掲
の
表
で
あ
る
。

　
マ
ス
情
報
と
呼
ば
れ
る
「
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
」
、
「
新
聞
」
、
「
週
刊

誌
・
雑
誌
」
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
情
報
と
呼
ば
れ
る
「
友
人
・
知
人
の
話
」
、

「
店
頭
表
示
や
店
員
の
説
明
」
、
ミ
ニ
情
報
は
「
チ
ラ
シ
・
折
り
込
み
」
、

「
ポ
ス
タ
i
・
看
板
」
、
ミ
デ
ィ
ア
情
報
は
「
車
内
広
告
」
、
「
ダ
イ
レ
ク

ト
メ
ー
ル
」
と
い
っ
た
、
ほ
ぼ
情
報
メ
デ
ィ
ア
の
全
体
を
カ
バ
ー
す
る

項
目
に
つ
い
て
、
職
業
階
層
別
の
信
頼
度
を
調
査
し
て
い
る
。
そ
れ
に

よ
る
と
、
他
の
階
層
と
の
比
較
に
お
い
て
、
経
営
・
管
理
階
層
は
、
テ

レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
ヘ
の
信
頼
度
が
低
く
、
ダ
イ
レ
ク
ト

メ
ー
ル
ヘ
の
信
頼
度
が
高
い
。
専
門
・
技
術
階
層
は
週
刊
誌
・
雑
誌
の

広
告
へ
の
信
頼
度
が
高
く
、
消
費
者
団
体
の
調
査
結
果
へ
の
信
頼
度
が

低
い
。
事
務
・
販
売
・
サ
…
ビ
ス
関
係
の
下
級
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
労
働

者
の
場
合
、
新
聞
広
告
と
友
人
・
知
人
の
話
へ
の
信
頼
度
が
高
い
。
技

能
・
労
務
の
い
っ
た
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
労
働
者
の
場
合
は
、
全
項
目
に
わ

た
っ
て
、
平
均
よ
り
低
く
、
い
ず
れ
の
情
報
に
対
し
て
も
信
頼
を
寄
せ

て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
と
く
に
ポ
ス
タ
ー
・
看
板
へ
の
信
頼
度
が

著
し
く
低
い
。
同
じ
こ
と
は
、
自
営
業
階
層
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
と
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く
に
、
目
営
業
者
の
場
合
、
新
聞
広
告
へ
の
信
頼
度
が
著
し
く
低
い
。
家
事
従
業
者
の
場
合
は
、
車
内
広
告
へ
の
信
頼
度
が
著
し
く
高
い
。

主
婦
は
、
消
費
者
団
体
の
調
査
結
果
に
寄
せ
る
信
頼
は
厚
い
。
学
生
は
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
を
著
し
く
信
頼
す
る
反
面
、

ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
ヘ
の
信
頼
は
驚
く
ほ
ど
低
い
。
無
職
の
場
合
も
、
技
能
・
労
務
、
自
営
の
場
合
と
同
様
、
全
項
目
に
か
ん
し
て
信
頼

度
が
低
い
。

　
こ
の
調
査
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
意
識
を
も
っ
た
消
費
者
が
「
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
・
利
用
に
関
し
て
消
費
者
が
利
用
す
る
広
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

な
ど
を
含
め
た
広
い
意
味
で
の
消
費
者
情
報
」
に
対
し
て
寄
せ
る
信
頼
度
に
階
層
差
が
存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
た
と
え
情
報
の
入
手
と
い
う
量
的
な
面
で
階
層
差
が
見
ら
れ
な
い
場
合
で
も
、
情
報
の
信
頼
度
と
い
う
質
的
な
面
で
点
で
階
層
差
が

見
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
意
義
は
大
き
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
う
し
た
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
は
、
高
度
情
報
化
社
会
の
到
来
を
喧
伝
す

る
声
が
ひ
と
き
わ
高
い
現
在
、
そ
れ
に
よ
っ
て
看
過
さ
れ
が
ち
な
格
差
の
現
実
を
想
い
起
こ
す
た
め
に
も
、
き
わ
め
て
重
要
だ
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
高
度
情
報
化
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
現
代
的
発
達
は
、
人
々
の
目
を
既
存
の
社
会
的
格
差
か
ら
そ
ら
す

「
ば
ら
色
の
夢
」
と
し
て
描
か
れ
る
の
が
常
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
高
度
情
報
化
社
会
の
光
の
部
分
に
目
を
奪
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

そ
の
影
の
部
分
に
も
応
分
の
関
心
を
払
お
う
と
す
る
論
者
な
ら
、
情
報
格
差
の
問
題
が
社
会
の
階
層
的
不
平
等
構
造
の
一
環
で
あ
る
こ
と

を
正
し
く
認
識
す
る
こ
と
に
た
め
ら
い
を
見
せ
る
こ
と
は
な
い
。
「
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
の
社
会
的
影
響
過
程
論
」
と
題
す
る
論
文
に
お
い

て
、
情
報
格
差
論
の
必
要
性
を
提
起
し
た
児
島
和
人
は
、
「
既
存
の
社
会
・
経
済
的
格
差
と
情
報
化
の
関
連
の
仕
方
」
が
問
題
の
ポ
イ
ン

ト
で
あ
る
こ
と
を
正
し
く
見
据
え
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
高
度
情
報
社
会
は
情
報
格
差
も
高
度
化
す
る
情
報
格
差
社
会
へ
の

危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
需
要
者
で
あ
る
人
び
と
の
情
報
収
集
・
蓄
積
・
処
理
・
利
用
の
た
め
の
リ
ソ
ー
ス
に
構
造
的
格
差

が
あ
り
、
そ
の
リ
ソ
ー
ス
に
対
応
し
て
情
報
供
給
対
象
の
選
別
に
も
構
造
的
格
差
が
あ
る
か
ぎ
り
、
ま
た
、
そ
の
格
差
を
司
法
上
・
学
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

上
正
当
化
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
い
て
い
る
か
ぎ
り
こ
の
危
険
性
は
ど
ん
な
に
情
報
欲
求
が
多
様
化
し
て
も
解
消
す
る
こ
と
は
な
い
。
」
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子供を東京の大学（昼間部）へ出した場合の

家計負担（1990）　　　　　　　　　単位．千円

学　費 生活費 合　計 全国平均

国立　自宅

　　学寮

　　下宿

531

53

73

519

02

，348

1，050

，356

，821

（936）

1，130）

1，552）

私立　自宅

　　学寮

　　下宿

994

59

，002

487

77

，265

1，481

，936

，267

（1，456）

1，867）

2，140）

文部省「学生生活調査報告」（1990年度）

文部省『大学と学生』第316号，15頁，F表

社
会
階
層
と
情
報
活
動
の
関
連
を
積
極
的
に
検
討
す
る
情
報
格
差
論
の
本
格
的
展
開
が
待
た

れ
る
所
以
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
情
報
格
差
論
を
位
置
付
け
る
階
級
論
の
本
格
的
展
開
が
待

た
れ
る
所
以
で
も
あ
る
。

（
1
）
　
佐
古
井
貞
行
、
半
沢
広
志
、
安
田
憲
司
「
生
活
意
識
と
情
報
利
用
に
関
す
る
調
査
」
『
国
民

生
活
研
究
』
第
二
八
巻
第
｝
号
、
一
九
八
八
年
六
月
、
一
三
頁

（
2
）
　
同
上
論
文
、
一
三
頁

（
3
）
　
児
島
和
人
「
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
の
社
会
的
影
響
過
程
論
」
東
京
大
学
新
聞
研
究
所
「
高
度

情
報
社
会
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
！
シ
ョ
ン
』
一
九
九
〇
年
、
非
売
品
、
一
二
三
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
教
育

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
現
在
の
日
本
で
は
、
教
育
費
は
消
費
生
活
の
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の

負
担
も
け
っ
し
て
平
等
に
降
り
か
か
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
子
供
を
大
学
に
遣
る
こ
と
の
で
き
る
親
は
、
大
学
が
こ
れ
ほ
ど
大

衆
化
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
そ
の
数
が
限
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
、
目
宅
か
ら
国
立
大
学
に
通
学
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
親

の
場
合
、
下
宿
さ
せ
て
私
立
大
学
に
通
わ
せ
る
親
の
場
合
の
半
分
以
下
の
負
担
で
済
む
。
地
域
別
で
見
た
学
生
生
活
費
が
最
も
高
い
東
京

の
大
学
へ
子
供
を
下
宿
さ
せ
て
通
わ
せ
た
場
合
、
親
の
負
担
は
、
さ
ら
に
重
く
そ
の
肩
に
の
し
か
か
る
。
文
部
省
の
学
生
生
活
調
査
報
告

は
右
の
表
の
よ
う
な
デ
ー
タ
を
出
し
て
い
る
・

　
さ
て
、
こ
う
し
た
費
用
を
負
担
す
る
世
帯
の
年
収
（
四
五
～
五
四
歳
の
世
帯
主
）
を
五
分
位
階
層
に
分
け
る
と
、
各
階
層
ご
と
の
収
入
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単位：千円

1 H 皿 IV V
～4，757 4，757～6，398 6，398～7，903 7，903～10，186 10，186～

国立　自宅 22，0（19，7）～ 16，4（14，6）～22，0（19，7） 13，3（正1．8）～16，4（14，6） 10，3（9．2）～13，3（11，8） ～10，3（9．2）

学寮 28．5（22，0）～ 21．3（17，7）～28．5（22，0） 17．2（14，3）～21，3（17，7） 13．3（11，1）～里7，2（14，3） ～13．3（11，1）

下宿 38，3（32．6）～ 28，5（24．3）～38，3（32．6） 23，0（19，6）～28，5（24．3） 17，9（15，2）～23，0（19。6） ～17，9（15．2）

私立　自宅 31，1（30，6）～ 23．1（22，8）～31．1（30，6） 187（18，4）～23，1（22．8） 14．5（14．3）～18，7（18，4） ～14，5（14，3）

学寮 40，7（39，2）～ 30．3（29．2）～407（39．2） 24．5（23．6）～30，3（29，2） 19．0（183）～24．5（23，6） ～19．0（18，3）

下宿 47．7（45，0）～ 35，4（33．4）～47，7（45，0） 287（27，1）～35，4（33．4） 22，3（21，0）～28．7（27，1） ～22，3（21．0）

括弧内は，家計負担の全国平均にたいする割合

文部省「学生生活調査報告」（1990年度）

文部省『大学と学生』第316号，15頁，F表と23頁，L表から計算

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
絶
対
額
の
範
囲
が
確
定
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
そ
の
収
入
額
の
う
ち
に
占
め
る
教
育
費

の
家
計
負
担
の
率
を
算
出
す
る
と
、
階
層
ご
と
に
上
掲
の
表
の
よ
う
な
数
値
と
な
る
。

　
絶
対
負
担
額
が
平
等
で
も
、
そ
れ
を
支
出
す
る
家
計
の
収
入
額
に
階
層
差
が
存
在
す
る

以
上
、
負
担
の
率
は
不
平
等
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
東
京
の
私
立
大
学
へ
通
わ
せ
る
た
め

子
ど
も
を
下
宿
さ
せ
て
い
る
第
－
五
分
位
階
層
の
親
の
家
計
負
担
は
、
そ
の
収
入
総
額
の

四
七
．
七
％
以
上
を
占
め
て
し
ま
う
。
こ
れ
で
は
事
実
上
、
家
計
は
成
り
立
た
な
い
。
こ

れ
に
対
し
て
、
同
じ
東
京
で
も
、
国
立
大
学
へ
自
宅
か
ら
通
わ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
第
V

五
分
位
階
層
の
親
の
場
合
は
、
そ
の
家
計
負
担
率
は
一
〇
・
三
％
以
下
に
す
ぎ
な
い
。
も

し
私
立
大
学
へ
子
ど
も
を
下
宿
か
ら
通
わ
せ
る
と
し
て
も
、
も
っ
と
も
裕
福
な
こ
の
階
層

に
と
っ
て
は
、
そ
の
教
育
費
負
担
は
、
二
二
・
三
％
以
下
で
あ
る
。

　
負
担
率
に
こ
れ
ほ
ど
の
格
差
が
存
在
す
る
以
上
、
家
庭
の
年
収
階
層
に
よ
っ
て
、
学
生

数
に
格
差
が
生
じ
る
の
は
、
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
る
。
日
本
全
部
の
国
立
大
学
、
公

立
大
学
、
私
立
大
学
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
学
生
の
出
身
階
層
が
ど
の
よ
う
な
分
布
に

な
っ
て
い
る
か
を
見
て
み
よ
う
（
次
頁
の
表
）
。

　
案
の
上
、
私
立
大
学
で
は
、
年
収
階
層
の
高
低
の
格
差
が
著
し
い
。
こ
の
こ
と
は
、
職

業
階
層
別
に
見
て
も
、
裏
付
け
ら
れ
る
（
同
上
）
。

　
私
立
大
学
は
勤
労
者
世
帯
と
農
林
・
水
産
業
世
帯
が
も
っ
と
も
少
な
く
、
法
人
経
営
・

目
由
業
世
帯
と
個
人
営
業
世
帯
が
も
っ
と
も
多
い
。
国
立
大
学
は
そ
の
逆
で
あ
る
。
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年収階層別学生数の割合（大学昼間部）

　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：％

年収階層 年収額（千円） 国立 公立 私立

I
H
皿
W
V

　　～4，757

，757～6，398

，398～7，903

，903～10，186

0，186～

25．2

84

8．8

68
0
．
8

24．4

7．l

7．6

9．0

1
．
9

16．9

5．7

6．7

0！1

0
．
3

計 100．0 100．0 100．0

号
、
二
二
頁

（
2
）
　
長
田
攻
一

文部省「学生生活調査報告」（1990年度）

文部省『大学と学生』第316号，23頁，L表

職業階層別学生数の割合（大学昼間部）

　　　　　　　　　　　　　　　　　単位1％

職業　階層 国立 公立 私立

勤　労　者　世　帯

人営業世帯
人経営・自由業世帯

林・水産業世帯
　　　の　　　他

73．7

2．9

．4

．0

．0

71．2

4．7

．0

．7

．4

66．2

7．2

2．4

．3

9

計 100．0 100．0 100．0

文部省「学生生活調査報告」（1990年度）

文部省『大学と学生』第316号，23頁，G－1表

　
学
生
数
全
体
の
構
成
で
み
て
も
、
国
立
大
学
は

二
四
・
三
％
、
公
立
大
学
が
三
・
O
％
を
占
め
る

に
す
ぎ
な
い
。
私
立
大
学
が
全
学
生
の
七
二
・
七

％
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
私
立
大

学
の
学
生
の
出
身
階
層
に
見
ら
れ
る
格
差
は
学
生

全
体
で
よ
り
大
き
な
規
模
で
現
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
つ
ま
り
、
教
育
費
負
担
に
み
る
階
層
格
差
は
、

大
学
の
大
衆
化
と
い
う
表
面
の
背
後
に
潜
む
、
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

育
機
会
の
階
層
格
差
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
文
部
省
「
学
生
生
活
調
査
報
告
」
（
一
九
九

〇
年
度
）
文
部
省
『
大
学
と
学
生
』
第
三
一
六

「
生
活
意
識
」
、
有
吉
広
介
・
浜
口
晴
彦
『
日
本
の
新
中
間
層
』
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
八
二
年
、
一
二
七
～
八
頁
。
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こ
れ
ま
で
見
て
き
た
の
は
、
人
々
の
社
会
的
意
識
の
な
か
に
な
ん
ら
か
の
階
層
性
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
主
張
に
潜
在
的
に
対
立
す
る
有
力
な
議
論
と
し
て
、
「
中
」
意
識
の
議
論
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
中
」
意
識
の
遍
在
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
社
会
が
九
割
の
「
中
間
層
」
の
均
質
社
会
で
あ
る
と
主
張
す
る
説
で

あ
る
。
だ
が
、
支
配
的
だ
と
さ
れ
た
生
活
意
識
の
こ
う
し
た
あ
り
方
を
批
判
的
に
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
の
よ
う
な
「
中
」
意
識
を
支
え

る
社
会
的
実
体
が
存
在
す
る
こ
と
に
根
本
的
な
疑
念
を
表
明
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
気
が
つ
く
（
第
一
章
）
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
「
中
」

意
識
の
実
在
的
根
拠
と
し
て
通
常
想
定
さ
れ
る
個
人
的
消
費
の
あ
り
方
を
見
て
も
、
そ
こ
に
は
考
え
ら
れ
た
よ
う
な
均
質
な
消
費
生
活
な

ど
存
在
せ
ず
、
む
し
ろ
階
層
化
さ
れ
た
消
費
生
活
の
現
実
が
発
見
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
（
第
二
章
）
。
こ
の
よ
う
に
、
「
中
」
意
識
の
実
在

的
根
拠
が
ま
す
ま
す
怪
し
く
な
っ
て
く
る
な
か
で
、
「
中
」
意
識
の
積
極
的
意
義
を
高
唱
す
る
人
々
に
よ
っ
て
最
後
の
切
り
札
と
し
て
期

待
さ
れ
る
の
が
社
会
的
地
位
の
概
念
で
あ
る
。
本
章
の
第
一
節
は
、
こ
う
し
た
議
論
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
人
々
の
「
社
会
的
地
位
」
の

意
識
を
取
り
上
げ
る
。
そ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
な
下
位
概
念
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
複
合
的
な
概
念
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、

社
会
と
個
人
が
さ
ま
ざ
ま
な
属
性
と
規
定
性
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
の
反
映
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
の
社
会
学
者

た
ち
は
、
こ
の
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
中
」
意
識
の
実
在
だ
け
で
な
く
、
非
階
層
化
さ
れ
た
多
元
的
社
会
の
実
在
を
も
一

挙
に
立
証
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
社
会
学
者
た
ち
は
、
そ
も
そ
も
「
社
会
的
地
位
が
多
元
的
概
念
で
あ
る
」
と
い
う
前
提
か

ら
出
発
し
、
社
会
階
層
は
複
数
の
下
位
変
数
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
部
分
的
地
位
へ
と
分
解
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
存
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

る
社
会
は
多
元
化
さ
れ
た
社
会
だ
と
断
定
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
社
会
的
地
位
の
コ
貫
性
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
潜
む
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
背
景
で
あ
る
。
本
章
の
第
二
節
で
は
、
こ
の
点
を
検
討
す
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
多
元
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
呪
縛
か
ら

離
れ
て
問
題
を
な
が
め
て
み
れ
ば
、
社
会
的
地
位
の
な
か
に
社
会
構
造
の
階
層
性
の
独
目
の
反
映
、
そ
の
実
在
を
見
る
こ
と
の
ほ
う
が
は
　
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ

る
か
に
素
直
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
社
会
的
地
位
を
規
定
す
る
諸
要
因
、
あ
る
い
は
、
社
会
的
地
位
と
い
う
概
念
を
構
成
す
る
い
く
　
ー
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つ
か
の
下
位
概
念
に
は
、
社
会
的
階
層
性
の
独
自
の
反
映
が
認
め
ら
れ
る
。
本
章
の
第
三
節
は
、
こ
う
し
た
社
会
的
地
位
の
構
成
要
因
に

反
映
さ
れ
た
階
層
性
の
意
識
を
確
認
す
る
。

　
社
会
的
地
位
と
は
な
に
か
。
こ
の
問
題
へ
の
答
え
は
立
場
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
生
活
機
会
の
配
分
を
重
視
す
る
ウ
ェ
ー
バ

ー
的
立
場
の
社
会
学
者
か
ら
は
、
「
人
び
と
の
欲
望
の
対
象
で
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
資
源
と
そ
の
獲
得
機
会
が
、
不
平
等
に
分
配
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

れ
て
い
る
状
態
を
表
示
す
る
概
念
で
あ
る
」
と
い
う
答
え
が
用
意
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
た
い
し
、
「
社
会
と
は
人
間
の
相
互
行
為
の

　
　
　
（
3
）

所
産
で
あ
る
」
と
考
え
る
マ
ル
ク
ス
的
な
立
場
か
ら
は
、
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
階
級
的
社
会
構
造
の
な
か
で
個
入
が
占
め
る
社
会
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

上
の
一
定
の
位
置
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
導
き
出
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。
両
者
の
折
衷
を
考
え
る
こ
と
も
当
然
な
が
ら
可
能
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
問
題
を
科
学
的
に
認
識
し
よ
う
と
す
る
社
会
学
者
の
議
論
の
出
発
点
も
到
達
点
も
、
結
局
は
こ
う
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
立
場

の
違
い
に
帰
着
す
る
。

　
だ
が
、
他
方
、
こ
う
し
た
イ
デ
オ
・
ギ
ー
的
立
場
の
違
い
と
は
別
に
、
現
実
の
諸
個
人
は
、
実
在
す
る
社
会
的
階
層
性
の
な
か
を
生
き

て
い
る
。
そ
の
な
か
で
「
社
会
的
地
位
」
を
直
載
に
意
識
し
て
い
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
化
さ
れ
た
社
会
学
者
の
「
社
会
的
地
位
」
概
念

（
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
節
で
検
討
す
る
）
と
は
し
ば
し
ば
奇
妙
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
見
せ
る
、
現
実
の
階
層
社
会
の
な
か
で
の
「
社
会
的

地
位
」
の
意
識
、
こ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
が
議
論
の
出
発
点
で
あ
る
。

　
で
は
、
人
々
は
、
こ
う
し
た
社
会
的
地
位
の
実
態
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
意
識
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と

し
た
い
く
つ
か
の
調
査
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
ま
ず
第
一
は
、
山
本
真
理
子
に
よ
る
社
会
心
理
学
的
な
調
査
で
あ
る
。
山
本
は
社
会
的
地
位
の
イ
メ
ー
ジ
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
、
首

都
圏
の
国
公
私
立
八
大
学
の
男
女
学
生
四
三
〇
名
と
、
大
企
業
の
勤
務
者
を
多
く
含
む
社
会
人
男
女
二
三
六
名
を
対
象
に
社
会
的
地
位
の

判
断
基
準
を
質
問
し
た
。
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単位％社会的地位の判断基準（1989年）

学生男順位 学生女順位 社会人男　順位 社会人女順位

話し方・言葉使い 68．4　　　1 82．0　　1 69．6　　1 68．2　　2

身だしなみ 57．1　　3 70．0　　2 52．0　　3 54．8　　3

してきた仕事の内容 50．2　　4 53．0　　7 65．5　　2 70．5　　1

職業・勤め先 57，9　　2 60．1　　5 46，0　　5 50．0　　6

身分・肩書 49，4　　5 53．0　　7 48．0　　4 50．0　　6

話題の豊富さ 42，1　　6 628　　3 32．4　　8 54．6　　4

山本真理子「社会的地位のイメージ」東京都立大学『人文学報』第223号，1991年3月，204頁，表6から

　
回
答
の
選
択
肢
と
し
て
示
さ
れ
た
も
の
は
、
多
岐
に
わ
た
る
が
、
そ
の
う
ち
判
断
基
準
と
し
て
回

答
者
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
項
目
は
、
回
答
者
間
で
ほ
ぼ
共
通
し
て
お
り
、
職
業
的
身
分
に
か
ん
し
て

は
「
し
て
き
た
仕
事
の
内
容
」
と
「
職
業
・
勤
め
先
」
、
対
人
行
動
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
か

ん
し
て
は
「
話
し
方
．
言
葉
使
い
」
や
「
話
題
の
豊
富
さ
」
、
洗
練
さ
れ
た
マ
ナ
ー
に
か
ん
し
て
は

「
身
だ
し
な
み
」
が
上
位
に
上
っ
て
い
る
。
山
本
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
、
「
対
人
行
動
・

コ
、
、
、
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
や
「
洗
練
さ
れ
た
マ
ナ
ー
」
や
「
身
分
・
肩
書
」
な
ど
を
主
観
的
判
断
基

準
と
し
て
人
々
が
互
い
の
社
会
的
地
位
を
判
断
し
て
い
る
様
子
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
（
上
掲
の
表
）
。

　
こ
れ
に
た
い
し
、
社
会
学
者
の
行
な
っ
た
調
査
は
よ
り
限
定
さ
れ
た
選
択
肢
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
一
九
五
五
年
の
S
S
M
全
国
調
査
で
は
、
人
々
の
社
会
的
地
位
を
判
断
す
る
要
因
と
し

て
、
職
業
、
学
歴
、
収
入
、
財
産
、
家
柄
、
社
会
的
名
声
の
六
要
因
を
あ
ら
か
じ
め
挙
げ
て
お
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ロ

社
会
的
地
位
の
判
定
に
あ
た
っ
て
ど
の
要
因
を
重
視
す
る
か
、
そ
の
順
位
を
尋
ね
て
い
る
。
そ
し
て
、

興
味
深
い
の
は
、
こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
調
査
が
門
脇
厚
司
に
よ
っ
て
一
九
七
三
年
に
行
な
わ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
両
者
を
比
較
し
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
社
会
的
地
位
の
判
定
に
重
視
す
る
要
因
の
序
列
は
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
、
顕
著
な
違
い
は
学

歴
の
平
均
順
位
で
あ
る
。
一
九
五
五
年
に
は
二
・
七
一
と
も
っ
と
も
高
い
順
位
で
決
定
要
因
と
見
な

さ
れ
て
い
た
の
に
、
一
九
七
三
年
に
は
三
・
七
〇
と
大
き
く
順
位
を
後
退
さ
せ
て
い
る
。
一
見
す
る

と
、
こ
れ
は
、
人
々
が
社
会
的
地
位
の
判
断
要
因
と
し
て
学
歴
を
重
視
し
な
く
な
っ
た
か
に
も
見

（
7
）

え
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
正
し
く
な
い
だ
ろ
う
。
一
九
五
五
年
か
ら
一
九
七
八
年
ま
で
の
二
三
年
間
に
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社会的地位の決定要因（1955年・73年）

区部男子の平均順位

1955年 1973年

職　　　業 3．33 3．05

学　　　歴 2．71 3．70

収　　　入 3．64 3．39

家　　　柄 3．80 3．65

有　　　名 4．10 4．16

財　　　産 3．41 3．17

1955年はSSM（日本社会学会調査委員会『日本社会の階層的

構造』，有斐閣，1958年，135頁，1－61b表）

1973年はNSS（門脇厚司『現代の出世観』日経新書，日本経

済新聞社，1978年，49頁，図2－2）

大
学
の
「
大
衆
化
」
が
い
っ
そ
う
進
み
、
も
は
や
た
ん
な
る
大
学
卒
と
い
っ
た
形
式
的
な

学
歴
で
は
社
会
的
地
位
を
判
断
す
る
に
じ
ゅ
う
ぶ
ん
で
は
な
く
な
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
た

ん
な
る
大
学
卒
と
い
う
学
歴
か
ら
ど
の
大
学
を
出
た
か
と
い
う
出
身
学
校
歴
が
問
題
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
こ
う
し
て
、
社
会
学
者
は
、
職
業
・
教
育
・
所
得
・
財
産
の
四
つ
の
要
因

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ロ

を
社
会
的
地
位
の
下
位
変
数
と
し
て
想
定
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
実
際
に
は
、
財
産
に
つ

い
て
の
調
査
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。

　
こ
う
し
た
立
場
を
引
き
継
ぎ
、
規
定
要
因
を
さ
ら
に
拡
大
し
た
の
が
、
一
九
七
五
年
の

S
S
M
全
国
調
査
で
あ
る
。
同
調
査
の
委
員
会
は
、
職
業
・
教
育
・
所
得
の
三
つ
の
基
本

的
変
数
に
、
財
産
・
生
活
様
式
・
勢
力
の
三
つ
の
補
助
的
地
位
変
数
を
加
え
、
合
わ
せ
て

六
つ
の
要
因
を
地
位
変
数
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
前
者
は
「
階
層
を
規
定
す
る
基
礎
変
数

174

と
し
て
従
来
の
階
層
研
究
で
も
例
外
な
く
用
い
ら
れ
て
き
た
も
の
」
、
後
者
は
「
階
層
に
か
ん
す
る
議
論
で
は
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど

触
れ
ら
れ
な
が
ら
も
、
実
証
研
究
の
際
に
は
、
－
…
あ
ま
り
有
効
な
用
い
方
を
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
」
が
、
「
こ
れ
ら
が
主
要
な
社
会
的

地
位
変
数
で
あ
り
、
…
…
除
外
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
考
え
た
の
で
、
問
題
点
は
残
る
と
い
う
限
定
条
件
は
つ
け
た
う
え
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

あ
え
て
取
り
入
れ
る
こ
と
」
に
し
た
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
変
数
の
拡
張
を
支
え
る
論
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

　
以
上
、
い
く
つ
か
の
調
査
か
ら
確
認
で
き
る
こ
と
は
、
社
会
的
地
位
が
単
独
の
指
標
で
代
表
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
要

因
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
ま
た
構
成
さ
れ
た
複
合
的
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
個
人
が
社
会
で
占
め
る
位
置
の

多
様
性
な
い
し
複
雑
性
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
か
ぎ
り
で
言
え
ば
、
個
人
お
よ
び
社
会
が
有
す
る
多
様
性
、
多
面
性
の
反
映
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で
あ
る
。
個
人
や
社
会
は
「
社
会
的
分
業
に
よ
っ
て
労
働
者
な
ら
び
に
資
本
家
お
よ
び
土
地
所
有
者
が
分
裂
す
る
と
こ
ろ
の
、
も
ろ
も
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ぬ
レ

の
利
害
や
位
置
上
の
無
限
の
分
裂
」
の
な
か
に
あ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
的
地
位
の
概
念
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
概
念
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
た
総
合
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
ど
の
よ
う
な
部
分
概
念
が
選
ば
れ
る
べ
き
か
、
ま
た
、
そ
れ
ら
部
分
概
念
が
ど
の
よ
う
に
統
合
さ
れ
て
ひ
と
つ
の
全
体
的
な
地

位
概
念
が
成
立
す
る
か
は
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
構
造
的
原
理
が
存
在
し
て
い
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
部
分
概
念
は
｛
定
の
歴
史
的
社

会
的
な
構
造
原
理
あ
る
い
は
体
制
原
理
に
従
っ
て
社
会
的
地
位
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
し
ば
し
ば
、
概
念
の
操
作
性
を
重

視
す
る
社
会
学
者
、
あ
る
い
は
、
歴
史
性
を
捨
象
し
た
社
会
原
理
を
考
え
る
社
会
学
者
は
通
常
こ
れ
ら
の
下
位
概
念
を
た
ん
な
る
変
数
と

考
え
る
か
ら
、
彼
ら
に
と
っ
て
の
問
題
は
、
社
会
的
地
位
の
変
数
と
し
て
な
に
を
取
り
上
げ
る
か
、
と
い
う
形
式
的
な
か
た
ち
で
し
か
提

起
さ
れ
な
い
。
そ
こ
か
ら
は
、
社
会
的
地
位
の
構
造
原
理
あ
る
い
は
体
制
原
理
に
か
ん
す
る
問
題
意
識
は
思
弁
的
あ
る
い
は
イ
デ
オ
ロ
ギ

i
的
で
あ
る
と
し
て
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
だ
が
、
排
除
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
裏
口
か
ら
導
き
入
れ
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
す
で
に
「
社
会
的
地
位
が
多
元
的
概
念
で
あ

る
」
と
い
う
断
定
か
ら
し
て
、
そ
れ
が
そ
こ
に
内
在
す
る
編
成
原
理
を
問
題
に
し
な
い
と
い
う
意
味
で
、
ひ
と
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
立

場
の
表
明
で
あ
っ
た
。
社
会
を
多
元
的
な
存
在
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
の
立
場
は
、
さ
ら
に
発
展
し
て
、
つ
ぎ
に
示
す
「
地
位
の

（
非
）
一
貫
性
」
の
議
論
に
な
る
。

（
1
）
～
（
2
）
　
富
永
健
一
「
社
会
階
層
．
社
会
移
動
問
題
へ
の
ア
プ
・
ー
チ
」
、
一
九
七
五
年
S
S
M
全
国
調
査
委
員
会
編
『
社
会
階
層
と
社
会
移

動
一
一
九
七
五
年
S
S
M
全
国
調
査
報
告
』
、
第
一
章
、
一
九
七
八
年
、
｝
○
頁

（
3
）
　
「
一
八
四
六
年
一
二
月
二
八
日
付
マ
ル
ク
ス
か
ら
ア
ン
ネ
ン
コ
フ
ヘ
の
手
紙
」
岡
崎
次
郎
訳
『
マ
ル
ク
ス
門
エ
ン
ゲ
ル
ス
資
本
論
書
簡
①
』
、
国

175
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民
文
庫
、

（
4
）

（
5
）

（
6
）

　
表

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

　
　
大
月
書
店
、
五
四
頁
。

安
田
三
郎
『
社
会
移
動
の
研
究
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
年
、
五
一
～
二
頁

山
本
真
理
子
「
社
会
的
地
位
の
イ
メ
ー
ジ
」
東
京
都
立
大
学
『
人
文
学
報
』
第
二
二
三
号
、

日
本
社
会
学
会
調
査
委
員
会
編
『
日
本
社
会
の
階
層
的
構
造
』
、
有
斐
閣
、
一
九
五
八
年
、

一
九
九
一
年
三
月

三
四
～
五
頁
、
お
よ
び
一
三
五
頁
、

門
脇
も
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。
門
脇
厚
司
『
現
代
の
出
世
観
』
日
経
新
書
、
日
本
経
済
新
聞
社
、

日
本
社
会
学
会
調
査
委
員
会
、
前
掲
書
、
一
頁

今
田
高
俊
・
原
純
輔
「
現
代
日
本
の
階
層
構
造
」
、

マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
第
三
巻
第
七
篇
第
五
二
章

一
九
七
五
年
S
S
M
全
国
調
査
委
員
会
編
、
前
掲
書
、

一
九
七
八
年
、
四
九
頁

第
七
章
、
一
四
五
頁

I
I
六
一
b
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働
　
「
社
会
的
地
位
」
概
念
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
役
割

①
「
社
会
的
地
位
」
概
念
へ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
期
待

　
「
社
会
的
地
位
」
概
念
へ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
期
待
を
き
わ
め
て
率
直
に
表
現
し
た
の
は
安
田
三
郎
で
あ
る
。
彼
は
、
「
社
会
階
層
な
い

し
社
会
階
級
の
存
在
と
様
態
に
関
し
て
、
複
雑
な
論
争
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
論
争
を
終
結
さ
せ
る
た
め
に
は
、
む
し
ろ
社
会
階
層

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

を
社
会
学
に
お
け
る
キ
i
概
念
か
ら
追
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
ま
で
主
張
し
て
い
る
。
彼
は
こ
の
「
複
雑
な
論
争
」
を
整
理
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

「
一
言
に
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
概
念
を
実
体
的
に
把
握
す
る
か
機
能
的
に
把
握
す
る
か
の
一
点
に
帰
着
す
る
」
と
断
言
す
る
。
彼
が

「
そ
の
論
争
を
終
結
さ
せ
る
」
と
考
え
て
い
る
道
は
、
実
体
的
把
握
と
機
能
的
把
握
の
統
一
で
は
な
く
、
機
能
的
把
握
の
側
に
立
っ
て
、

実
体
的
把
握
を
排
撃
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
“
実
体
論
的
思
考
方
法
」
の
「
典
型
」
と
目
さ
れ
た
の
が

「
社
会
階
層
論
と
し
て
の
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
」
で
あ
り
、
彼
に
よ
れ
ば
、
「
社
会
階
層
論
と
し
て
の
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
が
、
集
団
説
”
非
連
続
体
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説
1
1
一
次
元
説
を
と
っ
て
も
っ
と
も
典
型
的
な
実
体
概
念
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
た
だ
単
に
学
者
な
ら
ぬ
労
働
者
に
理
解
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

や
す
い
必
要
ば
か
り
で
な
く
、
労
働
者
階
級
の
革
命
運
動
の
志
気
を
鼓
舞
す
る
要
請
に
き
わ
め
て
適
切
で
あ
っ
た
」
。
な
ん
と
も
あ
き
れ

る
ほ
ど
次
元
の
低
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
誤
解
で
あ
る
が
、
彼
の
こ
う
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
的
反
発
が
「
社
会
的
地
位
」
概
念
へ
の
期
待
に

そ
の
ま
ま
直
結
し
て
い
た
事
情
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
道
筋
を
以
下
の
引
用
は
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
「
社
会
階
層
な
い
し
階
級
の
研
究
と
し
て
は
、
実
体
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
す
ぐ
行
き
づ
ま
り
を
示
す
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
大
ま
か
な

議
論
と
し
て
は
実
体
論
的
把
握
で
一
応
の
説
明
は
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
階
級
現
象
は
少
し
細
か
い
点
に
な
る
と
そ
れ
で
は
不
充
分
に

な
る
。
階
級
現
象
の
あ
る
場
合
に
は
支
配
・
非
支
配
の
次
元
が
作
用
し
、
他
の
側
面
で
は
威
信
の
次
元
が
大
き
い
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
る
。

ま
た
第
三
の
情
況
に
お
い
て
は
財
力
が
大
き
く
作
用
す
る
、
と
い
っ
た
の
が
現
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
各
次
元
は
完
全
相
関
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
こ
と
は
と
く
に
現
代
社
会
に
お
い
て
著
し
い
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
し
て
も
実
体
的
階
級
を
解
体
し
て
、
各
次

元
に
分
解
し
、
そ
れ
ら
の
ゆ
る
い
相
関
関
係
に
お
い
て
、
社
会
階
層
な
る
も
の
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
レ
ン
ス
キ
ー
が
は
じ
め
て
指

摘
し
、
そ
の
後
研
究
が
発
展
し
て
い
る
〈
地
位
の
不
一
致
性
〉
ω
鼠
ε
ω
ぎ
8
霧
蜂
雪
昌
の
現
象
も
、
こ
の
よ
う
な
機
能
論
的
ア
プ
ロ

ー
チ
に
立
っ
て
は
じ
め
て
説
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
機
能
論
的
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
社
会

階
層
は
当
然
、
分
析
的
多
次
元
説
に
よ
っ
て
、
収
入
階
層
、
職
業
階
層
云
々
と
い
っ
た
下
位
概
念
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ

ま
で
く
れ
ば
何
も
い
ち
い
ち
収
入
階
層
・
職
業
階
層
な
ど
と
い
わ
ず
と
も
、
た
だ
、
社
会
的
地
位
と
し
て
の
収
入
・
職
業
等
で
充
分
な
は

ず
で
、
階
層
と
い
う
語
を
付
す
る
の
は
実
体
論
的
思
考
方
法
の
遺
物
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
誠
に
、
分
析
概
念
と
し
て
は
無
用
の
長
物
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

あ
り
、
か
え
っ
て
実
体
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
残
し
て
い
る
が
故
に
有
害
で
す
ら
あ
る
。
」

　
「
階
級
現
象
は
少
し
細
か
い
点
に
な
る
と
、
そ
れ
（
実
体
的
ア
プ
ロ
ー
チ
）
で
は
不
充
分
に
な
る
」
と
こ
こ
で
は
言
わ
れ
て
い
る
が
、

か
な
ら
ず
し
も
そ
う
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
実
体
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
「
現
実
の
細
か
い
点
」
を
分
析
す
る
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
可
能
か
は
、
マ
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ル
ス
ク
の
フ
ラ
ン
ス
三
部
作
を
一
瞥
す
る
だ
け
で
分
か
る
こ
と
で
あ
る
。
社
会
的
地
位
の
概
念
そ
れ
自
体
は
、
実
体
論
的
立
場
か
ら
も
機

能
論
的
立
場
か
ら
も
、
十
分
に
論
議
可
能
な
概
念
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
こ
に
き
わ
め
て
粗
野
な
か
た
ち
で
表
明
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
期
待
は
、
あ
く
ま
で
機
能
論
的
立
場
か
ら
の
期
待
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
「
地
位
の
一
貫
性
」
の
議
論
が
ど
の
よ
う
な

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
文
脈
の
な
か
で
登
場
し
て
き
た
も
の
か
を
知
る
う
え
で
、
こ
の
一
節
は
き
わ
め
て
適
切
な
証
拠
と
な
っ
て
い
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

安
田
三
郎
『
社
会
移
動
の
研
究
』
、

同
上
書
、
四
六
頁

同
上
書
、
四
七
頁

同
上
書
、
四
七
～
八
頁

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
年
、
四
二
～
三
頁

178

②
「
地
位
の
一
貫
性
」
の
議
論
の
内
容

　
「
社
会
的
地
位
」
概
念
に
よ
っ
て
階
層
構
造
を
理
解
し
直
そ
う
と
考
え
た
の
が
「
地
位
の
一
貫
性
」
の
議
論
で
あ
る
。
先
に
み
た
安
田

の
議
論
の
よ
う
に
、
階
層
を
い
く
つ
か
の
地
位
に
分
解
し
、
そ
れ
ら
の
ラ
ン
ク
の
一
貫
し
た
グ
ル
ー
プ
（
ク
ラ
ス
タ
ー
と
呼
ぶ
）
と
一
貫

し
な
い
グ
ル
ー
プ
に
組
み
替
え
、
社
会
が
多
元
的
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
い
う
議
論
で
あ
る
。

　
「
個
人
の
社
会
的
地
位
は
複
数
の
地
位
構
成
要
因
か
ら
な
る
多
次
元
的
な
概
念
で
あ
る
と
考
え
、
こ
れ
ら
複
数
の
地
位
構
成
要
因
の
あ

い
だ
に
、
た
と
え
ば
威
信
が
高
い
位
置
に
ラ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
と
き
、
他
の
要
因
で
あ
る
所
得
や
教
育
の
ラ
ン
ク
も
一
様
に
高
い
位
置
を

占
め
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
地
位
構
成
要
因
の
ラ
ン
ク
が
高
け
れ
ば
高
い
と
こ
ろ
で
、
逆
に
低
け
れ
ば
低
い
と
こ
ろ
で
一
様
で
あ
る
か
否

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

か
を
検
証
す
る
」
の
が
「
地
位
の
一
貫
性
の
」
の
議
論
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
「
地
位
構
成
要
因
」
と
し
て
選
び
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
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階層クラスターの構成と階層センター

構 成 階 層 セ　　ン タ　ー
階　　層

ラスター
実数 ％ 威信　学歴 所得 財産

生活
式

権力 平均値分散

A 268 ll．1 （45
3
．
9

4
．
6

4
．
6

4
．
4 3．9）

4
．
3

0．11

B 726 30．0 （2．1
2
．
1

2
．
0

2
．
3

1
．
9 2，3）

2
．
1

0．03

1 212
8
．
8 （44

4
．
9

3．2丸

3
．
4

3
．
7 2，5）

3
．
7

0．74

H 351 14．5 （3．0
2
．
8

2
．
5

2
．
8

3
．
8 2．7）

2
．
9

0．21

皿 455 18．8 （28
2
．
4

3
．
9

3
．
2

2
．
6 3．4）

3
．
1

0．31

w 218
9
．
0 （2．0

2
．
3

1
．
6

3
．
0

2
．
9 4，6）

2
．
7

1．10

その他 191
7
．
9

計 2421 100．0 （2．9
2
．
8

2
．
8

2
．
9

2
．
9 2，6）

2
．
9

0．00

今田高俊・原純輔「現代日本の階層構造」，1975年SSM全国調査委員会編『社会階層と祉会移動：1975年

SSM全国調査報告』，第7章，且51頁，表7－3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

「
威
信
、
学
歴
、
所
得
、
財
産
、
生
活
様
式
、
権
力
の
六
つ
」
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
要
因
は
、
個
々
人
に
つ
い
て
独
自
の
ス
コ
ア
を
用
い
て
五
段
階
に
数
量
化
さ

れ
て
い
る
（
一
～
五
点
）
。
個
人
の
示
す
多
様
な
地
位
パ
タ
ー
ン
を
類
似
性
に
着

目
し
て
分
類
す
る
と
六
つ
の
グ
ル
ー
プ
（
「
階
層
ク
ラ
ス
タ
i
」
）
に
分
か
れ
る

（
上
掲
の
表
）
。

　
こ
の
集
計
と
分
析
の
結
果
を
グ
ラ
フ
（
六
つ
の
地
位
構
成
要
因
を
横
軸
に
、
そ

の
平
均
値
を
縦
軸
に
し
た
折
れ
線
グ
ラ
フ
）
に
し
て
み
る
と
よ
く
分
か
る
が
、

「
A
と
B
は
分
散
が
極
め
て
小
さ
く
、
明
ら
か
に
地
位
が
一
貫
的
な
ク
ラ
ス
タ
ー

　
　
　
　
　
（
3
）

で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
」
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
「
1
と
W
は
非
一
貫
的
な
ク
ラ
ス
タ

…
で
あ
る
」
。
と
こ
ろ
が
、
「
H
と
皿
は
分
散
が
両
者
の
中
間
に
あ
り
、
…
…
A
と

B
の
階
層
パ
タ
ー
ン
に
完
全
に
は
さ
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
、
H
と
皿
を
文

句
な
く
非
一
貫
的
な
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
と
言
い
切
る
の
も
難
し
い
。
し
か
し
、
少

な
く
と
も
、
A
や
B
と
同
程
度
に
一
貫
的
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
も
確
か
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
を
｝
応
、
非
一
貫
的
な
ク
ラ
ス
タ
ー
と
し
て
扱
う
こ
と

　
　
　
　
（
4
）

に
し
」
て
し
ま
う
。

歯
切
れ
の
悪
い
分
析
で
は
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
、
「
確
実
に
地
位
が
一
貫
的
で

あ
る
と
い
え
る
ク
ラ
ス
タ
i
A
、
B
に
含
ま
れ
る
個
体
が
、
合
わ
せ
て
全
体
の
四

一
・
一
％
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
事
実
は
、
日
本
社
会
の
階
層
構
造
が
、
上
層
・
中
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層
・
下
層
と
い
う
よ
う
な
一
次
元
的
な
範
疇
に
よ
っ
て
は
把
え
き
れ
な
い
程
度
に
、
多
次
元
化
し
つ
つ
多
様
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も

　
　
（
5
）

の
で
あ
る
」
と
結
論
だ
け
は
強
引
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
結
論
も
奇
妙
な
も
の
で
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
地
位
の
一
貫
性
を
保
つ
階
層

が
日
本
社
会
に
は
四
〇
％
も
存
在
し
て
い
て
、
そ
の
う
ち
の
三
分
の
一
は
上
層
一
貫
と
い
う
べ
き
、
地
位
要
因
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
高

い
ラ
ン
ク
を
保
持
し
て
い
る
部
分
で
あ
り
、
残
り
る
三
分
の
二
は
下
層
一
貫
と
い
う
べ
き
、
地
位
要
因
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
低
い
地
位

に
置
か
れ
て
い
る
人
々
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、
国
民
の
四
〇
％
も
の
人
々
が
上
層
と
下
層
に
両
極
分
解
さ
れ
、
持
て
る

層
と
と
そ
の
三
倍
も
の
持
た
ざ
る
層
に
分
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
の
方
が
衝
撃
的
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
で
も
残
る
六
〇
％
部
分
は
地
位
が
非
一
貫
的
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
「
社
会
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

資
源
の
分
配
が
多
元
化
し
、
多
様
化
し
て
い
る
」
の
だ
と
主
張
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
各
ク
ラ
ス
タ
ー
の
階
層
的
特
徴
を
検
討
す
る
こ
と
で
事
情
が
明
ら
か
に
な
る
。

　
ク
ラ
ス
タ
i
A
I
こ
れ
は
上
層
の
、
社
会
的
地
位
が
一
貫
し
た
人
々
の
ク
ラ
ス
タ
ー
で
あ
る
。
主
と
し
て
専
門
的
・
管
理
的
職
業

（
六
五
％
）
な
ら
び
に
役
付
き
の
事
務
的
職
業
（
二
二
％
）
に
従
事
し
、
学
歴
は
高
卒
以
上
が
九
〇
％
を
越
え
、
所
得
は
最
高
（
三
九
〇

万
）
、
財
産
所
有
も
ク
ー
ラ
ー
、
電
子
レ
ン
ジ
、
ピ
ア
ノ
な
ど
の
高
級
耐
久
消
費
財
、
株
券
・
債
券
、
貸
付
信
託
や
ス
ポ
ー
ツ
会
員
権
な

ど
の
所
有
が
特
徴
的
で
あ
り
、
生
活
様
式
と
し
て
の
余
暇
生
活
機
会
の
享
受
で
も
、
芝
居
見
物
・
コ
ン
サ
ー
ト
・
展
覧
会
に
出
掛
け
る
機

会
に
加
え
て
、
ゴ
ル
フ
・
テ
ニ
ス
・
ヨ
ッ
ト
な
ど
の
ハ
イ
ク
ラ
ス
の
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
ん
だ
り
、
海
外
旅
行
に
出
掛
け
る
機
会
も
み
ら
れ

る
。
権
力
者
・
有
力
者
と
の
つ
き
あ
い
で
は
、
企
業
の
経
営
者
や
大
学
の
先
生
と
の
接
触
が
他
の
ク
ラ
ス
タ
ー
と
比
較
し
て
と
く
に
顕
著

で
あ
る
。

　
ク
ラ
ス
タ
ー
B
　
　
こ
れ
は
下
層
の
、
社
会
的
地
位
が
一
貫
し
た
人
々
の
ク
ラ
ス
タ
ー
で
あ
る
。
主
と
し
て
マ
ニ
ュ
ア
ル
職
業
（
六
四

％
）
や
農
業
（
一
九
％
）
に
典
型
的
な
ク
ラ
ス
タ
ー
で
あ
る
。
学
歴
は
中
卒
が
約
六
〇
％
を
占
め
、
所
得
も
低
く
（
一
四
〇
万
）
、
財
産
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と
し
て
は
生
活
必
需
品
と
し
て
の
耐
久
消
費
財
が
主
で
あ
る
が
、
宅
地
や
持
ち
家
の
所
有
も
六
割
を
占
め
る
。
余
暇
生
活
機
会
の
享
受
は

貧
困
、
権
力
者
と
の
つ
き
あ
い
や
、
発
言
力
・
影
響
力
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。

　
ク
ラ
ス
タ
i
I
I
こ
の
ク
ラ
ス
タ
ー
の
成
員
は
、
大
学
出
身
の
い
わ
ゆ
る
エ
リ
ー
ト
・
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
族
で
あ
る
。
威
信
や
学
歴

の
高
さ
に
比
較
し
て
、
所
得
ラ
ン
ク
は
低
く
、
平
均
所
得
二
三
〇
万
と
ほ
ぼ
中
層
に
位
置
す
る
。
財
産
保
有
も
ほ
ぼ
中
層
で
、
余
暇
享
受

と
し
て
は
、
小
説
や
歴
史
書
を
読
む
機
会
が
圧
倒
的
に
多
い
。
有
力
者
と
の
つ
き
あ
い
は
経
営
者
か
大
学
の
先
生
に
限
ら
れ
、
地
域
で
の

発
言
力
は
皆
無
で
あ
る
。

　
ク
ラ
ス
タ
i
n
I
こ
の
ク
ラ
ス
タ
ー
は
主
と
し
て
一
般
ノ
ン
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
三
九
％
）
と
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
四
六
％
）
の
二
つ
の
職
業

カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
成
り
立
ち
、
学
歴
は
高
卒
が
約
七
〇
％
、
所
得
も
財
産
保
有
も
中
層
、
余
暇
生
活
と
し
て
は
、
映
画
や
ス
ポ
ー
ツ
な
ど

を
積
極
的
に
楽
し
ん
で
い
る
。
権
力
者
と
の
つ
き
あ
い
は
地
域
の
町
内
会
な
ど
に
限
ら
れ
、
発
言
力
も
職
場
や
同
業
者
仲
間
の
あ
い
だ
に

限
定
さ
れ
る
。

　
ク
ラ
ス
タ
ー
皿
1
こ
の
ク
ラ
ス
タ
ー
は
、
一
般
ノ
ン
マ
ニ
ュ
ア
ル
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
、
農
業
に
従
事
す
る
者
で
あ
っ
て
、
自
営
業
者
、

単
独
業
主
な
い
し
フ
ォ
ア
マ
ン
の
地
位
を
占
め
る
人
び
と
に
典
型
的
な
ク
ラ
ス
タ
ー
で
あ
る
。
学
歴
は
中
卒
と
高
卒
で
合
わ
せ
て
九
三
％

と
な
り
、
平
均
所
得
は
三
〇
〇
万
円
と
か
な
り
高
く
、
財
産
保
有
も
中
層
だ
が
、
余
暇
生
活
機
会
の
享
受
は
か
な
り
低
い
。
権
力
者
・
有

力
者
と
の
つ
き
あ
い
は
、
町
内
会
や
自
治
会
の
役
員
に
限
ら
れ
て
い
る
。

　
ク
ラ
ス
タ
ー
W
I
こ
の
ク
ラ
ス
タ
ー
は
、
農
業
な
い
し
マ
ニ
ュ
ア
ル
職
業
に
従
事
す
る
者
で
あ
っ
て
、
単
独
業
主
、
家
族
従
業
員
な

い
し
目
営
業
主
で
あ
る
者
に
典
型
的
な
ク
ラ
ス
タ
ー
で
あ
る
。
学
歴
で
は
中
卒
者
が
六
割
を
占
め
、
平
均
所
得
は
一
二
〇
万
と
最
低
で
あ

る
が
、
財
産
保
有
と
生
活
様
式
は
中
層
的
で
あ
る
。
権
力
者
と
の
つ
き
あ
い
で
見
て
も
、
発
言
力
で
見
て
も
、
地
域
社
会
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
・
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
性
格
を
強
く
も
っ
て
い
る
。
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今
田
・
原
に
よ
れ
ば
、
析
出
さ
れ
た
各
ク
ラ
ス
タ
ー
の
階
層
的
特
徴
は
以
上
の
よ
う
で
あ
る
。

　
上
層
で
地
位
の
一
貫
し
て
い
た
ク
ラ
ス
タ
ー
A
が
専
門
管
理
者
階
層
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
上
の
要
約
で
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
こ
れ

に
た
い
し
、
「
ク
ラ
ス
タ
ー
1
は
、
二
〇
歳
代
、
三
〇
歳
代
を
中
心
と
し
た
若
い
世
代
で
、
し
か
も
大
企
業
や
官
庁
な
ど
の
官
僚
制
化
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

た
大
規
模
組
織
に
所
属
す
る
成
員
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
」
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
ク
ラ
ス
タ
ー
は
近
く
ク
ラ
ス
タ
ー
A
に
上
昇
移
動
す

る
こ
と
に
な
る
専
門
管
理
者
階
層
の
予
備
軍
、
つ
ま
り
、
若
年
エ
リ
ー
ト
・
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
労
働
者
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
「
ク
ラ
ス
タ
ー
皿
は
、
本
人
が
所
属
す
る
組
織
規
模
の
大
小
と
は
ほ
と
ん
ど
無
関
係
に
、
四
〇
歳
代
を
中
心
と
し
た
壮
年
世
代
で
構
成

　
　
　
（
8
）

さ
れ
て
い
る
」
。
ま
た
、
「
ク
ラ
ス
タ
ー
H
は
、
中
学
・
高
校
卒
の
一
般
ノ
ン
マ
ニ
ュ
ア
ル
・
ワ
ー
カ
ー
、
い
わ
ゆ
る
ミ
ド
ル
・
ホ
ワ
イ
ト

カ
ラ
ー
と
マ
ニ
ュ
ア
ル
・
ワ
ー
カ
ー
が
典
型
的
で
あ
り
、
…
…
ク
ラ
ス
タ
i
皿
は
、
出
発
ク
ラ
ス
タ
ー
H
の
成
員
を
、
彼
ら
が
中
小
企
業

に
勤
務
し
て
い
る
の
か
そ
れ
と
も
大
企
業
・
官
庁
に
勤
務
し
て
い
る
か
に
関
係
な
く
、
吸
収
す
る
到
達
ク
ラ
ス
タ
ー
で
あ
る
と
み
な
せ

（
9
）

よ
う
」
。
「
ミ
ド
ル
・
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
」
な
ど
と
表
現
し
て
い
る
が
、
「
ク
ラ
ス
タ
ー
1
が
エ
リ
i
卜
・
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
で
あ
る
の
と

対
照
的
で
あ
る
」
よ
う
に
、
ク
ラ
ス
タ
ー
H
は
明
ら
か
に
下
層
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
で
あ
り
、
「
マ
ニ
ュ
ア
ル
・
ワ
ー
カ
ー
」
つ
ま
り
ブ
ル

ー
カ
ラ
i
労
働
者
一
般
で
あ
る
。
彼
ら
は
け
っ
し
て
ク
ラ
ス
タ
ー
A
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
ク
ラ
ス
タ
ー
1
を
出
発

ク
ラ
ス
タ
ー
と
し
、
ク
ラ
ス
タ
ー
A
を
到
達
ク
ラ
ス
タ
ー
と
す
る
地
位
達
成
の
ル
ー
ト
と
、
ク
ラ
ス
タ
ー
H
を
出
発
ク
ラ
ス
タ
ー
と
し
、

ク
ラ
ス
タ
i
皿
を
到
達
ク
ラ
ス
タ
ー
と
す
る
地
位
達
成
の
ル
ー
ト
と
は
、
け
っ
し
て
交
わ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
両
者
の
階
層
の
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

い
だ
に
は
明
確
な
分
断
線
が
引
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
今
田
と
原
の
論
文
も
認
め
ざ
る
え
を
え
な
い
事
実
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
た
い
し
て
、
下
層
一
貫
の
ク
ラ
ス
タ
i
B
は
、
職
業
、
学
歴
、
資
産
、
等
々
す
べ
て
の
面
に
わ
た
っ
て
低
い
ラ
ン
ク
を
示
し
て

い
る
。
と
く
に
特
徴
的
な
こ
と
に
、
「
こ
の
ク
ラ
ス
タ
ー
は
、
若
い
世
代
に
中
心
的
な
ク
ラ
ス
タ
ー
で
も
な
け
れ
ば
、
壮
年
世
代
に
中
心

的
な
そ
れ
で
も
な
く
、
各
世
代
か
ら
ま
ん
べ
ん
な
く
成
員
を
吸
収
し
て
い
る
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
ク
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　　　　　　　　　　　　クラスターの階層的特徴

階　層　的　特　徴
出発クラスター

地位達成の経路
　　　→ 到達クラスター

専門管理者階層とその予備軍

上層ノン・マニュアル労働者）

　1

9％）

　A

10％）

上層マニュアル労働者と

層ノン・マニュアル労働者

　H

15％）

　皿

18％）

零細独立自営層
　IV

19％）

下層マニュアル労働者と

業，一部自営

B
（30％）

B

ラ
ス
タ
ー
B
が
地
位
達
成
の
出
発
ク
ラ
ス
タ
ー
で
あ
る
と
と
も
に
到
達
ク
ラ
ス
タ
ー
で
も

　
　
　
　
　
　
（
U
）

あ
る
こ
と
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
移
動
に
よ
る
移
動
の
可
能
性
は
少
な
く
、
こ
の
ク

ラ
ス
タ
ー
の
成
員
は
社
会
の
底
辺
を
支
え
て
一
生
を
送
る
の
で
あ
る
。
ク
ラ
ス
タ
ー
B
は

日
本
の
社
会
の
底
辺
に
厚
く
取
り
残
さ
れ
た
下
層
一
貫
ク
ラ
ス
タ
…
で
あ
る
。

　
ク
ラ
ス
タ
ー
W
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
「
農
業
主
、
自
営
業
主
、
商
店
の
店
主
な
ど
単

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

独
の
個
人
・
自
由
業
主
や
中
小
零
細
業
主
の
家
族
的
背
景
」
を
も
つ
五
〇
～
六
〇
歳
代
の

人
々
を
中
心
と
し
た
ク
ラ
ス
タ
ー
で
あ
る
こ
と
を
見
れ
ば
、
こ
れ
が
零
細
独
立
自
営
層
と

呼
ば
れ
る
べ
き
人
々
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
も
な
い
。

　
今
田
・
原
が
析
出
し
た
ク
ラ
ス
タ
ー
の
階
層
的
特
徴
を
ま
と
め
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
そ

の
ま
ま
日
本
社
会
の
階
層
構
造
の
輪
郭
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

　
さ
ら
に
今
田
・
原
が
導
き
だ
し
た
知
見
を
ま
と
め
て
み
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

上
に
整
理
し
た
四
つ
の
層
は
、
互
い
に
交
わ
る
こ
と
な
く
独
立
し
て
お
り
、
い
わ
ば
そ
れ

ぞ
れ
が
階
層
障
壁
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
社
会
の
下
層
に
は
、
地
位
の
す
べ

て
の
要
因
に
か
ん
し
て
不
利
な
人
々
が
圧
倒
的
に
厚
い
層
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
彼
ら

は
そ
の
よ
う
な
境
遇
の
な
か
で
一
生
を
終
わ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、

こ
れ
に
た
い
し
、
社
会
の
上
層
に
は
、
地
位
の
す
べ
て
の
要
因
に
か
ん
し
て
有
利
な
人
々

が
限
ら
れ
た
数
だ
け
存
在
し
て
お
り
、
彼
ら
の
後
継
者
は
若
い
エ
リ
ー
ト
・
、
ホ
ワ
イ
ト
カ

ラ
ー
層
の
な
か
か
ら
選
抜
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
以
外
の
労
働
者
は
さ
ま
ざ
ま
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に
個
性
的
な
特
徴
を
示
し
な
が
ら
、
し
か
し
、
他
の
層
と
は
交
わ
ら
な
い
と
い
う
限
り
で
、
独
立
性
を
示
し
て
い
る
こ
と
。

　
少
な
く
と
も
、
「
地
位
の
一
貫
性
」
の
議
論
か
ら
読
み
取
れ
る
事
実
は
、
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
実
の
確
認
は
、

ど
の
よ
う
な
立
場
か
ら
の
も
の
で
あ
れ
、
け
っ
し
て
無
意
味
な
も
の
で
は
な
い
。
問
題
は
、
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、
こ
う
し
た
事
実
か
ら

な
に
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
か
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
あ
る
意
味
で
は
「
地
位
の
｝
貫
性
」
の
議
論
の
本
来
の
問
題
性
が
潜
ん
で
い
る
の
で

あ
る
。

　
長
大
な
「
地
位
の
一
貫
性
」
の
議
論
を
締
め
く
く
る
に
あ
た
っ
て
、
今
田
・
原
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
本
研
究
で
取
り
あ
げ
ら

れ
た
社
会
的
地
位
変
数
は
、
威
信
、
学
歴
、
所
得
の
基
礎
的
三
変
数
に
財
産
、
生
活
様
式
、
権
力
を
加
え
た
六
変
数
で
あ
る
。
各
変
数
の

測
定
値
を
適
当
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
し
て
五
点
尺
度
を
構
成
し
た
後
、
ク
ラ
ス
タ
ー
分
析
を
用
い
て
日
本
の
社
会
階
層
を
多
次
元
的
に
分
類

し
た
。
こ
の
結
果
、
六
つ
の
主
要
な
階
層
ク
ラ
ス
タ
ー
が
析
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
一
一
つ
は
社
会
的
地
位
が
一
貫
し
た
ク
ラ
ス
タ
ー
で

あ
り
、
二
つ
は
や
や
非
一
貫
的
な
ク
ラ
ス
タ
ー
、
残
り
の
二
つ
が
か
な
り
非
一
貫
的
な
ク
ラ
ス
タ
ー
で
あ
っ
た
。
こ
の
六
つ
の
ク
ラ
ス
タ

ー
で
全
個
体
の
九
二
．
一
％
が
分
類
さ
れ
た
。
一
貫
し
た
ク
ラ
ス
タ
ー
は
両
方
あ
わ
せ
て
四
一
・
一
％
に
達
す
る
に
と
ど
ま
り
、
日
本
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

会
は
明
確
な
階
層
分
化
を
つ
く
り
だ
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
」

　
は
た
し
て
、
そ
う
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
よ
う
に
、
今
田
と
原
の
研
究
を
虚
心
に
読
め
ば
、
む
し
ろ
逆
に
「
日
本
社
会

は
明
確
な
階
層
分
化
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
」
と
考
え
る
こ
と
の
ほ
う
が
自
然
だ
ろ
う
。
紹
介
さ
れ
た
よ
う
な
日
本
社
会
の
階
層
構
造
に

つ
い
て
の
断
片
的
知
見
を
ど
う
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
も
、
「
日
本
社
会
は
明
確
な
階
層
分
化
を
つ
く
り
だ
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
」
と
は
い
え
な
い
。
「
地
位
の
一
貫
性
」
の
議
論
に
不
自
然
さ
、
強
引
さ
を
感
じ
る
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
こ
こ
で
あ
る
。
一
見
す
る

と
、
客
観
的
で
、
中
立
的
で
、
科
学
的
な
装
い
で
行
な
わ
れ
る
「
地
位
の
一
貫
性
」
の
議
論
の
裏
に
、
実
は
な
に
か
潜
ん
で
い
る
の
で
は

な
い
か
。
「
議
論
」
そ
の
も
の
を
詮
索
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
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（
1
）
　
今
田
高
俊
．
原
純
輔
「
現
代
日
本
の
階
層
構
造
」
、
『
”
九
七
五
年
S
S
M
全
国
調
査
委
員
会
編
「
社
会
階
層
と
社
会
移
動
一
一
九
七
五
年
S
S

　
M
全
国
調
査
報
告
』
、
第
七
章
、
一
四
一
頁

（
2
）
　
同
上
論
文
、
一
四
五
頁

（
3
）
～
（
4
）
　
同
上
論
文
、
一
五
｝
頁

（
5
）
　
同
上
論
文
、
一
五
一
～
二
頁

（
6
）
　
事
実
、
今
田
．
原
は
、
「
一
貫
し
た
ク
ラ
ス
タ
ー
は
四
一
・
一
％
に
達
す
る
に
と
ど
ま
る
」
こ
と
を
唯
一
の
根
拠
に
、
「
日
本
社
会
は
明
確
な
階

　
層
分
化
を
つ
く
り
だ
し
て
い
な
い
」
と
結
論
づ
け
る
。
だ
が
、
実
際
に
は
、
ク
ラ
ス
タ
ー
H
と
皿
を
非
｝
貫
的
グ
ル
ー
プ
に
分
類
す
る
の
は
無
理
が

　
あ
る
の
だ
か
ら
、
両
者
を
合
わ
せ
た
三
三
．
三
％
を
こ
こ
か
ら
差
し
引
け
ぱ
、
結
局
は
二
六
％
弱
の
部
分
だ
け
に
つ
い
て
し
か
、
多
元
性
を
主
張
で

　
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
7
）
　
同
上
論
文
、
一
六
一
～
二
頁

（
8
）
～
（
9
）
　
同
上
論
文
、
一
六
二
頁

（
1
0
）
～
（
n
）
　
同
上
論
文
、
｝
六
三
頁

（
1
2
）
　
同
上
論
文
、
一
六
四
頁

（
1
3
）
　
同
上
論
文
、
一
六
七
頁

③
「
地
位
の
一
貫
性
」
の
議
論
の
問
題
点

　
ま
ず
、
「
地
位
の
一
貫
性
」
の
議
論
が
六
つ
の
地
位
変
数
を
恣
意
的
に
取
り
上
げ
、

点
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

し
か
も
、
同
一
比
重
で
数
量
化
し
た
こ
と
の
問
題
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高
坂
健
次
は
こ
れ
を
「
『
地
位
の
一
貫
性
』
の
操
作
的
定
義
の
恣
意
性
」
と
呼
ん
で
い
る
。
「
あ
る
ク
ラ
ス
タ
ー
が
一
貫
し
た
地
位
を
も

つ
か
否
か
の
判
断
は
、
単
純
化
し
て
い
え
ば
、
そ
の
ク
ラ
ス
タ
ー
が
六
つ
の
地
位
変
数
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
も
っ
て
い
る
平
均
値
の
分
散

度
に
か
か
っ
て
い
る
。
だ
と
す
る
と
、
地
位
が
一
貫
し
て
い
る
と
も
一
貫
し
て
い
な
い
と
も
ど
ち
ら
と
も
決
め
が
た
い
ケ
ー
ス
が
出
て
く

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
」

　
先
に
み
た
今
田
・
原
の
研
究
に
お
い
て
「
中
程
度
の
非
一
貫
性
を
も
つ
ク
ラ
ス
タ
ー
」
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
（
ク
ラ
ス
タ
ー
H
お

よ
び
皿
）
の
は
、
実
は
こ
の
「
ど
ち
ら
と
も
決
め
が
た
い
ケ
ー
ス
」
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
ク
ラ
ス
タ
ー
は
全
体
の
三
三
％
を
占
め

る
。
つ
ま
り
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
「
地
位
の
一
貫
性
」
の
議
論
は
な
ん
ら
有
効
性
を
も
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
「
一
貫
性
」
の
議

論
が
な
ん
ら
か
の
意
味
を
も
つ
の
は
、
明
ら
か
に
一
貫
的
な
ク
ラ
ス
タ
ー
と
、
明
ら
か
に
非
一
貫
的
な
ク
ラ
ス
タ
ー
に
つ
い
て
だ
け
で
あ

る
。
前
者
は
ク
ラ
ス
タ
i
A
お
よ
び
B
、
後
者
は
ク
ラ
ス
タ
ー
1
お
よ
び
N
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
地
位
変
数
や
ラ
ン
ク
尺
度
は
三
つ
（
ま

た
は
そ
れ
以
下
）
に
限
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
た
い
し
、
「
地
位
の
一
貫
性
」
の
議
論
は
、
階
層
構
造
を
六
つ
の
地
位
変
数
（
つ
ま
り
、

学
歴
、
所
得
、
威
信
、
財
産
、
権
力
、
生
活
様
式
）
と
五
つ
の
ラ
ン
ク
尺
度
（
た
と
え
ば
、
上
、
中
の
上
、
中
の
中
、
中
の
下
、
下
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

押
し
広
げ
て
考
え
て
み
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
日
本
社
会
の
階
層
的
リ
ア
リ
テ
ィ
を
よ
り
正
確
に
描
き
出
す
こ
と
」
で
あ

る
と
無
条
件
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
高
坂
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
「
『
地
位
の
一
貫
性
』
と
い
う
問
題
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
ロ

心
じ
た
い
、
階
層
構
造
を
多
次
元
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
こ
と
を
自
明
の
前
提
と
し
て
い
る
」
こ
と
か
ら
発
生
し
て
い
る
。
こ
の
「
自

明
の
前
提
」
を
問
い
直
し
、
「
地
位
の
一
貫
性
」
の
議
論
へ
の
一
定
の
留
保
を
表
明
し
た
の
は
、
高
坂
の
論
文
の
最
大
の
意
義
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
地
位
変
数
の
数
を
増
や
せ
ば
増
や
す
ほ
ど
、
ま
た
、
ラ
ン
ク
の
数
を
増
や
せ
ば
増
や
す
ほ
ど
、
「
地
位
一
貫
的
」
で
あ
る
人
々

の
絶
対
数
が
減
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
逆
に
、
地
位
が
「
非
一
貫
的
」
で
あ
る
人
々
の
絶
対
数
が
増
え
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
た
と
え
て

い
え
ば
、
ど
ん
な
会
員
制
の
ク
ラ
ブ
で
あ
っ
て
も
、
資
格
審
査
に
あ
た
っ
て
、
要
件
と
な
る
資
格
項
目
を
増
や
し
、
条
件
を
厳
し
く
し
て
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い
け
ば
、
そ
れ
に
合
っ
た
潜
在
的
な
有
資
格
者
の
数
は
減
少
す
る
。
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
な
に
も
、
社
会
の
歴
史
的
な
構
造

変
化
と
は
関
係
な
い
。
高
坂
も
い
う
よ
う
に
、
地
位
変
数
の
数
を
六
つ
に
増
や
す
と
い
う
分
析
枠
組
み
の
技
術
的
変
更
に
よ
っ
て
「
階
層

構
造
を
構
成
す
る
ラ
ン
ク
も
し
く
は
次
元
の
数
を
増
や
せ
ば
増
や
す
ほ
ど
、
目
動
的
に
社
会
は
〈
多
元
社
会
〉
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て

　
　
　
　
（
4
）

ゆ
く
の
で
あ
る
」
。
だ
か
ら
、
「
現
代
日
本
に
お
い
て
は
階
層
的
な
地
位
の
分
配
様
式
は
多
元
化
し
て
お
り
、
社
会
的
資
源
と
報
酬
の
分
配

の
ル
ー
ル
の
民
主
化
が
現
代
の
地
位
の
非
一
貫
性
を
も
た
ら
し
て
い
る
」
と
い
う
「
地
位
の
一
貫
性
」
の
議
論
の
結
論
は
、
そ
も
そ
も
、

い
く
つ
か
の
可
能
な
結
論
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
高
坂
が
「
こ
の
結
論
を
得
る
た
め
に
は
な
お
い
く
つ
か
の
手
続
き
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
し
て
い
る
の
は
、
き
わ
め
て
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。

　
で
は
、
「
地
位
の
一
貫
性
」
の
議
論
で
は
、
な
ぜ
慎
重
な
検
討
を
経
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
が
階
層
構
造
の
新
た
な
歴
史
的
変
化
を
実
証

す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
最
大
の
理
由
は
、
こ
の
議
論
が
「
産
業
化
命
題
」
と
呼
ば
れ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
仮
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

を
背
景
に
も
ち
、
そ
の
要
請
を
受
け
て
主
張
さ
れ
て
き
た
と
い
う
、
こ
の
議
論
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
格
に
あ
る
。
「
地
位
の
一
貫
性
」

論
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
で
あ
る
。

　
い
わ
ゆ
る
「
産
業
化
命
題
」
仮
説
は
か
な
ら
ず
し
も
「
社
会
的
地
位
」
の
問
題
だ
け
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
「
地
位
非
一
貫
性

は
、
…
…
高
度
産
業
社
会
に
お
い
て
は
正
常
な
状
態
で
あ
り
、
し
か
も
階
層
構
造
の
平
準
化
や
平
等
化
を
も
た
ら
す
重
要
な
メ
カ
ニ
ズ
ム

　
（
7
）

で
あ
る
」
と
い
う
主
張
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
成
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

事
実
、
「
日
本
の
現
在
の
社
会
は
、
特
に
地
位
的
権
益
の
一
貫
性
に
乏
し
く
、
そ
の
意
味
で
平
均
化
さ
れ
た
社
会
で
あ
る
」
と
い
う
主
張

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
地
位
一
貫
性
」
の
議
論
は
、
現
代
日
本
社
会
を
「
階
級
社
会
と
定
義
で
き
な
い
」
社
会
、
中
間
層
の
支
配
す
る

目
由
で
平
等
で
流
動
的
で
平
均
化
さ
れ
た
社
会
で
あ
る
と
主
張
す
る
た
め
の
、
科
学
的
な
香
り
漂
う
絶
好
の
根
拠
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
。

　
「
地
位
の
一
貫
性
」
の
議
論
に
期
待
さ
れ
る
こ
う
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
格
は
、
そ
れ
が
異
な
る
体
制
の
も
と
で
発
揮
さ
れ
た
役
割
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の
違
い
に
目
を
遣
る
と
、
奇
妙
な
ね
じ
れ
の
な
か
に
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
か
つ
て
の
「
社
会
主
義
国
」
で
あ
っ
た
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ

ア
で
は
、
マ
ホ
ニ
ン
の
研
究
グ
ル
ー
プ
が
そ
の
社
会
分
析
に
「
ク
ラ
ス
タ
i
分
析
」
と
「
地
位
の
一
貫
性
」
の
議
論
を
適
用
し
、
そ
の
分

析
結
果
の
ゆ
え
に
彼
ら
の
研
究
所
は
解
散
、
著
書
は
発
禁
、
マ
ホ
ニ
ン
自
身
は
「
一
切
の
公
職
か
ら
追
放
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
」
そ
う

　
（
9
）

で
あ
る
。
彼
ら
を
そ
こ
ま
で
追
い
つ
め
た
の
は
、
「
分
析
の
結
果
、
チ
ェ
コ
社
会
は
階
層
分
化
が
優
位
し
た
社
会
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び

こ
の
階
層
分
化
の
客
観
的
事
実
に
た
い
す
る
人
び
と
の
主
観
的
な
自
覚
は
、
社
会
主
義
的
な
平
等
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
い
さ
さ

か
も
妨
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
と
も
に
、
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
化
に
と
も
な
う
官
僚
制
化
が
進
ん
だ
社
会
で
あ
る
こ

　
　
　
　
（
1
0
）

と
が
判
明
し
た
」
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
「
地
位
の
一
貫
性
」
の
議
論
に
よ
っ
て
、
「
社
会
主
義
的
な
平
等
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
」
に
意
義
申
し
立
て
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
「
マ
ホ
ニ
ン
・
グ
ル
ー
プ
の
作
業
を
発
展
的
に
継
承
す
る
」
と
宣
言
し
た
日
本

の
継
承
者
の
場
合
は
ど
う
か
。
彼
ら
の
議
論
が
、
む
し
ろ
「
産
業
化
命
題
」
と
い
う
「
資
本
主
義
の
平
等
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
迎
合

し
、
そ
れ
に
擦
り
寄
り
、
そ
れ
を
補
強
す
る
た
め
に
行
な
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
時
の
チ

ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
社
会
の
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
闘
っ
た
マ
ホ
ニ
ン
・
グ
ル
ー
プ
と
は
著
し
い
対
照
を
示
し
て
い
る
。

　
だ
が
、
「
地
位
に
一
貫
性
」
の
議
論
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
的
背
景
と
も
い
う
べ
き
「
産
業
化
命
題
」
の
魅
力
は
、
そ
の
後
、
急
速
に
色
あ

せ
て
い
く
。
今
や
こ
の
仮
説
は
説
得
力
を
失
い
つ
つ
あ
る
。
「
産
業
化
」
の
進
展
の
な
か
で
、
高
等
教
育
の
選
抜
効
果
が
薄
れ
、
エ
リ
ー

ト
が
直
接
社
会
的
地
位
を
継
承
す
る
可
能
性
（
グ
ラ
ス
キ
ー
の
説
）
や
教
育
に
よ
る
階
層
固
定
化
の
可
能
性
（
今
田
高
俊
の
説
）
、
あ
る

い
は
、
高
学
歴
者
同
士
の
婚
姻
に
よ
る
階
層
再
生
産
の
可
能
性
が
相
次
い
で
注
目
さ
れ
る
に
至
っ
た
状
況
を
指
摘
し
な
が
ら
、
鹿
又
伸
夫

は
「
産
業
化
理
論
的
説
明
に
対
す
る
懐
疑
が
広
が
っ
て
い
る
」
と
述
べ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
産
業
化
と
移
動
機
会
増
大
（
平
等
化
）
の

パ
ラ
レ
ル
な
進
展
に
対
立
す
る
仮
説
が
提
示
さ
れ
」
は
じ
め
た
の
で
あ
り
、
「
産
業
化
命
題
の
諸
前
提
を
揺
る
が
す
よ
う
な
知
見
と
仮
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

が
出
現
し
て
き
た
の
で
あ
る
」
。
だ
と
す
れ
ば
、
「
操
作
的
定
義
の
恣
意
性
」
の
う
え
に
組
み
立
て
ら
れ
た
「
地
位
の
一
貫
性
」
の
議
論
は
、
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イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
役
割
の
う
え
で
も
、
そ
の
終
焉
を
迎
え
た
と
い
え
る
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
「
地
位
の
一
貫
性
」
の
議
論
は
、
第
一
に
、
そ
の
適
用
に
大
き
な
限
界
を
も
つ
「
ク

ラ
ス
タ
ー
分
析
」
に
よ
っ
て
み
て
も
、
こ
れ
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
社
会
階
層
の
世
代
的
あ
る
い
は
社
会
的
存
在
形
態
を
確

認
し
た
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
に
既
存
の
階
層
構
造
を
解
釈
し
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
新
し
い
発
見
は
存
在
し
な
い
。
第
二
に
、
そ

の
地
位
変
数
の
設
定
の
仕
方
に
「
操
作
的
定
義
の
恣
意
性
」
が
認
め
ら
れ
た
。
第
三
に
、
そ
れ
は
「
資
本
主
義
的
平
等
主
義
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
」
と
も
い
う
べ
き
「
産
業
化
命
題
」
と
切
り
離
し
が
た
く
結
び
つ
い
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
色
の
強
い
議
論
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
議
論
を
敢
え
て
行
な
う
意
図
を
も
う
少
し
考
え
て
み
た
い
。
そ
も
そ
も
、
「
地
位
の
一
貫
性
」
の
議
論
は
な
に
に
直
接
反
対

し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
今
田
．
原
の
論
文
の
一
節
に
よ
れ
ば
、
こ
う
で
あ
る
。
「
従
来
と
も
す
れ
ば
、
社
会
階
層
や
階
級
を
上
・
中
・

下
と
か
資
本
家
．
中
産
．
労
働
者
な
ど
画
一
的
・
単
一
次
元
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
把
え
よ
う
と
し
て
き
た
こ
と
の
問
題
点
を
指
摘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

し
、
日
本
社
会
の
階
層
的
リ
ア
リ
テ
ィ
を
よ
り
正
確
に
描
き
出
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
」

　
「
社
会
階
層
や
階
級
を
上
．
中
．
下
と
か
資
本
家
・
中
産
・
労
働
者
な
ど
画
一
的
・
単
一
次
元
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
把
え
よ
う

と
し
て
き
た
」
の
が
ど
の
よ
う
な
人
々
で
あ
っ
た
か
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
、
具
体
的
な
詮
索
は
不
可
能
で
あ

る
。
「
地
位
の
一
貫
性
」
の
議
論
が
こ
う
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
多
次
元
的
な
要
因
ご
と
に
分
解
し
て
み
る
こ
と
は
自
由
で
あ
る
。
だ
が
、

そ
の
こ
と
が
必
ず
し
も
カ
テ
ゴ
リ
…
の
現
実
的
失
効
を
意
味
す
る
わ
け
で
も
、
多
次
元
的
社
会
の
存
在
を
証
明
す
る
も
の
は
な
い
。
分
析

手
順
あ
る
い
は
思
考
の
多
次
元
化
を
社
会
あ
る
い
は
存
在
の
多
次
元
化
と
取
り
違
え
、
混
同
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
種
の
議
論
の
最
大

の
落
し
穴
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
1
）
高
坂
健
次
「
『
地
位
一
貫
性
』
と
階
層
構
造
」
『
現
代
社
会
学
』
第
六
巻
第
一
号
、
講
談
社
、
｝
九
七
九
年
、
一
三
三
頁
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こ
れ
ま
で
階
層
構
造
は
学
歴
、
所
得
、
威
信
（
職
業
）
と
い
っ
た
地
位
変
数
や
上
層
、
中
層
、
下
層
と
い
っ
た
ラ
ン
ク
の
順
位
尺
度
で
考
え
ら
れ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
し
、
階
級
構
造
の
場
合
な
ら
、
生
産
手
段
の
所
有
、
従
業
上
の
地
位
と
い
っ
た
条
件
で
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
れ

　
に
た
い
し
「
地
位
の
一
貫
性
」
の
論
議
は
、
こ
の
変
数
を
一
挙
に
倍
の
六
つ
に
し
て
考
え
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
2
）
　
今
田
高
俊
・
原
純
輔
「
現
代
日
本
の
階
層
構
造
」
、
一
九
七
五
年
S
S
M
全
国
調
査
委
員
会
編
『
社
会
階
層
と
社
会
移
動
二
九
七
五
年
S
S

　
M
全
国
調
査
報
告
』
、
第
七
章
、
一
四
二
頁

（
3
）
　
同
上
論
文
、
一
三
三
～
四
頁

（
4
）
　
高
坂
、
前
掲
論
文
、
一
三
九
頁

（
5
）
　
同
上
論
文
、
一
三
九
頁

（
6
）
　
富
永
健
一
・
友
枝
敏
雄
「
日
本
社
会
に
お
け
る
地
位
非
一
貫
性
の
趨
勢
一
九
五
五
1
一
九
七
五
と
そ
の
意
味
」
『
社
会
学
評
論
』
第
三
七
巻
第

　
二
号
、
　
一
九
八
六
年

（
7
）
同
上
論
文
、
一
五
二
頁

（
8
）
　
山
崎
正
和
『
対
談
集
柔
ら
か
い
個
人
主
義
の
時
代
』
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
五
年
、
三
八
頁

（
9
）
～
（
1
0
）
　
今
田
・
原
、
前
掲
論
文
、
一
四
二
頁
、
マ
ホ
ニ
ン
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
マ
ホ
ニ
ン
（
石
川
晃
弘
訳
）
「
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
社
会
の

　
階
層
分
化
」
（
『
現
代
社
会
学
』
第
四
巻
第
二
号
、
講
談
社
、
一
九
七
七
年
）
を
参
照
。

（
1
1
）
　
鹿
又
伸
夫
「
『
社
会
階
層
と
移
動
』
研
究
に
お
け
る
産
業
化
命
題
の
再
検
討
」
『
現
代
社
会
学
』
第
一
三
巻
第
一
号
、
一
九
八
七
年
、
一
七
七
頁

（
1
2
）
　
今
田
・
原
、
前
掲
論
文
、
一
四
二
頁
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③
　
社
会
的
地
位
の
階
層
性
の
意
識

　
「
社
会
的
地
位
」
の
概
念
を
操
作
的
に
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
学
者
が
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
社
会
に
た
い
し
て
与
え
よ
う
と

し
て
い
た
か
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
彼
ら
が
与
え
よ
う
と
し
て
い
た
多
元
主
義
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
彼
ら
の
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提
示
し
た
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
む
し
ろ
裏
切
ら
れ
る
か
た
ち
と
な
っ
て
い
る
。
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
上
層
に
ひ
と
に

ぎ
り
の
地
位
一
貫
し
た
人
々
が
存
在
し
、
下
層
に
そ
の
三
倍
も
の
同
じ
く
地
位
一
貫
し
た
人
々
が
存
在
し
、
中
間
に
は
、
ど
ち
ら
か
に
上

昇
あ
る
い
は
転
落
す
る
可
能
性
を
秘
め
た
多
く
の
人
々
が
層
を
成
し
て
社
会
を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
は
階
級
社
会
の
古

典
的
イ
メ
ー
ジ
と
も
い
え
る
構
図
で
あ
る
。
「
社
会
的
地
位
」
概
念
を
構
成
す
る
い
く
つ
か
の
部
分
概
念
に
な
ん
ら
か
の
階
層
的
秩
序
が

観
察
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
実
は
こ
う
し
た
社
会
の
階
層
的
構
造
が
人
々
の
意
識
に
反
映
し
た
結
果
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
社
会
学

者
が
、
正
確
で
あ
る
か
否
か
は
別
に
し
て
、
記
録
し
よ
う
と
し
た
努
力
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
職
業
に
つ
い
て

み
れ
ば
、
職
業
威
信
を
測
定
す
る
試
み
が
社
会
学
者
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、

「
人
々
が
職
業
を
評
価
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
基
準
1
そ
れ
ら
は
職
業
の
社
会
的
役
割
と
社
会
的
地
位
に
集
約
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
ー
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
ハ
ヱ
レ

不
平
等
な
価
値
づ
け
」
の
記
録
に
他
な
ら
な
い
。
学
歴
に
つ
い
て
は
、
「
地
位
の
表
示
機
能
」
と
教
育
社
会
学
者
が
呼
ぶ
学
歴
の
あ
り
方

が
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
大
学
（
あ
る
い
は
高
校
）
別
の
社
会
的
評
価
の
ラ
ン
キ
ン
グ
と
一
般
に
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が
こ
の
機
能
の
階

層
的
秩
序
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
だ
ろ
う
。
収
入
に
つ
い
て
も
、
人
々
が
自
己
の
階
層
帰
属
を
意

識
す
る
場
合
、
収
入
水
準
の
認
識
が
大
き
な
規
定
要
因
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
人
々
が
こ
の
面
で
も
格
差
を
強
く
意
識
し
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
、
人
々
は
地
位
の
格
差
を
そ
れ
ぞ
れ
の
尺
度
に
よ
り
明
確
に
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
問
題
の
こ

う
し
た
現
象
面
か
ら
の
観
察
は
、
社
会
的
地
位
の
格
差
意
識
の
具
体
的
あ
り
方
を
考
え
る
場
合
の
一
つ
の
手
が
か
り
で
あ
る
。

　
だ
が
、
事
物
の
現
象
と
本
質
と
の
媒
介
を
考
え
る
こ
と
が
科
学
の
役
割
で
あ
る
と
し
た
ら
、
も
っ
ぱ
ら
社
会
の
現
象
世
界
に
属
す
社
会

意
識
の
研
究
に
と
っ
．
て
も
、
そ
の
課
題
は
、
そ
う
し
た
社
会
意
識
の
背
後
に
、
本
質
世
界
の
意
識
的
発
現
を
見
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
階
級
格
差
の
意
識
と
階
層
格
差
の
意
識
と
の
関
係
に
も
、
こ
の
こ
と
は
当
て
は
ま
る
。
社
会
的
事
物
の
本
質
的
な
次
元

に
横
た
わ
る
階
級
編
成
と
い
う
問
題
は
、
そ
の
同
じ
社
会
的
事
物
の
現
象
的
次
元
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
階
層
的
編
成
と
い
う
問
題
と
な
っ
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て
現
実
に
は
現
わ
れ
る
が
、
そ
の
さ
い
、
そ
れ
が
発
現
す
る
場
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
そ
の
経
路
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
本
質
的
次
元
で

の
広
義
の
生
産
活
動
は
現
実
に
は
職
業
活
動
と
し
て
行
な
わ
れ
る
か
ら
、
職
業
に
か
ん
す
る
階
層
格
差
の
意
識
は
、
生
産
部
面
に
お
け
る

階
級
格
差
の
意
識
を
そ
の
本
質
に
秘
め
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
同
じ
く
、
本
質
的
次
元
で
の
分
配
活
動
は
現
実
に
は
も
っ
ぱ
ら
収
入
（
同

じ
く
広
義
の
）
と
い
う
結
果
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
か
ら
、
収
入
に
お
け
る
階
層
格
差
の
意
識
は
、
分
配
と
い
う
本
質
次
元
に
お
け
る
階
級

格
差
の
意
識
を
含
ん
で
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
教
育
は
、
そ
の
近
代
的
な
機
能
で
あ
る
社
会
的
選
別
機
能
に
お
い
て
み
れ
ば
、
社
会

移
動
の
も
っ
と
も
制
度
化
さ
れ
た
分
野
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
学
歴
格
差
の
意
識
は
、
現
象
的
に
は
階
層
移
動
あ
る
い
は
社
会
移
動
の

可
能
性
へ
の
期
待
で
あ
り
意
識
と
し
て
存
在
す
る
も
の
だ
と
し
て
も
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
は
、
階
級
的
に
分
断
さ
れ
た
障
壁
あ
る
い
は

そ
れ
を
超
え
ら
れ
な
い
こ
と
へ
の
失
望
の
意
識
を
内
容
と
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
そ
う
し
た
社
会
意
識
の
経
路
は
階
級

意
識
が
潜
在
的
に
形
成
さ
れ
る
ひ
と
つ
の
場
と
な
り
う
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
の
意
識
が
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
を
と
っ
て
存
在
し
て
い

る
か
を
確
認
す
る
こ
と
は
意
味
が
あ
番
。
つ
ま
り
、
職
業
な
り
教
育
な
り
収
入
な
り
の
う
ち
に
人
々
が
意
識
し
て
い
る
社
会
的
な
階
層
性

は
、
あ
く
ま
で
即
自
的
な
存
在
形
態
で
は
あ
れ
、
階
級
意
識
の
一
現
象
形
態
な
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
本
節
で
議
論
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
本
節
が
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
社
会
的
地

位
の
格
差
意
識
に
潜
む
あ
る
種
の
心
理
的
葛
藤
、
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス
で
あ
る
。
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（
－
）
直
井
優
・
鈴
木
達
三
「
職
業
の
社
会
的
評
価
の
分
析
」
『
現
代
社
会
学
』
第
四
巻
第
二
号
、
講
談
社
、
一
九
七
七
年
、
一
五
二
頁

①
職
業
格
差
の
意
識

　
ま
ず
第
一
に
、
職
業
格
差
の
意
識
を
取
り
上
げ
よ
う
。
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社
会
的
分
業
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
職
業
が
無
数
に
分
化
し
、
そ
れ
ら
が
社
会
の
政
治
的
、
経
済
的
、
文
化
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

域
の
す
み
ず
み
に
ま
で
及
ぶ
に
つ
れ
、
職
業
は
社
会
的
地
位
の
総
合
的
指
標
と
な
る
。
そ
れ
は
、
階
級
的
編
成
の
も
と
に
あ
る
社
会
的
機

能
の
い
っ
さ
い
が
職
業
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
階
級
社
会
に
お
け
る
格
差
は
職
業
格
差
と
し
て
現
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
職
業
威
信
ス
コ
ア
」
は
社
会
学
者
に
よ
る
そ
う
し
た
職
業
の
社
会
的
評
価
の
高
低
を
記
録
し
よ
う
と
し
た
も
っ
と
も
包
括
的
な
試
み
で

麓
・　

と
こ
ろ
が
、
一
九
五
五
年
の
全
国
調
査
か
ら
始
ま
っ
た
こ
の
作
業
は
当
初
「
職
業
に
貴
賎
な
し
」
と
い
う
道
徳
律
に
抵
触
す
る
と
い
う

非
難
に
遭
遇
し
た
。
社
会
学
者
が
職
業
威
信
の
ス
コ
ア
を
作
成
す
る
こ
と
は
、
職
業
に
上
下
を
付
け
る
作
業
で
あ
る
と
誤
解
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
職
業
格
差
は
、
そ
れ
を
生
み
だ
し
た
階
層
社
会
の
責
任
で
は
な
く
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
、
記
録
し
よ
う
と
し
た
社
会
学
者
の
責

任
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
事
実
、
あ
る
人
は
抗
議
の
声
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
上
げ
た
。
「
私
は
世
間
的
に
は
低
い
評
価
の
職
業
に
就
い
て
い
る
、
学
歴
も
低
い
、
家

も
貧
し
い
、
み
ん
な
に
馬
鹿
に
さ
れ
る
。
だ
が
、
人
間
と
し
て
恥
ず
か
し
く
な
い
生
き
方
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
ど
ん
な
低
い
職
業
で
あ

っ
て
も
社
会
に
役
立
つ
仕
事
を
し
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
、
職
業
に
序
列
を
付
け
る
よ
う
な
研
究
を
発
表
さ
れ
て
は
、
立
場
が
な
く
な
る

で
は
な
い
か
。
」
あ
る
い
は
、
こ
の
抗
議
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
か
た
ち
を
と
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
そ
の
よ
う
な
序
列
を
そ

も
そ
も
想
定
す
る
事
目
体
、
そ
の
研
究
者
が
差
別
を
行
な
っ
て
い
る
証
拠
だ
。
」

　
社
会
学
会
が
作
成
し
た
職
業
威
信
表
を
安
田
が
弁
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
誤
解
が
批
判
の
背
後
に
あ
っ
た
か

　
　
（
3
）

ら
で
あ
る

　
安
田
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
職
業
格
差
の
存
在
を
あ
く
ま
で
も
否
認
し
よ
う
と
す
る
「
庶
民
の
意
識
」
を
批
判
す
る
。
「
右
の
よ

う
な
庶
民
の
意
識
は
、
現
在
の
庶
民
の
置
か
れ
て
い
る
階
層
的
位
置
が
、
人
生
の
不
当
競
争
（
ス
タ
ー
ト
に
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
の
つ
い
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た
不
公
平
な
競
争
）
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。
…
…
地
方
に
生
ま
れ
た
者
が
都
会
生
ま
れ
の
者
よ
り
、
下
層
階
級
に
生
ま
れ

た
者
が
上
層
に
生
ま
れ
た
者
よ
り
、
コ
ネ
の
な
い
者
が
あ
る
者
よ
り
、
職
業
の
点
で
も
収
入
の
点
で
も
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
不
利
な
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

あ
ま
り
に
も
明
か
で
あ
る
。
」

　
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
「
庶
民
の
意
識
」
の
根
は
、
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
的
に
見
て
、
不
平
等
な
社
会
を
正

常
に
機
能
さ
せ
る
た
め
、
支
配
者
に
よ
っ
て
用
意
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
装
置
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
右
の
よ
う
な
庶
民
の
意
識
は
、

上
か
ら
の
エ
リ
ー
ト
（
選
良
）
の
シ
ン
ボ
ル
操
作
（
宣
伝
）
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
て
い
る
。
（
そ
も
そ
も
）
『
職
業
に
貴
賎
な
し
』
と
い
う

思
想
も
ま
た
、
封
建
時
代
に
育
っ
た
身
分
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
元
来
差
別
で
き
な
い
人
間
の
価
値
を
身
分
的
に
差

別
し
た
が
故
に
、
エ
リ
ー
ト
は
『
職
業
に
差
別
は
な
い
の
だ
、
み
な
一
様
に
社
会
の
お
役
に
立
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
』
と
、
庶
民
を
欺

ま
ん
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
明
治
維
新
を
経
て
新
し
い
自
主
独
立
の
近
代
人
を
必
要
と
す
る
時
代
に
な
る
と
、
事
情
は

一
変
し
て
立
身
出
世
は
公
然
と
謳
歌
さ
れ
る
（
が
）
…
…
大
正
を
経
、
昭
和
に
入
る
と
エ
リ
i
卜
層
は
固
定
化
す
る
一
方
で
あ
る
の
に
、

教
育
の
浸
透
、
近
代
思
想
の
普
及
、
人
口
移
動
の
増
大
は
、
上
昇
可
能
な
社
会
の
底
辺
を
拡
大
す
る
こ
と
に
な
り
、
少
数
エ
リ
ー
ト
は
膨

大
な
庶
民
を
競
争
相
手
に
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
こ
こ
に
『
職
業
に
貴
賎
な
し
』
の
シ
ン
ボ
ル
（
合
言
葉
）
が
、
再
び
エ
リ
ー
ト
層

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
大
衆
操
作
の
用
具
と
し
て
利
用
さ
れ
る
客
観
的
条
件
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
」

　
だ
か
ら
、
彼
は
「
現
代
」
に
お
け
る
エ
リ
ー
ト
層
の
二
枚
舌
を
批
判
す
る
。
「
彼
ら
は
公
然
と
は
（
す
な
わ
ち
庶
民
に
向
か
っ
て
は
）

立
身
出
世
主
義
の
あ
さ
ま
し
さ
を
宣
伝
し
『
職
業
に
貴
賎
な
し
』
と
い
う
格
言
で
訴
え
る
。
…
…
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
彼
ら
は
内
心

ひ
そ
か
に
立
身
出
世
主
義
を
肯
定
し
、
あ
る
い
は
徒
党
を
組
み
、
あ
る
い
は
単
独
で
、
激
烈
な
、
し
ば
し
ば
不
当
な
手
段
に
よ
る
競
争
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

す
る
。
こ
の
競
争
を
緩
和
す
べ
く
、
表
看
板
を
振
り
回
す
と
い
う
不
正
手
段
を
用
い
る
の
で
あ
る
。
」
鋭
い
批
判
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
鋭
い
の
は
、
こ
う
し
た
支
配
層
に
支
配
さ
れ
る
「
庶
民
の
側
の
意
識
の
二
重
構
造
」
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
自
分
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の
お
か
れ
た
み
じ
め
な
地
位
が
、
不
当
競
争
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
、
子
は
親
と
一
体
の
人
間
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
確
か
に
、

自
分
お
よ
び
自
分
の
親
に
与
え
ら
れ
た
職
業
や
地
位
に
満
足
し
『
職
業
に
貴
賎
は
な
い
』
「
立
身
出
世
主
義
は
い
や
し
い
』
と
自
ら
な
ぐ

さ
め
る
よ
り
仕
方
な
い
。
エ
リ
ー
ト
層
は
そ
の
よ
う
な
意
識
を
た
く
み
に
助
長
す
る
。
し
か
し
同
時
に
、
庶
民
は
、
心
の
奥
底
で
は
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
よ
う
な
惨
め
さ
は
お
れ
だ
け
で
た
く
さ
ん
だ
と
感
じ
て
い
る
。
」

　
だ
が
、
安
田
に
よ
る
批
判
の
鋭
さ
は
こ
こ
ま
で
で
あ
る
。
「
…
…
庶
民
が
も
つ
相
反
す
る
こ
の
二
つ
の
意
識
の
う
ち
、
い
ず
れ
が
本
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

の
意
識
で
あ
り
、
い
ず
れ
が
克
服
さ
る
べ
き
虚
偽
意
識
で
あ
る
か
は
、
お
の
ず
か
ら
明
か
で
あ
ろ
う
。
」
彼
に
と
っ
て
、
救
い
出
す
べ
き

は
庶
民
の
立
身
出
世
主
義
で
あ
り
、
克
服
す
べ
き
は
エ
リ
ー
ト
層
に
よ
っ
て
押
し
つ
け
ら
れ
た
「
職
業
に
貴
賎
な
し
」
の
思
想
な
の
で
あ

る
。
　
　
　
　
　
燭

　
た
し
か
に
、
支
配
エ
リ
ー
ト
層
が
振
り
ま
く
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
表
と
裏
を
、
被
支
配
者
で
あ
る
庶
民
が
敏
感
に
感
じ
取
り
、
「
職
業
に

貴
賎
な
し
」
と
い
う
建
前
な
ど
「
心
の
奥
底
」
で
は
い
さ
さ
か
も
信
用
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
指
摘
に
は
一
理
あ
る
。
だ
が
、
そ

う
だ
と
し
た
ら
、
な
ぜ
、
「
職
業
に
貴
賎
な
し
」
と
い
う
格
言
が
人
々
に
よ
っ
て
一
時
的
に
せ
よ
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

支
配
層
が
大
衆
操
作
た
め
に
あ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
シ
ン
ボ
ル
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
：

の
う
ち
に
一
片
の
真
理
が
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
欺
マ
ン
的
に
せ
よ
人
々
の
本

源
的
な
願
望
を
そ
こ
に
含
ん
で
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
は
、
「
職
業
に
貴
賎
な
ど
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
筈
だ
」
と
い

う
、
人
々
の
平
等
願
望
（
平
等
を
希
求
す
る
理
念
）
に
少
し
で
も
呼
応
す
る
点
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
職
業
社
会
の
あ
か
ら
さ
ま
な
不
平

等
を
前
に
し
た
人
々
に
さ
え
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
れ
ば
、
安
田
の
よ
う
に
、
「
職
業
に
貴

賎
な
し
」
と
い
う
庶
民
意
識
を
「
虚
偽
意
識
」
で
あ
る
と
し
て
、
「
克
服
さ
る
べ
き
」
対
象
と
断
定
す
る
こ
と
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
現
実
に
成
立
し
て
き
た
根
拠
を
見
失
う
こ
と
に
つ
な
が
る
。
虚
偽
意
識
も
、
そ
れ
が
虚
偽
意
識
と
し
て
存
在
し
て
き
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た
以
上
、
そ
こ
に
な
ん
ら
か
の
根
拠
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
で
の
短
絡
は
、
「
職
業
に
貴
賎
な
し
」
と
い
う
思
想
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
i
的
性
格
を
一
方
で
せ
っ
か
く
暴
露
し
て
お
き
な
が
ら
、
他
方
で
「
庶
民
の
立
身
出
世
思
想
」
を
無
条
件
で
受
け
入
れ
、
そ
れ
に

「
現
状
の
改
革
」
へ
の
期
待
を
全
面
的
に
か
け
る
結
果
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
事
実
、
安
田
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
ま
で
述
べ
て
い
る
。

　
「
立
身
出
世
主
義
は
現
状
肯
定
の
保
守
思
想
で
あ
る
と
よ
く
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
妥
当
す
る
の
は
、
不
正
手
段
の
横
行
す
る

エ
リ
ー
ト
内
で
の
競
争
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
庶
民
の
立
身
出
世
思
想
は
そ
れ
と
は
逆
に
、
か
え
っ
て
現
状
の
改
革
を
要
求
す
る
も
の
で

（
9
）

あ
る
。
」

　
支
配
層
は
、
庶
民
の
間
で
の
競
争
に
た
い
し
て
、
つ
ね
に
否
定
的
で
抑
圧
的
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
自
分
達
の
支
配
的
地
位
が
脅
か

さ
れ
る
こ
と
さ
え
な
け
れ
ば
、
む
し
ろ
積
極
的
に
庶
民
の
出
世
意
欲
を
助
長
し
、
そ
の
な
か
の
最
優
秀
人
物
を
自
分
達
の
代
理
人
と
し
て

迎
え
入
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
も
言
う
よ
う
に
、
「
被
支
配
層
の
最
も
す
ぐ
れ
た
人
物
を
自
分
の
な
か
に
取
り
入
れ
る
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

力
が
支
配
階
級
に
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
支
配
は
ま
す
ま
す
強
固
で
ま
す
ま
す
危
険
な
の
で
あ
る
。
」
こ
の
場
合
、
庶
民
の
立
身
出
世

主
義
は
支
配
層
の
思
惑
に
か
ら
め
と
ら
れ
、
か
え
っ
て
不
平
等
社
会
の
強
化
・
再
編
を
も
た
ら
す
も
の
と
な
る
。

　
つ
ま
り
、
庶
民
の
格
差
意
識
は
、
こ
う
し
た
二
重
三
重
の
矛
盾
的
構
造
の
な
か
に
あ
る
。
そ
の
基
底
に
あ
る
平
等
意
識
が
表
層
に
浮
か

び
上
が
る
こ
と
は
き
わ
め
て
希
で
あ
る
が
、
各
次
元
に
独
自
に
存
在
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
矛
盾
と
拮
抗
の
関
係
の
な
か
を
重
層
的
に
貫

い
て
存
在
し
て
い
る
の
だ
と
理
解
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
格
差
の
問
題
は
、
そ
の
現
実
を
直
視
す
る
こ
と
な
し
に
は
始
ま
ら
な
い
。

196

（
1
）
　
梅
澤
正
「
職
業
的
地
位
の
不
平
等
」
石
川
他
編
『
み
せ
か
け
の
中
流
階
級
』
有
斐
閣
、
一
九
八
二
年
、
第
三
章
、
五
七
頁

（
2
）
　
一
九
七
五
年
の
S
S
M
全
国
調
査
で
使
わ
れ
た
「
職
業
威
信
ス
コ
ア
」
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
直
井
優
「
職
業
の
分
類
と
尺
度
」
（
一

九
七
五
年
S
S
M
全
国
調
査
委
員
会
編
「
社
会
階
層
と
社
会
移
動
二
九
七
五
年
S
S
M
全
国
調
査
報
告
』
、
第
一
二
章
）
、
ま
た
、
そ
の
信
頼
性
お
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よ
び
妥
当
性
に
つ
い
て
は
、
直
井
優
・
鈴
木
達
三
「
職
業
の
社
会
的
評
価
の
分
析
」
（
「
現
代
社
会
学
』
第
四
巻
第
二
号
、
講
談
社
、
一
九
七
七
年
）

　
を
参
照
。
た
だ
し
、
そ
の
「
信
頼
性
」
も
「
妥
当
性
」
も
あ
く
ま
で
職
業
の
「
威
信
」
評
価
と
い
う
点
に
限
定
さ
れ
る
。
職
業
の
社
会
的
地
位
を
測

　
る
も
の
と
し
て
は
、
威
信
と
い
う
そ
の
主
観
的
次
元
で
は
な
く
、
よ
り
客
観
的
な
、
な
ん
ら
か
の
尺
度
が
考
え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た

　
と
え
「
職
業
の
総
合
的
地
位
尺
度
と
し
て
、
職
業
威
信
ス
コ
ア
が
か
な
り
妥
当
し
て
い
る
」
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
（
そ
れ
相
当
の
理
由
に

　
よ
り
）
「
職
業
威
信
ス
コ
ア
が
、
職
業
的
役
割
の
遂
行
に
必
要
と
さ
れ
る
技
能
や
知
識
を
表
示
す
る
高
等
教
育
修
了
者
の
比
率
や
職
業
的
地
位
の
基

本
的
な
指
標
で
あ
る
平
均
給
与
月
額
と
の
あ
い
だ
に
、
正
の
相
関
が
認
め
ら
れ
る
」
（
直
井
・
鈴
木
、
同
上
論
文
、
一
五
二
頁
）
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。

不
平
等
の
客
観
的
秩
序
を
そ
の
主
観
的
で
意
識
的
な
反
映
の
姿
を
も
っ
て
代
替
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
職
業
威
信
ス
コ
ア
」
は
「
職
業
社
会
の

　
不
平
等
さ
の
あ
り
方
」
（
同
上
論
文
、
一
五
三
頁
）
を
あ
く
ま
で
も
人
々
の
意
識
の
次
元
で
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
の
意
味
し
か

　
も
た
な
い
。
と
は
い
え
、
「
威
信
」
で
み
て
も
、
「
魅
力
」
で
み
て
も
、
そ
の
序
列
は
「
専
門
、
管
理
、
事
務
、
販
売
、
熟
練
、
半
熟
練
と
い
う
一
般

　
の
社
会
経
済
的
な
序
列
に
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
」
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
岡
本
英
雄
・
原
純
輔
「
職
業
の
魅
力
」
（
一

九
七
五
年
S
S
M
全
国
調
査
委
員
会
編
「
社
会
階
層
と
社
会
移
動
一
一
九
七
五
年
S
S
M
全
国
調
査
報
告
』
、
第
一
一
章
）
を
参
照
。

（
3
）
～
（
9
）
　
安
田
三
郎
「
立
身
出
世
意
識
の
是
非
」
『
毎
日
新
聞
』
一
九
五
九
年
八
月
四
日
（
安
田
三
郎
「
社
会
移
動
の
研
究
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、

　
一
九
七
一
年
、
四
四
七
～
九
頁
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
採
録
で
は
；
百
と
な
っ
て
い
る
が
、
正
し
く
は
四
日
）
。
こ
の
こ
と
が
必
ず
し
も
過
去
の
は

　
な
し
で
は
な
い
証
拠
に
、
七
〇
年
代
の
後
半
に
な
っ
て
も
、
社
会
学
者
は
こ
う
し
た
テ
ー
マ
を
本
格
的
に
論
じ
よ
う
と
す
る
場
合
、
つ
ぎ
の
よ
う
な

言
及
を
欠
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
「
従
来
、
職
業
威
信
な
ら
び
に
そ
の
尺
度
と
し
て
の
職
業
威
信
ス
コ
ア
は
、
威
信
や
格
づ
け
と
い
う

　
用
語
が
も
つ
日
常
的
な
含
意
か
ら
、
誤
解
に
も
と
づ
く
批
判
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
職
業
威
信
と
は
、
か
つ
て
理
解
さ
れ
て

　
い
た
よ
う
な
職
業
の
貴
賎
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
…
…
職
業
が
、
他
の
社
会
的
役
割
や
社
会
的
地
位
と
同
様
に
、
社
会
に
お
い
て
不
平
等
に

　
価
値
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
職
業
威
信
を
操
作
的
な
手
段
を
通
じ
て
研
究
す
る
こ
と
は
、
現
在
の
職
業
社
会
の
不
平
等
さ
の
あ
り
方
を
解

　
明
す
る
こ
と
に
役
立
と
う
。
」
（
直
井
・
鈴
木
、
前
掲
論
文
、
一
五
二
～
三
頁
）
こ
の
よ
う
な
状
況
の
圧
力
は
、
八
○
年
代
を
経
て
九
〇
年
代
に
入
っ

　
た
現
在
も
、
強
ま
り
こ
そ
す
れ
、
弱
ま
る
こ
と
は
な
い
。

（
1
0
）
　
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
第
三
巻
第
三
六
章
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②
学
歴
格
差
の
意
識

　
つ
ぎ
に
、
学
歴
格
差
の
意
識
に
目
を
移
し
、
人
々
が
学
歴
格
差
の
背
後
に
社
会
の
階
層
性
を
ど
の
よ
う
に
意
識
し
て
い
る
か
を
、
見
て

み
た
い
。

　
す
で
に
、
社
会
的
地
位
の
決
定
要
因
を
検
討
し
た
際
に
も
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
が
、
大
学
の
「
大
衆
化
」
の
進
展
に
つ
れ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

し
ば
し
ば
「
社
会
的
地
位
を
規
定
す
る
要
因
と
し
て
の
学
歴
の
比
重
低
下
」
が
起
こ
っ
た
と
の
説
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
、

か
つ
て
大
卒
か
ど
う
か
で
判
断
さ
れ
た
学
歴
が
、
「
大
衆
化
」
と
と
も
に
、
ど
の
大
学
を
出
た
か
と
い
う
学
校
間
格
差
に
変
化
し
た
事
実

を
無
視
す
る
議
論
で
あ
り
、
高
等
教
育
が
社
会
移
動
（
上
昇
移
動
）
の
制
度
化
さ
れ
た
唯
一
の
ル
ー
ト
で
あ
る
現
状
を
見
失
う
議
論
で
あ

る
。
学
歴
を
取
り
ま
く
こ
う
し
た
新
た
な
状
況
は
、
学
歴
そ
の
も
の
が
現
状
で
担
っ
て
い
る
機
能
に
つ
い
て
も
語
り
う
る
。

　
教
育
学
者
で
あ
る
天
野
郁
夫
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
社
会
的
地
位
の
下
位
概
念
と
し
て
の
学
歴
に
は
「
地
位
の
形
成
機
能
」
と
「
地
位

の
表
示
機
能
」
が
存
在
す
る
。
「
教
育
機
会
の
平
等
化
の
進
ん
だ
社
会
は
同
時
に
所
得
や
消
費
の
平
等
化
が
進
み
、
社
会
の
階
層
的
・
集

団
的
な
構
造
が
み
え
に
く
く
な
っ
た
社
会
で
も
あ
る
。
そ
う
し
た
社
会
の
な
か
で
、
社
会
的
地
位
の
表
示
手
段
と
し
て
の
学
歴
に
対
す
る

人
々
の
期
待
と
要
求
は
、
失
わ
れ
る
ど
こ
ろ
か
い
っ
そ
う
強
ま
っ
て
い
く
。
そ
し
て
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
解
決
す
る
も
の
と
し
て
学
歴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
内
部
に
、
従
来
の
学
校
教
育
の
段
階
に
応
じ
た
そ
れ
に
代
わ
る
、
新
し
い
階
層
分
化
が
進
行
す
る
の
で
あ
る
。
」

　
学
歴
格
差
あ
る
い
は
出
身
学
校
間
格
差
が
社
会
的
地
位
の
格
差
を
表
示
す
る
象
徴
的
指
標
で
あ
る
こ
と
は
、
改
め
て
客
観
的
デ
ー
タ
を

も
っ
て
検
証
す
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
学
歴
の
意
識
は
社
会
的
地
位
の
格
差
意
識
を
も
っ
と
も
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
表
現
す
る

も
の
と
人
々
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
、
学
歴
主
義
は
日
常
生
活
に
お
け
る
格
差
意
識
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
人
々
の
日
常
意
識
が
学
歴
主
義
の
背
後
に
社
会
的
地
位
の
格
差
を
予
感
し
た
に
留
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
か
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な
ら
ず
し
も
、
そ
れ
が
社
会
の
階
級
・
階
層
秩
序
を
予
感
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
学
歴
格
差
と
地
位
格
差

の
同
時
並
存
を
意
識
し
た
に
留
ま
る
の
で
あ
り
、
両
者
の
因
果
関
連
に
ま
で
意
識
が
進
む
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
、
し
ば
し
ば
、
両
者
の

格
差
意
識
は
、
格
差
を
単
な
る
学
歴
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
、
地
位
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
為
せ
る
技
に
す
ぎ
な
い
と
理
解
さ
れ
る
。
極
端
な
場

合
に
は
、
人
々
の
「
羨
望
嫉
妬
」
こ
そ
、
こ
う
し
た
「
格
差
意
識
」
を
生
み
出
し
た
の
だ
と
い
う
本
末
転
倒
し
た
主
張
ま
で
行
な
わ
れ
る

始
末
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
山
崎
正
和
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
（
現
代
の
よ
う
な
）
大
衆
化
社
会
に
は
本
質
的
に
、
二
つ
の
大

き
な
問
題
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
大
衆
化
社
会
と
い
う
の
は
、
一
応
、
平
等
を
も
っ
て
建
前
に
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
平
等
化
に

は
根
本
的
な
逆
説
が
あ
っ
て
、
人
は
平
等
化
が
進
め
ば
進
ほ
ど
、
残
っ
た
不
平
等
に
よ
り
敏
感
に
な
り
、
ま
す
ま
す
不
満
に
な
る
と
い
う

問
題
で
す
。
そ
こ
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
怨
恨
と
か
嫉
妬
と
か
い
う
も
の
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
残
念
な
逆
説
で
す
が
真
実

で
、
か
つ
て
人
間
の
階
級
的
差
異
が
運
命
の
よ
う
に
見
え
て
い
た
時
代
に
は
、
か
え
っ
て
人
び
と
は
あ
ま
り
平
等
の
問
題
で
悩
ま
な
か
っ

　
　
　
（
3
）

た
わ
け
で
す
。
」

　
つ
ま
り
、
学
歴
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
や
地
位
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
は
、
学
歴
の
不
平
等
構
造
や
、
社
会
的
地
位
の
不
平
等
構
造
が
人
々
の
意

識
へ
の
反
映
し
た
結
果
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
平
等
化
が
進
ん
だ
な
か
で
わ
ず
か
に
残
っ
た
不
平
等
に
た
い
す
る
、
人
々
の
（
平
等
化
に
よ

っ
て
逆
説
的
な
ほ
ど
過
剰
に
か
き
立
て
ら
れ
た
）
「
怨
恨
と
か
嫉
妬
」
の
創
り
出
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
手

の
説
明
で
い
け
ば
、
人
々
の
心
か
ら
「
怨
恨
と
か
嫉
妬
と
か
い
う
も
の
」
が
消
え
れ
ば
、
学
歴
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
か
ら
も
地
位
コ
ン
プ
レ

ッ
ク
ス
か
ら
も
目
由
に
な
る
こ
と
が
で
き
、
他
人
の
評
価
も
公
正
に
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
だ
が
、
カ
ン
セ
リ
ン
グ
を
行
な
っ
て
き
た
経
験
に
基
づ
き
『
学
歴
の
深
層
心
理
』
を
著
わ
し
た
心
理
学
者
の
井
上
敏
明
は
こ
の
種
の
誰

弁
を
批
判
す
る
。
ま
ず
、
井
上
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
学
歴
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
評
価
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
、
高
い
評
価
を
受
け
た
二

人
の
人
物
（
こ
こ
で
は
、
朝
日
新
聞
に
「
日
本
一
の
人
間
学
」
と
題
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
二
人
の
人
物
、
学
歴
の
低
い
、
成
功
し
た
運
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送
会
社
の
創
業
者
と
、
学
歴
の
高
い
、
歴
代
首
相
に
陽
明
学
を
説
く
老
師
）
を
比
較
し
、
一
見
す
る
と
ど
ち
ら
も
学
歴
に
関
係
な
く
「
エ

ラ
イ
人
物
」
と
評
価
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
新
聞
報
道
の
視
点
に
た
い
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
「
低
学
歴
派
の
実

力
者
の
エ
ラ
サ
は
、
『
や
り
手
』
に
す
ぎ
ず
、
高
学
歴
派
、
そ
れ
も
有
名
エ
リ
ー
ト
大
学
出
身
者
は
『
偉
さ
』
に
通
じ
る
と
い
う
人
物
評

価
の
カ
ラ
ク
リ
で
あ
る
。
判
事
、
検
事
、
弁
護
士
、
医
師
、
大
学
教
授
は
、
人
間
国
宝
よ
り
も
立
派
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
と

も
か
く
世
間
的
に
は
『
賢
く
て
偉
い
』
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
頭
脳
優
秀
は
偉
さ
に
通
じ
、
技
能
派
は
や
り
手
と
評
価
さ
れ
て
し
ま
う

　
（
4
）

の
か
。
」

　
こ
の
疑
問
は
重
要
で
あ
る
。
「
こ
う
い
っ
た
二
分
化
さ
れ
た
わ
れ
わ
れ
の
意
識
構
造
は
、
…
『
羨
望
嫉
妬
』
の
心
理
か
ら
は
解
明
で
き

　
（
5
）

な
い
」
。
つ
ま
り
、
「
怨
恨
嫉
妬
」
を
仮
に
捨
象
し
て
も
、
意
識
の
分
断
は
な
お
残
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
こ
う
し
た
コ
ン
プ
レ
ッ
ク

ス
の
背
後
に
よ
り
巨
大
な
分
断
構
造
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
何
ら
か
の
か
た
ち
で
『
差
』
を
つ
け
た

が
る
身
分
病
に
犯
さ
れ
て
い
る
の
で
、
現
行
の
成
績
評
価
や
受
験
体
制
を
し
か
た
の
な
い
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
私
た
ち
が
結
果
的
に
は
人
間
に
は
す
べ
て
差
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
内
面
の
ど
こ
か
で
肯
定
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ろ
う
。
だ
か
ら
、
学
校
教
育
の
不
公
平
さ
に
対
し
て
疑
わ
な
い
の
で
あ
る
。
」

　
こ
の
場
合
、
．
「
わ
れ
わ
れ
は
何
ら
か
の
か
た
ち
で
『
差
』
を
つ
け
た
が
る
身
分
病
に
犯
さ
れ
て
い
る
」
と
井
上
が
言
う
と
き
、
そ
の

「
身
分
病
」
と
は
社
会
の
階
級
・
階
層
構
造
が
も
た
ら
し
た
秩
序
意
識
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
と
ら
え
て
人
々
に

「
格
差
」
を
意
識
さ
せ
な
“
で
は
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
不
平
等
の
社
会
構
造
の
意
識
的
反
映
な
の
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
、
人
々
に
よ
っ
て
学
歴
格
差
が
意
識
さ
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
学
歴
格
差
が
社
会
的
地
位
の
格
差
を
象
徴
し
て
い
る
と
思
わ
れ

て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
学
歴
が
地
位
の
象
徴
（
「
地
位
形
成
機
能
」
お
よ
び
「
地
位
表
示
機
能
」
）
で
な
か
っ
た
な
ら
、
学

歴
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
社
会
的
な
規
模
で
人
々
を
捉
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
人
々
が
学
歴
格
差
の
意
識
を
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目
明
の
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
の
は
、
人
々
が
そ
れ
以
前
に
す
で
に
地
位
の
階
層
秩
序
を
受
け
入
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ

う
し
た
秩
序
意
識
へ
の
屈
服
こ
そ
、
す
べ
て
に
先
行
し
、
ま
た
、
学
歴
格
差
の
意
識
を
人
々
に
無
理
な
く
受
け
入
れ
さ
せ
て
い
る
元
凶
で

あ
る
。
こ
の
間
の
事
情
は
、
職
業
格
差
の
意
識
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
職
業
に
貴
賎
を
与
え
る
の
は
、
職
業
の
差
異
そ
の
も
の
で
は
な

い
。
そ
れ
が
社
会
的
分
業
の
一
環
を
構
成
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
職
業
に
貴
賎
は
存
在
し
な
い
。
職
業
に
貴
賎
を
付
与
す
る
も
の
は
な
に
か
。

そ
れ
は
、
そ
の
背
後
に
存
在
す
る
社
会
的
地
位
の
階
層
秩
序
で
あ
り
、
職
業
は
そ
れ
が
社
会
的
に
表
現
さ
れ
、
反
映
さ
れ
る
ひ
と
つ
の
手

段
に
す
ぎ
な
い
。
同
様
に
、
学
歴
に
格
差
を
与
え
る
も
の
は
、
学
歴
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
教
育
に
社
会
的
選
抜
機
能
を
与
え
、
教
育
選

抜
を
社
会
移
動
の
制
度
化
さ
れ
た
唯
一
の
ル
ー
ト
に
変
え
、
学
歴
を
社
会
的
地
位
の
象
徴
的
指
標
た
ら
し
め
る
も
の
は
、
文
化
の
世
代
的

伝
承
の
機
能
と
し
て
の
教
育
本
来
の
機
能
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
担
い
手
を
選
抜
す
る
に
す
ぎ
な
い
筈
の
教
育
選
抜
で
も
な
く
、
ま
し
て

や
受
け
て
き
た
教
育
訓
練
の
私
的
履
歴
に
す
ぎ
な
い
学
歴
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
学
歴
を
含
む
す
べ
て
の
教
育
体
制
の
背
後
に
控
え
、
そ

れ
と
は
本
来
異
質
の
も
の
、
つ
ま
り
、
社
会
的
地
位
の
階
層
構
造
、
さ
ら
に
言
い
換
え
る
な
ら
、
階
級
・
階
層
社
会
の
格
差
の
構
造
な
の

で
あ
る
。

　
学
歴
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
せ
よ
、
職
業
格
差
の
意
識
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
は
社
会
的
地
位
の
階
層
構
造
の
意
識
的
反
映
に
す
ぎ
な
い
こ
と

を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
こ
と
は
人
々
が
そ
う
し
た
階
層
構
造
・
格
差
構
造
を
肯
定
し
、
そ
れ
を
受

け
入
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
反
映
さ
れ
て
い
る
の
は
、
人
々
が
社
会
の
格
差
構
造
に
屈
服
し
た
と
い
う
事
実

だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
す
で
に
職
業
格
差
の
意
識
に
つ
い
て
も
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
そ
う
し
た
階
層

秩
序
．
格
差
構
造
に
批
判
的
な
意
識
も
ま
た
反
映
さ
れ
て
い
る
。
「
学
歴
社
会
は
よ
く
な
い
」
「
人
は
学
歴
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で

は
な
い
」
と
い
う
意
見
は
、
「
現
代
は
学
歴
社
会
で
あ
る
」
「
人
が
し
ば
し
ば
学
歴
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
」
と
　
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
0

い
う
意
見
と
同
時
に
存
在
し
、
し
ば
し
ば
タ
テ
マ
エ
あ
る
い
は
願
望
と
し
て
表
明
さ
れ
る
。
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だ
か
ら
、
社
会
の
格
差
構
造
を
円
滑
に
機
能
さ
せ
る
た
め
に
は
、
こ
の
批
判
的
意
識
を
積
極
的
に
封
じ
込
め
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
新
た

に
必
要
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
能
力
主
義
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。
「
能
力
の
あ
る
人
が
高
い
学
歴
を
有
す
る
の
は
当
然

で
あ
る
」
あ
る
い
は
「
努
力
し
て
（
あ
る
い
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
）
高
い
能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
人
は
高
い
学
歴
を

与
え
ら
れ
て
当
然
で
あ
る
」
と
い
う
能
力
主
義
は
、
「
そ
の
よ
う
な
人
に
は
高
い
社
会
的
地
位
が
与
え
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
現
実
を

人
々
に
「
目
然
的
で
自
明
な
秩
序
」
と
し
て
受
け
入
れ
さ
せ
る
た
め
の
も
っ
と
も
効
果
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。
こ
の
能
力
主
義
の

ト
リ
ッ
ク
を
見
破
る
こ
と
な
し
に
は
、
学
歴
主
義
へ
の
批
判
意
識
は
そ
の
狭
い
教
育
問
題
の
問
題
次
元
を
突
破
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
「
能
力
の
あ
る
人
が
高
い
学
歴
を
有
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
本
来
、
学
歴
が
地
位
の
象
徴
で

あ
る
こ
と
と
な
ん
ら
関
係
が
な
い
。
な
ぜ
、
能
力
が
高
い
も
の
が
高
い
地
位
を
占
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
そ
の
こ
と
は
け
っ
し
て
自

明
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
こ
に
は
、
階
級
・
階
層
秩
序
が
、
能
力
主
義
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
根
拠
を
必
要
と
し
て
い
る
と
い
う
事
実

と
、
学
歴
主
義
と
い
う
編
成
原
理
を
と
っ
て
そ
う
し
た
階
級
・
階
層
秩
序
が
自
己
の
姿
を
を
社
会
の
隅
々
に
ま
で
押
し
広
げ
て
い
る
現
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

が
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
、
「
試
験
の
時
代
」
の
歴
史
的
必
然
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
時
代
に
の
み
必
然
で
あ
る
。
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（
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門
脇
厚
司
『
現
代
の
出
世
観
』
日
経
新
書
、
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
七
八
年
、
四
九
頁

天
野
郁
夫
「
教
育
の
地
位
表
示
機
能
に
つ
い
て
」
『
教
育
社
会
学
研
究
』
第
三
八
集
、
四
七
頁
、
一
九
八
三
年

山
崎
正
和
『
対
談
集
　
柔
ら
か
い
個
人
主
義
の
時
代
』
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
五
年
、
一
八
頁

井
上
敏
明
『
学
歴
の
深
層
心
理
』
、
世
界
思
想
社
、
一
九
八
O
年
、
二
三
〇
～
一
頁

～
（
6
）
　
同
上
書
、
二
三
一
頁

天
野
郁
夫
『
試
験
の
社
会
史
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
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③
　
所
得
格
差
の
意
識

　
最
後
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
所
得
格
差
の
意
識
で
あ
る
。
世
帯
収
入
の
格
差
が
「
暮
ら
し
向
き
」
と
し
て
の
「
階
層
帰
属
意
識
」
を
さ

ま
ざ
ま
に
分
化
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
人
々
の
収
入
格
差
の
意
識
が
「
暮
ら
し
向
き
」
の
格
差
意
識

と
有
意
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
と
同
時
に
、
人
々
が
収
入
格
差
に
せ
よ
、
「
暮
ら
し
向
き
」
の
格
差
に

せ
よ
、
そ
う
し
た
格
差
の
秩
序
か
ら
生
ま
れ
る
生
活
格
差
を
明
瞭
に
意
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
生
活
格

差
の
意
識
は
、
直
接
に
は
世
帯
収
入
の
格
差
意
識
あ
る
い
は
「
暮
ら
し
向
き
」
意
識
と
密
接
な
関
連
の
も
と
に
あ
る
と
は
い
え
、
あ
る
場

合
に
は
、
そ
う
し
た
格
差
と
は
独
立
に
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
同
一
の
収
入
レ
ベ
ル
に
あ
る
集
合
住
宅
（
団
地
）
で
、

人
々
が
ほ
ぼ
同
一
の
生
活
水
準
の
も
と
に
暮
ら
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
人
々
の
意
識
は
他
者
と
自
分
の
あ
い
だ
に
些
細
な
差
異
を

見
つ
け
だ
し
、
ま
た
造
り
だ
し
、
無
限
の
階
層
化
へ
向
か
っ
て
人
々
の
意
識
を
駆
り
立
て
な
い
で
は
お
か
な
い
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、
久
冨
善
之
た
ち
教
育
社
会
学
者
が
行
な
っ
た
「
生
活
困
難
層
」
と
呼
ば
れ
る
貧
困

階
層
の
教
育
環
境
調
査
で
あ
る
。
調
査
対
象
に
選
ば
れ
た
の
は
、
入
居
に
際
し
て
所
得
制
限
が
課
せ
ら
れ
る
あ
る
地
方
都
市
の
公
営
住
宅

で
あ
る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
生
活
様
式
の
レ
ベ
ル
が
同
じ
水
準
に
あ
る
こ
と
が
、
必
ず
し
も
対
等
意
識
を
生
む
の
で
は
な
く
、
逆

に
相
手
と
の
わ
ず
か
な
差
異
を
過
剰
に
気
に
す
る
よ
う
に
な
り
、
『
あ
の
家
庭
は
い
い
も
の
を
も
っ
て
い
る
』
と
か
、
子
ど
も
の
進
学
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

た
高
校
の
レ
ベ
ル
を
競
う
な
ど
、
嫉
み
や
嫌
味
が
〈
う
わ
さ
〉
と
し
て
起
こ
っ
て
い
る
」
と
い
う
報
告
で
あ
る
。
こ
の
報
告
を
行
っ
た
小

沢
浩
明
は
、
こ
れ
を
「
果
て
し
な
き
差
異
化
」
現
象
と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
、
先
に
学
歴
格
差
の
意
識
に
お
い
て
引
用
し
た
「
差
を

つ
け
た
が
る
身
分
病
」
（
井
上
敏
明
）
と
基
本
的
に
は
同
じ
現
象
を
指
し
て
い
る
。
だ
が
、
同
時
に
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
「
お
互
い
に

収
入
額
が
近
い
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
生
活
水
準
の
大
き
な
違
い
を
生
ま
な
い
た
め
に
住
民
の
い
う
『
住
み
や
す
さ
』
に
つ
な
が
る
は
ず
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（
2
）

だ
」
と
い
う
小
沢
の
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
生
活
困
難
層
」
が
「
果
て
し
な
き
差
異
化
」
現
象
に
よ
っ
て
「
孤
立
・
敵
対
」
の

状
況
に
置
か
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
た
い
し
て
、
こ
の
団
地
が
基
本
的
に
「
住
み
や
す
い
、
環
境
が
い
い
」
と

答
え
て
い
る
事
実
と
も
符
合
し
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
「
生
活
様
式
の
レ
ベ
ル
が
同
じ
水
準
に
あ
る
こ
と
が
、
（
あ
る
種
の
）
対
等
意
識

を
生
む
」
と
い
う
可
能
性
も
否
定
で
き
ず
、
こ
の
団
地
の
人
々
は
社
会
的
地
位
の
同
程
度
の
水
準
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
種

の
連
帯
感
（
そ
の
基
礎
）
を
共
有
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
収
入
に
せ
よ
、
学
歴
に
せ
よ
、
職
業
に
せ
よ
、
そ

れ
ら
格
差
意
識
の
背
後
に
は
、
そ
れ
に
先
行
す
る
階
層
秩
序
の
意
識
が
控
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
識
は
人
々
を
そ
の
差
異
性
に

お
い
て
分
断
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
同
一
性
に
お
い
て
結
合
す
る
可
能
性
を
も
秘
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
差
異
化
の
意
識
だ
け
で
階

層
秩
序
の
意
識
を
代
表
さ
せ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
一
面
的
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
学
歴
格
差
の
場
合
、
あ
る
い
は
、
職
業
格
差
の
場
合
と
同
様
、
収
入
格
差
や
生
活
格
差
も
ま
た
、
そ
の
意
識
に
先
行
す

る
階
級
・
階
層
社
会
の
格
差
意
識
を
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
し
か
も
、
特
徴
的
な
こ
と
は
、
学
歴
格
差
、
職
業
格
差
の
い
ず
れ
の
意
識
の
場
合
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
所
得
格
差
の
意
識
、

あ
る
い
は
生
活
格
差
の
意
識
も
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
抑
圧
的
な
環
境
の
下
に
あ
っ
て
、
そ
の
発
現
を
妨
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ

る
Q　

「
学
校
と
い
う
所
は
、
家
庭
の
職
業
の
違
い
や
貧
富
に
か
か
わ
り
な
く
、
す
べ
て
の
子
ど
も
を
み
ん
な
平
等
に
あ
つ
か
っ
て
い
る
。
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

か
ら
、
『
低
所
得
者
』
と
か
『
生
活
困
難
層
』
と
い
っ
た
特
別
の
見
方
は
、
教
育
の
場
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
」

　
こ
れ
は
、
久
冨
善
之
た
ち
教
育
社
会
学
者
が
教
育
調
査
に
出
掛
け
て
い
っ
た
さ
い
、
訪
問
し
た
小
学
校
の
校
長
か
ら
受
け
た
「
訓
戒
」

の
一
部
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
興
味
深
い
例
が
、
発
達
心
理
学
の
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
あ
る
論
文
の
な
か
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
論
文
の
な
か
で
、
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著
者
た
ち
は
、
「
経
済
的
知
識
を
も
含
む
社
会
的
知
識
が
、
発
達
上
、
ど
の
よ
う
に
し
て
取
得
さ
れ
て
く
る
か
」
と
い
う
問
題
に
関
心
を

寄
せ
、
と
く
に
「
経
済
的
格
差
に
関
す
る
諸
説
の
適
否
を
検
討
し
よ
う
」
と
し
て
、
大
阪
府
の
小
学
校
で
面
接
調
査
を
行
な
っ
た
こ
と
を

記
し
て
い
る
。
著
者
た
ち
は
、
そ
の
調
査
結
果
を
紹
介
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
欧
米
の
研
究
者
の
仮
説
を
紹
介
し
た

あ
と
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

　
「
と
こ
ろ
で
本
研
究
は
、
上
の
諸
説
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
経
済
的
格
差
に
関
す
る
認
知
が
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
る
か
、
そ
の
要
因

は
な
に
か
、
を
検
討
す
る
た
め
に
計
画
さ
れ
た
。
研
究
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
関
西
大
学
へ
≦
ω
三
畠
　
ω
3
0
尊
と
し
て
招
へ
い

し
た
冒
ぎ
匿
教
授
の
示
唆
で
あ
る
。
か
れ
は
、
欧
米
の
多
く
の
研
究
が
と
り
あ
げ
て
い
る
よ
う
に
、
経
済
的
格
差
に
つ
い
て
の
知
識
を

み
る
た
め
に
、
発
達
段
階
別
と
同
時
に
社
会
階
層
別
に
も
児
童
を
分
け
て
考
察
す
べ
き
だ
と
強
く
主
張
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
日
本
に
お

い
て
は
、
社
会
階
層
別
に
児
童
を
分
け
る
こ
と
は
親
の
職
業
・
地
位
・
収
入
な
ど
を
求
め
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
う
し
た
準
拠
枠
で
児
童
を
み

る
こ
と
は
調
査
対
象
校
で
も
抵
抗
が
あ
り
、
ま
た
差
別
的
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
そ
れ
は
で
き
な
い
旨
強
く
訴
え
た
。
か
れ
は
、
差
別
す

る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
、
た
だ
経
済
的
格
差
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
は
歴
然
と
し
て
い
る
、
家
屋
敷
・
持
ち
物
な
ど
を
み
れ
ば
そ
れ
は

わ
か
ろ
う
、
と
不
思
議
そ
う
だ
っ
た
。
結
局
、
わ
れ
わ
れ
の
調
査
は
、
発
達
段
階
別
に
の
み
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
上

記
の
諸
説
を
検
討
す
る
に
は
い
さ
さ
か
資
料
不
足
で
は
あ
る
が
、
期
せ
ず
し
て
、
比
較
文
化
的
な
社
会
観
の
差
異
を
み
る
こ
と
と
な
っ
た

　
　
（
4
）

の
で
あ
る
。
」

　
「
『
低
所
得
者
』
と
か
『
生
活
困
難
層
』
と
い
っ
た
特
別
の
見
方
」
を
警
戒
し
、
「
み
ん
な
平
等
」
と
い
う
「
た
て
ま
え
」
に
逃
げ
込
む

学
校
現
場
の
管
理
者
、
「
差
別
的
に
な
り
か
ね
な
い
」
と
し
て
現
に
そ
こ
に
あ
る
「
階
層
格
差
」
さ
え
調
査
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
社
会

科
学
の
専
門
家
、
こ
れ
ら
の
例
は
、
先
に
見
た
、
現
存
す
る
職
業
格
差
を
否
認
し
よ
う
と
す
る
「
庶
民
の
意
識
」
（
安
田
三
郎
）
、
学
歴
格

差
の
意
識
を
「
学
歴
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
と
し
て
深
層
心
理
に
封
じ
込
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
対
等
の
人
間
関
係
を
結
べ
た
と
信
じ
込
む
日
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常
意
識
（
井
上
敏
明
）
と
ま
っ
た
く
同
じ
質
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
「
偽
れ
る
平
等
主
義
」
と
呼
ん
で
も
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
「
平

等
主
義
」
の
特
徴
は
、
そ
れ
が
、
職
業
格
差
、
学
歴
格
差
、
所
得
格
差
と
い
う
い
ず
れ
の
場
合
も
、
、
「
そ
こ
に
あ
る
階
層
格
差
や
生
活
困

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

難
を
意
図
的
に
『
な
い
も
の
』
と
し
て
対
処
し
よ
う
と
い
う
」
ヴ
ェ
ー
ル
の
役
目
を
果
た
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
示
す
通
り
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
平
等
主
義
の
問
題
は
、
も
う
ひ
と
つ
別
の
特
徴
に
あ
る
。
そ
れ
が
実
際
に
は
現
実
の

不
平
等
を
隠
蔽
す
る
に
す
ぎ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
々
の
意
識
の
上
で
は
現
実
の
不
平
等
を
克
服
す
る
ひ
と
つ
の
観
念
的
努
力
の
結

果
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
人
々
は
、
少
な
く
と
も
、
そ
う
し
た
平
等
主
義
を
装
う
こ
と
で
、
理
念
の
な
か
で
現
実
の

不
平
等
を
克
服
し
て
い
る
の
だ
と
錯
覚
を
起
こ
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
人
々
の
意
識
の
根
底
に
は
、
「
不
平
等
は
よ
く
な
い
」
「
人
は
み
な
平
等
だ
」
「
他
人
を
職
業
や
貧
富
や
学
歴
で
な
が
め
て
は

い
け
な
い
」
と
い
う
平
等
理
念
が
存
在
す
る
。
こ
の
理
念
の
基
礎
は
、
人
間
の
類
的
本
性
に
ま
で
根
ざ
す
ほ
ど
の
本
源
的
な
連
帯
の
感
情

で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
類
的
本
質
は
、
現
実
の
不
平
等
や
格
差
、
疎
外
や
分
断
を
前
に
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
危
機
感
に
苛
ま
れ
る
。
矛
盾

に
直
面
す
る
の
で
あ
る
。
危
機
の
意
識
を
回
避
す
る
も
っ
と
も
安
直
な
道
は
、
そ
れ
か
ら
目
を
そ
ら
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
「
な
い

も
の
」
と
処
理
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
か
ろ
う
じ
て
人
々
は
「
理
想
」
と
「
現
実
」
の
心
理
的
葛
藤
を
避
け
、
精

神
の
均
衡
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
「
平
等
主
義
」
の
「
ヴ
ェ
ー
ル
」
と
し
て
の
本
性
を
指
摘
す
る

だ
け
で
は
明
ら
か
に
不
十
分
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
危
険
で
す
ら
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ま
ず
第
一
に
、
そ
の
こ
と
が
、
人
々
の
心
情
の
奥

底
に
眠
っ
て
い
る
本
来
の
平
等
理
念
を
も
「
偽
れ
る
平
等
主
義
」
と
一
緒
に
流
し
去
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、

第
二
に
、
い
か
に
「
偽
り
の
平
等
主
義
」
と
は
い
え
、
そ
れ
は
時
と
場
合
に
よ
り
わ
れ
わ
れ
の
心
情
の
奥
に
眠
っ
て
い
た
平
等
理
念
を
覚

醒
さ
せ
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
契
機
に
な
っ
て
き
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
そ
う
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
あ
る
歴
史
的
社
会
的
状
況
の
も
と
で
は
、
平
等
理
念
が
陥
る
現
実
と
理
想
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
、
こ
う
し
た
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個
人
的
な
心
理
的
処
理
の
方
法
を
通
じ
て
、
ま
た
そ
れ
を
助
長
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
社
会
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
を
通
じ
て
、
封
じ
込
め
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
「
格
差
の
秩
序
」
を
人
々
に
自
明
の
目
然
法
則
と
し
て
受
け
入
れ
さ
せ
る
こ

と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
在
わ
れ
わ
れ
が
直
面
し
て
い
る
の
は
そ
う
し
て
封
じ
込
め
ら
れ
た
階
層
格
差
意
識
で
あ
る
。
だ

が
、
「
危
機
の
意
識
」
は
い
つ
ま
で
も
こ
う
し
た
個
人
的
な
努
力
に
よ
っ
て
隠
ぺ
い
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
そ
れ
が
個

人
の
枠
を
超
え
、
社
会
の
問
題
と
し
て
、
そ
し
て
時
代
の
問
題
と
し
て
広
く
提
起
さ
れ
る
日
が
い
つ
か
は
や
っ
て
く
る
。
そ
の
時
こ
そ
、

「
危
機
の
意
識
」
が
そ
の
姿
を
は
っ
き
り
と
現
わ
す
と
き
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
と
き
は
、
誰
の
目
に
も
事
態
は
明
瞭
に
映
っ
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
社
会
科
学
の
出
番
と
し
て
は
遅
す
ぎ
る
。
社
会
科
学
の
出
番
は
、
幻
想
が
人
々
に
心
地
よ
い
錯
覚
を
あ
た
え
て
い
る
あ
い
だ

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
使
命
は
、
こ
う
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
も
っ
と
も
危
険
な
側
面
を
指
摘
し
、
批
判
し
、
こ
う
し
た
錯
覚
か

ら
の
覚
醒
の
契
機
を
提
供
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
わ
が
社
会
科
学
者
た
ち
は
、
「
不
思
議
そ
う
」
な
顔
を
し
た
「
く
甲

三
鼠
ω
9
0
一
貰
」
を
前
に
し
て
も
、
な
お
「
ヴ
ェ
ー
ル
」
に
た
い
し
て
無
気
力
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
事
は
「
比
較
文
化
的
な
社
会
観

の
差
異
」
な
ど
の
問
題
で
は
な
い
の
だ
。

（
1
）
　
久
冨
善
之
編
著
『
豊
か
さ
の
底
辺
に
生
き
る
』
、
青
木
書
店
、
一
九
九
三
年
、

（
2
）
　
同
上
書
、
一
九
三
頁

（
3
）
　
同
上
書
、
一
六
〇
頁

（
4
）
　
野
村
昭
・
西
田
公
昭
「
経
済
的
格
差
に
関
す
る
認
知
の
発
達
」
『
関
西
大
学
・

　
～
四
頁

（
5
）
　
久
冨
、
前
掲
書
、
一
六
三
頁

一
八
九
頁

社
会
学
部
紀
要
』
第
一
九
巻
第
一
号
、
｝
九
八
七
年
、
一
二
三
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四

小
括

　
「
中
」
意
識
が
発
生
す
る
と
さ
れ
た
直
接
の
場
で
あ
る
個
人
の
消
費
生
活
を
見
て
も
、
ま
た
、
も
う
一
つ
の
有
力
な
場
で
あ
る
と
さ
れ

る
社
会
生
活
上
の
地
位
的
要
因
を
見
て
も
、
統
一
的
で
均
質
化
さ
れ
た
な
ん
ら
か
の
「
中
間
層
」
を
想
定
す
べ
き
実
体
的
根
拠
は
見
あ
た

ら
な
い
。
「
中
間
層
」
な
る
も
の
が
当
初
か
ら
そ
れ
を
追
い
求
め
る
人
間
の
空
想
の
産
物
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
は
か
な
ら

ず
し
も
根
拠
の
な
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
証
拠
に
、
す
で
に
「
中
間
階
層
論
争
」
の
当
初
か
ら
、
健
全
な
批
判
精
神
は
こ
う
し
た
疑
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

を
表
明
し
て
い
た
。
朝
日
新
聞
へ
の
あ
る
投
書
は
、
「
耐
久
消
費
財
の
普
及
」
を
根
拠
に
「
新
中
間
階
層
」
の
実
在
を
主
張
す
る
の
は

「
消
費
の
画
一
化
と
そ
の
均
質
化
と
を
取
り
違
え
た
」
議
論
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
慧
眼
に
も
当
時
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
「
社
会
的
地
位
の
非
一
貫
性
」
を
こ
と
の
ほ
か
重
視
す
る
社
会
学
者
た
ち
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
事
実
も
、
そ
れ
目
体
、
さ
し
て
目
新

し
い
も
の
で
は
な
い
。
彼
ら
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
現
代
社
会
に
は
、
社
会
的
地
位
の
多
く
の
要
因
に
か
ん
し
て
「
一
貫
」
し
て
恵
ま

れ
た
ひ
と
に
ぎ
り
の
上
層
部
分
と
、
同
じ
く
多
く
の
要
因
に
か
ん
し
て
コ
貫
」
し
て
恵
ま
れ
な
い
か
な
り
の
下
層
部
分
と
が
存
在
し
、

こ
の
両
極
に
挟
ま
れ
、
不
安
定
に
漂
う
、
多
様
化
し
た
「
非
一
貫
的
な
」
人
々
が
存
在
す
る
と
い
う
、
階
層
社
会
あ
る
い
は
階
級
社
会
に

つ
い
て
の
き
わ
め
て
あ
た
り
ま
え
の
事
実
に
す
ぎ
な
い
。
彼
ら
が
「
非
一
貫
的
な
」
人
々
と
し
て
注
目
し
て
い
る
の
は
、
あ
る
部
分
を
と

っ
て
み
れ
ば
、
上
層
「
一
貫
」
へ
の
道
を
約
束
さ
れ
た
エ
リ
ー
ト
予
備
軍
で
あ
り
、
ま
た
逆
に
、
あ
る
部
分
を
と
っ
て
み
れ
ば
、
下
層

「
一
貫
」
へ
転
落
す
る
危
険
に
た
え
ず
晒
さ
れ
た
大
衆
的
勤
労
者
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
非
一
貫
的
な
」
人
々
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
な
ん

ら
か
の
統
一
的
な
基
準
を
満
た
す
均
質
な
実
体
を
形
成
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
彼
ら
を
「
中
間
階
層
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
大
き
な

誤
り
で
あ
る
。
事
実
、
論
争
の
当
初
、
「
新
中
間
階
層
」
の
出
現
を
主
張
し
た
村
上
泰
亮
は
、
そ
の
後
、
「
新
中
間
大
衆
」
へ
と
そ
の
呼
称
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を
変
更
し
、
彼
の
議
論
で
は
「
階
層
」
と
し
て
の
実
体
的
根
拠
が
提
出
で
き
な
い
こ
と
を
暗
に
認
め
て
し
ま
っ
た
。

　
も
ち
ろ
ん
、
「
非
一
貫
的
な
」
人
々
の
存
在
が
、
現
代
社
会
の
多
様
性
、
複
雑
性
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
一
面
の
真
実
で
あ
る
。
ま

た
、
社
会
構
成
員
の
あ
い
だ
に
、
階
級
的
分
断
線
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
断
線
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
経
験
的
で
、
現

象
的
な
社
会
観
察
の
複
雑
な
次
元
に
留
ま
れ
ば
留
ま
る
ほ
ど
、
人
々
を
も
は
や
労
働
者
対
資
本
家
と
い
っ
た
単
純
な
図
式
、
単
一
の
分
断

線
で
も
っ
て
色
分
け
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
、
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
単
純
な
色
分
け
を
歴
史
的
に
行
な
っ
た
と
通

常
考
え
ら
れ
て
い
る
マ
ル
ク
ス
で
さ
え
、
政
治
的
ア
ピ
ー
ル
の
書
で
あ
る
『
共
産
党
宣
言
』
と
政
治
的
現
状
分
析
の
書
で
あ
る
い
わ
ゆ
る

フ
ラ
ン
ス
三
部
作
（
『
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
階
級
闘
争
』
『
ル
イ
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
と
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
一
八
日
』
『
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
内

乱
』
）
と
で
は
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
階
級
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
種
類
と
適
用
に
は
著
し
い
質
的
量
的
な
距
離
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
あ
る

研
究
者
は
、
現
実
分
析
で
マ
ル
ク
ス
が
見
せ
た
柔
軟
な
階
級
概
念
の
適
用
を
活
か
す
な
ら
、
厳
格
で
硬
直
し
た
図
式
的
な
階
級
規
定
か
ら

議
論
を
出
発
さ
せ
た
り
、
そ
れ
の
単
純
な
適
用
に
よ
っ
て
現
実
社
会
の
階
級
構
成
を
描
い
た
り
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
ほ

　
　
（
2
）

ど
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
経
済
社
会
学
的
な
批
判
理
論
の
書
で
あ
る
『
資
本
論
』
に
つ
い
て
み
て
も
、
十
分
に
納
得
で
き
る
。
こ
の
大

著
を
一
度
で
も
読
ん
だ
者
な
ら
、
マ
ル
ク
ス
の
階
級
論
が
単
純
な
労
資
対
決
の
二
極
構
造
と
い
う
図
式
だ
け
で
成
り
立
っ
て
い
る
な
ど
と

済
ま
し
て
い
る
こ
と
は
と
う
て
い
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
社
会
構
成
員
の
多
様
性
、
複
雑
性
を
認
め
、
彼
ら
が
さ
ま
ざ
ま
な
点

で
複
雑
な
分
断
状
況
に
あ
る
こ
と
を
積
極
的
に
認
め
る
こ
と
と
、
彼
ら
に
「
新
中
間
階
層
」
、
「
新
中
間
階
級
」
、
「
中
流
階
層
」
な
ど
と
い

っ
た
幻
想
の
レ
ッ
テ
ル
を
張
り
付
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
新
た
な
色
付
け
（
し
か
も
、
実
体
的
根
拠
の
な
い
色
付
け
）
を
す
る
こ
と
と

は
、
ま
っ
た
く
別
問
題
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
彼
ら
「
非
一
貫
的
な
」
人
々
の
上
と
下
に
、
す
べ
て
に

恵
ま
れ
た
少
数
の
人
々
と
、
す
べ
て
に
恵
ま
れ
な
い
多
数
の
人
々
と
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
社
会
構
造
の
全
体
的
構
図
で
あ
る
。
社
会

の
上
層
に
行
け
ば
い
く
ほ
ど
、
あ
ら
ゆ
る
点
に
恵
ま
れ
た
、
ひ
と
に
ぎ
り
の
特
権
的
な
富
裕
層
が
存
在
し
、
下
層
に
行
け
ば
行
く
ほ
ど
、
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あ
ら
ゆ
る
点
に
恵
ま
れ
な
い
多
数
の
貧
困
層
が
存
在
し
、
そ
う
し
た
富
裕
層
に
も
、
貧
困
層
に
も
属
さ
な
い
層
が
庶
民
の
名
で
存
在
す
る

こ
と
は
、
古
典
的
階
級
社
会
論
の
も
っ
と
も
通
俗
化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
る
。
「
社
会
的
地
位
の
非
一
貫
性
」
論
議
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
な
っ
た
の
は
、
す
べ
て
の
階
級
社
会
な
い
し
階
層
社
会
に
共
通
す
る
、
こ
う
し
た
構
成
イ
メ
ー
ジ
が
現
代
の
日
本
社
会
分
析
に
お
い

て
も
妥
当
性
を
有
す
る
と
い
う
皮
肉
な
現
実
に
す
ぎ
な
い
。

　
こ
う
し
た
古
典
的
で
あ
る
と
と
も
に
、
現
代
的
で
も
あ
る
社
会
的
分
断
状
況
の
な
か
で
、
人
々
は
、
個
人
生
活
や
社
会
生
活
の
多
く
の

場
面
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
格
差
を
意
識
し
て
い
る
。
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
愚
か
な
こ
と
で
あ
る
。
生
活
条
件

に
か
ん
す
る
学
歴
格
差
、
性
別
格
差
、
地
域
的
格
差
、
経
済
格
差
、
文
化
的
格
差
、
政
治
参
加
の
格
差
、
等
々
を
改
め
て
挙
げ
て
い
く
ま

で
も
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
も
し
こ
こ
で
疑
問
が
起
こ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
人
々
が
格
差
の
な
か
で
生

活
し
、
生
活
意
識
の
な
か
で
格
差
を
自
覚
し
て
い
る
の
な
ら
、
な
ぜ
人
々
は
そ
れ
を
階
層
格
差
で
あ
る
と
自
覚
し
な
い
の
か
。
な
ぜ
、
自

分
た
ち
が
暮
ら
す
社
会
が
階
層
社
会
あ
る
い
は
階
級
社
会
で
あ
る
と
意
識
し
、
階
層
意
識
あ
る
い
は
一
歩
進
ん
で
階
級
意
識
に
目
覚
め
よ

う
と
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
人
々
の
意
識
は
こ
う
し
た
認
識
と
は
遥
か
に
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
な
ぜ
か
。
な
に
が
格

差
の
階
層
性
、
階
級
性
を
隠
ぺ
い
し
て
い
る
の
か
。
さ
し
あ
た
り
主
観
的
条
件
と
客
観
的
条
件
の
二
つ
を
分
け
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
主
観
的
条
件
に
つ
い
て
は
、
「
社
会
的
地
位
の
意
識
」
を
論
じ
た
さ
い
に
、
若
干
触
れ
た
。
格
差
の
存
在
を
「
な
い
も
の
」
と
す
る

「
ヴ
ェ
ー
ル
」
の
存
在
は
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
を
封
じ
込
め
、
「
危
機
の
意
識
」
を
個
人
の
心
理
的
レ
ベ
ル
に
と
ど
め
、
問
題
を
隠
ぺ
い
す

る
こ
と
に
役
立
っ
て
い
る
。
問
題
の
等
閑
視
を
決
め
込
む
こ
と
で
、
個
人
的
に
も
危
機
が
回
避
で
き
る
の
な
ら
、
だ
れ
が
あ
え
て
危
機
意

識
を
好
ん
で
持
と
う
と
す
る
だ
ろ
う
か
。
危
機
の
進
展
が
歴
史
的
に
も
個
人
的
な
レ
ベ
ル
を
超
え
、
社
会
的
な
レ
ベ
ル
に
ま
で
達
し
た
と

き
、
個
人
は
は
じ
め
て
危
機
の
背
後
に
潜
む
問
題
の
本
質
を
社
会
的
な
要
請
と
し
て
直
視
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
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れ
ば
、
今
日
、
な
お
人
々
の
階
級
格
差
の
意
識
が
潜
在
的
な
次
元
に
留
ま
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
歴
史
的
条
件
が
人
々
の
意
識

を
顕
在
化
す
る
ま
で
に
至
ら
な
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
階
級
格
差
が
社
会
に
存
在
し
な
い
か
ら
で
は
な
い
。
階
級
格
差
が
意
識
さ
れ
る
主
観

的
条
件
と
は
、
格
差
が
社
会
問
題
化
す
る
際
の
歴
史
的
条
件
の
一
部
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
歴
史
的
条
件
は
、
な
に
よ
り
も
階
級
格
差
の
意
識
を
封
じ
込
め
る
客
観
的
条
件
と
し
て
存
在
す
る
。
人
々
の
意
識
を
封
じ
込

め
、
問
題
の
隠
ぺ
い
に
成
功
し
て
い
る
鍵
は
、
意
識
を
そ
の
よ
う
に
作
り
上
げ
て
い
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
機
構
に
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
う
し

た
イ
デ
オ
ロ
ギ
！
機
構
が
成
功
裏
に
そ
の
機
能
を
遂
行
で
き
る
歴
史
的
社
会
的
条
件
に
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
人
々

の
日
常
意
識
を
形
成
す
る
す
べ
て
の
要
因
が
、
問
題
の
本
質
認
識
か
ら
人
々
を
遠
ざ
け
る
こ
と
に
寄
与
し
て
い
る
と
い
う
現
状
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
日
常
意
識
を
操
作
す
る
あ
ら
ゆ
る
場
面
、
た
と
え
ば
、
マ
ス
コ
ミ
か
ら
教
育
、
論
壇
か
ら
日
常
会
話
に
い
た
る
あ
ら
ゆ
る

場
に
及
ん
で
い
る
。
「
日
本
は
階
級
社
会
で
は
な
い
」
と
い
う
主
張
、
「
日
本
で
は
階
層
格
差
は
さ
し
た
る
問
題
で
は
な
い
」
と
い
う
主
張

が
陰
に
陽
に
唱
え
ら
れ
、
そ
れ
に
反
す
る
主
張
や
事
実
は
意
識
の
片
隅
に
追
い
や
ら
れ
て
い
る
状
況
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
こ
の
こ
と
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ん
ら
怪
し
む
に
足
り
な
い
。

　
人
々
の
日
常
意
識
は
、
日
常
が
滞
り
な
く
過
ぎ
て
い
く
限
り
、
た
と
え
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
不
平
等
な
社
会
構
造
の
な
か
に
あ
ろ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

も
、
問
題
の
本
質
に
さ
し
あ
た
り
無
頓
着
で
あ
る
。
ま
し
て
、
人
々
の
日
々
の
意
識
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
社
会
機
構
が
そ
う
し
た
問

題
か
ら
人
々
の
眼
を
そ
ら
せ
る
十
分
な
活
動
を
成
功
裏
に
行
な
っ
て
い
け
る
の
な
ら
、
人
々
は
問
題
の
本
質
に
触
れ
る
機
会
も
な
い
だ
ろ

う
。
問
題
の
啓
蒙
と
い
う
課
題
自
体
が
見
失
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
生
活
意
識
の
次
元
で
い
か
に
格
差
を
直
観
し
て
い
て
も
、
そ
れ
を
階
層
格
差
と
い
う
社
会
的
次
元
の
認
識
に
お
い
て
理
解
す
る
た
め
に

は
、
社
会
科
学
の
助
け
を
借
り
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
分
断
さ
れ
た
個
人
の
部
分
的
直
観
が
全
体
を
と
ら
え
返
す
に
は
、
社
会
科
学
的
反

省
な
い
し
総
括
を
必
要
と
す
る
。
社
会
科
学
の
啓
蒙
的
役
割
は
こ
こ
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
社
会
科
学
の
分
野
に
お
い
て
さ
え
、
こ
れ
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ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
現
代
日
本
社
会
の
分
析
世
界
か
ら
「
階
級
」
の
概
念
を
追
放
し
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
「
階
層
」
概
念
を
導
き
入

れ
、
社
会
内
の
対
立
を
「
格
差
」
よ
り
も
「
区
分
」
あ
る
い
は
「
差
異
」
と
し
て
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
支
配
的
で

　
（
5
）

あ
る
。
果
て
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
導
入
し
た
「
階
層
」
概
念
さ
え
危
険
視
し
、
「
社
会
階
層
を
社
会
学
に
お
け
る
キ
ー
概
念
か
ら
追
放

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
主
張
が
現
れ
る
始
末
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
日
常
意
識
が
身
の
回
り
の
生
活
格
差
を
階
層
格
差
で
あ
り
、

あ
る
場
合
は
さ
ら
に
進
ん
で
階
級
格
差
で
あ
る
と
直
観
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
科
学
的
方
法
に
裏
打
ち
さ
れ
た
認
識
へ

と
進
む
可
能
性
は
さ
し
あ
た
り
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
階
級
格
差
を
頭
か
ら
否
定
し

て
か
か
る
専
門
的
社
会
学
者
た
ち
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
攻
勢
の
ま
え
に
、
素
人
の
直
観
は
沈
黙
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
問
題
を
科
学
的
に
捉
え

る
道
は
封
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
状
況
は
日
本
だ
け
に
特
有
の
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
高
度
経
済
成
長
以
降
の
時
期
に
特
有
の

も
の
で
も
な
い
。
日
常
意
識
の
限
界
、
そ
れ
を
越
え
る
た
め
の
科
学
的
反
省
の
必
要
、
そ
し
て
、
そ
う
し
た
突
破
口
を
封
じ
込
め
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

で
可
能
と
な
る
日
常
的
秩
序
の
維
持
と
い
う
一
連
の
つ
な
が
り
を
物
語
る
、
い
わ
ば
社
会
問
題
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
的
背
景
で
あ
る
。

　
で
は
、
「
中
」
意
識
を
め
ぐ
る
議
論
の
な
か
で
提
起
さ
れ
て
い
る
真
の
問
題
と
は
何
な
の
か
。
も
し
人
々
が
目
分
た
ち
の
暮
ら
す
社
会

に
つ
い
て
社
会
科
学
的
な
「
階
層
（
階
級
）
社
会
」
認
識
に
た
ど
り
着
い
て
い
な
い
、
と
い
う
事
実
だ
け
が
こ
こ
で
の
問
題
で
あ
る
と
考

え
る
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
理
解
は
端
的
に
言
っ
て
誤
り
で
あ
る
。
人
々
は
、
日
常
意
識
の
な
か
で
質
問
を
受
け
た
の
で
あ
っ
て
、
社
会
科

学
的
な
認
識
を
問
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
日
常
生
活
の
意
識
で
あ
る
「
中
」
意
識
か
ら
、
社
会
科
学
的
な
認
識

で
あ
る
「
新
中
問
階
層
」
の
実
在
根
拠
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
こ
と
は
、
異
な
る
次
元
で
の
議
論
を
意
図
的
に
す
り
替
え
よ
う
と
す
る
こ

と
で
あ
る
と
非
難
さ
れ
て
も
、
仕
方
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
人
々
は
独
自
の
仕
方
で
階
級
を
意
識
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

「
か
り
に
現
在
の
日
本
の
社
会
全
体
を
、
資
本
家
階
級
、
中
産
階
級
、
労
働
者
階
級
と
い
う
三
つ
の
階
級
に
分
け
る
と
す
れ
ば
、
あ
な
た

自
身
は
、
ど
れ
に
属
す
る
と
お
考
え
で
す
か
」
と
質
問
し
た
S
S
M
全
国
調
査
の
「
階
級
帰
属
意
識
調
査
」
に
現
わ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
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と
も
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
四
〇
〇
〇
弱
の
サ
ン
プ
ル
の
う
ち
七
一
％
が
労
働
者
階
級
を
選
び
、
中
産
階
級
は
二
四
・
一
％
、
資
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

家
階
級
は
四
・
九
％
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
「
一
九
五
五
年
か
ら
一
九
六
五
年
に
か
け
て
は
中
産
階
級
へ
の
帰
属
率
の
増
大
と
労
働
者

階
級
へ
の
帰
属
率
の
減
少
が
み
ら
れ
た
が
、
一
九
六
五
年
か
ら
一
九
七
五
年
に
は
逆
に
労
働
者
階
級
へ
の
帰
属
率
の
増
大
と
中
産
階
級
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

の
帰
属
率
の
減
少
が
お
こ
っ
て
い
る
」
。
格
差
と
の
関
係
は
明
ら
か
で
は
な
い
に
せ
よ
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
階
級
帰
属
意
識
」
に

は
、
人
々
の
秘
め
ら
れ
た
階
級
意
識
が
な
ん
ら
か
の
形
で
作
用
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
、
九
割
を
占
め
る
「
中
」
意
識
と
い
う
事
実
の
な
か
か
ら
、
「
中
」
意
識
を
担
う
均
質
的
な
階
層
（
階
級
）
的
実
体
を
想
定
す

る
こ
と
も
誤
り
な
ら
、
人
々
の
日
常
意
識
が
社
会
科
学
的
「
階
層
（
階
級
）
社
会
」
認
識
に
た
ど
り
着
い
て
い
な
い
と
し
て
、
こ
れ
と
は

別
の
形
で
表
明
さ
れ
た
階
級
意
識
の
発
現
を
無
視
す
る
こ
と
も
誤
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
留
保
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
残
る
問
題
は

な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
国
を
越
え
、
時
代
を
越
え
て
、
人
々
が
「
暮
ら
し
向
き
」
を
聞
か
れ
た
と
き
、
「
中
」
の
大
項
目
を
と
り
あ
え
ず
選

ん
で
し
ま
う
と
い
う
事
実
で
あ
る
（
た
と
え
、
そ
の
答
え
が
さ
ら
に
中
の
上
、
中
の
中
、
中
の
下
へ
と
分
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て

も
）
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
二
つ
の
解
釈
が
出
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
「
過
去
と
の
比
較
」
説
、
も
う
一
つ
は
、
「
世
間
並

み
」
説
で
あ
る
。
前
者
は
、
「
中
流
」
幻
想
の
成
立
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
岸
本
重
陳
が
提
出
し
た
い
く
つ
か
の
解
釈
の
ひ
と
つ
で

あ
る
が
、
こ
れ
を
直
井
の
よ
う
に
S
S
M
デ
ー
タ
の
分
析
に
も
と
づ
き
、
「
年
齢
と
い
う
も
の
が
過
去
の
生
活
を
反
映
す
る
と
仮
定
す
る

か
ぎ
り
、
階
層
帰
属
意
識
は
過
去
と
の
比
較
に
お
い
て
回
答
さ
れ
た
の
で
は
な
い
と
断
定
で
き
る
」
と
拒
否
し
て
し
ま
う
こ
と
も
可
能
で

あ
り
、
こ
の
拒
絶
は
、
高
度
成
長
以
前
の
時
期
に
お
い
て
も
「
中
」
意
識
が
優
勢
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
考
え
れ
ば
、
正
し
い
よ
う
に

も
み
え
る
。
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ど
の
程
度
過
去
と
比
較
し
て
人
々
が
回
答
し
た
の
か
、
そ
れ
を
根
拠
づ
け
る
デ
ー
タ
の
欠
如
は

否
め
な
い
。
も
う
一
つ
の
解
釈
は
「
世
間
並
み
」
説
で
あ
り
、
「
い
つ
の
世
で
あ
れ
、
大
量
の
人
々
が
大
体
同
じ
よ
う
な
生
活
レ
ベ
ル
の
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と
こ
ろ
に
か
た
ま
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
い
つ
の
世
で
も
「
中
』
が
多
い
の
だ
」
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
説
は
一
面
の
正
し
さ
を
含

ん
で
い
る
。

　
と
く
に
、
人
々
の
生
活
（
と
く
に
消
費
生
活
）
が
ま
す
ま
す
単
一
の
原
理
（
市
場
原
理
）
に
包
摂
さ
れ
て
、
資
本
主
義
の
網
の
目
に
取

り
込
ま
れ
て
い
る
歴
史
的
社
会
的
条
件
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
解
釈
は
か
な
り
の
説
得
力
を
持
つ
。
市
場
原
理
が
生
活
を
包
摂
す
れ
ば
す
る

ほ
ど
、
人
々
の
生
活
の
画
一
化
は
進
行
す
る
の
で
あ
り
、
人
々
は
そ
の
よ
う
に
画
一
化
さ
れ
た
生
活
こ
そ
「
世
間
並
み
」
だ
と
考
え
る
よ

う
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
「
世
間
並
み
」
と
は
、
消
費
生
活
に
た
い
す
る
市
場
原
理
の
包
摂
と
い
う
絶
対
的
基
準
に
則
っ
て
い
る
。
他
方
、

自
己
の
生
活
の
画
一
化
は
、
他
者
と
の
比
較
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
相
対
的
基
準
に
よ
っ
て
判
断

さ
れ
る
も
の
だ
と
も
言
い
う
る
。

　
こ
う
し
た
絶
対
的
基
準
お
よ
び
相
対
的
基
準
の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
「
世
問
並
み
」
意
識
が
、
歴
史
的
条
件
の
成
熟
を
待
っ
て
危
機
意

識
を
醸
成
さ
せ
て
い
っ
た
と
き
、
そ
れ
が
階
層
・
階
級
的
な
連
帯
意
識
を
強
め
る
方
向
に
進
む
の
か
、
そ
れ
と
も
、
階
層
・
階
級
内
部
の

亀
裂
と
解
体
を
深
め
る
方
向
に
向
か
う
の
か
、
答
え
は
ま
だ
出
さ
れ
て
い
な
い
。
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（
1
）
　
石
田
伝
「
新
中
間
階
層
論
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
七
年
八
月
三
〇
日
「
声
」
欄

（
2
）
ω
o
『
一
〇
＝
○
一
一
ヨ
餌
P
ζ
胃
×
。
ω
¢
ω
①
o
h
．
．
Ω
器
ω
．
．
噛
ぎ
の
o
含
ミ
§
良
の
巽
§
執
ざ
S
』
ミ
8
き
ω
2
9
国
呂
写
Φ
ω
ω
、
一
〇
刈
O
も
P
ω
ら
。
－
“
刈
■

（
3
）
　
私
は
な
に
も
こ
れ
を
不
当
で
あ
る
と
非
難
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
自
分
た
ち
の
社
会
が
「
階
級
社
会
で
あ
る
」
な
ど
と
い
う
認
識
は
、
い
つ

　
の
時
代
も
支
配
す
る
階
級
（
階
層
・
集
団
）
に
と
っ
て
は
嫌
悪
す
べ
き
「
イ
デ
オ
・
ギ
ー
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
社
会
を
支
配
す
る
イ
デ
オ
・
ギ
ー

　
は
い
つ
の
時
代
も
支
配
す
る
側
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
状
況
が
続
く
こ
と
は
、
き
わ
め
て
理
屈
に
合
致
し
た
こ
と
な
の

　
で
あ
る
。
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（
4
）
　
日
常
生
活
が
ひ
と
た
び
破
綻
に
瀕
す
る
や
、
隠
さ
れ
て
い
た
問
題
の
本
質
は
だ
れ
の
眼
に
も
あ
ら
わ
に
な
る
。
一
九
九
五
年
の
阪
神
大
地
震
の

　
さ
い
の
悲
痛
な
叫
び
は
、
問
題
を
直
視
す
る
数
少
な
い
例
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
「
い
ま
神
戸
と
そ
の
周
辺
に
あ
ふ
れ
て
い
る
何
十
万
と
い
う
避
難

民
の
数
字
の
背
後
に
は
、
家
屋
だ
け
で
な
く
資
産
を
失
っ
た
、
ま
だ
統
計
に
の
ぼ
っ
て
い
な
い
も
っ
と
多
く
の
人
々
が
い
る
。
災
害
地
域
に
は
、
い

　
ま
や
も
う
古
い
言
葉
で
は
な
い
、
『
無
産
者
』
の
大
群
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
地
震
は
、
一
億
総
中
流
家
庭
化
の
外
装
を
、
化
粧
壁
を
は
ぎ
と
り
、

　
そ
れ
に
蔽
わ
れ
て
い
た
階
級
格
差
を
あ
ら
わ
に
し
た
。
地
下
深
く
、
で
は
な
く
意
外
に
浅
く
、
地
下
に
隠
れ
て
い
た
活
断
層
が
地
表
に
顔
を
出
し
た

　
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
亀
裂
は
都
市
空
間
全
面
に
走
っ
た
。
目
下
、
『
復
興
』
計
画
と
呼
ば
れ
て
い
る
都
市
再
建
構
想
は
、
新
し
い
ス
ケ
ー
ル
で

　
の
階
級
対
立
を
前
面
に
押
し
出
す
で
あ
ろ
う
。
『
無
産
者
』
は
う
ち
の
め
さ
れ
、
き
わ
め
て
無
力
な
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
。
『
有
産
者
』
は
、
そ
れ

　
を
も
条
件
と
し
て
取
り
こ
め
る
。
資
産
の
有
無
は
、
目
己
回
復
力
の
有
無
で
あ
る
。
」
（
野
口
武
彦
「
震
災
で
階
級
格
差
あ
ら
わ
に
」
『
朝
日
新
聞
』

　
一
九
九
五
年
二
月
二
一
日
夕
刊
）

（
5
）
　
一
九
八
五
年
社
会
階
層
と
社
会
移
動
全
国
調
査
委
員
会
「
一
九
八
五
年
社
会
階
層
と
社
会
移
動
全
国
調
査
報
告
』
一
九
八
八
年
、
第
一
巻
、
一

　
五
～
一
七
頁

（
6
）
　
安
田
三
郎
『
社
会
移
動
の
研
究
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
年
、
四
三
頁

（
7
）
　
こ
の
こ
と
は
、
逆
に
問
題
を
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
科
学
的
方
法
論
が
い
か
に
社
会
科
学
の
世
界
で
希
薄
で
あ
る
か
を
照
ら
し
だ
し
て
い
る
。

　
学
問
が
ま
す
ま
す
非
実
践
化
し
て
い
る
現
状
こ
そ
、
「
戦
後
し
ば
ら
く
の
間
、
あ
れ
ほ
ど
に
も
実
践
的
で
あ
っ
た
労
働
問
題
研
究
者
が
今
日
な
ぜ
に

　
こ
れ
ほ
ど
論
壇
的
に
な
っ
た
の
か
」
の
理
由
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
学
問
が
ま
す
ま
す
イ
デ
オ
・
ギ
ー
化
し
て
い
る
現
状
こ
そ
、
政
策
学
へ
と
流

　
さ
れ
て
い
く
社
会
科
学
者
を
取
り
ま
く
現
実
で
あ
り
、
そ
う
し
た
現
実
へ
の
危
機
感
こ
そ
、
氏
原
正
治
郎
を
し
て
『
労
働
協
会
雑
誌
』
一
九
八
一
年

　
三
月
号
（
二
六
四
号
）
の
巻
頭
に
「
社
会
問
題
の
科
学
」
を
書
か
せ
た
理
由
で
あ
ろ
う
。
労
働
問
題
研
究
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、
社
会
科
学

　
の
す
べ
て
の
分
野
に
つ
い
て
あ
て
は
ま
る
。

（
8
）
　
直
井
道
子
「
階
層
意
識
と
階
級
意
識
」
、
富
永
健
一
編
『
日
本
の
階
層
構
造
』
、
一
九
七
九
年
、
東
京
大
学
出
版
会
、
第
一
一
章
、
表
一
一
．
一

　
一（

9
）
　
直
井
道
子
「
階
層
意
識
と
階
級
意
識
」
一
九
七
五
年
S
S
M
全
国
調
査
委
員
会
『
社
会
階
層
と
社
会
移
動
二
九
七
五
年
S
S
M
全
国
調
査
報
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告
』
、
一
九
七
八
年
、
三
〇
九
頁
。
富
永
編
、
同
上
書
、
三
八
五
頁

胴究研学会社
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