
現
代
日
本
に
お
け
る
階
級
格
差
と
そ
の
固
定
化

　
　
　
そ
の
二
～
社
会
の
階
層
性
と
そ
の
文
化
的
条
件
～

渡
　
辺
　
雅
　
男

現代日本における階級格差とその固定化

目

次

問
題
の
提
起

一
　
言
語
と
社
会
的
階
層
秩
序

　
ω
　
現
代
日
本
語
の
階
級
性

　
の
　
現
代
敬
語
の
社
会
的
階
層
性

　
⑬
　
敬
語
意
識
と
敬
語
使
用
に
お
け
る
社
会
階
層
性
の
影
響

　
㈲
　
敬
語
使
用
と
敬
語
習
得
に
た
い
す
る
企
業
内
階
層
性
の
影
響

　
⑤
　
小
　
　
括

二
　
教
育
と
社
会
的
階
層
秩
序

　
ω
　
教
育
と
社
会
階
層
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（7）（6）（5）（4）（3）（2〕

義
務
教
育
以
前

小
学
校
時
代

中
学
校
時
代

高
校
時
代

大
学
時
代

小
　
　
括

三
　
結
婚
と
社
会
的
階
層
秩
序

　
ω
　
現
代
日
本
社
会
に
お
け
る
結
婚

　
③
　
結
婚
の
一
般
的
な
社
会
的
傾
向

　
⑥
　
結
婚
の
特
殊
的
な
階
層
的
傾
向

　
㈲
　
小
　
　
括

48

問
題
の
提
起

　
前
稿
で
は
、
階
級
格
差
と
そ
の
固
定
化
の
実
態
を
経
済
的
社
会
的
生
活
条
件
に
か
ん
し
て
検
討
し
た
。
本
稿
は
、
こ
の
問
題
を
文
化
的

社
会
的
生
活
条
件
に
か
ん
し
て
検
討
す
る
。
対
象
と
な
る
領
域
は
、
一
　
言
語
、
二
　
教
育
、
三
　
結
婚
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
領
域
に

あ
っ
て
、
一
　
敬
語
使
用
、
二
　
学
業
成
績
、
三
　
配
偶
者
選
択
が
、
そ
れ
を
と
り
ま
く
階
層
・
階
級
社
会
の
現
実
と
ど
れ
ほ
ど
密
接
な

関
連
を
持
っ
て
い
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。



現代日本における階級格差とその固定化

　
一
見
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
は
、
た
ん
に
も
っ
と
も
卑
近
な
事
例
を
通
じ
て
階
級
社
会
の
実
態
を
暴
露
し
よ
う
と
し
た
だ
け

と
理
解
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
事
は
必
ず
し
も
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
が
文
化

の
領
域
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
経
済
の
領
域
と
は
次
元
を
質
的
に
異
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
文
化
、
わ
け
て
も
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
領
域
は
本
来
、
存
在
と
意
識
が
独
自
の
仕
方
で
あ
ら
み
あ
う
場
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
客
観
的
存
在
条
件
が
問
題
に
な

る
経
済
の
領
域
と
は
異
な
る
、
独
自
な
方
法
意
識
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
言
語
に
せ
よ
、
教
育
に
せ
よ
、

結
婚
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
が
階
級
社
会
の
現
実
と
関
連
す
る
独
自
の
論
理
、
つ
ま
り
そ
れ
ら
の
独
自
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
役
割
が
意
識
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
問
題
へ
の
取
り
組
み
を
、
ひ
と
き
わ
困
難
に
し
て
い
る
事
情
で
も
あ
る
。

　
だ
が
、
か
つ
て
マ
ル
ク
ス
は
資
本
主
義
の
歴
史
的
成
立
を
論
じ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
節
を
残
し
た
。
「
一
方
の
極
に
労
働
条
件
が
資

本
と
し
て
現
れ
、
他
方
の
極
に
自
分
の
労
働
力
の
ほ
か
に
は
売
る
も
の
が
な
い
と
い
う
人
間
が
現
わ
れ
る
こ
と
だ
け
で
は
、
ま
だ
十
分
で

は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
人
間
が
自
発
的
に
自
分
を
売
ら
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
だ
け
で
も
、
ま
だ
十
分
で
は
な
い
。
資
本
主
義

的
生
産
が
進
む
に
つ
れ
て
、
教
育
や
伝
統
や
慣
習
に
よ
っ
て
こ
の
生
産
様
式
の
諸
要
求
を
自
明
な
自
然
法
則
と
し
て
認
め
る
労
働
者
階
級

　
　
　
　
　
（
1
）

が
発
達
し
て
く
る
。
」

　
こ
の
節
の
含
意
は
本
研
究
の
問
題
意
識
に
と
っ
て
、
す
こ
ぶ
る
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
に
は
「
教
育
や
伝
統
や
慣
習
」
と
い

っ
た
文
化
的
要
素
が
、
階
級
社
会
の
現
実
の
な
か
で
果
た
す
ひ
と
つ
の
、
し
か
し
も
っ
と
も
重
要
な
役
割
が
明
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
階
級
社
会
の
秩
序
、
言
い
換
え
れ
ば
不
平
等
社
会
の
現
実
を
「
自
明
な
自
然
法
則
と
し
て
認
め
る
よ
う
な
労
働
者
階
級
が

発
達
し
て
く
る
」
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
教
育
や
伝
統
や
慣
習
」
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
「
経
済
外
的
な
直
接
的
暴
力
」
で
も
な
け
れ
ば
、

「
国
家
権
力
」
の
政
治
的
強
制
に
よ
る
の
で
も
な
い
。
直
接
的
暴
力
や
政
治
的
強
制
は
「
教
育
や
伝
統
や
慣
習
」
の
導
入
に
さ
い
し
て
例

外
的
に
用
い
ら
れ
は
す
る
が
、
ひ
と
た
び
社
会
の
う
ち
に
定
着
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
文
化
的
手
段
は
、
諸
階
級
に
た
い
し
て
階
級
格
差
の
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現
実
を
隠
蔽
し
、
階
級
秩
序
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
的
に
正
当
化
し
、
階
級
社
会
の
現
実
を
「
自
明
な
自
然
法
則
と
し
て
認
め
」
さ
せ
る
よ
う

機
能
す
る
。
一
人
前
の
社
会
人
と
し
て
敬
語
を
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
、
社
会
に
お
け
る
長
幼
の
序
つ
ま
り
上
下
の
秩
序
を

尊
重
す
る
姿
勢
を
強
く
相
手
に
印
象
づ
け
る
よ
う
に
、
学
業
成
績
を
理
由
に
し
た
学
歴
主
義
が
、
人
々
に
階
級
格
差
の
総
体
を
若
干
の
諦

め
と
優
越
感
と
を
も
っ
て
受
け
入
れ
さ
せ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
さ
ら
に
ま
た
、
分
相
応
の
結
婚
に
た
ど
り
つ
く
こ
と
が
、
そ

う
し
た
階
級
社
会
の
再
生
産
の
基
礎
を
固
め
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
、
社
会
の
文
化
的
要
素
は
、
そ
の
階
級
的
意
図
を
人
々
に
悟
ら
れ
る

こ
と
な
く
、
結
果
と
し
て
人
々
を
階
級
的
社
会
秩
序
の
鋳
型
に
流
し
込
む
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
教
育
に
せ
よ
伝
統
に
せ
よ
慣
習
に
せ
よ
、

そ
れ
ら
は
階
級
社
会
を
創
造
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
階
級
社
会
を
完
成
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
文
化
的
要
素
が
階
級
秩
序
の
再
生
産
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
事
態
の
一
面
で
あ
る
。

支
配
階
級
の
文
化
と
思
想
は
、
い
つ
の
時
代
に
も
支
配
的
文
化
で
あ
り
、
支
配
的
思
想
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
化
的
要
素
の
こ
う
し
た
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
正
当
化
作
用
に
依
存
し
な
け
れ
ば
階
級
的
支
配
が
日
々
存
立
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
も
ま
た
他
面
事
実
で
あ
る
。
階
級
社

会
の
現
実
を
隠
蔽
し
、
あ
ま
つ
さ
え
階
級
社
会
の
存
在
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
体
制
的
立
場
は
、
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
手
段
の
支
配
が
安

泰
に
行
な
わ
れ
る
か
ぎ
り
盤
石
で
あ
る
。
し
か
し
、
階
級
秩
序
の
軋
み
は
な
に
よ
り
も
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
戦
線
の
分
野
に
深
刻
な
動
揺

を
も
た
ら
す
。
言
語
に
せ
よ
教
育
に
せ
よ
結
婚
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
が
す
べ
て
の
階
級
・
階
層
に
と
っ
て
等
し
く
開
か
れ
た
文
化
的
手
段
で

あ
る
と
い
う
、
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
建
前
は
、
階
級
格
差
と
階
級
支
配
の
現
実
を
前
に
し
て
容
易
に
受
け
入
れ
難
い
も
の
と
な
る
。

そ
れ
ら
が
結
局
は
階
級
支
配
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
手
段
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
が
生
ま
れ
て
く
る
。
人
々
は
そ
の
よ
う
な
幻
想
を
無
邪

気
に
信
じ
て
い
た
自
分
を
反
省
す
る
よ
う
に
な
る
。
階
級
秩
序
の
維
持
に
奉
仕
す
る
文
化
世
界
の
実
態
を
暴
露
し
よ
う
と
す
る
問
題
意
識

が
生
ま
れ
る
の
は
、
こ
の
時
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
稿
の
課
題
も
こ
れ
に
連
な
る
。
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（
1
）
　
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
二
四
章
三
節
（
邦
訳
「
全
集
』
大
月
書
店
、
九
六
三
頁
）

一
　
言
語
と
社
会
的
階
層
秩
序

現代日本における階級格差とその固定化

ω
　
現
代
日
本
語
の
階
級
性

　
文
化
的
生
活
条
件
の
本
源
的
な
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
る
言
語
の
問
題
か
ら
始
め
よ
う
。

　
言
語
が
社
会
関
係
の
な
か
か
ら
生
み
出
さ
れ
、
そ
の
な
か
で
存
在
し
て
い
る
社
会
的
手
段
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
広
く
確
認
さ
れ

る
事
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
言
語
に
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
の
社
会
性
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
自
明
な
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

現
代
日
本
語
の
階
級
的
性
格
が
必
ず
し
も
広
く
認
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
一
般
的
な
理
由
は
、
こ
の
現
代
日
本
語
の
社

会
性
が
正
面
か
ら
否
定
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
日
本
は
階
級
社
会
で
は
な
い
」
と
い
う
暗
黙
の
了
解
が
存
在
し

た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
本
稿
の
問
題
関
心
は
、
こ
う
し
た
一
般
的
了
解
を
問
い
直
す
こ
と
で
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、

現
代
日
本
語
の
階
級
性
を
否
定
す
る
こ
の
一
般
的
理
由
で
議
論
を
留
め
て
お
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
に
は
よ
り
特
殊
的
な
理
由
が

考
え
ら
れ
て
い
る
に
ち
が
い
な
く
、
そ
の
際
、
だ
れ
も
が
思
い
付
く
の
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
、
と
り
わ
け
、
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
の
影
響
で

あ
ろ
う
。
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
そ
の
論
文
「
言
語
学
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
、
「
基
本
的
な
単
語
の
た
く
わ
え
と

文
法
構
造
」
で
あ
る
「
言
語
」
に
「
階
級
性
」
な
ぞ
存
在
し
な
い
、
と
主
張
し
、
階
級
性
を
も
つ
文
化
と
階
級
性
を
も
た
な
い
言
語
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

は
っ
き
り
切
り
離
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
政
治
的
権
威
と
結
び
つ
い
て
戦
後
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
の
主
張
自

体
、
現
在
で
は
、
専
門
の
社
会
言
語
学
者
（
た
と
え
ば
、
P
・
ト
ラ
ッ
ド
ギ
ル
）
に
よ
っ
て
、
ま
た
そ
れ
以
外
の
分
野
の
専
門
家
（
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

え
ば
、
教
育
社
会
学
者
の
バ
ー
ン
ス
テ
ィ
ン
）
に
よ
っ
て
、
日
本
の
国
外
で
は
事
実
上
覆
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
奇
妙
な
こ
と
に
、
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日
本
で
の
事
情
は
む
し
ろ
逆
で
あ
っ
て
、
ス
タ
…
リ
ン
の
主
張
は
、
彼
の
マ
ル
ク
ス
主
義
世
界
に
お
け
る
権
威
の
失
墜
後
も
、
日
本
語
学

の
専
門
家
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
国
立
国
語
研
究
所
言
語
行
動
研
究
部
長
で
あ
る
言
語
社
会
学
者
・
渡
辺

友
左
は
、
「
岩
波
講
座
・
日
本
語
』
に
論
文
「
階
層
と
言
語
」
を
執
筆
し
、
ス
タ
ー
リ
ン
論
文
を
引
用
し
つ
つ
、
「
か
つ
て
ス
タ
ー
リ
ン
が

そ
の
論
文
『
マ
ル
ク
ス
主
義
と
言
語
学
の
諸
問
題
』
の
中
で
、
言
語
の
階
級
性
を
否
定
し
た
の
は
、
こ
の
意
味
で
は
全
く
正
し
い
と
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

う
」
と
賛
意
を
表
し
て
い
る
。
彼
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
現
代
日
本
語
の
階
級
性
を
否
定
し
て
い
る
の
か
を
見
て
み
よ
う
。

　
「
階
層
と
言
語
」
の
関
係
、
よ
り
具
体
的
に
は
「
現
代
日
本
の
社
会
階
層
と
日
本
語
」
の
関
係
を
問
題
に
し
た
渡
辺
友
左
は
、
「
答
え
は

は
な
は
だ
否
定
的
な
も
の
だ
」
と
し
た
う
え
で
、
そ
の
理
由
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
な
ぜ
な
ら
、
現
代
日
本
の
社
会
全
体
に

よ
っ
て
共
通
的
に
支
え
ら
れ
て
い
る
日
本
語
は
標
準
語
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
標
準
語
に
は
階
層
性
が
な
い
か
ら
だ
。
別
の
観
点
か
ら
い

え
ば
、
現
代
日
本
語
に
は
地
域
的
に
は
階
層
方
言
は
あ
っ
て
も
、
全
国
的
に
は
階
層
方
言
が
な
い
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
」
彼

が
た
と
え
て
言
う
に
は
、
「
（
列
車
内
で
）
見
ず
知
ら
ず
の
乗
客
が
語
る
こ
と
ば
か
ら
、
つ
ま
り
そ
の
こ
と
ば
の
音
声
・
ア
ク
セ
ン
ト
・
文

法
・
語
彙
な
ど
の
特
徴
か
ら
、
そ
の
人
の
職
業
、
つ
ま
り
そ
の
人
の
社
会
的
地
位
（
・
社
会
階
層
）
を
推
定
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
難

し
い
。
…
…
大
学
教
授
と
小
売
商
店
主
と
の
間
に
は
、
階
層
差
が
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
の
話
す
日
本
語
の
間
に

は
、
階
層
差
と
い
う
べ
き
も
の
は
何
一
つ
存
在
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
現
代
日
本
語
の
場
合
、
大
学
教
授
は
、
全
国
ど
こ
の
大
学
教
授

で
も
す
べ
て
こ
う
い
う
日
本
語
で
話
し
、
小
売
商
店
主
は
、
ど
こ
の
小
売
商
店
主
で
も
す
べ
て
こ
う
い
う
日
本
語
で
話
す
、
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
現
代
日
本
語
の
標
準
語
に
は
、
階
層
性
は
な
い
・
」

　
彼
が
こ
う
し
た
主
張
を
す
る
の
は
、
P
・
ト
ラ
ッ
ド
ギ
ル
が
そ
の
著
書
『
言
語
と
社
会
』
（
岩
波
新
書
）
で
述
べ
た
イ
ギ
リ
ス
英
語
の

明
瞭
な
階
級
性
が
日
本
「
標
準
語
」
に
は
見
ら
れ
な
い
と
彼
に
は
思
え
る
か
ら
な
の
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
彼
の
こ
う
し
た
印
象
に
十
分
な
根

拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ト
ラ
ッ
ド
ギ
ル
が
著
書
の
当
該
箇
所
で
言
っ
て
い
る
の
は
、
つ
ぎ
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
「
発
音
の
論
り
と
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か
言
い
ま
わ
し
に
よ
っ
て
、
ど
の
地
方
か
ら
来
た
の
か
、
あ
る
い
は
ど
う
い
う
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
持
っ
た
人
問
か
、
な
ど
が
分
か
る

し
、
さ
ら
に
は
ど
う
い
う
物
の
考
え
方
を
し
、
ど
う
い
う
心
情
の
持
主
か
に
つ
い
て
も
、
あ
る
程
度
分
か
る
。
そ
し
て
こ
う
い
う
情
報
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

す
べ
て
相
手
に
利
用
さ
れ
て
、
私
た
ち
に
つ
い
て
の
評
価
を
下
す
助
け
と
な
る
の
で
あ
る
。
」

　
ト
ラ
ッ
ド
ギ
ル
は
な
に
も
車
中
で
の
対
話
か
ら
「
大
学
教
授
」
と
「
小
売
商
店
主
」
と
い
う
特
定
の
職
業
名
が
ピ
タ
リ
推
測
で
き
る
と

主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
社
会
的
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
や
物
の
考
え
方
、
あ
る
い
は
心
情
に
つ
い
て
の
情
報
が
対
話
す

る
相
手
か
ら
「
あ
る
程
度
」
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
な
ら
、
「
標
準
」
日
本
語
の
場
合
で
も
、
有
り
得
な
い
話
で
は
な
い
。
否
、
む
し
ろ

そ
れ
が
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
対
話
の
意
味
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
表
現
で
あ
る
こ
と
を
恐
れ

ず
に
い
え
ば
、
対
話
の
相
手
が
「
教
養
あ
る
知
識
階
級
」
か
、
そ
れ
と
も
「
社
会
的
に
地
位
の
あ
る
（
か
の
よ
う
に
威
圧
的
に
喋
る
）
支

配
階
層
」
か
、
「
口
下
手
だ
が
、
実
直
そ
う
な
、
農
民
・
職
人
」
か
、
「
如
才
な
い
言
語
生
活
を
送
っ
て
い
る
小
売
商
店
主
」
か
、
そ
の
言

語
行
動
（
あ
る
い
は
非
言
語
行
動
）
は
鋭
敏
な
観
察
者
に
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
と
推
測
の
種
を
提
供
し
よ
う
。
バ
ー
ン
ス
テ
ィ
ン
が
定
式
化

し
た
中
産
階
級
に
特
有
な
言
語
「
精
密
コ
ー
ド
」
と
労
働
者
階
級
に
特
有
な
言
語
「
制
限
コ
ー
ド
」
の
区
別
に
触
れ
つ
つ
、
言
語
哲
学
研

究
者
。
尾
関
周
二
は
、
自
ら
学
生
時
代
に
行
な
っ
た
ス
ラ
ム
調
査
活
動
の
体
験
を
想
い
起
こ
し
て
、
言
語
の
階
級
性
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
主

張
す
る
。
「
と
い
う
の
も
、
学
生
と
ス
ラ
ム
の
青
年
と
の
言
葉
の
行
き
ち
が
い
、
青
年
た
ち
が
学
生
に
『
ノ
ウ
ガ
キ
（
能
書
き
）
を
言
う

な
』
と
し
ば
し
ば
ど
な
っ
た
こ
と
、
彼
ら
に
話
し
方
（
お
よ
び
読
み
書
き
）
を
教
え
て
欲
し
い
と
い
う
要
求
が
強
か
っ
た
こ
と
、
彼
ら
の

あ
い
だ
で
の
『
制
限
コ
ー
ド
』
的
な
特
徴
を
そ
な
え
た
人
間
味
あ
る
言
葉
の
や
り
と
り
等
々
を
思
い
起
こ
す
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

じ
て
、
彼
ら
と
わ
れ
わ
れ
学
生
と
の
意
識
形
態
の
大
き
な
ち
が
い
を
シ
．
ッ
ク
を
も
っ
て
経
験
し
た
こ
と
を
思
い
出
す
の
で
あ
る
。
」
現

代
日
本
の
社
会
成
員
が
画
一
的
な
言
語
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
い
う
思
い
込
み
ほ
ど
、
現
実
か
ら
か
け
離
れ
た
も
の
も
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
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こ
の
よ
う
に
渡
辺
の
前
掲
の
議
論
が
そ
の
立
論
の
根
拠
と
し
て
い
る
印
象
は
は
な
は
だ
曖
昧
な
も
の
で
し
か
な
い
が
、
そ
れ
を
別
に
し

て
も
、
彼
の
主
張
に
は
さ
し
あ
た
り
二
点
の
問
題
が
あ
る
。

　
第
一
に
、
彼
が
、
言
語
の
階
層
性
（
階
級
性
）
を
あ
る
特
定
階
級
だ
け
が
使
う
集
団
語
の
意
味
で
理
解
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
し

か
に
、
集
団
語
と
し
て
の
階
級
語
は
よ
り
多
く
前
近
代
的
階
級
関
係
（
身
分
関
係
）
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
近
代
的
階
級
関
係

を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
言
語
の
階
層
性
を
考
え
る
と
す
れ
ば
、
た
し
か
に
現
在
の
日
本
社
会
で
そ
れ
に
当
た
る
顕

著
な
例
は
「
皇
室
用
語
」
だ
け
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
近
代
階
級
社
会
に
お
け
る
集
団
語
は
、
特
殊
な
職
業
集
団
（
業
界

用
語
）
や
閉
鎖
的
社
会
集
団
（
専
門
語
や
隠
語
）
の
な
か
で
生
き
延
び
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
も
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
封
建

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

的
身
分
関
係
と
し
て
し
か
階
級
お
よ
び
階
層
を
語
れ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
者
の
階
級
（
階
層
）
理
解
は
あ
ま
り
に
貧
困
で
あ
る
。

近
代
階
級
社
会
に
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
言
語
の
階
級
性
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
敬
語
や
差
別
語
が
そ
の
代
表
で
あ

っ
て
、
そ
れ
ら
が
な
ん
ら
か
の
社
会
秩
序
の
反
映
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
者
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
が
、
社
会
秩
序
の
階
層
性
あ

る
い
は
、
一
歩
進
ん
で
そ
の
階
級
性
を
反
映
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
は
、
な
に
も
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
。
要
は
、
言
語
に
お
け
る
階

級
性
を
そ
の
歴
史
的
あ
り
方
で
考
え
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
先
の
主
張
に
続
く
、
「
本
稿
で
は
、
『
標
準
語
』
を
『
全
国
共
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

語
』
と
ほ
ぼ
同
義
に
使
用
す
る
」
と
の
断
わ
り
が
き
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ま
た
、
別
の
箇
所
で
の
「
正
し
く
美
し
い
標
準
語
」
と
い
う

よ
う
な
表
現
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
渡
辺
の
こ
の
主
張
は
、
「
標
準
語
」
の
権
力
性
に
た
い
す
る
無
自
覚
と
深
く
関
係
し
て
い
る
。
言

語
の
前
近
代
的
階
級
性
を
打
ち
破
る
う
え
で
「
標
準
語
」
が
ど
の
よ
う
な
破
壊
力
を
発
揮
し
、
「
正
し
く
美
し
い
」
と
い
う
価
値
的
審
美

的
基
準
を
強
要
す
る
う
え
で
「
標
準
語
」
が
ど
れ
ほ
ど
支
配
力
を
発
揮
し
た
か
、
こ
の
こ
と
を
歴
史
的
に
考
え
て
み
れ
ば
、
「
標
準
語
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

と
「
共
通
語
」
と
の
あ
い
だ
に
は
天
と
地
ほ
ど
の
違
い
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
明
治
以
降
、
こ
う
し
た
地
域
的
狭
隆
さ
か
ら

の
脱
却
（
「
方
言
を
撲
滅
・
矯
正
せ
よ
！
」
）
や
、
全
国
的
規
模
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
確
立
（
「
共
通
語
と
は
標
準
語
だ
！
」
）
に
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中
央
政
府
の
制
定
す
る
「
標
準
語
」
が
強
力
な
武
器
と
な
っ
た
こ
と
は
歴
史
的
事
実
で
あ
る
。
権
力
が
階
級
（
階
層
）
支
配
の
枠
組
み
の

な
か
で
行
使
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
「
標
準
語
」
に
お
い
て
も
階
層
性
な
い
し
階
級
性
と
の
密
接
な
関
連
を
指
摘
す
る
こ
と
の
ほ
う

が
、
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
よ
り
自
然
で
あ
る
。
事
実
、
「
正
し
く
美
し
い
標
準
語
」
は
つ
ね
に
、
既
存
の
社
会
秩
序
を
唯
一
の
基
準
に
、

そ
の
も
と
で
の
「
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
手
段
た
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
「
敬
語
の
正
し
く
美
し
い
使
い
方
」
を
指
導
・
提
唱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

し
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
し
か
も
、
そ
の
敬
語
こ
そ
、
子
細
に
検
討
す
れ
ば
、
そ
れ
の
階
級
性
を
将
来
に
わ
た
っ
て
も
払
拭
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

こ
と
な
ど
で
き
な
い
類
の
言
語
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
語
は
現
実
の
差
別
や
格
差
を
反
映
さ
せ
ら
れ
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
言
語
の
階
級
性
も
、
現
実
社
会
の
階
級
性
に
た
い
す
る
言
語
の
秩
序
維
持
機
能
を
通
し
て
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら

把
握
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
現
代
日
本
語
の
標
準
語
に
階
層
性
は
な
い
」
と
い
う
主
張
に
安
易
に
組
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
で
は
、
社
会

の
階
層
性
（
階
級
性
）
が
言
語
の
社
会
的
あ
り
か
た
に
影
響
を
与
え
、
逆
に
、
言
語
が
階
層
的
社
会
関
係
を
維
持
・
再
生
産
し
て
い
る
現

実
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
「
敬
語
」
の
使
用
に
つ
い
て
日
本
語
学
者
が
行
な
っ
た
い

く
つ
か
の
調
査
を
通
じ
て
、
こ
の
こ
と
を
見
て
み
た
い
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

ス
タ
ー
リ
ン
「
言
語
学
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
に
つ
い
て
」
『
ス
タ
ー
リ
ン
戦
後
著
作
集
』
、
大
月
書
店
、
一
九
五
四
年
、

P
・
ト
ラ
ッ
ド
ギ
ル
、
土
田
滋
訳
『
言
語
と
社
会
』
、
岩
波
新
書
。
バ
ー
ン
ス
テ
ィ
ン
の
所
説
に
つ
い
て
は
、
同
書
、
五
〇
～
三
頁

渡
辺
友
左
「
階
層
と
言
語
」
『
岩
波
講
座
・
日
本
語
2
　
言
語
生
活
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
、
一
四
八
頁

渡
辺
、
同
上
、
｝
四
六
～
七
頁

P
・
ト
ラ
ッ
ド
ギ
ル
、
前
掲
書
、
二
頁

尾
関
周
二
『
言
語
と
人
問
』
・
大
月
書
店
、
一
九
八
三
年
、
二
〇
九
～
一
〇
頁
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（
7
）
　
言
語
の
階
級
性
を
「
前
近
代
的
階
級
」
と
し
て
し
か
考
え
て
い
な
い
こ
と
が
、
恐
ら
く
、
著
者
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
主
張
を
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
つ
ま
り
、
『
階
級
』
を
資
本
家
階
級
・
労
働
者
階
級
・
中
産
階
級
の
よ
う
な
『
近
代
階
級
』
の
意
味
に
限
定
す
れ
ば
、
階
級
と
言
語
の
間
に
は
、
全

　
く
何
の
か
か
わ
り
も
な
い
。
同
じ
よ
う
に
、
『
階
層
』
を
現
代
資
本
主
義
社
会
・
近
代
産
業
化
社
会
に
固
有
な
『
近
代
階
層
』
の
意
味
に
限
定
す
れ

　
ば
、
階
層
と
言
語
の
間
に
は
、
全
く
何
の
か
か
わ
り
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
」
（
渡
辺
、
前
掲
論
文
、
一
四
八
頁
）

（
8
）
　
渡
辺
、
前
掲
論
文
、
一
四
六
頁

（
9
）
　
「
標
準
語
は
制
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
制
定
は
積
極
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
制
定
さ
れ
る
標
準
語
は
、
自
然
成
立
・
自
然
醸
成
の
共
通
語

　
と
は
ち
が
う
。
」
（
藤
原
与
一
「
方
言
と
標
準
語
」
「
岩
波
講
座
・
日
本
語
H
　
方
言
』
三
一
〇
頁
）
制
定
す
る
行
為
の
背
後
に
は
、
権
力
が
存
在
す

　
る
。

（
1
0
）
　
国
語
審
議
会
「
こ
れ
か
ら
の
敬
語
』
、
一
九
五
二
年
。
文
部
省
『
敬
語
と
そ
の
教
育
』
国
語
シ
リ
ー
ズ
三
四
、
一
九
五
七
年

（
n
）
　
「
し
ょ
せ
ん
、
日
本
語
の
敬
語
は
、
も
と
も
と
の
階
級
敬
語
と
し
て
の
性
格
を
脱
却
す
る
こ
と
は
、
容
易
で
な
か
ろ
う
。
今
後
、
革
命
の
よ
う

　
な
社
会
の
大
転
換
が
起
っ
て
、
人
々
の
社
会
意
識
が
根
本
的
に
変
革
さ
れ
る
か
、
強
制
的
に
規
制
さ
れ
る
か
で
も
し
な
い
か
ぎ
り
、
日
本
語
の
敬
語

　
の
性
格
の
根
本
的
変
化
は
、
容
易
に
実
現
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
」
（
大
石
初
太
郎
「
敬
語
の
新
生
」
、
同
著
『
現
代
敬
語
研
究
』
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八

　
四
年
、
一
〇
五
頁
）
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③
　
現
代
敬
語
の
社
会
的
階
層
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
現
代
日
本
語
は
階
層
関
係
の
も
と
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
最
も
鮮
や
か
に
表
現
し
て
い
る
の
は
、
敬
語
の
存
在
と
そ
の
使
用
の
厳
密
か

つ
複
雑
な
き
ま
り
で
あ
っ
て
、
こ
の
敬
語
の
体
系
が
社
会
の
階
層
性
な
い
し
階
級
性
に
そ
の
歴
史
的
起
源
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

は
、
今
日
、
敬
語
研
究
者
の
あ
い
だ
に
異
論
は
な
い
。

　
だ
か
ら
、
専
門
研
究
者
の
言
を
借
り
れ
ば
、
敬
語
と
は
な
に
よ
り
も
社
会
的
人
間
相
互
の
上
下
関
係
を
表
現
す
る
。
「
階
級
敬
語
」
（
上
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（
3
）

下
敬
語
・
身
分
敬
語
・
絶
対
敬
語
と
も
い
わ
れ
る
）
で
あ
る
。
階
級
敬
語
を
成
り
立
た
せ
る
条
件
と
は
、
階
級
関
係
の
客
観
的
存
在
と
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

れ
に
た
い
す
る
主
観
的
意
識
（
「
上
位
待
遇
意
識
」
と
呼
ば
れ
る
）
で
あ
る
。
旦
ハ
体
的
に
は
、
上
下
関
係
の
存
在
お
よ
び
そ
れ
へ
の
意
識

と
、
力
関
係
の
存
在
お
よ
び
そ
れ
へ
の
意
識
で
あ
る
。

　
階
級
敬
語
を
成
立
さ
せ
る
条
件
と
し
て
の
社
会
的
上
下
関
係
を
、
前
近
代
的
な
階
級
関
係
の
名
残
と
考
え
、
近
代
化
と
と
も
に
階
級
敬

語
の
基
盤
そ
の
も
の
が
消
失
す
る
と
考
え
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
封
建
的
な
身
分
敬
語
や
皇
室

敬
語
は
戦
後
簡
略
化
さ
れ
、
根
本
的
に
変
化
し
た
。
し
か
し
、
職
業
の
社
会
的
評
価
に
は
隠
然
と
し
た
階
層
性
が
存
在
す
る
。
職
業
の
社

会
的
威
信
の
多
寡
は
、
社
会
に
自
ず
と
評
価
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
出
現
さ
せ
る
。
そ
う
し
た
階
層
性
を
前
提
に
す
れ
ば
、
社
会
的
威
信
を
著

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

し
く
異
に
す
る
者
の
あ
い
だ
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
敬
語
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
こ
と
は
む
し
ろ
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い

は
、
企
業
内
部
の
職
階
を
考
え
て
も
よ
い
。
日
立
製
作
所
で
の
敬
語
実
態
調
査
を
行
な
っ
た
野
元
菊
雄
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
会
社
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
あ
る
階
級
的
な
秩
序
に
よ
っ
て
一
定
の
目
的
達
成
の
た
め
の
活
動
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、
そ
の
ヒ

エ
ラ
ル
ヒ
ー
を
支
え
る
一
つ
と
し
て
敬
語
と
い
う
も
の
の
役
目
は
非
常
に
大
切
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
地
域
社
会
で
は
力
が
失
わ
れ
て
き
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

敬
語
も
こ
う
い
う
利
益
社
会
で
は
ま
だ
強
力
に
維
持
さ
れ
て
い
る
し
、
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
」
企
業
の
新

人
教
育
で
職
階
を
配
慮
し
た
敬
語
の
「
正
し
い
」
使
い
方
が
指
導
さ
れ
る
の
は
、
社
内
の
階
層
的
秩
序
の
維
持
・
再
生
産
に
と
っ
て
な
に

よ
り
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
、

　
職
階
や
威
信
の
階
層
性
は
階
級
敬
語
の
第
一
の
条
件
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
外
に
も
、
年
齢
や
経
験
も
階
級
敬
語
を
支
え
る
重
要
な
要
素

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
年
少
者
は
年
長
者
に
た
い
し
て
、
ま
た
、
新
参
者
は
古
参
者
に
た
い
し
て
、
敬
語
を
使
用
す
る
習
慣
は
、
社
会
の

階
層
的
人
間
関
係
を
維
持
し
、
再
生
産
す
る
う
え
で
、
大
き
な
役
割
を
果
た
す
。
そ
れ
ら
は
序
列
を
日
々
承
認
し
再
生
産
す
る
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
点
で
も
、
階
級
敬
語
が
過
去
の
遺
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
根
本
的
に
誤
り
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
敬
語
は
、
威
信
に
せ
よ
、
職
階
に
せ
よ
、
年
齢
、
経
歴
に
せ
よ
、
社
会
関
係
の
階
層
性
が
言
語
的
に
意
識
さ
れ
る
と
こ

ろ
に
成
立
す
る
。
敬
語
は
、
そ
う
し
た
秩
序
を
意
識
し
、
そ
れ
を
言
語
形
式
の
う
え
に
反
映
さ
せ
た
結
果
で
あ
る
。
社
会
の
階
層
性
が
存

在
す
る
か
ら
階
級
敬
語
が
成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。

　
階
級
敬
語
の
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
社
会
的
階
層
性
と
並
ん
で
、
権
力
の
階
層
性
も
存
在
す
る
。
む
し
ろ
、
階
層
性
は
権
力
の
裏
打
ち

を
得
て
、
ま
た
、
権
力
は
暴
力
の
保
障
を
も
っ
て
は
じ
め
て
成
立
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
辻
村
敏
樹
は
、
こ
の
点
を
つ
ぎ
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
権
力
・
腕
力
等
、
力
を
持
つ
も
の
に
対
し
、
力
の
な
い
者
は
、
敬
語
を
以
て
接
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
権
力

者
の
場
合
は
社
会
的
地
位
な
ど
が
高
く
、
む
し
ろ
、
本
質
的
に
は
上
下
関
係
と
言
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
が
、
逆
に
地
位
は
低
く
て
も
、

暴
力
を
以
て
圧
服
す
る
者
に
対
し
、
制
圧
さ
れ
る
者
が
敬
語
を
用
い
て
接
す
る
の
は
、
文
字
ど
お
り
力
関
係
に
よ
る
も
の
と
言
え
る
。
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

盗
や
ゆ
す
り
た
か
り
に
対
し
、
被
害
者
が
敬
語
を
以
て
接
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
右
の
例
に
あ
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
」
支
配
権
力
と

社
会
階
層
性
へ
の
配
慮
こ
そ
、
階
級
敬
語
の
本
質
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
階
級
敬
語
は
、
現
在
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
多
く
の
論
者
は
、
戦
後
の
社
会
関
係
の
民
主
化

を
反
映
し
て
起
こ
っ
た
階
級
敬
語
の
歴
史
的
転
換
を
、
階
級
敬
語
か
ら
社
交
敬
語
（
左
右
敬
語
と
も
い
わ
れ
る
）
へ
の
転
換
と
呼
び
、
上

下
関
係
か
ら
親
疎
関
係
へ
敬
語
成
立
条
件
が
変
化
し
た
と
理
解
す
る
。
で
は
、
そ
こ
で
言
わ
れ
る
親
疎
関
係
と
は
、
社
会
の
階
級
性
と
ど

の
よ
う
な
関
連
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
多
く
の
論
者
が
期
待
す
る
よ
う
に
、
社
交
敬
語
は
社
会
の
階
層
性
と
は
無
縁
の
人
間
関
係
を
土
台

と
す
る
の
だ
ろ
う
か
◎

　
J
．
V
・
ネ
ウ
ス
ト
プ
ニ
ー
は
そ
の
論
文
「
世
界
の
敬
語
」
の
な
か
で
、
こ
の
親
疎
関
係
と
上
下
関
係
を
基
礎
に
し
た
敬
語
表
現
が
あ

ら
わ
す
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
「
連
帯
的
敬
意
」
と
「
身
分
的
敬
意
」
と
呼
び
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
敬
語
の
場
合
、
前
者
が
8
ま
毘
蔓
（
一
旨
ぎ
甲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

q
）
を
、
後
者
が
8
毛
震
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
冥
叩
o
毛
昌
と
＞
，
9
ぎ
き
の
見
解
を
紹
介
し
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
際
、
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彼
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
敬
意
表
現
の
場
合
、
身
分
的
敬
意
と
連
帯
的
敬
意
が
、
こ
の
よ
う
に
同
じ
シ
ス
テ
ム

の
中
で
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
は
、
む
ろ
ん
、
両
方
の
間
に
共
通
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
身
分
的
上
下
関
係
も
、
連
帯
的
親
し

さ
の
関
係
も
、
共
に
社
会
的
距
離
の
関
係
で
あ
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
」
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
彼
は
、
「
私
の
感
じ
で
は
」
と
断
わ
っ
た

う
え
で
、
「
身
分
的
な
敬
意
の
方
が
、
連
帯
的
な
敬
意
よ
り
も
、
敬
意
表
現
に
と
っ
て
中
心
的
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
結
ん

　
（
9
）

で
い
る
。

　
両
者
に
共
通
す
る
こ
の
「
社
会
的
距
離
の
関
係
」
が
ど
の
よ
う
に
し
て
歴
史
的
か
つ
論
理
的
に
確
認
さ
れ
る
か
、
た
し
か
に
彼
が
指
摘

す
る
よ
う
に
「
更
に
詳
し
い
検
討
が
必
要
で
あ
る
」
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
彼
の
含
意
に
従
い
、
親
疎
関
係
は
上
下
関
係
と
独
立
に
成

立
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
、
社
会
の
階
層
的
人
間
関
係
の
な
か
で
、
上
下
関
係
を
媒
介
に
し
て
、
そ
れ
へ
の
対
抗
と
し
て
歴
史
的
に
姿
を

　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

表
わ
す
の
で
あ
る
こ
と
、
こ
う
し
た
点
は
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
だ
か
ら
、
親
疎
関
係
に
も
と
づ
く
社
交
敬
語
と
い
う
戦
後
の
敬
語
変
化
の
一
面
を
と
ら
え
て
、
敬
語
の
人
間
宣
言
（
民
主
化
宣
言
）
を

行
な
う
こ
と
は
、
階
級
敬
語
と
し
て
の
敬
語
の
本
質
に
か
ん
し
て
誤
っ
た
印
象
を
人
々
に
与
え
る
。
む
し
ろ
、
敬
語
の
階
級
性
に
つ
い
て
、

現
在
も
っ
と
も
特
徴
的
な
こ
と
は
、
階
級
敬
語
の
基
本
的
枠
組
み
が
心
理
的
な
形
式
の
も
と
で
「
商
業
敬
語
」
（
大
石
初
太
郎
）
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

再
生
産
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
大
石
が
言
う
商
業
敬
語
と
は
、
宮
地
裕
の
言
う
「
受
恵
敬
語
」
と
お
な
じ
も
の
で
、
恩
恵
を
与
え
る

者
と
受
け
る
者
と
の
あ
い
だ
で
の
力
関
係
の
上
に
乗
る
敬
語
で
あ
る
。
大
石
が
言
う
よ
う
に
、
「
も
と
の
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
は
売
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
扮
）

手
の
買
い
手
に
対
し
て
用
い
る
敬
語
で
あ
る
が
、
資
本
主
義
下
の
流
通
機
構
の
中
で
は
、
当
然
そ
の
働
き
が
活
発
に
な
る
。
」
階
級
敬
語

は
廃
れ
、
敬
語
自
体
が
単
純
・
簡
素
化
す
る
で
あ
ろ
う
と
の
通
俗
的
見
通
し
に
反
対
し
て
、
彼
は
、
東
京
日
本
橋
の
デ
パ
i
上
口
同
島
屋
の

新
入
社
員
教
育
用
テ
キ
ス
ト
の
一
九
五
〇
年
版
と
一
九
七
〇
年
版
と
を
比
較
し
、
「
き
わ
め
て
高
度
の
敬
語
使
用
の
状
況
が
、
ま
っ
た
く

変
わ
っ
て
い
な
い
」
事
実
を
報
告
し
て
お
り
、
ま
た
、
広
告
類
で
の
、
近
年
著
し
く
複
雑
化
・
煩
雑
化
し
て
い
る
敬
語
使
用
の
う
ち
に
、
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（
1
3
）

「
商
業
主
義
的
競
争
の
激
化
の
反
映
」
を
認
め
て
い
る
。
敬
語
の
民
主
化
宣
言
の
も
と
で
、
敬
語
の
資
本
主
義
化
が
進
ん
で
き
た
の
は
、

皮
肉
な
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
階
級
敬
語
で
は
、
上
の
者
に
た
い
し
て
敬
意
を
表
現
す
る
こ
と
で
階
層
的
社
会
関
係
を
積
極
的
か
つ
意

識
的
に
承
認
す
る
。
他
方
、
社
交
敬
語
で
は
、
同
一
階
層
内
部
で
の
連
帯
意
識
を
確
認
し
あ
う
こ
と
で
、
階
層
的
社
会
関
係
の
枠
組
み
を

対
抗
的
に
承
認
す
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
商
業
敬
語
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
「
恩
恵
を
受
け
る
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
現
代
の
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

会
生
活
上
の
わ
き
ま
え
と
し
て
重
要
と
さ
れ
て
い
る
」
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
敬
語
は
社
会
階
層
性
へ
の
暗
黙
の
承
認
を
表
現
し
、
そ
う

し
た
社
会
秩
序
を
尊
重
す
る
意
識
と
姿
勢
を
相
手
に
印
象
づ
け
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
秩
序
維
持
機
能
と
し
て
の
敬
語
の
直
接

的
役
割
の
う
え
に
、
敬
語
の
神
秘
的
役
割
が
付
け
加
え
ら
れ
る
。
社
会
秩
序
の
な
か
で
生
み
出
さ
れ
、
そ
れ
を
承
認
し
、
再
生
産
す
る
敬

語
は
、
そ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
で
品
格
保
持
の
効
果
を
使
用
者
に
与
え
る
。
「
つ
ま
り
、
話
し
手
は
、
相
手
ま
た
は
話
題
の
人
物
が
、
自

分
よ
り
地
位
・
階
層
・
年
齢
・
経
験
等
の
い
ず
れ
の
面
で
見
て
も
下
で
あ
り
、
恩
恵
や
負
い
目
の
関
係
も
な
く
、
力
関
係
で
も
弱
く
、
か

つ
疎
の
関
係
に
も
な
い
場
合
で
、
な
お
か
つ
敬
語
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
他
に
対
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
自
己
の
品

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

格
保
持
の
た
め
の
用
法
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
」

　
階
層
の
上
の
者
が
教
養
の
表
れ
と
し
て
き
ち
ん
と
し
た
敬
語
を
使
う
べ
き
だ
と
さ
れ
る
風
潮
は
、
物
神
化
さ
れ
自
己
目
的
化
さ
れ
た
敬

語
使
用
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
敬
語
使
用
の
背
後
に
見
え
隠
れ
す
る
「
教
養
主
義
の
品
格
保
持
志
向
」

（
大
石
）
の
存
在
こ
そ
、
品
格
や
教
養
と
い
う
も
の
の
社
会
的
本
質
を
逆
に
照
ら
し
出
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
。
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（
1
）
　
こ
の
場
合
の
敬
語
は
、
形
式
的
に
は
、
非
言
語
的
表
現
を
含
む
待
遇
表
現
｝
般
と
広
く
解
し
た
ほ
う
が
本
稿
の
テ
ー
マ
に
は
あ
っ
て
い
る
し
、

　
内
容
的
に
は
、
尊
敬
語
の
よ
う
な
「
狭
義
の
敬
語
」
か
ら
、
卑
罵
語
の
よ
う
な
「
マ
イ
ナ
ス
敬
語
」
、
そ
の
他
、
社
会
関
係
に
た
い
す
る
顧
慮
を
表
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現
す
る
も
の
一
般
を
想
定
し
て
お
く
の
が
適
切
で
あ
る
。
（
南
不
二
男
「
敬
語
の
機
能
と
敬
語
行
動
」
「
岩
波
講
座
・
日
本
語
4
　
敬
語
』
、
一
九
七

　
七
年
、
岩
波
書
店
）

（
2
）
　
「
日
本
語
に
は
敬
語
の
数
が
多
く
、
複
雑
な
き
ま
り
が
あ
る
。
…
…
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
精
緻
な
敬
語
の
体
系
が
で
き
あ
が
っ
た
か
と
い
う
と
、

　
究
極
に
は
社
会
の
階
層
制
の
た
め
で
あ
る
。
…
…
究
極
に
は
敬
語
の
発
生
は
こ
の
階
層
制
、
そ
し
て
そ
の
な
か
で
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
人
間
関
係
の

　
あ
り
方
に
そ
の
源
が
あ
る
と
い
え
る
が
、
し
か
し
、
直
接
そ
の
敬
語
使
用
の
き
び
し
さ
を
維
持
し
て
い
る
の
は
、
右
の
階
層
制
、
し
た
が
っ
て
人
間

　
関
係
に
由
来
す
る
対
人
感
情
で
あ
ろ
う
。
」
（
筑
島
謙
三
「
敬
語
と
社
会
心
理
」
、
林
四
郎
、
南
不
二
男
編
『
敬
語
講
座
　
第
七
巻
　
行
動
の
中
の
敬

　
語
』
、
一
九
七
三
年
、
明
治
書
院
、
一
四
二
～
三
頁
）

（
3
）
　
大
石
初
太
郎
『
現
代
敬
語
研
究
』
、
筑
摩
書
房
、
｝
九
八
四
年

（
4
）
　
辻
村
敏
樹
「
日
本
語
の
敬
語
の
構
造
と
特
色
」
『
岩
波
講
座
・
日
本
語
4
　
敬
語
』
、
一
九
七
七
年
、
岩
波
書
店
、
五
〇
頁

（
5
）
　
日
本
社
会
学
会
が
か
つ
て
制
定
し
た
職
業
格
付
け
表
の
任
意
の
例
を
と
っ
て
考
え
て
み
れ
ば
よ
い
。
日
本
社
会
学
会
『
日
本
社
会
の
階
層
的
構

　
造
』
、
有
斐
閣
、
一
九
五
八
年
、
三
三
〇
頁

（
6
）
　
野
元
菊
雄
「
企
業
内
に
お
け
る
敬
語
行
動
」
『
日
本
語
と
文
化
・
社
会
2
　
こ
と
ば
と
社
会
』
、
三
省
堂
、
一
九
七
七
年
、
一
〇
七
頁

（
7
）
　
辻
村
、
前
掲
論
文
、
五
四
頁

（
8
）
　
P
・
ト
ラ
ッ
ド
ギ
ル
も
そ
の
著
書
の
な
か
で
同
様
の
紹
介
を
し
て
い
る
（
土
田
滋
訳
「
言
葉
と
社
会
』
、
岩
波
新
書
、
一
一
八
～
二
〇
頁
）
。

（
9
）
　
」
・
V
・
ネ
ウ
ス
ト
プ
ニ
ー
「
世
界
の
敬
語
」
林
四
郎
、
南
不
二
男
編
『
敬
語
講
座
　
第
八
巻
　
世
界
の
敬
語
』
、
一
九
七
四
年
、
明
治
書
院
、

　
二
一
頁
。

（
1
0
）
　
ネ
ウ
ス
ト
プ
ニ
ー
が
上
掲
論
文
の
な
か
で
T
「
お
ま
え
・
き
み
」
と
V
「
あ
な
た
」
と
の
使
い
分
け
に
か
ん
し
て
、
一
九
世
紀
ま
で
は
上
下
関

　
係
に
よ
っ
た
が
、
二
〇
世
紀
に
は
連
帯
関
係
が
強
く
な
っ
た
と
す
る
円
騨
o
ミ
コ
と
＞
・
O
凶
言
き
の
見
解
を
紹
介
し
て
お
り
、
辻
村
も
こ
の
傾
向

　
が
時
代
を
下
っ
て
現
代
に
近
づ
く
ほ
ど
顕
著
な
現
象
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
（
辻
村
、
前
掲
論
文
、
五
四
頁
）
。

（
n
）
　
宮
地
裕
「
現
代
の
敬
語
」
『
講
座
　
国
語
史
5
　
敬
語
史
』
、
大
修
館
書
店
、
一
九
七
｝
年

（
1
2
）
大
石
初
太
郎
『
現
代
敬
語
研
究
』
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
四
年
、
五
九
頁
。
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　　　　　　単位：％H表

① ② ③ ④ D．K． 計（人）

全　　　体 82．3
9
．
3

5
．
0

2
．
5

0
．
7 708

年齢
51歳以上

0歳以下

87．7
0
．
1

5．7

5
．
3

2．8

03

2£

4

0．9

．9

106

17

学歴
大卒以上

務教育

75．0
8
．
4

14．8

．2

5．7

．5

4．5

．9 0
0

88

12

職業

農林漁業

ービス・商工品販売

育・専門職

82．4

8．4

4
．
5

10．3

．8

5
．
1

2．9

．5

．5

2．9

2
．
8

L5
．3

68

6
1
0
6田中章夫「敬語論議はなぜ起こる」『言語生活』213号，1969年6月，29頁

（
1
3
）
　
大
石
、

（
1
4
）
　
大
石
、

（
1
5
）
　
辻
村
、

同
上
書
、
三
四
～
五
頁

同
上
書
、
六
〇
頁

前
掲
論
文
、
五
八
頁

㈹
　
敬
語
意
識
と
敬
語
使
用
に
お
け
る
社
会
階
層
性
の
影
響

　
一
九
六
四
年
に
国
立
国
語
研
究
所
は
東
京
、
大
田
原
（
栃
木
）
、
奈
良
、
高
松
の
四
都

市
で
「
現
代
の
敬
語
意
識
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
を
実
施
し
た
が
、
そ
の
な
か
に

敬
語
意
識
を
問
う
質
問
が
あ
っ
た
。

　
「
社
会
に
は
秩
序
が
必
要
で
あ
り
、
敬
語
は
そ
の
秩
序
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

目
上
の
人
に
対
し
て
敬
語
を
使
う
の
は
当
然
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
す
。
」
こ
の

質
問
に
た
い
す
る
回
答
の
選
択
肢
は
四
つ
に
分
か
れ
る
。
①
目
上
の
人
に
敬
語
を
使
う
の

は
当
然
だ
、
②
当
然
だ
と
は
い
え
な
い
、
③
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
、
④
そ
の
他
。

　
「
目
上
の
人
に
敬
語
を
使
う
の
は
当
然
だ
」
と
す
る
意
見
①
は
、
高
年
齢
層
、
低
学
歴

層
、
サ
ー
ビ
ス
・
商
工
品
販
売
の
各
層
で
強
く
支
持
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
各
層
は
敬

語
意
識
に
か
ん
し
て
「
保
守
的
」
な
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
、
逆
に
、
「
当
然
で

は
な
い
」
と
す
る
意
見
②
の
低
年
齢
層
、
高
学
歴
層
、
教
育
・
専
門
職
層
は
「
進
歩
的
」

な
意
見
の
支
持
者
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
若
年
齢
層
の
敬
語
意
識
が
低
い
（
「
進
歩
的
」

で
あ
る
）
の
は
、
敬
語
形
式
の
時
代
的
変
化
と
い
う
要
因
を
除
外
す
れ
ば
、
社
会
生
活
経
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験
の
浅
さ
か
ら
く
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
は
、
社
会
の
階
層
秩
序
に
投
げ
込
ま
れ
て
ま
だ
日
が
浅
い
た
め
、
敬
語
使
い
分
け
の
能

力
だ
け
で
な
く
、
敬
語
の
必
要
性
に
つ
い
て
も
意
識
が
低
い
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
、
学
歴
と
職
業
の
要
因
は
、

社
会
階
層
と
直
接
に
関
係
し
て
い
る
だ
け
に
、
年
齢
に
よ
る
違
い
が
表
わ
す
社
会
化
の
程
度
の
問
題
で
は
な
く
、
社
会
化
の
あ
り
か
た
を

暗
示
し
て
い
る
。
義
務
教
育
し
か
受
け
て
い
な
い
者
と
高
等
教
育
を
受
け
た
者
と
の
意
識
の
違
い
は
、
前
者
が
社
会
的
階
層
の
下
位
に
位

置
す
る
可
能
性
が
高
い
の
に
た
い
し
、
後
者
は
社
会
的
選
抜
を
く
ぐ
り
抜
け
た
エ
リ
ー
ト
で
あ
っ
て
、
学
歴
と
い
う
社
会
的
威
信
の
ヒ
エ

ラ
ル
キ
ー
で
は
当
然
最
上
位
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
下
位
に
位
置
す
る
者
が
敬
語
を
使
わ
な
け
れ
ば
、
つ
ま
り
、
自
己
の
上
位

に
そ
び
え
立
つ
階
層
的
社
会
秩
序
を
尊
重
す
る
姿
勢
を
示
さ
な
け
れ
ば
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
な
ん
ら
か
の
社
会
的
制
裁
を
覚
悟
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら
が
強
い
ら
れ
た
敬
語
意
識
を
保
持
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
事
実
、
同
じ
調
査
の
別
の
質
問
項
目

「
『
社
長
』
『
校
長
』
の
よ
う
な
職
名
に
敬
称
を
つ
け
る
必
要
が
な
い
か
ど
う
か
」
に
た
い
し
、
高
学
歴
（
大
学
卒
業
以
上
）
や
コ
般
事

務
，
管
理
職
」
．
「
教
育
．
専
門
職
」
層
が
断
固
と
し
て
「
つ
け
る
必
要
は
な
い
」
と
い
う
意
見
を
支
持
し
て
い
る
（
大
学
卒
業
以
上
で
七

五
．
O
％
、
「
一
般
事
務
．
管
理
職
」
層
で
八
丁
八
％
、
「
教
育
・
専
門
職
」
層
で
五
九
・
七
％
）
な
か
で
、
低
学
歴
層
（
義
務
教
育
の

み
）
や
「
農
林
漁
業
」
層
で
は
、
「
つ
け
る
べ
き
だ
」
と
す
る
答
え
が
目
だ
ち
、
こ
れ
を
「
つ
け
て
も
、
つ
け
な
く
て
も
よ
い
」
と
す
る

状
況
判
断
的
答
え
と
合
わ
せ
れ
ば
、
回
答
比
率
で
両
者
の
グ
ル
ー
プ
は
は
っ
き
り
と
二
分
さ
れ
る
（
義
務
教
育
の
み
の
層
で
四
四
・
八
％
、

「
農
林
漁
業
」
層
で
は
六
五
．
九
％
に
上
り
、
こ
れ
に
た
い
し
て
、
同
じ
答
え
を
合
わ
せ
て
回
答
し
た
者
は
大
学
卒
業
以
上
で
は
一
四
・

三
％
、
「
一
般
事
務
・
管
理
職
」
層
で
一
二
・
四
％
、
「
教
育
・
専
門
職
」
層
で
は
三
二
・
八
％
に
す
ぎ
な
い
）
。
つ
ま
り
、
過
剰
と
も
い

え
る
敬
語
表
現
で
上
位
待
遇
意
識
を
表
現
す
る
の
は
、
む
し
ろ
社
会
的
階
層
の
下
位
に
置
か
れ
や
す
い
層
の
人
々
で
あ
る
こ
と
が
こ
こ
に

も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
社
会
的
上
位
に
位
置
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
人
々
の
敬
語
意
識
に
あ
る
程
度
の
ゆ
と
り
が
生
ま
れ
る
。

彼
ら
は
、
自
己
の
階
層
内
で
の
地
位
が
最
終
的
に
保
障
さ
れ
る
な
ら
、
日
常
の
敬
語
意
識
で
は
「
進
歩
的
」
ポ
ー
ズ
を
と
る
こ
と
も
自
由
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で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
学
歴
の
よ
う
な
業
績
に
頼
っ
て
社
会
的
地
位
を
固
め
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
帰
属
主
義
的
原

理
の
象
徴
で
も
あ
っ
た
敬
語
に
た
い
し
、
よ
り
批
判
的
な
姿
勢
を
と
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
田
中
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、
敬
語
意
識
に
み
ら
れ
る
「
保
守
性
」
や
「
進
歩
性
」
は
、
「
単
に
言
語
上
の
問
題
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
教
育
上
の
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

つ
け
、
あ
る
い
は
、
社
会
的
な
秩
序
・
道
徳
な
ど
の
問
題
と
結
び
つ
き
や
す
い
」
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
「
た
と
え
ば
、
『
敬

語
に
つ
い
て
の
意
見
は
年
齢
で
大
き
く
開
く
』
と
は
い
っ
て
も
、
こ
う
し
た
場
合
の
年
齢
は
、
一
方
で
は
、
対
社
会
的
な
態
度
な
い
し
は

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
反
映
と
し
て
み
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
『
層
化
（
グ
ル
ー
プ
分
け
）
』
が
な
さ

れ
る
な
ら
ば
、
敬
語
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
態
度
が
、
ど
ん
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
分
裂
し
て
い
く
か
を
、
明
ら
か
に
で
き
る
の
で

　
　
　
　
　
（
2
）

は
な
い
か
と
思
う
。
」

　
重
要
な
こ
と
は
、
こ
こ
で
敬
語
意
識
が
社
会
意
識
の
反
映
で
あ
る
と
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
敬
語
意
識
は
あ
く
ま
で
敬
語
に
対
す
る
人
々
の
意
識
で
あ
っ
て
、
実
際
に
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
と
は

異
な
る
。
つ
ぎ
に
、
社
会
的
要
因
に
よ
っ
て
敬
語
の
使
い
分
け
に
ど
の
よ
う
な
差
が
生
じ
て
い
る
か
を
見
て
み
よ
う
。

　
国
立
国
語
研
究
所
は
一
九
五
三
年
に
愛
知
県
岡
崎
市
で
全
市
民
か
ら
サ
ン
プ
ル
と
し
て
四
三
四
人
を
抽
出
し
、
敬
語
使
用
に
つ
い
て
調

査
を
行
っ
た
。
ユ
ニ
ー
ク
な
の
は
、
そ
の
さ
い
、
敬
語
の
使
い
分
け
能
力
を
数
量
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
方
法
は
、
以
下
の
よ
う
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

あ
る
。
一
二
の
場
面
を
想
定
し
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
人
々
が
ど
の
よ
う
な
敬
語
行
動
を
取
る
か
を
ま
ず
観
察
す
る
。
敬
語
行
動
が
顕
著
に

現
わ
れ
た
三
つ
の
場
面
を
さ
ら
に
抜
き
出
し
、
こ
れ
ら
を
丁
寧
な
順
に
並
べ
て
、
判
定
基
準
と
す
る
。
被
調
査
者
の
反
応
が
こ
の
基
準
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

列
か
ら
み
て
ど
の
よ
う
に
偏
筒
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
「
使
い
分
け
点
」
を
割
り
振
る
。
こ
れ
で
被
調
査
者
の
敬
語
使
い
分
け
の
能
力
が

数
量
化
さ
れ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
二
一
場
面
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
も
っ
と
も
多
く
の
人
々
が
反
応
し
た
丁
寧
さ
の
度
合
を
標
準

点
（
○
点
）
と
し
て
、
こ
れ
よ
り
上
下
に
＋
一
で
点
を
与
え
て
合
計
し
、
平
均
し
た
も
の
を
「
標
準
点
」
と
し
て
計
算
し
た
。
標
準
点
が
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プ
ラ
ス
で
あ
れ
ば
、
平
均
よ
り
て
い
ね
い
な
言
葉
使
い
、
マ
イ
ナ
ス
な
ら
ば
、
平
均
よ
り
ら
ん
ぼ
う
な
言
葉
使
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
調
査
の
ユ
ニ
ー
ク
な
第
二
の
点
は
、
階
層
を
被
調
査
者
ひ
と
り
ひ
と
り
に
つ
い
て
判
定
し
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
判
定
は
、
岡

崎
市
を
構
成
す
る
い
く
つ
か
の
町
を
抽
出
し
、
そ
の
町
の
事
情
に
詳
し
い
人
（
「
町
の
総
代
と
市
役
所
の
公
達
員
」
）
の
判
定
を
主
観
的
要

因
と
し
て
一
方
に
置
き
、
他
方
、
「
税
金
・
職
業
・
家
の
構
え
・
公
職
（
役
員
）
に
つ
い
た
経
験
」
を
客
観
的
要
因
と
し
て
他
方
に
置
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

結
果
的
に
三
段
階
の
階
層
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
数
量
化
に
よ
る
性
・
年
齢
・
学
歴
・
階
層
別
の
結
果
は
、
左
上
の
表
の
よ
う
で
あ
る
。

　
標
準
点
を
見
て
み
る
と
、
性
別
で
は
、
男
性
よ
り
女
性
の
ほ
う
が
著
し
く
て
い
ね
い
な
敬
語
形
式
を
使
っ
て
い
る
。
年
齢
別
で
は
、
そ

れ
ほ
ど
著
し
く
は
な
い
と
は
い
え
、
年
長
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
て
い
ね
い
な
敬
語
を
使
う
よ
う
に
な
る
。
学
歴
で
は
、
再
び
著
し
い
傾
向

現代日本における階級格差とその固定化

　　　　　　　1－2表

使い分け点 標準点

性　　　男 0，728 0，269

女 0，610 2，901

年齢　15－19 0，675 L473寧

20－29 0，704

30－39 0，850 1，544

40－49 0，632 L840艸

50－69 0，477

学歴　な　し 0，286 L650寧料

小学校 0，562

高小・新中 0，611 0，944

旧中・新高 0，824 2．463＊卓＊率

高専以上 0，967

階層　　下 0，540 L218

中 0，715 1，616

上 0，716 2，213

＊20代を含む平均

＊＊40代を含む平均

＊＊＊小学校卒を含む平均

＊＊＊＊高専以上を含む平均

国立国語研究所r敬語と敬語意識』，1957年，第187

表（270頁）と第194表（275頁）から作成

が
現
わ
れ
る
。
高
学
歴
と
低
学
歴
と
で
は
、
性
別
の

差
に
近
い
格
差
が
生
じ
て
い
る
。
学
歴
な
し
と
小
学

校
卒
業
の
ほ
う
が
高
等
小
学
校
・
新
制
中
学
卒
業
よ

り
、
ポ
イ
ン
ト
が
高
い
の
は
お
そ
ら
く
こ
の
分
類
に

な
ん
ら
か
の
別
の
要
素
（
例
え
ば
、
年
齢
な
ど
）
が

入
り
込
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

階
層
別
で
も
、
明
確
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

階
層
の
低
い
者
よ
り
も
高
い
者
の
ほ
う
が
、
て
い
ね

い
な
敬
語
を
使
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
以
上
が
、

社
会
的
平
均
か
ら
み
た
言
語
使
用
の
て
い
ね
い
さ
の
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傾
向
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
た
い
し
、
上
表
の
使
い
分
け
点
の
欄
を
見
る
と
、
時
と
場
合
に
応
じ
て
敬
語
を
運
用
す
る
能
力
が
ど
の
よ
う
に
社
会
的
に
配
分

さ
れ
て
い
る
か
が
明
ら
か
に
な
る
。
性
別
で
は
、
男
性
の
ほ
う
が
女
性
よ
り
運
用
能
力
が
高
い
。
こ
の
こ
と
は
、
標
準
点
で
は
女
性
が
男

性
を
大
き
く
引
き
離
し
て
い
た
こ
と
と
比
べ
て
、
き
わ
め
て
特
徴
的
で
あ
る
。
乱
暴
な
言
葉
使
い
を
し
て
い
る
（
標
準
点
が
低
い
）
男
性

も
、
時
と
場
所
に
応
じ
て
、
敬
語
を
使
い
こ
な
し
て
い
く
能
力
は
持
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
で
な
く
て
は
階
層
社
会
の
秩
序
に
沿

っ
て
生
活
し
て
は
い
け
な
い
だ
ろ
う
。
年
齢
で
は
三
〇
代
を
ピ
ー
ク
に
低
下
し
て
い
く
。
こ
の
こ
と
を
さ
ら
に
詳
し
く
、
五
歳
ご
と
の
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

齢
階
級
で
見
る
と
、
三
〇
1
三
四
歳
の
時
点
で
突
出
し
て
能
力
の
高
ま
り
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
を
野
元
は
「
こ
の
年
代
は
、
目
上
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

も
の
に
も
目
下
の
も
の
に
も
、
最
も
多
く
接
す
る
年
代
で
、
言
語
的
な
訓
練
の
機
会
が
多
い
か
ら
と
も
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
学

歴
と
敬
語
運
用
能
力
と
の
密
接
な
関
連
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
き
わ
め
て
は
っ
き
り
し
た
か
た
ち
で
示
さ
れ
て
い

る
。
学
歴
の
上
昇
と
運
用
能
力
の
向
上
と
は
相
関
関
係
に
あ
る
。
階
層
の
中
と
上
と
の
あ
い
だ
の
差
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
下
層
と
の
格

差
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
階
層
が
高
け
れ
ば
運
用
能
力
も
高
い
と
い
う
傾
向
は
否
定
で
き
な
い
。

　
以
上
、
国
立
国
語
研
究
所
が
か
つ
て
行
な
っ
た
調
査
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
敬
語
意
識
お
よ
び
敬
語
運
用
能
力
に
つ
い
て
見
て
き
た
。

大
雑
把
に
い
え
ば
、
敬
語
意
識
を
強
く
意
識
し
て
い
る
の
は
低
い
社
会
階
層
の
人
々
、
敬
語
運
用
能
力
が
高
い
の
は
高
い
社
会
階
層
の

人
々
で
あ
る
。
敬
語
に
反
映
さ
れ
た
階
層
性
は
、
こ
の
場
合
は
、
広
く
社
会
的
な
人
間
関
係
を
場
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ

ぎ
に
、
別
種
の
階
層
性
、
つ
ま
り
、
一
般
社
会
で
は
な
く
企
業
と
い
う
特
殊
社
会
の
な
か
で
の
階
層
性
（
職
階
）
を
問
題
に
し
て
み
よ
う
。

企
業
の
な
か
の
敬
語
で
あ
る
。
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（
1
）
　
田
中
章
夫
「
敬
語
論
議
は
な
ぜ
起
こ
る
」
『
言
語
生
活
』
｝
二
三
号
、
一
九
六
九
年
六
月
、
二
九
頁



（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

同
上

国
立
国
語
研
究
所
『
敬
語
と
敬
語
意
識
』
、
一
九
五
七
年
、
一
西
六
～
八
頁

同
上
書
、
二
六
七
頁

同
上
書
、
七
九
～
一
〇
一
頁

野
元
菊
雄
「
敬
語
の
使
い
分
け
の
能
力
」
『
言
語
生
活
』
七
〇
号
、
一
九
五
七
年
七
月
、

同
上

一
四
頁
、
第
三
表

現代日本における階級格差とその固定化

㈲
　
敬
語
使
用
と
敬
語
習
得
に
た
い
す
る
企
業
内
階
層
性
の
影
響

　
一
九
七
〇
年
か
ら
三
年
間
、
国
立
国
語
研
究
所
は
「
敬
語
の
社
会
的
研
究
」
の
題
目
の
も
と
、
日
立
製
作
所
の
東
京
本
社
と
茨
城
工
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
従
業
員
八
九
一
名
に
た
い
し
て
一
連
の
ア
ン
ケ
ー
ト
お
よ
び
面
接
調
査
を
行
起
っ
た
。
調
査
に
協
力
し
た
日
立
製
作
所
は
、
事
務
系
の

職
場
と
し
て
東
京
本
社
、
茨
城
工
場
事
務
、
関
西
事
務
（
大
阪
営
業
所
と
京
都
工
場
事
務
）
、
現
場
系
職
場
と
し
て
茨
城
工
場
現
場
、
京

都
工
場
現
場
に
分
か
れ
、
事
務
系
労
働
者
は
六
二
六
名
、
現
場
系
労
働
者
は
二
六
五
名
の
割
合
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
事
務
系
職
階
と
し

て
、
部
長
（
事
務
系
社
員
全
体
の
二
・
一
％
）
、
課
長
（
七
・
七
％
）
、
主
任
（
一
五
・
三
％
）
、
企
画
員
（
二
一
・
一
％
）
、
事
務
員
（
四

四
二
一
％
）
が
あ
り
、
工
場
現
場
の
職
階
と
し
て
、
組
長
（
現
場
系
社
員
全
体
の
一
四
・
七
％
）
、
指
導
技
能
員
（
一
四
・
三
％
）
、
技
能

員
（
六
七
・
九
％
）
が
あ
る
。
ち
な
み
に
、
本
社
お
よ
び
営
業
所
の
事
務
系
男
子
社
員
は
ほ
と
ん
ど
が
大
卒
、
女
性
で
高
卒
以
上
、
現
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

系
で
は
中
卒
以
下
の
比
率
が
高
い
。
そ
こ
で
の
調
査
項
目
も
調
査
方
法
も
多
岐
に
渡
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
調
査
結
果
の
う
ち
、
敬

語
使
用
の
パ
タ
ー
ン
と
、
敬
語
習
得
機
会
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
を
見
る
こ
と
に
す
る
。
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＊
敬
語
形
式

　
「
あ
な
た
が
他
の
課
の
部
屋
へ
で
か
け
て
い
た
ら
、
会
議
室
に
い
る
あ
な
た
と
同
じ
部
課
の
人
か
ら
電
話
が
か
か
り
、
す
ぐ
会
議
室
へ

来
る
よ
う
に
言
わ
れ
ま
し
た
。
『
わ
か
っ
た
。
す
ぐ
、
行
く
』
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
答
え
る
時
、
普
通
ど
う
言
い
ま
す
か
」
と
い
う
設

問
が
従
業
員
に
与
え
ら
れ
た
。
こ
れ
に
た
い
す
る
彼
ら
の
答
え
を
受
け
、
本
社
と
工
場
事
務
系
の
合
わ
せ
て
約
六
〇
〇
名
に
つ
い
て
、
話

し
手
と
相
手
の
職
階
別
の
結
果
を
、
三
つ
の
回
答
類
型
に
よ
っ
て
ま
と
め
た
の
が
次
頁
の
表
で
あ
る
。
最
も
高
度
な
上
位
待
遇
表
現
で
あ

る
謙
譲
語
「
参
り
ま
す
」
、
単
な
る
丁
寧
語
で
あ
る
「
行
き
ま
す
」
、
ぞ
ん
ざ
い
な
「
行
く
（
よ
、
わ
）
」
に
つ
い
て
、
ど
れ
だ
け
の
割
合

で
そ
れ
ら
が
現
わ
れ
る
か
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
「
参
り
ま
す
」
と
い
う
敬
語
形
式
は
、
基
本
的
に
話
し
手
よ
り
上
の
、
ま
た
は
同
等
の
職
階
に
対
し
て
、
使
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
課
長
が
部
長
に
応
答
す
る
と
き
に
は
、
七
五
・
○
％
の
割
で
現
わ
れ
た
が
、
主
任
が
部
長
に
対
応
す
る
と
き
に
は
八
O
・
九
％
、

企
画
員
が
部
長
に
対
応
す
る
と
き
に
は
、
八
二
・
○
％
、
事
務
員
が
部
長
に
対
応
す
る
と
き
に
は
九
〇
・
三
％
の
割
で
現
わ
れ
る
と
い
う

よ
う
に
、
話
し
手
と
相
手
の
職
階
格
差
が
開
け
ば
開
く
ほ
ど
、
使
わ
れ
る
確
実
性
が
増
す
こ
と
が
分
か
る
。

　
「
行
き
ま
す
」
と
い
う
丁
寧
語
は
目
分
と
相
手
が
同
等
の
職
階
で
あ
る
場
合
に
最
も
確
実
に
現
わ
れ
る
傾
向
が
あ
る
が
、
職
階
関
係
を

ソ
フ
ト
な
も
の
に
感
じ
さ
せ
る
（
円
滑
化
）
効
果
が
あ
る
た
め
、
自
己
と
同
一
職
階
の
相
手
を
中
心
に
、
そ
れ
以
外
の
職
階
相
手
に
も
及

ん
で
い
る
。

　
ま
た
、
「
行
く
（
よ
、
わ
）
」
は
自
分
よ
り
下
の
職
階
に
対
し
て
基
本
的
に
使
わ
れ
、
相
手
が
自
己
の
職
階
よ
り
下
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、

使
わ
れ
る
確
度
は
高
ま
る
。
ぞ
ん
ざ
い
な
こ
の
形
式
が
自
分
よ
り
上
の
職
階
の
相
手
に
使
わ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。

　
こ
の
敬
語
形
式
の
選
択
パ
タ
ー
ン
を
見
て
分
か
る
の
は
、
こ
の
調
査
を
担
当
し
た
杉
戸
清
樹
も
言
う
よ
う
に
「
職
階
」
関
係
の
決
定
的

影
響
で
あ
り
、
同
じ
く
野
元
菊
雄
が
言
う
よ
う
に
、
「
自
分
よ
り
上
か
下
か
と
い
う
こ
と
が
こ
と
ば
を
決
定
す
る
強
い
要
因
と
な
っ
て
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（
3
）

い
る
」
こ
と
で
あ
る
。
社
内
の
階
層
構
造
が
社
員
の
言
語
活
動
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

社
内
敬
語
の
使
用
パ
タ
ー
ン
を
通
じ
て
こ
こ
で
見
え
て
き
た
の
は
、
本
社
と
事
務
部
門
の
階
層
的
秩
序
で
あ
っ
た
。
で
は
、
つ
ぎ
に
、

敬
語
習
得
機
会
に
か
ん
す
る
調
査
を
通
じ
て
工
場
現
場
を
含
め
た
秩
序
構
造
を
探
っ
て
み
よ
う
。

現代日本における階級格差とその固定化

単位，％

　　　　1－3表

「参ります」が使われる割合

話し手
相　　　手　　　　　男性　女性

部長 課長 主任 企画員 事務 事務

課　長 75．0 13．0
4
．
2

一 一 一

主　任 80．9 52．3
5
．
0

一 一 一

企画員 82．0 69．4 26．2
9
．
7

3
．
6

3
．
2

事務員 90．3 84．6 49．7 25．6 12．4
7
．
7

単位：％「行きます」が使われる割合

話し手
相　　　手　　　　　男性　女性

部長 課長 主任 企画員 事務 事務

課　長 25．0 78．3 29．2 25．0 22．7 37．5

主　任 19．1 47．7 77．5 43．2 39．0 50．0

企画員 18．0 30．6 72．1 69．4 45．5 38．7

事務員
8
．
9

15．4 49．7 74．4 8LO 66．7

「行く（よ，わ）」が使われる割合　単位％

話し手
相　　　手　　　　　男性　女性

部長 課長 主任 企画員 事務 事務

課　長 一

8
．
7

66．7 75．0 77．3 62．5

主　任 一 一 17．5 56．8 6LO 50．0

企画員 一 一

1
．
6

20．9 50．9 58．1

事務員
0
．
8

｝

0
．
6

一

6
．
6

25．6

杉戸清樹「職場敬語の一実態～日立製作所での調査から」「言語生

活』，第328号，1979年4月，40頁，図5～16から作成
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1－4表
東
京
本
社
　
a

工
場
現
場
　
b a＞b

子供のころからの家庭環境・しっけ 50．6 39．1 十11．5

会社の上司・先輩の敬語を見聞きしたり，質問 43．7 43．5 十〇．2

したりして

学校時代の授業・講義・勉強 40．5 33．9 十6．6

社会人となってからの社内研修 23．6 14．8 十8．8

学校時代の部・サークル活動 22．7 10．9 十1L8
会社の同僚の敬語を見聞きしたり，相談したり 17．5 18．7 一L2して

会社の上司・先輩から注意されて

8
．
0

24．8 一16．8

社会人となってから，敬語関係の本を読んで
7
．
2

7
．
0

十〇．2

社会人となってからの社外講習会（はなし方教
4
．
0

4
．
3

一〇．3

室などを含む）

学校時代のゼミ・研究室

3
．
4

0
．
4

十3．0

読書・新聞・テレビなど
2
．
5

3
．
0

一〇．5

特にどこで身につけたと指摘できない．自然に
についた

ll2 16．0 一4．8

国立国語研究所報告73『企業の中の敬語』，三省堂，1982年，242頁，図2－136から作成

　
「
あ
な
た
が
会
社
で
使
っ
て
い
る
敬
語
を
こ
れ
ま
で
ど
ん
な
機
会

に
身
に
つ
け
て
き
た
と
思
い
ま
す
か
」
と
い
う
設
問
に
た
い
し
、
選

択
肢
一
二
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
う
ち
か
ら
い
く
つ
選
ん
で
も
よ
い
と

し
た
。
延
べ
選
択
度
数
は
一
九
九
一
、
一
人
平
均
二
・
二
項
目
が
選

ば
れ
た
。
そ
れ
を
東
京
本
社
と
茨
城
工
場
現
場
と
で
区
別
し
て
示
す

と
、
上
表
の
よ
う
に
な
る
。

　
東
京
本
社
と
工
場
現
場
の
結
果
を
く
ら
べ
て
み
よ
う
。
両
者
の
差

が
一
ポ
イ
ン
ト
以
下
の
選
択
肢
は
無
視
し
、
結
果
が
著
し
い
対
照
を

成
し
て
い
る
選
択
肢
に
注
目
す
る
。
本
社
で
の
回
答
が
多
く
て
、
現

場
で
の
回
答
が
少
な
い
選
択
肢
は
、
「
子
供
の
こ
ろ
か
ら
の
家
庭
環

境
・
し
つ
け
」
（
一
一
・
五
）
／
「
学
校
時
代
の
部
・
サ
ー
ク
ル
活

動
」
（
一
一
・
八
）
／
「
社
会
人
と
な
っ
て
か
ら
の
社
内
研
修
」

（
八
・
八
）
／
「
学
校
時
代
の
授
業
・
講
義
・
勉
強
」
（
六
・
六
）
／

「
学
校
時
代
の
ゼ
ミ
・
研
究
室
」
（
＝
丁
○
）
で
あ
る
。
逆
に
、
現
場

で
の
回
答
率
が
高
く
、
本
社
で
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
の
が
、
「
会

社
の
上
司
・
先
輩
か
ら
注
意
さ
れ
て
」
（
一
六
・
八
）
／
「
特
に
ど

こ
で
身
に
つ
け
た
と
指
摘
で
き
な
い
。
目
然
に
身
に
つ
い
た
」

（
四
・
八
）
／
「
会
社
の
同
僚
の
敬
語
を
見
聞
き
し
た
り
、
相
談
し

70



現代日本における階級格差とその固定化

た
り
し
て
」
（
一
・
二
）
と
な
る
。

　
こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
社
の
大
卒
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
労
働
者
に
と
っ
て
、
敬
語
習
得
の
基
礎
的
訓
練
は
す
で
に
「
子
供
の
こ

ろ
か
ら
の
家
庭
環
境
・
し
つ
け
」
の
な
か
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
が
工
場
現
場
の
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
労
働
者
と
の
大
き
な
違
い
で
あ

る
。
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
労
働
者
の
基
幹
部
分
を
成
す
本
社
の
幹
部
社
員
に
と
っ
て
、
彼
ら
が
受
け
た
「
し
つ
け
」
や
彼
ら
が
育
っ
た
「
家

庭
環
境
」
は
、
た
ん
に
目
上
の
者
へ
の
対
応
の
仕
方
（
上
位
待
遇
表
現
）
や
、
社
会
と
集
団
の
階
層
制
へ
の
自
覚
を
培
う
と
い
う
意
味
だ

け
で
な
く
、
階
層
社
会
へ
の
適
応
性
を
教
え
込
む
う
え
で
、
と
り
わ
け
有
効
な
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
分
か
る
。
家
庭
が

こ
う
し
た
意
味
で
の
社
会
的
適
応
を
準
備
す
る
第
一
の
場
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
彼
ら
に
と
っ
て
、
敬
語
習
得
の
第
二
の
機
会
は
学
校
教

育
に
あ
っ
た
。
「
学
校
時
代
の
部
・
サ
ー
ク
ル
活
動
」
か
ら
始
ま
り
、
「
学
校
時
代
の
授
業
・
講
義
・
勉
強
」
、
さ
ら
に
「
学
校
時
代
の
ゼ

ミ
・
研
究
室
」
な
ど
を
通
じ
て
、
敬
語
と
い
う
言
語
形
式
で
も
っ
て
社
会
と
集
団
の
階
層
制
に
敬
意
を
払
う
べ
き
こ
と
を
、
そ
の
訓
練
と

と
も
に
教
え
込
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
大
卒
者
を
主
体
と
す
る
彼
ら
本
社
幹
部
社
員
が
、
現
在
の
学
校
体
制
の
な
か
で
き
わ
め
て
適
合

的
に
振
舞
っ
て
き
た
こ
と
は
、
最
高
学
歴
保
持
者
で
あ
る
と
い
う
そ
の
学
歴
取
得
の
結
果
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
適
応
の

過
程
で
彼
ら
に
施
さ
れ
た
も
の
こ
そ
、
言
語
を
通
し
て
の
階
層
社
会
へ
の
適
応
訓
練
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
社
会
化
の
最
後
の
締

め
く
く
り
と
し
て
、
「
社
会
人
と
な
っ
て
か
ら
の
社
内
研
修
」
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
敬
語
の
運
用
能
力
は
一
朝
一
夕
に
獲
得
さ
れ
る
性

質
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
機
会
は
、
入
社
に
際
し
て
社
内
で
の
敬
語
の
必
要
性
に
注
意
を
喚
起
す
る
と
い
う
意
味

合
い
が
強
い
と
思
わ
れ
る
。
彼
ら
は
自
ら
が
こ
れ
か
ら
身
を
置
く
会
社
組
織
が
厳
密
に
階
層
化
さ
れ
、
そ
れ
を
慎
重
に
配
慮
せ
ね
ば
な
ら

な
い
場
所
で
あ
る
事
実
を
こ
の
機
会
に
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
工
場
現
場
の
ブ
ル
ー
カ
ラ
！
労
働
者
に
と
っ
て
、
事
情
は
大
き
く
異
な
る
。
ま
ず
な
に
よ
り
も
、
彼
ら
が
「
会
社
の
上
司
・
先
輩
か
ら

注
意
さ
れ
て
」
敬
語
を
習
得
し
た
と
答
え
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
。
「
注
意
」
は
、
極
端
な
場
合
、
叱
責
を
伴
う
。
そ
う
で
な
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く
と
も
、
「
正
し
い
」
敬
語
使
用
が
「
上
司
・
先
輩
」
に
よ
っ
て
日
々
の
接
触
の
な
か
で
指
導
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
注
意
さ
れ

る
側
が
注
意
す
る
「
上
司
・
先
輩
」
の
背
後
に
「
会
社
」
権
力
の
影
を
認
め
た
と
し
て
も
、
不
自
然
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
個
人
的
体
験

を
繰
り
返
し
、
「
会
社
の
同
僚
の
敬
語
を
見
聞
き
し
た
り
、
相
談
し
た
り
し
て
」
い
く
な
か
で
、
彼
ら
は
敬
語
と
い
う
言
語
形
式
を
「
特

に
ど
こ
で
身
に
つ
け
た
と
指
摘
で
き
な
い
（
ほ
ど
無
意
識
の
う
ち
で
）
自
然
に
身
に
つ
け
」
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
敬
語
習
得
機
会
の
階
層
的
格
差
は
、
そ
の
ま
ま
、
社
内
の
階
層
秩
序
の
あ
り
方
を
暗
示
し
て
い
る
。
本
社
の
幹
部
社
員
に
と
っ
て
、
社

内
の
階
層
性
へ
の
適
応
は
、
き
わ
め
て
容
易
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
で
に
「
家
庭
」
と
「
し
つ
け
」
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
な
か
に
は
、
社

内
の
階
層
制
を
受
け
入
れ
る
素
地
は
十
分
で
き
て
い
た
。
し
か
も
、
大
学
に
到
る
ま
で
の
長
い
「
学
校
」
生
活
の
な
か
で
、
そ
れ
を
運
用

す
る
訓
練
も
十
分
に
受
け
て
き
て
い
る
。
あ
と
は
、
入
社
し
て
か
ら
の
「
社
内
研
修
」
で
細
目
に
わ
た
る
指
示
を
受
け
心
構
え
を
整
え
る

だ
け
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
言
語
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
、
社
内
の
階
層
秩
序
を
積
極
的
に
支
え
な
が
ら
、
会
社
権
力
の
創
り
出
し
た
社
内

の
階
層
的
秩
序
と
の
一
体
感
を
強
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
た
い
し
、
工
場
現
場
の
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
労
働
者
に
と
っ
て
、
社
内
の
階
層
制
へ
の
適
応
は
、
し
ょ
せ
ん
強
い
ら
れ
た
も
の
で
し

か
な
い
。
「
上
司
」
に
「
注
意
」
さ
れ
た
経
験
や
「
同
僚
」
に
「
教
え
を
乞
う
」
と
い
う
現
場
で
の
体
験
を
重
ね
な
が
ら
、
彼
ら
は
辛
う

じ
て
社
内
の
階
層
秩
序
へ
の
言
語
的
適
応
を
達
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
本
社
の
幹
部
社
員
の
場
合
と
異
な
り
、
現
場
労

働
者
の
場
合
に
は
、
「
家
庭
」
や
「
学
校
」
が
よ
り
少
な
い
程
度
で
し
か
適
応
の
場
と
し
て
機
能
し
て
こ
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、

そ
の
分
だ
け
、
入
社
し
て
か
ら
の
社
内
の
階
層
秩
序
へ
の
適
合
に
不
利
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
社
内
の
階
層
秩
序
に
自

己
を
投
げ
込
み
、
自
己
を
位
置
づ
け
、
最
終
的
に
は
秩
序
と
の
一
体
感
を
得
る
と
い
う
道
の
り
、
社
員
と
し
て
会
社
に
適
応
し
て
ゆ
く
道

の
り
は
、
言
語
の
面
か
ら
み
て
も
、
本
社
の
幹
部
候
補
生
ほ
ど
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
し
、
彼
ら
と
は
異
な
る
道
筋
を
た
ど
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
工
場
の
現
場
労
働
者
が
本
社
社
員
と
比
べ
て
は
る
か
に
社
内
権
力
か
ら
疎
遠
な
立
場
に
立
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
社
内
階
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層
秩
序
の
あ
り
方
を
暗
示
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
入
社
以
前
の
段
階
か
ら
考
え
て
み
て
、
家
庭
や
学
校
が
彼
ら
現
場
労
働
者
に
と
っ
て

は
、
本
社
幹
部
候
補
生
と
は
異
な
る
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
暗
示
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
現
場
労
働
者
に
と
っ
て
、
家

庭
も
学
校
も
、
大
卒
社
員
の
場
合
と
は
対
照
的
に
、
彼
ら
に
階
層
秩
序
の
意
識
的
担
い
手
と
し
て
の
強
い
自
覚
を
与
え
る
場
で
は
な
か
っ

た
、
こ
の
事
実
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。

（
1
）
　
調
査
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
杉
戸
清
樹
「
職
場
敬
語
の
一
実
態
～
日
立
製
作
所
で
の
調
査
か
ら
」
『
言
語
生
活
』
、
第
三
二
八
号
、
一
九
七
九
年

　
四
月
、
野
元
菊
雄
「
企
業
内
に
お
け
る
敬
語
行
動
」
『
日
本
語
と
文
化
・
社
会
2
　
こ
と
ば
と
社
会
』
、
三
省
堂
、
一
九
七
七
年
、
国
立
国
語
研
究
所

報
告
七
三
「
企
業
の
中
の
敬
語
』
、
三
省
堂
、
一
九
八
二
年
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照

（
2
）
国
立
国
語
研
究
所
報
告
七
三
『
企
業
の
中
の
敬
語
』
、
三
省
堂
、
一
九
八
二
年
、
七
九
～
八
四
頁

（
3
）
　
野
元
菊
雄
「
企
業
内
に
お
け
る
敬
語
行
動
」
『
日
本
語
と
文
化
・
社
会
2
　
こ
と
ば
と
社
会
』
、
三
省
堂
、
一
九
七
七
年
、
｝
二
一
頁

現代日本における階級格差とその固定化

㈲
　
小
　
　
括

　
敬
語
に
注
目
し
な
が
ら
、
現
代
日
本
語
の
階
層
的
性
格
を
考
え
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
本
稿
で
言
語
の
階
層
性
と
言
っ
た
場
合
、
そ

こ
に
は
い
く
つ
か
の
異
な
る
意
味
が
含
ま
れ
て
い
た
。
ま
ず
第
一
に
、
敬
語
が
上
位
待
遇
意
識
の
言
語
的
表
現
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、

そ
れ
が
階
層
性
を
帯
び
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
敬
語
の
体
系
は
、
現
実
社
会
の
階
層
秩
序
の
直
接
的
か
つ
総
体
的
な
言
語
的
反
映
で
あ
っ

て
、
言
語
に
こ
う
し
た
意
味
で
の
階
層
性
を
認
め
る
こ
と
は
、
敬
語
研
究
者
の
見
解
と
も
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
む
し
ろ
問
題
は
第

二
の
意
味
、
す
な
わ
ち
、
敬
語
習
得
や
敬
語
意
識
、
敬
語
使
い
分
け
と
い
っ
た
点
で
各
階
層
間
に
は
明
ら
か
に
特
徴
的
な
差
異
が
見
ら
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
現
代
日
本
語
の
階
級
性
を
否
定
す
る
議
論
は
、
そ
も
そ
も
こ
の
差
異
の
存
在
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
っ
て
い
た
。
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し
か
し
、
い
く
つ
か
の
敬
語
調
査
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
差
異
は
現
に
存
在
す
る
。
敬
語
が
広
く
社
会
の
各
層
に
開
か
れ
た
言

語
形
式
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
使
用
頻
度
や
運
用
能
力
、
そ
れ
に
た
い
す
る
意
識
、
そ
れ
の
習
得
機
会
と
い
っ
た
点
で
、
明
ら
か
に
あ
る

階
層
は
他
の
階
層
よ
り
「
優
位
」
に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
敬
語
は
、
言
語
一
般
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
社
会
階
層
的
な
制
約

の
も
と
に
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
も
し
、
こ
れ
を
階
層
社
会
が
言
語
を
自
己
の
姿
に
似
せ
て
階
層
化
し
て
い
る
の

だ
と
考
え
れ
ば
、
敬
語
調
査
に
見
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
格
差
も
驚
く
に
あ
た
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
現
代
日
本
に
お
い
て
も
、
言
語
が
階
層
に
よ
っ
て
異
な
る
扱
い
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
、
階
層
ご
と
に
独
目
の
言

語
的
コ
ー
ド
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
予
感
は
、
明
瞭
な
問
題
意
識
と
し
て
唱
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
般
的
に
は
さ

ま
ざ
ま
な
機
会
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。

「
倉
沢
栄
吉
（
文
教
大
学
教
授
、
国
語
研
究
と
商
人
の
子
弟
と
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
子
弟
と
が
一
緒
に
な
っ
て
い
る
学
校
で
は
、
明
ら
か

　
　
　
　
　
に
商
人
の
子
弟
で
お
手
伝
い
を
す
る
子
ど
も
の
ほ
う
が
、
こ
と
ば
が
親
切
で
良
い
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
子
は
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う

　
　
　
　
　
だ
っ
た
り
、
も
の
を
あ
ん
ま
り
言
わ
な
か
っ
た
り
、
理
屈
ば
っ
か
り
こ
ね
た
り
と
い
っ
た
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
を
、
多
く
の
学
校
で
指
摘
し
て
い
ま
す
ね
。
お
手
伝
い
す
る
と
い
う
こ
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
意
味
は
、
相
当
あ
る

　
　
　
　
　
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
。
こ
と
ば
の
問
題
を
支
え
て
い
る
暮
ら
し
の
問
題
だ
ね
。

　
津
島
裕
子
（
作
家
と
そ
う
で
す
ね
。
暮
ら
し
っ
て
い
う
の
は
、
一
つ
に
は
経
済
が
あ
る
わ
け
で
、
経
済
が
成
り
立
た
な
き
ゃ
家
の
暮

　
　
　
　
　
ら
し
は
成
り
立
っ
て
い
か
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
納
得
す
る
か
し
な
い
か
も
、
子
ど
も
の
こ
と
ば
の
出
方
に
大
き
な
影
響

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
　
　
　
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
う
な
る
と
、
生
活
の
見
直
し
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
ね
。
」

　
語
ら
れ
て
い
る
内
容
の
適
否
は
別
に
し
て
も
、
言
語
活
動
を
根
底
に
お
い
て
支
え
て
い
る
の
は
現
実
の
「
暮
ら
し
」
で
あ
る
と
い
う
認

識
が
こ
こ
で
確
認
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
こ
の
「
暮
ら
し
」
が
ひ
と
た
び
階
層
化
に
向
か
っ
て
動
き
だ
せ
ば
、
共
通
化
さ
れ
た
言
語
（
共
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通
語
）
が
そ
の
階
層
化
さ
れ
た
社
会
の
な
か
で
な
ん
ら
か
の
社
会
的
影
響
を
被
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
は
当
然
提
起
さ
れ
て
不
思

議
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
共
通
語
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
階
層
化
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
そ
れ
自
身
十
分
に
検
討
す
る
価
値
が

あ
る
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
意
識
は
、
「
言
語
の
階
層
化
」
に
か
ん
し
て
こ
れ
ま
で
試
み
ら
れ
た
い
く
つ
か
の
予
備

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

的
調
査
で
も
共
有
さ
れ
て
い
る
。
も
は
や
現
代
日
本
語
の
階
層
性
を
単
純
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

現代日本における階級格差とその固定化

（
1
）
　
「
座
談
会
　
し
つ
け
の
中
味
を
考
え
る
」
「
言
語
生
活
』
第
三
八
九
号
、
一
九
八
四
年
五
月
、
七
頁

（
2
）
　
一
九
八
七
年
に
都
内
・
近
郊
一
七
校
の
四
年
制
大
学
の
学
生
一
三
〇
〇
余
人
を
対
象
に
行
な
わ
れ
た
調
査
に
よ
れ
ば
、
言
語
能
力
に
か
ん
す
る

　
設
問
（
同
義
語
を
見
つ
け
る
問
題
と
誤
用
さ
れ
た
言
葉
を
見
つ
け
る
問
題
）
に
た
い
し
て
、
「
経
営
・
管
理
」
職
階
層
と
「
中
下
級
管
理
」
職
階
層

　
の
子
弟
の
方
が
「
自
営
」
や
「
労
働
者
・
農
民
」
階
層
の
子
弟
よ
り
、
高
い
平
均
点
で
解
答
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
言
語
能
力
が
階
層
間
で
異
な

　
っ
て
配
分
さ
れ
て
い
る
事
実
を
暗
示
し
て
い
る
（
藤
田
英
典
、
宮
島
喬
、
秋
永
雄
一
、
橋
本
健
二
、
志
水
宏
吉
「
文
化
の
階
層
性
と
文
化
的
再
生

産
」
『
東
京
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
二
七
巻
、
一
九
八
七
年
、
五
一
～
八
九
頁
）
。
ま
た
、
い
く
つ
か
の
地
域
の
小
学
五
・
六
年
生
二
七
名
を
対
象

　
に
、
そ
の
作
文
と
会
話
を
分
析
し
た
別
の
調
査
は
、
「
話
し
こ
と
ば
で
は
有
意
差
は
少
な
い
が
、
中
間
層
と
労
働
者
層
間
に
は
、
語
い
の
選
択
と
構

文
の
複
雑
さ
、
な
い
し
内
容
的
な
差
違
が
あ
り
、
さ
ら
に
話
す
と
い
う
状
況
に
対
す
る
言
語
的
・
心
理
的
な
抵
抗
度
が
違
う
」
と
い
う
結
果
を
ふ
ま

　
え
、
「
階
層
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
型
が
あ
り
、
そ
の
型
に
よ
っ
て
言
語
化
さ
れ
う
る
意
味
の
領
域
に
相
違
が
あ
る
と
い

う
事
実
は
否
定
し
が
た
い
」
と
主
張
し
て
い
る
（
中
野
由
美
子
「
階
層
と
言
語
－
教
育
社
会
学
に
お
け
る
言
語
研
究
の
位
置
づ
け
ー
」
『
教
育
社
会

学
研
究
』
第
二
九
集
、
一
九
七
四
年
、
一
四
六
～
一
六
〇
頁
）
。
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二
　
教
育
と
社
会
的
階
層
秩
序

ω
　
教
育
と
社
会
階
層

　
学
校
教
育
が
社
会
階
層
秩
序
（
階
級
構
造
）
を
再
生
産
し
、
結
局
は
そ
れ
を
正
統
化
す
る
役
割
を
果
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

疑
念
は
、
新
た
に
（
し
か
し
、
ま
た
し
て
も
）
到
来
し
た
舶
来
の
理
論
的
知
見
と
し
て
の
み
主
張
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

そ
れ
は
、
現
在
進
行
し
つ
つ
あ
る
教
育
現
場
の
実
態
を
映
す
生
の
声
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
階
層
文
化
の
な
か
の
学
校
」

を
特
集
に
組
ん
だ
雑
誌
『
教
育
』
は
、
「
階
層
文
化
が
顕
在
化
す
る
な
か
で
の
学
校
教
育
の
あ
り
方
を
見
つ
め
よ
う
」
と
題
す
る
そ
の
巻

頭
言
に
お
い
て
、
学
校
教
育
現
場
の
「
格
差
と
上
下
関
係
と
は
、
子
供
の
出
身
家
庭
が
所
属
す
る
階
層
（
経
済
的
・
文
化
的
な
）
の
現
代

社
会
に
お
け
る
上
下
関
係
と
強
く
相
関
し
、
そ
れ
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
、
…
…
八
O
年
代
以
降
多
く
の
調
査
で
は
っ
き
り
確
認
さ
れ

て
き
て
い
る
」
と
し
た
う
え
で
、
「
こ
の
こ
と
は
、
選
抜
を
経
て
進
路
分
化
し
た
高
校
・
大
学
で
『
生
徒
（
学
生
）
た
ち
の
出
身
階
層
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　
　
　
　
（
2
）

せ
ば
ま
っ
て
い
る
』
と
の
多
く
の
教
師
の
実
感
と
も
符
号
し
て
い
る
」
と
結
ん
で
い
る
。

　
特
定
階
層
が
高
等
教
育
機
会
を
独
占
し
て
い
る
教
育
現
場
の
実
態
を
背
景
に
し
た
こ
の
「
主
張
」
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
認
知
す
る

と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
N
H
K
は
一
九
九
二
年
四
月
一
日
、
「
シ
リ
ー
ズ
・
大
学
を
問
う
」
の
第
一
弾
と
し
て
テ
レ
ビ
番
組
「
入
試
が
社
会

を
直
撃
す
る
」
を
放
映
し
、
大
学
格
差
の
「
序
列
化
」
と
「
固
定
化
」
の
実
態
を
報
告
し
た
。
大
学
間
の
「
序
列
化
の
是
正
」
を
唱
え
る

こ
の
番
組
の
前
半
部
分
は
、
そ
の
実
、
現
存
の
「
序
列
の
再
編
」
を
求
め
る
だ
け
で
、
「
番
組
の
切
り
口
は
、
甘
い
と
言
わ
ざ
る
を
得

（
3
）

な
い
」
と
一
視
聴
者
に
評
さ
れ
る
程
度
の
し
ろ
物
で
し
か
な
か
っ
た
が
、
後
半
部
分
は
、
東
京
大
学
と
京
都
大
学
の
入
学
者
が
特
定
の
中

高
一
貫
進
学
校
（
例
と
し
て
灘
中
学
⊥
・
同
校
）
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
う
し
た
中
高
一
貫
校
の
出
身
者
が
特
定
の
出
身
階
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（
4
）

層
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
、
等
を
報
告
し
、
そ
の
か
ぎ
り
で
、
別
の
視
聴
者
を
し
て
「
今
や
新
し
い
階
級
分
化
が
進
み
つ
つ
あ
る
」
と
言
わ

し
め
る
程
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
洞
察
は
一
視
聴
者
の
も
の
で
あ
っ
て
、
N
H
K
の
も
の
で
は

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
N
H
K
の
こ
の
番
組
の
結
論
は
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、
「
入
試
と
い
う
も
の
が
、
大
学
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

社
会
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
、
日
本
の
将
来
と
も
深
い
関
わ
り
の
あ
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
表
面
的
理
解
に
留
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

そ
の
か
ぎ
り
、
「
い
ま
や
学
校
は
、
社
会
の
階
層
秩
序
を
固
定
化
・
拡
大
・
再
生
す
る
方
向
に
働
い
て
い
る
」
と
い
う
社
会
科
学
的
問
題

意
識
に
遠
く
及
ば
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
N
H
K
的
次
元
を
超
え
て
問
題
の
核
心
に
一
歩
で
も
迫
る
た
め
に
は
、
よ
り
注
意
深
く
専
門
家
の
意
見
に
耳
を
傾
け
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
場
合
の
専
門
家
と
は
、
教
育
社
会
学
者
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
学
歴
社
会
に
か
ん
す
る
研
究
、
と
り
わ
け
、
「
社
会
階
層
と
教
育
」

あ
る
い
は
「
社
会
移
動
と
教
育
」
に
か
ん
す
る
研
究
は
、
わ
が
国
の
戦
後
の
教
育
社
会
学
に
と
っ
て
の
中
心
的
テ
ー
マ
で
あ
り
続
け
、
具

体
的
に
は
「
社
会
階
層
は
学
歴
取
得
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
取
得
さ
れ
た
学
歴
は
個
人
の
社
会
的
地
位
形
成
に
ど
の
よ
う
に
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

能
す
る
か
と
い
う
問
題
の
研
究
」
と
し
て
行
な
わ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
本
稿
が
関
心
を
寄
せ
る
の
は
、
前
者
、
つ
ま
り
、

「
社
会
階
層
は
学
歴
取
得
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
」
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
学
校
教
育
独
自
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
が
存
在
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
「
教
育
や
伝
統
や
習
慣
に
よ
り
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
要

求
を
目
明
の
自
然
法
則
と
し
て
承
認
す
る
よ
う
な
労
働
階
級
が
発
展
す
る
」
（
マ
ル
ク
ス
）
条
件
が
ま
た
ひ
と
つ
明
ら
か
に
な
る
。

　
教
育
の
階
層
化
が
教
育
社
会
学
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
既
知
の
テ
ー
マ
で
あ
る
に
し
て
も
、
彼
ら
教
育
社
会
学
者
は
か
な
ら
ず
し
も
階
層

社
会
の
実
在
を
信
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
社
会
階
層
と
学
校
教
育
の
問
題
と
積
極
的
に
取
り
組
み
、
数
々
の
調
査
に
よ
っ
て
教
育
の

階
層
間
格
差
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
教
育
社
会
学
者
・
秦
政
春
で
さ
え
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
少
な
く
と
も
わ
が
国
の
場
合
、
実

態
と
し
て
『
社
会
階
層
』
が
存
在
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
一
般
に
階
級
や
階
層
と
い
っ
た
も
の
を
日
常
的
に
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意
識
す
る
よ
う
な
こ
と
は
少
な
い
。
む
ろ
ん
、
利
害
の
対
立
す
る
グ
ル
ー
プ
が
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
が
階
級
や
階
層

と
い
っ
た
か
た
ち
で
大
き
く
ま
と
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
む
し
ろ
ま
れ
で
あ
る
。
ま
し
て
、
自
分
の
帰
属
す
る
階
級
や
階
層
を
意
識
し
、
そ

れ
に
よ
っ
て
行
動
が
規
定
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
ほ
ぼ
な
い
に
等
し
い
。
ま
た
、
価
値
観
に
関
し
て
も
、
階
級
や
階
層
に
よ
っ
て

そ
れ
が
対
立
す
る
ど
こ
ろ
か
、
階
級
や
階
層
に
固
有
な
価
値
観
が
あ
る
か
ど
う
か
す
ら
疑
わ
し
い
。
つ
ま
り
、
わ
が
国
で
は
、
社
会
階
層

と
い
う
概
念
が
必
ず
し
も
実
態
概
念
と
し
て
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
分
析
の
必
要
上
便
宜
的
に
用
い
ら
れ
た
操
作
概
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

と
し
て
の
要
素
が
大
き
い
。
」

　
階
級
意
識
が
存
在
し
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
階
級
が
実
態
と
し
て
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
決
し
て
な
ら
な
い
。
と
い
う
よ
り
、

階
級
意
識
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
存
在
形
態
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
古
典
的
な
階
級
意
識
の
存
在
様
式
を
も
っ
て
現
在
の
階
級
意
識
を
判
断
し

て
は
な
ら
ず
、
ま
し
て
や
、
そ
れ
を
根
拠
に
階
級
そ
れ
自
体
の
実
態
的
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
は
早
計
で
あ
る
、
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

本
稿
は
、
階
級
社
会
の
本
質
と
現
象
と
の
あ
い
だ
に
一
定
の
距
離
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
、
現
象
と
し
て
の
階
層
か
ら
本
質

と
し
て
の
階
級
へ
と
、
下
向
の
道
を
探
っ
て
い
る
。
現
象
が
ど
れ
ほ
ど
階
級
社
会
の
本
質
か
ら
遠
く
見
え
よ
う
と
、
そ
れ
が
階
級
社
会
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

実
在
を
否
定
す
る
論
拠
に
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
科
学
的
研
究
の
前
提
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
階
級
論
の
分
野
に
は
、
即
自
的

階
級
（
o
一
霧
巴
三
房
①
5
と
向
目
的
階
級
（
。
一
錺
ω
－
8
ユ
房
Φ
5
と
を
概
念
的
に
区
別
す
る
伝
統
が
あ
る
。
階
級
意
識
の
即
自
的
あ
り
方

が
そ
の
政
治
的
あ
り
方
へ
と
転
化
す
る
プ
ロ
セ
ス
は
、
決
し
て
単
純
、
画
一
的
な
も
の
で
な
く
、
一
個
の
歴
史
社
会
学
的
研
究
を
必
要
と

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
に
「
日
常
的
な
階
級
意
識
」
を
判
断
す
る
に
は
対
象
へ
の
十
分
な
批
判
的
接
近
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
検
討
な
し
に
「
日
常
的
」
な
直
感
で
階
級
を
論
じ
る
こ
と
は
、
本
研
究
の
組
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

　
と
は
い
え
、
教
育
社
会
学
者
が
階
級
あ
る
い
は
階
層
を
操
作
概
念
で
あ
る
と
強
調
す
る
の
は
、
む
し
ろ
、
階
級
な
い
し
階
層
が
教
育
の

場
に
影
響
を
及
ぼ
す
独
自
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
強
調
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
そ
う
見
る
ほ
う
が
積
極
的
で
あ
る
。
事
実
、
上
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述
の
論
者
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
社
会
階
層
の
違
い
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
の
学
業
成
績
水
準
に
差
異
が
生
じ
て
い
る
こ
と

は
た
し
か
で
あ
る
」
と
し
て
も
、
「
現
実
に
は
、
子
ど
も
の
生
ま
れ
育
っ
た
個
々
の
家
庭
の
社
会
的
・
経
済
的
環
境
条
件
や
そ
こ
で
の
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

活
に
支
配
さ
れ
、
そ
の
な
か
で
子
ど
も
の
学
業
達
成
に
差
異
が
生
じ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
。
こ
の
こ
と
自
体
、
た
だ
階
級
や
階

層
が
家
庭
環
境
を
媒
介
に
し
て
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
い
る
事
実
を
確
認
し
た
に
す
ぎ
ず
、
異
議
を
唱
え
る
べ
き
点
は
な
に
も
な
い
。
だ

が
、
こ
の
論
者
が
、
そ
う
し
た
当
然
と
も
硫
え
る
理
解
を
超
え
て
、
こ
こ
か
ら
そ
れ
以
上
の
認
識
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
と
き
、
議
論
は

重
大
な
飛
躍
を
生
む
の
で
あ
る
。
事
実
、
彼
は
、
奇
妙
な
こ
と
に
、
「
子
ど
も
の
学
業
成
績
に
関
す
る
社
会
階
層
間
格
差
も
、
子
ど
も
の

学
業
達
成
に
対
す
る
社
会
階
層
の
イ
ン
パ
ク
ト
と
い
う
よ
り
、
分
析
上
操
作
的
に
出
て
き
た
差
異
に
す
ぎ
な
い
」
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

言
語
に
せ
よ
、
婚
姻
に
せ
よ
、
階
層
社
会
の
文
化
的
領
域
に
は
、
階
層
性
が
貫
く
そ
れ
独
自
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
存
在
す
る
。
文
化
的
領
域

に
限
ら
ず
、
経
済
的
、
政
治
的
、
す
べ
て
の
領
域
は
、
そ
れ
独
自
の
論
理
を
も
っ
て
階
層
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
と
き
、
は
た
し
て
、

そ
の
も
と
で
明
ら
か
に
な
る
「
社
会
階
層
闇
格
差
も
、
…
…
社
会
階
層
の
イ
ン
パ
ク
ト
と
い
う
よ
り
、
分
析
上
操
作
的
に
出
て
き
た
差
異

に
す
ぎ
な
い
」
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
、
階
層
間
格
差
の
析
出
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
社
会
階
層
と
は
名

目
的
概
念
で
あ
っ
て
、
実
在
的
概
念
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
は
「
階
級
（
階
層
）
社
会
」
で
は
な
い
と
い
う
思
い
込
み
が
、
こ
れ

ほ
ど
核
心
に
近
い
問
題
領
域
に
お
い
て
さ
え
、
問
題
の
本
質
を
避
け
よ
う
と
す
る
無
理
を
議
論
に
生
ん
で
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
幸
い
で

あ
る
。

　
で
は
、
教
育
の
階
層
性
を
解
く
鍵
は
何
か
。
教
育
体
制
そ
の
も
の
を
階
層
化
（
輪
切
り
に
）
し
て
い
る
基
準
が
学
業
成
績
、
と
り
わ
け

知
的
教
科
の
学
業
成
績
で
あ
る
こ
と
は
、
選
抜
機
関
と
し
て
の
学
校
教
育
に
注
目
す
る
か
ぎ
り
、
異
論
な
く
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
。
教
育
選
抜
が
学
業
成
績
を
基
準
に
し
て
行
な
わ
れ
、
学
校
間
格
差
や
学
歴
差
が
こ
の
結
果
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
、
あ
る
い
は
そ
う

主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
異
議
を
差
し
挟
む
者
は
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
学
業
成
績
の
結
果
の
な
か
に
社
会
階
層
の
影
響
を
見
る
こ
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と
が
で
き
れ
ば
、
教
育
の
階
層
化
の
事
実
は
二
重
の
意
味
で
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
教
育
の
体
制
そ
れ
自
体
が
輪
切
り
選
抜
に
よ
っ

て
階
層
化
し
て
い
る
第
一
の
意
味
と
、
そ
う
し
た
階
層
的
教
育
体
制
が
階
層
社
会
の
独
自
の
反
映
で
あ
る
と
い
う
第
二
の
意
味
で
あ
る
。

社
会
の
各
階
層
に
不
平
等
に
配
分
さ
れ
て
い
る
こ
の
特
殊
教
育
的
な
競
争
力
を
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
と
把
握
す
る
か
（
文
化
的
資
本

あ
る
い
は
あ
る
種
の
政
治
的
権
力
な
い
し
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
し
て
把
握
す
る
か
）
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
階
層
と
知
的
学
業
成
績
と

の
相
関
関
係
の
背
後
に
ど
の
よ
う
な
独
自
の
因
果
連
関
が
存
在
す
る
か
と
い
っ
た
問
題
は
、
こ
う
し
て
相
関
の
事
実
が
確
認
さ
れ
た
後
の

理
論
的
課
題
で
あ
る
。
本
稿
は
、
階
級
的
社
会
秩
序
に
組
み
込
ま
れ
た
学
校
教
育
の
な
か
で
、
知
的
学
業
成
績
と
い
う
特
殊
教
育
的
成
果

が
ど
の
よ
う
に
社
会
階
層
間
に
不
平
等
に
分
配
さ
れ
て
い
る
か
を
概
観
す
る
こ
と
に
留
ま
る
。

80

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）現

場
の
実
態
が
こ
れ
ま
で
そ
こ
で
進
行
し
て
き
た

現
場
の
階
層
化
の
背
景
に
現
実
社
会
の
階
層
化
の
進
行
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
問
題
意
識
も
見
ら
れ
な
い

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

ボ
ー
ル
ズ
・
ギ
ン
タ
ス
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
、
バ
ー
ン
ス
テ
ィ
ン
、
等
。

『
教
育
』
第
五
四
五
号
、
一
九
九
二
年
二
月
、
五
頁

『
朝
日
新
聞
』
一
九
九
二
年
四
月
九
日
、
「
は
が
き
通
信
」
へ
の
投
書
（
大
学
院
生
・
根
岸
康
洋
）

同
紙
　
同
年
四
月
八
日
、
「
声
」
欄
へ
の
投
書
（
主
婦
・
鈴
木
志
津
子
）

こ
の
番
組
で
の
理
解
が
さ
ほ
ど
の
社
会
科
学
的
方
法
論
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
証
拠
に
、
こ
の
番
組
に
は
、
報
告
さ
れ
る
教
育

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
学
歴
社
会
」
の
病
理
と
ど
の
点
で
質
的
に
異
な
る
の
か
と
い
う
問
題
意
識
は
も
ち
ろ
ん
、
教
育

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

『
教
育
』
第
五
四
五
号
、
一
九
九
二
年
二
月
、
五
頁

山
崎
博
敏
他
「
学
歴
研
究
の
動
向
」
『
教
育
社
会
学
研
究
」
第
三
八
集
、
一
九
八
三
年
、
九
四
～
一
〇
九
頁

秦
政
春
「
家
庭
環
境
と
学
業
成
績
」
『
福
岡
教
育
大
学
紀
要
』
第
三
四
号
、
第
四
分
冊
、
一
九
八
四
年
、
七
三
頁

そ
も
そ
も
「
事
物
の
現
象
形
態
と
本
質
と
が
直
接
に
一
致
す
る
も
の
な
ら
ば
、
お
よ
そ
科
学
は
余
計
な
も
の
で
あ
ろ
う
」
（
マ
ル
ク
ス
『
資
本



　
10払
）鯉
秦第
政三
春巻
’第
前四
掲八
丑△　出
百冊早
文皿
’イ

七

頁

現代日本における階級格差とその固定化

⑭
　
義
務
教
育
以
前

　
学
業
成
績
に
よ
っ
て
子
供
た
ち
の
学
校
生
活
が
階
層
化
さ
れ
、
そ
う
し
た
階
層
化
が
現
実
社
会
の
階
層
構
造
と
対
応
関
係
に
あ
る
と
い

う
事
実
は
、
義
務
教
育
以
降
の
特
徴
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
の
幼
児
教
育
に
社
会
階
層
の
影
響
が
独
自
に
存
在
し
な
い
か
と
い
う

と
、
そ
う
で
は
な
い
。
幼
児
教
育
が
基
本
的
に
家
庭
で
行
な
わ
れ
る
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
ま
た
、
家
庭
外
の
保
育
園
や
幼
稚
園
で
行
な
わ

れ
る
場
合
で
も
、
家
庭
環
境
が
児
童
の
社
会
化
の
こ
の
初
期
の
段
階
に
与
え
る
影
響
は
、
決
定
的
で
は
な
い
と
し
て
も
直
接
的
で
あ
り
圧

倒
的
で
あ
る
。
学
校
成
績
と
い
う
独
自
の
尺
度
の
な
か
に
間
接
的
に
社
会
階
層
が
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
義
務
教
育
以
降
の
あ
り
方
と
異

な
り
、
む
し
ろ
、
母
親
（
ま
た
は
そ
の
代
理
）
の
「
し
つ
け
」
と
幼
児
の
「
知
的
発
達
」
と
が
交
互
に
作
用
し
あ
う
こ
の
段
階
で
は
、
幼

児
の
知
的
発
達
過
程
へ
の
社
会
階
層
の
影
響
は
母
親
を
通
じ
る
こ
と
で
む
し
ろ
直
接
的
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
事
実
、
母
親
と

幼
児
の
交
互
関
係
が
社
会
階
層
で
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
児
童
心
理
学
者
や
教
育
心
理
学
者
と
り
わ
け
発
達
心
理
学
に
関
心
を

寄
せ
る
人
々
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
一
九
七
二
年
か
ら
一
九
八
O
年
ま
で
日
米
共
同
で
行
な
わ
れ
た
研
究
「
幼
児
の
知
的
発
達
に
及
ぼ
す
母
親
の
態
度
・
言
語
・
行
動
の
影

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

響
に
関
す
る
日
米
比
較
研
究
」
は
そ
の
代
表
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
母
親
の
家
庭
の
あ
り
方
が
子
供
の
知
的
発
達
に
ど
の
よ
う

な
影
響
を
与
え
る
か
と
い
う
問
題
を
検
討
し
た
R
・
D
・
ヘ
ス
等
の
シ
カ
ゴ
研
究
を
受
け
、
長
期
間
（
三
歳
八
ヵ
月
か
ら
満
六
歳
ま
で
）

に
わ
た
り
日
米
の
幼
児
と
そ
の
母
親
を
追
跡
調
査
し
た
貴
重
な
研
究
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
日
本
側
の
問
題
意
識
は
、
「
比
較
文
化
」
的
視

点
か
ら
母
親
の
態
度
と
子
供
の
行
動
発
達
を
検
討
す
る
こ
と
に
置
か
れ
、
社
会
階
層
と
の
関
連
を
重
視
す
る
シ
カ
ゴ
研
究
や
そ
れ
に
影
響
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サンプリングの基準としての四っの階層群

群 両親の学歴 父親の職業

A
B
　
C
D

大卒以上

卒以上

卒以下

卒以下

ホワイトカラー

営ブルーカラー

業

東洋・柏木恵子・M．ヘス『母親の態度・行動と子ども

の知的発達一日米比較研究』，東京大学出版会，亜981

年，11頁，表2－1

を
与
え
た
と
さ
れ
る
バ
ー
ン
ス
テ
ィ
ン
の
問
題
意
識
と
は
微
妙
な
食
い
違
い
を

見
せ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
シ
カ
ゴ
研
究
の
影
響
を
直
接
受
け
た
こ
と
を
反
映

し
て
、
日
本
側
の
調
査
資
料
に
は
幼
児
の
知
的
発
達
に
与
え
る
社
会
階
層
の
影

響
を
示
唆
す
る
デ
ー
タ
が
豊
富
に
含
ま
れ
て
い
る
。

合
計
し
た
も
の
（
し
た
が
っ
て
O
～
一
八
の
範
囲
）

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

上
、
中
、
下
と
分
け
る
。
第
二
の
方
法
と
し
て
は
、
学
歴
と
職
業
に
よ
っ
て
全
サ
ン
プ
ル
を
A
～
D
の
四
階
層
群

に
分
け
る
も
の
で
、
そ
れ
は
右
表
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

　
各
階
層
出
身
の
幼
児
に
た
い
し
て
、
追
跡
調
査
の
各
時
点
で
七
回
の
テ
ス
ト
が
繰
り
返
さ
れ
、
彼
ら
の
知
的
発

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

達
が
数
量
化
さ
れ
て
い
る
。

　
調
査
に
よ
れ
ば
、
成
績
と
出
身
階
層
、
お
よ
び
母
親
の
教
育
年
数
と
の
相
関
は
下
表
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　
と
く
に
I
Q
と
社
会
階
層
と
の
関
連
を
直
接
示
す
デ
ー
タ
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

　
＊
家
庭
の
階
層
的
条
件
と
子
供
の
知
的
発
達
（
五
八
サ
ン
プ
ル
に
つ
い
て
の

相
関
値
）

　
こ
の
調
査
で
は
、
社
会
階
層
は
二
種
類
の
方
法
で
計
測
さ
れ
て
い
る
。
第
一

は
、
父
母
の
学
歴
及
び
父
親
の
職
業
に
も
と
づ
い
て
得
点
化
さ
れ
た
方
法
で
、

こ
れ
は
S
E
S
得
点
と
称
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
父
親
の
職
業
と
学

歴
、
母
親
の
学
歴
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
○
～
六
の
得
点
が
与
え
ら
れ
、
そ
れ
を

　
　
　
　
　
　
が
一
二
以
上
、
八
～
一
一
、
七
以
下
の
場
合
で
そ
れ
ぞ
れ
を

3：8歳時CFI・PPVT 5歳時
力

6歳時
力

6歳時
IQ

4・5・6歳時

態認知
Bゲーム

点
Cゲーム

点

社会経済的階層 0．28 0，43零＊ 0．47榊 0．56桝 0．32‡宰 0．44零＊ 0。34榊

母親の教育年数 0．21 0．32串＊ 0．34轄 0．41ホ＊ 0．25榊 0．43榊 0，25ホ＊

基準値をPa＞而5として，それ以上に達している場合（＊＊〉に有意　同上書，178頁
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階層別IQの平均

群 N IQ平均

A
B
C
　
D

18

9
1
5
1
4

127．22

18．32

08．40

14．57

同上書，161頁，表4－56

　
子
供
の
知
的
発
達
と
社
会
階
層
が
有
意
な
相
関
関
係
に
あ
り
、
と
り
わ
け

母
親
の
教
育
年
数
が
こ
の
こ
と
に
強
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
調
査

か
ら
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
表
は
、
高
い
社
会
階
層
の
子
供
ほ
ど
知

的
発
達
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
「
社
会

階
層
に
内
包
さ
れ
て
い
る
要
因
の
う
ち
、
父
親
の
学
歴
や
職
業
以
上
に
母
親

の
教
育
水
準
が
、
日
本
で
は
子
ど
も
の
知
的
発
達
に
強
く
関
係
し
て
い
る
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

能
性
を
示
唆
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
母
親
の
教
育
水
準
と
い
う
か
た
ち
で
そ
の
も
っ
と
も
核
心
的
な
部
分
を
表
現
し
て
い
る
社
会
階

層
的
家
庭
環
境
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
母
親
の
諸
特
徴
を
通
し
て
表
現
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
調
査
は
、
家
庭
の
階
層
的
条
件
以
外
の
予
測
変
数
と
し
て
、
つ
ぎ
の
六
つ
を
採
用
し
て
い
る
。
ω
（
母

親
の
）
し
つ
け
・
教
育
に
関
す
る
意
見
・
態
度
、
㈹
（
母
親
の
）
子
ど
も
へ
の
発
達
期
待
、
③
（
母
親

の
）
し
つ
け
方
略
、
㈲
（
母
親
の
）
教
授
ス
タ
イ
ル
、
㈲
母
子
相
互
交
渉
パ
タ
ー
ン
、
㈲
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
．
ス
タ
イ
ル
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
六
つ
の
変
数
の
階
層
差
を
見
る
こ
と
で
、
階
層
に
応
じ
て
発
達

の
程
度
を
異
に
す
る
幼
児
の
知
的
成
長
が
、
母
親
と
ど
の
よ
う
な
関
係
の
な
か
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
い
る

の
か
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
母
親
の
つ
く
り
出
す
養
育
環
境
が
ど
の
よ
う
に
階
層
的
に
異
な
っ
て
い
る
か
が

明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

＊
母
親
の
教
育
観
と
階
層
差

言　語　環　境 0．61＊零 文字　・数重視
一〇．31＊宰

子の将来への期待 0．41＊噛 自　立　性　重　視 0．19

子の教育への関心・介入 0．29林 社　会性　重　視 0．04

母の直接教授 一〇．03 母の教育参与
一〇．31料

親要因重視 0．16 自発性・内発性重視 0．10

素質要因重視 一〇．01 よいことへのフィードバック 0．20

言　語　重　視 一〇．05 わるいことへのフィードバック 0．16

同上書，294～5頁，表6－24から

83



一橋大学研究年報　社会学研究　32

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
子
供
の
教
育
・
し
つ
け
に
関
す
る
母
親
の
意
見
・
態
度
が
社
会
階
層
ご
と
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

　
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
と
い
う
問
題
は
、
二
回
に
わ
た
る
面
接
で
調
査
さ
れ
て
い
る
。
得
ら
れ
一
四
の
変
数
と
階
層
と
の
相
関
計

単　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
数
を
取
っ
て
み
る
と
、
前
頁
下
表
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
に
よ
り
も
、
指
摘
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
言
語
環
境
が
階
層
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
（
言
語
環
境
要
因
が
階
層
と
正
相
関
）
。
こ
れ
は
、
母
親
が
ど
れ
だ
け
新
聞
や
雑
誌
を
定
期
購
読
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
る
か
と
い
っ
た
知
的
環
境
、
あ
る
い
は
、
学
校
で
使
用
す
る
よ
う
な
年
鑑
・
図
鑑
・
百
科
事
典
が
ど
れ
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
家
庭
内
に
あ
る
か
と
い
っ
た
所
有
状
況
、
さ
ら
に
は
子
供
へ
の
本
の
読
み
聞
か
せ
が
た
び
た
び
行
な
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
刺
　
て
い
る
か
と
い
っ
た
多
様
な
言
語
的
働
き
か
け
、
こ
う
い
っ
た
生
活
環
境
内
の
言
語
刺
激
の
豊
か
さ
が
階
層

　
　
　
　
　
　
　
　
　
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
瓦
　
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
事
実
を
直
接
的
に
は
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
が
子
供
の
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
謁
　
的
発
達
に
影
響
を
与
え
て
い
る
別
の
事
実
と
併
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
調
査
が
認
め
る
よ
う
に
、
「
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
阯
　
な
く
と
も
日
本
で
は
こ
の
〈
言
語
環
境
〉
の
要
因
は
、
階
層
の
ち
が
い
が
は
ら
む
諸
要
因
と
分
離
で
き
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
形
で
、
子
ど
も
の
知
的
発
達
と
関
係
し
て
い
る
と
み
な
す
べ
き
だ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
に
た
い
し
、
文
字
重
視
の
要
因
が
階
層
と
負
相
関
し
て
い
る
事
実
は
、
高
い
階
層
が
自
己
の
生
活
領
域
に
つ
く
り
だ
し
た
こ
の
言

語
環
境
へ
の
自
信
を
表
現
し
て
い
る
と
み
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
「
す
な
わ
ち
、
あ
る
程
度
子
ど
も
の
知
能
が
高
く
、
読
み
書
き
、
数
の
力

を
も
っ
て
い
る
、
ま
た
言
語
・
文
化
環
境
が
豊
か
な
ら
ば
（
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
階
層
と
正
相
関
し
て
お
り
、
高
い
階
層
の
特
徴
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

る
）
、
と
り
た
て
て
指
導
を
し
な
い
で
も
子
ど
も
は
自
然
に
文
字
や
数
を
覚
え
て
し
ま
う
」
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
低
い
階
層
で
は
、
就
学
前

に
文
字
や
数
を
特
別
に
指
導
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
、
こ
こ
に
は
示
さ
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
こ
こ
か
ら
は
、
子
ど
も

の
養
育
態
度
に
つ
い
て
、
高
い
階
層
で
は
、
子
供
の
自
然
的
成
長
を
期
待
す
る
あ
る
種
の
ゆ
と
り
が
、
低
い
階
層
で
は
子
供
へ
の
性
急
な

A B C D

両親の援助と激励
師の援助と激励　　　　　舳

どもの素質的な能力

の良し悪し

24

6
4
1
9

22

6
4
6
6

21

8
3
7
1
4

21

7
3
6
7
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働
き
か
け
に
結
び
つ
く
焦
り
が
、
感
じ
ら
れ
る
。

　
「
子
の
将
来
へ
の
期
待
」
と
「
子
の
教
育
へ
の
関
心
・
介
入
」
と
が
階
層
と
正
相
関
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
高
い
階
層
ほ
ど
母
親
が

教
育
へ
の
責
任
を
強
く
自
覚
し
て
い
る
こ
と
の
現
れ
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
（
学
業
成
績
を
規
定
す
る
要
因
に
つ
い
て
母
親
に
質
問
を
し

た
と
こ
ろ
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
階
層
差
が
現
わ
れ
た
（
前
頁
表
）
。

　
規
定
要
因
と
し
て
「
両
親
の
援
助
と
激
励
」
を
挙
げ
る
比
率
が
他
の
階
層
よ
り
高
か
っ
た
の
が
A
、
「
教
師
の
援
助
と
激
励
」
は
D
、

「
子
ど
も
の
素
質
的
な
能
力
」
は
B
、
「
運
の
良
し
悪
し
」
は
C
の
各
階
層
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
、
高
い
階
層
ほ
ど
教
育
に
熱
心
で
あ
る

と
い
う
事
実
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
熱
心
さ
は
、
知
的
に
優
越
的
な
階
層
的
家
庭
環
境
を
背
景
に
し
た
、
独
自
の
自
信
と
ゆ
と
り
に

裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

現代日本における階級格差とその固定化

＊
子
ど
も
へ
の
発
達
期
待
と
階
層
差

四
一
項
目
の
発
達
期
待
事
項
に
つ
い
て
、

　0．23ホ

　0，09

－0．05

　0．13

　0．13

　0、28ホ

　0．10

　0．23傘

学校関係スキル

従　　順

礼　　儀

情緒成熟

自立性
社会スキル

言語主張

期待水準

同上書，294頁，表6－24から

　
　
　
　
「
い
つ
頃
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
か
」
、
「
ど
の
く
ら
い
重
要
か
」
を
測
定
し
（
全
般

的
期
待
水
準
）
、
そ
れ
ら
を
内
容
別
に
分
類
す
る
と
八
項
目
に
整
理
で
き
る
。
こ
の
う
ち
、
階
層
差
が

あ
ら
わ
れ
た
の
が
、
「
学
校
関
係
ス
キ
ル
」
「
社
会
ス
キ
ル
」
「
発
達
期
待
水
準
」
の
三
項
目
で
あ
る
。

「
学
校
関
係
ス
キ
ル
」
と
は
、
読
書
の
能
力
、
時
計
を
読
み
と
る
能
力
、
事
典
を
参
照
で
き
る
能
力
へ

の
期
待
で
あ
り
、
「
社
会
的
ス
キ
ル
」
と
は
友
達
と
の
協
調
行
動
へ
の
期
待
を
表
わ
し
、
全
項
目
に
た

い
す
る
期
待
の
程
度
を
期
待
水
準
が
表
わ
し
て
い
る
。
前
二
者
は
言
語
環
境
や
知
的
家
庭
環
境
の
階
層

差
の
な
か
か
ら
当
然
発
生
す
る
期
待
の
格
差
で
あ
ろ
う
し
、
後
者
は
、
母
親
の
教
育
責
任
の
階
層
差
か

ら
類
推
で
き
る
格
差
で
あ
る
。
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　　0．Ol

　　O．10

－0．03

　　0．25率

　　0．02

－0．34＊専

　　0．03

　　0．04

　　0．07

心理的圧力のゆるやかさ

直接命令
説得・暗示

地　　　位

ノレ　ー　　ル

個人的・主観的理由

論理的・合理的理由

ル
問

デ
モ
質

同上書，294頁，表6－24から

野
菜
を
い
や
が
っ
て
食
べ
な
い
子
供
に
は
、

い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
、
個
人
的
・
主
観
的
理
由
に
訴
え
る
し
つ
け
と
は
、

的
感
情
（
恥
、
痛
み
、
悲
し
み
、
よ
ろ
こ
び
な
ど
）

ま
う
子
供
に
、
「
壁
が
ヤ
ダ
っ
て
泣
い
ち
ゃ
う
か
も
し
れ
な
い
よ
」
と
言
い
、

お
友
だ
ち
は
痛
い
の
よ
、
O
O
ち
ゃ
ん
が
や
ら
れ
た
ら
、

　
高
い
階
層
の
母
親
の
場
合
、
こ
の

つ
け
態
度
の
調
査
で
み
ら
れ
た
よ
う
な
、

勢
と
と
も
に
、
こ
の
階
層
の
著
し
い
特
徴
を
成
し
て
い
る
。

　
＊
母
親
の
し
つ
け
方
略
（
O
o
日
3
一
ω
＃
讐
詔
鴫
）
と
階
層
差

　
逸
脱
場
面
で
子
供
の
行
動
を
母
親
が
ど
の
よ
う
に
叱
る
か
、
と
い
う
点
で
も
、
階
層
差
が
現
わ

れ
る
。

　
こ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
「
高
い
階
層
ほ
ど
〈
地
位
〉
に
訴
え
た
強
い
方
略
を
と
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

個
人
的
・
主
観
的
な
理
由
を
用
い
る
方
略
は
低
い
階
層
に
多
い
」
と
い
う
傾
向
で
あ
る
。
地
位
に

訴
え
た
強
い
方
略
と
い
う
の
は
、
「
服
従
す
べ
き
理
由
、
ル
ー
ル
に
全
く
言
及
せ
ず
、
た
だ
服
従

を
求
め
る
命
令
の
み
」
の
し
つ
け
方
で
あ
り
、
例
え
ば
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
い
た
ず
ら
を

す
る
子
供
に
は
、
「
何
っ
て
い
う
よ
り
も
、
も
う
パ
チ
ッ
（
ぶ
つ
）
で
す
」
と
断
言
す
る
母
親
、

　
　
「
た
だ
、
食
べ
な
さ
い
、
と
い
う
だ
け
で
す
」
と
答
え
る
母
親
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
を
考
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
子
ど
も
自
身
や
友
だ
ち
、
母
親
な
ど
誰
か
の
個
人
的
主
観

　
　
　
　
　
に
訴
え
て
、
そ
れ
を
理
由
に
服
従
を
求
め
る
も
の
」
で
あ
り
、
壁
に
絵
を
描
い
て
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
積
木
を
友
達
に
投
げ
る
子
供
に
は
、
「
ぶ
つ
け
ら
れ
た
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
　
　
　
　
　
ど
う
？
」
と
諭
す
よ
う
な
母
親
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

「
個
人
的
・
主
観
的
な
も
の
に
訴
え
ず
、
き
っ
ぱ
り
と
服
従
を
求
め
る
し
つ
け
方
略
」
は
、
先
に
し

　
あ
る
種
の
ゆ
と
り
と
自
信
を
感
じ
さ
せ
、
子
供
へ
の
性
急
な
知
的
働
き
か
け
を
避
け
る
養
育
姿

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
ゆ
と
り
と
自
信
は
、
つ
ぎ
の
教
授
ス
タ
イ
ル
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
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子どもの知的
度との相関

教授スタイルの
標

階層と
相関

A群
N＝19）

B群
N＝19）

C群
N＝20）

教師
N＝30）

十

方向づけの多様さ

考重視傾向
語反応要求傾向

接命令傾向

0．29宰ホ

．32牌

．11

．11

2．05

7．64

7．69

7．23

1．16

6．29

6．40

7．05

1．10

2．09

8．61

4．44

L50

7．78

2．78

．34

一

レクチュア傾向

作反応要求傾向

示・命令傾向

否的傾向

一〇．08

0．07

0．36ホ＊

〇．37榊

31．60

1．12

0．08

．16

30．70

8．96

2．64

．86

3L39

4．13

0．86

．10

34．15

0．87

8．62

．03

同上書，109頁，表4・28

　
＊
教
授
ス
タ
イ
ル
と
階
層
差

　
母
子
が
組
に
な
っ
て
行
な
っ
た
積
木
分
類
課
題
へ
の
取
り
組
み
の
な
か
に
、
母
親
が
子
供
に

教
授
す
る
ス
タ
イ
ル
が
現
わ
れ
る
。
そ
の
際
、
積
木
分
類
を
子
供
に
教
え
る
母
親
の
ス
タ
イ
ル

に
階
層
差
が
認
め
ら
れ
る
。

　
「
高
い
階
層
に
方
向
づ
け
を
多
様
に
与
え
、
子
ど
も
の
思
考
を
重
視
す
る
間
接
的
な
教
授
ス

タ
イ
ル
が
顕
著
で
、
逆
に
低
階
層
に
は
指
示
・
命
令
を
与
え
る
教
授
ス
タ
イ
ル
と
拒
否
的
傾
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

が
強
い
と
い
う
階
層
差
が
見
出
さ
れ
る
。
」

　
「
す
な
わ
ち
、
高
階
層
の
母
親
で
は
、
子
ど
も
に
考
え
さ
せ
て
反
応
を
ひ
き
出
す
誘
導
的
間

接
的
傾
向
が
多
く
、
階
層
の
低
い
母
親
で
は
、
子
ど
も
に
対
す
る
拒
否
的
・
否
定
的
対
応
が
強

　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
」

　
就
学
前
教
育
を
担
当
し
て
い
る
幼
稚
園
・
保
育
園
の
教
師
の
教
授
ス
タ
イ
ル
と
高
い
階
層
の

母
親
の
教
授
ス
タ
イ
ル
と
が
一
致
す
る
。

　
「
A
群
の
母
親
、
つ
ま
り
両
親
の
学
歴
が
高
い
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
階
層
の
母
親
の
教
授
ス

タ
イ
ル
が
、
他
の
群
の
母
親
に
比
し
て
、
教
師
の
教
授
ス
タ
イ
ル
に
類
似
し
て
お
り
、
学
歴
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

低
い
層
の
母
親
は
教
師
に
類
似
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
」

　
「
こ
の
よ
う
に
、
教
師
の
教
授
ス
タ
イ
ル
と
類
似
し
た
母
親
と
そ
う
で
な
い
母
親
と
が
あ
る

事
実
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
家
庭
と
園
と
の
教
育
の
あ
り
方
が
一
貫
し
て
い
る
か
矛
盾
し
て
い

る
か
と
い
う
ち
が
い
と
な
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
家
庭
と
園
と
か
ら
質
的
に
同
質
な
教
育
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母子相互交渉変数と階層との相関

一〇．06

－0．08

－0．08

－0．13

　0．16

　0．21

　0．08

　0．04

－0．02

　0．12

　0．11

　0．11

－0．34料

　0．21

　0．12

－0，31＊＊

　0．15

　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ

　
力
示
　
　
　
　
　
　
　
　
一

化
圧
呈
制
）
慮
賛
び
係
チ
ロ
向
向
向
向
向
性

鰯
麟
　
一
プ
傾
傾
傾
続

造
蹴
鷹
礪
獅
驚
欝

構
條
お
統
配
配
賞
遊
平
間
質
確
指
提
受
拒
話
同上書，143頁，表4－40

的
刺
激
を
⇒
貫
し
て
う
け
て
い
る
子
ど
も
た
ち
は
、
そ
う
で
な
い

子
ど
も
に
比
べ
て
、
知
的
発
達
に
お
い
て
有
利
で
あ
る
こ
と
は
疑

い
な
い
。
…
…
子
ど
も
の
知
的
測
度
に
は
著
し
い
階
層
差
が
あ
る

が
、
高
い
階
層
の
子
ど
も
の
優
れ
た
知
的
発
達
の
一
因
は
、
こ
の

家
庭
（
母
親
）
と
教
育
機
関
（
教
師
）
と
の
一
貫
性
（
相
互
転
移

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

可
能
性
）
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
」

＊
母
子
相
互
交
渉
パ
タ
ー
ン
と
階
層
差

88

遊
具
を
媒
介
に
し
て
自
然
に
生
ず
る
母
子
の
交
互
交
渉
過
程
に
注
目
し
、
そ
の
な
か
で
使
わ
れ
た
言
語
の
分
析
と
、
行
動
の
評
価
と
か

ら
、
い
く
つ
か
の
変
数
が
析
出
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
変
数
と
階
層
と
の
相
関
を
示
す
の
が
上
の
表
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
指
示
・
命
令
傾
向
」
と
「
拒
否
傾
向
」
が
階
層
と
負
の
相
関
を
成
し
て
い
る
。
前
者
は
「
指
示
、
命
令
、
注
意
な

ど
、
相
手
に
一
定
の
行
動
を
さ
せ
る
た
め
の
発
語
」
を
指
し
、
例
え
ば
「
～
し
な
さ
い
」
と
か
「
は
い
、
ス
タ
ー
ト
！
」
と
い
っ
た
も
の

で
あ
る
。
後
者
は
「
相
手
の
指
示
・
命
令
、
提
案
に
対
す
る
拒
否
・
拒
絶
の
応
答
」
で
あ
り
、
例
え
ば
「
（
こ
れ
を
や
っ
て
ご
ら
ん
）
↓

イ
ヤ
」
と
か
「
（
マ
マ
作
っ
て
も
い
い
？
）
↓
作
ら
な
い
で
よ
島
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
階
層
と
負
相
関
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
高
い
階
層
ほ
ど
母
親
の
側
も
命
令
や
指
示
の
形
式
で
子
供
を
動
か
そ
う
と
は
せ
ず
、
子
供
の
ほ
う
も
、
そ
れ
に
た
い
し
拒
否
や

拒
絶
と
い
っ
た
ス
ト
レ
ー
ト
な
形
式
で
は
反
応
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
形
式
を
許
し
て
い
る
の
が
実
は
、

コ
、
・
、
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
柔
軟
性
で
あ
る
こ
と
は
、
つ
ぎ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
タ
イ
ル
の
階
層
差
を
見
る
と
よ
く
分
か
る
。



現代日本における階級格差とその固定化

導入の方式

直　　接　　型　　傾　　向

　造　化　型　傾　向

ベル言及型概観
刺激消去型導入

一〇．06

．06

．08

0．09

説明時の表
様式

即事的表現傾向
　現　の　多　様　性

現の反復傾向

一〇．10

．24掌

．14

フイードバ
クの型

否定型フィードバック傾向

説型フィードバック傾向

定・解説型フィードバック傾向

がかり使用型フィードバック傾向

ィードバックなし傾向

一〇．08

．17

0．04

．35＊＊

〇．18

再説明の方

反復型再説明傾向
正型再説明傾向
新型再説明傾向
説明な　し傾向

一〇．45＊率

．28＊

．18

．01

　
＊
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
タ
イ
ル
と
階
層
差

図
形
伝
達
ゲ
ー
ム
の
各
領
域
（
導
入
部
分
、
説
明
時
の
表
現
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
、
再
説
明
）
で
の
母
子
の
言
語
的
や
り
と
り
を
分
類

整
理
し
て
、
階
層
と
の
相
関
を
調
べ
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

階
層
差
と
相
関
関
係
に
あ
る
の
は
「
表
現
の
多
様
性
」
「
手
が
か
り
使
用
型
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
傾
向
」
「
反
復
型
再
説
明
傾
向
」
「
修
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
型
再
説
明
傾
向
」
の
四
つ
で
あ
る
。
高
い
階
層
ほ
ど
、
母
親
は
子
供
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
い
し
ゲ
ー
ム
の
な
か
で
多
様
な
説
明
を
試
み
、
子
供
が
誤
っ
た
反
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
す
れ
ば
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
、
正
し
い
答
え
の
手
が
か
り
と
な
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
な
ヒ
ン
ト
を
あ
た
え
、
そ
れ
で
も
正
し
い
答
え
に
到
ら
な
い
場
合
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
、
前
の
説
明
を
繰
り
返
す
よ
り
も
、
全
く
新
し
い
角
度
か
ら
説
明
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
り
直
す
。
こ
れ
に
た
い
し
、
低
い
階
層
の
場
合
は
、
母
親
の
表
現
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
多
様
性
に
乏
し
く
、
子
供
が
正
し
い
答
え
を
出
せ
な
い
場
合
は
、
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
い
説
明
を
試
み
る
よ
り
も
、
以
前
の
説
明
を
反
復
、
固
執
す
る
傾
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
強
い
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
タ
イ
ル
の
階
層
差
は
、
子
供
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
勘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
肋
さ
ま
ざ
ま
な
反
応
に
対
応
し
て
、
受
け
答
え
を
変
え
ら
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
表
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
タ
イ
ル
の
柔
軟
性
に
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
碩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
　
　
＊
母
親
の
養
育
態
度
と
階
層
差

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
幼
児
の
段
階
か
ら
す
で
に
、
そ
の
知
的
発
達
に
は
社
会
階
層
格
差
が
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存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
と
な
っ
た
が
、
こ
の
知
的
発
達
の
条
件
と
も
み
な
さ
れ
る
べ
き
、
母
親
の
養
育
態
度
に
ど
れ
ほ
ど
の
階
層
差
が
存

在
し
て
い
る
か
、
こ
れ
が
問
題
の
核
心
部
分
で
あ
っ
た
。

　
母
親
の
教
育
観
と
発
達
期
待
と
に
か
ん
し
て
い
う
な
ら
ば
、
母
親
に
よ
る
養
育
責
任
の
自
覚
が
家
庭
の
言
語
環
境
の
整
備
と
い
う
か
た

ち
で
実
現
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
学
校
関
係
ス
キ
ル
と
も
呼
ぶ
べ
き
知
的
達
成
と
、
社
会
性
へ
の
期
待
が
強
い
か
否
か
、
こ
こ
に
第
一

の
階
層
差
が
現
わ
れ
る
。

　
し
つ
け
方
略
と
教
授
ス
タ
イ
ル
と
に
か
ん
し
て
い
う
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
、
子
供
に
対
す
る
性
急
で
直
接
的
な
知
的
介
入
を
避
け
、
し

か
し
、
き
っ
ぱ
り
と
し
た
態
度
を
保
持
し
な
が
ら
、
誘
導
的
で
間
接
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
子
供
に
と
る
こ
と
が
、
階
層
差
の
第
二
の
現
れ

と
い
う
こ
と
に
な
る
◎

　
母
子
相
互
交
渉
パ
タ
ー
ン
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
タ
イ
ル
と
に
か
ん
し
て
い
う
な
ら
ば
、
こ
こ
で
は
、
母
子
の
言
語
的
・
非
言

語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
柔
軟
性
（
コ
①
義
σ
三
姶
）
と
多
様
性
（
＜
毘
①
蔓
）
を
ど
れ
だ
け
も
っ
て
い
る
か
、
こ
こ
に
階
層
的
格
差

が
第
三
に
現
わ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
階
層
的
、
階
級
的
に
異
な
っ
た
環
境
の
も
と
で
養
育
さ
れ
た
幼
児
は
や
が
て
就
学
時
期
を
迎
え
、
学
校
教
育
の
な
か
に
投
げ

込
ま
れ
る
。
そ
こ
で
は
じ
め
て
制
度
化
さ
れ
た
選
別
の
仕
組
み
に
組
み
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、
異
な
っ
た
階
級
的
環
境
の
も
と
で
幼
児

期
を
送
っ
た
子
供
た
ち
は
、
そ
の
当
然
の
結
果
と
し
て
、
こ
の
新
し
い
生
活
環
境
の
変
化
を
平
等
な
条
件
で
迎
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
知

的
発
達
に
不
利
な
階
級
的
環
境
で
育
っ
た
子
供
た
ち
に
と
っ
て
、
知
的
学
業
成
績
を
唯
一
の
評
価
基
準
と
す
る
学
校
と
は
、
最
初
か
ら
不

平
等
な
出
発
を
強
い
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
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（
1
）
　
東
洋
・
柏
木
恵
子
・
M
・
ヘ
ス
『
母
親
の
態
度
・
行
動
と
子
ど
も
の
知
的
発
達
－
日
米
比
較
研
究
』
・
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
年



現代日本における階級格差とその固定化

（
2
）
　
同
上
書
、
一
三
頁
、
注
一
～
二

（
3
）
　
三
一
八
歳
時
は
概
念
語
・
語
彙
能
力
テ
ス
ト
、
五
歳
時
は
文
字
読
み
書
き
・
計
数
・
計
算
の
テ
ス
ト
、
六
歳
時
は
単
語
読
み
・
数
量
テ
ス
ト
が

　
そ
れ
ぞ
れ
実
施
さ
れ
、
I
Q
と
し
て
は
武
政
ビ
ネ
ー
に
よ
る
I
Q
が
、
形
態
認
知
と
し
て
は
積
木
模
様
テ
ス
ト
が
実
施
さ
れ
、
B
ゲ
ー
ム
と
は
積
木

分
類
課
題
、
C
ゲ
ー
ム
と
は
図
形
伝
達
課
題
の
成
績
を
指
す
。
詳
し
く
は
、
同
上
書
、
一
七
七
頁
参
照
。

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
U
）

（
1
2
）

（
1
3
）

同
上
書
、
一
七
八
頁

同
上
書
、
一
八
二
頁

同
上
書
、
一
八
四
頁

同
上
書
、
七
七
頁

同
上
書
、
七
二
頁

同
上
書
、
二
九
二
頁

同
上
書
、
一
〇
四
頁

同
上
書
、
一
〇
四
～
五
頁

同
上
書
、
一
一
〇
頁

同
上
書
、
一
一
〇
頁

③
　
小
学
校
時
代

　
日
本
国
民
で
あ
れ
ば
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
義
務
と
し
て
、
す
べ
て
の
児
童
は
小
学
校
と
い
う
教
育
施
設
に
収
容
さ
れ
る
。
そ
こ
は

教
師
と
仲
間
を
相
手
に
自
己
の
社
会
的
関
係
を
取
り
結
ぶ
社
会
的
訓
練
の
場
で
あ
る
。
そ
こ
は
ま
た
、
子
供
同
士
を
競
争
さ
せ
、
教
師
に

よ
っ
て
判
定
さ
せ
、
仲
間
に
よ
っ
て
是
認
さ
せ
、
結
果
と
し
て
子
供
達
に
評
価
の
序
列
を
受
け
入
れ
さ
せ
て
し
ま
う
選
別
の
場
で
も
あ
る
。
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子供の成績と母親の学歴　　　　　　　　　単位％

成績 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生

上位

高等教育卒

　校　卒

学校卒

38．5

0．8

6
．
4

42．3

7．7

2
．
2

5L2

2．2

6
．
3

58．5

0．7

6
．
1

45．5

L6
5
．
5

53．4

3．8

8
．
9

下位

高等教育卒

　校　卒

学校卒

4．6

．O

6
．
5

15．4

6．0

7
．
7

7．0

5．5

3
．
7

7．3

8．3

2
．
7

14．5

3．9

0
．
7

8．6

6．6

6
．
8

秦政春「学校環境と教育病理」『福岡教育大学紀要』第32号第4分冊，1982年，62頁，表5－3

選
別
の
社
会
施
設
と
し
て
の
小
学
校
が
、
階
級
社
会
を
独
自
に

反
映
す
る
存
在
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
段
階
か
ら
　
％

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
単

よ
う
や
く
社
会
階
層
の
影
響
が
成
績
格
差
と
い
う
か
た
ち
で
顕

著
に
な
っ
て
く
る
こ
と
か
ら
は
っ
き
り
し
て
く
る
。

　
社
会
階
層
が
学
業
成
績
に
与
え
る
影
響
は
、
こ
れ
ま
で
い
く

つ
か
の
変
数
を
通
じ
て
検
証
さ
れ
て
い
る
。
通
常
取
り
あ
げ
ら

れ
る
の
は
、
第
一
に
母
親
学
歴
、
第
二
に
父
親
学
歴
、
第
三
に
　
歴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学

父
親
職
業
、
第
四
に
所
得
水
準
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
変
数
は
、
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
親

児
童
の
学
業
成
績
に
た
い
し
て
必
ず
し
も
因
果
関
連
に
立
つ
も
　
父

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
家
庭
環
境
を
構
成
す
る
要
因
績

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）
　
成

と
し
て
強
い
相
関
関
係
に
立
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
供

　
福
岡
県
全
域
の
小
学
校
一
九
校
で
一
年
生
～
六
年
生
の
親
を
　
子

対
象
に
一
九
八
O
年
に
行
な
わ
れ
た
調
査
を
、
教
育
社
会
学

者
・
秦
政
春
が
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
調
査
に
よ
っ
て
、
小
学

生
の
学
業
成
績
と
出
身
階
層
と
の
関
連
を
見
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
第
一
に
、
母
親
学
歴
と
児
童
の
成
績
格
差
と
の
相
関
を

示
す
デ
ー
タ
で
あ
る
。
自
分
の
子
供
の
成
績
に
た
い
す
る
母
親

の
判
定
を
も
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
歴
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
な
か
で
、

成績 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生

上位

高等教育卒

　校　卒

学校卒

4L6

2．3

4
．
3

52．0

4．2

9
．
3

49．5

4．4

3
．
6

52．8

0．1

6
．
4

49．6

0．4

LO

54．4

6．2

3
．
5

下位

高等教育卒

　校　卒

学校卒

5．0

．5

4
．
6

13．0

4．5

0
．
7

9．3

4．2

6
．
4

16．9

6．2

8
．
4

13．4

6．2

9
．
9

1L4

4．3

4
．
5

秦政春，同上論文，62頁，表5－2
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単位％

現代日本における階級格差とその固定化

　　　　　　　　　　　　子供の成績と父親の職業

成績 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生

専　　　門 26．7 50．5 45．6 54．8 43．4 44．6

事　　　　務 48．6 38．6 44．1 50．0 46．4 60．4

上位
自　　　営
売・サービス・運輸

38．2
6
．
2

40．2
8
．
6

30．3
2
．
8

34．1
5
．
3

42．6
9
．
8

50．5
4
．
2

農・林・漁業
7
．
5

19．0 3L8 28．3 33．3 37．6

労　　　　務
8
．
5

36．9 22．0 32．0 34．8 33．5

専　　　　門
5
．
8

10．9 10．7 10．8 12．5 16．2

事　　　　務
5
．
4

15．9 11．8 16．7 10．7
5
．
7

下位
自　　　営
売・サービス・運輸

7．9

6
．
7

13．4
1
．
4

18．2
9
．
0

17．6
2
．
1

12．8
4
．
6

15．6
6
．
3

農・林・漁業
7
．
5

11．9 13．6 15．1 18．4 17．2

労　　　　務 13．4 14．4 23．2 18．0 22．0 25．0

秦政春，同上論文，61頁，表5－1

（注）　専門，専門・技術的職業，管理的職業

　　　事務1事務的職業

　　　自営：商店主など自営業

　　　販亮・サービス・運輸臼サービス的職業，運輸的職業，保安的職業

　　　農・林・漁業農業，林業，漁業

　　　労務：技能工，生産工程作業者，採鉱・採石作業者，単純労働者（失業者対策就労事業を含む

成
績
上
位
と
成
績
下
位
の
占
め
る
割
合
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
一
年
生
の
段
階
で
、
高
等
教
育
を
受
け
た
母
親
の
子
供
の
三

八
・
五
％
が
成
績
上
位
者
に
ラ
ン
ク
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
四
・

六
％
が
成
績
下
位
者
に
ラ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
六

年
生
の
段
階
に
な
る
と
、
こ
の
差
は
も
っ
と
著
し
く
な
り
、
成

績
上
位
者
に
ラ
ン
ク
さ
れ
る
の
は
五
三
・
四
％
、
成
績
下
位
者

に
ラ
ン
ク
さ
れ
る
の
は
八
・
六
％
と
な
る
。
こ
れ
に
た
い
し
、

「
中
学
校
卒
」
の
母
親
の
子
供
の
場
合
、
学
年
が
進
行
す
れ
ば

す
る
ほ
ど
、
成
績
下
位
に
落
ち
込
む
割
合
が
増
え
て
く
る
（
一

六
・
五
％
↓
二
六
・
八
％
）
。

　
第
二
に
、
父
親
学
歴
と
児
童
の
成
績
格
差
と
の
相
関
を
示
す

デ
ー
タ
は
前
頁
下
表
の
通
り
で
あ
る
。

　
傾
向
は
母
親
学
歴
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
一
年
生
の
段
階

で
の
、
高
等
教
育
を
受
け
た
父
親
の
成
績
上
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ

る
子
供
の
割
合
（
四
一
・
六
％
）
と
、
成
績
下
位
に
ラ
ン
ク
さ

れ
る
子
供
の
割
合
（
五
・
○
％
）
と
の
落
差
、
六
年
生
の
段
階

で
の
、
こ
の
落
差
の
激
化
（
成
績
上
位
者
に
ラ
ン
ク
さ
れ
る
五

四
・
四
％
に
た
い
し
、
成
績
下
位
者
に
ラ
ン
ク
さ
れ
る
一
一
・
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子供の成績と母親の学歴　　　単位％サンプル数一500

成　　績 中　学 各種専門 高　校 短大・高専 大　学 構成比

上（上，中の上）

下（下中の下）

20．9

9．5

9
．
5

3L3

9．1

9
．
7

44．4

6．5

9
．
2

58．2

9．1

2
．
7

47．9

1．7

0
．
4

43．2

6．4

0
．
4

計 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0

単位％　サンプル数＝495子供の成績と父親の職業

成　　績 専門・管理 事務・販売 ブルーカラー 自営・農業 その他 構成比

上（上，中の上）

下（下，中の下）

50．2

3．8

5
．
9

43．6

7．3

9
．
1

3L2

L9
6
．
9

39．2

9．7

L1

36．4

6．4

7
．
3

43．2

5．6

1
．
2

計 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0

単位％　サンプル数＝471子供の成績と家庭の収入

成　　績 ～400 400～600 600～800 800～1200 1200～ 構成比

上（上中の上）

下（下，中の下）

26．1

5．7

8
．
3

38．1

7．3

4
．
6

46．0

2．1

L9

52．9

4．2

3
．
0

46．2

3．1

0
．
8

43．7

4．6

1
．
7

計 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0

東京都立大学「現代と教育実践」研究グループ『教育における競争と共同の意識調査報告書（第1報告

書）』1990年，31頁，表2，2，表2．5，表2，7

四
％
）
、
ま
た
、
「
中
学
校
卒
」
の
父
親
の
子

供
に
お
け
る
、
学
年
が
進
行
す
る
に
つ
れ
て

の
、
成
績
下
位
に
落
ち
込
む
割
合
の
増
加

（一

・
六
↓
二
四
・
五
％
）
、
ど
れ
を
と
っ

て
も
ほ
ぼ
母
親
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

第
三
に
、
両
親
の
学
歴
階
層
の
場
合
と
同

様
、
両
親
の
職
業
階
層
も
子
供
の
成
績
と
密

接
な
相
関
関
係
に
あ
る
。

中
学
時
代
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、
小
学

校
の
段
階
に
お
い
て
も
、
親
の
職
業
階
層
に

よ
っ
て
、
子
供
の
学
業
成
績
に
は
っ
き
り
と

し
た
差
異
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
こ
こ
か
ら

明
ら
か
に
な
る
。
事
務
や
専
門
と
い
っ
た
階

層
の
子
供
は
成
績
上
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
る
確

率
が
高
く
、
労
務
や
農
林
漁
業
と
い
っ
た
職

業
階
層
出
身
者
は
不
利
な
立
場
に
立
た
さ
れ

て
い
る
。

福
岡
県
で
の
こ
の
調
査
を
検
討
し
た
秦
政
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　　　　　　　　　　　　　子供の希望する学歴段階

成績への自信
中学まで 高校まで 短大まで 大学まで その他

小3 小5 小3 小5 小3 小5 小3 小5 小3 小5

あ　　　る
3
．
3

0
．
0

18．6 10．1 10．7 15．7 62．8 67．2
4
．
6

7
．
0

ふ　つ　う
3
．
9

0
．
8

29．0 25．9 12．6 27．1 50．2 41．8
4
．
3

4
．
4

な　　　い
7
．
6

2
．
9

29．9 30．1 13．2 22．3 44．4 40．8
4
．
9

3
．
9

清水義弘『子どものしつけと学校生活』東京大学出版会，1983年，181頁，図26から作成

春
が
述
べ
る
よ
う
に
、
「
結
局
、
社
会
階
層
を
構
成
す
る
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
を
み
て
も
学
業
成
績
と
か
な

り
強
い
結
び
つ
き
を
み
せ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
学
業
成
績
と
い
う
か
た
ち
で
測
定
さ
れ
る
学
力
が
、
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

会
階
層
の
何
ら
か
の
フ
ァ
ク
タ
ー
に
大
き
く
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
」

　
そ
れ
か
ら
一
〇
年
後
、
今
度
は
東
京
近
郊
M
市
の
小
学
校
八
校
の
五
年
生
の
親
を
対
象
に
東
京
都
立
大

学
「
現
代
と
教
育
実
践
」
研
究
グ
ル
ー
プ
が
調
査
を
行
な
っ
た
。
ア
ン
ケ
…
ト
と
聞
き
取
り
に
よ
る
調
査

は
一
九
八
八
年
か
ら
一
九
九
〇
年
に
か
け
て
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
の
う
ち
、
学
力
格
差
と
階
層
格
差

と
の
関
連
を
示
す
も
の
は
前
頁
表
の
通
り
で
あ
る
。

　
母
親
の
学
歴
、
父
親
の
職
業
、
家
庭
の
収
入
と
、
す
な
わ
ち
、
家
庭
の
階
層
差
と
五
年
生
の
学
業
成
績

は
有
意
な
相
関
を
示
し
て
い
る
。
「
階
層
の
低
い
家
庭
の
子
ど
も
が
現
在
の
学
校
で
よ
い
成
績
を
獲
得
す

る
こ
と
が
、
階
層
の
高
い
家
庭
の
子
ど
も
と
比
べ
た
場
合
、
非
常
に
困
難
と
な
っ
て
き
て
い
る
事
態
を
示

　
　
（
3
）

し
て
い
る
」
。
調
査
は
、
階
層
と
の
相
関
が
「
成
績
に
と
ど
ま
ら
ず
、
学
校
生
活
の
楽
し
さ
、
友
人
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

や
教
師
と
の
関
係
に
ま
で
及
ん
で
い
る
」
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
成
績
以
外
の
要
因
も
含
め
、

階
層
差
の
も
と
で
生
み
出
さ
れ
た
成
績
格
差
は
、
子
供
た
ち
の
な
か
に
紛
れ
も
な
い
階
層
分
化
を
つ
く
り

出
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
学
業
成
績
に
た
い
す
る
自
信
と
の
関
係
で
見
て
み
よ
う
。

　
一
九
八
O
年
度
、
清
水
義
弘
を
研
究
代
表
に
し
て
行
な
わ
れ
た
共
同
研
究
「
近
郊
都
市
の
子
ど
も
と
親

の
生
活
の
研
究
」
は
「
戦
後
い
ち
早
く
開
発
さ
れ
た
」
近
郊
都
市
に
お
け
る
小
学
生
の
あ
い
だ
で
ま
ぎ
れ

も
な
い
階
層
分
化
が
そ
の
意
識
の
面
で
も
進
行
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
「
成
績
に
た
い
す
る
自
信
」
が
「
あ
る
」
と
答
え
た
児
童
の
場
合
、
小
学
三
年
生
の
低
学
年
と
小
学
五
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年
の
高
学
年
を
通
じ
て
六
割
以
上
が
大
学
ま
で
進
む
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
。
高
校
ま
で
で
よ
い
と
考
え
て
い
る
児
童
は
一
〇
％
（
小

五
）
、
一
八
％
（
小
三
）
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
た
い
し
、
成
績
へ
の
自
信
が
「
な
い
」
と
答
え
た
児
童
の
場
合
、
低
学
年
で
も
高
学
年

で
も
三
〇
％
が
高
校
ま
で
で
も
よ
い
と
考
え
て
、
成
績
に
自
信
が
あ
る
生
徒
と
鮮
や
か
な
対
照
を
成
し
て
い
る
。
低
学
年
を
と
っ
て
も
、

高
学
年
を
と
っ
て
も
、
中
学
・
高
校
ま
で
で
よ
い
と
考
え
る
児
童
の
割
合
は
、
成
績
に
た
い
す
る
自
信
が
低
下
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
高
く

な
り
、
大
学
ま
で
進
学
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
児
童
の
割
合
は
、
成
績
に
た
い
す
る
自
信
が
上
昇
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
高
ま
る
。
こ
の
デ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

ー
タ
を
ま
え
に
し
て
、
清
水
義
弘
は
、
「
『
成
績
の
自
信
』
に
よ
る
子
ど
も
た
ち
の
階
層
分
化
は
、
早
く
も
小
学
校
低
学
年
に
お
い
て
始
ま

　
　
　
（
5
）

っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
正
確
に
言
え
ば
、
こ
の
デ
ー
タ
が
意
味
し
て
い
る
の
は
階
層
分
化
の
事
実
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
客

観
的
に
存
在
す
る
階
層
分
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
目
己
の
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
子
ど
も
た
ち
の
主
観
的
意
識
で
あ
り
、
そ
れ
が
な
に
よ

り
も
「
成
績
に
対
す
る
自
信
」
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
特
殊
な
状
況
で
あ
る
。

　
中
学
校
で
さ
ら
に
強
化
さ
れ
る
こ
の
階
層
分
化
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
清
水
が
言
う
よ
う
に
、
「
子
ど
も
目
身
に
よ
る
子
ど
も
の
序
列
化
」

で
あ
り
、
「
子
ど
も
は
自
分
を
『
で
き
る
子
』
『
ふ
つ
う
の
子
』
『
ダ
メ
な
子
』
の
い
ず
れ
か
に
組
み
入
れ
る
」
と
こ
ろ
の
「
義
務
教
育
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

仕
掛
け
た
罠
」
で
あ
る
。
中
等
教
育
を
過
ぎ
る
頃
、
社
会
的
不
利
益
層
に
組
み
込
ま
れ
た
多
く
の
若
者
が
こ
の
罠
に
気
付
く
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
彼
ら
は
小
学
校
低
学
年
の
段
階
か
ら
成
績
と
い
う
呪
文
に
よ
っ
て
、
目
ら
の
社
会
的
立
場
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
入

れ
る
よ
う
調
教
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
も
は
や
そ
の
罠
が
教
育
体
制
の
罠
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
階
層
社
会
の
罠
で
も
あ
る
な
ど
と

は
夢
に
も
思
わ
な
い
の
で
あ
る
。
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（
1
）
　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
秦
政
春
「
家
庭
環
境
と
学
業
成
績
」
「
福
岡
教
育
大
学
紀
要
』
第
三
四
号
第
四
分
冊
、
一
九
八
四
年
参
照
。
た
だ
し
、

　
こ
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
「
所
得
要
因
に
関
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
家
庭
環
境
パ
タ
ー
ン
を
形
成
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
に
ほ
と
ん
ど
影
響
を
お
よ



　
ぼ
し
て
い
な
い
」
の
で
、
「
小
学
生
段
階
で
は
、
ほ
と
ん
ど
規
定
力
を
も
っ
て
い
な
い
」
と
の
こ
と
で
あ
る
（
｝
〇
九
頁
）
。
し
か
し
、
次
に
参
照
す

　
る
都
立
大
学
グ
ル
ー
プ
の
調
査
が
対
照
的
に
示
す
よ
う
に
、
所
得
水
準
を
通
し
て
の
社
会
階
層
の
影
響
力
は
小
学
生
の
段
階
で
も
顕
著
で
あ
る
。

（
2
）
　
秦
政
春
「
学
校
環
境
と
教
育
病
理
」
『
福
岡
教
育
大
学
紀
要
』
第
三
二
号
第
四
分
冊
、
一
九
八
二
年
、
六
三
頁

（
3
）
　
東
京
都
立
大
学
「
現
代
と
教
育
実
践
」
研
究
グ
ル
ー
プ
『
教
育
に
お
け
る
競
争
と
共
同
の
意
識
調
査
報
告
書
（
第
一
報
告
書
）
』
一
九
九
〇
年
、

　
五
九
頁

現代日本における階級格差とその固定化

1年生 2年生 3年生

専　　　　門 21．2 44．7 42．7

事　　　務 26．0 30．3 3L5

成績上位
自　　　営
売・サービス・運輸

28．3
7
．
8

17．0
5
．
0

21．8
2
．
0

農・林・漁業 10．5 23．8 17．9

労　務　職 19．7 16．9 17．1

専　　　　門 36．4 29．8 25．0

事　　　　務 34．4 35．5 35．3

成績下位
自　　　営
売・サービス・運輸

39．6
2
．
2

54．7
8
．
3

37．4
4
．
4

農・林・漁業 52．6 42．9 50．2

労　務　職 43．9 45．5 49．5

職業カテゴリーの分類にっいては前出

秦政春「学校環境と教育病理」r福岡教育大学紀要』第32号第4分冊，1982

年，61頁，表5－1（一部）

（
4
）
　
同
上
書
、
一
五
頁

（
5
）
　
清
水
義
弘
『
子
ど
も
の
し
つ
け
と
学
校
生
活
』
東
京
大
学
出
版
会
、

　
八
三
年
、
一
八
二
頁
、
傍
点
原
文

（
6
）
　
同
上
書
、
一
八
三
頁

一
九

←9

中
学
時
代

　
学
校
の
も
つ
選
抜
機
能
が
そ
の
姿
を
よ
う
や
く
明
瞭
に
現
す
の
が
中
学
校

時
代
で
あ
る
。
小
学
校
時
代
に
は
ま
だ
潜
在
的
で
あ
り
、
一
部
の
者
の
関
心

事
で
あ
っ
た
成
績
に
よ
る
生
徒
間
格
差
（
成
績
順
位
）
が
、
い
ま
や
広
範
囲

か
つ
深
刻
な
も
の
と
な
る
。
九
五
％
（
一
九
九
〇
年
現
在
）
と
い
う
高
等
学

校
進
学
率
と
完
壁
に
近
い
輪
切
り
選
抜
の
実
態
は
、
未
曾
有
の
広
が
り
で
教

育
選
抜
の
網
の
目
が
中
学
生
を
包
ん
で
い
る
こ
と
、
小
学
校
時
代
と
は
比
べ

も
の
に
な
ら
な
い
深
刻
さ
で
、
競
争
原
理
が
生
徒
間
に
導
入
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
暗
示
し
て
い
る
。
ど
の
ラ
ン
ク
の
高
校
に
行
く
こ
と
が
で
き
る
か
は
、
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1年生 2年生 3年生
父親　　母親 父親　　母親 父親　　母親

成績上位　高等教育卒 29。3　　22，0 39．7　　39．0 36．6　　33．1

高校卒 24．4　　22．4 25，8　　26．8 23，7　　24。7

中学校卒 11．3　　23．5 14。9　　18．8 18．1　　18．7

成績下位　高等教育卒 32．0　　36．0 30．9　　34．1 29，7　　30．6

高　校　卒 39．2　　38．8 39．8　　39．4 4L5　　40．2

中学校卒 45．2　　40．7 54．1　　48．8 51．0　　51．1

秦政春，同上論文，62頁，表5－2及び3（一部）

学
業
成
績
を
基
準
に
決
め
ら
れ
る
か
ら
、
学
業
成
績
が
生
徒
間
格
差
の
中
心
原
理
と
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
こ
で
の
第
一
の
問
題
は
、
学
業
成
績
を
通
し
て
出
身
階
層
が
ど
れ
ほ
ど
の
影
響
を
生
徒
に

及
ぼ
し
て
い
る
の
か
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
に
か
ん
し
て
、
秦
政
春
は
、
そ
の
論
文
の
な
か
で
、
一
九
八
一
年
の
福
岡
県
の
五
校

（
約
一
五
〇
〇
名
）
お
よ
び
一
九
七
九
年
X
県
全
域
の
一
三
校
を
対
象
に
行
っ
た
調
査
を
も
と
に
、

ま
ず
学
業
成
績
と
出
身
階
層
と
の
関
連
、
次
い
で
学
業
成
績
と
父
母
学
歴
と
の
関
連
を
探
っ
て
い
る
。

　
中
学
三
年
生
の
段
階
で
、
専
門
階
層
出
身
の
生
徒
は
、
そ
の
四
二
・
七
％
が
成
績
上
位
を
占
め
、

成
績
下
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
の
は
二
五
％
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
た
い
し
、
労
務
職
の
場
合
、

成
績
上
位
は
一
七
・
一
％
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
四
九
・
五
％
は
成
績
下
位
に
位
置
し
て
い
る
。
こ
の
偏

り
の
範
囲
内
に
す
べ
て
の
出
身
階
層
が
ほ
ぼ
収
ま
る
。
特
徴
的
な
こ
と
は
、
第
一
に
、
出
身
階
層
が

下
が
る
に
つ
れ
、
成
績
上
位
者
が
占
め
る
割
合
が
減
少
し
、
逆
に
成
績
下
位
者
の
割
合
が
増
加
す
る

こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
、
各
階
層
ご
と
の
成
績
上
位
者
と
下
位
者
の
格
差
が
、
階
層
が
下
が
る
に
つ

れ
拡
大
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
（
専
門
の
四
二
・
七
対
二
五
・
○
か
ら
労
務
職
の
一
七
二
対
四

九
・
五
ま
で
）
。
こ
の
こ
と
は
、
成
績
分
布
は
出
身
階
層
に
よ
っ
て
不
平
等
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
階
層
ご
と
に
内
部
で
の
成
績
格
差
の
開
き
具
合
い
も
異
な
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
階
層
が
下
が
る
に
つ
れ
、
不
利
な
成
績
評
価
を
受
け
る
可
能
性
は
増
大
し
、

ま
た
、
階
層
内
の
成
績
格
差
の
開
き
も
よ
り
シ
ャ
ー
プ
に
な
っ
て
行
く
。

　
父
母
の
学
歴
か
ら
見
て
も
、
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。

98



　
父
親
が
高
等
教
育
卒
業
の
場
合
、
そ
の
子
供
（
三
年
生
）
が
成
績
上
位
者
に
な
る
可
能
性
は
、
中
学
卒
業
の
父
親
の
場
合
よ
り
二
倍
も

高
く
、
成
績
下
位
者
に
な
る
危
険
性
は
一
・
七
倍
も
低
い
。

　
つ
ま
り
、
職
業
階
層
、
学
歴
階
層
の
ど
ち
ら
か
ら
み
て
も
、
社
会
階
層
が
学
業
成
績
に
与
え
る
直
接
的
影
響
で
は
、
高
い
階
層
ほ
ど
有

利
な
関
連
を
も
っ
て
お
り
、
低
い
階
層
ほ
ど
不
利
な
関
連
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
研
究
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
秦
も
指
摘
す
る
よ

現代日本における階級格差とその固定化

A B C

父学歴

初　　　　等

　　　　等

　　　　等

25．4

4．0

0
．
5

33．5

1．2

5
．
2

12．3

6．3

1
．
4

父　職

専門・管理
務・保安

売・サービス

林漁業・運輸通信・技能

20．8

4．6

L1
3
．
5

13．1

1．0

4．9

1
．
1

36．8

4．O

7．4

1
．
7

岩木秀夫「中・高校生の学校生活と進路形成一中等教育の構造と機能に関する研

究111」『東京大学教育学部紀要』第20巻，1980年，66頁，表3

う
に
、
「
結
局
、
社
会
階
層
を
構
成
す
る
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
を
見
て
も
学
業
成
績
と
か
な
り
強
い

結
び
つ
き
を
み
せ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
学
業
成
績
と
い
う
か
た
ち
で
測
定
さ
れ
る
学
力
が
、
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

会
階
層
の
何
ら
か
の
フ
ァ
ク
タ
ー
に
大
き
く
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

　
学
業
成
績
に
よ
る
生
徒
の
学
校
内
階
層
化
が
出
身
の
社
会
階
層
の
独
自
の
反
映
で
し
か
な
い
と

い
う
こ
の
事
実
は
、
特
定
教
科
（
英
語
・
数
学
）
を
通
し
て
の
階
層
的
影
響
を
問
題
に
す
る
岩
木

秀
夫
の
研
究
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
彼
は
、
一
九
七
九
年
、
あ
る
都
市
の
三
つ
の
地
域
（
商
業
地

域
、
農
業
地
域
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
居
住
地
域
）
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
を
代
表
す
る

三
つ
の
中
学
校
（
A
、
B
、
C
）
を
対
象
に
、
約
一
二
〇
〇
名
の
中
学
生
を
調
査
し
た
。
そ
の
階

層
構
成
は
、
表
の
よ
う
に
、
決
し
て
均
等
で
は
な
い
。

　
義
務
教
育
で
あ
り
な
が
ら
、
居
住
区
域
に
よ
っ
て
、
学
校
の
階
層
的
特
性
に
は
著
し
い
格
差
が

存
在
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
！
居
住
地
区
の
学
校
（
C
校
）
で
は
、
生
徒
の
出
身

階
層
が
「
専
門
・
管
理
」
に
大
き
く
偏
っ
て
い
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
父
親
の
学
歴
構
成
も
高
等

教
育
へ
大
き
く
傾
斜
し
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
の
違
い
が
学
校
間
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

ど
の
中
学
に
在
籍
す
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
な
か
で
戦
わ
れ
る
競
争
の
条
件
が
著
し
く
異
な
っ
て

99



一橋大学研究年報　社会学研究　32

英　　　語 数　　　学

得意聯で不得意 得意聯で不得意

初　　　　等 12．3　　50．2　　37。4 18。7　　51。9　　29．4

父学歴 中　　　　等 17．7　　52．0　　30．3 22．0　　44，8　　33．0

高　　　　等 23、6　　50．0　　26．4 20．0　　49．1　　30．9

専門・管理 23．7　　52．2　　24．1 25．4　　47．4　　27．2

父　職 事務・保安
売・サービス

20．6　　45．4　　34．0

7．6　　55．1　　17．6

20．6　　48．9　　30．5

9．9　　40．9　　39．2

農林漁業・運輸通信・技能 11．9　　52．2　　35．9 18．1　　48．7　　33．1

岩木，同上論文，69頁，表6

く
る
。
こ
こ
か
ら
み
て
も
、
競
争
は
平
等
な
条
件
で
戦
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
こ
う
し
た
学
習
環
境
の
も
と
で
、
中
学
生
は
生
ま
れ
て
初
め
て
の
外
国
語
で
あ
る
英
語
を
は

じ
め
、
小
学
校
時
代
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
高
度
な
理
解
を
要
求
さ
れ
る
数
学
を
学
ぶ
こ

と
に
な
る
。
こ
の
主
要
教
科
と
み
な
さ
れ
る
英
語
と
数
学
と
に
た
い
す
る
得
意
・
不
得
意
が
、

中
学
時
代
の
成
績
評
価
を
大
き
く
左
右
す
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
岩
木
は
こ
の
得
意
・

不
得
意
が
出
身
階
層
と
大
き
く
関
連
し
て
い
る
事
実
を
両
者
の
ク
ロ
ス
表
で
示
し
て
い
る
。

　
主
要
教
科
の
得
意
・
不
得
意
が
出
身
階
層
の
影
響
下
に
あ
る
と
い
う
こ
の
事
実
は
、
学
業
成

績
へ
の
社
会
階
層
の
間
接
的
か
つ
媒
介
的
影
響
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
間
接
的
・
媒

介
的
影
響
を
、
さ
き
に
み
た
中
学
時
代
の
成
績
一
般
に
た
い
す
る
出
身
階
層
の
直
接
的
影
響
と

合
わ
せ
て
み
れ
ば
、
出
身
階
層
の
学
業
成
績
に
た
い
す
る
影
響
の
大
き
さ
が
想
像
で
き
る
。
岩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

木
も
中
学
時
代
の
成
績
順
位
を
規
定
す
る
要
因
を
六
項
目
数
え
上
げ
、
そ
れ
ら
を
偏
相
関
係
数

で
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
、
父
親
の
職
つ
ま
り
出
身
階
層
の
直
接
的
影
響
は
、
主
要
教
科

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

つ
ま
り
英
語
、
数
学
の
影
響
に
比
べ
れ
ば
第
三
位
の
位
置
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
上
で
み
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
中
学
時
代
の
成
績
が
出
身
階

層
か
ら
の
影
響
か
ら
免
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
出
身
階
層
の

影
響
が
英
語
・
数
学
と
い
う
媒
介
物
を
通
し
て
間
接
的
に
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

を
積
極
的
に
意
味
す
る
。
岩
木
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
中
学
に
お
い
て
成
績
に
対
す
る
父
親

の
階
層
の
規
定
力
は
、
英
語
、
数
学
を
経
由
す
る
部
分
を
含
め
る
な
ら
、
偏
相
関
係
数
の
物
語
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下位　中の下　中位　中の上　上位 計

両親とも不熱心

親だけ関与，しかし不熱心

親とも熱心

親が熱心

60．0　　　　　38．1　　　　21．3　　　　　14，6　　　　　　4．3

0．O　　　　　l8．6　　　　　20。7　　　　　13，5　　　　　　8．7

3．3　　　　21，6　　　　20．7　　　　24．7　　　　34。8

．7　　　　　21．6　　　　　37．2　　　　　47．2　　　　　52．2

25．8

7．1

2．8

4
．
2

計
（
N
）

100．0　100．O　lOO．0　100．0　100．0

30）　（97）　（164）　（89）　（23）

100．0

403）

秦，同上論文，103頁，表8－4（一部）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

る
以
上
に
大
き
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
、
岩
木
は
「
思
弁
的
に
言
え

ば
」
と
断
っ
た
う
え
で
、
「
英
語
教
科
な
ら
び
に
中
学
の
数
学
教
科
は
文
化
資
本
と
親
和
的
な
特
質
を

　
　
　
（
5
）

持
っ
て
い
る
」
と
だ
け
述
べ
て
い
る
。

　
成
績
順
位
を
出
身
階
層
が
規
定
す
る
経
路
と
し
て
、
そ
の
直
接
的
影
響
の
ほ
か
に
、
英
語
・
数
学
と

い
う
特
定
教
科
を
経
由
す
る
媒
介
的
影
響
が
存
在
し
た
。
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
第
三
の
経
路
と
し
て
指

摘
で
き
る
の
は
、
環
境
的
影
響
と
し
て
の
生
徒
の
家
庭
環
境
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
正
面
か
ら
取
り
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ん
だ
の
が
秦
の
研
究
「
家
庭
環
境
と
学
業
成
績
」
で
あ
る
。

　
秦
が
言
う
よ
う
に
、
子
供
に
と
っ
て
の
「
家
庭
環
境
」
と
は
「
子
ど
も
に
対
す
る
し
つ
け
、
家
庭
の

学
習
環
境
、
家
庭
の
雰
囲
気
、
親
の
教
育
関
心
」
が
相
互
に
結
び
つ
い
た
「
総
体
」
的
な
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
彼
は
生
徒
に
た
い
す
る
四
〇
個
の
質
問
項
目
、
七
三
個
の
回
答
項
目
を
分
析
し
て
、
家
庭
環

境
を
四
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
類
型
化
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
「
両
親
と
も
子
ど
も
の
教
育
に
不
熱
心
」
「
母

親
だ
け
が
子
ど
も
に
関
与
、
し
か
し
熱
心
で
は
な
い
」
「
両
親
と
も
子
ど
も
の
教
育
に
熱
心
」
「
母
親
が

子
ど
も
の
教
育
に
熱
心
」
と
い
う
四
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
社
会
階
層
つ
ま
り
「
親
の
学
歴
や
職
業
、
所
得

と
い
っ
た
問
題
と
い
か
に
関
連
し
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
子
ど
も
の
学
業
成
績
に
ど
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

結
び
つ
い
て
い
る
の
か
」
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
こ
の
家
庭
環
境
と
い
う
要
因
が
学
業
成
績
を
左
右
す
る
う
え
で
い
か
に
重
要
な
も
の
で
あ
る

か
を
、
上
掲
の
表
で
見
て
み
よ
う
。
子
供
の
学
業
成
績
は
、
「
下
位
」
か
ら
「
上
位
」
ま
で
、
五
段
階

に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
五
教
科
（
国
語
、
数
学
、
理
科
、
社
会
、
英
語
）
の
五
段
階
評
価
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学歴と家庭環境パターン

両親とも
熱心

母親だけ
与しか
不熱心

両親とも
心

母親が
心

計（N）

父学歴

短大・大卒

　校卒
　学　卒

の他，死・離別

7．0

3．4

6．5

．7

11．6

1！1

2．6

2
．
3

25．6

8．0

0．1

．0

55．8

7．1

0．8

．0

100．0（43）

000（175）

00．0（159）

00ρ（26）

母学歴

短大・大卒

　校　卒

　学　卒

の他，死・離別

11．4

6．0

0．3

．0

20．5

4．7

6．0

5
．
7

25．0

2．0

4．0

．0

43．2

7．3

9．7

4
．
3

100．0（44）

00．0（177）

00．0（175）

00．0（7）

全　　　　体 25．8 17．1 22．8 34．2 100．0（403）

　
の
合
計
得
点
を
算
定
し
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て
五
段
階
評
価
の
配
分
比
率
に
し
た
が

　
　
　
　
　
（
8
）

　
っ
て
分
類
し
た
」
こ
と
の
結
果
で
あ
る
。

　
　
鮮
や
か
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
成
し
て
い
る
の
が
、
成
績
「
下
位
」
者
と
成
績
「
上

　
位
」
者
の
家
庭
環
境
で
あ
る
。
前
者
で
は
、
そ
の
七
〇
％
が
「
両
親
と
も
不
熱
心
」

　
「
母
親
だ
け
関
与
、
し
か
し
不
熱
心
」
と
い
う
、
不
利
な
家
庭
環
境
に
あ
り
、
「
両
親

　
と
も
に
熱
心
」
「
母
親
が
熱
心
」
と
い
う
有
利
な
家
庭
環
境
に
あ
る
者
は
わ
ず
か
三

　
〇
％
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
、
成
績
「
上
位
」
者
の
場
合
は
、
こ
の
関
係
が
大
き

　
く
逆
転
し
、
有
利
な
家
庭
環
境
に
あ
る
者
は
八
七
％
、
不
利
な
家
庭
環
境
に
あ
る
者

　
は
わ
ず
か
一
三
％
に
す
ぎ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
家
庭
環
境
が
有
利
で
あ
れ
ば
学
業
成

　
績
が
必
ず
上
位
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
が
、
家
庭
環
境
が
成
績
順
位
を
規
定
す
る
要

　
因
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
事
実
は
、
こ
の
表
の
示
す
傾
向
か
ら
明
ら

　
か
で
あ
る
。

－
　
　
つ
ぎ
に
、
こ
の
家
庭
環
境
が
社
会
階
層
と
ど
の
よ
う
な
関
連
に
あ
る
の
か
が
問
題

餅
表
と
な
る
。
社
会
階
層
を
学
歴
階
層
、
職
業
階
層
、
所
得
階
層
で
代
表
さ
せ
、
そ
の
順

頁
m
で
家
庭
環
境
パ
タ
ー
ン
と
の
関
連
を
見
て
み
る
と
、
上
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

文
　
こ
れ
ら
の
う
ち
、
も
っ
と
も
家
庭
環
境
へ
の
影
響
を
強
く
表
現
し
て
い
る
の
が
、

嫌同
学
歴
階
層
で
あ
る
。
中
学
卒
の
親
の
場
合
、
も
っ
と
も
多
い
パ
タ
ー
ン
は
、
「
両
親

秦
と
も
不
熱
心
」
で
あ
り
、
そ
の
反
対
に
、
短
大
・
大
卒
の
親
の
場
合
、
「
母
親
が
熱
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　　　　　　　　　　　職業階層と家庭環境パターン

両親とも
熱心

母親だけ
与しか
不熱心

両親とも
心

母親が
心

計（N）

専　　門 15．6 21．9 15．6 46．9 100．0（32）

事　　務 13．7
7
．
8

37．3 41．2 100．0（51）

自　　営 2L7
6
．
5

23．9 47．8 100．0（46）

販売・運輸・通信・保安 26．9 14．9 23．9 34．3 100．0（67）

技　　能 29．2 13．8 26．2 30．8 100、0（65）

農林漁業 40．6 25．0 15．6 18．8 100．0（32）

労　　働 29．1 25．5 17．3 28．2 100．0（110）

秦，同上論文，102頁，表8－2

心
」
と
「
両
親
と
も
熱
心
」
は
、
父
学
歴
で
八
○
％
を
越
え
る
。

つ
ま
り
、
秦
も
い
う
よ
う
に
、
「
学
歴
が
高
い
ほ
ど
、
子
ど
も

の
教
育
に
対
し
て
熱
心
な
家
庭
環
境
パ
タ
ー
ン
を
形
成
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

る
割
合
が
多
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
。

　
職
業
階
層
に
つ
い
て
み
て
も
、
「
母
親
が
熱
心
」
の
比
率
は

階
層
が
高
く
な
る
に
つ
れ
て
高
く
な
る
の
に
た
い
し
、
「
両
親

と
も
不
熱
心
」
の
比
率
は
階
層
が
低
く
な
る
に
つ
れ
て
高
く
な

る
。
農
林
漁
業
の
場
合
が
四
〇
・
六
％
と
高
率
な
理
由
を
、
秦

は
、
調
査
地
域
の
ほ
ぼ
全
サ
ン
プ
ル
が
第
二
種
兼
業
農
家
で
あ

　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

る
こ
と
に
求
め
て
い
る
。

　
所
得
階
層
で
み
て
も
、
所
得
水
準
が
高
く
な
れ
ば
教
育
に
熱

心
な
タ
イ
プ
が
増
え
、
不
熱
心
で
あ
る
タ
イ
プ
は
減
少
す
る
。

逆
に
、
所
得
水
準
が
低
く
な
れ
ば
、
不
熱
心
な
タ
イ
プ
が
増
え
、

熱
心
な
タ
イ
プ
が
減
少
す
る
。

　
つ
ま
り
、
学
歴
、
職
業
、
所
得
の
い
ず
れ
で
み
て
も
、
高
い

社
会
階
層
ほ
ど
成
績
順
位
に
有
利
な
家
庭
環
境
を
そ
の
子
弟
に

用
意
し
て
や
る
こ
と
の
で
き
る
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
り
、
こ

の
良
好
な
家
庭
環
境
を
ひ
と
つ
の
武
器
に
、
こ
れ
ら
の
階
層
の

所得階層と家庭環境パターン

両親とも不熱 母親だけ関与
かし不熱心 両親とも熱心 母親が熱心 計（N）

上　位

　位

　位

19．7

7．9

0
．
8

12．8

7．0

0
．
8

22

3
2
3

45．3

2．0

5
．
4

100．0（117）

00．0（247）

00．0（39）

秦。同上論文，102頁，表8－3
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子
供
た
ち
は
高
い
成
績
順
位
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
中
学
生
の
時
代
を
振
り
返
っ
て
み
て
も
、
生
徒
は
競
争
を
平
等
な
条
件
で
戦
っ
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

　
巻
、

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

秦
政
春
「
学
校
環
境
と
教
育
病
理
」
『
福
岡
教
育
大
学
紀
要
』
第
三
二
号
第
四
分
冊
、
一
九
八
二
年
、
六
三
頁

性
別
、
数
学
の
得
意
～
き
ら
い
、
英
語
の
得
意
～
き
ら
い
、
A
E
（
知
的
競
争
）
得
点
、
父
学
歴
、
父
職
の
六
項
目

岩
木
秀
夫
「
中
・
高
校
生
の
学
校
生
活
と
進
路
形
成
－
中
等
教
育
の
構
造
と
機
能
に
関
す
る
研
究
ω
」
『
東
京
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
二
〇

一
九
八
O
年
、
六
八
頁

同
上
、
六
七
頁

同
上
、
六
八
頁

秦
政
春
「
家
庭
環
境
と
学
業
成
績
」
『
福
岡
教
育
大
学
紀
要
』
第
三
四
号
第
四
分
冊
、
一
九
八
四
年

同
上
、
九
九
～
一
〇
〇
頁

同
上
、
八
九
頁
、
表
六
－
四
、
注
一

同
上
、
一
〇
一
頁

同
上
、
一
〇
二
頁

104

㈲
　
高
校
時
代

　
成
績
と
階
層
と
の
関
係
で
み
た
高
校
時
代
の
一
般
的
特
徴
は
、
こ
の
段
階
で
は
じ
め
て
学
校
間
格
差
が
普
遍
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
中

学
ま
で
の
義
務
教
育
が
生
徒
の
居
住
地
域
を
基
準
に
し
、
原
則
的
に
は
あ
く
ま
で
開
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
高
校
か
ら
は
、

義
務
教
育
の
そ
れ
に
限
り
な
く
近
い
九
五
％
と
い
う
進
学
率
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
入
学
は
入
試
選
抜
を
条
件
と
し
、
学
業
成
績
を
基
準
に



現代日本における階級格差とその固定化

Aタイプ Bタイプ Cタイプ

平均得点　中三の成績

　　　高校の成績

4．65

．16

3．90

．49

2．76

．98

標準偏差　中三の成績

　　　高校の成績

0．65

．93

0．91

．86

0．93

．86

入
学
志
望
者
を
輪
切
り
に
し
て
選
抜
す
る
。
こ
の
選
抜
の
結
果
と
し
て
、
中
学
と
異
な
る
高
校
の
階
層
秩
序
が
成
立
す
る
。
中
学
の
義
務

教
育
は
、
対
外
的
に
は
同
質
性
を
特
徴
と
し
て
、
全
国
共
通
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
基
づ
き
基
本
的
に
は
学
校
格
差
を
否
定
し
た
と
こ
ろ
で

成
立
し
て
い
た
。
こ
の
対
外
的
な
均
質
性
が
対
内
的
に
は
異
質
な
学
力
階
層
を
（
社
会
階
層
と
の
密
接
な
関
係
を
保
ち
つ
つ
）
内
包
し
て

い
た
こ
と
は
、
前
節
で
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。
高
校
で
は
逆
に
、
対
内
的
に
は
同
質
の
生
徒
集
団
を
抱
え
つ
つ
、
対
外
的
に
は
大
学
進

学
率
を
基
準
に
し
た
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
的
な
階
層
秩
序
を
特
徴
と
す
る
。
そ
れ
が
、
基
本
的
に
は
進
学
校
－
非
進
学
校
、
普
通
科
高
校
－
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
業
科
高
校
と
い
う
二
つ
の
軸
で
構
成
さ
れ
た
学
校
間
格
差
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
、
す
で
に
触
れ
た
と
お

　
　
　
　
　
　
　
　
．
勘石戸教嗣「高校における　r知識の配分と社会化』一高校生の成層化か

見た『かくれたカリキュラム』一」『京都大学教育学部紀要』第28号

1982年，147頁，表2

り
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
場
合
、
問
題
は
二
重
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
第
一
に
、
高
等
学
校
が
全
体
と

し
て
、
大
学
進
学
率
に
つ
い
て
で
あ
れ
、
中
学
校
時
代
の
成
績
評
価
に
つ
い
て
で
あ
れ
、
学
業
成
績
に
か

ん
す
る
な
ん
ら
か
の
階
層
構
造
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
高
等
学
校
の
こ
う
し
た
階
層

性
が
社
会
階
層
と
対
応
関
係
に
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
学
業
成
績
に
も
と
づ
く
な
ん
ら
か
の
学
校
階
層
性
の
存
在
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
石
戸
教
嗣
の
調

査
が
参
考
に
な
る
。
こ
れ
は
、
大
学
（
四
年
制
）
へ
の
進
学
希
望
率
を
基
準
に
し
て
高
等
学
校
を
A
（
進

学
希
望
率
八
O
％
以
上
）
、
B
（
同
五
〇
～
六
〇
％
）
、
C
（
三
〇
％
以
下
）
の
三
種
類
に
分
類
し
、
「
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

徒
の
成
績
格
差
に
お
い
て
も
成
層
性
が
形
づ
く
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
四
の
高

校
（
生
徒
総
数
一
五
〇
〇
余
人
）
を
、
タ
イ
プ
A
（
進
学
校
）
、
タ
イ
プ
B
（
準
進
学
普
通
科
校
）
、
そ
し

て
タ
イ
プ
C
（
職
業
科
お
よ
び
非
進
学
普
通
科
校
）
に
分
け
、
中
学
三
年
生
の
時
の
学
級
内
の
相
対
的
学

力
（
五
段
階
の
自
己
評
価
）
と
全
国
の
高
校
生
の
中
で
の
相
対
的
学
力
（
同
前
）
を
、
平
均
得
点
と
標
準

偏
差
値
と
で
示
す
と
、
上
表
の
よ
う
に
な
る
。
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こ
の
表
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
第
一
に
、
入
学
前
の
中
学
三
年
時
の
成
績
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
高
校
入
学
後
の
成
績
に
お
い
て
も
、

成
績
格
差
が
高
校
タ
イ
プ
別
の
格
差
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
上
記
の
表
の
平
均
得
点
を
タ
イ
プ
別
に
比
較
し
て
み
れ

ば
分
か
る
。
A
タ
イ
プ
（
四
・
六
五
）
〉
B
タ
イ
プ
（
三
・
九
〇
）
〉
C
タ
イ
プ
（
二
・
七
六
）
と
い
う
よ
う
に
、
明
確
な
学
校
タ
イ
プ

間
格
差
の
存
在
で
あ
る
。
第
二
に
明
ら
か
な
こ
と
は
、
中
学
時
の
成
績
と
高
校
時
の
成
績
と
を
標
準
偏
差
で
比
較
し
て
み
る
と
分
か
る
よ

う
に
、
A
タ
イ
プ
で
は
、
高
校
に
入
っ
て
か
ら
の
学
力
格
差
が
広
が
る
傾
向
を
見
せ
て
い
る
（
○
・
六
五
↓
O
・
九
三
と
標
準
偏
差
が
拡

大
し
て
い
る
）
の
に
た
い
し
、
B
お
よ
び
C
タ
イ
プ
で
は
、
そ
れ
が
縮
ま
る
傾
向
に
あ
る
（
○
・
九
一
↓
O
・
八
六
、
O
・
九
三
↓
O
・

八
六
と
標
準
偏
差
が
縮
小
し
て
い
る
）
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
A
↓
B
↓
C
の
順
に
「
学
力
の
固
定
化
」
が
強
ま
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
を
石
戸
は
生
徒
の
ア
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
「
A
タ
イ
プ
の
生
徒
は
、
受
験
す
る

大
学
や
学
部
に
関
し
て
選
択
の
巾
が
大
き
く
、
さ
ら
に
大
学
進
学
後
も
進
路
選
択
の
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
勉
学
的
努

力
に
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
結
果
、
学
力
の
固
定
化
の
程
度
が
小
さ
く
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
就
職

す
る
C
タ
イ
プ
の
高
校
に
お
い
て
は
、
勉
学
的
努
力
に
よ
っ
て
進
路
に
関
し
て
展
望
が
開
け
る
可
能
性
は
う
す
い
。
こ
の
た
め
学
力
の
固

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

定
化
が
強
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
」
。
し
か
し
、
直
接
的
契
機
が
ど
れ
ほ
ど
生
徒
の
ア
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
あ
ろ
う
と
も
、
学
力
（
成
績
）

格
差
拡
大
の
真
の
動
因
は
、
激
化
す
る
受
験
競
争
の
体
制
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
体
制
の
な
か
で
、
そ
の
中
核
を
担
う
生
徒
と
、
縁
辺

に
追
い
や
ら
れ
た
生
徒
と
の
間
に
、
体
制
に
適
応
す
る
能
力
や
意
欲
の
点
で
著
し
い
差
が
現
れ
る
と
し
て
も
、
け
っ
し
て
不
思
議
で
は
な

（
3
）い

。
そ
れ
は
、
ひ
と
つ
の
体
制
の
な
か
で
、
そ
の
構
成
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
応
じ
て
与
え
ら
れ
た
体
制
的
役
割
の
差
を
反
映
し
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
体
制
を
第
一
に
考
え
て
み
れ
ば
、
個
人
の
「
勉
学
的
努
力
」
は
、
た
と
え
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
体
制
内
で
の
個

人
的
地
位
の
達
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
し
ょ
せ
ん
個
人
的
で
私
的
な
関
心
事
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
要

は
、
学
業
成
績
を
基
準
に
学
校
間
に
階
層
構
造
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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単位％

高校タイプ（大学進学率） 専門 事務 自営 技能 農林漁 労働 計

普通科高校（90％以上） 17．6 35．7 14．5
5
．
9

6
．
6

19．6 100．0

（60～90％） lL6 28．0 13．0
6
．
4

11．8 29．2 100．0

（60％未満）
6
．
2

25．2 10．9
4
．
7

22．4 30．7 100．0

農業科高校
3
．
1 2L4

5
．
2

4
．
5

39．0 26．9 100．0

工業科高校
3
．
3

26．6 10．0
8
．
2

5
．
1

46．7 100．0

商業科高校
2
．
8

24．3 14．1
4
．
8

17．4 36．7 100．0

計
8
．
7

28．0 12．2
5
．
7

14．7 30．6 100．0

秦正春「高校教育の大衆化と教育機会の構造一高等学校格差との関連を中心に一」r福岡教育大学紀要』

第28号，第4分冊，1978年，表2－1，24頁，

　
問
題
は
、
さ
ら
に
つ
ぎ
の
点
に
あ
る
。
こ
う
し
た
学
校
間
格
差
、
学
校
タ
イ
プ
別
の
格
差
が

圧
倒
的
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
こ
で
は
社
会
階
層
は
相
対
的
に
み
て
影
響
力
を
失
う
こ
と
に

な
る
の
だ
ろ
う
か
。
ど
の
よ
う
な
階
層
出
身
者
で
あ
れ
、
ひ
と
た
び
大
学
進
学
率
の
高
い
高
校

に
入
学
す
れ
ば
、
そ
の
段
階
か
ら
他
の
階
層
出
身
者
と
同
様
、
平
等
な
資
格
で
受
験
競
争
に
参

加
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
能
力
主
義
へ
の
根
深
い
信
仰
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
態
は
そ
う
で
は

な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
ま
ず
な
に
よ
り
も
、
高
校
入
学
の
段
階
か
ら
、
問
題
が
あ
る
。
秦
政
春
の
研
究
は
、
高
校
進

学
に
さ
い
し
て
高
校
の
タ
イ
プ
別
に
進
学
機
会
の
階
層
的
不
平
等
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。

　
大
学
進
学
率
の
高
い
高
校
に
は
、
平
均
の
二
倍
以
上
の
割
り
で
専
門
階
層
が
集
中
し
、
ブ
ル

ー
カ
ラ
ー
労
働
者
階
層
は
、
平
均
を
上
回
る
率
で
職
業
科
高
校
や
進
学
率
の
低
い
高
校
に
そ
の

子
弟
を
送
り
込
む
。
進
学
率
の
高
い
名
門
校
ほ
ど
、
高
い
出
身
階
層
の
生
徒
が
集
中
し
、
逆
に
、

進
学
率
の
低
い
高
校
に
は
、
低
い
出
身
階
層
が
集
中
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て

偏
っ
た
階
層
構
成
で
選
抜
さ
れ
た
生
徒
た
ち
は
、
三
年
間
の
高
校
生
活
の
後
に
、
進
路
決
定
を

迫
ら
れ
る
。
大
学
等
の
高
等
教
育
機
関
へ
進
学
で
き
る
者
の
割
合
は
、
高
校
グ
ル
ー
プ
ご
と
の

ラ
ン
ク
に
応
じ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
も
、
ま
た
も
や
社
会
階

層
間
の
格
差
が
問
題
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
高
等
教
育
へ
の
進
学
機
会
に
階
層
別
の
格
差
が
生

ず
る
の
で
あ
る
。
秦
政
春
の
研
究
は
、
高
等
教
育
へ
の
職
業
階
層
別
進
学
率
を
計
算
し
て
、
こ
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単位％

高校タイプ（大学進学率） 専門 事務 自営 技能 農林漁 労働 計

普通科高校（90％以上） 100．0 96．4 98．5 100．0 93．4 91．7 96．4

（60～90％） 95．6 87．9 84．4 81．6 65．7 71．5 80．3

（60％未満） 75．7 35．6 43．8 32．1 29．5 32．4 36．3

農業科高校 22．2 2LO 33．3 23．1 16．8 10．3 17．2

工業科高校 13．3 22．2 25．5 20．5
4
．
2

14．5 17．6

商業科高校 20．0 10．8 19．6 11．4

6
．
3

10．9 lL4

計 84．3 57．1 59．5 52．9 32．3 37．9 49．9

秦，同上論文，表3－2，27頁

の
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
（
前
頁
と
本
頁
の
二
つ
の
表
）
。

　
こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
高
校
タ
イ
プ
別
の
進
学
率
の
格
差
は
、
た
し
か
に
圧
倒
的
で
あ

る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
務
・
専
門
職
の
階
層
と
農
林
漁
業
・
単
純
労
働
者
（
半
熟

練
・
未
熟
練
労
働
者
）
と
の
間
に
は
、
ど
の
高
校
タ
イ
プ
を
と
っ
て
み
て
も
、
明
ら
か
に
高
等
教

育
進
学
率
で
格
差
が
生
じ
て
い
る
。
と
く
に
進
学
率
の
低
い
高
校
タ
イ
プ
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、

両
者
の
格
差
は
開
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
秦
が
言
う
よ
う
に
「
最
も
進
学
率
ラ
ン
ク
の
低
い

高
校
の
中
に
、
高
等
教
育
進
学
機
会
の
階
層
間
不
均
等
が
、
最
も
テ
ィ
ピ
カ
ル
な
形
で
存
在
し
て

（
5
）

い
る
」
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
学
力
水
準
を
基
準
と
す
る
学
校
間
格
差
が
、
実
は
社
会
階
層
的
格
差
の
反
映
で
し
か
な
い
と
い

う
事
実
は
、
松
原
治
郎
等
の
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
調
査
に
よ
れ
ば
、

二
県
一
一
の
公
立
高
校
（
普
通
科
、
職
業
科
）
を
中
学
時
代
の
成
績
（
九
段
階
）
で
A
（
八
・
一

～
八
・
三
）
、
B
（
六
・
六
～
七
・
六
）
、
C
（
五
・
○
～
五
・
三
）
の
三
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
と
、

こ
の
三
者
の
生
徒
の
間
に
は
著
し
い
出
身
階
層
の
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
A
グ
ル
ー

プ
の
場
合
、
「
父
親
が
大
学
卒
の
家
庭
が
四
割
に
も
の
ぼ
り
、
対
象
校
全
体
で
の
二
割
と
い
う
数

字
と
比
較
し
て
著
し
い
差
で
あ
る
。
父
親
の
職
業
・
母
親
の
学
歴
に
つ
い
て
も
同
様
の
傾
向
を
示

し
、
専
門
・
管
理
・
技
術
職
の
比
率
は
い
ず
れ
も
約
四
割
（
全
体
で
は
三
割
弱
）
、
母
親
高
卒
以

上
の
比
率
も
七
割
強
（
同
六
割
強
）
で
あ
る
。
進
路
は
国
公
立
大
学
希
望
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

三
割
か
ら
七
割
の
生
徒
が
こ
れ
を
果
た
す
」
。
こ
れ
に
た
い
し
、
C
グ
ル
ー
プ
で
は
、
「
両
親
の
学
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歴
は
義
務
教
育
の
み
の
比
率
が
特
に
多
く
ほ
と
ん
ど
の
学
校
で
五
割
以
内
で
あ
る
（
全
体
、
父
三
割
、
母
四
割
弱
）
。
父
親
が
専
門
・
技

術
．
管
理
職
で
あ
る
生
徒
は
二
割
以
下
で
あ
り
、
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
職
が
四
、
五
割
に
の
ぼ
る
。
ま
た
進
学
者
は
い
ず
れ
も
二
割
に
満
た

（
7
）

な
い
」
。
比
較
的
歴
史
の
浅
い
非
進
学
校
、
B
グ
ル
ー
プ
は
、
両
者
の
中
間
を
成
す
。
高
等
学
校
の
階
層
構
造
は
見
事
な
ま
で
に
、
社
会

の
階
層
構
造
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
高
等
学
校
の
段
階
で
社
会
階
層
が
学
業
成
績
に
与
え
る
影
響
は
、
学
校
タ
イ
プ
間
格
差
を
通
じ
て
、
ま
た
、
同
一
タ
イ
プ
の
な
か
で
は

大
学
進
学
率
に
基
づ
く
学
校
間
格
差
を
通
じ
て
現
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
以
上
で
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
学
校
間
格
差
は
ま
た
、

同
時
に
、
生
徒
文
化
を
も
強
く
規
定
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
武
内
清
に
よ
る
一
九
八
O
年
の
調
査
（
公
立
普
通
科
一
〇
校
、
三
四
〇
〇

余
名
）
は
、
大
学
進
学
率
の
格
差
に
基
づ
い
て
高
等
学
校
を
三
つ
の
ラ
ン
ク
に
分
け
、
中
学
時
代
の
成
績
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
進
学
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

た
高
校
の
ラ
ン
ク
に
よ
っ
て
、
高
校
時
代
の
生
活
や
意
識
に
大
き
な
違
い
が
生
ず
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
中
学
時
代
に
成
績
が

ト
ッ
プ
で
あ
れ
、
下
位
で
あ
れ
、
進
学
校
に
進
ん
だ
者
は
、
そ
の
学
校
の
雰
囲
気
（
武
内
の
い
う
「
『
勉
強
型
』
の
生
徒
文
化
」
）
に
よ
く

な
じ
み
、
「
家
で
の
勉
強
を
よ
く
し
、
授
業
や
学
校
生
活
に
対
し
て
も
適
応
的
で
あ
り
、
高
い
大
学
進
学
希
望
を
持
ち
、
将
来
に
対
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

も
明
る
い
見
通
し
を
抱
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
」
。
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
そ
の
生
徒
が
、
当
該
進
学
校
の
な
か
で
、
自
己
の
成
績
に

対
す
る
自
信
を
失
っ
て
い
っ
た
場
合
で
も
、
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
、
ク
ラ
ブ
・
部
活
動
を
奨
励
す
る
と
い
う
顕
著
な
学

校
経
営
方
針
を
と
っ
た
非
進
学
校
に
進
学
し
た
者
は
、
中
学
時
代
の
成
績
が
上
位
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
、
下
位
で
あ
っ
て
も
、
進
学
校
に

入
学
し
た
場
合
よ
り
、
こ
う
し
た
活
動
に
打
ち
込
む
機
会
が
多
く
な
る
。
進
学
校
に
進
ん
だ
者
と
、
非
進
学
校
に
進
学
し
た
者
と
の
あ
い

だ
に
は
、
ア
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
点
で
も
、
目
分
の
学
校
へ
の
誇
り
の
点
で
も
、
大
き
な
違
い
が
生
じ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
武
内
の
研
究

は
、
学
校
間
格
差
の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
生
徒
文
化
や
経
営
方
針
と
い
っ
た
要
素
が
、
高
校
内
で
の
成
績
に
た
い
す
る
目
信
以
上
に
、
大

き
な
影
響
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
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学
校
当
局
の
経
営
方
針
と
、
そ
の
も
と
に
置
か
れ
た
生
徒
文
化
と
が
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
、
こ
の
点
を
一
歩
踏
み
込
ん
で
研

究
し
た
の
が
、
松
原
治
郎
等
の
先
の
調
査
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
学
校
階
層
上
の
地
位
に
応
じ
て
、
学
校
経
営
に
お
い
て
も
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

た
、
生
徒
の
意
識
や
行
動
に
お
い
て
も
、
一
定
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
対
象
と
な
っ
た
高
校
は
三
つ
の
グ
ル

ー
プ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
ご
と
の
経
営
方
針
の
一
般
的
特
徴
は
、
「
一
流
進
学
校
で
あ
る
A
グ
ル
ー
プ
の
学
校

で
は
、
受
験
重
視
が
特
徴
と
な
り
、
規
則
は
き
び
し
く
な
い
が
、
ク
ラ
ブ
、
生
徒
会
は
重
視
さ
れ
て
い
な
い
。
準
進
学
校
の
B
グ
ル
ー
プ

の
学
校
で
は
、
上
位
の
進
学
校
に
追
い
つ
く
た
め
に
教
科
指
導
を
重
視
し
、
能
力
別
編
成
等
が
と
ら
れ
、
授
業
時
間
数
も
多
く
な
っ
て
い

る
。
職
業
高
校
の
C
グ
ル
ー
プ
の
学
校
で
は
、
受
験
を
意
識
す
る
こ
と
な
く
、
多
様
な
教
育
指
導
の
特
色
を
も
っ
て
い
る
。
『
ク
ラ
ブ
．

部
活
動
』
『
生
徒
会
』
「
規
則
』
「
就
職
指
導
』
『
体
育
祭
』
『
文
化
祭
』
『
実
技
・
実
習
』
『
授
業
内
容
を
や
さ
し
く
』
の
い
ず
れ
も
三
グ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

i
プ
中
、
一
番
重
視
さ
れ
て
い
る
。
」
こ
う
し
た
経
営
方
針
の
階
層
的
違
い
は
、
「
A
グ
ル
ー
プ
の
学
校
は
、
受
験
指
導
だ
け
で
生
徒
が
学

校
の
方
針
に
従
っ
て
く
る
の
に
対
し
、
C
グ
ル
ー
プ
の
学
校
で
は
、
多
様
な
教
育
指
導
の
工
夫
を
し
な
い
と
、
生
徒
を
指
導
仕
切
れ

（
1
2
）

な
い
」
と
い
う
事
情
を
学
校
当
局
の
側
か
ら
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
経
営
方
針
の
学
校
階
層
ご
と
の
特
徴
は
、
生

徒
の
側
で
の
階
層
性
と
対
応
関
係
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
勉
強
へ
の
関
与
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
生
徒
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

「
学
校
階
層
上
の
地
位
が
高
い
ほ
ど
、
勉
強
に
肯
定
的
関
与
を
示
す
」
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
「
生
徒
の
ま
じ
め
さ
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

つ
い
て
も
、
「
学
校
階
層
上
の
地
位
が
高
い
ほ
ど
、
生
徒
が
規
則
遵
守
の
行
動
様
式
を
と
っ
て
い
る
」
こ
と
、
「
階
層
上
の
地
位
が
低
い
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

ど
、
『
仕
方
な
し
に
従
っ
て
い
る
』
と
答
え
る
率
が
高
い
」
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
結
果
は
、
階
層
的
地
位
の
高
い
学
校
の
生
徒
ほ
ど
、
学
校
に
た
い
し
て
適
応
的
で
あ
り
、
ま
た
、
逆
に
、
階
層
的
地
位
の
低
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

学
校
の
生
徒
ほ
ど
、
学
校
体
制
か
ら
疎
外
さ
れ
や
す
い
と
い
う
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
研
究
の
知
見
を
再
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
管
理
（
学
校
当
局
に
よ
る
生
徒
に
た
い
す
る
統
制
）
と
競
争
（
受
験
体
制
の
も
と
で
の
階
層
的
地
位
の
形
成
）
と
が
高
等
学
校
教
育
を
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貫
く
個
別
的
形
態
は
学
校
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
体
制
の
も
と
で
現
れ
る
高
校
生
活
の
病
理
が
、
一
方
で
学
校
体

制
へ
の
過
剰
適
応
に
よ
る
人
間
性
の
喪
失
、
他
方
で
学
校
体
制
か
ら
の
疎
外
に
よ
る
社
会
的
逸
脱
と
い
っ
た
よ
う
に
、
個
別
的
に
は
鮮
や

か
な
両
極
分
解
を
遂
げ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
問
題
の
基
底
を
な
す
構
図
は
き
わ
め
て
明
瞭
で
あ
る
。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
上
で

確
認
し
た
よ
う
に
、
ま
た
、
幼
児
教
育
の
段
階
以
来
繰
り
返
し
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
高
等
学
校
に
お
け
る
階
層
構
造
と
そ
こ
で
の
文

化
的
特
徴
が
社
会
階
層
の
独
自
の
（
直
接
的
か
つ
間
接
的
）
反
映
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

現代日本における階級格差とその固定化

（
1
）
　
石
戸
教
嗣
「
高
校
に
お
け
る
『
知
識
の
配
分
と
社
会
化
』
r
高
校
生
の
成
層
化
か
ら
見
た
『
か
く
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
』
1
」
『
京
都
大
学
教

　
育
学
部
紀
要
』
第
二
八
号
、
一
九
八
二
年
、
一
四
七
頁

（
2
）
　
同
上
論
文
、
一
四
九
頁
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
た
、
別
の
表
現
を
と
れ
ば
、
「
社
会
的
報
酬
分
配
尺
度
上
の
地
位
が
高
い
ほ
ど
、
向
学
的
に
な
る
」

　
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
松
原
治
郎
．
武
内
清
．
岩
木
秀
夫
．
渡
部
真
．
耳
塚
寛
明
・
苅
谷
剛
彦
・
樋
田
大
二
郎
・
吉
本
圭
一
・
河
上
婦
志
子
「
高
校

　
生
の
生
徒
文
化
と
学
校
経
営
ω
」
『
東
京
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
二
〇
巻
、
一
九
八
O
年
、
三
三
頁
）
。

（
3
）
　
こ
の
よ
う
な
激
烈
な
受
験
競
争
の
体
制
の
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
高
校
が
そ
れ
に
た
い
し
ど
の
よ
う
な
個
別
的
対
応
を
取
り
得
る
か
、
ま
た
、

　
そ
れ
ぞ
れ
の
高
校
の
な
か
で
、
競
争
に
積
極
的
に
参
加
し
て
ゆ
く
成
績
上
位
者
と
、
そ
れ
に
距
離
を
置
く
成
績
下
位
者
と
が
、
ど
の
よ
う
な
ア
ス
ピ

　
レ
ー
シ
ョ
ン
の
差
を
示
す
か
に
つ
い
て
は
、
耳
塚
寛
明
・
苅
谷
剛
彦
・
桶
田
大
二
郎
「
高
等
学
校
に
お
け
る
学
習
活
動
の
組
織
と
生
徒
の
進
路
意
識

　
－
高
校
生
の
生
徒
文
化
と
学
校
経
営
働
1
」
『
東
京
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
二
一
巻
、
一
九
八
｝
年
、
四
八
～
五
〇
頁
を
参
照
。

（
4
）
　
秦
政
春
「
高
校
教
育
の
大
衆
化
と
教
育
機
会
の
構
造
－
高
等
学
校
格
差
と
の
関
連
を
中
心
に
ー
」
『
福
岡
教
育
大
学
紀
要
』
第
二
八
号
、
第
四

　
分
冊
、
一
九
七
八
年

（
5
）
　
同
上
論
文
、
二
七
頁

（
6
）
　
松
原
治
郎
．
武
内
清
．
岩
木
秀
夫
・
渡
部
真
・
耳
塚
寛
明
・
苅
谷
剛
彦
・
樋
田
大
二
郎
・
吉
本
圭
一
・
河
上
婦
志
子
「
高
校
生
の
生
徒
文
化
と

学
校
経
営
ω
」
『
東
京
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
二
〇
巻
、
｝
九
八
○
年
、
二
六
～
二
七
頁
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（
7
）
　
同
上
論
文
、
二
八
頁

（
8
）
竹
内
清
「
高
校
に
お
け
る
学
校
格
差
文
化
」
『
教
育
社
会
学
研
究
』
第
三
六
号
、
一
九
八
一
年
、
表
四
、
一
四
一
頁

（
9
）
同
上
、
一
四
二
頁

（
1
0
）
学
校
階
層
上
の
地
位
が
同
じ
で
も
、
学
校
ご
と
の
個
別
的
対
応
が
異
な
れ
ば
、
生
徒
の
学
習
態
度
も
異
な
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
こ
の

　
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
も
、
こ
の
調
査
の
特
徴
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
個
別
的
偏
差
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
れ
ら
を
根
底
に
お

　
い
て
規
定
す
る
階
層
的
制
約
性
の
ほ
う
に
注
目
す
る
。

（
n
）
～
（
1
2
）
　
松
原
等
、
前
掲
論
文
、
二
九
頁

（
1
3
）
　
同
上
論
文
、
三
三
頁

（
1
4
）
　
同
上
論
文
、
三
七
頁

（
1
5
）
　
同
上
論
文
、
三
九
頁

（
1
6
）
　
秦
政
春
「
現
代
高
校
生
の
類
型
と
意
識
構
造
」
『
福
岡
教
育
大
学
紀
要
』
第
二
九
号
、
第
四
分
冊
、
一
九
七
九
年

ll2

㈲
　
大
学
時
代

　
ほ
と
ん
ど
の
人
々
に
と
っ
て
、
大
学
は
学
校
教
育
の
最
終
段
階
で
あ
る
と
と
も
に
、
階
層
化
さ
れ
た
階
級
社
会
へ
の
一
方
的
な
出
口
に

す
ぎ
な
い
。
階
層
化
さ
れ
た
労
働
市
場
に
直
結
し
た
、
そ
れ
に
対
応
す
る
階
層
化
さ
れ
た
大
学
間
秩
序
の
ど
こ
か
に
身
を
置
き
な
が
ら
、

四
年
間
を
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。
大
学
生
を
各
大
学
に
配
分
す
る
社
会
的
作
業
は
入
試
と
と
も
に
終
了
し
た
。
選
抜
は
最
終
的
に
完
了
し

た
。　

藤
田
等
は
、
一
九
八
七
年
に
都
内
お
よ
び
近
郊
一
七
校
の
四
年
制
大
学
（
そ
の
内
訳
は
、
国
公
立
六
校
、
私
立
一
一
校
、
う
ち
女
子
大

が
四
校
）
で
授
業
時
間
を
利
用
し
た
集
団
面
接
調
査
を
実
施
し
た
。
対
象
と
な
っ
た
の
は
三
年
生
（
対
象
の
約
六
〇
％
）
を
中
心
と
す
る
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約
一
三
〇
〇
名
の
学
生
で
、
男
女
比
率
は
ほ
ぼ
六
対
四
、
学
部
の
比
率
は
、
文
科
系

七
に
対
し
理
科
系
三
の
割
合
で
あ
る
。

　
ま
ず
第
一
に
興
味
深
い
の
は
、
対
象
と
な
っ
た
学
生
の
出
身
階
層
を
調
べ
、
そ
れ

を
父
親
世
代
に
あ
た
る
四
五
～
五
四
歳
男
性
の
国
勢
調
査
に
も
と
づ
く
階
層
構
成
と

比
較
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
方
に
お
け
る
経
営
者
・
専
門
職
お
よ
び
管

単位％

父親階層
対象者 85年国勢調査 選抜度

a ，（45～54歳）b a／b

経営者・専門職 33．5 11．9 2．82

中下級管理職 42．2 19．7 2．14

自　営　業　者 13．6 15．8 0．86

労働者・農民 10．7 52．6 0．20

藤田英典・宮島喬・秋永雄一・橋本健二・志水宏吉「文化の階層性と

文化的再生産」『東京大学教育学部紀要』第27巻，1987年，表II－3，

56頁

理
職
と
、
他
方
に
お
け
る
自
営
業
者
お
よ
び
労

働
者
・
農
民
と
の
あ
い
だ
に
は
、
き
わ
め
て
明

瞭
な
分
断
線
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
こ

か
ら
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
対
象
と
な
っ

た
学
生
が
在
籍
す
る
東
京
周
辺
の
四
年
制
大
学

と
い
う
条
件
は
、
大
学
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
な
か

で
そ
の
大
学
が
比
較
的
高
い
地
位
に
あ
る
こ
と

を
暗
示
す
る
。
そ
う
し
た
大
学
が
ど
の
よ
う
な

階
層
の
子
弟
に
よ
っ
て
占
拠
さ
れ
て
い
る
か
を
、

こ
の
デ
ー
タ
は
き
わ
め
て
明
瞭
に
物
語
っ
て
い

る
。　

つ
ぎ
に
興
味
深
い
の
は
、
大
学
へ
の
進
学
意

単位％

親も自分も進学を当然と考えた 親はそうで
なかった

自分はそうではなかった 親も目分も
えなかった

経営者・専門職

下級管理職

　営　業者

働者・農民

90．5

7．0

4．1

0
．
4

3．3

．8

0．6

1
．
9

5．0

．7

．1

0
．
4

1．2

．5

．2

．4

父親　低学歴

　高学歴

68．4
9
．
3

14．0

．5

6．1

．1

1L4
．8

母親　低学歴

　高学歴

73．1
4
．
6

11．8

．6

7．5

．8

7．5

．0

高学歴1旧制大学，旧制高校・高専，新制大学・短大を卒業した者

低学歴　旧制小学校，新制中学校を卒業した者

藤田他，同上論文，表一3，58頁
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識
に
つ
い
て
見
た
両
親
階
層
お
よ
び
両
親
学
歴
別
の
格
差
で
あ
る
。
高
校
入
学
時
に
大
学
進
学
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
質
問
し

た
結
果
、
前
頁
下
の
表
が
得
ら
れ
た
。

　
階
層
格
差
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
一
方
に
お
け
る
経
営
者
・
専
門
職
階
層
と
、
他
方
に
お
け
る
労
働
者
．
農
民
階
層
と
の
、
著
し
い

落
差
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
親
も
自
分
も
進
学
を
当
然
と
考
え
た
と
答
え
た
者
が
、
前
者
で
九
〇
．
五
％
に
上
っ
て
い
る
の
に
た
い
し
、

後
者
で
は
七
〇
・
四
％
に
過
ぎ
な
い
。
後
者
の
残
り
の
三
〇
％
の
生
徒
は
、
大
学
進
学
に
あ
た
っ
て
な
ん
ら
か
の
物
質
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
的
障
害
（
大
学
に
た
い
す
る
自
分
自
身
の
心
理
的
距
離
感
で
あ
れ
、
進
学
を
当
然
視
し
な
い
両
親
に
た
い
す
る
積
極
的
説
得
で
あ
れ
）

を
克
服
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
大
学
進
学
の
道
は
開
か
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
目
営
業
者
と
労
働
者
．
農
民
の
子
弟
の
七
～

八
％
が
「
親
も
目
分
も
大
学
進
学
を
当
然
と
は
考
え
な
か
っ
た
」
と
答
え
て
い
る
の
に
た
い
し
、
経
営
者
．
専
門
職
と
中
下
級
管
理
職
の

階
層
出
身
者
で
は
、
そ
の
比
率
は
わ
ず
か
丁
二
～
丁
五
％
に
過
ぎ
な
い
。
前
者
と
後
者
の
あ
い
だ
に
は
、
こ
の
数
字
の
分
だ
け
大
学

進
学
に
か
ん
す
る
文
化
格
差
が
広
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
文
化
的
な
階
層
格
差
は
両
親
の
学
歴
格
差
と
い
う
副
次
的
指
標
を
通
じ
て
現
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
両
親
の
学
歴
別

の
格
差
は
、
そ
の
ま
ま
、
階
層
別
の
格
差
と
重
な
り
、
ま
た
む
し
ろ
、
よ
り
現
実
的
で
実
際
的
な
指
標
を
成
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
高

学
歴
の
親
と
、
低
学
歴
の
親
と
の
落
差
の
ほ
う
が
、
社
会
階
層
に
よ
る
落
差
よ
り
も
、
大
き
い
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。

た
し
か
に
母
親
の
学
歴
水
準
の
ほ
う
が
父
親
の
そ
れ
よ
り
も
子
供
の
進
学
意
識
の
形
成
に
よ
り
強
い
プ
ラ
ス
の
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う

に
読
み
取
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
低
学
歴
の
母
親
と
高
学
歴
の
母
親
と
の
あ
い
だ
に
は
、
越
え
が
た
い
落
差
が
生
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、

父
親
の
学
歴
と
母
親
の
学
歴
が
大
き
く
乖
離
す
る
と
い
う
ケ
ー
ス
も
ま
れ
で
あ
る
か
ら
、
両
親
学
歴
の
高
低
が
両
親
の
社
会
階
層
の
高
低

と
い
わ
ば
表
裏
一
体
と
な
っ
て
、
子
ど
も
の
進
学
意
識
の
形
成
を
条
件
づ
け
て
い
る
と
見
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　
こ
の
調
査
か
ら
は
つ
ぎ
の
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
あ
る
若
者
が
大
学
生
と
い
う
学
歴
階
層
の
最
上
階
の
地
位
へ
と
上
っ
て
い
く
の
に
、
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そ
の
文
化
的
条
件
は
必
ず
し
も
平
等
で
は
な
い
。
あ
る
階
層
に
と
っ
て
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
障
害
は
他
の
階
層
に
と
っ
て
は
存
在

し
な
い
に
等
し
い
。
逆
に
、
あ
る
階
層
に
と
っ
て
は
、
進
学
準
備
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
就
く
こ
と
だ
け
で
も
、
大
き
な
決
意
と
心
理
的

努
力
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
調
査
を
行
っ
た
宮
島
喬
が
い
う
よ
う
に
、
「
進
学
を
予
想
も
期
待
も
し
て
い
な
か
っ
た
［
階
層
に
と
っ
て
］

．
：
そ
う
い
う
環
境
の
下
で
子
ど
も
は
進
学
の
準
備
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
、
与
え
ら
れ
る
情
報
や
刺
激
に
か
な
り
の
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
」
。
大
学
ま
で
の
教
育
的
選
抜
原
理
が
公
式
に
は
学
業
成
績
に
も
と
づ
く
実

力
主
義
よ
る
も
の
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
学
業
成
績
達
成
の
条
件
が
決
し
て
階
層
ご
と
に
平
等
で
は
な
い
以
上
、
一
見

す
る
と
実
力
主
義
的
に
み
え
る
受
験
競
争
の
な
か
に
階
層
社
会
を
再
生
産
す
る
巨
大
な
ト
リ
ッ
ク
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
は
、
い

ま
や
公
然
の
秘
密
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
進
学
準
備
に
お
け
る
著
し
い
階
層
格
差
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
よ
り
い

っ
そ
う
は
っ
き
り
と
裏
打
ち
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
ひ
と
は
、
ま
だ
こ
れ
を
大
学
入
試
と
い
う
入
り
口
だ
け
の
問
題
だ
と
考
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
大
学
入
試
に
階
層
ご
と
の
有

利
．
不
利
が
生
ず
る
の
は
、
た
し
か
に
残
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
大
学
に
入
れ
ば
、
そ
こ
に
は
大
学
の
学
問
と
い
う
独
自
な
世

界
が
そ
び
え
立
ち
、
階
層
格
差
な
ど
か
ら
は
自
由
に
（
で
き
れ
ば
世
俗
の
い
か
な
る
価
値
か
ら
も
独
立
し
て
）
学
問
的
価
値
が
追
究
さ
れ

る
の
で
あ
り
、
追
究
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
教
育
の
世
俗
か
ら
の
独
立
を
素
朴
に
信
じ
る
こ
う
し
た
一
般
の
思
い
込
み
は
、
こ
れ
ま
で
に

も
、
学
業
成
績
は
階
層
か
ら
独
立
し
た
実
力
主
義
の
達
成
手
段
で
あ
る
と
信
じ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
背
後
に
い
つ
も
見
え
隠
れ
し
て
い
た
。

し
か
し
、
少
な
く
と
も
現
行
の
学
業
成
績
評
価
と
い
う
も
の
が
あ
る
階
層
の
文
化
的
ス
タ
イ
ル
と
の
み
適
合
的
な
学
業
達
成
評
価
の
形
式

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
以
上
、
成
績
評
価
で
能
力
主
義
が
追
究
で
き
る
と
い
う
信
念
は
、
お
よ
そ
根
拠
の
薄
い
思
い
込
み
で
し

か
な
い
。
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
、
大
学
に
お
い
て
も
い
え
る
。
大
学
に
お
い
て
高
度
に
専
門
化
し
た
学
問
的
価
値
の
世
界
は
、
そ
れ
を

支
え
る
基
礎
と
も
い
う
べ
き
、
文
化
と
教
養
の
世
界
を
必
要
と
し
て
い
る
。
数
学
の
基
礎
的
素
養
の
な
い
者
に
、
数
理
経
済
学
の
専
門
知
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クラシック
コンサー
に行く

美術館や美
の
展
覧
会
に
行
く

映画を見に
く

パチンコや
ージヤン
する

手芸や木工・

型作りなど
する

経営者・専門職a 8．3　30．7 19．7　48．5 38．9　53．1 11．1　25．8 10．9　35．6

中下級管理職 4．5　27．1 16．2　43．1 34．3　56．6 12．4　23．5 8．8　34．0

自　営　業　者 5．3　21．8 11．1　52．0 36．8　52．6 14．6　234 9．9　34．5

労働者・農民b 3．0　11．9 5．9　42．2 26．7　59．3 14．2　29．1 8．9　20．7

a＞b 十　　　十 十　　　十 十　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 十　　　十

楽器を演奏す
芸術や歴史に

んする本を
む

総合雑誌（世
・中央公論
ど）を読む

スポーツ新聞
読む

経営者・専門職a 22．6　　32．1 20．1　　5L9 6．4　　34．4 14．2　　38．2

中下級管理職 22．0　　32．0 17．1　5L2 3．9　　33．6 18，8　36．0

自　営　業　者 20．5　　24．0 13．5　　57．3 5．3　　29，2 25．1　　35．7

労働者・農民b 16．3　　28。1 9．6　　54．1 4．4　　25．2 25．9　　40．0

a＞b 十　　　十 十　　　一 十　　　十

左側の数字は「かなりある」，右側の数字は「すこしある」と答えた回答者の比率を示す．

藤田他，同上論文，表V－3から，70～1頁

識
は
、
理
解
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
、
外
国
語
を
習
得
す
る
姿
勢
の

な
い
者
に
、
外
国
文
化
の
研
究
は
不
可
能
で
あ
る
。
美
術
に
親
し
む

機
会
の
な
か
っ
た
者
に
、
美
術
史
へ
の
関
心
が
湧
く
こ
と
が
な
い
よ

う
に
、
手
先
を
動
か
し
、
物
を
製
作
す
る
喜
び
を
知
ら
な
い
者
に
、

工
学
研
究
を
勧
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ス
ポ
ー
ツ
新
聞
し
か
読
ま

な
い
者
と
、
総
合
雑
誌
を
愛
読
し
、
幅
広
い
読
書
体
験
を
も
っ
た
者

と
の
あ
い
だ
に
は
、
知
的
関
心
の
あ
り
方
に
お
い
て
、
ま
た
そ
の
表

現
技
術
に
お
い
て
大
き
な
差
異
が
生
ず
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

ク
ラ
シ
ッ
ク
の
コ
ン
サ
ー
ト
に
行
く
こ
と
の
意
味
と
、
カ
ラ
オ
ケ
ヘ

行
く
こ
と
の
意
味
は
、
音
楽
的
素
養
の
あ
り
方
に
か
ん
し
て
、
け
っ

し
て
同
じ
で
は
な
い
。
大
学
の
専
門
世
界
が
そ
の
前
提
と
し
て
ど
の

よ
う
な
文
化
的
教
養
世
界
を
望
ま
し
い
も
の
と
考
え
て
い
る
か
は
、

そ
れ
自
体
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
も
し
、
分
野
ご
と
の
専

門
知
識
の
修
得
に
と
っ
て
前
提
と
も
い
え
る
こ
う
し
た
文
化
的
教
養

世
界
が
あ
る
特
定
階
層
と
の
み
親
和
性
を
保
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、

大
学
も
ま
た
、
他
の
教
育
機
関
と
同
様
、
特
定
の
階
層
の
た
め
の

（
あ
る
い
は
、
あ
る
特
定
階
層
が
支
配
す
る
）
文
化
的
．
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
機
関
と
見
な
さ
れ
る
十
分
な
理
由
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
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こ
の
こ
と
を
十
分
暗
示
す
る
デ
ー
タ
が
、
藤
田
等
に
よ
る
先
の
調
査
に
は
あ
る
。
そ
れ
は
、
大
学
生
が
ど
の
よ
う
な
文
化
活
動
を
行
っ
て

い
る
か
を
出
身
階
層
ご
と
に
調
べ
た
も
の
で
あ
る
（
前
頁
の
表
）
。

　
興
味
深
い
の
は
、
経
営
者
．
専
門
職
階
層
の
学
生
と
労
働
者
・
農
民
階
層
の
学
生
と
の
比
較
で
あ
る
。
い
ま
仮
に
、
前
者
を
a
と
し
、

後
者
を
b
と
す
る
と
、
a
が
b
よ
り
大
き
く
（
プ
ラ
ス
）
な
る
項
目
と
、
小
さ
く
（
マ
イ
ナ
ス
）
な
る
項
目
と
が
、
二
つ
の
ケ
ー
ス
で
は

っ
き
り
と
分
か
れ
る
。
第
一
の
ケ
ー
ス
は
「
か
な
り
あ
る
」
「
す
こ
し
あ
る
」
の
い
ず
れ
の
場
合
も
プ
ラ
ス
ま
た
は
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
場

合
で
あ
り
、
第
二
の
ケ
ー
ス
は
、
「
か
な
り
あ
る
」
で
プ
ラ
ス
に
な
る
が
「
す
こ
し
あ
る
」
で
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
場
合
で
あ
る
。
第
一
の

ケ
ー
ス
で
は
、
ま
ず
、
「
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
コ
ン
サ
ー
ト
に
行
く
」
や
「
美
術
館
や
美
術
の
展
覧
会
に
行
く
」
「
手
芸
や
木
工
・
模
型
作
り
な

ど
を
す
る
」
「
楽
器
を
演
奏
す
る
」
「
総
合
雑
誌
（
世
界
・
中
央
公
論
）
な
ど
を
読
む
」
と
い
っ
た
項
目
が
目
に
つ
く
。
こ
れ
ら
は
、
経
営

者
．
専
門
家
階
層
出
身
者
が
よ
り
多
く
行
う
文
化
教
養
活
動
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
、
「
パ
チ
ン
コ
や
マ
ー
ジ
ャ
ン
を
す
る
」
や
「
ス

ポ
ー
ツ
新
聞
を
読
む
」
と
い
っ
た
活
動
は
む
し
ろ
労
働
者
・
農
民
階
層
の
出
身
学
生
が
よ
り
多
く
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
第
一

の
ケ
ー
ス
に
お
け
る
両
極
化
を
見
て
み
る
と
、
出
身
階
層
に
よ
っ
て
分
か
れ
た
二
つ
の
文
化
活
動
の
領
域
が
そ
れ
ぞ
れ
彼
ら
の
「
高
級
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

化
（
ハ
イ
．
カ
ル
チ
ャ
ー
）
」
と
「
大
衆
文
化
（
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
カ
ル
チ
ャ
i
）
」
の
差
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
大
学
生
の
日

常
生
活
を
支
配
し
て
い
る
の
は
出
身
階
層
に
か
か
わ
り
の
な
い
若
者
文
化
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
今
日
、
こ
の
第
一
の
ケ

ー
ス
は
、
は
っ
き
り
と
大
学
生
の
文
化
活
動
に
階
層
格
差
が
存
在
す
る
こ
と
を
立
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
、
第
二
の
ケ

ー
ス
は
、
若
干
複
雑
で
あ
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
に
含
ま
れ
る
「
映
画
を
見
に
い
く
」
「
芸
術
や
歴
史
に
か
ん
す
る
本
を
読
む
」
と
い
っ
た
項

目
は
、
第
一
の
ケ
ー
ス
が
含
む
「
高
級
文
化
」
と
「
大
衆
文
化
」
と
の
中
間
領
域
に
あ
た
る
。
も
ち
ろ
ん
「
映
画
」
に
せ
よ
「
読
書
」
に

せ
よ
、
「
か
な
り
あ
る
」
と
答
え
た
者
に
つ
い
て
は
、
経
営
者
・
専
門
家
階
層
が
労
働
者
・
農
民
階
層
を
圧
倒
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ

の
こ
と
は
、
こ
の
分
野
で
の
支
配
的
勢
力
が
依
然
と
し
て
経
営
者
・
専
門
家
階
層
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
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「
す
こ
し
あ
る
」
と
い
う
答
え
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
労
働
者
・
農
民
階
層
が
経
営
者
・
専
門
家
階
層
を
上
回
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
こ
の
領
域
だ
け
が
、
労
働
者
・
農
民
階
層
の
子
弟
に
と
っ
て
比
較
的
目
由
に
接
近
で
き
る
文
化
活
動
の
分
野
だ
と
い
う
こ

と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
だ
け
、
大
衆
化
の
進
ん
だ
文
化
領
域
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
分
野
で
な
ら
、
「
す

こ
し
は
あ
る
」
と
い
う
答
え
を
労
働
者
・
農
民
階
層
か
ら
引
き
出
す
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
二
つ
の
ケ
ー
ス
を
通
じ
て
、
大
学
生
の
文
化
活
動
の
な
か
に
、
階
層
格
差
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
そ
の

格
差
が
「
高
級
文
化
」
と
「
大
衆
文
化
」
の
差
に
対
応
し
、
両
者
の
中
間
に
、
大
衆
化
し
た
中
間
文
化
の
領
域
が
存
在
す
る
こ
と
も
明
ら

か
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
中
間
領
域
の
主
要
な
担
い
手
は
、
依
然
と
し
て
「
高
級
文
化
」
の
担
い
手
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な

い
が
、
そ
れ
で
も
、
大
衆
文
化
の
担
い
手
が
こ
の
領
域
へ
進
出
し
て
い
る
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
大
学
と
い
う
文
化

教
育
機
関
へ
選
抜
さ
れ
た
学
生
の
場
合
に
つ
い
て
い
え
る
だ
け
で
な
く
、
階
層
社
会
の
文
化
活
動
一
般
に
つ
い
て
も
、
ま
た
言
い
得
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。
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（
1
）
　
藤
田
英
典
・
宮
島
喬
・
秋
永
雄
一
・
橋
本
健
二
・
志
水
宏
吉
「
文
化
の
階
層
性
と
文
化
的
再
生
産
」
『
東
京
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
二
七
巻
、

　
一
九
八
七
年
、
五
八
頁

（
2
）
　
文
化
活
動
の
な
か
に
「
上
品
な
」
活
動
か
ら
「
上
品
で
な
い
」
活
動
に
至
る
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
性
が
存
在
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
階
層
性

　
は
社
会
階
層
の
文
化
的
評
価
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
こ
う
し
た
文
化
評
価
は
、
む
し
ろ
大
学
生
自
身
が
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

大
学
生
の
な
か
で
こ
う
し
た
文
化
の
階
層
性
が
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
も
、
こ
の
調
査
の
功
績
で
あ
る
。
同
上
論
文
、

　
図
表
V
I
l
お
よ
び
V
1
2
、
六
八
頁
を
参
照

qり

小
　
　
括
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幼
児
教
育
か
ら
大
学
教
育
に
到
る
ま
で
、
日
本
の
教
育
は
選
別
と
管
理
の
体
制
と
し
て
そ
の
機
構
の
一
貫
性
を
誇
っ
て
い
る
。
選
別
と

管
理
の
こ
の
教
育
機
構
が
直
接
に
階
級
原
理
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
人
々
の
教
育
を
見
る
目
も
現
在
の
も
の
と
は
違
っ

て
い
た
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
出
身
階
級
ご
と
に
受
け
る
教
育
が
異
な
り
、
あ
る
階
級
に
と
っ
て
の
教
育
が
他
の
階
級
に
と
っ
て
は
手
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

届
か
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
よ
う
な
階
級
社
会
の
差
別
的
性
格
は
、
誰
の
眼
に
も
「
す
き
と
お
る
よ
う
に
簡
単
で
あ
る
」

に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
階
級
社
会
の
人
と
人
と
の
関
係
は
、
教
育
社
会
に
お
い
て
も
階
級
的
個
人
間
の
人
格
的
関
係
と
し

て
現
わ
れ
、
実
力
主
義
の
も
と
で
の
よ
う
に
成
績
と
成
績
、
学
歴
と
学
歴
の
関
係
に
ま
で
変
装
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。
ひ
と
は
素
直
な
思

い
で
、
教
育
機
会
の
解
放
を
旗
印
に
か
か
げ
、
教
育
の
階
級
的
独
占
に
反
対
す
る
戦
い
に
立
ち
上
が
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
現
実

の
学
校
は
も
は
や
こ
の
よ
う
な
問
題
状
況
に
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
れ
と
は
正
反
対
に
、
実
力
主
義
の
も
と
で
、
一
見
す
る
と
、
開
か
れ

た
競
争
、
公
正
な
評
価
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
い
や
、
行
な
わ
れ
て
い
る
と
さ
え
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
縁
故
や
出
身
と
は
無
縁
な
近
代
自

由
主
義
の
原
理
は
階
級
的
独
占
か
ら
教
育
を
最
終
的
に
解
放
し
た
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
信
じ
ら
れ
て
い
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
も
と
で

現
実
に
は
ど
れ
ほ
ど
階
級
格
差
が
広
が
ろ
う
と
、
そ
れ
は
実
力
主
義
の
名
の
も
と
に
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
問
題

自
体
が
等
閑
視
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
人
は
せ
い
ぜ
い
学
歴
社
会
を
嘆
く
に
留
ま
る
。
し
か
し
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
自
由
競
争
の
も
と

で
、
能
力
主
義
の
も
と
で
、
学
業
成
績
中
心
の
選
抜
が
結
果
的
に
ど
れ
ほ
ど
階
級
的
不
平
等
を
生
み
だ
し
て
き
た
か
、
出
身
階
級
の
違
い

に
よ
っ
て
ど
れ
ほ
ど
不
平
等
な
条
件
で
競
争
を
戦
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
ま
さ
に
経
験
的
デ
ー
タ
の
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
教
育
に

お
け
る
階
級
格
差
は
、
実
力
主
義
、
能
力
主
義
と
い
う
名
目
で
、
む
し
ろ
再
生
産
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
自
然
な
こ
と

で
あ
る
。

・
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
重
要
な
の
は
、
選
別
と
管
理
を
目
的
と
す
る
競
争
秩
序
の
教
育
体
制
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
変
装
さ
れ
た
階
級

秩
序
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
教
育
社
会
は
階
級
社
会
の
現
実
の
一
部
を
成
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
教
育
社
会
を
貫
く
原
理
は
階
級
社
会
を
貫
く
原
理
と
連
結
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
教
育
社
会
の
論
理
に
連
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
階
級
社
会
の
論
理
は
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
考
え

ら
れ
な
い
よ
う
な
、
制
御
力
、
強
制
力
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
。
階
級
社
会
に
内
在
す
る
抑
圧
機
能
は
教
育
社
会
で
の
競
争
秩
序
の
な

か
で
正
統
化
さ
れ
、
そ
れ
に
そ
っ
て
人
々
を
調
教
し
、
長
い
時
間
を
か
け
て
彼
ら
を
馴
化
す
る
。
教
育
社
会
学
者
久
冨
善
之
が
見
た
の
は

こ
の
こ
と
で
あ
る
。
「
学
校
の
競
争
的
秩
序
の
日
常
化
・
肥
大
化
…
…
こ
の
肥
大
化
し
た
制
度
の
日
常
的
秩
序
が
子
ど
も
た
ち
に
及
ぼ
し

て
い
る
作
用
の
第
一
は
、
こ
の
制
度
が
も
つ
秩
序
の
根
拠
を
（
理
念
的
・
思
想
的
）
に
問
わ
せ
な
い
で
動
か
し
が
た
い
も
の
と
し
て
受
容

さ
せ
る
抑
圧
・
閉
塞
の
作
用
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
の
第
二
の
作
用
は
、
秩
序
へ
の
同
調
者
・
非
同
調
者
、
成
功
者
と
失
敗
者
と
を
分
化

さ
せ
か
つ
そ
の
結
果
を
『
正
当
』
と
し
て
受
け
入
れ
さ
せ
る
敵
対
的
競
争
・
選
抜
・
分
化
・
正
当
化
の
諸
作
用
で
あ
る
。
子
ど
も
．
青
年

が
こ
の
秩
序
に
疑
問
を
持
ち
批
判
し
よ
う
と
し
て
も
、
あ
ら
か
じ
め
『
ど
う
せ
無
駄
だ
、
従
う
ほ
か
は
な
い
』
と
思
わ
せ
て
、
そ
の
疑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

問
・
批
判
を
無
力
化
す
る
力
が
強
く
働
い
て
い
る
。
こ
こ
に
、
肥
大
化
し
た
競
争
秩
序
の
最
も
強
力
な
抑
圧
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
」

　
教
育
が
こ
の
抑
圧
的
性
格
か
ら
目
己
を
解
放
で
き
る
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、
教
育
の
問
題
で
あ
っ
て
教
育
の
問
題
で
は
な
い
。
そ
れ

は
階
級
社
会
の
文
化
的
機
構
と
し
て
の
教
育
の
問
題
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
学
歴
社
会
の
諸
現
象
の
背
後
に
階
級
社
会
を
認
め
た
だ
け
で
は

不
十
分
で
あ
る
。
階
級
社
会
が
、
一
方
で
学
歴
社
会
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
操
り
、
他
方
で
階
級
秩
序
を
社
会
諸
階
級
に
受
け
入
れ
さ

せ
て
い
る
、
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
こ
そ
「
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
諸
要
求
を
目
明
な
自
然
法
則
と
し
て
労
働
者
階
級
に
認
め
さ
せ

る
」
よ
う
な
社
会
の
最
大
の
秘
密
を
解
き
明
か
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
お
い
て
、
教
育
に
固
有
と
も
見
え
る
問
題
は
教
育
社

会
学
の
領
域
を
超
え
、
よ
り
広
い
視
野
の
も
と
で
再
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
段
階
に
到
達
す
る
。

120

（
1
）
　
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
第
一
部
、
第
一
章
第
四
節



（
2
）
　
久
冨
善
之
、
『
競
争
の
教
育
』
、

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

労
働
旬
報
社
、
一
九
九
三
年
、
六
六
頁
、
と
く
に
第
三
章
で
は
競
争
原
理
が
教
育
社
会
で
と
る
具
体
的
態
様
が

三
　
結
婚
と
社
会
的
階
層
秩
序

現代日本における階級格差とその固定化

ω
　
現
代
日
本
社
会
に
お
け
る
結
婚

　
結
婚
が
性
的
関
係
を
規
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
っ
と
も
基
本
的
な
社
会
制
度
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
社
会
の
あ
り
方
は
当
然

結
婚
の
う
え
に
そ
の
独
特
の
仕
方
で
反
映
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
の
階
層
性
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
問
題
意
識
は
当
然
、

結
婚
に
お
け
る
階
層
性
を
も
予
期
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
言
語
に
お
い
て
、
ま
た
、
教
育
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
結

婚
に
お
い
て
も
、
人
々
の
眼
が
そ
の
階
層
性
に
注
が
れ
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
人
々
は
、
戦
後
日
本
社
会
の
結
婚
を
と
り
ま
く
環
境
の

変
化
、
す
な
わ
ち
封
建
的
な
家
制
度
か
ら
個
人
主
義
的
な
核
家
族
制
へ
の
急
激
な
転
換
、
そ
れ
に
と
も
な
う
配
偶
者
選
択
の
変
化
（
見
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

い
か
ら
恋
愛
へ
）
と
い
っ
た
諸
現
象
に
よ
り
多
く
眼
を
奪
わ
れ
て
き
た
。
た
し
か
に
、
こ
れ
ら
の
戦
後
変
化
の
事
実
か
ら
、
家
本
位
の
結

婚
が
両
性
の
目
由
な
合
意
に
基
づ
く
結
婚
へ
、
ま
た
、
配
偶
者
選
択
も
本
人
た
ち
の
自
由
意
志
へ
と
、
日
本
人
の
結
婚
が
封
建
制
度
の
く

び
き
か
ら
最
終
的
に
解
放
さ
れ
た
と
理
解
す
る
こ
と
は
無
理
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、
「
夫
婦
平
等
の
価
値

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

志
向
」
が
「
産
業
化
」
と
と
も
に
強
ま
る
、
と
い
う
一
般
的
仮
説
を
立
て
る
こ
と
も
さ
し
て
違
和
感
の
な
い
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
。

　
だ
が
、
は
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
戦
後
ど
れ
ほ
ど
結
婚
が
民
主
化
し
よ
う
と
も
、
年
齢
の
面
で
も
、
ま
た
そ
れ
以
上
に
教
育
、
収
入

の
面
で
も
、
日
本
社
会
で
は
妻
よ
り
夫
の
ほ
う
が
上
位
に
あ
る
と
い
う
傾
向
に
変
化
は
な
い
。
こ
の
傾
向
（
女
性
の
側
で
の
上
方
婚
の
傾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

向
）
が
続
く
か
ぎ
り
、
夫
婦
の
勢
力
関
係
は
基
本
的
に
夫
上
位
で
維
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
産
業
化
が
夫
婦
平
等
の
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価
値
志
向
を
も
た
ら
す
と
い
う
仮
説
は
成
り
立
た
な
い
。
あ
る
専
門
研
究
者
が
言
う
よ
う
に
、
「
日
本
の
現
代
の
恋
愛
結
婚
は
、
夫
婦
間

の
平
等
化
を
も
た
ら
す
よ
り
も
、
こ
う
し
た
結
婚
に
お
け
る
社
会
規
制
か
ら
の
解
放
、
換
言
す
れ
ば
家
本
位
の
結
婚
か
ら
個
人
本
位
の
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

婚
へ
の
変
化
を
生
み
出
す
こ
と
に
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
」
に
す
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
も
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
つ
ぎ
の
こ
と
で
あ
る
。
「
家
本
位
の
結
婚
か
ら
個
人
本
位
の
結
婚
へ
の
変
化
」
と
い
っ

て
も
、
そ
れ
は
結
婚
が
一
切
の
「
社
会
規
制
か
ら
の
解
放
」
を
成
し
遂
げ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
結
婚
を
規
制
す
る
社
会

的
規
範
が
あ
る
形
態
か
ら
別
の
形
態
に
姿
を
変
え
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
結
婚
が
結
婚
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
な

ん
ら
か
の
社
会
規
範
の
も
と
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
あ
る
場
合
、
結
婚
の
社
会
階
層
性
（
社
会
階
層
に
よ
っ
て
異
な
る
結
婚
の
実
態
）

と
し
て
問
題
に
な
る
の
で
あ
り
、
ま
た
別
の
場
合
は
、
結
婚
を
人
々
に
強
制
す
る
社
会
的
圧
力
（
「
適
齢
期
」
と
い
う
常
識
に
潜
む
社
会

的
強
制
力
）
と
し
て
問
題
に
な
る
。
現
代
日
本
の
結
婚
が
あ
る
種
の
社
会
的
制
約
の
も
と
に
あ
り
、
そ
れ
が
内
容
的
に
は
旧
来
の
も
の
と

さ
し
て
変
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
現
代
的
な
状
況
の
な
か
で
強
制
力
を
増
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
意
識
は
、
社
会
観
察
者
の
側

か
ら
強
烈
な
印
象
を
伴
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。
当
節
の
結
婚
事
情
を
観
察
し
た
鎌
田
慧
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
時
代
が
変

わ
っ
た
と
は
い
え
、
結
婚
式
は
頑
迷
な
ま
で
に
旧
来
の
形
式
を
踏
襲
し
て
い
る
。
家
の
栓
桔
ば
か
り
か
、
あ
ら
た
に
社
内
の
序
列
へ
の
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

惑
が
く
わ
わ
り
、
青
年
た
ち
は
、
い
ま
だ
さ
っ
ぱ
り
解
放
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
「
進
化
し
た
と
い
え
る
の
は
、
見
合
い
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
く
ら
い
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
鎌
田
に
言
わ
せ
る
現
状
の
な
か
に
こ
そ
、

結
婚
を
背
後
か
ら
規
定
す
る
現
実
社
会
の
物
質
的
利
害
の
体
制
が
潜
ん
で
い
る
。
も
は
や
、
見
合
い
結
婚
か
ら
恋
愛
結
婚
へ
の
変
化
が
問

題
な
の
で
は
な
い
。
見
合
い
を
恋
愛
が
凌
駕
し
た
現
代
に
お
い
て
、
い
か
な
る
社
会
的
力
が
結
婚
を
貫
い
て
い
る
の
か
、
こ
の
こ
と
を
配

偶
者
選
択
の
問
題
に
絞
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
の
、
さ
し
あ
た
り
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

　
以
下
、
本
章
は
、
ま
ず
第
一
に
、
配
偶
者
選
択
と
い
う
行
為
が
ど
の
よ
う
な
社
会
的
制
約
の
も
と
に
行
な
わ
れ
て
い
る
か
を
知
る
た
め
、
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結
婚
に
た
い
し
て
ど
れ
ほ
ど
巨
大
な
社
会
的
圧
力
が
加
え
ら
れ
て
い
る
か
、
ま
た
、
社
会
的
属
性
に
よ
っ
て
結
婚
の
チ
ャ
ン
ス
が
ど
れ
ほ

ど
不
平
等
に
配
分
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
第
二
に
、
こ
の
配
偶
者
選
択
を
貫
く
社
会
的
制
約
の
原
理
が
階
級
・
階
層
ご
と
に
ど
れ

ほ
ど
そ
の
意
味
を
異
に
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
そ
の
結
果
、
配
偶
者
選
択
か
ら
み
た
結
婚
が
い
ま
だ
階
層
（
お
よ
び
階
級
）
的
性
格

を
脱
し
て
は
い
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

現代日本における階級格差とその固定化

（
1
）
　
R
・
0
・
プ
ラ
ッ
ド
、
田
村
健
二
監
訳
『
現
代
の
結
婚
・
日
米
の
比
較
』
（
一
九
七
八
年
、
培
風
館
）
は
、
｝
九
五
九
年
の
東
京
で
の
調
査
に

　
よ
っ
て
、
戦
後
日
本
の
配
偶
者
選
択
の
形
式
が
見
合
い
結
婚
か
ら
恋
愛
結
婚
へ
と
大
き
く
変
化
し
て
い
く
歴
史
的
状
況
を
先
駆
的
に
考
察
し
た
も
の

　
で
あ
る
。

（
2
）
　
本
村
汎
・
洪
上
旭
「
日
本
と
韓
国
に
お
け
る
配
偶
者
選
択
要
因
の
研
究
－
夫
婦
平
等
志
向
性
の
確
立
に
む
け
て
」
大
阪
市
立
大
学
生
活
科
学
部

紀
要
『
社
会
福
祉
学
』
第
三
五
巻
五
分
冊
、
一
九
八
七
年
、
四
四
四
頁

（
3
）
　
「
日
本
で
は
、
恋
愛
結
婚
の
一
般
化
に
よ
っ
て
年
齢
の
面
で
は
夫
婦
の
格
差
は
近
接
し
て
い
る
が
、
教
育
程
度
の
面
で
は
逆
に
差
の
あ
る
夫
婦

　
が
多
い
と
い
う
傾
向
が
あ
り
、
全
体
と
し
て
の
夫
婦
の
勢
力
関
係
は
、
夫
上
位
の
関
係
が
維
持
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
（
望
月
嵩

　
「
現
代
日
本
の
結
婚
」
、
ブ
ラ
ッ
ド
、
前
掲
書
、
解
説
、
三
二
〇
頁
）

（
4
）
　
望
月
嵩
、
前
掲
解
説
、
三
二
〇
頁

（
5
）
　
鎌
田
慧
「
結
婚
式
」
『
鎌
田
慧
の
記
録
2
　
繁
栄
と
貧
困
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
、
二
九
〇
～
二
九
一
頁

（
6
）
同
上
書
、
二
九
一
頁

⑭
　
結
婚
の
一
般
的
な
社
会
的
傾
向

　
①
　
初
婚
年
齢
の
集
中
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妻と夫の初婚年齢別構成比

（1987年）　　　　　　　単位％

年　齢 妻 夫

一19

2
．
4

0
．
4

19－20
9
．
0

2
．
1

21－22 23．3
7
．
9

23－24 30．3 16．1

25－26 19．2 22．4

27－28
8
．
2

22．2

29－30
3
．
3

14．2

31－32
1
．
3

6
．
6

33－34
0
．
8

3
．
3

35－49
0
．
8

2
．
5

UN
1
．
4

2
．
3

計 100．0 100．0

第9次出産力調査，第且報告書，表1お

よび2から

さ
れ
た
厚
生
省
人
口
問
題
研
究
所
「
第
九
次
出
産
力
調
査
」
（
一
九
八
七
年
）

し
て
い
る
。

　
調
査
対
象
と
な
っ
た
夫
と
妻
の
結
婚
年
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
（
九
七
％
以
上
）
が
一
九
六
〇
年
以
降
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
対
象
者

は
高
度
経
済
成
長
期
以
降
の
世
代
で
あ
る
。
し
か
し
、
恋
愛
結
婚
が
見
合
い
を
凌
駕
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
の
世
代
に
あ
っ
て
も
、
配
偶
者
選

択
は
、
女
性
の
場
合
で
一
二
～
二
六
歳
、
男
性
の
場
合
で
二
三
～
三
〇
歳
の
短
期
間
に
集
中
し
て
い
る
。
そ
の
度
合
は
、
女
性
の
場
合
で

七
三
％
、
男
性
の
場
合
で
七
五
％
に
達
す
る
。
裏
を
か
え
せ
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
時
期
を
「
結
婚
適
齢
期
」
と
し
て
結
婚
を
強
制
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

る
社
会
的
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
）
力
が
い
か
に
強
大
で
あ
る
か
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
男
性
の
場
合
は
、
年
齢
の
幅
は
二
三

歳
か
ら
三
〇
歳
ま
で
七
歳
あ
る
の
に
た
い
し
、
女
性
の
場
合
、
二
一
歳
か
ら
二
六
歳
と
五
歳
し
か
な
い
。
こ
の
二
歳
の
差
は
、
適
齢
期
の

圧
力
が
、
短
期
的
か
つ
集
中
的
に
女
性
の
側
に
よ
り
多
く
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

　
適
齢
期
を
適
齢
期
た
ら
し
め
る
の
は
、
自
然
的
根
拠
で
あ
る
よ
り
も
社
会
的
事
情
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
男
女
と
も
に
結
婚
年
齢
は

　
結
婚
や
配
偶
者
選
択
を
あ
く
ま
で
個
人
の
私
的
行
為
に
す
ぎ
な
い
と

見
る
な
ら
、
そ
れ
ら
に
た
い
し
て
加
え
ら
れ
る
社
会
的
圧
力
も
所
詮
さ

ま
ざ
ま
な
私
的
状
況
の
産
物
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
で
は

一
切
の
問
題
が
私
事
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
た

と
え
そ
の
よ
う
な
見
方
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
結
婚
に
加
え
ら
れ
る
社

会
的
強
制
力
は
、
初
婚
年
齢
の
集
中
の
な
か
に
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い

る
と
見
る
こ
と
は
、
日
々
の
感
覚
か
ら
そ
れ
ほ
ど
か
け
離
れ
た
も
の
で

は
な
い
。
五
〇
歳
未
満
の
有
配
偶
女
子
約
一
万
人
を
対
象
に
し
て
実
施

　
　
　
　
　
は
、
妻
と
夫
の
初
婚
年
齢
別
構
成
比
を
上
表
の
よ
う
に
示
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近
年
、
高
学
歴
化
の
影
響
も
あ
っ
て
か
、
上
昇
す
る
傾
向
に
あ
る
（
一
九
七
三
年
か
ら
一
九
八
六
年
ま
で
の
一
三
年
間
に
妻
一
・
三
年
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

夫
一
．
六
年
上
昇
し
た
）
。
だ
が
、
こ
う
し
た
晩
婚
化
の
傾
向
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
の
結
婚
は
上
述
の
よ
う
な
短
い
特
定
時
期
へ
集

中
を
み
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
シ
ン
グ
ル
で
あ
ろ
う
と
す
る
者
に
た
い
し
て
、
「
な
ぜ
結
婚
し
な
い
の
」
と
執
拗
に
圧
力
を
か
け

る
世
間
の
独
身
差
別
、
税
、
福
祉
、
信
用
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
未
婚
者
に
不
利
な
状
況
を
創
り
出
し
て
い
る
社
会
的
制
度
、
こ
う
し

　
（
3
）

た
点
を
も
考
え
に
入
れ
れ
ば
、
特
定
時
期
へ
の
配
偶
者
選
択
の
集
中
の
背
後
に
結
婚
そ
の
も
の
を
あ
る
特
定
の
仕
方
で
強
制
す
る
社
会
的

圧
力
が
ど
れ
ほ
ど
巨
大
で
あ
る
か
が
理
解
で
き
よ
う
。

現代日本における階級格差とその固定化

（
1
）
　
「
日
本
の
結
婚
が
特
に
短
期
間
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
は
、
日
本
に
お
け
る
社
会
的
結
婚
強
制
力
の
強
さ
を
う
か
が
わ
せ
る
。
実
際
、
日
本
に

　
は
『
結
婚
適
齢
期
』
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
っ
て
、
人
々
の
意
識
や
行
動
に
か
な
り
影
響
を
与
え
て
い
る
。
特
に
女
性
に
対
す
る
強
制
力
は
強
い
。
」

　
（
足
立
啓
子
「
配
偶
者
選
択
と
結
婚
」
湯
沢
雍
彦
監
『
現
代
社
会
と
家
族
』
第
三
章
、
一
九
八
六
年
、
建
吊
社
、
四
六
頁
）
こ
の
「
適
齢
期
思
想
」

　
は
し
ば
し
ば
「
ク
リ
ス
マ
ス
・
ケ
ー
キ
」
の
た
と
え
で
表
現
さ
れ
る
。
こ
れ
は
「
一
二
月
二
四
日
を
過
ぎ
る
と
ク
リ
ス
マ
ス
・
ケ
ー
キ
の
価
格
が
急

　
低
下
す
る
の
と
同
じ
く
、
女
性
も
二
四
歳
を
過
ぎ
る
と
結
婚
市
場
に
お
け
る
価
値
が
急
低
下
す
る
事
実
の
象
徴
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ

　
る
」
（
佐
藤
繁
美
「
配
偶
者
選
択
の
規
則
」
甲
南
女
子
大
『
社
会
学
研
究
』
7
、
一
九
八
九
年
、
四
頁
）
。

（
2
）
　
厚
生
省
人
口
問
題
研
究
所
『
第
九
次
出
産
力
調
査
』
（
｝
九
八
七
年
）
、
六
頁
。

（
3
）
　
海
老
坂
武
『
シ
ン
グ
ル
ラ
イ
フ
』
、
中
央
公
論
社
、
｝
九
八
六
年
、
七
～
二
頁
、
四
六
～
五
二
頁
。
国
際
女
性
学
会
シ
ン
グ
ル
研
究
班
『
実

像
リ
ポ
ー
ト
．
シ
ン
グ
ル
ウ
ー
マ
ン
』
、
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
、
一
五
｝
～
四
頁
、
一
五
八
～
九
頁
、
二
一
一
＝
～
四
｝
頁
。

②
妻
と
夫
の
年
齢
差

社
会
の
第
一
の
強
制
力
が
配
偶
者
選
択
の
時
期
に
か
ん
し
て
加
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、

第
二
の
強
制
力
は
そ
の
内
容
に
か
ん
し
て
加
え
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ら
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
そ
の
圧
倒
的
比
率
を
わ
ず
か
に
減
じ
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
、

　

靴
　
　
　
　
　
　
　
　
栃
い
ま
だ
七
〇
～
八
○
％
に
達
す
る
婚
姻
が
年
齢
の
う
え
で
夫
上
位
の
結
婚
形
態
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
表
実
で
あ
る
。
一
九
八
七
年
の
調
査
で
見
て
も
、
一
〇
組
中
七
組
以
上
が
夫
上
位
の
配
偶
者
選
択
を
行
な
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
告
　
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
報

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤
　
　
こ
れ
と
並
ん
で
、
『
人
口
動
態
統
計
』
に
よ
る
初
婚
同
士
の
夫
婦
平
均
年
齢
差
は
一
九
五
〇
年
代
二
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
講
八
歳
前
後
で
あ
っ
た
が
、
七
〇
年
代
中
ご
ろ
は
二
・
三
歳
に
縮
ま
り
、
八
O
年
代
以
降
は
再
び
二
・
七
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
雌
　
に
戻
っ
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
事
実
か
ら
、
戦
後
一
貫
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
獅
二
～
三
歳
の
年
齢
差
で
配
偶
者
選
択
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
の
圧
倒
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
多
さ
か
ら
み
て
、
社
会
に
は
特
定
の
時
期
（
「
適
齢
期
」
）
に
特
定
の
内
容
（
年
齢
の
夫
上
位
）
で
人
々
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

結
婚
を
強
制
す
る
圧
力
が
働
い
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
「
現
代
日
本
の
結
婚
は
夫
婦
間
の
平
等
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
」
と

の
先
の
専
門
研
究
者
の
知
見
は
、
こ
こ
で
も
ま
た
そ
の
根
拠
を
見
い
だ
す
。

結婚年 夫く妻 夫＝妻 夫＞妻

1965～69 8．53 7．95 83．52

1970～74 11．08 10．52 78．40

1975～79 10．69 lL32 77．99

1980～84 1L26 12．91 75．83

1985～ 12．95 13．24 73．81

（（21
））

厚
生
省
人
口
問
題
研
究
所
「
第
九
次
出
産
力
調
査
」
（
一
九
八
七
年
）
、
一
五
頁
。

望
月
嵩
「
現
代
日
本
の
結
婚
」
、
R
・
O
・
ブ
ラ
ッ
ド
『
現
代
の
結
婚
・
日
米
の
比
較
』

（一

七
八
年
、
培
風
館
）
解
説
、
三
二
〇
頁
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③
　
学
歴
階
層
差

　
「
適
齢
期
」
や
「
年
齢
の
面
で
の
夫
上
位
」
と
い
っ
た
事
実
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
結
婚
を
特
定
の
時
期
と
内
容
で
人
々
に
強
制
す
る
社

会
的
圧
力
が
存
在
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
圧
力
の
も
と
で
結
婚
チ
ャ
ン
ス
は
ど
の
よ
う
に
人
々
に
配
分
さ
れ
て
い
る



の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
こ
こ
か
ら
の
問
題
で
あ
る
。

　
ま
ず
第
一
に
、
学
歴
に
よ
っ
て
結
婚
チ
ャ
ン
ス
は
ど
の
よ
う
に
分
配
さ
れ
て
い
る
の
か
を
見
て
み
よ

う
。
そ
の
さ
い
、
ま
ず
第
一
に
、
配
偶
者
選
択
の
条
件
と
も
い
え
る
異
性
交
際
チ
ャ
ン
ス
の
分
配
か
ら

問
題
に
な
る
。
「
第
九
次
出
産
力
調
査
」
は
学
歴
別
の
交
際
相
手
の
有
無
を
調
べ
て
い
る
。

　
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
学
歴
別
に
み
る
と
、
男
子
で
は
学
歴
が
高
く
な
る
ほ
ど
交
際
相
手
を
持
つ
者
が

増
え
る
。
特
に
『
中
学
校
』
卒
業
者
で
交
際
相
手
を
持
た
な
い
者
の
比
率
が
大
き
い
。
男
子
で
現
在
の

結
婚
を
肯
定
し
て
い
る
者
で
は
、
こ
の
学
歴
に
よ
る
格
差
が
さ
ら
に
大
き
い
。
女
子
で
は
、
『
中
学
校
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
卒
業
者
と
『
大
学
以
上
』
卒
業
者
で
交
際
相
手
を
持
つ
者
が
多
く
、

現代日本における階級格差とその固定化

学歴別にみた「交際している異性はいない」

と答えた者の割合　　　　　　　　　単位％

学　　　歴 男　子 女　子

中学校
　　校

修学校・短大など

学以上

58．7（69．4）

9．9（50．3）

8．4（42．9）

4．6（39．8）

33．7（34，2）

0．4（39．1）

0，3（39，3）

6．8（33．6）

拾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

㎎
　
中
程
度
の
学
歴
で
交
際
相
手
を
持
た
な
い
も
の
が
や
や
多
い
。
」

で

齢
　
　
条
件
が
こ
の
よ
う
に
不
平
等
で
あ
れ
ば
、
当
然
、
そ
れ
は
配
偶
者

の
　

者
3
7
選
択
の
結
果
に
も
反
映
し
て
く
る
。
夫
婦
の
同
類
婚
指
数
を
算
出
し

喝
90

判
な
が
ら
、
出
産
力
調
査
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
夫
婦
の
学
歴

し
　

齪
甑
の
組
合
わ
せ
で
は
、
概
ね
自
分
と
同
じ
学
歴
の
相
手
と
の
組
合
わ
せ

を
　

雛
躍
で
値
が
一
を
大
き
く
上
回
っ
て
お
り
、
選
好
性
が
強
く
は
た
ら
い
て

の
　

舳
査
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
『
大
学
以
上
』
卒
業
者
同
志
の
組
合
せ

ギ
　一

画
　
で
は
、
無
作
為
の
場
合
の
期
待
頻
度
の
約
三
．
五
倍
も
の
比
で
選
択

は
　

内
次
性
が
働
い
て
い
る
。
次
い
で
『
中
学
校
』
卒
業
者
同
志
の
組
合
わ
せ

禦　
　
で
約
二
・
八
倍
と
や
は
り
高
い
選
択
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

夫婦の学歴別同類婚指数

学歴妻＼夫 中，学校 高　　校 専修学校 短大・高専 大学以上

中　学　校 2．78 0．69 0．83 0．40 0．09

高　　　校 0．66 L32 1．02 1．10 0．78

専修学校 0．53 1．00 2．03 Lll LO9

短大・高専 0．14 0．54 0．96 1．92 2．39

大学以上 ＊ 0．22 ＊ ＊ 3．49

第9次出産力調査，第1報告書，表2－3，21頁
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同
じ
学
歴
で
な
い
場
合
で
も
、
夫
『
大
学
以
上
』
、
妻
『
短
大
・
高
専
』
の
組
合
わ
せ
で
は
約
二
．
四
倍
と
高
い
選
択
性
が
見
ら
れ
る
。

全
体
と
し
て
は
学
歴
差
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
同
類
婚
指
数
は
一
を
大
き
く
下
回
る
よ
う
に
な
り
、
忌
避
性
が
現
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
よ

く
み
る
と
表
（
前
頁
下
…
…
引
用
者
）
の
対
角
要
素
の
上
方
で
は
比
較
的
指
数
の
値
が
大
き
く
、
下
方
で
小
さ
い
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

れ
は
一
般
に
学
歴
に
関
し
て
、
妻
で
は
上
方
婚
、
夫
で
は
下
方
婚
の
傾
向
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
」

　
た
し
か
に
、
同
類
婚
傾
向
が
顕
著
な
の
は
大
卒
男
女
の
場
合
と
、
中
卒
男
女
の
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
は
、
む
し
ろ
、
自
分
の
学

歴
よ
り
も
高
い
学
歴
の
男
性
と
結
婚
し
よ
う
と
す
る
、
女
性
の
側
で
の
上
方
の
異
類
婚
の
傾
向
が
支
配
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
中
卒
男

女
の
場
合
と
、
大
卒
男
女
の
場
合
と
は
、
同
類
婚
と
い
っ
て
も
若
干
内
容
が
異
な
る
。
前
者
で
は
、
女
性
も
男
性
も
、
中
卒
で
あ
る
場
合
、

他
の
学
歴
階
層
と
の
結
び
つ
き
は
、
一
を
下
回
る
。
そ
れ
が
、
後
者
の
場
合
で
は
、
大
卒
女
性
が
他
の
学
歴
階
層
の
男
性
と
結
婚
し
て
い

る
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
に
対
し
、
大
卒
男
性
は
「
短
大
・
高
専
」
卒
の
女
性
や
「
専
修
学
校
」
卒
の
女
性
と
結
び
つ
く
ケ
ー
ス
も

高
い
と
い
う
現
実
が
あ
る
。
ま
た
、
同
類
婚
と
い
っ
て
も
、
男
女
間
の
状
況
も
異
な
る
。
こ
の
場
合
、
も
っ
と
も
不
利
な
立
場
に
置
か
れ

て
い
る
の
は
、
中
卒
者
で
あ
っ
て
、
と
く
に
中
卒
男
性
の
場
合
、
「
女
性
（
一
般
）
の
上
方
婚
傾
向
か
ら
す
る
と
結
婚
難
に
遭
遇
す
る
危

　
　
　
パ
　
レ

険
が
高
い
」
と
い
え
よ
う
。
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（
1
）

（
2
）

（
3
）

厚
生
省
人
口
問
題
研
究
所
『
第
九
次
出
産
力
調
査
』
（
一
九
八
七
年
）
、
第
二
報
告
書
、
三
七
頁

同
『
第
九
次
出
産
力
調
査
』
、
第
一
報
告
書
、
二
一
頁

佐
藤
繁
美
「
配
偶
者
選
択
の
規
則
」
、
甲
南
女
子
大
『
社
会
学
研
究
』
7
、
一
九
八
九
年
、
一
〇
頁

④
　
職
業
階
層
格
差



現代日本における階級格差とその固定化

学
歴
に
よ
っ
て
と
同
様
、
職
業
に
よ
っ
て
も
結
婚
チ
ャ
ン
ス
は
不
平
等
に
分
配
さ
れ
て
い
る
。
し

か
も
、
学
歴
の
場
合
に
も
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
不
平
等
は
、
職
業
階
層
ご
と
の
結
婚
の
特
定
の

パ
タ
ー
ン
と
な
っ
て
固
定
化
し
て
い
る
。

配
偶
者
選
択
の
条
件
で
あ
る
異
性
間
交
際
の
チ
ャ
ン
ス
が
職
業
階
層
ご
と
に
、
ど
れ
だ
け
の
格
差

で
配
分
さ
れ
て
い
る
か
を
示
し
た
の
が
、
「
出
産
力
調
査
」
の
上
表
の
結
果
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
「
職
業
別
に
は
、
男
子
で
『
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
』
に
交
際
相
手
を
持
つ
者
が
や
や
多
く
、

『
自
営
．
家
族
従
業
』
で
少
な
い
。
女
子
で
は
逆
に
『
自
営
・
家
族
従
業
』
で
交
際
相
手
を
持
つ
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
多
い
」
の
で
あ
る
。

職業別にみた「交際している異性はいない」

と答えた者の割合　　　　　　　　　単位％

職　　業 男　子 女子
自営・家族従業 59．8（61．2） 33，3（35．0）

ホワイトカラー 40．8（40．5） 37．6（37．2）

ブルーカラー 56．3（58，4） 42．1（45．2）

臨時・無職・家事 63．1（62．5） 40．6（4L8）

学　　　　　　生 50．0（38．2） 444（34．8）

括弧内は，一年以内の結婚を肯定している者のなかでの割合

第9次出産力調査，第2報告書，表4－5，38頁

　
こ
の
こ
と
を
別
の
調
査
で
確
認
し
て
み
よ
う
。
「
社
会
階

層
と
社
会
移
動
」
全
国
調
査
（
一
九
八
五
年
）
は
、
結
婚
時

に
職
業
に
就
い
て
い
た
女
性
（
結
婚
時
に
無
職
で
あ
っ
た
女

性
は
除
か
れ
て
い
る
）
五
〇
三
人
が
ど
の
よ
う
な
職
業
の
男

性
を
配
偶
者
に
選
ん
だ
か
を
調
査
し
て
い
る
。

　
こ
の
ク
ロ
ス
表
か
ら
読
み
取
れ
る
一
般
的
な
特
徴
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
。
「
当
事
者
同
士
の
職
業
連
関
に
お
い
て
、

農
業
は
孤
立
型
あ
る
い
は
内
婚
型
職
業
と
な
っ
て
い
る
。
と

く
に
、
専
門
・
管
理
や
事
務
・
販
売
と
は
結
び
つ
き
が
弱
く

な
っ
て
い
る
。
専
門
・
管
理
は
事
務
・
販
売
と
の
み
結
び
つ

単位’実数夫の結婚時の職業

妻の結婚時の職業 専門・管理 事務・販売 生産工程 農　　業 計

専門・管理
務・販売
　産　工　程

　　　　業

17

1
1
0
3
　
、

22

06

0
1
1

19

1
7
2
2
3

3
6
1
4
4
5

61

44

16

2
計 71 159 205 68 503

渡辺秀樹「配偶者選択における職業連関」「1985年社会階層と社会移動全国調査報告　第4巻　女性と社

会階層』，102頁，表3
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き
が
強
い
。
生
産
工
程
が
、
事
務
・
販
売
お
よ
び
農
業
と
の
関
係
に
お
い
て
到
達
型
職
業
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
妻
の
結
婚
時
の
職
業
構

造
と
、
夫
の
結
婚
時
の
職
業
構
造
と
の
違
い
に
よ
る
。
夫
に
生
産
工
程
従
事
者
が
多
い
の
で
あ
る
（
妻
に
事
務
．
販
売
従
事
者
が
多
い
）
。

し
か
し
、
こ
の
生
産
工
程
に
、
専
門
・
管
理
（
妻
の
職
業
）
か
ら
は
到
達
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
妻
が
専
門
．
管
理
に
従
事
し
、
夫
が

生
産
工
程
に
従
事
し
て
い
た
と
い
う
組
み
合
わ
せ
は
多
く
は
な
い
の
で
あ
る
（
夫
が
専
門
．
管
理
、
妻
が
生
産
工
程
と
い
う
組
み
合
わ
せ

　
　
（
2
）

も
少
な
い
）
。
」

　
す
な
わ
ち
、
ま
ず
第
一
に
目
に
つ
く
こ
と
は
、
農
民
階
層
に
お
け
る
強
固
な
同
類
婚
の
傾
向
で
あ
る
。
農
民
で
あ
る
夫
の
六
六
％
、
農

民
で
あ
る
妻
の
五
五
％
は
そ
の
配
偶
者
を
同
じ
農
民
階
層
か
ら
選
ん
で
い
る
。
第
二
に
、
専
門
管
理
層
に
お
け
る
「
階
層
保
護
の
た
め
の

阪
豊
」
の
存
在
で
あ
る
。
専
門
管
理
階
層
で
あ
る
夫
の
二
四
％
は
、
そ
の
配
偶
者
を
同
一
階
層
か
ら
、
ま
た
残
り
の
夫
は
事
務
・
販
売
階

層
か
ら
選
ん
で
い
る
。
配
偶
者
を
自
己
と
同
一
の
階
層
あ
る
い
は
、
一
ラ
ン
ク
だ
け
下
の
階
層
か
ら
選
ん
だ
専
門
管
理
階
層
の
夫
は
八
割

を
超
え
る
。
そ
れ
よ
り
も
下
の
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
階
層
お
よ
び
農
民
階
層
か
ら
配
偶
者
を
選
ぶ
専
門
管
理
者
階
層
の
夫
は
、
一
八
％
に
す
ぎ

な
い
。
極
め
て
顕
著
な
同
類
婚
の
傾
向
が
こ
の
階
級
・
階
層
に
関
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
数
の
上
で
圧
倒
的
多
数
を
占

め
る
（
全
サ
ン
プ
ル
の
四
一
％
）
生
産
工
程
従
事
者
、
つ
ま
り
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
労
働
者
は
、
そ
の
八
割
が
、
そ
の
配
偶
者
を
事
務
．
販
売

職
階
層
と
生
産
工
程
職
従
事
者
と
か
ら
選
ん
で
い
る
。
女
性
に
と
っ
て
の
典
型
的
な
賃
労
働
職
種
で
あ
る
前
者
と
、
女
性
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー

労
働
者
で
あ
る
後
者
は
、
合
わ
せ
て
全
女
性
サ
ン
プ
ル
の
七
二
％
を
占
め
て
い
る
。
こ
こ
に
も
顕
著
な
同
類
婚
の
傾
向
が
存
在
す
る
。
第

四
に
、
こ
れ
に
次
い
で
多
数
で
あ
る
男
性
の
事
務
・
販
売
労
働
者
は
、
そ
の
六
七
％
が
同
一
階
層
、
す
な
わ
ち
、
事
務
．
販
売
職
に
就
い

て
い
る
女
性
労
働
者
の
う
ち
か
ら
配
偶
者
を
選
択
す
る
。
自
分
よ
り
上
位
の
階
層
、
つ
ま
り
、
専
門
．
管
理
階
層
や
、
下
位
の
階
層
、
つ

ま
り
、
生
産
工
程
従
事
者
か
ら
配
偶
者
を
選
ぶ
率
は
一
三
～
四
％
と
低
い
。

　
こ
う
し
た
各
階
層
の
結
婚
パ
タ
ー
ン
を
検
討
し
て
み
る
と
、
「
同
一
職
種
内
で
の
選
好
性
が
強
い
こ
と
が
わ
か
る
が
、
中
で
も
（
『
そ
の
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夫の父親の職業夫妻の職業別同類婚指数

妻の父親の職業 農林漁業 非農自営 ブルーカラー ホワイトカラー その他

農林　漁業 1．79 0．77 0．83 0．71 0．84

非農　自　営 0．74 1．61 0．87 LO6 0．70

ブルーカラー 0．88 0．91 2．10 0．69 0．98

ホワイトカラー 0．75 1．02 0．76 1．62 0．70

そ　　の　　他 0．89 0．53 0．91 0．53 5．20

第9次出産力調査，第1報告書，表2－4，22頁

他
』
を
除
く
と
）
「
ブ
ル
ー
カ
ラ
i
』
同
志
で
の
選
好
性
が
最
も

（
4
）

強
い
」
と
言
え
る
。
確
か
に
、
こ
の
点
は
「
出
産
力
調
査
」
の
指

摘
す
る
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
調
査
が
さ
ら
に
進
ん
で
主
張

す
る
よ
う
に
、
「
父
親
の
職
業
の
場
合
に
は
、
学
歴
の
場
合
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

う
な
極
端
な
忌
避
性
を
示
す
組
合
わ
せ
は
見
あ
た
ら
な
い
」
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
か
。
対
象
と
な
っ
た
男
女
を
結
婚
時
の
職
業
で
調

査
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
出
身
階
層
（
す
な
わ
ち
そ
れ
ぞ
れ
の

実
家
の
職
業
）
を
通
じ
て
見
て
み
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
同
調

査
は
実
家
の
職
業
別
に
同
類
婚
指
数
を
計
算
し
て
、
そ
う
主
張
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
よ
り
深
い
理
解
を
得
る
た
め
に
、
一
方
で
妻

の
実
家
、
他
方
で
夫
と
な
る
男
性
の
結
婚
時
の
職
業
、
こ
の
両
者

を
比
較
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
夫
の
結
婚
時
の
職
業
と
妻
の
父
親

の
職
業
と
の
ク
ロ
ス
表
が
一
九
八
五
年
の
「
社
会
階
層
と
社
会
移

動
」
全
国
調
査
の
結
果
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
。
今
度
は
、
妻
と

な
る
女
性
が
結
婚
時
に
無
職
で
あ
っ
た
場
合
も
含
ま
れ
る
か
ら
、

サ
ン
プ
ル
数
は
九
九
〇
と
多
く
な
る
。

第
一
に
明
ら
か
な
こ
と
は
、
「
父
親
の
職
業
が
専
門
・
管
理
で

単位＝実数夫の結婚時の職業

妻の父親の職業 専門・管理 事務・販売 生産工程 農　　業 計

専門・管理

務・販売

産工程
　　　業

46

9
3
1
2
8

66

1
8
9
7
9

32

5
1
4
7
1
5
7

10

11

1

154

03

78

55

計 144 315 411 120 990

渡辺秀樹「配偶者選択における職業連関」『1985年社会階層と社会移動全国調査報告　第4巻　女性と社

会階層』，101頁，表2
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あ
る
女
性
は
、
生
産
工
程
に
従
事
す
る
男
性
と
結
婚
す
る
こ
と
は
多
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
多
く
は
、
農
業
（
妻
の
父
親
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

職
業
）
か
ら
到
達
し
た
も
の
で
あ
る
」
。
実
際
、
一
五
四
サ
ン
プ
ル
の
う
ち
、
三
二
が
生
産
工
程
従
事
者
を
配
偶
者
に
選
ん
で
い
る
に
す

ぎ
な
い
（
二
一
％
）
。
つ
ま
り
、
こ
の
こ
と
は
、
調
査
に
あ
た
っ
た
渡
辺
秀
樹
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
専
門
・
管
理
の
場
合
は
、
階
層
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

護
（
庇
護
）
の
た
め
の
（
そ
う
厚
く
は
な
い
）
防
壁
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
（
父
親
同
士
の
職
業
連
関
を
参
照
の
こ
と
）
」
。

　
第
二
に
明
ら
か
な
こ
と
は
、
父
親
の
職
業
が
農
業
で
あ
る
女
性
の
ほ
ぼ
四
割
以
上
が
生
産
工
程
に
従
事
す
る
男
性
と
結
婚
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
同
じ
く
、
父
親
が
生
産
工
程
に
従
事
す
る
労
働
者
で
あ
る
女
性
の
半
数
以
上
（
五
三
％
）
は
、
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
労
働
者
の
男

性
と
結
ば
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
農
民
と
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
労
働
者
は
そ
の
娘
の
結
婚
と
い
う
観
点
か
ら
判
断
し
て
、
共
通
の
特
徴
を
表
わ

し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
れ
に
た
い
し
、
父
親
が
事
務
・
販
売
職
で
あ
る
女
性
の
場
合
は
、
同
一
階
層
の
男
性
と
結
婚
す
る
か
、
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
労
働
者
を
配

偶
者
に
選
ぶ
か
、
ほ
ぼ
こ
の
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
集
約
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
可
能
性
は
ほ
ぼ
四
〇
％
弱
で
同
一
、
専
門
管
理
者
階
層
を

配
偶
者
に
選
ぶ
者
は
そ
の
半
分
、
二
〇
％
に
満
た
な
い
。

　
以
上
、
職
業
階
層
で
見
て
、
階
層
ご
と
に
結
婚
チ
ャ
ン
ス
が
不
平
等
に
分
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
階
層
ご
と
に
強
い
同
類
婚
傾

向
の
存
在
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
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（
1
）
　
厚
生
省
人
口
問
題
研
究
所
『
第
九
次
出
産
力
調
査
』
（
一
九
八
七
年
）
、
第
二
報
告
書
、
三
七
～
八
頁

（
2
）
　
渡
辺
秀
樹
「
配
偶
者
選
択
に
お
け
る
職
業
連
関
」
『
一
九
八
五
年
社
会
階
層
と
社
会
移
動
全
国
調
査
報
告

　
〇
一
頁

（
3
）
　
同
上
、
一
一
五
頁

第
四
巻
　
女
性
と
社
会
階
層
』
、
一



現代日本における階級格差とその固定化

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

居住地の人口集中地区分類別にみた「交際している
異性はいない」と答えた者の割合　　　　　　単位％

『
第
九
次
出
産
力
調
査
』
、
第
一
報
告
書
、
一
二
頁

同
上

前
掲
、
渡
辺
論
文
、

同
上
、
｝
一
五
頁

男　子 女　子

非人口集中地区

口集中地区，200万未満

口集中地区，200万以上

50．4（51．4）

9．3（47．4）

3．3（38．3）

41．0（41．0）

9，7（38．5）

5．3（29．8）

括弧内は，一年以内の結婚を肯定している者のなかでの割合

第9次出産力調査，第2報告書，表4－6，38頁

｝
〇
一
頁

　
⑤
地
理
的
制
約

　
学
歴
階
層
と
職
業
階
層
に
よ
っ
て
結
婚
チ
ャ
ン
ス
が

ど
の
よ
う
に
不
平
等
に
分
配
さ
れ
て
い
る
か
は
、
上
で

見
た
通
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
結
婚
チ
ャ
ン
ス
を
不
平
等

に
分
配
し
て
い
る
属
性
と
し
て
、
地
理
的
要
因
を
指
摘

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
出
産
力
調
査
」
も
指
摘
す
る

よ
う
に
、
「
居
住
地
の
人
口
集
中
地
区
分
類
で
み
る
と
、

男
女
と
も
に
大
都
市
的
地
域
ほ
ど
交
際
相
手
を
持
つ
者

が
多
い
。
ま
た
、
そ
の
格
差
は
、
一
年
以
内
の
結
婚
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

肯
定
し
て
い
る
層
で
よ
り
顕
著
と
な
っ
て
い
る
。
」

　
結
婚
に
あ
た
っ
て
の
地
理
的
制
約
は
通
常
「
（
地
域

　
　
　
（
2
）

的
）
通
婚
圏
」
の
問
題
と
さ
れ
、
そ
れ
は
社
会
の
産
業

化
と
と
も
に
拡
大
す
る
（
つ
ま
り
地
理
的
制
約
は
減
少

結婚年 夫婦組数 同一市町村 同一府県 他府県

～1949 606 57．9 90．9
9
．
1

1950－54 812 60．7 91．4
8
．
6

1955－59 946 53．2 90．3
9
．
7

1960－64 1146 53．2 88．0 12．0

1965－69 1246 48．6 84．1 15．9

1970－74 1380 49．6 83．7 16．3

1975－80 1160 49．1 83．3 16．7

1980－83 764 52．6 89．7 10．3

不　詳 281 54．1 88．6 11．4

合　計 8341 52．4 87．0 13．0

厚生省「結婚に関する人口学的調査」，1983年
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す
る
）
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
結
婚
す
る
者
の
婚
前
の
住
所
を
調
べ
て
み
る
と
そ
の
過
半
数
は
同
一
市
町
村
同
士
の
組
合
せ

で
あ
り
、
ほ
ぼ
九
割
が
同
一
府
県
の
組
合
せ
で
あ
る
。
他
府
県
の
組
合
せ
は
わ
ず
か
一
割
強
に
す
ぎ
な
い
。
通
婚
圏
は
き
わ
め
て
狭
く
、

ま
た
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
こ
こ
か
ら
分
か
る
。

　
こ
う
し
た
地
域
的
通
婚
圏
の
狭
さ
と
、
先
に
み
た
居
住
地
に
よ
る
結
婚
チ
ャ
ン
ス
の
格
差
と
を
合
わ
せ
て
考
え
て
み
れ
ば
、
地
理
的
環

境
に
よ
っ
て
人
々
の
結
婚
チ
ャ
ン
ス
が
ど
れ
ほ
ど
不
平
等
で
あ
る
か
が
分
か
る
。

（
1
）

（
2
）

『
第
九
次
出
産
力
調
査
』
、
第
二
報
告
書
、
三
八
頁

小
山
隆
「
通
婚
圏
の
意
味
す
る
も
の
」
『
社
会
学
の
諸
問
題
』
、

一
九
五
四
年
、
三
九
五
頁
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⑥
　
同
類
婚
的
傾
向
と
機
会
不
平
等

　
こ
れ
ま
で
の
観
察
か
ら
、
い
く
つ
か
の
点
が
指
摘
で
き
る
。
第
一
に
、
初
婚
年
齢
の
集
中
の
事
実
か
ら
、
結
婚
を
人
々
に
強
制
す
る
社

会
的
力
の
強
さ
を
看
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
く
に
、
男
性
に
く
ら
べ
女
性
の
初
婚
年
齢
の
集
中
の
度
合
が
高
い
こ
と
は
、
女
性
に
よ

り
強
く
こ
の
力
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
第
二
に
、
妻
と
夫
の
年
齢
差
が
夫
上
位
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

社
会
的
強
制
力
が
人
々
に
結
婚
を
夫
上
位
の
勢
力
関
係
で
強
制
し
て
い
る
事
実
が
明
ら
か
に
な
る
。
第
三
に
、
こ
の
よ
う
に
強
制
さ
れ
る

結
婚
チ
ャ
ン
ス
は
人
々
の
あ
い
だ
で
不
平
等
に
配
分
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
学
歴
階
層
的
格
差
と
し
て
い
え
る
こ
と

で
あ
り
、
職
業
階
層
的
格
差
と
し
て
い
え
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、
地
理
的
環
境
格
差
と
し
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
社
会
地
理
的
、
階
層
的
格
差
の
実
態
は
し
ば
し
ば
、
そ
れ
を
同
類
婚
的
傾
向
に
結
び
つ
け
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
で
、
覆
い
隠

さ
れ
て
き
た
。
人
々
が
そ
の
分
を
守
っ
て
配
偶
者
選
択
に
勤
ん
で
い
る
と
い
う
事
態
は
、
た
し
か
に
階
層
．
階
級
社
会
の
一
面
の
真
実
で
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は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
類
婚
と
一
括
さ
れ
る
傾
向
の
な
か
に
は
、
明
ら
か
に
異
質
な
傾
向
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
他
の
階
層
か
ら
忌
避
さ
れ
、
結
果
的
に
同
一
階
層
内
で
配
偶
者
を
選
択
せ
ざ
る
を
え
な
い
ケ
ー
ス
と
、
自
己
の
階
層
的
利
害

を
守
る
た
め
、
積
極
的
に
自
己
の
ま
わ
り
に
防
壁
を
め
ぐ
ら
せ
、
そ
の
結
果
、
同
一
階
層
内
部
で
配
偶
者
選
択
を
繰
り
返
す
と
い
う
ケ
ー

ス
は
、
ど
ち
ら
も
同
類
婚
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
の
動
機
も
社
会
的
意
味
も
全
く
異
な
っ
て
く
る
。
両
者
を
た
ん
に
同
類
婚
と
い
う
結
果

だ
け
で
一
括
し
て
し
ま
う
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
結
婚
チ
ャ
ン
ス
の
分
配
格
差
を
等
閑
に
付
す
こ
と
で
、
結

婚
の
た
め
の
日
常
的
な
機
会
が
な
ぜ
社
会
的
に
み
て
も
っ
と
も
不
利
な
層
か
ら
奪
わ
れ
、
彼
ら
に
そ
の
問
題
が
結
婚
難
と
い
う
か
た
ち
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

し
わ
寄
せ
さ
れ
る
の
か
を
説
明
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
一
九
八
一
一
年
に
全
国
五
八
O
O
人
の
独
身
男
女
を
対
象
に
行
な
わ
れ
た
厚
生
省

人
口
問
題
研
究
所
の
調
査
を
分
析
し
た
湯
沢
雍
彦
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
高
学
歴
の
女
性
や
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
キ
ャ
リ

ア
ウ
ー
マ
ン
は
、
特
に
生
涯
独
身
志
向
が
強
い
と
思
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
調
査
か
ら
は
、
逆
の
結
果
が
出
た
。
む
し
ろ
、
中
卒
や
高
卒

の
女
子
の
ほ
う
に
生
涯
独
身
志
向
が
倍
以
上
強
い
の
で
あ
る
。
（
ま
た
）
無
職
や
自
営
業
や
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
で
独
身
志
向
が
強
く
、
ホ
ワ

イ
ト
カ
ラ
ー
で
は
弱
い
。
結
局
、
結
婚
相
手
の
候
補
者
と
出
会
う
チ
ャ
ン
ス
が
少
な
い
人
々
は
、
異
性
の
友
人
を
も
た
な
い
者
が
多
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

独
身
志
向
も
強
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
で
あ
る
。
」

　
一
般
的
に
は
、
配
偶
者
選
択
の
チ
ャ
ン
ス
か
ら
特
定
階
層
が
疎
外
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
婚
難
の
問
題
が
起
こ
る
。
だ
が
、
自
営

業
に
お
け
る
結
婚
難
と
、
ブ
ル
ー
カ
ラ
i
労
働
者
に
お
け
る
結
婚
難
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
し
て
や
、
そ
れ
を
政
略
結

婚
の
対
象
に
さ
れ
て
、
追
い
回
さ
れ
る
若
き
エ
リ
ー
ト
官
僚
の
結
婚
問
題
と
同
一
視
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
配
偶
者
選
択
は
、
そ
れ
が

展
開
さ
れ
る
階
層
・
階
級
の
場
に
応
じ
て
、
特
殊
的
で
独
自
の
論
理
に
従
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
つ
ぎ
の
問
題
で
あ
る
。
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（
1
）
　
川
崎
末
美
・
湯
沢
雍
彦
「
男
性
勤
労
者
の
結
婚
難
の
諸
要
因
－
京
葉
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
の
A
社
の
場
合
」
『
国
民
生
活
研
究
』
第
二
八
巻
第
三
号
、
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一
九
八
八
年
一
二
月
、
光
岡
浩
二
『
農
山
村
の
花
嫁
問
題
と
対
策
』
（
一
九
八
七
年
、
農
業
統
計
協
会
）

（
2
）
　
湯
沢
雍
彦
『
図
説
　
現
代
日
本
の
家
族
問
題
』
、
日
本
放
送
協
会
、
一
九
八
七
年
、
七
二
頁

⑧
　
結
婚
の
特
殊
的
な
階
層
的
傾
向

　
結
婚
が
持
っ
て
い
る
社
会
的
意
味
は
、
当
然
、
社
会
階
層
に
よ
っ
て
異
な
る
。
支
配
階
層
に
と
っ
て
婚
姻
は
な
に
よ
り
も
支
配
的
地
位

保
全
の
た
め
の
手
段
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
、
被
支
配
階
層
に
と
っ
て
結
婚
は
、
生
活
の
現
実
で
あ
り
、
労
働
者
家
族
に
と
っ
て
は
劣

働
力
商
品
の
維
持
・
再
生
産
の
条
件
で
あ
り
、
自
営
家
族
に
と
っ
て
は
家
族
経
営
の
維
持
・
再
生
産
の
条
件
で
あ
る
。
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①
　
支
配
階
層
に
と
っ
て
の
結
婚

　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
い
く
つ
か
の
報
告
が
一
致
し
て
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
現
在
の
わ
が
国
に
お
け
る
『
新
支
配
者
階
層
』
」
は
「
か
つ
て
の
旧
華
族
を

中
心
と
す
る
名
門
家
系
に
、
戦
後
の
新
興
勢
力
で
あ
る
財
界
人
家
系
、
そ
れ
に
（
政
治
）
権
力
者
の
家
系
が
加
わ
っ
て
、
新
旧
の
支
配
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

階
級
が
混
然
一
体
と
な
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
、
エ
リ
ー
ト
閨
閥
、
そ
の
も
の
の
中
に
存
在
し
て
い
る
」
。
彼
ら
の
世
界
で
は
、
「
そ
の
政
治

的
・
経
済
的
実
力
に
加
え
て
、
財
界
・
政
界
・
官
界
・
学
界
に
と
、
い
く
え
に
も
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
姻
戚
関
係
の
網
目
が
、
各
界
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

け
る
新
し
い
実
力
者
の
存
在
を
き
わ
だ
た
せ
て
い
る
」
。
こ
の
よ
う
に
、
名
誉
と
富
と
政
治
的
力
と
が
支
配
階
層
に
と
っ
て
そ
の
地
位
を

安
定
さ
せ
る
う
え
で
必
要
不
可
欠
な
三
要
素
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
長
期
的
に
確
保
す
る
た
め
の
も
っ
と
も
有
効
な

手
段
と
し
て
婚
姻
が
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
、
結
果
と
し
て
形
成
さ
れ
た
有
力
家
系
の
閨
閥
を
観
察
し
て
み
る
ま
で
も
な
く
、
歴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

史
的
に
は
目
明
の
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
支
配
階
層
が
閨
閥
を
形
成
す
る
手
段
と
し
て
婚
姻
を
利
用
す
る
こ
と
目
体
、
日
本
の
戦
前
と
戦

後
で
大
き
な
区
別
は
な
い
。
違
い
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
戦
前
か
ら
戦
後
へ
の
支
配
層
（
権
力
の
担
い
手
）
の
転
換
に
と
も
な
っ
て
、
閨
閥
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の
性
格
が
身
分
的
で
半
封
建
的
な
も
の
か
ら
、
職
能
的
で
近
代
的
な
も
の
に
転
換
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
戦
前
の
支
配
層
で
は
、

旧
華
族
を
中
核
と
し
て
旧
軍
閥
・
旧
財
閥
が
三
結
合
す
る
身
分
権
力
閨
閥
が
そ
の
特
徴
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
戦
後
の
支
配
層
は
高
級
官

僚
と
政
治
家
を
中
核
と
し
て
、
天
皇
家
も
し
く
は
皇
族
の
外
戚
と
財
界
実
力
者
家
系
と
の
三
結
合
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
職
能
権
力
閨
閥

を
特
徴
と
し
て
い
る
。
閨
閥
が
権
力
集
団
と
の
直
接
的
関
連
を
失
う
の
は
、
新
た
な
「
名
門
」
家
系
が
権
力
中
枢
に
形
成
さ
れ
る
ま
で
の

過
渡
期
に
限
ら
れ
る
。

　
閨
閥
は
な
に
を
体
現
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
な
に
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
閨
閥
形
成
の
動
機
が
問
題
で
あ
る
。
さ
し
あ
た

り
考
え
ら
れ
る
の
は
三
点
で
あ
る
。

　
第
一
は
、
名
誉
（
家
名
）
で
あ
り
、
そ
れ
に
と
も
な
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
権
力
の
所
有
・
相
続
で
あ
る
。
名
門
家
系
が
配
偶
者
お
よ
び
そ

の
家
系
に
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
名
門
意
識
は
、
支
配
階
層
が
自
ら
を
社
会
的
に
広
く
認
知
さ
せ
る
た
め
の
有
効
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
手
段

で
あ
る
。
と
同
時
に
、
そ
の
意
識
と
係
累
に
連
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
名
門
家
系
と
し
て
支
配
階
層
内
部
で
一
定
の
地
位
を
相
続
さ
せ
て

い
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
効
果
が
さ
し
あ
た
り
名
門
意
識
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
名
門
家
系
に
連
な
る

こ
と
は
、
有
力
な
係
累
を
さ
し
あ
た
り
も
た
な
い
新
興
の
成
功
者
に
と
っ
て
、
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
る
閨
閥
を
一
挙
に
手
に
入
れ
る
き

わ
め
て
効
果
的
な
手
段
で
あ
る
し
、
す
で
に
名
門
家
系
と
の
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
る
支
配
階
層
に
と
っ
て
は
、
二
重
、
三
重
に
名
門
家

系
と
係
累
関
係
を
重
ね
る
こ
と
で
、
閨
閥
間
の
団
結
を
よ
り
強
化
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
（
石
橋
、
團
、
鳩
山
家
）
。
だ
か
ら
、
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
動
機
は
つ
ね
に
ま
た
現
実
的
動
機
を
伴
う
。
事
実
、
「
閨
閥
地
図
も
歴
史
が
た
つ
と
、
単
に
政
治
家
や
官
僚
、
そ
し
て
実
業

人
ば
か
り
の
力
で
押
し
ま
く
る
一
方
の
系
譜
に
、
例
え
ば
学
者
や
文
化
人
、
さ
ら
に
旧
華
族
と
い
っ
た
旧
名
門
家
系
が
、
加
わ
っ
て
く
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
が
普
通
で
あ
る
」
と
す
る
観
察
報
告
も
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
閨
閥
形
成
の
第
一
の
動
機
で
あ
る
名
誉
な
い
し
名
門
意
識
を
は
か
る
尺
度
は
、
端
的
に
言
っ
て
「
天
皇
と
の
距
離
」
で
あ
る
。
名
誉
な

137
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い
し
名
門
家
系
と
い
う
も
の
が
結
局
天
皇
（
家
）
と
の
距
離
に
帰
着
す
る
と
い
う
事
実
は
、
一
般
的
な
意
味
で
は
、
宮
中
席
次
や
勲
章

　
（
7
）

制
度
の
内
実
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
特
殊
的
に
は
、
名
門
と
呼
ば
れ
る
家
系
が
、
戦
前
の
摂
家
・
清
華
家
か
ら
、
戦
後
は
、
正
田
家

を
頂
点
と
す
る
皇
族
の
外
戚
へ
と
移
っ
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

　
第
二
の
動
機
は
、
富
つ
ま
り
経
済
権
力
の
確
保
で
あ
る
。
正
確
に
い
え
ば
、
資
本
の
支
配
権
力
で
あ
る
。
資
本
の
支
配
権
力
を
握
る
者

を
政
治
的
な
意
味
で
広
義
の
資
本
家
階
級
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
経
済
的
か
つ
具
体
的
に
は
、
資
本
所
有
者
（
古
典

的
な
意
味
で
の
資
本
家
）
お
よ
び
所
有
代
理
者
（
経
営
管
理
者
）
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
は
企
業
の
創
業
者
お
よ
び
同

族
経
営
者
の
な
か
に
、
後
者
は
財
界
人
と
呼
ば
れ
る
経
営
管
理
者
階
級
の
代
表
者
の
う
ち
に
そ
の
典
型
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ

ん
、
単
な
る
経
営
管
理
者
階
級
一
般
と
「
財
界
人
」
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
さ
し
あ
た
り
両
者
の
違
い
を
即
自
的
階
級

と
向
目
的
階
級
の
違
い
と
考
え
て
お
け
ば
、
両
者
が
と
も
に
経
営
管
理
者
階
級
に
属
し
、
同
一
の
階
級
的
基
盤
を
共
有
す
る
こ
と
自
体
、

疑
問
を
差
し
挟
む
余
地
は
な
い
。
事
実
、
「
財
界
」
と
は
、
た
ん
な
る
個
別
資
本
の
経
営
者
集
団
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を

超
え
て
総
資
本
の
立
場
か
ら
、
経
済
、
政
治
、
社
会
全
般
に
わ
た
っ
て
自
由
主
義
（
つ
ま
り
資
本
主
義
）
を
リ
ー
ド
す
る
パ
ワ
ー
・
エ
リ

ー
ト
の
「
権
力
集
団
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
そ
の
構
成
員
た
る
「
財
界
人
」
も
「
経
済
人
」
と
し
て
の
広
い
視
野

と
と
も
に
「
目
由
主
義
経
済
」
を
守
ろ
う
と
す
る
強
い
意
志
と
行
動
力
と
が
同
時
に
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
、
資
本
家
階

級
の
一
員
と
し
て
の
階
級
意
識
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
財
界
家
系
の
閨
閥
形
成
は
、
現
代
日
本
の
資
本
家
階
級
の

も
っ
と
も
意
識
的
部
分
が
そ
の
子
女
の
配
偶
者
選
択
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
利
用
し
た
の
か
、
ま
た
、
彼
ら
支
配
階
層
に
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

っ
て
結
婚
な
る
も
の
が
そ
も
そ
も
な
に
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
こ
う
し
た
こ
と
を
典
型
的
に
示
す
代
表
例
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
閨
閥
形
成
の
第
三
の
動
機
は
、
政
治
的
権
力
の
維
持
で
あ
る
。
議
会
権
力
と
執
行
権
力
の
支
配
者
で
あ
る
政
治
家
と
高
級
官
僚
は
、
国

家
権
力
の
支
配
者
お
よ
び
代
行
者
と
い
う
意
味
で
政
治
的
支
配
階
層
の
一
員
で
あ
り
、
目
己
の
地
位
と
権
益
と
を
守
ろ
う
と
す
る
積
極
的
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な
理
由
を
有
す
る
。
彼
ら
が
婚
姻
を
媒
介
に
し
て
自
己
の
権
益
を
守
ろ
う
と
す
る
の
は
、
む
し
ろ
支
配
階
層
の
一
員
と
し
て
当
然
の
成
り

　
　
　
（
9
）

ゆ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
た
と
え
ば
、
ア
キ
ラ
・
ク
ボ
タ
の
調
査
は
一
二
の
中
央
省
庁
と
そ
の
周
辺
機
関
の
事
務
次
官
、
官
房
長
、
局
長
の
全
員
、
部
長
・
次

長
・
課
長
の
一
一
％
、
計
一
三
五
三
人
を
対
象
に
し
て
、
一
九
四
九
年
、
五
四
年
、
五
九
年
の
三
回
の
時
期
に
わ
た
っ
て
、
そ
の
社
会
的

出
身
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
部
長
・
次
長
以
上
で
「
著
名
人
」
を
父
に
も
つ
者
は
一
〇
％
で
あ
る
の
に
た
い
し
、
義
父
で

は
一
二
・
一
％
で
あ
る
。
ク
ボ
タ
の
い
う
「
著
名
人
」
と
は
「
陸
海
軍
大
将
、
主
要
会
社
法
人
役
員
、
旧
華
族
、
著
名
な
作
家
や
学
者
、

高
い
収
入
を
も
つ
実
業
家
」
な
ら
び
に
「
政
治
的
著
名
人
」
（
こ
れ
も
ま
た
、
彼
に
よ
れ
ば
、
「
内
閣
閣
僚
、
国
会
議
員
、
府
県
知
事
、
植

民
地
総
督
、
最
高
裁
・
大
審
院
・
植
民
地
の
高
等
裁
判
所
の
裁
判
官
、
主
要
政
党
の
役
員
、
局
長
以
上
の
高
級
宮
僚
」
）
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
「
著
名
人
」
と
は
支
配
階
層
の
代
表
者
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
高
級
官
僚
た
ち
は
、
そ
の
一
〇
％

が
も
と
も
と
こ
う
し
た
支
配
階
層
の
出
身
で
あ
り
、
一
二
％
が
閨
閥
を
通
じ
て
支
配
階
層
の
一
員
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
こ
の

数
字
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
（
n
）

　
村
松
岐
夫
の
調
査
は
、
官
僚
だ
け
で
な
く
政
治
家
を
も
含
ん
で
、
彼
ら
が
い
か
に
深
く
閨
閥
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
か
を
示
し
て
い
る
。

村
松
は
一
九
四
五
年
前
後
に
大
学
を
卒
業
し
た
高
級
官
僚
（
次
官
、
局
長
、
官
房
長
、
審
議
官
、
総
括
課
長
）
二
五
一
名
と
国
会
議
員
一

〇
一
名
と
に
面
接
調
査
を
行
い
、
「
親
戚
中
に
政
治
家
（
国
政
レ
ベ
ル
の
議
員
、
公
選
知
事
、
市
長
、
都
道
府
県
会
議
員
）
は
い
る
か
」

と
い
う
問
い
を
発
し
た
。
「
い
る
」
と
答
え
た
者
は
、
官
房
長
以
上
で
一
四
・
五
％
、
審
議
官
・
課
長
で
一
八
・
九
％
、
目
民
党
国
会
議

員
で
七
〇
％
、
野
党
国
会
議
員
で
三
一
・
四
％
で
あ
る
。
ま
た
、
「
親
戚
中
に
官
僚
は
い
る
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
、
官
僚
の
四

一一

四
％
、
国
会
議
員
の
二
九
・
七
％
が
「
い
る
」
と
答
え
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
数
字
を
踏
ま
え
て
考
え
て
み
れ
ば
、
「
大
蔵
や
通
産
、
そ
し
て
外
務
省
な
ど
の
中
央
エ
リ
ー
ト
官
庁
の
官
僚
と
い
う
だ
け
で
、
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閨
閥
づ
く
り
の
目
玉
に
さ
れ
、
入
省
し
た
時
か
ら
息
子
が
い
な
い
政
治
家
や
オ
ー
ナ
ー
財
界
人
た
ち
か
ら
”
婿
狩
り
”
の
対
象
と
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

追
い
回
さ
れ
る
の
は
、
今
で
は
普
通
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
」
と
報
告
さ
れ
る
現
状
も
驚
く
に
あ
た
ら
な
い
。
あ
る
新
聞
記
事
は
、
「
官

僚
へ
の
縁
談
話
は
、
中
央
省
庁
の
な
か
で
も
、
大
蔵
官
僚
が
圧
倒
的
に
多
い
」
と
し
た
う
え
で
、
「
大
蔵
省
の
あ
る
課
長
経
験
者
」
の
話

と
し
て
、
「
政
治
家
や
財
界
人
か
ら
『
知
り
合
い
の
お
嬢
さ
ん
な
ん
だ
が
』
と
頼
ま
れ
て
、
お
見
合
い
写
真
を
渡
さ
れ
る
」
と
報
告
し
て

い
る
。
同
記
事
に
よ
れ
ば
、
「
こ
う
し
た
写
真
は
、
人
事
を
担
当
す
る
秘
書
課
長
が
保
管
し
、
秘
書
課
を
通
じ
て
、
先
輩
や
上
司
が
独
身

官
僚
に
『
良
縁
』
を
持
ち
か
け
る
」
が
、
「
最
近
は
話
が
ま
と
ま
る
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
よ
う
で
、
二
〇
代
後
半
の
課
長
補
佐

の
一
人
は
『
同
期
二
五
人
の
中
で
結
婚
し
た
の
は
一
七
、
八
人
。
秘
書
課
経
由
の
縁
談
で
ゴ
ー
ル
イ
ン
し
た
の
は
、
せ
い
ぜ
い
二
、
三
人

で
は
な
い
か
』
と
い
う
」
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
若
手
官
僚
の
配
偶
者
選
択
が
閨
閥
形
成
と
い
う
支
配
階
層
の
動
機
か
ら
自
由
に
な

り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
反
対
に
、
閨
閥
形
成
が
こ
の
よ
う
な
間
接
的
で
不
確
実
な
方
法
に
頼
ら
ず
、

よ
り
直
接
的
か
つ
効
果
的
な
方
法
で
達
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
支
配
階
層
が
、
政
界
、
財
界
、
官
界
、
皇
室
に
血
縁
の
網
の
目
を
張
り
巡
ら
す
背
景
に
は
、
各
界
に
お
け
る
権
力
（
政
治
的
、
経
済
的
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
）
の
独
占
と
そ
の
維
持
と
い
う
現
実
的
動
機
が
あ
る
の
で
あ
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
婚
姻
が
そ
の
現
実
的
動
機
か
ら
目
由

で
あ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。
結
果
と
し
て
形
成
さ
れ
る
閨
閥
の
実
態
観
察
が
そ
の
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ

て
い
る
。
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（
1
）

　
九
年

（
2
）

佐
藤
朝
泰
『
閨
閥
、
日
本
の
二

佐
藤
、
同
上
書
、
　
一
頁

ユ
ー
　
●

エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
』
立
風
書
房
、
一
九
八
一
年
、
神
一
行
『
閨
閥
』
毎
日
新
聞
社
、
一
九
八
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（
3
）
　
大
星
義
明
「
刊
行
の
こ
と
ば
」
『
財
界
家
系
譜
大
観
・
第
三
版
』
常
盤
書
院
、
一
九
七
七
年

（
4
）
　
当
事
者
は
形
成
さ
れ
た
閨
閥
が
意
図
せ
ざ
る
結
果
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
す
る
の
が
常
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
本
人
同
士
は
”
純
粋
恋
愛
”
だ
と

　
思
っ
て
い
る
が
、
二
人
の
出
会
う
キ
ッ
カ
ケ
、
環
境
作
り
は
、
親
同
士
が
し
っ
か
り
と
仕
組
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
マ
マ
あ
る
の
だ
」
（
神
、

　
前
掲
書
、
七
二
頁
）
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
例
外
的
な
ケ
ー
ス
と
し
て
、
「
名
門
家
系
の
二
代
目
、
も
し
く
は
三
代
目
の
御
曹
司
た
ち
は
、

意
外
に
、
閨
閥
な
ど
く
そ
食
ら
え
と
ば
か
り
に
、
自
由
に
ベ
タ
ー
ハ
ー
フ
を
自
分
で
選
ん
で
し
ま
う
タ
イ
プ
も
多
い
」
。
し
か
し
、
こ
れ
と
て
も
、

支
配
階
層
の
な
か
で
一
般
的
な
閨
閥
形
成
と
い
う
事
実
を
否
定
す
る
に
足
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
こ
れ
は
自
分
が
育
っ
た
閨
閥
の
中
に
、

　
こ
の
ま
ま
押
し
込
ま
れ
、
逼
塞
し
た
く
な
い
と
い
う
前
向
き
の
考
え
方
も
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
閨
閥
人
脈
に
囲
ま
れ
て
育
っ
た
“
よ
す
ぎ
る
”
環
境

　
か
ら
く
る
世
間
知
ら
ず
と
い
う
か
一
種
の
“
甘
え
”
も
感
じ
ら
れ
る
」
（
佐
藤
、
前
掲
書
、
一
九
二
頁
）
か
ら
で
あ
る
。

（
5
）
　
佐
藤
、
前
掲
書
、
一
〇
八
頁

（
6
）
　
佐
藤
、
前
掲
書
、
一
八
頁
、
神
、
前
掲
書
、
一
三
頁
。
名
門
家
系
と
の
縁
組
み
は
、
こ
の
場
合
、
と
く
に
旧
華
族
や
旧
皇
族
の
娘
の
降
嫁
や
息

　
子
と
の
養
子
縁
組
と
い
っ
た
か
た
ち
を
と
る
（
松
下
幸
之
助
、
小
佐
野
賢
治
、
近
藤
荒
樹
）
。

（
7
）
　
叙
勲
は
勲
一
等
か
ら
二
等
ま
で
が
皇
居
で
行
な
わ
れ
、
そ
れ
以
外
が
関
係
省
庁
で
行
な
わ
れ
る
が
、
こ
の
事
実
は
名
誉
の
体
系
が
天
皇
を
頂
点

　
と
す
る
こ
と
を
露
骨
に
表
現
す
る
。
と
同
時
に
、
受
勲
者
の
「
職
業
間
格
差
」
を
一
瞥
し
て
分
か
る
よ
う
に
、
勲
章
制
度
が
本
質
的
に
階
級
的
で
あ

　
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
事
実
で
あ
る
（
小
川
賢
治
「
戦
後
日
本
の
受
勲
者
に
お
け
る
職
業
間
格
差
」
社
会
学
研
究
会
『
ソ
シ
オ
ロ
ジ
』
第
三

　
〇
巻
第
三
号
、
一
九
八
六
年
一
月
）
。

（
8
）
佐
藤
の
前
掲
書
（
第
三
～
五
・
九
～
一
一
章
）
で
は
、
二
九
の
財
界
家
系
の
例
が
、
神
の
前
掲
書
（
第
二
部
）
で
は
一
三
の
財
界
家
系
が
取
り

　
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
閨
閥
形
成
の
詳
細
が
観
察
さ
れ
て
い
る
。
よ
り
多
く
の
サ
ン
プ
ル
と
い
う
点
で
は
、
現
代
名
士
家
系
譜
刊
行
会
編
『
財
界
家
系
譜

大
観
・
第
三
版
』
（
常
盤
書
院
、
一
九
七
七
年
）
が
参
考
に
な
る
。
こ
れ
は
サ
ン
プ
ル
を
一
〇
六
〇
名
（
約
一
〇
三
〇
家
系
）
の
財
界
有
力
者
ま
で

広
げ
、
「
本
人
中
心
に
姻
戚
を
五
代
に
わ
た
っ
て
、
人
脈
、
閨
閥
の
系
譜
を
克
明
に
図
示
し
、
登
録
人
数
は
実
に
一
〇
〇
、
O
O
O
名
に
お
よ
ぶ
」

　
（
同
書
、
刊
行
の
こ
と
ば
）
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
。

（
9
）
佐
藤
の
前
掲
書
（
第
六
～
八
章
）
で
は
、
一
七
の
政
界
家
系
と
三
官
僚
家
系
の
例
が
、
神
の
前
掲
書
（
第
一
部
）
で
は
一
三
の
政
界
家
系
が
取
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り
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
閨
閥
形
成
の
詳
細
が
観
察
さ
れ
て
い
る
。

（
1
0
）
　
ア
キ
ラ
・
ク
ボ
タ
『
高
級
官
僚
』
　
一
九
七
二
年
、
福
村
出
版
社
、
六
四
、
七
五
頁

（
n
）
村
松
岐
夫
『
戦
後
日
本
の
官
僚
制
』
一
九
八
一
年
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
五
一
頁
、
表
二
ー
六
お
よ
び
二
ー
七
。
こ
の
数
字
は
彼
に
よ
る
第
二

　
回
目
の
調
査
（
一
九
八
五
～
六
年
）
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
（
村
松
岐
夫
「
日
本
官
僚
制
論
へ
の
ワ
ン
モ
ア
・
ス
テ
ッ
プ
ー
『
戦
後
日
本

　
の
官
僚
制
』
再
論
と
第
二
回
行
政
エ
リ
ー
ト
調
査
」
京
都
大
学
『
法
学
論
叢
』
第
一
二
〇
巻
第
四
・
五
・
六
号
、
一
九
八
七
年
三
月
）
。

（
1
2
）
佐
藤
、
前
掲
書
、
三
四
一
頁

（
1
3
）
　
「
閨
閥
－
大
蔵
省
・
官
僚
の
日
々
4
」
『
朝
日
新
聞
』
一
九
九
二
年
三
月
二
七
日

　
②
労
働
者
階
層
に
と
っ
て
の
結
婚

　
婚
姻
と
い
う
も
の
が
、
支
配
階
層
に
と
っ
て
は
、
権
力
の
保
持
を
中
心
的
動
機
と
し
、
そ
の
た
め
の
手
段
で
あ
る
閨
閥
形
成
の
論
理
に

従
う
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
被
支
配
階
層
で
あ
る
大
多
数
の
庶
民
、
と
り
わ
け
労
働
者
階
級
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
、
物
質
的
生
活
の

維
持
を
主
要
な
動
機
と
し
、
こ
の
物
質
的
生
活
が
資
本
主
義
と
い
う
社
会
体
制
の
も
と
で
営
ま
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
を
支
配
す
る
市
場
交

換
の
原
理
（
契
約
の
原
理
）
に
従
う
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
近
年
、
結
婚
産
業
の
発
展
の
度
合
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。
挙
式
自
体
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
配
偶
者
選
択
の
過
程
ま
で
が
企

業
活
動
の
場
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
公
営
の
結
婚
相
談
所
の
利
用
や
地
域
社
会
で
の
世
話
焼
き
に
よ
る
婿
・
嫁
さ
が
し
は
、
急
速

に
影
を
ひ
そ
め
、
代
わ
っ
て
企
業
グ
ル
ー
プ
内
部
で
の
見
合
い
や
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
見
合
い
会
社
（
結
婚
情
報
産
業
）
に
よ
る
配
偶
者
選

択
が
目
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
産
業
化
と
い
う
現
代
的
状
況
は
、
も
と
も
と
結
婚
市
場
で
当
事
者
の
物
質
的
生
活
条
件
を

結
婚
契
約
の
条
件
の
一
つ
、
し
か
も
主
要
な
一
つ
と
考
え
、
配
偶
者
選
択
の
た
め
の
外
的
規
準
と
し
て
き
た
こ
と
の
、
必
然
的
で
論
理
的
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（
2
）

な
結
果
で
し
か
な
い
。
近
代
的
結
婚
に
お
け
る
配
偶
者
選
択
の
過
程
は
、
そ
れ
が
直
接
資
本
に
よ
っ
て
包
摂
さ
れ
て
い
る
か
否
か
は
別
に

し
て
も
、
商
品
交
換
の
原
理
（
契
約
原
理
）
に
深
く
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
企
業
（
資
本
）
の
論
理
に
現
在

ま
が
り
な
り
に
も
馴
染
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
結
婚
市
場
の
一
切
の
運
動
が
商
品
交
換
の
論
理
に
立
脚
し
て
行
な
わ
れ
る
た
め
の

前
提
条
件
は
、
当
事
者
が
な
に
よ
り
目
由
な
意
志
に
基
づ
く
独
立
し
た
人
格
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
配
偶
者
選
択
も
両
性

の
合
意
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
、
現
代
的
結
婚
を
成
り
立
た
せ
る
第
一
の
条
件
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
戦
後
の
憲
法
・
民

法
の
改
正
に
と
も
な
っ
て
実
現
し
た
、
家
本
位
の
配
偶
者
選
択
か
ら
個
人
本
位
の
配
偶
者
選
択
へ
の
歴
史
的
転
換
は
、
た
し
か
に
結
婚
市

場
に
遅
れ
て
到
来
し
た
近
代
化
の
前
提
条
件
で
は
あ
っ
た
が
、
配
偶
者
選
択
を
市
場
化
し
、
や
が
て
は
産
業
化
し
て
企
業
の
営
利
活
動
の

草
刈
場
と
す
る
現
実
的
で
特
殊
歴
史
的
な
社
会
原
理
か
ら
個
人
を
最
終
的
に
解
放
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
同
時
に
、
自
由
で
独
立
し
た
人
格
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
は
、
そ
れ
ま
で
当
事
者
の
身
近
に
存
在
し
た
配
偶
者
選
択
の
諸
条

件
か
ら
当
事
者
が
今
や
永
続
的
に
切
り
離
さ
れ
、
結
婚
市
場
で
企
業
に
頼
っ
て
配
偶
者
選
択
を
行
な
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
置
か
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
、
も
う
一
つ
の
現
実
的
状
況
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
四
一
歳
で
独
身
の
あ
る
男
性
工
場
労
働
者
は
、
面
接
調
査
に

さ
い
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
「
二
〇
年
位
前
に
生
ま
れ
て
い
れ
ば
昔
の
習
慣
で
誰
か
が
面
倒
を
み
て
く
れ
て
い
た
か
も
し
れ

な
い
ね
。
外
国
で
は
パ
ー
テ
ィ
ー
な
ん
か
で
知
り
合
う
こ
と
も
あ
る
み
た
い
だ
け
ど
、
日
本
で
は
パ
ー
テ
ィ
ー
な
ん
か
ほ
と
ん
ど
や
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

い
し
、
生
ま
れ
る
の
が
も
う
少
し
前
か
後
に
ず
れ
て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
と
思
う
こ
と
も
あ
る
ね
」
。
こ
の
嘆
き
は
、
「
（
工
業
）
高
校

を
卒
業
す
る
と
直
ち
に
、
職
場
と
寮
と
を
通
じ
て
ほ
と
ん
ど
男
だ
け
の
閉
鎖
的
な
社
会
に
入
り
」
、
そ
の
結
果
「
異
性
交
際
の
機
会
や
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

レ
ー
ニ
ン
グ
は
ま
こ
と
に
不
十
分
」
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
労
働
者
階
級
の
結
婚
事
情
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
。

彼
ら
は
配
偶
者
選
択
の
諸
条
件
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
長
時
間
労
働
と
企
業
中
心
の
生
活
の
た
め
「
出
会
い
の
機
会
」
に
恵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

ま
れ
ず
、
た
と
え
恵
ま
れ
た
と
し
て
も
、
「
異
性
交
際
を
通
じ
て
相
手
の
人
間
的
魅
力
を
発
見
す
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
」
を
ほ
と
ん
ど
欠
い
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結婚の時重視した条件

条　　件 夫→妻 妻→夫

人　　　柄 82 86

職　　　業 19 56

収　　　入 10 50

年　　　齢 42 47

容　　　姿 52 40

家　　　柄 32 39

学　　　歴 25 37

親との同・別居 18 34

同　県　人 25 33

趣　　　味 27 28

資　　　産 13 21

（NHK『日本の夫婦像』1977）

性
が
求
め
る
（
と
さ
れ
る
）
「
高
学
歴
・
高
収
入
・
高
身
長
・
等
々
」

め
る
（
と
さ
れ
る
）
「
若
さ
・
美
貌
・
家
事
の
才
能
・
等
々
」

結
婚
の
時
に
重
視
し
た
条
件
を
調
査
し
た
上
表
の
結
果
で
あ
る
。

　
こ
の
結
果
は
同
類
婚
的
傾
向
の
背
後
に
潜
む
物
質
的
利
害
の
影
響
力
を
明
瞭
に
物
語
っ
て
い
る
。
男
性
で
は
経
済
能
力
（
「
職
業
」
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

「
収
入
」
）
や
社
会
的
信
用
（
「
年
齢
」
）
が
、
女
性
で
は
若
さ
（
「
年
齢
」
）
や
「
容
姿
」
が
、
ま
た
、
別
の
調
査
に
よ
れ
ば
「
家
事
能
力
」

が
、
「
人
柄
」
と
い
う
当
然
と
も
い
え
る
結
婚
条
件
に
次
ぐ
、
当
事
者
の
主
要
関
心
事
項
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
事
情
は
ま
た
、
別
の
面
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
例
え
ば
、
女
性
に
か
ん
す
る
「
適
齢
期
」
思
想
は
、
「
女
性
も
二
四
歳
を
過
ぎ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

と
結
婚
市
場
に
お
け
る
価
値
が
急
低
下
す
る
事
実
」
を
意
識
の
面
で
反
映
し
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
「
結
婚
市
場
」
に
投
げ
込
ま
れ
、
「
若

さ
」
以
外
に
売
る
べ
き
も
の
を
持
た
な
い
（
と
見
な
さ
れ
た
）
女
性
に
と
っ
て
、
若
さ
の
魅
力
が
失
せ
な
い
う
ち
に
結
婚
を
と
焦
る
気
持

た
学
校
生
活
を
送
っ
て
き
た
日
本
労
働
者
階
級
の
青
年
た
ち
は
そ
れ
を
配
偶
者
選

択
に
結
実
さ
せ
る
力
量
を
持
た
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
を
克
服
し
よ
う
と
、
各
自

は
必
死
で
個
人
的
努
力
を
重
ね
る
。
結
婚
市
場
で
の
相
対
的
位
置
を
改
善
し
よ
う

と
す
る
個
人
的
努
力
と
そ
れ
に
と
も
な
う
好
運
と
が
辛
う
じ
て
個
々
の
労
働
者
の

配
偶
者
選
択
を
可
能
に
し
て
い
る
。
だ
が
、
努
力
と
い
っ
て
も
、
好
運
と
い
っ
て

も
、
そ
れ
は
、
人
間
に
本
来
備
わ
る
多
面
的
な
魅
力
を
増
す
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、

社
交
に
よ
っ
て
出
会
い
の
機
会
を
豊
か
に
つ
く
り
出
す
こ
と
で
も
な
い
。
あ
る
者

に
と
っ
て
、
そ
れ
は
大
卒
初
任
給
の
一
ケ
月
分
を
超
え
る
入
会
金
を
支
払
っ
て
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ン
ピ
ュ
ー
タ
見
合
い
会
社
に
登
録
す
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
者
に
と
っ
て
は
、
女

　
　
　
　
　
　
の
ど
れ
か
を
手
に
入
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
男
性
が
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
の
い
ず
れ
か
を
誇
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
の
が
、
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　　　　　　　　　　　女性の結婚観（1972・79・84年）

1972 1979 1984

「なんといっても女の幸福は結婚にあるのだか
結婚したほうがよい」

39．7 32．4 30．4

「精神的にも経済的にも安定するから結婚したほうがよい」

20．7 20．8 21．8

「人間である以上当然のことだから結婚したほ
がよい」

19．9 17．6 17．6

「一人立ちできればあえて結婚しなくてもよい」 13．1 22．8 24．1
「結婚は女性の自由を束縛するから一生結婚しないほうがよい」

0
．
4

0
．
3

0
．
5

「わからない」
6
．
2

5
．
9

5
．
6

計 100．0 100．0 100．0

総理府「婦人に関する意識調査」（1972年，79年），1984年については，総理府「婦人に関する世論調査」

ち
は
、
市
場
関
係
で
最
大
限
有
利
な
立
場
に
立
と
う
と
す
る
個
人
的
努
力
の
表
れ
で

あ
る
と
も
い
え
る
。
他
方
、
男
性
に
と
っ
て
は
、
そ
の
「
経
済
力
」
が
女
性
の
「
若

さ
」
に
あ
た
る
。
配
偶
者
選
択
の
新
た
な
規
則
を
求
め
て
神
戸
市
東
灘
区
の
女
性
一

〇
〇
〇
名
に
つ
い
て
調
査
し
た
佐
藤
繁
美
も
い
う
よ
う
に
、
「
生
活
の
主
要
な
財
源

が
夫
の
収
入
に
限
定
さ
れ
る
以
上
、
男
性
の
経
済
的
能
力
の
有
無
は
結
婚
可
能
な
適

格
者
の
範
囲
を
決
定
す
る
条
件
と
な
る
」
し
、
「
学
歴
に
よ
っ
て
収
入
が
制
限
さ
れ

て
い
る
場
合
、
収
入
が
上
昇
す
る
ま
で
結
婚
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

と
も
中
学
卒
業
者
の
結
婚
年
齢
が
高
い
原
因
の
一
つ
で
あ
る
。
」

　
こ
の
よ
う
に
、
配
偶
者
選
択
に
お
け
る
「
適
格
者
」
絞
り
込
み
の
過
程
に
ど
の
よ

う
な
社
会
的
要
因
が
加
わ
り
、
影
響
力
を
発
揮
す
る
か
は
、
歴
史
的
段
階
に
よ
っ
て

異
な
る
。
し
か
し
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
男
女
の
物
質
的
社
会
関
係
は
、
階
層
化

さ
れ
た
社
会
の
な
か
の
、
し
か
も
特
定
の
階
層
（
階
級
）
の
な
か
で
の
男
女
関
係
と

し
て
問
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
調
査
結
果
か

ら
み
て
、
学
歴
に
関
し
て
も
、
年
齢
に
関
し
て
も
、
ま
た
収
入
に
関
し
て
も
、
女
性

の
側
の
上
方
婚
で
あ
る
の
は
、
労
働
者
階
層
の
な
か
に
お
い
て
も
、
男
性
に
た
い
す

る
女
性
の
経
済
的
依
存
が
男
女
関
係
の
基
本
的
特
徴
で
あ
る
こ
と
を
裏
書
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
女
性
の
結
婚
観
の
な
か
に
よ
り
直
接
的
な
か
た
ち
で
現
わ

れ
て
い
る
（
上
掲
の
表
を
参
照
）
。
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こ
の
結
果
を
見
て
も
明
か
な
よ
う
に
、
「
な
ん
と
い
っ
て
も
女
の
幸
福
は
結
婚
に
あ
る
の
だ
か
ら
結
婚
し
た
ほ
う
が
よ
い
」
と
い
う
回

答
や
、
「
人
間
で
あ
る
以
上
当
然
の
こ
と
だ
か
ら
結
婚
し
た
ほ
う
が
よ
い
」
と
い
う
回
答
は
減
少
し
、
「
精
神
的
に
も
経
済
的
に
も
安
定
す

る
か
ら
結
婚
し
た
ほ
う
が
よ
い
」
と
い
う
回
答
や
、
「
一
人
立
ち
で
き
れ
ば
あ
え
て
結
婚
し
な
く
て
も
よ
い
」
と
い
う
回
答
は
増
加
し
て

い
る
。
前
二
者
が
結
婚
を
そ
の
絶
対
的
価
値
で
考
え
て
い
る
の
に
た
い
し
、
後
二
者
は
そ
う
で
は
な
い
。
結
婚
を
「
精
神
的
．
経
済
的
安

定
」
の
た
め
と
考
え
る
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
「
一
人
立
ち
」
で
き
れ
ば
結
婚
し
な
く
て
も
よ
い
と
考
え
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
、
結
婚

を
外
的
目
標
に
た
い
す
る
一
つ
の
手
段
と
考
え
る
立
場
で
あ
り
、
こ
う
し
た
結
婚
観
へ
と
現
代
の
女
性
が
ま
す
ま
す
傾
斜
し
て
い
る
こ
と

は
、
き
わ
め
て
特
徴
的
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
な
に
も
現
代
女
性
に
の
み
特
徴
的
な
問
題
で
も
な
け
れ
ば
、
結
婚
観

に
限
定
さ
れ
た
問
題
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
男
女
の
あ
い
だ
の
物
質
的
社
会
関
係
の
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
在
り
方
が
、
当
事
者
の
意
識

の
面
へ
反
映
し
た
結
果
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
女
性
は
男
性
に
経
済
的
に
依
存
し
、
男
性
は
女
性
に
家
事
を
依
存
す
る
。
こ
う
し
た
家

庭
状
況
が
再
生
産
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
配
偶
者
選
択
の
過
程
で
の
「
適
格
者
」
絞
り
込
み
が
一
定
の
特
徴
を
あ
る
特
定
階
層
に
か
ん
し
て
示

す
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
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（
1
）
　
一
方
で
「
新
郎
・
新
婦
は
ブ
ラ
イ
ダ
ル
産
業
の
戦
略
に
乗
せ
ら
れ
、
産
業
を
維
持
す
る
た
め
に
豪
華
な
結
婚
式
を
挙
げ
さ
せ
ら
れ
て
い
る
」
と

す
れ
ば
、
他
方
で
「
有
名
ホ
テ
ル
で
の
挙
式
に
は
、
い
ま
や
、
虚
栄
心
な
ど
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
企
業
社
会
で
生
き
残
る
た
め
の
儀
式

　
と
し
て
の
、
暗
黙
の
強
制
が
は
た
ら
い
て
い
る
」
。
ま
さ
に
慧
眼
な
観
察
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
（
鎌
田
慧
「
結
婚
式
」
『
鎌

　
田
慧
の
記
録
2
繁
栄
と
貧
困
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
、
二
八
四
頁
、
二
八
六
頁
）
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
、
四
方
洋
「
演
出
さ
れ
た

　
結
婚
－
虚
像
・
実
像
」
（
『
講
座
　
現
代
・
女
の
一
生
3
i
恋
愛
・
結
婚
』
一
九
八
五
年
、
岩
波
書
店
）
や
宮
崎
幹
朗
「
現
代
社
会
に
お
け
る
結
婚
披

　
露
宴
の
意
義
」
（
『
愛
媛
法
学
会
雑
誌
』
第
一
四
巻
第
一
・
二
合
併
号
、
一
九
八
七
年
）
を
参
照
。

（
2
）
　
農
家
後
継
者
の
「
結
婚
相
手
の
需
要
関
係
を
問
題
に
す
る
に
当
た
っ
て
、
労
働
カ
ー
商
品
に
関
す
る
諸
概
念
か
ら
類
推
さ
れ
る
用
語
（
結
婚
市
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場
…
…
引
用
者
）
を
使
う
」
こ
と
の
妥
当
性
を
栗
田
明
良
は
主
張
し
て
い
る
（
「
農
家
後
継
者
の
結
婚
市
場
に
関
す
る
統
計
的
分
析
」
『
労
働
科
学
』

　
第
五
四
巻
第
一
〇
号
、
一
九
七
八
年
、
五
四
〇
頁
）
。

（
3
）
　
川
崎
末
美
・
湯
沢
雍
彦
「
男
性
勤
労
者
の
結
婚
難
の
諸
要
因
－
京
葉
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
の
A
社
の
場
合
」
『
国
民
生
活
研
究
』
第
二
八
巻
第
三
号
、

　
一
九
八
八
年
一
二
月
、
二
七
頁

（
4
）
～
（
5
）
　
同
上
、
二
八
頁

（
6
）
　
「
ア
ル
ト
マ
ン
な
ど
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
見
合
い
の
効
用
と
は
、
二
七
万
五
〇
〇
〇
円
の
入
会
金
を
は
ら
え
ば
、
上
役
の
意
向
や
義
理
人
情
に
縛
ら

　
れ
る
こ
と
な
く
、
気
安
く
こ
と
わ
れ
る
こ
と
に
あ
る
、
と
い
う
。
と
す
れ
ば
、
義
理
も
け
っ
こ
う
た
か
い
も
の
に
つ
く
。
」
（
鎌
田
、
前
掲
書
、
二
八

九
～
九
〇
頁
）

（
7
）
　
N
H
K
放
送
世
論
調
査
所
編
『
N
H
K
世
論
調
査
資
料
集
・
資
料
と
分
析
・
五
五
年
版
』
、
一
九
八
○
年
、
七
八
七
頁
。

（
8
）
　
経
済
企
画
庁
「
国
民
生
活
白
書
（
平
成
四
年
度
版
）
』
、
三
七
頁
、
l
1
2
1
1
0
表

（
9
）
　
佐
藤
繁
美
「
配
偶
者
選
択
の
規
則
」
甲
南
女
子
大
『
社
会
学
研
究
』
7
、
四
頁

（
1
0
）
　
同
上
、
一
二
頁

　
③
農
民
階
層
や
自
営
階
層
に
と
っ
て
の
結
婚

　
結
婚
に
つ
い
て
独
目
の
階
層
的
特
徴
を
示
す
の
は
農
民
階
層
や
自
営
階
層
の
場
合
も
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
階
層
に
か
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

し
て
今
日
配
偶
者
選
択
の
問
題
が
議
論
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
な
に
よ
り
も
家
族
経
営
の
跡
取
り
問
題
と
し
て
で
あ
る
。
し
ば
し

ば
報
道
さ
れ
る
よ
う
に
、
近
年
の
農
山
村
や
零
細
自
営
業
で
は
、
後
継
者
そ
の
も
の
の
不
足
だ
け
で
な
く
、
後
継
者
の
結
婚
難
に
も
悩
ま

さ
れ
て
い
る
。
農
村
に
お
い
て
は
「
村
を
あ
げ
て
の
嫁
捜
し
を
す
る
」
状
況
が
、
都
市
の
零
細
個
人
商
店
に
あ
っ
て
は
「
商
店
連
合
会
に

結
婚
相
談
所
を
設
置
す
る
」
状
況
が
生
ま
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
両
者
の
あ
い
だ
に
は
、
問
題
と
し
て
の
外
見
上
の
大
き
な
隔
た
り
が
あ
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女子高・大生 青年農業士 母　　親

回答者数 1506 194 288

回答件数 5721 722 995

一人平均回答件数 3．80 3．75 3．46

厳しい農業労働 72．0 39．7 36．8

休日がないか極めて少ない 47．1 66．5 44．8

長時間にわたる農業労働 44．4 42．8 4L3

不安定な農業収入 43．2 39．7 38．5

都会に比べて生活が不便 35．7
8
．
2

12．2

嫁と姑の問題 34．7 3L4 33．0

若年女性の都会等への憧れ 29．0 67．0 51．4

農家の因習 22．9 20．6 17．0

農・山村の因習 22．6
9
．
3

8
．
3

少ない農業収入 15．1 18．6 31．6

女性の低い地位
4
．
8

4
．
6

2
．
4

不十分な女性の権利
4
．
6

7
．
7

5
．
9

農政が不安定 ※ 13．4 16．3

そ　の　他 L9
5
．
2

1
．
4

わからない
2
．
0

一

2
．
1

光岡浩二『農山村の花嫁問題と対策』，農林統計協会，1987年，25頁，表II－3

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
日
の
個
人
経
営
つ
ま
り
零
細
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
8

独
立
自
営
階
層
が
置
か
れ
た
特
殊
に
困
難
な
事
情
が
問
題
　
－

の
う
え
に
等
し
く
反
映
し
て
い
る
と
見
て
差
し
支
え
な
い

だ
ろ
う
。

　
こ
の
事
情
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、

農
村
の
結
婚
難
の
原
因
を
ど
こ
に
見
る
か
と
い
う
問
題
に

通
じ
る
。
結
婚
難
の
原
因
を
農
村
の
生
活
お
よ
び
経
営
条

件
の
封
建
性
に
見
る
説
が
あ
る
。
村
上
信
彦
は
そ
の
著

『
日
本
の
婦
人
問
題
』
で
、
数
々
の
具
体
例
を
踏
ま
え

「
農
村
の
嫁
飢
謹
と
そ
の
背
景
」
は
「
農
村
に
強
固
に
残

る
家
制
度
」
で
あ
る
と
主
張
し
、
「
こ
れ
か
ら
の
農
村
の

青
年
は
、
嫁
さ
が
し
に
『
よ
い
働
き
手
』
な
ど
を
も
と
め

ず
、
純
粋
の
愛
情
に
よ
る
結
合
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
結
ん
で
い
る
。
は
た
し
て
、
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
い
ま
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
際
し
て
、
光
岡
浩
二
が
愛

知
県
下
で
一
九
八
四
年
に
実
施
し
た
調
査
を
参
考
に
し
よ

う
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
結
婚
難
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ

て
い
る
の
は
上
表
の
通
り
で
あ
る
。
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た
し
か
に
、
こ
の
結
果
か
ら
み
て
も
、
結
婚
難
の
原
因
を
農
村
な
い
し
農
業
の
封
建
性
に
求
め
る
見
解
を
一
概
に
否
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
「
農
家
の
因
習
」
や
「
不
十
分
な
女
性
の
権
利
」
と
い
う
問
題
が
農
村
の
結
婚
難
の
背
景
に
依
然
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
事
実

で
あ
る
。
し
か
し
、
「
青
年
た
ち
や
母
親
の
場
合
は
意
識
の
低
さ
」
に
、
ま
た
「
若
年
女
性
の
場
合
は
そ
の
実
態
を
全
く
知
ら
な
い
で
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

る
こ
と
」
に
起
因
す
る
「
不
十
分
な
女
性
の
権
利
」
意
識
は
、
な
に
も
農
村
の
半
封
建
的
性
格
に
限
っ
て
由
来
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

「
農
村
の
不
便
さ
」
や
「
因
習
」
は
、
都
市
と
く
ら
べ
て
の
環
境
整
備
の
遅
れ
を
意
味
し
、
長
時
間
労
働
や
過
酷
な
労
働
環
境
は
、
都
市

の
工
業
労
働
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
い
か
に
農
業
経
営
を
近
代
化
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
解
消
し
な
い
問
題
で
あ
る
。
経
営

の
近
代
化
の
な
か
で
長
時
間
労
働
や
過
密
労
働
が
不
十
分
な
労
働
者
の
権
利
意
識
を
も
と
に
世
界
に
冠
た
る
日
本
の
生
産
性
を
実
現
し
て

い
る
こ
と
は
、
工
業
労
働
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　
農
村
を
若
年
女
性
が
忌
避
し
、
ま
た
、
そ
の
母
親
が
娘
の
結
婚
先
と
し
て
農
村
お
よ
び
農
家
を
忌
避
す
る
理
由
は
「
農
村
の
封
建
遺

制
」
た
る
「
家
制
度
」
に
限
定
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
農
村
か
ら
家
父
長
制
や
封
建
遺
制
が
最
後
の
一
片
ま
で
払
拭
さ
れ
た
と
し
て
、
は

た
し
て
農
業
後
継
者
の
結
婚
難
の
問
題
は
解
決
す
る
だ
ろ
う
か
。
疑
問
は
依
然
と
し
て
残
る
。

　
こ
れ
に
た
い
し
、
宮
崎
礼
子
は
原
因
を
戦
後
の
産
業
構
造
の
変
化
の
な
か
で
の
農
業
就
業
者
の
減
少
に
注
目
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
新

規
学
校
卒
業
者
の
農
業
就
業
者
数
の
う
ち
、
と
く
に
女
子
の
割
合
が
著
し
く
減
少
し
て
い
る
こ
と
」
、
「
農
家
の
後
継
者
の
花
嫁
候
補
者
た

ち
が
少
な
く
な
る
こ
と
」
、
と
り
わ
け
「
農
家
の
親
た
ち
は
、
自
分
の
家
の
あ
と
つ
ぎ
に
は
農
家
出
の
嫁
を
さ
が
し
な
が
ら
、
自
分
の
娘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
お
ロ

は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
結
婚
さ
せ
た
い
と
い
う
希
望
で
、
学
校
卒
業
後
も
農
業
に
は
従
事
さ
せ
な
い
」
と
い
う
矛
盾
し
た
立
場
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
栗
田
明
良
に
よ
る
研
究
で
も
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
「
非
農
家
出
身
の
嫁
の
増
加
が
農
家
出
身
の
嫁
の
絶
対
的
な
不

足
を
補
う
も
の
と
し
て
、
高
度
成
長
下
に
展
開
し
た
」
と
は
い
え
、
「
結
婚
に
よ
る
農
家
の
子
女
の
流
出
過
多
が
農
村
に
お
け
る
結
婚
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

場
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
事
実
」
は
動
か
し
が
た
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
農
業
を
犠
牲
に
し
て
の
工
業
部
門
の
強
蓄
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積
と
い
う
高
度
成
長
期
の
資
本
戦
略
が
問
題
の
背
景
に
存
在
す
る
。
と
は
い
え
、
問
題
そ
の
も
の
は
こ
の
一
般
的
事
実
に
解
消
さ
れ
な
い
。

農
村
へ
の
「
定
着
率
の
男
女
間
格
差
」
が
発
生
す
る
の
は
な
ぜ
か
、
い
い
か
え
れ
ば
、
息
子
（
長
子
相
続
制
の
も
と
で
は
長
男
）
に
は
農

業
後
継
者
を
期
待
し
、
娘
に
は
農
村
か
ら
の
離
脱
を
勧
め
か
つ
黙
認
す
る
と
い
う
矛
盾
し
た
態
度
を
農
民
が
と
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
社

会
階
層
的
条
件
は
な
に
か
、
こ
れ
が
問
題
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

　
農
民
が
目
営
階
層
で
あ
る
こ
と
、
自
営
階
層
が
中
間
階
層
と
し
て
二
重
性
を
帯
び
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
営

階
層
と
し
て
の
農
民
階
層
は
、
そ
の
意
識
の
う
え
で
も
、
実
態
の
う
え
で
も
、
勤
労
者
（
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
）
で
あ
る
労
働
者
階
級
と
、
経

営
者
（
家
族
経
営
者
）
と
し
て
の
小
規
模
な
資
本
家
階
級
と
の
二
重
性
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
マ
ル
ク
ス
も
い
う
よ
う
に
、

「
自
分
の
生
産
手
段
を
も
っ
て
労
働
す
る
こ
れ
ら
の
生
産
者
が
、
自
分
の
労
働
能
力
を
再
生
産
す
る
だ
け
で
な
く
、
剰
余
価
値
を
つ
く
り

だ
す
、
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
は
、
自
分
目
身
の
剰
余
労
働
ま
た
は
そ
の
一
部
分
（
と
い
う
の
は
、
一
部
分
は
租

税
な
ど
の
形
態
で
彼
ら
の
手
か
ら
奪
わ
れ
る
か
ら
）
を
、
目
分
で
取
得
し
う
る
立
場
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
…
－
彼
は
、
生
産
手
段
の
所

有
者
と
し
て
は
資
本
家
で
あ
り
、
労
働
者
と
し
て
は
自
分
自
身
の
賃
労
働
者
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
彼
は
、
資
本
家
と
し
て
は
自
分
の
賃
金

を
自
分
に
支
払
い
、
目
分
の
利
潤
を
自
分
の
資
本
か
ら
引
き
出
す
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
賃
労
働
者
と
し
て
の
自
分
自
身
を
搾
取
し
、
剰
余

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

価
値
の
形
で
貢
物
を
ー
労
働
が
資
本
に
支
払
う
義
務
の
あ
る
貢
物
を
ー
自
分
に
支
払
う
。
」

　
一
方
で
自
分
で
自
分
を
搾
取
す
る
と
い
う
目
己
搾
取
の
な
か
で
成
り
立
つ
経
営
者
幻
想
、
他
方
で
産
業
資
本
の
強
蓄
積
体
制
の
も
と
で

絶
え
ず
階
層
分
化
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
不
安
定
な
生
活
基
盤
、
農
家
が
置
か
れ
て
い
る
こ
う
し
だ
今
日
的
状
況
は
自
己
経
営
が
持

つ
固
有
の
二
重
的
性
格
に
あ
る
こ
と
が
明
か
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
の
な
か
に
自
営
業
者
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
の
反
映
と
し
て
、
問
題
が

　
　
　
（
6
）

存
在
す
る
。
「
娘
は
堅
実
な
勤
め
人
に
」
と
願
う
母
親
が
同
時
に
後
継
者
と
し
て
の
息
子
夫
婦
に
は
「
独
立
し
た
経
営
権
の
委
譲
」
を
と

考
え
る
の
は
矛
盾
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
は
、
農
村
・
農
家
の
嫁
不
足
問
題
が
実
は
階
層
分
化
に
さ
ら
さ
れ
る
零
細
な
独
立
自
営
経
営
者
の
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不
安
的
で
矛
盾
し
た
立
場
の
反
映
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

　
農
業
経
営
の
見
通
し
の
不
確
実
や
不
安
定
、
農
業
経
営
に
た
い
す
る
自
信
喪
失
と
い
う
事
情
が
な
け
れ
ば
、
娘
を
「
勤
め
人
」
に
と
親

は
考
え
な
い
。
展
望
の
持
て
な
い
状
況
の
も
と
で
は
、
農
家
子
女
の
農
村
か
ら
の
流
出
が
非
農
家
出
身
の
嫁
の
増
加
を
下
回
る
こ
と
は
あ

り
え
ず
、
そ
う
で
な
い
が
ゆ
え
に
そ
れ
は
ス
ト
レ
ー
ト
に
結
婚
市
場
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
引
き
起
こ
す
。
経
営
権
の
委
譲
と
い
う
か
た
ち

で
幻
想
と
し
て
の
経
営
者
意
識
に
訴
え
か
け
た
と
し
て
も
、
経
営
基
盤
が
脆
弱
で
あ
る
か
ぎ
り
、
「
女
性
が
安
心
し
て
農
家
へ
嫁
げ
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

う
な
見
通
し
」
が
一
挙
に
開
か
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

現代日本における階級格差とその固定化

（
1
）
　
「
か
つ
て
は
後
継
者
問
題
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
専
ら
自
立
農
家
の
育
成
と
そ
の
維
持
・
発
展
に
必
要
な
後
継
者
を
育
成
し
、
確
保
す
る
こ
と

　
が
中
心
課
題
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
ん
に
ち
は
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
”
後
継
者
問
題
即
結
婚
問
題
”
と
す
ら
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

　
い
る
。
」
（
光
岡
浩
二
『
農
山
村
の
花
嫁
問
題
と
対
策
』
、
農
林
統
計
協
会
、
一
九
八
七
年
、
は
し
が
き
）
「
嫁
キ
キ
ン
と
農
業
後
継
者
問
題
は
、
全
く

同
じ
問
題
な
の
だ
。
」
（
宮
崎
礼
子
「
生
活
様
式
の
変
化
と
農
村
婦
人
」
『
現
代
婦
人
問
題
講
座
』
第
三
巻
、
一
九
六
九
年
、
亜
紀
書
房
、
一
五
四
頁
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）農

村
部
か
ら
都
市
に
流
入
し
た
多
く
の
若
年
労
働
力
が
小
零
細
規
模
の
商
店
や
町
工
場
に
就
職
し
、

独
立
を
達
成
す
る
と
い
う
経
歴
を
辿
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
過
去
の
話
で
あ
る
。
今
や
、

を
襲
い
、

後
に
わ
ず
か
な
資
本
が
不
動
産
と
し
て
離
散
処
分
さ
れ
る
こ
と
で
終
わ
る
」

光
岡
、
前
掲
書
、
二
七
頁

宮
崎
、
前
掲
論
文
、
一
五
四
頁

栗
田
明
良
「
農
家
後
継
者
の
結
婚
市
場
に
関
す
る
統
計
的
分
析
」
『
労
働
科
学
』
第
五
四
巻
第
一
〇
号
、
一
九
七
八
年
、
五
五
一
頁

マ
ル
ク
ス
『
剰
余
価
値
学
説
史
』
1
（
『
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
全
集
』
二
六
巻
1
、
大
月
書
店
、
五
一
八
～
九
頁
、
原
著
三
八
三
頁
）

独
立
自
営
農
民
と
都
市
自
営
業
と
い
う
二
つ
の
社
会
階
層
は
自
営
階
級
と
し
て
共
通
の
運
命
の
手
の
中
に
あ
る
。
戦
後
日
本
の
高
度
成
長
期
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
規
模
な
が
ら
資
本
と
熟
練
技
能
を
獲
得
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
彼
ら
を
都
市
に
追
い
や
っ
た
そ
の
同
じ
力
が
、
再
び
彼
ら

　
　
そ
れ
が
彼
ら
に
「
没
落
」
を
強
要
す
る
。
「
そ
れ
は
、
ま
ず
後
継
者
不
足
と
し
て
現
れ
、
や
が
て
中
心
的
担
い
手
の
高
齢
化
と
な
り
、
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
運
命
は
「
農
業
が
日
本
の
産
業
全
体
と
し
て
わ
ず
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か
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
過
程
で
、
多
く
の
農
家
や
農
民
が
経
験
し
た
こ
と
」
の
繰
り
返
し
に
す
ぎ
な
い
（
水
谷
史
男
「
没
落
す
る
社
会
層
ー

『
自
営
業
』
を
め
ぐ
る
現
代
的
課
題
」
明
治
学
院
大
『
社
会
学
・
社
会
福
祉
掌
研
究
』
第
四
四
〇
号
八
○
、
一
九
八
九
年
二
月
）
。

（
7
）
考
え
ら
れ
る
結
婚
対
策
は
基
本
的
に
農
業
労
働
の
軽
減
、
農
村
生
活
の
質
的
向
上
に
集
約
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
な
か
で
「
高
額

収
入
の
安
定
的
確
保
と
経
営
の
委
譲
が
必
要
で
あ
る
」
こ
と
や
、
「
息
子
に
嫁
が
欲
し
け
れ
ば
、
娘
が
農
家
へ
嫁
ぐ
こ
と
に
決
し
て
反
対
す
る
べ
き

　
で
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
は
、
進
ん
で
農
家
へ
嫁
が
す
べ
き
で
あ
る
」
こ
と
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
の
は
、
き
わ
め
て
印
象
的
で
あ
る
（
光
岡
浩
二

　
「
農
村
・
農
家
の
嫁
不
足
問
題
」
『
農
業
と
経
済
』
第
五
〇
巻
第
＝
二
号
、
一
九
八
四
年
一
二
月
）
。

㈲
　
小
　
　
括

　
言
語
の
階
級
性
が
階
級
敬
語
の
資
本
主
義
的
復
活
と
い
う
現
象
の
な
か
に
端
的
に
現
れ
た
よ
う
に
、
ま
た
、
教
育
の
階
級
性
が
一
方
で

学
業
成
績
の
社
会
階
層
性
、
他
方
で
競
争
と
管
理
の
教
育
編
成
と
し
て
端
的
に
現
れ
た
よ
う
に
、
結
婚
の
階
級
性
は
、
な
に
よ
り
も
同
類

婚
的
傾
向
と
階
層
ご
と
の
結
婚
の
実
態
の
違
い
と
し
て
現
れ
る
。
日
本
社
会
に
お
け
る
同
類
婚
の
傾
向
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
も
広
く
指

摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
問
題
は
こ
う
し
た
同
類
婚
的
傾
向
の
背
後
に
、
結
婚
に
か
ん
す
る
大
き
な
社
会
的
実
態
の
違
い
が
存
在
し
、

そ
れ
が
い
さ
さ
か
も
交
わ
る
こ
と
な
く
固
定
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
名
も
な
い
庶
民
に
と
っ
て
名
門
家
系
の
閨
閥
に
連
な
る
こ
と
は
、

非
現
実
的
な
夢
物
語
に
す
ぎ
な
い
し
、
そ
の
社
会
的
動
機
も
存
在
し
な
い
。
労
働
力
し
か
売
る
べ
き
も
の
を
持
た
な
い
勤
労
者
に
と
っ
て

の
結
婚
問
題
は
、
生
産
手
段
を
所
有
す
る
独
立
自
営
業
の
場
合
の
後
継
者
問
題
と
は
本
質
的
に
異
質
で
あ
る
。
結
婚
は
支
配
階
級
と
被
支

配
階
級
と
で
そ
の
社
会
的
な
意
味
を
異
に
し
、
被
支
配
階
級
の
な
か
で
も
そ
の
社
会
経
済
的
な
立
場
が
違
え
ば
状
況
を
異
に
す
る
。

　
そ
れ
と
並
ん
で
注
目
す
べ
き
は
、
結
婚
と
い
う
行
為
が
社
会
的
に
強
制
さ
れ
る
力
の
強
大
さ
で
あ
る
。
敬
語
使
用
が
人
々
に
た
い
し
て

社
会
的
強
制
力
を
持
ち
、
教
育
体
制
が
日
本
社
会
を
す
べ
て
の
面
で
覆
い
尽
く
し
て
青
少
年
を
駆
り
立
て
て
い
る
よ
う
に
、
一
定
の
適
齢
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期
を
設
定
し
結
婚
を
強
制
す
る
社
会
的
圧
力
は
、
か
つ
て
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、
依
然
強
大
で
あ
る
。
教
育
の
体
制
に
あ
っ
て
、
管
理

と
競
争
の
仕
組
み
か
ら
外
れ
る
こ
と
は
、
「
落
ち
こ
ぼ
れ
」
の
烙
印
を
押
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
言
語
の
世
界
に
あ
っ
て
、
敬
語
を

適
切
に
使
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
無
教
養
と
眉
を
ひ
そ
め
ら
れ
、
非
常
識
と
断
罪
さ
れ
た
。
配
偶
者
選
択
の
場
に
お
け
る
社
会
的
強
制

力
は
、
一
方
で
独
身
者
へ
の
差
別
と
し
て
、
偏
見
と
し
て
、
中
傷
と
し
て
現
わ
れ
、
他
方
で
は
既
婚
者
へ
の
社
会
的
信
用
の
付
与
と
し
て

現
わ
れ
る
。
有
形
無
形
の
こ
う
し
た
社
会
的
圧
力
に
抵
抗
す
る
た
め
に
は
、
あ
る
場
合
は
「
結
婚
で
き
な
い
こ
と
へ
の
焦
り
」
を
心
理
的

に
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
あ
る
場
合
に
は
「
結
婚
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
」
立
場
を
公
言
し
て
、
そ
の
た
め
の
物
質
的
準
備
を

急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
結
婚
を
強
要
す
る
社
会
的
規
範
に
た
い
し
て
意
識
的
に
抵
抗
す
る
こ
と
は
、
想
像
を
絶

す
る
程
に
強
固
な
個
人
的
決
意
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
こ
と
が
暗
に
物
語
る
よ
う
に
、
階
層
社
会
の
な
か
に
個
々
の
人
々
を
配
置
し
、
定

着
さ
せ
る
役
目
を
結
婚
が
果
し
、
そ
の
た
め
の
第
一
歩
が
配
偶
者
選
択
の
過
程
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
結
婚
を
暗
黙
の
う
ち
に
強
制
す
る
社

会
的
圧
力
の
強
大
さ
は
、
そ
の
ま
ま
階
層
的
社
会
秩
序
へ
人
々
を
組
み
込
む
強
制
力
の
強
さ
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
強
大
な
圧
力

を
前
に
、
人
々
は
結
婚
と
い
う
個
々
の
ド
ラ
マ
を
演
じ
な
が
ら
次
々
と
階
層
社
会
の
仕
組
み
に
飲
み
込
ま
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。

　
階
層
社
会
を
成
り
立
た
せ
て
い
く
に
は
、
格
差
の
経
済
的
、
政
治
的
、
文
化
的
、
社
会
的
構
造
を
成
立
さ
せ
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ

る
。
教
育
や
言
語
や
、
結
婚
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
の
階
層
社
会
の
要
求
を
自
明
の
自
然
法
則
と
し
て
受
け
入
れ
る
よ
う

な
自
発
的
で
独
立
し
た
市
民
、
階
層
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
市
民
が
育
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
人
々
が
結
婚
の
背
後
に
階

層
社
会
の
強
制
力
を
意
識
す
る
こ
と
が
少
な
け
れ
ば
少
な
い
ほ
ど
、
結
婚
が
階
層
社
会
の
確
立
と
安
定
に
寄
与
す
る
効
果
は
絶
大
で
あ
る

と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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