
〔試算A〕平成14年調査において、世帯主の年齢5歳階級別の世帯の構成割合が平成11年調査の割合
と同一になるようなウエイト付けをしてジニ係数を算出したもの�

〔試算B〕試算Aにおいて、さらに世帯人員別の世帯の構成割合が平成11年調査の割合と同一になるよう
なウエイト付けをしてジニ係数を算出したもの�

注：上記のような分析においては、計算の順序によって、その効果が変わり得ることに留意が必要�

2002（平成14）年調査

試　　算　　A

試　　算　　B

1999（平成11）年調査

0.4983

0.4814

0.4747

0.4720

0.0169（64％）

0.0067（25％）

0.0027（10％）

0.3812

0.3780

0.3733

0.3814

0.0032

0.0047

△0.0081

当初所得 再分配所得

表1　ジニ係数の要因分析
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す
る
の
か
、そ
れ
と
も
そ
う
で
は
な
く
、社
会
の
高

齢
化
に
よ
る
も
の
な
の
か
、あ
る
い
は
単
身
世
帯

や
核
家
族
化
に
よ
る
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
は
、か

な
り
意
見
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。�

　
そ
れ
を
見
る
客
観
的
な
指
標
と
し
て
は
、厚
生

労
働
省
が
出
し
て
い
る
ジ
ニ
係
数
に
よ
る
所
得
再

分
配
調
査
が
あ
り
ま
す
。ジ
ニ
係
数
は
、数
字
が
一

に
近
づ
け
ば
一
に
近
づ
く
ほ
ど
格
差
が
大
き
い
こ

と
を
示
し
、完
全
に
一
で
あ
れ
ば
、一
つ
の
世
帯
が
、

そ
の
社
会
に
お
け
る
所
得
を
す
べ
て
独
占
し
て
い

る
と
い
う
状
況
を
意
味
し
ま
す
。
逆
に
ゼ
ロ
で
す

と
、全
世
帯
に
同
じ
金
額
ず
つ
所
得
が
配
分
さ
れ

て
い
る
格
差
の
な
い
社
会
で
あ
る
こ
と
を
示
し
ま

す（
表
１
）。�

　
次
ペ
ー
ジ
の
表
２
に
あ
る
当
初
所
得
は
、税
金
が

取
ら
れ
る
前
、あ
る
い
は
年
金
が
支
給
さ
れ
る
前�

�

�����

　
客
観
的
な
所
得
格
差
を
捉
え
る
指
標
は
ジ
ニ

係
数（
※
）
を
は
じ
め
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、人
々

が
こ
れ
を
客
観
的
に
知
る
の
か
、そ
れ
と
も
主
観

的
に
感
じ
る
の
か
で
、若
干
違
い
が
あ
り
ま
す
。し

か
し
、ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
な
ど
を
見
た
り
し

ま
す
と
、今
の
日
本
で
は
、不
平
等
感
を
実
際
に

感
じ
て
い
る
人
が
増
え
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
あ

り
ま
せ
ん
。�

　
と
こ
ろ
が
、客
観
的
な
指
標
に
基
づ
く
所
得
格

差
、賃
金
格
差
を
見
ま
す
と
、ジ
ニ
係
数
や
い
く
つ

か
の
指
標
で
は
増
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で

す
が
、そ
れ
が
本
当
の
所
得
格
差
の
拡
大
を
意
味�

主
観
的
不
平
等
感
を�

も
つ
人
が
増
加�
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図1　所得再分配によるジニ係数の変化
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高
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注：平成11年以前の現物支給は医療のみであり、平成14年については、医療、介護、保育を含む�

表2　所得再分配による所得格差是正効果（ジニ係数）

0.4334

0.4394

0.4412

0.4720

0.4983

ジニ係数
（B）

改善度（％）
A－B
A

ジニ係数
（C）

改善度（％）
A－C
A
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（D）

改善度（％）
A－D
A

ジニ係数
（A）

当初所得 再分配所得 税による再分配所得
（当初所得－税金）

社会保障による再分配所得
（当初所得＋現物支給＋社会
保障給付金－社会保険料）

平成  2年

5年

8年

11年

14年

0.3643

0.3645

0.3606

0.3814

0.3812

15.9

17.0
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23.5

0.4207

0.4255

0.4338

0.4660
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1.7
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0.3917
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21.4
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注：平成11年以前の現物支給は医療のみであり、平成14年については、医療、介護、保育を含む�

の
段
階
で
の
所
得
を
示
し
て
い
ま
す
が
、こ
れ
を

見
て
も
、や
は
り
、年
々
、ジ
ニ
係
数
の
値
は
大
き

く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
ま
た
、

税
金
を
取
ら
れ
た
後
、あ
る
い
は
社
会
保
障
が

給
付
さ
れ
た
後
の
再
分
配
所
得
を
見
て
も
、や

は
り
拡
大
し
て
お
り
、そ
う
い
う
意
味
で
所
得
格

差
は
拡
大
し
て
い
る
と
考
え
て
い
い
と
思
い
ま
す
。�

　
表
２
・
図
１
を
見
ま
す
と
、一
九
九
九
年
か
ら

ど
う
変
わ
っ
た
か

が
分
か
り
ま
す
。

ジ
ニ
係
数
で
見
ま

す
と
、一
九
九
九

年
は
〇
・
四
七
二

〇
だ
っ
た
の
が
、

二
〇
〇
二
年
に

は
〇
・
四
九
八
三

に
な
っ
て
い
ま
す

の
で
、そ
の
分
だ

け
や
は
り
格
差

は
拡
大
し
た
こ

と
が
分
か
り
ま

す
。�

　
そ
の
要
因
と

し
て
考
え
ら
れ

る
も
の
に
は
い
く

つ
か
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
世
帯
主

の
年
齢
の
高
齢

化
で
す
。
特
に
日

本
の
場
合
、高
齢

世
帯
に
お
い
て

所
得
格
差
が
大
き
い
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、も
う
一
つ
の
要
因
と
し
て
は
、世
帯
人

員
の
構
成
比
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、高

齢
者
の
一
人
世
帯
が
増
え
れ
ば
、ど
う
し
て
も
所

得
は
低
く
な
り
ま
す
。
そ
う
な
る
と
統
計
上
は

格
差
が
拡
大
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
よ
う
に
な

る
の
で
す
が
、実
際
に
も
現
在
の
日
本
で
は
、そ
の

数
は
増
え
て
い
ま
す
。�

�����

　
で
は
実
際
に
、『
も
と
か
ら
所
得
の
低
い
人
が
、

さ
ら
に
所
得
が
下
が
っ
て
い
る
』の
か
ど
う
か
。そ

う
で
は
な
く
、『
所
得
の
低
か
っ
た
人
も
頑
張
れ

ば
、そ
の
後
は
所
得
が
高
く
な
る
』
と
い
う
こ
と

が
、現
実
の
日
本
社
会
で
起
こ
っ
て
い
る
の
か
と
い

う
こ
と
が
関
心
事
に
な
っ
て
き
ま
す
。�

　
と
こ
ろ
が
日
本
の
場
合
、同
一
の
個
人
の
所
得

の
変
動
を
追
う
統
計
が
、つ
い
最
近
ま
で
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
例
え
ば
、ア
メ
リ
カ
で
す
と
、一
九

六
〇
年
代
か
ら
、そ
う
い
う
調
査
が
は
じ
め
ら
れ

て
い
ま
し
た
が
、日
本
で
は
、よ
う
や
く
九
〇
年

代
に
入
っ
て
、少
し
ず
つ
は
じ
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
、家

計
経
済
研
究
所
で
行
っ
て
い
る
調
査
で
す
。�

　
こ
れ
を
見
ま
す
と
、九
七
・
八
年
か
ら
、下
位

層
の
固
定
化
と
い
う
も
の
が
起
こ
っ
て
き
て
い
る

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
例
え
ば
、最
低
所
得
層
だ

っ
た
人
が
、そ
の
次
の
年
、そ
の
ま
ま
最
低
所
得

層
に
留
ま
っ
て
い
る
比
率
を
見
ま
す
と
、九
七
・

八
年
か
ら
上
昇
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
見
ら
れ
ま

す
。
九
七
・
八
年
と
い
え
ば
、社
会
で
は
金
融
不

安
が
高
ま
っ
て
、金
融
危
機
が
発
生
し
、山
一
証

券
や
北
海
道
拓
殖
銀
行
が
破
綻
し
た
な
ど
の
事

件
が
起
こ
っ
た
年
で
す
。そ
う
い
っ
た
要
因
も
併

せ
て
分
析
し
ま
す
と
、九
七
・
八
年
と
い
う
年
は
、

日
本
の
労
働
市
場
に
と
っ
て
は
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ

所
得
の
変
動
を
見
る
統
計
で
も�

格
差
の
広
が
り
が
分
か
る�
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差
は
拡
大
し
て
い
る
と
考
え
て
い
い
と
思
い
ま
す
。�

　
表
２
・
図
１
を
見
ま
す
と
、一
九
九
九
年
か
ら

る
の
で
す
が
、実
際
に
も
現
在
の
日
本
で
は
、そ
の

数
は
増
え
て
い
ま
す
。�

せ
て
分
析
し
ま
す
と
、九
七
・
八
年
と
い
う
年
は
、

日
本
の
労
働
市
場
に
と
っ
て
は
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ

ン
ト
に
な
っ
た
年
だ
と
思
い
ま
す
。�

　
そ
れ
ま
で
は
企
業
も
、バ
ブ
ル
崩
壊
の
中
で
も
、

な
ん
と
か
人
に
は
手
を
つ
け
ず
、リ
ス
ト
ラ
を
先

送
り
に
し
て
や
っ
て
き
た
の
で
す
が
、そ
の
時
の
金

融
危
機
を
引
き
金
に
し
て
、多
く
の
企
業
が
リ
ス

ト
ラ
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た

同
時
に
、日
本
の
平
均
給
与
が
下
が
り
だ
し
た
と

い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
平
均

給
与
は
、正
社
員
の
人
も
非
正
社
員
の
人
も
皆

合
計
し
た
平
均
値
で
見
て
い
る
わ
け
で
、例
え
ば
、

九
八
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
く
ら
い
ま
で
の
数
字（
厚

生
労
働
省
『
毎
月
勤
労
統
計
調
査
』
）を
見
て
み

ま
す
と
、大
体
八
パ
ー
セ
ン
ト
平
均
給
与
が
下
が

っ
て
い
ま
す
。そ
の
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
中
身
を
要
因

分
解
し
て
み
ま
す
と
、ど
う
も
一
般
社
員
の
給

料
が
下
が
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。ま
た
、

パ
ー
ト
の
人
た
ち
の
給
与
が
下
が
っ
た
わ
け
で
も

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。実
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、給

与
の
低
い
パ
ー
ト
の
比
率
が
上
が
っ
て
き
た
た
め

だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。�

　
つ
ま
り
労
働
力
に
お
け
る
低
賃
金
者
の
割
合

が
増
え
た
わ
け
で
、構
成
比
が
変
わ
っ
た
こ
と
に

よ
り
、平
均
給
与
が
ダ
ウ
ン
し
た
わ
け
で
す
。こ

の
よ
う
に
、労
働
市
場
が
二
極
分
解
し
、一
度
、非

正
社
員
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
と
、な
か
な
か
正

社
員
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
な
現

象
が
九
七
・
八
年
か
ら
起
こ
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と

で
す
。�

　
わ
が
国
で
は
有
期
雇
用
や
派
遣
の
規
制
を
緩

和
し
、雇
用
機
会
を
増
や
そ
う
と
し
て
き
ま
し
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
同
じ
で
す
。
た
だ
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
、同
時
に
均
等
処
遇
の
強
化
が
図
ら
れ
、有
期

や
派
遣
の
保
護
も
進
め
ら
れ
ま
し
た
。日
本
で
も

早
急
に
均
等
処
遇
に
つ
い
て
の
法
制
化
が
必
要
に

な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
他
方
、Ｅ
Ｕ
の
雇
用
戦
略
の

中
で
、セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
強
化
に
つ
い
て
使
わ

れ
て
い
る
言
葉
で「
殻
の
保
護
か
ら
翼
の
補
強
へ
」

と
い
う
表
現
が
あ
り
ま
す
、日
本
語
で
い
え
ば「
魚

を
与
え
る
よ
り
も
、魚
の
釣
り
方
を
教
え
ろ
」と

い
う
意
味
に
な
り
ま
す
が
、社
会
保
障
の
中
で
も

金
銭
で
所
得
を
保
証
す
る
だ
け
で
は
な
く
、『
飛

び
立
っ
て
い
こ
う
』、『
自
立
し
た
い
』と
思
っ
て
い

る
人
た
ち
の
能
力
開
発
を
支
援
し
た
り
、そ
の
人

の
立
場
に
立
っ
た
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
を
強
化
し

た
り
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
も
の
が
用
意
さ

れ
な
い
と
社
会
は
活
性
化
し
ま
せ
ん
し
、固
定
化

し
、階
層
化
し
て
、あ
き
ら
め
の
社
会
に
な
れ
ば

閉
塞
感
し
か
出
て
こ
な
い
か
ら
で
す
。
特
に
人
口

減
少
社
会
に
お
い
て
は
、経
済
の
効
率
と
公
平
性

を
両
立
さ
せ
る
鍵
は
、こ
う
し
た
自
立
支
援
策
が

握
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。�

�����

　
今
後
、急
増
す
る
高
齢
者
の
場
合
を
見
て
み

ま
す
と
、働
い
て
い
る
人
も
い
れ
ば
、引
退
生
活

に
入
っ
て
い
る
人
も
い
る
と
い
う
実
情
が
格
差
を

広
げ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
す
で
に
、年
金

支
給
開
始
年
齢
は
引
き
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
一
方
で
、「
二
〇
〇
七

年
問
題
」
と
い
わ
れ
て
い
る
団
塊
世
代
の
引
退
・

定
年
が
来
年
に
迫
っ
て
い
ま
す
。い
わ
ゆ
る
『
団

塊
の
世
代
』の
人
た
ち
が
定
年
に
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
、も
う
一
度
、高
齢
者
問
題
が
個
人
や
企
業

の
立
場
か
ら
、見
直
し
を
迫
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。�

  

今
ま
で
は
、六
〇
歳
ま
で
は
、そ
の
企
業
の
中
に

留
ま
っ
て
、企
業
格
差
は
あ
る
に
し
て
も
一
定
の

生
活
が
保
障
さ
れ
て
き
た
の
が
、定
年
を
迎
え
た

時
、企
業
に
と
っ
て
必
要
な
人
材
だ
と
い
う
風
に

判
断
さ
れ
れ
ば
、そ
の
会
社
に
そ
の
ま
ま
継
続
就

業
す
る
な
り
、雇
用
延
長
す
る
な
り
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、再
就
職
先
を
紹
介
し
て
も
ら
え
る
人
も
い

ま
し
た
。し
か
し
、そ
の
よ
う
な
評
価
を
受
け
て

な
い
人
た
ち
は
、な
か
な
か
そ
う
し
た
機
会
に
恵

ま
れ
な
い
こ
と
で
、差
が
ど
う
し
て
も
広
が
っ
て
い

く
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。�

　
団
塊
の
世
代
の
定
年
に
対
す
る
企
業
取
り
組

み
は
、少
な
く
と
も
二
・
三
年
前
ま
で
は
、企
業
が

多
く
の
過
剰
雇
用
を
抱
え
て
い
ま
し
た
か
ら
、辞

め
て
も
ら
う
こ
と
で
、あ
る
意
味
で
は
人
件
費
が

節
約
で
き
る
と
い
う
風
に
考
え
て
き
た
企
業
が

多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。と
こ
ろ
が
景
気
の

回
復
も
あ
り
、ま
た
一
方
で
、人
口
減
少
問
題
も

あ
り
、さ
ら
に
は
技
能
の
継
承
が
大
き
な
問
題
と

し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
状
況
の
中
で
、

六
〇
歳
を
過
ぎ
た
後
の
活
用
の
仕
方
に
、真
剣

に
取
り
組
も
う
と
す
る
企
業
が
急
増
し
て
き
て

い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。�

　
以
前
は
、人
手
不
足
に
な
る
と「
女
性
を
」と

高
齢
者
の
格
差
は
大
き
い�

29 CEL Sep.  2006

特集  生活者の格差論�

格
差
論
を
め
ぐ
る
多
様
な
論
点�

Ⅱ�

CEL本文  06.10.10 10:48  ページ 29



い
う
話
が
出
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
女
性
が
、も
う
か

な
り
社
会
に
進
出
し
て
い
る
た
め
、以
前
の
よ
う

に
、簡
単
に
労
働
力
不
足
の
解
消
策
に
は
な
り
に

く
く
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、そ
れ
を
高
齢
者
に
求
め

る
動
き
が
活
発
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。�

　
し
か
し
、企
業
の
話
を
聞
き
ま
す
と
、や
は
り

高
齢
者
の
扱
い
に
は
非
常
に
苦
労
し
て
い
る
よ
う

で
す
。そ
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
の
が
、能
力
格
差

の
問
題
、健
康
格
差
の
問
題
と
い
っ
た
点
で
、高
齢

者
は
個
人
差
が
大
き
い
た
め
に
、一
律
の
扱
い
が

で
き
な
い
点
で
す
。そ
う
い
っ
た
意
味
で
、差
を
ど

う
し
て
も
つ
け
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ

と
が
起
こ
っ
て
き
て
い
ま
す
。や
は
り
体
力
だ
と

か
、あ
る
い
は
能
力
、意
欲
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
差

が
つ
い
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、そ
れ
な
り

に
、企
業
と
し
て
も
一
律
と
い
う
わ
け
に
は
い
か

な
い
わ
け
で
す
。�

　
二
〇
〇
七
年
問
題
は
来
年
に
迫
っ
て
い
ま
す
が
、

二
〇
〇
七
年
問
題
と
い
う
の
は
、あ
る
意
味
で
は
、

高
齢
化
社
会
の
先
陣
を
切
っ
て
起
こ
っ
て
く
る
こ

と
で
も
あ
り
、ま
ず
第
一
歩
と
い
う
形
で
起
こ
っ

て
く
る
わ
け
で
す
。
だ
と
す
れ
ば
、こ
れ
を
『
試

金
石
』
だ
と
受
け
止
め
て
、こ
の
後
の
高
齢
者
の

活
用
に
も
本
腰
を
入
れ
て
い
く
機
会
に
し
な
く

て
は
い
け
ま
せ
ん
。そ
う
な
り
ま
す
と
、「
六
〇
歳

に
な
っ
た
後
ど
う
し
ま
す
か
」
と
い
う
話
で
は
な

く
、六
〇
歳
以
前
の
若
い
時
か
ら
の
雇
用
管
理
か

ら
考
え
て
い
か
な
い
と
ダ
メ
で
し
ょ
う
。現
状
を
見

ま
す
と
、多
く
の
企
業
が
、処
遇
に
し
ろ
、雇
用
管

理
に
し
ろ
、自
ら
変
え
て
い
こ
う
と
い
う
積
極
的

な
取
り
組
み
を
は
じ
め
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。�

����

　
所
得
格
差
の
拡
大
に
関
し
て
は
、海
外
で
も
問

題
に
な
っ
て
い
ま
す
。い
ち
早
く
問
題
と
な
っ
た
の

は
、や
は
り
ア
メ
リ
カ
で
す
。七
〇
年
代
く
ら
い
ま

で
は
、例
え
ば
、所
得
格
差
と
い
う
も
の
が
、ど
ち

ら
か
と
い
え
ば
縮
小
傾
向
に
あ
り
ま
し
た
が
、と

こ
ろ
が
八
〇
年
代
く
ら
い
か
ら
格
差
の
拡
大
と
い

う
も
の
が
起
こ
り
、特
に
九
〇
年
代
前
後
か
ら
、そ

れ
が
大
き
な
社
会
問
題
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。�

　
他
の
国
は
ど
う
か
と
い
い
ま
す
と
、イ
ギ
リ
ス
や
カ

ナ
ダ
、あ
る
い
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
い
っ
た
ア
ン
グ
ロ
サ

ク
ソ
ン
の
国
々
で
、や
は
り
格
差
が
拡
大
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
り
ま
し
た
。元
々
、ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
で
は

格
差
は
大
き
い
傾
向
が
あ
り
ま
す
が
、そ
れ
が
さ
ら

に
拡
大
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
わ
け
で
す
。�

　
と
こ
ろ
が
、フ
ラ
ン
ス
と
か
ド
イ
ツ
で
は
、当
時
、

そ
う
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、「
な
ぜ
だ

ろ
う
」と
議
論
さ
れ
ま
し
た
。た
だ
、そ
の
と
き
の

議
論
と
い
う
の
は
、”賃
金
格
差
の
拡
大
と
い
う
も

の
が
見
ら
れ
な
い
“と
い
う
こ
と
で
し
た
。実
は
、賃

金
の
デ
ー
タ
が
取
ら
れ
る
の
は
働
い
て
い
る
人
だ

け
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
わ
け
で
、失
業

者
に
つ
い
て
は
デ
ー
タ
に
反
映
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
。そ
こ
で
、賃
金
で
は
な
く
、各
世
帯
に
お
け

る
所
得
格
差
と
い
う
、失
業
者
と
か
無
業
者
ま
で

を
含
め
て
み
た
ら
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
見
直
し

て
み
ま
す
と
、や
は
り
九
〇
年
代
に
入
っ
て
、フ
ラ

ン
ス
や
ド
イ
ツ
で
も
格
差
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
り
、そ
こ
で
改
め
て「
何
が
原
因
な
ん
だ
」と

い
う
こ
と
が
議
論
さ
れ
ま
し
た
。�

　
国
に
よ
っ
て
細
か
い
事
情
は
違
う
の
で
す
が
、共
通

に
い
わ
れ
た
の
は
、”今
の
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い

う
も
の
が
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
“と
い
う
こ

と
で
し
た
。例
え
ば
、貿
易
を
通
じ
て
、先
進
国
に
発

展
途
上
国
か
ら
製
品
が
ど
ん
ど
ん
輸
入
さ
れ
て
き

ま
す
。そ
う
す
る
と
、ど
う
し
て
も
生
産
現
場
の
人

た
ち
に
対
す
る
処
遇
が
悪
化
し
、低
学
歴
の
人
た
ち

に
対
す
る
労
働
需
要
が
減
少
し
て
し
ま
い
ま
す
。あ

る
い
は
先
進
国
の
企
業
が
海
外
直
接
投
資
と
い
う

形
で
、他
の
国
に
工
場
を
移
し
て
し
ま
い
、国
内
に
工

場
が
な
く
な
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
、『
中
間
所

得
層
の
崩
壊
』が
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。�

　
さ
ら
に
も
う
一
つ
、特
に
Ｉ
Ｔ
技
術
の
進
歩
に
よ

り
、知
識
集
約
的
技
術
進
歩
が
急
速
に
起
こ
り
、高

度
専
門
的
な
職
業
能
力
に
対
す
る
需
要
が
拡
大
す

る
一
方
、不
熟
練
労
働
の
需
要
が
減
り
ま
し
た
。こ

れ
も
格
差
拡
大
の
一
因
と
し
て
働
い
て
い
ま
す
。ま

た
、ア
メ
リ
カ
で
す
と
、メ
キ
シ
コ
か
ら
国
境
を
越
え
て

不
法
入
国
す
る
移
民
の
問
題
も
あ
り
、そ
れ
が
不
熟

練
労
働
者
の
労
働
供
給
を
増
や
し
た
分
だ
け
賃
金

が
下
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。�

　
し
か
し
、今
年
発
表
さ
れ
た
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
レ
ポ
ー
ト

で
は
、『
九
三
年
以
降
に
つ
い
て
見
る
と
、九
二
年
以

前
に
九
カ
国
で
所
得
格
差
が
拡
大
し
て
い
た
事
実

が
あ
り
、そ
の
九
カ
国
に
つ
い
て
、九
三
年
以
降
を
見

る
と
、二
つ
の
国
を
除
い
て
七
カ
国
で
む
し
ろ
格
差

は
横
ば
い
か
、逆
に
縮
小
傾
向
が
表
れ
て
き
て
い
る
。

そ
れ
は
、か
な
り
人
材
の
育
成
の
と
こ
ろ
に
力
を
入

れ
た
国
で
、そ
の
問
題
が
解
消
し
て
き
て
い
る
の
で
は

海
外
の
事
例
を
参
考
に�
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CEL

慶
應
義
塾
大
学
商
学
部
教
授
、商
学
博
士
。
一
九
七
五
年
慶

應
義
塾
大
学
商
学
部
卒
業
、八
〇
年
同
大
学
大
学
院
商
学

研
究
科
博
士
課
程
修
了
。
八
五
〜
八
七
年
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学

経
済
学
部
客
員
研
究
員
、九
三
年
一
橋
大
学
経
済
研
究
所

客
員
教
授
、九
五
年
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
経
済
政
策
研
究

所
客
員
研
究
員
・
オ
ハ
イ
オ
州
立
大
学
経
済
学
部
客
員
教
授
。

主
な
著
書
は
、『
労
働
市
場
設
計
の
経
済
分
析
―
マ
ッ
チ
ン
グ

機
能
の
強
化
に
向
け
て
』（
共
著
、東
洋
経
済
新
報
社
）、『
日

本
経
済
と
就
業
行
動
』（
東
洋
経
済
新
報
社
）
、『
プ
ロ
野
球

の
経
済
学
』（
編
著
、日
本
評
論
社
）、『
日
本
の
雇
用
シ
ス
テ

ム
と
労
働
市
場
」（
共
編
著
、日
本
経
済
新
聞
社
）、『
雇
用
と

失
業
の
経
済
学
』（
日
本
経
済
新
聞
社
）
、『
団
塊
世
代
の
定

年
と
日
本
経
済
』（
共
編
著
、日
本
評
論
社
）、『
日
本
の
所
得

格
差
と
社
会
階
層
』（
共
著
、日
本
評
論
社
）、『
少
子
化
と
日

本
の
経
済
社
会
』（
共
編
著
、日
本
評
論
社
）、『
人
事
経
済
と

成
果
主
義
』（
共
編
著
、日
本
評
論
社
）、『
入
門
　
パ
ネ
ル
デ

ー
タ
に
よ
る
経
済
分
析
』（
共
編
著
、日
本
評
論
社
）な
ど
。�

　
樋
口
　
美
雄
（
ひ
ぐ
ち
・
よ
し
お
）�

理
に
し
ろ
、自
ら
変
え
て
い
こ
う
と
い
う
積
極
的

な
取
り
組
み
を
は
じ
め
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。�

て
み
ま
す
と
、や
は
り
九
〇
年
代
に
入
っ
て
、フ
ラ

ン
ス
や
ド
イ
ツ
で
も
格
差
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
が

そ
れ
は
、か
な
り
人
材
の
育
成
の
と
こ
ろ
に
力
を
入

れ
た
国
で
、そ
の
問
題
が
解
消
し
て
き
て
い
る
の
で
は

な
い
か
』と
触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。ア
メ
リ
カ
で
い
え

ば
、例
え
ば
、ハ
イ
ス
ク
ー
ル
を
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
し
た

人
た
ち
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ
レ
ッ
ジ
で
技
能
を
覚
え
て

も
ら
い
、就
職
支
援
を
し
て
い
く
こ
と
を
行
っ
て
い

ま
す
。あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、技
術
研
修
な
ど

に
力
を
入
れ
て
い
く
と
い
う
動
き
が
あ
り
、こ
れ
が

格
差
拡
大
に
対
し
て
は
有
効
に
作
用
し
て
い
ま
す
。�

　
と
こ
ろ
で
、『
残
り
の
二
つ
の
国
に
は
、ど
う
も
そ

う
い
う
動
き
が
見
ら
れ
な
い
』と
い
う
こ
と
で
す
が
、

実
は
そ
の
二
つ
の
国
の
一
つ
は
日
本
な
の
で
す（
残

り
の
一
つ
は
イ
ギ
リ
ス
で
す
が
、そ
の
後
景
気
の
回

復
も
あ
り
改
善
に
向
か
っ
て
い
ま
す
）。日
本
は
、

九
三
年
以
降
、む
し
ろ
九
七
・
八
年
以
降
に
な
っ
て
、

格
差
が
拡
大
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
わ
け

で
す
。で
す
の
で
、や
は
り
結
論
と
し
て
は
、能
力

開
発
支
援
策
の
強
化
と
そ
れ
を
す
る
こ
と
が
、個

人
に
と
っ
て
も
得
に
な
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
企

業
内
外
に
お
け
る
公
平
な
処
遇
制
度
の
確
立
が

大
切
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。�

�����

　
一
方
で
、国
や
企
業
も
機
会
の
均
等
を
重
視
し

て
い
く
と
い
う
の
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。あ
る
意

味
で
、所
得
格
差
と
い
う
の
は
結
果
を
反
映
し
て

い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
。
機
会
が
均

等
に
与
え
ら
れ
な
い
と
結
果
に
も
影
響
を
及
ぼ
し

ま
す
が
、必
ず
し
も
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
わ
け
で

す
。そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
と
こ
ろ
で「
や
る
意
欲
が
あ
る

の
か
」な
ど
も
影
響
し
て
く
る
わ
け
で
す
。所
得
の

格
差
そ
の
も
の
よ
り
も
、私
は
固
定
化
が
問
題
だ

と
い
っ
て
い
ま
す
。そ
れ
は
や
は
り
、『
機
会
の
均
等
』、

い
つ
で
も
挑
戦
で
き
る
よ
う
な
環
境
の
整
備
が
重

要
だ
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。�

　
た
だ
そ
の
た
め
に
は
、本
人
の
問
題
も
あ
り
ま

す
し
、会
社
の
問
題
も
あ
り
ま
す
。
本
人
と
し
て

は
、社
会
に
扶
養
さ
れ
る
側
に
ま
わ
る
の
で
は
な

く
、社
会
を
支
え
る
側
に
、な
る
べ
く
ま
わ
ろ
う
と

い
う
よ
う
な
気
持
ち
が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。そ

れ
は
、時
に
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
か
も
し
れ
ま
せ

ん
し
、仕
事
を
す
る
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、そ
う
い
っ
た
社
会
に
貢
献
す
る
と
い
う
よ

う
な
気
持
ち
が
重
要
で
、そ
れ
を
可
能
に
す
る
、

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
引
き
出
す
た
め
の
社
会
制
度

の
あ
り
方
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。個
人
に
と
っ
て
も

企
業
に
と
っ
て
も
、そ
し
て
社
会
に
と
っ
て
も
プ
ラ

ス
に
な
る
や
り
方
と
は
何
か
と
い
う
も
の
を
追
い

求
め
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。�

　
し
か
し
、企
業
に
は
長
年
続
い
て
い
る
慣
行
が
あ

り
、そ
の
慣
行
に
基
づ
い
て
、そ
れ
に
合
う
人
た
ち

を
、何
と
か
活
用
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。

た
だ
、そ
れ
だ
け
で
は
、や
は
り
人
口
減
少
社
会
に

な
っ
て
く
れ
ば
も
た
な
い
わ
け
で
す
。今
ま
で
の
や

り
方
が
、本
当
に
そ
れ
で
良
い
の
か
ど
う
か
と
い
う

と
こ
ろ
ま
で
含
め
て
、改
め
て
見
直
す
こ
と
が
必
要

に
な
り
ま
す
。ま
た
、上
手
く
や
っ
て
い
る
企
業
の

や
り
方
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
い
く
と
い
う
よ
う
な

こ
と
も
必
要
で
す
。そ
の
こ
と
は
、経
営
者
の
責
任

に
な
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
制
度
変
更
と
か
大

き
な
戦
略
の
変
更
と
か
は
、ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
で
は
で
き

な
い
か
ら
で
す
。現
場
か
ら
声
が
上
が
っ
て
き
て
、そ

の
声
に
応
え
る
と
い
う
形
で
改
革
す
る
と
い
う
の

は
、す
ご
く
難
し
く
、や
は
り
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
が
必
要

に
な
っ
て
く
る
か
ら
で
す
。�

（
こ
の
記
事
は
、Ｃ
Ｅ
Ｌ
編
集
部
が
樋
口
氏
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を

行
い
原
稿
と
し
た
も
の
で
す
）�

�（
※
）所
得
分
布
な
ど
、統
計
の
各
個
体（
標
本
）の
大
き
さ
の
分
布
状

況
に
つ
い
て
、そ
の
平
準
度
を
見
る
た
め
の
指
標
で
、値
が
小
さ

い
ほ
ど
平
準
度
は
高
く
な
る
。�

��

�

高
齢
者
の
人
材
育
成
が
大
切�

�
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論
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