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「
日
本
社
会
は
、将
来
に
希
望
が
持
て
る
人
と
将

来
に
絶
望
し
て
い
る
人
に
分
裂
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
に

入
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
を
私
は
『
希
望
格

差
社
会
』
と
名
付
け
た
い
」（
山
田
、二
〇
〇
四
）。�

　
東
京
学
芸
大
学
教
授
の
山
田
昌
弘
氏
の
著
書
『
希

望
格
差
社
会
』
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
。
右
の
文
は
同

書
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
文
字
通
り
、国
民
の
間
で
希

望
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
人
と
、で
き
な
い
人
の
格
差

が
広
が
っ
て
い
く
社
会
の
到
来
を
警
告
し
た
も
の
で

あ
る
。
同
書
は
学
術
書
で
は
な
い
し
、タ
イ
ト
ル
な
ど

奇
を
て
ら
っ
た
部
分
も
な
い
と
は
い
え
な
い
。い
ろ
い

ろ
と
反
論
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、そ
の
問
題

提
起
は
「
環
境
問
題
」
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、

考
察
す
る
に
値
す
る
。
し
た
が
っ
て
、こ
の
希
望
格
差�

69 CEL Mar.  2004

エネルギー・環境分野�



70CEL Mar.  2005

希
望
格
差
社
会
の
構
造
認
識�

�
社
会
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
、
本
稿
な
り
の
切
り
口
で
検

討
し
て
み
た
い
。
少
し
長
文
と
な
る
た
め
、今
回
と
次

回
の
二
回
に
分
け
て
論
ず
る
こ
と
と
す
る
。�

　
問
題
意
識
と
し
て
は
、希
望
格
差
社
会
は
、誰
も

望
ま
な
い
社
会
な
の
に
、な
ぜ
避
け
ら
れ
そ
う
に
な
い

の
か（
少
な
く
と
も
そ
う
主
張
さ
れ
て
い
る
の
か
）
。

あ
る
い
は
、避
け
る
方
法
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
何

か
、と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
多
く
の
人
が
希
望
を
持

て
な
い
社
会
を
希
望
格
差
社
会
と
言
う
の
な
ら
ば
、

「
希
望
が
持
て
る
人
」
に
と
っ
て
も
そ
れ
は
良
い
社
会

と
は
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
な
の
に
な

ぜ
そ
の
よ
う
な
方
向
性
が
出
て
き
て
し
ま
う
の
だ
ろ

う
か
。
こ
れ
を
社
会
的
ジ
レ
ン
マ
と
い
う
切
り
口
で
捉

え
、考
え
る
。�

　
今
号
で
は
、希
望
格
差
社
会
を
議
論
す
る
た
め
の

土
台
作
り
を
行
う
。
具
体
的
に
は
、次
節
で
山
田
氏

が
主
張
す
る
「
希
望
格
差
社
会
」
を
、本
稿
の
関
心

事
項
に
基
づ
い
て
整
理
す
る
。
第
三
節
で
は
、事
実
認

識
と
し
て
、社
会
に
お
け
る
リ
ス
ク
が
ど
の
よ
う
な
現

状
に
あ
る
の
か
を
、主
に
反
社
会
的
行
為
で
あ
る
犯

罪
に
焦
点
を
あ
て
て
確
認
す
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、希

望
格
差
社
会
の
具
体
的
姿
を
図
に
よ
っ
て
表
現
す
る

と
い
う
試
み
を
行
う
。
そ
し
て
次
回
に
お
い
て
、社
会

的
ジ
レ
ン
マ
と
い
う
切
り
口
で
、こ
の
問
題
を
考
え
る
。�

　
ま
た
、希
望
を
多
く
の
人
が
持
て
る
社
会
を
実
現

す
る
た
め
の
方
法
論
に
つ
い
て
も
論
じ
る
。
基
本
的

に
は
、
社
会
的
ジ
レ
ン
マ
解
決
に
関
す
る
既
存
の
知

恵
の
蓄
積
を
活
用
す
る
た
め
に
、そ
れ
を
阻
む
障
害

を
制
度
的
に
排
除
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う

主
張
を
行
う
。
そ
こ
で
コ
ン
セ
プ
ト
に
な
る
の
が
信
頼

社
会
で
あ
る
。�

���

　
本
節
で
は
、本
稿
の
問
題
意
識
に
従
っ
て
、『
希
望

格
差
社
会
』（
山
田
、二
〇
〇
四
）の
主
張
を
整
理
す

る
こ
と
に
努
め
る
。つ
ま
り
希
望
格
差
社
会
が
進
行

す
る
仕
組
み（
原
因
）
と
、そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
る
社
会
の
姿（
帰
結
）が
い
か
な
る
も
の
か
理
解
し
、

そ
の
対
策（
処
方
箋
）も
考
え
る
の
で
あ
る
。
本
節
の

内
容
は
、図
１
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
下
、そ
れ
を
同
書
を
基
に
論
じ
て
い
く
が
、そ
れ
は
、

あ
く
ま
で
山
田
氏
の
主
張
を
筆
者
な
り
に
理
解
し

た
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
著
者
が
本
当
に
い
い
た
い

こ
と
と
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、あ
ら
か

じ
め
ご
了
承
い
た
だ
き
た
い（
と
は
い
え
、大
き
く
は

異
な
ら
な
い
と
は
思
っ
て
い
る
）。�

　
基
本
的
な
社
会
変
化
の
特
徴
を
、著
者（
山
田
氏
）

は
「
リ
ス
ク
化
」
と
「
二
極
化
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を

用
い
て
論
じ
て
い
る
。
ま
ず
、社
会
の
リ
ス
ク
化
と
は
、

確
実
な
雇
用
（
収
入
）
や
家
族
関
係
と
い
う
も
の
が

期
待
で
き
ず
、何
を
選
択
す
る
に
し
て
も（
相
当
の
）

リ
ス
ク
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
こ
の
リ
ス
ク
化
は
、さ
ら
に
「
リ
ス
ク
の

普
遍
化
」
と
「
リ
ス
ク
の
個
人
化
」
に
分
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
リ
ス
ク
の
普
遍
化
と
は
、確
実
な
選
択
肢
が

な
く
な
り
、全
て
の
人
が
あ
る
程
度
の
リ
ス
ク
と
付

き
合
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
ま

で
絶
対
確
実
な
貯
蓄
手
段
だ
と
思
わ
れ
て
き
た
銀

行
預
金
が
ペ
イ
オ
フ
の
対
象
と
な
り
、大
企
業
に
勤

め
て
い
れ
ば
雇
用
だ
け
は
安
泰
と
思
わ
れ
て
い
た
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
が
リ
ス
ト
ラ
の
憂
き
目
に
会
う
、と
い
っ

た
例
が
同
書
で
は
示
さ
れ
て
い
る
。�

　
一
方
、リ
ス
ク
の
個
人
化
と
は
、
今
ま
で
個
人
が

様
々
な
リ
ス
ク
に
直
撃
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
防
波

堤
と
な
っ
て
い
た
中
間
組
織
の
力
が
衰
え
、そ
の
役

割
を
果
た
せ
な
く
な
っ
た
。
結
果
と
し
て
個
人
が
、

直
接
リ
ス
ク
を
受
け
止
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
き

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
典
型
的
に
は
、
企
業
が
社

員
を
守
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
は
福
利
厚
生
の
切
り

捨
て
な
ど
目
に
見
え
る
形
で
現
れ
、
社
員
も
時
代

の
変
化
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
社

会
の
リ
ス
ク
化
は
個
人
の
生
活
を
不
安
定
に
さ
せ
、

将
来
の
見
通
し
を
つ
け
に
く
く
さ
せ
る
要
因
と
な

る
。�

　
リ
ス
ク
化
と
並
ぶ
社
会
の
変
化
は
、「
二
極
化
」
で

あ
る
。
こ
れ
は
社
会
を
構
成
す
る
人
々
の
散
ら
ば
り

方
が
、二
こ
ぶ
ラ
ク
ダ
の
背
中
の
よ
う
な
分
布
に
な
っ

て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
結
局
そ
れ
は
格
差
の

拡
大
を
促
す
要
因
に
な
る
。
こ
れ
は
典
型
的
に
は
所

得
分
布
に
お
い
て
、
図
２
か
ら
図
３
の
よ
う
な
分
布

に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
同
書
は
、こ
の
よ

う
な
量
的
格
差
と
同
時
に
「
質
的
格
差
」
の
重
要
性

を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
二
極
化
も
、「
職
業
に
質
的

格
差
が
出
現
し
拡
大
す
る
」
、「
自
分
の
仕
事
能
力

に
よ
ら
な
い
生
活
水
準
の
格
差
が
出
現
、拡
大
す
る
」

と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。�

　
ま
ず
、職
業
の
質
的
格
差
と
は
、専
門
的
で
ク
リ

エ
イ
テ
ィ
ブ
な
職
業
・
職
種
と
、
補
助
的
で
単
純
労

働
に
近
い
職
業
・
職
種
の
役
割
分
担
が
よ
り
明
確
に

な
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
前
者
は
社
会
や
会
社
で

の
中
核
的
存
在
、
後
者
は
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
な
ど

で
対
応
可
能
な
周
辺
的
存
在
と
、そ
の
位
置
づ
け（
評
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を
制
度
的
に
排
除
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う

主
張
を
行
う
。
そ
こ
で
コ
ン
セ
プ
ト
に
な
る
の
が
信
頼

社
会
で
あ
る
。�

行
預
金
が
ペ
イ
オ
フ
の
対
象
と
な
り

大
企
業
に
勤

め
て
い
れ
ば
雇
用
だ
け
は
安
泰
と
思
わ
れ
て
い
た
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
が
リ
ス
ト
ラ
の
憂
き
目
に
会
う
、と
い
っ

な
る
こ
と
を
表
し
て
い
る

前
者
は
社
会
や
会
社
で

の
中
核
的
存
在
、
後
者
は
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
な
ど

で
対
応
可
能
な
周
辺
的
存
在
と
、そ
の
位
置
づ
け（
評

価
）が
分
か
れ
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
、収
入（
量
）の

格
差
も
拡
大
す
る
が
、
業
務
内
容
（
質
）
の
差
も
拡

が
る（
有
り
体
に
い
っ
て
し
ま
え
ば
、お
も
し
ろ
い
仕

事
と
つ
ま
ら
な
い
仕
事
に
分
か
れ
て
し
ま
う
と
い
う

こ
と
だ
）
。
ま
た
、特
徴
的
な
こ
と
は
、前
者
と
後
者

の
量
的
な
比
率
を
考
え
る
と
、構
想
力
な
ど
ソ
フ
ト

パ
ワ
ー
が
求
め
ら
れ
る
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
仕
事
は
、

多
く
の
マ
ン
パ
ワ
ー（
人
数
）
を
必
要
と
し
な
い
。
逆

に
、ア
ル
バ
イ
ト
で
十
分
代
替
で
き
る
単
純
労
働
は
、

機
械
化
が
難
し
く
量
的
な
需
要
が
あ
る
。
結
果
と
し

て
少
数
の
「
勝
ち
組
」
と
多
数
の
「
負
け
組
」
が
発

生
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
経
済
の
成
熟
化
と

市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
積
極
的
導
入
と
い
う
視
点
で
も

論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、そ

こ
に
は
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。�

　
一
方
、
仕
事
能
力
に
よ
ら
な
い
格
差
と
は
、
親
の

教
育
投
資
、そ
の
他
諸
々
の
支
援
で
か
な
り
の
程
度
、

当
人
の
将
来
が
決
ま
っ
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
職
業
の
専
門
化
・
高
度
化
が
進
展
す
る
と
、ク
リ

エ
イ
テ
ィ
ブ
な
職
業
獲
得
の
た
め
に
は
長
期
的
な
能

力
開
発
が
必
要
と
な
り
、幼
少
の
こ
ろ
か
ら
教
育
投

資
を
す
る
こ
と
の
で
き
る
親
を
持
つ
、恵
ま
れ
た
子

供
が
圧
倒
的
に
有
利
に
な
る
。
あ
る
い
は
依
然
と
し

て
、社
会
的
構
造
と
し
て
性
別
の
差
が
存
在
す
る
。

こ
の
よ
う
な
、本
人
の
努
力
で
は
如
何
と
も
し
難
い

部
分
で
格
差
拡
大
が
促
進
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ

う
な
二
極
化
は
、
努
力
に
対
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

を
削
ぐ
効
果
を
持
つ
。
努
力
し
て
も
望
ま
し
い
結
果

（
ポ
ジ
シ
ョ
ン
）は
限
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、努
力
以
外

の
と
こ
ろ
で
結
果
が
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
社
会
で
は
、条
件
の
不
利
な
者
が
希
望
を
持
て

な
く
な
る
の
も
無
理
は
な
い
。�

　
以
上
述
べ
た
よ
う
な
リ
ス
ク
化
、二
極
化
と
い
う

社
会
の
変
化
は
、相
乗
効
果
を
も
っ
て
希
望
格
差
社

会
に
向
か
わ
せ
る
力
と
な
る
と
同
書
は
主
張
す
る
。

リ
ス
ク
を
ヘ
ッ
ジ
す
る
た
め
に
は
、お
金
や
知
的
能
力

が
必
要
で
あ
る
。
負
け
組
は
そ
れ
が
な
い
。
結
果
大

き
な
リ
ス
ク
を
背
負
う
こ
と
に
な
り
、い
っ
そ
う
二
極

化
を
加
速
す
る
。
こ
の
よ
う
な
動
き
は
結
果
的
に
「
社

会
的
弱
者
」
を
作
り
出
し
て
い
く
。
そ
し
て
「
社
会

が
リ
ス
ク
化
し
、二
極
化
が
明
白
に
な
っ
て
く
る
と
、

人
々
は
、将
来
の
生
活
破
綻
や
生
活
水
準
低
下
の
不

安
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
能
力
や
親
の
資
産
が
あ
れ
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反
社
会
的
リ
ス
ク
の
現
状�
�

ば
成
功
し
て
豊
か
な
生
活
が
築
け
る
か
も
し
れ
な
い

が
、能
力
的
に
も
経
済
的
に
も
人
並
み
で
し
か
な
け

れ
ば
、不
安
定
な
生
活
を
強
い
ら
れ
る
か
も
し
れ
な

い
と
い
う
不
安
で
あ
る
。
す
る
と
多
く
の
人
々
が
『
苦

労
し
て
も
報
わ
れ
な
い
、よ
り
良
い
生
活
を
求
め
て

努
力
し
て
も
無
駄
で
あ
る
』
と
諦
め
は
じ
め
る
。
希

望
の
喪
失
に
よ
る
、や
る
気
の
放
棄
で
あ
る
。
そ
し

て
リ
ス
ク
フ
ル
な
現
実
か
ら
の
逃
走
が
始
ま
る
。
こ

う
し
て
『
量
的
格
差
（
経
済
的
格
差
）』
は
『
質
的
格

差
（
職
種
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
格
差
、ス
テ
イ
タ
ス

の
格
差
）
』
を
生
み
、そ
こ
か
ら
『
心
理
的
格
差
（
希

望
の
格
差
）』
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
」（
同
書
一
五
ペ

ー
ジ
か
ら
引
用
）
。
さ
ら
に
、希
望
を
喪
失
し
た
人
は

嗜
癖（
ア
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）に
は
ま
る
人
が
多
く
な
る
。

そ
れ
が
高
じ
る
と
、そ
れ
に
依
存
し
、
結
果
的
に
反

社
会
的
行
為
な
ど
の
問
題
行
動
が
増
加
す
る
懸
念

が
あ
る
。「
人
生
を
捨
て
て
い
る
人
に
怖
い
も
の
は
な

い
。（
中
略
）『
努
力
し
て
も
報
わ
れ
な
い
日
常
生
活
』

こ
そ
が
、彼
ら
に
と
っ
て
の
『
獄
』
だ
か
ら
で
あ
る
」
。

そ
の
結
果
と
し
て
、社
会
的
な
安
定
性
が
崩
れ
、生

活
そ
の
も
の
を
脅
か
す
リ
ス
ク
を
受
け
入
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
社
会
が
作
ら
れ
て
い
く
。�

　
以
上
が
、
本
稿
に
お
け
る
同
書
の
理
解
で
あ
る
。

あ
ら
た
め
て
い
え
ば
、そ
れ
を
ま
と
め
た
も
の
が
前
ペ

ー
ジ
の
図
１
で
あ
る
。
特
定
の
問
題
意
識
を
強
調
す

る
た
め
、独
自
に
文
章
を
再
構
成
し
た
部
分
も
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
れ
が
著
者（
山
田
氏
）の
主
張
そ
の
も

の
で
な
い
こ
と
は
繰
り
返
し
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。�

　
ま
た
そ
れ
と
は
別
に
、同
書
が
持
つ
弱
点
に
つ
い
て

も
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、主
張

に
関
す
る
厳
密
な
「
実
証
」
は
不
十
分
で
あ
る
と
い

う
指
摘
は
も
っ
と
も
だ
し
、論
理
の
飛
躍
を
指
摘
す

る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、そ
れ
は
認
識
し
た
上
で
、

あ
え
て
同
書
の
主
張
を
取
り
上
げ
た
の
は
、「
希
望

格
差
」
と
い
う
心
理
的
側
面
か
ら
社
会
を
論
じ
よ
う

と
す
る
姿
勢
を
評
価
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
心

理
的
要
因
は
量
の
概
念
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
難
し

い（
不
可
能
で
は
な
い
が
）。�

　
一
方
で
、将
来
を
展
望
す
る
際
に
、心
理
的
側
面

を
考
慮
す
る
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
昨
今
の
反

社
会
的
行
為
と
し
て
の
犯
罪
動
向
を
こ
の
枠
組
み
で

論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。�

����

　
こ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
化
、二
極
化
を
背
景
に
し
た

希
望
格
差
社
会
論
は
、現
実
的
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

実
際
に
数
値
と
し
て
表
れ
て
い
る
社
会
の
実
態
を
見

て
み
よ
う
。
厚
生
労
働
省
「
平
成
一
五
年
度
　
社
会

福
祉
行
政
業
務
報
告
結
果
の
概
要
（
福
祉
行
政
報

告
例
）」
に
よ
れ
ば
、〇
三
年
度
に
生
活
保
護
を
受
け

た
の
は
約
九
四
万
世
帯
、一
三
四
万
人
と
の
こ
と
で

あ
る
。
世
帯
数
は
過
去
最
高
、人
数
も
九
五
年
以
降
、

増
え
続
け
て
い
る
。
同
じ
く
児
童
相
談
所
で
の
虐
待

相
談
の
処
理
件
数
も
二
万
六
〇
〇
〇
件
以
上
と
過

去
最
高
で
あ
っ
た
。
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
に
対
す
る

相
談
件
数
も
、〇
四
年
は
前
年
比
六
割
増
の
ペ
ー
ス
で

増
え
て
い
る
。
警
察
庁
の
「
平
成
一
六
年（
一
〜
一
一

月
）の
犯
罪
情
勢
」
に
よ
る
と
、「
刑
法
犯
の
認
知
件

数
は
、平
成
一
四
年
で
七
年
連
続
し
て
戦
後
最
多
を

記
録
し
て
い
た
が
、平
成
一
五
年
に
は
二
七
九
万
一

三
六
件
で
、前
年
に
比
べ
六
万
三
六
〇
三
件（
二
・
二
パ

ー
セ
ン
ト
）減
少
し
て
お
り
、平
成
一
六
年（
一
〜
一
一

月
）は
二
三
六
万
五
二
〇
六
件
で
、前
年
同
期
に
比
べ

一
八
万
三
四
二
六
件（
七
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
）
減
少
す
る

な
ど
、刑
法
犯
認
知
件
数
の
増
加
傾
向
に
歯
止
め
が

掛
か
っ
て
い
る
」
。�

　
一
方
、「
刑
法
犯
の
認
知
件
数
は
、平
成
一
五
年

に
は
平
成
七
年
に
比
べ
一
・
六
倍
と
な
っ
て
い
る
が
、

そ
の
内
、粗
暴
犯
は
二
・
二
倍
、風
俗
犯
は
二
・
一
倍
、

凶
悪
犯
は
二
・
〇
倍
と
増
加
率
が
高
く
な
っ
て
い
る
。

平
成
一
六
年
（
一
〜
一
一
月
）の
刑
法
犯
の
認
知
件

数
は
、凶
悪
犯
が
一
万
一
九
九
三
件
で
、前
年
同
期

に
比
べ
三
四
九
件
（
二
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
）
減
少
、粗
暴

犯
は
七
万
四
七
一
件
で
、前
年
同
期
に
比
べ
七
九
一

件（
一
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
）
減
少
、窃
盗
犯
は
一
八
三
万

九
八
一
件
で
、前
年
同
期
に
比
べ
二
一
万
七
九
五
八

件（
一
〇
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
）
減
少
、知
能
犯
は
八
万
九

八
七
九
件
で
、前
年
同
期
に
比
べ
二
万
四
二
七
一
件

（
三
七
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
）
増
加
」
し
て
い
る
の
で
あ
る

（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
）。�

　
表
１
は
「
刑
法
犯
の
包
括
罪
種
別
認
知
状
況
の

推
移
」（
出
所
は
警
察
庁
資
料
）で
あ
る
。
こ
れ
を
見

る
と
、確
か
に
前
年
よ
り
は
総
じ
て
改
善
傾
向
に
あ

る
も
の
の
、
一
〇
年
前
と
比
べ
、
大
き
く
件
数
が
増

え
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
特
に
凶
悪
犯
や
粗

暴
犯
が
平
成
七
年
と
比
較
し
て
二
倍
以
上
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
は
、日
本
＝
安
全
と
い
う
、

今
ま
で
は
一
般
的
で
あ
っ
た
認
識
に
軌
道
修
正
を

求
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
変
化
が
、希

望
格
差
社
会
を
原
因
と
し
た
場
合
の
「
結
果
」
と

結
論
付
け
る
の
は
乱
暴
で
あ
る
。
し
か
し
少
な
く
と
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人
数�

幸福度�179 236 294 351 409 466 524 581 639 696 754 811 869 926 984 1041 1099 1156 1214 1271

注：指数は、平成7年を100とした場合の値である。（出所）警察庁「平成16年（1～11月）の犯罪情勢」�

表1 　 刑法犯の包括罪種別状況の推移�

図4　  二極化した分布�

　
ま
た
そ
れ
と
は
別
に

同
書
が
持
つ
弱
点
に
つ
い
て

も
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、主
張

に
関
す
る
厳
密
な
「
実
証
」
は
不
十
分
で
あ
る
と
い

月
）の
犯
罪
情
勢
」
に
よ
る
と
「
刑
法
犯
の
認
知
件

数
は
、平
成
一
四
年
で
七
年
連
続
し
て
戦
後
最
多
を

記
録
し
て
い
た
が
、平
成
一
五
年
に
は
二
七
九
万
一

求
め
て
い
る
と
い
え
よ
う

こ
の
よ
う
な
変
化
が

希

望
格
差
社
会
を
原
因
と
し
た
場
合
の
「
結
果
」
と

結
論
付
け
る
の
は
乱
暴
で
あ
る
。
し
か
し
少
な
く
と

も
、希
望
格
差
社
会
が
現
実
の
も
の
と
な

っ
た
場
合
に
は
、こ
の
傾
向
に
拍
車
を
か

け
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

問
題
意
識
を
持
つ
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

現
状
で
は
、本
当
に
そ
の
よ
う
な
社
会
が

来
る
の
か
、
来
た
と
し
て
も
そ
れ
が
ど
の

程
度
の
社
会
的
イ
ン
パ
ク
ト
を
及
ぼ
す
の

か
に
つ
い
て
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
る
こ
と
は

困
難
で
あ
ろ
う
。
現
時
点
で
は
同
書
の
主
張
は
懸
念
、

警
告
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
様
々
な
示

唆
が
あ
り
、考
察
す
る
に
値
す
る
論
題
で
あ
る
。�

　
こ
こ
で
今
一
度
、「
希
望
格
差
社
会
」
を
分
か
り

や
す
い
形
で
明
示
し
て
お
こ
う
。
前
節
の
図
２
・
図

３
で
見
た
よ
う
に
、同
書
は
社
会
が
二
極
化
す
る
こ

と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
が
図
４
の
よ
う
な
分
布
で

あ
っ
た
と
し
よ
う
。
縦
軸
は
「
人
数
」
で
あ
る
。
横
軸

は
「
所
得
」
で
も
よ
い
が
、よ
り
広
い
「
幸
福
感
や
効

用
」
と
考
え
た
方
が
適
当
で
あ
る
。
図
４
で
は
明
ら

か
に
二
極
化
し
た
分
布
が
確
認
で
き
、こ
れ
を
「
量

的
な
格
差
」
が
拡
大
し
た
姿
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
今
、こ
の
分
布
が
次
ペ
ー
ジ
図
５
の
よ
う
な
負
け

組
グ
ル
ー
プ
と
、
次
ペ
ー
ジ
図
６
の
よ
う
な
勝
ち
組

グ
ル
ー
プ
が
合
成
さ
れ
て
で
き
た
も
の
だ
と
し
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
社
会
的
な
グ
ル
ー
プ
が
で
き
、固
定
化

し
た
場
合
を
考
え
る
と
、こ
の
よ
う
な
状
態
が
「
質

的
な
格
差
」
が
拡
大
し
た
様
子
を
表
し
て
い
る
と
い

え
る
。
そ
し
て
、
勝
ち
負
け
を
努
力
に
よ
っ
て
超
克

す
る
こ
と
が
困
難
だ
と
認
識
さ
れ
る
と
、負
け
組
の

多
く
が
希
望
を
失
い
、
諦
め
感
を
持
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
時
、「
心
理
的
格
差
」
が
存
在
し
た
状
態
、即
ち

「
希
望
格
差
社
会
」
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
負

け
組
は
諦
め
感
を
持
つ
た
め
、図
５
の
分
布
は
下
方

（
図
で
い
え
ば
左
側
）に
シ
フ
ト
し
て
し
ま
う
。�

　
一
方
、勝
ち
組
に
も
悪
影
響
が
生
じ
る
。
社
会
全

体
が
不
安
定
に
な
り
、
反
社
会
的
行
為
が
増
加
す

る
と
、そ
の
標
的
は
持
て
る
者
、す
な
わ
ち
、勝
ち
組

に
向
け
ら
れ
る
危
険
性
が
高
く
な
ろ
う
。
そ
の
意
味

で
勝
ち
組
に
と
っ
て
も
、
不
幸
に
陥
る
リ
ス
ク
が
増

大
す
る
社
会
と
な
る
。
特
に
凶
悪
犯
罪
な
ど
に
巻
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本
稿
の
終
わ
り
に�

�

人
数�

幸福度�188 239 291 342 393 444 496 547 598 649

図5 　 負け組の分布�

人
数�

幸福度�598 693 788 883 978 1073 1168 1263 1358 1453

図6　  勝ち組の分布�

き
込
ま
れ
た
場
合
に
は
、一
気
に
不
幸
の
ど
ん
底
に

落
ち
て
し
ま
う
の
で
あ
る
か
ら
、
図
６
の
分
布
は
、

下
方
（
左
側
）
に
こ
ぶ
が
で
き
た
よ
う
な
も
の
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
。い
ず
れ
に
せ
よ
、
希
望
格
差
社

会
の
到
来
は
、勝
ち
組
に
な
れ
る
と
し
て
も
歓
迎
す

る
人
は
多
く
な
い
こ
と
が
想
像
で
き
る
。�

����

　
こ
の
よ
う
に
、
希
望
格
差
社
会
の
到
来
は
、
勝
ち

組
、
負
け
組
、
誰
に
と
っ
て
も
望
ま
し
く
な
い
社
会

だ
と
し
よ
う
。
で
は
な
ぜ
、そ
の
よ
う
な
社
会
が
到

来
す
る
危
険
性
が
あ
る
の
か
、そ
れ
は
不
可
避
的
な

事
象
で
あ
り
、
我
々
に
は
別
の
選
択
肢
は
な
い
の
か

と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
同
書
、
即
ち
山
田
氏

は
、
希
望
格
差
社
会
の
到
来
を
阻
む
た
め
の
処
方

箋
と
し
て
、公
的
取
り
組
み
の
必
要
性
を
主
張
す
る
。

例
え
ば
、職
業
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
シ
ス
テ
ム
化
、コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
つ
け
る
こ
と
へ
の
支
援
、

離
婚
な
ど
に
対
す
る
公
的
補
償
、多
様
な
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
選
択
の
実
現
支
援
策
な
ど
、い
く
つ
か
の
提

案
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、こ
れ
ら
は
詳
細

な
言
及
も
な
く
、あ
ま
り
煮
詰
め
ら
れ
た
も
の
に
は

見
え
な
い
。
非
常
に
漠
と
し
た
思
い
付
き
を
述
べ
て

い
る
よ
う
に
し
か
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
後

編
で
は
、
希
望
格
差
社
会
に
対
す
る
、
異
な
っ
た
見

方
は
で
き
な
い
か
、
そ
し
て
何
ら
か
の
イ
ン
プ
リ
ケ

ー
シ
ョ
ン
は
提
供
で
き
な
い
か
と
い
う
観
点
か
ら
、

社
会
的
ジ
レ
ン
マ
論
の
枠
組
み
で
問
題
を
考
察
し

て
い
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　    

（
つ
づ
く
）�

（
大
阪
ガ
ス
　
エ
ネ
ル
ギ
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文
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研
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主
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究
員
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