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小
泉
政
権
の
構
造
改
革
の
結
果
、経
済
の

効
率
性
は
高
ま
っ
て
も
所
得
の
格
差
が
拡
大

し
、「
不
公
平
な
社
会
」に
な
っ
た
と
い
う
こ

と
が
、あ
た
か
も
「
常
識
」で
あ
る
か
の
よ
う

に
語
ら
れ
て
い
る
。し
か
し
、特
定
の
事
業
者

を
対
象
と
し
た
利
権
の
温
床
で
あ
る
規
制
や

保
護
主
義
を
撤
廃
し
、自
由
な
競
争
市
場
を

目
指
し
た
構
造
改
革
が
、ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ

ズ
ム
で
格
差
を
拡
大
さ
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。そ

れ
は
暗
に
、こ
れ
ま
で
規
制
に
守
ら
れ
て
い
た

グ
ル
ー
プ
に
よ
る
既
得
権
保
護
の
論
理
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。�

　
市
場
で
生
じ
る
所
得
格
差
は
、需
給
の
不

均
衡
を
反
映
し
た
ひ
と
つ
の
シ
グ
ナ
ル
で
あ
り
、

自
由
な
取
引
が
保
証
さ
れ
て
い
れ
ば
、そ
れ

を
縮
小
さ
せ
る
よ
う
な
自
動
的
な
メ
カ
ニ
ズ

ム
が
働
き
、経
済
全
体
が
発
展
す
る
こ
と
が

市
場
社
会
の
優
れ
た
機
能
で
あ
る
。こ
れ
を
十
分

に
発
揮
さ
せ
る
と
と
も
に
、格
差
の
固
定
化
を
防

ぎ
、再
チ
ャ
レ
ン
ジ
の
容
易
な
社
会
に
し
て
い
く
こ

と
が
、本
来
の
構
造
改
革
の
目
的
で
あ
る
。�

　
九
〇
年
代
後
半
期
以
降
の
失
業
率
の
高
ま
り
や

生
活
保
護
を
受
給
す
る
貧
困
世
帯
の
増
加
は
、構

造
改
革
の
結
果
で
は
な
く
、九
〇
年
以
来
の
長
期

経
済
停
滞
に
よ
る
面
が
大
き
い
。経
済
が
不
況
の
状

態
に
あ
る
時
に
は
、消
費
や
投
資
需
要
を
刺
激
す

る
こ
と
で
、生
産
と
雇
用
を
拡
大
さ
せ
る
余
地
が
大

き
く
、そ
の
結
果
、失
業
者
が
減
る
こ
と
で
、経
済
の

効
率
性
と
所
得
の
平
等
化
を
同
時
に
達
成
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。今
後
、構
造
改
革
を
さ
ら
に
進
め

て
、新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
を
発
展
さ
せ
、多
様
な
雇
用

機
会
を
拡
大
さ
せ
る
こ
と
が
、格
差
を
固
定
化
さ

せ
な
い
た
め
の
も
っ
と
も
有
効
な
手
段
と
な
る
。�

　
他
方
で
、統
計
上
の
所
得
格
差
の
拡
大
は
七
〇

年
代
か
ら
の
長
期
的
な
現
象
で
あ
り
、構
造
改
革
の

結
果
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
。こ
れ
は
、も
と
も
と

所
得
格
差
の
大
き
な
高
齢
者
層
の
人
口
全
体
に
占

め
る
比
率
が
傾
向
的
に
高
ま
る
こ
と
で
、そ
の
大
部

分
が
説
明
さ
れ
て
お
り
、構
造
改
革
を
止
め
、時
計

の
針
を
逆
に
戻
し
て
も
解
消
す
る
問
題
で
は
な
い
。�

������

　
労
働
市
場
の
規
制
緩
和
で
非
正
社
員
が
増
え

た
こ
と
が
、賃
金
格
差
を
拡
大
さ
せ
た
大
き
な
要
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図2　正社員と非正社員との賃金格差

図1　非正社員比率の高まりと組合組織率の低下
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を
縮
小
さ
せ
る
よ
う
な
自
動
的
な
メ
カ
ニ
ズ

ム
が
働
き
、経
済
全
体
が
発
展
す
る
こ
と
が

　
労
働
市
場
の
規
制
緩
和
で
非
正
社
員
が
増
え

た
こ
と
が
、賃
金
格
差
を
拡
大
さ
せ
た
大
き
な
要

因
と
い
わ
れ
る
。
労
働
者
派
遣
法
や
労
働
基
準

法
の
改
革
は
二
〇
〇
〇
年
頃
か
ら
進
ん
で
き
た
が
、

こ
の
間
、契
約
社
員
や
派
遣
社
員
を
含
め
た
パ
ー

ト
タ
イ
ム
の
非
正
社
員
は
、九
五
年
の
約
二
一
パ
ー

セ
ン
ト（
一
〇
〇
〇
万
人
）か
ら
二
〇
〇
五
年
の
約

三
二
パ
ー
セ
ン
ト（
一
六
〇
〇
万
人
強
）へ
と
大
幅

に
増
加
し
た（
図
１
）。こ
う
し
た
正
社
員
と
比
べ

て
、賃
金
の
低
い
非
正
社
員
の
増
加
は
、統
計
上
で

は
、労
働
市
場
に
お
け
る
賃
金
格
差
を
広
げ
る
要

因
と
な
る
。し
か
し
こ
れ
に
は
、賃
金
所
得
が
ゼ
ロ

の
失
業
者
や
就
業
意
欲
喪
失
者
が
、も
と
も
と
含

ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
格
差
の
議
論
で
は
、規
制
改
革
に
よ
る

新
規
雇
用
機
会
の
拡
大
と
い
う
プ
ラ
ス
の
側
面
が
、

ま
っ
た
く
考
慮
さ
れ
て
お
ら
ず
、も
っ
ぱ
ら
、す
で

に
職
を
確
保
し
て
い
る
正
社
員
の
側
か
ら
の
視
点

が
優
先
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
問
題
で
あ
る
。�

　
規
制
改
革
が
賃
金
格
差
を
拡
大
さ
せ
る
要
因

と
い
う
論
理
は
、仮
に
規
制
改
革
さ
え
な
け
れ
ば
、

こ
れ
ら
非
正
社
員
が
正
社
員
と
し
て
雇
用
さ
れ

て
い
た
は
ず
で
あ
る
、と
い
う
よ
う
な
単
純
な
前

提
に
基
づ
い
て
い
る
。し
か
し
、そ
れ
は
九
〇
年
代

以
降
の
長
期
経
済
停
滞
で
、多
く
の
過
剰
雇
用

を
抱
え
込
ん
だ
企
業
に
と
っ
て
、あ
ま
り
に
も
非

現
実
的
で
あ
る
。正
社
員
雇
用
の
大
幅

な
削
減
の
主
因
は
、バ
ブ
ル
破
綻
後
の
景

気
停
滞
が
、単
な
る
景
気
循
環
で
は
な

く
、長
期
に
持
続
す
る
と
い
う
企
業
の

期
待
変
化
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

仮
に
有
期
雇
用
や
労
働
者
派
遣
等
の

規
制
改
革
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に

は
、非
正
社
員
の
代
わ
り
に
失
業
者
が

大
幅
に
増
え
た
可
能
性
が
大
き
い
。
賃

金
が
ゼ
ロ
の
失
業
者
を
考
慮
に
入
れ
ず
、

す
で
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者
の
中

だ
け
で
賃
金
格
差
が
小
さ
け
れ
ば
、そ

れ
で
平
等
な
社
会
と
い
う
論
理
は
、と

う
て
い
成
り
立
た
な
い
。�

　
正
社
員
と
非
正
社
員
と
の
格
差
は
、

企
業
別
に
組
織
さ
れ
た
労
働
市
場
と
、

雇
用
保
障
と
年
功
賃
金
・
生
活
給
を

基
本
と
す
る
雇
用
慣
行
か
ら
派
生
す

る
本
質
的
な
問
題
で
あ
る
。日
本
的
雇

用
慣
行
は
平
等
な
働
き
方
と
い
わ
れ

る
が
、そ
れ
は
正
確
に
は
正
社
員
の
間
だ
け
の
こ

と
で
あ
り
、そ
の
背
後
に
は
、不
況
期
に
正
社
員
の

雇
用
を
守
る
た
め
に
、非
正
社
員
の
契
約
更
新
の

打
ち
切
り
と
い
う
事
実
上
の
解
雇
が
、雇
用
調
整

の
手
段
と
し
て
不
可
欠
な
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
い

る
。�

　
ま
た
、有
期
雇
用
の
更
新
で
は
雇
用
が
不
安
定

で
あ
る
と
し
て
、三
回
更
新
す
れ
ば
正
社
員
に
す

る
こ
と
を
企
業
に
求
め
る
と
い
う
よ
う
な
案
も
あ

る
が
、こ
れ
は
本
来
の
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
妨
げ
る
も

の
で
あ
る
。な
ぜ
な
ら
企
業
は
、そ
う
し
た
規
制
強
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図3　県民所得の標準偏差の推移
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化
に
は
、契
約
更
新
を
二
回
で
打
ち
切
る
こ
と
で
、

か
え
っ
て
契
約
社
員
の
雇
用
の
不
安
定
化
を
も
た

ら
す
。再
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援
は
、規
制
改
革
を
通
じ

た
働
き
方
の
多
様
化
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
。�

　
ま
た
、賃
金
格
差
の
大
き
な
要
因
は
年
功
賃
金

制
度
に
あ
り
、こ
れ
が
正
社
員
の
間
で
の
男
女
間

格
差
だ
け
で
な
く
、年
齢
に
関
わ
ら
ず
フ
ラ
ッ
ト
な

非
正
社
員
の
賃
金
と
の
格
差
が
拡
大
す
る
こ
と

の
大
き
な
要
因
と
も
な
っ
て
い
る（
前
頁
の
図
２
）。

こ
れ
は
仮
に
、勤
続
年
数
の
短
い
非
正
社
員
に
年

功
賃
金
を
適
用
し
て
も
解
決
の
で
き
る
問
題
で

は
な
い
。む
し
ろ
現
行
の
年
功
賃
金
制
度
の
見
直

し
を
つ
う
じ
て
、正
社
員
・
非
正
社
員
の
働
き
方
の

違
い
に
関
わ
ら
ず
、同
一
労
働
・
同
一
賃
金
の
流

動
的
な
職
種
別
労
働
市
場
に
近
づ
け
て
い
く
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。学
卒
時
の
学
歴
や
景
気
動
向

で
生
涯
所
得
が
大
き
く
異
な
っ
た
り
、結
婚
・
出

産
等
で
ひ
と
た
び
企
業
を
退
職
し
た
り
す
る
と
、

二
度
と
正
社
員
に
戻
れ
な
い
よ
う
な
硬
直
的
な

労
働
市
場
の
制
度
や
慣
行
が
、再
チ
ャ
レ
ン
ジ
を

妨
げ
て
い
る
大
き
な
要
因
で
あ
る
。�

　
正
社
員
と
非
正
社
員
と
の
格
差
是
正
は
、非

正
社
員
の
待
遇
改
善
と
同
時
に
、正
社
員
の
過
度

の
雇
用
保
障
や
年
功
賃
金
の
特
権
を
見
直
す
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。そ
れ
が
労
働
市
場
に
お
け
る

公
平
性
と
効
率
性
の
両
面
を
実
現
す
る
構
造
改

革
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。�

　
他
方
、同
一
年
齢
間
の
正
社
員
の
間
で
も
、と

く
に
大
学
卒
男
性
の
四
〇
〜
五
〇
歳
代
に
お
い

て
賃
金
格
差
の
拡
大
が
生
じ
て
い
る
。こ
れ
も
二

〇
〇
〇
年
の
労
働
基
準
法
改
正
で
裁
量
労
働
制

の
対
象
と
な
る
労
働
者
の
範
囲
が
拡
大
し
た
こ

と
や
、年
功
賃
金
に
代
わ
る
成
果
主
義
賃
金
の

普
及
に
よ
る｢

格
差
の
拡
大｣

と
い
わ
れ
る
こ
と

が
あ
る
。裁
量
労
働
制
は
、給
与
の
基
準
が
、例
え

ば
、残
業
す
れ
ば
割
増
賃
金
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
、

労
働
時
間
を
基
準
と
し
た
賃
金
の
支
払
い
方
式

の
も
の
か
ら
、直
接
、仕
事
の
成
果
に
結
び
つ
い
た

報
酬
へ
と
転
換
す
る
も
の
で
あ
る
。こ
れ
は
ダ
ラ

ダ
ラ
と
長
時
間
働
く
よ
り
も
、短
時
間
で
も
成
果

を
あ
げ
る
効
率
的
な
社
員
に
報
い
る
た
め
の
仕
組

み
で
あ
る
が
、こ
の
結
果
、個
人
の
仕
事
能
力
の
差

を
重
視
し
な
い
年
功
賃
金
制
と
比
べ
れ
ば
、正
社

員
の
間
の
賃
金
格
差
が
拡
大
す
る
こ
と
は
や
む
を

得
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。そ
れ
は
特
定
の
企

業
内
で
の
格
差
拡
大
で
あ
っ
て
も
、労
働
市
場
全

体
で
見
れ
ば
、む
し
ろ
同
じ
仕
事
能
力
を
持
つ
労

働
者
間
で
の
格
差
の
縮
小
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
格
差
」の
問
題
を
、従
来
の
既
得

権
を
持
っ
た
労
働
者
の
視
点
か
ら
見
る
の
で
は
な

く
、失
業
者
も
含
め
た
労
働
市
場
全
体
で
判
断

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。�

������

　
一
人
当
た
り
県
民
所
得
の
水
準
で
見
た
地
域
間

所
得
格
差
は
、長
期
的
に
縮
小
傾
向
に
あ
る
も
の

の
、最
近
時
点
で
も
東
京
都
と
沖
縄
県
の
間
に
は
二

倍
近
い
差
が
生
じ
て
い
る
。ま
た
、全
国
で
見
た
県

民
所
得
間
の
ば
ら
つ
き（
標
準
偏
差
）は
、二
〇
〇
一

年
を
底
に
再
び
拡
大
し
て
い
る（
図
３
）。こ
れ
は
、

公
共
投
資
の
持
続
的
な
削
減
等
に
よ
り
、こ
れ
ま

で
建
設
業
が
大
き
な
産
業
で
あ
っ
た
地
域
が
疲
弊

し
、地
域
間
の
経
済
格
差
が
拡
大
し
た
こ
と
も
、小

泉
改
革
の
負
の
側
面
と
い
わ
れ
る
。し
か
し
、こ
れ

に
は
、地
域
間
の
産
業
構
造
の
変
化
に
よ
る
面
も

大
き
く
、こ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、国
の
財
政
赤
字
の
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て
賃
金
格
差
の
拡
大
が
生
じ
て
い
る
。こ
れ
も
二

〇
〇
〇
年
の
労
働
基
準
法
改
正
で
裁
量
労
働
制

に
は
、地
域
間
の
産
業
構
造
の
変
化
に
よ
る
面
も

大
き
く
、こ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、国
の
財
政
赤
字
の

拡
大
の
犠
牲
を
払
っ
て
実
施
し
て
き
た
地
域
間
の

所
得
再
分
配
政
策
は
、す
で
に
限
界
に
来
て
い
る
。�

　
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
田
中
内
閣
に
よ
り
、

公
共
事
業
を
つ
う
じ
た「
国
土
の
均
衡
あ
る
発
展
」

の
政
策
は
、見
え
ざ
る
社
会
的
な
コ
ス
ト
を
生
じ

さ
せ
た
。こ
れ
は
、地
域
間
の
所
得
格
差
を
是
正

す
る
上
で
、人
口
移
動
と
財
政
を
つ
う
じ
た
所
得

の
再
分
配
は
、代
替
的
な
手
段
な
た
め
で
あ
る
。

そ
れ
以
前
で
は
、所
得
水
準
の
低
い
地
域
か
ら
、

豊
富
な
雇
用
機
会
が
あ
り
、所
得
水
準
の
高
い
都

市
部
に
人
口
が
移
動
す
る
こ
と
で
、地
域
間
の
所

得
格
差
を
是
正
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
い
て
い
た
。

ま
た
、失
業
率
の
高
い
地
域
か
ら
低
い
地
域
へ
の

労
働
力
の
移
動
も
、九
〇
年
代
は
じ
め
頃
ま
で
は
、

あ
る
程
度
ま
で
生
じ
て
い
た
も
の
が
、最
近
は
ほ

と
ん
ど
明
確
な
関
係
が
見
ら
れ
て
い
な
い
。�

　
も
っ
と
も
、過
去
の
高
度
成
長
期
の
よ
う
な
、

新
卒
若
年
労
働
者
を
中
心
と
し
た
地
域
間
移
動

は
、も
は
や
地
域
の
人
口
が
高
齢
化
し
た
現
在
に

は
適
用
可
能
で
は
な
い
と
の
反
論
が
当
然
考
え
ら

れ
る
。し
か
し
、新
た
な
働
き
場
所
で
は
な
く
、生

活
の
場
を
求
め
、ま
た
行
き
先
が
遠
く
の
大
都
市

圏
で
は
な
く
、最
寄
り
の
中
小
規
模
都
市
に
移
動

す
る
こ
と
は
、適
切
な
財
政
支
援
の
下
で
は
、必

ず
し
も
非
現
実
的
な
も
の
で
は
な
い
。�

　
過
去
の
人
口
増
加
・
高
成
長
の
時
期
に
は
、山
林

を
切
り
開
い
て
農
地
と
し
、新
た
な
鉄
道
や
道
路
を

敷
い
て
地
域
の
人
口
を
増
や
し
、町
村
を
都
市
に
す

る
こ
と
が
地
域
の
発
展
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。し
か

し
、こ
れ
か
ら
の
人
口
減
少
時
代
の
地
域
政
策
に
は
、

中
山
間
地
を
森
林
に
戻
す
な
ど
、過
去
の
人
口
増

加
時
代
と「
逆
転
」し
た
発
想
が
必
要
と
さ
れ
る
。�

　
人
々
が
城
壁
の
内
に
固
ま
っ
て
居
住
し
、外
敵
か

ら
身
を
守
る
城
壁
都
市
の
伝
統
が
根
強
い
欧
州
で

は
、強
力
な
ゾ
ー
ニ
ン
グ
政
策
で
都
市
と
農
村
と
の

境
界
線
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。こ
れ
は
、例
え

ば
下
水
道
網
の
外
縁
で
あ
り
、そ
の
中
で
人
々
が

住
む
こ
と
か
ら
下
水
道
の
普
及
率
は
常
に
一
〇
〇

パ
ー
セ
ン
ト
に
な
る
。
今
後
の
日
本
で
も
、人
々
が

ば
ら
ば
ら
に
住
む
場
所
に
社
会
資
本
を
投
下
し

続
け
る
の
で
は
な
く
、す
で
に
社
会
資
本
が
存
在

す
る
地
域
に
人
々
が
移
動
す
る
こ
と
を
、積
極
的

に
支
援
を
す
る
方
向
へ
地
域
政
策
を
転
換
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。こ
う
し
た
既
存
の
社
会
資

本
の
集
積
を
活
用
す
る
た
め
の
人
口
移
動
を
公

的
に
支
援
す
る
事
業
を
、「
作
ら
な
い
公
共
事
業
」

と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
、既
存
の
ハ
コ
物
の
建
設
を

中
心
と
す
る
公
共
事
業
の
改
革
に
も
貢
献
す
る
。

財
政
で
は
な
く
、人
の
移
動
を
つ
う
じ
た
地
域
格

差
の
是
正
と
い
う
、古
く
て
新
し
い
手
段
を
積
極

的
に
活
用
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。�

������

　
日
本
全
体
で
の
所
得
格
差
は
傾
向
的
に
拡
大

し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。こ
の
問
題

を
最
初
に
取
り
上
げ
、「
日
本
社
会
が
不
平
等
化
」

し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
橘
木
俊
詔
京
都

大
学
教
授
の『
日
本
の
経
済
格
差
』（
岩
波
新
書

一
九
九
八
）は
大
き
な
反
響
を
生
ん
だ
。し
か
し
、

そ
の
基
礎
と
な
る
デ
ー
タ
が
高
齢
者
の
年
金
所
得

を
含
ま
な
い
再
分
配
前
の
厚
生
労
働
省
の「
所
得

再
分
配
調
査
」で
あ
っ
た
こ
と
が
、後
で
大
竹
文
雄

『
日
本
の
不
平
等
』（
日
本
経
済
新
聞
社
　

二
〇
〇

五
）他
で
指
摘
さ
れ
た
。�

　
現
行
の
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
年
金
は
、年
金
額

が
過
去
の
賃
金
に
比
例
し
た
報
酬
比
例
型
で
、い
わ

ば
賃
金
の
後
払
い
に
等
し
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
。こ

れ
を
含
ま
な
け
れ
ば
、多
く
の
労
働
者
の
賃
金
と
比

べ
れ
ば
遜
色
の
な
い
所
得
水
準
を
維
持
し
つ
つ
、年
金

以
外
に
所
得
の
な
い
高
齢
者
が
増
え
る
ほ
ど
、統
計

上
の
所
得
格
差
が
拡
大
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。�

　
し
か
し
、こ
う
し
た
年
金
所
得
の
バ
イ
ア
ス
を
考

慮
し
て
も
、な
お
所
得
格
差
が
持
続
的
に
拡
大
す

る
傾
向
は
残
っ
て
い
る
。こ
れ
は
第
一
に
、人
口
の

高
齢
化
の
影
響
で
あ
る
。も
と
も
と
年
齢
別
に
見

た
所
得
格
差
は
、若
年
時
に
小
さ
く
、高
年
齢
者

に
な
る
ほ
ど
高
ま
る
と
い
う
傾
向
が
あ
る（
図
４
）。

こ
れ
は
、労
働
者
の
年
齢
が
高
ま
る
ほ
ど
、企
業
規

模
や
学
歴
等
に
よ
る
賃
金
水
準
の
差
が
大
き
く

な
る
こ
と
や
、同
一
企
業
内
部
で
も
、役
職
の
有

無
等
の
差
が
大
き
な
要
因
と
な
る
。ま
た
六
〇
歳

以
上
で
は
、定
年
退
職
後
は
、年
金
が
主
た
る
所

得
源
と
な
る
場
合
と
、引
き
続
き
働
い
て
賃
金
収

入
を
得
る
場
合
と
の
差
が
大
き
い
。こ
の
た
め
、人

口
全
体
に
占
め
る
高
年
齢
者
の
比
率
が
傾
向
的
に

高
ま
る
こ
と
で
、各
年
齢
階
層
内
で
の
所
得
格
差

は
不
変
で
も
、人
口
全
体
で
の
格
差
は
高
ま
る
。�

　
こ
れ
は
一
九
七
〇
年
代
か
ら
の
持
続
的
な
傾

向
で
あ
り
、構
造
改
革
と
は
無
関
係
で
あ
る
。ま
た
、
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図4　高齢化による所得格差の拡大

１９７９ １９８４ １９８９ １９９４

世帯主年齢別年間収入格差（ジニ係数）

１９９９ ２００４（年）
０.２

０.２２

０.２４

０.２６

０.２８

０.３

０.３２

０.３４

０.３６

０.３８

出所：「全国消費実態調査」

６０～６９歳

年齢平均

４０～５９歳

３０歳未満

３０～３９歳

５０～５９歳

国
際
基
督
教
大
学
教
養
学
部
社
会
科
学
科
教
授
、経
済
学

者
。
一
九
四
六
年
生
ま
れ
。
専
門
は
労
働
経
済
学
、法
と

経
済
学
、経
済
政
策
。
国
際
基
督
教
大
学
教
養
学
部
お
よ

び
東
京
大
学
経
済
学
部
卒
業
。
大
学
卒
業
後
、経
済
企
画

庁
に
入
庁
。
在
職
中
の
八
一
年
に
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
大
学
大

学
院
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
）に
て
経
済
学
博
士
号
を
取
得
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
主
任
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
、日
本
経
済
研
究
セ
ン
タ

ー
主
任
研
究
員
、上
智
大
学
国
際
研
究
所
教
授
、日
本
経

済
研
究
セ
ン
タ
ー
理
事
長
等
を
経
て
現
職
。
著
書
は
、『
規

制
改
革
』（
有
斐
閣
）
、『
少
子
高
齢
化
の
経
済
学
』（
東
洋

経
済
新
報
社
）
、『
日
本
的
雇
用
慣
行
の
経
済
学
』（
日
本

経
済
新
聞
社
）
な
ど
。�

　
八
代
　
尚
宏
（
や
し
ろ
・
な
お
ひ
ろ
）�

三
〇
歳
未
満
の
若
年
層
で
は
、九
〇
年
代
後
半
期

か
ら
の
上
昇
が
見
ら
れ
る
が
、こ
れ
は
長
期
経
済
の

停
滞
の
結
果
、企
業
の
新
規
採
用
数
の
大
幅
な
削

減
等
、雇
用
調
整
の
負
担
が
若
年
層
に
集
中
し
た

こ
と
の
結
果
で
あ
り
、働
く
機
会
を
得
た
者
と
得

ら
れ
な
か
っ
た
者
と
の
格
差
を
反
映
し
て
い
る
。 �

　
第
二
に
、世
帯
の
細
分
化
と
単
身
世
帯
比
率
の

高
ま
り
の
影
響
で
あ
る
。
一
九
八
〇
―
二
〇
〇
五

年
の
間
に
、単
身
世
帯
の
比
率
は
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト

か
ら
二
九
パ
ー
セ
ン
ト
に
高
ま
っ
て
い
る
。こ
れ
ま
で

壮
年
世
代
に
扶
養
さ
れ
て
い
た
高
齢
者
や
若
年
者

が
世
帯
と
し
て
独
立
す
れ
ば
、相
対
的
に
所
得
の

低
い
世
帯
が
増
え
る
こ
と
で
、世
帯
ベ
ー
ス
で
の
所
得

格
差
は
拡
大
す
る
。し
か
し
こ
れ
は
、年
金
水
準
の

向
上
や
パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
機
会
の
拡
大
で「
独
立

で
き
る
」
生
活
状
況
が
生
ま
れ
た
た
め
と
も
考
え

ら
れ
、一
概
に
生
活
水
準
の
悪
化
と
は
い
え
な
い
。�

　
第
三
に
、今
後
の
世
帯
間
格
差
を
広
げ
る
大

き
な
要
因
と
し
て
、共
働
き
世
帯
の
増
加
が
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
夫
婦
共
働
き
は
、世
帯
主
の
所
得
が

少
な
い
世
帯
に
多
く
、女
性
が
就
業
す
る
こ
と
が

世
帯
間
所
得
格
差
の
縮
小
に
貢
献
し
た
。し
か
し
、

女
性
の
高
学
歴
化
が
進
む
と
と
も
に
、高
収
入
の

男
女
が
結
婚
す
る
等
、夫
の
収
入
の
高
い
層
で
の

妻
の
就
業
率
が
高
ま
っ
て
き
た
。こ
の
結
果
、米
国

の
よ
う
に
、妻
が
働
く
世
帯
と
そ
う
で
な
い
世
帯

と
の
間
の
所
得
格
差
は
広
が
る
傾
向
に
あ
る
。�

　
こ
れ
ら
三
つ
の
要
因
に
共
通
す
る
点
と
し
て
、世

帯
間
の
所
得
格
差
の
拡
大
が
、人
々
の
選
択
の
結

果
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。高
齢
者
や

配
偶
者
が
働
く
か
否
か
、ま
た
同
居
か
別
居
か
の

選
択
か
ら
派
生
す
る
所
得
格
差
に
対
し
て
は
、国

の
政
策
と
し
て
基
本
的
に
介
入
す
べ
き
も
の
で
は

な
い
。む
し
ろ
必
要
な
こ
と
は
、個
人
の
仕
事
能
力

や
意
欲
に
応
じ
た
多
様
な
就
業
機
会
が
保
障
さ

れ
る
よ
う
な
効
率
的
な
労
働
市
場
の
形
成
で
あ
る
。�

������

　
構
造
改
革
の
結
果
、生
じ
て
い
る
と
さ
れ
る
所

得
格
差
の
大
き
な
要
因
は
、九
〇
年
代
は
じ
め
か

ら
の
長
期
経
済
停
滞
や
、人
口
全
体
に
占
め
る
、

も
と
も
と
所
得
格
差
の
大
き
い
高
年
齢
層
の
比

率
の
高
ま
り
で
あ
る
。こ
れ
は
、こ
れ
ま
で
進
ん

で
き
た
構
造
改
革
を
止
め
て
も
解
消
す
る
も
の

で
は
な
い
。
む
し
ろ
、構
造
改
革
を
さ
ら
に
進
め

る
こ
と
で
、新
し
い
需
要
と
雇
用
を
生
み
出
し
、

経
済
の
拡
大
均
衡
を
通
じ
て
格
差
の
縮
小
を
図

っ
て
い
く
こ
と
が
、政
策
の
基
本
的
な
方
向
で
あ

る
。�

　
人
々
の
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援
が
、政
府
の
大
き
な

目
標
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
望
ま
し
い

が
、そ
の
主
た
る
手
段
と
し
て
は
、規
制
強
化
で
は

な
く
、と
く
に
社
会
的
規
制
の
改
革
を
活
用
し
た

新
し
い
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
発
展
が
、何
よ
り
も
重

要
で
あ
る
。�
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