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し
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こ
の
調
査
は
、
質
問
紙
法
に
よ
る
意
識
調
査
の
試
み
で
あ
る
。
而
接
法
に

よ
ら
な
か
っ
た
の
は
、
適
当
な
調
査
員
が
得
ら
れ
ず
、
す
べ
て
筆
者
ひ
と
り

大

健

江

(
帯
広
畜
産
大
学
政
治
・
社
会
学
研
究
室
)

で
、
短
期
間
に
実
施
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
情
の
た
め
で
あ
っ
た
が
、
地
方
の
研

究
者
に
と
っ
て
は
、
こ
う
し
た
事
情
は
、
少
な
か
ら
ず
共
通
の
も
の
と
思
わ

れ
る
。、.コ王、

し

オ

(

「
窮
余
の
一
策
」
と
し
て
採
用
し
た
こ
の
よ
う
な
方
法
が
、
は

た
し
て
ど
れ
だ
け
利
用
価
値
の
あ
る
も
の
か
、
祭
者
の
知
り
た
い
の
は
、
つ

ま
る
と
こ
ろ
、
こ
の
一
点
で
あ
り
、
本
稿
も
、
そ
の
た
め
に
、
大
方
の
御
一
不

教
を
得
ベ
く
、
と
り
あ
え
ず
草
さ
れ
た
序
報
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
厳
街
な
サ
ン
プ
リ
ン
グ
に
も
よ
ら
ぬ
プ
リ
テ
ス
ト
の
つ
も
り

の
も
の
が
、
筆
者
な
り
の
感
想
で
は
、
い
わ
ば
大
ま
か
な
打
診
と
し
て
は
、

予
期
以
上
の
手
ご
た
え
を
感
じ
、
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「
ゃ
っ
た
だ
け
の
こ
と
は
あ
っ
た
」
と
思

わ
れ
る
の
で
、
正
直
に
報
告
す
る
こ
と
に
し
た
。
報
告
の
機
会
を
与
え
ら
れ



料

た
本
学
会
の
御
好
意
に
心
か
ら
感
謝
す
る
し
だ
い
で
あ
る

Q

二
、
調
査
の
目
的
と
概
要

資

こ
の
調
査
の
直
接
の
目
的
は
、
筆
者
の
生
地
で
あ
り
、
学
生
生
活
を
の
ぞ

き
、
現
在
ま
で
竺
十
年
間
、
直
接
の
件
沖
一
活
環
境
で
あ
っ
た
北
海
道
帯
広
市
に

お
け
る
「
中
間
屑
し
の
生
活
意
識
と
い
う
も
の
を
、
種
々
の
問
題
観
点
か
ら

総
合
的
・
統
一
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る

Q

そ
れ
は
、
報
作
の
過
程
で
漸
次
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
、
調
査
全
般
の
基
調
を
な
す
問
題
窯
識
の
ひ
と
つ
に
つ
い
て
、
記
し
て
お

き
た
い

Q

「
北
侮
道
L

と
い
う
地
域
社
会
は
、
そ
の
成
立
形
成
の
沿
革
的
理
由
や
、

地
理
的
・
産
業
的
事
情
な
ど
か
ら
、
他
府
県
に
く
ら
べ
て

「
封
建
的
」
と

よ
ば
れ
る
も
の
の
制
約
が
少
な
く

「
近
代
的
」
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
と

は
、
本
道
の
学
者
や
知
識
人
に
よ
っ
て
も
説
か
れ
、
一
般
的
・
常
識
的
な
見

解
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る

Q

た
し
か
に
、
筆
者
じ
し
ん
の
経
験

や
調
査
等
か
ら
し
て
も
、
帯
広
を
中
心
と
す
る
十
勝
地
方
に
つ
い
て
い
え
ば
、

と
く
に
、
根
室
本
線
の
沿
線
地
域
は
、
士
幌
・
広
尾
両
支
線
の
沿
線
地
域
よ

り
も
い
っ
ぱ
ん
に
人
び
と
の
パ
l

ス
ナ
リ
テ
イ
が
開
放
的
で
あ
り
、
同
じ
農

村
と
い
っ
て
も
、
一
以
作
・
酪
農
に
よ
っ
て
商
業
的
農
業
が
営
ま
れ
て
い
る
と

と
ろ
で
は
、

一
種
の
合
理
主
義
的
性
格
や
個
人
主
義
的
エ
ス
ト
と
い
っ
た
も

の
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
例
え
ば
、
筆
者
も
戦
後
二
カ
年

住
ん
だ
経
験
の
あ
る
東
北
地
方
の
山
形
市
や
、
そ
の
近
郊
農
村
と
く
ら
べ
る
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な
ら
ば
、
そ
の
相
異
は
、
い
か
に
も
分
明
、
と
の
印
象
を
抱
か
し
め
る
て
い

メ
ン
タ
ル
・
ク
ラ
イ
ミ
ッ
ト

の
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
こ
の
印
象
的
な
精
神
的
風
土
の
地

域
差
か
ら
、
直
ち
に
、
北
海
道
の
社
会
と
文
化
、
つ
ま
り
は
「
人
間
」
の
〈
近

代
的
〉
性
格
を
断
定
す
る
こ
と
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
、
北
海
道

が
生
ん
だ
各
界
の
人
物
を
み
て
も
、
政
治
面
で
い
え
ば
、
日
教
組
・
炭
労
・

国
鉄
等
、
大
組
合
の
首
脳
者
と
し
て
活
動
し
て
い
る
こ
と
に
者
目
さ
せ
ら
れ

る
し
、
文
学
・
音
楽
や
芸
能
界
方
面
で
も
、
い
わ
ば
、
伝
統
的
で
は
な
く
て

近
代
的
な
ほ
う
の
分
野
で
、
和
風
で
な
く
て
洋
風
の
ス
タ
イ
ル
で
進
出
・
活

躍
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
北
海
道
の
文
化
の
進
行
方
向

か
」
考
え
る
う
え
に
、
参
考
さ
る
べ
き
事
実
の
一
面
だ
と
思
う
も
の
で
あ
る
が
、

北
海
道
の
社
会
事
象
を
支
え
て
い
る
心
理
的
基
盤
の
〈
近
代
化
〉
を
証
す
る

間
接
の
論
拠
に
は
な
る
ま
い
。

つ
ま
り
、
封
建
遺
制
の
解
消
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
「
近
代
化
」

を
意
味
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
わ
が
国
の
よ
う
な
後
進
資
本

主
義
社
会
で
は
、
と
く
に
重
要
な
認
識
だ
と
思
う
。
と
く
に
、
開
明
官
僚
の

上
か
ら
の
指
導
に
よ
っ
て
、
開
拓
さ
れ
て
き
た
北
海
道
の
ば
あ
い
、
例
え
ば
、

農
村
に
伝
統
的
な
部
落
制
・
共
同
的
規
制
が
な
い
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
に

代
っ
て
あ
る
も
の
は
、
単
純
に
「
近
代
的
」
な
も
の
と
は
い
え
ず
、
ひ
と
く



ち
に
い
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
官
僚
制
」
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
事
情
を
見
出

す
の
で
あ
る
が
、
得
広
そ
の
他
市
部
で
も
事
情
は
同
じ
と
い
え
る
の
で
は
な

い
か

Q

先
日
、
某
有
力
地
方
紙
に
、
帯
広
人
の
気
質
に
つ
い
て
、
「
終
戦
後
、

食
糧
事
情
の
悪
化
し
た
な
か
で
、
配
給
辞
退
者
が
市
内
だ
け
で
三
割
も
あ
っ

た
」
こ
と
を
あ
げ
、
も
っ
て
帯
広
人
の
独
立
心
と
還
ま
し
い
生
活
意
欲
を
み

る
べ
ま
だ
、
と
い
っ
た
談
話
記
事
が
の
せ
ら
れ
て
い
た
が
、
筆
者
の
見
解
か

ら
す
る
と
、
こ
の
「
配
給
の
三
割
辞
退
」
は
、
ま
ず
、
な
に
よ
り
も
政
府
へ

(1) 

の
協
力
の
態
度
、
も
し
く
は
「
お
上
の
呼
び
か
け
」
に
対
す
る
忠
実
さ
を
示

す
も
の
で
、
依
頼
心
が
強
い
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
さ
り
と
て
、
と
く
に

独
立
心
を
示
し
た
も
の
で
は
決
し
て
な
い
と
思
う
。
政
府
の
拓
殖
政
策
あ
っ

て
の
北
海
道
で
あ
っ
た
か
ら
、
道
民
の
政
府
に
対
す
る
信
頼
度
は
、
い
っ
ぱ

地万都市中間層の生活心理と;意識構造

ん
に
か
な
り
高
い
と
み
て
よ
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
社
会
的
底
辺
で
の
生
活

形
態
に
つ
い
て
み
て
も
、
近
年
、
例
え
ば
、
在
来
の
結
婚
披
露
宴
に
代
っ
て
、

会
費
制
の
結
婚
祝
賀
会
が
激
増
し
て
き
て
い
る
が
、
祝
賀
会
の
発
起
人
・
世

話
人
が
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
当
日
だ
け
の
媒
的
人
を
頼
ん

で
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
平
気
で
行
わ
れ
て
お
り
、
生
活
合
理
化
の
つ

も
り
で
や
っ
て
い
る
こ
と
に
ち
が
い
な
い
が
、
形
式
と
し
て
み
れ
ば
、
旧
い

も
の
と
新
し
い
も
の
と
の
雑
居
で
し
か
な
く
、
決
し
て
近
代
的
な
も
の
を
生

み
出
し
た
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
き
だ
・
み
の
る
氏
原
作
の

「
気
ち
が
い
部
落
」
の
一
場
面
、

映
i面i

レ
コ
ー
ド
に
よ
る
読
経
で
葬
式
が

常
ま
れ
る
場
面
を
想
い
起
こ
さ
せ
る
に
足
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
北
海

道
に
は
、
き
だ
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
日
本
文
化
の
根
底
に
あ
る
も
の
」

l
lす

な
わ
ち
伝
統
的
な
部
落
共
同
体
秩
序
に
相
当
す
る
も
の
が
な
く
、

「
駐
在
」

や
「
国
の
法
律
」
に
対
立
抵
抗
す
る
の
は
、
戦
後
一
時
期
の
革
新
勢
力
く
ら

い
の
も
の
で
、
こ
の
社
会
に
は
、
日
本
に
特
徴
的
な
コ
一
重
政
府
」
や
「
二

つ
の
モ
ラ
ル
L

と
い
っ
た
現
象
は
な
い

Q

要
す
る
に
、
よ
か
れ
あ
し
か
れ
~
し
っ
か
り
し
た
「
伝
統
」
も
な
い
が
、

さ
り
と
て
、
ハ
ツ
キ
リ
し
た
「
近
代
」
も
な
く
、
あ
る
の
は
「
日
本
の
官
僚

制
」
だ
と
い
う
の
が
筆
者
の
基
本
的
理
解
で
あ
る
ω

こ
の
調
査
お
よ
び
こ
れ
に
引
つ
づ
い
て
行
わ
れ
る
調
査
は
、
右
の
見
解
の

当
否
を
検
し
よ
う
と
の
意
図
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
忙
よ
っ
て
、
通
常
、
よ

く
「
北
海
道
の
特
殊
性
」
と
か
特
殊
事
情
と
い
わ
れ
る
社
会
的
・
文
化
的
側

面
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

ま
た
同
時
に
、
い
わ
ゆ
る
封
建
的
伝
統
を
も
た
ず
、
開
明
官
僚
制
の
も
と

に
行
わ
れ
て
き
た
「
欧
化
L

が
、
意
識
の
面
で
、
ど
ん
な
状
況
を
も
た
ら
し

て
い
る
か
を
し
ら
べ
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
欧
米
文
化
の
受

容
の
し
か
た
と
い
う
日
本
全
体
の
問
題
を
考
察
す
る
う
え
に
、
重
要
な
参
考

と
な
ろ
う
と
思
い
、
そ
ろ
し
た
ね
ら
い
を
も
こ
の
調
査
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は

含
ま
せ
て
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
ひ
そ
め
て
計
画
・
実
施
に
か
か
っ
た
の
で
あ



料

る
が
、
実
際
に
は
、
さ
し
あ
た
り
、
最
近
の
社
会
心
深
学
ゃ
、
い
わ
ゆ
る
近

代
政
治
学
が
一
般
に
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
を
、
「
地
方
中
間
層
L

を
対
象

資

に
し
て
し
ら
べ
る
こ
と
と
な
り
、
相
ぼ
告
も
そ
の
航
序
で
行
わ
れ
る
。

そ
う
な
っ
た
主
な
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
も
と
も
と
、
こ
の
調
査
の
動
機
が
、

筆
者
個
人
の
教
育
円
的
に
か
か
わ
っ
て
お
り
、
勤
務
先
大
学
の
一
般
教
育
課

科
に
お
け
る
社
会
学
お
よ
び
政
治
学
の
詰
お
と
、
と
り
わ
け
地
域
の
社
会
教

育
へ
の
参
考
資
料
を
得
た
い
と
い
う
願
望
に
発
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
は
た
し
て
ど
れ
だ
け
意
義
の
あ
る
資
料
で
あ
り
、
筆
者

の
願
望
が
ど
れ
ほ
ど
満
た
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
よ
う
や
く
、

「
ゃ
っ
た

だ
け
の
こ
と
は
あ
っ
た
」
と
感
じ
て
白
か
ら
慰
め
て
い
る
と
し
か
い
う
こ
と

は
で
念
な
い
。

私
事
に
わ
た
り
恐
縮
で
あ
る

Q

次
に
一
制
全
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
る

Q

調
査
地
帯
広
は
、
北
海
道
の
東
南
部
、
十
勝
平
野
一

O
、
八
二
三
一
方
粁
の
中

央
に
位
し
、
明
治
一
一
一

0
年
代
以
降
、
つ
ヤ
勝
の
中
心
地
」
と
な
り
、
昭
和
八

年
、
市
制
施
行
、
同
三

O
年
一

O
月
の
一
国
勢
調
査
で
は
、
人
口
七

O
、
O
二
七

人
、
世
帯
数
一
回
、
豆
三

O
戸
、
人
口
密
度
は
二
平
方
粁
当
り
て
一
一
-
八
八
・

六
人
(
北
海
道
全
体
で
は
六
0
・
七
人
、
市
部
二
六
七
・
七
人
、
郡
部
一
一
.
八
・
四

人
)
で
、
室
附
・
札
幌
に
次
い
で
高
く
‘
昭
和
二
豆
年
か
ら
一
二

O
年
に
い
た

る
聞
の
人
口
地
加
率
は
、
三

E
・
二
%
で
、
特
殊
な
事
情
に
あ
っ
た
千
歳
脅
別

と
す
れ
ば
全
道
で
一
位
を
占
め
た

Q

三
二
年
隣
接
の
川
西
・
大
正
両
村
を
併

~ 58ー

合
し
て
、
人
口
九
七
、

0
0三
人
、
世
帯
数
一
八
、
八
六
五
戸
と
な
り
、
而
積

は
従
前
の
豆

0
・
四
三
平
方
粁
か
ら
一
躍
、
六
六
七
・
四
五
平
方
粁
に
拡
張
さ

れ
、
遠
く
日
高
山
脈
の
頂
上
に
い
た
り
、

た
が
、
こ
の
併
合
は
、
多
分
に
政
治
的
理
由
に
よ
る
も
の
の
ご
と
く
で
、
社

ρ
熊
の
出
る
市
d

の
異
名
を
と
っ

ム
六
学
的
に
は
、
旧
市
部
と
、
そ
の
後
背
地
を
な
す
周
囲
の
川
西
・
大
正
地
区

ラ

I
パ

を
合
む
十
勝
郡
部
と
の
間
柄
を
、
全
国
に
も
類
例
の
少
な
い
典
型
的
な
「
都

ン
・
ツ
ザ
イ
ヱ
テ
イ

部
共
同
体
」
と
し
て
み
る
こ
と
が
正
当
で
あ
る
う
。
こ
の
調
査
で
帯
広
と
い

う
の
は
、
と
く
に
断
ら
な
い
ば
あ
い
の
ほ
か
は
、
こ
の
都
部
共
同
体
の
中
心

を
な
す
帯
広
旧
市
内
の
こ
と
で
、
こ
こ
は
、
面
積
一

O
、
八
七
八
・
八
四
平
方

粁
、
人
口
二
七
二
、
九
二
六
人
(
昭
一
ニ

O
国
調
)
を
も
っ
十
勝
の
交
通
・
産
業
・

金
融
・
行
政
・
教
育
・
医
療
・
娯
楽
・
文
化
等
、
諸
般
に
わ
た
る
中
心
都
市

と
し
て
、
活
溌
な
活
動
を
営
み
、
そ
の
機
能
や
各
種
機
関
・
施
設
か
ら
す
れ

ば
、
人
口
二

O
万
の
都
市
に
匹
敵
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
北
海
道
の
首
都

札
幌
か
ら
汽
車
で
八
時
間
、

一
歩
駅
前
に
降
車
す
る
と
、
各
地
へ
の
大
型
パ

ス
が
引
き
も
切
ら
ず
発
着
し
て
い
る
の
を
見
、
市
中
に
入
れ
ば
、
商
居
・
飲

食
居
・
病
院
・
映
画
館
・
学
校
・
書
庖
等
が
い
か
に
も
多
く
、

一
見
し
て
後

背
地
農
村
地
帯
の
サ
ー
ビ
ス
・
セ
ン
タ
ー
た
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
同
時
に
、
産
業
面
で
は
、
従
来
、
農
産
物
集
散
地
と
し
て
、
お
よ

び
各
種
商
品
の
中
間
問
屋
と
し
て
の
役
割
が
主
で
あ
っ
て
、
工
業
と
し
て
は
、



農
産
物
加
工
部
門
以
外
見
る
べ
き
も
の
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
住
民
の
所

得
水
準
は
一
般
に
低
く
、
大
都
市
に
お
け
る
よ
う
な
貧
富
の
差
は
み
ら
れ
ず
、

ひ
い
て
社
会
的
・
政
治
的
対
立
要
因
も
深
刻
な
も
の
は
な
い
と
い
え
る
。
現

在
も
発
展
途
上
に
あ
り
、
な
お
、
開
拓
地
の
気
風
が
続
い
て
い
る
の
で
も
あ

ろ
う
か
、
落
着
ぎ
や
深
み
は
な
い
か
わ
り
に
、
全
般
的
に
ア
り
サ
り
し
た
屈

托
の
な
い
気
分
が
支
配
的
で
、
明
る
い
小
都
市
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
帯
広
で
選
挙
権
を
も
っ
市
民
の
う
ち
か
ら
、
居
化
無
作
為
抽
出
で
二

冗
O
な
い
し
三
O
O
の
標
本
調
査
を
実
施
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
種
々

の
都
合
で
、
結
局
、
今
回
の
と
こ
ろ
は
、
夏
期
休
暇
に
入
る
直
前
の
七
月
二

(1) 

十
一
日
、
市
内
I
中
学
に
依
頼
し
、
本
稿
末
尾
付
掲
の
質
問
票
六
O
O
部
に

依
頼
状
、
お
よ
び
切
手
を
添
付
し
、
送
り
先
を
記
し
た
返
送
用
封
筒
を
添
え

地方都市中間層の生活心理と意識構造

て
、
同
校
の
生
徒
を
通
じ
、
父
母
兄
姉
そ
の
他
、
帯
広
に
居
住
す
る
こ
O
歳

以
上
の
男
女
に
配
付
し
て
も
ら
っ
た
。

配
付
数
六
O
O
の
う
ち

一
六
四
の
回
答
返
送
が
得
ら
れ
た
が
、
内
五
は

満
二
O
歳
未
満
の
男
女
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
除
き
、

九
本
、
二
六
・
五
%
の
回
収
率
で
あ
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
が
依
頼
通
り
七
月
二
八

日
ま
で
に
到
着
し
、
そ
の
後
、

ロ
ー
カ
ル
放
送
を
通
じ
呼
び
か
け
て
も
ら
っ

た
り
し
た
が
、
返
送
さ
れ
た
の
は
ご
く
少
数
で
あ
っ
た
。

回
答
者
数
一
一
九
九
は
、
昭
三
O
国
調
に
よ
る
帯
広
市
(
川
西
・
大
正
地
区

を
含
む
)
の
二
O
歳
以
上
人
口
豆
二
、
四
一
一
名
の
三
三
O
分
の
一
に
当
り
、

そ
の
男
女
別
内
訳
は
、
男
一
一
八

名
七
四
・
二
%
、
女
四
O
名
二
立
・

二
%
、
性
別
不
明
一
名

0
・六

μ
で

あ
っ
た
ω

年
齢
別
に
み
る
と
、
二

O
歳
代
二
七
名
、
三
O
代
二
五
名
、

四
O
代
七
凹
名
、
五
O
代
三
コ
一
名

で
、
四
O
代
が
最
も
多
く
四
六
・
豆

%
を
占
め
、
E
O
代
こ
れ
に
次
ぎ

二
八
・
O
%
で
あ
っ
た

Q

な
お
こ

れ
を
、
質
問
票
二
五
の
一
一
に
よ

る
党
派
別
分
類
と
ク
ロ
ス
さ
せ
た

も
の
が
、
第
一
表
で
、
世
代
の
ち

が
い
に
よ
る
支
持
政
党
の
ち
が
い

が
か
な
り
ハ
ツ
キ
リ
あ
ら
わ
れ
て

一五

い
る
。
党
派
別
平
均
年
齢
を
算
出

す
れ
ば
、
L
グ
ル
ー
プ
は
凹
コ
一
・
六

歳、

S
グ
ル
ー
プ
三
六
・
四
歳
で
、

自
民
党
派
は
社
会
党
派
よ
り
も
平

均
七
・
二
歳
も
年
が
多
い
。

な
い
し
出
。
ロ
也
日
自
己
N
P
ロ
も
し
く

無
答

¥一
回答者の年令別・性別・党派別構成wu表

27 5 13 G 
， 
d 9 3 6 20台

25 4 1 1 3 17 8 9 4 1 3 30台

74 11 11 6 29 5 

0 

24 34 5 29 40台

- 59ー

33 

159 

9 

29 

1 1 ー

111 17 64 19 

5 

45 

19 

66 

1 

10 

18 

56 

50台



*'f 

は
ロ

g
q包
を
ぷ

味
す
る

N
グ
ル

l

資

プ
の
ば
あ
い
は

山
十
均
四
了
八
歳

で
あ
っ
た
ω

次
に
回
答
者
の

職
業
を
、
性
別
・

党
派
別
で
見
た
と

」
ろ
、
第
二
表
A

お
よ
び

B
が
得
ら

れ
た
ω

川
中
間
開

で
は
自
民
党
の
支

持
率
が
一
ぬ
く
、
新

中
間
回
、
ホ
ワ
イ

ト
・
カ
ラ

i
屈
で

は
、
社
会
党
の
支

持
率
の
ほ
う
が
や

や
高
い
ο

専
門
な

い
し
い
事
務
的
職
業

を
も
っ
て
社
会
の

8

2

1

2

3

3

2

1

9

1

 

1

4

1

4

q

U

9

h

 

会社団体事務 7: 21 18 

技術的 I訳業 4 4， 。8 

官公庁技官 31 1 O 4 

企業技術者 1 3' 。4 

保安サーピス 。|。2 

j肖 防 夫 。l 。1 

自衛隊員 1 01 。1 

労務現業 2， 3 。5 

非熱線的 2， 
。O 2 

半熱線的
21| | 

O 2 

製h 練 白百 O 1 

販売的転業 7i 51 28 

商 広 主 4 11 13 

製造販売業 。|1 4 

サーピス業 2
1 。5 

尽外販売 11 3 6 

農 業 61 2' 21 10 

自 作 農 51 2 2 9 

酪農経営 1 。。1 

無 耳元 2 3 。5 

言十 56: 45 171 118 

- 60-

第2表ーイA) 男子回答者取業別分類

一¥¥--J副社男[N男|計

専門的取業| 31 31 2i 

教附 1 0 21 01 

f~ 師 o 1， 01 

僧侶 1 1 0
1 11 

建築・沼気 I 2 0 1 

管理的転業 161 4 3 

公務管理 I Oi 2i 0 

企業管理 I 61 21 3 

事務的取業 115 191 5 

官公庁事務 I 81 叫 31 

3 

1

4

'

i

1

4

4

4

q

O

噌

i

n

L

1 

F 

L. 

19 

9 

第2表ー(B) 女子回答者転業別分類

二二ーで l吋社女|附|計

専門技術的転業 l。! 6I 11 7 

教照 lel 3!ol 
洋裁教師 1 01 01 11 

生花茶道教授 1 01 11 01 

助産婦 1 O[ 

事務的転業 1 01 
会社団体事務 I ，，1 

従事者 1ul 
技術的取業 I01 

官公庁技官 I 01 

労務現業 I 21 

非熟練的 I 21 

半熟練的 1 01 

販売的転業 2

サ ービス業

金融的取業

質屋業

主婦

元教員・主婦

元 事務員・
主 婦

公務員妻

会社員妻

酪農経営主婦|

家庭主 婦 l

家事手伝

学生

その他

元事務員

2 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

1

i

'

i

n

4

 

1 

ハU

一

A
せ

一

咽

i

-

噌

自

晶

一

1
4

唱

よ

れ

U

一

叩

A

-

A

U

n

u

n

U

 4
i
 

1 

1 

。
。

。

。
。

。
。
。

。
G 

。

1 

。
。
。

O 

1 

7 

。

1 

。
。
。

1 

1 

。

3 

。

1 

1 

7 

1 

1 

。
1 

1 

。

1
4
n
U

噌

i

司

A

Q

4

。

計



中
で
灼
い
て
い
る
婦
人
層
は
、
ほ
と
ん
ど
が
社
会
党
を
支
持
し
て
い
る
こ
と

も
印
象
的
で
あ
る

Q

さ
い
ご
に
、
こ
れ
ら
回
答
者
の
階
層
帰
属
意
識
は
ど
う
か

Q

質
問
票
の
問

一
O
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
回
答
結
果
が
第
三
表
で
あ
る

Q

こ
の
質
問
は
、
被
調
査
者
の
社
会
的
地
位
や
役
割
へ
の
自
覚
を
み
よ
う
と

す
る
、
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
生
活
安
定
感
を
測
る
尺
度
の
ひ
と
つ
と
し
て

行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
問
一
や
四
な
ど
の
事
実
調
査
に
よ
る
客
観
的
な
分

類
と
は
、
か
な
り
興
味
あ
る
異
同
が
一
お
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
に
ゆ

ず
り
、
と
も
か
く
、
中
間
層
帰
属
窓
識
の
高
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
よ
い
で

(1) 

あ
ろ
う

Q

・
労
的
階
級
や
知
識
階
級
を
選
ん
だ
者
も
、
特
に
社
会
党
(

S

)

グ

ル
ー
プ
で
は
、
ほ
と
ん
ど
が
ホ
ワ
イ
ト
・
カ
ラ
l
層
で
、
も
し
、
「
あ
な
た
や
、

あ
な
た
の
ご
家
族
の
く
ら
し
は
、
帯
広
で
、
上
・
中
の
上
・
中
の
中
・
中
の

地方都市中間層の生活心理と意識構造

下
・
下
の
ど
れ
に
属
す
る
と
思
い
ま
す
か
」
と
い
っ
た
質
問
を
行
っ
て
い
た

ら
、
上
や
下
と
答
え
る
者
は
、
ま
ず
あ
る
ま
い
と
恩
わ
れ
る
。

な
お
、
回
答
者
の
学
雌
や
、
帯
広
・
北
海
道
在
住
年
数
等
も
明
ら
か
に
し

た
い
が
、
紙
数
そ
の
他
の
都
合
で
以
下
の
記
述
の
中
に
含
め
た
い
。

如
上
の
一
般
市
民
層
を
対
象
と
し
た
調
査
結
果
を
中
心
に
、
補
完
的
・
副

次
的
に
実
施
し
た
他
の
調
査
の
結
果
を
参
考
と
し
て
.
逐
次
報
告
を
進
め
る

こ
と
と
し
よ
う
。

階級帰属意識分類

1¥¥  
¥ 中 流 労 働 下 流 知 識 上流無答 計¥¥  

27 10 8 。 8 56 

IF 7 2 1 。 。 10 

34 12 9 。 8 66 

siM17116l4  
6 。 1 44 

F [9  5 1 4 。 1 20 

計 26 21 5 10 。 2 64 

O 。 4 17 

NiF [7  0 1 。 1 2 11 

つ 010 。 。 。 1 

計 16 3 3 。 1 6 29 

計 76 36 17 

(8.2) 
川 i) I (川町

13 1 16 159 

- 61-
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半↓

一
、
調
査
結
果
の
分
析

【

一

】

生
活
態
度
の
基
調
と
動
向

資

さ
て
、
こ
れ
ら
帯
広
の
新
山
中
間
隔
の
人
び
と
は

般
に

ど
の
よ
う
な
態
度
、
も
し
く
は
姿
勢
で

μ
常
生
活
を
い
と
な
ん
で

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
ま
ず
、
こ
こ
ろ
み
に
左
記
の
質

問
を
提
出
し
た
(
質
問
票
間
二
二
)
。

【

間

】

人
の
生
き
か
た
、
く
ら
し
か
た
に
は
、
い
ろ
い
ろ
あ
り

ま
す
が
、
次
に
あ
げ
た
も
の
の
う
ち
で
、
ど
れ
が
い
ち
ば
ん

あ
な
た
の
気
持
に
近
い
も
の
で
す
か
u

ひ
と
つ
だ
け
選
ん
で

O

を
つ
け
て
く
だ
さ
い

Q

イ

一
生
懸
命
に
は
た
ら
い
て
金
持
に
な
る

口
、
刻
苦
勉
励
し
て
名
を
あ
げ
る

ハ
、
ム
ー
や
名
誉
を
考
え
ず
に
、
自
分
の
趣
味
に
合
っ
た
く
ら
し

を
す
る

て
そ
の
日
そ
の
日
を
の
ん
き
に
、
h

リ
ヰ
ク
ヨ
し
な
い
で
く
ら
す

ホ
、
世
の
中
の
正
し
く
な
い
こ
と
J

ゼ
h
J

し
の
け
て
、
ど
こ
ま
で

も
清
く
正
し
く
生
き
る

九
円
分
一
身
の
こ
と
を
考
え
ず
に
、
世
の
た
め
人
の
た
め
に

す
べ
て
を
さ
さ
げ
つ
く
す

第 4表

1l tillljMF 

lilJ U11Jljjjl11JJlll 
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卜
、
ま
ず
自
分
の
家
庭
と
仕
事
を
大
切
に
守
り
つ
と
め
て
、
他
人
に
迷
惑

を
か
け
な
い
こ
と
だ
ω

そ
の
う
え
で
、
で
き
れ
ば
ひ
ろ
く
世
の
中
の
た

め
に
役
立
っ
て
い
く
の
も
よ
い

チ
、
愛
情
本
位
、
家
庭
本
位
で
い
く
。
仇
く
の
も
家
族
の
生
計
を
立
て
、

ゆ
と
り
あ
る
く
ら
し
を
す
る
た
め
だ

リ
、
ど
ん
な
職
業
で
も
仕
事
で
も
い
い
か
ら
、
そ
れ
に
成
功
し
、
有
名
に

な
っ
て
ス
テ
キ
な
く
ら
し
が
し
て
み
た
い

ー
、
自
分
だ
け
に
し
か
で
き
な
い
強
烈
な
個
性
を
も
っ
た
生
き
か
た
を
し

て
み
た
い

Q

そ
し
て
そ
れ
を
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
び
と
に
一
不
し
て
や

り
た
い

(1) 

回
答
を
集
計
し
た
結
果
は
第
四
表
の
と
お
り
で
、
年
齢
・
性
別
ま
た
党
派

一
般
に
、
限
ら
れ
た
生
活
圏
を
安
固
に
守
っ
て
い
こ
う
と

地方都市中間腐の生活心理と怠識構造

別
の
区
別
な
く

す
る
態
度
が
ハ
ゥ
キ
リ
あ
ら
わ
れ
て
い
る

Q

す
な
わ
ち
、
川
と
開
、
お
よ
び

川
口
と
同
門
を
合
算
す
る
と
九

O
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
、
立
身
出
世
主
義
や
理
想

主
義
の
態
度
を
と
ろ
う
と
す
る
者
は
僅
々
数
%
に
す
デ
な
い

Q

こ
れ
は
、
お

そ
ら
く
戦
後
一
三
年
に
し
て
よ
う
や
く
経
済
的
安
定
を
得
つ
つ
あ
る
中
間
服

の
生
活
態
度
の
一
般
的
傾
向
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

本
年
、
時
・
処
を
異
に
し
、
対
象
を
具
に
し
て
行
っ
た
他
の
五
つ
の
調
査
で

も
全
く
同
様
の
結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
。
参
考
ま
で
に
、
二
、
三
を
示
そ
う
υ

ま
ず
、
第
五
表
は
本
年
八
月
、
帯
広
市
で
行
わ
れ
た
大
学
公
開
講
座
を
受

議
し
た
十
勝
管
内
、
お
よ
び
帯
広
市
内
の
中
小
教
員
八
七

名
に
つ
い
て
上
記
と
同
じ
質
問
に
よ
っ
て
得
た
結
果
で
あ

る
Q

八
七
名
の
う
ち
、
じ
つ
に
八

O
名
、
九
五
%
が
小
市

民
的
生
活
の
安
定
を
望
ん
で
お
り
、
立
身
出
世
主
義
と
い

っ
た
志
向
は
全
く
表
面
に
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い

Q

次
の
第
六
表
は
、
十
月
に
池
田
町
で
の
労
仇
講
座
を
機

会
に
、
全
逓
束
十
勝
特
定
局
支
部
の
組
合
員
三
四
名
を
対

象
に
行
っ
た
調
査
結
果
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
、
ア
イ
テ

ム
に
多
少
変
更
が
あ
り
閉
ま
で
は
、
前
と
同
じ
で
あ
る
が
、

以
下
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

リ
、
ひ
と
に
め
い
わ
く
を
か
け
ず
に
、
で
き
る
だ
け
架

し
く
く
ら
す

ヌ
、
前
の
川
に
同
じ

ル
、
自
分
だ
け
の
生
き
か
た
と
い
う
も
の
を
も
ち
、
そ

れ
に
プ
ラ
イ
ド
を
も
っ
て
生
き
た
い

一
人
で
ご
っ
、
な
い
し
三
つ
マ
ー
ク
し
た
者
が
あ
っ
て
、

点
数
と
人
数
が
一
致
し
な
い
が
、
如
上
の
傾
向
は
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
た
だ
、

(

5

)

に
五
点
あ
る
こ
と
は
、
い
な

か
の
実
直
な
勤
め
人
気
質
を
示
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ

れ
る
。

第 5表

I ~ 10 1" 1 平日平川~計
同不可6131い19[ 11 5187 

第 6表
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第 7表

三二二|ュI~上~J二|斗斗~J T I ~ヒ]ι坐

;ljljl111111 i11 1 

4 I 1 I 0 I 33 I 14 

2 

。
14 

。
2 

。
8 

1 

9 

。
18 

5 

O 

O 

1 

O 

4 

O 

2 

以
上
に
つ
け
加
え
て
、
い
わ
ば
現
代
学

生
気
質
の
一
端
を
示
す
も
の
と
し
て
、
木

16 

年
丸
片
に
、
帯
広
畜
産
大
学
の
一
年
目
学

3 

生
九
七
名
に
対
し
て
右
と
同
様
の
質
問
で

12 

実
施
し
た
調
査
結
果
を
掲
げ
て
お
こ
う
。

第
七
表
が
そ
れ
で
あ
る
。

ハ
-
ニ
・
ト
・
チ
・
リ
を
合
わ
せ
る
と

七
五
名
、
全
体
の
七
七
二
二
%
に
の
ぼ
り
、

小
市
民
的
生
活
志
向
や
伝
統
的
処
世
態
度

が
圧
倒
的
で
あ
っ
て
、
寸
ボ
ー
イ
ズ
・
ピ

l
・

ア
ム
ビ
シ
ア
ス
」
に
呼
応
す
る
気
風
と
い

っ
た
も
の
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
前
と

同
様
で
あ
る
が

「
自
分
だ
け
の
生
き
か

た
と
い
う
も

ω
を
も
ち
、
そ
れ
に
プ
ラ
イ

ド
を
も
っ
て
生
き
た
い
」
に
マ
ー
ク
し
た

去
が
一
六
名
二
六

-EVNあ
る
の
は
、
や

は
り
知
的
な
目
覚
め
を
も
っ
た
青
年
層
に

ふ
さ
わ
し
い
回
答
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
し

て
、
こ
れ
が
社
会
党
支
持
の
学
生
グ
ル

I

プ
の
ほ
う
に
多
い
こ
と
も
注
目
さ
れ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
学
生
意
識
調
査
に
お
い
て

一
二
名
、
一
二
・
四
%
が
え
ら
ん
だ
聞
の

「
ひ
と
に
め
い
わ
く
を
か
け
ず
に
、
で
ま

る
だ
け
楽
し
く
く
ら
す
」
と
い
う
態
度
に

つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
伝
統
的
な

同
や
同
と
も
異
な
り
、
ま
た
、
伝
統
型
を

含
み
つ
つ
い
ち
お
う
い
わ
ば
、
疋
代
市
民

社
会
裂
の
川
や
、
現
代
大
衆
社
会
の
開
と

も
異
な
る
、
い
わ
ば
過
渡
期
の
若
い
ひ
と

び
と
に
み
ら
れ
る
生
活
態
度
で
あ
ろ
う

Q

い
わ
ば
戦
前
・
戦
中
派
と
太
陽
族
と
の
中

間
派
と
も
い
う
べ
き
戦
後
派
が
も
っ
、
控

え
目
な
生
活
享
楽
派
の
そ
れ
で
あ
る
。

ま
た
、
第
八
表
は
、
本
年
七
月
、
帯
広

日
高
校
定
時
制
の
三
・
四
年
生
で
、
庖
員

見
習
工
・
事
務
員
等
の
職
場
を
も
っ
人
び

と
を
対
象
に
、
二
日
に
わ
た
り
、

一
般
市

民
層
対
象
の
質
問
票
と
ほ
ぼ
同
様
の
も
の

を
用
い
て
行
っ
た
調
査
結
果
で
あ
る
が
、

第 8表
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こ
れ
で
も
前
記
両
様
、
川
お
よ
び
川
に
集
中
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
表
で

カ
ッ
コ
内
の
数
字
は
、
二
つ
以
上
の
回
答
を
選
ん
だ
者
が
あ
っ
た
こ
と
を
一
不

し
て
い
る
。

生
活
圏
を
限
定
し
て
安
定
を
求
め
る
態
度
は
、
次
の
調
査
結
果
か
ら
も
問

接
に
推
察
さ
れ
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
第
九
表
は
、
質
問
票
第
三
二
項
の
一
四
番
目
、

「
狭
い
な
が
ら

も
楽
し
い
わ
が
家
」
に
つ
い
て
の
回
答
の
集
計
で
あ
る
が
、
全
体
の
八
六
・
二

(1) 

¥¥I 0 Iム|いい
L M  56 49 3 1 1 O 2 

LF  10 9 。。。。 1 

L 66 58 3 1 1 。 3 

SM  45 41 。。 1 。 3 

S F 19 16 。 1 。。 2 

S 64 57 。 1 1 。 5 

NM  171 13 1 。 1 。 2 

NF  11: 9 2 。。。。
N? 1 I 1 

N 3 。 1 。 3 

T 川町|

地方都市中間層の生活心理と意識構造

第 9表

%
が
こ
れ
に
同
感
共
鳴
し
て
お
り
.
同
感
共
鳴
で
き
な
い
者
は
、

中
、
わ
ず
か
三
名
に
す
ぎ
な
い
。
回
答
を
記
入
し
な
か
っ
た
お
を
除
外
す
れ

一
五
九
名

ば
、
九
二
・
六
%
が
こ
の
よ
う
な
気
持
で
生
活
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
つ
つ
ま
し
く
、
ひ
か
え
め
な
生
活
態
度
や
気
持
を
も
っ
て

生
活
す
る
と
き
、
第
一

O
表
に
み
る
よ
う
な
生
活
感
覚
な
い
し
気
持
を
抱
く

こ
と
に
な
る
の
は
、
自
然
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
あ
な
た
は
、

現
在
、
幸
福
で
す
か
」
と
の
第
一
一
聞
に
た
い
し
、
一
五
九
名
中
の
約
半
数
、

、，、.、.、.

七
四
名
四
六
-
E
%
が
「
と
く
に
幸
福
と
は
い
え
な
い
が
、
ま
ず
し
あ
わ
せ
に

「
幸
福
」

「
し
あ
わ
せ
」
と
い
う
の
は
、

く
ら
し
て
い
る
と
思
う
」
と
の
答
を
え
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

概
念
は
、
積
極
的
・
能
動
的
概
念
で
あ
り
、

「
不
幸
で
な
い
だ
け
し
あ

と
く
に
「
不
幸
が
な
い
状
態
」
の
概
念
で
あ
る
。

わ
せ
だ
」
と
か
、
「
無
事
で
し
あ
わ
せ
だ
」
な
ど
の
用
法
か
ら
わ
か
る
よ
う

に
消
極
的
な
状
態
概
念
な
の
で
あ
る
。
日
本
人
の
伝
統
的
な
控
え
め
な
幸
福

観
を
あ
ら
わ
す
こ
と
ば
と
考
え
ら
れ
る
が
、
と
に
か
く
、
失
業
と
か
病
気
な

ど
の
災
厄
に
よ
っ
て
、

「
と
く
に
不
幸
で
な
い
だ
け
シ
ア
ワ
セ
だ
」
と
し
て

つ
つ
ま
し
く
現
状
に
安
ん
じ
よ
う
と
す
る
態
度
が
強
い
こ
と
、
ま
た
、
こ
れ

を
、
後
に
み
る
よ
う
に
、

「
身
の
程
を
知
れ
」
と
か
「
上
を
み
る
な
、
下
を

見
よ
」
と
い
っ
た
伝
統
的
ス
テ
ロ
版
へ
の
収
数
の
強
さ
と
思
い
合
わ
ぜ
る
と

き
、
こ
の
人
び
と
の
処
世
態
度
の
基
調
の
所
在
は
、
ほ
ぼ
明
ら
か
と
い
え
る

65 -

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。



料資

「
幸
福
で
あ
る
」
が
三
一
名
一
九
・
五
%
、
「
去
十
福
だ
と
思
う
」
が
二
七
名

一七・

oupで
、
計
豆
八
名
三
六

-EUNと
な
る
が
、
じ
つ
は
、
い
ま
の
青
年

66 -

層
で
は
、
「
幸
福
」
と
「
し
あ
わ
せ
」
の
区
別
が
つ
か
な
い
傾
向
が
あ
り
、

ま
た
、
と
く
に
、
書
き
こ
と
ば
で
は
、
一
以
一
別
さ
れ
た
い
傾
向
が
一
般
に
あ
る

こ
と
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、

「
不
幸
」
と
答
え
た
川
お
よ
び
例
を
あ
わ
せ
て
も
わ
ず
か
八

名

「
何
と
も
い
え
な
い
」
の
七
名
を
加
え
て
も
一
丘
名
に
過

rな
い
こ
と

が
印
象
的
で
、
政
治
的
文
脈
か
ら
は
「
天
下
泰
平
L

論
の
お
こ
さ
れ
る
の
も

尤
も
な
観
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
調
査
対
象
、
と
く
に
実
際

ω
回
答
段

グ
ル
ー
プ
の
性
格
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
物
的
・
心
的
に
不
幸
な
家
庭
か

ら
は
、
調
査
方
法
の
限
界
も
あ
っ
て
、
十
分
な
回
答
が
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ

と
に
よ
る
と
こ
ろ
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
お
、
調
査
地
の
概
況
で
前
述
し
た

よ
う
に
、
貧
富
の
差
や
社
会
的
障
壁
が
著
る
し
か
ら
ぬ
当
地
で
は
、
深
刻
な

欲
求
不
満
は
、
ま
ず
な
い
と
い
っ
て
よ
く
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
社
会
党
勢

力
、
が
伸
張
し
て
き
て
い
る
と
は
い
え
、
急
激
な
変
革
ー
を
望
む
向
き
も
ま
ず
見

当
た
ら
ぬ
こ
と
は
、
栄
者
の
ふ
だ
ん
の
見
開
か
ら
も
た
し
か
で
あ
る
。

【

ニ

】

生
活
関
心
事
項
順
位
表
と
政
治
的
関
心
の
度
合

社
会
を
構
成
し
て
い
る
大
多
数
の
人
び
と
は
、
そ
れ
が
市
民
と
よ
ぽ
れ
よ

う
と
、
庶
民
と
い
わ
れ
よ
う
と
、
ま
た
、
大
衆
と
称
さ
れ
よ
う
と
、
と
に
か



く
自
分
で
灼
い
て
自
分
や
家
族
の
生
計
を
立
て
て
い
る
人
た
ち
で
あ
る
。
職

を
失
え
ば
た
ち
ま
ち
路
頭
に
迷
わ
ね
ば
な
ら
な
い
人
た
ち
で
あ
る
。
か
れ
ら

が
ま
ず
日
常
の
職
業
活
動
に
身
心
を
労
す
る
の
は
ま
こ
と
に
当
然
で
あ
ろ

ぅ
。
た
と
え
、
生
活
の
心
構
え
と
し
て
は
、
家
庭
本
位
・
愛
情
本
位
で
あ
っ

て
、
実
際
に
も
、
精
神
生
活
の
面
で
は
家
庭
が
中
心
で
あ
っ
て
も
、
現
実
に

は
、
む
し
ろ
職
場
の
ほ
う
に
、
時
間
と
労
力
が
賀
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
通
常

で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
民
主
政
治
が
前
提
と
す
る
市
民

1
公
衆
の
政
治
的

関
心
は
、
と
も
す
れ
ば
日
常
的
生
活
関
心
と
は
別
個
に
、
第
三
の
地
校
ほ
ど

し
か
与
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
が
「
日
常
化
」
し
て
い
る

(1) 

よ
う
に
み
え
る
場
合
で
も
、
せ
い
ぜ
い
、
新
し
い
事
件
や
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て

娯
楽
や
リ
ク
リ
ェ

l
ν

ヨ
ン
と
異
な
ら
な
い
次
元
で
う
け
と
め
ら
れ
、
消
貸

地方都市中間層の生活心理と意識構造

的
に
や
楽
さ
れ
て
い
る
傾
向
が
あ
り
は
し
ま
い
か

Q

つ
ま
り
、
政
治
的
ア
パ

シ
ー
の
伝
統
型
に
対
す
る
現
代
型
の
も
ん
だ
い
で
あ
る
。

今
回
の
調
査
は
、
そ
こ
ま
で
深
く
し
ら
べ
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
問
題

の
最
初
の
輪
廓
だ
け
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
に
す
、
ぎ
な
い
が
、
お
の
ず
か
ら
、

い
ま
い
っ
た
よ
う
な
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
て
き
は
し
ま
い
か
。

【
質
問
】

次
の
七
つ
の
う
ち
か
ら
、
日
常
、
あ
な
た
が
最
も
深
く
関
心
を

も
ら
、
心
を
く
ば
っ
て
い
る
も
の
四
つ
を
選
ん
で
、
順
位
を
附
し
て
く
だ

ミー、。
2
し

ィ
、
転
業
や
取
場
に
関
す
る
ζ

と
。
学
生
な
ら
ば
学
業
や
学
校
の
と
と

家
庭
婦
人
な
ら
ば
家
事
の
こ
と

口
、
家
族
、
も
し
く
は
家
a
挺
に
関
す
る
ζ

と
。
お
よ
び
友
人
知
己
の
と
と

ハ
、
娯
楽
・
趣
味
・
リ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
隠
す
る
乙
と

三
社
会
的
・
政
治
的
な
公
共
の
問
泌
に
閲
す
る
乙
と

、
、
宗
教
上
の
信
仰
に
関
す
る
乙
と

へ
、
世
間
の
レ
き
た
り
ゃ
な
ら
わ
し
に
関
す
る
乙
と

ト
、
と
な
り
近
所
の
動
給
ゃ
う
わ
さ
に
関
す
る
こ
と

こ
の
第
一
八
聞
に
た
い
す
る
回
答
を
い
ち
お
う
集
計
の
結
果
は
第
一
一
表

の
ご
と
く
で
あ
っ
て
、
総
体
と
し
て
、
第
一
二
表
の
よ
う
な
関
心
順
位
表
が

得
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
第
一
一
表
の
T

(計
)
の
み
に
つ
い
て
、

I
-
H
-

E

・
町
に
そ
れ
ぞ
れ
4
・

3
・
2
・
1
点
を
配
点
し
て
得
ら
れ
た
数
値
に
も

と
ず
い
て
順
位
を
出
し
た
の
で
あ
る
。
予
想
ど
お
り
、
第
一
位
は
職
業
・
職

場
へ
の
関
心
、
第
三
位
は
家
族
・
家
庭
へ
の
関
心
で
あ
っ
て
、
両
者
を
合
わ

せ
る
と
総
点
数
の
六
O
%
を
占
め
、
第
四
位
に
あ
る
娯
楽
関
心
を
加
え
る
と

七
O
%
と
な
り
、
社
会
的
・
政
治
的
関
心
は
一
五
%
に
満
た
な
い
。

同
の
公
共
的
関
心
が
第
三
位
を
占
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
と
つ

て
み
れ
ば
心
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
.
こ
れ
に
は
、
わ
ざ

わ
ざ
質
問
紙
の
「
政
治
的
」
の
文
字
を
抹
消
し
、
「
社
会
的
」
の
み
を
マ
ー

ク
し
て
い
る
も
の
も
二
、
一
ニ
あ
り
、

- 67-

「
社
会
的
な
公
共
の
問
題
」
と
は
い
つ

て
も
、
年
輩
の
販
売
業
者
な
ど
で
は
、
町
内
の
お
祭
り
と
か
、

P
・
T
-
A
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(1) 地方都市中間層の生活心理と意識構造

第 12表

[二王 113171 100.0イ

第 四 表

¥|ィ !ロ 1ハ|ニ|ホ!へ|ト
I 66 12 2 5 O 

n 17 39 6 16 1 4 2 

1II 2 17 24 23 。7 9 

IV 2 6 I 23 18 2 I 11 12 

得点 321
(15.7) 

205 97 132 5 I 41 I 40 

の
運
動
会
寄
付
と
か
、
あ
る
い
は

共
同
販
売
運
動
く
ら
い
の
と
こ
ろ

を
意
味
し
て
い
る
ば
あ
い
が
少
な

く
な
い
こ
と
が
、
そ
の
後
の
検
討

に
よ
っ
て
判
明
し
て
い
る
。

惜
別
ご
ニ
表
は
、
北
教
組
に
加
入

し
て
い
る
中
小
教
員
八
七
名
に
つ

い
て
の
調
査
結
果
で
あ
る
が

」
で
も
「
社
会
や
国
家
の
公
共
的

政
治
的
問
題
」
に
対
す
る
関
心
は
、

数
値
か
ら
い
っ
て
一
五
・
七
%
、
第

三
位
と
は
い
え
、
前
者
、

一
般
市

民
の
ば
あ
い
よ
り
僅
か
に
一
%
高

い
だ
け
で
、
け
っ
し
て
政
治
的
関

心
が
旺
盛
と
は
い
え
そ
う
に
な
い

状
態
で
あ
る
。
教
員
の
ば
あ
い
、

宗
教
的
関
心
が
ほ
と
ん
ど
ゼ
ロ
に

ち
か
い
の
も
注
目
に
値
い
す
る
現

象
で
あ
ろ
う
Q

次
に
、
全
逓
束
十
勝
特
定
局
支

部
の
組
合
員
三
四
名
に
つ
い
て
み
よ
う
。
こ
れ
も
内
二
名
を
除
く
ほ
か
は
み

な
社
会
党
支
持
者
で
あ
る
。

こ
の
質
問
票
で
は
、
ア
イ
テ
ム
の
立
て
か
た
が
か
な
り
異
な
っ
て
お
り
、

イ
、
転
業
や
転
場
に
関
す
る
と
と

口
、
家
族
、
も
し
く
は
家
庭
生
活
に
関
す
る
ζ

と

ハ
、
友
人
の
ζ

と

ニ
、
趣
味
・
娯
楽
・
リ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

小
、
宗
教
上
の
信
仰
に
関
す
る
こ
と

へ
、
世
間
の
し
き
た
り
ゃ
な
ら
わ
し
に
関
す
る
こ
と

ト
、
流
行
や
新
し
い
出
来
事
、

二L

ス

チ
、
と
な
り
近
所
の
動
絡
ゃ
う
わ
さ
ぱ
な
し
、
自
分
へ
の
評
判
必
ど

リ
、
社
会
的
公
共
問
題
、
と
く
に
政
治
問
題

ヌ
、
異
性
へ
の
興
味
・
関
心

ル
、
お
し
ゃ
れ

と
な
っ
て
い
る
。

集
計
の
結
果
は
、
第
一
四
表
の
と
お
り
で
、
宗
教
的
関
心
は
オ
シ
ャ
レ
へ

の
関
心
と
同
じ
く
最
低
で
、
異
性
へ
の
興
味
・
関
心
の
半
分
に
も
対
し
て
い

な
い
。
問
題
の
政
治
的
関
心
は
、
こ
こ
で
も
第
三
位
で
あ
る
が
、
娯
楽
関
心

に
倍
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
人
び
と
の
恵
ま
れ
な
い
生
活
状
態
を
反
映
す

る
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
し
か
し
、
「
流
行
や
新
し
い
出
来

- 69 
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事
、
ニ
ュ
ー
ス
」
へ
の
大
衆
的
興

味
・
関
心
が
、
個
人
的
摂
楽
関
心

に
比
し
て
、
や
は
り
倍
も
一
角
い
と

い
う
こ
と
は
、
こ
れ
で
伺
人
的
娯

楽
欲
求
が
補
償
さ
れ
て
い
る
と
み

る
こ
と
も
で
き
、
ま
た
、
社
会
的
・

政
治
的
関
心
と
問
料
度
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
な
に
か
、
こ
の
人

ひ
と
の
政
治
的
関
心
の
質
的
料
品
村

l
iい
わ
ば
、
大
衆
性
、
と
い
っ
た

も
の
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
も

お
も
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
治

26 

的
関
心
の
現
代
型
と
し
て
、
所
行

12 

ぞ
ニ
ー

l
ス
に
対
す
る
と
同
じ
よ

う
な
態
度
で
政
治
問
題
に
対
す
る

傾
向
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
哀
返
せ

は
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま

f

現
代

型
の
政
治
的
無
関
心
に
転
向
す
る

も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
政
治
問

地
へ
の
関
心
も
、
組
織
的
指
導
が

与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
生
活
と
直
接
関
係
の
な
い
単
な
る
「
事
件
」

や
「
ニ
ュ
ー
ス
」
と
し
て
、
制
限
楽
的
消
資
財
な
み
に
あ
っ
か
わ
れ
て
し
主
う

70 

と
い
う
傾
向
で
あ
る
。

政
治
的
関
心
、
ひ
い
て
世
論
の
組
織
化
が
行
わ
れ
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
ま

た
、
政
治
へ
の
無
力
感
と
諦
念
が
支
配
し
て
、
い
わ
ゆ
る
伝
統
型
の
無
関
心

が
増
殖
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
さ
す
が
に
、
全
逓
労
組
員
の
ば
あ
い
に
は
、

一
般
市
民
間
の
ぱ
あ
い
に
く

ら
べ
て
、
そ
の
数
値
は
一
一
了
四
パ

i
セ・
J

ト
と
低
く
は
あ
っ
て
ふ
、
以
卜
」
の

た
と
え
郡
部
の
め
く
ま
れ
な
い
人
た
ち
で
も
、

よ
う
に
み
る
と
さ
、
ア
イ
テ
ム
の
数
が
多
く
な
っ
て
い
る
ご
と
は
ベ
つ

に
伝
統
型
の
無
関
心
は
少
な
い
と
み
て
さ
し
っ
か
え
な
い
よ
う
で
あ

る。
な
お
、
参
考
ま
で
に
帯
大
学
生
一
年
目
九
七
名
に
つ
い
て
み
る
と
第
一
立

表
の
よ
う
で
あ
る
。
ア
イ
テ
ム
は
全
逓
労
組
員
に
対
す
る
と
同
じ
で
あ
る
が
、

叫
に
、

「
お
よ
び
衣
食
住
に
関
す
る
こ
と
」
が
つ
け
加
っ
て
い
お
。

と
こ
で
は
、
第
一
位
と
第
二
位
は
前
と
同
じ
で
あ
る
が
、
第
三
位
に
「
異

性
へ
の
興
味
・
関
心
」
が
き
、
第
四
位
は
「
趨
味
・
娯
楽
・
リ
ク
り
エ

l
ν

ヨ
ン
」
へ
の
関
心
で
あ
り
、
前
三
の
場
合
、
い
ず
れ
も
第
三
位
や
占
め
た
社

会
的
・
政
治
的
関
心
は
第
五
位
に
落
ち
て
い
る
。
数
値
の
占
め
る
割
合
か
ら

い
っ
て
も
、
グ
ッ
と
下
っ
て
九
・
豆
パ
ー
セ
ン
ト
に
返
討
さ
な
い
。
も
し
、
「
ス

ポ

l
ツ
」
を
入
れ
て
い
た
ら
、
も
っ
と
低
く
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
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料

た
だ
、
こ
れ
は
、
本
年
四
月
入
学
し
、
暑
中
休
暇
を
経
た
ば
か
り
の
学
生

資

で
あ
っ
て
、
年
飴
も
一
九
歳
が
最
も
多
く
、
二

O
歳
が
三
分
の
一
と
い
う
程

度
で
あ
り
、
大
学
自
体
も
、
地
方
小
都
市
郊
外
に
あ
る
〈
畜
産
〉
大
学
で
あ

る
と
い
う
特
殊
事
情
も
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
と
の

年
齢
の
学
生
で
政
治
的
関
心
が
高
い
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
よ
い
と
の

み
い
え
な
い
こ
と
も
あ
わ
せ
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

一
九
や
二

O
の
年
齢
は
、
何
事
に
も
興
味
・
関
心
の
強
く
は
た
ら
く
時
機

に
あ
た
っ
て
お
り
、
生
活
関
心
が
質
呈
と
も
に
強
か
つ
大
で
あ
る
こ
と
を
考

慮
す
れ
ば
、
た
と
え
、
そ
の
順
位
は
学
生
生
活
の
な
か
で
第
豆
位
で
あ
っ
て

も
、
た
と
え
ば
一
般
市
民
国
間
の
生
活
に
お
け
る
第
三
位
よ
り
も
、
主
観
的
に

も
、
ま
た
社
会
的
・
界
観
的
に
み
て
も
強
く
烈
し
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う

る
と
思
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
、
組
織
的
指
導
が
な
さ
れ
る
は
あ
い
、

対
社
会
的
に
そ
う
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
集
計
表
を
み
て
、
興
味
ぶ
か
い
点
の
ひ
と
つ
は
、

L
グ

ル
ー
プ
二

O
名
の
関
心
の
あ
り
か
た
で
ゐ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
異
性
へ
の
関

心
」
は
数
値
に
し
て
五
二
点
、
「
餌
楽
関
心
」
は
同
じ
く
四
一
点
あ
っ
て
、

全
体
の
傾
向
と
合
致
す
る
の
に
、
「
社
会
的
・
政
治
的
関
心
」
は
、
わ
ず
か

に
六
点
で
あ
っ
て
、
八
位
の
「
宗
教
的
出
心
」
の
八
点
よ
り
低
く
、
七
杓
の

「
流
行
や
析
し
い
山
来
事
、
-
三

i
ス
」
に
対
す
る
関
心
、
二
四
点
の
四
分

の
一
に
し
か
当
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
党
よ
り
は

自
民
党
の
ほ
う
を
え
ら
ん
だ
、
帯
大
一
年
目
学
生
に
あ
っ
て
は
、
政
治
的
関

心
は
、
調
査
対
象
全
体
の
第
豆
位
に
対
し
て
、
第
九
校
な
の
で
あ
り
、
き
わ

- 72ー

め
て
低
調
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
よ
う
。

こ
れ
は
、
ど
う
し
て
こ
う
な
の
か
。
そ
の
点
は
、
こ
ん
ご
の
資
料
分
加
に

ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、

L
ク
ル
l
プ
の
学
生
は
、
比
較
的
よ
い
く
ら

し
の
、
家
庭
的
に
も
恵
ま
れ
た
、
い
わ
ば
坊
ち
ゃ
ん
学
生
が
多
い
も
の
の
ご

、.、.、.、.、.、，、.、.、.、，、.、.、.、.、，、.、.、.‘，、，、.、，

と
く
で
あ
り
、
「
政
治
的
関
心
」
な
る
も
の
は
、
上
昇
か
没
落
か
、
と
も
か
く
変

、，、.、.、.、.、.、.、.、.、.、.、.、.、.

動
す
る
不
安
定
階
層
に
強
く
お
こ
る
も
の
で
、
貧
富
い
ず
れ
に
せ
よ
、
安
定

し
た
と
こ
ろ
に
は
弱
い
、
と
い
う
一
般
的
傾
向
法
則
を
思
え
ば
、
如
上
の
こ

と
も
ひ
と
ま
ず
肯
ず
か
れ
る
よ
う
に
思
う
。

さ
て
、
前
掲
の
第
一
一
表
に
か
え
っ
て

一
般
市
民
層
か
ら
の
一
回
答
者

豆
九
名
を
自
民
ハ
L
〉
・
社
会

(
S
〉
・
無
党
(

N

)

の
三
党
派
別
に
分
け
、

イ
・
ロ
・
ハ
等
、
各
事
項
に
対
す
る
関
心
評
点
を
算
出
し
た
も
の
が
第
一
六

表
で
あ
る
。
こ
れ
で
み
れ
ば
、

L
グ
ル
ー
プ
は
、

S
ク
ル
l
プ
土
り
も
無
回

答
者
が
多
か
っ
た
た
め
も
あ
ろ
う
が
、
政
治
的
関
心
は
低
調
で
あ
り
、
非
政

治
的
・
私
的
な
〈
と
な
り
近
所
の
動
静
ゃ
う
わ
さ
〉
へ
の
関
心
が
強
い
よ
う

で
あ
る
。

S
グ
ル
ー
プ
は
、

L
グ
ル
ー
プ
よ
り
も
職
業
・
職
場
へ
の
関
心
、

ま
た
、
遊
び
ゃ
布
市
し
み
へ
の
関
心
が
高
い
と
同
時
に
、
社
会
的
・
政
治
的
関

心
も
高
く
、
近
隣
集
問
の
動
静
ゃ
う
わ
さ
な
ど
に
対
し
て
は
無
関
心
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、

S
グ
ル
ー
プ
が
L
グ
ル
ー
プ
よ
り
も



(1) 
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ノ、ロイ

L 

S 

N 

T 159 

66 

64 

29 

年
齢
的
に
み
て
若
い
こ
と
ハ
平
均
年
齢

L
四
三
・
六
歳
、

S
三
六
・
四
歳
)
に
よ
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
他
面
、

「
世
間
の
し

き
た
り
ゃ
な
ら
わ
し
」
に
た
い
す
る
関
心

は
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
ほ
う
が
、

L
グ
ル

ー
プ
よ
り
も
一
向
い
の
は
興
味
ぶ
か
い
と
い

コユギ
J
a
E
‘コ、

J

柄。

士
オ
』
T
F
J
H

政
治
的
・
社
会
的
関
心
が
こ
と
に
低
い

の
は
、
自
民
党
支
持
の
婦
人
グ
ル
ー
プ
で

い LF あ
。はつ

-て

史SF

て九
人

わ の
ずー
か 百
七官
占 F
IZ二・」
」た

e し、
じし
な

さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
他
方
都

市
中
間
層
の
生
活
心
理
と
し
て
、
社
会
的
・

政
治
的
関
心
が
な
い
の
で
は
な
い
が
、
ま

ず
何
よ
り
も
自
分
の
職
業
と
家
族
を
守
ろ

う
と
す
る
意
識
が
つ
よ
く
は
た
ら
品
同
¥
対

社
会
的
に
は
一
安
全
第
一
」
の
態
度
が
と

ら
れ
る
。
そ
の
政
治
的
関
心
は
つ
ね
に
周

囲
を
見
廻
わ
す
「
日
和
見
」
的
態
度
を
と

も
な
い
、
自
主
的
・
態
動
的
た
り
え
な
い
傾
向
が
あ
る
。
後
に
知
ら
れ
る
と

お
り
、
社
会
的
「
理
想
」
を
も
た
な
い
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
理
想
を
追

い
求
め
て
は
「
現
実
」
の
生
活
に
破
綻
を
き
た
す
の
で
、
行
動
的
に
な
れ
な

ぃ
。
し
か
し
、
現
実
の
生
活
が
脅
か
さ
れ
な
い
符
固
で
は
、
で
ま
る
だ
け
理

想
を
実
現
し
て
ゆ
き
た
い
。
こ
う
し
た
「
生
活
意
識
の
二
重
性
」
と
い
っ
た

も
の
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
政
治
的
観
点
か
ら
「
中
間
層
の
日
和
見
主
義
」
と

よ
ば
れ
る
も
の
の
心
理
的
基
調
を
な
し
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

一寸

趣

こ
の
人
び
と
は
、
生
活
に
危
険
を
感
じ
る
と
政
治
的
無
関
心
を
装
い
、

味
・
娯
楽
・
リ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
に
逃
避
し
、
あ
る
い
は
、
全
く
政
治
的

に
無
力
な
こ
と
を
痛
感
し
た
り
、
現
実
の
政
治
に
絶
望
し
た
り
す
れ
ば
、
宗
教

的
信
仰
に
よ
っ
て
不
満
や
緊
張
か
ら
解
放
さ
れ
よ
う
と
も
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
政
治
的
同
心
と
娯
楽
関
心
、
支
た
宗
教
的
関
心
の
三

者
は
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ま
、
同
一
を
中
心
と
し
、
ハ
-

ニ
・
ホ
三
者
の
凶
係
を
み
る
と
、
一
、
二
位
で
は
、
娯
楽
関
心
と
宗
教
的
関

心
は
ほ
ぼ
ひ
と
し
く
、
一
位
で
は
、
両
者
合
わ
せ
て
政
治
的
関
心
と
同
量
に

ち
か
い
が
、
二
位
で
は
三
分
の
二
と
な
り
、
一
二
位
で
は
逆
に
二
分
の
三
倍
に

増
大
し
、
四
位
で
も
五
分
の
六
倍
で
あ
る
。
全
体
の
得
点
で
は
、
一
九
三
に

た
い
す
る
二

O
八
で
、
《
遊
び
心
》
と
《
信
仰
心
切
の
ほ
う
が
政
治
的
関
心
よ

り
大
で
あ
る
ω

な
お
、
宗
教
的
関
心
は
、
無
党
グ
ル
ー
プ
|
|
政
治
的
中
立
派

(
N
)
|
!
に
強
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
よ
い
(
N
は

Z
O
Z
H同
炉
開
4
H
N
P
Z

- 78ー



料

も
し
く
は

Z
目
白
叶
胃
k
v
F
の
略
符
で
あ
る
)
。

資

小
間
屑
の
作
活
立
識
の
て
室
性

後
進
川
中
間
同
の
生
活
ぷ
識
の
近
代
化
・
民
主
化
は
、
い
わ
ば
ヒ
方
か
ら

下
方
へ
、
周
辺
か
ら
核
心
へ
と
進
展
す
る
u

い
い
か
え
れ
ば
、
理
想
的
な
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
は
う
け
入
れ
ら
れ
て
も
、
現
実
の
佐
活
感
覚
に
ま
で
没

【

三

】

透
し
き
る
こ
と
は
、

一
般
に
困
難
で
あ
る
。

調
査
結
果
を
み
よ
う
。

制
査
方
法
は
、
自
問
票
の
第
ゴ
三
項
千
三
「
天
は
人
の
上
に
人
を
作
ら
一
ず
、

人
の
下
に
人
を
作
ら
一
ず
」
以
下
、
九
つ
の

F

}

と
わ
ざ
や
、
言
葉
に
た
い
し
て
、

同
感
共
鳴
で
き
れ
ば

O
、
で
き
な
け
れ
ほ
×
。
も
し
気
持
と
し
て
は
同
感
で

あ
っ
て
も
、
考
え
方
と
し
て
は
賛
成
で
ユ
ぜ
な
い
も
の
に
は
ム
。
考
え
方
と
し

て
は
行
成
だ
が
、
気
持
と
し
て
は
ピ
ッ
ツ
リ
せ
ず
、
つ
い
て
ゆ
け
な
い
左
思

え
ば
下
線
。
な
お
、
は
じ
め
て
聞
く
言
葉
一
℃
、
立
味
、
も
ピ
ン
と
来
な
い
も
の

に
は
(
イ
)
と
記
入
し
て
も
ら
う
こ
と
、
と
し
て
、
各
人
の
反
応
を
し
ら
べ
た

の
で
あ
る
が
、
ま
ず
全
体
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
紡
果
が
得
ら
れ
た
。

A
、
天
は
人
の
上
に
人
を
つ
〈
ら
ず
、
人
の
下
に
人
を
つ
〈
ら
ず
(
一
一
二
一

の
こ
八
)

こ
の
近
代
的
人
間
平
等
観
に
た
い
し
て
は
、
第
一
七
表
に
み
る
よ
う
に
、

L
S
N
の
別
な
く
圧
倒
的
大
多
数
が
同
感
共
鳴
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

B
、
な
に
ζ

と
も
優
勝
劣
敗
、
よ
い
も
の
が
残
る
の
が
自
然
だ

と
い
う
弱
肉

強
食
論
的
言

蒋
に
た
い
し

て
は
、
第
一

八
表
に
み
る

よ
う
に
、
男

も
女
も
、
約

六
O
%が
い

ち
お
う
同
感

で
あ
り
、
四

0
μ
の
者
は

第 四表

¥¥， 1 0 Iペ 1 x Iィ|無
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6 

3 
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ヴ
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優
劣
強
引
制
の
別
に
よ
る
勝
敗
を
肯
定
し
て

|無

11 
2i 

11 

41 

い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
肯
定
派
は
自
民

定
派
が
と
く
に
多
い
こ
と
が
注
目
さ
る
べ

L 

¥， 10 1ム l l x iイ

S ::i:;l:|:|:i 
l1311;11111 

党
グ
ル
ー
プ
に
多
く
、
四
七
・
八
%
に
の
ぼ

り
、
否
定
派
は
社
会
党
グ
ル
ー
プ
に
多
い

が
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
で
も
な
お
肯
定
派
は

ム
ハ
・
立
%
を
占
め
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
ま

た、

S
グ
ル
ー
プ
の
婦
人
に
お
い
て
、
止
月

き
で
あ
ろ
う
。
社
会
党
グ
ル
ー
プ
の
婦
人



に
、
こ
う
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
の
親
近
を
示
す
も
の
が
多
い
と
い
う
こ
と

の
理
由
と
し
て
は
、
わ
が
国
で
は
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
民
主
主
義
革
命
に
よ
る
婦
人

の
解
放
が
行
わ
れ
な
い
で
き
た
か
ら
、
個
我
意
識
に
め
ざ
め
、
ふ
つ
う
で
あ
れ

ば
自
由
民
主
主
義
を
信
奉
し
、
ブ
ル
ヅ
ヨ
ワ
政
党
を
支
持
す
べ
き
婦
人
が
、

個
戎
の
自
由
を
求
め
て
社
会
民
主
主
義
勢
力
に
加
担
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

な
の
で
あ
ろ
う
。
じ
じ
っ
、
日
本
の
自
由
民
主
主
義
的
諸
価
値
は
、
新
憲
法
に

よ
っ
て
与
え
ら
れ
、
い
ま
や
社
会
民
主
主
義
勢
力
に
よ
っ
て
保
守
さ
れ
つ
つ

あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
、
こ
こ
に
問
題
と
な
っ
た
婦
人

た
ち
の
気
持
は
、
こ
の
文
句
を
現
実
合
理
化
の
方
向
に
と
っ
た
の
で
は
な
く

(1) 

て
、
自
我
実
現
の
志
向
に
お
い
て
受
取
っ
た
と
み
て
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お

ま
た
、
保
守
党
グ
ル
ー
プ
の
肯
定
派
は
、
個
人
的
生
存
競
争
と
現
状
肯
定
の
側

に
立
っ
て
肯
定
し
た
の
で
あ
り
、
革
新
党
グ
ル
ー
プ
の
肯
定
派
は
、
階
紋
的

地方都市中間層の生活心理と意識構造

進
化
論
と
現
状
変
革
の
立
場
か
ら
、
そ
の
合
理
化
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て

受
取
っ
て
い
る
の
だ
と
も
み
ら
れ
よ
う
。
今
後
の
検
一
討
に
ま
と
う
。
次
に
、

c、
女
と
学
問
教
養
の
な
い
も
の
は
手
に
負
え
ぬ
、
孔
子
も
「
女
子
と
小

人
肱
養
い
が
た
し
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
も
っ
と
も
だ
と
お
も
う
(
一
ニ

一
一
の
二
八
〉

に
つ
い
て
は
、
第
一
九
表
の
と
お
り
の
結
果
が
え
ら
れ
た
。

こ
れ
で
み
る
と
、
肯
定
よ
り
否
定
が
多
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
婦
人

に
あ
っ
て
す
ら
、
肯
定
が
否
定
十
四
名
の
半
数
、
七
名
あ
る
こ
と
、
ま
た
、

ム
印
、
す
な
わ
ち
、

「
気
持
と
し
て
は
同
感
だ
が
、
考
え
か
た
と
し
て
は
賛

成
で
き
な
い
」
も
の
、
逆
に
い
う
と
、

「
考
え

l
l』
思
想
と
し
て
は
賛
成
で

き
な
い
が
、
気
持
1
1
1
感
情

l
!と
し
て
は
同
感
で
あ
る
」
も
の
が
、
か
な

定
が
多
い
の
は
う
な
ず
か
れ
よ
う
。

り
多
数
に
の
ぼ
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

S
グ
ル
ー
プ
の
婦
人
に
否

と
も
あ
れ
、
感
情
的
肯
定
同
感
は
、
無
答
グ
ル
ー
プ
を
の
ぞ
く
回
答
者
一

三
四
名
中
、
六
九
名
、
主
了
五
M
F
で
、
半
数
月
上
も
あ
る
わ
け
で
あ
っ
て
、

「
天
は
人
の
上
に
人
を
つ
く
ら
ず
、
人
の
下
に
人
を
つ
く
ら
ず
」
の
近
代
的

第四表
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来l

人
間
平
等
思
想
は
、

m怒
と
し
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
う
え
で
は
ひ
ろ

く
う
け
人
れ
ら
れ
て
は
い
て
も
、
現
実
日
γ一
日
山
の
伐
活
感
情
の
屑
で
は
、

資

日
以
も
単
純
な
伝
統
的
差
別
感
情
が
清
算
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
の

で
は
な
い
か
。

D
、
上
を
見
る
な
下
を
見
よ
、
「
上
み
れ
ば
あ
れ
ほ
し
、
こ
れ
ほ
し
、

ほ
し
だ
ら
け
、
下
み
て
〈
ら
せ
、
ほ
し
の
げ
も
な

LL(
三
一
二
の
五
)

」
れ
に
つ
い
て
み
よ
う
。

同
答
を
中
間
集
計
の
結
果
は
第
二

O
夫

ωご
と
く
で
あ
る
が
、
完

全
不
け
ん
止
の
一
コ
一

μ
に
た
い
し
、
完
全
行
fv
止
は
抗
二
%
。
感
情
的
否
定

が
二
二

μ
で
あ
る
の
に
た
い
し
、
感
情
的
内
定
は
じ
つ
に
六
じ
%
で

あ
る
。
保
守
勢
力
に
と
っ
て
は
、
ま
こ
L
Y

一
に
都
A
円
の
よ
い
庶
民
の
伝

統
的
処
世
劉
で
あ
り
、
メ
ン
タ
リ
テ
イ
一
(
あ
る
が
、
さ
す
が
に
、

S
派

グ
ル
ー
プ
は
、

L
派
グ
ル
ー
プ
に
比
し
て
凶
調
符
少
な
く
、
反
対
日
中
刊

が
多
い
。
山
の
究
成
と
反
対
は
、
一
ニ
七
対
五
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、

制
で
は
、
二

O
対
九
と
、
そ
の
相
異
は
明
ら
か
な
も
の
が
あ
る
。

し
か
し
、
と
も
か
く
全
体
的
に
み
る
と
、
本
杭
の
は
じ
め
に
も
認

め
た
現
在
の
限
ら
れ
た
小
生
活
圏
に
安
柱
し
よ
う
と
す
る
傾
向
は
明

ら
か
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を

E
、
身
の
程
を
知
れ
〔
三
二
の
六
)

に
つ
い
て
み
れ
ば
な
お
さ
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
第
二
一

イ

- 76 
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表
が
そ
れ
で
あ
る
。
圧
倒
的
多
数
が
む
か
し
な
が
ら
の
分
限
思
想
、
知
足
安
分

主
義
を
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
、
生
活
信
奈
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

さ
き
の
つ
夫
は
人
の
上
に
人
を
作
ら
ず
、
人
の
下
に
人
を
作
ら
ず
」
へ
の
共
感

的
態
度
は
ど
こ
に
い
っ
た
か
。
理
想
と
現
実
に
お
け
る
規
犯
意
識
の
分
離
、

ま
た
、
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
て
、

そ
の
精
神
構
造
に
お
け
る
二
重
性
は
こ
こ
に
明
ら
か
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

F
、
な
ら
ぬ
堪
忍
す
る
が
堪
忍
(
三
二
の
一
六
)

と
、
こ
れ
に
つ
ず
く
同
項
一
七
、

G
、
権
利
を
主
張
し
、
権
利
の
た
め
に
た
た
か
う
乙
と
は
、
民
主
主
義
社

会
に
生
き
る
-
人
-
人
の
人
聞
の
高
い
遁
徳
的
義
務
で
あ
る
。
権
利
を

正
当
の
理
由
な
し
に
放
棄
す
る
こ
と
は
、
民
主
主
義
に
対
す
る
裏
切
リ

て
あ
る

と
の
回
答
結
果
を
く
ら
べ
て
み
れ
ば
、
事
柄
は
な
お
い
っ
そ
う
明
瞭
に
な
ろ

ぅ。

F
に
た
い
す
る
回
答
結
果
は
第
二
二
表
の
と
お
り
で
、
保
守
党
支
持
ク

ル
ー
プ
た
る
と
革
新
覚
支
持
グ
ル
ー
プ
た
る
と
を
問
わ
ず
、
こ
の
封
建
的
忍

従
の
教
義
に
た
い
す
る
同
調
性
向
は
強
め
て
高
い
。
無
答
な
い
し
回
答
回
避
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の
一
凶
を
除
け
ば
、
同
感
賛
成
は
八
O
%
に
お
よ
ぶ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
般
的
な
民
主
的
イ
デ
オ
リ
ギ
!
と
し
て
、
い
わ
ば

資

「
お
題
目
」
化
し

「
タ
テ
γ

エ
」
化
し
つ
つ
あ
る
と
み
ら
れ
る
G
の
「
権

利
の
た
め
の
斗
争
」
の
思
惣
に
た
い
し
て
も
、
ま
た
か
な
り
高
い
賛
同
率
を

み
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
三
表
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
さ
す
が
に
社
会
党
グ
ル
ー
プ
の
ほ
う
に
貨
問
卒
が
高
く
、
と

く
に
、
下
線
、
す
な
わ
ち
、

「
考
え
方
と
し
て
は
賛
成
だ
が
、
気
持
と
し
て

は
ピ
ッ
ク
リ
せ
ず
、
つ
い
て
ゆ
け
な
い
」
と
答
え
た
者
が
白
民
党
グ
ル
ー
プ
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に
多
い
と
い
う
相
異
が
か
な
り
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
日
さ
れ

る
。
し
か
し
、
全
体
の
傾
向
と
し
て
は
、
無
答
を
の
ぞ
く
約
六
O
%
が
同
感

78 

焚
成
ー
ー
ー
完
全
肯
定
で
あ
り
、
エ
モ

l
シ
司
ナ
ル
に
は
と
も
か
く
、
イ
デ
ザ
吋

口
ギ
!
と
し
て
は
賛
成
と
い
う
者
一
九
名
を
加
え
る
と
七
五
%
に
も
達
し
ょ

う
と
い
う
こ
と
は
、
い
ま
み
た
と
こ
ろ
の
伝
統
的
忍
従
道
徳
へ
の
心
理
的
か

ら
み
つ
き
と
か
な
り
奇
具
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
形
作
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
よ

ぅ
。
つ
ま
り
、
抽
象
的
・
普
遍
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

l
l
理
怨
ヤ
「
タ
テ
マ

エ
」
と
し
て
は
、
民
主
主
義
を
汀
定
し
、
受
入
れ
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
同
調

L
て
い
て
も
、
現
実
脚
下
の
自
分
の
生
活
の
し
か
た
と
し
て
は
、
採
用
さ
れ

る
ま
で
に
五
っ
て
い
ず
、
こ
こ
で
は
依
然
と
し
て
伝
統
的
処
世
法
、
町
一
的
態

度
が
守
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
上
位
な
識
と
下
位
立
識
と
の
系
離
と
矛
盾
を
、
以

も
通
俗
的
な
か
た
ち
で
、
わ
か
り
や
す
く
示
す
一
例
を
つ
け
加
え
て
、
ひ
と

ま
ず
L
A
節
の
叙
述
を
終
え
よ
う
。

そ
れ
は
、
本
道
に
故
も
縁
の
深
い
、
周
知
の
標
語
1

1

膏
年
よ
、
大
志
を
抱
け
(
二
三
の
一
五
)

と
れ
に
対
す
る
反
応
と
、
前
記
の
各
ア
イ
テ
ム
に
対
す
る
回
答
日
付
呆
と
の
比

較
で
あ
る
。
開
拓
の
創
業
者
に
よ
っ
て
吐
か
れ
た
こ
の
言
葉
に
対
す
る
共
鳴

は
、
第
二
四
表
の
示
す
よ
う
に
械
め
て
高
く
、
予
期
以
上
の
も
の
が
あ
っ
た
。

無
答
の
九
名
を
除
外
す
れ
ば
、
九
0
・
0
%
が
向
感
共
鳴
し
て
お
り
、
常
識
と

H 
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し
て
予
期
さ
れ
る
下
線
や
ム
は
数
う
る
に
足
り
な
い
。
ア
イ
テ
ム
の
数
が
多

く
て
、
安
直
に
回
答
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
と
も
か
く
、
こ
の

完
全
肯
定
の
高
率
か
ら
し
て
も
、
理
想
へ
の
志
向
が
な
い
わ
け
で
な
い
こ
と

は
否
定
で
ま
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
面
で
は
、
例
え
ば
前
々
節
に
報

告
し
た
よ
う
に
、
「
狭
い
な
が
ら
も
楽
し
い
わ
が
家
」
ハ
一
二
二
の
一
四
)
に
対

し
て
は
、
前
掲
第
九
表
の
一
不
す
よ
う
に
、
完
全
肯
定
は
八
六
・
二

μ
、
無
答
を

除
外
す
れ
ば
九
三
・
六
%
に
達
し
、
ち
ょ
う
ど
「
大
志
を
抱
け
」
の
ば
あ
い
と

さ
ら
に
、
上
記
の
E

「
上
を
見
る
な
下
を
見
よ
」
や
、

同
率
と
な
る
。

G

「
身
の
程
を
知
れ
」
へ
の
共
感
率
の
高
さ
と
見
く
ら
べ
る
な
ら
ば
、
意

識
構
造
ひ
い
て
パ

l
ス
ナ
リ
テ
イ
の
テ
グ
ハ
グ
さ
の
一
斑
が
思
い
知
ら
れ
は

し
ま
い
か
。

他
に
学
生
そ
の
他
を
対
象
に
実
施
し
た
調
査
結
果
も
あ
り
、
筆
者
と
し
て

は
教
育
研
究
資
料
と
し
て
も
興
味
あ
る
も
の
と
思
っ
て
い
る
が
、
紙
数
の
都

合
も
あ
り
、
他
の
機
会
に
ゆ
ず
っ
て
本
節
の
記
述
を
終
え
る

Q

【

四

】

成
行
主
義
と
既
成
事
実
へ
の
屈
服

ー
中
間
層
の
政
治
怠
識
の
基
調
と
構
造
付
1
1
1

、.、.、.、.、.、.

「
腔
史
は
人
間
に
よ
っ
て
作
ら
れ
う
る
」
も
の

つ
近
代
と
い
う
時
代
は
、

、.、.、.、.

だ
と
区
議
さ
れ
る
乙
と
に
よ
っ
て
始
ま
る
。
国
家
で
も
社
会
で
も
、
人
聞
の

知
性
と
底
思
の
力
で
、
自
由
に
こ
し
ら
え
う
る
も
の
だ
、
と
の
観
念
は
、
「
イ

タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
文
化
」
を
書
い
た
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
よ
っ
て
、
反

語
的
に
、

H

か
の
近
代
的
大
謬
惣
。
と
称
さ
れ
、
ま
た
、
「
服
従
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
支
削
す
る
」
ベ
ー
コ
ン
的
知
術
の
社
会
的
適
用
と
も
み
ら
れ
う
る
唯

物
史
観
の
側
か
ら
も
、
決
定
的
な
批
判
を
う
け
る
こ
と
と
な
っ
た
事
情
は
周

知
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
な
、
人
間
主
体
と
環
境
と

ー
ン
フ
イ
ト
シ
メ
ジ
ト

の
関
係
に
か
か
わ
る
〈
近
代
的
〉
な
〈
啓
蒙
〉
が
果
さ
れ
な
か
っ
た
な

ら
ば
、
そ
も
そ
も
〈
人
間
の
雌
史
〉
は
成
立
ぜ
ず
、
と
く
に
「
中
世
」
か
ら

- 79 

「
近
代
」
を
分
つ
ぷ
味
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
根
本
的
〈
エ
ト
ス
〉

の
変
革
こ
そ
、
点
に
八
時
代
〉
を
劃
す
る
も
の
だ
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。



料

環
坑
に
た
い
す
る
主
体
性
の
芯
識
が
同
党
さ
れ
ず
、
社
会
現
象
も
自
然
現

「
人
力
の
及
び
難
き
」
モ
ノ
と
観
念
さ
れ
、

象
と
ひ
と
し
く
、

「
地
長
・
か

資

み
な
り
・
火
事
・
オ
ヤ
ジ
」
と
無
力
が
か
こ
た
れ
た
の
は
、
前
期
的
庶
民
社

会
の
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
、
た
と
え
ば
「
天
皇
制
L

や
「
家
族
制
度
し
に
つ

い
て
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
お
よ
そ
、
〈
制
度
〉
や
〈
法
律
〉
と
い
う
も
の
は
、

人
間
が
何
ら
か
の
必
要
に
応
じ
て
作
り
用
い
る
モ
ノ
だ
、
と
い
う
よ
う
に
は

、，、，

と
ら
れ
ず
、
あ
た
か
も
「
自
然
ニ
運
行
ス
ル
天
体
し
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う

、

に
思
い
込
ま
れ
た
り
、
あ
る
い
は
、
「
障
ラ
ヌ
神
-
一
崇
リ
ナ
シ
」
と
い
っ
た

〈
物
神
崇
拝
〉
的
な
態
度
で
受
け
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
つ
い
昨
日
ま
で

の
こ
と
の
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。

戦
後
、
諸
般
の
民
主
的
変
革
が
な
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
〈
民

主
化
の
権
力
ル
l
ト
〉
は

「
上
か
ら
下
へ
L

の
も
の
で
あ
っ
て
、
支
配
関

係
じ
た
い
は
、
基
本
的
に
は
何
ら
戦
前
と
異
な
ら
な
か
っ
た
た
め
、
な
お
今

、.

日
で
も
、
一
般
国
民
の
法
怠
識
の
ご
と
才
は
、
「
時
日
フ
ヌ
神
」
に
対
す
る
の

と
変
ら
な
い
よ
う
に
み
え
、
反
政
府
・
反
体
制
勢
力
に
あ
っ
て
も
、
た
と
え
ば
、

zr。
向
日
担
当
の
前
提
|
|
白
由
な
討
論
と
説
得
1

i
を
無
視
し
た
「
法
治

主
義
」
の
シ
ム
ポ
ル
を
か
ざ
さ
れ
て
閉
口
す
る
と
い
っ
た
状
態
が
み
ら
れ
、

、.、.

ま
た
、
み
ず
か
ら
世
論
を
喚
起
指
導
し
て
、
反
体
制
立
法
運
動
を
起
そ
う
と

す
る
白
主
的
志
向
が
乏
し
い
の
で
あ
る
。

更
す
る
に
、
伝
統
的
な
被
治
広
ぷ
識
の
支
配
か
ら
の
解
放
は
未
だ
果
さ
れ

て
お
ら
ず
、
「
自
己
責
任
」

(
g
R・5
与
吉
田
5
2
q
)
の
ぷ
識
に
も
と
つ
く
「
自

治
」
官
由
民
-
m
O
4叩

B
E
g
s
の
観
念
は
甚
だ
未
熟
で
あ
っ
て
、
根
本
的
に
は

- 80ー

辻
清
明
教
授
が
最
近
の
新
聞
紙
上
で
問
題
と
さ
れ
た
よ
う
な
「
受
動
立
識
と

無
力
感
」
が
大
衆
政
治
意
識
の
基
底
を
な
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る

Q

さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
国
家
と
い
う
モ
j

を
ど
う
み
る
か
、
と
い
っ
た
、

い
わ
ば
上
位
怠
識
の
面
で
は
、
こ
の
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
中
間
層
市
民
た

ち
も
、
伝
統
的
な
も
の
の
見
方
、
な
い
し
政
治
意
識
か
ら
全
く
脱
け
出
し
て

い
な
い
わ
け
で
は
な
い

Q

行
論
の
便
宜
上
、
再
述
す
れ
ば
、
質
問
票
第
三
二

項
の
二
七
、
つ
国
家
と
い
う
も
の
は
、
人
び
と
が
各
自
の
生
活
の
便
利
の
た

め
に
作
っ
た
道
具
て
あ
る
。
お
互
い
の
た
め
に
な
る
か
ら
乙
そ
あ
る
の
で
、

も
し
不
便
な
も
の
と
な
っ
た
リ
、
有
害
な
も
の
に
な
っ
た
リ
し
た
ら
、
適
当

に
作
リ
直
す
か
、
あ
る
い
は
な
〈
し
て
し
ま
え
ば
い
い
」
の
ア
イ
テ
ム
に
た

一
五
九
名
中
四
五
名
、
二
八
二
二
%
が
同
感
共
鳴
し
て
お
り
、
無
答

の
二
八
名
一
七
・
六
%
お
よ
び
D
-
K
の
六
名
三
・
七
七
%
、
計
三
四
名
二
了

四
%
を
除
外
し
て
の
百
分
率
で
は
、
三
六
・

0
4
Nと
な
る
。
ま
た
、
「
気
持
と

い
し
て

し
て
は
ピ
ッ
タ
リ
せ
ず
、
つ
い
て
ゆ
け
な
い
が
、
考
え
方
と
し
て
は
賛
成
で

あ
る
」
と
解
さ
れ
る
者
が
七
名
、
四
・
四
%
あ
り
、
「
考
え
方
と
し
て
は
賛
成

で
き
な
い
が
、
気
持
と
し
て
は
同
感
で
あ
る
」
と
解
さ
れ
る
者
が
二
三
名
、

一四・一九

μあ
っ
た
が
、
無
答
お
よ
び
D
-
K
を
の
ぞ
い
て
の
百
分
率
で
は
、



そ
れ
ぞ
れ
、
六
・
O
U
F

一
八
・
四
%
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
た
い
し
、
単
純
も

し
く
は
完
全
否
定
ハ
×
)
は
豆
O
名
、
三
了
五
%
あ
り
、
無
答
お
よ
び
D
-

K
を
除
外
し
て
の
百
分
率
で
は
、
四
0
・
0
%
で
、
完
全
肯
定
ハ
O
)
を
わ
ず

か
四

μ超
え
る
だ
け
で
あ
る
。

考
えこ
方の
}乙ょ

たう
い十こ
し、

て以

ぷ理
性 4
1 れ
宝ば

芝居
円限:;.

定官

皇密
度 視
を占

子tL
υ た
て，ー
い!ご

合力k
y ぃ

任三

戦
後
の
精
神
状
況
が
、

一
種
の
明
る
い
「
啓
蒙
」
期
を
け
み
し
つ
つ
あ
る
証

拠
の
よ
う
に
も
と
れ
よ
う
。
し
か
し
、
日
常
的
な
、
い
わ
ば
〈
下
位
意
識
〉

の
高
山
を
み
る
と
、
事
態
は
す
こ
ぶ
る
深
刻
で
あ
っ
て
、
近
代
的
意
識
の
伸
張

が
い
か
に
苦
難
に
み
ち
た
も
の
で
あ
る
か
を
暗
示
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

(1) 

第
二
五
表
を
み
ら
れ
た
い
。

地方都市中間層の生活心理と意識構造

乙
わ

こ
れ
は
、
質
問
票
一
ニ
ニ
の
八
、
「
-
-
言
慌
た
〈
メ
シ
さ
え
硬
し
柔
ら
か
し
マ
マ

に
な
ら
ぬ
が
常
の
世
の
中
」
に
た
い
す
る
反
応
を
集
計
し
た
の
で
あ
る
が
、

保
守
・
革
新
の
党
派
の
別
な
く
、
圧
倒
的
多
数
が
「
同
感
共
鳴
」
の
態
度
を

「
気
持
と
し
て
は
同
感
だ
が
、
考
え
方
と
し
て
は
賛
成
で
き

示
し
て
お
り
、

な
い
」
と
答
え
た
者
も
一
O
%
に
み
た
ず
「
反
対
」
は
数
え
る
に
も
及
ば
な

、L
V

」
れ
が
、
さ
き
に
み
た
よ
う
に

「
あ
抱
た
は
現
在
、
幸
福
で
す
か
」
の

聞
に
た
い
し
て
、
ほ
と
ん
ど
が
肯
定
的
な
回
答
を
し
た
人
び
と
の
答
え
な
の

で
あ
る
ハ
前
掲
第
二
五
表
参
照
)
。

す
な
わ
ち
、

一
五
九
名
の
う
ち
、

「
幸
福
で
あ
る
」
三
一
名
一
九
・
五
%
、

「
幸
福
だ
と
思
う
」
二
七
名
一
七
・
O
%
、
計
宜
八
名
三
六
・
五

μ
で
あ
っ
て
、

こ
れ
に
「
し
あ
わ
せ
で
あ
る
」
二
名
、
お
よ
び
「
と
く
に
幸
福
と
は
い
え
な

い
が
、
ま
ず
し
あ
わ
せ
に
く
ら
し
て
い
る
と
思
う
」
七
四
名
四
六
・
五
%
を
加

え
る
と
、
合
計
二
二
四
名
、
八
四
・
O
%
に
の
ぼ
り
、
「
不
幸
で
あ
る
L

豆
名
、

「
不
幸
だ
と
思
う
」
三
名
に
、

「
何
と
も
い
え
な
い
」
七
名
を
合
わ
せ
て
も

一
豆
名
、
九
・
四
%
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
、
環
境
変
革
の
怠
欲
が
低
一
調
で
あ
れ
ば
竺
そ
、
こ
う
し
た
結
果

8 

1 

9 

5 

4 

2 

6 

ヮ
“
。
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料

「
不
幸

が
出
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
さ
き
に
、
日
本
人
の
「
幸
福
」
観
は
、

、.、.

な
事
件
が
な
い
状
態
」
の
観
念
に
立
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
、
「
不

資

幸
が
な
い
だ
け
し
あ
わ
せ
だ
L

と
す
る
ひ
か
え
め
な
、
消
同
内
的
な
「
幸
福
感
」

が
生
れ
る
と
指
摘
し
た
が
、

「
は
た
ら
ぎ
」
や
「
運
動
」
の
感
覚
を
と
も
な

わ
ぬ
こ
う
し
た
受
動
的
な
日
本
人
の
幸
福
観
な
い
し
幸
福
感
は
、
機
能
出
か

ら
い
え
ば
現
状
維
持
的
の
も
の
で
、
政
市
的
・
社
会
的
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、

保
守
的
ム

l
ド
と
で
も
い
う
べ
き
で
あ
る
う
。

一
見
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
ま
た
、
例
え
ば
次
節
で
一
ぶ
さ
れ
る
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
観
の
調
査
結
果
1
1
i
そ
こ
で
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
、

以
上

「
人
民
の

た
め
の
政
治
」
と
と
っ
て
い
る
者
が
一

O
九
名
、
無
答
を
除
い
て
九
四
・

O
%

を
占
め

「
人
民
に
よ
る
政
治
」
と
解
し
て
い
る
者
は
唯
の
一
名
の
み
で
あ

っ
た
ー
ー
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
で
あ
る
よ
う
に
、
政
治
社
会
に
お
け
る
巾
間

層
の
「
受
動
意
識
と
無
力
感
」
の
根
抵
は
深
く
、
か
つ
強
い
も
の
が
あ
る
と

思
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

ほ
ほ
、
如
上
の
問
題
視
角
か
ら
、
環
岐
に
た
い
す
る
調
査
対
象
主
体
の
前

近
代
的
・
伝
統
的
な
態
度
・
意
識
状
況
に
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
の
が
質
問

川
一
小
第
三
二
項
の
一
と
二
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
次
の
二
つ
の
こ
と
ば
、

ー
、
物
事
は
な
る
よ
う
に
し
か
な
ら
な
い
、
自
然
の
成
行
き
に
ま
か
せ
て

無
理
す
る
な

82 

E
、
出
来
て
し
ま
っ
た
己
と
は
し
か
た
が
な
い
、
物
事
は
万
事
ア
キ
ラ
メ

が
肝
心
だ

」
れ
に
た
い
し
、
前
回
同
様
、

「
げ
同
感
賛
成
で
き
る
色
の
に
は

0
.
で
き
な

い
も
の
に
は
×
。
気
持
と
し
て
は
同
感
だ
が
、
考
え
万
と
し
て
は
災
成
で
き

な
い
る
の
に
は
ム
。
考
え
万
と
し
て
は
賛
成
だ
が
、
気
持
と
し
て
は
ピ
ッ
タ

リ
せ
ず
、
つ
い
て
ゆ
け
な
い
も
の
に
は
下
線
」
を
付
し
て
も
ら
う
と
い
う
方

式
で
反
応
を
求
め
て
み
た
の
で
あ
る
。

あ
ら
た
め
て
説
か
る
ま
で
も
な
く
、
第
一
の
ア
イ
テ
ム
は

と
も
か
く

も
あ
な
た
ま
か
せ
の
年
の
暮
」
と
か

「
た
く
ほ
ど
は
風
が
も
て
く
る
落
葉

か
な
」
等
の
史
的
メ
イ
句
に
あ
ら
わ
れ
、
「
元
朝
や
一
系
の
天
子
不
二
の
山
」

メ

f
セ
ツ

の
名
吟
を
も
の
し
た
俳
人
内
藤
鳴
雪
が
、
そ
の
俳
号
の
由
来
と
し
た
処
世
の

信
条
、
「
何
事
も
ナ
リ
ユ
キ
に
ま
か
せ
る
」
態
度
、

l
i日
常
的
な
「
環
境

ヂ
ベ
ン

r
ン
ス

へ
の
依
存
」
心
理
を
現
代
の
帯
広
市
民
層
に
つ
い
て
検
し
よ
う
と
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
政
治
的
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
態
度
や
考
え
方
は
、

木
居
国
学
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ど
と
も
基
調
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
、
事
大

主
義
的
機
会
主
義
に
つ
な
が
り
、
そ
の
と
き
ど
さ
の
政
治
的
動
向
や
支
配
勢

力
の
い
う
が
ま
ま
に
同
調
・
追
随
す
る
伝
統
的
な
庶
民
の
非
民
主
的
心
性
を

意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
、
第
二
の
ア
イ
テ
ム
は
、
全
く
手
放
し
の

成
行
ま
か
せ
と
は
か
、
き
ら
ず
、
あ
る
動
向
に
た
い
し
て
は
抵
抗
も
し
よ
う
が
、



、、

そ
れ
が
結
果
と
し
て
与
え
ら
れ
た
ら
、
も
は
や
こ
れ
を
造
り
か
え
て
ゆ
こ
う

と
す
る
意
志
を
は
た
ら
か
そ
う
と
は
し
な
い
心
理
的
傾
向
を
み
よ
う
と
す
る

も
の
で
、
こ
う
し
た
態
度
や
、
考
え
方
は
、
私
的
日
常
生
活
の
局
面
で
は
、

庶
民
的
な
「
物
わ
か
り
の
よ
さ
」
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
政
治
的

文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
責
任
怠
識
の
低
調
や
、
史
的
経
験
の
蓄
積
の
貧
困
を
ま

ね
き
、
あ
る
い
は
支
配
勢
力
に
よ
る
「
既
成
事
実
の
積
み
重
ね
」
政
略
を
可

能
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。

ー
は
「
受
動
な
識
と
無
力
感
」
を
ソ
ッ
ク
リ
合
ん
で
の
「
成
行
主
義
」
で

あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
同
感
共
鳴
(
O
U
で
あ
れ
ば
、

E
の
「
既
成
事
実
へ
の

屈
服
」
に
も
当
然
O
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

E
の
肯
定
は
、
必
ず
し
も
工

地方都市中間層の生活心理と意識構造 (1) 

を
肯
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
裏
返
し
て
い
え
ば
、
ー
に
は
否
定
的
態

度
(
×
)
を
示
し
て
も
、

E
に
は
肯
定
的
態
度
ハ
O
)
を
一
不
し
、

す
る
こ
と
は
あ
り
得
、
む
し
ろ
、
こ
の
反
応
を
一
不
す
者
が
多
い
の
で
は
な
い

「
屈
服
」

か
。
ま
た
、
そ
れ
は
社
会
党
グ
ル
ー
プ
に
多
く
、
ー
に
共
鳴
す
る
の
は
、
年

輩
者
で
あ
っ
て
、
自
民
党
グ
ル
ー
プ
や
、

N
グ
ル
ー
プ
、

D
-
K
グ
ル
ー
プ
で

は
な
か
ろ
う
か
。
い
や
、
前
記
《
7

7

に
な
ら
ぬ
が
人
の
世
の
常
》
の
回
答

結
果
か
ら
す
れ
ば
、
案
外
、
多
く
の
人
が
こ
れ
に
も
同
調
す
る
か
も
知
れ
な

い
Q

回
答
結
果
を
み
よ
う
。

回
答
を
集
計
の
結
果
、
あ
ら
わ
れ
た
傾
向
の
第
一
.
歩
を
砂
を
示
示

i

す
も
の
が
第
二
六

表
で
あ
る
。
予
想
さ
れ
た
と
お
り
、
ー
よ
り
も
ー
の
ほ
う
に
F

ハ
ツ
キ
リ

肯
定
多
く
、
否
定
少
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の

肯
定
率
は
、
I
の
ば
あ
い
は
否
定
率
と
同
じ

で
あ
る
が
、
E
で
は
否
定
率
の
四
倍
を
超
え

て
い
る
。

ー
の
X
の
四
三
名
二
七
・
O
%
は
、
さ
き
に

み
た
よ
う
に
、

「
三
度
た
く
メ
シ
さ
え
便
し

柔
ら
か
し
7

7

に
な
ら
ぬ
が
常
の
世
の
中
」

と
観
じ
、
歎
じ
つ
つ
も
、
こ
こ
で
、

「
何
事

も
成
行
き
ま
か
せ
」
に
は
し
た
く
な
い
態
度

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
こ
れ

「
気
持
は
向
感
だ
が
、
考
え
方
と
し
て

とは
賛
成
で
き
な
い
」
ム
の
五
O
名
J
二
・
四

ピ月を
A
口
す
れ
ば
五
八
・
四
%
と
な
る
。

完
全

同
調
は
二
七
・
七
%
で
あ
る
か
ら
、
全
然
手
放

し
の
無
抵
抗
主
義
的
成
行
主
義
は
さ
ほ
ど
で

も
な
い
と
い
え
よ
う
。

し
か
る
に
、
E
で
は
、
完
全
賛
同
率
四
四

O
%
に
の
ぼ
り
、
全
面
抵
抗
一
0
・
0
%
、
ム

を
加
え
て
も
三
六
・
四
%
に
し
か
な
ら
な
い
。

い
か
に
も
「
既
成
事
実
へ
の
屈
服
・
同
調
」

第 26表

× 

(27.0) 
43 

(10.0) 
16 

無答

(11.95) 
19 

(9.45) 
15 
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料

性
向
が
高
い
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り

「
成
行
き
ま
か
せ
」
に
は
反

対
し
得
て
も
、

「
出
米
て
し
ま
っ
た
こ
と
」
に
は
低
抗
を
放
棄
す
る
と
い
う

資

傾
向
で
あ
っ
て
、
総
じ
て
、
現
状
変
革
・
環
境
形
成
の
主
体
的
意
欲
は
惚
め

て
低
調
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
一

O
プ
ラ
ス
ム
を
計
上
し
て
掲
げ
た
の
は
、
人
は
、
考
え
の
と
お
り
に
行
為

す
る
よ
り
は
、
気
持
に
し
た
が
っ
て
行
動
す
る
も
の
、
と
く
に
、
日
常
的
政

治
関
心
が
低
い
大
衆
社
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
は
、
エ
モ

l
シ
ヨ
ナ
ん
な
も

の
に
支
配
さ
れ
る
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
ー
と
E
と
で

は
、
や
は
り
H
の
ほ
う
が
高
率
で
、
七
了
六
%
、
無
答
を
除
け
ば
、
七
八
%

に
ち
か
い
。
ま
た
、
個
人
的
に
は
、
知
俺
と
意
思
に
よ
り
行
為
が
決
せ
ら
れ

る
場
合
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
¥
×
に
ム
を
加
え
て
み
た
が
、
上

述
の
と
お
り
で
、
E
は
ー
に
お
け
る
よ
れ
も
二
二
・
O
%
も
少
な
か
っ
た
。

な
お

「
考
え
と
し
て
は
賛
成
だ
が
、
気
持
と
し
て
は
ピ
叩
タ
リ
せ
ず

つ
い
て
ゆ
け
な
い
」
と
い
う
「
下
線
」
、
逆
に
い
う
と
、
「
気
持
と
し
て
は
ピ

ッ
タ
り
せ
ず
、
つ
い
て
ゆ
け
な
い
が
、
考
え
方
と
し
て
は
賛
成
だ
」
と
い
う

同
刊
が
、
ー
の
二
名
に
た
い
し
H
で
は
二
一
ハ
名
一
0
・
0
%
も
あ
っ
た
こ
と
は
、

前
出
の
「
な
ら
ぬ
堪
忍
す
る
が
堪
忍
」
な
と
の
ば
あ
い
と
同
様
、

「
物
事
は

ア
キ
ラ
メ
が
肝
心
」
と
い
う
の
は
、
な
に
か
一
種
の
椛
威
あ
る
処
世
訓
ど
で

も
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
、
興
味
ぶ
か
い
。
こ
の
回
答
を
選
ん
だ
一

六
名
の
内
訳
は
、
党
派
別
で
は
、

N
グ

N
l
プ
四
名
二
ニ
・
八
%
、
自
民
派
七

名
一
0
・
六

μ
、
社
会
党
派
五
名
七
・
八
%
で
あ
り
、
年
齢
別
で
は
、
二
O歳

四
名
一
四
・
三
%
、
三
O
台
四
名
一
七
・
四
%
、
四
O
ム
口
完
名
六
・
七
五
%
、
五

O
台
一
名
二
・
九

μ
で
あ
っ
た

Q

比
較
的
若
い
世
代
に
多
い
の
は
、
「
出
来
て

84 -

し
ま
っ
た
こ
と
は
し
か
た
が
な
い
L

と
し
て
、
ア
キ
ラ
メ
ょ
う
し
r
一
し
て
も
ア

キ
ラ
メ
切
れ
な
い
若
さ
を
証
す
る
も
の
で
で
も
あ
ろ
う
か
。
パ
ー
ス
ナ
リ
テ

一
一
な
い
し
一
七
、
ま
た
一
九

イ
の
安
定
度
を
み
る
質
問
、
五
な
い
し
八
、

や
、
二
一
な
い
し
一
二
ニ
、
二
六
、
二
七
等
の
回
答
の
解
析
に
よ
っ
て
一
不
さ
れ

る
の
で
あ
る
が
、
い
ま
は
ふ
れ
ず
に
お
く
。

右
に
み
た
ー
よ
り
も
E
に
O
多
く
×
少
な
い
こ
と

「
既
成
事
実
へ
の
屈

服
」
が
著
し
い
こ
と
は
、
他
に
試
み
た
ど
の
調
査
で
も
共
通
し
て
認
め
ら
れ
、

確
認
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
以
下
数
例
を
一
不
す
。

ま
ず
第
二
七
表
は
、
本
年
〔
昭
ご
一
三
〉
八
月
、
帯
広
市
に
お
い
て
、
十
勝

郡
部
お
よ
び
帯
広
市
部
の
小
中
校
教
員
一
一
円
九
名
を
二
ク
ラ
ス
に
分
け
て
、

調
査
者
み
ず
か
ら
実
施
上
の
諸
注
意
を
与
え
、
上
記
の
質
問
を
含
め
て
一
二
六

項
目
に
わ
た
る
質
問
票
を
配
布
し
、
質
問
文
を
読
み
あ
げ
な
が
ら
、
そ
の
場

で
回
答
を
記
入
し
て
も
ら
っ
た
も
の
の
集
計
の
一
つ
で
あ
る
。
ご
ク
ラ
ス
分

を
合
計
し
て
掲
げ
た
。

こ
れ
で
み
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ー
と
H
U

と
で
は
、

E
の
ほ
う
が
同
調

肯
定
率
に
お
い
て
約
二
O
%
高
く
、
抵
抗
吾
定
率
に
お
い
て
一
有
一
，
h
低
い
と



と
は
、

い
う
顕
著
な
差
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
ー
で
は
、
同
調
と
抵
抗

一
般
市
民
調
査
の
ば
あ
い
と
同
じ
く
、
ほ
と
ん
ど
同
率
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
、

E
に
な
る
と
、
同
調
の
ほ
う
が
抵
抗
よ
り
も
三
三
%
も
多
く
な
っ
て
お
り
、

ま
た
ー
へ
の
抵
抗
率
は
三
一
二
・
六
%
で

一
般
市
民
層
の
ば
あ
い
の
三
四
%
と
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
。

一
般
市
民
層
の
ば
あ
い
よ
り
も

六
・
六
%
だ
け
高
い
が
、

E
へ
の
同
調
率
は
豆
了
六
%
、
こ
れ
ま
た
一
般
市

民
層
の
ば
あ
い
よ
り
七
・
六
%
高
く
、
両
者
の
ひ
ら
き
は
一
八
%
で
二
般
市

民
屑
の
ば
あ
い
の
一
七
%
よ
り
大
で
あ
り
、
も
っ
て
、

服
」
性
向
の
相
対
的
強
さ
を
知
る
こ
と
が
で

ま
よ
う
。

(1) 

こ
の
こ
と
を
よ
り
端
的
に
示
す
も
の
は
次

地方都市中間屑の生活心理と意識構造

の
分
析
で
あ
る
。

第
二
八
表
は
、
I
と
宜
の
回
答
を
関
連
さ

せ
て
、
ど
の
よ
う
な
回
答
を
、
ど
れ
だ
け
の

者
が
し
た
か
を
見
、
数
の
多
い
順
に
八
な
い

し
九
を
と
り
、

一
般
市
民
層
の
ば
あ
い
と
対

照
さ
せ
た
、
も
の
で
あ
る
。

0ー
ー

O
の
答
え

が
一
般
市
民
の
は
あ
い
と
ひ
と
し
く
最
多
数

に
の
ぼ
っ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
よ
り
高
率

を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
意
外
の

「
既
成
事
実
へ
の
屈

感
が
あ
る
が
、
「
教
員
の
無
気
力
」

は
、
い
ま
な
お
解
消
し
て
い
な
い

の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し

市
民
で
は
八
・
二
%
で
第
豆
位
に

あ
る

X
i
-
-
×
組
が
、
教
員
庖
で

は
一
四
・
七
%
を
占
め
て
第
二
位

に
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
職
務
柄
当

然
と
は
い
え
、
着
目
さ
れ
て
よ
い
。

と
も
あ
れ
、
い
ま
さ
き
に
述
べ

た
「
既
成
事
実
へ
の
屈
服
性
向
の

相
対
的
強
度
」
を
示
し
て
い
る
の

は
、
同
じ
く
第
こ
位
を
占
め
て
い

る
×
1
1
1
0
グ
ル
ー
プ
で
あ
ろ

ぅ
。
一
般
市
民
層
で
は
、
こ
の
X

O
組
は
一
O
名
六
・
一
二
%
で
第
六

位
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
教
員
層

の
ば
あ
い
は
二
二
名
一
回
・
七
%

で
あ
り
、
第
四
位
の
ム
|
|
O
グ

ル
ー
プ
と
合
わ
せ
る
と
、
二
九
名

二
O
%
と
な
る
。
一
般
市
民
の
ば 般

民
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料

あ
い
、
こ
の
八
一

O
組
が
多
く
、
こ
れ
に

X
O組
を
加
え
る
と
三
五
名
二
二

μ

資

一
位
の

O
O組
を
凌
ぐ
。
こ
の
は
あ
い
ム

O
組
は
×

O
純一

ωい
わ

ば
同
類
項
と
も
み
ら
れ
、
こ
の
よ
う
に
み
る
と
き
、
ー
に
は
抵
抗
し
え
て
も

E
に
は
屈
服
す
る
強
い
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
明
白
と
な
ろ
う
。
と
り
わ
け
、

と
な
り

教
は
グ
ル
ー
プ
の
ぱ
あ
い
は
、

ハ
ツ
キ
巴
ツ
ー
に
「
ノ

l
」
と
い
い
な
が
ら

E

且
に
対
し
て
は
「
イ
エ
ス
」
と
な
っ
て
し
ま
う
者
が
多
い
こ
と
で
、
そ
れ
が

切
断
に
一
ぶ
さ
れ
、
ー
に
対
し
て
、

O
は
も
と
よ
り
、
ム
で
は
な
く
X
が
多
く
、

し
か
も
、
立
に
対
し
、

x
で
な
く

O
が
多
い
こ
と
で
、
「
既
成
事
実
へ
の
屈

伏
」
と
刷
調
性
向

(
2
8
8草山口

S
え
ミ
5
5、
)
の
強
さ
が
、
相
対
的
に
明

際
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

調
査
対
象
は
み
な
、
日
教
組
の
一
翼
で
あ
る
北
海
道
教
員
組
合
の
メ
ン
バ

ー
で
あ
っ
て
、
年
齢
構
成
を
み
る
と
、
一

.
0歳
代
が
一
一
七
名
で
八
九
・
二
%

を
占
め
、
一
ニ

O
歳
代
が
一
一
名
で
八
・
同
%
、
他
は
四

O
代
一
名
、
豆

O
代
二

名
で
あ
っ
た
。

次
の
第
二
九
表
は
、
む
し
ろ
調
査
の
失
敗
例
を
一
不
す
も
の
で
あ
る
が
、
か

え
っ
て
参
考
価
値
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
掲
げ
た
。

こ
れ
も
本
年
一
の
月
、
十
勝
郡
部
の
中
心
、
池
田
町
で
、
全
逓
束
十
勝
特

定
川
支
部
の
組
合
げ
は
三
四
名
を
対
象
に
行
っ
た
調
査
紡
果
で
あ
る
が
、
サ
ン

プ
ル
が
少
数
な
こ
と
、
質
問
自
体
に
ム
を
欠
い
た
こ
と
、
未
経
験
者
に
依
頼

し
て
実
施
さ
れ
た
こ
と
な
ど
の
事
情
か
ら
、

上
例
ほ
ど
ハ
ッ
キ
り
し
た
数
値
が
え
ら
れ
な

か
っ
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
や

は
り
、
同
様
の
傾
向
を
認
め
る
こ
と
は
で
き

る
。
と
り
わ
け
、
こ
こ
で
は
、
前
例
で
は
、

ま
だ
、
I
の
×
も
多
い
が
E
の
O
が
な
お
多

い
と
い
う
片
凶
的
な
か
た
ち
で
し
か
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
I
・

E
聞
に
お
け
る

O
×
関
係

の
変
動
が
よ
う
や
く
ハ
ッ
キ
リ
し
て
き
で
い

る
。
す
な
わ
ち
、

E
に
お
け
る

O
じ
た
い
は

変
ら
ず
、
あ
る
い
は

O
と
×
の
差
が
縮
小
し

て
も
、
ー
に
お
い
て

O
よ
り
も
X
が
多
く
な

第却表
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世
代
層
の
調
査
結
果
で
い
っ
そ
う
鮮
明
と
な
る
。

以
上
二
例
に
つ
い
て
の
感
想
で
あ
る
が
、
全
逓
や
日
教
組
と
い
え
ば
、
反

体
制
運
動
の
一
翼
を
担
う
勢
力
で
あ
り
、
さ
す
が
に
、
I
と
E
の
ア
イ
テ
ム

の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
抵
抗
否
定
の
率
が
一
般
市
民
層
に
お
け
る
よ
り
も
高

ぃ
。
し
か
し
、
同
調
肯
定
の
率
も
ま
た
高
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
し
て



も
こ
れ
ら
い
わ
ゆ
る
革
新
勢
力
に
つ
い
て
は
、
案
外
に
内
面
的
な
脆
弱
性
が

大
さ
い
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
つ
ま
り
、
社
会
的

事
象
は
自
然
現
象
と
は
異
な
り
、
自
然
の
成
り
行
き
で
出
来
る
モ
ノ
で
は
な

い
。
と
く
に
、
政
治
現
象
は
権
力
者
の
政
策
が
中
心
だ
か
ら
、
悪
か
っ
た
ら

反
対
す
る
。
相
手
は
人
間
だ
か
ら
反
対
す
る
力
が
強
け
れ
ば
負
け
る
こ
と
は

な
い
、
と
い
う
こ
と
で
政
治
的
活
動
も
す
る
の
で
あ
る
が
、
向
う
の
力
が
強

く
て
こ
ち
ら
の
反
対
が
通
ら
ず
、
相
手
方
の
政
策
が
実
施
さ
れ
る
段
に
な
る

と
、
そ
の
情
況
の
変
化
を
た
ち
ま
ち
〈
所
与
の
現
実
V
と
し
て
ア
キ
ラ
メ

次
の
実
践
へ
の
自
明
の
前
提
と
し
て
受
け
入
れ
て
し
ま
う
と
い
っ
た
受
動
的

(1) 

傾
向
、
と
く
に
「
既
成
事
実
へ
の
屈
服
・
同
調
性
向
」
が
こ
れ
ま
で
に
も
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
〈
政
治
社
会
に
お
け
る
中
間
層
大
衆
の
受

地方都市中間層の生活心理と意識構造

動
広
識
と
無
力
感
〉
は
、
権
力
者
の
策
に
乗
ぜ
ら
れ
る
心
理
的
宵
点
で
あ
る

こ
と
、
前
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
前
出
第
二
八
表
の
と
こ
ろ
で
、

「
教
員
の
無
気
力
」
う
ん
ぬ
ん
と

記
し
た
こ
と
と
も
関
連
し
て
向
様
の
方
式
に
よ
り
、

硬
し
柔
ら
か
し
マ
マ
に
な
ら
ぬ
が
常
の
世
の
中
」
に
対
す
る
反
応
を
求
め
た

結
果
を
参
考
ま
で
に
示
し
て
お
く
、
調
査
対
象
は
、
む
ろ
ん
、
前
記
の
教
U
H

居
一
四
九
名
で
、
そ
の
回
答
結
果
は
第
一
二

O
表
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

「
三
度
た
〈
メ
シ
さ
え

抵
抗
否
定
率
は
、

一
般
市
民
層
の
そ
れ
の
四
倍
を
超
え
る
が
、

一O
%を

越
す
程
度
で
あ
り
、
同
調
肯
定
率
は
さ
ほ
ど
変
り
な
く
、
ゅ
う
に
半
数
を
オ

率
と

ー
グ
ア
し
て
い
る
。
と
く
に
、
印
象
的
と
思
わ
れ
る
の
は

「佳山朱同」の守一同

た
者
が
一
二
%
に
の
ほ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
気
持
は
同
感
だ
が
、
考
え
方
と
し
て
は
賛
成
で
き
な
い
」
と
答
え

次
い
で
よ
り
若
い
世
代
慣
を
み
て
み
よ
う
。

第
三
二
表
は
、
本
年
へ
附
三
三
)
、
七
月
、
帯
広
宜
高
校
定
時
制
課
程
の
三
、

四
年
生
一

O
四
名
を
調
査
し
た
結
果
で
あ
る

が
ー
よ
り
も
H
に
お
い
て
肯
定
率
高
く

否
定
率
低
い
一
般
的
傾
向
が
、
ま
ず
、
鮮
や

か
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

調
査
対
象
は
、
全
員
、
活
員
・
見
習
工
・

事
務
員
等
の
職
場
生
活
者
で
あ
り
、
本
稿
末

尾
に
付
し
た
質
問
票
第
二
主
項
と
同
方
式
で

党
)
グ
ル
ー
プ
豆

O
名
三
四
・

O
M
Nと
に
分
け

集
計
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
他
に
、

(
無
答
な
い
し
ロ
。
ロ
廿
恒
三
一
目
白
ロ

O
吋

ロ
恒
三

gσ
グ
ル
ー
プ
一
九
名
一
八
・
5
4
F
が

N い
る
の
で
あ
る
が
、
行
論
の
便
宜
上
、
省
略

計

1組

2組
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料

し
た
。

T
は
ト
l
ケ
ル
を
一
不
す

Q

こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
、
こ
ん
ど
は
ハ
ッ
キ
リ
ー
に
お
い
て
抵
抗
否
定
が

資

同
調
山
川
定
よ
り
も
多
く
、
ち
ょ
う
ど
倍
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

E
に
お

「
既
成
事
実
へ
の

い
て
低
抗
は
向
調
の
半
分
以
下
な
の
で
あ
り
、
や
は
り
、

屈
服
」
性
向
は
強
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い

Q

た
だ
、
し
か
し
、
I
と
圧
の

い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
抵
抗
再
定
は
、
こ
れ
ま
で
示
さ
れ
た
ど
の
調
査
結
果

に
お
け
る
よ
り
も

一
両
く
、
年
蹴
の
若

さ
と
、
と
り
わ
け
、

閑
刊
な
比
過
の
な

か
で
「
仙
ぎ
つ
つ

学
ぶ
」

ι日
の
ぷ
忠

の
強
さ
を
示
し
て

い
る
と
旧
山
ぅ
。

党
派
別
で
み
る

と
、
ー
に
お
い
て
、

L
は
S
よ
り
も
同

調
ネ
や
や
高
く
、

S
は
L
よ
り
も
理

知
的
ガ
定
が
多

第 31表
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ぃ
。
そ
の
た
め
、
完
全
」
介
定
で
は
ほ
と
ん
ど

変
り
な
い
が
、
×
プ
ラ
ス
ム
で
は
社
会
党
派

の
ほ
う
が
高
率
と
な
っ
て
い
る
o
E
に
お
い

て
は
、
社
会
党
派
の
ほ
う
に
低
抗
が
高
く
、

主
祈
派
ら
し
い
と
こ
ろ
を
示
し
て
い
る
も
の

の
よ
う
で
あ
る
が
、
向
調
率
も
や
や
高
い
。

。
プ
ラ
ス
感
情
的
肯
定
ム
で
は
、

S
の
六
八

%
に
た
い
し
L
七
七

μ
で
、
自
民
党
ク
ル
l

プ
の
ほ
う
が
高
率
で
あ
る
が
、
×
プ
ラ
ス
ム

で
も
、

S
の
阿
二

μ
に
た
い
す
る
四
八
・
五
%

で
あ
り
、
総
じ
て
、
党
派
別
に
よ
る
相
異
は
さ

ま
で
明
ら
か
で
は
な
い

Q

こ
れ
は
、

一
般
市

民
中
間
層
や
次
に
記
述
す
る
学
生
層
の
ば
あ

い
と
区
別
さ
れ
る
点
で
、
や
が
て
ヨ
リ
根
本

的
-
一
般
的
に
、

「
政
治
的
革
新
下
層
大
衆

層
の
文
化
的
守
旧
性
向
」
に
つ
い
て
、
調
査

研
究
の
結
果
を
報
告
す
る
予
定
で
あ
る
。

次
の
第
三
二
表
は
、
帯
広
畜
産
大
学
の
一

年
目
学
生
に
実
施
し
た
結
果
で
あ
り
、
上
兆

の
一
般
的
傾
向
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
ま

第 32表
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た
、
ー
に
お
け
る
不
日
定
は
肯
定
の
三
・
七
一
倍
に
の
ぼ
っ
て
お
り
二
般
市
民

間
げ
の
ば
あ
い
の
ち
ょ
う
ど
倍
の
高
率
を
示
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
て
よ

い
。
そ
し
て
、
I
に
お
け
る
百
定
が
ハ
ツ
キ
リ
瓦
の
肯
定
を
上
廻
っ
た
の
は
、

一
四
・
七

μ
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
ん
ど
が
は
じ
め
て
で
あ
る
。
当
然
、
ま
た
、
肯
定
率
も
激
減
し
、
わ
ず
か

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
H
の
向
調
率
は
、
や
は
り
依
然
と
し
て
四
四
・
二
%
、

一
般
市
民
に
お
け
る
と
同
率
で
あ
り
、
こ
れ
に
感
情
的
肯
定
ム
の
三

0
・
五
%

を
人
口
す
れ
ば
七
四
・
七
%
と
な
り
、
ム
を
理
性
的
抵
抗
を
示
し
て
い
る
も
の
と

(1) 

|答数
9 

1 

1 

20 

9 

4 

14 

16 

15 
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6. 

正王、

旺

6. 

×

無

無

0

0

0
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6. 
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O 

× 

無

X 

X 
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，E
『・・E
.
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E
E
E
E
E
E』
E

・‘

山
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6 

2 

3 

4 

5 
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と
っ
て
、
こ
れ
を
×
に
合
し
て
も
七
四
・
七
%
で
、
と
う
て
い
か
な
わ
ぬ
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
I
お
よ
び
E
の
回
答
を
、
回
答
者
単
位
に
関
係
つ

け
、
組
別
に
分
類
し
、
抵
抗
の
弱
い
も
の
か
ら
強
い
も
の
の
阪
に
配
列
す
る

と
第
三
三
表
と
な
り
、
さ
ら
に
、
高
率
の
順
に
な
ら
べ
る
と
第
三
回
表
と
な

っ
て
、
調
究
前
の
予
恕
と
全
く
一
致
し
た
。

す
な
わ
ち
、
ま
ず
×
O
組
1
l
I
の
「
成
行
ま
か
せ
」
な
い
し
事
大
主
誌

に
は
抵
抗
を
一
ぷ
し
え
て
も
、
旺
の
「
出
来
て
し
ま
っ
た
こ
と
」
と
な
る
と
屈

服
し
て
し
ま
う
者
l
iが
最
多
数
で
二
O
名
、
二
了
O
%
を
占
め
、
〈
環
境

9.5 

9.5 

12.6 

|〉1Il E !?と:l

9 

12 

ピ"

O 

どう注

正:込

O 

2 

3 

4 

5 

か
ら
の
自
由
〉
を
志
向
し
て
、
「
成
行
主

100.0 

義
」
と
「
既
成
事
へ
の
屈
服
」
の
い
ず

れ
に
も
同
調
せ
ず
、
拒
否
の
態
度
を
明

ら
か
に
し
た
×
×
組
は
一
五
名
一
豆
・

95 

八
%
で
第
三
位
、
こ
れ
に
第
二
位
の
×

ム
組
一
六
名
を
加
え
て
も
三
一
名

二
・
八

μ
で
、
x
O
組
に
ム
O
組
を
加
え

た
三
四
名
三
友
・
七
%
に
も
及
ば
な
い
。

し
か
し

一
般
市
民
層
や
教
員
宿
の

ば
あ
い
、
一
八
・
二

μあ
る
い
は
二
六
・

二
%
と
最
高
率
を
示
し
て
い
た
O
O
組

が
、
こ
こ
で
は
九
・
五
%
と
激
減
し
て
第

- 8.9 
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、，、.

冗
位
に
落
ち
て
い
る
こ
と
や
、
第
三
位
ま
で
は
と
も
か
く

I
I
1全
く
手
放

、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.

し
の
「
成
行
」
主
持
ー
ー
ー
に
抵
抗
拒
否
の
態
度
を
と
る
ク
ル
ー
プ
で
あ
る
こ

と
、
ま
た
、
は
じ
め
て
、
×
×
組
お
よ
び
X

ム
組
が
そ
れ
ぞ
れ
一
六
%
の
存

在
を
一
ぶ
し
た
こ
と
は
、
調
査
対
象
の
大
部
分
が
終
戦
の
翌
年
に
小
学
校
に
入

資

学
し
、
完
全
に
戦
後
の
教
育
を
受
け
て
ま
た
若
い
悦
代
層
の
学
生
た
ち
で
あ

る
こ
と
を
思
う
と
ま
、
何
か
し
ら
頼
も
し
き
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
が
、
ま
た
、

凶
人
に
一
人
の
競
争
中
小
に
堪
え
、
入
学
試
験
の
関
門
を
く
ぐ
り
抜
け
て
き
た

人
び
と
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
べ
つ
に
ふ
し
ぎ
は
な
い
と
も
い
え
る
。

こ
の
X

X
グ
ル
ー
プ
や
、
×
ム
グ
ル
ー
プ
の
な
識
や
パ
l
ス
ナ
リ
テ
イ
が
、

ど
け
だ
け
、
ど
の
よ
う
に
伝
統
的
制
約
か
ら
解
放
さ
れ
て
お
り
、
近
代
化
な

い
し
民
主
化
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
ア

i
タ
の
集
析
は
、
す
こ
ぶ
る
興
味

あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
当
耐
の
課
題
外
一
に
あ
り
、
紙
数
の
都
合
も
あ
っ
て
、

次
の
機
会
に
ゆ
ず
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
の
調
査
結
果
を
通
観
し
て
印
象
づ
け
ら
れ
る
こ
と
の
一
つ
は
、

ー
に
お
け
る
否
定
率
の
上
昇
ぶ
り
の
鮮
で
か
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

般
市
民
二
七
・
立
%
、
教
員
三
三
・
六

μ、
勤
学
学
徒
四
二
・
八
%
、
学
生
五
四
・

七
%
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
宵
定
率
と
の
比
は
、
一
般
市
民
一
対
一
、
教

員
も
O
一
ニ
ニ
・
四
、

X
一
三
ニ
・
六
で
、
ほ
と
ん
ど
同
率
で
あ
っ
た
の
に
た
い
し

て
、
勤
労
学
徒
で
は
、
否
定
は
百
定
の
ち
ょ
う
ど
倍
と
な
り
、
学
生
で
は
、

了
七
倍
と
な
っ
て
、
反
対
は
同
調
を
圧
倒
し
て
い
る
。

- 90 ~ 

し
か
し
H
で
は
、
有
定
率
は
二
般
市
民
一
0
・
0
%
、
教
員
一
八
・
八
%
、

、.、.、.、.

勤
労
学
徒
二
三
・
五
%
、
学
生
二
三
・
四
%
と
上
昇
し
つ
つ
も
伸
び
悩
み
を
み

せ
て
お
り
、
肯
定
率
と
の
比
も
、

一
般
市
民
で
の
四
分
の
一
以
下
か
ら
、
教

員
グ
ル
ー
プ
で
三
分
の
一
に
近
ず
き
、
勤
労
学
徒
で
二
分
の
一
に
接
近
し
、

学
生
で
よ
う
や
く
二
分
の
一
を
超
え
る
と
い
う
情
況
で
あ
る
。

だ
が
、
い
ち
お
う
、
こ
う
し
た
グ
ル
ー
プ
別
の
相
具
が
み
ら
れ
る
原
因
は
、

主
と
し
て
、
年
齢
の
老
若
と
、
ひ
ろ
い
意
味
で
の
教
育
の
差
異
で
あ
ろ
う
。

も
と
よ
り
、
こ
の
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
人
び
と
の
ば
あ
い
、
ぞ
れ
は
単
な

る
学
習
量
の
差
異
で
は
な
く
て
、
時
代
や
社
会
階
層
に
よ
る
川
活
環
境
の
相

異
に
も
と
つ
く
社
会
的
学
習
の
質
的
相
異
を
怠
味
し
て
い
る
。

こ
ん
ど
の
調
査
で
は
、
い
ま
見
た
よ
う
に
、
最
初
の
暑
中
休
暇
の
経
験
も

も
た
な
い
、
い
わ
ば
学
生
と
し
て
は
ヒ
ナ
に
相
当
す
る
大
学
一
年
目
学
生
の

グ
ル
ー
プ
が
、
伝
統
的
・
前
近
代
的
な
思
惟
様
式
か
ら
い
ち
ば
ん
解
放
さ
れ

て
い
る
と
の
結
呆
が
出
た
。
し
か
し
、
か
れ
ら
に
し
て
も
、
例
え
ば
、
「
三

度
た
く
メ
シ
さ
え
硬
L
柔
ら
か
し
マ
マ
に
な
ら
ぬ
が
常
の
世
の
中
」
の
ア
イ

テ
ム
に
た
い
し
て
は
、
賛
同
率
九
五
名
中
五
九
名
、
六
二
・
O
%
で
、

否
定

(

X

)

は
二
六
名
二
七
・
二
M
F
、
感
情
的
肯
定
・
理
性
的
拒
否
(
ム
)
二
七
名

二
二
・
二
%
で
あ
っ
て
、
一
般
市
民
層
の
賛
同
率
六
六
・
O
%
、
否
定
は
た
だ

の
凶
名
で
二
・
五
%
、
感
情
肯
定
・
理
性
的
拒
否
九
・
四
%
に
く
ら
べ
れ
ば
、
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1 
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3 1 
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3 
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2 
(8.8) 
3 

(6.3) 
10 
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3 

(8.2) 
13 
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(8.1) 
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(9.45) 
15 
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4 

(8.7) 
2 

(13.5) 
10 

(8.8) 
3 

(11.95) 
19 

(7.15) 
2 

(26.0) 
6 

(20.1) 
15 

(5.9) 
9 I 2 

(18.25) 1(15.75) 
29 I 25 

(3.55) 

(8.7) 
2 

(23.0) 
17 

(26.5) 

20歳代 (28)

30歳代 (23)

40歳代 (74)

50歳代 (34)

5 6 

て二|土|土伊豆|土芦北I-/~~I無無

8 計 (159)

2 。。。O 。1 1 20歳代 (28)

1 O O 1 O 。1 1 30歳代 (23)

40歳代 (74) 7 1 1 

0 

。O 1 2 2 

3 2 2 。。50歳代 (34)

計 (159) 13 

否
定
率
が
二
O
%
も
高
い
だ
け
、
明
白
な
相
異
が
み
ら
れ
る
が
、
し
か

し
、
賛
同
率
に
お
い
て
は
、
そ
の
差
わ
ず
か
に
四

μ。
。
プ
ラ
ス
ム
に

よ
り
、
気
持
の
う
ち
の
肯
定
率
を
み
る
と
、
一
般
市
民
の
七
五
・
五
%
に

1 

た
い
し
、
こ
の
青
存
期
を
迎
え
た
学
生
た
ち
は
、
九
五
名
中
八
六
名
、

じ
つ
に
八
四
・
二
%
が
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
経
験
し
、
一
種
の
ア
ノ

1 

ミ
ー
の
状
態
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
最
前
に
も
指
摘
さ
れ
た
が
、

戦
後
の
若
い
知
的
世
代
に
お
け
る
近
代
的
な
市
民
的
精
神
態
度
、
な
い

、.、.、.、.

し
生
活
怠
識
の
伸
び
悩
み
が
う
か
が
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

2 

さ
て

一
般
市
民
田
川
の
ば
あ
い
に
も
ど
っ
て
、
前
記
質
問
に
た
い
す

る
回
答
を
、
組
別
に
集
計
し
て
高
率
の
順
に
な
ら
べ
、
年
齢
階
層
別
に

3 

分
類
し
た
の
が
第
一
二
五
表
で
あ
る
。

こ
れ
で
み
る
と
、

x
x組
お
よ
び
×
ム
組
は
二
O
歳
代
に
お
い
て
は

4 

そ
れ
ぞ
れ
一
四
・
三
%
で
、
学
生
の
ば
あ
い
よ
り
は
や
や
低
い
が
さ
し

4 

た
る
差
は
な
い
。
そ
れ
が
年
齢
階
梯
を
の
ぼ
る
に
つ
れ
て
低
く
な
り
、

四
O
歳
代
で
は
四
・
O
豆
%
と
著
し
い
低
下
を
み
せ
、
他
面
、

0
0組

や
ム
O
組
の
比
率
が
急
激
に
高
ま
っ
て
い
る
。
o
l
-
-
O
グ
ル
ー
プ
の

各
世
代
群
で
占
め
る
割
合
は
、
二
O
歳
代
で
は
一
ニ
・
六
%
に
過
ぎ
な
い

が
、
四
O
歳
代
で
は
二
三
・
O
%
に
の
ぼ
り
、
五
O
代
で
は
二
六
・
五
%
に

← 91 -

達
す
る
。
一
ニ
O
歳
代
で
も
A
-
-
-
O
グ
ル
ー
プ
の
占
め
る
割
合
は
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六
・
0
4
F
に
達
し
て
お
り
、
す
で
に
、
二
O
歳
代
と
三
O
歳
代
と
の
あ
い
だ

で
も
、
明
瞭
な
相
異
が
あ
ら
わ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
と
り
わ
け
、
四
O
成
代
以

上
と
以
下
と
で
は
、
だ
れ
の
阪
に
も
明
ら
か
な
相
異
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
、

資

〈
世
代
間
の
文
化
的
断
層
〉
と
い
わ
れ
る
乙
と
が
、
す
で
に
あ
ざ
や
か
に
そ

の
断
市
川
ι
f
ぷ
山
崎
出
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
注
目
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
党
派
別
に
解
析
し
た
ば
あ
い
、
ー
の
成

行
主
義
へ
の
問
調
な
い
し
抵
抗
の
態
度
調
査
で
は
、
保
守
派
グ
ル
ー
プ

(
L」

と
市
新
派
グ
ル
ー
プ
(

S

)

と
の
相
呉
川
ル
ハ
ッ
キ
リ
あ
ら
わ
れ
た
が
、

E
の

既
成
事
実
へ
の
同
調
性
向
調
査
で
は
、
刊
一
点
の
差
は
ず
っ
と
縮
小
し
て
い
る

こ
ん
」
}
L
中山
v
u
v

。

す
な
わ
ち
、
第
三
六
表
に
み
る
と
お
り
、
ー
の
O
と
×
、
お
よ
び
ム
に
お

い
て
も
L
と
S
と
の
あ
い
だ
の
差
は
著
大
な
も
の
が
あ
る
ο

こ
と
は
否
定
率

に
お
い
て
S
は
L
よ
り
も
二
O
%
も
高
い
。
こ
れ
は
、
い
う
ま
で
も
伝
く
、

自
民
党
(

L

)

の
支
持
者
な
い
し
同
調
者

ω
ほ
う
が
社
会
党
ハ
S
)
の
支
持

な
い
し
同
調
者
よ
り
も
、
「
物
一
挙
は
な
る
よ
う
に
し
か
な
ら
な
い
、
自
然
の

成
行
き
に
ま
か
せ
て
無
理
す
る
な
」
と
い
う
伝
統
的
な
庶
民
社
会
の
保
守
的

ム

l
ド
に
な
ず
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
点
で
は
、
い
わ
ゆ
る

革
新
派
は
ヨ
リ
草
新
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
る
に
、
E
に
お
い
て
、

両
お
の
差
は
縮
小
し
、
こ
と
に
存
定
率
で
は
、
ー
に
お
い
で
あ
っ
た
二
O
V
F

の
著
差
が
全
く
消
滅
し
て
、
ほ
と
ん
ど
同
率
(
僅
か
0
・
三
%
の
差
)
と
な
っ

92 

て
い
る
。
つ
ま
り
、
既
成
事
実
へ
の
屈
服
・
同
調
・
追
随
と
い
う
点
で
は
、

革
新
派
も
保
守
派
と
さ
ま
・
で
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ

る
υ

そ
し
て
、
こ
れ
が
、
前
掲
諸
表
に
示
ぎ
れ
た
よ
う
に
、
い
つ
ど
こ
の
調

査
で
で
も
、
ー
に
お
い
て
よ
り
も
E
に
お
い
て
肯
定
率
高
く
、
再
定
率
低
い

第
一
直
接
の
根
本
的
事
情
で
あ
り
、
ま
た
、

I
の
否
定
率
の
上
昇
に
も
か
か

第 36表、¥I0 ト卜い i無答 i言十

I (30.3) |(四7) (100.0) 
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(20.3) (100.0) 
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N 11 5 015  8 29 

(27.6) (27.01 (100.0) 
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わ
ら
ず
、
E
に
お
い
て
そ
れ
の
伸
び
な
い
直
接
の
理
由
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

中
間
層
大
衆
の
こ
の
よ
う
な
構
造
を
も
っ
現
実
観
が
、
支
配
勢
力
に
よ
る

既
成
事
実
の
積
み
上
げ
政
略
を
可
能
な
ら
し
め
て
き
た
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ

の
基
本
的
認
識
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
革
新
勢
力
に
よ
る
反
体
制
運
動
が
、
支

配
権
力
の
政
策
に
た
い
す
る
あ
ら
ゆ
る
蛾
烈
な
反
対
斗
争
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
い
っ
た
ん
「
出
来
て
し
ま
っ
た
こ
と
」
と
な
る
と
、
そ
の
〈
既
成
事
実
〉

を
作
り
変
え
る
た
め
の
立
法
運
動
に
向
っ
て
世
論
を
結
案
し
よ
う
と
す
る
試

み
も
な
さ
れ
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
っ
受
動
窓
識
と
無
力
感
」
を
基
底
と

(1) 

す
る
〈
日
本
人
の
現
実
観
〉
の
構
造
的
特
質
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
う

Q

こ
う
し
た
視
軸
か
ら
す
れ
ば
、
現
在
の
わ
が
国
の
革
新
派
は
、

h
f
は
革
新

で
も
、

h
r
は
単
純
な
憲
法
諸
制
度
の
「
仰
や
」
派
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
Q

地方都市中間層の生活心埋と意識構造

こ
と
に
、

ー
の
手
放
し
の
環
境
依
存
、
い
わ
ゆ
る
「
成
行
主
義
」
は
、
け
っ

し
て
言
葉
本
来
の
意
味
で
の
保
守
主
義
で
は
な
い
こ
と
を
思
う
な
ら
ば
、
そ

う
も
い
え
よ
う

Q

し
か
し

「
出
来
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
し
か
た
が
な
い

物
事
は
万
事
ア
キ
ラ
メ
が
肝
心
だ
」
と
い
う
諦
念
哲
学
は
、
こ
れ
ま
た
保
守

主
義
で
も
な
ん
で
も
な
い
の
で
、
ひ
っ
き
ょ
う
、

x

O

て
い
ど
の
「
ハ

ン
タ
イ
セ
イ
」
勢
力
は
、
保
守
「
主
義
」
以
前
の
「
保
守
」
勢
力
だ
と
い
え

る
か
も
し
れ
な
い

Q

と
も
あ
れ
、
保
守
主
義
と
か
、
革
新
主
義
と
か
い
う
も

の
は
、
と
に
も
か
く
に
も
、

X
i
-
-
x
が
つ
け
ら
れ
た
う
え
で
の
は
な
し
で

あ
ろ
う
。

そ
う
い
う
意
味
か
ら
も
、

--Eの
回
答
を
組
別
に
分
類
し
て
観
察
に
資

し
た
の
が
第
三
七
表
で
あ
る
。

回
答
者
全
体
と
し
て
は
、
×

l
i
x
グ
ル
ー
プ
は
一
五
九
名
中
の
わ
ず
か

一
一
ニ
名
、
八
・
二
%
に
す
ぎ
ず
、
前
述
教
員
層
の
一
四
・
七
%
、
ま
た
帯
広
畜

産
大
学
入
学
生
の
一
五
・
八
%
の
半
分
に
し
か
達
し
て
い
な
い
の
は
心
細
い

し
だ
い
で
あ
る
が
、
保
守
派
L
グ
ル
ー
プ
に
た
い
す
る
革
新
派
S
グ
ル
ー
プ

の
比
較
で
は
、
前
表
で
は
ま
だ
必
ず
し
も
明
確
で
な
か
っ
た
両
派
の
相
異
点

を
ヨ
リ
明
確
に
な
し
え
た
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
単
に
立
の
有
定
率
だ
け
を

と
っ
て
み
れ
ば
、
両
派
共
に
七
名
で
、
百
分
比
も

0
・
三
%
の
差
に
す
ぎ
な
か

っ
た
が
、
×
×
組
と
し
て
み
れ
ば
、

L
豆
名
、

S
六
名
で
、
そ
の
差
了
八
%
、

そ
し
て

N
〔

D
-
E
な
い
し
中
立
)
で
は
、
さ
き
の
こ
名
六
・
九
%
は
消
え
て

ゼ
ロ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
で
は
、

S
グ
ル
ー
プ
の
相
対
的
革
『
祈
性
は

「
既
成
事
実
へ
の
同
調
性
向
」
に
お
い
て
は
、
保
守
・
革
新

両
派
閥
に
さ
し
た
る
差
異
な
し
と
し
た
上
記
の
知
見
が
基
本
的
に
妥
当
し
て

明
瞭
で
な
く
、

い
る
が
、
な
お
、
多
少
の
ち
が
い
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

す
な
わ
ち
、
×
X
組
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の

い
わ
ば
滋
在
的
同
類
項
と
で
も
い
う
べ
き
X
ム
組
に
お
い
て
、

S
グ
ル
ー
プ

は
一
一
名
一
七
・
二

μ
と
進
出
し
て
、

L
グ
ル
ー
プ
の
二
名
三
・
一
%
を
は
る

か
に
引
離
し
て
い
る
。

S
グ
ル
ー
プ
で
は
、
こ
の
×
ム
組
が
ム

O
組
と
な
ら

十 93ー

ん
で
最
多
数
を
占
め
て
い
る
が
、

L
グ
ル
ー
プ
で
ム

O
組
と
な
ら
ん
で
最
多



料資

第 37表

2 3 4 5 6 7 

¥¥¥O …0 ム...0 ど"..・正斗 x.・・ム x...x X…O 0...ム

(21.1) (21.1) (15.1) (7.57) (6.06) 
L 14 14 10 5 4 2 

(12.0) (17.2) (9.37) (17.2) (9.37) (9.37) 
S 8 11 6 11 6 6 3 

N 7 O 3 2 2 。 3 

(18.5) (15.7) (12.0) (9.4) (8.2) (6.3) 
T 29 25 19 15 13 10 8 

、二 8

9 10 11 

|無…0 X…下 ム…下 O …下 その他 無・・・無

L 1 2 2 2 4 4 66 

S 2 2 1 1 3 4 64 

N 3 1 1 1 1 5 29 

T 6 5 4 4 8 13 159 

数
を
占
め
て
い
る
の
は
、

0
0組
の
一
四
名
二
了
一
%
で
あ
り
、

S
グ
ル
l

-94一

プ
の
O
O
組
は
八
名
一
二
・
O
%
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の

ば
あ
い
で
も
、
両
派
の
X
ム
組
と
O
O
組
と
を
比
較
対
照
す
れ
ば
、
や
は
り
、

い
わ
ゆ
る
革
新
政
党
支
持
派
な
い
し
同
調
者
グ
ル
ー
プ
に
は
、
生
活
の
態
度

や
志
向
に
お
い
て
、
伝
統
へ
の
同
調
に
抵
抗
な
い
し
は
拒
否
の
態
度
を
と
ろ

う
と
す
る
革
新
派
ら
し
い
と
こ
ろ
が
か
な
り
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ

る。
し
か
し
、
付
言
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
生
活
態
度
に
お
け

る
政
治
的
革
新
派
中
間
腐
の
革
新
性
と
い
う
も
の
も
、
さ
き
の
第
一
二
五
表
の

分
析
や
本
節
を
通
じ
て
の
記
述
か
ら
挽
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
じ
つ
は
、
主
と

し
て
、
若
い
世
代
の
も
の
な
の
で
あ
り
、
総
じ
て
、
こ
の
意
識
調
査
の
結
果

の
全
般
を
通
じ
、
年
齢
階
層
に
よ
る
ち
が
い
は
、
職
業
や
所
得
、
あ
る
い
は
ま

た
学
歴
に
よ
る
差
異
な
ど
よ
り
も
顕
著
な
も
の
が
認
め
ら
れ
た

Q

む
ろ
ん
、

そ
れ
は
ま
ず
何
よ
り
も
、
こ
れ
ら
中
間
屈
に
お
け
る
旧
ま
も
の
の
解
体

l
i

伝
統
の
融
解
|
|
の
面
を
照
射
し
て
み
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
だ

か
ら
と
い
っ
て

一
般
的
に
、
若
き
世
代
が
文
化
と
パ

l
ス
ナ
リ
テ
イ
の
う

え
で
、
新
た
な
歴
史
的
個
性
を
生
産
し
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
む
ろ
ん

で
き
な
い

Q

た
だ
し
か
し
、
調
査
結
果
の
一
不
す
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
戦
後
、
文
化
と
パ

-
ス
ナ
リ
テ
イ
と
の
伝
統
的
な
統
一
が
失
わ
れ
て
、
新
た
な
雑
居
状
態
が
現



わ
れ
、
マ
ス
・
コ
ミ
社
会
の
影
響
も
あ
っ
て
、
そ
の
根
底
に
は
、
や
は
り
、
「
受

的
京
識
と
無
力
感
」
が
な
が
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
な
か
に
あ
っ
て
、
少
な

く
も
若
き
知
的
世
代
に
あ
っ
て
は
、
文
化
と
パ

l
ス
ナ
リ
テ
イ
の
う
え
に
、

「
伝
統
」
を
は
な
れ
て
「
近
代
化
L

の
あ
る
方
向
で
斉
一
化
が
行
な
わ
れ
つ

つ
あ
る
と
い
う
徴
表
を
認
め
る
こ
と
は
で
ま
る

Q

ぞ
れ
は
、
例
え
ば
、
直
接
に
は
、
政
治
意
識
と
文
化
の
関
係
、
ま
た
、
北

海
道
の
植
民
地
的
な
雑
居
文
化
と
チ
ク
ハ
ク
・
パ

1
ス
ナ
リ
テ
イ
を
検
し
ょ

う
と
し
た
質
問
票
第
二
豆
項
と
同
一
方
式
の
質
問
に
、
そ
の
他
各
種
の
質
問

を
和
合
わ
せ
て
テ
ス
ト
す
る
こ
と
で
、
明
ら
か
に
し
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
本
節
の
報
告
課
題
の
範
囲
を
超
え
る
の
で
、
次
の
機
会
に
ゆ
ず
っ
て

(1) 

こ
の
稿
を
終
え
る

Q

ハ
次
節
以
下
続
稿
)

地方都市中間層の生活心理と意識構造
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I I 帯広市民生活意識調査質答活

(摺広畜産大学社会学研究室〉

資料

1. 答がい〈っか用意されているとζ ろは，あてはまるものにO印をつけるか，

字句を線てか乙んでください。その他はそれぞれの問にお答え〈ださい。

2. 書き足リない場合は，紙をは"足して記入して〈ださい。

1. あなた御白身のととについて

怜別 1 l 4F-71「 )
い ;渦 才(大正 年 月 日生)i出生地 1

1帯広市 /2年以上it 問看1ー ;l J 
現住所|幣広市 条 丁目 署地 |在住年! 年 月(の万は何

数 | ¥年とだけ

最終学歴叉 l小 高小 新制 旧制 新制 旧制 専門 新制 旧制
は.在校名!卒卒 中本中学高校高校学校大学大学

一 業 向 {できるだけくわしく書いてくどさ日た間取でも以前取をも)
場での地位 Jこれた万は，現無取の次にカツコして元何々と記入してください。

l
ド役 取(崎取詰f「「γ

叩「一一一泊崎社
t 以l前凶なo-y( ~0'， *""tこら . < t::d p 

ば) 帯広以外にお住まいになられた土地がありましたら，それはどこで，いくつの頃，

何年位お住まいでしたか。

I {71J 
1 
t!lJ:d__* ~子示三二-=[18-24 学祭時や ifJJL71

1 
1 

地名 | | 年

2 | 地名 | | 年

3|地名

ー←

年

_4_1__
竺一一

| 土二三
5 

i 地名←ー 一二土|
lロ) 現在もしくは以前に札樽方面や道外，ことに東京，大阪などに旅行しておられます

か，どの万両に， どのくらいなさっていますか， どんな用向(例えば商用， 公務な

ど〕で，あるいはどんな機会にく例えば修学旅行，墓参法要など〉なさっておられま

すか。
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地方都市中間層の生活心理と意識構造 (1) 

2.現在同居しておられる御家族の構成〔家族数(あなたを含めて)…・・

父方の祖父 才・祖母 才 | 母方の祖父 才・祖母

父|実父 養父…… 才|母!実母 養母一…

|姉|

1妹|

夫| |妻|

その他の親族| |家事使用人|男 人・女

3. あなたのお育ちになった御家庭について

[親御さんの!
転業叉は家業 月伝説~歴|
親御さんの御郷里|

在住された市，町，村で|
の生活程度，社会的地位 l上 中 下

4.次の事項についてお知らせください

*g-r~i 月平均どのくら| I1 内食費はどの|
(くらいでか 11 ~号資(

月平均どのくらい
11 御 家 族 の分も合山 l

収入l向 山す泊| とどのくらいですか

納税額|所得税|年 円位 11 資産税|年

l雑時除いて時本|
蔵書数 をどの位おもちですか 約 冊l時吋に直接必|約

要なもの以外では

|親の家自問 借 家 間 借 I1 塁数|
住居 社宅・公務員住宅・公営住宅 合計

人〕

才

才

人

円位

冊

室

5. あなたは，ふだん何時に寝て，何時に起きますか。一日の睡眠時聞は平均するとど

のくらいですか

(就寝時刻〉 時

(平均睡眠時間〕…..

分

時間

一←ー(起床時刻〉

分

6. あなたは，ふだん気持よく寝られますか

時

ふだん気持よくねられる 気持よくねむれないく乙とがよくある〕

- 97 
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資 料

7.気持よくねられないとしたら，その11λ困について心当りのことがありますが

ある 特になし わからない 答えられない

8. 朝さっぱりった気分で起きることができますか

たいてい爽快な気持で起きる あまりない

さえない気分のと与のほうか多い わからない 答えたくない

9.川新聞は何新聞をおとりですか

とっていない とっている ( ) 

lロiほかにもう一部〈とっていない人は新たに〉とるとしたら何新聞をとりたいで

すか く 〉

10. 中流階級，知識階級，労働階級， 卜流階級，上流階級，特権階級の六つのうらで，

あなたがたが所属していると思われるものびとつを選んで，それを線でかこんでくだ

さし、。〔かならず一つだけにしてください〕

11. あなたは現在，幸福ですか

イ，幸福である ロ，幸福だと思ヨ ノ、，不幸である，ニ，ィ、主主Tこと思う

ホ，とくに幸福とはいえないが，まずしあわせにくらしていると思う ト，しあわ

せである テ，ふしあわせだ に何ともいえない ヌ，考えたことがない

ノレ，わからない ヲ， (その他〕→

12. あたたは，家庭的に恵まれて育ったと思っておられますか

恵まれて育ったと思う | そうは思わ沿い |答えたくない | わからない

(その他のお答え〕

13. あなたは現在，家庭的に幸福だと思っていらしゃいますか

イ，幸福だと思lっている ロ，家庭円満である ハ，幸福とまでいないが，まず

しあわせだと思う ニ，家庭的に不幸だと思う ホ，家庭的に恵まれていると思

う へ，忠まれていない ト，考えたことがない テ，答えられない

リ，わからない

14. A あなたは現在の転業や転場に満足していらしゃいますか

{満足 {満足
取業に F 取場に Y 悠えたくない わからないi不満 i不満副

B 
121 [3[ 

121 131 

i 21 1
3

1 

戸1--------l~3[--
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地万都市中間層の生活心理と意識構造 (1)

15.現在あなたが， もっとも困っている乙と，または悩んでいる ζ とは何ですか。一つ

ないし三つ，最も切実なものから順に記してください

〈事例家計困難，経営困難，負債，労働過重，家族聞の不和，家族の病気，子供の

教育問題，配偶者との愛情問題，など〕

w ~ ~ 

なお，特にない場合はその旨を記入してください。また一応書いても大した切実

な問題でなければカツコしておいてくださ L、。

16. あなたは，ほかの多くの人々にくらべて，苦労が多いほうだと考えますか。それと

も苦労が少いほうだと思いますか

|多川うだ|少いほうだ|とく竺くも少くもない|わからない|

17. (A) 日本人は，アメりカ人にくらべて一般に苦労が多いとJ思いますか

[ィ 苦労が多川思う|ロ，少川思う戸瓦GC.!:tごと思う卜，…ない|

(B) 日本人は，中国人にくらべて全体として苦労が多いと思いますか

|ィ，多いと思う|ロ，少いと思う|ハ，同じ乙とだと思う|ニ，わからない|

18.次の七つのうちから，日常，あなたが最も深く関心をもち，心をくばっている志の

四つを選んで，順位を附してください

ただし，イ， ロ，ハ…・・等の記号だけを右の欄に記入してください

イ，耳王業に関する ζ と。学生ならば勉学に関すること，家庭婦人ならば家事に関する

乙と

ロ，家族もしくは家庭に関すること。及び友人知己の ζ と

ハ，娯楽，趣味， レクリエーションに関する乙と

ニ，社会的，政治的な公共の問題

ホ，宗教上の信仰に関すること

へ，世間のしきたりゃならわしに関すること

人となり近所の動静に関すること(うわ注ぱなしを含むつ

ー
ノ
、
ノ

1
ノ、，ノ

19. あなたは，帯広を住みよく感じていますか，住みにくく感じていますか

1住みよく感じている|理 』
住みにくく感じている|理 由|

どちらともいえない|住みよい点住み にくい点|

わからない l
理由については，わかっているだけ，答えられるだけでけっこうです。またもし，次

の20のお答えと同じなら. 20にr"jじと書いてください

- 99ー
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20. i'IY広に住まわれて，あなたの現在の生活にとり，便利だと思われる点，

と思われる点がありましたら，下にご記入くだき τ
また不便だ

21. CA) あなたは，一生幣広に住みたい，あるいは住んで色ょいと恩いますか

イ，一生住みたい ロ，一生住んでもよい(気に入っているから どこでも

同じだろうから 〉 ハ，そういう気はしない(もっとよいところがあ

れば移りたい〉 ニ，当分ならいいが，いつかは他にゆきたい ホ，良平とめ

ん，すぐ、にで Llよかにゆきたい へ， (その他のお答え〉

ほかに移り住みたいと思うところはどこですか，およびその理山(B) 

例えば 東京……仕事の都合上，生活環境として好き 郷里・ーなつかしい，錦を

かぎって帰りたい もっと静かないなかまち……性格や趣味による

関西の都市……故郷に近く趣味が合う 千島…ー故郷fごし，自然も生活環

境も大好き，などと記してください

I (ととろ) (理由〉

22.人の生きかた， くらしかたにはいろいろありますが，次にあげたもののうちで，ど

れがいちばん，あなたの気持に近いものですか。びとつだけ選んでOをつけてください

イ，一所懸命はたらいて金持になる

口，まじめに勉強して名をあげる

ハ，金や名誉を考えずに，自分の趣味に合ったくらしかたをする

ニ，その日その日をのんきに， くよくよしないでくらす

ホ，世の中の正しくないこととをおしのけて， どこまでも消く正しくくらす

へ，自分一身のことを考えずに，世のため，人のためにすべてをささげつくす

ト，まず自分の家庭とtt事を大切に守って，他人に迷惑をかけない tとだ。そのうえ

で，できれば世の中のためにも役立つてゆくもよい

テ，愛情本位，家庭本位でいく，働くのも家族の生計を立てゆとりあるくらしをする

ためだ

リ，どんな転業でも仕事でもいいから，それに成功し，有名になってよいくらしをし

てみにい

ヌ，ふつうの人たちにはできない強烈な個性をもった生きかたをしてみたL、。そして

それをできるだけ多くの人々に示してやりたい
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23. CA) あなたは，日常のおつとめゃあるいは勉学以外に，気ばらしゃ息抜き，楽し

みのてだてとして.何か趣味，娯楽，慰安をお色ちですか。主なものから順にあげて

みてください

例 ゴ，ショウギ， 7 ージャン，釣，俳句，カメラ，レコード，ラジオ聴取，食事ぐ料

理〕洋裁，飲酒(日本酒， ピーノレ， ワイスキー，カクテ Jレ〉映画，ダンス，喫茶庖.

スポーツ(テニス，野球等〉コーヒー，おしゃべり，まちをぶらつく，ノfチンコ，

競馬，友だちと飲みあるく，読書(小説，雑誌〉……など

w ~ ~ ~ ~ ~ 

CB) 趣味や娯楽がほしいと，思っても，時間や気持，またはお金に余裕がなくてで

きない，というととはありませんか

イ，趣味，娯楽のための自由な(時間，金〉がほしい

ロ，そうしようと思えば時間も金もないではないが，気持のうえでゆとりがない

(理由…… 〉

ハ，とくに不足を感じていない

ニ，むしろ自由な時間をもてあましている

ホ，現状に満足している

へ，日常の生活に必要な楽しみは十分とっていると思う

ト，遊ぶ乙とが生活みたいなくらい，人生をエンジョイしている

チ，その他のと感組( ) 

24. あなたの御家庭では，家族連れで花見，運動会，川狩，祐火大会，温泉，旅行，映

画，お祭見物などに出かけられますか

CA) 主な家族慰安の手段をあげ，どのくらい実行されているか，例えば，映画一月

1回，旅行年 1回，花見，等と記してください

CB) 出かけたくてる多忙や経済との都合で残念々がら出られぬということがありま

すか

大いにある かなりある まず不足不満なし 現状に満足

〈理由〉 多忙，経済上の理由，習慣としてやれない，家庭内の家族関係がむずかし

くて，その他ありましたらお書きください

(B) そういうことには興味も関心もない，という ζ とはありませんか

興味関心なし あまりない そういう乙とは到底望めない ζ とアキ

ラメている 大いにやりたい できればやりたい

25. あなたは，次の各組について，どちらか一方をとってく Tございといわれたら，どち

らをとりますか。えらんだ万ほうにOをつけてください。どちら色好きでない場合は

ヨリ嫌いなほうに Xをつけてください

1[よい住居 。f和 食 。f美 貌

lよい食事 吋洋 食 Ul健 康
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7{即花嫁 イナニワブシ JキJ 経

洋装の花嫁 ジャズ l讃美 i欽

(すもう・柔道・弓
10 

j自 民 党 I日本音楽 f恋文をもらう ζ と
U( ~: D 

|テニス・野球・ピンポン l社会党 l商洋音楽 i恋文を書くとと

15[家庭内で家族と楽しむ

"l家庭外で友人と楽しむ

i色っぱら義理人情でゆく
14: 
lすべて権利義務で割切ってゆく

{法律を全く知らない人と日常交際する
16: 
l法律によく通じている人と日常交際する

26. 乙乙 2~3 年中に，あなたの生活や人生は. 概して現在よりもよくなると思われま

すか。でさたらその理由も書いてく?ごさい

よくなると思う…・・

べつに変らないだろう……

i何となく……
わるくなりそうな気がする(

lある理由で……

わからない・・・・

27. どんな人も多かれ少なかれ心聞事をもっていると思いますが，あなたは， ζれから

さき，現在までよりもずっと心配事がふえると思いますか

イ，ふえると思う

ニ，わからない

ロ，変りないと思3 ハ，減るとおもう

28. 次のつの結婚のしかたのうち，どれがいちばんよいと思いますか。びとつだけえ

らんでOをつけてください

1. ふたりの聞の自由な交際にはじまり恋愛で結ばれる恋愛結婚

2. なこうどさんが双方の問をとりもち，両家がよろしくお願いしますということで

結ばれる見合結婚(媒灼結婚〉

3. 見合にはじまって好きになり，双方気に入って結婚する型.見合と恋愛を兼ねて

いるので，見合の見と，恋愛の愛をとって見愛結婚(ケンアイケツコン〉とよばれ

るやりかた

29. CA) あなたは，女性の幸福は結婚によらなければ得られないと考えますか

イ，そう考える ロ，そうは考えない，人により，やり方によっては結婚しなく

とも幸福な人生は送れると思う ハ，わからない

CB) 自分の息子や娘が結婚したいという相手が気に入らないとき，あなたはどう

しますか

CC) 結婚したいと思う相手が殺の気に入らないとき，あなたはどうしますか

イ，自分の思う通りにする ロ，親の言及:にしたがう
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30. 本州のある地方で実際にあった話ですが，ある家でl日制中学を出ている息子に，父

親が突然 rtノんせ主の家にいって，そこの娘をよめに色らうことにきめたから，よめ

にもらえ」といった。息子は「どん必人かよくわからないのに結婚するわけにいかな

い」と答えたととろ「それでは何日何時に先方の家にいって見合をしてからもらえ」

といわれる。それも「見合をしたら絶対に断つてはならぬ。そんな ζ とをすると先方

の顔にきずをつけることになるから」というのである。息子は「本人とつき合ってみ

て性格が合うと思ったら結婚したい」と希望じたが，どうしてもきき入れてもらえな

い。とうとう父親と息子は正面衝突になってしまった。そうして息子は負けて見合に

いった。と ζろがかれはすっかり失望して帰ってきた。しかし，かれは自分の意思を

通して結婚を断った。

1. 乙の息子のとった態度や行動をどう思いますか(立派である，正しい，同情する

この場合しかたがない，親不孝で感心できない，けしからぬ，勘当すべきだ，何と

もいえない，等，いろいろあると思いますが，簡単に肯定か否定かわるようにお答

えく?ごきい〉

2. もしあなたが， ζの息子の立場におかれたとしたらどうしますか

31. とれも実際にあった話です。ある社会学者が関東地方のある農家について，そ ζの

青年といろいろ話をしていました。そ乙へかれのお祖母さんがあらわれて「昼日中若

い者が縁側でのんびりと話などしているのはみつどもない。ほうきでも手にもって，

そうじをしているようなかっ乙うをして話相手になれっておれ」とその孫の青年をレ

かったのです。青年は仕方なく，相手の社会学者に「失礼します」と断ってお祖母さ

んのいう通りにしました。

乙れについてどう思いますか。次の四つのうちのどれに最も同感ですか，一つt:'け

選んでくだ3い

1. べつにおどろくことはなし、帯広のまちでたってとれに類したことは珍らしくな

い。たとえば，老人や子供ならばかくべつ，苦い者や働き盛りのおとなが，休日で

もないのに縁側や窓辺で昼寝することなどは近所の手前できかねるようなものだ。

青年ははじめから相手に断ってそうすべきた、ったのだ。

2. 都会では隣りの家の人が何をしていようと，お互いに気にとめもしないから，都

会ぐらしの学者はおどろいたか色しれない。しかし，世間体を気にすることは，帯

広くらいの都市では， まTこ寺まTごなくならない。このお祖母3んのような人は，私の

知っている範囲にもいくらもいるようだし，青年としてもこの場合そうするより仕

方がないだろう。

3. いかにもありそうな乙とだが，困ったものだ。若い人たちが自覚して，漸次とう

いう愚かしい習性をあらためてゆくのをまつより仕方がないからう。私がその青年

の立場に立ったとしても，おそらくパツのわるさで赤面し，へンな笑いを浮べなが

ら一応ほうきを手にとってはくまねをするだろう。つまり，一応祖母や世間，そし

てまたパツのわるい微笑で相手の学者にも義理をたてるのである。

4. そんなパカパカしいことは少くも私はまだ見た ζ と聞いた ζ ともない。おかしい
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のをjj量りこしてあきれでものもいえない。青年も青年である。私なら絶対に動か，よ

い。そのまま話をつずける，但母さんが何か文句をいったら， ヴノレサイ，パカな乙

とをいわずに引込んでいろ，とか何とか，反対にしかりつけてやる。

5. その他のお考え。

32. 次のことわさがや言葉について，同感共g(jで主るものに0，できたいものに Xをコけ

てください。色し気持としては|寸感だが，考え方としては賛成できないと思うものが

あればムを，考え方としては賛成だが，気持としてはピツタリせず，ついてゆけない

と思うものがあれば下線をひいてください(るし，はじめて聞くぎ柴で，意味もピン

と来trいものがあったら，欄外に(イ)と記してください〕。

( ) L 物事はtcλ 上う忙じかt_l~えr 1; 、。自然の成行にまかせて無理するな。

( ) 2. 出来てしまったととはしかたがない。物事は万事アキラメが肝心だ。

( ) 3. 明日は明日の風が吹く， くよくよしたってはじまらなL、。一日の苦労はー

日にて足れり ，t，ご。

く ) 4. 男度胸だ，出たとこ勝負，太く短かくくらそうじゃないか。

( ) 5. 上を見るな下を見よ「上見ればあれほし。〔欲し，星〉 ζれほし，ほしだら

け下見てくらせほしのげるなし」

( ) 6. 身の程を知れ

( ) 7. ものいえば唇寒し秋の風，出る杭(くい〉は打たれる。能ある鷹は爪をか

くすことが大切だ

( ) 8. ::::度fごく飯きえ硬(乙わ〉レ柔らかしまま(偉，飯〉にならぬが常の世の

中

( ) 9. 智に働けば角が立つ。情に栂(さおさ〉せば流される。意地を通せば窮屈

t:。とかくに人の世は住みにくい。住みにくければ住みやすいところへ引越

したくなる。……どこへ越しても住みにくいと悟ったとき，詩が生れ，絵が

できる

( ) 10. 氏より育ち。朱に交われば赤くなる。人は環境次第でよくもわるくもどう

にでもなるものだ。

( ) 11.短気は損気というが，気が短いのやそそっかしいのは，多くのぱあい，生

れつきの性分で仕方がない

( ) 12. 世間は冷いもの，他人は油断のならぬ色の

c ) 13. 正直は最良の政策

( ) 14. 狭いながらも楽しいわが家

( ) 15. 青年よ大志を抱け

( ) 16. ならぬ勘忍するが勘忍

( ) 17. 権利を主張し，権利のためにたたかうことは，民主主義社会に生きるー人

一人の人聞の高い道徳的義務である。権利を正当の理由なしに放棄すること

は，民主主義に対する裏切りである
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( ) 18. 人色し汝の右の頬(ほほ〉を打fこば左をも向けよ

( ) 19. 人はパンのみにて生くる 6のにあらず

( ) 20. ;{tより団子

( ) 21.犬も歩けば棒にあ7ごる。果報は寝て待て

( ) 22.楽あれば苦あり

( ) 23. あとは野となれ山となれ

( ) 24. 急がば廻れ

( ) 25. 修身，斉家，治国，平天下(身を修むれば家ととのう，家ととのえば国治

まる。国治まれば天下平らかなり。つまり，政治の根本は，個人々々が心を

正しくする道徳の問題だ。〕

( ) 26. 権力や法律によって行なうのは，ほんとうの政治のありかたではない。論

語に「政(まつりとと〉をなすには徳をもってす。 ζれをたとえば， 北辰

C北極星〉その処に居り，衆星これをめ守るがごとし」といっているのはじ

つに至言である

( ) 27. 国家というものは，人びとが各自の生活の便利のために作った道具である。

お互いのためになるからこそあるので， もし不便なものとなった'り，有害な

ものになったりしたら，適当に作り直すか，あるいはなくしてしまえばいい。

( ) 28.女子と小人は養いがたし(女と学問教養のない者は手に負えない〉

( ) 29. なにととも優勝劣敗，よいものが残るのが良然Tご

( ) 30. 発明家でふ医者でも，探検家でも，政治家でも，何でもかまわぬ。ズノ〈

抜げたのが欲しい

( ) 31. 人はふだんちっと色らしくていさいをつくろっているが，真の本性はけだ

ものとあまり変らない志のだ。

( ) 32. ちかごろの役人や先生，あるいは親達は権威がなくて頼りない。もっと威

厳のある態度で国民や子弟に対し，信服感をおとさせるようにすべきだ

( ) 33. 現在の学校教育は智育偏重のきらいがある。もっと徳育や体育に力を入れ

るべきだ

( ) 34. 人間性はいつでも変るととがないし，人間色生物として斗争本能というも

のをもって生れてくるがぎり，との世に戦争や階級間の斗争は絶える ζ とは

あるまい

く ) 35. 現在多くの人々，とくに都会人ほど不自然で柔弱な生活をしている。われ

われはすべからく生命本然の姿に立帰って，血がおどるような真剣な，活動

的な人生を送らねばならぬ

( ) 36. 一生此世に暮す間，苦き時より老ゆるまで誠にTごわい志なき事なり。

世の中は市(いち〉の仮)豆(かりや〉のひと騒ぎ

誰も残らぬ夕暮の空

( ) 37. 食うてびりつるんで迷う世界虫土〈かみ〉天子より下(しる〕庶人まで
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( ) 38. 天は人の上に人をつくず人の下に人を作らず

33. 次の意見のうちで，あなたはどれに最も賛成ですか。ひとつだけ選んでください

イ.政府の最も宝要な任務は，すべての人にそれぞれ相応の，かつ安定した耳玉栄と:'J:

活水準を保障するととである

口.政府の最も豆要な任務は，自力で進む人には，立身出恨の機会が均等かつ十分に

与えられるよう，保証してやる ζ とである

ハ.政府の最も重要な任務は，国民をしてそれぞれ分に応じた社会生活を営ましめる

ζ とで，そのためには，父が子に対するような権威と恩情とをもって，国民を指導

し教育しなければならない

34. 次の各火;七Jは，それぞれ著名な学者ーや，思在日家によって説かれた天皇観を要約したも

のですが，あなたは，とれらのうちのどれにいちばん共鳴同感されますか。いちばん

共鳴する色のにOをつけてくだ会い

1. 天皇は国の家長であり，全国民の父である

2. 天皇は，たとえていうならば球の中心のごときもので，道徳共同休たる日本国家

の中心人格として最も尊厳な存在である

3. 天屯がたくては， 日本の国は，オヘソのないカエノレみたいに，何となくしまりが

つかなくていけない

4. 天皇は閏民統合の象徴である。いうなれば，夫婦と ~rって一家をなすととを約し

た男女両牲の結合の象徴たるエンゲージ・リンゲ〈婚約指論〉のようなものである

されば，たとえ，シンテユウに金メツキしただけの代物で色，大切に扱わねばなら

ぬ品であることに変りはない

5. 天皇は支配階級が被支配階級を抑圧し，搾取するための巧妙な，したがって彼等

にとって大切な道具であり，装置である。天皇個人は，全国民からみれば，それこ

そ一部「不還の輩」によって手段として利用されているに過ぎない気の毒な人間な

のである

35. 天皇制についてあなたは，次の意見のうち，どれにいちばん賛成ですか

1. 最高.絶対の権威あるものとして，天皇をたてておくべきである

2. 日本国の象徴として天皇をおく ζ とには賛成である

3. 天皇はあってもなくてもどちらでもよい

4. 天皇制は自然消滅するのがいちばんよい

5. 天皇制?'I廃止すべきである

6. 国民が選挙した大統領が，国を代表するような制度にしたらよい

7. わからない

36. ストライキについて，あなたは次のどれに賛成ですか

1. 戦後の流行か知らないが，品もわるいし，勝手だし，まったくストなどやる人た

ちの気が知れない
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2. ストもできない失業者や農民の ζ とを考えたら，ストをやって自分たちだけの言

い分を通そうとするのは間違っている

3. 政治的なストでなく，経済斗争だけならストもよいと思う

4. 世の中にめいわくをかけないで，自分たちの関係者の間だけのととですむならス

トを起してきしっかえない

5. 現在の労働条件を改善する有力な方法としてはスト以外にはないからどしどしゃ

ったらよい

6. ストライキは労働者が資本家や経営者に対して対等に権利を主張するために必要

な手段だから，罷業権は保障されなければならない

7. わからない

37. 共産主義について，次のどれにいちばん同感きれますか

イ.日本に共産主義はいらぬ

ロ.共産主義はなんということなしに，とにかく嫌いだ

ハ.共産主義は理論や理想としてはよい ζ とは認めるが，共産党のやりかたに厭気が

さす

ニ. 日本の国にあてはまり，われわれのためにとEる共産主義，また共産党であるなら

よい

ホ.共琴主義だからといってあまりおそれず，よく理解して，ょいと ζ ろをとるべき

Tご

へ.将来日本を共産主義国にするかどうか別として，とにかく現在の日本には共建主

義も共産党も在在する必要があるととを認める

ト.理惣の社会は共産主義社会であり，また社会は将来そうなるようになっているの

だから， ζ の主義を信奉して進むべきだ

チ.わからない

38. 産児制限について，次のどれにいちばん同感されますか

イ.産児制限は不自然な行為で神の意思にもとり，人間の貞操観念を破壊するもので

ある

ロ.産児制限が一般化すると，人口が減少して民族の衰亡をまねくおそれがある

ハ.産児制限は，政府や知識人が奨励すべきでなく，各人の自由にまかせえおくべき

だ

ュ.産児制限I':J:人口問題解決の最良の方法である

ホ.産児制限は消極策で感心できない。科学技術を高め，貿易を伸ばせば人口はもっ

と扶養できるし，現在の国境もやがて無くなるだろう

へ.少なく産んで， りっぱに育てるのが親子双方にとっての幸福でるあり，国のため

にもなるのだから，産児制限は夫婦たる者のっとめだ

卜.わからない
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39. 次の各文について，そのとおりにと J以われたら Oを， もしそうでないと思われたら

×をつけてく 7ごさい。そして Xをつけたばあいは，そのわけをかんたんに書いてくだ

さL、
( )民主政治の定義として， r人民のための，人民による，人民政治」というリンカ

ーンの言葉がよく引用されるが，この三要件のなかでも，とくに「人民のため

の政治」という点こそ，民主政治に特有のもので，民主政治の核心をなすもの

といえよう。

( )戦後の憲法および民法の改正で，いわゆる家族制度が廃止になり，子供が親を

扶養する義務は，法律 hははいことにたった。

40. CA) あなたは学校で先生が児童生徒に体罰を加える ζ とをどう思いますか。次の

答えのうちあえnこのお考えにいちばん近いものを一つだけ選んでOをつけてください。

イ.体罰には絶対に反対する

ロ.少々きびしい体罰を課してもよいからノっかりした人聞に育ててもらいたい

ハ.ひどくない体罰ならよい

ニ.学校の処置にすべてまかせている

CB) あなたは，家庭で子供に休罰を課する場合，年令や性別に関しどのようた考

慮をはらいますか。

1. 年令について

イ.小さいうちはよいが，大きくなってからはよくない

ロ.小さいうちはよくないが，大きく伝ってからならよい

ハ.年令の長幼にかかわらずよくない

ニ.年令の長幼を問わず必要な場合もある

ホ.わからない

2. 性別について

イ.男子には体罰を課するが，女子には用いない

ロ.女子には用いるが，男子には用いない

ハ.男女を関わず用いてよい

ニ，男女を関わず用いてはいけない

ホ.わからない

3. その他の区別について

イ.次男以下には用いるが長男には用いたい

ロ.子供の性質に応じて，用いる子供もあれば用いない子供もある
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