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一　

実
態
把
握
の
困
難

　

問
題
的
な
現
実
は
、
そ
れ
が
﹁
実
態
﹂
と
し
て
把
握
さ
れ
な
い

限
り
、社
会
的
に
は
存
在
し
て
い
な
い
も
同
じ
で
あ
る
。そ
し
て
、

問
題
的
な
現
実
が
社
会
的
な
﹁
問
題
﹂
と
捉
え
ら
れ
な
い
限
り
、

そ
れ
へ
の
社
会
的
な
対
応
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。

　

奥
田
均
は
、
今
日
に
お
け
る
被
差
別
部
落
の
実
態
把
握
の
必
要

性
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。﹁
実
態
把
握
の
取
り
組
み
が

放
棄
さ
れ
る
と
き
、
差
別
の
現
実
は
な
お
厳
し
く
存
在
し
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
解
消
さ
れ
た
か
の
よ
う
な

錯
覚
を
与
え
、
取
り
組
み
の
急
速
な
後
退
を
簡
単
に
許
し
て
し
ま
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落
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吾

　

日
本
社
会
全
体
の
不
安
定
化
が
叫
ば
れ
て
い
る
現
在
、
被
差
別
部
落
の
再
不
安
定
化
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、﹁
法
﹂
の
期
限
切
れ
以
降
、

被
差
別
部
落
の
実
態
把
握
は
困
難
を
抱
え
、
あ
ま
り
さ
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
利
用
可
能
な
デ
ー
タ
・
方
法
を
模
索
・
駆

使
し
て
、
部
落
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
模
索
の
一
つ
と
し
て
、
被
差
別
部
落
の
実
態
把
握
の
際
に
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
積
極

的
に
は
利
用
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
官
庁
統
計
の
小
地
域
集
計
に
注
目
し
、
実
際
に
具
体
的
な
被
差
別
部
落
の
実
態
把
握
を
試
み
る
。
も
っ
て
、
官
庁
統
計
の

小
地
域
集
計
が
被
差
別
部
落
の
実
態
把
握
に
お
い
て
、
有
効
な
デ
ー
タ
と
な
り
う
る
こ
と
を
示
す
。

要　
　

約
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う
﹂﹁
同
和
行
政
の
転
換
点
を
迎
え
た
今
日
ほ
ど
、
実
態
調
査
へ

の
期
待
が
高
ま
っ
て
い
る
時
は
な
い
﹂（
奥
田 

二
〇
〇
四
、
三
〇-

三
一
）。
同
和
行
政
の
転
換
点
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
三
三
年

間
継
続
さ
れ
て
き
た
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
と
そ
れ
に
続
く

法
の
期
限
が
二
〇
〇
二
年
に
切
れ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
う
し
た
必
要
性
や
期
待
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
期
限
切
れ

後
、行
政
を
主
体
と
す
る
実
態
把
握
は
急
速
に
な
さ
れ
な
く
な
り
、

行
政
以
外
の
主
体
が
実
施
す
る
際
も
多
く
の
困
難
が
と
も
な
う
よ

う
に
な
っ
た
。

　
　
﹁
地
対
財
特
法
﹂
失
効
に
と
も
な
い
、
特
別
対
策
事
業
実
施

対
象
地
域
を
指
定
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
た
﹁
同
和
地
区

指
定
﹂
が
解
除
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
同
和
行
政
を
推
進

す
る
た
め
に
必
要
な
生
活
実
態
把
握
を
目
的
と
し
た
調
査
の
対

象
地
区
を
限
定
す
る
た
め
の
基
準
が
な
く
な
っ
た
。
法
失
効
に

よ
る
自
治
体
の
同
和
行
政
の
後
退
、
個
人
情
報
保
護
に
よ
る
セ

ン
シ
テ
ィ
ブ
情
報
の
収
集
制
限
の
問
題
も
あ
り
、
現
在
、（
実

態
把
握
の
取
り
組
み
は
：
引
用
者
注
）困
難
に
直
面
し
て
い
る（
谷

川 

二
〇
〇
六
、
二
九
）。

　

他
方
、
実
態
把
握
が
な
さ
れ
な
く
な
っ
た
、
あ
る
い
は
そ
の
把

握
が
困
難
に
な
っ
た
二
〇
〇
二
年
以
降
と
い
う
時
期
と
は
、
日
本

社
会
が
大
き
な
変
化
を
迎
え
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。

　

バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
が
も
た
ら
し
た
長
期
不
況
を
契
機
に
、
日

本
経
済
は
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
競
争
が
強
い
る
経
済
合
理
化
と
コ
ス

ト
削
減
圧
力
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
長
期
不
況

を
テ
コ
に
一
段
と
勢
い
が
強
ま
っ
た
新
自
由
主
義
的
政
策
の
推
進

に
よ
り
、そ
の
影
響
は
よ
り
急
激
な
形
で
顕
在
化
し
て
い
っ
た（
本

田 

二
〇
〇
七
）。
そ
の
一
つ
の
帰
結
が
、
非
正
規
雇
用
の
急
増
に

見
ら
れ
る
社
会
全
体
に
お
け
る
雇
用
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
化
で
あ

り
、
雇
用
不
安
が
日
本
社
会
に
蔓
延
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。﹁
格

差
拡
大
﹂﹁
中
流
崩
壊
﹂
が
社
会
問
題
化
し
、
今
や
﹁
貧
困
﹂
は

大
き
な
政
治
的
争
点
に
な
っ
て
い
る（
橋
本 

二
〇
〇
七
）。そ
し
て
、

社
会
保
障
・
福
祉
コ
ス
ト
の
上
昇
を
も
た
ら
す
﹁
格
差
拡
大
﹂、

貧
困
層
の
増
大
へ
の
対
応
は
、
普
遍
主
義
的
な
福
祉
国
家
型
社
会

政
策
で
は
な
く
、
自
助
努
力
・
自
己
責
任
を
強
調
す
る
こ
と
で
社

会
保
障
・
福
祉
コ
ス
ト
の
圧
縮
を
目
指
す
自
立
支
援
型
の
社
会
政

策
と
し
て
様
々
に
展
開
・
再
編
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
中

西 

二
〇
〇
七
）。

　

実
態
把
握
が
な
さ
れ
な
く
な
っ
た
、
あ
る
い
は
困
難
に
な
っ
た

二
〇
〇
二
年
以
降
と
は
、
日
本
社
会
が
こ
の
よ
う
な
変
化
に
直
面

し
、
そ
の
変
化
が
よ
り
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
形
で
顕
在
化
す
る
こ

と
に
な
っ
た
時
期
な
の
で
あ
る
。

　

被
差
別
部
落
の
実
態
把
握
の
困
難
さ
と
、
生
活
実
態
そ
の
も
の
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の
困
難
さ
が
同
時
に
上
昇
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
現
在
の
状
況

に
あ
っ
て
、
利
用
可
能
な
デ
ー
タ
・
方
法
を
模
索
し
、
利
用
可
能

な
あ
ら
ゆ
る
デ
ー
タ
・
方
法
を
駆
使
し
て
、
部
落
の
実
態
を
把
握

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。そ
う
し
た
模
索
の
一
つ
と
し
て
、

被
差
別
部
落
の
実
態
把
握
の
際
に
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
積
極
的
に
は

利
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
官
庁
統
計
の
小
地
域
集
計
に
注
目
し
、

実
際
に
具
体
的
な
被
差
別
部
落
の
実
態
把
握
を
試
み
る
。
も
っ
て

官
庁
統
計
の
小
地
域
集
計
が
被
差
別
部
落
の
実
態
把
握
に
お
い

て
、
有
効
な
デ
ー
タ
と
な
り
う
る
こ
と
を
示
す
。

二　

大
阪
府
連
女
性
部
調
査
に
見
ら
れ
る 

 

﹁
再
不
安
定
化
﹂
の
実
態

　

経
済
的
格
差
の
拡
大
、
雇
用
の
不
安
定
化
が
叫
ば
れ
る
現
状
に

お
い
て
、
か
つ
、
行
政
が
主
体
と
な
っ
た
実
態
把
握
の
困
難
さ
が

増
す
な
か
、
被
差
別
部
落
の
生
活
実
態
は
再
不
安
定
化
の
危
機
に

直
面
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
さ
れ
る
状
況
に
あ
る
（
奥

田 

二
〇
〇
二
）。
筆
者
自
身
も
携
わ
っ
た
被
差
別
部
落
の
実
態
調

査
か
ら
、
そ
の
一
端
を
以
下
に
示
そ
う
。

　

二
〇
〇
八
年
に
部
落
解
放
同
盟
大
阪
府
連
は
、
被
差
別
部
落
の

女
性
を
対
象
と
し
て
独
自
に
そ
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
に
質
問

紙
調
査
を
行
っ
て
い
る（
部
落
解
放
・
人
権
研
究
所
編 

二
〇
〇
九
）。

調
査
対
象
は
一
五
歳
以
上
の
大
阪
府
内
の
部
落
女
性
で
あ
り
、
過

去
の
調
査
デ
ー
タ
を
用
い
て
運
動
団
体
支
部
ご
と
に
年
齢
別
の
目

標
票
数
を
割
り
当
て
た
後
、
支
部
ご
と
に
機
縁
法
に
よ
り
調
査
へ

の
協
力
を
お
願
い
し
た
。
有
効
回
収
数
は
個
人
票
一
三
一
四
票
・

世
帯
票
一
一
七
三
票
で
あ
っ
た
。
こ
の
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た

デ
ー
タ
は
、
被
差
別
部
落
女
性
の
﹁
再
不
安
定
化
﹂
傾
向
を
強
く

示
唆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
ず
、
学
歴
構
成
を
見
る
と
、
若
年
世
代
ほ
ど
高
学
歴
化
し
て

お
り
、
大
阪
府
女
性
と
比
べ
て
著
し
か
っ
た
低
学
歴
傾
向
は
弱
ま

り
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
若
い
世
代
に
お
い
て
も
、
高
卒
以
上
の

学
歴
を
有
す
る
割
合
は
大
阪
府
女
性
に
比
べ
て
八
～
九
ポ
イ
ン
ト

低
く
、
大
学
卒
の
割
合
は
大
阪
府
女
性
の
四
割
弱
に
と
ど
ま
る
。

学
歴
達
成
の
差
は
大
幅
に
狭
ま
り
つ
つ
も
、
相
変
わ
ら
ず
残
り
続

け
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
相
対
的
に
低
い
学
歴
構
成
と
な
っ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
本
調
査
対
象
者
の
就
業
状
況
が
大
阪
府
女
性
と
比
べ

て
顕
著
に
不
安
定
・
低
位
で
あ
る
傾
向
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
職

業
構
成
は
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
が
五
割
弱
と
、
大
阪
府
女
性
と
同

程
度
で
あ
り
、
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
は
九
％
と
、
大
阪
府
女
性
の
一
七

％
よ
り
も
低
く
な
っ
て
い
る
。
雇
用
形
態
で
も
正
規
雇
用
が
四
五

％
と
、大
阪
府
女
性
よ
り
五
ポ
イ
ン
ト
高
く
な
っ
て
い
る
。ま
た
、

平
均
年
収
は
二
二
二
万
円
で
大
阪
府
女
性
と
ほ
ぼ
同
程
度
で
あ
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る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
被
差
別
部
落
の
就
業
の
特
徴
と
し
て

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
就
業
上
の
偏
り
、
不
安
定
さ
、
低
位

さ
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
間
の
同
和
対
策
に
関
す
る

特
別
措
置
法
に
基
づ
く
行
政
施
策
や
、
地
区
に
お
け
る
様
々
な
取

り
組
み
の
成
果
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
年
齢
別
に
非
正
規
雇
用
比
率
を
見
る
と
（
図
１
）、

中
年
層
に
お
い
て
は
大
阪
府
の
非
正
規
率
を
大
き
く
下
回
っ
て
い

る
一
方
で
、
若
年
層
と
高
齢
層
に
お
い
て
は
大
阪
府
の
非
正
規
雇

用
率
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
。
中
年
層
に
お
け
る
雇
用
の
相
対

的
安
定
（
非
正
規

率
の
低
さ
）
の
一

方
で
、
若
年
層
と

高
齢
層
に
お
け
る

雇
用
の
不
安
定
さ

（
非
正
規
雇
用
率
の

高
さ
）
が
見
い
だ

さ
れ
る
の
で
あ

る
。
ま
た
、
本
調

査
対
象
者
の
就
業

の
﹁
安
定
﹂
に
大

き
く
影
響
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
公
務
員
層
の
厚
み
は
、
若
年
層
で
急
速
に
薄
く

な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
結
果
は
、
就
業
に
お
け
る
偏
り
・
不
安
定
さ
・
低
位

さ
が
ほ
ぼ
解
消
さ
れ
た
か
に
見
え
る
状
態
が
一
時
的
な
も
の
に
過

ぎ
ず
、
今
後
、
再
不
安
定
化
す
る
可
能
性
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
。

三　

国
勢
調
査
の
小
地
域
集
計

　

被
差
別
部
落
の
生
活
実
態
を
、
従
来
な
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
行

政
を
主
体
と
す
る
質
問
紙
調
査
に
よ
り
把
握
す
る
こ
と
の
困
難
さ

が
増
し
て
い
る
。
一
方
で
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
被
差
別
部
落

の
生
活
実
態
そ
の
も
の
の
困
難
さ
も
増
し
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
状
況
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
実
態
把
握
が
な
さ
れ
な
い
な

か
で
、
実
態
の
困
難
さ
は
着
実
に
増
し
て
い
く

│
有
り
体
に
言

え
ば
﹁
知
ら
な
い
う
ち
に
ひ
ど
い
状
況
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
﹂
と

な
り
か
ね
な
い
現
状
に
あ
っ
て
、
従
来
型
の
行
政
主
体
に
よ
る
質

問
紙
調
査
の
実
施
を
求
め
る
試
み
や
、
様
々
な
団
体
・
組
織
等
が

自
ら
主
体
と
な
っ
て
質
問
紙
調
査
を
実
施
す
る
と
い
っ
た
試
み

は
、
ま
す
ま
す
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
同
時
に
、
こ
れ
ま

で
の
主
流
で
あ
っ
た
質
問
紙
調
査
を
独
自
に
実
施
す
る
と
い
う
手

法
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
外
に
実
態
を
把
握
す
る
う
え
で
有
効
な

手
法
が
な
い
か
、
積
極
的
に
模
索
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
例
え

73.5%

49.1%

81.1%

37.5%

48.3%

58.0%

44.9%

50.6%62.2%

62.1%58.8%

49.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

15-24
(68)

25-34
(112)

35-44
(151)

45-54
(144)

55-64
(112)

65-74
(53)

本調査

大阪府女性

歳
N=

図１　年齢別、非正規雇用比率
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ば
、
官
庁
統
計
の
活
用
も
実
態
把
握
に
有
効
な
手
法
の
一
つ
で
あ

り
、
具
体
的
に
は
﹁
国
勢
調
査
﹂
の
小
地
域
集
計
が
実
態
把
握
に

利
用
で
き
そ
う
で
あ
る
。

　

国
勢
調
査
は
、
日
本
に
住
ん
で
い
る
す
べ
て
の
人
を
対
象
と
し

て
、
性
別
、
生
年
、
就
業
状
態
、
従
業
地
・
通
学
地
、
住
居
の
種

類
な
ど
、
国
内
の
人
口
や
世
帯
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
的
に
、
総
務
省
統
計
局
が
五
年
ご
と
に
行
っ
て
い
る
統
計
調
査

で
あ
る
。
国
勢
調
査
の
結
果
は
、
集
計
表
の
形
で
公
表
さ
れ
て
い

る
が
、
集
計
事
項
の
う
ち
基
本
的
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
小
地
域

集
計
と
し
て
、町
丁
字
等
別
の
集
計
も
な
さ
れ
て
い
る
。例
え
ば
、

﹁
○
○
市
△
△
区
□
□
三
丁
目
の
男
性
は
何
人
、
女
性
は
何
人
﹂

と
い
っ
た
デ
ー
タ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
小
地
域
集
計
は
、（
財
）

統
計
情
報
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
を
通
じ
て
申
し
込
め
ば
、
有
料
で

は
あ
る
が
、
パ
ソ
コ
ン
で
処
理
で
き
る
形
の
デ
ー
タ
を
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
る）

1
（

。

　

町
丁
字
の
境
界
と
被
差
別
部
落
の
境
界
が
重
な
っ
て
い
る
場
合

は
、
該
当
す
る
町
丁
字
の
デ
ー
タ
を
取
り
出
し
て
集
計
す
る
と
、

そ
の
被
差
別
部
落
の
実
態
を
把
握
す
る
デ
ー
タ
と
し
て
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
町
丁
字
の
境
界
と
被
差
別
部
落
の

境
界
が
ぴ
っ
た
り
と
重
な
っ
て
い
る
よ
う
な
﹁
都
合
の
良
い
﹂
ケ

ー
ス
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
部
落
の
範
囲
が
、
あ
る

町
丁
字
の
わ
ず
か
を
占
め
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
や
、
複
数
の
町
丁

字
に
ま
た
が
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
の
町
丁
字
に
つ
い
て
も
そ
の
一

部
分
を
占
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
町
丁
字
デ
ー
タ
を

用
い
た
実
態
把
握
に
は
無
理
が
あ
る
。
し
か
し
、
完
全
に
境
界
が

一
致
し
て
い
な
く
て
も
、
大
部
分
は
あ
る
町
丁
字
と
重
な
っ
て
い

る
部
落
や
、
複
数
の
町
丁
字
に
及
ん
で
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一

つ
の
町
丁
字
の
大
部
分
は
部
落
と
重
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も

少
な
く
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
れ

ば
、
大
部
分
が
被
差
別
部
落
に
重
な
る
町
丁
字
を
取
り
出
し
て
集

計
す
る
こ
と
で
、
当
該
部
落
の
実
態
を
あ
る
程
度
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
被
差
別
部
落
外
の
住
民
を
一

部
含
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
限
界
、
当
該
部
落
の
全
体
を
カ

バ
ー
し
き
れ
て
い
な
い
と
い
う
限
界
は
あ
る
も
の
の
、
被
差
別
部

落
の
実
態
把
握
が
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
現
状
を
考
え
れ
ば
、
こ

う
し
た
方
法
も
試
し
て
み
る
価
値
は
大
い
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か（

２
）。四　

 

小
地
域
集
計
を
利
用
し
た
実
態
把
握
の
可
能
性

│
大
阪
府
Ａ
部
落
の
事
例

　

こ
こ
で
は
、
実
際
に
国
勢
調
査
の
小
地
域
集
計
を
利
用
し
て
、

被
差
別
部
落
の
実
態
を
記
述
し
て
い
く
。
も
っ
て
小
地
域
集
計
を

利
用
し
た
実
態
把
握
の
可
能
性
を
探
る
。
取
り
上
げ
る
の
は
、
大
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阪
府
の
Ａ
部
落
で
あ
る
。
Ａ
部
落
の

範
囲
は
複
数
の
町
丁
に
ま
た
が
っ

て
い
る
が
、
そ
の
か
な
り
の
部
分
が

Ｘ
地
域
（
実
際
に
は
○
○
区
△
△
三

丁
目
と
い
っ
た
範
囲
）
と
重
な
っ
て

い
る
。
た
だ
し
、
Ｘ
地
域
の
す
べ
て

が
Ａ
部
落
に
含
ま
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
お
お
ま
か
に
表
す
と
、

図
２
の
よ
う
に
な
る
。

　

Ａ
部
落
は
、
公
営
住
宅
が
占
め
る

比
率
が
極
め
て
高
い
部
落
で
あ
る
。一
九
九
五
年
、二
〇
〇
〇
年
、

二
〇
〇
五
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
を
見
る
と
、
Ｘ
地
域
の
住
宅
に

居
住
す
る
一
般
世
帯
の
う
ち
、﹁
公
営
・
都
市
機
構
・
公
社
の
借

家
﹂
世
帯
の
占
め
る
割
合
は
六
二
～
六
六
％
、
世
帯
人
員
数
で
は

﹁
公
営
・
都
市
機
構
・
公
社
の
借
家
﹂
世
帯
人
員
が
五
八
～
六
三

％
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
六
割
強
が
Ａ
部
落
と
の
重
な
り
で
あ
る

と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
２
の
Ｘ
地
域
と
Ａ
部
落
の
重
な
っ
て

い
る
部
分
）。

　

以
下
、
一
九
九
五
年
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
〇
〇
五
年
の
国
勢
調

査
小
地
域
集
計
を
用
い
て
、
Ｘ
地
域
の
実
態
に
つ
い
て
、
大
阪
市

全
体
の
結
果
と
比
較
し
つ
つ
記
述
し
て
い
く
。
Ｘ
地
域
は
Ａ
部
落

全
体
を
包
括
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
Ｘ
地
域
に
は
Ａ
部
落

に
含
ま
れ
な
い
番
地
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
Ｘ
地
域
の

デ
ー
タ
は
、
世
帯
数
・
世
帯
人
員
数
と
も
六
割
程
度
を
占
め
る
Ａ

部
落
の
実
態
、
ま
た
そ
の
変
容
を
か
な
り
反
映
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

１　

世
帯
数
と
人
口

　

図
３
、
４
は
人
口
と
世
帯
に
つ
い
て
、
一
九
九
五
年
の
値
を
一

〇
〇
％
と
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
〇
〇
五
年
の
推
移
を
表
し
た

も
の
で
あ
る
。
人
口
に
つ
い
て
見
る
と
（
図
３
）、
大
阪
市
の
人

口
は
一
〇
〇
・
〇
％
↓
九
九
・
九
％
↓
一
〇
一
・
〇
％
と
大
き
な

変
化
が
見
ら
れ
な
い
が
、
Ｘ
地
域
の
人
口
は
一
〇
〇
・
〇
％
↓
八

四
・
六
％
↓
七
四
・
四
％
と
、
一
九
九
五
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
の

一
〇
年
間
で
四
分
の
三
程
度
に
減
少
し
て
い
る
。
世
帯
数
に
つ
い

て
見
る
と
（
図
４
）、
大
阪
市
の
世
帯
数
が
一
〇
〇
・
〇
％
↓
一

〇
六
・
〇
％
↓
一
一
一
・
〇
％
と
増
加
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

Ｘ
地
域
で
は
一
〇
〇
・
〇
％
↓
八
九
・
二
％
↓
八
三
・
二
％
と
、

一
〇
年
間
の
う
ち
に
一
七
ポ
イ
ン
ト
程
度
減
少
し
て
い
る
。

　

一
九
九
五
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
に
か
け
て
、
人
口
を
維
持
し
つ

つ
、世
帯
数
が
増
加
し
て
い
た
大
阪
市
の
中
で
、Ｘ
地
域
は
人
口
・

世
帯
数
と
も
に
大
き
な
減
少
を
経
験
し
た
の
で
あ
る
。

　

図
５
、
６
は
、
年
齢
構
成
に
つ
い
て
、
老
年
人
口
比
率
（
六
五

歳
以
上
人
口
比
率
＝
高
齢
化
率
）
と
年
少
人
口
比
率
（
一
五
歳
未
満

図２　Ａ部落の概念図
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人
口
比
率
）
を
取
り
出
し
て
、
そ
の
推
移
を
表

し
た
も
の
で
あ
る
。
Ｘ
地
域
の
老
年
人
口
比

率
は
、
一
九
九
五
年
段
階
で
は
一
五
・
八
％

と
、
大
阪
市
一
四
・
一
％
を
や
や
上
回
る
程

度
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
二
〇
〇
〇
年
二

二
・
九
％
、
二
〇
〇
五
年
三
一
・
四
％
と
急

激
に
上
昇
し
て
お
り
、
大
阪
市
全
体
の
値
を

大
き
く
上
回
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
〇
〇
五

年
時
点
で
三
人
に
一
人
は
六
五
歳
以
上
で
あ

る
。
Ｘ
地
域
の
年
少
人
口
比
率
は
、
一
九
九

五
年
段
階
で
は
一
二
・
四
％
と
大
阪
市
一

三
・
五
％
と
同
程
度
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、

二
〇
〇
〇
年
九
・
二
％
、
二
〇
〇
五
年
五
・

五
％
と
、
大
阪
市
を
上
回
る
勢
い
で
、
そ
の

割
合
が
低
下
し
た
。
大
阪
市
全
体
に
お
い
て

も
少
子
高
齢
化
が
進
行
し
て
い
る
が
、
Ｘ
地

域
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
傾
向
が
よ
り
劇
的

に
進
行
し
た
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
Ｘ
地
域
の
著
し
い
人
口
減
少
、
ま

た
少
子
高
齢
化
を
も
た
ら
し
た
要
因
を
探
る

た
め
に
、
五
歳
階
級
の
出
生
コ
ー
ホ
ー
ト
別

に
各
年
の
人
口
分
布
を
見
て
い
く
（
図
７
）。

図４　世帯数の推移（1995年＝100％）
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図３　人口の推移（1995年＝100％）
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図５　老年人口比率の推移
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図６　年少人口比率の推移
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出
生
コ
ー
ホ
ー
ト
と
は
、
誕
生
時
期
が
同
じ
人
々
の
集
団
の
こ
と

を
指
し
、
同
一
の
出
生
コ
ー
ホ
ー
ト
の
五
年
間
の
人
口
増
減
数
を

比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
口
規
模
の
大
き
い
コ
ー
ホ
ー
ト
（
例

え
ば
第
二
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
マ
ー
）
の
加
齢
の
影
響
を
取
り
除
い
た

う
え
で
、
ど
の
年
齢
層
の
増
加
・
減
少
が
著
し
い
か
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
図
の
﹁
三
〇
～
三
四
歳
﹂
と
は
二

〇
〇
五
年
に
三
〇
代
前
半
、
つ
ま
り
一
九
七
一
～
七
五
年
生
ま
れ

の
コ
ー
ホ
ー
ト
を
指
し
て
お
り
、
一
九
九
五
年
に
は
九
四
人
い
た

が
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
六
四
人
、
二
〇
〇
五
年
に
は
四
一
人
に
減

少
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
（
繁
雑
さ
を
避
け
る
た
め
に
、
図
に
数

値
は
記
入
し
て
い
な
い
）。

　

こ
の
図
を
見
る
と
、
い
ず
れ
の
出
生
コ
ー
ホ
ー
ト
に
お
い
て
も

人
口
の
減
少
が
生
じ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
、
先
ほ
ど
例
に
出
し

た
三
〇
代
前
半
を
含
む
二
〇
〇
五
年
時
点
で
三
〇
～
三
九
歳
の
コ

ー
ホ
ー
ト
（
一
九
六
六
～
一
九
七
五
年
生
ま
れ
）
で
減
少
が
大
き
い

こ
と
が
分
か
る
。
一
九
九
五
年
時
点
で
は
一
六
八
人
い
た
こ
の
世

代
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
一
二
六
人
に
な
り
、
二
〇
〇
五
年
に
は

八
四
人
と
半
減
し
て
い
る
。
一
九
九
五
年
に
は
っ
き
り
見
ら
れ
た

第
二
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
マ
ー
を
含
む
世
代
が
形
成
し
て
い
た
人
口
分

布
の
山
は
、
一
〇
年
後
の
二
〇
〇
五
年
に
は
な
く
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

人
口
の
減
少
に
は
、
死
亡
に
よ
る
﹁
自
然
減
﹂
と
転
出
が
転
入

図７　出生コーホート別、人口分布
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を
上
回
る
﹁
社
会
減
﹂
が
あ
る
が
、
二
〇
〇
五
年
時
点
で
三
〇
代

と
い
う
年
齢
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
減
少
の
大
部
分
は
転
出
に
よ
る

も
の
と
見
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
Ｘ
地
域
の
人
口
減
少
や
少
子

高
齢
化
は
、
幅
広
い
年
齢
層
の
減
少
と
と
も
に
、
二
〇
〇
五
年
時

点
の
三
〇
代
と
い
う
比
較
的
若
い
層
の
大
量
転
出
の
結
果
生
じ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
老
年
人
口
割
合
の
相
対
的
な
上
昇
を
生

じ
さ
せ
る
と
と
も
に
、
子
ど
も
を
生
み
育
て
る
世
代
の
転
出
が
年

少
人
口
の
減
少
も
ま
た
生
じ
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

２　

配
偶
関
係

　

国
勢
調
査
で
は
、
配
偶
関
係
を﹁
未
婚
﹂﹁
有
配
偶
﹂﹁
死
別
﹂﹁
離

別
﹂
の
四
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
把
握
し
て
い
る
（
有
配
偶
は
届
出
の
有

無
を
問
わ
な
い
）。
Ｘ
地
域
の
離
別
割
合
を
み
る
と
、
男
性
で
は
大

阪
市
と
ほ
ぼ
同
程
度
で
あ
る
が
、
女
性
で
は
一
九
九
五
年
で
大
阪

市
の
五
・
六
％
に
対
し
て
八
・
〇
％
、
二
〇
〇
〇
年
で
は
大
阪
市

の
六
・
六
％
に
対
し
て
一
〇
・
八
％
と
、
い
ず
れ
も
離
別
割
合
は

大
阪
市
を
や
や
上
回
っ
て
い
る
。

　

女
性
に
つ
い
て
、年
齢
階
層
別
に
離
別
割
合
を
見
る
と（
図
８
）、

四
〇
・
五
〇
代
の
離
別
割
合
が
そ
れ
ぞ
れ
一
九
・
七
％
、
二
二
・

四
％
と
他
の
年
齢
階
層
よ
り
一
〇
ポ
イ
ン
ト
程
度
高
く
、
大
阪
市

と
比
べ
る
と
二
倍
程
度
の
高
さ
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
女
性
の

未
婚
割
合
を
見
る
と
、
三
〇
代
で
五
二
・
八
％
と
、
大
阪
市
の
割

合
を
二
〇
ポ
イ
ン
ト
以
上
上
回
っ
て
い
る
（
図
９
）。
こ
う
し
た

三
〇
代
の
未
婚
割
合
の
高
さ
は
、
出
生
コ
ー
ホ
ー
ト
別
に
人
口
増

減
を
見
た
図
７
を
踏
ま
え
る
と
、
Ｘ
地
域
の
女
性
が
結
婚
せ
ず
に

い
る
か
ら
で
は
な
く
、
結
婚
し
た
女
性
が
転
出
し
た
結
果
、
相
対

的
に
そ
の
割
合
が
高
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
図
８
、
９
は
、
三
〇
代
で
有

配
偶
女
性
が
Ｘ
地
域
か
ら
転
出
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
離
別
し

た
四
〇
代
・
五
〇
代
女
性
が
転
入
、
あ
る
い
は
Ｕ
タ
ー
ン
し
て
き

て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

３　

最
終
学
歴

　

五
年
ご
と
に
実
施
さ
れ
る
国
勢
調
査
で
は
、
質
問
項
目
数
が
多

い
大
規
模
調
査
と
、
項
目
数
が
少
な
い
簡
易
調
査
が
交
互
に
な
さ

れ
て
お
り
、
大
規
模
調
査
で
は
学
歴
に
つ
い
て
も
把
握
さ
れ
て
い

る
。
以
下
で
は
、
直
近
の
大
規
模
調
査
で
あ
る
二
〇
〇
〇
年
調
査

の
結
果
か
ら
、
年
齢
別
に
最
終
学
歴
を
見
て
い
く
。

　

最
終
学
歴
が
小
中
学
校
卒
の
割
合
は
、Ｘ
地
域
で
は
、七
〇
代
・

八
〇
歳
以
上
で
は
八
割
近
い
が
、
そ
れ
よ
り
若
い
世
代
に
な
る
と

大
き
く
低
下
し
、
二
〇
代
・
三
〇
代
で
は
二
割
を
下
回
っ
て
い
る

（
図
10
）。
七
〇
代
で
は
四
〇
ポ
イ
ン
ト
近
く
あ
っ
た
大
阪
市
と
の

差
も
、
四
〇
代
で
は
二
〇
ポ
イ
ン
ト
程
度
、
三
〇
代
・
二
〇
代
で

は
一
〇
ポ
イ
ン
ト
を
下
回
る
程
度
に
ま
で
縮
小
し
て
い
る
。
と
は
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い
え
、三
〇
代
で
五
ポ
イ
ン
ト
程
度
で
あ
っ
た
大
阪
市
と
の
差
は
、

二
〇
代
に
な
る
と
九
ポ
イ
ン
ト
程
度
に
や
や
拡
大
し
て
お
り
、
学

歴
の
格
差
が
こ
の
ま
ま
縮
小
し
て
い
く
と
楽
観
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
な
お
、
こ
こ
で
の
最
終
学
歴
小
中
学
校
卒
に
は
高
校
中
退

が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

図
11
は
最
終
学
歴
が
短
大
・
高
専
卒
（
い
わ
ゆ
る
専
門
学
校
を

含
む
）
で
あ
る
割
合
、
図
12
は
最
終
学
歴
大
学
卒
（
四
年
制
大
学

以
上
）
の
割
合
を
表
し
て
い
る
。
な
お
、
二
〇
代
に
は
在
学
中
の

者
が
か
な
り
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
図
に
は
表
し
て
い
な
い
。

　

Ｘ
地
域
の
短
大
・
高
専
卒
の
割
合
は
（
図
11
）、
三
〇
・
四
〇

代
の
若
年
に
な
る
と
上
昇
し
て
い
る
が
、
大
阪
市
に
お
け
る
上
昇

は
そ
れ
以
上
で
あ
る
。
中
高
年
世
代
で
は
そ
も
そ
も
短
大
・
高
専

卒
業
者
の
割
合
が
非
常
に
低
か
っ
た
た
め
、
大
阪
市
と
の
間
に
顕

著
な
差
は
見
ら
れ
な
い
が
、
短
大
・
高
専
卒
業
が
よ
り
一
般
化
し

た
若
年
層
に
お
い
て
は
、大
阪
市
に
比
べ
八
～
九
ポ
イ
ン
ト
低
く
、

そ
の
差
が
拡
が
っ
て
い
る
。

　

最
終
学
歴
大
学
卒
の
割
合
は
（
図
12
）、
六
〇
代
以
上
で
は
ご

く
わ
ず
か
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
が
、
五
〇
代
以
下
の
世
代

図９　年齢別、未婚割合（女性）（2000年）
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図８　年齢別、離別割合（女性）（2000年）
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図10　最終学歴「小中学校卒」割合（2000年）



101　国勢調査小地域集計を利用した被差別部落の実態把握の可能性

部落解放研究 №188 2010.1

で
は
七
～
八
％
程
度
に
上
昇
し
て
い
る
。
た
だ
、
五
〇
代
以
下
の

世
代
で
は
、
そ
の
割
合
に
大
き
な
差
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
Ｘ

地
域
の
大
学
進
学
・
卒
業
割
合
が
上
げ
止
ま
っ
て
い
る
と
い
う
よ

り
は
、
大
卒
者
が
Ｘ
地
域
か
ら
転
出
し
が
ち
な
傾
向
が
あ
る
こ
と

の
現
れ
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
短
大
・
高
専
と
同
様

に
、
大
学
卒
が
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
中
高
年
層
で
は
、
大
阪
市

と
の
間
に
顕
著
な
差
は
見
ら
れ
な
い
が
、
大
学
卒
が
一
般
化
し
て

い
く
三
〇
代
・
四
〇
代
で
は
、
大
阪
市
に
比
べ
一
三
～
一
五
ポ
イ

ン
ト
程
度
そ
の
割
合
が
低
く
な
っ
て
い
る
。
日
本
社
会
全
体
が
高

学
歴
化
し
て
い
く
な
か
で
、
Ｘ
地
域
と
大
阪
市
全
体
と
の
学
歴
格

差
は
、
高
学
歴
側
の
格
差
と
し
て
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が

示
さ
れ
て
い
る
。

４　

就
業
状
況

　

表
１
は
、
二
〇
〇
〇
年
の
一
五
～
六
四
歳
の
年
齢
層
の
労
働
力

状
態
を
男
女
別
に
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
労
働
力
状
態
に
つ
い
て

の
集
計
は
、
二
〇
〇
五
年
に
も
あ
る
が
、
年
齢
階
層
別
で
は
な
い

全
体
の
労
働
力
／
非
労
働
力
人
口
の
集
計
し
か
な
い
。
高
齢
化
が

著
し
い
Ｘ
地
域
と
大
阪
市
を
単
純
に
比
較
し
て
も
あ
ま
り
意
味
が

な
い
た
め

│
高
齢
層
で
は
非
労
働
力
人
口
が
多
く
な
る

│
、

よ
り
詳
細
な
集
計
が
な
さ
れ
て
い
る
二
〇
〇
〇

年
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

　

男
性
に
つ
い
て
み
る
と
、
就
業
者
割
合
が
六

九
・
二
％
と
、
大
阪
市
に
比
べ
て
八
ポ
イ
ン
ト

程
度
低
く
な
っ
て
い
る
。
女
性
で
は
、
就
業
者

割
合
は
五
六
・
一
％
と
大
阪
市
に
比
べ
て
三
ポ

イ
ン
ト
程
度
高
く
な
っ
て
い
る
。
完
全
失
業
率

（
＝
完
全
失
業
者
÷
労
働
力
人
口
）
は
、
男
性
で

は
一
二
・
八
％
と
大
阪
市
男
性
よ
り
三
ポ
イ
ン

ト
高
く
な
っ
て
い
る
。
女
性
で
は
、
六
・
八
％

と
大
阪
市
女
性
よ
り
や
や
低
く
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
労
働
力
状
態
を
年
齢
階
層
別
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図11　最終学歴「短大・高専」割合（2000年）
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図12　最終学歴「大学卒」割合（2000年）
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に
見
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
よ
り
は
っ
き
り
し
た
傾
向
が
見
い
だ

せ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
小
地
域
集
計
で
は
そ
う
し
た
集
計
が
な

さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
れ
以
上
の
検
討
は
難
し
い
。

　

図
13
は
、
男
性
就
業
者
の
産
業
構
成
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

最
も
高
い
割
合
を
占
め
て
い
る
の
は
、﹁
サ
ー
ビ
ス
業
﹂の
二
三
・

三
％
で
あ
り
、
以
下
、﹁
卸
売
・
小
売
業
﹂
一
九
・
二
％
、﹁
建
設

業
﹂
一
三
・
四
％
と
続
く
。
大
阪
市
と
比
べ
る
と
﹁
サ
ー
ビ
ス
業
﹂

の
割
合
が
八
ポ
イ
ン
ト
程
度
高
く
な
っ
て
い
る
一
方
、
製
造
業
の

割
合
は
一
二
ポ
イ
ン
ト
程
度
低
く
な
っ
て
い
る
。

　

図
14
は
、
女
性
就
業
者
の
産
業
構
成
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

高
い
割
合
を
占
め
て
い
る
の
は
、﹁
卸
売
・
小
売
業
﹂二
四
・
七
％
、

﹁
サ
ー
ビ
ス
業
﹂
二
四
・
〇
％
、﹁
医
療
・
福
祉
﹂
二
一
・
四
％
で

あ
り
、
い
ず
れ
も
二
割
を
超
え
て
い
る
。
大
阪
市
と
比
べ
る
と
、

﹁
サ
ー
ビ
ス
業
﹂﹁
医
療
・
福
祉
﹂
が
そ
れ
ぞ
れ
七
ポ
イ
ン
ト
程
度

上
回
っ
て
い
る
。

　

男
性
就
業
者
の
職
業
構
成
を
見
る
と
（
図
15
）、
最
も
高
い
割

合
を
占
め
て
い
る
の
は
、﹁
生
産
工
程
・
労
務
作
業
者
﹂
三
六
・

〇
％
で
あ
り
、
以
下
、﹁
販
売
従
事
者
﹂
一
五
・
七
％
、﹁
事
務
従

事
者
﹂
一
四
・
〇
％
、﹁
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事
者
﹂
一
一
・
〇
％

と
続
い
て
い
る
。
大
阪
市
男
性
と
比
べ
る
と
、﹁
専
門
的
・
技
術

的
職
業
従
事
者
﹂﹁
販
売
従
事
者
﹂
が
五
ポ
イ
ン
ト
程
度
低
く
な

っ
て
い
る
。

表１　労働力状態（2000年／15～64歳）（単位：％）

男性 女性
Ｘ地域 大阪市 Ｘ地域 大阪市

労働力人口  79.3  85.1  60.2  57.7
就業者  69.2  76.7  56.1  53.2
主に仕事  67.4  74.1  44.2  37.5
家事のほか仕事 －   0.4  11.0  13.8
通学のかたわら仕事   0.4   1.4   0.9   1.2
休業者   1.4   0.9 －   0.6

完全失業者  10.1   8.4   4.1   4.5
(完全失業率) ( 12.8) (  9.8) (  6.8) (  7.8)

非労働力人口  20.7  14.9  39.8  42.3
家事   1.1   0.5  27.0  31.2
通学   6.5   8.7   8.4   7.7
その他  13.0   5.7   4.4   3.4

15歳以上人口総数（不詳除く） 100.0 100.0 100.0 100.0
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女
性
就
業
者
の
職
業
構
成

を
見
る
と
（
図
16
）、﹁
事
務

従
事
者
﹂二
六
・
〇
％
、﹁
サ

ー
ビ
ス
職
業
従
事
者
﹂
二

五
・
三
％
、﹁
生
産
工
程
・

労
務
作
業
者
﹂
二
二
・
七
％

が
い
ず
れ
も
二
割
を
超
え
て

お
り
、﹁
販
売
従
事
者
﹂
一

五
・
六
％
が
続
く
。
大
阪
市

女
性
と
比
べ
る
と
、﹁
サ
ー

ビ
ス
職
業
従
事
者
﹂
が
七
ポ

イ
ン
ト
程
度
、﹁
生
産
工
程
・

労
務
作
業
者
﹂
が
六
ポ
イ
ン

ト
程
度
高
く
な
っ
て
い
る
。

一
方
、﹁
事
務
従
事
者
﹂
は

七
ポ
イ
ン
ト
、﹁
専
門
的
・

技
術
的
職
業
従
事
者
﹂
は
六

ポ
イ
ン
ト
程
度
低
く
な
っ
て

い
る
。

　

５　

家
計
の
収
入
の
種
類

　

図
17
は
、
世
帯
全
体
の
収
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図13　産業構成（2005年／男性）
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104

入
の
う
ち
、
主
な
も
の
一
つ
を
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
Ｘ
地
域

で
最
も
高
い
割
合
を
占
め
て
い
る
の
は
、﹁
賃
金
・
給
料
﹂
の
五

一
・
九
％
で
あ
る
が
、
大
阪
市
に
比
べ
る
と
九
ポ
イ
ン
ト
程
度
低

く
な
っ
て
い
る
。﹁
農
業
収
入
以
外
の
事
業
収
入
﹂も
四
・
五
％
と
、

大
阪
市
に
比
べ
六
ポ
イ
ン
ト
程
度
低
く
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
、

﹁
恩
給
・
年
金
﹂
は
二
六
・
三
％
と
大
阪
市
に
比
べ
七
ポ
イ
ン
ト

高
く
な
っ
て
い
る
。Ｘ
地
域
に
お
け
る
高
齢
化
の
反
映
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、﹁
そ
の
他
の
収
入
﹂
も
一
六
・
四
％
と
大
阪
市
に
比
べ
一

〇
ポ
イ
ン
ト
高
く
な
っ
て
い
る
。﹁
そ
の
他
の
収
入
﹂に
は
、家
賃
・

地
代
、利
子
・
配
当
な
ど
と
と
も
に
生
活
保
護
が
含
ま
れ
て
い
る
。

﹁
そ
の
他
の
収
入
﹂
割
合
の
高
さ
は
、
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い

る
世
帯
の
高
さ
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。五　

お
わ
り
に
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本
稿
は
、
行
政

を
主
体
と
す
る
質

問
紙
調
査
が
あ
ま

り
な
さ
れ
な
く
な

り
、
被
差
別
部
落

の
実
態
把
握
が
そ

の
必
要
性
に
も
か

か
わ
ら
ず
困
難
に

な
っ
て
い
る
現
状

に
あ
っ
て
、
模

索
・
検
討
さ
れ
る

べ
き
デ
ー
タ
・
方

法
と
し
て
、
国
勢

調
査
の
小
地
域
集
計
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
う
え
で
、
そ
の
デ
ー

タ
を
用
い
て
、
具
体
的
な
被
差
別
部
落
の
実
態
を
、
そ
の
一
端
で

は
あ
る
が
記
述
し
た
。

　

最
後
に
、
国
勢
調
査
の
小
地
域
集
計
を
被
差
別
部
落
の
実
態
把

握
に
利
用
す
る
際
の
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
を
示
し
て
お
く
。

　

デ
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
、
ま
ず
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
①

あ
ら
ゆ
る
被
差
別
部
落
に
お
い
て
利
用
可
能
で
は
な
い
と
い
う
点

が
挙
げ
ら
れ
る
。
町
丁
字
と
の
重
な
り
に
よ
っ
て
小
地
域
集
計
が

利
用
で
き
な
い
、
利
用
が
難
し
い
と
い
う
部
落
も
少
な
く
な
い
だ

ろ
う
。
利
用
可
能
な
場
合
も
、
当
該
町
丁
字
が
部
落
以
外
を
含
ん

で
い
た
り
、
部
落
の
全
体
を
表
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う

限
界
が
あ
る
。
ま
た
、
②
把
握
で
き
る
実
態
が
、
国
勢
調
査
で
な

さ
れ
て
い
る
項
目
の
中
の
、
さ
ら
に
小
地
域
集
計
が
な
さ
れ
て
い

る
項
目
に
限
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
小
地
域
集
計

は
個
票
デ
ー
タ
で
は
な
く
、
集
計
表
の
形
で
提
供
さ
れ
る
た
め
、

従
来
型
の
質
問
紙
調
査
と
異
な
り
、調
査
主
体
の
関
心
に
よ
っ
て
、

自
由
に
ク
ロ
ス
集
計
を
す
る
な
ど
の
分
析
が
で
き
な
い
。
年
齢
に

よ
る
労
働
力
状
態
の
違
い
を
見
た
い
と
思
っ
て
も
、
小
地
域
集
計

に
そ
の
よ
う
な
形
の
集
計
表
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
以
上
の
検
討
は

で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
③
国
勢
調
査
は
五
年
に
一
回
の
実
施
で
あ

り
、
ま
た
調
査
の
実
施
か
ら
結
果
の
公
表
ま
で
は
数
年
か
か
る
。

次
回
の
国
勢
調
査
は
二
〇
一
〇
年
に
実
施
さ
れ
る
が
、
公
表
は
さ

ら
に
二
、
三
年
後
に
な
る
。
現
在
の
状
況
を
タ
イ
ム
リ
ー
に
把
握

す
る
必
要
が
あ
る
場
合
、
対
応
は
難
し
い
。

　

従
来
型
の
質
問
紙
調
査
に
は
な
い
、
こ
の
よ
う
な
デ
メ
リ
ッ
ト

が
、
国
勢
調
査
の
小
地
域
集
計
を
用
い
た
実
態
把
握
に
は
あ
る
。

一
方
で
、
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
。
従
来
型
の
質
問
紙
を
用
い
た
調
査

を
、
行
政
の
協
力
な
し
に
運
動
団
体
が
独
自
に
行
う
場
合
、
し
ば

し
ば
直
面
す
る
困
難
を
回
避
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

①
精
度
の
高
い
デ
ー
タ
：
被
差
別
部
落
の
実
態
を
部
落
外
と
の

比
較
の
う
え
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
全
数
調
査
で
な

図17　家計の収入の種類（2000年）
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け
れ
ば
、
当
該
部
落
の
忠
実
な
縮
図
と
な
る
よ
う
な
サ
ン
プ
ル
を

設
定
し
、
で
き
る
だ
け
高
い
回
収
率
に
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
実

際
に
は
調
査
へ
の
協
力
の
難
し
さ
か
ら
、
運
動
団
体
の
メ
ン
バ
ー

や
そ
の
周
辺
の
人
々
に
調
査
協
力
を
依
頼
す
る
と
い
う
こ
と
に
な

り
が
ち
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
い
く
ら
回
収
票
数
が
多
く

と
も
、
忠
実
な
縮
図
と
は
い
え
な
い
偏
っ
た
デ
ー
タ
に
な
る
危
険

性
が
高
い
。
集
ま
っ
た
デ
ー
タ
が
、
高
学
歴
化
や
就
労
の
安
定
化

傾
向
を
示
し
て
い
た
と
し
て
も
、そ
れ
は
部
落
の
実
態
で
は
な
く
、

単
に
調
査
に
協
力
し
て
く
れ
た
人
々
の
特
徴
に
過
ぎ
な
い
か
も
し

れ
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
、
国
勢
調
査
は
日
本
に
住
ん
で
い
る
す

べ
て
の
人
を
対
象
と
す
る
全
数
調
査
で
あ
り
、
回
収
率
も
近
年
そ

の
低
下
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
二
〇
〇
五
年
調
査
で

九
五
％
に
達
す
る
。
国
勢
調
査
の
小
地
域
集
計
を
利
用
す
る
際
の

メ
リ
ッ
ト
の
一
つ
は
デ
ー
タ
精
度
の
高
さ
で
あ
る
。

　

②
費
用
・
労
力
：
小
地
域
集
計
デ
ー
タ
の
提
供
は
有
償
で
あ

り
、
そ
の
金
額
も
安
い
も
の
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
そ
の
金
額

設
定
の
妥
当
性
は
と
も
か
く
、
運
動
体
等
が
独
自
に
調
査
を
実
施

す
る
際
に
か
か
る
費
用
や
労
力
を
考
え
れ
ば
、
積
極
的
に
活
用
す

る
メ
リ
ッ
ト
は
小
さ
く
な
い
だ
ろ
う
。

　

③
比
較
の
容
易
さ
、
経
年
変
化
の
把
握
：
運
動
体
等
が
独
自
に

調
査
を
実
施
し
、
十
分
な
回
収
率
に
達
し
た
と
し
て
も
、
部
落
外

（
当
該
部
落
を
含
む
自
治
体
な
ど
）
と
の
比
較
の
際
に
は
し
ば
し
ば

困
難
に
直
面
す
る
。
官
庁
統
計
の
公
表
に
は
タ
イ
ム
ラ
グ
が
あ
る

た
め
、
比
較
可
能
な
部
落
外
の
デ
ー
タ
が
六
年
前
の
も
の
し
か
な

い
と
い
っ
た
事
態
が
あ
る
。
国
勢
調
査
の
小
地
域
集
計
を
用
い
た

場
合
、
同
一
の
調
査
デ
ー
タ
上
で
の
比
較
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な

問
題
は
生
じ
な
い
。
ま
た
、
国
勢
調
査
は
い
く
ら
か
変
化
し
つ
つ

も
、
ほ
ぼ
同
一
の
質
問
内
容
で
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、
経

年
変
化
を
把
握
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

国
勢
調
査
の
小
地
域
集
計
は
、
従
来
か
ら
な
さ
れ
て
き
た
よ
う

な
質
問
紙
調
査
に
と
っ
て
か
わ
る
万
能
の
方
法
で
は
な
い
。
し
か

し
、
被
差
別
部
落
の
実
態
把
握
が
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
現
状
に

お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
利
用
可
能
な
デ
ー
タ
を
駆
使
し
て
、
部
落
の

実
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
他
の
方

法
と
同
様
に
、
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
を
十
分
認
識
し
た
う
え

で
、
こ
う
し
た
方
法
に
よ
る
実
態
把
握
も
積
極
的
に
模
索
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
最
も
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
困

難
な
実
態
が
そ
れ
と
は
認
識
さ
れ
な
い
ま
ま
放
置
さ
れ
、
静
か
に

着
実
に
、
あ
る
い
は
急
激
に
進
行
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
で
あ

る
。

注（
１
） 
小
地
域
集
計
は
、（
財
）統
計
情
報
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
の
ｗ
ｅ
ｂ

サ
イ
ト
︿http://w

w
w
.sinfonica.or.jp/

〉
か
ら
購
入
で
き
る
。
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た
だ
し
、
そ
の
提
供
価
格
は
、
一
都
道
府
県
の
調
査
一
回
分（
例

え
ば
二
〇
〇
〇
年
国
勢
調
査
）
の
デ
ー
タ
で
二
〇
万
円
前
後
と

安
く
は
な
い
。
年
齢
性
別
人
口
な
ど
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
自

治
体
で
、
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
上
に
公
開
し
て
お
り
、
無
料
で
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
て
利
用
で
き
る
。
い
く
つ
か
の
自
治
体
で
は
そ
れ
以

外
の
項
目
に
つ
い
て
も
ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
で
公
開
し
て
い
る
。

（
2
） 

民
営
事
業
所
を
対
象
と
す
る
全
数
調
査
で
あ
る
﹁
事
業
所
・
企

業
統
計
﹂（
総
務
省
統
計
局
が
五
年
に
一
度
実
施
）
も
、
小
地
域

集
計
が
な
さ
れ
て
お
り
、
被
差
別
部
落
の
実
態
把
握
に
利
用
で

き
る
か
も
し
れ
な
い
。
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