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次

の
文
章

を

読

ん

で
、

後

の
二

つ
の
間

に
答

え

な

さ

い
。

近
年
、

所
得
格

差
と

不
平
等

は
日
本
だ
け

で
な

く
、
欧
米

の
先
進

国
、

中

国
な
ど
、

世

界

の
あ
ら

ゆ
る
国

々
で
大
き
な
社
会
問
題
と
な

つ
て
い
る
。
米
国

の

Ｏ
ｏｏｃ
要

＜
豊

撃
ａ

（
ウ

オ
ー

ル
街
占

拠

）

の
デ

モ
も
、

目

に
見
え

る
最
も
わ

か
り
や
す

い
格

差
問

題

へ
の
人

々
の

反
応

だ
と

い
え

よ
う
。

不
平
等

化

に
関
す

る

「
事
実
」
、
す
な
わ
ち

「
客
観
的
」
格
差

と
、

「
主
観

的
」
満

足
度

に
も

差

が
あ

る

こ
と

に
留
意

す

る
必

要
が
あ

る
。

こ

の
点

を
探

る
た

め
、
『
国
民
生
活

選

好
度

調
査

』

（
旧
経

済

企

画
庁

、

現
内

閣
府
）

を

調

べ
、

七

〇
年

代

後

半

か
ら

の
二
〇
年

で
日
本

人

の
生

活
満

足
度
が
ど

の
よ
う

に
変
移

（
低

下
）
し

て
き
た

の
か
を
見

て
み
よ
う
。

同
調
査

は
、　
一
九

七
八
年

以
降

二
年
ご

と

に

二
〇
〇
八
年
ま

で
実
施

さ

れ

て
お
り
、
国

民

の
客
観

的
満

足
度

を

一
①

の

（
福

祉

）

領
域

の
六
〇

の
細
分

化
さ

れ
た
項

目

に

つ
い
て
重

要
度

、

充

足
度

を

尋
ね
、

さ

ら

に
生

活
全

般

の
満

足
度

を

尋
ね

て

い
る
。

「
自

己
申
告

さ

れ
た
満

足
度
」

↑
①
Ｆ
嘔
里
＆

躍
一一る
ｏいｇ

）

で
あ

る
か
ら
、
デ

ー
タ
と

し

て
の

「
客
観
性
」

が
疑

問
視
さ

れ

が
ち

で
あ

る
。

し

か

し

こ

の
調
査

を

「
主
観
的

」
評
価

に

つ
い
て
の

「
客

観
的

」
デ

ー

タ
、

と

し

て
捉
え

直

せ
ば

、
極

め

て
有
用
な

調
査

で
あ

る

こ
と
が
わ

か
る
。

こ

の
中

で
、

所
得
格

差
、

不
平
等

、

階
層
化
と

い

っ
た
概
念

と
深

く
結

び

つ
い
て

い
る

項

目

と

し

て
、

不
２６
）

収

入
や
婢
産

の
不
平
等

が
少
な

い
こ
と
、

（
５７
）
能

力

が
あ

っ
て
努

力
す

れ
ば

誰
も

が

ふ
さ

わ

し

い
地
位

や
収

入
が
得
ら
れ

る
こ
と
、

の
二

つ
が

ま
ず
挙
げ

ら

れ

よ
う
。

こ

の
二
項
目

の
動
き

を

（
特

に

一
九
七

〇
年
代

か
ら

二
〇

〇
〇
年
代

の
三
〇
年

に

つ
い
て
）
観

察

す

る
前

に
、　
一
〇

の
福
祉
領
域

の
う
ち
、

国
民
が

ど
れ
を
重
要
と

み
な

し
、

政
策
優
先
度

が
高

い
と
考

え

て

い
る
か
を
見

て
お

こ
う
。

一
〇

の
領
域

は

「
医
療

と
保
健

」
、

「
教
育

と
文
化
」
、

「
勤
労
生
活
」
、

「
休

暇
と
余
暇
生

活
」
、

「
収

入
と
消
費

生

活
」
、

「
生

活

環
境

」
、

「
安
全

と
個

人

の
保
護

」
、

「
家

族
」
、

「
地

域

生

活
」
、

「
公
正
と
生

活
保
障

」

に
分

か
れ
る
。

調
査

は
、

こ

の
う

ち
重
要

と
考
え

る
領

域

を

一
番
目
か
ら

二
番

目
ま

で
尋
ね

て

い
る
。

「
最

も
重

要

で
あ

る
」

と

評
価

し
た

領
域

は
、

二
〇

〇

二
年

の
調
査

で
は
、

「
医
療

と

保
健

」
が

一
位

で
あ
り

、
「
収

入
と
消
費

生

活
」
、
「
勤
労
生
活
」
が
続

く
。
「
医
療

と
保
健
」

は

一
九

人

一
年

以
降

、

首
位

を

保
ち

続

け

て
い
る

こ
と
、

九

九
年
ま

で
三
位

の

「
家
族
」

が
低

下

し
た

こ
と

が
注

目
さ

れ

る
。
　
一
般

に
重

要
度

が
高

い
と
政
策

優

先
度

が
高
く
な

る

こ
と

が

予
想

さ

れ

る
。

笑

際

、

目
頭
も

力

を

入
れ

て
欲

し

い
」

と

選
択

し
た

領
域

（
政
策

優
先

度

）

は

「
医
療

と
保

健
」
、

「
収

入
と
消
費

生

活
」
、

「
勤
労
生

活
」

の
順

に
高

い
。

し

ユ



か

し
重

要
度

水
準

が
九
九
年

以
降

低

下
し

て

い
る
も

の
の
依
然

高

い

「
家

族
」

の
政
策
優

先

度

の
水
準

が
低

い

の
は
、

「
家

族
」

と

い
う
領
域

が
政
策

の
対
象

と
な

り

に
く

い
こ
と

を
示

し
て

い
る
。

所

得

そ

の
も

の
が

人

々
の
最

大

の
関
心
事

で
は
な
く
な

っ
泡

と

い
う
点

は
、
満

足
度

・

幸
福

度

に
関
す

る
大
量

の
デ

ー

タ
を
用

い
て
国
際

比
較

を
行

つ
た

近
年

の
諸

研
究

の
結

論

と

も

整

合

的

で

あ

る

。

Ｆ

器

Ｊ
長

雪

α

藝

冨

目

目

Ｐ
ｓ

ｏ
ｏ
９

や

＜
ｏ
①
コ
Ｆ
ｏ
く
８

（
む

０
こ

の

研

究

で

は

、

貧

し

い
国

の
人

々
の
幸
福
度

は
も

ち

ろ
ん
低
く
、

ベ
ー

シ

ッ
ク

・
ニ
ー
ズ

の
高
低

に
強
く

結

び

つ
い
て

い
る
が
、
先
進

国

の
人

々
の
幸
福
感

は
、

所
得
水
準

に

ほ
と

ん
ど
感
応
的

で

は
な

い
と
報
告

さ

れ

て
い
る
。

格

差

と

い
う
点

で
は
、

「
収

入
と
消
費

生
活
」

の
領
域

の
項
目

（
２６
）

「
収

入
や
財
産

の

不
平

等

が
少
な

い
こ
と
」

と
、

「
公
正
と
生
活
保
障
」

の
領
域

の
項

目

（
５７
）

「
能
力

が
あ

っ
て
努
力
す

れ
ば

誰
も

が

ふ
さ

わ

し

い
地
位
や

収

入
が
得
ら

れ

る

こ
と
」

の
二

つ
に
注

目

す

べ
き

で
あ

ろ
う
。

と

こ
ろ
が

こ
れ
ら

二
項
目
と
も
、

重
要
度

得
点

の
高

い
項
目

の
中

に

は
現

れ
な

い
。

（
２６
）

は
む
し
ろ
六
〇
項

目
中
、

四
七
位
、

（
５７
）

は

二
人
位

に
と
ど
ま

つ

て

い
る
。
も

つ
と
も
、
充

足
度
得
点

で
見
る
と
、
こ
れ
ら

二
項

目
は
決

し

て
高

く

は
な

い
。

（
２６
）

は

二
三
位

、

（
５７
）
は

二
四
位

と
、

近
年
多

少
上
昇

し

て

い
る
も

の
の
、

そ
れ

ほ
ど

目
立

つ
た
と

こ
ろ

に
位

置

し

て
は

い
な

い
。

二

一
世
紀
初
頭

の
日
本

人

に
と

つ
て
、
平
等

　

２

や
格

差

と

い
う

問

題

は
、

充

足
度

が
高

い
わ
け

で
な

い
が
、

そ
れ

ほ
ど
重

要
な
問
題
と
考

え

ら

れ

て
い
な

い
た
め
、
政
策

的

ニ
ー
ズ

も
さ

ほ
ど
高

く
な

い
、

と

い
う

現
実

を

こ
の
調

査

は

示
し

て
い
る
。

こ

の
事
実

は
、

「
生

活

の
満

足
度

」

奮
語

∽”↓一浄
ｏヨ

↓

に
は
、

ど

の
よ
う
な
形

で
現
れ

て

い
る
だ
ろ
う

か
。

同

調
査

は
質

問
表

の
中

で
問

７
と

し

て

「
あ
な

た

は
生

活
全
般

に
満

足
し

て

い
ま
す

か
、

そ
れ

と
も

不
満

で
す

か
」

と
問
う

て
い
る
。

こ
れ

は

「
主
観
的
な

厚

生
」

伊
量

８
守
０

焉

一５
ｏ
一濡
）

を
尋
ね

て
お
り
、

回
答
者

の

「
自

己
申
告
さ

れ
た
満

足
度
」

（
と

，
４０巧
皇
Ｏα

登
一∽辞

↓一ｇ
）

と

「
生

活

の
満

足
度

」
を
問
題

に

ｔ

て

い
る
。

す
な
わ
ち
格

差
や

不
平
等
度

そ

の
も

の
で
は
な
く
、
個

々
人
が
感
知

し
た

「
格
差
や

不
平
等

を
含
め
た
）

自

分

た
ち

の
生

活
全

般

の
評
価

を
問
題
に
す

る
問
な

の
で
あ

る
。

問

７
に
姑

し

て
、

「
不
満

」
、

「
ど
ち

ら

か
と

い
う

と

不
満

」

と
答

え

て

い
る
者

の
割
合

は
、
　
一
九
七

八
年

の

一
五

・
六

％

か
ら
、

二
〇

〇

二
年

の
二
六

・
六
％

へ
と
漸
次
増
加

し

て

い
る
。
実

際

、

「
暮

ら

し

よ

い
方

向

に
向

か

つ
て

い
る
と
思

う

」

人

の
割

合

は
、

九
〇

年

を

ピ
ー
ク

に
低

下
し

て
お
り
、

こ

の
調
査

開
始

以
来
最
も
低
く
な

っ
て

い
る
。
さ
ら

に

「
自

分

の
老

後

に
明

る

い
見

通

し
を
持

っ
て

い
る
」

人

の
割

合

も

人

四
年

を

ピ
ー

ク
に
低



下
し

て
、

こ
れ
ま
た
調
査
開
始

以
来
最
も
低
く
な

っ
て
い
る
。

興
味

深

い

の
は
、

（
２６
）

「
収

入
や
財

産

の
不
平
等

が
少
な

い
こ
と
」
、

（
５７
）

「
能

力
が

あ

っ
て
努
力

す

れ
ば
誰
も
が
ふ
さ

わ

し

い
地
位
や
収

入
が
得
ら

れ

る

こ
と
」

の
二

つ
の
項

目
が

、　
一
九

人
七
年
、　
一
九
九

〇
年

の
バ
ブ

ル
期

の
調
査

で
は
、

「
不
平
等

の
強

さ
」

を

示
す
方

向

へ
明
白

に
シ

フ
ト

し

て

い
る
点

で
あ

る
。

こ

の
教
字

を

見

て
も
、　
一
部

（
お
そ

ら
く

か
な

り
多

く
）

の
日
本

人
が
、

い
わ

ゆ

る
バ
ブ

ル
に
よ

つ
て
受

け
た
経
済
的

。
精

神

的
な
傷

が
大

き

か

っ
た

こ
と
が
推

測
さ
れ
よ
う
。

こ
う

し
た
点

を
集
計
量

の
時

系
列
や

ク

ロ
ス

（
性
別

。
年
齢

別
な

ど
）

で
見

る
だ

け

で

は
、

こ

の
調
査
資

料
を
十
分

に
活

か
し
た

こ
と

に
は
な
ら
な

い
。
実

際

、
質
問
表

を
読

む

と
、

回
答
者

の
属
性

は
か
な

り
詳
細

に
尋
ね
ら
れ

て

い
る
。

性

・
年
齢

・
職
業

・
．

勤
務

形

態

。
勤

続
年
数

・
企
業

規
模

・
業

種

・
学

歴

・
婚
姻
と

配
偶
者

の
就
業

形
態

。
子
供

の
数

・
住

宅

。
年

収

（
本

人

・
配
偶
者

。
世
帯
全

体

）
・
資
産

・
貯

蓄

・
借

入
金

戎
高

に
関
す

る
情

報

が
得
ら
れ

る
の
で
あ

る
。

こ
う

し
た

回
答
者

の
属
性

に

つ
い
て
の
情

報

を
利
用

し
な
が
ら
、

そ
れ

ぞ
れ

の
属
性
グ

ル
ー
プ

の
満

足
度

、
あ

る

い
は
政
策

ニ
ー
ズ

を
計

量
す

る
と

い
う

研
究

が

こ
れ

か
ら
必
要

で
あ

ろ
う
。

そ
う

し
た

研
究
な

し

で
は
、

不
満

を
抱
く

人

々
の
イ

メ
ー
ジ

は
明
ら

か
に
な

ら
な

い
か
ら
だ
。

た
だ

し
、

こ
の
種

の
研
究

は
、
逆

に
回
答
者

の
回
答
内

容

に
影
響

を
与

　

３

え
、

政
策

を
意

識

し
た

回
答

を
誘

発
す

な
可
能
性

が
あ

る
こ
と

に
も
注
意

し
な

け
れ
ば
な

ら
な

い
が
。

単

な

る
客
観
的

な
事
実
と
し

て
の
所
得
格
差
だ
け

で
は
な
く
、
以
上
述

べ
た

よ
う
な

「
主

観
的

な

満

足
度

」

を
な
ぜ
問

題

と

し
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
の
か
。

こ

の
問

題

は
、
社
会
科

学

に
お
け

る
認
識

の
問
題
と
も
実

は
深
く

か
か
わ

つ
て
く
る
。

自

然

科
学

と
社

会
科
学

の
最

大

の
相
違

点

は
、

認
識

の
主
体

と
認
識

の
対
象

と

の
間

の

関
係

に
あ

る
。

社

会
科
学

（
も
ち

ろ
ん
経

済

学

も

そ

の
ひ
と

つ
で
あ

る
が
）

で
取

り
扱

う

対
象

、

す
な

わ

ち

「
社

会

活
動

を
営

む
人
間
」

は
、

そ
れ
自
身

、

現
実

を

認
識
す

る
主
体

で
も

あ

る
。

と

こ
ろ
が
、

そ

の
主
体

を
、
さ

ら

に
社
会

科
学
者

が
認
識

す

る
と

い
う

「
二

重
構

造

」

を
社

会

科
学

研
究

は
背
負

わ
さ

れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

し
た
が

つ
て
、
社
会

の

中

の
人

間

は
彼

に
と

つ
て

の
現
実

（
例
え
ば

彼

の
所
得

と
他

人

の
所
得

の
差

）
を

認
識
す

る
が

、

そ
れ

を
本

人
が

ど
う
感

じ

て

い
る
か
を

い
わ
ゆ

る

「
客
観
的

な
」
デ

ー
タ

で
も

つ

て
研

究
者

が
観

測

す

る

こ
と

は

で
き
な

い
。

唯

一
可
能
な

手
が

か
り

は
、

封
象

と
な

つ
て

い
る

人

々
が

「
こ
う
感

じ
た
」

と

い
メ
自

己
申
告

を
参
考

に
す

る

こ
と
な

の
で
あ

る
。
さ

ら

に
複

雑
な

こ
と

に
は
、
観
察
者

の
認
識

が
、

対
象

と
な

っ
て

い
る
人

々
の
認
識

を
も
変



え

て

し
ま
う
と

い
う
可
能
性
が
あ
る
。

所
得
格
差

の
拡
大
と

い
う
研
究
者

の
認
識
が
、

（
そ

れ

が

正
確
な

も

の
で
あ

れ
、

誤

っ
て

い
る
も

の
で
あ

れ
）
社
会

の
不
平
等
感

を
助
長

し
、

さ

ら

な

る
不
満

を
煽

る
と

い
う

こ
と
も
な

い
わ
け

で
は
な

い
。

社
会
科
学

研
究

と
社
会

連

動
が
安

易

に
結
合

し
や

す

い
の
は
こ
の
構
造

ゆ
え

で
あ

る
。

こ
う

し
た

「
観
察

す

る
も

の
」

と

「
さ

れ

る
も

の
」

と

の
相

互
作

用
と

二
重
構
ど

の
問

題

は
、

物
理
学

な

ど

の
自

然
科
学

に
も
程
度

の
差

こ
そ
あ
れ
存
在

す

る
と

い
わ
れ

る
が
、

社
会

科
学

に
お

い
て
そ

の
二
重
性

の
程
度

は
よ
り
強
く
な

る

こ
と

は
否
め
な

い
。
自
然
科

学
が
最

も
社
会

科
学

に
近

い
と

こ
ろ
ま

で
領
域

を
広
げ

て
き
た
と

い
わ
れ

る

「
霊
長
類
学
」

（■
【ゴ
き

一ｏ
哩
）
で
も
、
同
様

の
問
題
は
た
び
た
び
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
観
察
者

（
研
究
者

）

が
猿

に

「
餌

付

け
」

を

す

る

こ
と

に
よ

つ
て
、
研
究

対
象

（
猿

の
集

団
）

の
行
動
様
式

が

変

化

し

て
し
ま

う

こ
と

が
あ

る

の
だ
。

い
ず

れ

に
せ
よ
、
社

会

に

つ
い
て
語

ろ
う
と
す

る

者

は
、

こ
う

し
た

認
識

の
二
重
一構
造

と

い
う
問

題

に
濤
ら
れ

て
お
り
、

そ

の
中

か
ら
仮
説

や
想

像

力

の
助

け

を
借

り

て

「
事
実

ら

し
き
も

の
」

を
確
定

し

て

い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ

る
。

出
所
　
猪

木
武
徳
著

『
経
済
学

に
何
が

で
き

る
か
―

文
明
社
会

の
制
度
的
枠
組
み
』

中

央

公
論
新

社

、

二
〇

一
二
年

の
第

六
章

の

一

一
三
頁
～

一
二
四
買
よ
ヶ

抜
粋

し
、　
一
部
変

更
。

著
者

は
不
平
等

化
や

所
得
格

差
を
ど

の
よ
う
な
視
点

で
捉
え

る
べ
き
と
主
張
し

て

か
。

２

０
０
宇

）

問

二

　

「
認
識

の
二
重
構
造

」

に

つ
い
て
、
本
文

の
内

容

に
即

し

て
、
論

じ
な
さ

い
。

（
一
五
〇
宇

）

問

三
　

あ
な

た

が
滞
在

し
た
海

外

の
国
や

地
域

（
市

や

町
）

の
所
得
格

差

に

つ
い
て
ア

ン

ケ
ー

ト

調
査

を
実
施

す

る
と

し
た
ら
、

ど

の
よ
う
な
計

画
を

立

て
ま
す

か
。

①

調
査

の
ね

ら

い
、

②

調
査

対
象

者

（
個

人
や

組
織

・
団
体

）
、
③
依

頼
方

法

、
④

想
定

さ

れ

る
結

果

の
四
点

に
、

必
ず

言
及
す

る

こ
と
。

（
人
○
○
宇

）

い 問
ま 一

す

4


