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在
日
韓
国
人
の
学
歴
と
職
業

、

金

明

秀

〈
要
旨
〉

本
研
究
は
、
在

日
朝
鮮
人
を
対
象

に
し
た
も

の
と
し
て
は

、
初
の
全
国
規

模
の
サ

ソ

プ

リ

ソ
グ
調
査

で
あ
る

コ

九
九

三
年
在

日
韓

国
人
青
年
意
識

調
査
」

か
ら
、
本
人
お

よ
び
父
親

の
教
育
と
職
業
を
と
り
あ
げ

、
そ

の
基
礎
的
な
分
布

を
紹

介
す
る
。
ま
た
、

向

種

の
日
本
人
デ
ー
タ
と
簡
単
な
比
較
を
お

こ
な

い
、
エ
ス

ニ
ッ
ク

・
ス
ト
ラ
テ
ィ

フ

ィ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
存
在
を
検
討
す
る
。

結
果
に
よ
る
と
、

(1
)
在

日
韓
国
人

の
教
育
達
成
は

、
単
純
集
計

レ
ベ
ル
で
は
日
本

人
と
の
差
異
が
見
ら
れ
な

い

冖
(2
)
し
か
し
上
層
出
身
と
下
層
出
身
と

で
非

一
貫
的
な

圧
力
が
示
唆
さ
れ
る

"
(3
)
親
世
代

の
職
業
構
成
は
圧
倒
的
な
比
率

で
自
営
業

に
追

い

や
ら
れ
て
い
る
の
に
た

い
し
て

"
(4
)
回
答
者
本
人

の
職
業
構
成
か
ら
は
、
明
確
な
労

働

市
場

の
障
壁

は
確
認
さ
れ
な

い
。

本
調
査

が
社

会
階
層

の
究
明
を
目
的
と
し
た
も

の
で
は
な
か

っ
た

こ
と
、
ま
た
、
純

粋

に
比
較

可
能

な
デ

ー
タ
が
存

在
し
な
か

っ
た

こ
と
な
ど

の
た
め
、
以
上
は
今

の
と

こ

ろ
原
始
的
な
発
見

に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
在

日
朝
鮮
人
を
対
象
と
し

た
実
証
研
究

に
、
は
じ

め
て
社

会
階
層

と
い
う

概
念
を
導
入
し
た

こ
と
に
よ
り
、
今
後

の
研
究

の
展
望
を
示
す
と
と
も
に
、
よ
り
詳
細
な
調
査
の
必
要
性
を
提
起
で
き
て

い
る
。

キ

ー
ワ
ー
ド

在

日
朝
鮮

人
、

エ
ス

ニ
シ
テ

ィ
、
社

会
階
層

、
社

会
調
査
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在
日
朝
鮮
人
の
社
会
階
層
を
研
究

テ
ー
マ
と
す
る
と
き
、
従
来
は
主
に
国
勢

調
査
な
ど
の
セ
ン
サ
ス
デ
ー
タ
が
用

い
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
公
表

さ
れ
る
デ
ー
タ
の
中
か
ら

「
在
日
韓
国

・
朝
鮮
人
」
と
い
う
項
目
が
消
失
し
、

か
わ
り
に
ニ
ュ
ー-
・
カ
マ
ー
を
含
む

「
韓
国
籍

・
朝
鮮
籍
」
が
登
場
す
る
よ
う

に
な

っ
て
以
来
、
在
日
朝
鮮
人
の
階
層
研
究
は
、
基
礎
的
な
足
場
を
失
う
と
と

も
に
、
主
観
的
な
印
象
に
頼

っ
た
議
論
が
趨
勢
を
し
め
る
よ
う
に
な

っ
た
。

一
部
に
は
、
独
自
の
調
査
を
も
と
に
し
て
、
在
日
朝
鮮
人
の
職
業
実
態
を
乏

ら
え
よ
う
と
す
る
試
み
も
あ

っ
た
が
、
調
査
地
域
が
限
定
さ
れ
て
い
た
り
、
特

定
の
組
織
を
対
象
と
し
た
配
票
法
で
あ

っ
た
り
と
、
デ
ー
タ
収
集
の
限
界
に
起

因
す
る
問
題
を
抱
え
て
い
た
。

本
研
究
は
、
在
日
朝
鮮
人
を
対
象
に
し
た
も
の
と
し
て
は
、
初
の
全
国
規
模

の
サ
ソ
プ
リ
ソ
グ
調
査
で
あ
る

コ

九
九
三
年
在
日
韓
国
人
青
年
意
識
調
査
」

か
ら
、
本
人
お
よ
び
父
親
の
教
育
と
職
業
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
基
礎
的
な
分
布

を
紹
介
す
る
。デ

ー
タ

.
一
・

一

調

査

の
基

本

設

計

(1
)

「
一
九
九
三
年
在
日
韓
国
人
青
年

意
識
調
査
」
の
母
集
団
は
、
「
日
本
生
ま

(2
)

'

れ
で
、
韓
国
籍
を
持

つ
、
十
八
～
三
〇
歳
の
者
」
で
あ
る
。

一
九
九
三
年
六
月

.
二

一
日
か
ら
同
年
九
月

二

一
日
ま
で
の
三
カ
月
間
、
訪
問
面
接
法
に
よ
り
実
施

さ
れ
た
。
た
だ
し
、
調
査
期
間
最
後

の

一
カ
月
間
、

一
部
に
、
留
置
調
査
法
を

併
用
し
て
い
る
。

母
集
団
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、
在
日
大
韓
民
国
青
年
会
の
保
有
す
る
名

簿
を
用
い
た
。
在
日
大
韓
民
国
青
年
会

(以
下
、
青
年
会
)
は
、
在
日
大
韓
民

(3
)

国
居
留
民
団

(以
下
、
民
団
と
す
る
。
な
お
現
在
は
、
在
日
大
韓
民
国
民
団
に

改
称
)
の
傘
下
団
体
で
あ
り
、
そ
の
保
有
す
る
名
簿
は
、
民
団
の
保
有
す
る
名

簿
か
ら
十
八
～
三
〇
歳
を
抽
出
し
た
う
え
で
、
若
干
の
更
新
と
追
加
を
お
こ
な

(4
)

っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
名
簿
か
ら
系
統
抽
出
を
お
こ
な

っ
た
結
果
、
約
二
千
名
の
調
査
対
象
者

を
選
出
し
た
。
・こ
の
な
か
か
ら
、
名
簿
の
記
載
間
違
い
に
よ

っ
て
訪
ね
あ
た
ら

な
か

っ
た
者
や
対
象
年
齢
外
だ

っ
た
者
、
帰
化
に
よ

っ
て
韓
国
籍
を
喪
失
し
た

者
、
死
亡
者
な
ど
、
青
年
会
の
名
簿
自
体
の
不
備
に
よ
る
調
査
不
能
を
調
査
対

象
者
か
ら
除
外
し
た
結
果
、
最
終
的
な
調
査
対
象
者
数
は

一
七
二
一二
名
に
な

っ

た
。回

収
さ
れ
た
調
査
票
は
ち
ょ
う
ど
八
○
○
票
で
あ
り
、
回
収
率
は
四
六

・
四

%
で
あ
る
。
回
収
率
は
低
め
の
値
に
な

っ
た
が
、
青
年
層
を
対
象
と
し
た
調
査

で
あ
り
、
な
お
か
つ
都
市
部

の
比
率
が
高
く
な

っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

や
む
を
え
な
い
値
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
、
東
京
と
大
阪
を
除
い
た
地

域
で
は
、
平
均
回
収
率
が
七
割
を
越
え
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
都
市
部
に

お
け
る
社
会
調
査

の
難
し
さ
が
、
全
体

の
回
収
率
を
引
き
下
げ
る
直
接
の
要
因

に
な

っ
て
い
る
と
い
え
る
。

一
・
ニ

デ
モ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
な
特
性

回
答
者
の
男
女
の
構
成
は
、
男
性
三
六
〇
名

(四
五

・
○
%
)
に
対
し
て
、

女
性
が
四
四
〇
名

(五
五

・
○
%
)
で
あ
り
、
や
や
女
性
の
方
が
多
く
な

っ
て

40



い
る

(表
1
-
1
)
。
年
齢
層
に
も
よ

る
が
、

一
般
に
社
会
調
査
で
は
、
男
性

よ
り
も
女
性
の
回
答
率
の
方
が
高
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
億
、
女
性
の
方

表1-1性 別(%)

男性 360(45.0)

女性 440(55.0)

が
有
職
率
の
差
や
職
業
の
内
容
な
ど
か
ら
、
調
査
に
協
力
し
や

す
い
条
件
が
整

っ
て

い
る
こ
と
な
ど
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し

今
回
の
場
合
、
男
女
の
比
率
は
同
数
か
ら
互
い
に
五
%
ず
つ
の

ず
れ
で
し
か
な
く
、
偶
然
に
よ
る
誤
差
と
ま
で
は
言
え
な
い
も

の
の
、
問
題
と
な
り
に
く
い
値
に
お
さ
ま

っ
て
い
る
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

次
に
、
表
1
1
2
は
、
回
答
者
全
体

の
年
齢
の
分
布
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

年
齢
の
若
い
方
で
は
、

一
八
～

一
九
歳
の
回
答
者
が
少
な
め
に
な

っ
て
い
る
こ

と
が
目
に
つ
く
。
ま
た
、
就
業
者
が
多
数
を
占
め
る
二
一二
歳
よ
り
上
の
年
齢
層

で
、
人
数
が
漸
減
し
て
い
る
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
年
齢
的

に
分
布
が
偏

っ
て
い
る
原
因
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。

在
日
韓
国
青
年
会
に
お
い
て
名
簿
を
追
加

・
更
新
す
る
作
業
は
、
多
く
の
場

合
、
登
録
者
の
成
人
式
に
備
え
て
実
施
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
登
録
者
あ
る
い
は

そ
の
親
族
か
ら
自
発
的
な
届
出
が
な

い
か
ぎ
り
、
成
人
式
以
外
の
契
機
で
新
規

に
登
録
が
行
わ
れ
た
り
、
移
転
等
が
追
跡
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
し
た
が

っ

表1-2年 齢 分布

年齢 人数( %)

18 41( 5.1)

19 69( 8.7)

20 89 (11.2)

21 97.(12.2)

22 99 (12.4)

23 71( 8.9)

24 76( 9・5)
.

25 65( 8.2)

26 57( 7.2)

27 46( 5.8)

2呂 42( 5.3)

29 25( 3.1)

30 16( 2.0)

無回答 7 一

800(100.0)

 

計

て
、
成
人
式
以
前
の
年
齢
層
に
つ
い
て
は
、
出
生
時
の
届
出
か
ら
移
転
が
な
い

も
の
や
、
親
族
な
ど
に
よ

っ
て
新
た
に
届
出
が
行
わ
れ
た
も
の
の
み
が
名
簿
に

登
録
さ
れ
て
お
り
、
も
と
も
と
名
簿
に
含
め
ら
れ
て
い
な
い
も
の
が
多
数
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
就
職
や
結
婚
に
と
も
な

っ
て
転
居
者
は
自
然
に
増
加
す
る
が
、
調
査

時
点
で
は
こ
の
動
向
を
十
分
に
と
ら
え
き
る
こ
と
が
で
き
ず
、
名
簿
の
不
備
と

し
て
処
理
さ
れ
た
対
象
者
が
多
か

っ
た
。
二
一二
歳
よ
り
上
の
年
齢
層
で
人
数
が

漸
減
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
説
明
に
合
致
し
て
い
る
。

表

1
-
3
は
、
回
答
者

の
父
親
の
年
齢
を
五
歳
間

隔
で
示
し
た
も

の
で
あ

る
。
成
育
家
庭
で
の
家
計

支
持
者
を

「
父
親
」
と
回

答
し
た
者
の
み
取
り
上
げ

齢

の

表1-3父 親の年

年 齢

40-44

45-49
'

50-54

55-59

60-64

65-69

70一

無 回 答

人 数(%)

21(3.2)

128(19.2)

236(35.4)

166(2419)

66(9.9)

33(5.0)

16(2.4)

9一

675(100.

 

計

だ
た
め
、
サ
ン
プ
ル
数
は
六
七
五
名
に
な

っ
た
。
父
親
の
年
齢
は
、
四
五
歳
か

ら
五
九
歳
ま
で
で
全
体
の
約
八
割
を
占
め
て
い
る
。
調
査
対
象
者
渉

一
八
～
三

〇
歳
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
妥
当
な
数
値
だ
ろ
う
。

二

教
育
達
成

在
日
朝
鮮
人
の
教
育
達
成
に
つ
い
て
は
、
よ
く
二
つ
の
異
な

っ
た
説
を
耳
に

・す
る
。

一
つ
の
説
は
、
経
済
的
な
障
害
か
ら
高
等
教
育
を
受
け
た
く
て
も
受
け

ら
れ
な
か

っ
た
親
の
世
代
が
、
子
ど
も
に
は
そ
の
よ
う
な
不
満
を
抱
か
せ
た
く

在日韓国人の学歴と職業41



な
い
と
思
い
、
高
い
教
育
期
待
を
持

つ
よ
う
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も

う

一
つ
の
説
は
、
高
等
教
育
を
受
け
て
も

一
般
企
業

へ
の
就
職
の
道
が
閉
ざ
さ

れ
て
い
た
親
の
世
代
が
、
大
学
に
行

っ
て
も
無
駄
だ
と
い
う
考
え
な
持

つ
よ
う

に
な
り
、
子
ど
も
に
た
い
す
る
教
育
期
待
を
失

っ
て
し
ま
う

(し
た
が

っ
て
、

学
歴
よ
り
も
手
に
職
を

つ
け
ろ
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
)
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ど
ち
ら
の
説
も
、
親
の
教
育
期
待
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
、
今
回
の
調
査

で
そ
の
ま
ま
検
証
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
た
だ
興
味
深
い
点
は
、
い
ず
れ
の
説

も
、
親
の
世
代
に
お
け
る
学
歴
の
メ
リ
ト
ク
ラ
シ
ー
不
在
や
、
教
育
機
会
の
不

平
等
を
前
提
に
し
て
い
る
'こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
社
会
と
の
比
較
で
、

民
族
集
団
間
の
構
造
的
な
不
平
等
を
自
明
の
こ
と
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
説
は
、
正
し
い
か
間
違

っ
て
い
る
か
は
と
も
か
く
、
在
日
朝
鮮
人
の
教

育
機
会
に
つ
い
て
、
た
ん
に
階
層
間

で
ど
れ
だ
け
違
い
が
あ
る
か
を
確
認
す
る

だ
け
で
は
な
く
、
日
本
人
と
の
比
較
か
ら
ど
の
よ
う
に
異
な

っ
て
い
る
か
に
つ

い
て
も
論
じ
る
必
要
性
を
喚
起
し
て
く
れ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
は
、
単
純
集
計
レ
ベ

ル
で
デ
ー
タ
を
概
観
し
な
が
ら
、
本
調
査

と
日
本
人
の
教
育
達
成
水
準
の
差
異
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二

・
一

教
育
水
準

表
2
-
1
は
、
回
答
者

の
達
成
学

歴
を
、

一
九
九
〇
年
に
実
施
さ
れ
た
国
勢

調
査
の
デ
ー
タ
と
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
調
査
男
性
と
国
勢
調
査
の
男
性

デ
ー
タ
で
明
確
な
違

い
が
あ
る
セ
ル
と
言
え
ば
、
本
調
査
デ
ー
タ
の
方
で
中
学

校
卒
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
分
、
高
校
卒

の
比
率
が
高
く
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
調
査
男
性
の
中
学
校
卒
は
サ
ン
プ
ル
数
が
き

歴

)

　

　

1

勢

一

国

2

0

表

た吼媚割鮑σ

卒業者%
(実数)

大学・大学院

短大・高専

高校

中学校

在学中

本 調 査

男 性

22.8(67)

9.2(27)

66.0(194)

2.0(6)

一(59)

国 勢調 査

20歳 代 男性

25.2(1779)

10.9(768)

54.4(3841)

9.6(675)

一(1357)

計1'1・ …(354)11・ …(842・)11・ …(433)11・ …(8219)

本 調 査

女 性

7.4(27)

32.2(118)

59.1(217)

1.4(5)

一(66)

国勢 調 査

20歳 代 女性

9.3(697)

31.2(2341)

・54.0(4058)

5.5(411)

一(709)

わ
め
て
少
な
い
た
め
、
デ
ー
タ
固

有
の
傾
向
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ

と
も
考
え
ら
れ
る
。
か
り
に
、
中

学
校
卒
と
高
校
卒
を
あ
わ
せ
た
比

率
を
考
え
て
み
る
と
、
本
調
査
が

六
八

・
○
%
、
国
勢
調
査
が
六
四

・
○
%
と
な
り
、
両
デ
ー
タ
で
顕

著
に
違
い
の
見
ら
れ
る
セ
ル
は
な

く
な

っ
て
し
ま
う
。そ
う
す
る
と
、

特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
む
し
ろ
両

デ
ー
タ
の
類
似
性
で
あ
る
と
言
え

よ
う
。
ま
た
、
女
性
に
つ
い
て
も

や
は
り
、
男
性
と
ま

っ
た
く
同
様

の
結
果
に
な

っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

単
純
集
計
の
レ
ベ
ル
で
見
る
か
ぎ

り
、
教
育
の
達
成
水
準
と
い
う
側

面
で
は
、
在
日
韓
国
人
青
年
と
同

世
代
の
日
本
住
民
と
の
問
に
ほ
と
ん
ど
違
い
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
結
論
づ
け

ら
れ
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
父
親
の
世
代
に
つ
い
て
は
、
国
勢
調
査
の
比
較
か
ら
ど
の
よ
う
な
こ

と
が
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
表
2
1
2
は
、
年
齢
を

「
四
〇
歳
代
」
「
五
〇
歳
代
」

「
六
〇
～
七
四
歳
」
の
三
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
た
う
え
で
、
本
調
査
の
父
親
と

国
勢
調
査
の
学
歴
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
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表2-2本 調査父親 と国勢調査の学歴

卒業者%
(実数)

本調査父親
40歳代

国勢 調査

40歳代
で調査父親

50歳代
国勢調査

50歳 代

本調査父親

60-74歳

国勢 調査

60-74歳

大学 ・大学院 18.6(27) 21.8(2103) 17.0(66)
』15

.2(1157) 17.5(17) 8.2(566)

短大 ・高専 0.7(1) 3.7(352) 0.3(1) 2.6(196) 4.1(4) 6.4(438)

高校 51.0(74) 47.7(4611) 38.9(151) 41.5(3168) 26.8(26) 31.8(2181)

小 ・中学 校 29.7(43) 34.0(2594) 43.8(170) 40.8(3114) 51.5(50) 53.6(3685)

計 巨 ・…(145)1・ …(9662)II・ …(388)1・ …(7637)11・ …(97)1・ ・.・(6872)

)ん千位
、

単は慧齣嫻国む號構は」中学唯びよお剳鮑ぼ

ま
ず
、
四
〇
歳
代
に
つ
い
て
は
、
、本

調
査
の
父
親
の
ほ
う
が
や
や
低
学
歴
傾

向
に
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、

本
調
査
の
父
親
の
場
合
、
四
〇
歳
代
前

半
よ
り
も
後
半
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と

を
考
え
る
と
、
ほ
ぼ
同
等
の
水
準
だ
と

見
な
す
ほ
う
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
五
〇

歳
代
に
つ
い
て
も
、
「短
大

・
高
専
」

と

「
大
学

・
大
学
院
」
を
ま
と
め
て
し

ま
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
違
い
が
分
か
ら
な

.

い
。注

意
を
要
す
る
の
は
六
〇
歳
以
上
に

つ
い
て
で
あ
る
。
六
〇
歳
以
上
は
本
調

査
父
親
の
ほ
う
が
は

っ
き
り
と
高
学
歴

傾
向
に
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
判
断
す

る
に
あ
た

っ
て
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
が
二
点
あ
げ
ら
れ
る
。

ま
ず
第

一
に
、本
調
査
の
父
親
の
場
合
、

表
1
1
3
か
ら
明
ら
か
な
と
お
り
、
六

〇
歳
代
前
半
の
比
重
が
大
き
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
年
齢
の
分
布

を
勘
案
し
て
も
な
お
、
本
調
査
の
父
親

の
教
育
水
準
が
高
い
よ
う
に
判
断
さ
れ

る
た
め
、
こ
の
こ
と
か
ら
本
調
査
の
高
学
歴
傾
向
を
説
明
す
る
に
は
無
理
が
あ

ろ
う
。

第
二
に
、
在
日
朝
鮮
人
で
あ
ろ
う
と
日
本
人
で
あ
ろ
う
と
、

一
般
に
こ
の
種

.
の
社
会
調
査
で
は
、
年
齢
の
上
昇
に
あ
わ
せ
て
教
育
達
成
の
回
答
も
上
昇
す
る

傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
簡
単
に
い
え
ば
、
た
と
え
ば
実
際
に
は
高

専
卒
業
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
現
在
の
基
準
で
い
え
ぱ
大
卒
相
当
で
あ

る
」
と
の
判
断
か
ら
、
大
卒
と
回
答
す
る
人
が
少
な
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
回
答
傾
向
が
ど
れ
だ
け
影
響
し
て
い
る
か
は
不
明
だ
が
、
六
〇
歳
以

上
の
不
自
然
な
値
を
解
釈
す
る
う
え
で
、
重
要
な
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

結
局
の
と

こ
ろ
、
表
2
1
2
を
見
る
か
ぎ
り
、
部
分
的
に
微
細
な
揺
ら
ぎ
は

あ
る
も
の
の
、
各
年
齢
層
を
と

っ
て
も
、
全
体
と
し
て
見
て
も
、
本
調
査
の
父

親
デ
ー
タ
と
国
勢
調
査
デ
ー
タ
の
ど
ち
ら
か
が
高
い
教
育
水
準
に
あ
る
と
結
論

づ
け
る
こ
と
は
困
難
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
両
デ
ー
タ
の
意
外
な
ほ
ど
の
近
似
性

を
こ
そ
、
特
筆
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
し
て
み
る
と
、
ま
ず
本
調
査
の
回
答
者
本
人

(
一
八
～
三
〇
歳
)
、
そ

し
て
次
に
そ
の
父
親

(四
〇
～
七
四
歳
)
と
、
か
な
り
広
範
な
年
齢
層
を
検
討

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
の
住
民
全
体

(国
勢
調
査
)
と
の
あ
い
だ
で
、

教
育
の
達
成
水
準
に
明
確
な
違
い
が
見
ら
れ
な
か

っ
た
と
い
う
こ
ど
に
な
る
。

前
述
し
た
説
の

一
つ
が
言
う
よ
う
な

「在
日
韓
国

・
朝
鮮
人
は
、
か
つ
て
学
校

教
育
か
ら
も
疎
外
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
不
満
を
バ
ネ
に
、
日
本
人
以
上
の
速

度
で
高
学
歴
化
を
果
た
し
て
き
た
の
だ
」
と
い
う
趨
勢
は
、
.本
調
査
デ
ー
タ
か

ら
は
ま

っ
た
く
う
か
が
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
従
来
の
説
が
間
違

っ

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
本
調
査
の
デ
ー
タ
が
偏

っ
て
い
る
の
だ
ろ
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う
か
。

俗
説
と
し
て
で
は
な
く
、
在
日
韓

国

・
朝
鮮
人
の
学
歴
の
特
徴
が

「
急
速
な

高
学
歴
化
」
に
あ
る
と
言
及
し
た
研
究
に
、
小
沢
有
作
の

「
教
育
と
ア
イ
デ

ン

テ
ィ
テ
ィ
」
が
尠
る
(小

沢
有
作
、

一
九
八
六
)
。

ま
ず
は
、
小
沢
が
こ
の

結
論
を
導
く
に
い
た

っ

た
デ
ー
タ
を
見
て
み
る

こ
と
に
し
よ
う
。

表
2
-
3
に
、
小
沢

が
ま
と
め
た
表
を

一
部

加
工
し
た
う
え
で
引
用

し
た
。

一
九
八
0
年
の

国
勢
調
査
か
ら
神
奈
川

県

民

の
学

歴
を
抽

出

し
、
韓
国

・
朝
鮮
人
、

中
国
人
の
調
査
デ
ー
タ

と
比
較
し
た
も
の
で
あ

る
(同
書
、
一
二
五
頁
)
。

な
お
、
表
中
の

「外
国

人
」
と
は
、
「
神
奈
川

県
内
在
住
外
国
人
実
態

調
査
」

(、以
下
、
神
奈

(単位:%)表2-3神 奈川県の調査か ら 「年齢 別学歴構成」

不就学 初等教育修了 中等教育修了 高等教育修了

20代 県 民(1,066千 人)

外国人(238人)

0.07

0.4

958

6.7

45.2

60.0

44.6

32.4

30代 県 民(1,341千 人)

外国人(268人)

0.06

0.0

21.3

19∫4

50.3

53.0

28.0

27.6

I

I

40代

■

県 民(1,012千 人)

外国人(211人)

0:06

1.5

30.8

38.0

48.5

41.7

20.3

18.0

50代 県 民(653千 人)

外国人(147人)

0.1

7.5

41.5

48.3

40.1

30.0

9.4

15.6

60代

以上

県 民(653千 人)

外 国人(166人)

0.57

41.0

60.7

36.1

27.0

11.4

11,1

10.2
1

(原著老注)県 民の学歴構成は 「国勢調査」(昭 和55年)よ り作成。ただ し,在 学者 および

中退は,そ れぞれの 「修 了」の項 目に入れた。

川
調
査
)
の
デ
ー
タ
で
あ
る
。
こ
の
表
か
ら
、
小
沢
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。こ

の
表
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
第
1
に
、
県
民

(日
本
人
)
の
高
学
歴
化
の

歩
み
以
上
の
速
さ
で
、
韓
国

・
朝
鮮
人
、
中
国
人
が
高
学
歴
の
状
態
を
実
現

し
て
い

っ
た
点
で
あ
る
。
世
代
が
若
く
な
る
ほ
ど
県
民
の
学
歴
構
成
比
に
近

づ
き
、
全
国
平
均
の
そ
れ
を
上
回

っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
本
全

体
の
動
向
に
合
わ
せ
る
と
い
う
動
機
の
み
な
ら
ず
祖
父
母
、
父
母
が
孫
や
子

に
た
い
し
て

「せ
め
て
学
校
だ
け
は
…
…
」
と
願
う
、
教
育
に
か
け
る
熱
意

の
あ
ら
わ
れ
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

な
る
ほ
ど
、
小
沢
の
言
う
よ
う
に
、
六
〇
代
以
上
で

「
不
就
学
」
の
比
率
が

い
ち
じ
る
し
く
高
く
、
「初
等
教
育
修
了
」
の
比
率
を
見
る
と
、
た
し
か
に

「県

民

(日
本
人
)
の
高
学
歴
化
の
歩
み
以
上
の
速
さ
で
」
減
少
傾
向
に
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
「中
等
教
育
」
以
上
に
注
目
し
て
み
る
と
、
必
ず
し
も
高
学
歴

化
の
パ
タ
ー
ン
は

一
貫
し
て
お
ら
ず
、
ま
し
て
や
高
学
歴
化
の
歩
み
が
県
民
以

上
の
速
さ
だ
と
は
思
わ
れ
な
い
。

こ
の
高
学
歴
化
の
傾
向
を
よ
り
分
か
り
や
す
く
確
認
す
る
た
め
、
表
2
1
3

の

「
不
就
学
」
に
○
、
「
初
等
教
育
」
に
六
、
「
中
等
教
育
」
に

一
二
、
「高
等

教
育
」
に

一
六
年
と
い
う
数
値
を
与
え
、
平
均
教
育
年
数
と
そ
の
上
昇
分
を
示

(5
)

し
た
も
の
が
表
2
-
4
で
あ
る
。

ま
ず
、
平
均
教
育
年
数
を
見
る
と
、
六
〇
代
以
上
で
は

「
県
民
」
と

「外
国

人
」
の
あ
い
だ
に
三
年
以
上
の
開
き
が
あ
る
も
の
の
、
五
〇
代
で
は
こ
れ
を
追
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い
抜
き
、
そ
れ
よ
り
も
若
い
年
齢
層
で
は
互

鱗

い
に
抜
き
つ
抜
か
れ
つ
で
推
移
し
て
い
る
・

育教

こ

の
結
果
を
、
表
2
1
3
の
解
釈
を
含
め
つ

均平

つ
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
初

・
中
等
教
育
の
年

吻力

限

を
戦
前

・
戦
中
に
体
験
し
て
い
る
六
〇
代

査囓

以
上
の
年
齢
層

(
一
九
八
四
年
時
点
で
)
で

隰

は
、
県
民
と
の
あ
い
だ
で
教
育
年
数
に
大
き

襟

な
開
き
が
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
以
後
の
年
齢

4

層

に
つ
い
て
は
、
県
民
と
の
間
に

一
貫
し
た

匹

差

異
の
傾
向
は
見
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と

表

に
な
ろ
う
か
。

つ
ぎ
に
平
均
教
育
年
数

の
上
昇
分
を
見
て
み
よ
う
。
こ
れ
も
、
「
外
国
人
」

の
ほ
う
で
六
〇
歳
代
以
上
か
ら
五
〇
歳
代

へ
の
上
昇
分
が
三

・
八
二
年
と
際
立

っ
て
大
き
い
こ
と
を
の
ぞ
け
ば
、
「
県
民
」
よ
り

「外
国
人
」

の
ほ
う
が
高
い

上
昇
率
を
示
し
て
い
る
と
い
う
わ
け

で
も
な
い
。

以
上
の
検
討
か
ら
す
る
と
、
「
県
民

(日
本
人
)
の
高
学
歴
化
の
歩
み
以
上

の
速
さ
で
、
韓
国

・
朝
鮮
人
、
中
国
人
が
高
学
歴
の
状
態
を
実
現
し
て
い
っ
た
」

と
い
う
小
沢
の
主
張
を
、
そ
の
ま
ま
支
持
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
表
2
1
3
～
4
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
神
奈
川
調
査
の
時
点
で

六
〇
歳
代
以
上
の
年
齢
層
を
の
ぞ
け
ば
、
「県
民
」
と

「外
国
人
」
の
間
で
学

歴
の
達
成
水
準
に
明
確
な
差
異
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
在

日
韓
国

・
朝
鮮
人
の
学
歴
の
特
徴
が

、
日
本
人
以
上
の

、「急
速
な
高
学
歴
化
」

に
あ
る
と
い
う
説
は
、
単
純
集
計
レ
ベ
ル
で
教
育
水
準
を
概
観
す
る
か
ぎ
り
、

年齢 県民 上昇分1外 臥 上昇分

2・代13・151・3611乞79・ ・85

30代11.790.8711.941.78

4・代 幽1・・92・1111・ ・161・17

・・代8・81・151&993・82

6・代 以 上8・66-15・17一

戦
前

・
戦
中
に
教
育
年
限
を
終
え
た
世
代
と
、
そ
れ
以
後
の
世
代
の
あ
い
だ
の

格
差
を
表
現
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
戦
後
に
教
育
を
受
け
た
世
代
だ
け
を
取

り
だ
す
な
ら
ば
、
妥
当
性
の
な
い
主
張
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
こ
で
本
調
査
の
分
析
に
戻
ろ
う
。
本
調
査
の
分
析
結
果
か
ら
は
、

回
答
者
本
人
に
つ
い
て
も
、
そ
の
父
親
に
つ
い
て
も
、
日
本
の
住
民
全
体

(国

勢
調
査
)
と
の
あ
い
だ
で
教
育
の
達
成
水
準
に
違

い
は
見
ら
れ
な
か

っ
た
。
こ

の
結
果
は
、
本
調
査
の
父
親
の
う
ち
、
神
奈
川
調
査
の

「
六
〇
代
以
上
」
と
同

一
コ
ー
ホ
ー
ト
に
あ
た
る
七
〇
歳
以
上
の
割
合
が
三
%
弱
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を

考
え
る
と
、
神
奈
川
調
査
の
結
果
と
も
む
し
ろ
整
合
し
て
い
る
と
言
え
る
。
総

括
す
る
と
、
在
日
韓
国
人
と
日
本
人
の
あ
い
だ
に
は
、
青
年
層
に
か
ぎ
ら
ず
民

族
的
な
枠
組
み
で
の
教
育
水
準
の
差
異
は
観
察
さ
れ
な
い
、
と
結
論
づ
け
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

こ
こ
ま
で
は
、
達
成
学
歴
の
基
礎
的
な
分
布
を
見
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
民
族

的
な
枠
組
み
で
の
教
育
機
会
の
状
況
を
見
て
き
た
。
す
る
と
つ
ぎ
に
問
題
に
な

る
の
は
、
父
親
の
社
会
階
層
に
よ

っ
て
、
子
の
教
育
機
会
に
制
約
が
課
せ
ら
れ

て
は
い
な
い
か
、
あ
る
い
は
そ
の
制
約
状
況
に
、
民
族
間
で
差
異
が
あ
る
か
ど

う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二

・
一
一

出
身
階
層
と
教
育
達
成

直
井
と
藤
田
は
、
教
育
達
成
に
効
果
を
及
ぼ
す
要
因
と
し
て
、
つ
ぎ
の
五
群

を
あ
げ
て
い
る

(直
井
優

藤
田
英
典
、

一
九
七
八
)
。

1

父
職

・
父
学
歴
の
客
観
的
な
家
庭
環
境
要
因

皿

小
学
校
六
年
時
の
成
績

(個
人
の
能
力

・
資
質
)
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皿
1
1

進
学
に
際
し
て
の
自
分

の
家
庭
の
経
済
状
況
に
つ
い
て
の
子
ど
も
の

配
慮

皿
1
2

進
学
に
た
い
す
る
両
親
の
期
待
と
励
ま
し

皿
1
3

進
学
ア
ス
ピ
レ
ー
シ

ョ
ソ
な
ど
の
主
観
的

・
心
理
的
要
因

y

熟
や
家
庭
教
師
な
ど
受
験
準
備
教
育
の
有
無

V

年
齢
、
出
身
地
な
ど
の
エ

コ
ロ
ジ
カ
ル
な
要
因

こ
の
う
ち
、
本
調
査
に
含
め
ら
れ
て
い
る
項
目
は
、
わ
ず
か
に
父
職

・
父
学

歴
の
み
で
し
か
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
論
文
で
は
父
職
に
代
表
さ
れ
る
家

庭
の
経
済
的
状
況
(1
)は
、
子
ど
も
の
教
育
達
成
を
客
観
的
に
規
定
す
る
の
み

な
ら
ず
、
子
ど
も
の
配
慮

(皿
ー
1
)
や
進
学
ア
ス
ピ
レ
ー
シ

ョ
ソ
(皿
1
2
)
な

ど
に
も
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
父

職
や
父
学
歴
は
、
こ
れ
ら
五
群
の
う
ち
で
も

っ
と
も
基
幹
的
な
要
因
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

し
た
が

っ
て
、
教
育
達
成
を
規
定
す
る
基
幹
的
な
構
造
を
浮
か
び
上
が
ら
せ

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
は
父
職
と
し
て
測
定
さ
れ
る
出
身
階
層

と
教
育
達
成
と
の
関
連
を
検
討
す
る

こ
と
が
肝
要
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

表
2
1
5
は
父
親
の
職
業
別
に
、

回
答
者
本
人
の
教
育
達
成
水
準
を
示
し
た

(6
)

.

も
の
で
あ
る
。

一
見
し
て
わ
か
る
と
お
り
、
父
親
が
管
理

・
専
門
職
で
あ
る
ほ

ど
、
子
の
最
終
学
歴
は
大
学
が
多
く
な
り
、
逆
に
父
親
が
マ
ニ
ュ
ア
ル
労
働
者

で
あ
る
ほ
ど
、
子
の
学
歴
は
高
校
が
多
く
な

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
出
身
階

層
に
よ

っ
て
、
教
育
機
会
に
制
約
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
出
身
階
層
に
よ

っ
て
教
育
達
成
が
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
は
、
社
会
学
に
お
い
て
非
常
に
よ
く
知
ら
れ
た

「
事
実
」
で
あ
り
、
表
9
は
、

単
に
こ
れ
が
在
日
韓
国
人
青
年
に
つ
い
て
も
同
様
に
あ
て
は
ま
る
と
い
う

こ
と

を
確
認
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

そ
れ
で
は
、
教
育
達
成
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
在
日
韓
国
人
青
年
に
固

有
の
特
徴
は
な
に
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
こ
と
を
典
型
的
に
示
す

表2-5父 親 の職業分類 と本人の学歴(全 体)

実数(行%) 中学校 高校 短大 ・高専 大学 ・大学院 1計
専門 ・管理 1(0.5) 80(36.9) 59(27.2) 77(35.5)

1217(1・ …)

事務 販売 2(1.3) 71(46.1) 40(26.0) 41(26.6) 154(100.0)

マニ ュアル 5(2.0) 155(62.5) 48(19.4) 40(16.1)
1248(1・ …)

計 8(1.3) 306(49.4) 147(23.7) 158(25.5)
1619(1・ …)

v=.18P=.00

表2。 父親の職業分類と本人の学歴(男 性)

実数(行%) 中学校 高校 短大 ・高専 大学 ・大学院 1計
専 門 ・管理 0(0.0) 45(45.5) 12(12.1) 42(42.4)

199α ・…)

事務 ・販売 0(0.0) 37(53.6) 6(8.7) 26(37.7) 69(100.0)

マニ ュアル 4(3.4) 69(59.0) 9(7.7) 35(29.9)
1117(1・ …)

計 4(1.4) 151(53.0) 27(9.5) 103(36.1)
「285(1・ ・.・)

v=.14P=.08
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、

表2-7父 親の職業分類 と本人の学歴(女 性)

実数(行%) 中学校 高校 短大 ・高専 大学 ・大学院 【 計

専 門・管理
』1(0

.8) 35(29.7) 47(39.8) 35(29。7)
い18(1・ …)

2(2.4) 34(40.0) 34(40.0) 15(17.6)
【85(1・ …)

1

事務 販売

マニ ュアル

1

1(0.8) 呂6(65.6) 39(29.8) 5(3.8)
i131(1・ …)

計 4(1.2) 155(46.4) 120(35.9) 55(16.5)
1334(1・ ・.・)

興

味

深

い
デ

ー

タ

を

表

2
1
ε

～

7
に

あ

げ

た

。

つ
ま

り

、

性

別

に

よ

る

違

い
で

あ

る

。

驚

く

べ

き

こ
と

に

、

表

2
-
6

の

男

性

デ

ー

タ

で
は

、

統

計

水

準

五

%

で

は

カ

イ

ニ
乗

検
定

を

パ

ス
し

て

い
な

い
。

ま

た

、

関
連

の

強

度

を

.
示

す

ク

ラ

マ
r

の

v
も

、

表

9

の
0

・

一
八

か

ら

○

・

一
四

へ
と

落

ち

込

ん

で

い
る

。

一
方

、

表

2
1
7

の

女

性

デ

ー

タ

を

見

る

と

、

カ

イ

ニ

乗

検

定

が

パ

ス
し

て

い
る

の
み

で

な

く

、

関
連

の
強

さ

も

0

・
二
七

と

か

な

り

大

き

く

な

っ
て

い
る

。

も

っ
と

も

、

同

世

代

の
日

本

人

の
デ

ー

タ

を

同

様

の
分

析

に

当

て

は

め

て

み

る

と

、
関

連

の

強

さ

v
は

男

女

と

も

0

・
二
六

前
後

が

ふ

つ
う

習

で

あ

り

、

む

し

ろ

女

子

の
デ

ー

タ

の
方

が

、
あ

=v

る
意
味
で
は
順
当
な
結
果
だ
と
い
う
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
女
子
の
教
育
機
会
は
同

護沿F

世
代
の
日
本
人
と
同
じ
程
度
で
父
親
の
雙

に

制
約
を
受
け
る
が
、
男
子
の
ほ
う
は
あ
ま
り
明

確
な
影
響
は
受
け
て
い
な
い
宀
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
っ
た
い
こ
の
理
由
は
、

ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

出
身
階
層
に
よ

っ
て
男
子
の
達
成
学
歴
が
制
約
を
受
け
な
い
と
い

っ
て
も
、
'

同
世
代
の
日
本
人
男
性
と
比
較
し
た
と
き
に
、
そ
の
実
現
形
態
は
図
1
の
よ
う

C抑 圧 ・押上並存型B下 層押上型A上 層抑圧型

丶'
!

'
!

'
'

ノ
ノ

!

!
1

1
'

'
'

ノ
'

ノ
ノ'

達

成
学
歴

1
ノ

'
'

'
'

'
!ノ

'

'
'

ノ
1

'
1ノ

'
'

 

達
成
学
歴

''ノノ'!
ノ!!''!

ノ1/
ノ!

ノノ
''

達
成
学
歴

出身階層出身階層
(破線は日本人、実線は在日朝鮮人)

図1教 育機会の 「均等」が実現する形態

出身階層

(7
)

に
三
通
り
が
考
え
ら
れ
る
。
A
の

上
層
抑
圧
型
は
、
上
層
出
身
の
恩

恵
が
十
全
に
機
能
し
て
い
な
い
状

態
で
あ
り
、
親
の
職
業
い
か
ん
に

か
か
わ
ら
ず
男
子
の
学
歴
達
成
に
.

一
定
の
制
約
が
課
せ
ら
れ
て
い
る

モ
デ
ル
で
あ
る
。
B
の
下
層
押
上

型
は
、
い
わ
ば
下
層
出
身
の
者
ほ

ど
不
利
を
突
破
す
る
、べ
く
男
子
の

学
歴
達
成
に
コ
ス
ト
を
か
け
る
と

い
う
モ
デ
ル
で
あ
る
。
C
の
抑
圧

・
押
上
併
存
型
は
、
A
と
B
が
同

時
に
存
在
す
る
形
態
で
あ
る
。

本
調
査
デ
ー
タ
が
、
こ
の
三
つ

の
う
ち
ど
の
モ
デ
ル
に
近
似
す
る

か
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
比
較

基
準
と
な
る
日
本
人
の
デ
ー
タ
が

必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

一
九
八

五
年
の

「社
会
階
層
と
社
会
移
動

全
国
調
査
」
(
S
S
M
調
査
)
を

参
考
と
し

て
用
い
る
こ
と
に
し

た
。
表
2
1
8
は
、
S
S
M
調
査

の
男
性
票
の
う
ち
三
〇
歳
以
下
を
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SSM父 親の職業分類 と本人の学歴(20代 男性)表2-8

実数(行%) 中学校 高校 短 大・高専 大学 ・大学院 1計
専門 ・管理 0(0.0) 20(35.1) 3(5.3) 34(59.6)

157(1・ …)

事務 販売 2(2.5) 43(53.8) 1(1.3) 34(42.5) 80(100.0)

マニ ュアル 11(8.4) 88(67.2) 6(4.6) 26(19.8)
1131(1・ …)

計 13(4.9> 151(56.3) 10(3。7) 94(35.1) a68(100.0)

v=.26P=.00

取
り
あ
げ
、
調
査
当
時
ま
だ
在
学
中
で
あ

っ
た

者
お
よ
び
父
親
が
農
林
的
職
業
に
従
事
し
て
い

(8
)

る
者

を
除
外
し
た
数
値
で
あ
る
。

表

2
1
6
と
表
2
1
8
を
見
比
べ
て
み
る
と
、

父
職
が
専
門

・
管
理
の
場
合
、
.本
調
査
デ
ー
タ

で
は
高
卒
の
比
率
が
S
S
M
調
査
デ
ー
タ
よ
り

一
割

ほ
ど
高
く
な

っ
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、

大
卒

(四
年
制
)
の
比
率
は
二
割
ち
か
く
低
く

な

っ
て
い
る
。

一
方
、
父
職
が
マ
ニ
ュ
ア
ル
の

行
に
注
目
し
て
み
る
と
、
本
調
査
デ
ー
タ
で
は

高
卒
の
比
率
が
S
S
M
調
査
デ
ー
タ
よ
り

一
割

ほ
ど
低
く
、
大
卒
の
比
率
は

一
割
ほ
ど
高
く
な

っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
上
層
抑
圧
と
下
層
押
上

の
圧
力
が
同
時
に
お
よ
ぶ
、
抑
圧

・
押
上
併
存

型
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
前
述
し
た
二
つ
の
説
を
思
い
起
こ

し
て
も
ら
い
た
い
。

一
つ
の
説
は
、
経
済
的
な

障
害
か
ら
高
等
教
育
を
受
け
ら
れ
な
か

っ
た
親

の
世
代
が
、
反
動
的
に
子
ど
も
に
た
い
し
て
高

い
教
育
期
待
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と

い
う
も
の
で
あ
り
、
も
う

一
つ
の
説
は
、

学
歴
の
メ
リ
ト
ク
ラ
シ
ー
を
享
受
で
き
な
か

っ
た
親
の
世
代
が
、
子
ど
も
に
た

い
す
る
教
育
期
待
を
失

っ
て
し
ま
う
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
二
つ
の
説
は
、
こ
れ
ま
で
対
立
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が

多
か

っ
た
が
、
前
者
が
下
層
抑
圧
を
、
そ
し
て
後
者
が
上
層
抑
圧
を
そ
れ
ぞ
れ

説
明
し
た
も
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
発
見
さ
れ
た
教
育
水
準
に
つ
い
て

の
抑
圧

・
押
上
併
存
の
し
く
み
を
、
非
常
に
う
ま
く
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
。

.も

っ
と
も
、
本
調
査
で
は
親
の
教
育
期
待
や
本
人
の
教
育
ア
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ

ソ
な
ど
が
変
数
に
含
ま
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
推
察
の
粋
を
出

な
い
。
今
後
の
研
究
に
お
い
て
は
、
心
理
、
主
観
的
な
変
数
を
含
め
た
よ
り
詳

細
な
デ
ー
タ
を
収
集
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
学
歴
達
成
の
具
体
的
な
プ

ロ
セ
ス

を
解
明
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
よ
う
。

一一一

職
業
構
成

三

・
一

父
世
代
の
職
業
構
成

父
親
の
職
業
を
、
職
務
に
必
要
と
さ
れ
る
知
識
、
技
能
、
仕
事
の
種
類
や
水

準
な
ど
、職
業
の
背
景
に
あ
る
社
会
的
資
源
の
獲
得
状
態
な
ど
を
も
と
に
し
て
、

「専
門
的
職
業
」
「
管
理
的
職
業
」
「事
務
的
職
業
」
「
販
売
的
職
業
」
「熟
練
的

職
業
」
「
半
熟
連
的
職
業
」
「非
熟
練
的
職
業

・
単
純
労
働
者
」
「農
林
的
職
業
」

の
八
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
し
て
示
し
た
も
の
が
、
表
3
1
1
で
あ
る
。

父
親
世
代
の
職
業
構
成
の
特
徴
を
把
握
す
る
た
め
に
、

一
九
八
五
年
の

「社

「

会
階
層
と
社
会
移
動
全
国
調
査
」
(S
S
M
調
査
)
か
ら
、
「父
親
の
主
な
職
業
」

を
同
表
の
な
か
に
示
し
て
あ
る
。
S
S
M
調
査
の
デ
ー
タ
は
、
回
答
者
の
年
齢

を
三
〇
歳
以
下
に
限
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

S
S
M
調
査
回
答
者
の
父
親

(以
下
、
S
S
M
父
親
)
に
く
ら
べ
て
、
本
調
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査

回
答
者

の
父
親

(以
下
、
本
調
査
父

親
)
で
印
象
的
な
の

は
、
ま
ず
農
業
従
事

者
が
圧
倒
的
に
少
な

い
こ
と
で
あ
る
。
日

本
人
社
会
で
は
、
農

業
従
事
者
が
あ
る
意

味
で
産
業
構
成
の
基

/

幹

を
担

っ
て

い
た

こ

と

と
く

ら

べ

る
と

、

い
ち

じ

る
し

い
対

照

を

な

し

て

い

る
。

朴

在

一
は

、
在

日

表3、 職業の種類

実数(%) 本調査父親 SSM父 親 (除農業%)

専門 16(2.5) 40(6.2) (7.7)

管理 205(32.3) 96(14.8) (18.5)

事務 17(2.7) 72(11.1) (13.9)

販売 139(21.9) 70(10.8) (13.5)

熟練 88(13.9) 120(18.5) (23.1)

半熟練 138(21.8) 83(12.8) (16.0)

非熟練 27(4.3) 38(5.9) (7.3)

農林業 4(0.6) 129(19.9) 一

無回答等 41一 84一 一

計1675(1・ …)1732(1・ …)1(1q…)

朝
鮮
人
が

一
九
五
二
年
の
時
点
で
農
林
的
職
業
に
従
事
し
て
い
た
比
率
を
、
五

・
三
%
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る

(朴
在

一
、

一
九
五
七
、
六
九
頁
)。
農
林

的
職
業
は
、
就
業
に
あ
た

っ
て

一
定
の
土
地
所
有
が
前
提
に
な
る
た
め
、

一
般

に
、
新
規
に
参
入
す
る
こ
と
が
難
し

い
領
域
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
四
〇
年
近
く

た

っ
た
い
ま
、本
調
査
父
親
に
農
業
従
事
者
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
い
う
の
も
、

ご
く
自
然
な
結
果
だ
と
理
解
で
き
よ
う
。

次
に
目
を
ひ
く
の
は
、
本
調
査
父
親
で
管
理
的
職
業
が
か
な
り
の
比
率
を
し

め
て
い
る
点
で
あ
る
。
S
S
M
父
親

で
は
、
農
業
従
事
者
を
除
い
た
比
率
で
も
、

管
理
的
職
業
は

一
八

・
五
%
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
本
調
査
父
親
で
は
、
そ

の
二
倍
近
い
三
二

・
三
%
に
も
及
ん
で
い
る
。

S
S
M
調
査
で
は
、
家
族
従
業
者
以
外
の
雇
用
者
数
が
五
名
を
こ
え
る
と
、

「経
営
者
」
と
し
て
コ
ー
ド
化
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
雇
用
者
数
が
五
名
を
越
え

る
と
、
実
質
的
に
経
営
を
中
心
的
な
職
務
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
判
断
な

ど
か
ら
設
け
ら
れ
た
基
準
で
あ
る
。
す
ぐ
後
に
述
べ
る
と
お
り
、
本
調
査
父
親

の
大
部
分
が
自
営
業
主
や
零
細
企
業
の
経
営
主
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、「経

営
者
」
の
内
実
が
、
S
S
M
父
親
の
そ
れ
と
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
容
易
に
理
解
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
実
態
的
な
職
業
の
種
類
を

反
映
し
た
値
で
は
な
く
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
分
け
の
プ
ロ
セ
ス
で
生
じ
た
、
見
か
け

(9
)

上
の
分
布
の
違
い
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
他
の
特
徴
的
な
違
い
と
し
て
は
、
販
売
的
職
業
は
多
い
が
、
事
務
的
職

業
は
少
な
い
、
乏
い
う
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
事
務
的
職
業
が
少
な
い
と
い
う
の

は
、
と
り
も
な
お
さ
ず

一
般
従
業
者
が
少
な
い
こ
と
の
帰
結
で
あ
り
、
販
売
的

職
業
が
多
い
と
い
う
の
は
、
自
営
業
と
し
て
飲
食
店
や
小
売
店
を
営
む
者
が
多

い
こ
と
を
直
接
反
映
し
た
結
果
で
あ
る
。

ま
た
、
半
熟
練
労
働
者
が
多
く
、
熟
練
労
働
者
が
少
な
い
こ
と
も
特
徴
と
し

て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
本
調
査
の
父
親
が
、
自
営
業
を
お
こ
し
た
り
受
け
継

い
だ

り
し
た
際
に
、
潤
沢
な
資
本
や
知
識
、
技
能
を
身
に
付
け
て
い
た
と
は
考
え
に

く
い
ゆ
多
く
の
学
習

コ
ス
ト
を
要
す
る
熟
練
的
職
業
よ
り
も
、
比
較
的
そ
れ
が

少
な
く
て
す
む
半
熟
練
的
職
業
の
比
率
が
高

い
こ
と
は
、
ご
く
自
然
に
理
解
さ

れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
農
業
従
事
者
の
数
が
少
な
い
と
い
う
こ

と
を
の
ぞ
い
て
、
S
S
M
父
親
と
の
大
き
な
違
い
は
、
い
ず
れ
も
自
営
業
で
あ
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る
か
ど
う
か

(「
管
理
」
「
事
務
」
「
販
売
」
)
、
あ
る
い
は
そ
の
自
営
業
を
営
む

に
い
た

っ
た
経
緯

(「熟
練
」
「
半
熟
練
」)
に
、
す
べ
て
の
論
点
は
帰
着
す
る
。

そ
こ
で
、
う
ぎ
に

「
従
業
上
の
地
位
」
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

鹽表
3
!
2
は
、
父
親
の
従
業
上
の
地
位
を
表
わ
し
た
も

の
で
あ
る
。、
や
は
り

八
五
年
S
S
M
の
デ
ー
タ
を
参
考
と
し
て
含
め
て
あ
る
。

一
見
し
て
わ
か
る
と

,

お
り
、
本
調
査
父
親
で
は
自
営
業
主
が
六
二

・
一
%
と
、
有
職
者
の
六
割
強
を

占
め
て
い
る
。
ま
た
表
3
-
3
は
、
父
親
の
職
業
が

「経
営
者

・
役
員
」
と
い

位地の瓢簾嫺2鼾

実 数(%)本 調 査 父 親

経 営 者 ・役 員89(17.6)

一 般 従業 員124(19 .2)

パ ー ト・ア ルバ イ ト5(0.8)

自営 業 主(雇 用 者 な し)169(25,5)

自営 業 主(雇 用 者 あ り)258(36.6)

内 職2(0.3)

無 職7一

無 回 答6一

計

SSM父 親

40(5.9)

365(53.6)

5(0.7)

194(28.5)

77(11.3)

0(0.0)

4-

47一

除 農 業

40(7.7)

330(63.6)

3(0.6)

78(15.0)

68(13.1)

0(0.0)

一

一

166・(1・ …)1732(1・ …)「519(1・ ・.・)

う
者
だ

け
を
取
り
あ
げ

て
、
企
業
の
規
模

(家
族

従
業
者
を
除
く
従
業
員
の

人
数
)
を
示
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
そ
の
半
数
以
上

は
、
雇
用
者
が
三
〇
人
未

満
の
い
わ
ゆ
る
零
細
企
業

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
調

査
父
親
の
う
ち
、
約
七
割

ま
で
も
が
零
細
企
業
や
自

営
業
を
営
ん
で
い
る
の
に

た
い
し
て
、

一
般
従
業
者

は
わ
ず
か
二
割
に
満
た
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

S
S
M
父
親
で
、
農
業
従

事
者
を
除
け
ば
六
割
以
上

爛測糊畦

・

幣経O麹

人 数

5～9人

10～29人

30～99人

100～299人

300～499人

無 回 答

計1

実 数(%)

24(27.9)

22(25,6)

32(37.2)

7(8.1)

1(1.2)

3-

89(100.0)

が

一
般
従
業
者
で
あ
る
こ
と
と
比

較
す
る
ど
、
こ
れ
は
圧
倒
的
な
比

率
の
違
い
で
あ
る
。
国
内
植
民
地

論
や
、
二
重
労
働
市
場
論
を
彷
彿

と
さ
せ
る
、
圧
倒
的
な
労
働
市
場

の
閉
鎖
性
が
う
か
が
わ
れ
る
。

こ
こ
で
、
前
節
で
お
こ
な

っ
た

教
育
達
成
の
検
討
を
思
い
お
こ
し

て
い
た
だ
き
た
い
。
前
節
で
の
結
論
は
、
青
年
層
に
か
ぎ
ら
ず
、
学
歴
の
達
成

に
民
族
間
の
差
異
は
見
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、
父
親

の
世
代
に
お
い
て
も
、
日
本
人
と
同
等
の
学
歴
水
準
を
達
成
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
業
上
の
地
位
で
こ
れ
ほ
ど
大
き
な
差
異
が
生
じ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
こ
の
労
働
市
場
の
閉
鎖
性
が
、
学

歴
の
達
成
に
よ

っ
て
も
突
破
す
る
こ
と
が
困
難
な
ほ
ど
強
固
な
も
の
で
あ

っ
た

と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

.以
下
は
、
こ
う
し
た
日
本
社
会
の
労
働
市
場
の
閉
鎖
性
が
、
子
の
世
代
、
つ

ま
り
調
査
対
象
者
本
人
に
ど
れ
だ
け
引
き
継
が
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

三

・
一
一

在
日
韓
国
人
青
年
の
職
業
構
成

教
育
の
節
で
は
、
出
身
階
層
に
よ
る
男
女
の
教
育
格
差
を
在
日
韓
国
人
青
年

の
特
徴
的
な
問
題
と
し
て
取
り
あ
げ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
男
性
に
サ
ン
プ
ル
を

限
定
し
て
分
析
を
す
す
め
て
い
く
。
周
知
の
と
お
り
、
男
性
に
と

っ
て
の
職
業
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は
、
社
会
的
地
位
と
し
て
の
意
味
を
強
く
帯
び
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
女
性

の
場
合
は
、
職
業
の
み
で
社
会
的
地
位
を
代
表
さ
せ
る
こ
と
が
難
し
い
た
め
で

あ
る
。

さ
て
、
回
答
者
本
人
の
従
業
上
の
地
位
を
示
し
た
も
の
が
、
表
3
1
4
で
あ

る
。
参
考
と
し
て
、
八
五
年
S
S
M
調
査
の
男
性
票
か
ら
、
回
答
者
の
年
齢
を

三
〇
歳
以
下
に
限
定
し
た
う
え
で
、
現
職
の
従
業
上
の
地
位
を
同
掲
し
て
あ
る
。

表3-4本 人の従業上の地 位

実数(全 体)(有 職者) 本調査男性 SSM調 査20代 男性

経営者 ・役員 14(3。9)(4.9) 3(0.7)(0.8)

一般従業員 174(48.9)(60.8) 309(66.4)(82.0)

パ ー ト・ア ルバ イ ト 28(7.9)(9.8) 10(2.2)(2.7)

自営業 主(雇用者 な し) 6(1.7)(2.1) 17(3.8)(4.5)

自営業 者(雇用者 あ り) 15(4.2)(5.2) 12(2.7)(3。2)』

家族従業者 49(13.8)(17.1) 26(5.8)(6.9)

内 職 0(0.0)(0.0) .0(0.0)(0.0)

学 生 59(16.6)一 69(15.3)一

無 職 11(3.1)一 6(1.3)一

無回答 4一 一 4一 一

計136・(1・ …)(1・ …)1456(1・ ・.・)(1・・.・)

ま
ず
は
本
調
査
男
性
に
着
目
し
て
、
表
3
-
2
の
本
調
査
父
親
と
比
較
し
て
、

み
る
と
興
味
深
い
。
も

っ
と
も
、
父
親
と
回
答
者
本
人
と
で
は
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
年
齢
が
違
う
た
め
、
従
業
上
の
地
位
を
単
純
に
比
較
し
た
だ
け
で
は
、

職
業
移
動
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
年
齢
が
上
昇
す
る
と
、
従

業
先
で
の
地
位
が
向
上
し
た
り
、
雇
用
先
か
ら
独
立
し
て
自
営
業
を
営
ん
だ
り

す
る
こ
と
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
両
者
の
間
で

「
経
営
考

・
役
員
」

と

「パ
ー
ト

・
ア
ル
バ
イ
ト
」
の
比
率
が
逆
転
し
て
い
る
。
こ
れ
は
典
型
的
な

「
加
齢
の
効
果
」
に
よ
る
違
い
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て
丶
青
年

と
そ
の
親
世
代
と
の
間
で
差
異
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
比
較
に

は
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
両
者
の
間
で

「
時
代
の
効
果
」
と
思
わ
れ
る
違
い
も
、
明

ら
か
に
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
表
に
特
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、

一
般
従
業

者
と
自
営
業
者

(自
営
業
主
お
よ
び
家
族
従
業
者
)
の
比
率
で
あ
る
。
回
答
者

本
人
の
場
合
、
、自
営
業
者

(家
族
従
業
者
を
含
む
)

幽は
七
〇
名
で
あ
り
、
有
職

者
の
み
に
限
定
し
た
比
率
で
も
二
四

・
四
%
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、

一
般
従
業
者
は

一
七
四
名
で
あ
り
、
有
職
者

の
う
ち
の
六
割
を
こ
え
て
い
る
。

表
中
の
S
S
M
調
査
と
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
れ
で
も
な
お

一
般
従
業
者
の
比

率
は
二
割
ほ
ど
低
い
が
、
父
親
の
事
業
を
望
ん
で
引
き
継
い
だ
り
手
伝

っ
て
い

る
者
も
少
な
く
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
.少
な
く
と
も
、
父
親
の
世
代
に
見
ら
れ

た
よ
う
な
、
「
圧
倒
的
」
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
労
働
市
場
の
閉
鎖
性
は
う
か
が

え
な
い
。
「
一
般
従
業
者
の
比
率
拡
大
」
は
、

一
つ
の
大
き
な
時
代
の
潮
流
だ

と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
は
た
し
て
日
本
の
労
働
市
場
が

開
放
性
を
高
め
て
き
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
た
ん
に
民
族
系
の
事
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業
体
が
規
模
を
拡
大
し
て
き
た
た
め

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
を
判
断
す
る
た
め
、
在

日
韓
国
人
青
年
が
ど
れ
だ
け
日
本
人
の
経

営
す
る
企
業
に
参
入
し
て
い
る
か
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
表
3
1
5
は
、

一
般

従
業
者

一
七
四
名
に
し
ぼ

っ
て
、
従
業
先
の
経
営
者
の
国
籍
を
示
し
た
も
の
で

あ
る
。
経
営
者
を

「
日
本
人
」
と
回
答
し
た
者

(以
下
、
「
日
本
企
業
」
)
は
六

九

・
○
%
で
あ
り
、
「在
日
同
胞
」
「
一
部
が
在
日
同
胞
」
(以
下
、
「同
胞
企
業
」)

と
し
た
者
が
二
五

・
七
%
で
あ
る
。
同
胞
企
業
に
勤
め
る
在
日
韓
国
人
青
年
の

比
率
は
、
い
ま
だ
非
常
に
高
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
述
し
た
神
奈
川
調
査
に

よ
る
と
、
被
雇
用
者
の
う
ち
、
調
査
当
時

(
一
九
八
四
年
)
に
二
〇
歳
代
で
あ

っ
た
者
の
約
四
割
ま
で
が
同
胞
企

業
に
勤
め
て
い
た
と
い
う

(前
掲

書
、
六
五
頁
)
。
だ
と
す
る
と
、

ま
だ
ま
だ
同
胞
企
業
を
選
ん
で
就

.

職

口
を
探
す
青
年
は
多

い
も

の

の
、
こ
の
十
年
間
で
労
働
市
場
の

閉
鎖
性
に
は
大
ぎ
な
状
況
改
善
が

あ

っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。

表3-5従 業先の経営者

在 日同 胞 、 43(25.1)

一部が在 日同胞 1(0.6)

本国の韓国人 4(2.3)

日本人 118(69.0)

その他の外国人 1(0.6)

わ からな い 4(2.3)

無回答 3一

の174(100.

 

計

以
上
の
こ
と
を
、
在
日
韓
国
人
青
年
の

一
般
従
業
者
が
、
日
本
企
業
と
同
胞

企
業
を
ど
の
よ
う
に
選
択
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
あ
ら
た
め
て
確

認
し
て
み
よ
う
。
表
3
1
6
は
、
「
日
本
企
業
」
と

「
同
胞
企
業
」
の
そ
れ
ぞ

れ
に
つ
い
て
、
従
業
員
の
人
数
を
示

し
た
も
の
で
あ
る
。
全
体
的
に
、
同
胞
企

業
ほ
ど
企
業
規
模
が
小
さ
く
、
日
本
企
業
ほ
ど
企
業
規
模
が
大
き
い
と
い
う
関

連
が
読
み
と
れ
る
。
し
か
し
、
「
五
人
未
満
」
の
列
を
省
い
て
計
算
す
る
と
、

有
意
な
関
連
は
消
失
す
る

(娼
11

●。。
㊤
〈
睡

b
虧
)
。

上
記
の
関
連
は
、
従
業
員
人
数
が
五
人
未
満
の
日

本
企
業
を
選
ぶ
青
年
が
少
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と

か
ら
強
調
さ
れ
て
い
た
わ
け
だ
。

」
「
五
人
未
満
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
同
胞
企
業
の

比
率
が
高
か

っ
た
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
は
、
や

や
議
論
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
零
細

企
業
の
場
合
、
在
日
韓
国
人
青
年
に
か
ぎ
ら
ず
、

縁
故
に
よ
る
雇
用
と
就
職
が
多
く
、
か
な
ら
ず
し

も
労
働
市
場
か
ら
は
じ
き
出
さ
れ
た
結
果
だ
と
言

え
な
い
可
能
性
も
あ
る
。
だ
が

一
方
で
、
い
ま
だ

に

「誕
生
権
経
済
」
に
追

い
や
ら
れ
る
在
日
韓
国

人
青
年
が
、

一
定
の
比
率
で
存
在
す
る
可
能
性
を

も
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
を
つ
き
つ
め
て
考

え
る
た
め
に
は
、
い
っ
そ
う
詳
細
な
デ
ー
タ
を
入

手
す
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て

は
、
日
本
企
業
と
同
胞
企
業
の
ど
ち
ら
も
同
じ
ぐ

ら
い
の
規
模
の
従
業
先
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
て
い

表3。 従業先の経営者と規模

人数(行%) 5人 未満 30人 未満 300人 未満 300人 以上 計

同胞企業 11(25.0) 14(31.8) 9(20.5) 10(22.7) 44(100.0)

日本企業 8(7.0) 42(36.8) 27(23.7) 37(32.5) 114(100.0)
嚠

計 19(12.0)・ 56(35.4) 36(22.8) 47(29.7) 158〈100.0)

v=.25P=.02

 

る
わ
け
だ
。
「
五
人
未
満
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
の
議
論
は
残
る
も
の
の
、

日
本
の
労
働
市
場
の
閉
鎖
性
は
、
や
は
り
解
消
の
趨
勢
に
あ
る
と
指
摘
す
べ
き

だ
ろ
う
。

以
上
の
検
討
を
総
合
す
る
と
、
コ

般
従
業
者
の
比
率
拡
大
」
と
い
う
趨
勢
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は
、
日
本
の
労
働
市
場
が
、
徐
々
に
開
放
化
の
方
向

へ
と
向
か
い
つ
つ
あ
る
こ

と
に
よ
る
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。

も

っ
と
も
、
在
旧
韓
国

・
朝
鮮
人
青
年
た
ち
に
門
戸
を
閉
ざ
し
た
日
本
企
業

は
、
依
然
と
し
て
あ
と
を
絶
た
な
い
。
ま
た
、
八
○
年
代
末
ご
ろ
か
ら
、
在
日

韓
国

・
朝
鮮
人
学
生
を
対
象
と
し
た
就
職
情
報
誌
が
い
く
つ
か
発
刊
さ
れ
、
い

ま
な
お
関
心
を
呼
び
つ
づ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
就
職
に
あ
た

っ
て
の
不

安
が
払
拭
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
の
証
左
だ
と
言
え
る
。
分
析
者
で
あ
る

私

(金
明
秀
)
自
身
、
身
近
に
就
職
差
別
を
受
け
た
と
い
う
親
族
、
知
人

・
友

人
に
、
い
ま
だ
こ
と
欠
か
な
い
状
況
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
親
の
世
代
の

極
端
に
抑
圧
さ
れ
た
状
況
か
ら
す
る
と
、
改
善
の
方
向

へ
と
大
き
く
前
進
が
見

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
、
間
違
い
な

い
よ
う
で
あ
る
。

四

議
論

本
論
文
の
題
材
と
な

っ
た
デ
ー
タ
は
、
調
査
題
目
に
あ
る
乏
お
り
、
在
日
韓

国
人
青
年
の
意
識
構
造
を
解
明
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
学
歴
や
職
業
と
い

っ
た
構
造
的
変
数
を
潤
沢
に
準
備
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
本

論
文
で
は
デ
ー
タ
上
の
制
約
を
考
慮
し
、
安
易
に
分
析
的
な
課
題
に
取
り
組
む

こ
と
を
戒
め
、
で
き
る
か
ぎ
り
記
述
的
に
状
況
を
整
理
す
る
こ
と
に
努
め
た
。

そ
の
過
程
で
、
い
く

つ
か
の
興
味
深
い
事
実
を
発
見
し
、
ま
た
、
さ
ら
な
る

究
明
を
要
す
る
研
究
課
題
を
指
摘
す
る
こ
ど
ま
で
は
、
あ
る
程
度
達
成
で
き
た

よ
う
に
思
う
。

在
日
朝
鮮
人
の
学
歴
に
つ
い
て
、

二
つ
の
異
な

っ
た
説
を
は
じ
め
に
紹
介
し

た
が
、
ど
ち
ら
の
説
も
単
純
集
計
レ
ベ
ル
で
は
必
ず
し
も
妥
当
性
を
確
認
で
き

な
か
っ
た
も
の
の
、
出
身
階
層
と
の
関
連
を
加
味
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
学
歴

の
達
成
過
程
を
解
明
す
る
う
え
で
の
重
要
な
論
点
に
な
り
う
る
こ
と
が
示
唆
さ

れ
た
。

ま
た
、
職
業
構
成
に

つ
い
て
は
、
父
世
代
が
お
か
れ
た
労
働
市
場
の
閉
鎖
性

が
あ
ら
売
め
て
大
き
な
論
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
が
、

一
方
で
在
日
韓
国
人
青

年
に
つ
い
て
は
、
着
実
に
開
放
化
の
趨
勢
に
あ
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
た
。

と
は
い
え
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
原
始
的
で
基
礎
的
な
事
実
の
確
認
に
す
ぎ

な
い
。
今
後
は
、
教
育
期
待
や
進
学
ア
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ソ
な
ど
の
心
理
、
主
観

的
な
変
数
や
、
社
会
移
動
の
観
点
を
も
含
め
た
う
え
で
、
総
合
的
な
社
会
的
地

位
達
成
過
程
を
特
定
化
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
、
こ
.こ
ま
で
の
検
討
か
ら
明
ら
か
に
な

っ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
お
こ

う
。

二

.

三

.

単
純
集
計
レ
ベ
ル
で
見
る
か
ぎ
り
、
在
日
韓
国
人
と
日
本
人
の
あ
い
だ
に

教
育
水
準
の
差
異
は
観
察
さ
れ
な
い
。

女
子
の
教
育
機
会
は
、
同
世
代
の
日
本
人
と
同
程
度
に
父
親
の
職
業
階
層

に
制
約
を
受
け
て
い
る
が
、
男
子
の
ほ
う
は
、
あ
ま
り
明
確
な
影
響
は
受

け
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
上
層
抑
圧
と
下
層
押
上
の
両
圧
力
が
お
よ
ぶ
結

果
で
あ
る
。

本
調
査
の
父
親
の
う
ち
、
約
七
割
ま
で
も
が
零
細
企
業
や
自
営
業
を
営
ん

で
い
る
の
に
た
い
し
て
、

一
般
従
業
者
は
わ
ず
か
二
割
に
満
た
な
い
。
こ

れ
は
同
年
齢
層
の
日
本
人
に
比
べ
て
、
非
常
に
大
き
な
違
い
で
あ
る
。
父
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四

.

親
の
世
代
に
は
、
日
本
の
労
働
市
場
の
圧
倒
的
な
閉
鎖
性
を
確
認
で
き
る
。

男
性
の
回
答
者
本
人
で
は
、

一
般
従
業
者
が
六
割
を
こ
え
、
日
本
企
業
と

同
胞
企
業
の
ど
ち
ら
に
つ
い
て
も
、
同
じ
ぐ
ら
い
の
規
模
の
従
業
先
を
選

ぶ
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
父
親
世
代
に
比
べ
る
と
、
日
本
の
労
働
市
場
は

開
放
化
の
方
向

へ
と
向
か
い
つ
つ
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

参
考
文
献

金
原
左
門
ほ
か
、

一
九
八
六
、
『
日
本
の
な
か
の
韓

国

・
朝
鮮

人
、
中
国
人

-

神
奈

.
川
県
内
在
住
外
国
人
実
態

調
査
よ
り

ー

』

明
石
書
店

在

日
高
麗
労
働
者
連

盟
、

一
九

八
七

、
『
在

日
韓
国

・
朝
鮮

人
の
労
働
実
態
調
査
』
新

幹
社

徐
龍
達

・
全
在

紋
、

一
九
八
七

、
「
在

日
韓

国

・
朝
鮮
人

の
商

工
業

の
実
態
」
徐
龍
達

編

『
韓
国

・
朝
鮮
人

の
現
状
と
将
来
』
社
会
評
論
社

東
京
韓

国
青
年
商
工
会
編
、

一
九
八

二
、
『
青
商

豊
か
な
同
胞
社

会
を
目
ざ
し
て

ー

』

内
藤
正
中
、

一
九
八
八
、
「
在
日
朝

鮮
人
の
地
域
移
動
」
『
山
陰

地
域
研
究
』
第

4
号

直
井
優

・
藤
田
英
典
、

一
九
七
八
、
「
教
育
達

成
過
程
と
そ
の
地
位
形

成
効

果
」
『
教
育

社
会
学
研
究
』
第

33
集

・

朴
在

一
、

一
九
五
七
、
『
在
日
朝
鮮
人
に
関
す
る
綜

合
調
査
研
究
』
新

紀
元
社

版
年

朴
鐘
鳴

、

一
九
八
六
、
「
在

日
朝
鮮

人
の
社
会

・
経
済
生
活

」
佐
藤
明

・
山

田
照
美
編

『
在

日
朝
鮮
人
』
明
石
書
店

,

福
岡
安
則

・
金

明
秀
、

一
九
九

四
、
『第

3
次
在

日
韓

国
人
青
年
意
識
調
査

中

間
報

告
書
』
在

日
本
大
韓
民
国
青
年
会

　
1注

)

調
査
の
実
施
団
体
は
在
日
本
大
韓
民
国
青
年
会
で
あ
り
、
デ
ー
タ
の
所
有
権
も

同
団
体

に
あ

る
。
金
明
秀
と
福
岡
安
則

(埼
玉
大
学
)
は
、
共
同
研
究
者
と
し
て

調
査

に
参
加
し
た
。
詳
細
は

、
同
団
体
発
行

の

『
第
3
次
在

日
韓
国
人
青
年
意
識

調
査

中
間
報
告
書
』

(
一
九
九

四
年
)
を
参
照

の
こ
と
。

(
2
)

以
下

の
本
文
中

で
母
集

団
に

つ
い
て
触
れ

る
際

に
は
、
「
在

日
韓

国
人
青

年
」

と

い
う
表
現

を
用

い
る

こ
と

に
す
る
。

ま
た
、
在

日
韓

国
人
青
年

の
家
族

を
含

む

集
団

に

つ
い

て
は

、
国
籍

に
か
か
わ

ら
ず

「
在

日
韓

国
人
」

と
呼
ぶ

、
9
そ
れ

」
に
た

い
し

て
、
本
調
査

の
母
集

団
に
限
定

さ
れ
ず

、
ひ
ろ
く

民
族
的
な
集

団
全

体

を
指
し
示
す
必
要

が
あ

る
と
き

に
は

、
「
在

日
朝

鮮
人
」
と

い
う
呼

称
を
用

い

る
こ
と
に
す
る
。

(
3
)
大
韓
民

国
を
支
持
す
る
民
族
組
織
。
国
民
登
録

の
管
理
や
パ

ス
ポ
ー
ト

の
取
得

申
請
受
付
な
ど
、
自
治
的
役
割
を
持

つ
。
韓

国
籍
在

日
朝
鮮
人

の
大
部
分
は
名
簿

上
登
録
さ
れ

て
い
る
。

(
4
)
し
た
が

っ
て
、
本
調
査

の
対
象
者

に
は
、
帰
化
に
よ

っ
て
韓
国
籍
を
喪
失
し
た

者
や
朝
鮮
籍

の
青
年
は
含
ま
れ

て
い
な

い
。
さ
ら

に
韓
国
籍

の
者
で
あ

っ
て
も
、

転
居
等

に
よ

っ
て
動
向
を
把
握
さ
れ

て
い
な

い
者
も

い
る
。
あ
く
ま

で
も
、
サ

ン

プ

リ

ン
グ

の
原
簿
は
青
年
会

の
保
有
す
る
名
簿
で
あ
り
、
在

日
朝
鮮
人

の
青
年
層

全
体

を
対
象

と
し
た
も

の

で
は

な
い
と

い
う

こ
と

に

一
定

の
留
意

が

必
要

で
あ

る
。

.

'

と
は

い
う
も

の
の
、
日
本

の
地
方
公
共
団
体
が
保
有
す
る
外
国
人
登
録
原
票
が

参
照

で
き
な

い
以
上

、
現
状

で
入
手

可
能
な
ま
と
ま

っ
た
名
簿

の
な
か
で
は
、
も

っ
と
も
広
範
な
領
域
を
網
羅
し

て
い
る
も

の
で
あ
る
と

い
う

こ
之
も
明
ら
が

で
あ

ろ
う

。

(
5
)
平
均
教
育
年
数
も
そ

の
上
昇
分
も
単
純
な
積
算
な

の
で
、
各
教
育
程
度

に
与
え

る
数
値

を
変
え
て
も

(た

と
え
ば

「
初
等
教
育
」

に
九
を
)
、
表

5
の
傾
向
に
変

化
は
な

い
。

(
6
)
父
親

の
職
業
は
、
現
在
就
業
中

の
も

の
を
た
ず
ね
た
内
容
な

の
で
、
ほ
と
ん
ど

の
回
答
者
が
最
終
学
歴
を
獲
得
し
た
後

の
デ
ー
タ
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
厳
密
に
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い
え
ば
、
子

の
学
歴

の
規
定
要
因

(出
身
階
層
)
と
し

て
設
定
す
る
に
は
時
間
的

な
順
序

の
う
え
で
無
理
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
今
回

の
調
査

の
場
合
、
母
集
団

が

一
八
～
三
〇

歳
と
若

い
層
に
限
定
さ
れ

て
い
る
た
め

、
父
親

の
現
職
を
出
身
階

層

の
代

用
と
す
る

こ
ど
で
大
き
な
構
図

の
変
化
は
生
じ
な

い
と
判
断
し
た
。

(
7
)
後

に
詳

し
く
論
じ
る
よ
う
に
、
本
調
査

の
父
親
と
同
世
代
の
日
本
人
と
で
は
、

職
業
や
社

会
階
層

の
分
布

状
況
が
異
な
る
た
め
、
単
純

に
同
じ
構

図
で
議
論
す
る

こ
と
は
難

し
い
。
図
1
は
、
そ
う

し
た
問
題
を
ひ
と
ま
ず

視
点

か
ら
除

い
て
単
純

化

し
た

モ
デ

ル
だ

と
思

っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

(
8
)

ほ
ぼ
十
年
ち
か
く
前

の
デ

ー
タ
で
あ
り

、
か

つ
本
調
査
デ

ー
タ
と
は
年
齢

の
分

布

に
か
な
り

の
違

い
が
あ

る
た
め

、
あ
く

ま
で
参
考
と

し
て
比
較

し
て
い
た
だ
き

た

い
。

(9
)
本
調
査

の
父
親

に
た

い
し

て
、
こ
の
職
業

八
分
類
を
適

用
す

る
こ
と

の
是
非
を

問
わ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
実
際

の
と

こ
ろ
、
S
S
M
調
査

の
分
析

で
も

、
自
営

業
主
は

こ
の
職
業

八
分
類

の
構
成
か
ら
外
す
な
ど

の
処
置
が
と
ら
れ
る

こ
と
が
多

い
。
あ
る

い
は
、
自
営
業
を
考
慮
し
て
、
新
し
く

「
新
職
業

八
分
類
」
を
提
唱
す

る
論
者
も

い
る
。
し
か
し
、

こ
の
新
職
業

入
分
類

で
は
、
自
営
業

の
規
模

の
判
定

に
、
従
業
員
数
が
三
百
名
を
越
え
る
か
ど
う
か
と

い
う
基
準
を
用

い
て
お
り
、
「
在

日
」
同
胞
企
業

の
実
態
を
記
述
す
る
上
で
、
ほ
と
ん
ど
役

に
立
た
な

い
。

こ
の
問

題
は
、
在
日
韓
国

・
朝
鮮
人
と
日
本
人

の
双
方

の
デ
ー
タ
を
突
き
合
わ
せ

つ
つ
、

新

た
な
比
較
基
準
を
考
案
す
る
以
外
に
は
、
根
本
的
な
解
決
は
な

い
。
し
た
が

っ

て
、
ζ
こ
で
用
い
た
職
業
八
分
類
は
、
不
十
分
で
は
あ
る
も
の

の
、
今
回

の
調
査

段
階

で
は
数

少
な
い
日
本
人
と
の
比
較
の
手
段
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

、

在日韓国人の学歴と職業55
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  Education and Occupation of South Korean Residents in Japan 

   An attempt is made to introduce and discuss some basic characteristics of educational and occupa-

tional distributions of South Korean residents in Japan ('Zainichi-Kankoku-jin'). Data are drawn 

from 'The 1993 Research of Consciousness among Korean Youth in Japan,' which is the first nation-

ally representative sample of Korean residents to be conducted in this field. We also examine the is-

sue of ethnic stratification by conducting a simple comparative analysis using similar data from 

Japanese respondents. 

   Result shows that (1) no significant difference is observed between the education attainment level 

of Koreans and Japanese; (2) however, some inconsistent social forces which tend to oppress educa-

tion at the higher stratum and push up education at the lower stratus are suggested; (3) occupational 

distribution suggests that a large percentage of earlier generation Koreans were forced into 

self-management positions; however (4), Korean youths do not exhibit significant differences from 

Japanese of the same age. 

   These findings should be considered preliminary, for this research does not aim to elucidate 

ethnic stratification, and there are no Japanese data which are truly comparable. However this essay 

raises important issues concerning social stratification and introduces some empirical research to the 

field. Results suggest that ethnic stratification is an important area of focus and that more particular 

research is needed. 
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