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〈
論
文
〉

暴
力
を
抑
制
す
る
構
造
的
条
件

|
|
殺
人
率
の
計
量
分
析
か
ら

〈
要
旨
〉

本
稿
の
目
的
は
殺
人
率
の
計
量
分
析
を
遇
し
て
、
暴
力
を
抑
制
す
る
構
造
的
条
件
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
合
理
的
選
択
理
論
に
も
と
づ
く
研
究
が
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
は
、

戦
後
日
本
社
会
の
殺
人
率
は
生
活
水
準
と
い
う
経
済
的
要
因
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
経
済
的
要
因
と
殺
人
率
と
の
関
係
性
に
焦
点
が
あ
て
ら

れ
る
一
方
で
、
非
経
済
的
要
因
と
殺
人
率
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
分
析
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
ア
ノ
ミ

1

論
、
社
会
解
体
論
、
そ
し
て
制
度
的
ア
ノ
ミ
l

論
を

検
討
す
る
こ
と
で
、
殺
人
率
の
変
動
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
新
た
な
説
明
か
』
試
み
た
。
理
論
的

検
討
の
結
果
、
社
会
保
障
制
度
の
拡
充
に
よ
っ
て
殺
人
率
は
低
下
す
る
と
い
う
仮
説
と
貧
困
お

よ
び
人
口
移
動
の
増
加
に
よ
っ
て
殺
人
率
は
上
昇
す
る
と
い
う
仮
説
が
提
示
さ
れ
た
。
こ
れ
ら

の
仮
説
を
都
道
府
県
別
パ
ネ
ル
デ1
タ
に
よ
っ
て
検
証
し
た
と
こ
ろ
、
社
会
保
障
制
度
と
殺
人

率
と
の
聞
に
は
何
ら
か
の
関
係
性
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
二
万
、
貧
困
お
よ
び
人

口
移
動
率
は
殺
人
率
に
対
し
て
正
の
効
果
を
有
す
る
と
色
が
示
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
戦
後

日
本
社
会
の
殺
人
率
は
人
口
移
動
と
い
う
非
経
済
的
要
因
に
よ
っ
て
も
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
り
、
社
会
解
体
論
に
よ
っ
て
説
明
可
能
な
の
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

暴
力
、
犯
罪
、
殺
人
、
人
口
移
動
、
パ
ネ
ル
デ
1

タ

平
野
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暴
力
の
抑
制
は
い
か
に
し
て
可
能
か

本
稿
の
目
的
は
殺
人
率
の
計
量
分
析
を
通
し
て
、
暴
力
の
抑
制
を
可
能
に
す
る
構

造
的
条
件
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
タ
ル
コ
ッ
ト
・
パ

1

ソ
ン
ズ
が
明
ら
か

に
し
た
よ
う
に
、
暴
力
の
抑
制
は
社
会
学
の
中
心
的
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
彼
は

大
著
『
社
会
的
行
為
の
構
造
』

(
E
a自
己

3
7
3

ぷ
)
に
お
い
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が

指
摘
し
た
問
題
、
す
な
わ
ち
手
段
を
合
理
性
・
効
率
性
と
い
う
基
準
の
み
に
基
づ
い

て
選
択
す
る
個
人
は
、
有
限
な
資
源
を
め
ぐ
っ
て
必
然
的
に
他
者
と
闘
争
状
態
に
陥

る
と
い
う
問
題
を
「
秩
序
問
題
」
と
し
て
定
式
化
し
た
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
個
人

が
合
理
性
・
効
率
性
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
手
段
を
選
択
す
る
と
い
う
仮
定
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
人
聞
が
手
段
を
選
択
す
る
さ
い
に
法
や
道
徳
に
何
の
関
心
も
払
う
こ
と

が
な
い
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
よ
う
。
自
ら
の
行
為
の
社
会
的
帰
結
に
は
一
切
無

関
心
な
エ
ゴ
イ
ス
ト
た
ち
が
秩
序
問
題
の
主
役
な
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
「
闘
争
」
の

帰
結
を
パ
1

ソ
ン
ズ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

何
ら
か
の
拘
束
的
統
制
が
欠
知
し
て
い
る
場
合
、
人
聞
は
こ
の
直
接
的
目
的

の
た
め
に
も
っ
と
も
有
効
で
入
手
可
能
な
手
段
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
手
段
と
は
、
分
析
を
お
し
つ
め
れ
ば
、
暴
力
と
欺
繭
に
帰
着
す
る
。
そ
れ
故
、

万
人
は
暴
力
と
欺
隔
の
双
方
あ
る
い
は
一
方
を
用
い
て
他
人
を
破
滅
な
い
し
屈

服
さ
せ
よ
う
と
努
め
る
の
だ
か
ら
、
万
人
が
万
人
の
敵
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な

状
況
が
現
出
す
る
。
こ
の
状
況
こ
そ
、
戦
争
状
態
に
他
な
ら
な
い
。

2
5
0
5

-
3
7
3

示
ニ
ヨ
、
傍
点
引
用
者
)

2 

手
段
選
択
に
お
い
て
無
規
制
状
態
に
あ
る
エ
ゴ
イ
ス
ト
た
ち
が
最
終
的
に
用
い
る

の
は
、
社
会
的
に
最
も
規
制
さ
れ
て
い
る
手
段
、
す
な
わ
ち
「
暴
力
と
欺
繭
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
捉
え
れ
ば
、
秩
序
問
題
は
暴
力
と
欺
隔
を
い
か
に
し
て
抑
制
す
る
の
か

と
い
う
経
験
的
な
聞
い
を
提
示
し
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上

の
よ
う
に
暴
力
の
研
究
は
秩
序
問
題
の
経
験
的
考
察
と
い
う
社
会
学
的
な
意
義
を
有

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
暴
力
は
多
様
な
現
象
で
あ
り
、
暴
力
の
ど
の
側
面
に
焦
点
を
あ
て
る
の
か

が
問
題
に
な
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
研
究
対
象
を
量
的
側
面
か
ら
把
握
可
能
な
暴
力

に
限
定
し
た
い
。
量
的
側
面
か
ら
把
握
可
能
な
代
表
的
な
暴
力
と
し
て
暴
力
犯
罪
が

あ
る
。
暴
力
犯
罪
率
の
推
移
や
地
域
別
の
暴
力
犯
罪
率
は
官
庁
統
計
か
ら
算
出
す
る

こ
と
が
で
き
、
し
た
が
っ
て
計
量
分
析
を
通
し
て
因
果
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
可
能
と
な
る
。

で
は
暴
力
犯
罪
の
う
ち
、
ど
の
犯
罪
を
研
究
対
象
に
す
べ
き
か
。
本
稿
で
は
暗
数

の
少
な
さ
と
学
術
的
意
義
と
い
う
二
つ
の
理
由
か
ら
、
殺
人
と
い
う
対
人
暴
力
に
着

目
し
て
、
暴
力
の
抑
制
を
可
能
に
す
る
構
造
的
条
件
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

第
一
の
理
由
と
じ
て
、
殺
人
に
関
す
る
統
計
は
他
の
犯
罪
指
標
に
比
べ
て
暗
数

が
少
な
く
、
そ
の
た
め
統
計
の
精
度
が
高
い
と
い
う
点
が
あ
げ
ら
れ
る
(
浜
井

二
O
O
六
二
六

1

七
U
z
-
-
円-
3
3温
H
M
g
w
s
s
∞
)
。
暗
数
が
多
い
と
、
行
政
機
関

に
よ
る
統
計
の
収
集
方
針
の
変
更
や
警
察
に
よ
る
取
り
締
ま
り
方
針
の
変
更
に
よ
っ

て
、
認
知
件
数
が
増
減
す
る
可
能
性
が
高
く
な
る
。
つ
ま
り
、
殺
人
以
外
の
暴
力
犯

罪
で
は
値
の
上
昇
や
下
降
が
暗
数
の
顕
在
化
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
真
の
発
生
件
数

(
3
)
 

の
変
化
に
よ
る
も
の
な
の
か
が
判
別
し
難
い
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
社
会
に
お
け
る

暴
力
の
発
生
状
況
を
把
握
す
る
う
え
で
は
、
暗
数
の
少
な
い
殺
人
を
指
標
と
す
る
の
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が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

第
二
の
理
由
と
し
て
、

日
本
の
殺
人
率
の
推
移
に

図1 殺人率の推移 (1955年 2005年)
出所.厚生労働省『人口動態統計』

は
国
際
的
な
注
目
が
集

ま
っ
て
い
る
こ
と
が
あ

げ
ら
れ
る
。
図
ー
の
よ
う

に
、
日
本
社
会
の
殺
人
率

は
戦
後
一
貫
し
て
低
下
傾

向
に
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
先
進
国
の
平
均
的
な

殺
人
率
の
推
移
を
描
く
と
、

一
九
六
0
年
代
中
頃
か
ら

一
九
七
五
年
頃
ま
で
急
速

に
上
昇
し
、

一
九
九
O
年

る?頃
(るま

EZ 
~ ïま
23 い
o 、

vt 

LL そ
遣の
心後
S，は
-0 下

ァ降
のす
よる
つ」

に兄、
玉|つ

履推
的移
Lこを
み描
てく
もこ
独と
自が
の知
趨ら
勢れ
をて
もい

つ
日
本
の
殺
人
率
は
海
外
の
研
究
者
の
大
き
な
関
心
を
集
め
て
い
る
(
出
口S
M
o
o
-
u

回
目
E
E
S

色
虫
色

3
3
甲
f
u
z
g
ロ
M
c
o
a
u
E
司
g
M
C
O
凶
)
。
し
た
が
っ
て
、
殺
人

(
5
)
 

率
の
変
動
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
分
析
は
急
務
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
は
殺
人
率
の
計
量
分
析
か
ら
暴
力
の
抑
制
を
可
能
に
す
る

構
造
的
条
件
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
続
く

E

章
で
は
、
先
行
研
究
を
検
討
し
、
日
本
社
会
の
殺
人
率
の
変
動
が
も
っ
ぱ
ら
合
理
ー

的
選
択
理
論
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
す
。
だ
が
そ
の
反
面
、
非
経
済

的
要
因
の
検
討
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
こ
でE
章

で
は
暴
力
の
非
経
済
的
要
因
に
着
目
す
る
ア
ノ
ミ
l

論
、
社
会
解
体
論
、
制
度
的
ア

ノ
ミ

l

論
と
い
っ
た
マ
ク
ロ
犯
罪
理
論
を
検
討
し
、
仮
説
を
提
示
す
る
。
第W
章
で

は
こ
の
仮
説
を
都
道
府
県
別
パ
ネ
ル
デl
タ
を
用
い
て
検
証
す
る
。
最
後
に
、
以
上

の
分
析
を
踏
ま
え
て
議
論
し
、
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
述
べ
る
。

E 

合
理
的
選
択
理
論
に
よ
る
説
明

で
は
殺
人
率
の
変
動
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
は
ど
こ
ま
で
明
ら
か
に

(
6
)
 

す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
戦
後
日
本
社
会
の
殺
人
率
を
分
析
し
た
研

究
の
多
く
は
合
理
的
選
択
理
論
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
り
、
殺
人
率
は
経
済
的
要
因

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

先
行
研
究
の
展
開

戦
後
日
本
社
会
に
お
け
る
殺
人
率
の
変
動
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
合
理
的
選
択
理
論
に
基

づ
い
て
分
析
さ
れ
て
き
た

(
E
S
Z
Z宮
刊
明
言
担M
o
o
u
u
松
村
・
竹
内
一
九
九
O
山

富
m
E
B
B
-
唱
唱
に
朴
一
九
九
三
一
九
九
四
)
。
犯
罪
の
合
理
的
選
択
理
論
は
犯
罪

行
為
に
至
る
個
人
の
意
思
決
定
を
利
得
と
損
失
と
い
う
単
純
か
つ
明
確
な
観
点
か
ら

分
析
す
る
(
室
町
内
白
昼
同

M
O
C
M
)
。
ご
く
単
純
化
す
れ
ば
、
個
人
は
犯
罪
に
よ
っ
て
被

る
損
失
が
利
得
よ
り
も
小
さ
い
と
判
断
し
た
場
合
、
犯
罪
を
行
う
の
で
あ
る
。

た
だ
し
殺
人
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
得
を
判
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
で

も
利
得
で
は
な
く
損
失
の
大
き
さ
に
着
目
し
た
り
、
あ
る
い
は
正
規
の
活
動
に
従
事

し
た
さ
い
の
報
酬
の
大
き
さ
に
注
目
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
ア
プ
ロ
1
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チ
は
日
本
社
þ、

:z:;; 

の
殺
人
率
を
説
得
的

分
析
し
て
き
た

そ
の
さ
い
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
刑
罰
コ
ス
ト
と
社
会
的
コ
ス
ト
、
そ
し
て
経
済

有的
効コ
性ス
にト
よで
つあ
てる
左(
右宮
さお
れ皇
~ ~ 

トJ

つき
ま!':l
りお
死y'
刑弓
判 U

決刑
の罰
増コ
加ス
あト
るは
い刑
は罰
拘の
禁厳
率格
の性
上と

昇
、
そ
し
て
検
挙
率
や
有
罪
率
の
上
昇
に
よ
っ
て
、
殺
人
率
が
低
下
す
る
と
考
え
ら

れ
る
。
け
れ
ど
も
刑
罰
コ
ス
ト
は
日
本
の
殺
人
率
を
分
析
す
る
う
え
で
説
得
的
で

は
な
い
よ
う
だ
。
た
と
え
ば
、
松
村
良
之
と
竹
内
一
雄
(
松
村
・
竹
内
一
九
九

O
)

は
死
刑
制
度
の
殺
人
に
対
す
る
抑
止
力
を
検
証
し
た
が
、
統
計
的
に
有
意
な
値
を
一
示

(7) 

し
た
の
は
失
業
率
、
生
活
保
護
率
、
二
O
代
男
性
比
率
と
い
っ
た
変
数
だ
っ
た
。

社
会
的
コ
ス
ト
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。
朴
元
套
(
一
九
九
三
a

一
一
八
七
)
は

的ト
財ラ
とヴ
みイ
なス
し・

匂?
っシ
ま(
り呂
墨 g
""" ::r 
なだ
社主
会 γ
的苦
紳還
を)

保の
有い
しう
て社
いム:z:;; 
る的
個鮮
人を
はー
殺種
人の
が社
露会

i

見
し
た
さ
い
に
失
う
社
会
的
鮮
の
量
が
多
い
た
め
、
貧
し
い
社
会
的
紳
し
か
も
た
な

い
個
人
よ
り
も
殺
人
を
犯
さ
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
彼
が
明
ら
か
に
し
た
と
こ

ろ
で
は
、
企
業
と
人
々
と
の
あ
い
だ
の
社
会
的
鮮
の
強
弱
を
示
す
労
働
争
議
率
は
殺

人
率
に
対
し
て
正
の
効
果
を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
労
働
争
議
率
の
上
昇
は
企
業
と

人
々
と
の
聞
の
社
会
的
鮮
の
弱
体
化
を
意
味
し
て
お
り
、
結
果
と
し
て
殺
人
率
が
上

昇
す
る
の
で
あ
る
。

経
済
的
コ
ス
ト
と
は
警
察
に
捕
ま
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
被
る
経
済
的
損
失
を
意
味

し
て
い
る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
失
業
者
よ
り
も
就
業
者
、
貧
困
層
よ
り
も
富

k 

裕
層
の
方
が
経
済
的
損
失
が
大
き
く
、
そ
の
た
め
相
対
的
に
犯
罪
行
為
に
手
を
染

め
に
く
い
と
考
え
ら
れ
る
。
マ
ク
ロ
な
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
失
業
率
や
貧
困
率
、
所

得
格
差
が
上
昇
す
る
と
殺
人
率
が
上
昇
し
、
生
活
水
準
や
就
労
機
会
が
向
上
す
る
と

4 

殺
人
率
が
低
下
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
済
的
要
因
は
殺
人
率
を
計
量
分

析
し
た
す
べ
て
の
文
献
で
統
計
的
な
有
意
性
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
殺
人
率
に
正

の
効
果
を
も
つ
の
は
、
失
業
(
松
村
・
竹
内
一
九
九

O
山
宮
町E
B
B
-

喧
唱
乙
、
貧
困

(
松
村
・
竹
内
一
九
九
O
)、
所
得
格
差
(
目
E
S

白
血
回
目
加
担
当
白

M
C
C凶
一
朴
一
九
九
三

の
三
つ
の
変
数
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
負
の
効
果
を
も
つ
の

一
九
九
四
)

は
、
生
活
水
準
(
呂
町E
B
B
-

唱
ヨ
一
朴
一
九
九
三
一
九
九
四
)
と
就
労
機
会
(
朴

一
九
九
三
ー
一
九
九
四
)
で
あ
る
。

さ
ら
に
合
理
的
選
択
理
論
に
基
づ
い
て
は
い
な
い
が
、
ア
キ
・
ロ
パ

l

ツ
と
ゲ

リ

1

・
ラ
フ
リ

!
(
m
o
g
-由自
ι
E
F
g
N
c
c
Sは
失
業
率
が
殺
人
率
に
対
し
て

正
の
効
果
を
も
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
彼
ら
は
都
道
府
県
別
パ
ネ
ル
デ
l

タ
を

用
い
て
分
析
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
方
法
論
的
に
も
っ
と
も
優
れ
た
も
の
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。
ロ
パ
l

ツ
と
ラ
フ
リ
ー
は
失
業
率
が
、
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
殺
人

率
に
影
響
す
る
の
か
を
論
じ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
経
済
的
変
数
と
殺
人
率
と
の
関

係
は
こ
こ
で
も
実
証
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
す
べ
て
の
研
究
で
、
何
ら
か
の
経
済
的
変
数
が
殺
人
率
に
対
し
て
効

(m) 

果
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
生
活
水
準
や
就
労
機
会
の
向
上
は
殺
人

率
を
低
下
さ
せ
、
失
業
・
貧
困
・
所
得
格
差
の
悪
化
は
殺
人
率
を
上
昇
さ
せ
る
の
で

あ
る
。
非
経
済
的
変
数
に
つ
い
て
は
朴
(
一
九
九
三
一
九
九
四
)
に
お
い
て
労
働

争
議
率
が
正
の
効
果
を
有
し
て
い
る
の
み
で
あ
っ
た
。

2 

合
理
的
選
択
理
論
の
検
証

以
上
の
よ
う
に
殺
人
率
は
経
済
的
変
数
と
強
い
関
連
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
理

論
的
に
は
合
理
的
選
択
理
論
か
ら
説
明
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。



一
般
に
激
情
的
な
犯
罪
と
理
解
さ
れ
る
ミ
と
の
多
い
殺
人
で
あ
る
が
、
合
理
的
選
択

理
論
の
枠
組
み
か
ら
も
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
興
味
深
い
。

と
は
い
え
、
合
理
的
選
択
理
論
の
基
本
的
な
仮
説
は
正
し
い
の
だ
ろ
う
か
。
合
理

的
選
択
理
論
、
か
正
し
け
れ
ば
、
経
済
的
・
社
会
的
コ
ス
ト
の
小
さ
い
層
は
大
き
い
層

よ
り
も
殺
人
率
が
高
い
は
ず
で
あ
る
。

図
2

に
示
し
た
よ
う
に
、
ど
の
年
次
に
お
い
て
も
、
失
業
者
・
無
職
者
の
殺
人
率

ー←失業者・無職者

→ー就業者

10.0 

2005 

失業者・無業者と就業者の殺人率の推移
出所・総務省『労働力調査』

警察庁『犯罪統計書』

は
就
業
者
の
殺
人
率
よ
り

も
高
い
。
も
ち
ろ
ん
前
者

の
ほ
う
が
後
者
よ
り
も
経

済
的
コ
ス
ト
が
小
さ
い
だ

ろ
う
。
ま
た
企
業
と
の
紳

は
失
業
者
・
無
職
者
よ
り

就
業
者
の
ほ
う
が
強
い
と

考
え
ら
れ
る
た
め
、
前
者

の
ほ
う
が
後
者
よ
り
も
社

会
的
コ
ス
ト
が
小
さ
い
と

考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ

て
合
理
的
選
択
理
論
は
支

持
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ

ま
た
時
系
列
的
に
み
る
と
、
就
業
者
の
殺
人
率
が
低
下
し
て
い
る
の
は
社
会
全
体

'
つ
。

8.0 

殺 6.0

人

率 4.0

2.0 

1995 1985 1975 

図2

の
生
活
水
準
の
向
上
に
よ
る
経
済
的
コ
ス
ト
の
上
昇
と
い
う
観
点
か
ら
理
解
で
き

0.0 

る
。
失
業
者
・
無
職
者
の
殺
人
率
も
年
々
低
下
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
生

活
水
準
の
向
上
と
い
う
観
点
か
ら
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
労
働
争
議
率
は

就
業
者
の
殺
人
率
に
つ
い
て
は
よ
く
説
明
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
失
業
者
・
無
職

者
の
殺
人
率
の
推
移
を
説
得
的
に
説
明
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
失
業
者
・
無
職

者
の
殺
人
率
の
推
移
が
、
企
業
と
労
働
者
と
の
紳
の
強
さ
の
推
移
に
影
響
を
受
け
て

い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
合
理
的
選
択
理
論
に
基
づ
く
議
論
か
ら
は
、
殺
人
率
は
生
活
水
準
と

い
う
要
因
に
よ
っ
て
首
尾
一
貫
し
た
説
明
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
生
活

水
準
の
向
上
に
よ
り
、
殺
人
が
露
見
し
逮
捕
さ
れ
た
と
き
に
被
る
経
済
的
コ
ス
ト
が

上
昇
し
た
た
め
、
人
々
は
殺
人
を
犯
す
こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
生
活
水

準
と
い
う
要
因
が
重
要
な
の
は
、
就
業
者
の
殺
人
率
と
失
業
者
・
無
職
者
の
殺
人
率

の
変
化
の
双
方
を
説
明
す
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
殺
人
率
と
の
関
係
性
が
実
証
さ

れ
た
唯
一
の
非
経
済
的
変
数
で
あ
る
労
働
争
議
率
は
、
首
尾
一
貫
し
た
説
明
が
不
可

能
だ
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

3 

合
理
的
選
択
理
論
を
超
え
て

と
は
い
え
、
合
理
的
選
択
理
論
に
よ
っ
て
殺
人
率
の
変
動
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
す
べ
て

が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
考
え
る
の
は
早
計
だ
ろ
う
。
先
行
研
究
の
多
く
が
合
理
的
選

択
理
論
に
依
拠
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
非
経
済
的
変
数
を
考
慮
し
て
い
な
い

研
究
が
多
い
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
朴
(
一
九
九
三
一
九
九
四
)
や
ロ
パ

l

ツ

と
ラ
フ
リ

l
(
列
島
町
立
白
血
昆
E
胃
8
M

き
る
に
お
い
て
は
、
労
働
争
議
率
や
離
婚
率
、

都
市
化
率
な
ど
の
非
経
済
的
変
数
が
投
入
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
わ
ず
か
二
つ
の
論

文
の
分
析
結
果
を
も
っ
て
殺
人
率
に
対
し
て
は
非
経
済
的
な
変
数
が
効
果
を
も
た
な

い
・
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

5 一一暴力を抑制する構造的条件
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そ
こ
で
以
下
で
は
代
表
的
な
マ
ク
ロ
犯
罪
理
論
で
あ
り
、
犯
罪
の
非
経
済
的
要
因

に
注
目
す
る
ア
ノ
ミ
1

論
と
社
会
解
体
論
、
さ
ら
に
制
度
的
ア
ノ
ミ
l

論
を
検
討
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
殺
人
率
の
変
動
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
新
た
な
視
点
か
ら
検
討
す
る
こ

と
に
し
た
い
。

E
 
マ
ク
ロ
犯
罪
理
論
の
検
討

犯
罪
理
論
に
は
ミ
ク
ロ
理
論
と
マ
ク
ロ
理
論
が
あ
る
(
冨
2
8
R
S
ι

問
。
田
町
田
宮
島

M
O
O叶
一
主
ふ
】
)
。
ミ
ク
ロ
理
論
は
個
々
人
が
犯
罪
行
為
を
な
す
原
因
を
明
ら
か
に
す

る
も
の
で
あ
り
、

マ
ク
ロ
理
論
は
集
合
体
レ
ベ
ル
で
の
犯
罪
率
の
差
異
や
時
系
列
的

変
化
の
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
日
本
社
会
の
殺
人
率
の
変
動

要
因
を
分
析
す
る
も
の
で
あ
り
、
マ
ク
ロ
犯
罪
理
論
に
依
拠
し
て
議
論
を
進
め
て
い

く
。
代
表
的
な
マ
ク
ロ
犯
罪
理
論
と
し
て
は
ア
ノ
ミ
1

論
と
社
会
解
体
論
が
あ
る
(
宝

月
二
O
O
四
u
呂
町
田
富
田
町
富
島
問0
8
ロ
砂
E
M
o
o
d。
ま
た
ア
ノ
ミ
l

論
と
社
会
解
体

論
を
接
合
し
た
理
論
と
し
て
制
度
的
ア
ノ
ミ
1

論
が
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
主
要
な
マ

ク
ロ
犯
罪
理
論
に
数
え
ら
れ
て
い
る

R
E
-
-
8
2巴-
m
p
M
g
e。
そ
こ
で
以
下
で

は
ア
ノ
ミ
1

論
、
社
会
解
体
論
、
制
度
的
ア
ノ
ミ
l

論
を
検
討
し
、
仮
説
を
提
示
し

よ
切
っ
。ア

ノ
ミ
l

論

マ
1

ト
ン
の
ア
ノ
ミ
l

論
に
よ
れ
ば
、
社
会
的
不
平
等
の
存
在
が
犯
罪
の
原
因
で

あ
る
(
宮
町
民8
3

ヨ
)
。
そ
の
骨
子
は
、
ア
メ
リ
カ
社
会
の
文
化
的
目
標
(
経
済
的

成
功
)
と
社
会
構
造
(
階
層
シ
ス
テ
ム
)
と
の
聞
の
緊
張
関
係
が
犯
罪
を
導
く
と
い

6 

う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
緊
張
状
態
は
人
々
の
間
で
成
功
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
機

会
が
不
平
等
に
分
配
さ
れ
て
い
る
た
め
に
発
生
す
る
。

人
々
は
経
済
的
成
功
を
達
成
す
る
た
め
に
懸
命
に
努
力
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
達

成
す
る
た
め
に
必
要
な
機
会
が
不
平
等
に
分
配
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
多
く
の
人
は

そ
の
目
標
を
達
成
す
る

ζ

と
が
で
き
な
い
。
マ
1

ト
ン
に
よ
れ
ば
、
「
ア
メ
リ
カ
社

会
に
お
け
る
開
放
的
階
級
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
(
岳
g
E
己
曲
目
ム
色g
z
mも
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
成
功
目
標
の
達
成
は
、
学
歴
と
経
済
的
資
源
の
乏
し
い
人
々
に
と
っ
て
至
難

の
業
で
あ
る
」
(
冨
E
8
3

ヨ
斗
合

'
T
s
a
r
-
凶
凶
)
。

こ
の
よ
う
に
マ
1

ト
ン
の
み
た
ア
メ
リ
カ
社
会
は
、
文
化
の
側
面
に
お
い
て
は
、

万
人
に
機
会
の
平
等
を
約
束
し
て
お
り
、
努
力
す
れ
ば
誰
し
も
が
成
功
す
る
社
会
で

あ
る
と
喧
伝
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
特
に
下
層
階
級
の
人
々
に
対
し
て
は
経
済

的
成
功
の
実
現
を
阻
む
よ
う
な
社
会
構
造
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

矛
盾
し
た
立
場
に
お
か
れ
た
人
々
は
、
文
化
的
命
令
と
そ
れ
を
阻
む
構
造
的
障
害
と

の
あ
い
だ
で
板
ば
さ
み
に
な
る
。
人
々
は
経
済
的
成
功
を
熱
望
し
て
お
り
、

一
度
上

昇
し
た
ア
ス
ピ
レ
1

シ
ヨ
ン
を
簡
単
な
こ
と
で
は
切
り
下
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

人
々
は
自
ら
の
境
遇
に
苛
立
ち
、
強
い
緊
張
状
態
を
感
じ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
心
理
的
葛
藤
に
よ
っ
て
「
ア
ノ
ミ

l

へ
と
向
か
う
緊
張
」
(
白g
s

件
。
者
向
ι
g
o
E
O
)が
形
成
さ
れ
る
(
冨
2
8
3
3
L
3
H
3
2

・
E

凶
)
。マ
1

ト
ン

に
よ
れ
ば
人
々
は
文
化
的
目
標
だ
け
で
な
く
、
文
化
的
目
標
を
達
成
す
る
手
段
選
択

に
関
す
る
規
範
(
制
度
的
規
範
)
も
内
面
化
し
て
い
る
。
し
か
し
ア
メ
リ
カ
社
会
は

制
度
的
規
範
の
遵
守
よ
り
も
文
化
的
目
標
の
達
成
に
よ
り
高
い
価
値
を
与
え
る
社
会

で
あ
る
。
強
い
緊
張
状
態
に
晒
さ
れ
た
人
々
に
対
し
て
制
度
的
規
範
を
遵
守
さ
せ
る

よ
う
な
何
ら
か
の
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
を
ア
メ
リ
カ
社
会
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
そ



こ
で
人
々
は
制
度
的
規
範
を
無
視
し
技
術
的
規
範
に
従
う
よ
う
に
な
り
、
目
的
を
達

成
す
る
の
に
も
っ
と
も
効
率
的
な
手
段
を
選
択
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
制

度
的
規
範
が
技
術
的
規
範
に
取
っ
て
代
わ
れ
た
状
態
こ
そ
が
マ
1

ト
ン
の
い
う
ア
ノ

ミ
ー
で
あ
る
(
玄
2
8
3
3
L

泣
H
3
2

一
口
と
。
ア
ノ
ミ
l

状
態
に
陥
っ
た
個
人

は
制
度
的
規
範
に
従
う
こ
と
な
く
自
ら
の
欲
求
を
充
足
す
る
。
そ
の
手
段
に
犯
罪
に

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
か
く
し
て
社
会
的
不
平
等
は
高
い
犯
罪
率
へ

と
帰
結
す
る
の
で
あ
る
。

社
会
的
不
平
等
が
犯
罪
を
も
た
ら
す
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
緩
和
こ
そ
が
犯
罪
率

を
低
下
さ
せ
る
鍵
で
あ
る
。
マ
1

ト
ン
が
着
目
し
た
の
は
社
会
保
障
制
度
で
あ
る

(
冨2
3
3
3
L
S
'
T
S
E
L
1
E

∞
)
。一
九
三
0
年
代
の
ア
メ
リ
カ
社
会
で
は
非

行
少
年
の
う
ち
、
そ
の
多
く
を
イ
タ
リ
ア
か
ら
の
移
民
の
子
供
た
ち
が
占
め
て
い
た
。

言
葉
の
壁
や
偏
見
・
差
別
に
よ
っ
て
合
法
的
な
手
段
を
用
い
た
地
位
達
成
の
道
は
閉

ざ
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
一
九
五
0
年
代
に
入
る
と
状
況
は
改
善
さ
れ

る
。
そ
の
原
因
は
「
『
社
会
保
障
』
の
制
度
と
多
少
と
も
官
僚
的
に
施
行
さ
れ
た
奨

学
金
制
度
の
発
達
」
(
玄
2
2
3
3
L
Z
H
3
2

一
コ
∞
)
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
社
会

保
障
政
策
に
よ
っ
て
合
法
的
機
会
を
整
備
す
る
こ
と
こ
そ
が
逸
脱
行
動
を
抑
制
す
る

鍵
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

マ
1

ト
ン
の
議
論
は
「
社
会
的
不
平
等
↓
心
理
的
緊
張
↓
暴
力
」

あ
る
い
は
「
社
会
保
障
制
度
の
拡
充
↓
心
理
的
緊
張
の
緩
和
↓
暴
力
の
減
少
」
と
い

う
説
明
図
式
を
と
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

2 

社
会
解
体
論

社
会
解
体
論
の
基
本
的
立
場
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
凝
集
性
が
弱
体
化
し
、
人
々

の
行
為
に
対
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
統
制
(
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
)

が
弛
緩
ま
た
は
崩
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
逸
脱
行
動
が
発
生
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
的
凝
集
性
や
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
弱
体

化
を
も
た
ら
す
構
造
的
要
因
を
探
求
す
る
の
が
社
会
解
体
論
の
課
題
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。

社
会
解
体
論
の
基
本
的
な
枠
組
み
は
ロ
パ
l

ト
・
パ
ー
ク
や
ア

l

ネ
ス
ト
・
パ
ー

ジ
エ
ス
な
ど
の
シ
カ
ゴ
学
派
の
社
会
学
者
に
よ
っ
て
用
意
さ
れ
た
。
パ
ー
ク
(
司
貸
付

3
-
a
H
3
叶
∞
)
に
よ
れ
ば
、
都
市
化
の
進
展
は
教
会
・
学
校
・
家
族
な
ど
の
第
一
次

的
集
団
の
凝
集
性
を
弱
体
化
さ
せ
る
。
第
一
次
的
集
団
は
成
員
の
行
動
を
規
制
す
る

と
い
う
機
能
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
弱
体
化
す
る
こ
と
に
よ
り
人
々
の
行
動
は

無
規
制
的
に
な
る
。
結
果
と
し
て
、
大
都
市
は
小
都
市
や
農
村
に
比
べ
て
相
対
的
に

犯
罪
率
が
高
く
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
パl
ジ
ェ
ス
(
回
員
沼
田
国
苫
民
ム
ヨ
∞
)
は
通
信
・

交
通
手
段
の
発
達
や
人
口
の
移
動
性
の
高
さ
に
大
都
市
の
問
題
点
を
み
た
。
通
信
や

交
通
手
段
の
発
達
や
移
動
性
の
上
昇
に
よ
っ
て
個
人
が
経
験
す
る
社
会
関
係
の
量
は

飛
躍
的
に
増
加
し
、
伝
統
的
・
農
村
的
な
社
会
関
係
は
そ
の
拘
束
力
を
失
う
。
結
果

と
し
て
大
都
市
は
犯
罪
・
少
年
非
行
・
そ
の
他
の
逸
脱
行
動
の
温
床
と
な
る
の
で
あ

る
こ
れ
ら
の
研
究
に
基
づ
き
、
よ
り
洗
練
し
た
議
論
を
展
開
し
た
の
が
ク
リ
フ
ォ
l

(
立
)

ド
・
シ
ョ
ウ
と
へ
ン
リ
1

・
マ
ッ
ケ
イ
で
あ
る
(
回
E
項
目
昆
宮
町
内

3
3
S
)。
彼
ら

は
シ
カ
ゴ
学
派
の
同
心
円
地
帯
モ
デ
ル
に
基
づ
き
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
閣
の
非
行
発
生
率

の
比
較
研
究
お
よ
び
年
代
別
変
化
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
彼
ら
は

(
1
)非
行

発
生
率
の
高
い
地
域
で
は
公
的
扶
助
受
給
率
が
高
く
、
持
ち
家
比
率
が
低
い
な
ど
と
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い
っ
た
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
(
2
)非
行
発
生
率
の
高
い
地
域
で
は
人
口
の
増

加
率
あ
る
い
は
減
少
率
、
か
高
い
傾
向
、
す
な
わ
ち
人
口
の
流
動
性
が
高
い
傾
向
が
み

ら
れ
る
こ
と
、

(
3
)非
行
発
生
率
の
高
い
地
域
で
は
人
口
に
占
め
る
黒
人
や
外
国

人
、
お
よ
び
外
国
生
ま
れ
の
ア
メ
リ
カ
人
の
割
合
が
高
い
と
い
う
傾
向
が
み
ら
れ
る

こ
と
、
と
い
う
三
つ
の
知
見
を
得
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
非
行
の
原
因
と
し
て
貧
困
、
人
口
移
動
、
民
族
的
多
様
性
と
い

う
三
つ
の
要
素
が
指
摘
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
が
直
接
的
に
非
行
を
生
み
出
す
わ
け
で

は
な
い
点
に
は
注
意
し
た
い
(
宝
月
二

O
O
四
一
八
八
山
内O
B
E
E
R
-
3

∞
一
訟
)
。

こ
れ
ら
の
要
因
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
凝
集
性
を
低
下
さ
せ
、
成
員
に
対
す
る
統
制
(
イ

ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
)
を
弱
体
化
さ
せ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
逸
脱
・

暴
力
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
社
会
解
体
論
は
「
構
造
的
要
因
↓
コ
ミ
ユ

ニ
テ
ィ
の
凝
集
性
/
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
弱
体
化
↓
そ
の
コ
ミ
ユ

ニ
テ
ィ
の
逸
脱
の
増
加
」
と
い
う
説
明
図
式
を
と
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

3 

制
度
的
ア
ノ
ミ
l

論

社
会
解
体
論
と
マ
1

ト
ン
の
ア
ノ
ミ

1

論
を
接
合
し
た
の
が
、
ス
テ
ィ
1

ヴ
ン
・

F

・
メ
ス
ナ
!
と
リ
チ
ャ
!
ド
・
ロ
1

ゼ
ン
フ
エ
ル
ド
に
よ
る
「
制
度
的
ア
ノ
ミ
l

論
」

(
宮
田
吾
固
ま
E
-
s
。
E
Z
F
g
q
)で
あ
る
(
宮
町
田
印
ロ
白
円
白

E
m
g
g
E
ι
3
3
w
M
0
0
3

。

彼
ら
は
暴
力
や
犯
罪
は
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
弛
緩
・
弱
体
化
に

よ
っ
て
発
生
す
る
と
い
う
社
会
解
体
論
の
基
本
的
立
場
を
支
持
し
て
い
る
。
ま
た
犯

罪
に
及
ぼ
す
文
化
的
要
因
(
ア
ノ
ミ
1
)
の
重
要
性
を
認
め
る
点
に
マ
1

ト
ン
の
影

響
が
色
濃
く
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
制
度
的
ア
ノ
ミ
1

論
は
暴
力
の
原
因
と

し
て
文
化
的
要
因
と
構
造
的
要
因
の
双
方
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
以
下
で
は
よ

8 

(
臼
)

り
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
構
造
的
側
面
に
着
目
し
て
議
論
を
進
め
よ
う
。

メ
ス
ナ
!
と
ロ

1

ゼ
ン
フ
ェ
ル
ド
は
社
会
構
造
を
「
制
度
聞
の
力
関
係
」

(
宮
由
民
g
E
o
s
-
g
g出
8
0

片
言
耳
切
円
)
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
。
制
度
聞

の
力
関
係
が
均
衡
状
態
に
あ
れ
ば
社
会
秩
序
は
保
た
れ
る
が
、
ど
れ
か
一
つ
の
制
度

が
優
越
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
制
度
の
も
つ
成
員
の
統
制
機
能
と
成
員
の
保
護
機
能

が
失
わ
れ
、
犯
罪
や
暴
力
が
発
生
す
る
よ
う
に
な
る
。

現
代
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
は
、
経
済
制
度
が
家
族
・
教
育
・
政
治
の
各
制
度

に
対
し
て
優
越
し
て
い
る
。
つ
ま
り
市
場
原
理
が
経
済
的
領
域
を
越
え
て
、
社
会
の

各
領
域
を
蝕
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
家
族
制
度
と
経
済
制
度
の
関
係
を
育
児

と
労
働
を
例
に
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
制
度
的
ア
ノ
ミ
l

論
の
考
え
で
は
、
家
族
制

度
が
経
済
制
度
よ
り
も
強
い
社
会
で
は
、
育
児
と
労
働
が
両
立
で
き
る
よ
う
な
環
境

を
社
会
が
整
え
て
い
る
と
い
う
。
反
対
に
、
経
済
制
度
が
強
い
社
会
は
社
会
保
障
制

度
が
貧
弱
で
あ
る
た
め
に
、
人
々
は
育
児
の
時
聞
を
削
り
、
労
働
に
勤
し
む
こ
と
に

な
る
。
子
育
て
を
す
る
た
め
に
子
供
と
の
時
聞
を
犠
牲
に
し
て
働
く
と
い
う
い
び
つ

な
環
境
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
子
供
の
社
会
化
は
不
十
分
な
も
の
に

(
M
)
 

留
ま
り
、
逸
脱
行
動
が
頻
発
す
る
よ
う
に
な
る
。

で
は
制
度
間
の
力
関
係
は
ど
の
よ
う
に
測
定
さ
れ
る
の
か
。
も
ち
ろ
ん
直
接
的

な
指
標
は
存
在
し
な
い
。
そ
こ
で
彼
ら
は
エ
ス
ピ
ン
ア
ン
デ
ル
セ
ン
宙
号
宙
開
・

〉
E
g
g
-

唱
唱O
H
M
S
-
)の「
脱
商
品
化
指
数
」
と
い
う
指
標
で
制
度
聞
の
力
関
係

を
測
定
し
よ
う
と
す
る
。
脱
商
品
化
指
数
と
は
社
会
保
障
制
度
の
水
準
の
指
標
で
あ

り
、
「
個
人
あ
る
い
は
家
族
が
市
場
参
加
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
社
会
的
に
認
め
ら

れ
た
一
定
水
準
の
生
活
を
維
持
で
き
る
こ
と
が
ど
れ
だ
け
で
き
る
か
、
と
い
う
そ
の

程
度
」
(
肘
省
吉
開

E
E
ι
m
a
g
-唱
唱
。M
M
o
o
-一
主
)
を
意
味
し
、
年
金
と
疾
病
・
失
業
給



付
を
も
と
に
算
出
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
の
指
数
が
高
い
ほ
ど
、
制
度
聞
の
力
関
係
は
均
衡
が
と
れ
て
お
り
、
そ

の
た
め
各
制
度
は
社
会
の
成
員
に
適
切
な
統
制
を
課
す
こ
と
が
で
き
、
し
た
が
っ
て
、

犯
罪
率
も
低
い
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
の
優
れ
た
点
は
、
じ
っ
さ
い
に
こ
の
仮
説
を

実
証
し
た
点
に
あ
る
。
彼
ら
は
四
五
カ
国
を
対
象
に
分
析
を
行
い
、
経
済
的
不
平
等

の
効
果
を
統
制
し
て
も
な
お
、
脱
商
品
化
指
数
が
高
い
国
は
殺
人
率
も
低
い
と
い
う

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
(
玄
g
g
R
g

也
知
g
g
E
ι
3
3
)。

こ
の
よ
う
に
制
度
的
ア
ノ
ミ
l

論
の
説
明
図
式
は
「
社
会
保
障
制
度
の
拡
充
↓
イ

ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
強
化
↓
暴
力
の
減
少
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

4 

仮
説
の
提
示

マ
1

ト
ン
の
ア
ノ
ミ

1

論
お
よ
び
メ
ス
ナ
!
と
ロ
1

ゼ
ン
フ
ェ
ル
ド
の
制
度
的
ア

ノ
ミ
1

論
は
社
会
保
障
制
度
に
着
目
す
る
。
た
だ
し
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、
社
会
保
障
制
度
が
殺
人
率
に
与
え
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
両
者
で
異
な
っ
て
い
る
点

で
あ
る
。
マ
l

ト
ン
に
お
い
て
は
、
社
会
保
障
制
度
は
人
々
の
心
理
的
緊
張
を
緩
和

す
る
こ
と
で
殺
人
を
抑
止
し
て
い
る
。

一
方
で
メ
ス
ナ
!
と
ロ
l

ゼ
ン
フ
ェ
ル
ド
に

お
い
て
は
、
社
会
保
障
制
度
は
制
度
閣
の
力
関
係
を
均
衡
さ
せ
、
諸
制
度
の
も
つ
成

員
の
統
制
機
能
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
殺
人
を
抑
止
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ふ
た
た
び
図
2

に
戻
ろ
う
。
マ
l

ト
ン
の
ア
ノ
ミ
!
論
は
失
業
者
・
無
職
者
の
殺

人
率
の
推
移
は
よ
く
説
明
す
る
が
、
就
業
者
の
殺
人
率
の
推
移
に
関
し
て
は
説
明
す

る
術
を
も
た
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
社
会
保
障
制
度
の
拡
充
に
よ
っ
て
、

生
活
水
準
が
向
上
す
る
失
業
者
・
無
職
者
は
心
理
的
緊
張
が
緩
和
さ
れ
る
と
考
え
ら

れ
る
が
、
直
接
的
に
恩
恵
を
受
け
な
い
就
業
者
の
心
理
的
緊
張
の
緩
和
に
は
繋
が
ら

な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
制
度
的
ア
ノ
ミ
1

論
に
よ
れ
ば
、
社
会
保
障
制
度
は
イ
ン
フ
ォl

マ
ル
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
水
準
に
影
響
を
与
え
る
。
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
コ
ン
ト
ロ1

ル
は
社
会
の
全
成
員
に
影
響
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
制
度
的
ア
ノ
ミ
1

論

は
失
業
者
・
無
職
者
の
殺
人
率
お
よ
び
就
業
者
の
殺
人
率
の
推
移
の
双
方
を
よ
り
よ

く
説
明
す
る
。
次
の
仮
説
l

は
制
度
的
ア
ノ
ミ
l

論
に
も
と
の
つ
い
た
も
の
で
あ
る
。

仮
説
l

社
会
保
障
制
度
の
拡
充
に
よ
っ
て
、
殺
人
率
は
低
下
す
る
。

ま
た
社
会
解
体
論
も
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
着
目
す
る
。
就
業
者

の
殺
人
率
と
同
様
に
失
業
者
・
無
職
者
の
殺
人
率
が
低
下
し
て
い
た
の
は
、
コ
ミ
『
ユ

ニ
テ
ィ
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
向
上
に
そ
の
原
因
が
あ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
影
響
を
与
え
る
要

因
と
し
て
、
貧
困
、
人
口
移
動
率
、
民
族
的
多
様
性
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
う
ち
日
本
社
会
は
他
の
社
会
と
く
ら
べ
て
民
族
的
多
様
性
が
乏
し
い
と
考
え
ら

れ
る
た
め
、
検
討
か
ら
は
除
外
し
よ
う
。
し
た
が
っ
て
社
会
解
体
論
か
ら
は
貧
困
と

人
口
移
動
に
つ
い
て
の
仮
説
を
提
示
す
る
。
貧
困
の
増
加
と
人
口
移
動
率
の
上
昇
は

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
弱
体
化
さ
せ
、
殺
人
率
を

上
昇
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
仮
説
2

と
3

と
す
る
。

仮
説
2

貧
困
の
増
加
に
よ
っ
て
、
殺
人
率
は
上
昇
す
る
。

仮
説
3

人
口
移
動
率
の
上
昇
に
よ
っ
て
、
殺
人
率
は
上
昇
す
る
。
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N 

殺
人
率
の
計
量
分
析

以
上
の
仮
説
を
計
量
分
析
に
よ
っ
て
検
証
す
る
。
ま
ず
分
析
の
方
法
と
使
用
す
る

デ
ー
タ
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
次
に
分
析
の
結
果
を
記
述
し
て
い
く
。

デ
ー
タ
と
方
法

本
稿
で
は
都
道
府
県
別
パ
ネ
ル
デ
ー
タ
を
用
い
た
重
回
帰
分
析
を
お
こ
な
う
。
パ

ネ
ル
デ
l

タ
と
は
複
数
の
サ
ン
プ
ル
を
複
数
の
時
点
で
観
測
し
た
デ
1

タ
の
こ
と
を

指
す
。
し
た
が
っ
て
、
都
道
府
県
別
パ
ネ
ル
デ
ー
タ
と
は
各
都
道
府
県
を
複
数
の
時

点
で
観
測
し
た
デ1
タ
の
こ
と
で
あ
る
。

パ
ネ
ル
デ
ー
タ
を
用
い
る
利
点
と
し
て
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
何
よ
り
重
要
な
の

は
観
測
不
可
能
な
個
体
聞
の
異
質
性
を
除
去
で
き
る
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
(
伴
ほ

か
二
O
O
六
山
松
浦
・
マ
ッ
ケ
ン
ジ
l

二
O
O
九
山
田s
n
r
g
円
一
君
事
S
N
C
S
)。
パ

ネ
ル
デ
1

タ
を
利
用
す
れ
ば
、
観
測
不
可
能
な
都
道
府
県
ご
と
の
異
質
性
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
た
り
、
あ
る
い
は
観
測
年
ご
と
の
異
質
性
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
り
、
ま

た
は
そ
の
両
者
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
分
析

の
精
度
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
都
道
府
県
は
別
の
都
道
府
県

よ
り
も
暴
力
に
対
す
る
許
容
度
が
大
き
い
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
全
国
レ
ベ

ル
で
み
た
と
き
に
日
本
社
会
は
年
々
ア
ノ
ミ

l

の
水
準
が
高
ま
っ
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
。
こ
の
よ
う
な
要
因
は
殺
人
率
に
影
響
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
何
ら

か
の
形
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

こ
の
よ
う
に
パ
ネ
ル
デ
l

タ
を
用
い
る
と
都
道
府
県
ご
と
の
異
質
性
お
よ
び
各
時

点
の
異
質
性
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
結
果
、
か
得
ら
れ
る
。
前
者
は
個
体
効
果
(
自
民
受

10 

白
色
〈
広
E
-
o
p
n
Cと
呼
ば
れ
、
後
者
は
時
点
効
果

(
H
E
m
-
官
民
主
仰
向
。
三
)
と
呼
ば

れ
る
。
こ
れ
ら
の
効
果
が
独
立
変
数
と
相
闘
が
あ
る
場
合
に
使
用
す
る
手
法
を
固

定
効
果

(
r
a
畠

-
m
n
Cモデ
ル
と
い
い
、
相
聞
が
な
い
場
合
に
使
用
す
る
手
法
を

変
量
効
果

(
gロ
号
B

四
時8
H
)モ
デ
ル
と
い
う
。
固
定
効
果
モ
デ
ル
で
は
、
個
体
・

時
点
効
果
は
青
森
県
で
は
l

、
そ
う
で
な
け
れ
ば

0

を
と
る
よ
う
な
ダ
ミ
1

変
数

で
表
現
さ
れ
る
。
ダ
ミ
l

変
数
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
固
定
効
果
を
統
制
し
ょ

う
と
す
る
方
法
は
ダ
ミ
l

変
数
最
小
二
乗
法

(
E
U
S
と
呼
ば
れ
る
。

一
方
、
変

量
効
果
モ
デ
ル
で
は
一
般
化
最
小
二
乗
法
を
用
い
て
推
定
さ
れ
る
(
浅
野
・
中
村

二
O
O
九
山
伴
ほ
か
二
O
O
六
)
。

個
体
・
時
点
効
果
と
独
立
変
数
と
の
相
関
の
有
無
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、

ノ、、

ウ
ス
マ
ン
検
定
が
用
い
ら
れ
る
(
浅
野
・
中
村
二
O
O
九
一
二
六
六
l

七
山
伴
ほ
か

二
O
O
六
二
七
一

ハ
ウ
ス
マ
ン
検
定
で
は
「
説
明
変
数
と
個
体
・
時
点

一
一、-〆
。

効
果
に
相
聞
な
し
」
を
帰
無
仮
説
と
し
、
固
定
効
果
モ
デ
ル
か
ら
得
ら
れ
る
推
定
量

と
変
量
効
果
モ
デ
ル
か
ら
得
ら
れ
る
推
定
量
と
の
差
を
検
定
す
る
。

分
析
期
聞
は
一
九
六

O
年
か
ら
二
O
O
五
年
で
あ
る
。
返
還
前
の
沖
縄
県
の
デ
1

タ
は
存
在
し
な
い
の
で
、
分
析
か
ら
沖
縄
県
は
除
外
す
る
。
ま
た
国
勢
調
査
に
依
拠

し
た
デ
l

タ
を
用
い
る
た
め
、
じ
っ
さ
い
に
用
い
る
デ

l

タ
は
一
九
六
O
年
か
ら

二
O
O
五
年
ま
で
の
五
年
間
隔
の
デ
ー
タ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
サ
ン
プ
ル
数
は

四
六
O
で
あ
る
。

変
数
の
概
要
を
述
べ
る
。
殺
人
率
は
「
人
口
一
O
万
人
に
占
め
る
故
意
に
よ
る
暴

力
に
よ
る
死
者
数
」
と
し
て
操
作
的
に
定
義
し
、
出
所
は
厚
生
労
働
省
『
人
口
動
態

統
計
』
(
各
年
版
)
で
あ
る
。
先
行
研
究
で
は
資
料
源
と
し
て
警
察
庁
『
犯
罪
統
計

書
』
を
選
択
し
、
殺
人
率
は
「
人
口
一
O
万
人
あ
た
り
の
認
知
件
数
」
と
し
て
操
作



記述統計表 1

警察力年齢構成失業人口移動貧困社会保障殺人率

90.5 14.2 8.6 13.0 58.9 3.7 3.5 最大値

16.0 4.3 0.3 2.4 1.4 0.4 0.1 最小値

56.8 6.9 2.8 5.0 11.3 1.5 0.9 平均

17.085 1.554 1.668 1.697 7.876 0.671 0.555 標準誤差

460 

準
は
脱
商
品
化
指
数
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い

化
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
警
察
統
計
の
殺
人
カ

テ
ゴ
リ
ー
に
は
強
盗
殺
人
や
傷
害
致
死
が
含
ま

460 

れ
て
い
な
い
点
、
ま
た
殺
人
予
備
や
自
殺
智
助

と
い
っ
た
直
接
に
は
暴
力
と
関
係
の
な
い
犯
罪

類
型
が
含
ま
れ
て
い
る
点
が
問
題
で
あ
る
。
さ

460 

ら
に
国
際
比
較
に
用
い
ら
れ
る
の
は
、
警
察
統

計
で
は
な
く
『
人
口
動
態
統
計
』
の
殺
人
率
で

460 

あ
る
。
以
上
の
点
を
考
慮
し
、
資
料
、
源
と
し
て

は
警
察
統
計
で
は
な
く
『
人
口
動
態
統
計
』
を

460 

選
択
し
た
。

仮
説
1

の
社
会
保
障
制
度
の
水
準
は
「
県
民

460 

所
得
に
占
め
る
社
会
保
障
関
連
費
用
(
民
生

費
・
衛
生
費
・
労
働
費
)
の
割
合
」
(
%
)
と

し
て
操
作
的
に
定
義
し
た
。
出
所
は
総
務
省

460 

『
日
本
統
計
年
鑑
』
(
各
年
版
)
で
あ
る
。
メ
ス

ナ
ー
と
ロ

l

ゼ
ン
フ
ェ
ル
ド
(
冨
四
回
目
白
田
邑

m
O
回
目
ロ
砂
】
門
戸
右
ヨ
)

で
は
社
会
保
障
制
度
の
水

観測数

脱
商
品
化
指
数
を
算
出
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
、
上
述
の
通
り
操
作
化
し

た
。
し
か
し
日
本
の
都
道
府
県
別
デ
1

タ
か
ら

た
。
仮
説
ー
か
ら
は
、
殺
人
率
に
対
す
る
効
果
は
負
で
あ
る
と
予
測
さ
れ
た
。

仮
説
2

の
貧
困
は
「
人
同
一

0
0
0
人
あ
た
り
の
被
生
活
保
護
人
員
」
(
生
活
保

護
率
)
と
し
て
操
作
的
に
定
義
し
た
。
厚
生
労
働
省
『
社
会
福
祉
行
政
業
務
報
告

(
福
祉
行
政
報
告
例
)
』
(
各
年
版
)
が
そ
の
出
所
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
補
足
率
の
問

題
が
あ
る
た
め
、
生
活
保
護
率
に
よ
っ
て
把
握
で
き
る
貧
困
の
実
態
は
限
定
的
で
あ

る
(
岩
田
二
O
O
七
一
七
O
'
五
山
武
川
二
O
O
一
一
一
九
四
ム
ハ
)
。
し
か
し
な

が
ら
、
生
活
保
護
率
、
が
も
っ
と
も
容
易
に
入
手
可
能
な
貧
困
に
関
す
る
長
期
の
時
系

相関行列表 2

警察カ年齢構成法
問

失人口移動貧困社会保障殺人率

1.000 殺人率

1.000 .0.182 社会保障

1.000 0.211 0.602 貧困

1.000 0.209 ー0.2800.353 人口移動

1.000 ー0.203ー0.1460.517 ー0.428失業

1.000 ー0.3610.744 -0.017 -0.553 0.319 年齢構成

列
デ
l

タ
で
あ
り
、
先
行
研
究
に
お

1.000 

れ
た
も
の
で
あ
り
、
特
に
失
業
は
都

い
て
も
用
い
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
ふ

ま
え
、
本
研
究
で
も
貧
困
の
指
標
と

し
て
生
活
保
護
率
を
用
い
る
こ
と
に

ー0.018

し
た
。
仮
説
2

か
ら
は
、
殺
人
率
に

対
す
る
効
果
は
正
で
あ
る
と
予
測
さ

ー0.651

れ
た
。

仮
説
3

の
人
口
移
動
率
は
「
都
道

0.007 

府
県
人
口
に
占
め
る
移
動
者
の
割
合
」

(
%
)
と
し
て
操
作
的
に
定
義
し
た
。

0.357 

出
所
は
総
務
省
「
日
本
の
長
期
統
計

系
列
」
お
よ
び
『
日
本
統
計
年
鑑
』

-0.073 

(
各
年
版
)
で
あ
る
。
仮
説
3

か
ら
は
、

殺
人
率
に
対
す
る
効
果
は
正
で
あ
る

と
予
測
さ
れ
た
。

0.357 

統
制
変
数
に
は
失
業
と
年
齢
構
成

と
警
察
力
の
三
っ
そ
用
い
る
。
こ
れ

警察カ

ら
三
つ
の
変
数
は
先
行
研
究
に
み
ら

11 一一暴力を抑制する構造的条件
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道
府
県
別
パ
ネ
ル
デ
1

タ
を
用
い
た
分
析
に
よ
っ
て
殺
人
率
に
対
し
て
正
の
効
果
を

も
つ
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
(
同
州
各
自
立
白
血
E
E
F
8
M
g
e

。
失
業
は
完
全
失
業
率

と
し
て
操
作
的
に
定
義
し
た
。
出
所
は
総
務
省
『
国
勢
調
査
』
(
各
年
版
)
で
あ
る
。

年
齢
構
成
は
「
都
道
府
県
人
口
に
占
め
る
二

O
代
男
性
の
割
合
」
(
%
)
と
し
て
操

作
的
に
定
義
し
、
出
所
は
総
務
省
『
国
勢
調
査
』
(
各
年
版
)
で
あ
る
。
警
察
力
は
「
一

般
刑
法
犯
認
知
件
数
に
占
め
る
一
般
刑
法
犯
検
挙
件
数
の
割
合
」
(
%
)
と
し
て
操

作
的
に
定
義
し
、
警
察
庁
『
犯
罪
統
計
書
』
(
各
年
版
)
が
そ
の
出
所
で
あ
る
。
先

行
研
究
か
ら
は
、
失
業
お
よ
び
年
齢
構
成
は
殺
人
率
に
対
し
て
正
の
効
果
を
有
し
、

警
察
力
は
負
の
効
果
を
有
す
る
と
予
測
さ
れ
た
。

2 

分
析
の
結
果

(
日
)

分
析
の
結
果
は
表
3

に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
ハ
ウ
ス
マ
ン
検
定
の
欄

を
み
る
と
、
カ
イ
二
乗
統
計
量
は
四
五
・
O
七
一

(
℃
八
。
・
。
-
)
と
な
っ
て
お
り
、
帰

無
仮
説
が
棄
却
さ
れ
固
定
効
果
モ
デ
ル
が
採
択
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
表
に
は
固

定
効
果
モ
デ
ル
で
推
計
し
た
結
果
の
み
を
掲
載
し
た
。

次
に
個
体
効
果
、
時
点
効
果
、
個
体
・
時
点
効
果
の
欄
を
み
て
み
よ
う
。
そ
れ

ぞ
れ
の
効
果
が
本
当
に
存
在
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
、
ダ
ミ
ー
な
し
モ
デ
ル
と

固
定
効
果
モ
デ
ル
の
残
差
二
乗
和
を
比
較
し
、
「
固
定
効
果
な
し
」
を
帰
無
仮
説

と
し
た
F

検
定
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
ハ
浅
野
・
中
村

二
O
O
九
一
二
五
九
)
。
検
定
の
結
果
、
帰
無
仮
説
「
固
定
効
果
な
し
」
が
棄
却
さ

れ
た
場
合
、
検
定
し
た
モ
デ
ル
に
は
固
定
効
果
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。F
検
定

量
を
み
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
帰
無
仮
説
が
棄
却
さ
れ
固
定
効
果
モ
デ
ル
が
採
択
さ

れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
観
測
不
可
能
な
都
道
府
県
固
有
の
効
果
と
時
点
固
有

分析結果表 3

標準誤差係数

0.006 

0.03 

0.049 

0.036 0.047 年齢構成

0.002 

0.313 

0.659 ** 修正済み決定係数

2.719 ** 

4.411 ** 

4.307 ** 個体・時点効果

12 

45.071 ** 

**p<O.01; *p<0.05 

0.077 

0.022 安土

0.068 * 

ー0.083

ー0.003

0.537 

個体効果

時点効果

460 

ハウスマン検定

観測l数

.0.071 社会保障

人口移動

業失

警察力

定数項

の
効
果
は
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
表
に
は
個
体
効
果

貧困

お
よ
び
時
点
効
果
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
結
果
を
掲
載
し
た
。

で
は
各
変
数
の
結
果
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。
ま
ず
仮
説
1

の
社
会
保
障
に
つ
い

て
み
て
み
る
と
、
そ
の
係
数
は
統
計
的
に
有
意
な
値
を
示
し
て
い
な
い
。
次
に
仮
説

2

の
貧
困
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
統
計
的
に
有
意
な
正
の
効
果
を
示
し
て
い
る
。

同
じ
く
仮
説
3

の
人
口
移
動
も
統
計
的
に
有
意
な
正
の
効
果
を
示
し
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
仮
説
2

お
よ
び
3

が
実
証
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
統
制
変
数
で
あ

て
い
な
い
。

る
失
業
・
年
齢
構
成
・
警
察
力
の
三
変
数
は
い
ず
れ
も
統
計
的
に
有
意
な
値
を
示
し

係
数
を
み
て
み
る
と
、
貧
困
が
一
ポ
イ
ン
ト
上
昇
す
る
と
殺
人
率
は

0
・
0
二
ポ

イ
ン
ト
上
昇
し
、
人
口
移
動
率
が
一
%
上
昇
す
る
と
殺
人
率
は

0
・
0
七
ポ
イ
ン
ト

上
昇
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
殺
人
率
自
体
が
極
め
て
小
さ
な
値
の
た
め
、
こ
れ
ら
の



変
数
の
影
響
が
ご
く
僅
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
反
対

に
考
え
れ
ば
、
殺
人
率
を
一
ポ
イ
ン
ト
変
化
さ
せ
る
の
に
は
非
常
に
大
き
な
力
が
必

要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
殺
人
率
の
変
化
の
背
景
に
は
巨
大
な
社
会
変
動
が
存
在

し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
両
者
は
単
位
が
異
な
る
の
で
係
数
の
大
き
さ
を
比
較
で
き

な
い
。
そ
こ
で
標
準
化
係
数
を
計
算
し
て
み
る
と
、
貧
困
が

0
・
三
二
と
な
り
人
口

移
動
が
0
・
二
一
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
貧
困
の
方
が
殺
人
率
に
与
え
る
影
響
が
大

き
い
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
分
析
の
結
果
、
仮
説
2

お
よ
び
3

が
実
証
さ
れ
、
貧
困
と
人
口

移
動
は
殺
人
率
に
対
し
て
正
の
効
果
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
人
口
移
動

と
い
う
非
経
済
的
変
数
も
殺
人
率
に
対
し
て
正
の
効
果
を
も
っ
と
い
う
結
果
は
先
行

研
究
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

V 

経
済
的
な
安
定
性
と
社
会
関
係
の
安
定
性

こ
れ
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
よ
う
。
本
稿
は
殺
人
率
の
計
量
分
析
を
通
し
て
、
暴

カ
を
抑
制
す
る
構
造
的
条
件
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
先
行
研

究
の
検
討
か
ら
は
、
生
活
水
準
と
い
う
要
因
に
よ
っ
て
日
本
社
会
の
殺
人
率
、
か
規
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
し
か
し
先
行
研
究
は
も
っ
ぱ
ら
合
理
的
選
択
理
論

に
基
づ
い
て
議
論
を
展
開
し
て
お
り
、
非
経
済
的
要
因
と
殺
人
率
と
の
関
係
性
は
ほ

と
ん
ど
分
析
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
ア
ノ
ミ
l

論
、
社
会
解
体
論
、

そ
し
て
制
度
的
ア
ノ
ミ
1

論
と
い
う
代
表
的
な
マ
ク
ロ
犯
罪
理
論
を
検
討
す
る
こ
と

で
、
殺
人
率
の
変
動
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
新
た
な
説
明
を
試
み
た
。
検
討
の
結
果
、

社
会
保
障
制
度
の
拡
充
に
よ
っ
て
殺
人
率
は
低
下
す
る
と
い
う
仮
説
と
、
貧
困
の
増

加
お
よ
び
人
口
移
動
率
の
上
昇
に
よ
っ
て
殺
人
率
は
上
昇
す
る
と
い
う
仮
説
が
提
示

さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
仮
説
を
都
道
府
県
別
パ
ネ
ル
デl
タ
に
よ
っ
て
検
証
し
た
と
こ

ろ
、
社
会
保
障
制
度
と
殺
人
率
と
の
聞
に
何
ら
か
の
関
係
性
を
見
出
す
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。

一
方
、
貧
困
お
よ
び
人
口
移
動
率
は
殺
人
率
に
対
し
て
正
の
効
果
を
有

す
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
戦
後
日
本
社
会
の
殺
人
率
は
貧
困
と
人
口
移
動
率
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
貧
困
の
増
加
や
人
口
移
動
率
の
上
昇
に

よ
っ
て
殺
人
率
は
上
昇
し
、
貧
困
の
減
少
や
人
口
移
動
率
の
低
下
に
よ
っ
て
、
殺
人

率
は
低
下
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
貧
困
や
高
い
人
口
の
流
動
性
に
苛
ま
れ

て
き
た
解
体
地
域
が
減
少
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
社
会
の
殺
人
率
は
低
下
し
た

の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

と
り
わ
け
重
要
な
の
は
人
口
移
動
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
殺
人
率
は
経
済
的

要
因
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
い
、
貧
困
も
そ
の
効
果
を
確
認
さ
れ
た
こ
と

が
あ
る
(
松
村
・
竹
内
一
九
九
O
)。
こ
れ
に
対
し
て
、
人
口
移
動
が
殺
人
率
に
対

し
て
正
の
効
果
を
有
し
て
い
る
と
と
は
本
研
究
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
一
ぶ
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

で
は
、
暴
力
を
抑
制
す
る
構
造
的
条
件
と
は
何
か
。
理
論
的
に
考
え
れ
ば
、
直
接

的
に
殺
人
率
に
影
響
を
与
え
る
の
は
社
会
的
凝
集
性
や
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
の
水
準
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
水
準
を
左
右
す
る
の
が
貧
困
と
人
口
移
動
と
い

う
二
つ
の
構
造
的
要
因
で
あ
っ
た
。
経
済
的
に
剥
奪
さ
れ
た
生
活
、
人
口
の
涜
動
性

の
高
い
社
会
で
の
生
活
を
特
徴
"
つ
け
る
の
は
不
安
定
性
で
あ
る
。
経
済
的
な
窮
乏
は

明
日
へ
の
生
活
を
思
い
描
く
ゆ
と
り
を
与
え
な
い
。
流
動
性
の
高
い
社
会
で
は
安
定

し
た
社
会
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
社
会
解
体
論
に
も
と
づ
く
議
論
か
ら

13 一一暴力を抑制する構造的条件



は
、
安
定
性
こ
そ
が
暴
力
を
抑
止
す
る
鍵
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
貧
困
は
経
済

的
な
不
安
定
性
を
示
し
、
人
口
移
動
は
社
会
関
係
の
不
安
定
性
を
示
す
。
こ
の
よ
う

に
、
暴
力
は
経
済
的
な
安
定
性
と
社
会
関
係
の
安
定
性
と
い
う
二
つ
の
構
造
的
条
件

に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
図
3

を
み
て
み
る
と
、
貧
困
と
人
口
移
動
の
推
移
が
い
く
ら
か
異
な
つ

て
い
る
の
が
わ
か
る
。
貧
困
(
生
活
保
護
率
)
は
一
九
五
五
年
か
ら
一
九
九
五
年
ま

で
減
少
傾
向
に
あ
り
、
そ
れ
以
降
は
増
加
傾
向
に
あ
る
。
人
口
移
動
率
は
一
九
五
五

人
口
移
動
率
(
%
)

10.0 

8.0 

6.0 

4.0 

-0-ー生活保護率

一ー一人口移動率

25.0 

20.0 

生 15.0
活

保
護 10.0
率

2.0 5.0 

0.0 

2005 

図3 生活保護率と人口移動率の推移(1955年-2005年)
出所:厚生労働省『社会福祉行政業務報告(福祉行政例u

総務省「日:本の長期統計系列」・『日本統計年鑑』

1995 1985 1975 1965 

0.0 

1955 

年
か
ら
七
0
年
代
ま

で
上
昇
し
、

そ
れ

以
降
は
現
在
に
至

る
ま
で
低
下
傾
向

に
あ
る
。

つ
ま
り

一
九
七
O
年
頃
ま
で

は
、
貧
困
の
減
少
効

果
の
方
が
人
口
移
動

の
上
昇
効
果
よ
り
も

大
き
か
っ
た
た
め
、

全
体
と
し
て
の
殺
人

率
が
低
下
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、

一
九
九
五
年
頃
ま
で

は
両
者
と
も
低
下
し

た
た
め
、
殺
人
率
も

14 

低
下
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
一
九
九
五
年
以
降
は
貧
困
の
増
加
効
果
を
人
口
移
動

の
低
下
効
果
が
相
殺
し
て
い
る
た
め
、
殺
人
率
は
ほ
と
ん
ど
変
化
し
て
い
な
い
の
だ

と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
今
後
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
か
つ
て
ロ
パ

l

ツ
と
ラ
フ
リ
ー
は
「
こ
の
ま
ま
日

本
経
済
が
低
迷
し
続
け
、
経
済
的
ス
ド
レ
ス
が
上
昇
し
続
け
る
色
、
歴
史
的
な
低
水

準
に
あ
る
日
本
の
暴
力
犯
罪
率
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
変
化
が
訪
れ
る
だ
ろ
う
」

(
列
。σa
z
E
E

司
8
N
C
C
品
一
N
O
M
)と
述
べ
た
。
し
か
し
推
計
値
に
よ
る
と
、
殺
人

率
を
わ
ず
か
0
・
五
ポ
イ
ン
ト
上
昇
さ
せ
る
の
に
、
貧
困
で
は
二
五
ポ
イ
ン
ト
、
人

口
移
動
で
は
約
七
・
一
%
の
上
昇
が
必
要
で
あ
る
。
貧
困
が
現
在
の
水
準
か
ら
二
五

ポ
イ
ン
ト
も
上
昇
す
る
と
、
一
九
五
0
年
代
の
水
準
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た

人
口
移
動
率
は
一
九
五
五
年
か
ら
二
O
O
五
年
ま
で
の
五
O
年
で
約
五
%
し
か
変
化

し
て
お
ら
ず
、
七
・
一
%
の
変
化
が
ど
れ
ほ
ど
大
き
い
か
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
殺
人

率
の
低
下
傾
向
が
反
転
し
、
再
上
昇
へ
と
向
か
う
可
能
性
は
考
え
に
く
い
。
お
そ
ら

く
今
後
も
ほ
ぼ
横
山
は
い
で
推
移
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
の
分
析
に
よ
っ
て
殺
人
率
の
変
動
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
合
理
的

選
択
理
論
に
基
づ
か
ず
に
説
明
可
能
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
殺
人
率
の
変
動
メ

カ
ニ
ズ
ム
は
社
会
解
体
論
に
よ
っ
て
も
説
明
可
能
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
こ

と
は
合
理
的
選
択
理
論
に
よ
る
殺
人
率
の
分
析
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に

注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
合
理
的
選
択
理
論
と
社
会
解
体
論
の
*
と
ち
ら
が
殺

人
率
の
変
動
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
よ
り
よ
く
説
明
す
る
の
か
は
、
今
後
の
研
究
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
述
べ
る
。
ま
ず
、
国
別
パ
ネ
ル
デ
l

タ
分
析
や
ク

ロ
ス
セ
ク
シ
ョ
ン
デ
l

タ
の
分
析
を
蓄
積
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
合
理
的
選
択
理
論



(
凶
)

と
社
会
解
体
論
の
妥
当
性
を
検
証
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
本
稿
の
分
析

結
果
は
警
察
統
計
の
デ
l

タ
に
よ
っ
て
も
検
証
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
時
系

列
的
な
推
移
は
ど
ち
ら
も
似
通
っ
て
い
る
が
、
双
方
の
デ
1

タ
を
用
い
て
分
析
を
お

こ
な
っ
た
研
究
は
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
社
会
的
凝
集
性
や
イ
ン
フ
ォ

1

マ
ル
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
よ
う
な
構
造
的
要
因
と
殺
人
率
と
を
媒
介
す
る
要
因
を
測

定
し
分
析
す
る
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
。
本
研
究
は
構
造
的
条
件
の
探
求
に
焦
点
を
あ

て
た
が
、
構
造
と
行
為
と
を
媒
介
す
る
要
因
を
測
定
す
る
こ
と
で
、
暴
力
の
社
会
的

生
成
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
よ
り
精
織
な
分
析
が
可
能
に
な
る
お

E
5
3
S
M
O
g
u

E
B
古
田g
m
z
-
-
M
O
O
M
)

。
こ
れ
ら
の
理
論
的
実
証
的
検
討
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
暴
力
と
社
会
秩
序
に
関
す
る
研
究
は
実
り
多
い
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

注(
l
)
た
だ
し
秩
序
問
題
と
暴
力
・
逸
脱
研
究
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
よ
り
理
論
的
な
考

察
が
必
要
だ
ろ
う
。
乙
の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。
な
お
、
秩
序
問
題

に
つ
い
て
は
盛
山
和
夫
(
一
九
九
一
)
や
左
古
輝
人
(
一
九
九
八
)
の
議
論
が
示
唆
に

富
ん
で
い
る
。

(
2
)古
今
の
思
想
家
た
ち
が
暴
力
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
き
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

上
野
成
利
(
二
O
O
六
)
が
詳
し
い
。

(
3
)た
と
え
ば
、
警
察
庁
の
『
犯
罪
統
計
書
』
に
よ
れ
ば
、

一
九
九
0
年
代
中
頃
か
ら

二
O
O
二
年
頃
に
か
け
て
強
盗
・
傷
害
・
暴
行
な
ど
の
暴
力
犯
罪
の
認
知
件
数
の
急
上

昇
が
観
察
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
じ
っ
さ
い
に
犯
罪
発
生
件
数
が
増
加
し

た
た
め
で
は
な
く
、
警
察
の
取
り
締
ま
り
の
厳
格
化
や
統
計
の
収
集
方
針
の
変
更
に

よ
っ
て
、
暗
数
が
顕
在
化
し
た
た
め
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
浜
井
・
芹
沢

二
O
O
六
二
二
ー
三
七
山
河
合
二

O
O
四
日
三
六
四
七
)
。

(
4
)先
進
国
・
途
上
国
を
悶
わ
ず
大
半
の
国
々
で
は
殺
人
率
が
急
上
昇
す
る
時
期

(
g
E
a号

『
。
。
B
)
が
観
察
さ
れ
る
が
、
日
本
は
そ
の
よ
う
な
時
期
を
経
験
し
て
い
な
い
唯
一
の
国

家
だ
と
い
う
指
摘
も
あ
る

(
E
P
2
8
ι
u
s
g
N
C
C

刊
誌
乙
。

(
5
)な
お
、
犯
罪
研
究
に
お
い
て
は
、
な
が
ら
く
時
系
列
的
研
究
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て

き
た
(
〉
B
F
R
S
ι
。
皇
国
R
S

∞
品
目-
3
a一
∞E甲
山E
P
2
3

甲
∞H
M
O
O
N
-
N
S
E
企
い
叶
∞)
0

(
6
)戦
後
日
本
社
会
の
犯
罪
率
を
計
量
的
に
分
析
し
た
研
究
の
レ
ビ
ュ
ー
と
し
て
は
朴

(
一
九
九
三
a
)
と

Z
E
S

口
(
N
C
C
臥
)
が
あ
る
。
本
研
究
も
こ
れ
ら
を
参
考
に
し
た
が
、

先
行
研
究
を
批
判
す
る
さ
い
の
力
点
は
異
な
っ
て
い
る
。
な
お
以
下
で
と
り
あ
げ
る
文

献
の
う
ち
、
目
5
2

宇
田
E
o
m釦
唱
えN
C
C凶
)
は
二0
1
二
四
歳
男
性
の
殺
人
率
の
推
移
を
分

析
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
の
文
献
は
全
体
の
殺
人
率
の
推
移
を
分
析
し
た
も
の
で

あ
る
。

(
7
)唯
一
、
有
罪
率
が
殺
人
率
に
対
し
て
負
の
効
果
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

の
は
、
宮
o
E
B
S
(】
ヨ
】
)
で
あ
る
が
、
彼
の
分
析
結
果
に
対
し
て
は
方
法
論
的
に
問
題

が
あ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
朴
(
一
九
九
コ
百
二
七
八
)
を
参

照
さ
れ
た
い
。

(
8
)
ハ
1

シ
に
よ
れ
ば
、
社
会
と
個
人
と
の
閣
の
紳
、
す
な
わ
ち
社
会
的
紳
が
弱
く
な
っ
た
り
、

失
わ
れ
た
り
す
る
と
き
、
非
行
は
発
生
す
る
(
呂
a
s
ニ
ま
唱
H
S
唱
。.
N
S。
社
会
的
粋

と
は
、
愛
着
・
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
・
巻
き
込
み
・
規
範
観
念
か
ら
な
る
。
具
体
的
に
い

え
ば
、
(
1
)他
者
に
対
す
る
個
人
の
愛
着
が
大
き
い
場
合
、

(
2
)あ
る
一
連
の
活
動

の
た
め
に
投
資
す
る
時
間
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
大
き
い
場
合
、
(
3
)日
常
的
活
動
に
忙
し

い
場
合
、
(
4
)社
会
の
規
則
の
従
う
べ
き
だ
と
い
う
信
念
を
強
く
持
っ
て
い
る
場
合
、

15 ー暴力を抑制する構造的条件
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人
は
逸
脱
行
動
を
起
こ
さ
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
朴
(
一
九
九
三

a
)
は
明
示
し
て
い

な
い
が

労
働
争

警
は
入

量
と
個
人
と
の
愛
着
を
刀言

す
変
数
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る

(
9
)朴
は
所
得
格
差
の
代
理
指
標
と
し
て
、
国
民
所
得
に
占
め
る
社
会
保
障
給
付
費
の
比
率

を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
社
会
保
障
給
付
費
が
増
加
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
所
得
分
配
の

水
準
が
平
等
化
す
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
(
朴
一
九
九
コ
百
二
九
七
ー
八
)
。

(
叩
)
こ
れ
ら
と
は
異
な
っ
た
観
点
か
ら
議
論
を
展
開
す
る
の
は
、
年
齢
構
成
と
殺
人
率
と
の

関
係
に
着
目
し
た
。
宵
宮
司
自

ι
E
H
-向
。
司
会
選
。
)
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
日
本
社
会

の
殺
人
率
と
社
会
の
年
齢
構
成
と
の
聞
に
何
ら
か
の
関
連
性
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
ま
た
年
齢
構
成
と
殺
人
率
と
の
関
係
性
は
松
村
・
竹
内
(
一
九
九

O
)
、
朴

(
一
九
九
三
一
九
九
四
)
、

m
S
皇
国
自

ι
E
P
E
G
-
-
Sで
も
分
析
さ
れ
て
い
る
が
、

統
計
的
に
有
意
な
関
係
性
は
見
出
さ
れ
て
い
な
い
。

(
日
)
殺
人
率
に
対
し
て
は
検
挙
率
な
ど
の
抑
止
変
数
が
効
果
を
も
っ
て
い
な
い
た
め
、
殺
人

を
合
理
的
な
意
思
決
定
の
産
物
と
み
な
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
議
論
も
あ
る
(
朴

一
九
九
四
二
八
四
)
。
た
だ
し
現
在
の
対
人
暴
力
研
究
に
お
い
て
は
、
殺
人
も
含
め
た

対
人
暴
力
を
非
合
理
的
な
表
出
的
行
為
で
は
な
く
合
理
的
な
意
図
的
行
為
と
し
て
捉
え

る
べ
き
だ
と
い
う
議
論
も
あ
る
〈
巴
g
R
M
C
C
甲
山
司
己
目
。
ロ

M
C
C唱
)
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
も
そ

も
対
人
暴
力
を
合
理
的
選
択
の
枠
組
み
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
点
も
重

要
な
論
点
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

(
臼
)
以
下
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
開
。
B
E
E
R
(
目
ヨ
∞
一
色
目
∞
)
を
参
考
に
し
た
。

(
日
)
制
度
的
ア
ノ
ミl
論
に
お
い
て
は
、
犯
罪
の
原
因
は
ア
ノ
ミ
!
と
い
う
文
化
的
要
因
と

制
度
聞
の
力
関
係
と
い
う
構
造
的
要
因
の
二
点
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
要
因
は
相

互
依
存
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
行
為
者
に
影
響
を
与
え
る
(
冨

2
8
2

自
色

16 

m
g
o
ロ
砂
E
N
-
-吐
い
∞
品
目
斗
)
。
た
だ
し
実
証
研
究
に
お
い
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
構
造
的
要
因
の

検
証
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
(
宮
田
自
由
自
吉
川2
8
P
E
M
-
-
∞
)
。
こ
れ
ら
の
点
を
ふ

ま
え
る
と
、
制
度
的
ア
ノ
ミ

l

論
を
構
造
的
側
面
に
限
定
し
て
紹
介
す
る
こ
と
も
許
さ

れ
る
だ
ろ
う
。

(
凶
)
経
済
制
度
が
優
越
し
て
い
る
社
会
で
は
学
校
も
社
会
化
の
担
い
手
に
は
な
り
え
な
い
。

な
ぜ
な
ら
市
場
原
理
の
浸
透
に
よ
っ
て
、
学
校
は
社
会
化
の
担
い
手
と
し
て
で
は
な
く
、

単
に
就
職
に
役
立
つ
知
識
を
供
給
す
る
場
と
し
て
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ

る
(
冨
2
8
2
8

也
知
2
2

砂
E
N
D
S
-
g
a
H
)

。

(
日
)
分
析
に
は
肘
乱
。
君
ω
A主
化
用
い
た
。

(
同
)
し
か
し
理
論
的
対
決
だ
け
で
な
く
、
統
合
の
可
能
性
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
近
年
の
犯
罪
の
合
理
的
選
択
理
論
は
「
社
会
的
コ
ス
ト
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ

て
、
非
経
済
的
要
因
を
も
理
論
に
取
り
込
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
(
窓
口
の
同
任
司

M
O
O
N一

朴
一
九
九
三

a
)。
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The Structural Condition for Violence Prevention: 
Based on Quantitative Analysis on 
Homicide Rate in Postwar Japan 

HIRANO Takanori 

The aim of this study is to examine the structural conditions for violence prevention. The studies based on 

rational choice theory have found that the homicide rate in postwar Japan is determined by the economic factor 

such as living standards. While previous studies have focused on the relationship between economic factors and 

homicide rate, however, they rarely investigate the rebtionship between non-economic factors and homicide 

rate. This study explores factors which affect the change of homicide rate in postwar Japan from a sociological 

perspective, considering three macro-criininological theory: anomie theory, social disorganization theory, and 

institutional anomie theory. By theoretical consideration, I establish three hypotheses: (1) the level of social 

security benefits has negative effect on homicide rate; (2) the level of poverty has positive effect on homicide 

rate; (3) the level of population mobility has positive effect on homicide rate. By analyzing a prefecture-level 

panel data, the following results are found: (1) the level of social security has no significant effect on homicide 

rate; (2) the level of poverty and that of population mobility have significant positive effect on homicide rate. 

Thus, the homicide rate in postwar Japan is determined by the non-economic factor such as population mobility, 

and social disorganization theory can explain the change of homicide rate in postwar Japan as well as rational 

choice theory does. 

Key Words : violence, crime, homicide, population mobility, panel data 
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