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rあ
っ
て
も
、
集
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生
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す
る
た
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に
そ
の
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れ
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ロ
ー
が
存
在
し
、
叉
と
の
社
会
的
統
制
や
社
会
的
強
制
に
対
抗
し
、
反
抗
す

る
個
人
の
社
会
的
行
動

g
a巳

zzio日
が
見
ら
れ
る
白
で
あ
る
が
、
と
れ
等
の
内
実

や
関
係
は
時
代
や
社
会
に
よ
り
色
々
の
相
異
や
変
化
を
示
し
て
お
り
、
特
に
資
本
主
義
経

皆
様
式
左
下
部
構
造
と
す
る
近
代
社
会
に
‘
お
い
て
は
そ
れ
等
は
複
雑
た
る
様
相
を
呈
し
て

い
て
、
近
代
社
会
の
恒
常
的
た
、
し
か
も
容
易
た
ら
ぬ
数
値
佐
一
示
す
病
的
現
象
に
ま
で
訟

り
、
近
代
社
会
の
内
に
生
活
す
る
我
々
に
と
っ
て
そ
の
生
存
に
関
す
る
問
題
に
ま
で
た
っ

て
い
る
。
従
っ
て
と
の
小
論
の
問
題
意
識
も
と
の
点
に
存
ず
る
ゐ
け
で
あ
り
、
近
代
社
会

の
一
断
面
を
構
造
的
に
分
析
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
近
代
社
会
に
お
け
る
そ
う
し
た
病
的

現
象
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う
。

( 1 ) 

人
聞
は
集
団
生
活
を
通
し
て
そ
D
生
存
を
可
能
に
す
る
社
会
的
動
物
で
あ
っ
て
、
原
始

社
会
よ
り
近
代
社
会
に
至
る
ま
で
そ
D
社
会
集
団
の
内
に
所
属
す
る
と
と
に
よ
っ
て
生
存

を
続
け
て
来
た
D
で
あ
る
。
即
ち
人
聞
は
家
族
集
団
む
内
部
に
動
物
よ
り
も
劣
っ
た
本
能

を
も
っ
生
物
的
な
個
体
と
し
て
（
配
れ
、
そ
れ
故
に
又
動
物
と
異
っ
た
単
習
能
力
｜
模
倣

宮
山
富
仲
良
い
と
ト
ラ
イ
・
ア
ン
ド
・
エ
ラ

l
g
s
a
g
aと
知
的
判
断
官

E
E
E

吉
a
m
O
E
O－
は
に
患
れ
て
後
天
的
に
そ
白
集
団
の
行
動
様
式
を
習
得
し
、
そ
れ
が
習
（
唯
一
間

行
動
と
・
た
り
、
そ
の
習
慣
の
来
と
し
て
の
パ

1
ス
ナ
リ
テ
イ
宮

5
0
2
qを
形
成
す
る
。

山
本
・
「
近
代
社
会
に
お
け
る
反
社
会
的
行
動
の
形
成
に
関
す
る
一
考
察
」

山

本

治

英

と
れ
に
つ
い
て
ヤ
ン
グ
が
「
人
聞
の
パ
ー
ス
ナ
リ
テ
イ
の
主
要
た
特
徴
は
、
普
通
五
才
以

前
に
決
め
ら
れ
る
。
或
る
人
は
二
才
及
室
三
才
と
一
一
汗
っ
て
い
る
。
子
供
が
一
才
で
基
本

的
た
習
慣
の
形
成
を
始
め
る
と
之
は
明
ら
か
で
あ
り
、
二
才
に
・
な
れ
ば
条
件
反
射
白
機
構

が
よ
く
働
く
と
と
は
確
実
で
る
引
」
と
言
っ
て
お
り
、
更
に
は
ク
1
v
ー
が
、
「
第
一
究

集
団
耳
目
冒
RU1
唱
。
同
省
｜
家
技
集
団
皆
邑
守
、
遊
戯
集
団
】
V

目
白
河
唱
。
ロ
ベ
近
隣
集

団
ロ

amHMぴ耳目同
00仏

1
1
1

は
幾
つ
か
の
意
味
で
プ
ラ
イ
マ
リ
で
あ
る
が
、
主
に
個
人
の
社
会

性
、
と
理
想
の
形
成
に
と
っ
て
基
本
的
で
あ
る
と
言
う
事
で
プ
ラ
イ
マ
リ
訟
の
で
恥
手
」
と

述
べ
て
い
る
o
そ
れ
故
に
第
一
弐
集
団
白
性
格
や
構
造
と
言
う
も
の
は
人
間
形
成
に
、
お
い

て
重
要
た
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
人
聞
は
と
む
よ
う
に
一
方
的
に
社
会
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
の
み
な
ら
守
、
そ

D
社
会
集
団
そ
D
も
白
の
創
遺
発
展
が
個
人
D
創
治
的
訟
社
会
的
行
動
に
よ
っ
て
展
開
さ

れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
即
ち
入
閣
の
生
得
の
欲
求
と
そ
む
集
団
に
お
い
て
獲
得
し
た
行
動

様
式
に
基
づ
く
生
活
欲
求
の
充
足
行
為
ー
と
の
こ
っ
白
欲
求
の
充
足
行
為
が
人
閣
を
し
て

集
団
に
所
属
せ
し
め
る
根
本
的
危
要
因
で
あ
る
ー
が
社
会
的
行
動
と
な
り
、
そ
れ
等
が
社

会
関
係
を
生
み
出
し
、
と
の
社
会
関
係
の
集
積
が
集
団
主
形
成
し
、
更
に
は
と
の
社
会
的

行
動
や
社
会
関
係
の
変
化
が
集
団
の
変
動
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

例
え
ば
テ
ン
＝

1
ス
の
所
謂
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
の

g
o同
一
回
忌
削
除
件
、
或
は
h
T
1
リ
ー
に
よ

っ
て
示
唆
さ
れ
、
今
日
の
ア
メ
リ
カ
社
会
学
者
謹
白
言
う
第
二
次
的
集
団
習
の
Oロ
E
q

m
gロ
喝
の
よ
う
危
も
の
は
、
特
に
人
閣
の
自
発
的
積
極
的
た
欲
求
行
動
に
基
づ
い
て
形

成
さ
れ
る
社
会
関
係
や
社
会
集
固
な
白
で
あ
る
。
此
む
社
会
関
係
や
社
会
集
団
は
入
閣
の

欲
求
充
足
の
た
め
D
自
発
的
た
社
会
的
行
動
の
結
果
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
生
産
カ
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( 2 ) 

白
所
有
関
係
に
も
と
づ
く
生
産
関
係
に
よ
っ
て
根
本
的
に
規
制
さ
れ
て
い
る
、
と
見
ね
ば

た
ら
た
い
の
で
る
る
。
即
ち
γ

ル
ク
ス
が
「
人
聞
は
彼
ら
の
生
活
D
社
会
的
生
産
に
お
い

て
一
定
の
、
必
然
的
な
、
彼
ら
の
意
士
山
に
左
右
さ
れ
な
い
関
係
、
す
な
わ
ち
物
質
的
生
産

力
の
一
定
の
発
展
段
階
に
照
応
す
る
生
産
関
係
に
は
い
り
と
む
。
と
れ
ら
の
生
産
関
係
の

総
体
は
社
会
の
経
済
構
造
を
た
し
て
い
る
が
、
と
れ
は
そ
の
う
え
に
法
制
的
ι
お
よ
び
政
治

的
た
上
部
構
造
が
た
ち
、
そ
し
て
一
定
の
社
会
意
識
形
態
が
そ
れ
に
照
応
す
る
現
実
の
土

台
で
あ
る
。
物
質
的
生
活
の
生
産
様
式
が
社
会
生
活
、
政
治
生
活
、
精
神
生
活
の
過
程
全
放

を
制
約
す
る
。
人
間
の
意
識
が
彼
ら
の
し
仔
在
を
決
定
す
る
の
で
は
た
く
て
、
逆
に
彼
ら
の

社
会
的
存
在
が
彼
ら
の
意
識
を
決
定
す

i

色
と
一
一
日
っ
て
い
る
と
と
乞
我
々
は
原
則
的
に
認

め
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
か
か
る
社
会
関
係
の
変
化
は
根
本
的
に
は
そ
の
生
産
力
の
発

展
に
よ
る
の
で
あ
る
。
「
社
会
C
物
質
的
生
産
力
は
そ
の
発
展
の
一
定
の
段
階
で
、
と
の

生
産
力
が
と
れ
ま
で
そ
の
た
か
で
蓮
動
を
し
て
き
た
現
存
の
生
産
関
係
、
ま
た
そ
白
法
律

的
表
現
に
し
か
す
ぎ
な
い
折
有
関
係
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
関
係
は
生
産

力
D
発
展
形
態
か
ら
吃
の
惇
寄
に
か
わ
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
て
荘
会
革
命
の
時
代
が
は

ヒ
ま
る
。
経
済
的
十
玄
口
の
変
化
と
と
も
に
、
百
一
大
な
上
部
構
造
の
全
体
が
徐
々
に
ま
た
は

念
速
に
変
革
さ
れ
出
レ
と
あ
る
よ
う
に
、
現
実
の
社
会
変
動
は
生
産
力
の
発
肢
が
そ
の
生

産
関
係
と
矛
盾
す
る
所
に
生
や
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
と
ζ

で
誤
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い

と
と
は
、
と
の
「
生
産
力
の
発
展
」
は
人
聞
か
ら
・
遊
離
し
た
単
た
る
物
質
的
な
も
の
で
は

な
く
、
乙
は
社
会
的
人
聞
の
創
浩
的
行
動
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
一
言
う
と
と
で
あ

る
。
そ
し
て
廷
に
は
、

ζ

の
下
部
構
造
が
組
対
性
伝
有
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、

上
部
構
治
が
逆
に
下
部
構
造
に
作
用
し
て
、
そ
む
発
展
の
動
川
を
つ
く
る
と
二
日
ノ
と
と
で

る
る
o

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
間
人
と
社
会
の
関
係
は
、
「
個
人
は
社
会
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

る
と
共
に
逆
に
社
会
を
創
泊
す
る
」
と
い
う
循
環
的
発
展
の
関
係
に
あ
る
の
で
る
っ
て
‘

と
の
川
協
は
一
向
者
の
相
互
関
係

Z
Z
T
S－包
Z
P
自
己
g－
吋
己
主
円
。
ロ
に
沿
い
て
と
ら

え
ら
れ
ね
ば
た
ら
た
い
c

と
れ
か
ら
述
べ
よ
う
と
す
る
社
会
的
統
制
も
、
か
か
る
一
山
『
ん
ぼ
の

相
互
関
係
に
お
い
て
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
o
即
ち
集
団
に
所
属
す
る
成
員
D
社
会
的
行
動

が
、
反
覆
さ
れ
た
結
袋
、
内
定
化
し
、
そ
れ
が
集
団
の
行
為
様
式
l

社
会
制
度
目
。
己
包

山口田
2
2
2
0ロ
（
慣
習
、
伝
統
、
域
別
、
法
律
）
！
と
し
て
成
員
の
行
動
の
規
準
と
な
り
、

各
成
員
を
拘
束
し
、
又
成
員
は
こ
れ
を
行
為
規
範
と
し
て
受
け
入
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
更
に
各
成
員
が
そ
の
集
団
の
存
続
乞
計
ろ
う
と
す
る
意
識
が
集
団
意
識
明
2
哲
自
由
。
「

。
g
D
o
s－
そ
う
し
た
意
識
は
そ
の
集
団
が
成
員
の
生
活
氏
求
を
完
を
に
満
ず
場
併
で
あ

る
時
に
の
み
正
当
な
根
拠
を
有
す

l
主
生
み
出
し
、
又
成
員
は
集
団
の
謀
す
る
行
為
儀
式

と
そ
の
統
制
一
や
強
制
を
尊
重
す
る
と
一
一
日
う
と
と
に
た
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
と
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
社
会
的
な
統
制
や
強
制
と
は
、
一
般
的
に
一
一
出
回

っ
て
、
い
っ
た
い
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
「
法
律

規
定
、
道
徳
規
範
、
宗
教
教
義
、
金
融
制
度
等
々
の
よ
う
な
行
為
の
、
思
惟
の
、
ま
た
感
受

の
様
式

E
M
g日常
s
q
ω
m
F

円
凶

ouσ
口
出
足
立
与

σωσ
ロ
片
山
吋
が
人
聞
の
外
部
に
存
在
す
る
」

と
言
う
よ
う
な
意
味
の
事
主
述
ぺ
、
更
に
、
「
ζ

の
よ
う
な
行
為
、
或
い
は
思
惟
の
類
型

は
、
た
だ
単
に
個
人
に
対
し
て
外
在
的
だ
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
個
人
の
欲
ず
る
と
径

と
に
拘
は
ら
今
、
個
人
を
制
肘
す
る
よ
う
な
、
一
種
の
命
令
的
、
ま
た
強
制
的
な
力
主
賦
与

さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
と
の
強
制
は
、
私
が
充
分
快
ろ
よ
く
そ
れ
に
服
従
す
る
場
合
に

は
、
そ
の
要
が
な
い
か
ら
、
私
に
感
知
さ
れ
た
い
か
、
或
い
は
感
知
さ
れ
て
も
極
め
て
僅

か
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
と
白
強
制
が
と
れ
ら
の
一
事
実
。
内
在
的

特
質
で
な
い
と
い
う
と
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
証
拠
に
、
私
が
抵
抗
を
試
み
よ
う
と

す
る
や
否
や
、
そ
れ
は
自
己
主
顕
現
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
私
が
法
律
の
諸
現
定
を
敢
え

て
犯
そ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
ら
は
私
に
対
し
反
作
用
し
て
、
そ
れ
が
適
当
な
時
機
で
あ

れ
ば
、
私
一
の
行
為
を
中
絶
せ
し
め
、
行
為
が
完
了
し
、
し
か
も
回
復
し
う
べ
き
場
合
に
は

そ
れ
を
無
効
に
し
、
且
つ
常
態
に
復
せ
し
め
、
行
為
が
い
か
よ
う
に
も
回
復
す
る
こ
と
の

で
き
ぬ
場
合
に
は
、
が
払
に
ふ
」
れ
を
賠
償
せ
し
め
一
る
o
モ
は
単
な
る
道
徳
的
出
内
閣
叫
範
に
あ
っ

て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
、
公
共
意
識
は
、
諸
市
民
の
一
行
為
を
監
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ま
た
特
別
な
苦
痛
を
課
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
溢
徳
的
諸
現
定
に
反
す
る
谷
個
人
の
行
為

を
抑
一
川
す
る
O

フ
て
の
他
。
場
合
で
は
、
拘
長
。
。
王
宮
古
件
。
は
一
一
麿
強
く
な
い
が
、
し
か

し
そ
れ
が
以
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
c

も
し
仏
が
計
一
間
の
習
俗
に
従
わ
な
い
た
ら
ば
、

も
し
私
が
私
の
園
、
・
私
の
階
級
の
ほ
川
を
加
拠
出
し
た
服
装
を
す
る
・
な
ら
ば
、
私
の
招
〈
噛

笑
、
人
が
私
に
向
け
る
嫌
悪
は
、
か
な
り
緩
和
さ
れ
た
形
に
お
い
て
で
る
る
が
、
本
米
の
窓
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( 3 ) 

味
む
刑
罰
と
同
一
の
諾
効
果
を
生
4
y
る
。
か
仏
降
ま
た
拘
束
は
、
そ
れ
が
間
接
で
し
か
な
い

場
合
で
も
、
そ
れ
故
に
効
果
が
少
な
い
と
は
限
ら
な
い
」
と
二
日
っ
て
お
り
、
結
局
そ
d

れ

此
「
行
為
、
思
…
帳
、
感
受
の
様
式
か
ら
誠

t
し
て
い
て
、
個
人
に
外
在
し
、
且
つ
個
人
な

強
要
す
る
と
と
の
出
来
る
一
種
の
強
制
カ
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
と
の
強
制
力
の
存
在

の
定
義
は
、
－
7

3

A

ケ

1
ム
が
一
一
一
一
口
う
よ
う
に
、
「
す
べ
て
の
生
命
の
事
実
は

l
道
徳
的
諸

事
実
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に

l
も
し
何
事
か
に
役
立
つ
む
で
、
な
け
れ
ば
、
即
ち
何
ら
か
の

要
求
に
応
ゃ
る
の
で
な
け
れ
ば
一
般
に
存
続
し
え
な
い
」
と
い
う
と
と
に
あ
る
。
即
ち

強
制
力
は
‘
集
団
に
所
属
す
る
入
閣
の
生
活
を
保
障
し
、
安
定
さ
せ
よ
う
と
言
う
要
求
に

応
じ
た
も
の
た
の
で
る
る
ο
一
史
に
と
の
強
制
は
こ
う
の
方
向
を
も
っ
て
い
る
。
即
ち
一
つ

は
消
極
的
方
向
と
一
一
一
日
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
と
れ
は
成
員
の
る
る
行
為
の
「
禁
止
」
を
一
示

す
。
そ
れ
に
は
事
前
的
措
置
と
し
て
は
「
予
防
」
と
一
一
日
う
方
策
が
と
ら
れ
、
事
後
的
措
置

と
し
て
は
「
懲
罰
」
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
他
は
積
極
的
方
向
と
言
・
わ
れ
、
そ
れ
は
成

員
の
あ
る
行
為
に
対
し
て
の
「
命
令
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
事
前
的
た
も
の
と
し
て
は

「
提
励
」
が
る
り
、
事
後
的
な
措
置
一
と
し
て
は
「
表
彰
」
が
あ
る
。
そ
し
て
と
の
方
向
に

よ
っ
て
集
団
生
活
を
す
る
成
員
の
行
動
が
拘
束
さ
れ
る
’
わ
け
で
あ
る
が
、
又
と
の
社
会
的

拘
束
に
反
ナ
る
人
間
行
動
も
存
ず
る
の
で
あ
り
、
そ
と
に
一
争
後
的
な
措
置
と
し
て
の
制
裁

吋

g可
弘
巳
が
生
や
る
わ
け
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
拘
束
を
無
視
す
る
人
間
桁
勤
と
言
う
も
の

は
、
一
面
か
ら
見
れ
ば
伎
の
生
得
の
欽
求
と
社
会
的
に
形
成
さ
れ
た
杭
求
が
社
会
的
拘
束

に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
て
満
さ
れ
な
い
場
合
に
、
そ
の
秋
求
充
足
の
補
償
行
為
。
。
ロ

UOEgg

gロ門
ra
と
し
て
現
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
し
、
又
他
国
か
ら
見
れ
ば
、
第
一
次
集
団
内

に
お
い
て
獲
得
し
た
バ
1
ス
ナ
リ
テ
イ
が
集
団
生
活
を
す
る
た
め
に
は
不
趨
応
性
主
持
つ

場
合
に
、
歪
ん
だ
遁
応
形
態
を
と
っ
た
極
端
た
場
合
で
め
一
。
と
も
一
一
行
え
る
。
又
、
史
的
唯

物
論
の
立
場
か
ら
一
一
一
一
川
へ
ば
、
訟
律
や
道
徳
は
階
級
的
た
も
む
で
る
っ
て
、
一
つ
の
階
級

i

支
配
階
故
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
社
会
制
度
は
‘
他
の
階
級
に
属
す
る
人
々
に
と
っ
て

は
大
た
り
小
な
り
宜
圧
と
し
て
青
山
識
さ
れ
る
。
従
っ
て
彼
等
は
そ
れ
に
抵
抗
感
乞
抱
き
、

時
に
応
じ
て
積
極
的
な
反
抗
的
行
動
と
な
っ
て
羽
わ
れ
る
、
と
日
比
る
と
と
も
出
来
る
。
更

に
と
の
拘
束
の
最
も
強
烈
な
る
形
態
で
あ
る
法
律
令
一
無
視
す
る
行
為
犯
罪

l
に
関
ず
る

い
ろ
い
ろ
の
犯
罪
学
説
に
沿
い
て
は
、
料
生
物
学
的
条
件
佐
重
視
す
る
芳
え
方
と
し
て
は

山
本
・
「
近
代
社
会
に
お
け
る
反
社
会
的
行
動
の
形
成
に
鶏
す
る
一
考
察
」

附
特
に
人
類
学
的
定
型
を
強
調
す
る
説
、
同
遺
伝
学
に
拠
る
見
方
、
付
個
人
の
身
体
的
条

件
を
強
調
す
る
考
え
方
が
る
り
、
同
社
会
的
条
件
を
強
調
す
る
考
え
方
と
し
て
は
特
に
Y

ル
ク
シ
ズ
ム

D
立
場
に
立
つ
見
方
が
あ
る
。
日
心
理
学
及
び
精
神
医
学
に
お
け
る
立
場
と

し
て
い
附
フ
ロ
イ
デ
イ
ズ
ム
に
依
る
説
、
同
ア
ド
一
γ
l
D
個
体
心
理
学
説
、
川
口
動
拘
学
的

伝
犯
罪
説
が
あ
る
。

し
か
し
以
上
述
べ
た
「
パ

1
ス
ナ
リ
一
ア
イ
の
形
成
し
、
「
社
会
的
た
統
制
や
輯
制
及
び
そ

れ
に
対
抗
す
る
行
動
一
に
つ
い
て
の
論
述
は
飽
く
ま
で
ス
タ
テ
v
ク
な
原
理
論
で
る
っ
て
、

と
れ
乞
毘
史
的
社
会
的
現
実
に
h

叩
い
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
と
ら
え
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
そ

れ
ぞ
れ
の
時
代
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
の
「
生
産
力
及
び
生
産
関
係
、
そ
の
上
部
構
造
で
る

る
法
律
体
系
、
政
治
制
度
及
び
社
会
意
識
形
態

l
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
を
、
更
に
は
他
D
集
団

と
の
関
係
を
研
究
せ
ね
ば
な
ら
た
い
。
即
ち
歴
史
的
に
社
会
集
団
の
経
済
構
造
を
分
析
し

そ
れ
に
基
づ
く
人
間
行
動
と
し
て
の
制
度
や
意
識
を
迫
求
せ
ね
ば
た
ら
た
い
の
で
あ
る
。

と
の
小
論
に
お
い
て
は
握
史
的
な
考
察
主
、
「
序
」
に
お
い
て
述
べ
た
如
く
、
一
応
近
代

社
会
に
限
定
し
て
問
題
を
展
開
し
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

ω
社
会
集
団
と
一
出
回
っ
て
も
無
数
に
ゐ
り
、
従
っ
て
そ
の
分
類
基
準
如
何
に
依
っ
て
集
団
類
型
も
異

な
っ
て
来
る
o

例
へ
ば
マ
ア
キ
1
メ
ー
は
コ

γ
ミ
A
m
一ティ

1
n
o
E
S
Z
H岡
山
々
と
ア
ソ
シ
エ
I

ショ

γ

宮

sa注
目
。
ロ
に
区
分
し
、
テ
γ
ニ
1

ス
は
や
ケ
マ
イ
γ
シ
ャ
フ
ト

C
2
5日ロ
8
r
mご

と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
ま
＆

8
E去
に
分
け
、
ア
メ
リ
カ
社
会
学
で
は
第
一
次
集
団
司
円
M
E
m－

4
唱
。
毛
色
第
二
弐
集
団
理
ロ

D
E号同
m
g
zで
に
分
類
し
て
い
る
。
そ
の
他
に
基
礎
的
集
団

と
機
能
的
実
問
、
叉
前
近
代
集
団
と
近
代
集
団
の
よ
う
な
分
け
方
も
あ
る
o

国
w

吋円。
E
E
W
－門
Z
Z
2
。内町河内⑦白。
M
M
W
V

｝
何
回
目
！
日
。

会・
1

『月白

3
r
a
z
z
含｝、山富山同開伊丹問。
P
風
平
八
十
二
訳
、
「
模
倣
の
法
則
」
参
照

・戸句。刻。
u
J

岡山口
E
P口問。
4hzzwEH
島リ。ロハ凶ロロ
f
唱
惨
ユ
－
F
F
】句。♂司吋『ぬ同】］
mwo。。山リ

回目件。］｝日加。ロロ⑦山田口。ロ白口ロ件

Hw－
F
E
H
。
♂
斗
］
ド
。
ロ
E
H
2
5｝
r
s
r間円。ロロ品。同暗号志口問一］同昨日〕［
dq
）戸4
0
担。
H

阿倍口々

］【内一・同。己巴問、由。ロ
M
m
w
H

市

m
河口一
F
。］。明日可－

Mω
吋

。・］片岡－

n。（｝｝
O
V
J

∞。白日
mw－
2
円一ぬ
mw
口町
Nmp巴号ロ可・
N
印

刷門・］
r
H
P
Z
w
N
ロ旬開門戸伸一
r
山時間〕乙目立
ω
ロroロ。｝向。口三己目。
w
ぐ
C
2
4『
f

a
・
忠

一一『目白－
w

］τ・日仏
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富

山

大

学

紀

要

経

済

学

部

論

集

HH－
HLロダロ
w
4
Z
S
E
E
－rp長田円。
E
E
2
3話。
E
5
1
W
H
M旬、
5
l
ロ

回、・

0
己
長
官
一
E
W
F
S
H
Hよ
t
g
分
］
岱
同
臣
、
HV－。－

g
a。｝
O
明
日
』
口
。
田
辺
寿
利
訳
、

学
的
方
法
の
規
準
」
四
七
l
四
八
頁

同
訳
書
、
四
八
l
四
九
頁

同
訳
書
、
四
九
｜
五
O
頁

回、－

D
E
r－邑
E
w

むこ
P
O
E
m
目
。
ロ
官
仲
5
4
9巳
き
白
山

mwf
田
辺
寿
利
訳
、
「
社
会
的
分
業

論
」
七
頁

エ
Y
ゲ
ル
ス
著
、
栗
田
賢
三
訳
、
「
反
デ
品
］
ザ
ジ
グ
論
」
一
五
八

i
一
五
九
頁

松
村
常
雄
著
、
「
犯
罪
心
陸
一
、
岸
本
鎌
一
著
「
犯
罪
原
因
に
於
け
る
遺
伝
と
環
境
の
問
題
」

参
照

同（1ゆ

「
社
会

制（t訪 問個師
と
り
節
に
お
い
て
は
、
近
代
社
会
の
性
絡
と
構
造
主
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
近
代
社

会
に
お
け
る
「
パ

i
ス
ナ
リ
一
ア
イ
」
と
「
社
会
的
な
統
制
や
強
制
」
の
問
題
を
展
開
し
、

そ
と
に
見
ら
れ
る
病
的
現
象
を
説
明
し
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

近
代
社
会
は
一
般
的
に
「
市
民
社
会
」
の
守
口
由
自
由
。

q・
ず
位
吋
ぬ

2
H目。
Fmw
の
2
0ロS
F
m片
付

と
同
意
義
に
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
市
民
革
命
ー
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命

l
（
一
七

i
一
九

世
紀
）
に
よ
っ
て
成
立
し
た
所
の
資
本
主
義
経
済
様
式
に
基
づ
く
白
白
に
し
て
開
放
的
な

社
会
で
あ
る
。
即
ち
近
代
社
会
は
封
建
社
会
内
部
に
お
け
る
経
済
構
造
上
の
矛
盾
ー
そ
の

胎
内
で
成
熟
し
た
新
し
い
生
産
力
と
封
建
的
友
生
産
関
係
と
の
矛
盾
ー
に
よ
っ
て
封
建
的

な
土
地
貴
族
に
対
す
る
手
工
業
者
や
農
奴
的
農
民
の
階
級
斗
争
を
通
じ
て
発
展
し
た
も
の

で
る
っ
て
、
身
分
的
差
別
や
地
域
的
封
鎖
か
ら
解
放
さ
れ
、
人
聞
は
自
由
た
個
人
と
し
℃

「
見
え
ざ
る
神
の
御
手
」
吉
え
包
E
o
v
bロ
仏
に
よ
っ
て
導
び
か
れ
る
商
品
生
産
を
行
う
社

A
耳
で
あ
る
。

と
と
ろ
が
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
ζ

と
は
、
と
の
資
本
制
生
産
様
式
の
発
生
及
び
発

達
の
過
程
は
新
し
い
二
つ
の
階
毅

l
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ

l
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
ー
を
つ
く

り
上
げ
、
益
ア
セ
の
階
級
分
化
を
進
行
さ
せ
、
そ
の
対
立
を
激
化
す
る
の
で
あ
る
。
封
建
社

会
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
「
身
分
階
綾
」
丘
町
和
ロ
丘

R
H
H
O
E
g
m
o
で
あ
っ
た
も
の
が
、
近

代
社
会
に
、
お
い
て
は
「
生
産
手
段
の
所
有
者
と
非
所
有
者
」
と
言
う
経
済
的
に
不
平
等
な

（
法
的
に
は
平
等
と
さ
れ
つ
つ
も
）
階
級
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
γ

凡
ク
ス
が
「
今

臼
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
社
会
の
歴
史
は
階
級
の
闘
争
の
歴
史
で
あ
以
」
（
但
し
る
ら
ゆ
る

社
会
の
歴
史
と
は
、
「
原
註
」
に
も
あ
る
通
り
、
文
書
を
も
っ
て
伝
は
っ
て
来
た
古
代
奴

隷
制
社
会
以
後
の
歴
史
）
と
一
七
日
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
D
歴
史
は
階
級
斗
争
の
脹

史
な
の
で
あ
る
。

ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
の
結
果
、
資
本
主
蓄
積
し
た
産
業
市
民
階
級
の
千
に
生
産
手
段
が
所

有
さ
れ
る
に
対
し
て
、
生
産
手
段
か
ら
分
離
さ
れ
た
農
民
と
手
工
業
者
は
賃
労
働
者
と
し

て
そ
の
労
働
力
主
売
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
る
る
。
即
ち
Y

凡
ク
ス
が
次
の
よ
う
に
一
一
日
っ

て
い
る
。
「
だ
か
ら
労
働
力
は
そ
の
所
有
者
た
る
賃
労
働
者
が
資
本
家
に
売
る
一
商
品
で

あ
る
。
何
故
に
彼
は
そ
れ
を
売
る
の
か
？
生
活
す
る
た
め
に
」

o

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は

生
き
る
た
め
に
彼
等
の
労
働
力
主
切
り
売
り
せ
ね
ば
な
ら
・
な
い
の
で
る
る
。
市
民
社
会
。

原
理
は
人
聞
の
自
由
と
平
等
で
る
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
飽
く
ま
で
も
法
D
前
の
そ
れ
で

る
っ
て
、
現
実
に
は
一
般
大
衆
に
と
っ
て
は
経
済
的
不
自
由
と
不
平
等
以
外
の
何
物
で
も

・
な
か
っ
た
。
「
党
働
者
は
す
き
な
だ
け
何
度
で
も
自
分
が
雇
は
れ
℃
い
る
資
本
家
の
も
と

乞
去
り
、
ま
た
資
本
家
は
、
も
は
や
労
働
者
か
ら
何
ら
の
利
益
も
得
ら
た
い
か
、
予
期
の

利
益
が
得
ら
れ
な
い
た
ら
ば
、
都
合
次
第
で
何
時
で
も
持
働
者
乞
解
雇
す
る
。
だ
が
労
働

力
＠
売
却
を
唯
一
の
生
計
の
道
と
一
す
る
労
働
者
は
、
自
分
の
生
存
主
断
念
す
る
と
と
な
し

に
は
、
資
本
家
賠
級
主
見
棄
て
る
こ
と
は
で
き
ね
。
絞
れ
は
あ
れ
こ
れ
の
資
本
家
に
は
属

し
な
い
が
、
併
し
資
本
家
階
級
に
属
す
る
。
そ
し
て
そ
の
際
、
自
分
を
片
づ
け
る
と
と
、

す
な
わ
ち
ζ

の
資
本
家
階
級
に
、
お
い
て
一
人
の
買
手
を
見
出
す
と
と
は
伎
の
仕
事
で
あ

る
」
と
マ
凡
ク
ス
が
言
う
よ
う
に
、
と
と
に
お
い
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア

ジ
ー
に
必
然
的
に
隷
属
せ
ね
ば
・
な
ら
な
い
の
で
る
る
o

し
か
も
資
本
家
は
卦
賃
に
よ
っ
て

労
働
身
に
対
し
て
そ
の
労
働
を
補
償
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
品
刀
働
む
価
値
だ
け
を
補
償

す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
「
そ
れ
は
労
働
者
主
党
働
者
、
と
し
て
維
持
す
る
伊
め
に
、
ま
た
分

働
者
を
労
働
者
と
し
℃
育
て
上
げ
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
費
用
で
る
る
」
。
と
の
結
果

プ
ロ
レ
グ
リ

γ
1
ト
は
益
々
窮
乏
に
陥
入
る
に
反
し
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
、
労
働
者

D
労
働
力
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
剰
余
価
値
に
よ
っ
て
益
々
富
裕
と
な
る
の
で

b
d
o

そ
し
て
資
本
制
生
産
様
式
の
特
色
は
利
潤
D
迫
求
に
る
る
。
と
り
資
本
蓄
積
の
た
め
に
は
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多
く
の
人
間
の
生
命
が
犠
牲
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
o

「
人
間
と
人
間
と
の
あ
い
だ
に

赤
裸
々
な
利
害
以
外
の
、
即
ち
つ
め
た
い
『
現
金
勘
定
』
以
外
の
ど
ん
な
き
ゃ
な
を
も
残

さ
な
か
っ
が
」

o

し
か
も
資
本
主
義
経
済
社
会
は
基
本
的
に
は
生
産
の
巨
大
な
社
会
化
が

行
わ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
生
産
手
段
に
対
す
る
私
的
所
有
が
保
持
さ
れ
て
い
る
、
と
い

う
矛
盾
を
合
ん
で
い
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
矛
盾
は
先
十
恐
慌
と
た
っ
て
現
わ
れ
る
の
で

あ
る
ο

と
の
時
に
は
多
く
の
企
業
が
停
止
し
、
数
百
万
の
労
働
者
が
失
業
し
、
そ
の

た
め
に
又
商
品
の
需
要
が
減
少
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
資
本
制
生
産
様
式
が
高
度

に
発
注
す
れ
ば
す
る
程
、
と
の
恐
慌
が
頻
繁
に
襲
来
し
、
恐
慌
と
恐
慌
と
の
聞
が
増
々

恒
く
な
り
、
恐
慌
そ
の
も
の
が
破
壊
的
と
な
る
。
そ
し
て
と
れ
が
特
に
資
本
主
義
発
展
の

上
昇
線
が
下
向
線
に
と
っ
て
か
わ
っ
た
帝
国
主
義
時
代
に
強
く
現
わ
れ
る
。
こ
の
帝
国
主

義
時
代
に
金
融
資
本
が
形
成
さ
れ
、
金
融
寡
頭
制
が
支
配
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
経

済
及
び
政
治
の
支
配
的
た
カ
と
な
り
、
世
界
主
自
己
に
有
利
に
す
る
た
め
に
、
軍
事
的
に

世
凶
作
の
再
分
割
主
計
り
、
帝
国
主
義
戦
争
を
惹
起
す
る
。
即
ち
第
一
次
世
界
大
戦
、
第
二

次
世
界
大
戦
が
そ
れ
で
あ
る
。
と
の
よ
う
に
過
剰
生
産
恐
慌
と
帝
国
主
義
戦
争
は
資
本
、
壬

義
に
と
っ
て
そ
れ
自
体
解
決
の
出
来
な
い
矛
盾
に
遁
い
込
ま
れ
た
状
態
た
の
で
あ
る
。

次
に
以
上
述
べ
て
来
た
よ
う
な
生
産
関
係
に
も
と
守
つ
い
て
形
成
さ
れ
る
近
代
社
会
の
政

治
制
度
、
法
律
休
系
、
意
識
形
態
、
即
ち
近
代
社
会
白
上
部
構
趨
を
見
ょ
う
。
封
建
社
会
の

経
済
構
造
の
矛
盾
か
ら
発
展
し
た
資
本
制
生
産
様
式
は
商
品
市
場
の
拡
大
、
従
っ
て
交
通

と
通
信
の
発
注
と
な
り
、
そ
の
結
岡
市
地
域
的
封
鎖
乞
打
破
す
る
と
と
に
な
る
o

ζ

と
に
お

け
る
人
聞
は
自
由
に
し
て
平
等
な
個
人
で
あ
る
と
古
う
イ
デ
庁
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
、
自
由

な
職
業
撰
択
、
移
転
む
自
由
、
結
社
の
白
山
町
笠
通
し
て
人
々
乞
身
分
的
差
別
か
ら
解
放
し

て
、
階
居
的
に
も
地
域
的
に
も
自
由
に
交
流
し
得
る
開
放
的
な
社
会
と
な
出
ト
そ
れ
に
つ

れ
℃
人
間
の
生
活
は
社
会
的
に
も
個
人
的
に
も
分
化
己
守
山
田
町
。
ロ
し
て
行
き
、
近
代
的
な

都
市
が
形
成
さ
れ
る
。
即
ち
前
近
代
社
会
は
村
落
的
社
会
形
態
が
支
配
的
で
あ
っ
た
に
対

し
て
、
近
代
社
会
は
都
市
的
社
会
で
あ
る
と
吉
え
る
。
と
の
よ
う
に
近
代
に
お
い
て
人
聞

は
そ
の
集
団
生
活
乞
社
会
的
に
も
個
人
的
に
も
生
活
が
分
化
し
た
都
市
的
な
社
会
基
盤
の

う
え
に
展
開
す
る
。
か
か
る
商
品
生
産
社
会
と
し
て
の
白
出
な
開
放
的
社
会
構
浩
の
内
に

人
聞
は
そ
の
欲
求
に
応
じ
て
自
由
に
集
団
左
創
悲
し
、
そ
れ
に
参
加
し
、
又
そ
れ
か
ら
脱

山
本
・
「
近
代
社
会
に
お
け
る
反
社
会
的
行
動
の
形
成
に
関
す
る
一
考
察
」

退
す
る
と
と
が
出
来
る
と
一
一
百
わ
れ
る
。
即
ち
近
代
に
お
い
て
は
、
人
聞
は
前
近
代
社
会
の

場
合
の
よ
う
に
一
つ
の
集
団
基
地
的
社
会
集
団
甘
口
己
氏
自
己
E
H
ぎの
U
H
m
gロ
句
、
第

一
弐
集
団
司

E
R
M
1
q
s司
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ヤ
ソ
ト
の
σ
E
O山口田岳山片付
l

！
の
内
に
そ
の
床

活
欲
求
D
凡
て
を
満
す
と
と
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、
人
聞
が
創
浩
す
る
集
団
1
l
機
能
的
社

会
集
団
甘
口
丘
町
。
ロ
包
由
。
己
払
唱
。
戸
匂
第
二
弐
集
団

8
9
5弘司

M1m吋
辛
口
匂
が
ゼ
ル
シ
ャ
フ

ト
の
2
0
H
U
O｝
岡
山
内
同
！
の
内
に
己
れ
を
分
化
さ
せ
て
参
加
し
、
そ
の
欣
求
を
充
足
す
る
の

で
る
る
。
し
か
し
近
代
社
会
的
に
沿
い
て
は
荷
近
代
的
な
集
団
が
全
く
消
滅
し
て
い
る
も

の
で
は
な
く
、
広
〈
前
近
代
的
集
一
団
の
形
態
が
残
存
し
、
し
か
も
そ
の
制
度
や
観
念
は
未

だ
大
き
な
力
を
も
っ
て
い
る
。
特
に
完
全
た
市
民
革
命
主
経
な
か
っ
た
日
木
社
会
に
お
い

て
は
未
だ
実
質
的
に
は
と
の
体
制
が
支
配
的
で
あ
る
。
と
の
よ
う
に
近
代
社
会
は
集
団
の

コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
か
ら
成
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
か
か
る
集
団
の
交
錯
の
内
に
近
代
人
が

自
己
の
人
格
の
統
一
的
な
行
動
を
行
わ
ん
と
し
て
い
る
。

然
し
そ
の
資
本
釧
生
産
様
式
の
諸
矛
盾
の
結
果
、
社
会
及
び
個
人
D
分
化
色
i
色。ロ

は
社
会
及
び
個
人
の
分
裂
岳
印
戸
ロ
ゲ
ロ
と
な
り
、
近
代
社
会
の
合
理
性
は
否
定
せ
ら
れ
、

人
聞
は
非
合
理
的
な
逃
溢
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
。

先
十
ブ
ル
ジ
ョ
ア

1
ジ
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
二
つ
の
階
級
的
分
裂
が
資
本
主
義
が

発
達
す
れ
ば
す
る
位
、
茶
々
行
わ
れ
、
そ
し
て
か
か
る
生
産
様
式
は
人
口
の
増
加
を
可
能

し
、
そ
れ
は
又
ブ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
む
増
大
主
意
味
し
、
労
働
力
供
給
を
過
剰
に
し
、
そ
と
に

労
賃
の
引
下
げ
を
生
ぜ
し
め
、
合
一
宮
の
ま
ぺ
を
増
々
大
き
く
資
本
家
へ
の
絶
対
的
隷
属
を
余

義
な
く
せ
し
め
る
の
戸
あ
る
。
即
ち
ヱ
ン
ゲ
ル
ス
が
「
ま
た
賃
制
献
を
資
本
の
要
求
に
一
泊
す

る
水
間
一
に
ま
で
引
下
げ
る
」
と
一
言
っ
て
い
る
。
と
と
で
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
は
ブ
同
レ

タ
リ
ブ
ー
ト
の
窮
乏
で
あ
る
。
更
に
彼
等
は
「
産
業
界
が
好
調
に
動
い
て
い
る
時
に
は

雇
用
さ
れ
、
そ
れ
に
必
然
に
つ
づ
く
恐
慌
の
と
き
に
は
街
路
に
投
げ
出
お
れ
」
て
産

業
予
備
軍
主
形
成
し
て
い
る
。
即
ち
労
働
者
階
般
は
常
に
失
業
の
不
安
に
さ
ら
さ
れ
、
又

雇
用
さ
れ
て
い
て
も
資
木
主
義
体
引
を
維
持
す
る
こ
と
の
た
め
に
白
己
の
生
産
力
白
単
純

再
生
産
に
必
要
で
あ
る
賃
銀
低
賃
銀
を
支
払
わ
れ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
の
貧
悶
は
言

ろ
ま
で
も
な
い
。
「
そ
れ
は
資
本
蓄
積
に
昭
応
し
た
資
凶
の
蓄
積
と
い
う
事
実
を
生
ぜ
し

め
る
。
か
く
て
一
方
の
富
の
蓄
積
は
、
同
時
に
そ
の
反
対
械
に
お
け
る
、
即
ち
彼
自
身
の

-119ー



( 6 ) 

富

山

大

学

紀

要

終

済

学

部

論

集

生
産
物
を
資
本
と
し
て
生
産
す
る
階
級
側
に
お
け
る
、
貧
困
、
労
昔
、
隷
属
、
無
知
、
凶
暴

及
び
道
徳
的
堕
落
の
蓄
積
で
む
右
」
と
γ
d
ル
ク
ス
が
号
一
口
う
て
い
る
o

現
実
に
あ
い
て
か
か

る
経
済
的
不
安
の
も
と
に
置
か
れ
た
一
般
大
衆
！
現
代
で
は
殆
刊
と
の
人
々
は
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
に
属
し
て
い
る
ー
は
如
何
な
る
制
度
や
意
識
の
内
に
る
る
だ
ろ
う
か
。
資
本
主
義

は
限
り
の
な
い
営
利
追
求
と
き
口
う
合
理
精
神
の
現
わ
れ
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
ヂ
ゼ
ル
シ

ャ
フ
ト
の
紐
識
は
あ
た
か
も
機
械
の
そ
れ
の
よ
う
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
機
能
を
遂
行
す
る

は
t
お
い
て
要
求
せ
ら
れ
る
。
即
ち
と
と
に
広
い
意
味
の
ピ
エ
ロ
ク
ラ
シ

1
σ
R
S戸
日
午

の
叫
に
基
づ
く
機
械
的
な
集
団
が
出
現
す
る
の
で
る
る
。
此
の
ビ
ユ
ロ
ク
ラ
シ
ー
は
人
間

白
金
生
活
の
う
ち
集
団
の
目
的
に
直
接
関
係
を
持
た
ぬ
一
一
切
D
要
素
を
捨
て
去
ら
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
人
聞
の
愛
情
や
憎
悪
を
初
め
非
合
理
的
高
棄
を
一
切
排
除
す
る

事
を
要
求
す
る
。
そ
し
て
現
代
で
は
人
聞
は
と
の
機
械
の
よ
う
な
集
団
に
自
己
の
一
部
主

参
加
せ
し
め
、
そ
の
集
団
の
目
的
に
従
わ
ね
ば
生
存
が
尚
来
な
い
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば

資
本
家
の
下
に
沿
け
る
プ
日
レ
タ
リ
ア
の
労
働
は
と
の
ピ
エ
ロ
ク
ラ
シ

1
の
部
分
品
と
し

て
行
動
す
る
と
と
を
要
求
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
現
代
は
メ
カ
ニ
ズ
ム

Eoov富
山
田
自

の
時
代
で
あ
る
。
結
局
人
々
は
と
と
に
お
い
て
そ
の
全
体
性
を
失
っ
た
所
の
機
械
の
部
分

品
と
し
て
集
団
に
参
加
す
る
と
と
に
よ
っ
て
自
己
の
生
命
の
保
存
を
計
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。
で
は
と
白
失
わ
れ
た
全
休
性
の
回
復
左
計
る
集
団
が
現
代
で
は
存
し
て
い
る
だ
ろ
う

か
。
前
近
代
社
会
で
は
基
礎
的
集
団

l
特
に
家
族
ー
に
お
い
て
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
が

近
代
社
会
に
お
い
て
は
基
本
的
な
家
族
集
団
す
ら
も
そ
の
多
面
的
な
機
能
を
歴
史
的
に
弐

第
に
失
い
つ
つ
あ
る
と
共
に
、
可
成
り
第
二
次
的
集
団
化
し
つ
つ
る
る
。
し
か
も
資
本
主

義
＠
経
済
構
造
上
の
無
政
府
状
態
か
ら
生
じ
た
と
の
機
蛾
的
た
諾
集
団
は
相
五
に
調
和
と

連
絡
を
蹴
き
、
分
裂
し
、
衝
突
乞
生
じ
て
い
る
。
か
か
る
無
政
府
状
態
に
あ
る
諸
集
団
に

自
己
主
分
化
し
℃
そ
の
一
部
を
委
ね
る
個
人
に
と
っ
て
も
、
そ
れ
は
同
様
に
自
己
の
内
面

の
分
裂
或
い
は
衝
突
と
な
る
c

則
自
問
忠
誠
の
衝
突
。
。
ロ

E
a
丘
H
O
M
Y－
内
同
日
目

2
8
を
生
十
る

の
で
る
る
o

以
上
述
べ
た
よ
う
に
近
代
社
会
に
お
い
て
は
社
会
と
個
人
む
分
化
が
分
裂
と

な
り
、
そ
こ
に
お
い
て
人
聞
は
自
己
の
統
一
性
を
保
つ
努
均
が
謀
せ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち

近
代
社
会
は
一
応
い
ろ
い
ろ
の
自
由
を
獲
得
し
た
が
、
結
局
そ
れ
は
永
だ
人
間
に
幸
福
主

も
た
ら
さ
な
か
っ
た
と
も
一
月
え
る
。
と
り
と
と
に
ヲ
い
て
、
フ
ロ
ム
が
「
近
代
人
は
個
人

に
安
定
を
あ
た
え
る
と
同
時
に
彼
を
束
縛
し
て
い
た
前
個
人
主
義
的
社
会
の
粋
か
ら
は
自

由
に
た
っ
た
が
、
個
人
的
自
哉
の
実
現
、
ず
な
め
ち
個
人
の
知
的
た
、
感
情
的
た
、
ま
た

感
覚
的
な
諾
能
力
の
表
現
と
い
う
積
極
的
た
意
味
に
長
け
る
自
由
は
ま
だ
獲
得
し
て
い
た

い
。
自
由
は
近
代
人
に
独
立
と
合
理
性
と
を
与
え
た
が
、
一
方
個
人
左
孤
独
に
た
と
し
い

れ
、
そ
の
た
め
個
人
”
を
不
安
た
無
カ
た
も
の
に
し
た
。
と
の
孤
独
は
耐
え
が
た
い
も
の
で

あ
る
。
彼
は
自
由
の
重
荷
か
ら
逃
れ
て
新
し
い
依
存
と
従
属
を
求
め
る
か
、
あ
る
い
は
入

閣
の
独
自
性
と
相
官
と
に
も
と
づ
い
た
積
極
的
訟
自
由
の
完
全
た
表
現
に
進
む
か
の
二
者

抗
一
に
迫
ら
れ
る
」
と
一
百
っ
て
い
る
。

か
か
る
複
雑
た
近
代
社
会
に
お
い
て
は
、
人
間
の
パ

1
ス
ナ
リ
ト
ア
ィ
の
形
成
は
資
本
創

生
産
様
式
に
も
と
一
づ
く
階
観
性
に
よ
っ
て
根
本
的
に
規
制
さ
れ
る
d
、
即
ち
プ
ロ
レ
グ
リ
ア

ー
ト
に
お
い
て
は
彼
等
の
生
活
は
常
に
不
安
で
あ
り
、
貧
困
で
あ
る
。
更
に
機
戯
的
た
集

団
に
所
属
す
る
事
に
よ
っ
て
全
体
性
を
喪
失
す
る
の
み
た
ら
守
、
内
面
的
ゑ
分
裂
葛
藤
を

生
じ
て
い
る
。
と
む
よ
う
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
家
族
集
団
の
内
に
運
命
的
に
出
生
し
た
人

聞
は
そ
の
先
天
的
遺
伝
的
基
礎

l
先
天
的
友
生
理
欲
求
と
い
く
つ
か
拘
先
天
的
た
知
覚
む

能
カ
に
お
け
る
個
人
差
と
内
分
泌
と
関
係
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
気
質
！
の
上
に
そ
＠
家

族
の
日
常
＠
生
活
様
式
を
学
習
し
、
又
そ
れ
を
習
得
す
る
よ
う
に
強
制
さ
れ
る
。
即
ち
プ

ロ
レ
タ
V
ア
＠
日
常
生
活
と
は
、
例
え
ば
絶
へ
ざ
る
経
済
生
活
の
貧
困
、
従
っ
て
そ
の
幼

少
年
時
代
は
常
に
物
質
的
な
歓
求
の
不
満
乞
感
じ
、
又
他
の
持
て
る
者
に
対
す
る
劣
等
感

宮
内
⑦
広
島

F
q
g
E℃－
O
M
門
左
抱
き
た
が
ら
、
一
方
そ
の
家
挨
関
係
に
お
い
て
支
配
力
左
も

っ
て
い
る
大
人
が
既
に
人
間
性
の
全
体
性
主
夫
い
、
分
裂
葛
藤
の
状
態
に
る
り
、
又
教
養

へ
の
機
会
を
失
う
と
と
が
多
い
か
ら
、
劫
少
年
の
家
族
内
に
お
け
る
バ

1
ス
ナ
リ
一
ア
イ
の

形
成
は
素
直
で
な
い
こ
と
が
多
い
。
更
に
帝
国
主
義
的
資
本
主
義
に
も
と
づ
く
戦
争
の
た

め
に
両
親
を
失
い
、
家
庭
環
境
が
い
び
つ
に
た
る
と
と
が
る
る
o

と
と
ろ
で
近
代
社
会
に
お
け
る
支
配
階
綾
拡
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
で
あ
り
、
多
く
の
制
度

と
意
識
は
依
の
保
存
¢
た
め
に
う
く
ら
れ
、
存
在
し
て
い
る
o
例
え
ば
、
法
規
範
は
支
配

階
級
φ
利
益
に
応
じ
、
そ
れ
故
に
そ
＠
組
織
さ
れ
た
権
力
（
国
家
）
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ

る
と
と
ろ
の
社
会
的
諾
関
係
の
体
制
（
ま
た
は
秩
序
）
規
範
で
る
る
。
即
ち
法
意
識
は
階

叡
意
識
に
も
と
や
い
て
い
る
。
と
の
よ
う
に
近
代
市
民
社
会
む
社
会
的
強
制
の
特
質
は
資

-120ー
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本
家
達
が
自
己
の
立
場
を
守
り
、
自
己
に
利
せ
ん
が
た
め
に
つ
く
っ
た
所
に
あ
る
と
も
極

言
し
得
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
一
般
大
衆
の
利
益
に
反
す
る
所
が
大
で
あ
る
事
は
言
う
ま
で

も
・
泣
い
。
し
か
し
凡
て
の
社
会
的
な
統
制
や
強
制
が
そ
う
で
あ
る
と
言
う
の
で
は
た
い
。

多
く
の
他
の
諸
制
度
は
よ
り
幸
福
た
、
そ
し
て
安
定
し
た
集
団
生
活
を
保
障
す
る
た
め
に

あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
と
の
よ
う
な
社
会
的
統
制
や
強
制
は
、
疋
当
に
尊
重
し
厳
格
に
遵
守

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
判
明
代
に
お
い
て
社
会
的
な
統
制
や
強
制
に
反
す
る
幾
多
C
行
為

が
見
ら
れ
る
の
は
何
に
よ
る
の
か
？
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
に
も
挙
げ
た
通
り
、
色
k

と
説
が
あ
り
、
H

と
の
論
に
も
一
応
夫
々
疋
当
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
と
と
で
は
近
代

社
会
に
お
い
て
根
本
的
だ
と
思
わ
れ
る
立
場
を
述
べ
て
見
る
。

前
述
し
た
如
く
、
資
本
主
義
経
済
は
慈
善
事
業
で
は
な
い
。
彼
等
の
商
品
生
産
に
役
立

た
な
い
長
働
力
は
不
必
要
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
常
に
貧
困
に
追
い
込
ま
れ
、

失
業
の
危
機
に
曝
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
彼
等
C
1
A
l
ス
ナ
リ
テ
イ
は
時
に
は
歪
め
ら
れ

た
形
に
つ
く
り
上
げ
ら
れ
、
又
そ
の
パ

1
ス
ナ
リ
一
ア
イ
及
び
社
会
は
分
裂
に
遁
い
込
ま
れ

て
お
り
、
更
に
彼
等
主
拘
束
す
る
社
会
的
強
制
の
う
ち
に
は
彼
等
む
利
益
に
反
す
る
も
の

が
あ
る
。
既
に
と
と
に
社
会
的
な
統
制
や
強
制
に
反
抗
す
る
契
機
が
存
在
す
る
。
今
一
つ

の
根
本
的
ゑ
問
題
は
バ

1
ス
ナ
リ
一
ア
イ
の
形
成
に
つ
い
て
で
あ
る
。
と
言
っ
て
も
、
と
れ

は
結
局
家
族
や
資
本
主
義
の
問
題
に
関
連
す
る
の
で
る
る
が
、
教
育
が
そ
れ
の
形
成
に
重

要
た
役
割
を
占
め
て
い
る
と
と
は
見
逃
さ
れ
て
は
た
ら
た
い
。
教
育
は
人
聞
を
「
現
実
に

定
し
く
趨
応
白
骨
－
HVE氏
。
ロ
」
さ
せ
る
た
め
に
行
b
れ
る
も
の
で
る
る
。
所
が
現
代
＠
教

育
は
そ
の
一
面
を
昆
て
も
「
我
々
は
現
在
の
教
育
に
よ
っ
て
我
々
の
子
供
達
を
競
争
の
激

し
い
分
裂
し
た
社
会
に
趨
応
さ
せ
よ
う
と
し
℃
い
る
の
で
あ
る
。
攻
撃
本
能
は
す
ば
ら
し

い
機
会
主
与
え
ら
れ
て
い
る
。
が
、
そ
む
攻
撃
本
能
は
他
の
子
供
た
ち
に
向
け
ら
れ
て
い

る
。
席
次
と
成
績
と
進
級
の
た
め
に
休
む
と
と
た
知
ら
な
い
斗
争
が
続
ゆ
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
我
々
は
人
聞
に
差
別
を
つ
け
る
た
め
に

l
分
裂
さ
せ
る
た
め
に
教
育
を
行
っ
て

い
る
o

と
う
ル
イ
、
我
々
凡
て
の
努
力
は
社
会
D
分
裂
を
つ
く
り
だ
す
た
め
に
費
さ
れ
て
い

る
b
け
で
あ
る
」
と
す
1
ド
が
言
う
よ
う
訟
状
態
に
る
る
。
今
日
C
教
育
は
子
供
の
素
直

な
人
間
性
の
育
成
に
向
b
－
な
い
で
却
っ
て
人
間
性
C
分
裂
を
助
長
し
て
い
る
。

と
の
よ
う
に
近
代
社
会
に
沿
い
て
は
、
人
々
は
経
済
構
浩
の
矛
盾
か
ら
、
或
い
は
教
育

山
本
・
「
近
代
社
会
に
お
け
る
反
社
会
的
行
動
の
形
成
に
関
す
る
一
考
察
」

の
諜
り
等
か
ら
社
会
的
な
統
制
や
強
制
に
反
抗
ナ
る
要
因
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て

人
は
そ
の
歴
史
的
社
会
的
諸
条
件
に
よ
り
、
現
実
に
そ
う
し
た
反
抗
的
行
動
に
出
る
と
と

が
る
る
。
そ
れ
は
特
に
叫
え
ば
社
会
の
秩
序
や
道
徳
D
変
動
期
に
み
ら
れ
る
。
即
ち
近
代

社
会
に
、
お
い
て
は
恐
慌
や
戦
争
の
後
な
ど
に
は
、
前
近
代
社
会
に
お
け
る
場
合
や
資
本
主

義
の
上
昇
期
の
場
合
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
程
の
数
量
を
も
っ
て
現
わ
れ
る
。

共
に
と
の
社
会
的
な
統
制
や
強
制
に
反
抗
す
る
行
動
の
実
際
的
た
ケ
1
ス
に
つ
い
℃
研

究
し
よ
う
と
思
う
。

ω
高
橋
幸
八
郎
著
、
「
市
民
革
命
の
構
造
」
及
び
、
「
近
代
社
会
成
立
史
論
」
参
照

同
肉
・
］
FV司
H
W
U
E
固
ま
o
E
o
Z
区
民
主
P
E
E
g－
宮
s
g同舟闘争
8
4
0
ロ∞－

E
白
色
白

E
Z・

十『・阿川・］
F
H
a
a
w
F
Mロ・］
F
P
E
h
m曲
件
品
。
同
肉
O
B
B
E
ロ
町
民
8
r
g
H
V
M局
窓
f

∞
・
印
吋
デ

マ
ル
グ
ス
著
長
谷
部
文
雄
訳
、
賃
労
働
と
資
本
’
z

四
二
頁

同
訳
書
、
問
問
｜
四
五
頁

同
訳
書
、
五
三
頁

悶
訳
書
、
六
ニ
頁

同
・
］
広
伊
良
、
岡
宮
島
－
w

♂
匂
∞

福
武
夜
、
日
高
六
郎
共
著
、
「
杜
会
学
」

E
M－u
s－
－

u
E陪
麗
的
に
は
垂
直
的
な
移
動
、
地
域

的
に
は
水
平
的
な
移
動
が
白
自
に
な
り
、
社
会
の
流
動
性
を
た
か
め
る
。

之
に
つ
い
て
は
、
潜
水
幾
太
郎
著
、
「
社
会
心
理
学
」
、
第
四
章
、
第
一
節
、
集
団
へ
の
逃
避
、
参
照

エ
Y
グ
ル
ス
著
、
大
内
兵
衛
訳
「
窓
想
よ
り
科
学
へ
」
五
五
頁

同
訳
書
五
五
頁

マ
ル
グ
ス
著
、
「
資
本
論
」
、
欧
諸
社
版
、
第
一
巻
六
一
一
一
四
頁

E
、
フ
ロ
ム
は
之
れ
を
「
自
由
か
ら
の
逃
走
」
の
中
で

E
h
E
B
o
p
c
a
s同国領仲間
S
と雪一回って

い
る
。

回・司同
D
E語、

1

吋
『
。
司
富
『
。
『
『
同
。
。
門
Z
B・
』

40244。『【凶・司・回

目

rr凶－
wHIHUHMli］広

HHWF日ロ仲
D
回
相
↓
ro
ロ回】件ロ円色『笹口】同間切ロロロ品。同市内
waoロ
mH
－xu
J
岡
戸
田
酔

こ
の
気
質
な
る
も
の
は
後
天
的
要
素
と
厳
密
に
区
分
さ
れ
な
い
。

国－
M
H
S
F
閲
仏
国
O

恒件目。ロ叫。『句。旬。。、

周
郷
博
訳
「
平
和
の
た
め
の
教
育
」
、
お
l
A
E頁

。。
4
2
3
出

g
Eロ
M
a
z吋
α
M
V
H

誌
の
O
ロ島戸恒三、司－

E

(8) (7) (6) (5) (4) (3) 
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昭
和
二
十
七
年
に
三
人
の
友
達
と
一
緒
に
某
会
社
倉
庫
よ
り
グ
ラ
イ
ン
ダ
ー
板
（
時
価

一
千
円
）
左
窃
取
し
た
十
三
才
の
少
年
が
い
る
。
先
帽
子
、
と
D
少
年
む
家
庭
環
境
を
簡
単

に
述
べ
る
と
、
相
父
母
と
母
の
み
で
父
は
九
才
の
時
に
病
気
で
死
ん
で
い
る
。
祖
母
は
婿

取
り
で
非
常
に
我
偉
な
尉
が
あ
り
、
よ
く
嫁
い
じ
め
を
し
、
訴
を
可
愛
が
ら
訟
い
。
絞
の

胎
生
期
間
中
そ
の
母
親
は
特
に
そ
れ
に
苦
し
め
ら
れ
た
。
と
の
祖
母
の
た
め
に
常
に
家
庭

に
風
波
が
た
つ
て
い
る
。
祖
父
は
病
勝
ち
で
、
寝
て
ば
か
わ
い
る
。
父
も
母
も
共
に
小
学

校
卒
業
。
母
は
又
身
体
虚
弱
で
あ
り
収
入
は
僅
か
む
賃
仕
事
（
月
二
千
円
）
と
生
活
扶
助

料
（
五
千
円
）
の
み
。
従
っ
て
と
＠
少
年
は
常
に
小
使
銭
不
足
と
言
う
よ
り
、
み
一
く
無
い

と
言
っ
た
方
が
趨
切
で
あ
る
。
そ
し
て
学
校
む
成
績
は
中
の
下
で
あ
る
。
更
に
紋
の
友
人

達
は
皆
虞
犯
少
年
で
窃
盗
行
為
の
前
歴
を
も
っ
て
い
た
。
被
は
今
ま
で
そ
う
し
た
前
歴
を

持
っ
て
い
訟
か
っ
た
が
、
朝
鮮
戦
争
に
よ
る
特
需
の
た
め
に
生
じ
た
金
一
へ
ン
景
気
に
つ
ら

れ
て
日
頃
の
小
使
銭
の
不
足
を
補
わ
ん
と
し
て
と
の
行
為
に
及
ん
だ
の
で
る
る
。

彼
は
そ
の
胎
生
期
間
中
に
既
に
、
極
く
僅
か
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
行
為
を
惹
き
起
す

悪
条
件
を
も
っ
て
い
た
。
即
ち
母
体
の
精
神
的
条
件
も
、
肉
体
的
諸
条
件
と
同
様
に
、
胎

児
に
影
響
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
紋
が
生
れ
て
来
た
所
の
家
族
は
言
う
ま
で
も
な
く

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
で
る
っ
た
。
九
才
迄
は
両
親
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
祖
母
の
封
建
性
む

た
め
に
家
技
内
の
平
和
は
常
に
乱
さ
れ
、
特
に
彼
の
最
も
愛
荒
す
る
母
親
が
時
い
苦
る
し

い
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
。
し
か
も
家
庭
内
の
教
養
水
準
は
普
通
、
或
い
は
そ
れ
よ
り
低

い
と
推
察
さ
れ
る
。

ζ

ん
た
環
境
に
置
い
て
は
子
供
の
素
直
な
パ

1
ス
ナ
リ
テ
イ
の
形
成

は
墜
ま
れ
ゑ
い
。
そ
し
て
父
が
死
ん
で
か
ら
、
母
は
少
年
に
対
し
て
甘
く
な
っ
た
。
父
が

死
ん
だ
の
は
昭
和
二
十
三
年
で
る
る
。
と
の
闘
は
段
戦
で
日
本
社
会
は
未
だ
秩
序
や
道
徳

も
頚
廃
混
乱
し
て
お
り
、
凡
て
D
経
済
生
活
は
不
安
定
た
時
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
披
の
金

生
活
の
基
底
で
あ
る
経
済
的
支
桂
が
よ
り
不
安
定
に
な
っ
た
の
は
一
言
う
ま
で
も
な
い
。
従

っ
て
相
父
母
及
び
母
は
紋
に
家
賠
教
育
を
行
う
余
刊
は
全
く
た
く
、
又
社
会
に
お
け
る
多

く
の
価
値
体
系
の
混
乱
か
ら
彼
に
統
一
あ
る
価
値
を
与
え
る
羽
が
出
来
守
、
そ
の
日
の
生

括
主
維
持
す
る
と
と
に
全
力
が
費
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
彼
の
人
間
性
は
る
一
く
分
裂
し
切

っ
た
混
乱
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
。

ζ

の
よ
う
に
分
裂
し
た
、
し
か
も
不
充
分
た
価
値
判

断
し
か
持
た
た
い
と
の
少
年
が
遊
戯
集
団
と
し
て
入
っ
て
行
っ
た
の
が
虞
犯
少
年
の
グ
ル

ー
プ
で
あ
る
0

・
従
っ
て
次
に
彼
の
と
る
行
動
が
何
で
る
る
か
は
容
易
に
推
察
出
来
る
。
そ

れ
の
み
・
な
ら
・
チ
、
彼
は
学
校
の
成
績
は
中
の
下
で
る
り
、
と
の
点
に
劣
等
感
を
抱
か
さ
れ

て
お
り
、
彼
の
人
間
性
を
豊
か
に
す
る
舎
の
教
育
が
却
っ
て
彼
乞
分
裂
さ
せ
て
い
る
。
以

上
挙
げ
た
諾
要
悶
に
よ
っ
て
彼
の
窃
盗
行
為
が
現
b
，
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

決
に
か
か
る
虞
犯
少
年
。
家
庭
環
境
丞
統
計
的
に
調
べ
て
見
ょ
う
。

t

先
十
両
親
の
有
無
に
つ
い
て
み
る
た
ら
ぼ
、
第
一

表
に
見
ら
れ
る
工
う
に
虞
犯
少
年
の
う
ち
に
は
両
親

あ
る
者
も
多
く
、
し
か
も
そ
れ
が
毎
年
増
加
の
傾
向

を
示
し
て
い
る
D
で
あ
る
が
、
と
れ
は
前
に
述
べ
た

よ
う
に
、
そ
の
家
庭
や
教
育
や
資
本
主
義
的
市
民
社

会
等
の
諸
々
の
昧
陥
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
と
は
一
百

う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

で
は
次
に
両
親
の
う
ち
の
ど
ち
ら
が
掛
け
て
い
る

場
合
に
少
年
の
犯
罪
が
多
い
で
あ
ろ
う
か
。

第
二
表
に
よ
れ
ば
、
父
親
の
た
い
者
の
犯
罪
が
母
親

弘
な
い
者
の
場
合
に
比
し
て
二
倍
半
も
あ
る
と
言
う

事
が
判
る
。
即
ち
父
が
・
な
く
て
、
母
む
み
に
よ
る
子

の
養
育
が
難
し
い
と
と
を
示
し
て
い
る
。

少年（刑法犯）家族状況
（警視庁）

｜ 両親ある者 ｜｜ 不そ規の則外家庭の 計

ヲ五
昭和2 8.521 49.4 17,26~ 

/,/ 23 8,437 6,397 43.1 14,834 

/,/ 24 14,629 8,137 36.7 22,16t 

。25 14,964 7,487 33.3 22,451 

。26
6,598 3,6451 35.6 10,243 

上半期

第 1表第2安

少年刑法犯
警視庁検暴

〈昭和26年上半期）
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共
に
犯
罪
少
年
の
生
活
状
態
に
つ
い
℃
は
第
三
表
の
通
り
で
あ
る
。
日
本
社
会
に
お
け

る
階
級
構
成
の
実
数
は
正
確
に
は
判
ら
な
い
が
、
そ
の
犯
罪
の
殆
ん
ど
が
中
流
と
下
流
に

属
し
て
い
る
。
と
白
両
者
七
色
合
せ
る
と
突
に
九
二
・
二
%
i
昭
和
二
十
六
年
上
半
期
ー
ー
に

詰
す
る
。

誕
に
犯
罪
少
年
の
保
護
者
の
職
業
を
見
る
と
｜
昭

和
二
十
六
年
上
半
期
！
無
職
（
全
体
の
二
O
%
を
占

め
て
い
る
）
を
除
い
て
は
工
員
が
首
位
に
あ
っ
て
十

四
%
、
次
に
自
由
詩
務
者
が
十
二
%
を
示
し
、
後
は
会

社
員
九
%
、
店
員
八
%
、
農
業
七
%
、
職
人
五
%
、
官

公
吏
二
・
八
%
と
な
っ
て
い
る
。
即
ち
工
員
と
自
由

党
務
者
と
を
合
せ
る
と
全
体
の
二
二
%
と
な
り
、
前

述
の
中
流
、
ζ

下
流
の
九
二
・
二
%
と
共
に
、
他
に
北

し
て
、
い
か
に
多
く
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
か
か
る

犯
罪
判
例
訟
が
生
や
る
か
を
知
る
と
と
が
出
来
る
U

次

に
日
本
資
本
主
義
と
失
濯
欧
米
資
本
主
義
φ
惹
起
し

た
第
二
次
世
界
大
戦
の
結
果
、
犯
罪
現
象
が
ど
の
よ

う
に
変
っ
た
か
を
第
四
表
に
見
ょ
う
。
そ
れ
に
よ
る

と
．
格
戦
時
の
実
数
が
少
い
の
で
あ
る
が
、
然
し
そ

れ
は
、
終
戦
直
後
む
混
乱
の
た
め
に
、
検
挙
の
実
績

が
上
ら
な
か
っ
た
た
め
で
、
決
し
て
犯
罪
が
減
少
し

た
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
と
に
か
く
と
の
よ
う

に
昭
和
十
一
年
に
比
し
て
昭
和
二
十
五
年
は
実
に

犯罪少年の生活状態
（警視庁検挙人員）

第3表
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第4表

1昭和23年！昭和24年｜昭和25年｜宅勺官
｜%  %！ 翌五 % 

上流｜ llOJ 0.8 201 0. 9 124 0.6 82 0.8 

中流． 5,2771 35,6 7' 772 35, 1 7 ,.'lll 32.6 3,562 34.7 

下流 8,660! 58.3 12,243 55.2 12,982 57.8 5,882 57.5 

阪 食 787j 5.3 1,950 8.8 2,034 9.0 741 7.0 

14,8.34' 22,1661 22,45l J0,243 

20才未満（刑法
犯）検挙人員

（堅竺一実数｜指数

鵬11I州叫 10

.i2 I 46,0461 991 

13 I 48,933[ Iosl 
14 I 48,367[ 1041 

1s I 53,048[ 11 

16 I S2, 709/ 113. 

J.7 I 66, 5881 143. 
rn I 61 ,3661 131 
19 I 75,3141 161 
20 I 54, 7871 u 

21 I 117, 7901 240 
22 I 104,8291 2231 

23 I 124,8361 26 
24 i 131,9161, 28刻
25 I I58,426f 340! 

（国警本部）

山
本
・
「
近
代
社
会
に
お
け
る
反
社
会
的
行
動
の
形
成
に
関
す
る
一
考
察
」

ニ
一
・
四
倍
む
犯
罪
少
年
玄
白
し
℃
い
る
。
と
れ
は
恥
し
く
戦
争
の
結
呆
の
病
的
現
裁
で
あ

っ
て
、
資
本
主
義
の
矛
盾
の
一
つ
の
組
め
れ
で
る
る
。

以
上
の
統
計
表
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
資
本
制
生
産
様
式
の
構
造
的
矛
盾
に
よ
っ
て
、
犯

罪
行
為
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
数
多
く
発
生
し
、
し
か
も
そ
れ
は
そ
¢
帝
国
主
義
の
段

階
に
、
お
い
て
戦
争
を
惹
起
し
、
そ
と
に
社
会
の
無
秩
序
と
出
乱
往
生
み
出
し
、
犯
罪
現
象

の
温
床
を
つ
く
る
の
で
あ
る
。
で
は
こ
う
し
た
犯
罪
現
象
及
び
そ
の
他
の
社
会
的
た
統
制

や
強
制
に
反
抗
す
る
諸
々
の
行
為
の
僻
決
は
如
何
に
し
て
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
乙

は
非
常
に
困
難
な
問
題
で
あ
っ
て
、
今
後
に
お
い
て
益
々
一
居
研
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

大
き
た
課
題
で
あ
る
が
、

ζ

こ
で
は
若
干
の
気
づ
い
た
点
主
指
摘
す
る
だ
け
に
止
め
よ
う

と
思
う
。

一
つ
は
ヵ
ー
の
所
謂
「
新
し
い
社
会
」
叶
F
O
ロ
0
4
『
由
。
。
目
。
司
へ
と
資
本
主
義
国
家
が

準
ま
ね
ば
な
ら
守
、
他
は
教
育
の
根
本
的
な
改
革
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
即
ち
先
十
「
自

由
一
放
唱
の
資
本
主
義
か
ら
計
劃
経
済
へ
」
と
進
む
と
と
、
又
一
広
「
騒
い
加
の
鞭
か
ら
福
祉
国

家
へ
」
と
進
む
と
と
に
よ
っ
て
資
本
主
義
の
矛
盾
註
解
決
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
る

る
。
次
に
又
一
ア
ユ
ウ
ィ
ー
の
言
う
「
人
間
性
む
可
朔
性

1
1
5広
a
q
丘
町
民
同
一
喝
己
目
0
・
の
V
I

R
阿
佐
ロ
ぬ
町
民
自
釦
ロ
ロ
旦
510」
を
一
止
し
く
認
識
し
、
創
造
的
知
位
を
素
直
に
伸
長
し
て
、

真
に
一
止
し
い
社
会
や
文
化
を
創
造
す
る
と
と
が
出

t

来
る
よ
う
に
教
育
主
改
革
せ
ね
ば
な
ら

た
い
の
で
あ
る
。

川
此
の
資
料
は
富
山
中
央
児
童
相
談
所
か
ら
得
た
。
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