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石
田　

淳

相
対
的
剥
奪
の
社
会
学

研
究
最
前
線

１
．
は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
現
在
筆
者
が
共
同
研
究
者
と
と
も
に
取
り
組
ん
で
い

る
、
相
対
的
剥
奪
モ
デ
ル
を
め
ぐ
る
一
連
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
概
要
と
現
在
ま
で
の
成
果
に
つ
い
て
概
説
し
、
今
後
の
研
究
の

展
望
を
述
べ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

相
対
的
剥
奪
の
概
念
と
そ
の
理
論
が
明
確
な
形
で
示
さ
れ
た
の

は
、
Ｓ
・
Ａ
・
ス
タ
ウ
フ
ァ
ー
ら
に
よ
る
第
二
次
世
界
大
戦
時
の

従
軍
兵
の
包
括
的
研
究
『
ア
メ
リ
カ
兵
』
①
が
そ
の
嚆
矢
で
あ
る

が
、
そ
の
ア
イ
デ
ア
は
一
九
世
紀
の
社
会
学
の
古
典
期
に
ま
で
さ

か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
個
人
と
集
団
（
ミ
ク
ロ
と
マ

ク
ロ
）、
意
識
と
状
況
（
主
観
と
客
観
）
と
い
っ
た
コ
ン
セ
プ
ト

を
内
包
し
、
一
見
逆
説
的
な
経
験
的
知
見
を
説
明
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
う
し
た
意
味
で
相
対
的
剥
奪
は
き
わ
め
て
社
会
学
的
な
概

念
・
理
論
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
に
お
い
て
は
、
相
対
的
剥
奪
概
念
・
理

論
は
、
小
集
団
実
験
を
枠
組
み
と
す
る
社
会
心
理
学
的
研
究
や
、

経
済
不
平
等
指
数
と
の
関
連
で
の
経
済
学
的
研
究
に
お
い
て
取
り

上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
方
が
多
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
、
社
会
学
的

な
理
論
枠
組
み
の
中
で
十
分
に
生
か
さ
れ
て
い
な
い
嫌
い
が
あ

る
。
一
方
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
る
経
済
不
平
等
の
進
展
や
、

Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
ｓ
と
い
わ
れ
る
新
興
国
で
の
急
激
な
経
済
発
展
と
い
う

状
況
の
中
で
、
あ
ら
た
め
て
人
間
の
幸
福
の
意
味
が
問
い
直
さ
れ

て
い
る
現
状
に
あ
っ
て
、
ま
す
ま
す
相
対
的
剥
奪
論
の
重
要
性
は

高
ま
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
特
に
、
経
済
的
不
平
等
指
数
と
の
関
連

か
ら
相
対
的
剥
奪
を
モ
デ
ル
化
し
た
Ｓ
・
イ
ザ
キ
の
研
究
を
出
発

点
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
さ
ま
ざ
ま
に
応
用
し
て
、
既
存
の
社
会
学
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的
知
識
と
リ
ン
ク
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
的
な
「
相
対
的
剥

奪
の
社
会
学
」
を
確
立
し
た
い
と
考
え
、
現
在
精
力
的
に
研
究
を

行
っ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
ま
ず
相
対
的
剥
奪
の
概
念
史
を
簡
単
に
確
認
し
、

イ
ザ
キ
の
モ
デ
ル
を
紹
介
し
た
上
で
、
わ
れ
わ
れ
が
行
っ
て
い
る

研
究
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。

２
．
相
対
的
剥
奪
概
念
小
史

　

相
対
的
剥
奪
の
概
念
は
社
会
学
の
み
な
ら
ず
、
社
会
心
理
学
や

経
済
学
、
政
治
学
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
周
辺
領

域
を
含
ん
で
網
羅
的
に
概
念
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
言
う
よ
り

は
、
最
終
的
に
イ
ザ
キ
の
モ
デ
ル
へ
と
た
ど
り
着
く
た
め
の
道
筋

を
た
ど
り
た
い
②
。

２・１　
ト
ク
ヴ
ィ
ル

　

ま
ず
は
、
議
論
の
出
発
点
と
な
る
よ
う
に
「
相
対
的
剥
奪

（relative deprivation

）」
を
「
絶
対
的
基
準
に
基
づ
く
不
満
で
は

な
く
、
他
者
と
の
比
較
に
基
づ
く
相
対
的
な
基
準
に
よ
っ
て
生
じ

る
不
満
」と
ラ
フ
に
定
義
し
て
お
く
。こ
の
概
念
そ
の
も
の
は
、Ｓ
・

Ａ
・
ス
タ
ウ
フ
ァ
ー
ら
の
『
ア
メ
リ
カ
兵
』
に
お
け
る
兵
士
の
不

満
を
巡
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
解
く
キ
ー
概
念
と
し
て
導
入
さ
れ
て

も
の
で
あ
る
が
、
同
種
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
一
九
世
紀
前
半
の

優
れ
た
政
治
・
社
会
学
者
で
あ
る
Ａ
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
よ
っ

て
、
よ
り
広
い
文
脈
に
お
い
て
発
見
さ
れ
て
い
る
。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
一
八
三
〇
年
代
ア
メ
リ
カ
で
の
観
察
を
も
と

に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
論
の
古
典
で
あ
る
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
』
を
書
い
て
い
る
③
。
そ
こ
で
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
「
諸
条
件

の
平
等
」
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
根
本
原
理
と
す
る
ア
メ
リ

カ
社
会
に
お
い
て
、
人
々
の
中
に
「
特
有
の
憂
愁
」
が
見
ら
れ
る

こ
と
を
指
摘
す
る
④
。
そ
し
て
、
こ
の
原
因
を
平
等
が
進
展
す
る

社
会
に
お
い
て
逆
説
的
に
高
ま
る
不
平
等
へ
の
不
満
に
求
め
て
い

る
。
い
わ
く
、「
不
平
等
が
社
会
の
共
通
の
法
で
あ
る
と
き
、
最

大
の
不
平
等
も
人
の
目
に
入
ら
な
い
。
す
べ
て
が
ほ
ぼ
平
準
化
す

る
と
き
、
最
小
の
不
平
等
に
人
は
傷
つ
く
」
⑤
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

に
よ
る
平
等
化
は
確
か
に
階
級
の
壁
を
壊
し
は
し
た
が
、
今
度
は

人
々
は
万
人
と
の
競
争
に
さ
ら
さ
れ
、
逆
に
い
っ
そ
う
不
平
等
に

敏
感
に
な
り
ま
た
焦
燥
を
覚
え
る
。

　

社
会
状
況
の
改
善
が
逆
に
人
々
の
不
満
を
高
め
る
と
い
う
先
の

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
同
種
の
状
況
を
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
フ
ラ
ン
ス
革

命
に
お
い
て
も
見
い
だ
す
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
経
済
的
発
展
や
平
等
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が
も
っ
と
も
進
ん
だ
地
域
に
お
い
て
人
々
の
不
満
が
い
っ
そ
う
高

く
な
り
、
そ
う
し
た
地
域
が
革
命
を
主
導
し
、
逆
に
発
展
か
ら
取

り
残
さ
れ
た
地
域
に
お
い
て
は
旧
体
制
が
残
存
し
た
と
い
う
事
実

を
指
摘
し
、「
こ
の
よ
う
な
情
景
に
は
驚
き
を
禁
じ
得
な
い
が
、

歴
史
は
こ
れ
と
同
様
の
光
景
で
満
ち
満
ち
て
い
る
」
と
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
の
歴
史
的
な
遍
在
性
を
示
唆
し
て
い
る
⑥
。

　

こ
の
よ
う
に
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
見
出
し
た
、
近
代
化
の
過
程
で
階

級
障
壁
が
溶
解
し
平
等
化
が
進
む
と
き
に
逆
説
的
に
見
ら
れ
る

人
々
の
不
満
や
「
特
有
の
憂
鬱
」
は
、
そ
の
後
一
九
世
紀
後
半
に

お
い
て
Ｅ
・
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
「
ア
ノ
ミ
ー
」

―
―
社
会
的
拘
束
の
弱
体
化
に
よ
る
欲
望
の
無
限
昂
進
―
―
へ
と

つ
な
が
る
、
近
代
社
会
に
お
け
る
根
本
的
な
社
会
意
識
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
⑦
。

２・２　
ス
タ
ウ
フ
ァ
ー
ら

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
や
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
、
近
代
化
・
平
等
化
と
い
う
歴

史
的
な
視
点
か
ら
指
摘
し
た
パ
ラ
ド
ク
ス
を
、
デ
ー
タ
に
基
づ
き

あ
ざ
や
か
に
描
き
出
し
、
そ
れ
ら
を
「
相
対
的
剥
奪
」
と
い
う
概

念
と
「
理
論
」
に
よ
っ
て
解
釈
し
て
見
せ
た
の
が
、ス
タ
ウ
フ
ァ
ー

ら
の
『
ア
メ
リ
カ
兵
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
中

の
ア
メ
リ
カ
従
軍
者
に
対
す
る
大
規
模
調
査
に
基
づ
く
社
会
心
理

学
的
研
究
の
成
果
で
あ
り
、
ま
た
現
代
的
な
相
対
的
剥
奪
論
の
出

発
点
と
な
っ
た
画
期
的
な
研
究
で
あ
る
。

　

ス
タ
ウ
フ
ァ
ー
ら
が
相
対
的
剥
奪
の
概
念
を
用
い
て
解
釈
し
た

デ
ー
タ
に
は
い
く
つ
か
の
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
っ
と
も

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
が
、
兵
士
の
昇
進
に
対
す
る
評
価
の
デ
ー

タ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
能
力
の
あ
る
兵
士
は
軍
隊
で
の
昇
進
機

会
が
大
き
い
と
あ
な
た
は
思
い
ま
す
か
」と
い
う
質
問
に
対
し
て
、

「
大
き
い
／
ま
ず
ま
ず
大
き
い
／
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
／
あ
ま

り
な
い
／
ま
っ
た
く
な
い
」
の
五
件
法
に
よ
っ
て
答
え
る
も
の
で

あ
る
。
憲
兵
隊
と
航
空
隊
に
属
す
る
徴
兵
後
一
～
二
年
の
白
人
兵

士
に
対
し
て
尋
ね
ら
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
部
隊
に
は
「
一
等
兵
・

上
等
兵
」
も
昇
進
し
た
「
下
士
官
」
も
い
る
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部

隊
に
は
「
高
校
以
下
の
学
歴
（
低
学
歴
）」
も
「
高
卒
も
し
く
は

大
学
教
育
（
高
学
歴
）」
も
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
全
般
的
に
言
っ

て
、
憲
兵
隊
と
航
空
隊
と
い
う
部
隊
の
別
と
学
歴
の
高
低
を
掛
け

合
わ
せ
て
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
作
る
と
、「
相
対
的
に
昇
進
機

会
の
少
な
い
部
隊
に
は
、
昇
進
機
会
の
大
き
い
部
隊
よ
り
も
昇
進

機
会
に
つ
い
て
好
意
的
に
評
価
す
る
人
た
ち
の
割
合
が
多
い
」
⑧

と
い
う
一
般
的
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
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「
昇
進
機
会
の
認
知
」
で
あ
る
質
問
項
目
を
、
昇
進
機
会
に
対
す

る
好
意
／
非
好
意
や
満
足
／
不
満
と
解
釈
す
る
こ
と
に
は
一
定
の

留
保
が
必
要
で
あ
る
も
の
の
⑨
、
こ
こ
で
、
ス
タ
ウ
フ
ァ
ー
ら
が

示
し
た
デ
ー
タ
を
用
い
て
、
各
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
昇
進
率
と
、
各
カ

テ
ゴ
リ
ー
に
お
い
て
「
あ
ま
り
な
い
／
ま
っ
た
く
な
い
」
と
答
え

た
兵
士
の
割
合
を
「
剥
奪
率
」
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
サ
ブ
カ
テ
ゴ

リ
ー
ご
と
に
プ
ロ
ッ
ト
し
た
図
を
示
す（
図
１
）。こ
れ
を
見
る
と
、

憲
兵
隊
・
低
学
歴
か
ら
航
空
隊
・
高
学
歴
ま
で
、
集
団
と
し
て
の

昇
進
率
が
上
昇
し
状
況
と
し
て
は
明
ら
か
に
改
善
し
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
昇
進
機
会
に
批
判
的
な
兵
士
の
割
合
が
増
え
て
い

く
こ
と
が
分
か
る
。

　

ス
タ
ウ
フ
ァ
ー
ら
は
こ
の
事
例
に
つ
い
て
、兵
士
は「
同
じ
ボ
ー

ト
に
乗
る
仲
間
」
と
の
比
較
に
よ
っ
て
期
待
水
準
を
構
成
し
、
そ

れ
と
自
ら
の
境
遇
と
の
比
較
を
通
し
て
評
価
が
行
わ
れ
る
た
め
で

あ
る
、
と
の
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
事
例
だ
け
に

と
ど
ま
ら
ず
複
数
の
「
一
見
す
る
と
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
結
果
」

を
相
対
的
剥
奪
の
枠
組
み
で
説
明
し
て
い
る
。

　

こ
の
ス
タ
ウ
フ
ァ
ー
ら
の
研
究
の
後
、「
中
範
囲
理
論
」
の
提

唱
者
と
し
て
知
ら
れ
る
Ｒ
・
Ｋ
・
マ
ー
ト
ン
は
、
比
較
対
象
と
し

て
の
「
準
拠
集
団
」
と
そ
の
理
論
と
相
対
的
剥
奪
（
論
）
を
明
示

的
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
議
論
を
整
理
し
た
⑩
。
マ
ー

ト
ン
ら
の
整
理
も
手
伝
っ
て
、
相
対
的
剥
奪
論
は
そ
の
後
、
社
会

学
、
社
会
心
理
学
や
そ
の
周
辺
領
域
に
お
け
る
有
用
な
説
明
概
念

と
し
て
定
着
し
て
い
く
。

図１『アメリカ兵』（p. 252）における昇進率と剥奪率のデータ
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２・３　
ラ
ン
シ
マ
ン

　

Ｗ
・
Ｇ
・
ラ
ン
シ
マ
ン
に
よ
る
一
九
六
六
年
出
版
の
『
相
対
的

剥
奪
と
社
会
的
正
義
』
は
、
相
対
的
剥
奪
を
キ
ー
概
念
に
し
て
社

会
的
不
平
等
へ
の
人
々
の
態
度
を
、
二
〇
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の

歴
史
的
な
文
脈
と
、
さ
ら
に
一
九
六
二
年
に
実
施
さ
れ
た
量
的
調

査
の
分
析
を
通
し
て
研
究
し
た
成
果
で
あ
る
⑪
。
し
か
し
、
経
験

的
な
研
究
そ
の
も
の
よ
り
も
、「
相
対
的
剥
奪
の
個
人
的
条
件
」

と
し
て
、
相
対
的
剥
奪
の
定
義
を
下
し
た
こ
と
が
後
の
理
論
研
究

に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
⑫
。

　

ラ
ン
シ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、（
ⅰ
） 
個
人
A
は
X
を
も
っ
て
お
ら

ず
、（
ⅱ
）
A
は
、
過
去
や
将
来
の
自
己
像
を
含
む
現
在
の
自

分
以
外
の
誰
か
が
X
を
も
っ
て
い
る
と
（
本
当
に
持
っ
て
い
る

か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
）
見
な
し
て
お
り
、（
ⅲ
） 
A
は
X
を

欲
し
い
と
思
っ
て
お
り
、（
ⅳ
）
A
は
X
を
持
つ
こ
と
が
可
能

（feasible

）
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
と
き
、
個
人
A
は
X
に
つ
い

て
相
対
的
に
剥
奪
さ
れ
る
と
い
う
。
X
の
所
有
に
は
負
の
財
を

持
た
な
い
こ
と
も
含
む
⑬
。

　

ラ
ン
シ
マ
ン
の
定
義
は
、
特
に
社
会
心
理
学
的
研
究
の
文
脈
で

は
、
そ
の
後
の
研
究
者
に
よ
っ
て 

（
ⅳ
） 

の
フ
ィ
ー
ジ
ビ
リ
テ
ィ

の
内
実
や
構
成
要
件
の
組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
精
緻
な

検
討
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
⑭
。
そ
し
て
、
こ
の
定
義
は
ま
た
、

次
節
で
導
入
す
る
イ
ザ
キ
の
相
対
的
剥
奪
モ
デ
ル
の
基
礎
と
も

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

３
．
イ
ザ
キ
の
相
対
的
剥
奪
モ
デ
ル

　

Ｓ
・
イ
ザ
キ
は
所
得
分
配
や
不
平
等
指
数
を
研
究
す
る
経
済
学

者
で
あ
る
。
彼
は
、
不
平
等
指
数
と
し
て
も
っ
と
も
流
通
す
る
指

数
で
あ
る
ジ
ニ
係
数
の
解
釈
と
し
て
、「
相
対
的
剥
奪
と
ジ
ニ
係

数
」
と
い
う
論
文
を
書
い
て
い
る
⑮
。
そ
こ
で
イ
ザ
キ
は
、
ラ
ン

シ
マ
ン
の
定
義
に
基
づ
い
て
、
所
得
を
対
象
に
し
た
個
人
相
対
的

剥
奪
指
数
、
そ
し
て
そ
の
社
会
的
平
均
で
あ
る
社
会
的
相
対
的
剥

奪
指
数
を
考
案
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
社
会
的
相
対
的
剥
奪
指
数

を
平
均
所
得
で
基
準
化
し
た
も
の
が
ジ
ニ
係
数
に
他
な
ら
な
い
こ

と
を
証
明
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
、
イ
ザ
キ
に
よ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
定
式
化
よ
り
も
、

ラ
ン
シ
マ
ン
に
よ
る
定
義
と
の
関
連
が
よ
り
明
確
に
な
る
ヘ
イ
と

ラ
ン
バ
ー
ト
に
よ
る
再
定
式
化
を
導
入
す
る
⑯
。

　

ま
ず
、
あ
る
個
人
に
と
っ
て
準
拠
対
象
と
な
る
集
団
を
こ
こ
で

は
社
会
全
体
で
あ
る
と
見
な
す
。
さ
ら
に
、
対
象
X
を
自
分
が

持
っ
て
い
な
い
所
得
と
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
自
分
よ
り
所
得
レ
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ベ
ル
が
低
い
も
の
と
の
比
較
に
お
い
て
は
剥
奪
は
生
じ
な
い
が
、

自
分
よ
り
所
得
を
多
く
持
っ
て
い
る
者
と
の
比
較
で
は
所
得
の
差

が
X
と
な
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
剥
奪
感
が
生
じ
る
。
一
般
化

し
て
言
う
と
、
所
得
yi

を
も
つ
個
人
が
所
得
z
を
も
つ
個
人
と

所
得
比
較
し
た
場
合
の
剥
奪
の
程
度
は

と
な
る
。
所
得
yi

を
も
つ
個
人
の
個
人
相
対
的
剥
奪
度
は
準
拠

集
団
に
お
け
る
任
意
の
他
者
と
の
比
較
に
よ
っ
て
生
じ
る
剥
奪
の

期
待
値
と
定
義
さ
れ
る
。こ
こ
で
準
拠
集
団
を
社
会
全
体
と
し
て
、

社
会
の
所
得
分
布
の
分
布
関
数
を
F
と
お
く
。
y*
は
所
得
分
布

の
最
大
値
で
あ
る
。
こ
の
と
き
個
人
相
対
的
剥
奪
度
は

と
定
義
さ
れ
る
⑰
。
こ
の
定
義
よ
り
式
の
変
形
に
よ
っ
て
、
別
表

現を
得
る
。
さ
ら
に
、
個
人
相
対
的
剥
奪
度
の
社
会
的
平
均
は

と
な
る
。
μ
は
分
布
の
平
均
、
G
は
ジ
ニ
係
数
で
あ
る
。
こ
こ

か
ら
、
ジ
ニ
係
数
は
社
会
的
相
対
的
剥
奪
度
を
平
均
所
得
で
基
準

化
し
た
指
数
で
あ
る
、
と
い
う
興
味
深
い
解
釈
が
得
ら
れ
る
。

　

ま
た
、こ
の
定
義
で
は
社
会
全
体
を
準
拠
集
団
と
し
て
い
る
が
、

特
定
の
準
拠
集
団
を
設
定
し
、
準
拠
集
団
に
お
け
る
所
得
分
布
の

情
報
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
準
拠
集
団
内
の
比
較
の
み
に
よ

っ
て
得
ら
れ
る
剥
奪
の
程
度
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

イ
ザ
キ
の
個
人
的
・
社
会
的
相
対
的
剥
奪
度
は
、
ラ
ン
シ
マ
ン

の
定
義
に
適
切
に
基
づ
く
指
数
で
あ
る
こ
と
、
計
算
が
容
易
で
あ

り
明
確
で
あ
る
こ
と
、
何
よ
り
、
よ
く
知
ら
れ
た
ジ
ニ
係
数
と
の

対
応
が
明
確
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
後
少
な
く
な
い

理
論
的
・
経
験
的
研
究
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
理
論
と
実
証

の
両
面
か
ら
応
用
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

４
．
イ
ザ
キ
の
相
対
的
剥
奪
モ
デ
ル
の
応
用

　

イ
ザ
キ
の
相
対
的
剥
奪
モ
デ
ル
は
、
主
に
不
平
等
指
数
と
の
関

連
や
指
数
の
公
理
的
構
成
と
い
っ
た
観
点
か
ら
理
論
経
済
学
者
に

よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
か
、
も
し
く
は
、
近
年
で
は
社
会
疫
学

⑴⑵⑶

⑷

D
(y

i ;z)=
z−

y
i

y
i <
z

0
y
i ≥

z

⎧⎨ ⎪⎩ ⎪

RD
(y

i )=
D
(y

i ;z)dF(z)
0 y*
⌠⌡ ⎮⎮

RD
(y

i )=
(1
−
F(z))dz

yi y*
⌠⌡ ⎮⎮

RD
=

RD
(z)

0 y*
⌠⌡ ⎮⎮

dF(z)=
µG
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調
査
デ
ー
タ
の
分
析
や
あ
る
い
は
労
働
移
民
の
実
証
研
究
に
も
応

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
イ
ザ
キ

の
モ
デ
ル
か
ら
は
豊
富
な
社
会
学
的
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
く

み
出
し
う
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
階
層
や
社
会
的
不
平
等
、

そ
し
て
社
会
意
識
研
究
な
ど
の
社
会
学
分
野
に
お
け
る
応
用
は
驚

く
ほ
ど
少
な
い
。

　

そ
う
し
た
背
景
も
あ
り
、
筆
者
と
共
同
研
究
者
は
、
イ
ザ
キ
の

相
対
的
剥
奪
モ
デ
ル
に
注
目
し
て
、
社
会
学
的
な
発
想
の
文
脈
に

お
い
て
こ
れ
を
応
用
・
発
展
さ
せ
る
た
め
の
、
い
く
つ
か
の
研
究

に
取
り
組
ん
で
い
る
。
以
下
で
は
、
そ
う
し
た
研
究
の
途
中
経
過

を
簡
単
に
紹
介
し
た
い
。

４・１　
計
量
モ
デ
ル
に
よ
る
実
証
研
究

　

社
会
階
層
と
関
連
す
る
人
々
の
意
識
（
階
層
意
識
）
は
、
何
ら

か
の
形
で
の
他
者
と
の
比
較
と
い
う
要
素
が
関
連
す
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
階
層
と
い
う
概
念
自
体
が
上
下
関
係
を

含
意
し
て
い
る
以
上
、
階
層
に
お
け
る
自
己
の
位
置
を
何
ら
か
の

形
で
評
価
し
た
り
満
足
感
を
形
成
す
る
場
合
、（
実
在
で
あ
れ
想

像
上
で
あ
れ
）
他
者
の
存
在
が
不
可
欠
に
な
る
。
つ
ま
り
、
階
層

意
識
の
形
成
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
一
つ
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
準
拠
集
団

内
で
の
他
者
比
較
に
よ
る
相
対
的
剥
奪
が
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
第
一
に
、
一
九
五
五
年
か
ら
一
〇
年
ご
と
に
行
わ
れ
て

い
る
大
規
模
階
層
調
査
で
あ
る
「
社
会
階
層
と
社
会
移
動
全
国
調

査
（
Ｓ
Ｓ
Ｍ
調
査
）」
の
二
〇
〇
五
年
調
査
デ
ー
タ
を
用
い
て
、

イ
ザ
キ
の
個
人
相
対
的
剥
奪
指
数
、
そ
し
て
そ
の
関
連
指
数
と
し

て
相
対
的
満
足
指
数
、
平
均
か
ら
の
乖
離
を
示
す
総
合
評
価
指
数

を
導
入
し
、
収
入
な
ら
び
に
生
活
全
般
の
満
足
感
を
説
明
す
る
重

回
帰
分
析
を
行
っ
た
⑱
。

　

分
析
の
結
果
以
下
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
収
入
満
足
に

つ
い
て
は
、
男
性
に
お
い
て
個
人
収
入
の
他
者
比
較
に
よ
る
剥
奪

度
が
、
収
入
の
多
寡
そ
の
も
の
と
は
異
な
る
独
自
の
規
定
力
を
持

つ
こ
と
が
分
か
っ
た
。
特
に
、
年
齢
階
層
を
準
拠
集
団
と
し
た
剥

奪
度
が
も
っ
と
も
説
明
力
を
高
め
た
。
一
方
、
女
性
に
お
い
て
は

個
人
収
入
の
他
者
比
較
の
規
定
力
は
見
い
だ
さ
れ
ず
、
女
性
に
つ

い
て
は
男
性
と
は
異
な
る
評
価
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
示
唆
さ
れ
た
。
生

活
満
足
に
つ
い
て
は
、
世
帯
単
位
の
収
入
比
較
に
よ
る
剥
奪
度
が

大
き
な
負
の
効
果
を
も
ち
、
絶
対
額
よ
り
も
強
く
満
足
感
を
規
定

し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
特
に
、
回
答
者
の
性
別
や

年
齢
階
層
と
い
っ
た
デ
モ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
な
準
拠
基
準
、
そ
し
て

市
郡
規
模
と
い
う
地
理
的
な
準
拠
基
準
が
、
職
業
階
層
や
教
育
レ
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ベ
ル
と
い
う
社
会
経
済
的
地
位
基
準
と
比
べ
て
相
対
的
に
大
き
な

説
明
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

さ
ら
に
第
二
に
、
階
層
意
識
の
中
心
尺
度
と
し
て
長
年
に
わ

た
っ
て
注
目
さ
れ
て
き
た
の
が
「
階
層
帰
属
意
識
」
で
あ
る
。
Ｓ

Ｓ
Ｍ
調
査
に
お
い
て
は
、「
上
／
中
の
上
／
中
の
下
／
下
の
上
／

下
の
下
」
の
五
つ
の
階
層
の
う
ち
、
主
観
上
の
自
己
の
所
属
階
層

を
尋
ね
る
質
問
で
あ
り
、
日
本
に
お
い
て
は
七
〇
年
代
か
ら
安
定

し
て
中
に
回
答
が
集
中
す
る
中
意
識
現
象
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
知

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
階
層
帰
属
意
識
に
つ
い
て
、
前
田
豊
氏
と
の

共
同
研
究
に
お
い
て
、
イ
ザ
キ
の
個
人
相
対
的
剥
奪
指
数
に
お
け

る
他
者
比
較
関
数
（
式
⑴
）
を
一
般
化
し
た
主
観
的
地
位
評
価
指

数
に
よ
っ
て
、
階
層
帰
属
意
識
と
所
得
と
の
間
の
マ
ク
ロ
・
ミ
ク

ロ
レ
ベ
ル
で
の
連
関
を
説
明
す
る
研
究
を
行
っ
て
い
る
⑲
。

さ
ら
に
第
三
に
、所
得
に
つ
い
て
の
主
観
的
評
価
分
布
の
生
成
を
、

相
対
的
剥
奪
指
数
を
組
み
込
ん
だ
「
最
適
地
位
選
択
モ
デ
ル
」
に

よ
っ
て
説
明
す
る
試
み
に
も
取
り
組
ん
で
い
る
⑳
。

４・２　
新
た
な
指
数
作
り

　

イ
ザ
キ
の
相
対
的
剥
奪
指
数
の
提
案
は
、
剥
奪
指
数
や
不
平
等

指
数
の
理
論
的
研
究
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
。
そ
の
後

の
研
究
と
し
て
は
イ
ザ
キ
指
数
の
理
論
的
特
性
を
検
討
し
た
研
究

や
、
公
理
論
的
に
指
数
を
拡
張
し
た
研
究
、
あ
る
い
は
イ
ザ
キ
指

数
に
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
別
の
定
義
か
ら
構
成
さ
れ
る
指
数
を

提
案
し
た
研
究
が
あ
る
㉑
。

　

筆
者
は
、
イ
ザ
キ
の
相
対
的
剥
奪
指
数
の
研
究
を
受
け
つ
つ
、

さ
ら
に
分
配
的
正
義
論
の
規
範
理
論
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
人
び
と
の
感
じ
る
相
対
的
剥
奪
を
、「
機
会
不
平
等
に
起
因

す
る
相
対
的
剥
奪
」
と
「
そ
う
で
な
い
剥
奪
」
に
分
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
ジ
ニ
係
数
を
規
範
的
観
点
か
ら
分
解
す
る
手
法
と
指
数

の
開
発
を
試
み
て
い
る
㉒
。

　

こ
こ
で
、
規
範
的
前
提
と
し
て
採
用
す
る
の
が
、
Ｊ
・
Ｅ
・

ロ
ー
マ
ー
に
よ
る
「
機
会
平
等
の
原
則
」
で
あ
る
㉓
。
こ
の
原
則

を
簡
単
に
言
え
ば
、「
本
人
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
及
ば
な
い
要
因

に
よ
っ
て
生
じ
た
不
平
等
を
補
償
し
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
可
能
な
要

因
に
よ
っ
て
生
じ
た
不
平
等
は
許
容
す
る
」と
い
う
も
の
で
あ
る
。

浜
田
宏
氏
と
の
共
同
研
究
に
お
い
て
筆
者
は
す
で
に
、
こ
の
ロ
ー

マ
ー
の
ア
イ
デ
ア
に
基
づ
き
、
経
験
的
デ
ー
タ
を
用
い
て
性
別
や

親
の
地
位
な
ど
の
機
会
の
差
を
仮
想
的
に
調
整
し
た
社
会
の
不
平

等
度
を
測
る
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
分
析
を
提
案
し
て
い
る
が
㉔
、

こ
の
手
法
の
開
発
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
の
上
に
さ
ら
に
イ
ザ
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キ
の
相
対
的
剥
奪
指
数
を
組
み
込
む
こ
と
で
、
理
論
的
に
も
手
法

の
簡
便
さ
の
点
で
も
さ
ら
な
る
革
新
を
目
指
し
て
い
る
。

４・３　
歴
史
理
論

　

イ
ザ
キ
の
相
対
的
剥
奪
モ
デ
ル
・
指
数
の
経
験
デ
ー
タ
分
析
へ

の
応
用
や
応
用
指
数
の
開
発
と
い
っ
た
こ
れ
ま
で
紹
介
し
て
き
た

研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
テ
ク
ニ
カ
ル
な
応

用
研
究
の
側
面
が
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
イ
ザ
キ

の
枠
組
み
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
き
く
近
代
化
・
産
業
化

に
伴
う
社
会
意
識
の
歴
史
的
変
化
を
、
統
一
し
た
モ
デ
ル
枠
組
み

の
下
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
髙
坂
健

次
氏
ら
と
の
共
同
研
究
を
進
め
て
い
る
。

　

第
一
に
、
ま
さ
に
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
活
写
し
た
よ
う
な
、
近
代
化

の
過
程
で
の
身
分
・
階
級
制
の
解
体
に
伴
う
相
対
的
剥
奪
感
の
高

ま
り
―
―
こ
れ
を
、「
相
対
的
剥
奪
の
第
一
の
パ
ラ
ド
ク
ス
」
と

呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
―
―
は
、
イ
ザ
キ
・
モ
デ
ル
か
ら
の
導
出
に

よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
に
は
、
所
得
（
あ
る

い
は
よ
り
一
般
的
に
社
会
的
資
源
）
分
布
を
分
割
す
る
「
所
得
階

級
」
を
準
拠
集
団
と
す
る
社
会
に
お
け
る
相
対
的
剥
奪
度
の
社
会

的
平
均
と
、
準
拠
集
団
が
社
会
全
体
に
な
っ
た
場
合
の
社
会
的
相

対
的
剥
奪
度
を
比
較
す
る
と
、
後
者
の
方
が
大
き
く
な
る
こ
と
が

定
理
と
し
て
導
き
出
せ
る
㉕
。
こ
れ
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
い
う
障

壁
が
取
り
払
わ
れ
た
社
会
に
お
け
る
「
特
有
の
憂
鬱
」
に
対
応
す

る
と
見
な
せ
る
だ
ろ
う
。

　

第
二
に
、
社
会
全
体
が
急
速
に
豊
か
に
な
る
よ
う
な
「
経
済
発

展
期
」
に
お
い
て
、
あ
る
条
件
の
下
で
、
社
会
の
富
の
総
量
が
増

大
し
ジ
ニ
係
数
に
よ
っ
て
計
ら
れ
る
不
平
等
度
が
軽
減
す
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
個
人
相
対
的
剥
奪
度
と
社
会
的
相
対
的
剥
奪
度
が

増
大
す
る
こ
と
が
、
イ
ザ
キ
の
モ
デ
ル
枠
組
み
を
用
い
て
証
明
す

る
こ
と
が
で
き
る
㉖
。
こ
う
し
た
現
象
は
、
中
国
な
ど
近
年
急
成

長
す
る
「
後
発
発
展
国
」
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
経
済
成
長
が
社

会
的
な
幸
福
に
結
び
つ
か
な
い
と
す
る
「
幸
福
の
パ
ラ
ド
ク
ス
」

に
も
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、「
相
対
的
剥
奪
の
第
二
パ
ラ
ド
ク

ス
」
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
近
代
化
・
産
業
化
に
伴
っ
て
相
対
的
剥
奪
が
パ

ラ
ド
キ
シ
カ
ル
に
増
大
す
る
フ
ェ
ー
ズ
に
加
え
て
、
人
々
の
主
観

の
側
で
の
ヒ
ュ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
「
調
整
」
も
し
く
は
「
虚
偽

意
識
」
効
果
が
加
わ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

第
三
に
、「
第
二
パ
ラ
ド
ク
ス
」と
同
様
の
条
件
下
に
お
い
て
も
、

平
均
所
得
で
基
準
化
し
た
各
個
人
の
「
相
対
基
準
の
個
人
相
対
的
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剥
奪
度
」
㉗
、
そ
し
て
平
均
所
得
で
基
準
化
し
た
社
会
的
相
対
的

剥
奪
度
（
つ
ま
り
、
ジ
ニ
係
数
）
は
減
少
す
る
。
こ
れ
は
、
所
得

の
絶
対
額
で
の
比
較
で
は
な
く
、
そ
の
時
代
時
代
の
経
済
的
基
準

を
所
与
と
し
て
の
比
較
で
は
不
満
は
軽
減
す
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
絶
対
額
で
の
比
較
は
、
い
わ
ば
過
去
の
経
済
基
準
を
引
き

ず
っ
た
比
較
で
あ
り
、
急
激
な
経
済
発
展
の
場
合
に
起
こ
り
う
る

と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
い
っ
た
ん
経
済
発
展
が
落
ち
着
く
と
、

人
々
は
発
展
し
た
経
済
状
況
に
「
慣
れ
る
」
た
め
に
、
過
去
の
経

済
水
準
で
は
な
く
現
在
の
水
準
で
見
る
相
対
基
準
で
の
比
較
が
活

性
化
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
人
々
の
主
観
的
な
「
慣
れ

＝
適
応
」
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
相
対
的
剥
奪
の
昂
進
が
、
結

果
的
に
押
さ
え
ら
れ
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
表
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　

そ
し
て
第
四
に
、
階
層
帰
属
意
識
の
研
究
で
は
、
階
層
の
評
価

次
元
が
、
例
え
ば
単
一
の
所
得
次
元
か
ら
、
資
産
・
職
業
・
学
歴
・

家
柄
な
ど
多
様
化
し
て
行
く
に
つ
れ
て
、
中
意
識
化
が
起
こ
る
こ

と
を
説
明
す
る
モ
デ
ル
が
あ
る
㉘
。
評
価
次
元
の
多
様
化
に
伴
っ

て
、
比
較
次
元
と
し
て
の
総
合
評
価
次
元
が
歪
度
の
な
い
中
心
化

し
た
分
布
に
近
づ
い
て
い
く
の
で
あ
れ
ば
、
総
合
評
価
次
元
に
お

け
る
他
者
比
較
に
よ
っ
て
生
じ
る
相
対
的
剥
奪（
厳
密
に
言
え
ば
、

相
対
基
準
の
社
会
的
相
対
的
剥
奪
度
）
は
、
例
え
ば
所
得
分
布
の

よ
う
に
正
の
歪
度
を
持
つ
不
平
等
な
分
布
を
評
価
次
元
と
し
た
場

合
に
比
べ
て
、
減
少
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
理

論
的
予
想
は
、
価
値
観
が
多
様
化
・
多
元
化
す
る
ポ
ス
ト
経
済
発

展
期
の
社
会
に
お
い
て
、
現
実
は
ど
う
で
あ
れ
主
観
的
に
は
強
い

剥
奪
感
が
生
じ
に
く
く
な
る
と
い
う
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で

あ
る
。

　

イ
ザ
キ
の
相
対
的
剥
奪
モ
デ
ル
か
ら
派
生
す
る
こ
れ
ら
四
つ
の

フ
ェ
ー
ズ
で
の
理
論
的
命
題
（
予
想
）
は
、
現
時
点
で
は
厳
密
な

経
験
的
対
応
物
を
伴
わ
な
い
、
多
分
に
仮
説
的
な
命
題
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、「
イ
ザ
キ
の
相
対
的
剥
奪
モ
デ
ル
」
と
い
う
理

論
モ
デ
ル
と
指
数
を
「
縦
糸
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、近
代
化
・

産
業
化
と
い
う
社
会
学
の
中
心
テ
ー
マ
と
な
る
社
会
変
動
と
意
識

変
動
、
そ
し
て
こ
れ
に
取
り
組
ん
で
き
た
ト
ク
ヴ
ィ
ル
を
始
め
と

す
る
歴
々
の
社
会
変
動
論
を
、「
相
対
的
剥
奪
」
と
い
う
一
つ
の

モ
チ
ー
フ
に
よ
っ
て
再
構
成
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
取
り
組
み
が
不
必
要
す
ぎ
る
「
学
の
多

様
化
」
に
よ
っ
て
芯
を
失
っ
た
か
に
見
え
る
現
代
社
会
学
に
対
し

て
、
一
つ
の
「
骨
太
の
社
会
学
」
を
対
置
す
る
試
み
に
な
り
得
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
㉙
。
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５
．
お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
、
イ
ザ
キ
の
相
対
的
剥
奪
モ
デ
ル
と
指
数
を
出
発
点

と
す
る
、
筆
者
と
共
同
研
究
者
と
の
一
連
の
研
究
を
紹
介
し
て
き

た
。
こ
れ
ら
の
多
く
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
今
ま
さ
に
現
在
進
行
形

に
進
ん
で
い
る
、そ
う
い
う
意
味
で
は「
最
前
線
」の
も
の
で
あ
る
。

近
年
、
日
本
に
お
い
て
も
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
や
成
長
率
な
ど
の
経
済
指
標

だ
け
で
は
測
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
幸
福
」
や
「
豊
か
さ
」
へ
の

関
心
が
高
ま
っ
て
き
つ
つ
あ
る
。
例
え
ば
、
国
や
地
方
自
治
体
レ

ベ
ル
で
幸
福
指
標
を
作
り
、
そ
れ
を
政
策
に
活
用
し
て
い
こ
う
と

す
る
動
き
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、国
王
夫
妻
の
来
日
も
手
伝
っ
て
、

国
民
総
幸
福
（
Ｇ
Ｎ
Ｈ
）
を
国
の
政
策
の
柱
に
据
え
る
ブ
ー
タ
ン

へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。
人
々
は
、
客
観
的
な
モ
ノ
や
お
金

だ
け
で
は
な
く
、
主
観
的
な
意
識
の
重
要
性
に
（
再
び
）
気
づ
き

始
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。こ
う
し
た
社
会
状
況
下
に
あ
っ
て
、

社
会
学
の
立
場
か
ら
相
対
的
剥
奪
の
理
論
を
持
っ
て
、
積
極
的
な

貢
献
が
で
き
る
研
究
を
目
指
し
て
い
き
た
い
。

【
付
記
】

　

本
研
究
は
、科
学
研
究
費
補
助
金
研
究「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
下
の
不
平
等
社
会
に
お
け
る
相
対
的
剥
奪
―
―
理
論
・
実
証
的

研
究
の
刷
新
」（
基
盤(

Ｂ)

二
三
三
三
〇
一
七
一
、二
〇
一
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～
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三
年
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代
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石
田
淳
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究
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果
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