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日
本
人
の
４
つ
の
生
き
方
　

「
世
代
」と
い
う
枠
組
み
を
超
え
て

 

　
Ｈ
Ｒ
Ｉ
で
は
過
去
３
年
間
に
渡
り
、「
シ
ニ
ア
世

代
」「
ミ
ド
ル
世
代
」「
ヤ
ン
グ
世
代
」各
世
代
別
の

調
査
を
行
っ
て
き
た
。こ
れ
を
受
け
て
今
年
度
は
、

日
本
人
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
全
体
像
を
把
握
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、世
代
横
断
型
の
調
査
を

実
施
し
た
。

　
基
礎
分
析
と
し
て
年
代
間
の
比
較
を
行
っ
た
結

果
か
ら
は
、年
代
間
の
差
異
や
共
通
点
、あ
る
年

代
に
特
徴
的
な
傾
向
な
ど
、年
代
に
よ
る
さ
ま
ざ

調
査
分
析
レ
ポ
ー
ト

本
当
の
豊
か
さ
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
い
ま
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、ま
ず
、自
分
の
幸
せ
の
形
を
知
る
こ
と
。

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
か
ら
描
か
れ
た
４
つ
の
生
き
方
の「
い
ま
」と「
こ
れ
か
ら
」を
通
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
が
幸
せ
に
生
き
る
方
法
と
、多
様
な
価
値
観
が
共
存
す
る
社
会
の
あ
り
方
を
探
る
。

ま
な
特
徴
が
表
れ
て
お
り
、巻
末
の
デ
ー
タ
集
で

詳
細
に
ま
と
め
て
い
る
。そ
こ
で
、こ
こ
で
は
年
代

や
世
代
と
い
っ
た
枠
組
み
を
越
え
て
、一
人
ひ
と

り
の
生
き
方
や
価
値
観
と
い
う
視
点
か
ら
、あ
ら

た
め
て
調
査
結
果
を
眺
め
る
と
い
う
試
み
を
行

い
た
い
。

　
本
レ
ポ
ー
ト
で
は
、生
き
方
・
価
値
観
の
違
い
と

い
う
視
点
か
ら
回
答
者
の
類
型
化
を
試
み
、そ
れ

ぞ
れ
の
現
在
の
暮
ら
し
や
未
来
へ
の
予
測
を
通
し

て
、日
本
人
の「
い
ま
」を
と
ら
え
、「
こ
れ
か
ら
」を

展
望
す
る
。

「
生
き
方
」の
タ
イ
プ
を
探
る
７
因
子

　
回
答
者
の
類
型
化
に
あ
た
っ
て
は
、「
自
分
に

と
っ
て
幸
せ
な
人
生
や
生
活
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
か
、自
分
な
り
の
基
準
を
持
っ
て
い
る
」「
自
分
は

自
分
、他
人
は
他
人
と
割
り
切
っ
て
物
事
を
考
え

る
ほ
う
で
あ
る
」な
ど
、生
き
方
や
価
値
観
に
つ
い

て
尋
ね
る
36
の
質
問
項
目
か
ら
抽
出
さ
れ
た
、７

つ
の
因
子
の
因
子
得
点
を
用
い
た
。

　
分
析
に
用
い
た
項
目
の
平
均
値
・
標
準
偏
差
、

お
よ
び
因
子
パ
タ
ー
ン
は
次
ペ
ー
ジ
の
表
に
示
す

通
り
で
あ
る
。項
目
内
容
か
ら
、７
因
子
は
そ
れ

ぞ
れ「
自
己
に
対
す
る
理
解
度
」「
主
体
性
の
重

視
」「
新
し
い
も
の
・
こ
と
に
対
す
る
積
極
性
」「
将

来
へ
の
展
望
」「
個
人
志
向
性
」「
他
者
か
ら
受
け
る

影
響
の
大
き
さ
」「
集
団
の
規
範
の
受
け
入
れ
」と

解
釈
さ
れ
た
。

※「あてはまる（５点）」～「あてはまらない（１点）」 
　　最尤法・プロマックス回転による因子分析結果。どの因子においても因子負荷が.35に満たない項目については分析から除外した。 
 

■「生き方」のタイプを探る７因子（回答者全体の平均値・標準偏差、および因子パターン） 
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『
明
』の
人

　「
自
分
に
と
っ
て
幸
せ
な
人
生
や
生
活
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
」「
ど
の
よ
う
な
こ

と
を
し
て
い
る
と
き
に
充
実
感
が
得
ら
れ
る
か
」な
ど
、自
分
自
身
を
よ
く
理
解
し
、

自
分
の
価
値
観
に
従
っ
て
主
体
的
に
行
動
す
る
こ
と
を
重
ん
じ
て
い
る
。新
し
い
こ
と

へ
の
挑
戦
に
対
し
て
前
向
き
で
、明
確
な
将
来
展
望
を
描
い
て
い
る
。対
人
関
係
で
は
、

人
と
積
極
的
に
関
わ
り
、そ
の
期
待
や
評
価
か
ら
強
く
影
響
を
受
け
る
。ま
た
、集
団

の
規
範
や
し
き
た
り
も
人
一
倍
尊
重
し
て
い
る
。

　
こ
の
ク
ラ
ス
タ
ー
は
、20
代
・
60
代
が
そ
れ
ぞ
れ
約
25
％
を
占
め
て
お
り
、30
代
が

12
・
４
％
と
最
も
少
な
い
。性
別
で
は
、男
性
が
54
・
０
％
と
や
や
多
い
。

生
き
方
・
価
値
観
か
ら
見
た

「
日
本
人
の
生
き
方
」４
類
型
　

　
７
つ
の
因
子
の
因
子
得
点
を
用
い
た
ク

ラ
ス
タ
ー
分
析
の
結
果
、回
答
者
は
４
つ
の

ク
ラ
ス
タ
ー（
群
）に
分
類
さ
れ
た
。そ
れ
ぞ

れ
の
ク
ラ
ス
タ
ー
の
特
徴
、構
成
メ
ン
バ
ー

に
つ
い
て
以
下
に
ま
と
め
た
。

※
ク
ラ
ス
タ
ー
分
析
と
は
・・・
複
数
の
観
測
さ
れ
た
デ
ー
タ

　(

変
数
、ケ
ー
ス)

間
の
類
似
度
を
も
と
に
、い
く
つ
か
の
グ

　
ル
ー
プ(

ク
ラ
ス
タ
ー)

に
分
類
す
る
多
変
量
解
析
の
手

　
法
。

『
迷
』の
人

　「
あ
な
た
に
と
っ
て
幸
せ
な
生
活
と
は
？
」と
尋
ね
ら
れ
る
と
困
っ
て
し
ま
う･･･

希

望
す
る
生
き
方
や
価
値
観
が
定
ま
っ
て
い
な
い
状
態
に
あ
る
。ま
た
、は
っ
き
り
と
し
た

信
念
や
こ
だ
わ
り
を
持
た
な
い
た
め
、強
く
自
己
主
張
を
し
な
い
。今
後
の
生
活
や
人

生
に
つ
い
て
の
見
通
し
が
不
透
明
で
、新
し
い
こ
と
へ
の
挑
戦
に
は
後
ろ
向
き
で
あ
る
。

対
人
関
係
で
は
、集
団
の
規
範
を
わ
ず
ら
わ
し
く
感
じ
て
い
て
、積
極
的
に
人
と
関
わ

ろ
う
と
し
な
い
た
め
、孤
立
し
が
ち
で
あ
る
。

　
こ
の
ク
ラ
ス
タ
ー
に
は
20
代
・
30
代
の
若
い
年
代
が
多
く
含
ま
れ
、平
均
年
齢
が
４

ク
ラ
ス
タ
ー
の
中
で
最
も
低
く
な
っ
て
い
る
。そ
の
た
め
か
、未
婚
者
の
割
合
が
高
く
、

平
均
世
帯
年
収
が
５
０
０
万
円
未
満
の
割
合
が
最
も
高
い
。職
業
別
で
は
家
事
従
事

者
、現
在
就
業
し
て
い
な
い
人
の
割
合
が
低
く
、役
員
／
正
規
職
員
・
従
業
員
な
ど
、

「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
」の
多
い
ク
ラ
ス
タ
ー
と
な
っ
て
い
る
。

『
従
』の
人

　
自
分
の
価
値
観
を
主
張
す
る
こ
と
よ
り
も
、周
囲
の
人
と
良
い
関
係
を
築
き
、維
持

す
る
こ
と
に
重
き
を
置
く
。そ
の
た
め
、自
分
な
り
の「
幸
せ
」の
基
準
や
、今
後
取
り

組
み
た
い
こ
と
は
あ
っ
て
も
、そ
れ
を
強
く
推
し
進
め
る
こ
と
は
し
な
い
。人
生
は
予

想
が
つ
か
な
い
も
の
、自
分
の
信
念
は
変
わ
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
と
考
え
、流
れ
に

ゆ
っ
た
り
と
身
を
ま
か
せ
て
い
る
。４
ク
ラ
ス
タ
ー
の
中
で
最
も
伝
統
や
し
き
た
り
を

尊
重
す
る
。

　
こ
の
ク
ラ
ス
タ
ー
は
、回
答
者
全
体
の
32
・
１
％
を
占
め
る
最
も
大
き
い
ク
ラ
ス
タ
ー

で
あ
る
。年
代
の
バ
ラ
ン
ス
は
20
代
か
ら
60
代
ま
で
が
ほ
ぼ
均
等
で
、性
別
で
は
女
性

の
占
め
る
割
合
が
54
・
３
％
と
や
や
高
く
な
っ
て
い
る
。世
帯
年
収
が
５
０
０
万
円
未

満
の
占
め
る
割
合
が
低
く
、金
銭
的
な
面
で
は
最
も
豊
か
な
ク
ラ
ス
タ
ー
で
あ
る
と

い
え
る
。

『
我
』の
人

　「
自
分
で
納
得
の
い
か
な
い
こ
と
は
し
た
く
な
い
」と
い
う
思
い
が
人
一
倍
強
い
。自

分
に
対
し
て
正
直
で
あ
る
こ
と
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
、他
人
か
ら
の
期
待
や
評
価
に
は
と

ら
わ
れ
な
い
。「
自
分
は
自
分
、他
人
は
他
人
」と
い
う
意
識
が
強
く
、対
人
関
係
は
希

薄
で
あ
る
。伝
統
や
し
き
た
り
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
い
う
意
識
は
４
ク
ラ
ス

タ
ー
の
中
で
最
も
低
い
。

　
こ
の
ク
ラ
ス
タ
ー
は
50
代
・
60
代
の
占
め
る
割
合
が
高
く
、合
わ
せ
て
57
・
８
％
を
占

め
て
い
る
。職
業
で
は
、家
事
従
事
者
、就
業
し
て
い
な
い
人
の
割
合
が
高
く
、役
員
／

正
規
職
員
・
従
業
員
の
割
合
が
低
く
な
っ
て
い
る
。

自
分
の
生
き
方
や
価
値
観
が
定
ま
ら
な
い
。

周
囲
か
ら
も
孤
立
し
た
状
態
に
あ
る
、「
迷
」え
る
人
々

自
分
の
価
値
観
よ
り
も
、周
囲
と
の
調
和
を
重
視
す
る
。

流
れ
に
逆
ら
う
よ
り
も「
従
」う
こ
と
を
選
ぶ
人
々

信
じ
た「
我
」が
道
を
ひ
た
す
ら
に
行
く
。

人
や
社
会
の
評
価
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
人
々

自
分
の
生
き
方
や
価
値
観
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

自
分
に
つ
い
て
の
理
解
に「
明
」る
く
、「
明
」る
い
見
通
し
を
持
つ
人
々

『従』の人 
302人 
32.1％ 

合計940人 

『迷』の人 
235人 
25.0％ 

『我』の人 
201人 
21.4％ 

『明』の人 
202人 
21.5％ 

 

 

 

47.3 52.7

 

54.0 46.0
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そ
れ
ぞ
れ
の

生
き
る「
い
ま
」

　
で
は
、「
迷
」「
従
」「
我
」「
明
」の
人
は
、そ
れ
ぞ
れ

ど
の
よ
う
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。こ

こ
で
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
暮
ら
し
の「
い
ま
」に
つ
い

て
、具
体
的
な
事
が
ら
を
通
し
て
見
て
い
き
た
い
。

「
54
・
５
点
」の
生
き
方

「
69
・
８
点
」の
生
き
方

　「
満
足
で
き
る
生
き
方
を
１
０
０
点
と
し
た
場

合
の
現
在
の
生
き
方
の
点
数
」の
全
体
平
均
は
、

62
・
５
点
。「
合
格
点
」と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。

　
最
も
点
数
が
低
い
の
は
、平
均
が
54
・
５
点
の

「『
迷
』の
人
」で
あ
る
。「
50
点
未
満
」が
61
人
と
多

い
こ
と
か
ら
も
、「
ま
だ
ま
だ
満
足
で
き
る
生
き
方

に
は
達
し
て
い
な
い
」と
考
え
て
い
る
人
が
多
い
こ

と
が
わ
か
る
。こ
れ
に
対
し
て
、「『
明
』の
人
」で
は

平
均
が
69
・
８
点
と「『
迷
』の
人
」を
15
点
以
上
も
上

回
り
、現
状
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。「『
従
』の
人
」の

回
答
が
60
点
〜
70
点
台
に
集
中
し
て
い
る
の
に
対

し
、「『
我
』の
人
」で
は
分
布
が
平
坦
で
、回
答
の
多
様

性
が
反
映
さ
れ
て
い
る
点
も
特
徴
的
で
あ
る
。

分
か
れ
る「
生
活
イ
メ
ー
ジ
」

　「
生
き
方
の
点
数
」が
最
も
低
い「『
迷
』の
人
」

は
、現
在
の
生
活
を「
平
凡
な
」「
不
安
な
」「
我
慢

す
る
」生
活
と
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
。こ
れ
に
対

し
、「『
明
』の
人
」は
、「
幸
福
な
」「
自
由
な
」「
自
分

ら
し
い
」と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
の
選
択

率
が
高
く
、「『
迷
』の
人
」と
は
対
極
的
な
結
果
と

な
っ
て
い
る
。「『
我
』の
人
」で
は
、「
自
由
な
」「
自
分

ら
し
い
」の
選
択
率
の
高
さ
が
特
徴
的
で
あ
る
。

「『
従
』の
人
」で
は
、ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
と
ネ

ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
の
選
択
率
が
拮
抗
し
、「
生

き
方
の
点
数
」と
同
様
、「
と
く
に
良
く
も
な
く
、

悪
く
も
な
い
生
活
」と
い
う
意
識
が
表
れ
て
い
る
。

「
お
金
」よ
り
も
欲
し
い
も
の

　
ク
ラ
ス
タ
ー
間
の
差
異
は
、「
現
在
一
番
欲
し
い

も
の
」に
も
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。「『
迷
』の
人
」で

は
、「
一
番
欲
し
い
も
の
」が「
金
銭
収
入
」に
集
中

し
て
い
る
。こ
れ
は
、「『
迷
』の
人
」に
若
い
人
が
多

く
、世
帯
収
入
が
ほ
か
よ
り
低
い
こ
と
に
加
え
て
、

不
安
や
、将
来
に
対
す
る
見
通
し
の
不
透
明
さ
も

影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「『
我
』の
人
」

「『
明
』の
人
」で
は「
金
銭
収
入
」を
挙
げ
る
割
合

は
少
な
い
。「
金
銭
収
入
」に
代
わ
っ
て「『
我
』の
人
」

が
求
め
て
い
る
の
は
、「
精
神
的
な
柱
」。人
間
関
係

の
し
が
ら
み
か
ら
自
由
で
あ
る
反
面
、「
孤
独
」と

背
中
合
わ
せ
で
も
あ
る
、「『
我
』の
人
」の
本
音
が

見
え
隠
れ
す
る
結
果
と
い
え
る
。ま
た
、「『
明
』の

人
」で
は
、「
理
解
者
」「
人
望
」「
評
価
や
敬
意
」な

ど
、理
解
さ
れ
、評
価
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
人

が
２
割
に
の
ぼ
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

(%)

(%)
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現
在
の
仕
事
の
働
き
が
い
と

違
う
会
社
で
も
通
用
す
る
自
信

　
よ
り
具
体
的
に
、仕
事
に
対
す
る
考
え
方
、感

じ
方
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　
現
在
収
入
の
あ
る
仕
事
を
し
て
い
る
人
を
対

象
に
、仕
事
に
働
き
が
い
を
感
じ
て
い
る
か
ど
う

か
、違
う
会
社
で
も
通
用
す
る
自
信
が
あ
る
か
ど

う
か
を
尋
ね
て
み
た
。全
体
で
は
、働
き
が
い
を

感
じ
て
い
る
人
は
52
・
３
％
、違
う
会
社
で
も
通

用
す
る
自
信
を
持
つ
人
は
50
・
７
％
と
、、と
も
に

約
５
割
と
な
っ
て
い
る
。

　
ク
ラ
ス
タ
ー
間
の
比
較
か
ら
は
、や
は
り「『
迷
』

の
人
」の
不
満
と
自
信
の
な
さ
、「『
明
』の
人
」の
満

足
感
と
自
信
の
高
さ
が
際
立
つ
。「『
迷
』の
人
」で

は
、働
き
が
い
を
感
じ
て
い
る
人
は
32
・
３
％
、違

う
会
社
で
通
用
す
る
自
信
を
持
つ
人
も
、31
・
７

％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。現
在
の
仕
事
に
働
き
が

い
を
感
じ
ら
れ
な
い
が
、違
う
会
社
で
通
用
す
る

自
信
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い･･･

そ
ん
な
、「『
迷
』

の
人
」の
閉
塞
感
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
こ
れ
に
対
し「『
明
』の
人
」で
は
、働
き
が
い
を

感
じ
て
い
る
人
は
76
・
９
％
、違
う
会
社
で
通
用

す
る
自
信
を
持
つ
人
の
割
合
も
80
・
６
％
と
高

い
。現
在
の
仕
事
に
働
き
が
い
を
感
じ
て
は
い
る

が
、も
し
他
の
会
社
に
移
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し

て
も
や
っ
て
い
け
る
、と
い
う
自
信
が
表
れ
て
い

る
。働
き
が
い
を
感
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
、

違
う
会
社
で
い
つ
で
も
通
用
す
る
自
信
を
持
つ

「『
明
』の
人
」を
現
在
の
仕
事
に
つ
な
ぎ
と
め
て
い

る
、と
い
う
見
方
も
で
き
る
だ
ろ
う
。　

　「『
従
』の
人
」、「『
我
』の
人
」で
は
、働
き
が
い
を
感

じ
て
い
る
人
は
い
ず
れ
も
約
５
割
で
あ
る
が
、違

う
会
社
で
通
用
す
る
自
信
を
持
つ
人
の
割
合
は

「『
従
』の
人
」で
や
や
低
く
な
っ
て
い
る
。こ
れ
は
、

「『
従
』の
人
」が
仕
事
を
す
る
上
で
、能
力
や
適
性

の
ほ
か
に
も
職
場
や
仕
事
相
手
と
の
人
間
関

係
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
る
も
の
と
推
測
さ

れ
る
。

　「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
あ
れ
ば
、転
勤
や
異
動
な
ど

の
組
織
の
指
示
に
従
う
の
は
当
然
で
あ
る
」と
考

え
る
人
は
、「『
明
』の
人
」で
72
・
４
％
と
最
も
多

い
。最
も
強
く
抵
抗
感
を
示
す
の
は「『
我
』の
人
」

で
、「
指
示
に
従
う
の
は
当
然
」と
考
え
る
人
は

44
・
５
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。「『
明
』の
人
」の
高

い
満
足
感
に
は
、「
組
織
の
中
で
働
く
」と
い
う
状

況
へ
の
適
応
力
の
高
さ
が
影
響
し
て
い
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

家
族
の
あ
り
方
に
対
す
る

こ
だ
わ
り
と
柔
軟
性

　
家
族
と
の
関
係
や
家
族
の
あ
り
方
に
つ
い
て
尋

ね
た
結
果
か
ら
は
、全
体
的
に
、家
族
の
存
在
を

重
視
し
、一
緒
に
過
ご
す
時
間
を
尊
重
す
る
人
が

多
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。「
自
分
の
悩
み
や
問

題
の
相
談
で
、最
も
頼
れ
る
の
は
家
族
だ
」と
考

え
る
人
は
全
体
の
56
・
９
％
と
過
半
数
を
占
め
、

「
家
族
の
レ
ジ
ャ
ー
や
行
事
に
支
障
が
あ
っ
て
も
、

自
分
自
身
の
都
合
を
優
先
し
た
い
」と
考
え
る
人

は
15
・
９
％
と
少
な
い
。「
家
事
や
育
児
や
介
護
な

ど
は
で
き
る
だ
け
外
部
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
、

個
人
の
生
き
方
を
尊
重
す
べ
き
だ
」と
い
う
考
え

方
に
対
し
て
は
、反
対
者
の
数
が
賛
成
者
の
数
を

上
回
っ
て
い
る
。家
族
の
存
在
を
重
視
し
、家
事
や

育
児
、介
護
な
ど
は
で
き
る
だ
け
自
分
た
ち
の
手

で
や
り
た
い
、と
考
え
る
人
が
多
い
こ
と
が
う
か

が
わ
れ
る
。

　
ク
ラ
ス
タ
ー
別
に
見
る
と
、と
く
に
こ
の
よ
う

な
考
え
方
が
強
い
の
は「『
従
』の
人
」で
あ
る
。

「『
従
』の
人
」で
は
、「
最
も
頼
れ
る
の
は
家
族
だ
」

と
考
え
て
い
る
人
が
64
・
3
％
に
の
ぼ
り
、外
部

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
賛
成
す
る
人
は
14
・
５
％
と
、

４
ク
ラ
ス
タ
ー
の
中
で
最
も
少
な
い
。一
方
、「『
明
』

の
人
」で
は
、外
部
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
賛
成
す
る

人
の
割
合
が
29
・
２
％
と
、他
ク
ラ
ス
タ
ー
と
比
較

し
て
多
く
な
っ
て
い
る
。家
族
の
あ
り
方
に
対
す

る
考
え
方
が
柔
軟
で
、外
部
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
合

理
的
に
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
人
が
比
較
的
多

い
と
い
え
る
。

　「『
迷
』の
人
」で
は
、外
部
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
つ

い
て「
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」と
す
る
人
の
割
合

が
46
・
０
％
と
高
く
、自
分
の
希
望
す
る
家
族
像

や
家
族
の
あ
り
方
に
対
す
る
考
え
方
が
明
確
に

な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。こ
れ
に
は
、未
婚

者
の
割
合
が
高
い
こ
と
に
加
え
、自
分
自
身
の
生

き
方
や
価
値
観
が
定
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
や
、将

来
の
見
通
し
の
不
透
明
さ
も
影
響
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

対
人
関
係
の
積
極
性
と

摩
擦
に
対
す
る
と
ら
え
方
の
違
い

　
家
族
以
外
の
周
囲
の
人
と
の
関
わ
り
方
に
つ
い

て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。「
近
所
づ
き
あ
い
や
地
域
の

サ
ー
ク
ル
活
動
に
積
極
的
に
参
加
す
る
」人
の
割

合
は
、全
体
で
は
28
・
１
％
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
割
合
に
は
ク
ラ
ス
タ
ー
間
で
差
が
あ
り
、

「『
迷
』の
人
」で
は
13
・
２
％
と
非
常
に
少
な
い
の

に
対
し
、「『
明
』の
人
」で
は
ち
ょ
う
ど
半
数
に
達

し
て
い
る
。「『
従
』の
人
」「『
我
』の
人
」と
比
べ
て

も
、こ
の
割
合
は
高
い
。

　「『
明
』の
人
」で
は
、「
多
少
他
人
に
迷
惑
を
か

け
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、自
分
の
主
張
を
通
し
た

い
」と
考
え
る
人
の
割
合
も
、全
体
の
18
・
０
％
に

対
し
て
30
・
２
％
と
高
く
な
っ
て
い
る
。「『
明
』の

人
」の
近
所
づ
き
あ
い
や
サ
ー
ク
ル
活
動
に
対
す

る
積
極
性
の
背
景
に
は
、人
と
積
極
的
に
関
わ
り

な
が
ら
も
、摩
擦
を
恐
れ
ず
に
自
分
の
意
見
を
主

張
す
る
姿
勢
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

我
慢
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、積
極
的
に

主
張
し
て
理
解
し
あ
う
こ
と
が
、対
人
関
係
に
ス

ト
レ
ス
を
感
じ
に
く
い
状
態
を
つ
く
り
、長
期
的

に
見
て
良
好
な
関
係
を
築
く
カ
ギ
に
な
っ
て
い
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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10
年
後
の
日
本
社
会
を
描
く

　
上
の
図
は
、10
年
後
の
日
本
社
会
に
関
す
る
さ

ま
ざ
ま
な
事
が
ら
に
つ
い
て
、縦
軸
に「
そ
う
な

る
」と
予
測
し
た
人
の
割
合
を
、横
軸
に
ク
ラ
ス

タ
ー
間
で
の
予
測
の
差
の
大
き
さ
を
と
っ
て
座
標

上
に
表
し
た
も
の
で
あ
る
。こ
の
よ
う
に
整
理
し

て
み
る
と
、「
仕
事
」や「
家
族
」な
ど
の
領
域
を
超

え
た
、い
く
つ
か
の
予
測
の
パ
タ
ー
ン
が
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
。

ク
ラ
ス
タ
ー
を
超
え
て

共
有
さ
れ
る
慎
重
な
未
来
観

　
予
測
の
パ
タ
ー
ン
の
ひ
と
つ
は
、「
だ
れ
も
が『
そ

う
な
る
』と
思
っ
て
い
る
未
来
」。ク
ラ
ス
タ
ー
間
の

予
測
の
差
が
小
さ
く
、「
そ
う
な
る
」と
思
う
人
の

多
い
未
来
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
は
、「
少
子
化
が
今
後
も
進
行
し
、子
ど

も
の
数
は
ま
す
ま
す
減
少
し
て
い
る
」「
ひ
と
つ
の

会
社
に
定
年
ま
で
勤
め
る
と
い
う
意
識
は
弱
ま

り
、転
職
は
い
ま
以
上
に
増
加
し
て
い
る
」「
凶
悪

な
犯
罪
が
増
加
し
て
治
安
が
悪
化
し
、自
分
の
安

全
は
自
分
で
守
ら
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
て
い

る
」「
専
業
主
婦
の
い
る
家
庭
よ
り
も
、夫
婦
共
働

き
の
家
庭
の
ほ
う
が
多
く
な
っ
て
い
る
」「
会
社
組

織
の
中
で
は
、年
齢
よ
り
も
実
力
主
義
、成
果
主

義
が
徹
底
さ
れ
て
い
る
」な
ど
、メ
デ
ィ
ア
で
も
社

会
現
象
や
社
会
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る

こ
と
の
多
い
事
が
ら
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
反
対
に
、「
そ
う
な
ら
な
い
」と
い
う
見
方
が
共

有
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。こ
こ
に
は
、「
塾
に

行
か
な
く
て
も
学
校
で
十
分
指
導
を
受
け
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
」「
自
動
車
保
有
者
が
減
少

し
て
い
る
」「
地
域
住
民
と
し
て
の
つ
な
が
り
の
意

識
が
強
ま
っ
て
い
る
」な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
少
な
く
と
も
10
年
と
い
う
ス
パ
ン
で
は
、今
日

日
本
社
会
が
抱
え
て
い
る
課
題
が
大
き
く
改
善

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。そ
ん
な
慎
重
な
未
来
観

が
、ク
ラ
ス
タ
ー
を
超
え
て
、多
く
の
人
の
間
で
共

有
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
描
く「
こ
れ
か
ら
」

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、４
つ
の
ク
ラ
ス
タ
ー
の
生
き
方
は
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
異
な
っ
て
い
る
。

で
は
、各
ク
ラ
ス
タ
ー
が
描
く
未
来
に
は
、違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？

こ
こ
で
は
、10
年
後
の
日
本
社
会
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
が
ら
に
つ
い
て
予
測
を
求
め
、

ク
ラ
ス
タ
ー
間
で
の
比
較
を
行
っ
た
。
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「
そ
う
な
る
」
と
予
測
し
た
人
の
割
合(

％) *

注
１ 

クラスター間の予測の差 *注2

■それぞれの描く「これから」：10年後の日本社会に関する予測 

だれもが「そうなる」と思っている未来 

「そうなる」と思う人が少ない未来 

クラスター間で見解の分かれる未来 

*注1）回答者全体で「そうなると思う」「おそらくそうなると思う」と予測した人の割合 
*注2）回答者全体で「そうなる」と予測した人の割合に対する、各クラスターで「そうなる」と予測した人の割合の標準偏差 

少子化の進行 
夫婦共働き家庭のほうが多くなる 

転職の増加 
実力主義が徹底される 

現金を使わない支払いが中心に 
治安の悪化 

学力の低下が進行 

塾は不要になる 

自動車保有者の減少 
地域のつながりが強まる 

地方都市・農山村の人口が増加 
規制緩和・民営化により経済効果 

アルバイトと 
正社員の格差は縮小 

教育の質の格差が拡大、 
居住地選択の大きな基準に 

社会人大学生・大学院生の一般化 

自治体サービスが削減、 
住民の自主的な活動が必要に 

老化防止医療が開発される チームワークの 
重要度が増加 

学校の選択は完全自由化 

家族は 
必要に応じて 
一緒に過ごす 

安全はセキュリティ 
システムによって確保 

地方分権が成功、 
住民主体のまちづくりが進んでいる 

専業主夫世帯が増加 

遺伝子組み換え食物が日常的に利用される 

子どもが生まれてから 
籍を入れるカップルが一般的に 

高齢者介護は施設入所が一般的に 

遺伝子治療が日常的に実施される 

能力の向上は個人に任される 

価
値
観
の
違
い
が
表
れ
た

「
お
金
の
使
い
方
」

　
最
後
に
、も
の
の
購
入
や
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の

し
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。全
体
的
な
傾
向

と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、安
全
性
や
品
質
に
対

す
る
意
識
の
高
さ
と
、流
行
に
対
す
る
関
心
の
低

さ
で
あ
る
。「
生
鮮
食
品
な
ど
を
買
う
と
き
は
、値

段
よ
り
も
安
全
性
を
重
視
す
る
」人
の
割
合
は
、

52
・
９
％
と
半
数
を
超
え
て
い
る
の
に
対
し
、「
服

装
は
、流
行
に
乗
り
遅
れ
な
い
よ
う
に
気
を
配
っ

て
い
る
」人
の
割
合
は
、全
体
の
22
・
９
％
と
少
数

派
で
あ
る
。

　
ク
ラ
ス
タ
ー
間
で
比
較
す
る
と
、流
行
に
対
す

る
関
心
は「『
従
』の
人
」と「『
明
』の
人
」で
高
く

な
っ
て
い
る
。流
行
へ
の
関
心
の
高
さ
に
は
、「『
従
』

の
人
」と「『
明
』の
人
」に
共
通
す
る
、対
人
関
係
に

対
す
る
関
心
の
高
さ
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。こ
れ
と
似
た
傾
向
が
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
費
用
に
対
す
る
考
え
方
に
も
顕
著
に
表
れ
て

い
る
。と
く
に「『
明
』の
人
」で
は
、「
も
の
を
買
う

の
を
我
慢
し
て
も
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
費
用
は
削

れ
な
い
」と
考
え
る
人
の
割
合
が
40
・
６
％
に
達
し

て
お
り
、生
活
に
お
け
る「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」の

優
先
度
が
高
い
。「『
我
』の
人
」で
は
こ
の
割
合
が

11
・
５
％
に
と
ど
ま
り
、「『
明
』の
人
」と
対
極
的

な
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

　「
自
分
の
収
入
は
、将
来
へ
の
貯
蓄
よ
り
も
、現

在
の
充
実
の
た
め
に
使
っ
た
ほ
う
が
よ
い
と
思

う
」か
ど
う
か
を
尋
ね
た
結
果
で
は
、全
体
の
32
・

４
％
が「（
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
）あ
て
は
ま
る
」と

答
え
て
い
る
。

　
ク
ラ
ス
タ
ー
別
に
見
る
と
、こ
の
割
合
が
最
も

低
い
の
は
、「
現
在
一
番
欲
し
い
も
の
」に「
金
銭
収

入
」を
挙
げ
る
人
の
多
か
っ
た「『
迷
』の
人
」で
あ

る
。「『
迷
』の
人
」で
は「
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」

人
が
51
・
５
％
と
半
数
を
超
え
て
い
る
。将
来
へ
の

不
安
が
先
に
立
ち
、具
体
的
に
は
お
金
の
使
い
方

に
つ
い
て
の
方
針
が
定
ま
っ
て
い
な
い
人
が
多
い
こ

と
が
わ
か
る
。

　
現
在
の
充
実
の
た
め
に
お
金
を
使
う
の
が
よ
い

と
考
え
る
人
が
最
も
多
い
の
は「『
明
』の
人
」で
、

次
い
で「『
我
』の
人
」と
な
っ
て
い
る
。自
分
の
生
き

方
や
価
値
観
が
明
確
で
、あ
る
程
度
将
来
へ
の
見

通
し
が
あ
る
こ
と
が
、「
現
在
の
充
実
の
た
め
に
収

入
を
使
っ
て
も
大
丈
夫
」と
い
う
自
信
に
つ
な
が
っ

て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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見
解
が
分
か
れ
た「
教
育
問
題
」

「
家
族
」「
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
」の
今
後

　
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
的
な
パ
タ
ー
ン
は
、「
そ
う

な
る
」と
思
う
人
の
割
合
が
ク
ラ
ス
タ
ー
に
よ
っ
て

異
な
る
事
が
ら
で
あ
る
。

　
上
の
図
で
は
、ク
ラ
ス
タ
ー
間
で
予
測
が
分
か

れ
た
も
の
の
中
か
ら
、特
徴
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て

レ
ー
ダ
ー
チ
ャ
ー
ト
で
比
較
し
て
い
る
。４
本
の
線

は
、そ
れ
ぞ
れ
の
ク
ラ
ス
タ
ー
で「
そ
う
な
る
」と

思
う
人
の
割
合
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
全
体
的
な
傾
向
と
し
て
は
、４
本
の
線
に
よ
っ

て
囲
ま
れ
る「
面
積
」が
異
な
っ
て
い
る
点
が
注
目

さ
れ
る
。こ
の
面
積
の
大
き
さ
は
、「『
明
』の
人
」で

最
も
大
き
く
、「『
迷
』の
人
」で
最
も
小
さ
く
な
っ

て
い
る
。こ
れ
は
、「『
迷
』の
人
」で「
ど
ち
ら
と
も
い

え
な
い
」と
い
う
回
答
が
多
く
、積
極
的
に「
そ
う

な
る
」と
予
測
す
る
人
が
少
な
い
こ
と
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。４
つ
の
ク
ラ
ス
タ
ー
間
の
、未
来
に
対

す
る
見
通
し
の
明
確
さ
や
主
体
性
の
強
さ
の
表

れ
と
い
え
よ
う
。

　
ク
ラ
ス
タ
ー
間
の
差
が
最
も
顕
著
に
表
れ
た
の

は
、「
教
育
の
質
の
格
差
が
拡
大
し
、居
住
地
選
択

の
大
き
な
基
準
に
な
っ
て
い
る
」と
い
う
予
測
で
あ

る
。ほ
か
に
も
、「
社
会
人
大
学
生
・
大
学
院
生
の

一
般
化
」、「
学
校
の
選
択
は
完
全
自
由
化
」と
、教

育
問
題
に
関
す
る
予
測
に
つ
い
て
、「『
明
』の
人
」

で
と
く
に「
そ
う
な
る
」と
考
え
る
人
の
割
合
が

高
く
な
っ
て
い
る
。教
育
の
機
会
は
与
え
ら
れ
る

も
の
で
は
な
く
、自
ら
選
択
し
、獲
得
し
て
い
く
も

の
に
な
っ
て
い
く
と
い
う「『
明
』の
人
」の
意
識
の

強
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　「『
従
』の
人
」に
特
徴
的
な
予
測
と
し
て
は
、

「『
家
族
は
生
活
を
共
に
す
る
も
の
』と
い
う
意
識

は
弱
ま
り
、必
要
に
応
じ
て
一
緒
に
過
ご
す
よ
う

な
つ
な
が
り
と
な
っ
て
い
る
」と
予
測
す
る
人
が

少
な
く
、「
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
重
要
度
が
増
し
て
い

る
」と
予
測
す
る
人
が
多
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
。「『
我
』の
人
」で
は
こ
れ
と
対
照
的
に
、「
チ
ー

ム
ワ
ー
ク
の
重
要
度
の
増
加
」を
予
測
す
る
人
が

少
な
く
、「
家
族
は
必
要
に
応
じ
て
一
緒
に
過
ご

す
よ
う
に
な
る
」と
予
測
す
る
人
が
多
く
な
っ
て

い
る
。「『
従
』の
人
」と「『
我
』の
人
」の
、「
つ
な
が

り
」に
対
す
る
考
え
方
の
違
い
が
浮
き
彫
り
に

な
っ
た
結
果
と
い
え
よ
う
。

　
現
在
の
状
況
を
伝
え
る
こ
と
と
は
異
な
り
、未

来
に
関
す
る
予
測
、と
く
に
、ま
だ「
そ
う
な
る
」

と
も「
そ
う
な
ら
な
い
」と
も
言
い
切
れ
な
い
よ
う

な
事
が
ら
に
つ
い
て
の
予
測
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
価

値
観
が
表
れ
や
す
い
部
分
で
あ
る
。「『
明
』の
人
」

は
主
体
的
に
選
択
し
、自
ら
の
手
で
望
む
も
の
を

獲
得
し
て
い
く
未
来
を
、「『
従
』の
人
」は「
つ
な
が

り
」の
重
要
性
が
増
す
未
来
を
、「『
我
』の
人
」は

「
個
」が
中
心
と
な
る
未
来
を
、と
い
う
よ
う
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
強
み
や
弱
み
、自
信
や
不
安
が
反
映

さ
れ
た
結
果
が
、未
来
像
と
し
て
描
か
れ
て
い
る

点
が
興
味
深
い
。

「
迷
」か
ら
脱
す
る

　「『
迷
』の
人
」は
、希
望
す
る
生
き
方
や
価
値
観

が
定
ま
ら
ず
、周
囲
か
ら
も
孤
立
し
た
状
態
に
あ

る
。将
来
に
対
す
る
見
通
し
も
不
透
明
で
あ
る
。

し
か
し
、現
状
の
ま
ま
で
良
い
と
は
感
じ
て
い
な

い
。そ
れ
は
、「
現
在
の
生
き
方
の
点
数
」の
低
さ

や
、自
分
の
生
活
に
つ
い
て「
不
安
」や「
我
慢
」と

い
っ
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
を
挙
げ
る
人
が

多
い
こ
と
に
表
れ
て
い
る
。彼
ら
が「
満
足
で
き
る

生
き
方
」に
近
づ
き
、自
分
の
生
活
に「
自
由
」や

「
自
分
ら
し
さ
」「
幸
福
」と
い
っ
た
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な

イ
メ
ー
ジ
を
抱
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
た

め
に
は
、何
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
。

　「『
迷
』の
人
」の
回
答
は
概
し
て
消
極
的
で
、「
ど

ち
ら
と
も
い
え
な
い
」と
い
う
回
答
の
多
さ
が
目

立
っ
て
い
る
。こ
の
ク
ラ
ス
タ
ー
の
満
足
度
や
自
信

の
低
さ
は
、判
断
や
行
動
の「
基
準
」と
な
る
も
の

を
見
つ
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。20
代
・
30
代
の
多
い
ク
ラ
ス
タ
ー
で

あ
る
こ
と
か
ら
、多
様
な
選
択
肢
を
知
り
、そ
の

中
か
ら
選
び
と
っ
て
い
く
の
は
こ
れ
か
ら
と
も
考

え
ら
れ
る
。し
か
し
、こ
れ
ま
で
自
分
の
価
値
観
に

つ
い
て
突
き
詰
め
て
考
え
た
こ
と
が
な
い
場
合

や
、考
え
て
は
い
て
も
判
断
を
先
送
り
に
し
て
い

る
場
合
に
は
、今
後
も「
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」

状
態
が
続
い
て
い
く
恐
れ
が
あ
る
。

　「
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」と
い
う
回
答
が
多
く

な
る
原
因
の
ひ
と
つ
は
、「
正
解
」の
な
い
問
題
に

対
し
て
、「
正
解
」を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
こ
と
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。し
か
し
実
際
に
は
、「
家
族
の

あ
り
方
」や「
お
金
の
使
い
方
」な
ど
、万
人
に
共

通
の「
正
解
」が
な
く
、自
ら
意
思
決
定
を
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
多
い
。基
準
が
定

ま
ら
な
け
れ
ば
、人
か
ら
の
評
価
や
状
況
に
左
右

さ
れ
、判
断
や
行
動
の
一
貫
性
を
保
つ
こ
と
が
難

し
く
な
る
。い
ず
れ
か
を
選
び
と
る
こ
と
に
よ
っ
て

は
じ
め
て
目
標
が
定
ま
り
、そ
の
実
現
に
向
け
て

行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　「『
迷
』の
人
」は
、「
正
解
」を
見
つ
け
よ
う
と
す

る
の
で
は
な
く
、「
自
分
な
り
」の
答
え
を
持
つ
こ

と
に
よ
っ
て
、「
迷
」の
状
態
か
ら
脱
し
、そ
れ
ぞ
れ

が
そ
れ
ぞ
れ
の「
満
足
で
き
る
生
き
方
」に
近
づ

く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
従
」の
存
在
か
ら
、「
主
」の
存
在
へ

　「『
従
』の
人
」は
、自
分
の
価
値
観
を
主
張
す
る

こ
と
よ
り
も
、周
囲
の
人
と
良
い
関
係
を
築
き
、

維
持
す
る
こ
と
に
重
き
を
置
い
て
い
る
。調
和
を

保
つ
た
め
に
我
慢
も
し
て
い
る
が
、幸
せ
を
感
じ

て
い
る
人
も
少
な
く
な
く
、現
在
の
生
き
方
の
点

数
も
低
く
な
い
。厳
し
い
見
方
を
す
れ
ば
、流
さ

れ
や
す
く
、周
囲
に
依
存
し
て
生
き
る
人
、肯
定

的
な
見
方
を
す
れ
ば
、大
き
な
流
れ
に
身
を
任

せ
、与
え
ら
れ
た
枠
の
中
で
自
分
な
り
の
幸
せ
を

見
い
だ
す
こ
と
の
で
き
る
人
で
あ
る
。

　
従
来
の「
イ
エ
社
会
」「
ム
ラ
社
会
」と
呼
ば
れ
る

社
会
の
中
で
は
、「
家
族
」や「
会
社
」、「
学
校
」な

ど
、与
え
ら
れ
た
枠
の
規
範
に
従
い
、流
れ
に
身

を
任
せ
る
こ
と
が
、居
心
地
の
良
い
居
場
所
を
確

保
し
、「
幸
福
」や「
豊
か
さ
」を
得
る
こ
と
に
つ
な

が
る
と
さ
れ
て
き
た
。４
ク
ラ
ス
タ
ー
の
中
で
最

も
人
数
の
多
い「『
従
』の
人
」は
、そ
の
よ
う
な
社

会
に
適
応
的
に
生
き
る
た
め
の
性
質
を
備
え
た

人
と
い
え
る
。

　
し
か
し
、す
で
に
進
み
つ
つ
あ
る「
転
職
の
増
加
」

や「
共
働
き
家
庭
の
増
加
」と
い
っ
た
変
化
は
、「
家

族
」や「
会
社
」な
ど
、生
活
の
基
本
と
な
る
さ
ま

ざ
ま
な
場
面
で
、従
来
の
枠
組
み
を
壊
し
は
じ
め

て
い
る
。「
幸
福
」や「
豊
か
さ
」は
、既
存
の
枠
組
み

に
沿
っ
て
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
に
得
ら
れ

る
も
の
で
は
な
く
、主
体
的
・
能
動
的
に
獲
得
し

て
い
く
べ
き
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

　「『
従
』の
人
」の
重
視
す
る
、人
と
人
と
の「
つ
な

が
り
」も
例
外
で
は
な
い
。家
族
の
あ
り
方
を
例

に
と
れ
ば
、調
査
結
果
か
ら
は
、「
家
族
は
生
活
を

共
に
す
る
も
の
」と
い
う
考
え
方
も
変
化
し
て
い

く
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。家
族
は「
生
活

を
共
に
す
る
も
の
」で
あ
る
べ
き
な
の
か
、あ
る
い

は「
必
要
に
応
じ
て
一
緒
に
過
ご
す
よ
う
な
つ
な

が
り
」で
良
い
の
か
、と
い
う
問
題
ひ
と
つ
を
と
っ

て
も
、自
分
が
ど
の
よ
う
な
あ
り
方
を
希
望
し
て

い
る
の
か
を
自
覚
し
、主
張
し
て
い
く
こ
と
の
必
要

性
が
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
ま
で「
従
」う
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
に
得
ら

れ
て
き
た「
平
凡
」な
幸
せ
さ
え
も
、自
覚
的
に
追

求
し
な
け
れ
ば
、得
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い

く
。そ
の
こ
と
は
、「『
従
』の
人
」に
と
っ
て
簡
単
な

こ
と
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
、自
ら
の

「
主
」で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
、よ
り
能
動
的
に

「
幸
福
」や「
豊
か
さ
」を
感
じ
る
こ
と
に
も
つ
な
が

る
は
ず
で
あ
る
。

「
我
」を
支
え
る
関
係
の
構
築

　「『
我
』の
人
」は
、人
か
ら
の
期
待
や
評
価
に
と

ら
わ
れ
ず
、自
ら
の
価
値
観
に
従
っ
て
行
動
す
る

こ
と
を
重
ん
じ
て
い
る
。現
在
の
生
き
方
の
点
数

は「『
明
』の
人
」に
次
い
で
高
く
、自
分
の
生
活
は

そ
れ
ぞ
れ
の「
い
ま
」、そ
し
て「
こ
れ
か
ら
」

本
レ
ポ
ー
ト
で
は
、調
査
回
答
者
を
４
つ
の
ク
ラ
ス
タ
ー
に
分
け
、

そ
れ
ぞ
れ
が
生
き
て
い
る「
い
ま
」、描
い
て
い
る「
こ
れ
か
ら
」に
つ
い
て
見
て
き
た
。

最
後
に
各
ク
ラ
ス
タ
ー
の
特
徴
を
整
理
し
、そ
れ
ぞ
れ
の
今
後
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。  「そうなると思う」「おそらくそうなると思う」計(％) 

■クラスター間で見解の分かれた予測 

教育の質の格差が拡大、 
居住地選択の大きな基準に 

社会人大学生・ 
大学院生の一般化 

チームワークの重要度が増加 

学校の選択は完全自由化 

家族は必要に応じて 
一緒に過ごす 

自治体サービスが削減、 
住民の自主的な活動が必要に 
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「
自
由
」で「
自
分
ら
し
い
」も
の
と
感
じ
て
い
る
。

　
一
方
で
、「『
我
』の
人
」に
は「
現
在
一
番
欲
し
い

も
の
」と
し
て「
自
分
な
ら
で
は
の
生
き
が
い
や
、

精
神
的
な
柱
と
な
る
も
の
」を
挙
げ
る
人
が
多

く
、対
人
関
係
の
し
が
ら
み
や
わ
ず
ら
わ
し
さ
か

ら
の「
自
由
」は「
孤
立
」と
背
中
合
わ
せ
で
あ
る
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　「
生
き
が
い
や
精
神
的
な
柱
と
な
る
も
の
」は

必
ず
し
も「
人
」で
あ
る
必
要
は
な
い
。し
か
し
、

「『
我
』の
人
」に
と
っ
て
、周
囲
の
人
と
良
好
な
関

係
を
築
く
こ
と
は
、自
分
自
身
の
能
力
を
引
き
出

し
、活
か
し
て
い
く
上
で
も
有
効
で
あ
る
。人
と
の

関
わ
り
を
通
し
て
新
た
な「
自
分
」を
発
見
し
た

り
、自
ら
の
生
き
方
や
価
値
観
を
見
直
す
経
験

は
、必
ず
し
も「
自
分
ら
し
さ
」を
阻
害
す
る
も
の

で
は
な
く
、む
し
ろ
促
進
す
る
も
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　「『
我
』の
人
」の「
自
分
は
自
分
、他
人
は
他
人
」

と
い
う
、一
見
、人
に
対
し
て
無
関
心
な
姿
勢
は
、

周
囲
の
人
と
の
摩
擦
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
傾

向
の
表
れ
で
も
あ
る
。「
も
の
を
買
う
の
を
我
慢
し

て
も
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
費
用
は
削
れ
な
い
」と

考
え
る
人
の
少
な
さ
か
ら
も
、「『
我
』の
人
」の
人

づ
き
あ
い
に
対
す
る
消
極
性
や
関
心
の
低
さ
が
う

か
が
わ
れ
る
。自
分
の
価
値
観
を
主
張
し
つ
つ
、周

囲
の
人
と
の
良
好
な
関
係
を
築
く
た
め
の
コ
ミ
ュニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
、「『
我
』の

人
」の
強
み
を
活
か
す
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

「
明
」を
自
ら
問
い
続
け
る

　「『
明
』の
人
」は
、自
分
自
身
を
よ
く
理
解
し
、

自
分
の
価
値
観
に
従
っ
て
主
体
的
に
生
き
て
お

り
、人
づ
き
あ
い
に
対
し
て
も
積
極
的
で
あ
る
。幸

福
感
が
高
く
、現
在
の
生
き
方
に
対
す
る
自
己
評

価
も
高
い
。非
の
打
ち
所
の
な
い
、理
想
的
な
生
き

方
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
ん
な「『
明
』の
人
」に
課
題
が
あ
る
と
す
れ

ば
、そ
れ
は
、「
理
想
的
で
あ
る
こ
と
、あ
ろ
う
と

す
る
こ
と
」で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　「『
明
』の
人
」は
、自
分
の
価
値
観
に
従
っ
て
主

体
的
に
生
き
る
一
方
で
、人
か
ら
認
め
ら
れ
、評

価
さ
れ
る
こ
と
を
強
く
求
め
る
と
い
う
側
面
を

持
っ
て
い
る
。人
の
声
に
耳
を
傾
け
、そ
の
評
価
を

得
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、向
上
心
と
成
長
に
つ
な

が
る
一
方
で
、意
識
的
・
無
意
識
的
に
周
囲
の
人

や
集
団
の
意
図
に
沿
う
よ
う
な
判
断
、行
動
の
選

択
を
招
く
危
険
を
孕
ん
で
い
る
。「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

で
あ
れ
ば
、組
織
の
指
示
に
従
う
の
は
当
然
で
あ

る
」と
考
え
る
人
が
他
ク
ラ
ス
タ
ー
と
比
較
し
て

多
い
と
い
う
結
果
は
、「『
明
』の
人
」の
過
剰
と
も

い
え
る
適
応
力
の
高
さ
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え

よ
う
。現
在
の
生
き
方
に
対
す
る
自
己
評
価
に
つ

い
て
も
同
様
で
あ
る
。迷
い
が
な
い
こ
と
、価
値
観

が
定
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、裏
を
返
せ
ば
、現
在
の

自
分
に
対
し
て
疑
問
を
抱
か
な
い
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
。

　「『
明
』の
人
」の
構
成
メ
ン
バ
ー
に
着
目
す
る

と
、20
代
・
60
代
の
、自
分
自
身
の
生
活
や
人
生
に

対
す
る
裁
量
性
が
高
い
年
代
が
占
め
る
割
合
が

高
く
な
っ
て
い
る
。最
も
割
合
が
低
い
の
は
30
代

で
、こ
の
年
代
に
は「『
迷
』の
人
」が
多
い
。そ
れ

は
、こ
の
年
代
が
さ
ま
ざ
ま
な
転
機
を
経
験
す
る

時
期
で
あ
り
、そ
れ
ま
で
の
生
き
方
や
価
値
観
が

揺
さ
ぶ
ら
れ
、再
構
築
を
迫
ら
れ
る
時
期
で
あ
る

た
め
と
考
え
ら
れ
る
。「
迷
う
こ
と
」自
体
は
決
し

て
否
定
す
べ
き
こ
と
で
は
な
く
、む
し
ろ
必
要
な

プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
周
囲
の
期
待
に
応
え
る
こ
と
、「
理
想
的
で
あ

る
こ
と
」に
重
き
を
置
き
す
ぎ
て
、自
分
自
身
の

真
の
満
足
や
幸
福
を
見
失
っ
て
は
い
な
い
か
。

「『
明
』の
人
」は
、つ
ね
に
自
分
自
身
に
対
し
て
問

い
続
け
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
迷
」「
従
」「
我
」「
明
」の
築
く

豊
か
な
未
来

　「
個
」の
レ
ベ
ル
で
、つ
ね
に「
明
」の
状
態
に
あ
る

こ
と
が
理
想
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、「
社

会
」の
レ
ベ
ル
で
も
あ
て
は
ま
る
。

　
簡
単
に
答
え
を
出
す
こ
と
に
た
め
ら
い
を
感

じ
る「『
迷
』の
人
」。人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
重

視
し
、流
れ
に
身
を
任
せ
る
こ
と
を
知
る「『
従
』の

人
」。人
や
社
会
の
価
値
観
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と

な
く
、自
ら
の
道
を
追
求
す
る「『
我
』の
人
」。そ

し
て
、適
応
力
に
長
け
、前
向
き
に
生
き
る「『
明
』

の
人
」。
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同
じ
社
会
の
同
じ
時
代
を
生
き
て
い
て
も
、そ

れ
ぞ
れ
の
描
く
未
来
は
少
し
ず
つ
異
な
っ
て
い
る
。

「『
迷
』の
人
」が
感
じ
て
い
る
、不
透
明
な
未
来
に

対
す
る
不
安
。「『
従
』の
人
」の
持
つ
、人
と
人
と
の

つ
な
が
り
へ
の
期
待
。「『
我
』の
人
」の
、「
個
」が
重

視
さ
れ
る
社
会
へ
の
希
望
。そ
し
て
、「『
明
』の
人
」

の
、自
ら
未
来
を
切
り
拓
い
て
い
く
と
い
う
意
識
。

　
そ
れ
ぞ
れ
が
、そ
れ
ぞ
れ
の
よ
り
良
い
生
き
方

を
追
求
す
る
中
で
、多
様
な
価
値
観
が
せ
め
ぎ
あ

い
、葛
藤
し
な
が
ら
紡
ぎ
だ
さ
れ
て
い
く
社
会
こ

そ
、真
に
豊
か
な
社
会
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。




