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昔
呈
叩
調
査
に
つ
い
て

は
．
じ
め
に

　
あ
る
地
域
社
会
あ
る
い
は
そ
の
構
成
員
た
る
個
々

人
が
ど
の
よ
う
な
言
語
を
ど
の
よ
う
に
使
っ
て
生
活

を
営
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
個
々
人
が

置
か
れ
て
い
る
社
会
環
境
、
社
会
条
件
の
違
い
が
そ

の
人
々
の
言
語
生
活
に
ど
の
よ
う
な
作
用
を
及
ぼ
す

の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
明
す
る
た
め
に
、
国
立
国

語
研
究
所
（
以
下
、
国
語
研
と
よ
ぶ
）
で
は
数
多
く

の
調
査
研
究
に
と
り
く
ん
で
き
た
。
こ
れ
ら
の
一
連

㊨
研
究
で
は
、
共
通
語
化
、
敬
語
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
意
識
、
あ
る
い
は
言
語
環
境
と
い
っ
た
い
く

つ
か
の
側
面
か
ら
言
語
生
活
の
実
態
を
と
ら
え
よ
う

と
し
て
き
た
。
国
語
研
で
行
な
わ
れ
て
き
た
そ
れ
ぞ

れ
の
調
査
の
概
要
お
よ
び
主
な
結
果
に
つ
い
て
は
別

項
で
報
告
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

調
査
の
方
法

　
地
域
社
会
の
言
語
生
活
や
言
語
行
動
の
実
態
を
調

べ
る
と
い
っ
た
場
合
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
方

法
で
研
究
が
進
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
社
会
お

よ
び
そ
れ
を
構
成
す
る
人
々
の
言
語
生
活
を
調
べ
る

と
い
う
点
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
自
然
科
学
的
な
実
験
は

ほ
と
ん
ど
適
用
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
既
存

の
文
献
や
調
査
資
料
か
ら
デ
ー
タ
を
入
手
し
、
そ
れ

を
分
析
し
、
実
態
の
解
明
に
せ
ま
ろ
う
と
す
る
研
究

方
法
も
多
く
の
場
合
、
有
力
な
手
段
と
は
な
り
に
く

い
と
い
わ
ざ
る
え
な
い
　
　
補
助
的
な
資
料
と
し
て

用
い
ら
れ
る
と
し
て
も
。

　
そ
こ
で
、
一
般
に
社
会
科
学
的
手
法
、
と
り
わ
け

社
会
調
査
法
と
称
せ
ら
れ
る
方
法
が
主
と
し
て
用
．
い

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
社
会
調
査
の
方
法
は
い
ろ
い

ろ
な
観
点
か
ら
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
図
1
は

そ
の
例
で
あ
る
。
調
査
対
象
者
の
範
囲
に
よ
っ
て
、

調査方法図1

一データ提供者の範囲

㈲全数調査
⑧　部分調査（サンプリング調査）

（C）個別調査（事例調査）

一データの収集方法
㈹　観察法一「’（1）自然観察法

　　　　　一②統制観察法
⑧　テスト法

（C）自由面接法

⑪　調査票法「「（1）面接調査法一（1）面接調査法

一（2）集合調査法

一（3）配票調査法

一（4）郵送調査法

一く5）電話調査法



「
全
数
調
査
」
「
部
分
調
査
」
お
よ
び
「
個
別
調
査
」

の
三
つ
に
分
類
す
．
る
こ
と
が
で
き
る
。
全
数
調
査
．
は

国
勢
調
査
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
調
査
対
象
の
す
べ
て

を
網
羅
的
に
調
査
す
る
方
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
調

査
対
象
の
範
囲
が
大
ぎ
い
場
合
に
は
そ
の
実
施
が
あ

り
、
そ
の
た
め
あ
ま
り
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
国
語

研
の
調
査
で
は
福
島
県
白
河
市
で
実
施
さ
れ
た
「
疎

開
児
童
・
生
徒
の
言
語
調
査
（
附
表
．
参
照
）
」
が
広

義
の
全
数
調
査
の
例
だ
と
い
え
よ
う
。
全
数
調
査
は

部
分
調
査
（
別
掲
「
サ
ン
プ
リ
ン
グ
調
査
」
参
照
）

と
と
も
に
統
計
的
方
法
に
基
づ
く
量
的
構
造
の
解
明

を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
現
象

の
質
的
な
側
面
の
理
解
に
重
点
を
お
く
個
別
調
査
が

あ
る
。
で
れ
は
方
言
調
査
や
2
4
時
間
調
査
の
よ
う
に

図2比較研究図（共通語化の調査）

　　　　　　　　　　　　　　　　（46年）

標　本⇒標本からの母集団の推定

　　　＝共日寺自勺上ヒ較

母集団→通時的比較

⑭

○
特
定
の
条
件
を
も
つ
個
人
を
対
象
に
い
ろ
い
ろ
な
角

度
か
ら
深
く
つ
つ
．
こ
ん
で
行
な
う
調
査
で
あ
る
。
．

　
紙
面
の
都
合
上
、
デ
ー
タ
収
集
法
に
つ
い
て
の
説

明
は
割
愛
す
る
。

比
較
調
査
に
つ
い
て

　
比
較
調
査
と
い
っ
た
場
合
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら

．
比
較
の
対
象
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
う
い
う
目

的
で
何
と
何
と
を
比
較
し
よ
う
と
す
る
か
に
よ
っ

て
、
い
ろ
い
ろ
の
形
の
比
較
調
査
が
可
能
で
あ
る
。

　
国
語
研
で
行
な
わ
れ
て
き
た
調
査
を
中
心
に
比
較

研
究
の
様
子
を
み
て
い
こ
う
（
図
2
参
照
）
。

　
．
昭
和
2
4
年
度
に
福
島
県
白
河
市
で
共
通
語
化
に
関

す
る
調
査
が
行
な
わ
れ
た
。
翌
2
5
年
に
は
山
形
県
鶴

．
岡
市
で
も
同
種
の
調
査
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
そ
れ
ぞ
れ
の
調
査
は
一
つ
だ
け
で
は
比
較
調
査

と
は
よ
べ
な
い
一
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
．
で
性
、
年

齢
、
学
歴
な
ど
の
違
い
に
よ
る
共
通
語
化
の
程
度
の

差
異
と
い
っ
た
分
析
が
な
さ
れ
て
は
い
．
る
が
。

　
地
域
の
違
い
に
よ
っ
て
共
通
語
化
の
浸
透
の
度
合

が
ど
う
違
う
か
、
あ
る
い
は
地
域
が
異
な
っ
て
も
共

通
し
て
み
ら
れ
る
言
語
現
象
は
何
か
な
ど
と
い
っ
た

問
題
に
目
を
む
け
て
調
査
が
企
画
・
実
施
さ
れ
た
と

き
に
、
．
比
較
調
査
を
行
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
二
つ
の
調
査
は
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
異
な
っ
た

地
域
で
行
な
わ
れ
た
い
わ
ば
共
時
的
レ
ベ
ル
で
の
比

較
調
査
で
あ
る
。
同
様
の
比
較
調
査
は
三
重
県
上
野

市
と
愛
知
県
岡
崎
市
で
の
敬
語
調
査
、
新
潟
県
長
岡

市
と
島
根
県
松
江
市
で
の
国
民
各
層
の
文
字
生
活
調

査
で
も
な
さ
れ
て
い
る
。

　
一
方
、
比
較
調
査
に
は
時
間
的
経
過
に
と
も
な
う

言
語
生
活
の
変
容
の
様
相
を
と
ら
え
る
目
的
で
行
な

わ
れ
る
通
時
的
な
比
較
調
査
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

種
の
調
査
と
し
て
は
昭
和
4
6
・
4
7
年
度
に
行
な
わ
れ

た
調
査
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
4
6
年
度
に
は
鶴
岡
市

で
共
通
語
化
の
問
題
を
、
4
7
年
度
に
は
岡
崎
市
で
敬

語
の
問
題
を
と
り
あ
げ
た
。
こ
れ
は
国
語
研
で
以
前

に
行
な
わ
れ
た
調
査
か
ら
約
2
0
年
間
の
時
間
的
経
過

に
と
も
な
っ
て
言
語
生
活
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て

い
る
か
を
み
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
い
っ
て

も
こ
こ
で
は
単
に
時
間
的
経
過
だ
け
を
問
題
に
し
て

い
る
の
で
は
な
く
そ
の
間
の
社
会
構
造
の
変
化
が
重

要
な
指
標
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
比
較
調
査
で
は
、

二
つ
の
観
点
か
ら
言
語
生
活
の
変
容
．
の
過
程
を
追
っ

て
い
る
。
一
つ
は
、
同
一
の
調
査
を
、
同
一
の
調
査

地
点
で
、
同
じ
よ
う
な
方
法
で
反
復
実
施
し
、
そ
の

調
査
地
点
一
地
域
社
会
－
で
の
言
語
生
活
の
変

化
を
統
計
的
に
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
比
較
の
た
め
の
二
つ
の
調
査
で
は
異

な
っ
た
被
調
査
者
を
調
査
対
象
と
し
て
い
る
。
こ
れ

」
　
　
噛
き
参
　
　
　
　
　
胤
、
“

㌦
儀
．
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を
「
継
続
研
究
」
と
い
う
。
他
方
、
2
0
年
前
の
被
調

査
者
と
同
一
の
個
人
を
追
跡
し
、
そ
の
個
人
が
ど
の

よ
う
に
言
語
生
活
を
変
え
て
い
る
か
を
知
ろ
う
と
す

る
の
が
「
パ
ネ
ル
調
査
」
で
あ
る
。
パ
ネ
ル
調
査
で

は
特
定
の
個
人
の
言
語
生
活
の
変
容
の
類
型
を
み
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
継
続
調

査
で
は
地
域
社
会
全
体
の
構
造
の
変
容
に
力
点
が
置

か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
な
お
、
パ
ネ
ル
調
査
に
つ
い
て
は
現
在
集
計
中
で

あ
り
、
そ
の
結
果
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
継
続
調

査
の
う
ち
、
共
通
語
化
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
誌

二
五
七
号
五
六
一
六
三
ぺ
ー
ジ
で
結
果
の
一
部
に
つ

い
て
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。

調
査
に
お
け
る
器
機
の
活
用

　
国
語
研
で
言
語
事
象
の
社
会
調
査
を
手
が
け
た
初

期
の
頃
は
、
調
査
結
果
の
集
計
は
人
手
に
た
よ
っ
て

お
り
、
集
計
作
業
に
多
く
の
日
時
を
要
し
て
い
た
。

こ
の
た
め
、
ク
ロ
ス
集
計
や
羊
リ
プ
ル
集
計
な
ど
要

因
を
複
雑
に
組
み
合
わ
せ
て
分
析
す
る
と
い
っ
た
方

法
は
非
常
に
困
難
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
現
在
の
よ
う
に
電
子
計
算
機
を
用
い

る
こ
と
が
で
き
る
に
い
た
っ
て
、
集
計
作
業
に
要
す

る
時
間
を
大
幅
に
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
、
よ
り
複

雑
な
集
計
お
よ
び
分
析
が
可
能
に
な
っ
て
き
た
。
ま

た
、
多
変
量
解
析
と
い
っ
た
数
学
的
手
法
を
フ
ル
に

活
用
し
、
よ
り
詳
細
な
分
析
を
行
な
う
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
国
語
研
で
調
査
資
料
を
電
子
計
算
機
に
よ
っ
て
最

初
に
処
理
し
た
の
は
、
松
江
市
に
お
け
る
2
4
時
間
調

査
で
あ
る
。
以
降
、
引
き
続
き
機
械
処
理
を
行
な
っ

て
き
て
い
る
。

　
た
だ
、
一
般
の
社
会
調
査
と
は
異
な
っ
て
、
言
語

調
査
の
場
合
、
現
段
階
で
は
機
械
処
理
が
不
可
能
な

問
題
も
少
な
く
は
な
い
。

　
電
子
計
算
機
の
活
用
に
よ
る
調
査
の
能
率
化
は
デ

ー
タ
分
析
の
段
階
だ
け
で
は
な
く
、
被
調
査
者
の
抽

出
に
も
役
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
国
語
研

で
行
な
わ
れ
た
一
番
新
し
い
調
査
一
4
7
年
度
の
岡

崎
市
で
の
敬
語
調
査
一
で
は
、
そ
れ
ま
で
人
手
に

よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
た
サ
ン
プ
リ
ン
グ
を
電
子
計

算
機
に
よ
っ
て
代
替
さ
せ
た
。
ま
た
、
同
調
査
の
パ

ネ
ル
の
被
調
査
者
も
こ
れ
に
よ
っ
て
探
し
当
て
る
こ

と
が
で
き
た
。

　
言
語
調
査
に
器
械
を
用
い
る
こ
と
は
、
従
来
か
ら

も
何
回
か
行
な
わ
れ
て
き
た
。
録
音
器
の
使
用
は
い

う
ま
で
も
な
く
、
2
8
年
の
岡
崎
市
の
敬
語
調
査
の
よ

う
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
ア
ナ
ラ
イ
ザ
と
よ
ば
れ
る
集
団

反
応
記
録
装
置
、
ス
ラ
イ
ド
に
よ
る
刺
激
呈
示
な
ど

器
機
の
援
用
を
積
極
的
に
は
か
っ
た
も
の
も
あ
る
。

そ
の
後
、
こ
れ
ら
の
器
機
は
小
型
化
し
、
性
能
も
よ

く
な
っ
て
お
り
、
音
韻
の
調
査
な
ど
若
干
の
も
の
を

除
い
て
は
被
調
査
者
の
反
応
記
録
用
と
し
て
も
役
立

つ
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
言
語
行
動
の

研
究
と
い
う
面
で
は
被
調
査
者
の
表
情
や
動
作
に
も

注
目
し
な
け
れ
ば
十
分
な
結
果
を
得
る
こ
と
は
で
き

」
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
V
T
R
な
ど
の
活
用

も
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
他
、
ソ
ナ
グ
ラ
フ

や
デ
ー
タ
・
レ
コ
ー
ダ
ー
な
ど
も
場
合
に
よ
っ
て
は

利
用
す
る
こ
と
が
で
ぎ
よ
う
。

調
査
結
果
は
何
を
物
語
っ
て
い
る
か

　
選
挙
の
予
想
調
査
で
は
、
開
票
の
結
果
と
比
べ
る

こ
と
に
よ
っ
て
調
査
の
正
否
を
検
討
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
し
、
一
般
の
社
会
調
査
で
は
、
調
査
で

得
ら
れ
た
結
論
が
正
し
い
か
否
か
を
比
較
す
る
対
象

が
な
い
こ
と
が
多
い
。
言
語
調
査
で
は
と
く
に
そ
う

で
あ
る
。

　
そ
こ
で
調
査
の
企
画
・
実
施
に
あ
た
っ
て
は
綿
密

に
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
一
方
、
ぎ
わ
め
て
巧
妙
な
調
査
が
行
な
わ
れ
た
と

し
て
も
調
査
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
事
象
に

つ
い
て
は
何
ら
の
情
報
を
も
手
に
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
こ
の
こ
と
は
ご
く
当
然
の
こ
と
の
よ
う
で
あ

る
が
、
実
際
に
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
段
階
で
は
忘



れ
ら
れ
や
す
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
い
う
ま

で
も
な
く
調
査
を
実
施
す
る
以
前
に
何
を
調
査
し
ょ

う
と
し
て
い
る
の
か
を
明
確
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
た
、
企
画
の
段
階
で
知
ろ
う
と
し
た

事
象
に
つ
い
て
も
完
全
に
は
知
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
費
用
と
時
間
を
か
け
る
わ
り
に
は
あ
ま
り
多
く

の
結
果
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
え
よ

う
。
こ
の
あ
た
り
に
「
調
査
悲
観
論
」
が
芽
ば
え
．
る

要
素
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
労
多
ぐ
し
て
効
少
な
し
、
と
い
え
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
な
ぜ
調
査
が
行
な
わ
れ
る
の
か
。
最
近
の
調
査

の
流
行
を
支
え
て
い
る
一
つ
．
の
勢
力
に
、
「
調
査
楽

観
論
」
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
極
言
す
れ
ば
、
調
査
を

行
な
い
ざ
え
す
れ
ば
何
か
は
よ
く
は
わ
か
ら
ぬ
が
、

も
っ
と
も
ら
し
い
数
字
が
で
て
く
る
、
だ
か
ら
と
に

か
く
、
調
査
を
実
施
し
よ
う
と
い
う
態
度
が
み
ら
れ

る
。
こ
の
態
度
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
調
査
で
意

図
し
な
か
っ
た
も
の
は
調
，
査
結
果
に
「
は
反
映
し
な
い

と
い
う
点
か
ら
考
え
て
も
誤
っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば

な
ち
ぬ
。

　
何
の
た
め
に
調
査
を
行
な
う
の
か
つ
ご
く
一
般
的

に
い
え
ば
、
調
査
を
実
施
す
る
目
的
は
次
の
諸
点
に

し
ぼ
ら
れ
よ
う
。

　
第
一
に
、
自
分
が
研
究
し
よ
う
と
し
て
い
る
領
域

に
関
す
る
「
実
態
」
を
明
ら
か
に
し
た
り
、
基
礎
資

料
を
収
集
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
調
査
が
必
要
と
な

っ
て
く
る
。
こ
れ
は
資
料
の
収
集
に
力
点
が
お
か
れ

て
「
い
る
調
査
で
あ
る
。
従
っ
て
、
．
既
存
の
文
献
や
統
．

計
資
料
な
ど
か
ら
必
要
な
デ
ー
タ
を
手
に
す
る
宅
と

が
で
き
る
場
合
に
は
こ
の
目
的
か
ら
の
調
査
に
時
間

を
か
け
る
こ
と
は
実
に
馬
鹿
げ
て
い
る
と
い
え
る
。

、
第
二
に
、
　
一
般
理
論
あ
る
い
は
モ
デ
ル
を
構
成
し

よ
う
と
す
る
場
合
に
も
調
査
が
行
な
わ
れ
る
。
言
語

の
例
で
い
え
ぽ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
．
モ
デ
ル

の
確
立
な
ど
に
必
須
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
第
三
に
、
あ
る
種
の
社
会
問
題
を
解
決
し
よ
ヶ
と

い
う
目
的
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
社
会
事
業

な
ど
で
行
な
わ
れ
て
い
る
調
査
の
多
く
は
こ
れ
に
当

た
る
。
ま
た
、
世
論
．
調
査
や
市
場
調
査
の
よ
う
に
サ

ー
ヴ
ィ
ス
や
営
利
的
目
的
に
基
づ
く
も
の
も
あ
る
。

言
語
調
査
で
も
第
三
の
目
的
に
含
ま
れ
る
も
の
も
な

く
は
な
い
が
、
事
象
が
事
象
だ
け
に
調
査
に
あ
た
っ

て
は
十
分
な
配
慮
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
個
々
の
言
語
調
査
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら

の
三
つ
の
調
査
目
的
の
ど
れ
か
一
つ
に
は
分
類
し
に

．
く
い
も
の
も
少
な
く
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
な
ぜ
言
語
事
象
の
社
会
調
査
が
必
要
な

の
か
。
社
会
調
査
に
実
際
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
人

々
の
問
で
も
多
く
の
意
見
が
あ
る
で
は
あ
ろ
う
が
、

現
実
に
使
用
さ
れ
て
い
る
言
語
あ
る
い
は
言
語
意
識

は
人
々
が
お
か
れ
て
い
る
社
会
状
況
と
は
切
り
離
し

て
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
だ
と
い
え
よ
う
。
た
と
え

ば
、
あ
る
社
会
で
共
通
語
使
用
者
が
多
い
か
少
な
い

か
、
と
い
っ
た
漠
然
た
る
印
象
は
調
査
し
な
い
で
も

容
易
に
知
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
し
が
し
、
ど
の
程
度

ま
で
共
通
語
化
が
進
ん
で
い
る
か
、
ま
た
、
ど
の
よ

う
な
立
場
の
人
々
の
間
で
は
共
通
語
化
が
進
ん
で
お

り
、
ど
の
よ
う
な
人
に
と
っ
て
は
共
通
語
化
の
程
度

が
低
い
か
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
は
現
地
で
何
ら

か
の
調
査
を
実
施
し
な
け
れ
ぽ
科
学
的
な
議
論
を
す

す
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
共
通
語
化
の
浸
透
の
モ

デ
ル
を
作
成
し
よ
う
と
し
た
場
合
で
も
、
ま
た
共
通

語
教
育
に
役
立
て
よ
う
と
し
た
場
合
で
も
、
社
会
調

査
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
国
語
を
規
範
的
に
考
え
て
い
た
従
来
の
方
向
か
ら

言
語
使
用
者
た
る
個
々
人
の
社
会
生
活
の
違
い
、
す

な
わ
ち
社
会
的
分
化
の
面
か
ら
言
語
そ
の
も
の
を
み

な
お
そ
う
と
い
う
方
向
で
ア
メ
リ
カ
や
フ
ラ
ン
ス
な

ど
を
中
心
に
「
社
会
言
語
学
的
」
な
研
究
が
盛
ん
に

な
っ
て
き
て
い
る
。
国
語
研
で
行
な
わ
れ
た
一
連
の

調
査
研
究
は
必
ず
し
も
社
会
言
語
学
的
な
研
究
の
姿

，
勢
を
と
っ
て
い
た
と
は
い
い
が
た
い
が
、
そ
の
芽
が

で
き
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
江
川
　
清
）

，

幣
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「

国
立
国
語
研
究
所
の
歩
み
・
2
〈
社
会
言
語
学
V

H

今
ま
で
の
調
査
の
主
な
結
果

共
通
語
化
に
つ
い
て

　
言
語
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
用
具
で
あ
る
な

ら
ば
、
言
語
は
な
る
べ
く
流
通
価
値
の
高
い
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
各
人
が
い
わ

ゆ
る
「
共
通
語
」
を
使
え
る
と
い
う
亡
と
が
能
率
上

要
求
さ
れ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
そ
の
「
共
通
語
」
あ

る
い
は
標
準
語
を
使
う
能
力
と
い
う
も
の
は
、
基
礎

的
な
言
語
能
力
の
一
つ
と
し
て
非
常
に
大
切
だ
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
高
め
る
こ
と
は
国

語
政
策
の
一
つ
の
大
き
な
目
的
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
国
語
政
策
の
立
案
の
た
め
に

も
、
共
通
語
を
使
え
る
能
力
の
実
態
を
知
る
こ
と
が

大
切
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
で
、
国
語
研
は
創
設
以
来

こ
の
こ
と
の
実
態
調
査
に
は
非
常
な
力
を
注
い
で
き

た
。　

ま
ず
、
創
生
期
に
は
、
昭
和
2
4
年
度
東
京
都
八
丈

島
、
同
年
度
福
島
県
白
河
市
と
そ
の
周
辺
、
昭
和
2
5

年
度
山
形
県
鶴
岡
市
と
そ
の
周
辺
に
お
い
て
こ
の
調

査
を
実
施
し
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

国
立
国
語
研
究
所
報
告
1
「
八
丈
島
の
言
語
調
査
」
、

同
2
「
言
語
生
活
の
実
態
一
白
河
市
お
よ
び
附
近
の

農
村
に
お
け
る
一
」
、
同
5
「
地
域
社
会
の
言
語
生

活
－
鶴
岡
市
に
お
け
る
実
態
調
査
1
」
で
結
果
を
み

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
な
大
量
の
被
調
査
者
を
対
象
に
、
複
数

の
調
査
者
が
す
る
調
査
は
、
国
語
研
に
と
っ
て
最
初

と
い
う
よ
り
、
昭
和
2
3
年
の
「
日
本
人
の
読
み
書
き

能
力
調
査
」
を
除
い
て
は
国
語
学
関
係
の
最
初
の
社

会
調
査
で
あ
っ
た
の
で
、
方
法
論
も
実
施
し
な
が
ら

練
り
上
げ
て
い
き
、
「
共
通
語
化
」
に
つ
い
て
は
、

鶴
岡
の
調
査
で
一
応
の
完
成
に
達
し
た
の
で
あ
る
。

　
共
通
語
が
使
え
る
か
ど
う
か
は
、
も
ち
ろ
ん
本
人

が
ど
こ
で
生
ま
れ
育
っ
た
か
に
一
番
大
き
く
支
配
さ

れ
る
。
何
歳
ま
で
の
生
育
地
が
そ
の
人
の
一
生
の
言

語
を
支
配
す
る
か
を
調
査
の
デ
1
タ
か
ら
ま
と
め
て

仮
設
し
た
の
が
「
言
語
形
成
期
」
と
い
う
概
念
で
、

5
歳
か
ら
1
3
歳
ま
で
と
す
る
。

　
右
の
も
の
は
い
わ
ば
当
た
り
前
だ
が
、
そ
の
他
で

は
、
年
齢
、
学
歴
、
本
人
の
職
業
、
言
語
関
心
、
居

住
状
況
、
新
聞
の
利
用
、
行
動
範
囲
、
社
会
的
態
度



な
ど
が
個
人
の
共
通
語
化
に
影
響
し
て
い
る
。
．

　
た
と
え
ぽ
、
発
音
が
共
通
語
の
発
音
の
と
き
調
査

各
項
目
に
そ
れ
ぞ
れ
1
点
を
与
え
、
方
言
の
発
音
の

と
き
0
点
と
し
て
合
計
し
、
㎜
点
満
点
に
換
算
し
て

何
点
と
っ
た
か
を
年
齢
別
、
学
歴
別
に
示
す
と
、
表

1
の
よ
う
に
な
る
。
カ
ッ
コ
つ
き
の
方
に
つ
い
て
は

後
述
。表1音声の共通語化点

15～19歳

20～24歳

25～34歳

35～44歳

45～54歳

55～59歳

59．1

64．1

64．7

58．4

41．6

32．8

（96．5）

（94．8）

（88。7）

（82．9）

（79．0）

（62．9）

｝・・…）

（90．9）

（91．6）

30，0

42．5

54．1

65．9

74．7

学歴なし

小学卒
高小新・中卒

旧中・新高卒

それ以上

　
職
業
で
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
給
料
生
活
老
が
群

を
抜
い
て
共
通
語
化
し
て
い
る
。
あ
と
は
、
た
と
え

ば
、
新
聞
の
利
用
で
あ
れ
ば
、
よ
く
読
む
方
が
共
通

語
の
使
用
能
力
が
高
い
、
と
い
う
よ
う
に
常
識
で
考

え
ら
れ
る
よ
う
な
結
論
が
出
て
い
る
。
ま
た
、
行
動

範
囲
な
ら
ぽ
、
広
い
方
が
共
通
語
の
点
も
高
い
。

　
こ
ん
な
風
に
常
識
的
な
結
論
が
出
る
な
ら
ば
、
何

も
手
澗
と
費
用
を
か
け
て
調
査
し
な
く
て
も
か
い
で

は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
も
当
然
起
こ
る
。
し
か
し

コ
ロ
ン
ブ
ス
の
卵
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
要
素

間
、
た
と
え
ぽ
、
学
歴
な
し
の
人
と
小
学
校
卒
業
老

ど
の
点
で
表
わ
さ
れ
た
能
力
の
差
は
何
点
か
、
な
ど

は
調
査
し
て
み
な
け
れ
ば
絶
対
に
わ
か
ら
な
い
。

　
鶴
岡
で
は
、
次
の
よ
う
な
方
言
的
音
声
特
徴
に
つ

い
て
調
査
し
た
。

－
　
●

2
　
0

∩
0
　
●

4
　
・

じ
0
　
●

ρ
0
　
9

7
　
●

　
こ
の
う
ち
、

に
発
音
さ
れ
た
だ
ろ
う
か
。

前
の
年
齢
や
学
歴
に
つ
い
て
あ
ま
り
に
も
常
識
的
な

結
論
だ
か
ら
調
査
は
し
な
く
て
も
い
．
い
と
感
じ
た
方

々
は
共
通
語
化
し
や
す
い
順
に
番
号
を
つ
け
て
ほ
し

い
。．

正
答
は
、
こ
の
昭
和
2
5
年
の
鶴
岡
調
査
に
よ
れ
ぽ

共
通
語
化
し
て
い
な
い
も
の
か
ら
順
に
並
べ
て
、

　
　
1
↓
6
↓
2
↓
7
↓
4
↓
5
↓
3

で
あ
っ
允
。
こ
乳
拡
、
た
だ
点
数
だ
け
で
な
く
、
分

「
髭
」
を
フ
ィ
ゲ
な
ど
と
な
ま
る
。

「
息
」
を
「
駅
」
と
同
じ
よ
う
に
い
う
Q

「
西
瓜
」
を
ス
イ
ク
ワ
の
よ
う
に
な
ま
る
。

「
背
中
」
を
シ
ェ
ナ
カ
の
よ
う
に
な
ま
る
。

「
柿
」
を
カ
ギ
の
よ
う
に
な
ま
る
。

「
窓
」
を
マ
ン
ド
の
よ
う
に
な
ま
る
Q

「
烏
」
と
「
辛
子
」
を
同
じ
よ
う
に
い
う
。
．

　
　
　
ど
れ
が
一
番
共
通
語
的
に
鶴
岡
市
民

　
　
　
　
　
　
　
　
そ
し
て
そ
の
次
は
P

布
の
図
か
ら
も
支
持
さ
れ
る
。
こ
れ
は
あ
な
た
の
っ

け
た
順
と
逆
順
に
ピ
タ
リ
と
合
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
．

合
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
、
常
識
的
す
ぎ
る
云
々
と
は

今
後
い
っ
て
も
ら
い
た
く
な
い
。

　
な
お
、
こ
こ
で
音
声
の
点
で
示
し
た
の
は
、
他
の

文
法
や
語
彙
な
ど
の
点
と
比
べ
て
、
要
因
間
の
差
が

は
つ
ぎ
り
出
て
分
析
に
便
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
調
査
も
一
回
だ
け
で
あ
る
よ

り
も
、
間
を
置
い
て
何
回
か
の
調
査
を
し
て
時
系
列

上
の
変
化
を
見
る
の
が
一
段
と
有
益
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
考
え
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
昭
和
4
7
年
3
月
前

同
じ
調
査
を
再
び
鶴
岡
市
で
実
施
し
た
。

　
こ
の
新
し
い
調
査
で
は
、
先
の
量
多
的
特
徴
の
共

通
語
化
し
な
い
順
に
並
べ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
っ

た
。　

　
6
↓
2
・
7
（
同
じ
）
↓
1
↓
5
↓
4
↓
3

　
前
の
調
査
と
は
全
く
同
じ
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、
共
通
語
化
は
今
も
進
ん
で
い
る
し
、
こ
の

進
み
方
に
は
遅
速
が
あ
っ
て
一
様
で
は
な
い
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
両
調
査
の
結
果
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
本
誌

本
年
2
月
号
に
江
川
清
が
「
最
近
二
十
年
間
の
言
証
㎜

生
活
の
変
容
一
鶴
岡
市
に
お
け
る
共
通
語
化
に
つ
い

て
一
し
と
い
う
題
で
報
倍
し
て
蛤
る
の
で
、
こ
こ
で

γ
．

’

‘
」



『

レ

ρ

は
省
略
す
る
が
、
い
ず
れ
本
年
度
中
に
鶴
岡
市
の
調

査
全
体
の
報
告
書
を
刊
行
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
た
だ
、
表
1
に
カ
ッ
コ
つ
き
で
今
回
の
結
果
を
示

し
て
お
い
た
。
前
回
の
も
の
と
比
べ
る
と
か
な
り
共

通
語
化
が
進
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
年
齢
で
い
え

ぽ
、
前
回
は
2
0
代
に
な
っ
て
か
ら
最
高
に
達
し
た
。

つ
ま
り
、
学
校
を
終
わ
っ
て
か
ら
も
共
通
語
化
は
進

ん
で
い
る
の
に
対
し
て
、
今
回
は
、
学
校
教
育
で
既

に
相
当
共
通
語
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
共
通

、
語
は
だ
ん
だ
ん
と
後
天
的
な
も
の
か
ら
生
得
の
も
の

に
移
り
っ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
っ
お
そ
ら
く
2
0
年
後

に
も
う
一
回
調
査
し
て
も
お
も
し
ろ
く
な
か
ろ
う
。

　
ま
た
、
前
記
江
川
論
文
で
は
、
先
に
述
べ
た
コ
言

語
形
成
期
」
へ
の
反
省
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
共
通
語
化
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
北
海
道
で
、
昭

和
3
3
～
3
5
年
に
調
査
し
た
も
の
が
あ
る
。

　
い
ろ
い
ろ
違
っ
た
こ
と
ば
を
使
っ
て
い
る
人
た
ち

が
集
ま
っ
て
生
活
し
た
場
合
、
お
そ
ら
く
共
通
す
る

こ
と
ば
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
共
通

す
る
こ
と
ば
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
、
さ
ら
に

広
が
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
過
程
お
よ
び
条
件
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
を
調
べ
る
の
に
北
海
道

が
一
番
つ
こ
う
が
い
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
結
果
は
国
立
国
語
研
究
所
報
告
2
7
「
共
通
語
化
の

過
程
－
北
海
道
に
お
け
る
親
子
三
代
の
こ
と
ば
一
」

に
発
表
し
て
あ
る
。

　
北
海
道
の
こ
と
ば
は
、
調
査
の
結
果
で
は
考
え
ら

れ
て
い
る
ほ
ど
は
東
京
方
言
に
近
く
は
な
い
。
こ
の

北
海
道
共
通
語
は
東
北
方
言
を
基
盤
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、
半
島
部
や
内
陸
炭
鉱
地
帯
、
海
岸
に

行
な
わ
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
浜
こ
と
ば
の
分
布
し
て

い
る
地
域
を
ほ
ぼ
こ
の
調
査
は
明
ら
か
に
し
た
。

　
こ
の
北
海
道
共
通
語
に
と
け
込
む
の
は
、
移
住
し

た
一
世
か
ら
始
ま
っ
て
、
何
世
ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
か
。
三
世
に
な
る
と
大
体
は
こ
の
共
通
語
の

使
い
手
と
な
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
言
語
の
い

ろ
い
ろ
な
要
素
に
よ
っ
て
多
少
違
っ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
語
彙
で
は
一
世
と
二
世
と
の
間
の
落

差
が
著
し
い
。
出
身
地
特
有
の
単
語
は
、
使
わ
な
い

ま
で
も
三
世
ま
で
は
相
当
知
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以

後
ど
ん
ど
ん
薄
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し

て
、
音
声
は
二
世
と
三
世
と
の
間
の
差
の
方
が
大
き

い
。
こ
れ
は
ア
ク
セ
ン
ト
で
も
同
様
で
、
三
世
に
な

る
と
か
な
り
無
ア
ク
セ
ン
ト
化
す
る
よ
う
で
あ
る
。

　
二
世
よ
り
三
世
、
年
齢
も
若
い
方
が
普
通
の
意
味

に
お
け
る
共
通
語
を
よ
く
使
う
。
そ
れ
で
は
こ
の
場

合
要
因
と
し
て
世
代
の
方
が
き
い
て
い
る
か
、
年
齢

の
方
が
き
い
て
い
る
か
、
を
比
較
し
よ
う
と
し
た
の

が
、
富
良
野
町
で
の
町
民
曲
人
を
対
象
と
し
た
調
査

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
調
査
は
言
語
の
方
と
し
て
は

か
な
り
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
だ
っ
た
。

　
結
果
は
や
は
り
項
目
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
。
た
と
え
ぽ
、
音
声
で
は
3
0
代
、
お
よ

び
二
世
が
東
北
的
特
色
を
強
く
持
っ
て
い
る
。
そ
し

て
そ
の
差
は
世
代
も
年
齢
も
同
じ
で
あ
る
。

　
語
彙
で
は
北
海
道
的
語
彙
に
は
一
次
と
二
次
と
の

二
種
類
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
一
次
北
海
道
語
彙

は
東
北
方
言
基
盤
の
も
の
、
あ
る
い
は
古
く
生
ま
れ

た
も
の
で
、
こ
れ
は
世
代
が
下
が
る
に
し
た
が
っ
て

薄
く
な
る
。
二
次
北
海
道
語
彙
は
北
海
道
独
特
の
風

物
に
つ
け
ら
れ
た
名
お
よ
び
北
海
道
で
生
ま
れ
た
語

彙
の
一
部
で
、
こ
れ
は
世
代
が
下
が
る
に
し
た
が
っ

て
今
は
多
く
な
っ
て
い
る
。

　
文
法
で
は
「
書
く
べ
」
の
よ
う
な
も
の
は
2
0
代
の

方
が
多
く
な
っ
て
い
て
、
つ
ま
り
方
言
的
で
、
他
の

も
の
と
傾
向
が
違
っ
て
い
る
。

敬
語
に
つ
い
て

　
次
に
、
国
語
研
の
と
り
あ
げ
た
言
語
の
社
会
的
な

調
査
は
敬
語
に
関
し
て
で
あ
っ
た
。
調
査
地
点
は
昭

和
2
7
年
度
は
三
重
県
上
野
市
、
昭
和
2
8
年
度
は
愛
知

県
岡
崎
市
で
あ
る
。
国
立
国
語
研
究
所
報
告
1
1
「
敬

語
と
敬
語
意
識
」
に
詳
し
い
報
告
が
あ
る
。

　
日
本
語
で
は
人
と
の
コ
、
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
う

ノ



．
ま
く
い
く
か
ど
う
か
は
敬
語
に
関
わ
る
こ
と
が
多
い

の
で
、
こ
の
敬
語
の
実
態
を
と
ら
え
る
こ
と
は
コ
．
、
、

ユ
．
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
の
能
率
の
向
上
を
は
か
る
た
め
に

は
是
．
非
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。

　
調
査
で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
複
雑
な
組
み
合

わ
せ
で
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
主

と
し
て
一
般
市
民
に
面
接
し
て
得
ち
れ
た
サ
ン
プ
リ

ン
グ
調
査
の
結
果
を
簡
単
に
述
べ
て
み
よ
う
。
．

1
・
否
定
的
要
素
を
含
む
敬
語
形
式
（
「
い
た
だ
け

　
ま
せ
ん
か
」
と
か
「
く
れ
ん
か
」
な
ど
）
は
発
話

　
全
体
と
し
て
否
定
的
要
素
を
含
ま
な
い
敬
語
形
式

　
（
「
い
た
だ
け
ま
す
か
」
や
「
く
れ
」
な
ど
）
よ

　
り
て
い
ね
い
で
あ
る
。

2
画
長
い
発
話
ほ
ど
て
い
ね
い
で
あ
る
。

3
・
心
理
的
に
弱
い
立
場
に
立
つ
と
き
（
も
の
を
頼

　
む
と
ミ
恩
恵
を
受
け
た
場
合
な
ど
）
敬
語
行
動

　
は
て
い
ね
い
に
な
り
、
そ
の
逆
の
と
き
は
比
較
的

　
乱
暴
に
な
る
。

4
・
こ
の
場
合
で
は
こ
の
程
度
の
て
い
ね
い
さ
で
敬

　
語
行
動
を
す
べ
き
で
あ
る
乏
い
う
意
識
と
、
実
際

　
の
敬
語
行
動
の
て
い
ね
い
さ
と
は
必
ず
し
も
一
致

　
し
な
い
。

5
・
敬
語
行
動
で
は
、
性
別
が
社
会
的
要
因
の
中
で

　
最
も
き
き
、
年
齢
は
敬
語
行
動
を
規
定
す
る
要
因

　
．
と
し
て
は
最
も
さ
い
て
い
な
い
。

6
・
男
の
方
が
場
面
に
よ
る
使
い
分
け
が
う
ま
い
が

　
女
は
い
つ
も
て
い
ね
い
な
敬
語
形
式
を
使
い
、
場

　
面
に
よ
る
使
い
分
け
は
し
な
い
傾
向
が
あ
る
。
以

　
上
5
・
6
に
つ
い
て
は
表
H
を
見
よ
。

表H　敬語調査の結果の二部

　　ていねいさの点　使い分けの点

男0．2690．728
．女　　　　2．901　0．610

搬19歳レ473

30代　　　1．544

11畿以上｝・84・

0．675

0．713

0．850

0．632

0。477

　ヒ
階層下　　1．218　　0．540

　　中．1．6160．715

　　上2．2130．716
高いほど　　高いほど使い

でいねい　　分けがうまい

7
・
女
は
男
に
対
し
て
、
若
い
人
は
老
人
に
対
し
て

　
下
層
の
人
は
上
層
の
人
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
て
い

　
ね
い
に
い
う
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し

　
て
こ
の
う
ち
、
階
層
こ
そ
最
も
強
く
規
定
す
べ
き

　
き
も
の
ど
．
し
て
い
る
。

．
こ
の
敬
語
の
調
査
は
、
こ
の
当
時
に
お
け
る
、
言

語
の
社
会
的
調
査
と
し
て
は
最
高
の
方
法
・
技
術
を

と
っ
た
も
の
と
思
う
。

　
こ
の
方
法
を
基
と
し
て
、
そ
れ
以
外
の
方
法
論
の

発
達
を
考
慮
に
入
れ
、
こ
の
間
の
社
会
の
変
化
に
応

じ
て
敬
語
の
使
い
方
な
ど
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た

か
を
、
や
は
り
約
2
0
年
の
間
隔
を
置
い
て
岡
崎
市
で

実
施
し
、
．
両
調
査
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
明

し
よ
う
と
し
（
．
昭
和
4
3
年
U
月
、
本
年
3
月
に
調
査

し
た
。
・
こ
の
新
調
査
は
今
集
計
中
で
あ
り
、
ま
だ
こ

こ
に
報
告
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
は
い
な
い
。

　
こ
の
調
査
も
、
先
に
述
べ
た
鶴
岡
布
の
調
査
も
、

と
も
に
2
0
年
中
間
隔
を
置
い
て
し
た
サ
ン
プ
リ
ン
グ

調
査
な
ら
び
に
前
の
調
査
で
の
被
調
査
者
本
人
を
で

き
る
だ
け
追
跡
し
て
、
再
度
調
査
し
て
い
る
と
炉
う

、
点
で
、
世
界
の
学
界
で
も
比
類
の
な
い
調
査
で
、
そ

れ
だ
け
に
価
値
も
高
い
も
の
と
考
え
る
。

　
な
蹴
、
島
根
県
松
江
市
に
お
け
る
国
語
研
の
昭
和

38

N
度
の
複
雑
な
企
画
に
よ
る
共
同
調
査
の
一
環
と

し
て
、
　
一
家
族
の
一
日
（
午
前
6
時
か
ら
午
後
1
0
時

ま
で
）
の
会
話
を
録
音
し
て
、
そ
れ
を
材
料
と
し
て

各
種
の
待
遇
表
現
の
現
わ
れ
方
を
分
析
し
た
も
の
が

敬
語
に
関
係
し
た
も
の
と
し
て
は
あ
る
。
国
立
国
語

研
究
所
報
告
4
1
．
「
待
遇
表
現
の
実
態
一
松
江
2
4
時
間

調
査
資
料
か
ら
一
」
は
こ
れ
に
関
し
た
も
の
。

　
談
話
の
種
類
を
三
つ
の
観
点
（
機
能
、
こ
と
ば
の

調
子
、
話
題
）
か
ら
い
く
つ
か
に
分
け
、
こ
航
ら
と

文
の
数
や
談
話
へ
の
参
加
老
の
種
類
、
て
い
ね
い
表

｝
　
．

4

，



r
‘

’

現
、
尊
敬
表
現
、
要
求
表
現
、
呼
び
名
な
ど
と
の
関

係
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
，

　
詳
し
い
こ
と
は
省
略
す
る
が
、
た
と
え
ば
、
ラ
レ

ル
、
ラ
エ
ル
は
尊
敬
表
現
を
受
け
る
人
が
、
話
し
手

に
と
っ
て
眼
前
に
い
る
相
手
（
聞
き
手
）
で
あ
る
と

き
主
と
し
て
使
わ
れ
、
ナ
サ
ル
、
ナ
サ
イ
マ
ス
、
ナ

サ
イ
ン
ス
は
離
れ
た
と
こ
ろ
に
い
る
第
三
者
に
つ
い

て
使
わ
れ
、
ナ
ル
は
そ
の
中
間
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
。

　
分
析
に
は
話
し
こ
と
ば
の
調
査
と
し
て
始
め
て
電

子
計
算
機
を
使
っ
た
点
、
注
目
さ
れ
る
。

そ
の
他
の
調
査
に
つ
い
て

一
・
2
4
時
間
調
査

　
白
河
市
お
よ
び
鶴
岡
市
で
、
始
め
て
の
試
み
と
し

て
、
．
市
民
の
一
日
の
言
語
量
な
ど
を
調
査
し
た
。
こ

れ
を
「
2
4
時
間
調
査
」
と
い
う
。

　
結
果
の
う
ち
の
一
部
を
表
皿
に
示
す
。
白
河
市
の

方
が
よ
く
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
の
は
、
地
域
の
差
な
の

か
、
そ
れ
と
も
た
だ
個
人
差
な
の
か
、
少
数
の
主
な

の
で
ま
だ
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
。
こ
れ
か
ら
研
究

す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。

　
ど
ん
な
語
が
多
く
使
わ
れ
た
か
を
表
W
で
示
し
て

み
よ
う
。
こ
の
W
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
日
常
談

話
で
は
、
返
事
と
か
「
あ
れ
」
「
こ
れ
」
な
ど
の
い

市民の一日の言語量など表皿

店

主

　　391

1，375

2，891

　　919

手
工
業
者
　　318

1，573

4，752

1，282

　
　
　
　
　
　
3
7

高
級
地
方
公
務
員
　
4

　
　
　
　
　
韻

容
院
主

商
家

　
　
　
　
窺

の
主
婦民

1，983

5，528

1，497

2，894

8，558

3，206

9，290

2，138

話題の数　706

文の数2，638
文節の数10，068
一日の異なり語　2，324

表W　一日に多く使われる語ベストテン

　　白河市　　　　　鶴岡市

一　！一一一一一一　農　　　商婦　　　高公　　　　商
　　　　　　秀　　雛　　店
　民　　　主　　　　方　　　　　主
あれ　　　はい（返事）　はあ（返事）　ん（返事）

これ　　　これ　　　そう　　　はい（返事）

ある（有）　いい　　　　ええ（返事）　いい

それ　　　なに　　　　ああ（返事）　これ

そう　　～ない　　　それ　　　ああ（返事）

この　　　そう　　　　はい（返事）　それ

なに　　　ある（有）　は（返事）　はあ（返事）

なる（成）　ござる　　　ん（返事）　　くる（来）

いい（良）ありがたい　する　　　ネー（ない）

～くる　　それ　　　　いう（言）　　あれ

わ
ゆ
る
コ
ソ
ア
ド
語
が
上
位
を
占
め
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
．
書
き
こ
と
ば
の
語
彙
調
査
の
場
合
1
位
に

な
る
こ
と
の
多
い
「
す
る
」
は
高
級
地
方
公
務
員
で

上
位
1
0
ま
で
に
出
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
あ
と
は
農
民
’

14

ﾊ
、
商
家
の
主
婦
1
1
位
、
商
店
主
2
8
位
で
あ
っ

た
。

二
つ
文
字
生
活
調
査

　
昭
和
3
7
年
度
に
国
語
研
が
新
潟
県
長
岡
市
で
し
た

「
国
民
各
層
の
言
語
生
活
の
実
態
調
査
」
の
う
ち
文

字
表
記
に
関
す
る
も
の
を
ま
と
め
、
さ
ら
に
東
京
の

P
T
A
の
母
親
や
各
会
社
に
つ
い
て
調
査
し
た
結
果

も
加
え
て
発
表
し
た
の
が
、
国
立
国
語
研
究
所
報
告

29

u
戦
後
の
国
民
各
層
の
文
字
生
活
」
で
あ
る
。

　
戦
後
の
新
し
い
国
語
表
記
法
に
つ
い
て
、
ど
う
い

う
事
項
が
普
及
し
や
す
い
か
。
ど
う
い
う
人
に
普
及

し
や
す
い
か
、
ど
う
い
う
経
路
で
普
及
し
や
す
い
か

な
ど
と
い
う
観
点
で
ま
と
め
た
も
の
で
、
今
後
の
国



語
施
策
の
普
及
方
法
を
考
え
る
基
礎
と
な
る
デ
ー
タ

で
あ
る
が
、
紙
数
の
関
係
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
．

三
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
意
識
の
調
査

　
島
根
県
松
江
市
、
で
の
調
査
の
中
で
、
特
に
小
中
学

生
お
よ
び
高
校
生
の
家
庭
に
お
け
る
言
語
行
動
に
焦

点
を
置
い
た
調
査
に
、
福
島
県
で
の
や
は
り
之
の
問

題
で
の
共
同
調
査
の
結
果
を
加
え
て
ま
と
め
た
の
が

国
立
国
語
研
究
所
報
告
3
3
「
家
庭
に
お
け
る
子
ど
も

の
コ
、
、
・
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
意
識
」
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
親
と
子
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
ば
を
交

わ
す
か
、
親
の
性
別
・
子
の
性
別
に
よ
っ
て
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
内
容
・
方
向
・
形
式
な
ど
に
ど
の

よ
う
な
傾
向
が
形
作
ら
れ
る
か
、
ま
た
都
市
的
社
会

と
農
村
的
社
会
と
で
家
庭
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

に
ど
の
よ
う
な
差
異
が
み
ら
れ
る
の
か
、
な
ど
の
問

題
に
つ
い
て
解
明
し
た
も
の
で
、
今
問
題
と
な
っ
て

い
る
い
わ
ゆ
る
断
絶
を
ど
う
乗
り
越
え
る
か
を
考
え

る
の
に
役
立
つ
と
思
う
。
し
か
し
、
こ
れ
も
紙
数
の

関
係
で
詳
し
い
こ
と
は
省
略
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
野
元
菊
雄
）

噛
躍
8
＝
旨
旨
＝
一
1
＝
＝
冨
．
圏
澗
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＝
冨
．
．
國
－
胃
＝
一
．
翼
壽
＝
■
一
1
一
．
．
．
昌
曽
葺
－
叩

｝
サ
ン
プ
リ
ン
ゲ
調
査

…
こ
れ
は
社
会
調
査
の
主
流
を
占
め
て
い
る
調
査

一
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法
で
あ
る
。
昭
和
4
7
年
目
愛
知
県
■
岡
崎
市
で
の

「
面
接
調
査
r
（
附
表
参
照
）
」
を
例
に
サ
ソ
プ
．

リ
ン
グ
調
査
の
手
順
を
示
そ
う
一
説
明
を
簡
単

に
す
る
た
め
細
か
い
問
題
は
省
略
す
る
。

　
こ
の
調
査
で
は
ω
岡
崎
旧
市
街
地
に
居
住
す
る

㏄
1
5
～
7
9
歳
の
男
女
が
、
調
査
対
象
と
定
め
ら
れ

た
。
こ
の
条
件
を
満
た
す
す
べ
て
の
人
々
の
集
団

を
「
母
集
団
」
と
呼
ぶ
。
4
7
年
1
0
月
現
在
の
母
集

団
は
約
六
万
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
わ
れ
わ
れ

が
直
接
調
査
し
う
る
人
数
は
四
百
人
ぐ
ら
い
で
あ

る
。
こ
の
四
百
人
を
「
標
本
（
サ
ン
プ
ル
）
」
と

い
う
。

　
六
万
の
母
集
団
か
ら
四
百
の
標
本
を
抽
出
す
る

か
ら
、
二
人
に
1
人
の
割
合
で
抽
出
れ
ば
よ
い
こ

と
に
な
る
。
そ
こ
で
母
集
団
を
構
成
す
る
す
べ
て

の
人
々
を
台
帖
…
　
普
通
、
住
民
登
録
簿
、
こ
の

場
合
は
電
子
計
算
機
に
記
憶
さ
れ
て
い
る
一
の

最
初
か
ら
順
次
番
号
を
つ
け
て
お
く
。
最
初
に
抽

出
さ
れ
る
標
本
の
番
号
を
ラ
ン
ダ
ム
に
決
め
、
そ

の
番
号
に
当
っ
た
人
を
標
本
と
し
て
抽
出
す
る
。

以
後
、
そ
の
標
本
か
ら
励
お
き
に
抽
出
し
、
合
計

¶
冒
“
…
一
．
・
1
匿
圃
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一
『
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ヨ
ヨ
一
一
．
眉
暫
・
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置
｛
・
≡
・
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置
口
・
－
≡
＝
1
薩
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§
・
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冒
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「
・
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嘱
1
薯
…
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1
遭
ヨ
胴
≡
圏
属

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
皿

四
百
の
標
本
が
抽
出
さ
れ
る
ま
で
こ
の
作
業
を
続
開

け
・
。
．
、
の
作
業
を
「
標
糞
壷
」
・
い
馬
　

　
こ
の
よ
う
に
し
て
抽
出
さ
れ
た
標
本
は
確
率
論
㎜

的
に
母
集
団
の
構
造
を
反
映
し
た
縮
図
と
考
え
ら
㎜

れ
・
．
そ
是
四
百
の
葉
に
対
・
て
調
査
三

法
の
（
個
別
）
面
接
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
か
ら
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
開

母
集
団
全
体
を
推
定
し
よ
う
と
し
た
。

　
以
上
が
岡
崎
市
で
の
調
査
手
順
で
あ
る
　
　
　
　
圓

要
約
・
て
述
べ
れ
ば
、
「
標
本
抽
Ψ
葉
へ
　

の
調
査
の
実
施
↓
そ
の
結
果
か
ら
の
母
集
団
の
推
開

壇
」
の
過
程
が
サ
ン
プ
リ
ン
グ
調
査
で
あ
る
。
　
　
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圖

　
サ
ン
プ
リ
ン
グ
調
査
は
全
数
調
査
に
比
べ
て
、
．
湘

調
査
数
が
少
な
く
て
す
み
、
従
っ
て
調
査
に
要
す
㎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“

る
経
費
や
日
数
も
少
な
い
と
い
っ
た
能
率
が
高
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎜

と
い
う
理
由
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
社
会
調
査
で
用
］

い
蹴
嘉
承
翫
届
く
単
純
な
方
法
…

で
あ
る
が
、
こ
の
他
に
も
多
ぐ
の
方
法
が
開
発
さ
珊

れ
て
い
る
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

襲
岡
崎
市
の
調
査
で
は
馨
霧
時
に
乱

捕
か
の
調
査
不
能
が
生
ず
る
こ
と
を
見
込
ん
で
あ
閏

ら
か
じ
め
余
分
に
標
本
が
抽
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
剛
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・
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図
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ド
ノ
、

国
立
国
語
研
究
所
の
歩
み
・
2
〈
社
会
言
語
学
V

III

今
後
の
言
語
調
査
に
つ
い
て

／

　
国
語
研
で
は
地
域
社
会
の
言
語
生
活
に
関
し
て
一

連
の
調
査
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
あ

る
程
度
の
言
語
的
知
見
が
得
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、

残
さ
れ
た
問
題
も
少
な
く
は
な
い
。
今
後
の
言
語
調

査
に
お
け
る
課
題
を
、
都
市
化
社
会
に
お
け
る
言
語

生
活
と
二
重
言
語
生
活
の
二
点
に
し
ぼ
っ
て
考
え
て

み
た
い
。

一
　
都
市
化
社
会
に
お
け
る
言
語
生
活

　
現
代
の
日
本
で
は
経
済
的
高
度
成
長
、
マ
ス
メ
デ

ィ
ア
の
急
速
な
発
達
、
生
活
空
間
の
拡
大
化
な
ど
社

会
構
造
が
著
し
く
変
化
し
つ
つ
あ
る
と
い
わ
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
変
化
は
都
市
化
の
波
と
相
ま

っ
て
大
都
市
お
よ
び
そ
の
勢
力
圏
た
る
周
辺
都
市
部

に
お
い
て
特
に
顕
著
に
現
わ
淑
て
い
る
。
こ
こ
で
億

住
民
の
生
活
－
人
間
関
係
や
価
値
意
識
な
ど
一

が
急
速
に
変
貌
し
つ
つ
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
大

都
市
を
中
心
と
す
る
都
市
化
の
進
ん
だ
地
域
で
は
社

会
の
構
造
は
複
雑
に
入
り
・
組
ん
で
お
り
、
そ
れ
を
構

成
す
る
要
素
の
変
化
は
大
き
い
と
い
え
よ
う
。
．

　
こ
の
よ
う
な
性
格
を
有
す
る
地
域
で
の
調
査
は
内

容
的
に
も
技
術
的
に
も
容
易
で
な
い
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
。
今
ま
で
の
一
連
の
国
語
研
の
言
語
調
査
で
大

都
市
に
お
け
る
そ
れ
が
み
ら
れ
な
い
理
由
の
一
つ
に

な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
逆
に
み
れ
ば

ζ
の
よ
う
な
複
雑
な
構
造
を
も
つ
大
都
市
で
の
言
語

調
査
が
ど
う
し
て
も
必
要
だ
と
も
い
え
よ
う
。

　
言
語
を
社
会
と
の
関
連
で
み
て
い
く
上
で
は
、
単

な
る
実
態
を
調
べ
る
と
い
う
意
味
で
も
、
言
語
行
動

の
モ
デ
ル
を
考
え
る
と
い
う
意
味
で
も
複
雑
な
社
会

構
造
を
有
す
る
地
域
で
の
調
査
が
求
め
ら
れ
る
。
人

口
移
動
が
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
地
方
の
小
都
市
で
み

ら
れ
た
言
語
現
象
の
調
査
は
そ
れ
は
そ
れ
で
一
つ
の

意
味
が
あ
る
が
そ
れ
を
大
都
市
で
の
言
語
生
活
に
拡

大
し
て
考
え
る
場
合
に
は
か
な
り
の
無
理
が
あ
ろ

う
。
そ
の
例
を
思
い
つ
く
ま
ま
い
く
つ
か
考
え
て
み

た
い
。

　
第
一
に
、
都
市
化
の
著
し
い
大
都
会
で
は
毎
年
か

な
り
大
き
な
比
率
で
の
人
口
移
動
が
み
ら
れ
て
い

る
。
人
口
移
動
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
地
域
で
異
な

っ
た
言
語
行
動
あ
る
い
は
言
語
意
識
を
も
つ
人
々
が

た
え
ず
接
触
し
合
い
適
応
あ
る
い
は
霊
寺
を
続
け
て

い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
個
々
人
の
言

語
生
活
は
日
々
微
妙
に
変
容
し
て
い
る
と
い
え
よ
う



i
変
容
の
程
．
度
は
人
に
よ
っ
て
異
な
ろ
う
が
。
さ

ら
に
地
方
か
ら
の
都
市
へ
の
流
入
者
の
側
か
ら
み
れ

ば
そ
れ
ま
で
に
獲
得
し
て
い
た
言
語
（
艮
方
言
）
に

ど
の
程
度
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
感
ず
る
か
、
感
じ

な
い
か
、
あ
る
い
は
言
語
を
変
え
よ
う
と
す
る
か
、

し
な
い
か
、
な
ど
と
い
っ
た
問
題
も
あ
ろ
う
。
こ
れ

は
通
常
の
小
都
市
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
た
現
象
で

あ
り
、
少
な
く
と
も
大
都
市
で
の
調
査
を
実
施
し
な

い
限
り
そ
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ

う
。　

同
じ
こ
と
は
情
報
の
伝
播
径
路
ー
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
過
程
に
つ
い
て
も
い
え
よ
う
。
コ
ミ
ュ
ニ

ィ
テ
ィ
が
簡
壊
し
た
と
い
わ
れ
る
都
市
化
社
会
で
は

情
報
は
必
ず
し
も
近
隣
関
係
か
ら
伝
お
る
と
は
い
え

な
い
。
む
し
ろ
、
職
場
集
団
の
果
す
役
割
が
相
対
的

に
大
き
く
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
職
場
集
団

は
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
．
フ
ト
の
典
型
と
い
わ
れ
て
お
り
、
家

族
や
近
隣
集
団
な
ど
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
は
異

な
っ
た
社
会
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

考
え
る
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
お
け
る
言
語
生
活
の

実
態
の
解
明
に
も
力
を
そ
そ
ぐ
必
要
が
あ
る
と
考
ら

え
れ
る
。

　
一
方
、
都
市
の
縮
図
と
み
ら
れ
る
団
地
社
会
で
の

言
語
生
活
に
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
団
地
は

一
つ
に
．
は
近
隣
社
会
と
し
て
も
機
能
を
も
．
つ
一
方
、

従
来
の
形
で
の
近
隣
社
会
と
は
異
な
っ
た
様
相
を
示

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
団
地
で
の
言
語
生
活
の
調

査
が
求
め
ら
れ
る
に
は
別
の
意
味
も
あ
る
。
比
較
的
．

新
し
く
造
成
さ
れ
た
団
地
に
つ
い
て
、
そ
の
住
民
の

諸
種
の
経
歴
を
長
期
的
に
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
径
路
の
発
生
お
よ
び
変
容
の

姿
を
知
る
こ
と
が
で
磐
惹
か
ら
で
あ
る
　
　
も
ち
ろ

ん
、
こ
の
仕
事
に
は
多
大
の
研
究
者
と
費
用
と
が
投

入
さ
れ
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
ろ
う
が
。

　
以
上
の
ほ
か
、
都
市
化
社
会
の
住
．
民
の
社
会
、
政

治
意
識
、
消
費
、
レ
ジ
ャ
生
活
、
家
庭
生
活
な
ど
あ

ら
ゆ
る
面
で
都
市
化
の
遅
れ
て
い
る
地
域
の
住
民
と

は
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
も
大
都
市
で
の
調
査

研
究
を
必
要
ど
す
る
要
素
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
江
川
　
清
）

二
　
二
重
言
語
生
活

　
共
通
語
化
の
研
究
も
、
二
重
言
語
生
活
に
つ
い
て

の
調
査
と
い
え
な
い
こ
と
は
な
い
。
方
言
を
使
っ
て

の
生
活
に
対
し
て
、
あ
と
か
ら
学
習
さ
れ
た
も
の
と

し
て
の
共
通
語
を
使
っ
て
の
生
活
が
あ
り
、
そ
の
共

通
語
側
か
ら
見
た
も
の
が
こ
れ
ら
の
調
査
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
二
重
言
語
生
活
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の

幾
重
に
も
重
な
り
合
っ
た
こ
と
ば
の
生
活
を
わ
れ
わ

れ
は
い
ろ
い
ろ
な
面
で
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
Q
非

常
に
く
だ
け
た
表
現
か
ら
、
非
常
に
改
ま
っ
た
表
現

ま
で
、
何
段
階
か
に
分
け
、
わ
れ
わ
れ
憶
そ
の
場
合

場
合
に
応
じ
て
、
そ
の
う
ち
の
あ
る
段
階
を
適
当
と

判
断
七
て
そ
の
表
現
を
と
る
。
敬
語
で
も
同
様
で
あ
．

る
。
ど
の
敬
語
の
段
階
で
、
こ
の
人
と
こ
の
場
面
で

語
る
の
が
適
当
か
と
判
断
し
て
段
階
を
選
択
し
て
語

る
。
時
に
、
こ
の
語
る
人
の
適
当
と
し
た
段
階
が
、

話
さ
れ
る
人
の
期
待
し
た
そ
れ
と
一
致
し
な
い
こ
と

が
あ
り
、
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
の
障
害
が

起
こ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
社
会
言
語
学
の
と
り

あ
げ
る
べ
き
問
題
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
も
上
述
の
よ

一
う
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
以
上
は
一
つ
の
国
語
、
日
本
語
な
ら
日
本
語
と
い

う
中
で
の
問
題
で
あ
っ
た
が
、
日
本
人
が
世
界
に
進

出
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
い
ろ
い
ろ
外
国
語
と
の
二

重
言
語
生
活
が
問
題
に
な
る
。

　
た
と
え
ぽ
、
a
本
に
い
る
外
国
人
が
ど
の
よ
う
な

言
語
生
活
を
し
て
い
る
か
、
逆
に
、
外
国
に
い
る
日

本
人
が
ど
の
よ
う
な
言
語
生
活
を
し
て
い
る
か
、
と

い
う
問
題
が
あ
る
。

　
こ
の
外
国
に
い
る
日
本
人
と
い
う
中
に
は
、
も
ち

ろ
ん
日
系
人
も
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
主
観
的
な
感

じ
で
あ
る
が
、
外
地
の
日
本
人
（
日
系
人
）
の
日
本

語
は
早
く
消
．
え
る
の
で
は
な
い
か
。
中
国
人
な
ど
は

頭

、
．

馬

㍉’



新

勘

戸

こ
の
点
強
固
に
何
世
代
に
も
わ
た
っ
て
中
国
語
を
維

持
す
る
よ
う
で
あ
る
。
．
こ
の
よ
う
に
、
故
国
の
言
語

と
、
移
住
地
の
言
語
と
の
力
関
係
を
、
各
言
語
に
つ

い
て
何
世
代
か
に
わ
た
っ
て
調
査
す
れ
ば
、
現
在
の

世
界
の
各
言
語
の
、
そ
の
言
語
の
構
造
的
、
あ
る
い

は
「
深
層
的
」
な
分
析
か
ら
は
絶
対
に
わ
か
ら
な
い

特
質
が
浮
か
び
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な

調
査
は
、
ユ
ネ
ス
コ
あ
た
り
の
主
催
で
全
世
界
的
規

模
で
行
な
う
べ
き
で
あ
る
が
、
ハ
ワ
イ
の
日
系
人
に

つ
い
て
は
研
究
所
員
も
参
加
し
た
調
査
が
日
本
学
術

振
興
会
の
ス
ポ
ン
サ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ

さ
ら
に
ブ
ラ
ジ
ル
、
カ
ナ
ダ
の
日
系
人
に
つ
い
て
も

こ
の
計
画
が
あ
る
。

　
国
語
研
と
し
て
も
大
き
く
関
わ
り
を
将
来
持
つ
べ

き
、
社
会
言
語
学
的
な
課
題
で
あ
ろ
う
。

三
　
ま
と
め

　
以
上
の
社
会
言
語
学
的
な
研
究
は
す
べ
て
共
同
研

究
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
大
量
の
被
調
査
者
に
つ
い

て
調
査
す
る
と
き
は
も
ち
ろ
ん
一
人
の
研
究
者
で
は

で
き
な
い
。
大
学
で
は
組
織
・
人
員
・
予
算
の
関
係

か
ら
真
の
共
同
研
究
は
成
り
立
ち
に
く
い
。
こ
の
点

で
共
同
研
究
は
国
語
研
に
お
け
る
研
究
の
一
つ
の
特

色
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
も
の
で
、
戦
後
の
国
語
研
究

が
戦
前
の
そ
れ
と
大
い
に
異
な
っ
て
い
る
点
の
一
つ

は
こ
こ
に
あ
る
。
こ
の
点
で
、
国
語
研
の
果
た
し
た

役
割
り
は
大
き
か
っ
た
。
特
に
約
2
0
年
を
隔
て
て
の

同
一
規
格
に
よ
る
継
続
調
査
や
パ
ネ
ル
調
査
は
、
大

学
な
ど
で
は
で
き
に
く
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
上
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
言
語
自
身
を
い
く
ら
ひ

つ
く
り
返
し
た
り
ほ
じ
く
っ
た
り
し
て
も
出
て
こ
な

い
面
が
、
そ
れ
が
社
会
と
関
わ
っ
て
運
用
さ
れ
る
ど

こ
ろ
に
出
て
く
る
の
で
、
そ
こ
に
主
眼
を
置
い
て
研

究
す
る
部
面
が
当
然
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う

よ
り
、
そ
の
方
面
を
担
当
し
て
．
い
る
者
の
眼
か
ら
見

る
な
ら
ぽ
、
国
語
研
究
に
も
っ
と
こ
の
ま
だ
緒
に
つ

い
た
ぽ
か
り
の
若
い
面
に
他
の
一
面
よ
り
も
当
面
重

点
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

　
他
の
面
の
研
究
は
と
も
あ
れ
、
今
わ
れ
わ
れ
は
、

今
ま
で
の
こ
の
面
の
研
究
を
進
め
る
と
と
も
に
未
着

手
の
、
東
京
な
ど
大
都
市
に
お
け
る
言
語
生
活
の
研
．

究
、
今
や
一
般
の
人
に
と
っ
て
地
域
社
会
よ
り
も
重

要
と
な
っ
た
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
お
け
る
言
語
生
活

の
研
究
、
ま
た
上
述
の
外
国
語
と
関
わ
る
面
で
の
国

語
使
用
の
研
究
に
進
ん
で
い
き
た
い
、
と
考
え
て
い

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
野
元
菊
雄
）

剛
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
－
8
…
．
…
1
圏
．
…
、
i
，
圃
一

㎜　

ｲ
査
は
む
ず
か
し
く
な
っ
て
き
た
　
　
　
　
　
圃

…緬

莱
V
難
耀
諸
重
出
難

…
員
が
被
調
査
老
に
面
会
で
き
な
い
事
態
が
生
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
脚

…
る
。
一
番
多
い
ケ
ー
ス
は
被
調
査
者
が
旅
行
や
悶

…・

ﾜ
雛
鞍
鼻
罵
雛
闘

一
る
。
こ
の
場
合
、
被
調
査
者
が
調
査
へ
の
協
カ
一

　
を
拒
否
し
た
り
、
被
調
査
者
自
身
の
意
志
に
か
㎜

圃
…
か
わ
ら
ず
彼
ら
が
言
語
障
害
や
精
神
薄
弱
な
ど
開

　
　
の
理
由
で
調
査
が
不
可
能
と
な
る
場
合
で
あ

”
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
　
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叩

醐
近
年
、
調
査
が
や
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
。

…
と
く
に
、
被
調
査
者
に
面
会
で
き
な
い
ケ
ー
ス
　
四

四
が
急
激
接
許
し
て
い
。
。
．
、
の
点
に
今
後
の
剛

　
　
課
題
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
　
　
（
江
川
　
清
）
悶
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国
立
国
語
研
究
所
の
歩
み
・
2
〈
社
会
言
語
学
＞

W
国
語
研
に
お
け
る
言
語
調
査
一
覧

　
た
び
た
び
ふ
れ
て
き
た
が
、
国
語
研
で
は
創
立
以

来
、
数
多
く
の
言
語
調
査
を
行
な
っ
て
き
た
ρ
そ
れ

ら
の
調
査
を
一
覧
し
た
も
の
が
以
下
の
附
表
で
あ
、

る
。
附
表
で
は
調
査
時
期
の
古
い
も
の
か
ら
順
に
並

べ
ら
れ
て
い
る
。

　
各
調
査
で
メ
イ
ン
調
査
に
当
た
る
も
の
で
代
表
さ

せ
て
、
調
査
内
容
別
に
分
類
す
る
と
次
の
よ
う
に
な

る
。　

A
、
共
通
語
化
に
関
す
る
調
査
一
1
（
附
表
の

　
　
　
左
端
の
ロ
ー
マ
数
字
。
従
っ
て
．
八
丈
島
で
の

　
　
　
調
査
を
意
味
す
る
。
以
下
同
）
、
H
、
皿
、

　
　
　
W
、
医

　
B
、
敬
語
お
よ
び
敬
語
音
心
識
に
関
す
る
調
査
一

　
　
　
V
、
．
W
、
X

　
C
、
言
語
生
活
、
と
く
に
文
字
言
語
に
関
す
る
調

査
－
顎
、
岡

　
砂
中
の
調
査
名
称
は
報
告
書
が
出
版
さ
れ
て
い
る

も
の
は
そ
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
名
称
を
、
出
版

さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
年
報
の
中
で
の
名
称
を
採
っ

た
。
従
っ
て
、
ほ
ぼ
同
一
内
容
の
調
査
で
あ
っ
て
も

．
全
く
別
の
調
査
名
称
が
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ

り
、
そ
の
反
対
の
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
ま
た
、
調
査
名

称
だ
け
で
は
内
容
が
明
確
で
な
い
も
の
も
い
く
つ
か

み
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
調
査
方
法
や
調
査
項
．

目
の
欄
を
み
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
H
と
皿
、
V
と
W
、
W
と
㎎
は
そ
れ
ぞ
れ
調
査
内

容
や
方
法
の
類
似
し
た
も
の
が
多
い
。
こ
の
た
め
、

ス
ペ
ー
ス
の
関
係
で
H
、
V
、
W
の
調
査
は
主
な
調

査
を
除
い
て
は
省
略
し
た
。
こ
の
他
に
も
省
略
し
た

調
査
が
い
く
つ
か
あ
る
。

　
母
集
団
の
大
き
さ
は
調
査
地
点
の
人
口
で
あ
る
。

各
調
査
の
調
査
地
域
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
が
古
く
か

ら
の
市
街
地
に
限
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
原
則
と

し
て
市
街
地
に
住
む
調
査
対
象
年
齢
層
の
人
口
を
も

っ
て
母
集
団
の
規
模
を
示
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
条

件
で
の
記
録
が
明
確
で
な
い
も
の
一
た
と
え
ば
、

W
な
ど
は
新
市
街
地
を
も
含
め
た
人
口
を
記
し
た
。

こ
の
場
合
、
人
数
の
下
に
カ
ッ
コ
で
全
市
と
か
全
町

と
注
記
し
て
あ
る
。

　
な
お
、
調
査
対
象
者
の
欄
で
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
と
な
っ

て
い
る
の
は
、
そ
の
調
査
地
点
で
生
ま
れ
育
っ
た
者

を
意
味
す
る
。
　
　
　
　
－
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
江
川
　
清
）

．
　
、
，
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・
魅
霧



附表　国語研における言語調査一覧表

サリ 調象 一一 母の

調 査　名　称 ンン

uグ

　Aｸ陶･
査
対
数

婁
杢
団
さ

調査方法 調査項目 使用器機 調査時期 調査者 集計方法

八

〔
1
） 約

1 丈 言語調　査 o 13才陶 216名 9，000 個別面接 1、3．4 ’49．ト7 研究都名 カード 註記

島 ．（戸別調査） 名 1．言語使用

〔1】共通語化の調査

o 15－69 635名
17，890

券xのみ｝ 個別面接
1、2．3

S．5
’49．12

研究者約

@25
カード

2．言語生活

R．言語意識

S．社会生活白 〔
2
） 〔1）め被

5．社会的
n

言語能力と言語 O． 調査者 6工名 集合調査 1．7 研．究者 態　度
生活の調査 か　ら

6。性　描
河 ㈲ 京浜地方 7．言語能力

疎開児童・生徒

ﾌ言語の調査

×
から

fト1宰一高3年 444名 個別面接 1 研究者 8．言語行動

X．マスコミ

ユニケー〔
1
）

約 ションの
共通語の調査
i言．語調査）

○ 15～59 496名
26，550 閥別面接 1、2．4 ’50．ll 研究者7 カード

@、

理解と利

p

鶴

②24時間調査
×
ω
の
中
か
　
ら

ネイティヴ
　3
i男のみ） 行動観察 1、2、4、8

録音器

ｼ応記録｝

¥クタイプ

’50．11

f5LIO 研究者 カード

10．共通語の

@指導状態
P1．階層判定．

I
n

．（3｝

pーソナリティ

ﾌ　調　　査

“
）
○
↑
）

ωの破

ｲ査者

ｩら

ω156名 ㈲o個別面接

B郵送留置

ω
6

’50．11

研究者1

12．敬語行動

P3．敬語使用

P4．敬語意識

岡 × 高校生 8名 生活記録の （日常生活

収　　　集 の実態｝

（
こ ω 小学生 1、011世帯

マス・コミュニケ o の父兄 （1，276調 個別面接 9 ’50．11 高校生48．

一ションの調査 世　帯 査票）

㈲ （11校）

学校における共

ﾊ語指導状態の
×

’1・・中

E高の
137各 留置調査 1

0
零。。11

調　　　　査 教官

ω1世．2世、3

｢　　調　　査

X 15～89
9家族

k27名） 個別面接 1．4 ’58．8 研究者8

北

〔2｝3一調　査
X ネイティヴ 161名 個別面接 1．4 石3．12 研究者4

（3）富良野調査

X
10代

R0代
200名

28，747

i全町｝

o留置調査

B個別面接
1．4 ’59。8

O研究都

B嘱託則配

[）数名

カード

四 海 （
4
）

吉野・浦臼・

L　頃調査
×

10代

RG代
86名 個別面接 1．4 ’60．2 研究者？

道
〔
5
＞

ω ㈲ ㈲．

高　校　調　査 240名 ’60．8．下旬 研究者8

×
高校生

k材ティの 回
o郵送留置

B個別面接
1．4

～9．上旬

回
カード

29名 ’612．下旬 研究者4

～3．下旬

ω社会生活調査 Q 15～ 847名 17β51
o留置調査
B個別面接．

2、4．5 ’52．8 高校生

V

上
　
　
　
　
　
野

〔2｝言語生活場面

ﾌ　　調　　査

○
（地区を

梶@出ン

約3，000名

k2磁区〕

〔16馳区） 行動観察
どこ：で
ｾれ．カ。

’52．8 高校生

〔3｝面接調査
○ ユ5～ 248名 個別面接

4、13」4

T
’52．9 研究者5

メ
し

一



悔
用
劫

韓
・
叩

調査名称

サリ

塔塔

uグ

調象

ｸ軍
ﾎ醗

．調象

F査．対数

母の
續
b
団
さ

調査方法 調査項目 使用器機 調査時期 調査者 集計方法

（1）社会生活調査
○ 15～69 732名 47，300

Q留置調査
n個別面接

2．4 53，10． 大学生 カード

②社会階層の調査 ○．

､を闘

ωに

ｯじ
420名

o主観的判定

B客観的判定
1
1

’54．2

判定者　．

n町の総代

B市役所の

�B員

カード．

（3｝パーソナリティ

ﾆ　敬　　語

○
ご
5
胴
じ
】

㈲に

ｯじ
173名

O集合調査
撃P（眺利用〕

！4、5．13

U
’54．3 研究者

㈲対話の実験

I　　調　　査

× 20組．

行動観察
iグループダ什
~ックス蜥な隔る）

12」3、5

w
録音器
i反応記録｝

ｧ視鏡

1
5
3
．
9
，
5
4
．
2

研究者

註記

P．言語使用

Q．言語生活

R．言語童識

S．社会生活

T．社会的

@態　　度
U．性　格
V．言語能力

W．言語行動

X．マスコミ

@ユニケr
@ションの
@理解と利

@用
P0．共通語り

@指導状態
PL階層判定

P2．敬語行動

P3．敬語使用

P4．敬語意識

．u

岡
崎
丁
）

（5｝面　接　調　査 ol肋ら．

帥塔v騎

15－69

433名

．個別面接
5、12．13

P4．4
’53．IO

研究者6
ﾌグルー勃

蜉w生工5’

｢鮫グ尾P勃

カード

．
．

⑥場面録音調査
×

④12

翌P蝪面

〔引き劫口

k蜘込み）

o行動観察
ｨ面録剖

8． 録音器
ｼ応記鋤

’53．9’53．10

研究者

（7〕．

h語形式の
i　階　調　査

㈲の奉グル、一ブに同じ 246名
．判定者による

ｻ　　　定
！
5

任意に・

Iんだ
ｻ定者

〔8｝スライド調査
置 ■ 173名 集合調査 ．6」3」4

録音器
k激呈示）

X．ライド

’54．3 研究者

〔9｝アナライザー・

e　　ス　　ト

躍 厚

　1
P64名 集合調査

1
塩

録音器
k刺激呈示）

Xライド
Aナライト

’54．3 研究者

ω基礎抽出調査
○ 15～69 1，66路

約15万

i全市） 留置調査 2．4 ’62．9
〔中年卿〕

?w生
粗長
岡

〔2）面接　調査

○
〔
1
〕
か
ら
サ
ン
プ
ル

310名 個別面接

12β、4〔い

ｸ漉文字
ｾ語が主）

． ’62．10 研究者11 パン千カード

（1｝基礎調査
○ 15～69 1，414名

約10万

i全削 留置調査 1、2．3 ’63．10
．中華唖取1

?w生
．パンチカード

②市　民調　査 　ネイティヴ

ﾖより選ぶ
220名 個別面接

1
3

’63．ユ1～12
研究者8

蜉w生6
パンチカード

㈲生徒調　査 ×
中2年

bQ年
683名 集合調査

．1．2β
i繍｝貿）

’63．10 研究者 パンチカード

皿松
江

（4｝主　婦　調　査
×

ネイティヴ

k幽母親！
90名 個別面接 、

’63．11－12 研究者 パンチカード

1
1
．
．
1
1
1
1

㈲　　　　　　X婦人学級調査

．．

ネ行イヴ62名 集合調査
’63．11 研究者 パンチカード

⑥PTA調査 ×

ネイティヴ

ﾙ怨洞名
o集合調査
B手紙調． ｸ

o手紙文に，∫

ｯる言語の

gい方

’63．11’63．12

研究者 ：
1

〔7）24時間調査
× 利ティヴ 1名

行動観寮．〔場面録音） 1、2．4
W

録音器
ｼ応記鋤

ﾊ真機

’63．1L 研究者 電看醇隣．

〔1〕共通語の調査1

i継続調査）．

○ 15～69 457名 67，780

C

個別面接． 1、2．4 72．3． 研究者10 電子白目

医

鶴
岡
穿
）

②共通語の調査2

iパネル調．査）

×

田一ωの．

峵ｲ査者

ｩ　　ら

126名 個別面接 1、2．4 72．3 研究者10 電子計算機

ω面接調査1

i継続調査）
○ 15－79 399名 591989

郵送留置

ﾂ別面接

4．5

P、2．3

・電子計算機

ｯンプリング｝

^音器
ｼ応記鋤

ワ2．11 研究者11 電子計算機

．X

岡
崎
⑤
）

②面接調査2

kパネル調査〕
X

．U一⑤の

峵ｲ査者

ｩ　ち

196名
郵送留置

ﾂ別可li接

4．5

P．23
録音器
ｼ応記鋤

マ3．3 研究者6 電子計算磯

＼

（3）．

Xライド調査 X
　
1

中学2年刈

l�Q年生

585名 集合調査 13．14

スライド

^音器
i刺激呈示）

，73．11

研究者1

竢侮ﾒ1

電子計算機

（4｝対話の実験的

ｲ　　　．．査

× 任意選択 7組 行動観察 1、8」2
録音器
ｼ応記録）

’73．3 研究者1 電子計算機

’


