
第
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章

「
貧
し
さ
」
の
多
面
性
―
―

貧
困
指
標
（
１
）

貧
困
を
統
計
的
に
計
測
す
る
の
は
意
外
に
難
し
い
。
そ
れ
は
「
貧
困
」
に
は
い
ろ
い
ろ
な
側
面
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
貧
困
の
深
刻
さ
を
み
る
た
め
に
食
事
や
健
康
な
ど
、
本
人
の
困
っ
て
い
る
状
況
を
調
べ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
よ
う
な
生
活
の
苦
し
さ
の
原
因
と
し
て
、
必
要
な
生
活
費
に
所
得
が
ど
の
く
ら
い
足
り
な
い
か

（
低
所
得
）
を
調
べ
る
。
し
か
し
「
ど
ん
な
人
が
貧
困
な
の
か
」
に
つ
い
て
社
会
の
合
意
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
貧
困
指
標
に
は
「
誰
が
貧
困
な
の
か
」
と
い
う
「
識
別
」
と
、「
貧
困
層
の
さ
ま
ざ

ま
な
状
況
を
ど
の
よ
う
に
要
約
す
る
か
」
と
い
う
「
集
計
」
と
い
う
作
業
が
い
つ
も
問
題
に
な
る
。

仮
に
貧
困
を
低
所
得
（
消
費
）
で
定
義
す
る
な
ら
ば
、
人
間
ら
し
い
生
活
に
必
要
な
最
低
生
計
費
（
貧
困

線
）
を
決
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
」
の
内
容

で
あ
る
。「
最
低
限
度
の
生
活
」
の
内
容
を
め
ぐ
っ
て
、
生
存
に
必
要
な
経
費
（
食
費
な
ど
）
に
注
目
す
る

「
絶
対
論
的
な
立
場
」（A

bsolutist

）
と
、
社
会
の
標
準
的
な
生
活
様
式
へ
の
参
加
を
重
視
す
る
「
相
対
論

的
な
立
場
」（R

elativist

）
の
論
争
が
あ
る
。
絶
対
論
的
な
立
場
に
し
た
が
っ
た
指
標
は
、
開
発
協
力
で
よ
く
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利
用
さ
れ
て
い
る
「
一
人
一
日
一
ド
ル
」（
年
間
所
得
で
は
三
六
五
ド
ル
程
度
。
た
だ
し
購
買
力
平
価
で
評
価
）
な

ど
が
代
表
的
で
あ
る
。

●
貧
困
線
の
設
定

最
低
所
得
の
設
定
は
、
絶
対
論
的
な
立
場
に
立
っ
て
生
活
必
需
品
を
市
場
で
購
入
す
る
の
に
必
要
な
金

額
を
基
準
に
し
た
「
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
バ
ス
ケ
ッ
ト
方
式
」
が
採
用
さ
れ
た
。
し
か
し
、
現
実
に
は
「
健
康

で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
」
の
内
容
を
恣
意
性
な
く
決
め
る
の
は
難
し
い
。
カ
ロ
リ
ー
の
な
い
お
茶

や
コ
ー
ヒ
ー
な
ど
は
食
生
活
に
は
欠
か
せ
な
い
し
、
都
市
と
農
村
で
は
生
活
様
式
も
大
き
く
異
な
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
で
多
く
の
国
で
は
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
バ
ス
ケ
ッ
ト
方
式
は
放
棄
さ
れ
た
。

ま
た
、
エ
ン
ゲ
ル
係
数
（
消
費
支
出
に
占
め
る
食
費
の
割
合
）
を
利
用
し
た
方
法
も
試
み
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、

食
費
に
関
す
る
計
算
を
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
バ
ス
ケ
ッ
ト
方
式
で
お
こ
な
っ
て
、
こ
れ
に
エ
ン
ゲ
ル
係
数
の
逆

数
を
掛
け
て
最
低
所
得
の
基
準
に
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
最
低
限
度
の
カ
ロ
リ
ー
摂
取
に
必
要
な

食
費
に
は
選
択
肢
は
狭
い
の
で
、
恣
意
性
も
少
な
い
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
所
得
や
生

活
慣
行
に
よ
っ
て
も
エ
ン
ゲ
ル
係
数
も
変
わ
る
の
で
、
ど
の
エ
ン
ゲ
ル
係
数
の
値
を
採
用
す
る
か
で
は
恣
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意
性
が
残
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、「
標
準
的
な
世
帯
の
生
活
か
ら
あ
ま
り
乖
離
し
な
い
程
度
の
生
活
水
準
」
と
い
っ

た
よ
う
な
「
相
対
論
的
な
立
場
」
で
貧
困
線
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
た
。
た
と
え
ば
日
本

で
は
、
一
般
勤
労
者
と
の
格
差
を
縮
小
す
る
よ
う
な
方
式
で
生
活
保
護
の
基
準
を
考
え
て
き
た
。
ま
た

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
で
は
、
当
該
国
の
人
口
の
所
得
分
布
の
中
位
数
（
メ
デ
ィ
ア
ン
。
所
得
の
低
い
順
に
人
口
を
並
べ
た
時
、

ち
ょ
う
ど
人
口
の
半
分
に
あ
た
る
人
の
も
っ
て
い
る
所
得
）
の
半
分
を
貧
困
線
に
設
定
し
て
い
る
。
こ
の
背
景
に

あ
る
の
は
、
人
々
の
貧
し
さ
の
意
識
が
人
と
比
べ
た
相
対
的
窮
乏
感
に
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

し
か
し
、「
貧
困
線
」
所
得
の
設
定
に
は
決
定
的
な
方
法
は
ま
だ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
食
費
を

み
る
と
、
一
般
的
に
食
事
の
内
容
を
改
善
す
れ
ば
病
気
へ
の
予
防
に
も
労
働
能
力
の
改
善
に
も
つ
な
が
る

の
で
、「
一
定
の
カ
ロ
リ
ー
摂
取
量
以
上
で
あ
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
基
準
だ
け
で
食
費
を
考
え
る
の
は
視

野
が
狭
す
ぎ
る
。
ま
た
、「
生
活
基
盤
を
安
定
に
し
て
経
済
的
な
衝
撃
か
ら
生
活
を
守
る
」（
生
計
の
持
続
可

能
性
）
と
い
う
視
点
か
ら
み
れ
ば
「
貯
蓄
（
率
）
ゼ
ロ
」
も
貧
困
指
標
の
ひ
と
つ
で
あ
る
か
ら
、
貯
蓄
で
き

る
最
低
限
度
の
所
得
も
重
要
な
貧
困
線
の
候
補
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
食
費
か
ら
貯
蓄
、
社
会
生
活
へ
の
参
加
ま
で
、
貧
困
線
の
選
択
に
は
幅
が
あ
る
の
で
、

「
貧
困
」
は
い
ろ
い
ろ
な
指
標
を
組
み
合
わ
せ
て
分
析
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
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な
い
。

●
貧
困
の
要
約
指
標

表
は
世
界
銀
行
の
『
世
界
開
発
指
標
』
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
代
表
的
な
貧
困
指
標
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
表
の
基
に
な
っ
て
い
る
家
計
調
査

は
、
所
得
あ
る
い
は
支
出
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い

る
。貧

困
層
の
状
況
を
み
る
に
は
「
貧
困
の
広
が
り
」

（
貧
困
が
人
口
に
ど
の
く
ら
い
波
及
し
て
い
る
か
）
と

「
貧
困
の
深
刻
さ
」（
ど
の
程
度
深
刻
な
貧
困
か
）
を

把
握
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
貧
困
層
の
な
か
に

は
貧
困
線
か
ら
わ
ず
か
に
所
得
が
不
足
し
て
い
る

人
と
極
度
に
不
足
し
て
い
る
人
が
あ
る
か
ら
、
そ

貧困線１日１ドル 貧困線１日２ドル

国名
貧困統計
の調査年

１日１ドル
以下人口比率
（％）

貧困ギャ
ッ プ 率
（％）

１日２ドル
以下人口比率
（％）

貧困ギャ
ッ プ 率
（％）

ブラジル ２００４ ７．５ ３．４ ２１．２ ８．５
メキシコ ２００４ ３．０ １．４ １１．６ ４．２
インドネシア ２００２ ７．５ ０．９ ５２．４ １５．７
バングラデシュ ２０００ ４１．３ １０．３ ８４．０ ３８．３
パキスタン ２００２ １７．０ ３．１ ７３．６ ２６．１
スリランカ ２００２ ５．６ ０．８ ４１．６ １１．９

表 『世界開発指標』の貧困指標

（注）「貧困ギャップ率」は「１日１ドル」あるいは「１日２ドル」といった
貧困線所得（支出）から貧困層の所得（支出）が平均してどのくらい不足
しているかを、貧困線所得に対する比率で示したものである。スリランカ、
メキシコ、インドネシア、パキスタン、バングラデシュは支出、ブラジル
は所得がベースになっている。

（出所） World Bank（２００７）World Development Indicators 2007, Washington,
D.C. : World Bank, pp.６０―６５.
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れ
ら
の
情
報
を
要
約
す
る
貧
困
指
標
が
必
要
で
あ
る
。「
広
が
り
」
の
情
報

は
貧
困
線
以
下
の
所
得
し
か
な
い
人
の
人
口
比
率
（headcountratio,

貧
困

率
と
呼
ば
れ
る
）
で
わ
か
る
。
貧
困
の
深
刻
さ
を
み
る
指
標
で
は
、
貧
困
層

の
所
得
が
貧
困
線
所
得
か
ら
不
足
す
る
割
合
を
平
均
し
た
「（
平
均
）
貧
困

ギ
ャ
ッ
プ
率
」
が
有
名
で
あ
る
。
し
か
し
、
貧
困
率
を
下
げ
る
こ
と
を
政

策
目
標
に
す
れ
ば
、
貧
困
線
か
ら
の
不
足
分
が
非
常
に
大
き
い
人
よ
り
、

不
足
分
が
小
さ
い
人
に
所
得
移
転
し
た
方
が
、
少
な
い
所
得
移
転
で
貧
困

率
を
大
き
く
削
減
で
き
る
の
で
「
費
用
効
果
的
」
と
も
い
え
る
。

し
か
し
、
貧
困
対
策
は
「
一
番
困
っ
て
い
る
人
を
一
番
最
初
に
助
け
る
」

こ
と
が
本
来
の
姿
で
あ
る
か
ら
、
貧
困
率
だ
け
を
政
策
目
標
に
す
る
の
は

正
し
く
な
い
。（
平
均
）
貧
困
ギ
ャ
ッ
プ
率
に
貧
困
者
数
を
掛
け
れ
ば
貧
困

層
の
所
得
を
貧
困
線
に
ま
で
高
め
る
の
に
必
要
な
財
政
支
出
規
模
が
わ
か

る
の
で
有
用
だ
が
、
そ
こ
で
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
貧
困
層
の
所
得
総
額

だ
け
で
あ
る
。
同
じ
所
得
で
も
、
貧
困
層
の
な
か
で
均
等
に
分
配
さ
れ
て

い
る
の
と
不
平
等
に
分
配
さ
れ
て
い
る
の
と
で
は
貧
困
の
深
刻
さ
も
変
わ

貧困の要約指標

貧困率 ��
�

�

ここで qは貧困線以下の所得（支出）しかない人口（または世
帯）数、nは人口（世帯）数。

貧困ギャップ率 ��
������

�

ここで zは貧困線所得（支出）、μ（p）は貧困層の平均所得（支出）。

基本公式
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る
の
で
、（
平
均
）
貧
困
ギ
ャ
ッ
プ
率
だ
け
で
も
貧
困
層
の
状
況
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な

問
題
を
是
正
し
た
新
し
い
貧
困
指
標
も
提
案
さ
れ
て
い
る
。

●
「
生
活
の
質
」
へ
の
視
点

貧
困
線
を
考
え
る
時
に
は
、
所
得
そ
の
も
の
よ
り
は
所
得
に
よ
っ
て
実
現
で
き
る
「
生
活
の
質
」
に
も

注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
病
気
や
障
害
の
あ
る
人
は
、
そ
う
で
な
い
人
に
比
べ
て
、
一
日
一
ド

ル
で
も
人
間
ら
し
い
生
活
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
」
が
で
き
る

よ
う
に
、
個
人
や
世
帯
の
属
性
や
状
況
に
応
じ
て
貧
困
線
も
調
整
す
る
こ
と
は
、
貧
困
の
絶
対
論
的
な
立

場
に
立
つ
人
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

よ
く
お
こ
な
わ
れ
る
の
は
世
帯
規
模
の
調
整
で
あ
る
。
一
般
的
に
、
家
具
や
空
調
設
備
、
電
話
な
ど
は

一
人
が
使
う
に
も
一
台
必
要
だ
が
、
一
台
あ
れ
ば
同
居
し
て
い
る
家
族
も
使
え
る
の
で
、
消
費
活
動
に
は

「
規
模
の
経
済
」（
世
帯
規
模
に
よ
る
節
約
効
果
）
が
期
待
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
側
面
に
注
目
し
て
、
同
値

尺
度
と
い
う
指
標
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
連
載
で
も
紹
介
し
た
「
人
間
開
発
指
数
」
や
さ
ま
ざ
ま
な

社
会
指
標
（
た
と
え
ば
妊
産
婦
死
亡
率
や
体
重
不
足
児
の
割
合
な
ど
）
は
「
生
活
の
質
」
を
み
る
と
い
う
意
味
で
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は
重
要
な
貧
困
指
標
に
な
っ
て
い
る
。
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