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戦

後

日

本

の
家

族

変

動

に

つ
い

て

ー

家
族
形
態
と
家
族
規
範
意
識
の
乖
離
の
視
点
か
ら
ー

山

西

裕

・美

〈
要
旨
〉

戦
後

の
家
族
変
動
を
め
ぐ
り
、
理
論
と
現
状
に
は
若
干
の
く

い
ち
が

い
が
み
ら
れ
る
。

従
来
日
本

の
家
族
変
動
は
家
族
形
態
と
家
族
意

識

の
変

化
に
お

い
て
と
ら
え
ら
れ
て
き

た
。
し
か
し
理
論
上
で
は
核
家
族
化
が
説
か
れ
て

い
る
の
に
対

し
、
現
実

に
は
高

齢
者

に
お
け
る
同
居
率
は
ア
メ
リ
カ
と
比
べ
て
も
非
常

に
高

い

こ
と
が
特
徴

で
み
る
。
ま
た

家
族
意
識
に
お

い
て
も
伝
統
的
家
族
観

と
さ
れ
る
も
の
の
中
に
も
依
然
高

い
支
持

を
得

て

い
る
も

の
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
理
論
と
現
状

と
の
乖
離
を
解
消
す

る
た
め

に
は
家

族
変
動
を
も

っ
と
多
元
的
に
考

え
る
必
要

が
あ

る
と
思
わ

れ
る
。
具
体
的

に
は
家
族
形

態

・
家
族
理
念

と
も
に

「
変
化
し
た
部
分
」

「変

化
し
て

い
な

い
部

分
」

と
か
ら
な
る

重
層
構
造

と
と
ら
え
る
こ
と
で
あ

る
。
た

と
え
ば
高
齢
者

に
お
け

る
核
家
族
化
は

「
変

化

し
た
部

分
」

で
あ
る
が
、
さ

ら
に
年
齢
が
す
す
む
と
同
居
す

る
こ
と
は

「
変
化
し

て

い
な
い
部

分
」

で
あ

る
。
同
様

に
家
族
意
識

に
お

い
て
も
養
子

の
必
要
性

に
対
す

る
支

持

の
低
下

は

「
変
化

し
た
部
分
」
で
あ

る
が

、
老
後

に
対
す
る
子
ど
も

へ
の
期
待
は

「
変

化

し
て
い
な

い
部
分
」
と

い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
重
層
構
造

の
背
景
と
し

て
伝
統

・
近

代

を
通
じ
社
会
構
造
上
家
族
が

「
基
礎
構
造
」
と
し

て
家
族
員

の
生
活
を
保
障
す
る
役

割

を
担

っ
て
き
た

こ
と

、
そ
し

て

「
派
生
構
造
」
と
し

て
状
況
に
応
じ
た
様

々
な
実
行

の
仕
方
が
あ

っ
た

こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
仮
説
を
想
定
す
る

こ
と
に
よ

っ

て
現
代

の
目
本

の
家
族

の

一
つ
の
メ
カ

ニ
ズ

ム
を
考
え
た

い
。

キ

ー
ワ

ー
ド

家
族
形
態

の
重
層
構
造

、
核
家
族
化

の
二
重
構
造
、
家
族
意
識

の
重
層
構
造

戦後日本の家族変動について
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は
じ
め
に

現
代
家
族
研
究
の
主
要
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
は
、
戦
後
日
本
の
家
族
に
お
け
る

「伝
統
家
族
↓
近
代
家
族
」

へ
の
変
化
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
変
化

は
従
来
次
の
二
点
に
お
い
て
よ
く
と
ら
え
ら
れ
る
。

一
つ
は
家
族
形
態
の
変
化

に
基
づ
く
も
の
で
、
こ
れ
は
家
族

の
形
態
が
三
世
代
世
帯
等
の
拡
大
家
族
か
ら
、

夫
婦
単
位
か
ら
な
る
核
家
族
に
移
行
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
、

　
　
　

家
族
形
成
に
お
け
る
規
範
意
識

(以
下
、
家
族
意
識
と
呼
ぶ
)
に
焦
点
を
当
て
た

も
の
で
、
戦
前
の
家
制
度
に
代
表
さ
れ
る
伝
統
的
家
族
観
か
ら
戦
後
の
民
主
主

義
的
な
家
族
観

へ
と
家
族
意
識
が
変
化
す
る
こ
と
を
指
す
。

し
か
し
、
学
説
に
お
い
て
前
述

の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
実
際
の
戦
後
の
家
族
変
化
に
は
こ
の
よ
う
な
学
説
と
矛
盾
す
る
と
思
わ
れ

る
現
象
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
統
計
上
の
デ
ー
タ
に
お
け
る
核
家
族
率
の

低
迷
や
、
逆
に
三
世
代
世
帯
の
残
存
と
い

っ
た
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
親
と
同
居

し
て
家
業

.
家
産
を
継
承
し
た
り
、
老
親
を
扶
養
し
た
り
す
る
こ
と
は
珍
し
い

こ
と
で
は
な
い
。
世
論
調
査
等
に
お
け
る
意
識
調
査
に
お
い
て
も
、
家
意
識
と

呼
ば
れ
る
も
の
の
中
に
は
い
ま
だ
根
強
く
支
持
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
学
説
と
現
状
の
乖
離
を
解
消
す
る
た
め
、
本
稿
で
は
家
族
変
動

を

一
元
的
に
と
ら
え
る
従
来
の
視
点
に
対
し
多
元
的
視
点
を
提
示
す
る
。
そ
の

た
め
家
族
変
動
に
お
い
て
分
類
さ
れ
た
家
族
形
態
上
の
変
化
と
家
族
意
識
上
の

変
化
に
つ
い
て
、
多
元
的
視
点
か
ら
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
。
そ
し
て
そ
こ
か

ら
浮
か
び
上
が
る
高
齢
化
と
い
う
問
題
を
新
た
に
加
え
、
家
族
形
態

・
家
族
意

識
の
各

々
の
変
化
を

「変
化
し
た
部
分
」
と

「
変
化
し
て
い
な
い
部
分
」
と
か

ら
成
る
重
層
構
造
と
と
ら
え
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
よ
う
な
家
族
変
動
の
二
重

構
造
を
提
案
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
家
族
変
動
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
に
対
し
別
の
視
点
の
提
示
を
試
み
る
。

1

家
族
形
態
の
変
化

こ
の
章
で
は
、
家
族
変
動
の
指
標
の

一
つ
で
あ
る
家
族
形
態
の
変
化
に
つ
い

て
検
討
す
る
。
家
族
を
形
態
面
で
の
変
化
で
と
ら
え
る
見
方
は
、
学
説
上
二
つ

の
視
点
が
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
は
グ
ー
ド
、
パ
ー
ソ
ソ
ズ
の
家
族
論
に
み
ら
れ
た
、

一
連
の

「
近
代
化

仮
説
」
で
あ
る

(グ
ー
ド

・
一
九
六
一二
、
パ
ー
ソ
ソ
ズ

・
一
九
八
六
)。
こ
れ
は
前

近
代
か
ら
近
代
に
か
け
て
、
産
業
化
に
と
も
な
い
家
族
形
態
が

「
大
家
族
か
ら

小
家
族
」

へ
と
変
化
し
た
と
い
う
歴
史
的
に
マ
ク
ロ
な
視
点
で
あ
る
。
小
家
族

と
い
う
の
は
核
家
族
の
こ
と
で
、
前
近
代
に
あ

っ
た
と
さ
れ
る
直
系

・
傍
系
を

含
め
た
大
規
模
な
家
族
で
あ
る
大
家
族
に
対
し
用
い
ら
れ
る
。

も
う

一
つ
は
、
戦
後
日
本
の
家
族
社
会
学
に
お
け
る
中
心
的
テ
ー
マ
で
あ
る

民
主
的
法
制
度
改
革
を
契
機
と
し
た
戦
後
の

「核
家
族
化
」
で
あ
る
。
こ
れ
は

戦
前
の
家
制
度
に
よ
り
親
が
子
ど
も
の
家
族
と
同
居
す
る
三
世
代
世
帯
か
ら
、

夫
婦
と
子
ど
も
よ
り
な
る
核
家
族
世
帯

へ
と
移
行
す
る
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ

た
ミ
ク
ロ
な
視
野
で
の
家
族
形
態
変
化
で
あ
る
。

こ
の
章
で
は
家
族
形
態
の
変
化
に
お
け
る
こ
れ
ら
二
つ
の
視
点
の
う
ち
、
巨

視
的
視
点
を
第

一
節
で
、
日
本
の
家
族
形
態
と
い
う
微
視
的
視
点
を
第

二
節
で
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検
討
す
る
。

I
1
1

「
大
家
族
か
ら
小
家
族

へ
」
と
い
う
変
化

一
般
的
に
近
代
化
に
と
も
な
う
産
業
化
に
よ

っ
て
、
家
族
の
形
態
は
そ
れ
ま

で
の
大
家
族
か
ら
小
家
族

へ
と
変
化
し
た
と
い
わ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
産

業
化

・
都
市
化
に
よ
り
、
そ
れ
ま

で
の
自
給
自
足
的
経
済
に
お
け
る
伝
統
的
家

族
シ
ス
テ
ム
か
ら
、
も
は
や
家
族
は
生
産
の
単
位
で
な
く
な
る
。
そ
し
て
職
業

移
動
に
よ
る
地
理
的
移
動
に
よ

っ
て
核
家
族
が
析
出
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
核
家
族
化
は
ま
た
、
仕
事

・
地
位

・
財
産
が
密
接
に
家
族

・
親
族
に
結
び

つ
い
て
い
た
状
態
か
ら
の
個
人
の
解
放
と
い
う
視
点
を
と
も
な

っ
て
い
る
。

こ
の
産
業
化
以
前
は
大
家
族
だ

っ
た
と
い
う
あ
ま
り
に
も
当
然
視
さ
れ
て
き

た
仮
説
に
対
し
、
社
会
史
の
立
場
か
ら
疑
問
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ヅ

パ
に
お
け
る
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
学
派

の
研
究
が
そ
う
で
あ
り
、
ま
た
日
本
に
お
い

て
は
速
水
融
に
よ
る
宗
門
帳
を
用

い
た
江
戸
時
代
に
お
け
る
農
村
の
人
口
研
究

が
ラ
ス
レ

ッ
ト
等
の
研
究
に
近
い
。
ま
た
戸
田
貞
三
の
研
究
を
継
い
だ
小
山
隆

の
山
間
聚
落
の
大
家
族
研
究
は
、
大
家
族
を
過
去
の
遺
制
と
せ
ず
に
そ
の
成
立

条
件
を
分
析
し
よ
う
と
し
た
点
で
大
家
族
か
ら
小
家
族
へ
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム

に
疑
問
を
投
じ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
節
で
は
、
主
に
ラ
ス
レ
ッ
ト
や
小
山

の
成
果
に
焦
点
を
当
て
、
産
業
化

に
よ
る
核
家
族
化
の
必
然
性
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
考
え
る
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
大
家
族
と
は
ラ
ス
レ
ッ
ト

・
小
山
両
者

と
も
に
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
単

に
直
系
家
族
の
結
合
だ
け
で
な
く
、
傍
系
親

族
を
も
含
め
た
広
い
範
囲
の
血
族
共
同
体
を
指
す
。

P

・
ラ
ス
レ
ッ
ト
や
E

・
R

・
リ
グ
リ
ら
溺
長
年
行

っ
て
き
た
研
究
に
、
世

帯
と
家
族
の
構
造
に
関
す
る
大
量
観
察
が
あ
る
。
こ
の
研
究
を
通
じ
て
、
彼
ら

は
世
界
の
歴
史
に
関
す
る
五
つ
の
誤

っ
た
概
念
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
、
先
に
あ
げ
た
近
代
化
仮
説
と
相
互
に
深
く
関
わ

っ
て
い
る
が
、
彼

等
は
そ
れ
ら
の
ド
グ

マ
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、

一
六
世
紀
か
ら

一
九
世
紀

の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
家
族
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一
世
帯
あ
た

り
の
平
均
世
帯
規
模
は
平
均
し
て
せ
い
ぜ
い
約
四

・
五
〇
人
で
あ

っ
た
。
そ
し

て
単
純
な
核
家
族
世
帯
が
全
世
帯
の
七
割
以
上
を
占
め
て
お
り
、
こ
れ
は
出
生

率
や
死
亡
率
の
た
め
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の

一

時
期
に
お
い
て
六
人
以
上
の
複
合
世
帯
に
属
し
て
い
た
。
こ
れ
は
親
類
と
し
て

で
は
な
く
、
住
み
込
み
の
奉
公
人
や
下
宿
人
と
し
て
で
あ

っ
た
。
ま
た
世
帯
人

数
が
多
い
場
合
そ
れ
は
多
世
代
に
よ

っ
て
で
は
な
く
"
子
供
人
数
や
奉
公
人
等

　　
　

に
よ

っ
て
で
あ

っ
た

(ラ
ス
レ
ッ
ト
、
一
九
八
八
二

九
九
二
)。

・
ラ
ス
レ
ッ
ト
等
ケ
ソ
ブ
リ
ッ
ジ

・
グ
ル
ー
プ
の
歴
史
研
究
は
、
過
去
の
デ
ー

タ
の
瞹
昧
さ
や
、
イ
ソ
グ
ラ
ソ
ド
の
非
定
型
性
な
ど
い
く
つ
か
の
弱
点
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
が

(ア
ソ
ダ
ー
ソ
ン
、

一
九
八
八
)、
彼
ら
の
視
点
で
あ
る

「何
が

変
わ

っ
た
か
」
と
同
時
に

「
何
が
変
わ
ら
な
か

っ
た
か
」
と
い
う
点
に
関
し
、

少
な
く
と
も
工
業
化
以
前
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
世
帯
と
家
族
の
構
成
に

つ
い
て
は
、
現
代
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
を
発
見
し
た
意
義

は
大
き
い
。

「
か
つ
て
は
大
家
族
だ

っ
た
」
と
い
う
仮
説
に
対
し
、
日
本
に
お
い
て
実
証

的
研
究
を
最
初
に
試
み
た
の
は
小
山
隆
で
あ
づ
た
。
小
山
は
こ
れ
を
昭
和
の
初

め
に
史
料
の
分
析
に
基
づ
き
行

っ
た
点
で
、
日
本
に
お
け
る
歴
史
社
会
学
的
手

法
の
先
駆
的
存
在
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

戦後 日本の家族変動について
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.
戸
田
貞
三
は
か
つ
て
全
国
の
世
帯
構
造
分
析
を
行

っ
た
際
に
白
川
村
の
大
家

族
神
話
に
対
す
る
疑
義
を
提
示
し

て
い
た
。
小
山
は
こ
の
批
判
的
見
解
を
受
け

継
ぎ
、
い
わ
ゆ
る
大
家
族

「古
代
発
生
説
」
に
対
し
、
そ
の
発
生
と
存
続
条
件

の
解
明
に
努
力
し
た
。
彼
は
実
際

に
そ
の
地
に
足
を
運
び
、
明
治
初
年

の
戸
籍

簿
の
綿
密

・
詳
細
な
分
析
に
よ

っ
て
白
川
と
五
箇
山
の
家
族
構
成
を
再
構
成

し
、
・そ
れ
ら
を
比
較
検
討
し
た
。

白
川

・
五
箇
山
の
い
ず
れ
に
お

い
て
も
家
長
お
よ
び
そ
の
嫡
子
の
み
妻
帯
同

居
が
許
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
家
長

の
直
系
親
族
以
外
に
独
身
の
高
齢
男
女
を
多

数
含
ん
で
い
た
点
も
共
通
し
て
い
た
。
し
か
し
、
白
川
で
は
こ
う

い
っ
た
傍
系

の
男
女
は
内
縁
関
係
に
よ
る
事
実

上
の
妻
子
を
持

っ
て
い
た
の
に
対
し
、
五
箇

山
で
は

一
生
独
身
で
過
ご
す
男
女

が
多
数
存
在
し
て
い
た
。

小
山
は
両
地
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
違
い
を
も
た
ら
し
た
背
景
に
、
狭
い
土

地
と
隔
絶
し
た
立
地
条
件
の
他
に
へ
江
戸
時
代
の
法
制
的
要
因
と
経
済
的
要
因

を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
白

川
は
天
領
の

一
部
で
あ

っ
た
た
め
、
藩
制
に

よ
り
他
律
的
に
土
地
の
分
割
や
分
家
の
創
出
が
規
制
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

産
業
基
盤
が
多
く
の
労
働
力
を
必
要
と
す
る
養
蚕
業
で
あ

っ
た
た
め
人

口
抱
擁

力
が
大
き
く
、
そ
の
こ
と
が
傍
系
親
族
の
内
縁
関
係
と
子
女
の
出
生
を
も
た
ら

し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
五
箇
山
は
農
事
奨
励
の

一
環
と
し
て
土
地
の
分
割
や
分

家
が
促
進
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
挟
隘
な
土
地
な
た
め
限
界
に
達
し
た
時

点
よ
り
自
己
抑
制
が
要
求
さ
れ
た

。

小
山
は
両
地
域
に
み
ら
れ
る
大
家
族
形
態
を
、
古
代
に
発
生
し
た
大
家
族
制

の
遺
制
で
あ
る
と
い
う
通
説
を
退
け
、
そ
れ
が
封
建
制
度
下
に
お
け
る
家
族
の

特
殊
な
発
展
形
態
で
あ
る
と
推
測
し
た
。
そ
し
て
そ
の
存
続
条
件
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
に
お
け
る
独
自
の
自
然
的
条
件
と
経
済
的
条
件
や
歴
史
的

・
法
制
的

要
因
に
あ
る
と
結
論
し
た

(小
山

・
一
九
八
八
)。

ラ
ス
レ
ッ
ト
は
、
前
工
業
化
時
代
に
お
い
て
も
核
家
族
形
態
が

一
般
的
で
あ

っ
た
こ
と
を
、
つ
ま
り
家
族
形
態
の

「変
化
し
て
い
な
い
部
分
」
を
明
ら
か
に

し
た
。
ま
た
家
族
を
社
会
構
造
か
ら
分
離
さ
せ
て
し
ま
う
こ
う
し
た
研
究
方
法

の
限
界
に
対
し
、
小
山
は
大
家
族
は
特
定
の
条
件
下
に
成
立
す
る
家
族
の
特
殊

形
態
で
あ
る
こ
と
を
、
指
摘
し
た
。
そ
し
て
ラ
ス
レ
ッ
ト
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル

に
お
け
る
家
族
員
の
変
化
や
、
小
山
の
指
摘
し
た
よ
う
に
政
治
や
産
業
構
造
と

い
っ
た
外
部
環
境
に
応
じ
た
変
化
は
傍
系
親
族
や
非
親
族
の
雇
用
者
の
他
出
忙

よ
る
変
化
で
、
こ
れ
は
家
族
形
態
が
状
況
に
応
じ

「変
化
し
た
部
分
」
に
相
当

す
る
と
い
え
る
。

主
に
イ

ン
グ

ラ
ン
ド
と
日
本

の

一
部
と
い
っ
た
限
ら
れ
た
地
点
で
は
あ
る

が
、
こ
の
両
者
の
研
究
は
産
業
化
に
と
も
な
い
家
族
形
態
が
大
家
族
か
ら
小
家

族

へ
の
普
遍
的
変
化
と
い
う
大
き
な
仮
説
を
否
定
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
ま
た

こ
の
こ
と
は
家
族
形
態
に
対
し
そ
の
成
立
条
件
の
分
析
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を

示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

I
1
2

「
三
世
代
家
族
か
ら
核
家
族

へ
」
と
い
う
変
化

前
節
に
お
け
る
ラ
ス
レ

ッ
ト
や
小
山
の
研
究
よ
り
、
「
大
家
族
か
ら
小
家
族

へ
」
と
い
う
家
族
形
態
の

一
方
向
的
変
化
を
示
す
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
対
し
、
家
族

形
態
の
変
化
自
体
に

「変
化
し
た
部
分
」
と

「変
化
し
て
い
な
い
部
分
」
の
重

層
的
構
造
が
あ
る
と
い
う
仮
説
を
考
え
た
。

こ
の
節
で
は
戦
後
の
日
本
の
家
族
形
態
に
お
け
る

「
三
世
代
家
族
か
ら
核
家
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族

へ
」
と
い
う
従
来
の
学
説
に
対
し
現
状
を
デ
ー
タ
で
確
認
す
る
。.
そ
し
て
日

本
の
戦
後
と
い
う
短
期
間
な
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
家
族
形
態
変
化
に
焦
点
を
当
て

た
場
合
も
上
述
の
よ
う
な
重
層
構

造
の
仮
説
が
当
て
は
ま
る
の
か
に
つ
い
て
み

て
い
き
た
い
。

家
族
社
会
学
の
学
説
に
お
い
て
、
「核
家
族
」
と
い
う
言
葉
は
、
必
ず
し
も

形
態
の
み
を
指
す
も
の
で
は
な
い

(山
西
、

一
九
九

一
)。
し
か
し
、
こ
の
節
に

お
い
て
は
、
形
態
に
お
け
る
核
家

族
化
が
、
日
本
の
家
族
の
ど
の
よ
う
な
現
状

を
反
映
し
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
た
め
、
形
態
の
み
に
焦
点
を
当
て
み
て
い

く
こ
と
に
す
る
。

(1
)
デ
ー
タ
に
お
け
る

「核
家
族
化
」

そ
れ
で
は
、
実
際
に
現
状
を
デ

ー
タ
か
ら
確
認
し
て
い
く
に
あ
た
り
、
核
家

族
化
に
つ
い
て
以
下

二
つ
の
観
点

で
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

一
つ
は
、
国
勢

調
査
に
基
づ
く
素
デ
ー
タ
に
み
る
核
家
族
化
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
人
口
学
的

要
因
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
形
で
の
核
家
族
化
で
あ
る
。

ま
ず
は
素
デ
ー
タ
に
お
け
る
核
家
族
化
に

つ
い
て
だ
が
、
.前
述

の
速
水
融
だ

け
で
な
く
小
山
も
江
戸
時
代

(
一
八
〇
一T

一
八
六
一
)
の
宗
門
帳
の
分
析
を
し

て
い
る
。
そ
こ
で
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
家
族
周
期
の
影
響
に
よ
り
、
封
建
時

代
の
農
村
社
会
に
お
い
て
す
で
に
核
家
族
的
世
帯
は
約
五
割
を
占
め
て
い
た

(小
山

・
一
九
五
九
)。
ま
た
、
大
正

九
年
に
お
け
る
第

一
回
国
勢
調
査
よ
り
全

国
の
家
族
構
成
を
分
析
し
た
戸
田

の
業
績
に
よ

っ
て
、
当
時
に
お
い
て
す
で
に

核
家
族
率
が
五
割
以
上
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る

(戸
田
、

一
九
三
七
)。

戦
前
と
比
較
す
れ
ば
、
戦
後
も
核
家
族
率
自
体
は
六
割
前
後
を
多
少
増
減
す

る
の
み
で
あ
ま
り
変
化
は
み
ら
れ
な
い

(図
1
1
)。
三
世
代
世
帯
が
含
ま
れ
る

「
そ
の
他
の
親
族
」
世
帯
は
、
戸
田
の
時
代
か
ら
す
で
に
四
割
に
満
た
な
か

っ

た
が
、
そ
の
後
二
割
弱

へ
と
年
々
減
少
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し

「
単
独
」
世

帯
が
急
速
に
伸
び
て
き
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の

「
単
独
」
世
帯
の

著
し
い
増
加
が
何
を
意
味
す
る
の
か
に

っ
い
て
は
、
も
う
少
し
後
に
説
明
を
譲

る
こ
と
に
す
る
。
七
か
し
、
少
な
く
と
も

「三
世
代
世
帯
↓
核
家
族
世
帯
」
と

い
う
よ
う
に
三
世
代
世
帯
の
分
裂
と
い
う
形
で
は
核
家
族
化
は
起

こ
っ
て
お
ら

ず
、
大
正
か
ら
現
在
に
か
け
て
核
家
族
が
数
量
的
に
優
位
な
が
ら
も
三
世
代
世

帯
と
の
共
存
が
現
れ
て
い
る
。

本
来
、
戸
田
は
小
家
族
論
の
立
場
で
あ

っ
た
。
し
か
し
当
時
は
直
系
制
で
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
世
代
以
上
か
ら
な
・る
世
帯
が
約
三
割
弱
で
あ
る
こ

と
に
不
思
議
を
お
ぼ
え
た
。
そ
し
て
初
婚
年
齢

・
出
生
率

・
生
存
率
と
い
っ
た

当
時
の
人
口
学
的
条
件
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
世
帯
主
の
直
系
親
三
世
代

以
上
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
う
る
家
族
の
可
能
な
場
合
の
数
と
、
現
実
に
三
世
代

以
上
の
者
か
ら
成

っ
て
い
る
家
族
数
の
比
率
を
考
え
る
と
、
実
に
七
割
以
上
の

家
族
が
直
系
親
三
世
代
以
上
の
者
か
ら
な

っ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
こ
の

こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の
時
代
の
家
族
制
度
と
家
族
の
と
る
形
態
は

必
ず
し
も

一
致
す
る
も
の
で
は
な
く
、
素
デ
ー
タ
に
お
け
る
家
族
形
態
だ
け
で

は
現
れ
て
こ
な
い
現
象
が
あ
る
。

今
日
の
日
本
に
お
け
る
少
産
化

・
高
齢
化
と
い
っ
た
人
口
学
的
要
因
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
し
た
核
家
族
化
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
廣
嶋

(
一
九
八
四
二

九
九
二
)、
、

阿
籐

(
一
九
九

一
)、
盛
山

(
一
九
九
三
)
等
が
い
る
。
こ
の
三
者
は
い
ず
れ
も

戦後日本の家族変動について
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図 一1世 帯構造 の変化(総 務庁 『国勢調査』)

図 一265歳 以上の親族の いる世帯(総 務庁r国 勢調査』)
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図一360歳 以上高齢者の年齢階級別同 ・別居割合(1990)

(総務庁r平 成2年 度国勢調査』)

人
口
学
的
要
因
を
統
計
的
に
コ
ソ
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
に
よ
り
現
代
の
同
居
率

を
算
出
し
て
い
る
。
戸
田
と
同
じ
モ
デ
ル
を
用
い
て
分
析
し
た
阿
籐
の
分
析
結

果
を
紹
介
す
る
と
、
今
日
で
は
戸
田
の
時
代
と
は
異
な
り
、
着
実
に
慣
行
と
し

ハヨ
　

て
の
同
居
が
弱
化
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
明
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

実
際
、
素
デ
ー
タ
に
お
い
て
も
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
世
帯
類
型
を
み
る

と
、
「
夫
婦
の
み
」
か
ら
な
る
世
帯
と

「
単
独
」
世
帯
は

一
貫
し
て
増
え
ゲ
づ

け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
逆
に

「
子
と
同
居
」
し
て
い
る
世
帯
は
過
半
数
は

ま
だ
下
ら
な
い
が
、
年

々
減
少
し
て
い
る

(図
1
2
)。
こ
の
こ
と
は
高
齢
に
な

っ
て
も
親
夫
婦
は
子
ど
も
と
同
居
し
な
い
と
か
、
単
独
世
帯
の
ま
ま
で
あ
る
こ

と
を
意
味
し
、
現
代
の
核
家
族
化
の
傾
向
を
顕
著
に
示
し
て
い
る
証
拠
と
見
え

る
。し

か
し
こ
の
よ
う
な
高
齢
者
に
お
け
る
核
家
族
化
は
高
齢
老
全
体
に
み
ら
れ

る
も
の
で
は
な
い
。
六
十
歳
以
上
の
高
齢
者
に
お
け
る
同
居

・
別
居
割
合
を
六

十
歳
以
上
に
お
い
て
年
齢
ご
と

(五
歳
階
級
)
に
区
切

っ
て
み
る
と

「
子
と
同

居
」
世
帯

の
割
合
が
増
え
る
の
は
七
十
歳
以
降
で
あ
る

(図
ー
3
)。
こ
れ
は

「夫

婦
の
み
」
世
帯
の
割
合
が
減
る
の
が
こ
の
年
齢
か
ら
で
あ
る
こ
と
と
呼
応
し
て

い
る
。
ま
た
六
五
歳
以
上
に
お
い
て
年

々
増
加
が
著
し
か

っ
た

「単
独
」
世
帯

は
八
十
歳
よ
り
減

っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
み
て
い
く
と
、
七
五
歳
以
上
で
あ

る
後
期
老
年
層
に
お
い
て
は
子
ど
も
と
同
居
す
る
割
合
は
六
五
歳
以
上
で
み
る

よ
り
も
高
く
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。

確
か
に
、
日
本
に
お
い
て
高
齢
者
の
核
家
族
率
や
単
独
世
帯
の
割
合
は
高
く

な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
高
齢
化
に
よ
る
寿
命
の
伸
び
に
よ
り
夫
婦
健

　る
　

在
で
あ
る
期
間
が
伸
び
た
た
め
や
、
年
金
制
度
等
に
よ
り
経
済
的
に
も
体
力
的

戦後日本の家族変動について
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に
も
独
り
暮
ら
し
が
可
能
で
あ
る
た
め
、
子
ど
も
と
同
居
し
な
い
の
で
あ
ろ
う

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
七
十
歳
を
過
ぎ
る
と
夫
婦
の

一
方
が
死
亡
す
る
な
ど

に
よ
り
、
子
と
同
居
し
た
り
単
独

に
な
る
割
合
が
高
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
に
対
し
単
独
世
帯
も
八
十
歳
以
降
は
減
少
し
、
子
と
の
同
居
率
は
七
割
に
至

っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
よ
り
世
間

一
般
で
い
う
核
家
族
化
と
、
高
齢
老
世
帯
で
み
ら
れ
る

家
族
形
態

の
変
化
に
は
大
き
な
違

い
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
確
か
に
六
五

歳
以
上
の
高
齢
者
世
帯
に
お
け
る
核
家
族
率
は
国
全
体
の
核
家
族
率
の
伸
び
に

比
べ
て
大
き
い
も
の
が
あ
る

(東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
九
二
)。
だ
が
こ
の
よ
う

な
核
家
族
率
の
上
昇
は
六
五
歳
～

七
四
歳
で
あ
る
老
年
層
の
前
期
に
お
い
て
も

た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
七
五
歳
以
降
で
あ
る
老
年
層
の
後
期
に
お
い
て
は

子
と
の
同
居
が
増
え
て
い
く
こ
と
か
ら
厳
密
な
意
味
で
の
核
家
族
化
は
描
い
て

い
な
い
。

親
高
齢
時
同
居
の
低
下
と
い
わ
れ
る
の
は
、
六
五
歳
以
上
を
高
齢
と
い
う
年

齢
設
定
に
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り

「
核
家
族
化
」
と

「高
齢
化
」

と
い
う
二
つ
の
異
質
な
問
題
が
混
合
し
た
結
果
、
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
国
連
人

口
部
の
規
定
に
よ
る
六
五
歳
以
上
を
高
齢
化
の
指
標
と
し

て
長
年
用
い
て
き
た
が
、
今
や
六
五
歳
と
い
う
年
齢
が
日
本
の
社
会
の
中
で
か

つ
て
占
め
て
い
た
位
置
と
現
在
の
そ
れ
と
は
違

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
今
ま

で
の
よ
う
に
六
五
歳
以
上
を
高
齢

者
と

一
律
に
扱

っ
て
は
、
同
じ
高
齢
者
に
お

い
て
も
行
動
様
式
に
違
い
が
あ
る
こ
と
が
隠
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
前

述
の
検
討
か
ら
家
族
形
態
に
お
い
て
も
高
齢
者
を
二
つ
の
層
に
分
け
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば

六
五
歳
～
七
四
歳
の
老
年
層
の
前
期
と
七
五

歳
以
上
の
老
年
層
の
後
期
に
分
け
て
考
え
る
と
、
同
居
と
い
う
視
点
か
ら
み
れ

ば
、
こ
の
二
つ
の
層
を
は
さ
む
七
〇
歳
代
に
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ソ
ト
が
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。

(2
)
高
齢
化
と

「
核
家
族
化
の
二
重
構
造
」

デ
ー
タ
か
ら
み
た

「
核
家
族
化
」
は
前
述
の
検
討
の
よ
う
に
ラ
イ
フ
サ
イ
ク

ル
に
と
も
な
う
変
化
が
み
ら
れ
た
。
理
論
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な

「核
家
族

化
」
に
対
し
、
か
つ
て
戦
後
日
本
の
核
家
族
化
を
め
ぐ

っ
て

「核
家
族
論
争
」

が
展
開
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
来
日
本
の
核
家
族
化
に
つ
い
て
明
確
な
結
論
は
提

出
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、

一
般
的
に
は
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
日
本
の
家
族
は
戦
後
核
家
族
化
し

て
い
る
と
受
け
と
め
ら
れ
て
久
し
い
。
ま
た

一
方
で
老
親
の
扶
養
が
社
会
問
題

と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
も
現
実
で
あ
る
。
こ
の
相
互
に
矛
盾
す
る
現
状
を
我

々
が
抱
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
核
家
族
化
に
対
す
る
肯
定
的
見
方
と
否
定

的
見
方
の
両
方
が
同
時
に
存
在
す
る
こ
と
と
も
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

前
節
で
み
た
よ
う
に
家
族
形
態
に
お
い
て
三
世
代
世
帯
の
割
合
は
減

っ
て
お

り
、
そ
れ
は
六
五
歳
以
上
の
高
齢
老
世
帯
に
お
い
て
も
同
様
で
あ

っ
た
。
こ
れ

は
高
齢
化
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
、
主
に
老
年
層
の
前
期
に
み
ら
れ
る
現
象
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
期
の
特
徴
は
、
単
独
を
含
め
広
い
意
味
で
の
核
家
族
的

世
帯
を
形
成
す
る
期
間
が
伸
び
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
老
年
層
も
後
期

に
入
る
と

「
夫
婦
の
み
」
世
帯
や

「
単
独
」
世
帯

の
割
合
が
下
が
る
。
そ
し
て

こ
の
時
期
の
特
徴
は
、
「
子
と
同
居
」
世
帯

の
割
合
が
年
齢
ご
と
に
大
き
く
な

っ
て
い
く
こ
と
で
あ

っ
た
。
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つ
ま
り
日
本
の
戦
後
の
家
族
形
態
変
化
も
、
「変
化
し
た
部
分
」
と

「変
化

し
て
い
な
い
部
分
」
か
ら
成

っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「変
化
し
た
部
分
」

と
し
て
は
、
長
寿
化
に
よ
る
老
年

層
の
前
期
に
お
け
る
核
家
族
的
世
帯
の
増
加

で
あ
る
。
言
い
替
え
れ
ば
同
居
す
る
時
期
の
遅
れ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た

親
が
か
な
り
高
齢
に
な

っ
て
か
ら

同
居
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。

「変
化
し
て
い
な
い
部
分
」
と
し
て
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
す
で
に
家
族
形
態
の
マ
ク
ロ
な
視
点
で
速
水
や
小
山
の
研
究
よ
り
江
戸
時

代
か
ら
核
家
族
世
帯
が
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
た
こ
と
に

つ
い
て
ふ
れ
た

が
、
同
様
に
戸
田
が
分
析
し
た
大
正
以
降
か
ら
現
在
に
い
た
る
迄

の
短

い
期
間

で
も
数
量
的
に
は
核
家
族
世
帯
が
過
半
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
よ
う
な
全
体
像
に
対
し
、戸

田
の
計
算
で
も
明
ら
か
に
な

っ
た
よ
う
に
、

親
の
生
存
率
の
問
題
で
数
値
的
な
限
界
は
あ
る
が
、
同
居
慣
行
が
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
は
現
在
の
老
年
層
の
後
期

に
お
け
る
同
居
率
の
高
さ
か
ら
伺
う
こ
と
が

で
き
る
る
。
こ
の
よ
う
に

「変
化
し
て
い
な
い
部
分
」
と
は
核
家
族
世
帯
が
戦

前
か
ら
現
在
ま
で
数
値
的
に
あ
る
程
度
大
き
な
値
を
占
め
て
い
た
こ
と
と
、
同

居
の
時
期
が
延
び

つ
つ
あ

っ
て
も
慣
行
と
し
て
残

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
日
本
の

「
核
家
族
化
」
を
語
る
場
合
、
こ
の

「
変
化
し
た
部
分
」
に

焦
点
を
当
て
れ
ば
核
家
族
化
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
ま
た

「変
化
し

て
い
な
い
部
分
」
に
焦
点
を
当
て
れ
ば
核
家
族
化
し
て
い
な
い
と
い
う
、
い
わ

ば

「
核
家
族
化
の
二
重
構
造
」
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
核
家
族
化

を
め
ぐ
る
二
つ
の
立
場
の
く
い
ち
が
い
は

次
の
二
点
が
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ

る
。
第

一
点
目
と
し
て
同
じ
日
本
の
家
族

形
態
を
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
ど
の
時
点
で
き
る
か
に
よ

っ
て
見
解
が
違

っ
て
し

ま

っ
た
こ
と
。

第

二
点
目
と
し
て
は
、
高
齢
化
と
長
寿
化
に
と
も
な
い
同
居
の
時
期
が
先
に

延
び

つ
つ
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
が
純
粋
に
人
口
学
的
要
因
か
ら
の

み
な
の
か
、
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
人
々
の
意
識
変
化
の
影
響
も
合
わ
さ

っ
て
い
る

の
か
に

つ
い
て
は
こ
の
デ
ー
タ
で
は
わ
か
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
現
在
の

日
本
の

「核
家
族
化
」
は
、
親
が
後
期
老
年
層
前
後
に
な
る
と
同
居
す
る
と
い

う
傾
向
を
持

っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
同
居
は
親
の
亡
く
な
る
前
の
扶
養

・
介

護
型
同
居
で
あ
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
を
中
心
と
し
た
同
居
で
あ
り
、
ま
た
人
生

に
お
け
る
終
点
時
で
の
同
居
で
あ
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
こ
と
か
ら
い
わ
ば

「
タ
ー
ミ
ナ
ル
同
居
」
と
で
も
呼
べ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
従
来
の

家
意
識
的
同
居
と
考
え
ら
れ
て
き
た
同
居
の
ス
タ
イ
ル
と
は
異
な
る
、
よ
り
欧

米
型
に
近
い
タ
イ
プ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
割
合
は
ア
メ
リ
カ
の

　　
　

高
齢
者
と
比
べ
て
も
大
変
高
い
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

第

一
章
で
は
、
家
族
形
態
変
化
に
つ
い
て
近
代
化
に
伴
う
変
化
の
仮
説
に
対

し
検
討
し
た
。
第

一
節

で
は
、
「
大
家
族
か
ら
小
家
族
ぺ
」
と
い
う
大
き
な
視

点
で
の
家
族
変
動
論
に
つ
い
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
や
日
本
の
家
族
史
研
究
を
通

じ
て
過
去
の
デ
ー
タ
に
よ
り
、

一
般
的
に
は
前
近
代
か
ら
近
代
に
か
け
て
家
族

形
態
は
数
の
上
で
核
家
族
世
帯
が
過
半
数
を
占
め
て
お
り
、
全
体
と
し
て
ば
あ

ま
り
動
き
が
み
ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。し
か
し

一
方
で
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
や
、

政
治

.
経
済
等
の
影
響
と
い
っ
た
社
会
構
造
上
の
変
化
で
傍
系
親
族
や
非
親
族

員
の
他
出
等
に
よ
り
家
族
形
態
が
変
化
す
る
側
面
も
あ

っ
た
。
前
者
は

マ
ク
ロ

レ
ベ
ル
で
の
家
族
形
態
の

「変
化
し
て
い
な
い
部
分
」
を
あ
ら
わ
し
、
後
者
は

反
対
に
状
況
次
第
に
よ
る

「変
化
し
た
部
分
」
を
あ
ら
わ
す
。
同
様
に
戦
前
か

戦後日本の家族変動について

 

9



ら
現
在
の
日
本
の
現
状
と
い
う
短

い
期
間
に
焦
点
を
合
わ
せ
た

「
三
世
代
世
帯

か
ら
核
家
族

へ
」
と
う
い
う
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
家
族
形
態

の
変
化
の
場
合
も
、

核
家
族
が
数
値
上
優
位
で
あ
る
こ
と
は
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
と
同
様
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
高
齢
者
の
年
齢
を
細
か
く
区
分
す
れ
ば
今
日
で
も
慣
行
と
し
て
の
同
居

が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
こ
れ
ら
は
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
日
本
の
家

族
形
態
に
お
け
る

「
変
化
し
て
い
な
い
部
分
」
と
い
え
よ
う
。

一
方
、
か
な
り

高
齢
に
な
る
ま
で
子
と
同
居
し
な

い
と
か
、
老
年
層
の
前
期
に
お
け
る
核
家
族

化
は
日
本
の
家
族
形
態
の

「変
化

し
た
部
分
」
と
い
え
る
。
次
の
章
で
は
こ
の

よ
う
な

「核
家
族
化

の
二
重
構
造
」
を
も
た
ら
し
て
い
る
日
本
人
の
家
族
意
識

の
構
造
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た

い
。

皿

家
族
意
識
の
変
化

前
章
で
は
家
族
に
お
け
る
形
態
面
で
の
仮
説
に
つ
い
て
検
討
し
た
が
、
そ
の

結
果
、
近
代
化
仮
説
に
あ
る
よ
う
な
家
族
形
態
上
の

一
方
向
的
変
化
は
必
ず
し

も
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
特
に
日
本
の
家
族
形
態
に
お
い
て
は
、

厳
密
な
意
味
で
の
核
家
族
化
は
行
わ
れ
て
は
お
ら
ず
、
親
が
か
な
り
高
齢
に
な

っ
て
か
ら
同
居
す
る
傾
向
が
共
存

し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
し
か
し
こ
の

こ
と
は
必
ず
し
も
日
本
の
近
代
家
族

へ
の
変
化
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
最
初
に
紹
介
し
た
よ
う

に
、
近
代
家
族

へ
の
変
化
は
家
族
形
態
だ
け

で
は
な
く
家
族
意
識
の
変
化
に
お
い
て
も
と
ら
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
章
で
は
伝
統
的
家
族
観
か
ら
新
し
い
家
族
観

へ
と
い
う
家
族
意
識
の
変

化
に
つ
い
て
検
討
し
、
前
節
に
お
け
る
家
族
形
態
の
「変
化
し
た
部
分
」
と

「
変

化
し
て
い
な
い
部
分
」
と
い
う
家
族
変
動
の
二
重
構
造
と
の
関
連
を
考
え
る
。

亙
ー
1

家
族
意
識
に
つ
い
て
の

一
方
向
的
変
化
の
視
点

家
族
変
動
の
も
う

一
つ
の
、
そ
し
て
中
核
を
な
す
概
念
は
家
族
を
規
定
す
る

意
識
面
で
の
変
化
を
指
す
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
家
族
意
識
の
変
動
は
家
制
度

的
家
族
観
か
ら
民
主
主
義
的
家
族
観

へ
の
変
化
に
よ

っ
て
定
義
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
た
め
こ
の
よ
う
な
家
族
意
識
の
変
化
は
家
制
度
に
表
さ
れ
て
き
た
家
意
識

と
の
関
連
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
。

こ
こ
で
い
う
家
意
識
と
は

一
般
的
に
、
明
治
民
法
に
制
定
さ
れ
て
い
た
家
制

度
に
準
拠
す
る
意
識
で
あ
る
。
そ
し
て
家
制
度
下
に
お
い
て
、
家
は
戸
主
権

・

家
督
相
続

・
財
産
相
続
等
の
直
系
男
子
の
単
独
相
続
に
基
づ
く
世
代
的
継
承
を

特
徴
と
し
た
。

こ
の
よ
う
な
視
点
に
基
づ
き
、
戦
後
の
新
制
度
実
施
に
よ
る
家
族
意
識
の

一

般
傾
向
の
測
定
を
意
図
し
た
調
査
が
、
小
山
等
に
よ

っ
て
行
わ
れ
た
。
こ
の
調

査
の
分
析
に
お
い
て
、
小
山
は
新
旧
家
族
意
識
の
対
照
が
明
白
な
調
査
項
目
五

つ
か
ら

「
T
l
M
尺
度
」
を
構
成
し
て
い
る

(小
山
編

・
一
九
六
〇
)。
こ
こ
で

は
家
意
識
的
家
族
観
を

「伝
統
型

(己弓「O
α
一け一〇
旨
四一)
」
そ
の
反
対
の
も
の
を

「近

代
型

(窰
o
α
o蕁
)
」
と
し
、
こ
の
尺
度

に
用
い
ら
れ
た
項
目
は
今
日
に
お
い

て
も

「
伝
統
-
近
代
」
の
家
族
意
識
を
測
る
指
標
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

で
は
現
代
の
世
論
調
査
に
お
け
る
人

々
の
家
族
意
識
の
趨
勢
は
ど
う
だ
ろ

う
。
統
計
数
理
研
究
所
に
よ
る
国
民
性
調
査
に
よ
る
と
、
養
子
の
必
要
性
に
つ

い
て
は
戦
後
大
幅
に
減
少
を
示
し
て
い
る

(統
数
研
、

一
九
九
二
)。
し
か
し
、

先
祖
崇
敬
に
つ
い
て
は
戦
後
も
常
に
七
割
前
後
の
支
持
が
示
さ
れ
て
い
る

(統
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数
研
、
同
)。
家
屋
敷

・
墓
の
継
承
や
、
あ
と
と
り
に
よ
る
墓
の
維
持
や
親
の
扶

養
役
割
に
は
依
然
強
い
も
の
が
あ
る

(総
理
府

・
}
九
九
〇
)。

学
説
上
こ
う
し
た

一
貫
し
な
い
傾
向
は
家
族
意
識
移
行
過
程
に
お
け
る
過
渡

期
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
養
子
や
扶
養
に
み
ら
れ
る
家
族

意
識
が

一
九
六
〇
年
代
に
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
家
族
に

関
す
る
意
識
の
変
化
は
、
小
家
族
化

・
核
家
族
化
な
ど
家
族
の
形
態
的
変
化
が

顕
著
に
な
り
は
じ
め
た
時
期
と

一
致
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

(松
成

・

一
九
九

一
)。
し
か
し
上
述
の
世
論
調
査
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に

「
家
意
識
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
が

一
方
向
的
に
時
代
と
と
も
に
変
化
す
る
と
は
い
え
な
い
。

皿
ー
2

家
意
識
に
お
け
る
多
元
的
視
点

前
述
の
よ
う
な
家
意
識
の

一
元
的
視
点
に
対
し
、
い
く
つ
か
の
立
場
か
ら
批

判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
伝
統
家
族

・
家
族
国
家
観

・
家
意
識
の
構
造

分
析
の
立
場
か
ら
の
問
題
提
示
を
検
討
す
る
。

柿
崎
京

一
は
、
こ
れ
ま
で
伝
統
家
族
研
究
観
に
お
け
る
ジ
レ
ン
マ
に
、
核
家

族
は
西
欧
や
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
先
進

の
近
代
社
会
に
お
け
る
家
族
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
日
本
の
家
は
こ
れ
ら
の
先
進
国
に
は
み
ら
れ
な
い
、
そ
の
意
味
で
は

前
近
代
的
な
非
民
主
的
家
族
で
あ
る
と
い
う
評
価
が
あ
る
こ
と
を
取
り
上
げ
て

い
る

(柿
崎
、

一
九
八
八
)。
確
か
に
我

々
の
日
常
生
活
に
お
い
て
は
、
無
意
識

に
相
続
や
先
祖
祭
祠
の
よ
う
な
伝
統

的
慣
行
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
先

に
示
し
た
通
り
だ
が
、
伝
統
家
族
に

つ
い
て
は
近
代
家
族
の
対
極
に
位
置
づ
け

が
ち
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
伝
統
家
族
研
究
に
お
い
て
家
や
家
意
識
は
、
ど
の
よ
う
に
定
義
さ

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
家
の
定
義
を
め
ぐ

っ
て
は
有
賀

・
喜
多
野
論
争
で
か

な
り
討
議
が
さ
れ
た
。
こ
こ
で
再
び
そ
の
議
論
を
再
燃
す
る
目
的
は
も
た
な
い

の
で
、
前
述
の
柿
崎
の
提
示
し
た
問
題
を
検
討
す
る
た
め
に
も
、
柿
崎
の
定
義

を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

柿
崎
は
家
を
家
産
に
基
づ
く
家
経
営
体
と
し
て
い
る
。
家
産
と
は
個
人
に
分

割
さ
れ
な
い
家
の
財
産
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
農
地
や
宅
地
、
墓
、
家
屋
さ
ら

に
社
会
的
信
用
を
表
象
す
る
家
名
や
商
家
の
場
合
に
は
暖
簾
も
含
ま
れ
る
。
家

の
経
営
は
こ
れ
ら
家
産
の
運
営
に
基
づ
く
家
業
の
運
営
、
先
祖
祭
祠
を
不
可
分

に
連
関
さ
せ
営
ん
で
い
く
こ
と
で
あ

っ
た
。
ま
た
家
経
営
体
の
最
大
の
目
的
は
、

こ
の
家
経
営
体
の
系
譜
的
連
続
を
維
持
し
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を

前
提
と
し
た
家
の
人

々
の
生
活
福
祉
の
拡
充
を
は
か
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら

を
背
景
に
、
家
意
識
と
は
家
経
営
体
に
お
け
る
集
合
意
識
で
あ
り
、
具
体
的
に

は
家
風
と
か
家
の
先
祖
、
家
の
永
続
等
に
関
わ
る
意
識
の
よ
う
に
家
が

一
つ
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
こ
と
を
指
し
た

(柿
崎
、
同
)。

し
か
し
先
に
あ
げ
た

一
般
的
家
意
識
と
異
な
り
、
男
性
中
心
の
直
系
制
や
家

族
員
の
序
列
化
に
つ
い
て
は
特
に
言
及
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
庶
民
の
慣
行
に
お

い
て
は
、
川
島
武
宜
に
よ

っ
て
も
区
別
さ
れ
た
よ
う
に
そ
の
具
体
的
内
容
は
武

士
や
庶
民
と
い
っ
た
階
級
に
よ

っ
て
異
な

っ
て
い
た
と
さ
れ
る
し

(川
島
、
一

九
五
〇
)、
ま
た
同
じ
農
民
の
場
合
で
も
経
営
規
模
の
大
小

に
よ

っ
て
、
地
域

に
よ

っ
て
も
差
が
み
ら
れ
た
つ
た
と
え
ば
東
北

・
北
関
東
に
見
ら
れ
た

「姉
家

督
」
と
呼
ば
れ
る
慣
行
は
初
生
子
が
女
子
で
あ

っ
て
も
そ
の
婿
養
子
に
家
督
相

続
さ
せ
る
制
度
で
あ

っ
た

(前
田
、
一
九
九
二
)。
ま
た
西
南
九
州
の
農
村
を
は

じ
め
日
本
の

一
部
の
漁
村
等
で
は
、
長
男
か
ら
順
に
分
家
し
て
い
き
末
子
男
子

戦後日本の家族変動について11



が
本
家
を
継
承
し
親
を
扶
養
す
る

「末
子
相
続
」
を
と
る
こ
と
が
あ

っ
た
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

(内
藤
、

心
九
七
四

・
川
崎
、
一
九
七
三
)。
こ
れ
ら
庶
民

生
活
に
お
け
る
慣
行
は
、
相
続
を
長
男
に
限
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
が
、
明
治

民
法
の
普
及
と
共
に
長
男
単
独
相
続

へ
と
や
が
て
次
第
に
収
斂
し
て
い
く
も
の

も
あ

っ
た
。

し
か
し
、
明
治
民
法
に
よ
り
長
男
単
独
相
続
が

一
般
民
衆
に
適
用
さ
れ
る
よ

う
に
な

っ
て
も
、
実
行
が
困
難
な
場
合
に
は
顕
著
な
融
通
性
や
逸
脱
に
対
す
る

許
容
性
が
日
本
の
家
の
観
念
に
見

い
だ
さ
れ
て
い
る

(坪
内
、

一
九
九
二
)。
当

時
の
多
産
多
死
と
家
産
の
限
定
と

い
っ
た
周
辺
.状
況
を
背
景
に
、
長
男
死
亡
に

よ
る
弟
の
家
督
相
続
、
養
子

・
婿

養
子
の
採
用
、
他
出
親
族
の
帰
村
等
の
処
置

が
そ
の
例
で
あ
る
。
坪
内
は
こ
の
よ
う
な
現
実
の
状
況
か
ら
、
家
系
の
連
続
に

重
き
を
お
く

「
『家
』
の
論
理
と

『男
系
』
な
い
し

『父
系
』
の
論
理
が
別
個

に
存
在
す
る
も
の
」
で
あ

っ
た
が
、
儒
教
思
想
の
影
響
か
ら
こ
の
二
つ
の
論
理

は

「し
ば
し
ば
関
連
し
合
う
と
い
う
重
ね
合
わ
せ
の
可
能
性
」
が
あ

っ
た

(坪

内
、
同
)。
こ
の
指
摘
は
、
今
ま
で

一
つ
の
意
味
連
闘
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き

た
家
制
度
に
お
け
る
男
子
直
系
制

を
分
け
て
と
ら
え
る
と
い
う
新
た
な
視
点
を

提
供
す
る
点
で
意
義
深
い
。

こ
の
よ
う
な

一
連
の
伝
統
家
族

研
究
に
お
い
て
、
庶
民
の
家
を
め
ぐ
る
慣
行

に
共
通
し
て
い
る
こ
と
に
家
の
系
譜
的
連
続
、
す
な
わ
ち
家
の
存
続
が
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
家
長
に
与
え
ら
れ
た
権
限
も
こ
の
よ
う
な
家
の
規
範
に
基
づ
き
施
行

さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
そ
の
正
当
性
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
家
の
存
続

が
最
優
先
課
題
で
あ

っ
た
理
由
に

つ
い
て
は
、
当
時
の
家
族
の
お
か
れ
た
社
会

構
造
が
原
因
の

一
つ
と
考
え
ら
れ

る
。

明
治
の
農
業
社
会
で
は
今
日
の
産
業
社
会
に
比
べ
人
々
に
与
え
ら
れ
た
生
活

手
段
は
限
ら
れ
て
い
た
。
当
時
の
人
々
に
と

っ
て
家
業
が
生
産
手
段
で
あ
り
、

家
は
そ
の
当
時
の
、
そ
し
て
将
来
の
家
の
メ
ン
バ
ー
の
生
活
を
保
障
す
る
も
の

で
あ

っ
た
。
柿
崎
は
、
家
の
目
的
に
家
族
員
の
生
活
福
祉
の
拡
充
を
あ
げ
て
い

た
が
、
・同
様
に
有
賀
喜
左
衛
門
は
家
を
家
族
の
生
活
保
障
を
す
る
生
活
単
位
と

と
ら
え
て
い
る
。
有
賀
は
こ
の
定
義
を
家
の
普
遍
的
定
義
と
し
て
述
べ
て
い
る

.

の
で
は
な
く
、
当
時
の
日
本
の
政
治
的

・
社
会
的

・
文
化
的
条
件
の
特
殊
な
発

展
の
中
に
お
け
る
家
の
社
会
的
定
義
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る

(有
賀
、

一
九

七
〇
a
・
b
)。

第

一
章
の
小
山
の
大
家
族
研
究
に
お
い
て
も
家
族
と
社
会
構
造
と
の
関
連
が

指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
外
部
環
境
と
の
関
連
で
家
族
を
と
ら
え
る
ア
プ

ロ
ー
チ
で

家
や
家
族
意
識
の
変
遷
を
考
え
る
と
、
当
時

の
家
や
家
族
意
識
に
お
い
て
次
の

よ
う
な
重
層
構
造
が
考
え
ら
れ
る
。
伝
統
社
会
の
産
業
構
造
や
社
会
福
祉
制
度

の
状
況
の
中
で
家
の
慣
行
に
通
底
す
る

「基
本
構
造
」
と
し
て
家
の
存
続
が
あ

り
、
そ
の
こ
と
は
す
な
わ
ち
家
業
を
通
じ
て
家
構
成
員
の
生
活
を
保
障
す
る
こ

と
で
も
あ

っ
た
。
そ
し
て
そ
の
要
請
か
ら
の

「派
生
構
造
」
と
し
て
、
長
男
に

よ
る
家
産

・
家
業
の
継
承
や
男
子
が
い
な
い
場
合
の
養
子
と
い

っ
た
家
制
度
的

慣
行
や
、
姉
家
督
や
末
子
相
続
等

の
状
況
に
応
じ
た
多
様
な
実
行
の
仕
方
が
位

置
づ
け
ら
れ
る
。

従
来
よ
り
家
制
度
と
実
態
と
の
こ
の
よ
う
な
乖
離
に
つ
い
て
、
他
の
分
野
か

ら
も
指
摘
が
あ

っ
た
。
鹿
野
政
直
は
家
族
国
家
観
に
基
づ
き
、
明
治
民
法
で
規

定
さ
れ
た
家
制
度
が
、
天
皇
制
機
構
の
中
で
占
め
て
い
た
位
置
を
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。
上
流
家
庭
を
規
範
と
し
た
家
制
度
に
よ
り
、
家
の
構
成
員
と
し
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て
の

一
体
性
と
序
列
化
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
が
国
の
イ
メ
ー
ジ
と
連
結
さ
れ
、

国
を
挙
げ
て

一
大
家
族
を
な
す
と
い
っ
た
国
の
家
化
、
言
い
替
え
れ
ば
擬
制
化

が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
擬
制
化
は
、
現
実
に
は
バ
ラ
バ
ラ
に
な
る

個
人
を
統
合
す
る
装
置
と
し
て
、
理
念
や
道
徳
と
し
て
浸
透
し
て
い

っ
た

(鹿

野
、

一
九
八
三
)。
同
様
に
牟
田
和
恵

も
明
治
政
府
の
家
制
度
は
、
あ
ら
ゆ
る
近

代
国
家
が
普
遍
的
に
行
う
家
族
を
媒

介
に
し
た
民
衆
管
理
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

の

一
つ
と
し
て
と
ら
え
る
。
そ
れ
ゆ

え
前
近
代
的
と
み
な
さ
れ
が
ち
で
あ

っ
た

家
そ
れ
自
体
が
明
治
政
府
に
よ

っ
て
創
り
出
さ
れ
た
近
代
の
産
物
で
あ
る
と
指

摘
し
て
い
る

(牟
田
、

一
九
九

一
)。

男
子
直
系
に
よ
る
単
独
相
続
に
基
づ
く
家
の
系
譜
の
連
続
と
し
て
考
え
ら
れ

て
き
た
家
の
構
造
は
、
こ
の
よ
う
に
種
々
の
要
因
に
よ
る
様
々
な
慣
行
と
政
策

と
が
混
じ
り
あ

っ
た
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
同
レ
ベ
ル
の
も
の
と
し
て
考
え

ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
は
戦
後
の
憲
法

・
民
法
施

行
に
よ
り
法
律
上
家
制
度
が
な
く
な

っ
て
以
降
も
、
先
に
見
た
よ
う
に
あ
る
種

の
家
意
識
と
呼
ば
れ
る
い
く

つ
か
の
項
目
が
今
だ
高
い
支
持
率
を
と

っ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

木
下
栄
二
と
坂
本
佳
鶴
恵
は
、
現
代
の
人
々
の
家
意
識
つ
い
て
因
子
分
析
を

用
い
た
統
計
的
手
法
に
よ
り
、
そ
の
多
元
的
構
造
を
分
析
し
て
い
る

(木
下
、

一
九
八
八

.
坂
本
、
一
九
九
〇

a
・
b
)。
木
下
は
大
都
市
マ
ン
シ
ョ
ン
の
居
住
者

の
家
族
意
識
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
家
意
識
が
い
く

つ
か
の
次
元
に
分

か
れ
、
先
祖
崇
拝
の
よ
う
に
未
だ
支
持
さ
れ
る
も
の
や
、
あ
と
と
り
意
識
の
よ

う
に
個
人
の
属
性
に
よ
り
賛
否
分
か
れ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
検
証
し
た

(木

下
、
同
)。
こ
の
木
下
の
研
究
を
う

け
、
坂
本
は
現
代
で
も

一
部
の
家
意
識
に

対
す
る
支
持
の
理
由
に
つ
い
て

「
長
男
に
は
特
別
な
役
割
が
あ
る
」
と
い
う
規

範
を
例
に
、
そ
の
規
範
の
内
容
に
お
け
る
変
化
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

長
男
の
役
割
は
も
は
や
本
人
の
扶
養
を
前
提
と
せ
ず
、
家
族
内
扶
養
の
意
志
決

定
責
任
者
に
な

っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る

(坂
本
、
同
)。
こ
の
よ
う
に
家
意
識

の
現
代
に
お
け
る
支
持
や
、
守
ら
れ
な
が
ら
も
少
し
つ
つ
内
容

の
変
化
が
み
ら

れ
る
こ
と
は
、
家
意
識
の
「消
失
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
実
行
に
お
け
る
変
化
」

(坪
内
、
同
)
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

で
は
最
後
に
な
ぜ
現
代
に
お
い
て
も
家
意
識
は
消
え
な
い
の
か
、
な
ぜ
内
容

が
変
わ

っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
第

一
章
に
お
い
て
定
義
し
た
日
本
の
家
族
変
動

に
お
け
る

「変
化
し
た
部
分
」
と

「変
化
し
て
い
な
い
部
分
」
と
の
関
係
か
ら

考
え
て
み
た
い
。
伝
統
家
族
に
お
い
て
家
族
意
識
の
構
造
は
、
家
の
存
続
に
重

点
を
お
く

「基
本
構
造
」
と
、
そ
の
要
請
か
ら
生
じ
た
様
々
な
実
行
の
仕
方
を

含
む

「
派
生
構
造
」
か
ら
な
る
重
層
構
造
を
な
す
と
の
仮
説
を
考
え
た
。
戦
後

の
日
本
は
諸
法
改
正
と
同
時
に
、
著
し
い
産
業
構
造
の
転
換
を
経
験
し
た
。
こ

の
よ
う
な
生
活
機
会
の
拡
大
に
と
も
な
い
、
大
多
数
の
人

々
に
と

っ
て
家
の
存

続
は
最
重
要
項
目
で
は
な
く
な

っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
か

つ
て
伝
統
家
族

が
担

っ
て
い
た
は
た
ら
き
の

一
切
が
無
く
な

っ
た
の
か
と
い
う
と
そ
う

で
は
な

い
と
思
わ
れ
る
。
第

一
章
の
家
族
形
態
で
み
た
よ
う
に
親
が
高
齢
に
な
れ
ば
同

居
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
特
に
親
が
か
な
り
高
齢
に
な

っ
た
場
合
に
は
、
親
の

自
立
的
生
活
困
難
か
ら
の
同
居
型
扶
養
で
あ
る
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ

の
背
景
に
は
、
法
律
上

・
理
論
上
は
夫
婦
中
心
で
も
実
際
に
は
高
齢
者
の
自
立

に
対
し
不
十
分
な
福
祉
政
策
等
の
社
会
環
境
が

一
因
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
社
会
構
造
上
現
在
の
日
本
の
家
族
は

「
家
族
員
の
生
活
保
障
を
す
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る
単
位
」
(有
賀
、
前
出
)
と
し
て

の
は
た
ら
き
を

「
基
本
構
造
」
と
し
て
未
だ

備
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
の
生
活
保
障
機
能
は
伝
統
家
族
と
も

共
通
す
る
こ
と
か
ら
戦
後
の
日
本
の
家
族
に
お
け
る
「
変
化
し
て
い
な
い
部
分
」

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た

一
方
、
現
代
に
お
い
て
も
支
持
が
分
か
れ
る
養
子
や
財

産

・
屋
敷
や
家
業
の
継
承
等
の
多
様
な
意
識
は
、
年
齢
、
地
方
性
、
学
歴
、
財

産
と
い
っ
た
諸
個
人
の
お
か
れ
た
状
況
に
よ

っ
て
必
要
性
が
異
な
る
た
め
、
様

々
な
見
解
や
実
行
の
仕
方
が
み
ら

れ
る

「派
生
構
造
」
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の

「派
生
構
造
」
の
中
に
は
、
養
子
の
必
要
性
に
つ
い

て
の
支
持
が
急
速
に
下
降
し
て
い
る
こ
と
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
社
会
構
造

の
大
幅
な
変
化
に
と
も
な
い

「変
化
し
た
部
分
」
が
含
ま
れ
る
。

こ
の
家
族
意
識
に
つ
い
て
の
重
層
構
造
の
仮
説
は
、
従
来

一
元
的
に
と
ら
え

ら
れ
が
ち
で
あ

っ
た
伝
統
家
族
観

に
対
し
、
そ
の
多
元
的
構
造
に
つ
い
て
の

一

つ
の
具
体
的
視
点
を
提
供
す
る
も

の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、
現
在
で

も
行
わ
れ
る
同
居
や
相
続
と
い
っ
た
家
意
識
的
考
え
方
や
慣
行
を
単
に
前
近
代

的
と
み
な
す
の
で
は
な
く
、
伝
統
家
族
意
識
と
の
関
連
を
考
慮
し
た

「
家
族
意

識
の
重
層
構
造
」
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
よ
う
な
前
近
代
的
と
み

な
さ
れ
る
意
識
や
そ
れ
に
基
づ
く
慣
行
が
現
在
も
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の

よ
り
合
理
的
な
解
釈
を
試
み
た
も

の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

日
本
の
家
族
変
動
に
つ
い
て
、
従
来
の
近
代
化
に
基
づ
く
仮
説
を
家
族
形
態

変
化
と
家
族
意
識
の
変
化
と
い
う

二
面
か
ら
考
察
し
た
。
そ
し
て
各

々
の
変
化

に
お
い
て

「
変
化
し
た
部
分
」
と

「変
化
し
て
い
な
い
部
分
」
と
い
う
重
層
構

造
を
仮
定
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
家
族
形
態
に
お
い
て

「変
化
し
て
い
な

い
部
分
」
と
し
て
核
家
族
が
数
的
に
は

一
般
的
で
あ
る
こ
と
が
、
「変
化
し
た

部
分
」
と
し
て
は
政
治

・
経
済
と
い
っ
た
社
会
構
造
の
状
況
に
よ
り
傍
系
親
族

や
非
親
族
の
動
き
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
こ
の
こ
と
は
日
本
の
戦
後

の
場
合
も
同
様
で
、
む
し
ろ
今
日
の
数
量
的
な
核
家
族
率
の
優
勢
と
同
居
率
の

低
迷
は

「変
化
し
て
い
な
い
部
分
」
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し

長
寿
化
に
と
も
な
う
比
較
的
若
い
老
年
層
に
お
け
る
核
家
族
化
や
子
と
の
同
居

開
始
時
期
の
遅
れ
は
、
高
齢
化
と
い
う
社
会
構
造
の
影
響
に
よ
り
家
族
形
態
が

「
変
化
し
た
部
分
」
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
在
の
高
齢
老
福
祉
政
策
の
方
向
を
考
え
れ
ば
人

口
の
高
齢
化
は

親
の
存
命
率
を
上
げ
、
数
量
的
に
も
同
居
を
促
す
可
能
性
が
あ
る
と
も
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
同
居
率
の
さ
ら
な
る
拡
大
が
お
こ
る
と
す
れ
ば
、

マ

ク
ロ
レ
ベ
ル
に
お
け
る
核
家
族
と
傍
系
親
族
や
非
親
族
員
と
の
関
係
と
同
じ
よ

う
に
、
社
会
構
造
と
の
関
係
で
家
族
形
態
が

「変
化
し
た
部
分
」
と
定
義
し
た

方
が
将
来
的
に
は
正
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
こ
の
よ
う
な
高
齢
化
に
よ
る
同
居
を
う
な
が
す
家
族
意
識
の
要
因
と
し

て
は
、
「伝
統

-
近
代
」
を
通
じ
家
族
が
社
会
環
境
上
そ
の

「基
礎
構
造
」
と

し
て
生
活
保
障
の
役
割
を
担

っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
仮
定
し
た
。
こ
れ
は
家

族
意
識
面
に
お
い
て
も

「変
化
し
て
い
な
い
部
分
」
と
し
て
残
さ
れ
て
お
り
、

そ
こ
か
ら
の
要
請
で
家
意
識
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
中
に
も
実
際
で
の
内
容
に
変

化
を
示
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
家
族
意
識
の

「
変
化
し
た
部
分
」
で

あ
る
。
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現
代
の
家
族
変
動
に
つ
い
て
筆
者
は
必
ず
し
も
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
構
図
を

提
示
し
て
は
こ
な
か

っ
た
。
し
か
し

こ
の
よ
う
に
家
族
変
動
を

「変
化
し
た
部

分
」
と

「変
化
し
て
い
な
い
部
分
」
と
い
う
よ
う
に
多
元
的
に
と
ら
え
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
変
化
や
過
去
の
残
留
と
み
な
さ
れ
て
い
る
事
象
の
各
々
の
背
景
と

必
然
性
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
ま
た
家

族
の
多
様
化
に
つ
い
て
そ
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
提
示
す
る

一
つ
の
試
み
と
し
て
必

要
な
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

注(1
)
家
族
意

識
に

つ
い
て
の
定
義

は
、
石
原

に
よ

る
家
族
と

い
う
社
会
関
係

に

つ
い

て
個
人
お
よ
び

人

々
が

も

つ
、
価
値
づ
け

と
規
範

お
よ
び
家
族
行
動

に
対
す
る
態

度

と
す

る

(
石
原

二

九
八
二
)
。

(
2
)

日
本

の
場
合
も

、
速
水

に
よ

る
諏
訪
郡

の
農
民

の
人

口
研
究

に
よ

っ
て
、
江
戸

時
代

に
世
帯
規
模

は
平
均
約

四
～

五
人

の
核
家
族
世
帯

に
な

っ
て
い
た

こ
と
が
紹

介

さ
れ

て
い
る

(速
水

、

一
九

七
三
)
。

(
3
)
阿
籐
は
戸

田
が
計
算
し
た

の
と
同
じ

モ
デ

ル
を
用

い
て

一
九

二
〇
年
と

【
九
八

五
年
を
比
較
し
た

。
統
計
上
表
さ
れ
る
親
子
同
居
率
は

「
観
測
値
」
に
す
ぎ
ず
、

こ
れ
は
人

々
の
同
居
志
向

の
強
さ
を
表
す
同
居

「
実
現
値
」
と
三
世
代
以
上
世
帯

に
同
居

可
能
な
割
合

で
あ

る

「
可
能
値
」
と

の
効
果
が
あ
わ
さ

っ
た
も

の
で
あ
る
。

阿
籐

の
用

い
た

モ
デ
ル
式
を
簡
略
化
す
る
と
次

の
よ
う
に
な
る
。

「
観
測
値
」

11

「
可
能
値
」

×

「
実
現
値
」

こ
の
計
算

に
よ
り

一
九

二
〇
年
に
は
七
三

・
八
%

だ

っ
た
同
居

「実

現
値
」

が
、

一
九

八
五
年
に
は
四

二

・
六
%
と
な
る

こ
と
が
報
告

さ
れ
て
い
る
。

(4
)
老
年
人

口
に
お
け
る
死
亡
率
は
人

口
高

齢
化
と
長
寿
化

に
よ

っ
て
低
下
が

み
ら

れ
る
。
特
に
男
女
と
も
六
五
才
以
上
人

口
に
お
け
る
死
亡
率

の
低

下
が
大
き

く
、

そ

の
た
め
六
五
才
以
上

の
高
齢
者

に
お
け
る
有
配
偶
率

は
高

く
な

っ
て
い

っ
て
い

る

こ
と
が
報
告
さ
れ
て

い
る

(総
務
庁
統
計

局
、

一
九
九
〇
)
。

(5
)
ア
メ
リ
カ
の
場
合
、
老

人
が
配
偶
者
以
外

の
親
族
と
同
居
す

る
割
合
は

日
本

に

比
べ
て
低
く
、
七
五
歳

以
上
で
も
男
性

で
約
九
%
が
、
女
性

で
約

二
五
%

で
あ
る

こ
と
が
紹

介
さ

れ
て
い
る
。
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献
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、
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九
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、
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家
族
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の
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化
」
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リ
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本
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社
会
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伝
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家
族
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京
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学
出
版
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録
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落
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、
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範
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京
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、
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潮
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齢
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編

、
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、
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、
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    The Family Change after World War 11 in Japan 
- From the difference between family norms and family forms

   As to the family changes in Japan, there are some differences between the family theory and the 

reality. So far, the changes has been thought to be represented by the increace of nuclear families and the 

changes of Ie norms. But the parent-child cohabitation is still ordinary , especially in case of elderly 

parents. And there are also many people who support some kinds of Ie norms as well. 
   To solve these gaps, I tried to take these changes as two parts . That is to think it complex type with 

"what has changed" and "what h
as not chaged". Take family forms for instance, "what has changed" is 

the delay of the beginning to cohabitate with their parents. "What has not changed" is the hight rate of 

the elerly paraent-child cohabitation. 

   Likewise some of Ie norms, like the adopted son, have been supportless after world war II. It is the 
change. But some nonns, such as to live with their child's family, are still supported . That is what has not 
changed. 

   The reason for this complex type of changes is that families have shared the burden of gurantee of 

family living cost from premodern and modem through this age. This has been the basic construction of 

families in Japan. And the requirement that grows out of the basic construction is the cohabitation or the 

succession to their family business 'and the like. 

   This is the total picture of the system of the family changes in Japan. To assume this dual chage for 

both family forms and family norms seems necessary to analize the system of the Japanese families today .

Key Words 

 the complex type of changes of family forms 

 the complex type of changes of family norms 

 the dual comstruction of nuclear family
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