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日
本
に
お
け
る

「核
家
族
化
」
に
つ
い
て

1
核
家
族
主
義
の
再
検
討
雪

は
じ

め
に

n

戦
後
日
本

の
篆
族

は
核
家
族
化
が
著
し
い
と
さ
㊨
(

「外
で
働
く
夫
に
家
事

育
児
に
い
そ
し
む
妻
」
と
い
っ
た
核
家
族
の
生
活
様
式
は

一
般
的
の
も
の
と
さ

れ
た
。
80
年
代
に
な

っ
て
主
婦
の
パ
ー
ト
就
労
に
代
表
さ
れ
る
女
性
の
社
会
参

加
や
長
寿
化
、
・ソ
ン
グ
ル
増
加
等
の
非
家
族
化
老
い
・っ
た
諸
傾
向
は
家
族
変
動

と
も
言
わ
れ
、
.従
来
の
核
家
族
像
に
変
化
を
促
す
屯
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ

う
に
な

っ
た
。
そ
し
て
ζ
の
よ
う
な
現
象
は
家
族
の
崩
壊
と
か
、
よ
り
積
極
的

に
億
家
族
の
多
様
北
の
兆
も
と
も
い
わ
れ
て
る
。

、

、・
し
か
t
続
計
上
で
み
ら
淞
る
核
家
族
率
自
体
は
そ
れ
ほ
ど
伸
び
て
き
て
い
な

い
℃
む
し
ろ
最
近
は
頭
打
ち
に
な

っ
て
き
て
い
る
。
・戦
後
の
日
本
の
家
族
社
会

.学
は
、
核
家
族
論
を
そ
の
理
論
の
土
台

に
据
え
、
戦
後
日
本
の
社
会
は
夫
婦
制

家
族
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
レ
の
浸
透
に
よ
り
核
家
族
化
が
促
さ
れ
て
き
だ
と
考
え
て

き
た
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
近
年
の
日
本
の
現
状
は
こ
の
理
論
枠
組
み
の
妥
当

・性
に
疑
問
を
投
じ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

と
の
よ
う
な
観
点
よ
り
㍉
本
稿
で
は
第

一
章
で
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
核
家
族

論
の
内
容
と
そ
れ
が
日
本
に
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
」「核
家
族
」
が
日
本

に
お
い
て
ど
の
よ
う
北
定
義
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
を
、
.そ
し
て
第

二
章
に

」お
、
て
旧
本
の
核
家
嗾
化
の
現
状
に

つ
い
て
検
討
し
、
日
本
の
家
族
が
戦
後
ゼ

.の
ま
う
な
温
核
家
族
化
」
を
辿

っ
て
き

て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
(
今
後

の
家
族
分
析
に
お
け
る
視
点
を
探

っ
・て
い
き
た
い
と
思
う
コ

1

核
家
族
論
成
立
の
背
景

核
家
族
論
は
戦
後

の
ア
メ
リ
カ
に
生
ま
れ
推
進
さ
れ
た
家
族

の
基
礎
理
論
で

あ
る
。
グ

ー
ド
や
パ
ー
ソ
ン
ズ

の
家
族
論
に
屠
い
ら
れ
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て

一
般
的
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
・日
本
に
お
い
て
も
取
り
入
れ
ら
れ
た
当
時
よ
り

支
持
者
が
多
く
、
現
在

の
家
族
社
会
学

の
土
台
と
な
、っ
、て
い
.る
。
し
か
も
当
時

よ
リ
ア
メ
リ
カ
菰
お
い
て
文
化
人
類
学
の
分
野
な
ゼ
か
.や
の
批
判
が
な
か

っ
た

わ
け
で
は
な
く
、
泊
本
に
お
い
て
も
若
干
の
疑
問
の
提
起
が
な
か

っ
た
わ
け
で

撼
な
い
ρ

こ
の
章
で
は
こ
う
し
允
核
家
族
論
成
立

の
背
景
を
振
り
返
り
、
ア
メ

リ
カ
の
場
合
と
日
本
の
場
合
を
此
較
し
、
各

々
の
文
脈
に
お
け
る
核
家
族
論
の

捉
え
方
に
焦
点
を
合
わ
し
て
み
て
」い
く
こ
と
忙
し
た
い
。

、1

」
1

.
」
ア
メ

リ

カ

に

お

け

る
核

家

族

論

・

.
「
核

家

族

」

倉

¢
。
δ
贄

3

蔀

昌
団
)

と

い

う

用

語

を

最

初

に
使

用

し

た

.の

は

マ
凋
ド

ッ
タ

で
あ

っ
、た
。
.彼

は
実

証
的

資

料

に
基

き
核

家

族

論

の
理
論

的

展

開
を

早

い

時
期

に
展

開
七

た
。

」

」

・
∵

〒
九

四

九

年

出

版

の

・『社

会

構

造

』

〈

、.の
0
9
巴

◎Q
可
⊆
o
ε

奉

.
)

の
中

で

、

一119一



彼
は
現
存
未
開
社
会

(北
米
70
、
ア
フ
リ
カ
65
、
オ
セ
ア
ニ
ア
60
、
南
米
21

そ
の
他
)
に
関
す
る
実
証
的
資
料
に
よ
る
比
較
研
究
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基

き
原
始
乱
婚
説
を
否
定
し
、
男
女
め
性

及
び
経
済

の
二

つ
の
関
係
を
統
・一
し
た

も
の
と
し
て
の
婚
姻
が
普
遍
的

に
存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て

こ
の
よ
う
な
婚
姻
に
基
く
核
家
族
を

.
「人
間
の
普
遍
的
な
社
会
集
合
」
(-
vで

あ
る
と
述
べ
、「
ま
た
彼
は
核
家
族
は

「強
い
機
能
を
持

つ
集
団
」
(三
と
し
て

存
在
し

「
、
つ
も
は

っ
き
り
し
た
、
ま
た
活
性
度

の
高
い
諸
機
能

ー
性
的

・
経

.
済
的

・
生
殖
的

・
教
育
的

1
を
も

っ
て
い
る
」
と
し

て

「要
す
る
に
ど
ん
な
社

会
で
も
、
核
家
族
に
代
わ

っ
て
、
こ
う
し
た
機
能
を
移
譲
で
き
る
、
適
当
な
代

替
物

の
発
見
に
は
成
功
し
て
い
な
い
」
(3
)と
主
張
し
て
い
る
っ
こ
の
よ
う
に

核
家
族
は
入
類

に
普
遍
的

に
存
在
す
る
高

、
機
能
集
団
と
し
て
定
義
さ
れ
、
「こ

の
普
遍
的
な
社
会
構
造

(
11
核
家
族
)
は
、

一
連

の
基
本
的
な
欲
求
.へ
の
お
そ

ら
く
た
だ

一
つ
の
可
能
な
適
応
と
し
て
、
文
化
の
進
化
を
通
じ
て
、
あ
ら
ゆ
る

社
会

で
生
み
出
さ
れ
て
き
た
」
(4
)と

指
摘
し
て
い
る
。

マ
ー
ド

ッ
ク
の
定
義
し
た
核
家
族
を

ア
メ
リ
カ
の
産
業
化
の
流
れ
の
中

で
捉

え

た

の
が
W

・
J

・
グ

ー
ド

で
あ

る
。
.
顕≦
o
同
疑

図
①
くo
畧
謡
o
昌

碧

侮

団
p
B
ξ

芍
鉾
8
蕁

。・
.

(一Φ①
。。)

に
お

い
て
彼
は
、

「異
な

っ
た
地
域
や
社
会

に
お
い
て
、
伝
統
的
家
族
シ
ス
テ
ム
が
産
業
化
や
都
市
化
に
よ

っ
て
変
わ
り

つ

つ
あ
る

こ
と
、
そ

の
変
化

の
方
向

が

夫
婦
制

家
族

(8
且
夷

巴

壁
旨
ξ

℃
彗
8
蕁
)
に
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
。
そ
し
て
こ
の
夫
婦
制
家
族

(8
ヨ
午

σq
巴

貯
言
罅
団
)
は
ウ
ラ
ル
以
西
の
ヨ

ー
ロ
ツ
パ

.
新
世
界

・
オ
」
ス
ト
ラ
リ

ア

・
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
を
含
む
西
洋
文
化
圏
で
は
、
あ
る
程
度
作
用
し

つ
つ

あ
る
と
い
っ
た
当
時
の
状
況
に
基
き
、
世
界
に
お
け
る
夫
婦
制
家
族

へ
の
動
き

を
世
界
主
要
6
力
国

(
日
本

・
中
国

・
そ
ン
ド

・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

・
サ
ブ
サ

ハ
ラ

・
ア
フ
リ
カ

・
ア
ラ
ブ
諸
国
)
に
つ
い
て
過
去
50
年
間
の
家
族
変
動
を
研
究
し

た
結
果
、
・伝
統
的
家
族
形
態
が
な
ん
ら
か
の
夫
婦
制
家
族
の
方
向
に
変
化
し
て

い
る
よ
う
に
み
ら
れ
る
と
結
論
し
た
ゆ

彼
は
当
時
の
ア
メ
サ
カ
社
会
に
対
す
る
観
察

・
洞
察
に
よ
り
夫
婦
制
家
族
の

特
徴
と
し
て
、
日
常
に
お
け
る
親
戚
つ
き
合
い
の
相
対
的
低
下
、
新
居
制
、
配

偶
者
選
択
の
自
由
、
双
系
制
、
家
族
員
間
の
情
緒
の
重
視
を
あ
げ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
示
さ
れ
る
夫
婦
制
家
族
の
行
動
様
式
は
、
産
業
社
会
に
お
い
て
非
常

に
適
合
性
が
高
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

し
か
し
こ
の
産
業
化
と
夫
婦
制
家
族
の
相
関
に
お
い
て
彼
が
重
視
し
て
い
る

の
は
夫
婦
家
族
制
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
で
あ
る
。
夫
婦
家
族
制
が
社
会

一
般
に
広

が
る
前
に
、
個
人
の
尊
重
や
平
等
の
概
念
を
含
む
こ
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
が
社
会
・

.に
浸
透
す
る
こ
と
が
夫
婦
制
家
族

へ
の
移
行
を
よ
り
容
易
に
す
る
と
彼
は
述
べ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
グ
!
ド
の
夫
婦
家
族
は
、
近
代
の
西
欧
や
ア
メ
リ
カ
の
社
会

・

文
化
的
な
文
脈
の
中
で
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
示
す
か
と
い
ヶ
点
で
論
じ
ら
れ
て

お
り
、
核
家
族

一
般
と
は
区
別
さ
れ
塵
、
い
わ
ば
近
代
的
核
家
族
と
し
て
定
義

さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
と
い
え
る
。

ま
た
パ
隠
ソ
ン
ズ
は
そ
の
構
造
襲
機
能
主
義
の
視
点
か
ら
、
産
業
化
に
よ
る

職
業
移
動
に
伴
う
地
理
的
移
動
は
住
居
の
独
立
と
生
計
の
分
離
を
も
た
ら
す
と

い
う

「核
家
族
の
孤
立
化
」
を
説
い
た
。

『家
族
』

(
.国
9
日
ξ

.
)
の
中

で
彼
は
、
当
時

の
ア
メ
リ
カ
の
家
族
に

対
す
る
考
察
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
家
族
-
親
族
体
系
構
造
に
お
け
る
社
会

一120一



と
の
関
連

の
中
で
、
そ
の
本
質
的
様
相
と
し
て
「双
系
制
」

(げ
蕾

8
村巴
ξ

)

と

「孤
立
化
」

(一ω
o置
江
o
昌
)

「
に
注

目
し

て
い
る
。
彼
の
核
家
族
論

の
根
拠

と
な
る
の
が
後
者
の

「孤
立
化
」
で
あ

る
。
彼
は
こ
の

「孤
立
化
」
と
い
う
の

を
説
明
す
る
の
に
次
の
二
点
を
あ
げ
て
い
る
。

「核
家
族
の
家
族
員
は
両
親
と

そ
れ
に
依
存
す
る
子
供
か
ら
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
普
通

一
つ

の
分
離
独
立
し
た
住
居
を
持

っ
て
お
り
、
こ
の
住
居
に
は
夫
婦
の
い
ず
れ
の
養

育
家
族

(鼠
巨

ζ

O
h
o
ほ
①暮
9

8

)
の
者
も
入
り
込
ん
で
い
な
い
と
い
う

点
。
ま
た
こ
う
し
た
世
帯

(げ
○
蛋
ω
①げ
O
一侮
)
の
う
ち
典
型
的
な
も
の
は
経
済
的

に
独
立
し
て
お
り
、
何
よ
り
も
ま
ず
夫

・
父
の
職
業
上
の
収
入
で
、
生
計
を
維

持
し
て
い
る
と
い
う
点
」
(5
)。

つ
ま

り
彼
の
い
う

「核
家
族
の
孤
立
化
」
と

は
、
居
住
に
お
け
る
生
殖
家
族

(審
日
ξ

o
h
凛
o
自
Φ巴

o
コ
)、
が
定
位
家
族

Q
⇔
日
一ぐ

o頃
σ
艮
Φ
耳
鉾
一9

)
か
ら
独
立
す
る
こ
と
、
核
家
族
が
生
計
を
原

則
と
し
、て
夫
-
父
の
収
入
に
排
他
的
に
依
存
す
る
こ
と
の
二
つ
の
現
象
に
よ

っ

て
見
い
だ
さ
れ
る
構
造
的
孤
立
化
で
あ
る
(6
v。

彼
の
核
家
族
ど
産
業
化
と
の
適
合
と

い
う
こ
の
命
題
は
ア
メ
リ
か
の
親
族
組

織
シ
ス
テ
ム
乏
経
済

シ
ス
テ
ム
の
二

つ
の
シ
ス
テ
ム
と
の
関
連
が
反
映
さ
れ
て

い
る
。
開
放
的

(o
℃
Φ
昌
)
-で
双
系
制

を
特
徴
と
し
た
ア
メ
リ
カ
の
親
族
体
系

の
中
で
、
家
族

の
連
帯
や
義
務
が
核
家
族

に
限
定
さ
れ
る
と
い

っ
た
構
造
的
孤

立
に
加
え
、
産
業
経
済

の
発
展
に
よ
り
家
族
が
生
産

の
単
位
で
な
く
な
り
、
仕

事

・
地
位

・
財
産
と
親
族
と
の
関
連
が
な
く
な

っ
た
。
ま
た
妻
が
専
業
主
婦
で

あ
る
こ
と
は
、
職
業
移
動
に
よ
る
地
理
的
移
動
が
可
能
に
な
り
、
核
家
族
が
移

動
の
単
位
に
な
る
と
い
う
経
済
シ
ス
テ
ム
の
変
化
に
よ
く
適
合
す
る
側
面
で
あ

る
。
彼
の
核
家
族
論
は
、
社
会
体
系
の
下
位
体
系
と
し
て
こ
の
よ
う
に
分
化
し

た
家
族
か
ら
、
更
に
家
族
の
中
ま
で
分
化
し
て
い
く
役
割
構
造
の
理
論
に
ま
で

発
展
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

以
上
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
核
家
族
に
関
す
る
理
論
の
流
れ
を
み
て
き
た
が
、
.

こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
の
場
合
、
核
家
族
論
は
、
そ
の
普
遍
性
と
機
能
性
に
成

立
の
根
拠
が
あ
る
。
そ
し
て
産
業
化
の
過
程
で
核
家
族
が
単
独
で
析
出
す
る
こ

と
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
核
家
族
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
夫

婦
家
族
に
な
る
の
で
あ
る
。

1
-
2
.
日
本
に
お
け
る
核
家
族
論

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
に
核
家
族
に
基
く
家
族

の
理
論
は
築
か
れ

て
い

っ
た
。
.し
か
し
日
本
で
は
、
こ
の
よ
う
な
核
家
族
論
を
現
代
の
家
族
社
.会

学
の
理
論
的
基
礎
に
す
え
る
こ
と
の
是
非
を
め
ぐ

っ
て

「核
家
族
論
争
」

(
一

九
五
七
ー

一
九
七
〇
)
が
展
開
さ
れ
た
。
.こ
の
論
争
憾
主
に
山
室
周
平
と
森
岡

清
の
間
で
お
こ

っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
山
室
が
核
家
族
の
自
立
性
な
ど
に
み
ら

れ
る
機
能
性

・
普
遍
性
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
核
家
族
を
家
族
の
理
念
型
に
す

え
る
こ
と
に
よ

っ
て
お
こ
る
父
子

・
母
子
世
帯
の
逸
脱
視
を
非
常
に
懸
念
し
、

核
家
族
論
を
日
本
に
適
用
す
る
こ
と
に
反
対
し
た
。
こ
れ
に
対
し
森
岡
は
、
核

家
族
を
家
族
構
造
に
お
い
て
従
来
の
直
系
家
族
の
中
心
に
分
界
を
築
く
よ
う
な

夫
婦
中
心
の
近
代
的
家
族
と
し
て
積
極
的
に
と
ら
え
よ
う
と
し
、
そ
の
た
め
本

来
の
核
家
族
論
の
要
素
で
あ
る
普
遍
性
や
機
能
充
足
に
つ
い
て
は
矛
盾
が
あ

っ

て
も
よ
し
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
,「現
代
家
族
の
動
態
は
核
家
族
論
に
よ

っ
て
解

明
さ
れ
る
」
(↓
と
七
て
導
入
さ
れ
、
や
が
て
核
家
族
論
に
立
脚
し
た
家
族
社

会
学
が
体
系
化
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
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・
で
は
現
代
め
日
本
の
家
族
は
核
家
族
論
に
お
い
て
ど
う
定
義
さ
れ
る
の
だ
ろ

う
か
。

『現
代
家
族
論
』

(正
岡
寛
司

望
月
嵩
編
、

一
九
八
八
)
の
中
で
、
.

・正
岡
は
現
代
家
族
の
定
義
と
し
て
森
岡
の

.「夫
婦
家
族
制
の
日
本
的
典
型
」・を

上
げ
て
い
る
。
.夫
婦
制
家
族
と
は
.
「結
婚
に
よ

っ
て
成
立
し
、
・夫
婦
の

一
方
な

い
し
双
方
の
死
亡
で
消
滅
す
る
夫
婦

デ
代
限
り
の
家
族
で
あ

っ
て
、
少
な
く
と

も
夫
婦
健
在
の
間
は
、
ど
の
生
殖
家
族
と
も
同
居
し
て
単

一
世
帯
を
成
さ
な
い

の
を
原
則
と
す
る
家
族
で
あ
る
」
。
正
岡
は
こ
め
家
族
の
特
徴
を

「子
供
に
よ

る
継
承
を
規
定
し
な
い
こ
と
で
あ
る
」
と
要
約
し
て
い
る
。
そ
し
て

「日
本
的

典
型
」
と
は
、
日
本
の
夫
婦
制
家
族

は

「家
の
伝
統
を
背
負
う
た
め
、
欧
米
の

夫
婦
家
族
と
は
異
な

っ
た
形
態
を
示
す
こ
と
」
が
あ
り
、
そ
れ
が

「日
本
的
典

型
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
即
ち
日
本

で
は
直
系
制
か
ら
夫
婦
家
族
制

へ
と
類
型

の
変
化
を
経
過
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二

つ
の
家
族
類
型
は
共
存
し
て
き
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
夫
婦
家
族
制
の

「日
本
的
典
型
」
の
も

つ
代
表
的
特
徴
に
、
既

婚
子
の

「同
居
型
扶
養
」
が
あ
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
森
岡
に
よ

る
日
本
の
現
代
家
族
は

「夫
婦
制
家
族
の
日
本
的
典
型
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
山
根
常
男
と
野
々
山
久
也
は
パ
・ー
ソ
ン
ズ
の

「核
家
族
の
孤
立
化
」.
モ

デ
ル
を
日
本
の
場
合
に
適
用
し
、
日
本
の
直
系
的
拡
大
家
族
や
同
族
集
団
は
産

業
化
に
よ
り
解
体
さ
れ
て
ゆ
き
大
正
時
代
に
こ
う
い

っ
た
形
で
核
家
族
化
は
進

行
し
て
い
く
が
、
戦
後

の
法
改
正
を
経
た
こ
と
に
よ

っ
て
戦
後
の
日
本
の
家
族

は

「夫
婦
中
心
核
家
族
」

(8
ロ
言
σq
9

霽
巨

ぐ
)
と
.
「家
」
規
範
を
伴
わ
な

い

「任
意
的
直
系
家
族
」

(8
菖
曾

巴

一貯
$
一
、建
ヨ
一一図
)
.に
な
.っ
た
、
ま
た

は
な
り

つ
つ
あ
る
と
述
べ
て
い
る
(8
)。
そ
し
て
こ
の
任
意
的
直
系
家
族
は
夫

婦
中
心

の
構
造
を
持

つ
こ
と
か
ら

「夫
婦
中
心
直
系
家
族
↑

(8
つ
甘
σq
巴

一言
Φ巴

壁
日
一ζ
)
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

、「任
意
的
直
系
家
族
」

も
森
岡
の

「夫
婦
制
家
族
の
日
本
的
典
型
」
も
そ
の
構
造
が
夫
婦
中
心
で
あ
る

こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
ゆ.

し
か
し

日
本
で
は
核
家
族
化
が
進
行
し
た
と
言
わ
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
核
家

族
論
が
と
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
馬
現
代
家
族
を
媒
介
に
し
て
三
世
代
世
帯

と
い
う
核
家
族
で
な
い
も
の
も
含
め
て
し
ま
.っ
て
い
る
。
元
々
ア
メ
リ
カ
の
核

家
族
論
の
流
れ
に
お
い
て
、
核
家
族
と
は
形
態
を
さ
す
概
念
で
あ

っ
た
。
し
か

し
森
岡
の

「夫
婦
制
家
族
の
日
本
的
典
型
」
や
山
根

・
野
々
山
の
、
「任
意
的
直

系
家
族
」

(
11

「夫
婦
中
心
直
系
家
族
」
)
は
そ
の
内
容
が
㍉
戦
前
の

「家
」

の
権
威
的
関
係
が
基
本
と
い
わ
れ
た
家
族
関
係
に
対
し
、
夫
婦
中
心
の
構
造
を

持

つ
も
の
で
あ
る
と
し
て
核
家
族
化
の

一
部
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
P

つ

ま
り
形
態
か
ら
き
た
核
家
族
と
い
う
概
念
が
、
夫
婦
中
心
の
構
造
を
持

つ
と
い

う
内
容
に
替
わ

っ
、て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。・
そ
の
た
め
世
帯
に
お
け
る
核

家
族
化
に
つ
い
て
も
、
大
正
時
代
に
世
帯
の
過
半
数
が
核
家
族
化
し
て
い
る
が

そ
の
時
を
核
家
族
化
の
時
点
と
は
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
な
ど
ア
乂
リ
カ
の
核

家
族
論
と
の
間
に
く
い
違
い
が
み
ら
れ
る
。
グ
ー
ド
や
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
核
家
族

論
で
は
、
家
父
長
制
大
家
族
が
産
業
化
の
進
行
過
程
に
お
い
て
職
業
移
動
に
よ

る
地
理
的
移
動
に
よ
り
解
体
を
促
さ
れ
る
。
こ
の
様
な
核
家
族
化
に
よ

っ
て
家

族
は

「夫
婦
と
子
供
」
だ
け
の
構
成
と
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
夫
婦
の
愛
情
関
係

が
中
心
と
な
る
家
族
に
な

っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
核
家
族
に
な
る

こ
と
が
失
婦
家
族

(o
o
ロ
甘
σq
巴

壁
目
一ζ
)
に
な
る
こ
と
と
重
癒

っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
だ
が
日
本
で
は
産
業
化
に
よ

っ
て
促
進
さ
れ
た
大
正
時
代
の
核
家
族

化
は
ア
メ
リ
カ
の
核
家
族
化
と
は
同
じ
も
の
で
あ
る
と
は
見
な
さ
れ
て
い
な
い
。

'

一122一



む
し
ろ
日
本
で
は
戦
後
の
法
律
改
正
後
を
も

っ
て
そ
の
転
換
期
と
み
な
さ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
夫
婦
家
族
制
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
は
ア
メ
リ
カ
で
は
産
業
化

に
よ
る
と
共
に
成
立
し
、て
い
っ
た
と
さ
れ
る
の
に
対
し
㍉
日
本
で
は

「家
」
制

度
が
廃
止
さ
れ
な
け
れ
ば
成
立
し
な

い
と
受
け
と
め
ら
れ
血
こ
と
が
ア
メ
リ
カ

の
核
家
族
論
と
の
間
に
根
本
的
違
い
を
生
ぜ
し
め
て
い
る
原
因
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
の
場
合
、
核
家
族
と
は

「夫
婦
と
子
供
」
と
い
う
構

成
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
日
本

の
場
合
、

「核
家
族
」
と
は
夫
婦
中
心

あ

家
族

で
あ
る
良
さ
が
強
調
さ
れ
、
三
世
代
家
族
も
任
意
的
な
成
り
立
ち
を
し

て
お
り
か

つ
て
の

「家
」
と
は
違

っ
て
い
る
こ
と
に
重
点
を
お
く

"核
家
族
イ

デ
オ

ロ
ギ
ー
"
と
も
呼
ぶ
べ
き
理
念
が
強
く
導
く
形
と
な
り
、
全
く
の
分
析
概

念

に
は
な

っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
日
本
の
分
脈
に
お
い
て
は

「核
家
族
」
は

形
態
と
内
容

の
二
つ
の
側
面
を
持

つ
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
い
の
で
あ

る
。だ

が
元
々
核
蒙
嫉
と
は
グ
ー
ド
忙
よ

っ
て
産
業
化
の
進
行
と
の
関
連
で
述
べ

、

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
七
て
核
家
族
耽
の
進
行
は
戦
後
日
本
に
お
い
て
も

マ

・ス
コ
ミ
の
み
な
ら
ず
社
会
学
の
分
野
で
も
常
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
の
だ
が
、

実
際
に
は
日
本
で
核
家
族
化
は
ど
の
よ
う
に
進
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た

先

に
定
義
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
内
容
に
お
い
て
、
た
と
え
三
世
代
家
族
で
あ

っ

て
も
そ
れ
が
家
産
や
家
業
の
継
承
と
い

っ
た
伝
統
的
な

「家
」
意
識
を
伴
わ
な

い
あ
の
で
あ
る
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
・こ
れ
ら
の
こ
と
を
調
べ
る
だ
め
に
次

に
日
本
の
核
家
族
化
の
現
状
を
形
態
と
内
容
の
両
側
面
か
ら
検
討
し
日
本
に
お

け
る
核
家
族
化
の
現
状
に
つ
い
て
考
え

て
い
き
た
い
と
思
う
。

2

現
代
日
本
の
核
家
族
化
の
現
状

」戦
後
日
本
の
核
家
族
化
は
形
態
上
の
変
化
だ
け
だ
は
な
く
、
グ
ー
ド
が
指
摘

し
森
岡
に
よ

っ
て
日
本
の
家
族
に
お
い
て
理
論
化
さ
れ
た
よ
う
な
夫
婦
家
族
制

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ

っ
て
促
進
さ
れ
た
核
家
族
化
が
意
味
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
核
家
族
化
の
視
点
に
対
し
疑
問
の
声
も
あ
が

っ
て
い
る
。

」す
な
わ
ち
、
統
計
上
の
核
家
族
率
は
、
親
が
若
く
健
康
な
場
合
勤
め
の
関
係
か

ら
別
居
し
将
来
同
居
す
る
と
い
っ
.た
、

一
時
別
居
形
態
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の

だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
居
住
形
態
の
拡
大
に
よ
り
現
在
起
こ
っ
て

い
る
核
家
族
化
を
、
原
田
尚
は

「擬
制
的
核
家
族
化
」
と
呼
ん

で
い
る
(9
)。

こ
の
よ
う
に

「核
家
族
化
」
に

つ
い
て
の
解
釈
は
か
ね
て
か
ら
議
論
が
絶
え

な
い
問
題
で
あ
る
。
こ
の
章
で
は
現
代
の
日
本
の
核
家
族
に

つ
い
て
の
現
状
を
、

核
家
族
率

の
変
化
や
核
家
族
的
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
す
な
わ
ち
家
族
周
期
の
取
る

」
形
に
ま
で
広
げ
形
態
面
か
ら
考
察
し
、
.次
に
人
口
移
動

の
理
由
や
同
居
ス
タ
イ

・

ル
に
示
さ
れ
る
三
世
代
形
成
の
実
状
か
ら
ヶ
か
が
え
る
内
容
か
ら
の
考
察
と
い

う
二
面
か
ら
と
ら
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。

2
1
ー
.
形
態
か
ら
み
た
核
家
族
化

2
!
1
「
1
.
.核
家
族
率
の
変
化

核
家
族
化
が
言
わ
れ
た
の
は
、
小
家
族
化
、
す
な
わ
ち
家
族
人
数
の
減
少
と

核
家
族
世
帯
率
の
増
加
に
よ

っ
.て
で
あ

っ
た
。
.
「家
族
類
型
別
に
み
た
核
家
族
、

世
帯
割
合
の
推
移
」'
(表
ー
1
)
を
み
る
と
、
確
か
に
大
正
9
年
か
ら
昭
和
50

年
に
か
け
て
核
家
族
世
帯
の
総
数
の
占
め
る
割
合
は
伸
び
て
い
る
。
し
か
し
そ
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(表一1)家 族類型別にみた核家族世帯割合の推移

普通世帯総数 核家族世 帯数(1,000世 帯)

年 次 (1,000世 帯) 総 数 夫婦のみ 夫婦と子供 片 親 と子供 ・

大正9 11,119 6,005(54.0%) 1,145(10.3%) 4,259(38.3%) 601(5.4%)

昭和30 17,398 10,366(59.6%) 1,184(6.8%) 7,499(43.1%) 1,683(9.7%)

35 19,571 11,788(60.2%) 1,630(8.3%) 8,489(43.4%) 1,669(8.5%)

40 23,286 14,583(62.6%) 2,293(9.8%) 10,572(45.4%) 1,719(7.3%)
45 27,071 17,186(63.5%) 2,972(11.0%) 12,471(46.1%) 1,744(6.5%)

50 31,271 19,980(63.9%) 3,880(12.4%) 14,290(45.7%) 1,810(5.8%)

55 34,106 21,594(63.3%) 4,460(13.1%) 15,081(44.2%) 2,053(6.0%)

60 36,478 22,804(62.5%) 5,212(14.3%) 15,189(41.6%) 2,403(6.6%)

人 口問題研究所 研究 資料('87)よ り作成

れ
も
昭
和
五
〇
年
を
ピ
ー

ク
に
低
下
し
て
き
て
い
る
。

"核
家
族
の
時
代
"」
の
到

来
と
言
わ
れ
た
の
は
昭
和

三
〇
年
か
ら
昭
和
四
〇
年

に
か
け
て
だ
が
、
こ
の
と

き
の
59

・
6
%
か
ら
62

・

6
%

へ
と
10
年
で
3
%
の

伸
び
は
や
や
大
き
な
伸
び

と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
大
正
九
年
に
す
で
に

54

・
0
%
を
示
し
て
お
り

そ
れ
か
ら
10
%
ほ
ど
の
伸

.

び
で
核
家
族
化
は
頭
打
ち

の
状
況
と
な

っ
て
し
ま

っ

て
い
る
。

さ
ら
に
核
家
族
世
帯
に

お
け
る
細
目
分
類
に
焦
点

を
当
て
て
み
る
と
、
核
家

族
論
に
お
い
て
モ
デ
ル
の

中
心
と
な
る

「夫
婦
と
子

供
」
世
帯
は
昭
和
四
五
年

・
の
46

・
1
%
が
最
高
で
馬

そ
の
後
は
低
下
し
て
い
る
。
こ
れ
は
出
生
率
の
低
下
が
要
因
の

一
つ
と
し
て
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

「夫
婦
の
み
」
世
帯
は
昭
和
三
〇
年
よ
り
ず

っ
と

増
加
七
続
け
て
い
る
。
こ
れ
は
高
齢
化
に
伴

い
高
齢
者
夫
婦
の
増
加
が
反
映
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た

「男
親
と
子
供
」
世
帯
や
、

「女
親
と
子
供
」

世

帯
も
僅
か
な
が
ら
増
加
し

つ
つ
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

次
の
「家
族
類
型
別
に
み
た

一
般
世
帯
数
と
そ
の
割
合
の
変
動
」
(表

1
2
)

(表一2)家 族類型別にみた一般世帯数とその割合の変動

一般世帯数(1000世 帯)・ 家族類型別割合(胃)
増加率(%)

世帯の家族類型 瑠和45 昭和55

昭和45年 昭和55年 昭和60年 ～50年 ～60年

●

総 数 30,297(100.0) 35,824(100.0) 37,980(100.0) 10.9 6.0

親 族 世 帯 24,059(了9.4) 28,657(80.0) 30,013( 79.0) 12.1 4.7

核家族世帯 17,186(56.7) 21,594(60,3) 22,804C60.0) 16.3 5.6

夫婦のみ 2,972(9.8) 4,460(12.5) 5,212( 13.7) 30.6 16.9

夫婦と子供 12.471(41.2) 15,081(42.D 15,189( 40.0) 14.6 0.了

男親と子供 253(0.8) 297(0.8) 356( 0.9) 1.7 19.6

女親と子供 1,491(4.9) 1,756(4.9) 2,047( 5.4) 4.2 16.6

その他の親族世帯 6.874(22.7) 7,063(19.7) 7,209( 19.0) 1.7 2.1

夫婦と両親 112(0.4) 193(0.5) 205( 0.5) 48.0 6.0

夫婦と片親 242(0.8) 415(1.2) 478( 1.3) 38.5 15.0

夫婦、子供 と両親 1.241C .4.1) 1,732(4.8) 1,888( 5.0) 18.3 9.0

夫婦、子供と片親 2,441(8.D 2,638(7.4) 2,618( 6.9) 3.0 一〇.8

夫婦と他の親族 137(0.5) 114(0.3) 117( 0.3) 一2
.9 2.6

夫婦、子供と他の親族 ・597(2.0) 341(1.0) 35 (0.9) 一12
.8 2.8

夫婦、親と他の親族 250(0.8) 161(0.4) 15 (0.4) 一13
.0

一4
.4

夫婦、子供、親と他の親族 1,194(3.9)・ 854(2.4) 75 (2.0)
一18

。0
一11

.6

兄弟姉妹のみ 660(2.2) 208(0,6) 20 (0.5) 一1
.0

一〇
,4

他に分類されない親族世帯 407(1.1) 43 (1.2) 7.7

非 親 族 世 帯 100(0.3) 62(0.2) 了 (0.2) 一33
.5 18.0

単 独 世 帯 6,13了(20.3) 7,105(19.8) 7,89 (20.8) 6.9 11.1

人ロ問題研究所 同資料より作成
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に
お
い
て
は

「核
家
族
世
帯
」
に
は
大
き
な
変
化
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し

増
加
率
の
値
を
み
る
と
、
昭
和
四
五
年

か
ら
昭
和
五
〇
年
に
お
い
て

「夫
婦
の

み
」
世
帯
が
、
昭
和
五
五
年
か
ら
昭
和
六
〇
年
に
は

「男
親
と
子
供
」

・

「女

親
と
子
供
」
世
帯
が
よ
く
増
え
て
い
る
こ
老
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
対
し

「夫
婦

と
子
供
」
世
帯
は
増
加
率
が
僅
か
0

・
7
%
と
低
迷
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ

る
。
ま
た

「そ
の
他
の
親
族
世
帯
」
に
お
い
て
、
三
世
代
構
成
の
も
の
に
つ
い

て
は
割
合
は
そ
う
大
き
く
変
化
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
が
、
「夫
婦
と
両
親
」

・

「夫
婦
と
片
親
」
の
各
々
の
世
帯
の
昭
和
四
五
年
か
ら
昭
和
五
〇
年
の
増
加

率
、
48

・
0
%
と
38

・
5
%
は
か
な
り
高
い
と
い
え
る
。

「夫
婦
と
片
親
」
は

昭
和
五
五
年
-
六
〇
年
の
増
加
率
も
15

・
0
%
と
高
く
な

っ
て
い
る
。
し
か
し

「夫
婦
と
子
供
と
片
親
」
.世
帯
は
こ
の
間
の
世
帯
数
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
か

ら
こ
れ
は
子
供
が
独
立
し
た
後
の
夫
婦
が
高
齢
の
親
を
引
ぎ
取
る
形
が
反
映
さ

れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。

「央
婦
、
子
供
と
両
親
」
か
ら

な
る
世
帯
と
炉
っ
た
従
来
の
タ
イ
プ
の
三
世
代
世
帯
数
も
増
加
率
9

.
0
%
を

示
し
て
い
る
。

一
方
、
傍
系
親
族
を
含
む
世
帯
で
は
の
き
な
み
増
加
率
が
減
少
を

示
し
て
い
る
こ
と
が

「そ
の
他
の
親
族
世
帯
」
に
見
ら
れ
る
大
き
な
特
徴
で
あ
る
σ

核
家
族
化
の
諸
要
因
と
し
て

「そ
の
他
の
親
族
」
が
減
少
す
る
こ
と
が
あ
ザ

ら
れ
て
い
る
が
(-o
)、
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
の
傍
系
親
族
の
他
出
は
顕
著
に
表

れ
て
い
る
が
、
親

・
祖
父
母
な
ど
の
直
系
親
族
に
つ
い
て
は
そ
の
よ
う
な
現
象

は
う
か
が
わ
れ
な
い
。
ま
た
そ
の
他
の
点
に
お
い
て
は
、
単
独
世
帯
が
ず

っ
と

20
%
前
後
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
を
払

っ
て
お
き
た
い
。
こ
の
表
に

お
い
て
は
核
家
族
率
や
三
世
代
家
族
の
割
合
自
体

に
は
目
立

っ
た
も
の
は
み
ら

れ
な
い
が
、
そ
の
細
分
類
で
は
各
々
の
特
徴
が
み
ら
れ
た
ど
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
形
態
に
お
け
る
核
家
族
化
を
左
右

す
る
要
因
と
し
て
次

の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
核
家
族
数
を
左
右
す
る
基
本
的

要
因
と
し
て
は
人

口
の
増
加
が
あ
げ
ら
れ
る
。
核
家
族
率
に

つ
い
て
は
高
齢
化

に
よ
る
夫
婦
世
帯

の
増
加
は
、
核
家
族
世
帯

の
中
で
も
そ
の
占
め
る
割
合
が
大

き
く
な
り

つ
つ
あ
る
と
共
に
核
家
族
率
を
支
え
る
要
因
に
も
な
る
も
の
で
あ
る
。
.

こ
れ
に
対
し
出
生
率
の
著
し
い
低
下
は

「夫
婦
と
子
供
」
世
帯
の
占
め
る
割
合

を
低
下
さ
せ
る
と
同
時
に
核
家
族
率
を
抑
制
す
る
効
果
を
持

つ
も

の
で
あ
る
。

一
方
、
グ
ー
ド
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
た
夫
婦
制
家
族
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

9
1
の
浸
透

は
核
家
族
化
を
促
す
作
用
を
持

つ
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
核
家
族
化
の
変
化
に
対
し
、
核
家
族
化
は
低
下
し
た
と
い
っ
て
.

良
い
の
だ
ろ
う
か
。
.湯
沢
雍
彦
は
こ
の
こ
と
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

「実
数
は
、
核
家
族
世
帯
は
も
ち
ろ
ん
拡
大
家
族
世
帯
も
ず

っ
と
増
加
を

続
け
て
い
る
の
だ
が
、
単
独
世
帯
の
増
加
が
著
し
い
の
で
、
割
合
と
し
て
は
ど

ち
ら
も
低
下
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
核
家
族
化
が
逆
転
し
た
か
の
様
な
印
象
を

与
え
か
ね
な
い
」
(n
)と
。
で
は
日
本

の
核
家
族
化
は

一
体
ど
の
よ
う
な
形
で

進
ん
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

(表
1
3
)
に
よ
る
と
核
家
族
世
帯
数
、
そ
の
他

の
親
族
世
帯
数
は
共
に
増
加
し
て
い
る
。
そ
し
て
昭
和
三
〇
年
以
降
の
核
家
族

世
帯
の
増
加
が
お
も
に

「夫
婦
と
子
供
か
ら
な
る
世
帯
」
と

「夫
婦
の
み
の
世

帯
」
の
増
加
に
よ

っ
て
も
た
ら
せ
ら
れ
た
こ
と
が
は

っ
き
り
わ
か
る
。
と
同
時

に
、
三
世
代
同
居
家
族
を
中
心
と
し
た

「そ
の
他
の
親
族
世
帯
」
は
大
き
な
変

化
を
見
せ
て
な
い
こ
と
か
ら
、
湯
沢
は

「
い
わ
ゆ
る

『核
家
族
化
』
は
、
三
世

代
の
核
分
裂
に
よ
る
も
の
よ
り
も
、
新
た
な
.
『夫
婦
ど
子
供
か
ら
な
る
世
帯
』

の
創
設
に
よ

っ
て
起
こ
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
」
(12
)と
述

べ
て
い

一125一



る
ゆ
「

夫
婦
の
結
婚
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
、
そ
の
死
亡
に
よ

っ
て
消
滅
す
る

一
代
限

り
の
家
族
を

つ
く
る
夫
婦
制
下
に
お
い
て
は
三
世
代
世
帯
の
核
分
裂
に
よ

っ
て

核
家
族
化
が
起
こ
る
は
ず
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
形
を
取
る
の
は
、
直
系
家
族
制

度
下
で
み
ら
れ
る
よ
う
な
核
家
族
化
、

つ
ま
り
長
男
が
家
を
継
ぎ
、
.次
男

・
三

男
が
新
た
な
家
族
を
築
く
と
い
う
形
と
同
じ
形
を
し
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ

る
。

以
上
核
家
族
率
の
.変
化
に
基
く
考
察
を
述
べ
て
き
た
。
し
か
し
、

「核
家
族

世
帯
化
」
あ
る
い
は

「三
世
代
世
帯
化
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
デ
ー
タ
の
定
義

の
複
雑
性
の
問
題
が
あ
り
解
釈
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
に
付

け
加
え
て
お
く
。

2
ト
ユ
ー
2
。
家
族
周
期
と
核
家
族
化

ω

家
族
形
態
変
化
に
お
け
る
核
家
族

い
ま
ま
で
は
普
通
世
帯
総
数
に
対
し
て
核
家
族
の
し
あ
る
割
合
に
つ
い
て
を

み
て
き
た
。
し
か
し
家
族
形
態
は
家
族
周
期
に
よ

っ
て
同
じ

一
つ
の
世
帯
に
お

い
て
も
変
化
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
節
で
は
家
族
周
期
に
よ
る
家
族
形
態
の

変
化
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

渡
邉
吉
利
は
、
「2

つ
の
時
点
間
の
世
帯
類
型
変
化
」
(13
vで

一
九
八
○
年
～

一
九
八
五
年
間
に
お
け
る
各
世
帯
の
類
型
変
化
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

る
と
、
世
帯
主
の
年
齢
が
高
く
な
る
と
各
世
帯
類
型
の
二
割
が
直
系
家
族

へ
変

化
す
る
こ
と
か
ら
、
日
本
の
家
族
周
期
は
西
欧
型
の
核
家
族
モ
デ
ル
、
こ
れ
は

個
人
が
結
婚
を
し
て
夫
婦
を
形
成
し
、
子
供
が
で
き
、
や
が
て
子
供
が
大
き
く

な
る
と
子
供
は
自
立
し
て

一
人
と
な
り
、
夫
婦
は
老
後
も
子
供
と
同
居
せ
ず
、

や
が
て

一.人
と
な
り
死
亡
す
る
と
い
っ
た
パ
タ
ー
ン
の
家
族
周
期
を
指
す
が
、

こ
れ
を
主
流
と
し
な
が
ら
も
、
.
三
世
代
世
帯
形
成
の
傾
向
も
同
塒
に
存
在
す
る

こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
・

ま
た
こ
う
い

っ
た
世
帯
類
型
変
化
を
追
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
「親
と
未
婚
子
」

は
世
帯
変
化
の
中
継
点
と
し
て
中
核
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
そ
し
て
全

て
の
世
帯
主
が
必
ず
し
も
扶
養
す

べ
き
親
が
い
る
わ
け
で
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は
な
い
こ
と
か
ら
、扶
養
す

べ
き
親
の
い
る
場
合
は
相
当
割
合
の
「直
系
家
族
」

が
出
現
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
だ
と
述

べ
て
い
る
。

②

..同
居
可
能
性
に
つ
い
て
の
人
口
学
的
実
証

核
家
族
世
帯
の
形
成
や
三
世
代
世
帯

の
形
成
に
か
ん
し
て
は
年
長
世
代

の
死

亡
や
出
生
率
と
い
っ
た
人
口
学
的
要
因

の
影
響
も
大
き
い
。
廣
嶋
清
志
は
子
供

の
生
存
率

・
親
の
残
存
率

・
子
供
の
平
均
兄
弟
数
と
い
っ
た
要
因
を
用
い
て
今

後
の
同
居
の
可
能
性

に
つ
い
て
の

一
連

の
研
究
を
し

て
い
る
。

「戦
後
日
本
に
お
け
る
親
と
子

の
同

居
率

の
人
口
学
的
実
証
」
(4ー
)で
は
親

子
同
居
率

の
分
析

モ
デ
ル
を
用
い
て
戦
後
に
お
け
る
親
子
阿
居
率
の
推
移
を
、

特
に
子
供
世
代
が
結
婚
し
た
直
後
と
親
世
代
が
高
齢
に
達
し
た
時
に
つ
い
て
分

析
し
て
い
.る
。
こ
の
論
文
で
は
、
子
供

の
結
婚
時
よ
り
親
が
高
齢
に
な

っ
て
か

ら
の
同
居
率
が
上
が

っ
て
い
る
こ
と
か
ら

「子
ど
も
の
結
婚
時
に
同
居
し
な
く

て
も
、
親

の
高
齢
時
に
同
居
す
る
と
硫
う
親
高
齢
時
型
同
居
形
態
が
無
視
で
き

な
い
傾
向
に
な
う
た
」
(15
)
と
報
告
し

て
じ
る
。
.そ
し
て
、
一.一〇
〇
〇
年
に
は

親
子
同
居
率
は
53
%
に
な
る
と
試
算
し

て
い
る
。

前
記
の
モ
デ
ル
で
は
子
の
出
生
に
よ

っ
て
決
ま
る
親
と
子

の
対
応
関
係
に

よ

っ
て
求
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
親
子
の
同
居
可
能
性
に
子
及
び
子
の

配
偶
者
の
両
性
が
関
与
し
て
い
る
こ
と
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
両
性
モ
デ
ル
で
考

え
ら
れ
た
の
が

「結
婚
後

の
競
合
を

考
慮
し
た
親
子
同
居
可
能
率
の
モ
デ

ル
」
(16
)で
あ
る
。
こ
の
分
析
で
は
子

の
配
偶
者
や
そ
の
兄
弟
と
の
競
合
か
ら
、

親
の
中
に
は
子
供
と
同
.居
不
可
能
に
な
る
者
も
出
て
く
る
こ
と
を
、
そ
し
て
そ

れ
億

一
入
子
同
士
の
結
婚
が
増
え
る
ほ
ど
同
居
可
能
率
が
低
く
な
る
こ
と
を
述

べ
て
い
る
ゆ

・こ
れ
ら
二
つ
の
分
析
に
よ
り
、
人
口
転
換
に
伴
う
出
生
力
の
低
下
は
最
終
的

に
は
子
に
つ
い
て
親
と
の
同
居
可
能
性
を
大
幅
に
上
昇
さ
せ
、
潜
在
的
に
は
核

家
族
化
を
促
進
す
る
の
で
は
な
く
三
世
代
化
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
、
低
出
生
力

の
も
と
で
は
出
生
力
そ
の
も
の
に
関
わ
る
の
で
は
な
く

「子
と
そ
の
配
偶
者
の

兄
弟
数
の
組
み
合
わ
せ
」
に
よ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
低
出
生

力
と
核
家
族
化
に
つ
い
て
は
色
々
に
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
先
の
二

つ
の
論
文

に
続
き
廣
嶋
は

「低
出
生
力
は
核
家
族
化
を
促
進
す
る
か
?
」
(17
)

で
は
前
の
論
文
の
モ
デ
ル
を
用
い
て
様
々
な
出
生
率
の
も
と
で
の
同
居
可
能
率

を
計
算
し
低
出
生
力
と
核
家
族
化
と
の
関
連
を
考
察
し
て
い
る
。
こ
の
分
析
に

お
い
て
は
出
生
児
数
分
布
と
結
婚
の
要
因
を
い
れ
て
検
討
す
る
と
、
親
と
子
の

同
居
可
能
率
は
低
出
生
力
に
な
る
ほ
ど
高
く
な
る
こ
と
が
、
即
ち

「核
家
族
化

で
は
な
く
、
逆
に
拡
大
家
族
化
を
促
進
す
る
と
い

っ
て
よ
い
…
…

一
般
的
に
い

.

う
な
ら
ば
、
人
口
置
き
換
え
水
準
以
下
.へ
の
出
生
率
低
下
が
常

に
核
家
族
を
促

進
す
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
」
(18
)こ
と
が
報
告
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
人
口
学
的
要
因
に
お
い
て
は
核
家
族
化
は
将
来
抑
制
さ
れ
る
こ
と
が
推
測

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
核
家
族
化
は
こ
う
い

っ
た
人
口
学
的
要
因
に
の
み
影
響

・さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。.グ
ー
ド
や
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
核
家
族
論
は
産
業
化
と
の

関
連
で
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
が
、
形
態
と
し
て
の
核
家
族
化
を
考
え
る

上
で
最
後
に
日
本
に
お
け
る
世
帯
構
成
の
地
域
性
に

つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に

し
た
い
。

2
-
1
1
3
.
世
帯
構
成
の
地
域
性

い
ま
ま
で
、
核
家
族
率
や
家
族
周
期
、
人
口
学
的
要
因
の
視
点
か
ら
日
本
の
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家
族
形
態
を
考
え
て
き
た
。
し
か
し
世
帯
の
構
成
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
は
単
に

人
口
学
的
要
因
や
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
強
さ
に
よ
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
U

タ
ー
ン
や
都
市
か
ら
地
方

へ
の
高
齢
者
の
移
動
に
は
都
市
で
檍
高
齢
者
が
住
み

に
く
い
と
い
う
理
由
が
あ
ろ
う
。
核
家
族
化
を
促
し
た
の
は
産
業
発
達
に
よ

っ

て
職
業
上
の
理
由
で
核
家
族
が
地
理
的
移
動
の
単
位
に
な
る
と
い
う
点
で
あ

っ

た
が
、
日
本
の
世
帯
構
成
は
ζ
の
よ
う
な
産
業
化
と
の
関
連
で
は
ど
う
な

っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「家
族
形
態

の
地
域
性
」
〔19
vで
は

わ
が
国
の
家
族
構
成
と
家
族
変
動

の
動

向
に
は
地
域
差
が
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
全
国
各
地
域
に

お
け
る
核
家
族
か
ら
三
世
代
世
帯

へ
転
換
す
る
と
き
の
年
齢
は

一
般
的
に
上
昇

し

つ
つ
あ
り
、
ま
た
各
地
域
と
も
三
世
代
世
帯
帰
属
率
が
低
下
気
味
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
程
度
に
は
地
域
性
が
み
ら
れ
る
。
北
陸
と
東
北
地
方
で
は
比
較
的

若
い
時
期

(
55
歳
1
64
歳
)
に
三
世
代
世
帯
と
な
り
.そ
の
比
率
も
高
い
。
し
か

し
北
海
道
や
東
京
周
辺
地
域
、
京
阪
神
地
域
、
南
九
州
で
は
三
世
代
世
帯
転
換

年
齢
は
遅
く
な
り
75
歳
以
上
と
な
り
そ
の
比
率
も
低
い
。
核
家
族
化
率
の
進
展

が
著
し
い
の
は
首
都
圏
や
大
都
市
周
辺
地
区
で
あ
る
が
南
九
州
地
域
で
も
著
し

く
、
東
北
地
方
に
比
べ
る
と
三
世
代
世
帯
の
比
率
の
差
が
大
き
い
。

こ
の
よ
う
に
様
々
な
タ
イ
プ
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
清
水
浩
昭
は

「戦
後
の

急
激
な
経
済

・
社
会
変
動
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
が
国
の
家
族
構
造
は
、
多
様

な
形
態
を
示
し
て
き
た
こ
と
に
な
る
」
.(20
)こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し

産
業
化
が
家
族
形
態
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
は
大
都
市
圏
や
南
九
州
で

の
老
人
世
帯
に
お
け
る
核
家
族
化
の
要
因
と
な

っ
て
い
る
こ
と
も
看
過
で
き
な

い
。
こ
れ
ら
は
都
市
に
残
さ
れ
た
高
齢
者
の
問
題
や
過
疎
地
の
高
齢
者
問
題
と

な

っ
て
い
る
。
こ
の
ま
う
に
家
族
形
態
は
社
会
構
造
の
影
響
も
強
く
受
け
て
い

る
と
言
え
る
。
最
後
に
形
態
に
お
け
る
核
家
族
化
に
影
響
を
与
え
る
要
因
と
し

て
こ
の
よ
う
な
社
会
構
造
と
の
関
連
を
考
え
る
上
で
、
政
策

・
経
済
等

の
社
会

的
要
因
が
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
少
し
ふ
れ
て
み
た
い
。

総
人
口
に
お
け
る
65
歳
以
上
の
比
率
が
7
%
を
超
え
日
本
が
高
齢
化
社
会

に

な

っ
た
の
は

一
九
七
〇
年
で
あ
る
。
そ
の
後
、
女
性
の
就
労
化
や
離
婚
率

の
上

昇
に
伴
う
少
年
の
非
行
や

一
人
暮
ら
し
の
老
人
の
増
加
な
ど

の
現
象
は
家
族

の

危
機
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
政
府
も
、

一.九
七
五
年
の
三

木
内
閣
に
よ
る
「ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
計
画
」や

一
九
七
九
年
の
大
平
内
閣

の

「家

庭
基
盤
充
実
構
想
」
と
い
う
よ
う
に
、
こ
う
し
た
家
庭
問
題
に
政
策
と
し
て
取

り
組
む
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
に
は
、
日
本
も
欧
米
先
進
国
同
様
、
工
業
化
に

よ

っ
て
家
庭
機
能
の
衰
弱
や
崩
壊
が
す
す
ん
で
き
た
と
し
て
、
こ
う
い

っ
た
状

況
に
対
し
政
府
や
地
方
自
治
体
は
脇
役
に
徹
し

"自
立
自
助
と
相
互
扶
助
"

の

精
神
で
立
ち
向
か
う
べ
き
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た

「昭
和
53
年
版
厚

生
白
書
」
に
は

「同
居
は
福
祉
の
含
み
資
産
」
と
い
う
記
述
ま
で
登
場
し
て
い

る
。
そ
し
て
現
在
も
厚
生
省
は
民
問
活
力
導
入
型
の
在
宅
ケ
ア
中
心

「三
世
代

同
居
コ
ミ
ユ
一一テ
ィ
」
作
り
を
提
唱
し
て
い
る
。

」
こ
の
よ
う
な
政
策
に
よ
る
三
世
代
化

へ
の
動
き
に
対
し
、
経
済
的
側
面
か
ら

も
三
世
代
化

へ
の
動
き
が
起
こ
り

つ
つ
あ
る
。
二
世
帯
住
宅
増
加

の
背
景
に
は

急
速
な
高
齢
化
に
加
え
、
土
地
価
格
の
「急
騰

の
た
め
若

い
世
代
が
マ
イ
ホ
ー
ム

を
取
得
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
女
性
パ
ー
ト
タ
イ

マ
ー
の
増
加
に
代
表
さ
れ
る
女
性
の
就
労
化
も
そ
の

一
因
に
な

っ
て
い
る
。
山

根
は
同
別
居
の
疎
外

・
促
進
に
住
宅
入
手

の
困
難
を
あ
げ

て
い
る
が
(21
)、
そ
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の
状
況
は
今
だ
に
変
わ

っ
て
い
な
い
。
戦
後
都
市

へ
人

口
が
集
中
し

一
世
帯

一

戸
が
目
的
に
住
宅
政
策
が
展
開
さ
れ
た
。
し
か
し
土
地
の
値
上
が
り
に
よ
り
そ

の
成
果
が
十
分
に
上
げ
ら
れ
な
い
う
ち

に
次
は
三
世
代
化
が
促
進
さ
れ

つ
つ
あ

る
。以

上

こ
こ
で
は
形
態
か
ら
み
た
核
家
族
化
に
つ
い
て
の
日
本
の
現
状
に

つ
い

て
み
て
ぎ
た
が
、
現
実
に
は
日
本
の
家

族
形
態
は
核
家
族
と
三
世
代
家
族
と
が

混
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
家
族
周
期
か
ら
み
て
も

一
部
は

三
世
代
世
帯
を
構
成
す
る
傾
向
が
あ
る

こ
と
が
う
か
が
わ
れ
た
。
し
か
し
日
本

に
お
け
る
分
脈
で
は
核
家
族
化
は
単
に
数
や
割
合
と
い
っ
た
形
態
の
み
を
指
す

の
で
は
な
い
。
た
と
え
三
世
代
世
帯
を
な
し
て
い
て
も
そ
の
内
容
に
よ

っ
て
は

核
家
族
の
延
長
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
次
に
そ
の
よ
う
な
内
容
に
焦
点
を
当

て

て
い
く
允
め
に
家
族
形
成
に
み
ら
れ
る
そ
の
内
容
に
つ
・い
て
み
て
い
く
こ
と
に
・

し
た
い
。

「人
口
移
動
に
お
け
る

『家
族
的
理
由
』
.研
究
序
説
」
(23
)で
は
国
土
庁
の

「人
口
移
動
要
因
調
査
」

(昭
和
五
五
年
-
昭
和
五
六
年
の
移
動
)
を
用
い
、

全
体
的
移
動
状
況
の
中
で
結
婚
や
同
居
、
家
業
の
継
承
と
い
っ
た

「家
族
的
理

由
」
の
し
め
る
位
置
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と

「家
族
的
理

由
」
が
高
く
な
る
の
は
、
都
市
か
ら
地
方

へ
の
移
動
や
U
タ
ー
ン
移
動
に
お
い

て
で
あ
る
。
特
に
20
代
と
60
歳
以
上
に
お
い
て
高
く
な

っ
て
い
る
。
こ
の
内
、

若
者
の
移
動
理
由
は
20
代
前
半
で
は

「同
居
」
、
20
代
後
半
で
は

「結
婚
」
で

あ
る
が
、
60
歳
以
上
の
人
々
に
対
し
て
し
め
る

「家
族
的
理
由
」
割
合
は
大
き

く
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

「同
居
」
理
由
で
あ
る
。
特
に
60
歳
以
上
の
女
性
は
男
性

の
二
倍
に
近
い
割
合
で
あ
る
。

・こ
れ
ら
の
結
果
は
今
で
も
若
者
に
よ
る

「家
族
的
理
由
」
で
の
移
動
が
多
い

こ
と
、
ま
た
以
前
に
は
み
ら
れ
な
か

っ
た
同
居
が
理
由
で
の
高
齢
者
に
よ
る
移

動
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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2
1
2
.
内
容
か
ら
み
た
核
家
族
化

2
1
2
1
1
.
人
口
移
動
に
み
ら
れ
る
同
居
移
動

.数
々
の
U
タ
ー
ツ
移
動
の
研
究
で
は
帰
倶
理
由
に
親
の
世
話
や
家
産

・
家
業

の
継
承

・
結
婚
と
い

っ
た
積
極
的
に
も
消
.極
的
に
も

「家
」
志
向
的
理
由
が
多

い
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

「国
勢
調
査
」
の
結
果
か
.ら
年
齢
別
移
動

率

に
よ
れ
ば
、
移
動
率
が
高
い
の
は
20
代
で
、
年
齢
が
高
く
な
る
に
し
た
が
い

移
動
率
あ
下
が
る
が
、

70
歳
以
上
に
な

る
と
わ
ず
か
だ
が
、
65
1
69
歳
の
層
よ

り
移
動
率
が
あ
が
る
こ
と
が
、
、
そ
し

て
こ
の
現
象
は
昭
和
五
五
年

(
一
九
七

〇
)
に
な

っ
て
始
め
て
の
現
象
で
あ
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(22
)。

2
1
2
1
2
.
三
世
代
世
帯
の
形
成
パ
タ
ー
ン

今
ま
で
の
資
料
に
よ

っ
.て
日
本
で
は
核
家
族
形
態
が
優
勢
で
は
あ
る
が
三
世

代
世
帯
も
同
時
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
清
水
は
昭
和
五
八
年
と
昭

和
六
〇
年

の
二
度
に
わ
た
り
60
～
盟
歳
の
も
の
が
い
る
全
国
の
三
世
代
世
帯

に

調
査
を
実
施
、
、初
回
は
お
も
に
形
成
の
時
期
や
形
成
パ
タ
ー
ン
を
分
析
し

.

た
(24
)。
二
回
目
は
さ
ら
に
家
計
や
他
の
家
族
と
の
関
係
に

つ
い
て
の
調
査
事

項
を
追
加
し
た
実
証
分
析
を
行

っ
て
い
る
(25
)。
こ
こ
で
は
こ
の
二
回
目
の
調

査
の
・分
析
結
果
に
焦
点
を
当
て
三
世
代
世
帯
に
つ
い
て
み
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

こ
の
調
査
は
昭
和
六
〇
年
に
全
国
の
60
～
74
歳
の
親
の
い
る
三
世
代
世
帯
の



(表一4)三 世代世帯形成の型別同居の親

三世代世帯形成の型 総 数 父親のみ 母親のみ 両 親 そ の 仙.

総 数 2、633・ 6.2 39.5 53.9 o.$

隼涯型同居

途中犁同居

子移住型

親移住型

1,813.

820

642

178

6.0

6.6

6.9

5.6

38.0

42.9

35.5.

69.7

55.7

50.0・

57.2』

24,2

0.3

.0.ら

0.5

0.6

清水 浩昭 「三世 代世帯 の形 成過程 に関 す る研 究(2).」 人 口問題研 究177号 、1986年

第
二
世
代
の
男
女
三
五
〇
〇
人

を
対
象
に
実
施
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
三
世
代
世
帯
形
成
、の
型

別
・に
同
居

の
親
を
み
た
の
が

(表

1
・4
)
・で
あ
る
。
ま
ず
最

初
に
居
住
形
態
に
.つ
い
て
は
、
.

結
婚
よ
り
も
前
か
ら
同
居
し
て

い
ゐ

「生
涯
型
同
居
」
が
七
割

を
し
め
る
。
残
紅
は
結
婚
後
に

同
居
し
た

「途
中
同
居
」
で
あ

る
が
、
こ
の
う
ち
「子
移
住
型
」

が
八
割
、
」
「親
移
住
型
」
が
二

割
と
な

っ
て
い
る
。
同
居
パ
タ

ー
ン
・別
の
世
帯
構
成
で
は
両
親

と
の
同
居
が
過
半
数
を
し
め
る

中
で
、、
「親
移
住
型
」
で
は
七

割
以
上

が
片
親
と

の
同
居
と

な

っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
タ
イ

プ
で
は
母
親
と
の
同
居
が
約
七

割
に
も
達
す
る
。
同
居
子
と
の

続
柄
も

「生
涯
型
」
と

「子
移

住
型
同
居
」
で
.は
男
子
、
特

に

長
男
と
の
同
居
が
七
割
以
上
を

占
め
る
が
(

「親
移
住

型
」
で
は
や
や
下
が
り
、

逆
に
長
女
と
の
同
居
が

約
三
割
と
他
の
2
タ
イ

プ
に
比
べ
比
較
的
高
く

な
る
こ
と
が
特
徴
的
で

あ
る
ゆ

三
世
代
世
帯
の
形
成

の
理
由
に
つ
い
て

「途

中
同
居
型
」
・の
移
住
型

別

に
調

べ
た
も
め

が

(表
ー
5
)
で
あ
る
。

こ
れ
を
み
る
と
、

「子

移
住
型
同
居
」で
は

「自

分
達
が
家
ま
た
は
家
業

を
継
い
だ
」.
と

「親
の

方
が
希
望
し
た
」
が
比
.

較

的
多

い
同
居
理
由

で
、
こ
の
あ
と

「自
分

達

の
住
宅
事
情
」
が
続

く
。
こ
れ
に
対
し
て
「親

移
住
型
同
居
」
で
は
「親

が

一
人
暮

し

に
な
・っ

'(表
「5).「 途中同居」の移住型別三世代世帯形成の理由

「途 中 同 居 」

の 移 住 型 ・.

総 数'

自分達

が 家又

は家 業

、を継 い

だ

自分が

醜偶者
と離死

別した

家事や

子の面

倒を見
る人が

必要

自分達
の住宅

事情

親 が 一

人 暮 し

に な.っ

た

親 の体

が弱 く

な った'

親 が経

済 的 に

不 安 に

な った

親 の ほ

うが 希

望 した

総数 820 27.8 2.2 9.9 11.3 16.8 9.9 4.1 23.9

「子 移 住型」

「親 移 住型 」.

642 .

178

35.0

1.1・

2.2

2.2

8.3

15.7

12.9

5.6

10.1

38.8

7.3

19.1

2.2

11.2

24.1

23.0

清水 同論文から
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た
」

「親
の
方
が
希
望
し
た
」

「親
の
体
が
弱
く
な

っ
た
」
が
お
も
な
理
由
で

あ
る
。

「親
が
経
済
的
に
不
安
に
な

っ
.た
」
も

「子
移
住
型
」
に
比
べ
か
な
り

高
く
な
る
。
同
じ
三
世
代
世
帯
で
あ

っ
て
も
そ
の
同
居
理
由
は
移
住
型
に
よ
り

そ
の
形
成
過
程
に
介
在
し
て
い
る
意
識
が
柑
当
違
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

さ
ら
に
こ
れ
ら
同
居
型
別
に
親
の
位
座

(こ
こ
で
は

「世
帯
主
」
、

「所
有

地
」
や

・「持
ち
家
」
・の
名
義
な
ど
で
代
表
)
や
食
事
や
会
話
の
頻
度
に
示
さ
れ

る
世
帯
内
に
お
け
る
交
流
の
状
況
を
掛
け
合
わ
す
と
生
涯
同
居
す
る
型
や
子
供

が
移
住
す
る
型
で
は
親
の
位
座
は
高
い
が
、
親
が
移
住
す
る
型
で
は
親
の
位
座

は
低
く
、
世
帯
内
交
流
に
お
い
て
も
や
や
疎
外
さ
れ
気
味
の
傾
向
が
あ
る
こ
と

が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

.
こ
の
調
査
結
果
で
は
現
実
の
同
居
の
あ
り
様
を
み
る
こ
と
に
よ
り
、
現
在
で

も
家
や
家
業
な
ど
の
継
承
に
よ
る

「制
度
的
」
(26
)と
い
わ
れ
る
三
世
代
の
形

成
が
比
較
韵
多
《
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
親
を
心
配
し
て
親
を

子
供
が
引
き
取
る
タ
イ
プ
の
三
世
代
世
帯
形
成
の
傾
向
も
同
時
に
存
在
す
る
こ

と
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
高
齢
者

の
移
動
が
高
度
経
済
成
長
後
増
え
て
惑
て
い

る
こ
と
と
の
関
連
か
ら
も
今
後
の
老
親
扶
養
の
問
題
と
し
て
も
見
過
ご
す
こ
と
.

が
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

3

お

わ

り

に

・、

松
原
治
郎
が

〔核
家
族
時
代
」
の
到
来
と
い

っ
た
の
は

一
九
六
九
年
の
こ
と

だ

っ
た
。

こ
の
時
、..核
家
族
と
は

「家

」
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
、
嫁

・
息

子
の

つ
ち
い
立
場
を
否
定
す
る
も

の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ

て
い
る
。
そ

し
て

パ
!
ソ
ン
ズ
の

一
連

の
家
族
論
は
夫
婦
制
家
族

へ
の
転
換
と
し
て
の
役
割
を
は

た
し
て
い
る
。

日
本
の
家
族
社
会
学
は
パ
ー
ソ
ン
ズ
・の
家
族
理
論
、
ひ
い
て
は
家
族
役
割
理

論
を
、

「家
」
よ
り
も
夫
婦
に
重
点
を
置
く
と
い
う
意
味
で
導
入
し
て
い
る
。

ま
た
こ
の
こ
と
は
共
働
き
夫
婦

の
研
究
者
か
ら
性
別
役
割
分
業
が
批
判
さ
れ
る

結
果
と
な

っ
た
。
し
か
し
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
理
論
自
体
は
当
時
の
ア
メ
リ
カ
産
業

社
会
に
お
け
る
機
能
分
化
と
い
う
視
点
か
ら
組
ん
だ
モ
デ
ル
で
あ
り
、
経
済
社

会
の
家
族

に
対
す
る
要
請
が
変
わ
れ
ば
家
族
の
役
割
構
造
宕
体
流
動
的
な
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
で
は
嫁

の
立
場
か
ら
女
性
を
解
放
す
る
た
め
の
理
論
枠

組
み
と
し
て
役
割
理
論
が
意
義

の
あ
る
も
の
だ

っ
た
。
戦
後
の
産
.業
社
会
が
発

達
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
農
家
の
家
族
従
業
者
か
ら
専
業
主

婦
が
多
く
な

っ
た
時
期
が
核
家
族
論
成
立

の
時
期
で
あ

っ
た
た
め
、
将
来

へ
の

、

期
待
を
込
め
で
こ
の
よ
う
な
家
族
論
が
取
り
入
れ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り

「核
家
族
」
は
か

つ
て
の
権
威
主
義
的

「家
」
と
の
対
比
と
し
て
、
良

主
主
義

的
家
族
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
光
め
夫
婦
制
家
族
で
あ

れ
ば
三
世
代
世
帯
も
含
ま
れ
る
結
果
と
な

っ
た
。

そ
し
て
現
在
日
本
の
家
族
で
は
こ
の
夫
婦
中
心
の
民
主
的
家
族
像
は
、
核
家

族
形
態
を
と

っ
.て
い
て
も
(
三
世
代
家
族
で
あ

っ
て
も
概
ね
受
け
入
れ
ら
れ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し

一
方
に
お
い
て
家
産
や
家
業
の
継
承
が
い
ま
だ
行

わ
れ
て
い
る
側
面
も
あ
り
、
夫
婦
中
心
で
あ
る
こ
と
と
家
産
等
の
継
承
と
い
っ

た
こ
の
二
つ
の
こ
と
は

一
元
的
問
題
で
は
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

・ま
た
グ
ー
ボ
の
産
業
化
と
核
家
族
化
の
仮
説
に
対
し
て
は
、
日
本
は
戦
後
著

し
い
産
業
化
が
進
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
核
家
族
化
は
割
合
で
み
る
限
り
そ
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れ
ほ
ど
進
行
し
て
は
い
な
い
。
少
産
化
の
影
響
は
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
こ
れ
に
対
し
三
世
代
世
帯
が

い
ま
だ

一
定
割
合
を
保
持
し
て
お
り
、
継

承
や
老
親
の
扶
養
と
い
つ
た
こ
と
は
核
家
族
化
の
流
れ
に
逆
行
し
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
日
本
の
場
合
必
ず
し
も
グ
ー
ド
や
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
示
し

た
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
核
家
族
化
と
同
じ
経
路
を
た
ど
ら
な
い
こ
と
に
問

題
が
あ
る
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

C
・C
・
ハ
リ
ス
は
そ
の
著

.弓
ず
Φ
国
㊤
§
鵠
図
雪
α
写
音

ω窪

9
一
QQ
o
9
①受
.

の
な
か
で
、
グ
ー
ド
の
関
心
は
家
族

シ
ス
テ
ム
が
い
か
に
ま
た
ど
れ
ぐ
ら
い
個

人
の
要
求
を
満
た
す
か
に
あ
る
と
い

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
ア
メ
げ
カ
の
場
合
、

伝
統
的
家
族
シ
ス
テ
ム
か
ら
個
人
が
析
出
し
て
月
由
に
な
る
こ
と
が
描
か
れ
て

い
る
。
し
か
し
日
本
の
場
合
、
結
婚
し
て
独
立
し
て
も
子
供
は
親
の
存
命
し
て

い
る
限
り
子
供
と
扱
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
第
二
章
で
み
ら
れ
た
よ
う
に
家
制
度

が
な
く
な

っ
て
も
親
子
関
係
が
切
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
権
威
関
係
が
残
る
場

合
や
扶
養
周
題
が
起
こ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
親
子
関
係
は
依
然
強
い

も
の
が
あ
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
が
第

一
章
の
臥
本
の
核
家
族
論
の
流
れ
の
中
で

み
ら
れ
た

「夫
婦
制
家
族
の
日
本
的
典
型
」
や

「任
意
的
直
系
家
族
」
と
い
う

形
で
定
義
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
ア
メ
リ

カ
の
核
家
族
論
の
展
開
と
日
本
の
核
家
族
論
の
展
開
に
お
い
て
違
い
を
生
じ
さ

せ
て
い
る
。

本
稿
で
は
日
米
に
お
け
る
核
家
族
論
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日

本
で
は

「核
家
族
」
.は
形
態
を
指
す
だ
け
で
な
く
、
核
家
族
的
世
帯
す
徐
わ
ち

夫
婦
中
心
の
構
造
を
持

つ
と
い
っ
た
内
容
面
を
指
す
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

そ
し
て
現
代
の
日
本
の
家
族
の
現
状
を
形
態
面
と
内
容
面
か
ら
調
べ
る
こ
と
に

よ

っ
て
い
ま
だ
継
承
を
目
的
と
し
た
家
族
構
成
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

夫
婦
中
心
で
あ
る
こ
と
と
家
産

・
家
業
継
承
は

一
元
的
問
題
で
は
な
い
こ
と
が

わ
か

っ
た
。
ま
た
そ
の
こ
と
と
も
関
連
し
て
日
本
の
形
態
に
お
け
る
核
家
族
化

に
影
響
を
与
え
る
要
因
の

一
っ
志
し
て
、
.継
承
や
扶
養
に
み
ら
れ
る
親
子
関
係

の
存
続
が
考
え
ら
れ
る
。
無
論
日
本
で
は
老
親
扶
養
の
傾
向
が
あ
る
と
い

っ
て

も
住
居
な
ど
の
社
会
経
済
的
要
因
に
よ

っ
て
影
響
さ
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
寝
た
き
り
老
人
の
介
護
は
各
家
庭
に
お
け
る
女
性
の
重
い
負
担
に
な

っ
て

い
る
こ
と
も
看
過
で
き
る
問
題
で
は
な
い
。

し
か
し
家
族
は
時
代
ご
と
の
様
々
な
要
因
の
も
と
で
変
化
の
波
を
受
け
る
も

の
で
あ
り
、
家
族
分
析
に
は
こ
う
い
っ
た
時
代
ご
と
の
社
会
的
要
因
が
反
映
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。

「核
家
族
化
」
は
戦
後
の
民
主
化
の

一
つ
の
指
標
で
あ
り

全
く
の
分
析
概
念
に
は
な

っ
て
い
な
か

っ
た
。
こ
れ
か
ら
の
家
族
分
析
に
お
い

て
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
視
点
で
は
な
く
、
ま
ず
ど
う
あ
る
の
か
を
知
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
現
実
を
い
か
に
把
握
す
る
か
に
お
い
て
そ
の

分
析
目
的
に
よ

っ
て
ど
の
よ
う
な
家
族
の
類
型
を
定
あ
る
か
が

一
つ
の
課
題
で

あ
る
。
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一〇
諱

)
.の
中

で
日
本

の

階
層

別
同

・
別
居
形
態

で
は
玉
同
居
率
が
中
層

以
上

に
高

く
下
層

に
低

い
が
、

上
層

と
中
層
を
比
べ
る
と
老
夫
婦

の
み

の
世
帯

は
上
層

に
お

い
て
高

く
な
る
と
指
摘

し

て

い
る
。

(
22
)
大
友
篤

「昭
和

55
年
国
勢
調
査
抽
出
速
報

に
み
る
人

口
移
動

の
新

局
面
」
、

『国

勢
調
査

ニ
ュ
ー
ス
』
〃
嶺
ノ
一
〇
。。
一

(
23
)
清
水
浩
昭

「人

口
移
働

に
お
け

る

『家
族
的

理
由
一
研
究
序
説

」

「人

口
問
題
研

究
』
'
一
〇
〇
'
一
㊤
。。
劇

(
24
)
清
水
浩
昭

「三
世
代
世
帯

の
形
成
過
程

に
関
す

る
研
究

」

『人

口
問
題
研
究

』
♂

一
司
じ。
ノ

一
〇
c。
㎝

(
25
)
清
水
浩
昭

「三
世
代
世
帯

の
形
成
過
程

に
関

す
る
研
究

(
2
)
」

『人

口
問
題
研

究
』
ρ
ミ
メ

お
。。
①

(
26
)

「制
度
的
」

の
定
義

に

つ
い
て
は

(
8
)
を
参

照
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