
一

戦
後
日
本
の
家
族
変
動

戦
後
の
日
本
は
「
家
」
か
ら
の
解
放
を
旗
印
に
新
し
い
家
族
を
め
ざ
し
た
。

封
建
遺
制
と
し
て
の
「
家
」、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
「
家
」、
個
人
を
抑
圧

す
る
存
在
と
し
て
の
「
家
」
を
否
定
し
、
友
愛
家
族
や
夫
婦
家
族
を
理
想
と
し

て
き
た
。
そ
し
て
一
九
七
〇
年
代
、「
家
」
か
ら
核
家
族
へ
、
ま
た
は
直
系
家

族
制
か
ら
夫
婦
家
族
制
へ
、
現
実
の
家
族
が
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
（
森
岡

一
九
七
二
）。

し
か
し
、
新
し
い
家
族
が
定
着
し
た
と
思
わ
れ
た
一
九
八
〇
年
代
、
近
代
家

族
論
が
登
場
し
、「
家
」
か
ら
の
解
放
が
個
人
の
解
放
で
は
な
い
こ
と
、
す
な

わ
ち
個
人
を
抑
圧
す
る
の
は
新
し
い
家
族
と
考
え
ら
れ
た
夫
婦
家
族
（「
近
代

家
族
」）
も
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
と
（
落
合

一
九
八
五
）、
従
来
の

家
族
認
識
に
変
化
が
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
た
。
封
建
的
で
抑
圧
的
な
家
族
が
直
系

家
族
（「
家
」）
で
、
民
主
的
で
自
由
な
家
族
が
夫
婦
家
族
で
あ
る
と
い
う
よ
う

な
単
純
な
家
族
像
が
通
用
し
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
側
面
か
ら
家
族
を
類
型
化
し
、
変
化
を
見
よ
う
と
す
る
家
族
変
動
論
が

後
退
し
、
あ
ら
た
め
て
形
態
と
し
て
の
家
族
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
ひ
と
つ
が
、
核
家
族
化
を
人
口
学
的
要
因
で
説
明
す
る
伊
藤
達
也
（
一

九
九
四
）
や
落
合
恵
美
子
（
一
九
九
四
）
の
議
論
で
あ
る
。
従
来
は
、
直
系
家

族
の
解
体
が
核
家
族
増
加
の
お
も
な
要
因
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
の
説
で

は
、（
成
人
す
る
）
子
ど
も
数
の
増
加
が
核
家
族
化
を
促
進
さ
せ
た
と
考
え
る
。

一
人
の
女
性
が
産
む
子
ど
も
の
数
は
戦
前
か
ら
戦
後
の
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
時
代
ま

で
四
、
五
人
と
大
き
く
変
わ
ら
な
い
が
、
昭
和
ヒ
ト
ケ
タ
（
一
九
二
六
年
）
か

ら
戦
後
の
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
（
一
九
五
〇
年
）
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
は
、

乳
幼
児
死
亡
率
が
低
く
、
成
人
で
き
る
子
ど
も
数
が
増
加
し
た
。
す
な
わ
ち
、

多
産
多
死
か
ら
少
産
少
死
へ
と
い
う
人
口
転
換
の
移
行
期
と
な
り
、「
多
産
少

研
究
ノ
ー
ト

核
家
族
社
会
イ
ギ
リ
ス
と
直
系
家
族
社
会
日
本
の
親
族
関
係

比
較
研
究
へ
の
覚
書

平

井

晶

子
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死
」
と
な
っ
た
。
ゆ
え
に
、
す
べ
て
の
家
族
が
直
系
家
族
を
維
持
し
た
と
し
て

も
、
家
を
相
続
し
な
い
次
男
や
三
男
が
存
在
し
、
核
家
族
世
帯
が
増
え
た
と
考

え
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
核
家
族
化
の
背
景
を
、
直
系
家
族
制
か
ら
夫
婦
家
族
制
へ
、

と
い
う
制
度
的
な
変
化
で
は
な
く
、
直
系
家
族
と
い
う
シ
ス
テ
ム
下
で
の
部
分

的
な
変
化
と
見
る
加
藤
彰
彦
（
二
〇
〇
三
）
の
議
論
で
あ
る
。
加
藤
は
、
一
九

九
〇
年
代
以
降
の
定
量
的
な
調
査
結
果
を
も
と
に
、
現
在
も
な
お
、
子
ど
も
と

同
居
す
る
高
齢
者
の
割
合
が
下
が
っ
て
い
な
い
こ
と
、
一
九
六
〇
年
代
生
ま
れ

の
若
い
コ
ー
ホ
ー
ト
（
三
〇
代
）
を
見
て
も
、（
既
婚
者
が
）
親
と
同
居
す
る
割

合
が
低
下
し
て
い
な
い
こ
と
を
提
示
し
、
従
来
の
家
族
変
動
論
に
異
議
を
唱
え

た
。
た
し
か
に
家
族
は
変
化
し
、
一
人
の
相
続
人
が
結
婚
後
も
一
貫
し
て
親
と

同
居
す
る
と
い
う
直
系
家
族
は
減
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
分
、
新
し
い
タ

イ
プ
の
直
系
家
族
、
す
な
わ
ち
、
息
子
が
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
娘
（
夫
婦
）

と
の
同
居
を
選
択
す
る
タ
イ
プ
や
、
親
が
高
齢
に
な
り
再
同
居
す
る
タ
イ
プ
が

広
が
っ
た
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
に
新
し
い
変
動
論
が
あ
ら
わ
れ
、
直
系
家
族
制
か
ら
夫
婦
家
族
制

へ
と
い
う
見
方
に
疑
問
が
出
さ
れ
て
み
る
と
、
従
来
自
明
と
考
え
ら
れ
て
い
た

戦
後
の
家
族
変
動
が
け
っ
し
て
自
明
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
は
た
し
て
戦

後
の
日
本
は
核
家
族
社
会
へ
移
行
し
て
き
た
の
か
、
そ
れ
と
も
直
系
家
族
社
会

が
維
持
さ
れ
て
き
た
の
か
。

そ
こ
で
、
伝
統
的
に
核
家
族
社
会
と
い
わ
れ
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
に
目
を
む
け
、

核
家
族
社
会
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
社
会
な
の
か
を

再
検
討
し
、
現
在
の
日
本
の
状
況
を
理
解
し
た
い
、
こ
れ
が
筆
者
の
比
較
研
究

の
ね
ら
い
で
あ
る１

）
。
本
稿
は
、
そ
の
端
緒
と
し
て
、
核
家
族
社
会
と
は
ど
の
よ

う
な
特
徴
を
も
つ
社
会
な
の
か
、
豊
富
な
蓄
積
の
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の
家
族
史
研

究
を
中
心
に
考
察
し
、
日
本
の
家
族
を
と
ら
え
る
新
た
な
視
点
を
見
い
だ
し
た

い
。
さ
ら
に
、
そ
の
新
し
い
分
析
視
角
か
ら
日
本
の
家
族
を
と
ら
え
な
お
す
試

み
を
し
、
今
後
の
比
較
研
究
の
足
が
か
り
と
し
た
い
。

二

日
英
の
親
族
関
係
の
比
較
研
究
に
む
け
て

日
英
の
比
較
研
究
を
着
想
し
た
の
は
、
上
述
の
よ
う
な
論
理
的
理
由
に
加
え

て
、
筆
者
の
個
人
的
な
体
験
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
筆
者
は
在
外
研
究
員

と
し
て
二
〇
〇
三
年
か
ら
二
年
間
イ
ギ
リ
ス
に
滞
在
す
る
機
会
を
え
た
。
そ
の

あ
い
だ
、
核
家
族
社
会
の
イ
メ
ー
ジ
を
覆
さ
れ
る
よ
う
な
場
面
に
幾
度
も
出
く

わ
し
た
。

た
と
え
ば
、
平
日
の
昼
下
が
り
。
公
園
で
は
小
さ
な
子
ど
も
を
連
れ
た
親
が

ゆ
っ
く
り
と
散
歩
を
し
た
り
、
子
ど
も
と
遊
ん
だ
り
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
親

子
が
公
園
で
遊
ん
で
い
る
の
は
ご
く
日
常
的
な
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
に

祖
母
（
と
き
に
祖
父
）
が
孫
を
連
れ
て
い
る
シ
ー
ン
を
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ

ど
目
に
し
た
。

ま
た
、
新
聞
を
開
く
と
、「
仕
事
と
育
児
に
翻
弄
さ
れ
る
祖
父
母
」
と
い
う

見
出
し
が
目
に
入
っ
て
き
た２

）
。
五
〇
代
以
上
の
祖
父
母
は
、
仕
事
も
し
つ
つ
、
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孫
の
世
話
や
親
の
介
護
に
忙
し
く
、
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
の
が
難

し
い
と
い
う
内
容
の
記
事
で
あ
る
（
五
〇
代
の
女
性
の
場
合
、
フ
ル
タ
イ
ム
で
仕

事
を
し
て
い
る
割
合
は
低
い
が
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で
働
い
て
い
る
人
が
多
い
）。
日

本
で
は
最
近
に
な
っ
て
働
く
父
母
に
対
し
て
、
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
と
い

う
言
葉
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
祖
父
母
に
対
し
て
使

わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
祖
父
母
が
孫
の
育
児
の
主
要
な
担
い
手
に
な
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
（
祖
父
母
が
孫
の
世
話
を
す
る
の
が
当
た
り
前
の
日
本

の
よ
う
な
社
会
で
は
、
こ
と
さ
ら
、
こ
の
よ
う
な
内
容
が
記
事
に
な
る
こ
と
は
な
い
。

イ
ギ
リ
ス
で
は
新
し
い
傾
向
だ
か
ら
記
事
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
）。

そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
乳
幼
児
の
育
児
の
実
態
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た３

）
。
従

来
、
専
業
主
婦
が
多
か
っ
た
イ
ギ
リ
ス
で
あ
る
が
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
働
く

母
親
が
急
激
に
増
え
、
二
〇
〇
四
年
に
は
五
歳
未
満
の
子
ど
も
を
も
つ
既
婚
女

性
の
約
六
割
が
働
い
て
い
る
（
フ
ル
タ
イ
ム
が
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
パ
ー
ト
タ
イ

ム
が
三
八
パ
ー
セ
ン
ト
）。
女
性
の
社
会
進
出
が
あ
ま
り
に
急
激
な
た
め
、
保
育

所
不
足
が
深
刻
に
な
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
保
育
所
は
基
本
的
に
民
間
に
任

さ
れ
て
お
り
、
公
的
援
助
は
保
育
所
に
で
は
な
く
、
親
に
対
し
て
直
接
お
こ
な

わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
も
あ
り
保
育
料
が
た
い
へ
ん
高
い
。
二
歳
以
下
の
場
合
、

全
国
平
均
で
週
約
三
万
二
〇
〇
〇
円
（
一
四
一
ポ
ン
ド
）。
月
額
五
、
六
万
円
の

日
本
の
認
可
保
育
所
と
比
べ
る
と
二
倍
以
上
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
保
育
料
は

毎
年
一
割
以
上
値
上
が
り
し
て
い
る
。
従
来
、
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
が
よ
く
利
用

さ
れ
て
い
た
が
、
最
近
は
密
室
で
の
虐
待
を
お
そ
れ
る
親
た
ち
に
敬
遠
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
ま
す
ま
す
保
育
所
の
需
要
が
増
え
て
い
る
。

働
く
母
親
が
増
え
、
し
か
も
保
育
所
が
高
額
、
か
つ
不
足
し
て
い
る
と
な
れ

ば
、
祖
父
母
は
潜
在
的
に
貴
重
な
保
育
の
担
い
手
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
し
も
祖
父
母
に
育
児
を
お
願
い

で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
と
も
と
祖
父
母
に
育
児
を
託
せ
る
よ
う
な
地
盤
が

存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
突
然
広
が
る
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、

孫
と
祖
父
母
が
近
所
に
住
む
と
い
う
物
理
的
状
況
や
、
祖
父
母
に
孫
の
面
倒
を

依
頼
で
き
る
よ
う
な
親
子
（
親
族
）
関
係
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
実
現
し
た
の
で

は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
親
族
関
係
に
思
い
を
馳
せ
て
い
る
と
、
一
歳
の
子
ど

も
を
連
れ
た
知
人
が
「
毎
週
水
曜
日
、
夫
の
母
親
が
飛
行
機
に
の
っ
て
孫
に
会

い
に
来
る
の
よ
」
と
苦
笑
い
し
な
が
ら
語
っ
て
く
れ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
ま

る
で
日
本
で
聞
く
よ
う
な
愚
痴
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
経
験
を
繰
り
返
し
て
い
る
う
ち
に
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
が
思
い
描

く
核
家
族
社
会
と
い
う
の
は
幻
想
な
の
で
は
な
い
か
、
直
系
家
族
社
会
と
核
家

族
社
会
は
居
住
形
態
が
大
き
く
ち
が
う
も
の
の
、
機
能
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
ち
が

い
が
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
が
日
英
の
比
較
研
究
を

志
す
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
で
あ
る
。

本
稿
の
タ
イ
ト
ル
に
家
族
で
は
な
く
「
親
族
関
係
」
と
付
し
た
の
は
、
祖
父

母
と
孫
の
具
体
的
な
関
係
を
目
に
し
、
親
子
関
係
の
み
な
ら
ず
近
親
者
の
関
係

を
あ
ら
た
め
て
知
る
必
要
が
あ
る
と
痛
感
し
た
か
ら
で
あ
る
。
同
居
・
別
居
に

か
か
わ
ら
ず
、
子
育
て
や
高
齢
期
の
介
護
な
ど
の
サ
ポ
ー
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と

97

核家族社会イギリスと直系家族社会日本の親族関係



し
て
近
親
者
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
、
親
族
関
係
の
中
身

を
比
較
し
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

三

伝
統
的
な
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
世
帯
お
よ
び
親
族
関
係４

）

産
業
化
以
前
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
核
家
族
社
会
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
家
族
史
研
究
を
長
ら
く
牽
引
し
て
き
た
ピ
ー
タ
ー
・
ラ

ス
レ
ッ
ト
（P

eter L
a
slett

1965
﹇＝

一
九
八
六
﹈）
で
あ
る
。「
過
去
の
家
族

は
大
家
族
で
あ
る
」
と
だ
れ
も
が
信
じ
て
い
た
一
九
六
〇
年
代
に
、
産
業
化
以

前
で
も
世
帯
規
模
は
小
さ
く
、
核
家
族
が
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、

世
界
の
常
識
を
覆
し
た
。

一
例
を
見
て
み
よ
う
（
表
１
）。
一
六
八
八
年
の
ク
レ
イ
ウ
ォ
ー
ス
村
（
人
口

約
四
〇
〇
人
）
の
世
帯
構
造５

）
を
見
る
と
（L

a
slett

1977

﹇＝
一
九
八
八
﹈）、
全

体
の
お
よ
そ
八
割
が
核
家
族
世
帯６

）
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
も
複
雑
な
世
帯
は
わ
ず

か
一
割
で
、
残
り
の
一
割
は
単
身
者
世
帯
で
あ
る
。
し
か
も
複
雑
な
世
帯
と
い

っ
て
も
、
二
組
の
夫
婦
を
含
む
も
の
は
な
く
、
甥
や
孫
が
い
る
だ
け
で
あ
る
。

一
七
二
〇
年
代
の
日
本
の
東
北
農
村
で
は
、
核
家
族
世
帯
が
四
割
に
も
達
し
て

お
ら
ず
、
い
か
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
核
家
族
が
多
い
か
が
よ
く
わ
か
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
核
家
族
中
心
の
社
会
で
、
高
齢
者
は
だ
れ
と
暮
ら
し
て

い
た
の
か
。

各
地
に
散
見
的
に
残
存
す
る
セ
ン
サ
ス
型
の
デ
ー
タ
を
駆
使
し
、
産
業
化
以

前
（
一
七
、
一
八
世
紀
）
の
高
齢
者
（
六
五
歳
以
上
）
の
居
住
形
態
を
調
べ
た
リ

チ
ャ
ー
ド
・
ウ
ォ
ー
ル
（W

a
ll
1995

）
に
よ
る
と
、
核
家
族
社
会
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
は
非
常
に
少
な
く
、
半
数
近
く
が
子

ど
も
と
暮
ら
し
て
い
た
。
表
２
に
示
し
た
よ
う
に
、
男
性
の
二
パ
ー
セ
ン
ト
、

女
性
の
一
六
パ
ー
セ
ン
ト
が
一
人
暮
ら
し
で
、
男
性
の
四
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
女

性
の
三
七
パ
ー
セ
ン
ト
が
子
ど
も
と
同
居
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
高
齢
に
な
っ

て
も
二
組
の
夫
婦
の
同
居
は
避
け
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
か
、
同
居
し
て
い
る
子

ど
も
は
未
婚
で
あ
る
こ
と
が
多
い
（
表
３
）。

未
婚
子
と
老
親
の
同
居
が
多
い
背
景
に
は
、
当
時
の
人
口
学
的
状
況
が
あ
る
。

一
七
、
一
八
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
男
性
が
二
七
、
八
歳
、
女
性
が
二

五
、
六
歳
と
平
均
初
婚
年
齢
が
高
く
、
し
か
も
二
〇
歳
か
ら
四
九
歳
ま
で
の
合

計
有
配
偶
出
生
率
が
七
・
三
か
ら
七
・
五
と
高
か
っ
た
（W

rig
ley
 
a
n
d

 
S
ch
o
field

1981

）
。
そ
の
た
め
、
二
五
歳
で
結
婚
し
た
女
性
が
、
三
年
ご
と
に

七
人
の
子
ど
も
を
産
ん
だ
と
す
る
と
、
末
子
が
誕
生
し
た
と
き
四
六
歳
で
あ
り
、

高
齢
に
な
っ
て
も
末
子
が
ま
だ
若
く
、
未
婚
で
い
る
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

男
性
に
比
べ
女
性
の
方
が
一
人
暮
ら
し
や
既
婚
子
と
の
同
居
が
多
い
の
は
、

男
性
（
夫
）
が
先
に
死
亡
し
、
女
性
（
妻
）
が
寡
婦
に
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
夫
婦
で
い
る
あ
い
だ
は
敬
遠
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
既
婚
子
と
の
同

居
で
あ
る
が
、
寡
婦
に
な
れ
ば
同
居
す
る
こ
と
も
珍
し
く
な
か
っ
た
。

老
親
が
未
婚
子
と
の
み
同
居
し
て
い
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
核
家
族
的
形
態
で

あ
り
、
親
族
関
係
に
つ
い
て
な
ん
ら
疑
問
が
生
じ
な
い
。
し
か
し
、
条
件
付
き
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と
は
い
え
、
高
齢
に
な
り
既
婚
子
と
同
居
（
再
同
居
）
し
て
い
た
と
な
る
と
、

別
居
し
て
い
る
あ
い
だ
の
親
子
関
係
を
考
え
る
必
要
が
出
て
く
る
。
そ
こ
で
、

同
じ
く
ウ
ォ
ー
ル
に
よ
る
親
子
の
近
接
性
の
研
究
を
見
て
み
る
（W

a
ll

1992

）。

彼
は
、
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
農
村
の

親
子
の
近
接
性
を
調
べ
た
。
①
六
五
歳
以
上
の
老
親
か
ら
見
て
、
も
っ
と
も
近

く
に
い
る
子
ど
も
（
未
婚
・
既
婚
を
含
む
）
が
ど
の
範
囲
に
暮
ら
し
て
い
る
の

か
（
表
４
）、
②
親
の
年
齢
に
か
か
わ
ら
ず
、
も
っ
と
も
近
く
に
い
る
既﹅
婚﹅
子﹅

が
ど
の
範
囲
に
暮
ら
し
て
い
る
の
か
（
表
５
）。
そ
し
て
、
老
親
の
う
ち
六
割

以
上
が
、（
未
婚
・
既
婚
を
含
む
）
子
ど
も
と
「
同
じ
世
帯
内
」
か
「
同
じ
教
区

内
」
に
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
（
表
４
）、
既
婚
子
の
場
合
「
同
じ
世
帯
内
」
に

暮
ら
す
割
合
が
少
な
い
が
、
そ
の
分
「
同
じ
教
区
内
」
に
暮
ら
す
割
合
が
高
い

こ
と
（
表
５
）
を
明
ら
か
に
し
た
。

も
と
も
と
別
居
子
が
近
く
に
暮
ら
し
、
た
え
ず
交
流
が
続
い
て
い
た
か
ら
こ

表１ 前産業化期のイギリスと日本の世帯構造

イギリス（%）
クレイウォース 1688

N＝91

日本（%）
仁井田村 1720-29

N＝1288

1単身者世帯 ７ 8.2

2非家族世帯 １ 0.7

3単純家族世帯 84 37.7
(核家族世帯)

4拡大家族世帯 ７ 18.8

5多核家族世帯 １ 34.0

6その他 0 0.7

出典：イギリスについてはラスレット（1977＝［1988］, p.123）の表3-21よ
り。日本については平井（近刊）より。

注） 世帯構造の分類については、本文の注５および、Hammel and Las-
lett（1974＝［2003］）を参照。

表２ 高齢者(65歳以上)の居住パターン(前産業化期のイングランド)

居住形態 イングランドの農村(％)
（1599-1796）

男性
(N＝104)

単独 2

非親族のみ 11

配偶者のみ 19

配偶者＋子ども以外の人 15

子ども(子どものみ、子ども以外の人を含む) 49

(子どもや配偶者を除く)他の親族 4

女性
(N＝101)

単独 16

非親族のみ 16

配偶者のみ 17

配偶者＋子ども以外の人 9

子ども(子どものみ、子ども以外の人を含む) 37

(子どもや配偶者を除く)他の親族 5

出典：Wall（1995, p.88）のTable 2.2より。

表３ 高齢者（65歳以上）における配偶者、子ども、非親族との同居の割合
（前産業化期のイングランド）

居住形態 イングランドの農村(％)
（1599-1796）

男性 配偶者 59

未婚の子ども 38

既婚の子ども 12

非親族 44

女性 配偶者 41

未婚の子ども 21

既婚の子ども 17

非親族 33

出典：Wall （1995、p.89） のTable 2.3より。
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そ
、
寡
婦
に
な
る
な
ど
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
同
居
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
。

も
う
ひ
と
つ
表
５
か
ら
わ
か
る
こ
と
が
あ
る
。
同
居
の
割
合
も
、
近
居

（「
同
じ
教
区
内
」）
の
割
合
も
、
男
女
の
あ
い
だ
に
差
が
見
ら
れ
な
い
点
で
あ
る
。

息
子
だ
か
ら
親
の
近
く
に
残
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
識
は

な
く
、
む
し
ろ
、
老
親
に
と
っ
て

頼
り
に
な
る
の
は
娘
だ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
イ
ギ
リ
ス
は
典
型
的

な
核
家
族
社
会
で
あ
り
、
二
組
の

夫
婦
が
同
居
す
る
こ
と
を
避
け
る

社
会
（
い
い
か
え
る
と
、
若
夫
婦

は
結
婚
直
後
か
ら
自
分
た
ち
で
世
帯

を
創
設
し
、
経
営
す
る
ネ
オ
・
ロ
ー

カ
リ
ズ
ム
を
特
徴
と
す
る
社
会
）
で

あ
る
が
、
別
居
後
、
少
な
く
と
も

子
ど
も
の
う
ち
の
一
人
が
親
の
近

く
に
暮
ら
し
、
緊
密
な
関
係
を
維

持
し
て
い
た
。
そ
し
て
い
ざ
と
い

う
と
き
に
は
再
同
居
し
、
子
ど
も

が
親
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
た
。
直
系
家
族
の
よ
う
に
、
一
貫
し
て
一
人
の
子
ど

も
が
親
と
同
居
し
支
え
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
親
も
子
も
孤
立
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
く
、
相
互
に
サ
ポ
ー
ト
し
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
た
。

表４ もっとも近くに住む子どもから見た老親(65歳以上)との近接性(18-19世紀イングランド)

年 同じ世帯内
（％）

同じ教区内
（％）

それ以外
（%）

Ｎ

カーディングトン 1782 25 33 42 (12)

ストーク ポグエス 1831 0 75 25 (8)

出典：Wall (1992, p.75)のTable4.5より。

表５ もっとも近くに住む既婚子から見た親との近接性(18-19世紀イングランド)

年 同じ世帯内
（％）

同じ教区内
（％）

それ以外
（%）

Ｎ

既婚男子 カーディングトン 1782 8 33 58 (24)

ストーク ポグエス 1831 6 44 50 (16)

コーントン 1846 4 58 38 (26)

既婚女子 カーディングトン 1782 14 18 68 (28)

ストーク ポグエス 1831 0 55 45 (20)

コーントン 1846 0 48 52 (33)

出典：Wall (1992, p.74)のTable4.4より。

表６ 親族の家への移動時間 (1995、ブリテン)

15分未満
（％）

1時間未満
（％）

3時間未満
（％）

3時間以上
（％）

Ｎ

母 31 34 17 16 (1026)

父 28 30 17 18 (822)

成人したキョウダイ 23 37 19 20 (1702)

成人した子ども 30 37 14 10 (812)

他の親族 30 36 17 15 (1796)

出典：McGlone, Park and Roberts (1996, p.58)の表より。

表７ 非同居の親族との交流状況 (1995、ブリテン)

毎日
(％)

週１回以上
（％）

月1回以上
（％）

それ以下
（％）

会わない
(％)

Ｎ

母 8 40 21 27 3 (1026)

父 6 33 20 29 9 (822)

成人したキョウダイ 4 25 21 45 4 (1702)

成人した子ども 10 48 16 18 1 (812)

他の親族 3 31 26 37 1 (1796)

出典：McGlone, Park and Roberts (1996, p.57)の表より。
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四

現
在
の
イ
ギ
リ
ス
の
親
族
関
係

で
は
、
今
日
の
イ
ギ
リ
ス
の
親
族
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

先
の
ウ
ォ
ー
ル
に
よ
る
と
（W

a
ll
1995

）、
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
高
齢
者

の
居
住
パ
タ
ー
ン
が
大
き
く
変
化
し
、
一
人
暮
ら
し
が
急
増
し
た７

）
。
年
金
や
社

会
保
障
、
介
護
施
設
な
ど
、
高
齢
者
を
と
り
ま
く
経
済
的
社
会
的
状
況
が
劇
的

に
変
化
し
、
一
人
暮
ら
し
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
、
ス
ト
ッ
ピ
ン
グ
に
よ
る
産

児
制
限
が
広
が
り
、
末
子
を
産
む
年
齢
が
低
下
し
、
平
均
寿
命
が
の
び
る
な
ど

人
口
学
的
状
況
が
変
化
し
、
老
親
と
子
ど
も
と
の
同
居
を
難
し
く
さ
せ
た
か
ら

で
あ
る
。

で
は
、
近
居
と
い
う
パ
タ
ー
ン
に
変
化
は
あ
っ
た
の
か
。
一
九
九
五
年
の
全

国
規
模
の
調
査
に
よ
る
と
（M

cG
lo
n
e,
P
a
rk
 
a
n
d
 
R
o
b
erts

1996

）、
六
七

パ
ー
セ
ン
ト
の
親
が
子
ど
も
（
未
婚
・
既
婚
を
含
む
）
と
一
時
間
未
満
で
会
い

に
行
け
る
と
こ
ろ
に
暮
ら
し
て
い
る
（
表
６
）。
し
か
も
、
そ
の
な
か
で
一
五

分
以
内
に
暮
ら
し
て
い
る
の
が
半
分
を
占
め
て
お
り
、
現
在
も
な
お
近
居
が
維

持
さ
れ
て
い
る
。
戦
後
は
産
業
構
造
の
変
化
に
と
も
な
い
人
々
の
地
理
的
な
移

動
が
た
い
へ
ん
活
発
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
近
居
と
い
う
親
族
関
係
の
パ
タ

ー
ン
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
六
割
の
親
が
成
人
し
た
子
ど
も
に
週
一

回
以
上
（
毎
日
を
含
む
）
会
っ
て
お
り
、
別
居
の
親
子
が
緊
密
な
交
流
を
維
持

し
て
い
る
点
も
変
わ
っ
て
い
な
い
（
表
７
）。

社
会
経
済
的
状
況
や
人
口
学
的
状
況
が
変
化
し
た
今
で
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
親

子
は
近
く
に
住
み
、
緊
密
な
交
流
を
維
持
し
て
い
る
。
孫
の
世
話
に
忙
し
い
祖

父
母
や
親
の
介
護
に
忙
し
い
五
〇
代
の
子
ど
も
た
ち
が
多
い
の
も
、
こ
の
よ
う

な
親
族
関
係
が
背
後
に
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
一
九
八
〇

年
代
と
比
べ
る
と
別
居
し
て
い
る
親
子
の
交
流
頻
度
は
下
が
っ
て
き
て
い
る
。

親
族
関
係
は
「
母
｜
娘
」
関
係
を
中
心
に
維
持
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
女
性
た

ち
が
外
で
働
く
よ
う
に
な
り
、
会
い
に
行
く
時
間
が
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

か
ら
と
見
ら
れ
て
い
る
（M

cG
lo
n
e,
P
a
rk
 
a
n
d
 
R
o
b
erts

1996

）。

五

直
系
家
族
社
会
日
本
の
変
容

以
上
の
諸
研
究
か
ら
、

１
）ネ
オ
・
ロ
ー
カ
リ
ズ
ム
が
核
家
族
社
会
の
重
要

な
指
標
で
あ
る
こ
と
、

２
）近
居
が
一
般
的
で
、
別
居
し
て
い
る
親
子
の
交
流

が
緊
密
で
あ
る
こ
と
、

３
）親
族
関
係
は
「
母
｜
娘
」
関
係
を
中
心
と
す
る
こ

と
が
核
家
族
社
会
イ
ギ
リ
ス
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
き
た
（
逆
に
、
老

後
の
サ
ポ
ー
ト
な
ど
は
核
家
族
社
会
で
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
直
系
家
族
社
会

特
有
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
）。

で
は
、
こ
れ
ら
の
イ
ギ
リ
ス
的
な
特
徴
が
日
本
で
見
ら
れ
る
の
か
。

ま
ず
、
筆
者
も
参
加
し
て
お
こ
な
っ
た
家
族
調
査
を
も
と
に
、
近
居
へ
の
移

行
が
進
ん
で
い
る
の
か
を
検
討
し
て
み
る
（
藤
井

一
九
九
九
）。
こ
の
調
査
は

一
九
九
七
年
に
兵
庫
県
西
宮
市
の
Ａ
地
区
と
岡
山
県
柵
原
町
（
現
、
美
咲
町
）

の
Ｂ
地
区
を
対
象
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
Ａ
地
区
は
阪
神
間
に
あ
り
大
都
市

近
郊
の
利
便
性
に
富
ん
だ
住
宅
街
で
あ
る
。
対
照
的
に
、
Ｂ
地
区
は
大
都
市
か
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ら
離
れ
た
山
間
部
で
、
周
辺
に
労
働
力
を
大
量
に
吸
収
す
る
よ
う
な
産
業
都
市

は
な
い
。

表
８
は
、
両
地
区
の
世
帯
主
に
、
結
婚
直
後
の
居
住
地
を
尋
ね
た
結
果
で
あ

る８
）

。
大
都
市
近
郊
の
Ａ
地
区
で
は
、
お
お
む
ね
戦
中
生
ま
れ
の
「
五
〇
代
」
以

上
で
「
親
と
の
同
居
」
が
多
い
が
、
一
九
五
〇
年
代
以
降
生
ま
れ
の
「
四
〇

代
」
で
は
急
に
少
な
く
な
り
、「
三
〇
代
」
以
下
で
は
皆
無
に
な
っ
て
い
る
。

「
四
〇
代
」
以
下
で
は
同
居
が
減
っ
た
ぶ
ん
、
近
居
が
大
幅
に
増
え
て
お
り
、

一
九
七
〇
年
以
降
、
近
居
を
選
択
す
る
傾
向
が
強
く
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

表８ 結婚直後の居住地(西宮市Ａ地区と柵原町Ｂ地区、1997)

同居（％) 近居 （％) 遠居 （％） Ｎ

西宮市Ａ地区 20代 0 27.3 54.5 11

30代 0 45.5 54.5 33

40代 13.4 11.5 73.1 52

50代 29.2 12.6 56.3 48

60代 42.0 3.2 38.7 31

70代 41.6 8.3 50.0 12

80代 50.0 0 50.0 4

小計 21.4 16.7 57.1 191

柵原町Ｂ地区 20代 - - - -

30代 100.0 0 0 1

40代 40.0 20.0 40.0 5

50代 71.4 14.3 14.3 7

60代 57.2 14.3 14.3 14

70代 37.5 25.0 12.5 8

80代 50.0 0 50.0 2

小計 54.0 16.2 18.9 37

出典：平井（1999, p.63）の表5-3より。「同居」「近居」「遠居」の和が100％にならないのは、
「その他」や「無回答」の分を除いて表を作成したためである。

＊「近居」および「遠居」とは、調査対象者が主観的に「近くに住んだ」「離れて住んだ」を
選択した結果である。

表９ 別居子との交流状況（日本、1990）

時間的距離 毎日
(％)

週１回以上
（％）

月1～２回
（％）

年数回
（％）

ほとんど会
わない(％)

10分以内 43.0 31.7 15.6 7.5 1.6

30分以内 12.0 29.7 42.9 14.9 0.6

1時間以内 4.4 9.5 55.1 30.4 0.6

3時間以内 1.5 2.9 25.5 65.7 4.4

3時間以上 0 0 4.7 81.1 14.2

出典：『国民生活白書（平成６年版）』（1994, p.99）の図第Ⅰ-3-36より作成。

表10 居住距離別にみた祖父母と孫のかかわり（兵庫県、1993）

同居（％） 近居（％） 遠居（％）

よくある ときどき よくある ときどき よくある ときどき

遊び相手 祖父 父方 31.8 53.2 24.2 33.5 1.0 22.1

母方 45.0 20.0 27.4 40.5 7.2 35.7

祖母 父方 44.6 40.2 20.8 39.1 1.5 24.3

母方 73.1 23.1 29.0 45.2 6.5 40.3

しつけ 祖父 父方 10.3 33.3 6.2 11.8 0 9.7

母方 25.0 35.0 4.7 29.3 1.8 21.0

祖母 父方 25.0 43.8 5.9 25.7 0 13.1

母方 50.0 34.6 11.2 38.6 3.0 28.9

出典：兵庫県長寿社会研究機構家庭問題研究所（1994、49頁）の図3-1-10より作成。表の値
は「同居」や「近居」それぞれの内訳である。例えば「遊び相手 祖父 父方」の
「同居」の「よくある」31.8％というのは、同居している父方の祖父を100とした場合、
「遊び相手」を「よくする」と答えた割合が31.8％という意味である。

＊「近居」とは1時間以内、「遠居」とはそれより遠いケース。
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他
方
、
山
間
部
の
Ｂ
地
区
で
は
同
居
か
ら
近
居
へ
と
い
う
変
化
が
見
ら
れ
な

い
。
働
く
場
所
を
求
め
て
若
い
世
代
が
都
市
へ
出
て
行
く
た
め
、
四
〇
代
以
下

の
住
民
が
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
経
済
企
画
庁
の
調
査
を
も
と
に
親
族
の
交
流
頻
度
を
見
て
み
る
。

表
９
に
示
し
た
よ
う
に
、
別
居
子
と
親
と
の
交
流
頻
度
は
一
〇
分
以
内
に
居
住

し
て
い
る
か
ど
う
か
で
大
き
な
ち
が
い
が
出
て
い
る
。
一
〇
分
以
内
に
暮
ら
し

て
い
れ
ば
、
四
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
親
子
が
毎
日
会
い
、
三
二
パ
ー
セ
ン
ト
が
週

に
一
回
以
上
会
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
親
が
週
一
回
以
上

子
ど
も
に
会
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
距
離
時
間
が
一
〇
分
を
こ
え
る
と
、
た
と

え
三
〇
分
以
内
で
行
き
来
で
き
た
と
し
て
も
会
う
頻
度
が
急
減
す
る
。
さ
ら
に

三
〇
分
を
こ
え
る
場
合
は
週
一
回
以
上
会
う
の
が
一
時
間
以
内
で
も
一
四
パ
ー

セ
ン
ト
に
激
減
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
一
時
間
以
内
に
い
れ
ば
九
割
の
親

子
が
週
一
回
以
上
会
っ
て
い
る９

）
。
同
居
と
い
う
文
化
的
伝
統
を
も
つ
わ
れ
わ
れ

に
と
っ
て
は
、
頻
繁
に
往
来
が
で
き
る
の
は
同
居
に
近
い
「
一
〇
分
以
内
」、

も
し
く
は
「
三
〇
分
以
内
」
の
居
住
に
限
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

最
後
に
、「
母
｜
娘
」
関
係
を
検
討
し
て
み
る
。
先
の
西
宮
市
の
Ａ
地
区
の

近
居
の
場
合
、「
三
〇
代
」
で
は
五
分
の
四
が
夫
方
の
親
の
近
く
に
住
ん
で
い

る
が
、「
二
〇
代
」
に
な
る
と
妻
方
が
多
く
な
っ
て
い
る
（
三
分
の
二
）。
ま
た
、

全
国
規
模
の
調
査
（
結
婚
時
の
居
住
地
）
で
も
一
九
九
〇
年
以
降
、
妻
方
居
住

が
増
え
て
い
る
。（
全
体
と
し
て
同
居
が
減
る
な
か
）
一
九
八
一
年
に
は
六
パ
ー

セ
ン
ト
し
か
な
か
っ
た
妻
の
親
と
の
同
居
が
、
一
九
九
〇
年
に
は
一
一
パ
ー
セ

ン
ト
に
倍
増
し
て
い
る10

）
。
同
居
か
ら
近
居
へ
の
移
行
に
続
い
て
、「
母
｜
娘
」

関
係
の
強
化
が
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
祖
父
母
と
孫
の
関
係
か
ら
見
て
も
、
遊
ん
で
も
ら
っ
た
り
、
し
つ
け

て
も
ら
う
な
ど
の
つ
き
あ
い
の
中
身
が
父
方
と
母
方
で
ち
が
っ
て
い
る
（
表

10
）。
父
方
の
祖
父
母
の
場
合
、
孫
と
同
居
し
て
い
れ
ば
関
係
が
濃
密
で
あ
る

が
、
近
居
（
一
時
間
以
内
）
に
な
る
と
少
し
希
薄
に
な
る
。
し
か
し
、
母
方
の

祖
父
母
の
場
合
、
同
居
で
も
近
居
で
も
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
。「
母
｜
娘
」
を

中
心
と
す
る
関
係
で
は
一
時
間
以
内
の
距
離
で
も
「
近
居
」
的
な
関
係
が
保
た

れ
る
範
囲
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

全
体
と
し
て
、
日
本
の
家
族
は
イ
ギ
リ
ス
的
な
特
徴
を
も
つ
も
の
へ
変
化
し

て
き
て
い
る
が
、
近
居
と
い
う
新
し
い
居
住
パ
タ
ー
ン
で
は
、
そ
の
範
囲
お
よ

び
、
だ
れ
と
近
居
な
の
か
に
よ
っ
て
そ
の
中
身
（
関
係
の
あ
り
方
）
が
大
き
く

ち
が
っ
て
い
る
。

六

今
後
の
展
望

第
三
節
、
第
四
節
の
分
析
か
ら
、
核
家
族
社
会
イ
ギ
リ
ス
の
特
徴
が
、

１
）

ネ
オ
・
ロ
ー
カ
リ
ズ
ム
、

２
）近
居
に
よ
る
親
密
な
親
子
関
係
、

３
）「
母
｜

娘
」
関
係
を
中
心
と
す
る
親
族
関
係
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
直
系

家
族
社
会
の
特
徴
と
考
え
ら
れ
が
ち
な
老
親
の
サ
ポ
ー
ト
を
、
核
家
族
社
会
で

あ
っ
て
も
子
ど
も
が
担
っ
て
い
た
こ
と
も
見
え
て
き
た
。
さ
ら
に
、
第
五
節
の

分
析
か
ら
、
こ
れ
ら
イ
ギ
リ
ス
の
パ
タ
ー
ン
を
比
較
の
軸
と
す
る
視
点
が
、
現
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在
の
日
本
の
家
族
を
と
ら
え
る
う
え
で
有
効
な
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

日
本
の
家
族
の
方
向
性
を
知
る
に
は
、
や
は
り
、
核
家
族
社
会
に
固
有
の
特

徴
で
あ
る
ネ
オ
・
ロ
ー
カ
リ
ズ
ム
の
広
が
り
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、

そ
の
う
え
で
、
近
居
し
て
い
る
親
子
（
親
族
）
の
あ
り
方
を
調
べ
る
必
要
が
あ

る
こ
と
を
痛
感
し
た
。
現
在
の
家
族
研
究
で
は
、
高
齢
期
の
再
同
居
に
注
目
が

集
ま
り
、
高
齢
期
に
再
同
居
が
な
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
「
修
正
直
系
家

族
」
で
あ
り
、
直
系
家
族
的
伝
統
が
維
持
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
見
方
が
主
流

で
あ
る
。
し
か
し
、
高
齢
期
の
再
同
居
は
核
家
族
社
会
で
も
見
ら
れ
た
現
象
で

あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
は
直
系
家
族
か
ど
う
か
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
は
な
ら
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。

今
後
は
、
日
本
に
お
け
る
ネ
オ
・
ロ
ー
カ
リ
ズ
ム
の
広
が
り
を
調
査
し
つ
つ
、

日
英
に
お
け
る
別
居
親
族
の
関
係
（
祖
父
母
に
よ
る
孫
の
育
児
や
、
高
齢
者
へ
の

サ
ポ
ー
ト
）
に
つ
い
て
実
態
調
査
を
お
こ
な
い
、
日
英
の
異
同
を
明
ら
か
に
し

つ
つ
、
日
本
家
族
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

注１
）

タ
イ
ト
ル
に
付
し
た
核
家
族
社
会
や
直
系
家
族
社
会
に
つ
い
て
簡
単
に
説

明
し
て
お
く
。

一
般
に
、
家
族
は
そ
の
形
態
的
特
徴
か
ら
核
家
族
や
直
系
家
族
、
合
同
家
族

に
大
別
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
家
族
形
態
に
人
々
の
家
族
規
範
を
加
え
、
そ
れ
ぞ

れ
の
社
会
が
ど
の
よ
う
な
家
族
制
度
を
有
す
る
か
を
判
断
す
る
。
森
岡
清
美

（
一
九
七
二
）
に
よ
る
と
、
家
族
形
態
と
規
範
が
一
致
し
、
そ
れ
が
社
会
の
過

半
数
を
こ
え
る
場
合
、
そ
れ
ら
の
社
会
は
核
家
族
（
制
）
社
会
（
ま
た
は
夫
婦

家
族
制
社
会
）、
直
系
家
族
（
制
）
社
会
、
合
同
家
族
（
制
）
社
会
と
な
る
。

２
）

二
〇
〇
五
年
二
月
八
日
の
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
紙
（G

u
a
rd
ia
n

）
よ
り
。

３
）

イ
ギ
リ
ス
の
二
〇
〇
五
年
の
国
民
統
計
に
よ
る
。O

ffice fo
r

 
N
a
tio
n
a
l S

ta
tistics

(S
u
m
m
erfield

 
a
n
d
 
G
ill ed

s.

）の
四
七
頁
の
表

４
・
３
参
照
。

４
）

英
国
は
、
周
知
の
通
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
、
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
連
合
国
家
で
あ
り
、
こ
の
四
地
域
は
歴
史
的
に
こ

と
な
る
独
自
の
伝
統
を
も
っ
て
お
り
、
家
族
の
特
徴
も
ち
が
う
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
な
か
で
家
族
史
研
究
の
中
心
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
（
一
部
ウ
ェ
ー
ル

ズ
を
含
む
）
で
あ
り
、
本
稿
で
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
研
究
結
果
を
中
心
に
議
論

す
る
。

本
稿
の
タ
イ
ト
ル
は
「
イ
ギ
リ
ス
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
歴
史
的
研
究
に
言

及
す
る
場
合
、
他
の
地
域
と
区
別
す
る
た
め
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
」
と
記
す
。

５
）

ラ
ス
レ
ッ
ト
の
世
帯
構
造
の
分
類
は
、
夫
婦
家
族
単
位
を
中
心
と
す
る
分

類
方
法
で
あ
り
、
ハ
ン
メ
ル

ラ
ス
レ
ッ
ト
分
類
（H

a
m
m
el a

n
d
 
L
a
slett

1974＝

﹇
二
〇
〇
三
﹈）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
夫
婦
家
族
単
位

を
基
準
に
、
そ
れ
を
形
成
し
な
い
単
身
者
世
帯
（
１
）、
非
家
族
世
帯
（
２
）、

夫
婦
家
族
単
位
そ
の
も
の
で
あ
る
単
純
家
族
世
帯
（
３
）、
夫
婦
家
族
単
位
に

夫
婦
家
族
単
位
を
構
成
し
な
い
親
族
が
加
わ
っ
た
拡
大
家
族
世
帯
（
４
）、
複

数
の
夫
婦
家
族
単
位
か
ら
な
る
多
核
家
族
世
帯
（
５
）、
そ
の
他
（
６
）
の
六

つ
に
大
別
さ
れ
る
。
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６
）

ラ
ス
レ
ッ
ト
は
こ
れ
を
単
純
家
族
世
帯
と
呼
ぶ
が
本
稿
で
は
論
文
の
統
一

性
を
考
慮
し
核
家
族
世
帯
と
表
記
す
る
。

７
）

一
九
六
〇
年
ま
で
伝
統
的
パ
タ
ー
ン
が
同
じ
よ
う
に
続
い
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
。
一
九
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、（
産
業
構
造
の
変
化
に
と
も
な

う
急
激
な
都
市
化
に
よ
り
）
都
市
で
深
刻
な
住
宅
不
足
と
な
り
、
一
時
的
で
あ

れ
、
親
夫
婦
と
子
ど
も
夫
婦
、
と
き
に
は
キ
ョ
ウ
ダ
イ
夫
婦
な
ど
が
同
居
す
る

拡
大
家
族
が
増
え
る
な
ど
、
家
族
・
親
族
関
係
が
大
き
く
変
化
し
た
（A
n
-

d
erso

n
1971

）。
産
業
化
や
都
市
化
の
初
期
段
階
で
世
帯
規
模
が
拡
大
し
た

り
、
親
族
の
同
居
が
増
え
た
り
す
る
の
は
イ
ギ
リ
ス
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、

ベ
ル
ギ
ー
（A

lte
r
1
9
8
8

）
や

ド

イ

ツ

E
h
m
e
r
2
0
0
1

）
、
ア

メ

リ

カ

（R
u
g
les

1987

）、
日
本
（
平
井
、
二
〇
〇
三
、
近
刊
）
に
つ
い
て
も
指
摘
さ

れ
て
お
り
、
本
研
究
と
の
関
連
に
お
い
て
も
非
常
に
興
味
深
い
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
稿
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

８
）
「
近
居
」
と
は
、「
同
居
」「
近
所
に
住
ん
だ
」「
離
れ
て
住
ん
だ
」
と
い
う

選
択
肢
か
ら
「
近
所
に
住
ん
だ
」
を
主
観
的
に
選
択
し
た
ケ
ー
ス
の
こ
と
で
あ

る
。

９
）

第
四
節
の
表
６
、
表
７
よ
り
、
子
ど
も
が
一
時
間
以
内
に
住
ん
で
い
る
割

合
が
六
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
週
に
一
回
以
上
会
う
の
が
五
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ

て
い
る
。（
一
時
間
以
上
か
か
る
人
が
あ
ま
り
会
っ
て
い
な
い
と
仮
定
す
れ
ば
）

一
時
間
以
内
に
住
ん
で
い
る
人
の
う
ち
、
八
七
パ
ー
セ
ン
ト
が
週
一
回
以
上
会

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

10
）
『
国
民
生
活
白
書

（
平
成
六
年
版
）』（
一
九
九
四
）
の
一
一
二
頁
の
図

Ⅰ
・
３
・
７
よ
り
。
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