
早
速
報
告
に
移
り
ま
す
。
二
十
一
世
紀
の
わ
が
国
は
国
民
の
四
人
に
一
人

が
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
と
い
う
超
高
齢
化
社
会
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
太
平
洋
戦
争
が
終
っ
た
頃
ま
で
は
人
生
五
十
年
の
時
代
で
し
た
が
、
そ

の
後
日
本
人
の
平
均
寿
命
が
急
速
に
伸
び
て
現
在
は
男
性
七
六
歳
、
女
性
八

二
歳
と
い
う
世
界
一
の
長
寿
国
に
な
り
ま
し
た
。
長
生
き
に
な
っ
て
老
人
が

増
え
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
長
寿
化
で
す
が
、
同
時
に
出
生
率
が
低
下
し
て

子
ど
も
の
数
が
少
く
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
表
１
「
年
齢
別
人
口
構
成
比

の
変
遷
」
を
見
て
下
さ
い
。
年
少
人
口
激
減
と
高
齢
人
口
激
増
の
傾
向
が
歴

然
で
す
。
子
ど
も
が
少
く
な
れ
ば
、
晩
か
れ
早
か
れ
青
壮
年
の
層
が
薄
く
な

っ
て
い
く
と
思
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
高
齢
者
も
子
ど
も
も
生
産
的
な

労
働
力
に
は
計
算
さ
れ
ま
せ
ん
。
青
壮
年
層
が
生
産
の
担
い
手
で
あ
り
ま

す
。
わ
が
国
の
生
産
に
影
稗
す
る
こ
う
い
う
労
働
力
人
口
の
構
成
比
の
変
動

を
引
き
起
し
て
い
る
の
が
「
社
会
の
高
齢
化
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
「
長
寿
化
」
と
「
社
会
の
高
齢
化
」
が
超
高
齢
化
社
会
へ
の
対
応
を
難

し
く
し
て
お
り
ま
す
。
私
は
お
そ
ら
く
何
方
も
が
心
配
さ
れ
て
い
る
問
題
、

報
告

高
齢
化
社
会
の
「
孝
」

大
竹
秀
男

（
神
戸
大
学
名
誉
教
授
）

超
高
齢
齢
化
社
会
で
の
高
齢
者
の
生
活
は
ど
う
な
る
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か

と
い
う
こ
と
を
、
と
く
に
親
子
の
在
り
方
に
つ
い
て
精
神
面
を
主
に
し
て
考

え
て
ゑ
た
い
と
思
い
ま
す
。

現
在
は
核
家
族
の
時
代
で
あ
り
ま
す
。
年
寄
っ
た
親
と
子
ど
も
夫
婦
と
孫

が
一
緒
に
住
む
三
世
代
家
族
、
こ
れ
を
「
拡
大
家
族
」
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
拡
大
家
族
が
少
く
な
っ
て
、
夫
婦
と
結
婚
前
の
子
ど
も
だ
け
の
核
家
族

世
帯
が
普
通
に
な
り
ま
し
た
。
拡
大
家
族
に
お
い
て
は
、
年
寄
っ
た
親
は
子

ど
も
や
孫
に
囲
ま
れ
て
家
族
ゑ
ん
な
に
守
ら
れ
て
比
較
的
安
楽
に
老
後
生
活

を
送
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
親
が
隠
居
し
て
家
長
の
地
位
と
と
も
に
家
の

財
産
を
跡
継
の
子
に
譲
り
、
そ
の
跡
継
が
一
家
の
総
責
任
者
と
し
て
親
・
妻

表1 年齢別人口構成比の変遷(％）

墓奎建’
生産年齢人口
15～64歳

年少人口
14歳以下

高齢人口
65歳以上

36．6 58．6 4．81930

｜ “4 1 ．， ｜ ，』1955

24．1 67．1

（2,801万人）（7,797万人）
8．8

(1,023万人）
1980

｜ ”41 ”Ⅲ ｜ ，，1985

21．6 68．21986 10.2

|伽職J帆傲,’
12．1

(1,149万人）
1990

16．4 60．2※2025 23.4

(注）※は厚生省人口問題研究所推計
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子
を
養
う
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
家
族
制
度
が
作
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
シ
ス
テ
ム
の
精
神
的
基
盤
は
「
い
え
」
思
想
と
「
孝
」
思
想
で
あ
り
ま

し
た
。
先
祖
の
血
筋
に
あ
る
家
族
が
家
長
中
心
に
共
同
し
て
先
祖
代
々
の
家

を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
思
想
が
「
い
え
」
思
想
で
あ
り
ま
す
。

「
孝
」
は
御
承
知
の
よ
う
に
親
孝
行
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
が
子
と
し
て
遵

守
す
べ
き
規
範
と
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
規
範
に
つ
い
て
は
少
し
く
コ
メ
ン

ト
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

続
日
本
紀
に
孝
謙
天
皇
が
「
民
を
治
め
国
を
安
ん
ず
る
は
孝
を
も
っ
て
理

む
」
と
詔
り
し
て
各
戸
に
「
孝
経
」
を
諦
習
す
る
こ
と
を
命
じ
た
と
あ
り
ま

す
。
人
民
に
親
孝
行
の
徳
を
教
え
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
君
主
に
対
す
る
絶
対

服
従
の
意
識
を
植
え
付
け
れ
ば
国
家
の
権
力
的
秩
序
が
維
持
さ
れ
る
と
い
う

発
想
に
よ
る
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
律
令
時
代
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
後
の

国
家
権
力
は
例
外
な
く
こ
の
よ
う
な
意
図
を
も
っ
て
人
民
に
「
孝
」
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
を
注
入
し
、
孝
行
の
実
践
を
強
制
し
て
き
ま
し
た
。
ル
ー
ス
・
・
ヘ
ネ

デ
ィ
ク
ト
は
有
名
な
『
菊
と
刀
』
に
日
本
人
の
孝
行
は
親
へ
の
子
の
恩
返
し

だ
と
書
い
て
い
ま
す
。
彼
女
は
恩
を
与
え
る
ｌ
恩
を
返
す
と
い
う
ギ
ブ
．

ア
ン
ド
・
テ
ー
ク
だ
と
考
え
た
の
で
し
ょ
う
が
、
日
本
人
の
「
孝
」
は
そ
う

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
親
か
ら
恩
を
受
け
な
く
て
も
親
だ
か
ら
親
の
ど
ん
な
無

理
で
も
聞
い
て
親
に
尽
く
し
親
を
養
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
明
治
の
初
め
に
来
日
し
た
ア
メ
リ
カ
の
青
年
学
究
ウ

ィ
リ
ア
ム
・
エ
リ
オ
ッ
ト
・
グ
リ
フ
ィ
ス
は
『
明
治
日
本
体
験
記
』
に
こ
う

い
う
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。
日
本
の
娘
た
ち
は
親
孝
行
の
た
め
な
ら
身
を

売
っ
て
遊
女
に
な
っ
て
も
不
平
を
言
わ
な
い
。
純
潔
の
娘
た
ち
を
堕
落
さ
せ

る
こ
ん
な
孝
行
が
美
徳
だ
と
は
奇
妙
な
こ
と
だ
と
。
そ
の
と
お
り
全
く
不
条

理
と
い
う
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
親
を
絶
対
と
し
て
子
は
自
分
を
犠

牲
に
し
て
親
に
奉
仕
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
一
方
的
義
務
が
上
か
ら
押

付
け
ら
れ
そ
れ
に
従
わ
さ
れ
た
の
が
「
孝
」
だ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
現
在

は
家
族
制
度
が
廃
止
さ
れ
、
「
い
え
」
思
想
も
後
退
し
、
孝
行
を
強
制
さ
れ

る
こ
と
も
な
く
な
り
ま
し
た
。

現
在
の
核
家
族
は
夫
婦
で
造
る
一
代
限
り
の
家
族
で
す
。
先
祖
伝
来
の
家

の
財
産
と
い
う
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
夫
婦
が
自
力
で
生
計
を
維
持
し
財
産

を
造
っ
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
核
家
族
世
帯
は
親
類
と
の
関
係
も
薄
れ

地
域
社
会
も
解
体
さ
れ
て
い
て
孤
立
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
自
分
の
家

族
は
自
分
ら
だ
け
で
守
る
。
他
人
の
家
族
の
こ
と
に
は
干
渉
し
な
い
し
、
自

分
の
家
庭
の
こ
と
に
他
人
の
干
渉
は
受
け
な
い
。
他
人
の
世
話
に
な
ら
な
い

し
、
他
人
の
世
話
ま
で
買
っ
て
出
る
こ
と
は
な
い
。
生
活
資
金
に
困
っ
た
場

合
の
核
家
族
世
帯
の
対
処
の
仕
方
に
つ
い
て
の
最
近
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に

よ
り
ま
す
と
、
友
人
・
知
人
に
頼
む
と
い
う
の
が
三
％
、
親
・
兄
弟
姉
妹
に

頼
む
と
い
う
の
も
僅
か
に
七
％
、
家
族
で
働
い
て
何
と
か
す
る
と
い
う
の
が

八
○
％
を
占
め
て
い
ま
す
（
生
命
保
険
文
化
セ
ン
タ
ー
編
『
核
家
族
Ｉ
そ
の

意
識
と
実
態
Ｉ
』
）
。
誰
も
助
け
て
く
れ
ず
自
分
だ
け
で
苦
労
し
て
戦
後
の
生

活
難
の
な
か
を
生
き
抜
い
て
き
た
経
験
か
ら
い
つ
の
間
に
か
核
家
族
に
自
助

意
識
が
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
核
家
族
世
帯
夫
婦
は
夫

婦
の
生
活
が
一
番
大
事
で
、
子
ど
も
の
面
倒
だ
け
は
見
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
考
え
方
に
な
っ
て
お
り
、
年
寄
っ
た
親
に
ま
で
考
え
が
及
ば

な
い
と
い
う
か
、
老
親
は
核
家
族
に
と
っ
て
は
部
外
者
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
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し
た
。高

齢
化
が
進
ん
で
高
齢
者
世
帯
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
が
、
注
目
さ
れ
る

の
は
老
夫
婦
だ
け
や
独
居
老
人
だ
け
の
世
帯
が
一
九
八
○
年
に
は
高
齢
者
世

帯
の
約
二
八
％
だ
っ
た
の
が
一
九
九
○
年
に
は
三
七
％
ま
で
増
え
て
き
て
い

る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
親
世
帯
と
子
世
帯
が
離
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
核
家
族
と

し
て
生
活
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
核
家
族
規
範
に
作
用
さ
れ
て
、
親

世
帯
と
子
世
帯
は
相
互
の
生
活
関
連
を
失
く
し
、
「
親
は
親
、
子
は
子
」
と

互
い
に
干
渉
せ
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
遣
り
方
で
生
活
し
て
い
く
の
が
当
り
前
に
な

り
ま
し
た
。
高
齢
化
に
よ
っ
て
家
族
周
期
が
伸
び
て
子
ど
も
が
巣
立
っ
て
か

ら
長
期
に
渉
っ
て
親
子
が
別
世
帯
で
離
れ
離
れ
に
暮
す
わ
け
で
す
。
こ
う
な

る
と
、
親
子
の
間
も
次
第
に
疎
遠
に
な
り
が
ち
で
す
。
最
近
の
核
家
族
の
実

態
調
査
に
よ
り
ま
す
と
、
親
と
の
接
触
頻
度
が
、
必
要
な
と
き
ぐ
ら
い
約
六

五
％
、
盆
暮
・
冠
婚
葬
祭
の
と
き
く
ら
い
約
三
○
％
、
全
く
な
い
五
％
と
い

う
こ
と
で
す
（
前
掲
『
核
家
族
』
）
。
高
齢
者
は
子
ど
も
が
段
々
遠
い
存
在
に

な
っ
て
い
き
、
孤
独
感
を
深
め
て
お
り
ま
す
。
核
家
族
世
帯
が
高
齢
に
な
っ

た
親
を
引
受
け
て
養
う
力
を
失
く
し
て
お
り
、
孤
立
し
た
高
齢
者
が
生
活
に

苦
労
す
る
な
ら
ば
、
国
が
高
齢
者
の
生
活
を
支
え
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

国
も
そ
の
必
要
を
認
め
て
年
金
・
医
療
・
介
護
を
重
点
と
す
る
老
人
福
祉
の

施
策
を
講
じ
て
き
て
お
り
ま
す
。

老
人
福
祉
の
問
題
に
関
し
て
は
家
常
さ
ん
が
お
話
し
下
さ
る
と
思
い
ま
す

の
で
、
私
は
簡
単
に
問
題
点
だ
け
指
摘
す
る
に
と
ど
め
ま
す
。
第
一
に
、
政

府
の
現
在
の
頭
は
「
安
上
り
福
祉
」
と
い
う
こ
と
に
あ
る
よ
う
で
、
「
民
活

福
祉
」
を
し
き
り
に
持
ち
上
げ
て
い
ま
す
が
、
民
間
企
業
に
よ
る
福
祉
事
業

の
営
利
的
経
営
は
福
祉
の
本
筋
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
筋
の
公
的
サ
ー
ビ
ス

の
充
実
向
上
に
腰
を
据
え
て
掛
っ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
第
二

に
、
注
宅
介
護
も
、
こ
れ
は
後
で
述
べ
ま
す
が
、
政
府
が
今
考
え
て
い
る
家

族
に
よ
る
家
庭
介
護
は
高
齢
者
核
家
族
に
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
な
り
ま
す

か
ら
、
認
識
を
改
め
て
家
族
外
支
援
に
重
点
を
置
く
施
策
に
転
換
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
第
三
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
へ
の
広
い
層
の
参
加
を
政
府

が
呼
び
掛
け
て
い
ま
す
が
、
掛
け
声
だ
け
で
は
駄
目
で
す
。
多
く
の
人
が
福

祉
活
動
に
参
加
す
る
具
体
的
な
方
策
を
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
、
大
事
な
こ
と
は
自
発
的
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し
よ
う
と
い
う

人
々
が
生
ま
れ
て
く
る
土
壌
を
わ
れ
わ
れ
が
作
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
第
四

に
、
福
祉
活
動
の
現
場
を
預
る
市
町
村
は
色
々
苦
心
し
て
遣
っ
て
お
り
、
来

年
に
は
市
町
村
の
調
査
結
果
が
出
揃
っ
て
今
後
の
福
祉
事
業
を
策
定
す
る
運

び
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
肝
心
の
政
府
の
腰
が
定
ま
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
政

府
が
は
っ
き
り
し
な
い
の
は
福
祉
の
た
め
の
財
源
の
見
通
し
が
立
た
な
い
と

い
う
財
政
的
理
由
か
ら
で
す
が
、
財
源
は
作
ろ
う
と
思
え
ば
作
れ
る
筈
で
す
。

国
民
の
世
論
で
政
府
を
突
き
上
げ
て
政
府
に
し
っ
か
り
し
た
姿
勢
で
適
負
担

一
一

高
福
祉
の
福
祉
政
策
を
確
立
し
そ
れ
を
実
現
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ

一
』

り
ま
す
。
一

国
の
支
援
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
高
齢
者
の
力
に
な
る
の
は
地
域
社
会
で

あ
り
ま
す
。
一
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
は
古
く
か
ら
あ
っ
た
地
域
社
会
が
崩
壊

し
て
、
核
家
族
世
帯
の
夫
・
妻
・
子
そ
れ
ぞ
れ
の
同
僚
・
友
人
・
知
己
と
の

個
人
別
の
交
際
関
係
が
家
族
外
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
成
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
互
助
的
な
機
能
を
有
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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表2定年後60歳代前半の再就職

’’ ’’ 榊午イ郡‘7晉王匡祷の.巳L刺1|’

％％％

(資料） 1988年、高齢者雇用開発協会調査

昔
か
ら
「
遠
い
親
戚
よ
り

近
い
他
人
」
と
謂
い
ま
す

が
、
近
隣
者
が
連
帯
す
る

地
域
社
会
を
造
っ
て
地
域

福
祉
の
母
胎
に
し
て
い
く

こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。
そ

れ
に
は
閉
鎖
的
な
核
家
族

意
識
を
振
払
っ
て
近
隣
者

と
融
け
込
承
地
域
住
民
の

問
に
連
帯
意
識
を
高
め
て

い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り

ま
す
。年

金
・
医
療
・
介
護
に

国
の
確
実
な
保
障
も
あ
り
、

地
域
社
会
の
後
楯
も
あ
れ

ば
、
高
齢
者
は
随
分
安
心

で
き
る
と
思
い
ま
す
。
け

れ
ど
も
そ
う
い
う
外
部
的

支
援
に
頼
り
切
り
負
ん
ぶ

に
抱
っ
こ
で
は
い
け
ま
せ

ん
。
外
部
的
支
援
は
高
齢

者
の
自
立
を
前
提
に
し
て

そ
れ
を
補
完
す
る
も
の
で

表3 国別にみた老後の収入源 (単位％）

｜ ‘雫，ゞアメリカ老後の収入 日 本 ｜韓 国 ｜ タ イ

1． 就業による収入

2． 公的な年金

3． 私的な年金

4． 預貯金の引き出し

5． 財産からの収入

6． 子供などからの援助

7． 生活保謹

8． その他

9． 不詳

31.3

34.9

3．8

2．1

5.3

15.6

1．2

3．1

2．7

16.2

0．8

0．0

2．2

3.3

72.4

1．2

3．2

0．6

29.9

2．2

0．2

1．7

3.8

58.2

0．1

3．4

0．5

15.2

53.9

10.0

1.7

14.5

0．3

0．7

3．5

0．2

6.5

64.0

13.5

1．6

2．2

0．3

3．1

2．6

6．1

(注） 1． 調査対象は各国とも60歳以上の男女。

2． 韓国とイギリスは昭和56年調査による。

(資料）総務庁長官官房老人対策室『老人の生活と意識に関する国際比較調査』 （昭和56年及び昭

和61年）
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再就職

求職中

引 退

男

女

男

女

男

女

44.9

27.2

25.0

25.0

29.9

45.8

43.1

25.0

31.9

従業員300人

未満の企業

30人未満の

企 業

70

30

嘱 託

ペート 臨時職員

正 職 員

役員・経営者

26.4

21.6

18.8

9.3



表4老親との同居意向

9．2 1 両親‘

(注）調査対象：東京・大阪・名古屋25歳～34歳1,000人

(資料） 1991年、大東京火災海上保険調査

表5 財産の使途

雫ノ|､都

(注）調査対象：全国65歳以上男女3,000人（回答率84.3%)

(資料） 1990年、年金総合研究センター調査

あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
高
齢
者
は
自
力
で
生
活
を
維
持
し
て
い
く
努
力
を
精

一
杯
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
先
ず
食
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
既
に

高
齢
化
の
渦
中
に
あ
る
現
在
の
実
情
を
見
て
下
さ
い
。
年
金
だ
け
で
は
食
え

ま
せ
ん
。
預
貯
金
や
退
職
金
も
子
ど
も
の
教
育
費
・
結
婚
費
に
遣
っ
た
り
住

宅
資
金
に
食
わ
れ
た
り
で
老
後
の
生
活
資
金
と
し
て
確
保
し
て
い
る
人
は
多

く
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
定
年
後
も
何
ら
か
の
職
に
就
い
て
収
入
を
得
な

い
と
や
っ
て
い
け
ま
せ
ん
。
表
２
「
定
年
後
六
○
歳
代
前
半
の
再
就
職
」
の

実
態
（
一
九
八
八
年
調
査
）
を
見
て
い
た
だ
く
と
分
か
る
よ
う
に
、
再
就
職

で
き
た
の
が
半
数
に
満
た
ず
、
そ
の
就
職
口
も
大
体
が
小
企
業
で
、
役
員
や

正
社
員
に
成
っ
て
い
る
人
は
極
く
稀
で
、
賃
金
も
格
段
に
低
い
の
が
普
通
で

す
。
働
き
た
く
て
も
就
職
先
の
無
い
人
が
多
く
、
六
○
歳
代
後
半
に
も
な
れ

ば
雇
っ
て
く
れ
る
所
も
ほ
と
ん
ど
無
く
な
り
ま
す
。
生
活
資
金
の
収
入
源
は
、

ち
ょ
っ
と
古
い
資
料
で
す
が
、
表
３
「
国
別
に
見
た
老
後
の
収
入
源
」
の
調

査
で
は
、
年
金
・
預
貯
金
と
勤
労
収
入
が
四
分
の
三
程
度
、
六
分
の
一
程
度

は
子
ど
も
た
ち
か
ら
援
助
を
受
け
て
い
る
の
が
普
通
の
よ
う
で
す
。
子
ど
も

た
ち
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
実
状
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
子
世
帯

は
前
に
申
し
た
よ
う
に
そ
の
経
済
は
夫
婦
と
子
ど
も
の
掛
り
で
手
一
杯
で
裕

り
が
そ
ん
な
に
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
親
を
援
助
す
る
に
は
大
分

無
理
し
て
い
る
筈
で
す
。
表
４
は
子
世
代
層
の
親
と
の
同
居
意
向
を
示
す
も

の
で
す
が
、
六
割
強
が
親
が
年
寄
っ
た
ら
同
居
し
て
も
よ
い
が
生
活
費
は
親

自
身
で
貯
え
て
お
い
て
欲
し
い
と
注
文
を
付
け
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
本
音
で

し
ょ
う
。
親
も
子
を
頼
承
に
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
最
近

は
老
後
生
活
を
子
ど
も
に
頼
ら
な
い
で
過
っ
て
い
く
と
い
う
人
が
多
く
な
っ

－13－
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て
き
ま
し
た
。
意
識
も
変
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
表
５
の
「
財
産
の
使
途
」
に

関
す
る
調
査
に
は
、
財
産
を
子
ど
も
に
造
さ
な
い
で
老
後
の
生
活
資
金
に
す

る
と
い
う
考
え
方
が
出
て
来
て
い
ま
す
。
働
き
ざ
か
り
の
少
壮
期
に
稼
い
で

老
後
の
生
活
資
金
を
用
意
し
て
お
こ
う
と
い
う
人
が
、
外
国
よ
り
は
多
い
よ

う
で
す
。
兵
庫
県
下
の
六
○
歳
以
上
の
住
民
を
対
象
と
し
て
そ
の
老
後
の
生

活
設
計
に
つ
い
て
調
査
し
た
兵
庫
県
家
庭
問
題
研
究
所
の
報
告
書
が
つ
い
先

頃
出
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
高
齢
期
に
向
け
て
準
備
し
て
来
た
人
は

七
割
近
く
あ
る
も
の
の
、
そ
の
う
ち
準
備
が
十
分
出
来
た
と
言
う
人
は
二
割

に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。
年
寄
っ
て
か
ら
で
は
間
に
合
い
ま
せ
ん
。
老
後
の

た
め
の
生
活
設
計
は
出
来
る
だ
け
早
く
か
ら
遣
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

備
え
あ
れ
ば
憂
い
な
し
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
食
え
る
と
い
う
こ
と
は
大
事
で
す
し
、
病
気
や
介
護
を

心
配
し
な
く
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
も
大
事
で
す
が
、
そ
れ
で
高
齢
者
問
題

が
片
付
く
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
老
い
」
に
は
老
い
ぼ
れ
の
役

立
た
ず
と
い
う
強
い
マ
イ
ナ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
高
齢
者
は
労
働

力
と
し
て
計
算
さ
れ
な
い
無
用
の
長
物
と
い
う
世
間
の
見
方
が
あ
っ
て
、
産

業
廃
棄
物
扱
い
で
社
会
の
片
隅
に
追
い
や
ら
れ
囲
い
込
ま
れ
て
社
会
か
ら
隔

離
さ
れ
て
い
る
感
が
あ
り
ま
す
。
高
齢
者
は
生
き
て
い
く
望
み
も
失
っ
て
無

為
に
死
期
を
待
つ
ば
か
り
で
す
。
こ
れ
で
は
い
け
ま
せ
ん
。
「
老
い
」
に
は

し
か
し
こ
れ
を
宝
と
す
る
昔
か
ら
の
も
う
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。

高
齢
者
に
は
経
験
も
あ
り
知
識
も
あ
り
、
そ
れ
が
貴
重
と
さ
れ
、
世
間
は
高

齢
者
を
尊
敬
も
し
ま
し
た
。
高
齢
者
の
経
験
・
知
識
は
社
会
の
た
め
に
生
か

さ
れ
る
べ
き
で
す
。
高
齢
者
を
隔
離
し
な
い
で
、
高
齢
者
自
身
も
屏
息
し
て

い
な
い
で
、
若
い
人
た
ち
と
積
極
的
に
交
流
し
、
そ
の
な
か
で
仕
事
は
若
い

現
役
の
人
に
任
せ
て
後
見
的
な
役
割
や
文
化
伝
承
の
役
割
を
受
け
持
て
ば
、

高
齢
者
も
社
会
に
役
立
ち
生
甲
斐
も
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
来
る

べ
き
超
高
齢
化
社
会
は
こ
う
い
う
高
齢
者
に
開
か
れ
高
齢
者
の
社
会
参
加
を

活
発
に
す
る
年
齢
偕
梯
制
社
会
に
な
っ
て
欲
し
い
し
、
そ
う
い
う
社
会
に
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

高
齢
化
問
題
に
関
し
て
今
ま
で
述
べ
た
限
り
に
お
い
て
は
、
親
に
と
っ
て

子
ど
も
は
い
か
に
も
頼
り
な
い
存
在
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
大
部
分
の
人

が
高
齢
に
な
れ
ば
肉
親
の
介
護
を
望
ん
で
い
ま
す
。
高
齢
者
に
は
子
を
頼
り

に
し
な
い
と
言
い
な
が
ら
や
は
り
子
が
一
番
の
頼
り
で
す
。
香
川
県
の
或
る

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入
居
老
人
に
対
す
る
面
会
数
の
調
査
に
よ
り
ま
す

と
、
月
一
回
以
下
が
半
数
に
近
く
、
全
く
面
会
人
が
無
い
と
い
う
の
が
数
人

お
り
、
「
死
ん
だ
ら
連
絡
し
て
」
と
言
い
捨
て
て
置
き
去
り
に
さ
れ
た
老
人

も
い
た
そ
う
で
す
。
私
も
妻
と
一
緒
に
老
人
ホ
ー
ム
に
も
う
五
年
も
居
る
知

人
を
し
ば
し
ば
訪
ね
ま
す
。
入
居
老
人
は
子
ど
も
や
孫
が
面
会
に
来
る
と
い

う
電
話
が
あ
っ
た
だ
け
で
そ
わ
そ
わ
し
て
喜
び
が
自
ら
表
情
に
出
ま
す
。
或

る
入
居
老
人
は
経
済
的
に
恵
ま
れ
た
方
で
、
知
人
や
教
会
関
係
の
方
々
な
ど

面
会
人
が
か
な
り
多
い
方
で
す
が
、
息
子
は
年
二
、
三
回
来
る
だ
け
で
、
来

て
も
仕
事
が
忙
し
い
と
言
っ
て
そ
そ
く
さ
と
帰
っ
て
し
ま
い
、
嫁
と
孫
は
唯

の
一
回
も
面
会
に
来
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
方
が
皆
に
良
く
し
て
も
ら
っ
て
い

る
け
れ
ど
も
子
ど
も
ら
が
来
て
く
れ
な
い
の
が
辛
く
悲
し
い
、
私
は
あ
の
子

た
ち
に
何
を
し
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
、
と
涙
を
流
し
て
私
の
妻
に
訴
え
ま
し

た
。
や
は
り
親
の
心
の
支
え
は
子
ど
も
で
す
。
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表6 ･IMfを主にしている親族の年齢

40歳未満 40～59" 70歳以上不Iﾘ160～69歳

鱗総 数

(3,017)
2．6

<世i活をしている親族の続柄別＞

配偶者(夫）

（ 114）
0.9

1.8

配偶者(姿）

（1,672）
0.4

0.1 1.4

、
／
Ｉ
、

、
」 子

73）
1.3

1．0

娘

（ 392）
0．5

0.3

U､子の

配偶者
（ 937）

1.072．5

100%0 50

(盗料.） 1992年度東京都社会福祉基礎調査柵!剛：

先
程
、
大
部
分
の
人
が
肉
親
の
介
護
を
望
ん
で
い
る
と
申
し
ま
し
た
が
、

介
謹
の
実
態
を
見
ま
す
と
、
表
６
の
東
京
都
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
介
護
者
の

大
半
は
妻
と
息
子
の
嫁
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
妻
と
嫁
が
介
護
に
疲
れ
切
っ
て

悲
鳴
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
介
護
者
の
約
六
○
％
が
六
○
歳
以
上
で
、
年
寄
り

が
年
寄
り
を
介
護
し
て
お
り
、
こ
れ
で
は
老
夫
婦
共
倒
れ
に
な
り
ま
す
。
夫

婦
共
働
き
で
老
親
を
介
護
す
る
場
合
は
、
片
手
間
と
い
う
わ
け
に
い
か
な
い

か
ら
、
夫
婦
の
ど
ち
ら
か
が
仕
事
を
罷
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

に
も
な
り
ま
す
。
介
護
休
業
が
必
要
で
す
。
し
か
し
、
短
期
間
の
介
護
な
ら

ば
休
業
し
て
出
来
る
で
し
ょ
う
が
、
長
期
の
休
業
は
無
理
で
し
ょ
う
。
東
京

都
の
調
査
（
一
九
九
○
年
）
に
よ
る
と
、
介
護
を
要
す
る
高
齢
者
で
も
そ
の

六
割
近
く
が
子
ど
も
ら
肉
親
と
同
居
し
な
い
で
こ
の
ま
ま
居
た
い
と
言
っ
て

お
り
ま
す
。
超
高
齢
化
社
会
に
は
そ
う
い
う
高
齢
者
が
も
っ
と
多
く
な
る
と

思
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
肉
親
の
者
が
常
時
付
添
っ
て
介
護
す
る
こ
と

は
到
底
無
理
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
共
働
き
夫
婦
が
多
く
な
る
こ
と
も

想
定
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
体
が
不
自
由
に
な
っ
て
き
た
老
親
の
手
の

か
か
る
介
護
は
休
業
を
取
っ
て
も
子
ど
も
夫
婦
だ
け
で
は
手
に
余
り
ま
す
。

家
族
外
支
援
が
必
要
で
す
。
親
子
同
居
で
あ
れ
別
居
で
あ
れ
、
在
宅
介
護
は

肉
親
以
外
の
公
私
の
介
護
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
す
。
し
か
し
、

在
宅
介
護
で
は
な
か
な
か
十
分
な
介
護
も
出
来
ず
無
理
が
多
く
て
、
介
護
を

老
人
ホ
ー
ム
に
任
せ
る
方
が
高
齢
者
も
そ
の
家
族
も
安
心
で
き
て
有
効
で
す
。

鞘
も
す
れ
ば
老
人
ホ
ー
ム
に
暗
い
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
ホ
ー
ム
へ
の
入
居
を

嫌
が
り
、
ま
た
可
哀
そ
う
だ
と
か
世
間
躰
が
悪
い
と
言
う
人
が
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
観
念
を
捨
て
て
、
ホ
ー
ム
を
高
齢
者
の
リ
ハ
ピ
リ
テ
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イ
シ
ョ
ン
の
場
と
し
て
ホ
ー
ム
へ
の
入
居
を
積
極
的
に
考
え
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
に
は
ホ
ー
ム
の
増
設
・
ホ
ー
ム
の
機
能
強
化
が
も
ち
ろ
ん
必
要

で
す
が
、
何
よ
り
も
高
齢
者
を
楽
し
く
活
き
い
き
さ
せ
る
明
る
い
開
か
れ
た

ホ
ー
ム
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
親
を
ホ
ー
ム
に
送

っ
て
子
が
お
役
御
免
と
ホ
ー
ム
に
任
せ
切
り
で
顔
も
見
せ
な
く
な
る
よ
う
で

は
入
居
が
高
齢
者
に
は
仇
に
な
り
ま
す
。
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
入
居
老

人
が
心
の
支
え
に
し
て
い
る
の
は
子
や
孫
で
す
。
そ
の
子
や
孫
に
見
捨
て
ら

れ
た
と
い
う
思
い
を
持
て
ば
入
居
老
人
に
は
孤
独
感
、
疎
外
感
が
募
り
ま
す
。

子
や
孫
が
来
て
慰
め
励
ま
し
て
く
れ
る
こ
と
が
入
居
老
人
を
和
ま
せ
元
気
に

す
る
活
生
の
秘
薬
で
す
。
出
来
る
だ
け
時
間
を
作
っ
て
面
会
に
行
き
、
忙
し

け
れ
ば
電
話
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
心
の
介
護
で
あ
り
、
他
人
で
は
充
さ
れ

な
い
親
の
心
の
渇
き
を
潤
す
こ
と
が
出
来
る
の
は
こ
う
い
う
親
に
対
す
る
子

の
情
緒
的
接
遇
で
あ
り
ま
す
。

親
に
対
す
る
情
緒
的
接
遇
は
親
が
困
っ
て
い
る
と
き
だ
け
で
な
く
、
親
が

元
気
な
と
き
も
、
親
子
が
離
れ
て
い
て
も
一
緒
に
居
て
も
、
大
切
な
こ
と
で

す
。
私
は
外
国
を
旅
し
て
い
て
年
寄
り
た
ち
が
公
園
の
ベ
ン
チ
で
日
向
ぼ
っ

こ
を
し
て
い
る
姿
を
し
ば
し
ば
見
か
け
ま
し
た
。
日
本
で
は
病
院
が
年
寄
り

た
ち
の
溜
り
場
に
な
っ
て
い
ま
す
。
年
寄
り
た
ち
が
こ
ん
な
風
に
公
園
で
時

を
過
し
た
り
病
院
に
屯
ろ
し
て
い
た
り
し
て
い
る
の
は
家
庭
に
居
場
所
が
無

い
か
ら
で
す
。
親
子
同
居
で
あ
れ
ば
、
年
寄
っ
た
親
に
も
他
人
行
儀
に
せ
ず
、

家
族
と
団
藥
を
共
に
し
相
応
の
家
事
を
分
担
し
て
も
ら
っ
て
、
親
が
疎
外
感

を
持
た
ず
に
居
心
地
よ
く
一
緒
に
暮
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
居
場
所
を
与

え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
親
に
対
す
る
情
緒
的
接
遇
で
あ
り
ま
す
。

親
も
ま
た
子
ど
も
ら
と
干
渉
が
ま
し
く
な
く
親
密
に
接
し
て
子
ど
も
ら
と
打

融
け
協
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
親
子
関
係
が
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い
く
の
で

あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
親
子
の
情
緒
的
接
触
の
姿
で
あ
り
ま
す
。
親
に
対
す
る

子
ど
も
ら
の
情
緒
的
接
遇
は
親
子
の
情
緒
的
接
触
の
形
に
ほ
か
な
ら
な
い
の

で
あ
り
ま
す
。

親
子
が
別
居
し
て
い
れ
ば
、
親
子
の
間
の
情
緒
的
接
触
の
度
合
が
親
子
の

間
を
近
づ
け
も
し
遠
ざ
け
も
し
ま
す
。
前
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
現
在
の

親
世
帯
と
子
世
帯
の
間
は
親
と
子
ど
も
ら
の
接
触
頻
度
が
著
し
く
少
く
な
っ

て
い
て
距
離
が
出
て
来
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
淋
し
い
こ
と
で

す
。
親
世
帯
と
子
世
帯
と
の
間
の
親
密
な
関
係
を
回
復
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
近
居
で
あ
れ
ば
頻
繁
に
往
き
来
も
で
き
ま
す
。
遠
く
に
離
れ
て
い
て
も
、

冠
婚
葬
祭
の
と
き
だ
け
で
な
く
気
軽
な
出
合
い
の
機
会
を
多
く
持
ち
、
さ
さ

や
か
で
も
祝
の
贈
り
物
・
旅
の
土
産
・
季
節
の
物
を
届
け
た
り
、
手
紙
や
電

話
で
近
況
を
知
ら
せ
あ
っ
た
り
す
る
な
ど
、
接
触
を
多
く
す
る
こ
と
が
親
世

帯
と
子
世
帯
を
近
づ
け
、
老
親
も
子
ど
も
ら
を
身
近
に
感
じ
て
心
丈
夫
に
暮

せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
親
子
は
金
銭
の
関
係
で
繋
が
る
も
の
で
あ

り
ま
せ
ん
。
親
と
子
の
情
緒
的
接
触
が
親
子
の
心
の
「
絆
」
を
繋
い
で
い
く

の
で
あ
り
ま
す
。
親
に
対
す
る
子
の
情
緒
的
接
遇
を
人
は
或
い
は
「
親
孝

行
」
と
言
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
違
い
ま
す
。
伝
統
的
な
「
孝
」

の
よ
う
に
強
制
さ
れ
た
一
方
的
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
前
に
も
申
し
ま

し
た
よ
う
に
親
子
の
情
緒
的
接
触
の
自
然
の
形
と
し
て
表
れ
て
く
る
も
の
で

す
。

親
と
子
を
結
び
つ
け
る
心
の
絆
は
子
ど
も
を
育
て
上
げ
て
社
会
へ
送
り
出
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す
ま
で
の
過
程
に
お
け
る
親
と
子
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
出
来
て
く
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。
子
ど
も
が
成
人
し
て
独
立
し
た
後
も
こ
の
絆
を
弛
く
し
な
い

の
が
親
子
の
情
緒
的
接
触
で
あ
り
ま
す
。
言
っ
て
承
れ
ば
高
齢
期
は
そ
れ
ま

で
に
交
換
さ
れ
て
き
た
親
子
関
係
の
総
決
算
期
で
あ
り
、
高
齢
期
の
親
子
の

関
係
を
決
定
し
て
い
る
の
は
と
り
わ
け
子
ど
も
の
成
長
期
の
親
子
の
相
互
作

用
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
従
っ
て
そ
の
相
互
作
用
が
ど
う
あ
る
べ
き

か
と
い
う
親
子
の
在
り
方
、
延
い
て
は
家
族
の
在
り
方
が
問
題
に
な
っ
て
き

ま
す
。
し
か
し
、
現
在
の
家
族
で
は
い
け
ま
せ
ん
。
夫
婦
・
親
子
の
断
絶
を

引
き
起
こ
し
て
い
る
状
態
で
す
。
家
族
の
在
り
方
そ
の
も
の
を
考
え
直
す
必

要
が
あ
り
ま
す
。
家
族
は
何
処
へ
行
く
と
家
族
の
未
来
に
絶
望
的
な
人
も
い

る
よ
う
で
す
が
、
私
は
悲
感
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
確
か
に
現
状
が
良
い
と

は
思
え
ま
せ
ん
。
国
民
の
九
割
方
が
中
流
意
識
を
持
つ
ほ
ど
に
豊
か
に
は
な

り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
高
度
経
済
成
長
は
繁
栄
と
引
き
換
え
に
人
間
性
の

喪
失
を
商
し
ま
し
た
。
人
々
の
多
く
は
心
に
裕
り
が
な
く
苛
々
し
て
お
り
、

常
軌
を
逸
し
た
不
詳
事
が
続
発
し
、
地
域
社
会
の
人
々
の
連
帯
を
妨
げ
、
家

族
に
亀
裂
を
生
じ
て
い
る
有
様
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
責
め
は
政
治
に
も
あ
り

ま
す
が
、
最
も
そ
の
大
な
る
責
め
は
産
業
社
会
に
あ
り
ま
す
。
一
九
九
一
年

の
国
民
生
活
審
議
会
の
中
間
報
告
は
ゆ
と
り
の
実
現
を
阻
ん
で
い
る
最
大
の

原
因
は
企
業
中
心
社
会
に
あ
る
と
指
摘
し
て
お
り
ま
す
。
こ
と
に
家
族
は
産

業
社
会
の
影
響
下
に
置
か
れ
て
お
か
し
く
な
り
ま
し
た
。
だ
が
、
家
族
は
今

転
機
に
あ
り
ま
す
。

現
在
の
混
迷
状
況
を
脱
出
し
て
家
族
の
進
む
方
向
が
漠
然
で
す
が
見
え
は

じ
め
て
き
て
い
ま
す
。
一
九
九
一
年
度
の
国
民
生
活
白
書
は
ゆ
と
り
の
あ
る

表7 組合労働者の意識

(資料） 1992年、連合・生活アンケート調査
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設 問 回 答

自由時間と収入増のどちらを望むか
自 由 時間

収 入

31.9
％

30.3

何に充実感があるか
仕 事

家庭や余暇

21.7

53.6

どのような豊かさを望むか
精神的充足

経済的充足

45.7

29.8

仕事が辛くないか
疲れが残る

過労による健康不安

53.4

38.1

男女の役割をどう考えるか
女性は家庭

家事・育児の分担

44.6

34.1



生
活
の
実
現
に
向
け
て
社
会
・
経
済
シ
ス
テ
ム
を
変
え
、
働
き
蜂
の
意
識
を

変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
ま
す
。
一
九
九
二
年

度
の
経
団
連
の
活
動
方
針
も
企
業
中
心
社
会
の
弊
害
の
是
正
を
重
点
に
し
て

い
ま
す
。
同
じ
く
同
年
度
の
経
済
審
議
会
の
首
相
に
答
申
し
た
新
経
済
計
画

は
「
人
間
を
尊
重
す
る
視
点
」
に
立
っ
て
企
業
中
心
の
社
会
か
ら
生
活
者
を

重
視
す
る
社
会
へ
の
転
換
を
図
り
「
豊
か
さ
と
ゆ
と
り
を
実
感
で
き
る
生
活

大
国
」
を
実
現
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
ま
す
。
勤
労
者
も
転
職
に
抵
抗
感

が
失
く
な
っ
て
企
業
へ
の
帰
属
意
識
を
稀
薄
に
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
表
７
の

一
九
九
二
年
の
連
合
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
組
合
労
働
者
が
ゆ
と
り
あ
る
生
活

を
望
ん
で
賃
上
げ
よ
り
自
由
時
間
を
経
済
的
充
足
よ
り
精
神
的
充
足
を
強
く

求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
若
者
た
ち
の
結
婚
の
最
大
理
由
は
男
女

と
も
が
「
安
ら
ぎ
」
を
得
る
こ
と
で
あ
り
、
望
む
結
婚
相
手
の
人
柄
は
圧
倒

的
に
「
優
し
さ
」
で
あ
り
ま
す
。
若
者
た
ち
に
限
り
ま
せ
ん
。
「
安
ら
ぎ
」

「
優
し
さ
」
「
共
生
」
と
い
う
言
葉
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
か
ら
聞
え
て
く
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
私
は
こ
れ
ら
の
点
に
社
会
の
変
動
と
家
族
の
変
化
の
兆

候
が
見
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
兆
候
は
家
族
が
変
化
し
て
い
く
方
向
を

示
唆
し
て
お
り
ま
す
。
私
は
そ
の
方
向
へ
の
変
化
を
推
進
し
て
現
在
の
家
族

を
次
の
よ
う
な
家
族
に
転
換
さ
せ
る
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。
家
族
は
産
業
社

会
の
支
配
を
脱
し
て
産
業
社
会
か
ら
相
対
的
に
独
立
す
る
。
国
民
の
希
求
す

る
と
こ
ろ
は
人
間
ら
し
い
生
活
の
実
現
で
あ
り
、
家
族
が
そ
の
人
間
性
回
復

の
拠
点
と
な
る
。
家
族
自
体
と
し
て
は
家
族
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
家
族
の

情
緒
的
安
定
と
人
間
的
成
長
の
機
能
を
高
め
る
。
高
齢
者
を
め
ぐ
る
家
族
問

題
は
根
本
的
に
は
家
族
の
在
り
方
の
問
題
で
あ
り
、
家
族
が
こ
の
よ
う
な
人

間
性
を
育
く
ゑ
人
間
性
の
回
復
を
社
会
に
働
き
か
け
る
家
族
に
変
れ
ば
、
高

齢
期
の
親
と
子
の
問
題
も
ほ
と
ん
ど
解
消
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

二
十
一
世
紀
の
超
高
齢
化
社
会
の
家
族
は
そ
う
い
う
人
間
性
回
復
の
家
族
で

あ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
幻
想
に
終
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
私

の
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
超
高
齢
社
会
へ
の
対
応
に
関
す
る
私
の

意
見
は
以
上
の
ご
と
く
で
あ
り
ま
す
。
総
論
的
な
話
し
に
な
り
ま
し
た
が
、

各
論
の
部
分
は
ほ
か
の
報
告
者
の
方
々
に
お
願
い
し
ま
す
。
雑
駁
な
俗
論
を

申
し
上
げ
て
失
礼
し
ま
し
た
。
報
告
を
終
り
ま
す
。
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