
戦
後
日
本
の
家
族
は
大
き
く
ゆ
れ
動
い
て
き
ま
し
た
。
高
齢
化
社
会
に
入

っ
た
現
在
か
ら
未
来
に
か
け
て
、
さ
ら
に
大
き
く
変
化
す
る
と
考
え
ら
れ
る

の
が
「
老
親
と
成
人
し
た
子
供
と
の
関
係
」
で
す
。
出
生
率
の
激
減
、
寿
命

の
伸
び
と
い
う
人
口
学
的
変
化
を
は
じ
め
と
し
て
、
戦
後
の
民
法
改
正
に
よ

る
、
直
系
家
族
制
か
ら
夫
婦
家
族
制
へ
の
親
族
観
・
価
値
観
の
変
化
が
人
左

の
意
識
を
大
き
く
変
え
て
い
ま
す
。
明
治
時
代
の
日
本
は
、
九
割
の
人
々
が

農
業
に
携
わ
っ
て
い
た
定
着
社
会
で
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
後
の
産
業
化
に

よ
り
工
業
化
社
会
と
な
り
、
さ
ら
に
現
在
は
第
三
次
産
業
が
最
も
優
位
な
、

サ
ー
ビ
ス
社
会
・
情
報
化
社
会
と
い
う
流
動
社
会
に
変
化
し
て
い
ま
す
。
戦

後
の
急
速
な
都
市
化
と
経
済
の
高
度
成
長
は
、
子
の
世
代
の
家
族
の
住
ま
い

を
親
の
居
住
地
か
ら
遠
く
離
れ
ざ
る
を
得
な
い
、
勤
務
地
の
移
動
状
況
を
発

生
さ
せ
ま
し
た
。
親
子
が
同
じ
農
業
に
従
事
し
て
い
た
時
代
か
ら
、
親
子
が

全
く
異
な
る
多
様
な
職
業
に
就
労
す
る
現
代
で
は
、
世
代
間
の
職
業
階
層
の

移
動
が
親
子
関
係
を
変
化
さ
せ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
高
齢
化
・
流
動
化
と

い
う
社
会
の
変
化
に
加
え
て
経
済
構
造
の
変
化
が
生
活
圏
を
世
界
規
模
に
広

成
人
し
た
子
と
親
と
の
世
代
間
関
係

報
告

高
橋
博
子

（
日
本
赤
十
字
武
蔵
野
女
子
短
期
大
学
）

げ
る
国
際
化
社
会
へ
の
変
化
を
余
儀
な
く
さ
せ
て
い
ま
す
。
親
世
代
と
子
世

代
の
居
住
関
係
は
そ
の
距
離
が
離
れ
る
と
同
時
に
、
住
居
移
動
の
リ
ズ
ム
も

生
活
の
リ
ズ
ム
も
全
く
異
な
る
、
将
来
予
測
の
難
し
い
世
代
間
居
住
関
係
に

変
化
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
昔
は
結
婚
す
れ
ば
妻
は
家
に
と
ど
ま
っ
て
家
事
育
児
や
介
護
の
役

割
を
果
た
す
事
が
妻
の
勤
め
と
さ
れ
る
社
会
規
範
意
識
で
し
た
。
し
か
し
、

い
ま
で
は
既
婚
の
女
性
が
一
七
○
○
万
人
も
就
労
す
る
社
会
と
な
っ
て
い
ま

す
。
子
供
の
数
の
減
少
と
核
家
族
化
は
女
性
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
変
え
、

対
家
族
的
役
割
の
ほ
か
に
対
社
会
的
役
割
を
持
つ
妻
を
出
現
さ
せ
ま
し
た
。

国
の
労
働
市
場
の
中
に
既
婚
女
性
が
大
き
く
組
永
込
ま
れ
、
経
済
シ
ス
テ
ム

の
一
翼
を
担
う
社
会
と
な
っ
た
変
化
は
、
高
齢
者
か
ら
見
る
時
「
い
つ
で
も

全
面
的
に
家
族
に
介
護
を
期
待
出
来
な
い
」
不
安
を
呼
ん
で
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
政
府
の
持
家
政
策
が
現
在
の
壮
年
世
代
に
多
額
の
住
宅
ロ
ー
ン

の
家
計
構
造
を
普
及
さ
せ
、
妻
も
そ
の
返
済
の
た
め
に
就
労
す
る
マ
イ
ホ
ー

ム
主
義
と
な
り
、
そ
れ
が
核
家
族
向
け
の
狭
い
住
宅
設
計
で
あ
る
が
故
に
、

老
親
世
代
を
排
除
す
る
居
住
関
係
の
背
景
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。

祖
父
母
と
孫
の
関
係
に
注
目
す
る
と
、
嘗
て
は
「
幼
い
孫
と
祖
父
母
」
と

い
う
親
愛
の
情
の
深
い
関
係
の
ま
ま
命
を
終
わ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
祖
父
母

世
代
が
、
平
均
寿
命
人
生
五
○
年
か
ら
人
生
八
○
年
へ
と
い
う
変
化
に
よ
り
、

孫
と
の
関
係
も
幼
年
期
か
ら
青
年
・
壮
年
期
の
孫
へ
と
多
様
な
広
が
り
を
見

せ
る
よ
う
に
変
わ
り
ま
し
た
。
即
ち
戦
前
は
孫
が
一
○
歳
位
ま
で
に
殆
ど
の

祖
父
母
が
亡
く
な
っ
て
い
た
の
で
、
い
つ
も
可
愛
が
っ
て
く
れ
る
お
じ
い
さ

ん
・
お
ば
あ
さ
ん
と
し
て
敬
愛
さ
れ
る
ま
ま
の
祖
父
母
と
幼
い
孫
と
の
関
係
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で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
今
で
は
中
高
生
大
学
生
ま
た
は
社
会
人
の
孫
と
、

老
化
の
進
ん
だ
超
高
齢
の
祖
父
母
と
い
う
関
係
も
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
す
。
同
じ
言
葉
の
「
祖
父
母
と
孫
」
と
い
っ
て
も
高
齢
化
社
会
で

は
そ
の
内
容
が
変
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。
寿
命
の
伸
び
は
そ
の
祖
父
母
と
孫

の
共
存
期
間
を
大
幅
に
延
長
し
ま
し
た
。
も
し
住
空
間
が
限
ら
れ
た
狭
い
住

宅
の
場
合
、
時
と
し
て
、
超
高
齢
の
要
介
謹
の
老
親
と
、
受
験
期
の
中
学
・

高
校
生
の
孫
と
の
組
合
せ
な
ど
、
老
親
と
孫
と
が
部
屋
を
取
り
合
う
、
争
い

の
祖
父
母
・
孫
関
係
に
発
展
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
ま
ま
見
ら
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
教
育
熱
心
な
子
世
代
家
族
で
は
、
少
な
く
生
ん
だ
我
が
子
を
高
学

歴
に
と
望
む
こ
と
が
第
一
の
願
望
で
あ
り
、
孫
世
代
の
受
験
戦
争
が
老
親
の

居
住
配
分
を
脅
か
し
て
い
る
場
合
な
ど
、
一
旦
、
祖
父
母
が
病
気
で
入
院
す

れ
ば
、
治
療
が
完
了
し
退
院
許
可
が
出
て
も
、
帰
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
い

わ
ゆ
る
「
老
人
の
社
会
的
入
院
」
と
い
う
現
象
も
起
こ
る
可
能
性
を
秘
め
て

い
ま
す
。

親
族
集
団
に
つ
い
て
も
、
昔
は
子
沢
山
で
兄
弟
も
多
く
し
か
も
平
均
寿
命

の
短
い
、
横
に
幅
広
く
縦
に
短
い
家
族
・
親
族
関
係
で
し
た
が
、
現
在
は
少

産
時
代
で
横
幅
の
狭
い
、
し
か
し
縦
に
は
時
に
百
年
以
上
の
長
い
親
子
関
係

が
重
層
す
る
家
族
・
親
族
関
係
に
変
化
し
て
い
ま
す
。
高
齢
化
社
会
と
い
う

こ
と
は
、
ヤ
ン
グ
オ
ー
ル
ド
の
元
気
な
高
齢
者
か
ら
百
歳
以
上
の
超
高
齢
者

ま
で
多
様
な
老
親
に
対
し
、
対
応
す
る
そ
の
子
世
代
も
、
多
様
に
複
雑
な
親

子
関
係
の
重
層
す
る
社
会
へ
変
化
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
人
生
八

○
年
時
代
の
親
族
関
係
の
新
し
い
変
化
を
読
み
取
り
、
そ
こ
に
発
生
す
る
問

題
は
、
決
し
て
、
人
生
五
○
年
時
代
の
親
子
関
係
の
考
え
で
は
解
決
し
な
い

事
を
自
覚
し
、
過
去
に
捉
わ
れ
ぬ
新
し
い
発
想
の
親
子
関
係
へ
の
取
組
み
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

老
親
と
成
人
し
た
子
と
の
居
住
関
係
も
、
か
つ
て
日
本
の
老
人
の
家
族
の

典
型
と
言
わ
れ
た
「
親
・
子
・
孫
三
世
代
が
同
居
す
る
」
三
世
代
世
帯
の
比

率
が
年
々
減
少
し
、
「
老
人
夫
婦
の
永
の
世
帯
」
や
、
「
老
人
一
人
暮
ら
し
」

が
急
速
に
増
加
し
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
老
年
核
家
族
化
が
急
速
に
進
行
し
、

成
人
し
た
子
の
家
族
と
は
別
居
し
て
い
る
老
親
が
多
く
な
っ
て
い
る
の
が
現

状
で
す
。
そ
の
よ
う
な
老
人
世
代
の
承
の
世
帯
で
は
、
一
寸
し
た
病
気
に
な

っ
て
も
、
介
護
す
る
の
は
高
齢
の
配
偶
者
で
あ
っ
た
り
、
近
隣
の
他
人
で
あ

っ
た
り
し
ま
す
。
元
気
な
間
は
問
題
は
な
い
の
で
す
が
、
一
寸
し
た
病
気
で

も
、
一
旦
倒
れ
る
と
病
院
や
施
設
へ
入
院
入
所
と
な
る
可
能
性
を
も
っ
て
い

ま
す
。
そ
れ
は
、
ま
だ
地
域
の
社
会
福
祉
の
サ
ー
ビ
ス
が
貧
困
で
あ
る
か
ら

で
あ
り
、
現
状
で
は
老
人
の
住
居
の
問
題
や
、
介
護
の
マ
ン
パ
ワ
ー
の
問
題

が
、
と
も
に
大
き
い
老
後
不
安
を
呼
ん
で
い
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
な
様
左
な
社
会
の
変
化
が
、
老
親
世
代
と
成
人
し
た
子
と
の
世

代
間
関
係
に
多
く
の
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
、
そ
の
新
し
い
老
親
子
関
係

の
変
化
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
り
ま
す
。
過
去
の
状
態
が
ど

う
で
あ
っ
た
か
、
現
在
の
実
態
は
ど
う
か
、
そ
し
て
今
後
こ
れ
か
ら
の
急
速

な
高
齢
化
社
会
に
は
ど
う
変
化
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
将
来
予
測

と
、
そ
の
深
い
洞
察
が
老
人
の
人
権
を
守
る
た
め
に
急
務
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

つ
ぎ
に
、
幾
つ
か
の
高
齢
化
社
会
の
変
化
を
示
す
社
会
統
計
を
用
い
て
新

し
い
親
子
関
係
の
実
態
に
迫
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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社
会
の
実
態
を
調
べ
る
国
勢
調
査
が
最
初
に
行
わ
れ
た
の
は
大
正
九
年

（
一
九
二
○
）
の
こ
と
で
し
た
。
そ
の
社
会
の
高
齢
化
を
示
す
指
標
と
し
て

使
わ
れ
て
い
る
の
が
老
年
人
口
比
率
（
六
五
歳
以
上
人
口
の
総
人
口
に
対
す

る
割
合
）
で
す
が
、
第
一
回
国
勢
調
査
に
お
い
て
、
そ
れ
は
五
・
三
％
で
し

た
。
国
連
人
口
部
で
は
「
老
年
人
口
比
が
七
％
を
超
え
た
社
会
」
を
高
齢
化

社
会
と
定
義
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
基
準
か
ら
言
え
ば
、
ま
だ
我
国
は
、
国

と
し
て
は
若
い
社
会
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
も
、
我
が
国
の
人
口
構
造

の
特
徴
と
し
て
、
そ
の
後
、
昭
和
三
○
年
（
一
九
五
五
）
ま
で
の
三
五
年
の

間
、
一
貫
し
て
日
本
の
老
年
人
口
比
率
は
、
五
％
前
後
を
続
け
て
き
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
子
供
が
次
々
生
ま
れ
る
高
い
出
生
率
が
裾
広
が
り
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド

型
の
人
口
構
造
を
保
っ
て
来
た
の
で
す
。

し
か
し
、
昭
和
三
○
年
頃
か
ら
出
生
率
の
低
下
が
始
ま
る
と
同
時
に
老
年

人
口
比
率
は
上
昇
を
始
め
ま
し
た
。
昭
和
四
五
年
（
一
九
七
○
）
我
が
国
も

老
年
人
口
比
が
七
％
を
超
え
、
高
齢
化
社
会
の
国
々
の
仲
間
入
り
を
し
ま
し

た
。
丁
度
大
阪
で
万
博
が
開
か
れ
た
年
で
し
た
。
経
済
高
度
成
長
が
ピ
ー
ク

に
達
し
、
全
国
華
や
い
だ
時
、
日
本
は
高
齢
化
元
年
を
迎
え
ま
し
た
が
、
そ

の
後
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
り
経
済
は
低
成
長
に
転
換
す
る
と
と
も
に
高
齢

化
が
進
行
を
は
じ
め
た
の
で
す
。
そ
の
後
の
高
齢
化
の
進
行
は
加
速
度
を
増

し
、
昭
和
六
○
年
（
一
九
八
五
）
に
は
老
年
人
口
比
率
が
二
桁
台
の
一
○
・

三
％
に
な
り
人
々
の
関
心
も
高
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
平
成
二
年
（
一
九
九

｜
我
が
国
に
お
け
る
人
口
高
齢
化
の
現
状
と
推
移

○
）
前
回
の
国
勢
調
査
で
は
一
二
・
一
％
と
な
り
、
上
昇
を
始
め
た
昭
和
三

○
年
（
一
九
五
五
）
の
五
％
か
ら
三
五
年
間
に
七
％
上
昇
し
ま
し
た
。
以
上

が
国
勢
調
査
が
始
ま
っ
て
か
ら
の
我
が
国
の
人
口
構
造
の
変
化
の
実
態
で
す
。

で
は
今
後
（
一
九
九
○
）
か
ら
の
三
五
年
間
に
は
、
ど
の
よ
う
な
高
齢
化

が
予
測
さ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
厚
生
省
人
口
問
題
研
究
所
で
は
八
平
成
四
年

九
月
推
計
Ｖ
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
将
来
を
推
計
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

（
二
○
○
○
）
年
に
は
老
年
人
口
比
が
一
六
・
九
％
、
（
二
○
二
五
）
年
に

は
二
五
・
八
％
に
到
達
す
る
と
の
推
計
で
す
。
実
に
、
我
が
国
で
は
こ
れ
か

ら
の
三
五
年
間
に
一
四
％
も
一
気
に
上
昇
す
る
見
込
と
発
表
し
ま
し
た
。
現

在
、
世
界
中
で
最
も
高
齢
化
の
進
ん
で
い
る
北
欧
の
国
左
の
老
年
人
口
比
が

ほ
ぼ
一
七
％
で
す
が
、
日
本
で
は
あ
と
七
、
八
年
で
そ
れ
を
追
い
抜
き
、
世

界
で
一
番
の
高
齢
社
会
に
な
る
予
測
で
す
。
し
か
も
、
そ
の
増
加
率
は
、
要

介
護
に
な
り
や
す
い
七
五
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
の
方
が
大
き
い
見
通
し
で

す
。

何
故
我
が
国
で
は
そ
の
よ
う
に
高
齢
化
の
ス
ピ
ー
ド
が
急
激
に
上
昇
す
る

の
で
し
ょ
う
か
。
高
齢
化
の
要
因
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
人
口
問
題
研
究

所
が
（
一
九
五
二
年
）
に
、
高
齢
化
を
経
験
し
て
い
る
国
左
に
つ
い
て
分
析

し
、
「
人
口
高
齢
化
の
要
因
は
一
に
出
生
率
の
低
下
で
あ
る
」
と
い
う
「
高

齢
化
の
経
験
法
則
」
を
発
表
し
て
い
ま
す
。
即
ち
、
我
が
国
に
お
い
て
、
戦

後
の
出
生
率
の
低
下
が
他
国
に
見
ら
れ
ぬ
ほ
ど
急
速
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
現

在
か
ら
将
来
に
向
け
て
、
人
口
高
齢
化
も
他
国
に
例
を
見
ぬ
ほ
ど
急
速
に
進

行
す
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

。
つ
ぎ
に
そ
の
我
が
国
の
出
生
率
の
低
下
と
親
子
関
係
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
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統
計
の
デ
ー
タ
か
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

わ
が
国
の
「
合
計
特
殊
出
生
率
」
（
ひ
と
り
の
女
性
が
一
生
の
間
に
産
む

子
ど
も
の
数
）
は
一
九
八
九
年
に
一
・
五
七
人
に
減
少
し
、
い
わ
ゆ
る
〃
一

・
五
七
シ
ョ
ッ
ク
〃
と
し
て
マ
ス
コ
ミ
を
騒
が
せ
ま
し
た
。
翌
一
九
九
○
年

に
は
さ
ら
に
一
・
五
三
人
に
低
下
し
、
出
生
数
も
同
年
一
二
二
万
人
と
最
低

を
示
し
ま
し
た
。
も
し
、
こ
の
子
た
ち
が
結
婚
す
る
時
に
は
老
親
子
比
率
は

親
四
人
に
子
が
二
人
と
な
り
、
子
世
代
よ
り
親
世
代
の
方
が
多
い
と
い
う
世

代
間
関
係
の
将
来
が
展
望
さ
れ
ま
す
。

さ
て
、
明
治
生
ま
れ
の
母
親
は
平
均
五
人
の
子
を
生
ゑ
ま
し
た
。
人
口
問

題
研
究
所
の
阿
藤
誠
先
生
の
研
究
に
よ
り
ま
す
と
、
七
割
近
く
の
母
親
が
四

人
以
上
の
子
を
生
ん
で
い
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の

子
が
す
べ
て
元
気
に
育
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
九
人
、
一
○

人
と
多
く
の
子
を
生
ん
で
も
、
そ
の
中
に
は
幼
い
間
に
亡
く
な
る
子
も
多
く
、

乳
児
死
亡
率
は
高
か
っ
た
の
で
す
。
い
わ
ゆ
る
多
産
多
死
型
出
生
・
〈
タ
ー
ン

で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
戦
後
結
婚
し
た
昭
和
一
桁
生
ま
れ
の
母
親
は
、

出
生
子
供
数
を
平
均
二
人
に
減
少
し
ま
し
た
。
そ
し
て
生
ん
だ
子
は
す
べ
て

欠
け
ず
に
育
て
る
少
産
少
死
型
出
生
パ
タ
ー
ン
と
な
り
ま
し
た
。
少
な
い
子

を
出
来
る
か
ぎ
り
高
い
教
育
を
受
け
さ
せ
て
育
て
あ
げ
よ
う
と
い
う
教
育
熱

心
な
、
昭
和
一
桁
生
ま
れ
世
代
の
親
と
、
多
く
の
子
に
食
べ
さ
せ
る
だ
け
で

精
一
杯
で
あ
っ
た
明
治
生
ま
れ
世
代
の
親
と
の
間
に
子
に
た
い
す
る
関
係
で

二
平
均
出
生
子
供
数
の
減
少
と
親
子
関
係
の
変
化

大
き
な
違
い
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
八
多
産
多
死
型
の
出
生
パ
タ
ー
ン
Ｖ
の

社
会
か
ら
、
八
少
産
少
死
型
出
生
パ
タ
ー
ン
Ｖ
の
社
会
へ
変
化
す
る
こ
と
を

八
人
口
革
命
Ｖ
と
言
い
、
そ
れ
を
経
験
し
た
国
が
、
先
進
国
と
呼
ば
れ
て
い

ま
す
が
、
わ
が
国
で
は
、
明
治
生
ま
れ
世
代
と
昭
和
一
桁
生
ま
れ
世
代
と
の

間
と
い
う
た
っ
た
一
代
の
親
子
の
間
で
人
口
革
命
を
成
し
遂
げ
ま
し
た
。
平

均
子
ど
も
数
が
五
人
か
ら
二
人
へ
世
界
に
例
を
見
な
い
ほ
ど
急
速
に
減
少
し

た
こ
と
に
よ
り
女
の
一
生
の
在
り
方
も
、
非
常
に
変
わ
り
ま
し
た
。
と
り
わ
け

子
が
す
べ
て
離
家
独
立
後
、
長
い
老
後
を
夫
婦
二
人
向
き
合
っ
て
暮
ら
す
者

も
多
く
な
り
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
変
化
が
老
年
期
の
新
し
い
居
住
形
態
「
夫

婦
の
み
の
世
帯
」
を
多
く
出
現
さ
せ
ま
し
た
。
次
に
そ
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル

パ
タ
ー
ン
の
変
化
に
つ
い
て
人
口
学
的
デ
ー
タ
に
よ
り
分
析
し
て
ゆ
き
ま
す
。

戦
後
新
し
い
民
法
下
で
結
婚
し
た
世
代
か
ら
、
平
均
子
供
数
が
二
人
へ
と

減
少
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
パ
タ
ー
ン
も
大
き

く
変
化
し
ま
し
た
。
昭
和
一
桁
生
ま
れ
の
親
は
子
供
を
生
承
育
て
る
期
間
が

大
変
短
く
な
り
、
ま
た
子
が
す
べ
て
離
家
独
立
し
た
あ
と
の
老
夫
婦
の
承
の

期
間
が
二
○
年
に
も
及
ぶ
長
い
老
後
を
過
ご
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
を
戦
前
結
婚
の
明
治
生
ま
れ
多
産
型
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
代
表
と
し

て
八
出
生
子
供
数
五
人
・
昭
和
五
年
（
一
九
三
○
）
結
婚
コ
ー
ホ
ー
ト
Ｖ
を

平
均
値
に
よ
っ
て
描
き
、
他
方
、
戦
後
結
婚
の
昭
和
一
桁
生
ま
れ
少
産
型
の

三
明
治
生
ま
れ
の
母
親
と
昭
和
一
桁
生
ま
れ
の
母
親
と
の

ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
パ
タ
ー
ン
の
変
化
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ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
代
表
と
し
て
八
出
生
子
供
数
二
人
・
昭
和
二
五
年
（
一

九
五
○
）
結
婚
コ
ー
ホ
ー
ト
Ｖ
を
対
比
し
て
描
く
と
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
。
〈

タ
ー
ン
の
世
代
的
変
化
が
大
き
く
現
わ
れ
て
い
ま
す
。
即
ち
、
子
女
出
生
期

間
は
、
一
四
年
か
ら
三
年
に
減
少
し
、
そ
れ
に
対
し
子
育
て
後
の
「
老
夫
婦

の
永
の
世
帯
」
の
期
間
は
三
年
か
ら
一
九
年
へ
、
昭
和
一
桁
生
ま
れ
世
代
に

は
新
し
い
タ
イ
プ
の
、
夫
婦
が
し
っ
か
り
と
向
き
合
う
長
い
老
後
の
期
間
が

出
現
し
た
の
で
す
。

現
在
八
○
代
九
○
代
の
「
明
治
生
れ
の
老
親
世
代
」
と
現
在
六
○
代
の

「
昭
和
一
桁
生
れ
の
ヤ
ン
グ
オ
ー
ル
ド
の
老
親
世
代
」
と
で
は
、
老
後
の
生

き
方
、
子
世
代
と
の
関
係
に
お
い
て
大
変
異
な
る
変
化
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

総
務
庁
が
五
年
お
き
に
国
民
全
員
に
行
な
っ
て
い
る
「
国
勢
調
査
」
の
ほ

か
に
、
毎
年
厚
生
省
が
厚
生
行
政
の
た
め
の
資
料
を
得
る
た
め
に
二
十
分
の

一
の
世
帯
を
無
作
為
に
抽
出
し
て
行
っ
て
い
る
「
国
民
生
活
基
礎
調
査
」
が

あ
り
ま
す
。
昭
和
四
二
年
（
一
九
六
七
）
か
ら
厚
生
省
は
「
六
○
歳
以
上
の

者
の
い
る
世
帯
」
に
つ
い
て
、
そ
の
世
帯
構
成
別
に
世
帯
実
数
と
構
成
割
合

を
毎
年
発
表
し
て
い
ま
す
。
一
九
六
七
年
当
時
は
五
五
歳
定
年
、
六
○
歳
が

老
年
期
の
始
ま
り
と
す
る
考
え
が
多
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
二
四
年
、

そ
こ
に
見
ら
れ
る
傾
向
は
、
日
本
の
高
齢
者
の
伝
統
的
家
族
形
態
と
考
え
ら

れ
て
き
た
「
親
と
既
婚
子
が
同
居
す
る
三
世
代
世
帯
」
の
比
率
が
一
貫
し
て

四
老
後
の
家
族
形
態
の
変
化
八
六
○
歳
以
上
の
者
の
い
る
世

帯
に
お
け
る
世
帯
形
態
割
合
の
推
移
Ｖ

60歳以上の者のいる世帯の世帯実数の変化と世帯形態別構成割合の変化

｜ ”” ’ 1991

わが国の世帯総数

そのうち60歳以上の者のいる世帯数

60歳以上の者のいる世帯数の総世帯比

A 60歳以上の者のいる三世代世帯実数

三世代世帯構成割合

B 60歳以上の者のいる夫婦の承世帯実数

夫婦の承世帯構成割合

C 60歳以上の者の単独世帯実数

単独世帯構成割合

D 60歳以上の者の未婚子と同居世帯実数

未婚子と同居構成割合

E 60歳以上の者のいるその他の世帯実数

その他の世帯構成割合

[B+C]「老人世代の永の世帯実数」

〔老人世代の承の世帯構成割合〕

28,144,000

7,966,000

28．3％

4,605,000

57．8％

751,000

9．4％

567,000

7．1％

1,290,000

16．0％

753,000

9．5％

1,318,000

16．5％

40,506,000

15,416,000

38．1％

5,132,000

33．3％

3,822,000

24．8％

2,354,000

15．3％

2,550,000

16．5％

1,559,000

10．1％

6,176,000

40．1％
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減
少
し
て
い
る
こ
と
、
老
人
の
世
帯
形
態
と
し
て
、
今
ま
で
は
逸
脱
と
考
え

ら
れ
て
い
た
「
夫
婦
の
承
世
帯
」
や
「
単
独
世
帯
」
が
毎
年
急
速
に
増
加
を

続
け
て
い
る
こ
と
で
す
。
そ
の
動
向
を
（
一
九
六
七
）
年
と
（
一
九
九
一
）

年
の
デ
ー
タ
を
列
記
し
て
そ
の
間
の
変
化
を
み
る
と
次
の
表
の
よ
う
に
老
年

期
の
家
族
形
態
が
大
き
く
変
動
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。

六
○
歳
以
上
の
者
の
い
る
世
帯
総
数
は
こ
の
二
四
年
間
に
七
五
○
万
世
帯

も
増
え
全
世
帯
総
数
の
二
八
％
か
ら
三
八
％
に
上
昇
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、

現
在
は
全
世
帯
の
四
割
近
く
が
定
年
後
の
人
々
の
世
帯
に
な
っ
て
い
る
変
化

を
確
認
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
増
加
し
た
七
五
○
万
世
帯
の
世
帯
形
態

別
内
訳
は
夫
婦
の
永
世
帯
三
一
○
万
、
単
独
世
帯
一
八
○
万
、
未
婚
子
の
承

と
同
居
一
三
○
万
、
三
世
代
世
帯
五
○
万
と
い
う
分
布
で
す
。
夫
婦
の
ゑ
世

帯
・
単
独
世
帯
の
大
き
い
伸
び
に
対
し
三
世
代
世
帯
の
伸
び
は
見
ら
れ
ず
比

率
で
は
年
々
減
少
し
て
い
ま
す
。

直
系
家
族
制
か
ら
夫
婦
家
族
制
へ
の
家
族
観
の
変
化
が
浸
透
す
る
に
伴
い
、

新
婚
期
の
既
婚
子
と
親
と
の
別
居
独
立
は
新
し
い
親
子
の
居
住
関
係
と
し
て

定
着
し
て
き
ま
し
た
。
長
男
や
、
女
ば
か
り
の
長
女
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
跡

取
り
さ
え
も
、
先
ず
は
結
婚
と
同
時
に
親
の
戸
籍
か
ら
独
立
し
、
新
居
を
構

え
る
の
が
慣
習
化
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
親
の
世
帯
は
す
べ
て
の
子

が
離
家
独
立
し
た
後
、
い
わ
ゆ
る
エ
ム
プ
テ
イ
ネ
ス
ト
と
い
わ
れ
る
親
夫
婦

の
み
の
世
帯
と
な
っ
て
い
く
の
で
、
老
年
期
の
夫
婦
の
承
世
帯
が
ど
ん
ど
ん

増
加
し
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。
三
世
代
世
帯
比
率
の
減
少
と
、
そ
れ
に
代

わ
る
夫
婦
の
み
世
帯
・
単
独
世
帯
の
急
増
が
老
年
期
の
家
族
変
動
と
捉
え
ら

れ
ま
す
。
今
で
は
、
配
偶
者
と
死
別
し
た
後
も
自
立
が
可
能
な
間
は
独
り
暮

先
の
表
の
よ
う
に
老
年
期
の
家
族
形
態
は
、
一
路
、
夫
婦
の
承
世
帯
化
・

単
独
世
帯
化
の
方
向
に
形
態
変
化
が
進
行
し
て
い
ま
す
。
現
在
は
そ
の
ヤ
ン

グ
オ
ー
ル
ド
の
殆
ど
が
元
気
に
自
立
し
、
〃
老
い
こ
そ
が
人
間
と
し
て
の
成

熟
″
と
い
う
元
気
な
老
後
を
生
き
て
い
る
人
左
が
多
く
、
社
会
問
題
も
起
き

ぬ
が
故
に
あ
ま
り
マ
ス
コ
ミ
も
取
り
上
げ
る
こ
と
が
少
な
い
の
で
す
が
、
量

的
に
は
最
も
激
し
い
変
化
を
示
し
て
い
る
の
が
老
夫
婦
の
ゑ
世
帯
の
増
加
で

す
。
私
が
教
え
て
い
る
世
田
谷
区
老
人
大
学
の
元
気
老
人
の
世
帯
形
態
も
、

夫
婦
の
永
世
帯
三
四
％
、
一
人
暮
ら
し
一
六
％
、
三
世
代
同
居
二
一
％
、
未

婚
子
と
同
居
一
六
％
（
一
九
九
○
）
と
い
う
分
布
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

老
人
世
代
の
み
で
暮
ら
す
人
た
ち
の
心
配
は
や
は
り
体
が
弱
っ
た
と
き
の
介

護
不
安
だ
と
い
い
ま
す
。
マ
ス
コ
ミ
で
は
現
在
の
寝
た
き
り
や
、
痴
呆
老
人

の
問
題
は
よ
く
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
数
か
ら
言
え
ば
そ
の
人
た

ら
し
を
続
け
る
も
の
も
多
く
、
自
発
的
に
別
居
を
望
む
高
齢
者
も
多
く
な
っ

て
い
ま
す
。
子
ど
も
の
数
の
減
少
し
た
大
正
生
ま
れ
、
昭
和
生
ま
れ
の
親
世

代
が
、
子
の
結
婚
独
立
期
を
迎
え
、
跡
取
り
同
志
の
結
婚
の
確
率
も
高
ま
っ

た
現
在
、
ど
ち
ら
の
親
と
も
別
居
す
る
子
世
代
の
世
帯
が
多
く
出
現
し
て
い

ま
す
が
、
ま
だ
新
し
い
親
族
つ
き
あ
い
の
ル
ー
ル
は
模
索
中
と
い
う
の
が
現

状
で
す
。
双
方
の
親
世
代
の
家
族
と
子
世
代
の
家
族
が
そ
れ
ぞ
れ
に
し
っ
か

り
自
立
し
た
う
え
で
、
対
等
に
敬
愛
し
つ
つ
親
し
く
つ
き
あ
っ
て
い
く
、
新

し
い
世
代
間
交
流
の
創
造
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

五
高
齢
化
社
会
に
お
け
る
三
世
代
同
居
と
世
代
間
介
護
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ち
は
、
六
五
歳
以
上
高
齢
者
の
四
％
に
し
か
過
ぎ
な
い
の
で
す
。
九
六
％
の

高
齢
者
は
将
来
の
介
護
不
安
を
持
ち
つ
つ
も
、
黙
々
と
自
然
に
老
化
す
る
道

を
歩
ん
で
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
現
在
は
元
気
に
自
立
し
て
い
る
六
○
代

の
多
く
の
夫
婦
の
承
世
帯
も
単
独
世
帯
も
二
○
年
経
て
ば
要
介
護
に
な
り
や

す
い
八
○
代
と
な
る
の
で
す
。
そ
の
時
の
我
が
国
の
社
会
は
老
年
人
口
比
率

が
二
四
％
（
二
○
一
五
）
と
い
う
高
齢
化
の
ピ
ー
ク
に
達
し
て
い
る
予
測
が

立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
商
齢
者
の
世
帯
形
態
の
動
向
か
ら
見
れ
ば
そ

の
頃
は
も
は
や
「
老
親
と
同
居
の
三
世
代
世
帯
」
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
な
っ

て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
問
題
は
自
立
出
来
な
く
な
っ
た
と
き
の
介
護
を

誰
が
担
当
す
る
か
。
将
来
の
親
子
関
係
は
ど
れ
だ
け
機
能
し
て
い
る
か
。
公

的
福
祉
が
ど
れ
だ
け
整
備
さ
れ
、
老
人
の
人
権
の
守
ら
れ
る
社
会
に
な
っ
て

い
る
か
と
言
う
こ
と
で
す
。
戦
後
一
人
暮
ら
し
を
生
き
て
き
た
多
く
の
独
身

の
女
性
た
ち
の
老
後
も
含
め
、
将
来
の
高
齢
者
の
親
子
関
係
の
世
帯
動
向
を

見
極
め
て
の
施
策
の
創
造
が
望
ま
れ
ま
す
。

日
本
で
は
か
つ
て
の
八
家
Ｖ
制
度
の
伝
統
的
同
居
志
向
の
影
響
で
、
政
治

家
の
中
に
は
、
ま
だ
、
同
居
三
世
代
家
族
が
日
本
型
福
祉
社
会
だ
と
い
っ
た

り
、
ま
た
、
人
左
の
意
識
の
中
に
も
、
自
分
は
す
で
に
少
産
型
老
人
の
道
を

選
ん
で
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
か
つ
て
の
多
産
型
明
治
生
ま
れ
世
代
の
老
人
の

よ
う
な
子
と
の
同
居
志
向
に
期
待
を
持
つ
も
の
が
い
る
現
状
で
す
。
し
か
し
、

現
実
に
は
高
齢
の
配
偶
者
間
介
護
が
多
く
な
り
、
三
世
代
同
居
世
帯
内
で
さ

え
老
夫
婦
が
揃
っ
て
い
る
と
き
は
、
介
護
も
世
帯
分
離
し
て
世
代
間
介
護
で

な
く
高
齢
の
配
偶
者
間
介
護
に
変
わ
っ
て
い
る
傾
向
さ
え
見
ら
れ
る
の
で
す
。

し
か
る
に
、
政
府
は
未
だ
に
統
計
上
同
居
に
こ
だ
わ
る
扱
い
が
見
ら
れ
ま
す
。

八
子
と
同
居
Ｖ
の
比
率
と
し
て
、
ま
だ
日
本
の
高
齢
者
（
六
五
歳
以
上
）
の

六
割
が
八
子
と
同
居
Ｖ
（
一
九
八
九
）
と
い
う
発
表
（
国
民
生
活
基
礎
調

査
）
を
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
八
子
夫
婦
と
同
居
Ｖ
の
三
世
代
同

居
世
帯
の
四
二
・
二
％
と
、
八
配
偶
者
の
い
な
い
子
と
同
居
Ｖ
の
一
七
・
七

％
を
加
え
た
数
字
で
あ
り
、
問
題
は
八
子
と
同
居
Ｖ
と
し
て
未
婚
子
と
同
居

の
老
年
核
家
族
も
含
め
て
い
る
事
で
す
。
『
老
親
と
同
居
』
と
い
う
場
合
、

世
代
間
介
誰
し
や
す
い
八
既
婚
子
家
族
と
の
同
居
Ｖ
と
、
世
代
間
介
護
に
は

必
ず
し
も
機
能
す
る
と
は
限
ら
な
い
八
未
婚
の
子
と
の
同
居
Ｖ
の
二
種
類
を

峻
別
し
て
発
表
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
公
の
世
帯
統
計
こ
そ
「
同

居
の
質
の
違
い
」
の
峻
別
に
よ
り
、
人
女
の
甘
い
同
居
志
向
意
識
に
対
し
警

鐘
を
鳴
ら
す
役
割
を
果
た
す
べ
き
と
考
え
る
も
の
で
す
。

嘗
て
明
治
民
法
の
時
は
、
同
居
は
良
し
、
別
居
は
悪
い
、
と
言
わ
れ
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
今
は
同
居
せ
ざ
る
を
得
な
い
人
、
別
居
せ
ざ
る

を
得
な
い
人
、
別
居
し
た
い
人
、
い
ろ
い
ろ
で
す
。
三
世
代
同
居
は
、
要
介

護
に
な
っ
た
と
き
同
居
の
嫁
や
娘
か
ら
世
代
間
介
護
を
受
け
る
こ
と
が
出
来

る
の
で
高
齢
者
に
と
っ
て
は
安
心
で
き
る
世
帯
形
態
で
す
。
し
か
し
、
若
い

子
世
代
か
ら
は
、
三
世
代
同
居
は
幼
い
子
の
子
守
を
希
望
す
る
一
時
期
は
望

ま
れ
る
と
し
て
も
、
介
護
を
期
待
さ
れ
る
段
階
に
は
決
し
て
望
ま
れ
る
家
族

形
態
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
、
超
高
齢
の
お
年
よ
り
を
看
て
い
る
介
護
者

は
、
六
○
代
七
○
代
の
老
人
の
介
護
の
人
た
ち
が
多
い
の
で
す
。
曽
て
八
良

妻
・
賢
母
・
温
良
・
貞
淑
・
従
順
Ｖ
と
い
う
女
子
教
育
を
受
け
、
「
長
男
と

結
婚
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
結
婚
の
最
初
か
ら
夫
の
家
に
同
居
す
る
嫁
と

な
る
こ
と
と
覚
悟
し
て
、
夫
の
家
族
の
家
風
に
従
い
、
愛
も
僧
し
ゑ
も
い
ろ

－2貝一
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い
ろ
な
感
情
の
絡
む
中
で
三
○
年
四
○
年
を
一
緒
に
同
居
し
て
き
た
介
護
者

が
多
い
の
で
す
。
そ
の
人
た
ち
は
結
婚
の
始
め
か
ら
長
い
あ
い
だ
一
緒
に
同

居
し
て
き
た
過
程
を
経
て
、
元
気
だ
っ
た
舅
姑
が
寝
た
き
り
に
成
っ
た
り
痴

呆
が
出
た
と
き
「
わ
た
し
が
看
る
の
が
人
間
と
し
て
の
務
め
」
ま
た
は
、

「
私
し
か
看
る
人
は
い
な
い
」
と
一
生
懸
命
介
護
し
て
い
る
人
が
多
い
の
で

す
。
平
均
寿
命
の
の
び
が
現
在
の
三
世
代
同
居
世
帯
の
中
に
、
ま
だ
そ
の
よ

う
な
組
合
せ
を
多
く
残
し
て
い
る
の
で
す
。
三
世
代
同
居
介
護
を
続
け
る
こ

と
は
大
変
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
叡
智
の
要
る
こ
と
で
あ
り
、
良
い
老
親
子
関
係

が
成
り
立
っ
て
い
る
場
合
は
、
元
気
な
と
き
か
ら
の
長
い
同
居
過
程
の
成
果

で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、
先
ず
、
結
婚
の
最
初

か
ら
、
す
べ
て
の
子
が
親
の
世
帯
と
別
居
す
る
習
慣
に
な
っ
て
い
ま
す
。
結

婚
当
初
か
ら
親
世
帯
と
別
の
二
つ
の
家
族
文
化
が
形
成
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

元
気
な
と
き
は
別
世
帯
で
二
つ
の
家
風
で
も
問
題
は
そ
ん
な
に
顕
在
化
し

ま
せ
ん
が
、
親
が
要
介
護
に
な
っ
た
と
き
、
弱
っ
た
年
寄
り
が
、
若
い
家
族

の
中
に
入
っ
て
い
く
事
は
高
齢
者
に
と
っ
て
屈
辱
の
生
活
を
覚
悟
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
今
ま
で
の
自
分
の
家
の
や
り
方
を
捨
て
て
子
世
帯
の
文
化

に
同
化
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
時
に
は
同
じ
屋
根
の
下
の
孤
独
な
同
居

に
な
る
こ
と
さ
え
あ
り
ま
す
。
新
婚
時
の
若
い
嫁
で
も
他
家
に
入
る
事
は
大

変
な
の
に
、
年
老
い
て
か
ら
嫁
や
婿
の
支
配
の
下
に
入
る
こ
と
は
誠
に
ス
ト

レ
ス
フ
ル
な
こ
と
な
の
で
す
。
若
い
世
代
の
お
荷
物
に
な
ら
ず
、
命
の
灯
火

の
消
え
る
ま
で
、
出
来
る
か
ぎ
り
誇
り
高
く
「
自
立
し
て
生
き
た
い
」
と
望

む
高
齢
者
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
子
に
甘
え
る
こ
と
な
く
、
ま
た
、
親
に

甘
え
る
こ
と
な
く
、
お
互
い
に
相
手
の
意
志
決
定
を
尊
重
す
る
、
対
等
な
核

家
族
同
志
の
つ
き
あ
い
、
そ
れ
が
高
齢
化
社
会
の
親
子
関
係
で
あ
る
と
思
い

ま
す
。
そ
し
て
、
す
べ
て
の
子
の
家
族
が
親
世
帯
と
頻
繁
に
行
き
来
す
る
、

夫
方
妻
方
双
方
に
開
け
た
つ
き
あ
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
活
発
に
機
能
す
る
親

族
交
流
が
創
造
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

ア
メ
リ
カ
で
は
老
人
ク
ラ
ブ
の
こ
と
を
シ
ニ
ア
シ
チ
ズ
ン
セ
ン
タ
ー
と
い

い
ま
す
が
、
人
生
の
先
輩
市
民
と
し
て
高
齢
者
と
の
世
代
間
関
係
を
地
域
に

作
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
夫
婦
家
族
制
で
の
老
親
子
関
係
は
、
す
べ

て
の
子
と
別
居
し
て
い
ま
す
が
、
近
く
に
住
み
、
別
居
し
て
い
て
も
緊
密
に

訪
問
し
あ
っ
て
、
情
緒
的
接
触
は
大
変
頻
繁
で
す
。

ウ
ィ
ー
ン
大
学
の
ロ
ー
ゼ
ン
マ
イ
ャ
ー
教
授
は
「
都
市
に
お
け
る
老
人
家

族
の
理
想
型
は
一
定
の
距
離
を
保
っ
た
親
密
さ
で
あ
る
」
と
し
て
罵
言
言
四
昌

呉
画
昌
牌
９
８
．
．
と
い
う
ウ
ィ
ー
ン
調
査
の
知
見
を
発
表
し
て
い
ま
す
。
近

く
に
別
居
し
て
老
親
子
が
頻
繁
に
行
き
来
を
し
て
情
緒
交
流
の
温
か
い
世
代

間
関
係
を
育
て
て
い
く
こ
と
、
そ
れ
は
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
に
最
も
必
要
な

こ
と
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

稲
子
宣
子
先
生
の
御
研
究
に
よ
れ
ば
、
ソ
連
で
は
「
親
を
扶
養
す
る
義

務
」
と
一
緒
に
「
親
を
配
慮
す
る
義
務
」
が
決
め
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

義
務
で
な
く
自
発
的
に
子
世
代
が
常
に
親
世
代
の
健
常
な
老
化
過
程
を
見
守

る
、
同
居
別
居
に
拘
ら
ず
、
親
を
配
慮
す
る
こ
と
は
大
切
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

八
家
Ｖ
制
度
時
代
、
我
が
国
で
は
、
同
居
の
た
め
に
、
ま
ず
は
嫁
の
同
化

を
図
り
、
三
世
代
の
統
合
の
た
め
に
、
他
の
別
居
子
と
は
疎
遠
に
つ
き
あ
う

一
つ
の
生
活
の
知
恵
が
あ
り
ま
し
た
。
一
旦
家
を
出
た
子
は
、
明
治
生
ま
れ

の
親
の
こ
と
は
跡
取
り
夫
婦
に
任
せ
て
、
遠
く
に
出
て
い
く
こ
と
が
多
か
つ

－26－



た
の
で
す
。
し
か
し
、
夫
婦
家
族
制
に
な
り
、
長
男
家
族
も
親
と
別
居
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
で
も
ま
だ
、
親
族
接
触
の
新
し
い
慣
習
が
出
来
上
が

っ
て
い
ま
せ
ん
。
八
同
居
の
緊
密
、
別
居
の
疎
遠
Ｖ
と
い
う
嘗
て
の
つ
き
あ

い
．
〈
タ
ー
ン
の
後
半
だ
け
が
ま
だ
残
り
八
す
べ
て
の
子
と
別
居
、
す
べ
て
の

子
と
疎
遠
Ｖ
に
な
る
棄
老
と
い
う
結
果
さ
え
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

こ
れ
か
ら
の
高
齢
化
社
会
で
は
、
す
べ
て
の
既
婚
子
と
別
居
し
つ
つ
も
緊
密

に
つ
き
あ
っ
て
い
く
新
し
い
異
居
近
親
関
係
が
重
要
と
な
り
ま
す
。
こ
の
元

気
な
自
立
の
老
年
期
の
世
代
間
関
係
の
情
緒
交
流
の
密
度
が
、
同
居
、
別
居

に
拘
ら
ず
、
誇
り
た
か
く
、
家
族
親
族
の
情
愛
に
包
ま
れ
た
介
護
・
看
取
り

に
拘
ら
ず
、
誇
り
た
か
く
、
家
族
親
族
の
情
愛
に
告

に
関
連
し
て
く
る
こ
と
を
銘
記
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
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