
｜
問
題

私
が
こ
こ
で
問
題
と
す
る
の
は
、
近
代
日
本
の
家
族
と
家
族
主
義

ｌ
特
に
神
島
二
郎
先
生
の
学
説
を
中
心
と
し
た
い
と
思
う
。
さ
て
、

こ
の
「
座
談
会
」
を
読
ん
で
気
付
く
こ
と
は
、
近
代
日
本
の
家
族
の

認
識
に
つ
い
て
、
討
論
参
加
者
の
な
か
で
一
定
の
側
面
に
つ
い
て
共

通
の
認
識
を
も
ち
な
が
ら
も
、
別
の
側
面
で
は
異
っ
た
評
価
を
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
利
谷
信
義
先
生
は
「
家
」
制
度
を

「
実
態
的
に
は
日
本
に
お
け
る
家
族
経
営
の
法
的
反
映
」
と
し
な
が

、
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
６
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
９
０
０
０
０
０
０
０
８
０
０
０
１
０
６
０
６
０
０
０
０
０
９
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

一
こ
こ
に
収
め
る
三
論
文
は
本
学
会
第
二
回
研
究
懇
話
会
の
共
同
報
告
「
家
族
と
社
会
諸
科
学
」
の
原
稿
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
一

一
実
は
こ
の
大
会
の
前
年
に
刊
行
の
「
家
族
史
研
究
６
」
（
大
月
書
店
・
一
九
八
一
一
年
）
は
「
家
族
と
社
会
諸
科
学
」
な
る
特
集
を
一

一
組
み
、
異
な
る
専
門
の
七
名
の
教
授
が
提
出
し
た
討
議
資
料
を
も
と
に
、
利
谷
信
義
、
正
岡
寛
司
両
教
授
司
会
の
も
と
に
六
名
の
教
一

一
授
の
座
談
会
の
記
録
を
収
録
し
た
の
で
あ
り
、
右
の
共
同
報
告
も
こ
の
座
談
会
の
記
録
を
コ
メ
ン
ト
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
一

一
読
者
に
お
か
れ
て
は
予
め
右
の
座
談
会
記
録
を
御
参
照
願
え
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
編
集
委
員
会
）

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
９
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
６
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
９
９
０
０
０
０
０
０
０
０
０
８
０
９
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
０
８
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

政
治
学
者
神
島
二
郎
教
授
の
家
族
理
論
１
近
代
日
本
の
家
族
と
家
族
主
義
Ｉ

小
特
集
・
社
会
諸
科
学
に
お
け
る
家
族
理
論

ら
も
、
「
明
治
民
法
と
い
え
ど
も
近
代
的
な
法
構
造
を
も
っ
て
お
り
、

権
利
・
義
務
関
係
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
「
家
」
制

度
に
内
在
す
る
予
盾
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
（
八
’
九
頁
）
・
こ
の

「
家
」
制
度
に
内
在
す
る
予
盾
と
い
う
も
の
が
、
利
谷
先
生
の
い
う

「
家
族
経
営
」
を
崩
壊
さ
せ
て
い
く
契
機
で
あ
る
と
い
う
限
り
に
お

い
て
、
神
島
先
生
の
末
広
型
家
族
や
単
身
者
家
族
Ⅱ
「
家
族
の
解
体
」

の
認
識
と
一
致
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
利
谷
先
生
は
「
単

身
者
が
出
て
い
っ
た
根
っ
子
の
と
こ
ろ
で
は
ま
だ
実
態
と
し
て
は
ゆ

ら
い
で
い
な
い
」
（
三
六
頁
）
と
し
て
、
こ
の
「
家
族
の
解
体
」
現

森

謙

一

一
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象
あ
る
い
は
「
家
」
の
崩
壊
を
「
都
市
に
お
け
る
小
家
族
の
増
加
と

い
う
現
象
」
（
二
九
頁
）
の
な
か
に
見
い
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

こ
れ
に
た
い
し
て
、
神
島
先
生
が
「
家
族
の
解
体
」
現
象
と
し
て
問

題
と
す
る
の
は
、
「
単
身
者
が
出
て
い
っ
た
根
っ
子
の
」
家
族
も
含

め
て
、
つ
ま
り
都
市
と
農
村
を
含
む
全
体
的
な
近
代
日
本
の
家
族
像

で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
末

広
型
家
族
の
形
成
ｌ
ｌ
特
に
祖
先
祭
杷
の
在
り
方
と
絡
む
こ
と
に
な

る
の
で
、
ま
ず
こ
の
問
題
か
ら
話
を
進
め
た
い
と
思
う
。

二
八
末
広
型
家
族
Ｖ
八
単
身
者
家
族
Ｖ
に
つ
い
て

神
島
理
論
の
基
本
的
枠
組
は
、
伽
一
系
型
家
族
が
末
広
型
家
族
を

経
て
解
体
す
る
こ
と
、
側
一
系
型
家
族
の
解
体
を
祖
先
祭
杷
権
の
一

括
継
承
が
崩
れ
て
く
る
過
程
と
し
て
把
え
る
こ
と
、
側
一
系
型
家
族

が
崩
れ
て
く
る
な
か
で
八
単
身
者
Ｖ
が
流
出
し
、
事
実
上
の
家
族
の

解
体
が
始
ま
り
、
こ
の
家
族
の
解
体
あ
る
い
は
新
し
い
家
族
の
未
形

成
を
前
提
と
し
て
家
族
国
家
論
・
家
族
主
義
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
、

こ
の
三
つ
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
神
島
理
論
の
一
系
型
家
族
と
い
う
の
は
、
家
産
の
管
理
・

家
業
の
経
営
・
家
族
お
よ
び
分
家
の
統
領
・
先
祖
の
祭
杷
お
よ
び
家

名
の
保
持
を
中
核
と
す
る
「
家
督
」
の
一
括
継
承
を
行
う
よ
う
な
家

族
で
あ
る
。
こ
の
な
か
で
特
に
「
先
祖
の
祭
杷
」
を
重
要
視
し
、
一

系
型
家
族
に
お
け
る
先
祖
を
「
家
」
の
創
設
者
と
し
た
上
で
、
こ
の

祭
杷
は
正
統
嫡
流
の
主
人
主
婦
の
権
利
で
あ
り
、
こ
れ
以
外
の
者
が

把
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
と
位
置
づ
け
る
。

そ
し
て
、
末
広
型
家
族
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
幕

末
維
新
の
変
革
は
、
旧
来
の
「
家
」
、
主
と
し
て
八
一
系
型
Ｖ
家
族

の
「
家
」
自
衛
お
よ
び
二
三
男
の
「
家
」
の
創
設
の
運
動
と
し
て
展

開
さ
れ
、
そ
れ
に
と
も
な
う
環
境
改
造
と
し
て
は
活
動
舞
台
の
拡
大

が
試
み
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
運
動
の
経
験
と
成
果
に
よ
っ
て
、
「
家
」

の
創
設
と
自
衛
と
の
発
展
的
帰
結
と
し
て
八
末
広
型
家
族
Ｖ
が
形
成

さ
れ
、
こ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
「
家
」
の
中
興
や
創
立
を
と
お
し
て
明

治
の
新
社
会
形
成
の
動
力
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
（
『
近
代
日

本
の
精
神
構
造
』
〔
昭
和
三
六
年
・
岩
波
書
店
〕
二
七
九
頁
）
と
。
神

島
理
論
の
末
広
型
家
族
は
、
幕
末
維
新
の
急
激
な
社
会
体
制
の
変
革

の
な
か
で
、
か
つ
て
は
居
候
厄
介
と
し
て
一
系
型
家
族
の
枠
組
の
な

か
に
あ
っ
た
二
三
男
層
が
「
家
」
の
創
立
を
行
い
、
一
系
型
家
族
の

存
続
が
危
機
に
頻
す
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
条
件
の
下
で
形
成
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
一
系
型
家
族
の
存
続
の
危
機
、
こ
れ
は
同
時

に
祭
杷
断
絶
へ
の
危
倶
で
も
あ
り
、
そ
の
危
倶
が
「
祭
杷
権
の
一
部

を
公
的
機
関
に
移
讓
す
る
」
（
た
と
え
ば
、
靖
国
神
社
の
祭
杷
）
こ

と
に
な
り
、
ま
た
「
祭
杷
の
共
同
」
（
Ⅱ
従
来
祭
杷
権
が
認
め
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
傍
系
の
人
々
に
祭
杷
へ
の
参
与
を
認
め
、
あ
る
い
は
分

割
を
す
る
こ
と
）
に
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
（
『
近
代
日
本
の
精
神

構
造
」
〔
前
掲
〕
二
七
二
頁
）
。
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三
神
島
理
論
と
家
族
の
多
様
性

こ
の
よ
う
な
一
系
型
家
族
か
ら
末
広
型
家
族
へ
の
展
開
と
い
う
神

島
理
論
の
図
式
は
、
現
在
の
家
族
史
研
究
の
水
準
か
ら
考
え
る
と
す

れ
ば
、
一
定
の
時
代
的
制
約
を
う
け
た
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い

で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
神
島
理
論
の
背
後
に
あ
る
も
の
の
一
つ
は
柳

田
国
男
の
八
大
家
族
か
ら
小
家
族
へ
Ｖ
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
で
あ
り
、

現
実
の
家
族
の
多
様
性
と
い
う
視
角
は
落
ち
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
末
広
型
家
族
の
形
成
は
、
現
実
に
は
「
家
」
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
が
強
化
さ
れ
る
な
か
で
、
し
か
も
他
方
で
は
資
本
主
義
化
が

進
行
す
る
社
会
の
な
か
で
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
予
盾
・
相

剋
の
な
か
で
祭
杷
権
の
一
部
の
公
権
力
へ
の
移
譲
や
祭
杷
の
共
同
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
す
で
に
「
家
」
意
識
の
変
容
が
余
儀
な
く
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
現
実
の
家
族
形
態
が
三
世
代
同
居

の
、
い
わ
ゆ
る
直
系
家
族
の
形
態
を
と
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
従
来

の
「
家
」
の
性
格
は
大
き
く
変
容
し
て
お
り
、
大
量
の
「
家
」
の
創

設
も
「
浮
動
化
に
よ
る
事
実
上
の
個
人
を
媒
介
と
し
た
「
家
」
の
創

造
」
Ⅱ
単
身
者
本
位
の
「
家
」
の
創
立
と
い
う
性
格
を
帯
び
る
こ
と

に
な
る
。
つ
ま
り
、
末
広
型
家
族
の
形
成
は
、
一
系
型
家
族
の
解
体

を
前
提
と
し
て
お
り
、
「
単
身
者
が
出
て
い
っ
た
根
っ
子
に
あ
る
」

家
の
変
質
で
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
神
島
先
生
と
利
谷
先
生
の
認
識
の

ズ
レ
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
末
広
型
家
族
に
お
け
る
「
先
祖
」
を
「
家
」
創
立
の

初
代
の
み
な
ら
ず
そ
の
親
を
含
む
と
さ
れ
、
そ
の
相
続
も
厳
格
な
一

子
単
独
相
続
で
は
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
祭
杷
権
の
分
割
の
例
と

し
て
「
位
牌
を
弟
妹
に
分
与
す
る
」
い
わ
ゆ
る
八
分
牌
供
養
Ｖ
の
慣

行
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
清
水
報
告
〔
次
掲
の
論
文
〕
に

も
あ
る
よ
う
に
、
日
本
の
伝
統
的
家
族
の
な
か
に
は
、
一
系
的
な
家

族
と
は
異
質
な
社
会
構
造
を
も
つ
家
族
（
特
に
隠
居
制
家
族
）
が
、

そ
れ
と
地
域
的
分
布
を
異
に
し
な
が
ら
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
家
族
の
多
様
な
形
態
は
、
一
つ
の
連
続
し
た
系
列
に
お
け
る
発
展

段
階
の
問
題
に
解
消
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
現
実
の
家
族
の
多
様
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
世
以
降
、

家
を
支
配
の
末
端
に
位
置
づ
け
、
家
を
画
一
化
し
よ
う
と
す
る
枠
組

は
存
在
し
た
。
近
世
に
お
け
る
役
家
Ⅱ
本
百
姓
体
制
の
確
立
は
、
支

配
機
構
の
末
端
と
し
て
家
を
位
置
づ
け
た
し
、
そ
の
体
制
維
持
の
た

め
に
家
の
創
立
を
制
限
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
家
創
立
の
制
限
は
、

現
実
の
多
様
な
家
族
に
一
子
相
続
的
な
継
承
を
要
求
す
る
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、
明
治
期
に
至
る
と
家
創
立
の
制
限
は
廃
止
さ
れ
、
家
の

創
立
は
著
し
く
増
加
す
る
が
、
利
谷
先
生
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
戸
籍
を
通
じ
て
国
家
が
家
を
掌
握
し
て
い
く
。
し
か
も
、
そ
れ

は
た
と
え
妥
協
の
産
物
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
規
範
化
さ
れ
た
儒
教
的

八
家
Ｖ
モ
デ
ル
を
前
提
と
し
た
、
家
の
内
部
構
造
ま
で
を
も
平
準
化

し
、
画
一
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
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現
実
の
多
様
な
家
族
が
ど
こ
ま
で
平
準
化
・
画
一
化
し
て
い
っ
た
か

は
別
の
問
題
に
は
な
る
が
、
家
族
の
内
部
構
造
ま
で
平
準
化
・
画
一

化
さ
れ
る
法
的
装
置
が
用
意
さ
れ
た
こ
と
は
、
家
の
自
律
性
の
消
失
、

い
わ
ば
神
島
先
生
の
い
う
八
家
族
の
解
体
Ｖ
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
同
時
に
そ
れ
は
明
治
民
法
に
お
け
る
八
家
Ｖ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
現
実
の
多
様
な
家
族
の
な
か
に
定
着
さ
せ
る
た
め
の
不
可
欠
な
措

置
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

四
家
族
主
義

家
族
主
義
の
成
立
は
「
封
建
的
な
家
族
の
事
実
上
の
解
体
な
し
に

は
あ
り
え
な
か
っ
た
」
（
五
八
頁
）
と
す
る
神
島
理
論
に
は
原
則
的

に
賛
成
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
は
八
家
族
主
義
Ｖ
と
い
う

こ
と
ば
に
一
定
の
限
定
が
必
要
で
あ
る
。

神
島
先
生
や
中
西
洋
先
生
は
、
少
な
く
と
も
明
治
末
期
ま
で
は

八
家
族
主
義
Ｖ
は
出
て
こ
な
い
と
さ
れ
、
そ
れ
以
前
の
労
使
関
係
は

八
主
従
Ｖ
で
あ
る
と
性
格
づ
け
て
い
る
（
一
八
頁
、
二
二
頁
）
。
こ

の
と
き
、
次
の
二
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
。
一
つ
は
、
下
の
表
で
示
し

て
い
る
よ
う
に
、
明
治
三
十
五
年
に
お
け
る
職
工
の
勤
続
期
間
が
き

わ
め
て
短
か
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
日
本
資
本
主

義
の
形
成
期
に
お
け
る
身
分
的
主
従
関
係
で
も
な
く
、
ま
し
て
家
族

主
義
的
で
も
な
い
労
使
関
係
の
一
断
面
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

〔表〕職工の勤続期間
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も
う
一
つ
は
、
明
治
末
期
以
降

に
（
神
島
先
生
は
「
大
正
の
は
じ

め
十
年
位
に
」
と
い
わ
れ
て
い
る

が
）
形
成
さ
れ
る
八
家
族
主
義
Ｖ

の
内
容
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
人

類
学
者
シ
ュ
ー
教
授
は
、
こ
の
家

族
主
義
の
原
型
を
八
イ
ェ
モ
ト
Ｖ

と
し
て
把
え
、
そ
の
構
成
原
理
を

底
早
可
四
ｓ
と
い
う
こ
と
ば
で
説

明
し
た
。
親
族
の
江
邑
‐
吾
旨
と
契

約
の
８
早
言
四
ｓ
の
二
つ
の
こ
と

ば
を
合
成
し
た
江
『
二
国
ｇ
の
原

理
と
は
、
そ
の
集
団
内
部
は
江
口
‐

筈
巷
の
原
理
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
集
団
に
加
入
す

る
か
ど
う
か
は
８
国
‐
一
》
国
昌
の
原

理
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
宙
．
Ｆ
六
．

西
２
．
ゞ
恵
日
ｏ
８
１
．
二
の
酉
皀

具
』
口
己
四
日
》
ゞ
ゞ
ら
誤
）
。
こ

の
よ
う
な
概
念
は
、
家
族
主
義
的

集
団
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
は
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性 調査数
6カ月
未満

6カ月
以上

1～2年 2～3年 3～5年 5年以上 計

鉄工

印刷工

紡績工

男
男
男
女

9,733

2,725

5,368

19,344

12.9

23.8

29.2

27.3

39.6

18.3

19.7

20.4

6.6

18.8

17.6

18.3

17.8

11.8

12.0

11.9

11.4

11.4

12.7

13.6

11.7

15.9

8．9

8．6

100.0

100.0

1帥.0

100.0



非
常
に
便
利
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
画
．
‐
言
四
ｇ
の

原
理
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
家
族
主
義
的
集
団
は
少
な
く
と
も
江
戸

時
代
に
は
形
成
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
明
治
末
期
以
降
に
形
成
さ

れ
る
家
族
主
義
、
つ
ま
り
日
本
的
労
使
関
係
を
特
徴
づ
け
た
家
族
主

義
の
形
成
に
は
、
そ
の
よ
う
な
原
理
と
は
別
の
原
理
が
加
わ
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
思
う
。
私
は
そ
れ
を
終
身
雇
用
制
を
前
提
と

し
た
年
功
序
列
の
体
系
に
求
め
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
、
こ
の
年
功

序
列
の
体
系
が
八
年
齢
Ｖ
を
基
準
と
し
た
社
会
統
合
の
体
系
で
あ
る

以
上
、
日
本
社
会
の
基
層
文
化
の
一
つ
と
し
て
の
年
齢
階
梯
制
的
な

社
会
構
造
と
の
関
連
、
そ
し
て
そ
れ
が
明
治
国
家
の
下
で
、
あ
る
い

は
企
業
内
部
で
ど
の
よ
う
に
再
編
成
さ
れ
て
き
た
か
が
問
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

急
ぎ
す
ぎ
た
感
が
あ
る
が
、
私
の
コ
メ
ン
ト
は
こ
れ
で
終
る
こ
と

に
し
た
い
。

（
茨
城
キ
リ
ス
ト
教
短
期
大
学
・
法
社
会
学
）
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