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都

市

家

族

の

世

代

間

関

係

谷

鉄

t主

じ

め

現
《
日
本
の
家
族
は
~
総
統
的
な
藍
系
家
族
制
か
ら
法
制
震
に
お
い
て
は
解
放
さ
れ
、

が
挺
進
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
個
人
の

の

の
進
展
と
と
も
に
形
態
的
に
は
核
家
族
化

し
で
も
つ
夫
婦
家
族
舗
は
い
ま
だ
緩
立
し
て
い
な
い
と
い
う

見
方
が
あ
る
。

一
方
ミ
伝
統
的
な
家
規
範
の
強
浮
を
形
態
的
な
直
系
家
族
に
求
め
る
立
場
も
あ
る
。

副
総
家
族
な
い

「
世
間
出
系
家
族
」
な
る
名
辞
は
し
ば
し
ば
複
系
家
族

使
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
夫
婦
家
族
の
斑
念
を
も
ち
な
が
ら
も
、
形
態
的
に
親
夫
婦
と
子

て
い
る
も
の
を
も
、
直
系
家
族
と
み
な
す
誤
解
が
生
じ
て
い
る
。

、
核
家
族
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
す
べ
て
炎
婦
家
族
態
念
を
内
信
し
て
い
る
と
は
間
以
ら
な
い
令
農
村
の
親
元
を
磯
れ
て
都

会
で
生
活
し
て
い
る
若
，
夫
婦
の
中
に
は
、
親
の
老
後
と
家
業
の
継
承
に
対
す
る
強
い
実
佐
感
を
強
い
て
い
る
も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
形
態
と
理
念
の
複
雑
に
絡
み
あ
っ
た
家
族
に
対
し
て
、
家
観
念
の
側
活
か
ら
の
み
記
え
る
の
で
は
な
く
、
新
た
な
側
簡
を
も

匂
み
込
ん
だ
生
き
生
き
と
し
た
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

夫
婦
と
が

北
大
文
学
務
紀
後



都
市
家
族
の
世
代
間
関
係

わ
れ
わ
れ
は
か
つ
て
、
都
市
の
同
居
家
族
を
分
析
す
る
際
に
、
親
夫
婦
と
子
夫
婦
と
の
結
合
と
し
て
把
え
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
こ
と

が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
把
え
方
を
非
同
居
家
族
に
も
拡
張
し
て
用
い
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

夫
婦
家
族
制
の
も
と
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
家
族
に
関
し
て
も
、
近
年
、
三
世
代
家
族
に
代
表
さ
れ
る
多
世
代
家
族
の
関
係
が
関
わ
れ
て

き
て
い
る
。

家
な
い
し
直
系
家
族
制
が
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
今
日
、
家
族
と
親
族
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
、
同
居
家
族
だ
け
で
な
く
、
別
居
家
族
を

も
と
り
込
む
べ
き
で
あ
り
、
夫
と
妻
、
親
と
子
と
の
関
係
を
明
確
に
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
方
に
立
脚
し
て
、
都
市
家
族
の

世
代
間
関
係
の
研
究
を
試
み
た
。
以
下
に
お
い
て
、
方
法
論
と
若
干
の
分
析
結
果
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

三
世
代
家
族
研
究
と
本
研
究
の
方
法

- 2ー

都
市
家
族
の
世
代
間
関
係
を
把
握
す
る
た
め
の
実
証
的
分
析
法
は
ヒ
ル
(
問

2
t
g
同
己
)
ら
の
先
駆
的
業
績
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、

わ
が
国
で
は
日
本
の
家
族
・
親
族
の
現
実
に
即
し
た
独
自
の
方
法
を
生
み
出
し
て
い
る
。
そ
の
独
自
性
は
何
よ
り
も
、
個
人
主
義
と
夫
婦

関
係
に
力
点
を
置
く
が
ゆ
え
に
、
夫
婦
的
核
を
独
立
の
居
住
単
位
と
す
る
も
の
が
支
配
的
な
社
会
で
、
い
わ
ば
修
正
拡
大
家
族
(
目
。
仏
広
広

日
同
町
ロ
門
同
色

F
5
5『
)
な
い
し
親
族
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

(
W
吉
岡
田
自
己
可
ロ

243Hr)
が
形
成
さ
れ
て
い
る
欧
米
の
家
族
・
親
族
と
は
異
な
り
、
親

子
孫
の
累
世
代
同
居
パ
タ
ー
ン
を
ど
の
よ
う
に
組
み
込
ん
だ
研
究
枠
組
を
考
案
す
る
か
に
あ
る
。

比
較
的
同
質
的
単
位
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
て
き
た
農
村
社
会
に
お
い
で
さ
え
、
伝
統
的
な
家
志
向
型
の
家
族
で
も

っ
て
説
明
し
つ
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
個
人
志
向
型
の
家
族
が
出
現
し
て
い
(
け
か
。
都
市
社
会
の
ば
あ
い
、
外
部
的
な
世
帯
構
成
は
も
と

よ
り
、
世
代
関
係
や
価
値
観
な
ど
家
族
・
世
帯
内
部
の
営
み
方
に
お
い
て
多
様
性
を
有
す
る
家
族
過
程
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
と
き
、



従
来
農
村
社
会
分
析
で
用
い
ら
れ
て
き
た
モ
ノ
グ
ラ
フ
や
ケ
l
ス
・
ス
タ
l
デ
イ
の
手
法
に
よ
る
だ
け
で
は
限
界
が
あ
る
。
幸
い
に
し
て
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
活
用
は
近
年
、
大
量
の
デ
ー
タ
を
統
計
的
に
処
理
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
分
析
技
術

の
開
発
が
家
族
研
究
の
発
展
に
少
な
か
ら
ず
貢
献
し
て
い
る
。

日
本
の
都
市
家
族
の
世
代
間
関
係
に
つ
い
て
、
代
表
サ
ン
プ
ル
に
よ
る
一
般
化
な
い
し
仮
説
の
提
示
を
試
み
た
研
究
と
し
て
次
の
も
の

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

三異三
世居 世
代親代
女子 家
性家族
研族研
究研究
(究(
奥(上
山光子
他吉台三-
'-.J '-.J増

田7

= 3ー

四

三
世
代
ラ
イ
フ
コ

l
ス
研
究
ハ
森
岡
・
青
井
〉

有
配
偶
男
女
世
代
間
関
係
研
究
会
一
谷
)

五
こ
れ
ら
の
研
究
は
ま
ず
第
一
に
、
同
一
家
系

(
F
S己
可

-gm)
な
い
し

-
5
2唱
に
よ
る
三
世
代
も
し
く
は
親
夫
婦
と
子
夫
婦
の
関
係
を

と
ら
え
る
視
点
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
広
義
の

「
三
世
代
調
査
デ
ザ
イ
ン
」
と
呼
ん
で
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
調
査
対
象
の

選
定
や
三
世
代
に
関
す
る
情
報
入
手
の
方
法
に
つ
い
て
み
れ
ば
、

ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
し
て
い
る
。

の
両
タ
イ
プ
に
関
心
を
払
っ
て
い
る
。
大
阪
の
三
世
代
家
族
研
究
は
三
世
代
同
居

家
族
の
み
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
研
究
の
主
体
で
あ
る
関
西
家
族
研
究
会
が
ひ
き
続
き
手
、
が
け
た
の
が
、
大
阪
の
異
居
親
子
家

第
二
に
、

い
ず
れ
の
研
究
も
「
同
居
」
と
「
別
居
」

族
研
究
で
あ
り
、
両
者
を
セ

y

ト
と
み
な
す
と
同
居
と
別
居
双
方
を
含
む
こ
と
に
な
る
(
表

1
1

各
研
究
の
方
法
上
に
お
け
る
特
徴
は
研
究
の
目
的
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
焦
点
は
大
ま
か
に
み
て
次
の
よ
う
に
要

北
大
文
学
部
紀
要



都市家族の世代間関係研究の対象と方法表 1

都
市
家
族
の
世
代
間
関
係

丙珂 調査 年法

三世代
-完((1109全747三1年サ世にγ代農プ家村ノレ族) で完全

母と妻
上子・

大阪市 面接 425 
1970 

増(19田76) 
(40%) 

三世代家族調査)

2JIJ居家
-夫子(夫供婦5世5歳帯以 夫と妻

全員既上婚別居 面接
214 1976 

族
大阪市

うち 1人は男子

光吉
・ 2J1J居既婚息子家族 息子(1986) 242 324名 郵送 (84%) 

1977 
(1978年に農村部で親と別居男子の調査)

-三娘(G世115代世帯 姑・嫁嫁 ・孫娘
122組

三世代 東京都
姑65-84歳， G3孫始・ 12組

1982 
-29歳高校生以上)嫁・孫(1娘部 8組

女性 面接 留め置き)

奥山 東京都
-GG単t.身老G老3人人5夫IJ居(婦母既6ま5婚た~娘8は4家歳族) 母

母・娘・
(1984) 面接 孫娘54組 1982 

東京都・ 娘・孫娘 母・娘
東京近郊 面接 14組

-G(1z9 中年世代 夫面接と妻(1部留め置き)||3(3565世%帯T11982 18-1937年生れ)

.G夫妻Gz3のの級子貌貌世世市((代代同同内居居胎 親

70 1983 
三世代

4住552) 
(62%) 

ライフ
16) 

コース
静岡市 子 75 1983 

森岡・ 同居既婚子 21 (69%) 
市内居住別居年長子 47

青井 同居未婚子16歳以上 40
(1987) • G2世代補完調査 163 144 1983 

(88%) 

-ケース調査 40 半構造化面接 |ゐ卜984G2世代

.27-76歳 二段抽出 有配偶男女 |品)11982 567人同居ケースのウェイトづけ 面接

札幌市
• 1次調査対象者の親で 父もしくは母 女男性15

有配偶 性40
札幌在住

計 55
1983 

男女 男性24名，女性63名 面接 (63.2~る)
三谷

卜 一 歳同トス間有配偶男女 J600|l鰯(1988) 877人 齢層のウェイトづけ面接 (68.4%) 

福町26-町居ケーへ中高年有配偶男 女 l588 |1附
900人 齢層のウェイトづけ面接 (65.3%) 

一-4 -ー

方と象主す



約
で
き
よ
う
。

A 

個
人
と
家
族
の
生
活
歴
か
ら
み
た
世
代
的
連
続
と
変
化

あ
と
つ
ぎ
の
規
定
要
因
と
そ
の
変
化

B C 

同
居
家
族
に
お
け
る
共
同
と
分
離

D 

世
代
間
交
流
(
情
緒
・
互
助
を
含
む
)

家
族
・
親
族
に
対
す
る
態
度
(
同
居
志
向
・
別
居
志
向
を
含
む
)

E 
大
阪
三
世
代
家
族
研
究
は
同
居
歴
、
同
居
家
族
に
お
け
る
共
同
と
分
離
、
別
居
子
と
の
交
流
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、

同
居
家
族
が
「
ひ
と
つ
の
家
族
」
と
し
て
の
紐
帯
に
よ
っ
て
結
ぼ
れ
て
い
る
も
の
の
ほ
か
、
親
夫
婦
と
子
夫
婦
と
が
あ
る
程
度
独
立
し
た

分
離
型
も
一
部
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
問
題
関
心
に
立
脚
す
る
か
、
ぎ
り
、
親
夫
婦
・
子
夫
婦
・
未
婚
の
孫
か
ら
な

る
完
全
三
世
代
家
族
(
世
帯
)
を
調
査
対
象
と
し
た
の
は
適
切
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
隣
居
・
近
居
な
ど
準
同
居
の
タ
イ
プ
を

も
対
象
に
加
え
た
な
ら
ば
、
「
修
正
直
系
家
族
」
の
方
向
性
を
よ
り
明
確
に
指
摘
し
え
た
で
あ
ろ
う
。

- 5ー

大
阪
別
居
家
族
研
究
は
「
あ
と
つ
ぎ
」
の
問
題
す
な
わ
ち
親
家
族
と
既
婚
男
子
家
族
と
の
関
係
に
焦
点
を
お
い
て
い
る
。
調
査
対
象
は

夫
婦
二
人
暮
ら
し
、
夫
五
十
五
歳
以
上
、
子
供
全
員
既
婚
別
居
、
子
供
の
う
ち
一
人
は
男
性
と
い
う
属
性
を
も
っ
夫
婦
世
帯
を
選
び
、
こ

れ
ら
に
対
す
る
面
接
調
査
と
別
居
既
婚
男
子
全
員
に
対
す
る
郵
送
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。
調
査
対
象
か
ら
娘
家
族
を
除
外
し
た
の
は

「
あ
と
つ
ぎ
」
決
定
と
「
あ
と
つ
ぎ
」
意
識
を
重
視
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

し
て
、
「
先
祖
祭
杷
」
と
「
長
男
の
同
居
扶
養
責
任
」
が
中
心
を
な
す
と
し
て
い
る
が
、

調
査
結
果
か
ら
み
て
、

あ
と
つ
ぎ
意
識
を
構
成
す
る
も
の
と

男
き
ょ
う
だ
い
の
い
る
女
性
の
ば
あ
い
、

同
居

扶
養
に
関
し
て
、

い
か
な
る
態
度
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
っ
た
問
題
は
研
究
関
心
の
外
に
お
か
れ
て
い
る
。

北
大
文
学
部
紀
要



都
市
家
族
の
世
代
間
関
係

東
京
都
老
人
総
合
研
究
所
社
会
学
部
の
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
東
京
都
三
世
代
女
性
研
究
は
三
世
代
の
同
居
タ
イ
プ
と
別
居
タ
イ
プ
双
方
を

サ
ン
プ
ル
と
し
て
、
同
居
家
族
の
構
造
、
世
代
間
交
流
、
家
族
・
親
族
に
対
す
る
態
度
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
対
象
者
の
抽
出
に
当
っ

て
は
、
嫁
お
よ
び
十
五
歳
か
ら
二
九
歳
ま
で
の
未
婚
の
孫
(
高
校
生
以
上
)
と
同
居
し
て
い
る
六
五
歳

t
八
四
歳
の
姑
の
い
る
世
帯
を
同

居
サ
ン
プ
ル
と
し
て
選
び
、
別
居
サ
ン
プ
ル
に
つ
い
て
は
娘
と
別
居
し
て
い
る
六
五
歳

t
八
四
歳
の
単
身
世
帯
も
し
く
は
有
配
偶
女
性
の

夫
婦
世
帯
を
ま
ず
抽
出
し
、
娘
と
の
距
離
が
、
一
日
で
往
き
来
が
可
能
な
範
囲
内
に
居
住
し
て
い
る
も
の
で
、
か
つ
高
校
生
以
上
で
三
十

歳
未
満
の
孫
娘
を
も
つ
も
の
を
郵
送
調
査
で
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
し
た
の
ち
、
母
、
娘
、
孫
娘
を
対
象
と
し
て
面
接
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。

同
居
サ
ン
プ
ル
を
姑
l
嫁
l
孫
娘
の
ロ
ロ

g唱
に
、
別
居
サ
ン
プ
ル
を
母
|
娘
i
孫
娘
の

-
2
2唱
に
限
定
し
た
た
め
に
、
姑
ー
嫁
|
孫

娘
の
別
居
サ
ン
プ
ル
と
の
比
較
分
析
が
除
外
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
若
年
世
代
の
年
齢
幅
が
広
く
、
か
っ
未
婚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分

析
結
果
を
解
釈
す
る
う
え
で
問
題
点
と
し
て
残
る
。

- 6 

F
L
C
(司
由
自
己
司
自
門
山
口
同
仰
の

0
5目
白
)
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
静
岡
の
三
世
代
ラ
イ
フ
コ
l
ス
研
究
は
個
人
と
家
族
の
生
活
歴

か
ら
み
た
世
代
的
連
続
と
変
化
の
問
題
を
中
心
と
し
つ
つ
、
世
代
間
交
流
お
よ
び
家
族
・
親
族
に
対
す
る
態
度
に
も
関
心
を
払
っ
て
い
る
。

世
代
セ
ッ
ト

(-zgmm
に
も
と
づ
く
)
に
よ
る
方
法
を
採
用
し
て
い
る
点
で
は
東
京
三
世
代
女
性
研
究
と
類
似
し
て
い
る
が
、
中
年
世
代

を
入
口
と
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
再
調
査
、
半
構
造
化
面
接
に
よ
る
ケ
l
ス
・
ス
タ
l
デ
イ
に
よ
る
補
完
調
査
を
中
年
世
代
に
つ
い
て

実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
中
年
世
代
を
中
心
と
し
た
研
究
と
い
っ
て
よ
い
。

日
米
比
較
の
目
的
か
ら
調
査
項
目
の
共
通
性
な
ど
に
配
慮

し
つ
つ
、
質
問
文
の
工
夫
、
同
居
ケ

1
ス
と
別
居
ケ

1
ス
の
選
択
、
夫
婦
単
位
の
情
報
の
調
査
な
ど
独
自
の
方
法
を
採
用
し
て
い
る
。
親

世
代
と
子
世
代
に
つ
い
て
は
二
年
目
に
調
査
し
て
い
る
。

そ
の
際
、
親
世
代
に
つ
い
て
は
、
夫
の
親
だ
け
で
な
く
、
妻
の
親
を
含
め
て
い

る
も
の
の
、
妻
の
親
は
同
居
ケ
l
ス
だ
け
を
対
象
と
し
て
選
定
し
て
い
る
。

ま
た
、
子
世
代
に
つ
い
て
は
同
居
既
婚
子
の
ほ
か
、
市
内
居



住
別
居
年
長
子
お
よ
び
同
居
未
婚
子
を
も
対
象
に
加
え
て
い
る
。
異
質
な
属
性
を
も
つ
も
の
を
対
象
に
含
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
幅
広
い

層
へ
の
一
般
化
に
寄
与
す
る
け
れ
ど
も
限
ら
れ
た
有
効
回
答
者
数
の
範
囲
内
で
分
析
を
す
す
め
る
の
に
は
多
少
無
理
が
伴
う
で
あ
ろ
う
。

方
法
に
お
い
て
は
幾
つ
か
の
点
で
異
な
っ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
が
札
幌
・
仙
台
・
福
岡
で
実
施
し
た
調
査
の
目
的
は
、
右
に
挙
げ
た
研
究
と
共
通
し
て
い
る
点
が
少
な
く
な
い
け
れ
ど
も
、

ま
ず
第
一
に
、

F
5図
的
問
に
よ
る
親
・
子
・
孫
の
一
一
一
世
代
を
対
象
と
せ
ず
に
、
二
十

代
後
半
か
ら
七
十
代
前
半
ま
で
の
有
配
偶
男
女
を
選
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
対
象
者
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
親
と
配
偶
者
の
親
と
の
関
係
、

同
居
既
婚
子
・
別
居
既
婚
子
と
の
関
係
を
詳
細
に
質
問
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
世
代
関
係
の
把
握
に
つ
と
め
た
。

世
代
は
多
義
的
な
概
念
で
あ
る
。
カ
l
ツ
ア

1
3
2
E
H・
同
町
立
N
m
H
)
は
世
代
に
つ
い
て
次
の
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
区
別
し
て
い
る
。

親
族
出
自
原
理
(
官
即
日
王
冊
。
片
山
内
山
口
日

r
f
P
E
g同

)

コ
I
ホ

l
ト
(
口

o
r
。H

門
)
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生
活
周
期
段
階
(
庄
町
田
仲
間
宮
)

四

歴
史
的
時
代

(FE2-sr混同
日
0
仏
)

こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
が
用
い
て
き
た
世
代
間
関
係
お
よ
び
世
代
セ
ッ
ト
に
お
け
る

「
世
代
」

は
第
一
の
意
味
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
た

と
え
ば
、
「
老
年
世
代
」

で
あ
る
が
ゆ
え
に
か
く
か
く
の
意
見
や
経
験
を
も
っ
と
い
っ
た
ば
あ
い
、
「
老
年
で
あ
る
」
と
い
う
周
期
段
階
に

よ
る
も
の
な
の
か
子
を
も
っ
親
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
も
の
か
、
出
生
年
が
い
つ
か
と
い
う
コ
l
ホ

I
ト
に
よ
る
も
の
か
、

"
』
レ
十
t
n
n
-

中
j

t

d

ナ
J

代
の
意
味
を
帯
び
て
い
る
が
、
親
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
世
代
効
果
、

ま
同
時
代
に
生
き
て
い
る
も
の
が
意
見
・
経
験
を
共
有
し
て
い
る
も
の
か
と
い
っ
た
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
も
世

コ
l
ホ

l
ト
効
果
、
年
齢
・
周
期
段
階
効
果
、
時
代
効
果
が

区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
調
査
対
象
の
年
齢
幅
を
ひ
ろ
く
と
り
、
対
象
者
そ
れ
ぞ
れ
の
親
と
の
関
係
、
既
婚
子
と
の
関
係
を
把
え
る
こ

北
大
文
学
部
紀
要



都
市
家
族
の
世
代
間
関
係

と
に
よ
っ
て
、
世
代
間
関
係
の
コ

I
ホ

l
ト
別
の
相
違
に
関
し
て
連
続
す
る
コ

I
ホ
l
ト
群
と
区
別
し
、
併
せ
て
世
代
効
果
の
意
味
内
容

を
よ
り
明
確
に
し
よ
う
と
い
う
ね
ら
い
が
わ
れ
わ
れ
の
三
都
市
調
査
に
は
あ
る
。

第
二
に
、
札
幌
の
サ
ン
プ
ル
に
つ
い
て
は
、
二
年
目
に
五
五
ケ

l
ス
で
は
あ
る
が
、
親
調
査
を
実
施
し
た
。

一
方
、
仙
台
・
福
岡
と
い

う
地
方
中
核
都
市
に
お
い
て
、
札
幌
の
一
次
調
査
と
同
一
の
方
法
に
よ
っ
て
、
調
査
を
実
施
し
た
の
は
都
市
比
較
と
都
市
家
族
の
全
体
像

に
接
近
す
る
目
的
に
よ
る
。

第
三
に
、
同
居
ケ

l
ス
と
別
居
ケ

l
ス
の
比
較
お
よ
び
年
齢
別
比
較
を
考
慮
し
て
、

サ
ン
プ
リ
ン
グ
に
当
っ
て
は
、
同
居
ケ

l
ス
の
抽

出
確
率
が
非
同
居
ケ

l
ス
の
二
倍
に
な
る
よ
う
に
し
た
ほ
か
、
中
高
年
齢
者
の
ウ
エ
イ
ト
を
高
く
す
る
よ
う
に
し
た
。
有
効
回
答
は
札
幌

一
四
一
一
一
(
六

0
・
五
%
)
、

仙
台
六

O
O
(六
八
・
四
%
)
、

福
岡
五
八
八
(
六
五
・
三
%
)
計
一
五

(
六
五
・
三
%
)
、
う
ち
同
居
ケ

l
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ス
は
三
九
四
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
現
実
の
同
居
率
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、

サ
ン
プ
リ
ン
グ
の
段
階
で
、
同
居
ケ

l
ス
と
推

定
さ
れ
た
も
の
が
、
現
実
に
は
別
居
ケ

l
ス
で
あ
っ
た
り
、

ま
た
そ
の
逆
の
ば
あ
い
も
面
接
調
査
の
段
階
で
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
も
あ

る
。
さ
ら
に
、
同
居
か
別
居
か
判
定
し
が
た
い
ケ

l
ス
も
存
在
し
た
。

し
か
し
、
同
居
と
別
居
の
中
間
型
を
あ
え
て
設
定
す
る
こ
と
な
く
、

同
居
・
別
居
の
い
ず
れ
か
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
操
作
的
に
類
別
し
た
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
居
ケ

I
ス
で
分
離
型
に
近
い
も
の
、
隣
居

と
も
い
う
べ
き
別
居
ケ

1
ス
で
同
居
型
に
近
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。



同
居
志
向
と
同
居
満
足
度

1 

同
居
志
向
の
規
定
要
因

こ
こ
で
い
う
同
居
志
向
・
別
居
志
向
は
タ
テ
マ
エ
な
い
し
一
般
論
と
し
て
の
意
見
・
態
度
で
は
な
く
、
対
象
者
個
人
の
老
後
生
活
に
つ

い
て
た
ず
ね
た
質
問
に
対
す
る
回
答
で
あ
る
。
具
体
的
に
は

お
よ
び

「
年
を
と
っ
て
、

ど
ち
ら
か
一
方
が
亡
く
な
っ
た
り
、
寝
た
き
り
に
な
っ
た
ら

「
な
る
べ
く
早
く
か
ら
子
ど
も
と
同
居
し
て
、
老
後
の
面
倒
を
み
て
も
ら
う
」

子
ど
も
と
同
居
し
て
面
倒
を
み
て
も
ら
う
」
を
P

同
居
志
向
d

と
し
、
「
老
人
ホ
l
ム
に

行
く
」
ま
た
は

「
自
分
た
ち
だ
け
で
生
活
す
る
」
を
グ
別
居
志
向
d

の
カ
テ
ゴ
l
に
含

め
た
と
こ
ろ
全
体
と
し
て
別
居
志
向
が
同
居
志
向
を
上
回
る
も
の
の
、
三
都
市
の
聞
で

差
が
み
ら
れ
る
。
仙
台
は
四
九
・
一
%
が
同
居
志
向
で
あ
る
の
に
対
し
、
福
岡
は
三
二
・

五
%
に
す
ぎ
な
い
。
札
幌
は
そ
の
中
間
の
四
四
・
六
%
で
あ
る
。

出
生
年
を
明
治
・
大
正
生
ま
れ
、
昭
和
一
ケ
タ
生
ま
れ
、
昭
和
十
年
代
生
ま
れ
、
戦
後
生

ま
れ
の
四
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
て
み
て
も
、
仙
台
の
同
居
志
向
率
は
高
い
。
(
表
2
)
。

こ
の
よ
う
な
地
域
差
は
個
人
の
家
族
意
識
や
同
居
経
験
、
社
会
経
済
的
属
性
な
ど
に
よ

つ
て
は
説
明
で
き
な
い
都
市
固
有
の
特
性
に
由
来
す
る
よ
う
で
あ
る
。

た
だ
し
、
同
居

志
向
は
家
族
意
識
に
よ
っ
て
強
く
規
定
さ
れ
る
。

た
と
え
ば

「
長
男
が
親
と
同
居
し
て

北
大
文
学
部
紀
要

出生コーホート別都市別同居・別居志向表2

1955 1935 
-44 

1926 
-34 1925 

山
山{
 

33.5 
66.5 
( 86) 

37.2 
62.8 
(210) 

25.9 
74.1 
(213) 

31.8 
68.2 
(509) 

46.3 
53.7 
( 84) 

49.6 
50.4 
(130) 

24.5 
75.5 
(121) 

39.7 
60.3 
(335) 

37.2 
62.8 
( 79) 

52.6 
47.4 
(118) 

39.7 
60.3 
(112) 

44.0 
56.0 
(310) 

66.2 
33.8 
( 56) 

64.8 
35.2 
( 80) 

50.1 
49.9 
( 76) 

59.9 
40.1 
(212) 

同居志向
別居志向

(N) 

同居志向
別居志向

(N) 

幌

台

干し

同居志向
別居志向

(N) 

同居志向
別居志向

(N) 

岡

言十

福
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都
市
家
族
の
世
代
間
関
係

扶
養
す
べ
き
」
と
い
う
考
え
に
賛
成
の
人
ほ
ど
同
居
志
向
が
強
い
。

一
方
、
家
族
意
識
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
ば
あ
い
で
も
、
夫
の
学
歴

や
住
宅
の
種
類
、
階
層
帰
属
意
識
は
同
居
志
向
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。

向
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
直
接
の
効
果
は
な
い
。

し
か
し
、
.
同
居
経
験
や
職
業
は
家
族
意
識
を
媒
介
し
て
同
居
志

2 

同
居
満
足
と
住
居
の
分
離

「
同
居
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
全
体
と
し
て
、
ど
の
程
度
満
足
し
て
い
ま
す
か
」

の
質
問
に
対
し
、
「
非
常
に
満
足
」

か
ら
「
非
常
に
不
満

足
」
ま
で
五
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
て
選
択
肢
を
用
意
し
た
と
こ
ろ
、

全
体
と
し
て
満
足
度
は
極
め
て
高
い
。

「
非
常
に
満
足
」
と
回

答
し
た
も
の
の
比
率
で
み
る
と
、
ま
ず
第
一
に
、
子
と
同
居
し
て
い
る
も
の
五
八
・
六
%
に
対
し
、
親
と
同
居
し
て
い
る
も
の
で
は
三
六
・

一
%
と
差
が
あ
る
。

回
答
者
の
性
別
に
よ
っ
て
み
る
と
、
親
と
同
居
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
の
同
居
満
足
度
は
女
性
の
方
が
低
い
。
夫
方
向

-10-

居
(
息
子
方
向
居
)
、
妻
方
向
居
(
娘
方
同
居
)
別
に
は
、
妻
方
同
居
の
方
が
満
足
度
高
く
、
娘
と
の
同
居
が
も
っ
と
も
高
い
満
足
度
を
示

し
て
い
る
。

第
二
に
、
対
象
者
夫
婦
の
部
屋
と
親
も
し
く
は
既
婚
子
夫
婦
の
部
屋
と
が
「
同
じ
棟
の
同
じ
階
に
あ
る
も
の
」
を
グ
共
同
ρ

と
し
、
「
別

の
階
に
分
か
れ
て
い
る
」
、
「
母
屋
と
は
な
れ
に
分
れ
て
い
る
」
、
「
同
一
の
建
物
に
は
な
い
、
別
棟
」
な
ど
を
P

分
離
d

と
す
る
と
、
住
居
分

離
度
は
子
と
の
同
居
で
は
「
共
同
」
コ
二
・
一
%
、
「
分
離
」
六
人
・
九
%
に
対
し
、
親
と
の
同
居
で
は
「
共
同
」
四
六
・
O
%
、
「
分
離
」
五
回
・

O
弘
円
で
あ
り
、
親
と
の
同
居
か
ら
子
と
の
同
居
に
移
行
す
る
に
つ
れ
て
、
住
居
の
分
離
化
が
促
進
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
高
い
満
足
に
寄
与
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
が
、
親
と
の
同
居
で
は

と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
な
居
住
の
分
離
と
同
居
満
足
度
と
は
い
か
な
る
関
連
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
子
と
の
同
居
に
関
し
て
は
「
分
離
」

「
共
同
」
と
「
分
離
」
と
で
は
有
意
な
差
が
な
い
t

(

表
3
)
。
ま
た
、



住居の共同・分離別に

みた閑居満足 (70) 
表3

分離

64.8 
( 46) 

36.3 
(157) 親との同居

49.4 49.5 
( 77) (111) 

28.1 41.0 
(89(117) 

性
別
に
み
る
と
、
男
性
が

「
分
離
」
と

「
共
同
」
と
で
差
が
な
い
の
に
対
し
、
女
性
に
お
い
て

共同

46.9 
( 32) 

35.8 
(134) 

男

は

「
分
離
」
が
満
足
度
に
影
響
し
て
い
る
。

子との同居

同
居
満
足
が
手
段
的

(
E
2
2
5
2
g日
)
役
割
を
主
に
担
当
す
る
男
性
に
高
く
、
表
出
的

(RS

官
gm-4白
)
役
割
を
主
に
担
っ
て
い
る
女
性
に
低
い
事
実
は
、
同
居
そ
の
も
の
お
よ
び
住
居
の
共

同
・
分
離
が
女
性
の
領
域
に
よ
り
深
く
関
係
し
て
い
る
だ
け
に
女
性
の
方
が
よ
り
き
び
し
い
反

女

応
を
示
し
て
い
る
も
の
と
理
解
で
き
る
。

ま
た
、
親
と
の
同
居
の
低
い
同
居
満
足
は
同
居
規
範

お
よ
び
夫
の
親
と
の
義
理
関
係
に
伴
う
緊
張
関
係
が
作
用
し
て
い
る
の
に
対
し
、
子
と
の
同
居

の
よ
り
高
い
満
足
は
同
居
の
主
体
的
・
選
択
的
態
度
が
反
映
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

し
た
が
っ
て
、
子
と
の
同
居
へ
の
移
行
に
伴
い
、
分
離
化
が
す
す
め
ら
れ
る
ば
あ
い
、
母
親
に
と
っ
て
娘
と
の
同
居
が
満
足
す
べ
き
も

の
と
し
て
選
択
さ
れ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
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四

別
居
既
婚
子
と
の
交
流
|
|
こ
ー
ズ
説
の
検
討

仮
説
と
、

わ
が
国
の
親
族
接
触
の
特
質
に
か
か
わ
る
議
論
と
し
て
、

一
つ
に
は
欧
米
と
比
較
し
て
、
既
婚
子
と
親
と
の
接
触
頻
度
が
低
い
と
い
う

一
方
、
同
居
子
の
有
無
が
わ
が
国
の
親
族
接
触
の
態
様
に
関
係
が
あ
る
と
い
う
仮
説
と
が
あ
る
。
第
一
の
命
題
に
関
し
て
、
こ

れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
別
居
子
に
限
定
し
た
ば
あ
い
で
も
、
接
触
頻
度
に
差
が
な
い
と
い

う
デ
ー
タ
か
ら
、
同
居
子
を
考
慮
す
る
と
む
し
ろ
高
く
な
る
と
す
る
解
釈
に
い
た
る
ま
で
、
デ
ー
タ
の
見
方
は
分
か
れ
て
い
る
。

第
二
の
問
題
は
わ
が
国
で
は
同
居
子
と
の
濃
密
な
接
触
が
存
在
す
る
一
方
、
別
居
子
と
の
接
触
頻
度
は
低
く
、
そ
の
結
果
、
全
体
と
し

北
大
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て
欧
米
に
比
較
し
て
既
婚
子
と
の
接
触
頻
度
は
相
対
的
に
低
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
問
題
は
相
互
に
関
連

一
応
別
個
に
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
の
問
題
は
国
際
比
較
の
方
法
上
の
問
題
に
か
か
わ
る
の
で
、
当
面
、
木

稿
の
主
題
か
ら
除
外
し
、
第
二
の
問
題
に
限
定
し
て
考
察
し
よ
う
。
こ
れ
に
か
か
わ
る
命
題
は
い
わ
ゆ
る

別
居
子
と
の
疎
遠
な
交
渉
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

し
て
は
い
る
、
も
の
の
、

「
同
居
子
と
の
濃
密
な
接
触
・

大
橋
と
清
水
は
右
の
二
つ
の
命
題
を
検
討
し
て
、
四
つ
の
議
論
を
整
理
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
中
に
伝
統
的
親
族
関
係
残
浮
論
と
機
能
的

ニ
1
ド
論
が
あ
る
。
大
橋
ら
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
解
釈
に
つ
い
て
近
住
親
族
の
低
頻
度
接
触
を
説
明
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
が
、

と
く
に
注
目
す
べ
き
は
機
能
的
ニ

l
ド
論
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
同
居
に
よ
っ
て
互
助
、

サ

l
ヴ
ィ
ス
、
社
交
と
い
っ
た
ニ

I
ズ
が
満
た

さ
れ
る
と
非
同
居
子
と
の
高
頻
度
の
接
触
を
必
要
と
し
な
い
と
要
約
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、

ド
論
を
一
一

l
ズ
説
と
呼
ぶ
)
に
お
い
て
は
、
主
に
親
の
側
に
お
け
る
欲
求
は
同
居
子
と
の
聞
で
充
足
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
非
同
居
子
と
は

ニ
I
ズ

1
接
触
頻
度
が
低
い
と
説
明
さ
れ
る
。

一
l
ズ
説
(
以
下
に
お
い
て
機
能
的
ニ
l

- 12ー

ニ
ー
ズ
説
、
す
な
わ
ち
同
居
子
が
あ
る
場
合
、
経
済
的
、
身
体
的
と
り
わ
け
情
緒
的
安
定
欲
求
は
同
居
子
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
る
の
で

非
同
居
子
と
の
接
触
頻
度
は
低
く
な
る
と
い
う
説
に
従
え
ば
、
同
居
子
と
非
同
居
子
双
方
を
含
む
も
の
よ
り
も
、
非
同
居
子
の
み
の
方
が

非
同
居
子
と
の
接
触
頻
度
が
大
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
あ
る
親
と
そ
の
非
同
居
子
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
差
し
当
っ
て
、
同
居
子
を
合
む
も
の

(

A

)

よ
り
も
非
同
居
子
の
み

の
も
の

(

B

)

と
の
相
互
作
用
が
大
き
い
ば
あ
い
、

ニ
ー
ズ
説
に
合
致
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
に
し
よ
う
ハ
該
当
ケ

l
ス
数
は
札
幌
A

四
三
、

B
八
六
、
仙
台
A
九

て

B
二

四

て

福

岡
A
三
五
、

B
二
七
四
で
あ
る
)
。

ニ
ー
ズ
説
が
妥
当
す
る
と
思
わ
れ
る
項
目
は
札
幌
で
は
二
七
項
目
の
う
ち
五
項
目
、
福
岡
で
は
二
五
項
目
の
う
ち
六
項
目
に
す
ぎ
ず
、



表4 二つのグノレープの非同居子との相互作用頻度の比較

北 A 〈札幌B〉 A 〈仙台B〉 A 〈福岡B〉
大 項 目 方向 同居非 同 同 居非 同同 居非 同
文
学

子 を 居子 子 を居子子を居子

部
もつの み もつの み もつの み

自己 訪問行動 日頃の訪問 本人→子 27.8 32.6 34.8 31.3 30.0 28.1 
要

配偶者→子 38.9 34.2 33.0 30.5 35.5 30.6 
子→本人 46.5 48.1 51.6 55.6 45.5 52.4 

盆の訪問 子→本人 75.8 76.1 92.2 ~:.~ { 
正月の訪問 子→本人 77.8 75.7 88.9 83.9 {88.6 90.4} 

病気見舞 子→本人 87.0 79.7 89.8 85.3 86.4 86.9 

通信行動 電話 本人→子 60.0 71.5料 70.0 66.8 53.1 70.3* 

配偶者→子 78.9 65.4 63.7 56.5 59.4 70.1 

子→本人 67.0 78.7* 83.1 76.6 66.7 80.7ホ

余暇行動 余暇 本人=子 51.5 49.4 61.1 59.8 38.2 58.3* 

贈答行動 中元・歳暮 子→本人 72.7 67.8 97.8 77.3 88.6 87.1 

本人→子 37.4 43.2 90.0 62.7 40.0 45.1 

定期的贈与 子→本人 70.2 68.0' 92.2 79.7 67.6 85.6** 

本人→子 68.7 73.2 91.1 85.7 76.5 91.9ネド

不定期的贈与子→本人 45.5 54.9* 64.4 49.4 50.0 53.1 

本人→子 30.6 48.6*水 70.0 61.0 52.9 64.6* 

援助行動

(経済援助) 結婚費用援助本人〉子 64.3 71.伊 86.7 83.7 88.2 81.0 

耐久消費財 本人→子 9.5 12.9 16.1 21.9 19.4 20.5 

土地・住宅 本人→子 27.5 28.8 58.1 32.4 57.7 32.2 

生活費 本人→子 7.1 7.5 9.0 12.6 5.9 6.5 

子→本人 2.0 1.7 5.7 4.2 0.0 7.0 

(サーヴィス) 出産手伝い 本人→子 60.9 59.6 90.1 64.9 56.7 75.9* 

育児・留守番本人→子 44.1 40.1 59.8 51.7 43.8 55.7 

病気看護 本人→子 55.0 44.9 68.7 61.4 72.0 66.2 

子→本人 30.9 30.1 47.5 34.4 30.4 25.9 

除雪手伝い 子→本人 4.7 9.4 

(相談) 老後生活相談子→本人 23.5 16.7 36.7 19.5 15.6 20.5 

*<.1 **<.01 

(注 1) ここで寸土，エーズ説に鑑み非同居子のみのグノレープが同居子をもっグ

ノレープを上回っているものだけについて，比率の差の検定をおこなっ

ている。

(注 2) r日頃の訪問」と「電話」は月一回以上あるものの比率。「余暇」は
年一回以上あるもの。「君主・正月訪問，病気見舞」は〔ほとんどいつ

もくる〕に〔ときどきくる〕を加えたもの。贈答行動および援助行

動は〔よくある〕に〔ときどきある〕を加えたもの。ただし，援助行

動には過去の経験も含んでいる。

(注 3) 福岡で， { }内の数値は「盈訪問」と「正月訪問」を一緒に扱った

もの。

(注 4) r除雪手伝い」は札幌のみの項目。
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し
か
も
仙
台
で
は
ゼ
ロ
で
あ
る
(
表

4
1

札
幌
も
し
く
は
福
岡
に
お
い
て
ニ

1
ズ
説
が
妥
当
し
て
い
る
の
は
、
電
話
・
余
暇
行
動
・
定
期
的
贈
与
・
不
定
期
的
贈
与
・
結
婚
費
用

援
助
・
出
産
手
伝
い
の
ほ
か
、
距
離
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
札
幌
で
は
本
人
か
ら
子
へ
、
福
岡
で
は
子
か
ら
本
人
の
日
頃
の
訪
問
(
都
市

圏
内
で

B
が
A
を
上
回
る
)
が
加
わ
る
が
、
方
向
を
含
め
て
両
市
に
共
通
す
る
項
目
は
電
話
だ
け
で
あ
る
。
札
幌
の
ケ
l
ス
に
つ
い
て
は
、

回
答
者
の
性
・
配
偶
関
係
・
年
齢
・
既
婚
子
の
性
な
ど
の
要
因
を
考
慮
し
た
が
全
体
の
傾
向
と
大
差
は
な
ほ
。

極
め
て
限
ら
れ
た
範
囲
内
で
は
あ
る
が
、
同
居
子
の
有
無
が
非
同
居
子
と
の
接
触
頻
度
に
関
連
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
同
居
子
と
の

経
済
的
、
身
体
的
、
情
緒
的
欲
求
が
満
た
さ
れ
た
結
果
と
し
て
、
同
居
子
を
含
む
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
非
同
居
子
と
の
接
触
頻
度
は
低
く

な
る
と
い
う
ニ

l
ズ
説
で
も
っ
て
、
あ
る
程
度
説
明
で
き
よ
う
。

ま
た
、
同
居
子
が
い
る
か
ら
往
き
来
・
通
信
な
ど
し
な
く
て
よ
い
、
同
居
子
が
い
な
い
か
ら
誰
か
が
し
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
っ
た

- 14ー

一
種
の
行
動
規
範
の
存
在
も
考
え
ら
れ
、
こ
れ
は
ニ
l
ズ
説
を
一
一
層
強
化
す
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、

ニ
ー
ズ
説
以
外
の
説
明
を
可
能
に
す
る
側
面
も
あ
る
。
同
居
子
が
い
る
か
ら
、
同
居
子
へ
の
気
兼
ね
・
配
慮
か
ら
往
き
来
・

通
信
を
差
し
控
え
る
。

ま
た
、
同
居
子
と
の
接
触
頻
度
に
比
べ
て
非
同
居
子
と
の
接
触
頻
度
が
少
な
い
(
不
足
)
と
い
っ
た
親
の
感
情
・

態
度
リ
ス
ポ
ン
ス
の
う
え
で
の
少
な
い
頻
度
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
非
同
居
子
の
み
の
グ
ル
ー
プ
に
焦
点
を
お

く
と
、
同
居
子
が
い
な
い
か
ら
気
兼
ね
な
く
、
自
由
に
で
き
る
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
仙
台
で
は
ニ
l
ズ
説
が
妥
当
す
る
項
目
が
な
い
だ
け
で
な
く
、

一1
ズ
説
と
は
逆
の
行
動
が
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
、
ど
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

仙
台
の
特
徴
と
し
て
ま
ず
第
一
に
、
札
幌
・
福
岡
に
比
べ
て
余
暇
行
動
・
贈
答
行
動
に
お
け
る
接
触
頻
度
の
高
い
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。



し
か
も
、
訪
問
行
動
に
つ
い
て
み
て
も
、
「
別
居
子
と
の
疎
遠
な
交
渉
」
が
み
ら
れ
る
と
は
い
え
な
い
。
第
二
に
、

同
居
子
を
も
っ
グ
ル
ー
プ
(

A

)

の
接
触
頻
度
が
非
同
居
子
の
み
の
グ
ル
ー
プ
(

B

)

の
そ
れ
を
上
回
っ
て
い
る
項
目
は
、
札
幌
お
よ
び

一
i
ズ
説
と
は
逆
に
、

福
岡
で
は
い
ず
れ
も
一
項
目
に
し
か
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
、
仙
台
で
は
九
項
目
に
も
の
ぼ
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
子
か
ら
親
(
本
人
)

へ
向
っ
て
い
る
の
は
盆
訪
問
、
中
元
・
歳
暮
、
定
期
的
贈
与
、

不
定
期
贈
与
、
病
気
看
護
お
よ
び
老
後
生
活
相
談
で
あ
り
、
親
か
ら
子
に

対
す
る
も
の
と
し
て
中
元
・
歳
暮
、
土
地
・
住
宅
購
入
時
の
経
済
援
助
お
よ
び
出
産
手
伝
い
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
実
に
つ
い
て
、
「
配
慮
」
、
「
慣
習
」
、
「
親
族
紐
帯
」
な
ど
が
作
用
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
、
子
か
ら
親
へ

の
行
動
に
つ
い
て
は
、
「
同
居
子
(
き
ょ
う
だ
い
)
に
対
す
る
配
慮
」

か
ら
非
同
居
子
が
殺
に
対
し
て
、
盆
訪
問
、
中
元
・
歳
暮
の
贈
答
、

定
期
的
贈
与
な
ど
を
行
う
ほ
か
、
親
、
が
病
気
の
際
に
は
で
き
る
だ
け
看
護
の
手
伝
い
を
す
る
。
そ
れ
は
ま
た
伝
統
的
に

「
そ
う
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
」
行
動
規
範
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
い
る
と
こ
と
に
よ
る
と
い
う
側
面
も
あ
ろ
う
。

一
方
、
親
か
ら
非
同
居
子
へ
の
中

- 15ー

元
・
歳
暮
の
贈
答
、
土
地
・
住
宅
購
入
時
の
経
済
援
助
お
よ
び
出
産
手
伝
い
に
つ
い
て
も
、
伝
統
的
行
動
規
範
に
も
と
手
つ
い
て
い
る
と
み

ら
れ
る
ほ
か
、
平
素
同
居
子
に
対
し
て
援
助
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
盆
暮
や
孫
の
出
産
時
な
ど
に
は
非
同
居
子
に
対
し
て
、

ょ
う
と
す
る
配
慮
の
現
わ
れ
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
援
助
を
通
じ
て
、
親
の
権
威
を
表
現
し
て
い
る
と
み
な
す
な
ら

一
層
援
助
し

ば
、
そ
こ
に
、
同
居
子
と
非
同
居
子
を
含
む
親
族
の
強
い
紐
帯
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
団
体
的
家
族
(
口

0
4
2丘町

F
B己
可
)
の
実
在
を
示
唆
し
て
い
る
。

全
体
的
に
み
て
、
同
居
子
の
有
無
が
非
同
居
子
と
の
接
触
・
互
助
に
及
ぼ
す
影
響
の
範
囲
は
一
一
層
縮
小
す
る
傾
向
に
あ
る
。

わ
ず
か
に

電
話
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
領
域
に
ニ
I
ズ
説
が
妥
当
し
て
い
る
の
は
、
同
居
子
が
い
る
ば
あ
い
、
同
居
子
と
の
接
触
に
よ
っ

て
、
と
く
に
情
緒
的
欲
求
が
満
た
さ
れ
て
い
る
の
で
、
非
同
居
子
と
の
接
触
頻
度
が
比
較
的
少
い
か
ら
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
非
同

北
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居
子
と
の
よ
り
高
い
接
触
頻
度
は
、
電
話
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
は
親
子
が
互
い
に
近
く
に
居
住
し
て
い
る
ば
あ
い
に
は
面

識
的

(
F
B
E
Z
E
F口
刊
)
関
係
に
よ
る
接
触
を
一
一
層
強
め
る
役
割
を
果
し
て
い
る
一
方
、

遠
く
離
れ
て
い
る
ば
あ
い
に
は
、

そ
の
手
段
は
直

接
的
接
触
を
補
う
た
め
の
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

五

世
代
間
結
合
関
係
に
お
け
る
非
対
称
性

親
族
関
係
に
お
け
る
非
対
称
性
(
白
品
目
自
己
弓
)
と
は
、

夫
方
親
族
と
妻
方
親
族
と
の
聞
に
お
い
て
交
際
の
仕
方
が

い
ず
れ
か
の
側
に
強
調
、
偏
り
が
み
ら
れ
る
現
象
を
い
う
。
こ
う
し
た
非
対
称
性
の
研
究
は
、
欧
米
で
は
修

夫
婦
に
関
し
て
、

対
等
(
等
量
)
で
は
な
く
、

正
拡
大
家
族
や
親
族
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
研
究
に
お
け
る
主
要
な
研
究
の
テ

1
マ
の
一
つ
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
多
く
に
お
い
て
、
妻
方
親
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日
頃
の
訪
問
等
に
お
け
る
妾
方
親
族
の
優
位
お
よ
び
経
済
的
援
助
に
お
け
る
夫
方
優
位
に
示
唆
さ
れ
る
よ
う
な
夫
方
・

妻
方
の
役
割
・
交
際
分
化
が
み
ら
れ
る
。

族
の
近
接
居
住
、

わ
が
国
の
ば
あ
い
、
夫
方
同
居
優
位
の
家
族
構
造
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
妻
方
親
族
・
夫
方
親
族
と
の
交
際
の
仕
方
に
も

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

親
族
関
係
の
非
対
称
性
に
関
し
、
こ
れ
ま
で
提
起
さ
れ
て
い
る
解
釈
は
、

お
よ
そ
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

近

住

説

11 

愛
着
依
存
説

1V 111 

性
別
役
割
説

葛
藤
回
避
説



V 

家

規

範

説

一
九
八
二
年
に
札
幌
で
実
施
し
た
調
査
デ
ー
タ
に
も
と

ε
つ
い
て
、
右
の
諸
仮
説
を
検
討
し
た
結
果
は
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
伝
統
的
規
範
の
弱
ま
り
と
と
も
に
、
長
男
優
位
は
減
少
し
、
近
住
、
愛
着
、
性
別
役
割
、
葛
藤
回
避
の
複
合
的
産
物
と
し

て
娘
と
の
日
常
的
な
サ
ー
ビ
ス
交
換
、
が
強
ま
っ
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
距
離
に
よ
る
制
約
を
受
け
に
く
い
経
済

援
助
を
は
じ
め
、
盆
・
正
月
の
よ
う
な
特
定
時
の
訪
問
、
中
元
・
歳
暮
の
よ
う
な
贈
答
行
為
な
ど
、

フ
ォ
ー
マ
ル
な
関
係
に
関
し
て
は
、

そ
れ
ほ
ど
疎
遠
と
は
い
え
な
い
水
準
に
お
い
て
、
対
称
的
な
世
代
間
関
係
が
維
持
さ
れ
て
い
る
。

福
岡
三
市
の
デ
ー
タ
も
基
本
的
に
は
右
の
傾
向
に
合
致
し
て
い
る
(
表
5
1

次
の
点
を
補
強
で
き
る
。

札
幌
、
仙
台
、

各
行
動
領
域
と
方
向
性
に
着
目
す
る
と

時
援
助
の
二
項
目
だ
け
で
あ
る
の
に
対
し
、
妻
方
優
位
の
も
の
は
日
頃
の
訪
問
、
電
話
、
中
元
・
歳
暮
、
定
期
的
贈
与
、

不
定
期

- 17ー

親
世
代
か
ら
本
人
世
代
に
対
す
る
行
動
|
|
』
夫
方
優
位
の
項
目
は
経
済
援
助
の
中
の
耐
久
消
費
財
購
入
時
援
助
と
土
地
住
宅
購
入

的
贈
与
、
結
婚
費
用
援
助
、
出
産
手
伝
い
、
育
児
・
留
守
番
の
世
話
、
病
気
看
護
の
九
項
目
に
の
ぼ
る
。

本
人
世
代
か
ら
親
世
代
に
対
す
る
行
動
|
|
|
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
生
活
費
援
助
の
夫
方
優
位
を
除
い
て
、
他
の
項
目
は
夫
方
・

妻
方
の
聞
の
差
は
な
い
。

た
だ
し
、
都
市
別
に
み
る
と
、
福
岡
で
は
定
期
的
贈
与
お
よ
び
相
続
の
相
談
で
夫
方
優
位
が
み
ら
れ
る
。

盆
訪
問
に
関
し
て
は
、
福
岡
と
札
幌
で
は
夫
方
優
位
で
あ
る
の
に
対
し
、
仙
台
で
は
妻
方
優
位
で
あ
る
た
め
に
夫
方
優
位
が
消
え

て
い
る
。

本
人
世
代
か
ら
既
婚
子
世
代
に
対
す
る
行
動
|
|
息
子
方
優
位
の
項
目
は
耐
久
消
費
財
購
入
時
援
助
、
土
地
住
宅
購
入
時
援
助
お

よ
び
生
活
費
援
助
で
あ
っ
て
、

い
ず
れ
も
経
済
的
援
助
の
領
域
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
娘
方
優
位
の
項
目
は
日
頃
の
訪
問
、
電

北
大
文
学
部
紀
要



都
市
家
族
の
世
代
間
関
係

夫(息子)方と妻(娘)方とにおける相互作用頻度(頻度の高い者の%)

札幌市 仙台市 福岡市 計

項目 方向 夫息方妻(娘方)夫息方 (妻娘方) 夫方 (妻娘方) 夫方妻(方
( 子)(~)( 子)(~ß!) (息子) (ils!) (息子) 娘)

日頃の訪問親→本人 17.5 22.8 12.6<18.3 14.7 15.9 14.4く18.2

A 本人→親 38.7>32.6 31.4<42.6 36.7 <31.7 35.1 36.2 
本人→子 28.4<39.6 26.4<37.2 29.9 31.9 28.3<35.8 

訪 子 →本人 39.7 47.6 51.0 57.9 50.9 >58.547.9く55.8
間盆 の訪 問本 人→ 親 81.4>75.0 82.1<86.7 90.2 >85.1 85.2 83.6 

子 →本人 73.5 76.8 81.8く87.8 91.4 91.6 83・8 86.9 
行正月の訪問本人→親 77.6 72.5 73.3<81.5 90.2 > 85.1 80.8 80.4 

子 →本人 73.1 73.5 83.7 86.9 91.4 91.6 84.0 85.7 
動病気見舞の本人→親 55.3 59.4 87.1>91.1 90.6 >86.5 80.9 82.6 

訪問 子 →本人 63.8く85.5 82.1>91.3 87.7 88.4 79.2<88.3 

員 電 話親→本人 49.6 60.2 50.9<67.8 57.2 <69.3 52.9く66.6

信行
本人→親 55.4 50.6 56.2 58.0 56.4 57.9 55.6 56.3 
本人→子 72.4 73.2 58.0く67.5 70.0 71.3 66.4 < 70.2 

動 子 →本人 79.4 79.8 69.5<84.6 75.4 <84.4 74.3く83.6

表 5

14.3 

D 

12.7 
61.6 

12.4 
58.9 
35.4<45.5 
72.0 74.2 
48.6<59・4
80.1 83.6 
69.5<73.8 
72・1 69.9 
83.7 86.6 
78.9 82.4 
46.0<54.1 
43.3 42.9 
57.2 .61.7 
52.0 54.2 
58.9<63.2 
79.3 81.0 
8.2> 6.2 

26.7>16.6 
25.1>20.4 
47.4>33.6 
10.8 10.8 
23.8>11.8 
15.3>10.6 
8.3> 3.3 
53.5く77.7
63.0<84.0 
39.4く44.3
53.7<64.0 
42.9<50.0 
59.5 57.0 
64.3 68.9 
34.5 37.9 

27.4 <39.4 
82.6 83.5 
41.4 <50.0 
87.2 88.5 
73.8 77.2 
76.0 >71.4 
89.1 88.1 
82.2 86.6 
53.5 >59.0 
45.3 42.3 
64.3 60.7 
55.0 50.0 
61.3 63.8 
83.6 82.0 
8.5 6.8 

24.2 18.3 
27.6 >21.0 
45.0 >28.6 
9.8 10.5 

22.9 >11.8 
8.0 9.2 
9.9 6.0 

53.8く81.2
64.2く87.1
39.2く49.5
52.3 <66.1 
41.9 <51.2 
53.7 51.5 
71.6 69.6 
27.4 31.3 

10.5 
60.0 

11.2 
58.1 

12.2 

50.3<58.7 
75.8 78.3 
66.7 73.4 
79.8 85.4 
71.6<78.3 
71.9 73.8 
83.9<91.7 
83.2 85.1 
47.4<58.0 
42.9 46.0 
59.9<67.6 
50.4 56.5 
62.5<69.5 
83.1<88.5 
8.9> 6.4 

31.3>20.6 
25.8 23.4 
50.0>38.9 
13.6 12.8 
23.4>10.6 
24.5>13.6 
9.6> 2.1 

55.4<80.0 
66.7<87.8 
41.7 44.6 
58.4<67.2 
44.7<52.9 
66.2 63.9 
46.7<76.0 
41.7 48.3 

44.7 
57.1 

5
1
6
7
8
7
9
9
6
4
0
8戸
b
9

4
a
n
U
4
仏

2
広

仏

仏

A
U
1
6
一a
Z

3
5
5
7
6
6
7
7
4
4
5
5
一4
6

25.9 25.6 
25.9>20.9 
14.1 12.6 

25.0 
19.7 18.7 
15.2 >12.4 

26.1 25.4 25.2 
32.6>23.6 
13.7 13.6 

(注) 比率の差の検定で，>とくは p<.10を示す。

「日頃の訪問」と「電話jにおける本人夫婦からの行動は，対象者本人

の行動と配偶者の行動とを一緒にLたものである。
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親 →本人I35.8 
本人→子 I 49.3 
親→本人129.2
本人→親 157.6 
本人→子 140.9 
子 →本人174.6
親 →本人159.0
本人→親 I 61.1 
本人→子 174.3 
子 →本人I64.1 
親→本人132.2
本人→親 I 39.6 
本人→子 148.5 
子 →本人150.8
親 →本人163.9
本人→子 168.6 
親 →本人I7.4 5.3 
本人→子 120.9> 7.7 
親 →本人I19.3 14.8 
木人→子 I 47.1>32.3 
親 →本人I 7.2 7.7 
本人→親 I 20.8>11.3 
本人→子 I 10.3 7.5 
子 →本人I1.4 1.2 
親 →木人I46.1<66.9 
木人→子 I 51.7<73.6 
親 →本人I29.3 31.3 
本人→子 140.7<56.3 
親 →本人I36.4<44.8 
人本→親 1 51.9 52.0 
本人→子 148.0 55.6 
子 →本人I25.0 32.8 
本人→親 118.2 14.0 
子 →本人I7.9 3.8 
本人→親 I26.4 26.5 
子 →本人I21.4 20.5 
本人→親 I 13.1 9.3 

中元・歳暮

結婚費用

経l耐久消費
済|財購入

EI的1土地・住
l宅の購入

捌 生 活 費

:tJ:1助

贈1定期的贈与

不定 期 的
贈 与

答

干T

動

出産手伝

留

護
看

児
香
気

い
育
守
病

サ

l
ヴ

助

行

雪

活
談
談

生
日
相

後
中
続

老
の
相

相
談

除
ス

動



話
、
中
元
・
歳
暮
の
贈
答
、
出
産
手
伝
い
、
育
児
・
留
守
番
な
ど
中
元
・
歳
暮
を
除
け
ば
主
に
日
常
的
接
触
に
か
か
わ
る
領
域
、

女
性
の
役
割
に
属
す
る
と
さ
れ
て
き
た
領
域
で
あ
る
。

四

既
婚
子
世
代
か
ら
本
人
世
代
に
対
す
る
行
動
|
|
息
子
方
優
位
の
項
目
は
生
活
費
援
助
お
よ
び
老
後
生
活
の
相
談
の
二
項
目
で
あ

る
。
娘
方
優
位
の
項
目
は
日
頃
の
訪
問
、
病
気
見
舞
お
よ
び
電
話
の
三
項
目
で
あ
る
。

親
世
代
か
ら
本
人
世
代
へ
、
本
人
世
代
か
ら
既
婚
子
世
代
へ
の
行
動
に
比
べ
て
、
本
人
世
代
か
ら
親
世
代
へ
、
既
婚
子
世
代
か
ら
本
人

世
代
へ
の
非
対
称
的
関
係
項
目
が
少
な
い
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
、
下
の
世
代
か
ら
上
の
世
代
に
対
す
る
関
係
項
目
数
よ
り
も
、
上
の
世
代

か
ら
下
の
世
代
に
対
す
る
項
目
数
が
多
い
こ
と
に
よ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
援
助
行
動
と
訪
問
行
動
と
を
対
比
す
れ
ば
理
解
で
き

る
。
そ
の
ほ
か
、
下
の
世
代
か
ら
上
の
世
代
に
対
す
る
行
動
に
お
い
て
は
非
対
称
的
関
係
が
薄
れ
、

よ
り
対
等
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も

し
か
し
、
対
称
的
関
係
の
増
大
は
交
際
量
の
減
少
を
意
味
し
て
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
、
交
際
頻
度
が
高
ま
っ
て
い
る

- 19ー

よ
る
で
あ
ろ
う
。

項
目
す
ら
存
在
し
て
い
る
。

J... 

ノ¥

む

す

び

同
居
満
足
に
お
け
る
性
差
お
よ
び
親
と
の
同
居
と
子
と
の
同
居
の
差
が
存
在
す
る
こ
と
、
同
居
子
の
有
無
が
非
同
居
子
と
の
接
触
・
互

助
に
及
ば
す
影
響
の
範
囲
は
縮
小
の
傾
向
に
あ
る
こ
と
、
長
男
優
位
の
減
少
と
娘
と
の
日
常
的
サ
ー
ビ
ス
交
換
の
増
大
方
向
に
あ
る
こ
と

な
ど
か
ら
、
伝
統
的
直
系
家
族
の
崩
壊
過
程
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
居
傾
向
の
推
移
、
非
同
居
子
と
の
交
流
、
親
族
と
の
双
系

的
交
際
関
係
な
ど
の
現
実
は
夫
婦
家
族
制
の
も
と
に
お
け
る
生
殖
家
族

(
F
E
q・
ぇ
官
S
E
E
-
g
)
と
定
位
家
族
企
き
己
可
O

問。ュ
g
g
t

片
山

O
ロ
)
の
結
合
の
方
向
性
を
も
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
る
。

わ
れ
わ
れ
が
試
み
た
研
究
の
方
法
は
典
型
的
な
三
世
代
家
族
研
究
法
に
よ
る

北
大
文
学
部
紀
要



都
市
家
族
の
世
代
間
関
係

よ
り
も
、

サ
ン
プ
ル
数
を
で
き
る
だ
け
多
く
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

も
の
で
は
な
い
が
、
祖
父
母
・
父
母
・
既
婚
子
の
三
世
代
を
調
査
対
象
と
す
る
方
法
に
よ
っ
て
は
得
ら
れ
な
い
利
点
を
有
し
て
い
る
。
何

コ
l
ホ

I
ト
効
果
、
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
効
果
、
世
代
効
果
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
の
分
析
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、

り
、
反
覆
調
査
に
よ
っ
て
検
証
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

一
回
限
り
の
横
断
的
調
査
で
結
論
を
ひ
き
出
す
こ
と
に
は
限
界
が
あ

反
覆
調
査
に
よ
っ
て
さ
ら
に
確
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
研
究
方
法
の
有
効
性
を
あ
る
程
度
示
し

え
た
と
思
わ
れ
る
。

(
註
)

(
1
〉
三
谷
鉄
夫
「
現
代
都
市
家
族
に
お
け
る
二
世
代
夫
婦
同
居
の
問
題
」

『
社
会
学
評
論
』
六
五
、
一
九
六
六
年
、
八
六

l
一
O
O頁。

(
2
〉
ヒ
ル
は
当
初
、
家
族
発
達
研
究
法
と
し
て
、
付
縦
断
的
方
法
と
口
縦

断
的
方
法
に
代
替
す
る
も
の
と
わ
け
、
∞
を
さ
ら
に
、

1
横
断
的
デ
ー

タ
か
ら
合
成
さ
れ
る
発
達
類
型
、

2
記
録
・
口
述
に
よ
る
歴
史
的
回

想
法
、

3
短
期
的
縦
断
研
究
法
、

4
統
制
っ
き
短
期
的
縦
断
パ
ネ
ル

法、

5
回
想
法
と
パ
ネ
ル
法
を
併
用
し
た
世
代
間
パ
ネ
ル
法
の
五
つ
を

挙
げ
て
い
る
。
出
回
目
「
剛
山
o
z
r
g
J
ζ
2
v
o
号円。
m
H
E
-
H回
目

5
1ロ

司
由
自
己
可

U
O〈
o
-
G
H
V
B
O
E
m
g
g
H口
r・3
H吐
き
吉
町
、

~
V
E
R
a
ぐ
c--
印

W

Z
0・
r
g詮
w

民
自
I
N
S・

ヒ
ル
の
三
世
代
家
族
研
究
の
具
体
例
と
し
て
は
、
出
山
口
w

附向。ロ

r
o
P

2
0戸
田

C口明，
C
2
0
w
同

O出
口
〉

E
C
E
9
問
。
ゲ

OH同

(
U
R
r
cロ
担
ロ
仏
問
。
ゲ

OH円

ζ
宮
内
守
口
同
日
子
、
口
言
及
、

bqdnhohvESH句
怠

同

J
F
1
2
C
2
2
6
H
N
g
h
h

k
H
p
z芝居
&
E
N
h
w
官舎
A
H，
(
u
p
s
-
N
h
N
U
S凡な

NvbHH内
2
h
ミ

NUNQ、Hミ
苫
句
白
書
叫

hhbNq言
語
S
F
の
白

HHHr同
日
仏
問
。
沼
田
町
即
日

ωロ
r
g
-

}
何
回
目

P
E
S
-
お
よ
び
ル

I
ベ
ン
・
ヒ
ル
(
目
星
川
依
子
訳
)
「
三
世
代
比

絞
に
よ
る
家
族
及
び
徴
視
的
社
会
変
動
論
」
『
家
族
研
究
年
報
』
七
、

一
九
八
一
、
一
ー
ー
一
五
頁
が
あ
る
。

(

3

)

長
谷
川
昭
彦
『
農
村
の
家
族
と
地
域
社
会
ー
ー
ー
そ
の
論
理
と
課
題
』

御
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
六
年
、
一
四
一
一
一
|
一
五
二
頁
。

(

4

)

上
子
武
次
・
増
田
光
士
口
一
編
『
三
世
代
家
族

l
世
代
間
関
係
の
実
証
的

研
究
|
』
垣
内
出
版
、
一
九
七
六
年
。

(

5

)

光
士
ロ
利
之
「
異
居
親
子
家
族
に
お
け
る
『
家
』
の
変
容
」
『
社
会
学
雑

誌
』
一
二
、
一
九
八
六
年
、
一
一
一
六

l
五
五
頁
。

(

6

)

奥
山
正
司
「
三
世
代
女
性
研
究
の
目
的
と
方
法
」
『
ラ
イ
フ
・
ス
パ

ン
』
四
、
寿
命
学
研
究
会
、
一
九
八
四
年
、
三

l
七
頁
。

(

7

)

森
岡
清
美
・
青
井
和
夫
編
『
現
代
日
本
人
の
ラ
イ
フ
コ

l
ス
』
日
本

学
術
振
興
会
、
一
九
八
七
年
。
方
法
に
関
し
て
は
、
石
原
邦
雄
「
研

- 20ー



究
の
目
的
と
方
法
」
同
書
、
一
五

l
五
八
頁
、
お
よ
び
石
原
邦
雄
「
家

族
経
歴
と
家
族
三
世
代
研
究
」
、
同
書
、
三
六
二
三
七
二
頁
。

(
8
〉
盛
山
和
夫
「
調
査
の
概
要
」
三
谷
鉄
夫
編
『
都
市
家
族
の
世
代
間
関

係
の
研
究
|
|
一
九
八
二

i
八
三
年
札
幌
調
査
』
、
社
会
学
研
究
報
告

一
四
(
北
大
文
学
部
社
会
行
動
学
研
究
室
)
、
一
九
八
五
年
、
一
|
五

頁
。
お
よ
び
三
谷
鉄
夫
「
本
研
究
の
目
的
と
方
法
」
『
都
市
家
族
の
世

代
間
関
係
に
関
す
る
研
究
』
昭
和
六
十
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
研

究
成
果
報
告
書
(
代
表
三
谷
鉄
夫
)
、
一
九
八
八
年
、
一
!
一
九
頁
。

(
9
〉
同
2
R
O♂
ロ
ヨ
ム
仏
戸
、
氏
。
。
口
四
円
三
回
Oロ
山

田

国

ω
o
n
z
g
m山
口
同
日

同

ω】

q
c
r
F
5・3
・
入
山
昌
司
鴨
志
向
河
内
誌
に
同
窓
。
¥
句
。
円
芯
な
内
ハ
可
申
・
H
由
∞

ω
w
H
N印
ihH由・

(

m

)

岩
本
健
良
「
同
居
志
向
の
規
定
要
因
」
『
都
市
家
族
の
世
代
間
関
係

に
関
す
る
研
究
』
昭
和
六
十
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報

告
書
(
代
表
三
谷
鉄
夫
て
一
九
八
八
年
、
二
四
|
三
二
頁
。

(
孔
〉
た
と
え
ば
老
川
寛
「
他
出
別
居
子
と
の
関
係
」
上
子
武
次
・
増
田
光

士
同
編
『
三
世
代
家
族
』
、
一
九
七
六
年
、
二
三
五

l
二
六
四
頁
。
大
橋
薫
・

清
水
新
二
「
親
族
接
触
に
関
す
る
国
際
比
較
論
の
問
題
点
と
そ
の
再
検

討
」
『
明
治
学
院
論
議
』
ニ

O
六
、
一
九
七
三
年
、
一
|
四

O
頁。

〈
ロ
)
湯
沢
薙
彦
『
図
説
家
族
問
題
』
日
本
放
送
協
会
、
一
九
七
三
年
、
一

五
八
頁
。
那
須
宗
一
「
老
人
問
題
」
青
山
道
夫
他
編
『
家
族
問
題
と
社

会
保
障
』
弘
文
堂
、
一
九
七
四
年
、
一
八
六
頁
。

ハ
ロ
)
大
橋
薫
・
清
水
新
一
一
、
前
掲
論
文
、
一
九
七
三
年
、
七
頁
。

(

M

)

札
幌
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
三
谷
鉄
夫
「
わ
が
国
に
お
け
る
世
代
間

北
大
文
学
部
紀
要

関
係
の
特
質
|
|
ニ
!
ズ
説
の
検
討
」
コ
一
谷
鉄
夫
編
、
前
掲
室
問
、
一
九

八
五
年
、
一
一
六
|
三
五
頁
。

(
日
)
コ
一
谷
鉄
夫
「
家
族
問
結
合
関
係
に
お
け
る
非
対
称
性
に
つ
い
て
」
『
北

海
道
大
学
文
学
部
紀
要
』
三

O
、
一
九
七
二
年
、
=
一
l
l
コ一

O
頁。

(
国
)
一
二
谷
鉄
夫
・
盛
山
和
夫
・
加
藤
喜
久
子
・
鈴
木
透
「
世
代
間
関
係
に

お
け
る
非
対
称
性
の
問
題
」
三
谷
鉄
夫
編
、
前
掲
書
、
一
九
八
五
年
、

六
l
二
五
頁
。
お
よ
び
三
谷
鉄
夫
・
盛
山
和
夫
「
都
市
家
族
の
世
代
間

関
係
に
お
け
る
非
対
称
性
の
問
題
」
『
社
会
学
評
論
』
一
四
=
一
、
一
九

八
五
年
、
三
三
五
|
一
二
四
九
頁
。

付
記
本
研
究
は
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、

札
幌
調
査
で
は
北
海
道
大
学
文
学
部
、
藤
女
子
大
学
、
藤
女
子
短
期

大
学
学
生
、
仙
台
調
査
で
は
東
北
大
学
学
生
、
福
岡
調
査
で
は
九
州

大
学
文
学
部
、
福
岡
大
学
お
よ
び
西
南
学
院
大
学
学
生
が
調
査
員
と

し
て
参
加
し
た
。
調
査
上
の
便
宜
を
与
え
て
下
さ
っ
た
藤
女
子
大
学

後
藤
平
吉
教
授
、
東
北
大
学
西
国
春
彦
教
授
(
現
奈
良
大
学
)
、
海

野
道
郎
助
教
授
、
九
州
大
学
鈴
木
広
教
授
、
福
岡
大
学
小
林
淳
一
教

授
、
西
南
学
院
大
学
佐
々
木
武
夫
教
授
に
対
し
、
心
か
ら
お
礼
を
申

し
上
げ
た
い
。
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