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ク
ド
造
り
民
家
と
お
堀
の
風
景
は
い
ま

佐

賀

県

官

言

語

町

一

ぺ

限

集

落

佐
賀
県
中
央
部
、
有
明
海
に
面
し
た
穀
倉
白
石
平

野
の
一
角
に
杵
島
郡
江
北
町
は
位
置
す
る
。

白
石
平
野
の
茅
葺
き
民
家
の
特
徴
に

L
型
の
カ
ギ

型
造
り
、
コ
の
{
子
型
の
ク
ド
造
り
、
口
の
字
型
の
ジ
ヨ

ウ
コ
造
り
が
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
、
ク
ド
造
り
と
は

写
真
H

畑

亮
/
畑
拓

上 ケド造り民家が並ぶ風景。

民家の右手が表、左手が裏手
下右 30年前の民家の裏手。
堀が通っていて、各家ごと洗

い場に行ける階段がついてい
た下左 30年ぶりの再来を歓

迎してくれたご夫婦
右頁上 クド造り民家の並ぶ
風景。いずれも裏側から見る

右頁下 この土地特有のクド

造り民家が全て城郭風の民家
に変わっていた

2
棟
の
小
さ
な
棟
を
平
行
に
並
べ
、
も
う
ひ
と
つ
の

榛
で
コ
の
字
型
に
つ
な
い
だ
住
宅
で
あ
る
。

…

初
年
前
の
こ
の
八
町
集
落
は
、
ク
ド
造
り
の
民
家

…

が
連
な
っ
て
お
り
、
そ
の
裏
手
に
沿
っ
て
堀
が
続
い

日

て
い
た
。
こ
の
堀
は
各
家
々
の
横
や
後
ろ
を
通
っ
て

江
北
町
の
す
み
ず
み
に
設
け
ら
れ
、
か
つ
て
は
洗
い
日

場
と
し
て
、
ま
た
今
で
も
田
畑
の
濯
潟
水
と
し
て
使
・

わ
れ
て
い
る
。

日

現
在
の
集
落
は
、
家
の
数
や
並
び
な
ど
は
変
わ

っ

…

て
い
な
い
も
の
の
、
叩
年
程
前
の
道
路
の
区
画
整
理

の
際
に
、
ク
ド
造
り
民
家
は
全
て
五
屋
根
の
入
母
屋

新
築
住
宅
に
変
わ
っ
て
い
た
。
こ
の
城
郭
風
の
入
母

屋
2
階
建
て
民
家
は
田
舎
で
本
当
に
よ
く
見
る
よ
う
日

に
な
っ
た
。
本
来
民
家
は
そ
の
土
地
土
地
の
風
土
に
…

合
わ
せ
、
形
態
や
素
材
の
異
な
っ
た
特
徴
を
も
つ
も
い

の
で
あ
っ
た
は
ず
が
、
何
故
か
今
や
こ
の
城
郭
風
瓦

民
家
は
北
か
ら
南
ま
で
田
舎
の
民
家
と
し
て
定
番
に

な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
。
し
か
し
そ
の
存
在
感
は
い
・

ま
も
な
お
無
視
出
来
な
い
ほ
ど
、
強
い
主
張
を

5

・

も
っ
て
私
た
ち
に
訴
え
か
け
て
く
る
。

…

今
回
取
材
に
訪
れ
た
の
は

2
0
0
9
年
の

4
月
、
-

集
落
周
辺
の
畑
は
一
面
青
々
と
し
た
麦
穂
で
覆
わ
れ

て
い
た
。
取
材
で
お
邪
魔
し
た

一
軒
で
、
初
年
前
の

集
落
写
真
に
、
そ
の
お
宅
の
奥
さ
ん
の
実
家
が
偶
然
・

に
も
写
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
し
て
さ
ら
い

に
、
「
そ
う
言
え
ば
初
年
前
に
実
家
を
撮
影
に
来
た
人
…

が
い
た
」
と
い
う
話
を
覚
え
て
い
て
く
れ
た
の
だ
っ
.

た
。
ご
夫
婦
は
、
写
真
の
風
景
を
み
て
大
変
懐
か
し

ん
で
、
当
時
の
こ
と
を
活
き
活
き
と
話
を
し
て
く
れ
た
。

集
落
と
し
て
の
初
年
は
、
こ
の
地
域
特
有
の
ク
ド
日

造
り
の
民
家
を
一
掃
し
て
し
ま
う
の
に
十
分
な
時
間
…

だ
っ
た
。
し
か
し
集
落
の
人
に
と
っ
て
の
初
年
聞
は
日

忘
れ
て
し
ま
う
に
は
少
し
短
く
、
時
々
思
い
出
す
く

ら
い
そ
ば
に
あ
る
記
憶
と
し
て
、
人
か
ら
人
へ
伝
え

て
い
く
ぎ
り
ぎ
り
の
時
間
で
は
な
い
か
と
改
め
て
感

・

じ
た
の
だ

っ
た
。

(文
H
立
花
千
夏
)
・

すまいろん 2011年冬号



近
居

• 
隣
居
の
選
択
的
実
現
の
可
能
性

「
ト
イ
レ
の
神
様
」
に
み
る
適
度
な
距
離
感

2
0
1
0
年
の
後
半
に
「
ト
イ
レ
の
神
様
」
と
い
う
歌
が
流
行
っ
た
。
こ
の
曲
は
、
作

者
の
植
村
花
菜
の
実
体
験
に
も
と
づ
い
て
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
。
彼
女
は
小
学
校
三
年
生

の
こ
ろ
か
ら
、
な
ぜ
だ
か
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と

一
緒
に
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
。
お
ば
あ
ち

ゃ
ん
は
ト
イ
レ
掃
除
が
苦
手
な
彼
女
に
、
「
ト
イ
レ
に
は
き
れ
い
な
女
神
様
が
住
ん
で
い

て
、
ト
イ
レ
掃
除
を
頑
張
る
と
ベ
ツ
ピ
ン
さ
ん
に
な
れ
る
ん
だ
L

と
い
う
こ
と
を
教
え
て

く
れ
た
。
し
か
し
そ
の
後
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
は
行
き
違
い
が
多
く
な
り
、
彼
女
が
家
を
出

て
、
つ
い
に
疎
遠
に
な
っ
た
ま
ま
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
亡
く
な
っ
た
。
そ
し
て
今
、
ト
イ
レ

の
神
様
の
話
を
思
い
出
し
な
が
ら
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
を
追
慕
し
て
い
る
と
い
う
歌
だ
。

こ
の
歌
が
人
々
に
感
動
を
与
え
て
い
る
理
由
は
、
直
接
的
で
生
々
し
い
親
子
の
関
係
で

は
な
い
、
孫
と
子
と
い
う
間
接
的
で
お
互
い
に
間
合
い
を
は
か
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
関
係

が
淡
々
と
描
か
れ
る
中
で
、
祖
母
と
の
、
楽
し
く
も
切
な
い
思
い
出
に
、
思
い
つ
き
り
ひ

た
る
こ
と
を
我
々
が
受
け
入
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
も
し
親
子
の
関
係
で
あ

れ
ば
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
亡
く
な
る
前
後
の
入
院
や
、
お
葬
式
、
相
続
な
ど
な
ど
の
、
い

ろ
ん
な
煩
わ
し
い
ご
た
ご
た
が
先
に
立
っ
て
、
純
粋
に
思
い
出
に
浸
る
こ
と
な
ん
て
難
し

い
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
、
祖
母
と
孫
の
適
度
な

「距
離
感
」
を
醸
し
出
し
て
い
る
理
由
と
し
て
、
実

は
、
「
隣
居
」
と
い
う
実
態
が
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
隣
居

と
は
親
族
関
係
を
有
す
る
者
同
士
が
隣
り
合
う
住
戸

(
住
居
)
に
住
む
こ
と
を
、
こ
こ
で

は
意
味
し
て
い
る
。
歌
詞
に
は
「
実
家
の
隣
だ
っ
た
け
ど
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
暮
ら
し
て
た
」

と
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
な
、
ぜ
だ
か
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
暮
ら
し
て
た
」
と
い
う
、
よ
く
考
え

れ
ば
あ
い
ま
い
な
設
定
は
、
「
隣
居
」
と
い
う
居
住
環
境
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
成
り
立
っ

て
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
も
し
同
居
で
あ
っ
た
ら
、
「
な
ぜ
だ
か
L

も
へ
っ
た
く
れ
も

な
く
、
「
嫁
姑
関
係
」
の
よ
う
な
ダ
イ
レ
ク
ト
な
関
係
が
ど
う
し
て
も
日
に
付
き
、
他
の

ナ
イ
ー
ブ
な
家
族
関
係
を
引
き
ず
っ
て
し
ま
う
こ
と
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
「
隣
居
し
は
そ

の
点
、
幾
分
気
が
楽
だ
。
文
字
通
り
「
間
合
い
」
が
は
か
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
気
が
向
け

ば
、
こ
ち
ら
か
ら
出
向
き
、
好
き
な
時
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ト
イ
レ
の
神
様
に
は
、
祖
母
と
娘
と
い
っ
た
世
代
的
な
距
離
感
な
ら
ず
、
居
住
空
間
と

し
て
の
物
理
的
な
距
離
感
、
そ
し
て
そ
れ
に
も
と
づ
く
精
神
的
な
距
離
感
が
、
巧
み
に
歌

い
こ
ま
れ
て
い
る
た
め
に
、
聞
い
て
い
る
側
に
素
直
に
、
思
い
出
に
浸
る
こ
と
を
許
し
て

い
る
の
だ
と
言
っ
て
い
い
と
思
う
。

近
居
・
隣
居
の
選
択
的
実
現
の
可
能
性

私
は
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
で
、
幾
例
も
、
こ
の
よ
う
な
近
居
・
隣
居
の
事
例
を
見
聞
き
し

て
き
た
し
、
自
身
も
嫁
の
父
母
と
の
近
居
を
実
践
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
を
、
研
究
事

例
と
し
て
第
三
者
に
報
告
す
る
と
、
決
ま
っ
て

「あ
あ
、
そ
ん
な
こ
と
あ
る
よ
ね
。
で
も
、

そ
ん
な
こ
と
計
画
論
に
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
る
の
?
」
と
い
っ
た
、
す
げ
な
い
反
応
が
多
い
。

(
と
く
に
初
期
の
子
育
て
の
段
階
で
)
、

寺己つム」、

い
ろ
ん
な
人
が
、
人
生
の
あ
る
段
階
で



親
と
近
居
で
き
れ
ば
と
考
え
た
に
違
い
な
い
し
、
逆
に
、
初
老
の
親
に
と
っ
て
は
孫
が
近

く
に
い
た
ら
と
思
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
ん
な
あ
て
ず
っ
ぽ
う
な
思
い
込
み
か
ら
、
住
宅

計
画
の
ひ
と
つ
の
目
標
価
値
と
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
な
ど
と
同
様
に
、
近
厨
・
隣

居
の
選
択
的
実
現
の
可
能
性
を
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
の
が
本
企

画
の
隠
れ
た
テ
l
マ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
あ
く
ま
で
も
「
選
択
的
実
現
の
可
能
性
」
で
あ

る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

従
来
の
住
宅
政
策
で
は
、
人
聞
を
「
住
宅
に
住
む
」
生
き
物
と
仮
定
し
、
住
む
こ
と
の

対
象
物
で
あ
る
「
住
宅
」
の
方
に
焦
点
を
当
て
て
、
研
究
蓄
積
が
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
の

こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
住
宅
政
策
の
在
り
方
が
、
「
家
族
は
住
宅
に
住
む
」
こ
と
を

暗
黙
の
前
提
と
し
て
展
開
し
て
き
た
か
ら
で
あ
り
、
「

1
世
帯
l
住
戸
」
の
確
保
や
、
「
-

世
幣

0
0
2
m」
の
確
保
な
ど
と
い
っ
た
具
体
の
政
策
も
、
「
住
宅
に
住
む
」
と
い
う
現
象

の
改
善
を
、
政
策
目
標
と
し
た
結
果
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

確
か
に
人
間
は
「
住
宅
に
住
む
」
の
で
は
あ
る
が
、
人
間
の
生
活
は
そ
れ
ば
か
り
で
は

充
足
さ
れ
な
い
。
人
間
が
「
地
域
に
住
む
」
と
い
う
現
象
も
、
実
は
決
し
て
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
事
実
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
加
世
紀
中
を
か
け
て
「
住
宅
に
住
む
」
こ
と
は
平

面
計
画
や
近
年
の
重
装
備
化
さ
れ
た
諸
設
備
に
よ
っ
て
、
確
か
に
大
き
く
改
善
さ
れ
た
が
、

「
地
域
に
住
む
」
こ
と
は
対
象
化
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の
ま
ま
ほ
っ
て
お
か
れ
た
と

い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
本
企
画
の
「
近
居
・
隣
居
」
は
、
別
の
言
葉
で
い
え
ば
、
人
聞
が
「
地

域
に
住
む
」
こ
と
を
意
識
化
し
、
研
究
対
象
化
し
、
政
策
化
し
、
空
開
化
す
る
こ
と
を
目

指
す
と
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
展
開
が
可
能
と
な
る
か
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

実
は
こ
う
し
た
考
え
は
、
金
貞
均
氏
の
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
居
住
」
や
、
上
和
田
茂
氏
の

「
準
近
居
」
「
サ
ポ
ー
ト
居
住
」
と
い
う
、
膨
大
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
!
ク
を
も
と
に
つ
む
、
ぎ

あ
げ
ら
れ
た
概
念
に
よ
っ
て
す
で
に
語
ら
れ
て
き
た
も
の
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
、

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
両
氏
が
こ
れ
ま
で
取
り
組
ま
れ
て
こ
ら
れ
た

「近
居
的
な

る
居
住
現
象
」
の
位
界
を
多
様
に
展
開
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
焦
点
を
置
い
た
。

一
方
で
、
各
論
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
報
告
・
論
考
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
近
厨

-
隣
居
の
も
つ
可
能
性
を
ひ
ろ
げ
る
こ
と
に
留
意
し
た
。

ま
ず
、
東
京
大
学
建
築
計
闘
研
究
室
の
「
近
居
・
隣
居
の
発
生
状
況
調
査
報
告
」
で
は
、

近
居
・
隣
居
と
い
う
居
住
現
象
が
、

一
定
の
地
域
で
ど
の
よ
う
に
発
生
し
て
い
る
の
か
に

つ
い
て
の
最
新
の
調
査
結
果
を
報
告
し
て
も
ら
っ
た
。

次
い
で
、
在
塚
礼
子
氏
に
は
、

1
9
7
0
年
代
か
ら
の
、
日
本
に
お
け
る
近
居
・
隣
居

を
め
ぐ
る
言
論
を
整
理
し
て
い
た
だ
き
、
本
特
集
を
読
み
解
く
た
め
の
基
準
と
な
る
重
要

な
テ
キ
ス
ト
を
寄
せ
て
い
た
だ
い
た
。

次
に
、
横
江
麻
実
氏
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
大
量
ア
ン
ケ
ー
ト
に
も
と
づ
い

て
、
こ
れ
ま
で
漫
然
と
語
ら
れ
て
い
た
近
居
・
隣
厨
の
実
態
(
そ
の
内
実
と
、
近
居
・
隣

府
へ
の
期
待
な
ど
)
を
、

実
に
理
解
し
や
す
い
形
で
示
し
て
い
た
だ
い
た
。

平
山
洋
介
氏
に
は
、
幾
多
の
統
計
や
独
自
の
調
査
に
も
と
づ
く
デ
!
タ
か
ら
、
親
子
近

居
が
世
代
論
と
し
て
必
然
的
に
起
き
て
い
る
様
子
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
多
様
な
住
宅

ス
ト
ッ
ク
の
必
要
性
と
、
「
家
族
資
源
」
を
持
た
な
い
人
々
、
す
な
わ
ち
、
親
族
に
よ
る

近
居
・
隣
居
と
は
縁
の
な
い
人
々
へ
の
政
策
配
慮
の
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
た
だ
い
た
。

そ
し
て
最
後
に
、
畑
聴
一
氏
に
は
、
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
文
化
人
類
学
的
な
、

ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
血
縁
関
係
を
も
と
に
し
た
社
会
関
係
の
累
積
体
」
と
し
て
の
集
落
空

間
の
特
徴
を
、
タ
イ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
済
州
島
、
対
馬
、
そ
し
て
伊
勢
湾
答
志
と
い
っ

た
、
ご
自
身
の
長
年
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
基
に
し
た
知
見
を
べ

l
ス
に
し
つ
つ
展
開

.
整
理
し
て
い
た
だ
い
た
。

金
氏
も
上
和
田
氏
も
、
観
点
は
異
な
る
も
の
の
、
畑
氏
と
フ
ィ
ー
ル
ド
を
共
有
し
て
い

る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
き
、
近
居
・
隣
居
と
い
う
課
題
が
、
実
に
古
く
、
そ
し
て
実

に
現
代
的
課
題
で
あ
る
こ
と
を
、
改
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

号冬年n
U
 

2
 

んるし+志す
だ
J

-
大
月
敏
雄
(
お
お
つ
き
・
と
し
お
)

東
京
大
学
准
数
綬

綬
肢
は

6
斑
参
照
の
こ
と



-
特
集
/
す
ま
い
ろ
ん
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

• 
悶
同
嗣
凶

近
居

「
住
宅
に
住
む
」

スス
メ

か
ら

「
地
域
に
住
む
」

ヘ

パ
ヰネラ
1

金
貞
均
(
き
む
・
じ
ょ
ん
ぎ
た
)

鳴
門
教
育
大
学
大
学
院
学
校
教
育
研
究
科
生

活
・
健
康
系
コ
ー
ス
教
授

1
9
8
3
年
、
祥
明
女
子
飾
範
大
学
家
政
教
育
科
EM
T
業

(韓
国

・

ソ
ウ
ル
)
。
1
9
9
6年、

東
北
大
学
大
学
院
工
学
研
究
科
建
築

学
専
攻
博
士
課
程
修
了
。
博
士

(工
学
)
。
1
9
9
7
年
、
鳴
門

教
育
大
学
学
校
教
育
学
部
助
教
授
。
2
0
1
0年
よ
り
、
現
臓
に
。

1
9
9
3
年
、
日
本
建
築
学
会
優
秀
修
士
論
文
賞
受
賞
。
1
9
9

6
年
、
日
本
建
築
学
会
東
北
支
部
研
究
奨
励
賞
受
賞
。

1
9
9
7

年、

日
本
建
築
学
会
奨
励
賞
受
賞
。

開
催
主
旨
近
居
や
隣
居
を
建
築
的
に
考
え
る

パ
ネ
'
ラ
l

上

和

田

茂

(か
み
わ
だ
・
し
げ
る
)

九
州
産
業
大
学
工
学
部
住
居
・
イ
ン
テ
リ
ア

設
計
学
科
教
授

1
9
7
7
年
、
九
州
大
学
大
学
院
工
学
研
究
科
博
士
課
程
建
築
学

専
攻
満
期
退
学。

1
9
8
7
年
、
工
学
博
士
。

1
9
9
3
年
、
九

州
産
業
大
学
工
学
部
建
築
学
科
教
授
。
2
0
0
2
年
、
工
学
部
長

を
経
て、

現
職
に
。
日
本
建
築
学
会
高
齢
者

・
障
害
者
等
居
住
小

委
員
会
及
び
地
域
施
設
計
画
小
委
員
会
委
員
。
1
9
9
1
年
、
日

本
建
築
学
会
奨
励
賞
受
賞
。
主
な
著
告
に
、
『
わ
た
し
ら
し
く
生
き

る』

(共
著
、
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版)、

『少
子
高
齢
時
代
の
都
市
住
宅

学
』
(共
著
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
房
)
な
ど
が
あ
る
。

大
月
敏
雄

近
年
の
さ
ま
ざ
ま
な
ハ
ウ
ジ
ン
グ
を
め
ぐ
る
行
き
詰
ま
り
の
現
象
に
つ
い
て
、
「
近
居

・
隣
居
」
と
い
う
視
点
で
解
決
の
糸
口
が
つ
か
め
な
い
だ
ろ
う
か
と
、
こ
の
よ
う
な
企
画

を
立
て
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

家
族
に
つ
い
て
、
広
く
血
縁
を
と
ら
え
た
と
き
に
、
「
近
居
・
隣
居
」
か
ら
今
後
の
展

望
が
み
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
と
き
に
、
ど
う
い
う
計
画
論

が
考
え
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ
が
き
ょ
う
の
論
点
の
ひ
と
つ
で
す
。

な
ぜ
私
が
「
近
居
・
隣
居
」
に
注
目
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、

私
た
ち
の
身
の
回
り
の

司
会
H

大
月
敏
雄
(おおつきとしお
)

東
京
大
学
大
学
院
准
教
授

1
9
9
1
年
、
東
京
大
学
工
学
部
建
築
学

科
卒
業
。

1
9
9
6年
、
岡
大
学
大
学
院
工
学
系
研
究
科
博
士
課
程

単
位
取
得
退
学。

横
浜
国
立
大
学
工
学
部
建
設
学
科
助
手
。
博
士
(工

学
)
取
得
。
2
0
0
3
年、

東
京
理
科
大
学
工
学
部
建
築
学
科
助

教
授
を
経
て
、
現
職
に
。

主
な
着
替
に、

『集
合
住
宅
の
時
間
』
(王
国
社
)、
『奇
跡
の
団
地

阿
佐
ヶ
谷
住
宅
』
(共
著
、
王
国
社
)
、
『住
ま
い
論
』
(共
著
、
放

送
大
学
教
育
振
興
会
)
、
『現
代
住
宅
研
究
の
変
遷
と
展
望
』
(共
著
、

丸
善
)
な
ど
が
あ
る
。

居
住
実
態
は
、

一
家
族
が
必
ず
し
も
ひ
と
つ
の
住
宅
に
住
む
こ
と
で
完
結
し
て
い
る
も
の

で
は
な
い
し
、
仮
に

一
家
族

一
住
宅
で
あ
っ
て
も
敷
地
を
い
く
つ
か
使
い
な
が
ら
生
活
し

て
い
る
と
い
う
実
態
が
、
と
て
も
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
を
論
点
と
し
て
注
目
し
始
め
て
い

る
か
ら
で
す
。

地
域
と
家
族
の
多
様
な
あ
り
方
を

す
ご
ろ
く

か
つ
て
上
田
篤
先
生
が
、

1
9
7
3
年
に
描
い
た
「
住
宅
双
六
」
と
い
う
図
が
あ
り
ま

す
。
借
家
生
活
か
ら
、
郊
外
庭
付
き

一
戸
建
て
の
「
あ
が
り
」
に
向
か
っ
て
一
直
線
に
進

ん
で
い
く
と
い
う
構
成
で
描
か
れ
て
い
ま
し
た
。
2
0
0
7
年
、
再
び
上
田
先
生
が
描
い



た
現
代
の
「
住
宅
双
六
」
に
は
、
「
あ
が
り
」
が
ひ
と
つ
で
は
な
く
、
多
様
に
用
意
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
い
ま
の
社
会
の
方
向
性
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
す
。

2
0
5
0
年
に
は
、
日
本
は
高
齢
単
身
者
が
約
4
割
に
遥
す
る
と
い
う
推
計
が
あ
り
ま

す
が
、
ほ
ん
と
う
に
高
齢
単
身
者
た
ち
が
孤
立
無
援
な
の
か
ど
う
か
は
、
ゼ
ン
リ
ン
の
住

宅
地
図
で
も
、
国
勢
調
査
で
も
、
各
種
市
町
村
が
や
っ
て
い
る
介
護
保
険
系
の
調
査
で
も
、

ど
の
デ
l
タ
を
調
べ
て
も
全
く
捕
捉
で
き
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
、
高
齢
者
た
ち
の
居
住
を

サ
ポ
ー
ト
す
る
う
え
で
、
福
祉
的
部
分
を
ど
の
よ
う
に
埠
め
込
む
か
と
い
う
の
は
、
非
常

に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
ま
す
が
、
同
居
か
孤
立
無
援
か
の
二
者
択
一
で
は
、
余
り
に

も
選
択
肢
が
少
な
い
。
福
祉
的
な
居
住
サ
ポ
ー
ト
の
問
題
も
含
め
て
、
地
域
と
そ
の
家
族

の
在
り
方
を
関
連
づ
け
な
が
ら
、
地
域
に
「
あ
が
り
」
を
ど
れ
だ
け
用
意
で
き
る
の
か
と

い
う
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

「
近
居
・
隣
居
」
の
建
築
的
サ
ポ
ー
ト
を
考
え
る

隣
の
敷
地
や
、
隣
の
住
戸
と
い
う
の
は
、
そ
の
当
人
に
と

っ
て
は
特
別
な
意
味
を
も
っ

て
い
ま
す
。
同
潤
会
ア
パ
ー
ト
の
例
で
い
え
ば
、
R
C
の
壁
を
ぶ
ち
抜
い
て
隣
の
住
宅
を

棋
に
四
つ
つ
な
ぐ
と
い
う
倒
や
、

木
造
棟
割
り
長
屋
の
例
で
は
、

隣
を
つ
な
い
だ
り
、

L

字
型
に
界
壁
を
壊
し
て
四

つ
つ
な
ぐ
と
い
う
事
例
も
見
ら
れ
ま
す
。
戸
建
て
団
地
で
も
、

隣
の
家
を
借
り
た
り
、
隣
の
土
地
を
関
門
っ
て
菜
園
に
利
用
し
た
り
、
多
世
帯
で
生
活
を
は

じ
め
る
人
も
結
構
多
い
。
こ
う
い
う
実
態
が
社
会
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
に
広
ま
っ
て
い

く
か
、
建
築
側
か
ら
の
サ
ポ
ー
ト
の
可
能
性
も
、

実
は

「近
盾

・
憐
印
刷
」
の
隠
れ
た
大
き

な
テ

l
マ
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
住
宅
の
新
し
い
性
能
と
し
て
、

「
ア
ト
ラ
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
」
と
い
う
こ
と
を

考
え
て
み
ま
す
。

謝
火
、
耐
震
ば
か
り
で
な
く
、
住
宅
が
特
定
の
人
び
と
を
惹
き
付
け
る

能
力
み
た
い
な
も
の
を
、
評
価
し
た
り
計
画
し
て
も
い
い
の
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で

す
。
建
物
の
建
て
方
に
よ
っ
て
そ
こ
に
集
ま
っ
て
く
る
人
間
が
変
わ
る
。
こ
れ
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
の
居
住
環
境
に
良
好
な
循
環
が
生
ま
れ
な
い
か
。
そ

れ
を

「地
域
循
環
居
住
」
と
呼
ん
で
、
そ
の
可
能
性
を
み
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
ひ
と
つ
の

エ
リ
ア
に
大
人
向
け
と
務
者
向
け
の
住
宅
が
あ
る
と
、
「
近
印
刷
」

が
生
じ
て
、
「
楽
し
い
初
老
の
生
活
」
み
た
い
な
も
の
が
地
域
で
実
現
で
き
た
り
し
な
い
か
。

こ
の
よ
う
に
地
域
の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
住
宅
種
別
を
ア
レ
ン
ジ
し
て
、

住
宅
の
ア
ト
ラ

ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
を
ア
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
地
域
循
環
居
住
」
を
導
く
計
画
を
、

「居

住
誘
導
計
画
」
と
い
う
造
語
で
呼
ん
で
い
ま
す
。

こ
れ
は
実
際
に
は
都
市
計
画
と
連
係
し
な
い
と
で
き
な
い
話
で
す
が
、
建
築
計
画
、
都

市
計
画
自
体
も
非
常
に
初
世
紀
的
な
限
界
を
も
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
、
こ
の
あ
た
り
が

突
破
口
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
展
望
に
向
け
て

戸
建
て
住
宅
団
地
、
地
方
の
ニ
ュ
!
タ
ウ
ン
で
は
、

こ
こ
叩
年
、
ぐ
ら
い

の
閲
に
移
動
し

た
人
の
ほ
ぼ

2
1
3
割
は
、
近
居
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
都
心
の

超
高
層

マ
ン
シ
ョ
ン
で

5
0
0
戸
レ
ベ
ル
の
も
の
も
、

-
制
が
近
居
で
す
。
郊
外
の
賃
貸

住
宅
問
地
で
ア
ン
ケ
ー
ト
を
し
た
ら
、
お
お
む
ね

2
割
が
近
居
を
し
て
い
る
。
団
地
の
中

だ
け
で
な
く
て
、
団
地
の
近
傍
の
人
も
近
居
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し

た。
近
屈
に
は
、

呼
び
寄
せ
、
世
帯
分
離
、
U
タ
1
ン、

J
タ
i
ン
と
、
い
ろ
い
ろ
な
パ
タ

ー
ン
が
あ
り
ま
す
。
近
居
を
考
え
る
と
、

当
然
、
ま
ち
ゃ
地
域
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
ま

せ
ん
。
い
ま
ま
で
の
「
人
間
は
住
宅
に
住
む
も
の
だ
」
と
い
う
よ
う
な
観
念
で
は
な
く
、

「人

聞
は
ま
ち
に
住
む
も
の
だ
」
と
思
い
始
め
る
こ
と
で
、
い
ま
ま
で
と
違
う
建
築
計
画
、
地

域
計
副
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

今
回
講
師
に
お
迎
え
し
た
金
貞
均
先
生
は
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
厨
住
」
を
テ
l
マ
に
フ
ィ

ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
続
け
て
こ
ら
れ
、
近
年
で
は
ア
ジ
ア
に
視
点
を
向
け
幅
広
い
調
査
を
し

て
お
ら
れ
ま
す
。
ま
た
上
和
田
茂
先
生
は
、
九
州
の
離
島
の
隠
居
慣
行
か
ら
始
ま
っ
て
、

近
年
で
は
高
齢
者
施
設
の
近
傍
で
ど
う
や
っ
て
近
居
的
な
も
の
が
出
現
し
て
い
る
か
、
そ

れ
を
ど
う
計
画
論
に
生
か
せ
る
の
か
を

「
サ
ポ
ー
ト
居
住
」

と
い
う
概
念
で
追
究
さ
れ
て

お
ら
れ
ま
す
。

今
日
お
伺
い
す
る
お
ニ
人
の
講
演
は
、
こ
れ
か
ら
の
「
近
居
・隣
崩
」
を
考
え
る
う
え
で
、

大
き
な
ヒ
ン
ト
と
な
る
話
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

号冬年ーハUつ』んるし苛
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ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
居
住

分
散
か
ら
連
帯
へ
の
居
住
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ

金

貞
均
鳴
門
教
育
大
学
大
学
院
学
校
教
育
研
究
科
生
i舌
健
康
系
コ

ス
教
綬

私
は
韓
国
で
生
ま
れ
育
ち
、
日
本
へ
来
る
ま
で
、
家
族
と
は

一
緒
に
住
む
も
の
だ
と
い
う
価
値
観
を
ず
っ
と
持
っ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
日
本
に
来
て
み
る
と
同
じ
儒
教
の
文
化
圏
で
あ
り
な
が
ら、

家
族
は
ば
ら
ば
ら
に
暮
ら
す
よ
う
に
み
え
、
一
住
一戸
を
み
る
だ
け

で
は
家
族
の
形
が
み
え
な
い
こ
と
に
疑
問
を
も
ち
、
そ
こ
か
ら
研

究
が
始
ま
り
ま
し
た
。

分
散
居
住
と
い
う
現
象

日
本
に
お
い
て
も
従
来
は
、
「
一
家
族
は

一
住
宅
」
に
住
み
、

そ
の
な
か
で
生
活
要
求
と
家
族
要
求
を
満
た
し
て
い
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
戦
後
家
族
は
ば
ら
ば
ら
に
な
り
、
単
身
世
帯
の
増
加
、
世

帯
の
小
規
模
化
や
家
族
形
態
の
多
様
佑
が
進
む
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
実
際
に
、
一
世
帯
(
家
族
)
の
分
散
拠
点
数
を
調
べ
て
み
る

と
、
平
均
三
つ
も
四
つ
も
持
っ
て
い
る
。
も

う

二

家

族
H

一
住

宅
」
で
は
な
い
の
で
す
。
こ
う
し
た
現
象
を
「
分
散
居
住
佑
」
と

と
ら
え
て
い
ま
す
。

だ
と
し
た
ら
、
こ
れ
ま
で
ひ
と
つ
の
住
宅
に
住
み
、
そ
こ
で
果

た
さ
れ
て
き
た
居
住
機
能
、
家
族
の
再
生
産
シ
ス
テ
ム
、
家
族
関

係
は
ど
う
機
能
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
分
散
し
た
状
態
で
家
族

を
み
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。
ま
た
は
、
分
散
し
た
状
態

で
家
族
を
つ
な
ぐ
こ
と
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
何
を
も
っ
て
家
族

で
あ
る
と
定
義
づ
け
を
す
る
の
か
。

世
帯
が
限
り
な
く
小
さ
く
な
っ
て
い
く
な
か
で
、
世
代
・
世
帯

間
の
断
絶
、
単
身
赴
任
の
常
態
化
や
単
身
世
帯
の
増
加
と
孤
立
、

現f惨翼民 : ヨ n::::::::分散隣 白
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(完結}

少
子
化
に
お
け
る
子
育
て
問
題
、
高
齢
者
の
介
護
問
題
、
女
性
の

社
会
進
出
に
お
け
る
家
事

・
育
児
の
負
担
増
、
と
い
っ
た
さ
ま
ざ

ま
な
問
題
に
直
面
す
る

一
方
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
す
ま
い
は
閉
ざ
さ

れ、

二
戸
一
戸
が
孤
立
し
た
状
況
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
調
査
の
な
か
で
、
「
あ
な
た
に
と
っ
て
ど
こ
ま
で
が

家
族
で
す
か
?
」
と
聞
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
答
え
は
、
ひ
と
つ
屋

根
の
下
と
い
う
枠
を
越
え
て
い
ま
し
た
。
ま
た
分
散
し
た
家
族
は

各
住
戸
同
士
で
互
助
的
、
補
完
的
相
互
関
係
網
を
形
成
し
、
非
常

に
積
極
的
な
形
で
連
帯
し
て
い
る
と
い
う
状
況
が
み
え
て
き
ま
し
た
。

図 1ネットワーク居住の概念図

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
居
住
の
成
立

P
-
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
は
、
「

一
人
暮
ら
し
の
意
味
は
『
援
助
』

と
の
関
係
で
み
る
べ
き
で
、
住
居
に
適
応
す
る
の
は
無
意
味
」
と

し
て
い
ま
す
。
戦
後
の
標
準
家
族
(
夫
婦
と
子
ど
も
2
人
か
ら
な

る
家
族
)
が
分
散
居
住
に
よ
っ
て
さ
ら
に
小
さ
く
な
っ
て
い
く

そ
れ
は
分
離
へ
の
要
求
、
分
散
へ
の
要
求
に
よ
る
も
の
で
す
。
し

か
し
そ
の

一
方
で
、
社
会
的
に
は
、
ソ
l
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、

「
つ
な
が
り
」
へ
の
要
求
も
あ
り
、
人
聞
が
つ
く
る
あ
ら
ゆ
る
種

類
の
つ
な
が
り
、
か
か
わ
り
が
存
在
す
る
わ
け
で
す
。

分
散
し
て
世
帯
が
小
さ
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
分
散
さ
れ
た
一

つ
ひ
と
つ
の
住
居
を
つ
な
げ
て
全
体
と
し
て
住
要
求
を
充
た
し
て

い
く
居
住
シ
ス
テ
ム
を
問
題
と
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
(
図
1
)
。
家

族
が
一
住
戸
単
位
で
分
散
し
多
拠
点
化
し
て
い
く
な
か
で
、
目
に

み
え
な
い
家
族
と
す
ま
い
の
関
係
を
み
る
た
め
に
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
居
住
」
と
い
う
概
念
を
用
い
た
わ
け
で
す
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
居

住
と
は
、
「
住
居
の
空
間
的
分
散
と
家
族
と
し
て
の
共
同
性
の
再

構
築
と
の
絶
え
ざ
る
相
互
作
用
を
そ
の
本
質
と
し
、
地
域
に
お
け

る
複
数
の
住
居
を
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
利
用
し
な
が
ら
生
活
要
求
を

満
た
し
て
い
く
居
住
シ
ス
テ
ム
」
で
あ
り
ま
す
。

マ
ス
ロ
ー
の
5
段
階
欲
求
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
人
の

生
活
要
求
は
四
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
寝
る
・
食
べ
る
・

図2ネットワーク居住とは



休
む
と
い
う

M

基
本
的
な
要
求
ヘ
家
事
、
介
護
、
育
児
等
に
対

す
る
グ
援
助
要
求
ヘ

も
て
な
す
、
だ
ん
ら
ん
を
す
る
と
い
う

M

社

会
的
ま
た
は
空
間
的
共
同
要
求
ヘ
心
理
的
安
定
を
求
め
る

M

精

神
要
求
H

で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
ひ
と
つ
の
住
宅
の
な
か
で
完

結
さ
れ
て
き
た
生
活
要
求
が
分
散
居
住
に
な
る
と
、
分
散
さ
れ
た

空
間
と
人
を
つ
な
げ
て
さ
ま
ざ
ま
な
要
求
を
満
た
し
て
い
く
こ
と

に
な
っ
た
の
で
す

(図
2
)
。
今
日
に
お
い
て
は
、
住
宅
の

一
般
的

な
存
在
が
も
う
す
で
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
居
住
と
し
て
存
在
し
て
お

り
、
そ
の
視
点
な
し
で

一
住
宅
を
み
る
意
味
は
根
拠
を
失
う
も
の

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

実
態
調
査
に
よ
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
居
住
を
通
し
て
満
た
そ
う

と
す
る
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ

れ
は
、

①
日
常
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
援
助
要
求
に
対
応
す
る
た
め

の
「
援
助
型
」
、
②
精
神
的
連
帯
要
求
に
対
応
す
る
た
め
の
「
交

流
型
¥
③
自
分
の
住
宅
で
ま
か
な
い
き
れ
な
い
機
能
を
他
の
住

宅
の
空
間
利
用
で
満
た
す
「
空
間
利
用
型
」
の
、

3
つ
の
パ
タ
ー

ン
で
す
。
分
散
し
た
各
世
帯
は
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
ラ
イ
フ
ス

テ
ー
ジ
に
応
じ
て
こ
の
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
の
さ
ま
ざ
ま
な
組
み
合

わ
せ
で
居
住
を
再
編
し
て
い
る
現
状
が
み
え
て
き
ま
し
た

(図
3
)。

で
は
、
誰
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
す
る
の
か
。
私
は
血
縁
を
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
主
軸
と
と
ら
え
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
親
子
、
兄
弟
姉

妹
関
係
を
主
軸
に
親
戚
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
す
る
。
そ
れ
を
補
完
す

る
形
で
非
血
縁
の
友
人、

隣
人
、
ま
た
は

「第
3
の
拠
点
」
と
し

て
社
会
型
(
各
種
社
会
施
設
や
サ
ー
ビ

ス
関
係
)
と
つ
な
が
る
。

都
市
部
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
居
住
の
実
体

都
市
部
で
は
、
非
血
縁
の
友
人
を
家
族
と
と
ら
え
る
事
例
な
ど
、

「家
族
と
し
て
意
識
す
る
範
回
」
が
広
く
、
離
れ
て
の
関
係
を
積

極
的
に
と
ら
え
る
特
徴
が
み
ら
れ
、
狭
域
圏
分
散
(
隣

・
近
居
)

お
よ
び
距
酬
を
も
っ
た

「地
域
間
居
住
」
に
お
け
る
関
係
の
構
築

が
顕
著
で
す
。
そ
こ
に
は
家
族
や
住
宅
の

「中
心
性
」
が
拡
散
・

図3ネットワーク居住の成立形態(機能)

3つのパターンのさまざまな組合わせによる居住の再編成

援助型/臼常生活上のさまざまな援助要求に対応

交流型/精神的連平替要求に対応

空間利用型/自宅で賂いきれ幸い機能を他住宅の空間利用で対応

消
失
し
た
り
、
「
中
心
住
宅
」
機
能
の
外
延
化
(
地
域
分
散
)
が
生
じ
、

住
機
能
の
移
転
や
分
担
(
収
納
機
能
、
子
ど
も
部
屋
だ
け
が
分
散

さ
れ
た
よ
う
な
形
)
も
あ
る
。
そ
れ
か
ら
「
第
2
の
家
族
」
を
形

成
す
る
た
め
の
空
間
的
な
役
割
や
生
活
の
多
拠
点
化
と
い
う
現
状

が
み
え
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
が
お
も
に
都
市
部
に
お
け
る
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
居
住
の
特
徴
で
す
(
図
4
、5
)
。

農
山
村
部
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
居
住
の
実
体

日
本
で
は
東
北
と
四
国
の
農
山
村
部
、
過
疎
地
域
の
調
査
を
し

ま
し
た
。
子
ど
も
の
分
散
の
形
を
み
る
と
高
齢
過
疎
地
域
は
い
ろ

ん
な
問
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。
山崎
村
部
と
山
村
部
は
分
散
距
離
而

の
違
い
が
あ
り
、
段
村
部
は
狭
域

・
中
間
域
、
つ
ま
り
同
じ
市
、

郡
部
に
分
散
し
て
い
る
例
が

8
割
の
地
域
も
あ
り
、
特
に
東
北
地

方
の
農
村
部
は
拡
大
家
族
の
比
率
も
高
く
、
分
散
子
ど
も
世
帯
や

組
成
、

近
隣
と
の
関
係
も
非
常
に
濃
密
で
す
。
し
か
し
山
村
部
は

狭
域

・
中
間
域
分
散
は
む
ず
か
し
く

5
割
程
度
で
す
。
徳
島
県
の

例
で
は
、

8
割
強
が
遠
距
離
分
散
で
、
子
ど
も
と
の
関
係
は
間
接
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的
な
交
流
が
主
と
い
え
ま
す
。
し
か
し
隣
人
が
親
族
で
あ
る
ケ
ー

ス
が

4
割
も
あ
り
、
「
親
族
集
住
型
」
「
近
隣
相
互
援
助
型
」
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
居
住
は
「
拡
大
志
向
型
」

と
い
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
家
族
の
住
要
求
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
満
た

さ
れ
る
と
し
た
ら
、
完
結
し
た

一
住
戸
が
も
っ
意
味
や
機
能
は
変

化
し
ま
す
。
住
宅
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
扱
う
政
策
へ
の
移
行

が
求
め
ら
れ
ま
す
し
、
「
地
域
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
居
住
」
を
機
能

さ
せ
る
た
め
の
中
間
拠
点
(
第
3
の
拠
点
)
の
充
実
化
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

韓
国
に
お
け
る
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
居
住

私
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
居
住
は
東
洋
的
な
居
住
形
態
で
あ
る
と

考
え
て
い
ま
す
。
家
族
が
一
住
戸
ご
と
に
分
散
す
る
の
を
当
然
と

と
ら
え
る
西
洋
に
対
し
て
、
家
族
は
離
れ
離
れ
に
な
っ
て
も

一
住

戸
を
越
え
て
家
族
と
と
ら
え
る
儒
教
思
想
の
価
値
観
を
べ

l
ス
に

し
て
い
る
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
現
代
家
族
の
分
散
居
住
現
象
に

お
け
る
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
居
住
」
は
、
儒
教
文
化
を
背
景
に
伝
統

的
価
値
観
を
比
較
的
長
く
保
持
し
て
き
た
地
域
(
東
ア
ジ
ア
)
に

お
い
て
成
立
す
る
居
住
形
態
で
、
「
個
別
住
居
L

の
み
成
立
す
る

西
洋
に
対
し
て
「
中
心
住
居
」
と
「
周
辺
住
居
」
と
の
居
住
関
係

を
そ
の
特
徴
と
し
ま
す
。
な
お
、
こ
う
い
う
価
値
観
は
な
か
な
か

簡
単
に
変
わ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
日
本
の
分
散
居
住
に
お
け
る
人
的
・
物
的
秩
序
を
東

ア
ジ
ア
の
視
点
か
ら
再
証
明
し
、
居
住
の
共
通
性
と
発
達
段
階
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
、
韓
国
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
居
住
調
査
を
お
こ

な
い
ま
し
た
。

韓
国
は
少
子
化

に
関
し
て
は
日
本
を
抜
い
て
い
ま
す
。

2
0
0
5
年
の
出
生
率
は

l
・
0
8
人
で
、
こ
れ
は
大
変
な
状
況

で
す
。
高
齢
佑
率
も
、
日
歳
以
上
の
推
計
が

2
0
2
6
年
に
は

2
0
・
8
%
で
あ
る
と
い
う
超
高
齢
社
会
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

萎側の親戚の居住地域(件)

ωE 一一←
夫側の親戚の居住地域(件)

ω 
50 

分散距離

家
族
の
分
散
化
、
小
規
模
化
も
進
ん
で
い
て
、

2
0
0
5
年
、
平

均
世
帯
人
数
が

2
・
8
8
人
と
い
う
状
況
で
す
。
し
か
し
、
い
ま

だ
に
根
強
い
家
族
・
血
縁
重
視
の
保
守
的
価
値
観
が
あ
り
ま
す
。

韓
国
の
都
市
部
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
居
住
は
、
日
本
の
よ
う
な
単

身
赴
任
の
比
率
は
低
く
、
中
心
性
の
拡
散
、
消
失
の
例
は
少
な
い
。

各
分
散
住
宅
は
住
宅
機
能
面
で
完
結
し
た
も
の
を
目
指
し
て
い
る
。

ま
た
、
親
と
子
ど
も
の
関
係
に
お
い
て
、
親
の
住
宅
を
中
心
と
す

る
方
向
性
(
拠
点
性
)
が
大
変
強
く
認
識
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の

一
方
、
「
家
族
意
識
範
囲
」
は
非
常
に
限
定
的
で
、
日
本

で
み
ら
れ
る
非
血
縁
ま
で
広
げ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
し
か

し
非
血
縁
と
の
関
係
は
大
変
親
密
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
で
す
。

韓
国
の
都
市
部
に
は
、
大
き
な
集
合
住
宅
団
地
が
つ
く
ら
れ
て

い
ま
す
。
夫
婦
双
方
の
親
戚
が
同
じ
市
内
に
住
む
(
隣

・
近
居
合

む
)
比
率
を
調
べ
る
と
、
日
常
的
交
流
・
支
援
が
可
能
な
距
離
に

住
宅
を
構
え
て
い
る
こ
と
が
都
市
部
の
特
徴
と
い
え
ま
す
(
図
6
)
。

夫
婦
の
両
実
家
は
中
心
住
宅
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
家
事
を
支

援
し
た
り
、
食
べ
物
を
つ
く
っ
て
頻
繁
に
訪
ね
た
り
、
生
活
費
を

支
援
し
た
り
し
ま
す
(
図
7
)
。

そ
の

一
方
、
農

・
山
村
部
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
居
住
は
日
本
と
非

常
に
似
て
い
ま
す
(
図
8
)
。
夫
婦
の
み
、
あ
る
い
は
一
人
暮
ら
し

の
高
齢
者
世
帯
が
多
く
、
や
は
り
近
く
に
住
む
親
戚
や
隣
人
と
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
関
係
が
特
徴
で
す
。
子
位
帯
は
遠
距
離
分
散
が
多

い
の
で
、
安
否
電
話
を
し
た
り
物
を
送
っ
た
り
と
い
う
間
接
的
な

関
係
で
、
そ
の
か
わ
り
近
く
に
住
む
親
戚
、
隣
人
と
の
関
係
が
非

常
に
親
密
で
、
互
い
に
い
ろ
ん
な
支
援
を
し
て
い
ま
す
。
親
の
古

い
住
宅
は
分
散
子
ど
も
が
親
の
た
め
に
改
築
し
て
便
利
に
変
え
、

み
ん
な
が
帰
っ
た
と
き
に
泊
ま
っ
た
り
交
流
が
で
き
る
よ
う
に
す

る
ケ
l
ス
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。

最
近
の
韓
国
の
新
聞
に
「
超
高
齢
化
社
会
シ
ョ
ッ
ク
」
と
い
う

見
出
し
で
、
村
の
老
人
会
館
で
共
同
生
活
を
お
こ
な
う
「
自
発
的

高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ

l
ム
」
が
増
え
て
い
る
と
い
う
記
事
が
あ
り

すまいろん 2011年冬号
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ま
し
た
。
近
く
に
各
自
の
家
は
あ
る
の
で
す
が
、
家
に

一
人
で
い

る
と
寂
し
い
、
光
熱
費
が
か
か
る
と
い
う
こ
と
で
集
ま
る
。
そ
し

て
、
こ
こ
で
食
事
も

一
緒
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
地
方
自

治
体
が
こ
う
い
う
共
同
居
住
を
支
援
し
て
い
て
、
計
町
カ
所
で

6
0
0
名
ぐ
ら
い
が
こ
う
し
た
生
活
を
し
て
い
る
と
い
い
ま
す
。

血
が
つ
な
が
っ
て
い
な
い
人
た
ち
が
、
非
常
に
親
し
く
共
同
体
生

活
を
お
こ
な
う
。
こ
れ
は
日
本
に
は
み
ら
れ
な
い
韓
国
独
特
の
も

の
だ
と
思
い
ま
す
。

日
韓
調
査
を
と
お
し
て

儒
教
思
想
が
根
強
く
残
さ
れ
て
い
る
韓
国
で
は
、
親
の
住
宅
を

核
と
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
居
住
の
方
向
性
が
か
な
り
明
確
に
構
造

化
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
韓
と
も
に
、
都
市
部
で
は
離
れ
て
の
親
し

い
関
係
を
選
好
し
、
積
極
的
な
関
係
構
築
が
み
ら
れ
、
農
山
村
部

で
は
親
族
集
住
型
と
か
近
隣
相
互
援
助
型
が
共
通
す
る
特
徴
だ
と

思
い
ま
す
。
た
だ
単
身
赴
任
も
含
め
早
く
か
ら
単
身
化
(
分
散
居

住
)
が
進
ん
で
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
居
住
に
移
行
し
た
日
本
に
比
べ
、

韓
国
は
核
家
族
か
ら
単
身
化
へ
移
行
す
る
段
階
に
あ
る
と
私
は
と

ら
え
て
い
ま
す
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
居
住
を
意
識
し
た
居
住
関
係
の

構
築
に
こ
れ
か
ら
移
行
し
て
い
く
段
階
に
き
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

今
後
、
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
意
識
し
た
居
住
の
自
覚
と
積
極

的
な
取
り
組
み
を
、
居
住
者
も
計
画
者
も
、
行
政
側
も
し
な
い
と

い
け
な
い
。
分
散
居
住
の
ま
ま
で
は
み
え
な
か
っ
た
家
族
の
形

が
、
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
居
住
」
概
念
で
捉
え
直
す
こ
と
で
、
み
え

て
く
る
も
の
が
あ
る
。
家
族
は
分
散
し
な
が
ら
も
つ
な
が
っ
て
お

り
、
離
れ
た
状
態
で
新
し
い
関
係
を
つ
く
っ
て
い
る
、
分
散
し
た

各
住
宅
を
つ
な
げ
て
い
ろ
い
ろ
な
役
割
、
機
能
を
再
配
分
し
な
が

ら
全
体
と
し
て
家
族

・
住
機
能
を
果
た
し
て
い
る
実
態
に
基
づ
い

て
、
よ
り

一
層
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
(
つ
な
が
り
・
か
か
わ
り
)
を
意

識
し
た
居
住
の
取
り
組
み
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

/そ
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や
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ヰ開巳

さ
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
住
機
能
が
完
結
さ
れ
る
と
し

た
ら
、

二
戸
二
戸
の
住
宅
の
機
能
は
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
中
心

と
な
る
住
宅
は
空
問
機
能
を
拡
大
さ
せ
る
。
定
期
的
に
交
流
で
き

る
場
を
確
保
す
る
。
広
間
や
台
所
の
食
事
空
問
機
能
の
充
実
化
で
、

定
期
・
非
定
期
的
に
そ
こ
に
み
ん
な
で
集
ま
っ
て
食
事
会
を
す
る
。

客
間
で
は
な
く
て
、
遠
距
離
分
散
に
対
応
す
る
た
め
の
短
期
、
中

期
、
長
期
的
な
滞
在
が
可
能
な
「
専
用
部
屋
」
を
備
え
た
り
、
収

納
空
間
を
確
保
す
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
居
住
に
お
け
る
分
散
住
宅

は
最
小
限
の
空
問
機
能
(
軽
い
住
居
)
で
い
い
と
す
る
と
、
中
心

と
な
る
住
宅
に
は
多
様
な
要
望
に
対
応
す
る
た
め
、
平
面
の
可
変

性
と
か
柔
軟
性
と
い
う
計
画
上
の
課
題
が
出
て
き
ま
す
。

住
宅
政
策
に
お
い
て
は
、
住
宅
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
扱
う

政
策
が
求
め
ら
れ
る
。

つ
ま
り
地
域
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
住
宅

ス
ト
ッ
ク
の
価
値
を
含
め
て
、
十
全
な
機
能
を
も
っ
た
住
宅
の
供

給
か
ら
機
能
を
特
化
し
た
住
宅
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の
住
戸
を

確
保
、
提
供
、
管
理
し
て
い
く
よ
う
な
政
策
へ
の
移
行
が
必
要
で
す
。

居
住
者
側
と
し
て
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
居
住
を
意
識
し
た
「
聞

か
れ
た
住
居
」
と
住
居
地
の
選
択
、
積
極
的
か
つ
直
接
的
に
か
か

わ
っ
て
い
こ
う
と
す
る
努
力
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

居住関係(件)図7
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親
子
の
サ
ポ
ー
ト
居
住
の
様
相

「近
く
に
い
て
も
自
立
し
た
関
係
」
か
ら
、
「
離
れ
て
い
て
も
親
し
い
関
係
」

上
和
田
茂
(
九
州
産
業
大
学
工
学
部
住
居
・
イ
ン
テ
リ
ア
設
計
学
科
教
授
)

従
来
、
親
子
両
世
帯
が
距
離
的
に
離
れ
て
居
住
し
て
い
な
が
ら
、

日
常
的
な
接
触
、
交
流
、
協
力
、
支
援
を
通
し
て
互
い
に
支
え
合

う
家
族
関
係
、
居
住
関
係
を
、
「
修
正
拡
大
家
族
」
「
準
別
居
」
「
親

密
別
居
」
な
ど
と
呼
ん
で
き
ま
し
た
。
金
先
生
が
提
案
さ
れ
て
い

る
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
居
住
」
も
そ
の
ひ
と
つ
で
す
。
私
は
こ
の
よ

う
な
家
族
居
住
関
係
の
総
称
と
し
て
、
高
齢
者
支
援
と
い
う
役
割

や
機
能
を
強
調
す
る
観
点
か
ら
、
「
サ
ポ
ー
ト
居
住
」
と
定
義
し

て
用
い
て
い
ま
す
。

近
年
、

3
世
代
同
居
が
激
減
す
る
の
に
と
も
な
い
、
家
族
が
担

っ
て
き
た
高
齢
の
親
へ
の
支
援
は
、
公
的
・
民
間
の
介
護
サ
ー
ビ

ス
な
ど
で
肩
代
わ
り
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
ま
す
。
一

方
で
、

外
的
な
サ
ポ
ー
ト
で
は
得
ら
れ
に
く
い
柔
軟
で
情
緒
的
な
サ
ポ
ー

ト
の
需
要
は
逆
に
増
大
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
、
離

れ
て
生
活
す
る
け
れ
ど
親
子
と
し
て
の
紳
は
保
つ
よ
う
に
す
る

「
つ
か
ず
離
れ
ず
」
で
支
援
が
可
能
な
居
住
関
係
へ
の
指
向
が
強

ま
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は

一
種
の
保
険
と
い

っ
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。
社
会
学
者
の
直
井
道
子
さ
ん
は
「
離

れ
て
い
て
も
親
し
い
関
係
」
と
い
う
的
確
な
表
現
を
与
え
て
い
ま

す
が
、
旧
来
の
家
族
共
同
体
の
根
を
い
さ
さ
か
残
し
な
が
ら
も
、

一
方
で
生
活
の
近
代
化
に
対
応
し
た
生
活
ス
タ
イ
ル
を
指
向
す
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
新
た
な
居
住
関
係
の
枠
組
み
を
示
唆
す
る

も
の
と
し
て
大
い
に
注
目
に
値
し
ま
す
。

ま
で

家族支れ

自立度

⑪ 
親子の居住関係

近
年
、
介
護
保
険
の
整
備
等
に
よ
り
高
齢
者
の
生
活
的
、
身
体

的
な
ケ
ア
関
係
の
改
善
は
進
展
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
背
景
と
し

て、

高
齢
者
の
自
立
は
急
速
に
進
ん
で
い
ま
す
。
自
ら
の
生
活
を

デ
ザ
イ
ン
し
、
自
ら
が
選
好
す
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
貫
こ
う

と
い
う
指
向
も
強
ま
っ
て
い
る
。
子
ど
も
と
離
れ
て
住
む
こ
と

は
「
し
か
た
が
な
い
選
択
」
で
は
な
く
、

積
極
的
に
選
択
さ
れ
る

と
み
な
す
べ
き
で
す
。
ま
た
、
同
居
、

二
世
帯
住
宅
、
隣
居
な
ど
、

近
接
し
て
居
住
す
る
場
合
で
も
必
要
以
上
に
依
存
す
る
こ
と
は
避

け
、
「
近
く
に
い
て
も
自
立
し
た
親
子
関
係
L

も
強
ま
る
と
思
わ

れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、

図
1
に
示
し
た
よ
う

に
、
親
子
の
居
住
関
係
の
幅
は
、
主
と
し
て
子
ど
も
側
の
就
業
問

題
を
基
本
要
因
と
し
な
が
ら
、
タ
テ
軸
に
高
齢
者
の
自
立
度
、
ヨ

コ
軸
に
子
世
帯
に
よ
る
親
へ
の
支
援
度
と
い
う
、
自
立
と
支
援
の

バ
ラ
ン
ス
に
帰
着
す
る
も
の
と
い
っ
て
良
い
と
思
い
ま
す
。

図 1

隠
居
慣
行
の
継
承
と
変
容

「
隠
居
慣
行
」
の
研
究
は
、
伝
統
的
な
隣
居
で
あ
る
隠
居
慣
行

を
考
察
し
て
、
現
在
の
隣
居
や
二
世
帯
住
宅
へ
の
示
唆
を
得
た
い

と
い
う
趣
旨
で
取
り
組
ん
だ
も
の
で
す
。
西
日
本
に
お
い
て
現
在

も
継
承
さ
れ
て
い
る
方
式
は
、
老
夫
婦
が
隠
居
屋
に
移
っ
て
居
住

す
る
と
い
う
単
独
隠
居
が
す
べ
て
で
す
。
長
崎
県
壱
岐
島
の
あ
る

集
落
で
の
、
こ
こ
印
年
ぐ
ら
い
の
家
屋
の
更
新
状
況
を
調
べ
た
と

こ
ろ
、
間
断
な
く
隠
居
屋
が
建
て
替
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
し
た
。
隠
居
慣
行
は
過
去
の
風
習
で
は
な
く
て
、
現
在
に
お

い
て
も
積
極
的
に
継
承
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

壱
岐
島
の
標
準
的
な
民
家
は
、
敷
地
の
中
央
に
本
家
、
右
側
に

納
屋
、
左
側
に
隠
居
屋
と
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
昔
の
隠
居
屋
は

I
部
屋
も
し
く
は

2
部
屋
に
小
さ
な
土
聞
が
つ
い
た
程
度
の
粗
末

な
も
の
で
し
た
が
、
近
年
は
、
母
屋
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
充
実
し
た
規
模
と
部
屋
数
を
有
し
て
い
ま
す
(
図
2
)。



と
こ
ろ
で
、
隠
居
慣
行
は
経
済
的
、
社
会
的
な
状
況
の
変
化
を

背
景
と
し
て
、
旧
来
慣
行
を
色
濃
く
残
し
て
い
る
も
の
か
ら
か
な

り
変
質
し
て
い
る
も
の
ま
で
多
様
で
す
。
基
本
的
な
生
活
空
間
の

分
離
度
(
ひ
と
つ
屋
根
の
下
に
住
ん
で
い
る
同
棟
居
住
か
、
分
棟

居
住
を
し
て
い
る
か
)
、
家
計
が
一
緒
か
別
か
、
食
事
を
一
緒
に

と
っ
て
い
る
か
、
の
三
つ
を
指
標
と
し
て
類
型
化
を
試
み
ま
し
た
。

旧
来
の
慣
行
を
よ
く
残
し
て
い
る
「
安
定
継
承
型
」
。
分
棟
率

の
比
率
が
低
下
し
、
本
来
の
隠
居
慣
行
の
原
則
は
崩
れ
つ
つ
あ
る

「
不
安
定
継
承
型
」
。
別
計
率
と
別
食
率
が
と
も
に
極
端
に
低
く
て

実
質
的
に
同
居
と
見
ま
ご
う
状
態
に
変
質
し
て
い
る
「
変
容
進
行

型」
。
こ
れ
ら

3
、グル
ー
プ
に
類
型
化
さ
れ
、
わ
か
り
や
す
い
よ

う
に
、
分
棟
率
と
別
食
率
の

2
軸
で
表
に
し
た
の
が
図
3
で
す
。

隠
居
慣
行
の
継
承
の
変
化
が
不
可
逆
的
な
の
か
、
一
過
性
な
の

か
。
「
変
容
進
行
型
」
の
地
域
で
ヒ
ア
リ
ン
グ
す
る
と
、
分
棟
率
、

別
食
率
が
低
下
す
る
要
因
と
し
て
、
経
済
的
要
因
と
親
の
年
齢
的

要
因
が
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。
別
々
に
住
ん
で
食
事
も
別
、
財
布
も

別
な
の
で
す
か
ら
、

二
重
経
済
、
家
計
的
ロ
ス
に
な
っ
て
い
る
。

隠
居
屋
ま
で
建
て
替
え
る
費
用
が
出
せ
な
い
と
い
う
こ
と
。
こ
れ

は
隠
居
慣
行
が
変
質
し
て
い
く
恒
常
的
な
要
因
に
な
る
お
そ
れ
が

あ
る
。
年
齢
的
要
因
に
つ
い
て
は
単
純
で
、
老
親
、
特
に
お
じ
い

さ
ん
が

一
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
自
活
能
力
が
き
わ
め
て
低

下
し
、
分
棟
居
住
は
成
立
し
な
い
。
こ
れ
は
、
次
に
世
代
交
代
し

て
い
く
な
か
で
解
消
さ
れ
る
可
能
性
も
高
く
、
再
び
同
棟
居
住
か

ら
分
棟
居
住
に
回
帰
し
て
い
く
可
能
性
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

次
に
、
親
子
両
世
帯
の
「
居
住
領
域
構
成
」
を
、
親
世
帯
の
就

寝
の
場
所
、
食
事
の
場
所
と
形
態
、
交
流
の
場
所
と
形
態
の
三
つ

に
よ
り
分
類
し
ま
し
た
。
独
立
性
が
高
い
か
、
共
同
性
が
高
い
か

で
す
。
親
子
両
世
帯
が
ま
っ
た
く
独
立
し
て
生
活
し
て
い
る
「
相

互
独
立
型
」
、
基
本
的
な
生
活
は
別
々
だ
が
交
流
の
多
い
「
生
活

交
流
型
」
、
寝
る
場
所
は
別
々
だ
が
、
ほ
と
ん
ど

一
緒
に
生
活
を

し
て
い
る
「
生
活
共
同
型
」
に
分
類
さ
れ
ま
す
。
そ
の
う
ち
、
隠

居
屋
も
し
く
は
本
家
を
拠
点
に
共
同
生
活
を
し
て
い
る
場
合
と
、

「第
3
の
空
間
」
を
活
用
し
た
「
共
用
空
間
拠
点
型
」
が
あ
り
ま

す
(
図
4
)
。

壱
岐
で
は
煙
草
生
産
が
盛
ん
に
な
り
始
め
た
大
正
後
期
こ
ろ
か

ら
、
農
繁
期
の
生
活
を
円
滑
に
営
む
た
め
に
、
本
家
と
隠
居
屋
と

は
別
に
「
釜
屋
」
と
呼
ば
れ
る
土
足
で
使
え
る
別
棟
を
も
つ
よ
う

に
な
り
、
煙
草
生
産
が
下
火
に
な
っ
て
か
ら
も
、
現
在
ま
で
受
け

継
が
れ
て
い
ま
す
。
あ
る
お
宅
で
は
昼
間
、
親
夫
婦
は
ほ
と
ん
ど

の
時
間
を
釜
屋
で
過
ご
し
て
い

て
、
子
ど
も
夫
婦
と
孫
も
勤
務

あ
る
い
は
学
校
か
ら
帰
宅
し
た

後
は
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
行
為

を
除
き
、
釜
屋
で
生
活
を
営
ん

で
い
ま
す
。
こ
の
家
で
は
釜
屋

が
親
子
両
世
帯
の
交
流
の
場
で
、

か
つ
適
度
な
緩
衝
空
間
の
役
目

を
担
っ
て
い
ま
す
。

一
方
、
対
照
的
な
も
う
ひ
と

つ
の
例
で
は
、
家
屋
配
置
と
釜

屋
の
位
置
は
ま
っ
た
く
同
じ
で

す
が
、
親
子
と
も
に
農
業
で
あ

る
こ
と
。
特
に
姑
と
お
嫁
さ
ん

は

一
緒
に
牛
の
世
話
を
し
て
い

る
こ
と
も
あ
り
、

一
日
の
ほ
と

ん
ど
の
時
間
を
共
に
し
、
お
嫁

さ
ん
は

一
日
じ
ゅ
う
気
が
抜
け

な
い
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
場
合
、
釜
屋
は
相
互
干
渉

を
促
す
負
の
空
間
に
な
っ
て
い
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ま
す
。

調
査
で
、
親
子
双
方
の
今
後
の
居
住
指
向
(
希
望
す
る
居
住
形

態
)
を
確
認
し
ま
し
た
。
結
果
は
、
現
在
の
居
住
形
態
を
追
認
す

る
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
特
に
現
在
が
分
棟
の
場
合
、
親
も
子

も
分
棟
が
い
い
と
い
う
評
価
が
最
も
高
い
。
と
こ
ろ
が
、
い
ま
何

か
の
事
情
で
同
棟
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
親
は
、
こ
の
ま
ま

同
棟
で
く
っ
つ
い
て
生
活
し
た
い
と
い
う
の
が
大
半
で
す
が
、
子

ど
も
は
同
棟
は
も
う
嫌
で
、
ほ
と
ん
ど
が
分
棟
に
戻
し
た
い
と
、

親
子
両
世
代
聞
の
微
妙
な
意
識
の
違
い
が
見
て
と
れ
ま
す
。

分
棟
居
住
は
「
他
人
行
儀
で
疎
遠
な
関
係
に
な
る
」
と
い
う
否

定
的
な
意
見
も
親
の
側
の
意
見
と
し
て
あ
り
ま
す
が
、

「相
互
干

渉
が
少
な
い
」
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
保
て
る
」
な
ど
、
相
互
独
立

性
を
評
価
す
る
意
見
が
子
世
帯
に
お
い
て
大
勢
を
占
め
て
い
ま
す
。

親
側
か
ら
も
、
「
別
々
に
生
活
し
た
ほ
う
が
生
活
に
張
り
が
出
る
」

と
い
う
自
立
性
を
評
価
す
る
意
見
が
見
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
「
近

く
に
い
る
の
で
安
心
」
「
火
急
の
際
に
素
早
い
対
応
が
で
き
る
」

「
相
互
協
力
が
得
や
す
い
」
と
い
う
意
見
の
あ
る
一
方
、
「
親
か
ら

の
干
渉
を
受
け
や
す
い
」
と
い
う
否
定
的
な
意
見
も
見
ら
れ
ま
す
。

意
識
の
持
ち
方
で
肯
定
的
、

否
定
的
い
ず
れ
の
評
価
も
あ
り
、
特

に
親
子
問
で
評
価
が
分
か
れ
て
い
ま
す
。

都
市
に
お
け
る

『隣
居
』
の
ケ
l
ス
ス
タ
デ
ィ

で
は
、
都
市
で
の
隣
居
の
可
能
性
が
あ
る
の
か
ど
う
か
。
比
較

的
敷
地
の
入
手
が
可
能
な
地
方
都
市
で
あ
れ
ば
隣
居
が
可
能
で
は

な
い
か
と
考
え
て
、
福
岡
市
で
調
査
を
し
ま
し
た
。

最
初
、
隣
居
の
サ
ン
プ
ル
を
集
め
る
の
に
苦
労
し
ま
し
た
。
住

宅
メ
ー
カ
ー
に
相
談
し
た
の
で
す
が
、
紹
介
し
て
い
た
だ
け
ず
、

住
宅
地
図
に
着
目
し
、
同
じ
姓
の
家
が
並
ん
で
い
た
ら
隣
居
の
可

能
性
が
あ
る
と
想
定
し
、
手
当
た
り
次
第
に
あ
た
り
ま
し
た
。

子
の
敷
地
は
平
均
的
坪
、
広
く
て
も

1
0
0
坪
程
度
ま
で
で
、

1
・居近

-観世格

・子世帯
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親
の
敷
地
は
そ
れ
よ
り
上
回
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た
。
例
外
は
あ
り
ま
す
が
、
合
計
す
る
と
と
て
も
敷
地

が
広
く
、
敷
地
と
住
宅
の
所
有
関
係
を
見
た
と
こ
ろ
、
両

方
と
も
親
名
義
が
と
び
ぬ
け
て
多
い
。
住
宅
は
、
さ
す
が

に
半
分
ぐ
ら
い
は
子
の
所
有
で
す
が
、
隣
居
は
親
が
か
り

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

隣
居
の
長
所
、
短
所
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
結
果
は
、
ほ

と
ん
ど
隠
居
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
(
図

5
)
。
親
世
帯
側
か
ら
み
る
と
、
そ
ば
に
い
る
安
心
感
、
子

世
帯
側
か
ら
み
る
と
、
相
互
干
渉
の
低
減
、
住
宅
難
の
解

消
、
家
事

・
育
児
の
助
力
が
親
か
ら
受
け
ら
れ
る
と
い
っ

た
実
利
的
な
サ
ポ
ー
ト
の
充
足
を
評
価
。
親
子
両
世
帯
は

つ
か
ず
離
れ
ず
の
関
係
を
お
お
む
ね
評
価
は
し
て
い
る
も

の
の
、
親
世
帯
側
の
満
足
度
に
比
べ
て
、
子
世
帯
に
少
し

ス
ト
レ
ス
が
か
か
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

すまいろん 20日年冬号

10 

隣居の短所

10 15 20 25 30 

図5 隣居の長所

準
近
居
を
中
心
と
し
た
サ
ポ
ー
ト
居
住
の
様
相

「
準
近
居
」
と
い
う
の
は
、
近
居
と
遠
居
の
聞
を
埋
め
る
用
語

が
な
い
と
気
が
つ
き
、
私
が
つ
く
っ
た
造
語
で
す
。
「
親
元
と
自

ら
の
就
業
地
が
通
勤
に
差
し
支
え
る
ほ
ど
離
れ
て
い
る
場
合
、
子

世
帯
が
自
ら
の
通
勤
等
の
利
便
性
を
考
慮
し
、
か
つ
親
世
帯
へ
の

支
援
の
し
や
す
さ
を
考
慮
し
、
親
元
と
自
ら
の
就
業
地
と
の
中
間

地
に
居
を
構
え
る
こ
と
」
で
す
。
実
際
の
調
査
で
は
こ
う
い
う
こ

と
を
特
定
す
る
の
は
非
常
に
困
難
で
す
か
ら
、
便
宜
的
に
判
定
が

し
や
す
い
よ
う
に
、
親
子
両
世
帯
が
同
じ
市
町
村
で
は
な
く
、
か

つ
岡
県
内
で
分
か
れ
て
居
住
し
て
い
る
も
の
と
し
ま
し
た
。

調
査
対
象
は
東
日
本
か
ら
秋
田
、
宮
城
、
群
馬
、
福
井
、
愛
知

の
5
県
、
西
日
本
か
ら
和
歌
山
、
岡
山
、
香
川
、
高
知
、
福
岡
、

熊
本
の

6
県
。
県
内
の
就
業
の
中
心
地
で
あ
る
主
要
都
市
と
の
位

置
関
係
、
都
市
化
と
の
関
係
も
見
て
み
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
各



市
町
村
の
民
生
委
員
各
1
0
0
名
程
度
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
か

け
て
い
ま
す
。

ま
ず
、
同
居
、
隣
居
、
近
居
、
準
近
居
、
遠
居
、
子
無
し
、
不

明
と
い
う
居
住
類
型
別
で
は
、
東
西
で
、
い
ま
な
お
同
居
が
最
も

多
く
、
次
に
準
近
居
が
続
き
ま
す
。
最
も
近
く
に
住
む
子
ど
も
の

続
柄
に
つ
い
て
は
、
同
居
、
隣
居
で
は
長
男
が
多
い
の
で
す
が
、

近
居
で
は
長
男
が
減
っ
て
長
女
が
多
い
。
準
近
居
は
そ
れ
に
匹
敵
。

こ
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
か
の
子
ど
も
が
比
較
的
近
く
に
住
ん
で
い

て
見
守
り
が
で
き
て
い
る
こ
と
で
、
「
呼
び
寄
せ
老
人
」
に
な
ら

な
く
て
済
ん
で
い
る
と
い
う
の
が
実
情
の
よ
う
で
す
。

で
は
、
親
元
と
就
業
地
の
中
間
地
に
住
む
こ
と
を
、
意
識
し
て

決
め
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
出
ま
す
。
居
住
地
を
構
え
る
に
あ
た

っ
て
、
「
親
世
帯
へ
の
支
援
を
配
慮
し
た
か
」
と
聞
い
た
と
こ
ろ
、

「
強
く
考
慮
し
た
」
と
い
う
の
は
東
日
本
も
西
日
本
も
叩
%
強
程

度
で
す
が
、
「
あ
る
程
度
考
慮
し
た
」
を
含
め
る
と

6
割
ぐ
ら
い

は
、
親
の
面
倒
を
見
や
す
い
よ
う
に
、
意
識
し
て
居
住
地
を
構
え

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
親
が
子
を
訪
問
す
る
頻
度
は
、
東
日

本
、
西
日
本
と
も
準
近
居
の
場
合
は
非
常
に
少
な
い
で
す
が
、
子

が
親
の
家
に
里
帰
り
す
る
の
は
、
準
近
居
で
は
結
構
多
く
、
近
居

に
近
い
支
援
が
で
き
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
(
図
6
、7
)
。

子
か
ら
親
へ
の
生
活
的
援
助
に
つ
い
て
も
、
近
居
、
準
近
居
、

遠
居
で
比
べ
て
み
ま
す
と
、
準
近
居
は
、
近
居
と
同
じ
ぐ
ら
い
援

助
が
で
き
て
い
る
。
遠
居
に
比
べ
る
と
ち
ょ
っ
と
差
が
あ
る
な
と

見
て
と
れ
ま
す
。
親
の
ど
ち
ら
か
が
欠
け
る
と
、
息
子
、
娘
が
心

配
し
て
同
居
に
移
る
「
呼
び
寄
せ
老
人
」
の
ケ
1
ス
が
多
い
の
で

は
な
い
か
と
予
想
し
て
聞
い
て
み
た
の
で
す
が
、
全
然
そ
ん
な
こ

と
は
な
い
よ
う
で
し
た
。
こ
の
場
合
、
親
の
ほ
う
の
自
立
が
進
ん

で
い
る
と
見
て
よ
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
ざ
と
い
う
と
き
ま

で
は
子
ど
も
の
厄
介
に
な
り
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
ま

せ
ん
し
、
近
居
と
か
準
近
居
な
ど
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
の
親
の

近居;ーー -1
i 
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町
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一
相

一

W
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町

下
埠
町

叫
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4帆

支
援
が
カ
バ

ー
で
き
て
い
る
と
見
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「準
近
居
」
は
、

「遠
居
」
と
は
異
な
り
、
有
力
な
サ
ポ
ー
ト
居

住
と
認
め
ら
れ
、
居
住
政
策
的
に
取
り
上
げ
る
価
値
は
高
い
と
思

い
ま
す
。

『サ
ポ
ー
ト
居
住
』

今
後
に
お
け
る

結
果
と
し
て
、

一
人
っ
子
が
増
え
、
親
に
べ
っ
た
り
が
多
く
な

る
と
、
特
に
未
婚
化
が
ど
ん
ど
ん
進
ん
で
い
る
こ
と
も
含
め
、
同

居
は
こ
れ
以
上
減
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
隣
居
に
つ
い
て
は
、

戸
建
住
宅
の
場
合
は
敷
地
規
模
が
最
大
の
要
件
で
あ
り
、
今
後
の

増
加
は
限
定
的
。
地
方
都
市
、

農
村
部
に
お
い
て
は

可
能
性
が
高
い
。
準
近
居
は
、
子
世
帯
か
ら
近
居
に

近
い
支
援
が
得
ら
れ
る
居
住
形
態
で
、
農
村
部
で
は

現
実
的
な
選
択
肢
で
あ
る
。
た
だ
し
、
市
町
村
レ
ベ

ル
の
居
住
政
策
で
は
対
応
困
難
で
あ
り
、
県
域
レ
ベ

ル
の
マ
ク
ロ
な
政
策
を
必
要
と
す
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
う
見
て
き
ま
す
と
、
ど
う
や
ら
「
近
居
」
が
親

子
の
自
立
と
支
援
の
バ
ラ
ン
ス
が
ほ
ど
よ
く
と
れ
た

居
住
形
態
で
は
な
い
か
と
思
え
て
き
ま
す
。
特
に
都

市
に
お
い
て
は
、
子
世
帯
が
就
業
を
得
る
可
能
性
が

高
い
で
す
し
、
老
親
へ
の
支
援
の
両
立
も
可
能
性
と

有
効
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
。

な
お
近
居
、
準
近
居
、
遠
居
の
場
合
、
親
子
両
世

帯
は
離
れ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
家

族
の
支
援
に
と
ど
ま
ら
ず
、
社
会
的
支
援
、
特
に
地

域
か
ら
の
支
援
を
居
住
政
策
上
の
課
題
と
す
べ
き
で

あ
る
。
高
齢
者
の
研
究
を
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
高
度

経
済
成
長
以
降
、

「地
域
の
な
か
で
ど
う
住
ん
で
い
く

か
」
と
い
う
こ
と
を
軽
視
し
て
き
た
こ
と
の
ツ
ケ
が
ど

ん
ど
ん
回
っ
て
き
て
い
る
気
が
し
て
い
ま
す
。

引
園
町

自
島
町

食
肉
町

有
議
町

健
也
島
町

お
-n・
町

山
手
術

匝亘巨到匝目

の
展
望

各市町村におけるサポート居住類型別出現率(西日本地域)
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ー圃画担
留忌.

大
月
{
司
会
)

会
場
か
ら
質
問
を
受
け
な

が
ら
、
討
論
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

佐
々
木
誠
(
日
本
工
大
)

・

罵

1

・

「
マ
ル
チ
ハ

ビ
テ
1
シ

.

.

.

.

.

.
 .
 

ヨ
ン
」
や
「
二
地
域
居
住
」
咽

a圃
M
E
-
-

と
、
金
先
生
の
「
ネ
ッ
ト
聞

I
l
-
-凶

ワ
l
ク
居
住
」
と
は
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
。

金

平
日
は
狭
い
け
れ
ど
都
心
の
便
利
な
地

域
の
マ
ン
シ
ョ
ン
で
暮
ら
し
、
自
然
豊
か
な

と
こ
ろ
に
も
家
を
持
っ
て
、
週
末
は
そ
こ
で

過
ご
す
こ
と
が
マ
ル
チ

ハ
ビ
テ
l
シ
ヨ
ン
で
、

そ
の
と
き
に
、
都
市
に
機
能
的
な
面
で
特
化

さ
れ
た
集
合
住
宅
を
一
人
ま
た
は

一
家
族
の

み
使
う
の
で
は
な
く
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の

各
拠
点
の
複
数
の
人
が
必
要
に
応
じ
て
シ
ェ

ア
す
る
と
い
う
暮
ら
し
方
で
す
。
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
居
住
と
は
、
隣

・
近
居
で
あ
ろ
う
と
、

~ョ

遠
居
で
あ
ろ
う
と
、
「
家
族
と
意
識
す
る
範
囲
」

で
各
拠
点
が
つ
な
が
っ
て
い
る
か
ど
う
か
で

違
い
が
あ
り
ま
す
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
居
住
の

選
択
肢
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
マ
ル
チ
ハ
ビ
テ

l
シ
ョ
ン
的
な
住
ま
い
方
が
あ
る
と
、
私
は

捉
え
て
い
ま
す
。

佃
悠
(
東
京
大
学
)

韓

「
I
口

U
H副

国
の
自
主
的
な
グ
ル
ー
プ

一

---a司

一

-
州

Uz--
ι
-

ホ
l
ム
的
な
暮
ら
し
方
の

?
W
F世
場
内
一
一

話
が
あ
り
ま
し
た
。
私
も

「

i
」

'F払盤

先
日
、
高
齢
者
施
設
に
調
査
に
行
き
、
特
養

が
セ
ン
タ
ー
ハ
ウ
ス
と
な
り
、
各
々
の
家
が

サ
テ
ラ
イ
ト
と
な
る
よ
う
な
か
か
わ
り
方
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
話
を
聞
い
た

の
で
す
が
、
そ
れ
と
近
い
の
か
な
と
思
い
ま

し
た
。
韓
国
の
そ
の
グ
ル
ー
プ
ホ

l
ム
の
提

供
主
体
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
今
後
、
中
心
住
宅
と
最
小
限
の
住
宅
と

い
う
関
係
が
で
き
て
い
く
と
き
に
、
中
心
住

宅
を
誰
が
提
供
し
て
い
く
べ
き
な
の
か
、
考

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

金

先
ほ
ど
の
韓
国
の
事
例
は
、
実
際
の
、
グ

ル
ー
プ
ホ

l
ム
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
村
に
は
、

何
か
の
と
き
に
村
民
み
ん
な
が
集
ま
っ
て
行

事
を
行
う
、
日
本
で
い
う
町
内
会
館
(
公
民

館
)
み
た
い
な
も
の
が
必
ず
あ
り
ま
す
。
村

の
高
齢
者
た
ち
が
毎
日
そ
こ
へ
集
ま
っ
て
、

お
金
を
出
し
合
っ
て

一
緒
に
食
事
を
つ
く
っ

て
食
べ
る
、
お
し
ゃ
べ
り
を
す
る
、
テ
レ
ビ

を
見
る
、
と
い
っ
た
日
常
的
な
こ
と
を
や
っ

て
い
る
の
で
す
。
み
ん
な
い
る
か
ら
寂
し
く

な
い
、
孤
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
自
発
的

な
共
同
体
生
活
集
団
が
で
き
た
の
で
す
。
そ

れ
を
見
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
自
治
体
が
こ

れ
は
非
常
に
い
い
と
。
高
齢
者
が
住
戸
ご
と

に
孤
立
せ
ず
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
集
ま
り
生

活
す
れ
ば
非
常
に
安
心
で
き
る
と
い
う
こ
と

で
、
公
的
に
支
援
す
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け

で
す
。
高
齢

・
過
疎
地
域
に
お
い
て
は
、
子

ど
も
た
ち
が
ど
う
し
て
も
遠
距
離
分
散
に
な

り
が
ち
で
、
日
常
的
な
支
援
や
交
流
が
で
き

な
い
。
親
し
い
隣
人
同
士
が

一
緒
に
い
る
、

お
互
い
に
助
け
合
う
こ
と
で

一
人
で
い
る
不

安
か
ら
逃
れ
る
。
い
ち
ば
ん
若
い
叩
代
の
お

ば
あ
さ
ん
が
進
ん
で
掃
除
を
し
た
り
、
食
事

を
つ
く
っ
た
り
し
て
い
る
。
日
常
的
な
生
活

を
共
有
す
る
「
自
発
的
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
」
を
地
域
の
高
齢
者
た
ち
が
自
ら
つ
く

っ
て
い
る
の
で
す
。

佃

今
後
、
中
心
住
宅
を
提
供
し
て
い
く
主

体
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
す
か
?

金

西
洋
と
は
違
っ
て
、
親
子
関
係
が
居
住

関
係
に
ま
で
方
向
づ
け
さ
れ
て
い
る
の
が
韓

国
と
日
本
の
特
徴
で
す
。
韓
国
で
は
中
心
住

宅
と
な
る
の
は
圧
倒
的
に
親
の
住
宅
で
す
。

し
か
し
、
最
近
は
集
ま
る
の
は
長
男
の
家
に

す
る
な
ど
、
状
況
に
応
じ
て
中
心
に
な
る
拠

点
が
変
わ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
居
住
関
係
の
各
住
宅
で
ど
こ
(
誰
)
が

中
心
に
な
る
か
は
状
況
に
応
じ
て
変
化
す
る
。

精
神
的
に
中
心
と
な
る
と
こ
ろ
(
親
の
住
宅

に
な
る
こ
と
が
多
い
)
で
あ
っ
た
り
、
経
済

的
に
ゆ
と
り
の
あ
る
拠
点
で
あ
っ
た
り
、
実

際
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
意
識
し
て
、
こ
こ
を

中
心
に
し
よ
う
と
住
ま
い
を
考
え
る
ケ
l
ス

も
あ
り
ま
す
。

佃

独
居
高
齢
者
が
増
え
、
地
域
の
つ
な
が

り
が
以
前
と
比
べ
て
希
薄
に
な
っ
て
い
ま
す
。

地
域
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
崩
壊
し
て
い
く

な
か
で
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
居
住
で
は
ど
う
い

う
も
の
が
つ
な
が
り
の
核
に
な
っ
て
い
く
の

で
し
ょ
う
か
。

金

「
社
会
型
」
の
友
人
で
あ
っ
た
り
、
公

共
サ
ー
ビ
ス
で
あ
っ
た
り
、
そ
う
い
っ
た
「
第

3
の
拠
点
」
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
と
つ
な
が

っ
た
状
態
に
な
ら
な
い
と
、
独
居
高
齢
者
は

ど
ん
ど
ん
孤
立
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま

す
。
自
ら
拠
点
(
つ
な
が
り
)
を
確
保
・
保

持
す
る
た
め
に
、
一
人
ひ
と
り
が
努
力
し
な

い
と
い
け
な
い
し
、
そ
れ
を
地
域
で
サ
ポ
ー

ト
す
る
シ
ス
テ
ム
が
必
要
で
す
。

大
月

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
居
住
を
考
え
た
と
き
、

い
ろ
い
ろ
な
住
ま
い
方
の
提
案
が
可
能
だ

と
思
い
ま
す
。
金
先
生
は
「
軽
い
住
居
」
「
中

心
住
居
」
と
い
う
概
念
を
出
さ
れ
ま
し
た
。

荻
野
邦
彦
(
環
設
計
室
)

寸
.
園
間
凶
-

n
L
D
K
と
い
う
核
家

一
語

割
以

rua

族
を
中
心
に
し
た
住
居
が

-
P
同
値
巨
国
・

現
在
は
主
流
に
な
っ
て
い

-

圃

圃

Ja

ま
す
。
家
族
の
形
態
が
変
わ
っ
て
、
地
域
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
広
が
っ
て
く
る
と
、
そ
う

い
う
住
居
の
構
成
自
体
が
変
わ
っ
て
い
く
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
か
ら
そ
れ

すまいろん 2011年冬号



ら
が
ど
う
変
わ
っ
て

い
く
か
を
伺
い
た
い
で

す
。

金

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
居
住
を
考
え
た
と
き
に
、

n
L
D
K
と
い
う
形
は
そ
ぐ
わ
な
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
必
要
と
す
る
機
能
に
特
化
さ
れ

た
空
間
を
備
え
る
こ
と
が
適
し
て
い
る
と
考

え
ま
す
。
ミ
ニ
キ
ッ
チ
ン
の
程
度
で
、

寝
る

だ
け
の
小
規
模
の
住
宅
で
あ
っ
た
り
、
分
散

家
族
が
集
ま
っ
て

つ
く
っ
て
食
べ
て
交
流
し

合
う
空
間
を
充
実
さ
せ
た
住
宅
、
あ
る
い
は

昔
な
が
ら
の
広
聞
の
空
間
を
備
え
た
住
宅
な

ど
、
か
か
わ
り
と
交
流
の
度
合
に
対
応
で
き

る
多
様
な
住
宅
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、

住
宅
平
面
の
な
か
に
可
変
性
を
い
か
に
取
り

入
れ
る
か
、
空
間
の
柔
軟
性
を
い
か
に
高
め

る
か
、
住
宅
そ
の
も
の
を
計
画
段
階
か
ら
変

え
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

親
の
住
宅
に
は
も
と
も
と
子
ど
も
が
使
っ

て
い
た
部
屋
が
あ
っ
て
、
子
ど
も
が
出
た
あ

と
も
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
で

す
。
し
か
し
、
子
ど
も
の
住
宅
に
親
の
専
用

部
屋
が
あ
る
か
と
い
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
な
い
。

「気
兼
ね
な
く
(
私
が
)
使
え
る
部
屋
が
(
そ

こ
に
)
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
全
然
違
う

か
か
わ
り
の
仕
方
が
生
ま
れ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
ネ
ッ
ト
ワ
j
ク
の
な

か
の
拠
点
と
な
る
住
宅
に
誰
か
が
使
え
る
空

間
や
部
屋
を
い
か
に
備
え
る
か
が
、
重
要
な

ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

大
用

金
先
生

の
先
ほ
ど
の
お
話
の
な
か

で
、
地
域
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
居
住
を
機
能

さ
せ
る
た
め
の
中
間
拠
点

が
必
要
と
い
う
こ
と
が
あ

っ
て
、
そ
れ
を

「第

3
の

拠
点
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

一
方
で
、
上
和
田
先
生
は
壱
岐
の
事
例
で
、

本
家
と
隠
居
の
間
に
釜
屋
と
い
う
の
が
あ
っ

て
、
そ
れ
を
「
第

3
の
空
間
」
と
お
っ
し
ゃ

っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
社
会
学
で
は
ル
イ

・
オ
!
ル
ザ
ア
ン
バ
ー
グ
が
「
ザ
・

サ

l
ド
プ

レ
l
ス
」
と
い
う
の
を
提
唱
し
て
い
て
、
フ

ァ
ー
ス
ト
プ
レ

i
ス
は
自
分
の
家
、
セ
カ
ン

ド
プ
レ

l
ス
は
職
場
、
サ
ー
ド
プ
レ
ー
ス
は

都
市
の
な
か
の
ど
こ
か
の
'
悶
分
の
居
場
所
と

言

っ
て
い
ま
す
。
実
は
フ
ァ

ー
ス
ト
プ
レ
ー

ス
の
前
に
、
も
う
ひ
と
つ
べ

l
ス
に
な
る
、
ゼ

ロ
プ
レ
ー
ス
が
あ
る
の
か
な
と
い
う
気
が
し

て
、
そ
こ
と
フ
ァ
ー
ス
ト
プ
レ

l
ス
の
開
に

い
ろ
い
ろ
な
空
間
が
見
つ
か
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
の
で
す
。
上
和
田
先
生
が
お
っ
し

ゃ
る
第

3
の
空
間
、
釜
犀
は
、
い
わ
ゆ
る

n

L
D
K
で
は
語
れ
な
い
位
界
だ
と
思
う
ん
で

す
。
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
お
伺
い
で
き
ま

す
で
し
ょ
う
か
。

上

和

田

釜

屋

の

存
在
に

歪
翠
諮
問
鱒
欝

F
E
¥ぷ
周
欝
謹
翻

つ
い
て
は
、
交
流
の
場
と

暴

露

騒

騒

騒

し
て
よ
く
活
用
さ
れ
て
い

やト

欝

躍
鱗

盤

る
二
刀
で
、
そ
れ
が
干
渉

議

鍾

罷

瞳

空
間
、
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ア
に
な
る
負
の
空
間

に
も
な
る
こ
と
か
ら
、
私
は
ど
ち
ら
か
と
い

う
と
あ
ま
り
肯
定
的
に
捉
え
て
い
ま
せ
ん
。

隣
居
の
本
来
の
独
立
性
が
損
な
わ
れ
る
と
い

う
単
純
な
話
で
、
釜
屋
が
結
局
、
両
者
の
問

問
、
食
事
を
す
る
共
用
空
間
に
な
っ
て
し
ま

っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
も
そ
も
隠
居
と
は
、

「父
子
ニ
代
不
同
居
」
が
原
則
で
、
分
か
れ

て
独
立
し
て
住
ん
だ
う
え
で
協
力
を
す
る
の

が
、
本
来
の
隣
居
の
存
在
意
義
で
す
。
う
ま

く
活
用
さ
れ
て

い
れ
ば
よ
ろ
し
い
の

で
す
が
、

隣
居
の
場
合
は
第

3
の
空
間
が
否
定
的
な
空

間
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

か
な
り
速
く
離
れ
て
暮
ら
し
て
い
る
場
合

は
、
第

3
の
空
間
、
集
ま
る
空
間
に
つ
い
て

は
肯
定
的
に
と
ら
え
た
い
と
思
い
ま
す
が
、

計
闘
論
的
に
見
た
と
き
に
、
ど
う
い
う
設
け

方
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
懐
疑
的
で
、
知

恵
を
出
し
合
っ
て
、
こ
う
い
う
事
例
が
あ
る
、

可
能
性
が
あ
る
と
、
議
論
さ
れ
る
べ
き
だ
と

思
い
ま
す
。
私
の
準
近
居
に
つ
い

て
も
、
そ

れ
を
空
間
論
的
、
計
画
論
的
に
と
ら
え
た
と

き
に
ど
う
い
う
ふ
う
に
も
っ
て
い
く
べ
き
か

は
、
実
は
私
自
'
身
迷
っ
て
い
て
、
そ
れ
に
つ

い
て
挺
築
は
で
き
か
ね
る
状
況
で
す
。

大
月

上
和
問
先
生
は
、
お
話
の
な
か
で
、

自
立
と
支
援
の
バ
ラ
ン
ス
を
強
調
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
第

3
の
空
間
的
な
も
の
が
非
常
に

身
近
な
と
こ
ろ
に
あ
る
と
負
の
効
果
を
も
た

ら
す
可
能
性
も
あ
る
け
れ
ど
、
ち
ょ
っ
と
迷

い
と
こ
ろ
だ
と
、
金
先
生
が
お
っ

し
ゃ
る
よ

う
な
可
能
性
が
あ
っ
て
、
拡
大
家
族
で
使
う
、

み
ん
な
で
使
う
よ
う
な
空
間
に
も
な
り
う
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
お
話
、だ
と
思
い
ま
す
。

横
江
麻
美
(
大
和
ハ
ウ
ス
工
業
)
私
は
ハ

ウ
ス
メ
ー
カ
ー
に
勤
め
て

い
る
の
で
す
が
、
い
つ
も

三
大
都
市
圏
主
眼
に
事
例

を
見
て
い
く
こ
と
が
多
い

も
の
で
す
か
ら
、
上
和
田
先
生
が
、
近
畿
地

方
で
は
和
歌
山
県
、
東
日
本
で
は
群
馬
県
と

い
う
調
査
対
象
に
つ
い

て
、
そ
の
選
び
方
は

ど
う
い
う
意
図
な
の
か
を
お
聞
き
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

上
和
田

と
に
か
く
全
国
に
網
を
か
ぶ
せ
る

と
い
う
こ
と
で
、
ま
ず
当
時
吋

2
4
0
0
1
2

5
0
0
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、

全
市
町
村

の
住
民
課
長
さ
ん
に
、
ど
う
い
う
居
住
類
型

が
最
近
増
え
て
い
る
の
か
を
お
尋
ね
し
ま
し

た
。
そ
し
て
準
近
居
が
多
そ
う
だ
と
思
わ
れ

る
地
域
を
狙
っ
て
調
査
し
た
わ
け
で
す
。
東

西
の
違
い
を
特
段
考
慮
し
た
わ
け
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。
た
だ
、
国
勢
調
査
で
も
は
っ
き
り

出
て
い
ま
す
が
、
東
日
本
に
も
と
も
と
岡
田拍

が
多
く
、
西
日
本
に
隣
居

・
近
屈
が
多
い
こ

と
が
わ
か
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
念
頭
に
お
い

て
い
ま
し
た
。
一
ニ
大
都
市
闘
を
調
査
対
象
と

し
な
か
っ
た
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な
要
素
が
交

じ
り
す
ぎ
て
、
準
近
腐
と
い
う
形
態
を
抱
援

す
る
の
が
難
し
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

横
江

た
と
え
ば
地
玉
県
に
住
ん
で

い
て
、

東
京
に
通
勤
す
る
な
ど
、
県
を
隔
て
て
の
人

の
流
れ
が
あ
る
の
で
、
そ
の
あ
た
り
も
明
ら

か
に
し
て
い
た
だ
け
る
と
聞
白
い
と
思
い
ま

す
。
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す。金
私
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
居
住
調
査
の
と
き
、

地
域
分
散
を
狭
域
圏
、
中
間
域
圏
、
広
域
閣

の
3
つ
に
分
け
た
の
で
す
が
、
都
市
部
と
か

農
山
村
部
に
よ
っ
て
遠
い
は
あ
る
も
の
の
、

中
間
域
圏
内
に
分
散
子
世
帯
の
う
ち
誰
か
は

必
ず
お
り
ま
し
た
。
上
和
田
先
生
が
お
っ
し

ゃ
る
準
近
居
と
、
私
が
調
査
で
見
て
い
た
中

間
域
は
ほ
ぼ
同
じ
概
念
で
あ
っ
て
、
数
的
に

は
結
構
あ
る
と
い
う
感
じ
で
、
近
居
と
か
隣

居
で
は
な
く
、
準
近
屑
の
ほ
う
が
む
し
ろ
多

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

大
月
金
先
生
は
家
族
が
役
割
を
担
い
な
が

ら
分
散
し
て
家
族
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
シ

ス
テ
ム
に
注
目
し
て
い
て
、
上
和
問
先
生
は

空
間
の
距
縦
感
に
注
目
さ
れ
い
る
。
同
じ
現

象
を
違
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
攻
め
て
い
て
、

実
は
同
じ
現
象
の
裏
表
を
扱
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
、
は
か
ら
ず
も
き

ょ
う
わ
か
つ
て
面
白
く
伺
い
ま
し
た
。

松
本
音
彦
(
旭
化
成
ホ

l

襲
撃
建

ム
ズ
)
上
和
田
先
生
は
、
離
擁
護
療
機
弊

サ
ポ
ー
ト
居
住
を
考
え
た
擁
鞠
機
藤
勝
群
為

と
き
に
、
高
齢
者
が
自
立
欝
鱒
繍
髄
麟
麟

し
て
い
る
う
ち
は
離
れ
て
住
ん
だ
ほ
う
が
距

離
感
と
し
て
い
い
け
れ
ど
、
孤
独
死
な
ど
の

問
題
に
対
し
て
、
見
守
り
の
重
要
性
を
提
唱

し
て
お
ら
れ
、
ま
し
た
。
し
か
し
実
際
に
は
、

よ
り
近
い
距
離
感
で
な
い
と
見
守
り
機
能
が

果
た
せ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

い あす遜でいう 超 で や 月 が と l待 画なじまつようしャな j歩物相てが
は れれえもよすえもん l ら思間論 いたすて和思てツいさ理闘いら私
親 ばばる家うるてい、回もい距的と対。も田い求プでれ的関まで自
元 、い距族がか、い母は自ま離に い応距年 をめを済な距係しき身
の そい離にな。自のち子立すの考うに離齢高持らつむい離はてるは
近れとで余く こ立だやどし。ほえ当せもの齢つれくとでは高、だ分
くこ思あ力、れでろんもて親うてたざそ幅のててるか済すい物け離
のそいれが経はきう二が生ががい り る れ が 親 い い テ 、 む ご こ 理 分 同

襲z与問 TZ2?急変雪号 12ふPE伝ft手Z21主主ふ E撃T
で な。通、ににない 3てきのし。」闘 。でツい、いわ離るい
対とそっしもよつま さる介と突と医麟換 はクうあけかと住う
応 これてよ仕 る た て と て 開 設 し 距守騒襲撃 ながちまれつ交宅
しろがおっ事とと い、はをて離、襲撃襲撃襲撃 い計よりどて流を間
て 、困世ちのしきそう「、受はよど日警竪ー か掴 つ交 ーい 頻研 震
い あ難話ゅうか に れ こ 父 最 け い り う 欝譲議翠翠欝議 と論と流切ま度究し
たるでをうえ言ど を と ち 低 な い も 計 麟 欝撃選議襲欝鐘 いとギしこ子すのしな

だ
か
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
状
況
に
な
る
前

に
、
地
域
は
ど
う
す
る
の
か
。
僕
は
こ
こ
が

い
ち
ば
ん
肝
心
な
論
点
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

話
題
は
そ
れ
ま
す
が
、
小
規
模
多
機
能
型

居
宅
介
護
施
設
の
研
究
も
お
こ
な
っ
て
い
ま

す
。
小
規
模
多
機
能
は
、
厚
生
労
働
省
の
切

り
札
で
、
今
後
の
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の

最
前
線
な
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
調
べ
て
み

る
と
、
近
く
に
そ
れ
が
あ
り
な
が
ら
、
高
齢

者
が
そ
こ
を
使
わ
ず
に
遠
方
の
施
設
を
使
っ

て
い
る
。
住
み
慣
れ
た
地
域
で
お
位
話
を
す

る
と
い
う
本
来
の
理
念
が
ど
こ
か
に
い
っ

て
、
利
用
圏
が
も
の
す
ご
く
広
が
っ
て
い
ま

す
。
そ
う
い
う
人
を
支
え
る
の
に
機
能
的
な

対
応
を
し
て
お
け
ば
い
い
と
い
う
鋭
念
が
あ

っ
て
、
事
業
所
も
定
員
を
確
保
し
た
い
が
た

め
に
、
っ
て
を
た
ど
っ
て
遠
く
か
ら
呼
ん
で

く
る
状
況
な
ん
で
す
。
し
か
し
、
僕
は
、
狭

い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
な
か
で
そ
の
高
齢
者
を

知
っ
て
い
る
人
が
お
枇
話
す
る
形
に
な
る
べ

き
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
れ
は
非

常
に
難
し
い
こ
と
で
す
。
都
市
で
は
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
は
崩
壊
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
を
し
て
、
地
域

に
根
付
い
た
高
齢
者
を
核
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
べ
き
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
「
コ
ン
パ
ク

ト
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ヘ
み
ん
な
で
協
力
し

て
生
活
し
て
い
く
シ
ス
テ
ム
を
再
構
築
す
る

べ
き
で
、
今
後
は
「
タ
ウ
ン
・
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
」
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

大
月
元
気
な
う
ち
は
家
制ベ一

族
が
サ
ポ
ー
ト
し
な
が
ら
川

で
い
い
け
れ
ど
、
介
護
度
川

3
ぐ
ら
い
に
な
っ
た
と
き
川

に
は
、
近
居
、
隣
居
、
親
子
サ
ポ
ー
ト
、
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
居
住
で
は
た
ぶ
ん
救
え
な
い
。

家
族
で
見
き
れ
な
く
な
っ
た
ら
ど
う
す
る
の

か
を
議
論
し
て
お
か
な
い
と
、
家
族
の
機
能

に
い
く
ら
希
望
を
託
し
て
も
限
界
が
あ
り
ま

す
。
金
先
生
は
、
非
血
縁
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

補
完
的
に
存
在
し
、
そ
の
役
割
と
可
能
性
に

つ
い
て
一
言
及
さ
れ
、
上
和
田
先
生
は
、
社
会

的
サ
ポ
ー
ト
を
ど
う
い
う
圏
域
で
見
る
べ
き

か
と
い
う
話
を
さ
れ
ま
し
た
。

近
隣
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
社
会
的
サ
ポ
ー
ト
、

行
政
的
シ
ス
テ
ム
は
ど
う
い
う
役
割
を
果
た

さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
、
い
ま
ま
さ
に

議
論
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

金

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

で

は

、

警

襲

警

嚢

最
近
、
小
さ
な
コ
ミ
ュ
ニ
綴
鱗
融
機
鋒
撃
議

テ
ィ
、
ミ
ニ
マ
ル
・
コ
ミ
墾
議
護
霊
議

ユ
ニ
テ
イ
が
話
題
に
な
っ
畿
緩
機
騒
欝
機
警

て
い
る
そ
う
で
す
が
、
ミ
ニ
マ
ル
・
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
と
い
う
の
は
、
扶
養
と
か
育
児
を
毘

的
に
家
族
が
同
じ
地
域
に
集
ま
っ
て
住
む
こ

と
で
す
。
韓
国
の
最
近
の
例
と
し
て
、
育
児

・
介
護
目
的
に
近
く
に
集
ま
っ
て
住
む
、
ア

パ
ー
ト
団
地
に
集
住
す
る
、
並
列
す
る
ア
パ

ー
ト
を

2
戸
購
入
し
て
バ
ル
コ
ニ
ー
を
つ

すまいろん 2011年寺号



な
げ
る
、
な
ど
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
「
氏
族
社
会
の
到
米
」
と
銘
打
っ

て
、
ー
階
と

2
階
を
メ
ゾ
ネ
ッ
ト
形
式
に
し

て、

3
位
代
が
住
め
る
よ
う
に
設
計
し
て
売

り
出
し
た
ら
、
高
額
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す

ぐ
完
売
し
た
と
い
う
話
題
が
最
近
あ
り
ま
し

た
。
小
さ
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
親
し
い
関
係

づ
く
り
と
し
て
、
各
拠
点
は
血
縁
で
も
、
非

血
縁
で
も
、
と
に
か
く
つ
な
が
る
、
か
か
わ

る
。
こ
う
い
っ
た
も
の
が
こ
れ
か
ら
の
居
住

に
お
い
て
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
だ
と
思
い
ま

す。
そ
の
な
か
で
地
域
に
公
的
な
サ
ー
ビ
ス
を

い
か
に
充
実
さ
せ
る
か
、
小
さ
い
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
な
か
に
い
か
に
組
み
込
ん
で
い
く
か

が
、
高
齢
社
会
を
乗
り
切
る
カ
ギ
と
な
る
。

分
散
さ
れ
た
状
態
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
居
住
履

歴
を
保
ち
、
自
立
・
独
立
し
た
生
活
を
し
な

が
ら
多
様
な
つ
な
が
り
を
い
か
に
組
み
込
ん

で
い
く
の
か
。
そ
こ
が
、
住
宅
の
而
で
も
地

域
計
画
の
闘
で
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る

と
忠
い
ま
す
。

大
尽
最
後
に
ひ
と
つ
お
開
き
し
た
い
の
で

す
が
、
気
に
な
る
の
は
ジ
ェ
ン
ダ

i
(男
女
)

で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
居
住
の

な
か
で
男
の
果
た
す
役
割
、
女
の
来
た
す
役

説
、
ま
た
、
嫁
姑
と
い
う
古
今
東
西
、
未
来

永
劫
人
類
が
解
決
で
き
な
さ
そ
う
な
深
い
問

題
が
あ
り
ま
す
(
笑
)
。
実
は
嫁
姑
の
関
係
が
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
居
住
を
成
り
立
た
せ
て
い
る

深
遠
な
る
原
因
で
は
な
い
の
か
と
私
は
思
っ

て
い
る
の
で
す
。
夫
の
親
な
の
か
、
安
の
綴

な
の
か
に
よ
っ
て
、
ず
い
ぶ
ん
振
舞
い
が
違
う

だ
ろ
う
し
、
間
合
い
の
と
り
方
も
迷
う
。
実

際
に
二
位
帯
問
問
の
家
を
設
計
す
る
と
き
は
、

そ
れ
に
よ
っ
て
設
計
が
相
当
変
わ
る
と
思
う

の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
も
踏
ま
え
て
お
伺

い
し
た
い
の
で
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

金
既
婚
皮
帯
に
「
ど
こ
ま
で
を
家
族
と
思

う
か
」
と
関
い
ま
す
と
、
一
緒
に
住
む
自
分

の
家
族
の
み
を
家
族
と
と
ら
え
る
人
は
少
な

い
。
夫
側
も
、
姿
側
も
、
両
方
の
殺
は
家
族

で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
ま
す
。
分
散
距
離
と

瓦
い
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
力
、
つ
ま
り
そ
れ
ぞ

れ
の
拠
点
が
も
っ
て
い
る
カ
が
ど
う
い
う
も

の
か
に
よ
っ
て
、
夫
側
の
親
寄
り
、
委
側
の

親
容
り
の
差
が
出
ま
ず
か
ら
、
一
概
に
は
一
言

え
ま
せ
ん
が
、
い
ま
は
一
人
っ
子
の
時
代
で
、

両
方
の
親
の
頭
部
を
み
る
と
か
、
求
人
婦
双
方

の
少
な
い
兄
弟
姉
妹
と
の
関
係
や
交
流
に
関

し
て
、
結
構
積
磁
的
な
考
え
方
を
も
っ
て
い

る
な
と
い
う
感
触
を
得
ま
し
た
。
ジ
ェ
ン
ダ

!
問
題
は
、
儒
教
的
価
値
観
が
わ
り
と
強
い

斡
国
の
ほ
う
が
多
い
と
思
う
の
で
す
が
、
若

い
位
代
は
価
値
観
が
西
洋
化
し
、
あ
ま
り
ジ

エ
ン
ダ
ー
に
と
ら
わ
れ
な
い
傾
向
が
強
ま
っ

て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ラ
イ
フ

ス
テ
ー
ジ
に
よ
っ
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拡
大

と
縮
小
を
繰
り
返
す
な
か
で
、
そ
の
都
度
、

必
要
な
も
の
、
つ
な
が
れ
る
も
の
と
つ
な
が

っ
て
支
援
、
交
流
、
援
助
が
で
き
れ
ば
、
そ

れ
で
十
分
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
だ
か

ら
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
関
係
は
、
水
速
に
統
く
も

の
で
は
な
く
て
、
常
に
変
化
す
る
も
の
だ
と

思
い
ま
す
。

上
和
田
自
分
の
経
験
か
ら
一
一
治
つ
で
も
、
嫁

姑
の
関
係
を
札
機
が
な
い
よ
う
に
す
る
の
は
、

や
っ
ぱ
り
犬
次
第
だ
な
と
思
い
ま
す
(
笑
)
。

ま
ず
「
家
の
継
添
」
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
を
念
頭
に
お
く
限
り
、
嫁
任
せ
に

せ
ず
に
犬
も
加
勢
す
る
と
い
う
立
場
に
立
た

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
最

近
で
は
そ
の
意
識
は
ず
い
ぶ
ん
薄
れ
て
き
た

と
思
い
ま
す
。
逆
に
「
門
家
の
継
承
」
の
こ
と

は
考
え
な
い
と
い
う
前
提
で
あ
る
な
ら
、
あ

ま
り
嫁
姑
の
関
係
が
発
生
し
な
い
よ
う
な
混

住
形
態
の
関
係
を
結
ん
で
い
く
こ
と
の
ほ
う

が
大
事
か
な
と
思
っ
た
り
し
ま
す
。
そ
の
延

長
線
上
に
地
域
支
援
を
考
え
る
と
展
望
が
妨

げ
る
と
い
う
関
係
で
、
と
ら
え
て
い
ま
す
。

ジ
エ
ン
ダ
ー
に
つ
い
て
は
も
う
ひ
と
つ
の

観
点
が
あ
り
、
男
性
の
然
活
能
力
は
、
年
を

と
れ
ば
と
る
ほ
ど
低
下
し
て
い
く
。
高
齢
者

施
設
調
査
を
だ
い
ぶ
お
こ
な
い
ま
し
た
が
、

女
性
は
食
後
集
ま
っ
て
ペ
チ
ャ
ク
チ
ャ
し
ゃ

べ
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
男
性
は
そ
こ
に
入

っ
て
い
け
な
い
。
で
も
入
り
た
い
ん
で
す
ね
。

女
性
が
食
後
に
井
戸
端
会
議
を
し
て
い
る
周

り
を
ぐ
る
ぐ
る
回
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
し

て
、
弧
立
し
て
い
る
(
笑
)
。
悲
し
い
男
の
姿
、

こ
れ
を
な
ん
と
か
し
な
く
ち
ゃ
と
い
う
問
題

の
ほ
う
が
面
白
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

大
月
は
か
ら
ず
も
金
先
生
も
上
和
田
先
生

も
、
嫁
姑
に
つ
い
て
は
、
悩
ん
で
も
し
ょ
う

が
な
い
よ
と
い
う
よ
う
な
お
話
で
、
金
先
生

か
ら
は
ご
人
っ
子
い
と
い
う
キ

i
ワ
i
ド、

上
和
田
先
生
は
「
家
の
継
承
」
を
お
さ
ら
ば

し
た
向
こ
う
に
地
域
が
見
え
て
く
る
と
い
う

お
話
で
し
た
。
「
一
人
っ
子
」
と
「
家
の
継

承
」
と
い
う
課
題
を
つ
む
い
で
い
く
必
要
が

あ
る
と
い
う
大
き
な
示
唆
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
き
ょ
う
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま

し

た

。

(

文

責

H
編
集
部
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特
集
③
近
居
・
隣
居
の
ス
ス
メ
1
1
1
「
住
宅
に
住
む
」
か
ら
「
地
域
に
住
む
」
へ
1
1
i

護審

隣
居
の
発
生
状
、
ど
調
査
報
告

東
京
大
学
建
築
計
画
研
究
室

近
居
・
隣
居
を
捕
捉
す
る
こ
と

今
の
日
本
の
社
会
が
抱
え
る
重
要
な

課
題
と
し
て
、
超
高
齢
化
へ
の
対
応
が

あ
る
。
各
種
の
統
計
や
推
計
に
よ
る
と
、

超
高
齢
化
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
、
高

齢
単
身
者
居
住
者
の
増
加
が
、
深
刻
な

問
題
を
社
会
に
も
た
ら
す
こ
と
に
警
鐘

が
鳴
ら
さ
れ
て
い
る
場
面
を
よ
く
見
か

け
る
。
確
か
に
、
高
齢
単
身
居
住
者
が

増
え
て
い
く
と
、
彼
ら
の
生
活
上
の
サ

ポ
ー
ト
を
誰
が
お
こ
な
う
か
を
考
え
た

場
合
に
、
莫
大
な
税
の
投
入
を
覚
悟
せ

ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
、
今
で
こ
そ

深
刻
な
開
題
と
な
っ
て
い
る
孤
独
死
が

よ
り
頻
発
す
る
よ
う
な
社
会
に
、
ど
の

よ
う
に
対
処
す
る
べ
き
か
と
い
う
不
安

は
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
て
い
く
。

こ
の
よ
う
に
、
統
計
上
で
は
確
実

に
、
高
齢
単
身
居
住
者
の
数
は
増
え
て

文
責
H
大
月
敏
雄

い
く
の
だ
が
、
は
た
し
て
、
高
齢
単
身

居
住
者
の
数
は
そ
の
ま
ま
、
「
孤
立
無

援
の
人
々
」
の
数
で
あ
る
と
捉
え
て
い

い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

少
し
考
え
て
み
た
い
。
じ
つ
は
、
国
の

各
種
政
策
の
べ

i
ス
と
な
る
国
勢
調
査

や
、
地
方
自
治
体
の
政
策
の
も
と
と
な

る
住
民
基
本
台
帳
な
ど
で
は
、
親
族
同

士
が
近
い
距
離
に
暮
ら
し
、
そ
れ
ぞ
れ

が
あ
る
程
度
、
で
き
る
範
囲
で
助
け
合

い
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
く
と
い
う
現
象

は
、
捕
捉
さ
れ
て
い
な
い
。
具
体
的
に

い
え
ば
、
近
居
や
隣
居
と
い
う
現
象
は
、

高
齢
単
身
居
住
者
の
塙
加
を
示
す
統
計

と
は
切
り
離
さ
れ
た
現
象
と
し
て
認
識

さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ

ヲ
匂
。

こ
う
し
た
意
味
で
は
、
単
純
に
「
高

齢
単
身
居
住
者
の
数
」
れ
れ
「
孤
立
無
援

の
人
々
の
数
」
と
い
う
風
に
定
式
化
し

て
、
そ
れ
を
も
と
に
、
あ
る
種
の
高

齢
化
対
応
政
策
至
上
主
義
の
上
に
立
つ
、

政
策
的
パ
タ

l
ナ
リ
ズ
ム
に
も
と
づ
く

税
金
の
大
量
投
入
へ
と
導
く
議
論
の
流

れ
に
対
し
て
は
、
や
や
闘
を
と
っ
て
み

る
必
要
が
あ
り
そ
う
だ
。
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
家
族
が
近
く
に
住
み
あ
い
、
血
縁

の
相
互
扶
助
で
も
っ
て
、
高
齢
者
サ
ポ
ー

ト
問
題
を
解
決
す
る
べ
き
だ
と
い
う
方

向
も
、
ア
ナ
ク
ロ
に
過
ぎ
る
し
、
高
齢

化
問
題
の
解
決
の
一
端
を
家
族
に
解
決

さ
せ
よ
う
な
ん
で
い
う
こ
と
を
、
福
祉

の
議
論
の
場
面
で
唱
え
れ
ば
、
袋
叩
き

に
あ
う
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

こ
こ
で
考
え
た
い
の
は
、
超
高
齢
化

社
会
に
対
し
て
、
政
策
財
源
を
増
や
さ

ね
ば
な
ら
な
い
の
は
確
実
で
あ
る
に
し

て
も
、
そ
の
程
度
を
ど
の
よ
う
に
考
え

れ
ば
い
い
の
か
に
つ
い
て
の
目
途
を
探

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
は
、
そ

の
た
め
の
我
々
の
居
住
空
間
と
は
と
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
い
い
の
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
で
の
結
論
を
先
取
り
し
て
、
誤

解
を
恐
れ
ず
に
、
ざ
つ
く
り
と
言
っ
て
し

ま
え
ば
、
高
齢
者
の
お
お
む
ね

1
1
2

割
程
度
(
地
域
に
よ
る
)
が
、
子
ど
も

家
族
と
近
居
(
こ
の
場
合
だ
い
た
い
却

分
以
内
に
駆
け
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
)

を
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
類
推
的

に
言
え
、
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
政
策

が
形
成
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

司
本
の
都
市
政
策
も
住
宅
政
策
も
、

近
居
・
隣
居
と
い
う
現
象
を
念
頭
に
入

れ
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は

ま
っ
た
く
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
少

な
く
な
い
人
々
が
、
あ
る
場
合
に
仕
方

な
く
、
ま
た
別
の
場
合
に
は
選
好
的
に

近
居
・
隣
居
を
実
践
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
居
住
者
の
目
線
で
見
た
時
に
、

近
居
や
隣
居
が
あ
る
種
類
の
生
活
課
題

を
解
く
た
め
の
手
だ
て
と
し
て
活
用
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
表
現
し
て
い

る
の
だ
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

こ
れ
を
う
ま
く
都
市
政
策
・
居
住
政
策

に
組
み
込
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
一
定

の
過
剰
投
資
を
免
れ
得
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
考
え
も
、
成
り
立
た
な
い
わ
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け
で
は
な
い
。

確
か
に
、
す
べ
て
の
齢
の
親
が
、

子
ど
も
世
帯
が
近
所
に
住
ん
で
、
何
か

あ
っ
た
時
に
駆
け
つ
け
て
く
れ
る
こ
と

を
幸
せ
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
す
べ
て
の
子
育

て
殴
帯
が
、
ま
だ
元
気
な
親
に
子
育
て

を
少
し
ば
か
り
手
伝
っ
て
ほ
し
い
と

思
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
ま

た
、
お
じ
い
さ
ん
お
ば
あ
さ
ん
に
な
っ

た
か
ら
と
い
っ
て
、
孫
と
接
し
て
い
る

と
き
が
一
番
楽
し
い
と
い
う
人
ば
か
り

と
は
限
ら
ず
、
せ
っ
か
く
の
老
後
の
自

由
時
間
を
、
子
ど
も
に
も
孫
に
も
干
渉

さ
れ
ず
に
、
の
ん
び
り
し
た
い
の
だ
と

い
う
人
も
多
い
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、

す
べ
て
の
人
が
近
居
・
隣
居
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
毛
頭
な
い
も

の
の
、
近
居
・
隣
居
に
つ
い
て
、
そ
れ

を
望
む
人
が
あ
る
程
度
自
然
に
選
択
で

き
る
よ
う
に
配
慮
す
る
よ
う
な
計
画
が
、

ま
ち
づ
く
り
レ
ベ
ル
、
住
ま
い
づ
く
り

レ
ベ
ル
で
考
え
ら
れ
る
余
地
が
あ
り
そ

う
だ
と
い
う
こ
と
だ
。

福
祉
は
だ
れ
が
担
う
の
か

そ
れ
で
は
、
本
当
に
身
寄
り
の
な
い

孤
立
無
援
の
高
齢
者
は
、
ど
う
し
た
ら

よ
い
の
か
。
こ
れ
こ
そ
は
、
基
本
的
に

は
、
政
策
的
な
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
が

サ
ポ
ー
ト
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ

し
、
そ
れ
だ
け
で
は
世
の
中
は
成
り
立
っ

て
い
か
な
い
。
こ
こ
で
、
日
本
に
お
け

る
家
族
関
係
の
福
祉
の
担
い
手
の
変
化

を
ざ
っ
と
振
り
返
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

〉つノ。
日
本
が
福
祉
型
の
閤
家
に
変
革
し
て

き
た
高
度
経
済
成
長
時
代
ま
で
は
、
こ

う
し
た
家
族
関
係
の
福
祉
は
、
基
本
的

に
血
縁
家
族
が
担
っ
て
き
た
。
場
合
に

よ
っ
て
は
、
そ
れ
を
地
縁
社
会
(
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
)
が
補
完
的
に
支
援
し
て

き
た
し
、
出
血
縁
関
係
の
薄
い
都
会
の
下

町
の
よ
う
な
社
会
で
は
地
縁
社
会
が
個

人
の
福
祉
を
下
支
え
し
て
き
た
面
も
あ

る
。
よ
必
く
の
親
戚
よ
り
近
く
の
他
人
」

な
ど
と
い
う
一
一
口
口
葉
が
実
感
を
も
っ
て
つ

か
わ
れ
て
い
た
世
界
で
あ
る
。
そ
う
し

た
伝
統
的
な
家
族
の
福
祉
の
あ
り
ょ
う

が
、
高
度
経
済
成
長
に
と
も
な
う
都
市

的
生
活
様
式
へ
の
変
化
と
と
も
に
徐
々

に
解
体
し
、
勤
め
先
に
よ
る
福
祉
に
と
っ

て
替
わ
ら
れ
、
公
に
よ
る
福
祉
政
策
に

と
っ
て
替
わ
ら
れ
て
き
た
。
血
縁
と
地

縁
に
よ
る
福
祉
か
ら
、
公
共
と
勤
め
先

組
織
に
よ
る
福
祉
へ
の
切
り
替
え
で
あ

る
。
別
な
表
現
方
法
を
と
れ
ば
、
こ
れ

ま
で
親
類
づ
き
あ
い
の
煩
わ
し
さ
や
、

隣
近
所
づ
き
あ
い
の
煩
わ
し
さ
を
、
一

種
の
保
険
料
と
し
て
成
り
立
た
せ
て
い

た
互
助
の
シ
ス
テ
ム
を
、
税
金
や
保
検

料
と
い
う
形
で
、
よ
り
集
約
的
に
、
よ

り
合
理
的
に
、
よ
り
広
域
的
に
、
よ
り

契
約
的
に
福
祉
を
お
こ
な
う
こ
と
に
変

換
し
て
い
く
こ
と
が
、
推
進
さ
れ
て
き

た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
日

本
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
出
立
し
た
個
人
」

た
ら
ん
こ
と
を
目
指
し
て
き
た
の
で
あ

る
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
で
役
割
を
減
じ
て

き
た
の
が
、
親
族
と
近
隣
に
よ
る
互
助

で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
初
年
で
起
き
た
こ
と

は
、
公
に
よ
る
福
祉
の
縮
減
と
、
勤
め

先
に
よ
る
福
祉
か
ら
の
撤
退
で
あ
っ
た
。

原
因
は
経
済
成
長
の
終
露
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
か
つ
て
の
よ
う
に
公
と
勤
め

先
に
お
金
が
集
ま
る
自
途
が
立
た
な
く

な
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ

れ
ま
で
議
論
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
な
る
も
の
、
す
な

わ
ち
高
度
経
済
成
長
期
以
降
、
ア
プ
リ

オ
リ
に
行
政
や
勤
め
先
の
お
仕
事
と
信

じ
ら
れ
て
き
た
事
柄
、
国
民
や
従
業
員

の
基
本
的
権
利
と
し
て
要
求
す
べ
し
と

忠
わ
れ
て
き
た
事
柄
が
、
改
め
て
開
い

直
さ
れ
る
と
い
う
事
態
に
直
面
し
た
の

で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
公
共
と
勤
め
先
に

よ
る
福
祉
を
い
き
な
り
切
り
捨
て
よ
う

と
し
た
と
た
ん
、
さ
ま
ざ
ま
な
破
綻
が

闘
に
見
え
て
生
じ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ

で
、
改
め
て
公
を
中
心
に
そ
の
ほ
こ
ろ

び
を
埋
め
合
わ
せ
る
た
め
の
概
念
と
し

て
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
が
出
て
き
た
の

で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
を

だ
れ
が
構
築
す
べ
き
か
、
と
い
う
点
が

重
要
で
あ
る
。
す
べ
て
公
が
負
担
す
る

と
い
う
こ
と
は
す
で
に
現
実
的
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
高
齢
化
に
と
も
な
う
諸

費
用
が
今
後
膨
ら
ん
で
い
く
こ
と
は
明

ら
か
だ
し
、
消
費
税
を
上
げ
る
に
も
限

界
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
登
場
す
る
の
が
、

従
来
の
血
縁
・
地
縁
の
枠
組
み
を
顕
在

化
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

こ
で
も
問
題
が
生
じ
る
。
血
縁
を
強
調

す
れ
ば
、
家
族
に
よ
る
介
護
、
シ
ャ
ド
ー

ワ
!
ク
な
ど
な
ど
、
こ
れ
ま
で
忌
避

さ
れ
て
き
た
不
平
等
な
負
担
が
思
い
出

さ
れ
る
。
ま
た
、
地
縁
を
強
調
す
れ
ば
、

伝
統
的
保
守
的
な
町
内
会
組
織
に
よ
る

ボ
ス
支
配
と
そ
れ
を
通
じ
た
巧
み
な
行

政
支
配
の
捨
が
頭
を
よ
ぎ
る
。
こ
う
し

た
、
伝
統
社
会
の
暗
い
陰
を
払
拭
し
よ

う
と
し
て
、
我
々
は
戦
後
社
会
、
「
自
立

すまいろん 2011年冬号



し
た
個
人
が
形
成
す
る
社
会
」
を
築
い

て
き
た

の
で
は
な
か
っ
た
の
か
と

い
う

反
発
を
食
ら
っ
て
し
ま
う
。

と
は
い
っ
て
も
、
可
能
な
範
囲
で
親

の
面
倒
を
見
る
、

あ
る
い
は
孫
の
世
話

を
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
家
族
を
ケ
ア

し
あ
う
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
る
人
も
当

然
い
る
だ
ろ
う
が
、
町
内
会
が
い
つ
も

町
会
費
で
温
泉
旅
行
を
し
て
い
る
と
は

限
ら
な

い
。
町
内
会
自
治
会
の
活
動
は

結
構
地
域
社
会
に
と
っ
て
は
不
可
欠
で

重
要
で
あ
る
こ
と
も
多
い
。
ま
た

一
方

で、

地
域
の
中
で
は
、

N
P
O
な
ど
を

中
心
と
し
た
、
新
手
の
活
動
主
体
も
大

き
く
台
頭
し
て
き
た
。

N
P
O
と
い
う

構
え
を
と
ら
ず
と
も
、

ネ
ッ

ト
で
形
成

さ
れ
た
人
間
関
係
が
、
地
域
の
課
題
を

解
く
方
向
に
動
い

て
い
く
可
能
性
も
実

証
さ
れ

つ
つ
あ
る
。

当
た
り
前
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
う

し
た
、

地
域
に
お
け
る
新
旧
の
多
様
な

人
間
関
係
で
も
っ

て
、
地
域
の
セ
ー
フ

テ
ィ
ネ
ッ
ト
を
、
公
と
と
も
に
構
築
す

る
し
か
、

道
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
勤
め
先
」

も
そ
の
中
に
積
極
的
に
か
か
わ
っ
て
ほ

し
い。

血
縁、

地
縁
そ
し
て
、

N
P
O

や
ネ
ッ
ト
社
会
と
い
っ
た
新
た
な
縁
(
人

間
関
係
)
が
ど
の
よ
う
な
按
配
で
地
域

の
福
祉
を
支
え
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
。

そ
こ
に
ど
う
公
が
絡
む
の
か
。

ま
た
そ

こ
に
ど
う
勤
め
先
が
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
、

あ
る
い
は
社
縁
と
し
て
絡
む
の
か
。
こ

う
し
た
こ
と
を
総
合
的
に
考
え
る
必
要

が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

近
居
・
隣
居
と
い
う
計
画
価
値

こ
う
し
た
な
か
で
、
比
較
的
、
都
市

・

建
築

・
住
宅

・
地
域
空
間
と

い
っ
た
分

野
と
な
じ
み
が
深
い
の
が
、
「
地
縁
」
で

あ
っ
た
。
特
に
住
宅
計
画

・
住
宅
地
計

画
の
分
野
で
は

「
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
形
成
」

な
る
も
の
が
、

一
つ
の
計
岡
価
値
と
し

て

一
定
の
重
き
を
な
し
て
き
た
。
そ
れ

で
も
、
世
の
中
に
は
必
ず
一

定
の
割
合

で
「
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
な
る
も
の
が
そ
も

そ
も
嫌
い
」
と
い
う
人
々
が
い
る
の
で
、

「
コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

計
画
」
は
、
と
も
す

れ
ば
、
独
り
善
が
り
な
価
値
観
の
押
し

つ
け
、

と
い
う
風
に
捉
え
ら
れ
る
場
面

が
多
々
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
し

か
し
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ

ら
ず
、

地
縁
に
よ
る
互
助
を
改
め

て
議

論
す
べ
き
時
期
に
き
て
い
る
こ
と
も
事

実
だ
し
、
伝
統
的
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
形
成

論
を
自
己
目
的
化
す
る
こ
と
を
超
え
て
、

上
述
の
文
脈
の
中
で
議
論
し
続
け
て
い

く
こ
と
の
重
要
性
は
ま
す
ま
す
強
ま
つ

て
い
る
。

ま
た
、
「新
た
な
縁

(N
P
O
や
ネ
ッ

ト
社
会
)
」
は
ま
ち
ボ
つ
く
り
の
新
た
な
担

い
手
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
に
研
究
さ
れ
つ

つ
あ
る
し
、
「
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ビ
ジ
ネ
ス
」

な
ど
の
関
連
で
、
地
域
空
間
に
お
け
る

「
勤
め
先
」
の
担
う
役
割
も
議
論
さ
れ

つ
つ
あ
る。

介
護
ビ
ジ
ネ
ス

へ
の
さ
ま

ざ
ま
な
主
体
の
参
入
の
状
況
を
み
れ
ば
、

そ
れ
が
生
々
し
く
展
開
し
つ
つ
あ
る
様

子
が
わ
か
る
。
ま
た、

そ
の
関
連
と
し

て
公
共
の
役
割
も
相
対
的
に
見
直
さ
れ

つ
つ
あ
り、

p
p
p
と
い
う
言
葉
が
そ

れ
を
象
徴
し
て
い
る
。

し
か
る
に
、
従
来
、
住
宅
や
空
間
の

研
究
と
関
連
の
深
か
っ

た

「
血
縁
」
は
、

こ
の
、
家
族
の
福
祉
を
地
域
的
に
ど
う

解
く
か

と

い
う
問
題
に
ど
う
絡
む
の

か
。
そ
れ
を
空
間
的
な
解
釈
と
し
て
み

た
場
合
に
、
建
築
学
、
住
居
学
の
人
々

は
何
を
考
え
た
ら
い
い
の
か
。
こ
う
考

え
た
時
に、

近
居
・隣
居
と
い
う
現
象
に
、

改
め
て
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
の
だ。

前
述
し
た
よ
う
に
、
政
策
の
基
礎
と

な
る
基
幹
的
な
人
口
動
態
関
連
調
査
で

は、

近
居
・

隣
居
は
補
足
さ
れ
て

い
な

い
も
の
の
、
子
ど
も
と
ど
れ
く
ら
い
離

れ
て
住
ん
で
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
じ

つ
は
さ
ま
ざ
ま
な
統
計
が
、
各
種
機
関

に
よ
っ

て
と
ら
れ

て
お
り
、

実
際
に

割
と
多
く
の
人
々
が
近
居
や
隣
居
と
い

う
居
住
形
態
を
選
択
し
て
い
る
こ
と
も
、

事
実
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
統
計
デ
ー

タ
は
、
あ
る

一
定
地
区
(
地
域
性
)
や

住
居
類
型

(
住
宅
種
別
)
と

は
あ
ま

り
関
係
な
く
、
広
く
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
や
広
域
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
っ

て
、
捕
捉
さ
れ
る
こ
と
が
多
い。

こ
れ

ら
を
特
定
の
地
域
に
お
け
る
居
住
の
在

り
方
と
し
て
細
く
検
討
し
よ
う
と
思
え

ば
、
た
と
え
ば
、
本
特
集
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
で
、
上
和
田
先
生
が
取
り
組
ま
れ

た
よ
う
に、

あ
る
一

定
エ
リ
ア
の
住
宅

地
図
で
、
隣
り
合
っ
た
住
居
の
表
示
に

同
じ
名
字
が
あ
る
と
こ
ろ
に
、
悉
皆
的

に
当
た

っ
て
み
る
な
ど
と
い
う
作
業
を

通
し
て
、
隣
居
の
地
域
的
広
が
り
と
実

態
を
補
足
す
る
と
い
っ

た
、
新
た
な
デ
ー

タ
収
集
手
法
を
考
案
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、
前
置
き
が
大
変
長
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
が
、
お
お
む
ね
、
上
記
の
よ

う
な
こ
と
を
バ
ッ

ク
グ
ラ
ウ

ン
ド
と
し

て
、
東
京
大
学
建
築
計
画
研
究
室
(
西

出
大
月
研
究
室
)
で
現
在
お
こ
な
わ
れ
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て
い
る
研
究
ご
と
の
な
か
で
、
あ
る

特
定
の
居
住
地
(
地
方
都
市
の
戸
建
て

ニ
ュ
l
タ
ウ
ン
、
郊
外
公
共
賃
貸
集
合

住
宅
団
地
、
都
心
型
超
高
層
マ
ン
シ
ョ

ン
の

3
類
型
)
に
お
け
る
近
居
・
隣
居

の
出
現
の
量
的
な
実
相
が
、
少
し
判
明

し
て
き
た
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の

調
査
結
果
を
ご
く
簡
単
に
報
告
す
る
こ

と
に
し
た
い
。

こ
れ
ら
の

3
つ
の
調
査
は
そ
れ
ぞ
れ
、

主
た
る
調
査
目
的
を
異
に
し
て
い
る
の

で
、
近
居
の
定
義
も
そ
れ
ぞ
れ
微
妙
に

異
な
っ
て
い
る
が
、
ど
ん
な
居
住
地
類

型
で
ど
ん
な
近
居
が
お
こ
な
わ
れ
て
い

る
か
の
イ
メ
ー
ジ
を
大
雑
把
に
で
は
あ

る
が
、
っ
か
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な

お
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
の
は
あ
く
ま
で

も、

事
実
関
係
が
中
心
で
あ
り
、
そ
の

こ
と
を
ど
の
よ
う
に
今
後
の
「
計
画
価

値
」
へ
と
結
び
つ
け
る
か
は
、
ま
さ
に
、

今
後
の
課
題
で
あ
る
こ
と
は
予
め
お
断

り
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

地
方
大
規
模
戸
建
ニ
ュ
ー
タ
ウ

ン
の
場
合
?

今
は
ま
だ
深
刻
で
は
な
い
も
の
の
、

こ
の
ま
ま
い
け
ば
き
っ
と
高
齢
者
ば
か

り
の
団
地
に
な
る
だ
ろ
う
と
予
想
さ
れ

る
団
地
は
、

全
国
に
た
く
さ
ん
あ
る

に
ち
が
い
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、

か
つ
て
は
ニ
ュ

l
タ
ウ
ン
(
以
下
、

N

T
)
と
呼
ば
れ
た
大
規
模
団
地
で
、
数

年
後
は
確
実
に
高
齢
者
ば
か
り
と
な
る

で
あ
ろ
う
団
地
で
、
比
較
的
物
理
的
に

周
辺
の
市
街
地
と
連
坦
し
て
い
な
い
と

こ
ろ
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
高
齢
化

が
進
行
し
た
団
地
で

一
体
ど
の
よ
う
な

居
住
現
象
が
進
行
す
る
か
と
い
う
こ
と

を
調
べ
る
た
め
に
、
あ
る
地
方
都
市
の

N
T
と
し
て
1
9
7
1
年
か
ら
分
譲
が

開
始
さ
れ
た
6
0
0
0
世
帯
弱
、
人
口

1
8
0
0
0
程
度
の
大
規
模
戸
建
て
住

宅
団
地
に
お
け
る
、
動
向
を
調
べ
て
み

た
(
写
真
1
)
。

こ
こ
で
対
象
と
な
る

N
T
か
ら
、
公

営
住
宅
団
地
を
除
く
と
、
ほ
ぼ
純
粋
に

戸
建
て
住
宅
が
残
り
、
そ
の
戸
数
は
約

5
0
0
0
戸
で
あ
る
。
そ
れ
ら
戸
建

て
住
宅
を
対
象
と
し
て
、
住
宅
地
図
に

よ
っ
て
、
入
居
当
初
か
ら
現
在
に
至
る

ま
で
そ
の
居
住
者
の
表
示
が
変
化
し
て

い
る
も
の
を
補
足
す
る
と
、
全
体
の
約

加
%
と
な
る
。
実
は
、
今
回
の
調
査
で
は
、

こ
の

N
T
で
入
居
開
始
時
か
ら

一
貫
し

て
こ
こ
で
営
業
を
続
け
て
き
た
不
動
産

仲
介
事
業
者
の
協
力
を
得
て
、
そ
の
営

業
開
始
時
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
、

す
べ
て
の
賃
貸
借
仲
介
物
件
、
住
宅
売

買
仲
介
物
件
の
デ

l
タ
を
提
供
し
て
い

た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
し
た
事

情
か
ら
、
研
究
対
象
と
な
る

N
T
を
特

定
で
き
る
よ
う
な
具
体
の
情
報
は
公
表

で
き
な
い
の
だ
が
、
山
に
固
ま
れ
、
物

理
的
に
独
立
し
た
環
境
の
住
宅
地
で
あ

る
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
こ
の
不
動
産
会

社
の
仲
介
物
件
が
、
上
記
の
居
住
者
表

示
変
更
物
件
に
占
め
る
割
合
は
、
m
w
%

で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
デ
ー

タ
は
、
お
お
む
ね
こ
の

N
T
に
お
け
る

戸
建
て
住
宅
居
住
者
の
変
化
の
7
割
弱

を
捕
捉
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
デ
l
タ
を
も
と
に
、
1
9
9

9
年
か
ら
2
0
1
0
年
ま
で
の
建
物
売

買
物
件
に
占
め
る
、
近
居
を
理
由
と
し

た
売
買
の
件
数
を
、
同
社
の
社
長
か
ら

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
っ
て
洗
い
出

し
て
み
た
。
ほ
ぼ
す
べ
て
の
物
件
の
売

買
を
直
接
担
当
し
、
そ
の
個
別
の
状

況
を
記
憶
し
て
い
る
の
で
、
か
な
り
信

濃
性
の
高
い
デ

l
タ
と
い
え
よ
う
。
結

果
、
1
9
9
9
年
か
ら
2
0
1
0
年
に

お
こ
な
わ
れ
た
売
買
物
件
を
1
0
0
%

と
す
る
と
、
そ
の
幻
%
に
当
た
る
臼
件

が
、
近
居
を
主
た
る
動
機
と
す
る
売
買

で
あ
っ
た
こ
と
が
判
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、

少
数
な
が
ら
こ
の
近
居
の
中
に
は
隣
居

も
含
ま
れ
て
い
る
。
お
お
ざ
っ
ぱ
に
言
っ

て
、
近
年
こ
の

N
T
に
引
っ
越
し
て
き

た
人
の
約

3
割
が
、
結
果
的
に
近
居
関

係
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、

* 1/この調査は、東京大学GCOEプロ

グラム「都市空間の持続再生学の展開」及

び、文部科学省科学研究費基盤研究 (A)

( 般)r超高齢社会に対応した地域建築機

能再配置型都市再編システムの社会実験を

とおした構築 (主査西出和彦)J (トi22 ~ 

H 26)の一環としておこなっているもので

ある。具体の調査については、伊藤夏樹 (東

京大学都市工学専攻博士課程)、 中島孝裕

(同建築学専攻修士課程)、佃悠 (同博士課

程)、李ヨングン (同)が共同研究としてお

こなっている。

すまいろん 2011年寄号



こ
こ
で
近
居
と
い
う
の
は
、
こ
の

N
T

内
も
し
く
は
若
干
の
隣
接
市
街
地
に
居

住
し
合
っ
て
い
る
関
係
を
指
し
て
い
る
。

こ
の
内
訳
を
み
る
と
、
表
ー
の
よ
う

で
あ
っ
た
。
も
と
も
と

N

T
に
親
が

住
ん
で
い
て
、
そ
の
娘
家
族
、
息
子

家
族
、
も
し
く
は
子
世
帯
夫
婦
の
両
方

が
、
親
の
近
く
に
住
む
こ
と
を
選
択
し
、

こ
の

N
T
内
で
近
居
を
始
め
る
よ
う
に

な
っ
た
ケ

l
ス
が

一
番
多
く
、
合
わ
せ

て
全
体
の
剖
%
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ

は
、
あ
り
て
い
に
い
え
ば
、

N
T
で
生

ま
れ
育
っ
た
子
世
代
が
、
い
っ
た
ん
は

高
等
教
育
や
就
職
の
た
め
に

N
T
を
出

た
も
の
の
、
結
婚
し
て
子
育
て
期
に
入

り
、
か
つ
て
住
み
な
れ
た
と
こ
ろ
に
戻
っ

て
く
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
し

か
も
、
夫
婦
で
い
え
ば
、
夫
が

N
T
出

身
者
で
あ
る
ケ
ー
ス
が
、

妻
が
N
T
出

身
者
で
あ
る
ケ

l
ス
の

2
倍
の
値
を
示

し
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
特
殊
な
条
件

が
重
な
っ
て

こ
う
し
た
数
値
を
示
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
空
家
の
増
え
た

N
T
に
、
子
ど
も
が
親
と

の
近
居
を
目

指
し
て
故
郷
に
帰
っ
て
く
る
と
い
う
構

図
が
か
な
り
の
割
合
で
定
着
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
で
、
都
市
部
で
よ
く
見
か
け
る
、

田
舎
に
残
さ
れ
た
高
齢
の
親
を
、

子
ど

失の実家が NT 25 48% 

妻の実家か‘ NT 13 25% 

夫婦双方の方実家が NT 4 8% 

親世帯と一緒に NTに転入 3 6% 

単身で親が NT 2 4% 

NTに住む子が親を呼び寄せ 2 4% 

兄弟が NTに住んでいた 2 4% 

NTに住む親か引共のため購入 2% 

近居合計 52 100% 

も
に
近
い
と
こ
ろ
に
呼
び
寄
せ
る
い
わ
ゆ

る
「
呼
び
寄
せ
」
は
、
こ
こ
で
は
少
な
く
、

4
%
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、

N

T
の
特
徴
の
よ
う
で
も
あ
る
(
表
1
)
。

本
稿
で
は
、
紙
面
の
都
合
で
こ
う
し

た
ざ
っ
く
り
し
た
デ

l
タ
を
示
す
に
と

ど
め
る
が
、
こ
れ
ら
の
ケ

l
ス
が
具
体

的
に
ど
の
よ
う
に
生
じ
、
そ
の
結
果
、

ど
の
よ
う
な
近
居
生
活
の
実
態
を
示
し

て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
分
析

す
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
、
空
家
の
増

加
が
心
配
さ
れ
て
い
る
多
く
の
戸
建
て

団
地
で
、

近
居

・
隣
居
と
い
う
も
の
が

課
題
を
解
く
ひ
と
つ
の
カ
ギ
と
な
る
可

能
性
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

首
都
圏
大
規
模
郊
外
賃
貸
住
宅

団
地
の
場
合
;

建物購入による近居の実現内訳

そ
れ
で
は
、
戸
建
て
で
は
な
く
、
集

合
住
宅
団
地
で
は
ど
う
か
。
こ
こ
で
示

す
事
例
は
、
1
9
6
4
年
に
日
本
住
宅

公
団
に
よ
っ
て
東
京
近
郊
に
供
給
さ
れ

た

約

4
0

0

0
戸
の
賃
貸
住
宅
団
地
の

例
で
あ
る
(
写
真
2
)
。
こ
の
団
地
は
現
在

全
面
建
て
替
え
が
進
行
中
で
、
ほ
ぽ
半

分
の
建
て
替
え
が
済
ん
で
い
る
。
初
期

の
公
団
賃
貸
住
宅
の
建
て
替
え
は
、
い

わ
ゆ
る
募
集
停
止
を
し
、

叩
年
か
ら
初

年
程
度
、
新
規
入
居
者
を
入
れ
な
い
の

で
、
多
く
の
建
て
替
え
団
地
で
は
、
急

表 1

*2/本研究は、前項「地方大規模戸建二ュ タウンの

場合Jと同様に、東京大学GCOEプログラム「都市空

間の持続再生学の展開j及び、文部科学省科学研究費基

盤研究 (A)(一般)I超高齢社会に対応した地域建築機

能再配置型都市再編システムの社会実験をとおした構

築 (主査西出和彦)Jの一環として、柏市、 UR都市

機構、東京大学高齢社会総合研究機構の 3者協同研究の

枠組みでおこなっているものである。今回のアンケー卜

調査では、主として西野亜希子(東京大学建築学専攻特

任研究員)、 田中優太郎 (同建築学科卒論生)、 岡本和彦

(1司建築学専攻助教)、佃悠 (伺博士課程)、 李ヨンジ、ユ

ン (同)、 後藤純 (岡高齢社会総合研究機構特任研究員)、

廃瀬雄一 (同)が共同研究者としてかかわっている。

団地内 徒歩 15分 車で 30分 それ以遠 合計

団地内 46人 38人 104人 163人 351人
(13%) (11%) (30%) (46%) 

団地周辺 5人 14人 24人 70人 113人
(4%) (12%) (21%) (62%) 

対象となった東京近郊大規模公団賃貸住宅写真2

表2 団地内外の居住者の子世帯が住んでいる場所
(%は、 子世帯がいる全世帯に対する割合、小数点以下を四捨五入)

すまいろん 2011年冬号



激
に
高
齢
化
が
進
む
。
も
ち
ろ
ん
こ
の

団
地
も
例
外
で
は
な
い
。

こ
の
団
地
で
、
団
地
と
そ
の
周
辺
の

一
般
市
街
地
に
対
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
を

お
こ
な
い
、
子
世
帯
が
い
る
と
答
え
た

団
地
内
の
3
5
1
世
帯
、
団
地
地
周
辺

の
1
1
3
世
帯
に
つ
い
て
、
子
ど
も
世

帯
が
ど
れ
く
ら
い
近
所
に
住
ん
で
い
る

の
か
に
つ
い
て
ま
と
め
た
結
果
が
、

表

2
で
あ
る
。

こ
れ
を
み
る
と
、
団
地
内
で
は
車
で

初
分
以
内
に
子
世
帯
が
住
ん
で
い
る
世

帯
は
、
ほ
ぼ
半
数
。
ま
た
、
そ
の
な
か

で
も
子
ど
も
が
団
地
内
に
住
ん
で
い
る

世
帯
が
全
体
の

l
割
強
、
子
ど
も
が
団

地
か
ら
徒
歩
日
分
く
ら
い
の
所
に
住

ん
で
い
る
世
帯
が
同
じ
く
全
体
の

l
割

強
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
合
わ
せ

て
、
徒
歩
日
分
以
内
を
近
居
と
す
れ
ば
、

但
%
、
す
な
わ
ち
4
分
の

l
程
度
が
近

居
を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
団
地
周
辺
は
4
%
の
人

が
団
地
内
に
住
ん
で
お
り
、
徒
歩
日
分

以
内
を
近
居
と
す
れ
ば
、
日
%
の
人
が

近
居
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
団
地
内
外
に

ま
た
が
っ
て
近
居
関
係
を
持
っ
て
い
る

人
は
、
団
地
内
か
ら
見
た
時
に

l
割
程

度
。
団
地
外
か
ら
見
た
時
に
5
%
程
度

と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
団
地

内
外
を
考
え
な
い
場
合
で
も
、

l
割
か

ら
2
割
程
度
の
世
帯
が
、
近
居
を
行
っ

て
い
る
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

都
心
型
超
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
の

場
合

*
3

最
後
に
、

1
9
8
8
年
に
分
譲
さ
れ

た
比
較
的
初
期
の
都
心
超
高
層
分
譲
マ

ン
シ
ョ
ン
(
写
真
3
)

の
場
合
を
み
て
み

よ
う
。
こ
こ
は
、
お
階
建
3
棟
で
全
部

で
約
5
7

0
戸
の
住
居
を
有
し
て
い
る
。

こ
こ
で
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
お
こ
な
い
、

犯
件
の
回
収
を
得
た
が
、
こ
の
中
で
叩

件
、
同

一
マ
ン
シ
ョ
ン
内
に
親
族
が
居

住
し
て
い
る
実
態
を
確
認
し
た
。
こ
こ

で
、
同

一
マ
ン
シ
ョ
ン
内
に
住
み
あ
う

こ
と
を
近
居
と
す
れ
ば
、
類
推
的
に
い
っ

て
、
約

I
割
強
の
世
帯
で
近
居
が
行
わ

れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
内
訳
は
、
「
子
供
が
親
を
呼
ん
だ

例

(
2
件
)
」
「
親
の
所
に
子
供
が
来
た

例

(
6
件
)
」
「
キ
ョ
ウ
ダ
イ
が
キ
ョ
ウ

ダ
イ
の
近
く
に
来
た
例

(
2
例
)
」
で
あ
っ

た
。
こ
こ
で
も
、
第
l
例
目
に
述
べ
た

N
T
と
同
様
、
親
世
帯
の
そ
ば
の
空
き

住
戸
を
買
っ
て
子
世
帯
が
近
居
を
図
る

ほ
う
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
キ
ヨ

ウ
ダ
イ
の
例
の
ひ
と
つ
は
、
初
代
の
女

性
が
も
と
も
と

一
人
で
暮
ら
し
て
お
り
、

そ
の
妹
も
都
内
で

一
人
暮
ら
し
で
あ
っ

た
の
が
、
た
ま
た
ま
姉
の
隣
の
住
戸
が

売
り
に
出
た
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ

一
人
暮

ら
し
で
は
心
細
い
の
で
、
妹
を
呼
び
寄

せ
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
別
の
調
査
と
し
て
マ
ン

シ
ョ
ン
内
で
た
だ
一
人
の
民
生
委
員
に

聞
き
取
り
を
お
こ
な
っ
た
の
だ
が
、
民

生
委
員
は
九
歳
以
上
の
独
居
者
伍
名
の

見
守
り
活
動
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
こ

の
う
ち
の
、
5
名
が
子
世
帯
が
親
世

帯
を
呼
び
寄
せ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
数
字
は
、
先
の
ア
ン
ケ
ー
ト
と
は

別
の
母
集
団
か
ら
導
か
れ
た
数
字
で
あ

且
有名、年-nu 

フ』んろ
、
します5

 

円
ノ
-

る
の
で
、
先
の
数
字
よ
り
は
多
い
数
の
、

高
齢
親
世
帯
呼
び
寄
せ
近
居
が
お
こ
な

わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

超
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
は
、
比
較
的
分

譲
価
格
が
高
く
、
そ
れ
に
従
っ
て
最
初

の
入
居
世
帯
の
年
齢
が
、

一
般
住
宅
購

入
者
よ
り
高
い
こ
と
が
多
い
。

こ
の

た
め
、
マ
ン
シ
ョ
ン
居
住
者
世
帯
が
一

斉
に
高
齢
化
す
る
ま
で
の
期
聞
が
比
較

的
短
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か
く
、

一
般
に
は
近
居
と
は
縁
の
な
さ
そ
う
な

都
心
超
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
あ
る
が
、

そ
ん
な
と
こ
ろ
で
も
、
類
推
的
に
で
は

あ
る
が
、

-
割
強
の
世
帯
が
近
居
を
お

こ
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
そ

う
で
あ
る
。

写真 3 対象となった都心超高層マンション

*3/本研究は、財団法人第一住宅建

設協会平成 22年度助成研究(一般研

究)I長期経過した超高層分譲集合住

宅におけるコミュ ニテ ィ運営指針の

居住者参加型構築(研究代表者大月

敏雄)Jの一環としておこなっている

ものであり、田中和宏 (東京大学建築

学専攻修士課程)、在塚友恵(東京理

科大学理工学部初見研究室卒論生)、

坂本太樹 (同)、田中照人(同)との

共同研究としておこなっている。
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とり親と未婚の子
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(年)

1975 

1980 

1985 

1995 

2000 

1990 

60歳以上の者のいる世帯の
出典国民生活白雲(平成 18年版)

高
齢
期
を
誰
と
住
む
か
。
こ
の
議
論
は
、
産

業
構
造
が
変
化
し
、
都
市
化
と
と
も
に
核
家
族

化
が
進
行
し
て
、

3
世
代
間
屑
が
当
然
の
規
範

で
は
な
く
な
っ
た
時
に
始
ま
る
。
そ
れ
に
、
ひ

と
り
ひ
と
り
の
長
寿
命
化
と
社
会
の
高
齢
化
が

加
わ
っ
て
、
日
本
の
社
会
が

υ
老
人
問
題
d

を

認
識
し
始
め
た
の
は

1
9
7
0
年
頃
、
有
吉
佐

和
子
著
『
悦
惚
の
人
』
に
よ
っ
て
多
く
の
人
が

そ
の
厳
し
さ
を
知
っ
た
の
は

1
9
7
3
年
の
こ

と
だ
っ
た
。

1
9
7
0
年
に
は
日
本
は

1
品
齢

化
社
会
々
に
入
っ
て
い
た
の
だ
が
、
ま
だ
、
こ

の
社
会
全
体
の
再
構
成
を
求
め
る
捉
え
方
は
知

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

1
4口

密

割
100 (%) 80 60 

同
居
・
別
居
論
か
ら

40 

高
齢
期
の
住
み
方
は
、
ま
ず
、
同
居
か
別
居

か
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
基
本
的

に
は
、
伝
統
的
な
規
範
の
根
強
さ
と
、
新
し
い

家
族
観
と
の
相
克
を
め
ぐ
る
議
論
だ
っ
た
が
、

同
時
に
、
誰
が
老
人
を
お
世
話
す
る
か
、
と
い

う
ケ
ア
に
つ
い
て
の
議
論
で
も
あ
っ
た
。

1
9
8
0
年
代
の
半
ば
頃
ま
で
は
、
高
齢
者

20 

2004 
ζ二

口

の
3
世
代
同
居
率
は
下
が
る
傾
向
に
は
あ
っ
た

も
の
の
、
実
数
は
減
っ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
を

根
拠
と
し
て
、
日
本
で
は
同
居
が
中
心
で
あ
り

続
け
る
、
と
い
う
見
方
が
強
か
っ
た
。
こ
の
見

方
は
、
日
本
は
欧
米
と
は
異
な
っ
て
老
人
と
家

族
は
緊
密
で
あ
る
と
す
る
日
本
特
別
論
と
つ
な

が
り
、
ま
た
、
願
望
も
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
に

思
う
o

H

老
人
と
家
族
μ

と
い
う
表
現
を
、
グ
老

人
は
家
族
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
表
現
は
お
か
し

い
d

と
強
く
反
論
さ
れ
た
の
も
こ
の
頃
だ
っ
た
。

そ
の
例
外
が
当
時
の
厚
生
省
老
人
福
祉
課
長
、

森
幹
部
氏
で
、
核
家
族
化
を
重
く
捉
え
た
発
言

は
、
老
人
福
祉
施
策
を
担
う
者
と
し
て
の
責
任

感
に
基
づ
く
も
の
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
グ
自
分
の

親
が
そ
の
親
と
同
居
し
て
い
な
い
子
ど
も
が
、

ど
う
し
て
将
来
、
親
と
同
居
す
る
だ
ろ
う
か
ヘ

と
い
う
発
言
の
と
お
り
、
高
齢
者
(
い
た
わ
り

ゃ
尊
敬
を
こ
め
た

μ

老
人
d

は
均
年
代
中
に
使

え
な
く
な
っ
た
)
か
ら
見
た
同
居
率
は
大
き
く

低
下
し
て
い
な
く
て
も
、
全
世
帯
か
ら
見
た

3

世
代
同
居
率
は
、
よ
り
低
下
し
て
い
た
。

そ
の
後
の
別
居
の
急
増
に
よ
っ
て
、
こ
の
議

すまいろん 2011年冬号

論
は
ほ
ぼ
決
着
し
た
か
に
み
え
る
。
同
居
と
別

居
の
比
率
は
逆
転
し
、
ケ
ア
は
社
会
の
課
題
と

な
っ
た
の
で
あ
る
扇
1
)
。

親
子
ペ
ア
住
宅
と

2
世
帯
住
宅

1
9
7
0
年
代
半
ば
ま
で
に
、
各
種
の
調
査

が
、
意
に
反
し
た
同
居
や
、
別
居
希
望
の
若
年

世
代
の
存
在
、
そ
し
て
、
同
居
と
別
居
の
中
間

形
態
へ
の
志
向
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
そ
れ
に

先
ん
じ
る
よ
う
に
、
公
営
住
宅
は
か
親
子
ぺ
ア

住
宅
μ

を
供
給
し
た
。
厳
し
い
住
宅
事
情
に
あ

る
単
身
高
齢
者
の
入
居
を
認
め
る
こ
と
も
な
い

ま
ま
に
実
現
さ
せ
た
事
業
で
も
あ
っ
た
。
-
一
戸

を
無
理
に
分
割
し
た
り
、

2
一
戸
を
組
み
合
わ
せ

て
家
賃
が
高
く
な
っ
た
り
、
地
域
の
需
要
か
ら

実
現
し
た
わ
け
で
は
な
い

ρ

隣
居
d

に
は
、
ま

だ
同
居
を
望
ん
で
い
た
入
居
者
と
の
不
適
合
が

多
か
っ
た
。
特
別
設
計
の
住
一
戸
は
高
齢
者
死
去

後
の
管
理
上
の
問
題
も
あ
り
、
公
団
住
宅
で
は

隣
接
す
る
2
戸
へ
の
セ
ッ
ト
入
居
の
制
度
も
導

入
さ
れ
た
。
グ
近
居
d

の
た
め
、
親
ま
た
は
子
世

帯
の
住
む
住
宅
団
地
の
空
き
住
戸
に
子
ま
た
は
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2000 

観
世
帯
の
優
先
入
居
を
認
め
よ
う
と
い
う
議
論

も
あ
っ
た
が
、
公
平
性
の
見
地
か
ら
実
現
し
な

か
っ
た
。

そ
の
後
、
呼
称
と
し
て
も
定
着
し
た
の
は
、
初

年
代
に
入
っ
て
か
ら
本
格
化
し
た
民
間
企
業
に

よ
る
か
2
位
帯
住
宅
d

だ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
当

初
多
か
っ
た
の
は
、

H
2
世
帯
d

と
は
い
え
な
い
、

同
居
に
近
い
か
た
ち
だ
っ
た
。

こ
れ
ら
を

μ

燐
居
d

と
み
る
か
ど
う
か
。
い

ず
れ
に
し
て
も
、
同
居
を
基
本
と
し
な
が
ら
、
核

家
族
化
と
い
う
家
族
観
の
変
化
に
対
応
し
た

μ

親
子
の
生
活
の
分
離
H

が
、
目
指
さ
れ
た
の
だ

っ
た
。

隠
居
慣
行

題
居
は
「
家
」
の
存
続
を
目
的
と
し
た
生
活

分
離
の
居
住
慣
行
で
あ
る
。

1
9
6
4
年
に
は

吋
居
住
慣
行
と
し
て
の
隠
居
の
研
究
』
に
集
大
成

さ
れ
、
地
域
ご
と
、
階
層
ご
と
の
極
め
て
多
様

な
形
態
が
整
理
、
報
告
さ
れ
た
。
実
態
と
し
て

は
、
慣
行
に
従
う
た
め
の
、
物
置
の
片
摘
に
移

り
住
む
よ
う
な
隠
居
も
あ
る
一
方
、
心
身
の
状

況
に
応
じ
た
慣
行
と
は
異
な
る
住
み
方
も
報
告

さ
れ
て
い
る
。
持
続
的
な
居
住
慣
行
の
規
範
の

強
さ
と
と
も
に
、
別
棟
居
住
の
持
つ
許
容
力
も

注
目
さ
れ
た
。

多
く
の
研
究
の
な
か
で
、
岡
村
益
氏
に
よ
っ

て
一
ぶ
さ
れ
た
隠
居
の
条
件
(
「
福
島
県
隠
居
慣
行

村」

1
9
6
8
年
調
査
よ
り
)
は
示
唆
に
富
ん

で
い
た
。
そ
れ
ら
は
、

1.
経
済
分
離
の
可
能
性
、

2-
老
後
の
生
活
保
障
と
し
て
の
、
山
林
そ
の
ほ

か
思
給
、
貯
蓄
な
ど
、

3.
隠
居
家
、
あ
る
い
は

新
築
改
造
の
可
能
性
、

4.
老
人
が
健
康
で
働
け

る
こ
と
、

5-
老
人
に
独
立
の
意
思
が
あ
る
こ

と、

6.
老
人
が
分
離
独
立
の
必
要
感
を
持
つ
こ

と
、
で
あ
り
、

4
以
下
の
主
体
的
条
件
が
予
想

以
上
の
比
重
を
も
っ
て
い
た
こ
と
、
保
障
さ
れ

る
の
は
老
人
の
ニ
ー
ズ
に
か
な
っ
た
日
常
生
活

で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
ま
さ
に
隣

屈
を
成
立
さ
せ
る
条
件
と
し
て
読
み
か
え
る
こ

と
が
で
き
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
条
件
が

整
う
ま
で
、
日
本
の
都
市
居
住
者
が
隣
居
や
近

居
を
選
ぶ
こ
と
は
難
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ス
ー
プ
の
冷
め
な
い
距
離

かス

l
プ
の
冷
め
な
い
距
離
ρ

が
理
想
の
よ
う

だ
と
、
な
ぜ
か

1
9
7
0
年
頃
に
は
日
本
で
も

広
く
知
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く

ま
で
も
理
想
で
あ
っ
て
、
よ
う
や
く
l
世
帯
l

住
宅
が
実
現
し
よ
う
か
と
い
う
当
時
の
日
本
の

住
宅
事
情
に
あ
っ
て
は
、
目
標
は
ま
だ

ρ

専
用

の
老
人
室
H

の
実
現
に
置
か
れ
て
い
た
。

こ
の
表
現
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
古
く
か
ら
の
知

恵
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
も
い
た
が
、
明
確
な

の
は

1
9
4
8
年、

J
-
H
・
シ
ェ
ル
ド
ン
が

老
人
の
親
族
関
係
の
大
切
さ
を
実
証
し
、
指
摘

し
た
時
の
も
の
で
、
そ
の
距
離
は

μ
徒
歩
5
分

以
内
H

と
さ
れ
た
。

し
か
し
、
よ
り
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え

た
の
は
、
そ
の
後
に
出
さ
れ
た

p
・
タ
ウ
ン
ゼ

ン
ト
の
著
作
で
あ
る
。
東
ロ
ン
ド
ン
地
区
で
の

調
査
か
ら
、
多
く
の
高
齢
者
が
家
族
の
近
く
に

住
み
、
毎
日
の
よ
う
に
交
流
し
て
い
る
生
活
ぶ

り
が
生
き
生
き
と
描
き
だ
さ
れ
、
こ
の
家
族
形

態
は

ρ
拡
大
家
族
d

と
名
づ
け
ら
れ
た
。
近
代

化
と
と
も
に
家
族
と
疎
遠
に
な
っ
た
と
さ
れ
て

い
た
高
齢
者
像
を
覆
す
生
活
ぶ
り
が
、
こ
の
下

町
地
区
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
西
欧
の
国

々
で
相
当
程
度
み
ら
れ
る
こ
と
を
、
そ
の
後
の

国
際
比
較
調
査
が
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
な
っ

た
(
図
2
)
。

さ
ら
に
、
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
は
次
の
著
書
で
、

か
施
設
か
を
宅
か
μ

と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の
議
論

に
、
在
宅
主
義
を
明
快
に
結
論
づ
け
て
、
そ
の

後
の
福
祉
を
方
向
づ
け
た
。
し
か
し
、
在
宅
福

祉
は
制
度
化
さ
れ
た
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
み
で
成

立
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
前
著
に
示
さ
れ
た
よ

う
な
、
頻
繁
に
交
流
し
、
見
守
る
家
族
や
地
域

社
会
の
蒋
在
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
日
本
で
は
こ
れ
ま
で
、
必
ず
し
も
十
分

に
認
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
れ
か
ら
の
隣

居
や
近
居
に
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

グス

l
プ
の
冷
め
な
い
距
離
U

は
日
本
で
は

か
味
噌
汁
の
冷
め
な
い
距
離
H

と
も
言
い
換
え
ら

れ
る
。
卯
年
代
に
入
っ
た
頃
だ
っ
た
か
、
ど
れ

く
ら
い
の
距
離
で
あ
れ
ば
味
噌
汁
が
冷
め
な
い

か
の
実
験
を
し
た
と
こ
ろ
、
案
外
長
く
冷
め
な

考久、、年nU 
2
 

んろします
向
/
/

ワノム
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別居。
O 

それ以上

近罵

O 

O 

約10分以内

隣居

O 

O 

i弓棟か

問敷地

分后

O 

× 

陪様

同居

× 

× 

伺棟

か
っ
た
、
と
報
告
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
調

査
に
み
ら
れ
る
老
後
の
居
住
志
向
も
、
同
居
か

ら
隣
居
へ
、
隣
居
か
ら
近
居
へ
と
、
位
代
間
の

距
離
は
遠
ざ
か
っ
て
い
っ
た
(
図
3
)
。

隣
居
と
近
居

隣
居
も
近
居
も
、
と
く
に
説
明
の
必
要
は
な

い
表
現
の
よ
う
で
、
実
は
さ
ま
ざ
ま
に
用
い
ら

れ
て
き
た
。
理
想
も
現
実
も
、
そ
の
意
味
や
捉

え
方
も
、
時
代
と
と
も
に
変
化
を
続
け
、
準
陪

居
、
分
居
、
修
正
拡
大
家
族
、
親
密
別
居
、
準

近
居
な
ど
の
表
現
が
選
ば
れ
て
き
た
。

i
9
8
0
年
頃
、
筆
者
は
、
親
子
世
代
の
生

活
分
離
と
重
な
り
か
ら
、
多
様
化
す
る
実
態
を

整
理
し
、
計
画
の
あ
り
方
に
つ
な
げ
よ
う
と
し

た

畠

4
)
。
当
時
、
便
所
や
浴
室
の
専
用
度
や
、

空
間
の
分
離
が
上
下
か
左
布
か
な
ど
に
よ
る
分

類
が
提
起
さ
れ
て
い
た
が
、
台
所
と
玄
関
を
重

視
し
た
の
は
、
台
所
は
経
済
や
食
事
の
分
離
〈
独

立
性
〉
と
対
応
し
、
玄
関
は
社
会
的
な
独
立
性

に
対
臨
し
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
従

っ
て
、
隣
居
の
定
義
は
明
快
で
、
台
所
と
玄
関

の
分
離
(
専
用
)
が
条
件
と
な
る
。
分
離
す
る

か
ら
こ
そ
、
視
線
の
交
流
や
共
用
ス
ペ
ー
ス
の

確
保
を
望
ま
し
い
と
考
え
た
(
こ
の
定
義
が
市

民
権
を
得
る
こ
と
は
な
く
、
μ

隣
棟
ま
た
は
隣
地

居
住
H

と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
)
。
し
か
し
、

近
居
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
徒
歩
圏
と
か
、
徒

歩
叩
分
と
か
、
揺
れ
た
。
車
社
会
に
な
れ
ば
叩

分
で
も
距
離
は
伸
び
る
。
今
か
ら
振
り
返
れ
ば
、

同
居
に
重
点
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
住
み
方
に

価
値
を
置
く
整
理
だ
っ
た
。

当
時
、
そ
の
実
態
を
統
計
的
に
犯
握
す
る
こ

と
は
難
し
く
、
東
京
都
の
調
査
を
再
集
計
し
て

得
た
の
が
思
5
で
あ
る
。
隣
府
や
近
居
は
民
間

賃
貸
住
宅
で
多
く
み
ら
れ
た
。
そ
の
頃
、
国
勢

調
査
で
単
身
高
齢
者
が
持
家
か
ら
民
間
木
造
ア

パ
ー
ト
に
転
居
す
る
動
向
が
表
れ
て
い
た
こ
と

と
符
合
し
た
。
近
居
す
る
に
は
民
間
木
造
ア
パ

ー
ト
し
か
選
べ
、
ず
、
親
が
そ
ち
ら
に
移
る
の
は

規
模
か
ら
の
合
理
性
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
現
代

の
穏
居
の
よ
う
で
も
あ
っ
た
。

1
9
9
0
年
に
は
、
高
販
謙
次
氏
が
隣
居
と

近
居
を
、
交
流
を
重
視
し
た

u
親
密
別
居
H

と

し
て
捉
え
て
、
そ
れ
へ
の
志
向
性
の
強
さ
を
実

証
し
た
。

2
0
0
0
年
に
な
る
と
、
上
和
田
茂

氏
が
、
支
援
を
重
掘
し
た

μ

サ。ホ

i
ト
居
住
μ

の
た
め
に
、
よ
り
速
い
近
居
の
意
義
を
見
出
し

て
、
同
一
都
道
府
県
内
居
住
を
グ
準
近
居
H

と

し
、
そ
の
実
態
と
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
居
住
へ

実
は
、
一
般
に
は
速
い
理
想
の
よ
う
に
思
わ

れ
た
グ
ス
ー
プ
の
冷
め
な
い
距
離
H

が
、
日
本

で
も
実
現
し
て
い
る
と
い
う
興
味
深
い
報
告
が
、

1
9
7
2
年
に
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
当

時
間
年
近
い
歴
史
を
綬
て
い
た
問
潤
会
ア
パ
ー

ト
に
つ
い
て
の
松
本
恭
治
氏
に
よ
る
報
告
で
あ

る
。
住
戸
に
空
き
が
出
る
と
、
ま
、
ず
、
住
棟
内

の
住
人
に
知
ら
せ
る
し
く
み
が
成
立
し
て
い
て
、

ひ
と
つ
の
家
族
が
近
接
す
る
複
数
住
戸
に
住
む

例
が
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
が
グ
ス
!
プ
の
冷
め

な
い
距
離
d

と
表
現
さ
れ
て
い
た
。

高
齢
期
居
住
の
視
点
か
ら
で
は
な
い
、
い
わ

ば
、
も
う
ひ
と
つ
の
近
居
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で

あ
る
が
、
こ
う
表
現
さ
れ
た
の
は
、
実
際
に
高

齢
化
が
進
ん
で
い
た
た
め
で
も
あ
っ
た
。
そ
の

後
、
大
月
敏
雄
氏
に
よ
っ
て
さ
ら
に
明
ら
か
に

さ
れ
J
住
み
こ
な
し
H

の
評
価
が
高
い
こ
の
状

況
も
、
当
時
は
、
同
潤
会
ゆ
え
の
、
あ
る
い
は

狭
小
住
宅
の
た
め
に
生
じ
た
特
別
な
複
数
住
宅

居
住
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
え
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
、

1
9
8
0
年
代
に
ニ
ュ

ー
タ
ウ
ン
の
か
親
族
間
近
接
居
住
H

が
重
村
力

氏
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
た
の
を
は
じ
め
、
多
く

の
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
お
の
ず

と
高
齢
期
の
親
と
子
の
双
方
の
世
帯
に
と
っ
て

の
隣
居
や
近
居
の
意
味
を
示
す
の
も
と
な
っ
て

い
る
。

すまいろん 2011年冬号

そ
し
て
、

1
9
9
4
年
、
そ
の
後
の
家
族
と

す
ま
い
の
議
論
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
る

J
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
居
住
μ

の
捉
え
方
が
、
金
貞
均
氏

ら
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
。
こ
の
頃
ま
で
に
浮

か
び
上
が
っ
て
い
た
マ
ル
チ
ハ
ビ
テ
!
シ
ヨ
ン
、

単
身
赴
任
、
高
齢
期
の
親
子
の
住
み
方
を
含
め
、

個
人
化
す
る
家
族
と
す
ま
い
を
め
ぐ
る
新
し
い

動
向
や
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
の

I
家
族
l
住
宅



の
捉
え
方
を
超
え
て
都
市
的
、
地
域
的
な
広
が

り
の
中
で
把
握
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
居
住
論
は
、
同
じ
頃
話

題
と
な
っ
た
上
野
千
鶴
子
氏
に
よ
る
「
家
族
」

の
よ
り
ど
こ
ろ
を
三
玉
観
H

と
す

る
論
、
ま
た
、
森
岡
清
志
氏
ら
に

よ
る
都
市
住
民
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
が
指
摘
す
る
、

地
縁
・
血
縁
・
職
縁
の
選
択
縁
化

や
空
間
分
散
化
の
議
論
と
の
つ
な

が
り
が
深
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら

家
族
論
の
な
か
で
家
族
と
ケ
ア
の

問
題
が
再
び
浮
上
し
て
い
る
こ
と

も
注
目
に
値
す
る
。
高
齢
期
居
住

の
視
点
か
ら
の
近
居
と
、
家
族
論

か
ら
の
近
居
は
も
と
も
と
ひ
と
つ

の
も
の
で
あ
る
が
、
両
者
の
議
論

は
、
地
域
を
舞
台
に
し
て
さ
ら
に

ひ
と
つ
に
な
る
。

高齢者 (65歳以上)の住宅所有関係別子どもとの近住度(東京都)図5

地
域
に
住
む

高
齢
者
の
す
ま
い
に
つ
い
て
語

ら
れ
る
時

μ

安
心
し
て
住
み
続
け

ら
れ
る
d

こ
と
が
第
一
に
挙
げ
ら

れ
て
き
た
。
当
初
、
そ
れ
は

ρ

住

み
慣
れ
た
家
に
d

を
意
味
し
た
が
、

徐
々
に
か
住
み
慣
れ
た
地
域
に
H

に
変
わ
っ
て
き
た
。
も
し
く
は
、
概

念
を
広
げ
て
き
た
。
地
域
の
人
間

関
係
や
、
歩
き
慣
れ
た
道
、
顔
見
知
り
の
商
届

や
医
読
が
大
切
と
す
る
認
識
が
深
ま
っ
た
た
め

で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
臼
本
の
高
齢
者
の
地
域
の
人
間

関
係
は
、
国
際
的
に
見
て
、
欧
米
と
比
較
し
て

も
、
ア
ジ
ア
の
国
々
と
比
較
し
て
も
著
し
く
乏

し
い
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
き
た

(
S
年
ご
と
に

実
施
さ
れ
て
い
る
「
高
齢
者
の
生
活
と
意
識
に

関
す
る
国
際
比
較
調
査
」
に
よ
る
)
。
別
居
子
と

疎
遠
で
あ
る
こ
と
も
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い

た
。
開
居
率
が
下
が
り
続
け
て
い
く
な
か
、
こ

れ
で
は
、
住
み
慣
れ
た
地
域
に
も
期
待
で
き
な

い
。
し
か
し
、
こ
れ
が

2
0
0
0
年
以
降
、
よ

う
や
く
、
や
や
好
転
し
て
き
た
(
図
6
)
。
ま
た
、

2
0
0
5
年
の
東
京
都
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
別

居
世
帯
の

3
割
は
子
ど
も
が
叩
分
以
内
の
距
離

に
居
住
し
て
い
る
と
い
う
。

同
居
が
基
本
の
社
会
か
ら
、
別
居
が
基
本
の

社
会
へ
、
大
き
な
変
化
を
遂
げ
た
こ
と
で
、
社

会
が
少
し
ず
つ
動
い
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

生
活
分
離
や
独
立
の
た
め
の
隣
居
や
近
居
は
、

そ
れ
が
実
現
し
た
か
ら
こ
そ
、
交
流
や
ケ
ア
が

課
題
と
な
っ
て
い
る
。
近
居
の
相
手
は
、
家
族

に
限
ら
な
い
。
高
齢
者
住
宅
を
地
域
に
分
散
配

置
す
る
こ
と
で
近
屈
も
実
現
し
や
す
く
な
る
。

自
宅
を
残
し
て
、
ケ
ア
施
設
と

2
拠
点
で
居
住

す
る
近
居
も
志
向
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
か
つ

て
住
ま
い
が
家
族
の
器
だ
け
で
な
く
、
地
域
生

活
の
器
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
各
地
で
自
ら
す

ま
い
を
開
き
、
交
流
の
場
、
ケ
ア
の
場
と
す
る

活
動
も
進
ん
で
い
る
。
核
家
族
化
は
家
族
か
ら

継
承
す
る
と
い
う
機
能
を
奪
っ
た
大
き
な
変
化

で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
μ
美
田
は
子
孫
に
残
さ
ず
、

地
域
に
残
す
H

と
、
活
動
に
取
り
組
む
人
も
い

る
。
活
動
が
地
域
で
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
に

期
待
し
た
い
と
思
う
。
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献
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「
近
居
」

の
再
定
義

「ス

l
プ
の
冷
め
な
い
距
離
に
住
み
た
い
」
と

は
馴
染
み
の
あ
る
言
葉
で
す
が
、
こ
の
、
い
わ

ゆ
る

《
近
居
》
は
、
既
往
論
文
や
調
査
を
ひ
も

解
く
と
、
調
査
主
体
ご
と
に
定
義
が
大
き
く
異

な
る
あ
い
ま
い
な
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
国
土
交
通
省
で
あ
っ
て
も
調
査
に
よ
っ

て
「
叩
分
程
度
」
?
と
す
る
も
の
や
「
1
時
間

以
内
」
:
と
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
し
、
民
間

の
調
査
に
は
「
2
時
間
以
内
」
:
と
す
る
も
の

ま
で
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
筆
者
が
所
属
す
る
大
和
ハ
ウ
ス
工
業

調
査
主
体
側
の
意
図
で
は
な
く
、

一
般
的
な
生

活
者
が
ど
の
範
囲
ま
で
を
《
近
居
》
と
捉
え
て

い
る
の
か
を
知
る
た
め
に
加
代
以
上
の
男
女

3
0
0
0
名
に
イ
ン
タ
1
ネ
ッ
ト
調
査
を
お
こ

な
い
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、

一
般
の
生
活
者
は
「
移
動
時
間

叩
分
以
内
」
、
や
や
ゆ
る
く
解
釈
す
る
と

「
移
動

時
間
叩
分
以
内
」
を
近
居
と
捉
え
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
(
図
1
)
。
な
お
「
移
動
時
間

初
分
を
超
え
る
範
囲
の
回
答
」
は
l
割
程
度
で

す
。
筆
者
の
訪
問
調
査
結
果
か
ら
も
「
移
動
時

間
叩
分」

と

「
1
時
間
」
な
い
し
は

「
2
時
間

以
内
」
ま
で
全
て

《近
居
》
と
い
う
語
で
ひ
と

く
く
り
に
し
て
論
じ
る
の
は
い
さ
さ
か
無
理
が

あ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

以
下
本
稿
で
は
「
移
動
時
間
拘
分
以
内
」
を

《
近
居
》
と
定
義
し
、
比
較
の
た
め
に
「
移
動
時

間
初
分
を
超
え

ω分
以
内
」
の
所
に
住
む
二
世

帯
を

《中
距
離
居
住
》
と
し
て
筆
を
進
め
た
い

と
思
い
ま
す
。

二
世
帯
の
距
離
と
親
子
関
係

さ
て
、
近
年
「
ゆ
る
や
か
な

世
帯
聞
の
つ
な
が
り
」
を
重
視

す
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
親
子
二

世
帯
閣
の
す
ま
い
の
距
離
に
よ

っ
て
親
子
関
係
の
密
度
や
暮
ら

し
に
対
す
る
こ

l
ズ
は
ど
の
よ

う
に
違
う
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
こ
で
当
社
で
は
、
現
在
、
同

居

・
隣
居

・
近
居
・
中
距
離
居
住
を
し
て
い
る

親
世
帯
と
既
婚
子
世
帯
計
1
0
3
4
名
に
対
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
親
子
関
係
と
暮
ら
し
を
比
較
す
る

た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
お
こ
な
い
ま
し
た

(図
2
、
3
)
。
本
稿
で
は
そ
の
調
査
結
果
の
一
部

と
、
親
世
帯
と
子
世
帯
が
お
互
い
に
日
常
的
に

図 1 般生活者が考える

「近居Jの定義 (N=3000) 

r近居十の定義としてあな

たの意見に最も当てはまる

もの」大和ハウ ス工業調べ

(2009) 

その他!
60分以内の 3.1制

移動時間，
50分以内の

7.9 % 
移動時間!

0.3 % 

40分以内の

移動時間!

1.4 % 

図2 調査概要

調査名称 同居 隣居・近居・中距高官町主における親子関係と暮らし」調査

調査方法:インターネット調査

調査地織:全国

調査虫、撮 :親世帝が移動時間 90分以内の距離に住んでいる既婚子世帯 (20~

49歳)およひ昧婚子世帯が移動時間 90分以内の距離に住んでいる親

世帯 (50歳以上、配偶者との離死別含む)。

有効回答:計 1，034名

割付条件:同居 310名、隣居 310名、近居 310名、中距離 104名

調査実施 :2∞9年 12月



再再
マ，;'3，1こおける隣居の例-2
言1・B下警でつながっている同ー司梓

l周密帯 1 
l l字型梧 l 

マ))'3)における隣居の倒寸

(301号室と204号室〉

|盆合|

図3 この調査で使用した言葉の定義

圃同居

開・子包帯 l 

マ))'ヨ〉における悶居の倒
(301号室)

|盆 ||曾 |

園近居 移動手段を問わず、隣居を超え 30分以内の所に二世帯が住む

・中距離居住 移動手段を問わす、 30分を超え 90分以内の所に二世帯が住む

介方サ
し「ポ
た近tl
い居tト
と・し
思育Y合
い孫さい
ま」

す生交
。活流
提を
案楽
にし
つめ
いる
て暮
ごら
紹し

調
査
結
果

シ
ー
が
保
て
ず
、
家
事
・
家
計
負
担
が
大
き
い
こ
と
。

同
居
は
隣
居
と
比
較
し
て
も
、
特
に
家
事
や
育

児
支
援
が
し
合
え
る
こ
と
は
大
き
な
メ
リ
ッ
ト

で
あ
る
反
面
、
そ
れ
自
体
が
負
担
に
な
っ
て
い
る

こ
と
や
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
面
が
問
題
に
な
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
同
居
子
世
帯
は

メ
リ
ッ
ト
と
し
て
「
家
計
支
援
」
を
挙
げ
る
一
方

で
親
世
帯
は
デ
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
「
家
計
支
援
の

負
担
が
大
き
い
」
と
回
答
し
て
い
る
こ
と
も
見
逃

せ
ま
せ
ん
。

-
隣
居
の
メ
リ
ッ
ト
は
安
心
感
と
世
帯
問
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
。
デ
メ
リ
ッ
ト
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が

保
て
ず
、
世
帯
聞
で
の
予
期
せ
ぬ
訪
問
・
呼
び
立
て

①
子
世
帯
の
性
別
と
出
生
順
位

同
居
や
隣
居
の
場
合
、
子
世
帯
が
長
男
夫
婦

の
割
合
が
高
く
、
近
居
や
中
距
離
居
住
の
場
合
、

子
世
帯
が
長
女
夫
婦
の
割
合
が
高
い
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
(
図
4
)
。

②
二
世
帯
生
活
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト

(図
5
、6
)

・
同
居
の
メ
リ
ッ
ト
は
家
事
や
育
児
な
ど
の
生
活

支
援
が
し
合
え
る
こ
と
。デ
メ
リ
ッ
ト
は
。フ
ラ
イ
パ

100覧80% 60% 40% 20百0百

同居N=310

隣居N=310

近居N=310

。

|園子世帯は畏男ロ子世帯は次男ロ子世帯は三男以下ロ干世帯は長女ロ干世帯は次女口干世帯は三女以下|

中距離居住N=104

二世帯の関係(子世帯の性別と出生順位)図4

が
あ
る
こ
と
。

隣
居
は
、
急
病
時
や
防
犯
面
で
の
安
心
感
や
孫

の
成
長
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
メ
リ
ッ
ト
で
す
が
、

反
面
、
世
帯
閣
の
予
期
せ
ぬ
訪
問
や
呼
び
立
て
の

頻
度
に
対
す
る
不
満
回
答
率
の
高
さ
が
特
徴
的

で
、
こ
の
点
が
同
居
と
大
き
く
違
い
ま
す
。

園
近
居
の
メ
リ
ッ
ト
は
気
楽
さ
と
イ
ザ
と
い
う
と

き
の
安
心
感
。デ
メ
リ
ッ
ト
は
顕
著
な
項
目
が
あ
ま

り
な
い
。

近
居
は
、

二
世
帯
聞
の
適
度
な
距
離
感
か
ら
う

ま
れ
る
気
楽
さ
と
、
イ
ザ
と
い
う
と
き
の
安
心
感

が
メ
リ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
ま
す
。

-
中
距
離
居
住
の
メ
リ
ッ
ト
は
自
分
た
ち
の
生
活

すまいろん 2011年冬号



子世帯の住宅取得資金援助額図7

口親世帯からの橿助はなし ロ100万円未満 ロ1田万円-500万円未満

ロ5田万円-10∞万円未着 目10叩万円-2叩O万円来高 ・2αm万円以上

親世帯の家に置いたままの、 子世帯の所有物図 8(下)

1.0 

100首80% 60% 40% 20首0耳

59.7 同居N=310

51.0 隣居N=310

62.3 近居N=310

68.3 中距離居住N=104

リ
ズ
ム
が
守
れ
て
気
楽
で
あ
る
こ
と
。デ
メ
リ
ッ
ト

は
有
事
の
際
に
す
ぐ
駆
け
つ
け
ら
れ
な
い
こ
と
。

中
距
離
居
住
で
は
「
何
か
あ
っ
た
と
き
に
す
ぐ

駆
け
つ
け
ら
れ
な
い
」
こ
と
を
デ
メ
リ
ッ
ト
と
す

る
回
答
率
が
近
居
に
比
べ
て
極
め
て
高
く
な
り

ま
す
。

今
回
の
調
査
か
ら
「
イ
ザ
と
い
う
時
に
支
え

合
い
た
い
」

と
考
え
て
い
る
親
子
一
一
世
帯
に
対

し
て
、
移
動
時
間
泊
分
以
内
の
距
離
を
提
案
す

る
こ
と
の
妥
当
性
が
確
認
で
き
ま
し
た
。

③
子
世
帯
の
住
宅
取
得
資
金
援
助
額

隣
居
の
刊
・

0
%
に
お
い
て
、
親
世
帯
が
子

世
帯
の
住
宅
建
築
(
取
得
)
資
金
を
何
ら
か
の

形
で
援
助
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
親
世
帯
が
子

世
帯
の
住
宅
資
金
を
全
額
援
助
し
て
い
る
割
合

も
、
隣
居
で
高
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
(
図
7
)
。

同
居
よ
り
も

一
見
、
気
楽
な
イ
メ
ー
ジ
の
隣

居
で
す
が
、
訪
問
調
査
で
も
、
親
世
帯
が
全
額

資
金
援
助
し
て
い
る
よ
う
な
ケ
l
ス
で
は
、
親

世
帯
に
と
っ
て
は
「
離
れ
」
の
よ
う
な
感
覚
を

も
た
れ
る
た
め
か
、
「
世
帯
聞
の
予
期
せ
ぬ
時
間

帯
の
訪
問
や
、
頻
繁
な
呼
び
出
し
が
苦
痛
だ
」

と
い
う
声
が
あ
り
ま
し
た
。
隣
居
ス

タ
ー
ト
前
に
は
、
同
居
同
様
に
、
お

互
い
の
生
活
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
の

話
し
合
い
や
ル

l
ル
決
め
が
ポ
イ

ン
ト
に
な
り
そ
う
で
す
。

④
親
世
帯
側
に
置
い
た
ま
ま
の
物

次
に
、
親
世
帯
側
に
置
い
た
ま
ま

に
な
っ
て
い
る
子
世
帯
の
所
有
物

に
つ
い
て
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
同
居

三
て

宜品 E

|白川 食器、空ノパー類 [

同什 諮問 具 L
自転車 I

二二二 くつ L

1; 本アルバム=1 11羽

|隣 1;活侃:.7.".7;1;'.7.').-:-.;[ 1106 
I Fcl I 自転車 '-_____  ~l l 06 

食品 L一一一一一一一一.J8J
L一一」 食器、骨ノパ類 仁二二二二二ご三三J84

H芯
i足』出l.i:.7;t;.7.'}::.;
食器 )I~JI-類 1--______  ....J1123 

ー一章品 1--______  ~1 119 

くつ t 111.0 

にア1; 本アルバム ~I
一一・比七日韓;7::<:帯当辺
滑引i 字削 J

I Fcl 1 ;……H・H ・..~誌 .: 1 1125 
什引 食器、古川一類 ，----- 1115 

30.0 

ヨ31.0
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]181 

15.0 100 5.0 

)346 
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]173 

'-->A 

1:粛
l足
|度 u

1;9; ， 

0.8 

の
場
合
は
、
食
品

・
食
器
・
調
理
器
具
と
い
っ

た
「
食
関
連
」
の
物
が
親
世
帯
の
居
住
空
間
に

置
い
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
ま
す
。

一
方
、
隣
居
↓
近
居
↓
中
距
離
居
住
と
、

二

世
帯
の
距
離
が
遠
く
な
る
に
つ
れ
「
本

・
ア
ル

バ
ム
」
「
洋
服
・
ア
ク
セ
サ
リ
ー
」
な
ど
、
世
帯

分
離
の
際
、
子
世
帯
が
持
っ
て
い
く
の
が
煩
わ

し
い
物
が
親
世
帯
の
家
に
置
い
た
ま
ま
に
な
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
中
距
離
居
住
で
は
「
学
習
机
」
や

「楽

器
」
な
ど
が
上
位
に
浮
上
し
ま
す
。
使
用
頻
度

が
低
い
、
大
型
で
新
居
に
は
置
け
な
い
等
を
口

実
に
、
置
い
た
ま
ま
に
さ
れ
て
い
る
様
子
が
浮

か
び
上
が
り
ま
し
た
。
(図
8
)

⑤
二
世
帯
生
活
の
満
足
度
と
負
担
感

同
居
・
隣
居
・
近
居
の
親
世
帯
は
生
活
満
足

度
に
さ
ほ
ど
大
き
な
差
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
一

方
、
子
世
帯
は
二
世
帯
の
距
離
が
離
れ
る
に
つ

れ
負
担
感
が
減
り
、
満
足
感
が
高
ま
り
ま
す
。
そ

し
て
親
子
両
世
帯
と
も
近
居
に
お
い
て
最
も
満

足
度
が
高
く
負
担
感
が
少
な
い
、
と
い
う
回
答

っ49
J
 

号各年nu
 

q
r』んるします

感ロ
u

一
負×

 
度足満の

耳
白生帯世一一/

 
帯

し
糊

子世帯/二世帯生活の満足度×負担感

負担感 無

r 

図9 二世帯生活の満足度×負担感

(図の大きさは構成比を示す)

O 

区



内
容
と
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
親
子
両
世
帯
と
も
に
二
世
帯
の
距

離
が
却
分
を
超
え
る
「
中
距
離
居
住
」
に
な
る

と
、
負
担
感
は
近
居
と
ほ
ぼ
同
じ
で
す
が
、
生

活
満
足
度
が
低
下
す
る
傾
向
が
読
み
取
れ
ま
す
。

『
近
居
・
育
孫
』
生
活
提
案

さ
て
、
今
回
ご
紹
介
し
た
最
新
の
調
査
か
ら

さ
か
の
ぼ
る
こ
と

数
年
。
個
人
的
な
話

で
恐
縮
で
す
が
、

筆

者
自
身
、
公
的
支
援

だ
け
で
は
育
児
は

立
ち
行
か
な
い
と

い
う
会
話
を
マ
マ

友
達
と
交
わ
し
た

も
の
で
し
た
。

こ
う
し
た
、
自
身

の
生
活
者
と
し
て

の
実
感
、
そ
し
て
団

塊
世
代
に
向
け
て

こ
れ
か
ら
の
す
ま

い
の
あ
り
方
を
提

案
し
た
い
、
と
い
う

研
究
者
と
し
て
の

思
い
か
ら
う
ま
れ

た
の
が
、
次
に
ご
紹

介
す
る
「
近
居
・
育

孫
」
生
活
提
案
で
す
。

エントラノス司LOCf>(王酷和室ガレ」ンウをつなくす

家 事羽DLCX>P(水田J報室今 yチンをつなぐ〉

リピiノヴのしOOP(リビノヲ エアリピンヴダイニノヲをつなぐ)

安Il.'みまもり目線(璽所要所l;:j.Q.韓がf1'ぎ届く)

↑宇

和

相

φ 

a"，O・

G.rall・

(図
9
)

安心みまもり 回線と回遊動線 (LOOP)図 10

「近
居
・
育
孫
」
生
活
提
案
の
ポ
イ
ン
ト

「近
居
・
育
孫
」
生
活
提
案
は
基
本
的
に
は
親

世
帯
の
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
提
案
と
な
っ
て
い
ま
す
。

平
面
計
画
は
「安
心
み
ま
も
り
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
」

が
ベ

l
ス
に
な
り
ま
す
。
「
安
心
み
ま
も
り
プ
ラ

ン
ニ
ン
グ
」
と
は
、
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
か

ら
す
ま
い
の
要
所
要
所
に
目
が
届
き
、
心
地
よ

い
つ
な
が
り
感
を
も
た
ら
す
「
安
心
み
ま
も
り

目
線
」
と
、
「
回
遊
動
線

《
L
O
O
P
Y
か
ら

成
り
ま
す
(
図
叩
)
。

「
安
心
み
ま
も
り
目
線
」
と
は
、
親
世
帯
夫
婦

が
キ
ッ
チ
ン
と
リ
ビ
ン
グ
で
そ
れ
ぞ
れ
過
ご
し

て
い
る
時
は
互
い
に
気
配
を
感
じ
合
え
、
孫
が

遊
び
に
来
た
時
は
、
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
か

ら
水
回
り
、
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ま
で
回
線
が
行
き

届
く
平
面
計
画
を
指
し
ま
す
。
さ
ら
に
回
遊
動

線
《

L
O
O
P
》
を
設
け
る
こ
と
で
、
小
さ
な

孫
た
ち
の
遊
び
場
と
し
て
の
動
線
を
確
保
し
て

い
ま
す
。

実
は
和
室

1
水
回
り
、
ガ
レ
ー
ジ
を
回
遊
す

る

《
L
O
O
p
v
は
、
育
孫
の
み
な
ら
ず
、
家

事
や
将
来
的
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
受
け
入
れ
を
意

図
し
た
動
線
計
画
で
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ

こ
で
は
介
護
と
い
う
一言
葉
は
一
切
使
っ
て
い
ま

せ
ん
。
と
い
う
の
も
近
居
訪
問
調
査
の
結
果
か

ら
、
団
塊
世
代
の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
「
将
来
的

な
介
護
に
も
対
応
で
き
る
す
ま
い
」
と
い
う
考

え
方
が
ご
自
身
の
実
感
と
し
て
と
も
な
わ
な
い

方
が
大
多
数
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
か
ら
で
す
。

そ
こ
で
「
娘
さ
ん
が
安
心
し
て
出
産
前
後
を

過
ご
せ
る
」
、
「
お
孫
さ
ん
を
安
心
し
て
預
か
れ

る
」
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
、
提

案
を
ス
ム
ー
ズ
に
受
け
容
れ
て
い
た
だ
け
る
よ

う、

意
図
し
て
い
る
の
で
す
。

終
わ
り
に

子
世
代
の
継
続
就
業
や
育
児
支
援
、
さ
ら
に

親
世
代
へ
の
将
来
的
な
介
護
支
援
ま
で
視
野
に

入
れ
た
生
活
提
案
「
近
居
・
育
孫
」
。
こ
の
、
住

み
慣
れ
た
エ
リ
ア
で
親
族
支
援
や
地
域
支
援
を

意
識
し
た
住
宅
計
画
を
、
と
い
う
考
え
方
は
、
リ

リ
ー
ス
か
ら
3
年
経
っ
た
今
、
さ
ま
ざ
ま
な
物

件
に
採
用
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
定
点
的
な
調
査
を
実
施
し
、
時

代
と
共
に
変
化
す
る
親
子
二
世
帯
の
居
住
ス
タ

イ
ル
を
住
宅
メ
ー
カ
ー
の
立
場
で
提
案
し
続
け

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

*
1

「
平
成
市
年
住
宅
需
要
実
態
調
査
」
(
国
土
交
通
省
)
等
。

*
2
「
N

P
O
活
動
を
含
む
多
業
と
近
居
の
実
態
等
に
関
す

る
調
査
結
果
」
(
国
土
交
通
省
、

2
0
0
6
年
)
等
。

*
3
「
イ
ン
ビ
ジ
ブ
ル
・
フ
ァ
ミ
リ
に
関
す
る
調
査
」
(
マ

ク
ロ
ミ
ル
、

2
0
0
8
、
2
0
0
9
、
2
0
1
0
年
)
。

-
横
江
麻
実
(
よ
こ
え
・
ま
み
)

大
和
ハ
ウ
ス
工
業
株
式
会
社
総
合
技
術
研
究
所
研
究
員

1
9
9
4
年
、
日
本
女
子
大
学
住
居
学
科
卒
業
後、

大

和
ハ
ウ
ス
工
業
株
式
会
社
入
社
。
一
級
建
築
士
、
消

費
生
活
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
。

主
な
著
書
に

『
エ
イ
ジ
ン
グ
・
イ
ン
・

プ
レ
イ
ス

超
高
齢
社
会
の
居
住
デ
ザ
イ
ン
』
(共
著
、
学
芸
出

版
社
)
な
ど
が
あ
る
。

すまいろん2011年各号



特
集
@
近
居
・
隣
居
の
ス
ス
メ
i
i
i
「
住
宅
に
住
む
」
か
ら
「
地
域
に
住
む
」
へ

i
i
i

親
子
近
居
と
住
宅
政
策

親
子
近
居
の
増
大
は
、
住
宅
政
策
の
あ
り
方

に
対
し
て
伺
を
示
唆
す
る
の
か
。
こ
の
点
の
検

討
が
、
小
稿
に
与
え
ら
れ
た
課
題
で
あ
る
。
近

居
と
は
、
親
子
が
分
離
し
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し

た
世
帯
を
形
成
す
る
一
方
、
空
間
的
に
近
接
し

て
住
む
、
と
い
う
パ
タ
ー
ン
の
居
住
形
態
を
指
す
。

戦
後
日
本
の
政
府
は
、
住
宅
政
策
を
運
営
す

る
う
え
で
、
核
家
族
世
帯
を
「
標
準
位
帯
」
と

み
な
し
、
そ
の
住
宅
確
保
を
助
け
る
た
め
に
、
マ

ス
・
ハ
ウ
ジ
ン
グ
の
シ
ス
テ
ム
を
組
み
立
て
た
。

そ
こ
で
は
、
住
宅
と
世
帯
の
一
対
一
の
対
応
関

係
が
政
策
形
成
の
前
提
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
説

子
近
居
の
増
大
が
合
意
す
る
の
は
、
複
数
世
帯

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
成
り
立
つ
「
家
族
」
の

住
ま
い
方
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
、
住
宅
政
策

に
ど
の
よ
う
に
反
映
す
る
の
か
、
と
い
う
論
点

で
あ
る
。
小
稿
で
は
、
親
子
近
居
の
状
況
を
概

観
し
、
そ
れ
に
関
連
す
る
政
策
課
題
に
つ
い
て
、

若
干
の
考
察
を
示
す
。

都
市
の
成
熟

説
子
近
屈
が
増
え
、
親
子
関
係
の
か
可
視
性
μ

が
高
ま
っ
た
の
は
、
向
都
離
村
の
人
口
移
動
が

減
少
し
、
都
市
が
成
熟
の
段
階
に
入
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
首
都
圏
の
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ベ
ビ
!
ブ

l
マ
!
と
セ
カ
ン
ド
・
ベ
ビ
ー
プ
l
マ
ー
を
比

較
す
る
と
、
両
世
代
は
ま
っ
た
く
異
な
る
移
動

履
歴
を
も
ち
、
家
族
形
成
の
異
な
る
パ
タ
ー
ン

を
有
し
て
い
る
(
平
山
/
2
0
0
6
、
中
川
伸
/
2
0

1
0
)
。
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ブ
!
マ

i
は、

1
9
4

7
1
4
9
年
生
ま
れ
、
セ
カ
ン
ド
・
ブ

i
マ
i

は
1
9
7
1
1
7
4
年
生
ま
れ
の
大
規
模
な
コ

ー
ホ
!
ト

(
O
S
Q乙
で
あ
る
。

高
度
成
長
期
の
首
都
圏
で
は
、
多
数
の
フ
ァ

ー
ス
ト
・
ブ
!
マ
!
が
地
方
か
ら
流
れ
込
ん
だ
。

就
学
・
就
労
・
人
間
関
係
な
ど
に
関
連
す
る
ラ

イ
フ
チ
ャ
ン
ス
を
豊
富
に
も
つ
東
京
は
、
地
方

の
若
者
に
と
っ
て
、
「
出
て
い
く
先
」
の
場
所
で

あ
っ
た
。
出
身
地
を
離
れ
、
東
京
に
到
着
し
た

フ
ァ
ー
ス
ト
・
ブ

i
マ
i
の
多
く
は
、
夫
婦
中

心
の
「
近
代
家
族
」
を
形
成
し
、
家
族
制
度
の

「
近
代
化
い
を
象
徴
す
る
グ
ル
ー
プ
と
な
っ
た
。

人
口
の
広
域
移
動
は
、
親
子
関
係
を
地
理
的
に

切
り
離
し
、
そ
の
可
視
性
を
弱
め
る
効
果
を
生

一
平
出
洋
八
月

d
A
 

?
J
 

E
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るし虫
示す

ん
だ
。
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ブ

l
マ
!
は
し
だ
い
に

郊
外
に
移
住
し
、
そ
こ
に
独
立
し
た
す
ま
い
を

建
て
、
あ
る
い
は
分
譲
住
宅
を
購
入
し
た
。
彼

ら
は
大
規
模
な
住
宅
需
要
を
発
生
さ
せ
、
そ
の

圧
力
は
マ
ス
・
ハ
ウ
ジ
ン
グ
の
シ
ス
テ
ム
形
成

を
促
し
た
。

前
世
紀
の
末
頃
か
ら
、
首
都
圏
は
成
熟
し
始

め
た
。
そ
こ
に
流
入
す
る
人
口
は
減
っ
た
。
東

京
に
住
む
セ
カ
ン
ド
・
ブ
i
マ
!
の
大
半
は
、
東

京
出
身
で
あ
る
。
人
口
移
動
に
関
す
る

2
0
0

1
年
の
調
査
に
よ
る
と
、
首
都
留
在
住
者
の
う

ち
首
都
圏
出
身
者
が
占
め
る
割
合
は

7
割
近
く

に
及
ぶ
。
こ
の
数
値
は
、
若
い
グ
ル
ー
プ
で
い

っ
そ
う
高
い
。
向
調
査
に
よ
れ
ば
、
首
都
圏
出

身
者
の

9
割
は
首
都
圏
に
住
ん
で
い
る
(
国
立
社

会
保
隙
・
人
口
問
題
研
究
所
/
2
0
0
5
1
東
京
出

身
の
人
た
ち
は
、
東
京
よ
り
ラ
イ
フ
チ
ャ
ン
ス

の
多
い
場
所
が
盟
内
に
存
在
す
る
と
は
想
像
し

な
い
。
こ
の
た
め
、
彼
ら
は
「
出
て
い
く
先
」

を
も
っ
て
い
な
い
。

前
世
記
後
半
の
「
成
長
の
時
代
」
の
な
か
で
、

フ
ァ
ー
ス
ト
・
ブ

i
マ
i
は
「
移
動
す
る
人
生
」
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\1946~50年生まれ/

1O~14歳待 ([960年)

15~19歳持(1965年)

20~24歳時(1970年)

25~29歳時(1975年)

30~34歳時(1980年)

を
経
験
し
た
。
向
都
離
村
の
人
た
ち
を
受
け
入

れ
、
「
近
代
家
族
」
の
容
器
と
な
っ
た
東
京
は
、

「
モ
ダ
ン
」
で
あ
っ
た
。
成
熟
に
達
し
た
東
京
で

は
、
東
京
出
身
の
セ
カ
ン
ド
・
ブ

l
マ
1
が
「
移

動
し
な
い
人
生
」
を
送
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味

で
は
、
「
。
ホ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
の
東
京
は
「
プ
レ
モ

ダ
ン
」
の
側
面
を
も
っ
。
そ
し
て
、
「
出
て
い
く

先
」
を
も
た
な
い
若
い
世
代
で
は
、
親
子
近
居

の
必
然
の
増
大
が
認
め
ら
れ
、
親
子
関
係
の
可

視
性
が
回
復
す
る
。

国
勢
調
査
を
使
っ
て
、
首
都
圏
の
フ
ァ
ー
ス

ト
/
セ
カ
ン
ド
・
ブ
i
マ
!
の
人
口
推
移
を
み

る
(
図
上
。
こ
こ
で
は
、

1
9
4
6
1
5
0
年

300 35 

(万人

1)埼玉県・千主主県・東京都・神奈川県について集計。

2) (内は調査年。

資料) WOO勢言馬主主報告Jより作成。

aJ1 首都圏のファースト/セカンド・ベビープーマ の人口推移

250 200 150 100 50 。
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\1971~75年生まれ/

1O~14歳時(1985年)

15~19歳持(1990年)

20~24歳時(1995年)

25~29歳時 (2000年)

30~34歳時(2005年)

注)

生
ま
れ
、

1
9
7
1
1
7
5
年
生
ま
れ
の
コ

l

ホ
l
ト
を
そ
れ
ぞ
れ
フ
ァ
ー
ス
ト
/
セ
カ
ン
ド

・
ブ
i
マ
!
と
み
な
す
。
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ブ

i

マ
!
は
、
叩
〈
}
凶
歳
時
で
は

1
8
1
万
人
で
あ

っ
た
の
に
対
し
、
初

1
M歳
時
で
は

1
・
7
倍

に
増
え
、

3
1
0
万
人
と
な
っ
た
。
こ
の
人
口

増
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
地
方
か
ら
東
京
に
移

っ
た
大
量
の
人
び
と
で
あ
る
。
セ
カ
ン
ド
・
ブ

l
マ
l
は
、
地
方
出
身
者
を
少
し
し
か
含
ま
な

い
こ
と
か
ら
、
日

1
凶
歳
時
の

2
5
1
万
人
か

ら
加

1
M歳
時
の

3
0
8
万
人
へ
と

1
・
2
倍

に
し
か
増
え
な
か
っ
た
。

東
京
初
回
圏
内
の
距
離
帯
別
人
口
の
推
移
を

100% 

1)各総資l時点における市区向村をその関税の過半が含まれるli'!I隊帯に分類

し、市区町村単位のd 、口を集計。

2)距離fftf立東京都庁をや心とする。 3) (内は調査年c

資料) W図勢認ヨ支報告Jl W~富勢澗交 資料シリーズJl ~君主勢調査 摘要シリーズJ
f悶勢調査編集・解説シリーズ』より作成。

東京 70k冊内閣距離帯別7T…スト/セカンド・ベピ フ マーの人口推移

80% 

滋 20~30km 園 30~40km R40~50km I謹 50~70km

60% 

29.1 

33.2 

40% 

くファースト・ブーマ-:1946~50年生まれ〉

15~19歳待(1965年)

20~24歳時(1970年)

25~29歳時(1975年)

30~34歳時(1 980年)

29.7 

くセカンド・ブーマー・ 1世71~75年生まれ〉

注)

27.0 

25.8 

27.5 

26.4 

24.1 

20% 。ヰも

1O~20km 

20~24歳時(1995年)

15~19歳持(1 9世0年)

25~29歳時(2000fト)

30~34歳時 (2005;ド)

0~10km 

示
し
た
デ

l
タ
は
、
都
心
部
に
流
入
し
た
フ
ァ

ー
ス
ト
・
ブ
!
マ

l
が
加
齢
に
つ
れ
て
郊
外
に

移
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
(
図
2
)
O

こ
の
グ
ル

ー
プ
の
な
か
で
叩

1
初
回
闇
人
口
が
占
め
る
割

合
は
、

m
I
M歳
時
で
は
却
%
で
あ
っ
た
の
に

対
し
、
叩

1
M歳
時
で
は
m
M
%
に
上
昇
し
た
。
セ

カ
ン
ド
・
ブ
!
マ
ー
で
は
、
テ
ィ
ー
ン
エ
イ
ジ

ャ
ー
の
時
点
か
ら
叩

1
叩
畑
園
人
口
の
比
率
が

高
い
。
こ
れ
は
、
郊
外
生
ま
れ
の
人
た
ち
が
多

い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
加
齢
に
と
も
な
う
距

離
帯
別
人
口
構
成
の
変
化
は
小
さ
い
。
こ
の
点

は
、
セ
カ
ン
ド
・
ブ

l
マ
!
の
移
動
が
少
な
い

こ
と
を
意
味
す
る
。
フ
ァ
ー
ス
ト
・
プ

I
マ

!

は
郊
外
に
向
か
っ
て
動
き
、
そ
こ
に
新

し
い
住
宅
地
を
形
成
し
た
。
郊
外
で
生

ま
れ
た
セ
カ
ン
ド
・
ブ
!
マ
!
は
、
少

な
い
移
動
を
特
徴
と
し
、
育
っ
た
場
所

と
の
関
係
を
保
っ
て
い
る
。

親
子
の
援
助
関
係

図2

都
市
の
成
熟
に
と
も
な
い
、
親
子
近

罷
が
増
え
、
世
代
間
の
援
助
関
係
が
生

成
す
る
。
子
世
帯
が
若
い
時
期
で
は
、

そ
の
育
児
・
家
事
に
関
し
て
親
が
重
要

な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
あ
る
。
と
く

に
共
働
き
の
夫
婦
に
と
っ
て
、
報
の
援

助
を
期
待
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

は
仕
事
・
家
庭
の
両
立
を
維
持
す
る
た

め
の
重
要
な
資
源
で
あ
る
。
加
齢
に
し

た
が
い
、
子
世
帯
が
高
齢
の
親
を
助
け

号
b
晶、年ハU2

 
んろしまA

9
 

耳
J0

3
 



夫の親

( 138) 

( 331) 

40.7 正規(135)

非正規(347)

親との時間距離図3

( 296) 家芝草専業(296)

100% 80% 60% 40% 20% 。ちも100% 80% 60~も40% 20% 。号も

墜殺はみな死去2ft寺間以上鐙 1~2時間30分~1 時間30分未満同居・伺敷地

出典平山/2010

る
場
面
が
増
え
る
。
足
腰
の
弱
っ
た
親
に
と
っ

て
、
子
ど
も
の
家
事
援
助
と
見
守
り
は
大
き
な

助
け
に
な
る
。
高
齢
の
続
が
介
護
を
必
要
と
す

る
ケ
!
ス
が
増
大
し
た
。
在
宅
介
護
を
支
え
る

居
住
形
態
と
し
て
、
親
子
近
居
は
有
力
な
選
択

肢
に
な
る
。

国
土
交
通
省
が

2
0
0
8
年
に
実
施
し
た
住

生
活
総
合
調
査
の
結
果
は
、
親
子
の
住
ま
い
ガ

と
し
て
、
近
屈
が
ひ
と
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
な
っ

て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
高
齢
位
帯
(
家

計
を
主
に
支
え
る
者
が
臼
歳
以
上
)
の
う
ち
、
子

と
の
現
在
の
住
ま
い
方
が
「
同
居
」
(
二
世
帯
住

宅
を
含
む
)
、
「
近
居
」
(
陪
一
敷
地
・
住
棟
か
ら

片
道
日
分
未
満
ま
で
)
、
「
片
道
1
時
間
未
満
」

(
日
分
以
上
)
の
位
帯
は
、
そ
れ
ぞ
れ
お
%
、
初

%
、
日
%
で
あ
っ
た
。
高
齢
期
に
お
け
る
子
と

の
住
ま
い
方
の
意
向
で
は
、
ご
」
だ
わ
り
は
な

い
」
が
お
%
と
最
も
高
い
比
率
を
示
す
一
方
、

「
陪
居
希
望
」
が
口
%
、
「
近
居
希
望
」
が
悶
%

を
占
め
た
。
ま
た
、
親
と
の
現
在
の
住
ま
い
方

を
み
る
と
、
「
絹
は
い
な
い
」
(
判
%
)
が
最
も

多
く
な
っ
て
い
る
が
、
「
同
居
」
、
「
近
居
」
、
「
片

道
1
時
間
未
満
」
の
割
合
が
そ
れ
ぞ
れ
日
%
、
日

%
、
日
%
を
示
し
た
。
高
齢
の
親
と
の
住
ま
い

ガ
の
意
向
に
関
し
て
は
、
「
同
居
希
望
」
、
「
近
居

希
望
」
が
日
%
、
問
%
で
あ
っ
た
。

苦
都
圏
の
持
家
に
住
み
、
子
ど
も
を
も
っ
却

1
却
歳
の
既
婚
女
性
を
対
象
と
し
、

2
0
0
9

年
日
月
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
(
平

山
/
2
0
1
0
)
。
調
査
対
象
の
既
婚
女
性
は
、

3)不明を除く2) ()内は回答者数。注 1)時問距離は、殺の家までの片道の所主主将額。

規
被
用
者
、
非
正
規
被
用
者
、
家
事
専
業
者
の

三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
。
子
ど
も
を

育
て
る
位
帯
の
多
く
は
、
広
い
住
宅
と
良
好
な

環
境
を
得
ょ
う
と
し
、
賃
貸
市
場
で
は
適
切
な

住
宅
の
確
保
が
難
し
い
こ
と
か
ら
、
持
家
を
取

得
す
る
。
女
性
就
業
、
育
児
・
家
事
、
持
家
取

得
の
関
係
を
調
べ
る
こ
と
が
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の

狼
い
で
あ
っ
た
。

こ
の
調
査
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
安
が
正
規
就

業
の
グ
ル
ー
プ
で
は
、
親
の
家
と
の
距
離
を
重

視
し
て
居
住
立
地
を
選
ぶ
世
帯
が
と
く
に
多
い

(関
3
)
0

安
の
親
と
の
距
離
が
「
時
間

-m敷
地
」

「
叩
分
未
満
」
の
位
帯
は
、
非
配
規
グ
ル
ー
プ
で

の
お
%
、
家
事
専
業
グ
ル
ー
プ
で
の
出
%
に
比

べ
て
、
正
規
グ
ル
ー
プ
で
は
位
%
と
高
い
比
率

を
示
す
。
こ
れ
に
対
し
、
夫
の
親
と
の
距
離
が

「
同
居
・
伺
敷
地
」
「
泊
分
未
満
」
の
世
帯
は
、
正

規
グ
ル
ー
プ
(
出
%
)
よ
り
非
正
規
グ
ル
ー
プ

(
鈍
%
)
、
家
事
専
業
グ
ル
ー
プ
(
却
%
)
で
多

い
。
妻
が
正
規
雇
用
の
仕
事
を
も
っ
位
帯
は
、
夫

の
親
よ
り
妻
の
親
と
の
距
離
を
重
視
す
る
、
と

い
う
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。

親
か
ら
実
際
に
得
て
い
る
育
児
・
家
事
援
助

の
頻
度
は
、
妻
の
就
業
状
況
と
明
確
に
抑
制
関
す

る

畠
4
)
。
妻
が
正
規
就
業
の
グ
ル
ー
プ
で
は
、

非
正
規
と
家
事
専
業
の
グ
ル
ー
プ
に
比
べ
、
親

の
援
助
を
よ
り
頻
繁
に
受
け
る
世
帯
が
多
く
、

「
ほ
ぼ
毎
日
」
が
却
%
、
こ
れ
に
「
週
2
1
3
回

程
度
」
と
「
遡
I
回
程
度
」
を
合
わ
せ
た
比
率

が
臼
%
に
及
ぶ
。
こ
こ
で
の
親
は
、
妻
の
親
で

あ
る
場
合
が
多
い
と
推
察
さ
れ
る
。

戦
後
日
本
の
家
族
シ
ス
テ
ム
は
直
系
制
か
ら

夫
婦
制
に
移
行
し
た
と
一
一
一
一
口
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
、

ほ
と
ん
ど
「
常
識
」
と
な
っ
て
い
た
。
夫
婦
関

係
を
中
心
と
す
る
「
近
代
家
族
」
の
増
大
は
、
家

族
制
度
の
「
近
代
化
」
の
証
拠
と
し
て
し
ば
し

ば
採
り
上
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
家
族
の
実
態

に
関
す
る
近
年
の
実
証
研
究
は
「
常
識
」
に
挑

戦
し
、
直
系
制
が
根
強
く
持
続
し
て
い
る
と
い

う
見
方
を
出
し
て
い
る
(
加
藤
/
2
0
0
6
、
2
0

0
9
)
。

家
族
制
度
の
変
容
そ
れ
自
体
を
ど
の
よ
う
に

捉
え
る
の
か
は
、
小
稿
の
範
囲
を
超
え
る
問
題

で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
の
家
族
シ
ス
テ
ム
の

な
か
で
、
親
子
関
係
は
重
要
な
役
割
を
も
ち
続

け
て
い
る
。
親
子
近
居
の
増
大
は
、
新
た
な
居

住
形
態
の
も
と
で
の
親
子
関
係
の
持
続
を
示
唆

す
る
。
加
藤
彰
彦
の
実
証
研
究
に
よ
れ
ば
、
子

位
代
の
結
婚
時
点
で
の
同
居
が
減
っ
た
と
は
い

え
、
結
婚
後
年
数
が
経
っ
て
か
ら
の
陀
居
率
は

ほ
と
ん
ど
下
が
っ
て
い
な
い
(
加
藤
/
2
0
0
9
1

近
躍
が
同
居
に
い
た
る
ま
で
の
過
渡
的
な
居
住

形
態
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
前
段
紀
後
半
で
は
、
大
規
模
な
人
口
移
動

の
た
め
に
、
親
子
関
係
の
可
視
性
が
低
下
し
、
夫

婦
関
係
に
当
て
ら
れ
た
強
い
照
明
の
も
と
で
、

家
族
制
度
の
「
近
代
化
」
が

μ

実
態
以
上
H

に

顕
在
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
人
口
移
動
が

減
少
し
、
都
市
が
成
熟
す
る
に
し
た
が
い
、
親

子
関
係
が
再
び
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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正規(144)

非正規(355)

育児・家事に対する親の援助の頻度図4

家事等業(307)

100% 80% 

週2~3間程度

月lliil未満

2)不明を除く

60% 

遡1白程度

濁協力なし

出奥平山/2010

40% 20% 

ほぼ毎日

殴月 1~2回程度

注 1) ()内は回答者数。

。%

住
宅
政
策
の
課
題

で
は
、
親
子
近
屈
の
増
大
は
、
住
宅
政
策
の

課
題
に
関
し
て
、
何
を
合
意
す
る
の
か
。
前
世

紀
後
半
の
マ
ス
・
ハ
ウ
ジ
ン
グ
の
た
め
の
政
策

は
、
世
帯
単
位
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
成
り
立
ち
、

「
標
準
世
帯
」
向
け
住
宅
の
大
量
建
設
を
推
し
進

め
た
。
こ
れ
に
対
し
、
都
市
が
成
熟
の
段
階
に

入
っ
た
現
代
で
は
、
複
数
位
帯
に
よ
る
家
族
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
と
い
う
文
脈
に
沿
っ
た
政

策
展
開
が
必
要
に
な
る
。

求
め
ら
れ
る
の
は
、
多
様
な
住
宅
ス
ト
ッ
ク

を
用
意
し
、
そ
の
柔
軟
な
利
用
を
促
進
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
家
族
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
支
え
る

方
向
性
で
あ
る
。
大
き
な
一
戸
建
住
宅
ば
か
り

が
建
ち
並
ぶ
住
宅
地
、
あ
る
い
は
小
さ
な
賃
貸

住
宅
の
み
が
集
中
す
る
地
域
で
は
、
親
子
近
居

の
維
持
は
難
し
い
。
持
家
と
借
家
、
大
住
宅
と

小
住
宅
な
ど
を
有
機
的
に
複
合
さ
せ
れ
ば
、
若

い
世
帯
が
必
要
に
応
じ
て
住
み
替
え
な
が
ら
、

親
の
家
と
の
距
離
を
あ
る
程
度
の
幅
の
な
か
で

維
持
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
親
佐
代
が
高

齢
化
し
、
大
き
な
住
宅
の
維
持
・
管
理
に
困
難

を
感
じ
て
い
る
ケ
l
ス
が
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、

親
が
小
さ
な
住
宅
に
移
り
、
大
き
な
住
宅
を
子

世
代
が
使
用
す
る
、
と
い
う
パ
タ
ー
ン
の
選
択

が
あ
り
え
る
。
親
子
近
居
を
、
ダ
イ
レ
ク
ト
に
促

進
す
る
手
法
が
あ
る
。
公
的
賃
貸
住
宅
の
供
給

で
は
、
近
居
目
的
の
入
居
を
優
先
さ
せ
る
施
策

が
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、
近
居
促
進
の
た
め
の

出
接
的
な
施
策
の
脱
棋
と
効
川
市
は
小
さ
い
。
よ

り
重
要
な
の
は
、
住
宅
ス
ト
ッ
ク
の
多
様
性
が

親
子
近
目
的
の
自
然
な
生
成
を
誘
導
す
る
、
と
い

う
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
構
築
で
あ
る
。

こ
の
一
方
、
社
会
政
策
全
般
の
あ
り
方
の
検

討
で
は
、
家
族
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
も
た
な
い
人

た
ち
の
存
在
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
成
熟

し
た
都
市
で
は
、
親
子
関
係
の
可
視
性
が
高
ま

る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
家
族
資
源
に
依
序
し

た
政
策
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
が
増
す
。
住
宅
政
策
の

分
野
で
は
、
持
家
取
得
に
関
す
る
生
前
贈
与
の

税
制
優
遇
、
二
世
代
住
宅
ロ

i
ン
の
供
給
な
ど

の
施
策
が
拡
大
し
た
。
地
域
福
祉
の
領
域
で
は
、

親
子
の
同
居
・
近
居
に
も
と
づ
く
在
宅
介
護
の

進
展
に
期
待
が
集
ま
っ
て
い
る
。
日
本
の
社
会

政
策
は
、
家
族
シ
ス
テ
ム
に
依
存
す
る
伝
統
を

も
っ
。
こ
の
傾
向
は
、

1
9
7
0
年
代
後
半
の

「
日
本
型
福
祉
社
会
」
論
に
典
型
的
に
現
れ
て
い

た
。
都
市
の
成
熟
が
親
子
関
係
を
顕
在
化
さ
せ

る
に
し
た
が
い
、
社
会
政
策
と
家
族
資
源
の
関

係
が
い
っ
そ
う
深
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
家
族
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
も
た
な
い
人
た
ち
の
可
視
性
が
低
下
し
て
い

る
点
で
あ
る
。
都
市
が
成
熟
し
た
と
は
い
え
、
そ

こ
に
は
地
方
出
身
者
が
含
ま
れ
、
家
族
関
係
か

ら
切
り
離
さ
れ
た
人
た
ち
が
存
在
す
る
。
東
京

で
は
、
東
京
出
身
者
と
地
方
出
身
者
の
生
活
条

件
の
差
が
大
き
い
。
経
済
俸
滞
が
続
く
な
か
で
、

労
働
市
場
の
流
動
性
が
高
ま
っ
た
。
そ
こ
で
は
、

不
安
定
就
労
の
多
く
の
若
者
が
親
元
に
と
ど
ま

り
、
生
活
を
紡
徳
し
よ
う
と
し
て
い
る
実
態
が

あ
る
。
し
か
し
、
親
の
家
に
住
む
と
い
う
選
択

肢
を
も
た
な
い
若
者
は
、
不
利
な
状
況
に
あ
る
。

先
述
の
よ
う
に
、
高
齢
世
帯
の
約
3
分
の

2
は

子
ど
も
と
「
片
道
1
時
間
未
満
」
の
場
所
に
住

ん
で
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
残
り
の
約
3
分

の
l
は
孤
立
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
都
市

の
成
熟
に
つ
れ
て
、
一
方
で
は
、
家
族
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
発
達
と
い
う
文
脈
の
重
要
さ
が
増
し
、

他
方
で
は
、
家
族
資
源
の
乏
し
い
人
た
ち
に
対

す
る
政
策
配
慮
が
必
要
に
な
る
。

{
引
用
文
献
]

・
平
山
洋
介
『
ー
豆
尽
の
果
て
に
」

(
N
T
T出
版
/
2
0
0
6年
)

・
平
山
洋
介
「
女
性
の
ラ
イ
フ
コ
l
ス
と
住
宅
条
件
」
吋
賃
金

と
社
会
保
障
』
地

1
5
1
9
+
初
(
旬
報
社
/
2
0
1
0
年
)

・
加
藤
彰
彦
「
戦
後
日
本
家
族
の
軌
跡
」
「
家
族
の
変
容
と
ジ

エ
ン
タ
ー
』
(
日
本
評
論
社
/
2
0
0
6
年
)

-
加
藤
彩
彦
「
直
系
家
族
の
現
在
」
『
社
会
学
雑
誌
』
部

(
2

0
0
9
年
)

国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所

(
2
0
0
5
年
)
「
第
5

回
人
口
移
動
調
査

(
2
0
0
1
年
社
会
保
障
・
人
口
問
題
基
本

調
交
と

(
2
0
0
5
年
)

-
中
淫
吉
田
志
「
白
塊
ジ
ュ
ニ
ア
世
代
の
東
京
居
住
」
『
家
計
経

済
研
究
」
肱
川
町
(
家
計
経
済
研
究
所
/
2
0
1
0
年
)

⑧
一
千
山
洋
介
(
ひ
ら
や
ま
・
ょ
う
す
け
)

神
戸
大
学
大
学
院
人
間
発
達
環
境
学
研
究
科
教
授

1
9
8
1
年
、
神
戸
大
学
工
学
部
卒
業
。

1
9
8
8

年
、
同
大
学
院
自
然
科
学
研
究
科
隙
士
談
程
修
了
。

2
0
0
3
年
よ
り
現
職
。
生
活
空
間
計
闘
を
専
攻
。

主
な
著
討
に
、
『
佼
宅
政
策
の
ど
こ
が
問
題
か
』
(
光

文
社
務
者
)
、
『
東
京
の
来
て
に
』

(
N
T
T
出
絞
)
、

F
E
N
S
h
塁
手
ぎ
昌
二
V
6
5
3
2
2
h
aも
き
(
共
一
級
者

.
門
戸

C
E芯
込
田
巾
)
な
ど
が
あ
る
。

A
P
N
H
R
2
2
2令官
R
5
n
Z
E言
。
阿
片
町
2
2
2
E
Z
H四

日

N
2
0
2
2
U
)
の
設
立
・
運
営
に
参
加
。

E
f
勺
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u

nζ んろ
、
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戸
/
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東
南
ア
ジ
ア
の
隣
居
・近
居
と
そ
の
背
景

東
南
ア
ジ
ア
の
平
野
部
を
切
り
拓
き
水
田
耕

作
を
お
こ
な
う
人
た
ち
は
、
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島

に
お
け
る
近
代
国
家
の
担
い
手
で
あ
る
。
し
か

し
、
か
れ
ら
の
多
く
は
姓
氏
を
も
た
ず
、
父
方

と
母
方
と
に
こ
だ
わ
る
こ
と
の
な
い
、
さ
ま
ざ

ま
な
双
系
的
社
会
を
維
持
し
て
き
た
。
い
ち
早

く
近
代
国
家
へ
の
道
を
歩
み
は
じ
め
た
タ
イ
で
、

国
王
の
命
に
よ
り
姓
氏
を
も
つ
こ
と
が
義
務
づ

け
ら
れ
た
の
は

1
9
1
6
年
で
あ
る
。

マ
レ
ー

シ
ア
の
マ

レ
l
社
会
で
は
、
い
ま
も
姓
氏
を
も

つ
こ
と
に
こ
だ
わ
ら
な
い
社
会
が
い
と
な
ま
れ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
家
や
家
族
の
系
譜
に
こ
だ
わ
ら

な
い
東
南
ア
ジ
ア
の
社
会
は
、
男
系
の
族
譜
を

よ
す
が
と
す
る
中
国
や
韓
国
の
社
会
と
は
ま
っ

た
く
異
質
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
社

会
構
造
の
違
い
は
、
人
び
と
が
思
い
え
が
く
家

族
像
や
人
間
関
係
の
築
き
か
た
に
ま
で
深
く
及

ん
で
い
る
。
前
田
成
文
氏
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の

典
型
が
マ
レ

1
社
会
に
あ
る
と
し
て
、
そ
の
組

織
原
理
を

2
人
の
「
間
柄
」
の
論
理
に
も
と
づ

く
『
対
人
主
義
』
と
位
置
づ
け
た
?
。
ま
た
、
そ

れ
ら
の
社
会
に
あ
っ
て
は
、
家
族
と
親
族
と
の

境
界
は
あ
い
ま
い
で
、
と
も
に
親
子
、
キ
ョ
ウ

ダ
イ
と
い
う
基
礎
的
な
血
縁
関
係
を
も
と
に
し

た
社
会
関
係
の
累
積
体
で
あ
る
と
み
る
。

そ
れ
は
住
居
の
形
式
や
住
ま
い
方
に
も
反
映

さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
東
北
タ
イ
を
調
査
し
た

水
野
浩

一
氏
は
、
親
世
帯
の
屋
敷
に
子
世
帯
が

そ
れ
ぞ
れ
に
家
を
建
て
て
住
み
、
屋
敷
ご
と
に

農
地
を
共
同
で
耕
作
し
、
共
同
の
穀
物
倉
に
収

蔵
し
つ
つ
炊
事
を
別
々
に
お
こ
な
う
集
団
が
あ

る
と
し
て
、
こ
れ
を
屋
敷
地
共
住
集
団
と
呼
ん

だ

:
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い

た
か
を
、
タ
イ
北
部
、
メ
1
タ
ム
・
ヌ
ア
村
の

調
査
事
例
:
を
参
照
し
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。

メ
ー
タ
ム

・
ヌ
ア
は
開
墾
期
を
経
て
、

1
8
0

年
ほ
ど
前
に
定
住
を
は
じ
め
た
寒
村
で
あ
り
、

調
査
時
に
は

1
4
5
世
帯
か
ら
な
っ
て
い
た
。

卯
年
前
に
建
設
さ
れ
た
寺
院
、
そ
れ
に
南
接
す

る
聖
な
る
大
木
、
寺
院
の
西
に
は
部
落
神
を
肥

る
ガ
ン
チ
ャ
イ
パ

l
ン
と
い
う
石
積
み
が
信
仰

の
対
象
で
あ
り
、
ほ
か
に
市
場
、

小
学
校
、
サ

ラ
l
(休
憩
施
設
)
な
ど
が
立
地
し
て
い
た
。
高

密
化
し
た
集
落
に
は
屋
敷
を
増
設
す
る
余
地
は

な
く
、
幹
線
道
路
沿
い
の
水
田
が
宅
地
化
し
つ

つ
あ
っ
た
。
次
頁
図
は
婚
姻
移
動
の

一
部
を
記

し
た
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
穀
物
倉
を
共
同
使

用
す
る
習
慣
は
失
わ
れ
て
い
る
が
、
屋
敷
地
共

住
集
団
の
住
ま
い
方
は
は
っ
き
り
と
確
認
で
き
る
。

屋
敷
に
余
裕
の
な
い
場
所
で
は
、
分
家
を
近

隣
の
土
地
に
建
て
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
土
地

は
か
つ
て
同

一
敷
地
だ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。

世
帯
数
の
増
加
と
と
も
に
屋
敷
の
分
割
を
繰
り

返
し
て
現
状
の
よ
う
に
細
分
化
さ
れ
た
か
ら
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
親
戚
筋
に
当
た
る
家
の
空
地

を
借
り
る
か
買
っ
て
家
を
建
て
て
い
る
。
日
世

帯
に
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
を
お
こ
な
っ
た
が
、
最
長

老
の
直
下
の
世
代
の
既
婚
者
町
家
族
の
う
ち
、

日
家
族
は
集
落
内
に
留
ま
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
。

そ
の
う
ち
、
男
性
は
ロ
/
却
家
族
し
か
留
ま
っ

て
い
な
い
が
、
女
性
の
場
合
は
辺
/
出
家
族
が

留
ま
っ
て
い
る
。
結
婚
し
て
独
立
す
る
場
合
は
、

娘
や
末
子
が
財
産
を
分
与
さ
れ
て
親
の
家
の
近

く
に
留
ま
り
、
親
の
位
話
役
と
し
て
期
待
さ
れ



屋敷地共住集団

写真 1 (右) 屋敷固いのない開放的な高ラ

オス・ノ ンブァヤイ村の床下空間

写真2 (左) イハンのルアイ(通廊) /ガ

ワイ祭りは各ビリックの前で行われる

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
親
の
鼠
敷
に
般
世
帯
が

割
り
入
っ
て
家
を
建
て
て
居
住
す
る
か
た
ち
は
、

マ
レ

l
半
島
の
マ
レ

l
人
集
落
の
調
査
で
も
顕

著
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
東
南
ア
ジ
ア

の
平
野
部
の
組
織
原
理
が
、
血
縁
関
係
を
も
と

に
し
た
社
会
関
係
の
累
積
体
で
あ
り
、
し
か
も

そ
れ
が
地
縁
社
会
と
重
な
り
広
が
っ
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

図

ロ
ン
グ
ハ
ウ
ス
の
住
ま
い
方
と
共
同
性

1
9
9
7
年
か
ら
叩
年

ほ
ど
、
サ
ラ
ワ
ク
の
熱
帯

雨
林
を
訪
れ
た
が
、
す
で

に
奥
深
く
ま
で
木
材
企
業

が
進
出
し
て
、
自
給
自
足

の
イ
パ
ン
文
化
は
風
前
の

灯
で
あ
っ

た
。
こ
こ
で
は

先
行
研
究
を
ひ
も
解
き
な

が
ら
、
特
異
な
共
同
性
を

育
む
ロ
ン
グ
ハ
ウ
ス
の
空

間
構
成
と
住
ま
い
方
に
つ

い
て
言
及
し
た
い
。

ロ
ン
グ
ハ
ウ
ス
研
究
の

古
典
は
、

1
9
4
9
1
5

1
年
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
を
ま
と
め
た
J

・
D
・

フ
リ
l
マ
ン
氏
の
民
族
誌

:
で
あ
る
。
そ
の
当
時
の

ロ
ン
グ
ハ
ウ
ス
は
、
ル
ア

イ
(
写
真
2
)
と
呼
ぶ
共
用

部
分
が
面
積
の
半
分
を
占

め
、
山
郁
の
大
部
屋
で
あ
る
ビ
リ
ッ
ク
と
が
棟

の
位
置
ち
か
く
の
仕
切
壁
に
よ
っ
て

2
分
割
さ

れ
て
い
た
。
今
日
の
よ
う
に
、
ダ
ポ
ー
ル
と
称

す
る
私
的
な
空
間
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、
ワ
ン

ル
ー
ム
の
ビ
リ
ッ
ク
が
世
帯
の
生
活
を
受
け
入

れ
て
い
た
。

1
9
7
4
年
に
肌
ウ
ニ
ョ
ン
の
フ

ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
お
こ
な
っ
た
関
根
康
正
氏

は
ビ
リ
ッ
ク
の
住
ま
い
方
を
詳
細
に
報
告
:
し

て
い
る
が
、
こ
れ
が
ダ
ポ
ー
ル
を
付
設
す
る
よ

う
に
な
る
前
の
最
後
の
記
録
と
考
え
て
よ
い
。

当
時
ま
で
は
、
細
長
い
共
用
空
間
と
こ
れ
に

ハ
ー
モ
ニ
カ
の
穴
の
よ
う
に
取
り
つ
い
た
ビ
リ

ツ
ク
、
そ
し
て
ル
ア
イ
前
面
の
河
川
と
の
あ
い

だ
に
設
け
た
露
台
と
で
暮
ら
し
て
い
た
。
か
つ

て
の
ル
ア
イ
に
つ
い
て
は
、
フ
リ
!
マ
ン
の
民

族
誌
な
ど
か
ら
、
今
日
の
よ
う
な
大
雑
把
な
空

間
で
は
な
く
、
長
く
ひ
と
つ
な
が
り
で
あ
っ
て

も
露
台
側
の
半
分
を
ビ
リ
ッ
ク
の
間
口
ご
と
に

腰
の
高
さ
で
仕
切
り
、
パ
ド
ン

・
ル
ア
イ
と
い

う
世
帯
専
用
の
ブ
1
ス
を
設
け
て
い
た
。
だ
か

ら
、
昨
今
の
私
的
な
ダ
ポ
l
ル
の
充
実
化
と
は

逆
に
、
共
同
生
活
を
支
え
る
ル
ア
イ
が
充
実
し

て
い
た
こ
と
に
な
る
。
当
時
の
生
活
は
共
同
化

へ
と
向
か
い
、
ル
ア
イ
が
生
活
の
拠
点
に
な
っ

て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

フ
リ
l
マ
ン
氏
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
ロ
ン
グ

ハ
ウ
ス

の
社
会
構
造
は
以
下
の
特
徴
を
も
っ
。

同
居
す
る
世
待
は
従
来
の
家
族
の
概
念
で
は
捉

え
ら
れ
な
い
と
し
て
、
か
れ
ら
の
呼
称
を
そ
の

ま
ま
使
い
、
ビ
リ
ッ
ク
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
と
呼
ん

だ
。
世
帯
が
拠
点
と
す
る
大
部
屋
も
ま
た
ビ
リ

ツ
ク
と
呼
称
さ
れ
る
。

婚
姻
後
の
居
住
は
夫
方

で
も
妻
方
で
も
ど
ち
ら
で
も
よ
い
が
、
ど
ち
ら

か
一
方
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
結
婚

に
よ
っ
て
ビ
リ
ッ
ク
を
離
れ
る
と
相
続
権
を
失

う
が
居
住
先
で
の
相
続
権
が
生
ま
れ
、
離
婚
や

死
別
を
機
に
元
の
ピ
リ
ッ
ク
に
戻
れ
ば
そ
こ
で

の
柑
続
権
が
復
活
す
る
。
つ
ま
り
、
常
に
居
住

す
る
ビ
リ
ッ
ク
の
相
続
権
だ
け
が
与
え
ら
れ
る

仕
組
み
に
な
っ
て
い
る。

夫
方
居
住
と
妻
方
居
住
の
比
率
が
半
々
で
あ

り
、
子
ど
も
の
帰
属
に
つ
い
て
も
夫
方
と
妻
方

が
半
々
で
あ
る
。
ま
た
白
人
の
未
亡
人
の
う
ち
、

夫
と
の
死
別
に
際
し
て
と
ど
ま
る
者
と
生
家
に

一反
る
者
の
比
率
も
半
々
で
あ
る
。
ビ
リ
ッ
ク
の

創
設
者
の
日
%
が
女
性
で
あ
り
、
必
%
が
男
性

で
あ
る
。
ロ
ン
グ
ハ
ウ
ス
で
は
、
建
設
の
あ
と

も
端
部
に
新
規
参
入
の
ビ
リ
ッ
ク
を
建
て
増
し

て
い
く
が
、
鈍
の
分
立

(
分
家
と
い
う
概
念
は

そ
ぐ
わ
な
い
)
の
う
ち
、
犬
方
と
妻
方
の
系
譜

を
ひ
く
分
立
に
つ
い
て
も
半
々
で
あ
る
。

一
方、

イ
パ
ン
は
養
子
縁
組
を
頻
繁
に
お
こ
な
い
、
養

子
に
対
し
て
も
実
子
と
同
等
の
権
利
と
義
務
を

与
え
て
い
る
。
幻
の
ビ
リ
ッ
ク
の
う
ち
の
日
ビ

リ
ッ
ク
で
養
子
縁
組
が
生
じ
て
い
る
。

離
婚
や
再
婚
は
住
民
の
意
思
と
棟
長
の
裁
定

で
お
こ
な
わ
れ
、
離
婚
後
は

一
方
が
生
家
に
戻

り
、
子
ど
も
た
ち
も
個
々
の
判
断
で
父
方
と
母

方
の
ビ
リ
ッ
ク
の

一
方
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
。

同
じ
ロ
ン
グ
ハ
ウ
ス
に
住
み
つ
つ
数
回
の
結
婚

と
離
婚
を
経
験
す
る
人
も
少
な
く
な
い
の
で
、

ロ
ン
グ
ハ
ウ
ス
の
な
か
に
は
近
親
者
が
入
り
乱

すまいろん 2011年冬号



写真 3 (右) 済州島/アンコリとハッコりが

向き合う鳳城里のすまい

写真 4 (左) 答志/1978年当時の答志。 夕

刻のセコミチ風景

れ
て
居
住
す
る
こ
と
に
な
る
。
イ
パ
ン
社
会
は
、

父
方
と
母
方
の
一
方
に
偏
る
こ
と
な
く
人
間
関

係
を
構
築
し
、
男
女
が
ビ
リ
ッ
ク
を
拠
点
に
生

活
し
な
が
ら
聞
か
れ
た
同
等
性
を
発
揮
し
て
暮

ら
す
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
時
間
が
た
つ
と
棟

内
で
の
婚
姻
が
進
み
、
拡
大
家
族
の
よ
う
に
複

雑
化
す
る
。
し
か
し
、
ロ
ン
グ
ハ
ウ
ス
が
解
体

さ
れ
て
も
、
ビ
リ
ッ
ク
の
相
続
権
は
担
保
さ
れ
、

聖
な
る
米
、
聖
な
る
砥
石
と
と
も
に
新
し
い
ロ

ン
グ
ハ
ウ
ス
の
ビ
リ
ッ
ク
へ
と
受
け
継
が
れ
て

hv
ノ
¥イ

パ
ン
の
ロ
ン
グ
ハ
ウ
ス
は
、

男
、
女
の
関

係
が
イ
ー
ブ
ン
で
、
聞
か
れ
た
共
同
体
と
し
て

桃
源
郷
の
ご
と
く
存
在
し
た
が
、
社
会
構
造
と

空
間
構
造
と
が
相
即
不
離
の
も
の
と
し
て
展
開

し
た
背
景
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

済
州
島
の
バ
ッ
コ
リ
と
対
馬
の
ヨ
マ

戦
前
、
済
州
島
の
人
た
ち
は
春
か
ら
秋
に
か

け
て
の
半
年
問
、
数
千
人
の
規
模
で
小
舟
を
連

ね
て
家
族
ご
と
対
馬
に
や
っ
て
き
て
、
女
性
た

ち
は
海
女
漁
業
に
従
事
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う

な
関
係
が
居
住
文
化
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与

え
た
の
か
は
知
る
よ
し
も
な
い
が
、

二
つ
の
島

に
は
そ
れ
ぞ
れ
隠
居
分
家
の
し
く
み
が
存
在
し
た
。

済
州
島
の
家
族
は
夫
婦
家
族
で
あ
る
。
長
男

夫
婦
と
い
え
ど
も
、
親
が
働
け
な
く
な
る
ま
で

親
夫
婦
と
す
ま
い
を
別
け
、
別
財
、
別
食
の
生

活
を
貫
い
て
い
た
。
通
常
、

二
つ
の
家
は
同
じ

屋
敷
に
建
て
ら
れ
、
ア
ン
ゴ
リ
(
母
屋
)
お
よ

び
パ
ツ
コ
リ
(
外
屋
/
副
屋
)
と
称
す
る
。
庭

を
挟
ん
で
向
き
あ
う
か
、

L
型
に
配
置
し
て
、

2

世
代
の
家
族
が
必
要
に
応
じ
て
住
み
替
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
パ
ッ
コ
リ
に
相
当
す

る
家
屋
は
離
れ
た
場
所
に
確
保
さ
れ
る
場
合
も

あ
っ
た
。

ア
ン
ゴ
リ
と
パ
ツ
コ
リ
を
使
い
分
け
る
分
家

の
方
法
は
、
津
波
高
志
氏
に
よ
っ
て
以
下
の
三

つ
の
モ
デ
ル
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
:
。
「
分
出

帰
還
型
」
は
、
親
夫
婦
が
長
男
の
結
婚
を
契
機

に
家
を
譲
り
、
次
男
以
下
を
連
れ
新
し
い
家
を

つ
く
っ
て
移
り
住
み
、
こ
の
よ
う
な
分
出
を
繰

り
返
し
、
男
子
が
す
べ
て
所
帯
を
も
っ
た
あ
と
、

ふ
た
た
び
長
男
夫
婦
が
住
む
も
と
の
家
の
パ
ツ

コ
リ
の
方
に
帰
還
す
る
か
た
ち
で
あ
る
。
「
送
出

継
留
型
」
は
、
長
男
が
結
婚
し
て
世
帯
を
別
け

て
独
立
し
て
も
、
親
夫
婦
は
屋
敷
内
に
留
ま
っ

て
棟
を
別
け
て
住
み
続
け
、
次
男
以
下
に
つ
い

て
は
外
に
居
を
構
え
さ
せ
る
か
た
ち
で
あ
る
。

「
単
純
継
留
型
」
は
、
息
子
が
ひ
と
り
し
か
い
な

い
場
合
や
、
い
て
も
養
子
に
出
す
な
ど
し
て
ひ

と
り
の
場
合
で
、
親
夫
婦
、
長
男
夫
婦
と
も
に

屋
敷
に
留
ま
り
続
け
る
か
た
ち
で
あ
る
。

ぱ
く
よ
ん
は
ん

漢
陽
大
学
校
の
朴
勇
焼
研
究
室
と
と
も
に
済

州
島
の
山
村
と
海
村
を
選
ん
で
調
査
し
た
の
は

1
9
8
8
年
の
夏
で
あ
る
。

し
か
し
、

若
い
世

代
の
農
業
離
れ
と
過
疎
化
が
進
ん
で
、
そ
の
よ

う
な
住
ま
い
方
は
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
た
。

パ
ツ
コ
リ
の
呼
称
を
残
す
も
の
が
半
数
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
海
村
で
は
伝
統
的
な
平
面
を

残
し
て
い
な
い
。
ほ
と
ん
ど
が

R
C
造
に
建
て

替
え
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
敷
地
の
ア
ン
ゴ
リ
と

パ
ッ
コ
リ
を
世
代
で
住
み
分
け
る
事
例
は
な
い

が
、
村
内
の
別
の
家
屋
と
の
あ
い
だ
で
家
族
構

成
に
応
じ
て
住
み
替
え
て
き
た
例
が
二
つ
ほ
ど

あ
る
。

二
万
の
山
村
で
は
、

築
年
不
詳
の
伝
統

的
な
平
面
の
パ
ッ
コ
リ
が

4
割
も
の
屋
敷
に
残

っ
て
い
た
が
、
誰
も
住
ん
で
い
な
か
っ
た
。
か

つ
て
ア
ン
ゴ
リ
と
パ
ッ
コ
リ
を
上
下
世
代
で
住

み
分
け
、
交
換
も
し
た
と
い
う
聞
き
取
り
結
果

が
l
例
だ
け
存
在
し
た
。

も
う

一
方
の
対
馬
に
も
隠
居
家
が
存
在
す
る
。

わ
に
う
ら

鰐
浦
集
落
の
調
査
を
お
こ
な
っ
た
の
は
さ
ら
に

l
年
後
の

1
9
8
9
年
の
夏
で
あ
る
。
耕
地
に

恵
ま
れ
な
い
対
馬
で
は
、

世
帯
を
本
戸
と
寄
留

と
に
分
け
、
本
戸
の
数
を
増
や
さ
な
い
よ
う
に

し
て
村
を
維
持
し
、
村
内
婚
を
お
こ
な
っ
て
き

た
。
し
か
も
本
戸
の
男
子
は
「
子
ど
も
本
人

戸
主
隠
居
」
と
い
う
年
齢
階
梯
の
な
か
に

位
置
づ
け
ら
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
役
割
を
担
っ

て
き
た
。
本
人
は

一
家
の
働
き
手
と
し
て
、
ム

ラ
の
公
式
会
合
や
本
戸
の
共
同
労
働
な
ど
に
出

席
す
る
が
、
戸
主
に
は
も
っ
ぱ
ら
イ
エ
の
主
催

者
と
し
て
の
役
割
が
担
わ
さ
れ
て
い
た
。
そ
し

て
、
ム
ラ
と
イ
エ
に
対
し
、
戸
主
を
退
い
た
隠

居
で
あ
る
こ
と
を
可
視
化
す
る
空
間
が
、
「
ヨ

マ
」
と
呼
ば
れ
る
隠
居
家
で
あ
る
。
か
つ
て
の

ヨ
マ
は
屋
敷
の
な
か
に
つ
く
ら
れ
、
寝
る
だ
け

の
空
間
で
あ
っ
た
。
オ
モ
テ
と
呼
ば
れ
る
母
屋

に
は
戸
主
の
家
族
だ
け
で
な
く
、
本
人
夫
婦
や

そ
の
子
ど
も
た
ち
も
生
活
し
た
。

1
9
4
9
年
に
同
軒
あ
っ
た
ヨ
マ
は
刊
年
を

経
た
調
査
時
に
い
た
っ
て
も

3
軒
し
か
滅
失
し
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註
]

*
1

前
回
成
文
」
東
南
ア
ジ
ア
の
組

織
原
理
(
動
車
書
房
、

1
9
8
9
年
)

*
2
/水
野
浩
士
宮
イ
農
村
の
社
会

組
織
一
(
創
文
社
、

1
9
8
1
年
)

*
3
/神
田
淳

「空
イ
族
の
住
居
、
集

落
空
間
の
構
成
に
関
す
る
研
究
ト
(芝

浦
工
業
大
学
修
士
論
文
、

1
9
9
6年
)

*
4
/
』
ロ
司
自
ヨ
2

4
ブ

-
o
F
2
0
4

田
口

3
0
0
ν
ω
幸
喜
一
三
血
布
。
且
切
否
ω
一
ω

「
C

ヨ百戸」『。且
ω-
「
O
コ
ヰ
O
コ
印
口
2
0
0

一O『

w
g
oヨ
一
口
印
玄
O
E
m
E
百
雪
印
O
コ
ω
2
5一

〉
コ
ラ
5
-
B
E由
予

(
h
H刷
、

1
9
9
2年
)

*
5
/
関
根
康
正
「
ロ
ン
グ
ハ
ウ
ス
を

め
ぐ
る
空
間
構
造
|
イ
パ
ン
族
の
ば

あ
い
」

1

季
刊
人
類
学
E

(

叩

2
、
1

9
7
9
年
)

*
6
/
津
波
吉
田
士
山
」
沖
縄
社
会
民
俗
学

ノ
l
卜
一
(
第
一
書
房
、

1
9
9
0
年
)

て
い
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
過
叫
が
進
む
な
か
、
日

軒
あ
る
本
…
い
の
う
ち
の
幻
粁
に
ヨ
マ
が
つ
く
ら

れ
て
い
た
。
昭
和
初
年
代
ま
で
の
ヨ
マ
は
二
間

取
り
で
あ
っ
た
が
、
判
年
代
に
入
る
と
三
間
取

り
に
な
り
、
日
年
代
以
降
は
さ
ら
に
規
模
が
拡

大
し
て

2
階
建
て
と
な
る
。
そ
の
間
に
ヨ
マ
の

機
能
も
充
実
す
る
。
便
所
と
風
呂
は
オ
モ
テ
や

ヨ
マ
か
ら
離
さ
れ
て
い
た
が
、
や
が
て
オ
モ
テ

に
取
り
込
ま
れ
、
印
年
代
以
降
は
ヨ
マ
に
も
つ

く
る
よ
う
に
な
る
。
調
査
時
、
寝
る
だ
け
の
ヨ

マ
は
存
在
せ
ず
、
そ
の
一
方
で
、
屋
敷
外
の
白

敷
地
に
、
最
新
設
備
を
備
え
た
小
さ
な
住
宅
が

ヨ
マ
と
し
て
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

対
馬
の
ヨ
マ
も
ま
た
済
州
島
の
ア
ン
ゴ
リ
、

パ
ッ
コ
リ
の
よ
う
に
集
落
と
い
う
枠
の
な
か
で

展
開
し
て
き
た
。
と
も
に
集
落
に
風
を
通
し
、
血

縁
関
係
の
濃
い
閉
鎖
的
な
伝
統
社
会
を
活
性
化

さ
せ
る
手
法
と
し
て
生
ま
れ
る
が
、
過
疎
に
伴

う
共
同
体
の
緩
み
や
人
び
と
の
高
齢
化
な
ど
の

時
代
の
変
化
に
あ
わ
せ
、
役
割
や
内
容
を
変
え

て
生
き
続
け
て
い
る
。

伊
勢
湾
窓
口
士
、
雀
語
洛
が
示
唆
す
る
近
居
的
家
族

伊
勢
湾
口
の
離
島
に
位
置
す
る
答
志
集
落
は
、

地
域
の
伝
統
的
な
居
住
文
化
を
伝
え
る
稀
有
な

事
例
で
あ
る
(
写
真
4
)
。
し
か
も
、
離
島
ゆ
え
に

蓄
積
し
存
在
し
つ
づ
け
た
居
住
文
化
の
あ
り
ょ

う
は
、
そ
の
ま
ま
島
国
日
本
の
縮
図
と
し
て
捉

え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
答
志
の
濃
密
な
社

会
を
組
み
立
て
て
い
る
し
か
け
は
大
き
く
と
ら

え
て
三
つ
あ
る
。

基
礎
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
か
れ
ら
が
キ
ン

ジ
ョ
と
呼
ぶ
地
縁
の
関
係
で
あ
る
。
キ
ン
ジ
ヨ

は
か
つ
て
の
隣
組
を
基
盤
に
し
て
い
る
が
そ
れ

だ
け
で
は
な
い
。
町
内
会
や
漁
協
、
住
宅
を
使

う
神
事
、
神
社
の
氏
子
な
ど
に
地
縁
組
織
が
つ

く
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
班
や
組
の
編
成
は
そ

れ
ぞ
れ
に
組
ま
れ
て
い
る
の
で
、
境
界
は
交
叉

し
て
複
雑
に
絡
み
あ
っ
て
い
る
。
地
縁
の
関
係

は
濃
密
に
す
る
が
、
縁
辺
を
わ
ざ
と
ぼ
か
し
て

い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
そ
の
一
方
で
、
ト
ナ

リ
は
迷
惑
を
か
け
る
の
が
避
け
ら
れ
な
い
と
し

て
、
か
つ
て
は
葬
式
や
結
婚
式
の
最
上
容
と
し

さ
か
て
じ
ま

て
扱
わ
れ
た
。
と
な
り
の
坂
手
島
で
は
両
隣
を

カ
ン
ペ
キ
と
称
し
た
。

キ
ン
ジ
ョ
に
次
い
で
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は

ネ
ヤ
コ
で
あ
る
。
答
志
で
は
い
ま
も
近
世
以
来

の
寝
屋
制
度
が
か
た
ち
を
変
え
て
受
け
継
が
れ

て
い
る
。
男
子
は
高
校
を
出
る
と
、
仲
間
と
と

も
に
社
会
経
験
が
豊
富
で
子
育
て
が
一
段
落
し

た
人
を
義
理
の
親
と
決
め
、
家
の
一
部
を
借
り

て
夜
間
を
と
も
に
過
ご
す
の
で
あ
る
。
仲
間
が

結
婚
し
て
解
散
す
る
ま
で
、
何
年
も
続
け
ら
れ

る
の
で
、
寝
屋
親
、
寝
屋
子
の
結
束
は
強
旧
な

も
の
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
義
理
の
関
係
は
朋

友
会
や
ネ
ヤ
コ
朋
恭
と
し
て
人
び
と
の
信
頼
を

え
て
お
り
、
互
恵
活
動
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
。

三
つ
目
は
シ
ン
セ
キ
で
あ
る
。
離
島
で
生
活

し
て
い
る
と
、
人
の
流
れ
も
モ
ノ
の
流
れ
も
よ

く
見
え
る
。

1
9
6
0
年
代
ま
で
は
、
集
落
に

住
む
者
同
士
の
結
婚
が
大
半
を
占
め
て
い
た
。

彼
ら
の
い
う
「
島
中
が
親
戚
」
を
超
え
て
、
'
局

中
が
家
族
と
呼
ん
で
も
よ
い
関
係
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
は
鳥
羽
市
へ
の
合
併
編
入
や

漁
協
組
織
の
再
編
な
ど
を
通
じ
て
、
周
辺
地
域

に
聞
か
れ
て
き
た
。
陸
部
か
ら
嫁
ぐ
人
が
増
え

る
と
、
息
子
に
は
漁
業
を
継
が
せ
た
い
が
、
娘

は
つ
ら
い
漁
師
の
嫁
に
し
た
く
な
い
と
い
う
偏

っ
た
考
え
が
生
ま
れ
、
や
が
て
大
勢
を
し
め
る

よ
う
に
な
る
。
答
志
で
は
夫
婦
舟
の
操
業
が
定

着
し
て
家
族
経
営
の
漁
業
を
支
え
て
き
た
の
で
、

変
化
は
漁
業
の
構
造
に
も
及
び
か
ね
な
い
も
の

で
あ
る
。

寝
屋
や
輪
番
で
お
こ
な
う
祷
屋
記
り
は
住
宅

を
使
用
す
る
集
落
の
行
事
と
し
て
半
ば
制
度
化

さ
れ
て
い
た
。
結
婚
式
や
葬
式
な
ど
の
通
過
儀

礼
も
初
年
代
ま
で
は
住
宅
を
使
っ
て
お
こ
な
わ

れ
た
が
、
な
か
で
も
集
落
全
員
が
見
送
る
葬
列

は
、
死
者
と
列
を
担
う
従
者
と
の
関
係
が
決
ま

っ
て
い
る
の
で
、
人
間
関
係
さ
え
も
可
視
化
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
答
志
の
お
年
寄
り
が
ひ
と

り
に
な
っ
て
も
答
志
か
ら
離
れ
よ
う
と
せ
ず
、

何
の
不
安
も
な
く
生
活
し
て
い
け
る
の
は
、
答

志
に
生
き
た
と
い
う
自
負
と
と
も
に
、
こ
の
よ

う
な
し
く
み
が
機
能
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

⑧
畑
聴
一
(
は
た
・
そ
う
い
ち
)

芝
浦
工
業
大
学
名
誉
教
授

1
9
6
6年
、
芝
浦
工
業
大
学
建
築
学
科
卒
。

1
9

6
6
1
1
9
6
7年
、
述
人
日
設
計
社
み
ね
ぎ
し
や
す

お
事
務
所
勤
務
。

1
9
7
3年
、
川
十
稲
田
大
学
大
学

問
同
開
士
課
抑
制
単
位
取
得
退
学
。

1
9
7
6年
1
芝
浦

工
業
大
学
専
任
講
師
、
助
教
授
、
教
授
。

1
9
7
5

1
，
2
0
0
8年
ま
で
、
学
生
た
ち
と
と
も
に
、
日
本
、

ア
ジ
ア
、
地
中
海
各
地
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
お

こ
な
い
、

2
0
0
9
年
3
月
退
職
。
仙
川
上
(
工
学
)
。
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江
戸
の
火
事
は
楽
天
的

林

光

知
識
創
造
工
房

ナ
レ
ッ
ジ
・
フ
ァ
ク
ト
リ

l
代
表

時
間

に
縛
ら
れ
な
い
暮
ら
し

3
年
前
に
、
企
業
で
働
く
こ
と
を
卒
業
し
て
か
ら
、
一
日
の
時
間
を
、
ほ
と
ん
ど
自
分

の
都
合
で
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
考
え
て
み
れ
ば
、

4
歳
の
と
き
に
幼

稚
園
に
入
国
し
て
か
ら
、
印
歳
で
企
業
を
卒
業
す
る
ま
で
の
ほ
ぼ
同
年
問
、
私
の

一
日
の

時
間
割
は
、
ほ
と
ん
ど
「
他
人
」
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
た
。

そ
も
そ
も
、
こ
の
回
年
問
、
私
が
朝
の

7
時
か
ら
8
時
ご
ろ
に
起
き
て
い
た
の
は
、
そ

の
数
時
間
後
に
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
校
、
大
学
、
会
社
が
始
ま
る
か
ら
だ
っ

た
。
1
週
間
の
う
ち
の

5
日
か
ら
6
日
(
時
に
は

7
日
)
は
、
自
分
で
は
な
い
何
者
か
が

決
め
た
「
始
ま
り
の
時
間
」
に
間
に
合
わ
せ
る
た
め
に
、
家
を
出
た
。
そ
の
場
所
に
ま
で

行
く
時
間
は
、
叩
数
分
か
ら
1
時
間
半
以
上
ま
で
、
時
に
応
じ
て
長
か
っ
た
り
短
か
っ
た

り
し
た
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
通
学
、
通
勤
時
間
を
見
た
う
え
で
、
歯
磨
き
や

着
替
え
、
朝
食
や
新
聞
読
み
ま
で
、
朝
の
時
間
に
お
こ
な
う
多
く
の
こ
と
を
済
ま
せ
て
家

を
出
る
た
め
に
、
す
べ
て
の
時
間
を
勘
案
し
た
上
で
起
床
し
た
も
の
だ
っ
た
。

以
前
、
博
報
堂
生
活
総
合
研
究
所
に
在
籍
し
て
い
た
と
き
に
お
こ
な
っ
た
調
査
に
「
朝

の
行
動
調
査
」
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
朝
起
き
て
か
ら
家
を
出
る
ま
で
に
す
る
さ
ま
ざ
ま

な
こ
と
を
す
べ
て
挙
げ
て
も
ら
い
、
そ
れ
に
費
や
さ
れ
る
時
間
を
単
純
に
合
計
す
る
と

7

時
間
に
も
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
調
査
だ
っ
た
。

融
通
無
碍
な
生
活
ス
タ
イ
ル
に
向
け
て

すまいろん 2010年秋号

も
ち
ろ
ん
、
朝
の
時
間
に
人
々
が

7
時
間
も
か
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
さ

ま
ざ
ま
な
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
多
く
の
生
活
行
動
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
を
「
延
べ
」

に
し
て
合
計
し
て
み
る
と
い
う
乱
暴
な
方
法
で
の
調
査
だ
っ
た
の
で
、
こ
の

7
時
間
と
い

う
結
果
が
出
て
き
た
の
だ
が
、
そ
の
調
査
の
要
諦
は
、
「
朝
は
忙
し
い
」
と
い
う
こ
と
だ

っ
た
の
だ
。

そ
ん
な
忙
し
い
朝
に
な
っ
て
し
ま
う
の
も
、
ま
た
「
他
人
が
決
め
た
生
活
時
間
」
に
従

っ
て
行
動
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
、
「
す
ま
じ
き
も
の
」
の
た
め
の
生
活
行
動
だ
っ
た

か
ら
だ
。

し
か
し
い
ま
、
私
は
ほ
と
ん
ど
毎
日
、
何
時
に
起
き
て
も
か
ま
わ
な
い
暮
ら
し
を
し
て

い
る
。
そ
れ
は
、
「
勤
め
」
を
卒
業
し
た
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
新
し
い
暮
ら
し
で
の
他

の
方
々
と
の
打
ち
合
わ
せ
、
会
議
、
講
演
、
授
業
な
ど
、
い
ま
お
こ
な
っ
て
い
る
ほ
と
ん

ど
す
べ
て
の
「
他
人
」
と
の
協
同
の
時
聞
を
、
で
き
る
限
り
「
午
後
遅
く
」
か
ら
に
調
整

し
た
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
を
作
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

そ
の
結
果
、
少
な
く
と
も
、
朝
、
決
め
ら
れ
た
時
間
に
「
起
き
な
く
て
は
い
け
な
い
」

と
い
う
こ
と
が
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
私
は
現
在
、
お
昼
に
起
き

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
た
い
て
い
の
日
、
私
は

8
時
か
ら

9
時
ご
ろ
に
起
き

る
。
そ
れ
は
広
告
会
社
と
い
う
、
比
較
的
時
間
に
ル
ー
ズ
な
会
社
に
い
た
数
十
年
間
と
、

ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
起
床
時
間
だ
。



し
か
し
、
現
在
の
起
き
る
こ
と
に
関
す
る
「
心
も
ち
」
は
、
以
前
と
は
ま
っ
た
く
興
な

る。

「
起
き
な
く
て
は
い
け
な
い
」
と
思
っ
て
起
き
る
こ
と
と
、

「
起
き
た
く
な
っ
た
か
ら

起
き
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
、
た
と
え
起
き
る
時
間
が
同
じ
で
も
、
起
き
た
と
き
の
気
分

に
は
天
と
地
ほ
ど
の
違
い
が
あ
る
の
だ
。

そ
し
て
、
こ
の
、
起
き
る
時
間
が
自
由
、
と
い
う
こ
と
は
、
必
然
的
に
「
寝
る
時
間
の

自
由
」
も
獲
得
す
る
。

何
時
に
起
き
て
も
い
い
と
い
う
暮
ら
し
は
、
何
時
に
寝
て
も
い
い
と
い
う
自
由
を
得
る

と
い
う
こ
と
だ
。
そ
う
す
る
と
、
何
時
に
寝
て
も
い
い
わ
け
だ
し
、
眠
た
く
な
け
れ
ば
、

寝
な
く
て
も
い
い
の
だ
か
ら
、
基
本
的
に
は
「
不
眠
症
」
と
い
う
こ
と
が
な
く
な
る
。

も
と
も
と
、
私
は
不
眠
症
と
は
縁
遠
い
暮
ら
し
で
は
あ
っ
た
が
、
会
社
に
い
る
と
き
は
、

「翌
朝
起
き
な
く
て
は
い
け
な
い
か
ら
、
夜
寝
な
く
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、

一
時
、
睡
眠
導
入
部
の
お
世
話
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
い
ま
は
、
な
ん
だ

っ
た
ら
、
「
朝
ま
で
で
も
起
き
て
い
て
よ
い
」
の
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
不
自
然
な
薬
は

必
要
と
し
な
い
。

高
齢
社
会
の
ひ
と
つ
の
側
面
で
あ
る
「
時
間
に
自
由
な
人
の
増
加
」
は
、
じ
つ
は
、
社

会
的
に
は
そ
う
そ
う
受
け
入
れ
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
相
変
わ
ら
ず
の
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
通
り
で
営
業
し
て
い
る
商
業
施
設
が
多
い
の
だ
が
、
こ
れ
か
ら
は
、
夜
に
な
る
と
開
く

フ
ァ
ー
ス
ト
フ
l
ド
と
か
、
明
け
方
ま
で
や
っ
て
い
る
フ
ア
ミ
レ
ス
と
か
の
よ
う
に
、
時

間
に
縛
ら
れ
て
い
な
い
人
向
け
の
業
態
が
増
え
て
き
て
も
い
い
と
思
う
し
、
人
の
側
も
、

も
っ
と
時
間
に
縛
ら
れ
な
い
暮
ら
し
方
を
し
て
も
い
い
と
思
う
。
私
は
、
そ
ん
な
暮
ら
し

の
象
徴
と
し
て
「
真
夜
中
の
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
」
と
呼
ん
で
い
る
の
だ
が
、
そ
の
話
は
、

ま
た
別
の
機
会
に
で
も
す
る
こ
と
し
よ
う
。

一
落
語
に
み
る
江
戸
の
生
活
感
覚

そ
こ
で
、
よ
う
や
く
本
題
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
夜
寝
る
時
間
の
自
由
を
得
た
私
は
、
睡
眠
導
入
剤
の
代
わ
り
に
、
寝
る
と

き
に
落
語
を
聞
く
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
、

1
0
0
円
シ
ョ
ッ
プ
で
数
十
枚
の
落
語
の
C

D
を
集
め
て
、
い
ろ
い
ろ
と
聞
き
な
が
ら
寝
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
多
く
の

C
D
を
、
最
後
ま
で
聞
い
て
い
る
こ
と
は
少
な
く
、

二
話
入
っ
て
い
る
C
D
の
一
話
目
で

寝
入
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
だ

っ
た
。

そ
の
結
果
、
一
年
中
、
ほ
と
ん
ど
毎
日
、
同
じ
落
語
を
聞
い
て
い
る
。
い
ま
、
聞
い
て

い
る
の
は
「
二
番
煎
じ
」
と
い
う
落
語
だ
。

こ
れ
は
、
火
事
の
多
か
っ
た
江
戸
の
時
代
、
商
家
の
主
た
ち
が
昼
忙
し
く
働
い
て
い
る

雇
用
人
た
ち
の
代
わ
り
に
、
火
の
用
心
の
町
内
の
見
回
り
を
お
こ
な
う
途
中
、
冬
の
寒
さ

ゆ
え
に
温
ま
ろ
う
と
番
所
で
こ
っ
そ
り
と
お
酒
を
飲
ん
で
い
る
と
、
見
田
り
の
役
人
が
や

っ
て
き
て
、
何
を
飲
ん
で
い
る
の
だ
と
詰
問
さ
れ
て
し
ま
う
。
と
っ
さ
に
、
答
え
た
の
が

「
風
邪
薬
を
煎
じ
て
飲
ん
で
お
り
ま
す
」
と
い
う
ウ
ソ
。
し
か
し
、
こ
の
役
人
、

本
当
は
、

大
の
酒
好
き
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
そ
こ
に
あ
っ
た
「
煎
じ
薬
」
(
実
は
酒
)
を
「
ワ
シ
も

風
邪
を
ひ
い
て
お
っ
て
の
う
」
と
い
う
こ
と
で
全
部
飲
ん
で
し
ま
う
。
困
っ
た
商
人
た
ち

が
、
「
煎
じ
薬
は
も
う
無
く
な
り
ま
し
た
」
と
言
い
訳
す
る
と
、
役
人
は
、
そ
れ
で
は
、

も
う
ひ
と
回
り
し
て
く
る
か
ら
、
そ
の
聞
に
「
二
番
を
煎
じ
て
お
け
」
と
い
う
の
が
「
落

ち
」
の
落
語
で
あ
る
。

こ
の
落
語
の
枕
(
落
語
の
前
半
の
導
入
部
分
)
は
、
江
戸
の
町
が
い
か
に
火
事
が
多
く
、

そ
れ
ゆ
え
に
、
江
戸
つ
子
た
ち
の
道
楽
の
ひ
と
つ
に
「
火
事
道
楽
」

と
い
う
も
の
が
あ
っ

た
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
火
事
道
楽
、
要
す
る
に
火
事
の
野
次
馬
で
あ
る

の
だ
が
、
凝
っ
た
こ
と
に
、
自
前
の
火
事
装
束
を
着
て
い
た
り
、
半
鐘
が
な
っ
た
と
同
時

に
飛
び
出
し
て
行
け
る
よ
う
に
、
火
事
装
束
の
ま
ま
寝
て
い
た
り
、
ま
た
、
そ
の
火
事
装

束
の
粋
さ
を
競
っ
た
り
と
、
「
火
事
」
と
い
う
悲
惨
な
ア
ク
シ
デ
ン
ト
に
対
し
て
、
底
抜

け
の
楽
天
的
な
明
る
さ
を
持
っ
て
い
た
よ
う
だ
つ
た
。

他
に
も
、
火
事
を
題
材
に
し
た
落
語
は
多
い
。
江
戸
の
大
火
で
消
失
し
た
神
社
仏
閣
の

ほ
う
か
ん

再
建
の
た
め
の
富
く
じ
を
買
っ
た
久
蔵
と
い
う
酒
乱
の
諮
問
が
、

-
等
の
千
両
に
当
選
し

そ
の
当
た
り
く
じ
を
自
家
の
火
事
の
た
め
に
焼
い
て
し
ま
っ
た
と
思
い
込
ん

すまいるん 2011年寺号

た
も
の
の
、



そ
し
て
、
そ
の
昔
は
、
病
の
流
行
な
ど
、
社
会
的
に
ま
ず
い
こ
と
が
あ
る
と
、
「
元
号
」

を
変
え
て
、
社
会
人
土
体
の
リ
セ
ッ
ト
を
企
図
し
た
り
も
す
る
。

だ
が
、
実
は
、
火
事
の
と
き
に
ち
ゃ
ん
と
避
難
さ
せ
て
い
た
、
と
い
う

J
m久
」
と
い
う

話
。
あ
る
い
は
、
ケ
チ
な
主
人
の
留
守
の
悶
に
、
豪
華
な
出
前
を
と
っ
て
ど
ん
ち
ゃ
ん
騒

ぎ
を
し
よ
う
と
思
い
立
っ
た
雇
用
人
た
ち
が
頼
ん
だ
中
に
味
噌
ダ
レ
の
田
楽
が
あ
っ
た
の

だ
が
、
急
に
帰
っ
て
き
た
主
人
に
大
慌
て
の
最
中
、
近
所
で
火
事
が
あ
り
、
延
焼
を
気
遣

う
主
人
の
'
M
M
W

に
聞
い
た
の
が
、
ち
ょ
う
ど
到
着
し
た
田
楽
。
そ
の
焼
け
た
味
憎
の
に
お
い

が
、
主
人
に
近
く
の
味
噌
蹴
ま
で
焼
け
た
と
思
い
こ
ま
せ
、
大
騒
、
ぎ
に
な
る
と
い
う
「
味

噌
蔵
」
な
ど
、
「
明
る
い
火
事
の
話
」
が
多
い
。

こ
こ
で
思
う
の
は
、
「
火
事
と
喧
礁
は
江
戸
の
華
」
と
い
う
言
葉
だ
。
い
ず
れ
も
、
今

の
時
代
な
ら
、
と
て
も
「
華
」
に
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
、
悲
惨
な
出
来
事
の
象
徴
で
あ
る

「
火
事
と
喧
嘩
」
が
、
底
抜
け
の
江
戸
の
明
る
さ
の
中
で
は
、
健
び
や
か
な
道
楽
に
ま
で

昇
楽
す
る
。

官まいろん 2011年冬号

日
常
と
非
日
常
の
あ
い
だ
で

間
洋
の
文
化
が
、
問
謄
と
い
う

l
o
o年
ご
と
に
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
る
、
ち
ょ
っ
と
長
め

な
デ
ジ
タ
ル
時
間
を
繰
り
返
す
、
整
然
と
し
た
長
い
ス
パ
ン
の
生
活
感
覚
を
持
っ
て
い
た

の
に
比
べ
る
と
、
元
日
ヴ
と
い
う
、
援
柔
性
に
富
ん
だ
年
腐
を
持
ち
、
か
っ
、
単
位
は
一
年

と
い
う
、
短
い
時
間
を
当
た
り
前
に
繰
り
返
し
て
き
た
日
本
人
と
で
は
、
時
間
の
流
れ
方

が
、
違
っ
て
い
て
不
思
議
は
な
い
。

つ
ま
り
、
も
と
も
と
日
本
人
は
、
生
活
の
リ
セ
ッ
ト
を
頻
繁
に
お
こ
な
い
、
新
し
く
ス

タ
ー
ト
さ
せ
る
生
活
を
日
常
的
に
お
こ
な
っ
て
い
た
の
だ
。
だ
か
ら
、
い
ま
で
も
、
江
戸

(
東
京
)
に
お
い
て
は
、
一
箇
所
に
永
く
住
む
の
で
は
な
く
、
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
合
わ

せ
て
、
い
く
つ
か
の
家
を
住
み
次
い
で
い
く
と
い
う
住
ま
い
方
も
、
決
し
て
珍
し
く
な
い

し
、
む
し
ろ
、
そ
う
し
て
い
る
人
の
ほ
う
が
多
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
こ
で
、
ち
ょ
っ
と
話
は
変
わ
る
が
、
い
ま
の
日
本
人
の
消
費
の
中
で
、
も
っ
と
も
欲

求
度
が
高
い
消
費
(
つ
ま
り
、
金
を
使
っ
て
も
い
い
度
が
高
い
も
の
)
の
中
に
「
旅
行
」

が
あ
る
。
な
か
で
も
、
日
常
的
な
空
間
を
離
れ
て
行
く
「
海
外
旅
行
」
へ
の
欲
求
は
強
い
。

こ
う
し
た
、
現
代
日
本
人
の
「
旅
好
き
」
に
対
し
て
、
私
は
と
く
に
の
怨
念
」

と
名
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
う
い
う
こ
と
だ
。

さ
ら
に
ジ
ャ
ン
プ
し
て
考
え
て
み
る
と
、
江
戸
の
人
た
ち
に
と

っ
て
、
臨
時
は
と
も
か
く
と
し
て
、
日
常
的
に
、
し
ば
し
ば
火
事
が
あ
り
、
し
か
も
、
よ

く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
木
と
紙
」
で
で
き
て
い
る
野
本
家
屋
は
、
火
事
に
な
れ
ば
燃
え

や
す
い
。
な
の
で
、
江
戸
期
を
通
じ
て
町
を
焼
き
尽
く
し
て
し
ま
う
よ
う
な
大
火
が
よ
く

あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
そ
れ
に
は
ご
丁
寧
に
「
振
袖
火
事
」
と
か
「
明
麿
の
大
火
」
の

よ
う
に
、
名
前
ま
で
つ
け
て
記
憶
さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
て
日
常
的
に
火
事
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
し

ょ
っ
ち
ゅ
う
生
活
を
「
リ
ス
タ
ー
ト
」
し
て
い
た
の
だ
、
と
も
い
え
る
。
だ
か
ら
、
も
ち

ろ
ん
、
火
事
で
家
を
失
う
と
い
う
こ
と
は
悲
劇
で
は
あ
る
の
だ
が
、
反
面
、
そ
こ
か
ら
、

雑
草
の
よ
う
に
、
ま
た
新
し
い
生
活
が
始
ま
っ
て
い
く
こ
と
を
、
楽
天
的
に
受
け
止
め
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
も
、
火
事
だ
け
で
な
く
、
そ
も
そ
も
、
大
晦
か
ら
元
旦
へ

一
年
の
他
の
一
日
と
、
と
り
た
て
て
変
わ
っ
た
日
で
は
な
い
の
に
も
か
か

そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
、

い
ま
で
も
そ
う
だ
が
、
町
本
の
段
業
の
基
本
は
「
米
作
農
業
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
「
米
作
」
は
「
水
悶
」
で
お
こ
な
う
。
米
ど
こ
ろ
に
い
っ
て
挑
め
渡
し
て
み
る
と
す
ぐ

に
わ
か
る
が
、
水
田
と
は
、
高
度
に
人
の
予
が
入
っ
た
農
地
で
あ
る
。
水
源
か
ら
水
を
引

き
、
一
枚
、
ず
つ
段
援
を
つ
け
た
水
田
は
、
水
の
調
整
が
し
や
す
い
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
。

東
南
ア
ジ
ア
の
焼
畑
の
よ
う
に
、
移
動
が
比
較
的
出
出
な
農
業
と
違
っ
て
、
日
本
の
水
旧

民
業
は
移
動
性
が
な
い
。
昔
か
ら
、
人
の
予
と
汗
に
よ
っ
て
了
寧
に
作
ら
れ
た
「
田
ん
ぼ
」

だ
か
ら
、
農
業
者
は
、
引
越
し
な
ど
で
き
な
い
し
、
だ
い
い
ち
、
米
作
に
入
る
と
留
守
に

1
1
4
+品
、

l
l
 

のわ
ら
ず
、
「
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
、
ま
っ
た
く
新
し
い
草
を
開
け
る
一
日
と
な
る
。

こ
こ
に
も
、
生
活
を
一
年
と
い
う
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
長
く
な
い
期
間

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
々
、
リ
セ
ッ
ト
し
て
繰
り
返
す
と
い
う
毎
日
、
毎
年
が
あ
る
。



も
で
き
な
い
ほ
ど
、
農
地
に
締
り
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
。

こ
う
し
た
、
江
戸
の
人
々
の
定
住
性
の

D
N
A
に
は
、
「
非
日
常
」
へ
の
憧
れ
が
強
く

含
ま
れ
て
く
る
。
だ
か
ら
、
自
由
に
移
動
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
現
代
人
は
、
江
戸
の
人

た
ち
が
叶
え
ら
れ
な
か
っ
た
「
移
動
」
の
具
体
化
と
し
て
の
「
旅
行
し
に
、
ま
る
で
、
と

り
つ
か
れ
た
様
に
出
か
け
て
い
く
。
そ
れ
が
「
江
戸
の
怨
念
」
な
の
だ
。

そ
う
し
て
江
戸
の
暮
ら
し
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
日
本
人
の
住
ま
い
方
を
考
え
て
み
る

と
、
地
方
で
は
そ
の
昔
の
水
田
時
代
は
、
永
ら
く
同
じ
土
地
に
住
む
こ
と
が
当
た
り
前
だ

っ
た
し
、
生
涯
、
‘
度
も
そ
の
土
地
か
ら
出
な
い
、
と
い
う
人
も
別
に
珍
し
く
な
い
ほ
ど

定
住
性
が
高
か
っ
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
地
方
の
状
況
と
は
異
な
り
、
一
方
の
江
戸
の
暮
ら
し
は
火
事
に
よ

る
転
居
も
珍
し
く
な
い
し
、
一
長
屋
も
白
子
の
入
れ
替
わ
り
も
ま
た
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
。

い
ま
、
日
本
人
の
多
数
派
は
、
地
方
の
定
住
日
本
人
で
は
な
く
、
江
戸
の
移

動
け
本
人
で
あ
ろ
う
。
地
方
で
学
生
時
代
を
過
ご
し
て
も
、
勤
め
先
と
し
て
希
望
す
る
の

は
部
市
だ
か
ら
、
そ
こ
に
は
移
動
性
生
活
が
待
っ
て
い
る
。
独
身
時
代
は
、
ワ
ン
ル

i
ム

で
よ
く
て
も
、
結
婚
す
れ
ば
や
は
り
家
族
向
け
住
宅
が
望
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
子
ど
も
で

も
で
き
れ
ば
庭
付
き
、
二
戸
建
て
で
犬
で
も
飼
い
た
い
。
し
か
し
、
子
ど
も
が
成
長
し
て

そ
し
て
、

そ
こ
に
残
さ
れ
た
の
は
「
エ
ン
プ
テ
ィ
・
ネ
ス
ト
¥
つ
ま
り
「
空

っ
ぽ
の
巣
」
だ
。
夫
婦
二
人
で
は
広
す
ぎ
る
か
ら
、
一
戸
建
て
か
ら
出
て
、
程
よ
い
大
き

さ
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
で
も
移
る
。
そ
し
て
、
や
が
て
、
夫
婦
の
う
ち
、
残
さ
れ
た
一
人
は
、

で
き
れ
ば
「
高
齢
者
向
け
ワ
ン
ル

l
ム
」
に
で
も
移
り
住
み
た
い
が
、
現
状
で
は
な
か
な

か
な
い
の
で
、
致
し
方
な
く
、
ち
ょ
っ
と
広
す
ぎ
る
部
屋
で
余
生
を
過
ご
す
。
こ
ん
な
ス

テ
ー
ジ
ご
と
に
家
を
換
え
る
ヤ
ド
カ
リ
の
よ
う
な
都
会
生
活
も
、
決
し
て
珍
し
く
な
い
。

ま
し
て
や
、
時
代
は
少
子
高
齢
社
会
。
若
年
層
が
少
な
い
か
ら
、
必
然
的
に
街
は
静
か

家
を
出
て
し
ま
う
と
、

に
な
る
。
消
均
一
も
早
々
活
発
で
は
な
い
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
中
心
だ
っ
た
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

セ
ン
タ
ー
も
、
閑
散
と
し
て
い
る
時
間
が
長
く
な
る
。

こ
う
し
て
新
し
い
住
ま
い
方
を
獲
得
し
た
こ
れ
か
ら
の
高
齢
日
本
社
会
は
、
ま
だ
ま
だ

既
存
の
枠
組
み
か
ら
飛
び
出
し
て
い
な
い
。
人
口
の
枠
組
み
が
激
変
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、

社
会
の
仕
組
み
も
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
激
変
さ
せ
な
い
か
ら
、
多
く
の
と
こ
ろ
に
矛
盾
や

ひ
ず
み
が
生
ま
れ
て
し
ま
う
の
だ
。

と
い
う
の
が
、
「
私
の
す
ま
い
ろ
ん
」
な
ら
ぬ

「
私
の
く
ら
し
ろ
ん
」

そ
れ
に

で
す
。

し
で
も
、
寝
入
り
に
落
語
を
聞
く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
運
転
し
て
い
る
と
き
に
車
の
ラ

ジ
オ
か
ら
落
語
が
流
れ
て
く
る
と
眠
た
く
な
る
の
に
は
、

ほ
と
ほ
と
困
っ
て
い
る
の
だ
が
。

@
林
光
(
は
や
し
・
ひ
か
る
)

知
識
創
造
工
房
ナ
レ
ッ
ジ
・
フ
ァ
ク
ト
リ
代
表

1
9
7
2
年
、
向
民
膝
義
塾
大
学
文
学
部
材
学
科
美

学
美
術
史
学
専
攻
卒
業
後
、
倒
的
報
堂
入
社
。
州
問

山
日
報
堂
生
活
総
合
研
究
所
発
足
に
伴
い
同
研
究

所
に
出
F

川
、
主
山
研
究
円
以
と
な
る
。

2
0
0
3

年
、
未
来
生
活
研
究
主
を
本
長
と
し
て
開

設。

2
0
0
4
午
、
同
研
究
所
の
所
長
と
な
る

η

2
0
0
7
年
よ
り
独
立
。
現
配
知
識
的
活
ド
ム
一
防
ナ

レ
ッ
ジ
・
フ
ァ
ク
ト
リ

l
代
表
、
社
会
評
論
家
、

生
活
一
評
論
家
と
し
て
前
励
。

主
な
研
究
領
域
は
、
消
沈
社
会
論
、
生
活
者
動
向

予
測
、
生
活
者
側
航
観
分
析
、
凶
脱
世
代
分
析
、

ヨー
U
f会
〉
〈
レ
い
と
七
千
日
k
r
o

-

H
コ刊寸
r
Q
J
V
Y
J
l
L」
/
一
、

vJA--

主
な
者
古
に
、
『
「
減
の
時
代
」
の
新
・
マ
ー
ケ
テ
ィ

ン
グ
戦
時
』
(
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
村
)
、
司
職
人
技
を
凡

て
歩
く
い
(
光
文
社
新
古
)
、
『
幻
世
紀
の
生
活
者
像

と
食
品
山
本
木
』
(
サ
イ
エ
ン
ス
フ
ォ
ー
ラ
ム
)
、
『
平

成
モ
ザ
イ
ク
消
費
』
(
間
報
堂
生
活
総
合
研
究
所
、

プ
レ
ジ
デ
ン
ト
社
)
、
『
「
五
感
」
の
時
代
』
(
間
報

堂
生
活
総
合
研
究
所
、
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
社
)
、
『
「
半

分
だ
け
」
家
族
』
(
同
級
位
乍
活
総
合
研
究
所
、
日

本
経
済
新
聞
社
)
な
と
が
あ
る
。

白方冬年nu 

内
J
Lんろし

士
宮
かす

ζ

J
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功文宮地

シリーズ第4回

『日本の住宅』

.住総研図書室だより

藤井厚二著

「く
ろ
が
ね
や
」
別
荘

一
昨
年
末
、
藤
井
厚
二
の
郷
里
で
あ
る
広
島

県
福
山
市
で
、
藤
井
の
新
た
な
住
宅
作
品
が
発

ル
』
払
ロ

見
さ
れ
た
。
昨
今
話
題
の
輔
の
浦
を
望
む
山
の

中
腹
に
建
ち
、
藤
井
の
代
表
作
で
あ
る
「
聴
竹

居
」
と
瓜
二
つ
の
縁
側
を
持
つ
建
物
で
あ
る
。

き
っ
か
け
は
、
「
輔
の
浦
に
く
ろ
が
ね
や
の

別
荘
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
は
じ
ま
っ

た
。
「
く
ろ
が
ね
や
」
は
江
戸
時
代
か
ら
続
く
豪

商
で
、
藤
井
は
そ
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
、
別

荘
は
、
兄
の
与

一
衛
門
が
建
て
た
も
の
で
あ
る
。

「
聴
竹
居
」
は

1
9
2
8
(
昭
和
3
)
年
に
完

成
し
、
藤
井
の
名
著
『
日
本
の
住
宅
』
も
同
じ

1
9
2
8
年
に
発
行
さ
れ
た
。
別
荘
の
母
屋
は

そ
れ
以
前
、
縁
側
は
そ
れ
以
降
の
建
築
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

藤
井
は
、

1
8
8
8
(
明
治
引
)
年
に
福
山

で
生
ま
れ
、
第
六
高
等
学
校
、
東
京
帝
国
大
学

工
科
大
学
建
築
学
科
を
卒
業
し
、
竹
中
工
務
屈

を
経
て
、

同
郷
で
あ
る
武
田
五
一
か
ら
京
都

帝
国
大
学
に
招
か
れ
、

1
9
3
8
(
昭
和
日
)

年
相
才
で
逝
去
す
る
ま
で
勤
め
た
。
藤
井
は

竹
中
工
務
盾
退
社
後
、
-
年
近
く
私
費
で
欧
米

諸
国
を
旅
行
し
、
主
に
建
築
諸
設
備
、
住
宅
を

視
察
、
研
究
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
、

武
田
の
指
示
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
言
わ

れ
て
い
る
。
1
9
2
0
(
大
正

9
)
年
詑
才
で

京
都
帝
国
大
学
に
奉
職
し
、

1
9
2
6
(大
正

日
)
年
犯
才
の
時
に

「
我
国
住
宅
建
築
ノ
改
善

ニ
関
ス
ル
研
究
」
で
工
学
博
士
の
学
位
を
受
け
、

同
年
、
教
授
に
任
ぜ
ら
れ
、
建
築
学
第
四
講
座

(建
築
設
備
)
を
担
当
し
た
。

f日本の住宅』初版本(岩波書庖/1928年)

藤
井
が
掲
げ
た
命
題

『
日
本
の
住
宅
』
は
こ
の
論
文
を
も
と
に
、

1
9
2
8
(
昭
和
3
)
年
に

一
般
向
け
の
書
籍

と
し
て
初
版
が
発
行
さ
れ
、

1
9
2
9
(
昭
和

4
)
年
第
二
刷
発
行
、

1
9
3
2
(
昭
和
7
)

年
に
は
普
及
版
の
第
一
刷
を
発
行
、

1
9
3
4

(
昭
和
9
)
年
の
普
及
版
第
三
刷
ま
で
発
行
さ
れ

た
。「
我
国
住
宅
:
:
:
研
究
」
は
、
文
語
調
で

漢
字
、
カ
タ
カ
ナ
の
固
い
学
術
論
文
で
あ
る
が
、

『日
本
の
住
宅
』
は
平
明
な
口
語
調
で
、
漢
字
、

ひ
ら
が
な
を
用
い
、
素
人
に
も
親
し
み
ゃ
す
く
、

わ
か
り
や
す
く
書
か
れ
て
い
る
。
初
版
は
、
箱

入
り
、
ハ

ー
ド
カ
バ

ー
、
表
紙
は
和
紙
張
り
で
、

左
上
に
は
第
三
回
住
宅
の
写
真
を
張
り
、
右
下

に
は
『
日
本
の
住
宅
』
と
茶
色
の
箔
押
し
文
字

が
あ
る
。
背
表
紙
に
は
金
色
の
箔
押
し
で
「
日

本
の
住
宅
」
「
藤
井
厚
二
」
最
下
段
に
小
さ
く

「
岩
波
書
庖
L

と
あ
り
、
一一裏
表
紙
に
は
岩
波
書
庖

の
ロ
ゴ
を
素
押
し
す
る
な
ど
、
非
常
に
凝
っ
た

装
順
が
施
し
て
あ
る
。
巻
頭
に
は
、
薄
美
濃
紙

を
挿
ん
で
、
第
三
回
住
宅
外
観
と
第
四
回
住
宅

室
内
の
絵
が
カ
ラ
l
で
掲
載
さ
れ
る
な
ど
、
こ

の
本
自
体
も
藤
井
の
作
品
と
言
え
よ
う
。
普
及

版
は
並
製
本
で
あ
る
が
、
装
傾
以
外
は
初
版
と

全
く
変
ら
ず
、
初
版
は

5
円
切
銭
、

1
9
3
4

年
の
普
及
版
は
2
円
加
銭
と
し
、
よ
り

一
層

一

般
大
衆
に
む
け
て
の
情
報
発
信
を
目
指
し
て
い

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
つ
い
て
は
、
序
文
の
冒
頭
で
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
世
の
人
々
か
ら
、
私

が
、
専
攻
し
て
居
る
建
築
学
に
就
い
て
受
け
る

質
問
の
う
ち
、
最
も
多
い
の
は
住
宅
に
就
い
て

で
す
。
自
分
も
亦
住
宅
の
諸
種
の
問
題
に
対
し

て
興
味
を
持
っ
て
居
る
の
で
、
今
迄
に
四
度
自

己
の
住
宅
を
建
て
て
色
々
の
こ
と
を
経
験
し
ま

し
た
。
其
の
経
験
を
語
る
こ
と
が
多
少
で
も
他

の
人
々
の
参
考
に
な
る
な
ら
ば
、
広
く
之
を
発

表
す
る
の
責
が
あ
る
よ
う
に
考
へ
ら
れ
ま
す
の

で
、
藍
に
筆
を
取
り
ま
し
た
。」

と
、
世
の
人
々

の
参
考
た
め
に
自
分
の
経
験
を
語
る
と
し
な
が

ら
も
、
「
私
よ
り
も
住
宅
を
建
て
る
こ
と
に
就
い

て
経
験
の
浅
い
人
々
の
為
に
、
:
:
:
自
己
の
説

や
経
験
を
語
り
、
真
の
「
日
本
の
住
宅
」
は
如

何
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
説
か
ん
と
す
る
の

で
す
」
と
述
べ
て
、
「
真
の
日
本
の
住
宅
」
と
は

何
で
あ
る
の
か
と
い
う
大
命
題
を
掲
げ
て
い
る
。

続
く
緒
言
で
「
建
築
学
上
よ
り
実
験
的
に
或

は
理
論
的
に
考
察
し
て
、

吾
々
の
生
活
に
適
合

す
べ
き
住
宅
に
就
い
て
説
い
て
見
ょ
う
と
思
ひ

ま
す
」
と
述
べ
て
、
な
ぜ

「住
宅
」
を
と
り
あ
げ

た
の
か
、
「
住
宅
」
と
は
何
を
示
す
の
か
、
「
対

象
と
す
る
住
宅
」

と
は
何
か
、
「
日
本
」
と
は

ど
こ
を
さ
す
の
か
な
ど
、
科
学
者
ら
し
く
言
葉

の
定
義
か
ら
は
じ
め
、
本
文
は
、

「和
風
住
宅

すまいろん 2011年冬号



京都帝国大学工学部講師

京都帝国大学助教授

工学博士の学位を受ける/学位論文「我国住宅建築の改

善に関する研究」京都帝国大学教授に任じられる。

1938年逝去(享年 49)

実験住居という位置づけで、第一回(19日年/神戸市)、第二回

(1920年/京都府乙訓郡 ・以下向上第三回(1922年)、第四回

(1924年)、第五回「聴竹居J (1928年)の 5棟の自邸を建てた。

1920年

1921年

1926年

藤井厚二(ふじい・こうじ)

広島県福山市に造り酒屋を営む藤井与一右衛門・元

の次男として生まれる

東京帝国大学工科大学建築学科卒業

竹中工務底入社(担当作品/大阪朝日新聞社屋、橋

本汽船ピル、明海ピル、村山龍平邸・和館など)

竹中工務庖退社

欧米を視察、建築における諸施設及び住宅研究

1888年

1913年

1919年

右 『日本の住宅』普及版(岩波書庖/1932年)

左 f聡竹居図案集J(岩波書庖/1929年)

と
洋
風
住
宅
L

、
「
気
候
」
、
「
設
備
」
、
「
夏
の
設

備
」
と
続
き
、
最
後
に
「
趣
味
」
で
締
め
く
く

っ
て
い
る
。
「
夏
の
設
備
」
ま
で
は
図
表
、
実
験

デ
ー
タ
な
ど
も
折
り
込
み
な
が
ら
非
常
に
科
学

的
、
論
理
的
に
論
述
し
、
最
後
の
「
趣
味
」
の

項
で
、
建
築
家
と
し
て
の

一
面
を
見
せ
て
い
る
。

理
論
的
に
、
し
か
し
平
明
に
、
庶
民
と
し
て
の

立
脚
点
を
見
据
え
な
が
ら
、
「
日
本
の
住
宅
」
に

つ
い
て
書
き
す
す
め
て
い
る
。

プ
ロ
フ
ェ
ッ
サ

l
ア
ー
キ
テ
ク
ト
の
姿
勢

藤
井
は
、
学
問
と
し
て
の
建
築
の
な
か
に
、

工
学
、
科
学
的
思
考
、
方
法
を
持
込
み
、
建
築

環
境
工
学
の
先
駆
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、

建
築
家
と
し
て
も
多
く
の
作
品
を
残
し
、
プ
ロ

フ
ェ
ッ
サ

1
ア
ー
キ
テ
ク
ト
と
し
て
活
躍
し

た。
『
日
本
の
住
宅
』
の
初
版
の
発
行
は
、
或
事

情
に
よ
り
一
年
遅
れ
て
、
「
聴
竹
居
」
の
完
成

後
と
な
っ
た
が
、
藤
井
自
身
は
、
プ
ロ
フ
エ
ツ

サ
ー
と
し
て
の
成
果
で
あ
る
『
日
本
の
住
宅
』

と
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
ア
ー
キ
テ
ク
ト
と
し
て

の
作
品
で
あ
る
「
聴
竹
居
」
の
同
時
完
成
、
発

行
を
意
図
し
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
建
築
作
品
を
広
く
公
表
す

る
の
は
現
実
的
に
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
「
本
書

に
よ
っ
て
自
己
の
説
や
経
験
を
語
れ
ば
、
次
に

起
る
質
問
は
実
行
せ
ん
と
す
る
場
合
に
於
け
る

具
体
案
は
如
何
と
言
ふ
こ
と
で
す
。
:
:
:
住
宅

の
根
本
問
題
に
於
い
て
は
同
一
で
す
か
ら
、
私

が
自
分
自
身
で
計
画
す
る
場
合
に
は
、
最
も
現

代
に
適
応
す
る
住
宅
と
し
て
如
何
な
る
も
の
を

造
る
か
を
示
せ
ば
、
其
の
説
く
所
は
頗
る
明
白

に
な
る
と
思
ひ
ま
す
。
之
に
対
し
て
、
私
は
所

謂
最
近
の
旅
行
と
し
て
現
今
第
五
回
目
の
住
宅

を
建
て
て
居
り
ま
す
か
ら
、
其
の
住
宅
の
完
成

し
た
時
は
『
聴
竹
居
図
案
集
』
と
題
し
て
、
自

己
の
住
宅
の
建
築
設
計
案
を
公
に
す
る
予
定

で
、
則
ち
之
が
本
書
の
結
論
と
も
称
す
べ
き
も

の
で
す
」
と
し
て
、

1
9
2
9
(昭
和

4
)
年

に
『
聴
竹
居
図
案
集
』
を
発
行
し
た
。
結
論
と

し
て
の
『
聴
竹
居
図
案
集
』
は
、
「
聴
竹
居
」
の

写
真
、
図
面
集
と
し
て
、
厚
手
の
手
漉
き
和
紙

に
印
刷
さ
れ
、
一
枚
ご
と
に
説
明
文
が
印
刷
さ

れ
た
薄
美
濃
紙
が
か
け
ら
れ
、
『
日
本
の
住
宅
』

に
も
増
し
た
凝
っ
た
装
傾
が
施
さ
れ
、
こ
れ
も

ま
た
藤
井
の
作
品
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
研
究
者
と
建
築
家
の
二
つ
の

顔
を
も
っ
藤
井
厚
二
を
語
る
時
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ

サ
!
と
し
て
の
『
日
本
の
住
宅
』
と
、
ア
ー
キ

テ
ク
ト
と
し
て
の
『
聴
竹
居
図
案
集
』
の

2
冊

を
も
っ
て
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
サ

l
ア
ー
キ
テ
ク
ト

藤
井
厚
二
の
「
こ
の
人
、
こ
の

一
冊
」
と
し
た
い
。

藤
井
の
功
績
と
名
建
築
の
行
く
末

余
談
で
は
あ
る
が
、
「
く
ろ
が
ね
や
の
別
荘
」

は
聴
竹
居
に
通
じ
る
藤
井
の
設
計
思
想
、
手
法

が
み
ら
れ
、
し
か
も
故
郷
に
残
さ
れ
た
唯

一
の

作
品
と
し
て
、
非
常
に
歴
史
的
な
価
値
を
持
つ

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ご
く
最
近
ま
で
藤
井

家
の
所
有
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
、

研
究
者
、
建
築
家
等
も
含
め
、
藤
井
家
ゆ
か
り

の
方
々
と
の
接
点
は
多
く
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

が
、
今
ま
で
全
く
話
題
に
も
な
ら
ず
、
発
見
も

さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
兄
の
与

一
衛
門
氏

が
亡
く
な
っ
た

1
9
8
0
年
代
初
頭
以
降
は
使

用
さ
れ
て
お
ら
ず
、

A
7
は
、
母
屋
は
半
ば
倒
壊

し
、
縁
側
も
か
ろ
う
じ
て
残
っ
て
い
る
よ
う
な

状
態
で
あ
る
。

ア
ー
キ
テ
ク
ト
と
し
て
は
鏡
舌
に
語
ら
な
か

っ
た
藤
井
の
残
り
少
な
い
非
常
に
貴
重
な
作
品

の
こ
の
よ
う
な
姿
に
援
し
、
歴
史
的
建
造
物
や

名
建
築
の
保
存
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が

お
こ
な
わ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
聞
に
そ
れ
ら
の

建
物
が
解
体
撤
去
さ
れ
て
い
る
実
状
を
改
め
て

考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

-
宮
地
功

(
み
や
ち
・
い
さ
お
)

福
山
大
学
工
学
部
建
築
・
建
設
学
科
准
教
授

1
9
7
5
年
、
福
井
大
学
工
学
研
究
科
(
修
士
課

程
)
建
築
学
専
攻
修
了
。
工
学
修
士
。
1
9
8
4
年、

側
イ
サ
オ
建
築
設
計
設
立
し
、
現
職
に
。
「
人
と
環

境
に
や
さ
し
い
建
築
」
を
テ
!
?
に
、
研
究
、
設
計

活
動
を
お
こ
な
う
な
か
で
、
藤
井
厚
二
に
出
会
う
。

主
な
作
品
に
、
「
井
口
台
シ
オ
ン
幼
稚
園
」
、
「
可
部

っ
ち
く
れ
の
家
」
、

「福
山
平
成
大
学
第
2
体
育
館
」、

「
メ
ゾ
ネ
ッ
ト
・
ル
l
ル
モ
ン
ト
」
、
「
聖
湖
の
家
」

な
ど
が
あ
る
。
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「
す
ま
い
ろ
ん
」

秋
号
を
読
む

前
号

(
2
0
1
0年
秋
号
)
の
特
集
記
事
「
サ

ス
テ
イ
ナ
フ
ル
住
宅
っ
て
、
何
ワ
」
に
つ
い
て

読
後
の
感
想
を
、
田
辺
新

一
さ
ん
に
執
筆
し

田
辺
新
一

サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル

と
い
う
制
約

大
学
に
掲
示
し
て
あ
っ
た
ポ
ス
タ
ー
が

自
に
止
ま
り
、
気
に
な
っ
て
い
た
。
「サ

ス
テ
イ
ナ
プ
ル
住
宅
と
は
何
か
」
、
「
持
続

可
能
住
宅
の
最
前
線
」
と
い
っ
た
題
目
で

あ
れ
ば
普
通
だ
が
、
こ
ち
ら
に
返
答
を
任

さ
れ
て
も
困
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

省
エ
ネ
住
宅
と
い
え
ば
定
義
は
明
確
で

あ
る
が
、
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
住
宅
と
い
う

と
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
問
題
な
ど
も
含
み
、

三
者
三
様
の
回
答
が
返
っ
て
く
る
可
能
性

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
、
だ
い
た
い
、
英
語

を
そ
の
ま
ま
カ
タ
カ
ナ
に
し
て
い
る
と
こ

ろ
も
怪
し
い
。
持
続
可
能
住
宅
と
と
ら
え

る
人
、
環
境
共
生
住
宅
と
解
釈
す
る
人
も

い
る
だ
ろ
う
し
、
究
極
の
省
エ
ネ
住
宅
、

快
適
性

・
健
康
性
の
高
い
住
宅
、
自
然
と

生
き
る
住
宅
、
地
域
に
根
付
く
住
宅
な
ど

も
考
え
ら
れ
る
。

残
念
な
が
ら
大
学
の

O
B
会
と
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
が
重
な
っ
て
し
ま
い
出
席
が
叶
わ

な
か
っ
た
が
、
ま
さ
か
そ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
に
関
す
る
特
集
号
の
感
想
文
が
自
分
に

回
っ
て
く
る
と
は
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
。

雑
誌
を
拝
読
す
る
と
、
講
演
者
で
あ
る

伊
香
賀
俊
治
先
生
、
岩
船
由
美
子
先
生
、

鎌
田
紀
彦
先
生
、
小
玉
祐

一
郎
先
生
は
や

は
り
そ
れ
ぞ
れ
の
論
点
で
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ

ル
住
宅
を
解
釈
し
て
い
た
。
伊
香
賀
先
生

は
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
通
し
て
の
炭
素

発
生
量
が
ゼ
ロ
以
下
に
な
る
住
宅

(L
C

C
M
)
を
論
じ
て
い
る
。
欧
米
の

Z
E

H
(ゼ
ロ
・
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
住
宅
)
よ
り

さ
ら
に
す
ご
い
、
究
極
の
低
炭
素
住
宅
だ
。

岩
船
先
生
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
攻
め
て
き

ま
し
た
。
日
本
の
住
宅
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
量
は
欧
米
の
住
宅
と
比
較
す
る
と
格
段

に
小
さ
い
。
暖
房
を
部
分
的
で
間
欠
的
に

し
か
し
て
い
な
い
か
ら
だ
。

エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
量
か
ら
考
え
る
と
今
の
日
本
の
住
宅

は
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
住
宅
で
は
な
い
か
。

日
本
人
の
も
っ
た
い
な
い
志
向
で
暖
房
消

費
量
の
将
来
的
な
大
幅
増
加
も
な
い
と
も

予
測
し
て
い
る
。
安
心
し
て
良
さ
そ
う
だ
。

鎌
田
先
生
は
在
来
木
造
に
お
け
る
断
熱

施
工
の
問
題
点
を
挙
げ
て
い
る
。
北
海
道

と
い
う
寒
冷
地
で
の
取
り
組
み
だ
。
札
幌

の
暖
房
度
目
は
デ
ン
マ
ー
ク
や
ス
ウ
ェ

ー

デ
ン
に
近
い
の
で
高
気
密
高
断
熱
は
必
須

に
な
る
。
長
年
の
真
撃
な
取
り
組
み
が
報

告
さ
れ
て
い
る
。
小
玉
先
生
は
環
境
と
応

答
す
る
と
い
う
切
り
口
で
サ
ス
テ
イ
ナ
プ

ル
住
宅
を
語
っ
て
い
る
。
北
海
道
や
北
欧

と
は
異
な
る
温
暖
地
で
の
概
念
で
あ
る
。

質
疑
応
答
で
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
サ

ー
ビ

ス
水
準
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
伝
統

的
民
家
は
現
代
的
な
要
求
か
ら
す
る
と
不

便
で
寒
い
が
、
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
住
宅
と

呼
ぶ
の
か
と
い
う
議
論
に
通
じ
る
。
た
だ
、

サ
ー
ビ
ス
水
準
は
絶
対
的
に
決
ま
る
の
で

は
な
く
そ
れ
を
受
け
取
る
側
の
気
持
ち
に

も
よ
る
。
星
の
あ
る
レ
ス
ト
ラ
ン
に
期
待

し
て
出
か
け
た
が
、
あ
ま
り
た
い
し
た
こ

と
は
な
か
っ
た
。
た
ま
た
ま
入
っ
た
食
堂

が
案
外
と
お
い
し
か
っ
た
な
ど
、
よ
く
経

験
す
る
こ
と
だ
。
気
持
ち
に
よ
っ
て
満
足

度
が
異
な
る
点
は
経
営
の
分
野
で
も
議
論

さ
れ
て
お
り
、
住
宅
の
サ
ー
ビ
ス
水
準
で

も
議
論
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

馬
場
産
造
先
生
の
「
連
歌
の
よ
う
な
す

ま
い
方
」
で
は
、
住
み
継
ぐ
仕
組
み
が
大

切
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
文
中
に
あ
っ

た
、
「
年
を
取
っ
て
く
る
と
、
人
間
、
自

然
と
サ
ス
テ
イ
ナ
ゃ
フ
ル
に
な
っ
て
く
る
と

い
う
こ
と
も
分
か
る
よ
う
に
な
っ
た
」
は

印
象
に
残
っ
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
松
村

秀

一
先
生
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
建
築

に
か
か
わ
る
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
に
は
、

も
っ
と
広
が
り
が
あ
る
と
思
う
。
個
々
の

住
宅
か
ら
地
域
や
群
へ
広
が
っ
て
い
く
必

要
が
あ
る
、
だ
ろ
う
。

こ
の
特
集
で
従
来
の
論
調
と

一
線
を
画

す
の
は
加
藤
信
介
先
生
が
焦
点
に
執
筆
し

て
い
る
文
章
で
あ
る
。
「
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ

ル
と
い
う
概
念
は
、
資
源
の
有
限
性
が
現

実
問
題
と
し
て
深
刻
化
し
た
社
会
で
は
全

体
主
義
的
な
束
縛
条
件
に
な
り
、
そ
の
集

団
の
個
々
人
に
大
き
な
制
約
条
件
と
し
て

働
き
、
我
々
の
生
活
を
大
き
く
拘
束
、
制

約
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
(中腕町
)

H

自
由
、

平
等
H

と
い
う
概
念
で
す
ら

H

サ
ス
テ
イ

ナ
プ
ル
H

の
も
と
で
制
約
さ
れ
る
可
能
性

す
ら
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
も
し
か
す

る
と
、
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
と
い
う
制
約
の

下
で
住
宅
や
建
築
す
ら
建
て
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
る
か
も
知
れ
な
い
の
だ
。
加
藤

先
生
、
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
住
宅
っ
て
、
結

構
物
騒
で
す
ね
。

-
田
辺
新
一
(
た
な
べ
・
し
ん
い
ち
)

早
稲
田
大
学
建
築
学
科
教
授

1
9
8
2
年
、
早
稲
田
大
学
理
工
学
部
建
築
学

科
卒
業
後
、
同
大
学
大
学
院
博
士
課
程
修
了
。

デ
ン
マ
ー
ク
工
科
大
学
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大

学
バ
ー
ク
レ
ー
校
に
留
学
。
お
茶
の
水
女
子
大

学
生
活
科
学
部
助
教
授
を
経
て
、
現
職
に
。

米
国
暖
房
冷
凍
空
調
学
会

刃・。・
Z
目

5
2
賞

受
賞

(1
9
8
9
)
。
日
本
建
築
学
会
賞
(
論

文
/
2
o
o
z
y
米
国
暖
房
一
冷
凍
空
調
学
会

(
〉
印
ヱ
刀
〉
同
)
司
包

E
Z
(
2
0
0
7
)

すまいろん 2011年冬号



幸日

内
田
雄
造
氏
逝
去

本
財
団
評
議
員
、
内
田
雄
造
東
洋
大
学
教
授
に
お
か
れ
ま
し
で
は
、

去
る
1
月
呂
田
未
明
に
ご
逝
去
さ
れ
、
間
四
日
告
別
式
が
し
め
や
か
に

挙
行
さ
れ
ま
し
た
。
一
享
年
問
歳
、
突
然
の
お
別
れ
を
謹
ん
で
お
知
ら
せ

す
る
と
と
も
に
、
故
人
の
ご
冥
福
を
心
か
ら
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

「
す
ま
い
ろ
ん
」

休
刊
の
お
知
ら
せ

当
財
団
は
、
諸
般
の
事
情
に
よ
り
、

今
回
の
冬
号
を
も
っ

て

「
す
ま
い
ろ
ん
」
を
休

刊
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
の
で

お
知
ら
せ

い
た
し
ま
す
。

附
和
日

(1
9
8
8
)
年
以
米
通
巻
町
ロ
ヴ
を
数
え
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
こ
と
は
、

永
ら
く
ご
愛
読
い
た
だ
き
ま
し
た

説
者
の
皆
様
、
編
集
に
悌
加
わ
っ
て
い
た
だ
い
た
編
集
委
員

の
皆
様
、
ま
た
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
多
く
の
方
々

の
ご
支
援
の
賜
物
と
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
バ
ッ

ク
ナ

ン
バ

ー
は
す
ま
い
に
関
す
る
研
究
の

質
量
な
財
産
と
し
て
、

今

後
と
も
皆
様
の
ご
利
用
に
供
す

る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。
ま
た
、
定
期
購
読
を
さ
れ

て
お
ら
れ
た
皆
様
に
は
、
購
読
料
の
返
還
に
つ
き
ま
し
て

改
め
て
ご
連
絡
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

『
す
ま
い
ろ
ん
』
発
行
人

側
住
宅
総
合
研
究
財
団
専
務
理
事

岡

本

宏

。
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
ご
孔
仙
沼
の
方
は
、
在
附
の

有
無
と
送
料
を
左
記
財
団
に
ご
雌
認
下
さ
い
。
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住
宅
総
合
研
究
財
団
(
略
称
H

住
総
研
)
は
、
昭
和

お
年
、
当
時
の
清
水
建
設
社
長

清
水
康
雄
に
よ
り
、

戦
後
の
窮
迫
し
た
住
宅
問
題
を
、
住
宅
の
総
合
的
研
究
、

お
よ
び
成
果
の
公
開
・
実
践
・
普
及
に
よ
っ
て
解
決
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
設
立
さ
れ
た
財
団
法
人
で
す
。

現
在
は
住
宅
に
関
す
る
研
究
助
成
事
業
を
中
心
と
し
、

『
住
宅
総
合
研
究
財
団
研
究
論
文
集
」
等
を
発
刊
、
ま

た
住
に
関
す
る
専
門
図
書
室
、
セ
ミ
ナ
ー
室
等
を
整
備
、

公
開
し
、

社
会
の
お
役
に
立
つ
よ
う
公
益
事
業
に
つ
と

め
て
お
り
ま
す
。

こ
の
『
す
ま
い
ろ
ん
』
誌
は
、
活
動
の

一
環
と
し
て
、

成
果
の
一
端
を
、
市
民
、
実
務
者
、
研
究
者
の
皆
様
に
、

よ
り
広
く
、
よ
り
手
軽
に
ご
理
解
い
た
だ
く
と
と
も
に
、

そ
の
意
見
交
流
の
場
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
刊
行
(
季

刊
)
し
て
き
た
も
の
で
す
。

本
誌
は
、
数
名
の
方
々
に
編
集
委
員
を
お
願
い
し
、
編
集
委

員
会
に
よ
っ
て
編
ま
れ
て
い
ま
す
。
各
号
の
特
集
企
画
は
、

担
当
委
員
の
企
画
案
を
編
集
委
員
会
で
幅
広
い
視
野
か
ら
議

論
し
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
や
執
筆
依
頼
を
し
て
い
ま
す
。

編
集
委
員
は
、

左
記
の
方
唱
で
す
。

@
 

編
集
委
員
H

大

月

敏

雄

(
東
京
大
ヴ
准
教
授
)

小
野
田
泰
明

(東
北
大
学
大
学
院
教
授
)

腰

原

幹

雄
(
東
京
大
学
生
産
技
術
川
究
所
准
教
授
)

手
嶋
尚
人
(
東
京
家
政
大
山
J

造
形
中
火
山
明
学
科
沼
教
授
)

中
(
〈
口
礼
仁

(日
i
稲
川
大
川
守
政
I
WV
附
lh

山川
川
教
授
)
*

道

江

紳

一
(
山
川
水
建
設
設
計
・プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
総
指
主
税
)

• 
制
作
H
建
築
思
潮
研
究
所
(
波
多
野
章
子
)

印
刷
・
製
本
日
慶
目
田
堂
印
刷
株
式
会
社

印
音
順

*
委
員
長

編

集

後

記

近
居
と
隣
居
。
こ
の
こ
つ
の
言
葉
に
ゆ
か
り
・
関
心
の
あ
り
そ
う
な
研

究
者
た
ち
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、
実
際
に
そ
う
し
た
研
究
者
た
ち
に
お

声
掛
け
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
こ
れ
ら
の
言
葉
の
持
つ
意
味
の
広
が
り
と

可
能
性
と
課
題
を
、
広
い
ま
な
板
の
上
に
載
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う

意
味
で
、
こ
の
企
画
の
所
期
の
目
的
は
あ
る
程
度
達
成
で
き
た
と
思
う
。

と
同
時
に
、
や
は
り
、
近
居
・
隣
居
と
い

っ
た
現
象
の
き

っ
ち
り
し
た
体

系
的
な
定
義
を
、
こ
う
し
た
議
論
を
踏
ま
え
て
は
っ
き
り
さ
せ
な
い
と
、

今
後
の
こ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
の
展
開
も
あ
り
得
な
い
よ
う
な
気
砕
か
し
て
い
る
。

こ
の
場
合
、
近
居
・
隣
居
だ
け
で
な
く
、
同
居
や
遠
居
と
い

っ
た
、

問、し

軸
上
に
並
ん
で
い
る
各
種
の
概
念
も
整
理
し
て
、
共
通
認
識
と
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
考
え
た
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
在
塚
氏
の
整
理

は
き
わ
め
て
示
唆
深
か

っ
た
。

「
地
域
に
住
む
」
と
い
っ
た
こ
と
を
テ
ー
マ
化
し
よ
う
と
思
う
と
き
、
こ
の

研
究
分
野
と
し
て
は
実
に
、
ま
だ
ま
だ
未
開
拓
だ
な
と
思
っ
た
次
第
で
あ
る
。

一
方
で
、
近
居
・
隣
居
に
縁
の
な
い
人
々
へ
の
眼
差
し
も
極
め
て
重
要

で
あ
る
こ
と
は
、
平
山
氏
の
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
を
計
画
価
値
と
し
た
従
来
の
計
画
学
の
知
見
が
生
か

さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
近
居
・
隣
居
の
よ
う
に
「
地
域
に
住
む
」
こ

と
と
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
の
計
画
学
が
、
あ
い
ま
っ
て
追
究
さ
れ
な
け
れ

ば
な
る
ま
い
。

(本
号
担
当
H
大
月
敏
雄
)

2011年住総研カレンダー

第 31凹研究運営委員会

住総研平成 22年度重点テーマ「す

まいのサステイナビリテイ」連続

シンポジウム第3回「賃貸住宅の利

用価値と経済価値の持続への提案」

第 186回江戸東京住まい方フォーラ

ム 『江戸東京野菜で、地域まるごと

まちおこし』

第31回{主総研シンポジウム

1/10 

311 

3/13 

7/8 

[お詫びと訂正]
本誌 2010年秋場 「特集/サステイナプル住宅って、

イliJ?J p20隠13 rグラパーIi!iJ '1"央1::11の年号表記に

;~!りカまありました。

誤:1827年

正:1877年

ここに訂正してお詫び1'1，1し仁げます。 (波多野)
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| すまい再発見|
かん'1らじ ゅく

住民主体で守る蒲原宿の暮らしと文化、町並みを受け継ぐ
一一旧五十嵐邸を舞台とする二つの住民活動一一

三浦 卓也

し
が
ら
み

柵

ボ

l
イ
ス
の
い
る
ま
ち

φ

蒲
原
宿
。

旧
蒲
原
宿
は
、
旧
東
海
道
の
江
戸
か
ら
数
え
て

十
五
番
目
の
宿
場
に
あ
た
る
。
程
よ
く
残
る
町
家
、

柔
ら
か
い
稜
線
の
山
の
緑
を
背
景
に
し
た
町
並
み
、

古
い
形
が
良
く
残
さ
れ
た
街
道
筋
な
ど
、
歴
史
的
雰

囲
気
を
色
濃
く
残
す
ま
ち
で
あ
る
。

筆
者
が
初
め
て
訪
れ
た
の
は
日
年
ほ
ど
前
に
な
る

が
、
道
ば
た
や
家
先
に
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
た
む
ろ
し

て
い
て
「
ど
こ
か
ら
き
た
か
ね
?
」
「
こ
れ
を
持
っ

て
行
き
な
」
な
ど
と
声
を
か
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

(
後
記
す
る
が
、
彼
ら
の
こ
と
を
地
区
の
名
称
を
と
っ

て
「
柵
ボ

1
イ
ズ
」
な
ど
と
呼
ぶ
)
。
宿
場
と
し
て

古
く
か
ら
人
が
往
来
し
て
い
る
か
ら
か
、
人
な
っ
こ

い
宿
場
町
の
文
化
を
感
じ
る
ま
ち
で
あ
る
。

洋
風
町
家
?
の
旧
五
十
嵐
邸

ま
ち
の
中
程
で
異
彩
を
放
つ
歴
史
的
建
造
物
が
旧

五
十
嵐
歯
科
医
院
で
あ
る

(
2
0
0
0
[平
成
は
]

年
国
登
録
文
化
財
に
登
録
、
通
称
「
旧
五
十
嵐
邸
」
)
。

見
た
目
は
洋
風
で
あ
る
が
、
建
築
を
見
慣
れ
た
方
な

ら
や
や
不
思
議
に
感
じ
る
外
観
で
あ
る
。
通
常
、
壁

が
主
体
と
な
る
洋
風
建
築
に
対
し
、
柱
や
壁
に
洋
風

の
下
見
板
を
張
り
付
け
た
外
観
は
、
町
家
の
そ
れ
に

近
い
か
ら
で
あ
る
。
内
部
に
入
る
と
、

診
療
室
、
技

工
室
、
一
階
の
応
接
室
だ
け
が
洋
風
で
、
あ
と
は
通

り
土
聞
を
持
ち
二
列
に
続
き
間
を
並
べ
た
町
家
の
間

取
り
で
あ
る
。

実
は
こ
の
建
物
は

1
9
1
4
(大
正
3
)
年
、
東

京
歯
科
大
学
を
卒
業
し
た
五
十
嵐
準
氏
が
故
郷
蒲
原

に
帰
り
歯
科
医
を
開
業
し
た
際
に
建
て
た
も
の
で
、

大
正
か
ら
住
み
続
け
ら
れ
た
住
宅
で
も
あ
る
。
そ
の

た
め
、
歯
科
医
院
と
し
て
外
観
を
洋
風
に
し
な
が
ら
、

内
部
は
蒲
原
の
町
家
の
作
法
で
建
て
ら
れ
て
い
る

(
町
家
を
洋
風
に
改
装
し
た
と
い
う
説
も
あ
る
)
。
一

階
は
土
間
と
炊
事
場
、
浴
室
、
帳
場
、
家
族
居
室
の

続
き
間
が
あ
り
、
二
階
は
診
療
室
、
技
工
室
、
板
の

間
(
待
合
室
)
、

二
列
の
続
き
間
座
敷
(
一
列
分
は

田
中
光
顕
等
の

V
I
P
用
)
が
置
か
れ
て
い
る
。
面

白
い
の
は
、
二
階
に
は
「
離
れ
」
と
呼
ば
れ
る
小
部

写真 1 旧五十嵐邸/歯科診療所兼用住宅。

町家の骨格にガラス窓と下見板をはめ込ん

だ開放的な外観となっている

写真2 柵ボーイス/蒲原宿の表通りには、ひ

なたぽつこと会話を楽しむ地元男性の姿をよく

みかける。近 くを通ると必ず「どこいくだねつJ
と声をかけられる

屋
が
付
属
し
て
い
て
、

二
階
後
方
の
階
段
に
蓋
を
し

て
渡
ら
な
い
と
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
部
屋

は
準
氏
の
ご
子
息
の
勉
強
部
屋
と
し
て
つ
く
ら
れ
た

と
の
こ
と
で
あ
る
(
ち
な
み
に
ご
子
息
は
離
れ
横
の

ポ
プ
ラ
の
木
を
っ
た
っ
て
よ
く
逃
げ
出
し
た
と
の
こ

と
)
。

…ん--

生
活
痕
跡
が
残
る
歴
史
的
空
間
を
生
か
す

こ
の
旧
五
十
嵐
邸
を
舞
台
と
し
て
活
動
し
て
い
る

二
つ
の
住
民
団
体
が
あ
る
。
「
旧
五
十
嵐
邸
を
考
え

る
会
」
と
「
蒲
原
宿
ま
ち
な
み
の
会
」
で
あ
る
。
前

者
は
建
物
の
活
用
を
お
こ
な
い
、
後
者
は
歴
史
的
町

並
み
を
将
来
に
受
け
継
ぐ
こ
と
を
検
討
し
て
い
る

(
共
通
す
る
メ
ン
バ
ー
が
多
く
、
女
性
が
圧
倒
的
に
多
い
)
。

ま
ず
、

1
9
9
6
(
平
成
8
)
年
に
、
当
時
の
蒲

原
町
の
呼
び
か
け
に
よ
り
、
古
い
建
物
の
住
民
を
中

心
に
「
蒲
原
宿
ま
ち
な
み
の
会
」
が
発
足
し
た
。
筆

者
は
会
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
委
託
を
受
け
、
蒲

原
に
関
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
じ
頃
、

旧
五
十
嵐

邸
が
空
き
家
と
な
り
、
町
が
公
有
化
、
文
化
交
流
拠

点
と
し
て
修
復
整
備
し
活
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
際
、
町
の
呼
び
か
け
で
世
古

一
穂
氏
の
指
導
を

う
け
て
組
織
化
さ
れ
た
の
が
「
旧
五
十
嵐
邸
の
会
」

で
あ
る
。

当
初
は
す
ぐ
修
復
が
な
さ
れ
活
用
が
始
ま
る
は
ず

で
あ
っ
た
が
、
予
算
難
か
ら
工
事
は
数
年
遅
ら
さ
れ

た
。
こ
の
数
年
が
会
の
活
動
を
深
め
る
重
要
な
期
間

と
な
っ
た
。
会
は
修
復
前
の
建
物
の
清
掃
や
備
品
の

整
理
整
頓
か
ら
活
動
を
は
じ
め
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
状
態

の
建
物
で
さ
ま
ざ
ま
な
催
し
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
う

し
た
中
で
、
何
世
代
も
の
家
族
の
生
活
痕
跡
が
残
る

建
物
に
深
い
愛
着
を
抱
く
よ
う
に
な
り
、
ま
た
固
有

の
空
間
を
生
か
し
た
活
用
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
身
に
つ
け

て
い
っ
た
。
数
年
後
、
再
び
修
復
整
備
の
機
会
が
訪

れ
た
時
に
は
、
会
は
町
役
場
や
設
計
者
と
協
議
す
る



写真3 (右) I旧五十嵐邸を考える会」

の企画により、ひんぱんに催しが行わ

れている。写真は中庭から見たコンサー

卜の様子

写真 4 (左) I蒲原宿まちなみの会」

の活動。ご近所の団体が助け合うこと

を目的にしずおか町並みゼミの第 四

が旧五十嵐邸で開催された。「蒲原宿ま

ちなみの会」は、歴史的建造物の住ま

い手に 「感謝状Jを配布する等の活動

報告をおこなった(感謝状は吉田ふみ

子会長が手に持っている額入りのもの)

場
を
設
け
、
多
く
の
助
言
を
与
え
て
く
れ

た
(
設
計
受
託
は
弊
社
で
、
そ
の
際
に
静

岡
で
設
計
事
務
所
を
開
業
し
て
い
る
石
田

正
年
氏
に
協
力
を
求
め
た
。
こ
れ
を
契
機

に
彼
も
二
つ
の
会
の
活
動
に
引
き
込
ま
れ

る
こ
と
と
な
る
)
。

助
言
を
受
け
た
後
の
設
計
案
は
、
大
正
、

昭
和
、
平
成
と
生
活
の
歴
史
が
積
層
す
る

建
物
の
個
性
を
最
大
限
活
か
す
も
の
に
軌

道
修
正
さ
れ
た
と
思
う
。
そ
の
ひ
と
つ
は

「
雨
染
み
を
残
す
修
理
」
で
あ
り
、

部
材

の
修
理
や
清
帰
に
あ
た
っ
て
生
活
痕
跡
を

残
す
よ
う
心
が
け
た
。
子
ど
も
が
金
庫
に

貼
っ
た
漫
画
シ

l
ル
は
剥
が
さ
ず
、

電
話

室
内
の
無
数
の
電
話
番
号
の
走
り
書
き
も

残
す
よ
う
に
し
た
(
職
人
さ
ん
が
何
度
も

消
そ
う
と
す
る
の
で
静
止
す
る
の
が
大
変

で
あ
っ
た
)
。

修
理
手
法
も
「
ご
家
庭
で
試
せ
る
L

安

価
で
身
近
な
素
材
を
活
用
で
き
る
も
の
が

選
択
さ
れ
た
。

つ
ま
り
、
旧
五
十
嵐
邸
を

蒲
原
宿
の
古
い
す
ま
い
の
典
型
と
捉
え
、

そ
れ
ぞ
れ
の
家
が
参
考
に
で
き
る
よ
う
に
、

モ
デ
ル
的
な
修
復
を
お
こ
な
っ
た
と
い
え

る
。
工
事
期
間
中
に
は
、
会
の
奥
様
方
が

中
心
と
な
っ
て
構
造
補
強
の
見
学
会
を
お

こ
な
い
(
専
門
家
で
は
な
く
奥
様
方
が
解

説
す
る
)
、
土
壁
の
一
枚
は
子
ど
も
た
ち

で
塗
り
あ
げ
た
。
竣
工
後
は
、
町
か
ら
建

物
の
運
営
委
託
を
受
け
、
コ
ン
サ
ー
ト
や

展
示
会
、
昔
の
暮
ら
し
体
験
等
、
自
分
た

ち
の
本
当
の
家
の
よ
う
に
、
愛
着
を
持
っ

た
活
動
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。

暮
ら
し
の
魅
力
を
探
り

わ
か
り
や
す
く
伝
え
る

「
蒲
原
宿
ま
ち
な
み
の
会
」
の
活
動
は
、
旧
五
十

嵐
邸
の
活
用
に
影
響
を
受
け
つ
つ
、
少
し
ず
つ
目
標

を
定
め
た
。
最
初
は
宿
内
の
歴
史
的
建
造
物
や
町
並

み
の
形
態
に
着
目
し
、
特
性
を
解
説
し
ま
と
め
て
い

た
が
、
次
第
に
す
ま
い
と
し
て
の
町
家
や
そ
の
住
ま

い
手
に
着
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
2
0
0
4
(
平

成
問
)
年
に
は
、
宿
場
内
で
歴
史
を
伝
え
る
重
要
な

建
物
を
叩
棟
近
く
選
び
出
し
た
が
、
建
物
自
体
の
価

値
を
喧
伝
す
る
よ
り
も
、
維
持
管
理
し
な
が
ら
住
み

続
け
て
き
た
住
ま
い
手
の
努
力
を
顕
彰
し
よ
う
と
、

あ
え
て
「
感
謝
状
」
と
い
う
形
を
と
り
居
住
者
に
配
っ

た
(
こ
れ
は
好
評
で
、
こ
れ
を
契
機
に
自
主
的
に
破

損
箇
所
を
修
理
さ
れ
た
事
例
も
あ
る
)
。

町
並
み
の
継
承
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
を
設
け
形
態
を
揃
え
る
手
法
は
と
ら
な
い

こ

と
で

一
貫
し
て
意
見
が
ま
と
ま
っ
て
い
た
。
蒲
原
宿

は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
新
旧
が
混
在
し
た
町
並
み
で

あ
り
、
安
易
に
形
態
を
押
し
付
け
る
こ
と
に
抵
抗
感

が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
さ
ら
に
活
動
を
進
め
る
に

つ
れ
、
町
家
や
町
並
み
の
背
景
に
あ
る
暮
ら
し
方
、

す
ま
い
の
文
化
な
ど
、
目
に
見
え
な
い
も
の
が
重
要

で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
を
受
け
継
ぎ
た
い
、
あ
る
い

は
暮
ら
し
ゃ
文
化
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
形
態
を
受

け
継
ぎ
た
い
、
と
い
う
考
え
に
至
っ
て
い
る
。

今
、
会
は

3
年
か
け
て
活
動
の
と
り
あ
え
ず
の
集

大
成
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
題
し
て
「
蒲
原
宿
の

楽
し
い
暮
ら
し
」
。
そ
こ
で
話
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

た
と
え
ば
「
町
家
の
夏
は
暑
い
け
れ
ど
、
風
が
通
る

し
、
風
を
待
っ
て
楽
し
む
。
風
が
通
ら
な
け
れ
ば
道

路
に
打
ち
水
を
し
て
風
を
通
す
」
、
「
冬
は
寒
い
が
、

暖
か
い
部
屋
に
家
族
が
集
ま
り
、
団
ら
ん
が
楽
し
い
」

「
季
節
の
変
わ
り
目
は
山
と
海
か
ら
吹
く
風
の
匂
い
、

桜
え
び
の
船
の
音
、

山
の
緑
の
色
で
感
じ
る
」
な
ど

な
ど
。
こ
れ
は
同
時
に
、
道
路
や
ま
ち
、
自
然
と
有

機
的
に
連
続
し
て
い
る
町
家
の
空
間
の
形
や
、
部
屋

が
連
続
し
て
い
て
集
ま
り
ゃ
す
い
間
取
り
の
形
を
示

し
て
い
る
。
冒
頭
に
紹
介
し
た
「
柵
ボ

l
イ
ズ
」
の

よ
う
に
、
お
年
寄
り
が
道
ば
た
で
交
流
す
る
文
佑
は
、

宿
場
の
名
残
の
広
い
道
路
、
国
道
が
街
道
と
重
な
ら

ず
車
両
通
行
が
少
な
い
こ
と
、
道
路
に
面
し
て
家
屋

が
建
つ
こ
と
(
さ
ら
に
家
屋
の
道
路
側
の
部
屋
が
生

活
に
使
わ
れ
ひ
ょ
い
と
外
へ
出
や
す
い
)
な
ど
の
形

態
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。

会
で
は
、
蒲
原
宿
の
暮
ら
し
の
魅
力
と
そ
れ
を
裏

付
け
る
ま
ち
ゃ
み
ち
、
建
造
物
の
形
に
つ
い
て
と
り

ま
と
め
、
宿
場
内
の
住
民
に
、
こ
れ
ら
を
継
承
し
て

い
く
意
思
表
明
を
す
る

「
憲
章
」

に
賛
同
を
求
め
て

い
く
予
定
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
深
い
理
解
の
元
で
、

町
並
み
や
文
化
の
継
承
を
図
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

一
方
で
、
宿
内
の
建
て
替
え
に
対
し
て
は
、
前
出

の
石
田
氏
を
中
心
に
「
た
て
か
え
相
談
会
」
を
開
催

し

一
軒

一
軒
の
建
て
替
え
に
つ
い
て
丁
寧
に
検
討
す

る
機
会
を
得
た
い
と
考
え
て
い
る
。
先
日
も
古
い
洋

館
付
き
町
家
が
解
体
さ
れ
、
理
想
通
り
に
は
進
ま
な

い
も
ど
か
し
さ
を
抱
え
て
は
い
る
が
、
住
民
主
体
で

楽
し
く
粘
り
強
く
続
け
て
い
る
こ
の
活
動
、
今
後
の

展
開
を
見
守
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

日山一

-
一一一浦
卓
也

(
み
う
ら
・
た
く
や
)

マ
ヌ
都
市
建
築
研
究
所

1
9
7
0
年
、
千
葉
大
学
工
学
部
建
築
学
科
卒
業
。

1
9
8
9
年
、
千
葉
大
学
大
学
院
工
学
研
究
科
建
築

学
専
攻
修
士
課
程
修
了
。
現
在
、
(
株
)
マ
ヌ
都
市

建
築
研
究
所
取
締
役
、
主
席
研
究
員
。
歴
史
的
建
造

物
の
保
存
活
用
ゃ
、
歴
史
的
市
街
地
の
ま
ち
騎
つ
く
り

等
を
多
く
手
が
け
る
。

主
な
著
書
に
『
新

・
町
並
み
時
代
|

|
ま
ち
づ
く
り

へ
の
提
案
』
(
共
著
、
学
芸
出
版
社
)
、

『
歴
史
的
環

境
の
形
成
と
地
域
づ
く
り
』
(
共
著
、
名
著
出
版
)
、
『
そ

れ
で
も
「
木
密
」
に
住
み
統
け
た
い
』
(
共
著
、
彰

国
社
)
な
ど
が
あ
る
。
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