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後
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【
要
約
】

本
研
究
で
は
︑
戦
後
に
計
画
空
間
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
郊
外
の
誕
生
経
緯
と
機
能
を
整
理
し
︑
近
年
生
じ
て
い
る
新
た
な
郊
外
の
変
容
に
つ
い

て
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
︒
高
度
経
済
成
長
期
の
日
本
で
は
︑
地
方
か
ら
都
市
へ
労
働
力
と
し
て
多
く
の
人
々
が
移

動
し
た
︒
こ
う
し
た
人
々
の
住
宅
難
を
解
決
す
る
た
め
︑
国
や
旧
日
本
住
宅
公
団
に
よ
る
大
規
模
な
宅
地
開
発
が
行
わ
れ
た
︒
こ
の
よ
う
な
開
発
は
︑
経

済
成
長
の
過
程
に
お
け
る
﹁
良
質
な
労
働
力
確
保
﹂
を
目
的
と
し
て
い
た
た
め
︑
結
果
と
し
て
︑
ビ
ジ
ネ
ス
や
生
産
機
能
に
特
化
し
た
都
心
に
対
し
︑
住

機
能
や
再
生
産
に
特
化
し
た
郊
外
が
誕
生
し
た
︒
こ
う
し
て
日
本
の
大
都
市
圏
は
︑
近
代
家
族
を
前
提
と
し
な
が
ら
︑
完
全
な
職
住
分
離
の
構
造
を
な
し

た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
近
年
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
化
な
ど
変
化
の
波
に
よ
り
︑
都
市
郊
外
は
過
渡
期
を
迎
え
て
い
る
︒
本
研
究
で
は
︑
大
阪
府
千
里
ニ
ュ
ー
タ

ウ
ン
に
暮
ら
す
女
性
た
ち
の
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
を
検
討
し
︑
戦
後
の
日
本
に
計
画
空
間
と
し
て
造
成
さ
れ
た
郊
外
が
︑
既
存
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
を
乗

り
越
え
る
変
容
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
︒

史
林

一
〇
四
巻
一
号

二
〇
二
一
年
一
月

第
一
章

は

じ

め

に

第
一
節

問

題

の

所

在

日
本
の
都
市
空
間
は
︑
大
き
な
変
貌
の
過
程
に
あ
る
︒
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
︑
国
内
人
口
の
少
子
高
齢
化
︑
都
市
機
能
の
都
心
回
帰
︑

さ
ら
に
近
年
で
は
︑
公
的
部
門
の
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
な
ど
に
よ
っ
て
︑
都
市
空
間
は
大
き
な
変
化
の
時
を
迎
え
て
い
る
︒
本
研
究
の
目
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的
は
︑
高
度
経
済
成
長
期
に
宅
地
化
が
進
行
し
︑
職
住
分
離
の
構
造
の
下
で
︑
い
わ
ば
﹁
労
働
力
の
再
生
産
﹂
の
た
め
に
形
成
さ
れ
て
き
た
計

画
的
空
間
で
あ
る
都
市
郊
外
の
変
容
と
︑
こ
れ
に
対
す
る
住
民
の
日
常
的
実
践
の
分
析
・
検
討
を
通
し
て
︑
都
市
郊
外
に
お
け
る
新
た
な
再
編

可
能
性
ま
た
は
課
題
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
︒

都
市
郊
外
と
い
う
計
画
空
間
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
地
理
学
研
究
を
は
じ
め
︑
社
会
学
研
究
︑
建
築
学
研
究
な
ど
の
分
野
に
お
い
て
︑
実

証
的
な
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
︒
た
と
え
ば
︑
一
九
六
〇
年
代
以
降
増
加
し
て
き
た
都
心
か
ら
の
転
入
者
が
減
少
に
転
じ
︑
人
口
・
宅
地
の
郊

外
化
の
終
焉
︑
こ
れ
に
と
も
な
う
首
都
圏
郊
外
の
﹁
縮
小
化
﹂
傾
向
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
も
の①
︑
郊
外
の
大
規
模
住
宅
団
地
に
お
い
て
︑

住
民
属
性
の
均
質
化
に
よ
り
︑
短
期
間
に
急
速
な
高
齢
化
が
進
行
し
て
い
く
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
も
の②
︑
職
場
と
の
距
離
や
日
常
生
活
の
利

便
性
に
つ
い
て
分
析
し
︑
将
来
に
む
け
て
の
郊
外
の
持
続
可
能
性
を
検
討
し
た
も
の③
︑
郊
外
に
お
け
る
消
費
と
再
ブ
ラ
ン
ド
化
に
つ
い
て
検
討

し
た
も
の④
な
ど
が
あ
り
︑
様
々
な
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
研
究
に
お
い
て
︑
近
年
の
都
市
郊
外
の
変
容
に
と
も
な

う
住
民
主
体
の
意
識
︑
お
よ
び
そ
の
日
常
生
活
を
め
ぐ
る
動
き
や
変
化
は
︑
十
分
に
捉
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ
の
要
因

と
し
て
︑
郊
外
の
空
間
自
体
の
計
画
性
を
批
判
的
に
捉
え
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
︑
そ
し
て
︑
そ
こ
に
暮
ら
す
住
民
個
別
の
多
様
な
価
値
観
︑
志

向
性
を
掬
い
取
ろ
う
と
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

計
画
空
間
の
理
解
に
つ
い
て
は
︑
資
本
主
義
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
社
会
空
間
を
論
じ
た
ア
ン
リ
・
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
の
空
間
論
が
手
が
か
り

に
な
る
︒
都
市
や
そ
こ
で
の
人
々
の
既
存
の
活
動
を
分
断
︑
均
質
化
し
つ
つ
創
造
さ
れ
る
社
会
空
間
を
理
解
す
る
た
め
に
︑
彼
は
﹁
空
間
的
実

践
﹂
﹁
空
間
の
表
象
﹂
﹁
表
象
の
空
間
﹂
三
つ
の
次
元
を
提
起
し
て
お
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
は
﹁
知
覚
さ
れ
る
空
間
﹂
﹁
思
考
さ
れ
る
空
間
﹂
﹁
生
き
ら

れ
る
空
間
﹂
と
し
て
三
元
的
弁
証
法
の
関
係
を
取
り
結
び
な
が
ら
社
会
空
間
が
生
産
さ
れ
る
と
し
て
い
る⑤
︒
こ
れ
を
踏
ま
え
て
︑
ル
フ
ェ
ー
ブ

ル
は
計
画
空
間
が
階
級
を
分
類
す
る
の
に
適
し
て
お
り
︑
さ
ら
に
は
そ
れ
自
体
が
徹
底
的
に
機
能
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
そ
れ
ゆ

え
︑
国
家
や
政
治
権
力
に
よ
っ
て
容
易
に
支
配
さ
れ
や
す
く
︑
結
果
的
に
そ
こ
に
暮
ら
す
住
民
を
﹁
操
作
﹂
す
る
た
め
の
空
間
と
な
る
危
険
性

を
述
べ
て
い
る⑥
︒
こ
の
よ
う
な
計
画
空
間
に
は
︑
労
働
の
分
割
︵
分
業
︶
︑
欲
求
︑
物
︵
事
物
︶
が
す
べ
て
用
意
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
住
民
た
ち

ジェンダーと郊外（関村）
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は
こ
の
中
に
お
い
て
︑
生
き
る
領
域
や
価
値
観
︑
規
範
や
利
害
を
﹁
一
致
さ
せ
る
べ
き
も
の
﹂
と
し
て
意
図
し
て
し
ま
う
︒
つ
ま
り
計
画
空
間

と
は
︑
人
々
に
同
じ
価
値
観
や
規
範
を
共
有
さ
せ
︑
そ
れ
を
達
成
さ
せ
る
と
い
う
目
的
を
持
っ
て
開
発
さ
れ
た
空
間
の
こ
と
で
あ
る
︒

住
民
の
多
様
性
や
多
様
な
価
値
観
に
つ
い
て
は
︑
従
来
の
都
市
空
間
研
究
に
お
い
て
︑
と
り
わ
け
問
わ
れ
る
べ
き
テ
ー
マ
と
し
て
は
存
在
し

て
こ
な
か
っ
た
︒
な
ぜ
な
ら
︑
計
画
空
間
と
し
て
の
郊
外
に
お
い
て
は
︑
彼
／
彼
女
ら
は
同
一
世
代
︑
同
一
階
級
に
属
し
︑
ユ
ニ
ッ
ト
と
し
て

の
家
族
と
い
う
形
態
を
取
る
こ
と
を
前
提
条
件
と
し
て
お
り
︑
そ
の
条
件
に
お
い
て
︑
住
む
こ
と
を
許
さ
れ
た
人
々
だ
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
︑

郊
外
と
い
う
空
間
そ
の
も
の
が
︑
同
じ
地
域
や
行
政
区
に
暮
ら
す
彼
／
彼
女
ら
の
生
き
方
や
行
動
︑
ふ
る
ま
い
を
秩
序
だ
っ
た
も
の
と
し
て
現

出
さ
せ
る
よ
う
な
︑
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
空
間
と
し
て
機
能
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る⑦
︒
郊
外
の
住
民
た
ち
は
︑
国
家
の
戦
後
再
編
成
の
時
間
を
生
き
︑

今
な
お
国
家
政
策
を
通
じ
た
市
場
に
通
じ
る
空
間
に
生
き
て
い
る
︒
計
画
空
間
に
よ
る
分
断
と
均
質
化
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
︑
特
定
の
集

団
へ
の
所
属
で
は
な
く
︑
自
ら
の
個
体
の
差
異
化
を
求
め
る
動
き
が
顕
在
化
し
て
い
る⑧
︒

近
年
︑
欧
米
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
地
理
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
︑
既
存
の
都
市
空
間
に
通
底
す
る
思
想
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
批
判
的
に
捉
え
︑
再

構
築
す
る
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
研
究
で
は
︑
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
︑
健
康
で
異
性
愛
主
義
的
な
男
性
を
中
心
的
な
主
体
と
し
て
当

然
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
︑
一
方
で
︑
女
性
や
移
民
︑
低
所
得
者
︑
同
性
愛
者
な
ど
が
見
過
さ
れ
続
け
て
き
た
こ
と
が
改
め
て
問
い

直
さ
れ
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
空
間
の
権
力
関
係
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
行
わ
れ
て
き
た⑨
︒
こ
う
し
た
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
研

究
の
成
果
は
︑
こ
れ
ま
で
﹁
他
者
﹂
と
し
て
除
外
さ
れ
て
き
た
多
様
な
主
体
の
再
検
討
を
可
能
と
し
︑
都
市
空
間
の
潜
在
化
さ
れ
た
意
図
を
問

題
視
す
る
新
し
い
視
座
を
提
供
し
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
地
理
学
研
究
︑
都
市
研
究
に
お
い
て
は
︑
先
述
の
と
お
り
︑
再
生

産
労
働
や
都
市
郊
外
の
個
別
具
体
的
な
住
民
の
姿
を
実
証
的
に
扱
っ
た
研
究
は
ま
だ
少
な
い
︒

都
市
郊
外
の
変
容
に
と
も
な
っ
て
︑
彼
／
彼
女
ら
が
郊
外
に
暮
ら
す
こ
と
で
得
て
き
た
集
団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
︑
も
は
や
自
明
な
も

の
で
は
な
い
︒
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
︑
都
市
郊
外
は
︑
住
民
の
利
害
を
一
致
さ
せ
る
均
質
的
な
空
間
か
ら
︑
多
様
な
価
値
観
︑
認
識
︑
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
有
す
る
人
々
が
暮
ら
し
︑
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
お
い
て
交
渉
し
︑
利
害
関
係
の
せ
め
ぎ
合
う
空
間
へ
と
様
変
わ
り
し
て
い
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る
︒
郊
外
に
お
け
る
利
害
関
係
は
︑
何
よ
り
も
︑
近
代
家
族
を
形
作
る
﹁
典
型
的
﹂
な
住
民
の
間
で
も
︑
必
ず
し
も
合
致
し
な
く
な
っ
て
き
て

い
る
︒
こ
う
し
た
中
で
︑
著
者
が
目
指
そ
う
と
す
る
の
は
︑
計
画
空
間
と
し
て
の
郊
外
の
誕
生
と
そ
の
変
容
︑
そ
し
て
こ
れ
に
対
応
す
る
住
民

主
体
の
多
様
な
価
値
観
の
醸
成
や
実
践
の
可
能
性
に
つ
い
て
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
を
導
入
し
な
が
ら
描
き
出
す
こ
と
で
あ
る
︒
本
研
究
で
は
︑

都
市
郊
外
の
変
容
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
に
︑
計
画
空
間
と
そ
こ
に
暮
ら
す
住
民
の
実
践
に
着
目
し
な
が
ら
明
ら
か
に
し
た
い
︒

第
二
節

研

究

方

法

本
研
究
で
は
︑
都
市
郊
外
の
形
成
を
め
ぐ
る
二
次
資
料
と
と
も
に
︑
そ
こ
に
暮
ら
す
住
民
た
ち
の
日
常
的
な
実
践
や
語
り
に
関
す
る
質
的
な

一
次
資
料
に
よ
り
︑
都
市
郊
外
の
誕
生
と
変
容
の
可
能
性
︑
課
題
に
つ
い
て
把
握
し
て
い
き
た
い
︒
本
研
究
で
用
い
る
質
的
な
資
料
で
あ
る
ラ

イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
と
は
︑
個
人
の
人
生
や
生
涯
︑
生
活
︑
生
き
方
に
つ
い
て
︑
口
述
の
物
語
を
聞
き
取
り
︑
人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
経

験
︑
生
活
世
界
を
解
釈
す
る
た
め
の
手
法
で
あ
る⑩
︒
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
を
用
い
た
研
究
は
︑
調
査
者
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
通
し
て
被
調
査
者

の
人
生
を
文
脈
化
し
︑
︵
再
︶
構
築
す
る
こ
と
に
参
与
し
︑
語
り
手
や
社
会
現
象
を
理
解
す
る
共
同
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
で
あ
る⑪
︒
本
研
究

で
は
︑
量
的
調
査
に
お
い
て
マ
ク
ロ
な
像
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し
ま
う
個
別
具
体
的
な
住
民
の
姿
を
︑
で
き
る
限
り
詳
細
に
提
示
す
る
た
め
に
︑

ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
の
手
法
を
参
考
に
し
︑
デ
ー
タ
の
収
集
・
検
討
を
行
っ
た⑫
︒

と
こ
ろ
で
︑
地
理
学
の
知
は
︑
従
来
も
っ
ぱ
ら
量
的
な
調
査
方
法
に
よ
っ
て
探
究
さ
れ
て
き
た
傾
向
が
あ
る
︒
そ
こ
で
使
用
さ
れ
る
統
計
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
は
︑
実
証
主
義
的
な
認
識
に
お
い
て
は
︑
調
査
開
始
の
過
程
か
ら
結
論
に
至
る
ま
で
︑
調
査
者
自
身
の
関
心
を
あ
ら
か
じ
め
除
外

し
た
も
の
で
あ
る
場
合
が
多
い⑬
︒
こ
う
し
た
量
的
調
査
の
手
法
は
︑
こ
れ
ま
で
﹁
客
観
的
﹂
と
み
な
さ
れ
て
き
た
が
︑
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
固
定
化

す
る
危
険
性
や
︑
特
定
の
人
種
・
性
別
・
階
級
以
外
の
人
間
の
経
験
を
取
捨
選
択
し
て
し
ま
う
危
険
性
を
孕
ん
で
い
る⑭
︒
こ
う
し
た
カ
テ
ゴ

リ
ー
の
固
定
化
・
単
純
化
に
加
え
︑
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
地
理
学
は
︑
取
捨
選
択
さ
れ
る
そ
の
中
に
︑
多
く
の
男
性
以
外
の
少
数
者
︑
女
性
た
ち
の

存
在
や
経
験
が
含
ま
れ
て
き
た
こ
と
を
問
題
視
す
る⑮
︒
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こ
れ
に
対
し
て
︑
本
研
究
に
お
い
て
採
用
し
よ
う
と
す
る
質
的
な
手
法
と
は
︑
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
流
動
化
・
文
脈
化
す
る
こ
と
で
︑
主
体
の

﹁
偏
り
﹂
を
も
明
示
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る⑯
︒
つ
ま
り
そ
の
バ
イ
ア
ス
さ
え
も
︑
主
体
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
示
す
こ
と
で
﹁
客

観
性
﹂
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
方
法
で
あ
る⑰
︒
こ
の
手
法
は
︑
研
究
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
き
た
ミ
ク
ロ
な
空
間
や
︑
︵
生
産
に
対
し
て
︶
再
生

産
の
問
題
を
掬
い
取
り
︑
従
来
の
研
究
で
埋
も
れ
て
し
ま
い
が
ち
な
人
々
の
存
在
を
可
視
化
し
て
検
討
す
る
た
め
に
︑
最
も
ふ
さ
わ
し
い
方
法

で
あ
る
と
考
え
る
︒
地
理
学
に
お
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
量
的
な
分
析
・
検
討
を
通
じ
て
︑
マ
ク
ロ
な
空
間
分
析
や
︑
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
し
た
人
々

の
諸
現
象
を
捉
え
て
き
た
︒
し
か
し
そ
の
反
面
︑
地
域
・
家
庭
内
に
お
け
る
ミ
ク
ロ
な
空
間
の
問
題
︑
と
り
わ
け
人
々
の
差
異
に
関
わ
る
ジ
ェ

ン
ダ
ー
や
セ
ク
シ
ャ
リ
テ
ィ
︑
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
な
ど
の
存
在
や
そ
こ
に
あ
る
問
題
を
見
過
ご
し
て
き
た⑱
︒

た
だ
し
︑
質
的
な
調
査
と
そ
の
デ
ー
タ
の
分
析
は
︑
必
ず
し
も
鳥
瞰
図
的
な
社
会
・
空
間
構
造
の
把
握
に
は
至
ら
な
い
こ
と
が
多
い
︒
だ
が
︑

こ
れ
ま
で
特
定
の
人
々
以
外
を
除
外
し
︑
彼
／
彼
女
た
ち
を
﹁
無
力
に
さ
せ
て
き
た
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ⑲
﹂
を
疑
問
視
し
︑
こ
れ
ま
で
見
逃
さ
れ
て

き
た
空
間
的
不
平
等
な
ど
︑
権
力
関
係
を
浮
き
彫
り
に
す
る
上
で
非
常
に
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
︒

①

江
崎
雄
治
﹃
首
都
圏
人
口
の
将
来
像

都
心
と
郊
外
の
人
口
学

﹄
専
修

大
学
出
版
局
︑
二
〇
〇
六
．
松
原

宏
﹁
少
子
高
齢
化
時
代
の
地
域
再
編
﹂
二
〇

〇
六
︑
経
済
地
理
学
年
報
第
五
二
巻
第
四
号
︑
二
一
九

-
二
三
五
頁
．

②

由
井
義
通
・
杉
谷
真
理
子
・
久
保
倫
子
﹁
地
方
都
市
の
郊
外
住
宅
団
地
に
お
け

る
空
き
家
の
発
生

呉
市
昭
和
地
区
の
事
例

﹂
二
〇
一
四
︑
都
市
地
理
学

第
九
巻
︑
六
九

-
七
七
頁
．
香
川
貴
志
﹁
京
阪
神
大
都
市
圏
外
縁
部
に
お
け
る
戸

建
住
宅
地
の
変
化

京
都
府
木
津
川
市
南
加
茂
台
を
事
例
と
し
て

﹂
二
〇

一
九
︑
ジ
オ
グ
ラ
フ
ィ
カ
千
里
第
一
号
︑
一
四
五

-
一
六
〇
頁
．

③

長
沼
佐
枝
・
荒
井
良
雄
・
江
崎
雄
治
﹁
地
方
中
核
都
市
の
郊
外
に
お
け
る
人
口

高
齢
化
と
住
宅
地
の
持
続
可
能
性

福
岡
市
の
事
例
﹂
二
〇
〇
八
︑
経
済
地
理

学
年
報
第
五
四
巻
第
四
号
．
三
一
〇

-
三
二
六
頁
．
中
澤
高
志
﹁
地
方
都
市
に
お

け
る
郊
外
化
の
過
程
と
世
代
交
代
に
伴
う
郊
外
住
宅
地
の
変
容

大
分
市
の
事

例
﹂
二
〇
一
〇
︑
地
理
科
学
第
六
五
巻
第
二
号
五
九

-
八
一
頁
．

④

若
林
幹
夫
﹃
郊
外
の
社
会
学

現
代
を
生
き
る
形
﹄
筑
摩
書
房
︑
二
〇
〇
七
．

三
浦

展
﹃
郊
外
は
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
？

東
京
住
宅
地
開
発
秘
話
﹄
中
央

公
論
新
社
︑
二
〇
一
二
．
三
浦

展
﹃
東
京
は
郊
外
か
ら
消
え
て
い
く
！

首

都
圏
高
齢
化
・
未
婚
化
・
空
き
家
地
図
﹄
光
文
社
︑
二
〇
一
二
．

⑤

地
理
学
︑
社
会
学
に
お
け
る
都
市
研
究
に
お
い
て
︑
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
の
空
間
論

を
援
用
し
た
以
下
の
研
究
が
あ
る
︒
加
藤
政
洋
﹁
ア
ン
リ
・
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
の
中

枢
性
概
念
に
関
す
る
ノ
ー
ト
﹂
二
〇
一
一
︑
空
間
・
社
会
・
地
理
思
想
第
一
四
号
︑

三
一

-
三
九
頁
．
原
口

剛
﹁
労
働
運
動
に
よ
る
空
間
の
差
異
化
の
過
程

一

九
六
〇

-
七
〇
年
代
の
﹃
寄
せ
場
﹄
釜
ヶ
崎
に
お
け
る
日
雇
労
働
者
運
動
を
例
と

し
て

﹂
二
〇
一
一
︑
人
文
地
理
第
六
三
巻
第
四
号
︑
二
二

-
四
一
頁
．
神
田

孝
治
﹁
文
化
／
空
間
論
的
転
回
と
観
光
学
﹂
二
〇
一
三
︑
観
光
学
評
論
第
一
巻
第
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二
号
︑
一
四
五

-
一
四
七
頁
．
田
中

裕
﹁
空
間
の
領
有
に
向
け
た
身
体
的
実
践

対
象
の
実
在
化
と
抵
抗
の
契
機
と
し
て
の
翻
訳
﹂
二
〇
一
八
︑
社
会
学
評
論

第
六
九
巻
第
一
号
︑
七
二

-
八
七
頁
．

⑥

ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
︑
Ｈ
．
著
︑
斉
藤
日
出
治
訳
﹃
空
間
の
生
産
﹄
青
木
書
店
︑
二

〇
〇
〇
︑
五
一
八

-
五
二
二
頁
．
︵
＝
L
efebvre,
H
.1974.
L
a
P
roduction
de

l̓espace.
A
nthropos,
P
aris.︶

⑦

西
川
祐
子
﹁
ポ
ス
ト
近
代
家
族
と
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
現
在
﹂
二
〇
〇
三
︑
思
想

九
五
五
︑
二
三
七

-
二
六
〇
．

⑧

前
掲
⑦
．

⑨

ロ
ー
ズ
︑
Ｇ
．
著
︑
吉
田
容
子
ほ
か
訳
﹃
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
地
理
学

地
理

学
的
知
の
限
界
﹄
地
人
書
房
︑
二
〇
〇
一
︑
六
一
頁
．
︵
＝
R
ose,
G
.
1993.

F
em
in
ism
an
d
G
eograph
y:
T
h
e
L
im
its
of
G
eograph
ical
K
now
ledge.

P
olity
P
ress,
U
K
.︶

⑩

桜
井

厚
﹃
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
論
﹄
弘
文
堂
︑
二
〇
一
二
︑
六
頁
．

⑪

桜
井

厚
編
﹃
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
﹄
せ
り
か
書
房
︑
二
〇
〇

三
︑
一
三

-
十
五
頁
．

⑫

桜
井

厚
・
小
林
多
寿
子
編
﹃
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

質

的
研
究
入
門
﹄
せ
り
か
書
房
︑
二
〇
〇
五
︑
一
四
頁
．

⑬

K
atz,
C
.
T
he
E
xpeditions
of
C
onjurers:
E
thnography,
P
ow
er,
and

P
retense.(W
olf,
D
.
ed.
F
em
in
ist
D
ilem
m
as
in
F
ield
w
ork.
W
estview

P
ress,
U
K
.)
1996:170-184.

⑭

桜
井

厚
﹃
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
社
会
学

ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
の
聞
き
方
﹄

せ
り
か
書
房
︑
二
〇
〇
二
︑
三
八
頁
．

⑮

M
cL
afferty,S.1995.C
ounting
for
W
om
en.P
roffesion
al
G
eograph
er

47-4:436-442.
た
と
え
ば
︑
Ｄ
Ｖ
や
ケ
ア
労
働
の
問
題
な
ど
の
背
景
に
あ
る
世

帯
や
家
族
権
力
関
係
︑
こ
れ
ら
に
関
わ
る
女
性
の
犠
牲
や
制
約
な
ど
を
統
計
か
ら

明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
︒

⑯

前
掲
⑭
︑
三
二
頁
．

⑰

前
掲
⑮
．

⑱

Y
oshida,
Y
.2016.
G
eography
of
G
ender
and
Q
ualitative
M
ethods

in
Japan:
F
ocusing
on
Studies
that
have
A
nalyzed
L
ife
H
istories.

G
eograph
ical
R
eview
of
Japan
S
eries
B
89-1:4-13.

⑲

W
olf,
D
.
Situating
F
em
inist
D
ilem
m
as
in
F
ieldw
ork.(W
olf,
D
.
ed.

F
em
in
ist
D
ilem
m
as
in
F
ield
w
ork.
W
estview

P
ress,
U
K
.)
1996:

170-184.

第
二
章

計
画
空
間
と
し
て
の
都
市
郊
外
の
誕
生

第
一
節

高
度
経
済
成
長
期
の
人
口
集
中
と
住
居
問
題

日
本
の
大
都
市
圏
が
急
激
に
拡
大
・
成
長
し
た
の
は
︑
第
二
次
大
戦
終
結
︵
一
九
四
五
年
︶
以
降
の
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
ま
で
は
︑
大
都
市

圏
は
都
心
部
の
市
街
地
を
お
も
な
構
成
要
素
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
た
︒
第
二
次
大
戦
時
の
空
爆
で
消
滅
し
た
建
物
や
戦
争
に
よ
り
半
数
以
下
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ま
で
落
ち
込
ん
だ
人
口
は
︑
主
要
な
市
街
地
の
著
し
い
経
済
的
復
興
︑
第
一
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
な
ど
を
経
て
︑
戦
後
一
〇
年
間
で
戦
前
と
同
じ

レ
ベ
ル
に
ま
で
回
復
し
た①
︒

大
都
市
圏
へ
の
人
口
集
中
は
︑
高
度
経
済
成
長
が
始
ま
っ
た
一
九
五
五
年
頃
か
ら
加
速
し
︑
﹁
集
団
就
職
﹂
に
代
表
さ
れ
る
地
方
出
身
の
若

年
層
の
人
口
流
入
が
急
増
し
た
︒
地
方
か
ら
多
く
の
人
々
が
移
り
住
み
︑
東
京
や
大
阪
な
ど
の
主
要
都
市
圏
の
都
心
部
で
は
︑
こ
う
し
た
若
年

労
働
者
の
住
宅
供
給
が
大
幅
に
不
足
す
る
事
態
が
生
じ
た
︒
地
方
か
ら
流
入
し
て
き
た
人
々
の
新
た
な
住
宅
需
要
が
急
増
す
る
中
︑
当
初
は
地

主
層
の
民
間
自
力
建
設
に
よ
っ
て
︑
文
化
住
宅②
な
ど
を
は
じ
め
木
造
賃
貸
住
宅
群
が
︑
都
市
圏
近
郊
の
農
地
に
ス
プ
ロ
ー
ル
状
に
開
発
さ
れ
た
︒

こ
れ
ら
は
都
心
で
働
く
労
働
者
た
ち
の
住
宅
不
足
の
受
け
皿
と
な
り
得
た
が
︑
絶
対
量
が
少
な
か
っ
た
上
︑
単
身
者
向
け
の
も
の
は
ご
く
わ
ず

か
で
し
か
な
か
っ
た
︒
ま
た
同
時
期
に
は
︑
公
的
住
宅
の
供
給
も
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
り
︑
一
九
五
〇
年
に
は
住
宅
金
融
公
庫
法
︑
一
九
五
一
年

に
は
公
営
住
宅
法
︑
一
九
五
五
年
に
は
日
本
住
宅
公
団
法
が
施
行
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
高
所
得
階
層
の
持
ち
家
促
進
︑
低
所
得

層
向
け
の
低
家
賃
住
宅
供
給
︑
そ
し
て
中
産
階
層
向
け
の
住
宅
供
給
を
目
的
と
し
て
い
た
た
め
︑
こ
れ
ら
の
住
宅
供
給
は
︑
対
象
と
す
る
階
層
︑

世
帯
構
成
が
厳
密
に
定
め
ら
れ
て
い
た③
︒

一
九
六
〇
年
代
以
降
︑
高
度
経
済
成
長
の
進
展
に
と
も
な
い
︑
都
市
圏
へ
の
人
口
集
中
︑
都
心
の
地
価
高
騰
が
始
ま
り
︑
住
宅
不
足
は
ま
す

ま
す
深
刻
化
し
て
い
っ
た
︒
民
間
の
賃
貸
市
場
の
回
復
に
よ
り
木
造
賃
貸
住
宅
へ
の
住
み
替
え
を
志
向
す
る
人
々
が
多
数
存
在
し
た
一
方
で
︑

地
方
か
ら
流
入
し
た
第
一
世
代
の
中
に
は
︑
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
の
高
ま
り
と
と
も
に
世
帯
人
員
を
増
加
さ
せ
︑
自
ら
が
勤
め
る
社
宅
や
会
社
寮

か
ら
賃
貸
の
公
営
集
合
住
宅
団
地④
へ
の
住
み
替
え
を
行
う
人
々
も
出
て
き
た
︒
こ
れ
ら
人
々
の
中
に
は
︑
生
活
の
安
定
と
と
も
に
︑
大
都
市
圏

で
の
定
住
を
視
野
に
入
れ
︑
持
ち
家
の
取
得
に
生
活
水
準
向
上
の
証
を
見
出
す
人
も
現
れ
は
じ
め
た
︒
新
た
な
都
市
住
民
た
ち
の
持
ち
家
取
得

へ
の
意
欲
は
︑
故
郷
の
原
風
景
に
近
い
﹁
庭
付
き
の
一
戸
建
て
﹂
へ
の
憧
憬
と
と
も
に
︑
戦
前
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
月
賦
販
売
で
手
に
入
れ
た

持
ち
家
の
経
済
的
価
値
の
高
さ
な
ど
を
動
機
と
し
な
が
ら
︑
一
層
の
高
ま
り
を
見
せ
た⑤
︒

こ
れ
に
呼
応
す
る
よ
う
に
︑
私
鉄
を
中
心
と
し
た
鉄
道
資
本
の
系
列
会
社
な
ど
に
よ
る
沿
線
開
発
︑
地
主
層
に
よ
る
土
地
区
画
整
理
が
活
発
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に
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
郊
外
に
お
け
る
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
富
ん
だ
分
譲
住
宅
の
開
発
が
︑
い
よ
い
よ
本
格
的
に
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
︒
郊
外
に
は
一
戸
建
て
住
宅
地
の
ほ
か
に
︑
日
本
住
宅
公
団
︵
現
・
都
市
再
生
機
構⑥
︶
に
よ
っ
て
b
Ｄ
Ｋ⑦
な
ど
の
間
取
り
に
代
表
さ
れ
る
定

型
集
合
住
宅
団
地
の
大
量
供
給
が
行
わ
れ
た
︒
住
宅
公
団
の
住
宅
供
給
は
︑
﹁
団
地
﹂
と
い
う
新
し
い
居
住
形
態
を
人
々
に
示
す
反
面
︑
入
居

世
帯
の
所
得
の
ほ
か
に
︑
国
籍
な
ど
の
厳
し
い
限
定
が
あ
っ
た
︒
日
本
住
宅
公
団
︵
一
九
八
一
︶
に
よ
れ
ば
︑
㈠
日
本
の
国
籍
を
有
す
る
勤
労

者
︑
㈡
同
居
親
族
が
あ
る
こ
と
︑
㈢
家
賃
の
支
払
い
が
確
実
な
こ
と
︑
㈣
連
帯
保
証
人
が
立
て
ら
れ
る
こ
と
︑
㈤
円
満
な
共
同
生
活
を
営
む
こ

と
が
で
き
る
こ
と
︑
と
い
っ
た
入
居
資
格
が
定
め
ら
れ
て
い
た⑧
︒

大
都
市
圏
へ
の
人
口
集
中
は
︑
鉄
道
路
線
の
発
展
と
そ
の
沿
線
開
発
と
と
も
に
︑
都
市
圏
の
周
縁
部
に
拡
大
し
て
い
っ
た
︒
都
心
か
ら
周
縁

に
発
達
し
た
市
街
地
は
︑
鉄
道
沿
線
に
小
さ
な
Ｄ
Ｉ
Ｄ
︵
D
ensely
Inhabited
D
istrict︶
を
形
成
し
な
が
ら
飛
び
地
的
に
展
開
し
︑
後
か
ら
宅

地
化
さ
れ
た
土
地
を
吸
収
し
な
が
ら
広
が
っ
て
い
っ
た
︒
民
間
資
本
に
よ
る
宅
地
開
発
は
衰
え
を
み
せ
ず
︑
一
九
六
五
年
以
降
も
後
発
的
な
市

街
地
拡
大
は
続
い
た
︒
だ
が
︑
都
市
郊
外
部
へ
の
市
街
地
化
と
縁
辺
部
に
形
成
さ
れ
る
住
宅
の
質
は
︑
必
ず
し
も
良
好
な
も
の
で
は
な
か
っ
た⑨
︒

そ
の
う
え
︑
無
秩
序
に
開
発
さ
れ
た
宅
地
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
Ｄ
Ｉ
Ｄ
地
区
は
︑
い
つ
し
か
良
好
な
条
件
の
も
と
に
開
発
さ
れ
た
戦
前
の
郊

外
住
宅
地
ま
で
も
飲
み
込
み
︑
郊
外
の
全
般
的
な
住
環
境
︑
住
宅
の
品
質
︑
お
よ
び
郊
外
に
付
随
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
損
ね
始
め
た
の
で
あ
る⑩
︒

郊
外
に
お
け
る
多
種
多
様
な
分
譲
住
宅
の
供
給
の
背
景
に
は
︑
高
度
経
済
成
長
の
影
響
に
よ
り
地
価
が
高
騰
し
︑
都
心
で
の
用
地
取
得
が
困
難

と
な
っ
た
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
︒
事
実
︑
急
ピ
ッ
チ
で
進
め
ら
れ
る
住
宅
地
開
発
が
︑
都
市
基
盤
の
ま
だ
脆
弱
だ
っ
た
場
所
に
な
さ
れ
た
結

果
︑
当
時
の
郊
外
住
宅
の
中
に
は
敷
地
面
積
が
狭
く
︑
下
水
道
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
が
十
分
に
整
備
さ
れ
て
い
な
い
場
所
に
立
地
す
る
も
の
も
あ

っ
た⑪
︒

東
京
︑
大
阪
︑
愛
知
な
ど
の
三
大
都
市
圏
で
は
︑
都
市
郊
外
に
お
け
る
無
秩
序
な
乱
開
発
や
ミ
ニ
開
発
も
顕
在
化
し
始
め
て
い
た
︒
こ
れ
を

将
来
的
な
都
市
計
画
上
の
観
点
か
ら
懸
念
し
た
国
や
自
治
体
︑
日
本
住
宅
公
団
に
よ
っ
て
取
ら
れ
た
施
策
が
︑
一
九
六
〇
年
代
か
ら
ス
タ
ー
ト

し
た
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
計
画
で
あ
る⑫
︒
こ
の
計
画
で
は
︑
公
的
な
大
規
模
宅
地
開
発
に
よ
っ
て
住
宅
難
と
と
も
に
︑
無
秩
序
な
宅
地
開
発
に
よ
る
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ス
プ
ロ
ー
ル
化
現
象
に
対
処
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た⑬
︒
ま
た
︑
こ
れ
ま
で
の
宅
地
開
発
に
よ
り
︑
沿
線
イ
メ
ー
ジ
を
改
善
さ
せ
た
い
と

い
う
私
鉄
資
本
に
よ
っ
て
も
︑
新
た
な
大
規
模
住
宅
開
発
が
進
ん
だ⑭
︒
最
寄
り
の
鉄
道
駅
か
ら
離
れ
た
山
地
や
山
林
な
ど
を
切
り
開
い
て
作
り

出
し
た
郊
外
住
宅
地
は
︑
地
価
高
騰
に
よ
り
都
心
よ
り
は
る
か
遠
く
に
立
地
し
て
い
た
も
の
の
︑
こ
れ
ま
で
の
ミ
ニ
開
発
と
は
異
な
る
緑
豊
か

な
住
宅
地
区
の
出
現
は
︑
郊
外
の
景
観
を
一
変
さ
せ
た
︒
そ
し
て
︑
単
な
る
住
宅
供
給
を
主
眼
と
し
な
い
︑
住
環
境
を
兼
ね
備
え
た
都
市
的
規

模
の
宅
地
開
発
は
︑
改
め
て
評
価
さ
れ
︑
全
国
に
重
点
的
に
普
及
し
て
い
っ
た
︒

国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
始
動
し
た
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
計
画
に
関
わ
る
宅
地
開
発
で
は
︑
現
在
︑
住
民
の
利
便
性
の
た
め
に
住
機
能
の
ほ
か
︑

教
育
施
設
︑
商
業
施
設
︑
文
化
施
設
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
﹁
都
市
と
し
て
の
機
能
を
有
す
る
ま
ち
づ
く
り⑮
﹂
が
行
わ
れ
さ
ら
に
良
質
な

空
間
の
提
供
を
目
指
し
て
い
る
︒
た
だ
し
一
方
で
︑
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
計
画
な
ど
で
大
量
供
給
さ
れ
て
き
た
郊
外
住
宅
は
︑
住
戸
︑
そ
の
周
辺
環

境
を
含
め
て
規
格
化
さ
れ
た
空
間
に
家
族
を
入
れ
る
こ
と
で
︑
家
族
の
規
模
や
︑
﹁
国
民
﹂
と
し
て
の
家
族
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
少
な
か
ら

ず
影
響
を
与
え
︑
変
化
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
る
︒

第
二
節

都
市
空
間
の
職
住
分
離
と
都
市
郊
外
の
誕
生

高
度
経
済
成
長
期
に
お
け
る
日
本
の
都
市
開
発
で
は
︑
経
済
計
画
か
ら
国
土
計
画
︵
開
発
︶
を
導
き
︑
国
土
開
発
か
ら
都
市
︵
都
心
︶
開
発

へ
と
ブ
レ
ー
ク
ダ
ウ
ン
す
る
方
式
が
と
ら
れ
た⑯
︒
一
九
五
七
年
に
﹁
新
長
期
経
済
計
画
﹂
︑
一
九
六
〇
年
に
﹁
国
民
所
得
倍
増
計
画
﹂
が
施
行

さ
れ
︑
経
済
成
長
の
目
標
が
上
方
修
正
さ
れ
た
頃
︑
既
成
の
工
業
地
域
を
含
む
太
平
洋
ベ
ル
ト
地
帯
に
重
化
学
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
を
立
地
さ
せ
︑

こ
れ
を
結
ぶ
交
通
計
画
・
都
市
開
発
が
実
施
さ
れ
︑
都
心
の
経
済
活
動
は
ま
す
ま
す
活
発
化
し
た
︒
一
方
︑
高
度
経
済
成
長
期
の
住
宅
政
策
で

は
︑
労
働
力
の
確
保
と
し
て
の
住
宅
供
給
︑
持
ち
家
取
得
の
推
進
︑
住
宅
の
大
量
供
給
を
可
能
に
す
る
た
め
の
宅
地
開
発
に
重
き
が
置
か
れ
た

た
︒
つ
ま
り
︑
都
心
に
通
う
上
中
流
層
を
対
象
と
し
た
宅
地
開
発
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
開
発
さ
れ
た
住
宅
地
域
は
︑
結
果
と
し
て
田
園
に

囲
ま
れ
な
が
ら
住
環
境
を
充
実
さ
せ
て
い
る
も
の
の
︑
他
地
域
か
ら
物
理
的
に
孤
立
し
た
状
態
と
な
り
︑
皮
肉
に
も
賃
金
労
働
か
ら
切
り
離
さ
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れ
︑
﹁
食
べ
る
﹂
﹁
寝
る
﹂
﹁
休
息
す
る
﹂
な
ど
の
再
生
産
に
特
化
し
た
空
間
と
し
て
︑
そ
の
性
格
を
強
め
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

こ
の
よ
う
な
計
画
的
な
空
間
で
は
︑
現
世
代
の
︑
そ
し
て
次
世
代
の
良
質
な
労
働
力
確
保
の
た
め
の
住
宅
供
給
を
目
的
と
し
て
作
り
出
さ
れ

て
お
り
︑
世
帯
構
成
︑
入
転
居
期
な
ど
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
似
通
っ
た
均
質
的
な
住
民
を
特
質
と
し
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑
す
な
わ
ち
均
質
的
で
︑

﹁
健
全
﹂
な
近
代
家
族
が
住
ま
う
﹁
核
家
族
の
容
器⑰
﹂
︑
あ
る
い
は
﹁
家
族
を
容
れ
る
ハ
コ⑱
﹂
と
し
て
の
住
宅
が
郊
外
に
大
量
に
供
給
さ
れ
た

こ
と
を
意
味
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
近
代
家
族
の
家
族
役
割
が
前
提
と
さ
れ
︑
男
性
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
あ
る
夫
の
勤
め
る
職
場
が
立
地
し
︑
商

業
・
ビ
ジ
ネ
ス
機
能
に
特
化
し
た
都
心
に
対
し
︑
専
業
主
婦
で
あ
る
妻
が
家
庭
内
労
働
に
従
事
す
る
住
機
能
に
特
化
し
た
郊
外
が
誕
生
し
︑
東

京
︑
大
阪
︑
愛
知
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
大
都
市
圏
は
︑
完
全
な
職
住
分
離
の
構
造
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
も
そ
も
︑
日
本
の
郊
外
住
宅
団
地
お
よ
び
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
計
画
の
も
と
と
な
っ
た
Ｅ
．
ハ
ワ
ー
ド
の
構
想
は
︑
職
住
近
接
の
都
市
計
画
思

想
に
基
づ
い
て
い
た
︒
そ
れ
は
︑
都
市
の
過
密
化
を
防
ぎ
︑
労
働
者
の
健
康
な
生
活
と
産
業
の
た
め
に
設
計
さ
れ
た
街
で
あ
る
︒
周
囲
は
村
落

に
囲
ま
れ
︑
社
会
生
活
を
営
む
の
に
十
分
な
規
模
で
あ
り
︑
土
地
は
公
的
所
有
か
若
し
く
は
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
委
託
さ
れ
る
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
土
地
の
開
発
に
あ
た
っ
て
は
︑
将
来
の
開
発
行
為
の
た
め
に
︑
自
治
体
が
適
切
に
管
理
運
営
し
て
そ
の
投
機
的
行
動

を
抑
え
︑
住
民
は
街
の
中
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
維
持
や
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
の
保
持
に
努
め
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た⑲
︒
ま
た
︑
本

来
的
な
田
園
都
市
構
想
で
は
︑
職
住
近
接
の
思
想
が
基
盤
と
な
っ
て
お
り
︑
そ
れ
ゆ
え
居
住
︑
労
働
︑
余
暇
の
三
つ
の
機
能
が
一
ヶ
所
で
享
受

で
き
る
社
会
で
あ
り
︑
田
園
都
市
構
想
が
初
め
て
実
現
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
レ
ッ
チ
ワ
ー
ス
で
は
︑
都
市
的
な
特
性
と
農
村
的
な
特
性
と
を
併

せ
持
つ
社
会
に
魅
了
さ
れ
た
︑
都
市
の
中
産
階
級
が
多
く
入
居
し
た⑳
︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
日
本
に
お
け
る
郊
外
住
宅
地
域
や
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
構
想
は
︑
第
一
に
住
宅
難
の
解
決
が
優
先
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
よ
う

な
背
景
に
基
づ
き
︑
多
機
能
都
市
と
し
て
で
は
な
く
︑
秩
序
あ
る
大
規
模
住
宅
地
の
開
発
︑
住
宅
不
足
に
直
面
す
る
都
市
労
働
者
の
居
住
の

﹁
受
け
皿
﹂
と
し
て
の
役
割
が
目
指
さ
れ
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑
日
本
の
高
度
経
済
成
長
期
に
お
い
て
は
︑
人
々
の
生
活
環
境
や
健
康
よ
り
も
︑

経
済
発
展
を
重
視
し
た
結
果
で
あ
る
と
い
え
る
︒
ま
た
︑
日
本
の
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
場
合
︑
住
宅
地
を
中
心
と
し
た
街
と
し
て
開
発
さ
れ
て
き
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た
た
め
に
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
の
意
味
合
い
が
色
濃
く
︑
都
市
と
し
て
の
機
能
が
再
生
産
活
動
に
限
定
さ
れ
︑
生
産
活
動
か
ら
完
全
に
分
離

さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
質
を
持
っ
て
い
る
︒

先
述
の
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
は
︑
近
代
以
降
形
成
さ
れ
た
都
市
郊
外
が
︑
大
量
に
生
産
す
る
こ
と
の
で
き
る
商
品
と
し
て
︑
画
一
的
に
市
場
に
生

み
出
さ
れ
た
側
面
を
明
ら
か
に
し
︑
商
品
と
し
て
の
空
間
の
誕
生
を
指
摘
す
る
︒
そ
し
て
︑
流
通
と
貨
幣
の
交
換
を
通
じ
て
︑
市
場
に
さ
ら
さ

れ
た
商
品
と
し
て
の
空
間
が
︑
国
家
や
﹁
公
的
な
﹂
権
力
に
よ
っ
て
分
類
・
配
置
さ
れ
︑
同
質
で
量
的
な
総
体
的
空
間
を
人
々
に
採
用
さ
せ
る

こ
と
で
︑
彼
／
彼
女
た
ち
の
生
活
世
界
を
商
品
と
し
て
の
空
間
の
中
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
う
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
こ
こ
で
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
が
︑

特
に
注
意
を
促
す
の
は
︑
﹁
公
的
な
﹂
領
域
が
主
導
し
て
計
画
・
立
案
さ
れ
た
こ
れ
ら
空
間
全
体
が
︑
い
つ
の
間
に
か
﹁
私
的
な
﹂
領
域
の
組

織
化
︑
私
企
業
の
モ
デ
ル
︑
私
的
所
有
の
モ
デ
ル
︑
そ
し
て
家
族
の
モ
デ
ル
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
見
解
は
︑
計
画
性
を
含
む
街
で
あ
る
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
つ
い
て
も
示
さ
れ
て
い
る
︒
西
川
祐
子
は
︑
﹁
工
業
製
品
﹂
と
し
て
の

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
特
性
を
︑
﹁
計
画
的
で
あ
る
と
は
︑
目
標
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
で
な
く
︑
目
的
が
あ
り
︑
意
志
的
︵
意
図
的
︶
に
開

発
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
﹂
と
す
る
︒
さ
ら
に
︑
人
々
の
生
活
空
間
と
な
っ
た
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
特
性
に
つ
い
て
︑
﹁
住
む
た
め
︑
生
き
る

た
め
に
工
業
製
品
を
使
う
の
で
は
な
く
︑
住
む
こ
と
︑
生
き
る
こ
と
︑
広
い
意
味
で
の
再
生
産
そ
の
も
の
が
︑
生
産
の
た
め
の
空
間
論
理
に
従

属
す
る
べ
き
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
設
計
さ
れ
て
い
る
﹂
と
指
摘
す
る
︒
つ
ま
り
︑
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
を
含
む
郊
外
住
宅
地
は
︑
生
産
を
支
え
る

再
生
産
の
た
め
の
空
間
と
い
う
目
的
の
た
め
に
建
設
さ
れ
た
商
品
で
あ
り
︑
ま
た
工
業
製
品
な
の
で
あ
る
︒

実
際
に
︑
都
市
郊
外
の
住
宅
団
地
に
は
﹁
男
性
稼
ぎ
手
モ
デ
ル
﹂
の
上
に
立
つ
同
一
世
代
の
︑
上
中
流
の
所
得
世
帯
の
一
斉
入
居
が
な
さ
れ

た
︒
そ
の
結
果
︑
郊
外
は
︑
異
な
る
国
籍
や
異
な
る
階
級
︑
ま
た
異
な
る
セ
ク
シ
ャ
リ
テ
ィ
を
持
つ
人
々
は
排
除
さ
れ
︑
多
様
な
社
会
・
文
化

的
要
素
を
断
絶
し
︑
均
質
的
な
核
家
族
世
帯
の
規
範
の
み
が
支
配
す
る
空
間
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
︒
特
に
︑
日
本
型
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
は
︑
家

族
の
戦
後
体
制
を
も
っ
と
も
整
然
と
都
市
空
間
に
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

①

菅
野
峰
明
ほ
か
﹃
首
都
圏
Ⅰ
﹄
朝
倉
書
店
︑
二
〇
〇
九
︑
一
三

-
一
四
頁
．

②

文
化
住
宅
と
は
︑
高
度
経
済
成
長
期
に
近
畿
地
方
に
お
い
て
建
築
さ
れ
た
︑
木
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造
二
階
建
て
の
集
合
住
宅
を
指
す
︒
お
も
に
大
阪
都
心
部
の
開
発
や
大
阪
万
博
の

建
設
の
た
め
に
︑
地
方
か
ら
移
住
し
て
き
た
労
働
者
の
た
め
の
住
宅
︒

③

影
山
穂
波
﹃
都
市
空
間
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
﹄
古
今
書
院
︑
二
〇
〇
四
︑
五
二
頁
．

④

当
時
︑
公
営
住
宅
に
入
る
に
は
収
入
が
高
す
ぎ
︑
持
ち
家
を
建
て
る
に
は
資
金

が
不
足
す
る
中
間
層
の
た
め
の
賃
貸
住
宅
と
し
て
開
始
さ
れ
た
︒
こ
の
よ
う
な
賃

貸
住
宅
の
入
居
者
は
流
入
・
流
出
を
前
提
と
し
て
い
た
︒
住
宅
供
給
の
中
に
も
︑

世
帯
所
得
や
階
層
に
よ
る
住
み
分
け
が
明
確
に
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
︒

⑤

持
ち
家
の
取
得
の
動
き
を
後
押
し
し
た
の
は
︑
銀
行
の
住
宅
ロ
ー
ン
サ
ー
ビ
ス

の
登
場
や
︑
会
社
の
住
宅
手
当
な
ど
の
充
実
の
影
響
が
大
き
い
と
さ
れ
て
い
る
︒

角
野
幸
博
﹃
郊
外
の
二
〇
世
紀

テ
ー
マ
を
追
い
求
め
た
住
宅
地
﹄
学
芸
出
版

社
︑
二
〇
〇
〇
︑
六
八

-
六
九
頁
．

⑥

一
九
五
五
年
の
日
本
住
宅
公
団
法
と
と
も
に
設
立
さ
れ
た
︒
住
宅
の
立
ち
遅
れ

を
強
く
認
識
し
た
当
時
の
鳩
山
一
郎
内
閣
は
︑
住
宅
問
題
を
政
策
と
し
て
本
格
的

に
組
み
込
み
︑
大
都
市
圏
に
お
け
る
宅
地
の
大
規
模
開
発
と
住
宅
の
計
画
的
建
設

を
目
標
と
し
た
︒
そ
の
後
︑
池
田
勇
人
内
閣
で
は
一
〇
年
間
に
一
〇
〇
〇
万
戸
の

住
宅
建
設
︑
一
世
帯
一
戸
の
公
約
を
掲
げ
た
︒

⑦

公
団
住
宅
の
設
計
の
歴
史
に
は
︑
一
九
五
五
～
一
九
六
四
年
の
第
一
期
︑
一
九

六
五
～
一
九
七
四
年
の
第
二
二
期
︑
一
九
七
五
年
以
降
の
第
三
期
が
あ
る
と
い
う
︒

第
一
期
に
設
計
さ
れ
た
b
Ｄ
Ｋ
は
︑
狭
い
な
が
ら
も
ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
を
設

け
︑
寝
食
分
離
と
二
つ
の
寝
室
を
取
る
こ
と
に
︑
夫
婦
と
子
ど
も
の
分
離
就
寝
を

実
現
さ
せ
た
︒
西
川
祐
子
﹃
近
代
国
家
と
家
族
モ
デ
ル
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇

〇
︑
五
三
頁
．

⑧

日
本
住
宅
公
団
二
十
年
史
刊
行
委
員
会
編
﹃
日
本
住
宅
公
団
史
﹄
一
九
八
一
︑

日
本
住
宅
公
団
．

⑨

地
価
が
安
い
分
︑
良
質
な
住
宅
や
広
い
敷
地
が
供
給
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
︑

事
情
は
む
し
ろ
逆
で
あ
っ
た
︒
住
み
手
︵
購
入
者
︶
の
側
も
経
済
的
事
情
の
た
め

に
都
心
か
ら
少
し
で
も
近
い
住
宅
を
求
め
よ
う
と
い
う
人
々
が
多
く
︑
多
少
な
り

と
も
住
環
境
に
は
妥
協
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
︒

⑩

戦
前
の
郊
外
住
宅
地
は
︑
都
心
の
汚
染
や
高
密
度
の
居
住
を
回
避
し
︑
豊
か
な

自
然
や
き
れ
い
な
空
気
の
も
と
で
暮
ら
し
た
い
と
い
う
明
確
な
ニ
ー
ズ
に
支
え
ら

れ
て
き
た
︒
加
え
て
︑
あ
る
程
度
の
資
力
を
持
つ
上
中
流
層
が
求
め
る
郊
外
住
宅

は
︑
広
さ
︑
品
質
と
も
に
十
分
応
え
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒

花
形
道
彦
﹁
民
営
鉄
道
に
よ
る
住
宅
地
開
発
の
構
造

一
九
一
〇
年
～
一
九
六

〇
年

．
土
地
総
合
研
究
第
一
四
巻
第
一
号
︑
二
〇
〇
六
︑
一
三

-
二
五
．

⑪

こ
う
し
た
分
譲
一
戸
建
て
住
宅
の
品
質
︑
コ
ス
ト
の
問
題
が
浮
き
彫
り
に
な
る

一
方
で
︑
一
九
七
〇
年
頃
か
ら
増
加
し
た
民
間
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
は
︑
現
実
的
な

﹁
一
般
庶
民
の
分
譲
﹂
と
し
て
地
位
を
固
め
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
前
掲
⑤
︑
七
〇

頁
．

⑫

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
開
発
に
は
︑
お
も
に
八
つ
の
時
期
区
分
が
あ
る
︒
㈠
開
発
構
想

が
練
ら
れ
て
開
発
構
想
期
︑
㈡
新
住
宅
市
街
地
開
発
事
業
︵
新
住
事
業
︶
の
都
市

計
画
決
定
に
向
け
て
の
手
続
き
が
行
わ
れ
た
都
市
計
画
決
定
期
︑
㈢
事
業
承
認
を

受
け
用
地
買
収
な
ど
を
開
始
し
た
事
業
開
始
期
︑
㈣
初
め
て
の
入
居
が
進
め
ら
れ

た
第
一
次
入
居
期
︑
㈤
入
居
後
の
諸
問
題
へ
の
対
応
の
た
め
の
住
宅
建
設
ス
ト
ッ

プ
期
︑
㈥
問
題
が
解
決
さ
れ
︑
住
宅
建
設
が
再
開
さ
れ
た
住
宅
建
設
再
開
期
︑
㈦

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
内
の
各
地
区
で
特
色
あ
る
街
づ
く
り
が
行
わ
れ
た
街
づ
く
り
拡
大

期
︑
商
業
︑
教
育
︑
文
化
な
ど
の
多
様
な
年
機
能
の
導
入
が
図
ら
れ
た
多
機
能
複

合
都
市
発
展
期
︒
大
阪
府
企
業
局
﹃
千
里
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
﹄
大
阪
府
︑
一
九
七
〇
︑

一
八
頁
．
住
宅
・
都
市
整
備
公
団
南
多
摩
開
発
局
﹃
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
事
業
概

要
﹄
住
宅
・
都
市
整
備
公
団
︑
一
九
九
六
︑
一

-
二
頁
．

⑬

東
京
都
多
摩
都
市
整
備
本
部
﹃
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
三
〇
年
の
歩
み

過
去

か
ら
現
在
そ
し
て
未
来
へ
﹄
東
京
都
一
九
九
九
︑
三
頁
．
東
京
都
都
市
計
画
局

﹃
東
京
の
計
画
百
年
﹄
東
京
都
︑
一
九
八
七
︑
一
〇
頁
．

⑭

松
原

宏
﹁
東
急
多
摩
田
園
都
市
に
お
け
る
住
宅
地
形
成
﹂
地
理
学
評
論
第
五

五
巻
第
三
号
︑
一
九
八
二
︑
一
六
五

-
一
八
三
頁
．

ジェンダーと郊外（関村）
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⑮

近
年
︑
首
都
圏
の
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
で
は
︑
職
住
分
離
の
構
想
に
基
づ
く
初
期
の

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
計
画
の
反
省
と
課
題
を
反
映
し
た
都
市
開
発
を
展
開
し
て
い
る
︒

神
奈
川
県
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
で
は
︑
東
急
田
園
都
市
線
沿
線
に
お
け
る
近
隣
商

業
地
域
と
と
も
に
︑
住
区
近
隣
の
企
業
誘
致
を
積
極
的
に
行
い
︑
多
様
な
用
途
地

域
の
設
定
に
よ
り
消
費
や
雇
用
機
会
の
促
進
に
努
め
て
い
る
︒
ま
た
︑
多
摩
ニ

ュ
ー
タ
ウ
ン
で
も
︑
一
九
八
一
年
以
降
﹁
多
機
能
複
合
都
市
﹂
を
目
指
し
て
︑
南

多
摩
新
都
市
開
発
計
画
な
ど
の
開
発
計
画
が
実
施
さ
れ
た
︒
こ
れ
を
背
景
に
︑
一

九
八
六
年
に
は
新
住
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
︑
特
定
業
務
施
設
の
立
地
が
可
能
に

な
っ
て
い
る
︒
国
土
交
通
省
・
都
市
基
盤
整
備
公
団
﹃
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
活
性

化
検
討
調
査
報
告
書
﹄
国
土
交
通
省
︑
二
〇
〇
〇
．

⑯

東
京
都
都
市
計
画
局
﹃
東
京
の
計
画
百
年
﹄
︑
東
京
都
︑
一
九
八
七
︑
五
〇
五

三
頁
．

⑰

西
川
祐
子
﹁
ポ
ス
ト
近
代
家
族
と
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
現
在
﹂
二
〇
〇
三
︑
思
想

九
五
五
︑
二
三
七

-
二
六
〇
頁
．

⑱

上
野
千
鶴
子
﹃
家
族
を
容
れ
る
ハ
コ

家
族
を
超
え
る
ハ
コ
﹄
平
凡
社
︑
二
〇

〇
二
︑
六
頁
．

⑲

ハ
ワ
ー
ド
︑
Ｅ
．
著
︑
長
素
連
訳
﹃
明
日
の
田
園
都
市
﹄
鹿
島
出
版
会
︑
一
九

六
八
︑
一
七
〇
頁
．
︵
＝
H
ow
ard,
E
.
1902.
G
aed
en
C
ities
of
tom
orrow
.

F
aber
and
F
aber.︶

⑳

東

秀
紀
・
橘

裕
子
・
風
見
正
三
・
村
上
暁
信
﹃
﹁
明
日
の
田
園
都
市
﹂
へ
の

誘
い

ハ
ワ
ー
ド
の
構
想
に
発
し
た
そ
の
歴
史
と
未
来
﹄
彰
国
社
︑
二
〇
〇
一
︑

三
四

-
三
七
頁
．

第
三
章

都
市
郊
外
が
孕
む
問
題
性

第
一
節

固
定
的
な
家
族
役
割
と
女
性

一
九
七
〇
年
以
降
︑
当
時
人
気
の
高
か
っ
た
各
地
の
郊
外
住
宅
団
地
や
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
住
民
が
続
々
と
入
居
を
始
め
る
頃
︑
妻
で
あ
る
女

性
た
ち
の
存
在
は
︑
専
業
主
婦
と
し
て
無
償
の
家
事
労
働
に
専
念
す
る
こ
と
で
︑
ま
た
︑
夫
で
あ
る
男
性
た
ち
の
存
在
は
︑
世
帯
収
入
の
稼
ぎ

手
と
し
て
︑
都
心
へ
の
長
距
離
通
勤
・
長
時
間
労
働
に
専
念
す
る
こ
と
で
︑
高
度
に
発
達
し
つ
つ
あ
っ
た
日
本
の
都
市
構
造
の
中
で
想
定
さ
れ

て
い
た
﹁
主
要
な
構
成
要
素
﹂
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た①
︒
こ
の
こ
と
は
︑
﹁
家
族
の
戦
後
体
制
﹂
を
経
た
近
代
家
族
と
い
う
集
合
体
が
︑

職
住
分
離
や
都
心
／
郊
外
の
空
間
的
な
機
能
分
化
︑
公
的
／
私
的
領
域
の
分
離
を
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
と
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
︒

か
つ
て
産
業
化
の
中
心
的
な
労
働
力
と
し
て
見
出
さ
れ
た
男
性
た
ち
に
対
し
て
︑
彼
ら
の
︵
家
庭
外
で
の
︶
労
働
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
労
働
力

と
な
っ
た
の
が
︑
主
婦
と
し
て
の
女
性
で
あ
っ
た
︒
日
本
に
お
い
て
お
も
に
戦
後
︑
食
事
の
準
備
や
洗
濯
︑
健
康
管
理
な
ど
︑
働
き
手
で
あ
る
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男
性
た
ち
を
ケ
ア
す
る
役
割
を
既
婚
の
女
性
た
ち
に
担
わ
せ
る
こ
と
で
︑
企
業
や
職
場
の
雇
用
主
︑
そ
し
て
国
家
は
︑
貴
重
な
労
働
力
を
健
全

な
形
で
保
持
す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
は
︑
生
産
労
働
に
従
事
す
る
男
性
の
ケ
ア
を
主
婦
た
ち

が
無
償
で
行
う
こ
と
で
︑
労
働
力
の
健
康
管
理
︑
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
に
か
か
る
企
業
や
国
の
コ
ス
ト
を
削
減
さ
せ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た②
︒
ま

た
︑
職
住
分
離
の
都
市
構
造
は
︑
家
族
賃
金
の
充
実
と
家
族
重
視
の
社
会
保
障
を
背
景
と
し
て
︑
郊
外
か
ら
都
心
へ
の
長
時
間
通
勤
・
長
時
間

労
働
を
こ
な
す
夫
と
︑
ほ
ぼ
フ
ル
タ
イ
ム
の
家
事
・
育
児
に
従
事
す
る
こ
と
で
そ
れ
を
支
え
る
妻
の
存
在
に
よ
っ
て
︑
再
強
化
さ
れ
て
い
く
︒

特
に
︑
教
育
や
消
費
な
ど
の
住
機
能
に
特
化
し
た
空
間
と
し
て
造
ら
れ
た
都
市
郊
外
は
︑
企
業
福
祉
に
基
づ
く
家
族
賃
金
を
ま
か
な
い
な
が
ら

﹁
企
業
戦
士
﹂
と
し
て
働
く
夫
と
︑
こ
の
夫
を
癒
す
た
め
の
妻
が
控
え
る
﹁
休
息
の
場
﹂
と
し
て
︑
す
な
わ
ち
生
産
を
支
え
る
再
生
産
の
た
め

の
空
間
と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
る
︒

﹁
家
族
の
戦
後
体
制
﹂
を
迎
え
完
成
し
た
日
本
型
近
代
家
族
は
︑
職
住
分
離
や
都
心
／
郊
外
の
空
間
的
な
機
能
分
化
︑
公
的
領
域
／
私
的
領

域
の
分
離
を
確
固
た
る
も
の
と
し
て
強
化
し
て
き
た③
︒
し
か
し
︑
日
本
の
大
都
市
圏
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
職
住
分
離
構
造
を
な
す
都
市
空
間

そ
れ
自
体
が
︑
生
産
労
働
に
従
事
す
る
男
性
︵
夫
︶
と
︑
再
生
産
労
働
に
従
事
す
る
女
性
︵
妻
︶
と
い
う
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
を
作
り
出
し
︑
ま
た

そ
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
条
件
と
も
な
る
明
確
な
性
別
役
割
分
業
の
二
項
対
立
を
着
実
に
再
生
産
し
て
き
た
と
も
い
え
る④
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
本
来
は

自
律
的
で
共
同
的
な
生
存
領
域
を
︑
二
つ
の
相
互
依
存
的
な
領
域
︵
公
的
／
私
的
領
域
︶
に
分
離
し
た
の
が
︑
近
代
社
会
で
あ
っ
た
︒
双
方
の
間

に
は
非
対
称
的
な
関
係
が
埋
め
込
ま
れ
︑
私
的
領
域
は
公
的
領
域
の
﹁
シ
ャ
ド
ウ
﹂
と
し
て
見
え
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

公
的
領
域
と
の
非
対
称
な
関
係
の
中
で
︑
そ
の
劣
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
私
的
領
域
は
︑
規
範
的
に
モ
デ
ル
化
さ
れ
た
近
代

家
族
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た⑤
︒
近
年
の
日
本
に
お
け
る
近
代
家
族
の
最
も
重
要
な
特
性
と
し
て
︑
﹁
家
族
に
お
け
る
夫
婦
関
係
の
優
位
﹂
が
あ

る
︒
見
合
い
で
は
な
く
﹁
恋
愛
﹂
に
よ
っ
て
︑
親
で
は
な
く
当
事
者
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
配
偶
者
と
の
関
係
が
こ
れ
に
当
た
る
が
︑
こ
れ
は

同
時
に
︑
近
代
家
族
︵
﹁
家
庭
﹂
家
族
︶
が
︑
父
の
支
配
す
る
﹁
家
﹂
か
ら
切
り
離
さ
れ
︑
そ
こ
に
付
随
す
る
伝
統
的
共
同
体
や
中
間
集
団
か
ら

も
切
り
離
さ
れ
て
完
全
に
孤
立
し
た
単
位
と
な
り
︑
国
家
の
統
制
に
無
防
備
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る⑥
︒
か
く
し
て
︑
日
本
の
職
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住
分
離
構
造
は
︑
近
代
家
族
を
基
盤
と
し
て
︑
男
性
が
職
場
で
長
時
間
働
き
︑
女
性
が
家
事
・
育
児
を
一
手
に
引
き
受
け
る
と
い
う
仕
組
み
と

と
も
に
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
女
性
の
家
事
・
育
児
へ
の
従
事
は
︑
も
ち
ろ
ん
戦
前
の
農
業
や
自
営
業
を
中
心
と
し
た
社
会
の
中
で
も
長

き
に
渡
り
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
︒
だ
が
︑
戦
後
の
産
業
化
︑
特
に
高
度
経
済
成
長
期
以
降
に
芽
生
え
た
仕
組
み
の
内
容
が
︑
従
来
の
も

の
と
決
定
的
に
異
な
る
点
は
︑
既
婚
女
性
が
単
独
で
家
事
・
育
児
に
対
す
る
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た⑦
︒

こ
れ
ま
で
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
は
︑
近
代
に
作
ら
れ
た
﹁
家
族
﹂
を
経
済
・
政
治
的
な
単
位
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
を
や
め
︑
さ
ら
に

﹁
家
族
﹂
と
同
一
視
さ
れ
て
い
た
女
性
を
﹁
個
人
﹂
と
し
て
扱
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
き
た
︒
現
在
こ
の
主
張
は
︑
皮
肉
に
も
﹁
公
﹂
を
切
り

詰
め
︑
市
場
を
含
む
﹁
私
﹂
的
領
域
を
拡
大
し
て
き
た
新
自
由
主
義
の
潮
流
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
新
自
由
主
義
に
よ
り
︑

﹁
個
人
﹂
が
﹁
私
的
﹂
に
社
会
シ
ス
テ
ム
の
結
果
を
︑
﹁
自
己
の
責
任
﹂
と
し
て
引
き
受
け
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
︑
国
や
企

業
は
︑
﹁
家
族
﹂
に
対
す
る
家
族
賃
金
な
ど
︑
労
働
者
に
必
要
以
上
の
福
利
厚
生
を
与
え
る
こ
と
を
拒
む
よ
う
に
す
ら
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
た

だ
し
︑
そ
こ
に
は
矛
盾
も
あ
る
︒
新
自
由
主
義
に
お
い
て
は
︑
公
共
的
な
空
間
が
解
体
さ
れ
︑
﹁
私
的
﹂
な
領
域
が
肥
大
化
し
て
い
る
た
め
︑

﹁
自
己
の
責
任
﹂
の
範
囲
は
家
族
に
も
及
ん
で
く
る
︒
こ
の
意
味
で
は
︑
改
め
て
﹁
家
族
﹂
が
国
家
の
単
位
と
し
て
再
編
さ
れ
て
い
る
と
い
え
︑

﹁
個
人
﹂
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
女
性
た
ち
が
そ
こ
に
再
び
巻
き
込
ま
れ
て
ゆ
く
可
能
性
は
十
分
に
あ
る⑧
︒

第
二
節

﹁
男
性
稼
ぎ
手
モ
デ
ル
﹂
に
基
づ
く
日
本
の
社
会
保
障
制
度

戦
後
の
経
済
成
長
の
中
で
︑
大
企
業
に
勤
め
る
既
婚
男
性
た
ち
は
︑
﹁
一
家
の
長
﹂
と
し
て
妻
や
子
ど
も
を
養
う
だ
け
の
給
料
を
企
業
か
ら

得
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
︒
こ
れ
ら
上
中
流
層
の
核
家
族
世
帯
に
お
い
て
は
︑
夫
の
雇
用
と
所
得
が
世
帯
内
の
家
計
を
支
え
︑
妻
が
夫
に
対

す
る
再
生
産
労
働
を
提
供
す
る
と
い
う
﹁
男
性
稼
ぎ
手
モ
デ
ル
﹂
が
一
般
化
し
て
い
っ
た
︒
男
性
が
家
庭
の
外
で
働
き
︑
一
家
の
長
と
し
て
家

族
を
養
う
だ
け
の
給
料
︵
家
族
賃
金
︶
を
支
払
う
︒
他
方
で
︑
女
性
が
家
庭
の
外
で
働
く
場
合
に
は
︑
パ
ー
ト
労
働
な
ど
家
計
補
助
的
な
労
働

に
お
さ
め
︑
そ
の
代
り
に
家
事
・
育
児
な
ど
を
女
性
に
す
べ
て
担
わ
せ
る
と
い
う
仕
組
み
で
あ
る
︒
大
企
業
・
官
公
庁
を
は
じ
め
と
し
て
︑
男
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性
の
正
規
社
員
を
長
期
的
に
雇
用
す
る
終
身
雇
用
制
や
︑
年
齢
や
職
場
へ
の
勤
務
期
間
に
応
じ
て
昇
進
・
昇
給
さ
せ
る
年
功
序
列
制
が
︑
日
本

独
自
の
慣
行
と
し
て
定
着
し
︑
核
家
族
を
支
え
る
日
本
型
雇
用
慣
行⑨
も
誕
生
し
た
︒
こ
の
日
本
型
雇
用
慣
行
も
︑
核
家
族
の
性
別
役
割
分
業
を

基
盤
と
す
る
﹁
男
性
稼
ぎ
手
モ
デ
ル
﹂
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
こ
に
は
女
性
た
ち
の
存
在
は
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
て
い
な
か
っ
た⑩
︒

セ
ー
フ
テ
ィ
・
ネ
ッ
ト
と
な
る
日
本
の
社
会
政
策
シ
ス
テ
ム
は
︑
こ
れ
を
下
支
え
す
る
近
代
家
族
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
編
成
を
原
理
と
し
て
構
成

さ
れ
︑
労
働
市
場
に
対
す
る
再
生
産
機
能
を
担
い
︑
そ
れ
自
体
が
再
生
産
の
﹁
装
置
﹂
と
な
っ
て
い
っ
た⑪
︒
健
康
保
険
︑
雇
用
保
険
︑
年
金
な

ど
の
社
会
保
険
は
︑
雇
用
者
で
あ
る
男
性
世
帯
主
の
疾
病
︑
失
業
︑
定
年
退
職
な
ど
の
リ
ス
ク
に
応
じ
て
備
え
ら
れ
て
お
り
︑
妻
や
子
ど
も
は

世
帯
主
に
付
随
し
て
保
証
さ
れ
る
と
い
う
仕
組
み
で
あ
る
︒
こ
の
仕
組
み
に
お
い
て
は
︑
大
企
業
の
男
性
の
正
社
員
︑
正
規
職
員
ほ
ど
手
厚
い

保
障
を
提
供
さ
れ
た
︒
一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
社
会
政
策
の
多
く
の
分
野
に
お
け
る
改
革
が
な
さ
れ
た
が
︑
高
度
経
済
成
長
期
に
形
成
さ
れ

た
職
場
に
お
け
る
こ
れ
ら
慣
行
・
制
度
は
︑
核
家
族
と
と
も
に
日
本
の
社
会
政
策
シ
ス
テ
ム
の
﹁
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
﹂
と
し
て
︑
む
し
ろ
補
強

が
図
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒

大
沢
真
理
は
︑
社
会
保
障
体
系
の
特
徴
を
︑
㈠
人
々
の
生
活
は
︑
ま
ず
は
家
族
で
支
え
あ
う
も
の
で
あ
り
︑
㈡
男
性
雇
用
者
の
ニ
ー
ズ
を
中

心
に
世
帯
で
設
計
さ
れ
︑
㈢
大
企
業
の
労
使
双
方
の
関
係
に
と
っ
て
有
利
で
あ
る
こ
と
の
三
点
に
ま
と
め
て
い
る⑫
︒
こ
れ
ら
は
︑
そ
れ
ぞ
れ

﹁
家
族
だ
の
み
﹂
︑
﹁
男
性
本
位
﹂
︑
﹁
大
企
業
本
位
﹂
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
︑
税
制
面
で
も
こ
れ
ら
の
基
本
的
特
徴
が
如
実
に

表
れ
て
い
る
︒
一
九
六
一
年
に
は
︑
給
与
所
得
者
の
配
偶
者
控
除
が
導
入
さ
れ
た
︒
結
婚
退
職
︵
若
年
退
職
︶
を
当
然
視
す
る
職
場
の
雇
用
慣

行
に
加
え
︑
女
性
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
制
度
を
通
し
て
も
︑
勤
め
続
け
る
よ
り
被
扶
養
の
妻
と
な
る
よ
う
に
促
さ
れ
た
と
い
え
る
︒
彼
女
た
ち

は
︑
専
業
主
婦
な
い
し
夫
に
扶
養
さ
れ
る
範
囲
内
で
の
パ
ー
ト
就
労
で
﹁
内
助
﹂
に
努
め
る
よ
う
に
誘
導
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る⑬
︒

﹁
男
性
本
位
﹂
︑
﹁
大
企
業
本
位
﹂
に
裏
打
ち
さ
れ
た
日
本
の
社
会
政
策
︑
そ
し
て
こ
れ
を
反
映
す
る
日
本
の
社
会
構
造
は
︑
都
市
空
間
に
お

い
て
は
︑
生
産
労
働
の
場
は
都
心
部
に
あ
っ
て
︑
ビ
ジ
ネ
ス
地
区
へ
の
勤
務
役
割
は
お
も
に
男
性
が
担
い
︑
再
生
産
労
働
の
場
で
あ
る
家
庭
は

郊
外
に
あ
っ
て
︑
家
庭
内
の
役
割
は
お
も
に
女
性
が
担
う
と
い
う
構
造
を
︑
い
よ
い
よ
安
定
的
に
定
着
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
︒
国
が
税
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制
面
の
核
家
族
世
帯
へ
の
優
遇
と
と
も
に
︑
男
性
た
ち
が
公
的
領
域
で
あ
る
会
社
な
ど
の
職
場
で
家
族
賃
金
を
得
る
こ
と
が
一
般
化
す
る
よ
う

に
な
る
と
︑
女
性
た
ち
は
私
的
領
域
で
あ
る
家
庭
に
お
い
て
︑
子
ど
も
の
世
話
と
家
事
労
働
を
行
い
な
が
ら
︑
夫
の
労
働
を
支
え
る
存
在
と
な

っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
家
族
の
生
活
ス
タ
イ
ル
は
︑
男
性
の
場
合
︑
﹁
妻
子
を
養
う
﹂
と
い
う
経
済
的
役
割
が
男
ら
し
さ
と
結
び
つ
い
て
︑
あ
る

種
の
﹁
甲
斐
性
﹂
と
し
て
定
着
し
た
︒
ま
た
︑
女
性
の
場
合
に
は
︑
﹁
夫
に
尽
く
す
﹂
と
い
う
情
緒
的
役
割
︵
愛
情
表
現
︶
を
と
も
な
う
家
事
労

働
が
︑
女
性
に
と
っ
て
価
値
あ
る
﹁
天
職
﹂
と
み
な
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る⑭
︒

日
本
の
社
会
保
障
制
度
で
は
︑
企
業
に
雇
わ
れ
る
世
帯
主
︵
夫
︶
が
専
業
主
婦
で
あ
る
妻
や
子
ど
も
た
ち
を
養
い
︑
家
族
は
世
帯
主
の
働
き

に
﹁
依
存
﹂
す
る
と
い
う
核
家
族
の
構
図
が
︑
非
常
に
支
配
的
で
あ
る
︒
だ
が
︑
む
し
ろ
近
代
家
族
は
︑
国
家
が
主
導
す
る
﹁
日
本
型
福
祉
社

会⑮
﹂
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
︑
ま
た
︑
確
実
な
老
後
を
送
る
た
め
の
ケ
ア
を
提
供
す
る
生
活
保
障
シ
ス
テ
ム
で
も
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
世
帯
主

で
あ
る
男
性
の
老
後
と
い
う
も
の
は
︑
そ
の
妻
で
あ
る
既
婚
女
性
︵
﹁
家
庭
﹂
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
︶
に
よ
る
ケ
ア
や
︑
そ
の
子
ど
も
た
ち
の
二

世
帯
同
居
・
近
居
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
こ
と
が
老
後
の
﹁
前
提
条
件
﹂
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
︑
換
言
す

れ
ば
︑
女
性
が
家
庭
内
へ
の
福
祉
を
生
産
・
供
給
し
︑
男
性
は
そ
の
福
祉
を
消
費
・
享
受
す
る
と
い
う
性
別
役
割
分
業
の
関
係
が
︑
ラ
イ
フ
サ

イ
ク
ル
全
般
に
わ
た
っ
て
期
待
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
︒
近
代
家
族
は
︑
会
社
に
身
も
心
も
捧
げ
て
競
争
と
効
率
の
実
現
に
邁
進
す
る
﹁
会

社
人
間
﹂
と
し
て
の
夫
ば
か
り
で
は
な
く
︑
家
庭
責
任
の
全
面
代
行
に
加
え
︑
老
後
も
夫
の
人
生
の
支
え
と
な
り
労
力
を
心
身
と
も
に
奉
仕
す

る
妻
と
い
う
存
在
を
得
て
初
め
て
成
立
し
︑
存
続
す
る
の
で
あ
る⑯
︒

福
祉
国
家
の
比
較
研
究
を
行
う
社
会
学
者
の
エ
ス
ピ
ン
・
ア
ン
デ
ル
セ
ン
は
︑
欧
米
の
福
祉
国
家
レ
ジ
ー
ム
を
以
下
の
三
つ
に
類
型
す
る
︒

㈠
国
に
よ
る
公
的
な
福
祉
給
付
は
最
低
限
に
抑
え
︑
基
本
的
に
企
業
福
祉
や
個
人
年
金
な
ど
私
的
福
祉
で
補
助
さ
れ
る
︑
ア
メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ

な
ど
の
﹁
自
由
主
義
的
﹂
福
祉
国
家
︑
㈡
伝
統
的
な
家
族
制
度
を
保
持
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
家
族
支
援
型
の
福
祉
の
充
実
を
図
り
︑
家
族
の
能

力
が
不
足
し
た
場
合
に
の
み
国
家
が
介
入
す
る
︑
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
な
ど
の
﹁
保
守
的
﹂
福
祉
国
家
︑
㈢
脱
商
品
化
︵
decom
m
odification
︶

さ
れ
た
普
遍
主
義
的
な
福
祉
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
用
意
さ
れ
︑
こ
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
で
人
々
が
市
場
に
依
存
し
な
い
状
態
で
生
計
を
維
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持
で
き
る
︑
北
欧
な
ど
の
﹁
社
会
民
主
主
義
的
﹂
福
祉
国
家
で
あ
る⑰
︒
彼
に
よ
れ
ば
︑
日
本
の
社
会
政
策
シ
ス
テ
ム
は
︑
各
国
の
類
型
と
比
較

し
て
も
特
異
な
事
例
で
あ
り
︑
類
型
の
㈡
︑
㈢
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
︑
消
去
法
的
に
㈠
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
︒

だ
が
︑
実
際
の
と
こ
ろ
日
本
で
は
︑
家
父
長
制
に
基
づ
く
﹁
男
性
稼
ぎ
手
モ
デ
ル
﹂
の
家
族
の
あ
り
方
が
脈
々
と
受
け
継
が
れ
︑
強
化
さ
れ

て
き
た⑱
︒
戦
後
の
日
本
で
は
︑
福
祉
国
家
レ
ジ
ー
ム
と
し
て
小
さ
な
公
的
福
祉
︑
企
業
福
祉
︑
低
生
産
部
門
へ
の
保
護
規
制
が
掲
げ
ら
れ
た

﹁
日
本
型
福
祉
社
会
﹂
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
︑
先
述
の
と
お
り
で
あ
る
︒
一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
︑
他
欧
米
諸
国
で
は
新
自
由
主
義
へ

の
転
換
が
行
わ
れ
︑
社
会
政
策
が
家
父
長
的
な
近
代
家
族
と
親
和
的
で
は
な
く
な
る
﹁
脱
家
父
長
制
化
﹂
が
見
ら
れ
始
め
た⑲
︒
日
本
で
も
賃
金

抑
制
な
ど
を
通
じ
て
国
際
競
争
力
を
つ
け
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
︑
表
向
き
に
は
﹁
小
さ
な
政
府
﹂
を
演
出
し
て
い
た
が
︑
し
ば
ら
く
は
戦
後
に

形
成
さ
れ
た
レ
ジ
ー
ム
を
維
持
し
続
け
︑
﹁
男
性
稼
ぎ
手
モ
デ
ル
﹂
を
強
化
す
る
状
況
に
あ
っ
た
︒
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代

に
か
け
︑
経
済
の
低
成
長
と
自
由
化
圧
力
に
よ
り
﹁
日
本
型
福
祉
社
会
﹂
は
破
綻
し
︑
い
よ
い
よ
小
泉
政
権
の
も
と
で
公
共
事
業
の
削
減
や
地

方
交
付
税
の
削
減
な
ど
︑
新
自
由
主
義
的
な
改
革
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
男
性
首
相
の
属
人
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
加
え
︑

党
内
の
合
意
形
成
が
で
き
な
か
っ
た
た
め⑳
︑
こ
れ
ま
で
の
﹁
政
治
改
革
﹂
は
レ
ジ
ー
ム
転
換
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
結
び
つ
く
こ
と
は
な
く
︑
今
日
の

日
本
に
お
い
て
は
︑
社
会
政
策
の
﹁
脱
家
父
長
制
化
﹂
の
傾
向
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒

①

落
合
恵
美
子
﹃
二
一
世
紀
家
族
へ
﹄
有
斐
閣
︑
一
九
九
四
︑
九
八
頁
．

②

上
野
千
鶴
子
﹃
家
父
長
制
と
資
本
主
義
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
〇
︑
二
一
頁
．

③

西
川
祐
子
﹁
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
か
ら
の
問
い
﹂
現
代
思
想
第
三
一
巻
一
号
︑
二
〇

〇
三
︑
一
〇
四

-
一
一
四
頁
．

④

影
山
穂
波
﹁
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
地
理
学

ジ
ェ
ン
ダ
ー
概
念
と
地
理
学
﹂
︑
加

藤
政
洋
・
大
城
直
樹
編
著
﹃
都
市
空
間
の
地
理
学
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
〇

六
︑
二
五
一

-
二
六
二
頁
．

⑤

落
合
は
︑
こ
の
家
族
の
特
性
を
以
下
八
つ
の
項
目
で
整
理
す
る
︒
㈠
家
庭
領
域

と
公
共
領
域
の
分
離
︑
㈡
家
族
成
員
相
互
の
強
い
情
緒
的
関
係
︑
㈢
子
ど
も
中
心

主
義
︑
㈣
男
は
公
共
領
域
・
女
は
家
内
領
域
と
い
う
性
別
役
割
分
業
︑
㈤
家
族
の

集
団
性
の
強
化
︑
㈥
社
交
の
衰
退
︑
㈦
非
親
族
の
排
除
︑
㈧
核
家
族
︒
前
掲
①
︑

一
八
頁
．
さ
ら
に
西
川
は
︑
日
本
の
場
合
に
は
㈧
を
カ
ッ
コ
に
入
れ
た
上
で
︑
こ

の
特
性
に
以
下
二
つ
の
項
目
を
加
え
る
︒
㈨
こ
の
家
族
を
統
括
す
る
の
は
夫
で
あ

る
︑
㈩
こ
の
家
族
は
近
代
国
家
の
基
礎
単
位
を
な
す
︒
西
川
祐
子
﹃
近
代
国
家
と

家
族
モ
デ
ル
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
〇
︑
一
四
頁
．

⑥

千
田
有
紀
﹃
日
本
型
近
代
家
族

ど
こ
か
ら
来
て
ど
こ
へ
行
く
の
か
﹄
勁
草

書
房
︑
二
〇
一
一
︑
一
三
頁
．

⑦

落
合
恵
美
子
﹃
近
代
家
族
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
﹄
勁
草
書
房
︑
一
九
八
九
︑
一
二

ジェンダーと郊外（関村）
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頁
．
︵
＝
O
chiai,
E
.1997.
T
h
e
Japan
ese
F
am
ily
S
ystem
in
T
ran
sition
,

L
T
B
C
International
L
ibrary
F
oundation.︶

⑧

前
掲
⑦
︑
一
〇
四

-
一
〇
五
頁
．

⑨

こ
う
し
た
日
本
型
雇
用
慣
行
の
中
で
は
︑
女
性
社
員
は
結
婚
か
出
産
の
折
に
三

〇
歳
程
度
の
若
年
で
退
職
す
る
こ
と
が
通
例
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
年
功
賃
金
の
も

と
で
は
︑
女
性
は
入
社
・
入
庁
当
初
よ
り
賃
金
が
低
か
っ
た
上
に
︑
職
場
に
お
い

て
若
年
者
を
中
心
に
補
助
的
な
仕
事
を
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
︒

同
様
に
︑
中
年
以
上
の
女
性
の
雇
用
機
会
は
︑
ほ
と
ん
ど
が
低
賃
金
で
雇
用
保
障

の
な
い
︑
不
安
定
な
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
と
な
っ
て
い
た
︒
大
沢
真
理
﹃
男
女
共

同
参
画
社
会
を
つ
く
る
﹄
日
本
放
送
出
版
協
会
︑
二
〇
〇
二
．
二
〇
頁
．

⑩

そ
の
理
由
と
し
て
﹁
知
的
熟
練
﹂
に
お
け
る
女
性
の
不
在
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
が
︑
高
度
経
済
成
長
期
の
労
働
市
場
に
お
い
て
男
性
労
働
者
が
も
っ
ぱ
ら

﹁
知
的
熟
練
﹂
や
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
職
を
独
占
し
て
き
た
こ
と
は
︑
批
判
的
に
分

析
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒
大
沢
真
理
﹃
企
業
中
心
社
会
を
超
え
て

現
代
日
本

を
︿
ジ
ェ
ン
ダ
ー
﹀
で
読
む
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
二
〇
︑
六
四

-
六
五
頁
．

⑪

大
沢
真
理
﹁
経
済
学
・
社
会
政
策
の
再
構
築

生
活
保
障
シ
ス
テ
ム
論

﹂
︑
埋
橋
孝
文
編
著
﹃
承
認
と
包
摂
へ

労
働
と
生
活
の
保
障
︵
ジ
ェ
ン

ダ
ー
社
会
科
学
の
可
能
性

第
二
巻
︶
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
一
︑
二
一

-
四
一
頁
．

⑫

前
掲
⑨
︑
六
六

-
六
七
頁
．

⑬

大
沢
真
理
編
著
﹃
叢
書
現
代
の
経
済
・
社
会
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
︵
第
四
巻
︶
福
祉

国
家
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
﹄
明
石
書
店
︑
二
〇
〇
四
︑
五
四

-
五
五
頁
．

⑭

専
業
主
婦
は
︑
階
級
と
し
て
の
自
己
主
張
を
含
み
︑
一
つ
の
生
き
方
の
表
現
な

の
だ
と
山
田
は
指
摘
す
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
﹁
遊
ん
で
仕
事
し
な
い
﹂
上
流
の
女
性

た
ち
︑
﹁
生
活
の
た
め
に
仕
事
す
る
﹂
庶
民
の
女
性
た
ち
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と

し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
︒
山
田
昌
弘
﹃
近
代
家
族
の
ゆ
く
え

家

族
と
愛
情
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
﹄
新
曜
社
︑
一
九
九
四
︑
一
六
三
頁
．

⑮

日
本
型
福
祉
社
会
は
︑
一
九
七
九
年
に
大
平
内
閣
に
よ
り
推
進
さ
れ
た
福
祉
国

家
レ
ジ
ー
ム
の
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
理
念
は
同
年
に
出
版
さ
れ
た
自
由
民
主
党
の

﹃
日
本
型
福
祉
社
会
﹄
に
示
さ
れ
て
い
る
︒
大
平
氏
は
か
ね
て
か
ら
田
園
都
市
構

想
と
家
庭
基
盤
の
双
方
の
充
実
を
経
済
発
展
の
た
め
の
政
策
と
し
て
掲
げ
て
お
り
︑

そ
こ
で
は
お
も
に
﹁
自
助
努
力
﹂
︑
﹁
家
庭
基
盤
の
充
実
﹂
︑
﹁
地
域
の
相
互
扶
助
﹂
︑

﹁
企
業
福
祉
の
充
実
﹂
が
柱
と
な
っ
て
い
る
︒
堀

勝
洋
﹃
日
本
型
福
祉
社
会

論
﹄
季
刊
社
会
保
障
研
究
第
一
七
巻
第
一
号
︑
一
九
八
一
︑
三
七

-
五
〇
頁
．

⑯

前
掲
⑨
︑
八
八

-
八
九
頁
．
主
婦
が
早
々
に
子
育
て
を
終
え
︑
時
間
に
余
裕
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
と
︑
男
性
に
例
え
る
と
こ
ろ
に
よ
る
﹁
老
後
﹂
に
近
い
ラ
イ

フ
ス
テ
ー
ジ
に
入
る
と
い
う
︒
こ
う
し
た
主
婦
の
時
間
的
・
労
力
的
余
裕
を
﹁
早

す
ぎ
る
老
後
﹂
と
捉
え
︑
国
は
こ
の
時
期
に
入
っ
た
家
庭
内
の
女
性
た
ち
に
介
護

な
ど
の
ケ
ア
労
働
を
見
込
ん
で
い
る
指
摘
す
る
︒

⑰

エ
ス
ピ
ン
・
ア
ン
デ
ル
セ
ン
︑
G
.
著
︑
岡
沢
憲
芙
・
宮
本
太
郎
監
訳
﹃
福
祉

資
本
主
義
の
三
つ
の
世
界
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
〇
一
︑
二
三

-
三
一
頁
．

︵
＝
E
sp
in-A
n
d
ersen,
G
.
1990.
T
h
e
T
h
ree
W
orld
s
of
W
elfare

C
apitalism
.
C
am
bridge:
P
olity
P
ress.︶

⑱

田
中
拓
道
﹃
福
祉
政
治
史

格
差
に
抗
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹄
勁
草
書
房
︑

二
〇
一
七
︑
二
〇
五

-
二
〇
六
頁
．

⑲

武
川
正
吾
﹃
連
帯
と
承
認

グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
個
人
化
の
な
か
の
福
祉
国

家
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
七
︑
一
五
三

-
一
五
五
頁
．

⑳

前
掲
⑩
︑
二
一
八
頁
．
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第
四
章

職
住
分
離
を
支
え
る
前
提
の
崩
壊
と
都
市
郊
外
の
変
容

第
一
節

職
住
分
離
を
支
え
る
前
提
の
崩
壊

ジ
ェ
ン
ダ
ー
役
割
分
業
に
基
づ
く
家
族
と
︑
こ
れ
を
促
す
日
本
の
社
会
政
策
を
背
景
と
し
て
︑
都
市
空
間
は
公
的
領
域
と
私
的
領
域
と
に
空

間
的
に
分
離
し
た
︒
こ
う
し
た
都
市
空
間
の
職
住
分
離
と
都
市
郊
外
の
発
展
に
は
︑
単
な
る
労
働
者
向
け
の
住
宅
不
足
の
解
消
に
と
ど
ま
ら
な

い
明
確
な
目
的
が
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
や
矛
盾
を
解
決
し
得
る
家
族
の
た
め
の
住
居
提
供
︑
つ
ま
り
﹁
核
家
族
の
容
器
﹂
の

供
給
で
あ
る①
︒
一
九
五
五
年
の
日
本
住
宅
公
団
法
か
ら
始
ま
っ
た
日
本
の
大
都
市
圏
に
お
け
る
住
宅
政
策
は
︑
公
営
住
宅
か
ら
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

計
画
に
至
る
ま
で
︑
い
わ
ば
こ
の
﹁
容
器
﹂
の
提
供
が
目
指
さ
れ
た
︒
先
述
の
落
合
は
︑
既
婚
女
性
た
ち
の
主
婦
化
と
と
も
に
成
立
す
る
︑
性

別
役
割
分
業
を
前
提
と
し
た
﹁
家
族
の
戦
後
体
制
﹂
を
指
摘
し
た
が
︑
そ
の
制
度
的
な
装
置
と
規
範
を
確
立
さ
せ
た
も
の
の
一
つ
が
︑
住
宅
政

策
で
あ
っ
た
︒

し
か
し
現
在
︑
終
身
雇
用
制
や
年
功
序
列
賃
金
と
い
っ
た
日
本
型
の
雇
用
慣
行
の
衰
退
と
と
も
に
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
役
割
分
業
に
基
づ
く
﹁
家

族
の
戦
後
体
制
﹂
は
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
︒
そ
れ
に
と
も
な
い
︑
日
本
の
都
市
空
間
も
大
き
な
変
貌
の
過
程
に
あ
る
︒
人
口
・
都
市
機
能
の
﹁
都

心
回
帰②
﹂
︑
定
住
人
口
の
少
子
・
高
齢
化
の
進
行
︑
建
造
環
境
の
老
朽
化
に
加
え
︑
近
年
で
は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
化
︑
新
自
由
主
義
経
済
に
よ
る

都
市
空
間
や
公
的
部
門
の
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
の
波
に
よ
っ
て
︑
生
活
空
間
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
状
況
す
ら
生
ま
れ
て
い
る
︒

こ
れ
ら
の
問
題
は
︑
﹁
男
性
稼
ぎ
手
モ
デ
ル
﹂
を
前
提
と
し
た
職
住
分
離
の
二
項
対
立
的
構
造
の
崩
壊
と
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
循
環
し
て
き
た

都
市
シ
ス
テ
ム
が
︑
日
本
の
社
会
に
お
い
て
も
は
や
十
分
に
機
能
し
な
く
な
っ
た
こ
と
意
味
す
る③
︒
そ
し
て
こ
の
影
響
は
︑
﹁
核
家
族
の
容
器
﹂

と
し
て
日
本
の
社
会
構
造
を
再
生
産
し
て
き
た
都
市
郊
外
に
最
も
強
く
表
出
し
て
い
る
︒
既
存
の
固
定
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
役
割
や
︑
近
代
家
族

と
し
て
の
規
範
を
強
い
ら
れ
て
き
た
前
提
の
見
直
し
︑
住
民
の
生
き
方
を
規
定
し
て
き
た
画
一
化
さ
れ
た
空
間
の
機
能
を
改
め
て
検
討
す
る
時
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期
に
差
し
掛
か
っ
て
い
る
︒
そ
こ
で
以
下
で
は
︑
変
容
す
る
郊
外
と
そ
こ
に
暮
ら
す
住
民
た
ち
の
よ
う
す
を
概
観
し
た
上
で
︑
都
市
シ
ス
テ
ム

を
支
え
て
き
た
郊
外
の
既
婚
女
性
の
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
に
注
目
し
︑
彼
女
た
ち
の
語
り
を
通
じ
て
︑
既
存
の
役
割
を
超
え
る
関
係
性
を
再
構

築
し
よ
う
と
す
る
郊
外
住
民
た
ち
の
動
き
︑
固
定
的
性
別
役
割
分
業
に
根
ざ
す
空
間
の
秩
序
の
限
界
を
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
詳
細
に
み

て
い
く
こ
と
に
す
る
︒

第
二
節

対
象
地
域
・
千
里
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
と
豊
中
市
の
よ
う
す

本
研
究
が
対
象
と
す
る
計
画
的
な
郊
外
と
は
︑
都
心
に
通
勤
し
︑
家
族
賃
金
を
得
る
中
流
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
層
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
世
帯
に
よ

る
家
族
モ
デ
ル
︑
そ
し
て
そ
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
体
現
さ
れ
る
空
間
で
あ
る
︒
さ
ら
に
は
︑
こ
の
よ
う
な
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
世
帯
を
中
心
と
す

る
核
家
族
に
む
け
て
作
り
出
さ
れ
て
き
た
住
宅
地
域
で
あ
り
︑
職
住
分
離
の
都
市
計
画
の
中
で
整
備
さ
れ
︑
空
間
的
な
広
が
り
と
し
て
そ
の
政

策
的
な
思
想
を
表
出
し
て
き
た
空
間
で
あ
る④
︒
本
研
究
で
は
︑
あ
え
て
モ
デ
ル
化
さ
れ
た
職
住
分
離
の
計
画
空
間
の
﹁
体
現
者
﹂
と
な
っ
て
き

た
中
流
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
層
の
住
民
た
ち
に
注
目
す
る
こ
と
で
︑
社
会
的
・
経
済
的
な
基
盤
が
変
容
す
る
中
で
の
彼
／
彼
女
た
ち
の
対
応
を
考

察
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒

研
究
対
象
地
域
と
な
る
大
阪
府
千
里
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
は
︑
日
本
で
最
初
の
大
規
模
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
で
あ
り
︑
大
阪
府
北
部
に
位
置
す
る
豊
中

市
︑
吹
田
市
に
二
市
に
ま
た
が
る
︵
図
一
︶
︒
先
述
の
と
お
り
︑
住
宅
の
不
足
な
ど
を
背
景
と
し
て
︑
国
や
日
本
住
宅
公
団
︑
大
阪
府
に
よ
り

建
設
さ
れ
た
︒
一
九
六
一
年
に
起
工
式
︑
翌
年
に
は
佐
竹
台
地
区
の
入
居
と
ま
ち
び
ら
き
が
行
わ
れ
た
︒
当
時
︑
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
直
接
的
な

開
発
に
あ
た
っ
た
の
は
︑
大
阪
府
企
業
局
が
管
轄
す
る
千
里
開
発
セ
ン
タ
ー
︵
大
阪
府
タ
ウ
ン
管
理
財
団
︶
で
あ
る
︒
一
九
六
三
年
以
降
︑
﹁
新

住
宅
市
街
地
開
発
事
業
﹂
と
し
て
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
開
発
は
進
め
ら
れ
て
い
っ
た⑤
︒
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
ま
ち
び
ら
き
の
当
初
は
︑
千
里
ニ
ュ
ー
タ

ウ
ン
に
は
日
本
住
宅
公
団
の
建
設
し
た
公
団
集
合
住
宅
︑
大
阪
府
住
宅
供
給
公
社
︑
大
阪
府
営
の
集
合
住
宅
︑
民
間
企
業
社
宅
︑
一
戸
建
て
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
住
宅
形
態
が
計
画
さ
れ
︑
中
低
所
得
階
層
を
メ
イ
ン
に
高
所
得
階
層
も
住
民
と
し
て
居
住
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た⑥
︒
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出典：国勢調査

単位：世帯 夫婦のみの世帯
夫婦と子ども

から成る世帯

男親と子ども

から成る世帯

女親と子ども

から成る世帯

2005年 33,577（33％） 52,938（52％） 1,980（b％） 13,042（13％）

2010年 34,640（34％） 51,958（50％） 2,038（b％） 14,439（14％）

2015年 36,215（34％） 52,765（50％） 2,082（b％） 14,759（14％）

表� 豊中市における核家族の世帯構成（2005-2015年）

出典：国勢調査

単位：世帯 夫婦のみの世帯
夫婦と子ども

から成る世帯

男親と子ども

から成る世帯

女親と子ども

から成る世帯

2005年 33,577（33％） 52,938（52％） 1,980（b％） 13,042（13％）

2010年 34,640（34％） 51,958（50％） 2,038（b％） 14,439（14％）

2015年 36,215（34％） 52,765（50％） 2,082（b％） 14,759（14％）

表� 豊中市における核家族の世帯構成（2005-2015年）

出典：国勢調査

単位：世帯 夫婦のみの世帯
夫婦と子ども

から成る世帯

男親と子ども

から成る世帯

女親と子ども

から成る世帯

2005年 33,577（33％） 52,938（52％） 1,980（b％） 13,042（13％）

2010年 34,640（34％） 51,958（50％） 2,038（b％） 14,439（14％）

2015年 36,215（34％） 52,765（50％） 2,082（b％） 14,759（14％）

表� 豊中市における核家族の世帯構成（2005-2015年）

図
二
は
︑
千
里
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
お
よ
び
関
係
市
で
あ
る
豊
中
市
の
人
口
推
移
で
あ
る
︒
千
里
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の

入
居
想
定
の
人
口
は
︑
当
初
計
画
に
よ
れ
ば
︑
一
五
万
人
で
あ
っ
た⑦
︒
実
際
の
人
口
は
︑
一
九
六
六
年
に
五
万
人
︑

一
九
六
九
年
に
は
一
〇
万
人
︑
﹁
日
本
万
国
博
覧
会
﹂
が
開
催
さ
れ
た
一
九
七
〇
年⑧
に
は
十
一
万
人
を
突
破
し
︑

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
は
大
阪
都
心
部
で
働
く
多
く
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
世
帯
が
入
居
し
た
が
︑
一
九
七
五
年
の
一
二
万

人
が
ピ
ー
ク
と
な
っ
て
緩
や
か
に
減
少
し
︑
計
画
さ
れ
た
人
口
に
届
く
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
一
方
︑
千
里
ニ
ュ
ー

タ
ウ
ン
の
関
係
市
で
あ
る
豊
中
市
は
︑
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
計
画
に
よ
り
整
備
さ
れ
た
鉄
道
な
ど
の
広
域
都
市
基
盤
に

よ
り
人
口
を
集
め
て
い
た
︒
特
に
︑
北
部
の
モ
ノ
レ
ー
ル
沿
線
部
︑
丘
陵
地
帯
な
ど
に
造
成
さ
れ
た
一
戸
建
て
や

マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
は
︑
都
心
に
通
う
中
流
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
層
に
向
け
た
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
︑
ニ
ュ
ー
タ
ウ

ン
同
様
に
人
気
の
住
宅
地
域
と
な
っ
た⑨
︒
豊
中
市
の
人
口
は
︑
一
九
八
五
年
の
四
一
万
人
を
ピ
ー
ク
に
減
少
に
転

じ
て
い
る
が
︑
そ
の
後
︑
民
間
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
の
マ
ン
シ
ョ
ン
開
発
が
上
新
田
地
区
な
ど
を
中
心
に
再
び
活
発

化
し
て
い
る
影
響
か
︑
二
〇
一
〇
年
以
降
︑
増
加
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
︒

こ
の
よ
う
な
地
域
に
暮
ら
す
近
年
の
住
民
の
特
性
は
︑
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
表
一
は
︑
豊

中
市
に
お
け
る
二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
一
五
年
に
か
け
て
の
住
民
の
世
帯
構
成
の
変
化
を
︑
特
に
核
家
族
に
注
目

し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
︒
核
家
族
の
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
国
勢
調
査
に
準
じ
て
い
る
︒
核
家
族
世
帯
の
世

帯
構
成
の
変
化
に
は
︑
い
く
つ
か
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
︒
一
つ
目
に
は
︑
﹁
夫
婦
の
み
の
世
帯
﹂
が
微
増
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
︒
目
立
っ
た
増
え
方
で
は
な
い
も
の
の
︑
そ
の
増
加
は
︑
二
〇
〇
五
年
か
ら
の
五
年
間
︵
＋
一
〇

六
三
人
︶
︑
二
〇
一
〇
年
か
ら
の
五
年
間
︵
＋
一
五
七
五
人
︶
と
一
定
数
増
加
し
て
い
る
︒
都
市
郊
外
と
近
代
家
族

の
こ
れ
ま
で
の
関
係
性
︑
ま
た
︑
子
ど
も
の
い
な
い
核
家
族
世
帯
が
全
国
的
に
も
増
え
続
け
て
い
る
最
近
の
傾
向

を
考
え
れ
ば
︑
わ
ず
か
な
変
化
で
は
あ
る
が
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
︒
二
つ
目
に
は
︑
﹁
女
親
と
子
ど
も
か
ら
成

248 (248)



単位：人 おもに仕事
家事のほか

仕事

通学のかたわ

ら仕事
休業者 完全失業 非労働力人口

1995年 119,851（74％） 762（r％） 2,569（b％） 1,296（s％） 6,847（t％） 30,684（19％）

2000年 109,704（71％） 1,032（s％） 2,385（s％） 1,436（s％） 7,133（t％） 33,528（22％）

男性 2005年 100,775（67％） 1,321（s％） 2,457（b％） 1,969（s％） 7,850（u％） 36,115（24％）

2010年 93,026（65％） 1,607（s％） 2,428（b％） 2,085（b％） 7,544（u％） 35,406（25％）

2015年 92,752（63％） 1,720（s％） 2,301（b％） 1,858（s％） 5,142（t％） 43,194（29％）

1995年 47,532（27％） 24,640（14％） 1,874（s％） 783（s％） 3,988（b％） 94,721（55％）

2000年 48,592（28％） 21,839（13％） 1,781（s％） 994（s％） 4,130（b％） 93,223（55％）

女性 2005年 45,741（27％） 23,756（14％） 2,050（s％） 1,481（s％） 4,414（v％） 92,673（54％）

2010年 46,977（29％） 22,861（14％） 2,084（s％） 1,661（s％） 4,251（v％） 84,127（52％）

2015年 47,977（28％） 24,602（15％） 2,130（s％） 2,024（s％） 3,061（b％） 89,613（53％）

注）「非労働力人口」は、家事、通学、高齢者などを含む

出典：国勢調査

表� 豊中市における15歳以上の労働力人口と非労働力人口（1995-2015年）

単位：人 おもに仕事
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る
世
帯
﹂
︑
﹁
男
親
と
子
ど
も
か
ら
成
る
世
帯
﹂
︑
つ
ま
り
ひ
と
り
親
世
帯
が
全
体
の
一
五
％

程
度
を
占
め
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
ひ
と
り
親
世
帯
に
お
い
て
は
︑
﹁
女

親
と
子
ど
も
﹂
か
ら
な
る
組
み
合
わ
せ
が
︑
﹁
男
親
と
子
ど
も
﹂
か
ら
な
る
組
み
合
わ
せ
に

比
べ
て
七
倍
近
く
も
多
い
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
は
見
逃
せ
な
い
が
︑
戦
後
か
ら
高
度
経
済

成
長
期
に
理
想
と
さ
れ
て
き
た
近
代
家
族
と
は
異
な
る
︑
郊
外
の
家
族
の
あ
り
方
の
複
雑

化
・
多
様
化
を
示
す
も
の
と
し
て
︑
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
︒

最
後
に
︑
豊
中
市
に
お
け
る
一
九
九
五
年
か
ら
二
〇
一
五
年
ま
で
の
一
五
歳
以
上
の
労
働

力
人
口
と
非
労
働
力
人
口⑩
の
推
移
を
男
女
別
に
示
し
た
も
の
を
見
て
み
た
い
︵
表
二
︶
︒
﹁
非

労
働
力
人
口
﹂
と
い
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
︑
若
干
の
違
和
感
は
あ
る
も
の
の
︑
男
性
に
お

け
る
﹁
お
も
に
仕
事
﹂
人
口
の
割
合
に
対
し
て
︑
女
性
に
お
け
る
﹁
非
労
働
力
人
口
﹂
︵
つ

ま
り
再
生
産
労
働
に
勤
し
む
人
︶
の
割
合
の
大
き
さ
に
は
︑
未
だ
既
存
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
役
割
を

反
映
す
る
傾
向
が
強
い
こ
と
が
伺
え
る
︒
ま
た
︑
﹁
家
事
の
ほ
か
仕
事
﹂
に
従
事
し
て
い
た

人
々
が
︑
男
性
に
比
べ
て
大
い
に
女
性
に
顕
著
で
あ
り
︑
一
九
九
五
年
か
ら
一
定
数
い
る
こ

と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
︒
だ
が
︑
女
性
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
そ
の
年
の
総
数
に
占
め
る

割
合
が
も
っ
と
も
大
き
い
﹁
非
労
働
力
人
口
﹂
に
つ
い
て
は
︑
年
々
減
少
傾
向
に
あ
る
こ
と

に
加
え
︑
﹁
お
も
に
仕
事
﹂
﹁
家
事
の
ほ
か
仕
事
﹂
を
合
わ
せ
た
割
合
と
ほ
ぼ
同
程
度
に
な
っ

て
き
て
い
る
︒
特
に
二
〇
一
五
年
の
状
況
を
見
る
と
︑
﹁
お
も
に
仕
事
﹂
﹁
家
事
の
ほ
か
仕

事
﹂
を
合
わ
せ
た
割
合
が
全
体
の
四
三
％
︑
﹁
非
労
働
力
人
口
﹂
の
割
合
が
五
三
％
で
あ
り
︑

両
者
が
ほ
ぼ
拮
抗
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
千
里
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
︑
豊
中
市
な
ど
の

ジェンダーと郊外（関村）
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都
市
郊
外
に
お
い
て
も
︑
近
年
︑
仕
事
を
持
つ
女
性
の
割
合
は
大
き
く
︑
男
性
＝
勤
め
人
／
女
性
＝
家
事
・
育
事
と
い
っ
た
固
定
的
な
性
別
役

割
分
業
を
前
提
と
し
た
従
来
の
労
働
状
況
と
は
異
な
っ
た
傾
向
が
生
じ
始
め
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

第
三
節

千
里
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
暮
ら
す
女
性
た
ち
の
語
り

第
一
項

職

場

こ
こ
で
は
︑
千
里
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
暮
ら
す
既
婚
女
性
た
ち
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
り
得
ら
れ
た
語
り
か
ら
︑
都
市
郊
外
の
地
域
や
家
庭
に

お
い
て
彼
女
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
実
践
や
関
係
構
築
を
行
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
を
す
る
︒
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
対
象
と
し
た
の
は
︑
千

里
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
︵
お
よ
び
隣
接
す
る
豊
中
市
︶
の
マ
ン
シ
ョ
ン
や
一
戸
建
て
住
宅
に
入
居
し
た
︑
八
名
の
女
性
た
ち
で
あ
る
︵
表
三
︶
︒
彼
女
た

ち
の
多
く
は
︑
夫
の
転
勤
を
契
機
と
し
て
大
阪
府
の
千
里
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
や
そ
の
近
隣
地
域
へ
と
転
入
し
︑
そ
の
後
︑
現
在
の
住
居
に
入
居
し

た
︒
い
ず
れ
も
︑
結
婚
ま
た
は
出
産
に
よ
り
前
職
︵
フ
ル
タ
イ
ム
︶
を
辞
し
︑
家
事
・
育
児
に
専
念
す
る
た
め
に
専
業
主
婦
と
し
て
家
庭
に
入

り
︑
育
児
が
一
段
落
し
た
一
〇
年
弱
の
時
間
を
経
て
︑
自
宅
か
ら
近
い
場
所
で
仕
事
を
探
し
︑
現
在
の
職
︵
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
派
遣
社
員
︶
に
従

事
し
て
い
る
︒
家
族
構
成
は
︑
い
ず
れ
も
夫
婦
と
子
ど
も
か
ら
な
る
核
家
族
の
構
成
で
あ
り
︑
末
子
は
既
に
小
学
校
高
学
年
や
中
学
生
に
な
る
︒

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
︑
二
〇
一
二
年
か
ら
二
〇
一
四
年
に
か
け
て
対
面
式
で
行
っ
た⑪
︒
以
下
︑
都
市
郊
外
と
そ
こ
に
暮
ら
す
女
性
た
ち
の
状
況
を

詳
細
に
捉
え
る
た
め
に
︑
こ
れ
ら
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
手
が
か
り
に
﹁
職
場
﹂
︑
﹁
地
域
﹂
︑
そ
し
て
﹁
家
庭
﹂
と
い
う
場
に
着
目
し
な
が
ら
考

え
て
い
く
︒

ま
ず
は
︑
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
身
を
置
く
ま
で
の
︑
あ
る
い
は
身
を
置
い
て
か
ら
の
︑
女
性
た
ち
と
職
場
︵
生
産
領
域
︶
と
の
関
わ
り
方
に
つ

い
て
見
て
い
き
た
い
︒

千
里
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
︵
吹
田
市
域
︶
の
出
身
で
あ
る
Ｂ
さ
ん
は
︑
夫
と
長
女
と
と
も
に
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
暮
ら
し
て
い
る
︒
現
在
は
︑
子
ど
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出典：インタビュー

出身地 現在の職 世帯構成

A（42） 愛知県名古屋市 百貨店販売（派遣社員） 夫・長男・次男

B（43） 大阪府吹田市 クリーニング店（パート） 夫・長女

C（42） 埼玉県羽生市 介護施設調理（パート） 夫・長男・次男

D（41） 岡山県岡山市 学習塾（パート） 夫・長女・次女

F（40） 兵庫県神戸市 学校給食調理（パート） 夫・長男

G（42） 千葉県柏市 コールセンター（派遣社員） 夫・長男・次男

K（42） 兵庫県尼崎市 百貨店販売（派遣社員） 夫・長女

R（44） 大阪府大阪市 出版関連（フリーランス） 夫・長男

表� 女性たちの属性
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も
の
成
長
と
と
も
に
専
業
主
婦
生
活
を
終
え
︑
近
所
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
店
で
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
と
し

て
働
く
︒
地
元
の
四
年
制
大
学
を
出
て
か
ら
大
阪
市
中
央
区
に
あ
る
印
刷
会
社
で
働
い
て
い
た
︒
夫

と
は
一
九
九
二
年
に
入
社
と
と
も
に
結
婚
を
し
て
お
り
︑
Ｂ
さ
ん
は
夫
と
と
も
に
勤
務
す
る
印
刷
会

社
の
仕
事
に
や
り
が
い
を
感
じ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
入
社
か
ら
六
年
目
の
一
九
九
八
年
に
︑
会
社
の

リ
ス
ト
ラ
を
契
機
と
し
て
こ
の
印
刷
会
社
を
辞
め
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
Ｂ
さ
ん
は
リ
ス
ト
ラ
の
際
に
︑

Ｂ
さ
ん
自
身
で
は
な
く
︑
同
じ
職
場
で
働
く
夫
を
社
員
と
し
て
﹁
選
ぶ
﹂
い
う
上
司
の
言
葉
に
ひ
ど

く
落
胆
し
た
と
い
う
︒
現
在
︑
夫
は
Ｂ
さ
ん
が
働
い
て
い
た
印
刷
会
社
で
勤
務
を
続
け
て
お
り
︑
Ｂ

さ
ん
と
同
じ
年
齢
の
夫
は
︑
現
在
︑
勤
続
二
一
年
目
で
管
理
職
を
務
め
て
い
る
︒
Ｂ
さ
ん
は
自
身
が

﹁
肩
叩
き
﹂
に
あ
っ
た
の
は
︑
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
が
ほ
か
な
ら
ぬ
原
因
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

複
雑
な
気
持
ち
で
振
り
返
る
︒

経
済
的
な
生
産
性
を
追
求
し
︑
そ
の
担
い
手
と
し
て
の
男
性
を
最
優
先
す
る
職
場
で
の
慣
行
が
︑

現
在
で
も
職
場
と
い
う
場
か
ら
女
性
を
排
除
す
る
最
大
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
︑
次
の
語
り

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
︒

兵
庫
県
神
戸
市
の
出
身
で
あ
る
Ｆ
さ
ん
は
︑
夫
と
長
男
と
と
も
に
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
暮
ら
す
︒
短

期
大
学
を
卒
業
し
た
後
︑
大
阪
市
内
の
電
気
関
連
会
社
に
正
社
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
︒
関
西
で

も
有
名
な
会
社
へ
の
就
職
が
決
ま
り
︑
家
族
も
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出典：インタビュー

内 容

A-1

下の子はまだ幼稚園なので、お休みがいっぱいとれて、時間的にも一日の勤務時間が短い仕

事を探していました。近くに○○○○（ファストフード店）がありましたから。子どもがち

っさい条件にあっていたので、そこを選んだんですよね。だけど、やっぱり、子どもがこの

先手を離れていって、自分に何が残るのかというときに、やっぱり自分がしたい仕事のほう

が良いかなっていうのを思っていまして。

B-1

十年働いたしもういいかなっていうのと。一つは、同じ職場っていうので「肩叩き」が間接

的に始まったので…。支店長に呼ばれて、支店を縮小すると本社から言われた場合に、主人

をとるか私をとるかといえば、会社は主人を選びますとはっきり言われました。そろそろ十

年で区切りもよかったので、それなら辞めようかなって。（中略）結婚した時はたまたま支

店長がよい方で何も言われることなくそのまま仕事を続けられただけで、途中で支店長が替

わったので。上司のあれですよね。

F-1

ものすごい忙しい所だったので、なかなかやっぱり育児と家事と仕事とっていうのは難しい

場所ではあったので、ま、辞めさせられたという感じです。私たちの時は、まだこの会社的

には「結婚したら辞める」っていう人がほとんどだったんですね。子どもを産んでまでいる

っていうのは初めてのケースだったんです。私が初めてだったんですよ。だから育児休暇を

取ったのも私が初めてだし。それのせいだとも思うんですけれど。周りの皆も初めてのこと

ばかりになってくるので。色々と邪魔だったんでしょうね。（中略）制度はあるけれど、誰

も使ったことがないようなものというか…。「辞めるのが当たり前やろ」っていうような感

じではあったので。すごいだから煙たがられましたね。

G-1

結局、一般事務をやってたので、あまりやりがいがなかったっていうか、ちょっとつまらな

くなってしまった。それと、電車通勤がちょっときつかったので、近くに電車で通わなくて

すむところに。私、実家がずっとじゃないですけど千葉だったので。そこから日本橋だった

んですよ。だから（最初の職場が）結構s時間ぐらいかかって。やっぱり、結構電車通勤辛

かったので。

表� かつての職場での不安
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出典：インタビュー

内 容

C-1

下の子が小学校六年の時に鍵を持ってない状態で帰って来ちゃって、塾に行かなくちゃいけ

なくてパニクってた時に、下の（階の）奥さんが職場まで連れて来てくれた。鍵がないと集

合住宅って入れないじゃないですか。よそのお母さんに入れてもらって「うちで待って

る？」とか。そういうコミュニケーションはすごいある感じですね。この辺てみんなどこか

らか来た人達で、マンションの人達も同じような境遇の方が多くて。助けてくださる方が多

いですね。

K-1

保育士をしてたんですけど、そっからのブランクもあるし。いざ自分の子どもってなると違

うんですよね。（中略）まあ、それをどうしようと思ったら、持ってる本と、あと検診に行

ったときに聞くっていう…。あとは自分に『大丈夫、大丈夫』ってこう思い聞かせながら。

自分の子どもってなると成長の過程がとか、人の子とここが違うとか。人と比べてしまうっ

ていうのがあったのと。マンションに子どもさんがいなかったんですよね、周りも。そこが

ちょっと閉鎖的だったんです。（ママ友が）最初いないし、周りも（同じように感じ）。で、

出かけてる人、周りで赤ちゃん見なかったんですよね。で、外で遊んでる人も少なくって。

あっすごい閉鎖的なんですけど、まあそこはあんまり気付いてなくて、そん時は。

R-1

日常とかでは、同じ社宅のお母さん方にすごく助けてもらいました。物理的にも精神的にも。

集まるのが楽しみみたいな感じにはなってくるんですけど。もうほんとに（子どもが）小さ

い時とかは、お茶に呼んでもらって話すだけで気持ちがすごい楽になったりとか。ひどい母

親って思われるかもしれないですけど、一対一が辛いんですよ。で、行って子ども同士が遊

んでくれて、大人の話が出来るだけですっごい楽なんです。（中略）ひとりは全然平気なん

ですけど、ひとりで飲みにでも行ける女なんですけど、子どもと一対一が嫌なんですよ。は

っきり言ったらもう全然見たくないっていうか、顔を。その時、何でそんな風やったんか今

は分からないんですよ。今は全然そんなことないので。その時は、もう子どもをひとりで見

てるのが辛かった。で、近くに（実）母がいない分、あのほんとにニュータウンとかの、し

かも社宅暮らしなんで、同世代のお母さん方がたくさんいる中での子育てになったので。友

人に助けてもらった部分が大きくて。

表� 隣人・子どもを介したつながり

出典：インタビュー
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ですけど、ひとりで飲みにでも行ける女なんですけど、子どもと一対一が嫌なんですよ。は

っきり言ったらもう全然見たくないっていうか、顔を。その時、何でそんな風やったんか今

は分からないんですよ。今は全然そんなことないので。その時は、もう子どもをひとりで見

てるのが辛かった。で、近くに（実）母がいない分、あのほんとにニュータウンとかの、し

かも社宅暮らしなんで、同世代のお母さん方がたくさんいる中での子育てになったので。友

人に助けてもらった部分が大きくて。

表� 隣人・子どもを介したつながり

出典：インタビュー

内 容

C-1

下の子が小学校六年の時に鍵を持ってない状態で帰って来ちゃって、塾に行かなくちゃいけ

なくてパニクってた時に、下の（階の）奥さんが職場まで連れて来てくれた。鍵がないと集

合住宅って入れないじゃないですか。よそのお母さんに入れてもらって「うちで待って

る？」とか。そういうコミュニケーションはすごいある感じですね。この辺てみんなどこか

らか来た人達で、マンションの人達も同じような境遇の方が多くて。助けてくださる方が多

いですね。

K-1

保育士をしてたんですけど、そっからのブランクもあるし。いざ自分の子どもってなると違

うんですよね。（中略）まあ、それをどうしようと思ったら、持ってる本と、あと検診に行

ったときに聞くっていう…。あとは自分に『大丈夫、大丈夫』ってこう思い聞かせながら。

自分の子どもってなると成長の過程がとか、人の子とここが違うとか。人と比べてしまうっ

ていうのがあったのと。マンションに子どもさんがいなかったんですよね、周りも。そこが

ちょっと閉鎖的だったんです。（ママ友が）最初いないし、周りも（同じように感じ）。で、

出かけてる人、周りで赤ちゃん見なかったんですよね。で、外で遊んでる人も少なくって。

あっすごい閉鎖的なんですけど、まあそこはあんまり気付いてなくて、そん時は。

R-1

日常とかでは、同じ社宅のお母さん方にすごく助けてもらいました。物理的にも精神的にも。

集まるのが楽しみみたいな感じにはなってくるんですけど。もうほんとに（子どもが）小さ

い時とかは、お茶に呼んでもらって話すだけで気持ちがすごい楽になったりとか。ひどい母

親って思われるかもしれないですけど、一対一が辛いんですよ。で、行って子ども同士が遊

んでくれて、大人の話が出来るだけですっごい楽なんです。（中略）ひとりは全然平気なん

ですけど、ひとりで飲みにでも行ける女なんですけど、子どもと一対一が嫌なんですよ。は

っきり言ったらもう全然見たくないっていうか、顔を。その時、何でそんな風やったんか今

は分からないんですよ。今は全然そんなことないので。その時は、もう子どもをひとりで見

てるのが辛かった。で、近くに（実）母がいない分、あのほんとにニュータウンとかの、し

かも社宅暮らしなんで、同世代のお母さん方がたくさんいる中での子育てになったので。友

人に助けてもらった部分が大きくて。

表� 隣人・子どもを介したつながり

の
転
勤
で
山
梨
県
甲
府
市
︑
そ
の
後
︑
大
阪
府

に
移
住
し
た
︒
大
阪
転
勤
後
︑
分
譲
マ
ン
シ
ョ

ン
を
購
入
し
︑
出
産
し
た
子
ど
も
二
人
が
小
学

校
高
学
年
︑
中
学
生
に
な
る
二
〇
〇
九
年
頃
に

夫
は
さ
ら
に
別
の
地
域
へ
の
転
勤
が
決
ま
っ
た

た
め
︑
現
在
︑
Ｃ
さ
ん
と
二
人
の
子
ど
も
は
豊

中
市
に
残
り
︑
Ｃ
さ
ん
の
夫
の
み
単
身
赴
任
中

で
あ
る
︒
Ｃ
さ
ん
は
︑
吹
田
市
に
あ
る
弁
当
屋

な
ど
近
隣
の
職
場
で
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
と
し
て

働
き
︑
現
在
は
介
護
施
設
の
調
理
係
を
担
当
す

る
︒
遠
方
か
ら
月
に
一
︑
二
回
程
度
戻
る
夫
に

も
︑
ま
た
︑
﹁
転
勤
族
﹂
で
あ
る
た
め
に
実
家

の
家
族
や
関
東
に
暮
ら
す
親
戚
な
ど
に
も
家
事

や
育
児
を
頼
れ
る
状
況
で
は
な
い
と
い
う
︒
二

人
の
子
ど
も
の
面
倒
を
ほ
ぼ
一
人
で
見
な
が
ら

働
く
Ｃ
さ
ん
は
︑
マ
ン
シ
ョ
ン
で
の
母
親
同
士

の
何
気
な
い
配
慮
に
︑
た
び
た
び
助
け
ら
れ
て

い
る
と
い
う
︒

同
様
に
︑
孤
独
で
不
安
な
育
児
を
振
り
返
り
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な
が
ら
︑
同
じ
境
遇
に
あ
る
近
所
の
母
親
の
存
在
や
︑
彼
女
た
ち
と
の
つ
な
が
り
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
を
語
る
女
性
も
い
る
︒
兵
庫
県
尼
崎
市

出
身
の
Ｋ
さ
ん
は
︑
夫
と
二
人
の
子
ど
も
と
と
も
に
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
暮
ら
す
︒
短
期
大
学
卒
業
後
に
地
元
で
保
育
士
と
し
て
働
い
て
い
た
︒

そ
の
後
︑
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
や
子
ど
も
服
販
売
の
会
社
で
三
年
間
ほ
ど
働
い
て
い
た
が
︑
一
九
九
八
年
に
夫
と
の
結
婚
を
機
に
大
阪
へ
移
り
住

ん
だ
︒
現
在
は
︑
フ
ル
タ
イ
ム
な
ど
の
就
業
は
控
え
︑
派
遣
社
員
と
し
て
近
隣
の
百
貨
店
で
季
節
的
に
募
集
の
あ
る
お
歳
暮
販
売
業
な
ど
を
行

っ
て
い
る
︒
子
ど
も
の
面
倒
は
︑
も
っ
ぱ
ら
Ｋ
さ
ん
が
見
て
き
た
と
い
う
が
︑
子
ど
も
が
幼
少
の
頃
か
ら
子
育
て
に
お
い
て
頼
れ
る
人
間
は
︑

家
族
︑
親
戚
を
含
め
て
ほ
と
ん
ど
お
ら
ず
︑
い
つ
も
孤
独
感
に
苛
ま
れ
て
い
た
と
い
う
︒
特
に
︑
子
ど
も
が
乳
幼
児
の
時
期
に
は
︑
新
し
く
入

居
し
た
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
一
室
で
︑
一
日
中
子
ど
も
の
世
話
に
掛
か
り
切
り
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
︒
周
囲
に
い
る
は
ず
で
あ

る
子
育
て
中
の
同
世
代
︵
お
も
に
女
性
た
ち
︶
も
Ｋ
さ
ん
同
様
に
子
ど
も
に
掛
か
り
切
り
の
状
態
で
あ
っ
た
ゆ
え
︑
地
域
で
の
人
間
関
係
は
︑
出

産
直
後
に
は
ほ
と
ん
ど
築
け
な
い
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
︒
マ
ン
シ
ョ
ン
︑
近
隣
地
域
に
お
け
る
つ
な
が
り
は
︑
生
産
労
働
の
場
か
ら
切
り
離

さ
れ
︑
再
生
産
労
働
の
過
重
な
負
担
を
担
っ
て
い
た
女
性
た
ち
に
と
っ
て
は
︑
築
き
に
く
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
︒
ま
た
︑
マ
ン
シ

ョ
ン
な
ど
の
物
的
環
境
は
︑
孤
独
や
分
断
の
状
況
を
さ
ら
に
深
め
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

Ｒ
さ
ん
も
そ
の
一
人
で
あ
る
︒
大
阪
市
出
身
の
Ｒ
さ
ん
は
︑
一
九
九
〇
年
に
四
年
制
大
学
を
卒
業
し
︑
大
阪
市
内
の
高
校
の
臨
時
教
員
と
し

て
働
い
て
い
た
︒
臨
時
教
員
を
五
年
間
ほ
ど
続
け
た
後
︑
結
婚
と
と
も
に
高
校
の
教
員
を
辞
め
︑
現
在
ま
で
続
く
在
宅
で
の
出
版
関
連
フ
リ
ー

ラ
ン
ス
と
し
て
働
く
︒
二
〇
〇
一
年
︑
Ｒ
さ
ん
が
三
三
歳
の
と
き
に
長
男
を
出
産
し
︑
子
育
て
が
始
ま
る
︒
社
宅
に
暮
ら
す
Ｒ
さ
ん
は
︑
社
宅

内
で
顔
見
知
り
に
な
っ
た
同
世
代
の
母
親
た
ち
と
お
茶
会
を
し
た
り
︑
世
間
話
を
し
た
り
し
た
と
い
う
︒
子
ど
も
の
面
倒
な
ど
特
に
何
か
を
サ

ポ
ー
ト
す
る
わ
け
で
も
な
い
こ
う
し
た
関
係
性
は
︑
母
子
二
人
き
り
で
過
ご
す
日
々
を
送
っ
て
い
た
Ｒ
さ
ん
に
と
っ
て
︑
何
に
も
代
え
が
た
い

貴
重
な
精
神
的
な
支
え
に
な
っ
た
と
い
う
︒

ジェンダーと郊外（関村）
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第
三
項

家

庭

最
後
に
︑
家
庭
に
つ
い
て
の
女
性
た
ち
の
語
り
を
見
て
い
き
た
い
︒
日
本
型
雇
用
慣
行
の
変
化
と
と
も
に
︑
﹁
男
性
稼
ぎ
手
モ
デ
ル
﹂
は
家

庭
に
お
い
て
い
か
に
そ
の
影
響
力
を
残
し
続
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
郊
外
の
女
性
た
ち
は
︑
雇
用
慣
行
を
は
じ
め
と
す
る
変
化
と
と

も
に
︑
い
か
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
役
割
分
業
の
再
交
渉
を
試
み
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
︒
家
庭
と
い
う
場
か
ら
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
変
容
の
可
能
性
と
課
題

に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
︒

先
ほ
ど
の
Ｇ
さ
ん
は
︑
家
事
・
育
児
を
行
う
自
身
の
専
業
主
婦
と
し
て
の
役
割
を
認
め
つ
つ
も
︑
夫
に
も
誰
に
も
頼
れ
ず
に
︑
誕
生
し
た
ば

か
り
の
小
さ
な
子
ど
も
の
世
話
を
た
っ
た
一
人
で
担
わ
な
く
て
は
い
け
な
か
っ
た
こ
と
を
振
り
返
る
︒
﹁
な
ん
と
か
や
っ
て
い
た
﹂
と
い
う
言

葉
が
表
す
よ
う
に
︑
夫
が
一
日
数
時
間
程
度
し
か
い
な
い
家
庭
に
お
い
て
︑
朝
か
ら
晩
ま
で
子
ど
も
の
世
話
︑
そ
の
子
ど
も
た
ち
を
見
な
が
ら

炊
事
︑
洗
濯
︑
掃
除
す
べ
て
の
家
事
を
行
っ
て
い
た
Ｇ
さ
ん
は
︑
張
り
詰
め
た
当
時
の
緊
張
感
を
不
安
と
と
も
に
語
っ
た
︒

同
じ
く
︑
家
庭
に
お
け
る
夫
の
不
在
を
振
り
返
る
Ｄ
さ
ん
の
語
り
で
あ
る
︒
岡
山
県
出
身
の
Ｄ
さ
ん
は
︑
夫
と
二
人
の
娘
と
と
も
に
ニ
ュ
ー

タ
ウ
ン
に
暮
ら
す
︒
一
九
九
一
年
短
期
大
学
卒
業
後
に
︑
地
元
の
証
券
会
社
に
就
職
し
た
︒
そ
の
後
︑
体
調
不
良
を
理
由
に
初
職
を
辞
め
︑
派

遣
社
員
と
し
て
教
材
の
販
売
会
社
に
勤
務
し
て
い
た
︒
一
九
九
八
年
に
結
婚
し
︑
夫
の
職
場
が
あ
る
大
阪
に
移
住
し
た
︒
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で

教
材
販
売
の
会
社
を
辞
め
︑
専
業
主
婦
と
し
て
家
庭
に
入
っ
た
︒
Ｄ
さ
ん
に
つ
い
て
も
︑
﹁
専
業
主
婦
﹂
と
い
う
自
身
の
立
場
を
自
覚
し
つ
つ

も
︑
家
庭
に
不
在
だ
っ
た
夫
を
は
じ
め
︑
実
家
や
友
人
な
ど
の
人
間
関
係
に
一
切
頼
る
こ
と
が
で
き
ず
に
︑
二
人
の
子
ど
も
た
ち
に
掛
か
り
切

り
と
な
り
不
安
だ
っ
た
時
間
を
振
り
返
る
︒
Ｄ
さ
ん
は
︑
普
段
の
子
ど
も
の
世
話
は
お
ろ
か
︑
子
ど
も
た
ち
の
病
気
の
対
応
さ
え
も
︑
一
人
き

り
で
担
わ
な
く
て
は
い
け
な
か
っ
た
︒
﹁
す
ぐ
帰
っ
て
来
る
こ
と
は
な
い
﹂
と
い
う
言
葉
か
ら
は
︑
夫
が
家
庭
は
お
ろ
か
︑
子
ど
も
た
ち
の
健

康
に
配
慮
す
る
こ
と
へ
の
﹁
あ
き
ら
め
﹂
の
感
情
す
ら
伺
え
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
Ｃ
さ
ん
も
︑
常
に
単
身
赴
任
の
た
め
家
に
不
在
だ
っ

た
夫
に
︑
子
ど
も
の
世
話
や
家
事
の
一
部
で
も
頼
む
こ
と
は
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒
い
つ
も
体
を
壊
し
な
が
ら
働
い
て
い
た
夫
ゆ
え
︑
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出典：インタビュー

内 容

C-2

（夫は）今は単身赴任中で、仕事内容がころころ変わって。四月から東京に行ってるんです

けど、半分ぐらい大阪なんですよ。だから「出張」でもよかったんじゃないかなって思うん

ですけど。しょっちゅう帰って来るんですけど、物凄く大変そうさが滲み出てて、頼めない

んですよ。物凄く辛そうに帰って来るんで。

D-1

年子で産むのは二度と嫌って思ったんですけど…。（中略）インフルエンザとかも（自身と

子どもたち）三人でかかって、二回くらい。主人は帰って来ないし、夜遅かったりで当てに

ならない。お医者さんが開いてる時間には帰って来ないし。帰って来たところで自分（夫）

にうつっても困るし。（子どもが）風邪引いたから、熱が出たからってすぐ帰って来ること

はないんです。

G-2

（夫は）もう二時、三時とかで、次の日もそれこそ六時前に出て行ったりとか。…三時間ぐ

らいしか家にいない状況で、仕事してる時が何年も。本当に子どもが小さいときは、そんな

感じでしたので。（中略）例えば、上の子を抱っこして下の子をゆりかごに寝かして、こう

抱っこしながら、足でゆりかごを押して、二人を寝かしつけたりとか。なんとかやってた感

じですね。（中略）なんか、たぶん上手い具合に、b人ともいっぺんに寝てくれた時に一緒

に昼寝したりとか。大変なことはとにかくいっぱいあったんですけど。

K-2

（夫には）やっぱり家事をやってもらって。私がやってきたことも、やってもらえるように

していかないと。多分、私の負担がすごくなる。やっぱりこう主人にも自覚してもらって、

やってもらうことが（自分自身）仕事続けて行けるし、健康的でいれるのかな、と。気持ち

も。（中略）（夫は）朝寝てることも多いので、朝とお昼と夜ある程度用意をするんですけど。

フルでずっと働いてたりすると、朝の七時過ぎには出てたりするので。そしたら（他の家で

は）ご主人が洗濯干してたりしはるし、朝も片付けをご主人がやってから出て行ってくれは

るとか。それこそ、もう協力してます。

R-2

生まれてすぐの話なんですけど、ものすごい（夫の）仕事が忙しくて。主人の帰宅が夜中の

二時、三時だったんです。（子育てを）やってほしい私と、『休みの日はゆっくりさせてく

れ』っていう主人との間で、どんどん不仲になっていて。（中略）子どもが生まれたことが

原因ですね。これまでのことに加えて、子どもが出来たらプラス育児があるわけじゃない。

（中略）基本的に男の人は、家に帰って来たら、休もうと思ってるんですよ。こっちはね、

三六五日、二四時間、休み無いですよね。『なに休んでんの？なに寝てんの？』って感じで。

主人が寝てることが許せなかった。私寝てないって。

表	 家庭での不満・不安

出典：インタビュー

内 容

C-2

（夫は）今は単身赴任中で、仕事内容がころころ変わって。四月から東京に行ってるんです

けど、半分ぐらい大阪なんですよ。だから「出張」でもよかったんじゃないかなって思うん

ですけど。しょっちゅう帰って来るんですけど、物凄く大変そうさが滲み出てて、頼めない

んですよ。物凄く辛そうに帰って来るんで。

D-1

年子で産むのは二度と嫌って思ったんですけど…。（中略）インフルエンザとかも（自身と

子どもたち）三人でかかって、二回くらい。主人は帰って来ないし、夜遅かったりで当てに

ならない。お医者さんが開いてる時間には帰って来ないし。帰って来たところで自分（夫）

にうつっても困るし。（子どもが）風邪引いたから、熱が出たからってすぐ帰って来ること

はないんです。

G-2

（夫は）もう二時、三時とかで、次の日もそれこそ六時前に出て行ったりとか。…三時間ぐ

らいしか家にいない状況で、仕事してる時が何年も。本当に子どもが小さいときは、そんな

感じでしたので。（中略）例えば、上の子を抱っこして下の子をゆりかごに寝かして、こう

抱っこしながら、足でゆりかごを押して、二人を寝かしつけたりとか。なんとかやってた感

じですね。（中略）なんか、たぶん上手い具合に、b人ともいっぺんに寝てくれた時に一緒

に昼寝したりとか。大変なことはとにかくいっぱいあったんですけど。

K-2

（夫には）やっぱり家事をやってもらって。私がやってきたことも、やってもらえるように

していかないと。多分、私の負担がすごくなる。やっぱりこう主人にも自覚してもらって、

やってもらうことが（自分自身）仕事続けて行けるし、健康的でいれるのかな、と。気持ち

も。（中略）（夫は）朝寝てることも多いので、朝とお昼と夜ある程度用意をするんですけど。

フルでずっと働いてたりすると、朝の七時過ぎには出てたりするので。そしたら（他の家で

は）ご主人が洗濯干してたりしはるし、朝も片付けをご主人がやってから出て行ってくれは

るとか。それこそ、もう協力してます。

R-2

生まれてすぐの話なんですけど、ものすごい（夫の）仕事が忙しくて。主人の帰宅が夜中の

二時、三時だったんです。（子育てを）やってほしい私と、『休みの日はゆっくりさせてく

れ』っていう主人との間で、どんどん不仲になっていて。（中略）子どもが生まれたことが

原因ですね。これまでのことに加えて、子どもが出来たらプラス育児があるわけじゃない。

（中略）基本的に男の人は、家に帰って来たら、休もうと思ってるんですよ。こっちはね、

三六五日、二四時間、休み無いですよね。『なに休んでんの？なに寝てんの？』って感じで。

主人が寝てることが許せなかった。私寝てないって。

表	 家庭での不満・不安
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表	 家庭での不満・不安

家
事
や
育
児
の
ス
ト
レ
ス
を
話

し
合
い
た
い
気
持
ち
を
抑
え
な

が
ら
も
︑
病
を
押
し
て
職
場
に

引
き
返
し
て
ゆ
く
夫
の
姿
を
見

守
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た

と
語
る
︒

こ
れ
ま
で
の
語
り
か
ら
は
︑

長
時
間
労
働
な
ど
に
よ
っ
て
家

庭
に
ほ
ぼ
不
在
で
あ
る
夫
た
ち

の
姿
が
浮
き
彫
り
に
な
る
︒
こ

う
し
た
状
況
で
は
︑
家
庭
内
で

の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
役
割
分
業
に
つ

い
て
︑
交
渉
の
糸
口
す
ら
つ
か

め
そ
う
に
な
い
︒
だ
が
︑
こ
の

よ
う
な
状
況
を
打
開
す
べ
く
︑

夫
と
の
既
存
の
分
業
体
制
に
つ

い
て
︑
再
交
渉
を
試
み
る
女
性

の
語
り
も
存
在
し
た
︒

先
ほ
ど
の
Ｋ
さ
ん
は
︑
末
子

ジェンダーと郊外（関村）
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が
小
学
校
に
入
学
し
た
二
〇
一
一
年
以
降
︑
日
中
の
時
間
帯
を
利
用
し
派
遣
社
員
と
し
て
百
貨
店
な
ど
で
働
い
て
い
る
︒
早
朝
の
出
勤
時
や
土

日
な
ど
出
勤
に
備
え
て
︑
家
族
の
食
事
を
作
り
置
き
し
て
家
を
出
て
い
た
が
︑
友
人
の
家
で
は
同
じ
く
勤
め
人
の
夫
が
食
事
の
用
意
︑
後
片
付

け
な
ど
家
事
の
全
般
を
こ
な
し
て
い
る
話
や
︑
そ
の
際
の
﹁
交
渉
術
﹂
を
聞
き
︑
衝
撃
を
受
け
た
と
い
う
︒
娘
た
ち
の
成
長
と
と
も
に
徐
々
に

外
で
働
く
時
間
を
増
や
し
た
い
と
願
う
Ｋ
さ
ん
は
︑
家
事
の
負
担
を
折
半
す
る
た
め
に
︑
自
身
が
こ
れ
ま
で
一
手
に
引
き
受
け
て
き
た
家
事
に

つ
い
て
︑
﹁
︵
夫
に
も
︶
や
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
し
て
い
か
な
い
と
﹂
と
語
る
︒

ま
た
︑
同
じ
く
夫
婦
関
係
が
﹁
不
仲
﹂
に
な
る
ま
で
︑
話
し
合
い
を
重
ね
て
き
た
Ｒ
さ
ん
は
︑
夫
と
の
話
し
合
い
を
通
じ
て
︑
男
性
た
ち
の

家
庭
の
認
識
︑
態
度
に
つ
い
て
語
る
︒
Ｒ
さ
ん
は
︑
二
〇
〇
一
年
に
長
男
を
出
産
し
て
い
る
が
︑
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
ば
か
り
に
も
か
か
わ
ら

ず
︑
早
朝
か
ら
深
夜
に
わ
た
る
夫
の
勤
務
に
よ
り
︑
子
ど
も
の
世
話
は
Ｒ
さ
ん
に
ほ
と
ん
ど
任
さ
れ
て
い
た
︒
出
産
か
ら
程
な
く
し
て
︑
在
宅

で
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
仕
事
を
再
開
さ
せ
て
い
た
Ｒ
さ
ん
は
︑
仕
事
に
加
え
て
家
事
︑
一
日
中
目
の
離
せ
な
い
乳
児
の
世
話
を
︑
家
庭
内
に
お
い

て
す
べ
て
一
人
で
こ
な
し
て
い
た
︒
Ｒ
さ
ん
は
︑
育
児
︵
再
生
産
労
働
︶
と
仕
事
︵
生
産
労
働
︶
が
混
在
す
る
家
庭
の
中
で
混
乱
状
態
だ
っ
た
こ

と
を
振
り
返
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
自
身
の
よ
う
に
︑
仕
事
﹁
プ
ラ
ス
育
児
﹂
を
決
し
て
行
わ
な
い
夫
に
対
し
て
異
議
申
し
立
て
を
行
っ
た
の
で

あ
る
︒
さ
ら
に
︑
Ｒ
さ
ん
に
と
っ
て
は
︑
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
業
の
仕
事
場
で
あ
り
︑
子
ど
も
を
育
て
る
再
生
産
の
場
で
も
あ
っ
た
多
様
な
機
能
を

含
み
込
む
家
庭
の
場
が
︑
夫
に
と
っ
て
は
た
だ
の
休
息
の
場
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
認
識
の
違
い
に
非
常
に
戸
惑
っ
た
と
い
う
︒
仕
事
と
家

事
・
育
児
に
ほ
ぼ
二
四
時
間
掛
か
り
切
り
の
Ｒ
さ
ん
に
と
っ
て
は
︑
彼
女
の
過
重
労
働
に
気
遣
い
︑
育
児
を
手
分
け
す
る
ど
こ
ろ
か
︑
自
身
へ

の
配
慮
︵
ケ
ア
︶
を
求
め
︑
当
然
の
よ
う
に
体
を
休
め
る
夫
に
怒
り
が
込
み
上
げ
た
と
い
う
︒

①

西
川
祐
子
﹃
近
代
国
家
と
家
族
モ
デ
ル
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
〇
︑
五
三
頁
．

②

江
崎
雄
治
﹃
首
都
圏
人
口
の
将
来
像

都
心
と
郊
外
の
人
口
学

﹄
専
修

大
学
出
版
局
︑
二
〇
〇
六
︑
七
九

-
八
二
頁
．

③

渋
谷
敦
司
﹁
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
論
を
め
ぐ
る
政
策
的
︑
理
論
的
課

題
﹂
二
〇
〇
七
︑
家
族
関
係
学
二
六
︑
十
三

-
一
八
頁
．

④

も
ち
ろ
ん
︑
郊
外
に
は
多
様
性
が
あ
り
︑
そ
の
形
成
過
程
で
は
職
住
分
離
の
政

策
に
想
定
さ
れ
る
特
定
の
モ
デ
ル
や
︑
施
策
に
当
て
は
ま
ら
な
い
人
々
や
階
層
も

あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒

⑤

金
田
章
裕
・
石
川
義
孝
編
﹃
日
本
の
地
誌
Ⅷ

近
畿
圏
﹄
朝
倉
書
店
︑
二
〇
〇

六
︑
一
六
九
頁
．
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⑥

大
阪
府
企
業
局
﹃
千
里
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
﹄
大
阪
府
企
業
局
︑
一
九
七
〇
︑
四
頁
．

⑦

前
掲
④
︑
一
二
頁
．

⑧

こ
の
年
に
は
︑
北
大
阪
急
行
電
鉄
が
大
阪
市
営
地
下
鉄
御
堂
筋
線
に
乗
り
入
れ
︑

新
御
堂
筋
︑
中
央
環
状
線
︑
中
国
自
動
車
道
な
ど
の
自
動
車
道
路
が
開
通
し
︑
都

心
梅
田
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
飛
躍
的
に
向
上
し
た
︒
ま
た
︑
千
里
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の

中
心
で
あ
る
千
里
中
央
駅
界
隈
に
お
い
て
は
︑
千
里
中
央
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
を
は
じ

め
︑
百
貨
店
︑
専
門
店
街
︑
ホ
テ
ル
が
オ
ー
プ
ン
し
た
︒
前
掲
⑤
︑
一
七
一
頁
．

⑨

豊
中
市
史
編
さ
ん
委
員
会
﹃
新
修
豊
中
市
史

第
九
巻
︵
集
落
・
都
市
︶
﹄
豊

中
市
︑
一
九
九
八
︑
四
四
二
頁
．

⑩

﹁
非
労
働
力
人
口
﹂
と
は
︑
﹁
国
勢
調
査
の
調
査
期
間
中
に
収
入
に
な
る
仕
事
を

少
し
も
し
な
か
っ
た
人
の
う
ち
︑
休
業
者
及
び
完
全
失
業
者
︵
収
入
に
な
る
仕
事

を
少
し
も
し
な
か
っ
た
人
の
う
ち
︑
仕
事
に
就
く
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
て
︑
か
つ

公
共
職
業
安
定
所
に
申
し
込
む
な
ど
し
て
積
極
的
に
仕
事
を
探
し
て
い
た
人
︶
以

外
の
人
﹂
の
こ
と
を
指
す
︒
こ
の
中
に
は
︑
高
齢
者
な
ど
も
含
ま
れ
て
く
る
が
︑

家
庭
で
炊
事
な
ど
の
家
事
︑
育
児
を
し
て
い
た
﹁
主
婦
﹂
た
ち
も
︑
こ
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
含
ま
れ
て
く
る
︒
総
務
省
統
計
局

H
P
：
h
ttp
s://w
w
w
.stat.g
o.jp
/

data/kokusei/2005/users/yougo/yougo4.htm
l

⑪

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
︑
ひ
と
り
あ
た
り
一
時
間
半
か
ら
三
時
間
程
度
で
実
施
し
た
︒

な
お
︑
ス
ノ
ー
ボ
ー
ル
サ
ン
プ
リ
ン
グ
に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
依
頼
を
承
諾
し

て
も
ら
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
︑
彼
女
た
ち
が
他
者
に
自
分
を
物
語
る
こ
と
を

厭
わ
な
い
人
々
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
︑
そ
の
バ
イ
ア
ス
が
今
回
の
デ
ー
タ
に
反

映
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
︒

⑫

影
山
穂
波
﹃
都
市
空
間
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
﹄
古
今
書
院
︑
二
〇
〇
四
︑
一
六
六
頁
．

第
五
章

ま

と

め

戦
後
の
日
本
の
大
都
市
圏
に
お
い
て
は
︑
一
九
六
〇
年
代
以
降
︑
日
本
住
宅
整
備
公
団
を
は
じ
め
と
す
る
公
的
な
主
体
が
中
心
と
な
っ
て
︑

大
規
模
な
宅
地
開
発
が
進
め
ら
れ
た
︒
こ
の
よ
う
に
開
発
さ
れ
た
郊
外
の
住
宅
団
地
は
︑
規
格
化
さ
れ
た
大
規
模
な
住
戸
や
生
活
環
境
ゆ
え
に
︑

多
く
の
勤
労
者
に
住
ま
い
を
提
供
す
る
こ
と
と
な
り
︑
当
時
深
刻
化
し
て
い
た
住
宅
不
足
を
解
消
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
︒
以
降
︑
都
市
空
間

は
職
住
分
離
の
構
造
を
な
し
︑
経
済
的
な
生
産
活
動
が
展
開
さ
れ
る
都
心
と
︑
人
々
の
生
活
を
中
心
と
し
た
再
生
産
活
動
が
展
開
さ
れ
る
郊
外

に
機
能
的
に
分
離
し
て
い
っ
た
︒
一
方
で
︑
生
産
の
論
理
に
従
属
す
べ
き
意
図
を
含
み
込
ん
だ
空
間
の
提
供
は
︑
そ
こ
に
住
ま
う
住
民
た
ち
の

属
性
を
均
質
化
さ
せ
︑
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
︑
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
な
ど
彼
／
彼
女
た
ち
の
生
き
方
を
規
定
し
て
い
っ
た
︒
同
質
で
量
的
な
計
画
空

間
が
国
家
と
い
う
公
的
な
権
力
か
ら
提
供
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
︑
都
市
郊
外
は
︑
異
な
る
他
者
を
排
除
し
︑
﹁
健
全
﹂
な
近
代
家
族
の
た
め
の

空
間
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
︑
職
場
で
長
時
間
労
働
す
る
夫
と
︑
家
庭
に
お
い
て
家
事
・
育
児
に
従
事
す
る

ジェンダーと郊外（関村）
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妻
と
い
う
夫
婦
の
組
み
合
わ
せ
が
モ
デ
ル
化
さ
れ
た
︒

こ
の
よ
う
な
近
代
家
族
の
構
成
や
役
割
分
業
は
︑
日
本
の
社
会
保
障
制
度
の
安
定
し
た
基
盤
と
な
っ
た
︒
大
沢
が
指
摘
す
る
﹁
家
族
だ
の

み
﹂
︑
﹁
男
性
本
位
﹂
︑
﹁
大
企
業
本
位
﹂
と
い
う
社
会
保
障
制
度
の
特
徴
は
︑
ま
さ
に
﹁
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
﹂
と
し
て
の
近
代
家
族
の
存
在
を
前

提
と
し
て
︑
は
じ
め
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
家
族
と
社
会
保
障
の
あ
り
方
は
︑
一
見
︑
構
成
員
︵
妻
︑
子
ど
も
︶
が
企
業

に
雇
わ
れ
る
世
帯
主
︵
夫
︶
の
働
き
に
依
存
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
︑
世
帯
主
の
福
祉
︵
毎
日
の
健
康
管
理
か
ら
老
後

の
ケ
ア
ま
で
︶
は
︑
会
社
勤
め
を
終
え
た
世
帯
主
の
終
身
に
わ
た
っ
て
妻
に
期
待
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
意
味
で
︑
家
父
長
制
に
基
づ
く
﹁
男
性

稼
ぎ
手
モ
デ
ル
﹂
は
︑
決
し
て
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
が
︑
既
婚
女
性
た
ち
の
絶
え
間
な
い
自
助
努
力
と
犠
牲
に
よ
り
︑
維
持
さ
れ
続
け
て

き
た
︒

だ
が
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
人
口
減
少
︑
少
子
高
齢
化
の
社
会
構
造
の
変
化
の
中
で
︑
日
本
の
都
市
空
間
は
大
き
く
様
変
わ
り
し
て
い
る
︒
企

業
の
国
際
競
争
の
激
化
に
と
も
な
う
日
本
型
雇
用
慣
行
の
終
焉
と
と
も
に
︑
と
り
わ
け
︑
非
正
規
雇
用
が
増
大
す
る
中
で
︑
﹁
男
性
稼
ぎ
手
モ

デ
ル
﹂
に
依
拠
す
る
こ
と
や
︑
こ
れ
を
前
提
と
し
た
近
代
家
族
を
形
成
・
維
持
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
る①
︒
そ
の
変
容
過
程
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
︑
本
研
究
で
は
︑
建
設
か
ら
五
〇
年
を
経
た
大
阪
府
の
千
里
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
を
対
象
地
域
と
し
て
︑
住
民
で
あ
る
女
性
た
ち

が
既
存
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
と
い
か
に
向
き
合
う
の
か
を
検
討
し
︑
計
画
空
間
と
し
て
の
郊
外
の
変
容
の
可
能
性
と
課
題
と
を
検
討
し
た
︒

対
象
と
し
た
女
性
た
ち
は
︑
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
転
勤
な
ど
夫
の
仕
事
の
都
合
に
よ
り
他
地
域
か
ら
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
へ
と
移
り
住
ん
だ
人
々
で

あ
る
︒
彼
女
た
ち
は
︑
勤
め
人
だ
っ
た
当
時
︑
雇
用
機
会
や
就
業
条
件
の
劣
悪
さ
に
加
え
︑
結
婚
退
職
制
度
や
若
年
定
年
制
が
公
然
と
適
用
さ

れ
る
経
験
も
し
て
お
り
︑
職
を
辞
め
た
背
景
に
は
夫
の
転
勤
ば
か
り
で
な
く
︑
企
業
で
の
勤
続
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
も
伺
え
る
︒

他
方
︑
保
育
所
な
ど
の
整
備
が
不
完
全
で
あ
っ
た
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
初
頭
︑
女
性
が
出
産
育
児
期
に
子
ど
も
を
持
ち
な
が
ら
就
業

す
る
こ
と
は
︑
就
業
時
間
な
ど
厳
し
い
条
件
を
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず②
︑
こ
れ
を
実
現
で
き
た
の
は
ま
だ
限
ら
れ
た
人
た
ち
で
あ
っ
た
︒

こ
う
し
て
︑
女
性
た
ち
は
再
生
産
労
働
に
従
事
し
︑
も
っ
ぱ
ら
地
域
や
家
庭
の
維
持
・
管
理
を
任
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
こ
う
し
た
中
で
︑
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彼
女
た
ち
は
︑
地
域
で
同
じ
境
遇
に
置
か
れ
た
女
性
た
ち
と
の
関
係
性
の
構
築
を
求
め
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
振
り
分
け
に
よ
っ
て
分
断
化
・
均
質
化

さ
れ
た
空
間
の
中
で
︑
そ
の
意
図
と
は
異
な
る
よ
う
な
生
き
方
も
模
索
し
て
き
た
の
で
あ
る
︒
中
に
は
︑
再
就
職
や
家
庭
外
で
の
活
動
を
き
っ

か
け
に
︑
自
ら
が
担
っ
て
き
た
過
重
な
負
担
へ
の
疑
問
や
矛
盾
を
感
じ
て
既
存
の
規
範
や
価
値
観
を
見
つ
め
直
し
︑
家
庭
内
の
役
割
に
つ
い
て

夫
と
の
分
担
や
再
交
渉
を
試
み
る
女
性
た
ち
も
い
た
︒
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
計
画
空
間
と
し
て
の
郊
外
は
︑
現
在
︑
変
容
の
兆
し
を
見
せ
て

い
る
︒

妻
た
ち
が
私
的
領
域
に
囲
い
込
ま
れ
︑
再
生
産
労
働
に
従
事
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
︑
国
家
や
そ
こ
で
想
定
さ
れ
た
経
済
の
意
図
に
よ

り
生
み
出
さ
れ
た
空
間
の
問
題
で
あ
り
︑
こ
れ
を
維
持
さ
せ
よ
う
と
す
る
男
性
中
心
的
思
想
の
問
題
に
他
な
ら
な
い
︒
こ
れ
ら
を
顧
み
る
こ
と

な
く
︑
戦
後
五
〇
年
を
経
た
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
を
含
む
郊
外
が
﹁
近
代
家
族
の
空
間
﹂
と
し
て
改
め
て
存
続
を
目
指
す
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
時
代
に

逆
行
し
た
﹁
オ
ー
ル
ド
タ
ウ
ン
﹂
化
で
あ
り
︑
そ
こ
に
持
続
可
能
性
は
な
く
︑
い
つ
か
破
綻
を
き
た
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
︒
人
口
減
少
や
少
子

高
齢
化
な
ど
ま
す
ま
す
の
社
会
・
文
化
的
変
化
が
進
む
中
で
︑
今
後
は
︑
労
働
者
の
健
康
管
理
を
含
み
︑
育
児
︑
介
護
・
介
助
な
ど
あ
ら
ゆ
る

ケ
ア
の
脱
家
族
化
︑
脱
私
事
化③
を
目
指
す
と
と
も
に
︑
公
的
領
域
︵
生
産
領
域
︶
に
私
的
領
域
︵
再
生
産
領
域
︶
を
従
属
さ
せ
ず
︑
そ
の
い
ず
れ

と
も
豊
か
な
接
点
を
持
ち
得
る
多
面
的④
な
存
在
と
し
て
の
男
性
た
ち
の
登
場
が
郊
外
に
は
期
待
さ
れ
る
︒

①

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
︑
東
日
本
大
震
災
以
降
﹁
非
正
規
の
女
性
化
﹂
が
進
む
中

で
︑
男
性
の
非
正
規
比
率
も
全
体
の
二
割
程
度
へ
と
上
昇
し
て
い
る
︒
大
沢
真
理

﹃
生
活
保
障
の
ガ
バ
ナ
ン
ス

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
お
金
の
流
れ
で
読
み
解
く
﹄
有

斐
閣
︑
二
〇
一
三
︑
一
七
五
頁
︒

②

久
木
元
美
琴
﹃
保
育
・
子
育
て
支
援
の
地
理
学

福
祉
サ
ー
ビ
ス
需
給
の

﹁
地
域
差
﹂
に
着
目
し
て
﹄
明
石
書
店
︑
二
〇
一
六
︑
九
九
頁
．

③

鈴
木
成
分
・
上
野
千
鶴
子
・
山
本
理
顕
・
布
野
修
司
・
五
十
嵐
太
郎
・
山
本
喜

美
恵
﹃
家
族
を
容
れ
る
ハ
コ
の
戦
後
﹄
平
凡
社
︑
二
〇
〇
四
︑
五
九
頁
．

④

大
野
祥
子
﹃
﹁
家
族
す
る
﹂
男
性
た
ち

お
と
な
の
発
達
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規

範
か
ら
の
脱
却
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
六
︑
一
七
八
頁
．

︹
付
記
︺

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
千
里
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
︑
豊
中
市
に
お
住
ま
い
の
皆
様
に
は
︑
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒
本
稿
は
︑

日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
﹇
若
手
研
究
︵
Ｂ
︶
﹈
﹁
都
市
郊
外
空
間
に
お
け
る
住
民
の
地
域
﹃
参
加
﹄
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
再
編
に
関
す
る
研
究
﹂
︵
課

ジェンダーと郊外（関村）
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題
番
号
二
三
七
二
〇
四
〇
六
︑
研
究
代
表
者
：
関
村
オ
リ
エ
︶
︑
お
よ
び
同
﹇
若
手
研
究
︵
Ｂ
︶
﹈
﹁
変
容
す
る
都
市
郊
外
空
間
と
地
域
﹃
参
加
﹄
に
み
る
住
民

の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
再
構
築
﹂
︵
課
題
番
号
二
六
七
七
〇
二
八
六
︑
研
究
代
表
者
：
関
村
オ
リ
エ
︶
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
な
お
︑
第
二
章
︑
第
三
章
の
議

論
は
︑
﹃
都
市
郊
外
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
地
理
学

空
間
の
変
容
と
住
民
の
地
域
﹁
参
加
﹂

﹄
︵
古
今
書
院
︑
二
〇
一
八
︶
の
一
部
を
基
に
新
た
な
知
見
を

加
え
て
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
︒

︵
群
馬
県
立
女
子
大
学
文
学
部
准
教
授
︶
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Gender and the Suburbs:

The Origin and Evolution of Planned Space in Post-War Japan

by

SEKIMURA Orie

This study aims to retrace the origins, history and functions of the

suburbs that were created as planned spaces after World War II and to

investigate the evolution of new suburbs, which have emerged in recent

years, from the perspective of gender.

During the period of Japanese high economic growth, many people

migrated from rural to urban areas as an integral part of the labor force. As

a consequence, in metropolitan areas including Tokyo, population growth

was accompanied by serious housing shortages. To counter this, residential

land was developed by the state, private developers, and what was then

known as the Japan Housing Corporation. In the suburban areas of the cities,

there was a large quantity of housing, including not only single-family

houses, but also apartment buildings with units that had a typical layout

comprised two bedrooms plus an open-space living, dining, and kitchen area.

Residential land development in the suburbs had a major role in resolving

the housing shortage problem. However, because one of the goals was to

secure a high-quality labor force during the economic growth process,

residents who had moved to housing complexes in the suburbs all had very

similar life cycles, including household composition and the time of entering

their new homes. As a result, two distinct spaces emerged: the city center,

specializing in business functions and containing the workplaces where the

husbands were employed; and the suburbs, specializing in living functions

and containing the homes where the wives managed housework and child

rearing. Thus, in Japanese metropolitan areas, a structure of complete home-

workplace separation was created, premised on the gender roles of the

modern family. As planned spaces, suburbs stifled elements of social and

cultural diversity, excluding people of different nationalities, social classes,

and sexual orientations, and preserved the norms of the standard nuclear

family.
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When office workers and their families first began to move into the

suburban housing complexes and “new towns” built since 1970, the lives of

married women were taken up by the unpaid housework that they

performed as full-time housewives. At the time, men were viewed as the

central labor force of industrialization, and the work of supporting them as

they labored outside the home fell to women as housewives. In post-war

Japan, employers and state authorities had devised an effective system for

preserving the health of the labor force by having women shoulder the

responsibility of caring for working men, providing them with meals,

laundry, health management, and more. As the housewives who cared for the

men who performed productive labor did so without pay, this system

reduced corporate and state costs needed for the health management and

relaxation of the labor force. On the other hand, in terms of social security,

measures were in place to mitigate the risks posed by illness or

unemployment of the working male head of the family, and to support his

wife and children as his dependents. Thus, the nuclear family structured

around a gendered division of labor, with a working husband and a

homemaker wife, took on the function of reproducing the existing labor

market, and became an instrument of its reproduction.

In recent years, suburbs have undergone a transformation amid the

momentous changes brought about by declining birthrates and an aging

population, globalization, neoliberalism, and the like. This has meant that the

dichotomy between home and workplace based on the male breadwinner

model has crumbled, and the urban systems built around this structure have

already ceased to function sufficiently in Japanese society. In view of this,

the present study focuses on the life stories of the residents from the

perspective of gender, investigating their efforts to rearrange their spatial

order and reconstruct their relationships beyond conventional roles. Women

devoted to their roles in isolation within a divided, homogenous space have

formed networks and relationships of mutual trust with other women in the

same position and have reconsidered their norms and values. Nevertheless,

some have suffered unjust exclusion from the public realm of the workplace

and other places and have also had limitations imposed on their life space.

This means that the time is approaching to re-examine the function and

order of uniform planned space, which still defines the lifestyles of its

residents and of women residents in particular. In conclusion, initiatives

aimed at preserving “new towns” as a space for the modern family of the

future just as they were during the 50 years after World War II would
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ultimately result in a regression that goes against the current of the times,

making city suburbs into veritable “old towns.”

Key Words ; Keywords: planned space, suburbs, home-workplace separation,

modern family, gender
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