
｢
｣

　
 
家
族 
は
黙
し
て
語
ら
ず

　

現
在
の
企
業
社
会
に
お
い
て
、
正
面
か
ら
「
家
族
」

を
話
題
に
す
る
こ
と
は
、
正
直
な
と
こ
ろ
、
い
さ
さ

か
気
恥
ず
か
し
く
勇
気
の
い
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
家
族
の
問
題
は
極
め
て
私
的
な
課
題
で
あ
り
、

職
場
で 
迂  
闊 
に
家
族
の
話
題
な
ど
を
持
ち
出
せ
ば
、

う 

か
つ

公
私
混
同
と
の
そ
し
り
さ
え
受
け
か
ね
な
い
と
思
う

か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
公
の
場
で
家
族
を
話
題
に

す
る
こ
と
に
あ
る
種
の
後
ろ
め
た
さ
を
感
じ
る
よ
う

な
風
潮
は
、
戦
後
の
日
本
が
歩
ん
で
き
た
社
会
背
景

と
無
関
係
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。

　

か
つ
て
の
第
一
次
産
業
が
中
心
の
農
村
社
会
に
お

い
て
は
、
家
族
の
大
部
分
が
「
農
家
」
と
し
て
生
産

活
動
の
主
体
で
あ
る
と
同
時
に
消
費
者
で
も
あ
っ

た
。
そ
の
頃
の
社
会
で
は
、
家
族
は
地
域
の
主
役
足

り
得
た
の
で
あ
る
。し
か
し
、戦
後
の
日
本
が
目
指
し

た
産
業
社
会
に
お
い
て
は
、
生
産
は
も
っ
ぱ
ら
企
業

が
担
い
、
家
族
は
生
産
か
ら
切
り
離
さ
れ
消
費
活
動

だ
け
の
担
い
手
に
な
る
と
い
う
変
遷
を
経
て
い
る
。

　

高
度
経
済
成
長
期
に
お
け
る
社
会
の
主
役
は
あ
く

｢
｣

ま
で
生
産
者
と
し
て
の
「
企
業
」
で
あ
り
、 

家
族 

は
そ
の
主
役
に
労
働
力
を
提
供
し
た
り
、
消
費
し
た

り
す
る
脇
役
と
し
て
の
立
場
に
甘
ん
じ
て
き
た
の
で

あ
る
。
大
家
族
か
ら
核
家
族
（
小
世
帯
）
へ
の
変
化

も
、
社
会
が
工
業
社
会
に
移
行
す
る
た
め
の
要
請
に

応
じ
て
、
人
口
が
農
村
か
ら
都
市
部
へ
と
集
中
す
る

過
程
で
、
必
然
的
に
起
こ
っ
て
き
た
も
の
と
考
え
ら

れ
よ
う
。

　

か
く
し
て
、「
家
族
」
は
そ
の
機
能
に
つ
い
て
十
分

に
顧
み
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
戦
後
の
経
済
発
展
の

裏
方
と
し
て
、
黙
々
と
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た

の
で
あ
る
。

　

変
容
す
る
家
族
像

　

山
形
県
の
全
国
第
一
位
を
示
す
指
標
の
ひ
と
つ

に
、
一
世
帯
の
平
均
人
員
の
多
さ
が
あ
げ
ら
れ
る
。

し
か
し
、世
帯
人
員
数
の
長
期
的
な
推
移
を
見
れ
ば
、

県
内
の
人
口
は
減
少
し
な
が
ら
も
、
世
帯
数
は
増
え

続
け
、
一
世
帯
人
員
は
減
少
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い

る
。

　

こ
の
現
象
は
、
一
般
に
は
「
核
家
族
化
の
進
展
」

に
よ
る
も
の
と
言
わ
れ
る
が
、
県
内
の
核
家
族
割
合

は
、
図
に
示
し
た
よ
う
に
、
一
九
七
〇
年
か
ら
現
在

に
至
る
三
十
年
の
間
に
も
、
増
加
し
て
は
い
な
い
。

し
か
し
、「
そ
の
他
の
親
族
」
の
大
半
を
占
め
る
三
世

代
世
帯
の
割
合
は
一
九
七
〇
年
以
降
減
少
し
続
け
て

お
り
、
一
方
、
県
内
の
「
単
独
世
帯
」
の
割
合
は
全

国
ペ
ー
ス
を
は
る
か
に
上
回
る
勢
い
で
増
加
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
世
帯
規
模
が
縮
小
し
て
い
る
主
な
要

因
は
、
三
世
代
同
居
が
減
少
し
て
核
家
族
に
移
行
し

て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
単
独
世
帯
が
急
増
し
て
い

る
こ
と
に
起
因
す
る
の
で
あ
る
。

　
「
単
独
世
帯
」の
二
〇
〇
〇
年
度
に
お
け
る
内
訳
を

見
る
と
、「
未
婚
の
単
独
世
帯
」
は
四
万
百
七
十
九
世

帯
で「
単
独
世
帯
」の
五
三
・
五
％
を
占
め
て
い
る
。ま

た
、「
離
別
単
独
世
帯
」
が
八
千
三
百
七
十
五
世
帯
で

一
一
・
一
％
、
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
単
独
世
帯

は
、
前
二
者
と
一
部
重
複
す
る
が
一
万
九
千
八
百
三

十
三
世
帯
で
二
六
・
四
％
を
占
め
、い
ず
れ
も
増
加
傾

向
に
あ
る
。

　

ま
た
、
核
家
族
の
う
ち
で
も
、
少
子
化
の
影
響
に

よ
っ
て
、「
夫
婦
と
子
ど
も
か
ら
な
る
世
帯
」
は
減
少

し
て
い
る
の
に
対
し
、「
夫
婦
の
み
の
世
帯
」
は
一
九

七
〇
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
に
か
け
て
三
・
八
倍
に
急

増
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
現
状
を
踏
ま
え
れ
ば
、
今
後
、
単
独
世

帯
が
ま
す
ま
す
増
加
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
二
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急
増
す
る
単
独
世
帯
の
割
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　

〜
未
来
社
会
を
変
え
る
家
族
構
造
〜



〇
〇
〇
年
の
「
夫
婦
の
み
」
の
世
帯
の
う
ち
、
半
数

余
り
が
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
い
る
世
帯
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
は
将
来
の
「
単
独
世
帯
」
の
一
次
予
備

軍
で
あ
り
、「
夫
婦
と
子
」
か
ら
な
る
核
家
族
は
第
二

の
予
備
軍
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
一
度
核
家
族
化
の

道
を
歩
ん
で
し
ま
っ
た
家
庭
の
親
た
ち
は
、
自
分
の

子
に
老
後
の
世
話
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
ず
に
、

い
ず
れ
は
老
夫
婦
の
み
の
世
帯
に
な
る
可
能
性
が
高

い
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
高
齢
者
の
単
独
世
帯
に
、
さ
ら
に
未
婚

の
シ
ン
グ
ル
世
帯
の
増
加
が
加
わ
り
、
近
い
将
来
に

は
、
男
一
人
、
あ
る
い
は
女
一
人
の
世
帯
が
一
般
的

と
い
う
、
ま
る
で
Ｓ
Ｆ
世
界
の
よ
う
な
社
会
が
現
実

に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

家
族
団
ら
ん
の
行
方

　

総
務
庁
が
行
っ
て
い
る
「
国
民
生
活
に
関
す
る
世

論
調
査
」
に
よ
れ
ば
「
日
頃
の
生
活
の
中
で
充
実
感

を
感
じ
る
時
」

と
し
て
、
常
に

第
一
位
に
あ
る

｢

の
は 
家
族
団

｣

ら
ん
の
時 
で

あ
る
（
直
近
調

査
二
〇
〇
一
年

九
月
、四
五
・
三

％
）。
し
か
し
、

世
帯
の
小
規
模

化
が
さ
ら
に
進

め
ば
、「
一
家
団

ら
ん
」
と
い
う

言
葉
さ
え
死
語

に
な
っ
て
し
ま

う
と 
危  
惧 
す
る

き 

ぐ

の
は
取
り
越
し

苦
労
だ
ろ
う

か
。

　

核
家
族
化
は

戦
後
社
会
の
要

請
に
こ
た
え
て

進
ん
だ
と
い
う

面
は
確
か
に
あ
っ
た
が
、
一
方
、
人
々
が
も
っ
と
主

体
的
に
、
農
村
社
会
の 
桎
梏 
か
ら
逃
れ
、
個
人
の
生

し
っ
こ
く

活
を 
謳  
歌 
す
る
た
め
に
、
大
家
族
を
捨
て
て
き
た
と

お
う 

か

い
う
側
面
も
否
定
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

個
人
主
義
を
極
限
ま
で
追
い
求
め
て
き
た
ア
メ
リ

カ
で
は
、
夫
婦
の
半
数
が
離
婚
す
る
が
、「
相
手
を
替

え
れ
ば
う
ま
く
い
く
だ
ろ
う
」
と
、
離
婚
経
験
者
の

七
五
％
が
再
婚
し
、
そ
の
う
ち
十
組
に
六
組
は
離
婚

す
る
。
四
人
に
一
人
の
子
供
は
ひ
と
り
親
家
庭
で
暮

ら
し
、
半
数
の
子
供
は
十
八
歳
ま
で
の
あ
る
時
期
を

ひ
と
り
親
と
住
む
と
い
う
。
我
々
の
社
会
も
、
果
た

し
て
、
こ
の
よ
う
な
社
会
に
向
か
っ
て
の
過
渡
期
に

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

人
は
誰
で
も
高
齢
と
な
り
、
自
ら
望
ま
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
高
齢
者
十
人
の
う
ち
一
人
以
上
は
介

護
の
必
要
な
者
に
な
る
。
二
〇
〇
〇
年
度
か
ら
施
行

さ
れ
た
介
護
保
険
制
度
は
、
そ
の
基
本
的
な
理
念
と

｢
｣

し
て 
介
護
の
社
会
化 
を
掲
げ
た
が
、裏
を
返
せ
ば
、

介
護
が
す
で
に
家
族
の
手
に
は
負
え
な
く
な
っ
て
い

る
状
況
を
法
的
に
認
め
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、
世
帯
の
小
規
模
化
は
、
家
庭
内
の
育
児
負

担
を
ま
す
ま
す
大
き
な
も
の
に
す
る
と
同
時
に
、
単

独
世
帯
の
増
加
は
少
子
化
に
さ
ら
に
拍
車
を
か
け
る

だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
今
後
、
い
か
に
単
独
世
帯
が
増
加
し
、

社
会
が
変
化
し
た
と
し
て
も
「
家
族
」
と
い
う
テ
ー

マ
が
世
間
か
ら
消
滅
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
人

は
誰
で
も
、
生
ま
れ
た
そ
の
瞬
間
に
、
親
と
子
と
い

う
家
族
の
一
成
員
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

豊
か
な
地
域
社
会
が
形
成
さ
れ
る
た
め
に
は
、
誰

の
こ
と
で
も
な
く
、
ま
ず
自
分
の
「
家
族
」
と
そ
の

子
供
た
ち
が
担
う
未
来
の
在
り
よ
う
に
つ
い
て
、
自

分
自
身
に
問
い
か
け
る
こ
と
か
ら
始
め
る
必
要
が
あ

る
。
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【山形県内世帯数の家族類型別推移】

（資料：総務省統計局「国勢調査」）

単独世帯割合核家族世帯割合三世代同居割合一世帯平均人員

山形県全国山形県全国山形県全国山形県全国

5.10%20.20%50.00%61.20%35.90%20.40%4.283.691970年

7.20%19.50%49.30%62.20%34.50%15.40%3.963.481975年

9.40%19.70%48.00%60.40%33.60%15.50%3.873.251980年

12.70%20.70%45.70%61.10%33.30%15.20%3.813.171985年

14.60%22.90%45.20%59.90%31.60%12.90%3.683.011990年

17.60%25.50%45.00%58.90%28.60%12.50%3.492.851995年

20.00%27.60%45.80%58.40%24.70%10.10%3.252.672000年


