
子
と
同
居
が
三
九
・
四
％
か
ら
二
四
％
で
し
た
︒
高
齢
者
に

な
る
時
期
に
︑
調
査
対
象
の
六
二
％
の
人
は
自
分
を
介
護
し

て
く
れ
る
可
能
性
の
あ
る
年
下
の
人
と
住
ん
で
い
な
い
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
︒
夫
婦
は
ほ
ぼ
老
々
介
護
と
な
っ
て
い
ま
す
︒

自
分
よ
り
若
い
家
族
と
住
め
て
い
る
場
合
は
二
六
・
一
％
で

す
︒
し
か
し
︑
未
婚
や
離
婚
︑
病
気
の
場
合
も
含
め
て
︑
子

供
が
同
居
の
親
を
き
ち
ん
と
介
護
で
き
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
︒

昔
の
よ
う
な
大
家
族
は
本
当
に
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
︒

　

調
査
対
象
の
就
労
状
況
は
︑
平
成
一
七
年
と
比
較
し
ま
す

と
︑
自
営
が
一
五
・
五
％
か
ら
一
二
・
九
％
︑
正
規
就
労
が

四
五
・
二
％
か
ら
六
・
五
％
︑
パ
ー
ト
が
一
六
・
八
％
か
ら

一
五
・
六
％
︑
派
遣
が
三
・
八
％
か
ら
五
・
三
％
︑
仕
事
が

な
い
と
い
う
割
合
は
︑
一
八
・
三
％
か
ら
五
七
％
へ
と
増
加

し
て
い
ま
す
︒
高
齢
者
に
な
り
ま
す
と
正
規
雇
用
は
大
幅
に

減
り
ま
す
︒
し
か
し
︑
六
五
歳
か
ら
六
九
歳
の
男
性
で
は
六

七
・
四
％
︑
女
性
で
五
三
・
三
％
が
︑
七
〇
歳
か
ら
七
四
歳

で
は
︑
男
性
五
二
・
六
％
︑
女
性
四
一
・
二
％
が
な
ん
ら
か

の
仕
事
を
し
て
い
ま
す
︒
残
念
な
が
ら
七
五
歳
か
ら
の
後
期

高
齢
者
の
仕
事
状
況
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
︑
ぐ
ん
と
減
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？   

こ
の
十
六
年
に
わ
た
る

前
向
き
検
討
の
成
績
か
ら
み
て
も
︑
七
〇
歳
代
の
十
年
は
︑

前
期 ︵
七
〇
～
七
四
歳
︶ と
後
期 ︵
七
五
～
七
九
歳
︶ で
か
な

り
状
況
が
違
っ
て
く
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
ま
す
︒
七
〇
歳
代

前
半
で
自
助
自
立
で
き
る
健
康
寿
命
を
維
持
し
て
い
く
こ
と

は
︑
重
要
な
宿
題
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
︒

七
〇
歳
か
ら
の
心
身
の
健
康
つ
く
り

　

七
〇
歳
を
す
ぎ
ま
す
と
︑
老
化
現
象
が
一
年
一
年
と
姿
を

あ
ら
わ
し
て
き
ま
す
︒
病
気
と
老
化
と
を
分
け
て
対
応
す
る

こ
と
は
︑
医
療
費
の
後
期
高
齢
者
分
を
減
ら
す
た
め
で
は
な

　

Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
２
感
染
拡
大
に
自
粛
を
継
続

し
て
の
春
を
迎
え
ま
し
た
︒
ワ
ク
チ
ン
効
果
︑
抗
ウ
イ
ル
ス

薬
も
二
種
類
で
︑
妥
当
な
対
応
が
で
き
そ
う
だ
と
期
待
は
で

き
ま
す
が
︑
確
実
な
答
え
を
手
に
入
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
︒
欧
米
な
ど
で
は
︑
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
は
感
染
拡
大

し
て
も
毒
性
は
軽
い
と
の
理
解
か
ら
︑
社
会
生
活
を
ほ
ぼ
正

常
に
復
帰
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
︒
日
本
人
が
︑
こ
れ
を

受
け
入
れ
る
こ
と
は
難
し
そ
う
で
す
︒

　

Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
２
に
翻
弄
さ
れ
て
︑
日
常
生

活
の
リ
ズ
ム
を
乱
し
︑
足
腰
が
弱
り
︑
気
持
ち
も
弱
り
︑
な

に
ご
と
に
も
お
っ
く
う
に
な
っ
て
い
る
自
分
を
見
出
し
て
は

い
な
い
で
し
ょ
う
か
？  

特
に
︑
高
齢
の
方
に
は
気
を
付
け

て
い
た
だ
き
た
い
こ
と
で
す
︒
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
感
染
拡
大
は

今
ま
で
の
波
の
中
で
は
一
番
大
き
い
の
で
す
が
︑
下
図
の
よ

う
に
三
月
一
八
日
時
点
で
は
減
少
傾
向
が
み
ら
れ
ま
す
︒

前
期
高
齢
者
の
世
帯
状
況
と
仕
事
状
況

　

厚
生
労
働
省
は
平
成
一
七
年
一
〇
月
︑
五
〇
～
五
九
歳
の

全
国
の
男
女
を
対
象
と
し
た
毎
年
一
回
の
世
帯
状
況
調
査
を

開
始
し
て
︑
令
和
二
年
一
一
月
の
調
査
終
了
時
に
は
六
五
～

七
四
歳
に
な
っ
た
男
女
二
万
二
六
四
名
に
つ
い
て
︑
十
六
年

間
の
調
査
結
果
が
公
表
さ
れ
ま
し
た
︒

　

世
帯
の
構
成
は
︑
令
和
二
年
は
平
成
一
七
年
と
比
較
し
ま

す
と
︑
単
身
が
四
・
八
％
か
ら
一
一
・
六
％
︑
夫
婦
世
帯
が

二
一
・
四
％
か
ら
四
五
・
九
％
︑
三
世
代
同
居
が
二
二
・
三
％

か
ら
二
・
一
％
︑
親
と
同
居
が
一
〇 

・
六
％
か
ら
四
・
五
％
︑

く
︑
身
を
守
る
た
め
に
重
要
な
課
題
で
す
︒
い
ろ
い
ろ
な
患

者
さ
ん
を
診
察
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
︑
心
身
に
つ

い
て
妥
当
な
解
釈
を
さ
れ
て
︑
日
常
生
活
を
前
向
き
に
維
持

し
な
が
ら
送
っ
て
お
ら
れ
る
方
は
少
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒

日
々
の
体
調
の
変
化
を
す
ぐ
に
病
気
と
む
す
び
つ
け
て
受
診

さ
れ
る
患
者
さ
ん
も
お
ら
れ
ま
す
︒
大
家
族
で
住
ん
で
い
た

昔
な
ら
ば
︑
祖
父
や
祖
母
の
状
態
を
毎
日
み
な
が
ら
過
ご
し

て
い
る
の
で
︑
人
間
が
年
を
と
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を

理
解
で
き
て
い
た
は
ず
で
す
︒

　

当
時
︑
祖
父
や
祖
母
が
八
〇
歳
を
す
ぎ
て
︑
食
べ
物
が
う

ま
く
呑
み
込
め
な
い
よ
う
に
な
り
だ
し
て
数
ケ
月
で
大
往
生

を
遂
げ
︑
往
診
の
先
生
か
ら
臨
終
を
告
げ
ら
れ
た
思
い
出
の

あ
る
方
も
お
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
︒
そ
の
こ
ろ
に
比
べ
れ

ば
︑
生
活
環
境
も
冷
暖
房
︑
栄
養
︑
医
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
な

ど
が
各
段
に
よ
く
な
っ
て
い
て
も
︑
人
の
一
生
︑
加
齢
な
ど

へ
の
素
朴
な
理
解
は
減
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
︒

　

と
は
い
え
︑
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
メ
デ
イ
ア
か
ら
医
療
情

報
は
い
く
ら
で
も
入
手
で
き
ま
す
︒
あ
ら
か
じ
め
勉
強
し
て

受
診
し
て
こ
ら
れ
る
患
者
さ
ん
も
お
ら
れ
ま
す
︒
し
か
し
︑

経
験
と
知
識
を
総
合
し
て
の
評
価
に
は
︑
過
剰
医
療
を
防
ぐ

よ
い
面
も
あ
り
ま
す
の
で
︑
病
的
所
見
と
い
え
ど
も
︑
治
療

せ
ず
に
経
過
を
み
る
こ
と
や
︑
病
気
で
は
な
く
老
化
現
象
に

よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
理
解
し
て
も

ら
い
指
導
す
る
こ
と
が
妥
当
な
場
合
が
多
い
こ
と
も
事
実
な

の
で
す
︒
老
化
現
象
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
こ
の
十
年
を
︑

妥
当
な
知
識
と
知
恵
と
経
験
で
︑
健
康
を
維
持
す
る
こ
と
は

大
切
な
課
題
で
す
︒
一
段
と
老
化
の
深
ま
る
八
〇
歳
代
に
入

る
ま
で
に
対
応
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒

未
病
へ
の
対
応
は
︑
診
断
と
妥
当
な
指
導

　

厚
生
労
働
省
で
は
︑
病
気
と
健
康
の
境
界
領
域
で
の
不
具

合
な
ど
を
総
称
し
て ﹁
未
病
﹂ と
い
う
用
語
を
用
い
て
い
ま

す
︒
未
病
は
病
気
で
は
な
い
か
ら
︑
病
気
と
未
病
と
を
う
ま

く
わ
け
と
っ
て
対
応
で
き
る
医
療
者
は
重
要
で
す
が
︑
今
の

医
療
シ
ス
テ
ム ︵
出
来
高
払
い
︑
フ
リ
ー
ア
ク
セ
ス
︑
医
師

の
総
合
指
導
の
評
価
の
低
さ
︶ の
中
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
医

療
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
︒
今
の
ま

ま
で
は
︑
未
病
に
よ
る
不
具
合
に
過
剰
医
療
が
な
さ
れ
て
い

る
懸
念
も
あ
り
ま
す
︒
社
会
福
祉
費
の
中
で
の
医
療
費
の
占

め
る
割
合
が
あ
ま
り
に
大
き
く
︑
生
活
の
基
盤
と
な
る
年
金

が
少
な
い
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
︒

　

医
療
の
あ
り
か
た
は
︑
そ
の
土
地
に
根
付
い
た
生
活
様
式

と
も
深
く
関
連
し
て
い
る
文
化
的
な
も
の
で
あ
る
と
従
来
は

い
わ
れ
て
い
ま
し
た
︒
呪
術
︑
魔
術
︑
仁
術
︑
算
術
な
ど
医

療
行
為
を
表
現
す
る
い
い
か
た
に
も
長
い
歴
史
が
あ
り
ま
す
︒

し
か
し
︑
現
在
の
医
療
は
︑
先
端
医
療
の
高
度
な
技
術
か
ら
︑

心
療
内
科
的
な
対
面
で
の
対
応
が
必
要
な
も
の
ま
で
幅
が
広

く
︑
一
元
的
に
い
い
き
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
最
近

の
在
宅
医
療
や
心
療
内
科
の
医
師
が
予
期
せ
ぬ
死
を
遂
げ
ら

れ
た
事
件
な
ど
を
み
ま
し
て
も
︑
患
者
さ
ん
の
ニ
ー
ズ
に
つ

い
て
も
︑
医
師
の
過
剰
な
働
き
様
に
つ
い
て
も
︑
ど
こ
か
で
︑

妥
当
な
均
衡
の
と
れ
た
医
療
対
策
が
望
ま
れ
ま
す
︒

　

医
師
が
妥
当
な ﹁
か
か
り
つ
け
医
﹂ と
し
て
︑
患
者
さ
ん

の
人
生
の
時
間
経
過
を
個
別
に
評
価
し
な
が
ら
指
導
で
き
る

立
場
に
あ
れ
ば
︑
そ
し
て
そ
れ
を
支
え
る
医
師
た
ち
へ
の
経

済
的
保
障
が
確
保
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
︑
地
域
医
療
は
も
っ

と
充
実
す
る
で
し
ょ
う
︒
病
院
を
さ
が
し
ま
わ
る
患
者
難
民

に
な
ら
ず
に
︑
日
常
生
活
を
安
定
し
て
お
く
れ
る
患
者
さ
ん

が
増
え
る
は
ず
で
す
︒
医
師
も
知
識
や
技
術
を
更
新
す
る
時

間
的
余
裕
が
と
れ
︑
患
者
さ
ん
を
し
っ
か
り
と
経
過
観
察
で

き
る
は
ず
で
す
︒

ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
を
ど
う
生
き
る
か

　

Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
２
感
染
拡
大
︑
自
粛
の
長
い

数
年
間
は
や
が
て
終
息
を
む
か
え
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
︒

現
在
の
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
の
こ
れ
ま
で
と
は
違
う
感
染
拡
大
の

規
模
と
︑
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
重
症
者
や
死
者
が
少
な
い

状
況
が
示
唆
し
て
い
る
の
は
︑ Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

２
も
︑
ウ
イ
ル
ス
の
普
通
の
進
化
の
過
程
を
た
ど
っ
て
い
て
︑

集
団
免
疫
と
ワ
ク
チ
ン
効
果
が
合
わ
さ
っ
て
︑
ほ
と
ん
ど
の

人
が
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
２
に
対
す
る
抗
体
あ
る
い

は
自
然
免
疫
に
よ
る
抵
抗
力
を
獲
得
す
れ
ば
︑
ウ
イ
ル
ス
は
︑

自
然
消
滅
す
る
か
︑
普
通
の
風
邪
ウ
イ
ル
ス
と
し
て
地
球
上

で
共
生
す
る
こ
と
と
な
る
わ
け
で
す
︒

　

こ
の
よ
う
な
時
期
が
来
た
時
に
︑私
達
は
︑﹁
喉
元
過
ぎ
て

熱
さ
を
忘
れ
る
﹂ の
で
し
ょ
う
か
？   

個
人
レ
ベ
ル
で
も
︑

社
会
レ
ベ
ル
で
も
︑
十
二
分
の
試
練
を
う
け
て
き
た
経
験
を
︑

次
の
生
活
に
ど
の
よ
う
に
活
か
す
か
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
︒

　
﹁
未
病
﹂ へ
の
妥
当
な
対
応
に
は
︑
医
療
者
の
助
け
が
必
要

で
あ
る
と
思
い
ま
す
︒
製
薬
会
社
主
導
型
の
医
療
や
医
療
機

器
依
存
型
の
検
査
デ
ー
タ
医
療
ば
か
り
で
は
な
く
︑
医
師
が

生
身
の
人
間
の
健
康
︑
未
病
︑
病
へ
の
対
応
を
指
導
す
る
医

療
の
充
実
で
す
︒
健
診
の
意
義
も
問
わ
れ
て
い
ま
す
が
︑
忙

し
く
て
医
療
機
関
に
い
け
な
い
就
労
年
齢
の
人
々
に
対
し
て
︑

早
期
発
見
︑
慢
性
化
へ
の
予
防
を
指
導
す
る
こ
と
は
必
要
で

し
ょ
う
︒
健
康
診
断
が
充
実
し
て
い
る
日
本
な
ら
で
は
の
社

会
的
に
必
要
な
事
業
と
し
て
充
実
し
て
ほ
し
い
も
の
で
す
︒

中央診療所だより病
気
を
診
る
︑

 

加
齢
に
よ
る
不
具
合
を
診
る

   ―

長
い
老
後
と
い
う
時
間
を
生
き
る
た
め
に―

所
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図　SARSコロナウイルス２感染拡大  第６波（2022/1/1～3/18）
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