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近
年
は
、
独
身
で
い
る
こ
と
に
利
点

が
あ
る
、
結
婚
式
を
挙
げ
た
い
が
資
金

が
な
い
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
に
よ

り
未
婚
・
晩
婚
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。

　

ま
た
、
結
婚
し
て
子
ど
も
を
授
か

り
た
い
け
れ
ど
「
出
産
・
育
児
へ
の
資

金
が
足
り
な
い
」「
核
家
族
の
た
め
育

児
の
こ
と
で
身
近
に
頼
れ
る
人
が
い
な

い
」「
仕
事
と
の
両
立
が
で
き
る
か
」、

と
い
っ
た
不
安
を
抱
え
て
い
る
方
の
多

い
こ
と
が
、
少
子
化
を
進
め
る
要
因
の

ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

出
生
数
が
減
る
一
方
（
図
１
）、
65

歳
以
上
の
方
は
年
々
増
え
て
い
ま
す
。

そ
の
結
果
、
人
口
全
体
に
占
め
る
65
歳

以
上
の
方
の
割
合
（
高
齢
化
率
）
は
、

約
40
年
後
に
は
40
％
を
超
え
る
と
推
計

さ
れ
て
い
ま
す
。

て
は
ま
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
家
庭

や
社
会
の
あ
り
方
も
変
わ
り
つ
つ
あ
る

中
で
、
私
た
ち
は
時
代
に
あ
っ
た
新
し

い
考
え
方
を
持
つ
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

「
男
女
共
同
参
画
社
会
」
と
い
う
言

葉
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？

　

男
性
と
女
性
が
、
自
ら
の
意
思
に

よ
っ
て
職
場
や
学
校
、
地
域
、
そ
し
て

家
庭
な
ど
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
で

活
動
に
参
画
す
る
機
会
が
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
個
性
と
能
力
を
発
揮
で
き
る
こ

と
、
そ
し
て
、
共
に
責
任
を
担
い
、
均

等
に
そ
の
利
益
を
受
け
る
社
会
、
そ
れ

が
「
男
女
共
同
参
画
社
会
」
で
す
。

　

そ
の
昔
、
一
家
に
親
子
や
祖
父
母
、

き
ょ
う
だ
い
と
そ
の
家
族
な
ど
が
ひ
と

つ
屋
根
の
下
で
生
活
す
る
こ
と
が
自
然

で
あ
っ
た
時
代
に
は
、
「
男
が
主
、
女

が
従
」
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
会
社
勤
め
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

が
増
え
、
核
家
族
化
が
進
ん
だ
時
代
と

な
り
「
男
は
会
社
で
仕
事
、
女
は
家
庭

で
家
事
や
子
育
て
」
と
い
う
考
え
方
が

広
ま
り
ま
し
た
。
現
在
で
も
そ
の
よ
う

に
考
え
る
方
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
最
近
で
は
共
働
き
の
家
庭

が
増
え
、
そ
の
よ
う
な
家
庭
で
は
「
男

が
仕
事
、
女
は
家
庭
」
の
考
え
方
は
あ

男
女
共
同
参
画
社
会
と
は
？

な
ぜ
、
男
女
共
同
参
画
な
の
？


