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巻頭言 

　
1
9
6
5
年
（
学
部
1
年
の
時
）
、
街
に
は
ミ
ユ
キ
族

が
闊
歩
し
、
ビ
ー
ト
ル
ズ
が
流
行
っ
て
い
た
。
私
は
、
ラ
ビ
シ
ャ
ン

カ
ー
ル
の
シ
タ
ー
ル
の
響
き
と
、
ラ
ム
ゼ
イ
ル
イ
ス
が
好
き
だ
っ
た
。

そ
し
て
、
ピ
ン
ク
フ
ロ
イ
ド
も
… 

　
定
年
が
近
づ
い
て
き
た
昨
今
、
40
年
近
く
の
年
を
経
て
も
生
き
生

き
と
再
現
で
き
る
講
義
の
存
在
に
思
い
を
馳
せ
て
い
る
。
諸
々
の
学
問

は
、
バ
ラ
バ
ラ
に
発
生
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
学
問
の
宇
宙
の
中
で
互
い

に
求
め
合
う
も
の
で
あ
る
。
語
ら
れ
た
真
理
が
、
チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
で
あ

れ
ば
あ
る
ほ
ど
求
心
力
は
強
い
。
そ
れ
ゆ
え
新
し
い
学
問
を
学
ん
だ
と

き
、
ふ
と
し
た
き
っ
か
け
で
何
年
も
前
の
講
義
が
共
鳴
し
て
鳴
り
出
す

の
で
あ
る
。
大
学
は
、
学
問
の
総
体
か
ら
意
味
あ
る
ハ
ー
モ
ニ
ー
が
醸

し
出
さ
れ
る
よ
う
に
組
織
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
経
済
産
業
省
版

M
O
T
を
組
織
化
し
な
が
ら
「
教
育
と
研
究
の
統
一
の
場
と
し
て
の
大

学
」
を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
痛
感
し
て
い
る
。

そ
の
場
合
、
研
究
を
中
心
に
統
一
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
、
特
に
感
じ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
大
学
の
デ
ザ
イ
ン
を
設
計
す
る
時
、
忘
れ
な

い
で
欲
し
い
こ
と
が
あ
る
。
他
大
学
の
ス
タ
イ
ル
だ
け
を
真
似
て
い
る

だ
け
で
、
独
自
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
を
構
築
で
き
な
け
れ
ば
、
セ
マ
ン

テ
ィ
ッ
ク
の
不
明
な
言
語
の
跋
扈
す
る
単
な
る
バ
ベ
ル
の
塔
に
大
学
は

な
り
さ
が
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
…
。
「
教
育
を
軸
に
統
一
し
よ
う
と
す

る
」
の
で
な
く
「
研
究
を
軸
に
統
一
す
べ
き
で
あ
る
」
こ
と
を
…
。 

　
大
学
で
如
何
に
生
活
し
た
の
か
に
よ
り
、
ま
た
卒
業
し
て
か
ら
の
生

き
様
に
よ
り
、
学
生
諸
君
の
奏
で
る
ハ
ー
モ
ニ
ー
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る

こ
と
に
な
る
。
ニ
ー
チ
ェ
流
に
言
え
ば
、
大
学
で
の
生
活
が
充
実
し
て

い
れ
ば
そ
れ
だ
け
世
に
出
て
か
ら
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
は
鋭
く
奏
で
ら
れ
る

の
で
あ
る
。 

　
大
学
1
年
の
時
に
哲
学
の
講
義
（
桑
木
努
教
授
）
の
時
に
作
っ
た
40

年
前
の
サ
ブ
ノ
ー
ト
を
現
在
も
大
事
に
持
っ
て
い
る
。
K.
ヤ
ス
パ
ー

ス
の
『
大
学
の
理
念
』
の
サ
ブ
ノ
ー
ト
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
次
の
よ

う
な
記
述
が
あ
る
。 

「
大
学
は
、
研
究
者
と
学
生
の
共
同
体
（G

em
einscha

ft

）
の
中
で
真

理
を
探
究
さ
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」 

「
大
学
は
、
国
家
と
社
会
が
、
時
代
の
最
も
明
瞭
な
自
覚
を
展
開
す
る

場
所
で
あ
る
。
」 

「
専
門
は
、
一
つ
の
全
体
の
分
岐
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、

諸
科
学
の
合
奏
に
よ
っ
て
、
そ
の
精
神
を
保
つ
。
」 

「
真
理
の
把
握
は
、
全
人
の
精
神
的
形
成
を
要
求
す
る
か
ら
、
陶
冶

が
、
教
授
と
研
究
の
意
味
で
あ
る
。
」 

「
学
問
は
、
方
法
的
意
識
と
常
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
」 

「
科
学
的
知
識
は
、
確
信
と
異
な
り
主
体
と
関
係
な
く
客
観
的
に
認
識

さ
れ
る
。
」 

　
こ
の
ド
イ
ツ
哲
学
の
講
義
が
私
を
ド
イ
ツ
経
営
経
済
学
の
ニ
ッ
ク

リ
ッ
シ
ュ
研
究
へ
と
向
か
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
原
始
、
学
生
は
無
垢

で
あ
っ
た
。
彼
ら
に
対
す
る
端
緒
的
動
機
づ
け
は
、
我
々
教
員
の
肩

に
掛
か
っ
て
い
る
。
K
.
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
「
大
学
に
お
け
る
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
そ
の
構
成
員
全
部
が
精
神
的
責
任
を
負
う
も
の
で

あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
駢
儷
文
に
反
対
し
て
古
文
の
復
興
を
唱
え
た

韓
愈
は
「
世
に
伯
楽
あ
り
、
然
り
し
て
後
、
千
里
の
馬
あ
り
。
千
里
の

馬
は
常
に
あ
れ
ど
も
、
伯
楽
は
常
に
あ
ら
ず
。
故
に
名
馬
あ
り
と
い
え

ど
も
、
祇
、
奴
隷
人
の
手
に
辱
め
ら
れ
、
槽
櫟
の
間
に
斃
死
し
て
、
千

里
を
持
っ
て
称
せ
ら
れ
ざ
る
な
り
」
と
述
べ
て
卓
越
し
た
指
導
者
の
必

要
性
を
述
べ
て
い
る
。
指
導
者
た
る
教
員
は
、
一
寸
で
も
気
を
抜
く
と

研
究
者
と
し
て
の
生
命
は
、
蜻
蛉
の
よ
う
に
は
か
な
い
運
命
を
辿
る
こ

と
に
な
る
。
そ
ん
な
こ
と
に
な
ら
な
い
た
め
に
も
集
団
研
究
が
必
要

に
な
る
。
し
か
も
、
依
っ
て
立
つ
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
「
ゆ
ら
ぎ
」
を
意

識
的
に
与
え
る
た
め
他
大
学
の
教
員
や
企
業
の
経
営
者
と
の
集
団
研

究
を
セ
ッ
ト
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
手
段
と
し
て
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
T
V
会
議
は
、
距
離
の
限
界
を
超
え
て
有
効
に

機
能
す
る
。
今
年
度
の
後
期
に
行
う
、
経
済
産
業
省
の
補
助
金
で
行

う
M
O
T
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
T
V
会
議
を
多
用
し
て
各
企
業
、

各
大
学
を
結
ぶ
実
験
を
提
案
し
て
い
る
。
一
部
、
海
外
の
企
業
と
も
繋

ぐ
こ
と
に
な
る
。
M
O
T
が
イ
ン
タ
ー
セ
ク
タ
ー
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

の
場
を
バ
ー
チ
ャ
ル
空
間
上
に
用
意
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
こ

と
で
21
世
紀
に
生
き
る
企
業
が
依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
経
済
原
理

を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
側
面
か
ら
提
案
し
よ
う
と
し
て
い
る
。 

　
「
可
能
性
を
引
き
出
す
大
学
の
営
み
」
と
は
、
教
員
と
学
生
両
者
の

潜
在
的
可
能
性
を
大
学
が
依
っ
て
立
つ
研
究
の
中
か
ら
探
し
求
め
る
運

動
そ
の
も
の
で
あ
る
。
私
の
提
案
し
て
い
る
M
O
T
は
、
個
々
の
要
素

の
境
界
領
域
が
ハ
ッ
キ
リ
し
て
い
る
「
シ
ス
テ
ム
」
の
指
導
す
る
時

代
か
ら
境
界
領
域
が
ハ
ッ
キ
リ
し
な
い
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
が
指
導

す
る
時
代
に
変
化
す
る
中
で
、
21
世
紀
に
生
き
る
企
業
の
指
導
原
理

（
理
念
）
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
指
導
原
理
な
き
組
織

は
、
タ
ー
ビ
ュ
ラ
ン
ス
の
激
し
い
時
代
に
対
応
で
き
ず
に
滅
び
去
る

だ
け
で
あ
る
。 

　
K.
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
新
し
い
試
み
を
志
向
す
る
研
究
者
の
営
み
を

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

「
理
念
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
が
正
し
い
か
否
か
を
合
理
的
に
洞
察
す

る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
理
念
こ
そ
が
認
識

に
意
味
を
与
え
、
研
究
者
に
推
進
力
を
与
え
る
。
」 

「
理
念
は
、
た
ゆ
み
な
く
研
究
を
続
け
る
人
間
の
中
に
だ
け
成
長
す

る
。
」 

　
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
指
摘
は
、
時
空
を
越
え
て
鋭
く
心
に
突
き
刺
さ
る
。

私
が
付
け
加
え
る
べ
き
は
、
何
も
な
い
。 

 

能
性
を
引
き
出
す
大
学
の
営
み 

（
わ
た
な
べ
　
あ
き
ら
） 
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鼎       談 

豊
島  

今
日
は
、
「
老
い
て
安
心
に
暮
ら
せ
る
三
重
の
条
件
」
を
テ
ー

マ
に
、
三
重
県
下
で
福
祉
に
携
わ
っ
て
お
ら
れ
る
皆
さ
ん
に
、
お
話
を

聞
か
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
な
た
も
い
ず
れ
高
齢
に
な

ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
住
み
慣
れ
た
と
こ
ろ
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
と

い
う
こ
と
が
、
そ
の
地
域
が
豊
か
で
あ
る
か
否
か
の
指
標
の
一
つ
で
あ

る
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
三
重
と
い
う
地
域
で
、
老
い
て
も
安

心
に
暮
ら
せ
る
た
め
に
は
、
今
、
何
が
で
き
て
い
て
、
何
が
で
き
て
い

な
い
の
か
、
今
後
予
想
さ
れ
る
問
題
や
課
題
は
何
か
と
い
っ
た
点
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
見
た
お
考
え
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
、

皆
さ
ん
と
一
緒
に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
、
進
行
役
を
務

め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
三
重
大
学
人
文
学
部
の
豊
島
で
す
。
ど
う
ぞ

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

　
で
は
、
ま
ず
初
め
に
、
今
回
の
鼎
談
の
趣
旨
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
わ
が
国
で
は
1
9
9
0
年
代
の
半
ば
頃
か
ら
、

福
祉
政
策
の
転
換
期
に
入
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
「
措

置
か
ら
契
約
へ
」
な
ど
と
言
わ
れ
、
こ
れ
を
典
型
的
に
示
し
て
い
る
制

度
が
、
介
護
保
険
で
す
。
介
護
保
険
が
導
入
さ
れ
て
か
ら
、
福
祉
を
市

場
化
し
、
契
約
化
し
、
地
方
分
権
の
名
の
下
に
市
町
村
ご
と
の
地
域
福

祉
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
政
策
が
進
ん
で
い
ま
す
。
今
日
は
、
こ
う
し

た
流
れ
を
踏
ま
え
て
、
三
重
の
高
齢
者
福
祉
に
つ
い
て
、
今
、
ど
の
よ

う
な
課
題
が
あ
る
の
か
を
、
様
々
な
角
度
か
ら
語
り
合
っ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
介
護
保
険
は
確
か
に
素
晴
ら
し
い
理
念

を
掲
げ
て
き
た
面
が
あ
り
ま
し
た
が
、
し
か
し
、
私
た
ち
の
生
活
を
支

え
て
く
れ
る
制
度
と
し
て
本
当
に
う
ま
く
機
能
し
て
い
る
の
か
、
市
町

村
に
よ
っ
て
福
祉
水
準
に
格
差
が
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
介
護

保
険
だ
け
で
は
生
活
上
の
ニ
ー
ズ
を
十
分
に
カ
バ
ー
し
き
れ
な
い
と
い

う
問
題
は
な
い
か
、
な
ど
の
問
題
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
民
間

福
祉
事
業
者
の
参
入
が
ま
す
ま
す
進
み
、
以
前
の
「
措
置
」
時
代
の
よ

う
に
行
政
に
頼
め
ば
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
く
れ
る
状
況
で
は
な

く
な
り
つ
つ
あ
る
中
で
、
行
政
の
果
た
す
べ
き
役
割
を
明
ら
か
に
す
る

と
と
も
に
、
行
政
と
民
間
事
業
者
と
の
連
携
を
ど
の
よ
う
に
作
り
上
げ

て
行
く
の
か
が
、
こ
れ
か
ら
の
地
域
の
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ

で
、
介
護
保
険
が
ス
タ
ー
ト
し
て
5
年
経
っ
た
現
時
点
で
、
三
重
の
福

祉
の
到
達
点
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
見
た
率
直
な
印
象
を

お
聞
か
せ
い
た
だ
き
、
行
政
と
民
間
事
業
者
の
双
方
の
課
題
を
お
互
い

に
指
摘
し
あ
っ
た
り
、
確
認
し
あ
っ
た
り
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
は
や
は

り
連
携
が
必
要
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
そ
う
い
っ
た
話
し
合
い
の
場
と
な

れ
ば
、
こ
れ
が
す
な
わ
ち
「
老
い
て
安
心
に
暮
ら
せ
る
三
重
の
条
件
」

に
結
び
つ
い
て
行
く
の
で
は
な
い
か
な
と
、
ま
あ
こ
ん
な
風
に
考
え
て

い
ま
す
。 

　
こ
の
よ
う
に
三
重
の
福
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に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
場
合
、
地
域
特

性
抜
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に
は
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ん
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で
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地
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に
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ら
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重
県
全
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を
抱
え
る
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の
立
場
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ら
、
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職
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で
あ
る
脇
田

さ
ん
に
も
加
わ
っ
て
い
た
だ
い
て
、
行
政
の
目
か
ら
見
た
現
状
と
課
題

に
つ
い
て
も
語
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

　
さ
て
、
前
置
き
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
ま
し
て
、
津
や
尾
鷲
が
今
ど
う

い
う
状
況
な
の
か
に
つ
い
て
、
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
の
お
二
人
か
ら
聞

か
せ
て
い
た
だ
く
と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
で
は
ま
ず
中
道
さ
ん
か
ら
、
自
己
紹
介
も
兼
ね
て
、
最
近
の
福
祉
の

状
況
な
ど
を
少
し
ご
報
告
い
た
だ
け
ま
す
か
。 
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道 

 

私
は
、
昨
年
ま
で
、
津
医
療
生
協
で
、
在
宅
介
護
支
援
セ
ン

タ
ー
の
職
員
と
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
兼
務
し
て
お
り
ま
し
た
。
今
年

か
ら
は
転
勤
の
た
め
こ
れ
ら
の
仕
事
か
ら
離
れ
て
お
り
ま
す
が
。
私

は
、
津
市
で
介
護
保
険
が
始
ま
る
前
か
ら
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
て

働
い
て
き
ま
し
て
、
市
内
の
事
業
所
の
人
達
に
呼
び
か
け
て
、
「
ケ
ア

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
協
議
会
」
を
作
り
ま
し
た
。
今
で
は
、
「
ケ
ア
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
協
議
会
」
は
、
国
・
県
・
市
町
村
ご
と
に
組
織
化
さ
れ
つ
つ
あ

り
ま
す
が
、
私
た
ち
が
結
成
し
た
当
時
に
は
ほ
と
ん
ど
未
組
織
の
状
況

で
、
全
国
的
に
も
先
駆
け
的
な
取
り
組
み
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

　
津
市
内
は
非
常
に
施
設
が
多
く
、
特
に
私
達
が
事
業
所
と
し
て
構
え

て
い
る
柳
山
地
域
は
、
高
齢
の
一
人
暮
ら
し
の
方
が
多
く
て
、
あ
る
人

に
よ
れ
ば
「
介
護
保
険
の
先
進
地
域
だ
よ
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
で
も
、

同
じ
津
市
の
中
で
も
地
域
差
が
あ
っ
て
、
津
の
西
部
に
は
伊
勢
自
動
車

道
が
走
っ
て
い
ま
す
が
、
「
こ
れ
を
境
に
し
て
東
と
西
と
で
は
、
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
の
仕
方
が
違
う
よ
」
と
。
柳
山
周
辺
で
は
、
ヘ
ル
パ
ー

さ
ん
の
車
が
走
っ
て
い
る
と
、
「
ち
ょ
っ
と
、
ち
ょ
っ
と
。
私
の
と

こ
に
も
来
て
え
な
。
」
と
い
う
形
で
、
介
護
保
険
を
利
用
し
て
自
分

の
生
活
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
。
ま
あ
一
人
暮
ら
し
が
多
い
と
い
う
こ

と
も
あ
る
と
は
思
う
ん
で
す
け
ど
。
で
も
、
そ
れ
が
伊
勢
自
動
車
道
の

西
側
の
農
村
部
へ
行
く
と
、
「
嫁
が
お
る
の
に
何
し
と
ん
の
や
。
」
と

か
、
「
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
て
い
う
名
前
を
書
い
た
車
が
自
分
と

こ
の
家
の
前
に
来
る
と
困
る
。
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
当
初
、
あ

り
ま
し
た
ね
。 

　
そ
れ
か
ら
、
津
市
は
、
ヘ
ル
パ
ー
事
業
所
が
非
常
に
多
い
ん
で
す
。

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
所
も
、
津
市
内
で
37
〜
8
程
度
は
あ
り
ま
す
。

中
小
の
事
業
所
も
沢
山
で
き
て
、
そ
の
中
で
競
争
も
あ
り
ま
す
。
特
に

こ
の
福
祉
と
い
う
世
界
で
は
、
「
競
争
と
協
同
」
の
両
方
が
な
け
れ
ば

成
り
立
た
な
い
、
と
思
い
な
が
ら
や
っ
て
お
り
ま
す
。
津
地
域
の
様
子

に
つ
い
て
は
、
大
体
そ
ん
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

豊
島
　
そ
う
で
す
か
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
今
の
津
地

域
の
お
話
に
つ
い
て
何
か
ご
質
問
が
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
お
願
い
し
ま
す
。 

鼎談・老いて安心に暮らせる三重の条件 

三重の文化・社会・自然 
第7号  2006年3月 

2特集1　地域福祉の現状と未来 3



特集1　 地域福祉の現状と未来 
鼎 談 

 中道　和久 
（なかみち　かずひさ） 

  津医療生活協同組合　暮らし助け合い事業担当 

湯浅　しおり 
（ゆあさ　しおり） 

 尾鷲市　特定非営利活動法人 
 在宅ケアグループ　あいあい代表 

 豊島　明子 
（とよしま　あきこ） 

 三重大学人文学部社会科学科助教授　行政法 

 脇田　愉司 
（わきた　さとし） 

  三重県健康福祉部障害福祉室　室長 

脇 

田   

愉 

司 

中 

道   

和 

久 

豊 

島   

明 

子 

湯 

浅 

し
お
り 

× × × 

鼎       談 

豊
島  

今
日
は
、
「
老
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て
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に
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せ
る
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重
の
条
件
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を
テ
ー

マ
に
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祉
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携
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に
、
お
話
を

聞
か
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
な
た
も
い
ず
れ
高
齢
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。
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っ
た
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つ

い
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場
か
ら
見
た
お
考
え
を
聞
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せ
て
い
た
だ
き
、

皆
さ
ん
と
一
緒
に
考
え
て
み
た
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と
思
い
ま
す
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、
進
行
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を
務

め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
三
重
大
学
人
文
学
部
の
豊
島
で
す
。
ど
う
ぞ

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
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で
は
、
ま
ず
初
め
に
、
今
回
の
鼎
談
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簡
単
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説
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せ
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だ
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1
9
9
0
年
代
の
半
ば
頃
か
ら
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転
換
期
に
入
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
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は
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し
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し
ば
「
措

置
か
ら
契
約
へ
」
な
ど
と
言
わ
れ
、
こ
れ
を
典
型
的
に
示
し
て
い
る
制

度
が
、
介
護
保
険
で
す
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介
護
保
険
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導
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て
か
ら
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福
祉
を
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化
し
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契
約
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し
、
地
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権
の
名
の
下
に
市
町
村
ご
と
の
地
域
福

祉
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
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策
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進
ん
で
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ま
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こ
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た
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踏
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て
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齢
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題
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々
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介
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掲
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あ
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く
れ
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機
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か
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市
町

村
に
よ
っ
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福
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る
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介
護
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問
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。
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れ
る
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な
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つ
あ
る
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に
す
る
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携
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。
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介
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湯
浅
　
5
年
前
に
介
護
保
険
が
始
ま
り
ま
し
た
よ
ね
。
そ
の
当
時
か
ら
、

事
業
者
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
行
っ
た
ん
で
す
か
。 

 

中
道
　
そ
う
で
す
ね
。 

 

湯
浅
　
そ
う
で
す
か
。
や
っ
ぱ
り
尾
鷲
地
域
と
は
違
い
ま
す
ね
。
私
な

ん
か
、
初
め
て
の
民
間
だ
っ
た
の
で
、
10
人
が
10
人
、
「
絶
対
無
理
だ
。
」

と
言
う
中
で
始
め
ま
し
た
。
で
も
、
「
無
理
だ
」
と
い
う
意
味
も
分
か
ら

な
い
ま
ま
に
始
め
た
と
い
う
感
じ
で
し
た
。
や
っ
ぱ
り
尾
鷲
と
い
う
地
域

性
が
あ
っ
て
、
「
今
あ
る
も
の
を
邪
魔
し
て
、
民
間
が
入
り
込
む
わ
け
に

は
い
か
な
い
。
」
と
い
う
意
識
が
強
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
ん
な
中
で
、

私
た
ち
の
活
動
が
こ
こ
ま
で
来
ら
れ
た
の
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
信
用
し

て
く
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
地
域
が
狭
い
の
で
、

事
業
所
と
い
う
看
板
じ
ゃ
な
く
て
、
湯
浅
さ
ん
が
や
っ
て
る
所
っ
て
い
う

だ
け
で
信
用
し
て
も
ら
う
、
と
い
う
の
が
最
初
で
し
た
。
も
う
そ
れ
し
か

な
か
っ
た
で
す
ね
。
私
も
利
用
者
さ
ん
も
、
一
か
ら
の
勉
強
で
し
た
。
だ

か
ら
か
え
っ
て
歩
み
寄
り
が
早
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
聞
き
た
い

こ
と
は
全
部
自
分
に
聞
い
て
く
れ
る
し
。
そ
れ
で
私
、
分
か
ら
な
い
と
す

ぐ
、
県
に
、
と
ん
で
も
な
い
質
問
も
し
ち
ゃ
う
の
で
、
県
に
聞
い
て
、
県

の
方
も
す
ぐ
に
調
べ
て
く
れ
て
返
事
し
て
く
れ
て
。
そ
ん
な
ふ
う
に
勉
強

し
な
が
ら
、
や
っ
て
行
き
ま
し
た
。
今
で
は
、
利
用
者
の
方
々
が
、
本
当

に
介
護
保
険
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
ね
。

そ
れ
は
、
本
当
に
す
ご
い
と
思
い
ま
す
。 

 

豊
島
　
湯
浅
さ
ん
は
、
尾
鷲
で
は
初
め
て
の
民
間
と
し
て
、
活
動
し
て

来
ら
れ
た
ん
で
す
ね
。 

 

湯
浅
　
初
め
て
で
し
た
ね
。
最
初
の
1
年
は
、
皆
さ
ん
眺
め
て
い
る
と

い
う
感
じ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
よ
。
「
で
き
る
ん
や
ろ
か
。
」
っ
て
。

そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
私
た
ち
が
活
動
を
始
め
て
1
年
後
に
は
、
4

社
ほ
ど
増
え
た
ん
で
す
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
の
は
、

想
い
が
な
け
れ
ば
絶
対
で
き
な
い
仕
事
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
想
い
が

な
け
れ
ば
。 

 

中
道
　
津
市
で
は
ね
、
介
護
保
険
が
始
ま
っ
た
当
時
、
民
間
事
業
所
と

し
て
は
全
国
チ
ェ
ー
ン
の
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。 

 

湯
浅
　
コ
ム
ス
ン
も
そ
う
で
す
よ
ね
。 

 

中
道
　
え
え
。
全
労
災
、
コ
ム
ス
ン
、
ア
イ

リ
ス
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。
で
も
、
民
間
の

事
業
所
や
施
設
で
働
い
て
い
た
若
い
人
た
ち

が
辞
め
て
、
「
僕
た
ち
や
る
ん
で
す
。
」
と

い
う
風
に
、
新
た
な
事
業
所
を
立
ち
上
げ
よ

う
と
す
る
人
達
が
い
た
。
そ
う
い
う
人
達
が

い
て
、
「
そ
れ
は
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
。
」
っ

て
人
達
が
一
緒
に
や
る
よ
う
に
な
っ
た
。
結

局
、
そ
う
い
う
人
達
が
ど
ん
ど
ん
事
業
を
拡

大
し
て
行
っ
た
の
を
見
て
、
「
自
分
た
ち
も

や
れ
る
。
」
っ
て
い
う
刺
激
を
与
え
た
の
が

大
き
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。 

 

湯
浅
　
え
え
。
そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
は
尾
鷲

も
一
緒
で
す
ね
。 

 

中
道
　
そ
う
し
て
、
色
々
な
事
業
所
が
ど
ん

ど
ん
後
に
続
い
て
行
き
ま
し
た
。
そ
れ
と
、
介
護
保
険
法
が
で
き
て
2

年
目
に
は
、
津
市
で
、
不
正
請
求
に
よ
る
事
業
所
の
指
定
取
消
が
行
わ

れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

豊
島
　
そ
ん
な
ふ
う
に
、
津
で
事
業
所
が
多
か
っ
た
の
は
、
や
は
り
そ

れ
な
り
に
都
市
部
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。 

 

中
道
　
え
え
。
そ
れ
に
、
都
市
部
の
わ
り
に
は
あ
る
程
度
高
齢
化
も

進
ん
で
ま
す
し
。
そ
れ
に
、
も
と
も
と
別
の
施
設
に
勤
め
て
い
た
人
達

が
、
介
護
保
険
を
き
っ
か
け
に
、
「
施
設
介
護
で
な
し
に
と
こ
と
ん
在

宅
に
こ
だ
わ
り
た
い
。
」
「
24
時
間
介
護
を
提
供
し
よ
う
。
」
と
い
う

こ
と
で
始
め
て
、
ず
い
ぶ
ん
支
持
を
得
ま
し
た
か
ら
。 

 

湯
浅
　
そ
う
で
す
ね
。
「
在
宅
に
こ
だ
わ
る
」
っ
て
こ
と
は
、
24
時

間
ど
こ
ま
で
対
応
で
き
る
の
か
と
い
う
条
件
と
、
緊
急
対
応
が
で
き
る

の
か
と
い
う
条
件
が
整
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
る
ん
で
す
よ
ね
。
「
5

時
ま
で
で
す
。
」
「
土
日
は
休
み
で
す
。
」
「
夜
中
は
対
応
で
き
ま
せ

ん
。
」
で
は
、
在
宅
に
こ
だ
わ
っ
て
欲
し
く
な
い
と
思
い
ま
す
。 

 

中
道
　
既
設
の
と
こ
ろ
は
、
結
構
そ
う
い
う

と
こ
ろ
が
あ
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。 

 

湯
浅
　
従
来
そ
う
し
て
き
て
し
ま
っ
た
と
こ

ろ
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
当
た
り
前
で
す
か
ら
。 

 

中
道
　
だ
か
ら
措
置
制
度
の
下
で
や
っ
て

い
た
と
こ
ろ
に
は
、
そ
う
い
う
レ
ベ
ル
の
と

こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
を
民
間
が
う
ち

破
っ
て
行
っ
た
。
だ
か
ら
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
も
、

で
き
た
当
時
は
、
ほ
と
ん
ど
日
曜
休
み
が
多

か
っ
た
け
ど
、
「
な
ん
で
や
ね
ん
。
」
っ
て
。

「
な
あ
。
暮
ら
し
に
は
日
曜
日
な
い
で
え
。」
っ

て
。 

 

湯
浅
　
お
盆
も
正
月
も
な
い
で
す
よ
ね
え
。 

 

中
道
　
そ
う
い
う
ふ
う
に
ど
こ
か
1
箇
所
が

日
曜
日
を
や
り
始
め
る
と
、
ど
ん
ど
ん
ど
ん
ど
ん
日
曜
も
や
る
よ
、
と

な
る
。
そ
れ
で
働
い
て
る
人
た
ち
の
労
働
条
件
が
悪
く
な
っ
た
面
は
あ

る
で
し
ょ
う
が
、
利
用
者
か
ら
見
れ
ば
、
3
6
4
日
、
1
月
1
日
は
休

み
ま
す
っ
て
と
こ
ろ
も
あ
る
け
れ
ど
、
か
な
り
、
い
つ
で
も
行
け
る
、

い
つ
で
も
利
用
で
き
る
と
い
う
間
口
は
広
が
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

 

湯
浅
　
5
時
ま
で
の
事
業
所
が
あ
っ
て
も
、
私
は
構
わ
な
い
と
は
思
い

ま
す
。
で
も
、
5
時
か
ら
自
分
の
と
こ
ろ
の
利
用
者
が
困
っ
て
い
た
時

に
、
5
時
過
ぎ
も
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
き
ち
ん
と
連
携
を
結
ぶ
こ
と

が
で
き
て
い
な
い
の
が
現
状
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

 

中
道
　
事
業
所
に
と
っ
て
は
、
帰
っ
た
ら
も
う
お
し
ま
い
や
か
ら
。
翌

日
ま
で
は
も
う
自
分
の
と
こ
ろ
の
利
用
者
じ
ゃ
な
い
。
自
分
の
と
こ
ろ
に

居
る
時
だ
け
が
利
用
者
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。 

 

湯
浅
　
そ
う
で
す
ね
。
「
連
携
を
と
っ
た
ら
い
い
の
に
。
」
と
思
い
な

が
ら
、
結
局
、
連
携
が
と
れ
な
い
か
ら
、
う
ち
の
と
こ
ろ
で
も
サ
ー
ビ
ス

が
広
が
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。
連
携
が
と
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
ち

ら
の
お
仕
事
、
こ
れ
は
こ
ち
ら
の
仕
事
と
い
う
よ
う
に
、
役
割
分
担
が
で

き
る
。
市
町
村
、
民
間
、
社
協
さ
ん
等
の
そ
れ
ぞ
れ
が
役
割
分
担
を
し
て

手
を
つ
な
げ
れ
ば
、
一
番
い
い
地
域
づ
く
り
が
で
き
る
の
に
、
ど
う
し
て

も
、
初
め
の
1
、
2
年
は
そ
れ
が
う
ま
く
行
き
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

中
道
　
そ
こ
は
や
っ
ぱ
り
、
民
間
の
優
位
性
と
い
う
か
、
悲
し
さ
が
あ

り
ま
す
よ
ね
。
や
っ
ぱ
り
行
政
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
力
と
い
う
の
が
、

本
来
的
に
必
要
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
は
公
平
中

立
だ
と
言
わ
れ
て
て
も
、
や
っ
ぱ
り
自
分
の
経
験
で
し
か
物
が
見
え
な

い
こ
と
が
ど
う
し
て
も
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
を
突
破
し
て
く
れ
る

の
は
、
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
だ
っ
た
り
す
る
。
そ
う
い
う
も
の
が

オ
ー
プ
ン
な
機
関
と
し
て
、
き
ち
ん
と
機
能
し
て
い
る
か
を
見
る
の
も
、

行
政
の
役
割
だ
と
思
う
。 

 

豊
島
　
な
る
ほ
ど
。
行
政
が
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
て
、
連
携
さ
せ
る
、

と
い
う
力
が
大
切
な
ん
で
す
ね
。 

 

中
道
　
え
え
。
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
力
が
大
事
で
す
。 

 

豊
島
　
行
政
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
力
と
は
、
と
て
も
重
要
な
指
摘
だ
と

思
う
ん
で
す
が
、
そ
の
中
身
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
べ
き
だ
と
思
わ

れ
ま
す
か
。 

 

湯
浅
　
や
っ
ぱ
り
情
報
を
伝
え
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う

ね
。
公
平
に
情
報
を
伝
え
る
の
が
行
政
の
仕
事
だ
と
思
う
ん
で
す
。 

 

豊
島
　
「
公
平
に
伝
え
る
」
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
意
味
で
し
ょ
う

か
。
ぜ
ひ
、
も
う
少
し
聞
か
せ
て
下
さ
い
。 

 

湯
浅
　
今
ま
で
、
尾
鷲
市
は
、
社
協
さ
ん
っ
て
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
ど
う

し
て
も
あ
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。
で
も
、
利
用
者
に
と
っ
て
の
利
益
を
考

え
れ
ば
、
こ
う
い
う
方
法
も
あ
る
、
こ
う
い
う
事
業
所
も
あ
る
、
と
い

う
情
報
は
、
公
平
・
平
等
に
伝
え
る
の
が
使
命
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

少
し
批
判
的
な
言
い
方
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
行
政
の
使

命
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
感
じ
ま
す
。
そ
う
し
た
状
況
の

下
で
私
達
は
依
頼
を
さ
れ
て
活
動
し
て
行
く
の
が
本
来
だ
と
思
い
ま
す
。

私
が
い
つ
も
行
政
に
お
願
い
し
て
い
た
の
は
、
「
足
り
な
い
事
を
言
っ

て
く
だ
さ
い
。
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
何
が
こ
の
地
域
で
足
り
な
い
の

か
が
、
自
分
達
で
は
分
か
ら
な
い
ん
で
す
よ
。
で
も
、
何
が
足
り
な
い

の
か
が
分
か
り
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
私
達
で
出
来
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
私
達
は
民
間
と
い
う
立
場
で
す
か
ら
。
だ
か
ら
、
行
政
に
は
、

「
私
ら
を
育
て
て
く
だ
さ
い
。
」
と
、
言
っ
て
き
ま
し
た
ね
。
で
も
、

結
局
現
場
を
や
っ
て
い
る
と
、
足
り
な
い
事
を
す
ぐ
に
目
の
当
た
り
に

す
る
。
3
歩
歩
け
ば
ぶ
つ
か
り
ま
す
か
ら
。「
あ
あ
、
こ
れ
か
あ
。
」
っ

て
気
が
つ
い
て
、
「
だ
っ
た
ら
や
ろ
う
よ
。
」
と
い
う
感
じ
で
。 

 

豊
島
　
行
政
に
は
、
地
域
で
足
り
な
い
も
の
を
把
握
し
、
そ
れ
に
つ
い

て
公
平
に
情
報
を
流
す
と
い
う
役
割
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
こ
の
ご
指
摘
は
、

こ
れ
か
ら
の
地
域
福
祉
推
進
に
と
っ
て
大
切
な
視
点
だ
と
思
い
ま
す
。
で

は
、
今
の
お
話
の
流
れ
で
、
湯
浅
さ
ん
ご
自
身
の
自
己
紹
介
も
兼
ね
て
、

尾
鷲
地
域
の
状
況
な
ど
に
つ
い
て
も
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。 

 

湯
浅
　
尾
鷲
市
の
「
あ
い
あ
い
」
か
ら
来
ま
し
た
、
湯
浅
で
す
。
5

年
前
に
N
P
O
法
人
の
認
証
を
受
け
て
、
そ
れ
ま
で
は
ず
っ
と
看
護

婦
と
し
て
医
療
の
方
に
携
わ
っ
て
来
た
ん
で
す
が
、
5
年
前
に
初
め

て
福
祉
の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
も
の
す
ご

く
自
分
が
医
療
畑
の
人
間
で
、
世
間
知
ら
ず
な
ん
だ
な
あ
と
い
う
こ

と
を
痛
切
に
感
じ
た
ん
で
す
。
15
の
時
か
ら
看
護
学
校
に
行
っ
て
、

17
で
免
許
を
取
っ
て
か
ら
ず
っ
と
で
し
た
の
で
、
福
祉
の
意
味
も
分

か
ら
ず
、
ス
タ
ー
ト
し
た
ん
で
す
け
ど
。 

　
福
祉
の
活
動
を
す
る
中
で
よ
く
言
わ
れ
る
の
が
、
「
湯
浅
さ
ん
は
福

祉
を
ど
う
思
っ
て
い
ま
す
か
。
」
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
が
、
福
祉
っ

て
、
答
え
が
出
な
い
ん
で
す
よ
。
た
だ
、
や
っ
ぱ
り
線
引
い
ち
ゃ
っ
た

ら
い
け
な
い
、
と
思
い
ま
す
。
と
に
か
く
困
っ
て
る
こ
と
は
み
ん
な
困
っ

て
る
。
障
害
の
人
で
も
、
体
に
出
て
る
障
害
と
か
、
知
的
に
出
て
る
障

害
と
か
色
々
あ
り
ま
す
。
で
も
、
私
達
の
心
に
あ
る
障
害
っ
て
、
誰
に

も
分
か
っ
て
な
い
で
す
よ
ね
。
健
康
な
人
間
で
も
。
み
ん
な
ど
こ
か
に

障
害
持
っ
て
る
は
ず
だ
っ
て
前
提
に
立
て
ば
、
み
ん
な
困
っ
て
る
ん
で

す
。
健
康
な
人
間
で
も
、
み
ん
な
。
失
恋
し
た
人
が
も
う
立
ち
上
が
れ

ず
に
ト
ラ
ウ
マ
に
な
っ
た
っ
て
い
う
の
も
、
1
つ
の
心
の
障
害
だ
っ
た

り
。
そ
う
い
う
、
見
え
な
い
と
こ
ろ
も
含
め
て
支
援
し
て
行
く
の
が
、

私
達
、
N
P
O
な
の
か
な
あ
っ
て
思
い
な
が
ら
、
活
動
し
て
い
ま
す
。 

　
「
非
営
利
」
と
い
う
本
当
の
意
味
が
、
初
め
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
ん

で
す
。
あ
の
頃
、
N
P
O
は
、
お
金
が
な
く
て
も
法
人
格
が
取
れ
る
と

い
う
こ
と
で
、
あ
ち
こ
ち
手
を
挙
げ
た
と
い
う
の
が
実
情
だ
っ
た
と
思

う
ん
で
す
よ
。
で
も
、
自
分
達
が
や
っ
て
い
く
中
で
、
私
達
の
や
っ
て

る
こ
と
は
本
当
に
N
P
O
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
活
動
し
な
が
ら
認

識
し
て
行
き
ま
し
た
。
初
め
の
う
ち
は
、
本
当
に
、
正
直
言
っ
て
お
金

も
な
い
し
、
「
有
限
会
社
だ
っ
た
ら
法
人
格
取
る
の
に
3
0
0
万
円
い

る
ん
や
。
」
と
か
ね
。
そ
ん
な
話
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
う
こ
う
す
る

う
ち
に
、
N
P
O
や
っ
て
る
人
と
知
り
合
っ
て
、
「
あ
ん
た
達
の
考
え

方
は
、
う
ち
の
N
P
O
法
人
だ
よ
。
」
っ
て
教
え
て
い
た
だ
い
て
。
「
何

で
す
か
。
そ
れ
。
」
な
ん
て
言
い
な
が
ら
。
で
も
、
そ
う
や
っ
て
活
動

し
始
め
た
ら
、
自
分
達
の
使
命
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
行
き
ま
し
た
。

地
域
に
足
り
な
い
も
の
の
た
め
に
お
金
を
生
ん
で
、
そ
れ
を
そ
こ
に
使

う
。
ま
だ
ま
だ
補
助
金
も
な
い
し
、
税
金
も
き
ち
ん
と
払
わ
な
き
ゃ
い

け
な
い
の
で
、
何
だ
か
、
「
あ
あ
。
こ
の
税
金
の
分
で
、
こ
れ
が
で
き

た
の
に
な
ぁ
。
」
と
か
ね
、
実
際
、
思
っ
た
り
す
る
ん
で
す
よ
。 

 

一
同
　
（
笑
） 

 

湯
浅
　
「
あ
あ
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
で
、
ト
イ
レ
も
う
ち
ょ
っ
と
良
く
で

き
た
の
に
な
ぁ
。
」
と
か
ね
。
実
際
、
う
ち
は
、
お
風
呂
に
リ
フ
ト
と

か
な
い
ん
で
。
す
べ
て
、
昔
な
が
ら
の
手
で
す
。
手
。
2
人
が
か
り
、

3
人
が
か
り
。
便
利
な
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
便
利
な
方
が
い
い
ん
で
し
ょ

う
け
ど
、
そ
こ
を
敢
え
て
コ
ス
ト
を
下
げ
て
、
利
用
者
さ
ん
に
違
う

サ
ー
ビ
ス
の
形
で
提
供
す
る
ん
で
す
。
車
椅
子
対
応
の
車
が
買
え
な

か
っ
た
も
ん
で
す
か
ら
、
長
い
間
。
だ
か
ら
み
ん
な
う
ち
の
お
客

さ
ん
、
元
気
な
ん
で
す
よ
。
一
旦
立
た
な
き
ゃ
乗
れ
な
い
か
ら
。 

 

一
同
　
（
笑
） 

 

湯
浅
　
ほ
ん
と
に
こ
れ
は
、
そ
う
な
ん
で
す
。
あ
い
あ
い
さ
ん
の
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
行
っ
て
る
人
は
、
ど
ん
ど
ん
元
気
に
な
る
。
段
差
だ
ら
け

な
ん
で
す
よ
。
も
う
と
に
か
く
頑
張
っ
て
歩
か
な
き
ゃ
な
ら
な
い
の
で
。

で
も
、
確
か
に
環
境
も
大
事
で
す
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
、
伝
わ
る
心
で
勝

負
、
な
の
か
な
。
そ
れ
が
あ
っ
て
、
み
ん
な
本
当
に
喜
ん
で
く
れ
る
ん

だ
と
思
い
ま
す
。
「
段
差
が
あ
っ
て
も
い
い
よ
、
あ
ん
た
ん
と
こ
で
。

車
椅
子
対
応
無
く
て
も
、
い
い
よ
。
傘
、
一
生
懸
命
も
っ
て
く
れ
と
る

や
な
い
の
。
」
っ
て
。 
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湯
浅
　
5
年
前
に
介
護
保
険
が
始
ま
り
ま
し
た
よ
ね
。
そ
の
当
時
か
ら
、

事
業
者
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
行
っ
た
ん
で
す
か
。 

 

中
道
　
そ
う
で
す
ね
。 

 

湯
浅
　
そ
う
で
す
か
。
や
っ
ぱ
り
尾
鷲
地
域
と
は
違
い
ま
す
ね
。
私
な

ん
か
、
初
め
て
の
民
間
だ
っ
た
の
で
、
10
人
が
10
人
、
「
絶
対
無
理
だ
。
」

と
言
う
中
で
始
め
ま
し
た
。
で
も
、
「
無
理
だ
」
と
い
う
意
味
も
分
か
ら

な
い
ま
ま
に
始
め
た
と
い
う
感
じ
で
し
た
。
や
っ
ぱ
り
尾
鷲
と
い
う
地
域

性
が
あ
っ
て
、
「
今
あ
る
も
の
を
邪
魔
し
て
、
民
間
が
入
り
込
む
わ
け
に

は
い
か
な
い
。
」
と
い
う
意
識
が
強
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
ん
な
中
で
、

私
た
ち
の
活
動
が
こ
こ
ま
で
来
ら
れ
た
の
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
信
用
し

て
く
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
地
域
が
狭
い
の
で
、

事
業
所
と
い
う
看
板
じ
ゃ
な
く
て
、
湯
浅
さ
ん
が
や
っ
て
る
所
っ
て
い
う

だ
け
で
信
用
し
て
も
ら
う
、
と
い
う
の
が
最
初
で
し
た
。
も
う
そ
れ
し
か

な
か
っ
た
で
す
ね
。
私
も
利
用
者
さ
ん
も
、
一
か
ら
の
勉
強
で
し
た
。
だ

か
ら
か
え
っ
て
歩
み
寄
り
が
早
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
聞
き
た
い

こ
と
は
全
部
自
分
に
聞
い
て
く
れ
る
し
。
そ
れ
で
私
、
分
か
ら
な
い
と
す

ぐ
、
県
に
、
と
ん
で
も
な
い
質
問
も
し
ち
ゃ
う
の
で
、
県
に
聞
い
て
、
県

の
方
も
す
ぐ
に
調
べ
て
く
れ
て
返
事
し
て
く
れ
て
。
そ
ん
な
ふ
う
に
勉
強

し
な
が
ら
、
や
っ
て
行
き
ま
し
た
。
今
で
は
、
利
用
者
の
方
々
が
、
本
当

に
介
護
保
険
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
ね
。

そ
れ
は
、
本
当
に
す
ご
い
と
思
い
ま
す
。 

 

豊
島
　
湯
浅
さ
ん
は
、
尾
鷲
で
は
初
め
て
の
民
間
と
し
て
、
活
動
し
て

来
ら
れ
た
ん
で
す
ね
。 

 

湯
浅
　
初
め
て
で
し
た
ね
。
最
初
の
1
年
は
、
皆
さ
ん
眺
め
て
い
る
と

い
う
感
じ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
よ
。
「
で
き
る
ん
や
ろ
か
。
」
っ
て
。

そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
私
た
ち
が
活
動
を
始
め
て
1
年
後
に
は
、
4

社
ほ
ど
増
え
た
ん
で
す
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
の
は
、

想
い
が
な
け
れ
ば
絶
対
で
き
な
い
仕
事
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
想
い
が

な
け
れ
ば
。 

 

中
道
　
津
市
で
は
ね
、
介
護
保
険
が
始
ま
っ
た
当
時
、
民
間
事
業
所
と

し
て
は
全
国
チ
ェ
ー
ン
の
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。 

 

湯
浅
　
コ
ム
ス
ン
も
そ
う
で
す
よ
ね
。 

 

中
道
　
え
え
。
全
労
災
、
コ
ム
ス
ン
、
ア
イ

リ
ス
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。
で
も
、
民
間
の

事
業
所
や
施
設
で
働
い
て
い
た
若
い
人
た
ち

が
辞
め
て
、
「
僕
た
ち
や
る
ん
で
す
。
」
と

い
う
風
に
、
新
た
な
事
業
所
を
立
ち
上
げ
よ

う
と
す
る
人
達
が
い
た
。
そ
う
い
う
人
達
が

い
て
、
「
そ
れ
は
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
。
」
っ

て
人
達
が
一
緒
に
や
る
よ
う
に
な
っ
た
。
結

局
、
そ
う
い
う
人
達
が
ど
ん
ど
ん
事
業
を
拡

大
し
て
行
っ
た
の
を
見
て
、
「
自
分
た
ち
も

や
れ
る
。
」
っ
て
い
う
刺
激
を
与
え
た
の
が

大
き
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。 

 

湯
浅
　
え
え
。
そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
は
尾
鷲

も
一
緒
で
す
ね
。 

 

中
道
　
そ
う
し
て
、
色
々
な
事
業
所
が
ど
ん

ど
ん
後
に
続
い
て
行
き
ま
し
た
。
そ
れ
と
、
介
護
保
険
法
が
で
き
て
2

年
目
に
は
、
津
市
で
、
不
正
請
求
に
よ
る
事
業
所
の
指
定
取
消
が
行
わ

れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

豊
島
　
そ
ん
な
ふ
う
に
、
津
で
事
業
所
が
多
か
っ
た
の
は
、
や
は
り
そ

れ
な
り
に
都
市
部
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。 

 

中
道
　
え
え
。
そ
れ
に
、
都
市
部
の
わ
り
に
は
あ
る
程
度
高
齢
化
も

進
ん
で
ま
す
し
。
そ
れ
に
、
も
と
も
と
別
の
施
設
に
勤
め
て
い
た
人
達

が
、
介
護
保
険
を
き
っ
か
け
に
、
「
施
設
介
護
で
な
し
に
と
こ
と
ん
在

宅
に
こ
だ
わ
り
た
い
。
」
「
24
時
間
介
護
を
提
供
し
よ
う
。
」
と
い
う

こ
と
で
始
め
て
、
ず
い
ぶ
ん
支
持
を
得
ま
し
た
か
ら
。 

 

湯
浅
　
そ
う
で
す
ね
。
「
在
宅
に
こ
だ
わ
る
」
っ
て
こ
と
は
、
24
時

間
ど
こ
ま
で
対
応
で
き
る
の
か
と
い
う
条
件
と
、
緊
急
対
応
が
で
き
る

の
か
と
い
う
条
件
が
整
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
る
ん
で
す
よ
ね
。
「
5

時
ま
で
で
す
。
」
「
土
日
は
休
み
で
す
。
」
「
夜
中
は
対
応
で
き
ま
せ

ん
。
」
で
は
、
在
宅
に
こ
だ
わ
っ
て
欲
し
く
な
い
と
思
い
ま
す
。 

 

中
道
　
既
設
の
と
こ
ろ
は
、
結
構
そ
う
い
う

と
こ
ろ
が
あ
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。 

 

湯
浅
　
従
来
そ
う
し
て
き
て
し
ま
っ
た
と
こ

ろ
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
当
た
り
前
で
す
か
ら
。 

 

中
道
　
だ
か
ら
措
置
制
度
の
下
で
や
っ
て

い
た
と
こ
ろ
に
は
、
そ
う
い
う
レ
ベ
ル
の
と

こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
を
民
間
が
う
ち

破
っ
て
行
っ
た
。
だ
か
ら
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
も
、

で
き
た
当
時
は
、
ほ
と
ん
ど
日
曜
休
み
が
多

か
っ
た
け
ど
、
「
な
ん
で
や
ね
ん
。
」
っ
て
。

「
な
あ
。
暮
ら
し
に
は
日
曜
日
な
い
で
え
。」
っ

て
。 

 

湯
浅
　
お
盆
も
正
月
も
な
い
で
す
よ
ね
え
。 

 

中
道
　
そ
う
い
う
ふ
う
に
ど
こ
か
1
箇
所
が

日
曜
日
を
や
り
始
め
る
と
、
ど
ん
ど
ん
ど
ん
ど
ん
日
曜
も
や
る
よ
、
と

な
る
。
そ
れ
で
働
い
て
る
人
た
ち
の
労
働
条
件
が
悪
く
な
っ
た
面
は
あ

る
で
し
ょ
う
が
、
利
用
者
か
ら
見
れ
ば
、
3
6
4
日
、
1
月
1
日
は
休

み
ま
す
っ
て
と
こ
ろ
も
あ
る
け
れ
ど
、
か
な
り
、
い
つ
で
も
行
け
る
、

い
つ
で
も
利
用
で
き
る
と
い
う
間
口
は
広
が
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

 

湯
浅
　
5
時
ま
で
の
事
業
所
が
あ
っ
て
も
、
私
は
構
わ
な
い
と
は
思
い

ま
す
。
で
も
、
5
時
か
ら
自
分
の
と
こ
ろ
の
利
用
者
が
困
っ
て
い
た
時

に
、
5
時
過
ぎ
も
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
き
ち
ん
と
連
携
を
結
ぶ
こ
と

が
で
き
て
い
な
い
の
が
現
状
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

 

中
道
　
事
業
所
に
と
っ
て
は
、
帰
っ
た
ら
も
う
お
し
ま
い
や
か
ら
。
翌

日
ま
で
は
も
う
自
分
の
と
こ
ろ
の
利
用
者
じ
ゃ
な
い
。
自
分
の
と
こ
ろ
に

居
る
時
だ
け
が
利
用
者
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。 

 

湯
浅
　
そ
う
で
す
ね
。
「
連
携
を
と
っ
た
ら
い
い
の
に
。
」
と
思
い
な

が
ら
、
結
局
、
連
携
が
と
れ
な
い
か
ら
、
う
ち
の
と
こ
ろ
で
も
サ
ー
ビ
ス

が
広
が
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。
連
携
が
と
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
ち

ら
の
お
仕
事
、
こ
れ
は
こ
ち
ら
の
仕
事
と
い
う
よ
う
に
、
役
割
分
担
が
で

き
る
。
市
町
村
、
民
間
、
社
協
さ
ん
等
の
そ
れ
ぞ
れ
が
役
割
分
担
を
し
て

手
を
つ
な
げ
れ
ば
、
一
番
い
い
地
域
づ
く
り
が
で
き
る
の
に
、
ど
う
し
て

も
、
初
め
の
1
、
2
年
は
そ
れ
が
う
ま
く
行
き
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

中
道
　
そ
こ
は
や
っ
ぱ
り
、
民
間
の
優
位
性
と
い
う
か
、
悲
し
さ
が
あ

り
ま
す
よ
ね
。
や
っ
ぱ
り
行
政
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
力
と
い
う
の
が
、

本
来
的
に
必
要
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
は
公
平
中

立
だ
と
言
わ
れ
て
て
も
、
や
っ
ぱ
り
自
分
の
経
験
で
し
か
物
が
見
え
な

い
こ
と
が
ど
う
し
て
も
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
を
突
破
し
て
く
れ
る

の
は
、
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
だ
っ
た
り
す
る
。
そ
う
い
う
も
の
が

オ
ー
プ
ン
な
機
関
と
し
て
、
き
ち
ん
と
機
能
し
て
い
る
か
を
見
る
の
も
、

行
政
の
役
割
だ
と
思
う
。 

 

豊
島
　
な
る
ほ
ど
。
行
政
が
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
て
、
連
携
さ
せ
る
、

と
い
う
力
が
大
切
な
ん
で
す
ね
。 

 

中
道
　
え
え
。
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
力
が
大
事
で
す
。 

 

豊
島
　
行
政
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
力
と
は
、
と
て
も
重
要
な
指
摘
だ
と

思
う
ん
で
す
が
、
そ
の
中
身
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
べ
き
だ
と
思
わ

れ
ま
す
か
。 

 

湯
浅
　
や
っ
ぱ
り
情
報
を
伝
え
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う

ね
。
公
平
に
情
報
を
伝
え
る
の
が
行
政
の
仕
事
だ
と
思
う
ん
で
す
。 

 

豊
島
　
「
公
平
に
伝
え
る
」
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
意
味
で
し
ょ
う

か
。
ぜ
ひ
、
も
う
少
し
聞
か
せ
て
下
さ
い
。 

 

湯
浅
　
今
ま
で
、
尾
鷲
市
は
、
社
協
さ
ん
っ
て
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
ど
う

し
て
も
あ
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。
で
も
、
利
用
者
に
と
っ
て
の
利
益
を
考

え
れ
ば
、
こ
う
い
う
方
法
も
あ
る
、
こ
う
い
う
事
業
所
も
あ
る
、
と
い

う
情
報
は
、
公
平
・
平
等
に
伝
え
る
の
が
使
命
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

少
し
批
判
的
な
言
い
方
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
行
政
の
使

命
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
感
じ
ま
す
。
そ
う
し
た
状
況
の

下
で
私
達
は
依
頼
を
さ
れ
て
活
動
し
て
行
く
の
が
本
来
だ
と
思
い
ま
す
。

私
が
い
つ
も
行
政
に
お
願
い
し
て
い
た
の
は
、
「
足
り
な
い
事
を
言
っ

て
く
だ
さ
い
。
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
何
が
こ
の
地
域
で
足
り
な
い
の

か
が
、
自
分
達
で
は
分
か
ら
な
い
ん
で
す
よ
。
で
も
、
何
が
足
り
な
い

の
か
が
分
か
り
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
私
達
で
出
来
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
私
達
は
民
間
と
い
う
立
場
で
す
か
ら
。
だ
か
ら
、
行
政
に
は
、

「
私
ら
を
育
て
て
く
だ
さ
い
。
」
と
、
言
っ
て
き
ま
し
た
ね
。
で
も
、

結
局
現
場
を
や
っ
て
い
る
と
、
足
り
な
い
事
を
す
ぐ
に
目
の
当
た
り
に

す
る
。
3
歩
歩
け
ば
ぶ
つ
か
り
ま
す
か
ら
。「
あ
あ
、
こ
れ
か
あ
。
」
っ

て
気
が
つ
い
て
、
「
だ
っ
た
ら
や
ろ
う
よ
。
」
と
い
う
感
じ
で
。 

 

豊
島
　
行
政
に
は
、
地
域
で
足
り
な
い
も
の
を
把
握
し
、
そ
れ
に
つ
い

て
公
平
に
情
報
を
流
す
と
い
う
役
割
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
こ
の
ご
指
摘
は
、

こ
れ
か
ら
の
地
域
福
祉
推
進
に
と
っ
て
大
切
な
視
点
だ
と
思
い
ま
す
。
で

は
、
今
の
お
話
の
流
れ
で
、
湯
浅
さ
ん
ご
自
身
の
自
己
紹
介
も
兼
ね
て
、

尾
鷲
地
域
の
状
況
な
ど
に
つ
い
て
も
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。 

 

湯
浅
　
尾
鷲
市
の
「
あ
い
あ
い
」
か
ら
来
ま
し
た
、
湯
浅
で
す
。
5

年
前
に
N
P
O
法
人
の
認
証
を
受
け
て
、
そ
れ
ま
で
は
ず
っ
と
看
護

婦
と
し
て
医
療
の
方
に
携
わ
っ
て
来
た
ん
で
す
が
、
5
年
前
に
初
め

て
福
祉
の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
も
の
す
ご

く
自
分
が
医
療
畑
の
人
間
で
、
世
間
知
ら
ず
な
ん
だ
な
あ
と
い
う
こ

と
を
痛
切
に
感
じ
た
ん
で
す
。
15
の
時
か
ら
看
護
学
校
に
行
っ
て
、

17
で
免
許
を
取
っ
て
か
ら
ず
っ
と
で
し
た
の
で
、
福
祉
の
意
味
も
分

か
ら
ず
、
ス
タ
ー
ト
し
た
ん
で
す
け
ど
。 

　
福
祉
の
活
動
を
す
る
中
で
よ
く
言
わ
れ
る
の
が
、
「
湯
浅
さ
ん
は
福

祉
を
ど
う
思
っ
て
い
ま
す
か
。
」
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
が
、
福
祉
っ

て
、
答
え
が
出
な
い
ん
で
す
よ
。
た
だ
、
や
っ
ぱ
り
線
引
い
ち
ゃ
っ
た

ら
い
け
な
い
、
と
思
い
ま
す
。
と
に
か
く
困
っ
て
る
こ
と
は
み
ん
な
困
っ

て
る
。
障
害
の
人
で
も
、
体
に
出
て
る
障
害
と
か
、
知
的
に
出
て
る
障

害
と
か
色
々
あ
り
ま
す
。
で
も
、
私
達
の
心
に
あ
る
障
害
っ
て
、
誰
に

も
分
か
っ
て
な
い
で
す
よ
ね
。
健
康
な
人
間
で
も
。
み
ん
な
ど
こ
か
に

障
害
持
っ
て
る
は
ず
だ
っ
て
前
提
に
立
て
ば
、
み
ん
な
困
っ
て
る
ん
で

す
。
健
康
な
人
間
で
も
、
み
ん
な
。
失
恋
し
た
人
が
も
う
立
ち
上
が
れ

ず
に
ト
ラ
ウ
マ
に
な
っ
た
っ
て
い
う
の
も
、
1
つ
の
心
の
障
害
だ
っ
た

り
。
そ
う
い
う
、
見
え
な
い
と
こ
ろ
も
含
め
て
支
援
し
て
行
く
の
が
、

私
達
、
N
P
O
な
の
か
な
あ
っ
て
思
い
な
が
ら
、
活
動
し
て
い
ま
す
。 

　
「
非
営
利
」
と
い
う
本
当
の
意
味
が
、
初
め
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
ん

で
す
。
あ
の
頃
、
N
P
O
は
、
お
金
が
な
く
て
も
法
人
格
が
取
れ
る
と

い
う
こ
と
で
、
あ
ち
こ
ち
手
を
挙
げ
た
と
い
う
の
が
実
情
だ
っ
た
と
思

う
ん
で
す
よ
。
で
も
、
自
分
達
が
や
っ
て
い
く
中
で
、
私
達
の
や
っ
て

る
こ
と
は
本
当
に
N
P
O
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
活
動
し
な
が
ら
認

識
し
て
行
き
ま
し
た
。
初
め
の
う
ち
は
、
本
当
に
、
正
直
言
っ
て
お
金

も
な
い
し
、
「
有
限
会
社
だ
っ
た
ら
法
人
格
取
る
の
に
3
0
0
万
円
い

る
ん
や
。
」
と
か
ね
。
そ
ん
な
話
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
う
こ
う
す
る

う
ち
に
、
N
P
O
や
っ
て
る
人
と
知
り
合
っ
て
、
「
あ
ん
た
達
の
考
え

方
は
、
う
ち
の
N
P
O
法
人
だ
よ
。
」
っ
て
教
え
て
い
た
だ
い
て
。
「
何

で
す
か
。
そ
れ
。
」
な
ん
て
言
い
な
が
ら
。
で
も
、
そ
う
や
っ
て
活
動

し
始
め
た
ら
、
自
分
達
の
使
命
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
行
き
ま
し
た
。

地
域
に
足
り
な
い
も
の
の
た
め
に
お
金
を
生
ん
で
、
そ
れ
を
そ
こ
に
使

う
。
ま
だ
ま
だ
補
助
金
も
な
い
し
、
税
金
も
き
ち
ん
と
払
わ
な
き
ゃ
い

け
な
い
の
で
、
何
だ
か
、
「
あ
あ
。
こ
の
税
金
の
分
で
、
こ
れ
が
で
き

た
の
に
な
ぁ
。
」
と
か
ね
、
実
際
、
思
っ
た
り
す
る
ん
で
す
よ
。 

 

一
同
　
（
笑
） 

 

湯
浅
　
「
あ
あ
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
で
、
ト
イ
レ
も
う
ち
ょ
っ
と
良
く
で

き
た
の
に
な
ぁ
。
」
と
か
ね
。
実
際
、
う
ち
は
、
お
風
呂
に
リ
フ
ト
と

か
な
い
ん
で
。
す
べ
て
、
昔
な
が
ら
の
手
で
す
。
手
。
2
人
が
か
り
、

3
人
が
か
り
。
便
利
な
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
便
利
な
方
が
い
い
ん
で
し
ょ

う
け
ど
、
そ
こ
を
敢
え
て
コ
ス
ト
を
下
げ
て
、
利
用
者
さ
ん
に
違
う

サ
ー
ビ
ス
の
形
で
提
供
す
る
ん
で
す
。
車
椅
子
対
応
の
車
が
買
え
な

か
っ
た
も
ん
で
す
か
ら
、
長
い
間
。
だ
か
ら
み
ん
な
う
ち
の
お
客

さ
ん
、
元
気
な
ん
で
す
よ
。
一
旦
立
た
な
き
ゃ
乗
れ
な
い
か
ら
。 

 

一
同
　
（
笑
） 

 

湯
浅
　
ほ
ん
と
に
こ
れ
は
、
そ
う
な
ん
で
す
。
あ
い
あ
い
さ
ん
の
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
行
っ
て
る
人
は
、
ど
ん
ど
ん
元
気
に
な
る
。
段
差
だ
ら
け

な
ん
で
す
よ
。
も
う
と
に
か
く
頑
張
っ
て
歩
か
な
き
ゃ
な
ら
な
い
の
で
。

で
も
、
確
か
に
環
境
も
大
事
で
す
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
、
伝
わ
る
心
で
勝

負
、
な
の
か
な
。
そ
れ
が
あ
っ
て
、
み
ん
な
本
当
に
喜
ん
で
く
れ
る
ん

だ
と
思
い
ま
す
。
「
段
差
が
あ
っ
て
も
い
い
よ
、
あ
ん
た
ん
と
こ
で
。

車
椅
子
対
応
無
く
て
も
、
い
い
よ
。
傘
、
一
生
懸
命
も
っ
て
く
れ
と
る

や
な
い
の
。
」
っ
て
。 
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中
道
　
尾
鷲
は
よ
う
雨
降
る
も
ん
な
。 

 

湯
浅
　
そ
う
な
ん
で
す
よ
。
で
、
あ
る
時
、
私
、
車
椅
子
対
応
の
車

が
無
く
て
、
大
降
り
の
時
に
、「
あ
っ
、
社
協
さ
ん
に
車
借
り
よ
。」
っ

て
思
っ
て
ね
。
電
話
し
て
「
す
い
ま
せ
ん
、
ち
ょ
っ
と
今
か
ら
5
分

ば
か
1
台
貸
し
て
く
れ
ま
せ
ん
か
。
」
（
笑
）
「
い
や
、
そ
れ
は

ち
ょ
っ
と
…
。
」
っ
て
。
「
何
で
、
あ
る
も
ん
貸
し
て
く
れ
ん
の

や
ろ
ー
？
」
っ
て
、
ど
ん
ど
ん
不
思
議
に
思
っ
て
。
ま
あ
、
責
任

問
題
と
か
リ
ス
ク
の
問
題
と
か
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。 

 

中
道
　
あ
ん
た
は
、
え
ら
い
。 

 

湯
浅
　
あ
は
は
っ
（
笑
）
。
「
い
く
ら
で
す
か
。
別
に
払
い
ま
す
よ
、

借
り
賃
。
今
、
決
め
て
く
だ
さ
い
。
」
と
か
言
っ
た
ん
で
す
け
ど
。 

 

豊
島
　
は
っ
は
っ
は
（
笑
）
。
と
こ
ろ
で
、
先
ほ
ど
、
非
営
利
で
あ
る

こ
と
を
活
動
の
中
で
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
お
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
で
し
ょ
う
か
。 

 

湯
浅
　
そ
う
で
す
ね
。
や
っ
ぱ
り
、
生
ま
れ
る
も
の
を
次
に
活
か
し
た

い
と
い
う
気
持
ち
と
、
使
命
感
と
い
う
ん
で
し
ょ
う
か
。
出
来
な
い
こ
と

を
、
ど
う
し
た
ら
出
来
る
よ
う
に
な
る
か
。
み
ん
な
の
知
恵
が
集
ま
れ

ば
、
絶
対
に
出
来
る
。
そ
れ
が
、
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
の
か
、
無
償
な

の
か
。
色
々
な
振
り
分
け
が
考
え
ら
れ
ま
す
よ
ね
。
た
だ
、
私
達
の
と
こ

ろ
の
柱
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
、
介
護
保
険
制
度

で
も
支
援
費
制
度
で
も
救
え
な
い
方
々
が
、
ス
ポ
ッ
っ
と
は
ま
る
ん
で

す
。
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
制
度
と
は
関
係
の
な
い
支
援
な
の
で
。
こ

れ
は
、
も
の
す
ご
く
広
が
っ
て
き
た
し
、
喜
ば
れ
る
し
。
そ
う
言
う
と

ね
、
皆
さ
ん
言
う
ん
で
す
。
「
じ
ゃ
あ
、
湯
浅
さ
ん
は
、
無
償
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
に
つ
い
て
は
ど
う
思
っ
て
る
ん
で
す
か
？
」
っ
て
。
「
そ
ん
な

も
ん
、
日
常
茶
飯
事
で
つ
い
で
に
や
っ
て
ま
す
よ
、
あ
た
し
ら
。
」 

 

一
同
　
（
笑
） 

 

湯
浅
　
「
そ
れ
を
い
ち
い
ち
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ん
て
言
葉
つ
け
ん
で
も

い
い
ん
や
わ
。
」
っ
て
言
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
け
ど
。
そ
う
で
す
よ
。
皆

さ
ん
や
っ
て
ま
す
よ
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
。
そ
れ
よ
り
も
な
ぜ
有
償
に
私

が
こ
だ
わ
る
か
と
い
う
と
、
提
供
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
に
料
金
を
払
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
平
等
性
が
発
生
す
る
ん
で
す
よ
ね
。
私
も
そ
う
で
す
が
、
タ

ダ
ほ
ど
高
い
も
の
は
無
い
っ
て
い
う
心
理
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
何
か
や
っ

て
も
ら
っ
た
ら
、
「
あ
っ
、
尾
鷲
で
一
番
お
い
し
い
魚
送
っ
て
あ
げ
よ
。
」

「
あ
っ
、
み
か
ん
1
箱
送
っ
て
あ
げ
よ
。
」
っ
て
。
こ
れ
は
一
切
禁
止
の

世
界
で
す
か
ら
、
1
時
間
8
0
0
円
で
済
む
こ
と
に
、
利
用
者
さ
ん
は
喜

ん
で
く
れ
て
ま
す
。
「
後
か
ら
お
礼
せ
ん
で
も
い
い
ん
や
ね
。
」
っ
て
。

「
そ
う
そ
う
。
だ
か
ら
有
償
な
ん
だ
よ
。
」
っ
て
。
で
、
ど
こ
が
営
利

じ
ゃ
な
い
の
か
と
言
う
と
、
活
動
費
は
活
動
者
に
回
る
だ
け
で
、
う
ち

は
繋
ぐ
パ
イ
プ
だ
け
で
す
。
窓
口
な
ん
で
す
。
で
、
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
会
員
は
、
全
部
、
う
ち
の
ス
タ
ッ
フ
登
録
し
て
い
る
ん
で
す
。 

 

中
道
　
何
人
？ 

 

湯
浅
　
ス
タ
ッ
フ
は
、
1
5
0
人
ほ
ど
で
す
。
5
年
前
の
3
人
が
、
ど

ん
ど
ん
増
え
続
け
て
。
で
も
、
そ
の
中
で
、
福
祉
事
業
を
経
験
さ
れ
た
方

が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
状
態
だ
っ
た
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
本
当
に
隣
近
所
が

急
に
手
を
繋
ぎ
出
し
て
、「
こ
の
指
と
ま
れ
」
っ
て
言
い
な
が
ら
、
広
が
っ

て
行
っ
た
の
か
な
あ
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
私
も
そ
う
で
す
け
ど
。 

 

脇
田
　
だ
か
ら
良
か
っ
た
ん
で
す
よ
。 

 

湯
浅
　
だ
か
ら
良
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
そ
う
で
す
ね
。
「
困
っ
て

る
ね
。
ど
う
す
る
？
」
「
し
て
あ
げ
た
い
。
し
て
あ
げ
た
い
。
」
っ
て
。

「
し
て
あ
げ
た
い
け
ど
、
後
で
見
返
り
求
め
な
い
？
」
っ
て
言
っ
て
、

「
求
め
な
い
。
」
「
そ
し
た
ら
、
し
よ
っ
か
。
」
っ
て
い
う
よ
う
な
形

で
す
よ
ね
。
「
し
て
あ
げ
た
の
に
」
っ
て
言
う
の
は
、
プ
ロ
と
し
て
は

失
格
な
の
で
ね
。
し
て
あ
げ
た
こ
と
は
、
自
分
の
自
己
満
足
で
終
わ
ら

せ
る
よ
う
に
、
指
導
し
て
ま
す
ね
。
休
み
の
時
で
も
花
見
連
れ
て
行
っ

た
り
ね
。
利
用
者
さ
ん
を
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
ね
。
「
特
別
し
て
あ
げ

た
か
ら
、
ど
う
の
こ
う
の
っ
て
言
う
言
葉
が
な
け
れ
ば
、
ど
ん
ど
ん
し
て

あ
げ
て
く
だ
さ
い
。
自
分
が
し
た
い
と
思
う
気
持
ち
が
あ
れ
ば
。
」
っ

て
。
お
せ
っ
か
い
の
塊
で
す
ね
、
う
ち
の
団
体
は
。
み
ん
な
お
せ
っ
か

い
。
「
お
せ
っ
か
い
介
護
に
気
を
つ
け
よ
う
。
」
と
、
今
、
う
ち
は
言
っ

て
る
ん
で
す
け
ど
（
笑
）
。 

 

中
道
　
そ
れ
は
、
私
も
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
に
言
い
ま
す
よ
。
「
小
さ
い
親

切
、
大
き
な
迷
惑
だ
よ
。
」
っ
て
。 

 

湯
浅
　
そ
れ
で
私
、
こ
の
仕
事
を
し
て
い
て
、
待
つ
力
を
支
援
者
は
持

た
な
き
ゃ
い
け
な
い
、
っ
て
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
ん
で
す
よ
。
自
分
で

し
て
い
た
だ
け
る
時
間
の
余
裕
を
き
ち
ん
と
お
与
え
し
な
け
れ
ば
、
と
い

う
こ
と
を
。
し
て
あ
げ
る
の
は
本
当
に
簡
単
な
ん
で
す
よ
。
で
も
、
ゆ
っ

く
り
待
つ
こ
と
が
大
事
。 

 

豊
島
　
な
る
ほ
ど
。
そ
う
で
し
ょ
う
ね
。 

 

湯
浅
　
男
性
の
方
が
待
つ
の
が
得
意
な
ん
で
す
よ
。
女
は
、
ほ
ん
と
に

せ
っ
か
ち
で
。 

 

豊
島
　
え
え
っ
、
そ
う
な
ん
で
す
か
。 

 

湯
浅
　
だ
か
ら
今
、
私
、
男
性
の
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
や
支
援
者
に
な
ろ
う

と
勉
強
し
て
い
る
方
々
を
育
て
て
行
け
た
ら
っ
て
、
思
う
ん
で
す
。
待
つ

力
は
、
も
と
も
と
男
の
方
が
あ
る
。 

 

中
道
　
う
ん
。
我
慢
強
い
。 

 

湯
浅
　
こ
れ
は
す
ご
い
な
、
と
気
が
つ
い
た
ん
で
す
。
で
も
初
め
の
う

ち
は
、
男
性
職
員
が
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
50
人
ぐ
ら
い
に

な
る
ま
で
。
と
い
う
の
は
、
ず
っ
と
気
が
つ
か
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
男

性
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
。 

 

中
道
　
や
っ
ぱ
り
、
こ
の
世
界
、
男
性
が
要
る
も
ん
ね
。 

 

湯
浅
　
え
え
、
本
当
に
必
要
で
す
ね
。 

 

中
道
　
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
て
相
談
し
て
い
て
も
、
や
っ
ぱ
り
、

男
性
と
相
性
の
合
う
人
、
女
性
と
相
性
の
合
う
人
、
異
性
が
良
い
場
合

と
、
同
性
じ
ゃ
な
い
と
だ
め
な
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
に
、
場
面
に
よ
っ
て

も
、
こ
れ
は
違
っ
て
来
ま
す
。 

 

湯
浅
　
そ
れ
は
、
本
当
に
つ
く
づ
く
感
じ
ま
す
。
長
い
間
、
お
風
呂
に

入
ら
な
い
よ
う
な
女
性
の
方
が
、
「
も
し
か
し
た
ら
男
性
だ
っ
た
ら
い

い
ん
じ
ゃ
な
い
？
」
っ
て
作
戦
練
っ
た
ら
、
す
っ
と
立
ち
上
が
っ
て
、
「
入

れ
て
も
ら
お
う
か
し
ら
。
」
っ
て
。
彼
女
が
こ
う
言
っ
た
時
に
は
、
や
っ

ぱ
り
人
間
と
い
う
の
は
、
だ
ん
だ
ん
本
能
が
お
さ
え
ら
れ
な
く
な
る
。
で

も
、
そ
う
い
う
本
能
を
生
か
す
の
も
、
私
達
の
仕
事
の
一
つ
で
す
よ
ね
。 

 

中
道
　
そ
れ
は
、
本
能
っ
て
言
う
よ
り
も
、
プ
ラ
イ
ド
と
言
う
べ
き
じ

ゃ
な
い
か
な
。 

 

湯
浅
　
そ
う
で
す
か
？
私
達
は
、
欠
け
て
い
る
理
性
を
戻
す
の
が
仕
事

じ
ゃ
な
く
て
、
残
っ
て
い
る
本
能
、
つ
ま
り
、
笑
う
こ
と
、
泣
く
こ
と
、

恋
す
る
こ
と
…
。 

 

中
道
　
そ
の
人
ら
し
さ
を
、
し
っ
か
り
と
…
。 

 

湯
浅
　
そ
う
。
そ
れ
を
一
緒
に
、
活
性
化
す
る
、
と
い
う
こ
と
。 

 

豊
島
　
そ
う
い
う
意
味
で
、
「
本
能
を
生
か
す
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
ん

で
す
よ
ね
。 

 

湯
浅
　
そ
れ
を
、
も
の
す
ご
く
大
事
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
ね
。 

 

豊
島
　
そ
れ
に
し
て
も
、
先
ほ
ど
の
お
話
で
は
、
「
有
限
会
社
は

3
0
0
万
円
い
る
か
ら
と
て
も
と
て
も
…
」
と
い
う
事
情
が
あ
っ
て
、

そ
れ
で
N
P
O
を
立
ち
上
げ
た
と
い
う
お
話
で
し
た
。
何
も
知
ら
な

か
っ
た
か
ら
始
め
ら
れ
た
ん
だ
と
も
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
で
も
、

そ
れ
だ
け
で
は
理
解
で
き
な
い
ほ
ど
の
、
並
々
な
ら
ぬ
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
感
じ
ま
す
。
そ
れ
は
、
い
っ
た
い
何
な
の
で
し
ょ
う
。 

 

湯
浅
　
東
京
か
ら
進
出
し
て
き
た
大
手
の
会
社
に
、
自
分
が
た
ま
た
ま

入
っ
て
、
そ
れ
で
半
年
経
っ
た
と
き
に
、
東
京
の
や
り
方
に
対
し
て

「
わ
ぁ
っ
。
す
ご
い
セ
ン
ス
だ
な
。
で
も
、
田
舎
で
こ
れ
は
も
う
長
続

き
し
な
い
な
。
」
と
思
い
ま
し
た
。
田
舎
ら
し
さ
と
い
う
の
が
出
せ
な

い
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
に
、
勤
め
人
だ
か
ら
、
組
織
の
ル
ー
ル
は
守
ら

な
き
ゃ
な
ら
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
「
あ
あ
、
こ
れ
で
は
、
本
当
に

し
て
あ
げ
た
い
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
「
本
社
に
行
っ
て
も
断
ら
れ
る
。
」

と
思
い
ま
し
た
。
「
こ
れ
、
困
っ
て
る
っ
て
言
う
の
を
、
助
け
て
あ
げ

て
も
よ
ろ
し
い
で
す
か
？
」
っ
て
尋
ね
て
も
、
「
そ
れ
は
う
ち
の
規
則

で
は
駄
目
で
す
。
」
と
言
わ
れ
ち
ゃ
う
。
じ
ゃ
あ
、
自
分
達
で
や
ろ
う
っ

て
い
う
の
が
、
仲
間
と
3
人
で
話
し
合
っ
た
結
論
で
す
。
自
分
で
や

る
っ
て
こ
と
は
、
自
分
に
と
っ
て
の
責
任
で
も
あ
る
し
、
仲
間
達
の
一

緒
に
や
ろ
う
と
言
う
強
い
想
い
も
感
じ
ま
し
た
。
「
も
う
、
あ
ん
た
が

辞
め
る
ん
な
ら
会
社
し
て
も
い
い
し
、
あ
ん
た
が
右
行
く
ん
な
ら
右
、

左
行
く
ん
な
ら
左
行
く
よ
。
」
っ
て
言
っ
て
く
れ
た
言
葉
に
、
「
あ
ぁ
、

こ
の
人
達
の
職
場
を
確
保
し
て
あ
げ
た
い
。
」
っ
て
い
う
責
任
感
が
、

自
分
の
中
に
湧
い
て
来
ま
し
た
ね
。
ほ
ん
と
熱
か
っ
た
、
と
い
う
か
麻

痺
し
て
ま
し
た
ね
、
今
考
え
た
ら
（
笑
）
。 

 

豊
島
　
へ
え
、
そ
う
な
ん
で
す
か
。
お
二
人
と
も
5
年
ほ
ど
前
か
ら
福

祉
に
関
わ
っ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
介
護
保
険
が
始
ま
っ

て
5
年
で
す
か
ら
、
そ
の
最
初
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
関
わ
っ
て
来

ら
れ
た
わ
け
で
す
よ
ね
。
実
際
、
尾
鷲
や
津
の
高
齢
者
の
方
々
の
生
活

を
見
て
来
ら
れ
て
、
介
護
保
険
の
初
め
の
頃
は
、
ど
の
よ
う
な
状
況
が

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

湯
浅
　
と
に
か
く
尾
鷲
で
は
、
「
ヘ
ル
パ
ー
に
来
て
も
ら
う
の
は
恥

ず
か
し
い
、
嫁
が
居
る
の
に
。
」
と
い
う
声
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
ね
。

だ
か
ら
、
そ
れ
は
違
う
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
皆
さ
ん
に
と
に
か
く

話
し
ま
し
た
。
今
は
、
こ
う
い
う
選
べ
る
サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
ん
だ
、

こ
れ
は
自
分
達
の
権
利
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
町
内
会
全
部
で
会
合

を
開
い
て
も
ら
っ
て
説
明
し
て
、
全
部
回
ら
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
10

人
来
た
町
も
あ
り
ま
し
た
が
、
一
人
し
か
来
な
く
て
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
の

話
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
と
に
か
く
動
い
て
話
す
こ
と
が

私
の
使
命
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
ず
は
、
選
ぶ
権
利
と
介
護
保
険

の
理
念
を
伝
え
て
行
か
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
。
あ
の
頃
は
、
み
ん

な
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
。 

 

豊
島
　
中
道
さ
ん
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。
５
年
前
の
津
の
状
況
は
。 

 

中
道
　
私
は
、
自
分
の
母
親
が
い
わ
ゆ
る
認
知
症
で
、
も
う
10
年
く
ら

い
に
な
り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
今
か
ら
10
年
位
前
か
ら
か
な
。
当
時
は
そ

の
介
護
を
か
な
り
や
っ
て
い
て
、
も
う
大
変
で
し
た
。
そ
れ
で
、
そ
れ

と
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
い
う
自
分
の
仕
事
と
が
重
な
っ
て
、
認
知
症

の
介
護
は
、
も
う
家
族
だ
け
で
や
っ
た
ら
絶
対
駄
目
だ
と
い
う
の
が
確

信
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
や
っ
ぱ
り
、
色
々
な
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な

い
と
家
族
が
つ
ぶ
れ
る
し
、
本
人
に
、
虐
待
も
含
め
て
何
が
起
こ
る
か

分
か
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
自
ら
の
経
験
を
、
周
囲
に
生

か
し
て
欲
し
い
と
い
う
想
い
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
苦
し
ん
で
い

る
人
が
一
人
で
も
い
た
ら
、
「
そ
れ
で
は
だ
め
よ
。
」
と
言
う
。
だ
か

ら
、
「
手
を
離
し
な
。
」
「
し
が
み
つ
い
た
ら
駄
目
。
」
と
い
う
の
を

言
い
た
い
な
、
と
い
う
想
い
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
想
い
が
強
か
っ

た
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
こ
の
活
動
を
広
げ
て
行
こ
う
と
思
い
ま
し
た
。 

　
そ
れ
か
ら
、
介
護
保
険
に
な
っ
て
感
じ
た
も
う
一
つ
の
こ
と
は
、
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
料
の
問
題
で
す
。
そ
れ
ま
で
の
「
措
置
」
時
代
は
、
施
設

に
入
っ
て
も
、
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
を
利
用
し
て
も
、
7
割
ぐ
ら
い
の
人
が

無
料
で
よ
か
っ
た
ん
で
す
。 

 

豊
島
　
え
え
、
そ
う
で
す
ね
。 

 

中
道
　
「
措
置
」
時
代
は
応
能
負
担
だ
か
ら
。
で
も
、
介
護
保
険
に

な
っ
て
応
益
負
担
に
な
っ
て
、
軒
並
み
1
割
負
担
に
な
っ
た
。
こ
の
こ

と
に
対
し
て
は
、
や
っ
ぱ
り
抵
抗
を
感
じ
ま
し
た
よ
ね
。
確
か
に
、
タ

ダ
よ
り
高
い
も
の
は
無
い
よ
と
い
う
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
、
や
っ
ぱ
り

そ
ん
な
中
で
も
、
利
用
料
の
減
免
措
置
が
未
だ
に
講
じ
ら
れ
て
い
な
い

の
で
、
こ
の
点
は
、
介
護
保
険
の
非
常
に
厳
し
い
と
こ
ろ
だ
と
言
わ
ざ

る
を
え
ま
せ
ん
。
で
も
、
こ
の
介
護
保
険
の
お
か
げ
で
、
本
当
に
自
分

の
権
利
と
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
し
、

こ
の
5
年
間
で
、
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
も
ど
ん
ど
ん
選
ば
れ
る
時
代
に

な
っ
て
来
て
い
ま
す
。 
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中
道
　
尾
鷲
は
よ
う
雨
降
る
も
ん
な
。 

 

湯
浅
　
そ
う
な
ん
で
す
よ
。
で
、
あ
る
時
、
私
、
車
椅
子
対
応
の
車

が
無
く
て
、
大
降
り
の
時
に
、「
あ
っ
、
社
協
さ
ん
に
車
借
り
よ
。」
っ

て
思
っ
て
ね
。
電
話
し
て
「
す
い
ま
せ
ん
、
ち
ょ
っ
と
今
か
ら
5
分

ば
か
1
台
貸
し
て
く
れ
ま
せ
ん
か
。
」
（
笑
）
「
い
や
、
そ
れ
は

ち
ょ
っ
と
…
。
」
っ
て
。
「
何
で
、
あ
る
も
ん
貸
し
て
く
れ
ん
の

や
ろ
ー
？
」
っ
て
、
ど
ん
ど
ん
不
思
議
に
思
っ
て
。
ま
あ
、
責
任

問
題
と
か
リ
ス
ク
の
問
題
と
か
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。 

 

中
道
　
あ
ん
た
は
、
え
ら
い
。 

 

湯
浅
　
あ
は
は
っ
（
笑
）
。
「
い
く
ら
で
す
か
。
別
に
払
い
ま
す
よ
、

借
り
賃
。
今
、
決
め
て
く
だ
さ
い
。
」
と
か
言
っ
た
ん
で
す
け
ど
。 

 

豊
島
　
は
っ
は
っ
は
（
笑
）
。
と
こ
ろ
で
、
先
ほ
ど
、
非
営
利
で
あ
る

こ
と
を
活
動
の
中
で
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
お
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
で
し
ょ
う
か
。 

 

湯
浅
　
そ
う
で
す
ね
。
や
っ
ぱ
り
、
生
ま
れ
る
も
の
を
次
に
活
か
し
た

い
と
い
う
気
持
ち
と
、
使
命
感
と
い
う
ん
で
し
ょ
う
か
。
出
来
な
い
こ
と

を
、
ど
う
し
た
ら
出
来
る
よ
う
に
な
る
か
。
み
ん
な
の
知
恵
が
集
ま
れ

ば
、
絶
対
に
出
来
る
。
そ
れ
が
、
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
の
か
、
無
償
な

の
か
。
色
々
な
振
り
分
け
が
考
え
ら
れ
ま
す
よ
ね
。
た
だ
、
私
達
の
と
こ

ろ
の
柱
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
、
介
護
保
険
制
度

で
も
支
援
費
制
度
で
も
救
え
な
い
方
々
が
、
ス
ポ
ッ
っ
と
は
ま
る
ん
で

す
。
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
制
度
と
は
関
係
の
な
い
支
援
な
の
で
。
こ

れ
は
、
も
の
す
ご
く
広
が
っ
て
き
た
し
、
喜
ば
れ
る
し
。
そ
う
言
う
と

ね
、
皆
さ
ん
言
う
ん
で
す
。
「
じ
ゃ
あ
、
湯
浅
さ
ん
は
、
無
償
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
に
つ
い
て
は
ど
う
思
っ
て
る
ん
で
す
か
？
」
っ
て
。
「
そ
ん
な

も
ん
、
日
常
茶
飯
事
で
つ
い
で
に
や
っ
て
ま
す
よ
、
あ
た
し
ら
。
」 

 

一
同
　
（
笑
） 

 

湯
浅
　
「
そ
れ
を
い
ち
い
ち
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ん
て
言
葉
つ
け
ん
で
も

い
い
ん
や
わ
。
」
っ
て
言
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
け
ど
。
そ
う
で
す
よ
。
皆

さ
ん
や
っ
て
ま
す
よ
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
。
そ
れ
よ
り
も
な
ぜ
有
償
に
私

が
こ
だ
わ
る
か
と
い
う
と
、
提
供
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
に
料
金
を
払
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
平
等
性
が
発
生
す
る
ん
で
す
よ
ね
。
私
も
そ
う
で
す
が
、
タ

ダ
ほ
ど
高
い
も
の
は
無
い
っ
て
い
う
心
理
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
何
か
や
っ

て
も
ら
っ
た
ら
、
「
あ
っ
、
尾
鷲
で
一
番
お
い
し
い
魚
送
っ
て
あ
げ
よ
。
」

「
あ
っ
、
み
か
ん
1
箱
送
っ
て
あ
げ
よ
。
」
っ
て
。
こ
れ
は
一
切
禁
止
の

世
界
で
す
か
ら
、
1
時
間
8
0
0
円
で
済
む
こ
と
に
、
利
用
者
さ
ん
は
喜

ん
で
く
れ
て
ま
す
。
「
後
か
ら
お
礼
せ
ん
で
も
い
い
ん
や
ね
。
」
っ
て
。

「
そ
う
そ
う
。
だ
か
ら
有
償
な
ん
だ
よ
。
」
っ
て
。
で
、
ど
こ
が
営
利

じ
ゃ
な
い
の
か
と
言
う
と
、
活
動
費
は
活
動
者
に
回
る
だ
け
で
、
う
ち

は
繋
ぐ
パ
イ
プ
だ
け
で
す
。
窓
口
な
ん
で
す
。
で
、
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
会
員
は
、
全
部
、
う
ち
の
ス
タ
ッ
フ
登
録
し
て
い
る
ん
で
す
。 

 

中
道
　
何
人
？ 

 

湯
浅
　
ス
タ
ッ
フ
は
、
1
5
0
人
ほ
ど
で
す
。
5
年
前
の
3
人
が
、
ど

ん
ど
ん
増
え
続
け
て
。
で
も
、
そ
の
中
で
、
福
祉
事
業
を
経
験
さ
れ
た
方

が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
状
態
だ
っ
た
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
本
当
に
隣
近
所
が

急
に
手
を
繋
ぎ
出
し
て
、「
こ
の
指
と
ま
れ
」
っ
て
言
い
な
が
ら
、
広
が
っ

て
行
っ
た
の
か
な
あ
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
私
も
そ
う
で
す
け
ど
。 

 

脇
田
　
だ
か
ら
良
か
っ
た
ん
で
す
よ
。 

 

湯
浅
　
だ
か
ら
良
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
そ
う
で
す
ね
。
「
困
っ
て

る
ね
。
ど
う
す
る
？
」
「
し
て
あ
げ
た
い
。
し
て
あ
げ
た
い
。
」
っ
て
。

「
し
て
あ
げ
た
い
け
ど
、
後
で
見
返
り
求
め
な
い
？
」
っ
て
言
っ
て
、

「
求
め
な
い
。
」
「
そ
し
た
ら
、
し
よ
っ
か
。
」
っ
て
い
う
よ
う
な
形

で
す
よ
ね
。
「
し
て
あ
げ
た
の
に
」
っ
て
言
う
の
は
、
プ
ロ
と
し
て
は

失
格
な
の
で
ね
。
し
て
あ
げ
た
こ
と
は
、
自
分
の
自
己
満
足
で
終
わ
ら

せ
る
よ
う
に
、
指
導
し
て
ま
す
ね
。
休
み
の
時
で
も
花
見
連
れ
て
行
っ

た
り
ね
。
利
用
者
さ
ん
を
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
ね
。
「
特
別
し
て
あ
げ

た
か
ら
、
ど
う
の
こ
う
の
っ
て
言
う
言
葉
が
な
け
れ
ば
、
ど
ん
ど
ん
し
て

あ
げ
て
く
だ
さ
い
。
自
分
が
し
た
い
と
思
う
気
持
ち
が
あ
れ
ば
。
」
っ

て
。
お
せ
っ
か
い
の
塊
で
す
ね
、
う
ち
の
団
体
は
。
み
ん
な
お
せ
っ
か

い
。
「
お
せ
っ
か
い
介
護
に
気
を
つ
け
よ
う
。
」
と
、
今
、
う
ち
は
言
っ

て
る
ん
で
す
け
ど
（
笑
）
。 

 

中
道
　
そ
れ
は
、
私
も
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
に
言
い
ま
す
よ
。
「
小
さ
い
親

切
、
大
き
な
迷
惑
だ
よ
。
」
っ
て
。 

 

湯
浅
　
そ
れ
で
私
、
こ
の
仕
事
を
し
て
い
て
、
待
つ
力
を
支
援
者
は
持

た
な
き
ゃ
い
け
な
い
、
っ
て
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
ん
で
す
よ
。
自
分
で

し
て
い
た
だ
け
る
時
間
の
余
裕
を
き
ち
ん
と
お
与
え
し
な
け
れ
ば
、
と
い

う
こ
と
を
。
し
て
あ
げ
る
の
は
本
当
に
簡
単
な
ん
で
す
よ
。
で
も
、
ゆ
っ

く
り
待
つ
こ
と
が
大
事
。 

 

豊
島
　
な
る
ほ
ど
。
そ
う
で
し
ょ
う
ね
。 

 

湯
浅
　
男
性
の
方
が
待
つ
の
が
得
意
な
ん
で
す
よ
。
女
は
、
ほ
ん
と
に

せ
っ
か
ち
で
。 

 

豊
島
　
え
え
っ
、
そ
う
な
ん
で
す
か
。 

 

湯
浅
　
だ
か
ら
今
、
私
、
男
性
の
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
や
支
援
者
に
な
ろ
う

と
勉
強
し
て
い
る
方
々
を
育
て
て
行
け
た
ら
っ
て
、
思
う
ん
で
す
。
待
つ

力
は
、
も
と
も
と
男
の
方
が
あ
る
。 

 

中
道
　
う
ん
。
我
慢
強
い
。 

 

湯
浅
　
こ
れ
は
す
ご
い
な
、
と
気
が
つ
い
た
ん
で
す
。
で
も
初
め
の
う

ち
は
、
男
性
職
員
が
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
50
人
ぐ
ら
い
に

な
る
ま
で
。
と
い
う
の
は
、
ず
っ
と
気
が
つ
か
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
男

性
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
。 

 

中
道
　
や
っ
ぱ
り
、
こ
の
世
界
、
男
性
が
要
る
も
ん
ね
。 

 

湯
浅
　
え
え
、
本
当
に
必
要
で
す
ね
。 

 

中
道
　
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
て
相
談
し
て
い
て
も
、
や
っ
ぱ
り
、

男
性
と
相
性
の
合
う
人
、
女
性
と
相
性
の
合
う
人
、
異
性
が
良
い
場
合

と
、
同
性
じ
ゃ
な
い
と
だ
め
な
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
に
、
場
面
に
よ
っ
て

も
、
こ
れ
は
違
っ
て
来
ま
す
。 

 

湯
浅
　
そ
れ
は
、
本
当
に
つ
く
づ
く
感
じ
ま
す
。
長
い
間
、
お
風
呂
に

入
ら
な
い
よ
う
な
女
性
の
方
が
、
「
も
し
か
し
た
ら
男
性
だ
っ
た
ら
い

い
ん
じ
ゃ
な
い
？
」
っ
て
作
戦
練
っ
た
ら
、
す
っ
と
立
ち
上
が
っ
て
、
「
入

れ
て
も
ら
お
う
か
し
ら
。
」
っ
て
。
彼
女
が
こ
う
言
っ
た
時
に
は
、
や
っ

ぱ
り
人
間
と
い
う
の
は
、
だ
ん
だ
ん
本
能
が
お
さ
え
ら
れ
な
く
な
る
。
で

も
、
そ
う
い
う
本
能
を
生
か
す
の
も
、
私
達
の
仕
事
の
一
つ
で
す
よ
ね
。 

 

中
道
　
そ
れ
は
、
本
能
っ
て
言
う
よ
り
も
、
プ
ラ
イ
ド
と
言
う
べ
き
じ

ゃ
な
い
か
な
。 

 

湯
浅
　
そ
う
で
す
か
？
私
達
は
、
欠
け
て
い
る
理
性
を
戻
す
の
が
仕
事

じ
ゃ
な
く
て
、
残
っ
て
い
る
本
能
、
つ
ま
り
、
笑
う
こ
と
、
泣
く
こ
と
、

恋
す
る
こ
と
…
。 

 

中
道
　
そ
の
人
ら
し
さ
を
、
し
っ
か
り
と
…
。 

 

湯
浅
　
そ
う
。
そ
れ
を
一
緒
に
、
活
性
化
す
る
、
と
い
う
こ
と
。 

 

豊
島
　
そ
う
い
う
意
味
で
、
「
本
能
を
生
か
す
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
ん

で
す
よ
ね
。 

 

湯
浅
　
そ
れ
を
、
も
の
す
ご
く
大
事
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
ね
。 

 

豊
島
　
そ
れ
に
し
て
も
、
先
ほ
ど
の
お
話
で
は
、
「
有
限
会
社
は

3
0
0
万
円
い
る
か
ら
と
て
も
と
て
も
…
」
と
い
う
事
情
が
あ
っ
て
、

そ
れ
で
N
P
O
を
立
ち
上
げ
た
と
い
う
お
話
で
し
た
。
何
も
知
ら
な

か
っ
た
か
ら
始
め
ら
れ
た
ん
だ
と
も
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
で
も
、

そ
れ
だ
け
で
は
理
解
で
き
な
い
ほ
ど
の
、
並
々
な
ら
ぬ
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
感
じ
ま
す
。
そ
れ
は
、
い
っ
た
い
何
な
の
で
し
ょ
う
。 

 

湯
浅
　
東
京
か
ら
進
出
し
て
き
た
大
手
の
会
社
に
、
自
分
が
た
ま
た
ま

入
っ
て
、
そ
れ
で
半
年
経
っ
た
と
き
に
、
東
京
の
や
り
方
に
対
し
て

「
わ
ぁ
っ
。
す
ご
い
セ
ン
ス
だ
な
。
で
も
、
田
舎
で
こ
れ
は
も
う
長
続

き
し
な
い
な
。
」
と
思
い
ま
し
た
。
田
舎
ら
し
さ
と
い
う
の
が
出
せ
な

い
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
に
、
勤
め
人
だ
か
ら
、
組
織
の
ル
ー
ル
は
守
ら

な
き
ゃ
な
ら
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
「
あ
あ
、
こ
れ
で
は
、
本
当
に

し
て
あ
げ
た
い
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
「
本
社
に
行
っ
て
も
断
ら
れ
る
。
」

と
思
い
ま
し
た
。
「
こ
れ
、
困
っ
て
る
っ
て
言
う
の
を
、
助
け
て
あ
げ

て
も
よ
ろ
し
い
で
す
か
？
」
っ
て
尋
ね
て
も
、
「
そ
れ
は
う
ち
の
規
則

で
は
駄
目
で
す
。
」
と
言
わ
れ
ち
ゃ
う
。
じ
ゃ
あ
、
自
分
達
で
や
ろ
う
っ

て
い
う
の
が
、
仲
間
と
3
人
で
話
し
合
っ
た
結
論
で
す
。
自
分
で
や

る
っ
て
こ
と
は
、
自
分
に
と
っ
て
の
責
任
で
も
あ
る
し
、
仲
間
達
の
一

緒
に
や
ろ
う
と
言
う
強
い
想
い
も
感
じ
ま
し
た
。
「
も
う
、
あ
ん
た
が

辞
め
る
ん
な
ら
会
社
し
て
も
い
い
し
、
あ
ん
た
が
右
行
く
ん
な
ら
右
、

左
行
く
ん
な
ら
左
行
く
よ
。
」
っ
て
言
っ
て
く
れ
た
言
葉
に
、
「
あ
ぁ
、

こ
の
人
達
の
職
場
を
確
保
し
て
あ
げ
た
い
。
」
っ
て
い
う
責
任
感
が
、

自
分
の
中
に
湧
い
て
来
ま
し
た
ね
。
ほ
ん
と
熱
か
っ
た
、
と
い
う
か
麻

痺
し
て
ま
し
た
ね
、
今
考
え
た
ら
（
笑
）
。 

 

豊
島
　
へ
え
、
そ
う
な
ん
で
す
か
。
お
二
人
と
も
5
年
ほ
ど
前
か
ら
福

祉
に
関
わ
っ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
介
護
保
険
が
始
ま
っ

て
5
年
で
す
か
ら
、
そ
の
最
初
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
関
わ
っ
て
来

ら
れ
た
わ
け
で
す
よ
ね
。
実
際
、
尾
鷲
や
津
の
高
齢
者
の
方
々
の
生
活

を
見
て
来
ら
れ
て
、
介
護
保
険
の
初
め
の
頃
は
、
ど
の
よ
う
な
状
況
が

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

湯
浅
　
と
に
か
く
尾
鷲
で
は
、
「
ヘ
ル
パ
ー
に
来
て
も
ら
う
の
は
恥

ず
か
し
い
、
嫁
が
居
る
の
に
。
」
と
い
う
声
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
ね
。

だ
か
ら
、
そ
れ
は
違
う
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
皆
さ
ん
に
と
に
か
く

話
し
ま
し
た
。
今
は
、
こ
う
い
う
選
べ
る
サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
ん
だ
、

こ
れ
は
自
分
達
の
権
利
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
町
内
会
全
部
で
会
合

を
開
い
て
も
ら
っ
て
説
明
し
て
、
全
部
回
ら
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
10

人
来
た
町
も
あ
り
ま
し
た
が
、
一
人
し
か
来
な
く
て
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
の

話
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
と
に
か
く
動
い
て
話
す
こ
と
が

私
の
使
命
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
ず
は
、
選
ぶ
権
利
と
介
護
保
険

の
理
念
を
伝
え
て
行
か
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
。
あ
の
頃
は
、
み
ん

な
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
。 

 

豊
島
　
中
道
さ
ん
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。
５
年
前
の
津
の
状
況
は
。 

 

中
道
　
私
は
、
自
分
の
母
親
が
い
わ
ゆ
る
認
知
症
で
、
も
う
10
年
く
ら

い
に
な
り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
今
か
ら
10
年
位
前
か
ら
か
な
。
当
時
は
そ

の
介
護
を
か
な
り
や
っ
て
い
て
、
も
う
大
変
で
し
た
。
そ
れ
で
、
そ
れ

と
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
い
う
自
分
の
仕
事
と
が
重
な
っ
て
、
認
知
症

の
介
護
は
、
も
う
家
族
だ
け
で
や
っ
た
ら
絶
対
駄
目
だ
と
い
う
の
が
確

信
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
や
っ
ぱ
り
、
色
々
な
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な

い
と
家
族
が
つ
ぶ
れ
る
し
、
本
人
に
、
虐
待
も
含
め
て
何
が
起
こ
る
か

分
か
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
自
ら
の
経
験
を
、
周
囲
に
生

か
し
て
欲
し
い
と
い
う
想
い
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
苦
し
ん
で
い

る
人
が
一
人
で
も
い
た
ら
、
「
そ
れ
で
は
だ
め
よ
。
」
と
言
う
。
だ
か

ら
、
「
手
を
離
し
な
。
」
「
し
が
み
つ
い
た
ら
駄
目
。
」
と
い
う
の
を

言
い
た
い
な
、
と
い
う
想
い
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
想
い
が
強
か
っ

た
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
こ
の
活
動
を
広
げ
て
行
こ
う
と
思
い
ま
し
た
。 

　
そ
れ
か
ら
、
介
護
保
険
に
な
っ
て
感
じ
た
も
う
一
つ
の
こ
と
は
、
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
料
の
問
題
で
す
。
そ
れ
ま
で
の
「
措
置
」
時
代
は
、
施
設

に
入
っ
て
も
、
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
を
利
用
し
て
も
、
7
割
ぐ
ら
い
の
人
が

無
料
で
よ
か
っ
た
ん
で
す
。 

 

豊
島
　
え
え
、
そ
う
で
す
ね
。 

 

中
道
　
「
措
置
」
時
代
は
応
能
負
担
だ
か
ら
。
で
も
、
介
護
保
険
に

な
っ
て
応
益
負
担
に
な
っ
て
、
軒
並
み
1
割
負
担
に
な
っ
た
。
こ
の
こ

と
に
対
し
て
は
、
や
っ
ぱ
り
抵
抗
を
感
じ
ま
し
た
よ
ね
。
確
か
に
、
タ

ダ
よ
り
高
い
も
の
は
無
い
よ
と
い
う
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
、
や
っ
ぱ
り

そ
ん
な
中
で
も
、
利
用
料
の
減
免
措
置
が
未
だ
に
講
じ
ら
れ
て
い
な
い

の
で
、
こ
の
点
は
、
介
護
保
険
の
非
常
に
厳
し
い
と
こ
ろ
だ
と
言
わ
ざ

る
を
え
ま
せ
ん
。
で
も
、
こ
の
介
護
保
険
の
お
か
げ
で
、
本
当
に
自
分

の
権
利
と
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
し
、

こ
の
5
年
間
で
、
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
も
ど
ん
ど
ん
選
ば
れ
る
時
代
に

な
っ
て
来
て
い
ま
す
。 
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湯
浅
　
そ
う
で
す
ね
。 

 

中
道
　
そ
う
い
う
点
で
は
、
介
護
保
険
は
、
ず
い
ぶ
ん
定
着
し
て
来
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
や
は
り
、
ま
だ
ま
だ
、
介
護
保
険
を
利
用

し
た
り
、
色
々
な
社
会
資
源
を
利
用
し
た
り
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
て
、

介
護
自
殺
や
介
護
心
中
の
よ
う
な
こ
と
が
事
件
に
な
っ
た
り
し
て
い
ま

す
。
で
す
か
ら
、
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
し
て
い
た
時
は
、
新
聞
で
一
番

最
初
に
読
む
の
は
事
件
や
事
故
の
欄
で
し
た
。
近
所
で
火
事
が
あ
っ
た
、

交
通
事
故
が
あ
っ
た
と
な
る
と
、
「
自
分
が
関
わ
っ
て
る
人
と
ち
ゃ
う

か
？
」
と
い
う
想
い
で
、
新
聞
を
読
む
習
慣
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

豊
島
　
確
か
に
、
介
護
保
険
に
な
っ
て
サ
ー
ビ
ス
を
選
ぶ
と
い
う
感
覚

が
生
ま
れ
、
サ
ー
ビ
ス
が
身
近
な
も
の
に
な
っ
た
点
は
、
一
定
程
度
評

価
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
な
、
応
益
負
担
の

問
題
な
ど
は
、
利
用
し
た
い
と
思
う
人
か
ら
サ
ー
ビ
ス
を
遠
ざ
け
て
い

る
面
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。 

 

湯
浅
　
先
ほ
ど
、
認
知
症
の
介
護
に
つ
い
て
話
さ
れ
ま
し
た
が
、
認
知

症
の
人
は
、
在
宅
で
一
人
暮
ら
し
を
す
る
と
言
っ
て
も
、
絶
対
に
困
難

な
時
期
っ
て
あ
り
ま
す
よ
ね
。
症
状
に
よ
っ
て
。
絶
対
に
一
人
に
し
て

お
く
の
は
無
理
だ
し
、
目
が
話
せ
な
い
。
で
、
家
族
の
介
護
の
負
担
は
、

も
う
本
当
に
計
り
知
れ
な
い
。 

 

中
道
　
あ
れ
は
、
経
験
し
た
人
で
な
い
と
分
か
り
ま
せ
ん
。 

 

湯
浅
　
大
好
き
だ
っ
た
父
や
母
が
認
知
症
に
な
っ
た
時
に
、
大
好
き

だ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
周
り
の
家
族
は
、
自
分
達
の
生
活
ま
で
も
変

わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
イ
ラ
イ
ラ
し
て
し
ま
う
ん
で
す
。
そ
の
時
に
、

プ
ロ
が
介
入
す
る
と
、
愛
情
を
も
う
一
度
取
り
戻
し
て
も
ら
え
る
と

い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
実
績
と
し
て
も
の
す
ご
く
実
感
で
き
る
と
こ

ろ
で
す
。
私
達
の
と
こ
ろ
で
は
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
と
い
う
認
知
症

対
応
型
の
共
同
生
活
の
場
を
持
っ
て
い
ま
し
て
、
鍵
の
か
か
ら
な
い

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
を
運
営
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
ら
か
じ
め

話
し
て
お
い
て
、
地
域
の
協
力
、
警
察
の
協
力
も
得
て
や
っ
て
い
ま

す
。
認
知
症
の
方
が
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
か
ら
出
て
行
か
れ
る
意
味
も

認
め
て
あ
げ
て
、
ど
こ
に
行
く
の
か
は
考
え
て
行
か
れ
て
い
る
つ
も

り
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
に
付
き
合
わ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
よ
う
な

や
り
方
で
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
み
ん
な
び
っ
く
り
し
ま
す
け
ど
ね
。

「
な
ん
で
こ
こ
は
鍵
が
な
い
ん
で
す
か
？
」
っ
て
。
そ
う
す
る
と
、

「
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
は
住
宅
で
す
。
」
っ
て
言
う
ん
で
す
。
お
住
ま

い
な
ん
で
す
ね
。
施
設
で
は
な
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
こ
は
好
き

な
時
に
起
き
て
、
お
好
き
な
タ
バ
コ
を
吸
っ
て
、
お
好
き
な
ア
ル
コ
ー

ル
を
飲
ん
で
、
居
酒
屋
行
っ
て
、
も
う
皆
さ
ん
の
生
活
の
場
で
す
よ

ね
。
だ
か
ら
毎
日
ビ
ー
ル
冷
や
し
て
い
る
方
も
い
る
し
、
「
タ
バ
コ

は
部
屋
で
お
願
い
ね
。
」
っ
て
言
っ
て
、
火
の
元
だ
け
は
私
達
が
確

認
の
た
め
に
巡
回
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
。 

 

豊
島
　
へ
え
ー
。
そ
れ
は
す
ご
い
で
す
ね
。 

 

湯
浅
　
そ
し
た
ら
ね
、
「
も
う
嫌
だ
。
」
と
ギ
ブ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
ご
家

族
が
、
ど
ん
ど
ん
来
て
く
れ
る
ん
で
す
よ
。
そ
う
し
た
ら
、
ご
家
族
の

負
担
は
ま
ず
は
軽
減
し
て
、
ご
家
族
に
も
、
「
会
い
た
く
な
っ
た
ら
会

い
に
来
て
あ
げ
て
ね
。
」
っ
て
言
う
ん
で
す
よ
。
す
る
と
、
や
っ
ぱ
り

負
担
に
な
ら
な
い
の
で
、
ど
ん
ど
ん
足
が
向
い
て
き
て
く
れ
て
。
泊
っ

て
行
か
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

 

中
道
　
追
い
詰
め
ら
れ
る
と
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
な
る
か
ら
ね
。

だ
か
ら
、
地
域
に
そ
う
い
う
オ
ー
プ
ン
マ
イ
ン
ド
の
所
が
あ
れ
ば
、

ず
い
ぶ
ん
と
気
が
楽
で
す
。
今
言
わ
れ
た
よ
う
な
、
ど
う
し
よ
う
も

な
い
時
期
に
、
そ
れ
に
相
応
し
い
場
所
が
用
意
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
来
て
い
ま
す
。
た
だ
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で
気
を
つ
け
な
い
と
い

け
な
い
の
は
、
や
っ
ぱ
り
、
き
ち
ん
と
選
ば
な
き
ゃ
駄
目
、
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
の
人
に
合
っ
た
と
こ
ろ
を
選
ば
な
い
と
駄
目
。
家
族

の
視
点
で
は
駄
目
で
す
、
絶
対
に
。
そ
の
施
設
が
新
し
い
か
ら
と
か
、

何
か
新
し
い
設
備
や
機
械
が
あ
る
と
か
、
鍵
が
か
か
る
と
か
と
い
う

要
素
で
選
ん
で
し
ま
っ
て
は
駄
目
で
す
。
や
っ
ぱ
り
、
入
る
そ
の
人

の
視
点
で
選
ん
で
欲
し
い
、
と
い
う
気
が
し
ま
す
。 

 

湯
浅
　
一
口
に
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
と
い
っ
て
も
、
事
業
所
の
考
え
方

で
、
ぜ
ん
ぜ
ん
違
う
タ
イ
プ
の
も
の
が
あ
り
ま
す
か
ら
。 

 

中
道
　
鍵
を
か
け
る
の
は
「
安
全
性
の
確
保
で
す
。
」
と
言
わ
れ
た

り
、
「
外
部
か
ら
の
侵
入
を
防
ぎ
ま
す
。
」
と
言
わ
れ
た
ら
、
「
ふ

う
ん
、
な
る
ほ
ど
な
あ
。
」
と
思
い
が
ち
で
す
。
「
み
ん
な
機
械
化

し
て

、
セ
ン
サ

ー
で

チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
。
」

な
ん
て
言
う
と
、
「
あ
っ
。

こ
れ
は
安
心
や
。
」
っ
て
。

で
も
、
人
間
の
生
活
っ
て

そ
ん
な
も
ん
か
な
？
と
思

う
人
も
あ
り
ま
す
。
だ
か

ら
、
家
族
の
目
線
で
な
く
、

入
る
人
の
目
線
で
考
え
る

べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

湯
浅
　
本
人
さ
ん
の
目

線
で
、
ね
。
鍵
を
か
け

な
い
、
と
い
う
の
は
、

私
の
こ
だ
わ
り
な
ん
で

す
よ
。
や
っ
ぱ
り
鍵
を

か
け
る
こ
と
に
よ
る
ス

ト
レ
ス
で
、
問
題
行
動

と
言
わ
れ
る
部
分
は
、
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
ん
で
す
。
出
ら
れ
な
い
、

こ
こ
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
ス
ト
レ
ス
に
よ
っ
て
。
こ
れ
を

防
ぐ
に
は
、
オ
ー
プ
ン
と
い
う
環
境
が
大
事
な
ん
で
す
。
確
か
に
リ
ス

ク
を
考
え
る
と
、
何
も
か
も
閉
め
て
し
ま
わ
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
ぐ
ら

い
に
な
る
ん
で
す
が
、
何
か
が
起
こ
っ
た
時
に
、
支
え
合
え
る
だ
け
の

信
頼
関
係
を
、
ご
家
族
と
私
達
と
の
間
で
築
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
認
知
症
の
ケ
ア
に
は
、
プ
ロ
の
ケ
ア
が
大
切
だ
と

思
い
ま
す
。
相
手
の
方
の
世
界
に
入
っ
て
、
何
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る

の
か
を
悟
っ
て
あ
げ
る
と
い
う
の
が
、
プ
ロ
の
ケ
ア
で
す
。 

 

中
道
　
こ
れ
は
家
族
で
は
、
ま
ず
、
で
き
な
い
。 

 

湯
浅
　
で
き
な
い
で
す
よ
。 

 

中
道
　
一
度
ぐ
ら
い
だ
っ
た
ら
で
き
る
け
ど
、
3
日
続
い
た
ら
も
う
で

き
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
時
の
た
め
の
駆
け
込
み
寺
の
よ
う
な
場

所
が
身
近
に
あ
れ
ば
、
地
域
の
人
た
ち
も
、
認
知
症
の
人
が
一
人
暮
ら

し
を
か
な
り
の
レ
ベ
ル
に
至
る
ま
で
続
け
て
い
た
と
し
て
も
、
「
い
ざ

と
な
れ
ば
、
あ
そ
こ
に
連
絡
す
れ
ば
い
い
し
、
連
れ
て
行
っ
て
あ
げ
た

ら
い
い
ん
だ
。
」
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
ず
い
ぶ
ん
、
地
域
の
許
容

範
囲
が
広
が
る
と
思
い
ま
す
。 

 

豊
島
　
な
る
ほ
ど
。 

 

脇
田
　
し
か
し
、
そ
の
認
知
症
の
人
の
行
動
の
意
味
を
き
ち
ん
と
見
出

し
て
く
れ
る
人
は
、
な
か
な
か
い
な
い
と
思
う
ん
で
す
よ
。
病
院
な
ど
で

対
処
し
よ
う
と
し
て
も
、
な
か
な
か
見
え
て
来
な
い
ん
で
す
よ
。
で
も
、

訪
問
看
護
を
や
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
い
う
部
分
が
ど
ん
ど
ん
見
え
て

く
る
し
、
自
ら
、
色
々
な
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
も
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ

の
あ
た
り
が
、
湯
浅
さ
ん
の
と
こ
ろ
の
強
み
な
ん
だ
ろ
う
と
感
じ
ま
し
た
。 

 

湯
浅
　
そ
う
で
す
ね
。
私
も
、
こ
の
仕
事
を
し
た
当
初
に
、
自
分
の

利
用
者
さ
ん
が
入
院
し
た
ん
で
す
が
、
認
知
症
の
方
だ
か
ら
、
ベ
ッ
ド

の
下
に
降
り
て
し
ま
う
ん
で
す
。
そ
れ
を
見
た
看
護
婦
さ
ん
は
「
何
で
、

ベ
ッ
ド
の
下
に
降
り
る
の
！
」
っ
て
。
で
も
彼
女
に
と
っ
て
、
そ
こ
は

ベ
ッ
ド
の
下
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
降
り
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
私

は
、
「
も
う
そ
ん
な
ふ
う
に
言
わ
な
い
で
。
も
っ
と
受
容
し
て
あ
げ
て

欲
し
い
。
」
っ
て
思
っ
た
ん
で
す
。
で
も
、
そ
う
す
る
と
仕
事
が
回
っ

て
行
か
な
い
の
が
看
護
婦
さ
ん
の
立
場
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
仕
方
な
い

ん
だ
と
思
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
私
の
と
こ
ろ
で
は
、
骨
折
し
て
手
術
し

た
ら
、「
あ
の
、す
ぐ
に
返
し
て
く
だ
さ
い
！
す
ぐ
返
し
て
下
さ
い
！
」
っ

て
言
う
ん
で
す
（
笑
）
。
も
う
、
す
ぐ
に
う
ち
に
来
て
も
ら
っ
た
ほ
う

が
、
問
題
行
動
が
な
く
な
る
ん
で
。
そ
ん
な
ノ
リ
で
や
っ
て
ま
す
。 

 

脇
田
　
湯
浅
さ
ん
は
看
護
の
立
場
の
方
だ
け
ど
、
介
護
と
同
じ
目
線

で
見
て
く
れ
て
い
る
。
で
も
、
な
か
な
か
、
看
護
と
介
護
の
評
価
も

ま
だ
ま
だ
十
分
な
段
階
に
は
達
し
て
い
ま
せ
ん
よ
ね
。 

 

湯
浅
　
だ
か
ら
、
ど
ち
ら
も
認
め
合
え
れ
ば
一
番
い
い
ん
で
す
よ
ね
。 

 

脇
田
　
も
う
少
し
接
点
が
あ
れ
ば
い
い
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
か
ら
、
先

ほ
ど
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
鍵
を
か
け
な
い
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
け

ど
、
そ
れ
は
、
家
族
と
の
信
頼
関
係
が
あ
る
か
ら
こ
そ
な
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
し
た
。 

 

湯
浅
　
ご
家
族
が
、
や
っ
ぱ
り
徘
徊
が
ひ
ど
い
か
ら
「
鍵
つ
け
て
欲
し

い
な
。
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
う
ち
の
ホ
ー
ム
に
入
ら

れ
た
時
に
。
で
も
、
そ
の
時
に
、
「
ご
め
ん
ね
。
」
っ
て
言
っ
て
、
私

の
考
え
は
こ
う
で
す
か
ら
、
と
。
だ
か
ら
、
「
鍵
の
か
か
る
所
を
探
す

か
ら
、
一
旦
そ
っ
ち
に
行
く
？
」
と
尋
ね
た
り
も
し
て
、
も
ち
ろ
ん
、

こ
う
い
っ
た
こ
と
も
支
援
し
て
行
き
ま
す
。
こ
れ
が
、
選
び
合
っ
た
者

同
士
の
信
頼
関
係
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
う
え
で
「
や
っ
ぱ
り
オ
ー

プ
ン
な
と
こ
ろ
に
住
ん
で
欲
し
い
。
」
と
最
終
決
定
し
て
い
た
だ
い

て
、
入
っ
て
き
て
い
た
だ
く
。
そ
う
し
た
ら
、
「
何
も
起
こ
ら
な
い
よ

う
に
頑
張
り
ま
す
け
れ
ど
、
そ
れ
で
も
、
開
い
て
い
る
以
上
、
何
か
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
」
と
い
う
こ
と
は
、
い
つ
も
話
し
て
い
ま
す
。
で

も
、
問
題
行
動
は
す
ぐ
に
お
さ
ま
り
ま
す
。
本
当
に
。 

 

中
道
　
3
ヶ
月
か
ら
半
年
で
、
ほ
と
ん
ど
薬
使
わ
ず
に
、
お
さ
ま
っ
て

行
き
ま
す
よ
ね
。 

 

湯
浅
　
お
さ
ま
り
ま
す
よ
ね
。
皆
さ
ん
、
本
当
に
徘
徊
が
な
く
な
る
。 

 

豊
島
　
す
ご
い
で
す
ね
、
専
門
家
の
方
の
ケ
ア
は
。 

 

脇
田
　
で
も
、
他
の
大
半
の
と
こ
ろ
で
は
、
鍵
を
か
け
て
と
か
い
う

ふ
う
に
、
施
設
の
小
型
版
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
入
り
口
だ

け
は
違
う
け
ど
、
中
身
は
施
設
の
小
型
版
と
い
う
感
じ
で
す
よ
ね
。
だ

か
ら
、
あ
い
あ
い
さ
ん
で
や
っ
て
る
よ
う
な
や
り
方
と
、
他
の
と
こ
ろ

が
や
っ
て
い
る
や
り
方
と
の
違
い
に
つ
い
て
の
き
ち
ん
と
し
た
評
価
は
、

ま
だ
誰
も
ち
ゃ
ん
と
出
来
て
い
な
い
と
い
う
の
が
実
情
な
ん
で
す
よ
ね
。 

 

湯
浅
　
そ
う
で
す
よ
ね
。
私
が
、
施
設
と
い
う
も
の
を
知
ら
な
い
ん
で

す
よ
ね
。
全
く
。 

 

脇
田
　
だ
か
ら
、
い
い
ん
で
し
ょ
。 

 

中
道
　
は
っ
は
っ
は
（
笑
）
。
だ
か
ら
、
在
宅
の
感
覚
で
や
れ
る
か

ら
、
ね
。 

 

湯
浅
　
そ
う
そ
う
。
在
宅
し
か
知
ら
な
い
ん
で
す
よ
。
あ
と
、
病
院
と

ね
。
で
も
、
私
が
し
て
る
こ
と
は
病
院
で
は
な
い
。
す
る
と
、
家
し
か

知
ら
な
い
。
家
で
タ
バ
コ
が
吸
え
な
い
家
な
ん
て
、
嫌
で
す
よ
ね
。 

脇
田
　
そ
う
で
す
よ
ね
。
そ
の
発
想
っ
て
、
生
活
上
の
ニ
ー
ズ
が
中
心

に
な
っ
て
る
ん
で
す
よ
ね
。
本
人
が
何
を
し
た
い
か
、
と
か
ね
。
本
当
に

普
通
の
感
覚
で
、
自
分
自
身
の
生
活
と
同
じ
目
線
で
や
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
が
、
強
み
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。 

 

中
道
　
津
で
も
、
私
が
知
っ
て
い
る
特
養
が
一
つ
あ
り
ま
す
。
そ
こ

は
、
「
こ
の
方
の
自
宅
の
つ
も
り
で
来
て
く
だ
さ
い
。
」
「
24
時
間

オ
ー
プ
ン
に
し
て
ま
す
か
ら
、
い
つ
で
も
、
家
族
の
方
は
訪
ね
て
来

て
下
さ
い
ね
。
」
っ
て
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
な
ん
で
す
よ
。
そ
う
す
る

と
、
施
設
に
入
っ
て
る
と
か
預
け
て
る
っ
て
い
う
、
こ
の
心
理
的
負

担
が
、
す
っ
と
軽
く
な
り
ま
す
。 

 

湯
浅
　
そ
う
そ
う
。
ご
家
族
の
「
親
を
預
け
た
。
」
と
い
う
罪
悪
感
。

そ
れ
を
取
り
除
く
に
は
、
環
境
と
、
ス
タ
ッ
フ
の
笑
顔
と
か
質
と
か
、

そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
の
か
な
ぁ
っ
て
、
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
家

族
が
来
な
く
な
っ
た
ら
、
「
ス
タ
ッ
フ
の
対
応
、
ち
ょ
っ
と
悪
い
ん

じ
ゃ
な
い
の
？
」
「
行
き
に
く
い
場
所
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
な
い
？
」

と
い
う
こ
と
を
、
必
ず
、
ケ
ー
ス
会
議
で
言
い
ま
す
。
「
電
話
し
す
ぎ

て
な
い
？
」
と
か
。
「
寝
な
い
ん
で
す
な
ん
て
、
い
ち
い
ち
家
族
に
言

わ
ん
で
も
、
う
ち
ら
が
24
時
間
交
代
な
ん
だ
か
ら
う
ち
に
来
て
く
れ

る
ん
や
。
」
と
。
「
ご
家
族
は
交
代
が
な
い
か
ら
、
え
ら
い
ん
や
。
そ

こ
を
は
っ
き
り
と
分
か
っ
た
う
え
で
、
う
ち
ら
に
お
預
け
し
て
く
れ
た

ん
や
。
」
っ
て
こ
と
を
忘
れ
ち
ゃ
い
け
な
い
。 

 

脇
田
　
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
部
分
を
普
遍
化
し
て
、
シ
ス
テ
ム
と
し
て

制
度
化
し
よ
う
と
思
う
と
、
と
て
も
難
し
さ
が
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
質
の
第
三
者
評
価
と
か
、
情
報
開
示
の
必
要
性
な
ど
が
一
般

に
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
今
話
題
に
し
て
い
る
よ
う
な
次
元
の
サ
ー
ビ
ス

の
質
な
ん
て
、
き
ち
ん
と
見
ら
れ
て
い
な
い
わ
け
で
す
よ
。 

 

豊
島
　
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
評
価
基
準
の
あ
り
方
や
、
誰
が
評
価
す
る
の

か
、
本
当
に
必
要
な
情
報
の
開
示
が
な
さ
れ
て
い
る
か
と
い
っ
た
問
題

は
、
全
く
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
、
ま
だ
ま
だ
本
当
に
課
題
だ
ら
け
で
す

よ
ね
。
と
こ
ろ
で
、
先
ほ
ど
は
、
介
護
保
険
ス
タ
ー
ト
当
初
の
お
話
を
う

か
が
い
ま
し
た
が
、
そ
の
後
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
皆
さ
ん
、
ど
の
よ
う

に
見
て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。 
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り  
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湯
浅
　
そ
う
で
す
ね
。 

 

中
道
　
そ
う
い
う
点
で
は
、
介
護
保
険
は
、
ず
い
ぶ
ん
定
着
し
て
来
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
や
は
り
、
ま
だ
ま
だ
、
介
護
保
険
を
利
用

し
た
り
、
色
々
な
社
会
資
源
を
利
用
し
た
り
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
て
、

介
護
自
殺
や
介
護
心
中
の
よ
う
な
こ
と
が
事
件
に
な
っ
た
り
し
て
い
ま

す
。
で
す
か
ら
、
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
し
て
い
た
時
は
、
新
聞
で
一
番

最
初
に
読
む
の
は
事
件
や
事
故
の
欄
で
し
た
。
近
所
で
火
事
が
あ
っ
た
、

交
通
事
故
が
あ
っ
た
と
な
る
と
、
「
自
分
が
関
わ
っ
て
る
人
と
ち
ゃ
う

か
？
」
と
い
う
想
い
で
、
新
聞
を
読
む
習
慣
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

豊
島
　
確
か
に
、
介
護
保
険
に
な
っ
て
サ
ー
ビ
ス
を
選
ぶ
と
い
う
感
覚

が
生
ま
れ
、
サ
ー
ビ
ス
が
身
近
な
も
の
に
な
っ
た
点
は
、
一
定
程
度
評

価
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
な
、
応
益
負
担
の

問
題
な
ど
は
、
利
用
し
た
い
と
思
う
人
か
ら
サ
ー
ビ
ス
を
遠
ざ
け
て
い

る
面
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。 

 

湯
浅
　
先
ほ
ど
、
認
知
症
の
介
護
に
つ
い
て
話
さ
れ
ま
し
た
が
、
認
知

症
の
人
は
、
在
宅
で
一
人
暮
ら
し
を
す
る
と
言
っ
て
も
、
絶
対
に
困
難

な
時
期
っ
て
あ
り
ま
す
よ
ね
。
症
状
に
よ
っ
て
。
絶
対
に
一
人
に
し
て

お
く
の
は
無
理
だ
し
、
目
が
話
せ
な
い
。
で
、
家
族
の
介
護
の
負
担
は
、

も
う
本
当
に
計
り
知
れ
な
い
。 

 

中
道
　
あ
れ
は
、
経
験
し
た
人
で
な
い
と
分
か
り
ま
せ
ん
。 

 

湯
浅
　
大
好
き
だ
っ
た
父
や
母
が
認
知
症
に
な
っ
た
時
に
、
大
好
き

だ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
周
り
の
家
族
は
、
自
分
達
の
生
活
ま
で
も
変

わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
イ
ラ
イ
ラ
し
て
し
ま
う
ん
で
す
。
そ
の
時
に
、

プ
ロ
が
介
入
す
る
と
、
愛
情
を
も
う
一
度
取
り
戻
し
て
も
ら
え
る
と

い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
実
績
と
し
て
も
の
す
ご
く
実
感
で
き
る
と
こ

ろ
で
す
。
私
達
の
と
こ
ろ
で
は
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
と
い
う
認
知
症

対
応
型
の
共
同
生
活
の
場
を
持
っ
て
い
ま
し
て
、
鍵
の
か
か
ら
な
い

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
を
運
営
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
ら
か
じ
め

話
し
て
お
い
て
、
地
域
の
協
力
、
警
察
の
協
力
も
得
て
や
っ
て
い
ま

す
。
認
知
症
の
方
が
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
か
ら
出
て
行
か
れ
る
意
味
も

認
め
て
あ
げ
て
、
ど
こ
に
行
く
の
か
は
考
え
て
行
か
れ
て
い
る
つ
も

り
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
に
付
き
合
わ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
よ
う
な

や
り
方
で
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
み
ん
な
び
っ
く
り
し
ま
す
け
ど
ね
。

「
な
ん
で
こ
こ
は
鍵
が
な
い
ん
で
す
か
？
」
っ
て
。
そ
う
す
る
と
、

「
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
は
住
宅
で
す
。
」
っ
て
言
う
ん
で
す
。
お
住
ま

い
な
ん
で
す
ね
。
施
設
で
は
な
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
こ
は
好
き

な
時
に
起
き
て
、
お
好
き
な
タ
バ
コ
を
吸
っ
て
、
お
好
き
な
ア
ル
コ
ー

ル
を
飲
ん
で
、
居
酒
屋
行
っ
て
、
も
う
皆
さ
ん
の
生
活
の
場
で
す
よ

ね
。
だ
か
ら
毎
日
ビ
ー
ル
冷
や
し
て
い
る
方
も
い
る
し
、
「
タ
バ
コ

は
部
屋
で
お
願
い
ね
。
」
っ
て
言
っ
て
、
火
の
元
だ
け
は
私
達
が
確

認
の
た
め
に
巡
回
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
。 

 

豊
島
　
へ
え
ー
。
そ
れ
は
す
ご
い
で
す
ね
。 

 

湯
浅
　
そ
し
た
ら
ね
、
「
も
う
嫌
だ
。
」
と
ギ
ブ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
ご
家

族
が
、
ど
ん
ど
ん
来
て
く
れ
る
ん
で
す
よ
。
そ
う
し
た
ら
、
ご
家
族
の

負
担
は
ま
ず
は
軽
減
し
て
、
ご
家
族
に
も
、
「
会
い
た
く
な
っ
た
ら
会

い
に
来
て
あ
げ
て
ね
。
」
っ
て
言
う
ん
で
す
よ
。
す
る
と
、
や
っ
ぱ
り

負
担
に
な
ら
な
い
の
で
、
ど
ん
ど
ん
足
が
向
い
て
き
て
く
れ
て
。
泊
っ

て
行
か
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

 

中
道
　
追
い
詰
め
ら
れ
る
と
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
な
る
か
ら
ね
。

だ
か
ら
、
地
域
に
そ
う
い
う
オ
ー
プ
ン
マ
イ
ン
ド
の
所
が
あ
れ
ば
、

ず
い
ぶ
ん
と
気
が
楽
で
す
。
今
言
わ
れ
た
よ
う
な
、
ど
う
し
よ
う
も

な
い
時
期
に
、
そ
れ
に
相
応
し
い
場
所
が
用
意
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
来
て
い
ま
す
。
た
だ
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で
気
を
つ
け
な
い
と
い

け
な
い
の
は
、
や
っ
ぱ
り
、
き
ち
ん
と
選
ば
な
き
ゃ
駄
目
、
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
の
人
に
合
っ
た
と
こ
ろ
を
選
ば
な
い
と
駄
目
。
家
族

の
視
点
で
は
駄
目
で
す
、
絶
対
に
。
そ
の
施
設
が
新
し
い
か
ら
と
か
、

何
か
新
し
い
設
備
や
機
械
が
あ
る
と
か
、
鍵
が
か
か
る
と
か
と
い
う

要
素
で
選
ん
で
し
ま
っ
て
は
駄
目
で
す
。
や
っ
ぱ
り
、
入
る
そ
の
人

の
視
点
で
選
ん
で
欲
し
い
、
と
い
う
気
が
し
ま
す
。 

 

湯
浅
　
一
口
に
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
と
い
っ
て
も
、
事
業
所
の
考
え
方

で
、
ぜ
ん
ぜ
ん
違
う
タ
イ
プ
の
も
の
が
あ
り
ま
す
か
ら
。 

 

中
道
　
鍵
を
か
け
る
の
は
「
安
全
性
の
確
保
で
す
。
」
と
言
わ
れ
た

り
、
「
外
部
か
ら
の
侵
入
を
防
ぎ
ま
す
。
」
と
言
わ
れ
た
ら
、
「
ふ

う
ん
、
な
る
ほ
ど
な
あ
。
」
と
思
い
が
ち
で
す
。
「
み
ん
な
機
械
化

し
て

、
セ
ン
サ

ー
で

チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
。
」

な
ん
て
言
う
と
、
「
あ
っ
。

こ
れ
は
安
心
や
。
」
っ
て
。

で
も
、
人
間
の
生
活
っ
て

そ
ん
な
も
ん
か
な
？
と
思

う
人
も
あ
り
ま
す
。
だ
か

ら
、
家
族
の
目
線
で
な
く
、

入
る
人
の
目
線
で
考
え
る

べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

湯
浅
　
本
人
さ
ん
の
目

線
で
、
ね
。
鍵
を
か
け

な
い
、
と
い
う
の
は
、

私
の
こ
だ
わ
り
な
ん
で

す
よ
。
や
っ
ぱ
り
鍵
を

か
け
る
こ
と
に
よ
る
ス

ト
レ
ス
で
、
問
題
行
動

と
言
わ
れ
る
部
分
は
、
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
ん
で
す
。
出
ら
れ
な
い
、

こ
こ
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
ス
ト
レ
ス
に
よ
っ
て
。
こ
れ
を

防
ぐ
に
は
、
オ
ー
プ
ン
と
い
う
環
境
が
大
事
な
ん
で
す
。
確
か
に
リ
ス

ク
を
考
え
る
と
、
何
も
か
も
閉
め
て
し
ま
わ
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
ぐ
ら

い
に
な
る
ん
で
す
が
、
何
か
が
起
こ
っ
た
時
に
、
支
え
合
え
る
だ
け
の

信
頼
関
係
を
、
ご
家
族
と
私
達
と
の
間
で
築
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
認
知
症
の
ケ
ア
に
は
、
プ
ロ
の
ケ
ア
が
大
切
だ
と

思
い
ま
す
。
相
手
の
方
の
世
界
に
入
っ
て
、
何
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る

の
か
を
悟
っ
て
あ
げ
る
と
い
う
の
が
、
プ
ロ
の
ケ
ア
で
す
。 

 

中
道
　
こ
れ
は
家
族
で
は
、
ま
ず
、
で
き
な
い
。 

 

湯
浅
　
で
き
な
い
で
す
よ
。 

 

中
道
　
一
度
ぐ
ら
い
だ
っ
た
ら
で
き
る
け
ど
、
3
日
続
い
た
ら
も
う
で

き
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
時
の
た
め
の
駆
け
込
み
寺
の
よ
う
な
場

所
が
身
近
に
あ
れ
ば
、
地
域
の
人
た
ち
も
、
認
知
症
の
人
が
一
人
暮
ら

し
を
か
な
り
の
レ
ベ
ル
に
至
る
ま
で
続
け
て
い
た
と
し
て
も
、
「
い
ざ

と
な
れ
ば
、
あ
そ
こ
に
連
絡
す
れ
ば
い
い
し
、
連
れ
て
行
っ
て
あ
げ
た

ら
い
い
ん
だ
。
」
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
ず
い
ぶ
ん
、
地
域
の
許
容

範
囲
が
広
が
る
と
思
い
ま
す
。 

 

豊
島
　
な
る
ほ
ど
。 

 

脇
田
　
し
か
し
、
そ
の
認
知
症
の
人
の
行
動
の
意
味
を
き
ち
ん
と
見
出

し
て
く
れ
る
人
は
、
な
か
な
か
い
な
い
と
思
う
ん
で
す
よ
。
病
院
な
ど
で

対
処
し
よ
う
と
し
て
も
、
な
か
な
か
見
え
て
来
な
い
ん
で
す
よ
。
で
も
、

訪
問
看
護
を
や
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
い
う
部
分
が
ど
ん
ど
ん
見
え
て

く
る
し
、
自
ら
、
色
々
な
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
も
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ

の
あ
た
り
が
、
湯
浅
さ
ん
の
と
こ
ろ
の
強
み
な
ん
だ
ろ
う
と
感
じ
ま
し
た
。 

 

湯
浅
　
そ
う
で
す
ね
。
私
も
、
こ
の
仕
事
を
し
た
当
初
に
、
自
分
の

利
用
者
さ
ん
が
入
院
し
た
ん
で
す
が
、
認
知
症
の
方
だ
か
ら
、
ベ
ッ
ド

の
下
に
降
り
て
し
ま
う
ん
で
す
。
そ
れ
を
見
た
看
護
婦
さ
ん
は
「
何
で
、

ベ
ッ
ド
の
下
に
降
り
る
の
！
」
っ
て
。
で
も
彼
女
に
と
っ
て
、
そ
こ
は

ベ
ッ
ド
の
下
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
降
り
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
私

は
、
「
も
う
そ
ん
な
ふ
う
に
言
わ
な
い
で
。
も
っ
と
受
容
し
て
あ
げ
て

欲
し
い
。
」
っ
て
思
っ
た
ん
で
す
。
で
も
、
そ
う
す
る
と
仕
事
が
回
っ

て
行
か
な
い
の
が
看
護
婦
さ
ん
の
立
場
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
仕
方
な
い

ん
だ
と
思
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
私
の
と
こ
ろ
で
は
、
骨
折
し
て
手
術
し

た
ら
、「
あ
の
、す
ぐ
に
返
し
て
く
だ
さ
い
！
す
ぐ
返
し
て
下
さ
い
！
」
っ

て
言
う
ん
で
す
（
笑
）
。
も
う
、
す
ぐ
に
う
ち
に
来
て
も
ら
っ
た
ほ
う

が
、
問
題
行
動
が
な
く
な
る
ん
で
。
そ
ん
な
ノ
リ
で
や
っ
て
ま
す
。 

 

脇
田
　
湯
浅
さ
ん
は
看
護
の
立
場
の
方
だ
け
ど
、
介
護
と
同
じ
目
線

で
見
て
く
れ
て
い
る
。
で
も
、
な
か
な
か
、
看
護
と
介
護
の
評
価
も

ま
だ
ま
だ
十
分
な
段
階
に
は
達
し
て
い
ま
せ
ん
よ
ね
。 

 

湯
浅
　
だ
か
ら
、
ど
ち
ら
も
認
め
合
え
れ
ば
一
番
い
い
ん
で
す
よ
ね
。 

 

脇
田
　
も
う
少
し
接
点
が
あ
れ
ば
い
い
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
か
ら
、
先

ほ
ど
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
鍵
を
か
け
な
い
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
け

ど
、
そ
れ
は
、
家
族
と
の
信
頼
関
係
が
あ
る
か
ら
こ
そ
な
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
し
た
。 

 

湯
浅
　
ご
家
族
が
、
や
っ
ぱ
り
徘
徊
が
ひ
ど
い
か
ら
「
鍵
つ
け
て
欲
し

い
な
。
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
う
ち
の
ホ
ー
ム
に
入
ら

れ
た
時
に
。
で
も
、
そ
の
時
に
、
「
ご
め
ん
ね
。
」
っ
て
言
っ
て
、
私

の
考
え
は
こ
う
で
す
か
ら
、
と
。
だ
か
ら
、
「
鍵
の
か
か
る
所
を
探
す

か
ら
、
一
旦
そ
っ
ち
に
行
く
？
」
と
尋
ね
た
り
も
し
て
、
も
ち
ろ
ん
、

こ
う
い
っ
た
こ
と
も
支
援
し
て
行
き
ま
す
。
こ
れ
が
、
選
び
合
っ
た
者

同
士
の
信
頼
関
係
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
う
え
で
「
や
っ
ぱ
り
オ
ー

プ
ン
な
と
こ
ろ
に
住
ん
で
欲
し
い
。
」
と
最
終
決
定
し
て
い
た
だ
い

て
、
入
っ
て
き
て
い
た
だ
く
。
そ
う
し
た
ら
、
「
何
も
起
こ
ら
な
い
よ

う
に
頑
張
り
ま
す
け
れ
ど
、
そ
れ
で
も
、
開
い
て
い
る
以
上
、
何
か
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
」
と
い
う
こ
と
は
、
い
つ
も
話
し
て
い
ま
す
。
で

も
、
問
題
行
動
は
す
ぐ
に
お
さ
ま
り
ま
す
。
本
当
に
。 

 

中
道
　
3
ヶ
月
か
ら
半
年
で
、
ほ
と
ん
ど
薬
使
わ
ず
に
、
お
さ
ま
っ
て

行
き
ま
す
よ
ね
。 

 

湯
浅
　
お
さ
ま
り
ま
す
よ
ね
。
皆
さ
ん
、
本
当
に
徘
徊
が
な
く
な
る
。 

 

豊
島
　
す
ご
い
で
す
ね
、
専
門
家
の
方
の
ケ
ア
は
。 

 

脇
田
　
で
も
、
他
の
大
半
の
と
こ
ろ
で
は
、
鍵
を
か
け
て
と
か
い
う

ふ
う
に
、
施
設
の
小
型
版
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
入
り
口
だ

け
は
違
う
け
ど
、
中
身
は
施
設
の
小
型
版
と
い
う
感
じ
で
す
よ
ね
。
だ

か
ら
、
あ
い
あ
い
さ
ん
で
や
っ
て
る
よ
う
な
や
り
方
と
、
他
の
と
こ
ろ

が
や
っ
て
い
る
や
り
方
と
の
違
い
に
つ
い
て
の
き
ち
ん
と
し
た
評
価
は
、

ま
だ
誰
も
ち
ゃ
ん
と
出
来
て
い
な
い
と
い
う
の
が
実
情
な
ん
で
す
よ
ね
。 

 

湯
浅
　
そ
う
で
す
よ
ね
。
私
が
、
施
設
と
い
う
も
の
を
知
ら
な
い
ん
で

す
よ
ね
。
全
く
。 

 

脇
田
　
だ
か
ら
、
い
い
ん
で
し
ょ
。 

 

中
道
　
は
っ
は
っ
は
（
笑
）
。
だ
か
ら
、
在
宅
の
感
覚
で
や
れ
る
か

ら
、
ね
。 

 

湯
浅
　
そ
う
そ
う
。
在
宅
し
か
知
ら
な
い
ん
で
す
よ
。
あ
と
、
病
院
と

ね
。
で
も
、
私
が
し
て
る
こ
と
は
病
院
で
は
な
い
。
す
る
と
、
家
し
か

知
ら
な
い
。
家
で
タ
バ
コ
が
吸
え
な
い
家
な
ん
て
、
嫌
で
す
よ
ね
。 

脇
田
　
そ
う
で
す
よ
ね
。
そ
の
発
想
っ
て
、
生
活
上
の
ニ
ー
ズ
が
中
心

に
な
っ
て
る
ん
で
す
よ
ね
。
本
人
が
何
を
し
た
い
か
、
と
か
ね
。
本
当
に

普
通
の
感
覚
で
、
自
分
自
身
の
生
活
と
同
じ
目
線
で
や
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
が
、
強
み
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。 

 

中
道
　
津
で
も
、
私
が
知
っ
て
い
る
特
養
が
一
つ
あ
り
ま
す
。
そ
こ

は
、
「
こ
の
方
の
自
宅
の
つ
も
り
で
来
て
く
だ
さ
い
。
」
「
24
時
間

オ
ー
プ
ン
に
し
て
ま
す
か
ら
、
い
つ
で
も
、
家
族
の
方
は
訪
ね
て
来

て
下
さ
い
ね
。
」
っ
て
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
な
ん
で
す
よ
。
そ
う
す
る

と
、
施
設
に
入
っ
て
る
と
か
預
け
て
る
っ
て
い
う
、
こ
の
心
理
的
負

担
が
、
す
っ
と
軽
く
な
り
ま
す
。 

 

湯
浅
　
そ
う
そ
う
。
ご
家
族
の
「
親
を
預
け
た
。
」
と
い
う
罪
悪
感
。

そ
れ
を
取
り
除
く
に
は
、
環
境
と
、
ス
タ
ッ
フ
の
笑
顔
と
か
質
と
か
、

そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
の
か
な
ぁ
っ
て
、
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
家

族
が
来
な
く
な
っ
た
ら
、
「
ス
タ
ッ
フ
の
対
応
、
ち
ょ
っ
と
悪
い
ん

じ
ゃ
な
い
の
？
」
「
行
き
に
く
い
場
所
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
な
い
？
」

と
い
う
こ
と
を
、
必
ず
、
ケ
ー
ス
会
議
で
言
い
ま
す
。
「
電
話
し
す
ぎ

て
な
い
？
」
と
か
。
「
寝
な
い
ん
で
す
な
ん
て
、
い
ち
い
ち
家
族
に
言

わ
ん
で
も
、
う
ち
ら
が
24
時
間
交
代
な
ん
だ
か
ら
う
ち
に
来
て
く
れ

る
ん
や
。
」
と
。
「
ご
家
族
は
交
代
が
な
い
か
ら
、
え
ら
い
ん
や
。
そ

こ
を
は
っ
き
り
と
分
か
っ
た
う
え
で
、
う
ち
ら
に
お
預
け
し
て
く
れ
た

ん
や
。
」
っ
て
こ
と
を
忘
れ
ち
ゃ
い
け
な
い
。 

 

脇
田
　
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
部
分
を
普
遍
化
し
て
、
シ
ス
テ
ム
と
し
て

制
度
化
し
よ
う
と
思
う
と
、
と
て
も
難
し
さ
が
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
質
の
第
三
者
評
価
と
か
、
情
報
開
示
の
必
要
性
な
ど
が
一
般

に
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
今
話
題
に
し
て
い
る
よ
う
な
次
元
の
サ
ー
ビ
ス

の
質
な
ん
て
、
き
ち
ん
と
見
ら
れ
て
い
な
い
わ
け
で
す
よ
。 

 

豊
島
　
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
評
価
基
準
の
あ
り
方
や
、
誰
が
評
価
す
る
の

か
、
本
当
に
必
要
な
情
報
の
開
示
が
な
さ
れ
て
い
る
か
と
い
っ
た
問
題

は
、
全
く
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
、
ま
だ
ま
だ
本
当
に
課
題
だ
ら
け
で
す

よ
ね
。
と
こ
ろ
で
、
先
ほ
ど
は
、
介
護
保
険
ス
タ
ー
ト
当
初
の
お
話
を
う

か
が
い
ま
し
た
が
、
そ
の
後
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
皆
さ
ん
、
ど
の
よ
う

に
見
て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。 
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湯 

浅 

し 

お 

り  

×  

脇 

田 

愉 
司  
×  

中 

道 

和 

久  

×  

豊 

島 

明 

子 

三重の文化・社会・自然 
第7号  2006年3月 

8特集1　地域福祉の現状と未来 9



中
道
　
介
護
保
険
が
始
ま
っ
て
か
ら
の
最
初
の
3
年
は
、
ず
い
ぶ
ん
使

い
勝
手
が
よ
い
と
い
う
印
象
で
し
た
。
本
当
に
、
そ
の
人
ら
し
さ
を
保

障
す
る
よ
う
な
介
護
が
で
き
ま
し
た
。
特
に
訪
問
介
護
で
は
。 

 

湯
浅
　
そ
う
で
す
。
そ
う
で
す
。
今
は
買
い
物
な
ん
か
は
厳
し
く
な
っ

て
い
ま
す
け
ど
、
初
め
の
頃
は
O
K
で
し
た
か
ら
。 

 

中
道
　
や
っ
ぱ
り
、
実
際
に
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
と
買
い
物
に
行
っ
て
、

「
今
日
は
こ
れ
が
食
べ
た
い
。
」
「
あ
、こ
れ
、
料
理
し
て
み
よ
う
。
」
っ

て
い
う
意
欲
が
湧
い
て
き
て
、
だ
ん
だ
ん
と
お
年
寄
り
に
目
の
輝
き

が
出
て
来
る
よ
う
な
介
護
が
で
き
た
。
そ
う
す
る
と
、
「
外
出
し
よ

う
。
」
「
ち
ょ
っ
と
身
繕
い
し
よ
う
。
」
と
な
る
。
そ
し
て
、
調
理

す
る
意
欲
も
湧
い
て
き
た
も
の
で
す
。
で
も
、
2
年
前
か
ら
、
こ
れ

は
駄
目
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 

湯
浅
　
本
当
に
矛
盾
を
感
じ
ま
す
よ
ね
。 

 

脇
田
　
最
初
、
介
護
保
険
が
出
来
る
頃
は
、
ど
ん
な
ふ
う
に
し
た
ら
よ

い
介
護
が
で
き
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
活
発
な
議
論
が
あ
り
ま
し
た
。

N
P
O
も
、
介
護
保
険
も
、
「
小
さ
く
生
ん
で
、
大
き
く
育
て
よ
う
。
」

な
ん
て
、
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
が
あ
っ
た
ん
で
す
よ
。 

 

湯
浅
　
へ
え
っ
、
そ
う
な
ん
で
す
か
。 

 

脇
田
　
だ
か
ら
、
当
初
は
、
制
度
設
計
が
不
十
分
な
と
こ
ろ
も
あ
る
か

も
知
れ
な
い
け
れ
ど
、
徐
々
に
制
度
を
見
直
し
し
な
が
ら
ど
ん
ど
ん
積

み
上
げ
て
行
き
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
方
針
で
し
た
。
で
も
、
最
近
で
は
、

い
わ
ゆ
る
「
見
守
り
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
は
適
用
外
、
と

い
う
方
向
に
変
わ
っ
て
来
ま
し
た
。
今
、
介
護
保
険
は
、
全
体
的
に
縮

小
傾
向
な
ん
で
す
よ
ね
。
し
か
も
そ
れ
は
、
市
民
か
ら
の
声
に
よ
る
見

直
し
な
ん
か
じ
ゃ
な
い
。 

 

湯
浅
　
そ
う
そ
う
。 

 

脇
田
　
市
民
側
の
声
と
し
て
は
、
「
こ
こ
を
直
し
た
方
が
も
っ
と
良

く
な
る
」
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
が
、
今
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
そ

れ
と
は
違
う
論
理
か
ら
の
見
直
し
で
す
。
だ
か
ら
、
あ
ま
り
議
論
も

盛
り
上
が
ら
な
い
ん
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

中
道
　
以
前
は
ね
、
一
人
暮
ら
し
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
「
卵
欲
し
い
。
」

と
な
る
と
、
普
通
、
ス
ー
パ
ー
で
売
っ
て
る
の
は
10
個
入
で
す
よ
ね
。

だ
け
ど
3
軒
先
の
ス
ー
パ
ー
ま
で
言
っ
た
ら
6
個
入
も
売
っ
て
る
と
。

だ
か
ら
、
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
は
そ
れ
を
買
い
に
行
け
た
ん
で
す
。
で
も
、

こ
の
頃
は
、
そ
う
い
う
の
は
駄
目
。
「
ど
こ
そ
こ
の
店
の
、
何
を
、
っ

て
い
う
指
定
は
出
来
な
い
よ
。
」
と
な
り
ま
す
。
「
一
番
近
く
の
ス
ー

パ
ー
で
買
い
物
し
て
ね
。
」
と
。
こ
う
な
る
と
、
1
個
の
ば
ら
売
り

し
て
る
ス
ー
パ
ー
も
あ
る
け
ど
、
そ
ん
な
ん
津
市
内
で
も
1
箇
所
か

2
箇
所
し
か
あ
ら
へ
ん
。
で
、
結
局
、
不
本
意
な
が
ら
、
10
個
入
の

を
買
っ
て
来
ん
な
ら
ん
。
こ
れ
、
ど
う
す
ん
ね
ん
？
っ
て
い
う
問
題

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
掃
除
な
ど
で
も
、
「
拭
き
掃
除
は
駄
目

で
す
。
」
と
言
わ
れ
る
。
食
事
に
し
て
も
、
元
気
な
家
族
が
い
る
と

こ
ろ
で
は
サ
ー
ビ
ス
し
ち
ゃ
駄
目
と
か
、
洗
濯
も
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
者

本
人
の
分
し
か
駄
目
、
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ほ
ん
な
ら
、
ば
あ
ち
ゃ
ん

の
だ
け
洗
濯
し
て
、
じ
い
ち
ゃ
ん
の
や
つ
は
箸
で
つ
ま
ん
で
出
す
ん
か

い
な
？
、
と
言
い
た
く
な
り
ま
す
。 

 

豊
島
　
介
護
保
険
で
訪
問
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
よ
う
と
思
う
と
、

利
用
者
の
方
の
お
洗
濯
し
か
し
ち
ゃ
い
け
な
い
、
他
の
家
族
の
物
は
し

ち
ゃ
い
け
な
い
な
ど
と
い
っ
た
制
約
が
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。 

 

脇
田
　
そ
れ
か
ら
、
そ
も
そ
も
ヘ
ル
パ
ー
は
、
利
用
者
の
家
に
行
っ
た

ら
何
か
し
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
と
い
う
ふ
う
に
時
間
に
追
わ
れ
る
、
と

い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
精
神
障
害
や
知
的
障
害
の
方
の
介

護
の
場
合
、
本
人
が
言
わ
な
い
限
り
手
を
出
さ
な
い
介
護
、
と
い
う
の

も
あ
り
得
る
ん
で
す
よ
ね
。
で
も
、
こ
れ
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

ヘ
ル
パ
ー
が
訪
問
し
て
も
テ
レ
ビ
ば
か
り
つ
け
て
た
方
が
、
テ
レ
ビ
を

つ
け
な
い
で
会
話
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
も
と

て
も
大
事
な
意
味
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
。
で
も
、
今
の
制
度
上
は
、
そ

う
し
た
部
分
ま
で
は
き
ち
ん
と
見
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
せ
ん
。 

 

中
道
　
「
そ
う
い
う
部
分
は
、自
費
で
や
っ
て
も
ら
っ
た
ら
結
構
。」
っ

て
言
わ
れ
る
ん
だ
け
ど
。 

 

豊
島
　
そ
う
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
制
度
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
ね
。 

湯
浅
　
引
き
こ
も
っ
て
い
た
方
が
人
が
来
る
こ
と
を
受
け
入
れ
て
く

れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
本
当
は
、
大
き
な
成
果
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、

「
家
事
援
助
」
っ
て
い
う
名
目
し
か
な
け
れ
ば
、
も
う
そ
の
名
目
の

下
で
、
そ
れ
を
実
践
し
て
行
く
し
か
な
い
ん
で
す
よ
、
正
直
言
っ
て
。

遊
び
に
行
く
ケ
ア
、
と
か
、
「
対
談
」
と
か
、
そ
う
い
う
メ
ニ
ュ
ー

が
、
き
ち
ん
と
用
意
さ
れ
て
い
れ
ば
い
い
ん
で
す
け
ど
ね
。
だ
か
ら
、

私
た
ち
の
と
こ
ろ
で
は
、
介
護
保
険
と
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
セ
ッ

ト
に
し
た
プ
ラ
ン
を
、
ど
ん
ど
ん
や
っ
て
い
ま
す
。
今
は
ほ
と
ん
ど

そ
れ
で
す
。
介
護
保
険
で
出
来
な
い
こ
と
は
、
30
分
間
4
0
0
円
で
、

あ
と
は
や
ら
せ
て
も
ら
い
ま
す
。
じ
ゃ
あ
、
1
時
間
分
は
介
護
保
険

で
や
り
ま
す
け
ど
、
後
の
30
分
で
、
例
え
ば
犬
の
散
歩
を
「
じ
ゃ
あ
、

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
こ
れ
は
30
分
4
0
0
円
で
し
て
く
で
な
。
」
っ
て

言
っ
て
や
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
介
護
保
険
と
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
線
引
き
を
、
き
ち
ん
と
し
て
い
ま
す
。 

 

中
道
　
こ
れ
は
よ
ほ
ど
厳
密
に
し
て
な
い
と
、
大
変
で
す
よ
ね
。 

 

湯
浅
　
や
っ
ぱ
り
、
私
た
ち
は
議
論
で
き
る
立
場
で
は
な
い
ん
で
す

よ
。
議
論
し
た
っ
て
変
わ
り
ま
せ
ん
か
ら
。
だ
か
ら
、
ル
ー
ル
を
守
る

し
か
な
い
。
ル
ー
ル
に
違
反
し
た
く
は
な
い
の
で
。
違
反
し
た
ら
も

う
、
せ
っ
か
く
こ
れ
ま
で
や
っ
て
き
た
こ
と
ま
で
も
が
駄
目
に
な
っ
て

し
ま
う
か
ら
。
だ
か
ら
、
行
政
の
方
に
は
「
教
え
て
下
さ
い
。
」
「
こ

れ
と
こ
れ
を
し
よ
う
と
思
い
ま
す
け
ど
、
ど
う
で
す
か
？
」
っ
て
、
し

つ
こ
い
く
ら
い
に
電
話
し
て
確
認
し
て
か
ら
、
誰
々
さ
ん
に
確
認
し
ま

し
た
、
っ
て
い
う
証
拠
ま
で
残
し
て
（
笑
）
。
常
に
こ
う
い
う
姿
勢
で

臨
ん
で
い
れ
ば
、
意
図
的
に
法
律
違
反
を
し
た
と
い
う
よ
う
な
の
は
論

外
で
す
け
れ
ど
、
行
政
か
ら
O
K
さ
え
い
た
だ
け
れ
ば
、
有
償
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
と
セ
ッ
ト
に
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
ど
ん
ど
ん
や
っ
て
行
け
ま
す
。

も
う
、
そ
う
し
な
く
ち
ゃ
救
え
ま
せ
ん
か
ら
。 

 

豊
島
　
そ
れ
っ
て
、
や
っ
ぱ
り
、
介
護
保
険
制
度
の
限
界
で
す
よ
ね
。 

 

湯
浅
　
限
界
な
ん
で
す
よ
ね
。 

 

豊
島
　
サ
ー
ビ
ス
を
定
型
的
に
切
り
分
け
て
、
こ
れ
ら
を
厳
格
に
、
保

険
と
い
う
制
度
に
載
せ
て
提
供
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
生
活
上
の

ニ
ー
ズ
を
丸
ご
と
カ
バ
ー
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
よ
ね
。 

脇
田
　
そ
う
で
す
ね
。
本
来
は
、
介
護
保
険
法
と
並
ん
で
、
今
も
老
人

福
祉
法
に
基
づ
く
介
護
保
障
も
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。
私
は
、
介
護
保
険

法
が
出
来
る
前
の
、
老
人
福
祉
法
だ
け
の
時
代
か
ら
、
福
祉
の
仕
事
を

し
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
う
い
う
時
代
か
ら
関
わ
っ
て
き
た
ん
で
す
け

ど
ね
。
介
護
保
険
が
で
き
て
民
間
参
入
が
進
ん
で
、
本
当
に
良
く
な
っ

た
面
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
今
の
話
の
よ
う
な
介
護
保
険
以
外

の
サ
ー
ビ
ス
を
、
老
人
福
祉
法
で
や
る
べ
き
部
分
は
か
な
り
あ
る
と
思

う
ん
で
す
が
、
な
か
な
か
そ
れ
が
で
き
て
い
な
い
と
感
じ
ま
す
。
行
政

自
身
も
「
介
護
保
険
が
ス
タ
ー
ト
し
た
ん
だ
か
ら
、
も
う
そ
れ
で
大
体

や
っ
て
も
ら
っ
た
ら
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
の
。
」
と
い
う
姿
勢
に
な
っ
て

し
ま
っ
て
、
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
な
ん
か
へ
も
う
み
ん
な
丸
投
げ

に
な
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、
本
来
は
、
民
間
だ
け
で
は
対
応
で
き
な
い

よ
う
な
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
困
難
な
ケ
ー
ス
な
ん
か
も
、
お
そ
ら
く

あ
る
と
思
う
ん
で
す
よ
。
そ
う
い
っ
た
部
分
を
保
障
し
て
い
く
の
は
公

的
責
任
の
は
ず
な
ん
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
、
市
町
村
の
現
場
も
大
変

で
す
し
、
も
う
民
間
事
業
者
や
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
に
全
部
任
せ

て
し
ま
っ
て
、
「
老
人
福
祉
、
す
な
わ
ち
介
護
保
険
。
」
と
い
う
と
ら

え
方
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
福
祉
行
政
の
主
体
と
し
て
、
本
来

は
、
県
も
、
最
後
の
と
こ
ろ
は
き
ち
ん
と
み
て
い
か
な
く
ち
ゃ
い
け
な

い
、
と
思
う
ん
で
す
が
。
ま
あ
、
実
は
こ
の
点
は
、
ど
こ
の
自
治
体
で

も
批
判
の
的
だ
と
思
い
ま
す
が
、
や
れ
て
い
る
自
治
体
と
や
れ
て
い
な

い
自
治
体
と
が
出
て
来
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
行
政
で
き
ち
ん
と
対
応

し
た
い
と
い
う
自
治
体
と
、
「
も
う
全
部
介
護
保
険
に
任
せ
ま
し
ょ
う
。
」

と
い
う
自
治
体
と
で
、
ず
い
ぶ
ん
と
差
が
生
ま
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
ト
ッ
プ
の
考
え
方
も
影
響
し
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
け
ど
ね
。 

 

中
道
　
市
町
村
格
差
は
、
か
な
り
は
っ
き
り
と
見
え
て
き
て
い
ま
す

よ
ね
。 

 

湯
浅
　
私
自
身
は
、
と
に
か
く
、
行
政
に
相
談
に
行
く
努
力
は
し
て
い

ま
す
。
何
か
あ
る
と
、
す
ぐ
に
相
談
に
行
き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
一

緒
に
考
え
て
く
れ
た
結
果
、
お
互
い
の
勉
強
に
な
っ
た
り
す
る
ん
で
す

よ
。
「
こ
ん
な
困
難
事
例
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
私
、
ど
う
し
た
ら
い

い
で
す
か
？
」
っ
て
い
う
ふ
う
に
、
尋
ね
る
ん
で
す
。
私
は
事
業
所
と

し
て
、
困
難
事
例
を
ど
ん
ど
ん
聞
い
て
い
た
だ
い
て
、
一
緒
に
考
え
て

も
ら
う
の
が
大
事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
事
業
者
も
行
政
も
、
お
互
い
、

学
び
合
い
に
な
ら
な
く
ち
ゃ
駄
目
だ
と
思
い
ま
す
。
行
政
だ
か
ら
と
か
、

私
が
あ
い
あ
い
の
理
事
長
だ
か
ら
、
っ
て
言
っ
て
も
、
も
と
も
と
私
は

理
事
長
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
ん
で
、
育
っ
て
行
く
し

か
な
い
ん
で
す
よ
。
皆
さ
ん
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
共
に
理

解
し
、
育
っ
て
行
く
こ
と
で
、
一
緒
に
や
っ
て
行
け
る
、
と
思
う
か
ら
。

そ
う
い
う
者
達
が
、
み
ん
な
で
手
を
組
ん
だ
ら
、
も
の
す
ご
い
活
性
化

に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
な
。 

 

脇
田
　
そ
う
で
す
ね
。
そ
う
や
っ
て
、
現
場
に
い
る
方
が
、
色
々
な
問

題
に
直
面
し
て
、
こ
う
い
う
シ
ス
テ
ム
が
あ
っ
た
ら
う
ま
く
行
く
と
か
、

ニ
ー
ズ
に
応
え
ら
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
を
、
対
話
し
つ
つ
や
っ
て
行
く

こ
と
が
重
要
で
す
ね
。
そ
れ
を
事
業
や
計
画
に
反
映
さ
せ
た
り
も
で
き

ま
す
し
。
で
も
、
「
連
携
」
「
協
働
」
と
一
言
で
言
い
ま
す
が
、
な
か

な
か
上
手
く
や
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

 

豊
島
　
だ
ん
だ
ん
行
政
の
役
割
に
つ
い
て
の
話
題
に
な
っ
て
来
ま
し
た

の
で
、
脇
田
さ
ん
か
ら
も
、
今
の
県
の
全
体
状
況
な
ど
に
つ
い
て
、
お

話
し
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
う
ん
で
す
が
。 

 

脇
田
　
私
は
、
お
2
人
と
違
っ
て
、
現
場
で
や
っ
て
来
た
わ
け
じ
ゃ
な

い
ん
で
す
が
、
結
構
長
い
間
、
生
活
保
護
や
障
害
者
福
祉
、
老
人
福
祉
に

も
関
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
介
護
保
険
よ
り
も
ず
っ
と
前
か
ら
。
1
9
9
0

年
頃
は
、
ヘ
ル
パ
ー
派
遣
も
本
当
に
限
定
的
で
し
た
。
小
さ
い
町
村
で

は
、
社
協
で
1
人
、
2
人
の
ヘ
ル
パ
ー
が
い
る
だ
け
で
、
訪
問
派
遣
回
数

は
、
週
何
時
間
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
時
代
で
し
た
。
そ
ん
な
時
代

か
ら
見
る
と
、
介
護
保
険
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
量
的
拡
大
と
い
う
面
で
社
会

問
題
の
一
定
の
解
決
を
も
た
ら
し
ま
し
た
し
、
ニ
ー
ズ
の
広
が
り
に
か
な

り
寄
与
し
ま
し
た
。
介
護
保
険
を
導
入
す
る
直
前
の
頃
、
三
重
県
で
は
、

ど
う
い
う
制
度
に
な
っ
た
ら
い
い
か
、
介
護
保
険
の
計
画
策
定
は
ど
う
し

た
ら
い
い
か
、
と
い
っ
た
議
論
を
も
の
す
ご
く
や
っ
て
い
ま
し
た
。

N
P
O
に
関
す
る
条
例
制
定
の
時
も
、
三
重
県
で
は
み
ん
な
で
参
加

型
で
や
っ
た
ん
で
す
よ
。
こ
ん
な
風
に
、
も
の
す
ご
い
エ
ネ
ル
ギ
ー

が
あ
っ
た
ん
で
す
が
、
実
は
こ
れ
ら
に
関
わ
っ
て
い
た
方
々
が
、
結

構
み
ん
な
事
業
所
の
側
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。
こ
こ
5

年
ぐ
ら
い
の
間
で
。
今
回
の
介
護
保
険
法
改
正
で
議
論
が
盛
り
上
が

ら
な
い
背
景
と
し
て
、
こ
の
点
も
一
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
な
と
、

私
は
思
っ
て
い
ま
す
。 

　
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
介
護
保
険
が
で
き
て
ニ
ー
ズ
が
広

が
っ
て
、
湯
浅
さ
ん
み
た
い
に
、
色
々
な
活
動
を
し
て
お
ら
れ
る
方
々

も
あ
り
ま
す
が
、
民
間
と
言
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
不
適
正
な
と
こ
ろ
は
論

外
で
す
が
、
や
っ
ぱ
り
「
こ
の
程
度
で
。
」
と
か
「
事
業
所
で
や
れ
る
部

分
は
こ
こ
ま
で
。
」
と
い
う
よ
う
に
、
線
を
引
い
て
し
ま
わ
ざ
る
を
得
な

い
状
況
も
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
事
業
所
や
、
理
念
を
高
く
掲
げ
て

何
と
か
し
て
ニ
ー
ズ
に
応
え
た
い
と
考
え
つ
つ
採
算
や
経
営
に
つ
い
て
も

考
え
る
事
業
所
が
あ
り
、
あ
る
い
は
大
き
な
法
人
の
傘
下
に
あ
る
事
業
所

で
は
、
現
場
の
職
員
の
方
々
の
自
由
な
判
断
が
で
き
な
い
、
現
場
の
ニ
ー

ズ
を
一
番
分
か
っ
て
い
る
人
た
ち
が
意
思
決
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と

こ
ろ
に
置
か
れ
て
い
た
り
も
し
ま
す
。
そ
し
て
行
政
側
も
在
宅
介
護
支

援
セ
ン
タ
ー
に
丸
投
げ
し
て
い
て
、
一
方
、
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

が
ほ
と
ん
ど
活
動
し
て
い
な
い
と
い
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
中

で
、
介
護
保
険
に
乗
ら
な
い
人
達
を
、
誰
が
救
済
す
る
の
か
、
と
い
う
問

題
も
か
な
り
出
て
来
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
県
と
し

て
、
シ
ス
テ
ム
全
体
が
機
能
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
と
ら
え
る
力
が
弱
く

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
感
じ
て
い
ま
す
。 
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中
道
　
介
護
保
険
が
始
ま
っ
て
か
ら
の
最
初
の
3
年
は
、
ず
い
ぶ
ん
使

い
勝
手
が
よ
い
と
い
う
印
象
で
し
た
。
本
当
に
、
そ
の
人
ら
し
さ
を
保

障
す
る
よ
う
な
介
護
が
で
き
ま
し
た
。
特
に
訪
問
介
護
で
は
。 

 

湯
浅
　
そ
う
で
す
。
そ
う
で
す
。
今
は
買
い
物
な
ん
か
は
厳
し
く
な
っ

て
い
ま
す
け
ど
、
初
め
の
頃
は
O
K
で
し
た
か
ら
。 

 

中
道
　
や
っ
ぱ
り
、
実
際
に
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
と
買
い
物
に
行
っ
て
、

「
今
日
は
こ
れ
が
食
べ
た
い
。
」
「
あ
、こ
れ
、
料
理
し
て
み
よ
う
。
」
っ

て
い
う
意
欲
が
湧
い
て
き
て
、
だ
ん
だ
ん
と
お
年
寄
り
に
目
の
輝
き

が
出
て
来
る
よ
う
な
介
護
が
で
き
た
。
そ
う
す
る
と
、
「
外
出
し
よ

う
。
」
「
ち
ょ
っ
と
身
繕
い
し
よ
う
。
」
と
な
る
。
そ
し
て
、
調
理

す
る
意
欲
も
湧
い
て
き
た
も
の
で
す
。
で
も
、
2
年
前
か
ら
、
こ
れ

は
駄
目
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 

湯
浅
　
本
当
に
矛
盾
を
感
じ
ま
す
よ
ね
。 

 

脇
田
　
最
初
、
介
護
保
険
が
出
来
る
頃
は
、
ど
ん
な
ふ
う
に
し
た
ら
よ

い
介
護
が
で
き
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
活
発
な
議
論
が
あ
り
ま
し
た
。

N
P
O
も
、
介
護
保
険
も
、
「
小
さ
く
生
ん
で
、
大
き
く
育
て
よ
う
。
」

な
ん
て
、
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
が
あ
っ
た
ん
で
す
よ
。 

 

湯
浅
　
へ
え
っ
、
そ
う
な
ん
で
す
か
。 

 

脇
田
　
だ
か
ら
、
当
初
は
、
制
度
設
計
が
不
十
分
な
と
こ
ろ
も
あ
る
か

も
知
れ
な
い
け
れ
ど
、
徐
々
に
制
度
を
見
直
し
し
な
が
ら
ど
ん
ど
ん
積

み
上
げ
て
行
き
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
方
針
で
し
た
。
で
も
、
最
近
で
は
、

い
わ
ゆ
る
「
見
守
り
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
は
適
用
外
、
と

い
う
方
向
に
変
わ
っ
て
来
ま
し
た
。
今
、
介
護
保
険
は
、
全
体
的
に
縮

小
傾
向
な
ん
で
す
よ
ね
。
し
か
も
そ
れ
は
、
市
民
か
ら
の
声
に
よ
る
見

直
し
な
ん
か
じ
ゃ
な
い
。 

 

湯
浅
　
そ
う
そ
う
。 

 

脇
田
　
市
民
側
の
声
と
し
て
は
、
「
こ
こ
を
直
し
た
方
が
も
っ
と
良

く
な
る
」
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
が
、
今
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
そ

れ
と
は
違
う
論
理
か
ら
の
見
直
し
で
す
。
だ
か
ら
、
あ
ま
り
議
論
も

盛
り
上
が
ら
な
い
ん
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

中
道
　
以
前
は
ね
、
一
人
暮
ら
し
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
「
卵
欲
し
い
。
」

と
な
る
と
、
普
通
、
ス
ー
パ
ー
で
売
っ
て
る
の
は
10
個
入
で
す
よ
ね
。

だ
け
ど
3
軒
先
の
ス
ー
パ
ー
ま
で
言
っ
た
ら
6
個
入
も
売
っ
て
る
と
。

だ
か
ら
、
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
は
そ
れ
を
買
い
に
行
け
た
ん
で
す
。
で
も
、

こ
の
頃
は
、
そ
う
い
う
の
は
駄
目
。
「
ど
こ
そ
こ
の
店
の
、
何
を
、
っ

て
い
う
指
定
は
出
来
な
い
よ
。
」
と
な
り
ま
す
。
「
一
番
近
く
の
ス
ー

パ
ー
で
買
い
物
し
て
ね
。
」
と
。
こ
う
な
る
と
、
1
個
の
ば
ら
売
り

し
て
る
ス
ー
パ
ー
も
あ
る
け
ど
、
そ
ん
な
ん
津
市
内
で
も
1
箇
所
か

2
箇
所
し
か
あ
ら
へ
ん
。
で
、
結
局
、
不
本
意
な
が
ら
、
10
個
入
の

を
買
っ
て
来
ん
な
ら
ん
。
こ
れ
、
ど
う
す
ん
ね
ん
？
っ
て
い
う
問
題

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
掃
除
な
ど
で
も
、
「
拭
き
掃
除
は
駄
目

で
す
。
」
と
言
わ
れ
る
。
食
事
に
し
て
も
、
元
気
な
家
族
が
い
る
と

こ
ろ
で
は
サ
ー
ビ
ス
し
ち
ゃ
駄
目
と
か
、
洗
濯
も
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
者

本
人
の
分
し
か
駄
目
、
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ほ
ん
な
ら
、
ば
あ
ち
ゃ
ん

の
だ
け
洗
濯
し
て
、
じ
い
ち
ゃ
ん
の
や
つ
は
箸
で
つ
ま
ん
で
出
す
ん
か

い
な
？
、
と
言
い
た
く
な
り
ま
す
。 

 

豊
島
　
介
護
保
険
で
訪
問
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
よ
う
と
思
う
と
、

利
用
者
の
方
の
お
洗
濯
し
か
し
ち
ゃ
い
け
な
い
、
他
の
家
族
の
物
は
し

ち
ゃ
い
け
な
い
な
ど
と
い
っ
た
制
約
が
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。 

 

脇
田
　
そ
れ
か
ら
、
そ
も
そ
も
ヘ
ル
パ
ー
は
、
利
用
者
の
家
に
行
っ
た

ら
何
か
し
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
と
い
う
ふ
う
に
時
間
に
追
わ
れ
る
、
と

い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
精
神
障
害
や
知
的
障
害
の
方
の
介

護
の
場
合
、
本
人
が
言
わ
な
い
限
り
手
を
出
さ
な
い
介
護
、
と
い
う
の

も
あ
り
得
る
ん
で
す
よ
ね
。
で
も
、
こ
れ
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

ヘ
ル
パ
ー
が
訪
問
し
て
も
テ
レ
ビ
ば
か
り
つ
け
て
た
方
が
、
テ
レ
ビ
を

つ
け
な
い
で
会
話
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
も
と

て
も
大
事
な
意
味
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
。
で
も
、
今
の
制
度
上
は
、
そ

う
し
た
部
分
ま
で
は
き
ち
ん
と
見
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
せ
ん
。 

 

中
道
　
「
そ
う
い
う
部
分
は
、自
費
で
や
っ
て
も
ら
っ
た
ら
結
構
。」
っ

て
言
わ
れ
る
ん
だ
け
ど
。 

 

豊
島
　
そ
う
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
制
度
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
ね
。 

湯
浅
　
引
き
こ
も
っ
て
い
た
方
が
人
が
来
る
こ
と
を
受
け
入
れ
て
く

れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
本
当
は
、
大
き
な
成
果
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、

「
家
事
援
助
」
っ
て
い
う
名
目
し
か
な
け
れ
ば
、
も
う
そ
の
名
目
の

下
で
、
そ
れ
を
実
践
し
て
行
く
し
か
な
い
ん
で
す
よ
、
正
直
言
っ
て
。

遊
び
に
行
く
ケ
ア
、
と
か
、
「
対
談
」
と
か
、
そ
う
い
う
メ
ニ
ュ
ー

が
、
き
ち
ん
と
用
意
さ
れ
て
い
れ
ば
い
い
ん
で
す
け
ど
ね
。
だ
か
ら
、

私
た
ち
の
と
こ
ろ
で
は
、
介
護
保
険
と
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
セ
ッ

ト
に
し
た
プ
ラ
ン
を
、
ど
ん
ど
ん
や
っ
て
い
ま
す
。
今
は
ほ
と
ん
ど

そ
れ
で
す
。
介
護
保
険
で
出
来
な
い
こ
と
は
、
30
分
間
4
0
0
円
で
、

あ
と
は
や
ら
せ
て
も
ら
い
ま
す
。
じ
ゃ
あ
、
1
時
間
分
は
介
護
保
険

で
や
り
ま
す
け
ど
、
後
の
30
分
で
、
例
え
ば
犬
の
散
歩
を
「
じ
ゃ
あ
、

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
こ
れ
は
30
分
4
0
0
円
で
し
て
く
で
な
。
」
っ
て

言
っ
て
や
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
介
護
保
険
と
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
線
引
き
を
、
き
ち
ん
と
し
て
い
ま
す
。 

 

中
道
　
こ
れ
は
よ
ほ
ど
厳
密
に
し
て
な
い
と
、
大
変
で
す
よ
ね
。 

 

湯
浅
　
や
っ
ぱ
り
、
私
た
ち
は
議
論
で
き
る
立
場
で
は
な
い
ん
で
す

よ
。
議
論
し
た
っ
て
変
わ
り
ま
せ
ん
か
ら
。
だ
か
ら
、
ル
ー
ル
を
守
る

し
か
な
い
。
ル
ー
ル
に
違
反
し
た
く
は
な
い
の
で
。
違
反
し
た
ら
も

う
、
せ
っ
か
く
こ
れ
ま
で
や
っ
て
き
た
こ
と
ま
で
も
が
駄
目
に
な
っ
て

し
ま
う
か
ら
。
だ
か
ら
、
行
政
の
方
に
は
「
教
え
て
下
さ
い
。
」
「
こ

れ
と
こ
れ
を
し
よ
う
と
思
い
ま
す
け
ど
、
ど
う
で
す
か
？
」
っ
て
、
し

つ
こ
い
く
ら
い
に
電
話
し
て
確
認
し
て
か
ら
、
誰
々
さ
ん
に
確
認
し
ま

し
た
、
っ
て
い
う
証
拠
ま
で
残
し
て
（
笑
）
。
常
に
こ
う
い
う
姿
勢
で

臨
ん
で
い
れ
ば
、
意
図
的
に
法
律
違
反
を
し
た
と
い
う
よ
う
な
の
は
論

外
で
す
け
れ
ど
、
行
政
か
ら
O
K
さ
え
い
た
だ
け
れ
ば
、
有
償
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
と
セ
ッ
ト
に
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
ど
ん
ど
ん
や
っ
て
行
け
ま
す
。

も
う
、
そ
う
し
な
く
ち
ゃ
救
え
ま
せ
ん
か
ら
。 

 

豊
島
　
そ
れ
っ
て
、
や
っ
ぱ
り
、
介
護
保
険
制
度
の
限
界
で
す
よ
ね
。 

 

湯
浅
　
限
界
な
ん
で
す
よ
ね
。 

 

豊
島
　
サ
ー
ビ
ス
を
定
型
的
に
切
り
分
け
て
、
こ
れ
ら
を
厳
格
に
、
保

険
と
い
う
制
度
に
載
せ
て
提
供
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
生
活
上
の

ニ
ー
ズ
を
丸
ご
と
カ
バ
ー
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
よ
ね
。 

脇
田
　
そ
う
で
す
ね
。
本
来
は
、
介
護
保
険
法
と
並
ん
で
、
今
も
老
人

福
祉
法
に
基
づ
く
介
護
保
障
も
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。
私
は
、
介
護
保
険

法
が
出
来
る
前
の
、
老
人
福
祉
法
だ
け
の
時
代
か
ら
、
福
祉
の
仕
事
を

し
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
う
い
う
時
代
か
ら
関
わ
っ
て
き
た
ん
で
す
け

ど
ね
。
介
護
保
険
が
で
き
て
民
間
参
入
が
進
ん
で
、
本
当
に
良
く
な
っ

た
面
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
今
の
話
の
よ
う
な
介
護
保
険
以
外

の
サ
ー
ビ
ス
を
、
老
人
福
祉
法
で
や
る
べ
き
部
分
は
か
な
り
あ
る
と
思

う
ん
で
す
が
、
な
か
な
か
そ
れ
が
で
き
て
い
な
い
と
感
じ
ま
す
。
行
政

自
身
も
「
介
護
保
険
が
ス
タ
ー
ト
し
た
ん
だ
か
ら
、
も
う
そ
れ
で
大
体

や
っ
て
も
ら
っ
た
ら
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
の
。
」
と
い
う
姿
勢
に
な
っ
て

し
ま
っ
て
、
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
な
ん
か
へ
も
う
み
ん
な
丸
投
げ

に
な
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、
本
来
は
、
民
間
だ
け
で
は
対
応
で
き
な
い

よ
う
な
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
困
難
な
ケ
ー
ス
な
ん
か
も
、
お
そ
ら
く

あ
る
と
思
う
ん
で
す
よ
。
そ
う
い
っ
た
部
分
を
保
障
し
て
い
く
の
は
公

的
責
任
の
は
ず
な
ん
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
、
市
町
村
の
現
場
も
大
変

で
す
し
、
も
う
民
間
事
業
者
や
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
に
全
部
任
せ

て
し
ま
っ
て
、
「
老
人
福
祉
、
す
な
わ
ち
介
護
保
険
。
」
と
い
う
と
ら

え
方
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
福
祉
行
政
の
主
体
と
し
て
、
本
来

は
、
県
も
、
最
後
の
と
こ
ろ
は
き
ち
ん
と
み
て
い
か
な
く
ち
ゃ
い
け
な

い
、
と
思
う
ん
で
す
が
。
ま
あ
、
実
は
こ
の
点
は
、
ど
こ
の
自
治
体
で

も
批
判
の
的
だ
と
思
い
ま
す
が
、
や
れ
て
い
る
自
治
体
と
や
れ
て
い
な

い
自
治
体
と
が
出
て
来
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
行
政
で
き
ち
ん
と
対
応

し
た
い
と
い
う
自
治
体
と
、
「
も
う
全
部
介
護
保
険
に
任
せ
ま
し
ょ
う
。
」

と
い
う
自
治
体
と
で
、
ず
い
ぶ
ん
と
差
が
生
ま
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
ト
ッ
プ
の
考
え
方
も
影
響
し
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
け
ど
ね
。 

 

中
道
　
市
町
村
格
差
は
、
か
な
り
は
っ
き
り
と
見
え
て
き
て
い
ま
す

よ
ね
。 

 

湯
浅
　
私
自
身
は
、
と
に
か
く
、
行
政
に
相
談
に
行
く
努
力
は
し
て
い

ま
す
。
何
か
あ
る
と
、
す
ぐ
に
相
談
に
行
き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
一

緒
に
考
え
て
く
れ
た
結
果
、
お
互
い
の
勉
強
に
な
っ
た
り
す
る
ん
で
す

よ
。
「
こ
ん
な
困
難
事
例
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
私
、
ど
う
し
た
ら
い

い
で
す
か
？
」
っ
て
い
う
ふ
う
に
、
尋
ね
る
ん
で
す
。
私
は
事
業
所
と

し
て
、
困
難
事
例
を
ど
ん
ど
ん
聞
い
て
い
た
だ
い
て
、
一
緒
に
考
え
て

も
ら
う
の
が
大
事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
事
業
者
も
行
政
も
、
お
互
い
、

学
び
合
い
に
な
ら
な
く
ち
ゃ
駄
目
だ
と
思
い
ま
す
。
行
政
だ
か
ら
と
か
、

私
が
あ
い
あ
い
の
理
事
長
だ
か
ら
、
っ
て
言
っ
て
も
、
も
と
も
と
私
は

理
事
長
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
ん
で
、
育
っ
て
行
く
し

か
な
い
ん
で
す
よ
。
皆
さ
ん
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
共
に
理

解
し
、
育
っ
て
行
く
こ
と
で
、
一
緒
に
や
っ
て
行
け
る
、
と
思
う
か
ら
。

そ
う
い
う
者
達
が
、
み
ん
な
で
手
を
組
ん
だ
ら
、
も
の
す
ご
い
活
性
化

に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
な
。 

 

脇
田
　
そ
う
で
す
ね
。
そ
う
や
っ
て
、
現
場
に
い
る
方
が
、
色
々
な
問

題
に
直
面
し
て
、
こ
う
い
う
シ
ス
テ
ム
が
あ
っ
た
ら
う
ま
く
行
く
と
か
、

ニ
ー
ズ
に
応
え
ら
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
を
、
対
話
し
つ
つ
や
っ
て
行
く

こ
と
が
重
要
で
す
ね
。
そ
れ
を
事
業
や
計
画
に
反
映
さ
せ
た
り
も
で
き

ま
す
し
。
で
も
、
「
連
携
」
「
協
働
」
と
一
言
で
言
い
ま
す
が
、
な
か

な
か
上
手
く
や
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

 

豊
島
　
だ
ん
だ
ん
行
政
の
役
割
に
つ
い
て
の
話
題
に
な
っ
て
来
ま
し
た

の
で
、
脇
田
さ
ん
か
ら
も
、
今
の
県
の
全
体
状
況
な
ど
に
つ
い
て
、
お

話
し
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
う
ん
で
す
が
。 

 

脇
田
　
私
は
、
お
2
人
と
違
っ
て
、
現
場
で
や
っ
て
来
た
わ
け
じ
ゃ
な

い
ん
で
す
が
、
結
構
長
い
間
、
生
活
保
護
や
障
害
者
福
祉
、
老
人
福
祉
に

も
関
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
介
護
保
険
よ
り
も
ず
っ
と
前
か
ら
。
1
9
9
0

年
頃
は
、
ヘ
ル
パ
ー
派
遣
も
本
当
に
限
定
的
で
し
た
。
小
さ
い
町
村
で

は
、
社
協
で
1
人
、
2
人
の
ヘ
ル
パ
ー
が
い
る
だ
け
で
、
訪
問
派
遣
回
数

は
、
週
何
時
間
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
時
代
で
し
た
。
そ
ん
な
時
代

か
ら
見
る
と
、
介
護
保
険
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
量
的
拡
大
と
い
う
面
で
社
会

問
題
の
一
定
の
解
決
を
も
た
ら
し
ま
し
た
し
、
ニ
ー
ズ
の
広
が
り
に
か
な

り
寄
与
し
ま
し
た
。
介
護
保
険
を
導
入
す
る
直
前
の
頃
、
三
重
県
で
は
、

ど
う
い
う
制
度
に
な
っ
た
ら
い
い
か
、
介
護
保
険
の
計
画
策
定
は
ど
う
し

た
ら
い
い
か
、
と
い
っ
た
議
論
を
も
の
す
ご
く
や
っ
て
い
ま
し
た
。

N
P
O
に
関
す
る
条
例
制
定
の
時
も
、
三
重
県
で
は
み
ん
な
で
参
加

型
で
や
っ
た
ん
で
す
よ
。
こ
ん
な
風
に
、
も
の
す
ご
い
エ
ネ
ル
ギ
ー

が
あ
っ
た
ん
で
す
が
、
実
は
こ
れ
ら
に
関
わ
っ
て
い
た
方
々
が
、
結

構
み
ん
な
事
業
所
の
側
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。
こ
こ
5

年
ぐ
ら
い
の
間
で
。
今
回
の
介
護
保
険
法
改
正
で
議
論
が
盛
り
上
が

ら
な
い
背
景
と
し
て
、
こ
の
点
も
一
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
な
と
、

私
は
思
っ
て
い
ま
す
。 

　
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
介
護
保
険
が
で
き
て
ニ
ー
ズ
が
広

が
っ
て
、
湯
浅
さ
ん
み
た
い
に
、
色
々
な
活
動
を
し
て
お
ら
れ
る
方
々

も
あ
り
ま
す
が
、
民
間
と
言
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
不
適
正
な
と
こ
ろ
は
論

外
で
す
が
、
や
っ
ぱ
り
「
こ
の
程
度
で
。
」
と
か
「
事
業
所
で
や
れ
る
部

分
は
こ
こ
ま
で
。
」
と
い
う
よ
う
に
、
線
を
引
い
て
し
ま
わ
ざ
る
を
得
な

い
状
況
も
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
事
業
所
や
、
理
念
を
高
く
掲
げ
て

何
と
か
し
て
ニ
ー
ズ
に
応
え
た
い
と
考
え
つ
つ
採
算
や
経
営
に
つ
い
て
も

考
え
る
事
業
所
が
あ
り
、
あ
る
い
は
大
き
な
法
人
の
傘
下
に
あ
る
事
業
所

で
は
、
現
場
の
職
員
の
方
々
の
自
由
な
判
断
が
で
き
な
い
、
現
場
の
ニ
ー

ズ
を
一
番
分
か
っ
て
い
る
人
た
ち
が
意
思
決
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と

こ
ろ
に
置
か
れ
て
い
た
り
も
し
ま
す
。
そ
し
て
行
政
側
も
在
宅
介
護
支

援
セ
ン
タ
ー
に
丸
投
げ
し
て
い
て
、
一
方
、
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

が
ほ
と
ん
ど
活
動
し
て
い
な
い
と
い
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
中

で
、
介
護
保
険
に
乗
ら
な
い
人
達
を
、
誰
が
救
済
す
る
の
か
、
と
い
う
問

題
も
か
な
り
出
て
来
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
県
と
し

て
、
シ
ス
テ
ム
全
体
が
機
能
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
と
ら
え
る
力
が
弱
く

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
感
じ
て
い
ま
す
。 

鼎 談 

湯 

浅 

し 

お 

り  

×  

脇 

田 

愉 
司  
×  

中 

道 

和 

久  

×  

豊 

島 

明 

子 

三重の文化・社会・自然 
第7号  2006年3月 

10特集1　地域福祉の現状と未来 11



　
老
人
福
祉
法
の
時
代
に
、
何
と
か
し
て
サ
ー
ビ
ス
の
量
的
整
備
を
し
な

け
れ
ば
と
い
う
こ
と
が
社
会
問
題
化
し
て
ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
が
作
ら
れ
ま

し
た
。
で
も
、
老
人
福
祉
全
体
を
ど
う
し
て
行
く
か
、
財
源
を
ど
う
確
保

す
る
か
と
い
う
検
討
の
中
で
、
結
局
、
社
会
保
険
と
い
う
道
し
か
な
か
っ

た
。
だ
か
ら
、
保
険
で
救
済
さ
れ
な
い
よ
う
な
、
介
護
保
険
に
ア
ク
セ
ス

し
な
い
人
も
多
分
い
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。
ホ
ー
ム
レ
ス
の
人
た
ち
の
よ
う

に
、
生
活
保
護
に
も
来
な
い
し
、
老
人
福
祉
に
も
来
な
い
、
介
護
保
険
に

も
来
な
い
、
と
い
う
人
達
も
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
部
分
を
ど

う
す
る
か
と
い
う
視
点
は
、
保
険
か
ら
は
見
え
て
来
な
い
と
思
い
ま
す
。

だ
か
ら
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
色
々
な
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
張
り
方

を
、
自
治
体
レ
ベ
ル
で
工
夫
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
見
ら
れ
る
け
れ
ど
、
な

か
な
か
制
度
的
な
整
備
に
ま
で
に
は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。
民
間
事
業
所
や

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
解
決
で
き
な
い
ケ
ー
ス
を
、
公
的
な
部
分

が
し
っ
か
り
と
担
う
必
要
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
よ
。 

　
例
え
ば
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
で
、
虐
待
を
理
由
に
し
た
措

置
入
所
が
行
わ
れ
る
例
も
、
若
干
は
あ
り
ま
す
。
子
ど
も
に
年
金
を
全

部
取
ら
れ
て
、
本
人
は
食
べ
る
も
の
も
食
べ
ら
れ
な
い
と
い
う
よ
う
な

事
例
な
ど
で
は
、
も
う
公
的
な
介
入
が
必
要
だ
と
い
う
判
断
を
し
て
、

三
重
県
の
あ
る
町
村
で
は
措
置
入
所
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま

だ
こ
の
よ
う
な
例
は
、
三
重
県
で
は
2
、
3
件
し
か
な
い
と
思
い
ま
す

が
。
こ
の
よ
う
な
最
後
の
と
こ
ろ
の
介
入
は
、
必
要
で
す
よ
ね
。
や
は

り
、
こ
の
よ
う
な
行
政
の
役
割
が
、
希
薄
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
面
が
あ

る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
で
も
、
「
だ
か
ら
介
護
保
険
前
に
戻
す
べ
き
」

と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
介
護
保
険
で
出
来
る
良
い
部
分
を
生
か
し
つ

つ
、
最
後
の
と
こ
ろ
で
行
政
が
公
的
責
任
を
果
た
し
て
行
く
と
い
う
、

本
当
の
意
味
で
の
連
携
が
で
き
れ
ば
、
全
体
と
し
て
も
っ
と
良
く
な
る

と
思
い
ま
す
。 

　
そ
れ
か
ら
現
在
、
ケ
ア
マ
ネ
の
人
達
は
、
も
の
す
ご
い
件
数
を
抱
え

て
い
て
大
変
な
ん
で
す
よ
ね
。
「
月
1
回
は
訪
問
し
な
き
ゃ
な
ら
な
い
」

と
か
「
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
を
開
か
な
き
ゃ
な
ら
な
い
」
と
か
、
相

当
な
業
務
に
追
わ
れ
る
中
で
、
行
政
の
提
供
す
る
色
々
な
サ
ー
ビ
ス
を

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
も
の
も
含
め
て
全
て
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
で
き
る

ほ
ど
の
、
そ
ん
な
余
裕
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
大
変
な
状
況
の

中
で
、
行
政
側
に
い
て
、
仕
組
み
が
十
分
で
な
い
と
い
う
気
も
し
て
い

ま
す
。
た
だ
、
最
近
で
は
、
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
資
質
向
上
の
た
め

の
研
修
な
ど
も
充
実
し
始
め
て
い
ま
す
。 

 

湯
浅
　
あ
、
受
け
ま
し

た
よ
。
私
。
ケ
ア
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
の
リ
ー
ダ
ー
研
修
。 

 

豊
島
　
県
が
主
催
す
る

研
修
が
あ
る
ん
で
す
か
。 

 

湯
浅
　
そ
う
そ
う
。 

 

脇
田
　
ま
あ
、
そ
れ
が

ニ
ー
ズ
に
適
っ
て
い
る

か
ど
う
か
、
評
価
は
分

か
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
。 

 

中
道
　
い
や
、
適
っ
て
る
と
思
い
ま
す
よ
。
そ
う
い
う
感
想
も
あ
る
よ
。 

 
一
同
　
（
笑
） 

 

湯
浅
　
ケ
ア
マ
ネ
さ
ん
の
会
議
と
か
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
会
議

と
か
、
色
々
な
研
修
会
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
看
護
婦
協
会
で
も
訪
問
介

護
の
会
議
と
か
、
色
々
あ
る
ん
で
す
が
、
私
は
、
本
当
に
連
携
を
と
ろ

う
と
思
う
と
、
同
じ
職
種
の
者
同
士
が
同
じ
想
い
で
し
ゃ
べ
る
の
も
大

事
で
す
が
、
職
種
の
違
う
者
の
会
議
を
頻
繁
に
持
つ
べ
き
だ
と
思
い
ま

す
。
看
護
婦
さ
ん
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
担
当
者
の
人
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
、
特
養
の
人
、
と
い
う
ふ
う
に
。
そ
こ
で
、
い
つ
で
も
、
ど
ん
な
議

論
で
も
す
る
こ
と
が
出
来
て
、
歩
み
寄
っ
て
行
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

お
互
い
の
立
場
を
認
め
合
い
な
が
ら
連
携
を
と
っ
て
行
く
こ
と
が
出
来

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
連
携
を
と
る
っ
て
こ
と
は
、
相
手

の
立
場
を
認
め
る
こ
と
か
ら
が
ス
タ
ー
ト
だ
と
思
う
の
で
、
私
自
身

も
、
尾
鷲
市
の
方
に
対
し
て
、
ケ
ア
マ
ネ
の
ケ
ー
ス
会
議
じ
ゃ
な
く

て
、
ケ
ア
マ
ネ
が
代
表
に
な
っ
て
ケ
ー
ス
会
議
は
す
る
け
れ
ど
、
そ
こ

に
は
事
業
者
さ
ん
も
、
色
々
な
職
種
の
人
達
も
、
も
ち
ろ
ん
行
政
に
も

加
わ
っ
て
も
ら
っ
た
り
、
そ
う
い
う
も
の
を
や
っ
て
欲
し
い
と
い
う
こ

と
を
、
い
つ
も
言
っ
て
い
ま
す
。 

 

脇
田
　
連
絡
協
議
会
の
よ
う
な
場
を
、
地
道
に
や
っ
て
い
る
よ
う
な
地

域
も
あ
る
ん
で
し
ょ
う
け
ど
。 

 

湯
浅
　
地
域
に
よ
っ
て
、
ず
い
分
違
う
で
し
ょ
う
け
ど
ね
。 

 

中
道
　
そ
う
で
す
ね
。
私
な
ん
か
も
、
不
定
期
で
し
か
や
っ
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
事
業
所
で
、
複
数
の
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
検
討
会
を

や
っ
て
い
ま
し
た
。
大
体
、
要
介
護
4
と
か
5
の
人
だ
と
、
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
だ
っ
て
2
箇
所
ぐ
ら
い
行
っ
て
な
い
と
、
い
つ
で
も
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
な
ん
て
、
3
箇
所
ぐ

ら
い
絶
え
ず
使
っ
て
な
い
と
、
い
つ
で
も
使
え
な
い
。
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん

も
、
1
日
3
回
入
っ
て
も
ら
う
と
な
る
と
、
一
つ
の
事
業
所
で
は
絶
対

無
理
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
2
つ
と
か
3
つ
の
事
業
所
で
み
て
も
ら
う
。

そ
う
な
っ
て
く
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
、
10
箇
所
ぐ
ら
い
の
事
業
所
を
使

う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
そ
う
い
う
ケ
ー
ス
だ
と
、
40
〜

50
人
ぐ
ら
い
の
人
が
集
ま
っ
て
き
て
、
色
々
な
検
討
会
を
や
ろ
う
、
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
じ
ゃ
あ
、
つ
い
で
に
あ
そ
こ
の
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
の
人
に
も
来
て
も
ら
お
う
、
と
な
る
。
そ
れ
で
、
「
お
宅
は
ヘ
ル

パ
ー
さ
ん
の
シ
フ
ト
、
ど
う
し
と
ん
の
？
」
「
こ
う
い
う
ケ
ー
ス
は

ど
う
し
と
ん
の
？
」
と
い
う
よ
う
な
検
討
会
を
、
夜
7
時
か
ら
よ
く

や
っ
て
い
ま
し
た
。
本
当
に
、
色
々
な
立
場
の
者
が
一
緒
に
考
え
て

行
く
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

豊
島
　
話
が
、
連
携
の
あ
り
方
に
及
ん
で
来
ま
し
て
、
い
よ
い
よ
、
老

い
て
安
心
に
暮
ら
す
た
め
の
条
件
そ
の
も
の
に
関
す
る
核
心
部
分
に
た
ど

り
着
い
た
気
が
し
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
、
福
祉
に
携
わ
る
様
々
な

立
場
の
者
が
一
堂
に
会
し
て
話
し
合
え
る
場
を
持
つ
こ
と
、
行
政
が
地
域

全
体
を
見
て
行
く
力
を
持
つ
こ
と
、
そ
し
て
、
民
間
事
業
者
や
在
宅
介
護

支
援
セ
ン
タ
ー
だ
け
で
は
対
応
し
き
れ
な
い
場
合
に
は
、
行
政
自
ら
直
接

対
応
す
べ
き
こ
と
が
、
あ
る
べ
き
連
携
を
実
現
す
る
条
件
な
の
で
は
な
い

か
と
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。
で
は
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
最
後
に
、
福

祉
に
お
け
る
競
争
と
協
働
・
協
同
の
関
係
に
つ
い
て
、
お
考
え
を
聞
か
せ

て
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
鼎
談
の
最
初
の
方
で
、
中
道
さ
ん

が
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
福
祉
の
世
界
で
は
「
競
争
と
協

同
」
が
大
事
だ
と
。
一
見
す
る
と
、
競
争
と
協
同
あ
る
い
は
協
働
と
は
対

立
的
な
概
念
だ
と
思
う
ん
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
両
方
が
大
事
だ
と
い
う
の

は
、
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

湯
浅
　
競
争
の
意
味
を
間
違
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
ん
で
す
よ
。
競
争
と

い
う
の
は
、
自
分
の
と
こ
ろ
の
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
上
げ
る
こ
と
で
あ
っ

て
、
相
手
を
蹴
落
と
す
こ
と
が
競
争
で
は
な
い
ん
で
す
よ
。
自
分
に
自

信
が
無
い
と
こ
ろ
が
相
手
を
蹴
落
と
す
た
め
に
は
、
本
当
の
情
報
を
伝

え
な
い
っ
て
こ
と
な
ん
で
す
よ
ね
。
「
あ
そ
こ
は
、
こ
ん
な
サ
ー
ビ
ス

や
っ
て
な
い
。
」
と
か
ね
。
例
え
ば
。 

 

中
道
　
例
え
ば
昔
だ
っ
た
ら
、
自
分
の
と
こ
は
土
日
に
ヘ
ル
パ
ー
の

態
勢
が
無
い
時
は
、
「
介
護
保
険
は
日
曜
日
は
使
え
ま
せ
ん
。
」
と

か
、
ね
。 

 

湯
浅
　
あ
は
は
っ
（
笑
）
。 

 

中
道
　
確
か
に
、
「
夜
は
、
介
護
保
険
で
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
を
使
え
な

い
ん
で
す
よ
。
」
と
言
う
よ
う
な
事
業
所
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
い

う
事
業
所
は
、
自
分
の
や
れ
な
い
サ
ー
ビ
ス
を
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ

を
紹
介
す
る
べ
き
で
す
。
そ
れ
が
「
協
同
」
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

湯
浅
　
利
用
者
さ
ん
の
利
益
で
す
も
ん
ね
、
そ
れ
が
。
自
分
の
と
こ

ろ
で
出
来
な
い
な
ら
、
出
来
る
と
こ
ろ
に
お
願
い
す
る
。
そ
し
て
協
力

す
る
。 

 

豊
島
　
足
り
な
い
部
分
を
組
み
合
わ
せ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。 

 

中
道
　
介
護
保
険
は
メ
イ
ン
だ
け
ど
、
介
護
保
険
以
外
の
部
分
も
自
費

で
や
る
な
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
や
る
な
り
、
こ
れ
も
「
協
同
」
だ
と

思
い
ま
す
ね
。 

 

豊
島
　
あ
い
あ
い
さ
ん
の
と
こ
ろ
だ
と
「
介
護
保
険
で
や
っ
て
る
サ
ー

ビ
ス
も
あ
る
し
、
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
や
っ
て
る
。
こ
れ
ら
は
セ
ッ

ト
で
や
る
の
が
基
本
で
す
。
」
と
い
う
お
話
で
し
た
。
で
も
、
「
う
ち

は
介
護
保
険
の
事
業
所
と
し
て
し
か
動
き
ま
せ
ん
。
」
と
い
う
と
こ
ろ

も
、
当
然
あ
り
ま
す
よ
ね
。
 

 

中
道
　
そ
れ
は
、
そ
れ
で
い
い
ん
で
す
よ
。 

 

豊
島
　
そ
の
場
合
に
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
れ
ら
を
誰
が
結
び
つ
け
る

の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
よ
ね
。 

 

湯
浅
　
私
は
、
「
う
ち
の
サ
ー
ビ
ス
を
使
っ
て
く
だ
さ
い
！
」
っ
て

言
う
ん
で
す
よ
。
他
の
事
業
者
さ
ん
に
も
、
「
出
来
な
い
、
と
断
ら
な

い
で
、
う
ち
の
サ
ー
ビ
ス
を
使
っ
て
く
だ
さ
い
。
」
っ
て
。
こ
れ
が
「
協

働
」
と
か
「
協
同
」
と
か
言
わ
れ
る
状
態
で
す
よ
ね
。
自
分
の
と
こ
ろ

が
抱
え
込
ん
で
い
て
は
駄
目
で
す
。
N
P
O
と
し
て
。
N
P
O
は
、
地

域
の
N
P
O
で
す
か
ら
。
で
も
、
な
か
な
か
、
ケ
ア
マ
ネ
さ
ん
か
ら
う

ち
の
サ
ー
ビ
ス
を
紹
介
し
て
い
た
だ
け
な
か
っ
た
り
し
て
、
利
用
者
さ

ん
か
ら
「
ど
う
し
て
も
紹
介
し
て
く
れ
な
い
か
ら
、
自
分
か
ら
は
言
い

に
く
い
。
」
と
い
う
声
を
聞
く
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
本
当
だ
っ
た
ら
、

利
用
可
能
な
色
々
な
サ
ー
ビ
ス
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
て
行
け
た
ら
い
い

と
思
う
ん
で
す
け
ど
。
そ
れ
で
私
は
、
反
対
に
、
「
み
ん
な
う
ち
の
助

け
合
い
活
動
登
録
し
て
よ
。
」
っ
て
言
う
ん
で
す
よ
。
「
そ
っ
ち
の
事

業
者
の
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
も
、
こ
こ
で
活
動
し
た
ら
、
う
ち
の
ス
タ
ッ
フ

が
行
か
ん
で
も
、
そ
の
ま
ま
や
れ
る
ん
や
よ
。
」
っ
て
。
そ
れ
で

8
0
0
円
渡
せ
ば
、
そ
れ
で
済
む
ん
だ
か
ら
っ
て
（
笑
）
。
こ
の
考
え

は
、
な
か
な
か
不
気
味
が
ら
れ
ま
す
ね
（
笑
）
。 

 

脇
田
　
本
当
は
ね
、
そ
う
い
う
の
は
、
地
域
の
住
民
が
真
に
求
め
て
い

る
ニ
ー
ズ
を
話
し
合
っ
て
、
地
域
福
祉
計
画
を
作
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
、

ま
ち
づ
く
り
を
し
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
活
動
に
つ
な
げ
て
行
か
な
き
ゃ
な

ら
な
い
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
地
域
の
社
協
と
行
政
と
住
民
と
が
、
一
緒
に

な
っ
て
、
本
当
の
意
味
で
の
地
域
福
祉
計
画
を
作
っ
て
、
住
民
の
ニ
ー
ズ

に
応
え
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
実
現
し
な
い
と
い
け
な
い
ん
で
す
よ
ね
。

今
、
湯
浅
さ
ん
が
や
ろ
う
と
し
て
い
る
「
助
け
合
い
活
動
」
な
ん
て
、

本
当
に
、
地
域
福
祉
そ
の
も
の
と
言
っ
て
良
い
と
思
い
ま
す
。 

 

湯
浅
　
多
分
、
先
に
や
っ
ち
ゃ
い
ま
す
よ
。
正
式
な
制
度
に
な
る
前

に
（
笑
）
。 

 

脇
田
　
だ
か
ら
N
P
O
っ
て
い
う
の
は
、
や
っ
ぱ
り
、
や
り
た
い
こ
と

が
や
れ
る
わ
け
で
す
ね
。 

 

豊
島
　
そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
が
、
N
P
O
の
強
み
で
す
よ
ね
。 

　
さ
て
、
ま
だ
ま
だ
話
し
足
り
な
い
と
こ
ろ
も
沢
山
あ
っ
て
、
も
っ
と

議
論
を
続
け
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
す
で
に
予
定
し
て
い
た
時
間
を
ず

い
ぶ
ん
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
日
は
、
津
地
域
と
尾
鷲
地
域
の
、

介
護
保
険
法
施
行
当
時
の
5
年
前
の
様
子
か
ら
現
在
の
状
況
に
至
る
ま
で
、

か
な
り
具
体
的
な
お
話
を
お
聞
き
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
地
域
ご
と

に
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
め
ぐ
る
状
況
に
違
い
が
あ
る
こ
と
も
分
か
り
ま
し

た
し
、
介
護
保
険
に
な
っ
て
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
参
入
し
て
来
ま

し
た
が
、
こ
れ
ら
の
間
で
、
競
争
と
協
働
・
協
同
の
両
方
を
実
現
し
て
行

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
課
題
を
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
と
て
も
難
し
い
課
題
だ
と
も
感
じ
ま
し
た
。
そ
し
て
そ

の
場
合
、
最
終
的
に
は
行
政
が
公
的
責
任
を
果
た
す
べ
き
で
す
が
、
日
頃

か
ら
、
行
政
・
事
業
者
・
そ
の
他
多
様
な
職
種
の
人
々
が
一
堂
に
会
し

て
、
地
域
に
お
け
る
福
祉
の
課
題
解
決
の
た
め
の
検
討
の
場
を
持
ち
、
共

に
育
っ
て
行
く
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
が
連
携
の
あ
り
方
の
一
つ
の
側
面
で

は
な
い
か
と
い
う
考
え
に
も
到
達
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
具
体
的
な

連
携
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
議
論
が
尽
く
さ
れ
た
と
は
言

え
ま
せ
ん
が
、
今
日
の
鼎
談
を
通
じ
て
、
多
く
の
貴
重
な
示
唆
を
い
た
だ

け
た
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
皆
様
、
本
日
は
、
ど
う
も
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
 

（
2
0
0
5
年
11
月
17
日
） 
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老
人
福
祉
法
の
時
代
に
、
何
と
か
し
て
サ
ー
ビ
ス
の
量
的
整
備
を
し
な

け
れ
ば
と
い
う
こ
と
が
社
会
問
題
化
し
て
ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
が
作
ら
れ
ま

し
た
。
で
も
、
老
人
福
祉
全
体
を
ど
う
し
て
行
く
か
、
財
源
を
ど
う
確
保

す
る
か
と
い
う
検
討
の
中
で
、
結
局
、
社
会
保
険
と
い
う
道
し
か
な
か
っ

た
。
だ
か
ら
、
保
険
で
救
済
さ
れ
な
い
よ
う
な
、
介
護
保
険
に
ア
ク
セ
ス

し
な
い
人
も
多
分
い
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。
ホ
ー
ム
レ
ス
の
人
た
ち
の
よ
う

に
、
生
活
保
護
に
も
来
な
い
し
、
老
人
福
祉
に
も
来
な
い
、
介
護
保
険
に

も
来
な
い
、
と
い
う
人
達
も
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
部
分
を
ど

う
す
る
か
と
い
う
視
点
は
、
保
険
か
ら
は
見
え
て
来
な
い
と
思
い
ま
す
。

だ
か
ら
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
色
々
な
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
張
り
方

を
、
自
治
体
レ
ベ
ル
で
工
夫
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
見
ら
れ
る
け
れ
ど
、
な

か
な
か
制
度
的
な
整
備
に
ま
で
に
は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。
民
間
事
業
所
や

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
解
決
で
き
な
い
ケ
ー
ス
を
、
公
的
な
部
分

が
し
っ
か
り
と
担
う
必
要
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
よ
。 

　
例
え
ば
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
で
、
虐
待
を
理
由
に
し
た
措

置
入
所
が
行
わ
れ
る
例
も
、
若
干
は
あ
り
ま
す
。
子
ど
も
に
年
金
を
全

部
取
ら
れ
て
、
本
人
は
食
べ
る
も
の
も
食
べ
ら
れ
な
い
と
い
う
よ
う
な

事
例
な
ど
で
は
、
も
う
公
的
な
介
入
が
必
要
だ
と
い
う
判
断
を
し
て
、

三
重
県
の
あ
る
町
村
で
は
措
置
入
所
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま

だ
こ
の
よ
う
な
例
は
、
三
重
県
で
は
2
、
3
件
し
か
な
い
と
思
い
ま
す

が
。
こ
の
よ
う
な
最
後
の
と
こ
ろ
の
介
入
は
、
必
要
で
す
よ
ね
。
や
は

り
、
こ
の
よ
う
な
行
政
の
役
割
が
、
希
薄
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
面
が
あ

る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
で
も
、
「
だ
か
ら
介
護
保
険
前
に
戻
す
べ
き
」

と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
介
護
保
険
で
出
来
る
良
い
部
分
を
生
か
し
つ

つ
、
最
後
の
と
こ
ろ
で
行
政
が
公
的
責
任
を
果
た
し
て
行
く
と
い
う
、

本
当
の
意
味
で
の
連
携
が
で
き
れ
ば
、
全
体
と
し
て
も
っ
と
良
く
な
る

と
思
い
ま
す
。 

　
そ
れ
か
ら
現
在
、
ケ
ア
マ
ネ
の
人
達
は
、
も
の
す
ご
い
件
数
を
抱
え

て
い
て
大
変
な
ん
で
す
よ
ね
。
「
月
1
回
は
訪
問
し
な
き
ゃ
な
ら
な
い
」

と
か
「
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
を
開
か
な
き
ゃ
な
ら
な
い
」
と
か
、
相

当
な
業
務
に
追
わ
れ
る
中
で
、
行
政
の
提
供
す
る
色
々
な
サ
ー
ビ
ス
を

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
も
の
も
含
め
て
全
て
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
で
き
る

ほ
ど
の
、
そ
ん
な
余
裕
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
大
変
な
状
況
の

中
で
、
行
政
側
に
い
て
、
仕
組
み
が
十
分
で
な
い
と
い
う
気
も
し
て
い

ま
す
。
た
だ
、
最
近
で
は
、
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
資
質
向
上
の
た
め

の
研
修
な
ど
も
充
実
し
始
め
て
い
ま
す
。 

 

湯
浅
　
あ
、
受
け
ま
し

た
よ
。
私
。
ケ
ア
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
の
リ
ー
ダ
ー
研
修
。 

 

豊
島
　
県
が
主
催
す
る

研
修
が
あ
る
ん
で
す
か
。 

 

湯
浅
　
そ
う
そ
う
。 

 

脇
田
　
ま
あ
、
そ
れ
が

ニ
ー
ズ
に
適
っ
て
い
る

か
ど
う
か
、
評
価
は
分

か
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
。 

 

中
道
　
い
や
、
適
っ
て
る
と
思
い
ま
す
よ
。
そ
う
い
う
感
想
も
あ
る
よ
。 

 

一
同
　
（
笑
） 

 

湯
浅
　
ケ
ア
マ
ネ
さ
ん
の
会
議
と
か
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
会
議

と
か
、
色
々
な
研
修
会
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
看
護
婦
協
会
で
も
訪
問
介

護
の
会
議
と
か
、
色
々
あ
る
ん
で
す
が
、
私
は
、
本
当
に
連
携
を
と
ろ

う
と
思
う
と
、
同
じ
職
種
の
者
同
士
が
同
じ
想
い
で
し
ゃ
べ
る
の
も
大

事
で
す
が
、
職
種
の
違
う
者
の
会
議
を
頻
繁
に
持
つ
べ
き
だ
と
思
い
ま

す
。
看
護
婦
さ
ん
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
担
当
者
の
人
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
、
特
養
の
人
、
と
い
う
ふ
う
に
。
そ
こ
で
、
い
つ
で
も
、
ど
ん
な
議

論
で
も
す
る
こ
と
が
出
来
て
、
歩
み
寄
っ
て
行
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

お
互
い
の
立
場
を
認
め
合
い
な
が
ら
連
携
を
と
っ
て
行
く
こ
と
が
出
来

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
連
携
を
と
る
っ
て
こ
と
は
、
相
手

の
立
場
を
認
め
る
こ
と
か
ら
が
ス
タ
ー
ト
だ
と
思
う
の
で
、
私
自
身

も
、
尾
鷲
市
の
方
に
対
し
て
、
ケ
ア
マ
ネ
の
ケ
ー
ス
会
議
じ
ゃ
な
く

て
、
ケ
ア
マ
ネ
が
代
表
に
な
っ
て
ケ
ー
ス
会
議
は
す
る
け
れ
ど
、
そ
こ

に
は
事
業
者
さ
ん
も
、
色
々
な
職
種
の
人
達
も
、
も
ち
ろ
ん
行
政
に
も

加
わ
っ
て
も
ら
っ
た
り
、
そ
う
い
う
も
の
を
や
っ
て
欲
し
い
と
い
う
こ

と
を
、
い
つ
も
言
っ
て
い
ま
す
。 

 

脇
田
　
連
絡
協
議
会
の
よ
う
な
場
を
、
地
道
に
や
っ
て
い
る
よ
う
な
地

域
も
あ
る
ん
で
し
ょ
う
け
ど
。 

 

湯
浅
　
地
域
に
よ
っ
て
、
ず
い
分
違
う
で
し
ょ
う
け
ど
ね
。 

 

中
道
　
そ
う
で
す
ね
。
私
な
ん
か
も
、
不
定
期
で
し
か
や
っ
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
事
業
所
で
、
複
数
の
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
検
討
会
を

や
っ
て
い
ま
し
た
。
大
体
、
要
介
護
4
と
か
5
の
人
だ
と
、
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
だ
っ
て
2
箇
所
ぐ
ら
い
行
っ
て
な
い
と
、
い
つ
で
も
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
な
ん
て
、
3
箇
所
ぐ

ら
い
絶
え
ず
使
っ
て
な
い
と
、
い
つ
で
も
使
え
な
い
。
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん

も
、
1
日
3
回
入
っ
て
も
ら
う
と
な
る
と
、
一
つ
の
事
業
所
で
は
絶
対

無
理
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
2
つ
と
か
3
つ
の
事
業
所
で
み
て
も
ら
う
。

そ
う
な
っ
て
く
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
、
10
箇
所
ぐ
ら
い
の
事
業
所
を
使

う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
そ
う
い
う
ケ
ー
ス
だ
と
、
40
〜

50
人
ぐ
ら
い
の
人
が
集
ま
っ
て
き
て
、
色
々
な
検
討
会
を
や
ろ
う
、
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
じ
ゃ
あ
、
つ
い
で
に
あ
そ
こ
の
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
の
人
に
も
来
て
も
ら
お
う
、
と
な
る
。
そ
れ
で
、
「
お
宅
は
ヘ
ル

パ
ー
さ
ん
の
シ
フ
ト
、
ど
う
し
と
ん
の
？
」
「
こ
う
い
う
ケ
ー
ス
は

ど
う
し
と
ん
の
？
」
と
い
う
よ
う
な
検
討
会
を
、
夜
7
時
か
ら
よ
く

や
っ
て
い
ま
し
た
。
本
当
に
、
色
々
な
立
場
の
者
が
一
緒
に
考
え
て

行
く
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

豊
島
　
話
が
、
連
携
の
あ
り
方
に
及
ん
で
来
ま
し
て
、
い
よ
い
よ
、
老

い
て
安
心
に
暮
ら
す
た
め
の
条
件
そ
の
も
の
に
関
す
る
核
心
部
分
に
た
ど

り
着
い
た
気
が
し
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
、
福
祉
に
携
わ
る
様
々
な

立
場
の
者
が
一
堂
に
会
し
て
話
し
合
え
る
場
を
持
つ
こ
と
、
行
政
が
地
域

全
体
を
見
て
行
く
力
を
持
つ
こ
と
、
そ
し
て
、
民
間
事
業
者
や
在
宅
介
護

支
援
セ
ン
タ
ー
だ
け
で
は
対
応
し
き
れ
な
い
場
合
に
は
、
行
政
自
ら
直
接

対
応
す
べ
き
こ
と
が
、
あ
る
べ
き
連
携
を
実
現
す
る
条
件
な
の
で
は
な
い

か
と
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。
で
は
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
最
後
に
、
福

祉
に
お
け
る
競
争
と
協
働
・
協
同
の
関
係
に
つ
い
て
、
お
考
え
を
聞
か
せ

て
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
鼎
談
の
最
初
の
方
で
、
中
道
さ
ん

が
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
福
祉
の
世
界
で
は
「
競
争
と
協

同
」
が
大
事
だ
と
。
一
見
す
る
と
、
競
争
と
協
同
あ
る
い
は
協
働
と
は
対

立
的
な
概
念
だ
と
思
う
ん
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
両
方
が
大
事
だ
と
い
う
の

は
、
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

湯
浅
　
競
争
の
意
味
を
間
違
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
ん
で
す
よ
。
競
争
と

い
う
の
は
、
自
分
の
と
こ
ろ
の
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
上
げ
る
こ
と
で
あ
っ

て
、
相
手
を
蹴
落
と
す
こ
と
が
競
争
で
は
な
い
ん
で
す
よ
。
自
分
に
自

信
が
無
い
と
こ
ろ
が
相
手
を
蹴
落
と
す
た
め
に
は
、
本
当
の
情
報
を
伝

え
な
い
っ
て
こ
と
な
ん
で
す
よ
ね
。
「
あ
そ
こ
は
、
こ
ん
な
サ
ー
ビ
ス

や
っ
て
な
い
。
」
と
か
ね
。
例
え
ば
。 

 

中
道
　
例
え
ば
昔
だ
っ
た
ら
、
自
分
の
と
こ
は
土
日
に
ヘ
ル
パ
ー
の

態
勢
が
無
い
時
は
、
「
介
護
保
険
は
日
曜
日
は
使
え
ま
せ
ん
。
」
と

か
、
ね
。 

 

湯
浅
　
あ
は
は
っ
（
笑
）
。 

 

中
道
　
確
か
に
、
「
夜
は
、
介
護
保
険
で
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
を
使
え
な

い
ん
で
す
よ
。
」
と
言
う
よ
う
な
事
業
所
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
い

う
事
業
所
は
、
自
分
の
や
れ
な
い
サ
ー
ビ
ス
を
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ

を
紹
介
す
る
べ
き
で
す
。
そ
れ
が
「
協
同
」
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

湯
浅
　
利
用
者
さ
ん
の
利
益
で
す
も
ん
ね
、
そ
れ
が
。
自
分
の
と
こ

ろ
で
出
来
な
い
な
ら
、
出
来
る
と
こ
ろ
に
お
願
い
す
る
。
そ
し
て
協
力

す
る
。 

 

豊
島
　
足
り
な
い
部
分
を
組
み
合
わ
せ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。 

 

中
道
　
介
護
保
険
は
メ
イ
ン
だ
け
ど
、
介
護
保
険
以
外
の
部
分
も
自
費

で
や
る
な
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
や
る
な
り
、
こ
れ
も
「
協
同
」
だ
と

思
い
ま
す
ね
。 

 

豊
島
　
あ
い
あ
い
さ
ん
の
と
こ
ろ
だ
と
「
介
護
保
険
で
や
っ
て
る
サ
ー

ビ
ス
も
あ
る
し
、
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
や
っ
て
る
。
こ
れ
ら
は
セ
ッ

ト
で
や
る
の
が
基
本
で
す
。
」
と
い
う
お
話
で
し
た
。
で
も
、
「
う
ち

は
介
護
保
険
の
事
業
所
と
し
て
し
か
動
き
ま
せ
ん
。
」
と
い
う
と
こ
ろ

も
、
当
然
あ
り
ま
す
よ
ね
。
 

 

中
道
　
そ
れ
は
、
そ
れ
で
い
い
ん
で
す
よ
。 

 

豊
島
　
そ
の
場
合
に
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
れ
ら
を
誰
が
結
び
つ
け
る

の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
よ
ね
。 

 

湯
浅
　
私
は
、
「
う
ち
の
サ
ー
ビ
ス
を
使
っ
て
く
だ
さ
い
！
」
っ
て

言
う
ん
で
す
よ
。
他
の
事
業
者
さ
ん
に
も
、
「
出
来
な
い
、
と
断
ら
な

い
で
、
う
ち
の
サ
ー
ビ
ス
を
使
っ
て
く
だ
さ
い
。
」
っ
て
。
こ
れ
が
「
協

働
」
と
か
「
協
同
」
と
か
言
わ
れ
る
状
態
で
す
よ
ね
。
自
分
の
と
こ
ろ

が
抱
え
込
ん
で
い
て
は
駄
目
で
す
。
N
P
O
と
し
て
。
N
P
O
は
、
地

域
の
N
P
O
で
す
か
ら
。
で
も
、
な
か
な
か
、
ケ
ア
マ
ネ
さ
ん
か
ら
う

ち
の
サ
ー
ビ
ス
を
紹
介
し
て
い
た
だ
け
な
か
っ
た
り
し
て
、
利
用
者
さ

ん
か
ら
「
ど
う
し
て
も
紹
介
し
て
く
れ
な
い
か
ら
、
自
分
か
ら
は
言
い

に
く
い
。
」
と
い
う
声
を
聞
く
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
本
当
だ
っ
た
ら
、

利
用
可
能
な
色
々
な
サ
ー
ビ
ス
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
て
行
け
た
ら
い
い

と
思
う
ん
で
す
け
ど
。
そ
れ
で
私
は
、
反
対
に
、
「
み
ん
な
う
ち
の
助

け
合
い
活
動
登
録
し
て
よ
。
」
っ
て
言
う
ん
で
す
よ
。
「
そ
っ
ち
の
事

業
者
の
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
も
、
こ
こ
で
活
動
し
た
ら
、
う
ち
の
ス
タ
ッ
フ

が
行
か
ん
で
も
、
そ
の
ま
ま
や
れ
る
ん
や
よ
。
」
っ
て
。
そ
れ
で

8
0
0
円
渡
せ
ば
、
そ
れ
で
済
む
ん
だ
か
ら
っ
て
（
笑
）
。
こ
の
考
え

は
、
な
か
な
か
不
気
味
が
ら
れ
ま
す
ね
（
笑
）
。 

 

脇
田
　
本
当
は
ね
、
そ
う
い
う
の
は
、
地
域
の
住
民
が
真
に
求
め
て
い

る
ニ
ー
ズ
を
話
し
合
っ
て
、
地
域
福
祉
計
画
を
作
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
、

ま
ち
づ
く
り
を
し
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
活
動
に
つ
な
げ
て
行
か
な
き
ゃ
な

ら
な
い
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
地
域
の
社
協
と
行
政
と
住
民
と
が
、
一
緒
に

な
っ
て
、
本
当
の
意
味
で
の
地
域
福
祉
計
画
を
作
っ
て
、
住
民
の
ニ
ー
ズ

に
応
え
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
実
現
し
な
い
と
い
け
な
い
ん
で
す
よ
ね
。

今
、
湯
浅
さ
ん
が
や
ろ
う
と
し
て
い
る
「
助
け
合
い
活
動
」
な
ん
て
、

本
当
に
、
地
域
福
祉
そ
の
も
の
と
言
っ
て
良
い
と
思
い
ま
す
。 

 

湯
浅
　
多
分
、
先
に
や
っ
ち
ゃ
い
ま
す
よ
。
正
式
な
制
度
に
な
る
前

に
（
笑
）
。 

 

脇
田
　
だ
か
ら
N
P
O
っ
て
い
う
の
は
、
や
っ
ぱ
り
、
や
り
た
い
こ
と

が
や
れ
る
わ
け
で
す
ね
。 

 

豊
島
　
そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
が
、
N
P
O
の
強
み
で
す
よ
ね
。 

　
さ
て
、
ま
だ
ま
だ
話
し
足
り
な
い
と
こ
ろ
も
沢
山
あ
っ
て
、
も
っ
と

議
論
を
続
け
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
す
で
に
予
定
し
て
い
た
時
間
を
ず

い
ぶ
ん
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
日
は
、
津
地
域
と
尾
鷲
地
域
の
、

介
護
保
険
法
施
行
当
時
の
5
年
前
の
様
子
か
ら
現
在
の
状
況
に
至
る
ま
で
、

か
な
り
具
体
的
な
お
話
を
お
聞
き
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
地
域
ご
と

に
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
め
ぐ
る
状
況
に
違
い
が
あ
る
こ
と
も
分
か
り
ま
し

た
し
、
介
護
保
険
に
な
っ
て
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
参
入
し
て
来
ま

し
た
が
、
こ
れ
ら
の
間
で
、
競
争
と
協
働
・
協
同
の
両
方
を
実
現
し
て
行

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
課
題
を
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
と
て
も
難
し
い
課
題
だ
と
も
感
じ
ま
し
た
。
そ
し
て
そ

の
場
合
、
最
終
的
に
は
行
政
が
公
的
責
任
を
果
た
す
べ
き
で
す
が
、
日
頃

か
ら
、
行
政
・
事
業
者
・
そ
の
他
多
様
な
職
種
の
人
々
が
一
堂
に
会
し

て
、
地
域
に
お
け
る
福
祉
の
課
題
解
決
の
た
め
の
検
討
の
場
を
持
ち
、
共

に
育
っ
て
行
く
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
が
連
携
の
あ
り
方
の
一
つ
の
側
面
で

は
な
い
か
と
い
う
考
え
に
も
到
達
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
具
体
的
な

連
携
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
議
論
が
尽
く
さ
れ
た
と
は
言

え
ま
せ
ん
が
、
今
日
の
鼎
談
を
通
じ
て
、
多
く
の
貴
重
な
示
唆
を
い
た
だ

け
た
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
皆
様
、
本
日
は
、
ど
う
も
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
 

（
2
0
0
5
年
11
月
17
日
） 
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我
が
国
に
お
い
て
、
本
格
的
に
社
会
福
祉
活
動
が
始
め
ら
れ
た
の

は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
で
あ
っ
た
。
戦
争
直
後
の
復
興
期
に
は
、

国
民
生
活
は
窮
乏
し
、
街
に
は
貧
困
者
が
溢
れ
る
と
と
も
に
、
戦
傷

や
空
襲
等
に
よ
り
起
因
す
る
身
体
障
害
者
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
た
。

ま
た
、
戦
災
で
親
を
失
っ
た
孤
児
を
保
護
す
る
こ
と
も
喫
緊
の
課
題

で
あ
っ
た
。 

　
一
方
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
す
る
者
の
受
け
皿
と
な
る
社
会

福
祉
施
設
も
極
め
て
不
足
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
限

ら
れ
た
社
会
資
源
を
有
効
に
利
用
す
る
た
め
、
行
政
が
福
祉
サ
ー
ビ

ス
を
最
も
必
要
と
す
る
の
は
誰
か
判
断
し
、
福
祉
施
設
へ
の
入
所
措

置
（
そ
の
多
く
は
、
社
会
福
祉
法
人
が
設
置
し
た
施
設
へ
の
措
置
委

託
）
を
行
う
と
い
う
仕
組
み
が
作
り
上
げ
ら
れ
た
。 

　
昭
和
20
年
代
に
児
童
福
祉
法
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
、
生
活
保
護

法
が
相
次
い
で
立
法
化
さ
れ
た
が
、
ま
さ
に
戦
後
対
応
と
し
て
措
置
す

る
必
要
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
経
済
的
に
は
困
難
な
状
況
に
あ
っ
た

こ
と
も
あ
り
、
入
所
措
置
と
い
う
画
一
的
な
行
政
処
遇
も
已
む
を
得
な

い
こ
と
と
考
え
ら
れ
た
。 

　
社
会
福
祉
制
度
は
、
新
憲
法
の
下
で
生
存
権
保
障
を
具
現
化
す
る

も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
た
が
、
措
置
制
度
と
し
て
行
政
の
後
見
的
役

割
に
大
き
く
依
存
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

　
昭
和
30
年
代
以
降
も
、
知
的
障
害
者
福
祉
、
老
人
福
祉
、
母
子
寡

婦
福
祉
と
、
個
別
施
策
の
対
象
者
は
拡
大
し
て
い
っ
た
が
、
施
設
入

所
を
中
心
と
す
る
措
置
制
度
の
枠
組
み
は
基
本
的
に
は
維
持
さ
れ
た
。 

    

　
こ
の
よ
う
な
社
会
福
祉
制
度
の
あ
り
方
は
、
平
成
に
入
る
頃
か
ら

大
き
な
変
化
を
見
せ
て
い
く
。
そ
の
背
景
に
は
、
本
格
的
な
少
子
高

齢
社
会
が
到
来
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
福
祉
は
限
ら
れ
た

者
（
可
哀
想
な
人
）
の
保
護
・
救
済
を
図
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た

が
、
高
齢
化
が
進
展
し
、
誰
も
が
介
護
を
受
け
る
可
能
性
が
生
じ
る

中
で
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
特
殊
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
も
の
で
は
な

く
、
国
民
全
体
を
対
象
と
し
た
普
遍
的
な
も
の
と
観
念
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
他
方
、
た
と
え
何
ら
か
の
支
援
を
必
要
と
す
る
よ
う
に

な
っ
た
と
し
て
も
、
で
き
る
だ
け
住
み
慣
れ
た
地
域
の
中
で
生
活

維
持
を
望
む
な
ど
、
国
民
の
福
祉
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
も
多
様
化
し

て
き
た
。 

　
ま
た
、
従
来
の
よ
う
に
単
に
行
政
措
置
の
客
体
と
し
て
反
射
的
な

利
益
を
享
受
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
と
提
供
者

の
間
の
権
利
義
務
関
係
を
明
確
化
し
、
利
用
者
の
個
人
の
尊
厳
を
重

視
す
る
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

　
こ
の
た
め
、
利
用
者
自
ら
が
必
要
と
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
選
択

す
る
仕
組
み
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
利
用
の
満
足
度
を
高

め
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
、
事
業
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
と
な
っ

た
。
具
体
的
に
は
、
自
立
支
援
と
参
加
を
推
進
す
る
べ
く
介
護
保
険

や
保
育
所
利
用
、
障
害
者
福
祉
に
お
い
て
契
約
制
度
、
利
用
制
度
と

い
っ
た
選
択
で
き
る
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

　
さ
ら
に
、
選
択
制
の
導
入
と
併
せ
て
、
在
宅
サ
ー
ビ
ス
を
中
心
に
民

間
事
業
者
も
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
者
に
新
た
に
加
わ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
多
様
な
福
祉
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
に
は
事
業
者
の
競
争
に

よ
る
創
意
工
夫
が
必
要
と
さ
れ
る
側
面
も
あ
り
、
一
般
に
こ
れ
ら
の

新
規
事
業
者
も
着
実
に
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
を
伸
ば
し
つ
つ
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
新
た
に
参
画
し
た
事
業
者
の
中
に
は
こ
れ
ま
で
ま
っ

た
く
福
祉
関
連
事
業
の
経
験
を
持
た
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
た
め
、
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
を
図
る
こ
と
が
よ
り
一
層
重
要
な
課
題
と

な
っ
て
い
る
。 

　
こ
の
よ
う
に
、
個
別
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
際
し
て
の
選
択
局
面
で

利
用
者
自
身
も
主
体
的
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
て
き
た
が
、

福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
盤
整
備
に
関
し
て
も
次
節
の
よ
う
に
広
く
住
民
の

参
加
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。 

    

　
従
来
の
社
会
福
祉
制
度
の
よ
う
に
、
行
政
が
措
置
権
限
を
行
使
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
量
の
確
保
は
行
政
組
織
内
部
で

整
備
目
標
を
持
て
ば
足
り
た
。
（
も
ち
ろ
ん
、
各
年
度
の
具
体
的
な

整
備
を
進
め
る
た
め
に
は
、
必
要
な
予
算
総
額
に
関
し
議
会
に
よ
る

審
議
を
経
る
必
要
は
あ
っ
た
。
） 

　
こ
れ
に
対
し
、
多
様
な
事
業
者
の
参
入
の
下
に
、
契
約
制
度
等
に

よ
っ
て
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
た
め
に
は
、
何
が
適
正
な
サ
ー
ビ

ス
供
給
量
で
あ
る
の
か
に
関
し
、
客
観
的
な
デ
ー
タ
に
基
づ
き
、
広

く
関
係
者
の
間
で
具
体
的
な
整
備
目
標
と
し
て
共
通
認
識
が
形
成
さ

れ
る
必
要
が
生
じ
た
。 

　
利
用
者
が
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
を
行
い
得
る
に
は
、
選
択
可
能
な
だ
け

の
サ
ー
ビ
ス
が
供
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
当
然
の
前
提
と
な
る
。
こ
の

意
味
で
、
介
護
保
険
の
導
入
に
際
し
て
は
、
「
保
険
あ
っ
て
サ
ー
ビ
ス

な
し
」
と
い
う
事
態
が
最
も
懸
念
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
総
じ
て

見
れ
ば
、
高
齢
者
保
健
福
祉
推
進
十
か
年
戦
略
（
ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
）

以
来
の
度
重
な
る
プ
ラ
ン
策
定
に
基
づ
き
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤

整
備
は
着
実
に
進
め
ら
れ
て
き
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

　
高
齢
者
保
健
福
祉
に
お
け
る
ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
、
子
育
て
等
に
関

す
る
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
、
障
害
者
プ
ラ
ン
を
福
祉
３
プ
ラ
ン
と
呼
び
、

そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
い
て
施
設
整
備
、
在
宅
福
祉
施
策
を
推
進
す

る
役
割
を
担
っ
て
き
た
（
表
1
）
。 

　
一
般
に
、
計
画
手
法
の
導
入
は
、
市
町
村
等
の
地
方
公
共
団
体
に

対
し
て
計
画
の
策
定
を
義
務
付
け
る
こ
と
を
通
じ
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
基
盤
の
計
画
的
整
備
や
、
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
促
進
、
地
域
福
祉
の

増
進
等
を
図
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

計
画
づ
く
り
と
は
、
「
目
標
・
目
的
」
を
明
確
に
し
た
上
で
、
長
期

的
展
望
に
立
っ
た
行
政
を
住
民
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
な
が
ら
、
関
係
機

関
の
協
力
の
下
で
、
効
率
的
、
継
続
的
、
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め

の
も
の
で
あ
り
、
計
画
づ
く
り
を
通
じ
て
、
事
業
の
内
容
が
変
化
し
、

効
率
的
・
効
果
的
な
事
業
の
展
開
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。 

　
単
に
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
よ
う
な
計
画
策

定
段
階
に
お
い
て
住
民
参
加
を
求
め
、
そ
の
ニ
ー
ズ
を
取
り
込
も
う

と
す
る
こ
と
は
、
地
域
住
民
の
主
体
性
の
向
上
に
つ
な
が
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
し
、
計
画
策
定
を
通
じ
て
関
係
機
関
等
の
情
報
交
換
が

進
み
、
協
力
が
得
ら
れ
易
く
な
る
と
期
待
さ
れ
て
い
る
。 

　
こ
の
よ
う
に
計
画
は
、
必
要
な
予
算
・
人
材
の
確
保
に
不
可
欠
で

あ
る
と
と
も
に
、
行
政
の
説
明
責
任
が
強
く
求
め
ら
れ
る
中
で
、
住

民
に
対
す
る
一
種
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
と
い
う
役
割

も
果
た
す
こ
と
と
な
る
。 

　
も
ち
ろ
ん
、
計
画
策
定
自
体
は
終
局
的
な
目
的
で
は
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
課
題
の
精
査
・
原
因
究
明
が
不
十
分
、
課
題
解
決
の
た
め

の
具
体
的
な
方
法
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
、
専
門
的
な
人
材
の

育
成
及
び
担
当
職
員
の
資
質
向
上
が
十
分
図
ら
れ
て
い
な
い
、
住
民

の
主
体
的
な
参
加
が
な
く
、
拡
が
り
も
な
い
、
地
域
住
民
等
へ
の
説

明
や
情
報
公
開
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
態
が
見
ら
れ

る
の
で
あ
れ
ば
、
計
画
は
十
分
に
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
は
な
い
。 

　
ま
た
、
行
政
計
画
の
多
く
に
「
始
め
に
行
政
の
予
定
事
業
あ
り
き
」

と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
オ
リ
エ
ン
テ
ッ
ド
（
事
業
中
心
主
義
）
が

見
受
け
ら
れ
る
が
、
地
域
住
民
の
ニ
ー
ズ
対
応
を
第
一
に
考
え
れ
ば
、

プ
ロ
ブ
レ
ム
・
オ
リ
エ
ン
テ
ッ
ド
（
課
題
中
心
主
義
）
な
検
討
が
な

さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
課
題
の
経
過
に
対
応

し
た
想
定
シ
ナ
リ
オ
を
作
成
す
る
と
い
っ
た
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
・
ア
プ

ロ
ー
チ
の
導
入
等
、
住
民
に
も
分
か
り
易
い
評
価
を
実
施
で
き
る
よ

う
に
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

　
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
需
給
調
整
や
介
護
保
険
料
の
決
定
な
ど
負
担
の

算
定
と
い
っ
た
事
項
が
市
町
村
レ
ベ
ル
で
計
画
策
定
を
通
じ
て
決
定

さ
れ
る
状
況
の
下
に
お
い
て
は
、
市
町
村
自
身
の
策
定
準
備
能
力
が

大
き
く
問
わ
れ
る
と
と
も
に
、
住
民
自
ら
が
身
近
な
自
治
体
で
の
計

画
づ
く
り
に
主
体
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。 

住
民
が
主
体
的
役
割
を 

果
た
す
福
祉
へ 

は
じ
め
に 

玉
川
　
淳 

　
今
日
で
は
、
社
会
福
祉
の
目
的
は
、
地
域
住
民
に
生
活
上
の
様
々

な
問
題
が
発
生
し
、
自
ら
の
努
力
だ
け
で
は
自
立
し
た
生
活
が
維
持

で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
、
そ
の
人
ら
し
い
安
心
の
あ
る
生
活
が
送

れ
る
よ
う
に
自
立
を
支
援
す
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
地
域
住

民
が
抱
え
る
生
活
上
の
問
題
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
の
が
通
常
で
あ
る

し
、
支
援
を
行
う
主
体
や
そ
の
方
法
に
つ
い
て
も
様
々
な
可
能
性
が

考
え
ら
れ
る
が
、
支
援
が
一
定
の
拡
が
り
を
持
っ
て
継
続
的
に
続
け

ら
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
多
く
が
社
会
福
祉
「
制
度
」
と
し
て
実
施

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
、

社
会
福
祉
制
度
に
関
す
る
従
来
の
考
え
方
を
簡
単
に
説
明
す
る
と
と

も
に
、
近
年
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
変
化
を
見
せ
つ
つ
あ
る
か
を
紹

介
し
、
最
後
に
、
こ
れ
か
ら
三
重
の
福
祉
に
ど
の
よ
う
な
展
開
が
期

待
さ
れ
る
か
言
及
す
る
こ
と
と
し
た
い
。 

従
来
の
社
会
福
祉
の
考
え
方 

サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
主
体
的
役
割 

地
域
福
祉
の
計
画
化 

社会福祉基盤の計画的整備 

1989年（平成元年）高齢者保健福祉推進十か年戦略（ゴールドプラン）策定 

1994年（ 平成6年）今後の子育て支援のための施策の基本的方向について 
　　　　　　　　　（エンゼルプラン）及び新ゴールドプラン策定 

1995年（平成7年）障害者プラン策定 

1999年（平成11年）新エンゼルプラン・ゴールドプラン21策定 

2000年（平成12年）介護保険法施行 

2002年（平成14年）新障害者プラン策定 

2004年（平成16年）少子化社会対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画に
　　　　　　　　　 ついて（子ども・子育て応援プラン）策定 

【表1】社会福祉基盤の計画的整備 
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我
が
国
に
お
い
て
、
本
格
的
に
社
会
福
祉
活
動
が
始
め
ら
れ
た
の

は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
で
あ
っ
た
。
戦
争
直
後
の
復
興
期
に
は
、

国
民
生
活
は
窮
乏
し
、
街
に
は
貧
困
者
が
溢
れ
る
と
と
も
に
、
戦
傷

や
空
襲
等
に
よ
り
起
因
す
る
身
体
障
害
者
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
た
。

ま
た
、
戦
災
で
親
を
失
っ
た
孤
児
を
保
護
す
る
こ
と
も
喫
緊
の
課
題

で
あ
っ
た
。 

　
一
方
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
す
る
者
の
受
け
皿
と
な
る
社
会

福
祉
施
設
も
極
め
て
不
足
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
限

ら
れ
た
社
会
資
源
を
有
効
に
利
用
す
る
た
め
、
行
政
が
福
祉
サ
ー
ビ

ス
を
最
も
必
要
と
す
る
の
は
誰
か
判
断
し
、
福
祉
施
設
へ
の
入
所
措

置
（
そ
の
多
く
は
、
社
会
福
祉
法
人
が
設
置
し
た
施
設
へ
の
措
置
委

託
）
を
行
う
と
い
う
仕
組
み
が
作
り
上
げ
ら
れ
た
。 

　
昭
和
20
年
代
に
児
童
福
祉
法
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
、
生
活
保
護

法
が
相
次
い
で
立
法
化
さ
れ
た
が
、
ま
さ
に
戦
後
対
応
と
し
て
措
置
す

る
必
要
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
経
済
的
に
は
困
難
な
状
況
に
あ
っ
た

こ
と
も
あ
り
、
入
所
措
置
と
い
う
画
一
的
な
行
政
処
遇
も
已
む
を
得
な

い
こ
と
と
考
え
ら
れ
た
。 

　
社
会
福
祉
制
度
は
、
新
憲
法
の
下
で
生
存
権
保
障
を
具
現
化
す
る

も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
た
が
、
措
置
制
度
と
し
て
行
政
の
後
見
的
役

割
に
大
き
く
依
存
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

　
昭
和
30
年
代
以
降
も
、
知
的
障
害
者
福
祉
、
老
人
福
祉
、
母
子
寡

婦
福
祉
と
、
個
別
施
策
の
対
象
者
は
拡
大
し
て
い
っ
た
が
、
施
設
入

所
を
中
心
と
す
る
措
置
制
度
の
枠
組
み
は
基
本
的
に
は
維
持
さ
れ
た
。 

    

　
こ
の
よ
う
な
社
会
福
祉
制
度
の
あ
り
方
は
、
平
成
に
入
る
頃
か
ら

大
き
な
変
化
を
見
せ
て
い
く
。
そ
の
背
景
に
は
、
本
格
的
な
少
子
高

齢
社
会
が
到
来
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
福
祉
は
限
ら
れ
た

者
（
可
哀
想
な
人
）
の
保
護
・
救
済
を
図
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た

が
、
高
齢
化
が
進
展
し
、
誰
も
が
介
護
を
受
け
る
可
能
性
が
生
じ
る

中
で
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
特
殊
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
も
の
で
は
な

く
、
国
民
全
体
を
対
象
と
し
た
普
遍
的
な
も
の
と
観
念
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
他
方
、
た
と
え
何
ら
か
の
支
援
を
必
要
と
す
る
よ
う
に

な
っ
た
と
し
て
も
、
で
き
る
だ
け
住
み
慣
れ
た
地
域
の
中
で
生
活

維
持
を
望
む
な
ど
、
国
民
の
福
祉
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
も
多
様
化
し

て
き
た
。 

　
ま
た
、
従
来
の
よ
う
に
単
に
行
政
措
置
の
客
体
と
し
て
反
射
的
な

利
益
を
享
受
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
と
提
供
者

の
間
の
権
利
義
務
関
係
を
明
確
化
し
、
利
用
者
の
個
人
の
尊
厳
を
重

視
す
る
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

　
こ
の
た
め
、
利
用
者
自
ら
が
必
要
と
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
選
択

す
る
仕
組
み
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
利
用
の
満
足
度
を
高

め
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
、
事
業
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
と
な
っ

た
。
具
体
的
に
は
、
自
立
支
援
と
参
加
を
推
進
す
る
べ
く
介
護
保
険

や
保
育
所
利
用
、
障
害
者
福
祉
に
お
い
て
契
約
制
度
、
利
用
制
度
と

い
っ
た
選
択
で
き
る
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

　
さ
ら
に
、
選
択
制
の
導
入
と
併
せ
て
、
在
宅
サ
ー
ビ
ス
を
中
心
に
民

間
事
業
者
も
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
者
に
新
た
に
加
わ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
多
様
な
福
祉
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
に
は
事
業
者
の
競
争
に

よ
る
創
意
工
夫
が
必
要
と
さ
れ
る
側
面
も
あ
り
、
一
般
に
こ
れ
ら
の

新
規
事
業
者
も
着
実
に
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
を
伸
ば
し
つ
つ
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
新
た
に
参
画
し
た
事
業
者
の
中
に
は
こ
れ
ま
で
ま
っ

た
く
福
祉
関
連
事
業
の
経
験
を
持
た
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
た
め
、
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
を
図
る
こ
と
が
よ
り
一
層
重
要
な
課
題
と

な
っ
て
い
る
。 

　
こ
の
よ
う
に
、
個
別
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
際
し
て
の
選
択
局
面
で

利
用
者
自
身
も
主
体
的
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
て
き
た
が
、

福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
盤
整
備
に
関
し
て
も
次
節
の
よ
う
に
広
く
住
民
の

参
加
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。 

    

　
従
来
の
社
会
福
祉
制
度
の
よ
う
に
、
行
政
が
措
置
権
限
を
行
使
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
量
の
確
保
は
行
政
組
織
内
部
で

整
備
目
標
を
持
て
ば
足
り
た
。
（
も
ち
ろ
ん
、
各
年
度
の
具
体
的
な

整
備
を
進
め
る
た
め
に
は
、
必
要
な
予
算
総
額
に
関
し
議
会
に
よ
る

審
議
を
経
る
必
要
は
あ
っ
た
。
） 

　
こ
れ
に
対
し
、
多
様
な
事
業
者
の
参
入
の
下
に
、
契
約
制
度
等
に

よ
っ
て
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
た
め
に
は
、
何
が
適
正
な
サ
ー
ビ

ス
供
給
量
で
あ
る
の
か
に
関
し
、
客
観
的
な
デ
ー
タ
に
基
づ
き
、
広

く
関
係
者
の
間
で
具
体
的
な
整
備
目
標
と
し
て
共
通
認
識
が
形
成
さ

れ
る
必
要
が
生
じ
た
。 

　
利
用
者
が
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
を
行
い
得
る
に
は
、
選
択
可
能
な
だ
け

の
サ
ー
ビ
ス
が
供
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
当
然
の
前
提
と
な
る
。
こ
の

意
味
で
、
介
護
保
険
の
導
入
に
際
し
て
は
、
「
保
険
あ
っ
て
サ
ー
ビ
ス

な
し
」
と
い
う
事
態
が
最
も
懸
念
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
総
じ
て

見
れ
ば
、
高
齢
者
保
健
福
祉
推
進
十
か
年
戦
略
（
ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
）

以
来
の
度
重
な
る
プ
ラ
ン
策
定
に
基
づ
き
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤

整
備
は
着
実
に
進
め
ら
れ
て
き
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

　
高
齢
者
保
健
福
祉
に
お
け
る
ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
、
子
育
て
等
に
関

す
る
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
、
障
害
者
プ
ラ
ン
を
福
祉
３
プ
ラ
ン
と
呼
び
、

そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
い
て
施
設
整
備
、
在
宅
福
祉
施
策
を
推
進
す

る
役
割
を
担
っ
て
き
た
（
表
1
）
。 

　
一
般
に
、
計
画
手
法
の
導
入
は
、
市
町
村
等
の
地
方
公
共
団
体
に

対
し
て
計
画
の
策
定
を
義
務
付
け
る
こ
と
を
通
じ
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
基
盤
の
計
画
的
整
備
や
、
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
促
進
、
地
域
福
祉
の

増
進
等
を
図
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

計
画
づ
く
り
と
は
、
「
目
標
・
目
的
」
を
明
確
に
し
た
上
で
、
長
期

的
展
望
に
立
っ
た
行
政
を
住
民
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
な
が
ら
、
関
係
機

関
の
協
力
の
下
で
、
効
率
的
、
継
続
的
、
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め

の
も
の
で
あ
り
、
計
画
づ
く
り
を
通
じ
て
、
事
業
の
内
容
が
変
化
し
、

効
率
的
・
効
果
的
な
事
業
の
展
開
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。 

　
単
に
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
よ
う
な
計
画
策

定
段
階
に
お
い
て
住
民
参
加
を
求
め
、
そ
の
ニ
ー
ズ
を
取
り
込
も
う

と
す
る
こ
と
は
、
地
域
住
民
の
主
体
性
の
向
上
に
つ
な
が
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
し
、
計
画
策
定
を
通
じ
て
関
係
機
関
等
の
情
報
交
換
が

進
み
、
協
力
が
得
ら
れ
易
く
な
る
と
期
待
さ
れ
て
い
る
。 

　
こ
の
よ
う
に
計
画
は
、
必
要
な
予
算
・
人
材
の
確
保
に
不
可
欠
で

あ
る
と
と
も
に
、
行
政
の
説
明
責
任
が
強
く
求
め
ら
れ
る
中
で
、
住

民
に
対
す
る
一
種
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
と
い
う
役
割

も
果
た
す
こ
と
と
な
る
。 

　
も
ち
ろ
ん
、
計
画
策
定
自
体
は
終
局
的
な
目
的
で
は
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
課
題
の
精
査
・
原
因
究
明
が
不
十
分
、
課
題
解
決
の
た
め

の
具
体
的
な
方
法
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
、
専
門
的
な
人
材
の

育
成
及
び
担
当
職
員
の
資
質
向
上
が
十
分
図
ら
れ
て
い
な
い
、
住
民

の
主
体
的
な
参
加
が
な
く
、
拡
が
り
も
な
い
、
地
域
住
民
等
へ
の
説

明
や
情
報
公
開
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
態
が
見
ら
れ

る
の
で
あ
れ
ば
、
計
画
は
十
分
に
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
は
な
い
。 

　
ま
た
、
行
政
計
画
の
多
く
に
「
始
め
に
行
政
の
予
定
事
業
あ
り
き
」

と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
オ
リ
エ
ン
テ
ッ
ド
（
事
業
中
心
主
義
）
が

見
受
け
ら
れ
る
が
、
地
域
住
民
の
ニ
ー
ズ
対
応
を
第
一
に
考
え
れ
ば
、

プ
ロ
ブ
レ
ム
・
オ
リ
エ
ン
テ
ッ
ド
（
課
題
中
心
主
義
）
な
検
討
が
な

さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
課
題
の
経
過
に
対
応

し
た
想
定
シ
ナ
リ
オ
を
作
成
す
る
と
い
っ
た
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
・
ア
プ

ロ
ー
チ
の
導
入
等
、
住
民
に
も
分
か
り
易
い
評
価
を
実
施
で
き
る
よ

う
に
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

　
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
需
給
調
整
や
介
護
保
険
料
の
決
定
な
ど
負
担
の

算
定
と
い
っ
た
事
項
が
市
町
村
レ
ベ
ル
で
計
画
策
定
を
通
じ
て
決
定

さ
れ
る
状
況
の
下
に
お
い
て
は
、
市
町
村
自
身
の
策
定
準
備
能
力
が

大
き
く
問
わ
れ
る
と
と
も
に
、
住
民
自
ら
が
身
近
な
自
治
体
で
の
計

画
づ
く
り
に
主
体
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。 

住
民
が
主
体
的
役
割
を 

果
た
す
福
祉
へ 

は
じ
め
に 

玉
川
　
淳 

　
今
日
で
は
、
社
会
福
祉
の
目
的
は
、
地
域
住
民
に
生
活
上
の
様
々

な
問
題
が
発
生
し
、
自
ら
の
努
力
だ
け
で
は
自
立
し
た
生
活
が
維
持

で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
、
そ
の
人
ら
し
い
安
心
の
あ
る
生
活
が
送

れ
る
よ
う
に
自
立
を
支
援
す
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
地
域
住

民
が
抱
え
る
生
活
上
の
問
題
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
の
が
通
常
で
あ
る

し
、
支
援
を
行
う
主
体
や
そ
の
方
法
に
つ
い
て
も
様
々
な
可
能
性
が

考
え
ら
れ
る
が
、
支
援
が
一
定
の
拡
が
り
を
持
っ
て
継
続
的
に
続
け

ら
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
多
く
が
社
会
福
祉
「
制
度
」
と
し
て
実
施

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
、

社
会
福
祉
制
度
に
関
す
る
従
来
の
考
え
方
を
簡
単
に
説
明
す
る
と
と

も
に
、
近
年
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
変
化
を
見
せ
つ
つ
あ
る
か
を
紹

介
し
、
最
後
に
、
こ
れ
か
ら
三
重
の
福
祉
に
ど
の
よ
う
な
展
開
が
期

待
さ
れ
る
か
言
及
す
る
こ
と
と
し
た
い
。 

従
来
の
社
会
福
祉
の
考
え
方 

サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
主
体
的
役
割 

地
域
福
祉
の
計
画
化 

社会福祉基盤の計画的整備 

1989年（平成元年）高齢者保健福祉推進十か年戦略（ゴールドプラン）策定 

1994年（ 平成6年）今後の子育て支援のための施策の基本的方向について 
　　　　　　　　　（エンゼルプラン）及び新ゴールドプラン策定 

1995年（平成7年）障害者プラン策定 

1999年（平成11年）新エンゼルプラン・ゴールドプラン21策定 

2000年（平成12年）介護保険法施行 

2002年（平成14年）新障害者プラン策定 

2004年（平成16年）少子化社会対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画に
　　　　　　　　　 ついて（子ども・子育て応援プラン）策定 

【表1】社会福祉基盤の計画的整備 
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東紀州 
高齢者保健福祉圏域 
（=紀北障害保健福祉圏域 
　+紀南障害保健福祉圏域） 

南勢志摩 
高齢者保健福祉圏域 
（=松阪南多気障害保健福祉圏域 
　+伊勢志摩障害保健福祉圏域） 

中勢伊賀 
高齢者保健福祉圏域 
（=中勢障害保健福祉圏域 
　+伊賀障害保健福祉圏域） 

北勢高齢者保健福祉圏域 
（=桑名員弁障害保健福祉圏域 
　+四日市障害保健福祉圏域 
　+鈴鹿亀山障害保健福祉圏域） 

紀宝町 

御浜町 

熊野市 

尾鷲市 

紀北町 

大紀町 

渡会町 

南伊勢町 

伊勢市 

志摩市 

鳥羽市 

玉城町 

大台町 

多気町 

明和町 

松阪市 

津市 

名張市 

伊賀市 

亀山市 鈴鹿市 

四日市市 

菰野町 

いなべ市 

桑名市 

東員町 

木曽岬町 

朝日町 
川越町 

三重県の健康福祉関係の各種計画 

三重県次世代育成支援行動計画 

健やか親子いきいきプランみえ 

子どもを虐待から守る条例 

ヘルシーピープルみえ・21（三重の健康づくり総合計画） 

三重県障害者プラン（第三次長期行動計画） 

三重県保健医療計画（第三次改訂） 

三重県地域福祉推進計画 

2000年 

1,857,339 

100 

351,086 

18.9

2015年 

1,822,274 

98.1 

495,125 

27.2

2030年 

1,668,617 

89.8 

517,430 

31.0

総人口（人） 

指数 

老年人口（人） 

老年人口割合（%） 

（出典）『都道府県別将来推計人口（平成14年3月推計）』（国立社
会保障・人口問題研究所） 

【表2】三重県の将来推計人口 

【図1】
三重の 

　　　　保健福祉圏域 

【表3】三重県の健康福祉関係の各種計画 

 

    

　
我
が
国
全
体
が
人
口
減
少
を
迎
え
つ
つ
あ
る
中
で
、
三
重
県
も
そ

の
例
外
で
は
な
い
。 

　
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
の
推
計
に
よ
れ
ば
、
三
重
県

の
人
口
は
、
2
0
0
0
年
を
1
0
0
と
し
た
場
合
、
2
0
1
5
年
に
は

9
8.
1
、
2
0
3
0
年
に
は
8
9.
8
に
減
少
す
る
も
の
と
見
込
ま
れ

て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
三
重
県
の
老
年
人
口
（
65
歳
以
上
）
は

2
0
0
0
年
の
35
万
1
0
8
6
人
か
ら
、
2
0
1
5
年
に
は
49
万

5
1
2
5
人
、
2
0
3
0
年
に
は
51
万
7
4
3
0
人
へ
と
増
加
す
る
も

の
と
予
想
さ
れ
て
い
る
（
表
2
）
。
よ
っ
て
、
三
重
地
域
に
お
い
て

も
こ
の
超
高
齢
社
会
へ
の
最
後
の
き
つ
い
登
り
坂
を
ど
う
や
っ
て
乗

り
切
る
か
が
最
も
大
き
な
課
題
と
考
え
ら
れ
る
。 

　
福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
、
社
会
保
険
な
ど
と
比
較
し
て
、
地
域
ご
と
の

特
性
に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス
展
開
が
求
め
ら
れ
る
側
面
が
あ
る
た
め
、

三
重
地
域
に
お
い
て
事
業
展
開
を
行
っ
て
い
る
事
業
者
も
交
え
、
当

地
に
即
し
た
効
率
的
な
サ
ー
ビ
ス
展
開
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
。 

　
具
体
的
に
は
、
今
後
新
た
に
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
者
を
含
め
、

地
域
で
把
握
さ
れ
た
ニ
ー
ズ
に
基
づ
き
、
今
後
の
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

の
伸
び
に
耐
え
得
る
仕
組
み
づ
く
り
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
す

る
者
が
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
身
近
な
と
こ
ろ
で
支
援
を
受
け
ら
れ

る
体
制
づ
く
り
、
市
町
村
を
中
心
と
し
て
障
害
種
別
や
年
齢
を
超
え

た
自
立
支
援
の
体
制
づ
く
り
、
地
域
住
民
の
納
得
が
得
ら
れ
る
公
平

な
社
会
資
源
の
配
分
と
い
っ
た
事
項
に
つ
い
て
、
合
意
形
成
を
進
め

る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。 

　
三
重
県
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
地
域
福
祉
推
進
計
画
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
計
画
が
策
定
さ
れ
て
き
た
（
表
3
）
。
こ
う
し
た
計
画
で
は
、

具
体
的
な
数
値
目
標
を
掲
げ
て
い
る
も
の
も
多
い
。
確
か
に
施
策
の
進

捗
状
況
を
定
期
的
に
把
握
す
る
た
め
に
は
具
体
的
な
指
標
が
必
要
で
あ

る
し
、
介
護
保
険
料
の
算
定
な
ど
に
当
た
っ
て
は
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス

見
込
み
量
の
把
握
は
欠
か
せ
な
い
。 

　
し
か
し
な
が
ら
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
自
立
し
た
生
活
維
持
へ
の
リ

ス
ク
に
対
す
る
備
え
で
あ
る
な
ら
ば
、
最
も
重
視
さ
れ
る
べ
き
は
利

用
者
が
最
終
的
に
満
足
を
得
て
い
る
か
だ
と
の
考
え
方
も
あ
り
得
よ

う
。
も
っ
と
も
、
利
用
者
に
と
っ
て
一
見
便
利
に
思
え
る
サ
ー
ビ
ス

で
も
そ
の
状
態
を
更
に
悪
化
さ
せ
る
事
例
も
あ
る
な
ど
短
期
的
な
視

点
か
ら
の
満
足
評
価
で
は
十
分
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、

サ
ー
ビ
ス
の
コ
ス
ト
を
社
会
連
帯
に
基
づ
い
て
負
担
し
て
い
る
以
上
、

当
該
地
域
か
ら
見
て
コ
ス
ト
と
比
較
し
て
納
得
で
き
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

　
三
重
県
は
南
北
に
細
長
く
、
産
業
立
地
や
人
口
密
度
な
ど
が
地
域

に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
ほ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
統
も
あ
っ
て
地
域

住
民
の
暮
ら
し
方
も
異
な
る
（
図
1
）
。
最
近
の
市
町
村
合
併
は
自

治
体
の
計
画
策
定
準
備
能
力
の
向
上
に
資
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

が
、
住
民
の
主
体
的
な
参
加
が
困
難
と
な
る
要
素
が
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
こ
う
し
た
面
へ
の
対
応
も
含
め
、
ど
の
よ
う
な
福
祉
サ
ー
ビ

ス
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
い
く
の
か
、
よ
り
一
層
地
域
の
創
意

工
夫
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。 

こ
れ
か
ら
の
三
重
の
社
会
福
祉 

（
た
ま
が
わ
　
じ
ゅ
ん
） 

人
文
学
部
助
教
授
・
福
祉
経
済
論 

三重の文化・社会・自然 
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社
会
保
障
の
経
済
的
役
割 

　
昨
年
（
2
0
0
5
年
）
、
つ
い
に
日
本
は

人
口
の
純
減
を
経
験
し
た
。
少
子
化
問
題
は
、

年
金
や
介
護
の
費
用
負
担
と
い
っ
た
財
源
問

題
を
引
き
起
こ
す
大
き
な
要
因
と
し
て
社
会

的
に
も
認
識
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
対
策
は

思
う
よ
う
に
効
果
を
上
げ
て
い
な
い
よ
う
で

あ
る
。 

　
社
会
保
障
問
題
や
少
子
化
対
策
を
め
ぐ
る

議
論
が
し
ば
し
ば
陥
っ
て
い
る
問
題
は
、
論

点
が
世
代
間
の
対
立
の
様
相
を
持
つ
こ
と
で

あ
る
。
社
会
保
障
の
費
用
負
担
を
担
う
若
年
・

壮
年
層
は
、
社
会
保
障
を
世
代
間
の
不
公
平

な
所
得
再
分
配
で
あ
る
と
し
て
、
保
険
料
の

支
払
い
に
消
極
的
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
年

配
層
は
、
晩
婚
化
・
未
婚
化
そ
し
て
出
生
率

の
低
下
を
、
若
年
層
の
身
勝

手
な
行
動
の
結
果
で
あ
る
と

み
な
し
、
人
に
は
社
会
的

に

’自
然
‘
で
あ
る
と
み
な

さ
れ
る
義
務
が
あ
り
、
そ
れ

を
若
年
層
が
果
た
し
て
い
な

い
と
批
判
す
る
。
こ
の
よ
う

に
、
社
会
が
全
体
と
し
て
取

り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

少
子
化
や
社
会
保
障
の
問
題

が
、
世
代
間
で
分
裂
し
て
議

論
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

社
会
保
障
を
経
済
的
に
捉
え

る
こ
と
を
通
し
て
、
こ
の
分

裂
を
乗
り
越
え
る
こ
と
試
み

よ
う
と
思
う
。 

  

 

　
資
本
主
義
経
済
に
暮
ら
す
私
た
ち
は
、
何

ら
か
の
商
品
を
市
場
に
供
給
し
て
貨
幣
を
得

て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
の
人
が
生
産
し
た
商

品
を
市
場
で
購
入
（
需
要
）
し
て
、
日
々
の

生
活
を
行
っ
て
い
る
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
よ

う
に
、
た
と
え
’モ
ノ
‘
と
し
て
の
商
品
を

市
場
に
供
給
し
て
い
な
く
て
も
、
’労
働
力
‘
と

い
う
商
品
を
供
給
す
る
こ
と
で
貨
幣
を
得
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
、
高
齢
や
疾
病
と
い
っ
た

人
間
で
あ
る
限
り
必
然
的
に
と
も
な
う
リ
ス

ク
や
、
失
業
と
い
っ
た
社
会
構
造
の
不
備
か

ら
生
じ
る
不
慮
の
事
故
に
見
舞
わ
れ
る
と
、

市
場
に
供
給
す
る
商
品
が
生
産
で
き
な
く
な

り
、
生
活
で
き
な
く
な
る
。
こ
う
い
っ
た
人

間
に
必
然
的
に
と
も
な
う
リ
ス
ク
や
社
会
構

造
の
不
備
に
と
も
な
う
不
可
避
な
リ
ス
ク
に

よ
っ
て
、
生
活
の
糧
を
失
う
場
合
に
備
え
る

の
が
社
会
保
障
の
経
済
的
な
意
味
で
あ
る
。

重
要
な
の
は
、
社
会
保
障
が
備
え
る
リ
ス
ク

と
は
、
’
必
然
的
‘
で
’不
可
避
‘
な
こ
と
に

あ
る
。
こ
れ
が
、
社
会
保
障
を
助
け
合
い
の

制
度
と
す
る
所
以
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
、
高

所
得
者
層
か
ら
低
所
得
者
層
へ
、
ま
た
若
年

層
か
ら
高
齢
者
層
へ
の
所
得
移
転
を
も
っ
て

「
助
け
合
い
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

あ
る
が
、
こ
れ
は
正
し
い
理
解
で
は
な
い
。

　
上
記
の
よ
う
に
社
会
保
障
を
経
済
的
に
位

置
づ
け
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
の
生
活
が
何
よ

り
も
ま
ず
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
収

入
に
立
脚
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
改
め
て

確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
の
生
活
は
、

労
働
市
場
の
あ
り
方
に
強
く
直
結
し
て
い
る
。

そ
し
て
社
会
保
障
は
、
労
働
市
場
が
カ
バ
ー

で
き
な
い
人
び
と
や
、
市
場
の
機
能
不
全
が

生
じ
た
場
合
に
労
働
市
場
か
ら
排
除
さ
れ
た

人
び
と
の
生
活
を
補
完
す
る
社
会
シ
ス
テ
ム

で
あ
る
。
ま
た
、
労
働
市
場
で
人
び
と
が
得

た
富
（
貨
幣
）
の
一
部
が
、
社
会
保
険
料
や

税
金
と
し
て
社
会
保
障
の
財
源
と
な
る
。
そ

し
て
現
在
、
「
構
造
改
革
」
が
進
め
ら
れ
る

な
か
で
労
働
市
場
は
大
き
く
変
容
し
て
い
て
、

社
会
保
障
の
問
題
を
考
え
る
際
に
は
、
ま
ず

労
働
市
場
の
現
在
を
概
観
す
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。 

行き詰まり 
「構造改革」と 
 社会保障制度の行き詰まり 
深井 英喜 
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【図表 2】 

2002年 従業上の 
地位別平均賃金（注1） 

（注1）ここでの賃金は定期給与で
　　　　ある。また、年齢構造や労働
　　　　時間についても調整は施し
　　　　ていないことに留意が必要。 

（資料）「毎月勤労統計調査」 

（万円） 

40

30

20

10

0

一般労働者 パート・アルバイト 

【図表 1】　雇用者に占める非正規雇用形態の推移 

（注1）15歳以上35歳未満 

（資料）「就業構造基本調査」 

1997 2002 増減率 

総雇用者 
正規雇用 

非正規雇用 

正規雇用 

非正規雇用 

42,392 

12,590 

16,274 

4,268

38,452 

16,206 

13,982 

5,994

-9% 

29% 

-14% 

40%

（千人） 

若年層（注1） 

約9万 約9万 

約33万 約33万 

     

　
90
年
代
に
入
り
、
労
働
市
場
の
規
制
緩
和

が
急
速
に
進
め
ら
れ
た
。
戦
後
に
お
い
て
禁

止
さ
れ
て
い
た
派
遣
労
働
は
、
1
9
8
5
年

の
労
働
者
派
遣
法
の
制
定
に
よ
っ
て
導
入
さ

れ
、
96
・
99
年
に
改
正
さ
れ
て
派
遣
労
働
者

を
利
用
で
き
る
業
種
が
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
。

そ
し
て
、
つ
い
に
2
0
0
4
年
か
ら
は
、
製

造
業
現
場
へ
の
労
働
者
派
遣
が
解
禁
と
な
っ

た
。
派
遣
労
働
市
場
は
急
速
に
拡
大
し
て
い

て
、
い
ま
や
労
働
者
派
遣
業
は
、
成
長
産
業

の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
労
働
者
派

遣
の
規
制
緩
和
は
、
特
に
若
年
層
に
お
い
て

正
規
労
働
に
就
く
人
を
減
ら
し
て
、
非
正
規

労
働
を
渡
り
歩
く
フ
リ
ー
タ
ー
と
呼
ば
れ
る

一
群
を
生
み
出
し
た
（
図
表
１
）
。
フ
リ
ー

タ
ー
に
対
す
る
批
判
の
多
く
は
、
責
任
・
義

務
を
果
た
さ
な
い
で
自
由
を
謳
歌
す
る
若
者

の
素
行
に
向
け
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
同
時

に
「
構
造
改
革
」
が
そ
う
い
う
雇
用
形
態
の

労
働
市
場
を
作
り
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

　
労
働
市
場
に
お
け
る
「
構
造
改
革
」
の
推

進
論
者
は
、
社
会
が
豊
か
に
な
っ
た
こ
と
に

よ
っ
て
人
び
と
の
生
活
が
多
様
化
し
た
の
で

あ
り
、
非
正
規
雇
用
と
い
う
働
き
方
は
人
び

と
の
選
択
の
自
由
を
高
め
る
の
だ
と
述
べ
る
。

人
び
と
の
生
活
が
多
様
化
し
て
い
る
こ
と
は

事
実
で
あ
り
、
た
と
え
ば
女
性
の
社
会
に
進

出
す
る
機
会
が
高
ま
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
多

様
化
は
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
ま

た
、
労
働
市
場
の
規
制
緩
和
が
、
人
び
と
に

働
き
方
の
多
様
化
を
生
み
出
し
て
い
る
の
も

事
実
で
あ
る
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し
か
し
、
日
本
で
行
わ
れ
て
い
る
「
構
造

改
革
」
は
、
決
し
て
人
び
と
の
生
活
を
魅
力

あ
る
も
の
に
は
し
て
い
な
い
。
特
に
、
「
構

造
改
革
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の
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に
強
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て
い
る
若
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者
層
の
生
活
は
、
90
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代
以
降
、
急
速
に

低
下
し
て
い
る
。
す
で
に
若
年
層
に
お
け
る

正
規
雇
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の
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が
低
下
し
、
非
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規
雇
用

の
割
合
が
高
ま
っ
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い
る
こ
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は
指
摘
し
た
。

雇
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形
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の
非
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が
、
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の
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化
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の
対
応
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
、
こ
こ
で

は
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め
よ
う
。
し
か
し
、
日
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の
労
働
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で
は
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雇
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と
非
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と
間
に
歴
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賃
金
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あ
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に
、
非
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は
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ほ
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ん
ど
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。
非
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雇
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者
の
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的
月
収
入
は
10
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円
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後
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あ
り
、
単
身
者
と
し
て
独
立
し
た
生
活

を
す
る
の
も
厳
し
い
（
図
表
２
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。
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ら
に
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規
就
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者
に
つ
い
て
も
、
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代
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ら
転
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の
推
移
を
比
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す
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と
、
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年
「
収
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が
少
な
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」
こ
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を
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職
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由
に
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る
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増
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て
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（
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を
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あ
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、
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と
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に
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は
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は
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。
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を
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を
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れ
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、
狭
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、
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た
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す
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は
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が
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が
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、
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の
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る
の
で
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こ
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【図表 3】　転職希望理由の推移 

（注1）「定年などに備えて」、「余暇を増やしたい」、「家事の都合」などが含まれる。 

（資料）「就業構造基本調査」 

1987

1992

1997

2002

0% 20% 40% 60% 80% 100%

収入が少ない 収入が少ない 
一時的についた 
仕事だから 

一時的についた 
仕事だから 

事業不振や 
先行き不安 
事業不振や 
先行き不安 

時間的・肉体的に 
負担が大きい 

時間的・肉体的に 
負担が大きい 

その他（注1） その他（注1） 
知識や能力を 
生かしたい 
知識や能力を 
生かしたい 

29.1% 11.3% 12.4% 18.7% 10.7% 17.7%

24.0% 12.4% 13.5% 22.1% 10.1% 17.8%

23.0% 12.2% 11.9% 23.9% 10.1% 18.8%

25.4% 12.1% 13.2% 23.6% 9.7% 16.0%

29.1% 11.3% 12.4% 18.7% 10.7% 17.7%

24.0% 12.4% 13.5% 22.1% 10.1% 17.8%

23.0% 12.2% 11.9% 23.9% 10.1% 18.8%

25.4% 12.1% 13.2% 23.6% 9.7% 16.0%
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【図表 2】 

2002年 従業上の 
地位別平均賃金（注1） 

（注1）ここでの賃金は定期給与で
　　　　ある。また、年齢構造や労働
　　　　時間についても調整は施し
　　　　ていないことに留意が必要。 

（資料）「毎月勤労統計調査」 

（万円） 
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【図表 1】　雇用者に占める非正規雇用形態の推移 

（注1）15歳以上35歳未満 

（資料）「就業構造基本調査」 
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約33万 約33万 

     

　
90
年
代
に
入
り
、
労
働
市
場
の
規
制
緩
和

が
急
速
に
進
め
ら
れ
た
。
戦
後
に
お
い
て
禁

止
さ
れ
て
い
た
派
遣
労
働
は
、
1
9
8
5
年

の
労
働
者
派
遣
法
の
制
定
に
よ
っ
て
導
入
さ

れ
、
96
・
99
年
に
改
正
さ
れ
て
派
遣
労
働
者

を
利
用
で
き
る
業
種
が
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
。

そ
し
て
、
つ
い
に
2
0
0
4
年
か
ら
は
、
製

造
業
現
場
へ
の
労
働
者
派
遣
が
解
禁
と
な
っ

た
。
派
遣
労
働
市
場
は
急
速
に
拡
大
し
て
い

て
、
い
ま
や
労
働
者
派
遣
業
は
、
成
長
産
業

の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
労
働
者
派

遣
の
規
制
緩
和
は
、
特
に
若
年
層
に
お
い
て

正
規
労
働
に
就
く
人
を
減
ら
し
て
、
非
正
規

労
働
を
渡
り
歩
く
フ
リ
ー
タ
ー
と
呼
ば
れ
る

一
群
を
生
み
出
し
た
（
図
表
１
）
。
フ
リ
ー

タ
ー
に
対
す
る
批
判
の
多
く
は
、
責
任
・
義

務
を
果
た
さ
な
い
で
自
由
を
謳
歌
す
る
若
者

の
素
行
に
向
け
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
同
時

に
「
構
造
改
革
」
が
そ
う
い
う
雇
用
形
態
の

労
働
市
場
を
作
り
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

　
労
働
市
場
に
お
け
る
「
構
造
改
革
」
の
推

進
論
者
は
、
社
会
が
豊
か
に
な
っ
た
こ
と
に

よ
っ
て
人
び
と
の
生
活
が
多
様
化
し
た
の
で

あ
り
、
非
正
規
雇
用
と
い
う
働
き
方
は
人
び

と
の
選
択
の
自
由
を
高
め
る
の
だ
と
述
べ
る
。

人
び
と
の
生
活
が
多
様
化
し
て
い
る
こ
と
は

事
実
で
あ
り
、
た
と
え
ば
女
性
の
社
会
に
進

出
す
る
機
会
が
高
ま
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
多

様
化
は
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
ま

た
、
労
働
市
場
の
規
制
緩
和
が
、
人
び
と
に

働
き
方
の
多
様
化
を
生
み
出
し
て
い
る
の
も

事
実
で
あ
る
。 

　
し
か
し
、
日
本
で
行
わ
れ
て
い
る
「
構
造

改
革
」
は
、
決
し
て
人
び
と
の
生
活
を
魅
力

あ
る
も
の
に
は
し
て
い
な
い
。
特
に
、
「
構

造
改
革
」
の
波
に
強
く
さ
ら
さ
れ
て
い
る
若

年
者
層
の
生
活
は
、
90
年
代
以
降
、
急
速
に

低
下
し
て
い
る
。
す
で
に
若
年
層
に
お
け
る

正
規
雇
用
の
比
率
が
低
下
し
、
非
正
規
雇
用

の
割
合
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
指
摘
し
た
。

雇
用
形
態
の
非
正
規
化
が
、
生
活
の
多
様
化

へ
の
対
応
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
、
こ
こ
で

は
認
め
よ
う
。
し
か
し
、
日
本
の
労
働
市
場

で
は
、
正
規
雇
用
と
非
正
規
雇
用
と
間
に
歴

然
と
し
た
賃
金
格
差
が
あ
る
上
に
、
非
正
規

雇
用
は
昇
給
を
ほ
と
ん
ど
見
込
め
な
い
。
非

正
規
雇
用
者
の
平
均
的
月
収
入
は
10
万
円
前

後
で
あ
り
、
単
身
者
と
し
て
独
立
し
た
生
活

を
す
る
の
も
厳
し
い
（
図
表
２
）
。
さ
ら
に

正
規
就
労
者
に
つ
い
て
も
、
80
年
代
か
ら
転

職
理
由
の
推
移
を
比
較
す
る
と
、
近
年
「
収

入
が
少
な
い
」
こ
と
を
転
職
理
由
に
す
る
人

が
急
速
に
増
え
て
い
る
（
図
表
３
）
。
こ
れ

は
、
失
業
者
の
増
加
や
非
正
規
就
労
者
の
増

加
を
背
景
に
、
正
規
就
労
者
の
賃
金
も
低
下

し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
す
。 

　
晩
婚
化
・
少
子
化
・
フ
リ
ー
タ
ー
・
ニ
ー

ト
な
ど
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
’
常
識
‘
を
逸

脱
し
た
と
み
な
し
う
る
よ
う
な
若
年
層
の
素

行
を
表
す
言
葉
が
溢
れ
て
い
る
が
、
そ
の
背

後
に
は
以
上
に
見
て
き
た
よ
う
な
労
働
市
場

の
現
状
が
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
。 

    

　
社
会
保
障
制
度
を
め
ぐ
る
議
論
が
世
代
間

の
対
立
に
な
っ
て
し
ま
う
最
大
の
原
因
は
、

問
題
の
根
本
の
ひ
と
つ
が
、
社
会
が
豊
か
に

な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
生
活
の
多
様

化
に
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
年

配
層
の
目
に
は
若
年
層
の
「
わ
が
ま
ま
」
と

映
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
豊
か
に
な
り

生
活
が
多
様
化
し
、
た
と
え
ば
女
性
が
経
済

的
に
自
立
し
て
、
法
的
権
利
と
し
て
だ
け
で

は
な
く
実
質
的
に
も
男
性
と
対
等
な
立
場
に

至
る
こ
と
は
、
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
り
否
定

さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
ま
ず
こ
れ
を
前
提

に
し
な
け
れ
ば
、
晩
婚
化
・
少
子
化
を
女
性

の
わ
が
ま
ま
で
あ
る
と
す
る
政
治
家
の
失
言

に
見
ら
れ
る
、
狭
隘
な
保
守
主
義
を
許
す
こ

と
に
な
る
。
あ
る
世
代
の
価
値
観
は
、
そ
の

世
代
が
生
き
た
社
会
状
況
の
中
で
培
わ
れ
た

も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
’自
然
‘
で
は
な
い
。 

　
問
題
は
、
生
活
の
多
様
化
に
適
合
し
た
社

会
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
あ
る
。
し
か
し
、
現

行
の
「
構
造
改
革
」
は
、
決
し
て
手
放
し
に

賞
賛
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
し
、
特
に
若
年
層

の
生
活
を
破
壊
し
つ
つ
あ
る
点
を
と
っ
て
も

む
し
ろ
問
題
の
方
が
多
い
。
社
会
保
障
の
財

源
が
人
び
と
の
雇
用
所
得
に
あ
る
限
り
、
安

定
し
た
社
会
保
障
を
実
現
す
る
最
も
重
要
な

条
件
は
、
安
定
し
た
雇
用
が
維
持
さ
れ
る
こ

と
で
あ
る
。 

　
現
行
の
「
構
造
改
革
」
は
「
多
様
化
」
「
個

別
化
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
い
る
が
、

結
果
は
、
人
び
と
の
雇
用
状
況
を
不
安
定

化
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
多
様
化
」
「
個

別
化
」
が
社
会
の
豊
か
に
な
っ
た
結
果
で

あ
る
な
ら
、
生
活
や
雇
用
が
不
安
定
化
す

る
の
は
矛
盾
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
私
た
ち
は
も
っ

と
考
え
る
必
要
が
あ
る
。 

 

「
構
造
改
革
」
と
労
働
市
場 

 

（
特
に
若
年
労
働
市
場
）

の
現
状 

世
代
間
の
分
裂
を
越
え
て 

議
論
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に 

（
ふ
か
い
　
ひ
で
き
） 

人
文
学
部
講
師
・
現
代
経
済
研
究 

【図表 3】　転職希望理由の推移 

（注1）「定年などに備えて」、「余暇を増やしたい」、「家事の都合」などが含まれる。 

（資料）「就業構造基本調査」 

1987

1992

1997

2002

0% 20% 40% 60% 80% 100%

収入が少ない 収入が少ない 
一時的についた 
仕事だから 

一時的についた 
仕事だから 

事業不振や 
先行き不安 
事業不振や 
先行き不安 

時間的・肉体的に 
負担が大きい 

時間的・肉体的に 
負担が大きい 

その他（注1） その他（注1） 
知識や能力を 
生かしたい 
知識や能力を 
生かしたい 

29.1% 11.3% 12.4% 18.7% 10.7% 17.7%

24.0% 12.4% 13.5% 22.1% 10.1% 17.8%

23.0% 12.2% 11.9% 23.9% 10.1% 18.8%

25.4% 12.1% 13.2% 23.6% 9.7% 16.0%

29.1% 11.3% 12.4% 18.7% 10.7% 17.7%

24.0% 12.4% 13.5% 22.1% 10.1% 17.8%

23.0% 12.2% 11.9% 23.9% 10.1% 18.8%

25.4% 12.1% 13.2% 23.6% 9.7% 16.0%
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大学院で福祉を学ぶ 

地域福祉プロジェクトメンバー（左から深井、玉川、麻野） 

樹
神
　
成 

「
地
域
力
」 

　   
の
時
代
の
福
祉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

　
時
代
の
先
を
見
通
す
こ
と
が
む
ず
か
し
く

な
り
つ
つ
あ
る
。
不
安
ば
か
り
多
く
、
確
か

な
明
日
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て

い
る
。
過
去
の
見
方
に
つ
い
て
も
、
分
裂
ば

か
り
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

　
バ
ブ
ル
崩
壊
後
、
立
ち
直
れ
な
か
っ
た

九
〇
年
代
の
日
本
経
済
を
指
し
て
「
失
わ

れ
た
一
〇
年
」
と
い
う
言
葉
が
で
き
た
。

し
か
し
、
九
〇
年
代
は
、
官
官
接
待
や
カ
ラ

出
張
の
実
態
が
暴
露
さ
れ
る
な
か
、
地
方
分

権
や
中
央
省
庁
等
改
革
、
ま
た
行
政
手
続
法

の
制
定
や
情
報
公
開
等
、
行
政
の
改
革
が
試

み
ら
れ
た
時
代
、
す
な
わ
ち
「
改
革
の
九
〇

年
代
」
で
も
あ
っ
た
。
小
泉
政
権
下
で
の
政

策
運
営
も
九
〇
年
代
の
行
政
改
革
の
成
果
が

な
け
れ
ば
、
も
っ
と
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
。 

　
世
界
第
二
位
の
経
済
大
国
に
な
り
、
欧
米

先
進
国
に
追
い
つ
い
た
の
で
、
そ
れ
ま
で
の

国
家
目
標
に
代
わ
る
あ
ら
た
な
理
念
が
必
要

だ
と
い
う
意
識
が
一
九
八
〇
年
代
に
生
ま
れ

た
。
第
二
次
臨
時
行
政
改
革
調
査
会
は
、
そ

の
よ
う
な
理
念
と
し
て
、
活
力
あ
る
福
祉
社

会
と
（
「
西
側
の
一
員
」
と
し
て
の
）
国
際

貢
献
を
掲
げ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
活
力
あ

る
福
祉
社
会
の
積
極
的
な
イ
メ
ー
ジ
、
あ
る

い
は
根
底
に
あ
る
原
理
は
、
一
九
八
〇
年
代

前
半
に
は
積
極
的
に
は
示
さ
れ
な
か
っ
た
。 

　
今
、
「
官
か
ら
民
へ
」
「
民
間
で
で
き
る

こ
と
は
民
間
で
」
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
か

ら
の
社
会
の
基
本
原
理
と
し
て
喧
伝
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
実
は
、
民
間
と
い
っ
て
も

多
様
で
あ
る
。
営
利
法
人
、
非
営
利
法
人
、

法
人
格
は
も
た
な
い
も
の
の
さ
ま
ざ
ま
な
目

的
の
実
現
を
め
ざ
す
団
体
や
集
団
、
そ
し
て

個
人
一
人
ひ
と
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
多
様
な

民
間
が
、
新
し
い
役
割
を
担
い
は
じ
め
て
い

る
の
が
、
現
在
の
特
徴
で
あ
る
。 

　
こ
う
し
た
多
様
な
民
間
の
活
動
に
よ
っ
て
、

こ
れ
か
ら
の
社
会
が
支
え
ら
れ
て
い
く
と
し

た
ら
、
ま
ず
は
、
こ
の
多
様
な
民
間
の
活
動

の
あ
り
方
を
調
査
し
、
そ
の
特
徴
と
展
望
を

明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ

ら
多
様
な
民
間
の
活
動
が
、
個
々
バ
ラ
バ
ラ

の
活
動
で
は
な
く
、
互
い
の
個
性
と
特
徴
を

尊
重
し
あ
い
な
が
ら
も
、
目
的
の
実
現
の
た

め
に
連
携
で
き
た
の
な
ら
素
晴
ら
し
い
。
そ

の
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
連
携
を
生
み
出
す

力
が
ど
こ
に
あ
る
か
探
る
必
要
が
あ
る
。 

　
大
学
は
、
こ
う
し
た
多
様
な
民
間
の
活
動

と
そ
の
連
携
に
支
え
ら
れ
た
社
会
へ
の
展
望

の
な
か
で
、
大
き
な
役
割
を
果
た
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
な
い
か
、
そ
の
た
め
に
は
、

目
立
た
な
い
に
せ
よ
地
域
に
存
在
す
る
素
晴

ら
し
い
活
動
を
記
録
し
人
々
に
知
ら
せ
て
い

く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
、

必
要
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
民
間
の
活

動
と
地
方
公
共
団
体
の
政
策
立
案
と
の
橋
渡

し
を
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
う
し

た
思
い
で
、
人
文
学
部
の
社
会
科
学
科
の
有

志
に
よ
っ
て
地
域
福
祉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
開

始
さ
れ
た
。 

　
社
会
保
障
や
社
会
福
祉
の
領
域
で
は
、
一

九
九
〇
年
代
に
大
き
な
政
策
転
換
が
行
わ
れ

た
。
介
護
保
険
が
導
入
さ
れ
る
と
と
も
に
、

「
措
置
か
ら
契
約
」
を
理
念
と
す
る
社
会
保

障
基
礎
構
造
改
革
が
行
わ
れ
た
。
こ
う
し
た

な
か
で
社
会
保
障
や
社
会
福
祉
に
お
け
る
民

間
の
役
割
が
高
ま
る
と
と
も
に
、
国
や
地
方

公
共
団
体
の
役
割
と
は
何
か
が
問
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。 

　
こ
う
し
た
状
況
の
な

か
で
、
こ
の
地
域
福
祉

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
新

し
く
社
会
福
祉
の
領
域

で
活
動
し
始
め
た
、
例

え
ば
、
N
P
O
の
人
々

が
ど
の
よ
う
な
思
い
で

事
業
に
取
り
組
ん
で
い

る
か
、
そ
し
て
、
こ
れ

ま
で
社
会
福
祉
に
取
り

組
ん
で
来
た
人
々
が
ど

の
よ
う
に
新
た
な
事
態

を
評
価
さ
れ
て
い
る
か
、

そ
う
し
た
こ
と
の
記
録
を
は
じ
め
た
。
こ
う

し
た
記
録
活
動
の
な
か
で
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

参
加
者
は
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
従
事

す
る
人
々
の
思
い
の
深
さ
を
知
る
と
と
も
に
、

福
祉
を
め
ぐ
る
人
々
の
連
携
が
や
は
り
ひ
と

つ
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
こ
と
も
理
解
し
つ

つ
あ
る
。 

　
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
こ
の
記
録
活

動
の
成
果
を
ま
と
め
る
と
と
も
に
、
地
域
の

福
祉
の
現
状
と
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
に
取
り
組
み
た
い
と
考
え

て
い
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
参
加
者
に
よ
る
研
究
の
成
果
を
公
表
す
る

こ
と
を
展
望
し
て
い
る
。 

井谷　直子 

（いたに　なおこ） 

人文社会科学研究科社会科学専攻 

地域行政政策専修 

社会人として地域行政政策コースに学んでいます。 
　仕事を終えた後、各ゼミの研究

室に通い始めてからおおよそ1年

が経過しようとしています。 

　私の勤務する福祉の職場において介護保険制度の施行を前

後として、頻繁に使われるようになった言葉に「地域」という

言葉があります。例えば、「地域福祉」、「地域支援」、「地域にお

けるマネジメント」etc…。 

　“これからは、地域にアウトリーチの時代だ。”などの会話が

幾度となく福祉の現場で交わされている現状があります。 

　又、もう一方で障害者自立支援法の制定後、頻繁に使用され

るようになった、「自立」、「自己決定」などの言葉。日々の業務

に流され、これらの言葉の本来の意味を理解できずに、言葉だ

けがいつの間にか独り歩きを始めている現状。 

　私の周りでこれらの言葉が氾濫するにつれ、言葉の持つ本

来の意味について、疑問を抱くことが増えてきました。これら

の疑問に対する思考を行う場が私にとって、今、人文学部の各

ゼミの存在です。 

　この1年間の学習の中でこれらの言葉の持つ、本来の意味が

私に近づいてきたと感じています。さらに、ゼミにおいては、「協

働」、「住民参加」等について学び、さらには大きなテーマであ

る「公共性」についても考える時間を持つことができました。 

　学問の持つ、時代性についてこれまで深く考えたことのな

い私でしたが、ゼミでの学習から、「今」をスタンスとして、過

去を知り、将来を展望する思考が少しずつ養われてきたと感

じています。前述にあるように、社会福祉の分野では近年、制

度をはじめ、さまざまな変化が生じています。また、生活の場

としての、私の居住する街の市町村合併が行われました。これ

も私にとって大きな変化です。変化に対応するには原理の追

求が求められるわけですが、そういった原理への探求の場が

人文学部に存在しているのを感じています。 

　知人が私が人文学部で学んでいることを知り、「松尾芭蕉の

研究？」などと聞かれ、人文学部の情報不足の知人への返答に

困った私ですが、社会科学研究の場なのです。 

　この1年、担当の先生はじめ、ゼミの先生方、ゼミの同僚との

対話から多くのことを学ぶことができたと感じています。 

（
こ
だ
ま
　
し
げ
る
） 

人
文
学
部
教
授
・
行
政
学 

地
域
福
祉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
代
表 
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大学院で福祉を学ぶ 

地域福祉プロジェクトメンバー（左から深井、玉川、麻野） 

樹
神
　
成 

「
地
域
力
」 

　   

の
時
代
の
福
祉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

　
時
代
の
先
を
見
通
す
こ
と
が
む
ず
か
し
く

な
り
つ
つ
あ
る
。
不
安
ば
か
り
多
く
、
確
か

な
明
日
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て

い
る
。
過
去
の
見
方
に
つ
い
て
も
、
分
裂
ば

か
り
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

　
バ
ブ
ル
崩
壊
後
、
立
ち
直
れ
な
か
っ
た

九
〇
年
代
の
日
本
経
済
を
指
し
て
「
失
わ

れ
た
一
〇
年
」
と
い
う
言
葉
が
で
き
た
。

し
か
し
、
九
〇
年
代
は
、
官
官
接
待
や
カ
ラ

出
張
の
実
態
が
暴
露
さ
れ
る
な
か
、
地
方
分

権
や
中
央
省
庁
等
改
革
、
ま
た
行
政
手
続
法

の
制
定
や
情
報
公
開
等
、
行
政
の
改
革
が
試

み
ら
れ
た
時
代
、
す
な
わ
ち
「
改
革
の
九
〇

年
代
」
で
も
あ
っ
た
。
小
泉
政
権
下
で
の
政

策
運
営
も
九
〇
年
代
の
行
政
改
革
の
成
果
が

な
け
れ
ば
、
も
っ
と
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
。 

　
世
界
第
二
位
の
経
済
大
国
に
な
り
、
欧
米

先
進
国
に
追
い
つ
い
た
の
で
、
そ
れ
ま
で
の

国
家
目
標
に
代
わ
る
あ
ら
た
な
理
念
が
必
要

だ
と
い
う
意
識
が
一
九
八
〇
年
代
に
生
ま
れ

た
。
第
二
次
臨
時
行
政
改
革
調
査
会
は
、
そ

の
よ
う
な
理
念
と
し
て
、
活
力
あ
る
福
祉
社

会
と
（
「
西
側
の
一
員
」
と
し
て
の
）
国
際

貢
献
を
掲
げ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
活
力
あ

る
福
祉
社
会
の
積
極
的
な
イ
メ
ー
ジ
、
あ
る

い
は
根
底
に
あ
る
原
理
は
、
一
九
八
〇
年
代

前
半
に
は
積
極
的
に
は
示
さ
れ
な
か
っ
た
。 

　
今
、
「
官
か
ら
民
へ
」
「
民
間
で
で
き
る

こ
と
は
民
間
で
」
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
か

ら
の
社
会
の
基
本
原
理
と
し
て
喧
伝
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
実
は
、
民
間
と
い
っ
て
も

多
様
で
あ
る
。
営
利
法
人
、
非
営
利
法
人
、

法
人
格
は
も
た
な
い
も
の
の
さ
ま
ざ
ま
な
目

的
の
実
現
を
め
ざ
す
団
体
や
集
団
、
そ
し
て

個
人
一
人
ひ
と
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
多
様
な

民
間
が
、
新
し
い
役
割
を
担
い
は
じ
め
て
い

る
の
が
、
現
在
の
特
徴
で
あ
る
。 

　
こ
う
し
た
多
様
な
民
間
の
活
動
に
よ
っ
て
、

こ
れ
か
ら
の
社
会
が
支
え
ら
れ
て
い
く
と
し

た
ら
、
ま
ず
は
、
こ
の
多
様
な
民
間
の
活
動

の
あ
り
方
を
調
査
し
、
そ
の
特
徴
と
展
望
を

明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ

ら
多
様
な
民
間
の
活
動
が
、
個
々
バ
ラ
バ
ラ

の
活
動
で
は
な
く
、
互
い
の
個
性
と
特
徴
を

尊
重
し
あ
い
な
が
ら
も
、
目
的
の
実
現
の
た

め
に
連
携
で
き
た
の
な
ら
素
晴
ら
し
い
。
そ

の
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
連
携
を
生
み
出
す

力
が
ど
こ
に
あ
る
か
探
る
必
要
が
あ
る
。 

　
大
学
は
、
こ
う
し
た
多
様
な
民
間
の
活
動

と
そ
の
連
携
に
支
え
ら
れ
た
社
会
へ
の
展
望

の
な
か
で
、
大
き
な
役
割
を
果
た
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
な
い
か
、
そ
の
た
め
に
は
、

目
立
た
な
い
に
せ
よ
地
域
に
存
在
す
る
素
晴

ら
し
い
活
動
を
記
録
し
人
々
に
知
ら
せ
て
い

く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
、

必
要
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
民
間
の
活

動
と
地
方
公
共
団
体
の
政
策
立
案
と
の
橋
渡

し
を
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
う
し

た
思
い
で
、
人
文
学
部
の
社
会
科
学
科
の
有

志
に
よ
っ
て
地
域
福
祉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
開

始
さ
れ
た
。 

　
社
会
保
障
や
社
会
福
祉
の
領
域
で
は
、
一

九
九
〇
年
代
に
大
き
な
政
策
転
換
が
行
わ
れ

た
。
介
護
保
険
が
導
入
さ
れ
る
と
と
も
に
、

「
措
置
か
ら
契
約
」
を
理
念
と
す
る
社
会
保

障
基
礎
構
造
改
革
が
行
わ
れ
た
。
こ
う
し
た

な
か
で
社
会
保
障
や
社
会
福
祉
に
お
け
る
民

間
の
役
割
が
高
ま
る
と
と
も
に
、
国
や
地
方

公
共
団
体
の
役
割
と
は
何
か
が
問
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。 

　
こ
う
し
た
状
況
の
な

か
で
、
こ
の
地
域
福
祉

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
新

し
く
社
会
福
祉
の
領
域

で
活
動
し
始
め
た
、
例

え
ば
、
N
P
O
の
人
々

が
ど
の
よ
う
な
思
い
で

事
業
に
取
り
組
ん
で
い

る
か
、
そ
し
て
、
こ
れ

ま
で
社
会
福
祉
に
取
り

組
ん
で
来
た
人
々
が
ど

の
よ
う
に
新
た
な
事
態

を
評
価
さ
れ
て
い
る
か
、

そ
う
し
た
こ
と
の
記
録
を
は
じ
め
た
。
こ
う

し
た
記
録
活
動
の
な
か
で
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

参
加
者
は
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
従
事

す
る
人
々
の
思
い
の
深
さ
を
知
る
と
と
も
に
、

福
祉
を
め
ぐ
る
人
々
の
連
携
が
や
は
り
ひ
と

つ
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
こ
と
も
理
解
し
つ

つ
あ
る
。 

　
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
こ
の
記
録
活

動
の
成
果
を
ま
と
め
る
と
と
も
に
、
地
域
の

福
祉
の
現
状
と
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
に
取
り
組
み
た
い
と
考
え

て
い
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
参
加
者
に
よ
る
研
究
の
成
果
を
公
表
す
る

こ
と
を
展
望
し
て
い
る
。 

井谷　直子 

（いたに　なおこ） 

人文社会科学研究科社会科学専攻 

地域行政政策専修 

社会人として地域行政政策コースに学んでいます。 
　仕事を終えた後、各ゼミの研究

室に通い始めてからおおよそ1年

が経過しようとしています。 

　私の勤務する福祉の職場において介護保険制度の施行を前

後として、頻繁に使われるようになった言葉に「地域」という

言葉があります。例えば、「地域福祉」、「地域支援」、「地域にお

けるマネジメント」etc…。 

　“これからは、地域にアウトリーチの時代だ。”などの会話が

幾度となく福祉の現場で交わされている現状があります。 

　又、もう一方で障害者自立支援法の制定後、頻繁に使用され

るようになった、「自立」、「自己決定」などの言葉。日々の業務

に流され、これらの言葉の本来の意味を理解できずに、言葉だ

けがいつの間にか独り歩きを始めている現状。 

　私の周りでこれらの言葉が氾濫するにつれ、言葉の持つ本

来の意味について、疑問を抱くことが増えてきました。これら

の疑問に対する思考を行う場が私にとって、今、人文学部の各

ゼミの存在です。 

　この1年間の学習の中でこれらの言葉の持つ、本来の意味が

私に近づいてきたと感じています。さらに、ゼミにおいては、「協

働」、「住民参加」等について学び、さらには大きなテーマであ

る「公共性」についても考える時間を持つことができました。 

　学問の持つ、時代性についてこれまで深く考えたことのな

い私でしたが、ゼミでの学習から、「今」をスタンスとして、過

去を知り、将来を展望する思考が少しずつ養われてきたと感

じています。前述にあるように、社会福祉の分野では近年、制

度をはじめ、さまざまな変化が生じています。また、生活の場

としての、私の居住する街の市町村合併が行われました。これ

も私にとって大きな変化です。変化に対応するには原理の追

求が求められるわけですが、そういった原理への探求の場が

人文学部に存在しているのを感じています。 

　知人が私が人文学部で学んでいることを知り、「松尾芭蕉の

研究？」などと聞かれ、人文学部の情報不足の知人への返答に

困った私ですが、社会科学研究の場なのです。 

　この1年、担当の先生はじめ、ゼミの先生方、ゼミの同僚との

対話から多くのことを学ぶことができたと感じています。 

（
こ
だ
ま
　
し
げ
る
） 

人
文
学
部
教
授
・
行
政
学 

地
域
福
祉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
代
表 
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三
重
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
が
「
三
重
の
文
化
と
社
会
」
と
い
う
講
義
科

目
を
新
設
し
て
か
ら
、
今
年
度
で
五
年
目
と
な
る
。
本
科
目
は
、
三
重
の
文
学
・
歴
史
・

思
想
・
社
会
・
地
理
・
環
境
、
地
方
制
度
・
地
方
自
治
・
地
域
産
業
と
経
済
な
ど
を
総
合

的
に
考
究
し
、
三
重
県
地
域
の
文
化
と
社
会
の
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
毎
年
、
県
下
の
市
町
村
か
ら
一
つ
を
対
象
地
域
に
選
ん
で
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
大
学
院
生
が
自
ら
そ
の
地
域
に
関
す
る
研
究
課
題
を
設
定
し
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

を
行
う
こ
と
で
、
実
践
的
に
調
査
・
研
究
能
力
を
養
う
と
い
う
教
育
目
的
に
加
え
て
、
調

査
を
通
じ
て
地
域
の
人
々
と
交
流
し
、
ま
た
現
地
発
表
会
を
行
っ
て
研
究
成
果
を
地
域
に

還
元
す
る
な
ど
、
大
学
の
地
域
連
携
、
地
域
貢
献
の
一
助
と
な
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る

の
が
本
科
目
の
特
色
で
あ
る
。
 

　
昨
年
度
ま
で
の
香
良
洲
町
、
紀
伊
長
島
町
、
亀
山
市
・
関
町
、
志
摩
市
阿
児
町
に
続

き
、
本
年
度
は
伊
賀
市
を
調
査
対
象
地
域
と
し
た
。
伊
賀
市
は
、
二
〇
〇
四
年
十
一
月
一

日
に
上
野
市
、
伊
賀
町
、
島
ヶ
原
村
、
阿
山
町
、
大
山
田
村
、
青
山
町
が
合
併
し
て
誕
生

し
た
ば
か
り
の
新
し
い
市
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
旧
一
市
五
町
は
も
と
も
と
伊
賀
地
域
と
し

て
つ
な
が
り
の
深
か
っ
た
地
域
で
も
あ
る
。
伊
賀
地
域
は
、
古
く
か
ら
京
都
・
奈
良
、
伊

勢
を
結
ぶ
交
通
の
要
衝
と
し
て
、
ま
た
江
戸
時
代
に
は
藤
堂
藩
の
城
下
町
や
伊
勢
神
宮
へ

の
参
宮
者
の
宿
場
町
と
し
て
栄
え
、
そ
の
歴
史
的
・
地
理
的
条
件
か
ら
、
近
畿
圏
の
影
響

を
強
く
受
け
つ
つ
独
自
の
文
化
を
形
成
し
て
き
た
地
域
で
あ
る
。
現
代
に
お
い
て
も
、
戦

後
、
名
阪
国
道
の
開
通
に
伴
っ
て
関
西
系
企
業
の
工
場
が
多
数
進
出
し
た
結
果
、
経
済
的

に
は
関
西
と
の
つ
な
が
り
が
強
く
、
三
重
県
と
い
う
東
海
地
域
に
属
し
な
が
ら
も
、
関
西

圏
と
し
て
の
性
格
が
強
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
多
数
の
工
業
団
地
の
立
地
に
伴

い
、
そ
こ
で
働
く
外
国
人
の
居
住
者
が
増
加
し
た
結
果
、
市
内
人
口
に
占
め
る
外
国
人
比

率
が
県
内
有
数
で
あ
る
こ
と
も
、
伊
賀
市
の
特
徴
の
一
つ
と
い
え
る
。
今
回
、
大
学
院
生

が
選
ん
だ
研
究
テ
ー
マ
も
、
こ
れ
ら
の
特
徴
を
反
映
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
 

　
昨
年
度
ま
で
と
同
様
、
今
年
度
も
月
一
回
の
研
究
発
表
を
基
本
と
し
つ
つ
、
六
月
に
は

予
備
調
査
と
し
て
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
サ
ー
ベ
イ
を
実
施
し
、
調
査
対
象
や
研
究
方
法
を
確
定
し

た
う
え
で
、
八
月
に
調
査
合
宿
を
実
施
し
た
。
こ
れ
ら
現
地
調
査
等
を
通
じ
て
、
院
生
間

は
も
と
よ
り
教
員
間
の
交
流
が
図
れ
る
点
も
、
本
科
目
の
魅
力
の
一
つ
と
い
え
る
。
そ
の

後
も
、
院
生
が
独
自
に
現
地
で
の
聞
き
取
り
調
査
や
資
料
収
集
を
重
ね
、
研
究
発
表
と
討

論
を
経
て
ま
と
め
あ
げ
た
成
果
が
、
以
下
に
掲
載
す
る
5
名
の
研
究
報
告
で
あ
る
。
 

　
な
お
、
現
地
で
の
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
サ
ー
ベ
イ
や
調
査
合
宿
に
際
し
て
は
、
伊
賀
市
役
所
の

商
工
観
光
課
を
始
め
各
課
の
方
々
、
ま
た
実
地
調
査
に
当
た
っ
て
は
関
係
諸
団
体
や
市
民

の
皆
様
に
多
大
な
る
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
本
科
目
は
、
現
地
の
方
々
の
ご
協
力
な
く

し
て
成
り
立
ち
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
 

 

1回目 2回目 3回目 

日にち 

時間 

場所 

参加人数 

当日の天気 

【表 2　3回のフェスタ・ジュニーナの概要】 

2003年6月29日（日） 

10:30～16:00 

上野カトリック教会 

400人 

晴れ 

2004年6月27日（日） 

10:00～16:00 

上野城公園本丸広場 

400人 

小雨 

2005年7月3日（日） 

10:00～16:00 

上野カトリック教会 

100人強 

雨 

対象者 性別 所属 

1回目主催者 

2回目主催者 

2回目協力者 

 

 

3回目主催者 

 

 

 

3回目協力者 

Ａさん 

Ｂさん 

Cさん 

Dさん 

Eさん 

Fさん 

Gさん 

Hさん 

 I さん 

Jさん 

Kさん 

女性 

女性 

男性 

女性 

女性 

女性 

男性 

女性 

男性 

男性 

女性 

日本人・当時国際交流協会勤務 

ブラジル人・当時国際交流協会勤務 

日系ブラジル人・日系2世 

日本人・伝丸の代表 

日本人・伊賀日本語の会のボランティア 

日系ブラジル人・日系3世（教会の信者） 

ブラジル人（教会の信者） 

日系ブラジル人・日系2世（教会の信者） 

日系ブラジル人・日系2世（教会の信者） 

日本人（教会の信者） 

日本人（教会の信者） 等 

【表１ お話を伺った方々】 

祭りという場 
平井　刈穂 

は
じ
め
に 

一
、
ブ
ラ
ジ
ル
で
の 

　
　
フ
ェ
ス
タ
・ 

　
　
ジ
ュ
ニ
ー
ナ
と
は 

二
、
伊
賀
市
で
行
な
わ
れ
た 

　
　
フ
ェ
ス
タ
・ 

　
　
ジ
ュ
ニ
ー
ナ 

三
重
の 

文
化
と 

社
会
● 

伊賀市の研究 
【三重の文化と社会】 

特
集
2

は
じ
め
に
 

科
目
指
導
教
員
 

豊
福
　
裕
二
（
と
よ
ふ
く
　
ゆ
う
じ
）
人
文
学
部
助
教
授
 

 

 森
　

正
人
（
も
り
　
ま
さ
と
）
人
文
学
部
助
教
授
 

「伊賀市の研究・成果発表会」 
　2006年1月28日の午後1時半より、伊賀市役所中央公民館

ホールにおいて「伊賀市の研究・成果報告会」が開かれ、学

部学生の発表2件と、大学院生の発表5件（次ページより掲載）

の研究成果が報告されました。当日は、地元の方を中心とし

た38名の参加がありました（発表者、関係者を除く）。 

　井口人文社会科学研究科長、藤山伊賀市役所地域振興係長

の挨拶のあと、学部学生の発表、大学院生の発表がそれぞれ

行われました。個々の発表に対して、地元の方からの解説が

行われ、また鋭い質問が寄せられ、あらためて地域に学ぶこ

との重要性を実感した有意義な報告会となりました。 

　研究の成果については、報告書「伊賀市の研究」（A4版、

31ページ）としてまとめられています。 

発
表
者 : 

津
野
地 

幸
子 

会
場
風
景 

   

　
1
9
9
0
年
の
入
管
法
の
施
行
以
来
、
南
米
か
ら
多
く
の
人
々
が
日
本
に
来
て
生
活
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
人
々
は
日
本
に
来
る
こ
と
に
よ
り
、
否
定
的
な
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
る
危
険
性

が
あ
り
、
ま
た
違
い
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
り
、
肯
定
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
し
に

く
い
状
況
に
あ
る
。
し
か
し
そ
の
中
で
能
動
的
に
自
分
た
ち
の
存
在
を
主
張
す
る
活
動
が
行
な

わ
れ
て
き
て
い
る
。 

　
三
重
県
の
伊
賀
市
は
、
多
数
の
外
国
人
が
住
む
地
域
で
あ
り
、
現
在
（
2
0
0
5
年
10

月
）
4
6
5
0
人
の
外
国
人
が
生
活
し
て
お
り
（
約
4.5
%
）
、
そ
の
約
6
割
を
ブ
ラ
ジ
ル

人
が
占
め
る
。
伊
賀
市
で
は
、
南
米
の
人
々
の
会
ま
た
は
教
会
に
よ
っ
て
2
年
前
か
ら
ブ

ラ
ジ
ル
の
祭
り
、
フ
ェ
ス
タ
・
ジ
ュ
ニ
ー
ナ
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

　
彼
ら
が
肯
定
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
祭
り
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を

果
た
す
か
、
こ
の
点
か
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
。 

　
調
査
は
、
祭
り
を
行
っ
た
人
々
、
ま
た
手
伝
っ
た
人
々
へ
の
聞
き
取
り
調
査
と
実
際
の
祭
り

を
見
て
の
考
察
か
ら
行
っ
た
。 

 

      

　
フ
ェ
ス
タ
・
ジ
ュ
ニ
ー
ナ
と
は
、
昔
の
田
舎

の
生
活
を
表
現
し
た
ブ
ラ
ジ
ル
の
民
族
的
な
祭

り
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
人
聖
ヨ
ハ
ネ
の

祝
日
、
夏
を
迎
え
る
火
祭
り
や
収
穫
祭
、
他
の

聖
人
の
祝
日
が
重
な
り
、
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
悪
霊
な
ど
の
妨
害
者
を
避
け
、
神
聖
な
守

り
神
を
身
近
に
引
き
寄
せ
る
た
め
、
焚
き
火
を

焚
く
。
祭
り
に
参
加
す
る
人
々
は
野
良
着
を
着

て
麦
わ
ら
帽
子
を
か
ぶ
り
、
娘
姿
な
ど
に
扮
装

し
て
ク
ワ
ド
リ
ー
リ
ャ
と
い
う
男
女
ペ
ア
で
踊

る
ダ
ン
ス
を
し
、
大
人
も
子
ど
も
も
夜
更
か
し

す
る
。
会
場
に
は
模
擬
店
や
子
ど
も
の
遊
技
場

が
設
け
ら
れ
る
。
ブ
ラ
ジ
ル
全
土
で
行
な
わ
れ

て
い
る
が
、
東
南
の
方
で
は
フ
ォ
ッ
ホ
と
い
う

楽
器
が
使
わ
れ
る
な
ど
、
地
域
差
も
あ
る
。 

      

　
伊
賀
市
で
は
こ
れ
ま
で
3
回
、
フ
ェ
ス
タ
・

ジ
ュ
ニ
ー
ナ
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

　
細
か
い
内
容
を
見
て
い
こ
う
。
1
回
目
の
フ
ェ
ス
タ
・
ジ
ュ
ニ
ー
ナ
は
、
以
前
ブ
ラ
ジ

ル
に
留
学
し
た
経
験
の
あ
る
A
さ
ん
が
上
野
で
も
こ
の
祭
り
を
行
い
た
い
と
い
う
思
い
か

ら
、
知
り
合
い
の
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
人
々
に
声
を
か
け
行
な
っ
た
。
ま
た
小
学
校
の
先
生
に

も
声
を
か
け
た
。
そ
れ
に
対
し
20
人
ほ
ど
の
ブ
ラ
ジ
ル
の
子
ど
も
た
ち
、
そ
の
保
護
者
が

集
ま
っ
た
。 

　
4
月
か
ら
教
会
の
一
室
を
借
り
て
準
備
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
祭
り
を
行
う
た
め
に
上
野
ラ

テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
会
（A

L
A
U

）
が
ブ
ラ
ジ
ル
の
人
々
と
ペ
ル
ー
の
人
々
と
で
結
成
さ
れ

た
。
（
国
際
交
流
協
会
か
ら
補
助
金
が
出
た
。
） 

　
当
日
は
魚
釣
り
ゲ
ー
ム
な
ど
の
ゲ
ー
ム
や
、
食
べ
物
の
屋
台
も
出
さ
れ
た
。 

　
こ
の
祭
り
で
は
、
A
さ
ん
は
、
1
0
0
人
程
度
の
分
し
か
食
べ
物
な
ど
を
準
備
し
て
い

な
か
っ
た
が
、
実
際
に
は
よ
り
多
く
の
人
々
が
訪
れ
た
。 
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三
重
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
が
「
三
重
の
文
化
と
社
会
」
と
い
う
講
義
科

目
を
新
設
し
て
か
ら
、
今
年
度
で
五
年
目
と
な
る
。
本
科
目
は
、
三
重
の
文
学
・
歴
史
・

思
想
・
社
会
・
地
理
・
環
境
、
地
方
制
度
・
地
方
自
治
・
地
域
産
業
と
経
済
な
ど
を
総
合

的
に
考
究
し
、
三
重
県
地
域
の
文
化
と
社
会
の
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
毎
年
、
県
下
の
市
町
村
か
ら
一
つ
を
対
象
地
域
に
選
ん
で
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
大
学
院
生
が
自
ら
そ
の
地
域
に
関
す
る
研
究
課
題
を
設
定
し
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

を
行
う
こ
と
で
、
実
践
的
に
調
査
・
研
究
能
力
を
養
う
と
い
う
教
育
目
的
に
加
え
て
、
調

査
を
通
じ
て
地
域
の
人
々
と
交
流
し
、
ま
た
現
地
発
表
会
を
行
っ
て
研
究
成
果
を
地
域
に

還
元
す
る
な
ど
、
大
学
の
地
域
連
携
、
地
域
貢
献
の
一
助
と
な
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る

の
が
本
科
目
の
特
色
で
あ
る
。
 

　
昨
年
度
ま
で
の
香
良
洲
町
、
紀
伊
長
島
町
、
亀
山
市
・
関
町
、
志
摩
市
阿
児
町
に
続

き
、
本
年
度
は
伊
賀
市
を
調
査
対
象
地
域
と
し
た
。
伊
賀
市
は
、
二
〇
〇
四
年
十
一
月
一

日
に
上
野
市
、
伊
賀
町
、
島
ヶ
原
村
、
阿
山
町
、
大
山
田
村
、
青
山
町
が
合
併
し
て
誕
生

し
た
ば
か
り
の
新
し
い
市
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
旧
一
市
五
町
は
も
と
も
と
伊
賀
地
域
と
し

て
つ
な
が
り
の
深
か
っ
た
地
域
で
も
あ
る
。
伊
賀
地
域
は
、
古
く
か
ら
京
都
・
奈
良
、
伊

勢
を
結
ぶ
交
通
の
要
衝
と
し
て
、
ま
た
江
戸
時
代
に
は
藤
堂
藩
の
城
下
町
や
伊
勢
神
宮
へ

の
参
宮
者
の
宿
場
町
と
し
て
栄
え
、
そ
の
歴
史
的
・
地
理
的
条
件
か
ら
、
近
畿
圏
の
影
響

を
強
く
受
け
つ
つ
独
自
の
文
化
を
形
成
し
て
き
た
地
域
で
あ
る
。
現
代
に
お
い
て
も
、
戦

後
、
名
阪
国
道
の
開
通
に
伴
っ
て
関
西
系
企
業
の
工
場
が
多
数
進
出
し
た
結
果
、
経
済
的

に
は
関
西
と
の
つ
な
が
り
が
強
く
、
三
重
県
と
い
う
東
海
地
域
に
属
し
な
が
ら
も
、
関
西

圏
と
し
て
の
性
格
が
強
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
多
数
の
工
業
団
地
の
立
地
に
伴

い
、
そ
こ
で
働
く
外
国
人
の
居
住
者
が
増
加
し
た
結
果
、
市
内
人
口
に
占
め
る
外
国
人
比

率
が
県
内
有
数
で
あ
る
こ
と
も
、
伊
賀
市
の
特
徴
の
一
つ
と
い
え
る
。
今
回
、
大
学
院
生

が
選
ん
だ
研
究
テ
ー
マ
も
、
こ
れ
ら
の
特
徴
を
反
映
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
 

　
昨
年
度
ま
で
と
同
様
、
今
年
度
も
月
一
回
の
研
究
発
表
を
基
本
と
し
つ
つ
、
六
月
に
は

予
備
調
査
と
し
て
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
サ
ー
ベ
イ
を
実
施
し
、
調
査
対
象
や
研
究
方
法
を
確
定
し

た
う
え
で
、
八
月
に
調
査
合
宿
を
実
施
し
た
。
こ
れ
ら
現
地
調
査
等
を
通
じ
て
、
院
生
間

は
も
と
よ
り
教
員
間
の
交
流
が
図
れ
る
点
も
、
本
科
目
の
魅
力
の
一
つ
と
い
え
る
。
そ
の

後
も
、
院
生
が
独
自
に
現
地
で
の
聞
き
取
り
調
査
や
資
料
収
集
を
重
ね
、
研
究
発
表
と
討

論
を
経
て
ま
と
め
あ
げ
た
成
果
が
、
以
下
に
掲
載
す
る
5
名
の
研
究
報
告
で
あ
る
。
 

　
な
お
、
現
地
で
の
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
サ
ー
ベ
イ
や
調
査
合
宿
に
際
し
て
は
、
伊
賀
市
役
所
の

商
工
観
光
課
を
始
め
各
課
の
方
々
、
ま
た
実
地
調
査
に
当
た
っ
て
は
関
係
諸
団
体
や
市
民

の
皆
様
に
多
大
な
る
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
本
科
目
は
、
現
地
の
方
々
の
ご
協
力
な
く

し
て
成
り
立
ち
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
 

 

1回目 2回目 3回目 

日にち 

時間 

場所 

参加人数 

当日の天気 

【表 2　3回のフェスタ・ジュニーナの概要】 

2003年6月29日（日） 

10:30～16:00 

上野カトリック教会 

400人 

晴れ 

2004年6月27日（日） 

10:00～16:00 

上野城公園本丸広場 

400人 

小雨 

2005年7月3日（日） 

10:00～16:00 

上野カトリック教会 

100人強 

雨 

対象者 性別 所属 

1回目主催者 

2回目主催者 

2回目協力者 

 

 

3回目主催者 

 

 

 

3回目協力者 

Ａさん 

Ｂさん 

Cさん 

Dさん 

Eさん 

Fさん 

Gさん 

Hさん 

 I さん 

Jさん 

Kさん 

女性 

女性 

男性 

女性 

女性 

女性 

男性 

女性 

男性 

男性 

女性 

日本人・当時国際交流協会勤務 

ブラジル人・当時国際交流協会勤務 

日系ブラジル人・日系2世 

日本人・伝丸の代表 

日本人・伊賀日本語の会のボランティア 

日系ブラジル人・日系3世（教会の信者） 

ブラジル人（教会の信者） 

日系ブラジル人・日系2世（教会の信者） 

日系ブラジル人・日系2世（教会の信者） 

日本人（教会の信者） 

日本人（教会の信者） 等 

【表１ お話を伺った方々】 

祭りという場 
平井　刈穂 

は
じ
め
に 

一
、
ブ
ラ
ジ
ル
で
の 

　
　
フ
ェ
ス
タ
・ 

　
　
ジ
ュ
ニ
ー
ナ
と
は 

二
、
伊
賀
市
で
行
な
わ
れ
た 

　
　
フ
ェ
ス
タ
・ 

　
　
ジ
ュ
ニ
ー
ナ 

三
重
の 

文
化
と 

社
会
● 

伊賀市の研究 
【三重の文化と社会】 

特
集
2

は
じ
め
に
 

科
目
指
導
教
員
 

豊
福
　
裕
二
（
と
よ
ふ
く
　
ゆ
う
じ
）
人
文
学
部
助
教
授
 

 

 森
　

正
人
（
も
り
　
ま
さ
と
）
人
文
学
部
助
教
授
 

「伊賀市の研究・成果発表会」 
　2006年1月28日の午後1時半より、伊賀市役所中央公民館

ホールにおいて「伊賀市の研究・成果報告会」が開かれ、学

部学生の発表2件と、大学院生の発表5件（次ページより掲載）

の研究成果が報告されました。当日は、地元の方を中心とし

た38名の参加がありました（発表者、関係者を除く）。 

　井口人文社会科学研究科長、藤山伊賀市役所地域振興係長

の挨拶のあと、学部学生の発表、大学院生の発表がそれぞれ

行われました。個々の発表に対して、地元の方からの解説が

行われ、また鋭い質問が寄せられ、あらためて地域に学ぶこ

との重要性を実感した有意義な報告会となりました。 

　研究の成果については、報告書「伊賀市の研究」（A4版、

31ページ）としてまとめられています。 

発
表
者 : 

津
野
地 

幸
子 

会
場
風
景 

   

　
1
9
9
0
年
の
入
管
法
の
施
行
以
来
、
南
米
か
ら
多
く
の
人
々
が
日
本
に
来
て
生
活
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
人
々
は
日
本
に
来
る
こ
と
に
よ
り
、
否
定
的
な
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
る
危
険
性

が
あ
り
、
ま
た
違
い
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
り
、
肯
定
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
し
に

く
い
状
況
に
あ
る
。
し
か
し
そ
の
中
で
能
動
的
に
自
分
た
ち
の
存
在
を
主
張
す
る
活
動
が
行
な

わ
れ
て
き
て
い
る
。 

　
三
重
県
の
伊
賀
市
は
、
多
数
の
外
国
人
が
住
む
地
域
で
あ
り
、
現
在
（
2
0
0
5
年
10

月
）
4
6
5
0
人
の
外
国
人
が
生
活
し
て
お
り
（
約
4.5
%
）
、
そ
の
約
6
割
を
ブ
ラ
ジ
ル

人
が
占
め
る
。
伊
賀
市
で
は
、
南
米
の
人
々
の
会
ま
た
は
教
会
に
よ
っ
て
2
年
前
か
ら
ブ

ラ
ジ
ル
の
祭
り
、
フ
ェ
ス
タ
・
ジ
ュ
ニ
ー
ナ
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

　
彼
ら
が
肯
定
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
祭
り
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を

果
た
す
か
、
こ
の
点
か
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
。 

　
調
査
は
、
祭
り
を
行
っ
た
人
々
、
ま
た
手
伝
っ
た
人
々
へ
の
聞
き
取
り
調
査
と
実
際
の
祭
り

を
見
て
の
考
察
か
ら
行
っ
た
。 

 

      

　
フ
ェ
ス
タ
・
ジ
ュ
ニ
ー
ナ
と
は
、
昔
の
田
舎

の
生
活
を
表
現
し
た
ブ
ラ
ジ
ル
の
民
族
的
な
祭

り
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
人
聖
ヨ
ハ
ネ
の

祝
日
、
夏
を
迎
え
る
火
祭
り
や
収
穫
祭
、
他
の

聖
人
の
祝
日
が
重
な
り
、
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
悪
霊
な
ど
の
妨
害
者
を
避
け
、
神
聖
な
守

り
神
を
身
近
に
引
き
寄
せ
る
た
め
、
焚
き
火
を

焚
く
。
祭
り
に
参
加
す
る
人
々
は
野
良
着
を
着

て
麦
わ
ら
帽
子
を
か
ぶ
り
、
娘
姿
な
ど
に
扮
装

し
て
ク
ワ
ド
リ
ー
リ
ャ
と
い
う
男
女
ペ
ア
で
踊

る
ダ
ン
ス
を
し
、
大
人
も
子
ど
も
も
夜
更
か
し

す
る
。
会
場
に
は
模
擬
店
や
子
ど
も
の
遊
技
場

が
設
け
ら
れ
る
。
ブ
ラ
ジ
ル
全
土
で
行
な
わ
れ

て
い
る
が
、
東
南
の
方
で
は
フ
ォ
ッ
ホ
と
い
う

楽
器
が
使
わ
れ
る
な
ど
、
地
域
差
も
あ
る
。 

      

　
伊
賀
市
で
は
こ
れ
ま
で
3
回
、
フ
ェ
ス
タ
・

ジ
ュ
ニ
ー
ナ
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

　
細
か
い
内
容
を
見
て
い
こ
う
。
1
回
目
の
フ
ェ
ス
タ
・
ジ
ュ
ニ
ー
ナ
は
、
以
前
ブ
ラ
ジ

ル
に
留
学
し
た
経
験
の
あ
る
A
さ
ん
が
上
野
で
も
こ
の
祭
り
を
行
い
た
い
と
い
う
思
い
か

ら
、
知
り
合
い
の
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
人
々
に
声
を
か
け
行
な
っ
た
。
ま
た
小
学
校
の
先
生
に

も
声
を
か
け
た
。
そ
れ
に
対
し
20
人
ほ
ど
の
ブ
ラ
ジ
ル
の
子
ど
も
た
ち
、
そ
の
保
護
者
が

集
ま
っ
た
。 

　
4
月
か
ら
教
会
の
一
室
を
借
り
て
準
備
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
祭
り
を
行
う
た
め
に
上
野
ラ

テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
会
（A

L
A
U

）
が
ブ
ラ
ジ
ル
の
人
々
と
ペ
ル
ー
の
人
々
と
で
結
成
さ
れ

た
。
（
国
際
交
流
協
会
か
ら
補
助
金
が
出
た
。
） 

　
当
日
は
魚
釣
り
ゲ
ー
ム
な
ど
の
ゲ
ー
ム
や
、
食
べ
物
の
屋
台
も
出
さ
れ
た
。 

　
こ
の
祭
り
で
は
、
A
さ
ん
は
、
1
0
0
人
程
度
の
分
し
か
食
べ
物
な
ど
を
準
備
し
て
い

な
か
っ
た
が
、
実
際
に
は
よ
り
多
く
の
人
々
が
訪
れ
た
。 
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11：00～ 伝統的なダンス（quad r i l ha） 

13：00～ ビンゴ（BINGO） 

14：30～ 田舎風結婚式（Casamienro　Campesino） 

【表 3　1回目の祭りの演目】 

10：30～ ジシカナ 

12：00～ 模擬結婚式 

12：20～ 子どもたちのダンス 

13：00～ ビンゴ大会 

15：00～ みんなでダンス 

【表 4　2回目の祭りの演目】 

（ミサの前（9時前）教会の駐車場に小旗が掛けられる。） 

【表 5　3回目の祭りの演目】 

外ではテントが4つ張られ、ブラジルの料理を作り、飲物が売ら
れている。（肉の串焼き、パステウ、からあげ、やきそば等）
日本人の人もカレーを出していた。 

外ではテントを張った中でゲームができるようになっている。
（わなげ、魚釣りゲーム等）景品は人形や、玩具、ノート、DVD
などもある。ペルー人の人が店を行っている。 

12時からビンゴが始まる。数字は日本語とポルトガル語の両方
で読まれる。 

子どもたちは手作りの田舎風の服に着替え、化粧またはひげを
つけ、ブラジル、ペルー、フィリピン、日本の子どもたちがペ
アになり、音楽に合わせて円になって踊る。 

みなが自由に踊る。 

1

2

3

4

5

6

三
重
の 

文
化
と 

社
会
● 

　
次
の
年
は
A
さ
ん
が
不
在
だ
っ

た
た
め
、
国
際
交
流
協
会
で
働

い
て
い
た
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
B
さ

ん
が
知
り
合
い
や
親
戚
に
声
を

か
け
た
。
昨
年
のA

L
A
U

の

メ
ン
バ
ー
は
忙
し
く
て
当
初
参

加
で
き
ず
、
新
し
い
顔
ぶ
れ
で

始
め
ら
れ
た
。
日
本
人
で
は
、

伝
丸
の
D
さ
ん
や
伊
賀
日
本
語

の
会
の
人
々
が
サ
ポ
ー
ト
に
あ

た
り
、
お
金
の
こ
と
や
確
認
、

事
務
な
ど
の
作
業
を
主
に
行
っ

た
。
ブ
ラ
ジ
ル
の
人
々
に
は
、

今
回
は
自
分
がA

L
A
U

で
あ
る

か
ど
う
か
を
（
出
資
金
の
関
係

等
か
ら
）
確
認
し
た
。
5
月
の

初
め
か
ら
準
備
が
行
わ
れ
、
毎

週
水
曜
日
ブ
ラ
ジ
ル
の
人
々
が

集
ま
り
相
談
し
て
決
定
事
項
を

決
め
、
木
曜
日
「
ふ
れ
あ
い
プ

ラ
ザ
」
で
サ
ポ
ー
ト
を
す
る
日

本
人
の
側
と
さ
ら
に
内
容
が
練

ら
れ
た
。
日
本
人
と
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
数
は
ほ
ぼ
同
数
で
、
少
な
い
時
は
7
人
、
多
い
時
は
15

人
で
話
し
合
わ
れ
た
。 

　
当
日
は
広
場
の
中
心
に
、
バ
ロ
ン
と
い
う
気
球
の
形
を
し
た
も
の
が
飾
ら
れ
た
。
男
女

2
人
が
広
場
の
中
心
で
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
と
日
本
語
の
両
方
で
司
会
を
し
、
祭
り
が
進
行
し

て
い
っ
た
。
ブ
ラ
ジ
ル
式
の
結
婚
式
は
、
コ
メ
デ
ィ
仕
立
て
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
子

ど
も
た
ち
が
手
を
つ
な
ぎ
2
列
に
な
っ
て
登
場
し
、
踊
り
を
踊
る
。
こ
の
時
も
事
前
に
5

回
集
ま
っ
て
踊
り
の
練
習
が
行
わ
れ
て
い
る
。
「
祭
り
の
準
備
が
間
に
合
わ
ず
で
き
な
い

か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
心
配
が
2
週
間
前
に
あ
り
、
日
本
人
へ
の
広
報
が
遅
れ
た
の
が

残
念
」
と
D
さ
ん
が
言
う
よ
う
に
、
日
本
人
の
姿
は
マ
ス
コ
ミ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
そ
の

知
人
等
で
、
他
の
人
々
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
（
こ
の
時
も
国
際
交
流
協
会
か
ら

補
助
金
が
出
て
い
る
。
） 

　
3
回
目
は
教
会
で
行
わ
れ
た
。
2
回
目
行
っ
たA

L
A
U

の
人
々
が
集
ま
り
、
4
月
に
今
年

は
祭
り
を
行
わ
な
い
と
い
う
こ
と
が
決
ま
っ
た
が
、
そ
れ
な
ら
ば
教
会
の
人
々
で
行
お
う
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
5
月
か
ら
準
備
が
始
め
ら
れ
た
。 

　
教
会
で
祭
り
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
教
会
に
は
多
く
の
外
国
人
の
人
々
が

習
慣
的
に
集
ま
っ
て
お
り
、
（
土
曜
日
は
外
国
人
の
人
々
の
た
め
の
ミ
サ
が
行
わ
れ
て
い

る
。
）
祭
り
を
行
う
資
源
の
あ
る
場
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。 

 

     

　
踊
っ
た
り
一
緒
に
食
べ
物
を
つ
く
っ
た
り
す
る
こ
と
で
ブ
ラ
ジ
ル
の
文
化
を
再
確
認
す

る
。
ま
た
多
く
の
人
が
こ
の
祭
り
に
集
ま
り
楽
し
む
こ
と
で
、
こ
の
祭
り
を
行
う
こ
と
、

延
い
て
は
ブ
ラ
ジ
ル
の
文
化
に
対
し
て
肯
定
感
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
。 

  

 　
2
回
目
の
フ
ェ
ス
タ
・
ジ
ュ
ニ
ー
ナ
を
行
な
っ
た
B
さ
ん
は
、
去
年
は
主
に
A
さ
ん
が
祭

り
を
行
な
っ
た
の
を
見
て
、
「
ブ
ラ
ジ
ル
人
で
あ
る
自
分
が
何
と
か
や
り
た
い
」
と
、
い
う

思
い
を
感
じ
た
。
そ
し
て
祭
り
の
後
で
は
、A

L
A
U

の
集
ま
り
で
ブ
ラ
ジ
ル
の
貧
し
い
人

々
の
た
め
に
援
助
を
し
た
い
、
と
い
う
気
持
ち
も
出
て
き
て
い
る
。
3
回
目
の
フ
ェ
ス
タ
・

ジ
ュ
ニ
ー
ナ
で
は
、
教
会
の
F
さ
ん
や
H
さ
ん
は
、
「
来
年
は
も
っ
と
広
い
と
こ
ろ
で
や
り

た
い
、
も
っ
と
多
く
の
人
と
交
流
で
き
る
も
の
に
し
た
い
。
」
と
来
年
の
祭
り
に
つ
い
て
考

え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

   

　
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
B
さ
ん
、
日
系
人
の
H
さ
ん
も
、
「
子
ど
も
た
ち
に
ブ
ラ
ジ
ル
の
文
化
を

伝
え
た
い
」
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
親
た
ち
に
と
っ
て
子
ど
も
た
ち

に
ブ
ラ
ジ
ル
の
文
化
を
伝
え
る
場
と
も
な
る
。
子
ど
も
た
ち
は
祭
り
の
準
備
に
よ
っ
て
、
視

覚
的
な
も
の
、
体
験
的
な
も
の
か
ら
ブ
ラ
ジ
ル
の
文
化
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

   

　
多
く
の
人
々
が
祭
り
に
参
加
し
、
そ
れ
が
交
流
に
な
っ
た
と
と
も
に
、
当
日
・
準
備
の
段

階
に
お
い
て
日
本
人
と
ブ
ラ
ジ
ル
人
と
の
、
ま
た
3
回
目
で
い
え
ば
教
会
の
中
で
の
交
流
に

な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
新
た
な
一
面
を
発
見
し
、
理
解
す
る
機
会
と
な
っ
て
い
る
。
2
回
目

は
準
備
不
足
で
実
際
行
わ
れ
る
か
ど
う
か
危
ぶ
ま
れ
て
い
た
の
だ
が
、
い
ざ
始
ま
っ
て
み
る

と
、
「
い
つ
の
ま
に
か
バ
ロ
ン
な
ど
の
飾
り
を
作
っ
て
い
た
り
し
て
驚
い
た
」
と
D
さ
ん
は

言
っ
て
い
る
。
ま
た
第
3
回
目
の
時
も
教
会
の
J
さ
ん
は
「
準
備
す
る
期
間
が
あ
ま
り
な

か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
子
ど
も
た
ち
も
一
緒
に
な
っ
て
準
備
の
時
点
か
ら
か
か
わ
っ
て
い

た
、
ま
た
お
金
を
か
け
ず
に
ア
イ
デ
ィ
ア
を
だ
し
て
自
分
た
ち
で
多
く
を
手
作
り
し
て

行
っ
て
い
る
」
と
い
う
点
に
関
し
て
感
心
し
て
い
る
。 

　
祭
り
を
行
う
上
で
、
日
本
人
側
と
ブ
ラ
ジ
ル
人
側
の
役
割
分
担
が
で
き
て
い
る
。
彼
ら
は

日
本
人
が
得
意
と
す
る
部
分
、
手
続
き
を
行
っ
た
り
、
も
の
ご
と
を
ま
と
め
た
り
と
い
う
点

に
お
い
て
は
頼
り
、
し
か
し
自
分
た
ち
が
得
意
と
す
る
部
分
は
表
に
で
て
い
る
。 

   

　
伊
賀
市
の
場
合
、
フ
ェ
ス
タ
・
ジ
ュ
ニ
ー
ナ
を
始
め
る
き
っ
か
け
と

な
っ
た
の
は
日
本
人
の
A
さ
ん
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
機
会

を
待
っ
て
い
た
よ
う
に
祭
り
に
対
し
て
協
力
す
る
人
や
参
加
す
る
人
が

現
れ
、
祭
り
は
3
回
続
い
て
き
て
い
る
。
祭
り
は
同
じ
意
識
を
共
有
し

彼
ら
の
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
強
め
る
働
き
を
促
進
す
る
役
割

を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
祭
り
に
よ
っ
て
交
流
を
行
う
こ
と

に
よ
り
、
よ
り
理
解
を
広
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。 

　
（
残
念
な
が
ら
今
回
は
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
の
人
々
が
自
分
の
日
本
人
と

し
て
の
部
分
と
ブ
ラ
ジ
ル
人
と
し
て
の
部
分
を
ど
う
捉
え
、
そ
の
上
で

こ
の
祭
り
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
ど
う
い
っ
た
意
味
が
あ
る
の
か
、
と

い
う
点
に
つ
い
て
は
言
及
で
き
な
か
っ
た
が
、
個
人
が
そ
の
点
に
つ
い

て
ど
う
捉
え
て
い
る
か
を
さ
ら
に
探
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
） 

三
、
祭
り
の
機
能 

ま
と
め 

（
ひ
ら
い
　
か
り
ほ
） 

人
文
社
会
科
学
研
究
科
地
域
文
化
論
専
攻 

社
会
学  

（
四
）
交
流
す
る
。 

（
三
）
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
る
。 

（
二
）
担
い
手
と
し
て
の
意
識
を
も
つ
。 

（
一
）
ブ
ラ
ジ
ル
の
文
化
を
再
確
認
す
る
。 
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11：00～ 伝統的なダンス（quad r i l ha） 

13：00～ ビンゴ（BINGO） 

14：30～ 田舎風結婚式（Casamienro　Campesino） 

【表 3　1回目の祭りの演目】 

10：30～ ジシカナ 

12：00～ 模擬結婚式 

12：20～ 子どもたちのダンス 

13：00～ ビンゴ大会 

15：00～ みんなでダンス 

【表 4　2回目の祭りの演目】 

（ミサの前（9時前）教会の駐車場に小旗が掛けられる。） 

【表 5　3回目の祭りの演目】 

外ではテントが4つ張られ、ブラジルの料理を作り、飲物が売ら
れている。（肉の串焼き、パステウ、からあげ、やきそば等）
日本人の人もカレーを出していた。 

外ではテントを張った中でゲームができるようになっている。
（わなげ、魚釣りゲーム等）景品は人形や、玩具、ノート、DVD
などもある。ペルー人の人が店を行っている。 

12時からビンゴが始まる。数字は日本語とポルトガル語の両方
で読まれる。 

子どもたちは手作りの田舎風の服に着替え、化粧またはひげを
つけ、ブラジル、ペルー、フィリピン、日本の子どもたちがペ
アになり、音楽に合わせて円になって踊る。 

みなが自由に踊る。 

1

2

3

4

5

6

三
重
の 

文
化
と 

社
会
● 

　
次
の
年
は
A
さ
ん
が
不
在
だ
っ

た
た
め
、
国
際
交
流
協
会
で
働

い
て
い
た
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
B
さ

ん
が
知
り
合
い
や
親
戚
に
声
を

か
け
た
。
昨
年
のA

L
A
U

の

メ
ン
バ
ー
は
忙
し
く
て
当
初
参

加
で
き
ず
、
新
し
い
顔
ぶ
れ
で

始
め
ら
れ
た
。
日
本
人
で
は
、

伝
丸
の
D
さ
ん
や
伊
賀
日
本
語

の
会
の
人
々
が
サ
ポ
ー
ト
に
あ

た
り
、
お
金
の
こ
と
や
確
認
、

事
務
な
ど
の
作
業
を
主
に
行
っ

た
。
ブ
ラ
ジ
ル
の
人
々
に
は
、

今
回
は
自
分
がA

L
A
U

で
あ
る

か
ど
う
か
を
（
出
資
金
の
関
係

等
か
ら
）
確
認
し
た
。
5
月
の

初
め
か
ら
準
備
が
行
わ
れ
、
毎

週
水
曜
日
ブ
ラ
ジ
ル
の
人
々
が

集
ま
り
相
談
し
て
決
定
事
項
を

決
め
、
木
曜
日
「
ふ
れ
あ
い
プ

ラ
ザ
」
で
サ
ポ
ー
ト
を
す
る
日

本
人
の
側
と
さ
ら
に
内
容
が
練

ら
れ
た
。
日
本
人
と
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
数
は
ほ
ぼ
同
数
で
、
少
な
い
時
は
7
人
、
多
い
時
は
15

人
で
話
し
合
わ
れ
た
。 

　
当
日
は
広
場
の
中
心
に
、
バ
ロ
ン
と
い
う
気
球
の
形
を
し
た
も
の
が
飾
ら
れ
た
。
男
女

2
人
が
広
場
の
中
心
で
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
と
日
本
語
の
両
方
で
司
会
を
し
、
祭
り
が
進
行
し

て
い
っ
た
。
ブ
ラ
ジ
ル
式
の
結
婚
式
は
、
コ
メ
デ
ィ
仕
立
て
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
子

ど
も
た
ち
が
手
を
つ
な
ぎ
2
列
に
な
っ
て
登
場
し
、
踊
り
を
踊
る
。
こ
の
時
も
事
前
に
5

回
集
ま
っ
て
踊
り
の
練
習
が
行
わ
れ
て
い
る
。
「
祭
り
の
準
備
が
間
に
合
わ
ず
で
き
な
い

か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
心
配
が
2
週
間
前
に
あ
り
、
日
本
人
へ
の
広
報
が
遅
れ
た
の
が

残
念
」
と
D
さ
ん
が
言
う
よ
う
に
、
日
本
人
の
姿
は
マ
ス
コ
ミ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
そ
の

知
人
等
で
、
他
の
人
々
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
（
こ
の
時
も
国
際
交
流
協
会
か
ら

補
助
金
が
出
て
い
る
。
） 

　
3
回
目
は
教
会
で
行
わ
れ
た
。
2
回
目
行
っ
たA

L
A
U

の
人
々
が
集
ま
り
、
4
月
に
今
年

は
祭
り
を
行
わ
な
い
と
い
う
こ
と
が
決
ま
っ
た
が
、
そ
れ
な
ら
ば
教
会
の
人
々
で
行
お
う
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
5
月
か
ら
準
備
が
始
め
ら
れ
た
。 

　
教
会
で
祭
り
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
教
会
に
は
多
く
の
外
国
人
の
人
々
が

習
慣
的
に
集
ま
っ
て
お
り
、
（
土
曜
日
は
外
国
人
の
人
々
の
た
め
の
ミ
サ
が
行
わ
れ
て
い

る
。
）
祭
り
を
行
う
資
源
の
あ
る
場
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。 

 

     

　
踊
っ
た
り
一
緒
に
食
べ
物
を
つ
く
っ
た
り
す
る
こ
と
で
ブ
ラ
ジ
ル
の
文
化
を
再
確
認
す

る
。
ま
た
多
く
の
人
が
こ
の
祭
り
に
集
ま
り
楽
し
む
こ
と
で
、
こ
の
祭
り
を
行
う
こ
と
、

延
い
て
は
ブ
ラ
ジ
ル
の
文
化
に
対
し
て
肯
定
感
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
。 

  

 　
2
回
目
の
フ
ェ
ス
タ
・
ジ
ュ
ニ
ー
ナ
を
行
な
っ
た
B
さ
ん
は
、
去
年
は
主
に
A
さ
ん
が
祭

り
を
行
な
っ
た
の
を
見
て
、
「
ブ
ラ
ジ
ル
人
で
あ
る
自
分
が
何
と
か
や
り
た
い
」
と
、
い
う

思
い
を
感
じ
た
。
そ
し
て
祭
り
の
後
で
は
、A

L
A
U

の
集
ま
り
で
ブ
ラ
ジ
ル
の
貧
し
い
人

々
の
た
め
に
援
助
を
し
た
い
、
と
い
う
気
持
ち
も
出
て
き
て
い
る
。
3
回
目
の
フ
ェ
ス
タ
・

ジ
ュ
ニ
ー
ナ
で
は
、
教
会
の
F
さ
ん
や
H
さ
ん
は
、
「
来
年
は
も
っ
と
広
い
と
こ
ろ
で
や
り

た
い
、
も
っ
と
多
く
の
人
と
交
流
で
き
る
も
の
に
し
た
い
。
」
と
来
年
の
祭
り
に
つ
い
て
考

え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

   

　
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
B
さ
ん
、
日
系
人
の
H
さ
ん
も
、
「
子
ど
も
た
ち
に
ブ
ラ
ジ
ル
の
文
化
を

伝
え
た
い
」
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
親
た
ち
に
と
っ
て
子
ど
も
た
ち

に
ブ
ラ
ジ
ル
の
文
化
を
伝
え
る
場
と
も
な
る
。
子
ど
も
た
ち
は
祭
り
の
準
備
に
よ
っ
て
、
視

覚
的
な
も
の
、
体
験
的
な
も
の
か
ら
ブ
ラ
ジ
ル
の
文
化
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

   

　
多
く
の
人
々
が
祭
り
に
参
加
し
、
そ
れ
が
交
流
に
な
っ
た
と
と
も
に
、
当
日
・
準
備
の
段

階
に
お
い
て
日
本
人
と
ブ
ラ
ジ
ル
人
と
の
、
ま
た
3
回
目
で
い
え
ば
教
会
の
中
で
の
交
流
に

な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
新
た
な
一
面
を
発
見
し
、
理
解
す
る
機
会
と
な
っ
て
い
る
。
2
回
目

は
準
備
不
足
で
実
際
行
わ
れ
る
か
ど
う
か
危
ぶ
ま
れ
て
い
た
の
だ
が
、
い
ざ
始
ま
っ
て
み
る

と
、
「
い
つ
の
ま
に
か
バ
ロ
ン
な
ど
の
飾
り
を
作
っ
て
い
た
り
し
て
驚
い
た
」
と
D
さ
ん
は

言
っ
て
い
る
。
ま
た
第
3
回
目
の
時
も
教
会
の
J
さ
ん
は
「
準
備
す
る
期
間
が
あ
ま
り
な

か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
子
ど
も
た
ち
も
一
緒
に
な
っ
て
準
備
の
時
点
か
ら
か
か
わ
っ
て
い

た
、
ま
た
お
金
を
か
け
ず
に
ア
イ
デ
ィ
ア
を
だ
し
て
自
分
た
ち
で
多
く
を
手
作
り
し
て

行
っ
て
い
る
」
と
い
う
点
に
関
し
て
感
心
し
て
い
る
。 

　
祭
り
を
行
う
上
で
、
日
本
人
側
と
ブ
ラ
ジ
ル
人
側
の
役
割
分
担
が
で
き
て
い
る
。
彼
ら
は

日
本
人
が
得
意
と
す
る
部
分
、
手
続
き
を
行
っ
た
り
、
も
の
ご
と
を
ま
と
め
た
り
と
い
う
点

に
お
い
て
は
頼
り
、
し
か
し
自
分
た
ち
が
得
意
と
す
る
部
分
は
表
に
で
て
い
る
。 

   

　
伊
賀
市
の
場
合
、
フ
ェ
ス
タ
・
ジ
ュ
ニ
ー
ナ
を
始
め
る
き
っ
か
け
と

な
っ
た
の
は
日
本
人
の
A
さ
ん
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
機
会

を
待
っ
て
い
た
よ
う
に
祭
り
に
対
し
て
協
力
す
る
人
や
参
加
す
る
人
が

現
れ
、
祭
り
は
3
回
続
い
て
き
て
い
る
。
祭
り
は
同
じ
意
識
を
共
有
し

彼
ら
の
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
強
め
る
働
き
を
促
進
す
る
役
割

を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
祭
り
に
よ
っ
て
交
流
を
行
う
こ
と

に
よ
り
、
よ
り
理
解
を
広
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。 

　
（
残
念
な
が
ら
今
回
は
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
の
人
々
が
自
分
の
日
本
人
と

し
て
の
部
分
と
ブ
ラ
ジ
ル
人
と
し
て
の
部
分
を
ど
う
捉
え
、
そ
の
上
で

こ
の
祭
り
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
ど
う
い
っ
た
意
味
が
あ
る
の
か
、
と

い
う
点
に
つ
い
て
は
言
及
で
き
な
か
っ
た
が
、
個
人
が
そ
の
点
に
つ
い

て
ど
う
捉
え
て
い
る
か
を
さ
ら
に
探
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
） 

三
、
祭
り
の
機
能 

ま
と
め 

（
ひ
ら
い
　
か
り
ほ
） 

人
文
社
会
科
学
研
究
科
地
域
文
化
論
専
攻 

社
会
学  

（
四
）
交
流
す
る
。 

（
三
）
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
る
。 

（
二
）
担
い
手
と
し
て
の
意
識
を
も
つ
。 

（
一
）
ブ
ラ
ジ
ル
の
文
化
を
再
確
認
す
る
。 
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【表１　調査の対象者暦(子ども)】 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

 I 

J 

K

性別 

男 

男 

女 

女 

女 

男 

男 

男 

男 

女 

女 

国 

ブラジル 

ブラジル 

ブラジル 

ブラジル 

ブラジル 

ペルー 

ペルー 

ペルー 

ペルー 

ペルー 

ペルー 

年齢 

16 

15 

17 

15 

22 

13 

17 

19 

16 

17 

15

来日年齢 

8 

6 

8 

1 

8 

日本生まれ 

14 

7 

10 

11 

2

将来の夢 

高校を卒業して働きたい 

機械の専門学校 

美容師 

美容師 

家族を持つ事 

大学に進学 

工学士 

パイロット 

獣医 

保育士・通訳 

保育士 

学年 

高2 

中3 

高2 

中3 

大4 

中1 

高1 

大1 

高1 

高2 

中3

   

　
「
忍
者
」
や
「
芭
蕉
」
の
里

で
有
名
な
観
光
地
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
伊
賀
市
で
は
人
口
の

4.
2
5
%
に
あ
た
る
4,
2
4
3

人
の
外
国
人
が
生
活
し
て
い
る

（
2
0
0
5
年
3
月
末
）
。
そ
の

多
く
は
、
1
9
9
0
年
の
入
管

法
改
正
以
降
に
来
日
し
た
南
米

出
身
の
日
系
人
で
あ
る
。
当
初

は
短
期
間
の
デ
カ
セ
ギ
と
し
て

働
き
に
来
て
い
た
人
が
多
か
っ

た
が
、
最
近
で
は
、
定
住
化
の

傾
向
が
強
ま
っ
て
お
り
、
伊
賀

市
で
生
活
し
て
い
く
こ
と
を
決
心
し
て
家
を
購
入
す
る
ケ
ー
ス
も
増
え
て
い
る
。 

　
伊
賀
市
は
、
N
P
O
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
外
国
人
支
援
（
日
本
語
教
室
、子
ど
も
の
学
習
・

進
学
支
援
な
ど
）
や
、
国
際
交
流
協
会
に
よ
る
多
文
化
交
流
活
動
が
活
発
な
地
域
で
あ
る
。
近
年

で
は
、
特
に
、
外
国
籍
児
童
・
生
徒
の
教
育
・
進
学
支
援
に
力
が
注
が
れ
て
お
り
、
高
校
、
大
学

に
進
学
す
る
子
ど
も
も
増
え
て
い
る
。
現
在
、
日
系
ペ
ル
ー
人
の
ほ
ぼ
1
0
0
%
、
日
系
ブ
ラ
ジ

ル
人
の
約
7
割
が
高
校
に
進
学
し
て
い
る
が
、
こ
の
数
字
は
全
国
の
水
準
と
比
べ
る
と
非
常
に
高

い
。
し
か
し
一
方
で
、
彼
ら
の
多
く

は
、
母
国
を
離
れ
て
暮
ら
す
が
ゆ
え

の
悩
み
や
問
題
を
抱
え
て
い
る
。 

　
本
稿
で
は
、
伊
賀
市
在
住
の
日
系

ブ
ラ
ジ
ル
人
・
ペ
ル
ー
人
の
子
ど
も

た
ち
が
描
い
て
い
る
将
来
像
を
検
討

す
る
。
具
体
的
に
は
、
子
ど
も
と
そ

の
親
に
、
子
ど
も
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
と
描
い
て
い
る
将
来
像
に
つ
い

て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
結
果
を
報
告

す
る
。 

   

　
調
査
対
象
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
と
ペ

ル
ー
人
の
中
高
大
学
生
と
そ
の
親
9

組
で
あ
る
。
対
象
者
の
ほ
と
ん
ど
は

カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
、
教
会
に
熱
心

に
通
っ
て
い
る
。
詳
細
は
表
1
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
対
象
者
B
と
C
、
対
象
者
I
と
J

さ
ん
は
、
そ
れ
ぞ
れ
兄
弟
で
あ
る
。
調
査
は
、
2
0
0
5
年
9
月
か
ら
12
月
に
か
け
て
実
施

し
た
。
調
査
は
半
構
造
化
面
接
法
を
用
い
、
子
ど
も
と
親
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
子
ど
も
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
子
ど
も
の
将
来
像
、
親
子
関
係
を
尋
ね
た
。
面
接
時
間
は
、
子
ど
も

は
15
〜
20
分
、
親
は
30
〜
40
分
で
あ
っ
た
。 

   

　
子
ど
も
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
将
来
像
に
つ
い
て
は
、
調
査
対
象
者
の
間
で
か
な
り

の
共
通
性
が
み
ら
れ
た
。
親
子
関
係
に
つ
い
て
は
、
来
日
時
の
年
齢
や
、
親
子
が
離
れ
て
暮
ら

し
た
経
験
に
よ
っ
て
、
抱
え
て
い
る
悩
み
や
問
題
に
違
い
が
み
ら
れ
た
。
ブ
ラ
ジ
ル
と
ペ
ル
ー

の
違
い
に
つ
い
て
は
、
共
通
性
の
方
が
大
き
か
っ
た
が
、
若
干
の
違
い
も
あ
っ
た
。
以
下
、

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
。 

  

　
自
分
を
何
人
か
と
思
う
か
と
い
う
質
問
に
は
、ほ
と
ん
ど
が
ブ
ラ
ジ
ル
人
、
ペ
ル
ー
人
と
答

え
て
い
る
が
、
日
本
人
だ
と
考
え
て
い
る
者
も
い
る
。
例
え
ば
、
B
と
C
の
兄
弟
は
、
B
は
自
分

を
日
本
人
と
考
え
て
い
る
が
、
C
は
ブ
ラ
ジ
ル
人
だ
と
思
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
調

査
対
象
と
な
っ
た
子
ど
も
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
は
、
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
悩
ん

で
い
な
い
。
多
く
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、「
地
元
は
伊
賀
、
故
郷
は
ペ
ル
ー
（
ブ
ラ
ジ
ル
）
」

（
K
）
で
あ
り
、
特
に
何
人
で
あ
る
か
を
意
識
し
た
り
悩
ん
だ
り
す
る
こ
と
も
な
い
よ
う
だ
。 

　
た
だ
し
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
悩
ん
だ
過
去
を
も
っ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
が
い

る
。
K
は
、
「
昔
は
悩
ん
だ
こ
と
あ
る
。
自
分
は
ペ
ル
ー
人
か
日
本
人
か
。
高
校
に
入
る
に
つ

れ
、
自
分
は
ペ
ル
ー
人
だ
か
ら
何
か
言
わ
れ
る
の
か
と
ち
ょ
っ
と
不
安
が
あ
る
け
れ
ど
、
あ
ま

り
悩
ん
で
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
H
は
、
「
子
ど
も
の
と
き
イ
ジ
メ
に
あ
っ
て
い
た

の
で
、
ど
う
し
て
自
分
だ
け
が
ペ
ル
ー
人
な
の
か
と
悩
ん
で
い
ま
し
た
。
今
は
自
分
が
何
人
だ

ろ
う
と
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
き
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
外
国
人
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
に
直
面
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

  

　
子
ど
も
た
ち
は
皆
、
将
来
も
日
本
で
生
活
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
「
親
が
何
言
っ

て
も
、
向
こ
う
（
母
国
）
で
は
住
ま
な
い
」
と
い
う
子
ど
も
さ
え
い
る
。
た
だ
し
、
中
に
は
「

親
が
ブ
ラ
ジ
ル
に
帰
る
な
ら
、
一
緒
に
帰
り
た
い
」
と
い
う
子
ど
も
も
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

調
査
対
象
者
の
ほ
と
ん
ど
が
幼
少
時
か
ら
来
日
し
、
日
本
で
生
活
す
る
こ
と
が
当
た
り
前
に

な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
、
母
国
の
こ
と
は
、
親
か

ら
伝
え
聞
い
た
イ
メ
ー
ジ
し
か
持
っ
て
い
な
い
こ
と
も
多
い
。
子
ど
も
た
ち
は
、
日
本
語
を

自
由
に
操
る
が
、
母
語
に
つ
い
て
は
日
常
会
話
程
度
は
で
き
る
も
の
の
、
母
国
で
不
自
由
な
く

生
活
で
き
る
レ
ベ
ル
で
は
な
い
。
（
逆
に
、
親
は
、
日
本
語
は
簡
単
な
日
常
会
話
レ
ベ
ル
し
か

で
き
な
い
ケ
ー
ス
が
多
い
。
） 

　
将
来
の
夢
は
、
表
に
示
し
た
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
進
学
し
た
り
、
よ
い
仕
事
に

つ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
の
子
ど
も
た
ち
が
、
将
来
に
つ
い
て
は
、
不
安
よ
り

も
可
能
性
の
方
を
大
き
く
感
じ
て
い
て
、
「
が
ん
ば
れ
ば
よ
い
仕
事
が
み
つ
か
る
」
と
信
じ

て
い
る
。
た
だ
、
日
本
で
必
死
に
働
い
て
、
家
族
を
養
い
、
母
国
に
送
金
し
て
い
る
両
親
の

苦
労
を
み
て
い
る
か
ら
、
「
親
と
同
じ
仕
事
に
は
つ
き
た
く
な
い
」
と
考
え
て
い
る
子
ど
も

も
い
る
。 

　
親
は
、
子
ど
も
が
将
来
も
日
本
で
生
活
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
そ

の
意
思
を
尊
重
し
て
い
る
。
中
学
生
に
も
な
れ
ば
、
一
人
前
の
人
間
と
し
て
、
子
ど
も
の
意
思

を
尊
重
す
べ
き
と
い
う
の
が
一
般
的
な
考
え
方
の
よ
う
だ
。
ま
た
、
子
ど
も
た
ち
が
母
語
よ
り

も
日
本
語
に
慣
れ
て
い
る
こ
と
も
、
当
た
り
前
の
こ
と
と
受
け
と
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
母
国

の
文
化
や
母
語
に
興
味
を
持
っ
て
、
そ
れ
を
忘
れ
て
欲
し
く
な
い
と
願
っ
て
い
る
。
子
ど
も
の

将
来
に
つ
い
て
は
、
き
ち
ん
と
勉
強
し
て
進
学
し
て
ほ
し
い
、
自
分
の
し
た
い
こ
と
を
し
て
ほ

し
い
と
考
え
て
い
る
。
あ
る
親
は
、
子
ど
も
に
、
自
分
ら
し
さ
を
出
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し

い
と
思
っ
て
い
る
。
「
日
本
で
は
、
卒
業
式
に
何
を
着
て
い
く
の
か
友
達
に
尋
ね
る
の
は
、
人

と
同
じ
格
好
を
し
て
い
き
た
い
か
ら
。
で
も
ペ
ル
ー
で
は
、
人
と
同
じ
服
を
着
な
い
た
め
に
、

何
を
着
て
い
く
の
か
を
尋
ね
る
。
子
ど
も
に
は
、
自
分
と
い
う
も
の
を
し
っ
か
り
と
出
せ
る
よ

う
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
。
」 

  

　
何
人
か
の
子
ど
も
た
ち
（
A
・
G
・
H
・
I
・
J
）
は
、
親
が
先
に
来
日
し
た
た
め
、
数
年

間
、
親
と
地
球
の
反
対
側
に
離
れ
て
暮
ら
し
た
経
験
を
も
っ
て
い
る
。
親
と
離
れ
て
暮
ら
し

た
数
年
間
は
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
心
の
傷
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
H
は
、
過
去

を
振
り
返
っ
て
「
親
と
暮
ら
し
て
い
な
か
っ
た
2
年
間
は
ど
こ
か
自
分
の
心
の
中
に
穴
が
開

い
た
よ
う
な
。
祖
父
母
と
一
緒
に
い
た
け
れ
ど
、
一
人
ぼ
っ
ち
だ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
に
毎
日
接

し
て
い
た
の
が
、
急
に
一
人
に
な
っ
た
の
で
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
」
と
語
っ
て
い
る
。 

　
日
本
で
親
と
暮
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
時
に
は
、
家
族
が
一
緒
に
暮
ら
せ
る
こ
と
へ
の
喜
び
の
反

面
、
住
み
慣
れ
た
母
国
を
離
れ
た
こ
と
や
、
新
た
な
生
活
へ
の
不
安
を
感
じ
て
い
る
。
G
は
、
来

日
し
て
母
国
の
母
親
と
別
れ
、
父
親
と
の
新
た
な
二
人
暮
ら
し
が
は
じ
ま
っ
た
が
、
そ
の
新
環
境

が
想
像
し
て
い
た
生
活
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
戸
惑
い
を
述
べ
て
い
る
。
I
と
J
の
兄
弟

は
、
長
い
間
父
親
と
離
れ
て
生
活
し
て
い
た
た
め
、
最
初
一
緒
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
と
き
に

は
、
様
々
な
問
題
が
み
ら
れ
た
。
G
は
、
父
親
と
一
緒
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
、
仕
事

が
忙
し
い
父
親
と
一
緒
に
い
る
時
間
が
少
な
く
、
寂
し
さ
を
感
じ
て
い
る
。 

　
だ
が
、
こ
う
し
た
不
安
や
寂
し
さ
も
、
時
と
と
も
に
次
第
に
解
消
し
て
い
る
よ
う
だ
。
H
の
場

合
、
弟
た
ち
が
生
ま
れ
た
こ
と
で
、
親
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
増
え
た
。
ま
た
、
大
学
に

進
学
し
て
、
親
と
離
れ
て
生
活
を
は
じ
め
て
か
ら
、
親
に
対
し
て
も
少
し
ず
つ
素
直
に
な
り
、
様

々
な
話
題
や
弟
の
教
育
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
。
親
も
こ
の
変
化
を
喜
ん
で
い
る
。
G
は
、
自
分

が
働
く
よ
う
に
な
っ
て
、
「
少
し
は
親
の
大
変
さ
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

G
の
父
親
は
、
子
ど
も
と
接
す
る
時
間
が
足
り
な
い
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
と
い
う
質
問
に

対
し
て
、
「
も
っ
と
幼
け
れ
ば
、
時
間
が
足
り
な
い
と
思
っ
た
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
今
は

大
丈
夫
だ
と
思
う
。
彼
は
一
人
で
自
分
の
こ
と
を
や
っ
て
い
る
」
と
答
え
て
い
る
。 

　
こ
れ
ら
の
子
ど
も
の
場
合
、
親
と
離
れ
て
暮
ら
し
た
経
験
が
心
の
傷
と
な
り
、
来
日
後
も
親

子
関
係
に
不
安
や
悩
み
を
抱
え
て
い
た
が
、
次
第
に
親
に
心
を
開
き
、
親
の
気
持
ち
を
理
解
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
一
方
、
親
の
側
も
、
子
ど
も
た
ち
の
そ
う
し
た
成
長
や
、

親
子
関
係
の
変
化
を
感
じ
取
っ
て
い
る
。 

  

　
今
回
の
調
査
で
は
、
国
に
よ
る
違
い
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
対
象
と
な
っ

た
家
族
の
ほ
と
ん
ど
が
熱
心
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
り
、
ま
た
、
子
ど
も
の
教
育
に
熱
心
で

あ
る
と
い
う
点
で
、
共
通
性
が
高
い
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
国
の
違
い
と
し
て
は
、
次
の
二
つ

が
み
ら
れ
た
。
第
1
に
、
「
日
本
に
来
て
い
な
け
れ
ば
、
あ
な
た
の
人
生
は
ど
う
な
っ
て
い

た
と
思
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
子
ど
も
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
は
、

「
今
み
た
い
に
勉
強
せ
ず
、
働
い
て
自
立
し
て
い
た
だ
ろ
う
」
と
答
え
た
が
、
ペ
ル
ー
人
の
子

ど
も
た
ち
の
場
合
、
「
ペ
ル
ー
に
い
て
も
今
の
よ
う
に
勉
強
し
て
い
た
と
思
う
が
、
今
の
よ
う

に
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
た
り
働
い
た
り
は
し
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
お
金
の
大
切
さ
を
理
解
で

き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
」
と
答
え
て
い
る
。
第
2
に
、
「
結
婚
す
る
と
し
た
ら
、
相
手
は
ど
こ
の

国
の
人
が
い
い
と
思
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
ほ
と
ん
ど
が
、

ブ
ラ
ジ
ル
人
と
答
え
た
が
（
言
葉
と
文
化
が
同
じ
だ
と
、
互
い
に
理
解
し
あ
え
る
）
、
ペ
ル
ー

人
は
、
理
解
し
あ
え
る
相
手
で
あ
れ
ば
、
国
や
国
籍
は
関
係
な
い
と
い
う
答
え
が
顕
著
だ
っ
た
。 

   

　
今
回
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
た
子
ど
も
の
ほ
と
ん
ど
は
、
将
来
に
明
る
い
希
望
を
も
ち
、
日

本
で
前
向
き
に
生
き
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。
親
も
子
ど
も
の
そ
う
し
た
姿
を
肯
定
的
に
受
止

め
て
お
り
、
親
子
関
係
も
良
好
で
あ
る
。
た
だ
し
、
親
と
離
れ
て
暮
ら
し
た
経
験
が
心
の
傷
に

な
っ
た
り
、
慣
れ
な
い
異
国
で
の
生
活
に
不
安
や
悩
み
を
抱
え
て
い
る
こ
と
も
、
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
親
と
の
面
接
で
も
、
「
我
が
子
と
離
れ
て
生
活
を
す
る
辛
さ
」
や
そ
れ
に
起

因
す
る
問
題
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。 

　
ま
た
、
今
回
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
た
子
ど
も
た
ち
は
、
公
立
の
学
校
に
通
い
、
将
来
に
希
望

を
持
ち
、
良
好
な
親
子
関
係
を
築
い
て
い
る
、
い
わ
ば
幸
運
な
ケ
ー
ス
と
い
え
る
。
伊
賀
市
に

は
多
く
の
ブ
ラ
ジ
ル
人
、
ペ
ル
ー
人
の
子
ど
も
た
ち
が
暮
ら
し
て
お
り
、
中
に
は
、
学
校
に
通

う
こ
と
が
で
き
ず
、
仕
事
に
も
就
か
ず
、
将
来
の
明
る
い
展
望
を
も
て
な
い
子
ど
も
た
ち
も
い

る
。
そ
う
し
た
子
ど
も
た
ち
の
将
来
像
に
つ
い
て
も
調
べ
て
み
る
こ
と
が
重
要
だ
ろ
う
。 

　
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
伊
賀
市
で
は
、
多
く
の
外
国
人
が
暮
ら
し
て
い
る
。
外
国
人
の

子
ど
も
た
ち
の
多
く
は
、
様
々
な
不
安
や
悩
み
を
抱
え
つ
つ
も
、
将
来
も
日
本
で
生
き
て
い
く

こ
と
を
選
択
し
て
い
る
。 

　
外
国
人
の
子
ど
も
た
ち
の
誰
も
が
、
地
域
の
中
で
希
望
を
も
っ
て
暮
ら
し
て
い
け
る
よ
う
に

な
る
こ
と
を
願
う
。 
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【表１　調査の対象者暦(子ども)】 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

 I 

J 

K

性別 

男 

男 

女 

女 

女 

男 

男 

男 

男 

女 

女 

国 

ブラジル 

ブラジル 

ブラジル 

ブラジル 

ブラジル 

ペルー 

ペルー 

ペルー 

ペルー 

ペルー 

ペルー 

年齢 

16 

15 

17 

15 

22 

13 

17 

19 

16 

17 

15

来日年齢 

8 

6 

8 

1 

8 

日本生まれ 

14 

7 

10 

11 

2

将来の夢 

高校を卒業して働きたい 

機械の専門学校 

美容師 

美容師 

家族を持つ事 

大学に進学 

工学士 

パイロット 

獣医 

保育士・通訳 

保育士 

学年 

高2 

中3 

高2 

中3 

大4 

中1 

高1 

大1 

高1 

高2 

中3

   

　
「
忍
者
」
や
「
芭
蕉
」
の
里

で
有
名
な
観
光
地
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
伊
賀
市
で
は
人
口
の

4.
2
5
%
に
あ
た
る
4,
2
4
3

人
の
外
国
人
が
生
活
し
て
い
る

（
2
0
0
5
年
3
月
末
）
。
そ
の

多
く
は
、
1
9
9
0
年
の
入
管

法
改
正
以
降
に
来
日
し
た
南
米

出
身
の
日
系
人
で
あ
る
。
当
初

は
短
期
間
の
デ
カ
セ
ギ
と
し
て

働
き
に
来
て
い
た
人
が
多
か
っ

た
が
、
最
近
で
は
、
定
住
化
の

傾
向
が
強
ま
っ
て
お
り
、
伊
賀

市
で
生
活
し
て
い
く
こ
と
を
決
心
し
て
家
を
購
入
す
る
ケ
ー
ス
も
増
え
て
い
る
。 

　
伊
賀
市
は
、
N
P
O
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
外
国
人
支
援
（
日
本
語
教
室
、子
ど
も
の
学
習
・

進
学
支
援
な
ど
）
や
、
国
際
交
流
協
会
に
よ
る
多
文
化
交
流
活
動
が
活
発
な
地
域
で
あ
る
。
近
年

で
は
、
特
に
、
外
国
籍
児
童
・
生
徒
の
教
育
・
進
学
支
援
に
力
が
注
が
れ
て
お
り
、
高
校
、
大
学

に
進
学
す
る
子
ど
も
も
増
え
て
い
る
。
現
在
、
日
系
ペ
ル
ー
人
の
ほ
ぼ
1
0
0
%
、
日
系
ブ
ラ
ジ

ル
人
の
約
7
割
が
高
校
に
進
学
し
て
い
る
が
、
こ
の
数
字
は
全
国
の
水
準
と
比
べ
る
と
非
常
に
高

い
。
し
か
し
一
方
で
、
彼
ら
の
多
く

は
、
母
国
を
離
れ
て
暮
ら
す
が
ゆ
え

の
悩
み
や
問
題
を
抱
え
て
い
る
。 

　
本
稿
で
は
、
伊
賀
市
在
住
の
日
系

ブ
ラ
ジ
ル
人
・
ペ
ル
ー
人
の
子
ど
も

た
ち
が
描
い
て
い
る
将
来
像
を
検
討

す
る
。
具
体
的
に
は
、
子
ど
も
と
そ

の
親
に
、
子
ど
も
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
と
描
い
て
い
る
将
来
像
に
つ
い

て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
結
果
を
報
告

す
る
。 

   

　
調
査
対
象
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
と
ペ

ル
ー
人
の
中
高
大
学
生
と
そ
の
親
9

組
で
あ
る
。
対
象
者
の
ほ
と
ん
ど
は

カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
、
教
会
に
熱
心

に
通
っ
て
い
る
。
詳
細
は
表
1
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
対
象
者
B
と
C
、
対
象
者
I
と
J

さ
ん
は
、
そ
れ
ぞ
れ
兄
弟
で
あ
る
。
調
査
は
、
2
0
0
5
年
9
月
か
ら
12
月
に
か
け
て
実
施

し
た
。
調
査
は
半
構
造
化
面
接
法
を
用
い
、
子
ど
も
と
親
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
子
ど
も
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
子
ど
も
の
将
来
像
、
親
子
関
係
を
尋
ね
た
。
面
接
時
間
は
、
子
ど
も

は
15
〜
20
分
、
親
は
30
〜
40
分
で
あ
っ
た
。 

   

　
子
ど
も
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
将
来
像
に
つ
い
て
は
、
調
査
対
象
者
の
間
で
か
な
り

の
共
通
性
が
み
ら
れ
た
。
親
子
関
係
に
つ
い
て
は
、
来
日
時
の
年
齢
や
、
親
子
が
離
れ
て
暮
ら

し
た
経
験
に
よ
っ
て
、
抱
え
て
い
る
悩
み
や
問
題
に
違
い
が
み
ら
れ
た
。
ブ
ラ
ジ
ル
と
ペ
ル
ー

の
違
い
に
つ
い
て
は
、
共
通
性
の
方
が
大
き
か
っ
た
が
、
若
干
の
違
い
も
あ
っ
た
。
以
下
、

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
。 

  

　
自
分
を
何
人
か
と
思
う
か
と
い
う
質
問
に
は
、ほ
と
ん
ど
が
ブ
ラ
ジ
ル
人
、
ペ
ル
ー
人
と
答

え
て
い
る
が
、
日
本
人
だ
と
考
え
て
い
る
者
も
い
る
。
例
え
ば
、
B
と
C
の
兄
弟
は
、
B
は
自
分

を
日
本
人
と
考
え
て
い
る
が
、
C
は
ブ
ラ
ジ
ル
人
だ
と
思
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
調

査
対
象
と
な
っ
た
子
ど
も
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
は
、
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
悩
ん

で
い
な
い
。
多
く
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、「
地
元
は
伊
賀
、
故
郷
は
ペ
ル
ー
（
ブ
ラ
ジ
ル
）
」

（
K
）
で
あ
り
、
特
に
何
人
で
あ
る
か
を
意
識
し
た
り
悩
ん
だ
り
す
る
こ
と
も
な
い
よ
う
だ
。 

　
た
だ
し
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
悩
ん
だ
過
去
を
も
っ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
が
い

る
。
K
は
、
「
昔
は
悩
ん
だ
こ
と
あ
る
。
自
分
は
ペ
ル
ー
人
か
日
本
人
か
。
高
校
に
入
る
に
つ

れ
、
自
分
は
ペ
ル
ー
人
だ
か
ら
何
か
言
わ
れ
る
の
か
と
ち
ょ
っ
と
不
安
が
あ
る
け
れ
ど
、
あ
ま

り
悩
ん
で
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
H
は
、
「
子
ど
も
の
と
き
イ
ジ
メ
に
あ
っ
て
い
た

の
で
、
ど
う
し
て
自
分
だ
け
が
ペ
ル
ー
人
な
の
か
と
悩
ん
で
い
ま
し
た
。
今
は
自
分
が
何
人
だ

ろ
う
と
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
き
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
外
国
人
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
に
直
面
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

  

　
子
ど
も
た
ち
は
皆
、
将
来
も
日
本
で
生
活
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
「
親
が
何
言
っ

て
も
、
向
こ
う
（
母
国
）
で
は
住
ま
な
い
」
と
い
う
子
ど
も
さ
え
い
る
。
た
だ
し
、
中
に
は
「

親
が
ブ
ラ
ジ
ル
に
帰
る
な
ら
、
一
緒
に
帰
り
た
い
」
と
い
う
子
ど
も
も
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

調
査
対
象
者
の
ほ
と
ん
ど
が
幼
少
時
か
ら
来
日
し
、
日
本
で
生
活
す
る
こ
と
が
当
た
り
前
に

な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
、
母
国
の
こ
と
は
、
親
か

ら
伝
え
聞
い
た
イ
メ
ー
ジ
し
か
持
っ
て
い
な
い
こ
と
も
多
い
。
子
ど
も
た
ち
は
、
日
本
語
を

自
由
に
操
る
が
、
母
語
に
つ
い
て
は
日
常
会
話
程
度
は
で
き
る
も
の
の
、
母
国
で
不
自
由
な
く

生
活
で
き
る
レ
ベ
ル
で
は
な
い
。
（
逆
に
、
親
は
、
日
本
語
は
簡
単
な
日
常
会
話
レ
ベ
ル
し
か

で
き
な
い
ケ
ー
ス
が
多
い
。
） 

　
将
来
の
夢
は
、
表
に
示
し
た
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
進
学
し
た
り
、
よ
い
仕
事
に

つ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
の
子
ど
も
た
ち
が
、
将
来
に
つ
い
て
は
、
不
安
よ
り

も
可
能
性
の
方
を
大
き
く
感
じ
て
い
て
、
「
が
ん
ば
れ
ば
よ
い
仕
事
が
み
つ
か
る
」
と
信
じ

て
い
る
。
た
だ
、
日
本
で
必
死
に
働
い
て
、
家
族
を
養
い
、
母
国
に
送
金
し
て
い
る
両
親
の

苦
労
を
み
て
い
る
か
ら
、
「
親
と
同
じ
仕
事
に
は
つ
き
た
く
な
い
」
と
考
え
て
い
る
子
ど
も

も
い
る
。 

　
親
は
、
子
ど
も
が
将
来
も
日
本
で
生
活
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
そ

の
意
思
を
尊
重
し
て
い
る
。
中
学
生
に
も
な
れ
ば
、
一
人
前
の
人
間
と
し
て
、
子
ど
も
の
意
思

を
尊
重
す
べ
き
と
い
う
の
が
一
般
的
な
考
え
方
の
よ
う
だ
。
ま
た
、
子
ど
も
た
ち
が
母
語
よ
り

も
日
本
語
に
慣
れ
て
い
る
こ
と
も
、
当
た
り
前
の
こ
と
と
受
け
と
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
母
国

の
文
化
や
母
語
に
興
味
を
持
っ
て
、
そ
れ
を
忘
れ
て
欲
し
く
な
い
と
願
っ
て
い
る
。
子
ど
も
の

将
来
に
つ
い
て
は
、
き
ち
ん
と
勉
強
し
て
進
学
し
て
ほ
し
い
、
自
分
の
し
た
い
こ
と
を
し
て
ほ

し
い
と
考
え
て
い
る
。
あ
る
親
は
、
子
ど
も
に
、
自
分
ら
し
さ
を
出
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し

い
と
思
っ
て
い
る
。
「
日
本
で
は
、
卒
業
式
に
何
を
着
て
い
く
の
か
友
達
に
尋
ね
る
の
は
、
人

と
同
じ
格
好
を
し
て
い
き
た
い
か
ら
。
で
も
ペ
ル
ー
で
は
、
人
と
同
じ
服
を
着
な
い
た
め
に
、

何
を
着
て
い
く
の
か
を
尋
ね
る
。
子
ど
も
に
は
、
自
分
と
い
う
も
の
を
し
っ
か
り
と
出
せ
る
よ

う
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
。
」 

  

　
何
人
か
の
子
ど
も
た
ち
（
A
・
G
・
H
・
I
・
J
）
は
、
親
が
先
に
来
日
し
た
た
め
、
数
年

間
、
親
と
地
球
の
反
対
側
に
離
れ
て
暮
ら
し
た
経
験
を
も
っ
て
い
る
。
親
と
離
れ
て
暮
ら
し

た
数
年
間
は
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
心
の
傷
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
H
は
、
過
去

を
振
り
返
っ
て
「
親
と
暮
ら
し
て
い
な
か
っ
た
2
年
間
は
ど
こ
か
自
分
の
心
の
中
に
穴
が
開

い
た
よ
う
な
。
祖
父
母
と
一
緒
に
い
た
け
れ
ど
、
一
人
ぼ
っ
ち
だ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
に
毎
日
接

し
て
い
た
の
が
、
急
に
一
人
に
な
っ
た
の
で
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
」
と
語
っ
て
い
る
。 

　
日
本
で
親
と
暮
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
時
に
は
、
家
族
が
一
緒
に
暮
ら
せ
る
こ
と
へ
の
喜
び
の
反

面
、
住
み
慣
れ
た
母
国
を
離
れ
た
こ
と
や
、
新
た
な
生
活
へ
の
不
安
を
感
じ
て
い
る
。
G
は
、
来

日
し
て
母
国
の
母
親
と
別
れ
、
父
親
と
の
新
た
な
二
人
暮
ら
し
が
は
じ
ま
っ
た
が
、
そ
の
新
環
境

が
想
像
し
て
い
た
生
活
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
戸
惑
い
を
述
べ
て
い
る
。
I
と
J
の
兄
弟

は
、
長
い
間
父
親
と
離
れ
て
生
活
し
て
い
た
た
め
、
最
初
一
緒
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
と
き
に

は
、
様
々
な
問
題
が
み
ら
れ
た
。
G
は
、
父
親
と
一
緒
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
、
仕
事

が
忙
し
い
父
親
と
一
緒
に
い
る
時
間
が
少
な
く
、
寂
し
さ
を
感
じ
て
い
る
。 

　
だ
が
、
こ
う
し
た
不
安
や
寂
し
さ
も
、
時
と
と
も
に
次
第
に
解
消
し
て
い
る
よ
う
だ
。
H
の
場

合
、
弟
た
ち
が
生
ま
れ
た
こ
と
で
、
親
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
増
え
た
。
ま
た
、
大
学
に

進
学
し
て
、
親
と
離
れ
て
生
活
を
は
じ
め
て
か
ら
、
親
に
対
し
て
も
少
し
ず
つ
素
直
に
な
り
、
様

々
な
話
題
や
弟
の
教
育
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
。
親
も
こ
の
変
化
を
喜
ん
で
い
る
。
G
は
、
自
分

が
働
く
よ
う
に
な
っ
て
、
「
少
し
は
親
の
大
変
さ
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

G
の
父
親
は
、
子
ど
も
と
接
す
る
時
間
が
足
り
な
い
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
と
い
う
質
問
に

対
し
て
、
「
も
っ
と
幼
け
れ
ば
、
時
間
が
足
り
な
い
と
思
っ
た
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
今
は

大
丈
夫
だ
と
思
う
。
彼
は
一
人
で
自
分
の
こ
と
を
や
っ
て
い
る
」
と
答
え
て
い
る
。 

　
こ
れ
ら
の
子
ど
も
の
場
合
、
親
と
離
れ
て
暮
ら
し
た
経
験
が
心
の
傷
と
な
り
、
来
日
後
も
親

子
関
係
に
不
安
や
悩
み
を
抱
え
て
い
た
が
、
次
第
に
親
に
心
を
開
き
、
親
の
気
持
ち
を
理
解
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
一
方
、
親
の
側
も
、
子
ど
も
た
ち
の
そ
う
し
た
成
長
や
、

親
子
関
係
の
変
化
を
感
じ
取
っ
て
い
る
。 

  

　
今
回
の
調
査
で
は
、
国
に
よ
る
違
い
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
対
象
と
な
っ

た
家
族
の
ほ
と
ん
ど
が
熱
心
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
り
、
ま
た
、
子
ど
も
の
教
育
に
熱
心
で

あ
る
と
い
う
点
で
、
共
通
性
が
高
い
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
国
の
違
い
と
し
て
は
、
次
の
二
つ

が
み
ら
れ
た
。
第
1
に
、
「
日
本
に
来
て
い
な
け
れ
ば
、
あ
な
た
の
人
生
は
ど
う
な
っ
て
い

た
と
思
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
子
ど
も
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
は
、

「
今
み
た
い
に
勉
強
せ
ず
、
働
い
て
自
立
し
て
い
た
だ
ろ
う
」
と
答
え
た
が
、
ペ
ル
ー
人
の
子

ど
も
た
ち
の
場
合
、
「
ペ
ル
ー
に
い
て
も
今
の
よ
う
に
勉
強
し
て
い
た
と
思
う
が
、
今
の
よ
う

に
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
た
り
働
い
た
り
は
し
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
お
金
の
大
切
さ
を
理
解
で

き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
」
と
答
え
て
い
る
。
第
2
に
、
「
結
婚
す
る
と
し
た
ら
、
相
手
は
ど
こ
の

国
の
人
が
い
い
と
思
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
ほ
と
ん
ど
が
、

ブ
ラ
ジ
ル
人
と
答
え
た
が
（
言
葉
と
文
化
が
同
じ
だ
と
、
互
い
に
理
解
し
あ
え
る
）
、
ペ
ル
ー

人
は
、
理
解
し
あ
え
る
相
手
で
あ
れ
ば
、
国
や
国
籍
は
関
係
な
い
と
い
う
答
え
が
顕
著
だ
っ
た
。 

   

　
今
回
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
た
子
ど
も
の
ほ
と
ん
ど
は
、
将
来
に
明
る
い
希
望
を
も
ち
、
日

本
で
前
向
き
に
生
き
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。
親
も
子
ど
も
の
そ
う
し
た
姿
を
肯
定
的
に
受
止

め
て
お
り
、
親
子
関
係
も
良
好
で
あ
る
。
た
だ
し
、
親
と
離
れ
て
暮
ら
し
た
経
験
が
心
の
傷
に

な
っ
た
り
、
慣
れ
な
い
異
国
で
の
生
活
に
不
安
や
悩
み
を
抱
え
て
い
る
こ
と
も
、
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
親
と
の
面
接
で
も
、
「
我
が
子
と
離
れ
て
生
活
を
す
る
辛
さ
」
や
そ
れ
に
起

因
す
る
問
題
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。 

　
ま
た
、
今
回
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
た
子
ど
も
た
ち
は
、
公
立
の
学
校
に
通
い
、
将
来
に
希
望

を
持
ち
、
良
好
な
親
子
関
係
を
築
い
て
い
る
、
い
わ
ば
幸
運
な
ケ
ー
ス
と
い
え
る
。
伊
賀
市
に

は
多
く
の
ブ
ラ
ジ
ル
人
、
ペ
ル
ー
人
の
子
ど
も
た
ち
が
暮
ら
し
て
お
り
、
中
に
は
、
学
校
に
通

う
こ
と
が
で
き
ず
、
仕
事
に
も
就
か
ず
、
将
来
の
明
る
い
展
望
を
も
て
な
い
子
ど
も
た
ち
も
い

る
。
そ
う
し
た
子
ど
も
た
ち
の
将
来
像
に
つ
い
て
も
調
べ
て
み
る
こ
と
が
重
要
だ
ろ
う
。 

　
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
伊
賀
市
で
は
、
多
く
の
外
国
人
が
暮
ら
し
て
い
る
。
外
国
人
の

子
ど
も
た
ち
の
多
く
は
、
様
々
な
不
安
や
悩
み
を
抱
え
つ
つ
も
、
将
来
も
日
本
で
生
き
て
い
く

こ
と
を
選
択
し
て
い
る
。 

　
外
国
人
の
子
ど
も
た
ち
の
誰
も
が
、
地
域
の
中
で
希
望
を
も
っ
て
暮
ら
し
て
い
け
る
よ
う
に

な
る
こ
と
を
願
う
。 
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表 1　伊賀上野飛行場を知っているか 

表 2　上野爆撃を知っているか 

表 3　飛行場と上野爆撃の記憶の相関性 

飛行場 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

合計 

合計 

度数 

135 

43 

178

38 

136 

174

173 

179 

352

上野 
爆撃 

　-19 

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79

上野爆撃 

はい いいえ 合計 

合計 

度数 

22 

8 

22 

7 

16 

48 

42 

8 

173

41 

19 

36 

25 

22 

21 

10 

5 

179

63 

27 

58 

32 

38 

69 

52 

13 

352

80-

63 

27 

58 

32 

38 

69 

52 

13 

352

56 

19 

36 

20 

16 

19 

6 

2 

174

7 

8 

22 

12 

22 

50 

46 

11 

178

　-19 

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79

飛行場 

はい いいえ 合計 

合計 

度数 

80-

   

　
昨
年
、
日
本
は
終
戦
か
ら
60
周
年
を
迎
え
た
。
戦
争

を
知
る
世
代
が
高
齢
化
す
る
一
方
、
若
い
世
代
へ
の
記

憶
の
継
承
は
進
ん
で
い
な
い
。
広
島
市
な
ど
で
行
わ
れ

た
調
査
で
も
、
原
爆
投
下
日
を
正
し
く
答
え
ら
れ
な
い

人
の
割
合
が
増
え
て
き
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
一

方
で
、
戦
争
は
お
茶
の
間
に
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
届
く
よ

う
に
な
っ
た
。
銃
声
が
鳴
り
響
く
戦
場
か
ら
映
像
が
送

ら
れ
、
夜
空
を
焦
が
す
戦
場
の
火
を
バ
ッ
ク
に
生
中
継

で
ニ
ュ
ー
ス
報
道
が
な
さ
れ
る
。
そ
こ
で
起
き
て
い
る

こ
と
は
紛
れ
も
な
く
戦
争
で
あ
る
が
、
テ
レ
ビ
の
こ
ち

ら
側
で
は
映
画
で
も
見
て
い
る
よ
う
な
錯
覚
に
陥
り
か

ね
な
い
。
現
代
で
は
映
画
と
現
実
の
境
界
線
は
薄
れ
、

リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
喪
失
が
起
き
て
い
る
。 

　
と
こ
ろ
で
、
日
本
が
経
験
し
た
先
の
戦
争
は
す
で
に
歴
史
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。
と
も
す
れ

ば
受
験
の
た
め
の
知
識
に
な
り
か
ね
な
い
状
況
だ
。 

　
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
失
わ
れ
た
個
々
の
尊
い
命
さ
え
、
数
字
で
扱
わ
れ
て
し
ま
う
。
こ
う

し
て
喪
失
し
て
い
く
現
実
感
を
再
生
産
す
る
手
段
の
一
つ
が
、
戦
中
戦
後
の
経
験
談
を
反
面
教
師

と
し
て
用
い
る
手
法
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
知
識
と
し
て
戦
争
は
よ
く
な
い
と
い
う
こ
と
を
教
え

る
の
で
は
な
い
。
過
去
を
知
り
、
そ
こ
か
ら
思
考
を
経
て
、
戦
争
は
よ
く
な
い
と
自
発
的
に
考
え

る
プ
ロ
セ
ス
が
大
切
だ
。 

　
当
時
の
資
料
と
人
々
の
体
験
を
基
に
し
た
平
和
活
動
の
実
践
は
、
広
島
や
長
崎
、
沖
縄
に
お
い
て

成
功
を
収
め
て
き
て
い
る
。で
は
、
郷
土
の
戦
争
記
憶
は
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。 

   

　
過
去
の
戦
争
を
教
訓
に
変
え
る
と
き
、
二
つ
の
側
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
は
戦
闘
そ
の
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
市
民
生
活
で
あ
る
。 

　
太
平
洋
戦
争
末
期
、
現
在
の
伊
賀
市
緑
ヶ
丘
に
は
海
軍
伊
賀
上
野
飛
行
場
と
い
う
小
規
模
な

飛
行
場
が
あ
っ
た
。
上
野
城
の
敷
地
内
に
も
地
下
壕
が
掘
ら
れ
、
司
令
所
に
な
っ
て
い
た
。
本

土
決
戦
に
お
い
て
空
襲
に
よ
る
被
害
を
最
小
限
に
す
る
た
め
、
大
規
模
な
飛
行
場
の
戦
力
を
分

散
さ
せ
る
た
め
補
助
的
に
作
ら
れ
た
数
多
く
の
飛
行
場
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ

軍
の
攻
撃
は
小
規
模
な
飛
行
場
に
も
お
よ
び
、
伊
賀
上
野
飛
行
場
も
一
九
四
五
年
七
月
二
五
日

に
爆
撃
を
受
け
て
い
る
。
伊
賀
上
野
地
域
は
、
他
に
も
数
回
の
爆
撃
を
受
け
、
近
鉄
伊
賀
線
の

電
車
が
機
銃
掃
射
を
受
け
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
空
中
戦
で
ア
メ
リ
カ
軍
機
が
撃
墜
さ
れ

て
い
る
。 

　
飛
行
場
へ
の
爆
撃
で
は
多
く
の
負
傷
者
が
出
た
そ
う
だ
。
当
時
を
知
る
人
は
、
付
近
の
家
々

の
ガ
ラ
ス
が
割
れ
、
負
傷
者
が
大
八
車
で
病
院
に
次
々
と
運
ば
れ
、
か
な
り
混
乱
し
て
い
た
と

話
す
。
津
や
山
田
（
伊
勢
市
）
な
ど
の
市
街
地
空
襲
で
は
焼
夷
弾
が
用
い
ら
れ
た
が
、
伊
賀
上

野
飛
行
場
に
は
通
常
爆
弾
が
使
用
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
大
規
模
な
火
災
は
起
き
な
か
っ
た
そ

う
だ
が
、
そ
の
爆
発
音
は
忘
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
。 

　
現
在
、
飛
行
場
跡
は
小
中
学
校
や
工
場
に
、
付
近
は
団
地
に
な
っ
て
い
る
。
名
阪
国
道

を
挟
ん
で
南
側
に
飛
行
機
を
隠
す
た
め
の
穴
「
掩
体
壕
」
の
跡
が
わ
ず
か
に
残
る
だ
け
で

あ
る
。
最
初
に
、
記
憶
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
し
た
が
、
戦
争
の
イ
メ
ー
ジ
や
飛
行
場･

爆

撃
の
記
憶
が
ど
れ
ほ
ど
風
化
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
2
0
0
5
年
8
月
に
伊
賀
市
が
催
し

た
戦
争
展
の
会
場
と
市
内
数
ヶ
所
で
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
っ
た
。 

　
表
1
〜
3
は
、
伊
賀
上
野
飛
行
場
と
爆
撃
に
つ
い
て
、
ど
れ
ほ
ど
の
人
が
知
っ
て
い
る
か

に
つ
い
て
集
計
し
た
も
の
だ
（
表
1
と
表
2
は
年
齢
層
別
に
集
計
し
て
い
る
が
、
年
齢
層
間

で
サ
ン
プ
ル
数
に
差
が
あ
る
の
で
、
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
）
。
両
方
の
項
目
と
も
、
年

齢
が
下
が
る
に
つ
れ
て
知
る
人
数
が
ほ
ぼ
右
肩
下
が
り
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
表
1
を
見
る

と
、
伊
賀
上
野
飛
行
場
を
知
る
人
と
知
ら
な
い
人
の
数
が
、
50
歳
を
境
に
逆
転
す
る
。
表
2
の

上
野
爆
撃
で
は
逆
転
の
境
が
60
歳
に
な
っ
た
。
こ
の
差
は
、
飛
行
場
跡
地
に
工
場
が
で
き
た
の

が
一
九
五
九
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
戦
争
の
記
憶
を
持
た
な
い
50
歳
代
の
中
に
も
飛
行
場
の
跡

地
の
記
憶
は
持
つ
と
い
う
グ
ル
ー
プ
が
存
在
す
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
表
3
か
ら
は
、
飛
行

場
と
爆
撃
の
記
憶
の
相
関
性
が
読
み
取
れ
る
。
両
方
に
つ
い
て
「
は
い
」
も
し
く
は
「
い
い
え
」

と
同
じ
選
択
肢
を
選
ん
だ
割
合
が
非
常
に
高
い
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
か
ら
、
飛
行
場
と
爆
撃

の
両
方
の
記
憶
は
同
時
に
伝
わ
っ
て
い
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
。 

　
今
回
の
調
査
で
は
、
残
念
な
が
ら
居
住
地
な
ど
に
関
し
て
詳
し
い
調
査
を
行
え
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
戦
中
か
ら
旧
上
野
市
内
に
住
み
続
け
て
い
る
家
庭
の
人
と
、
結
婚
や
転
勤
な
ど
で

移
っ
て
き
た
家
庭
の
人
を
正
確
に
比
較
で
き
な
い
。
し
か
し
ア
ン
ケ
ー
ト
と
同
時
に
行
っ
た
聞

き
取
り
調
査
の
結
果
か
ら
、
住
み
続
け
て
い
る
家
庭
で
は
、
知
る
者
の
割
合
が
増
え
る
と
推
論

で
き
た
。 

   

　
市
民
生
活
の
観
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
行
政
の
活
動
か
ら
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
。
伊
賀

市
は
8
月
に
、
戦
後
60
年
の
節
目
と
し
て
、
10
年
前
の
戦
後
50
年
以
来
の
戦
争
展
を
行
っ
た
。

こ
れ
は
、
市
民
の
持
つ
、
戦
争
や
当
時
の
生
活
に
関
わ
る
品
を
集
め
て
展
示
し
た
も
の
で
、
伊

賀
市
役
所
で
催
さ
れ
た
。
出
征
兵
士
を
見
送
る
際
の
幟
や
兵
士
の
無
事
を
祈
っ
て
作
ら
れ
た
千

人
針
、
軍
服
、
手
紙
な
ど
と
い
っ
た
戦
争
関
連
の
品
か
ら
、
鞄
や
精
米
用
の
一
升
瓶
な
ど
当
時

の
生
活
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
品
ま
で
、
数
百
点
が
展
示
さ
れ
た
。 

　
戦
争
を
テ
ー
マ
に
し
た
博
物
館
・
資
料
館
を
基
準
に
す
れ
ば
、
戦
闘
に
関
わ
る
展
示
は
少
な

く
、
郷
土
資
料
館
に
近
い
形
で
は
あ
っ
た
が
、
伊
賀
地
域
の
市
民
生
活
の
中
に
も
戦
争
の
影
響

が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
た
。
一
市
民
の
立
場
で
の
戦
争
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
か
を
知
る
た
め
に
は
非
常
に
よ
い
企
画
だ
と
い
う
来
場
者
の
感
想
も
あ
っ
た
。 

　
今
回
特
筆
す
べ
き
は
、
展
示
品
の
多
く
が
、
今
回
の
展
示
の
た
め
に
市
民
か
ら
集
め
ら
れ
た

も
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
中
に
は
、
戦
死
し
た
人
の
形
見
の
品
と
し
て
遺
族
が
持
っ
て
い
た
遺

品
な
ど
も
含
ま
れ
る
。
致
し
方
の
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
「
自
分
が
死
ん
だ
ら
遺
品
を
一
緒

に
棺
に
納
め
て
ほ
し
い
」
と
い
う
方
も
お
り
、
記
憶
と
共
に
大
切
な
資
料
が
失
わ
れ
る
こ
と
も

あ
り
そ
う
だ
。 

　
ま
た
、
私
自
身
も
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
た
め
、
数
回
、
会
場
に
足
を
運
ん
だ
。
会
場
で
は
当
時

を
懐
か
し
む
高
齢
者
か
ら
、
親
子
連
れ
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
世
代
の
人
か
ら
お
話
を
伺
っ
た
が
、

中
学
生
の
「
初
め
て
見
た
。
戦
争
は
よ
く
な
い
と
よ
く
言
わ
れ
る
け
れ
ど
、
意
味
が
分
か
っ

た
。
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
と
お
り
、
知
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
は
大
切
で
あ
る
。 

　
平
和
が
良
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
誰
も
が
潜
在
的
に
持
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
し
か

し
、
平
和
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
実
感
を
持
つ
こ
と
は
簡
単
で
は
な
い
。
体
験
型
の
平
和
学

習
が
見
直
さ
れ
、
様
々
な
手
法
が
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
中
で
も
「
見
て･

触
れ
て･

考

え
る
」
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

　
旧
上
野
市
の
教
職
員
の
有
志
は
数
年
前
、
『
上
野
に
も
戦
争
が
あ
っ
た
』
と
い
う
テ
ー
マ
の

教
材
ビ
デ
オ
を
製
作
し
た
。
郷
土
の
戦
争
を
伝
え
、
活
か
す
た
め
の
活
動
だ
。 

   

　
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
中
で
、
戦
争
の
話
を
誰
か
ら
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
か
に
つ
い
て
も
質
問
し

た
。
結
果
は
、
家
族
と
い
う
答
え
が
最
も
多
か
っ
た
。
中
高
年
で
は
父
母
、
若
い
世
代
で
は
祖
父

母
の
答
え
が
多
く
、
祖
父
母
か
ら
父
母
を
通
し
て
子
に
伝
わ
る
ケ
ー
ス
は
少
な
い
よ
う
だ
。
こ
れ

は
、
記
憶
の
断
絶
を
意
味
す
る
。
現
状
で
は
経
験
者
に
よ
る
直
接
的
な
継
承
が
多
く
、
聞
い
た
話

を
伝
え
る
間
接
的
な
継
承
は
少
な
い
が
、
こ
れ

か
ら
、
直
接
継
承
で
き
る
者
は
さ
ら
に
減
る
事

は
避
け
ら
れ
な
い
。
よ
っ
て
、
間
接
的
体
験
継

承
が
重
要
性
を
増
す
だ
ろ
う
。 

　
戦
争
経
験
を
持
つ
70
歳
以
上
の
25
人
か
ら
の

聞
き
取
り
で
は
、
自
ら
の
経
験
談
を
孫
な
ど
に

伝
え
た
も
し
く
は
伝
え
て
い
き
た
い
と
い
う
人

が
22
人
に
上
っ
た
。
し
か
し
、
学
校
や
地
域

で
、
伝
え
る
活
動
を
行
っ
て
も
よ
い
か
と
い

う
質
問
に
対
し
て
「
は
い
」
と
答
え
た
の
は

わ
ず
か
に
8
人
だ
っ
た
。
「
恥
ず
か
し
い
」

「
話
す
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
」
な
ど
が
「
い

い
え
」
の
理
由
と
し
て
上
が
っ
た
。 

　
今
、
地
域
と
の
つ
な
が
り
の
希
薄
化
や
、
核

家
族
化
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
中
で
、
こ
の
よ

う
な
継
承
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
受
け
て
い
る

だ
ろ
う
。
記
憶
の
風
化
は
長
い
目
で
見
れ
ば
当

然
避
け
ら
れ
な
い
。 

　
広
島
に
は
原
爆
ド
ー
ム
と
い
う
シ
ン
ボ
リ
ッ

ク
な
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が
中
心
に
あ
り
、
被
爆
体

験
を
語
り
継
ぐ
運
動
を
し
て
い
る
団
体
が
10
団

体
以
上
あ
る
。
規
模
や
手
法
と
い
う
点
で
は
同
じ
活
動
は
困
難
だ
。 

　
し
か
し
伊
賀
市
に
も
、
飛
行
場
と
爆
撃
と
い
う
事
実
が
あ
り
、
さ
ら
に
戦
争
展
を
実
行
す
る

行
政
と
、
協
力
し
て
展
示
品
を
提
供
し
た
市
民
、
経
験
談
を
伝
え
た
い
意
志
を
持
つ
経
験
者
も

い
る
。
草
の
根
の
活
動
に
な
る
が
、
ま
ず
は
一
言
、
親
か
ら
子
へ
、
子
か
ら
孫
へ
、
ま
た
、
地

元
の
子
供
た
ち
へ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
体
験
を
話
し
て
い
く
こ
と
が
、
戦
争
と
い
う
悲
惨
な
出
来

事
を
無
駄
に
し
な
い
た
め
に
大
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
戦
争
の
爪
あ
と
は
「
負
の
遺
産
」
と

呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、
「
負
」
を
糧
と
し
て
平
和
へ
の
意
識
へ
と
昇
華
さ
せ
る
こ

と
は
、
広
島･

長
崎
で
も
行
わ
れ
て
き
た
。 

　
歴
史
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
過
去
の
過
ち
を
繰
り
返
さ
ぬ
た
め
に
、
ま
ず
は
郷
土
が
持
つ
「
負

の
記
憶
」
を
掘
り
お
こ
し
、
活
か
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

　
先
日
、
津
市
内
に
残
る
戦
争
遺
跡
の
一
つ
で
、
小
さ
な
孫
に
語
り
か
け
る
高
齢
の
女
性
に
出

会
っ
た
。
爆
弾
で
欠
け
た
墓
石
を
指
差
し
な
が
ら
、 

　
「
こ
れ
は
昔
、
戦
争
が
あ
っ
て
、
爆
弾
で
壊
れ
た
ん
だ
よ
」 

　
「
え
ー
？
う
そ
だ
〜
」 

一
人
一
人
の
意
識
が
、
少
し
で
も
記
憶
の
風
化
を
止
め
て
く
れ
る
こ
と
を
願
い
た
い
。 
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表 1　伊賀上野飛行場を知っているか 

表 2　上野爆撃を知っているか 

表 3　飛行場と上野爆撃の記憶の相関性 

飛行場 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

合計 

合計 

度数 

135 

43 

178

38 

136 

174

173 

179 

352

上野 
爆撃 

　-19 

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79

上野爆撃 

はい いいえ 合計 

合計 

度数 

22 

8 

22 

7 

16 

48 

42 

8 

173

41 

19 

36 

25 

22 

21 

10 

5 

179

63 

27 

58 

32 

38 

69 

52 

13 

352

80-

63 

27 

58 

32 

38 

69 

52 

13 

352

56 

19 

36 

20 

16 

19 

6 

2 

174

7 

8 

22 

12 

22 

50 

46 

11 

178

　-19 

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79

飛行場 

はい いいえ 合計 

合計 

度数 

80-

   

　
昨
年
、
日
本
は
終
戦
か
ら
60
周
年
を
迎
え
た
。
戦
争

を
知
る
世
代
が
高
齢
化
す
る
一
方
、
若
い
世
代
へ
の
記

憶
の
継
承
は
進
ん
で
い
な
い
。
広
島
市
な
ど
で
行
わ
れ

た
調
査
で
も
、
原
爆
投
下
日
を
正
し
く
答
え
ら
れ
な
い

人
の
割
合
が
増
え
て
き
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
一

方
で
、
戦
争
は
お
茶
の
間
に
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
届
く
よ

う
に
な
っ
た
。
銃
声
が
鳴
り
響
く
戦
場
か
ら
映
像
が
送

ら
れ
、
夜
空
を
焦
が
す
戦
場
の
火
を
バ
ッ
ク
に
生
中
継

で
ニ
ュ
ー
ス
報
道
が
な
さ
れ
る
。
そ
こ
で
起
き
て
い
る

こ
と
は
紛
れ
も
な
く
戦
争
で
あ
る
が
、
テ
レ
ビ
の
こ
ち

ら
側
で
は
映
画
で
も
見
て
い
る
よ
う
な
錯
覚
に
陥
り
か

ね
な
い
。
現
代
で
は
映
画
と
現
実
の
境
界
線
は
薄
れ
、

リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
喪
失
が
起
き
て
い
る
。 

　
と
こ
ろ
で
、
日
本
が
経
験
し
た
先
の
戦
争
は
す
で
に
歴
史
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。
と
も
す
れ

ば
受
験
の
た
め
の
知
識
に
な
り
か
ね
な
い
状
況
だ
。 

　
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
失
わ
れ
た
個
々
の
尊
い
命
さ
え
、
数
字
で
扱
わ
れ
て
し
ま
う
。
こ
う

し
て
喪
失
し
て
い
く
現
実
感
を
再
生
産
す
る
手
段
の
一
つ
が
、
戦
中
戦
後
の
経
験
談
を
反
面
教
師

と
し
て
用
い
る
手
法
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
知
識
と
し
て
戦
争
は
よ
く
な
い
と
い
う
こ
と
を
教
え

る
の
で
は
な
い
。
過
去
を
知
り
、
そ
こ
か
ら
思
考
を
経
て
、
戦
争
は
よ
く
な
い
と
自
発
的
に
考
え

る
プ
ロ
セ
ス
が
大
切
だ
。 

　
当
時
の
資
料
と
人
々
の
体
験
を
基
に
し
た
平
和
活
動
の
実
践
は
、
広
島
や
長
崎
、
沖
縄
に
お
い
て

成
功
を
収
め
て
き
て
い
る
。で
は
、
郷
土
の
戦
争
記
憶
は
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。 

   

　
過
去
の
戦
争
を
教
訓
に
変
え
る
と
き
、
二
つ
の
側
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
は
戦
闘
そ
の
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
市
民
生
活
で
あ
る
。 

　
太
平
洋
戦
争
末
期
、
現
在
の
伊
賀
市
緑
ヶ
丘
に
は
海
軍
伊
賀
上
野
飛
行
場
と
い
う
小
規
模
な

飛
行
場
が
あ
っ
た
。
上
野
城
の
敷
地
内
に
も
地
下
壕
が
掘
ら
れ
、
司
令
所
に
な
っ
て
い
た
。
本

土
決
戦
に
お
い
て
空
襲
に
よ
る
被
害
を
最
小
限
に
す
る
た
め
、
大
規
模
な
飛
行
場
の
戦
力
を
分

散
さ
せ
る
た
め
補
助
的
に
作
ら
れ
た
数
多
く
の
飛
行
場
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ

軍
の
攻
撃
は
小
規
模
な
飛
行
場
に
も
お
よ
び
、
伊
賀
上
野
飛
行
場
も
一
九
四
五
年
七
月
二
五
日

に
爆
撃
を
受
け
て
い
る
。
伊
賀
上
野
地
域
は
、
他
に
も
数
回
の
爆
撃
を
受
け
、
近
鉄
伊
賀
線
の

電
車
が
機
銃
掃
射
を
受
け
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
空
中
戦
で
ア
メ
リ
カ
軍
機
が
撃
墜
さ
れ

て
い
る
。 

　
飛
行
場
へ
の
爆
撃
で
は
多
く
の
負
傷
者
が
出
た
そ
う
だ
。
当
時
を
知
る
人
は
、
付
近
の
家
々

の
ガ
ラ
ス
が
割
れ
、
負
傷
者
が
大
八
車
で
病
院
に
次
々
と
運
ば
れ
、
か
な
り
混
乱
し
て
い
た
と

話
す
。
津
や
山
田
（
伊
勢
市
）
な
ど
の
市
街
地
空
襲
で
は
焼
夷
弾
が
用
い
ら
れ
た
が
、
伊
賀
上

野
飛
行
場
に
は
通
常
爆
弾
が
使
用
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
大
規
模
な
火
災
は
起
き
な
か
っ
た
そ

う
だ
が
、
そ
の
爆
発
音
は
忘
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
。 

　
現
在
、
飛
行
場
跡
は
小
中
学
校
や
工
場
に
、
付
近
は
団
地
に
な
っ
て
い
る
。
名
阪
国
道

を
挟
ん
で
南
側
に
飛
行
機
を
隠
す
た
め
の
穴
「
掩
体
壕
」
の
跡
が
わ
ず
か
に
残
る
だ
け
で

あ
る
。
最
初
に
、
記
憶
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
し
た
が
、
戦
争
の
イ
メ
ー
ジ
や
飛
行
場･

爆

撃
の
記
憶
が
ど
れ
ほ
ど
風
化
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
2
0
0
5
年
8
月
に
伊
賀
市
が
催
し

た
戦
争
展
の
会
場
と
市
内
数
ヶ
所
で
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
っ
た
。 

　
表
1
〜
3
は
、
伊
賀
上
野
飛
行
場
と
爆
撃
に
つ
い
て
、
ど
れ
ほ
ど
の
人
が
知
っ
て
い
る
か

に
つ
い
て
集
計
し
た
も
の
だ
（
表
1
と
表
2
は
年
齢
層
別
に
集
計
し
て
い
る
が
、
年
齢
層
間

で
サ
ン
プ
ル
数
に
差
が
あ
る
の
で
、
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
）
。
両
方
の
項
目
と
も
、
年

齢
が
下
が
る
に
つ
れ
て
知
る
人
数
が
ほ
ぼ
右
肩
下
が
り
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
表
1
を
見
る

と
、
伊
賀
上
野
飛
行
場
を
知
る
人
と
知
ら
な
い
人
の
数
が
、
50
歳
を
境
に
逆
転
す
る
。
表
2
の

上
野
爆
撃
で
は
逆
転
の
境
が
60
歳
に
な
っ
た
。
こ
の
差
は
、
飛
行
場
跡
地
に
工
場
が
で
き
た
の

が
一
九
五
九
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
戦
争
の
記
憶
を
持
た
な
い
50
歳
代
の
中
に
も
飛
行
場
の
跡

地
の
記
憶
は
持
つ
と
い
う
グ
ル
ー
プ
が
存
在
す
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
表
3
か
ら
は
、
飛
行

場
と
爆
撃
の
記
憶
の
相
関
性
が
読
み
取
れ
る
。
両
方
に
つ
い
て
「
は
い
」
も
し
く
は
「
い
い
え
」

と
同
じ
選
択
肢
を
選
ん
だ
割
合
が
非
常
に
高
い
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
か
ら
、
飛
行
場
と
爆
撃

の
両
方
の
記
憶
は
同
時
に
伝
わ
っ
て
い
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
。 

　
今
回
の
調
査
で
は
、
残
念
な
が
ら
居
住
地
な
ど
に
関
し
て
詳
し
い
調
査
を
行
え
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
戦
中
か
ら
旧
上
野
市
内
に
住
み
続
け
て
い
る
家
庭
の
人
と
、
結
婚
や
転
勤
な
ど
で

移
っ
て
き
た
家
庭
の
人
を
正
確
に
比
較
で
き
な
い
。
し
か
し
ア
ン
ケ
ー
ト
と
同
時
に
行
っ
た
聞

き
取
り
調
査
の
結
果
か
ら
、
住
み
続
け
て
い
る
家
庭
で
は
、
知
る
者
の
割
合
が
増
え
る
と
推
論

で
き
た
。 

   

　
市
民
生
活
の
観
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
行
政
の
活
動
か
ら
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
。
伊
賀

市
は
8
月
に
、
戦
後
60
年
の
節
目
と
し
て
、
10
年
前
の
戦
後
50
年
以
来
の
戦
争
展
を
行
っ
た
。

こ
れ
は
、
市
民
の
持
つ
、
戦
争
や
当
時
の
生
活
に
関
わ
る
品
を
集
め
て
展
示
し
た
も
の
で
、
伊

賀
市
役
所
で
催
さ
れ
た
。
出
征
兵
士
を
見
送
る
際
の
幟
や
兵
士
の
無
事
を
祈
っ
て
作
ら
れ
た
千

人
針
、
軍
服
、
手
紙
な
ど
と
い
っ
た
戦
争
関
連
の
品
か
ら
、
鞄
や
精
米
用
の
一
升
瓶
な
ど
当
時

の
生
活
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
品
ま
で
、
数
百
点
が
展
示
さ
れ
た
。 

　
戦
争
を
テ
ー
マ
に
し
た
博
物
館
・
資
料
館
を
基
準
に
す
れ
ば
、
戦
闘
に
関
わ
る
展
示
は
少
な

く
、
郷
土
資
料
館
に
近
い
形
で
は
あ
っ
た
が
、
伊
賀
地
域
の
市
民
生
活
の
中
に
も
戦
争
の
影
響

が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
た
。
一
市
民
の
立
場
で
の
戦
争
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
か
を
知
る
た
め
に
は
非
常
に
よ
い
企
画
だ
と
い
う
来
場
者
の
感
想
も
あ
っ
た
。 

　
今
回
特
筆
す
べ
き
は
、
展
示
品
の
多
く
が
、
今
回
の
展
示
の
た
め
に
市
民
か
ら
集
め
ら
れ
た

も
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
中
に
は
、
戦
死
し
た
人
の
形
見
の
品
と
し
て
遺
族
が
持
っ
て
い
た
遺

品
な
ど
も
含
ま
れ
る
。
致
し
方
の
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
「
自
分
が
死
ん
だ
ら
遺
品
を
一
緒

に
棺
に
納
め
て
ほ
し
い
」
と
い
う
方
も
お
り
、
記
憶
と
共
に
大
切
な
資
料
が
失
わ
れ
る
こ
と
も

あ
り
そ
う
だ
。 

　
ま
た
、
私
自
身
も
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
た
め
、
数
回
、
会
場
に
足
を
運
ん
だ
。
会
場
で
は
当
時

を
懐
か
し
む
高
齢
者
か
ら
、
親
子
連
れ
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
世
代
の
人
か
ら
お
話
を
伺
っ
た
が
、

中
学
生
の
「
初
め
て
見
た
。
戦
争
は
よ
く
な
い
と
よ
く
言
わ
れ
る
け
れ
ど
、
意
味
が
分
か
っ

た
。
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
と
お
り
、
知
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
は
大
切
で
あ
る
。 

　
平
和
が
良
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
誰
も
が
潜
在
的
に
持
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
し
か

し
、
平
和
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
実
感
を
持
つ
こ
と
は
簡
単
で
は
な
い
。
体
験
型
の
平
和
学

習
が
見
直
さ
れ
、
様
々
な
手
法
が
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
中
で
も
「
見
て･

触
れ
て･

考

え
る
」
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

　
旧
上
野
市
の
教
職
員
の
有
志
は
数
年
前
、
『
上
野
に
も
戦
争
が
あ
っ
た
』
と
い
う
テ
ー
マ
の

教
材
ビ
デ
オ
を
製
作
し
た
。
郷
土
の
戦
争
を
伝
え
、
活
か
す
た
め
の
活
動
だ
。 

   

　
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
中
で
、
戦
争
の
話
を
誰
か
ら
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
か
に
つ
い
て
も
質
問
し

た
。
結
果
は
、
家
族
と
い
う
答
え
が
最
も
多
か
っ
た
。
中
高
年
で
は
父
母
、
若
い
世
代
で
は
祖
父

母
の
答
え
が
多
く
、
祖
父
母
か
ら
父
母
を
通
し
て
子
に
伝
わ
る
ケ
ー
ス
は
少
な
い
よ
う
だ
。
こ
れ

は
、
記
憶
の
断
絶
を
意
味
す
る
。
現
状
で
は
経
験
者
に
よ
る
直
接
的
な
継
承
が
多
く
、
聞
い
た
話

を
伝
え
る
間
接
的
な
継
承
は
少
な
い
が
、
こ
れ

か
ら
、
直
接
継
承
で
き
る
者
は
さ
ら
に
減
る
事

は
避
け
ら
れ
な
い
。
よ
っ
て
、
間
接
的
体
験
継

承
が
重
要
性
を
増
す
だ
ろ
う
。 

　
戦
争
経
験
を
持
つ
70
歳
以
上
の
25
人
か
ら
の

聞
き
取
り
で
は
、
自
ら
の
経
験
談
を
孫
な
ど
に

伝
え
た
も
し
く
は
伝
え
て
い
き
た
い
と
い
う
人

が
22
人
に
上
っ
た
。
し
か
し
、
学
校
や
地
域

で
、
伝
え
る
活
動
を
行
っ
て
も
よ
い
か
と
い

う
質
問
に
対
し
て
「
は
い
」
と
答
え
た
の
は

わ
ず
か
に
8
人
だ
っ
た
。
「
恥
ず
か
し
い
」

「
話
す
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
」
な
ど
が
「
い

い
え
」
の
理
由
と
し
て
上
が
っ
た
。 

　
今
、
地
域
と
の
つ
な
が
り
の
希
薄
化
や
、
核

家
族
化
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
中
で
、
こ
の
よ

う
な
継
承
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
受
け
て
い
る

だ
ろ
う
。
記
憶
の
風
化
は
長
い
目
で
見
れ
ば
当

然
避
け
ら
れ
な
い
。 

　
広
島
に
は
原
爆
ド
ー
ム
と
い
う
シ
ン
ボ
リ
ッ

ク
な
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が
中
心
に
あ
り
、
被
爆
体

験
を
語
り
継
ぐ
運
動
を
し
て
い
る
団
体
が
10
団

体
以
上
あ
る
。
規
模
や
手
法
と
い
う
点
で
は
同
じ
活
動
は
困
難
だ
。 

　
し
か
し
伊
賀
市
に
も
、
飛
行
場
と
爆
撃
と
い
う
事
実
が
あ
り
、
さ
ら
に
戦
争
展
を
実
行
す
る

行
政
と
、
協
力
し
て
展
示
品
を
提
供
し
た
市
民
、
経
験
談
を
伝
え
た
い
意
志
を
持
つ
経
験
者
も

い
る
。
草
の
根
の
活
動
に
な
る
が
、
ま
ず
は
一
言
、
親
か
ら
子
へ
、
子
か
ら
孫
へ
、
ま
た
、
地

元
の
子
供
た
ち
へ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
体
験
を
話
し
て
い
く
こ
と
が
、
戦
争
と
い
う
悲
惨
な
出
来

事
を
無
駄
に
し
な
い
た
め
に
大
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
戦
争
の
爪
あ
と
は
「
負
の
遺
産
」
と

呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、
「
負
」
を
糧
と
し
て
平
和
へ
の
意
識
へ
と
昇
華
さ
せ
る
こ

と
は
、
広
島･

長
崎
で
も
行
わ
れ
て
き
た
。 

　
歴
史
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
過
去
の
過
ち
を
繰
り
返
さ
ぬ
た
め
に
、
ま
ず
は
郷
土
が
持
つ
「
負

の
記
憶
」
を
掘
り
お
こ
し
、
活
か
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

　
先
日
、
津
市
内
に
残
る
戦
争
遺
跡
の
一
つ
で
、
小
さ
な
孫
に
語
り
か
け
る
高
齢
の
女
性
に
出

会
っ
た
。
爆
弾
で
欠
け
た
墓
石
を
指
差
し
な
が
ら
、 

　
「
こ
れ
は
昔
、
戦
争
が
あ
っ
て
、
爆
弾
で
壊
れ
た
ん
だ
よ
」 

　
「
え
ー
？
う
そ
だ
〜
」 

一
人
一
人
の
意
識
が
、
少
し
で
も
記
憶
の
風
化
を
止
め
て
く
れ
る
こ
と
を
願
い
た
い
。 
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自
己
の
健
康
に
対
す
る
意
識
の
高
ま

り
の
中
、
日
々
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
や
山

へ
の
ハ
イ
キ
ン
グ
な
ど
、
「
歩
く
こ

と
」
が
非
常
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。
健

康
づ
く
り
が
重
要
視
さ
れ
る
社
会
的
背

景
に
は
、
高
度
経
済
成
長
期
か
ら
安
定

性
の
あ
る
時
代
へ
移
行
し
、
物
質
的
な

豊
さ
の
達
成
と
余
暇
の
確
保
の
中
で
、

運
動
不
足
と
生
活
習
慣
病
が
懸
念
さ
れ

て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
少
子
高
齢
社
会

を
む
か
え
社
会
保
障
な
ど
の
問
題
が

増
大
し
、
自
分
の
体
は
自
分
で
守
る
と

い
う
意
識
が
高
ま
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
る
。
ま
た
、
健
康
と
は
身
体
面
だ
け
で
な
く
精
神
面
の
充
実
も
大
切
で
あ
り
、
生
活
の

質
（Q

O
L
=Q
u
a
lity
 O
f L
ife

）
の
向
上
が
盛
ん
に
言
わ
れ
る
な
ど
、
体
を
動
か
す
こ
と
で
ス

ト
レ
ス
解
消
な
ど
の
精
神
的
充
足
を
得
る
こ
と
に
着
目
さ
れ
た
こ
と
も
大
き
い
と
考
え
る
。 

　
特
に
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
は
、
手
軽
に
行
な
え
る
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
中
高
年
齢
層
を
中
心
と

し
て
人
気
が
高
い
。
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
主
な
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
誰
に
で
も
で
き
る
こ
と
、

安
全
性
が
高
い
こ
と
、
お
金
が
か
か
ら
な
い
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
継
続
的
に
行
う
こ

と
に
よ
り
生
活
習
慣
病
の
予
防
・
改
善
に
効
果
的
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
現
在
、

全
国
各
地
で
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
時
間
帯
を
問
わ

ず
個
人
で
習
慣
と
し
て
歩
い
て
い
る
人
も
多
く
見
か
け
る
。
本
稿
で
は
、
上
野
地
域
に
お

け
る
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
参
加
者
の
動
向
か
ら
、
日
常
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
と
の
関
係

を
分
析
し
、
地
域
に
根
差
し
た
健
康
づ
く
り
を
よ
り
活
性
化
さ
せ
る
た
め
の
要
素
を
導
き

出
し
た
い
と
思
う
。 

   

　
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
・
ト
レ
イ
ル
事
業
と
は
、
「
歩
い
て
楽
し
い
道
づ
く
り
」
を
目
指
し
、
国

土
交
通
省
が
平
成
八
年
よ
り
始
め
た
事
業
で
、
各
地
域
の
も
つ
自
然
や
歴
史
・
文
化
的
施
設

が
道
で
結
ば
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
住
民
や
訪
問
者
が
快
適
に
散
策
を
楽
し
め
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
社
会
の
流
れ
を
み
て
も
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら

健
康
に
対
す
る
意
識
が
そ
れ
以
前
よ
り
も
高
ま
り
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
や
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
と
観

光
を
組
み
合
わ
せ
た
企
画
が
増
加
し
て
い
る
。
健
康
ブ
ー
ム
と
と
も
に
、
自
然
な
ど
と
の
触

れ
合
い
を
自
ら
が
体
験
し
精
神
を
解
放
す
る
こ
と
で
、
よ
り
ゆ
と
り
の
あ
る
生
活
を
手
に
入

れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
た
め
と
考
え
る
。 

　
上
野
地
域
で
は
平
成
八
年
か
ら
一
四
年
に
か
け
て
上
野
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
・
ト
レ
イ
ル
を
企

画
、
整
備
し
た
。
「
甚
七
郎
（
芭
蕉
の
幼
名
）
の
散
歩
道
」
を
事
業
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

と
し
て
、
俳
聖
松
尾
芭
蕉
を
テ
ー
マ
に
、
上
野
城
を
中
心
と
し
た
武
家
屋
敷
や
商
人
町
、
寺

町
な
ど
、
城
下
町
に
残
る
生
活
文
化
を
体
感
で
き
る
よ
う
な
道
を
考
え
、
観
光
客
、
住
民
の

歩
き
や
す
い
道
を
目
指
し
て
い
る
。 

   

　
歩
く
こ
と
を
テ
ー
マ
に
し
た
健
康
づ
く
り
の
地
区
の
取
り
組
み
と
し
て
、
上
野
地
域
の
東

部
地
区
で
は
、
東
部
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
、
健
康
の
駅
長
（
地
区
の
健
康
推
進
委
員
）
、
公
民

館
が
中
心
と
な
り
、
地
区
の
住
民
を
対
象
と
し
て
熊
野
古
道
へ
の
ハ
イ
キ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
を

開
催
し
て
い
る
。
こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
平
成
一
六
年
七
月
の
開
始
か
ら
コ
ー
ス
を
変
え
て
三

回
実
施
さ
れ
て
お
り
、
高
齢
者
を
中
心
に
い
ず
れ
も
八
〇
〜
九
〇
名
参
加
し
て
い
る
人
気
の

イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
。
ま
た
、
参
加
者
に
は
投
句
を
募
る
な
ど
歩
く
だ
け
で
な
く
文
化
的
要
素

も
加
え
て
お
り
、
主
催
者
に
よ
れ
ば
歩
い
て
い
る
途
中
で
熱
心
に
メ
モ
を
取
っ
て
い
る
参
加

者
も
多
い
と
い
う
。
俳
句
の
題
材
を
見
つ
け
る
目
的
を
も
つ
こ
と
で
、
自
然
や
景
観
に
対
し

て
敏
感
に
反
応
す
る
よ
う
に
な
り
、
た
だ
歩
く
時
に
比
べ
て
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
五
感
か
ら

吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
非
常
に
有
意
義
で
あ
る
。 

　
こ
こ
で
は
過
去
三
回
で
募
っ
た
投
句
よ
り
、
ハ
イ
キ
ン
グ
を
行
っ
て
の
参
加
者
の
想
い
や

視
点
を
分
析
し
た
。
投
句
は
希
望
者
の
み
で
、
ひ
と
り
二
句
ず
つ
程
度
と
定
め
て
い
る
た
め
、

参
加
者
が
イ
ベ
ン
ト
の
中
で
特
に
印
象
に
残
っ
た
事
や
強
く
感
じ
た
想
い
を
読
み
取
る
こ
と

が
可
能
と
考
え
る
。
イ
ベ
ン
ト
の
実
施
日
と
投
句
の
数
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
1
平
成
一

六
年
七
月
荷
坂
峠
（
四
〇
句
）
、
2
平
成
一
七
年
三
月
ツ
ヅ
ラ
ト
峠
（
九
九
句
）
、
3
平
成

一
七
年
一
〇
月
大
吹
峠
（
六
九
句
）
、
句
は
「
風
景
を
よ
ん
だ
句
」
と
「
自
分
の
体
験
を
よ

ん
だ
句
」
の
二
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
た
。 

　
「
風
景
を
よ
ん
だ
句
」
で
は
、
主
に
自
然
の
様
子
に
つ
い
て
「
花
」
や
「
風
」
と
い
う

言
葉
を
使
い
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
を
表
現
し
た
句
が
多
く
、
細
や
か
な
視
点
が
目
立
っ
た
。

ま
た
、
「
熊
野
」
「
石
畳
」
や
峠
の
名
称
な
ど
、
古
道
独
自
の
語
句
が
目
立
ち
、
そ
の
場

所
へ
訪
れ
た
と
い
う
実
体
験
を
確
認
、
記
録
す
る
と
い
う
行
為
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
。

ま
た
、
「
自
分
の
体
験
を
よ
ん
だ
句
」
で
は
、 

 

      

に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
、
特
に
自
分
の
身
体
の
様
子
や
想
い
を
客
観
的
に
捉
え
、
精
神
的

に
安
ら
ぐ
句
が
目
立
っ
た
。
こ
の
企
画
は
地
域
の
行
事
で
あ
り
、
住
民
の
交
流
を
深
め
る
こ

と
も
期
待
で
き
る
が
、
友
人
、
夫
婦
で
参
加
す
る
な
ど
身
近
な
人
物
と
の
関
係
の
構
築
を
よ

り
良
好
に
す
る
効
果
も
あ
る
と
言
え
る
。 

   

　
イ
ベ
ン
ト
へ
の
参
加
は
特
に
精
神
的
充
足
を
満
た
す
役
割
が
大
き
い
と
言
え
る
が
、
こ

こ
で
は
、
投
句
の
分
析
を
ふ
ま
え
第
三
回
の
参
加
者
に
対
し
て
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
を
参

考
に
、
大
会
参
加
の
目
的
、
日
常
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
状
況
な
ど
を
見
て
い
く
こ
と
に
す

る
。
参
加
者
九
〇
名
の
う
ち
、
六
九
名
よ
り
回
答
を
得
た
。（
回
収
率
七
六．
七
％
）
回
答
者
は

男
性
が
三
四
名
、
女
性
が
三
五
名
で
、
そ
の
七
割
が
六
〇
代
以
上
で
あ
り
、
健
康
へ
の
関
心
が

高
く
、
地
域
住
民
と
の
結
び
つ
き
を
重
視
す
る
高
齢
層
の
参
加
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
イ
ベ

ン
ト
参
加
の
目
的
は
、
男
女
と
も
に
「
健
康
の
た
め
」
と
「
熊
野
古
道
へ
の
興
味
」
が
圧
倒
的

で
あ
り
、
特
に
平
成
一
六
年
七
月
に
世
界
遺
産
と
な
っ
た
こ
と
の
影
響
が
大
き
く
、
観
光
的

な
側
面
も
強
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

　
日
常
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
に
つ
い
て
、
男
性
は
週
一
日
以
上
歩
く
習
慣
が
あ
る
人
は
、
二
二

名
で
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
習
慣
は
な
く
イ
ベ
ン
ト
の
み
の
参
加
は

七
名
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
女
性
で
週
一
日
以
上
歩
く
習
慣
が

あ
る
人
は
一
〇
名
で
、
イ
ベ
ン
ト
の
み
の
参
加
は
一
四
名
で

あ
っ
た
。
そ
の
他
、
女
性
の
方
が
夫
婦
や
友
人
と
な
ど
複
数
で
歩

く
傾
向
が
見
ら
れ
た
。
必
ず
し
も
日
常
的
に
歩
く
人
ば
か
り
が
、

イ
ベ
ン
ト
に
参
加
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
特
に
女
性
に
お
い
て

は
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
習
慣
と
し
て
い
な
い
人
が
観
光
や
地
域

の
行
事
、
人
と
の
交
流
を
重
視
し
参
加
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
日
常
的
に
行
う
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
目
的
は
圧
倒
的
に
健
康

づ
く
り
で
あ
り
、
楽
し
み
と
し
て
は
自
然
や
景
色
を
眺
め
る
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
た
。
歩
く
時
間
帯
と
し
て
は
、
午
前
五
時
〜
七

時
が
最
も
多
く
二
〇
人
を
占
め
、
一
九
人
が
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の

途
中
で
寺
や
神
社
に
立
ち
寄
る
と
回
答
し
た
。
市
街
地
に
あ
た

る
東
部
地
区
の
特
性
と
し
て
神
社
や
寺
が
多
い
と
い
う
こ
と
も

挙
げ
ら
れ
る
が
、
神
社
な
ど
は
休
憩
や
人
的
交
流
の
場
と
し
て

の
機
能
を
持
っ
て
お
り
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
す
る
た
め
に
も
非

常
に
有
効
的
な
場
所
で
あ
る
。 

　
イ
ベ
ン
ト
へ
の
参
加
は
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
習
慣
が
あ
る
人
に

と
っ
て
は
、
日
常
を
よ
り
活
性
化
さ
せ
る
効
果
が
あ
り
、
習
慣

と
し
て
い
な
い
人
に
は
、
自
分
の
身
体
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が

で
き
る
と
同
時
に
、
運
動
や
人
的
交
流
、
余
暇
の
利
用
の
欲
求

を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
機
会
で
あ
る
。 

   

　
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
に
付
加
価
値
と
し
て
俳
句
な
ど
文
化
的
な
活
動

を
つ
け
る
こ
と
は
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
多
様
な
形
態
で
楽
し
む

可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
上
野
地
域
は
松
尾
芭
蕉
の
生
誕
地
と
い
う
特
性
も
あ
り
、
日
記
代

わ
り
と
し
て
日
常
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
に
俳
句
を
加
え
る
こ
と
も
、
季
節
の
変
化
や
地
域
の
様

子
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
安
全
な
地
域
づ
く
り
に
も
貢
献
で
き
る
と
考
え
る
。 

　
東
部
地
区
の
イ
ベ
ン
ト
は
三
回
続
い
て
い
る
が
、
地
域
が
継
続
的
な
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
住
民
同
士
の
つ
な
が
り
を
強
め
、
住
民
参
加
に
よ
る
健
康
な
ま

ち
づ
く
り
に
大
い
に
寄
与
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
は
日
常
の
健
康

づ
く
り
の
啓
蒙
活
動
も
担
っ
て
お
り
、
参
加
者
同
士
で
情
報
の
交
換
や
刺
激
を
受
け
合
う
こ

と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
最
善
の
自
己
を
目
指
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。 

三
重
の 

文
化
と 

社
会
● 

は
じ
め
に 

一
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
・
ト
レ
イ
ル
事
業 

二
、
東
部
地
区
の
取
り
組
み 

上野地域に 
おける 
ウォーキングの 
実態 
津野地　幸子 

三
、
イ
ベ
ン
ト
参
加
と
日
常
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
関
係 

お
わ
り
に 

　
　
　（
つ
の
じ
　
さ
ち
こ
） 

人
文
社
会
科
学
研
究
科
地
域
文
化
論
専
攻 

社
会
学 

1．
ハ
イ
キ
ン
グ
奮
闘
の
句 

２．
故
人
や
昔
の
思
い
出
の
句 

３．
友
人
、
語
り
部
な
ど
と
の
人
的
交
流
の
句 

４．
気
分
転
換
の
句 
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自
己
の
健
康
に
対
す
る
意
識
の
高
ま

り
の
中
、
日
々
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
や
山

へ
の
ハ
イ
キ
ン
グ
な
ど
、
「
歩
く
こ

と
」
が
非
常
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。
健

康
づ
く
り
が
重
要
視
さ
れ
る
社
会
的
背

景
に
は
、
高
度
経
済
成
長
期
か
ら
安
定

性
の
あ
る
時
代
へ
移
行
し
、
物
質
的
な

豊
さ
の
達
成
と
余
暇
の
確
保
の
中
で
、

運
動
不
足
と
生
活
習
慣
病
が
懸
念
さ
れ

て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
少
子
高
齢
社
会

を
む
か
え
社
会
保
障
な
ど
の
問
題
が

増
大
し
、
自
分
の
体
は
自
分
で
守
る
と

い
う
意
識
が
高
ま
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
る
。
ま
た
、
健
康
と
は
身
体
面
だ
け
で
な
く
精
神
面
の
充
実
も
大
切
で
あ
り
、
生
活
の

質
（Q

O
L
=Q
u
a
lity
 O
f L
ife

）
の
向
上
が
盛
ん
に
言
わ
れ
る
な
ど
、
体
を
動
か
す
こ
と
で
ス

ト
レ
ス
解
消
な
ど
の
精
神
的
充
足
を
得
る
こ
と
に
着
目
さ
れ
た
こ
と
も
大
き
い
と
考
え
る
。 

　
特
に
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
は
、
手
軽
に
行
な
え
る
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
中
高
年
齢
層
を
中
心
と

し
て
人
気
が
高
い
。
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
主
な
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
誰
に
で
も
で
き
る
こ
と
、

安
全
性
が
高
い
こ
と
、
お
金
が
か
か
ら
な
い
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
継
続
的
に
行
う
こ

と
に
よ
り
生
活
習
慣
病
の
予
防
・
改
善
に
効
果
的
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
現
在
、

全
国
各
地
で
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
時
間
帯
を
問
わ

ず
個
人
で
習
慣
と
し
て
歩
い
て
い
る
人
も
多
く
見
か
け
る
。
本
稿
で
は
、
上
野
地
域
に
お

け
る
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
参
加
者
の
動
向
か
ら
、
日
常
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
と
の
関
係

を
分
析
し
、
地
域
に
根
差
し
た
健
康
づ
く
り
を
よ
り
活
性
化
さ
せ
る
た
め
の
要
素
を
導
き

出
し
た
い
と
思
う
。 

   

　
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
・
ト
レ
イ
ル
事
業
と
は
、
「
歩
い
て
楽
し
い
道
づ
く
り
」
を
目
指
し
、
国

土
交
通
省
が
平
成
八
年
よ
り
始
め
た
事
業
で
、
各
地
域
の
も
つ
自
然
や
歴
史
・
文
化
的
施
設

が
道
で
結
ば
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
住
民
や
訪
問
者
が
快
適
に
散
策
を
楽
し
め
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
社
会
の
流
れ
を
み
て
も
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら

健
康
に
対
す
る
意
識
が
そ
れ
以
前
よ
り
も
高
ま
り
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
や
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
と
観

光
を
組
み
合
わ
せ
た
企
画
が
増
加
し
て
い
る
。
健
康
ブ
ー
ム
と
と
も
に
、
自
然
な
ど
と
の
触

れ
合
い
を
自
ら
が
体
験
し
精
神
を
解
放
す
る
こ
と
で
、
よ
り
ゆ
と
り
の
あ
る
生
活
を
手
に
入

れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
た
め
と
考
え
る
。 

　
上
野
地
域
で
は
平
成
八
年
か
ら
一
四
年
に
か
け
て
上
野
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
・
ト
レ
イ
ル
を
企

画
、
整
備
し
た
。
「
甚
七
郎
（
芭
蕉
の
幼
名
）
の
散
歩
道
」
を
事
業
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

と
し
て
、
俳
聖
松
尾
芭
蕉
を
テ
ー
マ
に
、
上
野
城
を
中
心
と
し
た
武
家
屋
敷
や
商
人
町
、
寺

町
な
ど
、
城
下
町
に
残
る
生
活
文
化
を
体
感
で
き
る
よ
う
な
道
を
考
え
、
観
光
客
、
住
民
の

歩
き
や
す
い
道
を
目
指
し
て
い
る
。 

   

　
歩
く
こ
と
を
テ
ー
マ
に
し
た
健
康
づ
く
り
の
地
区
の
取
り
組
み
と
し
て
、
上
野
地
域
の
東

部
地
区
で
は
、
東
部
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
、
健
康
の
駅
長
（
地
区
の
健
康
推
進
委
員
）
、
公
民

館
が
中
心
と
な
り
、
地
区
の
住
民
を
対
象
と
し
て
熊
野
古
道
へ
の
ハ
イ
キ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
を

開
催
し
て
い
る
。
こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
平
成
一
六
年
七
月
の
開
始
か
ら
コ
ー
ス
を
変
え
て
三

回
実
施
さ
れ
て
お
り
、
高
齢
者
を
中
心
に
い
ず
れ
も
八
〇
〜
九
〇
名
参
加
し
て
い
る
人
気
の

イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
。
ま
た
、
参
加
者
に
は
投
句
を
募
る
な
ど
歩
く
だ
け
で
な
く
文
化
的
要
素

も
加
え
て
お
り
、
主
催
者
に
よ
れ
ば
歩
い
て
い
る
途
中
で
熱
心
に
メ
モ
を
取
っ
て
い
る
参
加

者
も
多
い
と
い
う
。
俳
句
の
題
材
を
見
つ
け
る
目
的
を
も
つ
こ
と
で
、
自
然
や
景
観
に
対
し

て
敏
感
に
反
応
す
る
よ
う
に
な
り
、
た
だ
歩
く
時
に
比
べ
て
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
五
感
か
ら

吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
非
常
に
有
意
義
で
あ
る
。 

　
こ
こ
で
は
過
去
三
回
で
募
っ
た
投
句
よ
り
、
ハ
イ
キ
ン
グ
を
行
っ
て
の
参
加
者
の
想
い
や

視
点
を
分
析
し
た
。
投
句
は
希
望
者
の
み
で
、
ひ
と
り
二
句
ず
つ
程
度
と
定
め
て
い
る
た
め
、

参
加
者
が
イ
ベ
ン
ト
の
中
で
特
に
印
象
に
残
っ
た
事
や
強
く
感
じ
た
想
い
を
読
み
取
る
こ
と

が
可
能
と
考
え
る
。
イ
ベ
ン
ト
の
実
施
日
と
投
句
の
数
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
1
平
成
一

六
年
七
月
荷
坂
峠
（
四
〇
句
）
、
2
平
成
一
七
年
三
月
ツ
ヅ
ラ
ト
峠
（
九
九
句
）
、
3
平
成

一
七
年
一
〇
月
大
吹
峠
（
六
九
句
）
、
句
は
「
風
景
を
よ
ん
だ
句
」
と
「
自
分
の
体
験
を
よ

ん
だ
句
」
の
二
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
た
。 

　
「
風
景
を
よ
ん
だ
句
」
で
は
、
主
に
自
然
の
様
子
に
つ
い
て
「
花
」
や
「
風
」
と
い
う

言
葉
を
使
い
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
を
表
現
し
た
句
が
多
く
、
細
や
か
な
視
点
が
目
立
っ
た
。

ま
た
、
「
熊
野
」
「
石
畳
」
や
峠
の
名
称
な
ど
、
古
道
独
自
の
語
句
が
目
立
ち
、
そ
の
場

所
へ
訪
れ
た
と
い
う
実
体
験
を
確
認
、
記
録
す
る
と
い
う
行
為
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
。

ま
た
、
「
自
分
の
体
験
を
よ
ん
だ
句
」
で
は
、 

 

      

に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
、
特
に
自
分
の
身
体
の
様
子
や
想
い
を
客
観
的
に
捉
え
、
精
神
的

に
安
ら
ぐ
句
が
目
立
っ
た
。
こ
の
企
画
は
地
域
の
行
事
で
あ
り
、
住
民
の
交
流
を
深
め
る
こ

と
も
期
待
で
き
る
が
、
友
人
、
夫
婦
で
参
加
す
る
な
ど
身
近
な
人
物
と
の
関
係
の
構
築
を
よ

り
良
好
に
す
る
効
果
も
あ
る
と
言
え
る
。 

   

　
イ
ベ
ン
ト
へ
の
参
加
は
特
に
精
神
的
充
足
を
満
た
す
役
割
が
大
き
い
と
言
え
る
が
、
こ

こ
で
は
、
投
句
の
分
析
を
ふ
ま
え
第
三
回
の
参
加
者
に
対
し
て
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
を
参

考
に
、
大
会
参
加
の
目
的
、
日
常
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
状
況
な
ど
を
見
て
い
く
こ
と
に
す

る
。
参
加
者
九
〇
名
の
う
ち
、
六
九
名
よ
り
回
答
を
得
た
。（
回
収
率
七
六．
七
％
）
回
答
者
は

男
性
が
三
四
名
、
女
性
が
三
五
名
で
、
そ
の
七
割
が
六
〇
代
以
上
で
あ
り
、
健
康
へ
の
関
心
が

高
く
、
地
域
住
民
と
の
結
び
つ
き
を
重
視
す
る
高
齢
層
の
参
加
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
イ
ベ

ン
ト
参
加
の
目
的
は
、
男
女
と
も
に
「
健
康
の
た
め
」
と
「
熊
野
古
道
へ
の
興
味
」
が
圧
倒
的

で
あ
り
、
特
に
平
成
一
六
年
七
月
に
世
界
遺
産
と
な
っ
た
こ
と
の
影
響
が
大
き
く
、
観
光
的

な
側
面
も
強
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

　
日
常
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
に
つ
い
て
、
男
性
は
週
一
日
以
上
歩
く
習
慣
が
あ
る
人
は
、
二
二

名
で
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
習
慣
は
な
く
イ
ベ
ン
ト
の
み
の
参
加
は

七
名
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
女
性
で
週
一
日
以
上
歩
く
習
慣
が

あ
る
人
は
一
〇
名
で
、
イ
ベ
ン
ト
の
み
の
参
加
は
一
四
名
で

あ
っ
た
。
そ
の
他
、
女
性
の
方
が
夫
婦
や
友
人
と
な
ど
複
数
で
歩

く
傾
向
が
見
ら
れ
た
。
必
ず
し
も
日
常
的
に
歩
く
人
ば
か
り
が
、

イ
ベ
ン
ト
に
参
加
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
特
に
女
性
に
お
い
て

は
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
習
慣
と
し
て
い
な
い
人
が
観
光
や
地
域

の
行
事
、
人
と
の
交
流
を
重
視
し
参
加
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
日
常
的
に
行
う
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
目
的
は
圧
倒
的
に
健
康

づ
く
り
で
あ
り
、
楽
し
み
と
し
て
は
自
然
や
景
色
を
眺
め
る
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
た
。
歩
く
時
間
帯
と
し
て
は
、
午
前
五
時
〜
七

時
が
最
も
多
く
二
〇
人
を
占
め
、
一
九
人
が
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の

途
中
で
寺
や
神
社
に
立
ち
寄
る
と
回
答
し
た
。
市
街
地
に
あ
た

る
東
部
地
区
の
特
性
と
し
て
神
社
や
寺
が
多
い
と
い
う
こ
と
も

挙
げ
ら
れ
る
が
、
神
社
な
ど
は
休
憩
や
人
的
交
流
の
場
と
し
て

の
機
能
を
持
っ
て
お
り
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
す
る
た
め
に
も
非

常
に
有
効
的
な
場
所
で
あ
る
。 

　
イ
ベ
ン
ト
へ
の
参
加
は
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
習
慣
が
あ
る
人
に

と
っ
て
は
、
日
常
を
よ
り
活
性
化
さ
せ
る
効
果
が
あ
り
、
習
慣

と
し
て
い
な
い
人
に
は
、
自
分
の
身
体
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が

で
き
る
と
同
時
に
、
運
動
や
人
的
交
流
、
余
暇
の
利
用
の
欲
求

を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
機
会
で
あ
る
。 

   

　
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
に
付
加
価
値
と
し
て
俳
句
な
ど
文
化
的
な
活
動

を
つ
け
る
こ
と
は
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
多
様
な
形
態
で
楽
し
む

可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
上
野
地
域
は
松
尾
芭
蕉
の
生
誕
地
と
い
う
特
性
も
あ
り
、
日
記
代

わ
り
と
し
て
日
常
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
に
俳
句
を
加
え
る
こ
と
も
、
季
節
の
変
化
や
地
域
の
様

子
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
安
全
な
地
域
づ
く
り
に
も
貢
献
で
き
る
と
考
え
る
。 

　
東
部
地
区
の
イ
ベ
ン
ト
は
三
回
続
い
て
い
る
が
、
地
域
が
継
続
的
な
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
住
民
同
士
の
つ
な
が
り
を
強
め
、
住
民
参
加
に
よ
る
健
康
な
ま

ち
づ
く
り
に
大
い
に
寄
与
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
は
日
常
の
健
康

づ
く
り
の
啓
蒙
活
動
も
担
っ
て
お
り
、
参
加
者
同
士
で
情
報
の
交
換
や
刺
激
を
受
け
合
う
こ

と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
最
善
の
自
己
を
目
指
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。 

三
重
の 

文
化
と 

社
会
● 

は
じ
め
に 

一
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
・
ト
レ
イ
ル
事
業 

二
、
東
部
地
区
の
取
り
組
み 

上野地域に 
おける 
ウォーキングの 
実態 
津野地　幸子 

三
、
イ
ベ
ン
ト
参
加
と
日
常
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
関
係 

お
わ
り
に 

　
　
　（
つ
の
じ
　
さ
ち
こ
） 

人
文
社
会
科
学
研
究
科
地
域
文
化
論
専
攻 

社
会
学 

1．
ハ
イ
キ
ン
グ
奮
闘
の
句 

２．
故
人
や
昔
の
思
い
出
の
句 

３．
友
人
、
語
り
部
な
ど
と
の
人
的
交
流
の
句 

４．
気
分
転
換
の
句 
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江
戸
時
代
、
上
方
か
ら
江
戸
へ
送
ら
れ
る
荷
物
は
、

大
坂
に
集
積
さ
れ
た
後
、
船
積
み
さ
れ
て
江
戸
へ
回
漕

さ
れ
る
と
い
う
ル
ー
ト
が
中
心
で
あ
っ
た
。
そ
の
歴
史

は
、
元
禄
七(

一
六
九
四)

年
、
江
戸
に
「
十
組
問
屋
」
、

大
坂
に
「
江
戸
買
次
問
屋
」
が
結
成
さ
れ
た
こ
と
に
始

ま
る
。
江
戸
と
上
方
の
商
人
は
、
難
船
処
理
や
廻
船
の

統
制
に
あ
た
る
強
力
な
組
織
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
江

戸
・
上
方
間
の
海
上
輸
送
ル
ー
ト
を
独
占
し
、
菱
垣
廻

船
を
つ
か
っ
て
輸
送
し
た
。 

　
し
か
し
、
江
戸
時
代
も
半
ば
を
過
ぎ
る
と
、
菱
垣
廻

船
が
弱
体
化
す
る
反
面
、
畿
内
周
辺
で
江
戸
へ
荷
物
の

積
出
を
行
っ
て
い
た
他
の
廻
船
が
勢
力
を
伸
ば
し
て
く

る
。
三
重
県
内
で
は
紀
州
藩
領
の
白
子
廻
船
が
そ
の
代

表
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
に
は
、
呉
服
な
ど
い
く
つ
か
の
商
品
に
つ
い
て
は
、
東

海
道
や
九
里
半
廻
し
（
大
津
か
ら
琵
琶
湖
舟
運
で
米
原
へ
揚
げ
、
美
濃
路
を
陸
送
し
、
大
垣

よ
り
木
曽
川
で
桑
名
ま
で
下
る
ル
ー
ト
）
な
ど
の
陸
路
で
上
方
か
ら
荷
物
が
送
ら
れ
、
白
子

か
ら
江
戸
に
船
積
み
さ
れ
る
と
い
う
ル
ー
ト
も
と
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
菱
垣
廻
船
の
弱

体
化
が
顕
著
と
な
っ
た
文
化
年
間
（
一
八
〇
四
―
一
八
一
七
）
に
は
、
本
来
大
坂
に
集
積
さ

れ
る
荷
物
を
、
伊
賀
街
道
を
経
由
し
て
白
子
に
誘
致
し
、
江
戸
へ
船
積
み
す
る
と
い
う
計
画

が
実
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
白
子
の
商
人
と
津
藩
の
宿
目
付
ら
に
よ
る
計
画
で
あ
り
、
菱
垣

廻
船
に
替
わ
る
ル
ー
ト
と
し
て
、
江
戸
・
上
方
の
商
人
た
ち
に
積
極
的
な
売
り
込
み
を
行
っ

て
い
る
。 

　
今
回
は
、
こ
の
上
方
荷
物
の
伊
賀
街
道
誘
致
計
画
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
津
藩
お
よ

び
白
子
廻
船
等
商
人
の
意
図
と
上
方
・
江
戸
間
の
物
流
の
中
で
の
伊
賀
街
道
の
位
置
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。 

   

　
ま
ず
、
文
化
年
間
初
頭
の
菱
垣
廻
船
の
状
況
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
上
方
・
江
戸
間
の
日
用

品
の
物
流
は
、
大
坂
の
二
十
四
組
問
屋
（
江
戸
買
次
問
屋
の
後
身
）
が
仕
入
れ
、
江
戸
十
組
問

屋
へ
送
る
と
い
う
経
路
が
と
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
当
初
そ
の
輸
送
を
担
っ
て
い
た
菱
垣
廻

船
は
、
競
合
す
る
樽
廻
船
な
ど
の
出
現
に
よ
り
、
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
に
は
老
朽
船
の
み

の
三
八
艘
が
航
行
し
て
い
る
と
い
う
状
況
に
陥
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
同
年
、
杉
本
茂
十
郎

が
十
組
問
屋
の
頭
取
に
な
り
、
永
代
橋
な
ど
を
架
け
替
え
る
条
件
で
幕
府
公
認
の
金
融
機
関
で

あ
る
三
橋
会
所
の
設
置
を
許
さ
れ
る
と
、
幕
府
権
力
と
結
ん
で
菱
垣
廻
船
の
復
興
に
着
手
し
、

八
〇
艘
ま
で
船
数
を
増
や
す
こ
と
に
成
功
し
た
。
ま
た
、
杉
本
は
改
革
を
推
し
進
め
、
十
組
問

屋
の
地
盤
固
め
を
行
っ
た
。
十
組
問
屋
の
内
で
客
分
の
格
を
与
え
ら
れ
て
い
た
大
伝
馬
町
組
か

ら
も
、
冥
加
金
を
徴
収
す
る
な
ど
改
革
を

断
行
し
、
高
額
な
上
納
金
を
幕
府
に
納
め

て
幕
府
の
保
護
を
受
け
て
い
る
。 

　
し
か
し
、
翌
文
化
六
（
一
八
〇
九
）
年

以
降
、
菱
垣
廻
船
の
難
船
が
多
発
し
、
仲

間
の
難
船
負
担
金
が
さ
ら
増
大
し
て
し
ま

う
。
そ
し
て
、
大
伝
馬
町
組
を
は
じ
め
、

多
く
の
江
戸
の
問
屋
が
、
杉
本
の
改
革
や

菱
垣
廻
船
に
対
し
て
不
満
を
抱
き
は
じ
め

た
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
。 

　
こ
れ
に
注
目
し
た
の
が
、
津
藩
お
よ
び

白
子
周
辺
の
商
人
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
こ

の
状
況
を
利
用
し
て
上
方
荷
物
を
誘
致
す

る
こ
と
を
考
え
た
。
『
藤
東
伝
書
』
（
『

続
海
事
史
料
叢
書
第
四
巻
』
所
収
）
の
「

口
上
之
覚
」
に
よ
る
と
、
文
化
五
（
一
八

〇
八
）
年
十
一
月
、
津
宿
の
問
屋
・
進
伴

左
衛
門
は
伊
藤
作
兵
衛
と
い
う
商
人
か
ら
「
大
坂
菱
垣
廻
船
の
荷
物
の
取
り
扱
い
が
悪
く
、
江

戸
の
請
け
が
悪
い
。
白
子
竹
口
が
如
才
な
く
世
話
を
し
て
江
戸
の
請
け
も
良
い
の
で
、
陸
路
白

子
へ
送
り
道
中
筋
荷
物
が
遅
れ
な
け
れ
ば
津
廻
し
に
な
る
だ
ろ
う
。
」
と
い
う
提
言
を
受
け
て
い

る
。
こ
れ
は
、
上
方
か
ら
の
荷
物
を
淀
川
の
舟
運
を
利
用
し
て
笠
置
ま
で
運
び
、
笠
置
か
ら

伊
賀
街
道
を
経
由
し
て
津
ま
で
陸
送
し
た
あ
と
、
白
子
ま
で
運
ん
で
白
子
か
ら
江
戸
へ
廻

送
す
る
と
い
う
計
画
で
あ
っ
た
。 

　
進
は
、
名
字
帯
刀
を
許
さ
れ
、
津
の
本
陣
も
兼
ね
て
い
た
世
襲
の
問
屋
で
あ
り
、
一
方
、
伊

藤
は
、
木
綿
を
白
子
の
積
荷
問
屋
で
あ
る
竹
口
次
兵
衛
の
船
に
積
み
込
み
、
江
戸
の
大
店
へ
販

売
し
て
い
た
商
人
で
あ
る
。
こ
の
提
言
に
は
、
白
子
の
商
人
た
ち
と
津
藩
領
内
の
宿
駅
の
両
方

に
利
益
が
あ
る
内
容
が
含
ま
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
白
子
の
商
人
に
と
っ
て
は
、
上
方
か
ら
白

子
へ
陸
送
さ
れ
る
荷
物
を
増
加
さ
せ
る
と
い
う
利
益
が
あ
り
、
津
藩
に
と
っ
て
は
、
「
近
来
諸

荷
物
は
一
向
に
な
く
、
道
中
筋
の
問
屋
は
も
ち
ろ
ん
馬
持
や
在
々
ま
で
甚
だ
困
窮
し
て
い
る
」

（
竹
口
家
文
書
）
と
い
う
状
況
の
伊
賀
街
道
に
荷
物
を
呼
び
込
む
こ
と
は
、
街
道
の
疲
弊
を
解

消
し
、
さ
ら
に
は
藩
内
へ
の
経
済
振
興
策
と
し
て
も
有
効
な
手
段
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
紀
州
藩
の
廻
船
と
し
て
優
遇
さ
れ
て
い
た
白
子
廻
船
と
結
ぶ
こ
と
は
、
津
藩
に
と
っ
て

も
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
で
あ
っ
た
。 

   

　
伊
藤
作
兵
衛
の
提
言
を
受
け
た
津
藩
は
、
文
化
六
（
一
八
〇
九
）
年
三
月
、
伊
賀
街
道
の
取

締
に
乗
り
出
す
。
当
時
の
伊
賀
街
道
は
、
大
量
の
荷
物
を
運
送
す
る
に
は
体
制
が
整
っ
て
お
ら

ず
、
特
に
綿
荷
物
な
ど
は
、
他
の
重
い
荷
物
と
混
載
す
る
た
め
輸
送
に
か
な
り
の
時
間
を
要
し

た
。
ま
た
、
馬
士
な
ど
の
運
送
に
当
た
る
者
の
風
紀
が
悪
く
、
荷
物
を
抜
い
た
り
、
我
が
ま
ま

な
振
る
舞
い
を
す
る
者
も
多
か
っ
た
（
『
藤
東
伝
書
』
）
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
、
津
藩

は
商
人
荷
物
を
安
全
に
早
く
運
送
す
る
た
め
の
取
り
締
ま
り
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容

は
、
1
才
領
（
積
荷
の
監
視
人
）
が
同
行
し
て
い
な
い
荷
物
を
運
ぶ
と
き
は
、
輸
送
期
限
を
記

し
た
送
状
を
携
え
る
な
ど
継
ぎ
送
り
を
徹
底
す
る
　
2
混
載
す
る
た
め
に
綿
荷
物
を
遅
ら
せ
る

こ
と
を
禁
止
す
る
、
3
駄
賃
銭
の
規
定
額
以
外
の
受
取
を
禁
止
す
る
、
4
荷
物
を
馬
持
宅
や
人

家
へ
持
ち
込
む
こ
と
を
禁
止
す
る
、
5
送
り
き
れ
な
か
っ
た
残
り
の
荷
物
は
問
屋
の
蔵
庭
に
入

れ
翌
朝
優
先
的
に
送
り
出
す
、
な
ど
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
伊
勢
・
伊
賀
・
山
城
・
大
和
は
支
配

違
い
で
あ
る
が
、
宿
々
は
津
藩
領
で
あ
る
の
で
今
後
は
一
括
し
て
取
り
締
ま
る
と
い
う
旨
も
附

言
さ
れ
て
い
る
。 

　
そ
し
て
、
文
化
六
年
五
月
か
ら
津
藩
の
誘
致
活
動
が
始
ま
っ
た
。
以
下
、
前
掲
『
藤
東
伝

書
』
お
よ
び
竹
口
家
文
書
よ
り
そ
の
誘
致
活
動
の
内
容
を
追
っ
て
み
た
い
。
ま
ず
、
文
化
六

年
五
月
、
三
井
本
家
手
代
の
青
木
清
九
郎
が
進
を
尋
ね
て
き
た
。
進
が
三
井
の
荷
物
を
伊
賀
経

由
で
回
し
て
く
れ
る
よ
う
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、
三
井
家
よ
り
来
状
が
あ
り
、
七
月
十
七
日
に
は

三
井
か
ら
の
荷
物
が
九
駄
津
に
届
い
た
。
八
月
、
伊
藤
作
兵
衛
　
町
屋
村
の
坂
野
伝
七
　
竹
口

家
手
代
の
小
七
が
上
京
し
、
三
井
家
に
伊
賀
経
由
ル
ー
ト
の
利
用
を
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
津
藩

の
宿
方
取
締
役
人
を
寄
越
す
よ
う
返
答
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
九
月
十
一
日
、
宿
目
付
方
と
し
て

進
伴
左
衛
門
と
長
野
宿
問
屋
・
岡
喜
左
衛
門
が
竹
口
・
伊
藤
宛
の
「
宿
々
連
印
一
札
」
を
持
参

し
て
上
京
し
、
三
井
・
白
木
屋
・
岩
城
・
蛭
子
屋
・
大
丸
・
伊
豆
蔵
・
杉
浦
・
槌
屋
・
小
橋
屋

に
面
会
し
た
結
果
、
惣
店
中
参
会
（
京
呉
服
問
屋
の
総
会
）
で
建
議
し
て
も
ら
う
こ
と
に
成
功

し
た
。
進
等
は
、
淀
か
ら
白
子
ま
で
五
日
か
ら
六
日
半
、
駄
賃
は
二
貫
文
で
輸
送
可
能
で
あ

り
、
伊
賀
街
道
な
ら
ば
才
領
が
同
行
し
な
く
て
も
安
全
に
確
実
に
荷
物
を
輸
送
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
売
り
込
ん
だ
。
こ
れ
に
対
し
、
呉
服
問
屋
側
は
、
駄
賃
を
も
う
少
し
減
少
す
る
よ

う
に
と
注
文
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
試
み
に
荷
物
一
〇
駄
を
伊
賀
廻
し
で
差
し
遣
わ
す
の
で
、

そ
の
荷
が
遅
滞
な
く
届
け
ば
追
々
荷
物
を
増
や
そ
う
と
い
う
約
束
に
こ
ぎ
つ
け
た
。
こ
の
一
〇

駄
は
、
翌
文
化
七
（
一
八
一
〇
）
年
の
「
従
京
都
三
井
来
取
締
書
写
」
で
具
体
的
な
取
り
決
め

が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、
遅
滞
な
く
津
に
届
い
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。 

　
京
都
を
後
に
し
た
進
と
岡
は
、
次
に
大
坂
の
太
物
飛
脚
問
屋
へ
向
か
っ
た
。
目
的
は
、
江

戸
の
木
綿
問
屋
へ
買
い
入
れ
る
木
綿
に
つ
い
て
伊
賀
廻
し
に
し
て
く
れ
る
よ
う
飛
脚
問
屋
に

相
談
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
は
、
伊
勢
行
き
の
飛
脚
便
は
伊
賀
廻
し
に
す

る
が
、
江
戸
行
き
に
つ
い
て
は
荷
主
で
あ
る
江
戸
問
屋
に
頼
み
入
れ
る
よ
う
に
と
い
う
返
答
で

あ
っ
た
。
続
い
て
城
州
・
和
州
よ
り
大
阪
へ
廻
す
直
積
の
江
戸
行
き
木
綿
荷
物
に
つ
い
て
、
城

和
綿
問
屋
へ
面
会
に
向
か
っ
た
が
、
結
果
は
大
坂
の
飛
脚
問
屋
と
同
じ
く
、
江
戸
の
問
屋
に
相

談
す
る
よ
う
に
と
言
う
返
答
で
あ
っ
た
。 

　
ま
た
、
進
と
岡
は
、
淀
川
の
舟
運
を
担
う
伏
見
・
淀
船
の
積
荷
問
屋
と
、
津
藩
の
大
和
の
飛

び
地
で
あ
る
古
市
役
所
に
も
立
ち
寄
り
、
伊
賀
街
道
へ
の
上
方
荷
物
の
誘
致
に
つ
い
て
協
力
要

請
も
行
っ
た
後
十
月
九
日
に
津
へ
帰
っ
て
い
る
。 

   

　
大
坂
か
ら
の
木
綿
荷
物
に
つ
い
て
は
江
戸
の
木
綿
問
屋
の
意
向
が
必
要
で
あ
っ
た
。
白
子
廻

船
を
利
用
し
て
い
た
木
綿
問
屋
は
、
三
井
・
大
丸
・
白
木
屋
・
蛭
子
屋
な
ど
が
参
加
す
る
白
子

組
と
、
長
谷
川
・
小
津
・
川
喜
田
な
ど
が
参
加
す
る
大
伝
馬
町
組
の
二
つ
が
あ
り
、
白
子
の
廻

船
業
者
も
そ
の
二
系
統
に
分
か
れ
て
い
た
。
『
笠
置
廻
発
起
事
』
（
『
続
海
事
史
料
叢
書
第
四

巻
』
所
収
）
・
竹
口
家
文
書
に
よ
る
と
、
文
化
七
年
四
月
五
日
、
進
と
岡
は
、
書
状
で
大
伝

馬
町
行
事
当
番
へ
伊
賀
廻
し
を
要
請
し
た
。
七
月
に
は
、
白
子
組
の
惣
代
・
坂
倉
十
兵
衛
が

伊
賀
廻
し
の
視
察
に
来
て
い
る
。
そ
し
て
、
翌
文
化
八
（
一
八
一
一
）
年
十
二
月
、
白
子
組

と
大
伝
馬
町
組
が
伊
賀
廻
し
を
密
約
す
る
に
至
り
、
翌
年
六
月
に
は
、
大
伝
馬
町
組
が
坂
倉

十
兵
衛
を
惣
代
と
し
て
借
り
請
け
、
伊
賀
街
道
及
び
淀
船
問
屋
の
実
地
見
分
と
取
締
に
当
た

ら
せ
て
い
る
。
そ
の
後
も
両
組
は
折
衝
を
重
ね
つ
つ
、
伊
賀
廻
し
を
試
み
、
同
年
八
月
に
は

大
伝
馬
町
組
の
大
坂
荷
物
の
二
割
を
伊
賀
に
廻
す
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。 

　
ま
た
、
文
化
十
（
一
八
一
三
）
年
三
月
に
は
、
津
に
白
子
積
荷
問
屋
の
出
張
会
所
が
設
け

ら
れ
、
津
か
ら
直
接
江
戸
へ
船
積
み
す
る
体
制
が
整
え
ら
れ
た
。
こ
の
会
所
は
、
白
子
組
に

属
す
る
竹
口
と
、
大
伝
馬
町
組
に
属
す
る
倉
田
・
河
合
な
ど
両
組
五
軒
の
共
同
会
所
で
あ
っ

た
た
め
、
江
戸
木
綿
問
屋
か
ら
「
両
与
五
郎
助
」
と
命
名
さ
れ
た
。
こ
の
会
所
で
は
、
白
子

組
と
大
伝
馬
町
組
の
荷
物
は
混
載
し
て
輸
送
し
、
そ
れ
以
外
の
荷
物
を
積
む
こ
と
は
禁
止
さ

れ
た
。
ま
た
、
取
り
扱
う
の
も
大
坂
か
ら
の
荷
物
の
み
で
あ
り
、
伊
賀
廻
し
の
た
め
に
設
け
ら

れ
た
会
所
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
紀
州
藩
領
で
あ
る
白
子
の
積
荷
問
屋
が
津
に
出
張
所
を
設

け
る
だ
け
で
も
異
例
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
時
に
は
対
立
関
係
に
あ
っ
た
大
伝
馬
町
組
と
白
子

組
が
共
同
で
設
け
た
と
い
う
点
に
も
注
目
し
た
い
。
津
藩
白
子
だ
け
で
な
く
江
戸
の
問
屋
が
伊

賀
街
道
に
か
け
た
期
待
の
大
き
さ
が
想
像
さ
れ
る
。 

　
し
か
し
、
無
事
軌
道
に
乗
っ
た
よ
う
に
見
え
た
伊
賀
廻
し
で
あ
る
が
、
文
化
十
一
（
一
八
一

四
）
年
十
二
月
、
杉
本
茂
十
郎
の
逆
鱗
に
触
れ
、
廃
止
さ
れ
て
し
ま
う
。
伊
賀
街
道
と
白
子
廻

船
と
い
う
地
域
的
な
輸
送
手
段
が
、
菱
垣
廻
船
を
脅
か
す
存
在
に
成
長
し
つ
つ
あ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。 

   

　
菱
垣
廻
船
の
熊
野
で
の
難
船
が
続
く
中
、
熊
野
灘
を
回
避
す
る
ル
ー
ト
は
、
伊
賀
街
道
の

他
に
東
海
道
や
九
里
半
廻
し
な
ど
が
あ
っ
た
が
、
抜
け
荷
や
紛
失
が
問
題
と
な
り
過
去
に
も

取
り
や
め
に
な
っ
た
例
が
あ
る
。
し
か
し
、
笠
置
か
ら
津
ま
で
伊
賀
街
道
は
、
全
て
津
藩
領

で
あ
り
、
藩
が
取
り
締
り
を
行
え
ば
街
道
の
安
全
性
は
確
立
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
領
地
が
錯
綜

す
る
近
畿
地
方
の
中
で
他
の
藩
が
真
似
で
き
な
い
点
で
あ
っ
た
。
難
船
続
き
の
菱
垣
廻
船
の
代

替
と
し
て
、
商
人
た
ち
か
ら
伊
賀
街
道
が
期
待
さ
れ
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

彼
ら
が
大
坂
か
ら
の
陸
路
と
し
て
選
ん
だ
伊
賀
街
道
は
、
領
地
が
錯
綜
す
る
近
畿
地
方
の
中

で
、
始
点
の
笠
置
か
ら
津
ま
で
他
領
を
経
由
せ
ず
に
荷
物
を
運
ぶ
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
ル
ー

ト
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 
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江
戸
時
代
、
上
方
か
ら
江
戸
へ
送
ら
れ
る
荷
物
は
、

大
坂
に
集
積
さ
れ
た
後
、
船
積
み
さ
れ
て
江
戸
へ
回
漕

さ
れ
る
と
い
う
ル
ー
ト
が
中
心
で
あ
っ
た
。
そ
の
歴
史

は
、
元
禄
七(

一
六
九
四)

年
、
江
戸
に
「
十
組
問
屋
」
、

大
坂
に
「
江
戸
買
次
問
屋
」
が
結
成
さ
れ
た
こ
と
に
始

ま
る
。
江
戸
と
上
方
の
商
人
は
、
難
船
処
理
や
廻
船
の

統
制
に
あ
た
る
強
力
な
組
織
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
江

戸
・
上
方
間
の
海
上
輸
送
ル
ー
ト
を
独
占
し
、
菱
垣
廻

船
を
つ
か
っ
て
輸
送
し
た
。 

　
し
か
し
、
江
戸
時
代
も
半
ば
を
過
ぎ
る
と
、
菱
垣
廻

船
が
弱
体
化
す
る
反
面
、
畿
内
周
辺
で
江
戸
へ
荷
物
の

積
出
を
行
っ
て
い
た
他
の
廻
船
が
勢
力
を
伸
ば
し
て
く

る
。
三
重
県
内
で
は
紀
州
藩
領
の
白
子
廻
船
が
そ
の
代

表
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
に
は
、
呉
服
な
ど
い
く
つ
か
の
商
品
に
つ
い
て
は
、
東

海
道
や
九
里
半
廻
し
（
大
津
か
ら
琵
琶
湖
舟
運
で
米
原
へ
揚
げ
、
美
濃
路
を
陸
送
し
、
大
垣

よ
り
木
曽
川
で
桑
名
ま
で
下
る
ル
ー
ト
）
な
ど
の
陸
路
で
上
方
か
ら
荷
物
が
送
ら
れ
、
白
子

か
ら
江
戸
に
船
積
み
さ
れ
る
と
い
う
ル
ー
ト
も
と
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
菱
垣
廻
船
の
弱

体
化
が
顕
著
と
な
っ
た
文
化
年
間
（
一
八
〇
四
―
一
八
一
七
）
に
は
、
本
来
大
坂
に
集
積
さ

れ
る
荷
物
を
、
伊
賀
街
道
を
経
由
し
て
白
子
に
誘
致
し
、
江
戸
へ
船
積
み
す
る
と
い
う
計
画

が
実
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
白
子
の
商
人
と
津
藩
の
宿
目
付
ら
に
よ
る
計
画
で
あ
り
、
菱
垣

廻
船
に
替
わ
る
ル
ー
ト
と
し
て
、
江
戸
・
上
方
の
商
人
た
ち
に
積
極
的
な
売
り
込
み
を
行
っ

て
い
る
。 

　
今
回
は
、
こ
の
上
方
荷
物
の
伊
賀
街
道
誘
致
計
画
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
津
藩
お
よ

び
白
子
廻
船
等
商
人
の
意
図
と
上
方
・
江
戸
間
の
物
流
の
中
で
の
伊
賀
街
道
の
位
置
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。 

   

　
ま
ず
、
文
化
年
間
初
頭
の
菱
垣
廻
船
の
状
況
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
上
方
・
江
戸
間
の
日
用

品
の
物
流
は
、
大
坂
の
二
十
四
組
問
屋
（
江
戸
買
次
問
屋
の
後
身
）
が
仕
入
れ
、
江
戸
十
組
問

屋
へ
送
る
と
い
う
経
路
が
と
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
当
初
そ
の
輸
送
を
担
っ
て
い
た
菱
垣
廻

船
は
、
競
合
す
る
樽
廻
船
な
ど
の
出
現
に
よ
り
、
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
に
は
老
朽
船
の
み

の
三
八
艘
が
航
行
し
て
い
る
と
い
う
状
況
に
陥
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
同
年
、
杉
本
茂
十
郎

が
十
組
問
屋
の
頭
取
に
な
り
、
永
代
橋
な
ど
を
架
け
替
え
る
条
件
で
幕
府
公
認
の
金
融
機
関
で

あ
る
三
橋
会
所
の
設
置
を
許
さ
れ
る
と
、
幕
府
権
力
と
結
ん
で
菱
垣
廻
船
の
復
興
に
着
手
し
、

八
〇
艘
ま
で
船
数
を
増
や
す
こ
と
に
成
功
し
た
。
ま
た
、
杉
本
は
改
革
を
推
し
進
め
、
十
組
問

屋
の
地
盤
固
め
を
行
っ
た
。
十
組
問
屋
の
内
で
客
分
の
格
を
与
え
ら
れ
て
い
た
大
伝
馬
町
組
か

ら
も
、
冥
加
金
を
徴
収
す
る
な
ど
改
革
を

断
行
し
、
高
額
な
上
納
金
を
幕
府
に
納
め

て
幕
府
の
保
護
を
受
け
て
い
る
。 

　
し
か
し
、
翌
文
化
六
（
一
八
〇
九
）
年

以
降
、
菱
垣
廻
船
の
難
船
が
多
発
し
、
仲

間
の
難
船
負
担
金
が
さ
ら
増
大
し
て
し
ま

う
。
そ
し
て
、
大
伝
馬
町
組
を
は
じ
め
、

多
く
の
江
戸
の
問
屋
が
、
杉
本
の
改
革
や

菱
垣
廻
船
に
対
し
て
不
満
を
抱
き
は
じ
め

た
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
。 

　
こ
れ
に
注
目
し
た
の
が
、
津
藩
お
よ
び

白
子
周
辺
の
商
人
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
こ

の
状
況
を
利
用
し
て
上
方
荷
物
を
誘
致
す

る
こ
と
を
考
え
た
。
『
藤
東
伝
書
』
（
『

続
海
事
史
料
叢
書
第
四
巻
』
所
収
）
の
「

口
上
之
覚
」
に
よ
る
と
、
文
化
五
（
一
八

〇
八
）
年
十
一
月
、
津
宿
の
問
屋
・
進
伴

左
衛
門
は
伊
藤
作
兵
衛
と
い
う
商
人
か
ら
「
大
坂
菱
垣
廻
船
の
荷
物
の
取
り
扱
い
が
悪
く
、
江

戸
の
請
け
が
悪
い
。
白
子
竹
口
が
如
才
な
く
世
話
を
し
て
江
戸
の
請
け
も
良
い
の
で
、
陸
路
白

子
へ
送
り
道
中
筋
荷
物
が
遅
れ
な
け
れ
ば
津
廻
し
に
な
る
だ
ろ
う
。
」
と
い
う
提
言
を
受
け
て
い

る
。
こ
れ
は
、
上
方
か
ら
の
荷
物
を
淀
川
の
舟
運
を
利
用
し
て
笠
置
ま
で
運
び
、
笠
置
か
ら

伊
賀
街
道
を
経
由
し
て
津
ま
で
陸
送
し
た
あ
と
、
白
子
ま
で
運
ん
で
白
子
か
ら
江
戸
へ
廻

送
す
る
と
い
う
計
画
で
あ
っ
た
。 

　
進
は
、
名
字
帯
刀
を
許
さ
れ
、
津
の
本
陣
も
兼
ね
て
い
た
世
襲
の
問
屋
で
あ
り
、
一
方
、
伊

藤
は
、
木
綿
を
白
子
の
積
荷
問
屋
で
あ
る
竹
口
次
兵
衛
の
船
に
積
み
込
み
、
江
戸
の
大
店
へ
販

売
し
て
い
た
商
人
で
あ
る
。
こ
の
提
言
に
は
、
白
子
の
商
人
た
ち
と
津
藩
領
内
の
宿
駅
の
両
方

に
利
益
が
あ
る
内
容
が
含
ま
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
白
子
の
商
人
に
と
っ
て
は
、
上
方
か
ら
白

子
へ
陸
送
さ
れ
る
荷
物
を
増
加
さ
せ
る
と
い
う
利
益
が
あ
り
、
津
藩
に
と
っ
て
は
、
「
近
来
諸

荷
物
は
一
向
に
な
く
、
道
中
筋
の
問
屋
は
も
ち
ろ
ん
馬
持
や
在
々
ま
で
甚
だ
困
窮
し
て
い
る
」

（
竹
口
家
文
書
）
と
い
う
状
況
の
伊
賀
街
道
に
荷
物
を
呼
び
込
む
こ
と
は
、
街
道
の
疲
弊
を
解

消
し
、
さ
ら
に
は
藩
内
へ
の
経
済
振
興
策
と
し
て
も
有
効
な
手
段
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
紀
州
藩
の
廻
船
と
し
て
優
遇
さ
れ
て
い
た
白
子
廻
船
と
結
ぶ
こ
と
は
、
津
藩
に
と
っ
て

も
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
で
あ
っ
た
。 

   

　
伊
藤
作
兵
衛
の
提
言
を
受
け
た
津
藩
は
、
文
化
六
（
一
八
〇
九
）
年
三
月
、
伊
賀
街
道
の
取

締
に
乗
り
出
す
。
当
時
の
伊
賀
街
道
は
、
大
量
の
荷
物
を
運
送
す
る
に
は
体
制
が
整
っ
て
お
ら

ず
、
特
に
綿
荷
物
な
ど
は
、
他
の
重
い
荷
物
と
混
載
す
る
た
め
輸
送
に
か
な
り
の
時
間
を
要
し

た
。
ま
た
、
馬
士
な
ど
の
運
送
に
当
た
る
者
の
風
紀
が
悪
く
、
荷
物
を
抜
い
た
り
、
我
が
ま
ま

な
振
る
舞
い
を
す
る
者
も
多
か
っ
た
（
『
藤
東
伝
書
』
）
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
、
津
藩

は
商
人
荷
物
を
安
全
に
早
く
運
送
す
る
た
め
の
取
り
締
ま
り
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容

は
、
1
才
領
（
積
荷
の
監
視
人
）
が
同
行
し
て
い
な
い
荷
物
を
運
ぶ
と
き
は
、
輸
送
期
限
を
記

し
た
送
状
を
携
え
る
な
ど
継
ぎ
送
り
を
徹
底
す
る
　
2
混
載
す
る
た
め
に
綿
荷
物
を
遅
ら
せ
る

こ
と
を
禁
止
す
る
、
3
駄
賃
銭
の
規
定
額
以
外
の
受
取
を
禁
止
す
る
、
4
荷
物
を
馬
持
宅
や
人

家
へ
持
ち
込
む
こ
と
を
禁
止
す
る
、
5
送
り
き
れ
な
か
っ
た
残
り
の
荷
物
は
問
屋
の
蔵
庭
に
入

れ
翌
朝
優
先
的
に
送
り
出
す
、
な
ど
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
伊
勢
・
伊
賀
・
山
城
・
大
和
は
支
配

違
い
で
あ
る
が
、
宿
々
は
津
藩
領
で
あ
る
の
で
今
後
は
一
括
し
て
取
り
締
ま
る
と
い
う
旨
も
附

言
さ
れ
て
い
る
。 

　
そ
し
て
、
文
化
六
年
五
月
か
ら
津
藩
の
誘
致
活
動
が
始
ま
っ
た
。
以
下
、
前
掲
『
藤
東
伝

書
』
お
よ
び
竹
口
家
文
書
よ
り
そ
の
誘
致
活
動
の
内
容
を
追
っ
て
み
た
い
。
ま
ず
、
文
化
六

年
五
月
、
三
井
本
家
手
代
の
青
木
清
九
郎
が
進
を
尋
ね
て
き
た
。
進
が
三
井
の
荷
物
を
伊
賀
経

由
で
回
し
て
く
れ
る
よ
う
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、
三
井
家
よ
り
来
状
が
あ
り
、
七
月
十
七
日
に
は

三
井
か
ら
の
荷
物
が
九
駄
津
に
届
い
た
。
八
月
、
伊
藤
作
兵
衛
　
町
屋
村
の
坂
野
伝
七
　
竹
口

家
手
代
の
小
七
が
上
京
し
、
三
井
家
に
伊
賀
経
由
ル
ー
ト
の
利
用
を
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
津
藩

の
宿
方
取
締
役
人
を
寄
越
す
よ
う
返
答
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
九
月
十
一
日
、
宿
目
付
方
と
し
て

進
伴
左
衛
門
と
長
野
宿
問
屋
・
岡
喜
左
衛
門
が
竹
口
・
伊
藤
宛
の
「
宿
々
連
印
一
札
」
を
持
参

し
て
上
京
し
、
三
井
・
白
木
屋
・
岩
城
・
蛭
子
屋
・
大
丸
・
伊
豆
蔵
・
杉
浦
・
槌
屋
・
小
橋
屋

に
面
会
し
た
結
果
、
惣
店
中
参
会
（
京
呉
服
問
屋
の
総
会
）
で
建
議
し
て
も
ら
う
こ
と
に
成
功

し
た
。
進
等
は
、
淀
か
ら
白
子
ま
で
五
日
か
ら
六
日
半
、
駄
賃
は
二
貫
文
で
輸
送
可
能
で
あ

り
、
伊
賀
街
道
な
ら
ば
才
領
が
同
行
し
な
く
て
も
安
全
に
確
実
に
荷
物
を
輸
送
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
売
り
込
ん
だ
。
こ
れ
に
対
し
、
呉
服
問
屋
側
は
、
駄
賃
を
も
う
少
し
減
少
す
る
よ

う
に
と
注
文
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
試
み
に
荷
物
一
〇
駄
を
伊
賀
廻
し
で
差
し
遣
わ
す
の
で
、

そ
の
荷
が
遅
滞
な
く
届
け
ば
追
々
荷
物
を
増
や
そ
う
と
い
う
約
束
に
こ
ぎ
つ
け
た
。
こ
の
一
〇

駄
は
、
翌
文
化
七
（
一
八
一
〇
）
年
の
「
従
京
都
三
井
来
取
締
書
写
」
で
具
体
的
な
取
り
決
め

が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、
遅
滞
な
く
津
に
届
い
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。 

　
京
都
を
後
に
し
た
進
と
岡
は
、
次
に
大
坂
の
太
物
飛
脚
問
屋
へ
向
か
っ
た
。
目
的
は
、
江

戸
の
木
綿
問
屋
へ
買
い
入
れ
る
木
綿
に
つ
い
て
伊
賀
廻
し
に
し
て
く
れ
る
よ
う
飛
脚
問
屋
に

相
談
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
は
、
伊
勢
行
き
の
飛
脚
便
は
伊
賀
廻
し
に
す

る
が
、
江
戸
行
き
に
つ
い
て
は
荷
主
で
あ
る
江
戸
問
屋
に
頼
み
入
れ
る
よ
う
に
と
い
う
返
答
で

あ
っ
た
。
続
い
て
城
州
・
和
州
よ
り
大
阪
へ
廻
す
直
積
の
江
戸
行
き
木
綿
荷
物
に
つ
い
て
、
城

和
綿
問
屋
へ
面
会
に
向
か
っ
た
が
、
結
果
は
大
坂
の
飛
脚
問
屋
と
同
じ
く
、
江
戸
の
問
屋
に
相

談
す
る
よ
う
に
と
言
う
返
答
で
あ
っ
た
。 

　
ま
た
、
進
と
岡
は
、
淀
川
の
舟
運
を
担
う
伏
見
・
淀
船
の
積
荷
問
屋
と
、
津
藩
の
大
和
の
飛

び
地
で
あ
る
古
市
役
所
に
も
立
ち
寄
り
、
伊
賀
街
道
へ
の
上
方
荷
物
の
誘
致
に
つ
い
て
協
力
要

請
も
行
っ
た
後
十
月
九
日
に
津
へ
帰
っ
て
い
る
。 

   

　
大
坂
か
ら
の
木
綿
荷
物
に
つ
い
て
は
江
戸
の
木
綿
問
屋
の
意
向
が
必
要
で
あ
っ
た
。
白
子
廻

船
を
利
用
し
て
い
た
木
綿
問
屋
は
、
三
井
・
大
丸
・
白
木
屋
・
蛭
子
屋
な
ど
が
参
加
す
る
白
子

組
と
、
長
谷
川
・
小
津
・
川
喜
田
な
ど
が
参
加
す
る
大
伝
馬
町
組
の
二
つ
が
あ
り
、
白
子
の
廻

船
業
者
も
そ
の
二
系
統
に
分
か
れ
て
い
た
。
『
笠
置
廻
発
起
事
』
（
『
続
海
事
史
料
叢
書
第
四

巻
』
所
収
）
・
竹
口
家
文
書
に
よ
る
と
、
文
化
七
年
四
月
五
日
、
進
と
岡
は
、
書
状
で
大
伝

馬
町
行
事
当
番
へ
伊
賀
廻
し
を
要
請
し
た
。
七
月
に
は
、
白
子
組
の
惣
代
・
坂
倉
十
兵
衛
が

伊
賀
廻
し
の
視
察
に
来
て
い
る
。
そ
し
て
、
翌
文
化
八
（
一
八
一
一
）
年
十
二
月
、
白
子
組

と
大
伝
馬
町
組
が
伊
賀
廻
し
を
密
約
す
る
に
至
り
、
翌
年
六
月
に
は
、
大
伝
馬
町
組
が
坂
倉

十
兵
衛
を
惣
代
と
し
て
借
り
請
け
、
伊
賀
街
道
及
び
淀
船
問
屋
の
実
地
見
分
と
取
締
に
当
た

ら
せ
て
い
る
。
そ
の
後
も
両
組
は
折
衝
を
重
ね
つ
つ
、
伊
賀
廻
し
を
試
み
、
同
年
八
月
に
は

大
伝
馬
町
組
の
大
坂
荷
物
の
二
割
を
伊
賀
に
廻
す
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。 

　
ま
た
、
文
化
十
（
一
八
一
三
）
年
三
月
に
は
、
津
に
白
子
積
荷
問
屋
の
出
張
会
所
が
設
け

ら
れ
、
津
か
ら
直
接
江
戸
へ
船
積
み
す
る
体
制
が
整
え
ら
れ
た
。
こ
の
会
所
は
、
白
子
組
に

属
す
る
竹
口
と
、
大
伝
馬
町
組
に
属
す
る
倉
田
・
河
合
な
ど
両
組
五
軒
の
共
同
会
所
で
あ
っ

た
た
め
、
江
戸
木
綿
問
屋
か
ら
「
両
与
五
郎
助
」
と
命
名
さ
れ
た
。
こ
の
会
所
で
は
、
白
子

組
と
大
伝
馬
町
組
の
荷
物
は
混
載
し
て
輸
送
し
、
そ
れ
以
外
の
荷
物
を
積
む
こ
と
は
禁
止
さ

れ
た
。
ま
た
、
取
り
扱
う
の
も
大
坂
か
ら
の
荷
物
の
み
で
あ
り
、
伊
賀
廻
し
の
た
め
に
設
け
ら

れ
た
会
所
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
紀
州
藩
領
で
あ
る
白
子
の
積
荷
問
屋
が
津
に
出
張
所
を
設

け
る
だ
け
で
も
異
例
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
時
に
は
対
立
関
係
に
あ
っ
た
大
伝
馬
町
組
と
白
子

組
が
共
同
で
設
け
た
と
い
う
点
に
も
注
目
し
た
い
。
津
藩
白
子
だ
け
で
な
く
江
戸
の
問
屋
が
伊

賀
街
道
に
か
け
た
期
待
の
大
き
さ
が
想
像
さ
れ
る
。 

　
し
か
し
、
無
事
軌
道
に
乗
っ
た
よ
う
に
見
え
た
伊
賀
廻
し
で
あ
る
が
、
文
化
十
一
（
一
八
一

四
）
年
十
二
月
、
杉
本
茂
十
郎
の
逆
鱗
に
触
れ
、
廃
止
さ
れ
て
し
ま
う
。
伊
賀
街
道
と
白
子
廻

船
と
い
う
地
域
的
な
輸
送
手
段
が
、
菱
垣
廻
船
を
脅
か
す
存
在
に
成
長
し
つ
つ
あ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。 

   

　
菱
垣
廻
船
の
熊
野
で
の
難
船
が
続
く
中
、
熊
野
灘
を
回
避
す
る
ル
ー
ト
は
、
伊
賀
街
道
の

他
に
東
海
道
や
九
里
半
廻
し
な
ど
が
あ
っ
た
が
、
抜
け
荷
や
紛
失
が
問
題
と
な
り
過
去
に
も

取
り
や
め
に
な
っ
た
例
が
あ
る
。
し
か
し
、
笠
置
か
ら
津
ま
で
伊
賀
街
道
は
、
全
て
津
藩
領

で
あ
り
、
藩
が
取
り
締
り
を
行
え
ば
街
道
の
安
全
性
は
確
立
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
領
地
が
錯
綜

す
る
近
畿
地
方
の
中
で
他
の
藩
が
真
似
で
き
な
い
点
で
あ
っ
た
。
難
船
続
き
の
菱
垣
廻
船
の
代

替
と
し
て
、
商
人
た
ち
か
ら
伊
賀
街
道
が
期
待
さ
れ
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

彼
ら
が
大
坂
か
ら
の
陸
路
と
し
て
選
ん
だ
伊
賀
街
道
は
、
領
地
が
錯
綜
す
る
近
畿
地
方
の
中

で
、
始
点
の
笠
置
か
ら
津
ま
で
他
領
を
経
由
せ
ず
に
荷
物
を
運
ぶ
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
ル
ー

ト
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

三
重
の 

文
化
と 

社
会
● 

は
じ
め
に 

一
、
菱
垣
廻
船
の
代
替
と
し
て
の
伊
賀
街
道 

二
、
津
藩
に
よ
る
上
方
荷
物
の
誘
致
活
動 

上方・江戸間の 
物流と伊賀街道 
代田　美里 

お
わ
り
に 

三
、
大
坂
木
綿
荷
物
の
伊
賀
廻
し
の
実
現
と
津
出
張
会
所 

（
だ
い
た
　
み
さ
と
） 
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（
に
し
か
わ
　
ひ
ろ
し
） 

人
文
学
部
教
授
・
日
本
政
治
史 

三
重
の 

歴
史
と
風
景 

明
治
の
町
村
合
併 

西 

川
　
洋 

「
町
村
合
併
標
準
」
の
内
訓
（
明
治
二
十
年
七
月
） 

「
町
村
制
取
調
の
訓
令
」
（
明
治
二
十
一
年
五
月
） 

山
崎
知
事
演
達
（
明
治
二
十
一
年
七
月
） 

　
「
平
成
の
市
町
村
大
合
併
」
で
は
、
全
国
の
市
町
村
約

三
、
二
〇
〇
が
本
年
三
月
末
に
は
約
一
、
八
〇
〇
に
ま
で

統
合
さ
れ
る
と
い
う
。
三
重
県
で
は
六
六
市
町
村
が
二
九

市
町
村
に
な
る
。
地
方
分
権
が
叫
ば
れ
、
あ
く
ま
で
市
町

村
・
住
民
の
意
思
に
基
づ
く
と
い
わ
れ
る
大
合
併
で
あ
る

が
、
財
政
難
で
地
方
交
付
金
と
い
う
エ
サ
欲
し
さ
が
実
態

と
い
う
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

　
と
こ
ろ
で
町
村
合
併
の
歴
史
を
探
る
と
、
平
成
に
勝
る

大
合
併
は
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
に
ま
で
さ
か
の

ぼ
る
。
こ
の
年
、
全
国
で
約
七
万
の
町
村
が
一
万
六
〇
〇
〇

へ
と
五
分
の
一
に
減
少
し
た
。
三
重
県
で
は
一
、
八
一
七

町
村
が
三
三
六
市
町
村
に
合
併
さ
れ
た
。 

　
明
治
の
合
併
は
帝
国
議
会
開
設
前
年
に
「
市
制
町
村
制
」

の
施
行
に
合
わ
せ
て
強
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
狙

い
は
、
1
地
方
有
力
者
を
市
町
村
長
・
議
員
な
ど
に
取
り

込
ん
で
、
反
政
府
勢
力
の
帝
国
議
会
進
出
を
防
止
す
る
こ

と
、
2
国
税
徴
収
を
優
先
し
て
、
そ
の
障
害
に
な
ら
な
い

よ
う
に
税
に
依
存
し
な
い
安
定
し
た
基
盤
の
自
治
体
を
作

る
こ
と
、
3
広
汎
な
機
関
委
任
事
務
を
自
治
体
首
長
に
課

す
こ
と
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。 

　
今
日
と
は
異
な
り
、
明
治
の
町
村
合
併
は
県
知
事
の
決

定
で
あ
っ
た
か
ら
、
内
務
大
臣
が
定
め
た
「
合
併
標
準
」

に
沿
っ
て
簡
単
に
進
行
す
る
筈
で
あ
っ
た
が
、
実
状
は
単

純
で
は
な
か
っ
た
。
当
初
、
町
村
側
の
意
向
を
聞
く
こ
と

も
な
く
郡
長
の
意
見
で
合
併
案
を
作
成
し
よ
う
と
し
た
が
、

町
村
に
抵
抗
さ
れ
た
た
め
に
、
最
終
的
に
は
郡
毎
に
町
村

の
意
向
を
聞
く
諮
問
会
を
開
き
、
地
元
の
合
意
を
基
礎
に

合
併
案
を
ま
と
め
上
げ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
下
に
そ
の
経
緯
を
概
略
す
る
。 

   

　
「
市
制
町
村
制
」
（
明
治
二
十
一
年
四
月
）
公
布
前
に

県
知
事
に
出
さ
れ
た
秘
密
の
内
訓
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る

と
、
知
事
は
七
月
中
に
合
併
案
を
取
調
上
申
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
。
し
か
も
、
「
一
旦
民
間
に
漏
洩
す
る
と
き

は
施
政
上
不
都
合
少
な
か
ら
ず
に
付
、
其
辺
精
々
注
意
取

扱
ふ
べ
し
」
と
し
て
郡
長
ま
で
の
関
与
に
限
定
し
て
い
た
。

こ
の
標
準
で
は
、
お
お
よ
そ
三
〇
〇
戸
を
単
位
と
す
る
こ

と
、
富
裕
な
町
村
は
標
準
以
下
で
も
独
立
を
認
め
る
反
面
、

被
差
別
村
で
他
村
と
平
和
的
に
合
併
で
き
な
い
も
の
も
例

外
と
す
る
、
な
ど
と
し
て
い
た
。
近
世
の
城
下
町
は
一
般

に
町
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
内
訓
で
は
機
械
的
に
戸
数
に
よ
り
分
割
し
て
い
た
。 

　
三
重
県
で
は
こ
の
標
準
に
よ
る
合
併
案
は
阿
拝
・
山
田

郡
と
一
志
郡
に
の
み
残
さ
れ
て
い
る
。
阿
拝
・
山
田
郡
長

は
、
七
月
二
十
九
日
付
け
で
「
専
ら
戸
長
役
場
所
轄
内
を

以
て
一
村
と
し
、
不
得
止
も
の
は
旧
郷
制
一
郷
中
関
係
あ

る
町
村
を
合
併
致
候
」
と
上
申
し
、
明
治
十
七
年
改
正
の

連
合
戸
長
役
場
を
基
本
単
位
と
す
る
と
し
て
い
る
。
城
下

町
の
上
野
市
街
地
は
三
町
（
平
均
戸
数
九
三
〇
戸
）
と
し
、

そ
の
他
の
郡
内
を
一
七
か
村
（
平
均
四
六
〇
戸
）
に
ま
と

め
て
い
る
。
連
合
戸
長
役
場
と
は
複
数
の
町
村
に
一
つ
の

戸
長
（
村
長
）
役
場
を
置
く
も
の
で
、
明
治
十
七
年
の
そ

れ
は
多
数
町
村
を
含
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
短
期
間
に
上

申
さ
せ
た
こ
の
合
併
案
は
実
現
し
な
か
っ
た
。 

   

   

　
「
市
制
町
村
制
」
公
布
直
後
に
知
事
の
訓
令
に
よ
り
二

度
目
の
取
調
が
開
始
さ
れ
た
。
合
併
は
五
〇
〇
戸
を
基
準

と
し
、
連
合
戸
長
役
場
を
単
位
と
す
る
が
、
資
力
の
有
無

が
大
事
で
「
法
律
上
の
義
務
を
負
担
し
自
治
に
関
す
る
諸

般
の
費
用
を
支
弁
し
得
る
を
以
て
目
的
と
す
」
る
こ
と
を

明
記
し
て
い
る
。
翌
六
月
十
三
日
に
内
務
大
臣
か
ら
出
さ

れ
た
「
町
村
合
併
標
準
」
が
三
〜
五
〇
〇
戸
を
標
準
と
し

た
点
で
異
な
っ
て
お
り
、
訓
令
の
標
準
戸
数
は
「
標
準
」

に
し
た
が
っ
て
修
正
さ
れ
た
。
同
じ
く
、
「
所
謂
町
な
る

も
の
は
一
団
の
市
街
、
即
ち
桑
名
・
四
日
市
・
津
・
松
阪

等
を
指
す
も
の
に
し
て
」
「
一
市
街
地
中
、
従
来
数
戸
長

役
場
に
分
割
す
る
も
内
訓
第
壱
項
に
依
る
の
限
り
に
あ
ら

ず
」
と
し
て
、
旧
城
下
町
な
ど
を
単
一
町
と
し
て
取
り
扱

う
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。
各
郡
長
は
1
旧
郷
制
、
2
戸

長
役
場
組
合
、
3
そ
の
他
1
2
に
よ
り
難
い
と
き
は
人
情
・

風
俗
・
資
産
の
多
少
・
土
地
状
況
に
よ
る
、
こ
と
を
基
本

に
合
併
案
を
上
申
し
て
い
る
。 

　
と
こ
ろ
が
、
六
月
二
十
九
日
に
石
井
邦
猷
知
事
が
突
然
佐

賀
県
知
事
に
転
出
し
、
山
崎
直
胤
知
事
が
着
任
し
て
き
た
時
、

ま
た
も
合
併
方
針
は
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

   

　
新
任
の
山
崎
知
事
は
七
月
二
十
八
日
に
全
郡
長
を
集
め
、

市
制
町
村
制
と
合
併
の
趣
旨
に
つ
い
て
演
説
し
、
前
任
者

の
方
針
を
見
直
す
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
演
説
に
よ
る

と
、
立
憲
制
の
基
礎
を
強
固
に
す
る
た
め
、
地
方
自
治
は

人
民
の
権
利
義
務
を
明
ら
か
に
し
、
自
治
の
能
力
を
発
揮

さ
せ
る
の
が
目
的
で
あ
る
の
で
、
人
民
に
そ
の
こ
と
を
深

く
自
覚
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
郡
長

は
、
合
併
案
を
調
査
し
、
そ
れ
を
町
村
会
議
員
に
諮
詢
し
、

同
意
・
決
定
さ
せ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
っ

た
。
山
崎
知
事
も
、
こ
の
作
業
を
た
っ
た
一
か
月
で
終
了
す

る
計
画
で
あ
っ
た
が
、
当
然
不
満
が
生
じ
た
た
め
、
期
限
は

十
一
月
ま
で
延
期
さ
れ
た
。 

  

各
郡
長
に
対
し
て
は
「
諮
問
順
序
」
（
月
日
不
明
）
で
、

諮
詢
会
の
町
村
総
代
選
出
基
準
、
選
出
方
法
等
が
示
さ
れ
、

総
代
の
合
意
を
得
た
上
で
十
一
月
二
十
日
ま
で
に
調
書
を

提
出
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
こ
の
調
書
の
調
査
項
目
も
、

一
、
区
域
人
口
戸
数
、
二
、
資
力
、
三
、
合
併
を
要
す
る

事
由
、
四
、
沿
革
、
五
、
町
村
吏
員
及
総
代
人
等
の
答
申
、

六
、
新
町
村
名
選
定
の
事
由
、
七
、
図
面
、
な
ど
詳
細
に

指
定
さ
れ
た
。 

　
こ
れ
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
調
書
が
今
日
「
町
村
合
併
調
書
」

と
し
て
紹
介
さ
れ
る
合
併
の
最
終
案
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て

よ
う
や
く
に
し
て
、
三
重
県
内
の
町
村
合
併
案
が
ま
と
ま
り
、

翌
明
治
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
。
一
市
（
津
）
一
八
町
三

一
七
村
の
近
代
的
地
方
自
治
制
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 
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る
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に
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す
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で
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に
戸
数
に
よ
り
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三
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で
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こ
の
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に
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る
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に
の
み
残
さ
れ
て
い
る
。
阿
拝
・
山
田
郡
長

は
、
七
月
二
十
九
日
付
け
で
「
専
ら
戸
長
役
場
所
轄
内
を

以
て
一
村
と
し
、
不
得
止
も
の
は
旧
郷
制
一
郷
中
関
係
あ

る
町
村
を
合
併
致
候
」
と
上
申
し
、
明
治
十
七
年
改
正
の

連
合
戸
長
役
場
を
基
本
単
位
と
す
る
と
し
て
い
る
。
城
下

町
の
上
野
市
街
地
は
三
町
（
平
均
戸
数
九
三
〇
戸
）
と
し
、

そ
の
他
の
郡
内
を
一
七
か
村
（
平
均
四
六
〇
戸
）
に
ま
と

め
て
い
る
。
連
合
戸
長
役
場
と
は
複
数
の
町
村
に
一
つ
の

戸
長
（
村
長
）
役
場
を
置
く
も
の
で
、
明
治
十
七
年
の
そ

れ
は
多
数
町
村
を
含
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
短
期
間
に
上

申
さ
せ
た
こ
の
合
併
案
は
実
現
し
な
か
っ
た
。 

   

   

　
「
市
制
町
村
制
」
公
布
直
後
に
知
事
の
訓
令
に
よ
り
二

度
目
の
取
調
が
開
始
さ
れ
た
。
合
併
は
五
〇
〇
戸
を
基
準

と
し
、
連
合
戸
長
役
場
を
単
位
と
す
る
が
、
資
力
の
有
無

が
大
事
で
「
法
律
上
の
義
務
を
負
担
し
自
治
に
関
す
る
諸

般
の
費
用
を
支
弁
し
得
る
を
以
て
目
的
と
す
」
る
こ
と
を

明
記
し
て
い
る
。
翌
六
月
十
三
日
に
内
務
大
臣
か
ら
出
さ

れ
た
「
町
村
合
併
標
準
」
が
三
〜
五
〇
〇
戸
を
標
準
と
し

た
点
で
異
な
っ
て
お
り
、
訓
令
の
標
準
戸
数
は
「
標
準
」

に
し
た
が
っ
て
修
正
さ
れ
た
。
同
じ
く
、
「
所
謂
町
な
る

も
の
は
一
団
の
市
街
、
即
ち
桑
名
・
四
日
市
・
津
・
松
阪

等
を
指
す
も
の
に
し
て
」
「
一
市
街
地
中
、
従
来
数
戸
長

役
場
に
分
割
す
る
も
内
訓
第
壱
項
に
依
る
の
限
り
に
あ
ら

ず
」
と
し
て
、
旧
城
下
町
な
ど
を
単
一
町
と
し
て
取
り
扱

う
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。
各
郡
長
は
1
旧
郷
制
、
2
戸

長
役
場
組
合
、
3
そ
の
他
1
2
に
よ
り
難
い
と
き
は
人
情
・

風
俗
・
資
産
の
多
少
・
土
地
状
況
に
よ
る
、
こ
と
を
基
本

に
合
併
案
を
上
申
し
て
い
る
。 

　
と
こ
ろ
が
、
六
月
二
十
九
日
に
石
井
邦
猷
知
事
が
突
然
佐

賀
県
知
事
に
転
出
し
、
山
崎
直
胤
知
事
が
着
任
し
て
き
た
時
、

ま
た
も
合
併
方
針
は
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

   

　
新
任
の
山
崎
知
事
は
七
月
二
十
八
日
に
全
郡
長
を
集
め
、

市
制
町
村
制
と
合
併
の
趣
旨
に
つ
い
て
演
説
し
、
前
任
者

の
方
針
を
見
直
す
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
演
説
に
よ
る

と
、
立
憲
制
の
基
礎
を
強
固
に
す
る
た
め
、
地
方
自
治
は

人
民
の
権
利
義
務
を
明
ら
か
に
し
、
自
治
の
能
力
を
発
揮

さ
せ
る
の
が
目
的
で
あ
る
の
で
、
人
民
に
そ
の
こ
と
を
深

く
自
覚
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
郡
長

は
、
合
併
案
を
調
査
し
、
そ
れ
を
町
村
会
議
員
に
諮
詢
し
、

同
意
・
決
定
さ
せ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
っ

た
。
山
崎
知
事
も
、
こ
の
作
業
を
た
っ
た
一
か
月
で
終
了
す

る
計
画
で
あ
っ
た
が
、
当
然
不
満
が
生
じ
た
た
め
、
期
限
は

十
一
月
ま
で
延
期
さ
れ
た
。 

  

各
郡
長
に
対
し
て
は
「
諮
問
順
序
」
（
月
日
不
明
）
で
、

諮
詢
会
の
町
村
総
代
選
出
基
準
、
選
出
方
法
等
が
示
さ
れ
、

総
代
の
合
意
を
得
た
上
で
十
一
月
二
十
日
ま
で
に
調
書
を

提
出
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
こ
の
調
書
の
調
査
項
目
も
、

一
、
区
域
人
口
戸
数
、
二
、
資
力
、
三
、
合
併
を
要
す
る

事
由
、
四
、
沿
革
、
五
、
町
村
吏
員
及
総
代
人
等
の
答
申
、

六
、
新
町
村
名
選
定
の
事
由
、
七
、
図
面
、
な
ど
詳
細
に

指
定
さ
れ
た
。 

　
こ
れ
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
調
書
が
今
日
「
町
村
合
併
調
書
」

と
し
て
紹
介
さ
れ
る
合
併
の
最
終
案
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て

よ
う
や
く
に
し
て
、
三
重
県
内
の
町
村
合
併
案
が
ま
と
ま
り
、

翌
明
治
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
。
一
市
（
津
）
一
八
町
三

一
七
村
の
近
代
的
地
方
自
治
制
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 
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海外コミックの 
翻訳が少ない理由 

大河内 朋子● 

（
お
お
こ
う
ち
　
と
も
こ
） 

人
文
学
部
教
授
・
ド
イ
ツ
文
学 

　
日
本
の
漫
画
は
東
ア
ジ
ア
の
み
な
ら
ず
、遠
く

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
で
も
人
気
を
博
し
て
い
る
。例

え
ば
ド
イ
ツ
で
は
、「
マ
ン
ガ
」と
い
う
言
葉
が
市

民
権
を
得
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。一
般
書
店
の

書
棚
の
一
つ
を
日
本
の
漫
画
が
独
占
し
て
い
る
と

い
う
光
景
に
も
出
く
わ
す
し
、有
名
書
籍
市
に
合

わ
せ
て
創
作
漫
画
の
コ
ン
テ
ス
ト
や
コ
ス
プ
レ
も

行
わ
れ
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
。か
つ
て
大
学
の

日
本
学
科
に
は
、日
本
経
済
に
関
心
の
あ
る
学
生

が
集
ま
っ
て
い
た
が
、今
で
は
そ
の
よ
う
な
学
生

は
少
数
派
に
な
り
、漫
画
好
き
の
学
生
が
大
勢
押

し
寄
せ
て
き
て
い
る
。漫
画
の
み
な
ら
ず
、ア
ニ

メ
や
ポ
ッ
プ
ソ
ン
グ
を
含
む
日
本
の
ポ
ッ
プ
カ

ル
チ
ャ
ー
は
、ド
イ
ツ
の
若
者（
の
一
部
）を
虜
に

し
て
い
る
。 

　
こ
れ
は
喜
ば
し
い
こ
と
だ
。日
本
文
化
が
教
養

の
対
象
で
は
な
く
、職
業
上
の
小
道
具
で
も
な
く
、

ド
イ
ツ
の
若
者
に
と
っ
て
は
生
き
る
た
め
の
滋
養

に
な
っ
た
の
だ
か
ら
。こ
う
い
う
文
化
交
流
の
形

は
望
ま
し
い
。と
こ
ろ
で
、翻
っ
て
み
て
、私
た
ち

は
ド
イ
ツ
の（
あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
）コ
ミ
ッ

ク
を
ど
れ
く
ら
い
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。そ
も

そ
も
翻
訳
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 

　
お
よ
そ
外
国
の
コ
ミ
ッ
ク
は
翻
訳
さ
れ
て
は

い
る
が
、そ
の
数
は
き
わ
め
て
少
な
い
。現
在
入

手
可
能
な
の
は
、「
ピ
ー
ナ
ッ
ツ
」
、「
ミ
ッ
キ
ー

マ
ウ
ス
」、「
バ
ッ
ト
マ
ン
」、「
ス
ー
パ
ー
マ
ン
」、

「
ス
パ
イ
ダ
ー
マ
ン
」
と
い
っ
た
ア
メ
リ
カ
ン
コ

ミ
ッ
ク
の
メ
ジ
ャ
ー
な
代
表
作
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
て

い
る
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
コ
ミ
ッ
ク
で
は
、ベ
ル
ギ
ー

人
エ
ル
ジ
ェ
の「
タ
ン
タ
ン
」く
ら
い
だ
ろ
う
か
。

（
余
談
な
が
ら
、ア
ン
グ
ラ
コ
ミ
ッ
ク
の
ロ
バ
ー
ト
・

ク
ラ
ム
と
前
衛
的
な
ア
ー
ト
・
ス
ピ
ー
ゲ
ル
マ
ン

が
翻
訳
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、注
目
に
値
す

る
。特
に
ス
ピ
ー
ゲ
ル
マ
ン
の
場
合
、晶
文
社
が
ホ

ロ
コ
ー
ス
ト
を
描
い
た『
マ
ウ
ス
』を
、岩
波
書
店

が
9.
11
を
テ
ー
マ
に
し
た『
消
え
た
タ
ワ
ー
の
影

の
中
で
』を
出
し
て
い
る
。コ
ミ
ッ
ク
と
無
縁
な
両

出
版
社
が
コ
ミ
ッ
ク
の
出
版
に
踏
み
切
っ
た
の
は
、

作
品
の
芸
術
的
な
質
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
よ
り

も
、明
ら
か
に
そ
の
政
治
的
テ
ー
マ
の
た
め
で
あ

ろ
う
。） 

　
な
ぜ
、こ
れ
ほ
ど
ま
で
も
海
外（
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
）コ
ミ
ッ
ク
の
翻
訳
点
数
は
少
な
い
の
だ
ろ

う
か
。そ
の
理
由
は
二
つ
あ
る
と
思
う
。一
つ
は
、

書
籍
と
し
て
の
装
幀
の
違
い
に
よ
り
、漫
画
に
比

べ
て
は
る
か
に
高
額
な
商
品
に
な
っ
て
し
ま
う
か

ら
で
あ
る
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
コ
ミ
ッ
ク
は
、通
常

「
コ
ミ
ッ
ク
ア
ル
バ
ム
」と
い
う
形
態
で
出
版
さ

れ
る
。こ
れ
は
、A
4
版
・
カ
ラ
ー
印
刷
と
い
っ
た

体
裁
を
取
っ
て
い
る
大
判
の
書
籍
で
、上
等
の
印

刷
用
紙
を
使
っ
て
い
る
。価
格
は
相
応
に
高
く
、

ソ
フ
ト
カ
バ
ー
で
も
10
〜
14
ユ
ー
ロ
（
約

1,
4
0
0
円
〜
2,
0
0
0
円
、頁
数
は
48
頁
な

い
し
64
頁
）、ハ
ー
ド
カ
バ
ー
で
大
部
の
コ
ミ
ッ
ク

に
な
る
と
、30
ユ
ー
ロ（
約
4,
2
0
0
円
）以
上
の

値
段
が
付
い
て
い
る
。日
本
で
翻
訳
出
版
す

る
と
き
に
、ど
こ
ま
で
体
裁
の
変
更
が
可
能

な
の
か
、分
か
ら
な
い
が
、同
様
の
体
裁
を

取
れ
ば
、当
然
商
品
価
格
は
上
昇
す
る
。実

際
こ
れ
ま
で
翻
訳
出
版
さ
れ
た
コ
ミ
ッ
ク

は
、1,
0
0
0
円（
B
5
変
型
判
、1
0
0
頁
）

か
ら
3,
7
0
0
円
（
B
5
変
型
判
、
約

2
5
0
頁
）も
す
る
な
ど
、日
本
の
漫
画
の

2
倍
〜
8
倍
も
の
価
格
で
売
ら
れ
て
い
る
。

（
ち
な
み
に
、ス
ピ
ー
ゲ
ル
マ
ン『
消
え
た
タ
ワ
ー

の
影
の
中
で
』は
、
絵
本
の
よ
う
に
分
厚
い
B
4

判
変
型
の
大
型
の
用
紙
に
印
刷
さ
れ
て
い
て
、38

頁
し
か
な
い
の
に
本
体
価
格
が
3,
8
0
0
円
に

な
っ
て
い
る
。美
術
品
と
し
て
扱
っ
て
い
る
と
思

え
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。）高
価
な
外
国
コ
ミ
ッ
ク

の
翻
訳
本
は
、駅
の
ゴ
ミ
箱
に
読
み
捨
て
る
こ
と

は
で
き
ず
、自
宅
の
書
棚
に
飾
っ
て
お
く
こ
と
に

な
る
が
、そ
れ
で
は
購
買
者
数
を
増
や
す
こ
と
は

難
し
く
、商
売
と
し
て
成
り
立
ち
に
く
い
。 

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
コ
ミ
ッ
ク
が
翻
訳
出
版
さ
れ
な

い
も
う
一
つ
の
理
由
は
、コ
ミ
ッ
ク
作
品
そ
れ
自

体
の
中
に
あ
る
。日
本
の
漫
画
は
、白
黒
印
刷
で
あ

る
こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、黒
い
線
に

意
味
を
持
た
せ
る
。黒
い
線
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
味

を
持
つ
記
号
と
な
っ
て
、読
者
と
意
味
の
体
系
を

共
有
す
る
こ
と
に
な
る
。コ
ミ
ッ
ク
記
号
は
発
達

し
、分
化
し
、そ
の
結
果
、日
本
の
漫
画
は
コ
ミ
ッ

ク
記
号
を
駆
使
し
て
、複
雑
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
語

る
こ
と
も
、ま
た
何
層
に
も
重
な
る
内
面
世
界
を

描
く
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。コ
マ
割
の

技
術
や
多
彩
な
吹
き
出
し
、多
様
な
擬
音
語
・
擬

態
語
の
使
用
な
ど
、日
本
の
漫
画
が
コ
ミ
ッ
ク
記

号
の
発
展
に
果
た
し
た
功
績
は
大
き
い
。他
方
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
コ
ミ
ッ
ク
は
美
術
品
と
し
て
完

成
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
き
た
よ
う
に
思
う
。作

者
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
コ
マ
が
一
枚
の
絵
と
し
て
見

ら
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
、19
世
紀
以
来
、絵
物
語

（
絵
の
下
部
に
、絵
と
は
分
離
し
て
、韻
文
の
テ
キ

ス
ト
が
書
か
れ
、こ
の
韻
文
詩
が
物
語
り
を
語
る
）

の
伝
統
が
あ
り
、こ
の
伝
統
に
培
わ
れ
た
感
性
が

今
も（
特
に
ド
イ
ツ
で
は
）根
強
く
残
っ
て
い
て
、

コ
ミ
ッ
ク
の
絵
を
日
本
の
漫
画
と
は
異
質
な
も

の
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。読
者
は
コ
マ
ご
と

に
立
ち
止
ま
る
の
で
、読
み
の
速
度
は
遅
く
な
る
。

記
号
の
表
面
を
超
ス
ピ
ー
ド
で
駆
け
抜
け
る
日

本
の
漫
画
の
読
者
は
、な
じ
み
の
な
い
読
み
方
を

強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

　
私
は
、こ
う
し
た
違
い
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
含
む
外
国
の
コ
ミ
ッ
ク
が
日

本
の
読
者
に
も
っ
と
紹
介
さ
れ
る
こ
と
を
期
待

し
て
い
る
。な
ぜ
な
ら
、ぞ
く
ぞ
く
す
る
よ
う
な

す
ば
ら
し
い
作
品
が
い
く
つ
も
あ
る
の
だ
か
ら
。 
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世
間
は
狭
い

―
こ
の
よ
う
に
感
じ
る
こ
と

が
た
び
た
び
あ
り
ま
す
。
私
は
仕
事
柄
、
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
す
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す

が
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
最
中
に
、
相
手
が
同
じ

大
学
の
同
じ
サ
ー
ク
ル
の
大
先
輩
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
り
、
親
近
感
を
覚
え
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
あ
る
い
は
、
初
対
面
の
人
と
の
間
で
共
通

の
知
人
が
い
る
こ
と
が
わ
か
り
会
話
が
盛
り
上

が
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
経
験
は
誰
で
も
持
っ

て
い
る
で
し
ょ
う
。 

　
で
は
、
世
界
は
ど
の
く
ら
い
狭
い
の
で
し
ょ

う
か
。
ミ
ル
グ
ラ
ム
と
い
う
社
会
心
理
学
者
が
、

こ
の
こ
と
を
確
か
め
る
研
究
を
行
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
互
い
に
見
ず
知
ら
ず
の
は
る
か

離
れ
た
場
所
に
住
む
二
者
間
を
、
親
し
い
知
人

だ
け
の
手
紙
の
リ
レ
ー
に
よ
っ
て
中
継
で
き
る

か
を
実
験
し
た
も
の
で
す
。
具
体
的
に
は
、
カ

ン
サ
ス
州
と
ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
に
住
む
実
験
参
加

者
に
、
ボ
ス
ト
ン
近
郊
在
住
の
「
目
標
人
物
」

を
提
示
し
、
知
人
の
中
で
そ
の
目
標
人
物
を
最

も
知
っ
て
い
そ
う
な
人
に
手
紙
を
送
っ
て
も
ら

い
、
さ
ら
に
そ
の
人
を
中
継
者
と
し
て
手
紙
の

リ
レ
ー
を
進
め
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
さ
て
、

皆
さ
ん
は
、
こ
の
手
紙
リ
レ
ー
が
目
標
人
物
に

届
く
ま
で
に
、
平
均
何
人
く
ら
い
の
中
継
者
が

必
要
だ
と
思
い
ま
す
か
？
意
外
な
こ
と
に
、
中

継
者
数
の
平
均
は
わ
ず
か
5
人
で
し
た
。
つ
ま

り
、
は
る
か
遠
方
に
住
む
赤
の
他
人
同
士
で
も
、

友
達
の
友
達
を
5
人
介
す
れ
ば
つ
な
が
っ
て
し

ま
う
く
ら
い
、
世
界
は
狭
い
と
い
う
わ
け
で
す
。

ち
な
み
に
日
本
で
も
同
様
の
実
験
が
行
な
わ
れ
、

似
た
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
て
い
ま
す
。 

　
実
は
、
ミ
ル
グ
ラ
ム
に
よ
る
こ
の
実
験
は

1
9
6
0
年
代
に
行
な
わ
れ
た
も
の

で
す
。
当
時
と
比
べ
て
、
今
は
交
通

網
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
は
じ
め
と

す
る
通
信
網
も
飛
躍
的
に
進
歩
し
、

世
界
中
に
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
や
ミ
ル
グ
ラ
ム
の
時
代
以
上
に
世

界
は
小
さ
く
な
っ
て
い
ま
す
し
、
今

後
も
ま
す
ま
す
小
さ
く
な
っ
て
い
く

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。 

　
と
こ
ろ
で
、
世
界
が
小
さ
く
な
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
の
人
々

の
間
で
、
相
互
依
存
が
緊
密
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
は
、
自
覚
す
る
か
否
か
に
か

か
わ
ら
ず
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
相
互
依

存
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
織
り
込
ま
れ

て
い
ま
す
。
一
例
と
し
て
、
外
国
人

労
働
者
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

今
、
世
界
中
の
先
進
国
に
は
、
途
上
国
か
ら
多

く
の
外
国
人
が
仕
事
を
求
め
て
移
住
し
て
い
ま

す
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に
、
途
上
国
の
農
村
部

で
の
生
活
が
た
い
へ
ん
厳
し
く
な
っ
て
き
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
農
村
部
で
生
活
が
立
ち
行
か

な
く
な
っ
た
人
び
と
が
仕
事
を
求
め
て
都
市
部

に
移
動
し
、
都
市
部
で
も
仕
事
に
あ
ぶ
れ
た
人

び
と
が
さ
ら
に
労
働
力
需
要
の
大
き
な
外
国
へ

と
働
く
場
を
求
め
て
移
住
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

で
は
、
な
ぜ
農
村
部
の
生
活
が
厳
し
く
な
っ
て

き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
理
由
の
一
つ
に
は
、
ア

メ
リ
カ
な
ど
で
大
量
生
産
さ
れ
る
安
い
農
作
物

が
世
界
中
に
供
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
伝
統

的
な
小
規
模
農
業
が
仕
事
と
し
て
成
り
立
た
な

く
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
途

上
国
で
は
森
林
破
壊
も
深
刻
で
、
こ
れ
ま
で
森

林
に
依
存
し
て
い
た
人
び
と
の
生
活
が
立
ち
行

か
な
く
な
っ
た
こ
と
も
理
由
の
一
つ
で
す
。
な

ぜ
森
林
破
壊
が
続
く
か
と
い
え
ば
、
先
進
国
か

ら
の
木
材
需
要
が
あ
る
か
ら
で
す
。
要
す
る
に
、

途
上
国
か
ら
先
進
国
へ
の
労
働
力
の
移
動
の
一

因
は
、
先
進
国
で
暮
ら
す
私
た
ち
日
本
人
や
欧

米
人
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
嗜
好
や
経
済
活
動

に
あ
る
わ
け
で
す
。 

　
気
に
な
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
現
象
を
、

個
人
に
閉
塞
さ
せ
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
傾

向
が
強
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
こ
と
で
す
。

自
己
決
定
や
自
己
責
任
と
い
う
言
葉
の
流
行

は
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
す
。
外
国
人
労
働
者
が

増
え
て
い
る
の
も
、
「
お
金
を
稼
ぐ
た
め
に

好
き
で
や
っ
て
き
て
い
る
だ
け
さ
」
と
い
う

わ
け
で
す
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、

は
る
か
外
国
の
農
村
に
暮
ら
す
人
び
と
と
日

本
に
暮
ら
す
私
た
ち
が
、
同
じ
相
互
依
存
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
理
解

し
な
い
、
短
絡
的
な
も
の
で
す
。
世
界
に
生

き
る
人
び
と
の
生
活
が
互
い
に
結
び
つ
い
て

い
る
こ
と
に
対
す
る
想
像
力
を
も
つ
こ
と
は
、

小
さ
な
世
界
の
中
で
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ

て
と
て
も
重
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

小さな世界 

●永田 素彦 

（
な
が
た
　
も
と
ひ
こ
） 

人
文
学
部
助
教
授
・
社
会
心
理
学 
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ある高校教師の 
愚痴 

久間 泰賢● 

（
き
ゅ
う
ま
　
た
い
け
ん
） 

人
文
学
部
助
教
授
・
イ
ン
ド
哲
学
・
仏
教
学 

　
最
近
で
は
日
々
の
忙
し
さ
の
せ
い
か
、
仲
の

良
か
っ
た
大
学
時
代
の
友
人
た
ち
と
も
連
絡
が

途
絶
え
が
ち
だ
が
、そ
れ
で
も
年
に
一
、二
度
は

未
だ
に
顔
を
合
わ
せ
る
旧
友
が
い
る
。
都
内
の

某
私
立
女
子
校
の
教
師
を
し
て
い
る
O
氏
は
、

同
じ
教
職
に
つ
き
な
が
ら
も
私
と
は
異
な
っ
た

環
境
に
い
る
人
間
と
し
て
、
様
々
な
示
唆
を
与

え
て
く
れ
る
人
物
の
一
人
で
あ
る
。
高
校
3
年

の
ク
ラ
ス
担
任
と
し
て
進
学
指
導
も
し
て
い
る

彼
は
、
近
年
の
高
校
生
の
学
力
低
下
を
嘆
く
と

と
も
に
、
大
学
の
体
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も

率
直
で
時
に
は
耳
の
痛
い
批
判
・
要
望
を
述
べ

て
く
れ
る
。ご
参
考
ま
で
に
、そ
ん
な
一
高
校
教

師
の
生
の
声
を
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
2
点

ほ
ど
紹
介
し
た
い
。 

    

　
彼
は
高
校
3
年
生
の
担
任
を
し
て
い
る
の
で
、

推
薦
入
試
を
希
望
す
る
生
徒
の
調
書
を
書
く
機

会
が
多
い
。と
こ
ろ
が
大
学
に
よ
っ
て
は
、所
見

欄
の
書
式
が
A
4
で
2
〜
3
枚
以
上
に
わ
た
る

も
の
が
あ
る
ら
し
い
。
激
務
の
合
間
に
広
々
と

し
た
所
見
欄
の
間
隙
を
埋
め
つ
く
す
の
は
、
か

な
り
骨
の
折
れ
る
作
業
だ
そ
う
で
あ
る
。
い
く

ら
担
任
を
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
生
徒

の
こ
と
を
微
に
入
り
細
に
わ
た
っ
て
知
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
長
大
な
推
薦
文

を
書
く
の
は
困
難
だ
、と
彼
は
愚
痴
を
こ
ぼ
す
。

さ
ら
に
、
大
学
の
入
試
体
制
そ
の
も
の
に
も
彼

の
非
難
の
矛
先
は
向
け
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
高

校
側
の
所
見
欄
に
過
重
に
依
存
す
る
の
は
お
か

し
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
大
学
側
が
推
薦
入

試
の
評
価
基
準
・
方
法
を
（
面
接
も
含
め
て
）
よ

り
明
確
に
整
備
し
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

大
学
と
し
て
本
当
に
欲
し
い
学
生
を
確
保
す
べ

き
で
は
な
い
の
か
、と
。 

　
高
大
連
携
は
大
学
の
FD
活
動
の
主
要
な
目
的

の
ひ
と
つ
で
あ
る
、と
い
う
議
論
が
あ
る
。も
ち

ろ
ん
、
推
薦
入
試
は
そ
の
高
大
連
携
に
お
け
る

重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
ろ
う
。
所
見
欄
の
書

式
の
枚
数
の
多
寡
は
、実
は
入
試
・
教
育
理
念
に

お
け
る
高
校
と
大
学
の
緊
張
関
係
を
微
妙
に
反

映
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。 

    

　
彼
は
高
校
で
日
本
史
・
世
界
史
を
教
え
て

い
る
の
だ
が
、教
育
熱
心
な
彼
に
と
っ
て
、様
々

な
大
学
（
と
り
わ
け
彼
の
教
え
て
い
る
生
徒

が
受
験
す
る
可
能
性
の
あ
る
大
学
）
の
入
試

問
題
の
内
容
・
傾
向
に
配
慮
し
な
が
ら
授
業

を
進
め
て
い
く
の
は
、
な
か
な
か
大
変
ら
し

い
。
彼
の
言
は
な
か
な
か
辛
辣
で
あ
る

¦

い
ろ
い
ろ
な
大
学
の
入
試
問
題
を
チ
ェ
ッ
ク

す
る
こ
と
自
体
も
一
苦
労
で
あ
る
が
、
一
番

や
り
き
れ
な
い
の
は
愚
問
・
悪
問
の
た
ぐ
い

が
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
だ
。
そ

う
し
た
問
題
に
付
き
合
わ
さ
れ
る
の
は
、
高

校
教
師
に
と
っ
て
も
無
益
な
負
担
で
あ
る
し
、

そ
れ
を
解
か
さ
れ
る
生
徒
に
対
し
て
も
大
学
入

学
後
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
は
な
い
か
、
と

彼
は
危
惧
す
る
。そ
し
て
そ
れ
よ
り
は
む
し
ろ
、

少
な
く
と
も
国
立
大
学
に
限
っ
て
は
、
2
次
試

験
に
つ
い
て
も
問
題
作
成
委
員
会
を
作
っ
て
全

部
そ
こ
に
任
せ
て
し
ま
っ
た
方
が
、受
験
生
・
高

校
教
師
・
大
学
教
員
の
労
力
を
軽
減
で
き
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
大
胆
な
提
案
を
す
る

の
で
あ
る
。 

　
こ
れ
が
実
現
し
た
ら
、赤
本
・
青
本
の
出
版
社
、

予
備
校
な
ど
に
と
っ
て
は
大
打
撃
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
問
題
の
難
易
度
・
傾
向
、
各
大
学
の

個
性
な
ど
も
絡
ん
で
く
る
し
、
こ
の
彼
の
意
見

が
一
概
に
正
し
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
相
当

数
の
大
学
が
一
気
に
倒
産
す
る
の
で
も
な
け
れ

ば
、実
現
は
難
し
い
だ
ろ
う
と
思
う
。し
か
し
い

ず
れ
に
せ
よ
彼
の
指
摘
の
中
で
重
要
な
の
は
、

愚
問
・
悪
問
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
で
あ
ろ

う
。
事
実
誤
認
が
あ
っ
た
り
内
容
的
に
矛
盾
を

孕
ん
だ
り
し
て
い
る
も
の
は
論
外
だ
が
、
あ
る

問
題
に
お
い
て
出
題
者
が
解
答
を
求
め
て
い
る

知
識
が
あ
ま
り
に
も
高
校
の
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
に
馴
染
ま
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
も
、
そ

れ
は
愚
問
・
悪
問
と
呼
ば
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。そ

う
考
え
る
と
、
愚
問
・
悪
問
の
存
在
は
、
高
校
教

育
体
制
に
対
す
る
大
学
側
の
意
識
の
欠
如
と
い

う
問
題
へ
と
発
展
し
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

さ
さ
や
か
な
高
大
連
携
の
一
形
態
と
し
て
、
今

後
も
畏
友
O
氏
と
の
友
情
が
円
満
に
続
い
て
い

く
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
あ
る
。 

で
き
る
だ
け
入
試
問
題
を 

統
一
し
て
欲
し
い 

(2)
 

 

(1)
 推
薦
調
書
の
所
見
欄
が 

大
き
す
ぎ
る
場
合
が
あ
る 
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 故郷の祭りと 
　若者たち 

●伊藤 睦 

（
い
と
う
　
む
つ
み
） 

人
文
学
部
助
教
授
・
刑
事
訴
訟
法 

　
私
の
故
郷
は
、
中
部
地
方
の
海
辺
に
あ
る
。

地
方
に
あ
り
が
ち
な
、
過
疎
化
が
進
ん
だ
地
域

で
あ
る
が
、
1
年
に
一
度
だ
け
、
町
中
が
活
気

で
溢
れ
返
る
と
き
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
秋
祭
り

の
日
で
あ
る
。
そ
の
日
は
学
校
も
仕
事
も
早
仕

舞
い
と
な
り
、
近
隣
地
域
か
ら
も
親
類
縁
者
が

押
し
寄
せ
、
盆
暮
れ
以
上
の
に
ぎ
わ
い
に
な
る
。 

　
祭
り
の
メ
イ
ン
は
曳
山
で
あ
る
。
地
区
ご
と

に
所
有
す
る
13
台
の
山
車
を
、
「
イ
ヤ
さ
ー
、

イ
ヤ
さ
！
」
の
声
に
合
わ
せ
て
、
い
つ
も
な
ら

大
人
か
ら
好
意
的
と
は
い
え
な
い
目
で
見
ら
れ

て
い
る
タ
イ
プ
の
イ
マ
ド
キ
の
若
者
達
が
、
威

勢
良
く
曳
き
廻
す
。 

　
だ
が
道
の
狭
い
古
い
町
並
み
の
中
を
、
び
っ

し
り
と
建
ち
並
ぶ
露
店
と
、
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
迫

る
野
次
馬
と
を
か
き
わ
け
な
が
ら
、
大
き
な
山

車
を
曳
い
て
進
む
の
は
至
難
の
業
で
あ
る
。
特

に
曲
が
り
角
で
は
、
少
し
で
も
タ
イ
ミ
ン
グ
を

間
違
え
る
と
、
街
灯
を
な
ぎ
倒
し
た
り
、
群
衆

に
突
っ
込
む
と
い
う
大
失
態
を
侵
し
て
し
ま
う
。

そ
の
た
び
に
怒
号
が
飛
び
交
う
の
で
、
最
初
は

へ
ら
へ
ら
し
て
い
た
若
者
も
次
第
に
必
死
の
顔

相
に
な
っ
て
い
く
。
し
か
し
そ
れ
で
も
群
衆
は

容
赦
な
い
。
失
敗
を
重
ね
て
「
下
手
く
そ
」
の

レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
た
山
の
曳
き
手
は
、
昼
か

ら
夜
に
か
け
て
何
度
も
ヤ
ジ
ら
れ
て
い
る
う
ち

に
、
表
情
が
暗
く
う
ち
沈
ん
だ
よ
う
に
な
る
。 

　
と
こ
ろ
が
、
一
度
で
も
難
所
と
言
わ
れ
る
と

こ
ろ
を
ク
リ
ア
す
る
と
、
そ
の
場
の
空
気
は
一

転
す
る
。
今
度
は
町
中
が
一
つ
に
な
り
、
割
れ

ん
ば
か
り
の
拍
手
と
賞
賛
が
彼
ら
に
そ
そ
が
れ

る
。
そ
の
瞬
間
、
若
者
達
の
顔
か
ら
一
気
に
暗

さ
が
吹
き
飛
び
、
外
か
ら
も
は
っ
き
り
と
わ
か

る
ほ
ど
、
全
身
に
力
と
自
信
が
よ
み
が
え
る
。

そ
う
し
て
一
日
を
駆
け
抜
け
た
後
の
彼
ら
の
顔

に
は
、
疲
労
感
以
上
の
達
成
感
・
満
足
感
が
あ

ふ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

　
祭
り
を
一
日
見
物
し
て
生
き
生
き
と
し
た

若
者
た
ち
の
姿
を
見
て
い
る
う
ち
に
、
ゼ
ミ

生
と
と
も
に
訪
問
し
た
少
年
院
施
設
で
う
か

が
っ
た
話
を
思
い
出
し
た
。
私
た
ち
が
普
段

接
す
る
報
道
等
で
は
、
キ
レ
や
す
く
、
モ
ン

ス
タ
ー
化
し
た
子
ど
も
像
が
強
調
さ
れ
が
ち

だ
が
、
実
際
に
少
年
と
か
か
わ
る
専
門
家
か

ら
話
を
聞
く
と
、
む
し
ろ
浮
か
び
上
が
る
の
は
、

傷
つ
い
て
自
信
を
失
い
、
不
安
感
か
ら
非
行

に
走
る
、
追
い
つ
め
ら
れ
た
少
年
の
姿
で
あ

る
こ
と
が
多
い
。
施
設
の
方
の
話
に
よ
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
子
ど
も
に
と
っ
て
は
、
「
成
功

体
験
」
が
立
ち
直
り
の
重
要
な
鍵
に
な
る
と

い
う
。
た
と
え
些
細
な
事
柄
で
も
、
何
か
を

や
り
と
げ
て
周
囲
に
認
め
ら
れ
る
喜
び
を
知
り
、

そ
の
経
験
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

子
ど
も
は
自
分
と
他
人
へ
の
信
頼
を
取
り
戻
し
、

格
段
の
成
長
を
遂
げ
る
の
だ
そ
う
だ
。
子
ど

も
は
そ
う
し
て
成
長
し
て
人
間
性
を
回
復
し

て
か
ら
で
な
い
と
、
自
分
の
抱
え
て
い
た
問

題
と
向
き
合
い
、
本
当
の
意
味
で
反
省
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
を
待
た
ず
に
、
一

度
で
も
失
敗
す
る
と
や
り
直
し
が
き
か
な
い

こ
と
だ
け
を
教
え
る
こ
と
は
、
子
供
の
成
長

に
と
っ
て
は
む
し
ろ
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
。
従
っ

て
、
子
ど
も
の
成
長
を
支
え
て
更
生
さ
せ
る

と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
子
ど
も
を
取
り

巻
く
地
域
の
側
に
は
ど
う
し
て
も
寛
容
さ
が

求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
勿
論
、
必
ず
し

も
社
会
状
況
が
良
く
な
い
時
に
、
そ
の
よ
う

な
寛
容
さ
を
地
域
の
側
に
強
い
る
こ
と
に
は

限
界
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、

少
年
達
が
非
行
に
走
る
前
に
、
少
年
達
の
不

安
感
を
解
消
さ
せ
少
年
に
自
分
を
取
り
戻
す

機
会
を
与
え
る
処
罰
以
外
の
方
法
を
、
我
々

地
域
が
提
示
す
る
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
同
じ
こ
と
は
、

大
人
に
な
り
き
れ
て
な
い
成
人
に
つ
い
て
も

い
え
る
だ
ろ
う
。 

　
家
に
戻
っ
て
見
た
祭
り
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
で

は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
た
曳
き
手
の
一
人

が
、
祭
り
を
「
一
年
に
一
度
、
僕
た
ち
が
主
役

に
な
れ
る
日
」
と
表
現
し
て
い
た
。
少
年
非
行

の
解
決
方
法
が
祭
り
だ
と
い
う
の
は
あ
ま
り

に
安
直
で
あ
る
し
そ
の
つ
も
り
も
な
い
が
、

し
か
し
、
こ
の
言
葉
に
は
、
自
分
の
存
在
価

値
を
求
め
る
若
者
の
葛
藤
が
強
く
あ
ら
わ
れ

て
い
る
よ
う
に
思
う
。
今
現
在
そ
の
よ
う
に

葛
藤
し
て
い
る
彼
ら
に
対
し
て
、
私
な
ど
に

出
来
る
こ
と
は
限
ら
れ
て
い
る
が
、
少
し
で

も
温
か
い
目
を
も
っ
て
彼
ら
を
見
つ
め
、
手

を
差
し
伸
べ
る
方
法
を
探
っ
て
い
く
こ
と
が

で
き
れ
ば
、
と
思
う
。
地
域
、
そ
し
て
大
学

の
一
員
と
し
て
の
自
分
の
あ
り
方
を
深
く
考

え
さ
せ
ら
れ
た
一
日
で
あ
っ
た
。 
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三重大学の   
「糸杉(？)」 

 
小田  敦子● 

（
お
だ
　
あ
つ
こ
） 

人
文
学
部
教
授
・
ア
メ
リ
カ
文
学 

　
三
重
大
学
で
長
く
過
ご
し
て
き
て
嬉
し
い
こ

と
の
一
つ
は
、
キ
ャ
ン
パ
ス
の
木
が
ず
い
ぶ
ん

大
き
く
な
り
堂
々
と
し
て
き
た
の
が
感
じ
ら
れ

る
こ
と
だ
。
20
年
近
く
前
に
は
、海
辺
の
砂
地
に

貧
相
な
木
が
二
三
本
、
学
校
に
は
と
り
あ
え
ず

楠
を
「
植
林
」
と
い
う
調
子
で
、
い
か
に
も
申
し

訳
に
木
を
植
え
た
と
い
う
風
情
で
あ
っ
た
。
今

で
は
、
正
門
付
近
や
生
命
科
学
研
究
支
援
セ
ン

タ
ー
沿
い
に
は
お
花
見
の
で
き
る
桜
並
木
が
あ

り
、
夏
に
は
医
学
部
沿
い
に
微
か
な
樟
脳
の
匂

い
が
す
ず
し
げ
な
木
蔭
を
歩
く
こ
と
が
で
き
、

秋
に
は
共
通
教
育
棟
群
の
中
庭
に
枝
を
広
げ
る

木
々
が
し
き
つ
め
た
紅
葉
の
絨
毯
を
、
夕
陽
に

照
ら
さ
れ
て
か
さ
こ
そ
音
を
立
て
て
教
室
か
ら

戻
る
嬉
し
さ
な
ど
な
ど
、
三
重
大
の
木
々
も
な

か
な
か
に
頼
れ
る
存
在
に
な
っ
た
。 

　
こ
の
よ
う
に
た
く
ま
し
く
育
っ
た
木
々
の
な

か
に
、
最
近
は
じ
め
て
ま
じ
ま
じ
と
見
直
し
た

木
が
あ
る
。
人
文
学
部
か
ら
共
通
教
育
へ
続
く

通
り
に
そ
っ
て
一
直
線
に
並
ぶ
常
緑
樹
、
こ
れ

は
何
か
ち
ょ
っ
と
変
な
木
だ
と
い
う
印
象
を
与

え
る
も
の
で
は
あ
っ
た
。そ
れ
を
、ゴ
ッ
ホ
の
絵

に
描
か
れ
た
糸
杉
だ
と
言
う
人
が
現
れ
た
の
だ
。

三
重
大
の
糸
杉
は
、
ゴ
ッ
ホ
の
糸
杉
の
よ
う
な

炎
の
形
を
忍
ば
せ
る
枝
の
巻
き
は
充
分
あ
る
の

だ
が
、し
か
し
、幹
は
結
構
長
く
て
も
そ
の
上
の

巻
い
た
枝
葉
の
部
分
は
と
て
も
ず
ん
ぐ
り
し
て

い
る
。
糸
杉
も
日
本
で
は
こ
う
い
う
体
型
に
な

る
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
国
内
で
私
は
糸
杉
を
見

た
こ
と
が
な
い
。
イ
タ
リ
ア
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

郊
外
で
見
た
本
物
の
糸
杉
は
、
も
っ
と
細
長
い

も
の
だ
っ
た
。や
は
り
と
い
う
か
、当
然
と
い
う

べ
き
か
、こ
の
木
は
糸
杉
で
は
な
く
、貝
塚
伊
吹

で
あ
っ
た
。 

　
貝
塚
伊
吹
は
伊
吹(

　
　
　
　
　
　
　
　
　)

の
園
芸
種
で
、
英
語
で
はju

n
ip
e
r

と
な
る
が
、

ジ
ュ
ニ
パ
ー
と
言
え
ば
ジ
ン
の
香
味
と
し
て
知

ら
れ
て
い
る
。英
和
辞
書
に
よ
っ
て
、西
洋
ビ
ャ

ク
シ
ン(

柏
槙)

ま
た
は
西
洋
ネ
ズ(

杜
松)

と
訳
さ

れ
る
ヒ
ノ
キ
科
の
針
葉
樹
で
あ
る
。
ヒ
ノ
キ
は

Ja
p
a
n
e
se
 c
y
p
re
s
s

と
呼
ば
れ
る
。
糸
杉
は

c
y
p
re
ss

な
の
で
、植
物
の
分
類
に
暗
い
私
に
は
、

貝
塚
伊
吹
と
糸
杉
は
従
兄
弟
以
上
に
近
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。 

　
確
か
に
、三
重
大
の
貝
塚
伊
吹
は
、生
け
垣
に

し
た
り
、
菊
人
形
の
緑
の
袴
に
使
わ
れ
る
お
な

じ
み
の
貝
塚
伊
吹
よ
り
は
、ゴ
ッ
ホ
が
サ
ン=

レ

ミ
時
代
に
描
い
た
大
き
く
渦
巻
く
糸
杉
に
近
い

よ
う
に
み
え
る
。
そ
れ
は
き
っ
と
津
の
強
い
風

の
せ
い
だ
。
伊
吹
は
海
辺
に
自
生
す
る
そ
う
だ

が
、
大
学
の
貝
塚
伊
吹
の
園
芸
種
と
は
思
え
ぬ

ワ
イ
ル
ド
な
形
は
海
の
風
や
鈴
鹿
お
ろ
し
と
格

闘
し
た
跡
の
よ
う
に
も
み
え
る
。ゴ
ッ
ホ
の

ア
ル
ル
時
代
の
手
紙
は
、
糸
杉
を
「
ミ
ス
ト

ラ
ル(

南
仏
の
乾
い
た
冷
た
い
北
風)

よ
け

の
防
風
林
」
と
説
明
し
て
い
る
。
ア
ル
ル
か

ら
サ
ン=

レ
ミ
へ
と
、
う
ね
り
を
強
め
て
い

く
ゴ
ッ
ホ
の
糸
杉
の
よ
う
に
、何
か
過
剰
な

力
を
三
重
大
糸
杉
も
表
し
て
い
て
、こ
の
木

は
紅
葉
す
る
落
葉
樹
の
横
に
並
ぶ
と
ち
ょ

っ
と
浮
い
て
い
る
。
し
か
し
、
ゴ
ッ
ホ
の
木

の
よ
う
に
妄
想
的
で
は
な
く
、
客
観
的
自

然
物
は
け
ろ
り
と
し
て
立
っ
て
い
る
。 

　
こ
の
点
で
、三
重
大
糸
杉
は
私
に
と
っ
て

は
ジ
ュ
ニ
パ
ー
に
戻
る
。
ア
メ
リ
カ
の
詩
人

ウ
ォ
レ
ス
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
の｢

雪
だ
る
ま

(T
h
e
 
S
n
o
w
 
M
a
n
)｣

に
出
て
く
る
ジ
ュ
ニ

パ
ー(

杜
松)

だ
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
は
弁
護
士

と
し
て
損
保
会
社
の
副
社
長
に
も
な
っ
た
人

だ
が
、
ア
メ
リ
カ
東
北
部
に
生
え
る
木
の
、
天

気
予
報
が
時
に｢

生
命
の
危
険
が
あ
る
ほ
ど
寒

い｣

と
言
う
冬
の
姿
を
描
い
た
。 

 

人
は
冬
の
心
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

霜
や
雪
の
外
皮
を
か
ぶ
っ
た 

松
の
大
枝
を
よ
く
見
る
た
め
に
は 

 

そ
し
て
人
は
ず
っ
と
長
い
間 

寒
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い 

氷
で
も
じ
ゃ
も
じ
ゃ
に
な
っ
た
杜
松
や 

遠
く
で
き
ら
め
く
一
月
の
日
を
浴
び
た 

ぼ
さ
ぼ
さ
の
エ
ゾ
松
を 

じ
っ
と
眺
め
る
た
め
に
は 

 

そ
し
て
風
の
音
に 

わ
ず
か
に
残
っ
た
葉
っ
ぱ
の
鳴
る
音
に 

い
か
な
る
悲
惨
も
感
じ
な
い
た
め
に
は 

 

…
… 

 

　
風
雪
に
耐
え
る
常
緑
樹
を
尊
敬
す
る
思
い
は

古
今
東
西
変
わ
ら
な
い
、は
ず
だ
。大
学
を
め
ぐ

る
情
況
は
春
の
来
な
い
冬
の
時
代
、
ツ
ン
ド
ラ

地
帯
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
三
重
大
の
貝

塚
伊
吹
は
守
護
神
の
依
代
を
目
指
し
て
、
た
く

ま
し
く
成
長
し
て
い
る
、と
思
い
た
い
。 
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人
文
学
部
は
、
こ
れ
ま
で
毎
年
、
一
般
社
会
人
向
け
に
公
開
講
座

を
開
い
て
き
ま
し
た
。
1
つ
の
大
き
な
テ
ー
マ
に
合
わ
せ
て
、
6
ー

7
回
程
度
の
講
義
を
設
定
し
、
毎
回
異
な
る
講
師
が
話
題
を
提
供
す

る
と
い
う
形
式
で
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
受
講
生
数
の
伸
び
悩
み
等

の
問
題
が
で
て
き
て
、
改
革
の
必
要
性
が
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
そ
こ
で
2
0
0
5
年
度
は
、
新
し
い
試
み
と
し
て
、
「
公

開
ゼ
ミ
」
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
い
わ

ゆ
る
講
義
形
式
で
は
な
く
、
少
人
数
の
ゼ
ミ
形
式
と
し
て
、
1
つ
の

テ
ー
マ
に
沿
っ
て
、
じ
っ
く
り
と
楽
し
く
学
ぶ
こ
と
を
意
図
し
た
も

の
で
す
。
1
つ
の
ゼ
ミ
は
、
3
回
（
1
回
当
た
り
90
分
）
開
く
と
い

う
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

　
全
体
を
2
つ
の
時
期
に
区
分
し
、
ま
ず
第
1
期
と
し
て
、
主
に
6

月
か
ら
7
月
に
か
け
て
、
以
下
の
8
つ
の
ゼ
ミ
を
設
定
し
ま
し
た
。

「
日
本
国
憲
法
を
考
え
る
」
「 

科
学
と
文
化
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ

ス
」
「
英
語
楽
入
門
（
え
ー
ご
が
く
に
ゅ
う
も
ん
）
」
「 

地
域
の
福

祉
計
画
を
読
む
」
「 

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
を
生
き
る
」

「
四
日
市
学:

四
日
市
公
害
の
教
訓
と
未
来
環
境
社
会
へ
の
提
言
」

「
エ
ビ
と
キ
ャ
ッ
ト
フ
ー
ド
と
東
南
ア
ジ
ア
」
「 

伊
勢
の
古
代
史
を

探
る
」
。 

　
続
い
て
第
2
期
分
と
し
て
、
9
月
か
ら
11
月
に
か
け
て
、
以
下
の

14
の
ゼ
ミ
を
開
講
し
ま
し
た
。
「
宮
崎
市
定
『
中
国
文
明
論
集
』
を

読
む
」
「
日
本
語
と
英
語:

何
が
ど
う
違
う
の
か
」
「 

古
文
書
（
崩

し
字
）
の
初
歩
を
学
ぶ:

中
世
編
」
「 

古
文
書
（
崩
し
字
）
の
初
歩

を
学
ぶ:

近
世
編
」
「
万
葉:

志
貴
皇
子
の
歌
」
「 

岩
波
新
書
『
定
常

型
社
会
』
（
広
井
良
典
著
）
を
通
し
て
現
代
社
会
を
考
え
る
」
「
女

性
の
政
治
参
加
」
「 

民
俗
宗
教
と
土
着
信
仰
を
考
え
る
」
「 

こ
と

ば
の
不
思
議
入
門
（
音
と
単
語
に
つ
い
て
）
」
「
こ
と
ば
の
不
思
議

入
門
（
語
順
と
こ
と
ば
の
習
得
に
つ
い
て
）
」
「 

身
近
な
ア
ジ
ア

学:

ア
ジ
ア
か
ら
世
界
へ
発
信
し
よ
う
」
「 

外
国
人
労
働
者
問
題
を

考
え
る
」
「 

松
尾
芭
蕉
と
三
重
の
文
学
」
「 

地
域
産
業
振
興
と
地

域
づ
く
り
」
。 

　
こ
れ
ら
の
ゼ
ミ
は
全
て
人
文
学
部
教
員
に
よ
る
も
の
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
教
員
の
専
門
分
野
に
即
し
て
、
多
様
な
ゼ
ミ
を
企
画
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
開
講
時
間
に
つ
い
て
も
、
午
前
・
午
後
・
夜
間
（
い

ず
れ
も
平
日
）
、
お
よ
び
土
曜
日
と
、
4
種
類
設
定
し
ま
し
た
。
ゼ

ミ
に
お
い
て
は
、
教
員
が
一
方
的
に
喋
る
だ
け
で
は
な
く
、
教
員
と

受
講
生
と
の
双
方
向
的
な
対
話
を
重
視
す
る
、
文
献
を
も
と
に
議
論

す
る
、
ま
た
現
地
で
の
作
業
を
行
う
な
ど
、
色
々
な
工
夫
を
試
み
て
、

密
度
の
濃
い
ゼ
ミ
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
結
局
、

「
公
開
ゼ
ミ
」
全
体
で
、
の
べ
1
1
8
名
の
受
講
生
を
得
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
（
1
つ
の
ゼ
ミ
あ
た
り
最
大
で
15
名
で
し
た
）
。
複
数

の
ゼ
ミ
に
登
録
さ
れ
た
方
も
多
く
、
最
大
で
5
つ
の
ゼ
ミ
に
申
し
込

ん
だ
方
も
い
ま
す
。 

　
こ
う
し
て
、
新
企
画
の
「
公
開
ゼ
ミ
」
を
無
事
に
終
了
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
受
講
生
の
評
価
も
概
ね
良
好
で
、
満
足
度
も
か
な

り
高
か
っ
た
よ
う
で
す
。
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
、
「
少
人
数
で
双

方
向
の
ゼ
ミ
は
よ
か
っ
た
」
「
今
回
の
ゼ
ミ
の
続
き
を
や
っ
て
ほ
し

い
」
と
い
っ
た
意
見
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多
数
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
た
だ
し
、
「
も
っ
と

人
数
が
多
く
て
も
よ
い
」
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い
っ
た
指
摘
も
あ
り
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宣
伝
方
法
の
工

夫
な
ど
は
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
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ま
た
「
3
回

で
は
物
足
り
な
い
」
「
政
治
経
済
系
の
テ
ー
マ
が
も
っ
と
欲
し
い
」

「
受
講
料
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払
い
方
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簡
略
化
し
て
ほ
し
い
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な
ど
の
要
望
に
つ
い

て
も
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
意
見
も
踏
ま
え
な
が
ら
、

今
後
さ
ら
に
「
公
開
ゼ
ミ
」
を
練
り
上
げ
て
い
く
つ
も
り
で
す
の
で
、

皆
様
の
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 
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　平成11年（1999年）夏、37年間勤めた

会社を退職し、いわゆる第二の人生を迎える

ことになった。振り返れば、昭和37年（1962

年）大阪府立大学を卒業した私は、その年に

近鉄に入社し、1年間の現場実習ののち住宅

開発を担当する部門に配属されたが、その後

は主として企画部門で、沿線の開発なかんず

く伊勢志摩の観光開発や全国各地のホテル計

画に参画し、最終的には志摩スペイン村の開

発を担当して定年を迎えた。 

　定年にそなえて退職する1年前から、放送大

学で政治、環境、地方自治などの講座を受講

していたが、退職後もそれを続けさらに「み

え社会保険センター」で成人向けの講座をい

くつか受講しながら、先ずは新しい人生の一

歩を踏み出した。 

 

 

 

　1年余り過ぎた平成12年秋、三重大学人文

学部が夜間開講を行い、広く社会人を対象に

社会人大学院生を募集するという小さな新聞

記事が掲載された。私はこの記事を見た時、

現役時代から問題意識として持っていた「地

域開発はどうあるべきか」について大学院で

体系的に勉強してみたいと強く感じた。しかし、

長らく勉学から遠ざかっていた私にとって入

学試験や修士論文が大きな不安材料であった。

いろいろ思案しているうちに、三重県の諮問

委員会でお知り合いになった渡邉悌爾先生（副

学長）や今尾雅博先生（人文学部教授）のこ

とを思い出し、経済政策と地域開発がご専門

の渡邉先生を訪ね相談したところ「今度の制

度による社会人大学院の入試は、論文と面接

だけですし、修士論文はあなたが今までやっ

てきたことを整理しながら、地域開発のあり

方を理論的にまとめるという立場から全体構

成を考えればいいでしょう。ぜひ挑戦しなさ

いよ」と激励の言葉をいただいた。先生のこ

の言葉で、私は大学院入試を受験しようと決

心した。 

　論文と面接の試験が13年2月の下旬、2日

間にわたって行われた。論文試験にそなえて

書斎にあった岩波新書と中公新書の政治･経

済に関するところを丹念に読み、自分なりに

問題を設定しそれに対する解答を事前に考え

ておいた。論文は幸運にも想定していた問題

が出題され、無難にこなすことが出来た。面

接は10数名の先生を前に約30分間、これま

で会社でやってきたこと、大学院で何を研究

したいのかなどを中心に質問された。 

　平成13年3月13日合格発表、4月9日入学式。

私は胸躍らせて人生において二度目の大学入

学式に出席したのである。 

 

 

 

　大学院の講義は学部と違ってすべてゼミ

ナール方式で、発表者に対して意見を述べ、

互いに議論をし、先生が時々コメントされ

るという形式である。発表の時には、レジ

メを作らねばならず、ほとんど毎週のよう

にその作成に追われ結構忙しい思いをしたが、

久しぶりの講義に新鮮な印象を受けると共

に緊張感もあった。新しい友人も出来、キ

ャンパス生活に充実感を感じる一方、学部

の学生と一緒に1泊2日の研修に行って、伊

勢志摩の開発について体験談を語ったり、

トヨタの博物館や工場などの見学会に参加

したり、年末になるとゼミの忘年会をする

など、若い学生たちと楽しい時間を過ごす

ことが出来たのも楽しい思い出の一つである。 

　院生の二年目になると、修士論文のテー

マを提出しなければならない。修士課程に

おける最大の課題は修士論文を書き上げ、

審査会で発表し合格することである。修士

論文のテーマは、現役時代に携わっていた

地域開発に関する問題と決めていた。具体

的には長く担当した伊勢志摩の開発をふり

返り、行政や企業や地域住民が高度経済成

長とそれに続く時代にそれぞれどのような

役割を果したかを整理し、その反省の上に

これからの改革の方向と、新しい開発はど

うあるべきかを検討することである。 

　修士論文のタイトルは「地域開発として

の観光地の形成と現代的課題」（伊勢志摩

の開発事例を中心として）とした。論文を

まとめるにあたっては、理論的な展開だけ

でなく具体的な事例を取り上げることが必

要であると考え、自らの体験に加えて伊勢

志摩の開発に関係された方々にヒアリング

調査をした。さらに全国各地のまちづくり

を調べ、先進地である長野県の小布施町な

ど現地調査も行い、自分としては出来るだ

けのことをしたと考えていたが、今振り返

るとまだまだ研究すべきことが多く残され

ていたと反省している。論文の審査会には、

3人の先生が出席され多方面にわたる質疑を

されたが、無事終えることが出来て平成15

年3月25日大学院修士課程終了の「学位記」

を授与された。 

 

 

 

 

　今振り返ると、院生としての2年間はあっ

という間に過ぎた気がする。大学院生活の

なかで何よりも大きな収穫は、やはり人と

の出会いである。先生との出会い、社会人

院生との出会い、そして中国人留学生との

出会いである。社会人現役で院生となった

人は、行政マン、教員、会社員が多かったが、

いずれも40代から50代までの人が多く皆さ

ん熱心だ。全く異なった分野で活躍してお

られる人たちと一緒に勉強出来るというこ

とは、その日その日が緊張の連続であり張

り合いのある生活だった。会社を定年退職

した院生のMさん、課目履修生のHさんは同

世代であり、同じような講義を選択してい

たことからよく議論し互いに切磋琢磨する

ことが出来た。中国人留学生は何人かの人

と知り合いになったが、特にゼミで2年間一

緒に勉強したKさんには修士論文の日本語指

導をしたり、アルバイト先を紹介したこと

もあった。彼女は今、中国で短大の先生に

なり観光について講義を担当しているが、

今でも時々メールを送ってくれる。 

　サラリーマンは退職してからも、勤めて

いた会社の仲間とともに行動することが多

いが、私は社会人大学へ入学して新たな人

脈が出来、現在もその仲間と勉強会を続け、

大学の講義を聴講し、時には先生を囲んで

懇親会を開催するなど大学院時代の交流が

続いており、社会人大学での経験は今なお

私の生きがいとなっている。 

新しい生きがいへの挑戦 

大学院を受験する 

40年ぶりのキャンパス 

大学院生活を振り返って 

（なかにし　ひさし） 

平成15年3月修士終了 

定年退職を迎えて 
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出願期間は、前期入学者が2月下旬から、後期入学者が8月

上旬からの、それぞれ3週間程度です。出願資格や入学料等

については、人文学部学務係へお問い合わせ下さい。 

三重の文化・社会・自然 
第7号  2006年3月 

大学院の案内 大学院・学部の広報 

　三重大学人文学部の大学院「人文社

会科学研究科」（修士課程）には、地

域文化論専攻と社会科学専攻の二専攻

があります。両専攻科とも、入学者は

その関心に応じて専修を超えた科目を

学ぶことができます。 

　地域文化論専攻の具体的な学問分野は 
次の通りです。 

［地域社会文化論専修］ 

考古学、日本史、東洋史、西洋史、美術史、

日本思想、中国思想、インド思想、西洋哲学・

倫理思想、西洋科学思想、地理学・地誌学、

文化人類学、社会学・社会心理学、図書館

情報学 

［地域言語文化論専修］ 

日本文学・日本語学、中国文学・中国語学、

英米文学・英語学、ドイツ文学・ドイツ語学、

フランス文学・フランス語学 

　社会科学専攻の具体的な学問分野は 
次の通りです。 

［地域行政政策専修］ 

政治学、公法学、経済学（経済理論・経済政策） 

［地域経営法務専修］ 

経営学、民事法学、経済学（経済史・経済学

各論） 

■社会人の受け入れを進めています 
有職者は標準在学コース（標準修業年限二年間）のほか，短

期在学コース（標準修業年限一年間）および長期在学コース

（標準修業年限三年間）を選ぶことができます。夜間にも昼

間と同じ科目を開講しており、勤務後に学ぶことができます。 

■長期履修学生制度があります 
長期在学コースとは別に、職業等に従事する学生が個人の事

情に応じて，二年分の授業料で三年間あるいは四年間履修し、

学位等を取得できる制度です。 

■入学定員は各専攻それぞれ5名です 
  一般選抜、社会人特別選抜（若干名） 

  外国人留学生特別選抜（1名）の合計 

■試験日程 
  ■９月（地域文化論専攻のみ） 
　2006年９月23日　出願は８月22日～29日 

  ■２月（両専攻とも） 
　2007年２月10～11日　出願は１月10日～17日 

■試験科目 
［地域文化論専攻］ 

一般、社会人、留学生とも＝専門科目筆記試験、面接 

［社会科学専攻］ 

一　般＝専門科目筆記試験、面接 

社会人＝社会一般に関する小論文、面接 

留学生＝専門科目筆記試験、小論文、面接 

■研究生及び科目等履修生の募集も行っています 

【問い合わせ先】 
人文学部学務係　059-231-9197 

Eメールアドレス　hum-gakumu@ab.mie-u.ac. jp

人文学部ホームページ 
（http://www.human.mie-u.ac.jp/）から、 

大学院生のさまざまなメッセージを見ていただけます。 
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雑感 

「叫び」 

　
新
緑
の
頃
、
市
町
村
合
併
で
津
市
に
な
る
前
の
美
杉
村
を
ゆ
っ
く
り
車
で
走
っ

て
い
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
山
道
の
ゆ
る
や
か
な
カ
ー
ブ
に
さ
し
か
か
っ
た
と
き
、

一
つ
だ
け
残
っ
た
カ
ラ
ス
ウ
リ
が
偶
然
目
に
飛
び
込
ん
で
き
ま
し
た
。 

　
ム
ン
ク
の
「
叫
び
」
？

車
を
降
り
て
観
察
し
て
み
る
と
、
鳥
が
つ
い
ば
ん
だ
の

か
、
残
さ
れ
た
実
に
は
口
も
あ
る
、
目
も
あ
る
。
自
然
に
朽
ち
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
そ
れ
に
し
て
も
う
ま
く
残
っ
た
も
の
で
す
。
「
写
真
は
偶
然
と
出
会
い
」

と
い
う
の
が
私
の
写
真
の
師
の
こ
と
ば
で
す
が
、
存
在
を
訴
え
る
か
の
よ
う
に

残
っ
た
一
個
の
実
。
遠
く
に
鳥
の
さ
え
ず
り
も
聞
こ
え
る
新
緑
の
山
里
で
、
こ
ん

な
「
叫
び
」
な
ら
三
重
の
あ
ち
こ
ち
か
ら
聞
こ
え
て
き
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い

と
思
い
ま
し
た
。 

（
は
っ
と
り
　
の
り
こ
） 

人
文
学
部
教
授
・
英
語
学 

服部　範子 

編集 
後記 

1999年度三重大学人文社会科学研究科の改革を

検討するなかから生まれたトリオも、本年度で

7号の発刊を迎えることができました。地域と

ともに諸課題解決の研究を進めていかなければ、人文社会

科学研究科の発展はありえないという認識が、研究科構成

員に共有されていたからでしょう、法人化に伴う激動期予

算削減という逆風も何とか凌いでこられました。7号継続し

てきたことでトリオの認知度も高まり、とりわけ先の6号は、

各方面からご高評を仰ぐことができました。地域福祉を

テーマとする本号は、紙面はやや地味ですが、高齢化とい

う課題に地域とともに取り組みたいという熱い思いを込め

て作りました。今後とも、地域とともに歩むトリオであり、

研究科であり続けますので、どうかご支援をよろしくお願

いいたします。 

編集委員会を代表して　麻野　雅子 

発行日 2006年3月24日 

編集兼発行者 井口靖・麻野雅子・安食和宏・遠山敦・玉川淳 
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