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津
坂
東
陽
の「
孝
」に
つ
い
て
　

―
 『

孝
経
発
揮
』を
資
料
と
し
て ―

 

尾
鷲
市
の
働
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女
性
の
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ク
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ラ
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　〜
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・
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三重の文化・社会・自然

朝
日 

幸
代

巻
頭
言

イ
ン
セ
ン
ティ
ブ
の

重
要
性

人
文
学
部
教
授

地
域
経
済
論

　観
光
経
済
研
究
に
取
り
組
む
中
で
共
同
研
究
者

の
い
る
ア
メ
リ
カ
フ
ロ
リ
ダ
州
の
オ
ー
ラ
ン
ド
へ

何
度
か
訪
れ
て
い
る
。オ
ー
ラ
ン
ド
に
は
一
九
七

一
年
に
開
園
し
た
、観
光
客
が
年
間
五
千
万
人
以

上
訪
れ
る
ウ
ォ
ル
ト・デ
ィ
ズ
ニ
ー・ワ
ー
ル
ド・

リ
ゾ
ー
ト
が
あ
る
。創
立
者
ウ
ォ
ル
ト
・
デ
ィ
ズ

ニ
ー
は
、自
分
の
子
供
と
遊
園
地
に
行
っ
た
時
、子

供
は
乗
り
物
に
乗
り
楽
し
ん
で
い
る
の
に
、大
人

は
見
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、大
人
と

子
供
が
と
も
に
楽
し
め
る
テ
ー
マ
パ
ー
ク
の
建
設

を
考
え
た
。そ
の
建
設
地
は
、湿
地
帯
の
た
め
安
価

で
広
大
な
土
地
と
政
府
資
金
に
よ
る
空
港
や
道
路

な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
が
あ
る
こ
と
か
ら
、オ
ー

ラ
ン
ド
の
地
を
選
ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　さ
ら
に
ま
た
、三
年
前
、他
大
学
の
研
修
に
参

加
し
た
機
会
に
足
を
延
ば
し
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
の
シ
ド
ニ
ー
を
訪
れ
た
。ウ
オ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン

ト
開
発
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
シ
ド
ニ
ー・オ
ペ
ラ

ハ
ウ
ス
の
構
想
は
、英
国
人
の
作
曲
家
・
指
揮
者

で
あ
る
ユ
ー
ジ
ン・グ
ー
セ
ン
ス
が
シ
ド
ニ
ー
交

響
楽
団
を
世
界
的
に
一
流
に
す
る
と
い
う
目
標

を
叶
え
る
た
め
に
音
響
的
に
完
全
な
コ
ン
サ
ー

ト
ホ
ー
ル
の
必
要
性
を
考
え
た
こ
と
が
始
ま
り

で
あ
る
。そ
し
て
、こ
の
ビ
ジ
ョ
ン
に
共
感
す
る

政
治
家
が
集
ま
り
、市
民
集
会
を
招
集
し
、い
く

つ
か
の
候
補
地
の
中
か
ら
最
終
的
に
現
在
建
て

ら
れ
て
い
る
シ
ド
ニ
ー
湾
の
先
の
ベ
ネ
ロ
ン
グ

ポ
イ
ン
ト
が
選
ば
れ
、建
設
さ
れ
た
。

　こ
れ
ら
の
建
物
が
な
ぜ
存
在
す
る
の
か
と
い

う
こ
と
を
知
る
と
、そ
こ
に
携
わ
っ
た
人
々
の
行

動
を
促
す
誘
因
・
要
因
つ
ま
り「
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
」が
あ
る
。イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
は
そ
の
地
域

の
自
然
や
歴
史
、社
会
的
背
景
、文
化
な
ど
も
直

接
・
間
接
的
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、そ

れ
ら
を
知
る
こ
と
で
様
々
な
角
度
で
理
解
を
深

め
る
こ
と
も
で
き
る
。過
去
に
存
在
す
る
事
や
物

は
多
く
の
人
々
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
よ
っ
て

存
在
し
て
い
る
。こ
れ
は
事
や
物
が
成
り
立
つ
た

め
の
原
点
で
あ
り
、重
要
な
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ

る
。人
気
の
あ
る
観
光
資
源
は
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

を
含
む
ス
ト
ー
リ
ー
そ
れ
ぞ
れ
に
醍
醐
味
が
あ

り
、多
く
の
人
を
引
き
つ
け
る
。

　経
済
学
で
は
、人
々
の
意
思
決
定
に
お
い
て
何

が
人
々
を
そ
の
選
択
へ
と
導
い
た
の
か
、す
な
わ

ち
選
択
の
背
景
に
あ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
で
あ
る
。そ
の

た
め
に
人
々
の
行
動
の
裏
付
け
と
な
る
情
報
を

収
集
し
、そ
れ
を
も
と
に
経
済
主
体
を
適
切
な
行

動
に
誘
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
生
み
出
す
た
め

の
制
度
設
計
を
考
え
る
の
で
あ
る
。

　地
域
経
済
で
は
少
子
高
齢
化
や
所
得
格
差
、経

済
の
活
性
化
な
ど
数
多
く
の
問
題
や
課
題
が
あ

る
。各
問
題
の
中
心
的
な
経
済
主
体
に
対
し
、イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
生
み
出
す
た
め
の
方
策
を
第

一
に
考
え
る
こ
と
こ
そ
が
解
決
に
つ
な
が
る
の

で
は
な
い
か
。

（
あ
さ
ひ 

さ
ち
よ
）
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三重県の豊かな自然・伝統など、地域の特性を生かした生産物のなかから、特に優れた県産品と生産
者を三重ブランドとして認定し、情報発信することで、三重県の知名度を向上させるだけでなく、農
林水産業等の生産者の意欲を高め、地域経済を活性化することが目的です。

鼎　談T EI DA N

15
年
度
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
年

は
、
ひ
の
き
、
ひ
じ
き
、
お
茶
が
公
募

に
よ
っ
て
初
め
て
認
定
さ
れ
、
私
た
ち

は
そ
れ
を
誇
り
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

三
重
ブ
ラ
ン
ド
に
認
定
さ
れ
て
以
来
、

こ
ち
ら
の
地
域
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
学
研

究
科
で
学
ん
だ
時
期
も
あ
っ
て
、
ブ
ラ

ン
ド
の
構
築
、
ブ
ラ
ン
ド
に
す
る
こ
と

で
地
域
社
会
が
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ

と
を
勉
強
し
て
き
ま
し
た
。

松
本
　
松
阪
市
飯
南
で
お
茶
を
つ
く
っ

て
販
売
し
て
お
り
ま
す
深
緑
茶
房
の
松

本
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。
平
成
11
年
に
法
人
を
起
こ
し
て
、

お
茶
の
栽
培
と
製
造
・
加
工
・
販
売
の

三
本
柱
で
や
っ
て
お
り
ま
す
。
ブ
ラ
ン

ド
認
定
を
希
望
し
た
時
に
既
に
お
茶
は

２
社
が
認
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、

無
理
か
な
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
ダ
メ

元
で
申
請
を
し
て
、
認
定
し
て
も
ら
い

ま
し
た
。
今
は
津
に
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ

プ
を
出
し
て
情
報
発
信
も
し
て
い
ま
す
。

北
村
　
三
重
県
庁
農
林
水
産
部
フ
ー
ド

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
課
の
北
村
と
申
し
ま

す
。
こ
の
４
月
か
ら
三
重
ブ
ラ
ン
ド
を

担
当
し
て
お
り
ま
す
。
三
重
ブ
ラ
ン
ド

事
業
の
き
っ
か
け
な
ど
に
つ
き
ま
し
て

は
、
ま
た
後
ほ
ど
ご
報
告
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

田
中
　
本
日
は
お
忙
し
い
と
こ
ろ
、
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
司
会
の
田
中

で
す
。

森
　
人
文
学
部
と
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
学

研
究
科
で
教
員
を
し
て
お
り
ま
す
森
で

す
。
一
次
産
業
を
中
心
に
日
本
経
済
を

見
て
い
く
と
い
う
農
業
経
済
を
や
っ
て

お
り
ま
し
て
、
ま
た
、
三
重
ブ
ラ
ン
ド

の
構
築
に
関
わ
っ
た
渡
邊
明
先
生
と
同

じ
講
座
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
お
話
を

い
ろ
い
ろ
伺
っ
て
お
り
ま
し
た
。
た
だ
、

私
自
身
は
、
ブ
ラ
ン
ド
制
度
で
は
な
く
、

流
通
関
係
を
メ
イ
ン
に
や
っ
て
き
ま
し

た
の
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
今
日
初

め
て
具
体
的
な
三
重
ブ
ラ
ン
ド
の
お
話

を
伺
う
形
に
な
り
ま
す
。
今
日
は
地
域

農
業
と
か
地
域
経
済
に
ど
う
い
う
イ
ン

パ
ク
ト
が
あ
る
の
か
と
い
う
点
を
掘
り

下
げ
て
お
話
を
伺
え
れ
ば
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。

久
田
　
人
文
学
部
４
年
生
久
田
で
す
。
三

重
生
ま
れ
三
重
育
ち
で
す
。
三
重
ブ
ラ
ン

ド
に
つ
い
て
は
授
業
で
少
し
お
聞
き
し
た

程
度
な
の
で
、
今
日
は
い
ろ
い
ろ
な
お
話

を
伺
え
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。

北
村
　
北
村
で
す
。
代
々
の
ひ
じ
き
屋

で
す
。
三
重
ブ
ラ
ン
ド
は
平
成
13
年
度

に
始
ま
り
、
私
は
翌
年
に
申
請
し
ま
し

た
が
不
合
格
で
、
そ
の
次
の
年
の
平
成

北
村
裕
司

北
村
物
産
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
専
務

松
本
浩

深
緑
茶
房
　
茶
長

北
村
真
理

三
重
県
農
林
水
産
部
フ
ー
ド
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
課
主
幹

森
久
綱

三
重
大
学
　
人
文
学
部
教
授

田
中
亜
紀
子

三
重
大
学
　
人
文
学
部
教
授

久
田
光
桜

三重ブランド

認定制度の目的

後列左から、森久綱教授、田中亜紀子教授、久田光桜さん。　前列左から、松本浩茶長、北村真理主幹、北村裕司代表取締役専務。

遠く神話の時代より、豊富な幸をもたらす海と肥沃な大地を持つ三重県は、豊かな自然からの授かりものと

伝統ある文化・歴史に恵まれ、多くの人々を惹きつける魅力ある地として発展してきました。

そうした自然の恵みと、連綿と続く人々の営みから生まれた三重ブランドには、三重県の豊かな自然、

そして自然との共存を引き出す知恵、すなわち「自然を生かす技術（人と自然の力）」が脈づいています。
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鼎 
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「
三
重
ブ
ラ
ン
ド
」
事
業
の

き
っ
か
け

田
中　
そ
れ
で
は
ま
ず
、
三
重
県
が
「
三
重
ブ

ラ
ン
ド
」
事
業
を
開
始
し
た
背
景
や
き
っ
か
け

に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

北
村
（
県
）　

三
重
県
で
は
、
高
付
加
価
値
化

支
援
と
地
域
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
両
面
で
、
ブ

ラ
ン
ド
化
対
策
を
検
討
す
る
た
め
、
平
成
13
年

度
に
三
重
県
産
品
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
調
査
を
実

施
し
ま
し
た
。
こ
の
調
査
に
基
づ
き
、
三
重
県

に
対
し
て
良
い
印
象
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き

る
表
現
要
素
と
し
て
、「
豊
か
な
自
然
」
や
「
自

然
や
伝
統
の
保
存
」、「
自
然
と
の
共
生
や
共

存
」
な
ど
を
抽
出
し
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
、
三

重
ブ
ラ
ン
ド
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
「
自
然
を
生
か

す
技
術
（
人
と
自
然
の
力
）」
と
設
定
し
、
そ

の
コ
ン
セ
プ
ト
に
合
致
す
る
も
の
を
三
重
ブ
ラ

ン
ド
し
て
認
定
し
て
い
く
こ
と
が
決
ま
り
ま
し

た
。
三
重
ブ
ラ
ン
ド
の
目
的
は
、
第
一
に
県
と

認
定
事
業
者
が
連
携
し
て
情
報
を
発
信
す
る
こ

と
で
、
三
重
県
の
認
知
度
を
上
げ
る
こ
と
、
第

二
に
観
光
及
び
物
産
の
振
興
を
図
る
こ
と
、
第

三
に
ブ
ラ
ン
ド
化
に
取
り
組
む
気
運
を
醸
成
す

る
こ
と
で
す
。
結
果
的
に
県
全
体
の
経
済
活
性

化
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

田
中　

三
重
ブ
ラ
ン
ド
事
業
を
始
め
る
際
に
、

県
と
し
て
は
反
対
も
な
く
、
割
と
ス
ム
ー
ズ
に

話
が
進
ん
で
い
っ
た
の
で
す
か
。

北
村
（
県
）　

そ
う
で
す
ね
。
平
成
16
年
度
に

三
重
ブ
ラ
ン
ド
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
ま
と
め
て
デ

ザ
イ
ン
し
た
Ｐ
Ｒ
ツ
ー
ル
（
黒
金
ツ
ー
ル
）
を

完
成
さ
せ
て
以
降
、
大
き
な
見
直
し
も
な
く
安

定
し
て
制
度
を
運
営
し
て
い
ま
す
。

「
三
重
ブ
ラ
ン
ド
」

認
定
に
つ
い
て

田
中　
三
重
ブ
ラ
ン
ド
認
定
は
ど
の
よ
う
に
行

わ
れ
て
い
る
の
か
教
え
て
く
だ
さ
い
。

北
村
（
県
）　

平
成
29
年
度
か
ら
隔
年
で
申
請

を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
例
年
、
夏
か
ら
秋
に

か
け
て
募
集
を
行
い
、
審
査
は
一
次
が
書
類
審

査
、
二
次
が
実
地
調
査
と
プ
レ
ゼ
ン
審
査
に
な

り
ま
す
。
第
一
次
審
査
の
採
点
基
準
は
、
自
然

を
生
か
す
技
術
や
、
三
重
県
を
連
想
さ
せ
る
物

語
や
取
組
が
あ
る
か
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
が
30

点
。
そ
し
て
、
品
質
の
維
持
・
向
上
や
、
消
費

者
の
信
頼
性
を
確
保
す
る
取
組
な
ど
を
評
価
す

る
信
頼
性
が
20
点
、
類
似
商
品
に
対
す
る
優
位

性
や
伝
達
方
法
の
工
夫
な
ど
を
評
価
す
る
独
自

性
・
主
体
性
が
20
点
、
売
り
上
げ
実
績
や
販
売

体
制
を
評
価
す
る
市
場
性
が
20
点
、
そ
し
て
、

ブ
ラ
ン
ド
化
に
対
す
る
継
続
し
た
意
志
と
取

組
、
計
画
が
あ
る
か
と
い
う
将
来
性
が
10
点
と

な
っ
て
い
ま
す
。
総
合
得
点
の
平
均
が
60
点
以

上
で
な
い
と
、
第
二
次
審
査
に
進
め
ま
せ
ん
。

最
初
の
第
一
号
認
定
（
平
成
13
年
度
）
に
限
っ

て
は
、
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
既
に
定
着
し
て
い
る

５
品
目
を
認
定
委
員
会
に
よ
る
審
査
に
基
づ
き

認
定
し
ま
し
た
。
そ
の
翌
年
か
ら
公
募
制
を
と

り
、
平
成
15
年
度
に
伊
勢
茶
と
ひ
じ
き
と
ひ
の

き
を
認
定
し
ま
し
た
。

田
中　
申
請
者
に
対
し
て
県
か
ら
の
サ
ポ
ー
ト

は
何
か
あ
る
の
で
す
か
。

北
村
（
県
）　

審
査
会
で
の
委
員
の
意
見
を

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ブ
ラ
ン

ド
化
を
支
援
し
て
い
ま
す
。
認
定
申
請
に
再

チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
際
に
は
、
指
摘
事
項
に
対
す

る
改
善
点
の
提
出
を
義
務
付
け
て
い
ま
す
。

田
中　
県
と
し
て
は
三
重
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
高

い
ク
オ
リ
テ
ィ
を
求
め
て
い
る
が
、
単
に
落

と
す
だ
け
で
は
な
く
、
将
来
的
な
認
定
へ
向
け

て
サ
ポ
ー
ト
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。

北
村
（
県
）　
も
ち
ろ
ん
で
す
。

田
中　
一
次
審
査
の
後
の
審
査
は
ど
の
よ
う
な

形
で
行
わ
れ
て
い
る
の
で
す
か
。

北
村
（
県
）　

実
地
調
査
と
プ
レ
ゼ
ン
審
査
を

経
て
、
認
定
委
員
会
の
合
議
制
で
認
定
の
適
否

に
つ
い
て
意
見
を
と
り
ま
と
め
ま
す
。
三
重
ブ

ラ
ン
ド
認
定
委
員
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
、
食

文
化
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
、
流
通
、
P
R
な

ど
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
12
名

の
方
で
構
成
し
て
い
ま
す
。

田
中　
な
る
ほ
ど
。
わ
か
り
ま
し
た
。

森　
今
、
三
重
ブ
ラ
ン
ド
は
18
品
目
あ
り
ま
す
よ

ね
。
こ
れ
以
外
に
申
請
し
た
け
れ
ど
認
定
を
得

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
は
ど
の
く
ら
い

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、
三
重
ブ
ラ
ン

ド
を
県
と
し
て
頑
張
り
ま
し
ょ
う
と
言
っ
て
も
、

初
回
認
定
の
話
に
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
ど
う

見
て
も
力
が
あ
っ
て
、
選
ば
れ
る
事
業
者
が
あ

る
。
三
重
県
ら
し
さ
が
あ
っ
て
、
自
然
を
生
か

し
て
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
だ
と
、
た
と
え
ば
真

珠
と
い
う
の
は
も
う
す
で
に
世
界
レ
ベ
ル
で
通

る
名
前
を
持
っ
て
い
ま
す
。
他
方
、
三
重
県
の

観
光
や
物
産
の
底
を
い
か
に
上
げ
て
い
く
か
と

い
っ
た
時
に
、
新
し
く
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
の
は
、

資
金
や
人
的
資
源
で
は
限
界
の
あ
る
事
業
者
さ

ん
で
、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
が
ど
ん
な
に
い
い

も
の
を
つ
く
っ
て
も
三
重
ブ
ラ
ン
ド
に
は
手
が

届
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
印
象
を
受
け

ま
し
た
。
も
う
一
つ
は
、
ブ
ラ
ン
ド
同
士
の
横

の
つ
な
が
り
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
気
に
な

り
ま
し
た
。
つ
ま
り
松
阪
牛
で
す
よ
、
伊
勢
え

び
で
す
よ
、
伊
賀
焼
で
す
よ
、
単
品
で
は
す
ば

ら
し
い
。
た
だ
、
今
の
と
こ
ろ
、
一
点
豪
華
主

義
で
動
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
ん
で
す
。

北
村
（
県
）　
三
重
ブ
ラ
ン
ド
認
定
品
が
有
す
る

コ
ン
セ
プ
ト
や
生
産
者
の
想
い
な
ど
を
、
品
目

毎
に
「
三
重
ブ
ラ
ン
ド
S
T
O
R
Y
」
と
い
う

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま

で
は
、
こ
れ
ら
の
Ｐ
Ｒ
ツ
ー
ル
を
用
い
て
事
業

者
が
個
別
に
情
報
発
信
を
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、

ご
指
摘
の
通
り
、
情
報
発
信
力
を
高
め
て
い
く
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談

エ
ッ
セ
イ

エ
ッ
セ
イ

三
重
の
文
化
と
社
会

三
重
の
文
化
と
社
会

新
刊
自
著
を
語
る

新
刊
自
著
を
語
る

三
重
の
歴
史
と
風
景

三
重
の
歴
史
と
風
景

教
員
エ
ッ
セ
イ

教
員
エ
ッ
セ
イ

大
学
院
・
学
部
の
広
報

大
学
院
・
学
部
の
広
報

鼎 

談

た
め
、
横
の
つ
な
が
り
が
と
て
も
大
事
だ
と
思

い
ま
す
。
本
日
お
越
し
い
た
だ
い
た
お
二
人
に

も
、
首
都
圏
営
業
拠
点
の
三
重
テ
ラ
ス
で
発
信

い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
三
重
ブ
ラ
ン
ド
と
い

う
よ
り
も
、
ひ
じ
き
・
伊
勢
茶
と
し
て
発
信
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
三
重
ブ
ラ
ン
ド
と
い
う

要
素
を
加
え
る
こ
と
で
、
情
報
発
信
に
広
が
り

を
持
た
せ
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

生
産
者
に
と
っ
て
の

「
三
重
ブ
ラ
ン
ド
」

田
中　
三
重
ブ
ラ
ン
ド
認
定
を
獲
得
し
た
こ
と

に
よ
る
変
化
に
つ
い
て
、
教
え
て
く
だ
さ
い
。

北
村　
ま
ず
、
販
売
実
績
に
つ
な
が
っ
た
か
と

い
う
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
県
の
認
定
事
業
者

に
な
っ
た
こ
と
は
、
販
路
拡
大
を
試
み
る
際
に

有
利
に
働
い
た
と
思
い
ま
す
。
ブ
ラ
ン
ド
っ
て

一
体
何
か
と
言
っ
た
時
に
、
信
頼
の
証
な
の
か

な
と
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、三
重
ブ
ラ
ン
ド
っ

て
、
非
常
に
大
き
か
っ
た
か
な
と
思
い
ま
す

ね
。
た
だ
、
売
る
場
面
よ
り
も
仕
入
れ
の
場
面

で
良
い
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
実
感
し
て
い
ま

す
。
ひ
じ
き
っ
て
海
藻
で
、
植
物
の
一
種
な
の

で
、
若
い
う
ち
に
取
る
の
と
、
伸
ば
し
て
か
ら

取
る
の
で
は
品
質
が
違
う
わ
け
で
す
よ
。
伸
ば

し
た
方
が
収
穫
量
が
多
く
な
る
の
で
老
化
さ
せ

て
か
ら
量
を
取
る
浜
も
あ
れ
ば
、
収
穫
量
は
上

が
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
若
い
う
ち
の
良
い
も
の

を
取
っ
て
く
る
浜
も
あ
る
。
そ
し
て
、
三
重
ブ

ラ
ン
ド
を
取
っ
て
か
ら
は
、
お
前
の
と
こ
ろ
の

た
め
に
早
く
取
っ
た
ん
だ
か
ら
と
わ
ざ
わ
ざ
電

話
を
く
れ
る
と
こ
ろ
が
出
て
き
ま
し
た
。
今
度

の
入
札
に
出
す
け
れ
ど
も
、
お
前
の
と
こ
ろ
の

三
重
ブ
ラ
ン
ド
で
売
っ
て
も
ら
い
た
い
か
ら
、

そ
の
分
き
ち
ん
と
評
価
し
て
買
っ
て
く
れ
と
い

う
こ
と
な
ん
で
す
け
ど
も
。
良
い
も
の
で
あ
れ

ば
他
の
産
地
の
と
こ
ろ
よ
り
も
高
く
買
う
と
い

う
信
頼
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
三
重
ブ
ラ
ン
ド

と
し
て
出
荷
し
て
も
ら
え
る
の
だ
と
い
う
こ
と

で
、
産
地
の
人
た
ち
の
誇
り
に
つ
な
が
る
面
も

あ
る
と
思
い
ま
す
。

田
中　
ブ
ラ
ン
ド
認
定
が
、
産
地
の
人
の
協
力

が
取
り
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。

北
村　
そ
う
で
す
ね
。
三
重
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て

売
る
と
い
う
想
い
に
つ
い
て
き
て
く
れ
る
生
産

者
さ
ん
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
が
、
認
定
を
受

け
て
か
ら
の
大
き
な
変
化
で
す
ね
。

森　

北
村
さ
ん
の
ほ
う
は
、
あ
る
意
味
生
産

者
が
漁
業
者
さ
ん
で
、
そ
こ
か
ら
の
加
工
販

売
、
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
の
部
分
を
含
め
て
の
お
仕

事
。
こ
れ
に
対
し
て
、
松
本
さ
ん
は
元
々
農
業

系
。
と
い
う
こ
と
は
、
６
次
産
業
化
し
て
い
く

パ
タ
ー
ン
で
す
よ
ね
。
B 

t
o 

C
を
目
指
す

こ
と
は
、
個
々
の
消
費
者
に
対
し
て
別
々
に
配

送
す
る
と
い
う
の
は
一
番
手
間
の
か
か
る
作
業

で
す
か
ら
、
生
産
者
に
と
っ
て
は
も
の
す
ご
い

ハ
ー
ド
ル
で
す
よ
ね
。
な
ぜ
６
次
化
を
意
識
さ

れ
た
の
か
、
そ
し
て
な
ぜ
三
重
ブ
ラ
ン
ド
取
得

を
し
よ
う
と
し
た
の
か
教
え
て
い
た
だ
け
ま
す

か
。

松
本　
お
茶
の
流
通
業
界
の
中
で
、
我
々
は
問

屋
さ
ん
に
卸
す
と
い
う
の
が
普
通
の
仕
事
だ
っ

た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
問
屋
さ
ん
に
卸
さ
ず

に
自
分
た
ち
で
売
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
し
前

ま
で
は
と
て
も
ハ
ー
ド
ル
が
高
か
っ
た
ん
で

す
。
た
だ
、
市
場
に
出
す
お
茶
が
価
格
的
に
も

収
入
的
に
も
不
安
定
に
な
っ
て
き
た
時
、
何
の

楽
し
み
で
農
業
を
や
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と

を
考
え
て
、
ど
う
せ
一
生
仕
事
を
し
て
い
く
ん

だ
っ
た
ら
、
自
分
が
楽
し
い
と
思
え
る
仕
事
、

僕
の
場
合
は
仲
間
と
一
緒
に
や
っ
た
ら
何
か
楽

し
い
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た

ん
で
す
ね
。
そ
こ
で
、
僅
か
で
も
お
客
さ
ん
に

直
売
し
て
い
く
部
分
を
増
や
し
て
い
く
と
こ
ろ

に
力
を
入
れ
て
い
こ
う
と
考
え
ま
し
て
、
平
成

11
年
に
会
社
を
ス
タ
ー
ト
し
、
平
成
13
年
に
製

茶
工
場
を
一
つ
建
て
、
平
成
16
年
に
今
の
店
が

で
き
ま
し
て
、
そ
れ
か
ら
直
売
を
強
く
意
識
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
お
客
様

か
ら
見
て
、
信
頼
で
き
る
も
の
と
い
う
一
つ
ひ

と
つ
の
証
に
三
重
ブ
ラ
ン
ド
と
い
う
も
の
が

な
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
思
い
で
、
取
り

た
い
な
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
実
際
に

三
重
ブ
ラ
ン
ド
の
認
定
を
い
た
だ
き
ま
し
た

が
、
こ
こ
に
は
県
の
方
の
、
農
業
生
産
者
頑
張

れ
よ
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。

そ
れ
を
我
々
も
真
摯
に
受
け
止
め
て
、
製
造
・

加
工
・
販
売
と
い
っ
た
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
責

任
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ス
タ
ッ
フ
さ
ん
と
共

有
し
て
、
レ
ベ
ル
を
上
げ
て
行
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

森　
６
次
化
と
ブ
ラ
ン
ド
化
が
同
時
並
行
で
進

ん
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
ね
。
お
二
人
の
お

話
を
伺
っ
て
い
る
と
、
北
村
さ
ん
の
と
こ
ろ
は

農
商
工
連
携
、
松
本
さ
ん
の
と
こ
ろ
は
６
次
化

を
進
め
て
き
て
、
そ
の
時
に
、
三
重
ブ
ラ
ン
ド

と
の
関
係
で
は
、
両
方
と
も
認
知
を
高
め
て
自

分
の
ビ
ジ
ネ
ス
基
盤
を
固
め
た
い
と
考
え
ら
れ

て
い
た
点
が
共
通
し
て
い
る
。
他
方
、
相
違
点

と
し
て
は
、
松
本
さ
ん
の
ほ
う
は
、
自
分
が
生

産
者
で
あ
る
か
ら
、
自
分
の
意
識
の
中
で
や
っ

て
い
け
ま
す
け
れ
ど
も
、
北
村
さ
ん
の
ほ
う
は

さ
ら
に
も
う
一
つ
先
に
生
産
者
が
い
て
、
そ
こ

を
変
え
る
取
組
が
必
要
だ
っ
た
と
。
そ
う
す
る

と
最
初
に
出
て
き
た
、
三
重
県
の
産
業
や
観
光

振
興
と
か
地
域
を
と
い
う
話
で
、
ブ
ラ
ン
ド
と

い
う
の
は
そ
れ
な
り
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
か
。

北
村　
そ
う
で
す
ね
。
前
に
産
地
に
刈
り
取
る

と
こ
ろ
を
見
に
行
っ
た
ら
、
海
女
さ
ん
が
そ
の

辺
を
刈
っ
て
い
な
く
て
、
刈
り
に
く
い
沖
の
方

に
行
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
も
っ
と
近
く
に
も

あ
る
じ
ゃ
な
い
と
言
っ
た
ら
、
こ
れ
は
も
の
が

悪
い
か
ら
と
。
志
摩
の
現
地
の
人
た
ち
は
そ
う

い
う
意
識
を
持
っ
て
良
い
も
の
だ
け
を
刈
り

取
っ
て
く
れ
て
い
て
、
そ
う
い
っ
た
協
働
と
い

う
形
で
、
同
じ
よ
う
に
三
重
ブ
ラ
ン
ド
を
作
り

上
げ
て
い
く
と
い
う
意
識
が
海
女
さ
ん
の
一
人

ま
で
行
き
渡
っ
た
と
い
う
の
は
、
三
重
ブ
ラ
ン

ド
が
あ
る
か
ら
で
き
た
ん
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま

す
ね
。

「
三
重
ブ
ラ
ン
ド
」
の
課
題

森　
三
重
ブ
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
は
、
消
費
者
サ

イ
ド
で
は
単
品
と
し
て
の
認
知
は
あ
っ
て
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
の
認
知
が
な

い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
そ
の
辺
り
に
つ
い
て
、

県
や
事
業
者
の
方
は
ど
う
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
の
か
、
ま
た
、
今
後
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
目

指
し
て
い
る
か
教
え
て
く
だ
さ
い
。

北
村　
一
時
期
、
県
の
農
水
商
工
部
の
み
な
さ

ん
が
、
県
外
に
持
っ
て
い
く
お
土
産
物
と
い
う

こ
と
で
、
今
ま
で
だ
っ
た
ら
、
松
阪
肉
と
赤
福

の
二
つ
だ
っ
た
の
が
、
我
々
の
ひ
じ
き
業
者
と

お
茶
業
者
の
コ
ラ
ボ
で
、
お
茶
と
ひ
じ
き
の

セ
ッ
ト
を
2
0
0
個
な
い
し
3
0
0
個
作
っ

て
持
っ
て
行
っ
て
く
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。
そ
う
い
う
意
味
の
コ
ラ
ボ
と
い
う
か
セ
ッ

ト
は
や
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
あ
と
は

お客様から見て、
信頼できるものという証の
三重ブランド。

松本 浩北村 裕司
深緑茶房　茶長北村物産株式会社 代表取締役専務

三重ブランドとして出荷
されることが、産地の人たちの
誇りにつながる。
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鼎 

談

認
定
式
や
更
新
式
を
通
じ
て
認
定
事
業
者
と
顔

見
知
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
三
重
ブ
ラ

ン
ド
一
同
で
何
か
を
す
る
と
い
う
の
が
、
今
ま

で
な
く
て
。
10
月
に
や
っ
て
い
た
だ
い
た
三
重

ブ
ラ
ン
ド
サ
ミ
ッ
ト
で
横
の
つ
な
が
り
が
で
き

て
、
事
業
者
同
士
で
有
機
的
に
動
け
る
の
か
な

と
い
っ
た
話
は
し
た
の
で
す
が
、
じ
ゃ
あ
何
が

で
き
る
か
と
い
う
の
は
、
ま
だ
は
っ
き
り
と
は

し
て
い
な
い
段
階
で
す
ね
。

北
村
（
県
）　

現
在
で
は
実
施
し
て
い
ま
せ
ん

が
、
過
去
に
、
事
業
者
相
互
の
連
携
に
よ
る
商

品
開
発
を
支
援
し
て
い
た
時
期
が
あ
り
ま
す
。

最
近
は
、
個
別
に
P
R
い
た
だ
く
機
会
が
多

く
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
改
め
て
コ
ラ
ボ
レ
ー

シ
ョ
ン
の
機
会
を
作
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。
こ
の
他
、
三
重
ブ
ラ
ン
ド
取
扱
店
の

制
度
化
な
ど
に
よ
り
、
県
内
の
飲
食
店
や
観
光

地
に
お
け
る
三
重
ブ
ラ
ン
ド
の
活
用
促
進
も
課

題
と
考
え
て
い
ま
す
。

森　
そ
う
な
ん
で
す
よ
ね
。
こ
こ
ま
で
み
な
さ

ん
が
頑
張
っ
て
い
る
こ
と
が
、
今
後
ど
う
つ
な

が
る
の
か
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
生
産
者
さ

ん
や
実
際
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
観
光
業
者
さ

ん
は
ど
う
し
て
い
く
つ
も
り
な
の
か
、
と
い
う

点
を
伺
い
た
か
っ
た
ん
で
す
。

北
村　
ブ
ラ
ン
ド
同
士
で
の
コ
ラ
ボ
は
難
し
い

で
す
よ
ね
。
我
々
、
一
事
業
者
だ
か
ら
い
い
ん

で
す
け
ど
、
協
同
組
合
と
事
業
者
で
は
コ
ラ
ボ

し
に
く
い
と
い
う
か
、
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
難
し

い
。
た
だ
僕
は
一
応
や
っ
て
い
ま
す
よ
、
真
珠

こ
う
や
っ
て
付
け
て
。

北
村
（
県
）　

知
事
も
真
珠
を
付
け
て
い
ま
す

し
、
農
林
水
産
部
の
幹
部
の
職
員
や
フ
ー
ド
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
課
の
職
員
も
付
け
て
い
ま
す
。

北
村　
県
の
職
員
だ
け
で
は
な
く
て
、
我
々
事

業
者
も
県
外
に
行
く
時
は
付
け
よ
う
と
。
実
際

に
東
京
駅
で
パ
ッ
と
真
珠
を
つ
け
て
い
る
人
が

目
に
入
っ
た
ん
で
す
よ
。
ふ
と
見
た
ら
、
県
の

職
員
さ
ん
で
ね
。
や
っ
ぱ
り
自
分
も
付
け
て
お

い
て
良
か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。

森　
真
珠
や
そ
れ
以
外
の
プ
ロ
ダ
ク
ト
が
シ
ン

ボ
ル
化
し
て
、
三
重
県
が
認
識
さ
れ
て
い
く
と

い
う
の
が
、
三
重
ブ
ラ
ン
ド
の
目
的
な
ん
で
す

よ
ね
。
そ
う
す
る
と
、
今
後
、
ブ
ラ
ン
ド
に
新

し
い
人
た
ち
が
や
っ
て
来
る
と
同
時
に
、
ブ
ラ

ン
ド
を
持
っ
た
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
話
せ
る

場
、
f
a
c
e 

t
o 

f
a
c
e
の
場
が
必
要
に

な
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。
こ
の
他

の
課
題
と
し
て
は
、
ブ
ラ
ン
ド
を
持
っ
て
い
る

人
同
士
で
は
な
く
て
、
一
番
消
費
者
に
近
い
サ

イ
ド
の
外
食
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
量
販
へ

の
働
き
か
け
で
し
ょ
う
か
。

北
村　
今
の
話
の
中
で
、
実
は
三
重
ブ
ラ
ン
ド

認
定
の
18
品
目
の
中
で
、
ス
ー
パ
ー
に
置
い
て

も
ら
え
る
可
能
性
が
あ
る
の
は
、
乾
物
で
ハ
ン

ド
リ
ン
グ
が
良
く
て
と
い
う
意
味
で
実
は
ひ
じ

き
と
お
茶
だ
け
な
ん
で
す
よ
。
伊
勢
た
く
あ
ん

も
多
少
あ
る
か
も
し
れ
な
い
で
す
け
ど
。
そ
し

て
、
例
え
ば
ヤ
マ
ナ
カ
フ
ー
ズ
さ
ん
と
言
う
も

う
一
社
の
ひ
じ
き
で
認
定
さ
れ
て
い
る
会
社

は
、
三
重
ブ
ラ
ン
ド
が
付
い
て
い
る
ひ
じ
き
を

年
間
1
0
0
万
パ
ッ
ク
く
ら
い
扱
っ
て
く
れ

て
い
る
の
で
、
1
0
0
万
個
三
重
ブ
ラ
ン
ド

の
マ
ー
ク
が
全
国
に
行
き
渡
っ
て
い
る
。
や
っ

ぱ
り
ひ
じ
き
と
お
茶
な
ん
か
で
も
、
三
重
ブ
ラ

ン
ド
の
マ
ー
ク
を
付
け
て
い
る
個
数
と
い
う
の

は
、
非
常
に
大
き
い
で
す
ね
。
横
の
つ
な
が
り

が
課
題
と
い
う
の
は
、
森
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る

通
り
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

森　
そ
う
。
三
重
ブ
ラ
ン
ド
の
み
ん
な
が
そ
れ

ぞ
れ
一
品
の
プ
ロ
ダ
ク
ト
の
ク
オ
リ
テ
ィ
を
上

げ
て
、
認
知
さ
れ
て
き
た
ん
だ
っ
た
ら
、
次
は

横
の
つ
な
が
り
を
作
り
出
す
様
な
場
が
必
要
に

な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
ね
。

三
重
大
学
に
求
め
る
も
の

田
中　

場
と
い
う
言
葉
が
で
て
き
ま
し
た
の

で
、
強
引
に
話
を
大
学
に
引
き
付
け
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
が
、
地
域
と
産
業
に
対
し

て
地
域
の
大
学
は
何
か
し
ら
貢
献
で
き
る
の

か
、と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
、お
考
え
に
な
っ

て
い
る
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

松
本　

私
が
思
っ
て
い
る
の
は
、
学
生
さ
ん

た
ち
が
お
茶
の
摘
み
取
り
か
ら
来
て
も
ら
っ

て
、
製
造
も
一
緒
に
見
て
も
ら
い
な
が
ら
、

一
つ
の
も
の
を
一
緒
に
作
り
上
げ
て
い
く
と

い
う
こ
と
を
や
っ
て
み
た
い
な
と
、
前
か
ら

思
っ
て
ま
す
。

田
中　

素
晴
ら
し
い
で
す
ね
。
学
生
の
立
場

か
ら
は
ど
う
思
い
ま
す
か
。

久
田　

三
重
県
の
若
者
に
と
っ
て
も
、
三
重

ブ
ラ
ン
ド
は
雇
用
の
機
会
の
拡
大
に
つ
な
が

る
と
思
い
ま
す
し
、
そ
う
い
っ
た
三
重
ブ
ラ

ン
ド
を
作
っ
て
い
る
方
と
の
共
通
し
た
活
動

が
で
き
て
い
け
れ
ば
な
と
思
い
ま
す
。

森　

学
生
に
と
っ
て
、
地
域
の
産
業
を
知
る

経
験
は
1
次
産
業
に
目
を
向
け
る
機
会
に

な
り
ま
す
よ
ね
。

田
中　

大
学
卒
業
後
に
三
重
で
働
く
、
あ
る

い
は
都
市
で
働
く
に
せ
よ
、
三
重
ブ
ラ
ン
ド

を
は
じ
め
と
す
る
三
重
の
い
い
も
の
を
学
生

の
間
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
、
体
験
し
て
も

ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
、
茶
摘
み
の

話
は
す
ご
く
魅
力
的
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

久
田　

た
だ
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
と
な
る

と
場
所
と
い
っ
た
問
題
が
あ
り
ま
す
。
ど
う

し
て
も
南
に
な
る
と
、
こ
こ
か
ら
考
え
て
も

電
車
で
行
く
と
２
時
間
は
か
か
っ
た
り
、
バ

ス
で
行
っ
て
も
３
時
間
は
か
か
っ
た
り
す
る

の
で
。

松
本　

学
生
さ
ん
に
来
て
も
ら
う
の
で
は
な

く
て
、
こ
ち
ら
が
教
材
を
持
っ
て
き
て
、
大

学
の
中
で
行
う
こ
と
は
で
き
ま
す
。
い
ろ
ん

な
と
こ
ろ
で
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
や
ら
せ
て

も
ら
っ
て
い
る
の
で
、
お
茶
道
具
は
持
っ
て

こ
れ
る
ん
で
す
。
た
だ
、
例
え
ば
大
学
側
に

日
に
ち
を
設
定
し
て
も
ら
っ
て
、
学
生
さ
ん

に
10
名
で
も
集
ま
っ
て
も
ら
え
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
が
自
分
に
は
わ
か

ら
な
く
て
。

田
中　

場
所
と
時
間
提
供
と
学
生
へ
の
広
報

で
す
よ
ね
。
そ
れ
は
大
学
側
に
と
っ
て
は
対

応
し
や
す
い
で
す
ね
。

森　

私
、
１
年
に
平
均
２
人
く
ら
い
留
学
生

を
抱
え
て
い
ま
す
。
彼
ら
の
目
的
は
、
も
ち

ろ
ん
経
済
や
日
本
の
社
会
を
勉
強
し
た
い
と

い
う
こ
と
で
す
が
、
日
本
文
化
に
も
関
心
を

も
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
っ
た
留
学

生
が
日
本
文
化
を
経
験
し
、
三
重
ブ
ラ
ン
ド

を
持
っ
て
帰
る
こ
と
で
、
彼
ら
が
向
こ
う
で

ア
ン
バ
サ
ダ
ー
に
な
っ
て
く
れ
る
。
そ
う
い

う
意
味
で
は
、
大
学
の
発
信
力
は
使
え
る
の

か
な
と
思
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
松
本
さ
ん

は
、
学
生
に
対
し
て
ど
ん
な
こ
と
を
期
待
し

て
そ
の
よ
う
な
ア
イ
デ
ィ
ア
を
出
さ
れ
た
の

で
し
ょ
う
か
。

松
本　

我
々
は
王
道
の
、
茶
器
に
入
れ
て
お

茶
を
飲
む
と
い
う
の
が
、
一
番
素
晴
ら
し
く

お
い
し
い
と
い
う
の
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
の

で
、
そ
こ
を
ど
の
よ
う
に
若
い
世
代
に
プ
ロ

デ
ュ
ー
ス
す
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
興
味
が

森久 綱
三重大学 人文学部教授

次の段階として
横のつながりを作り出す
ような場が必要。

三重ブランドは
若者にとって
雇用の機会拡大につながる。

久田 光桜
三重大学　人文学部４年
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鼎 

談
あ
っ
て
。
飲
み
方
や
味
の
好
み
を
知
っ
た
上

で
、
そ
こ
か
ら
逆
算
し
て
、
製
造
か
ら
商
品

化
を
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

森　

北
村
さ
ん
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

北
村　

私
、
実
は
学
生
を
対
象
に
し
た
授
業

を
や
っ
て
い
ま
し
て
、
三
重
県
に
若
い
人
が

残
っ
て
く
れ
な
い
こ
と
が
気
に
な
っ
て
い
る

ん
で
す
よ
ね
。
ま
た
、
一
次
産
業
が
元
気
に

な
ら
な
い
と
、
地
方
創
生
は
う
ま
く
い
か
な

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
三
重

ブ
ラ
ン
ド
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
学
生
さ
ん

た
ち
に
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
、
一
次
産
業

の
良
さ
を
知
っ
て
ら
い
た
い
ん
で
す
よ
ね
。

そ
の
こ
と
が
頭
の
片
隅
に
残
っ
て
い
れ
ば
、

外
へ
出
て
行
っ
た
人
も
帰
っ
て
こ
よ
う
と
い

う
気
に
な
っ
て
く
れ
る
か
な
と
。

田
中　

そ
う
い
う
場
や
機
会
を
大
学
側
が
協

力
し
て
作
り
出
す
こ
と
が
必
要
な
の
で
し
ょ

う
ね
。
数
年
前
に
始
ま
っ
た
「
三
重
の
文
化

と
社
会
」
と
い
う
授
業
で
は
、
何
コ
マ
か
ゲ

ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
に
来
て
い
た
だ
い
て
い
ま

す
が
、
確
か
に
ま
だ
三
重
ブ
ラ
ン
ド
の
生
産

者
は
来
て
も
ら
っ
て
い
ま
せ
ん
よ
ね
。

北
村　

三
重
ブ
ラ
ン
ド
は
18
品
目
あ
り
ま
す

よ
。
う
ち
の
ひ
じ
き
は
２
社
で
す
が
、
２
社

と
も
相
当
面
白
い
話
が
で
き
ま
す
よ
。
お
茶

で
も
深
緑
茶
房
さ
ん
と
川
原
さ
ん
と
コ
ラ
ボ

し
て
一
つ
の
授
業
を
や
っ
た
ら
、
と
て
も
お

も
し
ろ
い
話
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

森　

ま
ず
は
お
茶
を
飲
む
こ
と
か
ら
、
始

め
て
で
す
よ
ね
。
確
か
に
教
育
と
い
う
側

面
で
、
三
重
ブ
ラ
ン
ド
に
か
か
わ
っ
て
い

け
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
よ
ね
。
そ
し
て
も

う
一
つ
の
側
面
が
研
究
に
よ
る
貢
献
の
可

能
性
。
こ
の
点
に
つ
い
て
県
と
し
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

北
村
（
県
）　

三
重
県
へ
の
愛
を
育
ん
で
い

た
だ
く
た
め
、
三
重
ブ
ラ
ン
ド
を
使
っ
て
い

た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
名
産
品
は
全
国

各
地
に
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
そ
の
中
で
も
や

は
り
、
三
重
県
の
も
の
に
関
心
を
寄
せ
て
い

た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

北
村　

研
究
と
く
る
と
「
三
重
学
」
で
す
か

ね
。
各
都
道
府
県
に
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な

い
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
歴
史
的
な
も
の
で

な
ぜ
三
重
と
い
う
か
と
か
、
三
重
の
歴
史
的

な
も
の
と
か
、
そ
れ
こ
そ
海
女
文
化
と
か
。

三
重
学
の
中
の
海
女
だ
と
思
い
ま
す
し
。

田
中　

忍
者
や
海
女
文
化
な
ど
の
研
究
が
行

わ
れ
て
は
い
ま
す
が
、
三
重
ブ
ラ
ン
ド
同
様

に
、
横
の
つ
な
が
り
と
い
う
か
、
ひ
と
ま
と

め
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
ま
だ
や
っ
て
い
な

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

北
村　

そ
の
一
つ
の
ツ
ー
ル
と
し
て
、
三
重

ブ
ラ
ン
ド
を
使
っ
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
三
重
ブ
ラ
ン
ド
も
プ
ロ

ダ
ク
ト
も
の
な
ん
で
す
け
ど
、
文
化
の
塊
と

い
う
言
い
方
も
で
き
る
ん
で
す
よ
ね
。

北
村
（
県
）　

そ
う
で
す
ね
。
ひ
の
き
の

F
S
C
認
証
や
、
真
珠
養
殖
の
歴
史
な
ど
、

三
重
ブ
ラ
ン
ド
は
研
究
材
料
が
豊
富
に
あ
り

ま
す
。

「
三
重
ブ
ラ
ン
ド
」
の
展
望

田
中　

そ
れ
で
は
最
後
に
、
読
者
へ
向
け
て

「
三
重
ブ
ラ
ン
ド
」
へ
の
思
い
や
今
後
の
展

望
な
ど
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

松
本　

今
日
話
を
聞
い
て
思
っ
て
い
ま
し
た

の
が
、
三
重
ブ
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
は
、
一
つ

の
力
だ
け
で
は
ず
っ
と
や
っ
て
い
く
の
は
大

変
な
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
、
自
分
た
ち
も
頑

張
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
ブ
ラ
ン
ド
同
士
を

つ
な
げ
て
い
く
方
法
を
大
学
や
学
生
さ
ん
に

も
提
案
し
て
ほ
し
い
か
な
と
。

北
村　
「
三
重
ブ
ラ
ン
ド
」
認
定
に
向
け
て

申
請
し
て
い
た
時
は
、
三
重
ブ
ラ
ン
ド
を
取

る
こ
と
が
目
的
で
申
請
書
を
書
い
て
い
ま
し

た
。
認
定
さ
れ
た
後
、
い
ろ
ん
な
県
の
コ
ラ

ボ
事
業
に
呼
ん
で
い
た
だ
い
た
り
、
東
京
に

行
っ
た
り
し
て
、
仲
間
が
増
え
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
三
重
ブ
ラ
ン
ド
を
維
持
し
て
欲

し
い
、
仲
間
も
増
や
し
た
い
、
で
も
ハ
ー

ド
ル
を
下
げ
る
の
で
は
な
く
て
、
い
ろ
ん
な

ハ
ー
ド
ル
を
つ
く
っ
て
、
越
え
や
す
い
ハ
ー

ド
ル
も
つ
く
っ
て
い
た
だ
い
て
、
仲
間
を
増

や
し
た
い
と
い
う
思
い
は
あ
り
ま
す
よ
ね
。

三
重
県
や
自
然
を
愛
す
る
気
持
ち
が
あ
る
人

み
ん
な
で
、
長
期
的
に
三
重
県
を
盛
り
上
げ

て
い
た
い
。
そ
う
い
う
ブ
ラ
ン
ド
に
今
の
と

こ
ろ
、
育
て
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
か
な
と
。

こ
れ
は
県
の
方
々
が
中
心
に
な
っ
て
く
れ
て

い
る
か
ら
だ
と
思
う
ん
で
す
け
ど
ね
。

北
村
（
県
）　

認
定
事
業
者
の
皆
さ
ん
に
は
、

品
質
へ
の
こ
だ
わ
り
や
三
重
県
へ
の
愛
な

ど
、
思
い
を
込
め
て
も
の
づ
く
り
に
取
り
組

ん
で
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
県
と
し
て
、
改

め
て
、
そ
の
思
い
を
し
っ
か
り
受
け
止
め
、

そ
の
思
い
を
消
費
者
に
届
け
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
ま
た
、
首
都
圏
等
で
の
発
信
も

大
事
で
す
が
、
県
民
の
皆
さ
ん
に
、
三
重
ブ

ラ
ン
ド
の
あ
る
暮
ら
し
を
提
案
す
る
こ
と

で
、
三
重
県
の
誇
り
と
し
て
、
積
極
的
に
発

信
い
た
だ
け
る
制
度
に
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

田
中　

三
重
の
自
然
や
文
化
へ
の
愛
情
の
一

つ
の
形
と
し
て
の
三
重
ブ
ラ
ン
ド
に
つ
い

て
、
消
費
者
と
し
て
も
っ
と
深
く
知
っ
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
本
日
は
、
有
意
義

な
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

北村 真理

三重県農林水産部
フードイノベーション課主幹

三重県の誇りとして、
積極的に発信いただける
制度にしたい。

三重ブランドをはじめとする
三重のいいものを
学生の間に知ってもらいたい。

田中 亜紀子
三重大学　人文学部教授

12 11Vol.20 Vol.20



鼎 

談

エ
ッ
セ
イ

エ
ッ
セ
イ

三
重
の
文
化
と
社
会

三
重
の
文
化
と
社
会

新
刊
自
著
を
語
る

新
刊
自
著
を
語
る

三
重
の
歴
史
と
風
景

三
重
の
歴
史
と
風
景

教
員
エ
ッ
セ
イ

教
員
エ
ッ
セ
イ

大
学
院
・
学
部
の
広
報

大
学
院
・
学
部
の
広
報

鼎 

談
ン
で
の
三
重
県
フ
ェ
ア
の
開
催
等
に
取
り
組

ん
で
き
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
取
組
の
成
果
と
し
て
、「
三
重
ブ

ラ
ン
ド
」
認
定
品
の
販
売
実
績
は
年
々
拡
大

し
て
い
る
。
直
近
の
報
告
で
は
、
伊
勢
志
摩

サ
ミ
ッ
ト
後
の
需
要
の
増
加
等
に
よ
り
、
平

成
29
年
度
販
売
実
績
が
対
前
年
度
15
％
増
と

な
っ
た
ほ
か
、
平
成
27
年
度
ま
で
に
認
定
し

た
15
品
目
の
う
ち
９
品
目
で
、
生
産
・
販
売

量
お
よ
び
販
売
額
と
も
に
前
年
度
を
上
回
る

実
績
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
個
々
の
認
定
品
目
に
お
い

て
販
売
実
績
は
上
が
っ
て
い
る
も
の
の
、
観

光
振
興
や
地
域
全
体
の
活
性
化
と
い
う
点
で

成
果
を
捉
え
る
こ
と
は
難
し
い
。

　

地
域
活
性
化
に
つ
な
げ
て
い
く
た
め
に
は
、

本
県
の
豊
か
な
自
然
や
伝
統
を
誇
り
に
感
じ
、

そ
の
価
値
を
高
め
よ
う
と
す
る
気
運
を
醸
成

す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、

首
都
圏
を
は
じ
め
県
外
で
の
情
報
発
信
と
と

も
に
、
県
内
で
の
情
報
発
信
に
つ
い
て
も
注

力
し
て
い
き
た
い
。

４ 

ブ
ラ
ン
ド
創
出
支
援
の
取
組

　

次
に
、
ブ
ラ
ン
ド
創
出
支
援
の
取
組
を
検

証
す
る
。

　

ブ
ラ
ン
ド
化
に
意
欲
的
な
事
業
者
を
支

援
す
る
た
め
、「
三
重
ブ
ラ
ン
ド
チ
ャ
レ
ン

ジ
ャ
ー
支
援
事
業
」
に
取
り
組
み
、
ビ
ジ
ネ

ス
プ
ラ
ン
コ
ン
ペ
で
採
択
さ
れ
た
優
秀
プ
ラ

ン
の
実
現
支
援
や
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
派
遣

な
ど
を
行
っ
て
き
た
。

　

こ
れ
ら
の
取
組
の
成
果
と
し
て
、「
三
重
ブ

ラ
ン
ド
」
認
定
品
目
数
は
、
制
度
開
始
当
初

の
５
品
目
か
ら
18
品
目
ま
で
拡
大
し
て
い
る
。

　

近
年
で
は
、
新
た
な
認
定
申
請
件
数
は
伸

び
悩
ん
で
お
り
、「
三
重
ブ
ラ
ン
ド
」
の
発
信

力
を
高
め
て
い
く
た
め
に
も
、
ブ
ラ
ン
ド
化

に
取
り
組
む
事
業
者
の
育
成
は
重
要
な
課
題

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
際
、
新
た
な
視
点

と
し
て
、
既
認
定
品
目
の
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
拡

大
な
ど
、
総
合
力
の
磨
き
上
げ
に
も
注
力
し

て
い
き
た
い
。

５ 

今
後
の
展
望

　

最
後
に
、「
三
重
ブ
ラ
ン
ド
」
の
今
後
の
取

組
を
展
望
す
る
。

　

当
制
度
の
目
的
で
あ
る
地
域
経
済
の
活
性

化
に
向
け
、
引
き
続
き
、
点
と
し
て
の
取
組

を
進
化
さ
せ
る
と
も
に
、
本
物
の
価
値
を
生

か
し
て
、
地
域
全
体
で
ブ
ラ
ン
ド
力
を
磨
き

上
げ
る
取
組
を
展
開
し
て
い
き
た
い
。

　

直
近
に
お
い
て
は
、
県
内
で
の
情
報
発
信

力
を
強
化
す
る
た
め
、
県
内
観
光
地
の
ホ
テ

ル
・
飲
食
店
等
と
連
携
し
た
取
組
の
創
出
を

図
る
ほ
か
、
新
た
な
ブ
ラ
ン
ド
の
創
出
支
援

と
し
て
、
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
の
作
成
支
援
な
ど

に
取
り
組
ん
で
い
く
。

　

長
期
的
に
は
、
他
業
種
と
も
「
三
重
ブ
ラ
ン

ド
」
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
共
有
し
な
が
ら
、
地
域

全
体
の
付
加
価
値
向
上
に
つ
な
げ
て
い
け
る
よ

う
、
三
重
ブ
ラ
ン
ド
を
核
と
す
る
地
域
ブ
ラ
ン

デ
ィ
ン
グ
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

（
き
た
む
ら 

ま
り
）

１ 

は
じ
め
に

　

三
重
県
は
、
平
成
14
（
2
0
0
2
）
年
３

月
に
「
三
重
ブ
ラ
ン
ド
」
認
定
制
度
を
創
設

す
る
と
と
も
に
、
全
国
的
に
知
名
度
の
高
い

５
品
目
を
三
重
ブ
ラ
ン
ド
第
１
号
と
し
て
認

定
し
、
県
産
品
の
魅
力
を
全
国
に
発
信
す
る

取
組
を
開
始
し
た
。

　

平
成
13
年
当
時
、
日
本
経
済
は
景
気
後
退

局
面
を
迎
え
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
同
時
多
発

テ
ロ
や
国
内
で
の
牛
海
綿
状
脳
症
（
Ｂ
Ｓ
Ｅ
）

の
発
生
な
ど
、
景
況
感
を
悪
化
さ
せ
る
事
態

も
相
次
い
だ
。
こ
の
よ
う
な
中
、
物
産
振
興

と
観
光
誘
客
の
促
進
等
に
よ
っ
て
外
部
経
済

効
果
の
拡
大
を
図
り
、
地
域
活
性
化
に
つ
な

げ
よ
う
と
当
制
度
は
創
設
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
目
的
か
ら
、
三
重
県
の
知
名

度
向
上
を
図
る
「
情
報
発
信
」
と
、
新
商
品

の
開
発
や
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
支
援
に
よ
る「
ブ

ラ
ン
ド
創
出
支
援
」
の
２
つ
の
柱
で
取
組
を

展
開
し
て
き
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
創
設
17
年
目
を
迎
え
た
当
制

度
の
こ
れ
ま
で
の
取
組
を
検
証
し
な
が
ら
、

今
後
の
取
組
を
展
望
し
た
い
。

２ 

コ
ン
セ
プ
ト
の
構
築

　

制
度
の
根
幹
と
な
る
コ
ン
セ
プ
ト
の
構
築

に
あ
た
り
、
全
国
の
消
費
者
に
対
し
て
「
三

重
県
産
品
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
調
査
」
を
実
施

し
、
三
重
県
並
び
に
三
重
県
産
品
に
対
す
る

認
識
の
調
査
・
分
析
を
行
っ
た
。

　

調
査
の
結
果
、「
一
般
の
人
々
は
三
重
県
に

対
し
て
そ
れ
ほ
ど
十
分
な
認
識
を
持
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
」
こ
と
、「
三
重
県
に
抱
く

印
象
は
『
海
が
き
れ
い
』『
自
然
が
豊
か
』『
食

べ
物
が
美
味
し
い
』
で
あ
る
」
こ
と
、「
三
重

県
と
聞
い
て
思
い
出
す
の
は『
伊
勢
神
宮
』『
真

珠
』『
松
阪
牛
』
で
あ
る
」
こ
と
な
ど
が
明
ら

か
と
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
事
前
の
調
査
・
分
析
に
予

算
と
時
間
を
割
き
、本
県
イ
メ
ー
ジ
の「
強
み
」

と
「
弱
み
」
を
客
観
的
に
把
握
し
た
う
え
で
、

コ
ン
セ
プ
ト
「
自
然
を
生
か
す
技
術
（
人
と

自
然
の
力
）」
を
導
き
だ
し
た
。

　

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
需
要
の
拡
大
等
に
よ
り
、

「
本
物
感
」
や
「
日
本
ら
し
さ
」
へ
の
ニ
ー
ズ

が
高
ま
る
中
、
こ
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
色
褪
せ

る
こ
と
な
く
存
在
感
を
増
し
て
い
る
。

３ 

情
報
発
信
の
取
組

　

次
に
、
取
組
の
柱
の
一
つ
で
あ
る
情
報
発

信
事
業
を
検
証
す
る
。

　

平
成
14
年
11
月
に
、
銀
座
の
高
級
レ
ス
ト

ラ
ン
で
報
道
関
係
者
を
招
い
て
三
重
ブ
ラ
ン

ド
の
お
披
露
目
を
し
て
以
降
、
現
在
ま
で
、

首
都
圏
を
中
心
に
情
報
発
信
を
継
続
し
て
き

た
。
こ
れ
ま
で
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
の
Ｐ

Ｒ
ツ
ー
ル
の
制
作
と
、
ホ
テ
ル
や
レ
ス
ト
ラ

「
三
重
ブ
ラ
ン
ド
」
認
定
制
度
の
展
望

北
村 

真
理
三
重
県
農
林
水
産
部

フ
ー
ド
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
課
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鼎 

談

　

三
重
ブ
ラ
ン
ド
は
全
国
各
地
に
あ
る
認
定

制
度
と
ど
こ
が
違
う
の
か
、
認
定
さ
れ
た
事

業
者
の
側
か
ら
語
っ
て
み
た
い
。

三
重
ブ
ラ
ン
ド
に
認
定
さ
れ
る

メ
リ
ッ
ト

　

実
は
、
三
重
ブ
ラ
ン
ド
は
認
定
さ
れ
て
も

私
た
ち
事
業
者
は
「
認
定
証
」
を
い
た
だ
く

だ
け
。
県
は
P
R
す
る
際
の
ポ
ス
タ
ー
や
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
は
作
成
し
、
認
定
事
業
者
も
そ

れ
ら
を
使
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
の

他
の
販
促
の
た
め
の
ツ
ー
ル
は
県
か
ら
の
援

助
は
無
い
。
幟
も
自
前
、
ミ
ニ
幟
も
自
前
な

の
で
あ
る
。
我
々
事
業
者
が
自
前
で
作
成
し

た
も
の
を
県
に
贈
呈
し
た
こ
と
も
あ
る
。
つ

ま
り
、
認
定
さ
れ
た
か
ら
自
動
的
に
県
が
販

促
し
て
く
れ
る
も
の
で
も
な
い
し
、
自
動
的

に
拡
販
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。

　

一
言
で
言
っ
て
、
三
重
ブ
ラ
ン
ド
に
認
定

さ
れ
る
メ
リ
ッ
ト
は
〝
表
面
上
〟
は
無
い
に

等
し
い
。
認
定
を
受
け
た
当
時
は
マ
ス
コ
ミ

発
表
も
あ
り
多
少
注
目
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が

そ
の
ま
ま
売
上
に
繋
が
る
こ
と
は
な
い
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
東
京
な
ど
消
費
地
で
開
催
さ
れ

る
イ
ベ
ン
ト
で
P
R
す
る
た
め
に
は
手
弁
当

で
の
参
加
で
あ
る
。
毎
年
、
実
績
報
告
を
提

出
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
し
、
P
Ｒ

等
の
た
め
の
サ
ン
プ
ル
も
持
ち
出
し
で
あ
る
。

以
前
は
県
庁
で
知
事
か
ら
交
付
さ
れ
て
い
た

認
定
書
も
近
年
で
は
郵
送
で
送
ら
れ
て
く
る

だ
け
に
な
る
な
ど
、
県
の
努
力
だ
け
で
は
三

重
ブ
ラ
ン
ド
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
認
知
度
を
上

げ
る
事
は
非
常
に
難
し
い
。
各
認
定
事
業
者

が
い
か
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
く
か
が
頼
り
に

な
っ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
は
、
認
定
ま
で
の
ハ
ー
ド
ル
が
非

常
に
高
い
。
17
年
間
で
18
品
目
し
か
認
定
さ

れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
書
類
審
査
が
あ
り
、

現
地
調
査
が
あ
り
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

が
あ
る
。
94
事
業
者
が
申
請
し
て
22
事
業
者

し
か
認
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
23
・

４
％
し
か
認
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
厳
し

い
審
査
な
の
で
あ
る
。

　

で
も
我
々
事
業
者
は
三
重
ブ
ラ
ン
ド
の
認

定
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
。
そ
の
魅
力
は
な
ん

だ
ろ
う
？

「
三
重
ブ
ラ
ン
ド
は
単
な
る

認
定
事
業
で
は
な
い
」

　

こ
れ
は
、
誰
が
言
う
と
も
な
く
認
定
事
業

者
の
多
く
が
言
う
こ
と
だ
。
作
っ
て
い
る
商

品
に
対
す
る
認
定
の
よ
う
で
、
実
は
事
業
者

の
も
の
作
り
へ
の
取
り
組
み
に
対
し
て
の
認

定
だ
か
ら
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

三
重
ブ
ラ
ン
ド
に
認
定
さ
れ
る
事
は
、
我
々

事
業
者
の
行
っ
て
い
る
も
の
作
り
に
対
す
る

「
本
物
力
」
が
認
め
ら
れ
た
事
に
違
い
な
い
。

も
の
作
り
の
現
場
で
は
、
様
々
な
人
の
想
い

が
縦
糸
と
な
り
、
伝
統
に
裏
打
ち
さ
れ
た
技

術
が
横
糸
と
な
り
、
時
代
に
合
わ
せ
た
創
意

工
夫
な
ど
商
品
を
昇
華
さ
せ
る
向
上
心
が
ワ

ン
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
、
良
品
を
紡
ぎ
出
す
。

こ
れ
は
事
業
者
に
は
日
常
で
あ
る
が
故
に
、

顧
み
ら
れ
る
こ
と
も
褒
め
ら
れ
る
こ
と
も
少

な
い
が
、
こ
こ
に
こ
そ
物
作
り
の
原
点
が
あ

る
と
信
じ
て
い
る
。
想
い
を
繋
ぐ
事
、
そ
れ

は
も
の
作
り
に
携
わ
る
者
の
誇
り
で
あ
り
、

世
間
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。
三
重
ブ
ラ
ン
ド
に
認
定
さ
れ
る
と

言
う
こ
と
は
、
そ
の
部
分
を
認
め
ら
れ
る
事

な
の
だ
。

　
「
想
い
を
繋
げ
る
」
事
の
出
来
る
「
本
物

力
の
あ
る
」
商
品
を
つ
く
り
続
け
る
取
り
組

み
、
こ
れ
は
簡
単
な
よ
う
で
難
し
い
。
し
か

し
、
三
重
ブ
ラ
ン
ド
は
そ
れ
が
で
き
る
事
業

者
だ
け
が
認
定
さ
れ
る
制
度
で
あ
る
、
だ
か

ら
事
業
者
は
喜
ん
で
こ
の
難
題
を
解
こ
う
と

三
重
ブ
ラ
ン
ド
に
必
死
に
な
っ
て
チ
ャ
レ
ン

ジ
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
認

め
ら
れ
た
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
、
誇
り
に
思

い
、
よ
り
良
い
商
品
作
り
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
出

来
る
の
だ
ろ
う
。

　

た
と
え
ば
神
様
に
「
感
謝
」
と
「
宣
言
」

を
込
め
て
奉
納
す
る
事
と
近
い
感
覚
が
あ
る

よ
う
に
感
じ
て
い
る
。

ブ
ラ
ン
ド
は
誰
が
育
て
る
か

　

と
こ
ろ
で
、
ブ
ラ
ン
ド
は
誰
が
育
て
て
い

く
の
だ
ろ
う
。
ブ
ラ
ン
ド
を
立
ち
上
げ
た
か

ら
と
言
っ
て
自
然
に
ブ
ラ
ン
ド
が
育
っ
て
い

く
わ
け
で
は
な
い
。
全
て
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル

ダ
ー
が
育
て
る
努
力
を
す
る
の
だ
ろ
う
が
、

ブ
ラ
ン
ド
を
育
て
る
と
は
な
ん
だ
ろ
う
。　

　

育
て
て
い
く
と
は
「
良
い
ブ
ラ
ン
ド
」
に

育
て
て
い
く
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
、「
良
い
ブ

ラ
ン
ド
」
っ
て
な
ん
な
の
だ
ろ
う
。
有
名
な

ブ
ラ
ン
ド
＝
良
い
ブ
ラ
ン
ド
？ 

高
級
ブ
ラ
ン

ド
＝
良
い
ブ
ラ
ン
ド
？ 

マ
ス
コ
ミ
に
出
て
く

る
＝
良
い
ブ
ラ
ン
ド
？　

高
級
な
だ
け
で
も
、

有
名
な
だ
け
で
も
、
マ
ス
コ
ミ
に
取
り
上
げ

ら
れ
る
だ
け
で
も
良
い
ブ
ラ
ン
ド
と
は
限
ら

な
い
。
で
は
、
良
い
ブ
ラ
ン
ド
と
は
ど
う
い

う
も
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
本
物
力
」
が
あ

り
成
長
し
続
け
る
ブ
ラ
ン
ド
だ
と
思
っ
て
い

る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
三
重
ブ
ラ
ン
ド

は
本
物
力
の
あ
る
モ
ノ
だ
け
が
認
定
さ
れ
て

い
る
の
で
、
良
い
ブ
ラ
ン
ド
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
さ
ら
に
良
い
ブ
ラ
ン
ド
に
育
て

て
い
く
の
は
、
認
定
事
業
者
な
の
だ
ろ
う
と

思
う
。正
直
、認
定
さ
れ
た
ら
そ
れ
で
終
わ
り
、

お
墨
付
き
を
も
ら
っ
た
か
ら
後
は
ブ
ラ
ン
ド

マ
ー
ク
つ
け
て
売
る
だ
け
。
そ
ん
な
考
え
の

事
業
者
は
認
定
委
員
会
で
見
抜
か
れ
て
し
ま

う
よ
う
で
一
事
業
者
も
居
な
い
。
認
定
さ
れ

る
こ
と
が
ゴ
ー
ル
で
は
な
く
、
認
定
さ
れ
た

こ
と
が
ス
タ
ー
ト
で
、
よ
り
良
い
物
を
作
り

続
け
る
、
良
い
ブ
ラ
ン
ド
に
育
て
よ
う
と
い

う
認
定
事
業
者
が
居
る
か
ら
、
三
重
ブ
ラ
ン

ド
は
良
い
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
成
長
し
続
け
ら

れ
る
と
考
え
て
い
る
。

（
き
た
む
ら 

ひ
ろ
し
）

三
重
ブ
ラ
ン
ド
と
認
定
事
業
者
の
想
い
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鼎 

談

エ
ッ
セ
イ

エ
ッ
セ
イ

三
重
の
文
化
と
社
会

三
重
の
文
化
と
社
会

新
刊
自
著
を
語
る

新
刊
自
著
を
語
る

三
重
の
歴
史
と
風
景

三
重
の
歴
史
と
風
景

教
員
エ
ッ
セ
イ

教
員
エ
ッ
セ
イ

大
学
院
・
学
部
の
広
報

大
学
院
・
学
部
の
広
報

鼎 

談
経
済
的
と
さ
れ
て
き
た
生
産
・
流
通
シ
ス
テ

ム
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在

が
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
差
別
化
さ
れ
た
生
産
物
の
市
場
規
模
は

そ
の
存
在
意
義
に
よ
っ
て
限
定
的
と
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
差
別
化
に
は
も
う
一
つ
の
限
界
を

内
包
し
て
い
る
。
脱
価
格
競
争
を
目
的
と
し

て
多
く
の
生
産
者
が
生
産
物
の
差
別
化
を
図

る
ほ
ど
、
そ
れ
ら
は
差
別
化
さ
れ
た
多
く
の

生
産
物
の
一
つ
と
し
て
埋
没
し
て
し
ま
い
、

結
局
は
差
別
化
さ
れ
た
生
産
物
の
な
か
で
の

価
格
競
争
に
編
入
さ
れ
、
脱
価
格
競
争
と
い

う
目
的
が
十
分
に
達
成
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

三
重
ブ
ラ
ン
ド
構
築
の
た
め
に

　

一
般
的
な
地
理
的
特
性
や
生
産
物
の
差
別

化
に
よ
る
ブ
ラ
ン
ド
構
築
と
市
場
性
に
は
限

界
が
あ
る
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
の
取
り
組
み
が
意
味
を
持
た
な
い

と
い
う
こ
と
と
同
義
で
は
な
い
。
問
題
は
、

差
別
化
さ
れ
た
多
く
の
生
産
物
の
一
つ
と
し

て
埋
没
す
る
こ
と
な
く
、
市
場
性
を
ど
の
よ

う
に
担
保
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

前
段
に
お
い
て
「
消
費
者
が
理
論
的
か
つ
積

極
的
に
理
解
し
て
商
品
選
択
を
す
る
か
は
別

の
問
題
」
で
あ
る
と
し
た
が
、
三
重
ブ
ラ
ン

ド
を
冠
し
た
生
産
物
が
市
場
に
お
い
て
埋
没

す
る
こ
と
な
く
消
費
者
に
選
択
さ
れ
る
た
め

の
仕
組
み
が
不
可
欠
で
あ
る
。
首
都
圏
で
展

開
さ
れ
る
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
は
そ
の
一
例

で
あ
る
が
、
三
重
県
内
に
お
い
て
三
重
ブ
ラ

ン
ド
が
選
択
さ
れ
る
だ
け
の
仕
組
み
が
構
築

さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
県
に
よ
る
三
重

ブ
ラ
ン
ド
に
関
す
る
広
報
活
動
（
伊
勢
志
摩

サ
ミ
ッ
ト
な
ど
で
の
活
動
を
含
む
）
や
三
重

ブ
ラ
ン
ド
認
定
生
産
者
に
よ
る
個
々
の
活
動

は
確
認
さ
れ
る
も
の
の
、
認
定
生
産
者
に
よ

る
組
織
的
活
動
は
残
念
な
が
ら
僅
少
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
県
や
認
定
生
産
者
に
よ
る

組
織
的
活
動
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
何
が
鍵
と
な
っ
て
く
る
の
か
。〝
消
費

者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
〟
に
よ
る
三

重
ブ
ラ
ン
ド
の
構
築
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
単

な
る
ブ
ラ
ン
ド
イ
メ
ー
ジ
の
構
築
だ
け
で
は

い
ず
れ
埋
没
し
て
し
ま
う
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
ま
た
〝
消
費
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
〟
と
言
葉
に
す
れ
ば
簡
単
で
あ
る
が
、

多
様
な
価
値
観
・
経
済
観
を
持
つ
消
費
者
に

対
し
て
の
画
一
的
な
接
近
で
は
、
三
重
ブ
ラ

ン
ド
に
込
め
ら
れ
た
意
味
・
意
義
に
つ
い
て

の
理
解
醸
成
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と
も

想
像
に
難
く
な
い
。
更
に
〝
消
費
者
と
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
〟
の
機
会
を
ど
の
よ
う

に
担
保
す
る
の
か
も
課
題
と
な
ろ
う
。

　

こ
の
難
題
に
対
し
て
、
三
重
ブ
ラ
ン
ド
認

定
生
産
物
の
多
く
が
農
林
水
産
物
で
あ
る
と

い
う
利
点
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
具

体
的
に
は
、
一
般
品
と
比
較
し
て
価
格
は
や

や
高
い
水
準
に
あ
る
が
、
日
常
生
活
に
お
け

る
必
需
品
で
あ
る
こ
と
か
ら
消
費
者
に
選
択

さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
利
点
で
あ
り
、

高
級
ブ
ラ
ン
ド
の
腕
時
計
や
衣
類
な
ど
と
は

こ
の
点
に
お
い
て
一
線
を
画
し
て
い
る
。
ま

た
農
水
産
物
の
消
費
が
単
品
で
は
な
く
〝
組

み
合
わ
せ
〟
で
行
わ
れ
る
こ
と
も
利
点
で
あ

る
。
こ
こ
に
県
や
認
定
生
産
者
に
よ
る
組
織

的
活
動
が
有
効
で
あ
り
、〝
消
費
者

と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
〟
の

機
会
が
担
保
さ
れ
る
ヒ
ン
ト
が
あ

る
。
三
重
ブ
ラ
ン
ド
認
定
生
産
物

や
三
重
県
産
農
水
産
物
を
組
み
合

わ
せ
た
〝
地
元
・
地
域
の
味
〟
の

再
発
見
と
い
う
機
会
は
、
三
重
ブ

ラ
ン
ド
認
定
生
産
物
が
選
択
さ
れ

る
可
能
性
を
高
め
る
だ
け
で
な
く
、

三
重
県
産
農
水
産
物
消
費
拡
大
や

生
産
者
に
お
け
る
認
定
取
得
に
向

け
た
機
運
を
高
め
る
可
能
性
を
も

秘
め
て
い
る
。
同
時
に
そ
れ
は
〝
消

費
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
〟

の
機
会
で
も
あ
る
。

　

大
都
市
圏
で
の
需
要
増
大
は

生
産
者
に
と
っ
て
魅
力
的
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
こ
で
の
ア
ン
テ
ナ

シ
ョ
ッ
プ
の
展
開
や
広
報
活
動
は
三
重
ブ
ラ

ン
ド
構
築
に
お
い
て
一
定
の
成
果
を
も
た
ら

す
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
三
重
県
民
に
と
っ
て

馴
染
み
が
薄
い
三
重
ブ
ラ
ン
ド
で
あ
っ
て
は

本
末
転
倒
で
あ
る
。
画
一
的
な
広
報
活
動
や

個
々
の
認
定
生
産
者
の
活
動
だ
け
で
な
く
、

三
重
県
民
全
員
が
三
重
ブ
ラ
ン
ド
広
報
担
当

者
と
な
る
よ
う
な
組
織
的
活
動
が
、
本
当
の

意
味
で
の
三
重
ブ
ラ
ン
ド
構
築
を
も
た
ら
す

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
も
り 

ひ
さ
つ
な
）

ブ
ラ
ン
ド
と
は
何
か

　

消
費
者
が
い
わ
ゆ
る
ブ
ラ
ン
ド
品
を
購
入

す
る
場
合
、
そ
の
基
底
に
は
ブ
ラ
ン
ド
に
対

す
る
あ
る
一
定
の
期
待
が
あ
る
。
デ
ザ
イ
ン
、

品
質
、
機
能
な
ど
が
そ
の
代
表
で
あ
り
、
ブ

ラ
ン
ド
と
い
う
シ
ン
ボ
ル
が
そ
れ
ら
を
担
保

し
て
い
る
。
た
だ
し
、
消
費
者
に
お
い
て
そ

れ
ら
が
論
理
的
に
認
知
さ
れ
る
こ
と
は
少
な

く
、
各
種
媒
体
に
お
け
る
宣
伝
や
消
費
体
験

な
ど
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
と
し

て
消
費
者
に
認
知
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
、

ブ
ラ
ン
ド
構
築
の
難
し
さ
が
あ
る
。

ブ
ラ
ン
ド
の
担
保
と
市
場
性

　

で
は
、
第
一
次
産
業
で
の
生
産
物
を
中
心

と
し
て
展
開
さ
れ
る
〝
三
重
ブ
ラ
ン
ド
〟
に

対
し
て
、
私
た
ち
消
費
者
は
何
を
期
待
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
へ
の
接
近

に
際
し
て
は
、
消
費
者
の
〝
三
重
〟
と
い
う

地
域
に
対
す
る
期
待
と
、〝
農
林
水
産
物
〟
に

対
す
る
期
待
の
そ
れ
ぞ
れ
の
側
面
か
ら
考
え

て
行
く
必
要
が
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、

豊
か
な
自
然
環
境
と
い
う
一
次
産
業
の
生
産

物
に
と
っ
て
は
必
要
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る

こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
だ
ろ
う
。
三
重

県
に
居
住
す
る
私
た
ち
に
は
至
極
当
然
と

な
っ
て
し
ま
っ
て
は
い
る
が
、
消
費
者
に
お

い
て
比
較
的
認
知
し
や
す
い
イ
メ
ー
ジ
で
あ

る
。
た
だ
し
、
豊
か
な
自
然
環
境
は
三
重
県

に
限
定
さ
れ
な
い
。
幸
運
な
こ
と
に
大
都
市

圏
を
除
け
ば
日
本
は
豊
か
な
自
然
環
境
に
恵

ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
豊
か
な
自
然
環
境

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
は
消
費
者
に
対
す

る
訴
求
力
と
し
て
十
分
と
は
言
え
な
い
。

　

後
者
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
環

太
平
洋
戦
略
的
経
済
連
携
協
定
（TPP

：

Trans Pacific Strategic Partnership 

Agreem
ent

）
の
締
結
・
発
効
な
ど
に
代
表

さ
れ
る
農
林
水
産
物
貿
易
自
由
化
の
更
な
る

拡
大
に
よ
り
、
わ
が
国
の
農
林
水
産
業
は
輸

入
農
林
水
産
物
と
の
価
格
競
争
に
直
面
し
て

い
る
。
そ
の
克
服
手
段
の
一
つ
が
差
別
化
で

あ
り
、
日
本
各
地
の
一
次
産
業
に
お
い
て
取

り
組
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
読
者
の
知
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
以
下
に
整
理
で
き

よ
う
。

　

差
別
化
に
お
い
て
訴
求
さ
れ
る
点
は
多
様

で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
は
ひ
と
つ
の
共
有
点

が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
産
か
ら
消
費
ま
で

の
空
間
的
・
時
間
的
乖
離
と
、
高
度
に
生
産

性
・
経
済
性
を
追
求
し
て
き
た
こ
と
に
起
因

す
る
矛
盾
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
輸

入
農
水
産
物
か
ら
の
基
準
値
以
上
の
残
留
農

薬
や
使
用
禁
止
農
薬
の
検
出
、
輸
入
農
水
産

物
を
国
産
と
す
る
産
地
偽
装
や
加
工
食
品
へ

の
異
物
混
入
な
ど
、
安
全
性
や
信
頼
性
が
著

し
く
損
な
わ
れ
る
事
象
だ
け
で
な
く
、
資
源

枯
渇
（
過
剰
耕
作
に
よ
る
表
土
流
出
、
水
資

源
枯
渇
＝
仮
想
水
問
題
）
や
環
境
負
荷
（
硝

酸
帯
窒
素
問
題
、
温
室
効
果
ガ
ス
問
題
＝
フ
ー

ド
・
マ
イ
レ
ー
ジ
問
題
）
な
ど
一
次
産
業
と

し
て
の
持
続
可
能
性
に
つ
い
て
も
大
き
な
疑

問
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
読
者
の

知
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て

消
費
者
が
理
論
的
か
つ
積
極
的
に
理
解
し
て

商
品
選
択
を
す
る
か
は
別
の
問
題
で
は
あ
る

が
、
差
別
化
さ
れ
た
生
産
物
は
こ
れ
ら
問
題

へ
の
ひ
と
つ
の
選
択
肢
と
し
て
存
在
し
て
い

る
。
換
言
す
れ
ば
、
生
産
か
ら
消
費
ま
で
の

空
間
的
・
時
間
的
乖
離
が
あ
っ
て
も
、
大
量

消
費
社
会
に
お
い
て〝
短
期
的
〟に
は
合
理
的
・

差別化と社会的・経済的背景
差別化

安全性・信頼性 禁止薬品・基準値以上残留薬品の検出、
産地・食品偽装等

消費の二極化（国内外需要）

非持続可能な生産システム
（環境破壊・資源枯渇）

後継者不足、限界集落、
地域間格差、 総合学習

鮮度・品質・機能

持続可能性
（環境・資源）

産消連携
（地域理解・振興）

社会的・経済的背景

県
民
に
浸
透
す
る
三
重
ブ
ラ
ン
ド
の
た
め
に

森 

久
綱
人
文
学
部
教
授

日
本
経
済
論
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Culture and
Society in Mie

三
重
の
文
化
と
社
会

尾
鷲
市
三
重
県
の
研
究

「三重の文化と社会」
成果報告会について

地域研究フォーラム in 尾鷲

6
名（
う
ち
地
域
文
化
論
専
攻
１
名
、社
会
科
学
専

攻
5
名
）で
あ
っ
た
。研
究
タ
イ
プ
で
分
類
す
る
と

「
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
型
」が
５
名
、「
文
献
指
向

型
」が
1
名
と
な
っ
た
。な
お
、フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
型
は
、４
名
が
尾
鷲
市
、１
名
が
東
紀
州
全
体
を

対
象
と
す
る
テ
ー
マ
と
な
っ
た
。

　
第
２
回
講
義
で
は
、尾
鷲
市
に
お
い
て
ジ
ェ
ネ

ラ
ル
サ
ー
ベ
イ
を
実
施
し
た
。ま
ず
午
前
中
は
、尾

鷲
市
役
所
に
お
い
て
、受
講
生
ご
と
に
ブ
ー
ス
に

分
か
れ
、市
の
職
員
や
、各
種
団
体
の
職
員
の
方
に

対
し
て
テ
ー
マ
に
関
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ

た
。昼
食
後
は
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
続
き
を
行
う
と
と

も
に
、受
講
生
の
必
要
に
応
じ
て
、市
内
の
諸
団
体

や
企
業
に
対
し
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た
。第
3

回
講
義
で
は
、ジ
ェ
ネ
ラ
ル
サ
ー
ベ
イ
を
受
け
て
、

改
め
て
研
究
テ
ー
マ
の
詳
細
と
夏
季
休
業
中
の
調

を
基
本
と
し
な
が
ら
も
、2
0
0
7
年
度
か
ら

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
依
ら
な
い
三
重
県
全
体
を

対
象
と
し
た
文
献
指
向
型
の
研
究
も
選
択
で
き
る

こ
と
と
し
た
。ま
た
、今
年
度
か
ら
は
、三
重
大
学

の
地
域
拠
点
サ
テ
ラ
イ
ト
を
意
識
し
つ
つ
、

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
型
に
お
い
て
も
、対
象
市
町

に
加
え
て
、そ
の
市
町
が
属
す
る
サ
テ
ラ
イ
ト
エ

リ
ア
内
を
対
象
地
域
と
で
き
る
よ
う
に
し
た
。こ

れ
ら
の
措
置
は
、で
き
る
だ
け
多
く
の
院
生
に
本

講
義
を
受
講
し
て
も
ら
い
、地
域
社
会
の
課
題
に

目
を
向
け
る
機
会
を
持
っ
て
欲
し
い
と
の
考
え
に

も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。

　
今
年
度
は
、対
象
地
域
を
尾
鷲
市
お
よ
び
東
紀

州
エ
リ
ア
に
定
め
た
上
で
受
講
生
を
募
集
し
た
。

第
1
回
講
義
で
は
、各
自
の
専
門
領
域
に
照
ら
し

た
研
究
構
想
を
報
告
し
て
も
ら
っ
た
。受
講
生
は

　
三
重
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
の
講

義
科
目「
三
重
の
文
化
と
社
会
Ⅰ
・
Ⅱ
」は
、夜
間
開

講
、社
会
人
受
け
入
れ
、地
域
交
流
誌『
T
R
I
O
』

の
刊
行
等
を
は
じ
め
と
し
た
大
学
院
改
革
に
伴

い
、2
0
0
1（
平
成
13
）年
度
か
ら
開
講
さ
れ
、本

年
度
は
18
年
目
と
な
る
。

　
三
重
大
学
で
は
、地
域
社
会
と
密
接
に
連
携
し
、

「
地
域
課
題
の
解
決
」と「
地
域
人
材
の
養
成
」に
資

す
る
こ
と
を
重
要
な
課
題
と
し
て
い
る
。本
講
義

は
こ
の
課
題
と
関
連
し
て
、地
域
か
ら
課
題
を
自

ら
発
見
す
る
こ
と
、そ
れ
に
対
し
て
自
分
な
り
の

独
自
の
調
査
に
基
づ
き
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
、

さ
ら
に
そ
れ
を
通
し
て
地
域
社
会
の
人
々
と
交
流

を
深
め
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。開
講
以
来
、三

重
県
内
の
市
町
村
か
ら
１
つ
を
対
象
地
域
に
選
定

し
、現
地
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
う
こ
と

2
0
1
8
年
度
担
当
教
員

北
川

　眞
也

豊
福

　裕
二

人
文
学
部
准
教
授

地
域
文
化
論
専
攻

（
き
た
が
わ 

し
ん
や
）

（
と
よ
ふ
く 

ゆ
う
じ
）

人
文
学
部
教
授

社
会
科
学
専
攻

ン
ケ
ー
ト
調
査
に
は
多
く
の
市
民
の
方
々
に
ご
協

力
い
た
だ
い
た
。あ
ら
た
め
て
厚
く
御
礼
を
申
し

上
げ
た
い
。

る
に
あ
た
っ
て
多
く
の
方
々
に
お
世
話
に
な
っ

た
。と
り
わ
け
尾
鷲
市
政
策
調
整
課
の
大
和
勝
浩

様
、山
本
圭
蔵
様
、森
本
眞
明
様
に
は
、ジ
ェ
ネ
ラ

ル
サ
ー
ベ
イ
や
現
地
報
告
会
の
実
施
に
際
し
て
ひ

と
か
た
な
ら
ぬ
ご
助
力
を
賜
っ
た
。ま
た
、す
べ
て

の
お
名
前
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、受
講

生
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、尾
鷲
市

福
祉
保
健
課
、生
涯
学
習
課
、商
工
観
光
課
の
皆
様

や
、東
紀
州
地
域
振
興
公
社
、尾
鷲
市
議
会
事
務

局
、尾
鷲
市
連
合
婦
人
会
、紀
北
信
用
金
庫
の
皆
様

に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。さ
ら
に
、受
講
生
の
ア

査
・
研
究
計
画
に
つ
い
て
の
研
究
報
告
が
な
さ
れ

た
。第
４
回
講
義
は
、院
生
が
夏
季
休
業
中
の
調

査
・
研
究
成
果
の
中
間
報
告
を
行
っ
た
。第
５
回
お

よ
び
６
回
の
講
義
で
は
、こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果

に
つ
い
て
の
最
終
報
告
が
行
わ
れ
、そ
こ
で
の
指

摘
事
項
を
ふ
ま
え
て
、報
告
書
用
の
原
稿
お
よ
び

T
R
I
O
原
稿
を
作
成
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。第

７
回
講
義
は
、現
地
報
告
会
の
予
行
演
習
を
か
ね

て
、学
内
発
表
会
と
い
う
形
式
で
行
わ
れ
た
。

　
本
講
義
は
地
元
の
方
々
の
ご
協
力
な
く
し
て
成

立
し
な
い
も
の
で
あ
り
、今
年
度
も
講
義
を
進
め

2019年1月26日（土）の13時より、尾鷲市の三重県立熊野古
道センターにて、「地域研究フォーラム in 尾鷲」（主催：三重
大学大学院人文社会科学研究科、共催：東紀州サテライト、
後援：尾鷲市）が開催され、そこにおいて「三重の文化と社会」
の研究報告が行われた。本年度は、法律経済学科の産業経
済論、日本経済論の2つのゼミに属する学部学生による関連
報告の後、「三重の文化と社会」を受講する大学院生6名の報
告が行われた。その後、地域イノベーション学研究科の大学
院生による報告もなされた。当日は地元から有益な意見や質
問が提出され、受講生との活発で真剣なやりとりがなされた。
なお、2018年度「三重の文化と社会」研究報告書『尾鷲市・
三重の研究』が参加者に配布された。

鼎 

談

エ
ッ
セ
イ

エ
ッ
セ
イ

三
重
の
文
化
と
社
会

三
重
の
文
化
と
社
会

新
刊
自
著
を
語
る

新
刊
自
著
を
語
る

三
重
の
歴
史
と
風
景

三
重
の
歴
史
と
風
景

教
員
エ
ッ
セ
イ

教
員
エ
ッ
セ
イ

大
学
院
・
学
部
の
広
報

大
学
院
・
学
部
の
広
報

鼎 

談
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鼎 

談

エ
ッ
セ
イ

エ
ッ
セ
イ

三
重
の
文
化
と
社
会

三
重
の
文
化
と
社
会

新
刊
自
著
を
語
る

新
刊
自
著
を
語
る

三
重
の
歴
史
と
風
景

三
重
の
歴
史
と
風
景

教
員
エ
ッ
セ
イ

教
員
エ
ッ
セ
イ

大
学
院
・
学
部
の
広
報

大
学
院
・
学
部
の
広
報

鼎 

談
は
じ
め
に

　

津
坂
東
陽
は
、
1
7
5
7
（
宝
暦
７
）
年
、

現
在
の
四
日
市
市
の
平
尾
に
生
ま
れ
た
。
独

学
で
学
問
を
修
め
、
三
十
三
歳
で
津
、
藤
堂

藩
の
儒
者
と
な
り
、
六
十
三
歳
の
時
、
藩
校

有
造
館
の
初
代
の
督
学
と
い
う
重
要
な
職
に

任
ぜ
ら
れ
た
。
本
研
究
で
は
、
有
造
館
の
教

科
書
と
し
て
使
わ
れ
た
東
陽
の
著
作
『
孝
経

発
揮
』
を
資
料
と
し
て
東
陽
の
「
孝
」
に
つ

い
て
の
考
え
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

Ⅰ
．『
孝
経
発
揮
』
序
文

　　
『
孝
経
発
揮
』
は
東
陽
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た

『
孝
経
』
の
注
釈
書
で
あ
る
。『
孝
経
』
に
は

『
今
文
孝
経
』
と
『
古
文
孝
経
』
の
二
系
統
が

あ
る
が
、
東
陽
は
、『
孝
経
発
揮
』
序
文
に
お

い
て
今
文
の
正
当
性
を
主
張
す
る
。
彼
は
「
古

文
と
の
異
同
を
調
べ
て
註
を
つ
け
て
参
考
で

き
る
よ
う
に
し
た
の
で
、
そ
の
得
失
が
理
解

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
、
今

文
と
古
文
と
を
比
べ
る
こ
と
で
今
文
が
い
か

に
優
れ
て
い
る
か
が
理
解
で
き
る
と
し
て
、

今
文
の
優
位
性
を
強
調
し
て
い
る
。
東
陽
が

執
拗
に
今
文
の
正
当
性
を
主
張
し
た
理
由
は
、

太
宰
春
台
の
『
重
刻
古
文
孝
経
』
が
中
国
で

高
く
評
価
さ
れ
『
知
不
足
齋
叢
書
』
に
も
収

録
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
要
因
が
あ
る
。
東

陽
は
、
儒
者
と
し
て
太
宰
春
台
を
ラ
イ
バ
ル

視
し
て
い
た
た
め
に
、
彼
の
称
揚
す
る
『
古

文
孝
経
』
を
否
定
し
『
今
文
孝
経
』
の
正
当

性
を
強
く
主
張
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
東
陽
は
、
古
く
は
『
孝
経
』
が
学
問
の

入
門
書
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
か
ら
、

「
孝
」
と
い
う
徳
目
が
人
倫
の
根
本
で
あ
り
徳

行
の
主
要
な
責
務
で
あ
る
と
し
て
重
視
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
宋
学
が

流
行
し
て
以
来
、
世
間
で
は
『
大
学
』
が
道

徳
を
学
ぶ
入
門
書
と
さ
れ
、『
孝
経
』
が
読
ま

れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
東
陽
は
こ
れ
を

「
孝
」
を
非
難
す
る
に
も
等
し
い
誤
り
で
あ
る

と
考
え
、
初
学
者
に
、
ま
ず
「
孝
」
と
い
う

人
倫
の
根
本
を
教
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

有
造
館
で
の
教
科
書
と
し
て
『
孝
経
発
揮
』

を
刊
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。

Ⅱ
．『
孝
経
』
序
説

　
『
孝
経
』
序
説
で
は
、「
孝
」
は
す
べ
て
の

人
が
身
に
つ
け
る
べ
き
人
倫
の
根
本
で
あ
り
、

た
だ
単
に
親
に
仕
え
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
徳
目
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
東
陽
は
、

孔
子
が
説
く
「
孝
」
の
主
旨
は
「
孝
に
よ
っ

て
天
下
を
治
め
る
」
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。

従
っ
て
東
陽
に
と
っ
て
の
「
孝
」
も
ま
た
、

天
下
を
治
め
る
た
め
に
不
可
欠
の
徳
目
と
し

て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら

に
、
東
陽
に
と
っ
て
『
孝
経
』
が
単
な
る
孝

養
の
書
物
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、「
専
言
の

仁
」
と
「
偏
言
の
仁
」
と
い
う
二
種
類
の
「
仁
」

の
在
り
方
を
「
孝
」
に
適
用
し
た
朱
鴻
の
論

を
受
け
て
、「『
孝
経
』
は
世
の
中
を
治
め
る

道
具
な
の
で
あ
り
、
単
な
る
奉
養
の
教
え
だ

け
を
説
い
た
も
の
で
は
な
い
」

と
断
言
し
て
い
る
部
分
に
明

白
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
東
陽

は
、「
孝
」
に
は
、
単
な
る
親

孝
行
の
徳
と
し
て
の
「
孝
」
と
、

す
べ
て
の
徳
目
を
総
合
し
た

「
孝
」
の
二
種
類
が
あ
り
、
そ

の
こ
と
を
理
解
さ
え
す
れ
ば

「『
孝
経
』
を
読
む
際
の
要
訣
」

に
到
達
で
き
る
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
「
孝
」
と
は
本
来
、
親
と
子

と
い
う
血
縁
的
関
係
性
に
基

づ
き
家
庭
内
の
秩
序
を
形
成

す
る
根
拠
と
さ
れ
た
徳
目
で

あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
漢
王
朝
に
お
い
て

は
、
君
主
と
国
民
と
い
う
血
縁
的
紐
帯
を
持

た
な
い
関
係
性
ま
で
を
も
、
親
子
関
係
と
同

様
の
「
孝
」
と
い
う
徳
目
に
よ
っ
て
結
び
つ

け
る
擬
制
的
関
係
性
を
軸
に
構
想
さ
れ
た
国

家
が
目
標
と
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
理
念
的
根

拠
を
提
供
す
る
『
孝
経
』
が
、
と
り
わ
け
重

要
な
書
物
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
日
本
に

お
い
て
も
、
明
治
政
府
が
従
来
の
幕
藩
体
制

を
打
破
し
、
よ
り
新
し
い
立
憲
君
主
国
家
を

樹
立
す
る
と
い
う
目
的
を
持
っ
て
採
用
し
た

天
皇
制
、
す
な
わ
ち
、
天
皇
を
国
民
の
父
に

位
置
づ
け
る
と
い
う
考
え
と
『
孝
経
』
の
教

え
と
が
合
致
し
た
と
い
う
こ
と
で
、『
孝
経
』

は
近
代
国
家
の
倫
理
的
基
盤
を
提
供
す
る
も

の
と
し
て
教
育
の
現
場
に
お
い
て
広
く
採
用

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
も
そ
も
朱
子
が
確

立
し
た
宋
学
、
す
な
わ
ち
、
江
戸
の
幕
藩
体

制
下
に
お
け
る
教
学
に
お
い
て
は
、
仏
教
と

い
う
時
間
と
空
間
と
を
超
越
し
た
形
而
上
学

の
イ
ン
パ
ク
ト
を
受
け
、
家
族
関
係
と
い
う

非
常
に
狭
い
血
縁
関
係
を
前
提
と
し
た
倫
理

を
国
家
秩
序
に
流
用
し
よ
う
と
す
る
考
え
に

は
疑
問
が
呈
さ
れ
、
道
徳
の
根
本
は
「
仁
」

で
あ
り
、「
孝
」
は
「
仁
」
に
至
る
た
め
の
単

な
る
糸
口
と
し
て
の
み
、
そ
の
価
値
が
認
め

ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対

し
て
東
陽
は
、
宋
学
で
『
孝
経
』
が
退
け
ら

れ
た
理
由
は
、
ひ
と
え
に
偽
書
で
あ
る
『
古

文
孝
経
』
を
尊
信
し
て
し
ま
っ
た
た
め
で
あ

る
と
し
て
、「
孝
」
は
む
し
ろ
「
仁
」
の
根
本

で
あ
る
と
主
張
し
、
言
わ
ば
維
新
の
先
駆
け

と
成
る
『
孝
経
』
に
基
づ
く
国
家
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
を
提
供
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

皮
肉
な
こ
と
に
、
東
陽
の
尽
力
に
よ
っ
て

創
設
さ
れ
た
有
造
館
は
明
治
維
新
で
廃
校
に

な
っ
た
が
、
そ
の
後
、
有
造
館
の
施
設
を
利

用
し
て
師
範
有
造
学
校
が
開
設
さ
れ
、
後
に

三
重
師
範
学
校
と
な
り
、
1
9
4
9
（
昭

和
24
）
年
に
は
三
重
大
学
学
芸
学
部
に
、

1
9
6
6
（
昭
和
41
）
年
に
は
教
育
学
部
に

改
組
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

（
い
わ
も
と 

も
も
か
）

（
指
導
教
員
／
片
倉 

望
）

三
重
の
文
化
と
社
会

C
ulture and society in M

ie

参
考

・
津
坂
治
男（
2
0
0
7
）

『
生
誕
二
百
五
十
年　

津
坂
東
陽
の
生
涯
』竹
林
館

・
国
立
大
学
法
人
三
重
大
学

「
ウ
ェ
ー
ヴ
三
重
大
46
号
」

http://w
w

w
.m

ie-u.ac.jp/report/w
m

/
w

m
046_24_25.pdf

（
2
0
1
8
年
12
月
30
日
閲
覧
）

・
国
立
大
学
法
人
三
重
大
学

「
ホ
ッ
ト
ニ
ュ
ー
ス
／
藤
堂
高
虎
4
0
0
年

三
重
大
学
1
8
8
年
」

http://w
w

w
.m

ie-u.ac.jp/report/m
iedai-x/

vol015_1_4.pdf

（
2
0
1
8
年
12
月
30
日
閲
覧
）

津
坂
東
陽
の
「
孝
」
に
つ
い
て

 

― 『
孝
経
発
揮
』
を
資
料
と
し
て 

― 

岩
本 

桃
和
人
文
社
会
科
学
研
究
科

地
域
文
化
論
専
攻

『孝経発揮』　孝経発揮序　三重大学附属図書館蔵

『孝経発揮』　孝経序説　国立国会図書館デジタルコレクションより
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鼎 

談

は
じ
め
に

　

近
年
、
多
く
の
女
性
が
働
き
手
と
し
て
活

躍
し
、
女
性
の
仕
事
と
生
活
の
両
立
、
い
わ

ゆ
る
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
が
重
要
な
課

題
と
な
っ
て
き
た
。
本
研
究
で
は
、
尾
鷲
市

の
公
務
労
働
に
従
事
す
る
女
性
を
対
象
に
調

査
を
実
施
し
、
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
を

実
現
す
る
に
は
何
が
必
要
か
に
つ
い
て
考
察

し
た
。
本
調
査
の
対
象
者
は
尾
鷲
市
役
所
お

よ
び
市
立
病
院
で
働
く
女
性
で
、
2
1
0
人

か
ら
回
答
を
得
た
。

Ⅰ
．
私
生
活
の
満
足
度
と

　
　

ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
の

　
　

満
足
感

　

回
答
者
で
あ
る
女
性
の
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ

ラ
ン
ス
の
満
足
度
が
影
響
を
受
け
る
要
素
を

考
察
す
る
た
め
に
、「
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン

ス
満
足
度
」
と
、
こ
れ
に
関
係
す
る
「
私
生

活
満
足
度
」
と
「
キ
ャ
リ
ア
満
足
度
」
を
と
り
、

こ
れ
ら
３
つ
の
要
素
間
の
相
関
関
係
を
分
析

し
た
（
図
表
１
）。
相
関
係
数
と
は
、
マ
イ
ナ

ス
１
〜
プ
ラ
ス
１
の
間
の
値
を
取
り
、
プ
ラ

ス
１
に
近
い
ほ
ど
強
い
正
の
相
関
を
、
そ
し

て
マ
イ
ナ
ス
１
に
近
い
ほ
ど
強
い
負
の
相
関

を
示
し
、
値
が
０
の
と
き
無
相
間
を
表
す
。

　

図
表
１
か
ら
見
る
と
、
キ
ャ
リ
ア
満
足
度
と

ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
と
の
相
関
係
数
は

0
・
3
9
8
で
あ
っ
た
た
め
、
弱
い
正
の
相
関

が
見
ら
れ
た
。
ま
た
、
私
生
活
満
足
度
と
ワ
ー

ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
と
の
相
関
係
数
は
0
・

5
7
1
で
、
よ
り
強
い
正
の
相
関
が
あ
る
こ

と
が
わ
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
次
に
、「
私
生
活
満
足
度
」
に
影
響

を
与
え
る
と
思
わ
れ
る
、
い
く
つ
か
の
職
場
環

境
に
つ
い
て
の
満
足
度
と
、「
私
生
活
満
足
度
」

と
の
間
で
ク
ロ
ス
分
析
を
試
み
た
。そ
の
結
果
、

「
職
場
雰
囲
気
の
風
通
し
の
良
さ
」「
出
産
・
育

児
に
関
す
る
職
場
制
度
の
利
用
の
し
や
す
さ
」

と
「
私
生
活
満
足
度
」
と
が
正
の
関
係
に
あ
る

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
他
方
で
、「
評
価
制
度
に

お
け
る
男
女
間
の
公
平
性
」
や
「
出
産
・
育
児

に
関
す
る
職
場
制
度
の
男
性
の
利
用
の
し
や
す

さ
」
と
い
っ
た
項
目
は
、
回
答
者
で
あ
る
女
性

の
「
私
生
活
満
足
度
」
と
統
計
的
に
有
意
に
関

係
し
な
い
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
た
。つ
ま
り
、

今
回
の
調
査
で
は
、
回
答
者
は
、
職
場
雰
囲
気

と
女
性
た
ち
自
身
に
と
っ
て
の
出
産
・
育
児
制

度
の
利
用
の
し
や
す
さ
を
重
視
し
て
い
る
が
、

男
性
が
そ
れ
ら
の
出
産
・
育
児
制
度
の
利
用
す

る
こ
と
に
は
あ
ま
り
興
味
を
持
っ
て
い
な
い
と

言
え
る
。

Ⅱ
．
家
事
・
育
児
に
お
い
て

　
　
〝
お
手
伝
い
〟
で
し
か
な
い

　
　

男
性

　

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
調
査
結
果
に
な
る
の
だ

ろ
う
か
。

　

図
表
２
は
、
育
児
の
経
験
を
も
つ
回
答
者

に
、
育
児
期
の
パ
ー
ト
ナ
ー
男
性
の
支
援
に

対
す
る
思
い
を
た
ず
ね
た
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
を
見
る
と
、
確
か
に
「
パ
ー
ト
ナ
ー
は
と

て
も
頼
り
に
な
っ
た
」
と
答
え
た
回
答
者
が

多
く
い
た
（
31.
3
%
）。
ま
た
、「（
あ
ま

り
）
協
力
的
で
な
か
っ
た
」
と
い
う
回
答
が

24.
3
％
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、本
音
で
は「
任

せ
ら
れ
な
か
っ
た
」、協
力
は「
限
定
的
」、パ
ー

ト
ナ
ー
は
仕
事
が
忙
し
く
て
「
実
際
に
は
手

助
け
に
な
ら
な
か
っ
た
」
と
い
っ
た
回
答
が
、

合
計
で
44.
4
％
で
あ
っ
た
。

　

つ
ま
り
、
今
回
の
調
査
対
象
者
の
多
く
は
、

パ
ー
ト
ナ
ー
は
協
力
的
と
感
じ
て
い
る
が
、

そ
の
協
力
は
十
分
に
回
答
者
で
あ
る
女
性
の

負
担
を
軽
減
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
と
言
え

る
。
特
に
、
回
答
者
で
あ
る
女
性
の
立
場
か

ら
見
る
と
、男
性
の
育
児
・
家
事
は
「
限
定
的
」

で
あ
る
と
い
う
の
が
特
徴
で
あ
る
。
現
状
で

は
、
男
性
の
育
児
や
家
事
の
協
力
は
、
女
性

の
〝
お
手
伝
い
〟
の
位
置
付
け
で
し
か
な
く
、

ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
の
観
点
に
立
っ
た

〝
協
働
〟に
は
な
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅲ
．
考
察
と
ま
と
め

　

以
上
を
踏
ま
え
て
、
男
性
も
育
児
・
家
事

に
協
力
的
な
姿
勢
を
持
っ
て
い
る
が
、
仕
事

が
忙
し
い
、
ま
た
は
育
児
・
家
事
能
力
が
限

定
的
で
あ
る
た
め
、
回
答
者
で
あ
る
女
性
に

と
っ
て
男
性
の
協
力
は
〝
お
手
伝
い
〟
に
と

ど
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
女
性
の
ワ
ー

ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
の
満
足
度
は
、
女
性
の

職
場
で
の
出
産
・
育
児
に
関
す
る
制
度
の
利

用
の
し
や
す
さ
に
関
係
す
る
項
目
に
規
定
さ

れ
る
結
果
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

尾
鷲
市
の
公
務
労
働
に
お
け
る
ワ
ー
ク
ラ

イ
フ
バ
ラ
ン
ス
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
男

性
が
、〝
お
手
伝
い
〟
で
は
な
く
、〝
協
働
者
〟

と
し
て
育
児
や
家
事
を
分
担
し
て
い
く
こ
と
、

そ
し
て
そ
の
た
め
の
環
境
を
整
え
て
い
く
こ

と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。（

ガ
ン 

ロ
テ
イ
）

（
指
導
教
員
／
深
井 

英
喜
）

図表 1. ワークライフバランスに関する項目の相関分析

ワークライフバランス

ワークライフ
バランス

相関係数

有意確率（両側）

度数

相関係数

有意確率（両側）

度数

相関係数

有意確率（両側）

度数

1

0.398＊＊

0.000

208

0.571＊＊

0.000

208
＊＊相関係数は1％水準で有意（両側）

0.398＊＊

0.000

208

1

0.295＊＊

0.000

208

0.571＊＊

0.000

208

0.295＊＊

0.000

208

1

キャリア満足度

キャリア満足度

私生活満足度

私生活満足度

図表 2.　パートナーの育児に対する考え方

パートナーは（あまり）協力的でなかった

パートナーはとても頼りになった

パートナーはよくやっているが、雑なこともあり、本音では委せきれなかった

パートナーは協力的だが、家事や育児の技能や経験が低く、任せられることが限定的

パートナーは協力的だが、やることを選んでいて、協力は限定的

パートナーは協力的だが、仕事が忙しく、実情はあなたがほとんど担っていた

合計

欠損値

合計

28

36

5

14

11

21

115

95

210

24.3%

31.3%

4.3%

12.2%

9.6%

18.3%

100.0%

度数 有効パーセント 三
重
の
文
化
と
社
会

C
ulture and society in M

ie

尾
鷲
市
の
働
く
女
性
の
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て

 
〜
公
務
労
働
を
中
心
に
〜

顔 

露
婷
人
文
社
会
科
学
研
究
科

社
会
科
学
専
攻

尾
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市
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重
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研
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鼎 

談
定
な
ど
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た

議
会
広
報
の
最
も
重
要
性
が
高
い
も
の
と
し
て

定
例
会
や
議
会
だ
よ
り
を
挙
げ
て
お
り
、
従
来

か
ら
の
制
度
を
重
要
と
考
え
て
い
る
。

　

参
加
者
は
、
開
催
状
況
も
含
め
て
常
日
頃
か

ら
行
政
や
議
会
の
情
報
は
広
報
紙
、
回
覧
板
、

掲
示
板
な
ど
の
地
域
媒
体
で
得
て
お
り
、
日
々

議
会
情
報
に
は
触
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ

た
。
議
会
報
告
会
を
実
施
す
る
こ
と
に
対
し
て

も
一
定
の
理
解
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
住

民
は
議
会
報
告
会
で
提
言
さ
れ
た
内
容
が
暮
ら

し
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
不
満

を
持
っ
て
い
る
。
満
足
度
が
全
体
的
に
低
い
こ

と
は
、
こ
の
よ
う
な
現
状
が
密
接
に
関
係
し
て

い
る
と
い
え
る

　

な
お
、
新
宮
市
、
那
智
勝
浦
町
、
東
紀
州
（
熊

野
市
、
北
牟
婁
郡
、
南
牟
婁

郡
）、
伊
勢
志
摩
地
域
（
鳥

羽
市
、
志
摩
市
、
度
会
郡
、

多
気
郡
）
の
計
15
市
町
の
議

会
事
務
局
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を

し
た
と
こ
ろ
、
2
0
1
8

年
11
月
現
在
、
議
会
報
告
会

実
施
し
て
い
る
は
３
市
町
で

あ
っ
た
。

お
わ
り
に

　　

以
上
、
尾
鷲
市
の
議
会
報

告
会
を
事
例
と
し
て
議
会
の

広
報
広
聴
を
考
え
て
き
た
。

現
地
調
査
を
通
じ
て
各
主
体

が
現
行
の
形
式
に
不
満
を
持

ち
、
議
会
事
務
局
や
議
員
は

テ
ー
マ
設
定
の
必
要
性
を
唱

え
て
い
る
。
併
せ
て
議
会
報

告
会
が
住
民
に
対
す
る
広
報

広
聴
機
能
と
し
て
「
定
例
会
の
内
容
を
周
知
す

る
こ
と
」、「
議
員
の
活
動
を
見
て
も
ら
う
」
要

素
も
含
ま
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

さ
ら
に
住
民
は
、
議
会
報
告
会
を
日
々
の
暮

ら
し
の
改
善
の
た
め
、
一
広
聴
手
段
と
し
て
利

用
し
て
お
り
、
過
去
の
議
会
報
告
会
へ
の
参
加

経
験
も
あ
る
。
た
だ
提
言
内
容
が
反
映
さ
れ
な

い
こ
と
に
不
満
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

と
な
っ
た
。

　

そ
の
一
方
で
本
稿
で
は
、
尾
鷲
市
の
議
会
報

告
会
が
、
本
来
の
議
会
の
広
報
広
聴
機
能
を
果

た
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
証
す

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
現
地
調
査
を
通
じ

て
こ
の
報
告
会
が
広
報
広
聴
機
能
を
果
た
す
こ

と
は
汲
み
取
れ
た
が
、
実
際
に
機
能
し
て
い
る

か
の
評
価
は
定
か
で
は
な
く
、
意
義
を
検
討
す

る
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　

な
お
、
議
会
事
務
局
、
議
員
、
区
長
の
各
主

体
が
、
議
会
報
告
会
を
実
施
す
る
意
義
に
つ
い

て
理
解
を
示
し
て
い
る
点
は
、
大
き
く
評
価
で

き
る
。
エ
リ
ア
ワ
ン
セ
グ
や
地
元
紙
な
ど
の
広

報
機
能
を
補
い
、
議
会
報
告
会
が
広
報
広
聴
機

能
の
両
面
を
果
た
す
こ
と
は
実
施
に
大
き
な
意

義
が
あ
る
だ
ろ
う
。
現
状
の
課
題
は
各
主
体
が

既
に
認
識
し
て
い
る
。
早
期
に
課
題
が
改
善
さ

れ
、
今
後
よ
り
一
層
意
義
の
あ
る
議
会
報
告
会

が
開
催
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

（
こ
う
べ 

た
つ
や
）

（
指
導
教
員
／
岩
﨑 

恭
彦
）

は
じ
め
に

　

近
年
、
議
会
と
し
て
市
民
参
加
の
あ
り
方
が

問
わ
れ
、
住
民
と
意
見
を
交
わ
す
こ
と
を
重
視

し
全
国
各
地
で
「
議
会
報
告
会
」
が
開
催
さ
れ

て
い
る
。
議
会
報
告
会
は
住
民
に
対
す
る
説
明

責
任
、
政
策
提
案
を
豊
か
に
す
る
意
味
も
持
っ

て
い
る
。
議
員
が
住
民
の
質
疑
に
答
え
、
精
査

が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
は
議
会
の
討
議
に
生
か

す
こ
と
に
な
る
。
併
せ
て
政
策
立
案
を
担
う
手

段
の
１
つ
と
も
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
議

会
報
告
会
に
着
目
す
る
こ
と
は
、
市
民
参
加
を

考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
尾
鷲
市
の
実
態
を
確
認

し
た
上
で
、
課
題
を
見
出
し
て
い
く
。

第
Ⅰ
章 

議
会
の
広
報
広
聴

１
. 

議
会
の
広
報
広
聴

　

1
9
6
0
年
代
、「
広
聴
」
が
地
方
行
政
に

お
い
て
広
く
重
視
さ
れ
る
こ
と
で
「
広
聴
」
の

体
制
が
確
立
し
、
広
報
と
広
聴
の
分
化
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。
特
に
市
民
と
行
政
と
の
関
係
に

お
い
て
、
情
報
公
開
意
識
の
向
上
や
市
民
計
画

の
作
成
な
ど
、
広
報
広
聴
を
通
し
た
市
民
参
加

が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
で
議
会
の

広
報
広
聴
は
議
論
の
対
象
と
さ
れ
ず
、
本
格
的

な
研
究
は
1
9
9
0
年
代
ま
で
行
わ
れ
て
こ

な
か
っ
た
。
2
0
0
0
年
代
半
ば
か
ら
策
定

が
始
ま
っ
た
議
会
基
本
条
例
を
検
討
す
る
際
に

注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
議
会
基
本
条
例
の

中
で
議
会
の
広
報
広
聴
が
具
体
的
に
定
義
さ
れ

た
。

　

広
報
活
動
は
議
会
だ
よ
り
の
発
行
、
本
会
議

の
録
画
配
信
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
配
信
が

挙
げ
ら
れ
る
。
広
聴
活
動
は
議
会
報
告
会
、
意

見
交
換
会
、
議
会
モ
ニ
タ
ー
制
度
が
あ
る
。

2
. 

尾
鷲
市
議
会
に
お
け
る
広
報
広
聴

　

尾
鷲
市
で
は
議
会
に
お
け
る
広
報
広
聴
を
次

の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
エ
リ
ア
ワ
ン

セ
グ
、
地
元
紙
な
ど
に
よ
る
配
信
を
「
広
報
」、

議
員
活
動
の
中
で
住
民
の
意
見
を
聴
取
す
る
こ

と
を
「
広
聴
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
議
会
報

告
会
は
、
市
民
が
市
政
情
報
を
把
握
し
市
政
や

議
会
に
関
心
を
持
っ
て
も
ら
い
、
市
民
参
加
、

協
働
の
市
政
運
営
を
実
施
す
る
意
味
で
も
重
要

な
活
動
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

第
Ⅱ
章 

尾
鷲
市
議
会
報
告
会
の　

　
　
　　
概
要

　

議
会
報
告
会
は
議
会
基
本
条
例
第
16
条
に

基
づ
き
、
広
報
広
聴
目
的
で
実
施
さ
れ
て
い

る
。
議
会
報
告
会
に
は
、
定
例
会
後
の
４
月

と
10
月
に
年
２
回
、
副
議
長
ま
た
は
各
委
員

長
と
そ
の
他
議
員
が
参
加
し
市
内
各
地
区
の

公
民
館
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
で
開

催
す
る
も
の
、
全
議
員
が
参
加
し
市
役
所
及

び
中
央
公
民
館
に
て
開
催
す
る
も
の
が
あ
る
。

ま
た
、
議
会
報
告
会
と
は
別
に
自
治
会
連
合

会
、
婦
人
会
、
老
人
会
を
対
象
と
し
た
市
民

懇
談
会
も
開
催
し
て
い
る
。

第
Ⅲ
章  

現
地
調
査

　

ヒ
ア
リ
ン
グ
や
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
の
現
地
調

査
を
通
し
て
、
議
会
事
務
局
や
議
員
は
、
議
会

報
告
会
が
広
報
広
聴
機
能
を
果
た
す
取
り
組
み

で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

一
方
で
議
会
報
告
会
で
の
具
体
的
な
テ
ー
マ
設

三
重
の
文
化
と
社
会

C
ulture and society in M

ie

広
報
・
広
聴
視
点
か
ら
見
た
議
会
報
告
会
の
あ
り
方
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談

エ
ッ
セ
イ

エ
ッ
セ
イ

三
重
の
文
化
と
社
会

三
重
の
文
化
と
社
会

新
刊
自
著
を
語
る

新
刊
自
著
を
語
る

三
重
の
歴
史
と
風
景

三
重
の
歴
史
と
風
景

教
員
エ
ッ
セ
イ

教
員
エ
ッ
セ
イ

大
学
院
・
学
部
の
広
報

大
学
院
・
学
部
の
広
報

鼎 

談
は
じ
め
に

　

近
年
、
東
紀
州
地
域
に
お
い
て
、
人
口
の
減

少
と
高
齢
化
が
進
み
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

維
持
が
極
め
て
厳
し
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
産
業
を
活
性
化
し
、
雇
用
を
創
出
す

る
う
え
で
、
近
年
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
イ
ン

バ
ウ
ン
ド
観
光
振
興
で
あ
る
。
イ
ン
バ
ウ
ン
ド

と
は
、「
入
っ
て
く
る
」「
内
向
き
の
」
な
ど
を

意
味
す
る
言
葉
で
、
訪
日
旅
行
を
指
す
。
本
稿

で
は
、
東
紀
州
地
域
に
お
け
る
イ
ン
バ
ウ
ン
ド

観
光
の
取
り
組
み
の
現
状
と
独
自
の
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
結
果
を
も
と
に
そ
の
課
題
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。

I
．
東
紀
州
地
域
に
お
け
る

　
　
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観
光
の
概
要

　

東
紀
州
地
域
の
観
光
の
核
と
し
て
、
毎
年
多

く
の
海
外
か
ら
の
観
光
客
を
呼
び
込
ん
で
い
る

の
が
、
熊
野
古
道
で
あ
る
。
特
に
2
0
0
4

に
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
以
降
、
海
外

か
ら
の
観
光
客
が
激
増
し
、
2
0
0
9
年
に

は
20
万
人
、
14
年
に
は
40
万
人
を
突
破
し
た
。

そ
の
国
別
の
内
訳
を
見
る
と
、
台
湾
か
ら
の
来

訪
者
が
一
番
多
い
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
占
め

る
比
率
も
増
加
傾
向
に
あ
る
。
更
な
る
誘
客
を

推
進
す
る
た
め
、
東
紀
州
地
域
振
興
公
社
で
は

東
ア
ジ
ア
諸
国
に
対
し
、
忍
者
、
海
女
等
の
海

外
へ
訴
求
性
が
強
い
三
重
県
独
自
の
ク
ー
ル

ジ
ャ
パ
ン
資
源
を
活
用
し
た
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン

の
実
施
や
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
言
語
の
多
様
性
に

対
応
す
る
た
め
、
観
光
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
及
び
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
の
中
国
語
、
英
語
な
ど
の
多
種
言

語
版
の
作
成
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。も
っ
と
も
、

他
の
地
方
圏
の
観
光
客
数
に
比
べ
る
と
イ
ン
バ

ウ
ン
ド
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
お
け
る
三
重
県
の
シ
ェ

ア
は
低
く
、
全
国
的
に
見
て
下
位
に
属
す
る
。

地
域
全
体
と
し
て
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
活
性
化
に

向
け
て
多
く
の
課
題
と
、
ま
た
可
能
性
が
あ
る

と
言
え
る
。

Ⅱ
．
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
つ
い
て

　

2
0
1
8
年
10
月
に
、
中
国
、
台
湾
お
よ

び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
を
対
象
に
、
日
本
お
よ
び
東

紀
州
地
域
の
観
光
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

を
実
施
し
た
。
調
査
票
は
W
e
b
サ
イ
ト
上

で
中
国
語
版
と
英
語
版
の
２
種
類
を
作
成
し
、

そ
の
U
R
L
を
配
布
し
た
。
配
布
対
象
は
私

の
友
人
や
、
親
戚
と
そ
の
友
人
た
ち
で
あ
り
、

合
計
中
国
で
1
1
0
人
、
台
湾
で
18
人
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
56
人
か
ら
回
答
を
得
た
。
紙
幅
の
都

合
上
、
こ
こ
で
は
そ
の
結
果
の
ご
く
一
部
を
示

し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
日
本
へ
の
旅
行
体
験
が
な
い
人
に

向
け
、「
日
本
で
体
験
し
て
み
た
い
こ
と
」
と

い
う
問
に
対
し
て
は
、
中
国
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

と
も
に
１
位
が
「
自
然
景
色
」、
２
位
が
「
温

泉
」
で
あ
っ
た
。
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
誘
客
に
お
い

て
、「
温
泉
」
は
魅
力
の
一
つ
と
し
て
、
広
告
、

動
画
な
ど
で
多
く
の
情
報
が
発
信
さ
れ
て
い
る

（
表 

― 

１
）。

　

ま
た
、
東
紀
州
地
域
に
つ
い
て
の
概
略
を
説

明
し
た
上
で
、
そ
の
観
光
資
源
へ
の
関
心
や
東

紀
州
へ
の
訪
問
意
向
に
つ
い
て
の
質
問
を
設
け

た
。
東
紀
州
の
主
要
な
観
光
資
源
の
う
ち
、
興

味
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
は
、中
国
人
で
は「
美

し
い
海
岸
線
」
や
「
温
泉
」、「
新
鮮
な
海
産
物
」

を
選
択
し
た
人
が
多
か
っ
た
。一
方
、ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
で
は
、「
新
鮮
な
海
産
物
」
に
加
え
て
、「
熊

野
古
道
」
が
「
温
泉
」
と
並
ん
で
上
位
と
な
っ

て
お
り
、
世
界
遺
産
へ
の
関
心
の
高
さ
が
う
か

が
え
た
（
表 

― 

２
）。
ま
た
、
訪
問
意
向
に
つ

い
て
は
、
中
国
人
の
７
割
弱
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

の
９
割
強
が
、旅
行
し
て
み
た
い
と
回
答
し
た
。

Ⅲ
．
外
国
人
観
光
者
向
け

　
　
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
誘
客
の

　
　
あ
り
方

　

今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
か
ら
は
、

中
国
人
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
も
に
、
東
紀
州

地
域
へ
の
関
心
と
高
い
訪
問
意
向
が
示
さ
れ

た
。
同
時
に
、
両
者
の
志
向
の
違
い
も
明
ら

か
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、
今

後
の
東
紀
州
地
域
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
誘
客
の
方

策
と
し
て
は
、
以
下
の
３
点
が
考
え
ら
れ
る
。

　

第
１
は
、
外
国
人
旅
行
者
の
多
様
な
ニ
ー

ズ
に
対
応
で
き
る
宿
泊
力
の
強
化
で
あ
る
。

中
国
人
観
光
客
は
団
体
旅
行
が
多
く
、
宿
泊

施
設
は
全
て
旅
行
会
社
等
が
手
配
す
る
た
め
、

こ
れ
ら
の
旅
行
会
社
と
の
提
携
が
欠
か
せ
な

い
。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
は
個
人
旅
行

が
普
及
し
て
い
る
た
め
、
宿
泊
施
設
に
は
洋

室
の
整
備
の
ほ
か
、
長
期
滞
在
の
た
め
の
素

泊
ま
り
プ
ラ
ン
の
充
実
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
。

　

第
２
は
、
知
名
度
、
誘
客
力
の
向
上
で
あ

る
。
海
外
ド
ラ
マ
、
映
画
の
ロ
ケ
地
誘
致
や
、

S
N
S
等
を
通
じ
て
、
東
紀
州
地
域
に
お
け

る
有
名
な
ス
ポ
ッ
ト
を
写
真
、
動
画
な
ど
で

公
開
す
れ
ば
、
短
期
間
で
知
名
度
を
拡
大
で

き
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

第
３
は
、
魅
力
あ
る
観
光
コ
ン
テ
ン
ツ
の

開
発
で
あ
る
。
例
え
ば
、
中
国
旅
行
者
の
「
爆

買
い
」
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
、
中
国
の

大
手
旅
行
会
社
と
連
携
し
、
国
際
線
空
港
か

ら
ま
ず
四
日
市
の
大
型
店
で
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

を
し
、
そ
の
後
東
紀
州
地
域
の
宿
泊
施
設
で

１
泊
し
、
翌
日
に
熊
野
古
道
な
ど
の
観
光
を

す
る
と
い
っ
た
、
中
国
の
団
体
観
光
客
に
訴

求
で
き
る
短
期
旅
行
コ
ー
ス
の
開
発
な
ど
が

考
え
ら
れ
る
。

　

こ
ら
れ
の
方
法
を
講
じ
て
い
け
ば
、
東
紀

州
地
域
は
外
国
人
観
光
客
が
何
度
も
訪
れ
る

有
数
の
観
光
地
と
な
り
う
る
可
能
性
を
有
し

て
い
る
と
言
え
る
。

（
チ
ン 

サ
ン
）

（
指
導
教
員
／
豊
福 

裕
二
）

表 ― 1　日本で体験してみたいこと（複数回答）

温泉

花見

食べ物

自然景色

日本の伝統建築

買い物

日本のエステ、美容体験

その他

有効回答した人数

43

37

42

48

31

39

33

10

4

69

62.32%

53.62%

60.87%

69.57%

44.93%

56.52%

47.83%

14.49%

5.8%

選　択 回答数 比　率

伝統文化（着物、茶道、生け花など）
の体験

Hot spring

Flowers

Foods

Natural Scenery

Japanese architecture

Shopping

Makeover for beauty

Others

有効回答した人数

11

8

7

13

4

4

1

0

0

35

64.71%

47.06%

41.18%

76.47%

23.53%

23.53%

5.85%

0%

0%

選　択 回答数 比　率

Traditional cultural experience
（kimono/flower arrangement/Tea ceremony）

表 ― 2　東紀州の主要な観光資源のうち、何に興味を持っているか（複数回答）

美しい海岸線

新鮮な海産物

熊野古道

大社

さまざまなスポーツ体験

温泉

特に興味はありません

有効回答した人数

77

50

40

18

10

59

25

128

60.16%

39.06%

31.25%

14.06%

7.81%

46.09%

19.53%

選　択 回答数 比　率

The beautiful coastline

The fresh seafood

Kumano Trail

The famous temple

The waterfall

The hot spring

Have not interested

有効回答した人数

18

30

24

23

19

24

2

58

31.03%

51.72%

41.38%

39.66%

32.76%

41.38%

3.45%

選　択 回答数 比　率

The different kinds of
interesting activities. 
Have no interest

4 6.9%

https://statistics.jnto.go.jp/graph/graph--
inbound--travelers--transition

三
重
の
文
化
と
社
会

C
ulture and society in M

ie

参
考
文
献

・
柿
鳥
あ
か
ね
（
2
0
1
8
）

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
増
加
と
国
内
旅
行
業
」

『
日
本
政
策
金
融
公
庫
論
集
第
38
号
』

参
考
U
R
L

・
日
本
政
府
観
光
局
（
J
N
T
O
）　

イ
ン
バ
ウ
ン
ド

の
動
向
H
P
「
訪
日
外
客
の
集
計
・
発
表
」
と
「
統

計
デ
ー
タ
（
訪
日
外
国
人
・
出
国
日
本
人
）

（
2
0
1
8
年
12
月
30
日　

確
認
）

東
紀
州
地
域
に
お
け
る

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観
光
の
現
状
と
課
題 

陳 

燦
人
文
社
会
科
学
研
究
科

社
会
科
学
専
攻

尾
鷲
市
三
重
県
の
研
究
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鼎 

談

エ
ッ
セ
イ

エ
ッ
セ
イ

三
重
の
文
化
と
社
会

三
重
の
文
化
と
社
会

新
刊
自
著
を
語
る

新
刊
自
著
を
語
る

三
重
の
歴
史
と
風
景

三
重
の
歴
史
と
風
景

教
員
エ
ッ
セ
イ

教
員
エ
ッ
セ
イ

大
学
院
・
学
部
の
広
報

大
学
院
・
学
部
の
広
報

鼎 

談
ま
と
め
た
。

　

図
１
を
見
る
と
、「
興
味
・
関
心
カ
テ
ゴ

リ
ー
」「
人
間
関
係
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
の
二
つ

は
、
そ
の
要
素
間
に
互
い
に
相
関
関
係
が
あ

り
、
こ
れ
ら
が
関
係
し
あ
っ
て
社
会
参
加
の

き
っ
か
け
の
一
つ
の
傾
向
を
形
成
し
て
い
る
。

一
方
で
「
地
域
の
習
慣
・
役
割
カ
テ
ゴ
リ
ー
」

は
、「
興
味
・
関
心
カ
テ
ゴ
リ
ー
」「
人
間
関

係
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
の
間
に
直
接
的
な
相
関

が
見
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
社
会
活
動
へ
の

参
加
の
き
っ
か
け
と
し
て
「
地
域
の
慣
習
・

役
割
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
は
、
他
の
２
つ
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
と
は
異
な
っ
た
社
会
参
加
の
き
っ

か
け
の
傾
向
だ
と
言
え
る
。
た
だ
し
、「
興
味
・

関
心
カ
テ
ゴ
リ
ー
」「
人
間
関
係
カ
テ
ゴ
リ
ー
」

と
、「
地
域
の
習
慣
・
役
割
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と

は
、「
行
政
や
社
協
の
広
報
等
（
チ
ラ
シ
な
ど
）」

そ
し
て
「
社
会
貢
献
意
識
」
を
媒
介
し
て
繋

が
る
様
子
が
見
ら
れ
る
。

　

図
１
で
最
後
に
注
目
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、「
地
域
の
慣
習
・
役
割
カ
テ

ゴ
リ
ー
」
の
要
素
と
、「
人
と
楽
し
む
の
が

好
き
」
そ
し
て
「
健
康
維
持
」
と
の
間
に
は
、

弱
い
な
が
ら
も
統
計
的
に
有
意
に
負
の
相
関

関
係
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
本
調
査
か
ら
見
え

て
く
る
社
会
活
動
へ
の
参
加
き
っ
か
け
は
、

大
き
く
３
つ
の
形
態
が
あ
る
。
第
一
に
、
表

１
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
参
加
の
き
っ
か
け

と
し
て
「
健
康
維
持
」「
関
心
が
あ
っ
た
」「
友

人
に
誘
わ
れ
て
」
の
３
つ
へ
の
回
答
数
が
多

く
、
特
に
「
健
康
維
持
」
が
参
加
き
っ
か
け

の
要
素
に
な
っ
て
い
る
。
第
二
に
、
表
１
で

も
示
さ
れ
、
ま
た
図
１
で
も
示
さ
れ
た
よ
う

に
、「
興
味
・
関
心
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
「
人

間
関
係
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
に
よ
る
参
加
き
っ

か
け
の
傾
向
が
見
ら
れ
、「
興
味
・
関
心
」
そ

し
て
「
人
間
関
係
（
友
人
関
係
）」
が
参
加
き
っ

か
け
の
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し

て
第
三
に
、「
健
康
維
持
」「
興
味
・
関
心
」「
人

間
関
係
」
と
い
っ
た
要
素
と
は
独
立
に
、「
地

域
の
慣
習
・
役
割
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
が
参
加

き
っ
か
け
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら

を
踏
ま
え
る
と
、「
地
域
の
慣
習
・
役
割
カ
テ

ゴ
リ
ー
」
か
ら
地
域
活
動
に
参
加
さ
れ
た
方

は
、
義
務
的
ま
た
慣
習
的
に
参
加
し
、
そ
れ

が
終
わ
る
と
離
れ
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

Ⅲ
．
考
察
と
ま
と
め

　

現
在
、
高
齢
者
の
社
会
参
加
を
促
進
す
る

事
業
と
し
て
、
行
政
や
社
会
福
祉
協
議
会
（
社

協
）
が
主
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
は
、
健
康

維
持
の
た
め
の
体
操
等
の
事
業
や
、
交
流
を

目
的
と
し
た
サ
ロ
ン
の
事
業
で
あ
る
。
本
調

査
の
結
果
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の

行
政
や
社
協
の
取
り
組
み
は
、
本
調
査
の
「
興

味
・
関
心
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
「
人
間
関
係

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
の
ル
ー
ト
か
ら
の
社
会
参

加
を
促
進
す
る
効
果
が
期
待
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
本
調
査
で
示
さ
れ
た
も
う
一
つ
の

参
加
ル
ー
ト
で
あ
る
、「
地
域
の
慣
習
・
役
割

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
に
対
し
て
は
、
有
効
で
は

な
い
ど
こ
ろ
か
、
場
合
に
よ
っ
て
マ
イ
ナ
ス

に
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

社
会
活
動
へ
の
参
加
の
き
っ
か
け
と
し
て
、

「
地
域
の
慣
習
・
役
割
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
の

ル
ー
ト
を
よ
り
活
性
化
し
て
い
く
た
め
に
は
、

か
れ
ら
の
〝
関
心
〟
に
応
え
る
よ
う
な
事
業

の
展
開
や
、
か
れ
ら
の
活
動
が
〝
地
域
貢
献
〟

に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
を
感
じ
ら
れ
る
よ

う
な
事
業
の
展
開
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
だ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

（
ハ
ン 

セ
イ
セ
イ
）

（
指
導
教
員
／
深
井 

英
喜
）

は
じ
め
に

　

地
域
の
高
齢
化
が
深
ま
る
中
、
高
齢
者
の

健
康
寿
命
に
関
心
が
集
ま
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
近
年
高
齢
者
の
健
康
と
社
会
参
加
と

の
関
係
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
本
調
査
は

2
0
1
8
年
10
月
に
尾
鷲
市
に
お
い
て
、
60

歳
以
上
の
方
を
対
象
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を

行
い
、
高
齢
者
の
社
会
参
加
に
つ
い
て
考
察

を
行
っ
た
。
得
ら
れ
た
回
答
数
は
3
1
6
人

で
あ
っ
た
。

　

本
稿
で
は
字
数
の
制
限
が
あ
る
の
で
、
調

査
の
中
か
ら
、
社
会
諸
活
動
に
参
加
し
て
い

る
回
答
者
に
限
っ
て
た
ず
ね
た
、参
加
の
き
っ

か
け
に
つ
い
て
の
設
問
を
考
察
す
る
こ
と
か

ら
得
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
い
。

Ⅰ
．「
健
康
維
持
」
と
「
友
人
関
係
」

　
　

そ
し
て
「
関
心
」
が

　
　

キ
ー
ワ
ー
ド

 　

表
１
は
、
社
会
活
動
に
参
加
さ
れ
た
こ
と

の
あ
る
方
に
、
参
加
の
き
っ
か
け
を
た
ず
ね

た
質
問
（
複
数
回
答
）
へ
の
回
答
を
集
計
し

た
も
の
で
あ
る
。
上
表
は
回
答
が
一
つ
の
み

だ
っ
た
方
の
集
計
結
果
で
あ
る
。
下
表
は

チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
た
回
答
が
二
つ
以
上
だ
っ
た

方
（
1
1
6
人
）
の
集
計
結
果
で
あ
る
。

　

上
表
下
表
と
も
に
、「
健
康
維
持
」「
関
心

が
あ
っ
た
」「
友
人
に
誘
わ
れ
て
」「
人
と
集

ま
る
の
が
好
き
」
と
い
っ
た
項
目
が
多
く
選

択
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て「
地
域
の
慣
例
」「
社

会
貢
献
」「
周
囲
か
ら
頼
ま
れ
て
」
と
い
っ
た

項
目
の
割
合
も
や
や
高
か
っ
た
。

　

つ
ま
り
今
回
の
調
査
か
ら
は
、
人
々
が
社

会
活
動
に
参
加
す
る
き
っ
か
け
と
し
て
、
健

康
維
持
の
た
め
参
加
す
る
、
興
味
や
関
心
が

あ
る
活
動
だ
か
ら
参
加
す
る
、
友
人
を
は
じ

め
と
す
る
人
々
と
集
ま
っ
て
楽
し
め
る
か
ら

参
加
す
る
、
地
域
慣
習
で
参
加
す
る
、
と
い

う
よ
う
な
要
素
が
考
え
ら
れ
る
。

Ⅱ
．
高
齢
者
の
社
会
参
加
の

　

 　
き
っ
か
け
に
な
る

　

 　
3
つ
の
ル
ー
ト

	
 

　

図
１
は
、
表
１
下
表
に
示
し
た
二
つ
以
上

の
回
答
を
し
た
回
答
者
が
、
複
数
回
答
の
中

で
ど
の
よ
う
な
選
択
の
組
み
合
わ
せ
を
し
て

い
る
か
を
考
察
し
た
結
果
で
あ
る
。
図
中
、

実
線
は
、
楕
円
で
示
し
た
参
加
の
き
っ
か
け

の
要
素
ど
う
し
の
間
に
、
統
計
学
的
に
有
意

に
正
の
相
関
関
係
が
あ
る
こ
と
を
表
し
、
破

線
は
統
計
学
的
に
有
意
に
負
の
相
関
関
係
が

あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
楕
円

で
示
し
た
参
加
き
っ
か
け
の
諸
要
素
を
、
そ

の
性
質
ご
と
に
、「
興
味
・
関
心
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
」「
人
間
関
係
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」「
地
域

の
習
慣
・
役
割
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
の
３
つ
に

表 1　参加きっかけに関する質問への回答者の集計

● 回答が2つ以上だった方の集計

度数 ％ 回答者（116人）％

活動に関心があった

自分の関心や行動を広げる

友人に誘われて

人の輪を広げると思った

人と楽しむ（集まる）のが好き

健康維持のため

地域の慣例で参加になっていた

当番の順番のため

社会貢献しようと思ったから

地域の世話役や知人に誘われて

行政・社協の広報等

周囲から頼まれて

合計

67

34

70

33

64

85

28

11

31

12

18

36

489

13.7％

7.0％

14.3％

6.7％

13.1％

17.4％

5.7％

2.2％

6.3％

2.5％

3.7％

7.4％

100.0％

57.8％

29.3％

60.3％

28.4％

55.2％

73.3％

24.1％

9.5％

26.7％

10.3％

15.5％

31.0％

421.6％

● 回答が１つだった方のみの集計

度数 ％

活動に関心があった

友人に誘われて

人と楽しむ（集まる）のが好き

健康維持のため

地域の慣例で参加になっていた

当番の順番のため

社会貢献しようと思ったから

地域の世話役や知人に誘われて

行政・社協の広報等

周囲から頼まれて

合計

9

6

6

5

2

3

2

1

1

2

37

24.3％

16.2％

16.2％

13.5％

5.4％

8.1％

5.4％

2.7％

2.7％

5.4％

100.0％

図 1　参加きっかけに関する回答の組合せ

興味・関心のカテゴリー

57.8％
活動に関心があった

各要素内のパーセンテージは、2つ以上回答した方116人中の回答比率を表す。表1を参照。

28.4％
人の輪を広げると思った

73.3％
健康維持のため

29.3％

自分の関心・
行動を広げる

55.2％

人と楽しむのが
好きだから

29.3％
行政・社協の広報等

31.0％
地域・周囲から頼まれて

24.1％

地域の慣例で
参加になっていた

10.3％

地域の世話役や
知人に誘われて

26.7％
社会貢献しようと思った

地域の慣習・役割のカテゴリー

人間関係のカテゴリー
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鼎 

談

エ
ッ
セ
イ

エ
ッ
セ
イ

三
重
の
文
化
と
社
会

三
重
の
文
化
と
社
会

新
刊
自
著
を
語
る

新
刊
自
著
を
語
る

三
重
の
歴
史
と
風
景

三
重
の
歴
史
と
風
景

教
員
エ
ッ
セ
イ

教
員
エ
ッ
セ
イ

大
学
院
・
学
部
の
広
報

大
学
院
・
学
部
の
広
報

鼎 

談

り
の
貸
出
金
額
か
ら
見
る
と
、
紀
北
信
金
は

四
三
三
万
円
に
過
ぎ
ず
、
貸
出
先
の
中
小
企

業
の
中
で
も
零
細
企
業
が
多
い
こ
と
が
分
か

る
。

Ⅲ
．
尾
鷲
市
に
お
け
る

　
　

地
域
金
融
の
あ
り
方

　

尾
鷲
市
に
は
人
口
減
少
に
直
接
影
響
さ
れ

る
ロ
ー
カ
ル
産
業
の
従
業
者
数
は
多
い
こ
と

で
あ
り
、
ロ
ー
カ
ル
産
業
の
ア
ウ
ト
バ
ウ
ン

ド
化
も
含
め
て
、
今
後
は
ア
ウ
ト
バ
ウ
ン
ド

型
産
業
に
も
っ
と
力
を
注
ぐ
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
産
業
構
造
を
ど
の
よ
う
に
変

化
さ
せ
る
の
か
が
、
尾
鷲
市
の
地
域
経
済
に

と
っ
て
重
要
な
課
題
と
な
る
。

一　

六
次
産
業
化
の
支
援

　

尾
鷲
市
に
お
い
て
ア
ウ
ト
バ
ウ
ン
ド
型
産

業
支
援
の
重
点
は
六
次
産
業
化
の
支
援
で
あ

る
。
市
内
に
お
い
て
六
次
産
業
化
事
業
と
し

て
要
件
を
満
た
し
て
い
る
事
業
体
に
対
し
て

ア
ド
バ
イ
ス
を
行
い
、
新
た
な
六
次
産
業
化

事
業
体
の
設
立
や
総
合
化
事
業
計
画
の
認
定

を
支
援
す
る
な
ど
事
業
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の

段
階
で
サ
ポ
ー
ト
す
る
。
ま
た
、
市
内
の
食

品
製
造
業
者
や
卸
売
業
者
、
い
わ
ゆ
る
川
下

に
位
置
す
る
企
業
の
参
入
を
支
援
し
、
地
域

の
様
々
な
事
業
者
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
組
ん

で
技
術
・
ノ
ウ
ハ
ウ
等
の
経
営
資
源
を
共
有
、

統
合
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

二　

介
護
事
業
の
支
援

　

尾
鷲
市
の
ロ
ー
カ
ル
型
産
業
の
中
で
、
医

療
・
福
祉
産
業
に
限
っ
て
高
齢
化
に
伴
い
、

就
業
者
数
及
び
市
内
総
生
産
は
増
加
す
る
と

見
ら
れ
る
。
介
護
を
は
じ
め
と
す
る
医
療
・

福
祉
産
業
は
高
齢
化
が
進
む
自
治
体
に
と
っ

て
今
後
長
い
時
期
に
数
少
な
い
成
長
産
業
で

あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
上
で
、
地
域
金
融
機

関
は
医
療
福
祉
介
護
の
事
業
体
と
長
期
的
な

取
引
関
係
を
構
築
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

三　

 

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
産
業
の
可
能
性

　

現
在
、
尾
鷲
市
に
訪
ね
て
き
た
観
光
客
の

う
ち
九
割
弱
の
人
が
日
帰
客
で
あ
り
、
基
本

的
に
宿
泊
業
の
需
要
と
結
び
つ
か
な
い
。
そ

う
い
う
面
で
考
え
る
と
、
尾
鷲
市
に
と
っ
て

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
型
産
業
は
地
域
活
性
化
の
柱

に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
地

方
創
生
の
中
で
脇
役
を
担
う
程
度
に
す
る
べ

き
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

（
ホ
ン 

コ
ウ
ウ
）

（
指
導
教
員
／
野
崎 

哲
哉
）

は
じ
め
に

　

尾
鷲
市
が
属
す
る
東
紀
州
地
域
は
三
重
県

内
で
も
っ
と
も
人
口
減
少
が
進
む
地
域
で
あ

り
、
資
金
需
要
の
減
少
と
と
も
に
、
貸
出
残

高
は
伸
び
悩
み
、
こ
の
地
域
の
金
融
機
関
の

経
営
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
て
い
る
。
収
益

性
向
上
を
図
る
た
め
、
近
年
の
地
域
金
融
機

関
で
は
再
編
の
動
き
が
進
展
し
始
め
、
広
域

的
な
連
携
と
業
務
提
携
が
進
ん
で
い
る
。
三

重
銀
行
、
第
三
銀
行
の
経
営
統
合
に
続
い
て
、

桑
名
信
用
金
庫
と
三
重
信
用
金
庫
の
合
併
も

合
意
に
至
っ
た
。
地
域
金
融
環
境
が
激
変
し

て
い
る
現
在
、
地
域
経
済
に
お
い
て
地
域
金

融
機
関
の
役
割
を
考
え
る
こ
と
は
非
常
に
重

要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

I
．
尾
鷲
市
の
経
済
と
産
業

　　

本
文
に
お
い
て
尾
鷲
市
の
産
業
と
経
済
の

特
徴
を
考
察
す
る
に
は
、
I
L
O
産
業
分
析

と
い
う
手
法
を
使
っ
て
い
き
た
い
。
I
L
O

産
業
分
析
と
は
「
地
元
自
治
体
の
人
口
減
少

が
直
接
に
市
場
規
模
を
減
少
さ
せ
る
産
業
と

そ
う
で
な
い
産
業
に
分
け
て
、
地
域
経
済
を

分
析
す
る
手
法
」
で
あ
る
。

　

I
L
O
産
業
分
類
の
視
点
か
ら
見
る
と
、

尾
鷲
市
に
は
ロ
ー
カ
ル
型
産
業
の
事
業
所
数

お
よ
び
従
業
者
数
は
圧
倒
的
に
多
く
、
事
業

者
と
就
業
者
全
体
の
八
割
を
占
め
て
い
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
大
多
数
の
労
働
者
が
人
口

減
少
に
直
接
に
影
響
さ
れ
る
分
野
で
の
仕
事

に
従
事
し
て
い
る
。

　

一
方
、
ア
ウ
ト
バ
ウ
ン
ド
型
産
業
の
従
業

者
数
は
全
体
の
二
割
で
あ
り
、
農
林
水
産
業
、

製
造
業
は
そ
れ
ぞ
れ
6.4
％
と
9.6
％
を
占
め
て

い
る
。
尾
鷲
市
の
場
合
、
ア
ウ
ト
バ
ウ
ン
ド

型
産
業
の
展
開
は
基
本
的
に
漁
業
を
は
じ
め

と
す
る
農
林
水
産
業
と
そ
れ
に
関
わ
る
食
品

製
造
と
販
売
と
な
っ
て
い
る
。

Ⅱ
．
地
域
金
融
機
関
の
現
状
と

　
　

課
題（
紀
北
信
用
金
庫
を
中
心
に
）

　

近
年
の
紀
北
信
用
金
庫
で
は
、
預
金
残
高

は
緩
や
か
に
増
加
し
て
い
る
が
、
貸
出
は
伸

び
悩
ん
で
お
り
、
預
貸
ギ
ャ
ッ
プ
が
拡
大
し

続
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
収
益

を
確
保
す
る
た
め
に
、
証
券
業
務
を
拡
大
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て

い
る
。
二
〇
一
七
年
度
期
末
の
預
証
率
は
六

割
近
く
と
な
り
、
有
価
証
券
利
息
配
当
金
は

貸
出
金
利
息
の
金
額
よ
り
上
回
っ
て
お
り
、

預
証
ビ
ジ
ネ
ス
こ
そ
紀
北
信
用
金
庫
の
中
核

業
務
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
か
し
、

現
在
保
有
し
て
い
る
有
価
証
券
の
う
ち
、
か

つ
て
金
利
の
高
か
っ
た
頃
に
保
有
し
た
債
券

の
貢
献
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
た
め
、
超

低
金
利
環
境
が
継
続
し
て
い
る
今
、
こ
の
経

営
モ
デ
ル
は
ず
っ
と
続
け
ら
れ
る
わ
け
で
は

な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
金

融
仲
介
機
能
を
発
揮
す
る
な
ど
金
融
機
関
本

来
の
役
割
か
ら
離
れ
つ
つ
あ
る
。

　

図
表
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
紀
北
信

用
金
庫
の
資
金
運
用
利
回
り
は
県
内
ほ
か

の
信
用
金
庫
よ
り
上
回
っ
て
い
る
が
、
総
資

金
利
鞘
は
す
で
に
マ
イ
ナ
ス
と
な
り
、
資

金
調
達
原
価
は
相
対
的
に
高
く
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
中
小
企
業
等
向
け
の
一
件
当
た

【 図表 】

紀北信金

預貸率

預証率

貸出金利回り

有価証券利回り

総資金利鞘

23.28%

59.82%

88.14％

433.1

2.37%

1.06%

△0.02%

42.74%

31.25%

82.85％

1010.4

1.81%

0.98%

0.14%

17.22%

45.76%

57.69％

1901.6

1.05%

0.78%

0.06%

47.23%

29.41%

88.40％

1159.1

1.67%

0.99%

0.01%

42.69%

43.64%

89.09％

1248.9

1.47%

0.82%

0.02%

中小企業等向け
貸出の割合

1 件当たりの金額
（単位：万円）

三重信金 津信金 北伊勢上野 桑名信金

資料：各信用金庫2017年度ディスクロージャー
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小田 敦子

　『ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
―
森
の
生
活
―
』や「
市
民
的
不
服
従
」

に
よ
っ
て
、勃
興
期
の
ア
メ
リ
カ
的
民
主
主
義
、個
人
主
義

の
実
践
の
方
法
を
鮮
や
か
に
示
し
た
ソ
ロ
ー
の
生
誕
二
〇

〇
年
を
記
念
し
て
、日
本
ソ
ロ
ー
学
会
が
論
文
集
を
編
ん

だ
。フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
が
西
進
し
、東
部
の
町
で
は
立
派
な
家

を
建
て
よ
う
と
人
々
が
あ
く
せ
く
働
い
て
い
た
一
九
世
紀

前
半
、ソ
ロ
ー
が
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
湖
畔
の
自
作
の
小
屋
で
実

践
、開
示
し
た
生
命
観
は
、自
然
保
護
や
現
代
の
エ
コ
ロ

ジ
ー
思
想
の
原
型
と
し
て
後
世
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

　今
回
の
論
文
集
は「
政
治
的
視
点
」と「
思
想
的
視
点
」の

二
部
か
ら
成
り
、私
は
後
者
に
、マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
コ

ン
コ
ー
ド
に
移
り
住
ん
だ
小
説
家
ホ
ー
ソ
ー
ン
が
、ソ

ロ
ー
、そ
し
て
、講
演
や
エ
ッ
セ
イ
を
通
じ
て「
自
己
信
頼
」

と
い
う
観
念
を
ア
メ
リ
カ
に
植
え
付
け
当
代
一
の
影
響
力

を
も
っ
た
エ
マ
ソ
ン
と
の
交
流
を
通
じ
て
、『
緋
文
字
』に
至

る
小
説
の
方
法
を
確
立
し
て
い
く
過
程
を
論
じ
た

“Em
erson and Thoreau as W

riters in H
aw
thorne’s 

Autobiographical Sketch, ‘The Old M
anse’”

を
寄
稿

し
た
。

　短
編
集
の
序
文
で
あ
る「
旧
牧
師
館
」と『
緋
文
字
』へ
の

序
文「
税
関
」は
ホ
ー
ソ
ー
ン
の
エ
ッ
セ
イ
の
傑
作
だ
が
、特

に
前
者
は
そ
の
豊
か
な
内
容
が
享
受
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。ま
た
、対
立
的
に
捉
え
ら
れ
が
ち
な
ホ
ー
ソ
ー
ン

と
エ
マ
ソ
ン
と
の
関
係
を
象
徴
的
言
語
と
い
う
観
点
か
ら

近
似
性
と
し
て
論
じ
た
点
で
も
文
学
批
評
と
し
て
も
価
値

が
あ
る
と
自
負
す
る
が
、私
が
特
に
書
き
た
か
っ
た
の
は
、

ホ
ー
ソ
ー
ン
を
魅
了
し
た（
そ
し
て
私
も
学
部
の
授
業
で
そ

の
よ
う
な
ホ
ー
ソ
ー
ン
に
引
か
れ
た
）木
や
空
を
実
際
よ
り

も
も
っ
と
リ
ア
ル
に
再
現
す
る
完
璧
な
水
鏡
と
な
る
コ
ン

コ
ー
ド
川
で
の
ボ
ー
ト
遊
び
の
描
写
の
魅
力
だ
っ
た
。

　ソ
ロ
ー
は
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
操
船
法
に
学
ん
だ
ボ
ー
ト

の
達
人
で
、ホ
ー
ソ
ー
ン
は
ソ
ロ
ー
か
ら
ボ
ー
ト
を
譲
り
受

け
、岸
辺
の
植
物
や
雲
の
反
映
の
中
を
滑
り
ゆ
く
川
遊
び
が

喚
起
す
る「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
よ
り
も
野
生
的
な
優
し
さ
」や

「
思
索
の
途
方
も
な
い
過
剰
」に
創
作
意
欲
を
掻
き
立
て
ら

れ
た
。「
旧
牧
師
館
」と
い
う
タ
イ
ト
ル
だ
が
、ホ
ー
ソ
ー
ン

は
こ
の
コ
ン
コ
ー
ド
川
を
書
き
た
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。そ

れ
は
、言
葉
は
乗
り
物
で
あ
っ
て
家
で
は
な
い
と
言
っ
た
エ

マ
ソ
ン
の
言
語
観
に
も
通
ず
る
も
の
で
、ス
ケ
ッ
チ
に
は
あ

ち
こ
ち
に「
厳
し
い
優
し
さ
」の
人
、エ
マ
ソ
ン
が
隠
れ
て
い

て
、「
旧
牧
師
館
」は
や
が
て
一
九
世
紀
の
古
典
と
な
る
ア
メ

リ
カ
文
学
が
誕
生
す
る
現
場
を
追
体
験
さ
せ
て
く
れ
る
。

　コ
ン
コ
ー
ド
の
文
人
た
ち
を
介
し
て
出
会
っ
た
師
や
友

と
の
交
流
が
あ
っ
て
、拙
論
が
あ
る
と
い
う
事
実
は
、私
に

と
っ
て
は
、僭
越
な
が
ら
、嬉
し
い
偶
然
の
一
致
と
呼
び
た

い
よ
う
な
も
の
で
、遅
筆
の
私
が
締
切
り
の
一
週
間
も
前
に

書
け
て
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う
の
も
狐
に
つ
ま
ま
れ
た
よ

う
だ
っ
た
。

（
お
だ 

あ
つ
こ
）

（
ア
メ
リ
カ
先
住
民
の
呼
称
に
つ
い
て
は
、当
時
の
も
の
を
使
っ
て
い
ま
す
。）

人文学部 准教授　経営学

社会共生学研究
いかに資本主義をマネジメント（制御）していくか
重本直利・篠原三郎・中村共一編著　晃洋書房　2018年発行
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本
書
の
い
う
社
会
共
生
学
は
「
共
生
社
会
」
を
実
現
す

る
方
法
に
関
す
る
学
問
で
あ
る
。
ま
た
、
本
書
は
、

2
0
1
4
年
度
か
ら
2
0
1
6
年
度
の
3
年
間
の
龍
谷
大

学
社
会
科
学
研
究
所
の
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果

と
し
て
編
集
・
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
テ
ー

マ
は
「
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
に
お
け
る
『
企
業
と
社
会
』
の

あ
り
方
に
関
す
る
総
合
研
究 

― 

経
営
学
方
法
論
お
よ

び
比
較
経
営
論
の
歴
史
的
・
理
論
的
整
理
・
検
討
を
と
お

し
て
の
社
会
経
営
学
の
確
立 

― 

」
で
あ
る
。
21
世
紀

初
頭
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
現
代
社
会
と
い
う
現
時
点
に

た
っ
て
「
企
業
と
社
会
」
の
あ
り
方
を
問
う
こ
と
を
研
究

目
的
と
し
た
。
経
営
学
方
法
論
の
新
た
な
課
題
、
と
り
わ

け
歴
史
的
お
よ
び
理
論
的
な
側
面
か
ら
の
比
較
経
営
論
的

ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
成
果
で
あ
る
。

　
経
営
学
は
F
・
W
・
テ
イ
ラ
ー
に
始
ま
っ
て
1
0
0
年

余
り
の
歴
史
を
持
つ
が
、
資
本
主
義
経
済
の
下
で
の
企
業

の
規
模
は
飛
躍
的
に
拡
大
し
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
社
会
の

中
で
占
め
る
役
割
を
大
き
く
し
て
き
た
。
も
は
や
企
業
経

営
と
い
っ
て
も
単
に
個
別
経
営
の
議
論
だ
け
で
は
す
ま
な

く
な
っ
て
い
る
。「
社
会
全
体
か
ら
見
た
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」

と
い
う
も
の
に
移
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
が
21
世
紀
で
あ

る
。
K
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
的
に
言
え
ば
、「
社
会
を
経
済
に

埋
め
込
む
」
19
世
紀
文
明
社
会
か
ら
「
経
済
を
社
会
に
埋

め
込
む
」
と
い
う
新
た
な
社
会
へ
の
展
望
を
課
題
と
し
て

い
る
。
ゆ
え
に
、
資
本
主
義
的
企
業
に
よ
っ
て
社
会
が
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
資
本
主
義
を
そ
も
そ

も
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
制
御
）
す
る
可
能
性
は
あ
る
の
か
。

こ
れ
が
社
会
共
生
学
の
課
題
で
あ
る
。
こ
う
し
た
課
題
に

20
名
の
研
究
者
が
取
り
組
ん
だ
の
が
本
書
で
あ
る
。

　
筆
者
は
こ
の
膨
大
な
研
究
の
成
果
の
中
で
、「
第
Ⅳ
部

　
共
生
社
会
へ
の
展
望
と
手
が
か
り
」
の
中
の
「
第
17

章
　
市
民
社
会
と
自
発
性
・
共
同
性
、
そ
し
て
相
互
自

助 

― 

協
同
組
合
論
の
検
討 

― 

」を
担
当
執
筆
し
た
。

本
章
で
は
、
協
同
組
合
を
通
じ
て
社
会
共
生
に
つ
い
て

の
課
題
や
展
望
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
協
同
組
合
に
着

目
し
た
の
は
、
市
民
な
ど
の
自
発
性
と
相
互
扶
助
と
し

て
の
共
同
性
に
基
づ
い
て
組
織
さ
れ
る
こ
と
が
、
社
会

共
生
の
実
現
に
お
い
て
、
人
間
の
主
体
性
の
発
揮
に
つ

な
が
り
、
資
本
主
義
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
お
い
て
重
要

な
要
素
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
社
会
共
生
の

実
現
を
念
頭
に
置
い
た
場
合
に
、
資
本
主
義
的
な
経
済

ル
ー
ル
に
巻
き
込
ま
れ
つ
つ
補
完
し
続
け
る
だ
け
に
終

わ
る
協
同
組
合
な
の
か
、
協
同
組
合
の
精
神
を
フ
ル
に

発
揮
し
た
社
会
の
あ
り
よ
う
に
資
本
主
義
的
企
業
も
合

わ
せ
ざ
る
を
得
な
く
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
わ

れ
る
中
、
協
同
組
合
は
、
担
う
主
体
を
学
習
を
通
し
て

増
や
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
共
生
を
実
現
し
う
る
可

能
性
を
持
つ
こ
と
を
示
し
た
。

（
あ
お
き 

ま
さ
お
）

鼎 

談

エ
ッ
セ
イ

エ
ッ
セ
イ

三
重
の
文
化
と
社
会

三
重
の
文
化
と
社
会

新
刊
自
著
を
語
る

新
刊
自
著
を
語
る

三
重
の
歴
史
と
風
景

三
重
の
歴
史
と
風
景

教
員
エ
ッ
セ
イ

教
員
エ
ッ
セ
イ

大
学
院
・
学
部
の
広
報

大
学
院
・
学
部
の
広
報

鼎 

談

34 33Vol.20 Vol.20



人文学部 准教授　言語学

Pragmatic Aspects
of Scalar Modifiers
The Semantics-Pragmatics Interface
Oxford: Oxford University Press　2018年発行

澤田 治

　
本
書
は
、「
ス
ケ
ー
ル
修
飾
語
」（scalar m

odifier
）の

語
用
論
的
機
能
に
つ
い
て
、意
味
論
と
語
用
論
の
イ
ン

タ
ー
フ
ェ
ー
ス
の
観
点
か
ら
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。本

書
で
と
り
わ
け
注
目
し
た
現
象
は
、意
味
論
レ
ベ
ル
で
使

わ
れ
る
ス
ケ
ー
ル
修
飾
語
が
、語
用
論
レ
ベ
ル
で
も
使
わ

れ
る
と
い
う
ス
ケ
ー
ル
の「
二
重
使
用
現
象
」で
あ
る
。た

と
え
ば
、次
の
例
に
お
け
る
日
本
語
の「
何
よ
り
も
」に
は
、

「
個
体
読
み
」と「
重
要
読
み
」の
２
つ
の
読
み
が
あ
る
が
、

前
者
は
意
味
論
レ
ベ
ル
の
意
味（
命
題
内
容
の
一
部
と

な
っ
て
い
る
意
味
）で
あ
る
の
に
対
し
、後
者
は
命
題
内
容

に
関
わ
ら
な
い
語
用
論
レ
ベ
ル
の
意
味
で
あ
る
。

　 

何
よ
り
も
テ
ニ
ス
は
楽
し
い
。

a
. 

意
味
論
的
意
味（
個
体
読
み
）: 

テ
ニ
ス
は
い
か

　
　
な
る
事
よ
り
も
楽
し
い
。

b
. 

語
用
論
的
意
味（
重
要
読
み
）:「
テ
ニ
ス
は
楽
し

　
　
い
」と
い
う
発
話
が
最
も
重
要
な
発
話
で
あ
る
。

　
ま
た
、　
に
お
け
る
英
語
のfully

は
、「
ま
っ
す
ぐ
さ
」の
度

合
い
で
最
高
レ
ベ
ル
に
あ
る
と
い
う
意
味
論
的
な
意
味
を
表

し
て
い
る
の
に
対
し
、　
のfully

は
、当
該
の
命
題
に
対
す

る
話
者
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
度
合
い
を
強
調
す
る
語
用
論

的（
感
情
表
出
的
）な
意
味
を
表
し
て
い
る
。

　
a
. The pipe is fully straight.

　
　（
意
味
論
的
用
法
）

b
. Brenda is fully going to fly kick m

e!

　
　（
語
用
論
的
用
法
）

　
本
書
は
、日
英
語
の
デ
ー
タ
を
中
心
に
、比
較
表
現
、強
調

詞
、最
小
化
詞
、反
期
待
的
ス
ケ
ー
ル
修
飾
語
等
、様
々
な
ス

ケ
ー
ル
修
飾
語
の
二
重
使
用
現
象
に
つ
い
て
考
察
し
、意
味

論
的
な
ス
ケ
ー
ル
的
意
味
と
語
用
論
的
な
ス
ケ
ー
ル
的
意

味
と
の
間
に
は
平
行
性
が
あ
り
、両
者
は
、「
程
度
性
」と
い

う
概
念
を
多
次
元
的
に
捉
え
る
こ
と
で
説
明
可
能
で
あ
る

と
主
張
し
て
い
る
。

　
従
来
、論
理
学
や
形
式
意
味
論
の
研
究
で
は
、コ
ン
テ
ク
ス

ト
を
捨
象
し
た
論
理
的
な
意
味
が
主
た
る
研
究
対
象
で
あ
っ

た
が
、近
年
、言
語
行
為
、情
報
構
造
、推
意
を
は
じ
め
、コ
ン

テ
ク
ス
ト
や
発
話
場
面
が
深
く
関
わ
っ
た
現
象
に
つ
い
て
の

新
た
な
理
論
が
提
案
さ
れ
て
き
て
い
る
。本
書
も
、こ
の
よ
う

な
発
展
状
況
の
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る

が
、と
り
わ
け
ス
ケ
ー
ル
性
の
観
点
か
ら
意
味
論
と
語
用
論

の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
と
い
う
点
が
特
徴
で
あ
る
。

　
本
書
の
基
と
な
っ
た
も
の
は
、2
0
1
0
年
に
シ
カ
ゴ
大

学
に
提
出
し
た
博
士
論
文
で
あ
る
が
、在
学
中
に
指
導
い
た

だ
い
た
先
生
方
に
は
、改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。ま
た
、

本
書
で
は
、博
士
論
文
で
は
扱
わ
な
か
っ
た
埋
め
込
み
文
に

お
け
る
解
釈
や
ス
ケ
ー
ル
修
飾
語
の
意
味
変
化
な
ど
に
つ

い
て
も
考
察
し
て
い
る
が
、内
容
に
関
し
て
は
、国
内
外
の

学
会
の
他
、三
重
大
学
で
の
授
業
や
研
究
会
で
も
議
論
す
る

こ
と
が
で
き
、非
常
に
勉
強
に
な
っ
た
。ま
だ
ま
だ
未
解
決

の
問
題
点
は
多
々
あ
る
が
、今
後
も
少
し
で
も
研
究
の
発
展

に
貢
献
で
き
る
よ
う
、精
進
し
て
い
き
た
い
。

（
さ
わ
だ 

お
さ
む
）

（1）

（2）

（2a）

（1b）

人文学部 准教授
多国籍企業論／経営戦略論

アメリカIT産業のサービス化
ウィンテル支配とIBMの事業変革
日本経済評論社　2017年発行

森原 康仁

ウ
ィ
ン
テ
ル
と
Ｇ
Ａ
Ｆ
Ａ

　
現
代
経
済
を
牽
引
す
る
産
業
が
Ｉ
Ｔ（
情
報
技
術
）産
業

で
あ
る
こ
と
を
疑
う
人
は
少
な
い
で
し
ょ
う
。た
と
え
ば
、

直
近
の
ア
メ
リ
カ
株
式
市
場
の
時
価
総
額
ラ
ン
キ
ン
グ
上

位
10
社
に
占
め
る
Ｉ
Ｔ
関
連
企
業
の
数
は
実
に
７
社（
２
０

１
８
年
10
月
時
点
）。Ｉ
Ｔ
産
業
は「
現
代
経
済
の
顔
」で
あ

る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
す
。２
０
１
８
年
現
在
、Ｉ
Ｔ
産
業

の
花
形
は「
Ｇ
Ａ
Ｆ
Ａ
」（
ガ
ー
フ
ァ
）と
呼
ば
れ
る
Ｉ
Ｔ
４

強
で
す
が（
グ
ー
グ
ル
、ア
ッ
プ
ル
、フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
、ア

マ
ゾ
ン
）、１
９
９
０
年
代
の
花
形
は「
ウ
ィ
ン
テ
ル
」（
マ
イ

ク
ロ
ソ
フ
ト
、イ
ン
テ
ル
）で
し
た
。パ
ソ
コ
ン
の
代
名
詞
は

い
ま
で
も
W
i
n
d
o
w
s
で
す
し
、「
イ
ン
テ
ル
入
っ
て

る
」と
い
う
コ
ピ
ー
の
流
れ
る
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
を
ご
覧
に

な
っ
た
こ
と
の
あ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

　
拙
著
は
、90
年
代
か
ら
２
０
０
０
年
代
に
か
け
て
の
ア
メ

リ
カ
に
お
け
る
Ｉ
Ｔ
産
業
の
あ
り
方
を
こ
の
ウ
ィ
ン
テ
ル

２
社
に
よ
っ
て
説
明
す
る
の
で
は
な
く
、む
し
ろ
花
形
２
社

に
よ
っ
て
駆
逐
さ
れ
た（
と
思
わ
れ
た
）側
か
ら
説
明
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
す
。

ウ
ィ
ン
テ
ル
の
支
配

　
な
ぜ
駆
逐
さ
れ
た（
と
思
わ
れ
た
）側
か
ら
説
明
す
る
必

要
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
ウ
ィ
ン
テ
ル
の
戦
略
の
特
徴
は「
特
定
の
部
品
に
特
化

し
、関
連
す
る
部
品
は
パ
ー
ト
ナ
ー
に
つ
く
ら
せ
る
こ
と
」

で
し
た
。た
と
え
ば
、マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
は
Ｏ
Ｓ
、イ
ン
テ
ル

は
Ｃ
Ｐ
Ｕ
だ
け
つ
く
り
、パ
ソ
コ
ン
に
必
要
な
メ
モ
リ
ー
、

ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
等
の
製
造
は
他
社
に
任
せ
ま
し
た
。一

方
、ウ
ィ
ン
テ
ル
に
よ
っ
て
駆
逐
さ
れ
た（
と
思
わ
れ
た
）企

業
は
、こ
う
し
た
部
品
の
多
く
を
内
製
し
て
い
ま
し
た
。

　
し
か
し
、こ
れ
で
は
コ
ス
ト
が
か
り
す
ぎ
、こ
れ
ら
の
大

企
業
は
ウ
ィ
ン
テ
ル
と
の
競
争
に
つ
い
て
い
け
な
く
な
り

ま
す
。そ
の
結
果
、90
年
代
初
頭
に
は「
巨
象
」Ｉ
Ｂ
Ｍ
で
す

ら
、経
営
史
上
は
じ
め
て
の
赤
字
を
出
し
ま
す
。「
ウ
ィ
ン
テ

ル
が
Ｉ
Ｔ
産
業
の
あ
り
方
を
根
本
的
に
変
え
た
。こ
れ
か
ら

は
得
意
な
こ
と
に
特
化
す
る
企
業
が
勝
つ
」。当
時
、こ
う
し

た
認
識
は
強
い
説
得
力
を
も
っ
た
の
で
す
。

「
常
識
」を
覆
し
た
Ｉ
Ｂ
Ｍ

　
と
こ
ろ
が
、90
年
代
後
半
以
降
、倒
産
の
危
機
に
あ
る
と

思
わ
れ
た
Ｉ
Ｂ
Ｍ
が
復
活
し
ま
す
。そ
の
業
績
は
黄
金
時
代

の
70
年
代
に
匹
敵
す
る
も
の
で
し
た
。
し
か
も
、復
活
の
カ

ギ
に
な
っ
た
の
は「
得
意
な
こ
と
に
特
化
す
る
こ
と
」と
は

真
逆
で
、「
い
ろ
い
ろ
な
能
力
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
」に
あ

り
ま
し
た
。つ
ま
り
Ｉ
Ｂ
Ｍ
は「
常
識
」を
覆
し
た
の
で
す
。

　
そ
の
具
体
的
な
内
容
と
含
意
は
ぜ
ひ
拙
著
を
お
読
み
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。本
書
を
つ
う
じ
て
、製
品
の
技

術
的
特
徴
か
ら
直
接
に
産
業
や
企
業
の
あ
り
方
を
説
明
す

る
の
は
や
は
り
問
題
が
あ
り
、企
業
戦
略
の
自
律
性
、独
自

性
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
て
い
た
だ
け
る

と
思
い
ま
す
。

（
も
り
は
ら 

や
す
ひ
と
）
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学
び
の
発
信
地
・
三
重

菅
原 

彩
加
人
文
学
部 

講
師

生
成
文
法

記念館に併設されている本居宣長旧宅。1階部分は中に入って見ることができる。

（上）本居宣長が書いた「古事記伝」。美しい字に、
学問をする姿勢について襟を正される思いがする。
（下）本居宣長記念館。定期的に企画される展示説明会では、
館長の吉田悦之氏による解説を聞くことができる。

「
ご
み
箱
」
で
は
連
濁
す
る
の
に
、
同
じ
意
味

を
表
し
そ
う
な
「
ご
み
ケ
ー
ス
」
と
い
う
単

語
を
作
っ
て
も
連
濁
し
な
い
。
ま
た
、「
箱
」

や「
ケ
ー
ス
」と
同
じ
意
味
を
表
し
そ
う
な「
か

ご
」
と
複
合
語
を
作
っ
た
と
し
て
も
、「
ご
み

か
ご
」
と
な
り
連
濁
し
な
い
。
さ
て
、
な
ぜ

だ
ろ
う
か
？
授
業
で
あ
れ
ば
こ
こ
で
15
分
ほ

ど
時
間
を
取
り
考
え
て
も
ら
う
の
だ
が
、
そ

う
も
い
か
な
い
の
で
答
え
を
紹
介
し
よ
う
。

ま
ず
「
読
み
書
き
」
は
「
前
部
要
素
と
後
部

要
素
の
意
味
が
並
列
の
場
合
、
連
濁
は
起
こ

ら
な
い
」
と
い
う
ル
ー
ル
が
あ
る
た
め
に
連

濁
し
な
い
。
前
部
要
素
が
後
部
要
素
を
修
飾

す
る
「
下
書
き
」「
試
し
書
き
」
な
ど
は
連
濁

す
る
。
並
列
に
よ
り
連
濁
し
な
い
例
は
他
に

「
親
子
」「
好
き
嫌
い
」な
ど
が
あ
る
。
次
に「
白
」

の
例
で
あ
る
。「
ホ
オ
ジ
ロ
ザ
メ
」
は
、「
頬

が
白
い
サ
メ
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
複
合

の
順
番
は（（
ホ
オ
＋
シ
ロ
）＋
サ
メ
）で
あ
る
。

一
方
「
モ
ン
シ
ロ
チ
ョ
ウ
」
は
、
模
様
が
白

い
の
で
は
な
く
白
い
羽
に
黒
い
紋
が
付
い
て

い
る
蝶
だ
。
つ
ま
り
複
合
の
順
番
は
（
モ
ン

＋（
シ
ロ
＋
チ
ョ
ウ
））
で
あ
る
。
連
濁
は
、
そ

の
単
語
が
直
接
前
部
要
素
と
複
合
し
て
い
る

場
合
の
み
（
右
記
の
よ
う
な
書
き
方
を
す
れ

ば
、
カ
ッ
コ
に
遮
ら
れ
ず
に
前
部
要
素
と
繋

が
っ
て
い
る
場
合
）
に
生
じ
る
。
つ
ま
り
「
モ

ン
シ
ロ
チ
ョ
ウ
」の「
シ
ロ
」は
、そ
の
前
の「
モ

ン
」
と
ロ
ー
カ
ル
に
複
合
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
た
め
連
濁
し
な
い
の
だ
。
次
の
「
ご

み
ケ
ー
ス
」
に
つ
い
て
は
、
ピ
ン
と
来
た
人

も
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
連
濁
は
基
本
的
に

和
語
に
生
じ
、
外
来
語
に
は
生
じ
な
い
。
で

は
「
ご
み
か
ご
」
で
は
な
ぜ
連
濁
が
起
こ
ら

な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、「
後
部
要
素
に

濁
音
が
あ
る
場
合
に
は
連
濁
し
な
い
」
と
い

う
ル
ー
ル
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
ル
ー

ル
が
言
語
学
者
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
ス
ミ
ス
・
ラ
イ
マ

ン
と
い
う
お
雇
い
外
国
人
が
日
本
語
に
つ
い

て
考
察
し
た
1
8
9
4
年
の
文
献
が
き
っ
か

け
で
あ
り
、
一
般
的
に
「
ラ
イ
マ
ン
の
法
則
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
。

３
　
三
重
の
国
学
者
・
本
居
宣
長

　
日
本
語
特
有
の
現
象
な
の
に
、
発
見
者
は

外
国
人
な
の
か
…
と
ち
ょ
っ
と
残
念
に
感
じ

た
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
朗
報
が
あ
る
。

実
は
、
ラ
イ
マ
ン
が
19
世
紀
終
わ
り
に
当
該

の
ル
ー
ル
を
見
つ
け
た
１
世
紀
以
上
前
の
18

世
紀
後
半
に
、
こ
の
「
後
部
要
素
に
濁
音
が

あ
る
と
連
濁
し
な
い
」
と
い
う
ル
ー
ル
を
見

つ
け
て
い
た
日
本
人
が
い
た
、
と
20
世
紀
後

半
に
再
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
人
物

と
は
、
三
重
県
が
誇
る
国
学
者
・
本
居
宣
長

で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
言
語
学
界
隈
に
お

い
て
こ
の
ル
ー
ル
は
現
在
「
本
居
・
ラ
イ
マ

ン
の
法
則
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
連
濁
は
記
録
が
遡
れ
る
限
り
の
大
昔
の
時

代
か
ら
使
わ
れ
て
い
る
。
何
百
年
も
の
間
誰

も
気
づ
か
な
か
っ
た
連
濁
に
つ
い
て
の
ル
ー

ル
を
、
鋭
い
観
察
眼
で
記
述
し
た
本
居
宣
長

と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
な
の
だ
ろ
う
か
。
本

居
宣
長
は
1
7
3
0
年
に
松
阪
の
木
綿
商
人

の
家
に
生
ま
れ
た
。
親
は
宣
長
を
商
人
に
し

た
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
商
い
に
興
味
が

な
く
読
書
に
ふ
け
る
彼
を
見
て
、
母
が
医
者

に
な
る
こ
と
を
勧
め
た
と
い
う
。
果
た
し
て

宣
長
は
医
者
に
な
り
、
松
阪
で
昼
間
は
診
察
、

夜
は
勉
学
と
い
っ
た
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
。

松
阪
市
に
「
本
居
宣
長
記
念
館
」
が
あ
り
、

宣
長
の
残
し
た
資
料
の
数
々
や
、
住
ん
で
い

た
家
屋
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
昼
間
は
往

診
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
に
、
夜
に
は
休
む
こ

と
な
く
「
古
事
記
」
や
「
源
氏
物
語
」
な
ど

の
考
察
・
解
説
本
を
し
た
た
め
、
そ
れ
ら
日

本
古
来
の
重
要
な
文
献
を
解
説
す
る
集
ま
り

を
催
し
た
。
そ
の
講
義
の
評
判
は
全
国
に
知

れ
渡
り
、
全
国
か
ら
「
宣
長
さ
ん
の
講
義
を

聞
き
た
い
」
と
門
人
が
集
ま
っ
て
き
た
そ
う

で
あ
る
。
い
わ
ば
、
学
問
を
す
る
こ
と
、
知

識
を
得
る
こ
と
の
喜
び
を
三
重
か
ら
全
国
へ

発
信
し
て
い
た
人
物
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
偉

大
な
先
人
に
続
い
て
、
こ
こ
三
重
大
学
も
「
学

び
の
喜
び
」を
求
め
て
全
国
か
ら
人
が
集
ま
り
、

全
国
へ
届
け
ら
れ
る
存
在
で
あ
れ
ば
と
思
う
。

（
す
が
わ
ら 

あ
や
か
）

１
　
日
本
語
、
知
っ
て
い
ま
す
か
？

　
言
語
学
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
研
究
し

て
い
る
の
か
、
と
よ
く
聞
か
れ
る
。
言
語
学

者
の
イ
メ
ー
ジ
は
「
聞
い
た
こ
と
も
な
い
言

語
の
文
法
を
熟
知
し
て
い
る
」「
あ
ら
ゆ
る
言

葉
の
ト
リ
ビ
ア
を
知
っ
て
い
る
」
と
い
っ
た

も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ

の
よ
う
な
分
野
も
言
語
学
の
一
分
野
だ
が
、

言
語
学
の
研
究
全
て
が
日
常
生
活
で
実
感
の

わ
か
な
い
現
象
を
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。む
し
ろ
言
語
学
は
、老
若
男
女
、理
系
文
系
、

ど
ん
な
人
に
と
っ
て
も
身
近
な
「
言
語
」
を

扱
っ
て
お
り
実
感
し
か
わ
か
な
い
学
問
な
の

で
あ
る
。
で
は
こ
こ
で
、
自
分
は
日
本
語
を

本
当
に
知
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
自
問
自

答
し
て
い
た
だ
こ
う
。
質
問
１
、
日
本
語
に

お
い
て
単
語
と
単
語
を
並
べ
て
複
合
語
を
作

る
際
、
ど
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
る
だ
ろ
う

か
？
例
え
ば
、ア
ク
セ
ン
ト
が
変
わ
る
。「
日
本
」

と
い
う
言
葉
は
単
独
で
発
音
さ
れ
る
と
、
音

の
高
低
は
「
低
高
低
」
で
あ
る
が
、「
日
本
語
」

と
い
う
複
合
語
の
中
の
「
に
ほ
ん
」
の
部
分

は
「
低
高
高
」
と
な
る
。
そ
の
他
に
も
変
化

は
あ
る
だ
ろ
う
か
？
例
え
ば
、「
迷
い
」と「
箸
」

で
「
迷
い
箸
」。「
三
羽
」
と
「
か
ら
す
」
で
「
三

羽
が
ら
す
」。
そ
う
、
複
合
語
に
な
る
と
後
半

の
語
頭
が
清
音
か
ら
濁
音
に
な
る
の
だ
。
ち

な
み
に
こ
の
現
象
は
「
連
濁
」
と
呼
ば
れ
、

国
際
的
に
も "Rendaku" 

と
言
及
さ
れ
る
。

２
　
連
濁
が
起
こ
ら
な
い
場
合

　
で
は
質
問
２
。
複
合
語
生
成
時
に
は
連
濁

が
起
こ
る
場
合
と
起
こ
ら
な
い
場
合
が
あ
る

が
、
ど
の
よ
う
な
ル
ー
ル
が
あ
る
の
だ
ろ
う

か
？
例
え
ば
、「
下
書
き
」で
は
連
濁
す
る
の
に
、

「
読
み
書
き
」
で
は
連
濁
し
な
い
。「
ホ
オ
ジ

ロ
ザ
メ
」
の
「
白
」
の
部
分
は
連
濁
す
る
の
に
、

「
モ
ン
シ
ロ
チ
ョ
ウ
」の「
白
」は
連
濁
し
な
い
。
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毎
学
期
、
最
初
の
講
義
で
中
国
に
対
す
る
イ

メ
ー
ジ
を
聞
く
こ
と
に
し
て
い
る
。
か
れ
こ
れ

十
年
近
く
行
っ
て
い
る
が
、
年
に
よ
っ
て
結
果

は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
例
え
ば
、
日
本
で
「
毒

入
り
餃
子
」
や
「PM

2.5

」、
あ
る
い
は
反
日
・

領
土
問
題
が
大
き
く
報
道
さ
れ
て
い
れ
ば
負
の

コ
メ
ン
ト
が
多
く
な
り
、
そ
れ
ほ
ど
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
中
華
料
理
や
長
い
歴
史
な

ど
好
意
的
な
コ
メ
ン
ト
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
経

済
成
長
や
沿
岸
部
と
内
陸
部
の
格
差
、
一
人
っ

子
政
策
、
民
族
問
題
な
ど
、
踏
み
込
ん
だ
コ
メ

ン
ト
も
み
ら
れ
る
。

　

私
が
中
国
の
歴
史
を
学
ぶ
よ
う
に
な
っ
た

き
っ
か
け
は
、
某
大
学
文
学
部
史
学
科
東
洋

史
専
攻
に
合
格
、
研
究
室
の
女
性
教
員
の
も

と
で
勉
強
す
る
た
め
に
、
そ
の
教
員
の
専
門

で
あ
っ
た
中
国
史
、
そ
れ
も
家
族
や
女
性
に

関
す
る
こ
と
を
勉
強
し
は
じ
め
た
、
と
い
う

た
わ
い
も
な
い
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
中

国
の
歴
史
は
嫌
い
で
、『
三
国
志
』
に
も
興

味
が
な
か
っ
た
。
中
国
が
ど
の
よ
う
な
国
か

な
ど
全
く
無
関
心
で
ほ
と
ん
ど
何
も
知
ら
な

か
っ
た
自
分
と
比
較
す
る
と
、
今
の
学
生
は

中
国
に
対
し
て
何
が
し
か
イ
メ
ー
ジ
で
き
る

だ
け
の
情
報
を
持
っ
て
い
る
。
あ
る
大
学
で

担
当
し
て
い
た
「
外
国
史
」
と
い
う
授
業
で

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
中
国
両
方
の
イ
メ
ー
ジ
を

聞
い
て
い
た
が
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
情
報
が
あ

ま
り
な
い
の
で
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う

コ
メ
ン
ト
が
よ
く
か
え
っ
て
き
て
い
た
。
こ

の
こ
と
か
ら
も
、
い
か
に
中
国
の
情
報
が
日

本
に
溢
れ
て
い
る
か
が
わ
か
る
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
多
く
の
情
報
を
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に

し
て
い
て
も
中
国
へ
の
理
解
は
深
ま
ら
な
い
。

だ
か
ら
「
よ
ほ
ど
大
規
模
な
地
殻
変
動
で
も

起
こ
ら
な
い
限
り
隣
国
で
あ
り
続
け
る
大
国

中
国
を
理
解
す
る
た
め
、
歴
史
を
学
ぶ
必
要

が
あ
る
」
と
、
受
講
生
と
同
じ
位
の
年
齢
ま

で
全
く
興
味
の
な
か
っ
た
中
国
史
の
授
業
で

い
つ
も
言
っ
て
い
る
。

　

中
国
理
解
と
歴
史
の
関
係
を
強
く
意
識
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
中
国
留
学
を
終
え
て
か

ら
で
あ
る
。
約
一
年
半
の
中
国
南
京
大
学
留
学

中
に
体
験
し
感
じ
た
日
本
と
の
違
い
等
に
つ
い

て
、
帰
国
後
、
勉
強
を
続
け
て
い
く
な
か
で
、

そ
れ
ら
が
昔
か
ら
続
い
て
い
る
こ
と
に
気
付
い

た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
留
学
中
は
、
自
己
主

張
を
し
な
け
れ
ば
物
事
が
す
す
ま
な
い
状
況
の

な
か
で
生
活
し
、
長
期
休
暇
や
週
末
の
一
人
旅

で
は
多
く
の
人
に
助
け
ら
れ
（
時
に
騙
さ
れ
）、

広
大
な
領
土
、
多
様
な
文
化
を
感
じ
る
こ
と
が

で
き
た
。
訪
れ
た
土
地
で
は
何
か
を
得
よ
う
と

決
め
、
ど
こ
に
行
っ
て
も
感
動
し
て
い
た
の
だ

が
、
日
本
人
留
学
生
が
お
気
に
入
り
の
上
海
は

ど
う
も
好
き
に
な
れ
ず
、「
空
が
ど
ん
よ
り
い

つ
も
曇
っ
て
い
て
、湿
度
が
高
く
、危
険
が
い
っ

ぱ
い
な
都
市
」と
い
っ
た
印
象
し
か
な
か
っ
た
。

　

留
学
を
終
え
て
完
全
帰
国
し
て
か
ら
あ
ま

り
行
か
な
か
っ
た
中
国
に
、
最
近
ま
た
行
く

よ
う
に
し
て
い
る
。
中
部
地
区
か
ら
の
利
便

性
も
あ
り
上
海
の
空
港
を
利
用
す
る
の
で
、

上
海
が
最
初
に
体
感
す
る
中
国
で
あ
る
。
久

し
ぶ
り
に
上
海
に
降
り
立
つ
と
、
空
は
抜
け

る
よ
う
な
青
さ
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
大

気
汚
染
が
大
問
題
と
な
っ
た
中
国
と
は
お
も

え
な
い
ほ
ど
、
さ
ら
に
留
学
中
に
感
じ
た
ど

ん
よ
り
さ
も
そ
れ
ほ
ど
気
に
な
ら
ず
、
予
想

以
上
に
空
気
が
き
れ
い
な
こ
と
に
驚
か
さ
れ

た
。
色
々
あ
る
で
あ
ろ
う
理
由
の
う
ち
、
も
っ

と
も
身
近
に
感
じ
た
の
は
ス
ク
ー
タ
ー
の
電

動
化
で
あ
る
。
昔
と
か
わ
ら
ず
多
く
の
ス
ク
ー

タ
ー
が
走
っ
て
い
た
が
、
音
が
せ
ず
真
後
ろ

に
い
て
も
気
付
か
な
い
し
、
よ
く
よ
く
ス
ク
ー

タ
ー
を
見
る
と
マ
フ
ラ
ー
が
な
い
。
ス
ク
ー

タ
ー
か
ら
の
排
気
ガ
ス
を
無
く
し
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。
改
め
て
道
路
を
見
る
と
電
気
自

動
車
も
走
っ
て
い
た
。「
さ
す
が
は
中
国
」
と

納
得
し
た
。

　

中
国
は
、
二
千
年
以
上
前
に
中
央
集
権
制

と
な
り
、
こ
の
千
年
ほ
ど
は
一
時
の
混
乱

分
裂
時
期
を
除
い
て
独
裁
国
家
で
あ
る
。
中

国
共
産
党
に
よ
る
一
党
独
裁
体
制
下
に
お
い

て
、
前
近
代
よ
り
も
そ
の
統
治
能
力
は
高
ま

り
、
す
み
ず
み
ま
で
あ
っ
と
い
う
間
に
法
令

が
行
き
渡
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
が

空
気
の
清
浄
化
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
締
め

付
け
ば
か
り
が
す
ぐ
に
行
き
渡
る
の
で
は
な

い
と
こ
ろ
が
ま
た
中
国
ら
し
い
。
経
済
成
長

の
鈍
化
に
伴
い
、
中
国
政
府
は
大
気
環
境
改

善
に
関
す
る
規
制
を
緩
め
た
。
す
る
と
こ
れ

ま
た
あ
っ
と
い
う
間
に
汚
染
が
悪
化
し
、
ほ

ん
の
ち
ょ
っ
と
先
す
ら
見
え
な
い
状
況
が
復

活
し
た
。
天
候
と
の
関
係
も
あ
る
よ
う
だ
が
、

生
産
停
止
を
し
て
い
た
工
場
が
稼
働
し
た
よ

う
で
あ
る
。
私
の
留
学
し
て
い
た
南
京
の
空

は
、
約
二
十
年
前
留
学
当
時
は
真
っ
青
で

あ
っ
た
が
、
テ
レ
ビ
で
み
た
映
像
で
は
真
っ

白
で
あ
っ
た
。

　

規
制
が
厳
し
く
な
れ
ば
粛
々
と
従
い
、
緩

め
ば
す
ぐ
に
対
応
す
る
今
の
中
国
人
の
姿

は
、
私
が
読
ん
で
い
る
漢
文
史
料
に
出
て
く

る
、
数
百
年
前
に
お
い
て
制
度
を
利
用
し
な

が
ら
し
た
た
か
に
生
き
て
い
た
人
々
と
重
な

る
。
や
は
り
「
中
国
を
知
る
に
は
歴
史
を
学

ぶ
べ
し
」
な
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
反
日
・

領
土
問
題
に
つ
い
て
は
、
岡
本
隆
司
『
中
国

「
反
日
」
の
源
流
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、

二
〇
一
一
）、
檀
上
寛
『
天
下
と
天
朝
の
中
国

史
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
一
六
）
を
学
生
に
薦

め
て
い
る
。

（
さ
か
い 

け
い
こ
）
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談

　

世
の
中
に
は
、
二
つ
の
行
政
法
が
あ
る
よ
う
で

あ
る
。
一
つ
は
国
家
権
力
が
国
民
を
支
配
す
る
た

め
の
正
当
化
根
拠
と
し
て
の
行
政
法
、
も
う
一
つ

は
、
国
民
が
主
権
者
と
し
て
国
家
権
力
の
権
限
行

使
を
適
正
化
す
る
行
政
法
で
あ
る
。
こ
の
点
、
昨

今
の
普
天
間
飛
行
場
の
代
替
施
設
と
さ
れ
る
沖

縄
・
辺
野
古
新
基
地
建
設
を
め
ぐ
る
動
向
は
、
こ

の
対
照
性
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
こ

れ
以
上
沖
縄
の
基
地
負
担
は
耐
え
ら
れ
な
い
」
と

す
る
県
民
の
世
論
を
受
け
て
、「
あ
ら
ゆ
る
手
段
」

で
国
に
対
抗
す
る
沖
縄
県
知
事
と
、「
普
天
間
基

地
の
移
設
先
は
辺
野
古
が
唯
一
の
選
択
肢
で
あ

る
」
と
し
て
粛
々
と
（
あ
る
い
は
淡
々
と
）
工
事

を
推
し
進
め
る
安
倍
政
権
の
姿
勢
で
あ
る
。
前
者

は
謝
花
喜
一
郎
沖
縄
県
副
知
事
に
よ
る
「
法
律
に

よ
る
行
政
の
原
理
」
と
い
う
言
葉
で
、
後
者
は
菅

官
房
長
官
に
よ
る
「
わ
が
国
は
法
治
国
家
」
と
の

言
い
回
し
で
、
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
と
の
経
緯
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。　

一
九
九
五
年
九
月
に
発
生
し
た
ア
メ
リ
カ
海
兵
隊

員
に
よ
る
少
女
暴
行
事
件
を
受
け
て
翌
九
六
年
四

月
、普
天
間
飛
行
場
の
全
面
返
還
が
発
表
さ
れ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
政
府
は
九
九
年
一
二
月
、「
普
天

間
飛
行
場
の
移
設
に
か
か
る
政
府
方
針
」（
キ
ャ

ン
プ
・
シ
ュ
ワ
ブ
水
域
内
名
護
市
辺
野
古
沿
岸
域

に
軍
民
共
用
・
一
五
年
使
用
期
限
）
を
閣
議
決
定

し
た
。
こ
れ
は
、
日
米
地
位
協
定
の
改
善
お
よ
び

受
け
入
れ
施
設
の
使
用
期
限
一
五
年
等
を
条
件
と

し
た
稲
嶺
恵
一
沖
縄
県
知
事
と
岸
本
建
男
名
護
市

長
（
い
ず
れ
も
当
時
）
に
よ
る
受
け
入
れ
表
明
を

受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。と
こ
ろ
が
こ
の
決
定
は
、

二
〇
〇
六
年
五
月
の
閣
議
決
定
で
廃
止
さ
れ
、
こ

れ
に
代
わ
っ
て
同
日
、
現
在
の
Ｖ
字
型
滑
走
路
計

画
が
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、
岸

本
名
護
市
長
や
稲
嶺
恵
一
知
事
で
す
ら
も
容
認
で

き
な
い
も
の
と
な
る
。

　

さ
て
、
日
本
国
内
に
ア
メ
リ
カ
軍
基
地
を
造
成

す
る
場
合
、
ま
ず
は
日
本
政
府
が
そ
の
用
地
を
確

保
す
る
こ
と
に
な
る
。
海
上
に
基
地
を
造
成
す
る

場
合
、
埋
立
て
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
は
、
都

道
府
県
知
事
の
ゆ
る
し
を
得
な
い
か
ぎ
り
、
海
面

は
埋
め
立
て
ら
れ
な
い
。
民
間
企
業
や
地
方
自
治

体
が
埋
立
て
の
ゆ
る
し
を
得
る
場
合
、こ
れ
を「
免

許
」
と
呼
び
、
国
が
県
に
埋
立
て
の
ゆ
る
し
を
得

る
場
合
、
こ
れ
を
「
承
認
」
と
呼
ぶ
。
本
件
沖
縄

県
と
国
と
の
争
い
は
、
辺
野
古
沖
の
海
面
の
埋
立

て
に
つ
い
て
の
沖
縄
県
知
事
の
承
認
を
め
ぐ
る
争

い
で
あ
る
。
沖
縄
県
の
仲
井
眞
弘
多
知
事（
当
時
）

は
、
二
〇
一
三
年
一
二
月
二
七
日
、「
環
境
の
保

全
上
重
大
な
問
題
が
あ
る
」「
地
元
の
理
解
が
得

ら
れ
な
い
移
設
案
を
実
現
す
る
の
は
事
実
上
不
可

能
」
と
の
知
事
意
見
や
二
五
項
目
一
七
五
件
の
指

摘
事
項
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
承
認
し
た
。
そ
の
後

国
は
、「
わ
が
国
は
法
治
国
家
で
あ
る
」
と
し
て
、

工
事
を
強
行
し
て
き
て
い
る
。対
し
て
沖
縄
県
は
、

昨
年
八
月
三
一
日
、
公
有
水
面
埋
立
法
所
定
の
条

件
に
合
致
し
て
い
な
い
と
し
て
、「
違
法
な
状
態

を
放
置
で
き
な
い
と
い
う
法
律
に
よ
る
行
政
の
原

理
の
観
点
か
ら
」、承
認
の
効
力
を
取
消
し
た
（
撤

回
）
の
で
あ
る
。
公
有
水
面
埋
立
法
は
、
埋
立
承

認
に
際
し
て
、
同
法
四
条
一
項
の
一
号
で
、「
国

土
利
用
上
適
正
且
合
理
的
な
る
こ
と
」
と
し
、
同

二
号
は
、「
其
の
埋
立
が
環
境
保
全
及
災
害
防
止

に
付
十
分
配
慮
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
る
こ
と
」
を

承
認
の
条
件
と
し
て
規
定
す
る
。

　

さ
て
、
仲
井
眞
知
事
の
承
認
後
の
二
〇
一
四

年
一
一
月
一
六
日
、
知
事
選
挙
で
仲
井
眞
知
事
を

一
〇
万
票
の
大
差
で
破
っ
た
翁
長
雄
志
が
、
新
知

事
と
な
る
。
翁
長
知
事
は
、
上
記
承
認
処
分
を
検

証
す
べ
く
、
環
境
学
者
や
弁
護
士
等
が
入
っ
た
第

三
者
委
員
会
を
立
ち
上
げ
る
。
そ
し
て
同
委
員
会

に
よ
る
検
証
結
果
報
告
書
に
基
づ
き
、
二
〇
一
五

年
一
〇
月
一
三
日
、
承
認
処
分
を
取
り
消
し
た
。

そ
れ
は
、
法
律
に
基
づ
い
て
委
ね
ら
れ
た
裁
量
権

の
範
囲
内
で
、
前
知
事
の
判
断
を
や
り
直
し
た
も

の
で
あ
り
、「
職
権
取
消
」
あ
る
い
は
「
自
庁
取

消
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
承
認
取
消
処
分
に
対
し

て
、
国
は
ま
さ
か
の
対
抗
措
置
を
と
る
。

　

そ
の
第
一
は
、
事
業
者
で
あ
る
沖
縄
防
衛
局

が
、
公
有
水
面
埋
立
法
を
所
管
す
る
国
土
交
通

大
臣
に
対
し
て
、
行
政
不
服
審
査
法
に
基
づ
く

審
査
請
求
を
す
る
と
と
も
に
、
承
認
取
消
処
分

の
効
力
を
停
止
す
る
執
行
停
止
を
請
求
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
申
立
て
に
対
し
て
一
〇
月

二
七
日
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
さ
っ
そ
く
執
行

停
止
を
決
定
し
た
。
そ
も
そ
も
行
政
不
服
審
査

請
求
の
認
容
率
は
、
五
・
五
％
（
二
〇
一
六
年
度

分
に
つ
い
て
の
二
〇
一
八
年
一
二
月
総
務
省
調

査
）
に
過
ぎ
な
い
。
執
行
停
止
に
つ
い
て
も
、

わ
ず
か
二
週
間
足
ら
ず
で
認
容
し
た
。
し
か
し

な
が
ら
そ
も
そ
も
行
政
不
服
審
査
法
と
は
、「
国

民
の
権
利
利
益
の
救
済
を
図
る
と
と
も
に
、
行

政
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
」（
一
条
）。
そ
こ
で
「
国
民
」
で
も
な
い

国
の
組
織
が
、〝
沖
縄
県
知
事
か
ら
権
利
侵
害
を

受
け
た
〟
と
し
て
、
救
済
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
「
国
」
と
は
、
憲
法
に
基
づ
い
て
国

民
の
権
利
を
守
る
た
め
に
創
設
さ
れ
、
そ
れ
ゆ

え
に
公
権
力
行
使
が
権
限
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の

よ
う
な
「
国
」
が
、
み
ず
か
ら
権
利
主
張
で
き

る
は
ず
が
な
い
で
は
な
い
か
。

　

第
二
の
国
の
対
抗
措
置
は
、
公
権
力
主
体
で
あ

る
「
国
」
の
、
県
に
対
す
る
「
関
与
」
で
あ
る
。

翌
二
八
日
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
翁
長
知
事
に
対

し
、
承
認
取
消
し
の
取
消
し
を
勧
告
し
た
。
さ
ら

に
そ
れ
が
聞
き
入
れ
ら
れ
な
い
と
み
る
や
、
地
方

自
治
法
に
基
づ
く
「
代
執
行
」
裁
判
を
提
起
し
て

き
た
。
し
か
も
、
国
の
関
与
は
、
で
き
る
だ
け
抑

制
的
か
つ
比
例
的
で
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
地

方
自
治
法
で
決
め
ら
れ
て
い
る
。と
こ
ろ
が
国
は
、

最
初
か
ら
い
ち
ば
ん
権
力
性
の
強
い
代
執
行
を
求

め
た
の
で
あ
る
。
一
人
二
役
を
演
じ
る
国
・
沖
縄

防
衛
局
。
さ
す
が
の
福
岡
高
等
裁
判
所
那
覇
支
部

も
、
こ
れ
で
は
維
持
で
き
な
い
と
み
た
の
か
、
翌

年
三
月
四
日
に
和
解
さ
せ
た
。

　

国
は
、た
だ
ち
に「
是
正
の
指
示
」を
し
て
き
た
。

こ
れ
に
対
し
て
県
は
、
国
地
方
係
争
処
理
委
員
会

に
、審
査
の
申
し
出
を
し
た
。
同
委
員
会
は
六
月
、

双
方
に
「
協
議
す
る
よ
う
に
」
求
め
た
。
と
こ
ろ

が
国
は
、
翌
月
、
翁
長
知
事
を
相
手
に
「
承
認
処

分
を
取
り
消
さ
な
い
こ
と
の
違
法
確
認
訴
訟
」
を

提
起
し
た
。
同
年
九
月
一
六
日
に
福
岡
高
裁
那
覇

支
部
が
、
さ
ら
に
同
年
一
二
月
二
〇
日
に
最
高
裁

第
二
小
法
廷
が
、「
違
法
で
な
い
仲
井
眞
前
知
事

の
承
認
処
分
を
取
り
消
し
た
翁
長
知
事
の
処
分
は

違
法
で
あ
る
」
と
の
判
断
を
し
た
。
こ
の
と
き

最
高
裁
は
、「
前
知
事
の
処
分
は
違
法
で
は
な
く
、

違
法
で
な
い
処
分
を
取
り
消
し
た
現
知
事
の
処
分

は
違
法
で
あ
る
」
と
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
知
事
が
交
代
し
た
と
は
い

え
、
同
じ
知
事
の
地
位
に
あ
る
者
に
よ
る
判
断

で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。
元
来
、
処
分
庁

が
同
一
で
あ
る
場
合
に
は
、
職
権
取
消
し
は
制

限
さ
れ
な
い
は
ず
な
の
に
で
あ
る
。

　

さ
て
、
判
決
を
受
け
て
そ
の
後
、
工
事
が
開

始
さ
れ
る
。
最
初
は
、
大
浦
湾
側
か
ら
工
事
が

開
始
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
あ
る
と
き
、
沖
縄
防

衛
局
は
、
辺
野
古
の
側
か
ら
工
事
を
開
始
す
る
。

沖
縄
県
当
局
は
、「
工
事
の
順
番
が
承
認
願
書
記

載
と
違
う
じ
ゃ
な
い
か
」
と
主
張
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
こ
に
は
重
大
な
問
題
が
隠
さ
れ

て
い
た
。こ
の
点
は
後
に
ま
た
ふ
れ
る
。ま
た
、「
漁

業
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
漁
場
」
で
、
工
事
の
一

環
と
し
て
岩
礁
破
砕
行
為
を
す
る
場
合
に
は
、
沖

縄
県
漁
業
調
整
規
則
に
基
づ
く
岩
礁
破
砕
許
可
を

県
知
事
か
ら
取
得
し
な
い
と
い
け
な
い
。
と
こ
ろ

が
当
時
防
衛
局
が
前
知
事
か
ら
得
て
い
た
同
許
可

は
、二
〇
一
七
年
三
月
三
一
日
で
期
限
が
切
れ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
防
衛
局
は
、
岩
礁
破
砕
許

可
を
得
ず
に
、
工
事
を
続
け
て
い
る
。
実
は
そ
の

背
後
で
水
産
庁
長
官
は
、
直
前
の
同
年
三
月
一
四

日
、「
漁
業
協
同
組
合
が
漁
業
権
を
放
棄
し
た
ば

あ
い
、
そ
の
海
域
は
漁
業
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る

漁
場
に
あ
た
ら
な
い
」
と
、法
解
釈
を
変
更
し
た
。

こ
の
海
域
は
、
二
〇
一
六
年
一
一
月
に
、
名
護
市

漁
協
が
総
会
決
議
で
漁
業
権
を
放
棄
し
た
海
域
で

あ
っ
た
。、
国
は
、
こ
の
こ
と
を
根
拠
に
、
許
可

な
し
で
も
工
事
は
で
き
る
と
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
も
そ
も
県
知
事
が
し
た
漁
業
権
免

許
を
、
そ
の
相
手
方
の
私
人
で
あ
る
漁
業
協
同
組

合
が
、
無
効
に
で
き
る
は
ず
な
ど
な
い
で
は
な
い

か
。
自
動
車
の
運
転
免
許
証
を
、
個
人
が
勝
手
に

「
も
う
運
転
し
な
い
」
と
天
下
に
宣
言
し
た
と
し

て
も
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
そ
の
免
許
を
無

効
に
し
な
い
か
ぎ
り
、そ
の
人
の
運
転
免
許
証
は
、

い
つ
ま
で
た
っ
て
も
失
効
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
と
も
、
警
察
庁
長
官
が
解
釈
を
変
更
し
さ
え

す
れ
ば
、
運
転
免
許
保
有
者
は
、
い
つ
で
も
自
分

の
意
思
で
運
転
免
許
証
を
無
効
に
で
き
る
と
で
も

い
う
の
か
。と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
の
背
景
に
は
、も
っ

と
深
刻
な
事
実
が
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
大
浦
湾
の
海
底
に
は
、
活
断
層
が
存
在

し
、
さ
ら
に
は
、
厚
さ
四
〇
メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ

マ
ヨ
ネ
ー
ズ
な
み
と
い
わ
れ
る
軟
弱
地
盤
の
存
在

が
発
覚
し
た
の
で
あ
る
。
当
初
県
に
申
請
さ
れ
て

い
た
工
事
方
法
は
、
そ
の
こ
と
を
想
定
し
て
い
な

か
っ
た
。
当
初
大
浦
湾
側
か
ら
と
さ
れ
て
い
た
工

事
の
順
番
が
か
わ
っ
た
の
は
、
実
は
こ
の
よ
う
な

事
情
の
た
め
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
と
き
、
こ
れ
が
民
間
企
業
等
で

あ
れ
ば
、
県
か
ら
公
水
法
に
基
づ
き
免
許
取
消

処
分
が
出
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
相
手
が
国
で
あ

る
た
め
に
、
法
律
上
工
事
中
止
を
命
じ
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
法
律
の
規
定
を
逆

手
に
と
っ
た
、
国
の
対
応
で
あ
る
。
公
有
水
面

埋
立
法
四
条
一
項
を
素
直
に
読
む
と
、
活
断
層

や
軟
弱
地
盤
の
存
在
を
前
提
と
し
た
設
計
で
な

い
か
ぎ
り
、
そ
れ
自
体
と
し
て
災
害
防
止
に
配

慮
さ
れ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
事
業
者
で
あ

る
沖
縄
防
衛
局
は
、
法
律
に
基
づ
い
て
設
計
用

の
変
更
の
承
認
申
請
を
玉
城
デ
ニ
ー
知
事
宛
て

に
す
る
必
要
が
あ
る
。
沖
縄
防
衛
局
が
そ
の
よ

う
な
申
請
を
す
る
と
表
明
し
た
の
は
、
ほ
ん
の

最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
亡
く
な
っ
た
翁
長
雄
志

知
事
の
職
務
代
理
者
で
あ
る
謝
花
喜
一
郎
副
知

事
に
よ
る
八
月
三
一
日
に
公
有
水
面
埋
立
承
認

の
撤
回
（
取
消
）
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
工
事
に
お

い
て
環
境
保
全
及
び
災
害
防
止
に
十
分
配
慮
さ

れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
記
の
よ

う
な
事
実
が
判
明
し
た
場
合
、
通
常
の
感
覚
を

持
つ
都
道
府
県
知
事
な
ら
ば
、
誰
で
あ
っ
て
も

同
じ
よ
う
な
判
断
を
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ

が
、副
知
事
が
い
う
「
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
」

の
意
味
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、「
わ
が
国
は
法
治
国
家

で
あ
る
」
と
言
っ
て
粛
々
と
工
事
を
進
め
よ
う
と

す
る
国
の
側
の
「
法
治
」
の
意
味
が
問
わ
れ
る
。

国
に
は
、
国
家
は
法
律
を
正
当
化
根
拠
と
し
て
、

国
民
あ
る
い
は
地
方
自
治
体
を
自
在
に
支
配
で
き

る
と
い
う
、
倒
錯
し
た
「
法
治
国
家
」
観
が
感
じ

ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
沖
縄
県
の
側
に
は
、
周

辺
海
域
の
環
境
を
保
全
や
県
民
の
人
権
保
護
と
い

う
法
律
の
本
来
の
趣
旨
を
適
切
に
解
釈
す
る
と
い

う
姿
勢
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、「
真
の

法
治
主
義
」
で
あ
る
。

（
ま
え
だ 

さ
だ
た
か
）

Teachers essay

前
田 

定
孝

人
文
学
部
准
教
授
　
行
政
法

　
国
民
の
た
め
の
行
政
法
と

　
　
国
家
の
た
め
の
「
行
政
法
」
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　2018年度の人文学部公開講座・公開ゼミは、9月から12月に
かけて実施されました。開講されたのは、6つの講座と2つの
ゼミです。総受講生数は、約160名でした。2018年度も例年
のように様々な学問分野から8名の講師が多彩なテーマで講座・
ゼミを開講しました。具体的には、個人情報保護法、農産物貿
易自由化、ドイツの創作メルヒェン、中国の歴史（則天武后）、
ヨーロッパのカーニヴァル、言語学（ことばの意味）、哲学（人
生における選択）、大学問題といったテーマに関する講座とゼ
ミを開講しました。
　開講後に実施したアンケートによると受講生の評価は高く、
「いつもながら色々な先生方のすばらしい講座をありがとうご
ざいました」といったコメントも寄せられました。こうしたコ
メントを見るかぎりにおいては、人文学部教員の研究・教育の
成果の一端を市民に提供するという公開講座の目的は、とりあ
えず達成できているのではないかと思われます。また、大学の
通常の授業ではあまり学生の反応が見られないような内容で
も、公開講座の場で取り上げると市民の方が強い関心を示して
くださることが多く、教員にはとても励みになっています。現
時点において、公開講座・公開ゼミは、市民にとっても人文学

部の教員にとっても有意義な交流の場となっていると考えられ
ます。
　しかし、良いことだけではありません。今回のアンケートで
は、次のような要望が何人もの方から寄せられました。「資料
の文字が小さくて見づらいので、大きくしてほしい。」公開講座・
公開ゼミの受講生には、高齢の方が少なからずおられるので、
資料等の文字の大きさについては、今後、講師各人のレベルで
はなく、講座全体で留意していく必要があるでしょう。開講時
間帯及び開講場所に関する要望も出されています。いずれも検
討すべき課題であると考えます。
　公開講座がスタートした当初は、毎年テーマを設定し、一定
の期間内にそのテーマに関連する講座を6つほど開講していま
した。ついで、公開ゼミの制度が導入され、単発の講座ではなく、
3回連続のゼミを複数開講することになりました。そして、近
年では、公開講座が復活し、講座とゼミの両方が開講されるよ
うになっています。講座とゼミの併用については、今のところ
否定的な意見は出されていませんが、今後は、開講形態の全体
的なあり方についても再考する必要があるかもしれません。

（村上直樹）

三重大学人文学部
「公開講座・公開ゼミ」報告

2018年度  人文学部公開講座・公開ゼミ  概要

公開講座
番号

1

講　師 題名・概要

菅 利恵
人文学部・准教授

9月10日（月）
10：30～12：00

創作メルヒェンの誕生― 「もう一つの世界」に込められたもの

日　時

18世紀に新しく広められた創作メルヒェンのジャンルは、フィクション作品の可
能性を大きく広げました。ドイツ語圏の18世紀後半からロマン派にいたる創作メ
ルヒェンの展開と、その時代背景を論じます。入門的。

2 村上 直樹
人文学部・教授

9月27日（木）
14：40～16：10

前近代ヨーロッパにおけるカーニヴァル
最近でも「カーニヴァル」という言葉はよく使われます。しかし、元々はヨーロッ
パの祝祭であったカーニヴァルの本来の姿については、よく知られていないよう
です。この講座では、前近代ヨーロッパにおいてカーニヴァルとはどのような祝
祭であったのかを、ご紹介したいと思います。入門的。

公開ゼミ
番号

7

講　師 題名・概要

前田 定孝
人文学部・准教授

10月17日（水）
10月24日（水）
19：20～20：30

国立大学がかかえる諸問題― 市民との協力・連携のあり方

日　時

今、三重大学をはじめとして全国の国立大学が、政府・財界の圧力のなかで揺れ
ている。地域への貢献のあり方、軍学共同問題、そして大学法人統合などなど。
このゼミは、これらの事例を通して、大学と地域との関係を問い直す。

8 酒井 恵子
人文学部・准教授

10月19日（金）
10月26日（金）
13：00～14：30

前近代中国における権力を握った女性
前近代中国でもっとも権力を握った女性といえば則天武后を想起される方も多い
でしょう。近年、評価の高まっている中国唯一の女帝について、史料を読みなが
ら再検討していきます。なお、史料は書き下し文か日本語訳を用います。

6 薄井 尚樹
人文学部・准教授

12月5日（水）
16：20～17：50

人生に「正しい選択」は存在するか
私たちは人生のさまざまな場面で選択を迫られます。その選択が就職や出産のよ
うに重大なものであるほど、私たちはその選択をつうじて「それまでの自分」から
大きく変化することになるでしょう。この講座では、そうした人生の選択のあり
ようについて考えます。前提知識を必要としない入門的な内容です。

3 澤田 治
人文学部・准教授

10月2日（火）
10：30～12：00

言語コミュニケーションにおける論理と推論について
ことばの意味解釈には、発話状況や文脈など様々な要因が関わっています。この
講座では、ことばの意味について論理的意味（logical meaning）と推論的意味
（inferential meaning）の２つの側面から考察します。理論言語学（意味論と語
用論）の入門的な内容です。

4 岩﨑 恭彦
人文学部・准教授

10月4日（木）
13：00～14：30

個人情報保護法と地域活動における対応
個人情報保護法の最近の改正をうけて、自治会をはじめ地域での多様な活動におい
ても同法への理解と対応が重要になっています。個人情報保護法に沿った個人情報
の適切な取扱いのあり方について、身近な事例とともに考えてみたいと思います。

5 森 久綱
人文学部・教授

10月10日（水）
18：00～19：30

農産物貿易自由化による弊害を考える―
資源・環境問題の側面に注目して
農産物貿易の自由化が拡大される一方で、飢餓と飽食、資源枯渇と放棄、環境負
荷の増大など、世界的に克服しなければならない問題が深刻化しています。農産
物貿易自由化の是非について、これらの問題に注目しながら考えていきます。

鼎 

談

エ
ッ
セ
イ

エ
ッ
セ
イ

三
重
の
文
化
と
社
会

三
重
の
文
化
と
社
会

新
刊
自
著
を
語
る

新
刊
自
著
を
語
る

三
重
の
歴
史
と
風
景

三
重
の
歴
史
と
風
景

教
員
エ
ッ
セ
イ

教
員
エ
ッ
セ
イ

大
学
院
・
学
部
の
広
報

大
学
院
・
学
部
の
広
報

鼎 

談
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　三重大学大学院人文社会科学研究科は、地域文化論専攻と社会科学専攻の2専攻で構成されています。本研究科は、人
文社会科学の諸分野における高度の専門知識に基づき、狭い専門領域にとらわれず、学際的・総合的な教育研究を行うこと
により、複雑化・多様化する現代社会に柔軟に対応でき、創造的な知性と国際的な視野をもった研究者及び専門的職業人を
育成することを目指します。

大学院のご案内

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2年間）のほか、短期在学コース（標準修業年限1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。

募集人員は、地域文化論専攻8名、社会科学専攻7名です
一般入試、社会人特別入試（若干名）・外国人留学生特別入試（1名）を合わせた人数です。

長期履修学生制度があります

職業等に従事する学生が個人の事情に応じて、2年分の授業料で3年間あるいは4年間履修し、学位等を取得できる制度です。

＊ 面接
＊ 専門科目2科目

＊ 面接
＊ 小論文

＊ 面接
＊ 専門科目1科目
＊ 小論文

修士課程　地域文化論専攻 修士課程　社会科学専攻

地域文化論専攻は、世界の各地域に固有の文化を、高度な専門性にもとづ
き、人文諸科学のさまざまな研究視点から探究することを教育研究の目的と
し、地域文化の理解と発展に寄与しうる人材を育成します。

社会科学専攻は、社会の諸問題を社会科学の視点から高度な専門性と幅広
い視野をもって考究することにより、地域社会に貢献することを教育研究の
目的とし、地域において指導的役割を発揮しうる人材を育成します。

一般入試

― このような人を育てます ― ― このような人を育てます ―

― このような人を求めます ― ― このような人を求めます ―

＊ 面接
＊ 共通問題（小論文）
＊ 専門科目1科目

社会人入試
・1年コース
・2年コース

＊ 面接
＊ 共通問題（小論文）
＊ 専門科目1科目

留学生入試

一般入試

社会人入試
・1年コース
・2年コース

留学生入試
＊ 面接
＊ 共通問題（小論文）
＊ 専門科目1科目

入試方法・試験科目 入試方法・試験科目

三重大学人文学部ホームページで学部並びに研究科の教育・研究の紹介と
入試案内をしています。

http://www.human.mie-u.ac.jp/

お問い合わせ先

人文学部チーム学務担当：　　059-231-9197
Eメールアドレス：hum-gakumu@ab.mie-u.ac.jp

TEL

2020年２月1日（土）・2日（日）
出願期間：2020年１月6日（月）～１月１6日（木）

試験日程

①
②

③

地域固有の文化や諸問題とその背景に強い興味・関心のある人
専門分野に関する基礎学力を有し、研究を通じて、
さらに高度な地域理解をめざしている人
自ら情報を発信し、社会への貢献をめざして行こうとする
意欲をもつ人

①
②

③

法律、政治、経済、経営に対する強い知的好奇心をもつ人
専門分野に関する基礎学力を有し、研究を通じて、
地域の課題を解決しようとする意欲のある人
理論だけではなく、実践力も身につけたいと考えている人
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■編集後記

三重大学人文学部｢TRIO｣を応援しています。

TRIO協賛企業

ハイデルベルクの小さな博物館
大河内 朋子

Zakkan

「プリンツホルン収蔵庫」のロゴになっている彫刻作品。
20世紀初頭の患者が描いた自画像をもとにして制作された。

　TRIO20号をお届けいたします。もう既に何度も耳に
されていることと思いますが、平成最後のTRIOとなりま
した。今回の特集は三重ブランドを取り上げ、認定事業
者や三重ブランド担当の県職員の皆様から、三重ブラン
ドとそれを通じた三重への思いをうかがいました。ブラ
ンド認定がゴールではなく、認定後にさらにブランドを
高めるための努力を怠らないブランド認定者の方、それ
を支える県職員の方、それぞれが三重の魅力をさらにア
ピールし、またより良いものを作り出そうとする姿勢に感
銘を受けました。私が海の幸・山の幸に恵まれた三重に
越してもう10年が過ぎました。名古屋という都市からほ
どよい距離にありながら、自然が豊かであり、歴史的風
土をいくつも有する三重は、さらに魅力ある県になる潜
在力を持っており、三重ブランドはその一つのツールだ
と思いました。もちろん三重ブランド以外にも多くの魅力
を三重は持っていて、今後もそういった魅力に触れてい
きたいと思っています。ところで、読者の皆様にとって、
「魅力ある三重」とは何でしょうか。
　末筆ではございますが、対談に参加していただいた皆
様、また、興味深い文章を寄せてくださった方々、研究発
表の準備の傍ら論考を寄せてくださった院生および指
導教員の方々に、厚く御礼を申し上げます。（T）

　
私
が
こ
の
展
覧
会
に
関
心
を
持
っ
た
の
は
、
研
究
対
象
に
し
て

い
る
作
家
ゼ
ー
バ
ル
ト
が
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
ヘ
ル
ベ
ッ
ク
の
詩
に

言
及
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
ヘ
ル
ベ
ッ
ク
は
1
9
9
1
年
に
70

歳
で
亡
く
な
る
ま
で
、
生
涯
の
大
半
を
ウ
ィ
ー
ン
近
郊
の
精
神
科

病
院
で
過
ご
し
、
そ
の
間
、
治
療
の
一
環
と
し
て
多
く
の
詩
を
書

き
続
け
た
。
ゼ
ー
バ
ル
ト
は
ヘ
ル
ベ
ッ
ク
の
詩
作
方
法
を
「
ブ
リ

コ
ラ
ー
ジ
ュ
」
と
名
付
け
て
い
る
が
、
た
し
か
に
言
葉
の
組
み
合

わ
せ
に
意
外
性
が
あ
っ
て
お
も
し
ろ
い
。

　
プ
リ
ン
ツ
ホ
ル
ン
で
見
た
絵
画
は
、
い
ず
れ
も
小
さ
な
も
の
で
、

色
数
も
少
な
か
っ
た
が
、
は
っ
と
す
る
静
け
さ
を
た
た
え
て
い
た

り
、
現
世
の
彼
方
を
指
し
て
い
る
よ
う
な
の
も
あ
り
、
印
象
的
だ
っ

た
。
と
り
わ
け
、
夕
陽
に
照
ら
さ
れ
た
教
会
の
絵
か
ら
は
立
ち
去

り
が
た
か
っ
た
。
芸
術
と
狂
気
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
改
め

て
考
え
さ
せ
て
く
れ
た
。

（
お
お
こ
う
ち 

と
も
こ
）

人
文
学
部
教
授
　
文
化
学
科

　
2
0
1
8
年
４
月
か
ら
9
月
ま
で
、
ド
イ
ツ
西
南
部
に
あ
る
ハ

イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
に
滞
在
し
た
。
小
都
市
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
は

３
万
人
弱
の
学
生
が
学
ぶ
大
学
町
で
あ
る
と
同
時
に
、
ド
イ
ツ
ロ

マ
ン
主
義
の
シ
ン
ボ
ル
と
い
え
る
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
城
の
廃
墟
を

資
源
と
す
る
観
光
都
市
で
も
あ
る
。
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
を
歩
け

ば
、
バ
ベ
ル
の
塔
も
か
く
や
と
思
う
ほ
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
が

聞
こ
え
て
く
る
。

　
こ
ん
な
華
や
か
な
表
の
顔
を
も
っ
た
街
で
は
あ
る
が
、
よ
く
目
を

こ
ら
せ
ば
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
、
洞
窟
の
よ
う
に
暗
く
て
簡
素
な
ミ

ニ
シ
ア
タ
ー
、た
い
て
い
は
閑
散
と
し
て
い
る
名
画
座
、そ
し
て
ニ
ッ

チ
な
テ
ー
マ
の
博
物
館
が
点
在
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

　
そ
の
一
つ
が
、「
プ
リ
ン
ツ
ホ
ル
ン
収
蔵
庫
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

大
学
の
精
神
科
病
院
の
一
角
に
開
設
さ
れ
て
い
る
小
さ
な
博
物
館

で
あ
り
、
患
者
の
作
っ
た
絵
画
や
立
体
、
言
語
作
品
な
ど
を
収
蔵
・

展
示
し
て
い
る
。
昨
年
の
春
か
ら
夏
に
か
け
て
は
、
建
築
を
テ
ー

マ
に
し
た
絵
画
作
品
数
十
点
の
特
別
展
が
開
か
れ
て
い
た
。

鼎 

談

エ
ッ
セ
イ

三
重
の
文
化
と
社
会

新
刊
自
著
を
語
る

三
重
の
歴
史
と
風
景

教
員
エ
ッ
セ
イ

大
学
院
・
学
部
の
広
報
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