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巻頭言

　

北
京
で
は
朝
食
に
粥
を
食
べ
る
。
朝
早
い

大
衆
食
堂
で
、
粟
の
お
粥
と
ピ
ー
ナ
ッ
ツ
を

油
で
揚
げ
た
の
と
ゆ
で
卵
を
注
文
し
た
。

　

調
べ
て
み
る
と
、
中
国
で
、
粥
は
朝
食
と

し
て
常
食
さ
れ
て
い
る
。
米
粥
に
海
鮮
を
加

え
た
南
方
の
「
リ
ッ
チ
（ric

h

）
」
な
粥
か
ら
、

麦
や
豆
・
雑
穀
の
北
方
の
「
リ
ー
ン
（le

a
n

）
」

（fa
t

の
反
対
語
、le

a
n
 b

re
a
d

は
基
本
材

料
（
イ
ー
ス
ト
に
粉
や
水
、
塩
）
だ
け
で
つ

く
る
パ
ン
を
指
す
）
な
も
の
ま
で
多
種
多
彩

で
あ
る
。
「
リ
ー
ン
」
な
粥
で
日
本
人
に
馴

染
み
が
あ
る
の
は
、
オ
ー
ト
ミ
ー
ル(

燕
麦)

を
湯
で
温
め
た
も
の
だ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
人

も
朝
食
に
粥
を
食
べ
て
い
る
。

　

「
リ
ー
ン
」
な
粥
、
と
く
に
豆
・
雑
穀
系

の
粥
は
調
味
料
を
加
え
ず
食
べ
る
こ
と
が
で

き
、
自
然
が
厳
し
い
と
こ
ろ
、
調
味
料
を
確

保
し
に
く
い
と
こ
ろ
で
も
生
き
る
糧
と
な
っ

て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
大
き
な
人

間
集
団
の
生
存
を
維
持
す
る
こ
と
は
む
つ
か

し
い
。
新
大
陸
原
産
の
じ
ゃ
が
い
も
や
ト
ウ

モ
ロ
コ
シ
の
普
及
は
そ
れ
を
物
語
る
。

　

ロ
シ
ア
と
北
朝
鮮
と
の
国
境
地
域
に
あ
る

中
国
の
延
辺
朝
鮮
自
治
区
で
は
、
ト
ウ
モ
ロ

コ
シ
を
麺
に
す
る
。
ツ
ル
ツ
ル
し
た
独
特
の

食
感
で
、
敢
え
て
い
え
ば
、
喉
越
し
の
食
感

を
味
わ
う
。
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
ひ
き
割
り
を

小
麦
粉
に
混
ぜ
て
焼
い
た
コ
ー
ン
ブ
レ
ッ
ド

は
ア
メ
リ
カ
の
伝
統
食
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
、

と
く
に
北
イ
タ
リ
ア
に
は
粗
挽
き
の
ト
ウ
モ

ロ
コ
シ
か
ら
つ
く
る
粥
類
似
の
ポ
レ
ン
タ
と

い
う
料
理
が
あ
る
。

　

ア
ジ
ア
原
産
の
蕎
麦
も
救
荒
作
物
で
、
世

界
各
地
に
広
が
っ
た
。
モ
ス
ク
ワ
留
学
中
、

蕎
麦
の
粥
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
軽
く

炒
っ
た
蕎
麦
の
実
で
つ
く
る
。
家
庭
で
は

オ
ー
ブ
ン
に
入
れ
て
蒸
し
煮
す
る
こ
と
も

あ
る
。
煮
上
げ
る
の
で
、
出
来
上
が
り
は

粥
と
い
う
よ
り
、
蕎
麦
飯
と
い
っ
た
感
じ

だ
。
バ
タ
ー
や
牛
乳
と
食
べ
る
他
、
付
け
合

わ
せ（га

р
н
и
р
 

＝ g
a
rn

ir
＞

g
a
rn

itu
re

, 

g
a
rn

is

）
に
も
よ
く
出
さ
れ
る
。
蕎
麦
の
生

産
消
費
の
世
界
一
は
ロ
シ
ア
で
あ
る
。

　

ロ
シ
ア
の
人
々
は
粥
を
常
食
す
る
。
麦
類

（
小
麦
や
大
麦
）
や
雑
穀
（
黍
）
、
さ
ら
に
米

の
粥
も
あ
る
。
広
辞
苑
に
よ
る
と
粥
は
「
水

を
多
く
し
て
米
を
柔
ら
か
に
炊
い
た
も
の
。

固
粥
と
汁
粥
の
総
称
。
特
に
、
汁
粥
」
（
日

本
の
粥
の
定
義
）
で
あ
る
。
水
を
牛
乳
に
代

え
れ
ば
、
ロ
シ
ア
の
米
粥
の
定
義
と
な
る
。

し
か
し
、
ロ
シ
ア
の
米
粥
は
、
砂
糖
や
チ
ョ

コ
レ
ー
ト
を
加
え
、
ド
ロ
ッ
と
す
る
ま
で
煮

る
。
粥
は
療
養
食
で
、
炊
き
上
げ
た
白
米
を

信
仰
す
る
日
本
人
か
ら
す
る
と
、
ロ
シ
ア
の

米
粥
を
一
匙
掬
う
と
、
甘
さ
へ
の
生
理
反
応

以
上
に
、
日
本
の
米
文
化
の
「
尊
厳
」
を
傷

つ
け
ら
れ
た
よ
う
な
気
分
に
な
る
。
日
本
の

米
粥
と
ロ
シ
ア
の
そ
れ
は
別
物
だ
と
思
う
。

百
聞
は
一
見
に
し
か
ず
。

　

経
験
で
し
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。

技
術
も
、
実
際
の
生
活
で
ど
の
よ
う
に
使
わ

れ
る
か
を
み
な
い
と
、
現
地
で
の
効
用
や
価

値
を
見
誤
る
。
日
本
の
携
帯
電
話
は
、
技
術

が
高
く
、
機
能
の
豊
富
な
ス
グ
レ
モ
ノ
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
日
本
列
島
は
携
帯
ガ
ラ
パ
ゴ

ス
島
だ
っ
た
。
日
本
で
独
自
進
化
を
遂
げ
た

携
帯
電
話
は
世
界
で
競
争
力
を
も
て
な
か
っ

た
。
技
術
だ
け
で
は
世
界
に
相
手
に
さ
れ
な

い
。
文
化
や
社
会
の
理
解
が
必
要
で
、
技
術

に
対
す
る
学
術
が
重
要
だ
ろ
う
。

　

経
験
だ
け
で
判
断
で
き
な
い
こ
と
も
あ

る
。
多
く
の
人
が
、
「
21
世
紀
は
ア
ジ
ア
の

時
代
」
と
い
う
。
し
か
し
、
予
測
確
実
な
こ

と
ば
か
り
で
は
な
い
。
21
世
紀
は
「
混
乱
と

対
立
の
ア
ジ
ア
」
で
終
わ
る
危
険
も
あ
る
。

「
未
知
の
世
界
」
を
知
に
よ
り
見
通
す
こ
と
、

つ
ま
り
学
術
の
発
展
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

文
化
大
革
命
の
混
乱
か
ら
改
革
開
放
に
転

じ
た
中
国
で
、
成
長
の
成
果
が
教
育
に
注
が

れ
、
多
く
の
大
学
の
建
物
が
新
し
く
な
っ
て

い
る
。
ア
メ
リ
カ
だ
け
で
な
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

へ
の
留
学
生
も
増
加
し
て
い
る
。
「
未
知
の

世
界
」
で
展
望
を
開
く
の
は
、
学
術
で
あ

り
、
知
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
大
学
の
役

割
は
大
き
く
な
る
は
ず
だ
。
成
熟
し
た
文
化

を
も
つ
民
主
国
家
で
は
、
大
学
が
営
利
に
媚

び
、
政
治
に
従
属
し
て
は
な
ら
な
い
。
同
時

に
、
社
会
か
ら
遊
離
し
、
閉
ざ
さ
れ
た
存
在

で
あ
っ
て
も
な
ら
な
い
。

　

「
発
信
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
だ
と
考
え
て
い

る
。
「
学
び
、
考
え
、
発
信
す
る
」
と
い
う

当
然
の
こ
と
の
で
き
る
学
生
を
育
て
た
い
。

お
粥
と
携
帯
電
話
と
学
術
と

－

こ
れ
か
ら
の
世
界
に
日
本
を
発
信
す
る
に
は

－

樹
神 
成 
こ
だ
ま 

し
げ
る

人
文
学
部
学
部
長

人
文
社
会
科
学
研
究
科
長　

行
政
学
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生
物
多
様
性
条
約
と

「
里
海
」
再
生
の
課
題

背景写真は答志漁港　写真上は、
自然観察会で説明する竹内さん

特集１鼎談

人
と
海
が
つ
な
が
り
、
持
続
的
な
関
係
が
成
り

立
っ
て
い
た
里
海
。そ
の
関
係
が
失
わ
れ
た
今
、

そ
の
再
構
築
と
再
生
の
課
題
を
さ
ぐ
る
。

高山　　進
三重大学生物資源学部教授

たかやま
すすむ

竹内　泰介
三重県農水商工部水産資源室

たけのうち
たいすけ

浦中　秀人
志摩市産業振興部水産課

うらなか
ひでと

前田　定孝
三重大学人文学部准教授・司会

まえだ　
さだたか

高
山 

今
年
一
〇
月
、
生
物
多
様
性
条
約

C
O
P
10
が
名
古
屋
で
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
を
契
機
に
、
生
物
多
様
性
条

約
市
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
市
民
の

連
合
組
織
が
二
〇
〇
九
年
一
月
に
結
成

さ
れ
、
国
際
条
約
会
議
に
市
民
が
か
か

わ
る
受
け
皿
を
つ
く
っ
て
き
ま
し
た
。

　

条
約
の
議
論
で
は
、
今
後
一
〇
年
が

大
き
な
転
換
点
で
あ
る
と
さ
れ
、「
愛

知
タ
ー
ゲ
ッ
ト
」
と
い
う
新
戦
略
計
画

が
議
決
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、「
根

本
原
因
」
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
さ
れ
、生
物
多
様
性
の
価
値
が
「
開

発
・
貧
困
解
消
の
た
め
の
戦
略
お
よ
び

計
画
プ
ロ
セ
ス
に
統
合
さ
れ
、
適
切
な

場
合
に
は
国
家
勘
定
、
ま
た
は
報
告
制

度
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
」
と
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
趣
旨
は
、
生
物
多
様
性
を

ベ
ー
ス
に
政
策
を
統
合
し
て
進
め
よ
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

私
た
ち
市
民
ネ
ッ
ト
は
、「
ポ
ジ
シ
ョ

ン
・
ペ
ー
パ
ー
」
を
ま
と
め
、
共
通
の

ビ
ジ
ョ
ン
と
し
て
「
あ
る
べ
き
世
界
像
」

を
描
き
ま
し
た
。
私
た
ち
は
長
い
間
か

け
て
つ
く
ら
れ
て
き
た
環
境
や
生
き

物
の
多
様
さ
と
、
そ
れ
ら
と
密
接
に
関

わ
っ
て
き
た
人
間
の
社
会
と
文
化
の
多

様
さ
の
両
者
を
尊
重
し
、
か
つ
て
地
球

上
の
ど
の
地
域
で
も
見
ら
れ
た
絶
妙
な

関
係
性
に
敬
意
を
表
し
、
そ
の
恩
恵
を

地
域
間
で
適
切
に
分
配
し
、
次
世
代
に

適
正
に
引
き
継
ぐ
こ
と
が
重
要
と
し
ま

し
た
。

　

次
ペ
ー
ジ
図
1
は
、
森
の
な
か
に
定

住
し
た
人
間
が
、
限
ら
れ
た
環
境
を
持

続
的
に
利
用
す
る
た
め
、
生
産
・
浄
化

と
い
う
生
態
系
の
力
を
利
用
し
つ
つ
、

そ
の
許
容
量
の
範
囲
内
で
暮
ら
さ
ざ
る

を
え
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
地

球
上
の
ど
の
地
域
に
住
む
人
間
も
、
こ

の
原
型
に
沿
っ
た
多
様
な
適
応
の
か
た

ち
を
育
ん
で
き
ま
し
た
。

　

私
た
ち
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
、
生
き
物
に

も
弱
者
に
も
配
慮
の
な
い
近
代
以
降
の

社
会
と
は
大
き
く
か
い
離
し
て
い
ま

す
。
現
代
が
文
明
史
的
に
過
渡
期
に

あ
っ
て
、
何
ら
か
の
転
換
を
す
る
こ
と

な
し
に
存
続
の
可
能
性
は
な
い
と
い
う

思
想
が
、
一
九
九
二
年
の
地
球
サ
ミ
ッ

ト
の
際
に
「
持
続
可
能
な
発
展
」
と
い

う
言
葉
で
表
現
さ
れ
ま
し
た
。「
生
物

多
様
性
条
約
」
は
、
こ
の
と
き
に
「
気

司
会 

里
海
と
し
て
の
伊
勢
湾
や
英
虞
湾

の
再
生
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

間
、
名
古
屋
で
生
物
多
様
性
条
約
締
結
国

会
議
（
C
O
P
10
）
も
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
は
、
生
態
系
の
こ
れ
以
上
の
劣

化
を
食
い
止
め
、
回
復
さ
せ
る
対
応
策

と
し
て
、
大
学
の
研
究
者
、
住
民
、
国
、

県
、
市
町
村
、
漁
業
者
・
農
業
者
と
い

う
そ
れ
ぞ
れ
の
主
体
が
ど
の
役
割
を
果

た
す
の
か
が
課
題
と
な
り
ま
す
。
今
回

の
座
談
会
で
は
三
重
大
学
生
物
資
源
学

部
の
高
山
進
さ
ん
、
三
重
県
農
水
商
工

部
（
水
産
資
源
室
）
の
竹
内
泰
介
さ
ん
、

志
摩
市
産
業
振
興
部
（
水
産
課
）
の
浦

中
秀
人
さ
ん
に
お
話
を
お
伺
い
し
ま
す
。

早
速
で
す
が
、
最
初
に
高
山
さ
ん
か
ら

生
物
多
様
性
条
約
締
約
国
会
議
の
ポ
イ

ン
ト
を
中
心
に
お
願
い
し
ま
す
。

生
物
多
様
性
条
約
締
結
国
会
議
の

伊
勢
湾
再
生
政
策
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト

高山

鼎 談特集1
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豚肉
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米
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消費「生産」

候
変
動
枠
組
み
条
約
」
と
と
も
に
成
立

し
ま
し
た
。
そ
の
目
的
は
、「
生
物
多

様
性
の
保
全
」、「
持
続
可
能
な
利
用
」、

「
南
北
の
公
正
な
利
益
配
分
」
の
三
つ

で
す
。

　

近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
何
が
あ
っ
た
の

か
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
は
温
暖
な
時

期
で
順
調
に
発
展
し
ま
し
た
が
、
一
四

世
紀
半
ば
に
、
寒
気
を
迎
え
ペ
ス
ト
に

よ
る
激
甚
な
被
害
を
受
け
、
さ
ら
に

一
七
世
紀
に
は
小
氷
期
と
い
う
非
常
に

寒
い
時
期
を
迎
え
ま
す
。
こ
の
時
期
に

イ
ギ
リ
ス
で
森
が
乱
伐
さ
れ
、
沼
地
が

切
り
ひ
ら
か
れ
て
、富
裕
層
に
よ
る
「
囲

い
込
み
」
が
行
わ
れ
た
。
そ
こ
で
羊
を

放
牧
し
て
毛
織
物
業
を
起
こ
す
な
ど
の

資
本
蓄
積
が
起
こ
っ
た
。
そ
う
し
た
過

程
で
、
地
域
の
生
態
系
も
極
端
に
劣
化

し
た
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
が
可
能
に
な
っ

た
の
は
、
石
炭
や
植
民
地
と
い
う
「
系

の
拡
大
」
の
途
で
し
た
。

　

一
方
日
本
で
は
、
一
五
七
〇
年
か

ら
一
六
七
〇
年
、
戦
国
か
ら
江
戸
に

か
け
て
、
森
林
略
奪
期
と
呼
ば
れ
る

大
乱
伐
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。
全
国

で
藩
の
都
市
が
つ
く
ら
れ
た
際
に
木

が
大
量
に
伐
採
さ
れ
た
。
こ
の
時
点

で
日
本
人
は
森
林
政
策
を
転
換
し
、

里
山
や
入
会
と
い
う
共
同
管
理
的
な

制
度
を
発
展
さ
せ
ま
し
た
。
ま
た
有

機
物
の
ご
み
の
徹
底
的
な
利
用
な
ど

し
つ
つ
、
限
ら
れ
た
鎖
国
の
日
本
の

な
か
で
有
限
な
国
内
資
源
、
地
域
資

源
を
生
か
す
努
力
を
し
ま
し
た
。
ち

な
み
に
江
戸
期
日
本
は
地
方
分
権
、

村
の
分
権
が
基
本
で
し
た
し
、
里
山

等
の
コ
モ
ン
ズ
に
は
弱
者
救
済
の
機

能
が
あ
っ
た
と
す
る
研
究
も
あ
り
ま

す
。
江
戸
期
日
本
が
こ
の
ソ
フ
ト
ラ

ン
デ
ィ
ン
グ
に
成
功
し
た
究
極
の
理

由
は
、
「
系
の
拡
大
は
不
可
能
」
と
い

う
絶
対
条
件
に
あ
り
ま
し
た
。

　

今
、
地
球
上
の
限
ら
れ
た
資
源
や
有

限
な
環
境
容
量
を
ど
う
持
続
的
に
利
用

す
る
か
が
問
わ
れ
る
時
代
に
な
り
、
生

物
多
様
性
は
さ
ま
ざ
ま
な
主
体
の
人
が

当
事
者
に
な
り
う
る
共
通
用
語
に
な
り

つ
つ
あ
り
ま
す
。
生
物
多
様
性
条
約
市

民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
四
つ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
を
提
案
し
ま
し
た
。

　

一
つ
は
「
グ
リ
ー
ン
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」

で
、
生
態
系
の
価
値
を
経
済
運
営
、
社

会
運
営
に
組
み
込
も
う
と
い
う
も
の
で

す
。
二
番
目
は
、
国
に
よ
る
責
任
あ
る

政
策
統
合
で
す
。
ま
だ
縦
割
り
が
残
っ

て
、
充
分
に
政
策
統
合
が
進
ん
で
い
な

い
。
三
番
目
に
市
民
・
住
民
と
基
礎
的

自
治
体
の
意
思
決
定
の
尊
重
で
す
。
最

後
に
、
種
の
保
存
法
等
遅
れ
た
法
律
の

見
直
し
に
よ
る
保
全
政
策
の
強
化
で
す
。

　

法
律
や
計
画
が
上
意
下
達
の
仕
組
み

に
な
っ
て
い
て
、
な
か
な
か
ボ
ト
ム

ア
ッ
プ
で
組
み
立
て
て
ゆ
く
こ
と
が
で

き
て
い
な
い
国
な
の
で
、
こ
れ
を
ど
う

変
え
る
か
が
、
非
常
に
大
切
な
課
題
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。

司
会 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
竹
内

さ
ん
、
お
願
い
し
ま
す
。

竹
内 

資
源
の
開
発
と
利
用
を
環
境
容

量
の
範
囲
内
に
留
め
る
の
は
、
私
た
ち

水
産
の
者
に
は
当
た
り
前
で
す
。
ほ
と

ん
ど
の
水
産
業
は
、
野
生
生
物
を
対
象

に
し
た
り
、
自
然
環
境
の
な
か
で
育
て

る
産
業
で
す
か
ら
、
農
業
と
違
っ
て
、

自
然
の
恵
み
を
絶
や
し
て
し
ま
わ
ぬ
よ

う
持
続
的
に
利
用
す
る
の
が
基
本
で

す
。
環
境
容
量
を
超
え
て
利
用
す
る
と

資
源
減
少
ひ
い
て
は
産
業
の
崩
壊
に
直

結
す
る
。
そ
れ
を
防
ぐ
の
が
、
第
一
に

「
漁
業
管
理
」
で
す
。
第
二
に
「
資
源

管
理
」
で
す
。
水
産
資
源
の
管
理
に
つ

い
て
は
、
水
産
行
政
機
関
の
役
割
と
し

て
ど
の
都
道
府
県
で
も
行
っ
て
い
ま
す

が
、
さ
ら
に
三
重
県
で
は
、
一
連
の
「
み

え
の
う
み
」
事
業
と
し
て
、
水
域
の
環

境
保
全
活
動
を
促
進
す
る
と
り
く
み
を

二
〇
〇
二
年
か
ら
行
っ
て
い
ま
す
。

　

「
み
え
の
う
み
」
事
業
を
水
産
部
局

が
行
う
き
っ
か
け
は
人
間
が
関
与
す
る

こ
と
で
生
態
系
が
維
持
さ
れ
て
い
る

「
里
海
」
の
機
能
が
再
評
価
さ
れ
て
き

た
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
背
景
と
し
て
伊

勢
湾
の
環
境
が
非
常
に
悪
化
し
て
い
る

こ
と
に
あ
り
ま
す
。
図
2
の
よ
う
に
、

伊
勢
湾
の
海
底
の
広
い
範
囲
に
ヘ
ド
ロ

が
堆
積
し
て
い
ま
す
。
ヘ
ド
ロ
の
分
解

に
は
バ
ク
テ
リ
ア
が
酸
素
を
多
量
に
消

費
し
ま
す
の
で
、
と
く
に
夏
季
に
貧
酸

素
水
塊
が
発
生
し
、
生
物
の
住
め
な
い

環
境
を
海
底
に
つ
く
り
だ
し
て
し
ま
い

ま
す
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
里
海
で
あ

る
伊
勢
湾
の
生
物
の
豊
か
さ
、
多
様
性

が
失
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

生
物
多
様
性
が
高
い
こ
と
は
、
漁

業
生
産
を
支
え
る
基
本
的
な
要
素
で

す
。
海
の
生
物
多
様
性
を
保
つ
た
め

に
は
干
潟
や
藻
場
が
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
た

と
え
ば
干
潟
は
、
浅
い
か
ら
貧
酸
素

の
影
響
も
受
け
に
く
く
、
魚
の
赤
ち
ゃ

ん
の
隠
れ
場
所
と
し
て
、
保
育
場
と

し
て
重
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
干
潟
は
陸
域
か
ら

の
排
水
に
含
ま
れ
る
有
機
物
を
浄
化

す
る
役
割
が
あ
り
、
一
ヘ
ク
タ
ー
ル

で
一
万
人
分
の
生
活
排
水
を
分
解

す
る
能
力
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
図
2
は
約
十
年
前
の
伊
勢
湾
で 高山進さん竹内泰介さん

「環境や生き物の多様さと、人間社会・

文化の多様さ両者を尊重」（たかやま）

漁
業
者
に
よ
る
環
境
活
動
の
推
進
を

市
民
と
海
と
の
か
か
わ
り
を
強
め
つ
つ

「魚を食べ、水辺に親しむことから

よい環境を」（たけのうち）

■図 2 伊勢湾奥部で拡がる埋立地（赤で図示）

図3 各種の農水産物消費量の推移（2000年の値を100とした割合） 図1 定住民の「人間ー自然関係」の基本形

す
。
湾
奥
部
に
干
潟
、
藻
場
が
広
が

り
、
生
物
生
産
性
と
多
様
性
が
高
い

海
で
し
た
。
こ
れ
が
現
在
で
は
、
著

し
く
減
少
し
て
い
ま
す
。
東
海
地
区

の
経
済
発
展
の
た
め
に
は
や
む
を
え

な
か
っ
た
と
は
思
い
ま
す
が
、
私
た

ち
は
大
切
な
里
海
の
機
能
の
一
部
を

失
っ
た
の
で
す
。

　

そ
の
結
果
、
か
つ
て
三
重
県
だ
け
で

一
万
ト
ン
の
水
揚
げ
を
誇
っ
た
ア
サ
リ

な
ど
伊
勢
湾
の
水
産
物
の
漁
獲
量
が
、

非
常
に
減
少
し
ま
し
た
。
最
近
、
透
明

度
等
水
質
の
一
部
は
改
善
さ
れ
て
き
た

と
は
い
え
、
伊
勢
湾
の
豊
か
さ
が
元
に

戻
っ
て
い
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
ま
た
、

近
年
は
食
料
自
給
率
が
低
下
し
て
い
る

だ
け
で
な
く
、
一
人
あ
た
り
の
水
産
消

費
量
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
を
、
非
常

に
危
惧
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
漁
業

者
の
高
齢
化
だ
け
で
な
く
、
日
本
の
食

文
化
を
特
徴
づ
け
る
魚
食
文
化
が
衰
退

し
て
い
る
こ
と
、
里
海
で
生
産
さ
れ
る

地
元
の
産
物
を
食
べ
な
く
な
っ
た
こ
と

に
原
因
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
に
、
地
域
住
民
を
海
と
の
か
か
わ
り

が
希
薄
に
な
る
に
つ
れ
て
、
里
海
の
荒

廃
も
進
み
ま
し
た
。

　

漁
業
管
理
が
主
要
な
業
務
で
あ
っ
た

水
産
と
し
て
は
、
里
海
荒
廃
の
原
因
の

ひ
と
つ
が
、
人
び
と
の
海
へ
の
関
心
が

希
薄
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
あ
る

と
考
え
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
近
年
子

ど
も
た
ち
は
水
辺
で
遊
ば
な
い
。「
遊

ん
だ
ら
危
な
い
」
と
水
辺
へ
の
立
ち

入
り
を
禁
止
さ
れ
、
子
ど
も
た
ち
と
水

辺
が
遠
ざ
か
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
が
遊

ば
な
く
な
っ
た
こ
と
で
関
心
が
な
く
な

り
、
大
切
に
し
よ
う
と
い
う
心
が
育
ま

れ
な
い
。
そ
う
い
う
子
ど
も
た
ち
が
水

辺
に
無
関
心
な
大
人
に
な
る
。
そ
の
結

果
、
ま
す
ま
す
里
海
が
荒
れ
、
漁
獲
量

も
減
る
。
地
元
の
水
産
物
に
目
が
い
か

な
く
な
り
、
魚
を
食
べ
な
く
な
る
。
そ

し
て
い
っ
そ
う
漁
業
が
崩
壊
し
ま
す
。

こ
の
悪
循
環
は
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
県
民
と
水
辺
の
接
点
を
増

や
せ
ば
、
里
海
の
再
生
に
つ
な
が
る
と
、

三
重
県
が
水
産
行
政
の
視
点
を
か
え
た

の
が
二
〇
〇
二
年
頃
で
す
。

　

魚
を
食
べ
た
り
、
水
辺
に
親
し
む
こ

と
で
海
な
ど
の
自
然
を
愛
す
る
気
持
ち

が
育
ま
れ
、
保
全
活
動
が
活
性
化
す
る
。

そ
し
て
、
多
様
な
生
物
が
す
む
豊
か
な

里
海
が
再
生
さ
れ
る
こ
と
で
、
結
果
的

に
水
産
業
も
活
発
化
す
る
、
そ
れ
を
事

業
で
や
っ
て
み
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。

ま
た
、
海
だ
け
で
は
な
く
、
山
・
川
・

海
を
一
体
と
し
て
、
自
然
は
繋
が
っ
て

い
る
こ
と
を
主
要
な
テ
ー
マ
と
し
ま
し

た
。
職
員
だ
け
の
と
り
く
み
だ
け
で
は

な
く
、
市
民
と
連
携
し
、
い
っ
し
ょ
に

現
場
に
出
て
、
汗
を
か
き
な
が
ら
始
め

干潟域 新たな埋立区域

5m以浅

10m以浅 芦原

20m以浅

20m以深

急速に失われた
生物多様性の高い浅場

藻場や干潟など消失していったことで海の水質浄化
機能とゆりかご機能が損なわれていった。

2000年頃の伊勢湾

竹内
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志摩市の現状①（人口動態）

1980 1985 1990 1995 2000 2005

合計　 Total 63,065 64,222 62,859 63,035 61,619 58,225

０～ 14歳
13,929 12,684 10,951 9,963 9,000 7,590

22.1% 19.8% 17.4% 15.8% 14.6% 13.0%

15～64歳
41,180 42,669 41,872 40,899 38,194 34,324

65.3% 66.4% 66.6% 64.9% 62.0% 59.0%

65歳以上
7,956 8,869 10,036 12,173 14,425 16,311

12.6% 13.8% 16.0% 19.3% 23.4% 28.0%

三重県 Mie Pref ‑ ‑ 13.6% 16.1% 18.9% 21.5%

全　国    Japan ‑ ‑ 12.0% 14.5% 17.3% 21.0%

人口は1985年以降減少傾向。高齢化も急速に進み、2010年の国勢調査では
人口55,000人以下、高齢化率が30％半ばに？

国勢調査資料

Population Census

P
o
pu

la
ti
o
n

志摩市の現状②（産業別従事者数）
1980 1985 1990 1995 2000 2005

合　　計 人数（人） 31,716 33,213 32,707 33,625 30,845 28,146

一次産業
Primary
sector of
industry

人数（人）
8,362 8,470 6,899 5,764 4,275 3,426

26.4% 25.5% 21.1% 17.1% 13.9% 12.2%

生産額amount
of products

10,480 7,101

二次産業
Secondary
sector of
industry

人数（人）
8,426 8,936 9,049 8,230 7,673 6,447

26.6% 26.9% 27.7% 24.5% 24.9% 22.9%

生産額amount
of products

24,000 20,000

三次産業
Tertiary
sector of
industry

人数（人）
14,928 15,807 16,759 19,631 18,897 18,273

47.1% 47.6% 51.2% 58.4% 61.3% 64.9%

生産額amount
of products

154,000 137,000

生産額：百万円 (million yen)

市民一人当たりの分配額（千円） 2,286 2,292

市民ひとりあたりの分配額は三重県内29市町のうち26番目。
納税者一人当たりの所得は2,473千円（給与所得者2,579千円）。29市町のうち28番目。

真珠養殖の生産額はピーク時の10分の1（160億円⇒15億円）に減少。
観光客もスペイン村の開業で一旦増加したが、その後急激に減少。

志摩市の現状③（主要産業の状況）

1980 1985 1990 1995 2000 2005

水産業
fishery

海面漁業
coastal fishing

（ton） 26,274 27,235 21,093 15,265 15,088 15,148

真珠養殖
Pearl culture

（kg） 9,219 18,470 16,298 11,399 5,993 6,109

生産額
Amount of
products

（million
yen） 24,352 30,324 35,421 22,308 14,695 10,049

観光業
tourism

入込客数
tourist

（
３
） 4,880 4,671 7,332 5,493 4,173

水産業漁獲量は属人統計。

×10

た
事
業
で
す
。

　

当
事
業
で
は
、
環
境
保
全
活
動
に
関

わ
る
主
体
を
三
つ
に
分
け
ま
し
た
。
一

つ
は
、
海
と
直
接
関
わ
っ
て
い
る
漁
業

者
や
研
究
者
で
、
海
の
エ
コ
ク
リ
エ
ー

タ
ー
と
定
義
し
ま
し
た
。
二
つ
め
は
環

境
保
全
活
動
を
実
際
に
行
っ
て
い
る
学

校
の
先
生
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん

で
陸
の
エ
コ
ク
リ
エ
ー
タ
ー
と
し
ま
し

た
。
三
つ
め
に
は
、
現
在
活
動
を
行
っ

て
い
な
い
無
関
心
層
と
も
い
え
る
県
民

で
す
。
こ
れ
ら
の
三
者
の
活
動
を
そ
れ

ぞ
れ
盛
り
上
げ
、
連
携
を
促
す
の
が
事

業
の
主
な
目
的
で
す
。

　

現
在
、
県
庁
ス
タ
ッ
フ
が
担
う
事
業

の
三
本
柱
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
運
営

す
る
こ
と
、
環
境
保
全
活
動
の
指
導
者

を
養
成
す
る
こ
と
に
よ
り
海
・
陸
の
エ

コ
ク
リ
エ
ー
タ
ー
の
数
と
技
術
を
向
上

さ
せ
る
活
動
を
活
発
化
す
る
こ
と
、
そ

れ
か
ら
環
境
保
全
活
動
の
指
導
者
の
皆

さ
ん
と
連
携
し
な
が
ら
県
民
の
皆
さ
ん

へ
の
環
境
活
動
を
実
践
す
る
こ
と
で
す
。

　

ま
ず
、
皆
さ
ん
が
お
持
ち
の
情
報
を

「
み
え
の
う
み
」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
集
め

て
、
誰
で
も
利
用
可
能
な
県
内
の
環
境

情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
す
る
。
た
と
え

ば
、
英
虞
湾
な
ど
の
水
質
の
自
動
観
測

ブ
イ
（
図
4
）
を
設
置
し
、
リ
ア
ル
タ

イ
ム
で
公
開
し
て
お
り
、
こ
れ
を
も
と

に
漁
業
者
の
皆
さ
ん
は
養
殖
の
や
り
方

を
変
え
た
り
赤
潮
を
察
知
す
る
だ
け
で

な
く
、
県
民
の
方
が
海
の
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
を
行
う
際
の
参
考
に
も
な
っ
て

い
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。
そ
の
他
、
環

境
の
イ
ベ
ン
ト
情
報
、
魚
の
食
べ
方
情

報
、
旬
の
魚
の
紹
介
と
い
っ
た
、
水
や

魚
に
親
し
ん
で
も
ら
う
こ
と
に
つ
な
が

る
内
容
で
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
情
報
で
も

掲
載
し
て
い
ま
す
。
ま
た
学
校
の
先
生

や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
が
た
が
環
境
保

全
活
動
を
行
う
際
に
必
要
な
マ
ニ
ュ
ア

ル
や
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
を
無
料
公
開
し
て

い
ま
す
。
月
間
九
千
か
ら
一
万
件
ほ
ど

ア
ク
セ
ス
が
あ
り
、
県
庁
で
も
人
気
の

ペ
ー
ジ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
指
導
者
養
成
講
座
を
行
っ

て
、
地
域
で
教
え
ら
れ
る
指
導
者
を
増

や
す
。
最
終
的
に
は
養
成
し
た
指
導
者

た
ち
の
相
互
連
携
を
促
進
し
、
育
っ
た

リ
ー
ダ
ー
が
地
域
で
生
物
観
察
会
や
講

座
な
ど
の
環
境
活
動
を
進
め
て
も
ら
え

る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
環
境
広
報
や
環
境
の
学
習

推
進
で
す
。
担
当
職
員
が
学
校
に
出
向

い
て
、
生
物
多
様
性
に
つ
い
て
の
講
座

を
し
た
り
、
直
接
自
然
を
観
察
し
、
触

れ
る
機
会
を
創
出
し
、
海
で
体
験
授
業

を
す
る
。
毎
年
約
千
人
の
生
徒
さ
ん
を

相
手
に
担
当
職
員
が
直
接
実
施
し
て
き

ま
し
た
が
、
職
員
数
に
限
界
が
あ
る
の

で
、
最
近
は
こ
れ
ま
で
育
成
し
た
指
導

者
の
方
が
た
に
お
願
い
す
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
県
民
に
環
境
活
動
を
浸
透

さ
せ
る
当
初
目
的
は
ほ
ぼ
果
た
し
た
と

考
え
て
い
ま
す
。

　

た
だ
残
念
な
が
ら
、
漁
業
者
や
研

究
者
な
ど
の
海
の
エ
コ
ク
リ
エ
ー

タ
ー
と
、
環
境
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆

さ
ん
、
学
校
の
先
生
方
、
県
民
と
の

連
携
が
い
ま
だ
充
分
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
こ
に
課
題
が
残
さ
れ
て
い
ま

す
。
漁
業
と
県
民
を
ど
の
よ
う
に
環

境
や
食
文
化
の
部
分
で
つ
な
げ
る
か
、

私
た
ち
に
今
後
で
き
る
こ
と
を
考
え

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

司
会 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
で

は
浦
中
さ
ん
、
お
願
い
し
ま
す
。

浦
中 

非
常
に
小
さ
な
基
礎
的
自
治
体
と

し
て
、
志
摩
市
が
環
境
問
題
に
ど
の
よ

う
に
と
り
く
も
う
と
し
て
い
る
か
お
話

し
し
ま
す
。

　

志
摩
市
が
目
指
す
「
新
し
い
里
海
へ
」

と
い
う
場
合
の
「
里
海
」
と
は
、「
漁

浦中秀人さん

沿
岸
域
の
総
合
的
な
管
理
は

志
摩
市
が
生
き
残
る
た
め
の
戦
略

業
と
海
の
環
境
保
全
」
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
強
い
と
思
う
の
で
す
が
、
海
の
利

用
は
漁
業
だ
け
で
は
な
く
、
海
洋
レ
ク

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
海
運
な
ど
多
様
で
あ

り
、
ま
た
人
と
海
と
の
か
か
わ
り
も
、

漁
獲
だ
け
で
は
な
く
て
、
排
水
処
理
、

干
潟
や
藻
場
の
育
成
、
産
業
の
た
め
の

活
動
に
と
ど
ま
ら
ず
、
積
極
的
な
保
全

活
動
も
増
え
て
い
ま
す
。

　

志
摩
市
は
志
摩
半
島
の
南
東
の
端
に

あ
り
、
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
に
旧
志

摩
郡
五
町
が
合
併
し
て
志
摩
市
に
な

り
、
面
積
は
一
八
〇
平
方
キ
ロ
、
人
口

は
合
併
当
時
六
万
一
〇
〇
〇
人
ち
ょ
っ

と
だ
っ
た
の
が
、
こ
の
一
一
月
で

五
万
七
〇
〇
〇
人
へ
と
、
急
激
に
減
り

つ
つ
あ
り
ま
す
。
全
域
が
伊
勢
志
摩
国

立
公
園
に
指
定
さ
れ
、
英
虞
湾
、
的
矢

湾
、
太
平
洋
の
三
つ
の
海
に
面
し
て
い

ま
す
。

　

志
摩
市
は
、
国
勢
調
査
に
よ
る

と
ピ
ー
ク
時
の
一
九
八
五
年
の

六
万
四
〇
〇
〇
人
に
比
べ
て
今
年
は

前
述
の
人
口
に
な
り
、
危
機
的
で
す
。

六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
人
口
も
三
五
%

を
超
え
そ
う
で
、
全
国
・
三
重
県
平
均

と
比
較
し
て
一
・
五
倍
く
ら
い
で
す
。

　

産
業
別
従
事
者
数
で
は
、
労
働
人
口

が
一
九
八
五
年
の
三
万
三
千
人
か
ら

減
っ
て
い
ま
す
。
水
産
業
中
心
の
一
次

産
業
も
、
従
事
者
数
で
四
分
の
一
だ
っ

た
の
が
、
今
は
八
分
の
一
、
二
次
産
業

は
ほ
ぼ
横
ば
い
、
そ
の
分
三
次
産
業
の

比
率
が
増
え
て
い
ま
す
。

　

総
生
産
額
も
住
民
一
人
あ
た
り

二
百
万
円
ち
ょ
っ
と
し
か
付
加
価
値
を

生
ん
で
い
な
い
。
こ
れ
は
三
重
県
内

二
九
市
町
中
二
六
番
目
で
、
納
税
者
一

人
あ
た
り
の
所
得
も
、
二
四
七
万
三
千

円
で
、
二
九
市
町
中
二
八
番
目
で

す
。
主
要
産
業
の
水
産
業
と
観
光
業
に

つ
い
て
は
、
水
産
業
で
海
面
漁
業
が

二
万
七
千
ト
ン
か
ら
一
万
五
千
ト
ン
、

真
珠
養
殖
で
ピ
ー
ク
時
一
万
八
千
キ
ロ

か
ら
六
千
キ
ロ
、
生
産
額
で
三
五
〇
億

か
ら
百
億
円
以
下
と
な
っ
て
い
ま
す
。

観
光
客
も
、
ス
ペ
イ
ン
村
の
開
業
で
一

時
期
七
百
万
人
を
超
え
た
ん
で
す
が
、

今
は
四
百
万
人
前
後
で
す
。

　

志
摩
市
は
、
昔
は
「
御
食
（
み
け
つ
）

国
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
水
産
物
が
豊
か

で
し
た
が
、
英
虞
湾
や
的
矢
湾
は
、
漁

場
環
境
の
変
化
で
生
産
性
が
低
下
し
て

い
ま
す
。
漁
業
者
の
所
得
も
低
下
し
、

後
継
者
も
不
足
す
る
。
後
継
者
が
不
足

す
る
か
ら
水
揚
げ
が
減
る
、
投
資
が
で

き
な
い
の
で
、
新
た
な
改
革
も
で
き
な

い
。
漁
場
環
境
の
保
全
の
た
め
に
、
陸

上
か
ら
の
生
活
排
水
対
策
を
中
心
に
豊

栄
養
化
の
防
止
や
、
海
底
に
堆
積
し
た

ヘ
ド
ロ
の
処
理
な
ど
、
生
産
性
回
復
を

図
ろ
う
と
し
ま
し
た
が
、
生
産
性
の
回

復
は
依
然
と
し
て
見
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

図
6
は
英
虞
湾
の
中
の
有
機
物
の
堆

積
状
況
を
示
し
た
も
の
で
す
。
湾
奥
部

は
真
っ
赤
で
す
。
水
質
の
C
O
D
は

一
九
八
五
年
か
ら
九
〇
年
に
か
け
た
生

活
排
水
対
策
で
、
か
な
り
改
善
が
み
ら

れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
海
底
に
有
機

物
を
貯
め
込
む
シ
ス
テ
ム
は
改
善
さ
れ

ず
、
毎
年
赤
潮
が
出
て
い
ま
す
。
海
底

の
方
か
ら
有
機
物
の
分
解
に
と
も
な
う

無
酸
素
層
が
広
が
り
、
リ
ン
が
溶
出

し
、
そ
の
リ
ン
を
栄
養
に
し
て
赤
潮
が

出
る
。
そ
の
結
果
ア
コ
ヤ
ガ
イ
が
死
ぬ
。

こ
う
い
う
状
況
が
毎
年
夏
に
起
こ
り
、

貧
酸
素
水
塊
が
沿
岸
に
到
達
す
る
と
二

枚
貝
や
カ
キ
が
全
部
死
ぬ
。
海
が
真
っ

白
に
な
る
青
潮
で
す
。

　

的
矢
湾
の
最
奥
部
の
伊
雑
の
浦
で

は
、
三
〇
年
前
ま
で
一
面
ア
マ
モ
が
生

え
て
い
ま
し
た
が
、
こ
こ
二
〇
年
で
全

滅
し
ま
し
た
。
昭
和
五
〇
年
代
は
ア
オ

サ
が
全
域
で
養
殖
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
三
百
ト
ン
近
く
採
れ
て
い
た
ア
オ

サ
（
ヒ
ト
エ
グ
サ
）
が
三
〇
ト
ン
と

一
〇
分
の
一
で
す
。
量
が
少
な
く
な
っ

た
だ
け
で
な
く
、
ノ
リ
網
一
枚
あ
た
り

生
産
性
も
五
分
の
一
で
す
。

　

私
た
ち
は
、
水
産
業
の
生
産
性
を
回

復
す
る
に
は
魚
が
海
の
な
か
で
育
つ
環

境
を
守
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
生
態
系
の

安
定
や
食
物
連
鎖
な
ど
の
物
質
循
環
の

円
滑
さ
を
保
全
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
水
産
行
政
だ
け
で
は
ダ
メ
で
、
高

山
さ
ん
が
い
わ
れ
た
「
政
策
統
合
」
で

す
。
総
合
的
に
海
の
沿
岸
域
を
管
理
す

る
体
制
を
つ
く
り
、
利
用
す
る
と
と
も

に
環
境
保
全
の
た
め
に
積
極
的
に
海
に

か
か
わ
り
、
共
生
す
る
。
こ
れ
を
「
新

し
い
里
海
」
と
呼
び
、
志
摩
市
の
政
策

と
し
て
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。

　

そ
の
一
つ
め
は
、「
稼
げ
る
里
海
」

で
す
。
川
か
ら
出
て
き
た
栄
養
を
海
藻

の
養
殖
に
使
い
、
植
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン

に
な
っ
た
ら
、
二
枚
貝
養
殖
で
使
う
、

さ
ら
に
食
物
連
鎖
の
な
か
で
魚
の
エ
サ

「市長のリーダーシップで

〈稼げる・遊べる・学べる里海〉を」（うらなか）

図 4 自動観測ブイ

「国・県・市の権限を組み合せる制度的

工夫は可能」（まえだ）

浦中
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に
な
っ
た
ら
、
沿
岸
漁
業
で
捕
る
。
こ

う
や
っ
て
「
海
を
使
っ
て
稼
ぐ
」。
そ

し
て
今
ま
で
ど
お
り
生
活
排
水
処
理
を

し
て
、
過
剰
な
栄
養
が
海
に
入
ら
な
い

よ
う
に
す
る
。
二
つ
め
は
「
遊
べ
る
里

海
」
で
す
。
循
環
が
で
き
れ
ば
沿
岸
に

多
様
な
生
物
が
育
つ
。
そ
う
い
う
生
物

を
楽
し
む
し
く
み
と
し
て
「
志
摩
自
然

学
校
」
を
つ
く
り
、
エ
コ
・
ツ
ー
リ
ズ

ム
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
三
つ
目
が「
学

べ
る
里
海
」
で
す
。
こ
の
し
く
み
の
継

続
の
た
め
人
材
育
成
が
大
切
で
す
。
志

摩
市
の
海
で
環
境
を
学
べ
る
し
く
み
を

つ
く
り
、
干
潟
の
観
察
会
や
市
民
に
よ

る
海
の
生
物
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
進
め

て
い
ま
す
。

　

「
稼
げ
る
、
遊
べ
る
、
学
べ
る
里
海
」

と
い
う
の
が
、
市
長
が
考
え
た
志
摩
市

の
里
海
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
す
。

利
用
す
る
一
方
で
藻
場
の
造
成
や
、
干

潟
造
成
等
、
保
全
の
た
め
の
積
極
的
な

と
り
く
み
で
里
海
を
再
生
す
る
の
が
、

志
摩
市
の
「
新
し
い
里
海
」
で
す
。
今

ま
で
は
海
の
環
境
と
い
う
と
排
水
の
濃

度
規
制
や
総
量
排
出
規
制
が
中
心
で
し

た
。
そ
う
で
は
な
く
て
海
の
生
態
系
の

安
定
や
生
き
物
の
分
布
、
そ
の
棲
息
空

間
、
物
質
循
環
で
入
っ
て
き
た
栄
養
の

と
り
あ
げ
方
、
つ
ま
り
水
産
業
は
活
発

に
行
わ
れ
て
い
る
か
な
ど
を
考
慮
し

た
、
新
し
い
診
断
方
法
を
つ
く
っ
て

い
ま
す
。「
英
虞
湾
自
然
再
生
協
議
会
」

を
つ
く
り
、
地
域
の
皆
さ
ん
、
漁
業
関

係
者
や
関
係
者
に
集
ま
っ
て
も
ら
い
、

意
見
交
換
会
も
し
ま
し
た
。
そ
の
他
水

産
庁
の
補
助
事
業
で
、
漁
業
者
が
的
矢

湾
で
藻
場
の
再
生
に
向
け
て
と
り
く
ん

で
い
ま
す
。
こ
れ
に
地
元
の
小
中
学
校

が
授
業
で
参
加
し
、
私
た
ち
が
先
生
に

な
っ
て
話
を
し
て
い
ま
す
。
埋
め
立
て

ら
れ
た
干
潟
の
再
生
に
つ
い
て
は
、
未

利
用
と
な
っ
て
い
る
農
地
の
潮
溜
に
積

極
的
に
海
水
を
入
れ
て
干
潟
に
も
ど
し

て
、
英
虞
湾
の
浅
場
を
回
復
し
、
浄
化

能
力
、
生
物
の
生
産
性
を
あ
げ
よ
う
と

し
て
い
ま
す
。

　

単
に
健
康
な
海
を
つ
く
る
だ
け
で
は

な
く
、「
稼
げ
る
」
こ
と
が
大
切
で
す
。

こ
こ
で
い
う
「
稼
げ
る
」「
学
べ
る
」「
遊

べ
る
」
は
、
外
か
ら
人
が
来
て
く
れ
る

と
か
、
こ
こ
で
獲
れ
た
も
の
を
売
る
こ

と
に
つ
な
が
る
。「
海
を
大
切
に
す
る

志
摩
市
と
い
え
ば
里
海
だ
。
だ
か
ら
志

摩
市
に
行
っ
て
み
た
い
、
志
摩
市
の
も

の
を
食
べ
て
み
た
い
」
と
い
う
地
域
イ

メ
ー
ジ
を
つ
く
る
こ
と
が
、
地
域
ブ
ラ

ン
ド
と
し
て
の
志
摩
ブ
ラ
ン
ド
に
つ
な

が
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
れ

を
進
め
る
に
は
水
産
行
政
部
局
だ
け
で

は
ダ
メ
な
の
で
、
市
の
行
政
内
部
の
横

連
携
を
ど
う
つ
く
る
か
、
関
係
課
を
集

め
て
案
を
作
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

市
長
は
乗
り
気
で
す
の
で
、
進
む
と
思

い
ま
す
。

司
会
・
前
田 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
横
の
連
携
を
ど
う
つ
く
る
の
か
は
、

竹
内
さ
ん
が
い
わ
れ
た
自
治
体
の
新
し

い
役
割
、
高
山
さ
ん
が
い
わ
れ
た
縦
割

り
を
乗
り
越
え
る
と
い
う
論
点
に
か
か

わ
り
ま
す
。

　

行
政
と
は
、
憲
法
制
定
に
よ
っ
て
創

出
さ
れ
た
権
力
分
立
し
た
国
家
の
議
会

が
命
じ
る
権
限
を
行
使
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
権
限
は
大
な
り
小
な
り
国

民
や
住
民
の
活
動
を
制
限
す
る
こ
と
か

ら
、
最
低
限
度
の
範
囲
で
、
法
律
で
命

じ
ら
れ
た
行
政
庁
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ

る
も
の
と
さ
れ
、
こ
の
反
面
、
議
会
が

命
じ
て
い
な
い
行
政
活
動
を
行
政
権
が

新
し
く
創
造
す
る
な
ど
、
あ
ま
り
予
定

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
法
治
主
義

と
は
、
正
し
い
意
味
で
縦
割
り
行
政
を

前
提
と
し
た
。
そ
の
観
点
か
ら
、
権
力

を
持
っ
た
組
織
が
「
横
連
携
」
す
る
と
、

権
限
の
濫
用
が
警
戒
さ
れ
ま
す
。

　

し
か
し
そ
の
よ
う
な
タ
テ
マ
エ
は
、

市
町
村
に
い
け
ば
い
く
ほ
ど
通
用
し
ま

せ
ん
。
生
態
系
の
破
壊
を
目
の
前
で
住

民
目
線
で
見
る
と
、「
法
治
主
義
だ
か

ら
権
力
は
最
低
限
度
し
か
行
使
さ
れ
な

い
」
と
腕
組
み
す
る
わ
け
に
も
い
か
な

い
。
こ
れ
に
自
治
体
が
ど
う
対
応
す
る

か
が
問
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
点
、
環
境
行
政
と
い
っ
て
も
市

町
村
に
は
、
一
般
廃
棄
物
で
の
権
限
く

ら
い
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
都
道
府
県
の

環
境
行
政
と
な
る
と
、
水
や
大
気
の
規

制
権
限
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
逆
に
な

か
な
か
行
使
し
に
く
い
と
い
う
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
市
町
村
は
、
手

持
ち
の
ツ
ー
ル
を
使
う
か
、
あ
る
い
は

法
律
や
県
条
例
に
抵
触
し
な
い
と
こ
ろ

県
と
市
、
国
と
自
治
体
の
縦
割
り
を

乗
り
越
え
る
た
め
の
法
治
主
義
的
工
夫
を

で
工
夫
す
る
。
そ
れ
ら
の
工
夫
が
、
竹

内
さ
ん
が
い
わ
れ
た
自
治
体
の
果
た
す

新
た
な
役
割
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思

わ
れ
ま
す
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
権
限
を
ど
う
組
み
合
わ
せ
て
つ
な

げ
る
か
で
す
。
こ
れ
は
所
轄
す
る
権
限

を
ト
ッ
プ
が
つ
な
げ
る
か
ら
可
能
と
な

る
。
そ
の
意
味
で
志
摩
市
は
、
市
長
の

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
決
定
的
で
す
。

　

三
重
県
も
志
摩
市
も
、
水
産
の
部
局

が
資
源
管
理
や
里
海
づ
く
り
を
行
っ
て

い
る
の
が
特
徴
で
す
。
都
道
府
県
や
市

町
村
の
組
織
内
部
で
の
横
連
携
を
ど
う

つ
く
る
の
か
、
国
と
の
連
携
が
難
し
い

と
し
て
も
住
民
と
ど
の
よ
う
に
連
携
す

る
の
か
な
ど
、
縦
割
り
行
政
の
負
の
側

面
を
乗
り
越
え
る
の
か
に
際
し
て
の
、

新
た
な
視
点
を
示
す
も
の
で
す
。
こ
れ

か
ら
、
住
民
目
線
で
の
政
策
の
創
出
、

住
民
と
の
新
た
な
協
働
、
法
治
主
義
的

統
制
、
国
と
自
治
体
の
関
係
、
自
治
体

と
自
治
体
の
関
係
、
さ
ら
に
は
人
づ
く

り
も
含
め
た
住
民
と
の
関
係
に
つ
い
て

議
論
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
で
は
討
論
に
入
り
ま
す
。
最
初
に
高

山
さ
ん
か
ら
。

高
山 

政
策
統
合
で
大
切
な
の
は
、
行
政

主
体
の
役
割
分
担
の
明
確
化
で
す
。
国

が
責
任
を
も
っ
た
政
策
統
合
で
は
、
基

本
的
な
枠
組
を
示
し
て
ほ
し
い
。
環
境

や
生
物
多
様
性
の
重
視
に
つ
い
て
は
、

大
き
な
流
れ
と
し
て
は
す
で
に
了
解
さ

れ
た
時
代
に
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
法
律

に
「
環
境
配
慮
」
が
組
み
込
ま
れ
て
き

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
代
遅
れ
の
法

律
が
改
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
り
、
司

令
塔
に
な
る
べ
き
枠
組
法
が
不
在
だ
っ

た
り
し
ま
す
。
枠
組
を
し
っ
か
り
示
せ

る
手
段
は
「
生
物
多
様
性
国
家
戦
略
」

で
す
で
に
三
度
の
改
定
が
さ
れ
て
き
ま

し
た
が
、
法
的
な
裏
づ
け
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
し
か
し
二
〇
〇
八
年
の
生

物
多
様
性
基
本
法
の
制
定
以
来
、
法
に

基
づ
く
戦
略
に
な
っ
た
。
C
O
P
10
で

日
本
政
府
が
議
長
国
を
務
め
た
わ
け
で

す
か
ら
、
こ
れ
を
受
け
て
改
定
す
る
と

C
O
P
　
を
機
に
新
し
い

視
点
で
の
総
合
的
沿
岸
域
管
理
を

い
わ
れ
て
い
る
国
家
戦
略
を
つ
く
る
際

に
は
レ
ベ
ル
の
高
い
枠
組
を
打
ち
出
し

て
ほ
し
い
。
一
方
、
具
体
的
課
題
に
即

し
た
政
策
統
合
は
、
な
る
べ
く
住
民
に

近
い
基
礎
自
治
体
で
や
る
べ
き
で
、
権

限
、
財
源
、
人
も
基
礎
自
治
体
に
振
り

向
け
、
自
治
体
に
判
断
を
委
ね
る
姿
勢

が
求
め
ら
れ
ま
す
。

司
会 

「
枠
組
」
は
、
市
町
村
目
線
か
ら

は
ど
う
な
り
ま
す
か
。

浦
中 

市
町
村
は
何
か
し
よ
う
に
も
法
的

権
限
を
も
っ
て
い
ま
せ
ん
。そ
の
一
方
で
、

地
域
が
自
立
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
日

本
は
こ
れ
ま
で
は
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で
や
っ

て
き
た
の
が
、
よ
り
地
域
に
自
立
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
志
摩
市
が
自
立
す
る
に

は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
考
え
た
と
き
に
、

自
分
の
と
こ
ろ
の
海
を
管
理
す
る
権
限
も

な
い
。
自
治
体
職
員
は
、
政
策
立
案
の
経

験
や
知
識
が
な
い
。
こ
う
い
う
部
分
を
立

て
直
さ
な
い
と
、
枠
組
だ
け
与
え
ら
れ
て

も
決
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

竹
内 

枠
組
づ
く
り
は
非
常
に
時
間
が

か
か
る
と
思
い
ま
す
。
現
在
著
し
く
進

ん
だ
高
齢
化
や
低
レ
ベ
ル
の
水
産
資
源

な
ど
漁
業
が
お
か
れ
た
状
況
か
ら
見
る

と
、
そ
れ
を
待
っ
て
い
て
は
、
漁
業
と

い
う
産
業
自
体
が
な
く
な
る
と
い
う
危

機
感
が
あ
る
。
私
た
ち
で
で
き
る
こ
と

は
、
ま
ず
疲
弊
し
た
漁
業
の
現
場
を
立

て
直
す
こ
と
が
、
逼
迫
し
た
課
題
で
す
。

高
山 

行
う
べ
き
ポ
イ
ン
ト
は
、
漁
業
者

と
市
民
と
を
ど
う
結
び
つ
け
て
政
策
に

反
映
さ
せ
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ

り
そ
う
で
す
。
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
は
ど

う
で
し
ょ
う
か
。

浦
中 

海
を
保
全
し
な
が
ら
利
用
す
る
し

く
み
を
計
画
中
で
す
。
観
光
、
水
産
な

ど
、
相
互
に
リ
ン
ク
し
て
い
な
か
っ
た

も
の
を
、
互
い
の
相
関
を
意
識
し
て
組

み
か
え
る
。
そ
こ
に
行
政
と
環
境
団
体
、

漁
業
者
も
入
っ
て
、
地
産
地
消
を
呼
び

か
け
た
り
、
そ
れ
を
志
摩
の
観
光
の
目

玉
に
し
た
り
と
い
う
意
見
を
集
め
て
観

光
政
策
を
つ
く
る
。
お
客
さ
ん
が
来
れ

ば
排
水
も
増
え
ま
す
の
で
、
排
水
対
策

は
担
当
で
行
う
。
そ
れ
が
政
策
の
統
合

だ
と
思
い
ま
す
。
調
整
す
る
部
局
が
そ

う
い
っ
た
意
識
を
持
っ
て
、
各
課
を
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
。

司
会 

ア
メ
リ
カ
で
は
、
大
統
領
の
下
の

環
境
評
価
委
員
会
で
横
断
的
に
や
っ
て

い
ま
す
。
市
長
が
音
頭
を
と
っ
て
、
生

物
多
様
性
や
地
球
温
暖
化
対
策
と
い
う

価
値
を
政
策
に
入
れ
る
と
い
う
こ
と
に
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図 6 英虞湾の沈殿物と水質
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な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

竹
内 

す
で
に
滋
賀
県
に
琵
琶
湖
に
関
す

る
総
合
的
な
部
局
が
あ
り
ま
す
。

浦
中 

静
岡
県
・
浜
名
湖
に
も
あ
り
ま
す
。

海
洋
基
本
計
画
は
責
任
官
庁
を
国
土
交

通
省
と
す
る
全
府
省
共
管
で
、
各
府
省

の
横
串
を
通
す
た
め
の
海
洋
政
策
本
部

が
あ
り
ま
す
。
志
摩
市
は
、
単
独
の
基

礎
的
自
治
体
と
し
て
英
虞
湾
と
的
矢
湾

の
ほ
と
ん
ど
の
海
面
を
ひ
と
つ
の
自
治

体
の
エ
リ
ア
で
持
っ
て
い
ま
す
の
で
、

海
面
管
理
を
し
よ
う
と
思
え
ば
で
き
ま

す
。
市
長
の
思
い
も
あ
り
ま
す
。
リ
ー

ダ
ー
は
志
摩
市
は
市
長
が
や
る
。
伊
勢

湾
は
一
市
三
県
あ
る
が
、
誰
か
が
リ
ー

ダ
ー
に
な
ら
な
い
と
、
縦
割
り
と
か
横

連
携
は
、
難
し
い
と
思
い
ま
す
。

竹
内 

縦
割
り
が
解
消
さ
れ
な
い
大
き

な
原
因
は
、
望
ま
し
い
伊
勢
湾
の
姿
が

明
確
で
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

伊
勢
湾
が
汚
れ
て
い
た
過
去
が
あ
る
の

で
、
窒
素
・
リ
ン
の
排
出
量
の
総
量
を

規
制
す
れ
ば
よ
く
な
る
と
い
う
考
え
が

主
流
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
窒

素
・
リ
ン
の
排
出
総
量
は
減
少
し
た
も

の
の
、
豊
か
な
伊
勢
湾
は
と
り
も
ど
せ

て
い
ま
せ
ん
。
望
ま
し
い
伊
勢
湾
と
は
、

窒
素
や
リ
ン
が
な
い
海
で
は
な
く
、
窒

素
や
リ
ン
の
負
荷
が
あ
っ
て
も
そ
れ
を

受
け
止
め
る
豊
か
な
海
で
あ
る
と
い
う

観
点
に
切
り
替
え
る
べ
き
で
あ
り
、
着

地
点
さ
え
共
有
す
れ
ば
、
前
進
も
可
能

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

高
山 

窒
素
や
リ
ン
を
受
け
止
め
る
場
が

必
要
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
干
潟
や

藻
場
と
か
浅
場
を
ど
れ
く
ら
い
増
や
す

の
か
と
い
う
政
策
に
な
る
。
志
摩
市（
※

1
）
は
は
っ
き
り
と
そ
の
政
策
は
打
ち

出
し
て
お
ら
れ
て
、
か
つ
て
農
地
と
し

て
堰
や
堤
防
が
つ
く
ら
れ
た
と
こ
ろ
で

利
用
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
は
、
干
潟

に
も
ど
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、

こ
れ
を
進
め
て
い
く
と
、
農
水
省
や
県

の
他
の
部
署
の
判
断
の
壁
に
ぶ
つ
か
り

ま
す
。

浦
中 

こ
れ
ま
で
ボ
リ
ュ
ー
ム
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
で
や
っ
て
き
た
も
の
を
、
シ
ス

テ
ム
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
環
境
保
全
を
図

る
方
向
で
、
環
境
行
政
が
大
き
く
舵
を

切
ら
な
い
と
い
け
な
い
。
総
量
規
制
だ

け
だ
っ
た
ら
、
下
水
道
と
浄
化
槽
の
セ

ク
シ
ョ
ン
が
、
各
自
個
別
に
計
画
を
つ

く
れ
ば
達
成
で
き
る
ん
で
す
が
、
シ
ス

テ
ム
全
部
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と

す
れ
ば
単
独
部
署
で
は
で
き
な
い
。
志

摩
市
は
、
縦
割
り
行
政
の
問
題
に
つ
い

て
、
ス
タ
ー
ト
地
点
に
た
っ
た
と
こ
ろ

で
す
。
た
と
え
ば
、
特
区
制
度
を
活
用

す
る
。
海
洋
基
本
計
画
の
な
か
で
統
合

的
沿
岸
管
理
（
Ｉ
Ｃ
Ｍ
＝In

te
g
ra

te
d
 

C
o
a
sta

l M
a
n
a
g
e
m
e
n
t

）
を
進
め
な

さ
い
と
あ
る
の
で
、
そ
の
た
め
の
各
種

権
限
や
財
源
を
自
治
体
に
お
ろ
し
て
、

英
虞
湾
を
Ｉ
Ｃ
Ｍ
特
区
に
す
る
。
対
象

と
な
る
海
を
交
付
税
の
算
定
基
準
に
入

れ
て
、
財
源
や
海
を
管
理
す
る
た
め
の
、

県
の
海
面
利
用
権
限
や
環
境
保
全
権
限

を
市
に
お
ろ
し
て
も
ら
う
。

司
会 

志
摩
市
の
よ
う
な
と
り
く
み
を
し

て
い
る
自
治
体
は
他
に
あ
る
の
で
し
ょ

う
か
。

浦
中 

里
海
に
関
し
て
は
、
環
境
省
が

二
〇
〇
八
年
か
ら
三
箇
年
で
里
海
創
成

支
援
モ
デ
ル
事
業
を
実
施
し
て
い
て
、

そ
こ
に
全
国
で
数
カ
所
の
都
道
府
県
が

参
加
し
て
い
ま
す
。
最
初
は
都
道
府
県

の
と
り
く
み
と
し
て
申
請
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
の
で
、
基
礎
自
治
体
か
ら

の
申
請
は
当
初
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
の
で
、
環
境
省
に
行
っ
て
頼
み
ま
し

た
。
市
町
村
は
、
志
摩
市
だ
け
で
す
。

司
会 

水
産
で
や
っ
て
い
る
の
で
す
か
？

浦
中 

他
は
環
境
サ
イ
ド
で
す
。
総
合
的

な
沿
岸
型
管
理
に
と
り
く
ん
で
い
る
の

は
、
岡
山
県
の
日
生
地
区
と
、
沖
縄
県

の
竹
富
町
で
す
。
竹
富
町
は
海
洋
基
本

計
画
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
し
、
日
生
で

は
熱
心
に
ア
マ
モ
の
再
生
を
や
っ
て
い

ま
す
。

高
山 

県
も
部
局
を
超
え
た
強
力
な
連
携

組
織
を
つ
く
ら
な
い
と
伊
勢
湾
の
統
合

管
理
が
進
み
ま
せ
ん
。

竹
内 

み
え
の
う
み
事
業
は
、
開
始
当

時
は
、
三
人
の
担
当
が
水
産
、
農
業
基

盤
、
化
学
の
出
身
と
い
う
、
も
と
も
と

部
局
横
断
的
な
連
携
か
ら
始
ま
っ
て
い

ま
す
。
現
在
で
は
水
産
技
師
だ
け
で
運

営
し
て
い
ま
す
が
、
今
こ
そ
部
局
横
断

の
視
点
が
必
要
で
す
。
部
署
間
の
連
携

に
は
、
ま
ず
は
人
の
連
携
が
必
要
と
考

え
、
最
近
で
は
、
職
員
相
手
の
自
然
に

学
ぶ
研
修
を
や
っ
て
み
ま
し
た
。
堰
や

人
口
構
造
物
の
多
い
河
川
で
、
生
き
も

の
を
捕
り
な
が
ら
よ
い
川
の
あ
り
方
と

は
何
か
学
ん
で
も
ら
う
。

浦
中 
ま
ず
行
政
職
員
が
し
っ
か
り
理
解

す
る
。
職
員
は
人
事
異
動
で
部
署
が
か

わ
る
の
で
、
ち
ょ
っ
と
思
い
の
あ
る
市

民
と
は
レ
ベ
ル
が
違
っ
て
ひ
と
言
も
言

い
返
せ
な
い
の
が
実
情
で
す
。

司
会 

長
の
役
割
が
重
要
で
す
ね
。

竹
内 

住
民
に
は
、
ま
ず
地
元
の
水
産
物

を
食
べ
て
ほ
し
い
。
し
か
し
、
地
元
の

魚
を
買
え
な
い
。
売
っ
て
い
る
と
こ
ろ

が
な
い
の
が
問
題
で
す
。
漁
業
者
も
、

地
元
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
い
な
い
。

こ
れ
か
ら
は
地
元
の
も
の
を
地
元
で
食

べ
て
も
ら
う
こ
と
が
、
漁
業
の
生
き
残

る
道
で
も
あ
り
、
住
民
と
し
て
も
地
元

の
も
の
を
食
べ
る
こ
と
が
大
事
で
す
。

こ
れ
か
ら
は
、
漁
業
者
と
住
民
の
協
働

に
よ
る
相
互
理
解
の
促
進
が
、
海
を
守

る
活
動
の
大
き
な
要
素
だ
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
職
員
も
住
民
と
の
連
携
を
い
っ

そ
う
重
視
し
た
い
。
県
の
職
員
に
は
さ

ま
ざ
ま
な
専
門
家
が
集
ま
っ
て
い
る
こ

と
を
住
民
が
認
め
て
く
れ
た
上
で
、
住

民
の
方
が
た
か
ら
連
携
や
協
力
を
呼
び

か
け
ら
れ
る
の
は
、
事
業
担
当
者
と
し

て
う
れ
し
い
で
す
。
単
純
に
や

り
が
い
に
つ
な
が
り
ま
す
。
最

近
は
住
民
の
方
か
ら
の
呼
び
か

け
に
よ
り
海
で
活
動
す
る
環
境

団
体
の
横
連
携
を
つ
く
る
動
き

が
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
行
政
と

し
て
も
充
分
協
力
を
し
て
い
き

た
い
で
す
ね
。

司
会 

市
民
の
方
た
ち
と
触
れ

て
み
て
ど
う
で
し
た
か
？

竹
内 

学
校
に
行
く
機
会
が
多

い
の
で
す
が
、
ど
の
学
校
に

も
、
必
ず
生
き
も
の
好
き
が
い

て
、
ち
ょ
っ
と
や
そ
っ
と
の
知

識
で
は
太
刀
打
ち
で
き
な
い
よ

う
な
、
す
ご
い
子
ど
も
た
ち

も
け
っ
こ
う
い
る
。
私
に
と
っ

て
は
ち
ょ
っ
と
希
望
か
な
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
か
ら
手
紙
が

く
る
ん
で
す
。
ち
ょ
っ
と
や
る
気
に
な

り
ま
す
ね
。
ま
た
、
三
重
県
に
は
数
多

く
の
貴
重
な
資
源
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

小
中
学
生
の
間
に
、
一
度
は
地
域
の
自

然
を
体
験
し
て
も
ら
う
機
会
を
つ
く
り
、

先
生
た
ち
は
、
生
態
系
の
重
要
さ
、
楽

し
さ
を
楽
し
み
な
が
ら
、
大
切
な
情
報

を
先
生
が
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
る
環
境

教
育
を
定
着
し
て
も
ら
う
。
そ
れ
が
私

の
理
想
で
す
。

浦
中 

地
域
の
な
か
の
指
導
者
と
学
校
と

で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
く
り
た
い
で
す
。

竹
内 

で
き
れ
ば
総
合
教
育
の
時
間
に
、
地

域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
た
ち
が
環
境
の

こ
と
を
教
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
い
。

司
会 

漁
業
者
と
の
関
係
で
は
…
…
。

竹
内 

松
阪
の
漁
業
組
合
長
さ
ん
が
地
域

の
人
に
ク
ロ
ノ
リ
養
殖
の
現
場
が
あ
る

こ
と
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、
市
内
各

小
学
校
に
無
償
で
配
布
し
給
食
で
食
べ

て
も
ら
う
と
り
く
み
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

松
阪
市
内
の
学
校
の
児
童
生
徒
が
給
食

で
食
べ
て
い
る
ク
ロ
ノ
リ
が
、
地
元
に

産
地
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
県
外
産

な
の
は
ど
う
も
お
か
し
い
、
と
い
う
こ

と
で
始
ま
っ
た
自
主
的
と
り
く
み
で
す
。

高
山 

市
民
を
巻
き
込
ん
だ
動
き
に
し
て

い
こ
う
と
す
る
新
し
い
動
き
で
す
ね
。

竹
内 

桑
名
市
の
赤
須
賀
漁
協
で
も
、

地
元
産
品
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
の

シ
ジ
ミ
を
桑
名
市
内
の
小
学
校
へ
配

布
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
活
動
が
、

漁
業
者
の
側
か
ら
発
案
し
た
こ
と
が
、

新
し
い
動
き
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

を
行
政
が
き
ち
ん
と
受
け
止
め
て
、

政
策
に
反
映
さ
せ
て
、
自
分
が
関
連

し
て
い
る
生
活
者
や
業
界
の
方
が
た

に
も
返
し
て
い
く
。
基
本
的
な
こ
と

で
す
が
、
ち
ゃ
ん
と
や
っ
て
い
く
の

が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

司
会 

行
政
の
水
産
に
専
門
職
の
人
が
い

て
、
そ
れ
を
住
民
が
頼
っ
て
く
る
と
い

う
の
が
重
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

竹
内 

直
接
担
当
が
現
場
に
出
て
、
環
境

活
動
を
行
う
団
体
や
教
員
の
方
が
た
と

人
間
関
係
を
つ
く
っ
た
の
は
大
き
な
成

果
で
す
。

高
山 

生
き
物
に
対
す
る
専
門
性
が
市
民

と
の
接
点
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

浦
中 

最
近
で
は
授
業
に
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
、
地
域
で
連
携
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
職
員
も
外
に

出
て
、
授
業
す
る
こ
と
で
、
自
分
自
身

が
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
も
わ
か
り
、

自
分
自
身
も
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
に
な
る
。

高
山 

市
町
村
レ
ベ
ル
で
専
門
職
の
人
は

ど
れ
く
ら
い
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

浦
中 

水
産
の
技
術
職
は
、
県
内
で
は

鳥
羽
と
尾
鷲
と
伊
勢
な
ど
に
あ
り
ま
し

た
。
地
方
分
権
で
統
合
政
策
を
市
町
村

に
お
ろ
せ
と
い
っ
て
も
、
今
や
ら
れ
た

ら
と
て
も
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
も
、
職
員

の
水
準
が
追
い
つ
い
か
な
い
で
す
。

竹
内 

人
ご
と
お
ろ
さ
な
い
と
厳
し
い
。

浦
中 

国
と
か
県
と
か
の
仕
事
を
下
に
お

ろ
す
の
で
あ
れ
ば
、
財
源
と
と
も
に
人

を
お
ろ
し
て
、
県
も
人
を
基
礎
的
自
治

体
に
出
し
て
、
財
源
も
出
さ
な
い
と
厳

し
い
で
す
よ
ね
。

司
会 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

本文注釈

※ 1 三重県水産研究所の研究成果。

体験事業で職員の話に、
子どもたちの目も輝きます

行
政
の
専
門
職
員
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役
割

市
民
と
の
つ
な
が
り
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資料
四日市市と四日市市内企業との間のモデル公害防止協定書（抄）

四日市市（以下「甲」という。）と【  】（以下、「乙」という。）

とは、公害の防止について以下のとおり協定する。

（目的）

第 1 条 この協定は、乙の企業活動にともなって発生する公害

を防止し、持って地域住民の健康を保護し、生活環境の保全に

努めることを目的とする。

（協定値超過時の措置）

第 4 条 乙は、前条第 1 項に違反していると認められたときは、

直ちに応急の措置を講ずるとともに、遅滞なく甲にその状況を

報告しなければならない。

2 甲は、前項の報告を受けた場合において必要があると認める

ときは、乙に対し、公害の拡大又は再発の防止のため、必要な

措置を講ずべきことを指示できるものとする。

3 ～ 4 略

（事故時の措置）

第 5 条 乙は、公害を発生する恐れのある施設及び公害の発生

を防止するための施設（以下、「施設等」という。）において、

故障、破損等の事故が発生し、これにより地域住民の健康若し

くは生活環境に係る被害が生じ、又は生じる恐れがあるときは、

直ちに応急措置を講じるとともに、遅滞なく甲にその状況を報

告しなければならない。

2 ～ 3 略

4 乙は、第一項に規定する報告を行うとともに、必要に応じて

原因及び再発防止について甲及び周辺住民等へ伝達するものと

する。

7 条 甲は、乙に対し必要に応じて協定書に係る報告を求め、又

は立入調査をすることができる。

公害防止協定附属書

（協定値）

第 1 条 公害防止協定書第 3 条第 1 項に規定する協定値は、以

下のとおりとする。ただし、別途計画書に定める非定常状態を

除くものとする。

（1）大気汚染

（2）水質汚濁

以下略

以下は、事業者との協議の上、必要に応じて明記する。

（協定値超過時の措置）

第 2 条 甲は、乙から公害防止協定書第 4 条第 1 項の報告を受

けた場合、周辺への環境影響の拡大など考慮の上、公表するこ

とができる。

（違約金）

第 6 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に対

し違約金として金 10 万円を請求することができる。

以下略

　

四
日
市
市
は
二
〇
一
〇
年
度
、
市
内
四
六
企

業
と
の
間
で
新
た
な
公
害
防
止
協
定
の
締
結
を

進
め
て
い
る
。
日
本
で
は
元
来
、
環
境
汚
染
に

対
し
て
は
、
大
気
汚
染
防
止
法
や
水
質
汚
濁
防

止
法
に
基
づ
く
規
制
行
政
に
よ
り
、
関
係
す
る

企
業
に
対
し
て
一
律
に
対
策
が
と
ら
れ
て
き
た

は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
協
定
と
は
、
個

別
の
企
業
と
の
間
で
の
交
渉
を
通
じ
て
、
個
別

の
条
件
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
目

的
を
達
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
規
制
を
超
え
て

協
定
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
。

　

四
日
市
市
が
締
結
し
た
公
害
防
止
協
定
の
特

徴
の
第
一
は
、
一
方
当
事
者
で
あ
る
市
に
、
大

気
汚
染
防
止
法
な
ど
の
法
律
上
の
規
制
基
準
設

定
、
改
善
命
令
発
出
な
ど
の
権
限
が
存
在
し
な

い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
権
限
は
都
道
府
県

に
配
分
さ
れ
て
い
る
。
第
二
の
特
徴
は
、
法
律

に
よ
る
規
制
値
を
上
回
る
排
出
水
準
規
制
が
、

協
定
値
と
し
て
か
か
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

協
定
値
超
過
時
に
は
「
直
ち
に
応
急
の
措
置
を

講
ず
る
」
と
と
も
に
、
遅
滞
な
く
市
に
「
そ
の

状
況
を
報
告
」
し
、必
要
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

市
は
、「
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
指
示

で
き
」、
さ
ら
に
「
必
要
に
応
じ
て
協
定
書
に
係

る
報
告
を
求
め
、
又
は
立
ち
入
り
調
査
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
」。
第
三
の
特
徴
は
、
オ
プ
シ
ョ

ン
で
は
あ
る
が
、
協
定
値
超
過
し
た
場
合
に
、

違
約
金
が
請
求
さ
れ
う
る
こ
と
で
あ
る
。
か
か

る
公
害
防
止
協
定
と
は
、
行
政
法
学
に
お
け
る

元
来
の
考
え
方
と
ど
の
よ
う
に
整
合
す
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

　

環
境
行
政
と
は
、
経
済
活
動
に
と
も
な
っ
て

副
次
的
に
発
生
す
る
、
人
間
の
健
康
ま
た
は
生
態

系
へ
の
否
定
的
影
響
を
、
行
政
権
が
統
制
す
る

諸
活
動
を
さ
す
。
公
害
と
は
、
法
的
に
は
、
企
業

と
い
う
私
人
が
国
家
に
先
立
つ
権
利
と
し
て
有

す
る
営
業
の
自
由
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
負
の
外
部
効
果
に
よ
っ
て
、
企
業
施
設
周

辺
住
民
に
健
康
被
害
、
す
な
わ
ち
国
家
に
先
立

つ
権
利
で
あ
る
住
民
の
健
康
権
等
の
侵
害
を
行

う
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
か
か
る
人
権
相
互

間
の
対
立
を
公
権
力
が
調
整
す
る
場
合
、
国
民
・

住
民
の
代
表
で
あ
る
国
会
・
理
解
が
制
定
し
た

（
す
な
わ
ち
国
民
や
住
民
が
間
接
的
に
定
め
た
）

ル
ー
ル
に
基
づ
い
て
行
政
が
、
必
要
か
つ
合
理

的
な
範
囲
で
制
限
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
協
定
の
内
容
が
、
法
律
に
よ

る
規
制
値
を
上
回
る
制
限
を
「
協
定
値
」
と
し

て
遵
守
を
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
上
記

「
必
要
か
つ
合
理
性
」
を
超
え
た
権
利
制
限
が
、

法
律
で
明
示
的
に
権
限
を
委
ね
ら
れ
て
い
な
い

市
と
の
協
定
に
よ
っ
て
、
排
出
企
業
に
個
別
的

に
課
せ
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
企
業
と
住
民
の

利
益
を
調
整
の
う
え
で
、
企
業
側
に
必
要
最
少

限
度
の
排
出
規
制
を
か
け
る
な
ど
と
い
っ
て
い

る
か
ぎ
り
、
現
実
に
周
辺
住
民
の
健
康
被
害
は

ど
ん
ど
ん
拡
大
す
る
。
自
治
体
も
、
住
民
と
の

密
着
度
が
強
い
ほ
ど
、
住
民
の
健
康
被
害
を
無

視
で
き
な
く
な
る
た
め
、
法
律
上
の
権
限
を
与

え
ら
れ
て
い
な
く
て
も
、
何
か
せ
ざ
る
を
え
な

い
。
か
か
る
思
考
の
結
果
編
み
出
さ
れ
た
の
が
、

法
律
上
の
権
限
を
有
し
な
い
市
と
企
業
と
の
個

別
協
定
を
通
じ
た
排
出
制
限
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
か
か
る
協
定
を
合
理
的
に
正
当
化

す
る
理
屈
は
な
い
か
。
原
田
尚
彦
は
、「
公
害
防

止
協
定
は
抽
象
的
な
公
益
の
た
め
に
市
民
の
自

由
と
り
わ
け
精
神
や
身
体
の
自
由
を
制
約
す
る

警
察
作
用
で
は
な
」
く
、「
市
民
の
環
境
上
の
利

益
を
守
り
そ
の
生
存
を
保
障
す
る
た
め
に
、
事

業
者
に
経
済
的
利
益
に
つ
い
て
任
意
か
譲
歩
を

求
め
る
環
境
整
備
な
い
し
生
存
助
成
の
た
め
の

作
用
の
一
環
で
あ
る
」
か
ら
、「
事
業
者
の
こ
う

し
た
特
権
的
環
境
利
用
行
為
に
つ
い
て
協
定
で

特
別
の
制
約
を
課
し
て
も
、
そ
れ
は
一
般
市
民

の
自
由
の
制
約
と
は
お
の
ず
か
ら
異
な
る
」
と

し
た
（
1
）
。
こ
の
見
解
に
よ
っ
て
、
衝
突
す
る
人

権
の
性
質
に
照
ら
し
て
、
行
政
の
規
制
権
限
行

使
基
準
の
設
定
に
裁
量
性
を
認
め
る
方
向
性
が

示
さ
れ
た
。

　

そ
れ
で
は
、
新
協
定
の
法
的
拘
束
力
、
報
告
義

務
づ
け
、
お
よ
び
違
約
金
条
項
の
三
点
は
、
ど
う

評
価
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

国
民
や
住
民
の
代
表
が
制
定
し
た
法
律
に
基
づ

く
規
制
が
、
私
人
間
の
権
利
利
益
対
立
を
解
消
す

る
の
に
「
必
要
か
つ
最
少
限
度
」
な
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
の
に
、
協
定
値
に

よ
っ
て
規
制
を
受
け
る
企
業
は
、
各
個
撃
破
的
に

不
必
要
な
「
国
家
か
ら
の
不
自
由
」
を
強
い
ら
れ

た
と
主
張
し
う
る
の
か
ど
う
か
。
そ
こ
で
は
、
法

定
の
基
準
を
上
回
る
規
制
が
、
双
方
の
合
意
に

よ
っ
て
可
能
と
な
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

　

こ
の
点
、
四
日
市
市
の
担
当
課
か
ら
は
、
契

約
で
あ
る
か
ら
錯
誤
、
詐
欺
ま
た
は
強
迫
が
存

在
し
な
い
か
ぎ
り
有
効
で
あ
り
、
協
定
締
結
段

階
で
相
手
方
企
業
と
相
当
慎
重
に
交
渉
を
行
っ

た
た
め
、
有
効
で
あ
る
と
す
る
回
答
が
あ
っ
た
。

今
後
の
司
法
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
も
の
の
、
そ

の
締
結
の
手
続
に
お
け
る
対
等
性
お
よ
び
、
実

定
法
上
の
規
定
と
の
関
連
で
の
強
行
法
規
性
な

ど
が
問
題
と
な
ろ
う
。

　

こ
の
点
、
福
間
町
産
業
廃
棄
物
処
分
場
公
害
防

止
協
定
事
件
最
2
小
判
2
0
0
9
年
7
月
1
0
日

判
時
2
0
5
8
号
5
3
頁
は
、
使
用
期
限
の
設
定

に
つ
き
、
廃
棄
物
処
理
法
に
は
「
知
事
の
許
可
が
、

処
分
業
者
に
対
し
、
許
可
が
効
力
を
有
す
る
限
り

事
業
や
処
理
施
設
の
使
用
を
継
続
す
べ
き
義
務
を

課
す
も
の
で
は
な
い
」
こ
と
等
を
理
由
に
、
使
用

期
限
を
協
定
で
設
定
す
る
こ
と
は
「
処
分
業
者
自

身
の
自
由
な
判
断
で
行
え
る
」
と
し
た
。
四
日
市

市
の
場
合
は
、
た
し
か
に
法
定
値
を
上
回
る
協
定

値
の
設
定
は
、
精
神
や
身
体
の
自
由
を
制
約
す
る

警
察
作
用
で
は
な
く
、
詐
欺
、
強
迫
、
錯
誤
に
い

た
ら
な
い
場
合
は
、「
業
者
自
身
の
自
由
な
判
断

で
行
え
る
こ
と
」
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
協
定
の
真
の
権
利
主
体
と
は
誰
な
の

か
（
す
な
わ
ち
当
該
協
定
が
「
第
三
者
の
た
め

に
す
る
契
約
」（
民
法
5
3
7
条
）
と
解
す
る
余

地
が
あ
る
の
か
ど
う
か
の
論
点
が
あ
ろ
う
（
2
）
。

し
か
し
な
が
ら
、
住
民
と
い
っ
て
も
、
企
業
施

設
の
関
係
者
も
い
れ
ば
、
被
害
住
民
も
い
る
。

行
政
は
か
か
る
利
害
を
、
い
か
な
る
手
続
で
調

整
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
き
、
礒

野
弥
生
は
、
公
害
防
止
協
定
が
「
地
域
ル
ー
ル

と
し
て
機
能
す
る
た
め
に
は
、
地
域
構
成
員
た

る
住
民
が
内
容
を
了
知
し
て
い
る
こ
と
」
を
要

請
す
る
（
3
）
。

　

さ
ら
に
、
国
家
・
自
治
体
が
、
人
民
の
憲
法
制

定
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
国
民
が
命

じ
た
権
限
以
外
の
行
為
を
行
政
が
裁
量
で
創
造
で

き
る
の
か
も
疑
問
で
あ
る
。
国
家
形
成
の
以
前
か

ら
行
わ
れ
て
き
た
諸
活
動
を
保
障
す
る
天
賦
不
可

譲
の
権
利
と
、
国
家
成
立
後
の
自
治
体
の
権
利
と

を
同
列
に
論
じ
る
わ
け
に
も
い
く
ま
い
。

　

こ
の
点
、
四
日
市
市
は
、
事
業
者
に
市
町
長

と
の
協
定
締
結
に
努
力
す
る
こ
と
を
求
め
た
三

重
県
環
境
基
本
条
例
五
条
五
項
を
根
拠
と
し
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
規
定
は
あ
く
ま
で

も
事
業
者
に
努
力
を
促
す
も
の
で
あ
っ
て
、
市

町
村
の
権
限
を
委
ね
る
も
の
で
も
な
い
。
さ
ら

に
県
条
例
で
市
町
村
の
権
限
を
創
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
も
思
わ
れ
な
い
。

　

環
境
行
政
は
、
日
本
で
は
資
本
主
義
の
生
産

力
拡
大
の
負
の
側
面
と
し
て
要
請
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
れ
を
伝
統
的
な
法
治
主
義
と
の
間

で
整
合
を
と
り
つ
つ
、
住
民
目
線
で
問
題
解
決
を

強
い
ら
れ
る
最
前
線
が
、
ま
さ
し
く
環
境
行
政
の

分
野
で
あ
る
。
公
害
防
止
協
定
と
は
、
地
方
自
治

体
が
、
そ
の
与
え
ら
れ
て
い
な
い
権
限
を
創
出
す

る
リ
ス
ク
を
冒
し
て
も
、
そ
の
対
応
に
直
面
す
る

ハ
ー
ド
ル
と
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
工
夫
の
あ
り

様
を
、
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

註
釈

（
1
）
原
田
尚
彦
『
環
境
法
』（
弘
文
堂
、

1
9
8
1
年
）、
1
7
0

－

7
3
頁

（
2
）
前
掲
、
1
7
5

－

7
6
頁

（
3
）
礒
野
弥
生
「
地
域
ル
ー
ル
の
確
立
の
た
め

の
覚
え
書
き
」
兼
子
仁
先
生
古
稀
記
念
論
文
集

刊
行
委
員
会
編
『
分
権
時
代
と
自
治
体
法
学
』（
勁

草
書
房
、
2
0
0
7
年
）、
3
3
8
頁
。

人
文
学
部
法
律
経
済
学
科
准
教
授

前ま
え

だ田 

定さだ
た
か孝

四
日
市
市
の
公
害
防
止
協
定

②濃度規制（規模排出ガス量（湿り）2万
　Nm3/h以上のばい煙発生施設、施設毎）

協定値

排ガス燃焼炉
（Nox、ばいじん）（Nox、ばいじん）
180、0.050 250、0.080

ばい煙発生施設 法規制値

ばい煙発生施設

③有害物質（窒素酸化物を除く排出基準の
　ある使用物質）

廃ガス燃焼炉
ボイラー

協定値
180、0.050
100、0.075

法規制値
250、0.080
150、0.150

35、0.020 70、0.040ガスタービン
（助燃バーナー不使用時）

①総量規定

硫黄酸化物排出量（Nm3/h）
窒素酸化物排出量（kg/h）

52
200

126.20
240.83

法規制値協定値項目

は
じ
め
に

四
日
市
市
が
締
結
し
た
公
害
防
止
協
定

環
境
行
政
と
そ
の
限
界

公
害
防
止
協
定
の
法
的
危
う
さ

違
約
金
ま
で
取
れ
る
か

民
主
主
義
的
協
定
締
結
プ
ロ
セ
ス

そ
ん
な
権
限
、
誰
が
認
め
た
の
か

お
わ
り
に

エッセイ特集1
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（図）答志島周辺の共同漁業権図

（出典）三重県農水商工部提供の地図に筆者が加筆したものである。

答志島

菅島

答志

和具

桃取

神島

桃

桃

和

答

桃 和 答

菅答

神答

桃 答

N

　

生
物
多
様
性
条
約
第
10
回
締
結
国
会
議

（
C
O
P
10
）
が
昨
年
名
古
屋
で
開
催
さ
れ
た
。

同
条
約
に
は
「
伝
統
的
な
生
活
様
式
を
有
す
る
先

住
民
社
会
と
地
域
社
会
の
知
識
・
工
夫
・
慣
行
を

尊
重
し
、
保
存
・
維
持
す
る
こ
と
」
が
、
8
条
J

項
で
う
た
わ
れ
て
い
る
。
地
域
社
会
と
は
、
ロ
ー

カ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
訳
語
で
、
地
方
自
治

体
で
は
な
く
、
よ
り
小
さ
な
社
会
単
位
を
指
す
。

　

ロ
ー
カ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
し
て
集
落

に
本
稿
は
目
を
向
け
る
。
三
重
県
内
の
答
志
島

で
の
現
地
調
査
を
踏
ま
え
、
集
落
ご
と
に
ロ
ー

カ
ル
・
ル
ー
ル
を
つ
く
り
、
海
を
利
用
・
調
整

し
て
い
る
姿
を
み
つ
め
る
。
自
然
の
恵
み
を
絶

や
さ
な
い
よ
う
、
地
域
社
会
の
知
識
・
工
夫
・

慣
行
が
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
そ
こ
か
ら
見

え
て
く
る
だ
ろ
う
。

　

答
志
島
は
鳥
羽
市
に
あ
る
4
つ
の
有
人
離
島
の

一
つ
で
、
伊
勢
湾
の
湾
口
部
に
浮
か
ぶ
。
島
は
東

西
約
6
キ
ロ
、
南
北
1.
5
キ
ロ
に
広
が
り
、
面

積
は
7
平
方
キ
ロ
弱
で
、
周
囲
26.
3
キ
ロ
に
お

よ
ぶ
。
2
0
0
8
年
12
月
末
現
在
、
2
7
2
1
人

（
住
民
基
本
台
帳
）
が
暮
ら
す
県
内
最
大
の
離
島

で
あ
る
。

　

答
志
島
へ
は
、
鳥
羽
駅
か
ら
ほ
ど
近
い
佐
田
浜

港
か
ら
市
営
定
期
船
が
運
航
さ
れ
て
い
る
。
答
志

島
は
「
桃
取
」「
和
具
」「
答
志
」
の
三
つ
の
集
落

か
ら
な
る
。
集
落
ご
と
に
濃
淡
は
あ
る
が
、
島
の

中
心
に
漁
業
が
あ
る
。「
漁
業
が
も
う
か
ら
な
い

と
島
の
経
済
が
成
り
立
た
な
く
な
る
」
と
共
に
、

漁
業
は
生
活
や
文
化
、
あ
る
い
は
住
民
自
治
の
柱

に
も
な
っ
て
い
る
。

　

鳥
羽
市
の
市
街
地
に
最
も
近
い
集
落
は
桃
取
で

あ
る
。
定
期
船
で
揺
ら
れ
る
こ
と
約
10
分
、
あ
っ

と
い
う
間
に
到
着
す
る
。
島
の
西
側
一
帯
に
広
が

る
集
落
で
、
2
5
8
世
帯
、
8
0
8
人
が
暮
ら
す
。

桃
取
は
、
冬
場
は
風
が
強
く
漁
に
で
ら
れ
な
い
日

も
あ
り
、
か
つ
て
は
半
農
半
漁
で
生
活
を
立
て
、

田
ん
ぼ
も
あ
っ
た
。
現
在
漁
業
が
占
め
る
割
合
は
、

島
内
の
他
の
集
落
と
比
べ
や
や
低
い
も
の
の
、
そ

れ
で
も
漁
業
の
個
人
経
営
体
は
87
戸
（
2
0
0
8

年
漁
業
セ
ン
サ
ス
）
を
数
え
る
。
お
よ
そ
3
世
帯

に
1
世
帯
が
漁
業
を
営
ん
で
い
る
。
15
年
ほ
ど
前

か
ら
牡
蠣
養
殖
が
始
ま
り
、「
桃
こ
ま
ち
」
の
名

で
売
り
出
し
中
で
あ
る
。

　

漁
業
以
外
で
は
、
市
街
地
に
近
い
た
め
、
定
期

船
で
通
勤
し
て
い
る
人
も
少
な
く
な
い
。
定
期
船

に
は
毎
朝
、
高
校
生
と
共
に
、
中
学
生
も
乗
り
込

ん
で
く
る
。
島
内
に
答
志
島
中
学
は
あ
る
が
、
桃

取
の
中
学
生
は
、
島
の
外
の
学
校
に
通
う
。

　

桃
取
に
は
、
島
内
の
他
の
集
落
と
は
違
う
独

特
な
言
葉
づ
か
い
が
残
っ
て
お
り
、「
〜
た
も

れ
」
と
い
う
平
安
時
代
の
言
葉
が
今
も
残
る
。

「
桃
取
顔
」
と
い
っ
た
具
合
に
、
島
内
の
他
の

集
落
と
比
べ
、
顔
に
も
特
徴
が
あ
る
と
言
う
。

気
質
は
後
で
述
べ
る
答
志
集
落
と
対
比
さ
せ
、

「
穏
や
か
」
と
評
さ
れ
る
。

　

島
の
東
南
側
に
は
、
和
具
の
集
落
が
広
が
る
。

定
期
船
に
揺
ら
れ
る
こ
と
15
分
あ
ま
り
、
和
具

浦
と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
集
落
は
、
旅
館
が
多
く

集
ま
り
、
天
然
温
泉
も
出
る
。
1
6
7
世
帯
、

5
4
4
人
が
暮
ら
す
。
島
内
の
三
集
落
の
中
で

一
番
小
さ
な
集
落
で
あ
る
。

　

漁
業
の
個
人
経
営
体
は
75
世
帯
で
、
約
45
%

の
世
帯
が
漁
業
を
営
む
。
他
に
観
光
業
が
島
の

中
で
最
も
盛
ん
な
集
落
で
あ
る
。
2
月
か
ら
4

月
に
か
け
て
は
、
ワ
カ
メ
が
収
穫
時
期
を
迎
え

る
。
採
れ
た
て
の
ワ
カ
メ
を
窯
で
ゆ
で
る
光
景

は
、
磯
の
香
り
を
運
び
、
環
境
省
の
か
お
り
風

景
1
0
0
選
に
選
ば
れ
る
。
生
ワ
カ
メ
は
そ
の

場
で
買
い
求
め
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

和
具
と
い
う
名
は
、
住
所
表
記
上
は
実
存
し

な
い
。
隣
の
答
志
集
落
と
同
じ
、
鳥
羽
市
答
志

町
が
住
所
表
記
で
あ
る
。
答
志
小
か
ら
答
志
中

へ
と
、
和
具
と
答
志
の
子
は
、
同
じ
学
校
に
通

う
。
答
志
の
集
落
ま
で
は
、
歩
い
て
も
15
分
あ

れ
ば
た
ど
り
つ
く
。

　

し
か
し
祭
り
を
は
じ
め
行
事
が
違
う
。
漁
法

も
違
い
、
サ
ワ
ラ
は
答
志
で
は
網
で
採
る
が
、

和
具
で
は
一
本
釣
り
を
す
る
。
答
志
と
は
「
人

種
が
違
う
」
と
、
あ
る
和
具
の
漁
師
が
語
る
ほ

ど
、
答
志
と
和
具
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
。

　

和
具
か
ら

定
期
船
で
さ

ら
に
5
分
あ

ま
り
行
く
と
、

島
の
東
側
に
、

答
志
の
集
落

が
広
が
る
。

3
3
5
世
帯
、

1
3
6
9
人

が
暮
ら
す
、
島
の
最
大
集
落
で
あ
る
。
漁
業
の
個

人
経
営
体
は
1
4
3
世
帯
で
、
約
43
%
の
世
帯
が

漁
業
を
営
む
。

　

答
志
集
落
に
は
寝
屋
子
制
度
が
今
も
息
づ
く
。

寝
屋
子
と
は
、
一
家
の
長
男
が
中
学
卒
業
後
、「
寝

屋
親
」
と
呼
ば
れ
る
他
人
の
家
の
一
室
で
、
同

年
の
長
男
た
ち
と
寝
泊
り
す
る
習
慣
で
あ
る
。

「
地
域
の
団
結
を
高
め
、
漁
業
を
継
承
し
て
い
く
」

社
会
教
育
の
機
能
が
寝
屋
子
制
度
に
は
あ
る
。

ま
と
ま
り
の
良
さ
は
島
随
一
、
い
や
県
内
随
一

と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。「
い
い
意
味
で
地

元
が
上
手
に
団
結
し
て
要
望
し
、（
市
や
県
を
飛

び
越
え
て
）
国
か
ら
ダ
イ
レ
ク
ト
に
予
算
を
採
っ

て
く
る
」
と
、
鳥
羽
市
で
離
島
振
興
を
担
当
す

る
職
員
は
語
る
。
若
い
漁
師
が
育
つ
土
壌
が
答

志
集
落
に
は
あ
る
。

　

ど
こ
の
漁
村
も
そ
う
だ
が
、
と
て
も
車
が
入
れ

な
い
、
迷
路
の
よ
う
な
細
い
路
地
が
縦
横
に
走
る
。

路
地
裏
を
観
光
会
社
で
は
な
く
、
島
の
人
が
案
内

す
る
、「
島
の
旅
社
」
主
催
の
路
地
裏
つ
ま
み
食

い
体
験
は
好
評
で
あ
る
。
民
家
の
壁
や
船
に
墨
で

書
か
れ
た
「
八
」
の
字
、
狭
い
路
地
で
大
活
躍
す

る
荷
車
「
じ
ん
じ
ろ
う
車
」、「
看
板
が
な
い
豆
腐

屋
さ
ん
」
な
ど
、
島
の
生
活
に
ま
つ
わ
る
話
を
交

え
、
路
地
裏
散
策
は
進
む
。

　

桃
取
、
和
具
、
答
志
は
同
じ
島
に
あ
る
集
落

で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
に
個
性
が
あ
る
。

魚
の
セ
リ
も
、
集
落
ご
と
で
開
催
時
間
や
や
り

方
が
異
な
る
。
和
具
と
答
志
の
入
札
に
両
方
参

加
し
て
い
る
地
元
旅
館
の
若
女
将
は
、「
人
種
が

違
う
と
は
思
わ
な

い
が
」
と
前
置
き

し
た
う
え
で
、「
答

志
は
セ
リ
の
ス

ピ
ー
ド
が
速
い
、

和
具
は
の
ん
び
り

や
っ
て
い
る
」
と

語
る
。
ま
た
和

具
と
答
志
は
、
個

人
別
入
札
で
あ
る

が
、
桃
取
は
共
販

入
札
を
採
っ
て
い

る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
集

落
の
前
に
広
が
る

地
先
の
海
に
は
共

同
漁
業
権
（
以
下
、

漁
業
権
）
が
設
定

さ
れ
て
い
る
。「
漁

業
権
は
、
物
権
と

み
な
し
、
土
地
に

関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
」
と
漁
業
法
23
条
に
規

定
さ
れ
て
い
る
が
、
地
先
の
海
は
、
個
人
単
位
で

分
割
し
所
有
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
個
人
が
自

由
に
売
買
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
共
同
で
利
用

調
整
さ
れ
て
い
る
。
漁
業
権
は
歴
史
的
な
海
の
入

会
慣
行
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
一
面
を
も
つ
。

　

答
志
島
の
漁
業
権
の
設
定
状
況
は
左
図
の
と
お

り
で
あ
る
。
桃
取
は
、
31
号
と
32
号
の
漁
場
を
単

独
で
も
ち
、
30
号
を
和
具
と
答
志
、
34
号
を
答
志

と
、
そ
れ
ぞ
れ
共
同
で
も
っ
て
い
る
。
海
に
線
が

引
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、「
G
P
S
を

使
わ
な
く
て
も
境
は
わ
か
る
」
と
、
あ
る
桃
取
の

漁
師
は
語
る
。「
目
印
に
な
る
山
を
見
て
わ
か
る
」

と
言
う
。
山
あ
て
で
あ
る
。

　

和
具
は
28
号
の
漁
場
を
単
独
で
も
ち
、
30
号
を

桃
取
と
答
志
と
共
同
で
も
っ
て
い
る
。
和
具
は
漁

場
が
狭
い
た
め
、
漁
業
権
外
に
も
出
て
い
き
一
本

釣
り
を
行
な
う
。
一
本
釣
り
は
自
由
漁
業
で
、
漁

業
権
の
有
無
に
関
わ
り
な
く
自
由
に
釣
れ
る
か

ら
で
あ
る
。「
遠
州
灘
の
方
ま
で
行
く
こ
と
は
あ

る
。
.
.
.
.
午
前
2
時
に
出
て
、
4
時
、
5
時

ご
ろ
つ
い
て
、
12
時
ご
ろ
戻
っ
て
く
る
」
と
あ
る

和
具
の
漁
師
は
語
る
。

　

答
志
は
、
広
大
な
35
号
の
漁
場
を
も
つ
。
併

せ
て
30
号
は
桃
取
と
和
具
と
の
共
同
、
36
号
は

隣
の
菅
島
と
の
共
同
で
、
ま
た
37
号
は
神
島
と

の
共
同
で
、
そ
れ
ぞ
れ
答
志
は
漁
場
を
も
っ
て

い
る
。
内
湾
だ
け
で
な
く
、
外
洋
に
も
答
志
の

漁
場
は
開
け
て
い
る
。

　

利
用
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
漁
場
に
は
共
同
漁
業

権
と
共
に
、
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
が
設
定
さ
れ

て
い
る
。
集
落
の
漁
協
ご
と
に
地
区
集
会
が
開

か
れ
、
漁
業
操
業
等
決
議
事
項
が
取
り
決
め
ら

れ
て
い
る
。
和
具
の
海
女
漁
を
中
心
に
こ
こ
で

は
紹
介
す
る
。

　

「
海
女
漁
業 

7
月
5
日
（
日
曜
日
）
3
日
潮
か

ら
盆
ま
で
」
と
、「
平
成
21
年
度
地
区
集
会
漁
業

操
業
等
決
議
事
項
」（
以
下
、
決
議
事
項
）
に
定

め
ら
れ
て
い
る
。
操
業
を
盆
ま
で
と
す
る
の
は
、

そ
の
時
期
を
過
ぎ
る
と
、
ア
ワ
ビ
が
産
卵
期
に

入
る
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
「
操
業
期
間
は
タ
カ
の
磯
7
日
間
、

沖
の
磯
5
日
間
で
1
日
ふ
た
か
ず
け
操
業
す
る
」

と
決
議
事
項
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
磯
に
は
そ

れ
ぞ
れ
名
前
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
地
図
に
載
っ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
集
落
の
人
が
呼
ぶ
名
で

あ
る
。「
1
日
ふ
た
か
ず
け
」
と
い
う
の
は
、「
1

日
2
回
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
タ
カ
と
呼
ば
れ
て
い
る
磯
に
潜
れ
る

の
は
、
1
年
間
で
、
7
月
5
日
か
ら
盆
ま
で
の

間
で
、
し
か
も
最
大
わ
ず
か
7
日
間
し
か
な
い

の
で
あ
る
。
加
え
て
1
日
あ
た
り
2
回
ま
で
と

潜
水
の
回
数
が
制
限
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
操
業

決
議
事
項
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
1
回
あ

た
り
の
潜
水
時
間
は
90
分
ま
で
と
時
間
の
制
限

も
か
け
ら
れ
る
。
操
業
時
期
だ
け
で
な
く
、
日
数

と
回
数
、
さ
ら
に
時
間
が
取
り
決
め
ら
れ
、
幾

重
に
も
海
女
漁
に
は
制
限
が
か
け
ら
れ
て
い
る
。

　

決
議
事
項
の
海
女
漁
業
の
欄
の
最
後
に
は
、

「
21
年
度
か
ら
ウ
ェ
ッ
ト
ス
ー
ツ
の
長
そ
で
は

着
用
し
て
よ
い
。
又
、
厚
さ
は
自
由
と
す
る
」

と
太
字
で
記
さ
れ
て
い
る
。「
潜
る
と
き
は
半

そ
で
ウ
ェ
ッ
ト
ス
ー
ツ
だ
っ
た
。
長
袖
を
O
K

に
し
た
」
と
、
和
具
の
漁
協
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ

る
支
所
長
は
語
る
。
着
る
服
も
最
近
ま
で
制
限

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

決
議
事
項
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
漁
場

の
中
に
禁
漁
区
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
繁
殖
の

海
を
め
ぐ
る
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル

伊
勢
湾
・
答
志
島
の
調
査
か
ら

人
文
学
部
研
究
員
・
社
会
学

竹たけ
み
ね峰 

誠せい
い
ち
ろ
う

一
郎

は
じ
め
に

三
つ
の
集
落
か
ら
な
る
答
志
島

漁
業
権
の
設
定

海
女
漁
に
み
る
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル

エッセイ特集1
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伊
勢
市

三
重
の
文
化
と
社
会

・
三
重
県
の
研
究

は
じ
め
に

　

三
重
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
の

授
業
科
目
「
三
重
の
文
化
と
社
会
」
が
ス
タ
ー

ト
し
て
、
今
年
度
で
10
年
目
に
な
る
。
本
科
目

は
、
三
重
の
文
学
・
歴
史
・
思
想
・
社
会
・
地

理
・
環
境
・
地
方
制
度
・
地
方
自
治
・
地
域
産

業
と
経
済
な
ど
を
総
合
的
に
考
究
し
、
地
域
の

文
化
と
社
会
の
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
、
毎
年
、
県
下
の
市
町
村
か
ら
1
つ

を
対
象
地
域
に
選
ん
で
実
施
す
る
。
本
科
目
の

特
色
は
、
大
学
院
生
が
自
ら
そ
の
地
域
に
関
す

る
研
究
課
題
を
設
定
し
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

を
行
う
こ
と
で
、
実
践
的
に
調
査
・
研
究
能
力

を
養
う
こ
と
が
で
き
る
点
に
あ
る
。
ま
た
3
年

前
か
ら
は
、
こ
う
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
型

の
研
究
に
加
え
て
、
県
内
全
地
域
を
対
象
と
し

て
、
主
に
文
献
・
資
料
を
も
と
に
調
査
・
研
究

を
行
う
文
献
型
の
研
究
も
展
開
し
て
い
る
（
本

年
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
型
研
究
の
み
で
あ
っ

た
）。
三
重
大
学
で
は
、
学
生
の
主
体
的
な
問

題
発
見
・
解
決
能
力
を
涵
養
す
る
P
B
L
教
育

を
推
進
し
て
い
る
が
、
本
科
目
は
P
B
L
を
導

入
し
た
特
色
あ
る
大
学
院
教
育
と
し
て
開
設
さ

れ
て
い
る
。
同
時
に
、
大
学
院
生
が
調
査
を
通

じ
て
地
域
の
人
々
と
交
流
し
、
ま
た
現
地
発
表

会
を
行
っ
て
研
究
成
果
を
地
域
に
還
元
す
る
な

ど
、
大
学
の
地
域
連
携
、
地
域
貢
献
の
一
助
と

な
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
こ
と
も
、
本
科
目

の
特
色
の
一
つ
で
あ
る
。

　

昨
年
度
ま
で
の
香
良
洲
町
、
紀
伊
長
島
町
、

亀
山
市
・
関
町
、
志
摩
市
阿
児
町
、
伊
賀
市
、

鈴
鹿
市
、
松
阪
市
、
四
日
市
市
、
津
市
に
続
き
、

本
年
度
は
伊
勢
市
を
調
査
対
象
地
域
と
し
た
。

　

例
年
ど
お
り
、
今
年
度
も
月
1
回
程
度
の
研

究
発
表
を
基
本
と
し
つ
つ
、
6
月
に
は
予
備
調

査
と
し
て
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
サ
ー
ベ
イ
を
実
施
し
、

受
講
生
各
自
の
研
究
テ
ー
マ
や
研
究
方
法
を
明

確
に
し
た
。
9
月
に
は
現
地
合
宿
を
実
施
し
、

受
講
生
が
各
自
の
研
究
の
進
捗
状
況
を
報
告
す

る
と
と
も
に
、
大
学
院
生
・
教
員
間
の
交
流
を

図
っ
た
。
そ
の
後
も
、
大
学
院
生
が
独
自
に
現

地
で
の
聞
き
取
り
調
査
や
資
料
収
集
を
重
ね
、

指
導
教
員
の
指
導
の
も
と
、
研
究
発
表
や
討
論

を
経
て
ま
と
め
あ
げ
た
成
果
が
、
以
下
に
掲
載

す
る
研
究
報
告
で
あ
る
。

　

な
お
、
現
地
で
の
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
サ
ー
ベ
イ
や

調
査
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
伊
勢
市
役
所
の
各

課
の
方
々
、
関
係
諸
機
関
・
団
体
、
市
民
の
皆

様
に
多
大
な
る
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
と
り

わ
け
、
伊
勢
市
財
務
政
策
部
行
政
経
営
課
の
大

西
要
一
様
お
よ
び
伊
勢
市
情
報
戦
略
局
行
政
経

営
課
の
濱
地
直
樹
様
に
は
、
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
サ
ー

ベ
イ
で
の
各
課
・
機
関
へ
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

を
は
じ
め
、
本
科
目
の
円
滑
な
遂
行
の
た
め
に

多
大
な
る
ご
助
力
を
賜
っ
た
。
本
科
目
は
、
地

元
の
方
々
の
ご
協
力
な
し
に
は
成
り
立
た
な
い

も
の
で
あ
り
、
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
御
礼
申

し
上
げ
た
い
。

科
目
担
当
教
員

　

森も

り 

久ひ

さ

つ

な綱
（
人
文
学
部
准
教
授
）

　

テ
ィ
エ
リ
ー
・
グ
ッ
ト
マ
ン

 

（
人
文
学
部
准
教
授
）

2011年1月29日（土）の午後1時より、伊勢市小俣図書館 2階ホールにおいて、「伊勢市・三重県の研究・成果報告会」が

開かれました。本年度からシンポジウムと研究成果報告の2部構成となり、シンポジウムでは「歴史を活かした町づくり」をテー

マに行政・研究者のそれぞれの視点から問題提起がなされ、研究成果報告では、学部生4名、大学院生4名が、10ヶ月にわ

たる各自の研究成果を報告しました。当日は地元の方を中心に20 名（発表者・関係者を除く）の参加がありました。シンポ

ジウム及び研究成果報告に、地元の方々が興味深く耳を傾けてくださいました。予算審議で多忙な中、伊勢市長をはじめ市

職員の方からも励ましの言葉を頂くことができました。地域に学び、地域と交流することの重要性をあらためて実感した有意

義な報告会となりました。なお当日は、報告書「伊勢市・三重県の研究」（A4版）が参加者に配布されました。

伊勢市・三重県の研究／成果報告会

場
所
だ
か
ら

で
あ
る
。「
そ

こ
か
ら
は
み

で
て
き
た
も

の
を
拾
う
」

と
、

支

所

長
は
表
現
す

る
。
漁
業
権

を
も
っ
て
い

て
も
、
海
女
さ
ん
は
自
由
に
潜
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
に
従
い
漁
は

営
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
厳
し
い
制
限
を
伴
う
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー

ル
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
採
り
尽
く
さ
な
い
た

め
で
あ
る
。「
徹
底
し
て
き
っ
ち
り
や
っ
て
い
る
。

地
元
の
人
に
頼
ん
で
監
視
員
を
配
置
し
て
い
る
。

自
分
た
ち
の
漁
場
を
守
る
た
め
」
と
、
支
所
長

は
説
明
す
る
。
限
り
あ
る
自
然
の
恵
み
を
次
世

代
と
分
か
ち
合
う
機
能
が
、
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー

ル
に
は
内
包
さ
れ
て
い
る
。

　

幸
運
な
こ
と
に
、
2
0
0
9
年
8
月
、
和
具

の
海
女
漁
を
こ
の
目
で
見
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。

朝
6
時
ご
ろ
、
和
具
の
集
落
一
帯
に
、
島
内
放

送
が
響
く
。
海
女
漁
の
く
ち
あ
け
を
知
ら
せ
る

放
送
だ
。
く
ち
あ
け
と
は
、
磯
の
く
ち
が
あ
く

こ
と
で
、
禁
漁
が
解
か
れ
、
漁
が
解
禁
さ
れ
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
く
ち
あ
け
を
す
る
か
否
か

は
、
選
挙
で
選
ば
れ
た
海
女
の
代
表
ら
が
集
い
、

協
議
し
て
決
め
る
。
天
候
や
潮
の
状
況
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
冠
婚
葬
祭
な
ど
が
考
慮
さ
れ
る
。

極
力
全
員
が
行
け
る
状
況
の
と
き
、
く
ち
あ
け

が
宣
言
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

待
ち
に
待
っ
た
く
ち
あ
け
だ
。
朝
9
時
に
一

斉
に
漁
は
始
ま
る
。
朝
8
時
半
ご
ろ
か
ら
港
に

集
ま
っ
て
く
る
。
小
型
船
に
乗
り
1
台
、
1
台
、

そ
れ
ぞ
れ
の
ポ
イ
ン
ト
に
散
っ
て
い
く
。
女
性

だ
け
で
な
く
、
男
性
も
い
る
。
夫
婦
船
や
、
家

族
総
出
で
出
漁
す
る
姿
も
見
ら
れ
る
。
ア
ワ
ビ
、

サ
ザ
エ
、
ウ
ニ
な
ど
を
採
る
が
、
ク
ロ
ア
ワ
ビ

が
最
も
値
が
つ
く
。
寸
法
を
測
り
、
規
定
よ
り

小
さ
い
も
の
は
、
海
に
戻
す
。
90
分
経
つ
と
一

斉
に
港
に
戻
っ
て
く
る
。
海
女
小
屋
に
散
り
、

火
を
く
べ
冷
え
た
身
体
を
温
め
る
。
90
分
の
休

憩
の
の
ち
、
再
び
2
回
目
の
漁
に
向
か
う
。

　

見
て
き
た
海
女
漁
は
、
海
を
め
ぐ
る
ロ
ー
カ

ル
・
ル
ー
ル
の
ほ
ん
の
一
例
で
あ
る
。
海
女
漁

だ
け
で
な
く
、
ナ
マ
コ
、
タ
コ
壺
、
ワ
カ
メ
を

は
じ
め
、
漁
法
に
応
じ
た
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル

が
和
具
で
は
そ
れ
ぞ
れ
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　

隣
の
答
志
の
集
落
に
も
当
然
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー

ル
が
あ
る
。
海
女
漁
で
は
和
具
と
は
異
な
る
答

志

独

自

の

ル
ー
ル
が
設

定
さ
れ
て
い

る
。
答
志
集

落
の
前
に
浮

か
ぶ
無
人
島

小

築

海

島

（
こ
ず
く
み

じ
ま
）
は
、

年
に
1
度
だ
け
海
女
漁
の
く
ち
あ
け
が
行
な
わ

れ
る
。
答
志
で
は
、
バ
ッ
ク
フ
ィ
ッ
シ
ュ
運
動

が
と
り
く
ま
れ
、
三
重
県
の
統
一
規
定
よ
り
厳

し
い
サ
イ
ズ
規
制
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
子
ど

も
た
ち
か
ら
島
の
漁
業
者
へ
「
未
来
の
大
漁
の

た
め
に
小
さ
な
魚
や
貝
は
と
ら
な
い
で
」
と
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
た
「
ア
ワ
ビ
の
歌
」
が
、

答
志
の
子
た
ち
の
間
で
歌
い
継
が
れ
、
稚
魚
稚

貝
パ
レ
ー
ド
で
毎
年
披
露
さ
れ
る
。

　

桃
取
に
も
禁
漁
区
が
あ
る
。
ア
サ
リ
漁
は
こ
の

禁
漁
区
の
規
制
か
ら
は
除
外
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

も
そ
も
ア
サ
リ
漁
は
1
月
か
ら
2
月
の
大
潮
の
と

き
だ
け
く
ち
あ
け
と
な
る
。
黒
の
り
、
伊
勢
エ
ビ
、

一
本
釣
り
、
ワ
カ
メ
、
タ
コ
壺
、
か
き
な
ど
、
魚

種
ご
と
に
研
究
会
が
設
け
て
あ
り
、
年
1
回
要
望

が
集
約
さ
れ
、
海
の
利
用
調
整
が
測
ら
れ
て
い
る
。

「
暗
黙
の
了
解
、
当
た
り
前
の
ル
ー
ル
が
あ
る
か

ら
な
」
と
も
、
桃
取
の
漁
協
の
支
所
長
は
語
る
。

「
例
え
ば
と
言
っ
て
も
当
た
り
前
す
ぎ
て
、
わ
か

ら
な
い
」
と
考
え
た
末
、「
ひ
じ
き
は
か
る
も
の
で
、

根
は
取
ら
な
い
」、「
小
さ
い
魚
は
逃
が
す
」
な
ど
、

支
所
長
の
口
か
ら
暗
黙
知
化
さ
れ
て
い
た
ロ
ー
カ

ル
・
ル
ー
ル
が
、
い
く
つ
か
紹
介
さ
れ
た
。

　

伊
勢
湾
に
浮
か
ぶ
離
島
で
し
か
は
じ
め
は
見
え

な
か
っ
た
答
志
島
で
あ
る
が
、
調
査
を
重
ね
る
う

ち
、
集
落
と
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
が
垣
間
見
え
て

き
た
。
答
志
島
が
鳥
羽
市
に
編
入
さ
れ
た
の
は
、

1
9
5
4
年
の
昭
和
の
大
合
併
に
さ
か
の
ぼ
る
。

漁
協
合
併
が
進
み
、
鳥
羽
磯
部
漁
協
の
管
轄
下
に

い
ず
れ
の
集
落
も
置
か
れ
て
い
る
。
答
志
島
和
具

町
と
い
う
住
所
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
で
も
桃
取
、

和
具
、
答
志
と
い
う
三
つ
の
集
落
が
、
同
じ
島
に

あ
り
な
が
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
の
顔
を
も
っ
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
漁
協
（
合
併
し
、
現
在
は
漁
協
支
所
）

が
核
と
な
り
、
住
民
自
治
が
営
ま
れ
て
い
る
こ
と

は
実
に
興
味
深
い
。

　

集
落
の
自
治
を
育
ん
で
い
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
地
先
の
海
で
あ
る
。
地
先
の
海
は
漁
業
権
が
設

定
さ
れ
て
い
る
。
外
者
に
は
視
え
な
い
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
漁
場
に
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
が
設
定
さ
れ
、

各
集
落
の
漁
協
が
主
体
と
な
り
、
海
の
利
用
調
整

が
測
ら
れ
て
い
る
。
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
は
、
漁

業
操
業
等
決
議
な
ど
の
形
で
、
明
文
化
さ
れ
て
い

る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
暗
黙

知
が
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
の
世
界
に
は
無
限
に
広

が
る
。

　

ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
は
環
境
保
全
を
前
面
に
お

し
だ
し
た
取
り
決
め
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
こ
に

は
自
然
の
恵
み
を
採
り
尽
く
さ
ず
次
世
代
に
引
き

継
い
で
い
く
知
識
・
工
夫
・
慣
行
が
内
包
さ
れ
て

い
る
。
私
た
ち
の
足
元
に
、
三
重
県
内
に
も
、
自

然
の
恵
み
を
次
世
代
に
引
き
継
い
で
い
く
知
識
・

工
夫
・
慣
行
は
息
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

海
の
「
環
境
再
生
」
を
図
る
う
え
で
は
、
国
や

地
方
自
治
体
、
企
業
あ
る
い
は
N
G
O
だ
け
で
な

く
、
地
域
社
会
の
集
落
と
い
う
単
位
に
目
を
配
る

こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
各
集
落
で
培
わ
れ
て
き

た
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
へ
の
理
解
を
深
め
、
学
び

と
る
姿
勢
が
、
実
行
性
あ
る
海
の
「
環
境
再
生
」

に
向
け
求
め
ら
れ
る
。

暗
黙
の
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル

お
わ
り
に 

―
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
か
ら
学
ぶ
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Ⅰ
は
じ
め
に

　

伊
勢
国
度
会
郡
に
は
奈
良
・
京
都
の
都
と
伊

勢
神
宮
や
志
摩
国
と
を
結
ぶ
交
通
路
が
設
け
ら

れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
交
通
路
の
探
求
は
、

当
時
の
社
会
の
情
報
伝
達
網
を
解
き
明
か
す
こ

と
に
な
る
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
伊
勢
市
周
辺
の
遺
跡
の
成

立
・
展
開
過
程
に
重
点
を
置
い
て
、
古
代
官
道

の
位
置
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

Ⅱ
伊
勢
市
周
辺
遺
跡
の
展
開

　

交
通
路
を
分
析
す
る
前
に
、
ま
ず
伊
勢
市
周

辺
、
と
り
わ
け
宮
川
下
流
域
の
古
墳
及
び
集
落

跡
な
ど
か
ら
、
当
該
域
の
開
発
・
展
開
状
況
を

確
認
し
て
お
こ
う
。

　

弥
生
時
代
の
始
ま
り
と
共
に
宮
川
左
岸
の
自

然
堤
防
上
に
米
作
り
を
営
む
集
落
が
成
立
す

る
。
こ
の
田
園
風
景
を
一
変
さ
せ
た
の
が
、
五

世
紀
後
半
に
宮
川
河
口
部
に
出
現
す
る
高
ノ
御

前
（
た
か
の
ご
ぜ
ん
）
遺
跡
（
●
1
）
で
あ
る
。  

　

当
遺
跡
は
伊
勢
湾
の
海
上
交
通
の
拠
点
（
津
）

と
し
て
倭
（
ヤ
マ
ト
）
王
権
が
地
域
支
配
の
た

め
に
打
ち
込
ん
だ
楔
で
あ
っ
た
。
遺
跡
か
ら
は

新
し
い
食
文
化
の
到
来
を
示
す
伊
勢
国
域
で
は

じ
め
て
生
産
さ
れ
た
須
恵
器
が
出
土
す
る
。
同

型
式
の
須
恵
器
は
雲
出
川
流
域
の
久
居
古
窯
で

生
産
が
開
始
さ
れ
た
も
の
で
、
倭
王
権
の
指
導

の
下
に
開
窯
さ
れ
た
窯
で
あ
る
。
こ
の
地
が
単

な
る
港
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
倭
王
権
と
の
深

い
関
係
の
下
に
成
立
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
材

料
で
あ
る
。

　

六
世
紀
に
入
っ
て
も
引
き
続
き
河
口
部
で
港

の
経
営
を
担
っ
た
人
々
は
、
宮
川
を
や
や
遡
っ

た
野
依
に
奥
津
城
を
営
み
、
丁
塚
（
ち
ょ
う
づ

か
）古
墳（
★
2
）他
七
基
の
古
墳
を
造
営
し
た
。

と 

こ
ろ
が
七
世
紀
に
入
る
と
高
ノ
御
前
遺
跡

は
放
棄
さ
れ
、
こ
れ
に
代
わ
る
か
の
よ
う
に
後

の
伊
蘇
郷
の
中
心
部
に
殿
垣
外
（
と
の
が
い
と
）

遺
跡
（
■
3
）
が
成
立
す
る
。
殿
垣
外
遺
跡
か

ら
は
都
か
ら
運
ば
れ
た
可
能
性
の
あ
る
暗
文
土

師
器
等
が
出
土
し
、
公
的
な
港
と
し
て
の
位
置

づ
け
が
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た

『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
に
よ
れ
ば
、
大
神
宮
司

の
「
伊
蘇
館
」
の
置
か
れ
て
い
た
と
こ
ろ
だ
と

さ
れ
る
。

　

八
世
紀
に
入
る
と
殿
垣
外
遺
跡
と
共
に
対
岸

に
同
様
の
性
格
を
も
つ
高
向
（
た
か
ぶ
こ
）
遺

跡
（
■
4
）
が
成
立
し
、
宮
川
の
両
岸
に
官
衙

的
な
性
格
を
持
っ
た
港
が
成
立
す
る
。
さ
ら
に

九
世
紀
に
入
る
と
、
左
岸
に
小
御
堂
前
（
こ
み

ど
う
ま
え
）
遺
跡
（
▲
5
）
が
成
立
し
、
当
該

地
が
依
然
と
し
て
宮
川
河
口
部
の
核
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
す
。

Ⅲ
度
会
郡
の
古
代
官
道
と
支
路

1 

古
代
道
と
そ
の
先
行
研
究

　

歴
史
地
理
学
の
足
利
健
亮
氏
は
、
伊
勢
市
小

俣
町
に
残
る
「
有
示
道
下
（
う
じ
み
ち
し
た
）」

と
い
う
地
名
が
有
爾
中
集
落
と
を
繋
ぐ
道
の
異

称
「
有
尓
道
下
（
う
に
み
ち
し
た
）」
で
は
な

い
か
と
指
摘
し
、
斎
宮
中
央
付
近
の
竹
神
社
か

ら
南
下
し
て
有
爾
中
を
通
り
、東
に
転
じ
て
「
有

示
道
下
」
を
通
過
し
て
離
宮
院
へ
至
る
道
を
復

元
し
た
。

　

杉
谷
政
樹
氏
は
史
跡
斎
宮
内
の
古
道
の
状
況

か
ら
足
利
説
を
否
定
し
、
古
道
が
斎
宮
内
を
通

過
し
、
東
進
し
て
い
る
と
し
た
。
そ
の
後
、
奈

良
古
道
の
延
長
上
か
ら
丁
長
（
ち
ょ
な
が
）
遺

跡
の
道
路
痕
跡
が
見
つ
か
り
、
杉
谷
説
が
証
明

さ
れ
た
。
ま
た
斎
宮
か
ら
移
転
後
の
離
宮
院
へ

の
ル
ー
ト
に
関
し
て
は
、『
治
承
元
年
公
卿
勅

使
記
』
治
承
元
（
一
一
七
七
）
年
九
月
十
四
日

条
に
記
さ
れ
る
「
筒
丘
」・「
油
多
野
」
の
地
名

か
ら
、
前
者
を
大
仏
山
丘
陵
に
、
後
者
を
小
俣

町
の
湯
田
及
び
湯
田
野
一
帯
に
比
定
し
、
こ
の

地
を
通
る
も
の
と
し
た
。

　

先
学
が
指
摘
す
る
想
定
ル
ー
ト
を
み
る
と
、

途
中
の
ル
ー
ト
は
異
な
る
も
の
の
そ
れ
ら
す
べ

て
が
、
第
二
次
離
宮
院 

へ
至
る
ル
ー
ト
を
採

用
し
て
い
る
。
し
か
し
離
宮
院
は
延
暦
十
六

（
七
九
七
）
年
に
度
会
郡
沼
木
郷
高
川
原
（
現

伊
勢
市
宮
後
町
月
夜
見
宮
付
近
）
か
ら
同
郡
湯

度
会
郡
古
代
交
通
路
の
再
検
討

江
草 

由
梨

―
宮
川
下
流
域
の
開
発
状
況
の
分
析
か
ら―

図 1　宮川下流域周辺の遺跡変遷図

図 2　斎宮周辺古道想定図

田
郷
宇
羽
西
村
（
旧
度
会
郡
小
俣
町
）
に
移
転

し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
平
安
時
代
初
頭
に
移
転

し
た
離
宮
院
の
位
置
を
「
古
代
官
道
」
と
す
る

根
拠
を
い
ず
れ
の
説
も
明
記
し
て
い
な
い
。

2 

飯
高
駅
以
東
の
東
海
道
支
路

　

そ
こ
で
他
の
ル
ー
ト
の
形
跡
を
確
認
す
る
べ

く
、
斎
宮
以
東
の
交
通
路
に
つ
い
て
再
検
討
す

る
た
め
、
明
治
末
年
作
成
の
仮
製
地
図
や
戦
後

の
航
空
写
真
を
見
直
し
て
み
た
。
す
る
と
明
野

周
辺
か
ら
東
に
伊
蘇
郷
の
野
依
・
磯
集
落
を
繋

ぐ
直
線
道
（
以
下
伊
蘇
道
）
と
明
野
集
落
か
ら

野
依
集
落
の
北
部
に
位
置
す
る
植
山
集
落
に
繋

が
る
道
（
以
下
植
山
道
）
の
存
在
を
確
認
し
た
。

　

植
山
道
の
路
線
上
に
は
高
ノ
御
前
遺
跡
が
あ

り
、
伊
蘇
道
の
路
線
上
に
は
殿
垣
外
遺
跡
や
小

御
堂
前
遺
跡
、
丁
塚
古
墳
な
ど
の
重
要
な
遺
跡

が
多
く
存
在
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
野
依
・
磯

集
落
内
に
は
伊
勢
神
宮
の
元
宮
「
磯
宮
」
で
あ

る
と
い
う
伝
承
が
あ
る
磯
神
社
が
鎮
座
し
て
い

る
。
伊
蘇
郷
に
は
磯
部
氏
が
分
布
し
、
海
産
物

を
収
取
す
る
氏
族
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
殿
垣
外
遺
跡
で
の
大
規
模
な
掘
立
柱

建
物
や
東
・
西
に
廂
の
つ
く
特
異
な
建
物
、
暗

文
土
師
器
や
緑
釉
陶
器
の
出
土
は
、『
太
神
宮

諸
雑
事
記
』
に
み
え
る
大
神
宮
司
の
「
伊
蘇
館
」

と
の
関
係
を
推
測
さ
せ
る
。

　

明
治
仮
製
地
図
や
航
空
写
真
で
確
認
で
き
た

直
線
道
は
、遅
く
と
も
八
世
紀
に
は
飯
高
駅
（
松

阪
市
駅
部
田
町
付
近
）
か
ら
東
進
し
、
斎
宮
を

通
過
し
て
直
進
す
る
道
の
延
長
部
で
あ
り
、
七

世
紀
に
は
宮
川
下
流
域
の
重
要
な
港
と
し
て
機

能
し
て
い
た
「
磯
」
と
直
結
す
る
こ
と
が
明
確

に
な
っ
た
。

　

「
伊
蘇
道
」
こ
そ
が
後
の
外
宮
・
内
宮
・
志

摩
国
と
を
結
ぶ
東
海
道
志
摩
支
路
で
あ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

Ⅳ
離
宮
院
と
古
代
道 

　

次
に
東
海
道
の
駅
家
で
あ
る
度
会
駅
と
離
宮

院
と
の
関
係
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

離
宮
院
と
は
、
伊
勢
神
宮
三
節
祭
（
六
・
十
二

月
の
月
次
祭
と
九
月
の
神
嘗
祭
）
に
奉
仕
す
る

た
め
参
向
し
た
斎
王
が
利
用
し
た
宿
泊
施
設
で

あ
る
。

　

離
宮
院
は
斎
王
の
離
宮
で
あ
る
と
共
に
、
大

神
宮
司
の
政
庁
（
御
厨
）
と
度
会
郡
の
駅
家
（
駅

使
院
）
と
い
う
三
つ
の
機
能
を
備
え
て
い
た
と

推
定
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
度
会
駅
家
に
関
し

て
は
、
岡
田
登
氏
が
延
喜
式
に
規
定
さ
れ
て
い

る
度
会
駅
家
は
伊
勢
市
吹
上
付
近
に
あ
り
、
離

宮
院
内
の
駅
使
院
は
度
会
駅
と
は
別
物
で
、
参

宮
駅
使
の
た
め
の
宿
泊
施
設
で
あ
る
と
指
摘
し

た
（
岡
田
一
九
八
九
）。

　

『
園
大
暦
』
や
『
神
宮
雑
例
集
』
に
よ
る
と
、

離
宮
院
は
外
宮
の
眼
前
に
位
置
し
て
い
た
も
の

が
、
宮
川
の
対
岸
に
移
転
し
た
と
さ
れ
る
。
そ

の
意
図
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
こ
の
離
宮
院
の

移
転
に
よ
っ
て
宮
川
下
流
域
の
交
通
路
は
変
更

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

八
世
紀
末
に
は
鈴
鹿
駅
↓
市
村
駅
↓
飯
高
駅

↓
斎
宮
↓
伊
蘇
道
↓
度
会
駅
（
第
一
次
離
宮
院

付
近
）
と
い
う
ル
ー
ト
を
採
っ
て
い
た
官
道
が

離
宮
院
の
移
転
に
よ
り
、
物
資
集
積
の
港
で
あ

る
「
伊
蘇
ル
ー
ト
」
と
、政
治
的
・
宗
教
的
な
「
離

宮
院
ル
ー
ト
」
に
分
化
す
る
。
平
安
時
代
に
入

り
、
伊
勢
神
宮
の
勢
力
拡
大
と
共
に
伊
蘇
の
重

要
性
が
薄
れ
、「
離
宮
院
ル
ー
ト
」
に
一
本
化

さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

Ⅴ
お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
斎
宮
以
東
の
官

道
は
史
跡
離
宮
院
を
通
る
こ
と
を
前
提
と
し

て
、
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
小
俣
町

に
存
在
す
る
離
宮
院
は
延
暦
十
六
年
に
移
転

し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
移
転
す
る
以
前
の

道
が
必
ず
し
も
小
俣
周
辺
を
通
過
し
て
宮
川

を
越
え
て
い
た
の
か
は
定
か
で
は
な
か
っ
た
。

拙
稿
に
よ
れ
ば
、
山
陽
道
で
は
駅
路
は
陸
上

交
通
だ
け
で
な
く
海
上
交
通
や
河
川
交
通
の

三
交
通
が
結
節
す
る
地
点
を
考
慮
し
て
造
ら

れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
宮
川
下

流
域
の
交
通
路
に
つ
い
て
も
同
様
に
東
海
道

志
摩
支
路
と
伊
勢
湾
交
通
の
港
（
高
ノ
御
前

遺
跡
）、
宮
川
渡
河
地
点
の
港
（
殿
垣
外
遺
跡
、

小
御
堂
前
遺
跡
）
を
包
摂
す
る
伊
蘇
道
が
用

い
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ら
の
港
は
度
会
駅
に
付
属
す
る
施
設

で
あ
っ
た
可
能
性
も
十
分
あ
る
と
考
え
る
が

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
課
題
と
し
て
追

究
し
て
い
き
た
い
。

参
考
文
献

岡
田
登
「
伊
勢
国
度
会
駅
家
所
在
地
考
」『
創

設
十
周
年
記
念
皇
學
館
大
學
史
料
編
纂
所
論

集
』
皇
學
館
大
學
史
料
編
纂
所
、
1
9
8
9
年

鎌
田
純
一
「
伊
勢
神
宮
創
始
に
つ
い
て
の

一
試
論
」『
古
代
文
化
』
第
26
巻
第
11
号
、

1
9
7
4
年

皇
學
館
大
學
考
古
学
研
究
会
『
伊
勢
市
と
そ
の

周
辺
の
古
墳
文
化
』
皇
學
館
大
學
考
古
学
研
究

会
報
告
Ⅱ
、
1
9
9
2
年

杉
谷
政
樹
「
古
代
官
道
と
斎
宮
跡
に
つ
い
て
」

『
研
究
紀
要
』
第
6
号
、
三
重
県
埋
蔵
文
化
財

セ
ン
タ
ー
、
1
9
9
7
年

中
村
修
「
伊
勢
部
と
磯
部
」『
続
日
本
紀
研
究
』

第
3
8
8
号
、
2
0
1
0
年

江
草
由
梨
「
山
陽
道
駅
家
の
機
能
に
関
す
る
一

考
察
」
三
重
大
学
提
出
卒
業
論
文
、
2
0
1
0
年

図 3　明治 25 年頃の度会郡伊蘇郷周辺図（地図資料編纂会編『正式二万分一地形図集成』中部日本 2、柏書房、2002 年より抜粋後加筆）

特集2

18

伊勢市・三重県の研究

19 Vol.12



I 

は
じ
め
に

　

現
代
の
日
本
で
は
火
葬
が
一
般
的
で
あ
る

が
、
か
つ
て
の
日
本
は
土
葬
が
主
で
あ
っ
た
。

古
墳
時
代
と
呼
ば
れ
る
3
世
紀
か
ら
7
世
紀

で
は
、
各
地
の
権
力
者
に
よ
り
墳
丘
を
持
つ

巨
大
な
墓
が
築
造
さ
れ
、
玄
室
と
呼
ば
れ
る

墓
室
に
棺
や
遺
体
を
納
め
る
土
葬
が
行
わ
れ

て
い
た
。
一
般
的
に
火
葬
の
開
始
は
8
世
紀

か
ら
と
さ
れ
る
。

　

今
回
は
伊
勢
市
に
所
在
す
る
昼
河
古
墳
群
に

注
目
す
る
。
昼
河
古
墳
群
は
6
世
紀
か
ら
7
世

紀
末
の
古
墳
時
代
後
期
に
あ
た
る
古
墳
群
で
、

埋
葬
方
法
と
し
て
直
接
木
棺
を
墓
壙
に
納
め
る

木
棺
直
葬
と
墳
丘
に
横
穴
を
あ
け
て
追
葬
を
可

能
に
し
た
横
穴
式
石
室
と
横
穴
式
木
室
が
あ

る
。
古
墳
は
大
き
く
分
け
る
と
墳
丘
と
墓
室
と

で
構
成
さ
れ
、
埋
葬
形
態
と
し
て
前
者
の
木
棺

直
葬
は
竪
穴
系
、
後
者
の
横
穴
式
石
室
と
横
穴

式
木
室
は
横
穴
系
と
呼
ば
れ
る
。
全
国
的
に
6

世
紀
に
入
る
と
竪
穴
系
か
ら
横
穴
系
へ
と
転
換

し
て
い
き
、
横
穴
式
石
室
が
全
国
に
普
及
す
る

の
に
対
し
て
横
穴
式
木
室
は
全
国
で
72
例
の
み

で
あ
る
。
ま
た
、
昼
河
古
墳
群
の
横
穴
式
木
室

は
全
体
で
40
%
弱
に
し
か
見
ら
れ
な
い
、
墓
室

に
火
が
か
け
ら
れ
た
火
化
さ
れ
た
横
穴
式
木
室

で
あ
る
。

　

全
国
的
に
珍
し
い
横
穴
式
木
室
と
、
そ
の

横
穴
式
木
室
を
内
包
す
る
昼
河
古
墳
群
に
つ

い
て
考
察
を
し
、
な
ぜ
昼
河
古
墳
群
に
横
穴

式
木
室
が
作
ら
れ
た
の
か
考
え
て
い
く
中
で
、

古
代
伊
勢
の
社
会
に
つ
い
て
も
考
え
て
い
き

た
い
。

Ⅱ 

全
国
の
横
穴
式
木
室

　

現
段
階
で
は
全
国
で
72
例
の
横
穴
式
木
室

を
確
認
し
て
い
る
。
旧
国
別
に
見
る
と
、
河

内
1
、
和
泉
11
、
摂
津
3
、
伊
勢
6
、
遠
江

42
、
近
江
2
、
丹
波
3
、
播
磨
4
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
火
化
さ
れ
た
も
の
は
、
河
内
0
、

和
泉
6
、
摂
津
2
、
伊
勢
4
、
遠
江
11
、
近

江
2
、
丹
波
0
、
播
磨
4
と
な
り
、
全
体
で

27
例
で
あ
る
。
火
化
さ
れ
た
も
の
は
全
体
の

40
%
弱
と
珍
し
い
事
が
わ
か
る
。

　

横
穴
式
木
室
は
6
世
紀
初
頭
に
遠
江
で
初

現
し
て
い
る
。
6
世
紀
前
半
に
は
遠
江
と
伊

勢
で
分
布
が
広
が
り
、
6
世
紀
中
ご
ろ
に
は

近
畿
に
も
広
が
っ
て
い
く
。
そ
の
後
衰
退
し

て
い
き
、
7
世
紀
に
入
る
と
遠
江
で
は
造
ら

れ
な
く
な
り
全
国
的
に
も
少
な
く
な
る
。
7

世
紀
代
は
終
末
期
で
あ
り
、
7
世
紀
末
に
昼

河
古
墳
群
の
追
葬
と
火
化
で
終
焉
を
迎
え
る
。

火
化
は
6
世
紀
中
葉
に
初
め
て
行
わ
れ
終
末

期
ま
で
続
け
ら
れ
る
。

　

横
穴
式
木
室
を
柱
の
構
造
に
注
目
す
る
と
、

A
〜
H
の
8
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

構
造
の
タ
イ
プ
は
時
期
別
で
は
な
く
地
域

ご
と
に
差
異
が
見
受
け
ら
れ
、
伊
勢
を
境
に

東
と
西
で
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
最
も
簡
易

な
造
り
の
タ
イ
プ
G
、
H
の
横
穴
式
木
室
が

6
世
紀
初
頭
に
遠
江
で
作
ら
れ
、
そ
れ
ら
の

タ
イ
プ
に
主
柱
穴
や
柱
穴
を
加
え
て
よ
り
丁

寧
で
し
っ
か
り
と
し
た
構
造
に
し
た
タ
イ
プ

A
、
B
が
続
い
て
作
ら
れ
る
。
タ
イ
プ
G
、

H
は
タ
イ
プ
A
、
B
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る

の
で
は
な
く
、
平
行
し
て
同
時
期
に
作
ら
れ

て
い
る
。
丹
波
と
播
磨
の
一
部
を
除
い
た
伊

勢
以
西
で
は
6
世
紀
中
葉
以
降
に
タ
イ
プ
E
、

F
が
作
ら
れ
る
。
伊
勢
で
は
6
世
紀
前
葉
は

独
自
に
タ
イ
プ
D
を
作
っ
て
い
た
も
の
の
、

6
世
紀
末
以
降
は
タ
イ
プ
E
が
作
ら
れ
て
お

り
、
伊
勢
以
西
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
横
穴
式
木
室
の
出
現
時
期
が
遠

江
、
伊
勢
、
伊
勢
以
西
と
な
っ
て
い
る
が
、

構
造
か
ら
見
て
み
る
と
伊
勢
は
遠
江
の
、
伊

勢
以
西
は
伊
勢
の
影
響
を
受
け
て
い
る
よ
う

に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、
横
穴
式
木
室
と
い

う
概
念
だ
け
が
伝
播
し
て
構
造
は
各
地
域
の

特
徴
が
現
れ
た
と
解
釈
し
て
お
き
た
い
。

Ⅲ 

昼
河
古
墳
群
と
横
穴
式
木
室

　

昼
河
古
墳
群
で
は
総
数
17
基
の
古
墳
が
検

出
し
て
い
る
。
一
般
的
に
古
墳
群
で
は
尾
根

ご
と
に
同
族
で
埋
葬
す
る
事
が
多
く
、
昼
河

古
墳
群
の
場
合
、
大
き
く
A
、
B
、
C
群
の

3
群
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

昼
河
古
墳
群
は
6
世
紀
初
頭
か
ら
6
世
紀

末
ま
で
の
木
棺
直
葬
と
6
世
紀
末
か
ら
7
世

紀
末
ま
で
の
横
穴
系
埋
葬
施
設
の
二
つ
の
時

期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
横
穴
系
埋
葬

施
設
期
に
入
る
と
、
ま
ず
C

－

西
群
で
横
穴

式
石
室
の
C
15
号
墳
と
C

－

東
群
で
横
穴
式

木
室
の
C
12
号
墳
が
築
造
さ
れ
る
。
続
け
て

C

－

西
群
で
C
13
、
C
14
号
墳
が
、
C
群
か

ら
離
れ
た
A
群
で
A
2
号
墳
が
築
造
さ
れ
る
。

こ
の
と
き
C
12
、
C
13
、
C
14
号
墳
で
は
火

化
さ
れ
る
が
、
A
2
号
墳
で
は
火
化
さ
れ
ず

追
葬
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
後
C

－

西
群
で
横

穴
式
石
室
の
C
11
号
墳
が
築
造
さ
れ
、
C

－

東
群
の
C
15
号
墳
と
A
群
の
A
2
号
墳
で
は

追
葬
さ
れ
る
。
C
11
、
C
15
号
墳
は
こ
の
時

期
に
最
終
埋
葬
と
な
り
、
古
墳
群
の
C
群
で

は
造
営
が
終
了
す
る
。
最
後
に
A
群
で
A
2

号
墳
の
2
回
目
の
追
葬
が
あ
り
、
火
化
さ
れ

て
昼
河
古
墳
群
は
造
営
を
終
え
る
。

　

横
穴
式
木
室
か
ら
は
火
を
受
け
た
部
分
が

変
色
し
た
り
、
強
く
火
を
受
け
て
土
器
の
質

が
土
師
器
の
よ
う
に
も
ろ
く
な
っ
た
り
し
た

二
次
焼
成
し
た
土
器
が
出
土
し
て
お
り
、
二

次
焼
成
の
状
態
か
ら
火
化
の
時
期
や
程
度

が
わ
か
る
。
昼
河
古
墳
群
の
横
穴
式
木
室
で

古
代
伊
勢
の
葬
送

松
本 

薫

―
昼
河
古
墳
群
の
考
察
か
ら―

は
C
12
、
13
、
14
号
墳
は
7
世
紀
初
頭
に
、

A
2
号
墳
は
7
世
紀
末
に
火
化
さ
れ
て
お
り
、

火
化
の
程
度
は
C
12
号
墳
が
最
も
強
く
、
次

に
A
2
号
墳
が
続
き
、
C
13
、
14
号
墳
で
は

ほ
と
ん
ど
火
化
は
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ

と
か
ら
火
化
の
時
期
や
程
度
に
は
横
穴
式
木

室
ご
と
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ

た
。
火
化
の
時
期
に
差
が
あ
る
の
は
最
終
埋

葬
時
に
火
化
す
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
火

化
の
程
度
に
差
が
で
き
る
の
は
構
造
の
違
い

な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
詳
し

い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
今
後
、
全
国
の
火

化
さ
れ
た
横
穴
式
木
室
を
同
様
に
調
べ
て
い

く
こ
と
で
、
火
化
の
目
的
を
解
明
す
る
手
が

か
り
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

Ⅳ 

昼
河
古
墳
群
周
辺
の
地
域
社
会

　

昼
河
古
墳
群
で
は
6
世
紀
初
頭
か
ら
当
該

地
域
に
お
い
て
伝
統
的
な
葬
法
で
あ
る
木
棺

直
葬
が
行
わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
が
、
6
世
紀

末
か
ら
7
世
紀
初
頭
に
な
る
と
新
た
な
葬
法

と
し
て
横
穴
式
石
室
と
横
穴
式
木
室
が
採
用

さ
れ
た
。
こ
の
時
期
は
全
国
的
に
は
横
穴
式

木
室
の
衰
退
期
に
あ
た
り
他
地
域
で
は
ほ
ぼ

築
造
さ
れ
な
く
な
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

昼
河
古
墳
群
で
は
同
一
古
墳
群
の
中
で
4
基

も
築
造
さ
れ
て
、
火
化
も
行
わ
れ
た
。
で
は

な
ぜ
こ
の
時
期
に
昼
河
古
墳
群
で
は
横
穴
式

木
室
が
多
く
作
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

昼
河
古
墳
群
周
辺
に
は
約
1
8
0
基
の
古

墳
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
王
権
と

の
関
わ
り
を
示
す
古
墳
が
あ
る
。
宮
川
左
岸
の

河
口
付
近
に
他
の
古
墳
と
は
独
立
し
て
6
世
紀

前
葉
か
ら
中
葉
に
丁
塚
古
墳
が
、
五
十
鈴
川
上

流
に
は
北
勢
を
中
心
に
特
徴
的
な
分
布
を
示
す

脚
付
短
頸
壺
を
伴
う
丸
山
古
墳
群
が
、
宮
川
と

五
十
鈴
川
に
挟
ま
れ
た
ほ
ぼ
中
間
地
の
山
頂
に

伊
勢
地
域
最
大
の
横
穴
式
石
室
を
持
つ
高
倉
山

古
墳
が
存
在
す
る
。
こ
の
3
古
墳
の
所
在
地
を

線
で
結
ん
だ
空
間
こ
そ
『
伊
勢
大
神
宮
儀
式
帳
』

に
「
以
十
郷
分
弖
、
度
會
乃
山
田
原
立
屯
倉
弖
」

と
記
す
山
田
原
十
郷
を
割
い
て
で
き
た
ミ
ヤ
ケ

で
あ
る
。
南
山
古
墳
と
昼
河
古
墳
群
は
こ
の
空

間
の
外
に
位
置
し
て
い
る
。
も
し
当
該
地
域
が

王
権
と
深
い
関
係
を
有
し
て
い
た
な
ら
、
横
穴

式
石
室
が
築
造
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
横
穴
式

木
室
が
作
ら
れ
た
背
景
に
は
王
権
と
の
対
立
や

確
執
を
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

昼
河
古
墳
群
に
横
穴
式
木
室
が
作
ら
れ
た

事
実
は
古
代
伊
勢
地
域
と
王
権
と
の
関
係
を

考
え
る
上
で
極
め
て
重
要
な
資
料
と
言
え
る
。

Ⅴ 

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
横
穴
式
木
室
の
集
成
か
ら
横
穴
式

木
室
の
構
造
や
火
化
に
つ
い
て
、
ま
た
昼
河
古

墳
群
周
辺
の
古
墳
の
分
析
か
ら
古
代
伊
勢
の
葬

送
の
一
端
を
考
え
て
き
た
。
横
穴
式
木
室
の
構

造
に
つ
い
て
は
地
域
ご
と
の
特
徴
が
あ
る
こ
と

は
判
明
し
た
も
の
の
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に

伝
播
し
て
い
っ
た
の
か
、
互
い
に
ど
の
よ
う
な

影
響
を
与
え
た
の
か
ま
で
は
考
察
す
る
に
及
ば

な
か
っ
た
。
ま
た
火
化
に
つ
い
て
は
6
世
紀
前

葉
か
ら
中
葉
の
時
期
か
ら
開
始
さ
れ
る
こ
と
や

火
化
の
程
度
に
差
が
あ
る
こ
と
は
判
明
し
た
も

の
の
、
目
的
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
横
穴
式
木
室
内

か
ら
火
を
受
け
た
人
骨
が
発
見
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
火
力
を
上
げ
る
た
め
の
空
気
穴
を
持
つ
構

造
だ
と
考
え
ら
れ
る
横
穴
式
木
室
が
あ
る
こ
と

な
ど
か
ら
、
火
化
は
遺
体
を
火
葬
す
る
目
的
を

含
ん
で
い
た
と
考
え
て
も
よ
い
よ
う
に
思
う
。

火
化
は
仏
教
的
火
葬
と
は
一
致
し
な
い
が
、
火

化
の
開
始
時
期
と
仏
教
公
伝
の
時
期
が
重
な
る

こ
と
は
、
火
化
に
対
す
る
仏
教
的
火
葬
の
影
響

も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

昼
河
古
墳
群
周
辺
に
は
王
権
と
の
関
係
を

持
つ
古
墳
が
点
在
し
て
い
る
。
横
穴
式
石
室

で
あ
る
は
ず
の
南
山
古
墳
や
昼
河
古
墳
群
に

横
穴
式
木
室
が
作
ら
れ
た
こ
と
は
、
古
代
伊

勢
の
葬
送
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
で
は
な

ぜ
古
代
伊
勢
に
横
穴
式
木
室
が
導
入
さ
れ
た

の
か
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
考
察
だ
け
で
は

明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
で

あ
る
。

参
考
文
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』
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は
じ
め
に

　

日
本
に
お
い
て
は
、
2
0
0
1
年
に
D
V 

防
止

法
が
制
定
さ
れ
た
が
、
婚
姻
関
係
に
な
い
男
女
間

に
お
い
て
発
生
す
る
デ
ー
ト
D
V
は
こ
の
法
律
の

適
用
範
囲
外
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
後
、

内
閣
府
が
行
っ
た
「
男
女
間
に
お
け
る
暴
力
に
関

す
る
調
査
」（
平
成
20
年
度
）
で
は
、
10
歳
代
か
ら

20
歳
代
の
頃
の
交
際
相
手
（
後
の
配
偶
者
以
外
）

か
ら
、「
身
体
に
対
す
る
暴
行
」「
精
神
的
な
嫌
が

ら
せ
や
恐
怖
を
感
じ
る
よ
う
な
脅
迫
」「
性
的
な
行

為
の
強
要
」
の
い
ず
れ
か
を
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ

た
人
は
、
女
性
で
13.
6
%
、
男
性
4.
3
%
と
な
っ

て
お
り
、
若
年
層
に
お
い
て
他
の
世
代
よ
り
も
被

害
者
が
多
い
こ
と
、
ま
た
、
被
害
者
の
多
く
は
誰

に
も
相
談
で
き
な
い
と
い
っ
た
現
状
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
性
暴
力
に
よ
る
被
害
者
を
出
さ
な
い
よ

う
に
す
る
た
め
に
は
、
予
防
・
啓
発
活
動
が
重
要

で
あ
る
。

　

そ
こ
で
今
回
、
伊
勢
市
の
学
校
教
育
や
そ
の
他

広
報
活
動
等
で
特
に
D
V
と
デ
ー
ト
D
V
に
関
し

ど
の
よ
う
な
取
組
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い

て
調
査
し
、
さ
ら
に
三
重
県
や
全
国
の
取
組
と
比

較
し
つ
つ
、
伊
勢
市
が
今
後
と
る
べ
き
対
策
を
提

案
す
る
。

第
1
章 

伊
勢
市
に
お
け
る

デ
ー
ト
D
V
へ
の
取
組

（
1
） 

学
校
教
育
に
お
け
る
取
組

　

伊
勢
市
で
は
、
全
中
学
校
に
お
い
て
性
教
育
の

一
貫
と
し
て
、
プ
ロ
講
師
（
産
婦
人
科
医
、
助
産

師
、
三
重
県
健
康
福
祉
部
こ
ど
も
局
こ
ど
も
未
来

室
）
に
よ
る
講
演
会
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
内

容
は
命
の
大
切
さ
や
体
の
仕
組
み
が
中
心
で
あ
り
、

デ
ー
ト
D
V
や
出
会
い
系
サ
イ
ト
等
そ
の
も
の
を

取
り
上
げ
て
い
た
講
演
会
は
11
校
中
1
校
（
沼
木

中
学
校
「
出
会
い
系
サ
イ
ト
、
デ
ー
ト
D
V
等
」）

だ
け
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
中
学
校
の
保
健
体
育
に
関
す
る
教
育
計

画
書
お
よ
び
教
科
書
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
あ
る

中
学
校
の
健
康
教
育
計
画
書
に
は
、
性
教
育
の
基

本
的
な
目
標
の
中
に
「
人
間
尊
重
、
男
女
平
等
の

精
神
に
基
づ
く
豊
か
な
男
女
の
人
間
関
係
を
気
付

く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
」
と
明
記
さ
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、

男
女
の
相
互
理
解
や
男
女
の
人
間
関
係
に
関
す
る

内
容
、
特
定
の
異
性
と
の
交
際
に
関
す
る
内
容
が

盛
り
込
ま
れ
て
い
る
程
度
で
あ
り
、
D
V
や
デ
ー

ト
D
V
と
い
っ
た
言
葉
は
取
り
扱
わ
れ
て
は
い
な

い
。
ま
た
、
別
の
中
学
校
の
健
康
教
育
計
画
書
に

は
「
人
間
尊
重
」「
男
女
平
等
」
と
い
っ
た
文
言
す

ら
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
学
校
教
育
に

お
け
る
D
V
、
デ
ー
ト
D
V
予
防
の
必
要
性
に
つ

い
て
は
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

　

そ
の
他
、
中
学
校
で
使
わ
れ
て
い
る
保
健
体
育

の
教
科
書
に
は
、
性
情
報
へ
の
対
処
と
い
う
項
目

に
は
相
手
に
触
れ
る
こ
と
だ
け
が
愛
情
表
現
で
は

な
い
こ
と
を
知
る
と
い
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い

る
。
こ
の
点
は
、
D
V
や
デ
ー
ト
D
V
予
防
に
お

い
て
最
も
重
要
な
事
柄
が
「
自
分
も
相
手
も
大
事

に
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
教
育

現
場
に
お
け
る
工
夫
に
よ
っ
て
は
、
D
V
や
デ
ー

ト
D
V
予
防
に
つ
な
が
る
教
育
を
行
う
こ
と
は
可

能
で
あ
る 

。
性
交
渉
の
開
始
が
若
年
化
し
て
い
る

こ
と
、
ま
た
、
男
女
交
際
の
開
始
と
と
も
に
デ
ー

ト
D
V
の
被
害
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

被
害
を
予
防
す
る
た
め
に
は
、
中
学
校
に
お
け
る

教
育
の
必
要
性
が
あ
る
と
考
え
る
。

（
2
） 

市
民
向
け
広
報
活
動
等

　

そ
れ
で
は
一
般
向
け
で
は
ど
の
よ
う
な
対
策
を

と
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
伊
勢
市
で
は
市
役
所

に
お
い
て
被
害
者
の
相
談
窓
口
で
あ
る
婦
人
相
談

を
実
施
し
て
い
る
。
平
成
21
年
度
の
婦
人
相
談
の

状
況
（
来
所
者
人
数
）
は
「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力

被
害
女
性
」
が
37
人
、「
売
春
」
が
0
人
、「
そ
の

他
の
者
」
が
20
人
で
あ
り
、「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力

被
害
女
性
」
の
相
談
数
が
相
談
の
約
7
割
を
占
め

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
暴
力
と
は
身
体
的
暴
力

の
み
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
D
V
被
害
に
は
身

体
的
暴
力
の
み
で
は
な
く
精
神
的
、
性
的
な
被
害

も
暴
力
の
形
態
に
含
ま
れ
る
と
い
う
認
識
が
市
民

の
中
に
広
が
っ
て
い
な
い
た
め
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。

　

ま
た
伊
勢
市
は
、
2
0
0
9
年
11
月
21
日
、
三

重
県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
「
フ
レ
ン
テ
み
え
」

主
催
、
伊
勢
市
共
催
で
、
フ
ェ
ミ
ス
ト
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
の
川
喜
田
好
恵
さ
ん
を
講
師
に
迎
え
て
「
ス

ト
ッ
プ
D
V
！
「
殴
る
だ
け
が
暴
力
じ
ゃ
な
い
」

と
い
う
題
の
講
演
会
を
開
催
し
て
い
る 

。
し
か
し

こ
れ
は
伊
勢
市
独
自
の
取
組
で
は
な
く
県
の
男
女

共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
と
共
催
で
実
施
し
た
も
の
で

あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
講
演
会
に
よ
っ
て

多
く
の
人
に
D
V
に
つ
い
て
知
っ
て
も
ら
う
こ
と

は
、
D
V
の
被
害
者
は
自
分
自
身
が
被
害
に
あ
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
か
な
い
場
合
が
あ

る
た
め
、
予
防
策
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
伊
勢
市
で
行
わ
れ
て
い
る
性

暴
力
（
主
に
D
V
、
デ
ー
ト
D
V
）
へ
の
予
防
・

啓
発
活
動
は
、
被
害
者
が
S
O
S
を
発
信
で
き
る

よ
う
に
婦
人
相
談
所
を
設
置
し
て
い
る
こ
と
や
、

県
と
連
携
で
あ
る
が
講
演
会
を
通
し
て
予
防
・
啓

発
活
動
を
行
っ
て
い
る
点
に
お
い
て
評
価
で
き

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
学
校
教
育
の
場
に
お
い
て

の
デ
ー
ト
D
V
対
策
や
伊
勢
市
独
自
の
取
組
に
つ

い
て
は
今
後
さ
ら
に
積
極
的
な
取
組
が
期
待
さ
れ

る
。

第
2
章 

三
重
県
内
で
の
デ
ー
ト
D
V

へ
の
取
組

　

こ
こ
ま
で
伊
勢
市
を
調
査
し
、
市
町
の
D
V
対

策
は
県
に
依
拠
し
て
い
る
部
分
が
多
い
こ
と
が
明

ら
か
と
な
っ
た
。
そ
れ
で
は
三
重
県
に
お
い
て
は

ど
の
よ
う
な
取
組
が
行
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

伊
勢
市
に
お
け
る
性
暴
力
に
対
す
る
予
防
・

啓
発
活
動

辻 

真
理

―

若
者
層
へ
の
対
策
の
必
要
性―

（
1
）
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

「
フ
レ
ン
テ
み
え
」

　

フ
レ
ン
テ
み
え
は
、
三
重
県
の
男
女
共
同
参
画

室
に
属
し
て
お
り
、
平
成
6
年
の
設
立
当
初
か
ら

D
V
の
予
防
・
啓
発
活
動
を
、
平
成
18
年
度
か
ら

は
デ
ー
ト
D
V
関
連
の
出
前
ト
ー
ク
や
啓
発
ビ
デ

オ
の
貸
出
を
、
そ
し
て
そ
の
他
に
も
、
男
女
共
同

参
画
の
学
習
と
フ
レ
ン
テ
み
え
施
設
案
内
を
セ
ッ

ト
に
し
た
ウ
ェ
ル
カ
ム
セ
ミ
ナ
ー
や
D
V
防
止
セ

ミ
ナ
ー
、
フ
レ
ン
テ
み
え
施
設
内
で
の
情
報
コ
ー

ナ
ー
パ
ネ
ル
展
示
や
相
談
機
関
図
一
覧
を
掲
載
し

た
D
V
カ
ー
ド
を
県
内
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
等
の
女
子
ト
イ
レ
に
設
置
し
て
い
る
。
そ
の
一

例
と
し
て
、
2
0
1
0
年
11
月
24
日
に
は
、
ウ
ィ

メ
ン
ズ
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
名
古
屋
Y
W
C
A
フ
ェ

ミ
ニ
ス
ト
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
具
ゆ
り
氏
に
よ
る
講
演

会
「
恋
愛
と
暴
力
〜
デ
ー
ト
D
V
に
よ
る
こ
こ
ろ

と
か
ら
だ
へ
の
影
響
〜
」
が
行
わ
れ
た
。
筆
者
は

後
者
の
講
演
会
に
参
加
し
た
が
、
こ
の
講
演
会
で

は
デ
ー
ト
D
V
の
説
明
や
そ
の
被
害
状
況
や
被
害

者
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る
の
か
な
ど
に
つ
い

て
詳
し
い
説
明
が
行
わ
れ
て
い
た
。
デ
ー
ト
D
V

の
被
害
者
を
支
援
し
て
い
る
講
師
に
よ
る
講
演
は

非
常
に
説
得
力
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
本
年

度
は
開
催
場
所
と
日
時
の
点
で
参
加
人
数
が
十
分

で
な
か
っ
た
た
め
、
高
校
や
大
学
と
い
っ
た
教
育

機
関
と
の
連
携
が
重
要
だ
と
考
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
三
重
県
に
お
い
て
は
、
主
に
講
演

会
や
パ
ネ
ル
掲
示
等
の
予
防
・
啓
発
活
動
が
行
わ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
来
年
よ
り
県
内
の
公
立
高

校
の
2
年
生
を
対
象
と
し
て
デ
ー
ト
D
V
防
止
の

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
予
定
で
あ
る
な
ど
、
取
組

は
積
極
的
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
但
し
、
三
重
県

内
に
は
私
立
高
校
も
存
在
し
て
お
り
、
デ
ー
ト

D
V
を
予
防
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
公
立
高

校
に
限
定
す
る
の
で
は
な
く
、
私
立
公
立
ど
ち
ら

に
お
い
て
も
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
を
行
う
べ
き

で
あ
る
と
考
え
る
。

（
2
）
M
C
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
み
っ
く
み
え

（
N
P
O
法
人
）

　

三
重
県
下
に
お
い
て
は
、
性
教
育
や
D
V
、
デ
ー

ト
D
V
の
予
防
に
関
す
る
講
演
を
行
っ
て
い
る

N
P
O
団
体
が
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
団
体
の

一
つ
と
し
て
み
っ
く
み
え
の
活
動
を
取
り
上
げ
る 

。

　

み
っ
く
み
え
の
活
動
は
講
演
授
業
と
電
話
相
談

が
中
心
で
あ
り
、
特
に
S
O
S
を
出
す
場
所
を
提

供
す
る
目
的
で
電
話
相
談
は
10
年
ほ
ど
前
よ
り
実

施
し
て
い
る
。
講
演
活
動
に
つ
い
て
は
、
三
重
県

の
高
等
学
校
、
中
学
校
を
中
心
と
し
て
「
性
と
い

の
ち
の
講
座
」
と
い
う
講
演
活
動
を
8
〜
9
年
ほ

ど
前
か
ら
行
っ
て
い
る
。

　

講
演
を
行
っ
て
い
る
メ
ン
バ
ー
は
松
岡
さ
ん
と

そ
の
他
助
産
師
2
名
が
中
心
で
あ
り
、
子
ど
も
未

来
局
の
講
師
と
し
て
も
活
動
し
て
い
る
。
中
学
校
、

高
等
学
校
で
の
講
演
活
動
に
お
い
て
「
デ
ー
ト

D
V
」
を
取
り
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、デ
ー

ト
D
V
の
社
会
問
題
化
に
よ
る
こ
こ
2
年
程
と
の

こ
と
で
あ
る
。こ
の
よ
う
に
積
極
的
な
活
動
を
行
っ

て
い
る
N
P
O
が
三
重
県
に
も
存
在
し
て
い
る
こ

と
は
若
年
層
の
D
V
お
よ
び
デ
ー
ト
D
V
を
防
止

す
る
点
で
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

　

以
上
で
確
認
し
た
様
に
、
三
重
県
に
お
け
る
性

暴
力
に
対
す
る
予
防
・
啓
発
活
動
は
行
わ
れ
て

い
る
が
、
ポ
ス
タ
ー
や
講
演
活
動
が
ほ
と
ん
ど

で
、
関
心
を
持
っ
た
人
し
か
参
加
し
な
い
と
い
う

問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
D
V
問
題
を
抱
え
た
人
が

S
O
S
を
発
し
、
適
切
な
支
援
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
な
環
境
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
デ
ー
ト
D
V
問
題
に
積
極
的
に
取
り
組

ん
で
い
る
岡
山
県
で
の
取
組
を
紹
介
し
、
伊
勢
市

や
三
重
県
の
デ
ー
ト
D
V
対
策
の
今
後
に
向
け
て

提
言
を
行
う
。

第
3
章 

積
極
的
な
デ
ー
ト
D
V
の
取

組
事
例
と
今
後
に
向
け
て
の

提
言 

　

デ
ー
ト
D
V
は
比
較
的
最
近
に
な
っ
て
認
知

さ
れ
た
現
象
で
あ
り 

、
2
0
1
0
年
段
階
の
都

道
府
県
H
P
に
お
い
て
D
V
・
デ
ー
ト
D
V
情

報
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
は
22
県
の
み
で
あ
っ

た
。
今
回
は
そ
の
中
で
も
今
後
の
参
考
と
す
べ

き
取
組
を
行
っ
て
い
る
岡
山
県
の
取
組
に
つ
い

て
紹
介
す
る
。

3

－

1 

岡
山
県
の
事
例

　

岡
山
県
に
お
け
る
デ
ー
ト
D
V
に
対
す
る
対
策

は
、
市
民
団
体
「
デ
ー
ト
D
V
防
止
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
・
お
か
や
ま
」
と
協
働
で
積
極
的
に
行
わ
れ
て

い
る 

。
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
四
点
あ
り
、
そ
の

第
一
は
、「
デ
ー
ト
D
V
に
関
す
る
連
続
講
座
」
の

開
催
で
あ
り
、
デ
ー
ト
D
V
防
止
に
取
り
組
ん
で

い
る
団
体
の
取
組
を
学
ん
だ
り
、
デ
ー
ト
D
V
防

止
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
体
験
す
る
講
座
を
開
催
し
た
り
、

官
民
の
取
組
の
報
告
や
防
止
教
育
の
意
義
に
つ
い

て
話
し
合
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
一
年
を
通
じ
て
活
動
が
行
わ
れ
て

い
る
点
は
、
伊
勢
市
・
三
重
県
も
取
り
入
れ
る
べ

き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

第
二
は
、
高
等
学
校
の
文
化
祭
や
保
健
委
員
会

で
、
啓
発
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
や
パ
ー
プ
ル
リ

ボ
ン
&
メ
ッ
セ
ー
ジ
募
集
等
の
啓
発
活
動
に
取
り

組
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
生
徒
自

身
が
中
心
と
な
っ
て
D
V
お
よ
び
デ
ー
ト
D
V
予

防
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
は
、
デ
ー
ト
D
V
に

対
す
る
認
識
を
高
め
る
と
と
も
に
、
正
確
な
知
識

を
得
る
点
に
お
い
て
有
効
だ
と
考
え
る
。

　

第
三
は
、
岡
山
県
が
市
民
団
体
「
デ
ー
ト
D
V

防
止
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
お
か
や
ま
」
に
委
託
・
制

作
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
掲
示
板
で
あ
り
、

こ
こ
で
は
若
者
同
士
が
男
女
交
際
に
つ
い
て
の
悩

み
を
話
し
合
え
る
場
が
提
供
さ
れ
て
い
る
。
自
分

た
ち
の
交
際
が
D
V
な
い
し
デ
ー
ト
D
V
か
も
し

れ
な
い
と
思
っ
た
時
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
匿

名
性
か
ら
気
軽
に
相
談
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場

所
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
は
、
被
害
者
が
問
題
を

一
人
で
抱
え
込
む
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
点
に
お
い
て
、
画
期
的
な
取
組
で
あ
る
と
考

え
る 

。

　

第
四
は
、
岡
山
県
が
配
布
し
て
い
る
D
V
・

デ
ー
ト
D
V
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
単
な
る
窓
口

情
報
提
供
で
は
な
く
、
実
際
に
相
談
し
た
ら
ど

う
な
る
の
か
を
丁
寧
に
説
明
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
被
害
者
の
不
安
を
軽
減
す
る
と
い
う
点

で
、
相
談
者
を
増
や
す
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

こ
の
よ
う
な
岡
山
県
の
取
組
に
つ
い
て
は
、

特集2
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D
V
・
デ
ー
ト
D
V
の
特
徴
と
し
て
被
害
者
、
加

害
者
と
も
に
自
覚
が
な
い
と
い
っ
た
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
の
で
正
し
い
知
識
を
多
く
の
人
に
知
っ
て

も
ら
え
る
こ
と
、
そ
し
て
D
V
・
デ
ー
ト
D
V
の

被
害
者
は
、
被
害
に
遭
っ
た
こ
と
を
誰
に
も
相
談

で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
気
軽
に
被
害
者
が
相
談
で

き
る
手
段
と
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
掲
示
板
は
有

効
で
あ
る
と
考
え
る
。

3

－

2 

今
後
に
向
け
て
の
提
言

　

今
回
調
査
し
た
伊
勢
市
に
お
い
て
は
、
デ
ー
ト

D
V
に
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
予
防
・
啓
発
活
動

は
、
一
部
中
学
校
を
除
き
実
施
さ
れ
て
お
ら
ず
、

市
民
向
け
広
報
活
動
は
D
V
に
関
す
る
も
の
が
大

半
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
三
重
県
に
お
い
て
は
、
男

女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
「
フ
レ
ン
テ
み
え
」
に
よ

る
D
V
、
デ
ー
ト
D
V
の
予
防
・
啓
発
活
動
と
し

て
の
講
演
会
や
ポ
ス
タ
ー
掲
示
等
が
行
わ
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
ど
の
取
組
に
お
い
て
も
参
加
者
は

そ
の
問
題
に
関
心
を
有
す
る
人
に
限
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
ま
た
、
被
害
者
自
身
が
自
ら
の
被
害
に

気
付
く
と
と
も
に
S
O
S
を
発
信
で
き
る
よ
う
な

取
組
が
十
分
に
整
備
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題

が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
状
に
対
す
る
提
案
と
し

て
、
そ
の
分
野
に
精
通
し
て
い
る
市
民
団
体
や

N
P
O
法
人
と
協
働
で
三
重
県
、
そ
し
て
伊
勢
市

が
事
業
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
が
さ
ら
な
る
発
展

に
向
け
て
重
要
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
対
策
と
し
て
は
、
第
一
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
で
の
掲
示
板
を
設
置
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ

る
。
携
帯
電
話
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
普
及
し
て

い
る
現
在
に
お
い
て
は
、匿
名
で
気
軽
に
相
談
（
投

稿
）
で
き
る
掲
示
板
は
新
た
な
窓
口
と
し
て
有
効

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
第
二
に
、
あ
ら
ゆ
る
教
育
機

関
に
お
い
て
デ
ー
ト
D
V
に
関
す
る
項
目
を
取
り

入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
D
V
・
デ
ー

ト
D
V
へ
の
対
策
と
し
て
は
、
被
害
者
が
、
被
害

が
軽
度
な
段
階
で
自
ら
の
被
害
に
気
付
き
、
家
族

や
友
人
、
周
囲
の
人
な
ど
に
、
S
O
S
を
き
ち
ん

と
発
し
、
そ
し
て
適
切
な
支
援
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
な
環
境
を
整
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
も
そ
も
D
V
・
デ
ー
ト
D
V
の
被
害
を

生
み
出
さ
な
い
社
会
、男
女
関
係
に
お
い
て
は
「
一

人
で
も
生
き
て
い
け
る
、
二
人
で
生
き
る
と
も
っ

と
楽
し
い 

」
と
い
っ
た
自
立
と
共
生
の
関
係
を
築

く
こ
と
を
目
指
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

I 

は
じ
め
に

　

近
年
、「
犯
罪
に
強
い
社
会
」
を
実
現
す
る
こ
と

を
目
標
と
し
て
、
地
域
で
の
防
犯
活
動
や
特
定
の

犯
罪
に
つ
い
て
の
啓
蒙
活
動
な
ど
を
通
じ
た
「
犯

罪
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
」
が
推
進
さ
れ
て
き
て
い

る
。
そ
の
中
で
は
、
特
に
子
ど
も
や
女
性
な
ど
、

弱
者
の
立
場
に
あ
る
人
を
対
象
と
す
る
犯
罪
を
未

然
に
防
止
す
る
必
要
性
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
。
し
か
し
、
今
後
、
社
会
全
体
の
高
齢
化
が
進

む
こ
と
を
考
え
る
と
、
同
じ
く
弱
者
の
立
場
に
あ

る
高
齢
者
に
つ
い
て
も
、
犯
罪
か
ら
守
る
た
め
の

対
策
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

伊
勢
市
は
、三
重
県
の
中
で
は
四
日
市
市
、津
市
、

鈴
鹿
市
、
松
阪
市
、
桑
名
市
に
次
ぐ
人
口
を
も
つ

市
で
あ
る
が
、
今
後
そ
の
人
口
は
緩
や
か
に
減
少

す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
て
い
る
。そ
れ
に
と
も
な
っ

て
、
高
齢
化
も
進
み
、
2
0
1
4
年
（
平
成
26
年
）

ま
で
に
、
65
歳
以
上
の
高
齢
者
が
総
人
口
あ
た
り

に
占
め
る
割
合
は
、
約
27.
7
%
に
至
る
と
見
込
ま

れ
て
い
る
。
ま
た
地
区
に
よ
っ
て
は
、
高
齢
化
率

が
現
に
40
%
に
達
し
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
も
存

在
す
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
、
伊
勢
市
民
、
特

に
高
齢
者
を
犯
罪
か
ら
守
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な

対
策
が
必
要
で
あ
る
の
か
。
伊
勢
市
吹
上
町
内
で

活
動
し
て
い
る
吹
上
町
内
安
全
（
防
犯
）
徒
歩
パ

ト
ロ
ー
ル
の
活
動
を
通
し
て
、
今
後
の
行
政
と
地

域
住
民
の
連
携
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
。

Ⅱ 

高
齢
者
の
犯
罪
被
害

　

平
成
21
年
度
警
察
庁
統
計 

で
み
る
と
、
交

通
関
係
業
過
を
除
く
刑
法
犯
の
認
知
件
数

1,
7
0
3,
0
4
4
件
の
う
ち
、
被
害
者
の
年

齢
が
6
5
歳
以
上
の
高
齢
者
で
あ
る
件
数
は

1
4
3,
9
6
3
件
、
全
体
の
約
8.
4
%
で
あ
る
。

罪
種
毎
に
み
る
と
、
暴
行
や
傷
害
な
ど
の
粗
暴
犯

で
は
、
高
齢
者
が
被
害
者
と
な
る
件
数
は
全
体
の

6
〜
7
%
と
比
較
的
少
な
い
の
に
対
し
、
侵
入
盗

な
ど
の
窃
盗
被
害
や
住
居
侵
入
等
の
場
合
は
全
体

の
20
%
近
く
を
占
め
、
ま
た
殺
人
で
は
21.
6
%
、

放
火
で
は
28.
3
%
と
、
凶
悪
犯
も
含
め
、
様
々
な

犯
罪
で
高
齢
者
が
被
害
に
あ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。

　

ま
た
最
近
で
は
、「
オ
レ
オ
レ
詐
欺
」
等
の
い
わ

ゆ
る
「
振
り
込
め
詐
欺
」
に
つ
き
、
高
齢
者
の
被

害
が
多
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
実
際
、
警
察

庁
の
発
表
に
よ
る
、
平
成
22
年
度
に
お
け
る
1
月

か
ら
10
月
の
統
計
で
も
、
い
わ
ゆ
る
「
オ
レ
オ
レ

詐
欺
」
の
被
害
（
3,
4
8
7
件
）
の
う
ち
78
%
、

「
還
付
金
詐
欺
」
の
被
害
（
76
件
）
の
う
ち
73
%
が
、

65
歳
以
上
の
高
齢
者
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

特
に
三
重
県
は
、
内
閣
府
の
調
査
で
は
、

2
0
0
7
年
の
段
階
で
は
人
口
千
人
当
た
り
の
振

り
込
め
詐
欺
認
知
件
数
が
、
全
国
の
都
道
府
県
の

1.
「
Ｄ
Ｖ
」
＝D

o
m
e
stic

 V
io
le
n
c
e

と
は
、

本
来
、
家
庭
内
で
の
暴
力
全
般
を
意
味
し
、

児
童
虐
待
や
家
庭
内
暴
力
等
も
こ
れ
に
含

ま
れ
る
。
し
か
し
、
内
閣
府
の
Ｈ
Ｐ
に
も

定
義
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
Ｄ
Ｖ
と
は
主

に
配
偶
者
や
恋
人
な
ど
男
女
間
に
お
け
る

暴
力
に
限
定
さ
れ
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

2.
今
回
の
調
査
は
中
学
校
を
中
心
に
行
っ
た

た
め
、
高
等
学
校
に
お
い
て
は
Ｄ
Ｖ
や
デ
ー

ト
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
教
育
が
行
わ
れ
て
い
る

可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

3.
２
０
０
９
年
11
月
22
日
Ｐ
Ｊ
ニ
ュ
ー
ス
。

4.
２
０
１
０
年
8
月
、
代
表
の
松
岡
典
子
さ
ん

（
助
産
師
）
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
。

5.
「
デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
」
の
用
語
を
朝
日
新
聞
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
で
検
索
し
た
と
こ
ろ
、
デ
ー
ト
Ｄ

Ｖ
に
関
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
始
め
た
の

は
２
０
０
３
年
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
デ
ー

ト
Ｄ
Ｖ
を
対
象
と
す
る
論
文
も
２
０
０
４

年
か
ら
発
表
さ
れ
始
め
て
い
る
。

6.
岡
山
県
（http

:/
/
w
w
w
.p
re
f.o

k
a
y
a
m
a
.

jp
/
so
shik

i/
d
e
ta
il.htm

l?
lif_

id
=2

6
4
8
5

）
。

7.
横
浜
市
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
、
携
帯
電
話
の
サ
イ

ト
（http

:/
/
1
8
1
8
-d
v
.o
rg
/
m

）
で
デ
ー

ト
Ｄ
Ｖ
対
策
を
開
始
し
た
（
朝
日
新
聞
記

事
２
０
１
０
年
5
月
14
日
）。

8.
２
０
１
１
年
11
月
25
日
三
重
大
学
で
行
わ

れ
た
河
野
美
代
子
先
生
の
講
演
会
（「
生
と

性
を
考
え
る
」）
後
の
会
話
か
ら
。

中
で
、
東
京
に
次
い
で
2
番
目
に
多
い
と
さ
れ
て

お
り
、
2
0
0
8
年
に
は
14
番
目
に
後
退
し
た
も

の
の
、
振
り
込
め
詐
欺
の
被
害
に
あ
う
確
率
と
し

て
は
、
全
国
的
に
み
て
も
比
較
的
多
い
地
域
と
さ

れ
て
い
た 

。
ま
た
三
重
県
は
、
同
じ
く
内
閣
府
に

よ
っ
て
、
被
害
に
あ
う
側
の
心
理
と
行
動
に
注
目

し
た
分
析
調
査
を
2
0
0
8
年
度
に
実
施
さ
れ
た

際
に
、
振
り
込
め
詐
欺
の
被
害
件
数
、
被
害
額
と

も
に
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
地
域
と

し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た 

。
2
0
0
9
年
以
降
、

被
害
件
数
そ
の
も
の
は
全
国
的
に
減
少
し
た
も
の

と
さ
れ
て
い
る
が
、
依
然
と
し
て
対
策
が
必
要
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。

　

高
齢
者
が
振
り
込
め
詐
欺
の
被
害
に
あ
い
や
す

い
原
因
と
し
て
、
最
近
で
は
、
加
齢
に
と
も
な
っ

て
脳
の
形
態
や
機
能
が
変
化
し
、
熟
慮
に
基
づ
く

意
思
決
定
を
遂
行
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
こ
と

等
も
挙
げ
ら
れ
て
き
て
お
り
、
脳
科
学
的
な
視
点

を
生
か
し
た
対
策
の
必
要
性
も
示
さ
れ
て
き
て
い

る 

。
し
か
し
、
よ
り
一
般
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ

う
に
、
高
齢
者
が
退
職
、
配
偶
者
・
友
人
等
の
死
去
、

子
ど
も
の
独
立
等
に
よ
る
周
囲
の
環
境
・
人
間
関

係
の
変
化
に
よ
り
、
社
会
の
中
で
の
人
的
な
繋
が

り
を
持
て
な
い
状
況
に
陥
る
可
能
性
が
高
く
、
特

に
近
年
で
は
、
社
会
シ
ス
テ
ム
全
体
の
オ
ン
ラ
イ

ン
化
が
急
激
に
進
ん
で
い
る
こ
と
等
か
ら
、
情
報

化
社
会
に
対
応
し
き
れ
な
い
高
齢
者
が
社
会
か
ら

取
り
残
さ
れ
、
不
安
感
や
孤
独
感
を
増
す
傾
向
に

あ
る
等
の
社
会
心
理
学
的
要
因
も
、
高
齢
者
が
詐

欺
等
の
被
害
を
受
け
や
す
い
大
き
な
原
因
と
な
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
新
聞
報
道
で
も
、
被
害

に
あ
っ
た
高
齢
者
が
、
相
手
を
信
用
し
て
言
わ
れ

る
ま
ま
に
行
動
し
て
し
ま
っ
た
理
由
と
し
て
、「
息

子
や
娘
、
孫
等
と
話
す
機
会
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
」

こ
と
や
、「
日
常
生
活
に
お
い
て
会
話
す
る
相
手
が

少
な
い
」
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
高
齢
者
を
犯

罪
か
ら
守
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
点
を
踏
ま

え
た
対
策
が
必
要
と
な
る
。
で
は
、
実
際
に
、
ど

の
よ
う
な
対
策
が
あ
り
う
る
の
か
。
次
章
で
防
犯

活
動
隊
の
活
動
を
通
じ
て
考
察
し
た
い
。

Ⅲ 

伊
勢
市
吹
上
地
区
の
地
域
住
民
の

防
犯
活
動 

〜
「
吹
上
町
内
安
全
（
防
犯
）

徒
歩
パ
ト
ロ
ー
ル
隊
」
の
活
動
に
つ
い
て
〜

　

伊
勢
市
の
中
で
も
、
吹
上
地
区
は
、
高
齢
化
が

進
ん
だ
地
域
で
あ
り
、
2
0
1
0
年
（
平
成
22
年
）

6
月
時
点
で
み
る
高
齢
化
率
は
42.
6
%
と
、
実
に

高
い
割
合
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
吹
上
地

区
で
は
、
地
域
住
民
に
よ
る
防
犯
活
動
に
お
い
て

も
、
高
齢
者
を
犯
罪
か
ら
守
る
こ
と
に
力
点
を
お

い
た
取
り
組
み
を
進
め
て
き
て
い
る
。

　

伊
勢
市
内
に
は
様
々
な
自
主
防
犯
活
動
団
体
が

存
在
し
、
伊
勢
市
役
所
が
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
団
体

と
し
て
把
握
し
て
い
る
任
意
団
体
数
は
70
、
伊
勢

警
察
署
が
把
握
し
て
い
る
任
意
団
体
数
は
37
で
あ

る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
吹
上
地
区
「
吹
上

町
内
安
全
（
防
犯
）
徒
歩
パ
ト
ロ
ー
ル
隊
」
は
、

結
成
さ
れ
て
か
ら
5
年
ほ
ど
の
、
比
較
的
新
し
い

団
体
で
あ
る
が
、
三
重
県
警
察
の
H
P
で
も
自
主

防
犯
活
動
団
体
の
一
つ
と
し
て
掲
載
さ
れ
、
積
極

的
な
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

　

こ
の
パ
ト
ロ
ー
ル
隊
が
結
成
さ
れ
た
の
は
、

2
0
0
5
年
（
平
成
17
年
）
10
月
13
日
で
あ
る
。

当
時
、
地
域
内
で
特
別
に
重
大
犯
罪
が
発
生
す
る

事
態
が
生
じ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、

地
域
内
に
無
人
家
屋
（
空
き
家
）
が
増
加
し
つ
つ

あ
る
こ
と
や
、
空
き
巣
等
の
被
害
に
あ
い
や
す
い

よ
う
な
、
高
齢
者
、
独
居
者
、
留
守
世
帯
が
多
い

こ
と
等
か
ら
、
犯
罪
者
や
不
審
者
の
地
域
侵
入
を

未
然
に
防
ぐ
体
制
づ
く
り
が
急
務
と
考
え
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

　

パ
ト
ロ
ー
ル
隊
で
は
、「
声
か
け
」
を
重
視
し
た

活
動
を
行
っ
て
い
る
。

　
「
声
か
け
」
は
、
パ
ト
ロ
ー
ル
時
に
、
見
知
ら
ぬ

人
も
含
め
、
出
会
っ
た
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
積

極
的
に
声
を
か
け
る
こ
と
を
通
じ
て
、
犯
罪
を
計

画
す
る
者
に
対
し
て
「
見
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う

警
戒
心
を
抱
か
せ
、
犯
罪
を
抑
止
す
る
効
果
が
あ

る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
声
か
け
」
活
動
は
、

地
域
の
連
帯
感
や
縄
張
り
意
識
を
醸
成
す
る
こ
と

に
も
役
立
ち
、
こ
の
縄
張
り
意
識
が
、
犯
罪
者
や

不
審
者
の
地
域
侵
入
を
防
ぐ
こ
と
に
つ
な
が
る
こ

と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
吹
上
地
区
で
の

「
声
か
け
」
活
動
の
中
に
は
、
高
齢
者
に
対
す
る
訪

問
支
援
活
動
も
含
ま
れ
て
い
る
。
前
述
の
と
お
り
、

高
齢
者
の
中
に
は
、
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
に
縁

が
な
く 

、
急
激
に
進
む
社
会
的
情
報
の
オ
ン
ラ
イ

ン
化
か
ら
取
り
残
さ
れ
て
い
る
人
が
少
な
く
な
い
。

そ
の
よ
う
な
高
齢
者
に
対
し
て
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

や
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
の
紙
媒
体
を
用
い
て
、
直
接

情
報
を
伝
達
す
る
こ
と
は
、
犯
罪
情
報
の
共
有
化

の
面
で
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
高
齢
者
に
対
し

て
確
実
に
情
報
が
伝
わ
る
な
ら
ば
、
高
齢
者
に
も

不
審
者
情
報
等
を
意
識
さ
せ
、
高
齢
者
自
身
の
防

犯
意
識
を
高
め
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
以
上
に
重
要
な
こ
と
は
、
高
齢
者
が
、

情
報
伝
達
の
不
足
か
ら
、
地
域
か
ら
取
り
残
さ
れ

た
不
安
感
・
孤
立
感
に
陥
る
事
態
を
防
ぎ
、
地
域

と
の
人
的
な
つ
な
が
り
を
維
持
す
る
意
欲
を
促
す

こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
声
か
け
」

と
い
う
直
接
的
な
方
法
で
、
人
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
機
会
を
確
保
す
る
こ
と
自
体
が
、
高
齢

者
に
対
し
て
、
地
域
住
民
と
の
つ
な
が
り
、
絆
を

実
感
さ
せ
、
不
安
感
・
孤
立
感
を
緩
和
す
る
こ
と

に
役
立
つ
だ
ろ
う
。
実
際
、
活
動
実
態
の
調
査
を

実
施
し
た
際
に
も
、「
声
か
け
」
が
高
齢
者
に
対
し

て
安
心
感
を
与
え
る
と
い
う
大
き
な
効
果
を
も
っ

て
い
る
こ
と
が
み
て
と
ら
れ
た
。

　

も
っ
と
も
、
訪
問
支
援
は
、
高
齢
者
に
対
し
て

負
担
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

パ
ト
ロ
ー
ル
隊
の
活
動
で
は
、
訪
問
の
際
に
は
必

ず
要
件
を
設
け
、
高
齢
者
の
自
尊
心
を
傷
つ
け
る

よ
う
な
む
や
み
な
訪
問
は
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と

が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
何
よ
り
、
高
齢
者

に
対
し
て
尊
敬
の
念
を
も
っ
て
接
す
る
こ
と
が
一

番
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。「
声
か
け
」

が
か
え
っ
て
高
齢
者
に
対
し
て
物
理
的
・
精
神
的

な
居
場
所
の
な
さ
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
般
的
に
も
、
明
る

い
言
葉
で
の
声
か
け
が
、
周
囲
の
人
に
も
明
る
い

気
持
ち
を
持
た
せ
、
行
動
意
欲
を
引
き
出
す
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
高
齢
者
に
対
し
て
、
声
か

け
を
通
じ
て
、
地
域
と
の
繋
が
り
を
感
じ
て
も
ら

い
、
将
来
に
希
望
を
持
っ
て
積
極
的
に
生
活
し
て

伊
勢
市
に
居
住
す
る
高
齢
者
を
犯
罪
か
ら

守
る
た
め
に

―

吹
上
町
内
安
全(

防
犯)

徒
歩
パ
ト
ロ
ー
ル
隊
の

防
犯
活
動―

増
田 

進
矢
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も
ら
え
る
よ
う
、
十
分
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

パ
ト
ロ
ー
ル
隊
で
は
、こ
の
よ
う
な
活
動
を
、「
自

分
た
ち
の
地
域
の
こ
と
は
自
分
た
ち
で
守
る
」
と

の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、
単
な
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

と
し
て
で
は
な
く
、「
吹
上
地
域
住
民
の
責
務
」
と

し
て
位
置
付
け
て
い
る 

。
そ
し
て
、
官
民
連
携
に

力
を
入
れ
、
市
役
所
や
警
察
、
特
に
伊
勢
警
察
署
、

曽
祢
町
交
番
と
連
携
し
て
情
報
交
換
も
積
極
的
に

行
い
な
が
ら
も
、
官
に
依
存
し
た
活
動
で
は
な
く
、

自
主
・
自
発
的
活
動
を
目
指
す
と
い
う
方
針
が
強

調
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、犯
罪
の
発
生
は
、

犯
罪
者
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
犯
罪
を
実
行
し

や
す
い
環
境
を
提
供
し
た
地
域
住
民
に
も
原
因
が

あ
る
の
だ
と
い
う
理
解
が
あ
る
。
地
域
住
民
自
身

が
軽
微
な
違
法
行
為
へ
の
放
置
や
無
関
心
を
な
く

す
行
動
を
と
り
、
各
自
が
連
帯
意
識
と
防
犯
意
識

を
も
っ
て
行
動
す
る
こ
と
、
そ
し
て
「『
こ
の
地
域

住
民
は
、軽
微
な
違
法
行
為
も
見
逃
さ
な
い
、管
理
・

関
心
・
監
視
が
徹
底
し
て
い
る
地
域
で
犯
罪
を
許

し
ま
せ
ん
！
』
と
意
思
表
示
を
見
せ
つ
け
る
」
こ

と
が
、
犯
罪
防
止
に
と
っ
て
重
要
と
考
え
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
隊
員
の
一
人
一

人
が
、
パ
ト
ロ
ー
ル
の
必
要
性
、
地
域
住
民
の
力

で
地
域
を
守
る
こ
と
の
重
要
性
を
理
解
し
な
が
ら

行
動
で
き
る
よ
う
、
隊
員
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
に
も

力
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
結
成
当
初
は
防
犯
活
動

の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
分
か
ら
ず
、
組
織
作
り
や
実
施
手

段
の
方
法
に
苦
労
も
あ
っ
た
そ
う
だ
が
、
失
敗
を

恐
れ
ず
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
行
動
し
た
結
果
、
今

で
は
、
吹
上
町
民
の
み
な
ら
ず
、
警
察
署
、
市
役
所
、

P
T
A
、
他
の
防
犯
活
動
団
体
か
ら
の
社
会
的
認

識
を
得
た
と
い
う
。
実
際
、
町
内
の
街
頭
犯
罪
発

生
数
は
減
少
し
て
い
る
そ
う
で
あ
り
、
空
き
巣
と

忍
び
込
み
事
件
が
ゼ
ロ
に
な
る
と
い
う
効
果
を
挙

げ
た
年
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
パ
ト
ロ
ー
ル
隊
の
活
動
に
は
、

課
題
も
あ
る
。
最
も
大
き
な
課
題
は
、
参
加
会
員

の
高
齢
化
で
あ
る
。
活
動
の
継
続
性
を
維
持
す
る

た
め
に
は
、
若
手
の
人
員
を
確
保
す
る
こ
と
が
必

須
で
あ
る
が
、
町
内
で
の
様
々
な
活
動
に
お
い
て
、

核
と
な
る
幹
部
等
の
高
齢
化
は
全
国
各
地
で
共
通

し
た
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
パ
ト
ロ
ー
ル
隊
で
も
、

常
任
隊
員
（
吹
上
町
町
会
委
員
）、フ
リ
ー
隊
員
（
健

康
上
や
職
務
上
等
の
事
情
で
非
常
勤
と
な
っ
て
い

る
者
）、隊
員
外
協
力
者
か
ら
な
る
40
名
（
2
0
1
0

年
6
月
16
日
時
点
）
の
隊
員
の
平
均
年
齢
は
50
代

か
ら
60
代
で
あ
り
、
20
歳
代
や
30
歳
代
の
隊
員
は

い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
し
か
も
代
表
、
総
括
、

部
長
の
年
齢
は
60
代
を
超
え
て
お
り
、
少
な
く
と

も
、
現
在
の
リ
ー
ダ
ー
が
退
任
す
る
ま
で
に
、
後

任
者
を
養
成
し
、
次
世
代
に
繋
が
る
活
動
を
行
う

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
地

方
公
共
団
体
、
大
学
や
自
治
会
、
経
済
団
体
、
事

業
者
等
と
も
連
携
し
つ
つ
、
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
結
成
方
法
、
活
動
の
ノ
ウ
ハ
ウ
等
に
関
す
る
説

明
会
を
開
催
す
る
な
ど
に
よ
り
、防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
へ
の
学
生
、
社
会
人
等
の
現
役
世
代
の
参

加
を
促
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」
と
の
指
摘
も
あ

る 

。
地
域
住
民
に
一
層
の
啓
発
活
動
、
広
報
活
動

を
行
い
、
パ
ト
ロ
ー
ル
活
動
の
意
味
を
理
解
し
て

も
ら
う
と
と
も
に
、
各
機
関
と
連
携
し
、
人
材
を

確
保
す
る
努
力
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
現

役
世
代
の
参
加
を
促
し
、
継
続
的
な
活
動
が
可
能

な
人
材
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
パ
ト
ロ
ー
ル
活

動
自
体
が
地
域
社
会
に
と
っ
て
頼
り
に
さ
れ
、
魅

力
あ
る
存
在
と
な
る
よ
う
、
隊
員
一
人
一
人
の
ス

キ
ル
ア
ッ
プ
を
図
る
こ
と
も
重
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

Ⅳ 

高
齢
者
を
犯
罪
か
ら
守
る
た
め
に

実
践
す
べ
き
こ
と

　

犯
罪
に
強
い
社
会
を
つ
く
る
た
め
に
は
、
起
き

て
し
ま
っ
た
犯
罪
や
違
法
行
為
に
対
し
て
適
正
な

対
応
を
す
る
こ
と
は
当
然
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ

以
上
に
、
地
域
の
生
活
環
境
自
体
を
犯
罪
の
発
生

し
に
く
い
も
の
へ
と
変
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

前
述
の
と
お
り
、
軽
微
な
違
反
行
為
に
無
関
心
な

社
会
が
犯
罪
を
招
く
原
因
と
も
な
り
う
る
。
自
主

防
犯
活
動
が
各
地
で
推
進
さ
れ
て
い
る
の
は
、
不

審
者
や
犯
罪
者
を
摘
発
す
る
た
め
だ
け
で
は
な
く
、

地
域
全
体
の
防
犯
性
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
る
。
ま
た
、
パ
ト
ロ
ー
ル
活
動
に
は
、
地
域

の
中
で
犯
罪
の
発
生
す
る
危
険
性
の
高
い
場
所
を

直
接
確
認
し
、
地
域
住
民
に
注
意
を
喚
起
す
る
と

と
も
に
、
危
険
性
を
除
去
す
る
た
め
の
環
境
整
備

に
直
接
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
も
期
待
さ
れ
て
い
る
。

す
で
に
、
伊
勢
市
で
は
、
自
主
防
犯
団
体
の
連
絡

会
を
設
立
す
る
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ

が
、
市
民
、
行
政
、
そ
し
て
各
自
主
防
犯
団
体
が

連
携
し
て
情
報
を
共
有
し
、
ま
ち
づ
く
り
の
計
画

の
中
に
も
積
極
的
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
促
し
て
い

く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
地
域
住
民
、
特
に
地
域
の
高
齢
者
に
対

し
、
防
犯
に
つ
い
て
の
啓
蒙
活
動
を
よ
り
積
極
的

に
進
め
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
地
域
に
よ
っ
て

は
、
警
察
と
連
携
し
て
、
高
齢
者
対
象
の
区
内
施

設
で
防
犯
に
関
す
る
講
習
会
な
ど
を
定
期
的
に
開

催
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る 

。
ま
た
、
そ
の
よ
う

な
講
習
会
に
参
加
で
き
な
い
高
齢
者
に
対
し
て
は
、

「
高
齢
者
が
犯
罪
に
遭
わ
な
い
た
め
に
は
ど
う
し
た

ら
よ
い
か
」
と
い
う
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
独
自
に
作

成
し
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
自
由
に
活
用
で
き
る

体
制
を
整
備
し
て
い
る
地
域
も
あ
る 

。
こ
の
よ
う

な
取
り
組
み
は
、
積
極
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
高
齢
者
自
身
の
防
犯
意
識
を
醸
成

す
る
こ
と
が
、
必
ず
し
も
実
際
の
犯
罪
を
防
ぐ
こ

と
に
十
分
と
は
い
え
な
い
可
能
性
も
高
い
。
前
述

の
と
お
り
、
高
齢
者
が
振
り
込
め
詐
欺
等
の
被
害

に
遭
い
や
す
い
原
因
と
し
て
は
、
加
齢
に
と
も
な

う
脳
の
機
能
変
化
等
も
関
係
し
て
い
る
と
言
わ
れ

て
い
る
。
振
り
込
め
詐
欺
の
被
害
者
の
中
に
は
、

振
り
込
め
詐
欺
に
つ
い
て
は
知
っ
て
い
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
実
際
に
事
件
に
遭
遇
し
た
と
き
に
は

冷
静
な
対
処
が
で
き
ず
、
被
害
に
遭
っ
て
し
ま
っ

た
者
も
少
な
く
な
い
と
の
報
告
も
あ
る
。
教
育
や

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
よ
る
対
処
も
今
後
検
討
さ
れ
る

必
要
は
あ
る
と
し
て
も
、
高
齢
者
が
犯
罪
被
害
に

遭
う
こ
と
の
責
任
を
、
高
齢
者
自
身
の
み
に
負
わ

せ
る
の
で
は
、
対
策
と
し
て
十
分
と
は
言
え
な
い

だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
振
り
込
め
詐
欺
の
場
合
は
、

被
害
者
の
立
場
に
あ
る
者
に
注
意
を
促
す
だ
け
で

は
な
く
、
金
融
機
関
の
側
で
も
、
A
T
M
で
の
振

り
込
み
額
に
上
限
を
設
け
る
等
の
措
置
を
と
る
こ

と
な
ど
の
他
、
被
害
者
が
犯
人
を
誤
っ
て
信
頼
し
、

熟
慮
に
基
づ
く
意
思
決
定
が
不
可
能
な
状
態
に
陥

ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
被
害
に
遭
う
側
の
心

理
等
に
注
目
し
て
、
A
T
M
で
入
金
し
よ
う
と
し

て
い
る
高
齢
者
に
対
し
て
「
声
か
け
」
を
行
い
、

実
際
に
被
害
が
出
る
前
に
被
害
者
を
落
ち
着
か
せ
、

正
常
な
判
断
が
可
能
に
な
る
よ
う
促
す
等
の
取
り

組
み
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
他
の
犯
罪
被
害
の

場
合
に
も
同
様
に
、
地
域
全
体
で
高
齢
者
を
保
護

す
る
と
い
う
意
識
を
も
ち
、
官
民
が
連
携
し
て
、

犯
罪
被
害
に
遭
う
側
の
心
理
や
脳
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

な
ど
も
含
め
て
、
被
害
に
遭
う
原
因
を
科
学
的
に

分
析
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
適
切
な
対
策
を
検
討
し
て

い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

そ
し
て
何
よ
り
、
高
齢
者
を
犯
罪
に
遭
う
よ
う

な
状
況
に
陥
ら
せ
な
い
た
め
に
、「
声
か
け
」
な
ど

の
地
道
な
活
動
を
通
じ
て
地
域
の
中
で
の
人
的
な

つ
な
が
り
を
強
化
し
、
高
齢
者
が
不
安
感
・
孤
独

感
で
は
な
く
、
安
心
感
を
も
っ
て
生
活
で
き
る
環

境
を
整
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
高
齢
者
に
対

す
る
「
声
か
け
」
の
活
動
は
、
特
に
一
人
暮
ら
し

の
高
齢
者
の
場
合
に
は
、
安
否
確
認
等
の
役
割
も

果
た
し
、
実
際
に
、
孤
独
死
に
陥
り
か
け
た
高
齢

者
を
発
見
し
、救
済
す
る
等
の
結
果
に
も
つ
な
が
っ

て
い
る
。
地
域
に
守
ら
れ
て
い
る
と
い
う
感
覚
が
、

高
齢
者
に
と
っ
て
は
必
要
な
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
高
齢
者
と
社
会
、
地
域
と
の
人
的
な
つ

な
が
り
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
高
齢
者
自
身
の

社
会
へ
の
参
加
を
促
し
、
高
齢
者
が
自
尊
心
を
保

ち
な
が
ら
、
行
動
意
欲
を
継
続
的
に
保
持
し
て
い

け
る
状
況
を
確
保
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
実

際
の
と
こ
ろ
、
高
齢
者
で
あ
っ
て
も
、
趣
味
や

サ
ー
ク
ル
へ
の
参
加
は
も
ち
ろ
ん
、
仕
事
を
継
続

し
、
生
き
甲
斐
を
も
っ
て
生
活
し
た
い
と
考
え
る

も
の
は
少
な
く
な
い
。
60
歳
以
上
の
高
齢
者
の
就

労
意
欲
に
つ
い
て
の
調
査
で
は
、「
70
%
程
度
の
人

が
、
70
過
ぎ
ま
で
働
き
た
い
希
望
を
持
っ
て
お
り
、

そ
の
な
か
の
約
半
数
は
も
と
い
た
職
場
な
い
し
そ

れ
に
類
似
し
た
職
場
で
働
き
た
い
」 

と
の
結
果
と

な
っ
た
こ
と
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
高
齢
者
に
も

就
労
の
機
会
を
保
障
す
る
等
に
よ
り
、
社
会
へ
の

参
加
を
促
進
す
る
こ
と
は
、
通
常
、
高
齢
者
が
経

済
的
不
安
や
孤
独
感
か
ら
犯
罪
に
走
る
こ
と
を
防

ぐ
と
い
う
観
点
か
ら
有
用
と
主
張
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
ら
で
あ
る
が
、
高
齢
者
を
犯
罪
か
ら
守
る
こ

と
に
も
同
じ
く
有
効
な
対
策
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
。

一
般
に
は
、
高
齢
者
が
就
労
を
希
望
し
て
も
、
求

人
側
と
の
間
で
の
大
き
な
ミ
ス
マ
ッ
チ
が
生
じ
て

し
ま
い
、
就
労
が
か
な
わ
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

し
か
し
、
後
進
の
指
導
・
育
成
等
、
高
齢
者
の
能

力
を
活
用
す
る
方
法
は
い
く
ら
で
も
考
え
ら
れ
る

は
ず
で
あ
る
。
近
年
で
は
実
際
に
、
福
祉
、
介
護
、

製
造
業
等
の
様
々
な
分
野
で
、
高
齢
者
の
能
力
を

適
切
に
活
用
す
る
た
め
の
方
法
と
そ
の
可
能
性
、

就
労
形
態
の
在
り
方
、
賃
金
の
在
り
方
等
が
研
究

さ
れ
て
き
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
高
齢
者
の
ニ
ー

ズ
は
就
労
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
生
き

甲
斐
の
在
り
方
に
は
様
々
な
も
の
が
あ
り
う
る
の

で
、
ま
ず
は
高
齢
者
の
ニ
ー
ズ
を
正
確
に
把
握
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
高
齢
者
が
参
加
で
き
る

学
習
会
、
サ
ー
ク
ル
活
動
等
を
教
育
機
関
等
と
連

携
し
て
充
実
さ
せ
る
こ
と
は
当
然
必
要
で
あ
る
が
、

高
齢
者
の
福
祉
の
最
終
的
な
責
任
は
行
政
に
あ
る

こ
と
を
受
け
止
め
、
就
労
に
関
し
て
も
、
社
会
・

企
業
の
協
力
者
を
掘
り
起
こ
し
て
高
齢
者
の
ニ
ー

ズ
と
の
調
整
を
積
極
的
に
図
っ
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

Ⅴ 

お
わ
り
に

　

従
来
は
、
警
察
と
行
政
と
が
、
犯
罪
対
策
の

中
心
的
役
割
を
占
め
て
き
た
が
、
最
近
で
は
、

地
域
住
民
が
主
体
と
な
り
、
犯
罪
に
強
い
社
会

を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ

て
き
て
い
る
。

　

そ
の
た
め
に
最
も
推
進
さ
れ
て
い
る
の
は
、
自

主
防
犯
団
体
を
組
織
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
地
域

住
民
が
連
帯
し
、
住
民
一
人
一
人
に
自
分
の
ま
ち

を
守
る
と
い
う
自
覚
と
意
欲
を
持
た
せ
、
地
域
住

民
全
体
で
高
齢
者
を
支
え
る
仕
組
み
を
整
え
る
こ

と
で
あ
る
。
高
齢
者
を
犯
罪
か
ら
守
る
た
め
に
は
、

地
域
の
人
と
人
と
の
直
接
の
つ
な
が
り
を
保
ち
、

些
細
な
気
配
り
、
目
配
り
、
心
配
り
を
積
み
重
ね

る
こ
と
が
、
最
終
的
に
は
も
っ
と
も
有
効
な
手
段

と
な
り
う
る
。「
声
か
け
」
は
地
道
な
活
動
で
は
あ

る
が
、
回
数
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
、
高
齢
者
と

の
間
で
の
信
頼
関
係
を
醸
成
し
、
犯
罪
被
害
に
陥

り
や
す
い
高
齢
者
の
心
理
状
態
を
防
ぐ
こ
と
に
役

立
つ
。
ま
た
、
高
齢
者
に
対
し
て
は
、
社
会
参
加

を
支
援
す
る
こ
と
の
他
、
経
済
的
支
援
、
医
療
問

題
の
解
決
等
、
福
祉
的
な
観
点
か
ら
も
地
域
と
行

政
と
が
協
力
し
て
、
高
齢
者
を
保
護
す
る
仕
組
み

を
検
討
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
現
代
社
会
で

は
、
高
齢
者
と
近
隣
住
民
と
の
間
に
い
か
に
緊
密

な
関
係
を
つ
く
り
、
安
心
感
を
も
っ
て
高
齢
者
が

生
活
で
き
る
環
境
を
整
え
る
か
が
、
高
齢
者
を
犯

罪
か
ら
守
る
た
め
の
鍵
と
な
る
の
で
あ
る
。
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日
本
の
古
典
文
学
を
教
え
て
い
る
吉
丸
雄
哉

と
申
し
ま
す
。
平
成
二
十
二
年
の
四
月
に
着
任

い
た
し
ま
し
た
。
吉
丸
と
い
う
名
は
佐
賀
に
多

い
名
前
で
す
。
私
の
祖
先
は
代
々
佐
賀
の
小
城

に
い
ま
し
た
が
、
父
の
代
か
ら
長
崎
に
出
て
、

私
の
生
ま
れ
は
長
崎
で
す
。
長
崎
市
内
で
生
ま

れ
、
幼
稚
園
ま
で
長
崎
市
に
い
ま
し
た
。
小
学

校
か
ら
高
校
ま
で
を
西
彼
杵
郡
長
与
町
で
過
ご

し
ま
し
た
。
長
与
で
過
ご
し
た
時
間
は
今
と

な
っ
て
は
長
く
は
な
い
の
で
す
が
、
実
家
が

あ
り
、
現
在
の
本
籍
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
長

崎
県
西
彼
杵
郡
長
与
町
の
出
身
と
私
は
言
っ
て

い
ま
す
。
東
京
の
大
学
に
行
く
た
め
に
、
上
京

し
て
か
ら
、
ず
っ
と
東
京
と
埼
玉
で
暮
ら
し
て

い
ま
し
た
。
そ
の
間
、
都
合
四
回
引
越
し
し
て

い
ま
す
。
東
京
に
出
る
ま
で
が
十
八
年
、
そ
の

後
、
関
東
で
十
八
年
を
過
ご
し
た
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

そ
し
て
、
四
月
か
ら
三
重
県
津
市
に
暮
ら
し

は
じ
め
ま
し
た
。
東
海
地
方
は
ま
っ
た
く
馴
染

み
の
な
い
土
地
で
し
た
。
三
重
に
は
大
学
三
年

の
と
き
に
、
鈴
鹿
に
F
1
を
観
に
来
た
こ
と
が

あ
り
（
ア
イ
ル
ト
ン
・
セ
ナ
が
亡
く
な
っ
た
年

で
す
）、
昨
年
の
秋
に
伊
勢
神
宮
と
鳥
羽
を
観
光

の
た
め
訪
れ
た
ぐ
ら
い
で
し
た
。
昨
秋
の
時
点

で
は
、
翌
年
三
重
大
に
来
る
と
は
夢
に
も
思
っ

て
お
ら
ず
、
不
思
議
な
縁
を
感
じ
た
も
の
で
す
。

　

三
重
で
す
が
、
漠
然
と
イ
タ
リ
ア
の
よ
う
だ

と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
南
北
に
縦
長
の
地
形
で

あ
る
こ
と
。
海
に
面
し
て
い
る
こ
と
。
北
部
が

工
業
地
帯
で
、
南
部
が
農
業
・
漁
業
と
観
光
を

主
産
業
に
し
て
い
る
こ
と
。
歴
史
が
あ
る
都
市

が
あ
る
こ
と
。
政
治
の
中
心
都
市
が
全
体
の
中

央
に
あ
る
こ
と
、
な
ど
で
す
。
と
い
う
わ
け
で
、

三
重
の
ロ
ー
マ
に
い
ま
は
住
ん
で
い
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
無
理
の
あ
る
た
と
え
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
当
た
っ
て
い
る
部
分
も
あ
る
と
思
い

ま
す
。

　

三
重
県
は
一
府
五
県
（
愛
知
県
、
岐
阜
県
、

滋
賀
県
、
京
都
府
、
奈
良
県
、
和
歌
山
県
）
に

接
し
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
隣
接
都
道
府
県
の

最
多
は
長
野
県
で
、
八
県
に
接
し
ま
す
（
全
部

わ
か
り
ま
す
か
）。
片
側
が
海
で
あ
る
こ
と
を

考
え
る
と
、
か
な
り
多
い
と
い
え
ま
す
。

　

私
は
日
本
近
世
文
学
す
な
わ
ち
江
戸
時
代
の

文
学
を
専
門
に
し
て
い
る
の
で
、
三
重
に
く
る

こ
と
は
大
き
な
喜
び
で
し
た
。
松
尾
芭
蕉
と
本

居
宣
長
が
三
重
ゆ
か
り
の
人
物
で
あ
る
こ
と
は

み
な
さ
ん
ご
存
知

で
し
ょ
う
。
芭
蕉

は
俳
聖
と
し
て
崇

拝
さ
れ
て
い
ま
す

し
、
宣
長
は
国
学

の
大
家
で
す
。
そ

の
ほ
か
、
文
学
研

究
者
に
と
っ
て
は

よ
く
知
ら
れ
た
俳

人
・
歌
人
・
学
者
・

文
人
を
三
重
は
た

く
さ
ん
輩
出
し
て

い
る
の
で
す
。
江

戸
時
代
に
は
伊
勢

参
り
が
流
行
し
て
、

伊
勢
街
道
の
町
々

は
た
い
へ
ん
栄
え

て
い
ま
し
た
。
江

戸
時
代
に
た
く
さ

ん
の
蓄
積
が
あ
る

の
で
す
。
ま
だ
眠
っ

て
い
る
貴
重
な
資

料
に
出
会
え
る
機

会
も
あ
る
だ
ろ
う
こ
と
も
楽
し
み
の
一
つ
で
し

た
。

　

こ
ち
ら
で
暮
ら
す
こ
と
が
決
ま
っ
て
、
住
居

探
し
を
始
め
た
の
で
す
が
、
住
ま
い
探
し
に

回
っ
て
い
る
不
動
産
屋
さ
ん
に
芭
蕉
や
宣
長
の

素
晴
ら
し
さ
を
伝
え
て
も
、
反
応
が
鈍
い
の
で

す
。
あ
る
不
動
産
屋
さ
ん
が
、
芭
蕉
に
つ
い
て
、

「
あ
の
人
は
伊
賀
の
人
だ
か
ら
」
と
つ
ぶ
や
く

伊
勢
湾
の
見
え
る

研
究
室
に
来
て

吉
丸 

雄
哉

よ
う
に
言
っ
た
の
を
聞
い
て
理
由
が
わ
か
り
ま

し
た
。

　

私
の
故
郷
の
長
崎
も
長
崎
市
を
中
心
と
す
る

県
南
と
佐
世
保
市
を
中
心
と
す
る
県
北
、
そ
し

て
島
原
地
区
に
大
別
で
き
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
風

習
や
気
質
が
若
干
違
い
ま
す
。「
村
上
龍
が
長

崎
の
人
で
す
よ
ね
」
と
言
わ
れ
れ
ば
、「
長
崎

は
長
崎
で
も
佐
世
保
の
人
で
す
ね
」
と
答
え
ま

す
。
青
森
県
が
津
軽
と
南
部
で
、
歴
史
や
風

土
や
気
質
が
二
分
さ
れ
て
い
る
の
は
有
名
で
す

が
、
三
重
に
も
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
の

だ
と
察
し
ま
し
た
。

　

県
と
し
て
の
三
重
は
近
代
的
な
枠
組
み
で

あ
っ
て
、
江
戸
時
代
に
は
今
の
三
重
に
ぴ
っ
た

り
あ
て
は
ま
る
枠
組
み
は
あ
り
ま
せ
ん
。
令
制

国
名
（
昔
の
国
名
）
で
い
え
ば
、
伊
賀
・
伊
勢
・

志
摩
と
紀
伊
の
一
部
分
で
三
重
県
は
構
成
さ
れ

て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
藩
で
い
え
ば
、
藤
堂

家
の
津
藩
三
十
二
万
石
（
伊
勢
・
伊
賀
・
名
張
）

と
そ
の
支
藩
の
久
居
藩
五
万
石
は
目
立
ち
ま

す
。
し
か
し
、
北
部
に
は
長
島
藩
（
二
万
石
）・

桑
名
藩
（
十
一
万
石
）・
亀
山
藩
（
六
万
石
）・

神
戸
藩
（
一
万
五
千
石
）・
菰
野
藩
（
一
万
二
千

石
）
が
あ
っ
て
、
伊
勢
国
で
あ
っ
て
も
東
海
道

文
化
圏
に
含
ま
れ
て
い
る
の
は
現
在
と
同
じ
よ

う
で
す
（
本
文
の
石
高
は
す
べ
て
お
お
よ
そ
の

も
の
。
藩
も
時
期
に
よ
っ
て
は
な
い
藩
も
）。

　

今
の
伊
勢
市
は
江
戸
時
代
に
は
山
田
奉
行
所

が
あ
り
、
幕
府
の
管
轄
下
で
し
た
。
現
在
は
観

光
で
有
名
な
志
摩
は
、
令
制
国
も
別
で
す
が
、

藩
も
志
摩
藩
（
五
万
石
）
で
独
立
し
て
い
ま
す
。

今
の
松
阪
市
の
大
部
分
と
多
気
郡
・
度
会
郡
か

ら
南
は
す
べ
て
紀
州
藩
で
す
。
ま
た
、
松
阪
・

田
丸
は
紀
州
藩
の
城
が
あ
っ
た
ほ
か
白
子
も
紀

州
藩
の
飛
び
地
で
、
要
衝
を
紀
州
藩
が
お
さ
え

て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

本
居
宣
長
は
伊
勢
国
松
阪
の
人
で
す
が
、
行

政
上
で
は
、
紀
州
藩
の
人
と
い
え
ま
す
。
宣
長

は
紀
州
藩
に
『
秘
本
玉
く
し
げ
』
を
献
じ
て
い

ま
す
し
、
家
督
を
継
い
だ
本
居
大
平
が
紀
州
藩

に
仕
え
て
い
る
の
も
当
然
の
こ
と
と
い
え
ま
す
。

　

本
学
に
き
て
、
歴
史
学
の
先
生
に
、
三
重
は

イ
タ
リ
ア
に
似
て
い
る
と
子
ど
も
っ
ぽ
い
印
象

を
臆
せ
ず
述
べ
た
と
こ
ろ
、
イ
タ
リ
ア
と
同
じ

で
「
統
一
」
が
課
題
と
い
う
返
事
を
も
ら
い
ま

し
た
。
複
数
の
旧
国
が
一
緒
に
な
っ
た
り
、
複

数
の
藩
が
よ
り
集
ま
っ
て
で
で
き
た
県
は
珍
し

く
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
三
重
の
南
北
に

長
い
と
い
う
地
形
か
ら
「
三
重
県
人
」
と
い
っ

た
意
識
の
生
ま
れ
に
く
い
土
地
で
も
あ
る
よ
う

で
す
。

　

津
に
き
て
、
関
西
弁
に
近
い
方
言
が
使
わ
れ

て
い
る
の
で
驚
き
ま
し
た
。
東
海
地
区
に
あ
る

の
で
、
名
古
屋
に
近
い
言
葉
を
使
う
と
思
っ
て

い
ま
し
た
。
三
重
県
北
部
は
名
古
屋
弁
に
近
く
、

伊
賀
や
名
張
は
奈
良
弁
、
東
紀
州
は
紀
州
弁
、

伊
勢
あ
た
り
は
独
自
の
伊
勢
弁
と
う
か
が
っ
て

い
ま
す
。

　

関
西
弁
の
口
調
が
優
勢
な
の
で
、
津
の
人
た

ち
で
も
三
重
が
近
畿
な
の
か
東
海
・
中
部
な
の

か
、
迷
う
と
き
が
あ
る
よ
う
で
す
。
こ
れ
に
は

答
え
が
あ
っ
て
『
日
本
書
紀
』
大
化
二
年
正
月

一
日
条
に
「
凡
そ
畿
内
は
東

ひ
む
が
しは

名な

ば

り墾
の
横よ

こ
か
は河

よ

り
以こ

な

た来
、
南

み
な
み

は
紀き

伊
の
兄せ

の
や
ま山

よ
り
以
来
、
西に

し

は

赤あ

か

し石
の
櫛く

し
ふ
ち淵

よ
り
以
来
、
北き

た

は
近あ

ふ

み江
の
狭さ

さ

な

み

々
波

の
合あ

ふ
さ
か
や
ま

坂
山
よ
り
以
来
を
畿う

ち
つ
く
に

内
国
と
す
」（
引
用

は
小
学
館
新
日
本
古
典
文
学
全
集
本
）
と
あ
り

ま
す
。

　

な
ん
と
な
く
、
津
の
人
々
は
三
重
が
畿
内
で

あ
っ
た
ら
い
い
と
思
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る

の
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
三
重
の
大
部
分
は
畿

外
の
地
と
な
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
れ
は
い
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。
三
重
が
文
学
に
登
場
す
る
の
は
『
万
葉

集
』
か
ら
で
す
。『
万
葉
集
』
で
は
、
伊
勢
・

志
摩
を
詠
ん
だ
歌
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
ま
す
。

柿
本
人
麻
呂
は
伊
勢
・
志
摩
の
景
観
を
想
っ
て
、

　

あ
み
の
浦
に
船
乗
り
す
ら
む
娘
子
ら
が
玉
裳      

　
　

の
裾
に
潮
満
つ
ら
む
か
（
歌
番
号
40
）

　

釧
く
し
ろ

つ
く
答
志
の
岬
に
今
日
も
か
も
大
宮
人
の

　
　

玉
藻
刈
る
ら
む
（
歌
番
号
41
）

　

潮
騷
に
伊
良
虞
の
島
辺
漕
ぐ
船
に
妹
乗
る
ら

　
　

む
か
荒
き
島
廻
を
（
歌
番
号
42
）

と
い
っ
た
歌
を
詠
ん
で
い
ま
す
（
引
用
は
岩
波

新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
）。
最
初
の
二
首
か

ら
は
大
宮
人
が
海
で
遊
ぶ
お
お
ら
か
な
姿
、
三

首
目
か
ら
は
志
摩
の
厳
し
い
海
が
眼
前
に
浮
か

び
ま
す
。

　

『
万
葉
集
』
に
詠
ま
れ
た
三
重
の
歌
は
お
よ

そ
海
に
関
す
る
も
の
で
す
。
伊
藤
正
雄
が
『
伊

勢
の
文
学
』（
神
宮
文
庫
、
昭
和
29
）
で
「
青

山
に
四
周
さ
れ
た
大
和
宮
廷
の
人
士
は
、
交
通

不
便
の
上
代
に
お
い
て
、
海
に
接
す
る
機
会
が

極
め
て
乏
し
か
っ
た
筈
で
あ
る
か
ら
、
た
ま
た

ま
触
れ
得
た
新
鮮
な
潮
の
息
吹
き
と
、
目
覚
む

る
ば
か
り
の
明
る
い
海
洋
の
大
観
に
、
限
り
な

き
歓
び
を
感
じ
た
事
は
察
す
る
に
難
く
な
い
」

（
4
頁
）
と
述
べ
る
の
が
も
っ
と
も
な
評
価
と

い
え
ま
す
。

　

私
が
三
重
に
来
て
一
番
喜
ん
で
い
る
の
は
海

が
近
い
こ
と
で
す
。
そ
れ
ま
で
、
埼
玉
の
坂
戸

に
十
年
間
い
ま
し
た
。
坂
戸
は
埼
玉
の
中
央
に

あ
っ
て
、
ま
っ
た
く
の
内
陸
で
す
。
そ
れ
を
物

足
り
な
く
感
じ
て
い
ま
し
た
。
津
で
海
に
面
し

た
場
所
に
住
ん
で
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

し
、
私
の
故
郷
の
長
崎
の
海
は
リ
ア
ス
式
海
岸

で
、
平
ら
か
な
伊
勢
湾
と
は
か
な
り
様
相
が
違

う
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
海
は
海
で
し
て
、
海

の
な
い
土
地
に
住
ん
で
い
る
の
と
全
然
気
分
が

違
う
の
で
す
。
大
宮
人
が
詠
ん
だ
志
摩
の
海
は

リ
ア
ス
式
海
岸
な
の
で
、
大
宮
人
の
気
持
ち
は

よ
く
わ
か
り
ま
す
。

　

今
い
る
、
こ
れ
を
書
い
て
い
る
研
究
室
か
ら

伊
勢
湾
が
見
え
ま
す
。
私
の
人
生
の
う
ち
、
最

初
の
半
分
を
長
崎
で
、
そ
の
次
の
半
分
を
関
東

で
過
ご
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
両
方
よ
り
も
長

い
時
間
を
三
重
で
過
ご
す
こ
と
に
な
る
と
、
自

分
は
伊
勢
人
と
し
て
、
三
重
県
人
と
し
て
、
生

涯
を
終
え
る
こ
と
に
な
る
と
海
を
見
な
が
ら
考

え
て
い
ま
す
。

（
よ
し
ま
る 

か
つ
や
）

人
文
学
部
准
教
授
・
日
本
文
学

教員エッセイ
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「
医
療
過
疎
地
域
に
お
け
る
多
次
元
的
評

価
に
よ
る
ア
ラ
ー
ト
シ
ス
テ
ム
の
構
築
」

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
推
進
に
向
け
て

　

二
〇
一
〇
年
夏
、
日
本
中
を
騒
が
せ
た
「
消

え
た
高
齢
者
問
題
」。
生
き
て
い
れ
ば
二
〇
〇

歳
に
な
る
人
の
戸
籍
が
抹
消
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
事
例
な
ど
、
記
憶
に
残
っ
て
い
る
方
も
多
い

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
や
は
り
問
題
な
の
は
、
年

金
を
受
給
し
続
け
る
た
め
に
親
の
死
を
ひ
た
隠

し
に
し
た
事
件
で
あ
る
。
親
の
年
金
に
依
存
し

な
け
れ
ば
生
活
で
き
な
い
状
況
、
そ
し
て
、
人

の
死
に
周
り
の
人
間
が
気
づ
か
な
い
現
状
か
ら

は
、
現
代
の
社
会
関
係
が
い
か
に
希
薄
化
し
て

い
る
か
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
。
し
か
も
「
消
え

た
高
齢
者
問
題
」
は
、
大
都
市
だ
け
で
な
く
、

地
域
社
会
で
の
互
酬
的
な
関
係
が
比
較
的
残
っ

て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
た
地
方
で
も
起
こ
っ
て

い
た
。
医
療
・
福
祉
・
育
児
の
制
度
疲
労
が
進

む
中
で
、
産
学
官
を
問
わ
ず
「
地
域
の
力
」
へ

の
注
目
が
高
ま
っ
て
い
る
が
、
現
実
問
題
と
し

て
地
域
に
は
諸
問
題
に
対
処
す
る
余
力
は
残
っ

て
い
な
い
。

　

こ
の
た
び
三
重
大
学
人
文
学
部
で
は
、
平
成

二
二
年
度
よ
り
三
年
間
、
文
部
科
学
省
特
別
経

費
（
地
域
貢
献
機
能
の
充
実
）
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

と
し
て
、「
医
療
過
疎
地
域
に
お
け
る
多
次
元

的
評
価
に
よ
る
ア
ラ
ー
ト
シ
ス
テ
ム
の
構
築
」

が
採
択
さ
れ
た
。
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
主
眼
は
、

公
的
社
会
保
障
制
度
と
地
域
社
会
の
双
方
が
行

き
詰
ま
る
中
で
、
改
め
て
地
域
を
核
と
し
た
問

題
解
決
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
に
あ
る
。
言
う

な
れ
ば
、
単
な
る
「
地
域
の
力
」
へ
の
期
待
で

は
な
く
、
地
域
が
抱
え
る
問
題
と
そ
の
要
因
に

関
す
る
多
角
的
な
分
析
を
通
じ
、「
地
域
の
力
」

を
具
現
化
し
て
い
く
実
践
的
プ
ロ
セ
ス
の
整
備

を
目
指
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
地
域
が
問

題
解
決
に
果
た
す
具
体
的
な
役
割
を
明
確
化
し

よ
う
と
す
る
点
で
、
本
研
究
は
既
存
の
「
地
域
」

「
実
践
」
を
掲
げ
た
研
究
と
一
線
を
画
し
て
お

り
、
そ
れ
ゆ
え
現
状
を
ブ
レ
ー
ク
ス
ル
ー
す
る

可
能
性
を
持
つ
取
り
組
み
と
し
て
期
待
さ
れ
て

い
る
（
特
別
経
費
の
交
付
を
受
け
た
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
は
人
文
学
部
で
は
初
で
あ
る
）。
以
下
、

地
域
で
実
際
に
生
じ
て
い
る
問
題
を
ふ
ま
え
つ

つ
、
当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
概
要
を
紹
介
す
る
こ

と
に
し
よ
う
。

①
地
域
を
見
る
（
診
る
）
眼

　

そ
も
そ
も
、な
ぜ
近
年
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
「
地

域
」
が
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
こ
こ
十
数
年
、
非
正
規
雇
用
の
増
加
や

未
婚
率
の
上
昇
、
単
独
高
齢
世
帯
の
増
加
と

い
っ
た
経
済
・
社
会
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、
安

定
し
た
所
得
・
世
帯
を
モ
デ
ル
と
し
た
全
国
一

律
の
保
険
・
保
健
・
福
祉
制
度
の
維
持
が
困
難

に
な
っ
て
き
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
画
一

的
な
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の
社
会
保
障
体
制
に
代

わ
り
、
各
々
の
地
域
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
個
別

の
問
題
を
解
決
す
る
制
度
へ
の
転
換
が
求
め
ら

れ
て
お
り
、
こ
の
意
味
で
地
域
が
着
目
を
集
め

て
い
る
の
で
あ
る
（
近
年
盛
ん
に
叫
ば
れ
る
地

域
主
権
の
推
進
も
そ
う
し
た
転
換
の
一
事
例
と

い
え
よ
う
）。
従
っ
て
地
域
と
は
、
今
後
の
人
々

の
生
活
を
考
え
る
上
で
の
基
本
的
な
単
位
と
し

て
、
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、「
生
活
上
の
諸

問
題
を
共
有
し
解
決
し
て
い
く
上
で
適
切
な
空

間
的
範
囲
・
ス
ケ
ー
ル
」
と
し
て
重
要
性
を
増

し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

し
か
し
、
政
策
の
実
情
を
み
る
と
、
業
務
の

効
率
化
が
最
重
要
課
題
と
さ
れ
る
中
、
本
来
地

域
を
ベ
ー
ス
と
し
て
き
た
仕
組
み
が
揺
ら
い
で

し
ま
う
な
ど
、
必
ず
し
も
地
域
が
重
要
視
さ
れ

て
い
る
と
は
い
え
な
い
現
状
が
あ
る
。
例
え
ば

あ
る
市
で
は
、
行
政
保
健
師
に
よ
る
地
区
ご
と

の
担
当
制
を
改
め
、
乳
児
・
子
ど
も
・
高
齢
者
・

障
害
者
と
い
っ
た
専
門
担
当
制
へ
と
移
行
し
た

結
果
、
処
理
で
き
る
案
件
は
増
加
し
た
反
面
、

地
域
と
い
う
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
持
っ
て
医
療
・

福
祉
問
題
に
取
り
組
む
人
材
を
育
て
ら
れ
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
特
に
三
重
県
の
場
合
、
市

町
村
合
併
が
大
規
模
に
進
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ

り
、
施
策
の
実
践
に
当
た
っ
て
個
別
の
地
域
の

特
徴
が
ま
す
ま
す
看
過
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

　

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
こ
う
し
た
状
況
に

鑑
み
、
実
際
の
医
療
・
福
祉
問
題
が
地
域
に
お

け
る
「
生
活
の
問
題
」
と
不
可
分
で
あ
る
と
い

う
認
識
に
立
ち
、
地
域
と
い
う
フ
レ
ー
ム
ワ
ー

ク
を
問
題
解
決
に
適
し
た
も
の
と
し
て
再
構
築

す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

図
1
に
示
す
よ
う
に
、
個
人
・
世
帯
レ
ベ
ル
の

福
本 

拓

健
康
や
要
介
護
状
況
の
分
析
に
加
え
、「
地
域
を

見
る
（
診
る
）
眼
」
が
必
要
と
な
ろ
う
。
実
際
、

近
隣
に
自
分
の
子
ど
も
が
た
く
さ
ん
住
ん
で

い
れ
ば
親
が
介
護
を
受
け
ら
れ
る
確
率
が
高
く

な
っ
た
り
、
収
入
に
余
裕
が
あ
れ
ば
単
独
世
帯

で
あ
っ
て
も
十
分
な
介
護
・
医
療
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
ら
れ
た
り
、
居
住
歴
が
長
い
人
ほ
ど
頼
れ

る
人
・
場
所
・
施
設
に
関
す
る
知
識
が
あ
る
と

い
う
よ
う
に
、
家
族
的
・
社
会
経
済
的
特
徴
が

少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
容
易

に
想
像
で
き
る
。
さ
ら
に
、
地
域
そ
の
も
の
の

特
徴
―
高
齢
化
の
進
展
度
合
、
交
通
の
便
、
住

民
の
構
成
、
持
続
可
能
な
産
業
・
雇
用
の
有
無

な
ど
―
も
見
逃
せ
な
い
要
因
で
あ
る
。
生
活
構

造
か
ら
問
題
を
捉
え
る
社
会
科
学
の
研
究
視
角

は
、
と
り
わ
け
地
域
と
い
う
枠
組
み
の
有
効
性

を
明
示
で
き
る
点
で
強
み
を
持
つ
と
い
え
よ
う
。

②
生
活
構
造
の
客
観
的
な
評
価

　

欧
米
で
は
、
特
に
経
済
学
・
社
会
政
策
の
分

野
に
お
い
て
、
地
域
の
問
題
を
生
活
構
造
と
の

関
連
か
ら
評
価
し
よ
う
と
す
る
研
究
の
蓄
積
が

厚
い
。
貧
困
に
関
す
る
シ
ン
プ
ル
な
指
標
か
ら
、

近
年
で
は
地
域
で
の
生
活
を
よ
り
多
次
元
的
に

評
価
す
る
た
め
の
指
標
、
例
え
ば
タ
ウ
ン
ゼ
ン

ド
の
相
対
的
剥
奪
指
標
（
所
得
に
加
え
、
生
活

行
動
や
健
康
状
態
と
い
っ
た
側
面
か
ら
も
評

価
）、社
会
的
排
除
指
標
（
物
質
的
充
足
の
ほ
か
、

参
加
の
欠
如
に
も
着
目
）
な
ど
も
開
発
さ
れ
て

い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
研
究
に
な
ら
い
、
数
字
や
統
計

的
手
法
を
用
い
て
医
療
や
福
祉
の
問
題
を
画
一

的
に
評
価
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
違
和
感
を

覚
え
る
方
も
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
本

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
適
切
な
基
準
に
基
づ
く

客
観
的
な
指
標
こ
そ
が
、
地
域
で
の
具
体
的
な

問
題
解
決
に
不
可
欠
だ
と
考
え
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
あ
る
地
域
に
お
い
て
、
地
域
資
源

を
活
用
し
た
医
療
・
福
祉
問
題
へ
の
対
処
が
非

常
に
効
果
的
に
行
わ
れ
、
住
民
が
満
足
し
て
い

る
事
例
が
あ
る
と
し
よ
う
。
し
ば
し
ば
生
じ
る

誤
謬
は
、
成
功
事
例
を
安
易
に
そ
の
ま
ま
別
の

地
域
へ
適
用
す
る
こ
と
で

あ
る
（
そ
の
ほ
と
ん
ど
は

失
敗
す
る
）。
こ
う
し
た
事

例
が
起
き
て
し
ま
う
の
は
、

多
く
の
人
々
が
結
果
だ
け

を
見
て
し
ま
う
か
ら
だ
。

良
い
（
な
い
し
悪
い
）
結

果
は
、
地
域
の
ど
の
よ
う

な
特
徴
や
ニ
ー
ズ
の
違
い

か
ら
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う

か
?
も
し
か
す
る
と
、
同
じ
特
徴
を
も
っ
た
地

域
な
ら
、
成
功
し
た
モ
デ
ル
が
適
用
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
。
い
や
、
あ
る
い
は
、
同
じ
特
徴

を
持
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
う
ま
く
い
か
な
い

地
域
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
は
、

何
が
成
否
を
分
け
た
か
、
地
域
に
分
け
入
っ
て

さ
ら
に
深
く
精
査
す
る
必
要
が
生
じ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
地
域
だ
け
で
な
く
、
全

体
と
し
て
具
体
的
か
つ
効
果
的
な
解
決
策
を
考

え
る
上
で
、
客
観
的
な
指
標
は
欠
か
せ
な
い
の

だ
。
た
だ
し
、
そ
の
際
に
は
、
い
か
に
し
て
適

切
な
指
標
を
準
備
で
き
る
か
が
カ
ギ
と
な
る
。

こ
の
点
で
も
、
経
済
学
と
い
っ
た
社
会
科
学
の

各
専
門
分
野
が
大
き
な
役
割
を
果
た
す
だ
ろ

う
。
と
い
う
の
は
、
既
存
の
モ
デ
リ
ン
グ
や
国

内
外
の
事
例
研
究
を
も
と
に
し
て
有
効
な
指
標

を
開
発
す
る
こ
と
は
、
社
会
科
学
の
最
も
得
意

と
す
る
と
こ
ろ
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

な
お
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
差
し
当
た
っ

て
三
重
県
を
事
例
と
し
た
研
究
を
展
開
し
て

い
く
が
、
そ
の
成
果
は
全
国
に
も
発
信
可
能

な
側
面
も
有
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
北
勢

（
大
都
市
圏
近
郊
の
衛
星
都
市
）、
中
勢
（
地

方
都
市
）、
南
勢
・
志
摩
・
東
紀
州
（
中
山
間

地
域
）、
伊
賀
・
名
張
（
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
）
と

い
う
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
地
域
性
は
、
ま

さ
し
く
現
代
日
本
の
縮
図
と
い
え
る
か
ら
だ
。

図
2
は
推
計
所
得
の
特
徴
を
示
し
た
も
の
だ

が
、
多
様
な
地
域
性
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
と

と
も
に
、
そ
れ
に
立
ち
向
か
う
潜
在
的
な
力

の
存
在
を
予
感
さ
せ
る
。

③
ア
ク
シ
ョ
ン
リ
サ
ー
チ
へ

　

こ
う
し
た
潜
在
的
な
力
を
見
出
し
、
今
後
の

地
域
に
お
け
る
医
療
・
福
祉
問
題
へ
の
解
決
策

を
提
示
す
る
こ
と
―
こ
れ
が
当
面
の
課
題
だ
が
、

し
か
し
本
研
究
の
最
終
目
標
で
は
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
解
決
策
を
見
出
す
こ
と
と
、
実
際
の
問

題
の
解
決
は
同
義
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

問
題
解
決
に
向
け
た
自
発
的
な
取
り
組
み
が

湧
出
す
る
た
め
に
は
、
地
域
住
民
に
よ
る
問
題

意
識
の
共
有
や
動
機
付
け
が
不
可
欠
で
あ
る
。

実
は
こ
の
点
で
も
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
客
観

的
指
標
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
と
い
う
の

も
、
指
標
と
は
い
わ
ば
地
域
の
問
題
を
わ
か
り

や
す
く
「
見
え
る
化
」
し
た
も
の
で
あ
り
、
住

民
に
よ
る
問
題
共
有
を
促
進
す
る
た
め
の
ツ
ー

ル
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
気
づ
か
れ
な
か
っ
た

問
題
の
背
景
を
知
ら
せ
る―

ア
ラ
ー
ト
シ
ス
テ

ム
の
「
ア
ラ
ー
トa

le
rt

」
と
は
「
警
報
」「
通
知
」

を
意
味
す
る―

こ
と
で
、
住
民
の
気
付
き
や
地

域
へ
の
関
心
を
喚
起
し
、
そ
こ
へ
研
究
者
も
飛

び
込
み
、
協
働
関
係
の
中
で
解
決
策
を
実
現
し

て
い
く
…
。
こ
う
し
た
ア
ク
シ
ョ
ン
リ
サ
ー
チ

が
こ
の
研
究
課
題
の
到
達
点
で
あ
り
、
そ
こ
へ

至
る
過
程
は
、
地
域
貢
献
と
い
う
平
板
な
枠
組

み
を
超
え
た
、
地
域
と
大
学
の
新
し
い
関
係
の

あ
り
様
を
示
す
に
違
い
な
い
。
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
は
、
新
し
い
時
代
を
切
り
拓
く
、
人
文
学
部

の
大
い
な
る
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
も
あ
る
。

（
ふ
く
も
と 

た
く
）

人
文
学
部
特
別
研
究
員

地
理
学
・
地
域
研
究

教員エッセイ
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新
刊
自
著
を

語
る

　

休
日
を
前
に
す
る
と
、「
オ
フ
」
の
時
間
を
ど

う
過
ご
そ
う
か
い
ろ
い
ろ
と
思
い
悩
む
。
毎
日

の
忙
し
い
仕
事
や
勉
強
か
ら
よ
う
や
く
解
放
さ

れ
る
の
だ
か
ら
、
非
日
常
の
時
間
を
、
ゆ
っ
た

り
と
過
ご
し
た
い
、
あ
る
い
は
趣
味
の
た
め
に

使
い
た
い
。
そ
う
し
て
私
た
ち
は
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

す
る
た
め
の
余
暇
活
動
に
い
そ
し
む
。

　

し
か
し
、
こ
れ
は
本
当
に
「
オ
フ
」
な
の
だ

ろ
う
か
―
―
。

　

仕
事
で
疲
弊
し
た
私
た
ち
の
心
身
は
、
一
定

時
間
の
休
息
に
よ
っ
て
、
健
全
・
健
康
な
も
の

と
し
て
再
創
造
（
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
）
さ
れ

る
。
そ
う
し
て
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
し
た
健
康
・
健

全
な
心
身
は
い
っ
た
い
何
に
役
立
つ
の
だ
ろ
う

か
。
私
た
ち
自
身
？ 

そ
れ
と
も
会
社
？ 

国
家
？ 

な
に
や
ら
き
な
臭
い
話
に
な
り
そ
う
だ
。

　

余
暇
活
動
の
歴
史
を
紐
解
け
ば
、
そ
れ
が
人

び
と
の
自
由
な
娯
楽
活
動
な
ど
で
は
決
し
て

な
い
こ
と
が
分
か
る
。
資
本
主
義
や
国
民
国

家
に
よ
る
介
入
や
統
制
の
足
跡
が
そ
こ
か
し

こ
に
発
見
で
き
る
の
だ
。
余
暇
活
動
が
楽
し

み
を
追
求
し
す
ぎ
た
り
鬱
憤
を
は
ら
し
た
り

す
る
た
め
の
乱
痴
気
騒
ぎ
に
な
れ
ば
、
社
会

は
混
乱
し
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
ハ
メ
を
外

さ
な
い
よ
う
に
目
を
光
ら
せ
る
だ
け
で
な
く
、

健
全
な
娯
楽
活
動
を
積
極
的
に
推
奨
す
る
こ

と
で
、
労
働
者
や
国
民
の
健
全
な
心
身
は
育

成
さ
れ
て
き
た
。
ス
ポ
ー
ツ
、
音
楽
、
読
書

の
ほ
か
に
重
要
な
余
暇
活
動
が
旅
行
だ
っ
た
。

日
本
に
お
い
て
大
衆
娯
楽
が
花
開
く
の
は
昭

和
期
。
そ
し
て
健
全
な
旅
行
が
唱
道
さ
れ
た

の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
一
九
二
四
（
大
正
一
三
）
年
に
ス

タ
ー
ト
し
、
戦
時
中
の
一
九
四
三
年
か
ら
戦
後

四
六
年
ま
で
一
時
的
に
休
刊
し
て
い
た
も
の

の
、
七
九
年
も
の
間
、
毎
月
、
発
刊
さ
れ
て
い

た
月
刊
旅
行
雑
誌
『
旅
』
全
号
を
ず
ら
っ
と
読

み
、
そ
こ
か
ら
昭
和
の
旅
行
が
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
っ
た
の
か
を
考
え
る
も
の
だ
。『
旅
』
は

二
〇
〇
四
年
一
月
に
い
っ
た
ん
休
刊
し
た
が
、

二
〇
〇
四
年
五
月
か
ら
は
心
機
一
転
、
新
潮
社

が
こ
の
雑
誌
を
発
刊
し
て
お
り
、
日
本
で
も
っ

と
も
長
く
続
く
旅
行
雑
誌
と
い
え
る
。
こ
の

雑
誌
は
そ
の
長
い
歴
史
の
中
で
、
い
く
つ
か

の
発
刊
機
関
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
て
き
た
。

二
〇
〇
四
年
ま
で
の
発
行
機
関
は
順
に
日
本
旅

行
文
化
協
会
、
日
本
旅
行
協
会
、
日
本
旅
行
倶

楽
部
、
日
本
交
通
公
社
、
J
T
B
日
本
交
通
公

社
出
版
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
組
織
は
鉄

道
省
、
運
輸
省
、
国
土
交
通
省
と
深
い
関
わ
り

を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
と
き
は
政

府
の
、
別
の
と
き
は
企
業
の
意
向
を
反
映
し
な

が
ら
、『
旅
』
は
昭
和
の
日
本
人
た
ち
に
、
旅
行

の
愉
し
さ
だ
け
で
な
く
、
ど
の
よ
う
な
の
が
正

し
い
旅
行
な
の
か
、
ど
こ
に
行
け
ば
い
い
の
か

を
教
示
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
・
中
の
『
旅
』

で
は
、
健
康
な
国
民
を
育
成
す
る
た
め
に
温
泉

や
徒
歩
旅
行
や
ハ
イ
キ
ン
グ
が
、
当
初
は
推
奨
、

後
に
は
強
要
さ
れ
た
。
統
制
あ
る
行
動
を
教
え

る
た
め
に
、
好
ま
し
い
団
体
旅
行
、
修
学
旅
行

の
ス
タ
イ
ル
が
主
張
さ
れ
、
ま
た
寒
さ
を
克
服

す
る
ウ
ィ
ン
タ
ー
ス
ポ
ー
ツ
は
男
ら
し
さ
の
象

徴
と
も
さ
れ
た
。
拡
張
す
る
大
日
本
帝
国
の
領

土
を
、
旅
行
を
と
お
し
て
認
識
さ
せ
る
た
め
、

植
民
地
や
日
本
の
周
辺
部
の
旅
行
情
報
も
記
事

に
さ
れ
、
さ
ら
に
日
本
新
八
景
、
国
立
公
園
の

選
定
を
と
お
し
て
自
分
た
ち
の
「
郷
土
」
へ
の

愛
着
心
を
強
め
る
記
事
を
掲
載
し
、
そ
れ
に
よ

り
国
家
へ
の
愛
国
心
も
涵
養
し
よ
う
と
も
し
た
。

　

敗
戦
直
後
は
社
会
的
混
乱
に
よ
り
旅
行
が

困
難
だ
っ
た
が
、
そ
の
混
乱
が
落
ち
着
く

一
九
五
〇
年
代
に
な
る
と
大
衆
旅
行
時
代
到
来

の
下
準
備
と
し
て
、
巨
大
旅
館
が
出
現
し
始
め

る
。
高
度
経
済
成
長
期
ま
っ
た
だ
中
の
六
〇
年

代
に
は
、
そ
れ
ま
で
旅
行
に
出
か
け
る
こ
と
が

あ
ま
り
な
か
っ
た
女
性
が
旅
行
客
の
新
し
い
主

役
と
し
て
登
場
。
そ
し
て
こ
の
女
性
が
リ
ー
ド

す
る
新
婚
旅
行
が
、
六
〇
年
代
前
半
に
は
パ
ッ

ケ
ー
ジ
化
さ
れ
て
い
く
。
同
時
期
に
『
旅
』　

は
、

新
し
い
社
会
階
層
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、
若
者
世

代
な
ど
に
対
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し

い
旅
行
ス
タ
イ
ル
を
提
唱
し
た
。
こ
の
若
者
た

ち
の
健
全
な
旅
行
を
可
能
に
し
た
の
は
、
六
〇

『昭和旅行誌』
雑誌『旅』を読む

森 正人
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図1… 『旅』の創刊号（1924年）。

年
代
に
日
本
国
内
に
次
々
と
建
設
さ
れ
る
ユ
ー

ス
ホ
ス
テ
ル
や
国
民
宿
舎
だ
っ
た
。
さ
ら
に
海

外
旅
行
の
自
由
化
に
と
も
な
い
、
ア
ジ
ア
地
域

を
中
心
と
し
た
海
外
旅
行
情
報
も
取
り
入
れ
ら

れ
た
。
当
時
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旅
行
は
ま
だ
高
嶺

の
花
。
多
く
の
海
外
旅
行
客
は
西
洋
と
東
洋
の

入
り
交
じ
る
香
港
を
目
指
し
た
。
ま
た
若
い
女

性
た
ち
は
ハ
ワ
イ
に
出
か
け
て
い
た
。
ま
た
東

南
ア
ジ
ア
は
男
性
の
性
的
観
光
の
パ
ラ
ダ
イ
ス

と
し
て
、
実
に
あ
っ
け
ら
か
ん
と
語
ら
れ
て
い

た
の
だ
っ
た
。

　

今
の
わ
た
し
た
ち
は
「
小
京
都
」
と
称
さ
れ

る
古
い
街
並
み
に
も
足
を
運
ぶ
。
小
京
都
が『
旅
』

で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は

六
〇
年
代
末
。
こ
の
時
期
、

高
度
経
済
成
長
に
よ
っ
て

都
市
部
は
ど
ん
ど
ん
と
新

し
い
建
物
が
登
場
し
、
画

一
的
な
風
景
で
埋
め
尽
く

さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対

し
て
田
舎
の
い
く
つ
か
に

は
「
古
き
良
き
日
本
」
の

風
景
が
残
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
国
鉄
の
「
デ
ィ
ス
カ

バ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
」
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
、女
性
雑
誌
『
ア

ン
ア
ン
』『
ノ
ン
ノ
』
の

創
刊
が
小
京
都
へ
の
関
心

を
さ
ら
に
高
め
た
の
で
あ

る
。

　

思
え
ば
昭
和
は
時
代
ご
と
に
異
な
る
と
は
い

え
、
い
つ
も
旅
行
に
特
定
の
テ
ー
マ
や
ス
タ
イ

ル
を
与
え
て
き
た
。
団
体
旅
行
、
正
し
い
旅
行
、

植
民
地
観
光
、
新
婚
旅
行
、
小
京
都
、
秘
境
、

海
外
旅
行
、
等
々
―
―
。『
旅
』
が
そ
れ
を
推
し

進
め
て
き
た
。
し
か
も
『
旅
』
の
読
者
は
た
だ

受
動
的
に
与
え
ら
れ
た
情
報
を
受
け
取
っ
て
い

た
わ
け
で
は
な
く
、
号
末
に
設
け
ら
れ
た
読
者

投
稿
欄
で
、
旅
行
の
、『
旅
』
の
あ
る
べ
き
姿
を

雄
弁
に
語
っ
て
き
た
。
そ
し
て
こ
こ
で
男
女
の

交
際
が
始
ま
る
こ
と
も
あ
り
、『
旅
』
は
社
会
を

映
し
出
す
鏡
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
旅
行
を

媒
介
と
し
た
読
者
た
ち
の
想
像
的
な
共
同
体
を

作
り
上
げ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
今
、
わ
た
し
た
ち
は
旅
行
を
計
画

す
る
に
際
し
て
、『
旅
』
を
手
に
取
る
こ
と
、
あ

る
い
は
旅
行
代
理
店
の
窓
口
に
足
を
運
ぶ
こ
と

が
ど
れ
ほ
ど
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に『
旅
』

が
提
供
し
て
き
た
旅
行
情
報
、
読
者
の
い
わ
ば

「
交
流
空
間
」
は
、
現
在
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
簡
単
に
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、

雑
誌
な
ど
の
場
合
は
、
編
集
者
が
毎
月
、
特
集

の
テ
ー
マ
を
設
定
し
て
原
稿
を
集
め
、
一
定
の

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
情
報
を
提
供
す
る
の
に
対
し

て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
場
合
は
、
多
数
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
が
用
意
さ
れ
そ
れ
に
応
じ
た
情
報
が

詰
め
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
現
在
の
旅
行

メ
デ
ィ
ア
で
は
ユ
ー
ザ
ー
に
よ
る
評
価
、
個
人

的
な
感
想
、
い
わ
ゆ
る
「
ク
チ
コ
ミ
」
が
大
き

な
影
響
力
を
持
つ
。

　

『
旅
』
が
雄
弁
に
語
っ
て
き
た
旅
行
全
体
を
覆

う
「
大
き
な
物
語
」
の
失
効
と
、
昨
今
の
旅
行

の
個
人
化
は
、
近
代
と
ポ
ス
ト
近
代
の
社
会
の

あ
り
よ
う
を
示
し
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く

『
旅
』
は
前
者
の
近
代
の
産
物
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
も
、こ
の
「
時
代
遅
れ
」
の
雑
誌
『
旅
』

を
読
み
、
昭
和
の
旅
行
誌
／
史
を
紐
解
く
こ
と

に
は
意
味
が
あ
る
と
考
え
た
い
。
た
と
え
ば
、

『
旅
』
を
読
め
ば
、
旅
行
と
は
何
か
、
ど
う
あ
る

べ
き
か
と
い
う
定
義
が
時
代
ご
と
に
違
っ
て
い

る
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
。
娯
楽
や
余
暇
活
動

と
い
う
考
え
方
が
ま
だ
当
た
り
前
で
な
い
な
か

で
、
闇
中
摸
索
の
状
態
で
娯
楽
や
余
暇
と
し
て

の
旅
行
を
考
え
よ
う
と
し
た
時
期
が
こ
の
日
本

に
は
確
か
に
あ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
『
旅
』
の

ス
タ
ー
ト
時
点
で
も
あ
り
、
ま
た
敗
戦
後
の
混

乱
で
も
あ
り
、
高
度
経
済
復
興
や
国
際
時
代
の

到
来
に
よ
る
繁
栄
と
不
安
の
時
代
に
お
い
て
で

も
あ
る
。

　

今
こ
の
『
旅
』
の
来
し
方
を
検
討
す
る
こ
と
で
、

本
書
は
「
正
史
」
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

も
う
一
つ
の
昭
和
史
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
旅
行
の
昭
和
史
を
考
え
る
こ
と
は
、

休
日
に
何
を
楽
し
も
う
か
、
ま
と
ま
っ
た
休
暇

に
ど
こ
に
行
こ
う
か
と
わ
た
し
た
ち
が
あ
れ
こ

れ
頭
を
悩
ま
す
現
代
社
会
と
は
い
っ
た
い
何
か

を
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

図 2…『旅』に掲載されたグラビア写真は評判だった。この写真は沼津駅での駅弁販売とそれを食べる光景で、
当時の旅の習俗を今に伝える。

　

見
知
ら
ぬ
他
人
ど
う
し
、
偶
然
向
い
合
っ
て
坐
っ

た
三
等
車
。
何
を
考
え
て
い
る
の
や
ら
、
思
い
思
い

の
姿
勢
で
、
窓
外
に
目
を
や
っ
て
み
た
り
、
週
刊
誌

を
パ
ラ
パ
ラ
と
め
く
っ
て
み
た
り
、
話
す
き
っ
か
け

も
な
い
ま
ま
に
、
知
ら
ぬ
他
人
で
過
ご
し
て
い
る
。

そ
れ
が
ふ
と
、
同
じ
駅
で
、
同
じ
駅
辨
を
買
っ
て
、

似
た
よ
う
な
手
つ
き
で
、
膝
の
上
の
折
を
開
く
頃
、

思
わ
ず
合
っ
た
視
線
が
笑
顔
を
さ
そ
い
、
冷
た
い
ポ

ー
ズ
が
く
ず
れ
て
、
「
ど
ち
ら
へ
？
」
と
い
う
よ
う

な
こ
と
に
な
る
。
食
べ
る
と
い
う
こ
と
が
、
人
間
ど

う
し
の
あ
た
た
か
さ
を
、
呼
び
よ
せ
る
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
も
同
じ
ソ
ボ
ク
な
駅
辨
ど
う
し
な
ら
、
な
お
さ

ら
あ
た
た
か
い
血
が
通
い
合
う
。
ど
こ
で
買
っ
て
も

見
た
目
は
同
じ
、
昔
な
が
ら
の
駅
辨
の
な
つ
か
し
さ
。

こ
ま
か
い
味
に
、
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
の
う
ま
い
ま
ず

い
は
あ
っ
て
も
、
折
を
開
い
て
お
目
に
か
か
る
あ
の

「
顔
」
は
、
い
つ
に
変
ら
ぬ
駅
辨
の
「
顔
」
で
あ
る
。

チ
マ
チ
マ
と
い
ろ
ん
な
も
の
が
そ
ろ
っ
て
い
て
、
ふ

し
ぎ
と
無
邪
気
な
童
心
に
、
人
を
帰
ら
せ
る
も
の
が

あ
る
。

駅
辨
の
た
の
し
さ

戸
塚
文
子

カメラ　小沢達造

お辨当2つ。間にあってよっかたね。坊やはお腹ペコペコです

おいしいねママ。ぼくここの鯛めし大すきだ

自著を語る
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は
じ
め
に
―
歌
枕
と
い
う
こ
と

　

一
般
に
和
歌
に
よ
ま
れ
た
地
名
を
歌

う
た
ま
く
ら枕

と
呼
ん

で
い
ま
す
が
、
よ
り
正
確
な
概
念
と
し
て
は
、
あ

る
特
定
の
人
事
的
観
念
と
結
び
付
け
ら
れ
て
歌
に

詠
み
こ
ま
れ
る
名
所
と
し
て
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、

松
阪
市
星ほ

し
あ
い合

町
（
旧
一
志
郡
三
雲
町
星
合
）
の
歌

枕
「
星
合
浜
」
の
場
合
、
人
事
観
念
「
七
夕
伝
説
」

と
切
り
離
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
形
で
展
開
し
て

い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、「
長
浜
」
を
取
り
上
げ
ま
す
。

一
、『
古
今
集
』
に
み
る
長
浜

　

伊
勢
国
の
「
長
浜
」
は
、『
古
今
和
歌
集
』（
巻

二
十
、一
〇
八
五
）
に
、

　

君き
み

が
世よ

は
限か

ぎ

り
も
あ
ら
じ
長
浜
の
真ま

さ

ご砂
の
数か

ず

は

　

よ
み
尽つ

く
す
と
も

　
　

此こ
れ

は
仁に

ん

な和
の
御お

ほ
む
べ嘗

の
伊
勢
国
の
歌

と
出
て
来
ま
す
。「
仁
和
の
御
嘗
」
と
あ
り
、
光

孝
天
皇
即
位
の
大

だ
い
じ
ょ
う
さ
い

嘗
祭
に
伴
う
節せ

ち

え会
で
の
詠
進
奏

上
歌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
光
孝
天
皇
は

元
慶
八
年
（
八
八
四
）
二
月
二
十
三
日
に
即
位

し
、
同
年
十
一
月
二
十
二
日
に
大
嘗
祭
を
奉
り
、

二
十
三
日
か
ら
二
十
五
日
に
か
け
て
節
会
が
催
さ

れ
て
い
ま
す
（
廾
三
日
「
悠
紀
國
奏
風
俗
歌
舞
」、

『
三
代
実
録
』）。
翌
年
に
仁
和
と
改
元
さ
れ
た
と

こ
ろ
か
ら
「
仁
和
の
御
嘗
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の

時
の
悠ゆ

き
の
く
に

紀
国
が
伊
勢
で
し
た
。『
三
代
実
録
』
に
、

「
定
大
嘗
會
國
。
悠
紀
伊
勢
國
員
辨
郡
、
主
基
備

前
國
和
氣
郡
」（
元
慶
八
年
三
月
二
十
二
日
条
）

と
あ
り
ま
す
。
大
嘗
祭
と
は
米
粟
収
穫
を
神
に
感

謝
す
る
祭
典
で
あ
り
、
毎
年
行
う
新

に
ひ
な
め
の
ま
つ
り

嘗
祭
に
対
し
、

天
皇
即
位
年
に
お
け
る
大
が
か
り
な
イ
ベ
ン
ト
と

し
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
悠ゆ

き紀
・
主す

き基
と
は
、
神
に

捧
げ
る
米
・
粟
を
耕
作
し
献
上
す
る
斎
田
と
そ
の

国
郡
の
こ
と
で
あ
り
、
悠
紀
田
は
東
国
か
ら
主
基

田
は
西
国
か
ら
占
い
で
決
め
ら
れ
ま
し
た
。

二
、「
長
浜
」
の
地
を
求
め
て

　

こ
の
「
長
浜
」
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
次
の
よ
う
に
書
い
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
時
の
悠
紀
田
が
伊
勢
国
員い

な

べ弁
郡
で
あ
っ

た
と
こ
ろ
か
ら
、
一
般
に
こ
の
長
浜
を
員
弁
郡

と
見
る
が
、
員
弁
郡
は
海
に
面
し
て
い
な
い
。

歌
枕
書
も
伊
勢
国
と
す
る
が
、
伊
勢
と
し
て
は

未
詳
と
す
る
外
は
な
い
。
標
記
の
古
今
集
歌
は

即
位
大
嘗
の
讃ほ

め
歌
で
あ
り
こ
の
「
長
浜
」
は

恐
ら
く
観
念
地
名
で
あ
ろ
う
。
伊
勢
の
悠
紀
を

奉
る
時
に
歌
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、「
伊
勢
歌
」

と
な
り
、
そ
の
歌
中
の
「
長
浜
」
も
伊
勢
の
歌

枕
と
し
て
定
着
し
て
行
っ
た
、
と
い
う
経
路
が

考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
定
位
し
ま
し
た
（
角
川
日
本
地
名
大

辞
典
『
三
重
県
』
の
「
長
浜
」
の
項
。
の
ち
加
筆

し
て
『
三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
報
』
第
十
号
の

「
三
重
の
歌
枕
稿
」
に
収
載
、
一
九
八
九
年
九
月
）。

三
、
黒
川
昌
享
氏
の
考
究

　

そ
の
後
、
黒
川
昌
享
氏
（
当
時
、
本
学
教
育

学
部
教
授
）
は
「
伊
勢
の
歌
枕
管
見
―
「
長
浜
」

と
「
涙
川
」
―
（
そ
の
一
）」（
教
育
学
部
研
究

紀
要
第
四
四
巻
、
一
九
九
三
年
三
月
）
に
お
い

て
、『
古
今
和
歌
集
』
に
載
る
大
嘗
会
風
俗
歌
五

首
（
一
〇
八
二
〜
一
〇
八
六
番
歌
）
に
つ
い
て
検

討
の
結
果
、
そ
の
歌
中
の
地
名
は
い
ず
れ
も
、
そ

の
国
内
の
地
名
で
は
あ
る
が
、
該
当
郡
の
地
名
で

は
な
い
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
、
伊
勢
国
に
つ
い

て
も
員
弁
郡
に
拘

こ
だ
わ

る
こ
と
は
な
い
と
い
う
重
要
な

指
摘
が
あ
り
ま
す
。
氏
は
、
三
重
県
内
の
「
長
浜
」

の
地
名
九
件
を
挙
げ
つ
つ
、
判
断
は
な
お
慎
重
で

し
た
。
と
共
に
、

　

同
僚
の
国
語
学
・
地
名
学
者
鏡
味
明
克
先
生

か
ら
は
、
伊
勢
の
「
長
浜
」
の
候
補
地
と
し
て
、

現
在
の
鈴
鹿
市
長
太
の
一
帯
（
北
長
太
町
・
長

太
新
町
・
長
太
旭
町
・
長
太
栄
町
・
南
長
太
町
）

を
推
薦
し
て
頂
い
て
い
る
。
―
中
略
―
こ
の「
長

太
」
も
亦
「
長
浜
」
候
補
地
の
一
つ
と
し
て
、
そ

の
傍
証
を
求
め
つ
つ
、
検
討
し
て
行
か
ね
ば
な

ら
な
い
。

と
長
浜
か
ら
ナ
ゴ
と
音
変
化
の
可
能
性
が
あ
る
鈴

鹿
市
長な

ご太
の
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
。

四
、「
大
安
寺
資
財
帳
」
に
見
る
「
長
浜
」

　

こ
の
後
、
私
は
「
古
代
資
料
に
見
ら
れ
る
地
名

分
布
と
街
道
」
に
お
い
て
『
神
楽
歌
』（
一
〇
八

番
歌
）
に
出
る
「
長
浜
」
を
採
り
上
げ
ま
し
た
。『
神

楽
歌
』
と
い
っ
て
も
、拾
遺
と
し
て
『
古
今
和
歌
集
』

か
ら
採
録
し
た
も
の
で
あ
り
、『
古
今
集
』
の
歌

そ
の
も
の
と
言
っ
て
よ
い
内
容
で
す
。
次
の
よ
う

に
書
き
ま
し
た
。

　

歌
の
内
容
上
は
観
念
地
名
の
色
が
極
め
て
濃

い
が
、
伊
勢
国
に
実
在
す
る
地
名
を
重
ね
て
い

る
と
見
た
方
が
良
い
で
あ
ろ
う
。「
大
安
寺
伽

藍
縁
起
并
流
記
資
財
帳
」
の
奄
芸
（
古
称
ア
ム

キ
）
郡
条
に
「
長
濱
」
が
あ
る
（『
大
日
本
古

文
書
』
二
）。
員
弁
郡
と
見
ら
れ
た
の
は
悠
紀

田
の
関
係
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
拘
る
こ
と

は
な
い
。
こ
の
奄
芸
郡
の
「
長
濱
」
を
念
頭
に

置
い
た
歌
で
あ
ろ
う
。
大
安
寺
領
「
長
濱
」
は

四
至
と
し
て
東
は
海
、
西
は
河
道
、
南
は
沼
、

北
は
道
の
限
り
と
固
有
名
詞
抜
き
に
記
さ
れ
て

い
て
、
そ
の
比
定
は
困
難
で
あ
る
。
鼓
ケ
浦
か

ら
豊
津
浦
に
か
け
て
緩
や
か
な
弧
を
描
く
長
い

浜
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
因
ん
で
名
付
け
ら
れ
た

鈴
鹿
市
或
い
は
安
芸
郡
中
の
小
地
域
名
で
あ
ろ

う
か
。（「
伊
勢
湾
地
域
に
お
け
る
古
代
文
化
」

第
二
章
、
報
告
書
『
伊
勢
湾
地
域
と
そ
の
文
化
』

三
重
大
学
、
一
九
九
五
年
三
月
）

こ
の
「
資
財
帳
」
は
天
平
十
九
年
（
七
四
七
）
二

月
の
文
書
で
す
。「
奄
藝
郡
長
濱
五
十
町
」（
六
五
五

頁
）
と
し
て
四
至
が
あ
り
、東
の
境
界
と
し
て
「
海
」

が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
黒
川
論
で
は
指
摘
が
無
い

例
で
し
た
。

お
わ
り
に

　

黒
川
論
中

の
鈴
鹿
市
長

太
を
中
心
と

す
る
海
岸
は
、

説
と
し
て
魅

力
的
で
す
が
、

こ
の
地
は
河

曲
（
古
称
カ

ワ
ワ
）
郡
に

な

り

ま

す
。

小

文

で

は

鼓つ
づ
み
が
う
ら

ケ
浦
か
ら

白し
ら
つ
か塚

あ
た
り

ま
で
を
想
定
し
つ
つ
も
、
現
在
そ
の
名
が
残
ら
な

い
と
こ
ろ
か
ら
「
小
地
域
名
」
と
し
ま
し
た
が
、

大
安
寺
「
資
財
帳
」
に
四
至
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら

は
長
汀
と
し
て
の
鼓
ケ
浦
か
ら
豊と

よ
つ
う
ら

津
浦
そ
の
も
の

の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
五
十
町
は
約
四
十
ヘ
ク

タ
ー
ル
（
天
平
尺
換
算
）
で
あ
り
、
広
く
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
境
界
表
示
と
し
て
長
汀
と
見
ま
し
た
。

写
真
は
そ
の
現
況
で
す
が
、
海
岸
線
は
明
応
七
年

（
一
四
九
八
）
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
等
の
地

震
や
伊
勢
湾
台
風
で
変
化
し
て
い
ま
す
。

　

『
古
今
集
』
の
歌
に
戻
り
ま
す
と
、
こ
れ
は
、『
萬

葉
集
』
の
笠

か
さ
の
い
ら
つ
め

女
郎
の

　

八や

ほ

か

ゆ

百
日
徃
く
濱は

ま

の
沙

ま
な
ご

も
吾あ

が
戀こ

ひ

に
豈あ

に
ま
さ益

ら
じ
か

　

奥お
き

つ
嶋し

ま
も
り守 

（
巻
四
、五
九
六
）

を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
う
し
た
浜
砂
を
数
え
尽
く
す

こ
と
が
出
来
た
と
し
て
も
、
君
の
御
代
は
数
え
る

こ
と
が
出
来
ぬ
ほ
ど
で
あ
る
と
永
遠
性
を
讃
美
し

た
も
の
で
あ
り
、
即
位
の
儀
礼
歌
と
し
て
ふ
さ
わ

し
い
歌
と
な
っ
て
い
ま
す
。
の
ち
、「
君
が
代
の

た
め
し
と
見
ゆ
る
長
浜
の
な
ぎ
さ
の
貝
の
数
も
知

ら
れ
ず
」（『
歌
枕
名
寄
』）
な
ど
と
寿
歌
地
名
と

し
て
定
着
し
て
ゆ
き
ま
す
。

【
参
考
文
献
】

片
桐
洋
一
氏
編
『
歌
枕
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』（
世

界
思
想
社
、
一
九
九
四
年
三
月
）
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）

 

三
重
大
学
名
誉
教
授

伊
勢
の
長
浜

廣
岡 

義
隆

三
重
の
歴
史
と
風
景

　
今
年
度
は
、
こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
特
色
あ
る

テ
ー
マ
を
持
つ
20
種
類
の
講
座
を
開
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、

こ
の
よ
う
な
多
様
な
テ
ー
マ
設
定
は
、文
化
学
科
と
法
律
経
済
学

科
か
ら
な
る
三
重
大
学
人
文
学
部
な
ら
で
は
の
も
の
で
あ
る
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

　
今
年
度
の「
公
開
ゼ
ミ
」は
、の
べ
3
1
3
名
の
皆
様
に
受
講
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。な
か
に
は
、い
く
つ
も
の
講
座
を
掛
け
持

ち
さ
れ
る
方
や
、毎
年
の
よ
う
に
受
講
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
方

も
多
数
お
い
で
に
な
り
ま
す
。
受
講
者
の
男
女
比
は
ほ
ぼ
3
対

2
、年
齢
構
成
は
、最
も
多
い
60
代
を
中
心
に
、10
代
後
半
か
ら
80

代
半
ば
ま
で
の
幅
広
い
年
代
に
及
び
、三
重
県
内
で
は
北
は
い
な

べ
市
か
ら
南
は
伊
勢
市
・
志
摩
市
に
至
る
ま
で
、ま
た
県
外
で
は

愛
知
県
、遠
く
は
関
西
地
方
か
ら
も
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
一
般
の
講
演
会
等
と
は
異
な
る
大
学
の
演
習
室
と
い
う
少
人

数
教
室
で
行
う「
公
開
ゼ
ミ
」で
は
、受
講
者
の
方
々
に
楽
し
く
か

つ
深
く
学
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
、多
く
の
講
座
で
、一
方

通
行
の
講
義
で
は
な
く
、講
師
と
受
講
者
が
、講
座
の
テ
ー
マ
と

し
て
い
る
様
々
な
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
議
論
し
た
り
、一
緒
に
テ

キ
ス
ト
を
解
読
し
た
り
す
る
方
法
を
と
っ
て
い
ま
す
。今
年
度
の

講
座
終
了
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
、90
%
以
上
の
受
講
者
の
方
々

に「
と
て
も
満
足
」「
満
足
」と
い
う
評
価
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
も
ち
ろ
ん
、今
後
の「
公
開
ゼ
ミ
」を
さ
ら
に
意
義
あ
る
も
の
に

し
て
い
く
た
め
に
、開
講
日
程
や
テ
ー
マ
の
設
定
、そ
の
他
に
つ

い
て
検
討
を
続
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。三
重
大
学

人
文
学
部
で
は
、学
術
研
究
の
成
果
を
地
域
社
会
へ
積
極
的
に
還

元
し
、地
域
に
根
ざ
し
た
学
部
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
お
り
ま

す
。こ
の「
公
開
ゼ
ミ
」が
そ
の
一
助
と
な
る
こ
と
を
願
う
も
の
で

す
。来
年
度
以
降
も
多
数
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

（
ゆ
あ
さ
　

よ
う
こ
）

人
文
学
部
准
教
授
・
中
国
古
典
文
学

広
報
・
地
域
連
携
委
員

大学院・学部の広報

三重大学人文学部・
第6回「公開ゼミ」報告 湯浅 陽子

杉崎鉱司（文化学科・准教授）
赤岩隆（文化学科・教授）
後藤基（法律経済学科・教授）・青木雅生（法律経済学科・准教授）
藤田伸也（文化学科・教授）
山中章（文化学科・教授）
高橋秀治（法律経済学科・教授）

橋場俊展（法律経済学科・准教授）、豊福裕二（法律経済学科・准教授）、
深井英喜（法律経済学科・准教授）

野崎哲哉（法律経済学科・教授）

藤本真理（法律経済学科・准教授）

野田明（文化学科・准教授）、小田敦子（文化学科・教授）、
井上稔浩（文化学科・教授）

石井眞夫（文化学科・教授）、森脇由美子（文化学科・教授）、
立川陽仁（文化学科・准教授）

太田伸広（文化学科・教授）
山田雄司（文化学科・准教授）
森俊一（法律経済学科・教授）

水落正明（法律経済学科・准教授）

名島利喜（法律経済学科・教授）
塚本明（文化学科・教授）

朴恵淑（文化学科・教授）

藤本久司（文化学科・准教授）

大河内朋子（文化学科・教授）

「英文法を科学する!?」
シャーロック・ホームズ論
地域中小企業経営について考える
中国陶磁入門－大阪市立東洋陶磁美術館を訪ねて－
日本古代の情報伝達システム～三関及び駅路と「伝路」～
「正義」について語ってみよう。
ワークライフバランス（仕事と家庭・私的生活の調和）を考える
グリム童話と『日本の昔ばなし』の比較－小人像について
絵巻物を読む
税を考える
今日の経済・労働問題の処方箋を考える
―人間らしい社会の実現を目指して―

アメリカ短篇小説を読む

Excelで回帰分析入門
古文書の虚（うそ）と実（まこと）
商法の判例を読む
生物多様性（COP10）と身近な生き物

伝統的生産から近代的生産へ：日常生活文化の変化を考える

異文化間コミュニケーションとギャップ
現代の金融規制について考える
～求められる金融の役割とは何か～
ドイツ語圏のコミック事情

❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽
❾
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

人文学部では2005年度より、9月から12月にかけて、一般市民向けの「公開ゼミ」を開講しています。毎年10～20の講座を設け、各

講座は3回（1回あたり90分）開かれ、少人数（原則として20名まで）のゼミ形式で、ひとつのテーマに沿ってじっくりと楽しく学んでい

ただくよう工夫しております。

本年度の「公開ゼミ」では、文化学科の教員が12講座を、法律経済学科の教員が8講座を担当し、過去最多の全20講座を準備して、

受講生を募集しました。開講した講座は、以下のとおりです（敬称略）。

三重の歴史と風景
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GUIDANCE 大学院のご案内大学院のご案内

募集人員は各専攻それぞれ5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）の合計

人文学部ホームページ
（http://www.human.mie-u.ac.jp/）から、
大学院生のさまざまなメッセージを見ていただけます。

＊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

社
会
科
学
専
攻

地域行政政策専修

地域経営法務専修

　政治学、公法学、経済学（経済理論・経済政策）に関連する授業科
目を幅広く提供することにより、地域の公共的な政策課題に関する
教育研究を行います。

　経営学、民事法学、経済学（経済史・経済学各論）に関連する授業
科目を幅広く提供することにより、地域で活動する企業・NPO・市民
の経済的・法的課題に関する教育研究を行います。

入
試
方
法

一般入試

社会人入試
・1年コース
・2年コース

留学生入試

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。

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。

地
域
文
化
論
専
攻

地域社会文化論専修

地域言語文化論専修

　歴史、思想、社会学、地理学、情報学および環境学等の授業科目を
幅広く提供することにより、日本、アジア、オセアニア、ヨーロッパ、ア
メリカの諸地域における社会と文化について教育研究を行います。

　日本、中国およびその周辺、ヨーロッパ、アメリカの言語と文学に
関する授業科目を幅広く提供することにより、それぞれの地域社会
における言語文化について教育研究を行います。

入
試
方
法

一般入試
＊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
＊面接
＊共通問題（小論文）
＊専門科目1科目

試
験
日
程

試
験
科
目

一般、社会人、留学生とも＝専門科目筆記試験、小論文、面接

一　般＝専門科目筆記試験、面接
社会人＝社会一般に関する小論文、面接
留学生＝専門科目筆記試験、小論文、面接

地域文化論専攻

社会科学専攻
2月（両専攻とも）

2012年2月4日（土）～5日（日）
出願は1月5日（木）～12日（木）

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

大学院・学部の広報

※2011年度から、共通問題（小論文）を導入しました。

　
紀
伊
半
島
南
部
の
山
間
地
に
、北
山
村
と
い
う
小
さ
な
村
が
あ
る
。

こ
の
村
は
、和
歌
山
県
に
属
し
て
い
る
が
、周
り
は
三
重
県
と
奈
良
県

に
囲
ま
れ
て
い
る
、「
全
国
で
唯
一
」の
飛
び
地
の
村
で
あ
る
。北
山
村

は
、総
人
口
約
5
0
0
人
と
い
う
、本
当
に
小
さ
な
村
で
あ
る
。し
か

し
こ
の
村
は
、他
に
も
幾
つ
か
の「
全
国
で
唯
一
」を
も
っ
て
い
る
。先

日
、こ
の
北
山
村
を
訪
問
し
、村
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、役
場
担
当

者
か
ら
お
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。

　
二
番
目
の「
全
国
で
唯
一
」は
、じ
ゃ
ば
ら
の
生
産
で
あ
る
。じ
ゃ
ば

ら
と
は
、柚
子
や
ス
ダ
チ
の
よ
う
な
柑
橘
系
の
一
種
で
あ
る
が
、こ
の

北
山
村
固
有
の
種
で
あ
り
、こ
の
村
で
の
み
栽
培
さ
れ
て
き
た
。本
格

的
な
生
産
が
始
ま
っ
た
の
は
1
9
8
0
年
代
初
め
か
ら
で
あ
る
が
、

そ
の
後
、販
売
面
で
苦
戦
し
、生
産
調
整
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
時
期
が

続
い
た
。
し
か
し
約
10
年
前
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
市
場
へ
出
店
し

て
、さ
ら
に
、じ
ゃ
ば
ら
は
花
粉
症
に
効
果
が
あ
る
と
注
目
さ
れ
た
こ

と
か
ら
、爆
発
的
な
売
り
上
げ
増
加
に
結
び
つ
く
こ
と
と
な
っ
た
。今

で
は
、じ
ゃ
ば
ら
の
年
間
売
り
上
げ
は
約
２
億
円
に
達
す
る
と
い
う
。

　
そ
し
て
、三
番
目
の「
全
国
で
唯
一
」は
、観
光
筏
下
り
で
あ
る
。北

山
村
の
筏
流
し
は
、伐
採
さ
れ
た
木
材
を
運
搬
す
る
た
め
に
、数
百
年

間
に
わ
た
っ
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
独
特
の
技
術
で
あ
る
。そ
れ
が
、

戦
後
の
ダ
ム
建
設
と
と
も
に
途
絶
え
た
の
だ
が
、1
9
7
0
年
代
末

に
観
光
用
の
目
玉
と
し
て
復
活
し
、今
に
至
っ
て
い
る
。観
光
客
を
乗

せ
た
筏
が
、北
山
川
の
一
部
４
ｋ
ｍ
を
70
分
か
け
て
下
る
と
い
う
豪

快
な
も
の
で
あ
る
。
最
近
で
は
、
地
元
の
筏
師
た
ち
の
高
齢
化
に
伴

い
、全
国
か
ら
後
継
者
を
積
極
的
に
募
集
し
て
若
者
を
呼
び
込
み
、技

術
の
伝
承
に
努
め
て
い
る
。こ
の
筏
下
り
の
体
験
に
く
る
観
光
客
は
、

年
間
約
８
千
人
に
達
す
る
と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、北
山
村
は
、「
全
国
で
唯
一
」に
こ
だ
わ
っ
て
、地
域

の
活
性
化
を
図
っ
て
き
た
、独
特
な
村
で
あ
る
。「
そ
の
成
功
の
秘
訣

は
何
で
す
か
？
」と
い
う
問
い
か
け
に
、役
場
の
課
長
さ
ん
は「
ラ
ッ

キ
ー
が
続
い
た
だ
け
で
し
ょ
う
」と
、さ
ら
り
と
答
え
て
く
れ
た
が
、

そ
の
笑
顔
か
ら
は
、長
年
の
経
験
に
裏
付
け
ら
れ
た
自
信
と
信
念
が

読
み
取
れ
た
。「
唯
一
」に
こ
だ
わ
り
、そ
れ
を
深
め
る
こ
と
、そ
し
て

粘
り
強
く
継
続
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
、こ
の
北
山
村
の
活
動
は
教

え
て
く
れ
る
。

（
あ
じ
き
　
か
ず
ひ
ろ
）

人
文
学
部
教
授
・
地
理
学

安
食 

和
宏

『サフラン／服部範子』

感
雑
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　トリオ第12号をお届け致します。三重県の片側は
太平洋に面しており、それだけ海とかかわりの深い地
域です。私たちの歴史と風景、そして生活の半分は海
によって培われてきたと言っても過言ではありませ
ん。しかしながら近代以降、私たちとこの大切な海と
の関係には狂いが生じ、大きな環境問題の一つとし
てクローズアップされてきています。そこで今年の特
集1の「生物多様性条約と「里海」再生の課題」では伊
勢湾を取り上げました。それに関連するエッセイも私
たちと、それを取り巻く環境について貴重な示唆を与
えてくれるものとなり、私たちが「自然」によって生か
されているということを再確認することができまし
た。特集2の「伊勢市・三重県の研究」では4人の大学
院生がそれぞれ緻密な調査、研究に基づいた報告を
行っています。大学を取り巻く環境は年々変化し、そ
れにつれて仕事の質や量も様変わりしてきています。
そのような中で貴重な時間を割いて各種エッセイや
記事をご寄稿頂いた方々にはこの場をお借りして深
く感謝の意を表したいと思います。また同時に人文
社会科学における「知」が結集することで、私たちの
未来がよりよくなっていくことを願っています。（ I ）

■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
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特

集 2

特

集 1

http://www.human.mie-u.ac.jp/chiiki/trio/
トリオのバックナンバーをご覧いただけます。
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