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C O N T E N T S

三重の文化・社会・自然

四国の「秘境」徳島県祖谷地方（現・三好市）
（2011年10月）

いや

　
東
北
地
方
の
山
村
を
卒
業
論
文
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
選
ん
で
以
来
、

日
本
各
地
の
山
村
を
訪
ね
歩
い
て
き
た
。「
秘
境
」や「
隔
絶
山
村
」に

は
、ど
う
も
心
惹
か
れ
る
も
の
が
あ
る
。そ
う
し
た
山
奥
の
ム
ラ
を

歩
き
な
が
ら
、人
々
の
話
を
聞
き
な
が
ら
、色
々
な
こ
と
を
考
え
て

き
た
。結
局
の
と
こ
ろ
、地
理
的
に
も
社
会
構
造
的
に
も
我
が
国
の

「
周
辺
」に
位
置
す
る
山
村
に
注
目
す
る
こ
と
、「
周
辺
」か
ら
の
視
点

で「
中
心
」を
捉
え
る
こ
と
が
大
事
で
な
い
か
、と
い
う
認
識
は
今
も

変
わ
っ
て
い
な
い
。山
村
の
社
会
経
済
の
動
向
を
見
て
い
る
と
、我

が
国
で
生
じ
て
い
る
問
題
や
色
々
な
ひ
ず
み
が
、実
は
こ
う
し
た
ム

ラ
に
先
鋭
的
に
現
れ
て
く
る
の
だ
と
気
づ
か
さ
れ
る
。

　
2
0
1
0
年
６
月
、島
根
県
邑
南
町
と
広
島
県
北
広
島
町
を
訪

問
し
た
。こ
の
地
域
は
、中
国
地
方
最
大
の
ス
キ
ー
場
密
集
エ
リ
ア

で
あ
る
。実
は
、日
本
の
ス
キ
ー
人
口
は
1
9
9
3
年
に
ピ
ー
ク
に

達
し
た
後
、減
少
傾
向
が
続
い
て
い
る
。こ
の
地
域
で
も
、ス
キ
ー

場
の
閉
鎖
が
目
立
っ
て
き
て
お
り
、複
数
の
ス
キ
ー
場
が
外
国
資

本
に
買
収
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。さ
ら
に
今
後
は
、韓
国

か
ら
の
ス
キ
ー
ツ
ア
ー
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
計
画
で
あ
る

と
、地
元
観
光
協
会
で
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。「
国
際
化
」は
、大
都

市
だ
け
で
進
ん
で
い
る
話
で
は
な
い
。山
奥
の
ム
ラ
で
も
確
実
に

そ
れ
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
2
0
1
5
年
10
月
、福
島
県
南
会
津
町
を
訪
問
し
た
。四
半
世
紀

前
に
私
が
作
っ
た
伊
南
村（
合
併
前
の
旧
村
）の
主
要
企
業（
勤
め

先
）リ
ス
ト
を
持
参
し
、役
場
職
員
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
も
ら
っ
た
と

こ
ろ
、「
失
わ
れ
た
20
年
」に
お
け
る
雇
用
機
会
縮
小
の
激
し
さ
が

理
解
で
き
た
。企
業
の
海
外
進
出
等
の
影
響
で
、ム
ラ
の
工
場
の
撤

退
が
相
次
ぎ
、公
共
事
業
の
縮
減
政
策
が
ム
ラ
の
主
要
産
業
の
一

つ
で
あ
っ
た
建
設
業
を
直
撃
し
た
。さ
ら
に
、国
有
林
野
事
業
の
大

合
理
化
・
縮
小
政
策
が
地
元
山
村
の
林
業
雇
用
を
激
減
さ
せ
た
。

「
中
心
」の
論
理
と
政
策
が
、実
は「
周
辺
」の
ム
ラ
に
大
き
く
影
響

し
て
い
る
現
実
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
し
か
し「
周
辺
」は
、「
中
心
」に
た
だ
従
属
し
て
振
り
回
さ
れ
て

い
る
だ
け
で
は
な
い
。高
度
成
長
期
以
降
の
人
口
減
少
を
経
験
し

て
き
た
山
村
地
域
は
、今
日
本
社
会
が
直
面
し
て
い
る「
高
齢
化
」

と
い
う
点
で
は
、す
で
に
時
代
を
先
取
り
し
て
い
る
の
だ
。「
限
界

集
落
」論（
大
野
晃
氏
）や「
地
方
消
滅
」論（
増
田
寛
也
氏
）で
割
り

切
れ
な
い
現
実
を
見
る
必
要
が
あ
る
。例
え
ば
、居
住
者
は
高
齢
者

だ
け
と
い
う
ム
ラ
で
も
、週
末
に
な
る
と
自
家
用
車
が
増
え
て

人
々
の
話
し
声
が
賑
や
か
に
な
る
と
い
う
光
景
を
、各
地
で
見
る

こ
と
が
で
き
る
。つ
ま
り
高
齢
者
世
帯
は
、近
隣
に
居
住
し
て
頻
繁

に
実
家
に
帰
る
後
継
者
世
代
を
含
む
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て

い
る
こ
と
が
多
い
。こ
う
し
た
山
村
の
家
族
の「
広
域
性
」「
流
動

性
」は
、今
後
の
我
が
国
の
居
住
の
有
り
様
を
考
え
る
上
で
示
唆
に

富
む
も
の
で
あ
る
。

　「
周
辺
」に
こ
だ
わ
る
こ
と
、そ
こ
か
ら「
中
心
」を
捉
え
る
こ
と
、

そ
し
て「
周
辺
」の
現
実
を
前
向
き
に
評
価
す
る
こ
と
が
大
事
で
あ

る
。で
き
る
な
ら
ば
、そ
れ
を
次
世
代
の
学
生
諸
君
の
教
育
に
も
つ

な
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
あ
じ
き 

か
ず
ひ
ろ
）
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藤
本　
今
日
は
お
忙
し
い
中
、
お
集
ま
り
い
た

だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
司
会

の
藤
本
で
ご
ざ
い
ま
す
。

伊
藤　
弁
護
士
の
伊
藤
明
紀
と
申
し
ま
す
。
三

重
弁
護
士
会
の
法
教
育
委
員
会
の
委
員
長
を
務

め
て
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

庄
司　
法
教
育
委
員
会
の
副
委
員
長
の
庄
司

と
申
し
ま
す
。
三
重
弁
護
士
会
の
法
教
育
委

員
会
で
は
、
法
的
な
も
の
の
考
え
方
を
教
育

し
て
い
こ
う
と
い
う
取
り
組
み
を
し
て
い
ま

す
。
伊
藤
委
員
長
と
私
は
、
委
員
会
の
立
ち

上
げ
前
か
ら
活
動
し
て
き
ま
し
た
。
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

西
川　
人
文
学
部
法
律
経
済
学
科
3
年
生
の

西
川
京
華
で
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

内
野　
私
は
人
文
学
部
で
憲
法
を
担
当
し
て
お

り
ま
す
内
野
と
申
し
ま
す
。
私
も
法
教
育
に
関

し
て
は
若
干
関
心
が
あ
り
、
自
分
な
り
に
工
夫

し
て
い
る
つ
も
り
で
す
が
、
本
日
は
い
ろ
い
ろ

と
お
知
恵
を
学
生
さ
ん
か
ら
も
先
生
方
か
ら
も

拝
借
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

「
若
者
は
政
治
へ
の
関
心
が

薄
い
」
の
は
な
ぜ
か

藤
本　
皆
様
、
本
日
は
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。
今
回
は
テ
ー
マ
を
二
つ
立
て
て
お
り
ま
し

て
、
一
つ
は
政
治
参
加
、
主
に
投
票
行
動
を
中

心
と
し
て
政
策
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
ど
う
若
者

が
関
わ
る
よ
う
に
な
る
の
か
と
い
う
点
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
も
う
少
し
広
い
意
味
で
法
律
へ

の
関
心
、
法
教
育
を
ど
の
よ
う
に
し
て
い
け
る

の
か
と
い
う
点
で
す
。
最
初
に
政
治
参
加
に
つ

い
て
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
今
年
は
18
歳
選
挙
権

が
メ
デ
ィ
ア
等
で
も
話
題
に
な
り
ま
し
た
。
投

票
権
が
あ
っ
て
も
な
か
な
か
投
票
に
は
行
か
な

い
若
い
人
も
多
い
の
で
、
ま
ず
投
票
率
は
な
ぜ

低
い
の
か
に
つ
い
て
、
お
考
え
を
お
聞
か
せ
く

だ
さ
い

内
野　
先
に
学
生
さ
ん
の
生
の
声
を
聞
い
て
み

ま
し
ょ
う
。

西
川　
私
は
今
年
の
選
挙
は
行
き
ま
し
た
。
私

は
も
と
も
と
政
治
に
割
と
関
心
が
あ
る
方
で
す

し
、
周
り
も
「
行
っ
た
よ
」
と
い
う
人
ば
か
り

で
す
。
投
票
に
行
か
な
い
人
が
い
る
の
は
、
高

校
ま
で
の
授
業
で
習
う
こ
と
が
政
治
や
選
挙
の

仕
組
み
だ
け
で
、
ど
こ
か
遠
い
存
在
の
よ
う
に

感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

伊
藤　
ほ
か
の
学
部
の
お
友
達
と
か
知
り
合
い

と
か
は
、
ど
ん
な
感
じ
で
し
た
か
。

西
川　
人
文
学
部
の
人
と
は
よ
く
話
し
ま
す

が
、
ほ
か
の
学
部
の
人
と
選
挙
や
政
治
の
話
を

し
た
こ
と
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。

伊
藤　
「
今
度
の
日
曜
日
、
選
挙
だ
け
ど
ど
う

す
る
？
」
っ
て
話
は
出
な
い
で
す
か
。

西
川　
選
挙
の
結
果
に
は
関
心
が
あ
る
人
は
多
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い
け
れ
ど
も
、
自
分
が
投
票
に
行
く
か
ど
う
か

と
い
う
具
体
的
な
話
に
な
る
と
、
あ
ま
り
し
な

い
で
す
。

伊
藤　
で
も
自
分
が
投
票
に
行
く
か
に
よ
っ

て
、
結
果
が
変
わ
る
ん
で
す
け
ど
ね
。

西
川　
そ
う
な
ん
で
す
よ
ね
。
で
も
、
そ
う
い

う
実
感
が
あ
ま
り
な
い
の
か
、「
自
分
の
一
票

じ
ゃ
変
わ
ら
な
い
で
し
ょ
」と
言
う
人
も
い
る
。

「
一
人
か
二
人
が
入
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
ま
り
変

わ
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
の
、
も
う
バ
イ
ト
あ
る

し
行
か
な
い
」
と
い
う
の
は
聞
い
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

伊
藤　
正
直
な
意
見
で
す
ね
。

庄
司　
日
本
と
欧
米
諸
国
、
中
国
、
韓
国
な
ど

の
若
者
を
対
象
に
社
会
問
題
へ
の
関
心
に
つ
い

て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
が
、
日
本
が
一
番
関
心
が
低
い
と
い
う
結
果

で
し
た
。
原
因
の
分
析
は
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ

り
ま
す
が
、
教
育
で
何
か
変
わ
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
な
と
い
う
気
は
し
ま
す
。

内
野　
さ
っ
き
西
川
さ
ん
の
話
に
も
出
ま
し
た

が
、
国
会
の
定
足
数
な
ど
の
知
識
は
み
ん
な

知
っ
て
い
る
ん
だ
け
ど
、
何
の
た
め
に
習
っ
て

い
る
の
か
が
、
完
全
に
落
ち
て
い
る
と
思
う
ん

で
す
よ
ね
。
選
挙
権
年
齢
や
立
法
の
プ
ロ
セ
ス

な
ど
は
習
っ
て
も
、
そ
れ
が
一
人
ひ
と
り
の
有

権
者
に
と
っ
て
、
ど
う
い
う
意
味
が
あ
り
、
な

ぜ
そ
う
な
っ
て
い
る
の
か
な
ど
は
中
学
・
高
校

で
は
習
わ
な
い
で
し
ょ
う
。

伊
藤　
一
人
ひ
と
り
が
主
権
者
と
し
て
自
覚
を

持
つ
と
い
う
点
が
、
少
し
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。
も
の
の
価

値
判
断
で
あ
っ
た
り
、
人
の
意
見
を
尊
重
し
な

が
ら
自
分
の
決
断
を
す
る
と
い
っ
た
教
育
が
必

要
な
の
か
な
と
い
う
気
は
し
ま
す
。
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
、
我
々
の
法
教
育
も
、
具
体
的
な
法

律
の
内
容
を
教
え
る
の
で
は
な
く
、
物
事
を
い

ろ
ん
な
角
度
か
ら
見
な
が
ら
、
人
の
意
見
を
尊

重
し
な
が
ら
、
自
分
を
大
切
に
し
て
自
分
の
判

断
を
し
て
い
く
よ
う
な
教
育
で
す
。
そ
れ
が
主

権
者
を
育
て
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
の
が
、
我
々
の
法
教
育
委
員
会
の
根
本
の

考
え
方
で
す
。

藤
本　
そ
う
す
る
と
、
主
権
者
教
育
に
必
要

な
の
は
、
社
会
科
的
な
知
識
の
習
得
と
い
う

よ
り
も
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
意
見
を
伝
え
合

い
、
歩
み
寄
っ
て
合
意
を
形
成
す
る
力
の
育

成
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
能
力
は
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
と
い
う
こ
と
も
で
き
ま

す
が
、
幼
少
期
か
ら
の
積
み
重
ね
が
な
い
と

難
し
そ
う
で
す
ね
。

伊
藤　
三
重
弁
護
士
会
が
行
う
出
前
授
業
は
中

学
校
・
高
校
が
中
心
で
す
が
、
ど
の
年
齢
か
ら

で
も
い
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
ル
ー
ル
を
自

分
た
ち
で
作
ろ
う
と
な
る
と
、
お
互
い
意
見
や

価
値
観
が
対
立
す
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
で
も

ル
ー
ル
を
作
る
に
は
話
し
合
っ
て
決
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。「
じ
ゃ
あ
ど
う
い
う
ル
ー
ル
を

作
っ
て
い
く
の
」
と
い
う
の
を
話
し
合
っ
て
発

表
し
て
も
ら
う
。
だ
か
ら
我
々
の
出
前
授
業
で

は
、
講
義
形
式
よ
り
も
実
践
、
参
加
形
式
で
の

授
業
が
多
い
で
す
。

庄
司　
出
前
授
業
は
、
知
識
を
教
え
る
よ
り

も
、
話
し
合
い
で
ル
ー
ル
を
作
る
経
験
を
し

て
も
ら
う
こ
と
で
、
体
験
的
に
学
べ
る
よ
う

な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
っ
て
い
ま
す
。

　

弁
護
士
会
で
も
主
権
者
教
育
の
あ
り
か
た

は
議
論
の
最
中
で
す
。
中
学
校
向
け
の
モ
デ

ル
授
業
と
し
て
提
案
さ
れ
て
い
る
の
が
、
童

話
の
「
ア
リ
と
キ
リ
ギ
リ
ス
」
を
題
材
に
し

た
授
業
で
す
。
ア
リ
の
国
に
は
、
女
王
ア
リ

と
働
き
ア
リ
、
働
き
ア
リ
を
引
退
し
た
老
人

ア
リ
や
怪
我
で
働
け
な
い
ア
リ
が
い
る
。
食

料
は
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
ア
リ
の
国
に

キ
リ
ギ
リ
ス
が
や
っ
て
き
て
「
食
べ
物
を
く

だ
さ
い
」
と
言
う
の
で
、
女
王
ア
リ
が
「
で

は
食
べ
物
を
全
部
キ
リ
ギ
リ
ス
に
あ
げ
ま

し
ょ
う
」
と
決
め
た
、
と
い
う
演
劇
を
最
初

に
見
て
も
ら
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
弁
護
士
が
、

ま
ず
「
女
王
ア
リ
一
人
で
決
め
て
い
い
の
か
」

と
問
い
か
け
、「
で
は
、
ど
ん
な
決
め
方
が

よ
い
の
か
」
な
ど
の
問
い
を
ド
ン
ド
ン
投
げ

か
け
ま
す
。
議
論
の
結
果
、
最
終
的
に
多
数

決
で
決
め
る
の
が
良
い
と
な
っ
た
な
ら
、
今

度
は
「
多
数
決
に
誰
を
参
加
さ
せ
る
か
」「
食

料
を
得
る
た
め
の
仕
事
を
し
て
い
な
い
ア
リ

も
参
加
さ
せ
る
か
」
な
ど
を
議
論
さ
せ
る
。

そ
の
後
、
食
料
の
分
け
方
に
つ
い
て
多
数
決

を
採
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
だ
い
た
い
多
数

派
の
働
き
ア
リ
の
意
見
が
通
り
ま
す
。
そ
れ

で
は
多
数
決
が
良
い
と
し
て
も
、
食
料
を
ど

う
分
け
る
か
も
多
数
決
で
決
め
て
い
い
の
か

を
考
え
て
も
ら
う
と
い
う
案
で
す
。

　

高
校
向
け
の
モ
デ
ル
授
業
は
、
死
刑
の
存

置
に
賛
成
か
反
対
か
と
い
う
議
論
で
し
た
。

ま
ず
、
死
刑
が
あ
る
国
と
な
い
国
の
数
や
、

死
刑
制
度
を
廃
止
し
た
国
で
の
凶
悪
犯
罪

の
件
数
の
変
化
、
そ
れ
か
ら
死
刑
制
度
に
つ

い
て
の
様
々
な
意
見
と
い
っ
た
、
具
体
的
な

フ
ァ
ク
ト
を
い
く
つ
か
与
え
ま
す
。
生
徒
は

そ
れ
ら
の
フ
ァ
ク
ト
を
評
価
し
て
、「
〇
〇

だ
か
ら
賛
成
（
反
対
）」
と
い
う
よ
う
に
、

根
拠
を
示
し
て
自
分
の
意
見
を
述
べ
る
と
い

う
方
法
で
す
。

　

主
権
者
教
育
と
い
う
の
は
、「
自
分
の
一

票
を
使
わ
な
い
と
損
で
す
よ
」
み
た
い
な
話

で
は
な
く
て
、
最
終
的
に
民
主
主
義
の
社
会

の
一
員
と
し
て
適
切
な
行
動
を
と
れ
る
よ
う

に
な
る
た
め
に
、
ル
ー
ル
が
で
き
上
が
る
仕

組
み
と
か
、
自
分
が
ど
う
い
う
立
場
で
そ
の

意
見
を
表
明
す
る
の
か
だ
と
か
を
体
験
的
に

学
ん
で
い
く
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
す
。

伊
藤　
そ
う
い
う
も
の
の
考
え
方
が
養
わ
れ
て

い
る
と
、
18
歳
だ
ろ
う
が
20
歳
だ
ろ
う
が
、
必

然
的
に
自
分
の
判
断
を
し
た
く
な
っ
た
り
、
表

明
し
た
く
な
っ
て
、
投
票
率
も
お
の
ず
と
上

が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

内
野　
私
も
お
っ
し
ゃ
る
通
り
だ
と
思
い
ま

す
。
社
会
の
ル
ー
ル
を
決
め
る
こ
と
の
根
底
に

あ
る
の
は
、
自
分
と
他
者
は
違
う
こ
と
を
了
解

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
、
人
は
一
人
で

生
き
て
い
け
な
い
か
ら
、
他
者
と
自
分
の
折
り

合
い
を
ど
う
つ
け
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

れ
は
学
校
で
一
方
的
に
知
識
を
教
わ
る
だ
け
で

は
多
分
だ
め
で
、
幼
い
頃
の
遊
び
の
中
な
ど
、

何
か
役
割
を
与
え
ら
れ
た
り
、
実
際
に
判
断
を

迫
ら
れ
る
場
面
に
さ
ら
さ
れ
な
い
と
、
身
に
つ

か
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

藤
本　
学
生
の
立
場
か
ら
は
ど
う
で
す
か
？

西
川　
確
か
ド
イ
ツ
か
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
だ
っ
た

と
思
う
ん
で
す
が
、
学
校
の
授
業
で
模
擬
的

に
政
党
を
作
っ
て
模
擬
選
挙
を
し
た
り
、
と
き

に
は
そ
の
政
党
を
入
れ
替
え
て
相
手
の
立
場
に

な
っ
て
ま
た
議
論
を
す
る
の
を
繰
り
返
し
、
そ

れ
で
家
庭
で
も
政
治
の
話
を
す
る
、そ
の
結
果
、

投
票
率
が
上
が
る
と
い
う
の
を
見
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。日
本
で
も
こ
う
い
う
こ
と
を
す
れ
ば
、

考
え
方
が
違
う
者
ど
う
し
譲
り
合
い
な
が
ら
生

活
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る

よ
う
に
な
る
ん
で
は
な
い
か
な
あ
と
思
い
ま

す
。
私
が
受
け
て
き
た
教
育
で
は
、
知
識
の
詰

め
込
み
の
側
面
が
大
き
く
て
、
そ
う
い
う
の
は

な
か
っ
た
で
す
が
。

「高校までの授業で習うことが、
政治や選挙の仕組みだけで、
どこか遠い存在のように感じられるのでは
ないかと思います。」

「三重弁護士会が行う出前授業では、
知識を教えるよりも、話し合いで
ルールをつくるなど体験的に学べる
アプローチを探っています。」

西川 京華

庄司 正樹
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座 

談
藤
本　
ル
ー
ル
作
り
を
体
験
す
る
の
は
法
へ
の

理
解
や
感
覚
を
深
め
る
の
に
と
て
も
大
き
な
意

味
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
一
方
で
、
日
本
は
直
接

民
主
制
を
と
っ
て
い
な
い
の
で
、
主
な
政
治
参

加
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
は
選
挙
で
す
。
投
票
と
い
う

自
分
の
行
動
と
ル
ー
ル
作
り
と
の
間
に
は
距
離

が
あ
り
ま
す
ね
。
完
全
に
意
見
が
一
致
す
る
政

党
や
候
補
者
が
い
な
く
て
、
投
票
の
対
象
が
決

め
ら
れ
な
い
と
い
う
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

伊
藤　
ち
ょ
っ
と
遠
い
の
か
も
し
れ
な
い
で
す

よ
ね
。
直
接
よ
り
身
近
で
は
な
い
と
こ
ろ
が
、

こ
の
人
に
託
す
し
か
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ

る
の
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

庄
司　
日
本
国
憲
法
の
今
の
仕
組
み
で
言
う

と
、
立
憲
主
義
と
い
う
も
の
で
国
家
に
制

約
を
課
し
、
国
民
に
請
願
権
が
認
め
ら
れ
て

い
た
り
、
表
現
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る

な
ど
、
直
接
的
に
影
響
力
を
及
ぼ
す
よ
う
な

仕
組
み
は
あ
る
ん
で
す
よ
。
そ
の
た
め
に
必

要
な
の
は
、
一
つ
に
は
、
論
理
的
な
思
考
を

持
っ
て
判
断
す
る
能
力
だ
と
思
う
ん
で
す
。

あ
と
も
う
一
つ
は
、
定
め
ら
れ
た
ル
ー
ル
に

従
っ
て
出
た
結
論
を
尊
重
す
る
と
い
う
精
神

だ
と
思
い
ま
す
。
さ
っ
き
西
川
さ
ん
が
例
に

挙
げ
た
模
擬
選
挙
は
、
非
常
に
い
い
と
思
っ

た
ん
で
す
け
ど
、
た
だ
や
る
と
す
る
な
ら
高

校
生
と
か
大
学
生
ぐ
ら
い
の
イ
メ
ー
ジ
と
思

い
ま
す
。

西
川　
私
が
見
た
の
も
そ
れ
く
ら
い
の
年
齢
で

す
。

庄
司　
小
学
校
・
中
学
校
で
そ
う
し
た
能
力

を
育
む
に
は
ど
う
す
る
か
で
す
が
、
弁
護
士

会
の
出
前
授
業
で
は
、
正
解
の
な
い
も
の
を

議
論
し
て
最
終
的
な
結
論
を
決
め
る
体
験
を

し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
特
に
意
識
し
て
い

る
の
は
、
全
員
一
回
は
自
分
の
意
見
を
、
そ

の
理
由
も
付
し
て
発
言
す
る
こ
と
で
す
。
反

対
意
見
を
聞
く
の
も
大
事
に
し
て
い
ま
す
。

全
員
が
同
じ
意
見
に
な
っ
た
場
合
は
、
弁
護

士
が
逆
の
意
見
を
出
し
ま
す
。「
本
当
に
そ
う

な
の
か
」
と
議
論
を
戦
わ
せ
て
、
最
終
的
な

結
論
を
出
す
過
程
を
体
験
す
る
こ
と
で
、
論

理
的
思
考
力
を
身
に
つ
け
て
も
ら
え
れ
ば
と

思
っ
て
い
ま
す
。

伊
藤　
我
々
が
す
る
の
は
議
論
の
手
助
け
で

す
。
だ
か
ら
、
1
回
の
授
業
に
複
数
、
各
班

に
1
人
ず
つ
ぐ
ら
い
の
弁
護
士
が
つ
い
て
議

論
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
の
が
理
想
か
な
と
思
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
論
理
的
思
考
力
の

育
成
と
法
令
遵
守
の
精
神
と
を
分
け
て
扱
っ

て
し
ま
う
と
、
後
者
の
涵
養
は
難
し
い
。
自

分
た
ち
が
考
え
て
作
っ
た
ル
ー
ル
な
ら
、
守

り
な
さ
い
と
押
し
付
け
な
く
て
も
、
守
ら
ね

ば
と
い
う
意
識
が
生
ま
れ
ま
す
。
選
挙
権
に

し
て
も
、
自
分
た
ち
が
意
見
を
表
明
し
て
勝

ち
取
っ
て
き
た
と
い
う
意
識
が
あ
れ
ば
、
ぜ

ひ
と
も
そ
の
権
利
を
行
使
し
よ
う
と
な
る
。

そ
う
な
っ
て
い
け
ば
一
番
理
想
的
だ
な
と
思

い
ま
す
。

内
野　
私
の
専
門
は
イ
ギ
リ
ス
の
憲
法
で
す

が
、
イ
ギ
リ
ス
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
国
だ
か

ら
、
裁
判
の
場
で
自
分
た
ち
が
主
張
し
た
こ

と
が
ル
ー
ル
に
反
映
さ
れ
る
し
、
議
会
の
慣

習
な
ど
で
も
、
自
分
た
ち
で
議
論
し
て
作
り

上
げ
て
き
た
ル
ー
ル
な
ん
だ
か
ら
守
ら
な
い

と
い
け
な
い
と
考
え
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と

立
憲
主
義
は
、
概
念
と
し
て
は
区
分
で
き
ま

す
が
、
実
態
は
や
は
り
一
つ
な
ん
で
す
よ
ね
。

そ
こ
の
と
こ
ろ
が
日
本
で
は
別
れ
て
い
て
、

立
憲
主
義
は
官
僚
と
か
国
の
エ
リ
ー
ト
が
握

る
も
の
だ
と
い
う
話
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ

う
な
る
と
結
局
、
憲
法
が
あ
っ
て
も
み
ん
な

の
も
の
に
な
ら
な
い
、
だ
か
ら
誰
も
守
ろ
う

と
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
そ
の
点

で
は
、
弁
護
士
会
で
先
生
方
が
取
り
組
ん
で

い
ら
っ
し
ゃ
る
法
教
育
は
、
将
来
的
に
立
憲

主
義
と
民
主
主
義
を
バ
ラ
け
さ
せ
な
い
こ
と

も
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
も
私
は
感

じ
ま
し
た
。
日
本
は
、
政
治
の
場
で
議
論
を

通
じ
て
納
得
し
て
も
ら
う
こ
と
が
抜
け
落
ち

て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
私
の
個
人

的
な
感
想
で
は
あ
り
ま
す
。
や
は
り
法
教
育

と
い
う
の
は
、
そ
の
意
味
で
は
非
常
に
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

正
解
が
な
い
問
い
と

教
育
・
教
育
者
の
役
割

伊
藤　
弁
護
士
会
へ
の
出
前
授
業
の
依
頼
に

は
、「
法
令
遵
守
を
教
え
て
く
だ
さ
い
」「
校
則

を
守
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
の
も

あ
る
ん
で
す
。
法
令
遵
守
も
大
切
だ
よ
と
い
う

話
も
し
ま
す
け
ど
、「
ル
ー
ル
作
り
の
プ
ロ
セ

ス
で
論
理
的
思
考
と
か
価
値
判
断
が
あ
っ
て
こ

そ
、
ル
ー
ル
は
守
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
先

生
方
に
も
わ
か
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
だ
か
ら

先
生
も
我
々
も
そ
う
で
す
け
ど
、
生
徒
と
と
も

に
学
ん
で
い
き
た
い
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
行
っ

て
い
ま
す
。
ル
ー
ル
を
守
る
こ
と
も
大
切
で
は

あ
る
の
で
す
が
、「
生
徒
が
納
得
す
れ
ば
守
る

で
し
ょ
」「
自
分
が
決
め
た
校
則
だ
っ
た
ら
守

る
で
し
ょ
」
と
い
う
点
も
わ
か
っ
て
い
た
だ
け

れ
ば
な
あ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

藤
本　
18
歳
選
挙
権
が
話
題
に
な
っ
た
時
に
、

現
場
の
先
生
方
か
ら
は
、
特
定
の
価
値
観
を
教

え
る
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
の
が
大
変

だ
と
か
、ど
う
し
て
も
意
見
が
対
立
す
る
時
に
、

ど
う
指
導
し
た
ら
い
い
の
か
戸
惑
う
な
ど
の
声

が
あ
が
り
ま
し
た
が
、
生
徒
と
い
っ
し
ょ
に
先

生
方
も
悩
ん
で
い
い
と
い
う
か
、
正
解
が
な
い

問
題
は
大
人
で
も
悩
む
の
を
見
せ
て
も
い
い
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

伊
藤　
出
前
授
業
で
模
擬
裁
判
を
行
う
と
き

は
、
我
々
は
有
罪
・
無
罪
の
結
論
は
言
わ
な
い

ん
で
す
。「
こ
れ
は
本
当
の
事
件
だ
っ
た
ら
ど

う
な
る
ん
で
す
か
」
と
聞
か
れ
る
こ
と
も
あ
る

ん
で
す
が
、
正
解
は
な
い
。
い
ろ
い
ろ
な
考
え

方
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
方
や
結
論
を

尊
重
し
て
い
い
し
、
結
論
を
導
く
ま
で
の
過
程

が
大
事
な
の
で
あ
っ
て
、
結
論
が
大
事
な
わ
け

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
わ
か
っ
て
い
た
だ
き

た
い
。
だ
か
ら
悩
ん
で
も
ら
い
た
い
、
考
え
て

も
ら
い
た
い
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
よ
ね
。

庄
司　
主
権
者
教
育
で
ど
う
い
う
テ
ー
マ
を
題

材
に
す
る
か
は
、
政
治
的
中
立
性
の
点
で
先
生

は
悩
ま
れ
る
と
確
か
に
思
い
ま
す
ね
。
や
は
り

教
育
が
教
義
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
し
、
そ
こ

は
確
か
な
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。
弁
護
士
会

の
出
前
授
業
で
は
、
政
治
色
が
な
い
テ
ー
マ
に

し
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
教
育
す
る
側
が
意

見
を
言
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
く
て
、
あ

る
意
見
が
優
勢
だ
っ
た
ら
違
う
立
場
か
ら
意
見

を
言
う
な
ど
、
活
発
な
議
論
を
促
す
た
め
の
意

見
を
ど
ん
ど
ん
言
っ
て
い
っ
た
ら
い
い
と
思
う

ん
で
す
。
だ
か
ら
あ
ん
ま
り
萎
縮
す
る
必
要
は

な
い
と
思
う
ん
で
す
よ
。

内
野　
萎
縮
し
て
い
る
の
は
学
生
も
同
じ
か
も

し
れ
ま
せ
ん
ね
。
人
と
違
う
考
え
は
ダ
メ
だ
と

か
、
何
か
余
計
な
不
安
と
か
懸
念
が
非
常
に
強

い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
多
分
、
社
会
全
体
で
、

一
つ
答
え
を
設
定
し
て
そ
れ
を
機
械
的
に
執
行

「多角的な見方を持った主権者を育てたいと
いうのは我々の目指すところであり、
それが投票率の向上も含めていろいろな
ことにつながるのではないかと思います。」

「人の話しを聞くことは、自分の意見を
主張することと表裏一体、そういった感性を
学生が身につけられるような姿勢が
教える側には必要。」

伊藤 明紀

内野 広大
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座 

談
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
識
が
強
く

て
、
学
校
は
特
に
そ
れ
が
強
く
表
れ
る
の
だ
と

思
い
ま
す
。「
君
の
意
見
は
と
て
も
大
切
な
ん

だ
よ
」
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
誘
導
で
き

る
道
は
な
い
も
の
か
と
常
に
思
い
ま
す
ね
。

伊
藤　
間
違
っ
た
ら
怖
い
か
ら
萎
縮
す
る
ん
で

す
よ
ね
。
ど
う
し
て
も
自
分
の
意
見
を
言
っ
て

み
ん
な
に
叩
か
れ
た
ら
怖
い
、「
す
ご
く
お
か

し
な
意
見
だ
っ
た
ら
ど
う
し
よ
う
」
と
い
う
の

が
根
本
に
あ
っ
て
、
な
か
な
か
言
え
ず
に
萎
縮

し
て
し
ま
う
。
で
も
「
突
拍
子
も
な
い
意
見
で

も
、
そ
れ
は
一
つ
の
意
見
と
し
て
尊
重
す
べ
き

も
の
な
ん
だ
よ
」と
わ
か
っ
て
も
ら
わ
な
い
と
、

正
解
を
持
っ
て
い
る
人
し
か
話
が
な
く
な
っ
て

し
ま
う
。

西
川　
「
答
え
が
な
い
問
題
」
に
慣
れ
て
な
い

ん
だ
と
思
い
ま
す
。
最
終
的
に
は
何
か
一
つ
の

意
見
に
合
わ
せ
な
い
と
い
け
な
ん
じ
ゃ
な
い
か

と
考
え
て
し
ま
う
。
そ
れ
か
ら
、
先
生
も
正
し

く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
節
が
あ

る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
生
徒
に
と
っ
て
先
生
は

常
に
正
解
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
し
、
先
生
自

身
も
そ
う
見
ら
れ
て
い
る
の
は
知
っ
て
い
る
か

ら
、
あ
ま
り
先
生
個
人
の
意
見
と
か
は
言
え
な

い
し
、悩
ん
で
い
る
と
こ
ろ
も
見
せ
ら
れ
な
い
。

内
野　
学
生
に
と
っ
て
は
、
試
験
で
点
を
取
ら

な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
制
約
も
あ
る
と
思
い

ま
す
。
司
法
試
験
に
し
て
も
、あ
る
程
度
、通
説
・

判
例
は
こ
れ
が
正
し
い
読
み
方
だ
と
い
う
の
を

固
め
て
お
か
な
い
と
、
答
案
を
書
け
な
い
わ
け

で
す
か
ら
。
こ
の
解
釈
は
お
か
し
い
と
思
っ
て

い
て
も
、
書
か
な
い
と
い
け
な
い
。
教
え
る
側

も
ジ
レ
ン
マ
は
あ
る
。
た
と
え
ば
法
科
大
学
院

志
望
の
学
生
が
独
自
の
理
論
を
展
開
し
て
い
た

ら
、「
君
が
考
え
て
い
る
こ
と
は
論
理
的
に
は

間
違
っ
て
い
な
い
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
を
言
っ

て
い
る
け
ど
、
試
験
に
通
る
か
ど
う
か
は
別
」

と
指
導
す
る
し
か
な
い
。
そ
こ
は
二
足
の
草
鞋

を
履
か
な
い
と
い
け
な
い
し
、
そ
こ
の
バ
ラ
ン

ス
も
必
要
な
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

庄
司　
こ
れ
を
両
輪
に
し
て
い
け
る
と
い
い
で

す
よ
ね
。

伊
藤　
そ
れ
こ
そ
試
験
の
答
案
は
型
ど
お
り
に

書
く
け
ど
、
自
分
の
意
見
を
殺
せ
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
、
試
験
に
通
っ
た
暁
に
は
い
ろ
い
ろ

な
と
こ
ろ
で
生
か
し
て
ほ
し
い
。

庄
司　
我
々
も
知
識
教
育
を
全
く
否
定
し
て
い

る
わ
け
じ
ゃ
な
く
て
、知
識
教
育
は
大
事
だ
し
、

必
要
だ
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
思
考
力
や
議
論

す
る
力
と
い
っ
た
も
う
一
つ
の
タ
イ
ヤ
も
あ
っ

た
方
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
い
う
と
こ
ろ

で
す
。

藤
本　
今
の
大
学
の
授
業
で
は
、「
通
説
以
外
」

を
掘
り
下
げ
る
の
は
難
し
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま

す
が
…
。

西
川　
単
位
も
と
ら
な
い
と
い
け
な
い
の
で
、

講
義
形
式
の
ほ
う
が
多
く
な
り
や
す
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
で
、
三
重
大
学
は
、「
4

つ
の
力
」
っ
て
あ
り
ま
す
よ
ね
。

藤
本　
本
学
を
卒
業
す
る
ま
で
に
「
感
じ
る

力
」「
考
え
る
力
」「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
」

「
生
き
る
力
」の
4
つ
を
身
に
つ
け
ま
し
ょ
う
、

そ
う
い
う
授
業
を
提
供
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
方

針
で
、
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
な
ど
学
生
が
問
題
解

決
に
取
り
組
む
タ
イ
プ
の
授
業
も
行
っ
て
い
ま

す
。
た
だ
、
こ
う
い
う
授
業
形
式
は
、
教
員
側

も
か
な
り
時
間
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
割
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
し
、
人
手
も
要
る
の
で
、
入
学
か

ら
卒
業
ま
で
全
期
間
継
続
し
て
全
員
に
提
供
す

る
の
は
難
し
い
で
す
ね
。

庄
司　
そ
の
「
４
つ
の
力
」
と
い
う
の
は
、
ま

さ
に
主
権
者
に
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
力
で

は
な
い
で
す
か
ね
。
我
々
が
民
主
主
義
社
会
に

と
っ
て
こ
う
い
う
人
材
を
育
成
す
べ
き
だ
と
目

指
す
も
の
と
、
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。

伊
藤　
そ
う
い
う
教
育
の
実
践
に
必
要
な
人
手

を
確
保
す
る
の
は
大
変
だ
と
思
い
ま
す
。
我
々

も
出
前
授
業
で
各
グ
ル
ー
プ
に
一
人
は
弁
護
士

を
付
け
た
い
と
な
る
と
、
か
な
り
の
人
数
に
な

る
の
で
大
変
で
す
。
で
も
、
そ
こ
を
怠
っ
て
し

ま
う
と
目
標
は
な
か
な
か
実
現
で
き
な
い
。

庄
司　
選
挙
の
投
票
で
政
党
を
選
択
す
る
に
し

て
も
、
ど
の
政
党
の
何
が
ダ
メ
で
、
こ
こ
が
良

い
と
、
必
ず
批
評
な
り
批
判
な
り
が
入
る
わ
け

で
し
ょ
。
そ
の
た
め
に
は
、
論
理
的
思
考
力
、

批
判
精
神
、
批
評
精
神
と
い
っ
た
も
の
が
育
た

な
い
と
い
け
な
い
。
や
っ
ぱ
り
自
分
の
考
え
や

意
見
を
作
る
機
会
は
必
要
か
な
と
は
思
い
ま

す
。

内
野　
私
も
非
常
に
共
感
し
ま
す
。
た
だ
、
議

論
の
た
め
の
環
境
は
整
え
な
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。
議
論
の
ル
ー
ル
が
守
ら
れ
て
い
る
か
ど

う
か
チ
ェ
ッ
ク
し
た
り
、
議
論
の
場
を
作
り
上

げ
る
人
の
存
在
が
極
め
て
大
事
だ
と
思
う
ん
で

す
。
そ
う
い
う
人
が
い
て
初
め
て
、
安
心
し
て

意
見
が
言
え
る
。
自
分
の
意
見
が
受
け
入
れ
ら

れ
る
と
い
う
安
心
感
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
が

必
要
な
の
か
な
と
思
い
ま
す
ね
。

伊
藤　
そ
う
い
う
存
在
に
な
れ
る
の
は
、
学
校

で
は
や
は
り
教
員
の
方
で
す
よ
ね
。

内
野　
教
員
が
特
定
の
意
見
に
偏
っ
て
い
る

と
、
安
心
感
を
与
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う

の
で
…
。

伊
藤　
柔
軟
で
懐
が
深
い
と
い
う
感
じ
で
指
導

に
あ
た
っ
て
い
た
だ
け
る
と
い
い
で
す
ね
。

内
野　
「
フ
ェ
ア
で
あ
る
」
と
い
う
感
覚
も
必

要
で
す
。

庄
司　
公
正
と
い
う
の
は
本
当
に
大
事
な
価
値

観
で
、
法
と
い
う
仕
組
み
そ
の
も
の
も
そ
の

方
向
性
で
で
き
て
い
る
も
の
だ
と
思
う
ん
で
す

ね
。
法
を
教
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
公
正
、
平

等
、
中
立
と
い
っ
た
こ
と
を
教
え
る
こ
と
で
も

あ
り
ま
す
か
ら
。

伊
藤　
法
教
育
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
え
る
先

生
が
い
れ
ば
、
是
非
と
も
協
力
は
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
で
す
。
マ
ン
パ
ワ
ー
が
ま
だ
ま
だ
少

な
い
の
で
す
が
、
き
ち
っ
と
誰
か
派
遣
し
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

藤
本　
教
員
の
方
自
身
に
、
正
解
の
な
い
授
業

の
実
施
に
慣
れ
て
も
ら
う
に
は
、
ど
う
し
た
ら

い
い
で
し
ょ
う
。
教
員
免
許
更
新
の
講
習
で
触

れ
て
も
ら
う
と
い
う
の
も
考
え
ら
れ
る
か
と
思

う
の
で
す
が
。

庄
司　
検
察
庁
主
催
で
、
社
会
科
教
員
の
方
を

招
い
て
刑
事
裁
判
に
つ
い
て
勉
強
し
て
も
ら

う
の
は
毎
年
行
わ
れ
て
い
ま
す
し
、
弁
護
士
会

「三重大学では卒業するまでに、
“感じる力”“生きる力”“コミュニケーション力”
“生きる力”の4つの力を身につけてもらうため、
学生が問題解決に取り組むタイプの授業も
行っています。」
藤本 真理
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座 

談
で
も
法
教
育
の
講
演
を
教
員
向
け
に
し
て
い
ま

す
。
刑
事
手
続
は
手
続
的
な
正
当
性
と
か
手
続

的
正
義
を
学
ぶ
に
は
、
わ
か
り
や
す
い
の
で
、

そ
う
い
う
も
の
を
見
て
も
ら
っ
て
も
い
い
か
も

し
れ
な
い
で
す
ね
。

伊
藤　
子
ど
も
た
ち
も
、
刑
事
事
件
の
ほ
う
が

ド
ラ
マ
で
見
た
り
し
て
取
っ
付
き
や
す
い
み
た

い
で
す
ね
。刑
事
事
件
を
素
材
に
し
た
授
業
も
、

証
拠
一
つ
と
っ
て
も
、
見
方
の
違
い
で
有
罪
の

証
拠
に
も
無
罪
の
証
拠
に
も
な
る
、「
考
え
方

や
見
方
に
よ
っ
て
は
、
ど
ち
ら
も
あ
り
得
る
ん

だ
よ
」
と
い
う
話
は
で
き
ま
す
。

藤
本　
や
は
り
民
事
よ
り
刑
事
の
ほ
う
が
、
入

り
口
と
し
て
な
じ
み
や
す
い
で
す
か
。

伊
藤　
わ
か
り
や
す
い
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
手

続
が
や
や
こ
し
い
民
事
に
比
べ
る
と
手
続
が

き
っ
ち
り
し
て
い
る
の
も
あ
る
し
、
有
罪
か
無

罪
か
と
い
う
の
は
「
こ
の
人
は
悪
い
の
か
悪
く

な
い
の
か
」
と
い
う
話
な
の
で
、
グ
ル
ー
プ
で

話
し
や
す
い
と
い
う
の
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

庄
司　
授
業
の
方
法
と
し
て
は
、
刑
事
模
擬
裁

判
を
見
て
も
ら
っ
て
、
重
要
な
証
拠
を
い
く

つ
か
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
見
て
も
ら
い
、
そ
れ

か
ら
一
個
一
個
の
証
拠
に
つ
い
て
、
有
罪
と
思

う
人
と
無
罪
と
思
う
人
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
意
見
を

言
っ
て
も
ら
い
ま
す
。

伊
藤　
例
え
ば
、
コ
ン
ビ
ニ
強
盗
事
件
で
、
被

疑
者
の
自
宅
と
コ
ン
ビ
ニ
の
距
離
は
5
0
0

メ
ー
ト
ル
く
ら
い
し
か
な
い
。
被
害
者
は
「
強

盗
が
バ
イ
ク
で
逃
げ
て
い
く
の
を
見
た
」
と
い

い
、
被
疑
者
は
、
犯
行
時
刻
に
自
分
は
家
で

テ
レ
ビ
を
見
て
い
た
と
ア
リ
バ
イ
を
主
張
す

る
。
バ
イ
ク
な
ら
5
0
0
メ
ー
ト
ル
の
往
復

は
数
分
し
か
か
か
ら
な
い
か
ら
、
ア
リ
バ
イ
を

で
っ
ち
あ
げ
ら
れ
る
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
考
え

方
も
あ
る
。
で
も
、
た
っ
た
の
5
0
0
メ
ー

ト
ル
な
ら
普
通
は
わ
ざ
わ
ざ
バ
イ
ク
を
使
わ
な

い
だ
ろ
う
と
い
う
意
見
も
あ
る
わ
け
で
す
よ
。

5
0
0
メ
ー
ト
ル
と
い
う
距
離
の
捉
え
方
だ

け
で
も
議
論
に
な
る
。
違
う
捉
え
方
を
受
け
止

め
る
と
、
自
分
の
最
初
の
考
え
に
疑
問
を
持
つ

こ
と
も
あ
り
う
る
ん
で
す
よ
ね
。

内
野　
大
学
の
教
育
で
は
、
ど
う
し
て
も
法
規

範
が
中
心
に
な
る
の
で
、
そ
う
い
う
事
実
を
多

面
的
に
見
る
力
は
な
か
な
か
う
ま
く
教
え
ら
れ

な
い
部
分
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
想
像
力

み
た
い
な
も
の
を
つ
け
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
な

ん
で
し
ょ
う
ね
。

伊
藤　
そ
う
で
す
ね
。
他
者
の
意
見
を
聞
い
て

自
分
の
考
え
方
に
疑
問
を
持
っ
た
と
こ
ろ
か

ら
、
ど
う
考
え
る
の
か
。「
い
や
、
そ
れ
で
も

有
罪
だ
」
と
主
張
の
論
理
性
を
磨
き
上
げ
て
い

く
の
か
、「
そ
れ
は
そ
う
だ
よ
ね
」
と
引
く
の
か
。

そ
の
議
論
に
よ
っ
て
、
い
ろ
ん
な
ケ
ー
ス
が
出

て
く
る
の
か
な
と
。

庄
司　
説
得
す
る
力
と
説
得
さ
れ
る
力
と
い
う

か
、
そ
こ
ら
辺
の
バ
ラ
ン
ス
は
大
事
か
な
と
思

い
ま
す
け
ど
。

伊
藤　
と
い
う
こ
と
を
無
意
識
の
う
ち
に
学
ん

で
も
ら
え
る
と
い
う
の
が
模
擬
裁
判
の
一
つ
の

特
長
で
す
。

知
識
教
育
も

庄
司　
個
人
的
な
意
見
で
す
が
、
法
規
的
な
知

識
教
育
も
も
う
ち
ょ
っ
と
あ
っ
て
も
い
い
の
か

な
と
思
い
ま
す
。
連
帯
債
務
の
意
味
す
ら
も
知

ら
な
い
ま
ま
社
会
に
出
て
い
い
の
か
と
思
い
ま

す
。

伊
藤　
法
学
と
い
う
と
刑
法
の
イ
メ
ー
ジ
が
強

い
で
す
が
、
世
の
中
を
渡
っ
て
い
く
に
は
民
法

の
知
識
が
な
い
と
困
る
。
だ
か
ら
、
一
般
教
養

で
民
法
は
知
っ
て
お
い
て
ほ
し
い
。
刑
法
、
民

法
、
憲
法
の
３
つ
く
ら
い
は
教
養
と
し
て
知
っ

て
お
い
て
い
い
。

内
野　
契
約
と
い
う
一
番
大
切
な
法
律
行
為
の

意
味
も
、
法
学
部
に
行
か
な
い
と
聞
け
な
い
で

す
よ
ね
。

伊
藤　
法
学
部
に
進
学
し
な
く
て
も
、
社
会
に

出
た
ら
す
ぐ
に
契
約
が
待
っ
て
い
る
ん
で
す
け

ど
、
学
ば
ず
に
契
約
す
る
わ
け
で
す
よ
ね
。

庄
司　
も
う
ち
ょ
っ
と
民
法
分
野
の
知
識
教
育

は
あ
っ
て
も
い
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
ね
。

内
野　
契
約
だ
け
で
な
く
、
離
婚
と
か
相
続
も

極
め
て
大
切
な
の
に
、
一
部
の
人
し
か
学
ぶ

機
会
が
な
く
て
、
問
題
が
起
こ
っ
た
時
に
は
マ

ニ
ュ
ア
ル
本
に
頼
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

伊
藤　
社
会
に
出
る
と
責
任
が
つ
い
て
ま
わ
る

わ
け
で
。

庄
司　
責
任
と
切
り
離
せ
な
い
の
だ
か
ら
、
知

識
は
必
要
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
が
普
及
し
て
、
真
面
目
に
生
き
て
い

る
人
で
も
、
架
空
請
求
と
か
社
会
の
悪
意
と
も

の
す
ご
く
近
く
な
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
よ

ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
昔
以
上
に
ち
ょ
っ
と

知
識
の
面
で
補
足
し
て
あ
げ
た
り
、
助
け
て
あ

げ
る
こ
と
は
必
要
か
な
と
思
い
ま
す
。

内
野　
な
ぜ
学
校
で
教
え
て
こ
な
か
っ
た
ん
で

し
ょ
う
ね
。

伊
藤　
我
々
も
ち
ょ
っ
と
前
ま
で
は
消
費
者
教

育
の
出
前
授
業
の
依
頼
が
多
く
て
、
卒
業
直

前
の
高
校
3
年
生
に
、
契
約
と
は
何
か
と
か
、

保
証
人
、
連
帯
保
証
人
、
連
帯
債
務
者
と
は
と

い
っ
た
こ
と
を
講
義
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
ん

で
す
が
、
な
ぜ
か
最
近
そ
う
い
う
依
頼
は
減
り

ま
し
た
。

内
野　
社
会
科
の
授
業
内
容
に
な
っ
た
と
も
思

え
な
い
で
す
よ
ね
。

伊
藤　
知
ら
な
い
ま
ま
社
会
に
入
っ
て
い
る
の

は
す
ご
く
怖
い
こ
と
で
す
よ
ね
。
そ
れ
こ
そ
い

い
よ
う
に
書
か
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
大
変
な

こ
と
で
す
か
ら
。

西
川　
高
校
ま
で
の
教
育
で
、
現
実
の
社
会
の

話
が
一
番
で
き
る
の
は
、
差
別
問
題
と
か
人
権

の
授
業
か
な
と
思
い
ま
す
。

内
野　
さ
き
ほ
ど
の
「
ア
リ
と
キ
リ
ギ
リ
ス
」

の
授
業
で
い
う
と
、
多
数
決
で
決
め
ら
れ
る
も

の
と
決
め
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
よ

ね
。
多
数
決
で
決
め
ら
れ
な
い
問
題
は
人
権
と

関
わ
り
が
深
い
の
で
、
そ
こ
か
ら
人
権
の
価
値

と
い
う
か
考
え
方
を
少
し
ず
つ
伝
え
て
い
く

と
、
教
育
的
に
効
果
は
あ
る
の
か
な
と
思
い
ま

す
け
ど
ね
。

西
川　
答
え
の
な
い
問
題
に
慣
れ
さ
せ
る
に

も
、
人
権
が
意
外
と
近
い
の
か
も
し
れ
な
い
な

と
思
い
ま
す
ね
。
差
別
の
問
題
だ
と
、
差
別
は

ダ
メ
と
い
う
こ
と
以
外
は
、
特
に
決
ま
っ
た
正

解
は
な
い
で
す
か
ら
。

藤
本　
た
と
え
ば
障
害
者
差
別
な
ら
、
障
害
者

差
別
を
な
く
そ
う
と
い
う
正
し
い
命
題
が
あ
っ

て
も
、
そ
れ
で
は
障
害
者
差
別
を
な
く
す
た
め

に
何
を
し
た
ら
い
い
の
か
、
配
慮
は
ど
こ
ま
で

す
べ
き
な
の
か
と
い
う
と
、
正
解
が
な
く
な
っ

て
い
く
。

西
川　
配
慮
が
行
き
過
ぎ
て
も
差
別
に
な
り
う

る
し
。

内
野　
別
の
人
へ
の
差
別
に
も
な
り
う
る
。

庄
司　
女
性
専
用
車
両
な
ど
も
、
弁
護
士
会
で

も
議
論
の
テ
ー
マ
に
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い

で
す
ね
。
意
見
も
言
い
や
す
い
と
い
う
か
、
意

見
を
持
っ
て
い
る
人
が
多
い
し
、
絶
対
的
な
正

解
が
な
い
話
な
の
で
、
議
論
し
や
す
い
。
議
論

の
テ
ー
マ
は
、
あ
る
程
度
身
近
な
問
題
が
い
い

と
思
い
ま
す
。

法
教
育
の
目
指
す
も
の

伊
藤　
多
角
的
な
見
方
を
身
に
着
け
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
主
権
者
を
育
て
た
い
と
い
う
の
は

我
々
の
目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
れ
が
実
現

さ
れ
れ
ば
、
投
票
率
の
向
上
も
含
め
て
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
そ
の
た
め
に
我
々
も
教
員
の
方
も
努
力

し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
大
学
や
高
校
の
先
生
と
も
タ
ッ
グ

を
組
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
、
一
緒
に
作
り
上
げ

て
い
け
れ
ば
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

内
野　
私
も
ま
だ
未
熟
者
で
す
が
、
ゼ
ミ
で
模

擬
裁
判
を
さ
せ
た
り
し
て
い
ま
す
。
学
生
の
変

化
を
見
て
い
て
思
う
の
が
、
ち
ゃ
ん
と
人
の
話

を
聞
く
こ
と
が
第
一
歩
と
し
て
大
切
で
、
人
の

話
を
聞
く
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
自
分
の
意
見
を

主
張
す
る
と
い
う
こ
と
と
表
裏
一
体
な
ん
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。
今
日
、
先
生
方
と
お
話
を
す

る
な
か
で
、
そ
う
い
う
感
性
を
学
生
が
き
ち
っ

と
開
花
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
姿
勢
が
、
教
え
る

側
に
は
必
要
な
ん
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
公
正

と
い
う
感
覚
を
知
識
と
し
て
で
は
な
く
、「
こ

う
し
て
い
か
な
い
と
生
き
て
い
け
な
い
ん
だ
」

と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
の
大
切

さ
も
、
再
確
認
で
き
ま
し
た
。

西
川　
学
生
の
立
場
か
ら
で
き
る
こ
と
っ
て

何
が
あ
る
の
か
な
あ
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
と

い
う
か
、
気
づ
い
た
人
が
周
り
に
広
げ
て
い

く
の
っ
て
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
難
し
い
と

思
い
ま
し
た
。

庄
司　
公
正
と
い
う
感
覚
は
、
今
後
一
層
求
め

ら
れ
る
の
で
は
。
外
国
人
が
い
っ
ぱ
い
入
っ

て
き
た
り
と
か
、
今
、
社
会
が
ド
ン
ド
ン
自
由

に
な
っ
て
き
て
、
多
様
な
価
値
観
が
ど
ん
ど
ん

入
っ
て
く
る
と
き
、
や
っ
ぱ
り
フ
ェ
ア
と
い
う

価
値
観
は
絶
対
に
ど
こ
で
も
共
通
の
価
値
観
だ

し
、
平
等
も
そ
う
だ
し
、
そ
れ
が
ま
さ
に
法
律

で
、
そ
う
い
う
強
い
個
人
を
作
っ
て
い
く
と
い

う
意
味
で
も
必
要
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
あ
と
思

い
ま
す
。
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座 

談

　
「
先
生
は
何
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
で
す

か
」。「
成
り
行
き
で
す
」。　

　

研
究
指
導
中
に
一
学
生
か
ら
投
げ
か
け
ら

れ
た
問
い
に
対
し
、
わ
た
く
し
の
口
か
ら
咄

嗟
に
出
て
き
た
の
は
こ
の
一
言
だ
っ
た
。
こ

の
時
の
や
り
と
り
は
今
も
な
お
脳
裏
に
焼
き

付
い
て
離
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
の
学
生
が

人
生
の
意
味
な
る
も
の
を
単
な
る
お
し
ゃ
べ

り
の
題
材
と
し
て
持
ち
出
し
て
き
て
い
た
の

な
ら
ば
、
こ
う
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
学
生

の
問
い
は
、
自
分
自
身
の
生
の
意
味
を
真
摯

に
問
う
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う

で
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
時
、
自
分
の
回
答
の

浅
薄
さ
と
自
ら
の
歩
み
の
軽
薄
さ
と
を
思
い

知
ら
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。

　　

自
ら
の
た
ど
た
ど
し
い
歩
み
を
省
み
て
、
自

己
弁
護
を
は
か
る
な
ら
ば
、
そ
の
学
生
の
問
い

が
自
分
の
問
題
と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
が
な

か
っ
た
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
よ
う
に
は

思
わ
れ
る
し
、
ま
た
、
今
も
な
お
心
の
奥
底
で

燻
り
、問
わ
れ
続
け
て
い
る
問
い
な
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
最
も
根
本
的
な
問
い
で
あ
る
こ
と
に
は

間
違
い
が
な
い
は
ず
で
あ
る
の
に
、
ど
こ
か
正

面
切
っ
て
問
う
こ
と
が
い
け
な
い
こ
と
で
あ
る

か
の
よ
う
な
感
覚
が
自
ら
の
内
に
あ
る
の
も
事

実
で
あ
る
。

　
「
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
感
覚
が
自
ら
の
内
に
潜

ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
自
問
し
た
と
き
、

「
い
つ
ま
で
も
青
臭
い
こ
と
を
言
っ
て
い
た
の

で
は
だ
め
だ
」
と
い
う
諦
念
め
い
た
も
の
だ
け

で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
受
け
て
き
た
学
校
教
育

の
中
で
は
正
面
か
ら
問
う
こ
と
が
避
け
ら
れ
て

き
た
と
い
う
事
実
の
積
み
重
ね
も
、
こ
う
い
っ

た
感
覚
を
醸
成
し
て
い
る
一
要
因
で
あ
る
こ
と

に
気
づ
く
に
至
っ
た
。
冒
頭
の
一
学
生
の
問
い

は
、
学
校
教
育
が
巧
妙
に
避
け
て
き
た
も
の
を

直
接
に
突
く
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
学
校
教
育
が
こ
の
よ
う
な
問

い
に
向
き
合
う
こ
と
を
避
け
て
き
た
こ
と
に

は
、
理
由
が
な
い
で
は
な
い
。
学
校
教
育
が
、

社
会
に
お
け
る
既
存
の
モ
ノ
サ
シ
を
一
応
正

し
い
も
の
と
し
て
生
徒
・
学
生
に
教
え
込
み
、

あ
る
べ
き
社
会
の
規
律
や
秩
序
を
教
え
込
む

場
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
学
校
教

育
は
、
画
一
的
な
善
悪
の
尺
度
を
伝
達
す
る

重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
社
会
か
ら
期

待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
は

生
徒
・
学
生
が
均
質
化
す
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
冒
頭
の
一
学
生
の

問
い
は
、
そ
う
い
っ
た
画
一
的
な
モ
ノ
サ
シ

を
無
効
化
し
て
し
ま
う
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ

る
。
画
一
的
な
モ
ノ
サ
シ
が
理
想
と
す
る
人

の
在
り
方
そ
の
も
の
に
つ
い
て
い
け
ず
、
自

他
の
決
定
的
な
違
い
を
自
覚
し
つ
つ
あ
る
か

ら
こ
そ
、
こ
う
し
た
問
い
が
生
ま
れ
て
く
る

の
だ
か
ら
。
な
れ
ば
こ
そ
、
学
校
教
育
は
こ

う
い
っ
た
一
学
生
の
問
い
を
な
か
っ
た
も
の

と
し
て
扱
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
。
学
校
教
育
に
お

い
て
知
識
を
習
得
す
る
目
的
が
問
わ
れ
な
い

こ
と
の
背
景
に
は
、
こ
う
い
っ
た
事
情
が
あ

る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

け
れ
ど
も
、
学
校
教
育
が
、
と
り
わ
け
法
教

育
が
こ
う
い
っ
た
問
い
に
関
わ
ら
な
い
で
済
む

の
だ
と
断
言
で
き
る
の
か
、
と
い
う
と
自
信
が

な
い
。
少
な
く
と
も
憲
法
学
と
い
う
学
問
分
野

を
選
択
し
て
し
ま
っ
た
身
と
し
て
は
、
そ
う
し

た
問
い
に
向
き
合
わ
な
い
と
い
う
選
択
肢
が
は

じ
め
か
ら
否
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
率
直
な
と
こ
ろ
で

あ
る
。

　
「
各
人
が
社
会
に
あ
っ
て
、
な
お
“自
己
の

生
の
作
者
で
あ
る
”
と
い
う
こ
と
〔
傍
線
は

筆
者
に
よ
る
〕」。
有
力
な
憲
法
学
説
は
、「
こ

の
国
の
か
た
ちconstitution

」
の
核
心
に

あ
る
の
は
、
こ
う
い
っ
た
人
格
的
自
律
性
に

ほ
か
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
命
題
は
、

通
常
の
認
識
枠
組
か
ら
す
る
と
謎
め
い
た
命

題
で
は
あ
る
。
各
人
が
社
会
の
中
に
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
自
己
の
生
の
作
者
で
あ
る
こ

と
を
捨
て
て
、
そ
の
単
な
る
一
歯
車
に
な
る

こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
し
、
一
方
で
自
己

の
生
の
作
者
で
あ
る
こ
と
を
ど
こ
ま
で
も
徹

底
し
て
い
く
の
な
ら
、
反
社
会
的
な
人
格
が

そ
こ
に
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
か
ら
。
互
い
に
相

容
れ
な
い
要
素
か
ら
成
る
よ
う
に
見
え
る
人

格
的
自
律
性
は
、
し
か
し
、
冒
頭
の
学
生
が

ま
さ
に
問
お
う
と
し
て
い
る
も
の
と
分
か
ち

が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
冒

頭
の
問
い
は
、
そ
う
し
た
矛
盾
に
当
面
し
た

と
き
に
発
せ
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

も
し
か
し
た
ら
冒
頭
の
問
い
に
向
き
合
う
こ

と
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
も
し
れ
な

い
。し
か
し
回
避
で
き
る
道
は
塞
が
れ
て
い
る
。

教
育
基
本
法
の
冒
頭
に
は
す
で
に
「
日
本
国
憲

法
の
精
神
に
の
っ
と
り
」
と
の
文
言
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
一
体
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

安
易
に
答
え
を
出
す
こ
と
は
憚
ら
れ
る
が
、

こ
う
し
た
問
い
に
向
き
合
う
の
に
必
要
な
環

境
を
整
え
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　

ひ
と
つ
に
は
、
相
互
に
時
間
的
な
ゆ
と
り

を
も
つ
こ
と
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
冒
頭

の
問
い
に
答
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
す
ぐ

に
は
答
え
を
出
せ
な
い
こ
と
は
明
白
だ
か
ら

で
あ
る
。
答
え
ら
し
き
も
の
を
逡
巡
す
る
プ

ロ
セ
ス
が
ど
う
し
て
も
必
要
に
な
る
だ
ろ

う
。
と
も
す
れ
ば
学
校
教
育
で
は
否
定
さ
れ

が
ち
な
「
待
つ
と
い
う
こ
と
」
―
―
自
分
自

身
で
き
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
―
―
が
要
求

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
ふ
た
つ
に
は
、「
自
他
が
決
定
的

に
異
な
る
の
だ
」
と
い
う
こ
と
が
肯
定
的

に
受
け
入
れ
ら
れ
安
心
し
て
発
言
で
き
る
場

所
が
何
よ
り
も
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
う

い
っ
た
安
心
感
の
あ
る
場
所
に
あ
っ
て
こ

そ
、
冒
頭
の
問
い
が
投
げ
か
け
ら
れ
、
応
答

が
な
さ
れ
る
の
だ
か
ら
。

　

法
教
育
が
大
き
な
役
割
を
果
た
す
の
は
、

こ
の
点
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
裁
判
と

法
は
、
争
い
の
渦
中
に
あ
る
当
事
者
が
火
花

を
散
ら
し
て
対
立
し
て
い
る
、
そ
の
対
立
そ

の
も
の
を
成
り
立
た
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
対
立
を
対
立
と
し
て
成
り
立
た
せ
る
の

は
、
公
正
（fairness

）
と
い
う
法
の
理
念

で
あ
り
、
そ
の
場
を
主
宰
す
る
裁
判
官
は
そ

う
し
た
理
念
を
体
現
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
法
教
育
は
、
こ
う
し
た
裁
判
官

的
人
格
を
陶
冶
す
る
と
い
う
一
面
を
も
ち
、

そ
れ
に
よ
り
、
各
自
が
安
心
し
て
発
言
で
き

る
場
所
が
整
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。

　

環
境
が
こ
の
よ
う
に
し
て
整
え
ら
れ
て
く

る
な
ら
ば
、
教
え
る
側
も
教
わ
る
側
も
画
一

的
な
モ
ノ
サ
シ
を
お
互
い
に
振
り
回
す
こ
と

を
断
念
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
突
き
当
た
り
、

そ
う
し
て
そ
こ
に
「
主
体
性
」
が
仄
か
に
で

も
兆
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

政
治
的
主
権
者
が
そ
の
姿
を
現
し
、
い
わ
ゆ

る
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
や
法
教
育
の

目
標
の
一
つ
が
達
せ
ら
れ
る
の
は
、
ま
さ
に

そ
の
時
だ
ろ
う
。

（
う
ち
の 

こ
う
だ
い
）

人
格
的
自
律
と
主
人
公

内
野 
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学
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談
１　
法
教
育
と
は

　

法
教
育
と
聞
い
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
思

い
浮
か
べ
る
で
し
ょ
う
か
。

　

憲
法
、
民
法
、
刑
法
等
を
学
ぶ
こ
と
だ
と
お

思
い
に
な
っ
た
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

我
々
弁
護
士
が
取
り
組
ん
で
い
る
法
教
育
と

い
う
の
は
、
そ
う
い
う
憲
法
の
何
条
の
解
釈
が

ど
う
だ
と
い
う
よ
う
な
、
知
識
と
し
て
法
律
を

学
ん
で
も
ら
う
こ
と
を
中
心
に
据
え
て
い
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

我
々
が
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
法
教
育

は
、
知
識
と
し
て
法
律
を
覚
え
て
も
ら
う
と
い

う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
法
の
持
つ
価
値
観

そ
の
も
の
を
学
ん
で
も
ら
う
と
い
う
も
の
で
す
。

　

私
は
、
法
の
持
つ
価
値
観
そ
の
も
の
を
教
え

る
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
我
が
国
の
子
ど
も
達

に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
っ
て
い
ま
す
。

法
の
持
つ
価
値
観
を
教
え
る
こ
と
は
、
弁
護
士

で
な
い
と
実
践
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ご
く
簡
単
に
ご
家
庭
や
学
校
で
実

践
で
き
る
も
の
で
す
。

　

こ
の
寄
稿
の
中
で
、
我
々
が
法
教
育
が
必
要

と
考
え
て
い
る
理
由
や
そ
の
実
践
方
法
な
ど
を

少
し
お
伝
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

２　
法
教
育
が
求
め
ら
れ
て
い
る

　

昨
今
、
わ
が
国
で
も
在
住
す
る
外
国
人
が
増

加
傾
向
に
あ
り
、
三
重
県
内
で
も
、
以
前
と
比

較
し
て
、
学
校
や
社
会
の
中
で
、
様
々
な
文
化

的
背
景
や
価
値
観
を
持
っ
た
人
々
の
間
の
交
流

や
交
渉
が
日
常
化
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
実
感

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、

世
界
は
大
き
な
潮
流
で
は
保
護
主
義
に
向
か
っ

て
い
る
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
普
及
等
に
よ
り
、
こ
れ
か
ら
大
人
に

な
っ
て
い
く
子
ど
も
達
は
、
世
界
中
の
人
た
ち

と
向
き
合
う
機
会
が
、
確
実
に
増
え
て
い
く
も

の
と
思
い
ま
す
。

　

文
化
的
背
景
が
異
な
る
も
の
同
士
で
交
流
や

交
渉
と
い
う
の
は
摩
擦
が
生
じ
や
す
い
も
の
で

す
が
、
そ
こ
で
手
掛
か
り
に
な
る
も
の
は
、「
人

が
人
を
大
切
に
す
る
心
」
で
あ
っ
た
り
、「
自

分
を
も
他
人
を
も
尊
重
す
る
心
」
な
ど
、
自
由
、

平
等
、
平
和
、
正
義
、
公
正
、
責
任
と
い
っ
た
、

普
遍
的
な
価
値
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

つ
ま
り
、
双
子
の
兄
弟
に
、
母
親
が
イ
チ
ゴ

シ
ョ
ー
ト
ケ
ー
キ
を
二
つ
買
っ
て
き
た
、
こ
の

二
つ
の
イ
チ
ゴ
シ
ョ
ー
ト
ケ
ー
キ
を
、
ど
う
分

け
た
ら
良
い
の
か
求
め
ら
れ
た
と
き
に
、
兄
弟

で
一
つ
ず
つ
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
（
平
等
）

は
、
文
化
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
平
等
で
あ
っ
た
り
、自
由
、平
和
、正
義
、

公
正
、
責
任
と
い
っ
た
価
値
観
は
、「
法
の
精
神
」

そ
の
も
の
で
、
こ
の
よ
う
な
価
値
観
を
学
ん
で

も
ら
う
こ
と
が
法
教
育
の
目
的
に
な
り
ま
す
。

３　
子
ど
も
達
に
思
考
し
て
も
ら
う
こ
と

　

そ
し
て
、
我
々
が
取
り
組
ん
で
い
る
法
教
育

は
、
こ
の
よ
う
な
価
値
観
を
、
子
ど
も
達
に
単

に
覚
え
て
も
ら
う
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
子
ど
も
達
に
自
分
の
頭
で
考
え
て
も
ら
う

こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
い
ま
す
。

　

イ
チ
ゴ
シ
ョ
ー
ト
ケ
ー
キ
の
話
で
も
う
少
し

進
め
る
と
、
例
え
ば
、
兄
弟
が
双
子
で
は
な
く

て
、
中
学
生
と
３
才
だ
っ
た
ら
、
二
人
で
一
つ

ず
つ
分
け
る
こ
と
が
平
等
で
し
ょ
う
か
。
兄
弟

で
は
な
く
兄
妹
だ
っ
た
ら
、
兄
は
ク
リ
ー
ム
と

ス
ポ
ン
ジ
が
好
き
で
妹
は
イ
チ
ゴ
が
好
き
だ
っ

た
ら
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
平
等
だ
か
ら
一
つ

ず
つ
と
い
う
の
が
正
し
い
（
公
正
、
正
義
）
の

で
し
ょ
う
か
。
で
は
、
一
つ
ず
つ
に
し
な
い
こ

と
が
正
し
い
と
す
る
と
、
ど
う
し
て
そ
れ
が
正

し
い
と
い
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
平
等
と
い
う
も

の
が
単
純
な
も
の
で
も
な
い
し
、
平
等
と
い
う

も
の
の
本
質
に
近
づ
け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
、
子
ど
も
た
ち
に

考
え
て
も
ら
う
こ
と
が
、
大
人
に
な
っ
た
と
き

の
力
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

４　
物
事
を
多
面
的
多
角
的
に
見
る
こ
と

　

18
歳
以
上
に
選
挙
権
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
、
近
時
、
主
権
者
教
育
の
必
要
性
に
つ
い

て
も
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
主

権
者
を
育
て
る
教
育
と
は
何
か
、
い
ろ
い
ろ
な

こ
と
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
私
が
大
事
だ
と

考
え
て
い
る
の
は
物
事
を
多
面
的
多
角
的
に
見

る
力
で
す
。

　

主
権
者
の
権
限
行
使
と
し
て
、
誰
が
最
も
自

分
に
有
利
な
候
補
者
な
の
か
選
択
す
る
（
選
挙
）

わ
け
で
す
が
、
多
面
的
多
角
的
な
考
察
を
し
な

け
れ
ば
、
正
し
い
選
択
は
で
き
な
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
力
を
養
う
こ
と

も
、
法
教
育
の
中
で
実
践
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

５　
法
教
育
に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た

　
　
き
っ
か
け

　

私
が
法
教
育
に
携
わ
ろ
う
と
思
っ
た
の
は
、

自
分
が
司
法
修
習
生
だ
っ
た
当
時
の
体
験
に
あ

り
ま
す
。

　

当
初
か
ら
弁
護
士
志
望
だ
っ
た
私
は
、
凶
悪

事
件
の
裁
判
を
傍
聴
し
、
ど
う
し
て
も
被
告
人

の
行
動
が
理
解
で
き
ず
、
実
務
に
で
て
自
分
が

も
し
こ
の
よ
う
な
事
件
を
受
任
す
る
こ
と
に

な
っ
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
弁
護
を
し
た
ら
よ
い

の
か
悩
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

　

そ
の
と
き
に
当
時
の
指
導
担
当
検
事
が
、
あ

る
事
件
の
こ
と
を
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
内
縁
の
夫
が
内
縁
の
妻
を
殺
害
し
た

と
い
う
事
件
で
し
た
。

　

二
人
は
、
と
も
に
バ
ツ
イ
チ
同
士
で
す
ご
く

仲
が
良
く
、
お
互
い
の
家
族
か
ら
も
公
認
で
、

ま
わ
り
か
ら
も
、
お
し
ど
り
夫
婦
と
み
ら
れ
る

よ
う
な
関
係
で
し
た
。
夫
は
非
常
に
腕
の
い
い

大
工
で
し
た
。
妻
も
パ
ー
ト
で
働
い
て
い
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
ん
な
夫
が
、
不
運
に
も
事

故
に
遭
い
満
足
に
歩
け
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ

こ
か
ら
二
人
の
運
命
は
暗
転
し
ま
し
た
。
夫
が

働
け
な
く
な
り
、
妻
の
パ
ー
ト
の
仕
事
だ
け
で

は
生
活
し
て
い
け
な
く
な
り
、
仕
方
な
く
夜
に

働
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
夫
は
、
自
分
が
捨

て
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
怖
く

な
り
、
夫
の
嫉
妬
で
、
二
人
の
仲

は
ど
ん
ど
ん
悪
く
な
っ
て
い
き
ま

し
た
。
嫉
妬
は
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し

て
い
き
、
と
う
と
う
夫
が
妻
を
殺

害
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
件
で

す
。

　

当
時
の
指
導
担
当
検
事
は
こ
の

事
件
に
つ
い
て
話
し
た
後
、
私
に

対
し
「
こ
の
二
人
は
、
夫
が
も
し

不
運
な
事
故
に
遭
わ
な
け
れ
ば
、

今
で
も
仲
よ
く
暮
ら
し
て
い
た
は

ず
な
ん
だ
」「
人
の
心
と
い
う
の

は
身
体
以
上
に
簡
単
に
壊
れ
て
し

ま
う
も
の
な
ん
だ
」「
君
は
被
告
人
を
異
常
だ

と
言
っ
た
が
、
君
は
本
当
に
自
分
が
異
常
じ
ゃ

な
い
と
い
え
る
の
か
」
と
言
い
ま
し
た
。

　

当
時
の
私
は
、
目
か
ら
鱗
が
落
ち
る
思
い
が

し
ま
し
た
。
自
分
は
こ
れ
ま
で
、
物
事
を
自
分

の
狭
い
視
野
、
角
度
か
ら
し
か
見
て
い
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
と
き
の
こ
と
が
、
弁

護
士
と
し
て
、
一
人
の
人
間
と
し
て
、
ど
ん
な

こ
と
（
人
）
で
も
特
別
視
せ
ず
に
、
多
面
的
多

角
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま

し
た
。

　

そ
し
て
、
で
き
れ
ば
こ
の
感
覚
を
多
く
の
人

に
、
特
に
子
ど
も
達
に
伝
え
た
い
と
思
い
、
積

極
的
に
法
教
育
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

６　
三
重
弁
護
士
会
の
取
り
組
み
～

　
　
出
前
授
業
、
ジ
ュ
ニ
ア
ロ
ー
ス
ク
ー
ル

　

三
重
弁
護
士
会
の
法
教
育
委
員
会
で
特
に
力

を
入
れ
て
取
り
組
ん
で
い
る
の
は
、
出
前
授
業

と
ジ
ュ
ニ
ア
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で
す
。

　

出
前
授
業
は
、
依
頼
が
あ
っ
た
学
校
に
弁
護

士
が
出
向
い
て
、
ジ
ュ
ニ
ア
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
は
、

毎
年
夏
休
み
に
希
望
す
る
生
徒
に
参
加
し
て
も

ら
っ
て
、
法
教
育
の
授
業
を
行
う
と
い
う
も
の

で
す
。

　

内
容
と
し
て
は
、
刑
事
裁
判
を
実
演
し
た
後

に
有
罪
か
無
罪
か
を
議
論
し
て
も
ら
っ
た
り
、

新
し
い
ゴ
ミ
出
し
の
ル
ー
ル
を
い
ろ
い
ろ
な
立

場
に
分
か
れ
て
（
ゴ
ミ
置
き
場
の
前
に
住
ん
で

い
る
人
、
不
動
産
業
者
、
町
内
会
長
、
商
店
街

の
人
等
）
議
論
し
て
も
ら
っ
た
り
、
６
年
生
だ

け
で
決
め
た
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
の
少
し
お
か
し

な
ル
ー
ル
を
ど
こ
が
お
か
し
い
の
か
、
ど
う
変

え
た
ら
よ
い
の
か
議
論
し
て
も
ら
っ
た
り
す
る

等
、
見
方
の
分
か
れ
る
問
題
を
議
論
し
て
も
ら

い
、
普
遍
的
な
価
値
に
基
づ
き
考
察
し
、
多
面

的
多
角
的
に
物
事
を
見
つ
め
る
き
っ
か
け
を
つ

く
っ
て
い
ま
す
。

７　
法
教
育
の
す
す
め

　

子
ど
も
達
を
世
界
中
の
だ
れ
と
で
も
共
有
で

き
る
価
値
を
基
に
議
論
で
き
る
人
間
に
育
て
て

い
く
こ
と
は
、
彼
ら
が
大
人
に
な
っ
た
時
、
国

際
的
な
交
流
や
ビ
ジ
ネ
ス
等
の
際
に
必
ず
役
立

つ
と
思
い
ま
す
。
我
が
国
の
先
行
き
に
つ
い
て

は
不
安
視
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
私
は
、

法
教
育
が
将
来
の
我
が
国
の
憂
い
を
拭
う
力
の

一
つ
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

法
教
育
は
、
法
律
の
知
識
を
教
え
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
見
方
の
分
か
れ
る
問
題
を
議

論
す
る
こ
と
で
、
法
の
持
つ
価
値
観
に
つ
い
て

深
く
思
考
さ
せ
、
多
面
的
多
角
的
に
物
事
を
見

つ
め
る
力
を
与
え
る
こ
と
は
、
弁
護
士
で
な
く

と
も
実
践
で
き
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

お
子
さ
ん
、
お
孫
さ
ん
、
甥
っ
子
、
姪
っ
子
、

身
近
に
い
る
子
ど
も
達
と
、
何
か
見
方
の
分
か

れ
る
物
事
に
つ
い
て
議
論
し
て
、
一
度
法
教
育

を
実
践
さ
れ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

（
し
ょ
う
じ 

ま
さ
き
）

法
教
育
の
す
す
め
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談

Ｑ
１
　
若
者
が
学
業
を
終
え
て
社
会
を
出
る
前

に
、
労
働
法
を
学
ぶ
機
会
は
少
な
い
と
思
い
ま

す
が
、
若
年
者
が
自
ら
の
労
働
者
と
し
て
の
権

利
を
知
る
た
め
の
取
組
は
、
何
か
な
さ
っ
て
い

ま
す
か
？

Ａ
１
　
若
者
へ
の
周
知
啓
発
活
動
と
し
て
は
、

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
「
確
か
め
よ
う
労
働
条
件
」

の
中
に
ア
ル
バ
イ
ト
も
含
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
な

法
制
度
に
つ
い
て
の
情
報
を
掲
載
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
チ
ラ
シ
な
ど
を

高
校
や
大
学
な
ど
に
設
置
し
て
も
ら
っ
て
い
ま

す
。
高
等
学
校
等
か
ら
の
依
頼
で
出
前
授
業
に

出
向
き
、
若
者
に
直
接
情
報
を
伝
え
る
な
ど
の

活
動
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
、
大
学
な
ど
高
等
教
育
機
関
で
出

張
労
働
相
談
会
を
開
催
し
、
実
際
に
ア
ル
バ
イ

ト
や
就
職
活
動
な
ど
で
直
面
し
た
問
題
に
対
し

て
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る
機
会
を
設
け
て
い
ま

す
。
今
年
度
は
6
校
で
行
っ
て
お
り
、
三
重

大
学
で
も
実
施
し
て
い
ま
す
よ
。

若
者
に
限
定
し
た
政
策
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が

「
労
働
条
件
相
談
ほ
っ
と
ラ
イ
ン
」
と
い
う
も

の
も
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
夜
間
と
週

末
の
電
話
に
よ
る
労
働
相
談
窓
口
で
す
。
労
働

基
準
監
督
署
の
開
庁
時
間
は
平
日
の
昼
間
な
の

で
、
会
社
に
勤
め
て
い
た
り
学
校
が
あ
る
と
、

時
間
内
に
電
話
し
た
り
来
庁
す
る
こ
と
が
難
し

い
で
す
よ
ね
。
そ
こ
で
、
水
曜
日
を
除
く
平
日

17
時
か
ら
22
時
、
土
曜
・
日
曜
の
午
前
10
時
か

ら
17
時
ま
で
、
電
話
で
の
相
談
に
応
じ
て
い
ま

す
。
こ
の
電
話
相
談
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
必

要
に
応
じ
て
管
轄
の
労
働
局
の
監
督
課
、
労
働

基
準
監
督
署
に
伝
達
さ
れ
ま
す
。

Ｑ
２
　
こ
れ
ま
で
に
あ
っ
た
若
者
か
ら
の
相
談

で
多
い
も
の
は
何
で
す
か
？

Ａ
２
　
辞
め
た
月
の
給
料
が
支
払
わ
れ
な
い
、

契
約
が
雇
用
契
約
な
の
か
委
託
契
約
な
の
か
で

使
用
者
と
認
識
に
食
い
ち
が
い
が
あ
る
、
実
際

の
給
与
が
最
低
賃
金
未
満
で
あ
る
、
最
初
の
説

明
よ
り
た
く
さ
ん
シ
フ
ト
を
入
れ
ら
れ
る
な
ど

が
あ
り
ま
す
。「
大
学
生
等
に
対
す
る
ア
ル
バ

イ
ト
に
関
す
る
意
識
等
調
査
」
の
結
果
を
見
る

と
、
6
割
が
労
働
条
件
通
知
書
を
も
ら
っ
て
い

な
い
ん
で
す
よ
。
労
働
条
件
通
知
書
は
、
賃
金

や
所
定
労
働
時
間
、
休
日
な
ど
重
要
な
労
働
条

件
を
明
記
し
た
も
の
で
、
使
用
者
は
正
社
員
だ

け
で
な
く
、
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
に
対
し
て

も
交
付
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。
も
ら
っ
て
い

れ
ば
ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ
た
と
き
に
も
役
に
立
ち

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
仕
事
を
し
て
い
る
我
々
も
、

学
生
時
代
は
自
分
の
労
働
条
件
へ
の
意
識
は
そ

れ
ほ
ど
高
く
な
か
っ
た
で
す
が
、
自
分
の
身
を

守
る
た
め
に
、
労
働
条
件
通
知
書
の
こ
と
や
最

低
賃
金
が
い
く
ら
な
の
か
な
ど

は
、
ぜ
ひ
知
っ
て
い
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。

Ｑ
３
　
就
職
活
動
（
面
接
で
の

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
行
為
等
）
に
関

す
る
相
談
は
あ
り
ま
す
か
？

Ａ
３
　
求
人
票
と
実
際
の
労
働

条
件
が
違
っ
た
な
ど
の
相
談
が

あ
り
ま
す
。
三
重
労
働
局
で
は
、

就
職
活
動
中
の
学
生
を
守
る
た

め
の
取
組
も
し
て
い
ま
す
。
高

校
生
の
就
職
活
動
が
中
心
に
な

り
ま
す
が
、
毎
年
6
月
に
新

卒
者
の
採
用
を
予
定
し
て
い
る

事
業
者
を
対
象
と
し
て
「
雇
用

主
会
議
」
を
県
下
各
地
で
行
い
、

面
接
な
ど
採
用
活
動
の
中
で
し

て
は
い
け
な
い
こ
と
、
注
意
事

項
な
ど
を
周
知
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
高
校
生
の
場
合
は
、
多
く
は
学
校
（
教

育
委
員
会
）
を
通
し
て
求
人
情
報
を
得
て
就
職

活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
面
接
等
で
望
ま

し
く
な
い
行
為
が
あ
っ
た
場
合
は
、
高
校
か
ら

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
連
絡
し
て
も
ら
う
よ
う
協
力

体
制
を
整
え
て
お
り
、
そ
の
内
容
に
よ
っ
て
は

行
政
指
導
も
行
わ
れ
ま
す
。
内
定
取
消
の
相
談

は
、
平
均
す
る
と
年
に
数
件
相
談
が
あ
り
ま
す
。

労
働
基
準
監
督
署
は
、
労
働
基
準
法
の
遵
守
状

況
を
監
督
す
る
機
関
な
の
で
、
契
約
問
題
で
あ

る
内
定
取
消
を
直
接
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
が
、
総
合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー
な
ど
で
相

談
に
応
じ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
障
害
や
難
病
を

抱
え
て
就
職
活
動
を
し
た
り
実
際
に
働
い
て
い

る
人
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
に
応
じ
た
対

応
も
必
要
に
な
る
の
で
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
専

門
の
相
談
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
て
い
ま
す
。

Ｑ
４
　
労
働
相
談
が
き
っ
か
け
で
問
題
が
解
決

さ
れ
た
ケ
ー
ス
を
差
支
え
が
な
け
れ
ば
教
え
て

く
だ
さ
い

Ａ
４
　
高
校
生
の
採
用
面
接
で
会
社
側
か
ら
望

ま
し
く
な
い
言
動
が
あ
り
、
学
校
と
連
携
し
て

会
社
を
指
導
し
て
改
善
し
た
例
が
あ
り
ま
す
。

Ｑ
５
　
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
問
題
と
い
う
と
「
若
者

の
使
い
捨
て
」、
つ
ま
り
長
時
間
労
働
・
過
重

労
働
の
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、
ど
ん
な
対
策
を

さ
れ
て
い
ま
す
か

Ａ
５
　
普
段
か
ら
抜
き
打
ち
で
臨
検
に
入
っ
て

監
督
指
導
を
し
て
い
ま
す
が
、毎
年
11
月
を
「
過

重
労
働
解
消
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
期
間
と
し
、
重

点
監
督
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
過
労
死
等
に
関

連
す
る
労
災
保
険
請
求
が
あ
っ
た
事
業
場
な
ど

を
中
心
に
集
中
的
に
監
督
を
行
い
、
違
法
な
時

間
外
労
働
や
残
業
代
の
不
払
い
、
過
重
労
働
に

よ
る
健
康
障
害
防
止
策
を
と
っ
て
い
な
い
な
ど

の
法
令
違
反
等
が
認
め
ら
れ
た
事
業
場
に
は
、

是
正
勧
告
や
、
健
康
障
害
防
止
の
た
め
の
指
導

な
ど
を
行
い
ま
す
。
監
督
指
導
の
結
果
、
企
業

が
業
務
プ
ロ
セ
ス
の
見
直
し
や
社
風
の
改
革
に

取
り
組
ん
で
、
長
時
間
労
働
の
是
正
に
繋
が
っ

た
実
例
も
あ
り
ま
す
。

　
お
忙
し
い
中
、
ご
対
応
い
た
だ
い
た
三
重
労

働
局
の
皆
様
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

（
ふ
じ
も
と 

ま
り
）

雇
用
を
め
ぐ
る
法
制
度
の
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サ
イ
ト
「
確
か
め
よ
う
労
働
条
件
」

http://w
w

w
.check-roudou.m

hlw
.go.jp/

労
働
条
件
相
談
ほ
っ
と
ラ
イ
ン　

全
国
共
通　

0
1
2
0
・
8
1
1
・
6
1
0

（
携
帯
電
話
・
P
H
S
か
ら
の
通
話
可
能
）

「
大
学
生
等
に
対
す
る
ア
ル
バ
イ
ト
に
関
す
る
意
識

等
調
査
」

http://w
w

w
.m

hlw
.go.jp/stf/

houdou/0000103577.htm
l

　
学
生
時
代
の
ア
ル
バ
イ
ト
や
就
職
な
ど
、
若
者
に
と
っ
て
身
近
な
法
分
野
の
一
つ
で
あ

る
労
働
法
。
し
か
し
、
労
働
法
の
内
容
を
学
校
で
ど
れ
ほ
ど
習
う
だ
ろ
う
か
。
法
学
部
に

進
学
し
た
り
、
資
格
取
得
の
た
め
に
勉
強
し
た
人
を
除
き
、
若
者
の
ほ
と
ん
ど
は
労
働
法

を
知
ら
な
い
ま
ま
社
会
に
出
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
今
回
は
、
行
政
機
関
が
ど

の
よ
う
な
取
組
み
を
し
て
い
る
の
か
、
三
重
労
働
局
に
本
学
学
生
2
名
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

に
伺
っ
た
。

お
答
え
い
た
だ
い
た
方
々

　
三
重
労
働
局
労
働
基
準
部
監
督
課
　
課
長
　

　
　
纐
纈 

研
次
さ
ん

　
三
重
労
働
局
職
業
安
定
部
職
業
安
定
課
　
課
長

　
　
中
村 

良
一
さ
ん

　
三
重
労
働
局
雇
用
環
境・均
等
室
　
労
働
紛
争
調
整
官

　
　
久
留
原 

郁
子
さ
ん

　
三
重
労
働
局
労
働
基
準
部
監
督
課
　
課
長
補
佐

　
　
江
口 

雅
司
さ
ん

労
働
局
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
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Culture and
Society in Mie

三
重
の
文
化
と
社
会

志
摩
市
三
重
県
の
研
究

三重大学人文社会科学研究科
「三重の文化と社会」研究報告会ｉｎ志摩について

研究報告会 ｉｎ 志摩

発
表
に
基
づ
く
授
業
を
基
本
と
し
つ
つ
、８
月
に

は
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
サ
ー
ベ
イ
を
実
施
し
、市
内
の
各

地
を
め
ぐ
る
と
共
に
、受
講
生
の
研
究
テ
ー
マ
に

即
し
て
、志
摩
市
役
所
の
政
策
推
進
部
総
合
政
策

課
、産
業
振
興
部
観
光
商
工
課
、健
康
福
祉
部
介

護
・
総
合
相
談
支
援
課
、志
摩
歴
史
民
俗
資
料
館
、

そ
し
て
志
摩
市
観
光
協
会
の
皆
様
か
ら
、様
々
な

有
益
な
情
報
や
助
言
を
頂
い
た
。こ
れ
を
機
会
に

研
究
課
題
が
よ
り
明
確
と
な
り
、成
果
を
ま
と
め

あ
げ
て
い
っ
た
。

　
年
明
け
の
１
月
に
学
内
で
予
行
演
習
が
て
ら

の
報
告
会
を
行
い
、発
表
方
法
に
修
正
を
加
え
て

２
月
18
日
の
阿
児
ア
リ
ー
ナ
（
志
摩
市
立
図
書

館
）に
お
け
る
現
地
発
表
会
に
臨
ん
だ
。本
科
目

を
受
講
し
た
大
学
院
生
に
と
っ
て
は
、研
究
成
果

を
地
元
の
皆
さ
ん
に
聞
い
て
頂
く
貴
重
な
機
会

め
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。開
講
以
来
、毎
年

三
重
県
内
の
市
町
村
か
ら
１
つ
を
対
象
地
域
に

選
定
し
、現
地
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
う

こ
と
を
基
本
と
し
て
き
た
。な
お
、９
年
前
か
ら

は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
伴
わ
な
い
三
重
県
全

体
を
対
象
と
す
る
文
献
志
向
型
の
研
究
も
、選
択

で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
今
年
度
は
、調
査
対
象
地
域
と
し
て
志
摩
市
を

選
択
し
た
。過
去
に
2
0
0
4
年
に
阿
児
町（
現

志
摩
市
）、2
0
1
2
年
に
は
近
隣
の
鳥
羽
市
を

対
象
と
し
て
は
い
る
が
、社
会
科
学
専
攻
を
中
心

に
、当
市
に
関
心
を
持
つ
教
員
が
複
数
居
た
こ

と
、そ
し
て
先
進
国
首
脳
会
議（
伊
勢
志
摩
サ

ミ
ッ
ト
）の
開
催
地
と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
る

こ
と
も
考
慮
し
た
。

　
例
年
通
り
、本
年
度
も
月
に
１
回
程
度
の
研
究

　
三
重
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
の

講
義
科
目「
三
重
の
文
化
と
社
会
Ⅰ
・
Ⅱ
」は
、

2
0
0
1（
平
成
13
）年
度
に
大
学
院
改
革
に
伴

い
開
講
さ
れ
て
か
ら
、本
年
度
で
16
年
目
を
迎
え

た
。地
域
文
化
論
専
攻
、社
会
科
学
専
攻
の
二
専

攻
に
ま
た
が
る
複
数
教
員
の
担
当
に
よ
る
地
域

密
着
型
の
学
際
的
授
業
で
あ
り
、本
研
究
科
の
開

講
科
目
の
な
か
で
ひ
と
つ
の「
目
玉
」と
し
て
、評

価
さ
れ
て
い
る
。

　
地
域
圏
大
学
で
あ
る
三
重
大
学
は
、地
域
社
会

と
密
接
に
連
携
し
て
い
く
こ
と
を
重
要
な
課
題

と
し
て
い
る
。本
講
義
は
こ
の
課
題
と
関
連
し

て
、地
域
か
ら
各
自
の
研
究
領
域
に
関
わ
る
研
究

テ
ー
マ
を
見
出
し
、独
自
の
調
査
に
基
づ
い
て
分

析
を
深
め
、研
究
成
果
を
生
み
出
し
、調
査
や
成

果
の
発
表
を
通
し
て
地
域
の
人
々
と
交
流
を
深

　
そ
の
過
程
で
は
、受
講
生
の
指
導
教
員
の
ほ
か

少
な
か
ら
ぬ
教
員
の
協
力
を
得
た
。だ
が
、何
よ

り
地
元
の
皆
様
の
ご
協
力
あ
っ
て
こ
そ
の
成
果

で
あ
る
。こ
の
場
を
借
り
て
、関
係
の
皆
様
に
厚

く
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

で
あ
っ
た
し
、今
後
の
研
究
の
進
展
に
資
す
る
と

こ
ろ
大
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
今
年
度
は
受
講
生
が
四
名
と
、例
年
に
比
べ
や

や
少
な
く（
全
員
が
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
型
の
受

講
）、ま
た
最
終
的
に
報
告
に
至
っ
た
の
は
三
名

に
留
ま
っ
た
。し
か
し
、三
名
と
も
十
分
な
内
容

の
成
果
を
収
め
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

2
0
1
6
年
度
担
当
教
員

森

　久
綱

塚
本

　明
人
文
学
部
教
授

社
会
科
学
専
攻

（
も
り 

ひ
さ
つ
な
）

（
つ
か
も
と 

あ
き
ら
）
人
文
学
部
教
授

地
域
文
化
論
専
攻

　2017年２月18日（土）の13時より、志摩市立図書館（阿児ライブラリー）
にて、「三重の文化と社会」研究報告会ｉｎ志摩を開催した。本年度は、大学
院生３名による研究報告を行った後、法律経済学科の産業経済論、日本経
済論の２つのゼミに属する学部学生のグループによる関連報告がなされ
た。当日は志摩市役所の方を中心に地元から20名ほどの参加者があり、三
重大の教員・学生を含め50名強が参集した。研究報告に対して、関連分野
を専門業務とされる市役所職員の方から有益な意見・助言が寄せられ、終
了後も関連テーマに詳しい方から情報を得る受講生の姿も見られた。なお、
当日は2016年度「三重の文化と社会」研究報告書『志摩市・三重県の研究』
が、参加者に配付された。

座 

談

エ
ッ
セ
イ

エ
ッ
セ
イ

三
重
の
文
化
と
社
会

三
重
の
文
化
と
社
会

新
刊
自
著
を
語
る

新
刊
自
著
を
語
る

三
重
の
歴
史
と
風
景

三
重
の
歴
史
と
風
景

教
員
エ
ッ
セ
イ

教
員
エ
ッ
セ
イ

大
学
院
・
学
部
の
広
報

大
学
院
・
学
部
の
広
報

座 

談
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新
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三
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と
風
景

三
重
の
歴
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と
風
景
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員
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ッ
セ
イ

教
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エ
ッ
セ
イ

大
学
院
・
学
部
の
広
報

大
学
院
・
学
部
の
広
報

座 

談

　「
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
」
と
は
、「
入
っ
て
く
る
、

内
向
き
の
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
観
光
分
野

に
お
い
て
は
一
般
的
に
「
日
本
を
訪
れ
る
外
国

人
旅
行
者
」
を
指
す
。
近
年
、
日
本
政
府
を
は

じ
め
、
外
国
人
観
光
客
の
訪
日
促
進
へ
の
取
組

み
が
活
発
化
し
て
い
る
。
ま
た
、
地
域
に
お
い

て
は
、
新
た
な
雇
用
機
会
の
創
出
や
維
持
に
資

す
る
も
の
で
あ
り
、
地
域
の
産
業
・
雇
用
の
核

に
な
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観

光
を
推
進
す
る
動
き
が
見
ら
れ
る
。
本
稿
で

は
、
サ
ミ
ッ
ト
後
の
動
向
を
踏
ま
え
つ
つ
、
志

摩
市
に
お
け
る
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観
光
政
策
に
つ

い
て
、
主
に
中
国
人
観
光
客
へ
の
対
応
に
焦
点

を
当
て
つ
つ
、
そ
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。

　

日
本
の
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観
光
は
、
2
0
0
3

年
の
「
ビ
ジ
ッ
ト
・
ジ
ャ
パ
ン
事
業
」
開
始
以

降
、
国
と
し
て
積
極
的
な
取
り
組
み
が
展
開
さ

れ
て
い
る
。
2
0
1
5
年
の
訪
日
観
光
客
数

は
前
年
比
47.
1
％
増
の
1
、9
7
3
万
7
千

人
と
な
り
、
過
去
最
高
を
更
新
し
た
。
こ
う

し
た
動
向
を
受
け
て
、
日
本
政
府
は
訪
日
外

国
人
旅
行
者
数
の
目
標
と
し
て
、
2
0
2
0

年
ま
で
に
4
0
0
0 

万
人
、
2
0
3
0
年
に

6
0
0
0
万
人
と
す
る
こ
と
を
掲
げ
て
い
る
。

　

ま
た
、
2
0
1
5
年
に
日
本
を
訪
れ
た
外

国
人
旅
行
者
の
国
別
の
特
徴
を
見
る
と
、
成
長

著
し
い
中
国
か
ら
の
旅
行
者
数
が
最
も
多
く
、

2
0
1
4
年
と
比
べ
る
と
、
伸
び
率
で
も
中
国

が
1
位
で
、
前
年
の
倍
以
上
の
伸
び
と
な
っ
て

い
る
。
中
国
か
ら
の
旅
行
者
が
日
本
市
場
で
の

存
在
感
を
増
し
続
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

今
後
、
海
外
旅
行
の
頻
度
が
上
が
り
、
旅
行
の

経
験
を
積
む
こ
と
で
、
個
人
旅
行
化
が
進
み
、

都
市
か
ら
地
域
へ
、
モ
ノ
か
ら
コ
ト
へ
と
旅
行

内
容
が
変
化
し
て
い
る
訪
日
中
国
人
へ
の
対
応

が
不
可
欠
と
な
っ
て
い
る
。

　

2
0
1
3
年
、
志
摩
市
観
光
協
会
内
に
イ
ン

バ
ウ
ン
ド
専
門
員
が
配
置
さ
れ
、
海
外
か
ら
の

観
光
客
の
誘
致
に
力
を
入
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
東
ア
ジ
ア
の
現
地
旅
行
会
社
を
回
っ
て
海

産
物
な
ど
地
域
の
魅
力
を
根
気
強
く
P
R
す

る
と
と
も
に
、
東
京
か
ら
大
阪
に
向
か
う
途
中

に
志
摩
市
に
立
ち
寄
る
と
い
っ
た
、
首
都
圏
と

組
み
合
わ
せ
た
コ
ー
ス
を
提
案
す
る
な
ど
の
取

り
組
み
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
伊
勢
鳥
羽
志

摩
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
協
議
会
な
ど
の
組
織
に
加
入

し
て
、
ほ
か
の
地
域
と
連
携
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
誘
客
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
進

ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
関
連

事
業
を
推
進
す
る
た
め
に
、
志
摩
市
で
は
さ
ま

ざ
ま
な
補
助
金
や
負
担
金
を
支
出
し
て
い
る
。

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
政
策
を
実
施
し
て
以
降
、
外
国

人
観
光
客
数
は
大
幅
に
増
加
し
、
2
0
1
1

年
に
は
約
1
万
4
、4
0
0
人
で
あ
っ
た
の

が
、
2
0
1
5
年
に
は
約
7
万
人
に
達
し
た
。

な
か
で
も
、
中
国
人
宿
泊
者
数
の
増
加
率
が

目
立
っ
て
お
り
、
2
0
1
3
年
と
比
べ
て
、

2
0
1
5
年
の
宿
泊
者
数
は
お
お
よ
そ
8
倍

増
加
し
た
。

　

2
0
1
6
年
9
月
に
、
中
国
に
お
い
て
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
票
は
中
国
の
W
e
b
サ
イ
ト
上
で
作
成
し
、

そ
の
U
R
L
を
配
布
し
た
。
配
布
対
象
は
筆
者

の
友
人
や
、
親
戚
と
そ
の
友
人
、
知
人
た
ち
で

あ
り
、
合
計
1
2
7
人
か
ら
回
答
を
え
た
。
回

答
者
は
20
歳
か
ら
59
歳
ま
で
の
男
女
で
、
そ
の

う
ち
20
代
の
若
者
が
9
割
程
度
を
占
め
て
い
る
。

回
答
者
の
居
住
地
は
、
特
定
の
都
市
に
は
集
中

し
て
お
ら
ず
、
全
国
に
分
散
し
て
い
る
。
紙
幅

の
都
合
上
、
こ
こ
で
は
そ
の
結
果
の
ご
く
一
部

を
示
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、「
日
本
で
体
験
し
て
み
た
い
こ
と
は

何
で
す
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
、
温
泉
、

伝
統
文
化
の
体
験
、
花
見
、
食
べ
物
の
順
の
回

答
が
多
か
っ
た
。
買
い
物
よ
り
観
光
、
特
に
文

化
と
自
然
に
興
味
が
あ
る
こ
と
が
読
取
れ
る
。

「
買
い
物
」
か
ら
日
本
で
の
「
体
験
」
へ
と
旅

行
内
容
が
変
化
し
て
い
る
中
国
人
観
光
客
の
傾

向
が
こ
こ
に
も
表
れ
て
い
る
（
表

−

1
）。

　

ま
た
、
志
摩
市
の
概
要
を
紹
介
し
た
上
で
、

志
摩
市
の
主
要
な
観
光
資
源
の
う
ち
、
興
味
を

持
っ
た
も
の
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
き
れ
い
な

海
岸
線
」
や
「
新
鮮
な
海
産
物
」
を
選
択
し
た

人
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
中
国
内
陸
部
で
は

見
ら
れ
な
い
島
や
海
な
ど
の
自
然
環
境
、
景
観

に
対
す
る
興
味
・
関
心
が
高
い
こ
と
を
示
し
て

い
る
（
表

−

2
）。

　

今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
を
総
合
す
る

と
、
中
国
人
観
光
客
が
訪
日
を
す
る
に
あ
た
っ

て
期
待
し
て
い
る
こ
と
と
し
て
、「
日
本
食
」、

「
食
べ
物
の
安
心
と
新
鮮
さ
」、「
温
泉
」、「
伝
統

的
な
文
化
、
景
観
」
な
ど
が
上
位
に
あ
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
。
志
摩
の
有
す
る
本
物
の
食
ブ
ラ

ン
ド
の
価
値
、
海
産
物
の
新
鮮
さ
と
お
い
し
さ
、

温
泉
資
源
は
中
国
人
観
光
客
に
と
っ
て
大
き
な

魅
力
と
な
り
う
る
と
い
え
る
。

　

そ
こ
で
、
今
後
の
志
摩
市
の
イ
ン
バ
ウ
ン
ド

政
策
の
方
向
性
と
し
て
は
以
下
の
3
点
が
考

え
ら
れ
る
。

　

第
1
は
、
中
国
で
の
志
摩
市
の
知
名
度
、
誘

客
力
を
さ
ら
に
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
に
は
、
網
紅
（
ワ
ン
ホ
ン
：
写
真
や
動
画
な

ど
を
公
開
し
、
ネ
ッ
ト
上
で
影
響
力
を
持
つ

人
々
の
こ
と
）
を
志
摩
市
へ
招
請
し
た
り
、
あ

る
い
は
中
国
現
地
に
お
い
て
イ
ベ
ン
ト
を
開
催

し
た
り
す
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

　

第
2
に
、
温
泉
と
宿
泊
を
合
わ
せ
て
、
宿
泊

力
を
強
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
温
泉
宿
へ
の
宿

泊
は
、
中
国
人
に
と
っ
て
、
そ
れ
自
体
新
た
な

文
化
体
験
で
あ
る
。

　

第
3
に
、
志
摩
市
内
に
お
い
て
、
中
国
語
情

報
の
充
実
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
環
境
の
整

備
を
さ
ら
に
進
め
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
方
策
を
講
じ
て
い
け
ば
、
志
摩
市

は
中
国
人
観
光
客
が
何
度
も
訪
れ
る
有
数
の
観

光
地
と
な
り
う
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
と
言

え
よ
う
。

（
ち
ょ
う 

た
ん
た
ん
）

（
指
導
教
員
／
豊
福
裕
二
）

は
じ
め
に

日
本
に
お
け
る

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観
光
の
概
要

志
摩
市
に
お
け
る

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観
光
の
概
要

中
国
人
観
光
客
に
向
け
た

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
政
策
の
方
向
性

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
分
析

Ⅰ
．

Ⅱ
．

Ⅳ
．

Ⅲ
．（表-1）日本で体験してみたいことは何ですか（複数回答）

選択

温泉

花見

食べ物

自然景色

伝統的な建物

伝統文化(和服、茶道、生け花など)の体験

買い物

日本のエステ、美容体験

そのほか

有効回答した人数

70

59

59

53

36

64

49

22

4

96

  72.9%

  61.5%

  61.5%

  55.2%

  37.5%

  66.7%

  51.0%

  22.9%

  4.2%

合計 比率

（表-2）志摩市の観光資源で興味を持ったもの

選択

きれいな海岸線

新鮮な海産物

海女文化の体験

真珠養殖地として真珠の加工体験　

季節によって姿を変える伊勢志摩国立公園

さまざまなスポーツ体験

スペイン風の村

とくに興味がない

有効回答した人数

74

44

23

21

29

19

23

6

96

    77.1%

  45.8%

  24.0%

  21.9%

  30.2%

  19.8%

  24.0%

  6.3%

合計 比率
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光
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光
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座 

談

エ
ッ
セ
イ

エ
ッ
セ
イ

三
重
の
文
化
と
社
会

三
重
の
文
化
と
社
会

新
刊
自
著
を
語
る

新
刊
自
著
を
語
る

三
重
の
歴
史
と
風
景

三
重
の
歴
史
と
風
景

教
員
エ
ッ
セ
イ

教
員
エ
ッ
セ
イ

大
学
院
・
学
部
の
広
報

大
学
院
・
学
部
の
広
報

座 

談

　

日
本
の
高
齢
化
が
進
む
に
と
も
な
っ
て
、
高

齢
者
福
祉
問
題
や
介
護
問
題
が
緊
急
の
課
題
に

な
っ
て
い
る
。
介
護
保
険
の
導
入
に
よ
り
、
高

齢
者
福
祉
は
社
会
全
体
で
支
え
あ
う
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
介
護
保
険
制
度

の
改
革
で
は
、
介
護
予
防
が
い
っ
そ
う
重
要
に

な
っ
て
き
た
。
高
齢
者
が
要
介
護
に
な
る
こ
と

を
防
ぐ
た
め
に
、
国
や
市
町
村
が
介
護
予
防
事

業
に
盛
ん
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
そ
し
て
志
摩

市
で
は
、
介
護
予
防
事
業
の
一
つ
と
し
て
、
介

護
予
防
リ
ー
ダ
ー
（
お
達
者
サ
ポ
ー
タ
ー
）
の

活
動
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
お
達
者
サ
ポ
ー
タ
ー
の
活
動
が

活
発
な
志
摩
市
志
摩
町
の
和
具
地
区
を
取
り
上

げ
、
お
達
者
サ
ポ
ー
タ
ー
活
動
に
お
け
る
地
域

連
携
の
可
能
性
と
課
題
を
検
討
し
た
。

　

本
小
節
で
は
、
図
１
に
参
考
し
な
が
ら
、
和

具
地
区
の
お
達
者
サ
ポ
ー
タ
ー
の
形
成
経
緯
、

養
成
支
援
お
よ
び
活
動
展
開
を
説
明
し
た
い
。

　

図
１
に
あ
る
よ
う
に
、
最
初
に
和
具
地
区
で

養
成
講
座
を
修
了
し
て
お
達
者
サ
ポ
ー
タ
ー
に

な
っ
た
の
は
、
地
域
住
民
の
中
で
キ
ー
マ
ン

だ
っ
た
人
た
ち
や
、
ボ
ー
ル
体
操
な
ど
の
民
間

団
体
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
人
た
ち
で
あ
る
。

ま
た
養
成
支
援
に
つ
い
て
、
市
役
所
は
自
治
会

に
依
頼
し
て
、
自
治
会
は
窓
口
と
な
っ
て
お
達

者
サ
ポ
ー
タ
ー
に
な
れ
そ
う
な
人
を
推
薦
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
市
役
所
と
自
治
会
は
養
成
支

援
の
中
心
で
あ
る
。
最
後
に
、
お
達
者
サ
ポ
ー

タ
ー
の
活
動
は
、
健
脚
運
動
、
介
護
予
防
レ
ク

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
イ
ベ
ン
ト
で
の
啓
発
活
動
、

い
き
い
き
サ
ロ
ン
・
老
人
ク
ラ
ブ
な
ど
で
の
介

護
予
防
活
動
、
地
域
団
体
で
の
介
護
予
防
活
動
、

自
己
研
鑽
で
あ
る
。

　

図
２
を
見
な
が
ら
、
和
具
地
区
お
達
者
サ

ポ
ー
タ
ー
と
各
主
体
間
と
の
か
か
わ
り
を
分
析

し
た
い
。

（
１
）、
市
役
所

　

市
役
所
は
、
お
達
者
サ
ポ
ー
タ
ー
の
た
め
に
、

養
成
研
修
や
フ
ォ
ロ
ー
研
修
を
定
期
的
に
行
っ

て
い
る
。
ま
た
、
市
役
所
の
福
祉
担
当
者
は
、

現
場
活
動
に
参
加
し
た
り
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
提

供
し
た
り
、
勉
強
会
の
場
な
ど
を
提
供
し
た
り

し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
か
ら
支
援
を
し
て
い
る
。

（
２
）、
自
治
会

　

お
達
者
サ
ポ
ー
タ
ー
は
、
自
治
会
か
ら
活
動
を

行
う
場
所
（
空
間
）
を
紹
介
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。

（
３
）、
社
会
福
祉
協
議
会

　

お
達
者
サ
ポ
ー
タ
ー
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
か

ら
活
動
を
行
う
た
め
の
補
助
金
を
受
け
て
い
る
。

（
４
）、
民
生
委
員

　

和
具
地
区
で
は
、
民
生
委
員
の
中
に
は
お
達
者

サ
ポ
ー
タ
ー
の
具
体
的
な
活
動
を
あ
ま
り
知
ら
な

い
た
め
に
、
連
携
を
密
に
し
て
い
る
人
は
多
く
な

い
よ
う
だ
が
、
他
の
町
で
は
民
生
委
員
と
お
達
者

サ
ポ
ー
タ
ー
を
兼
ね
て
い
る
人
も
い
る
。

（
５
）、
老
人
ク
ラ
ブ
、
い
き
い
き
サ
ロ
ン
な
ど

の
地
域
活
動
団
体

　

老
人
ク
ラ
ブ
や
い
き
い
き
サ
ロ
ン
な
ど
を
通

し
て
、
お
達
者
サ
ポ
ー
タ
ー
活
動
が
住
民
た
ち

に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
お
達
者
サ
ポ
ー

タ
ー
が
、
老
人
グ
ラ
ブ
や
い
き
い
き
サ
ロ
ン
に

手
伝
い
に
行
く
こ
と
も
あ
る
。

（
６
）、
町
内
他
地
区
の
お
達
者
サ
ポ
ー
タ
ー

　

和
具
地
区
と
片
田
地
区
と
の
間
で
は
、
お
達

者
サ
ポ
ー
タ
ー
は
お
互
い
に
支
え
あ
っ
て
い

る
。
ま
た
和
具
地
区
の
お
達
者
サ
ポ
ー
タ
ー
は
、

片
田
だ
け
で
は
な
く
、
志
摩
町
の
ほ
か
の
地
区
、

越
賀
と
か
、
布
施
田
と
か
、
御
座
と
か
と
の
助

け
合
い
も
行
っ
て
い
る
。

（
７
）、
地
域
住
民

　

住
民
が
お
達
者
サ
ポ
ー
タ
ー
の
活
動
に
か
か

わ
る
部
分
と
い
え
ば
、
お
達
者
サ
ポ
ー
タ
ー
に

な
る
こ
と
、
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
、
そ
し
て

活
動
を
周
知
す
る
た
め
に
口
コ
ミ
を
す
る
こ
と

の
三
つ
で
あ
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
私
は
、
今
後
の
な
か
な
か

人
口
が
増
え
づ
ら
い
中
で
、
お
達
者
サ
ポ
ー

タ
ー
の
仕
組
み
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
金
銭

的
な
問
題
で
は
な
く
、
ヒ
ト
の
問
題
が
一
番
大

き
い
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、お
達
者
サ
ポ
ー

タ
ー
に
新
し
く
な
っ
て
く
れ
、
こ
の
制
度
を
維

持
し
て
い
く
人
を
見
つ
け
る
問
題
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
お
達
者
サ
ポ
ー

タ
ー
活
動
に
よ
る
地
域
連
携
の
核
と
な
る
の

は
、
自
治
会
や
民
生
委
員
や
社
会
福
祉
協
議
会

で
は
な
く
、
民
間
団
体
、
住
民
、
そ
し
て
他
地

区
と
の
連
携
が
う
ま
く
行
っ
て
い
る
か
ど
う
か

で
あ
る
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
和
具
地
区
の
例

か
ら
見
る
と
、
片
田
地
区
か
ら
の
手
伝
い
は
人

手
不
足
問
題
を
解
決
し
、
活
動
が
順
調
に
い
く

か
ど
う
か
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

　

ま
た
、
お
達
者
サ
ポ
ー
タ
ー
活
動
が
う
ま
く

展
開
す
る
た
め
に
は
、
お
達
者
サ
ポ
ー
タ
ー
と

各
主
体
間
と
の
連
携
だ
け
で
は
な
く
、
地
域
に

関
わ
る
各
主
体
が
連
携
し
て
情
報
を
共
有
す
べ

き
だ
と
私
は
思
っ
た
。
た
と
え
ば
、
新
し
く
お

達
者
サ
ポ
ー
タ
ー
の
候
補
者
を
さ
が
す
と
き
に

は
、
自
治
会
だ
け
が
そ
れ
を
担
う
の
で
は
な
く
、

自
治
会
、
民
生
委
員
、
そ
し
て
民
間
団
体
が
連

携
し
、
候
補
者
を
探
せ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

（
だ
い 

け
ん
）

（
指
導
教
員
／
深
井 

英
喜
）

お
達
者
サ
ポ
ー
タ
ー
と

各
主
体
間
と
の
か
か
わ
り

お
達
者
サ
ポ
ー
タ
ー
活
動
に

お
け
る
地
域
連
携
の

可
能
性
と
課
題

お
達
者
サ
ポ
ー
タ
ー
の
概
要

Ⅱ
．

Ⅲ
．

Ⅰ
．

は
じ
め
に

地域活動団体

社会福祉
協議会 一般住民 民生委員

老人クラブや
女性の会などの
活動団体

ほかの地区の
お達者サポーター

自治会 推薦 養成支援

活
動
協
力

活
動
参
加
と
口
コ
ミ

相
互
理
解
役
割
分
担

活
動
の
場

活
動
支
援

活
動
支
援

活
動
支
援

市役所お達者サポーター（介護予防リーダー）

地域での介護予防活動（高齢者の健康づくり）
１、健脚運動、介護予防レクリエーション
２、イベントでの啓発活動
３、いきいきサロン・老人クラブなどでの介護予防活動
４、地域団体での介護予防活動
5、自己研鑽

一般住民
キーマン

和具地区のお達者サポーター民間団体 住民

民生委員
市役所自治会

社会福祉協議会ほかの地区のお達者サポーター
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役
所
健
康
福
祉
部
、
介
護
・
総
合
相
談

支
援
課
、
2
0
1
5

−

3

「
志
摩
市
第
６
期
介
護
保
険
事
業
計
画
お
よ
び
高
齢

者
福
祉
計
画
」

http://w
w

w
.m

hlw
.go.jp/topics/kaigo/yobou/

torikum
i_02.htm

l

図1　お達者サポーターの形成経緯養成支援および活動展開状況

図２　和具地区お達者サポーターと各主体間とのかかわり
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座 

談

エ
ッ
セ
イ

エ
ッ
セ
イ

三
重
の
文
化
と
社
会

三
重
の
文
化
と
社
会

新
刊
自
著
を
語
る

新
刊
自
著
を
語
る

三
重
の
歴
史
と
風
景

三
重
の
歴
史
と
風
景

教
員
エ
ッ
セ
イ

教
員
エ
ッ
セ
イ

大
学
院
・
学
部
の
広
報

大
学
院
・
学
部
の
広
報

座 

談

　

志
摩
国
は
7
～
8
世
紀
頃
に
か
け
て
伊

勢
国
か
ら
分
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

現
在
の
志
摩
市
は
、
古
代
志
摩
国
の
南
東
部

に
あ
た
る
。
平
地
が
少
な
い
た
め
耕
作
に
は

向
か
な
い
が
、
海
産
物
が
豊
富
で
あ
り
、
調

や
庸
と
し
て
魚
や
貝
、
海
藻
な
ど
を
都
へ
貢

納
し
て
い
た
。
ま
た
、
浜
と
山
が
近
く
、
沿

岸
部
は
入
り
組
ん
だ
リ
ア
ス
式
海
岸
で
あ
り
、

舟
運
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
製
塩
に
は
、
燃
料

と
な
る
大
量
の
森
林
資
源
が
必
要
不
可
欠
で
、

そ
の
た
め
製
塩
地
も
次
々
に
移
動
す
る
必
要

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
志
摩
国
の

地
形
は
、
森
林
資
源
の
獲
得
や
、
物
資
、
製

塩
地
の
移
動
が
容
易
で
あ
り
、
土
器
製
塩
に

は
適
し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。

　

志
摩
式
製
塩
土
器
は
、
伊
勢
湾
岸
を
中
心

に
三
重
県
で
出
土
す
る
塩
作
り
に
用
い
る
土

器
で
、
底
が
薄
い
盥
の
よ
う
な
形
を
し
て
い

る
。
塩
づ
く
り
に
は
、
海
水
か
ら
さ
ら
に
塩

分
が
濃
い
鹹
水
を
つ
く
る
「
採
鹹
」、
鹹
水
を

煮
沸
し
粗
塩
を
つ
く
る
「
煎
熬
」、
粗
塩
の
ニ

ガ
リ
分
を
と
ば
し
て
焼
き
し
め
る
「
焼
塩
」

の
三
段
階
が
あ
り
、
志
摩
式
製
塩
土
器
を
煎

熬
段
階
で
用
い
ら
れ
た
と
す
る
説
も
あ
っ
た

が
、
現
在
で
は
焼
塩
で
使
わ
れ
た
と
す
る
説

が
有
力
で
あ
る
。

　

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
内
陸
部
で
の
出
土

が
見
ら
れ
る
こ
と
や
、
一
般
的
な
土
器
製
塩

遺
跡
に
み
ら
れ
る
大
規
模
な
製
塩
土
器
の
廃

棄
層
が
み
つ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
志
摩
国
内
に
所
在
す

る
生
産
遺
跡
に
つ
い
て
、
詳
細
な
報
告
が
な

さ
れ
て
い
る
も
の
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
り
、

志
摩
式
製
塩
土
器
に
代
わ
る
煎
熬
器
具
と
し

て
想
定
さ
れ
る
鉄
釜
も
現
状
で
は
出
土
し
て

お
ら
ず
、
そ
の
様
相
が
十
分
に
明
ら
か
に
な
っ

て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
、
土
器
の
形

質
か
ら
用
途
を
考
察
す
る
研
究
も
散
見
さ
れ

る
が
、
煎
熬
用
か
焼
塩
用
か
の
判
断
は
、
火

に
か
け
て
内
部
の
も
の
を
熱
す
る
と
い
う
使

用
状
況
が
似
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
論
者
の

主
観
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
形
質
か
ら

結
論
を
出
す
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
今
回
は
敢
え
て
煎
熬
用
説
に
立
ち

戻
り
、
志
摩
式
製
塩
土
器
を
作
成
し
て
、
実
際

に
煎
熬
実
験
を
試
み
た
。
採
鹹
方
法
は
藻
塩
法

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
海
藻
に
海
水
を
か
け
て

乾
燥
さ
せ
た
も
の
を
燃
や
し
、
そ
の
灰
を
海
水

に
混
ぜ
、
鹹
水
を
得
た
。
補
注
式
灰
煮
沸
法
と

い
う
、
海
水
に
混
ぜ
た
灰
を
取
り
除
か
ず
に
煮

沸
す
る
と
、
灰
が
土
器
か

ら
鹹
水
の
浸
出
を
防
ぐ
と

と
も
に
、
塩
の
結
晶
媒
体

と
な
る
た
め
、
煎
熬
時
に

鹹
水
や
塩
が
土
器
に
与
え

る
ダ
メ
ー
ジ
が
少
な
く
済

む
煎
熬
方
法
が
提
唱
さ
れ

た
。
こ
の
方
法
を
用
い
れ

ば
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ

う
な
、
器
壁
に
鹹
水
が
浸

透
し
、
内
部
で
塩
が
結
晶

し
て
も
た
ら
さ
れ
る
ひ
び

割
れ
や
、
ひ
び
割
れ
か
ら

く
る
海
水
の
浸
出
が
お
こ

り
に
く
い
た
め
、
煎
熬
に

不
向
き
と
さ
れ
て
い
る
志

摩
式
製
塩
土
器
で
も
煎
熬

が
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

結
果
と
し
て
、
製
作
途

中
で
の
土
器
の
破
損
や
、

焼
成
不
十
分
で
鹹
水
が
器

壁
に
浸
透
し
て
土
器
が
崩

れ
て
し
ま
う
な
ど
ア
ク
シ

デ
ン
ト
が
重
な
り
、
十
分

な
煎
熬
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
微

量
な
が
ら
塩
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、

灰
と
水
と
の
境
に
帯
状
に
塩
が
結
晶
す
る
と
い

う
補
注
式
灰
煮
沸
法
の
特
徴
が
み
ら
れ
た
。
焼

成
が
不
十
分
で
さ
え
な
け
れ
ば
、
よ
り
多
く
の

塩
の
結
晶
に
成
功
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
り
、

実
際
に
出
土
し
て
い
る
志
摩
式
製
塩
土
器
は
焼

成
が
良
好
な
も
の
ば
か
り
の
た
め
、
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
確
認
の
た
め
に
も
改
め
て
再
実
験
を

す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

志
摩
式
製
塩
土
器
で
製
塩
が
行
わ
れ
た
の
は

8
世
紀
か
ら
11
世
紀
の
中
頃
ま
で
で
あ
る
と

み
ら
れ
て
い
る
。
志
摩
国
に
は
古
墳
時
代
か
ら

続
く
製
塩
の
伝
統
は
見
ら
れ
な
い
た
め
、
律
令

制
の
も
と
で
中
央
か
ら
何
ら
か
の
介
入
が
あ
っ

て
志
摩
式
製
塩
土
器
で
の
塩
づ
く
り
が
始
ま
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
底
部
の
厚
さ
の
特
徴
は
異

な
る
が
、
志
摩
式
製
塩
土
器
に
似
た
、
盥
形
を

し
た
製
塩
土
器
は
、
若
狭
国
や
陸
奥
国
、
佐
渡

国
な
ど
他
地
域
に
も
み
ら
れ
、
い
ず
れ
も
7

世
紀
末
か
ら
11
世
紀
ご
ろ
と
い
う
志
摩
式
製
塩

土
器
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
陸

奥
国
や
佐
渡
国
で
は
、
製
塩
遺
跡
の
近
隣
に
城

柵
な
ど
の
国
家
施
設
が
あ
り
、
盥
形
の
製
塩
土

器
や
製
塩
技
術
は
、
そ
こ
で
生
活
す
る
人
や
馬

な
ど
の
塩
分
需
要
に
応
え
る
た
め
に
中
央
の
介

入
の
も
と
で
導
入
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

特
に
佐
渡
国
は
盥
形
の
製
塩
土
器
の
出
現
を

も
っ
て
は
じ
め
て
土
器
製
塩
が
行
わ
れ
る
こ
と

か
ら
、
何
ら
か
の
画
期
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。　
　

　

志
摩
国
に
と
っ
て
は
、
斎
宮
な
ど
が
同
様
の

関
係
に
あ
る
と
言
え
る
。
実
際
に
斎
宮
跡
で
は

志
摩
式
製
塩
土
器
が
多
く
出
土
し
て
お
り
、
志

摩
か
ら
塩
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実

で
あ
る
。
た
だ
、
志
摩
式
製
塩
土
器
だ
け
で
必

要
な
塩
分
の
全
て
を
賄
え
る
ほ
ど
の
量
は
出
土

し
て
い
な
い
た
め
、
俵
や
籠
で
包
ま
れ
た
散
状

塩
も
同
時
に
運
び
込
ま
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
て

い
る
。
現
在
の
志
摩
市
磯
部
町
を
中
心
と
し
た

志
摩
半
島
周
辺
は
、
神
宮
領
と
し
て
早
期
に
整

備
さ
れ
て
お
り
、
志
摩
国
が
塩
の
生
産
地
と
し

て
大
き
な
期
待
を
寄
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
伺

え
る
。

　

志
摩
国
は
、
中
央
へ
海
産
物
を
貢
納
す
る
以

外
に
も
、
近
隣
の
国
家
施
設
へ
の
塩
の
供
給
源

と
し
て
非
常
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。

ま
た
、
志
摩
式
製
塩
土
器
に
つ
い
て
は
、
土
器

の
用
途
を
様
々
に
想
定
し
た
上
で
、
土
器
や
塩

の
生
産
か
ら
消
費
ま
で
を
順
序
立
て
て
考
察
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
未
報
告
資
料
の
調
査

や
整
理
も
含
め
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
い
し
は
ら 

ゆ
い
）

（
指
導
教
員
／
小
澤 

毅
） 

三
重
の
文
化
と
社
会

C
ulture and society in M

ie

志
摩
市
三
重
県
の
研
究

石
原 

唯
人
文
社
会
科
学
研
究
科

地
域
文
化
論
専
攻

考
古
学

古
代
志
摩
国
に
お
け
る
土
器
製
塩

　
　
　
― 
志
摩
式
製
塩
土
器
を
中
心
に 

―

煎熬実験の様子

各地の盥形製塩土器（『日本塩業大系』考古資料編より作成）
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人文学部 教授　日本中世史

忍者の歴史
KADOKAWA　2016年発行

山田 雄司

忍
者
の
実
像

　Ninja

は
今
や
世
界
の
共
通
語
と
な
り
、ド
ラ
マ
や
歴
史

小
説
、ア
ニ
メ
の
中
な
ど
で
さ
ま
ざ
ま
な
忍
者
が
活
躍
し
て

い
る
。し
か
し
、そ
の
実
態
は
謎
に
満
ち
て
い
る
。忍
者
と
言

え
ば
、派
手
に
立
ち
回
る
場
面
が
想
像
さ
れ
る
が
、忍
術
書

を
ひ
も
と
い
て
み
る
と
、医
学
・
薬
学
・
食
物
・
天
文
・
気
象
・

火
薬
・
交
際
術
・
呪
術
な
ど
多
方
面
の
知
識
が
記
さ
れ
て
お

り
、忍
術
と
は
総
合
的
知
識
に
基
づ
く
サ
バ
イ
バ
ル
術
と
言

え
る
。忍
者
は
主
君
の
命
を
受
け
た
か
ら
に
は
、困
難
を
乗

り
越
え
て
相
手
の
領
域
に
潜
入
し
、情
報
を
得
て
再
び
戻
っ

て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。い
か
な
る
状
況
下
で
あ
っ
て
も

生
き
生
き
て
生
き
抜
く
必
要
が
あ
る
。そ
の
た
め
に
は
特
殊

な
技
術
・
能
力
を
身
に
つ
け
る
必
要
が
あ
り
、種
々
の
道
具

や
手
法
が
発
達
し
た
。

忍
者
に
学
ぶ

　現
代
を
生
き
る
わ
れ
わ
れ
は
、自
然
環
境
を
破
壊
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
高
度
な
文
明
を
獲
得
し
た
反
面
、深
刻
な
危
機

に
直
面
し
つ
つ
あ
る
。今
後
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
に
自
然

と
向
き
合
っ
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。そ
の
答
え
の

一
つ
が
、自
然
と
共
生
し
、そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
知
恵
を

編
み
出
し
た
忍
者
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。日
本
人

は
自
然
を
破
壊
す
る
の
で
は
な
く
、自
然
と
共
生
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
発
展
し
て
き
た
。そ
の
中
で
も
忍
者
は
、風
の
音

を
聞
き
、草
の
臭
い
を
か
ぎ
と
り
、神
仏
と
一
体
と
な
る
こ

と
に
よ
り
困
難
を
克
服
し
て
生
き
抜
い
て
き
た
。そ
れ
ゆ

え
、忍
者
の
知
恵
の
中
に
は
、現
代
日
本
の
発
展
を
支
え
て

き
た
技
術
力
、勤
勉
さ
、組
織
力
、忍
耐
力
と
い
っ
た
日
本
文

化
の
諸
相
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。今
こ
そ
も
う
一

度
忍
者
の
知
恵
に
学
ん
で
持
続
的
発
展
を
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
時
期
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

日
本
文
化
の
中
の
忍
者

　世
界
に
お
け
る
忍
者
ブ
ー
ム
の
背
景
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

要
素
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、自
己
の

存
在
や
業
績
を
声
高
に
主
張
す
る
の
で
は
な
く
、高
度
な
精

神
性
を
有
し
て
寡
黙
に
主
君
の
た
め
の
職
務
を
遂
行
す
る

と
い
う
日
本
文
化
を
体
現
し
た
存
在
で
あ
る
こ
と
も
世
界

で
人
気
を
博
し
て
い
る
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。『
万
川
集
海
』

の
記
述
に
も
あ
る
よ
う
に
、忍
者
の
職
務
は
人
目
に
つ
か
な

い
と
こ
ろ
で
、天
地
を
創
造
す
る
く
ら
い
の
大
き
な
仕
事
を

成
し
遂
げ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。忍
者
の
実
態
は
ベ
ー
ル

に
包
ま
れ
、想
像
を
か
き
た
て
る
要
素
を
多
分
に
含
ん
で
い

る
こ
と
に
よ
り
、こ
れ
ま
で
時
代
に
よ
り
ま
た
民
族
に
よ

り
、そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
忍
者
像
が
創
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
そ
の
根
本
に
は
、日
本
人
の
価
値
観
に
符
合
し
た
忍

者
の
存
在
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、現
代
に
至
る
ま
で
愛
さ
れ

続
け
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
や
ま
だ 

ゆ
う
じ
）

人文学部 准教授　文化地理学

戦争と広告
KADOKAWA　2016年発行

森 正人

視
覚
性
と
物
質
性

　私
た
ち
は
何
を
見
て
い
る
の
か
。見
た
い
と
欲
望
し
て
い

る
の
か
。あ
る
い
は
見
せ
ら
れ
て
い
る
の
か
。視
覚vision

を

単
な
る
生
物
学
的
、光
学
的
に
理
解
す
る
態
度
、そ
し
て
目
に

映
じ
て
い
る
視
覚
イ
メ
ー
ジ
を
自
明
の
も
の
と
み
な
す
ナ

イ
ー
ブ
な
理
解
を
離
れ
、そ
の
社
会
性
や
能
力
性
、す
な
わ
ち

視
覚
性visuality

を
考
え
る
。ま
た
そ
こ
に
存
在
す
る
モ
ノ

も
ま
た
、自
明
の
も
の
で
な
く
、特
定
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
選

別
さ
れ
、配
置
さ
れ
た
。モ
ノ
の
背
後
に
あ
る
社
会
性
を
読
み

解
く
物
質
性m
ateriality

を
考
え
る
。こ
の
二
つ
が
、本
書

『
戦
争
と
広
告
』の
理
論
的
背
景
で
あ
る
。

　こ
の
本
は
あ
る
種
の
現
代
性
を
持
っ
て
い
る
。と
い
う
の
も
、

諸
矛
盾
が
あ
ま
り
に
多
く
顕
在
化
し
て
お
り
、多
く
の
的
確
な

批
判
が
提
出
さ
れ
て
き
た
、「
に
も
か
か
わ
ら
ず
」圧
倒
的
な
支

持
を
、今
、こ
の
政
治
体
制
が
獲
得
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。私

た
ち
は
こ
の
国
で
、巧
妙
に
特
定
の
モ
ノ
を
見
せ
ら
れ
、見
せ
ら

れ
な
い
状
況
に
あ
る
。か
つ
て
イ
ギ
リ
ス
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的

文
化
研
究
者
で
あ
る
レ
イ
モ
ン
ド・ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が「
感
情
の

構
造
」と
呼
ん
だ
、一
番
繊
細
で
感
知
し
に
く
い
と
こ
ろ
で
働
い

て
い
る
嗜
好
性
の
社
会
性
、す
な
わ
ち
文
化
の
政
治
学
、さ
ら
に

言
い
換
え
る
な
ら
、こ
の「
に
も
か
か
わ
ら
ず
」を
、視
覚
性
や
物

質
性
へ
注
目
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

か
弱
い「
同
胞
」「
家
族
」と
守
る
男

　た
と
え
ば
、二
〇
一
四
年
五
月
、安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大

臣
が
集
団
的
自
衛
権
の
必
要
性
を
記
者
会
見
で
説
明
し
た
。

分
か
り
や
す
い
丁
寧
な
説
明
の
た
め
に「
邦
人
輸
送
中
の
米

輸
送
艦
の
防
護
」の
イ
ラ
ス
ト
が
用
い
ら
れ
た
。赤
ん
坊
を

抱
え
た
母
親
の
腕
を
つ
か
む
別
の
幼
子
。母
親
は
視
線
を
外

し
て
お
り
、力
の
な
さ
を
印
象
づ
け
て
い
る
。弱
い
女
性
と

子
ど
も
、そ
れ
を
守
る
男
性
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
再
生
産
。

そ
し
て
女
、子
ど
も
を「
ま
も
る
」こ
と
が
、場
合
に
よ
っ
て

は
先
制
攻
撃
に
ま
で
伸
ば
さ
れ
て
い
く
。

　そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
言
う
面
々
も
あ
ろ
う
。し

か
し
、第
二
次
世
界
大
戦
中
、ま
さ
に
こ
う
し
た
レ
ト
リ
ッ

ク
が
視
覚
イ
メ
ー
ジ（
地
図
、イ
ラ
ス
ト
、写
真
）で
も
っ
て

こ
の
国
の
世
論
・
輿
論
を
形
成
し
て
き
た
。本
書
で
は
博
覧

会
、グ
ラ
ビ
ア
雑
誌
な
ど
を
紹
介
し
な
が
ら
、聖
戦
の
た
め

に
立
ち
上
が
る
皇
軍
、卑
怯
で
醜
い
敵
国
兵
、気
高
い
皇
軍

兵
に
充
分
に
報
い
て
い
な
い
不
十
分
な
銃
後
の
日
本
人
が
、

物
質
や
写
真
、イ
ラ
ス
ト
や
地
図
を
と
お
し
て
提
示
さ
れ
て

き
た
事
を
検
討
す
る
。

　一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
の
保
守
化
の
中
、映
画
や
博
物

館
展
示
で
、一
方
で
日
本
の
戦
争
責
任
に
沈
黙
し
、他
方
で

家
族
を
ま
も
る
た
め
に
命
を
捨
て
た
男
た
ち
の
物
語
が
言

祝
が
れ
る
。戦
争
の
不
条
理
を
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

な
が
ら
も
、そ
こ
で
は
男
が
女
を
ま
も
る
と
い
う
家
族
観
が

再
生
産
さ
れ
、し
か
も
そ
れ
が
国
を
護
る
と
い
う
行
為
へ
結

び
つ
け
ら
れ
る
。

　そ
う
い
え
ば
、と
あ
る
政
党
の
改
憲
案
で
も
家
族
は
互
い

に
助
け
合
う
こ
と
が
明
文
化
さ
れ
て
い
る
。私
た
ち
は
今
ま

さ
に
岐
路
に
い
る
。

（
も
り 

ま
さ
と
）

第二次大戦、日本の戦争広告を読み解く

座 
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朴 恵淑

　『
亀
山
学
』は
、2
0
0
5
年
１
月
に
発
足
し
た「
亀
山
市
総

合
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー
」を
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
と
し
て
、亀
山

市
の
市
民
・
N
P
O
・
企
業
・
大
学
・
行
政
と
の
産
官
学
民
の
連

携
に
よ
っ
て
亀
山
市
の
環
境
・
文
化
・
健
康（
福
祉
）に
お
い
て
、

時
代
を
先
取
る
政
策
を
提
言
し
、次
世
代
を
担
う
人
材
育
成
を

行
い
、内
外
へ
積
極
的
な
情
報
発
信
を
行
う
亀
山
市
の
戦
略
的

実
践
型
シ
ン
ク
タ
ン
ク
と
し
て
、10
年
間
行
っ
た
成
果
を
集
大

成
し
た
地
域
学
で
あ
る
。

　『
亀
山
学
』は
、次
の
三
つ
の
基
本
理
念
に
基
づ
き
、亀
山
市
の

人
づ
く
り
・
地
域
づ
く
り
・
未
来
づ
く
り
の
理
論
的
根
拠
及
び
実

践
的
手
段
と
な
る
。

（
１
）持
続
可
能
な
開
発
の
た
め
の
教
育（
E
S
D
）実
践
に
よ
る

　
　
人
づ
く
り

　
学
校
教
育
及
び
生
涯
教
育
に
お
い
て
、持
続
可
能
な
開
発
の
た

め
の
教
育（
E
S
D
）の
８
つ
の
分
野
で
あ
る
環
境
教
育・エ
ネ
ル

ギ
ー
教
育
・
防
災
教
育
・
生
物
多
様
性
教
育
・
気
候
変
動（
地
球
温

暖
化
防
止
）教
育・国
際
理
解
教
育・文
化
遺
産
教
育・そ
の
他（
男

女
共
同
参
画
、平
和
教
育
な
ど
）の
教
育
を
積
極
的
に
行
い
、地
球

規
模
で
考
え
、地
域
で
行
動
で
き
る
人
材
を
育
成
す
る
。

（
２
）成
熟
し
た
市
民
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
よ
る
地
域
づ
く
り

　
成
熟
し
た
市
民
バ
ナ
ン
ス
に
よ
っ
て
、豊
か
な
自
然
を
守
り

な
が
ら
経
済
と
の
調
和
が
図
ら
れ
る
持
続
可
能
な
社
会
、伝
統

文
化
が
守
ら
れ
、幸
せ
を
感
じ
ら
れ
る
地
域
づ
く
り
を
行
う
。

（
３
）認
識
共
同
体
に
よ
る
協
働
型
未
来
づ
く
り

　
産
官
学
民
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
認
識
共
同
体
に
よ
る

協
働
型
未
来
づ
く
り
を
行
う
。市
民
・
行
政
・
事
業
者
の
三
位
一

体
の
協
働
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
、地
域
に
根
ざ
し
、世
界
へ
通
用

す
る
亀
山
ら
し
い
未
来
づ
く
り
を
目
指
す
。

　
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
、『
亀
山
学
』は
、次
の
８
章
で
構
成

さ
れ
て
い
る
。

　
第
１
章
は
、「
亀
山
学
」の
ス
ス
メ
を
テ
ー
マ
と
し
、亀
山
市
市

制
及
び
亀
山
市
総
合
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー
設
立
10
周
年
の
記
念

す
べ
き
時
期
に
出
版
さ
れ
る
事
を
踏
ま
え
、亀
山
市
の
今
後
10

年
の
羅
針
盤
的
役
割
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

　
第
２
章
は
、亀
山
の
歴
史
・
産
業
を
テ
ー
マ
と
し
、交
通
と
産

業
の
発
展
か
ら
み
た
亀
山
市
の
歴
史
及
び「
世
界
の
亀
山
モ
デ

ル
」の
液
晶
テ
レ
ビ
工
場
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

第
３
章
は
、亀
山
の
自
然
環
境
を
テ
ー
マ
と
し
、地
形
・
水
文
・
気

候
環
境
及
び
亀
山
の
自
然
環
境
を
守
る
産
官
学
民
の
連
携
に
つ

い
て
述
べ
て
い
る
。

　
第
４
章
は
、亀
山
の
生
活
環
境
を
テ
ー
マ
と
し
、亀
山
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
環
境
・
廃
棄
物
政
策
及
び
生
活
環
境
づ
く
り
に
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
を
付
与
す
る
オ
ー
ル
亀
山
ポ
イ
ン
ト（
A
K
P
）制
度

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

　
第
５
章
は
、亀
山
の
文
化
・
幸
福
度
を
テ
ー
マ
と
し
、関
宿
の

文
化
・
持
続
可
能
な
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
及
び
幸
福
度
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
。

　
第
６
章
は
、亀
山
の
防
災
を
テ
ー
マ
と
し
、南
海
ト
ラ
フ
巨
大

地
震
に
備
え
、過
去
の
震
災
か
ら
の
学
び
及
び
命
を
守
る
防
災

行
動
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

　
第
７
章
は
、亀
山
の
国
際
化
・
情
報
化
を
テ
ー
マ
と
し
、外
国

人
と
の
多
文
化
共
生
及
び
産
官
学
民
の
連
携
に
よ
る
国
際
交

流
、亀
山
市
か
ら
の
情
報
発
信
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

　
第
８
章
は
、亀
山
の
地
域
医
療
を
テ
ー
マ
と
し
、超
高
齢
社
会

を
楽
し
く
生
き
る
、が
ん
検
診
を
有
効
に
受
け
る
、市
民
が
健
康

で
い
る
た
め
に
す
べ
き
こ
と
、暮
ら
し
の
安
心
・
安
全
を
守
る
地

域
医
療
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

　『
亀
山
学
』は
、亀
山
市
の
過
去
を
知
り
、現
在
を
理
解
し
、未

来
を
創
る
有
効
な
ツ
ー
ル
と
な
る
地
域
学
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

本
書
を
通
じ
て
、身
近
な
地
域
に
つ
い
て
考
え
、行
動
し
、地
球

市
民
と
し
て
の
自
覚
と
ノ
ウ
ハ
ウ
を
地
域
へ
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

さ
せ
、持
続
可
能
な
亀
山
創
り
に
貢
献
で
き
る
の
と
同
時
に
、

『
亀
山
学
』を
モ
デ
ル
に
、他
の
地
域
に
お
い
て
も
○
○
学
の
展

開
を
期
待
し
た
い
。

（
ぱ
く 

け
い
し
ゅ
く
）

人文学部 准教授　労働法

ソーシャルデザインで
社会的孤立を防ぐ
藤本健太郎編著　ミネルヴァ書房　2014年発行

藤本 真理

社
会
的
孤
立
は
誰
に
で
も
起
こ
り
う
る

　「孤
独
死
」「
孤
立
社
会
」と
い
う
言
葉
を
見
聞
き
し
た
こ
と

が
あ
る
人
は
多
い
だ
ろ
う
。身
寄
り
も
な
く
一
人
暮
ら
し

だ
っ
た
高
齢
者
が
誰
に
も
看
取
ら
れ
ず
に
自
宅
で
最
期
を
迎

え
、か
な
り
時
間
が
経
っ
て
か
ら
発
見
さ
れ
る
、親
や
配
偶
者

の
介
護
の
た
め
に
離
職
し
て
、孤
軍
奮
闘
し
た
末
に
介
護
心

中
を
図
る
、何
と
か
看
取
っ
た
場
合
も
介
護
者
は
自
ら
の
老

後
に
不
安
を
残
す―

そ
う
し
た
事
例
を
メ
デ
ィ
ア
で
見
て

も
、「
彼
ら
は
特
殊
な
理
由
が
あ
る
の
だ
ろ
う
、自
分
は
関
係

な
い
」と
思
う
人
も
い
る
。し
か
し
、メ
デ
ィ
ア
で
紹
介
さ
れ

る「
彼
ら
」は
、も
と
も
と
は「
自
分
」と
同
じ
普
通
の
人
だ
。現

代
は
、普
通
の
人
が
、ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
孤
立
し
、坂
を

転
が
る
雪
だ
る
ま
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
て
い

く
時
代
な
の
だ
。

　現
代
は
、就
職
や
進
学
で
故
郷
を
離
れ
、仕
事
一
筋
の
現
役

時
代
を
過
ご
す
人
は
多
い
。そ
う
い
う
生
活
条
件
の
下
で
は
、

親
戚
付
き
合
い
や
近
所
付
き
合
い
、新
た
な
友
人
と
い
う
の

は
、自
分
か
ら
意
識
し
て
行
動
し
な
い
と
生
ま
れ
な
い
。い

や
、ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、親
戚
、近
所
と
い
っ
た
義
理
の
付

き
合
い（
＝
し
が
ら
み
）は
意
識
し
て
遠
ざ
け
て
き
た
人
が
多

い
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
、し
が
ら
み
の
な
い
生
活
が
快
適

で
楽
な
の
は
、自
分
が
元
気
で
人
生
が
順
調
な
時
だ
け
だ
。

困
っ
た
時
に
助
言
を
く
れ
た
り
少
し
手
伝
っ
て
く
れ
る
、数

日
顔
を
見
せ
な
か
っ
た
ら
気
に
か
け
て
く
れ
る
よ
う
な
相
手

が
い
な
い
こ
と
は
、想
像
以
上
に
人
を
追
い
詰
め
る
。

背
景
の
多
様
性
と

多
角
的
な
分
析
の
必
要
性

　な
ら
ば
、一
生
を
同
じ
地
域
で
過
ご
し
て
い
た
昔
に
戻
れ

る
か
と
い
う
と
戻
れ
な
い
。ど
こ
に
住
み
、ど
ん
な
仕
事
を

す
る
か
を
選
ぶ
自
由
は
捨
て
て
は
な
ら
な
い
し
、昔
の
よ
う

な
社
会
で
は
経
済
活
動
も
立
ち
行
か
な
く
な
る
だ
ろ
う
。行

政
が
手
厚
く
面
倒
を
見
ら
れ
る
か
と
い
う
と
、財
政
難
の
前

に
は
限
度
が
あ
る
。そ
う
し
た
今
日
の
時
代
背
景
を
前
提
と

し
て
、孤
立
防
止
の
観
点
か
ら
ど
の
よ
う
な
政
策
が
新
た
に

必
要
な
の
か
、ど
の
よ
う
な
政
策
を
改
め
る
べ
き
な
の
か
を

検
討
し
て
い
る
の
が
、本
書
で
あ
る
。

　本
書
の
特
徴
は
、経
済
学
、都
市
計
画
、社
会
保
障
な
ど
専

門
分
野
の
異
な
る
様
々
な
研
究
者
の
共
同
作
業
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
あ
る
。孤
立
は
複
数
の
要
素
が
揃
っ
て
起
き

る
。行
政
の
責
任
や
福
祉
政
策
だ
け
を
論
じ
て
も
、そ
れ
は

部
分
的
な
対
処
方
法
に
す
ぎ
な
い
。技
術
革
新
を
促
進
し
て

経
済
活
動
や
社
会
シ
ス
テ
ム
の
維
持
向
上
を
図
る
こ
と
、人

間
の
生
活
の
場
で
あ
る
都
市
の
設
計
の
工
夫
、居
場
所
づ
く

り
、地
域
包
括
ケ
ア
、行
政
の
手
が
回
ら
な
い
需
要
に
応
え

る
人
材
の
確
保
、時
間（
人
生
）の
使
い
方
に
大
き
な
影
響
を

与
え
る
労
働
政
策
な
ど
、可
能
な
限
り
多
角
的
に
孤
立
の
要

因
と
対
策
を
論
じ
た
つ
も
り
で
あ
る
。さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の

人
に
一
読
い
た
だ
き
、社
会
的
孤
立
へ
の
処
方
箋
を
よ
り
多

く
の
人
に
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
ふ
じ
も
と 

ま
り
）

―政策連動と公私連携―
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三
重
県
の
社
会
的
養
護

石
塚 

哲
朗
人
文
学
部
准
教
授

福
祉
経
済
論

設
は
12
施
設
、乳
児
院
は
３
施
設
あ
り
、そ
れ
ぞ
れ

約
4
1
8
人
、35
人
の
児
童
、乳
幼
児
が
入
所
し
て

い
る（
平
成
26
年
12
月
時
点
）。こ
う
し
た
施
設

は
、か
つ
て
孤
児
院
と
も
呼
ば
れ
た
よ
う
に
、親

の
死
亡
や
病
気
な
ど
に
よ
り
両
親
の
養
育
が
得

ら
れ
な
い
児
童
が
主
な
対
象
で
あ
っ
た
が
、近
年

で
は
、実
親
は
い
る
も
の
の
虐
待
な
ど
に
よ
り
家

庭
で
の
養
育
が
適
当
で
な
い
児
童
が
入
所
し
て

い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
平
成
25
年
の
国
の
調
査

に
よ
る
と
、児
童
養
護
施
設
の
児
童
の
6
割
が

「
被
虐
待
経
験
あ
り
」と
の
結
果
も
あ
る
。こ
の

他
に
も
、子
ど
も
の
行
動
上
の
問
題
、特
に
非
行

問
題
を
中
心
に
対
応
す
る
た
め
の
施
設
と
し
て

児
童
自
立
支
援
施
設
が
あ
る
が
、近
年
で
は
非

行
問
題
の
み
で
な
く
家
庭
養
護
の
問
題
を
背
景

に
入
所
す
る
ケ
ー
ス
も
多
く
な
っ
て
い
る
。三

重
県
で
は
一
か
所
設
置
さ
れ（
国
児
学
園
）、
現

在
20
名
程
度
の
児
童
が
入
所
し
て
い
る
。

　
日
本
で
は
従
来
か
ら
、施
設
に
お
け
る
措
置

が
中
心
で
あ
っ
た
が
、近
年
で
は
全
国
的
に
家

庭
的
な
養
護
へ
の
転
換
が
図
ら
れ
て
い
る
。す

な
わ
ち
、す
べ
て
の
子
ど
も
は
、安
心
し
て
自
分

を
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
養
育
者
に
よ
っ
て
、一
人
一

人
の
個
別
的
な
状
況
が
十
分
に
考
慮
さ
れ
な
が

ら
養
育
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
、よ
り

家
庭
的
な
環
境
で
養
育
を
行
う
と
い
う
方
向
性

で
あ
る
。例
え
ば
、児
童
養
護
施
設
は
従
来
、い

わ
ば
学
生
寮
の
よ
う
な「
大
舎
制
」と
い
う
形
で

運
営
さ
れ
て
き
た
。多
く
の
子
ど
も
を
効
率
的

に
ケ
ア
す
る
面
で
は
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
が
、画

一
的
な
ケ
ア
に
も
な
る
等
の
デ
メ
リ
ッ
ト
も
大

き
い
。こ
の
た
め
、施
設
の
小
規
模
化
や
小
規
模

グ
ル
ー
プ
ケ
ア
化
な
ど
の
転
換
が
図
ら
れ
て
い

る
。具
体
的
に
は
、従
来
の
施
設
を
６
名
程
度
の

ユ
ニ
ッ
ト
に
分
割
し
、よ
り
家
庭
的
な
形
態
に

し
て
養
育
を
行
っ
た
り
、地
域
の
一
軒
家
を
活

用
し「
地
域
小
規
模
児
童
養
護
施
設
」と
し
て
、

そ
こ
で
職
員
が
数
人
の
児
童
を
継
続
的
に
養
育

し
た
り
し
て
い
る
。三
重
県
で
も
大
舎
制
か
ら

の
転
換
が
進
ん
で
お
り
、小
規
模
な
ユ
ニ
ッ
ト

は
合
計
24
ユ
ニ
ッ
ト
、地
域
小
規
模
児
童
施
設

は
5
か
所
設
置
さ
れ
て
い
る
。

　
家
庭
的
養
護
の
最
も
進
ん
だ
形
態
は
里
親
委

託
と
い
え
る
。里
親
と
い
う
と
養
子
縁
組
の
イ

メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、社
会
的
養
護
に
お
け
る
里

親
と
は
、一
般
の
夫
婦
等
が
行
政
の
委
託
を
受

け
て
要
保
護
児
童
を
養
育
す
る
も
の
で
あ
る
。

三
重
県
に
お
い
て
は
68
世
帯
に
79
人
の
子
ど
も

が
委
託
さ
れ
て
お
り（
平
成
26
年
12
月
時
点
）、

要
保
護
児
童
に
占
め
る
割
合
は
増
加
傾
向
に
あ

る
も
の
の
全
体
の
2
割
に
も
達
し
て
い
な
い
。

里
親
委
託
に
当
た
っ
て
は
、児
童
の
状
況
に
応

じ
た
適
切
な
里
親
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
こ
と
か
ら
、候
補
と
な
る
里
親
登
録
を

現
在
の
2
0
0
名
程
度
か
ら
さ
ら
に
増
や
し
て

い
く
取
組
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。里
親
は
一
定

の
研
修
等
を
経
れ
ば
登
録
す
る
こ
と
は
可
能
で

あ
り
、将
来
の
社
会
を
担
う
地
域
の
児
童
を
育

成
し
、自
立
を
支
援
す
る
と
い
う
点
で
究
極
の

社
会
貢
献
活
動
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
三
重
県
で
は
平
成
27
年
に「
三
重
県
家
庭
的

養
護
推
進
計
画
」を
策
定
し
、今
後
15
年
間
で
、

施
設
本
体
、地
域
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
、里
親
委

託
の
割
合
を
そ
れ
ぞ
れ
1
/
3
ず
つ
に
変
え
て

い
く
こ
と
を
目
標
と
し
、家
庭
的
養
護
を
進
め

て
い
る
。社
会
的
養
護
に
関
し
て
は
、児
童
が
施

設
を
出
た
後
の
就
業
、自
立
支
援
の
問
題
や
、児

童
へ
の
専
門
的
な
ケ
ア
の
充
実
、施
設
職
員
の

体
制
強
化
な
ど
、様
々
な
課
題
が
山
積
し
て
い

る
が
、こ
の
よ
う
な
家
庭
的
養
護
を
推
進
す
る

こ
と
に
よ
り
、将
来
を
担
う
児
童
が
よ
り
良
い

養
育
環
境
で
育
成
さ
れ
、社
会
に
出
て
活
躍
し

て
い
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

（
い
し
つ
か 

て
つ
ろ
う
）

　
三
重
県
の
総
人
口
は
、平
成
27
年
10
月
時
点

で
約
1
8
2
万
人
で
あ
り
、そ
の
う
ち
65
歳
以

上
は
約
50
万
人（
27・9 

%
）、15
歳
未
満
は
約

23
万
人（
13
・
0
％
）で
あ
る
。日
本
全
体
の
65

歳
以
上
人
口
の
割
合（
高
齢
化
率
）は
26
・
7
%

と
な
っ
て
お
り
、日
本
の
平
均
よ
り
も
高
齢
化

が
進
ん
で
い
る
と
い
え
る
。一
方
、合
計
特
殊

出
生
率（
平
成
26
年
）を
見
る
と
、三
重
県
は

1
・
45
と
全
国
平
均
の
1
・
42
を
上
回
っ
て
い

る
も
の
の
、昭
和
50
年
に
は
1
・
99
あ
っ
た
出

生
率
は
減
少
傾
向
で
あ
り
、今
後
も
少
子
高
齢

化
の
流
れ
が
続
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
家
庭
の
子
育
て
環
境
も
変
化
し
て
い
る
。核

家
族
化
、近
所
の
つ
な
が
り
の
低
下
な
ど
を
背

景
に
、子
育
て
の
密
室
化
、孤
立
化
が
問
題
と

な
っ
て
い
る
。こ
う
し
た
状
況
は
児
童
虐
待
の

報
告
件
数
に
も
表
れ
て
お
り
、三
重
県
の
児
童

虐
待
の
報
告
件
数
を
見
る
と
、平
成
19
年
度
の

5
2
7
件
か
ら
平
成
26
年
度
は
1
、1
1
2
件

へ
と
倍
増
し
て
い
る
。

　
児
童
虐
待
に
つ
い
て
は
そ
の
防
止
が
何
よ
り

も
求
め
ら
れ
る
が
、親
に
よ
る
養
護
が
適
切
で
は

な
い
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、公
的
な
責
任
の

下
で
養
護
が
行
わ
れ
る
こ
と
な
る
。三
重
県
内
に

5
か
所
あ
る
児
童
相
談
所
の
調
整
を
経
て
、施
設

へ
の
入
所
措
置
等
が
講
じ
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
社
会
的
養
護
の
対
象
児
童
は
、全

国
で
約
４
万
６
千
人
い
る
と
さ
れ
、三
重
県
で
も

近
年
5
0
0
人
以
上
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。年

齢
や
児
童
の
状
況
に
よ
り
様
々
な
対
応
が
な
さ

れ
る
が
、一
番
多
い
の
は
児
童
養
護
施
設
や
乳
児

院
へ
の
入
所
で
あ
る
。三
重
県
内
に
児
童
養
護
施

児
童
を
取
り
巻
く
環
境

三重県立国児学園（児童自立支援施設  津市栗真町屋町）。施設敷地内に陶芸窯があり、児童の作品が多数飾られている。

社会福祉法人里山学院（児童養護施設  津市河芸町）。
従来の大舎制の施設を改装し、小規模ユニット化している。

社会福祉法人里山学院（児童養護施設  津市河芸町）。
近隣の家屋（中央）を活用し、地域小規模児童養護施設として
運営している。

■ 児童相談所における虐待対応相談件数
年　度
三重県
全　国

524
37,323

出典：三重県児童相談センター資料。H26は速報値。

H18
527

40,639

H19
395

42,664

H20
541

44,211

H21
858

56,384

H22
930

59,919

H23
1,022
66,701

H24
1,117
73,802

H25
1,112
88,931

H26

■ 三重県の要保護児童の状況
年度
児童養護施設
乳児院
里親
ファミリーホーム
合計
出典：三重県子育て支援課資料。各年度１月時点。

426
33
75
ー
534

H19
394
34
71
ー
499

H20
409
30
76
ー
515

H21
415
35
73
ー
523

H22
425
33
72
9

539

H23
408
35
87
8

538

H24
422
31
86
5

544

H25

１

家
庭
的
養
護
の
促
進

3

社
会
的
養
護
の
現
状

2
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ま
っ
た
く
貫
禄
が
な
い
せ
い
で
、
着
任
当
初

は
学
生
と
間
違
え
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ

け
れ
ど
、
さ
す
が
に
も
う
い
い
歳
な
の
で
、
職

業
を
聞
か
れ
る
こ
と
が
た
ま
に
あ
る
。
そ
ん
な

と
き
は
「
い
や
、
あ
の
、
大
学
の
教
員
で
し
て
」

と
答
え
な
が
ら
、
あ
い
ま
い
な
笑
み
を
浮
か
べ

る
よ
う
に
し
て
い
る
。
で
も
運
が
悪
い
と
続
け

て
こ
う
聞
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。「
な
に
を
研

究
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
か
」「
… 

哲
学

で
す
」「
は
？
」
哲
学
を
研
究
し
て
い
る
か
ら

に
は
も
っ
と
知
的
な
は
ず
だ
と
思
わ
れ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら

シ
ョ
ン
ボ
リ
す
る
。

　
哲
学
を
研
究
す
る
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ

う
か
。
答
え
は
ひ
と
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
だ
し
、

さ
ら
に
そ
こ
に
は
根
深
い
偏
見
が
影
を
落
と
す

こ
と
も
あ
る
（
た
と
え
ば
、
ぼ
く
の
妻
も
哲
学

を
研
究
し
て
い
て
、
し
か
も
ぼ
く
よ
り
は
る
か

に
優
秀
な
の
だ
け
れ
ど
、
自
分
の
職
業
を
述
べ

る
と
ギ
ョ
ッ
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
そ
う
だ
）。

で
も
と
き
に
、
そ
れ
ま
で
の
認
識
を
く
つ
が
え

す
よ
う
な
変
化
が
哲
学
の
な
か
で
生
じ
る
こ
と

だ
っ
て
あ
る
。「
実
験
哲
学
」
と
呼
ば
れ
る
近

年
の
活
動
は
そ
の
ひ
と
つ
だ
。
こ
こ
で「
実
験
」

と
「
哲
学
」
の
つ
な
が
り
に
驚
い
た
ひ
と
も
い

る
か
も
し
れ
な
い
。
哲
学
っ
て
、
ひ
た
す
ら
頭

の
な
か
で
考
え
抜
い
て
、
自
由
、
知
識
、
道
徳
、

美
と
は
な
に
か
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
じ
ゃ

な
い
の
？

　
こ
の
言
葉
を
は
じ
め
て
目
に
し
た
の
は
、
十

年
ち
か
く
前
に
留
学
先
で
論
文
を
読
ん
で
い
た

と
き
の
こ
と
だ
。
そ
の
言
葉
の
響
き
と
、
な
に

よ
り
そ
れ
に
携
わ
っ
て
い
る
研
究
者
た
ち
の
ア

ツ
さ
に
、
な
に
か
お
も
し
ろ
い
こ
と
が
起
き
て

い
る
ら
し
い
と
ワ
ク
ワ
ク
し
た
こ
と
を
覚
え
て

い
る
。

　
実
験
哲
学
と
は
な
に
か
。Joshua Knobe 

（2011

） 

は
そ
れ
が
、
書
斎
で
本
を
読
み
な
が

ら
思
索
に
ふ
け
る
研
究
者
と
い
う
、
よ
く
あ
る

哲
学
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
変
え
た
と
指
摘
し
、
そ

の
研
究
活
動
の
背
後
に
あ
る
動
機
を
こ
う
説
明

す
る
。

哲
学
者
は
あ
る
特
定
の
装
置
に
ほ
ぼ
全
面
に

頼
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
人
間
の
知
性
、
哲
学

者
と
い
う
仕
事
の
原
動
力
と
な
る
思
考
を

生
み
出
す
知
性
だ
。
…
［
中
略
］
… 

そ
し

て
時
折
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
う
ま
く
い

か
な
く
な
る
。
知
性
が
私
た
ち
を
2
つ
の
異

な
る
方
向
に
引
っ
張
り
、
ま
る
で
2
つ
の
内

な
る
声
が
同
じ
問
題
に
つ
い
て
正
反
対
の
答

え
を
述
べ
る
よ
う
な
こ
と
が
生
じ
る
。
／
そ

う
し
た
状
況
で
は
、
知
性
そ
の
も
の
を
探
っ

て
、
自
分
や
他
の
人
々
の
哲
学
的
直
観
が
ど

こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
か
を
科
学
的
に
見
て

み
る
こ
と
が
役
に
立
つ
だ
ろ
う
。（Knobe, 

2011, p. 58

：
邦
訳
83
～
84
ペ
ー
ジ
）

　
哲
学
が
ず
っ
と
頼
り
に
し
て
き
た
道
具
は
、

じ
つ
は
ど
う
で
も
い
い
要
因
で
そ
の
か
た
ち
が
コ

ロ
コ
ロ
変
わ
っ
て
し
ま
う
不
安
定
な
も
の
か
も
し

れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
ロ
ー
カ
ル
な
文
脈
か
ら
も

た
ら
さ
れ
た
偶
然
の
産
物
で
、
誰
も
が
共
有
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
し

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
道
具
が
な
ぜ
／
ど
ん

な
と
き
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
（
あ
る

い
は
そ
も
そ
も
用
い
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
ど

う
か
を
）
あ
ら
た
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ

ろ
う
。
実
験
哲
学
は
こ
こ
で
実
験
心
理
学
の
方

法
を
活
用
す
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
哲
学
の
営

み
そ
の
も
の
を
実
験
を
つ
う
じ
て
批
判
的
に
検

討
す
る
、
学
際
的
な
研
究
活
動
な
の
だ
。

　Knobe

が
「
一
種
の
革
命
」（Knobe, 

2011, p. 58

：
邦
訳
83
ペ
ー
ジ
）
と
表
現
す

る
こ
の
活
動
に
、
ぼ
く
も
ほ
ん
の
す
こ
し
だ

け
れ
ど
参
加
し
て
い
る
（M

achery, et al., 

forthcom
ing

）。
そ
こ
で
研
究
し
た
の
は
知

識
を
め
ぐ
る
判
断
だ
。
知
識
と
は
な
に
か
と
い

う
問
い
は
、
ず
っ
と
西
洋
哲
学
の
関
心
の
的
と

な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
哲
学
者
た
ち
は
、
あ
れ

は
知
識
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
、
こ
れ
は
知

識
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
っ
た
判
断

を
も
と
に
し
て
、
自
身
の
理
論
を
構
築
し
て
き

た
。
つ
ま
り
、
あ
る
事
例
が
知
識
と
み
な
さ
れ

る
か
ど
う
か
の
判
断
が
、
知
識
の
理
論
を
構
築

す
る
う
え
で
大
事
な
道
具
だ
と
さ
れ
て
き
た
わ

け
だ
。
で
も
、
そ
も
そ
も
こ
の
判
断
っ
て
普
遍

的
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
そ
れ
は

文
化
ご
と
に
異
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ

の
ど
ち
ら
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
う
い
っ
た
判
断

を
も
た
ら
す
心
理
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
ど
ん
な
か
た

ち
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
研
究
は
新
鮮
な
学
び
に
満
ち
た
も
の

だ
っ
た
。
い
ろ
ん
な
学
問
的
背
景
を
も
つ
研
究

者
た
ち
と
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
し
、
外
に
豊

穣
な
世
界
が
あ
る
こ
と
を
知
る
機
会
に
も
恵
ま

れ
た
。そ
し
て
な
に
よ
り
う
れ
し
か
っ
た
の
は
、

実
験
哲
学
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
の
ひ
と
り
で
、
学

生
時
代
に
そ
の
著
作
を
翻
訳
し
た
こ
と
の
あ
る

Stephen Stich

と
話
が
で
き
た
こ
と
だ
。

　
そ
ん
な
「
革
命
」
と
し
て
は
じ
ま
っ
た
実
験

哲
学
だ
け
れ
ど
、
お
お
く
が
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
、
お
祭
り
騒
ぎ
の
時
期
は
過
ぎ
て
、
こ
れ
ま

で
の
成
果
を
冷
静
に
検
証
す
る
段
階
へ
と
移
り

つ
つ
あ
る
。
さ
ら
に
よ
く
あ
る
こ
と
だ
け
れ
ど
、

そ
の
検
証
を
つ
う
じ
て
残
る
も
の
は
、
も
し
か
し

た
ら
ほ
と
ん
ど
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で

も
。
み
ず
か
ら
の
拠
り
ど
こ
ろ
さ
え
も
疑
っ
て

そ
れ
を
壊
し
か
ね
な
い
、
そ
ん
な
哲
学
の
あ
や

う
さ
に
惹
か
れ
て
研
究
の
道
に
進
ん
だ
ぼ
く
は
、

実
験
哲
学
に
た
い
し
て
い
ま
な
お
、
哲
学
の
古

典
に
劣
る
こ
と
の
な
い
魅
力
を
感
じ
て
い
る
。

（
う
す
い 

な
お
き
）

Teachers essay

　
実
験
す
る
哲
学
者
？

薄
井 

尚
樹
人
文
学
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准
教
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学
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座 

談

　

三
重
大
学
の
人
文
学
部
に
着
任
し
て
4
年

が
経
と
う
と
し
て
い
る
。
私
が
教
員
1
年
生

の
と
き
に
、1
年
生
と
し
て
入
学
し
て
き
た
ゼ

ミ
生
た
ち
が
様
々
な
経
験
を
経
て
卒
業
し
て
い

く
の
を
見
て
、4
年
間
の
自
分
の
教
育
・
研
究

に
つ
い
て
ふ
と
振
り
返
る
。

　

大
学
院
生
の
頃
、
指
導
教
授
や
研
究
者
の

先
輩
が
、「
院
生
時
代
ほ
ど
幸
せ
な
と
き
は
な

い
。」「
今
し
か
で
き
な
い
研
究
が
あ
る
。」
と

再
三
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
こ
と
を
よ
く
覚
え

て
い
る
。
と
は
い
え
、
当
時
は
将
来
に
対
す

る
不
安
の
方
が
大
き
く
、
あ
ま
り
そ
の
言
葉

の
意
味
が
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思

う
。
確
か
に
今
は
す
べ
て
の
時
間
を
研
究
に

使
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で

得
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
プ
ラ
ス
の
面
も

考
え
て
い
た
以
上
に
大
き
か
っ
た
。
授
業
や

卒
論
指
導
の
過
程
で
自
分
の
な
か
で
の
新
し

い
気
づ
き
が
あ
り
、
そ
れ
が
時
と
し
て
研
究

面
で
の
原
動
力
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。

　

私
の
専
門
は
民
法
と
い
う
法
律
の
な
か
の

「
家
族
法
（
親
族
・
相
続
法
）」
と
い
う
領
域
で

あ
る
。
学
生
に
は
、
授
業
の
は
じ
め
に
「
家
族

法
と
い
う
分
野
に
は
、
婚
姻
・
親
子
関
係
・
相

続
と
い
っ
た
身
近
な
テ
ー
マ
も
多
い
」
と
一
応

紹
介
す
る
が
、
実
際
は
、
問
題
が
起
こ
ら
ず
平

穏
に
暮
ら
し
て
い
れ
ば
、
そ
う
身
近
に
感
じ
る

こ
と
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
と
り
わ
け
、
研

究
テ
ー
マ
で
あ
る
離
婚
後
の
親
権
に
か
か
わ
る

問
題
は
、
こ
れ
か
ら
の
結
婚
を
夢
見
る
年
代
で

あ
る
学
生
た
ち
に
は
、
な
か
な
か
重
い
テ
ー
マ

だ
ろ
う
な
と
い
う
自
覚
は
あ
る
。
し
か
し
、
コ

メ
ン
ト
カ
ー
ド
を
読
ん
で
い
る
と
、
な
か
に
は

親
の
離
婚
を
経
験
し
た
が
ゆ
え
に
、
ま
さ
に
子

の
立
場
か
ら
客
観
視
で
き
て
い
る
と
感
心
さ
せ

ら
れ
る
も
の
や
、
既
存
の
法
体
制
に
と
ら
わ
れ

な
い
柔
軟
な
思
考
を
示
す
も
の
も
あ
り
、
刺
激

を
受
け
た
り
、
励
み
に
な
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
、
大
学
院
生
の
頃
に
は
、「
今

の
時
代
は
外
国
の
文
献
や
裁
判
例
の
よ
う
な

様
々
な
資
料
が
日
本
に
い
な
が
ら
に
し
て
入
手

可
能
で
あ
る
が
、
現
地
へ
行
っ
て
自
分
の
目
で

確
か
め
る
こ
と
は
な
お
重
要
で
あ
る
。」
と
い

う
姿
勢
も
教
わ
っ
た
。
特
に
、
家
族
法
・
親
子

法
の
問
題
を
比
較
法
的
に
考
え
る
た
め
に
は
、

現
地
の
人
た
ち
の
実
際
の
生
活
、
も
の
の
考
え

方
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
海
外
の
方

が
進
ん
で
い
る
か
ら
取
り
入
れ
よ
う
と
い
う
の

で
は
な
く
、
ベ
ー
ス
と
な
る
部
分
の
違
い
を
認

識
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
は
、
確
か

に
、
こ
れ
ま
で
の
短
期
間
の
調
査
で
あ
っ
て
も

感
じ
る
機
会
が
多
か
っ
た
。

　

た
と
え
ば
、
親
権
に
関
し
て
は
、
私
が
比
較

対
象
と
し
て
い
る
ド
イ
ツ
で
は
、
離
婚
後
も
原

則
は
共
同
親
権
の
ま
ま
で
あ
る
。
父
親
か
母
親

の
い
ず
れ
か
一
方
を
親
権
者
と
定
め
る
に
は
、

裁
判
所
に
申
立
て
を
行
っ
て
、
審
理
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
に
お
い
て
も
、
共
同

親
権
の
議
論
は
、
実
は
1
9
8
0
年
代
か
ら

あ
る
。
し
か
し
、
依
然
と
し
て
研
究
者
・
実
務

家
の
賛
否
は
拮
抗
し
て
い
る
。
文
献
で
は
、
ド

イ
ツ
で
は
離
婚
後
の
単
独
親
権
の
規
定
に
つ
い

て
1
9
8
2
年
に
違
憲
判
決
が
出
て
、
し
ば

ら
く
は
裁
判
例
に
よ
っ
て
個
別
に
対
応
し
て
い

た
が
、1
9
9
7
年
の
親
子
法
改
正
に
よ
り
つ

い
に
共
同
親
権
が
立
法
化
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

は
、
ど
こ
に
で
も
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
結
実
に
は
父
親
た
ち
の
運
動
（
当
時
、
親

権
者
決
定
に
お
い
て
、「
母
親
優
先
の
原
則
」

の
影
響
が
大
き
か
っ
た
た
め
）
も
貢
献
し
た
と

い
う
こ
と
や
、
で
は
立
法
化
後
は
規
定
と
現
実

が
乖
離
し
て
い
な
い
の
か
と
い
っ
た
実
態
の
部

分
は
、
現
地
に
足
を
運
ん
で
ヒ
ア
リ
ン
グ
を

行
っ
て
深
く
知
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

反
対
に
、
日
本
の
状
況
を
聞
か
れ
て
答
え
る

と
、
非
常
に
驚
か
れ
る
こ
と
も
多
い
。
た
と
え

ば
、
日
本
で
は
離
婚
後
の
非
親
権
者
と
子
と
の

面
会
交
流
は
、
月
1
回
あ
れ
ば
「
優
秀
」
で
、

夏
休
み
等
の
長
期
休
暇
に
行
わ
れ
れ
ば
良
い
方

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
話
す
と
、
か
な
り
目
を

丸
く
さ
れ
て
し
ま
う
。「
そ
ん
な
間
隔
で
は
、

小
さ
な
子
で
あ
れ
ば
、
父
親
（
母
親
）
で
あ
る

こ
と
を
忘
れ
て
、
た
ま
に
遊
ぶ
お
じ
さ
ん
（
お

ば
さ
ん
）
に
な
っ
て
し
ま
う
。」
と
。
ド
イ
ツ

で
は
、
単
独
親
権
の
場
合
も
14
日
ご
と
に
2

時
間
は
面
会
交
流
を
行
う
の
が
一
般
的
な
状
況

で
、
乳
児
の
場
合
は
そ
れ
以
上
が
望
ま
し
い
と

さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

　

た
だ
、
面
会
交
流
も
た
く
さ
ん
行
え
ば
良
い

の
か
と
い
う
と
、そ
う
簡
単
な
問
題
で
も
な
い
。

日
本
に
は
面
会
交
流
の
援
助
機
関
と
し
て
は
、

い
く
つ
か
民
間
団
体
（
家
裁
裁
判
官
・
調
査
官

の
定
年
退
官
者
を
中
心
と
し
た
団
体
等
）
が
あ

る
の
み
で
、
最
近
、
注
目
さ
れ
は
じ
め
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
こ
の
よ
う
な

団
体
が
今
や
各
地
に
あ
り
、
元
夫
・
元
妻
と
い

う
関
係
を
乗
り
越
え
て
、
子
の
親
と
し
て
の
関

係
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
様
々
な
支
援

を
行
っ
て
い
る
。

　

付
添
い
交
流
と
い
う
、
専
門
家
が
隣
の
部
屋

で
見
守
る
介
入
度
の
高
い
面
会
交
流
援
助
に
つ

い
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
し
て
い
た
と
き
、「
ち
ょ
う

ど
数
日
後
に
、
母
親
が
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
、
父

親
が
著
し
い
精
神
不
安
定
の
た
め
離
婚
に
至
っ

た
と
い
う
ケ
ー
ス
で
、
現
在
は
一
時
的
に
里
親

に
養
育
さ
れ
て
い
る
女
の
子
の
面
会
交
流
が
行

わ
れ
る
か
ら
、
実
際
の
様
子
を
見
て
み
る
？
」

と
勧
め
ら
れ
、
立
ち
会
う
機
会
を
得
た
。
そ
の

地
域
（
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
）
で
は
、
援
助
機
関

や
裁
判
所
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
機
関
が
相
互
に

連
携
す
る
協
働
モ
デ
ル
が
構
築
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
成
果
も
あ
り
、
父
母
間
に
積
極
的
な
会
話

は
な
か
っ
た
も
の
の
、
落
ち
着
い
て
子
と
接
し

て
い
る
様
子
が
窺
え
た
。
何
よ
り
も
父
と
母
が

揃
っ
た
と
き
の
子
の
笑
顔
は
印
象
的
で
、
今
も

忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
面
会
交
流
の
適
切
な
保
障
を

し
て
い
く
こ
と
が
、
ま
ず
前
提
で
あ
る
。
そ
の

う
え
で
、
現
実
を
見
据
え
つ
つ
も
、
共
同
養
育

を
視
野
に
入
れ
て
、
少
し
ず
つ
子
の
福
祉
の
幅

を
広
げ
て
い
く
、
そ
の
よ
う
な
研
究
の
一
助
を

担
え
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。

（
い
な
が
き 

と
も
こ
）

Teachers essay

稲
垣 

朋
子
人
文
学
部
准
教
授　

家
族
法

　
4
年
間
の
教
育
・
研
究
と
こ
れ
か
ら

マールブルクの大学町の眺め

レーゲンスブルクの法と正義の女神・ユスティティア
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三重大学人文学部「公開ゼミ・公開講座」報告
深田 淳太郎　人文学部准教授・文化人類学

　三重大学人文学部は、文学・哲学・歴史学・言語学・文化人類学・社会学
等からなる文化学科と、法学・経済学・政治学・経営学からなる法律経済
学科とからなっています。このような多様な研究領域をもつ点が、人文学
部の特色のひとつです。そして、この特徴を生かした事業の一つが、市民
のみなさまを対象に開講している公開ゼミ・公開講座です。
　今年度は、少人数の公開ゼミを5つ、人数を制限しない公開講座を6つ
開講いたしました。以下にご覧いただけますように、文学、言語学、人類学
から政治学、経済学、法学まで幅広い分野の教員が工夫を凝らした講義
を行ないました。5つの公開ゼミには119名、6つの公開講座には242名、
全体ではのべ361名の方々からお申し込みいただきました。昨年度よりも
開講数を増やし、より多くの市民の皆様にご参加いただくことができまし
た。例年のように複数のゼミ・講座を受講していただく「常連さん」から、
今年度はじめていらした方まで、幅広い方がご参加くださいました。
　学生を相手にした講義を毎日のようにやっているわれわれ教員です
が、公開ゼミ・公開講座の際にはどれだけしっかり準備をしても、やはりど
こかいつもとは違う緊張感があります。みなさん大変に熱心にこちらの話
をお聴きくださり、その学習意欲に圧倒されるということはもちろんです
が、投げかけられる質問にはハッとさせられることが少なくありません。

若い学生からは決して出てこない、幅広い受講者の皆様それぞれの人生
経験に裏打ちされた質問に向き合う中で、私たち教員も大学や専門領域
の中で閉じこもっているだけではなく、もっと広い視野で勉強をしていか
なければならないと思いを新たにさせられます。
　近年の少子化によって今後大学生の数が減っていくことは避けられず、
また昨年度は大学の文系学科の廃止が新聞で取り沙汰されるなど、地方
国立大学の文系学部にとっては厳しい状況になっています。こういった中
でやっていくべきは、しっかりと教育を行なって優秀な学生を世間に出し
てくことはもちろん、それにプラスして地域のみなさまにとっても「あって
良かった」と思っていただけることを積極的にやっていくことだと思いま
す。公開ゼミ・公開講座は、人文学部教員が研究・教育・その他の業務の
合間を縫って実施しておりますので、開講時間が不便であったり、開講す
るゼミ・講座の数が少ない、分野に偏りが出るなど、まだまだ行き届かな
いところもありますが、大学のもつ資源の地域への還元のひとつとして、
そして地域の皆様との相互交流の機会として、今後も実施していきたい
と思っております。来年度も多くの皆様のご参加をお待ちしています。

（ふかだ　じゅんたろう）

2016年度人文学部「公開ゼミ・公開講座」一覧

番号 講師名テーマ 日程 時間帯

公開ゼミ

10：30～12：00

13：00～14：30

16：20～17：50

19：00～20：30

13：00～17：50
（3回連続）

１

2

3

4

5

赤岩 隆
（人文学部・教授）アパルトヘイトと詩：Dennis Brutusの場合

下記URLから公開ゼミ・公開講座の概要やお申込み方法などをご覧いただけます。

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

「性犯罪厳罰化」の内容を検討する

災害時に地方自治体はどんな役割を果たすのか

もっと知りたい台湾

映像で見る「経済人類学」の世界

９月　9日（金）
９月16日（金）
９月30日（金）
10月　4日（火）
10月11日（火）
10月18日（火）

10月18日（火）
10月25日（火）
11月　1日（火）

10月15日（土）

11月28日（月）
12月　5日（月）
12月12日（月）

10月　3日（月）

田中 亜紀子
（人文学部・教授）

前田 定孝
（人文学部・准教授）

福田 和展
（人文学部・教授）

深田 淳太郎
（人文学部・准教授）

番号 講師名テーマ 日程 時間帯

公開講座

１

2

3

4

5

6

ことばの意味について考える

社会保障制度について考える

グローバリゼーションの政治経済学

アジア社会の近代化とキリスト教布教

10：30～12：00

10月　6日（木） 19：00～20：30

澤田 治
（人文学部・准教授）

樹神 成
（人文学部・教授）

10月25日（火） 19：00～20：30

プーチンのロシア・大航海時代と内陸ユーラシア
北大西洋条約機構と欧州評議会／大統領と国家元首

森原 康仁
（人文学部・准教授）

11月10日（水） 19：00～20：30石井 眞夫
（人文学部・名誉教授）

12月　9日（金） 10：30～12：00石塚 哲朗
（人文学部・准教授）

12月　9日（金） 13：00～14：30ドイツにおける負の遺産と「想起の文化」 大河内 朋子
（人文学部・教授）
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三重大学人文学部｢TRIO｣を応援しています。

TRIO協賛企業

文書館の昼休み、マドリードにて
川口 敦子

Zakkan

「レティーロ公園のバラ園」

　TRIO18号をお届けします。過去数年間の特集

テーマは、観光、博物館、演劇のように文化が中心と

なっていましたので、今号では久しぶりに社会科学に

関する特集を組もうと、ほぼそれだけを決めて編集を

スタートさせました。選挙権年齢が18歳に引き下げら

れ、新制度下で最初の選挙も行われたことに鑑み、

若者の政治参画を考えるという特集となりました。ま

た、今年度の「三重の文化と社会」は志摩市をとりあ

げました。

　編集の過程では、参考のために過去の号を何度か

読み返すことがありましたが、特集記事、エッセイとも

に時間が経ってから読み直すと新たな発見があった

りして楽しかったです。みなさまもお時間がありまし

たらぜひどうぞ。

　最後に、座談会にご参加くださったみなさま、文章

をお寄せくださったみなさまに、編集委員を代表して

御礼申し上げます。（堀内）

館
、湖
に
噴
水
と
、目
を
楽
し
ま
せ
る
も
の
が
多
く
て
つ
い
寄
り
道

し
て
し
ま
い
、宿
に
戻
る
時
間
が
な
い
。そ
の
後
、文
書
館
で
二
〇
時

ま
で
み
っ
ち
り
仕
事
を
し
た
ら
、軽
い
め
ま
い
に
襲
わ
れ
た
。焼
け

つ
く
よ
う
な
日
差
し
の
せ
い
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。公
園
で
は
木
陰
で

居
眠
り
す
る
地
元
の
人
を
見
か
け
た
が
、な
る
ほ
ど
、シ
エ
ス
タ
の

時
間
帯
は
体
を
休
め
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正
解
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の
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憩
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か
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で
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れ
か
ら
の
午
後
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査
で
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れ
が
軽
減
し
た
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　日
本
で
も
真
夏
く
ら
い
は
シ
エ
ス
タ
を
や
れ
ば
い
い
の
に
と
思

う
の
だ
が
、最
近
、ス
ペ
イ
ン
は
シ
エ
ス
タ
廃
止
の
方
向
だ
と
い
う
。

経
済
効
率
を
上
げ
る
た
め
ら
し
い
が
、本
当
に
そ
ん
な
こ
と
が
で
き

る
の
だ
ろ
う
か
。あ
の
暑
さ
だ
け
は
、経
済
効
率
で
は
乗
り
越
え
ら

れ
な
い
と
思
う
の
だ
が
。

（
か
わ
ぐ
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あ
つ
こ
）

人
文
学
部
准
教
授

　日
本
語
学（
国
語
史
）

　ス
ペ
イ
ン
に
は「
シ
エ
ス
タ
」と
い
う
長
い
昼
休
み
が
あ
る
。南
欧

の
夏
は
暑
く
、日
照
時
間
も
長
い
の
で
、暑
さ
の
ピ
ー
ク
が
過
ぎ
て

か
ら
仕
事
を
再
開
す
る
、と
い
う
の
は
理
に
適
っ
て
い
る
と
思
う
。

　九
月
下
旬
、私
は
マ
ド
リ
ー
ド
の
文
書
館
に
い
た
。一
七
世
紀
、宣

教
師
が
日
本
か
ら
ス
ペ
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ン
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て
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送
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書
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一
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一
三
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六
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二
〇
時
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型

的
な
ス
ペ
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ン
の
ビ
ジ
ネ
ス
ア
ワ
ー
だ
。三
時
間
の
昼
休
み
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ど
う

過
ご
そ
う
か
と
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て
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書
館
近
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の
レ

テ
ィ
ー
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公
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す
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と
に
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た
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ラ
ド
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術
館
の
東
に

あ
る
広
大
な
公
園
で
、マ
ド
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ー
ド
市
民
の
憩
い
の
場
。地
図
を
見

る
と
、公
園
内
を
ま
っ
す
ぐ
抜
け
て
い
け
ば
歩
い
て
三
〇
分
程
度
で

宿
に
着
け
そ
う
だ
。昼
食
に
一
時
間
、宿
で
の
休
憩
に
一
時
間
、文
書

館
ま
で
バ
ス
で
二
〇
分
、こ
れ
で
約
三
時
間
、完
璧
。……

の
は
ず

だ
っ
た
。い
ざ
レ
テ
ィ
ー
ロ
公
園
に
行
っ
て
み
る
と
、バ
ラ
園
、博
物

座 
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