
　
「
人
口
減
少
社
会
」
が
言
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
。
し
か
し
、

「
一
九
七
〇
年
代
に
一
億
を
超
え
た

人
口
が
、
二
〇
五
〇
年
頃
に
は
一
億

を
切
る
」と
い
っ
た
よ
う
な
話
で
は
、

多
く
の
人
に
当
事
者
意
識
を
喚
起
す

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
点

で
、「
二
〇
四
〇
年
ま
で
に
８
９
６

の
自
治
体
が
消
滅
す
る
可
能
性
が
あ

る
」
と
い
う
日
本
創
成
会
議
の
推
計

は
、
衝
撃
を
与
え
る
も
の
だ
っ
た
。

二
〇
一
〇
年
か
ら
二
〇
一
五
年
ま
で

の
人
口
移
動
の
水
準
が
続
け
ば
、
と

い
う
前
提
は
、
言
い
換
え
れ
ば
「
こ

の
ま
ま
で
漫
然
と
過
ご
せ
ば
未
来
を

失
う
」
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

人
口
動
態
を
自
治
体
単
位
に
落
と

し
込
ん
で
見
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
人
口
減
少
社
会
」
は
遠
い
将
来
の

話
で
は
な
く
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の

選
択
い
か
ん
に
か
か
わ
る
こ
と
が
、

こ
れ
ま
で
よ
り
は
リ
ア
ル
に
な
り
つ

つ
あ
る
。
そ
し
て
東
京
都
内
に
も
消

滅
可
能
性
の
あ
る
自
治
体
が
あ
る
、

過
疎
地
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
む

し
ろ
都
市
部
に
と
っ
て
こ
そ
深
刻
で

あ
る
こ
と
を
突
き
つ
け
た
。

　

さ
て
、
こ
こ
か
ら
ど
う
す
る
か
。

自
分
だ
け
は
助
か
ろ
う
、
と
い
う
浅

知
恵
に
走
る
も
の
も
当
然
で
て
く
る

だ
ろ
う
。「
な
ん
と
か
な
る
」
と
い

う
根
拠
な
き
楽
観
も
、「
も
は
や
手

遅
れ
」
と
い
う
安
易
な
悲
観
も
、「
あ

る
が
ま
ま
の
現
実
と
向
き
合
う
」
こ

と
の
欠
如
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
ど

う
な
っ
て
お
り
、ど
う
な
り
う
る
か
」

と
い
う
事
実
と
向
き
合
う
と
こ
ろ
か

ら
こ
そ
、
未
来
を
選
び
取
る
当
事
者

意
識
は
形
成
さ
れ
る
。

　

そ
れ
は
す
で
に
自
治
の
現
場
で

の
、
確
か
め
ら
れ
た
事
実
だ
。
例
え

ば
、伊
賀
市
は
平
成
の
合
併
の
際
に
、

二
〇
二
五
年
、
高
齢
化
率
35
％
を
迎

え
る
状
況
で
生
き
残
れ
る
ま
ち
づ
く

り
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
新
市
の
計

画
を
市
民
が
策
定
し
て
い
る
。
伊
勢

市
で
は
、
人
口
動
態
を
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
単
位
に
落
と
し
込
ん
で
、
そ

こ
か
ら
地
域
の
課
題
に
住
民
と
と
も

に
取
り
組
も
う
と
し
て
い
る
（
次
号

に
伊
勢
市
長
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
掲

載
予
定
）。

　

こ
う
し
た
地
域
自
治
の
取
り
組
み

は
、
圧
倒
的
に
地
方
が
先
行
し
て
い

る
。
そ
れ
を
「
都
市
部
で
は
ム
リ
」

と
他
人
事
で
済
ま
せ
て
い
ら
れ
る

か
。
二
〇
二
一
年
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

の
翌
年
か
ら
東
京
で
も
人
口
減
少
が

始
ま
る
。
子
ど
も
を
生
み
難
い
・
育

て
難
い
、
超
少
子
化
の
東
京
で
、
高

齢
化
率
は
二
〇
一
三
年
の
22
％
か
ら

二
〇
五
〇
年
に
は
37
％
と
推
計
さ
れ

て
い
る
。
率
で
は
実
感
が
乏
し
い

が
、
一
千
万
人
の
人
口
な
ら
15
％
は

一
五
〇
万
人
を
意
味
す
る
。

　
「
私
た
ち
の
眼
前
に
ま
ず
広
が
っ

て
く
る
の
が
、
私
が
『
二
〇
二
二
年

問
題
』
と
言
っ
て
き
た
こ
と
で
す
。

団
塊
の
世
代
が
二
〇
一
二
年
か
ら

一
四
年
の
間
に
、
六
十
五
歳
を
迎
え

て
い
ま
す
。
定
年
延
長
等
は
あ
り
ま

し
た
が
、
完
全
に
リ
タ
イ
ア
を
始
め

た
。
そ
の
総
数
は
お
よ
そ
七
五
〇
万

か
ら
八
〇
〇
万
く
ら
い
。
～
中
略
～

あ
と
十
年
経
つ
と
、
今
よ
り
も
現
役

世
代
が
少
な
い
中
で
、
団
塊
の
世
代

の
皆
さ
ん
が
後
期
高
齢
者
に
な
る
。

～
中
略
～
介
護
を
受
け
た
く
て
も
受

け
ら
れ
な
い
人
が
、
地
域
に
大
量
に

発
生
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
あ
と
八

年
し
か
あ
り
ま
せ
ん
」（
岩
崎
・
四

日
市
大
学
教
授　

六
面
参
照
）。

　

二
〇
二
二
年
の
「
ど
う
な
っ
て
お

り
、
ど
う
な
り
う
る
か
」
か
ら
、
こ

れ
か
ら
の
八
年
間
を
考
え
る
。
そ
の

当
事
者
意
識
が
都
市
部
に
も
求
め
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
自

分
の
人
生
の
オ
ー
ナ
ー
で
す
ら
な
い

と
い
う
、
当
事
者
意
識
な
き
ユ
ー
レ

イ
が
大
量
に
あ
ふ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
の
面
倒
を
税
金
で
見
ら
れ
る

よ
う
な
財
政
状
況
で
は
、
も
は
や
な

い
こ
と
は
周
知
の
事
実
だ
。　
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―
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総
会
報
告

イ
ン
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ビ
ュ
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か
ら
四
年
目

２
―
５
面　

戸
羽
太
・
陸
前
高
田
市
長

　
　
　
　
　

河
野
通
洋
・
八
木
澤
商
店
社
長

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

地
域
の
課
題
を
解
決
す
る

　
　
　

地
域
の
総
合
力
―
地
域
自
主
組
織
の
底
力

５
―
８
面　

問
題
提
起

　
　
　
　
　

岩
崎
恭
典
・
四
日
市
大
学
教
授

８
―
17
面　

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
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18
面
へ
続
く

当
事
者
意
識
は
「
ど
う
な
っ
て
お
り
、
ど
う

な
り
う
る
か
」
と
向
き
合
う
と
こ
ろ
か
ら

　
「
が
ん
ば
ろ
う
、
日
本
！
」
国
民

協
議
会
第
七
回
大
会
第
四
回
総
会

が
、
五
月
十
七
日
開
催
さ
れ
た
。
第

三
回
総
会
か
ら
一
年
を
経
て
今
回
の

第
四
回
総
会
で
は
、
第
七
回
大
会

（
二
〇
一
二
年
一
月
）
以
来
二
年
あ

ま
り
、「
自
治
分
権
」
を
軸
に
深
め

て
き
た
集
積
を
整
理
し
、
第
八
回
大

会
を
ど
う
準
備
し
て
い
く
か
を
共
有

す
る
目
的
で
開
催
さ
れ
た
。
以
下
は

そ
の
報
告
。
な
お
、
諸
富
徹
・
京
都

大
学
教
授
よ
り
「
自
治
意
識
を
い
か

に
涵
養
す
る
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
で

問
題
提
起
を
、
福
嶋
浩
彦
・
中
央
学

院
大
学
教
授
か
ら
は
、
公
共
施
設
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
を
切
り
口
に
、
市
民
の

合
意
形
成
に
つ
い
て
の
問
題
提
起
を

し
て
い
た
だ
い
た
。

●
七
回
大
会
以
降
の
集
積

《「
日
本
再
生
」
タ
イ
ト
ル
か
ら
、
ふ

り
か
え
る
》

　

第
七
回
大
会（
二
〇
一
二
年
一
月
）

は
「
自
治
分
権
・
オ
ー
プ
ン
な
協
働

を
促
進
す
る
た
め
の
新
し
い
多
数
派

形
成
を
」
と
し
て
開
催
。
問
題
設
定

と
し
て
は「
政
権
交
代
は
一
歩
前
進
、

そ
れ
ゆ
え
の『
迷
走
』（
時
に
は
逆
走
）

と
向
き
合
う
な
か
か
ら
、
民
主
主
義

の
新
た
な
主
体
を
鍛
え
る
」
と
い
う

六
回
大
会
（
二
〇
一
〇
年
一
月
）
の

方
向
性
を
、「
新
し
い
」
ス
テ
ー
ジ

と
し
て
明
確
に
可
視
化
し
て
い
く
。

「
自
治
分
権
」
を
基
軸
と
し
て
、「
民

主
主
義
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」「
21

世
紀
の
課
題
」「
未
来
か
ら
の
視
点
」

等
と
し
て
集
積
し
て
き
た
こ
と
が
、

3.11

を
契
機
に
臨
界
質
量
を
超
え
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　

同
時
に
、「『
失
わ
れ
た
20
年
』
の

第
七
回
大
会
　
第
四
回
総
会
　
報
告

自
治
の
当
事
者
意
識
を
涵
養
し
、「
未
来
へ
投

資
す
る
社
会
」
の
社
会
的
連
帯
を
育
む

た
た
み
方
、
新
し
い
未
来
の
立
ち
上

げ
方
」（
四
〇
五
号　

2013/2/1

）、

あ
る
い
は
「
未
来
を
搾
取
す
る
社
会

か
ら
未
来
へ
投
資
す
る
社
会
へ
～
そ

の
政
策
転
換
を
自
治
の
現
場
か
ら
」

（
四
〇
七
号　

2013/4/1

）、「
自
治

の
現
場
か
ら
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の

叢
生
を
」（
四
〇
九
号　

2013/6/1

）

の
よ
う
に
、
転
換
の
方
向
性
が
見
え

た
う
え
で
の
「
移
行
過
程
」
の
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
も
整
理
。（
漸

進
主
義
の
ア
プ
ロ
ー
チ
）

《「
ど
う
な
っ
て
お
り
、
ど
う
な
り
う

る
か
」
～
あ
る
が
ま
ま
の
現
実
と
向

き
合
う
地
力
の
集
積
》

　

〇
九
年
の
政
権
交
代
は
、
21
世
紀

の
重
い
現
実
か
ら
「
わ
が
国
が
ど
う

な
っ
て
お
り
、
ど
う
な
り
う
る
か
」

を
共
有
す
る
契
機
と
す
べ
き
も
の
で

あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
圧
倒
的
に
自
治

の
現
場
で
集
積
さ
れ
た
。
こ
れ
と
の

対
比
に
よ
っ
て
永
田
町
・
霞
ヶ
関
・

丸
の
内
・
虎
ノ
門
、
お
よ
び
都
市
部

に
お
け
る
ユ
ー
レ
イ
状
況
も
可
視
化

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
も

3.11

が
決
定
的
。

　

今
や
人
口
動
態
の
推
計
を
前
提
に

議
論
す
る
こ
と
は
、「
未
来
へ
投
資

す
る
社
会
」
や
「
自
治
」
が
見
え
て

い
る
地
方
議
員
、
首
長
で
は
当
た
り

前
。
日
本
全
体
で
～
と
い
う
話
で
は

な
く
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
単
位
で「
ど

う
な
っ
て
お
り
、ど
う
な
り
う
る
か
」

を
住
民
と
共
有
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始

ま
っ
て
い
る
。

　
「
不
都
合
な
現
実
」
と
い
わ
れ
た

よ
う
に
、依
存
と
分
配
の
心
性
で
は
、

あ
る
が
ま
ま
の
現
実
に
む
き
あ
う
こ

と
は
で
き
な
い
。
あ
る
が
ま
ま
の
現

実
に
「
ど
う
な
っ
て
お
り
、
ど
う
な

り
う
る
か
」
と
向
き
合
う
と
こ
ろ
か

ら
自
治
の
当
事
者
意
識
も
、
現
実
を

変
え
る
た
め
の
忍
耐
力
も
生
ま
れ
て

く
る
。
こ
の
集
積
が
可
視
化
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
都
市
部
の
ユ
ー
レ

イ
に
も
「
気
づ
き
」
の
分
解
が
始
ま

る
。

　

島
根
県
で
は
「
田
舎
の
田
舎
」
に

新
た
な
定
住
の
波
が
訪
れ
て
い
る
と

い
う
。
県
内
中
山
間
地
域
の
２
１
８

エ
リ
ア
（
公
民
館
区
や
小
学
校
区
等

の
基
礎
的
な
生
活
圏
）
に
つ
い
て
、

08
年
と
13
年
の
住
民
基
本
台
帳
に
よ

る
人
口
デ
ー
タ
を
分
析
し
た
結
果
、

３
分
の
１
を
超
え
る
73
の
エ
リ
ア

で
、
４
歳
以
下
の
子
ど
も
の
数
が
五

年
前
に
比
べ
て
増
え
て
い
る
こ
と
が

判
明
し
た
。
し
か
も
、
子
ど
も
が
増

加
し
た
エ
リ
ア
の
分
布
は
、
山
間
部

や
離
島
と
い
っ
た
「
田
舎
の
田
舎
」

が
大
半
を
占
め
て
い
る
と
い
う
。（
藤

お
金
の
流
れ
・
人
の
流
れ
を
変
え
て
、

望
む
未
来
を
選
び
取
る

山
浩
・
島
根
県
中
山
間
地
域
研
究
セ

ン
タ
ー
研
究
統
括
監　

山
陰
中
央
新

報4/27

）

　

こ
れ
も3.11

で
臨
界
質
量
を
超

え
た
新
し
い
地
殻
変
動
の
現
れ
だ
ろ

う
。
20
世
紀
型
の
規
模
・
効
率
の
経

済
か
ら
、
持
続
性
・
循
環
型
の
経
済

へ
、
大
規
模
集
中
型
シ
ス
テ
ム
か
ら

自
立
（
自
律
）
分
散
型
シ
ス
テ
ム
へ

と
い
う
経
済
、
社
会
の
大
き
な
転
換

が
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス

は
、
小
さ
な
実
験
・
実
践
の
相
互
作

用
と
積
み
重
ね
（
漸
進
主
義
の
ア
プ

ロ
ー
チ
）
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
だ
。
至
る
と
こ
ろ
で
「
小

さ
い
か
ら
こ
そ
で
き
る
『
新
し
い
現

実
』」
を
作
り
出
す
こ
と
で
、
気
が

つ
い
た
ら
社
会
が
大
き
く
変
わ
っ
て

い
た
。
そ
う
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
始

ま
っ
て
い
る
。

　

二
〇
一
〇
年
代
に
は
、
こ
れ
ま
で

中
山
間
地
域
を
支
え
て
き
た
担
い
手

が
大
量
に
引
退
す
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
集
落
自
体
の
消

滅
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。
こ
う

し
た
地
域
に
人
が
暮
ら
し
、
生
業
を

営
む
こ
と
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
き

た
、
水
を
は
じ
め
と
す
る
国
土
保
全

の
機
能
も
危
う
く
な
る
。

　

同
時
に
都
市
部
に
お
い
て
は
、
高

度
成
長
期
に
建
て
た
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

が
オ
ー
ル
ド
タ
ウ
ン
に
な
り
、
過
疎

地
と
変
わ
ら
な
い
高
齢
化
率
の
と
こ

ろ
や
、
都
市
部
の
「
限
界
集
落
」
も

出
て
き
て
い
る
。

　

都
市
部
と
田
舎
の
ふ
た
つ
の
危

機
。
こ
れ
に
そ
れ
ぞ
れ
が
バ
ラ
バ
ラ

に
対
処
す
る
の
で
は
な
く
、
新
し
い

関
係
性
・
連
携
を
つ
く
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
お
金
の

流
れ
・
人
の
流
れ
を
変
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
社
会
を
変
え
る
。
そ
う
い
う

「
実
験
」
も
始
ま
っ
て
い
る
。
中
山

間
地
の
再
エ
ネ
に
対
す
る
市
民
フ
ァ

ン
ド
、
疎
開
保
険
（
智
頭
町
）
の
よ

う
な
試
み
も
あ
れ
ば
、
移
住
や
（
姑

息
な
計
算
も
一
部
、
紛
れ
込
ん
だ
）

ふ
る
さ
と
納
税
も
あ
る
。

　

3.11

で
は
、
水
や
食
料
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
い
っ
た
生
存
の
基
盤
を
す
べ

て
他
人
任
せ
に
し
た
「
便
利
な
暮
ら

し
」
の
危
う
さ
を
、
都
市
部
の
ユ
ー

レ
イ
も
思
い
知
ら
さ
れ
た
は
ず
だ
。

お
金
さ
え
払
え
ば
電
気
は
い
つ
で
も

使
え
る
、
と
い
う
一
方
的
な
消
費
者

の
ま
ま
な
の
か
。「
コ
ン
セ
ン
ト
の

向
こ
う
」
に
も
当
事
者
意
識
を
持
つ

の
か
。

　

規
模
・
効
率
の
経
済
な
の
か
、
持

続
性
・
循
環
型
の
経
済
な
の
か
、
と

い
う
二
項
対
立
、
二
者
択
一
の
発
想

こ
そ
、
卒
業
し
よ
う
。
単
線
構
造
、

単
一
構
造
は
脆
い
。
規
模
の
経
済
の

一
方
で
、
持
続
性
・
循
環
型
の
経
済

と
い
う
基
盤
も
し
っ
か
り
確
保
す

る
。
複
層
性
、多
様
性
こ
そ
が
強
い
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
再
エ
ネ
普
及
の
背

景
に
は
、
ロ
シ
ア
の
ガ
ス
へ
の
依
存

度
を
低
め
る
と
い
う
安
全
保
障
の
観

点
も
あ
る
。
同
時
に
、
都
市
と
田
舎

と
の
お
金
・
人
の
循
環
、
流
れ
も
新

し
く
変
わ
っ
て
く
る
（
変
わ
っ
て
き

て
い
る
）。

　

お
金
の
流
れ
、
人
の
流
れ
（
つ
な

が
り
）
を
変
え
て
、社
会
を
変
え
る
。

そ
う
や
っ
て
、
望
む
未
来
を
選
び
取

る
。
そ
の
当
事
者
意
識
を
涵
養
し
、

共
有
し
よ
う
。

　

第
四
回
総
会
で
は
、
こ
う
し
た
視

点
か
ら
、
第
八
回
大
会
を
ど
う
準
備

し
て
い
く
か
に
つ
い
て
議
論
し
た
。

お
金
の
流
れ
を
変
え
る
。
人
の
流
れ
を
変
え
る
。

望
む
未
来
を
選
び
取
る
。



　
「
人
口
減
少
社
会
」
が
言
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
。
し
か
し
、

「
一
九
七
〇
年
代
に
一
億
を
超
え
た

人
口
が
、
二
〇
五
〇
年
頃
に
は
一
億

を
切
る
」と
い
っ
た
よ
う
な
話
で
は
、

多
く
の
人
に
当
事
者
意
識
を
喚
起
す

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
点

で
、「
二
〇
四
〇
年
ま
で
に
８
９
６

の
自
治
体
が
消
滅
す
る
可
能
性
が
あ

る
」
と
い
う
日
本
創
成
会
議
の
推
計

は
、
衝
撃
を
与
え
る
も
の
だ
っ
た
。

二
〇
一
〇
年
か
ら
二
〇
一
五
年
ま
で

の
人
口
移
動
の
水
準
が
続
け
ば
、
と

い
う
前
提
は
、
言
い
換
え
れ
ば
「
こ

の
ま
ま
で
漫
然
と
過
ご
せ
ば
未
来
を

失
う
」
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

人
口
動
態
を
自
治
体
単
位
に
落
と

し
込
ん
で
見
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
人
口
減
少
社
会
」
は
遠
い
将
来
の

話
で
は
な
く
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の

選
択
い
か
ん
に
か
か
わ
る
こ
と
が
、

こ
れ
ま
で
よ
り
は
リ
ア
ル
に
な
り
つ

つ
あ
る
。
そ
し
て
東
京
都
内
に
も
消

滅
可
能
性
の
あ
る
自
治
体
が
あ
る
、

過
疎
地
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
む

し
ろ
都
市
部
に
と
っ
て
こ
そ
深
刻
で

あ
る
こ
と
を
突
き
つ
け
た
。

　

さ
て
、
こ
こ
か
ら
ど
う
す
る
か
。

自
分
だ
け
は
助
か
ろ
う
、
と
い
う
浅

知
恵
に
走
る
も
の
も
当
然
で
て
く
る

だ
ろ
う
。「
な
ん
と
か
な
る
」
と
い

う
根
拠
な
き
楽
観
も
、「
も
は
や
手

遅
れ
」
と
い
う
安
易
な
悲
観
も
、「
あ

る
が
ま
ま
の
現
実
と
向
き
合
う
」
こ

と
の
欠
如
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
ど

う
な
っ
て
お
り
、ど
う
な
り
う
る
か
」

と
い
う
事
実
と
向
き
合
う
と
こ
ろ
か

ら
こ
そ
、
未
来
を
選
び
取
る
当
事
者

意
識
は
形
成
さ
れ
る
。

　

そ
れ
は
す
で
に
自
治
の
現
場
で

の
、
確
か
め
ら
れ
た
事
実
だ
。
例
え

ば
、伊
賀
市
は
平
成
の
合
併
の
際
に
、

二
〇
二
五
年
、
高
齢
化
率
35
％
を
迎

え
る
状
況
で
生
き
残
れ
る
ま
ち
づ
く

り
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
新
市
の
計

画
を
市
民
が
策
定
し
て
い
る
。
伊
勢

市
で
は
、
人
口
動
態
を
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
単
位
に
落
と
し
込
ん
で
、
そ

こ
か
ら
地
域
の
課
題
に
住
民
と
と
も

に
取
り
組
も
う
と
し
て
い
る
（
次
号

に
伊
勢
市
長
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
掲

載
予
定
）。

　

こ
う
し
た
地
域
自
治
の
取
り
組
み

は
、
圧
倒
的
に
地
方
が
先
行
し
て
い

る
。
そ
れ
を
「
都
市
部
で
は
ム
リ
」

と
他
人
事
で
済
ま
せ
て
い
ら
れ
る

か
。
二
〇
二
一
年
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

の
翌
年
か
ら
東
京
で
も
人
口
減
少
が

始
ま
る
。
子
ど
も
を
生
み
難
い
・
育

て
難
い
、
超
少
子
化
の
東
京
で
、
高

齢
化
率
は
二
〇
一
三
年
の
22
％
か
ら

二
〇
五
〇
年
に
は
37
％
と
推
計
さ
れ

て
い
る
。
率
で
は
実
感
が
乏
し
い

が
、
一
千
万
人
の
人
口
な
ら
15
％
は

一
五
〇
万
人
を
意
味
す
る
。

　
「
私
た
ち
の
眼
前
に
ま
ず
広
が
っ

て
く
る
の
が
、
私
が
『
二
〇
二
二
年

問
題
』
と
言
っ
て
き
た
こ
と
で
す
。

団
塊
の
世
代
が
二
〇
一
二
年
か
ら

一
四
年
の
間
に
、
六
十
五
歳
を
迎
え

て
い
ま
す
。
定
年
延
長
等
は
あ
り
ま

し
た
が
、
完
全
に
リ
タ
イ
ア
を
始
め

た
。
そ
の
総
数
は
お
よ
そ
七
五
〇
万

か
ら
八
〇
〇
万
く
ら
い
。
～
中
略
～

あ
と
十
年
経
つ
と
、
今
よ
り
も
現
役

世
代
が
少
な
い
中
で
、
団
塊
の
世
代

の
皆
さ
ん
が
後
期
高
齢
者
に
な
る
。

～
中
略
～
介
護
を
受
け
た
く
て
も
受

け
ら
れ
な
い
人
が
、
地
域
に
大
量
に

発
生
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
あ
と
八

年
し
か
あ
り
ま
せ
ん
」（
岩
崎
・
四

日
市
大
学
教
授　

六
面
参
照
）。

　

二
〇
二
二
年
の
「
ど
う
な
っ
て
お

り
、
ど
う
な
り
う
る
か
」
か
ら
、
こ

れ
か
ら
の
八
年
間
を
考
え
る
。
そ
の

当
事
者
意
識
が
都
市
部
に
も
求
め
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
自

分
の
人
生
の
オ
ー
ナ
ー
で
す
ら
な
い

と
い
う
、
当
事
者
意
識
な
き
ユ
ー
レ

イ
が
大
量
に
あ
ふ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
の
面
倒
を
税
金
で
見
ら
れ
る

よ
う
な
財
政
状
況
で
は
、
も
は
や
な

い
こ
と
は
周
知
の
事
実
だ
。　
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５
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澤
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18
面
へ
続
く

当
事
者
意
識
は
「
ど
う
な
っ
て
お
り
、
ど
う

な
り
う
る
か
」
と
向
き
合
う
と
こ
ろ
か
ら

　
「
が
ん
ば
ろ
う
、
日
本
！
」
国
民

協
議
会
第
七
回
大
会
第
四
回
総
会

が
、
五
月
十
七
日
開
催
さ
れ
た
。
第

三
回
総
会
か
ら
一
年
を
経
て
今
回
の

第
四
回
総
会
で
は
、
第
七
回
大
会

（
二
〇
一
二
年
一
月
）
以
来
二
年
あ

ま
り
、「
自
治
分
権
」
を
軸
に
深
め

て
き
た
集
積
を
整
理
し
、
第
八
回
大

会
を
ど
う
準
備
し
て
い
く
か
を
共
有

す
る
目
的
で
開
催
さ
れ
た
。
以
下
は

そ
の
報
告
。
な
お
、
諸
富
徹
・
京
都

大
学
教
授
よ
り
「
自
治
意
識
を
い
か

に
涵
養
す
る
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
で

問
題
提
起
を
、
福
嶋
浩
彦
・
中
央
学

院
大
学
教
授
か
ら
は
、
公
共
施
設
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
を
切
り
口
に
、
市
民
の

合
意
形
成
に
つ
い
て
の
問
題
提
起
を

し
て
い
た
だ
い
た
。

●
七
回
大
会
以
降
の
集
積

《「
日
本
再
生
」
タ
イ
ト
ル
か
ら
、
ふ

り
か
え
る
》

　

第
七
回
大
会（
二
〇
一
二
年
一
月
）

は
「
自
治
分
権
・
オ
ー
プ
ン
な
協
働

を
促
進
す
る
た
め
の
新
し
い
多
数
派

形
成
を
」
と
し
て
開
催
。
問
題
設
定

と
し
て
は「
政
権
交
代
は
一
歩
前
進
、

そ
れ
ゆ
え
の『
迷
走
』（
時
に
は
逆
走
）

と
向
き
合
う
な
か
か
ら
、
民
主
主
義

の
新
た
な
主
体
を
鍛
え
る
」
と
い
う

六
回
大
会
（
二
〇
一
〇
年
一
月
）
の

方
向
性
を
、「
新
し
い
」
ス
テ
ー
ジ

と
し
て
明
確
に
可
視
化
し
て
い
く
。

「
自
治
分
権
」
を
基
軸
と
し
て
、「
民

主
主
義
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」「
21

世
紀
の
課
題
」「
未
来
か
ら
の
視
点
」

等
と
し
て
集
積
し
て
き
た
こ
と
が
、

3.11

を
契
機
に
臨
界
質
量
を
超
え
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　

同
時
に
、「『
失
わ
れ
た
20
年
』
の

第
七
回
大
会
　
第
四
回
総
会
　
報
告

自
治
の
当
事
者
意
識
を
涵
養
し
、「
未
来
へ
投

資
す
る
社
会
」
の
社
会
的
連
帯
を
育
む

た
た
み
方
、
新
し
い
未
来
の
立
ち
上

げ
方
」（
四
〇
五
号　

2013/2/1

）、

あ
る
い
は
「
未
来
を
搾
取
す
る
社
会

か
ら
未
来
へ
投
資
す
る
社
会
へ
～
そ

の
政
策
転
換
を
自
治
の
現
場
か
ら
」

（
四
〇
七
号　

2013/4/1

）、「
自
治

の
現
場
か
ら
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の

叢
生
を
」（
四
〇
九
号　

2013/6/1

）

の
よ
う
に
、
転
換
の
方
向
性
が
見
え

た
う
え
で
の
「
移
行
過
程
」
の
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
も
整
理
。（
漸

進
主
義
の
ア
プ
ロ
ー
チ
）

《「
ど
う
な
っ
て
お
り
、
ど
う
な
り
う

る
か
」
～
あ
る
が
ま
ま
の
現
実
と
向

き
合
う
地
力
の
集
積
》

　

〇
九
年
の
政
権
交
代
は
、
21
世
紀

の
重
い
現
実
か
ら
「
わ
が
国
が
ど
う

な
っ
て
お
り
、
ど
う
な
り
う
る
か
」

を
共
有
す
る
契
機
と
す
べ
き
も
の
で

あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
圧
倒
的
に
自
治

の
現
場
で
集
積
さ
れ
た
。
こ
れ
と
の

対
比
に
よ
っ
て
永
田
町
・
霞
ヶ
関
・

丸
の
内
・
虎
ノ
門
、
お
よ
び
都
市
部

に
お
け
る
ユ
ー
レ
イ
状
況
も
可
視
化

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
も

3.11

が
決
定
的
。

　

今
や
人
口
動
態
の
推
計
を
前
提
に

議
論
す
る
こ
と
は
、「
未
来
へ
投
資

す
る
社
会
」
や
「
自
治
」
が
見
え
て

い
る
地
方
議
員
、
首
長
で
は
当
た
り

前
。
日
本
全
体
で
～
と
い
う
話
で
は

な
く
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
単
位
で「
ど

う
な
っ
て
お
り
、ど
う
な
り
う
る
か
」

を
住
民
と
共
有
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始

ま
っ
て
い
る
。

　
「
不
都
合
な
現
実
」
と
い
わ
れ
た

よ
う
に
、依
存
と
分
配
の
心
性
で
は
、

あ
る
が
ま
ま
の
現
実
に
む
き
あ
う
こ

と
は
で
き
な
い
。
あ
る
が
ま
ま
の
現

実
に
「
ど
う
な
っ
て
お
り
、
ど
う
な

り
う
る
か
」
と
向
き
合
う
と
こ
ろ
か

ら
自
治
の
当
事
者
意
識
も
、
現
実
を

変
え
る
た
め
の
忍
耐
力
も
生
ま
れ
て

く
る
。
こ
の
集
積
が
可
視
化
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
都
市
部
の
ユ
ー
レ

イ
に
も
「
気
づ
き
」
の
分
解
が
始
ま

る
。

　

島
根
県
で
は
「
田
舎
の
田
舎
」
に

新
た
な
定
住
の
波
が
訪
れ
て
い
る
と

い
う
。
県
内
中
山
間
地
域
の
２
１
８

エ
リ
ア
（
公
民
館
区
や
小
学
校
区
等

の
基
礎
的
な
生
活
圏
）
に
つ
い
て
、

08
年
と
13
年
の
住
民
基
本
台
帳
に
よ

る
人
口
デ
ー
タ
を
分
析
し
た
結
果
、

３
分
の
１
を
超
え
る
73
の
エ
リ
ア

で
、
４
歳
以
下
の
子
ど
も
の
数
が
五

年
前
に
比
べ
て
増
え
て
い
る
こ
と
が

判
明
し
た
。
し
か
も
、
子
ど
も
が
増

加
し
た
エ
リ
ア
の
分
布
は
、
山
間
部

や
離
島
と
い
っ
た
「
田
舎
の
田
舎
」

が
大
半
を
占
め
て
い
る
と
い
う
。（
藤

お
金
の
流
れ
・
人
の
流
れ
を
変
え
て
、

望
む
未
来
を
選
び
取
る

山
浩
・
島
根
県
中
山
間
地
域
研
究
セ

ン
タ
ー
研
究
統
括
監　

山
陰
中
央
新

報4/27

）

　

こ
れ
も3.11

で
臨
界
質
量
を
超

え
た
新
し
い
地
殻
変
動
の
現
れ
だ
ろ

う
。
20
世
紀
型
の
規
模
・
効
率
の
経

済
か
ら
、
持
続
性
・
循
環
型
の
経
済

へ
、
大
規
模
集
中
型
シ
ス
テ
ム
か
ら

自
立
（
自
律
）
分
散
型
シ
ス
テ
ム
へ

と
い
う
経
済
、
社
会
の
大
き
な
転
換

が
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス

は
、
小
さ
な
実
験
・
実
践
の
相
互
作

用
と
積
み
重
ね
（
漸
進
主
義
の
ア
プ

ロ
ー
チ
）
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
だ
。
至
る
と
こ
ろ
で
「
小

さ
い
か
ら
こ
そ
で
き
る
『
新
し
い
現

実
』」
を
作
り
出
す
こ
と
で
、
気
が

つ
い
た
ら
社
会
が
大
き
く
変
わ
っ
て

い
た
。
そ
う
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
始

ま
っ
て
い
る
。

　

二
〇
一
〇
年
代
に
は
、
こ
れ
ま
で

中
山
間
地
域
を
支
え
て
き
た
担
い
手

が
大
量
に
引
退
す
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
集
落
自
体
の
消

滅
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。
こ
う

し
た
地
域
に
人
が
暮
ら
し
、
生
業
を

営
む
こ
と
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
き

た
、
水
を
は
じ
め
と
す
る
国
土
保
全

の
機
能
も
危
う
く
な
る
。

　

同
時
に
都
市
部
に
お
い
て
は
、
高

度
成
長
期
に
建
て
た
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

が
オ
ー
ル
ド
タ
ウ
ン
に
な
り
、
過
疎

地
と
変
わ
ら
な
い
高
齢
化
率
の
と
こ

ろ
や
、
都
市
部
の
「
限
界
集
落
」
も

出
て
き
て
い
る
。

　

都
市
部
と
田
舎
の
ふ
た
つ
の
危

機
。
こ
れ
に
そ
れ
ぞ
れ
が
バ
ラ
バ
ラ

に
対
処
す
る
の
で
は
な
く
、
新
し
い

関
係
性
・
連
携
を
つ
く
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
お
金
の

流
れ
・
人
の
流
れ
を
変
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
社
会
を
変
え
る
。
そ
う
い
う

「
実
験
」
も
始
ま
っ
て
い
る
。
中
山

間
地
の
再
エ
ネ
に
対
す
る
市
民
フ
ァ

ン
ド
、
疎
開
保
険
（
智
頭
町
）
の
よ

う
な
試
み
も
あ
れ
ば
、
移
住
や
（
姑

息
な
計
算
も
一
部
、
紛
れ
込
ん
だ
）

ふ
る
さ
と
納
税
も
あ
る
。

　

3.11

で
は
、
水
や
食
料
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
い
っ
た
生
存
の
基
盤
を
す
べ

て
他
人
任
せ
に
し
た
「
便
利
な
暮
ら

し
」
の
危
う
さ
を
、
都
市
部
の
ユ
ー

レ
イ
も
思
い
知
ら
さ
れ
た
は
ず
だ
。

お
金
さ
え
払
え
ば
電
気
は
い
つ
で
も

使
え
る
、
と
い
う
一
方
的
な
消
費
者

の
ま
ま
な
の
か
。「
コ
ン
セ
ン
ト
の

向
こ
う
」
に
も
当
事
者
意
識
を
持
つ

の
か
。

　

規
模
・
効
率
の
経
済
な
の
か
、
持

続
性
・
循
環
型
の
経
済
な
の
か
、
と

い
う
二
項
対
立
、
二
者
択
一
の
発
想

こ
そ
、
卒
業
し
よ
う
。
単
線
構
造
、

単
一
構
造
は
脆
い
。
規
模
の
経
済
の

一
方
で
、
持
続
性
・
循
環
型
の
経
済

と
い
う
基
盤
も
し
っ
か
り
確
保
す

る
。
複
層
性
、多
様
性
こ
そ
が
強
い
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
再
エ
ネ
普
及
の
背

景
に
は
、
ロ
シ
ア
の
ガ
ス
へ
の
依
存

度
を
低
め
る
と
い
う
安
全
保
障
の
観

点
も
あ
る
。
同
時
に
、
都
市
と
田
舎

と
の
お
金
・
人
の
循
環
、
流
れ
も
新

し
く
変
わ
っ
て
く
る
（
変
わ
っ
て
き

て
い
る
）。

　

お
金
の
流
れ
、
人
の
流
れ
（
つ
な

が
り
）
を
変
え
て
、社
会
を
変
え
る
。

そ
う
や
っ
て
、
望
む
未
来
を
選
び
取

る
。
そ
の
当
事
者
意
識
を
涵
養
し
、

共
有
し
よ
う
。

　

第
四
回
総
会
で
は
、
こ
う
し
た
視

点
か
ら
、
第
八
回
大
会
を
ど
う
準
備

し
て
い
く
か
に
つ
い
て
議
論
し
た
。

お
金
の
流
れ
を
変
え
る
。
人
の
流
れ
を
変
え
る
。

望
む
未
来
を
選
び
取
る
。
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①
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
治
の
切
り
口
か
ら

の
原
発
の
上
手
な
た
た
み
方
―
福
島

第
一
の
事
故
処
理
、
東
電
の
責
任
問

題
、
さ
ら
に
全
国
の
原
発
の
廃
炉
問

題（
本
質
的
に
は
最
終
処
分
場
問
題
）

etc　
（
研
究
者
、
技
術
者
な
ど
）

②
防
災
と
住
民
自
治
―
都
市
部
の
当

事
者
意
識
を
涵
養
す
る
た
め
に
（
例

3.11

の
関
係
者
／
自
衛
隊
、
首
長
、

地
域
の
リ
ー
ダ
ー
な
ど
）

③
地
域
経
済
再
生
と
住
民
自
治
―
地

域
の
持
続
可
能
性
、
そ
の
た
め
の
社

会
関
係
資
本
と
は

（
例　

地
域
自
治
組
織
に
よ
る
経
済

循
環
）

④
地
域
自
治
と
教
育
、
人
づ
く
り
―

里
山
・
自
然
資
源
経
済
を
基
盤
と
し

た
人
づ
く
り
と
は

⑤
当
事
者
と
し
て
の
忍
耐
力
を
涵
養

す
る
外
交
論
議
と
は

な
ど
。

　

こ
う
し
た
テ
ー
マ
を
、｢

未
来
へ

投
資
す
る
社
会
の
作
り
か
た
」「
そ

の
当
事
者
意
識
を
涵
養
す
る
場
の
作

り
か
た
」
と
し
て
可
視
化
す
る
構
造

を
つ
く
る
。
そ
の
実
践
の
上
で
八
回

大
会
を
準
備
す
る
。

●
漸
進
主
義
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と

民
主
主
義
の
習
慣

―
報
告
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト

　

3.11

以
降
明
確
に
し
て
い
る
の

は
、｢

未
来
へ
投
資
す
る
社
会
の
作

り
か
た
」「
そ
の
当
事
者
意
識
を
涵

養
す
る
場
の
作
り
か
た
」
と
し
て
可

視
化
す
る
構
造
を
つ
く
る
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
「
場
づ
く
り
」
の
モ
デ

ル
と
し
て
の
企
画
（
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
）で
あ
る
。
つ
ま
り「
誰

が
、
何
を
言
っ
た
か
」
を
ど
れ
だ
け

理
解
・
共
感
で
き
た
か
、以
上
に
「
パ

ネ
ラ
ー
の
相
互
関
係
」、
さ
ら
に
は

フ
ロ
ア
と
の
共
振
関
係
を
ど
う
つ
か

み
、
伝
え
る
か
が
重
要
に
な
る
。
自

分
が
体
験
し
た
こ
と
、
感
じ
た
こ
と

も
、
こ
の
視
点
か
ら
ど
こ
ま
で
再
構

成
、
編
集
で
き
る
か
。
そ
れ
に
よ
っ

て
「
伝
え
る
」
力
は
大
き
く
異
な
る
。

　

自
分
が
体
験
し
た
こ
と
、
理
解
し

た
こ
と
、
感
じ
た
こ
と
を
、
他
者
も

《「
未
来
へ
投
資
す
る
社
会
」「
未
来

へ
の
責
任
」か
ら
現
実
を
直
視
す
る
》

　
「
不
都
合
な
現
実
」
を
批
判
し
た

り
、
否
定
し
た
り
す
る
た
め
の
理
屈

で
は
な
く
、「
未
来
へ
投
資
す
る
社

会
の
作
り
か
た
」
と
い
う
視
点
か
ら

現
実
を
と
ら
え
る
論
理
方
法
。「
自

治
と
○
○
」
と
い
う
設
定
で
集
積
し

て
き
た
の
は
そ
の
こ
と
。

　

例
え
ば「
財
政
」に
つ
い
て
も
、「
Ｇ

Ｄ
Ｐ
の
二
倍
の
財
政
赤
字
」
と
危
機

意
識
を
か
き
た
て
る
論
理
で
は
な

く
、「
社
会
の
必
要
を
み
ん
な
で
支

え
る
＝
租
税
国
家
」
と
い
う
論
理
を

媒
介
に
、「
自
治
の
当
事
者
意
識
を

涵
養
す
る
財
政
論
議
」
に
、
さ
ま
ざ

ま
な
角
度
・
切
り
口
か
ら
実
践
的
に

ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
（
例　

4/13

シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
日
本
再
生
」
四
二
〇

号
）。

　

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
も
「
エ
ネ

ル
ギ
ー
自
治
」
と
い
う
切
り
口
で
、

単
な
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
入
れ
替

え
・
置
き
換
え
で
は
な
く
、
集
権
型

シ
ス
テ
ム
か
ら
分
散
型
シ
ス
テ
ム
、

地
域
自
立
・
再
生
な
ど
、
地
域
が
主

体
と
な
っ
た
社
会
変
革
（
お
金
の
流

れ
を
変
え
る
→
望
む
未
来
を
選
び
取

る
）
と
し
て
集
積
。

　

あ
る
い
は
秘
密
保
護
法
、
集
団
的

自
衛
権
と
い
っ
た
憲
法
マ
タ
ー
に
つ

い
て
も
。「
が
ん
ば
ろ
う
」
の
テ
ー

ゼ
は
一
貫
し
て
「
国
民
主
権
の
発
展

と
し
て
の
憲
法
改
正
」
で
あ
り
、
主

権
者
意
識
、
責
任
意
識
を
涵
養
す
る

憲
法
論
議
、
外
交
戦
略
論
議
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
立
憲
主
義
さ
え

分
か
っ
て
い
な
い
護
憲
・
改
憲
論
議

を
卒
業
す
る
段
階
に
。
今
年
は
「
護

憲
」
派
も
「
憲
法
を
守
る
」
か
ら
「
立

憲
主
義
を
守
る
」
に
、「
改
憲
」
派

も
「
立
憲
主
義
の
立
場
に
沿
っ
た
改

憲
」
と
、
言
葉
は
様
変
わ
り
し
つ
つ

あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
、
立
憲
主
義
を
教
科
書

風
に
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、「
立

憲
主
義
の
当
事
者
意
識
を
涵
養
す
る

憲
法
論
議
と
は
」
と
い
う
実
践
的
な

ス
テ
ー
ジ
へ
転
換
し
て
い
く
こ
と
。

　

日
本
国
憲
法
は
、
い
わ
ゆ
る
15
年

1
面
か
ら
続
く

戦
争
の
結
果
（
敗
戦
）
作
ら
れ
た
も

の
で
あ
り
、
連
合
国
側
か
ら
の
合
意

を
得
ず
に
、
自
国
内
の
意
思
だ
け
で

は
変
え
ら
れ
な
い
と
い
う
性
格
の
憲

法
（「
不
都
合
な
現
実
」）。
こ
れ
は

ド
イ
ツ
も
し
か
り
。
ド
イ
ツ
は
二
度

の
世
界
大
戦
の
震
源
と
い
う
責
任
を

背
負
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
和
解
と

信
頼
の
た
め
と
い
う
こ
と
を
、
内
外

政
策
の
基
本
に
埋
め
込
ん
で
き
た
＆

埋
め
込
ん
で
い
る
。
ま
た
そ
れ
を
周

辺
諸
国
も
受
け
入
れ
て
き
た
。

　

反
省
は
、
反
省
し
た
側
に
よ
っ
て

認
証
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
同
時
に

「
勝
っ
た
」
側
に
も
自
制
が
求
め
ら

れ
る
。
こ
の
相
互
関
係
を
ど
う
築
く

か
。
記
憶
・
責
任
・
未
来
と
い
う
論

理
。
新
し
い
未
来
へ
つ
な
げ
る
責
任

の
戦
い
が
と
も
な
っ
て
こ
そ
、
過
去

の
記
憶
は
生
か
さ
れ
る
。
日
本
国
内

で
は
「
反
省
」
を
情
緒
的
に
語
れ
る

余
地
も
あ
る
が
、「
未
来
へ
の
責
任
」

を
戦
火
を
交
え
た
国
民
、
民
族
の
間

で
継
続
的
に
蓄
積
す
る
た
め
に
は
、

ど
ん
な
戦
い
を
伴
う
か
。
そ
の
歴
史

的
に
新
し
い
ス
テ
ー
ジ
に
直
面
し
つ

つ
あ
る
。

　

こ
れ
が
見
え
な
い
と
こ
ろ
、
同
時

に
経
済
的
基
盤
が
国
家
資
本
主
義
の

色
彩
を
色
濃
く
帯
び
て
い
る
と
こ
ろ

が
、
オ
ウ
ン
ゴ
ー
ル
的
に
問
題
提
起

し
て
い
る
。
こ
れ
が
今
の
情
勢
。
日

本
は
「
歴
史
修
正
主
義
」
の
懸
念
を

呼
び
、
ロ
シ
ア
は
19
世
紀
型
覇
権
外

交
の
疑
念
を
呼
び
、
中
国
の
拡
張
主

義
的
ふ
る
ま
い
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
を
は

じ
め
と
す
る
反
発
、
警
戒
を
呼
ん
で

い
る
。

　

第
二
次
大
戦
ま
で
と
違
っ
て
、
こ

う
し
た
政
策
が
オ
ウ
ン
ゴ
ー
ル
と
な

る
の
は
、
国
際
的
な
輿
論
が
形
成
さ

れ
て
い
る
か
ら
。
輿
論
と
世
論
は
区

別
さ
れ
る
も
の
だ
が
、
国
境
を
超
え

た
輿
論
の
力
が
見
え
る
か
ど
う
か
。

そ
の
ス
テ
ー
ジ
に
入
り
つ
つ
あ
る
と

い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
始
め
の

一
歩
が
、
日
本
で
は
「
安
倍
政
権
」

か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
。

　

中
国
の
危
険
な
拡
張
主
義
に
対
し

て
も
、
こ
こ
か
ら
目
の
前
の
現
実
に

「
上
手
に
」
対
処
し
て
い
く
こ
と
。

対
立
や
衝
突
が
日
常
的
に
継
続
す
る

情
勢
を
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
な
い
よ

う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
不
在
で
あ
る
、

と
い
う
準
備
な
き
状
況
の
ま
ま
で
、

東
ア
ジ
ア
の
輿
論
、
主
権
者
と
の
関

係
も
視
野
に
入
れ
て
競
り
こ
ん
で
い

く
。
そ
の
た
め
の
胆
力
、
忍
耐
力
を

涵
養
す
る
外
交
戦
略
論
議
と
は
、
そ

の
当
事
者
意
識
を
涵
養
す
る
外
交
論

議
と
は
、と
い
う
問
題
設
定
に
な
る
。

（
付
記　

五
月
二
十
七
日
の
「
囲
む

会
」
で
は
、
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー

の
大
野
元
裕
参
院
議
員
よ
り
、

「
二
〇
二
五
年
の
安
全
保
障
環
境
を

ど
う
考
え
る
か
」
と
の
問
題
提
起
を

い
た
だ
い
た
。
こ
れ
は
中
国
が
海
洋

進
出
の
能
力
を
ほ
ぼ
整
え
る
と
考
え

ら
れ
る
時
期
で
あ
り
、
同
時
に
急
速

な
少
子
高
齢
化
社
会
に
入
る
直
前
、

い
わ
ば
「
ピ
ー
ク
」
の
時
期
で
も

あ
る
。
一
方
の
わ
が
国
は
高
齢
化
の

急
坂
の
一
番
き
つ
い
時
期
、
い
わ
ば

「
底
」
に
あ
た
る
時
期
。
こ
う
し
た

観
点
か
ら
も
「
ど
う
な
っ
て
お
り
、

ど
う
な
り
う
る
か
」
を
共
有
す
る
こ

と
が
、
安
全
保
障
論
議
に
お
い
て
も

重
要
で
あ
ろ
う
。
大
野
議
員
の
「
囲

む
会
」
は
次
号
に
掲
載
予
定
。）

《
当
事
者
意
識
を
涵
養
す
る
》

　

あ
る
が
ま
ま
の
現
実
と
向
き
合

う
。
憲
法
で
も
、
そ
れ
が
で
き
て
い

な
い
と
こ
ろ
が
「
占
領
憲
法
だ
」
と

か
「
一
国
平
和
主
義
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
戦
後
の
民
主
主
義
の
あ
る

が
ま
ま
の
現
実
―
依
存
と
分
配
か
ら

出
発
し
た
と
い
う
事
実
、
21
世
紀
ま

で
政
権
交
代
す
ら
な
か
っ
た
と
い
う

事
実
、「
失
わ
れ
た
20
年
」
と
い
う

事
実
、
そ
れ
ら
と
向
き
合
っ
て
主
権

者
意
識
を
ど
う
涵
養
し
て
き
た
の

か
。

　

被
害
の
規
模
も
大
き
く
ち
が
う

が
、
阪
神
大
震
災
と
比
べ
て
も3.11

の
影
響
の
深
さ
、
持
続
性
は
確
実
に

当
事
者
意
識
を
涵
養
し
て
い
る
（
覚

醒
し
た
当
事
者
）。
首
都
圏
で
は
食

や
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
水
と
い
っ
た
生
存

の
基
本
に
関
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
の

当
事
者
意
識
の
欠
如
を
、
リ
ア
ル
に

知
っ
た
。
生
活
や
人
生
を
変
え
た
人

同
じ
よ
う
に
理
解
し
、
感
じ
る
わ
け

で
は
な
い
。
自
分
と
同
じ
よ
う
に
理

解
し
、
感
じ
た
人
と
だ
け
し
か
共
有

で
き
な
い
の
か
、そ
れ
ぞ
れ
の
理
解
、

感
じ
方
を
言
い
合
う
だ
け
の
「
場
づ

く
り
」
な
の
か
。
そ
れ
と
も
他
の
理

解
や
感
じ
方
と
も
共
有
で
き
る
「
次

の
方
向
性
」
を
見
出
し
、
さ
ら
に
は

そ
の
た
め
の
実
践
的
気
づ
き
へ
と
深

め
て
い
く
「
場
づ
く
り
」
な
の
か
。

　

は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
は
、
あ

り
の
ま
ま
の
現
実
と
向
き
合
っ
て
、

そ
れ
を
変
え
よ
う
と
苦
闘
す
る
と
こ

ろ
か
ら
の
み
、
そ
の
「
場
づ
く
り
」

の
た
め
の
論
理
や
行
動
指
針
を
創
造

す
る
活
動
や
、
そ
の
た
め
の
各
レ
ベ

ル
の
仕
事
や
労
働
が
見
え
る
。
そ
こ

か
ら
の
人
間
関
係
の
距
離
感
、
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
。
そ
れ
が
見
え
ず
に
、｢

目
先
の
損
得
」「
効
率
」
だ
け
の
人

間
関
係
の
作
り
か
た
で
は
ユ
ー
レ
イ

の
追
認
。

　
「
普
通
の
人
」
の
な
か
で
こ
れ
を

可
視
化
す
る
た
め
に
は
、「
バ
カ
み

た
い
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
成
果
な

き
戦
い
を
営
々
と
続
け
る
者
が
必

要
。
議
会
ム
ラ
の
な
か
で
「
こ
れ
は

お
か
し
い
」
と
い
っ
て
も
、
普
通
の

人
に
可
視
化
で
き
る
ま
で
は
や
ら
な

い
、そ
れ
を
避
け
て
「
自
分
は
違
う
」

と
差
別
化
す
る
、
と
い
う
お
利
口
サ

ン
で
は
、変
革
の
た
め
の
場
づ
く
り
、

人
間
関
係
は
ツ
マ
ミ
食
い
さ
え
で

き
な
い
こ
と
に
な
る
。「
普
通
の
人
」

の
な
か
に
も
当
事
者
意
識
を
涵
養
す

る
、
そ
の
た
め
の
場
作
り
と
は
、
と

い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　

漸
進
主
義
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
。

「
絶
対
」
を
証
明
す
る
こ
と
を
卒
業

し
、
多
様
性
を
認
め
る
こ
と
。
現
実

は
、
秩
序
と
無
秩
序
が
同
居
し
て
い

る
。
そ
れ
を
媒
介
す
る
の
が
「
成
長

す
る
習
慣
」。

　

民
主
主
義
は
ゴ
ー
ル
で
は
な
く
、

合
意
形
成
の
不
断
の
プ
ロ
セ
ス
。
民

主
主
義
も
、
旧
い
制
度
・
習
慣
を
カ

オ
ス
化
す
る
こ
と
と
、新
し
い
秩
序
・

よ
り
い
っ
そ
う
の
参
加
の
秩
序
を
作

る
こ
と
と
の
交
互
作
用
の
弁
証
法
的

な
プ
ロ
セ
ス
。
封
建
社
会
・
階
級
社

会
の
終
焉
・
崩
壊
か
ら
市
民
社
会
形

成
の
プ
ロ
セ
ス
、
さ
ら
に
「
市
民
」

の
拡
大
と
多
様
化
、
参
加
の
拡
大
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化etc

に
と
も
な
う
不

断
の
変
貌
プ
ロ
セ
ス
。
こ
れ
を
媒
介

す
る
の
が
「
成
長
す
る
習
慣
形
成
」。

（
宇
野
重
規｢

民
主
主
義
の
つ
く
り

方
」
筑
摩
選
書　

よ
り
）

　

社
会
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
習
慣

と
は
人
と
人
と
を
つ
な
く
メ
デ
ィ
ア

で
あ
り
、
多
様
な
場
所
で
行
わ
れ
た

実
験
の
結
果
を
集
積
す
る
こ
と
で
、

変
革
へ
の
梃
子
と
な
っ
て
い
く
社
会

的
装
置
で
あ
る
。
人
々
の
信
念
が
そ

れ
と
自
覚
さ
れ
る
こ
と
な
く
結
び
つ

き
、
結
果
と
し
て
社
会
を
変
え
て
い

く
。
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
民
主
主
義
で

あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
。

　

た
し
か
に
そ
れ
は
、
議
会
制
民
主

主
義
と
は
異
質
で
あ
る
。
し
か
し
、

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
示
す
民
主
主

義
の
姿
は
、
単
に
ば
ら
ば
ら
な
個
人

の
意
思
や
欲
求
を
集
計
す
る
と
い
う

民
主
主
義
観
と
も
、
個
人
の
競
争
を

市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
調
整
す

る
と
い
う
民
主
主
義
観
と
も
、
異
質

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
に
と
っ
て
、

社
会
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
な
る
の
は
必
ず

し
も
一
人
ひ
と
り
の
個
人
で
は
な

い
。
重
要
な
の
は
、
個
人
と
個
人
と

の
関
係
で
あ
り
、
習
慣
や
行
為
を
介

し
て
結
び
つ
い
た
人
と
人
と
の
動
的

な
つ
な
が
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

つ
な
が
り
が
民
主
主
義
を
構
成
す
る

と
い
う
信
念
こ
そ
が
、
プ
ラ
グ
マ

テ
ィ
ズ
ム
の
民
主
主
義
観
へ
と
結
実

し
た
の
で
あ
る
。〔
第
３
章
〕

 

…
人
々
の
意
志
が
、
行
為
を
通
じ

て
相
互
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
社
会
全

体
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
生
み
出
し
て

い
く
過
程
に
こ
そ
、
注
目
す
べ
き
な

の
か
も
し
れ
な
い
。
民
主
主
義
も
ま

た
、
時
間
の
な
か
で
生
成
変
化
し
て

い
く
よ
う
な
、
動
的
イ
メ
ー
ジ
を
取

り
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。〔
終
わ
り

に
〕

（
引
用
終
わ
り
）

　
「
一
議
員
一
Ｎ
Ｐ
Ｏ
」
と
い
う
ア

プ
ロ
ー
チ
も
、
こ
う
し
た
「
多
様
な

場
所
で
行
わ
れ
た
実
験
の
結
果
を
集

積
す
る
こ
と
で
、
変
革
へ
の
梃
子
と

な
っ
て
い
く
社
会
的
装
置
」「
人
々

の
意
思
が
、
行
為
を
通
じ
て
相
互
に

影
響
を
及
ぼ
し
、
社
会
全
体
の
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
を
生
み
出
し
て
い
く
過

程
」と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。（4/27

関
西
政
経
セ
ミ
ナ
ー
参
照
）

は
少
な
く
な
い
し
、
そ
の
変
化
を
生

活
の
レ
ベ
ル
で
持
続
し
て
い
る
「
声

な
き
声
」
の
存
在
は
、3.11

に
伴
う

変
化
を
不
可
逆
的
な
も
の
に
し
て
い

る
。（
新
し
い
多
数
派
の
形
成
へ
）

　

地
域
自
治
、
地
域
再
生
の
多
様
な

モ
デ
ル
が
可
視
化
さ
れ
る
に
つ
れ

て
、
よ
う
や
く
首
都
圏
の
ユ
ー
レ
イ

の
中
に
も
、
首
都
圏
で
は
見
え
な

か
っ
た
当
事
者
意
識
が
見
え
て
く

る
よ
う
に
な
る
。「
○
○
市
長
だ
か

ら
で
き
た
」（
う
ち
は
首
長
や
議
会

が
ダ
メ
だ
か
ら
…
）「
地
方
だ
か
ら

可
能
な
ん
だ
」（
都
市
部
で
は
ム
リ
）

と
い
う
「
言
い
訳
」
の
余
地
が
な
く

な
る
。
問
題
設
定
は
「
当
事
者
意
識

を
涵
養
す
る
た
め
に
」
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
方
法
論
、
実
践
の
交

換
・
共
有
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
相
互
関
係
を
可
視
化
す
る
場

づ
く
り
、
言
論
空
間
を
作
る
。
よ
っ

て
こ
の
間
の
企
画
は
「
パ
ネ
ル
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
」
と
い
う
形
式
を

取
っ
て
き
た
。

　

次
の
方
向
性
に
む
け
て
、
ど
の

よ
う
な
言
論
空
間
を
準
備
す
る
か
。

「
場
」
を
形
成
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い

「
人
」
を
ど
う
準
備
す
る
か
。
そ
れ

を
サ
ポ
ー
ト
す
る
フ
ォ
ロ
ワ
ー
を
ど

う
準
備
す
る
か
。
そ
う
し
た
社
会
関

係
資
本
を
準
備
す
る
た
め
に
、
ど
こ

に
ど
ん
な
投
資
を
す
べ
き
か
。
そ
の

た
め
に
、
次
の
ス
テ
ー
ジ
ま
で
の
時

間
を
い
か
に
マ
ネ
ー
ジ
し
、
情
勢
の

変
化
を
そ
の
目
的
か
ら
い
か
に
使
い

こ
な
す
か
。
組
織
計
画
は
こ
の
よ
う

に
準
備
さ
れ
る
。

　

永
田
町
・
霞
ヶ
関
・
丸
の
内
・
虎

ノ
門
に
は
、3.11

後
の
新
し
い
現
実

が
見
え
て
い
な
い
が
、
同
時
に
そ
れ

を
潰
す
力
も
な
い
と
こ
ろ
ま
で
空
洞

化
し
て
い
る
。
よ
っ
て
「
打
倒
」「
反

対
」
で
は
な
く
、
新
し
い
現
実
か
ら

の
無
数
の
「
ポ
ジ
出
し
」
に
よ
る

漸
進
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
集
積
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
波
及
が
求
め
ら
れ

る
。

●
第
八
回
大
会
に
む
け
た
準
備　

　

八
回
大
会
ま
で
に
整
理
す
べ
き

テ
ー
マ
と
場
の
設
定
（
順
不
同
）

「がんばろう、日本！」国民協議会　
会員になりませんか

同人会員　24000 円／購読会員　  3500 円
賛助会員　50000 円（いずれも年間）

　郵便振替　00160-9-77459　

　　　　　　「がんばろう、日本！」国民協議会

　会員には機関紙「日本再生」( 月刊 ) を送付。

　要綱 (http://www.ganbarou-nippon.ne.jp/) を

　ご参照ください。
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①
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
治
の
切
り
口
か
ら

の
原
発
の
上
手
な
た
た
み
方
―
福
島

第
一
の
事
故
処
理
、
東
電
の
責
任
問

題
、
さ
ら
に
全
国
の
原
発
の
廃
炉
問

題（
本
質
的
に
は
最
終
処
分
場
問
題
）

etc　
（
研
究
者
、
技
術
者
な
ど
）

②
防
災
と
住
民
自
治
―
都
市
部
の
当

事
者
意
識
を
涵
養
す
る
た
め
に
（
例

3.11

の
関
係
者
／
自
衛
隊
、
首
長
、

地
域
の
リ
ー
ダ
ー
な
ど
）

③
地
域
経
済
再
生
と
住
民
自
治
―
地

域
の
持
続
可
能
性
、
そ
の
た
め
の
社

会
関
係
資
本
と
は

（
例　

地
域
自
治
組
織
に
よ
る
経
済

循
環
）

④
地
域
自
治
と
教
育
、
人
づ
く
り
―

里
山
・
自
然
資
源
経
済
を
基
盤
と
し

た
人
づ
く
り
と
は

⑤
当
事
者
と
し
て
の
忍
耐
力
を
涵
養

す
る
外
交
論
議
と
は

な
ど
。

　

こ
う
し
た
テ
ー
マ
を
、｢

未
来
へ

投
資
す
る
社
会
の
作
り
か
た
」「
そ

の
当
事
者
意
識
を
涵
養
す
る
場
の
作

り
か
た
」
と
し
て
可
視
化
す
る
構
造

を
つ
く
る
。
そ
の
実
践
の
上
で
八
回

大
会
を
準
備
す
る
。

●
漸
進
主
義
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と

民
主
主
義
の
習
慣

―
報
告
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト

　

3.11

以
降
明
確
に
し
て
い
る
の

は
、｢

未
来
へ
投
資
す
る
社
会
の
作

り
か
た
」「
そ
の
当
事
者
意
識
を
涵

養
す
る
場
の
作
り
か
た
」
と
し
て
可

視
化
す
る
構
造
を
つ
く
る
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
「
場
づ
く
り
」
の
モ
デ

ル
と
し
て
の
企
画
（
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
）で
あ
る
。
つ
ま
り「
誰

が
、
何
を
言
っ
た
か
」
を
ど
れ
だ
け

理
解
・
共
感
で
き
た
か
、以
上
に
「
パ

ネ
ラ
ー
の
相
互
関
係
」、
さ
ら
に
は

フ
ロ
ア
と
の
共
振
関
係
を
ど
う
つ
か

み
、
伝
え
る
か
が
重
要
に
な
る
。
自

分
が
体
験
し
た
こ
と
、
感
じ
た
こ
と

も
、
こ
の
視
点
か
ら
ど
こ
ま
で
再
構

成
、
編
集
で
き
る
か
。
そ
れ
に
よ
っ

て
「
伝
え
る
」
力
は
大
き
く
異
な
る
。

　

自
分
が
体
験
し
た
こ
と
、
理
解
し

た
こ
と
、
感
じ
た
こ
と
を
、
他
者
も

《「
未
来
へ
投
資
す
る
社
会
」「
未
来

へ
の
責
任
」か
ら
現
実
を
直
視
す
る
》

　
「
不
都
合
な
現
実
」
を
批
判
し
た

り
、
否
定
し
た
り
す
る
た
め
の
理
屈

で
は
な
く
、「
未
来
へ
投
資
す
る
社

会
の
作
り
か
た
」
と
い
う
視
点
か
ら

現
実
を
と
ら
え
る
論
理
方
法
。「
自

治
と
○
○
」
と
い
う
設
定
で
集
積
し

て
き
た
の
は
そ
の
こ
と
。

　

例
え
ば「
財
政
」に
つ
い
て
も
、「
Ｇ

Ｄ
Ｐ
の
二
倍
の
財
政
赤
字
」
と
危
機

意
識
を
か
き
た
て
る
論
理
で
は
な

く
、「
社
会
の
必
要
を
み
ん
な
で
支

え
る
＝
租
税
国
家
」
と
い
う
論
理
を

媒
介
に
、「
自
治
の
当
事
者
意
識
を

涵
養
す
る
財
政
論
議
」
に
、
さ
ま
ざ

ま
な
角
度
・
切
り
口
か
ら
実
践
的
に

ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
（
例　

4/13

シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
日
本
再
生
」
四
二
〇

号
）。

　

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
も
「
エ
ネ

ル
ギ
ー
自
治
」
と
い
う
切
り
口
で
、

単
な
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
入
れ
替

え
・
置
き
換
え
で
は
な
く
、
集
権
型

シ
ス
テ
ム
か
ら
分
散
型
シ
ス
テ
ム
、

地
域
自
立
・
再
生
な
ど
、
地
域
が
主

体
と
な
っ
た
社
会
変
革
（
お
金
の
流

れ
を
変
え
る
→
望
む
未
来
を
選
び
取

る
）
と
し
て
集
積
。

　

あ
る
い
は
秘
密
保
護
法
、
集
団
的

自
衛
権
と
い
っ
た
憲
法
マ
タ
ー
に
つ

い
て
も
。「
が
ん
ば
ろ
う
」
の
テ
ー

ゼ
は
一
貫
し
て
「
国
民
主
権
の
発
展

と
し
て
の
憲
法
改
正
」
で
あ
り
、
主

権
者
意
識
、
責
任
意
識
を
涵
養
す
る

憲
法
論
議
、
外
交
戦
略
論
議
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
立
憲
主
義
さ
え

分
か
っ
て
い
な
い
護
憲
・
改
憲
論
議

を
卒
業
す
る
段
階
に
。
今
年
は
「
護

憲
」
派
も
「
憲
法
を
守
る
」
か
ら
「
立

憲
主
義
を
守
る
」
に
、「
改
憲
」
派

も
「
立
憲
主
義
の
立
場
に
沿
っ
た
改

憲
」
と
、
言
葉
は
様
変
わ
り
し
つ
つ

あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
、
立
憲
主
義
を
教
科
書

風
に
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、「
立

憲
主
義
の
当
事
者
意
識
を
涵
養
す
る

憲
法
論
議
と
は
」
と
い
う
実
践
的
な

ス
テ
ー
ジ
へ
転
換
し
て
い
く
こ
と
。

　

日
本
国
憲
法
は
、
い
わ
ゆ
る
15
年

1
面
か
ら
続
く

戦
争
の
結
果
（
敗
戦
）
作
ら
れ
た
も

の
で
あ
り
、
連
合
国
側
か
ら
の
合
意

を
得
ず
に
、
自
国
内
の
意
思
だ
け
で

は
変
え
ら
れ
な
い
と
い
う
性
格
の
憲

法
（「
不
都
合
な
現
実
」）。
こ
れ
は

ド
イ
ツ
も
し
か
り
。
ド
イ
ツ
は
二
度

の
世
界
大
戦
の
震
源
と
い
う
責
任
を

背
負
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
和
解
と

信
頼
の
た
め
と
い
う
こ
と
を
、
内
外

政
策
の
基
本
に
埋
め
込
ん
で
き
た
＆

埋
め
込
ん
で
い
る
。
ま
た
そ
れ
を
周

辺
諸
国
も
受
け
入
れ
て
き
た
。

　

反
省
は
、
反
省
し
た
側
に
よ
っ
て

認
証
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
同
時
に

「
勝
っ
た
」
側
に
も
自
制
が
求
め
ら

れ
る
。
こ
の
相
互
関
係
を
ど
う
築
く

か
。
記
憶
・
責
任
・
未
来
と
い
う
論

理
。
新
し
い
未
来
へ
つ
な
げ
る
責
任

の
戦
い
が
と
も
な
っ
て
こ
そ
、
過
去

の
記
憶
は
生
か
さ
れ
る
。
日
本
国
内

で
は
「
反
省
」
を
情
緒
的
に
語
れ
る

余
地
も
あ
る
が
、「
未
来
へ
の
責
任
」

を
戦
火
を
交
え
た
国
民
、
民
族
の
間

で
継
続
的
に
蓄
積
す
る
た
め
に
は
、

ど
ん
な
戦
い
を
伴
う
か
。
そ
の
歴
史

的
に
新
し
い
ス
テ
ー
ジ
に
直
面
し
つ

つ
あ
る
。

　

こ
れ
が
見
え
な
い
と
こ
ろ
、
同
時

に
経
済
的
基
盤
が
国
家
資
本
主
義
の

色
彩
を
色
濃
く
帯
び
て
い
る
と
こ
ろ

が
、
オ
ウ
ン
ゴ
ー
ル
的
に
問
題
提
起

し
て
い
る
。
こ
れ
が
今
の
情
勢
。
日

本
は
「
歴
史
修
正
主
義
」
の
懸
念
を

呼
び
、
ロ
シ
ア
は
19
世
紀
型
覇
権
外

交
の
疑
念
を
呼
び
、
中
国
の
拡
張
主

義
的
ふ
る
ま
い
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
を
は

じ
め
と
す
る
反
発
、
警
戒
を
呼
ん
で

い
る
。

　

第
二
次
大
戦
ま
で
と
違
っ
て
、
こ

う
し
た
政
策
が
オ
ウ
ン
ゴ
ー
ル
と
な

る
の
は
、
国
際
的
な
輿
論
が
形
成
さ

れ
て
い
る
か
ら
。
輿
論
と
世
論
は
区

別
さ
れ
る
も
の
だ
が
、
国
境
を
超
え

た
輿
論
の
力
が
見
え
る
か
ど
う
か
。

そ
の
ス
テ
ー
ジ
に
入
り
つ
つ
あ
る
と

い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
始
め
の

一
歩
が
、
日
本
で
は
「
安
倍
政
権
」

か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
。

　

中
国
の
危
険
な
拡
張
主
義
に
対
し

て
も
、
こ
こ
か
ら
目
の
前
の
現
実
に

「
上
手
に
」
対
処
し
て
い
く
こ
と
。

対
立
や
衝
突
が
日
常
的
に
継
続
す
る

情
勢
を
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
な
い
よ

う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
不
在
で
あ
る
、

と
い
う
準
備
な
き
状
況
の
ま
ま
で
、

東
ア
ジ
ア
の
輿
論
、
主
権
者
と
の
関

係
も
視
野
に
入
れ
て
競
り
こ
ん
で
い

く
。
そ
の
た
め
の
胆
力
、
忍
耐
力
を

涵
養
す
る
外
交
戦
略
論
議
と
は
、
そ

の
当
事
者
意
識
を
涵
養
す
る
外
交
論

議
と
は
、と
い
う
問
題
設
定
に
な
る
。

（
付
記　

五
月
二
十
七
日
の
「
囲
む

会
」
で
は
、
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー

の
大
野
元
裕
参
院
議
員
よ
り
、

「
二
〇
二
五
年
の
安
全
保
障
環
境
を

ど
う
考
え
る
か
」
と
の
問
題
提
起
を

い
た
だ
い
た
。
こ
れ
は
中
国
が
海
洋

進
出
の
能
力
を
ほ
ぼ
整
え
る
と
考
え

ら
れ
る
時
期
で
あ
り
、
同
時
に
急
速

な
少
子
高
齢
化
社
会
に
入
る
直
前
、

い
わ
ば
「
ピ
ー
ク
」
の
時
期
で
も

あ
る
。
一
方
の
わ
が
国
は
高
齢
化
の

急
坂
の
一
番
き
つ
い
時
期
、
い
わ
ば

「
底
」
に
あ
た
る
時
期
。
こ
う
し
た

観
点
か
ら
も
「
ど
う
な
っ
て
お
り
、

ど
う
な
り
う
る
か
」
を
共
有
す
る
こ

と
が
、
安
全
保
障
論
議
に
お
い
て
も

重
要
で
あ
ろ
う
。
大
野
議
員
の
「
囲

む
会
」
は
次
号
に
掲
載
予
定
。）

《
当
事
者
意
識
を
涵
養
す
る
》

　

あ
る
が
ま
ま
の
現
実
と
向
き
合

う
。
憲
法
で
も
、
そ
れ
が
で
き
て
い

な
い
と
こ
ろ
が
「
占
領
憲
法
だ
」
と

か
「
一
国
平
和
主
義
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
戦
後
の
民
主
主
義
の
あ
る

が
ま
ま
の
現
実
―
依
存
と
分
配
か
ら

出
発
し
た
と
い
う
事
実
、
21
世
紀
ま

で
政
権
交
代
す
ら
な
か
っ
た
と
い
う

事
実
、「
失
わ
れ
た
20
年
」
と
い
う

事
実
、
そ
れ
ら
と
向
き
合
っ
て
主
権

者
意
識
を
ど
う
涵
養
し
て
き
た
の

か
。

　

被
害
の
規
模
も
大
き
く
ち
が
う

が
、
阪
神
大
震
災
と
比
べ
て
も3.11

の
影
響
の
深
さ
、
持
続
性
は
確
実
に

当
事
者
意
識
を
涵
養
し
て
い
る
（
覚

醒
し
た
当
事
者
）。
首
都
圏
で
は
食

や
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
水
と
い
っ
た
生
存

の
基
本
に
関
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
の

当
事
者
意
識
の
欠
如
を
、
リ
ア
ル
に

知
っ
た
。
生
活
や
人
生
を
変
え
た
人

同
じ
よ
う
に
理
解
し
、
感
じ
る
わ
け

で
は
な
い
。
自
分
と
同
じ
よ
う
に
理

解
し
、
感
じ
た
人
と
だ
け
し
か
共
有

で
き
な
い
の
か
、そ
れ
ぞ
れ
の
理
解
、

感
じ
方
を
言
い
合
う
だ
け
の
「
場
づ

く
り
」
な
の
か
。
そ
れ
と
も
他
の
理

解
や
感
じ
方
と
も
共
有
で
き
る
「
次

の
方
向
性
」
を
見
出
し
、
さ
ら
に
は

そ
の
た
め
の
実
践
的
気
づ
き
へ
と
深

め
て
い
く
「
場
づ
く
り
」
な
の
か
。

　

は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
は
、
あ

り
の
ま
ま
の
現
実
と
向
き
合
っ
て
、

そ
れ
を
変
え
よ
う
と
苦
闘
す
る
と
こ

ろ
か
ら
の
み
、
そ
の
「
場
づ
く
り
」

の
た
め
の
論
理
や
行
動
指
針
を
創
造

す
る
活
動
や
、
そ
の
た
め
の
各
レ
ベ

ル
の
仕
事
や
労
働
が
見
え
る
。
そ
こ

か
ら
の
人
間
関
係
の
距
離
感
、
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
。
そ
れ
が
見
え
ず
に
、｢

目
先
の
損
得
」「
効
率
」
だ
け
の
人

間
関
係
の
作
り
か
た
で
は
ユ
ー
レ
イ

の
追
認
。

　
「
普
通
の
人
」
の
な
か
で
こ
れ
を

可
視
化
す
る
た
め
に
は
、「
バ
カ
み

た
い
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
成
果
な

き
戦
い
を
営
々
と
続
け
る
者
が
必

要
。
議
会
ム
ラ
の
な
か
で
「
こ
れ
は

お
か
し
い
」
と
い
っ
て
も
、
普
通
の

人
に
可
視
化
で
き
る
ま
で
は
や
ら
な

い
、そ
れ
を
避
け
て
「
自
分
は
違
う
」

と
差
別
化
す
る
、
と
い
う
お
利
口
サ

ン
で
は
、変
革
の
た
め
の
場
づ
く
り
、

人
間
関
係
は
ツ
マ
ミ
食
い
さ
え
で

き
な
い
こ
と
に
な
る
。「
普
通
の
人
」

の
な
か
に
も
当
事
者
意
識
を
涵
養
す

る
、
そ
の
た
め
の
場
作
り
と
は
、
と

い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　

漸
進
主
義
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
。

「
絶
対
」
を
証
明
す
る
こ
と
を
卒
業

し
、
多
様
性
を
認
め
る
こ
と
。
現
実

は
、
秩
序
と
無
秩
序
が
同
居
し
て
い

る
。
そ
れ
を
媒
介
す
る
の
が
「
成
長

す
る
習
慣
」。

　

民
主
主
義
は
ゴ
ー
ル
で
は
な
く
、

合
意
形
成
の
不
断
の
プ
ロ
セ
ス
。
民

主
主
義
も
、
旧
い
制
度
・
習
慣
を
カ

オ
ス
化
す
る
こ
と
と
、新
し
い
秩
序
・

よ
り
い
っ
そ
う
の
参
加
の
秩
序
を
作

る
こ
と
と
の
交
互
作
用
の
弁
証
法
的

な
プ
ロ
セ
ス
。
封
建
社
会
・
階
級
社

会
の
終
焉
・
崩
壊
か
ら
市
民
社
会
形

成
の
プ
ロ
セ
ス
、
さ
ら
に
「
市
民
」

の
拡
大
と
多
様
化
、
参
加
の
拡
大
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化etc

に
と
も
な
う
不

断
の
変
貌
プ
ロ
セ
ス
。
こ
れ
を
媒
介

す
る
の
が
「
成
長
す
る
習
慣
形
成
」。

（
宇
野
重
規｢

民
主
主
義
の
つ
く
り

方
」
筑
摩
選
書　

よ
り
）

　

社
会
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
習
慣

と
は
人
と
人
と
を
つ
な
く
メ
デ
ィ
ア

で
あ
り
、
多
様
な
場
所
で
行
わ
れ
た

実
験
の
結
果
を
集
積
す
る
こ
と
で
、

変
革
へ
の
梃
子
と
な
っ
て
い
く
社
会

的
装
置
で
あ
る
。
人
々
の
信
念
が
そ

れ
と
自
覚
さ
れ
る
こ
と
な
く
結
び
つ

き
、
結
果
と
し
て
社
会
を
変
え
て
い

く
。
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
民
主
主
義
で

あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
。

　

た
し
か
に
そ
れ
は
、
議
会
制
民
主

主
義
と
は
異
質
で
あ
る
。
し
か
し
、

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
示
す
民
主
主

義
の
姿
は
、
単
に
ば
ら
ば
ら
な
個
人

の
意
思
や
欲
求
を
集
計
す
る
と
い
う

民
主
主
義
観
と
も
、
個
人
の
競
争
を

市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
調
整
す

る
と
い
う
民
主
主
義
観
と
も
、
異
質

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
に
と
っ
て
、

社
会
の
ユ
ニ
ッ
ト
に
な
る
の
は
必
ず

し
も
一
人
ひ
と
り
の
個
人
で
は
な

い
。
重
要
な
の
は
、
個
人
と
個
人
と

の
関
係
で
あ
り
、
習
慣
や
行
為
を
介

し
て
結
び
つ
い
た
人
と
人
と
の
動
的

な
つ
な
が
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

つ
な
が
り
が
民
主
主
義
を
構
成
す
る

と
い
う
信
念
こ
そ
が
、
プ
ラ
グ
マ

テ
ィ
ズ
ム
の
民
主
主
義
観
へ
と
結
実

し
た
の
で
あ
る
。〔
第
３
章
〕

 

…
人
々
の
意
志
が
、
行
為
を
通
じ

て
相
互
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
社
会
全

体
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
生
み
出
し
て

い
く
過
程
に
こ
そ
、
注
目
す
べ
き
な

の
か
も
し
れ
な
い
。
民
主
主
義
も
ま

た
、
時
間
の
な
か
で
生
成
変
化
し
て

い
く
よ
う
な
、
動
的
イ
メ
ー
ジ
を
取

り
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。〔
終
わ
り

に
〕

（
引
用
終
わ
り
）

　
「
一
議
員
一
Ｎ
Ｐ
Ｏ
」
と
い
う
ア

プ
ロ
ー
チ
も
、
こ
う
し
た
「
多
様
な

場
所
で
行
わ
れ
た
実
験
の
結
果
を
集

積
す
る
こ
と
で
、
変
革
へ
の
梃
子
と

な
っ
て
い
く
社
会
的
装
置
」「
人
々

の
意
思
が
、
行
為
を
通
じ
て
相
互
に

影
響
を
及
ぼ
し
、
社
会
全
体
の
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
を
生
み
出
し
て
い
く
過

程
」と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。（4/27

関
西
政
経
セ
ミ
ナ
ー
参
照
）

は
少
な
く
な
い
し
、
そ
の
変
化
を
生

活
の
レ
ベ
ル
で
持
続
し
て
い
る
「
声

な
き
声
」
の
存
在
は
、3.11

に
伴
う

変
化
を
不
可
逆
的
な
も
の
に
し
て
い

る
。（
新
し
い
多
数
派
の
形
成
へ
）

　

地
域
自
治
、
地
域
再
生
の
多
様
な

モ
デ
ル
が
可
視
化
さ
れ
る
に
つ
れ

て
、
よ
う
や
く
首
都
圏
の
ユ
ー
レ
イ

の
中
に
も
、
首
都
圏
で
は
見
え
な

か
っ
た
当
事
者
意
識
が
見
え
て
く

る
よ
う
に
な
る
。「
○
○
市
長
だ
か

ら
で
き
た
」（
う
ち
は
首
長
や
議
会

が
ダ
メ
だ
か
ら
…
）「
地
方
だ
か
ら

可
能
な
ん
だ
」（
都
市
部
で
は
ム
リ
）

と
い
う
「
言
い
訳
」
の
余
地
が
な
く

な
る
。
問
題
設
定
は
「
当
事
者
意
識

を
涵
養
す
る
た
め
に
」
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
方
法
論
、
実
践
の
交

換
・
共
有
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
相
互
関
係
を
可
視
化
す
る
場

づ
く
り
、
言
論
空
間
を
作
る
。
よ
っ

て
こ
の
間
の
企
画
は
「
パ
ネ
ル
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
」
と
い
う
形
式
を

取
っ
て
き
た
。

　

次
の
方
向
性
に
む
け
て
、
ど
の

よ
う
な
言
論
空
間
を
準
備
す
る
か
。

「
場
」
を
形
成
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い

「
人
」
を
ど
う
準
備
す
る
か
。
そ
れ

を
サ
ポ
ー
ト
す
る
フ
ォ
ロ
ワ
ー
を
ど

う
準
備
す
る
か
。
そ
う
し
た
社
会
関

係
資
本
を
準
備
す
る
た
め
に
、
ど
こ

に
ど
ん
な
投
資
を
す
べ
き
か
。
そ
の

た
め
に
、
次
の
ス
テ
ー
ジ
ま
で
の
時

間
を
い
か
に
マ
ネ
ー
ジ
し
、
情
勢
の

変
化
を
そ
の
目
的
か
ら
い
か
に
使
い

こ
な
す
か
。
組
織
計
画
は
こ
の
よ
う

に
準
備
さ
れ
る
。

　

永
田
町
・
霞
ヶ
関
・
丸
の
内
・
虎

ノ
門
に
は
、3.11

後
の
新
し
い
現
実

が
見
え
て
い
な
い
が
、
同
時
に
そ
れ

を
潰
す
力
も
な
い
と
こ
ろ
ま
で
空
洞

化
し
て
い
る
。
よ
っ
て
「
打
倒
」「
反

対
」
で
は
な
く
、
新
し
い
現
実
か
ら

の
無
数
の
「
ポ
ジ
出
し
」
に
よ
る

漸
進
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
集
積
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
波
及
が
求
め
ら
れ

る
。

●
第
八
回
大
会
に
む
け
た
準
備　

　

八
回
大
会
ま
で
に
整
理
す
べ
き

テ
ー
マ
と
場
の
設
定
（
順
不
同
）
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同人会員　24000 円／購読会員　  3500 円
賛助会員　50000 円（いずれも年間）

　郵便振替　00160-9-77459　

　　　　　　「がんばろう、日本！」国民協議会

　会員には機関紙「日本再生」( 月刊 ) を送付。

　要綱 (http://www.ganbarou-nippon.ne.jp/) を

　ご参照ください。


