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近
年
「
ロ
ー
カ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
も

し
く
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
）」
と
い
う
言
葉
が
、

流
行
語
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
自
ら

の
地
域
を
よ
り
豊
か
に
し
よ
う
と
す
る

「
市
民
」
が
地
域
の
課
題
解
決
に
取
り
組

み
、
主
人
公
と
し
て
「
新
し
い
公
共
」
を

構
築
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
歓
迎
す
べ
き

こ
と
で
あ
る
。
地
縁
団
体
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
等
の
市
民
活
動
団
体
が

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
、
地
域
の
特
色

に
応
じ
た
多
彩
な
豊
か
さ
を
追
い
求
め
る

こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
や
や
も
す
れ
ば
自
治
体

政
府
と
は
認
識
を
異
に
す
る
自
治
秩
序
を

生
み
出
す
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
、
首
長

や
議
員
の
報
酬
削
減
、
議
員
数
削
減
、
公

務
員
の
給
料
カ
ッ
ト
等
を
無
条
件
に
も
ろ

手
を
挙
げ
て
歓
迎
す
る
社
会
の
ム
ー
ド
に

は
、
市
民
が
自
治
体
政
府
を
創
る
と
い
う

方
向
性
は
見
出
せ
な
い
よ
う
に
思
う
。
財

政
難
の
時
代
で
あ
り
、
経
費
削
減
も
効
率

的
な
運
営
も
不
可
避
で
あ
る
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
。
だ
が
私
達
に
は
、
ど
の
よ
う

　

な
自
治
体
政
府
が
望
ま
し
い
の
か
に
つ
い

て
、
議
論
す
る
場
は
与
え
ら
れ
て
こ
な

か
っ
た
。
自
治
体
政
府
に
よ
る
税
金
の
再

配
分
に
よ
っ
て
、
福
祉
を
中
心
と
す
る
安

心
し
た
社
会
が
形
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

し
、
政
策
の
選
択
に
よ
っ
て
必
要
な
公
共

事
業
と
は
何
か
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
議
論
は
、
自
治
体
政
府
の
あ

り
様
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
民
主
的
な
意
思
決
定
の
あ
り
方
で

あ
り
、
地
域
の
状
況
、
国
全
体
の
状
況
、

国
際
的
な
状
況
を
踏
ま
え
た
意
思
決
定
の

あ
り
方
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
自
治
体
政

府
（
こ
れ
を
支
え
る
行
政
組
織
）
を
ど
う

形
成
す
る
か
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
決
し
て
小
さ
な
自
治
体
政
府
が
良
い

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。本
来
で
あ
れ
ば
、

市
民
の
責
任
と
自
覚
が
前
提
と
な
り
、
大

き
な
自
治
体
政
府
を
選
択
す
る
こ
と
も
あ

り
え
る
。
自
治
体
政
府
自
体
の
統
治
の
構

造
も
自
治
体
環
境
に
応
じ
て
多
様
で
あ
っ

て
良
い
は
ず
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
ロ
ー
カ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン

ス
構
築
に
よ
る
自
治
秩
序
は
、
同
時
に
自

治
体
政
府
を
創
る
基
盤
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
ロ
ー
カ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン

ス
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
お
き

た
い
。「
公
共
の
領
域
を
担
う
主
役
は
む

し
ろ
住
民
（
上
記
市
民
と
同
義
）
の
側
に

あ
り
、
こ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
議
会
や

執
行
部
と
の
関
係
を
作
り
直
し
、
自
治
の

新
し
い
運
用
秩
序
を
目
指
し
て
い
る
も

の
」（
佐
藤
竺
監
修/ 
今
川
晃
・
馬
場
健

編
著『
市
民
の
た
め
の
地
方
自
治
入
門（
新

訂
版
）』
実
務
教
育
出
版
、
２
０
０
９
年
、

４
頁
）。
議
会
や
執
行
部
（
行
政
）
が
自

治
体
政
府
の
中
枢
で
あ
り
、
ロ
ー
カ
ル
・

ガ
バ
ナ
ン
ス
が
自
治
体
政
府
を
創
造
で
き

る
よ
う
な
自
治
秩
序
形
成
や
制
度
設
計
が

必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
、本
稿
で
は「
ロ
ー

カ
ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト
（
自
治
体
政
府
）
再

考
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
た
。

　

関
西
の
あ
る
市
の
総
合
計
画
策
定
の
た

め
の
市
民
委
員
会
で
、
市
民
が
つ
ぎ
つ
ぎ

と
議
会
不
要
論
を
発
言
し
混
乱
し
た
こ
と

が
あ
っ
た
。行
政
へ
の
不
信
の
念
も
強
い
。

こ
の
市
は
私
か
ら
見
れ
ば
、活
発
な
議
会
、

有
能
な
市
長
、
優
秀
な
職
員
で
支
え
ら
れ

て
い
る
「
立
派
な
自
治
体
」
で
あ
る
。
一

方
、
市
民
活
動
も
盛
ん
で
、
自
治
意
思
も

高
い
は
ず
で
あ
る
。

　

も
し
議
会
も
不
要
、
行
政
も
不
要
で
、

市
民
に
よ
っ
て
新
た
な
自
治
体
を
創
造
す

る
と
し
た
ら
、
市
民
に
よ
っ
て
意
思
決
定

の
ル
ー
ル
を
定
め
、
議
会
に
変
わ
る
「
議

会
」
が
必
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
決

定
を
運
用
す
る
た
め
に
、
行
政
組
織
に
変

わ
る
「
行
政
組
織
」
を
設
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
る
。
わ
が
国
の
自
治
体
政
府
は

市
民
が
創
造
し
た
歴
史
も
無
け
れ
ば
、
自

分
達
を
統
治
す
る
自
治
体
政
府
の
あ
り
方

に
つ
い
て
議
論
し
た
経
験
も
無
い
か
ら
、

こ
う
し
た
混
乱
が
起
き
る
の
で
あ
る
。

　

近
年
活
発
で
あ
る
自
治
基
本
条
例
づ
く
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り
で
も
、
住
民
参
加
や
協
働
の
主
要
な
相

手
と
な
る
自
治
体
政
府
は
所
与
の
前
提
で

あ
り
、
主
人
公
と
し
て
の
市
民
の
権
利
の

拡
大
を
唱
え
る
傾
向
に
あ
る
。
市
民
の
権

利
の
拡
大
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
市

民
に
よ
る
自
治
体
政
府
を
ど
の
よ
う
に
創

る
の
か
、
と
い
う
議
論
が
な
か
な
か
で
き

な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
自
治
基
本
条
例

づ
く
り
は
こ
の
こ
と
を
考
え
る
ひ
と
つ
の

チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
が
、
市
民
に
は
画
一
的

な
法
制
度
に
慣
れ
き
っ
て
い
る
別
の
市
民

が
同
居
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
自
治
基
本
条
例
等
で
地
域
自

治
区
や
地
域
住
民
組
織
の
議
論
を
す
る
場

合
が
あ
る
。
ま
た
、
総
務
省
も
地
域
協
働

体
と
い
う
名
称
で
、
地
域
に
お
け
る
各
種

団
体
の
協
働
を
推
進
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
地
域
に
お
け
る
地
域
自
治
組
織
の
活
性

化
に
よ
っ
て
行
政
や
議
会
の
あ
り
方
を
変

え
て
い
く
は
ず
で
あ
る
が
、
ど
こ
の
地
域

で
も
自
治
体
政
府
と
の
関
係
で
議
論
す
る

こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

機
能
的
な
議
論
と
し
て
も
、
少
子
高
齢

化
対
策
、
地
域
活
性
化
対
策
等
、
地
域
に

限
定
し
た
役
割
が
あ
れ
ば
、自
治
体
全
域
、

あ
る
い
は
よ
り
広
域
的
な
対
応
が
必
要
な

機
能
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
各
機

能
は
個
別
の
領
域
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
狭
域
の
役
割
と
広
域
の
役
割
と

は
連
動
す
る
場
合
が
多
い
は
ず
で
あ
る
。

　

も
し
地
域
自
治
組
織
の
活
動
が
限
定
さ

れ
た
地
域
内
の
活
性
化
で
あ
り
、
自
治
体

政
府
全
体
の
あ
り
方
と
連
動
し
て
語
ら
れ

な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
た
め
の
制
度
設
計

や
民
主
的
な
意
思
決
定
改
革
は
で
き
ず
、

そ
の
結
果
自
治
体
政
府
の
政
策
選
択
も
市

民
生
活
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
と
な
る
。

し
か
も
、
本
来
は
機
能
強
化
す
べ
き
領
域

が
あ
っ
て
も
行
政
組
織
改
革
の
必
要
性
は

ま
す
ま
す
認
識
さ
れ
な
く
な
る
。
ま
さ
に

「
市
民
が
元
気
で
自
治
体
政
府
は
衰
退
」

と
な
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
自
治
体

政
府
は
、
市
民
に
必
要
な
政
策
判
断
が
で

き
な
く
な
る
こ
と
を
意
味
し
、「
悪
影
響
」

を
こ
う
む
る
市
民
が
逆
に
増
え
る
こ
と
に

な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

　　

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
自
治
体
の
統
治

方
式
に
つ
い
て
は
、
画
一
的
な
法
制
度
と

な
っ
て
い
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
自
治
体

政
府
と
し
て
の
政
策
選
択
と
そ
の
運
用
等

が
自
治
体
の
状
況
に
応
じ
て
機
能
す
る
た

め
に
、
議
会
・
強
市
長
方
式
だ
け
で
な
く
、

議
会
・
支
配
人
方
式
等
多
様
な
統
治
の
方

式
が
市
民
の
判
断
で
選
択
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

市
町
村
合
併
な
ど
の
影
響
も
あ
っ
て
多

く
の
自
治
体
は
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
今
が
議
論
す
る
チ
ャ
ン
ス

で
あ
る
。
画
一
的
な
法
制
度
を
前
提
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
の
、
そ
れ
で
も

改
革
す
べ
き
点
は
多
い
。
民
主
主
義
に
時

間
と
経
費
を
か
け
る
こ
と
が
、
適
切
で
効

率
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
生
む
の
で
あ

る
。
た
と
え
税
負
担
が
増
え
て
も
、
必
要

自
治
体
政
府
自
ら
が
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な
行
政
機
能
を
市
民
が
納
得
し
、
支
え
る

よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
行
政
組
織
は
、
市
民

が
支
え
創
る
行
政
組
織
に
発
展
し
て
い
く

こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
く
つ
か
の
具
体
的
な

提
案
を
し
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
、
組
織
の
中
で
変
え
よ
う
と
す

る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
効
に
活
か
す
こ
と
で

あ
る
。
あ
る
県
で
採
用
後
10
年
目
の
全
職

員
を
対
象
と
し
た
業
務
改
善
研
修
を
数
年

連
続
で
担
当
し
て
い
る
が
、
県
民
の
パ

ワ
ー
を
引
き
出
す
た
め
に
、
県
民
の
声
の

分
析
方
法
、
広
報
の
あ
り
方
だ
け
で
は
な

く
、業
務
の
引
き
継
ぎ
方
法
に
至
る
ま
で
、

全
職
員
が
何
ら
か
の
改
革
の
必
要
性
を
感

じ
て
い
る
し
、
具
体
的
な
プ
ラ
ン
を
持
っ

て
い
る
。
と
り
わ
け
第
一
線
で
活
躍
し
て

い
る
職
員
は
改
革
の
必
要
性
を
感
じ
て
い

る
し
、
そ
の
方
向
性
は
ま
さ
に
市
民
感
覚

の
方
向
性
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
市
民
の
課
題
に
気
付
く
こ
と

は
、
組
織
内
の
連
携
を
促
進
さ
せ
た
り
、

自
治
体
政
府
の
あ
り
方
を
変
え
る
き
っ
か

け
作
り
に
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
改
革

の
原
点
は
市
民
で
あ
り
、
補
完
性
の
原
理

か
ら
も
当
然
で
あ
る
。
地
域
自
治
組
織
も

含
め
、市
民
相
互
が
水
平
的
に
話
し
合
い
、

学
習
す
る
場
を
多
く
設
定
す
る
と
共
に
、

こ
こ
か
ら
整
理
さ
れ
た
課
題
や
提
案
を
、

行
政
や
議
会
の
議
論
に
取
り
込
め
る
よ
う

な
意
思
決
定
の
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
て
い

く
こ
と
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
自
治
体
が

採
用
し
て
い
る
「
市
民
提
案
制
度
」、
京

都
府
の
「
府
民
公
募
型
安
心
・
安
全
整
備

事
業
」
等
は
こ
の
よ
う
な
方
向
性
を
示
す

試
み
で
あ
る
。
行
政
や
議
会
の
独
自
の
判

断
の
選
択
も
あ
り
う
る
の
で
、
市
民
と
の

関
係
で
は
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
高
め

る
こ
と
に
も
な
る
。

　

第
三
に
、
市
民
参
加
や
協
働
を
推
進
し

よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
議
会
や
行
政

が
そ
の
た
め
に
体
質
を
変
え
る
姿
勢
を
積

極
的
に
示
さ
な
け
れ
ば
、
市
民
に
信
頼
さ

れ
る
自
治
体
政
府
を
築
く
こ
と
は
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
は
、
ロ
ー
カ
ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト

を
再
考
す
る
き
っ
か
け
に
な
り
、
ロ
ー
カ

ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
ロ
ー
カ
ル
・
ガ
バ
メ

ン
ト
を
創
る
推
進
力
と
な
る
は
ず
で
あ

る
。
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私
た
ち
の
自
治
体
が
そ
の
よ
う
な
状
況

に
陥
ら
な
い
た
め
に
は
、
職
員
一
人
ひ
と

り
が
地
域
の
状
況
を
注
視
し
、
コ
ス
ト
意

識
を
持
つ
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
自
治
体
の
職
務
に
お

い
て
は
、
担
当
す
る
部
署
に
お
け
る
経
験

が
な
い
と
そ
の
用
語
も
理
解
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。
と
り
わ
け

財
政
と
言
う
分
野
は
そ
の
傾
向
が
強
く
、

勉
強
し
よ
う
に
も
な
か
な
か
ハ
ー
ド
ル
が

高
く
、「
財
政
」
と
聞
く
だ
け
で
難
し
く

感
じ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
当
セ

ン
タ
ー
で
は
財
政
を
「
や
さ
し
く
」
基
礎

か
ら
学
べ
る
よ
う
こ
の
講
座
を
開
講
し
ま

し
た
。

し
た
。

　

第
３
回
は
地
方
自
治
総
合
研
究
所
研
究

員
の
飛
田
博
史
氏
よ
り
、「
自
治
体
財
政

分
析
講
座
」
と
題
し
、
自
治
体
の
財
政
指

標
の
見
方
や
分
析
方
法
な
ど
に
つ
い
て
お

話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
各
参
加
者
の
所

属
す
る
自
治
体
の
決
算
カ
ー
ド
を
用
い
た

ワ
ー
キ
ン
グ
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。

　

第
４
回
は
三
重
短
期
大
学
法
経
科
教
授

の
雨
宮
照
雄
氏
よ
り
「
健
全
化
判
断
比
率

と
財
務
諸
表
を
ど
う
活
用
す
る
か
」
と
題

し
、
第
３
回
で
学
習
し
た
決
算
カ
ー
ド
や

そ
の
他
の
指
標
を
、
実
際
の
行
政
運
営
の

中
で
ど
の
よ
う
に
利
活
用
し
て
い
く
べ
き

か
と
い
う
講
演
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

あ
ら
ゆ
る
分
野
で
の
女
性
の
活
躍
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
配
置
・
昇
進
・

教
育
等
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
平
等
で

あ
る
と
は
い
え
ず
、「
男
性
に
適
し
た
仕

事
・
女
性
に
適
し
た
仕
事
」
と
い
う
よ
う

な
考
え
が
存
在
し
ま
す
。
未
だ
女
性
が
配

置
さ
れ
な
い
職
務
（
所
属
）
が
存
在
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
女
性
職
員
の
仕
事
に
関

す
る
知
識
や
、
能
力
を
発
揮
で
き
る
可
能

性
を
狭
め
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
同
時
に
、

真
の
男
女
共
同
参
画
の
実
現
も
望
め
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
一
方
で
、
女
性

の
側
に
も
財
政
は
難
し
い
と
の
思
い
も
強

く
、
関
わ
る
事
を
避
け
て
き
た
と
い
う
側

面
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ

れ
は
受
講
者
の
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
も
読
み

取
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
と
か
く
男
性
職

員
の
職
場
と
思
わ
れ
が
ち
な
財
政
分
野
に

つ
い
て
、
女
性
職
員
に
も
参
加
し
学
ん
で

い
た
だ
き
た
い
と
の
思
い
で
企
画
い
た
し

ま
し
た
。

　

第
１
回
は
三
重
県
政
策
部
市
町
行
財
政

室
財
政
第
１
グ
ル
ー
プ
担
当
副
室
長
の
寺

西
貴
朗
氏
よ
り
、「
や
さ
し
い
財
政
の
し

く
み
」
と
題
し
、
財
政
に
関
す
る
様
々
な

用
語
の
説
明
な
ど
に
つ
い
て
お
話
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

第
２
回
は
同
財
政
第
２
グ
ル
ー
プ
担
当

副
室
長
の
中
西
秀
行
氏
よ
り
、「
市
町
村

財
政
の
現
状
と
課
題
〜
財
政
の
健
全
性
の

判
断
に
つ
い
て
〜
」
と
題
し
、
県
内
の
財

政
状
況
な
ど
に
つ
い
て
お
話
い
た
だ
き
ま

　　

サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
破
綻
な
ど
か
ら

続
く
経
済
不
況
の
中
、
２
０
０
９
年
も
日

本
を
取
り
巻
く
環
境
の
厳
し
い
一
年
と
な

り
ま
し
た
。
９
月
に
は
衆
議
院
議
員
選
挙

に
お
い
て
民
主
党
が
勝
利
を
収
め
政
権
交

代
し
、
経
済
対
策
を
含
め
た
２
０
１
０
年

度
予
算
編
成
に
も
大
い
に
注
目
が
集
ま
り

ま
し
た
。
国
民
的
な
観
点
か
ら
、
国
の
予

算
、
制
度
、
そ
の
他
国
の
行
政
全
般
の
あ

り
方
を
刷
新
す
る
と
と
も
に
、
国
、
地
方

公
共
団
体
及
び
民
間
の
役
割
の
在
り
方
の

見
直
し
を
行
う
「
事
業
仕
分
け
」
が
連
日

大
々
的
に
報
道
さ
れ
、
流
行
語
に
も
な
り

ま
し
た
。

　

税
金
を
使
い
事
業
を
進
め
て
い
る
以

上
、
そ
れ
は
国
政
だ
け
の
問
題
で
は
な
く

地
方
自
治
体
に
お
い
て
も
同
様
の
コ
ス
ト

意
識
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

夕
張
市
の
破
綻
後
、
平
成
19
年
に
地
方

公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法

律
（
地
方
財
政
健
全
化
法
）
が
成
立
し
、

自
治
体
の
健
全
性
を
診
断
す
る
目
安
と
し

て
実
質
赤
字
比
率
な
ど
の
４
つ
の
指
標
が

導
入
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
指
標
の
一
つ
で

も
基
準
よ
り
悪
化
し
た
場
合
、
財
政
再
建

団
体
の
手
前
、
い
わ
ゆ
る
イ
エ
ロ
ー
カ
ー

ド
に
相
当
す
る
早
期
健
全
化
団
体
に
指
定

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
11
月
の
総

務
省
の
発
表
に
よ
る
と
、
全
国
27
市
町
村

が
早
期
健
全
化
団
体
に
該
当
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
は
「
自
治
体
女
性
職
員
の
た
め

の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
」
と
い
う
副
題
を

つ
け
ま
し
た
。
男
女
共
同
参
画
の
必
要
性

が
叫
ば
れ
る
中
、
公
務
職
場
に
お
い
て
も
、

や
さ
し
い
財
政
講
座
開
講
の
理
由

自
治
体
を
取
り
巻
く
状
況

女
性
職
員
と
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト

講
座
の
概
要

第４回講師の雨宮照雄氏 第３回講師の飛田博史氏

財
政
講
座
を
開
催
し
ま
し
た
。

を
開
催
し
ま
し
た
。

やさしいやさしい
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こ
こ
で
は
、
受
講
者
を
対
象
に
実
施
し

た
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
か
ら
、
主
な
回
答
を

紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

・ 

対
象
が
女
性
職
員
に
限
定
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
女
性
が
参
加
し
や
す

い
と
思
う
。
同
じ
意
識
を
も
っ
た
人

が
集
ま
る
と
い
う
こ
と
で
励
み
に
な

る
。

・ 

財
政
と
言
う
と
ま
だ
男
性
の
仕
事
と

言
う
イ
メ
ー
ジ
が
大
き
い
の
で
、
こ

れ
を
機
会
に
女
性
が
財
政
の
場
で
活

躍
で
き
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。

・ 

意
欲
あ
る
女
性
職
員
が
多
い
と
勇
気

付
け
ら
れ
ま
し
た
。

・ 

女
性
職
員
も
役
職
に
つ
い
て
い
く
こ

と
か
ら
、
こ
の
講
座
を
受
け
て
少
し

で
も
身
に
な
れ
ば
と
思
い
受
講
し
た
。

　

企
画
に
つ
い
て
は
、
女
性
職
員
を
対
象

と
し
た
点
に
つ
い
て
評
価
し
て
い
た
だ

き
、
他
の
分
野
で
も
開
催
し
て
ほ
し
い
と

の
意
見
が
あ
っ
た
一
方
で
、「
参
加
を
希

望
す
る
男
性
職
員
も
い
た
」、「
若
手
職
員

対
象
の
講
座
も
実
施
し
て
ほ
し
い
」
な
ど

の
意
見
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
　・ 

難
し
か
っ
た
で
す
。
も
う
少
し
初
歩

的
な
こ
と
か
ら
じ
っ
く
り
学
び
た

か
っ
た
で
す
。

・ 

１
講
座
に
つ
い
て
２
時
間
で
は
短
い

と
思
い
ま
し
た
。

・ 

聞
き
慣
れ
な
い
用
語
が
た
く
さ
ん
出

て
き
て
理
解
で
き
な
か
っ
た
が
、
回

を
重
ね
る
ご
と
に
少
し
ず
つ
見
え
て

き
た
よ
う
に
思
う
。

・ 

決
算
カ
ー
ド
の
見
方
が
分
か
っ
て
よ

か
っ
た
。

・ 

第
３
回
の
実
習
が
分
か
り
や
す
く
て

良
か
っ
た
。

・ 

行
政
職
員
と
し
て
視
野
を
広
げ
る
こ

と
が
で
き
た
。
継
続
し
て
勉
強
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
う
。

・ 

「
分
か
ら
な
い
」
こ
と
が
「
分
か
っ
た
」

の
で
、こ
れ
か
ら
さ
ら
に
勉
強
し
た
い
。

　

講
座
の
内
容
に
つ
い
て
は
、「
や
さ
し

い
財
政
講
座
」
と
言
い
な
が
ら
も
、
財
政

の
内
容
は
多
岐
に
亘
り
難
解
な
た
め
、
限

ら
れ
た
時
間
内
で
す
べ
て
を
理
解
し
て
い

た
だ
く
こ
と
は
大
変
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

ま
た
、
丁
寧
な
説
明
と
事
前
の
準
備
を
し

て
い
た
だ
い
た
各
講
師
の
先
生
方
に
対
す

る
感
謝
の
意
見
も
数
多
く
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
多
く
の
評
価

と
改
善
点
の
、
貴
重
な
ご
意
見
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
時
間
と
開
講
日
数
の
改
善
、

内
容
の
絞
込
み
な
ど
を
検
討
し
、
よ
り
よ

い
講
座
を
来
年
度
も
開
講
し
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

（
主
任
研
究
員　

森
川　

和
敏
）

来
年
度
以
降
も
や
さ
し
い
財
政
講
座

受
講
者
か
ら
の
コ
メ
ン
ト

『「婚活」時代』
山田　昌弘　　白河　桃子 著　　

ディスカヴァー・トゥエンティワン

　30代前半、独身男性、肉食系男子（自己評価）な私です。
　もちろんこれまで結婚したくなかったわけではない
し、結婚を考えた女性がいないわけではない。親に心配
をかけているし、少子化対策にも貢献できていない。「将
来大丈夫か？」と不安にもなる。そんな私は本著による
と「流される勇気」が足りないのだそうだ。
　本著は、社会学の調査研究に基づく理論的部分を「パ
ラサイトシングル」「格差社会」という言葉の産みの親
である中央大学教授の山田氏が、広範な取材に基づく実
態部分を結婚・恋愛・少子化などのテーマに圧倒的な取
材量を誇るジャーナリスト白河氏が、それぞれ担当し構
成されている。
　経済格差、地域間格差だけでなく、男女の中には「出
会い格差」「魅力格差」が生まれており、「婚活」しなけ
れば結婚できない時代に入ったという。社会経済的状況
が変化しているにも関わらず、結婚に対する意識そのも
のはそんなに変わっていないからとのこと。
　また、以前のように結婚が生活必需品ではなくなって

おり、自分の嗜好に合わないな
ら結婚したくないというような
未婚者の増加も根底にあると指
摘している。
　現代の未婚男女の恋愛・結婚
に対する考え方やライフスタイ
ル・価値観の多様化という側面
や、経済不況による雇用・収入不安による側面など、そ
のアプローチは多岐に亘る。
　また、自分の希望どおりの職場で働くために「就活（就
職活動）」と同じく、「婚活」するのが当たり前との論は
少々飛躍しているように感じるが、合コン・見合いイベ
ントや結婚案内サービスの現状などは、未婚者でなくと
も読みやすく面白い。
　「余計なお世話だ！」と思われる読者もおられると思
うが、結婚最前線の一面をのぞき見するつもりで、気軽
に読める１冊である。

（主任研究員　森川　和敏）

Q1Q2
女
性
を
対
象
と
し
た

今
回
の
企
画
に
つ
い
て

講
座
の
内
容
に
つ
い
て


