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こ
こ
で
は
越
前
市
に
し
ぼ
っ
て
紹
介
し

た
い
。
福
井
県
越
前
市
、
旧
武
生
（
た
け

ふ
）
市
に
あ
る
児
童
養
護
施
設
を
訪
ね

た
。
市
立
で
運
営
さ
れ
て
い
た
こ
の
福
祉

施
設
に
存
廃
問
題
が
起
こ
っ
た
。
福
祉
施

設
を
守
り
た
い
、
職
場
を
守
り
た
い
。
全

国
の
存
続
運
動
の
現
場
を
訪
ね
た
が
、
ど

こ
も
厳
し
い
。
ど
う
拓
い
て
い
っ
た
の

か
。

　

職
場
の
仲
間
の
意
思
を
固
め
、
志
あ
る

市
民
と
つ
な
が
り
あ
い
、
自
分
た
ち
自
身

で
経
営
を
始
め
る
道
を
見
出
し
た
。「
守

る
運
動
か
ら
作
る
運
動
」
へ
の
発
想
の
転

換
で
あ
る
。
市
民
立
・
労
働
者
立
を
か
か

げ
、
行
政
直
轄
で
も
、
民
間
業
者
の
委
託

で
も
な
い
、
第
三
の
道
で
自
己
改
革
を
続

け
て
い
る
。

　

こ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
児
童
福
祉
施
設
の
生

み
の
親
と
な
っ
た
の
は
N
P
O
法
人
「
丹

南
市
民
自
治
研
究
セ
ン
タ
ー
」
で
あ
る
。

越
前
市
を
は
じ
め
と
す
る
福
井
県
の
丹
南

　

三
重
県
地
方
自
治
研
究
セ
ン
タ
ー
制

作
の
D
V
D
「
新
し
い
地
方
自
治
へ
の
挑

戦
」
は
、
現
地
取
材
を
す
べ
て
終
え
、
今

編
集
作
業
に
入
っ
て
い
る
。
取
材
に
協
力

い
た
だ
い
た
多
く
の
方
々
に
感
謝
申
し
上

げ
る
と
と
も
に
、
D
V
D
の
内
容
を
一
部

紹
介
し
た
い
。

地
域
の
志
あ
る
自
治
体
職
員
が
、
役
所
の

外
に
出
て
、
志
あ
る
市
民
と
出
会
い
、
多

彩
な
ま
ち
づ
く
り
を
展
開
し
て
い
る
。

２
０
０
１
年
に
創
設
さ
れ
、
現
在
会
員

１
８
０
名
の
う
ち
約
７
割
が
自
治
体
職
員

で
あ
る
。

　

「
自
治
体
職
員
も
暮
ら
し
の
当
事
者
、

自
治
体
職
員
の
仕
事
を
本
当
に
や
ろ
う
と

思
え
ば
、
行
政
の
箱
か
ら
出
な
い
と
わ
か

ら
な
い
」
と
、
越
前
市
職
員
の
か
た
わ

ら
、
同
N
P
O
法
人
の
事
務
局
長
を
務
め

る
川
崎
規
正
氏
は
熱
く
語
る
。

　

こ
れ
か
ら
の
地
方
自
治
を
ど
う
拓
い
て

い
け
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
、
霞
ヶ
関
を

訪
ね
、
片
山
総
務
大
臣
に
直
接
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
撮
影
を
行
な
っ
た
。

　

「
自
治
体
自
身
を
強
く
す
る
こ
と
は
重

要
だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
だ
」
と
片

山
大
臣
は
説
く
。「
住
民
自
治
の
強
化
」

が
こ
れ
か
ら
の
地
方
自
治
を
拓
く
鍵
だ
と

指
摘
す
る
。
鳥
取
県
知
事
時
代
に
取
り
組

ん
だ
こ
と
が
紹
介
さ
れ
た
。

　

鳥
取
県
知
事
時
代
、
県
庁
所
在
地
か
ら

離
れ
た
過
疎
地
の
住
民
の
意
向
を
ど
う
県

政
に
反
映
す
る
の
か
、
片
山
大
臣
は
頭
を

悩
ま
し
た
。
県
議
の
定
数
は
人
口
割
な
の

で
、
過
疎
が
進
む
地
域
選
出
の
県
議
は

減
っ
て
い
く
。
し
か
し
、
過
疎
地
に
こ

そ
、
県
が
取
り
組
む
べ
き
課
題
は
多
い
。

　

そ
う
し
た
な
か
考
え
出
し
た
の
が
、
郡

民
会
議
の
創
設
で
あ
る
。
手
を
挙
げ
て
も

ら
い
男
女
や
世
代
別
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮

し
て
、
抽
選
で
議
員
を
選
出
す
る
。
出
来

あ
が
っ
た
シ
ナ
リ
オ
や
根
回
し
は
一
切
な

　

冒
頭
、
２
０
０
６
年
１
月
財
政
破
綻
が

公
と
な
り
、「
第
二
、
第
三
の
閉
山
」
と
も

言
わ
れ
る
厳
し
い
現
実
に
向
き
合
っ
て
い

る
自
治
体
職
員
や
市
民
の
声
を
伝
え
る
。

さ
ら
に
、
そ
れ
で
も
「
夕
張
は
死
ん
で
い

な
い
」
と
、
あ
き
ら
め
ず
に
、
一
歩
一
歩

明
日
の
夕
張
を
拓
こ
う
と
奮
闘
す
る
若
手

職
員
や
市
民
の
姿
を
紹
介
す
る
（
詳
し
く

は
『
地
方
自
治
み
え
』
２
０
１
１
年
１
月

号
参
照
）
。

　

夕
張
だ
け
で
は
な
い
。
地
方
自
治
を
め

ぐ
る
現
場
は
ど
こ
も
厳
し
い
。
そ
う
し
た

な
か
で
も
各
地
で
挑
戦
し
て
い
る
人
び
と

を
わ
た
し
た
ち
は
訪
ね
た
。
明
日
の
地
方

自
治
を
ど
う
拓
い
て
い
け
ば
い
い
の
だ
ろ

う
か
。
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
つ
な
が
り
」
と

「
市
民
自
治
」
で
あ
る
。

・「
官
」か「
民
」か
の
二
者
択
一
を
超
え
て

　

（
福
井
県
越
前
市
）

・
根
の
あ
る
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
求
め
て

　

（
三
重
県
鳥
羽
市
）

・
国
の
壁
を
超
え
る
高
校
生
フ
ォ
ー
ラ
ム

　

（
神
奈
川
県
川
崎
市
）

夕
張
は
今

１

つ
な
が
り
が
育
む
住
民
自
治

２

こ
れ
か
ら
の
地
方
自
治

　
　（
片
山
善
博
総
務
大
臣
）

３

「新しい
　地方自治への　　」挑戦

ＤＶＤ

編集進む　完成まであと一歩

DVD撮影風景　児童養護施設にて
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２
月
18
日
に
開
催
し
た
「
三
重
ま
ち
づ

く
り
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
第
２
部
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
「
キ
ー
マ
ン
に
聞
く
！
特
色
あ
る
ま
ち

づ
く
り
in
み
え
」
の
報
告
を
し
ま
す
。

パ
ネ
リ
ス
ト
（
発
言
順
）

　

服
部　

泰
彦 

氏  

関
宿
町
並
み
保
存
会

　

（
現
N
P
O
東
海
道
関
宿
）
元
会
長

　

江
崎　

貴
久 

氏　

鳥
羽
市
エ
コ
ツ
ー

　
　

リ
ズ
ム
推
進
協
議
会
会
長

　

河
上　

敢
二 

氏　

熊
野
市
長

コ
ー
デ
イ
ネ
ー
タ
ー

　

竹
峰　

誠
一
郎　

三
重
県
地
方
自
治　

　
　

研
究
セ
ン
タ
ー
非
常
勤
研
究
員

竹
峰　

３
人
の
パ
ネ
リ
ス
ト
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
の
活
動
に
つ
い
て
紹
介
い
た
だ
き
ま

す
。
ま
ず
、
関
宿
で
す
が
、
町
並
み
を
江

戸
時
代
に
戻
す
、
歴
史
の
針
を
戻
す
ま
ち

づ
く
り
が
行
な
わ
れ
て
き
た
と
思
い
ま

す
。
そ
の
き
っ
か
け
を
服
部
さ
ん
ご
紹
介

く
だ
さ
い
。

服
部　

昭
和
54
年
当
時
、
朝
日
新
聞
の
記

者
が
関
を
訪
れ
「
東
海
道
に
ま
だ
こ
ん
な

町
が
残
っ
て
い
た
の
か
！
」
と
驚
か
れ
、

そ
の
場
で
当
時
の
関
町
長
に
保
存
を
進
言

さ
れ
ま
し
た
。
す
ぐ
さ
ま
、
保
存
の
話
が

議
会
に
図
ら
れ
、
昭
和
55
年
に
条
例
は
可

決
。
昭
和
59
年
に
は
重
要
伝
統
的
建
造
物

群
保
存
地
区
に
選
定
さ
れ
ま
し
た
。
し
か

し
、
当
時
の
住
民
は
、
保
存
条
例
に
つ
い

て
聞
か
さ
れ
て
も
何
の
こ
と
や
ら
解
ら

ず
、
行
政
主
導
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
や
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
私
自

身
も
町
の
住
民
代
表
と
し
て
イ
ベ
ン
ト
に

参
加
し
て
い
る
う
ち
に
「
住
民
が
動
か
な

い
と
い
け
な
い
。
自
分
の
こ
と
だ
け
じ
ゃ

な
く
、
社
会
に
恩
返
し
を
し
た
い
」
と
考

え
、
平
成
６
年
、
町
の
担
当
者
に
「
住
民

活
動
を
し
た
い
」
と
相
談
し
ま
し
た
。
ま

ず
、
月
１
回
の
勉
強
会
を
始
め
、
平
成
10

年
、
保
存
会
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
関
町

住
民
と
限
定
せ
ず
、
会
費
を
払
っ
て
ま
で

集
う
熱
意
の
あ
る
者
90
名
（
う
ち
関
町
以

外
20
名
、
カ
ナ
ダ
人
１
名
）
が
集
ま
り
ま

し
た
。 

竹
峰　

理
解
者
の
輪
が
広
が
っ
た
要
因
は

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

服
部　

住
民
が
ほ
と
ん
ど
参
加
し
て
い
な

か
っ
た
10
年
間
に
、
マ
ス
コ
ミ
等
の
取
材

が
多
く
、
そ
れ
を
機
に
歴
史
好
き
、
保
存

に
興
味
の
あ
る
観
光
客
が
徐
々
に
増
え
、

関
宿
を
褒
め
て
下
さ
る
。
そ
れ
が
町
並
み

に
対
す
る
住
民
の
誇
り
と
な
り
、
結
果
的

に
こ
れ
が
保
存
会
を
立
ち
上
げ
た
と
き
の

住
民
の
関
心
を
集
め
ま
し
た
。
ま
た
、
住

民
の
多
く
の
世
代
が
参
加
で
き
る
イ
ベ
ン

ト
を
次
々
と
開
催
し
ま
し
た
。
そ
う
し
た

ら
、
町
が
綺
麗
に
な
り
、
来
た
お
客
さ
ん

も
ゴ
ミ
が
捨
て
ら
れ
な
く
な
り
、
ど
ん
ど

ん
綺
麗
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

竹
峰　

で
は
、
次
に
江
崎
さ
ん
、「
海
島

遊
民
く
ら
ぶ
」
を
立
ち
上
げ
ら
れ
、
エ
コ

ツ
ー
リ
ズ
ム
の
取
り
組
み
を
進
め
ら
れ
て

き
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
き
っ
か
け
を
聞

か
せ
て
く
だ
さ
い
。

江
崎　

大
学
時
代
と
就
職
時
代
の
５
年

間
、
鳥
羽
を
離
れ
て
い
ま
し
た
が
、
旅
館

を
再
生
す
る
た
め
に
戻
る
と
、
町
が
整

い
、
ど
こ
か
都
会
を
追
い
か
け
て
い
る
雰

囲
気
で
し
た
。
電
車
に
乗
る
と
鳥
羽
の
海

が
見
え
る
ス
ポ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
帰
っ

て
き
た
と
「
ほ
っ
と
」
し
ま
す
。
お
客
さ

ま
も
こ
れ
を
求
め
て
い
る
の
で
は
？
鳥
羽

じ
ゃ
な
い
と
味
わ
え
な
い
何
か
を
と
同
級

生
４
名
で
資
金
を
出
し
合
い
「
海
島
遊
民

く
ら
ぶ
」
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
オ
プ

シ
ョ
ン
ツ
ア
ー
で
無
人
島
に
行
く
に
も
私

た
ち
は
船
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
周
り

に
船
が
あ
り
、
船
頭
さ
ん
も
つ
い
て
来

る
。
必
要
な
も
の
は
周
り
に
あ
る
。
人
に

頼
り
、
お
願
い
し
、
協
力
し
、
色
ん
な

方
々
と
繋
が
っ
て
や
っ
て
き
ま
し
た
。

竹
峰　

あ
る
も
の
を
活
か
し
、
繋
が
り
あ

う
観
光
を
展
開
さ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
ど

の
よ
う
に
繋
が
っ
て
こ
ら
れ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
繋
が
る
と
き
の
コ
ツ
は
あ
り
ま
す

か
。

く
、
真
剣
勝
負
の
議
論
が
毎
回
繰
り
広
げ

ら
れ
た
と
語
る
。
知
事
時
代
毎
回
出
席

し
、
地
域
の
課
題
が
ビ
ビ
ッ
ド
に
伝
わ
っ

て
来
た
と
、
片
山
大
臣
は
語
る
。
そ
う
し

た
経
験
か
ら
も
、
既
存
の
議
会
の
改
革
を

住
民
自
治
の
強
化
の
ポ
イ
ン
ト
に
挙
げ

る
。

　

ま
た
知
事
時
代
に
、
職
員
に
提
唱
し
た

一
人
一
役
運
動
が
紹
介
さ
れ
た
。「
職
場

の
仕
事
以
外
に
、
何
か
一
つ
役
を
も
っ
て

地
域
に
貢
献
し
ま
し
ょ
う
」
と
県
庁
職
員

に
呼
び
か
け
、
自
分
自
身
も
町
内
会
の
会

計
担
当
を
し
て
い
た
と
言
う
。「
市
民
の

目
線
で
役
所
を
見
る
と
い
う
客
観
性
を
身

に
つ
け
、
市
民
目
線
を
失
わ
な
い
」
た
め

に
も
、
地
域
に
出
る
こ
と
は
大
切
だ
と
、

片
山
大
臣
は
語
る
。

　

さ
ら
に
片
山
大
臣
の
口
か
ら
、「
『
協

働
』
と
い
う
の
は
あ
の
言
葉
が
、
行
政
か

ら
発
せ
ら
れ
る
と
き
、
胡
散
臭
さ
を
強
烈

に
感
じ
る
、
わ
た
し
は
『
協
働
』
は
使
わ

な
い
」
と
の
発
言
が
飛
び
出
し
た
。
そ
の

心
は
い
か
に
。
D
V
D
を
見
て
の
お
楽
し

み
に
。
住
民
自
治
の
強
化
に
向
け
た
国
の

取
り
組
み
や
、
住
民
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
も

併
せ
て
語
ら
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
内
容
を
納
め
た
D
V
D
「
新
し

い
地
方
自
治
へ
の
挑
戦
」
は
６
月
２
日
の

総
会
で
披
露
し
、
普
及
を
始
め
る
予
定
で

あ
る
。
完
成
ま
で
も
う
し
ば
ら
く
お
待
ち

く
だ
さ
い
。

（
特
別
研
究
員　

竹
峰　

誠
一
郎
）

自治研セミナー

「三重「三重まちづくり
　　

まちづくり
　　フォーラム」開催❷フォーラム」開催❷
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江
崎　

旅
館
一
つ
と
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ

が
違
う
色
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
は
、

他
の
色
を
知
る
こ
と
。
何
を
感
じ
て
何
を

思
っ
て
い
る
の
か
が
わ
か
ら
な
い
と
繋
が

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
行
政
・
住
民
・
企

業
等
、
お
互
い
が
必
要
と
し
て
い
る
こ
と

を
明
確
に
し
て
い
く
こ
と
。
自
然
・
住

民
・
働
く
人
達
・
お
客
様
の
４
者
が
、

ち
ょ
っ
と
ず
つ
幸
せ
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
り

な
が
ら
観
光
を
進
め
、
幸
せ
を
感
じ
、
光

る
仕
組
み
が
あ
る
か
ら
、
賛
同
を
い
た
だ

き
、
連
携
が
出
来
て
い
る
の
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。
必
ず
地
域
貢
献
に
な
る
こ
と
。

地
域
の
プ
ラ
ス
に
な
る
こ
と
で
す
。
皆
が

幸
せ
に
な
る
。
何
処
に
も
シ
ワ
寄
せ
を
作

ら
な
い
。
仕
事
や
生
活
の
邪
魔
を
し
な

い
。
暮
ら
す
人
と
仲
良
く
す
る
た
め
の
努

力
工
夫
を
す
る
。

竹
峰　
「
株
式
会
社
熊
野
市
役
所　

－

官

か
ら
民
へ

－

」
の
取
り
組
み
を
河
上
市
長

か
ら
一
部
紹
介
い
た
だ
き
ま
す
。

河
上　

行
政
主
導
で
産
業
振
興
を
輸
出
と

集
客
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
進
め
て
き
て
い
ま

す
。
都
会
か
ら
熊
野
市
に
向
け
て
の
集
客

の
中
で
、
民
と
行
政
が
う
ま
く
協
働
し
な

が
ら
成
功
し
て
い
る
例
に
、
宿
泊
２
万
人

を
超
え
る
ス
ポ
ー
ツ
集
客
が
あ
り
ま
す
。

女
子
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
、
日
米
大
学
野
球
の

誘
致
、
高
校
野
球
、
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
、
柔

道
、
自
転
車
等
、
三
重
県
内
で
ト
ッ
プ

リ
ー
グ
の
ラ
グ
ビ
ー
観
戦
が
で
き
る
の
は

熊
野
だ
け
で
す
。
し
か
し
輸
出
と
い
う
点

で
は
立
ち
遅
れ
て
い
ま
す
。
市
役
所
自
体

が
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
ず
、
平
成
17

年
の
合
併
ま
で
は
、
民
間
業
者
に
手
厚
い

補
助
を
し
て
き
ま
し
た
。
合
併
後
は
、
紀

和
町
の
第
三
セ
ク
タ
ー
「
ふ
る
さ
と
公

社
」
を
拠
点
に
行
政
主
体
で
、
熊
野
地

鶏
、
新
姫
（
小
さ
な
み
か
ん
）、さ
ん
ま
魚

醤
、
ど
ぶ
ろ
く
等
、
差
別
化
が
可
能
な
商

品
、
熊
野
に
行
か
な
い
と
出
会
え
な
い
産

品
の
振
興
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

竹
峰　

市
長
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
持
っ

て
行
う「
ま
ち
づ
く
り
」、ま
た
、危
機
感
を

持
ち
な
が
ら
産
業
振
興
に
行
政
が
積
極
的

に
前
に
出
て
さ
れ
て
い
る
活
性
化
の
仕
組

み
づ
く
り
に
つ
い
て
お
教
え
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

河
上　

熊
野
市
が
、
ど
れ
ほ
ど
過
疎
高
齢

化
が
進
ん
で
い
る
か
と
い
う
と
、
昨
年
12

月
、
人
口
２
万
人
を
切
り
、
三
重
県
内
で

一
番
小
さ
い
市
と
な
り
、
一
番
高
齢
化
が

進
ん
で
い
ま
す
。
76
集
落
の
う
ち
38
が
限

界
集
落
で
す
。
又
、
多
く
の
事
業
主
に
は

後
継
者
が
ほ
と
ん
ど
お
ら
ず
、
新
規
投
資

も
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
こ
と
か
ら
新
た

な
雇
用
機
会
も
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
活
性

化
を
誰
が
や
る
か
、
誰
（
民
）
も
や
ら
な

い
の
で
あ
れ
ば
、
市
役
所
（
官
）
が
や
ら

ざ
る
を
得
な
い
。「
官
か
ら
民
へ
」、「
株

式
会
社　

熊
野
市
役
所
だ
！
」
と
い
う
意

気
込
み
で
す
。
全
国
で
も
第
三
セ
ク
タ
ー

の
失
敗
例
は
多
く
、
リ
ス
ク
を
軽
減
す
る

方
法
を
考
え
コ
ス
ト
意
識
を
持
つ
こ
と
が

不
可
欠
で
す
。

竹
峰　
「
海
島
遊
民
く
ら
ぶ
」
は
、
昨

年
、
環
境
省
の
「
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
大

賞
」
を
受
賞
。
さ
ら
に
「
鳥
羽
市
エ
コ

ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
協
議
会
」
を
設
立
。
日

ご
ろ
の
行
政
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
お
教

え
い
た
だ
け
ま
す
か
。

江
崎　

行
政
と
は
常
に
事
務
的
な
相
談
で

は
な
く
、
ど
ん
な
ま
ち
に
し
た
い
の
か
、

夢
を
共
有
し
て
き
ま
し
た
。
今
後
、
観
光

が
鳥
羽
の
た
め
に
な
る
に
は
皆
が
立
場
を

は
ず
し
て
相
談
で
き
る
場
が
必
要
だ
と
協

議
会
を
設
立
し
ま
し
た
。
事
務
局
を
鳥
羽

市
が
担
当
し
、
観
光
業
・
自
治
体
・
町
内

会
の
会
長
・
漁
業
関
係
者
・
農
林
関
係
者

と
様
々
な
方
が
共
に
話
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

課
題
を
ま
ち
の
問
題
と
し
て
取
り
組
み
、

解
決
策
が
生
ま
れ
、
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス

に
変
え
て
い
く
。
ま
さ
に
コ
ン
サ
ル
で

す
。

竹
峰　

イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
の
考
え
を
お

教
え
く
だ
さ
い
。

江
崎　

こ
れ
は
私
が
代
表
を
し
て
い
た
若

女
将
の
会
の
話
で
す
が
、
集
客
の
た
め
の

イ
ベ
ン
ト
は
し
な
い
。
観
光
化
を
進
め
る

と
き
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
に
頼
り
、
人
を

育
て
ず
若
い
人
が
ま
ち
か
ら
出
て
し
ま
い

ま
し
た
。
今
は
若
い
人
を
育
て
る
た
め
に

ま
ち
の
人
た
ち
と
交
流
す
る
イ
ベ
ン
ト
を

開
催
し
て
い
ま
す
。

竹
峰　

こ
れ
か
ら
先
、
活
性
化
の
仕
掛
け

を
ど
の
よ
う
に
ま
ち
づ
く
り
に
移
行
さ
れ

る
の
で
す
か
。

河
上　

活
性
化
に
向
け
て
の
産
業
振
興
を

行
政
が
直
接
実
施
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
、
第
三
セ
ク
タ
ー
の
財
団
法
人
に

よ
っ
て
特
産
品
作
り
や
集
客
事
業
の
拡
大

を
図
っ
て
い
ま
す
。
現
在
32
人
が
働
い
て

い
ま
す
。
過
疎
高
齢
化
が
進
む
中
で
、
た

だ
雇
用
の
場
を
作
り
出
す
だ
け
で
な
く
、

地
域
に
若
い
人
に
住
ん
で
ほ
し
い
。
こ
れ

は
限
界
集
落
対
策
に
な
り
ま
す
。
福
祉
、

防
災
対
策
を
考
え
る
と
人
的
な
社
会
基
盤

を
維
持
す
る
と
い
う
効
果
が
あ
り
、
そ
の

経
済
的
価
値
も
評
価
す
べ
き
と
思
っ
て
い

ま
す
。

竹
峰　

次
の
世
代
に
引
き
継
ぐ
工
夫
な
ど

を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

服
部　

関
の
小
学
校
に
出
掛
け
た
り
、
自

宅
に
招
き
話
を
し
て
い
ま
す
。
昨
年
度
は

関
宿
カ
ル
タ
を
つ
く
り
ま
し
た
。
名
称
・

伝
説
・
歴
史
す
べ
て
が
理
解
で
き
ま
す
。

関
宿
も
高
齢
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。
空
き

家
が
１
割
あ
り
ま
す
が
、
住
み
た
い
と
言

う
若
い
世
代
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
も
多
い

現
状
で
す
。
こ
れ
か
ら
は
、「
わ
れ
わ
れ

の
先
祖
が
培
っ
て
き
た
も
の
を
町
並
み
と

一
緒
に
残
し
た
い
」
と
考
え
て
い
ま
す
。

幕
末
、
外
国
人
が
書
き
残
し
て
い
る
当
時

の
日
本
人
は
、
礼
儀
に
よ
っ
て
生
活
を
楽

し
く
す
る
民
族
、
自
然
へ
の
愛
情
、
子
供

へ
の
優
し
さ
、
老
人
へ
の
尊
敬
の
念
が
印

象
深
い
と
あ
り
ま
し
た
。
無
く
し
て
は
い

け
な
い
文
化
で
す
。

江
崎　

昨
年
、
初
め
て
雇
用
が
生
ま
れ
ま

し
た
。
地
域
の
新
社
会
人
が
皆
で
プ
レ
ゼ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
こ
と
で
、
目
的
が

明
確
に
な
り
、
育
ち
の
成
果
が
見
え
、
地

域
の
方
の
刺
激
と
な
り
、
応
援
へ
と
変
わ

り
ま
し
た
。
ま
た
、
菅
島
の
子
ど
も
達
に

シンポジウムの様子
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総
合
学
習
で
ガ
イ
ド
に
な
っ
て
も
ら
い
、

何
を
ど
の
よ
う
に
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
取
れ
ば
い
い
の
か
を
実
践
す
る

こ
と
が
出
来
て
い
ま
す
。
他
の
島
か
ら
も

実
践
し
た
い
と
声
が
上
が
っ
て
い
ま
す
。

竹
峰　

色
々
と
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
最
後
に
（
第
１
部
で
講
演
い
た
だ
き

ま
し
た
）
足
立
先
生
に
一
言
い
た
だ
き
ま

す
。

足
立　

ま
ち
づ
く
り
の
５
つ
の
視
点
は
、

人
の
動
き
・
物
の
動
き
・
お
金
の
動
き
・

情
報
発
信
・
土
地
（
場
所
）
で
す
。
先
ほ

ど
か
ら
話
を
聴
い
て
お
り
ま
し
た
ら
「
や

は
り
人
だ
！
」
と
実
感
し
ま
し
た
。
や
る

気
が
な
い
と
続
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
、
関

わ
っ
て
い
る
人
が
楽
し
む
、
そ
し
て
楽
し

ん
で
い
る
職
員
を
応
援
し
、
褒
め
て
昇
進

さ
せ
て
あ
げ
る
。
首
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
こ
れ
も
大
切
な
こ
と
で
す
。

　

皆
さ
ん
、
是
非
、
楽
し
ん
で
「
ま
ち
づ

く
り
」
に
携
わ
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

４
月
１
日
の
人
事
異
動
に
よ
り
、
亀
山

市
か
ら
三
重
県
地
方
自
治
研
究
セ
ン
タ
ー

に
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
地

方
行
政
に
携
わ
る
も
の
と
し
て
研
究
員
と

い
う
立
場
で
研
鑚
を
積
ま
せ
て
い
た
だ
け

る
こ
と
を
光
栄
に
感
じ
て
い
ま
す
。

　

自
治
体
の
職
員
で
あ
る
以
上
、
数
年
毎

の
人
事
異
動
は
覚
悟
し
て
い
ま
す
が
、
当

セ
ン
タ
ー
へ
の
出
向
は
予
想
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
で
、
期
待
よ
り
も
不
安
の
方

が
先
行
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
す
。
し

か
し
な
が
ら
、
強
い
使
命
感
を
持
っ
て
一

日
で
も
早
く
職
場
の
環
境
に
慣
れ
、
職
務

に
臨
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
近
年
の
地
方
行
政
を
取
り
巻
く

環
境
は
、
国
の
推
し
進
め
る
地
方
分
権
改

革
に
基
づ
き
、
新
た
な
地
方
分
権
社
会
の

形
成
に
向
け
て
、
自
立
と
責
任
を
確
立
す

る
た
め
の
施
策
の
計
画
・
実
行
が
責
務
と

な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
過
去
に
投
資

し
続
け
て
き
た
公
共
事
業
、
少
子
高
齢
化

や
長
引
く
景
気
低
迷
に
よ
り
、
年
々
増
加

の
一
途
を
辿
る
公
債
費
や
扶
助
費
の
財
源

確
保
に
頭
を
悩
ま
せ
て
い
る
状
況
に
加

え
、
歳
入
面
で
は
三
位
一
体
改
革
の
一
環

と
し
て
国
か
ら
地
方
に
３
兆
円
規
模
の
税

源
移
譲
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
が
、
並
行
し

て
行
わ
れ
た
補
助
金
や
交
付
税
の
削
減
に

よ
り
財
源
不
足
は
避
け
ら
れ
ず
、
早
急
な

行
財
政
運
営
の
変
革
が
迫
ら
れ
て
い
る
の

が
現
状
で
す
。

　

前
職
ま
で
は
市
税
等
の
収
納
業
務
に
関

わ
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
地
方
分
権
社
会

の
実
現
に
は
財
源
の
確
保
が
最
も
重
要
な

課
題
で
、
そ
の
難
し
さ
も
痛
感
し
て
お
り

ま
す
。
当
セ
ン
タ
ー
で
は
、
今
ま
で
の
業

務
で
多
少
な
り
と
も
培
っ
て
き
た
知
識
を

最
大
限
に
活
用
し
、
新
た
な
分
野
に
一
歩

も
二
歩
も
踏
み
出
し
て
、
地
方
の
自
立
や

再
生
に
向
け
た
研
究
を
テ
ー
マ
に
取
り
組

め
た
ら
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
度
、
東
日
本
を
襲
っ
た
未
曾
有
の

震
災
の
影
響
に
よ
り
、
先
行
き
不
透
明
な

社
会
情
勢
の
中
、
当
セ
ン
タ
ー
で
研
究
す

る
機
会
を
与
え
て
く
れ
た
関
係
の
方
々
に

感
謝
す
る
と
共
に
、
よ
り
一
層
の
ご
指
導

ご
鞭
撻
を
賜
り
ま
す
よ
う
併
せ
て
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

就
任
の
ご
挨
拶

就
任
の
ご
挨
拶

主
任
研
究
員
　小
林  

久
晃

主
任
研
究
員
　小
林  

久
晃

『安全性の考え方』
武谷　三男 編／岩波書店

　福島第一原発から放射性物質が、大気や土壌さらに海に
放出され続けている。ミリシーベルト、ベクレル、セシウ
ム、ヨウ素、ICRP などの耳慣れない言葉がニュースで日々
流され、安全性をめぐる議論が展開されている。
　そんな中、久しぶりに手にしたのが本書『安全性の考え
方』である。1967 年という私が生まれる以前に発刊さ
れた本である。しかし、放射性物質の安全性をどう考えれ
ばいいのか、本書から今教えられることは多い。
　第 8 章「原子力の教訓」に、ニュースでお馴染になった、
ICRP（国際放射線防護委員会）が定めた放射線被曝の許
容量にまつわる話が登場する。「『許容量』というものは、
決して“それ以下では障害が起こらない量”ではない」と
武谷氏は指摘する。許容量とは絶対的な安全を保障するも
のではないのである。では何なのだろうか。
　「放射線というのは、どんなに微量であっても、人体に
悪い影響を与える。しかし一方では、これを使うことによっ
て有利なこともあり、また使わざるを得ないこともある。」
レントゲン検査や CT スキャン、あるいは放射線治療があ
げられよう。「そこで、有害さとひきかえに有利さを得る
バランスを考えて、“どこまで有害さをがまんするかの量”
が許容量というものである」と武谷氏は述べる。

つまり「許容量」というのは、害
か無害か、危険か安全かの境界を
定め、自然科学観点からのみ決定
される量ではないのである。許容
量とは、人間の生活という観点か
ら、プラスの面も考え、危険をど
こまでがまんできるのかという、
社会性を伴う概念なのである。
　1954 年の米国の水爆実験で、第五福竜丸が被曝した
ことにより、放射性降下物の問題性が公となり、原水爆禁
止を求める世論が国内外に広がった。そのときにも許容量
を盾に「原水爆の降灰放射能の影響は無視ができる」との
主張が、一部米国の科学者からなされた。
　しかし、「原水爆実験の放射性降下物は許容できない、

“ 許容量”はない」と、核実験反対の広範な世論が形成さ
れ、ついには大気圏の核実験は禁止されることになったの
である。
　翻って福島原発から放出され続ける放射性物質はどうな
のだろうか。「今すぐ健康に影響を与えない」としても、
果たしてそれで許容していいのだろうか。

竹峰誠一郎（特別研究員）

『安全性の考え方』


