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な
い
と
分
か
っ
て
い
る
の
に
、
形
式
的
に

「
仕
事
を
し
て
い
る
」
と
い
う
外
形
性
を

保
つ
こ
と
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
り
し
て

は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　

こ
う
し
た
問
い
に
対
し
て
、
し
ば
し
ば

聞
か
れ
る
の
は
次
の
よ
う
な
返
答
で
す
。

　
「
確
か
に
…
。
自
分
で
も
そ
れ
が
良
い

と
は
思
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
昨
今
の
財

政
事
情
で
、
人
員
は
減
る
一
方
で
、
一
人

当
た
り
の
業
務
量
は
増
え
て
お
り
、
余
裕

が
な
さ
す
ぎ
る
。
い
つ
か
も
う
少
し
余
裕

が
で
き
れ
ば
が
ん
ば
り
た
い
。」

　

し
か
し
、
そ
の
「
い
つ
か
」
は
い
つ
に

な
っ
た
ら
訪
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
そ
の

よ
う
な
「
で
き
な
い
理
由
」
を
楯
に
し
続

け
て
い
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
？

　

僕
は
、
多
く
の
自
治
体
職
員
が
「
今
の

ま
ま
で
は
い
け
な
い
」
と
思
っ
て
い
る
と

感
じ
て
い
ま
す
。
「
確
か
に
仕
事
量
も
増

え
て
大
変
だ
け
れ
ど
、
せ
っ
か
く
公
務
員

に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
住
民
の
人
た
ち

を
幸
せ
に
す
る
よ
う
な
働
き
方
が
し
た

い
」
、
「
し
ん
ど
い
け
れ
ど
、
ど
う
に
か

そ
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
い
」
と
い
う

思
い
を
、
多
く
の
自
治
体
職
員
の
皆
さ
ん

が
感
じ
て
お
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の

肝
心
の
「
第
一
歩
」
が
踏
み
出
し
切
れ
て

い
な
い
人
が
多
い
。
そ
れ
が
今
の
状
況
だ

と
思
う
の
で
す
。

　

そ
ん
な
自
治
体
職
員
の
方
に
対
し
、
是

非
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
の
が
、
下
村
湖

人
著
『
論
語
物
語
』
※
１

の
中
の
「
自
ら

を
限
る
者
」
と
い
う
お
話
で
す
。

　

“
孔
子
の
弟
子
に
な
れ
ば
、
良
い
仕
官

先
に
あ
り
つ
け
る
の
で
は
な
い
か
”
等

と
、
邪
な
考
え
で
入
門
し
た
冉ぜ

ん
き
ゅ
う求
が
、
い

つ
し
か
師
・
孔
子
の
下
で
“
道
”
を
追
求

し
た
い
と
真
剣
に
思
う
よ
う
に
な
り
、

「
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
分
に
は
資
質
が
な

い
」
、
「
本
来
自
分
に
は
力
が
な
い
」
と

思
い
、
苦
し
み
、
悩
む
と
い
う
と
こ
ろ
か

ら
話
は
始
ま
り
ま
す
。

　
あ
る
時
、
冉
求
は
、
そ
の
苦
し
い
思
い

を
孔
子
に
思
わ
ず
ぶ
つ
け
て
し
ま
い
ま

す
。
そ
し
て
、
や
た
ら
に
孔
子
の
前
で
自

分
自
身
を
け
な
し
始
め
る
の
で
す
。

　
す
る
と
孔
子
は
凛
然
と
し
て
こ
う
言
い

ま
し
た
。

「
お
黙
り
な
さ
い
。

　
お
前
は
、
自
分
で
自
分
の
欠
点
を
並
べ

た
て
て
、
自
分
の
気
休
め
に
す
る
つ
も
り

な
の
か
？
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
暇
が
あ
っ

た
ら
、
な
ぜ
も
っ
と
苦
し
ん
で
見
な
い
の

じ
ゃ
。
お
前
は
、
本
来
自
分
に
そ
の
力
が

な
い
と
い
う
こ
と
を
、
弁
解
が
ま
し
く

い
っ
て
い
る
が
、
本
当
に
力
が
あ
る
か
な

い
か
は
、
努
力
し
て
み
た
上
で
な
け
れ
ば

わ
か
る
も
の
で
は
な
い
。
力
の
な
い
者
は

中
途
で
倒
れ
る
。
倒
れ
て
は
じ
め
て
力
の

足
り
な
か
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
の

じ
ゃ
。
…
（
中
略
）
…

　
お
前
は
、
ま
だ
心
か
ら
お
前
自
身
の
力

を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
お
前
は

そ
ん
な
こ
と
を
い
っ
て
、
わ
し
に
弁
解
を

す
る
と
と
も
に
、
お
前
自
身
に
弁
解
し
て

い
る
の
じ
ゃ
。
そ
れ
が
い
け
な
い
。
そ
れ

が
お
前
の
一
番
の
欠
点
じ
ゃ
。
…
（
中

略
）
…

　

僕
は
、
基
本
的
に
、
自
治
体
職
員
の
皆

さ
ん
と
い
う
の
は
、
「
地
域
を
良
く
し
た

い
」
と
か
「
住
民
を
幸
せ
に
し
た
い
」
と

い
う
思
い
を
持
っ
て
そ
の
職
に
就
い
た
人

た
ち
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
（
も
ち
ろ

ん
、
そ
う
で
な
い
職
員
も
、
中
に
は
い
る

と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
少
数
派
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
）

　

だ
か
ら
こ
そ
、
公
務
員
バ
ッ
シ
ン
グ
を

耳
に
し
た
り
、
市
民
か
ら
文
句
ば
か
り
言

わ
れ
て
い
る
職
員
の
姿
を
見
る
と
、
と
て

も
い
た
た
ま
れ
な
い
気
持
ち
に
な
り
ま

す
。

　

し
か
し
、
他
方
で
、
批
判
を
受
け
て
も

仕
方
の
な
い
職
員
の
働
き
方
が
存
在
し
て

き
た
の
も
否
定
で
き
な
い
事
実
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
は
じ
め
は
熱

い
「
思
い
」
を
持
っ
て
い
た
は
ず
の
職
員

の
多
く
が
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
、
そ

の
思
い
を
徐
々
に
希
薄
化
さ
せ
て
い
る
よ

う
に
思
え
る
か
ら
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
住
民
か
ら
の
要
望
に
直
面

し
た
と
き
、
そ
の
実
現
の
可
能
性
を
追
求

す
る
前
に
、
「
で
き
な
い
理
由
」
を
列
挙

す
る
こ
と
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
り
、
そ

の
仕
事
が
真
の
問
題
解
決
に
は
つ
な
が
ら
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～「小さな勇気」から始めましょう！～

求められる自治体職員の
働き方改革

１
「
で
き
な
い
理
由
」と「
こ
な
す
仕
事
」

２
不
安
を
振
り
切
る
た
め
の「
覚
悟
」
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そ
れ
と
い
う
の
も
、
お
前
の
求
道
心

が
、
ま
だ
本
当
に
は
燃
え
上
が
っ
て
い
な

い
か
ら
じ
ゃ
。
本
当
に
求
道
心
が
燃
え
て

お
れ
ば
、
自
他
に
お
も
ね
る
心
を
焼
き
つ

く
し
て
、
素
朴
な
心
に
か
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
…
（
中
略
）
…

　
と
に
か
く
、
自
分
で
自
分
を
限
る
よ
う

な
こ
と
を
い
う
の
は
、
自
分
の
恥
に
は

な
っ
て
も
、
弁
護
に
は
な
ら
な
い
。
…

（
中
略
）
…

　
…
道
が
遠
い
こ
と
な
ん
か
あ
る
も
の

か
。
道
が
遠
い
と
い
っ
て
へ
こ
む
の
は
、

ま
だ
思
い
よ
う
が
足
り
な
い
か
ら
じ
ゃ
。

は
っ
。
は
っ
。
は
っ
」

※
１
　
こ
の
本
で
は
、
あ
の
小
難
し
い

『
論
語
』
が
物
語
風
に
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
、

非
常
に
読
み
や
す
く
、
そ
れ
で
い
て
、

エ
ッ
セ
ン
ス
が
凝
縮
さ
れ
て
い
ま
す
。

１
９
３
８
（
昭
和
13
）
年
が
初
版
の
本
で

す
が
、
現
在
で
も
講
談
社
学
術
文
庫
に

入
っ
て
い
て
、
新
刊
本
が
入
手
可
能
で
す

の
で
、
是
非
ご
一
読
を
勧
め
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

こ
の
話
を
長
々
と
紹
介
し
た
の
は
ほ
か

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
「
自
分
が
本
気
で
こ

の
地
域
を
良
く
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
の

は
事
実
だ
。
だ
け
ど
、
ま
だ
自
分
は
下
っ

端
な
の
で
、
そ
れ
だ
け
の
力
が
な
い
」
と

か
、
「
確
か
に
同
じ
自
治
体
職
員
の
中
で

も
、
す
ご
い
ア
イ
デ
ア
と
行
動
力
を
持
っ

た
『
す
ご
い
人
』
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
は

事
実
だ
と
思
う
。
だ
け
ど
、
自
分
は
平
凡

な
人
間
な
の
で
と
て
も
真
似
で
き
な
い
」

な
ど
と
口
に
す
る
自
治
体
職
員
を
度
々
見

て
き
た
か
ら
で
す
。
僕
に
は
、
冉
求
と
そ

う
し
た
職
員
と
が
重
な
っ
て
見
え
ま
す
。

　

そ
し
て
、
多
く
の
自
治
体
職
員
が
「
今

の
ま
ま
で
は
い
け
な
い
」
と
思
い
つ
つ

も
、
肝
心
の
「
第
一
歩
」
を
踏
み
出
し
切

れ
て
い
な
い
と
い
う
現
状
の
最
大
の
原
因

も
、
冉
求
の
場
合
と
同
様
の
「
不
安
感
」

に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
僕
は
考
え
て

い
ま
す
。

　

で
は
、
ど
う
す
れ
ば
こ
れ
を
克
服
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
？
「
自
ら

を
限
る
者
」
の
話
か
ら
そ
の
答
え
を
導
く

と
す
れ
ば
、
「
覚
悟
を
決
め
て
向
き
合
う

し
か
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ

う
。
「
で
き
る
か
ど
う
か
」
で
は
な
く

て
、
「
や
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
こ
と
な
ん

だ
」
、
「
で
き
る
ま
で
が
ん
ば
る
し
か
な

い
ん
だ
」
と
い
う
覚
悟
を
持
つ
の
で
す
。

　

そ
う
し
た
覚
悟
が
持
て
た
と
き
、
人
間

は
思
わ
ぬ
力
を
発
揮
で
き
る
も
の
で
す
。

覚
悟
を
持
っ
て
限
界
に
挑
戦
し
、
「
も
う

無
理
だ
」
と
思
い
な
が
ら
も
、
ぐ
っ
と
こ

ら
え
て
努
力
を
重
ね
る
。
そ
う
し
て
、
自

ら
の
限
界
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
た

と
き
、
そ
の
人
の
力
は
飛
躍
的
に
伸
び
ま

す
。

　

今
は
「
す
ご
い
人
」
の
よ
う
に
見
え
る

人
で
あ
っ
て
も
、
最
初
か
ら
す
ご
か
っ
た

わ
け
で
は
な
い
は
ず
で
す
。
き
っ
と
、
苦

労
し
て
限
界
を
乗
り
越
え
る
こ
と
で
、
力

を
つ
け
、
徐
々
に
そ
う
な
っ
て
い
っ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　

と
は
い
え
、
覚
悟
を
決
め
る
こ
と
は
容

易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
は
弱
い
存
在

だ
か
ら
で
す
。
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そ
こ
で
、
僕
は
、
「
小
さ
な
勇
気
」
か

ら
始
め
る
こ
と
を
皆
さ
ん
に
お
す
す
め
し

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
「
小
さ
な
勇

気
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
の
大
事
さ
を
分

か
り
や
す
く
表
現
し
て
い
る
詩
が
あ
り
ま

す
の
で
、
少
し
長
く
な
り
ま
す
が
、
ま
ず

は
、
右
記
載
を
引
用
し
ま
し
ょ
う
。

　

自
治
体
職
員
の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
「
小

さ
な
勇
気
を
持
つ
」
と
は
、
「
ま
ず
は
、

で
き
る
こ
と
か
ら
や
っ
て
み
る
」
、

「
『
で
き
な
い
理
由
』
に
逃
げ
な
い
」
と

い
っ
た
こ
と
を
指
す
よ
う
に
思
い
ま
す
。

小
さ
な
勇
気
を
こ
そ

東
井
義
雄
※
２

人
生
の
大
嵐
が
や
っ
て
き
た
と
き

そ
れ
が
へ
っ
ち
ゃ
ら
で
の
り
こ
え
ら
れ
る
よ
う
な

大
き
い
勇
気
も
ほ
し
い
に
は
ほ
し
い
が

わ
た
し
は　

小
さ
い
勇
気
こ
そ
ほ
し
い

わ
た
し
の
た
い
せ
つ
な
仕
事
を
後
回
し
に
さ
せ

忘
れ
さ
せ
よ
う
と
す
る　

小
さ
な
悪
魔
が

テ
レ
ビ
の
ス
リ
ル
ド
ラ
マ
や
漫
画
に
化
け
て

わ
た
し
を
誘
惑
す
る
と
き

す
ぐ
そ
れ
が
や
っ
つ
け
ら
れ
る
く
ら
い
の

小
さ
い
勇
気
で
い
い
か
ら

わ
た
し
は　

そ
れ
が
ほ
し
い

も
う
５
分
く
ら
い
寝
て
い
た
っ
て
い
い
じ
ゃ
な
い
か

け
さ
は
寒
い
ん
だ
よ
と

あ
た
た
か
い
寝
床
の
中
に
ひ
そ
み
こ
ん
で

わ
た
し
に
さ
さ
や
き
か
け
る
小
さ
い
悪
魔
を

す
ぐ
や
っ
つ
け
て
し
ま
え
る
く
ら
い
の

小
さ
い
勇
気
こ
そ　

ほ
し
い

明
日
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
か　

明
日
や
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か

今
夜
は
も
う
寝
ろ
よ
と

机
の
下
か
ら
さ
さ
や
き
か
け
る
小
さ
い
悪
魔
を

す
ぐ　

や
っ
つ
け
て
し
ま
え
る
く
ら
い
の

小
さ
い
勇
気
こ
そ　

ほ
し
い

紙
く
ず
が
落
ち
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
と
き
は

気
が
つ
か
な
か
っ
た
と
い
う
ふ
り
を
し
て

さ
っ
さ
と
行
っ
ち
ま
え
よ

か
ぜ
ひ
き
の
鼻
紙
か
も
し
れ
な
い
よ

不
潔
じ
ゃ
な
い
か
と
呼
び
か
け
る
小
さ
い
悪
魔
を

す
ぐ　

や
っ
つ
け
て
し
ま
え
る
く
ら
い
の

小
さ
い
勇
気
こ
そ　

わ
た
し
は
ほ
し
い

ど
ん
な
苦
難
も
の
り
き
れ
る

大
き
い
勇
気
も
ほ
し
い
に
は
ほ
し
い
が

毎
日　

小
出
し
に
し
て
使
え
る

小
さ
い
勇
気
で
い
い
か
ら

そ
れ
が　

わ
た
し
は　

た
く
さ
ん
ほ
し
い

そ
れ
に　

そ
う
い
う
小
さ
い
勇
気
を
軽
べ
つ
し
て
い
て
は

い
ざ
と
い
う
と
き
の
大
き
い
勇
気
も

つ
か
め
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

（
東
井
義
雄
『「
い
の
ち
」
の
教
え
』
佼
成
出
版
社
、

１
９
９
２
年
）

３
「
小
さ
な
勇
気
」か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
！
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そ
れ
を
実
践
し
て
い
く
こ
と
で
、
「
勇

気
→
自
信
→
勇
気
の
増
大
→
自
信
の
増
大

→
…
」
と
い
う
「
良
き
循
環
」
が
徐
々
に

生
ま
れ
て
く
る
は
ず
で
す
。
「
良
き
循

環
」
が
動
き
出
せ
ば
、
持
て
る
「
勇
気
」

と
「
自
信
」
の
量
も
徐
々
に
増
え
て
い

く
。
そ
う
す
れ
ば
、
「
覚
悟
」
も
持
て
る

よ
う
に
な
る
。

　

そ
し
て
、
お
そ
ら
く
、
そ
う
し
た
様
子

は
、
周
り
の
人
た
ち
に
も
「
小
さ
な
勇

気
」
を
与
え
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
し
て

「
勇
気
」
と
「
覚
悟
」
の
輪
が
組
織
全
体

に
徐
々
に
広
が
っ
て
い
け
ば
、
「
自
治
体

職
員
の
働
き
方
」
と
そ
れ
が
形
作
る
「
自

治
体
行
政
の
あ
り
方
」
は
随
分
と
変
わ
る

に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

果
た
し
て
そ
れ
は
単
な
る
「
夢
物
語
」

に
過
ぎ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？

　

僕
は
そ
う
は
思
い
ま
せ
ん
。
「
夢
」
と

「
現
実
」
の
距
離
は
さ
ほ
ど
遠
く
は
な

い
。
み
ん
な
が
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
い
け

ば
、
「
夢
」
は
「
現
実
」
に
な
り
ま
す
。

そ
の
た
め
に
も
、
ま
ず
は
、
「
小
さ
な
勇

気
」
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
！

※
２
　
東
井
義
雄
（
１
９
１
２
～
１
９
９

１
年
）
は
、
「
教
育
界
の
至
宝
」
と
ま
で

言
わ
れ
た
伝
説
的
な
教
育
者
で
あ
り
、
詩

人
で
も
あ
り
ま
す

　

半
世
紀
前
に
伊
賀
市
南
部
に
計
画
さ
れ

た
川
上
ダ
ム
の
直
上
流
域
に
当
る
種
生
地

区
は
、
ダ
ム
工
事
の
遅
れ
に
よ
り
道
路
整

備
が
未
着
手
の
ま
ま
の
劣
悪
な
道
路
環
境

下
に
あ
り
ま
し
た
。
高
度
経
済
成
長
時
代

は
、
地
域
の
若
者
を
都
会
へ
と
誘
い
、
平

成
５
年
当
時
で
既
に
高
齢
化
が
30
％
に
達

し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
耕
作

条
件
不
利
地
を
多
く
抱
え
る
種
生
区
で

は
、
高
齢
者
に
よ
る
個
別
営
農
の
困
窮
化

や
後
継
者
不
足
等
に
よ
る
農
地
や
森
林
の

荒
廃
を
招
く
結
果
と
な
り
ま
し
た
。
ダ
ム

上
流
域
は
時
代
の
流
れ
か
ら
取
り
残
さ
れ

て
、
過
疎
化
に
拍
車
が
か
か
り
、
や
が
て

は
寂
れ
て
し
ま
う
と
い
う
厳
し
い
現
実
を

見
る
に
つ
け
て
、
種
生
地
区
が
こ
の
ま
ま

手
を
こ
ま
ね
い
て
、
何
も
し
な
か
っ
た
ら

や
が
て
地
域
が
無
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い

う
危
機
感
か
ら
、
地
域
に
留
ま
っ
て
い
た

私
た
ち
青
年
層
が
立
ち
上
が
り
、
地
区
住

民
全
て
に
呼
び
か
け
を
行
っ
た
の
が
村
づ

く
り
の
き
っ
か
け
で
す
。

　

種
生
地
区
は
、
日
本
全
国
何
処
に
で
も

見
ら
れ
る
中
山
間
地
域
に
位
置
し
て
い
る

特
産
品
も
な
い
と
こ
ろ
で
す
。
そ
ん
な
小

さ
な
地
域
が
20
年
前
に
計
画
し
た
の
は
、

高
齢
社
会
に
な
っ
て
も
、
地
域
に
住
ま
い

す
る
住
民
が
、
心
豊
か
に
安
心
し
て
過
ご

せ
る
環
境
を
つ
く
る
こ
と
で
し
た
。
そ
の

た
め
に
は
、
他
の
地
域
で
は
な
い
自
慢
で

き
る
も
の
を
つ
く
る
こ
と
で
す
。
そ
し

て
、
都
会
に
出
て
行
っ
た
人
た
ち
が
、
定

年
に
な
っ
た
ら
安
心
し
て
戻
っ
て
こ
ら
れ

る
よ
う
な
ふ
る
さ
と
に
し
て
お
く
こ
と
で

す
。
そ
ん
な
思
い
で
活
性
化
計
画
を
進
め

て
き
ま
し
た
。
従
っ
て
全
て
住
民
の
手
づ

く
り
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
で
す
。

　

住
民
自
ら
の
手
に
よ
る
「
自
然
に
囲
ま

れ
、
心
豊
か
に
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地

域
づ
く
り
」
を
合
言
葉
に
、
平
成
５
年
に

種
生
区
活
性
化
計
画
推
進
委
員
会
を
設
置

し
ま
し
た
。
活
性
化
計
画
は
、
地
域
の
資

源
で
あ
る
ほ
た
る
の
飛
び
交
う
川
、
水
田

風
景
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
自
然
景
観
と
、

兼
好
法
師
終
焉
の
地
や
伊
賀
地
域
で
も
珍

し
い
村
ま
つ
り
等
の
歴
史
文
化
の
継
承
を

中
心
に
組
み
立
て
て
い
ま
す
。
農
地
の
改

良
工
事
に
併
せ
て
ほ
た
る
護
岸
を
つ
く
っ

た
り
、
水
田
畦
畔
の
高
い
と
こ
ろ
に
景
観

植
物
を
植
栽
す
る
こ
と
で
、
美
し
い
ふ
る

さ
と
づ
く
り
を
目
指
す
こ
と
に
し
ま
し

た
。
ま
た
、
徒
然
草
で
有
名
な
吉
田
兼
好

終
焉
の
地
を
テ
ー
マ
と
し
た
イ
ベ
ン
ト
を

開
催
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

大
阪
湾
に
注
ぐ
淀
川
の
源
流
地
域
と
し

て
き
れ
い
な
水
を
下
流
に
引
継
ぐ
た
め
、

平
成
14
年
に
は
自
然
石
に
よ
る
護
岸
で
整

備
し
た
ほ
た
る
水
路
を
設
置
し
ま
し
た
。

ほ
た
る
水
路
で
は
、
毎
年
ほ
た
る
ウ
ィ
ー

ク
を
設
定
し
、
期
間
中
に
は
ほ
た
る
祭
り

を
開
催
し
て
い
ま
す
。
沢
山
の
方
々
が
訪

れ
、
近
郷
近
在
で
良
く
知
ら
れ
る
ほ
た
る

の
名
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。
平
成
17
年
か

ら
は
地
域
景
観
美
化
５
年
計
画
を
立
て
、

道
路
沿
い
や
水
田
畦
畔
に
あ
じ
さ
い
、
つ

つ
じ
や
石
楠
花
等
景
観
植
物
の
植
栽
を
進

め
、
四
季
折
々
の
花
が
咲
き
乱
れ
る
美
し

い
ふ
る
さ
と
づ
く
り
を
目
指
し
て
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
が
評

価
さ
れ
て
、
平
成
20
年
に
は
「
み
え
環
境

活
動
賞
」
を
受
賞
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

伊
賀
南
部
の

 

山
あ
い
に
あ
る
小
集
落
の

　

  

さ
さ
や
か
な
取
り
組
み

伊
賀
市
種
生
地
区

　活
性
化
計
画
推
進
委
員
会

事
務
局
長

　小
竹

　紀
忠

ほたる水路にて

ダ
ム
上
流
域
は
栄
え
た
例
が
な
い
？

自
然
に
囲
ま
れ
、心
豊
か
に

  

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り

ほ
た
る
の
里
づ
く
り
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熊本日日新聞「こうのとりのゆりかご」取材班　編／旬報社

　みなさんは「こうのとりのゆりかご」（以下「ゆりかご」）をご存じでしょ
うか。全国で初めて民間病院が設置した通称「赤ちゃんポスト」のこと
です。
　「ゆりかご」は、２００７年に熊本市の民間病院である「慈恵病院」に
て開設されました。当時は「ゆりかご」の設置について「無責任な親
に子捨てを奨励しているようなものだ」「いや、赤ちゃんのいのちを救
うことが何より大事だ」など激しい論争が起こっていましたが、設置さ
れて６年が経過した今では、一応の落ち着きをみせています。しかし、
子どもの預け入れが６年間の累計で９２人という実績からすると「追い
詰められた親」と「いのちの危険にさらされる子ども」が後を絶たな
いのが現状です。
　そんな状況を少しでも改善していこうと慈恵病院では、「ゆりかご」
の事前相談として２４時間３６５日体制の「ＳＯＳ赤ちゃんとお母さんの
相談窓口」を設置しています。病院では「ゆりかご」はあくまでも最
後のセーフティネットとしての位置づけであって、最も力を入れている
のはこの相談業務のほうです。本来この部分は、児童相談所が対応す
べきところですが、児童相談所は敷居が高く、悩みを抱えた親が気軽
に相談できる雰囲気ではありません。そこでまず民間団体が最初の窓
口となって、匿名で相談を受け付け、相談者の悩みや苦しみに寄り添い、
そして次第に信頼関係を築いたうえで、最終的に児童相談所につなぐ
ということを実施しています。しかし、問題なのは児童相談所の体制で
す。公務員削減が進む中、児童虐待などの相談件数は年々増加傾向に
あり、職員は多くのケースを抱えて疲弊してしまっている状態です。ま
た、相談内容は深刻なものが多いため、精神面にかかる負担も大きく、
ひどい場合はうつ状態となり、長期休職してしまう職員までいると言い

ます。悲惨な事件が起きるたびに児童福祉司の「体
制強化」が叫ばれ、国の配置基準は見直されてい
ますが、まだまだ激増する相談件数に職員の数が追
いついていないのが現状です。こうした状況を考え
ると慈恵病院のような民間病院での取り組みは、「悩
みの受け皿不足」にとても重要な役割を果たしていると言えるでしょう。
　「ゆりかご」の設置についての議論は、あまり表面化することはなく
なりましたが、見方を変えれば、周囲の関心が薄らいでいるとも言えま
す。最近ではメディアで取り上げられることも少なくなりました。しかし、
それは預け入れ件数が減っているからではなく「ゆりかご」の存在その
ものが当たり前になってきているからではないでしょうか。
　自分で育てられない子どもを名乗らずに預けることができる。この
匿名性があるが故に「ゆりかご」は全国から利用されています。報告
書にもありますが預けられた子どもの親は、ほとんどが熊本県外です。
（※親の居住地が判明した内）これは「ゆりかご」が“全国区”の施
設であるということです。預けられた子どもはその後、熊本県内の乳児
院や児童養護施設で育っていきます。そうすると地元の財政負担は大
きく県や市の財政に大きな影響を与えることは間違いありません。この
まま一部の自治体だけに負担をかけてしまうのは如何なものでしょうか。
「ゆりかご」が広域的に利用されている実態から、国も関与して対応し
ていくことが不可欠です。生まれたばかりの子どもを遠くから熊本まで
連れてくることを考えると母子ともに危険なことは言うまでもありませ
ん。母子のいのちを守り、養育を支える全国的な仕組みづくりが急務
です。

（主任研究員　上野　督）

『揺れるいのち　赤ちゃんポストからのメッセージ』

　

私
た
ち
の
地
域
に
は
、
徒
然
草
の
執
筆

者
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
兼
好
法
師

終
焉
の
地
が
あ
り
ま
す
。
不
定
期
で
は
あ

り
ま
す
が
「
つ
れ
づ
れ
の
里
兼
好
ま
つ

り
」
を
開
催
し
、
徒
然
草
愛
好
家
が
集
う

機
会
と
な
っ
て
い
ま
す
。
今
や
隠
れ
た
文

学
名
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
他
、
若
者
が
流
出
し
、
継
続
が
危

ぶ
ま
れ
て
い
た
伊
賀
の
珍
祭
と
い
わ
れ
て

い
る
種
生
ま
つ
り
を
継
承
す
る
た
め
、
祭

り
賑
い
行
事
実
行
委
員
会
を
立
ち
上
げ
ま

し
た
。
青
山
地
区
の
高
校
生
や
事
業
所
職

員
の
協
力
が
得
ら
れ
る
等
伝
統
行
事
の
保

存
継
承
活
動
が
広
が
り
を
見
せ
て
い
ま

す
。

　

こ
の
よ
う
な
高
齢
過
疎
に
悩
む
地
域
住

民
が
一
体
と
な
っ
た
活
動
が
評
価
さ
れ

て
、
平
成
17
年
に
は
「
豊
か
な
む
ら
づ
く

り
」
東
海
農
政
局
長
表
彰
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
今
か
ら
20
年
前
に
ス

タ
ー
ト
し
た
私
た
ち
の
む
ら
づ
く
り
の
最

大
の
成
果
は
、
自
分
た
ち
の
手
で
自
分
た

ち
の
地
域
を
守
っ
て
い
こ
う
と
す
る
意
識

が
醸
成
さ
れ
た
こ
と
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
地
域
の
課
題
で
あ
る

高
齢
過
疎
化
は
依
然
と
し
て
進
行
し
て
い

ま
す
。
あ
と
10
年
も
す
れ
ば
、
地
域
に
は

空
き
家
が
目
立
つ
こ
と
に
な
り
そ
う
で

す
。
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
、
都
市
住
民

と
の
交
流
目
的
で
廃
校
と
な
っ
た
木
造
校

舎
を
整
備
し
た
地
域
内
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
と

連
携
し
て
、
子
ど
も
会
の
野
外
研
修
活
動

や
ス
ポ
少
の
合
宿
の
場
を
提
供
す
る
等
青

少
年
の
健
全
育
成
に
役
立
つ
事
業
や
、
市

の
ダ
ム
周
辺
整
備
事
業
で
造
ら
れ
た
交
流

施
設
の
指
定
管
理
者
と
し
て
、
都
市
住
民

と
の
交
流
機
会
を
創
出
す
る
取
り
組
み
を

積
極
的
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
し
て
い

ま
す
。

プロフィール
伊賀市種生地区活性化計画推進委員会

事務局長
昭和 23 年１月５日生まれ
平成 13 年７月三重県国民健康保険団体連合会事務局次長で退職
平成 13 年７月青山町教育委員会教育長に就任
平成 16 年 10 月市町村合併により伊賀市教育委員会に入庁
平成 20 年３月伊賀市教育委員会退職
平成 20 年４月より社会福祉法人青山福祉会理事、統括施設長に
就任　現在に至る

昭和 63 年地区公民館長に就任し、地域活性化に取り組む。
平成３年にはつれづれの里兼好まつりを企画、平成５年からは種
生地区活性化計画推進委員会委員長・事務局長としてほたる水路
設置や秋祭り賑わい行事の復活に携わる。

小
こ

竹
たけ

　紀
のり

忠
ただ

地域景観美化共同作業

こ
れ
か
ら
も
自
分
た
ち
の
手
で

　
　
　

 

地
域
を
守
っ
て
い
き
た
い

つ
れ
づ
れ
の
里
づ
く
り


