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前
回
第
２
５
８
号
に
引
き
続
き
、
後
編
を

お
届
け
し
ま
す
。

⑸
消
費
者
モ
デ
ル
し
か
知
ら
な
い
子
ど

も
、
学
生
、
ク
レ
ー
マ
ー

―
参
画
し
、
モ
ノ
を
つ
く
る
、
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
こ
と
の
楽
し
さ
を
知
る
こ
と

の
大
切
さ
―

　

内
田
樹
神
戸
女
学
院
大
学
教
授
は
「
下

流
志
向
」（
講
談
社
、
２
０
０
６
年
）
の

中
で
、
こ
う
し
た
「
オ
レ
様
化
」
の
背
景

に
、
１
９
８
０
年
代
以
降
の
大
衆
消
費
社

会
が
日
本
に
成
立
し
た
こ
と
の
影
響
を
指

摘
し
て
い
る
。
本
格
的
な
大
衆
消
費
社
会

の
到
来
で「
神
様
と
し
て
の
消
費
者
」（「
お

客
様
は
神
様
で
す
」）
を
幼
児
の
う
ち
か

ら
経
験
し
た
子
ど
も
た
ち
の
思
考
、
行
動

形
態
が
そ
れ
ま
で
の
子
ど
も
た
ち
と
異
な

る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

（a）
昔
の
日
本
、
農
家
や
職
人
の
家
が
多

か
っ
た
頃
の
日
本
で
は
、
子
ど
も
た
ち
は

両
親
と
一
緒
に
仕
事
を
し
た
り
、
両
親
の

仕
事
を
す
る
風
景
を
見
て
い
た
。
と
こ
ろ

が
（b）
工
業
化
、
サ
ー
ビ
ス
化
が
進
み
、
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
、
サ
ラ
リ
ー
ウ
ー
マ
ン
が
増

え
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は
生
産
者
、
サ
ー

ビ
ス
提
供
者
と
し
て
の
親
を
間
近
で
見
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
、
自
身
、
生

産
者
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
立
場
を
経
験

す
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
。

　

他
方
、
大
衆
消
費
社
会
の
進
行
は
４
～

５
歳
の
子
ど
も
で
も
お
金
さ
え
持
っ
て
い

れ
ば
、「（
神
様
と
し
て
の
）
お
客
様
」「
消

費
者
」
と
し
て
尊
重
さ
れ
、「
サ
ー
ビ
ス

享
受
者
」
と
し
て
振
舞
い
続
け
る
こ
と
と

な
る
。

　

１
９
８
０
年
代
以
降
の
子
ど
も
た
ち
は

サ
ー
ビ
ス
享
受
者
と
し
て
の
経
験
し
か

持
っ
て
い
な
い
場
合
が
多
い
。
サ
ー
ビ
ス

の
供
給
者
・
生
産
者
の
苦
労
と
楽
し
み
、

経
験
を
小
中
学
生
、
高
校
生
の
う
ち
に
経

験
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
な
の
は
こ
の
文

脈
か
ら
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。

　

消
費
者
（
＝
神
様
・
お
客
様
）、
サ
ー

ビ
ス
享
受
者
と
し
て
の
経
験
だ
け
持
っ
て

大
き
く
な
る
子
ど
も
、
学
生
は
、
自
分
で

汗
を
か
い
て
何
か
を
成
し
と
げ
る
、
自
ら

参
画
し
て
も
の
を
つ
く
る
、
あ
る
い
は
、

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
経
験
も
、
意
欲
も

持
て
な
い
大
人
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性

が
高
い
の
で
は
な
い
か
。

　

あ
る
学
生
に
講
義
中
眠
っ
て
い
る
こ
と

を
注
意
す
る
と
、「
自
分
が
眠
ろ
う
が
、

コ
ー
ヒ
ー
を
飲
も
う
が
、
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー

を
食
べ
よ
う
が
、
自
分
が
金
を
払
っ
て
い

る
客
な
ん
だ
か
ら
、
文
句
を
言
わ
ず
に
講

義
を
し
ろ
」
と
い
う
趣
旨
の
反
論
を
さ
れ

た
こ
と
が
あ
る
。

　

中
学
、
高
校
で
生
徒
、
学
生
が
眠
っ
て

い
る
こ
と
を
注
意
し
て
も
直
ら
な
い
の
で

両
親
に
連
絡
す
る
と
両
親
は
「
息
子
が
眠

た
い
の
な
ら
眠
ら
せ
て
お
い
て
く
だ
さ

い
。」
と
の
返
事
が
あ
る
場
合
が
あ
る
由
。

　

こ
う
し
た
学
生
、
両
親
は
教
育
す
ら
も

消
費
者
モ
デ
ル
で
と
ら
え
て
い
る
よ
う

だ
。
世
の
中
の
現
象
、
す
べ
て
を
消
費
者

モ
デ
ル
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
最
近
の
風

潮
に
、
大
衆
消
費
社
会
の
価
値
観
の
社
会

へ
の
浸
透
度
合
い
の
深
さ
を
実
感
す
る
と

と
も
に
（「
患
者
」
と
呼
び
捨
て
に
し
て

い
た
病
院
が
「
患
者
さ
ま
」
と
呼
び
変
え

た
の
も
そ
の
一
例
だ
ろ
う
。「
患
者
さ
ん
」

く
ら
い
が
丁
度
い
い
よ
う
に
筆
者
な
ど
は

考
え
る
が
。）、
こ
う
い
う
モ
デ
ル
だ
け
で

世
の
中
を
と
ら
え
始
め
る
人
が
社
会
の
過

半
数
を
超
え
た
と
き
、
社
会
が
ど
れ
ほ
ど

深
刻
な
影
響
を
う
け
る
か
、
を
考
え
る
と

暗
澹
と
し
た
思
い
に
と
ら
わ
れ
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
。

　
「
教
育
」
も
「
医
療
」
も
、
そ
し
て
お

そ
ら
く
「
家
庭
」
も
、「
警
察
」
も
、
消

費
者
モ
デ
ル
だ
け
で
と
ら
え
る
と
、
う
ま

く
機
能
し
な
い
場
合
が
少
な
く
な
い
、
と

思
う
。

　

学
生
の
教
師
に
対
す
る
リ
ス
ペ
ク
ト
、

患
者
の
医
師
に
対
す
る
信
頼
、
子
ど
も
の

親
に
対
す
る
敬
意
、
住
民
の
警
察
官
に
対

す
る
信
頼
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
「
教
育
」

も
「
医
療
」
も
、「
家
庭
」
も
、「
警
察
」

も
よ
り
よ
く
機
能
す
る
の
だ
と
思
う
。
社

会
的
コ
ス
ト
も
安
く
あ
が
る
。

　

消
費
者
モ
デ
ル
で
学
生
、
患
者
、
子
ど

も
、
住
民
が
神
様
（
と
し
て
の
消
費
者
）

の
立
場
に
た
っ
て
ク
レ
ー
マ
ー
と
な
り
だ

し
た
ら
、「
教
育
」
も
「
医
療
」
も
、
そ

し
て
お
そ
ら
く
「
家
庭
」
も
、「
警
察
」
も
、

著
し
い
機
能
低
下
を
お
こ
し
、
社
会
的
コ

ス
ト
は
膨
大
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
可
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能
性
が
高
い
。

　

誤
解
し
て
も
ら
い
た
く
な
い
の
だ
が
、

だ
め
な
教
師
、
だ
め
な
医
者
、
だ
め
な

親
、
だ
め
な
警
察
官
を
弁
護
す
る
つ
も
り

は
ま
っ
た
く
な
い
。
彼
ら
、
彼
女
達
が
批

判
さ
れ
る
べ
き
は
当
然
だ
が
、
た
だ
、
あ

え
て
言
う
な
ら
、
こ
う
い
う
「
だ
め
な
○

○
」
の
人
た
ち
も
、
学
生
、
患
者
、
子
ど

も
、
住
民
の
前
で
は
一
応
、
教
師
、
医
者
、

親
、
警
察
官
と
し
て
遇
し
た
方
が
社
会
全

体
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
社
会
的
機
能
を

そ
う
で
な
い
場
合
に
比
べ
て
、
よ
り
よ
く

発
揮
で
き
る
だ
ろ
う
し
、
社
会
的
コ
ス
ト

も
小
さ
く
て
す
む
だ
ろ
う
。（
同
業
者
と

か
第
三
者
の
評
価
機
関
で
批
判
さ
れ
る
べ

き
で
あ
っ
て
、
学
生
、
患
者
、
子
ど
も
、

住
民
が
神
様
（
と
し
て
の
消
費
者
）
の
立

場
に
た
っ
て
、
教
師
、
医
者
、
親
、
警
察

官
を
裁
く
、
と
い
う
の
は
「
人
民
裁
判
」

が
持
つ
問
題
点
、
欠
点
が
目
立
つ
よ
う
に

思
う
。）

　

諏
訪
や
内
田
の
主
張
す
る
、
自
己
中

心
的
、「
オ
レ
様
化
」
し
た
子
ど
も
た

ち
は
第
２
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
マ
ー
の
誕
生

（
１
９
７
０
年
代
）
と
中
高
生
へ
の
成
長

（
１
９
８
０
年
代
）
と
時
代
的
に
ほ
ぼ
、

合
致
す
る
。

①
日
本
社
会
の
大
衆
消
費
社
会
化
と
い
う

背
景
の
下
、
②
団
塊
の
世
代
の
自
由
、
個

性
を
重
ん
じ
、
規
律
、
秩
序
を
軽
視
（
あ

る
い
は
敵
視
）
す
る
雰
囲
気
の
中
で
、
第

２
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
マ
ー
は
、
そ
の
「
個

性
」
を
存
分
に
発
揮
し
、
自
由
（=

無
秩

序
？
）
に
振
舞
う
中
で
家
庭
崩
壊
、
学
級

崩
壊
、
校
内
暴
力
、
成
人
式
崩
壊
を
も
た

ら
し
、
30
代
と
な
っ
て
か
ら
は
、
モ
ン
ス

タ
ー
ペ
ア
レ
ン
ツ
と
な
っ
て
学
校
、
社
会

に
理
不
尽
な
要
求
を
つ
き
つ
け
、
保
育

料
、
給
食
費
は
払
わ
ず
、
社
会
を
ふ
る
え

あ
が
ら
せ
て
い
る
、
と
い
う
と
言
い
す
ぎ

だ
ろ
う
か
。
戦
後
日
本
は
自
由
で
民
主
的

な
「
市
民
社
会
」
を
目
指
し
た
は
ず
だ
っ

た
が
、団
塊
の
世
代
、第
２
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー

マ
ー
が
つ
く
り
あ
げ
た
の
は
パ
ブ
リ
ッ
ク

（
公
）
の
精
神
の
入
っ
て
い
な
い
「
私
民

社
会
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

ニ
ー
ト
、フ
リ
ー
タ
ー
が
多
い
の
も「
第

２
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
マ
ー
」
の
世
代
の
よ
う

に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
⑴
タ
イ
の

バ
ー
ツ
危
機
に
端
を
発
し
た
１
９
９
８
・

１
９
９
９
年
の
戦
後
初
め
て
の
２
年
連
続

マ
イ
ナ
ス
成
長
と
い
う
経
済
的
要
因
も
大

き
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
と
併
せ
て
⑵

第
２
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
マ
ー
、
そ
し
て
そ
の

親
た
ち
の
団
塊
の
世
代
の
価
値
観
が
強
く

影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
三
浦

展
、
渡
邉
美
樹
（
ワ
タ
ミ
社
長
）
両
氏
は

対
談
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

三
浦
「
働
く
と
い
う
観
念
を
彼
ら
（
第
２

次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
マ
ー
）
の
親
は
、
つ
ま
り

団
塊
世
代
た
ち
は
教
え
て
こ
な
か
っ
た
ん

で
す
ね
。
自
分
た
ち
が
親
に
反
発
し
た
世

代
だ
か
ら
、
親
と
し
て
子
ど
も
た
ち
に
そ

う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
自

分
自
身
は
仕
事
人
間
な
ん
だ
け
ど
。」

　
「『
人
に
迷
惑
を
か
け
な
け
れ
ば
何
を
し

て
も
い
い
』
く
ら
い
の
教
え
方
し
か
し
て

こ
な
か
っ
た
。
団
塊
世
代
は
自
分
が
好
き

な
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
人
が
多
い
で
す

か
ら
、
子
ど
も
に
は
好
き
な
こ
と
を
や
ら

せ
た
い
。
で
、
確
実
な
職
業
で
は
な
く
て

も
、
や
り
た
い
な
ら
や
っ
て
み
た
ら
と

言
っ
て
し
ま
う
。」

　
「
す
る
と
、
好
き
な
こ
と
を
や
ろ
う
と

思
っ
て
仕
事
を
し
た
人
ほ
ど
、
実
は
現
実

味
が
な
く
て
な
か
な
か
仕
事
に
就
け
な

い
。
専
門
学
校
に
入
っ
て
も
辞
め
て
し

ま
っ
た
り
、
働
き
だ
し
て
も
辞
め
ち
ゃ

う
。」

渡
邉
「
私
、
親
が
ど
う
し
た
ら
子
ど
も
が

下
流
化
す
る
の
か
、
自
分
で
一
生
懸
命
考

え
た
ん
で
す
よ
。
や
っ
ぱ
り
親
の
教
え
な

ん
で
す
ね
。
今
お
っ
し
ゃ
っ
た
『
人
に
迷

惑
を
か
け
な
け
れ
ば
何
を
し
て
も
い
い
』

と
い
う
観
念
で
す
ね
。
…
人
に
迷
惑
を
か

け
な
け
れ
ば
何
を
し
て
も
い
い
と
教
え
ら

れ
た
子
ど
も
が
、
競
争
か
ら
抜
け
た
と
き

に
下
流
に
落
ち
て
ゆ
く
。」（
注
５
）

渡
邉
「
２
０
０
７
年
度
の
新
卒
採
用
が
始

ま
っ
て
、
ウ
チ
で
は
４
０
０
人
ほ
ど
を
採

用
す
る
ん
で
す
が
、
来
春
に
は
全
体
で

55
万
人
の
大
卒
が
出
る
ん
で
す
。
そ
の

う
ち
の
何
人
が
働
か
な
い
と
思
い
ま
す

か
。」

三
浦
「
３
割
く
ら
い
で
す
か
。」

渡
邉
「
そ
う
、
20
万
人
は
も
う
働
く
意
欲

が
な
い
ん
で
す
。
新
卒
55
万
人
の
う
ち

35
万
人
し
か
働
こ
う
と
し
な
い
国
な
ん
て

病
ん
で
ま
す
よ
。
じ
ゃ
あ
35
万
人
は
正
常

な
の
か
と
い
え
ば
、
結
構
病
ん
で
い
る
。」

（
注
６
）

　

21
世
紀
の
日
本
に
と
っ
て
最
重
要
課
題

の
一
つ
は
「
私
民
社
会
」
を
パ
ブ
リ
ッ
ク

（
公
）
の
精
神
の
入
っ
た
「
市
民
社
会
」

に
再
構
築
し
て
い
く
こ
と
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
家
庭
、
地
域
社
会
の
再
構
築
を
通

じ
て
「
市
民
社
会
」
を
つ
く
っ
て
い
く
こ

と
が
21
世
紀
の
市
町
村
の
最
重
要
政
策
の

一
つ
、
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
人
は
自
分
が
得
ら
れ

な
か
っ
た
も
の
を
子
ど
も
に
与
え
る
こ
と

に
熱
心
で
、
自
分
あ
る
い
は
自
分
た
ち
の

社
会
が
持
っ
て
い
た
所
与
の
条
件
の
長
所

を
見
逃
し
が
ち
に
な
っ
て
し
ま
う
も
の
か

も
し
れ
な
い
。
団
塊
の
世
代
は
子
ど
も
た

ち
（
第
２
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
マ
ー
）
に
自
由

を
与
え
、
個
性
を
大
切
に
す
る
こ
と
に
熱

心
で
あ
っ
た
が
、
社
会
の
規
律
、
ル
ー
ル
、

秩
序
の
価
値
に
は
気
が
つ
か
な
か
っ
た
よ

う
だ
。
社
会
の
規
律
、
ル
ー
ル
、
秩
序
は

自
動
的
に
形
成
さ
れ
る
、
と
で
も
考
え
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
秩
序
を

つ
く
る
た
め
に
は
権
力
が
必
要
で
、
権
力

は
自
由
を
、
人
権
を
侵
害
す
る
か
ら
「
自

由
の
な
い
社
会
」
よ
り
は
「
秩
序
が
な
く

て
も
、自
由
が
あ
る
社
会
」の
方
が
ベ
タ
ー

と
い
う
風
に
考
え
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

あ
る
団
塊
の
世
代
の
識
者
（
と
呼
ば
れ

て
い
る
人
）
か
ら
「『
自
由
の
な
い
秩
序
』

よ
り
『
秩
序
の
な
い
自
由
』
を
わ
た
し
は

選
ぶ
」
と
い
う
意
見
を
聞
い
た
こ
と
が
あ

る
。
一
見
、
も
っ
と
も
ら
し
く
聞
こ
え
る

コ
メ
ン
ト
だ
が
、「
秩
序
の
な
い
自
由
」

と
は
ど
う
い
う
状
態
を
意
味
す
る
の
だ
ろ

う
か
。

　

当
然
の
こ
と
な
が
ら
「
自
由
」
と
「
秩

序
」
は
双
方
と
も
必
要
な
も
の
で
あ
り
、

そ
の
双
方
の
価
値
を
ど
の
よ
う
に
調
和
さ

せ
る
か
が
課
題
な
の
で
あ
っ
て
、「
秩
序

の
な
い
自
由
」
は
結
局
「
強
者
だ
け
の
自



2014年１月24日 第259号月刊「地方自治みえ」( 3 )

由
」
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
い
。

⑹
団
塊
の
世
代
の
人
た
ち
に
期
待
す
る
こ
と

　

団
塊
の
世
代
の
人
た
ち
は
、
戦
後
日
本

の
輝
か
し
い
成
長
を
一
身
に
う
け
て
成
長

し
て
い
っ
た
世
代
と
言
え
る
か
も
し
れ
な

い
。

　

エ
ッ
セ
イ
ス
ト
の
玉
村
豊
男
は
次
の
よ

う
に
書
い
て
い
る
。

　
「
思
え
ば
団
塊
の
世
代
と
い
わ
れ
る
人

た
ち
は
幸
福
な
時
代
を
生
き
た
も
の
で

す
。

　

終
戦
後
の
日
本
が
ま
だ
貧
し
い
時
代
に

少
年
期
を
過
ご
し
、
日
本
の
経
済
が
発
展

す
る
時
期
に
社
会
人
と
し
て
の
経
験
を
積

み
、
戦
後
日
本
が
も
っ
と
も
華
や
か
な
豊

か
さ
を
謳
歌
し
た
時
代
に
は
社
会
の
中
核

を
な
す
世
代
と
し
て
そ
の
果
実
を
味
わ

い
、
右
肩
上
が
り
の
成
長
が
終
り
を
告
げ

て
日
本
経
済
が
ゆ
る
や
か
な
下
降
線
を
た

ど
り
な
が
ら
円
熟
期
に
入
ろ
う
と
す
る
い

ま
、
同
じ
よ
う
に
人
生
の
仕
上
げ
に
向
か

お
う
と
し
て
い
る
世
代
。
自
分
の
人
生
と

社
会
や
経
済
の
発
展
が
こ
れ
ほ
ど
シ
ン
ク

ロ
す
る
ケ
ー
ス
は
、
世
界
の
歴
史
を
探
し

て
も
そ
う
多
く
は
な
い
で
し
ょ
う
。」（
注

７
）

　

玉
村
の
指
摘
が
正
し
い
と
し
て
、
団
塊

の
世
代
に
期
待
す
る
こ
と
は
、

（a）
自
分
た

ち
の
利
益
だ
け
を
考
え
る
の
で
は
な
く
―

ミ
ー
イ
ズ
ム
の
先
駆
け
世
代
と
し
て
の
団

塊
の
世
代
？
―
、

（b）
広
く
国
の
こ
と
（
パ

ブ
リ
ッ
ク
の
視
点
）、
次
の
世
代
の
こ
と

（
連
綿
と
続
く
日
本
民
族
の
後
輩
た
ち
の

こ
と
）
を
少
し
は
気
に
か
け
て
も
ら
い
た

い
、
と
い
う
こ
と
だ
。

　

二
つ
も
三
つ
も
仕
事
を
掛
け
持
ち
し
、

そ
れ
で
も
年
収
が
２
百
万
に
と
ど
か
な
い

ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
と
い
う
若
者
が
い
る
一

方
で
、
団
塊
の
世
代
の
人
た
ち
は
厚
生
労

働
省
の
試
算
に
よ
る
と
、
元
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
（
団
塊
の
世
代
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
急
増

の
時
期
に
就
職
し
た
世
代
だ
）
の
夫
と
専

業
主
婦
の
二
人
で
23
万
円
程
度
の
年
金
が

毎
月
受
け
取
れ
る
、
と
い
う
。
大
企
業
、

公
務
員
の
場
合
、
共
働
き
の
場
合
は
そ
れ

以
上
、
人
に
よ
っ
て
は
夫
婦
二
人
で
毎
月

30
万
円
以
上
の
年
金
を
受
け
取
る
人
も
い

る
と
い
う
。

　

睡
眠
時
間
を
削
っ
て
働
い
て
も
、
月
10

数
万
円
に
し
か
な
ら
な
い
世
代
と
働
か
な

く
て
も
毎
月
20
～
30
万
円
の
収
入
の
あ
る

世
代
。
そ
の
財
源
は
と
い
え
ば
、
そ
の
ほ

と
ん
ど
は
現
役
世
代
が
納
め
た
社
会
保
険

料
や
税
金
。（
日
本
の
年
金
は
、「
積
み
立

て
方
式
」
と
し
て
始
ま
っ
た
が
、
今
で
は

殆
ど
「
賦
課
方
式
」。
現
役
世
代
の
社
会

保
険
料
、
税
金
が
主
た
る
財
源
と
な
っ
て

い
る
。
厚
生
労
働
省
は
「
修
正
積
み
立
て

方
式
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
誤
解
を
招
き

易
い
表
現
だ
と
思
う
。）

　

不
公
平
と
感
じ
る
の
は
私
だ
け
で
は
な

い
と
思
う
。

　

①
団
塊
の
世
代
（
以
上
の
人
々
）
の
年

金
給
付
額
を
少
し
下
げ
る
だ
け
で
、
あ
る

い
は
②
団
塊
の
世
代
（
だ
け
に
か
ぎ
ら

ず
）
の
資
産
・
所
得
に
少
し
課
税
す
る
だ

け
で
、
ど
れ
だ
け
多
く
の
日
本
国
民
が
救

わ
れ
る
こ
と
か
。

　

日
本
国
民
の
投
票
率
は
、
年
齢
に
比
例

し
て
上
昇
し
て
い
く
。
20
代
が
一
番
低
い

投
票
率
で
、
30
代
、
40
代
と
上
昇
し
て
い

き
、
60
代
が
ピ
ー
ク
。
70
代
は
少
し
下
が

る
が
、
そ
れ
で
も
20
代
、
30
代
の
そ
れ
と

く
ら
べ
る
と
著
し
く
高
い
。

　

人
口
容
量
で
い
え
ば
、
団
塊
の
世
代
、

60
代
の
人
た
ち
が
一
番
大
き
い
。

　

政
治
家
が
公
共
選
択
論
の
仮
説
の
よ
う

に
、
自
分
の
当
選
を
主
目
的
に
行
動
す
る

と
す
れ
ば
、
団
塊
の
世
代
の
既
得
権
に
は

手
を
つ
け
ず
、
そ
の
負
担
を
、
人
口
容
量

も
小
さ
く
、
投
票
率
も
低
い
若
い
世
代
に

押
し
付
け
る
こ
と
に
な
り
が
ち
だ
。

　

こ
れ
ま
で
の
中
央
、
地
方
政
府
の
政
策

は
こ
の
仮
説
で
説
明
で
き
る
部
分
が
少
な

く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
で
は
い
い
国
、
社
会
は

つ
く
れ
な
い
。

　

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
（
民
主
制
）
の
下
で
、

い
い
政
治
・
行
政
を
実
現
す
る
た
め
に

は
、
次
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
必

要
だ
。

　
「
国
民
・
住
民
の
比
較
多
数
が
、
国
民
・

住
民
の
負
託
を
う
け
た
政
治
家
の
比
較
多

数
が
、
自
分
の
利
害
だ
け
で
は
な
く
、
広

く
国
の
こ
と
、
次
の
世
代
の
こ
と
を
考
え

て
行
動
し
た
と
き
、
は
じ
め
て
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
下
で
い
い
政
治
・
行
政
が
実
現
で

き
る
。」「
そ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
な
い
と

き
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
容
易
に
衆
愚
政
治

に
堕
す
る
。」
と
は
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
家
、

政
治
思
想
家
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク
の
言

葉
だ
っ
た
と
思
う
が
、
20
世
紀
末
以
降
の

日
本
の
政
治
・
行
政
に
衆
愚
政
治
の
臭
い

を
か
ぎ
と
る
こ
と
は
そ
ん
な
に
難
し
い
こ

と
で
は
な
い
と
思
う
。

　

人
口
容
量
の
大
き
い
、
し
か
も
投
票
率

の
高
い
、
そ
れ
故
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
下

で
影
響
力
の
大
き
い
団
塊
の
世
代
の
人
た

ち
に
期
待
し
た
い
の
は
、「
自
分
の
利
害

だ
け
で
も
の
ご
と
を
判
断
す
る
―
ミ
ー
イ

ズ
ム
の
典
型
―
の
で
は
な
く
、
広
く
国
の

こ
と
、
次
の
世
代
の
こ
と
を
考
え
て
行
動

し
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
い
う
こ
と
だ
。

（
そ
れ
こ
そ
団
塊
の
世
代
が
強
調
す
る
民

主
主
義
が
健
全
に
機
能
す
る
た
め
の
条
件

な
の
だ
か
ら
。）

　

筆
者
の
「
団
塊
の
世
代
」「
第
２
次
ベ

ビ
ー
ブ
ー
マ
ー
」
仮
説
が
、
も
し
正
し
い

と
す
れ
ば
、
現
在
の
日
本
社
会
の
混
乱
の

一
因
が
こ
の
世
代
に
あ
る
こ
と
に
な
る
わ

け
だ
か
ら
、
年
金
財
政
、
介
護
保
険
会
計
、

老
人
医
療
会
計
等
を
は
じ
め
日
本
社
会
の

再
建
に
率
先
し
て
協
力
し
て
い
た
だ
き
た

い
と
考
え
る
。

　
「
モ
ラ
ル
の
崩
壊
が
進
行
し
て
い
る
。

こ
れ
は
由
々
し
き
こ
と
で
あ
る
。
モ
ラ
ル

の
崩
壊
し
た
社
会
は
闇
で
あ
る
。」（
注

８
）
と
政
治
評
論
家
の
森
田
実
も
書
い
て

い
る
。

　

団
塊
の
世
代
の
子
ど
も
世
代
、
第
２
次

ベ
ビ
ー
ブ
ー
マ
ー
の
人
た
ち
に
、「
人
が

生
き
て
い
く
う
え
で
、
自
分
の
権
利
、
自

由
を
主
張
す
る
だ
け
で
は
社
会
は
廻
っ
て

い
か
な
い
、
い
い
社
会
は
つ
く
れ
な
い
」

こ
と
を
説
い
て
ほ
し
い
。
フ
リ
ー
ラ
イ

タ
ー
、
サ
ー
ビ
ス
享
受
者
の
立
場
だ
け
に

た
つ
の
で
は
な
く
、
社
会
に
参
画
し
、
汗

を
か
き
、
社
会
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
の

意
義
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
の
お
も
し
ろ
さ
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を
伝
え
て
あ
げ
て
ほ
し
い
。（「
消
費
者
モ

デ
ル
・
オ
ン
リ
ー
」
か
ら
「
参
画
者
モ
デ

ル
」
へ
）

　

人
に
よ
っ
て
は
、
自
ら
が
ま
ず
そ
の
こ

と
を
自
覚
し
、
そ
の
上
で
第
２
次
ベ
ビ
ー

ブ
ー
マ
ー
に
も
そ
の
こ
と
を
伝
え
て
ほ
し

い
。
自
分
の
子
ど
も
に
今
更
伝
え
に
く
い

と
い
う
の
な
ら
、
子
ど
も
で
な
い
第
２
次

ベ
ビ
ー
ブ
ー
マ
ー
に
伝
え
る
の
で
も
い
い
。

　

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
日
本
の

家
庭
、
地
域
社
会
は
再
建
の
途
を
歩
み
始

め
、「
モ
ン
ス
タ
ー
・
ペ
ア
レ
ン
ツ
」
は

そ
の
数
を
減
少
し
、
社
会
の
維
持
コ
ス
ト

は
低
廉
化
す
る
の
で
は
な
い
か
。

⑴
20
世
紀
末
以
降
の
日
本
の
政
府
改
革
の

性
格
―
「
大
陸
型
の
秩
序
重
視
の
統
治
シ

ス
テ
ム
」
か
ら
「
英
米
型
の
デ
ュ
ー
プ
ロ

セ
ス
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
重
視
の
統
治
シ
ス
テ

ム
」
へ
の
比
重
移
動
―

　

日
本
に
お
け
る
政
府
の
統
治
構
造
は
明

治
以
降
、
ド
イ
ツ
・
プ
ロ
イ
セ
ン
を
モ
デ

ル
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
方
式
を
基
本

と
し
て
形
作
ら
れ
て
き
た
。（
海
軍
は
イ

ギ
リ
ス
を
モ
デ
ル
、
北
海
道
の
開
発
は
風

土
の
良
く
似
た
ア
メ
リ
カ
が
モ
デ
ル
な
ど

の
例
外
は
あ
っ
た
が
、
中
央
政
府
の
統
治

機
構
、
中
央
・
地
方
政
府
関
係
、
明
治
憲

法
な
ど
国
家
の
基
本
は
プ
ロ
イ
セ
ン
を
モ

デ
ル
に
つ
く
ら
れ
て
き
た
。）
中
央
・
地

方
政
府
関
係
も
機
関
委
任
事
務
に
象
徴
さ

れ
る
よ
う
に
「
大
陸
型
の
融
合
型
」
を
基

本
に
国
、
府
県
、
市
町
村
が
一
体
と
な
っ

て
（
融
合
し
て
）
教
育
・
福
祉
、
都
市
計

画
等
の
仕
事
を
行
う
体
制
で
や
っ
て
き
た
。

　

20
世
紀
末
か
ら
21
世
紀
初
頭
に
か
け
て

の
Ｎ
Ｐ
Ｍ
型
改
革
、
分
権
改
革
等
は
「
大

陸
型
」
の
日
本
の
統
治
シ
ス
テ
ム
を
「
英

米
型
」
の
統
治
シ
ス
テ
ム
に
比
重
移
動
を

行
う
と
い
う
、
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

１
９
８
０
年
代
以
降
の
政
府
改
革
（
中

曽
根
内
閣
、
橋
本
内
閣
、
小
泉
内
閣
等
）

で
モ
デ
ル
と
さ
れ
て
い
る
国
は
主
と
し

て
、イ
ギ
リ
ス
、ア
メ
リ
カ
、ニ
ュ
ー
ジ
ー

ラ
ン
ド
な
ど
英
米
法
系
の
国
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。

　

⑴
Ａ
ｃ
ｃ
ｏ
ｕ
ｎ
ｔ
ａ
ｂ
ｉ
ｌ
ｉ
ｔ
ｙ

（
説
明
責
任
）、
政
策
形
成
の
透
明
性
、
住

民
参
画
等
を
も
と
め
は
じ
め
た
国
民
・
住

民
の
要
望
あ
る
い
は
、
⑵
日
米
構
造
協
議

で
の
ア
メ
リ
カ
の
要
望
等
に
応
え
る
た
め

に
は
従
来
の
大
陸
型
の
統
治
シ
ス
テ
ム
で

は
不
十
分
と
い
う
こ
と
と
な
り
、
⑴
行
政

手
続
法
（
同
条
例
）、
情
報
公
開
法
（
同

条
例
）、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
、
住
民

投
票
条
例
な
ど
Ｄ
ｕ
ｅ　

Ｐ
ｒ
ｏ
ｃ
ｅ
ｓ

ｓ
（
適
正
手
続
き
）
を
重
視
す
る
英
米
法

系
の
思
想
を
盛
り
込
ん
だ
法
律
、
条
令
等

が
中
央
、
地
方
政
府
に
よ
っ
て
制
度
化
さ

れ
る
と
と
も
に
、
⑵
政
治
主
導
の
国
政
を

実
現
す
る
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
に
範
を
と
っ

た
国
会
改
革
（
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
タ
イ
ム
、

副
大
臣
制
度
等
の
導
入
）、
⑶
透
明
性
の

高
い
司
法
を
実
現
す
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ

を
モ
デ
ル
と
し
た
司
法
改
革
等
も
行
わ
れ

た
。

　

中
央
・
地
方
政
府
関
係
で
も
機
関
委
任

事
務
の
廃
止
な
ど
「
融
合
型
の
大
陸
型
」

か
ら
「
分
離
型
の
英
米
型
」
へ
の
移
行
が

進
み
つ
つ
あ
る
。
そ
の
最
終
形
態
が
「
道

州
制
」
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
筆
者

は
考
え
る
。

　

中
央
政
府
は
国
防
、
外
交
、
通
貨
、
ナ

シ
ョ
ナ
ル
ミ
ニ
マ
ム
の
設
定
な
ど
中
央
政

府
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
仕
事
に
専
念

し
、
州
政
府
は
国
土
管
理
、
産
業
振
興
、

雇
用
政
策
な
ど
主
と
し
て
対
物
管
理
の
仕

事
を
担
当
し
、市
（
町
村
）
政
府
は
教
育
・

文
化
、
福
祉
・
医
療
、
ま
ち
づ
く
り
な
ど

を
主
と
し
て
対
人
サ
ー
ビ
ス
の
仕
事
を
担

当
す
る
。
中
央
政
府
、州
政
府
、市（
町
村
）

政
府
は
、そ
れ
ぞ
れ
別
の
仕
事
を
担
当（
分

離
型
）
す
る
訳
だ
か
ら
、そ
の
関
係
は
「
上

下
の
関
係
」
で
は
な
く
、「
対
等
の
関
係
」

に
な
る
。
国
民
・
住
民
か
ら
す
れ
ば
責
任

追
及
が
し
や
す
く
な
り
、
Ａ
ｃ
ｃ
ｏ
ｕ
ｎ

ｔ
ａ
ｂ
ｉ
ｌ
ｉ
ｔ
ｙ
、
Ｒ
ｅ
ｓ
ｐ
ｏ
ｎ
ｓ

ｉ
ｂ
ｉ
ｌ
ｉ
ｔ
ｙ
（
実
体
責
任
）
の
充
実
、

強
化
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

⑵
「
第
２
次
分
権
改
革
」
を
の
ぞ
む
に
あ

た
っ
て
―
「
小
さ
な
中
央
政
府
・
州
政
府
」

と
「
ほ
ど
ほ
ど
の
規
模
の
市
（
町
村
）
政

府
」
の
組
み
合
わ
せ
で
課
題
の
解
決
を
―

　

そ
こ
で
、
今
後
の
政
府
改
革
の
方
向
だ

が
、筆
者
は
「
地
方
分
権
シ
ン
ク
タ
ン
ク
」

（
第
２
次
分
権
改
革
に
向
か
う
自
治
体
側

の
政
策
、
戦
略
を
検
討
す
る
た
め
、
全
国

市
長
会
と
日
本
都
市
セ
ン
タ
ー
が
設
置
し

た
委
員
会
の
愛
称
）
で
、
次
の
よ
う
に
主

張
し
て
い
る
。

　

人
口
減
少
、
少
子
高
齢
化
社
会
の
中
で

１
０
０
０
兆
円
ま
で
ふ
く
れ
あ
が
っ
た
政

府
債
務
問
題
の
解
決
を
図
る
た
め
に
も
、

中
央
・
地
方
双
方
を
ふ
く
め
た
政
府
全
体

に
つ
い
て
い
え
ば
、「
小
さ
な
政
府
」
を

今
後
と
も
目
指
し
て
Ｎ
Ｐ
Ｍ
型
改
革
を
継

続
し
て
い
く
こ
と
は
必
要
な
こ
と
だ
。

　

し
か
し
、
基
礎
的
自
治
体
、
市
町
村
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
以
上
の
家
庭
・
コ
ミ
ュ

ニ
テ
イ
（
地
域
社
会
）
の
機
能
低
下
、
崩

壊
が
起
き
な
い
よ
う
に
、
そ
れ
ら
を
補
完

す
る
役
割
を
強
化
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

そ
の
意
味
で
、
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
全

国
一
律
に
「
小
さ
な
政
府
」
を
目
指
す
の

で
は
な
く
、
家
庭
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
が
崩

壊
し
か
か
っ
て
い
る
地
域
に
お
い
て
は

「
Ｒ
ｅ
ａ
ｓ
ｏ
ｎ
ａ
ｂ
ｌ
ｅ
な
規
模
の
政

府
」「
ほ
ど
ほ
ど
の
規
模
の
政
府
」
と
い

う
こ
と
を
、
そ
ろ
そ
ろ
考
え
て
も
い
い
の

で
は
な
い
か
。

　
「
中
央
政
府
」
と
現
在
の
「
府
県
政
府
」、

将
来
の
「
州
政
府
」
に
つ
い
て
は
依
然
と

し
て
「
小
さ
な
政
府
」
を
志
向
す
べ
き
だ

が
、
基
礎
的
自
治
体
、
市
町
村
に
つ
い
て

は
、
与
え
ら
れ
た
地
域
の
状
況
に
よ
っ
て

は
、「
ほ
ど
ほ
ど
の
規
模
の
政
府
」
を
目

指
す
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
は
な

い
か
。

　

家
庭
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
が
崩
壊
し
て
し

ま
っ
て
か
ら
で
は
、
そ
の
再
建
に
、
今
以

上
の
時
間
と
経
費
が
か
か
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
。

　

家
庭
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
が
完
全
に
崩
壊

し
て
い
な
い
今
の
う
ち
に
、
基
礎
的
自
治

5
20
世
紀
末
以
降
の
日
本
の

「
政
府
改
革
」
の
性
格
と
「
第

２
次
分
権
改
革
」
の
課
題
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体
と
し
て
の
市
町
村
が
、
住
民
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

等
と
連
携
し
て
、
家
庭
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ

を
21
世
紀
型
の
も
の
と
し
て
再
建
し
て
い

く
こ
と
が
、
日
本
社
会
に
と
っ
て
最
優
先

の
課
題
の
一
つ
で
あ
り
、
日
本
の
自
治
体

が
ま
ず
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課

題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
力
の
関
係
、
双
方
の
大
切
さ
を
三
浦
展

は
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

　
「
下
流
だ
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

力
が
な
い
の
か
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

力
が
な
い
か
ら
下
流
に
な
っ
た
の
か
、
因

果
関
係
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
に
自
信
が
あ
る
ほ

う
が
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
れ
ば
す
ぐ

に
人
に
聞
け
る
し
、
会
社
面
接
に
し
て
も

も
っ
と
売
り
込
み
や
す
い
。
…

（a）
商
店
街

み
た
い
な
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
れ
ば
、
そ

り
ゃ
嫌
で
も
朝
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
人
に
挨

拶
す
る
け
ど
、

（b）
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
団
地

に
住
ん
で
い
た
ら
そ
の
必
要
も
な
い
。
昔

は
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
が
ち
ゃ
ん
と

あ
っ
た
か
ら
、
自
然
に
あ
る
程
度
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
が
身
に
つ
い
た
。

商
店
街
の
威
勢
の
い
い
八
百
屋
の
二
階
で

息
子
が
ひ
き
こ
も
っ
て
い
る
と
い
う
話
は

聞
き
ま
せ
ん
よ
ね
。
勉
強
し
て
た
っ
て
従

業
員
が
通
り
抜
け
る
し
、
夕
飯
中
に
お
客

さ
ん
が
来
た
ら
親
が
対
応
す
る
と
い
う
環

境
の
中
で
は
ひ
き
こ
も
り
よ
う
が
な
い
。

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
郊
外
の
一
戸
建
て
を

買
っ
て
、
子
ど
も
に
部
屋
を
与
え
た
ら
、

そ
れ
は
ひ
き
こ
も
り
や
す
い
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
社
会
環
境
、
生
活
環
境
と
い
っ

た
高
度
経
済
成
長
を
う
け
て
、
大
き
く
変

わ
っ
た
の
が
今
の
35
歳
以
下
の
世
代
（
第

２
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
マ
ー
）で
す
ね
。」（
注
９
）

　

都
道
府
県
に
つ
い
て
言
え
ば
、
⑴
経
済

の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
へ
の
対
応
、
⑵
ガ
バ
ナ

ン
ス
の
強
化
（
埼
玉
都
民
等
の
問
題
解

決
、
Ａ
ｃ
ｃ
ｏ
ｕ
ｔ
ａ
ｂ
ｉ
ｌ
ｉ
ｔ
ｙ
、  

Ｒ
ｅ
ｓ
ｐ
ｏ
ｎ
ｓ
ｉ
ｂ
ｉ
ｌ
ｉ
ｔ
ｙ
の
充

実
・
強
化
の
た
め
の
「
分
離
型
」
自
治
へ

の
移
行
等
）、
さ
ら
な
る
⑶
分
権
改
革
実

現
（
九
州
の
こ
と
は
九
州
で
決
め
る
等
）

⑷
国
・
地
方
を
通
じ
て
の
行
財
政
改
革
等

の
た
め
に
、
道
州
制
へ
の
移
行
を
、
出
来

れ
ば
「
団
塊
の
世
代
」
が
75
歳
以
上
と
な

る
２
０
２
５
年
ま
で
に
実
現
す
べ
き
と
考

え
る
。

　

こ
う
し
て
、
２
０
２
０
年
代
ま
で
に

は
、
⑴
「
小
さ
な
中
央
政
府
」
が
国
防
、

外
交
、
通
貨
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ミ
ニ
マ
ム
の

設
定
な
ど
、
中
央
政
府
で
な
け
れ
ば
担
当

で
き
な
い
仕
事
に
専
任
し
、
⑵
「
小
さ
な

州
政
府
」
が
、
国
土
管
理
、
産
業
振
興
・

雇
用
な
ど
、
主
と
し
て
対
物
管
理
を
担
当

し
、
⑶
地
域
の
状
況
に
よ
っ
て
「
ほ
ど
ほ

ど
の
規
模
の
市
（
町
村
）
政
府
」
あ
る
い

は
「
小
さ
な
市
（
町
村
）
政
府
」
が
教
育
・

文
化
、
保
健
・
福
祉
・
医
療
、
ま
ち
づ
く

り
な
ど
主
と
し
て
対
人
サ
ー
ビ
ス
業
務
を

担
当
し
、
家
庭
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
の
再
構

築
を
成
し
遂
げ
、「
補
完
性
原
理
」
の
下

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
特
色
を
い
か
し

た
ま
ち
づ
く
り
、
地
域
づ
く
り
が
な
さ
れ

る
日
本
に
変
貌
し
て
い
る
こ
と
を
期
待
し

た
い
。

　

中
央
・
地
方
政
府
を
通
じ
て
の
行
財
政

改
革
に
つ
い
て
は
、
⑴
ひ
き
つ
づ
き
Ｎ
Ｐ

Ｍ
型
改
革
を
推
し
進
め
た
上
で
、
⑵
消
費

税
を
は
じ
め
と
し
た
国
民
の
負
担
増
を
実

現
し
、
財
政
の
健
全
化
を
図
っ
て
い
く
こ

と
が
急
務
だ
ろ
う
。

　

人
口
を
は
じ
め
と
し
て
、
株
価
（
日
経

平
均
株
価
）、
地
価
な
ど
、
右
肩
下
が
り

の
時
代
に
入
り
始
め
た
日
本
に
と
っ
て
、

残
さ
れ
た
時
間
は
そ
れ
ほ
ど
な
い
こ
と
を

認
識
し
て
お
く
こ
と
が
大
事
だ
ろ
う
。

⑴
三
位
一
体
の
地
方
税
財
政
改
革
を
推
し

進
め
、
国
庫
補
助
金
を
地
方
税
に
振
り
返

れ
ば
、
補
助
金
関
連
業
務
に
従
事
し
て
い

る
中
央
・
地
方
の
公
務
員
を
か
な
り
減
ら

す
こ
と
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。
⑵
国
立

大
学
、
高
等
専
門
学
校
が
エ
ー
ジ
ェ
ン

シ
ー
化
さ
れ
、
教
員
は
非
公
務
員
と
な
っ

た
が
、
市
町
村
立
の
小
中
学
校
、
都
道
府

県
立
の
高
校
に
つ
い
て
も
同
様
の
改
革
が

行
わ
れ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
⑶
こ

う
し
た
「
国
の
形
」
を
変
え
る
政
府
改
革

の
総
仕
上
げ
が
「
道
州
制
の
導
入
」
で
は

な
い
か
、
と
筆
者
は
考
え
る
。
橋
本
行
革

で
大
ぐ
く
り
の
１
府
12
省
庁
に
減
少
し
た

中
央
政
府
の
組
織
が
さ
ら
に
縮
小
再
編
さ

れ
、
内
政
は
基
本
的
に
州
政
府
以
下
の
地

方
政
府
で
担
当
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
日

本
社
会
の
風
景
、
国
民
・
住
民
の
意
識
は

自
主
・
自
立
型
の
も
の
へ
大
き
く
変
わ
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

⑶
「
英
米
型
」
か
ら
「
大
陸
型
」
へ
の
部

分
回
帰
？
そ
れ
と
も「
日
本
型
」の
創
造
？

―
家
庭
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
の
再
構
築
を
め

ぐ
っ
て
―

　

基
礎
的
自
治
体
が
家
庭
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ

イ
を
再
構
築
し
、「
補
完
性
原
理
」
で
ま

ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
、
と
い
う
考
え

方
は
、
１
９
８
０
年
代
の
中
曽
根
・
土
光

臨
調
以
降
「
英
米
型
」
に
ふ
れ
た
振
り

子
を
、
部
分
的
に
は
「
大
陸
型
」
に
戻

す
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な

る
の
か
も
し
れ
な
い
。（「
補
完
性
原
理
」

は
も
と
も
と
カ
ト
リ
ッ
ク
原
理
、「
大
陸

型
」
の
思
考
か
ら
生
ま
れ
た
考
え
方
で
あ

る
。）

　

フ
ラ
ン
ス
文
化
、
文
学
を
研
究
す
る
木

村
尚
三
郎
東
大
名
誉
教
授
は
講
演
で
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
な
ど
は
カ
ト

リ
ッ
ク
の
国
で
す
。
一
見
、
社
会
福
祉
の

よ
う
な
観
念
が
薄
い
よ
う
に
み
え
る
。
社

会
福
祉
の
観
念
が
高
い
国
と
い
う
と
、
イ

ギ
リ
ス
と
か
北
欧
の
よ
う
な
、
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
諸
国
の
例
が
す
ぐ
に
話
に
出
さ
れ

ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
や
北
欧
は
助
け
合
わ
な

い
文
化
、
自
律
の
風
土
が
あ
る
か
ら
こ

そ
、
あ
の
よ
う
な
福
祉
の
観
念
が
必
要
に

な
っ
た
の
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
は
ご
承
知
の

よ
う
に
農
業
は
農
業
で
も
ひ
つ
じ
を
飼
っ

て
や
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
ひ
つ
じ
飼
い

は
助
け
合
う
必
要
は
無
い
ん
で
す
ね
。
親

は
親
、
兄
さ
ん
は
兄
さ
ん
、
妹
は
妹
、
そ

れ
ぞ
れ
ひ
つ
じ
を
管
理
で
き
る
。
お
互
い

に
結
び
合
う
と
か
、
一
緒
に
種
を
ま
く
、

一
緒
に
収
穫
す
る
と
か
、
そ
ん
な
必
要
は

ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ
け
個
人
意
志
が

強
い
の
で
す
ね
。
本
来
は
お
互
い
助
け
合

わ
な
い
。
だ
か
ら
、
障
害
の
あ
る
人
や
お

年
寄
り
に
つ
い
て
は
、
助
け
合
う
発
想
の
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仕
組
み
、
福
祉
の
制
度
が
必
要
に
な
っ
て

き
た
の
で
す
。」

　
「
北
欧
も
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
農
耕
は

そ
ん
な
に
豊
か
で
は
な
く
て
、
家
畜
を
飼

う
の
が
中
心
で
し
た
。
個
人
個
人
い
い
意

味
で
独
立
、
悪
い
意
味
で
は
バ
ラ
バ
ラ
で

あ
り
ま
す
。
…
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
は
社

会
福
祉
の
観
念
を
発
達
さ
せ
る
必
要
が
あ

る
わ
け
で
す
。」

　
「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
国
で
は
も
と
も
と
助

け
合
っ
て
い
ま
す
。『
お
互
い
役
に
立
た

な
い
人
は
居
な
い
』
と
い
う
観
念
が
あ
り

ま
す
。
一
見
、
社
会
福
祉
の
制
度
が
遅
れ

た
よ
う
に
み
え
ま
す
が
、
そ
う
で
は
な
く

て
、
お
互
い
に
共
助
の
感
覚
を
も
っ
て
い

る
。」（
注
10
）　

　

木
村
尚
三
郎
の
指
摘
を
日
本
に
当
て
は

め
れ
ば
、
稲
作
農
業
が
メ
イ
ン
で
、
一
斉

に
田
植
え
を
し
、
稲
刈
り
を
す
る
日
本

は
、
本
来
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
な
ど

の
よ
う
な
互
助
、
共
助
の
観
念
が
発
達
し

た
社
会
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

本
来
、
互
助
・
共
助
の
観
念
が
発
達
し
て

い
た
日
本
社
会
だ
が
、
①
政
府
の
Ｎ
Ｐ
Ｍ

型
改
革
と
、
②
「
団
塊
の
世
代
」
の
個
人

の
自
由
、
個
性
、
権
利
を
重
ん
じ
、
社

会
の
規
律
、
義
務
を
軽
視
す
る
価
値
観

と
、
そ
う
し
た
価
値
観
の
下
で
育
て
ら
れ

た
「
第
２
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
マ
ー
」
の
10
代
、

20
代
、
30
代
へ
の
加
齢
に
伴
い
、「
英
米

型
」
の
「
個
人
の
自
由
」、「
個
人
の
意
思
」

が
強
く
出
る
社
会
、
そ
の
分
、
こ
れ
ま
で

家
庭
と
か
、
地
域
と
か
で
解
決
し
て
い
た

問
題
に
ま
で
政
府
が
関
与
せ
ざ
る
を
え
な

く
な
る
社
会
に
、
日
本
の
社
会
構
造
は
変

化
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

機
能
の
著
し
く
低
下
し
た
家
庭
・
地
域

社
会
を
再
構
築
し
、「
補
完
性
原
理
」
で

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
、
と
い
う
こ
と

は
、（a）「
英
米
型
」の
強
い
自
己
主
張
の「
個

人
」
と
、
そ
れ
を
調
整
・
補
完
す
る
政
府

と
い
う
政
府
と
国
民
・
住
民
の
関
係
か

ら
、

（b）
伝
統
的
な
家
庭
・
地
域
社
会
に
一

定
の
役
割
を
持
っ
て
も
ら
う
社
会
へ
の
、

あ
る
意
味
で
は
Ｕ
タ
ー
ン
と
い
う
意
味
を

持
つ
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、「
大
陸
型
」
へ

の
部
分
回
帰
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
本
来

の
「
日
本
型
」
へ
の
回
帰
、
21
世
紀
型
ル

ネ
ッ
サ
ン
ス
（
再
生
）
と
言
え
る
か
も
し

れ
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、

（a）
男
性
主
導
、
年
功
序
列

等
の
封
建
的
な
町
内
会
等
に
復
古
す
る
、

と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

（b）
老
若
男
女
が

対
等
の
立
場
で
意
見
を
言
い
合
い
、
負
担

を
分
担
し
あ
う
21
世
紀
型
の
町
内
会
等
を

構
築
す
る
、
と
い
う
意
味
で
は
、
単
純
な

Ｕ
タ
ー
ン
で
は
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で

は
あ
る
が
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大

陸
型
」、「
英
米
型
」
の
ど
ち
ら
か
が
優
れ

て
い
て
、
ど
ち
ら
か
が
劣
っ
て
い
る
、
と

い
う
問
題
で
は
な
く
、
21
世
紀
の
日
本
に

と
っ
て
、
ど
ち
ら
の
モ
デ
ル
、
考
え
方
を

導
入
す
る
事
が
、
現
在
お
よ
び
未
来
の
日

本
の
問
題
解
決
に
有
効
か
、
と
い
う
観
点

か
ら
問
題
を
整
理
し
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ

う
。
も
ち
ろ
ん
、「
大
陸
型
」「
英
米
型
」

に
限
ら
ず
、「
第
三
の
道
」
と
し
て
の
日

本
独
自
型
の
創
造
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う

し
、
中
国
型
、
ア
セ
ア
ン
型
の
導
入
も
考

え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　

要
は
、
21
世
紀
の
日
本
の
問
題
解
決
に

む
け
て
、
も
っ
と
も
有
効
な
解
決
方
策
た

り
う
る
モ
デ
ル
、
考
え
方
を
選
択
、
あ
る

い
は
創
造
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
る
の
だ
と
思
う
。

注
記

⑸
三
浦
前
掲
著
67
頁
、
68
頁
、
た
だ
し
、

（
　
）
は
筆
者
が
追
記

⑹
三
浦
前
掲
著
65
頁

⑺
玉
村
豊
男
「
田
舎
暮
ら
し
が
で
き

る
人
、
で
き
な
い
人
」
集
英
社
新
書
、

２
０
０
７
年
、
１
７
１
頁

⑻
森
田
実
「
脱
ア
メ
リ
カ
で
日
本
は
必
ず

甦
る
」
日
本
文
芸
社
、
２
０
０
８
年

⑼
三
浦
前
掲
著
70
、
71
頁
、
た
だ
し
、

（a）
、

（b）
、
（
　
）
は
筆
者
が
追
記

⑽
木
村
尚
三
郎
小
布
施
講
演
録
「
小
さ

な
ま
ち
、
た
が
や
す
人
」
文
屋
発
行
、

２
０
０
２
年
、
62
・
63
頁

（
主
な
参
考
文
献
）
　

西
尾
勝
『
行
政
学
（
新
版
）
』
有
斐
閣
、

２
０
０
１
年

西
尾
勝
『
未
完
の
分
権
改
革
』
岩
波
書
店
、

１
９
９
９
年

村
松
岐
夫
『
行
政
学
教
科
書
―
現
代
行

政
の
政
治
分
析
―
』
第
２
版
、
有
斐
閣
、

２
０
０
１
年

村
松
岐
夫
編
『
行
政
学
講
義
（
新
版
）
』

青
林
書
院
、
１
９
８
５
年

真
淵
勝
『
現
代
行
政
分
析
』
放
送
大
学
教

育
振
興
会
、
２
０
０
４
年

昇
秀
樹
『
地
方
自
治
の
軌
跡
と
展
望
一
「
顔

の
見
え
る
道
州
制
」
の
提
言
一
』
第
一
法

規
、
２
０
０
６
年

櫻
井
敬
子
『
行
政
法
の
エ
ッ
セ
ン
ス
』
学

陽
書
房
、
２
０
０
７
年

諏
訪
哲
二
『
オ
レ
様
化
す
る
子
供
達
』
中

公
新
書
、
２
０
０
６
年

内

田

樹
『

下

流

思

考

』

講

談

社
、

２
０
０
６
年

三
浦
展
『
夢
が
な
く
て
も
人
は
死
な
な

い
。
』
宝
島
社
２
０
０
７
年

かすみがうらクリニック副院長　猪野亜朗氏

　2013 年 12 月 11 日三重地方自治労
働文化センターにおいて、三重県地
方自治研究センター主催・自治労三
重県本部共催の「アルコール健康障
害対策と自殺について」をテーマと
した、メンタルヘルス事業セミナー
を開催しました。
　セミナーの第１回目は、かすみが
うらクリニック副院長の猪野亜朗先
生を招き「うつ病を中心とした精神
疾患について」と題した講演を行い
ました。

第1回

メンタルヘルス事業セミナーを開催


