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一
、
は
じ
め
に―

―

「
環
境
史
」
と
は
？

　

沼
尻
と
申
し
ま
す
。
ど
う
か
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

早
速
報
告
に
入
り
ま
す
。
今
日
の
報
告
の
課
題
は
、
近
年
研
究
が

試
み
ら
れ
て
い
る「
環
境
史
」に
関
し
て
で
す
。私
自
身
は
、「
環
境
史
」

と
い
う
言
葉
を
積
極
的
に
使
え
る
よ
う
な
自
己
の
研
究
蓄
積
が
な
い

の
で
す
が
、
近
年
の
研
究
で
使
わ
れ
て
い
る
“
環
境
史
”
と
い
う
意

味
で
、か
ぎ
括
弧
つ
き
で
「
環
境
史
」
と
レ
ジ
ュ
メ
に
記
し
ま
し
た
。

そ
の
「
環
境
史
」
の
研
究
を
批
判
的
に
検
討
し
つ
つ
、
そ
こ
で
の
関

心
を
現
代
都
市
史
研
究
に
引
き
つ
け
、
先
行
研
究
の
考
察
と
個
別
事

例
を
通
し
て
の
実
証
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
方
法
と
今
後
の
研
究
課
題

を
模
索
す
る
こ
と
が
こ
の
報
告
の
狙
い
で
す
。
報
告
で
は
、
特
に
水

辺
と
都
市
生
活
と
い
う
点
に
注
目
し
て
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
課
題
を
設
定
し
た
私
自
身
の
問
題
関
心
と
は
、
河
川

や
林
野
な
ど
、
前
近
代
か
ら
地
域
の
諸
団
体
に
よ
り
維
持
・
管
理
さ

れ
て
き
た
身
の
回
り
の
環
境
と
い
う
も
の
が
、
近
現
代
の
過
程
で
ど

の
よ
う
な
共
同
性
あ
る
い
は
公
共
性
の
も
と
で
維
持
さ
れ
、
あ
る
い

は
都
市
化
・
工
業
化
の
過
程
で
破
壊
さ
れ
て
き
た
の
か
。
ま
た
、
そ

の
際
に
、
新
た
な
公
共
性
は
、
ど
の
よ
う
に
創
出
さ
れ
て
き
た
の
か

否
か
と
い
う
点
に
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
に

基
づ
き
、
近
年
の
研
究
史
を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

　

近
年
、「
環
境
史
」
の
名
前
の
つ
い
た
研
究
書
や
論
文
な
ど
は
急

激
に
ふ
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。
最
近
の
研
究
動
向
に
関
し
て
言
え

ば
、
佐
野
静
代
氏
の
研
究
が
参
考
に
な
り
ま
す
。
欧
米
に
お
け
る

environm
ental　

history

で
重
視
さ
れ
た
生
業
活
動
と
、
そ
の
も

と
で
の
景
観
形
成
と
い
う
こ
と
に
佐
野
さ
ん
は
着
目
さ
れ
、
こ
の
研

究
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
ま
す
（
佐
野
静
代
「
日
本
に
お
け
る
環

境
史
研
究
の
展
開
と
そ
の
課
題―

―

生
業
研
究
と
景
観
研
究
を
中

心
と
し
て
」『
史
林
』
八
九
巻
五
号
、
二
〇
〇
六
年
）。『
歴
史
評
論
』

報
告
三

水
辺
と
生
活
か
ら
み
た
都
市
史
研
究
の
方
法

沼　

尻　

晃　

伸
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に
お
い
て
も
、
二
〇
〇
四
年
度
に
「
環
境
史
」
に
関
す
る
特
集
を
組

ん
で
い
ま
す
。
植
物
生
態
学
が
専
門
の
本
谷
勲
氏
は
、
山
川
の
日

本
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
で
『
歴
史
と
し
て
の
環
境
問
題
』（
山
川
出
版
社
、

二
〇
〇
四
年
）
と
い
う
本
を
著
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
理
系
の
研
究

者
を
中
心
に
「
環
境
史
」
の
概
説
書
が
い
く
つ
か
刊
行
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

私
自
身
が
専
門
と
す
る
近
現
代
史
の
分
野
と
な
り
ま
す
と
、
例
え

ば
足
尾
鉱
毒
問
題
に
関
す
る
研
究
で
す
と
か
田
中
正
造
研
究
な
ど

と
い
っ
た
、
近
代
史
に
は
研
究
蓄
積
が
多
い
の
で
す
が
、
現
代
の
都

市
史
、
さ
ら
に
言
え
ば
戦
後
の
都
市
史
と
な
っ
て
き
ま
す
と
、
意
外

に
研
究
は
少
な
く
、
平
野
孝
氏
が
兵
庫
県
の
西
宮
に
お
け
る
コ
ン
ビ

ナ
ー
ト
反
対
運
動
に
つ
い
て
ま
と
め
た
研
究
が
刊
行
さ
れ
（
平
野
孝

『
都
市
の
内
乱
』
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
八
年
）、
私
自
身
も
論
文
を

最
近
書
き
始
め
て
い
る
と
い
う
状
況
で
あ
り
ま
す
（
沼
尻
晃
伸
「
高

度
経
済
成
長
前
半
期
の
水
利
用
と
住
民
・
企
業
・
自
治
体
」『
歴
史

学
研
究
』
八
五
九
号
、
二
〇
〇
九
年
）。

　

さ
て
、
こ
こ
で
は
、
自
然
科
学
系
の
研
究
、
な
か
で
も
本
谷
さ
ん

の
著
作
の
紹
介
を
し
て
お
き
ま
す
。
本
谷
さ
ん
の
本
の
大
ま
か
な
筋

と
い
う
の
は
、
公
害
に
伴
う
環
境
汚
染
の
拡
大
（
産
業
公
害
）
に
つ

い
て
論
じ
た
う
え
で
、
人
間
の
諸
活
動
に
伴
う
野
生
動
物
の
消
滅
を

取
り
上
げ
、
人
間
と
自
然
と
の
関
係
が
思
想
・
社
会
レ
ベ
ル
で
ど
の

よ
う
に
展
開
し
て
き
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。本
谷
氏
は「
環

境
問
題
と
い
う
の
は
現
在
進
行
形
の
社
会
問
題
」
で
あ
り
、
公
害
も

な
く
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
見
解
を
と
っ
て
い
ま
す
。
マ
ク
ロ
的
に

見
た
場
合
に
、
大
変
勉
強
に
な
る
本
な
の
で
す
が
、
他
方
で
、
い
く

つ
か
の
疑
問
も
生
じ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
産
業
公
害
な
ど
が
生
じ
る

以
前
か
ら
、
住
民
と
「
環
境
」
と
の
多
様
な
関
係
と
い
う
も
の
は
歴

史
的
に
存
在
し
た
と
私
に
は
思
わ
れ
ま
す
。
公
害
問
題
な
ど
、
い
わ

ゆ
る
環
境
問
題
の
最
も
先
端
的
な
最
も
人
の
健
康
に
直
接
被
害
を
及

ぼ
す
問
題
の
み
に
着
目
す
る
あ
ま
り
（
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
自
体
大

変
重
要
な
事
で
す
が
）、
そ
れ
以
前
か
ら
あ
る
人
間
と
「
環
境
」
と

の
多
様
な
か
か
わ
り
が
逆
に
見
落
と
さ
れ
る
危
険
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
先
に
紹
介
し
た
、
西
宮
の
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
反
対
運
動
を
取
り
上

げ
た
平
野
氏
の
研
究
も
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
ま
す
。
平
野
氏
の

場
合
、
逆
に
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
阻
止
に
成
功
し
た
住
民
運
動
を
取
り
上

げ
、
そ
こ
に
二
一
世
紀
的
価
値
を
先
取
り
し
た
性
格
を
見
出
す
の
で

す
が
、
住
民
運
動
を
現
在
の
価
値
に
引
き
つ
け
て
切
り
取
っ
て
し
ま

う
と
、運
動
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
、地
域
に
お
け
る
住
民
と「
環
境
」

と
の
多
様
な
か
か
わ
り
の
歴
史
的
性
格
や
、
そ
の
こ
と
と
の
関
わ
り

で
当
該
住
民
運
動
を
歴
史
的
に
評
価
す
る
視
点
が
失
わ
れ
て
し
ま
う

よ
う
に
思
い
ま
す
。
泉
桂
子
氏
の
研
究
の
よ
う
に
（
泉
桂
子
『
近
代

水
源
林
の
誕
生
と
そ
の
軌
跡
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）、

都
市
の
水
利
用
と
の
関
係
で
近
代
東
京
、
横
浜
、
甲
府
の
水
源
林
を

歴
史
的
に
追
究
す
る
研
究
も
現
れ
て
い
ま
す
。近
代
以
降
に
お
け
る
、
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林
野
や
河
川
な
ど
の
利
用
と
都
市
住
民
の
生
産
・
生
活
と
の
多
様
な

関
連
自
体
が
、
歴
史
学
の
課
題
と
し
て
さ
ら
に
追
究
さ
れ
て
よ
い
よ

う
に
思
う
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
そ
も
そ
も
私
た
ち
の
身
近
な
環
境

（
林
野
や
河
川
）
を
維
持
管
理
す
る
主
体
は
日
本
の
歴
史
の
中
に
ど

の
よ
う
に
存
在
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
を
可
能
に
す
る
共

同
性
・
公
共
性
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
の
こ
と
は
、
近
世
以
前
と
近
代
以
後
と
で
、
ど

の
よ
う
に
変
化
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
私
自
身
の
問
題
関
心
か
ら
す

れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
住
民
と
身
近
な
環
境
と
の
関
係
史
の
な
か
に
、

戦
後
の
都
市
化
、
工
業
化
の
過
程
を
位
置
づ
け
た
く
考
え
て
い
る
の

で
す
。

　

そ
こ
で
本
報
告
で
は
、
都
市
を
対
象
と
し
て
、
身
近
な
環
境
と
住

民
の
生
産
・
生
活
と
の
関
係
の
中
で
、特
に「
水
辺
利
用
と
都
市
生
活
」

に
テ
ー
マ
を
絞
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 

こ
こ
で
、
テ
ー
マ
を
単
に

「
水
」
と
い
わ
ず
に
「
水
辺
」
と
し
て
い
る
の
は
、「
水
辺
」
と
表
現

す
る
こ
と
で
、
土
地
所
有
・
利
用
と
水
資
源
の
利
用
の
双
方
の
問
題

を
把
握
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
か
ら
で
す
。
工
業
用
水
や

水
道
水
な
ど
資
源
と
し
て
の
水
の
側
面
の
み
を
問
題
と
す
る
の
で
は

な
く
、
住
民
が
実
際
に
水
辺
に
足
を
運
ん
で
水
を
利
用
す
る
（
あ
る

い
は
河
川
敷
を
利
用
す
る
）
こ
と
の
考
察
を
通
じ
て
、
そ
こ
か
ら
生

み
出
さ
れ
る
当
該
段
階
の
住
民
の
社
会
性
（
共
同
性
）
や
、
そ
の
社

会
性
の
土
台
と
な
っ
て
い
る
、
住
民
の
「
私
」
の
性
格
を
考
え
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

報
告
は
、
以
下
の
二
点
を
検
討
し
ま
す
。 

第
一
に
、
土
地
制
度

史
に
立
脚
し
つ
つ
、
近
現
代
史
の
先
行
研
究
に
即
し
て
分
析
方
法
を

模
索
す
る
と
い
う
点
で
す
。
土
地
制
度
史
に
対
象
を
定
め
た
の
は
、

私
自
身
の
専
門
領
域
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
も
に
、
土
地
や
水
の
利

用
な
ど
、
環
境
と
の
関
係
を
古
く
か
ら
考
え
て
き
た
学
問
領
域
だ
か

ら
で
す
。
そ
の
上
で
、
第
二
と
し
て
、
高
度
成
長
期
に
お
け
る
水
辺

利
用
と
生
活
と
の
関
係
の
変
化
に
つ
い
て
の
若
干
の
実
証
的
考
察

を
、
兵
庫
県
尼
崎
市
を
対
象
と
し
て
進
め
ま
す
。

二
、「
環
境
史
」
の
方
法
的
検
討

　

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
文
献
は
、
丹
羽
邦
男
氏
が
執
筆
し
た
『
土
地

問
題
の
起
源
』（
平
凡
社
、
一
九
八
九
年
）
と
い
う
書
物
で
す
。
丹

羽
邦
男
氏
は
、地
租
改
正
研
究
の
第
一
人
者
と
し
て
著
名
な
方
で
す
。

こ
の
書
物
に
は
「
村
と
自
然
と
明
治
維
新
」
と
い
う
副
題
が
付
さ
れ

て
お
り
、
水
辺
の
所
有
・
利
用
を
考
え
る
上
で
手
が
か
り
と
な
る
著

作
と
考
え
、
取
り
上
げ
ま
し
た
。

　

本
書
で
、
丹
羽
氏
は
、
明
治
初
年
の
土
地
所
有
と
の
関
連
で
「
ど

う
し
て
も
、
村
・
部
落
と
い
う
共
同
体
を
一
つ
の
単
位
に
し
て
み

な
け
れ
ば
い
け
な
い
」、「
日
本
の
ば
あ
い
、『
近
代
的
土
地
所
有
権
』
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と
い
う
土
地
に
対
す
る
別
の
考
え
方
が
国
家
法
に
よ
っ
て
も
ち
こ
ま

れ
た
。
こ
れ
が
明
治
維
新
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
常
民
に
と
っ
て
、

自
分
た
ち
が
つ
く
っ
た
部
落
の
法
が
、
国
家
の
法
に
優
先
す
る
。
部

落
の
法
に
よ
っ
て
、
自
分
た
ち
の
生
産
・
生
活
が
な
り
た
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）
明
治
以
降
の
常
民
の
生
産
と
生
活
は
、
国

家
法
と
部
落
法
と
の
た
た
か
い
の
歴
史
で
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
を

述
べ
て
い
ま
す
（
以
上
三
～
四
頁
）。
所
有
と
利
用
が
有
機
的
に
結

び
つ
い
た
近
世
の
土
地
所
持
と
、
維
新
政
府
が
設
定
し
た
地
租
改
正

に
基
づ
く
近
代
的
土
地
所
有
権
と
の
異
質
性
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。

　

丹
羽
氏
は
、
特
に
水
辺
利
用
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
海
か
ら
観
た
土
地
利
用
と
い
う
意
味
で
取
り
上
げ

て
い
る
の
が
、
魚
附
林
で
す
。
丹
羽
氏
は
大
阪
府
の
魚
附
林
を
取
り

上
げ
、 「
漁
民
の
言
に
依
れ
ば
…
森
林
は
海
面
を
陰
翳
し
、
海
中
を

し
て
魚
類
の
愛
好
す
る
暗
蒼
色
た
ら
し
め
、
…
い
わ
し
等
の
如
き
弱

小
な
る
魚
族
を
し
て
来
り
て
敵
を
避
け
餌
を
求
め
棲
息
休
憩
せ
し

む
、
而
し
て
又
他
の
比
較
的
強
大
な
る
魚
族
も
、
其
の
好
餌
た
る
べ

き
小
魚
族
の
饒
多
な
る
と
其
他
ノ
食
餌
の
豊
富
と
に
依
り
、
好
ん
で

来
遊
し
（
中
略
）
人
皆
此
の
森
林
を
保
護
し
て
以
て
今
日
に
至
れ
り
」

（
一
九
一
頁
か
ら
重
引
。
原
史
料
は
農
商
務
省
水
産
局
『
漁
業
と
森

林
と
の
関
係
調
査
』
一
九
一
一
年
）
と
紹
介
し
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、「
海
岸
森
林
の
利
用
は
、
林
業
あ
る
い
は
農
業
の
面
か
ら
の
み

考
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
農
林
業
的
な
土
地
利
用
を
抑
制

す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
近
世
に
あ
っ
て
は
、
漁
民
の
共
同

体
規
制
が
こ
れ
を
行
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
」
点
を
指
摘
し
て
い
ま

す
（
一
九
二
頁
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
、「
近
代
的
な
土
地
所
有
権
は
、
個
人
の
排
他
的

な
土
地
所
有
関
係
を
強
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
村
内
各
種
土
地
の

有
機
的
な
土
地
利
用
関
係
を
切
断
し
、
従
来
の
私
的
所
有
地
の
持
つ

共
同
地
的
性
格
を
否
定
し
た
」（
二
二
五
頁
）
点
を
丹
羽
氏
は
強
調

し
ま
す
。
そ
し
て
、「
太
平
洋
戦
争
の
敗
戦
を
契
機
に
し
て
新
た
な

民
主
社
会
が
形
成
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ

は
、
明
治
維
新
以
来
の
も
の
を
な
お
引
き
継
い
で
い
る
。
そ
の
一
つ

が
土
地
所
有
の
問
題
で
あ
る
」（
三
〇
三
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
現

代
の
土
地
問
題
の
起
源
を
明
治
維
新
に
求
め
よ
う
と
す
る
の
で
す
。

本
書
は
、
今
か
ら
二
〇
年
前
の
一
九
八
九
年
刊
の
書
物
で
す
。
当
時

の
日
本
は
、
地
価
、
株
価
の
高
騰
の
な
か
で
の
「
バ
ブ
ル
経
済
」
に

わ
き
か
え
っ
て
い
ま
し
た
。
土
地
を
資
産
と
み
る
当
時
の
風
潮
に
対

し
て
の
批
判
と
し
て
の
意
図
を
、
明
確
に
持
っ
た
書
物
で
し
た
。
し

か
し
、
現
在
読
み
直
し
て
み
る
と
、
内
容
的
に
は
、｢

環
境
史
」
的

議
論
を
既
に
展
開
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。
と
り
わ
け
本
書

で
興
味
深
い
の
は
、
魚
附
林
な
ど
、
近
世
の
土
地
利
用
の
多
様
さ
に

注
目
し
て
い
る
点
で
す
。

　

し
か
し
、
氏
の
議
論
は
い
く
つ
か
の
問
題
点
も
抱
え
て
い
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。
第
一
に
、
本
書
は
農
山
漁
村
と
土
地
利
用
と
の
関
連
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が
主
な
の
で
す
が
、都
市
部
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
点
で
す
。

こ
れ
は
地
租
改
正
史
研
究
が
農
村
部
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
き
た
こ

と
と
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
バ
ブ
ル
期
の
問
題
を
関

心
に
据
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
都
市
の
土
地
問
題
も
別
途
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
第
二
に
、
地
租
改
正
の
影
響
力
の

大
き
さ
は
わ
か
る
の
で
す
が
、
丹
羽
氏
が
言
う
よ
う
に
、
生
産
や
生

活
が
変
わ
る
と
と
も
に
「
部
落
法
」
も
変
化
す
る
な
ら
ば
、
明
治
維

新
で
分
析
を
閉
ざ
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
近
代
以
降
の
地
域
末
端

レ
ベ
ル
で
の
利
用
と
所
有
の
関
係―

―

そ
れ
も
農
村
部
の
み
な
ら
ず

都
市
部
も
含
め
て
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
第
三
に
、
そ
の

際
に
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、「
共
同
体
」
と
「
私
」

と
の
関
係
に
つ
い
て
で
す
。
丹
羽
氏
の
議
論
で
は
、「
近
代
的
土
地

所
有
権
」
と
「
共
同
地
的
性
格
」
を
も
つ
「
従
来
の
私
的
所
有
地
」

と
を
対
置
さ
せ
、
後
者
に
対
す
る
前
者
の
優
越
を
説
く
と
こ
ろ
で
議

論
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
地
域
の
な
か
の
「
私
」
の
性
格

自
体
も
近
代
以
降
大
き
く
変
化
す
る
と
考
え
れ
ば
、
近
代
以
降
の
地

域
末
端
レ
ベ
ル
で
の
利
用
と
所
有
の
関
係
を
考
察
す
る
際
に
、「
私
」

の
歴
史
的
性
格
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
以
上
の
議
論
を
ま
と
め
ま
す
と
、
丹
羽
氏
の
議
論
を
継

承
す
べ
き
点
と
し
て
、
多
様
な
利
用
を
実
証
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る

点
、さ
ら
に
は
、国
家
と
社
会
と
の
関
係
を
重
視
し
、「
国
家
法
」と「
部

落
法
」
と
の
対
立
と
い
う
枠
組
み
を
提
起
し
た
点
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
さ
ら
に
、
克
服
す
べ
き
点
と
し
て
、
地
租
改
正
の
重
要

性
に
留
意
し
つ
つ
も
、
そ
の
後
の
歴
史
過
程
を
踏
ま
え
る
必
要
が

あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、「
国
家
法
」
に
属
す
る
政
策

的
契
機
と
し
て
は
、
公
法
の
移
植
過
程
が
現
代
史
の
課
題
と
な
っ
て

き
ま
す
。
ま
た
「
部
落
法
」
の
世
界
に
即
し
て
言
え
ば
、 

利
用
主
体

の
「
私
」
の
変
化
の
契
機
を
組
み
込
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
の
実
証
的
追
究
は
、
現
状
の
価

値
基
準
を
単
純
に
歴
史
に
あ
て
は
め
る
こ
と
で
評
価
す
る
「
超
歴
史

的
」
な
「
現
代
史
」「
環
境
史
」
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
、

一
つ
の
方
法
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

　
三
、
高
度
成
長
期
に
お
け
る
水
辺
と
都
市
生
活
の
変
容

　

そ
こ
で
本
報
告
の
後
半
で
は
、
高
度
成
長
前
半
期
、
す
な
わ
ち

一
九
五
五
年
か
ら
六
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
の
、
都
市
内
部
の
多
様

な
水
利
用―

―

例
え
ば
川
で
の
水
遊
び
で
す
と
か
洗
濯
で
す
と
か―

―

を
具
体
的
に
提
示
し
、
そ
れ
ら
の
担
い
手
と
水
利
用
が
行
わ
れ
る

水
辺
と
は
ど
の
よ
う
な
場
で
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

通
じ
て
、
前
半
部
分
で
述
べ
た
方
法
論
の
有
効
性
を
具
体
的
に
検
証

し
、
今
後
の
課
題
を
提
示
し
て
い
く
こ
と
と
し
ま
す
。
な
お
、
こ
こ

で
取
り
上
げ
る
の
は
専
ら
社
会
レ
ベ
ル
で
の
変
化
で
あ
り
、「
国
家

法
」
に
関
す
る
検
討
に
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
点
を
予
め
申
し
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上
げ
て
お
き
ま
す
。

　

対
象
都
市
は
、
兵
庫
県
尼
崎
市
を
設
定
し
、
河
川
と
し
て
は
主
に

武
庫
川
と
そ
の
河
川
敷
を
取
り
上
げ
ま
す
。
尼
崎
市
は
、
第
一
次
世

界
大
戦
期
後
か
ら
工
業
化
に
伴
っ
て
急
激
に
人
口
が
増
え
る
典
型
的

な
都
市
で
あ
り
ま
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
も
、
一
九
五
〇
年
が

約
二
八
万
人
、
一
九
六
〇
年
が
約
四
〇
万
六
〇
〇
〇
人
、
一
九
七
〇

年
が
約
五
五
万
四
〇
〇
〇
人
と
、
急
激
に
人
口
が
増
加
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
間
、
市
域
の
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

実
増
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
武
庫
川
は
、
兵
庫
県
を
流

れ
る
二
級
河
川
で
、
兵
庫
県
が
管
理
し
て
い
る
川
で
す
。
宝
塚
市
、

伊
丹
市
な
ど
を
流
れ
、
河
口
付
近
の
東
側
が
尼
崎
市
、
西
側
が
西
宮

市
と
な
り
ま
す
。
以
下
、
新
聞
の
地
方
版
を
用
い
な
が
ら
考
察
を
加

え
て
い
き
ま
す
。

　

表
１
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
水
泳
・
水
遊
び
、
洗
濯
な
ど
に
よ
る
河

川
や
河
川
敷
利
用
に
関
す
る
主
要
な
記
事
を
、
こ
こ
に
集
め
て
お
き

ま
し
た
。

　

最
初
に
、
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
一
九
五
〇
年
代
の
半
ば

ぐ
ら
い
の
記
事
で
す
と
、
水
遊
び
場
と
し
て
の
水
辺
と
い
う
も
の
が

新
聞
で
は
報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
表
１
№
１
は
、
水
辺
で
遊
ぶ
子
ど

も
の
写
真
を
メ
イ
ン
に
し
た
記
事
で
、「
水
だ
！
水
だ
！
ほ
こ
ろ
ぶ

春
」
と
い
う
見
出
し
が
つ
い
て
い
ま
す
。
写
真
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
冒

頭
に
は
以
下
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。「
バ
イ
煙
と
騒
音
に
う

み
疲
れ
た
子
供
た
ち
の
足
が
武
庫
川
の
堤
防
を
駆
け
下
り
る
。
初
夏

の
息
吹
さ
え
す
る
き
ょ
う
こ
の
ご
ろ
。
ど
こ
か
で
桜
が
ほ
こ
ろ
ん
だ

―

な
ん
て
感
傷
は
子
供
た
ち
に
は
な
い
。『
水
だ
』『
水
だ
』」。
こ
れ

は
、
武
庫
川
の
水
辺
が
子
ど
も
の
遊
び
場
と
な
っ
て
い
て
、
新
聞
が

こ
の
こ
と
を
積
極
的
に
報
道
し
て
い
る
と
み
て
よ
ろ
し
い
か
と
思
い

ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
後
武
庫
川
の
水
辺
で
の
水
泳
・
水
遊
び
禁

止
の
記
事
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
れ
が
い
つ
頃
か

ら
か
と
い
い
ま
す
と
、
一
九
五
八
年
頃
で
す
。
最
初
に
き
っ
か
け
と

な
っ
て
出
て
く
る
の
が
、
赤
痢
の
発
生
で
し
た
。
武
庫
川
河
川
敷
に

は
空
襲
罹
災
者
や
生
活
困
窮
者
な
ど
約
一
二
〇
〇
人
が
バ
ラ
ッ
ク
に

居
住
し
、
ば
た
屋
（
ご
み
・
廃
品
回
収
業
者
）
な
ど
で
生
計
を
た
て

て
お
り
、
水
道
も
な
い
状
況
で
し
た
（
以
上
、
岡
本
静
心
編
『
尼
崎

の
戦
後
史
』
尼
崎
市
役
所
、
一
九
六
九
年
、
三
一
二
～
三
一
三
頁
）。

こ
の
地
区
で
赤
痢
が
発
生
し
た
際
に
患
者
が
持
っ
て
い
た
も
の
を
川

で
洗
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
尼
崎
市
が
武
庫
川
で
の
洗
濯
と
水
泳
を

一
週
間
禁
止
す
る
と
い
う
措
置
を
と
り
ま
し
た
（
表
１
№
４
）。
こ

の
よ
う
な
期
間
限
定
で
洗
濯
や
水
泳
な
ど
を
市
が
禁
止
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
詳
し
く

は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
一
九
五
〇
年
代
で
す
と
、
こ
れ
以
前
の
時

期
に
は
、
あ
ま
り
み
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

も
っ
と
も
、
同
時
代
に
お
い
て
こ
の
市
の
政
策
に
は
批
判
が
あ
り
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表１　武庫川での水泳、水遊び、洗濯、河川敷利用に関する主要記事(1955年～61年）

№ 記事掲載年月日 見出し 出典

1 1956年 3月19日 「水だ！水だ！ほころぶ春」 b

2 1958年 6月  6日 「水を求めて」 a

3 1958年  7月  6日 「水泳の危険区域は 34 カ所　夏休みの指導方針決る
夜は九時までに帰宅　中学校生徒指導協が通達」 a

4 1958年 8月21日 「武庫川での水泳，洗たく禁止　ただし１週間，疫痢
で死んだ幼児の汚れ物洗う」 a

5 1959年  7月  4日 「ここで泳ぐな」（危険個所に尼崎西署、防犯協会が立
て札） b

6 1959年  7月19日 「父兄が毎日監視　武庫川の水難防止に　尼崎大庄東
中の育友会」 b

7 1959年10月22日「お役に立つ武庫川河原　続々と許可申請　牧草地，
運動場，流行の運転練習場も」 b

8 1960年  7月  4日 「水泳禁止の立て札の下で　泳いだ二人が水死　警告
無視のカッパたち」 b

9 1960年  7月22日 「子どもから水を守ろう　始まった父兄パト　武庫川
　警官も休み返上して」 b

10 1960年  7月24日 「愛の水辺パトロール　ママさんたち立ち上がる　伊丹
汗だくで事故防止へ」  b

11 1960年 8月  6日
「武庫川で泳ぐな　尼崎青少年協が警告　川底の変化
多く危険」「また武庫川で水死　今年で 11 人目　魚と
りの学童」

b

12 1961年  5月18日
「ここで泳いではいけません　水の季節前に尼崎で
12 ヵ所に立て札　今年も愛のパトロール　一人も犠牲
者出さぬ　尼東防犯協」

b

13 1961年  5月28日 「水魔から子供守ろう　尼崎東青少年愛護婦人会　パト
ロール始まる」 b

14 1961年  6月12日 「暗い水のシーズン　きたない海水浴場　安心なのは
プールだけ」 b

15 1961年 7月22日 「ここで泳いではダメ　夏休み第一日の武庫川危険区
域　おかあさんパトロール」 b

出典）a ＝『神戸新聞』尼崎版，b ＝『神戸新聞』阪神版
注）カッコ内は，引用者による注釈。　　　　
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ま
し
た
。『
神
戸
新
聞
』
尼
崎
版
の
一
九
五
八
年
八
月
二
九
日
付
の

新
聞
記
事
で
は
、「
不
法
占
拠
地
を
意
識
？
武
庫
川
の
赤
痢
禍
に
対

す
る
市
の
防
疫
策　

付
近
住
民
か
ら
の
批
判
の
声
」
と
い
う
見
出
し

で
、
住
民
が
「
武
庫
川
の
河
川
敷
を
不
法
に
占
拠
し
、
県
、
市
か
ら

も
た
び
た
び
立
退
き
を
勧
告
さ
れ
て
」
お
り
、
市
衛
生
局
が
取
っ
た

防
疫
対
策
も
こ
れ
を
意
識
し
て
い
た
た
め
、
こ
の
こ
と
が
「
赤
痢
蔓

延
を
引
起
こ
し
た
一
つ
の
原
因
に
な
っ
た
と
見
ら
れ
る
点
が
あ
る
の

で
、
同
地
区
の
近
く
に
住
む
人
々
の
一
部
か
ら
批
判
の
声
が
あ
が
っ

て
い
る
」
と
の
記
事
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
も
と
も
と

不
法
占
拠
し
て
い
る
地
域
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
市
行
政
が
こ
の

地
域
に
対
す
る
衛
生
策
、
例
え
ば
水
道
を
引
く
と
か
そ
う
い
う
こ
と

は
一
切
行
わ
ず
、
そ
の
う
え
実
際
に
防
疫
対
策
と
い
う
も
の
が
後
手

に
回
っ
て
赤
痢
が
拡
が
っ
た
と
い
う
批
判
が
「
付
近
住
民
」
か
ら
出

て
い
る
こ
と
を
、新
聞
が
報
じ
た
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
新
聞
記
事
は
、

当
該
地
区
に
対
す
る
様
々
な
偏
見
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
く

れ
ぐ
れ
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
と
も
か
く
赤
痢
の
発
生

を
契
機
に
、
市
が
武
庫
川
の
水
利
用
に
規
制
を
か
け
た
点
を
指
摘
し

て
お
き
ま
す
。

　

今
の
話
と
は
少
し
違
っ
た
文
脈
で
、
一
九
五
九
年
ご
ろ
か
ら
、「
水

泳
禁
止
地
区
」
と
い
う
立
て
札
が
河
川
敷
の
各
所
で
設
置
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
ま
す(

表
１
参
照)

。
こ
れ
は
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
武

庫
川
で
の
水
泳
の
死
者
が
増
え
て
く
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
よ
う
で

す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
た
後
で
申
し
上
げ
ま
す
。
そ
れ
に

伴
っ
て
、
河
川
敷
へ
の
パ
ト
ロ
ー
ル
が
開
始
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
パ
ト
ロ
ー
ル
は
警
察
と
か
防
犯
協
会
が
行
う
場
合
も
あ
り
ま
す

し
、
中
学
校
育
友
会
と
い
う
学
校
関
係
の
保
護
者
の
団
体
が
行
う
場

合
も
あ
り
ま
す
。
当
初
は
、
当
時
の
呼
び
方
で
言
え
ば
「
父
兄
」
に

よ
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
一
九
六
〇
年
ぐ
ら
い
か
ら
女
性

の
パ
ト
ロ
ー
ル
へ
の
参
加
を
報
じ
る
記
事
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
そ
の
場
合
は
、
新
聞
記
事
で
は
「
マ
マ
さ
ん
」
と
か
「
お
か

あ
さ
ん
」
と
か
と
い
う
呼
び
方
で
で
て
き
ま
す
。「
お
か
あ
さ
ん
パ

ト
ロ
ー
ル
」
と
か
そ
ん
な
よ
う
な
表
現
で
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
や
っ
て
禁
止
の
立
て
札
が
設
置
さ
れ
、
パ
ト
ロ
ー
ル
を
始
め

る
の
で
す
が
、
水
死
者
は
増
加
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
武
庫
川
で
遊

泳
中
の
子
ど
も
二
人
が
水
死
し
た
こ
と
を
報
じ
た
一
九
六
〇
年
七
月

の
新
聞
記
事(

表
１
№
８)

に
よ
れ
ば
武
庫
川
で
の
遊
泳
中
の
死
者

は
こ
の
年
だ
け
で
一
一
人
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。す
な
わ
ち
、

遊
泳
禁
止
は
決
し
て
徹
底
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
記
事
に

よ
れ
ば
、「『
あ
ぶ
な
い
と
こ
ろ
、
こ
こ
で
は
泳
ぐ
な―

―

甲
子
園
署
』

の
標
識
が
二
本
立
っ
て
い
る
が
、
数
百
人
の
子
ど
も
た
ち
が
標
識
に

は
見
向
き
も
せ
ず
に
泳
い
で
い
た
。お
と
な
た
ち
も
ま
じ
っ
て
い
た
。

…
こ
の
日
阪
神
電
鉄
鉄
橋
付
近
の
武
庫
川
だ
け
で
も
千
数
百
人
が
泳

い
で
い
た
」
と
報
じ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
一
九
六
〇
年
八
月
『
神
戸

新
聞
』
阪
神
版(

表
１
№
11)

に
よ
れ
ば
「
尼
崎
に
は
適
当
な
海
水
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浴
場
が
な
い
た
め
、
い
き
お
い
こ
の
川
に
代
用
を
求
め
る
人
が
毎
年

激
増
。
平
日
で
五
千
人
、
日
曜
日
に
は
一
万
人
も
の
カ
ッ
パ
連
で
に

ぎ
わ
い
、
こ
れ
に
比
例
し
て
犠
牲
者
も
増
え
て
い
る
」
と
報
じ
て
い

ま
す
。
最
初
に
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
都
市
の
人

口
は
急
激
に
増
加
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
人
口
増
加
に
比
例
し
て
水

辺
利
用
者
が
増
加
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
遊
泳
中
の
犠
牲
者
増

加
の
背
景
の
一
つ
と
し
て
指
摘
で
き
そ
う
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
中
で
、
新
た
な
「
水
辺
」
と
い
う
こ

と
で
、
プ
ー
ル
へ
の
関
心
の
高
ま
り
が
、
新
聞
記
事
に
取
り
上
げ
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　

高
度
成
長
に
入
る
ぐ
ら
い
の
時
期
で
あ
る
一
九
五
〇
年
代
半
ば

で
す
と
、
プ
ー
ル
へ
の
認
識
は
一
九
六
〇
年
代
と
は
だ
い
ぶ
異
な

り
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
、『
神
戸
新
聞
』
尼
崎
版

（
一
九
五
五
年
七
月
二
七
日
）
記
事
を
、
以
下
に
挙
げ
て
お
き
ま
す
。

「
売
春
婦
が
洗
た
く
ま
で　

学
校
プ
ー
ル
の
悩
み
深
刻　

二
十
六
日

朝
、
尼
崎
東
署
へ
同
市
浜
小
学
校
（
中
略
）
か
ら
『
夜
間
学
校
プ
ー

ル
へ
付
近
の
工
員
や
売
春
婦
が
水
浴
に
き
て
こ
ま
る
』
と
訴
え
た
。

市
内
の
公
立
学
校
で
プ
ー
ル
の
あ
る
の
は
小
学
校
八
、
中
学
一
、
高

校
三
だ
が
、
難
波
、
開
明
、
長
洲
校
な
ど
は
、
い
ま
ま
で
売
春
婦
は

じ
め
一
般
市
民
が
石
ケ
ン
を
持
っ
て
き
て
プ
ー
ル
で
身
体
を
洗
い
、

ひ
ど
い
の
は
汚
れ
も
の
を
洗
た
く
す
る
始
末
。こ
の
た
め
学
校
側
は
、

子
ど
も
た
ち
が
悪
い
病
気
に
感
染
せ
ぬ
よ
う
水
を
変
え
、
カ
ル
キ
で

消
毒
す
る
な
ど
大
騒
ぎ
し
て
き
た
」。
こ
こ
で
誤
解
の
な
い
よ
う
に

言
っ
て
お
き
た
い
こ
と
は
、「
工
員
」「
売
春
婦
」
が
プ
ー
ル
で
身
体

を
洗
い
洗
濯
を
し
た
と
い
う
話
が
出
て
き
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ

れ
は
あ
く
ま
で
も
小
学
校
側
の
主
張
で
あ
り
、
そ
れ
を
も
と
に
し
た

新
聞
の
報
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
も
そ
も
誰
が
プ
ー
ル
で

水
浴
や
洗
濯
を
し
て
い
た
の
か
、
正
確
な
と
こ
ろ
は
学
校
関
係
者
で

も
わ
か
る
よ
う
に
は
思
え
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
注
目
し
た
い
こ
と
は
、

学
校
関
係
者
（
あ
る
い
は
新
聞
）
の
側
が
「
工
員
」「
売
春
婦
」
と

対
比
さ
せ
て
プ
ー
ル
は
「
衛
生
的
」
で
あ
る
と
い
う
観
念
を
持
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
点
で
す
。

　

同
時
に
、
注
目
し
た
い
こ
と
は
、
一
九
五
〇
年
代
半
ば
で
す
と
、

こ
の
事
例
に
即
し
て
い
え
ば
、
プ
ー
ル
が
従
来
の
水
辺
利
用
と
同
様

に
用
い
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
誰
が

や
っ
て
い
る
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
石
け
ん
を
持
っ
て
プ
ー
ル

で
水
浴
す
る
と
か
、
洗
濯
物
を
す
る
と
か
い
う
こ
と
が
実
際
に
行
わ

れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
す
。
そ
ば
に
川
が
な
け
れ
ば
、
プ
ー
ル
を

利
用
で
き
れ
ば
便
利
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な

在
来
の
水
辺
利
用
と
同
じ
発
想
で
、
プ
ー
ル
が
利
用
さ
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
と
い
う
点
が
、
一
九
五
〇
年
代
ら
し
さ
が
で
て
い
て
興
味
深

い
と
思
う
の
で
す
。

　

そ
の
後
、
武
庫
川
等
の
河
川
で
の
遊
泳
が
危
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
き
ま
す
と
プ
ー
ル
の
利
用
が
積
極
的
に
な
っ
て
き
ま
す
、
比
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較
的
早
い
事
例
で
は
、「
Ｐ
Ｔ
Ａ
・
町
会
が
管
理　

小
田
南
中
の
プ
ー

ル　

子
供
た
ち
に
開
放
」
と
い
う
内
容
の
記
事
が
載
っ
て
い
ま
す

（『
神
戸
新
聞
』
尼
崎
版
一
九
五
六
年
七
月
二
二
日
）。
こ
の
中
学
校

は
武
庫
川
か
ら
は
離
れ
て
い
て
、
神
崎
川
の
そ
ば
で
す
。
私
の
不
勉

強
で
確
認
で
き
て
い
な
い
の
で
す
が
、
神
崎
川
の
水
利
用
が
で
き
な

い
か
ら
、
こ
の
地
区
で
は
一
九
五
〇
年
代
か
ら
プ
ー
ル
を
利
用
し
て

い
る
の
で
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
は
今
後
実
証
が
必
要
で
す
。

注
目
し
た
い
こ
と
は
、
そ
れ
を
学
校
頼
み
に
す
る
の
で
は
な
く
、
学

校
自
身
も
そ
こ
ま
で
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、「
Ｐ
Ｔ
Ａ
が
プ
ー
ル
の

水
代
約
五
万
円
を
負
担
し
、
役
員
が
交
替
で
毎
日
二
十
人
出
て
、
先

生
や
救
護
所
の
役
を
奉
仕
す
る
」と
い
う
記
事
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

Ｐ
Ｔ
Ａ
と
町
会
が
費
用
と
労
力
を
出
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
り
ま

す
。

　

三
番
目
の
事
例
と
し
て
、
室
井
一
子
と
い
う
保
護
司
と
し
て
の
経

歴
を
持
つ
人
が
、子
供
た
ち
に
安
全
な
プ
ー
ル
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
、

近
く
の
ば
た
屋
に
廃
品
を
持
っ
て
い
っ
て
売
り
、
そ
の
お
金
を
積
み

立
て
て
プ
ー
ル
を
つ
く
る
と
い
う
計
画
を
紹
介
し
て
お
き
ま
す（『
神

戸
新
聞
』
阪
神
版
、
一
九
五
九
年
七
月
三
日
）。
室
井
と
い
う
人
は
、

ば
た
屋
を
生
業
と
す
る
住
民
の
生
活
支
援
に
も
か
か
わ
っ
て
い
る
人

物
な
の
で
す
が
、
そ
の
こ
と
と
関
連
付
け
て
プ
ー
ル
建
設
を
自
ら
行

お
う
と
す
る
、
こ
の
よ
う
な
記
事
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る

の
で
す
。

　

し
か
し
、
プ
ー
ル
利
用
に
つ
い
て
、
以
下
の
新
聞
記
事
に
も
留

意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。「
尼
崎
中
央
署
管
内
の
学
警
連
絡
協
議

会
は
十
日
午
後
一
時
か
ら
尼
崎
中
央
署
で
開
か
れ
、
小
、
中
、
高
、

十
七
校
の
校
長
と
、
担
当
先
生
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
児
童
委
員
と
婦
人
指

導
員
の
地
区
代
表
、
市
教
育
委
員
、
市
青
少
協
お
よ
び
同
署
係
官

ら
五
十
一
人
が
出
席
、
夏
休
み
対
策
を
話
し
あ
っ
た
。
ま
ず
子
供
た

ち
の
水
泳
に
つ
い
て
は
①
プ
ー
ル
の
あ
る
学
校
（
竹
谷
、
開
明
、
難

波
、
北
難
波
の
四
小
学
校
、
市
立
尼
崎
、
県
立
尼
崎
の
二
高
校
）
は

プ
ー
ル
の
な
い
他
の
十
一
校
に
プ
ー
ル
を
貸
す
よ
う
努
力
す
る
。
②

伝
染
病
の
は
や
る
季
節
な
の
で
、
プ
ー
ル
の
水
は
よ
く
入
れ
か
え
て

き
れ
い
に
す
る
。
た
だ
水
不
足
で
プ
ー
ル
を
い
っ
ぱ
い
に
す
る
の
に

三
日
も
か
か
る
た
め
、
適
当
に
カ
ル
キ
を
投
入
し
て
消
毒
す
る
。
③

海
水
浴
に
は
必
ず
保
護
者
同
伴
で
で
か
け
る
。
④
不
潔
な
身
な
り
を

し
た
も
の
が
夜
間
に
侵
入
、
学
校
プ
ー
ル
に
飛
び
込
ん
で
水
浴
し
て

い
る
が
、
警
察
で
は
夜
間
の
“
プ
ー
ル
・
パ
ト
ロ
ー
ル
”
で
厳
重
に

取
り
締
ま
る―

―

な
ど
を
申
し
合
わ
せ
た
」（『
神
戸
新
聞
』
阪
神
版
、

一
九
六
一
年
七
月
一
一
日
）。

　

す
な
わ
ち
、
警
察
署
に
、
警
察
関
係
者
と
教
員
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
市
の

教
育
委
員
、
児
童
委
員
な
ど
が
集
ま
っ
て
プ
ー
ル
の
利
用
の
仕
方
に

つ
い
て
協
議
を
し
て
い
る
の
で
す
。
プ
ー
ル
が
十
分
整
備
さ
れ
て
い

な
い
も
の
で
す
か
ら
、
警
察
が
プ
ー
ル
の
利
用
を
積
極
化
し
よ
う
と

し
て
音
頭
を
と
っ
て
学
校
長
や
Ｐ
Ｔ
Ａ
代
表
ら
に
指
示
し
て
い
る
こ
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と
が
う
か
が
え
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
プ
ー
ル
の
利
用
と
い
う
も
の
は

単
純
に
自
主
的
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
警
察
な
い
し
行

政
主
導
の
形
で
行
わ
れ
て
い
る
側
面
も
理
解
で
き
る
わ
け
で
す
。

　

川
で
の
遊
泳
に
代
わ
っ
て
プ
ー
ル
の
利
用
が
奨
励
さ
れ
る
こ
と
と

並
行
し
て
、
武
庫
川
河
川
敷
の
利
用
自
体
も
、
一
九
五
〇
年
代
以
降
、

変
化
し
て
い
き
ま
し
た
。
先
ほ
ど
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
当
時
武
庫
川

河
川
敷
に
は
約
一
二
〇
〇
人
が
居
住
し
て
お
り
、
約
半
数
の
世
帯
の

生
業
が
ば
た
屋
で
し
た
。
こ
れ
ら
の
住
民
が
、
一
九
六
一
年
の
強
制

執
行
に
よ
っ
て
河
川
敷
の
外
へ
立
ち
退
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
す
（
前
掲
『
尼
崎
の
戦
後
史
』）。
そ
の
一
方
で
、
新
た
な
河
川
敷

利
用
と
い
う
こ
と
で
、
公
園
や
牧
草
地
、
自
動
車
教
習
所
と
い
っ
た

も
の
が
、
申
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
表
１
№
７
）。
県
有
地

と
し
て
の
河
川
敷
の
利
用
の
変
化
も
重
要
な
問
題
で
す
が
、
時
間
の

都
合
も
あ
る
の
で
、
以
上
の
事
実
の
指
摘
だ
け
に
と
ど
め
て
お
き
ま

す
。

　

さ
て
、
今
回
の
報
告
は
一
九
六
〇
年
代
前
半
ま
で
の
考
察
が
中
心

で
す
が
、
高
度
成
長
後
半
期
の
展
望
を
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

阪
神
地
区
で
言
い
ま
す
と
、
こ
の
後
、
海
水
浴
場
が
閉
鎖
さ
れ
て

い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。芦
屋
の
海
水
浴
場
の
閉
鎖
は
一
九
六
四
年
、

香
櫨
園
、甲
子
園
の
海
水
浴
場
の
閉
鎖
が
一
九
六
五
年
で
し
た
（『
朝

日
新
聞
』
尼
崎
版
、
一
九
六
五
年
七
月
一
日
）。
ま
た
、
武
庫
川
で

の
遊
泳
全
面
禁
止
に
つ
い
て
は
、
一
九
六
六
年
の
新
聞
記
事
で
は
見

出
さ
れ
な
い
の
で
す
が
、
一
九
六
八
年
の
段
階
で
「
今
年
も
武
庫
川

で
の
遊
泳
を
全
面
的
に
禁
止
」と
か
か
れ
て
い
る
の
で（『
朝
日
新
聞
』

尼
崎
版
、
一
九
六
八
年
七
月
一
二
日
）、
一
九
六
七
年
こ
ろ
か
ら
で

は
と
推
定
さ
れ
ま
す
。こ
の
点
も
、さ
ら
に
実
証
が
必
要
で
す
。な
お
、

記
事
に
よ
っ
て
は
、
六
六
年
ぐ
ら
い
か
ら
学
校
関
係
の
団
体
と
し
て

は
遊
泳
禁
止
と
い
う
よ
う
に
報
じ
て
い
ま
す（『
朝
日
新
聞
』尼
崎
版
、

一
九
六
六
年
七
月
一
五
日
）。

　

し
か
し
、
実
際
に
は
、
高
度
成
長
後
半
期
に
至
っ
て
も
な
お
、
武

庫
川
で
は
遊
泳
者
は
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
新
聞
記
事
で
は
、「
今

シ
ー
ズ
ン
か
ら
阪
神
間
の
海
水
浴
場
が
閉
鎖
さ
れ
た
た
め
、
同
川
へ

水
泳
に
出
か
け
る
子
供
た
ち
が
激
増
、
夜
間
、
仕
事
が
終
わ
っ
て
ひ

と
泳
ぎ
と
い
う
大
人
も
あ
り
、
数
日
前
の
水
死
者
も
そ
の
一
人
で

あ
っ
た
」（『
朝
日
新
聞
』
尼
崎
版
、
一
九
六
五
年
七
月
三
〇
日
）
と

報
じ
て
い
ま
す
。
こ
の
記
事
は
、
武
庫
川
で
の
遊
泳
禁
止
直
前
の
実

態
が
わ
か
る
も
の
で
す
が
、
阪
神
間
の
海
水
浴
場
が
閉
鎖
さ
れ
て
し

ま
っ
た
た
め
に
、
武
庫
川
へ
遊
泳
に
出
か
け
る
子
供
た
ち
が
ま
す
ま

す
増
加
し
、
夜
間
仕
事
が
終
わ
っ
た
後
泳
ぐ
大
人
も
い
て
、
そ
れ
で

水
死
者
が
出
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
海
水
浴
場
の
閉
鎖
と
い
う
の

は
、
海
水
の
汚
染
が
理
由
な
の
で
す
が
、
武
庫
川
は
水
質
が
保
た
れ

て
い
た
の
で
す
。
そ
の
理
由
な
ど
も
、
今
後
研
究
し
な
け
れ
ば
い
け

な
い
点
で
す
。
ま
た
高
度
成
長
期
は
一
年
一
年
の
変
化
が
非
常
に
激



－  74  －

水
辺
と
生
活
か
ら
み
た
都
市
史
研
究
の
方
法
（
沼
尻
）

－  75  －

し
い
た
め
、
武
庫
川
の
こ
の
状
況
が
一
九
七
〇
年
代
に
入
っ
て
も
続

い
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
微
妙
で
す
。
少
な
く
と
も
六
七
、八
年
で

す
と
、
遊
泳
全
面
禁
止
で
あ
り
な
が
ら
、
実
際
に
は
泳
い
で
い
る
人

が
存
在
す
る
こ
と
が
新
聞
記
事
か
ら
わ
か
り
ま
す
。

　

一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
遊
泳
禁
止
後
も
「
危
険
な
川
で
泳
ぐ
子
ど
も

達　
“
プ
ー
ル
よ
り
楽
し
い
”」
と
い
う
記
事
が
あ
り
ま
す
（『
朝
日

新
聞
』
尼
崎
版
、
一
九
六
六
年
八
月
五
日
）。
武
庫
川
で
泳
ぐ
子
供

た
ち
に
記
者
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
、
プ
ー
ル
よ
り
川
の
方
が
楽
し
い

と
子
ど
も
が
話
し
て
い
る
点
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
大
阪

市
内
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
武
庫
川
ま
で
泳
ぎ
に
来
る
人
が
出
て
き
て
い
る

こ
と
も
新
聞
で
報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
阪
市
内
で
泳
ぐ
場
所
が
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
武
庫
川
に
泳
ぎ
に
来
る
と
い
う
こ
と
が

問
題
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
、
市
や
警
察
が
中
心
と
な
っ
て
組
織
さ

れ
た
武
庫
川
水
難
事
故
防
止
協
議
会
に
お
い
て
、
同
協
議
会
に
招
か

れ
た
大
阪
市
関
係
者
に
武
庫
川
の
遊
泳
禁
止
を
Ｐ
Ｒ
し
て
ほ
し
い
と

い
う
こ
と
を
頼
む
よ
う
な
こ
と
す
ら
行
わ
れ
て
い
た
の
で
す（
以
上
、

『
朝
日
新
聞
』
尼
崎
版
、
一
九
六
八
年
七
月
一
二
日
）。

　

ま
た
、
パ
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
重
要
な
こ
と
は
、「
毎
日
十
数
人

の
ア
ル
バ
イ
ト
監
視
人
と
少
年
補
導
委
員
の
お
か
あ
さ
ん
た
ち
が
朝

十
時
こ
ろ
か
ら
午
後
五
時
ま
で
パ
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
」
と
い
う
新

聞
記
事
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
（『
朝
日
新
聞
』
尼
崎
版
、
一
九
六
六

年
八
月
五
日
）、「
お
か
あ
さ
ん
」
だ
け
で
な
く
て
、
ア
ル
バ
イ
タ
ー

も
パ
ト
ロ
ー
ル
の
主
力
と
し
て
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
水
辺
利
用
の
管
理
が
次
第
に
外
部
化
さ
れ
て
い
く
と

い
う
意
味
で
、
重
要
な
点
で
は
な
い
か
考
え
て
お
り
ま
す
。

四
、
結
び
に
代
え
て

　

最
後
に
、
本
報
告
の
後
半
で
述
べ
ま
し
た
、
尼
崎
市
に
お
け
る
水

辺
利
用
に
関
し
て
考
察
し
た
こ
と
を
ま
と
め
て
、
結
び
に
代
え
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

私
は
、
高
度
成
長
期
に
お
け
る
水
辺
利
用
の
変
化
に
関
し
て
、
特

に
夏
場
の
遊
泳
に
注
目
し
、「
川
で
の
遊
泳
か
ら
プ
ー
ル
の
利
用
へ
」

と
い
う
よ
う
な
仮
説
を
立
て
な
が
ら
史
料
を
み
て
い
き
ま
し
た
。

　

そ
の
変
化
を
促
す
論
理
は
、
二
つ
あ
り
そ
う
だ
と
考
え
ま
し
た
。

一
つ
は
、「
衛
生
」
上
の
理
由
で
す
。
こ
れ
は
海
水
浴
場
に
関
し
て

は
そ
う
で
す
。
但
し
、「
衛
生
」
上
の
理
由
に
は
、
貧
困
問
題
や
偏

見
が
伏
在
し
て
い
る
点
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
点
を
述
べ
ま
し

た
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、「
安
全
」
面
で
す
。
武
庫
川
で
は
水
死

者
が
続
出
し
て
お
り
ま
し
た
の
で
、「
安
全
」
面
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
安
全
」
に
関
し
て
は
、
パ
ト
ロ
ー
ル
の
官
治
的
性
格
と
実
際
の
担

い
手
の
変
化
に
注
目
し
ま
し
た
が
、
こ
の
「
衛
生
」
と
「
安
全
」
に

よ
っ
て
、
川
で
の
遊
泳
が
プ
ー
ル
の
利
用
へ
と
い
う
よ
う
に
変
わ
っ

て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
仮
説
を
一
応
た
て
て
み
た
わ
け
で
す
。
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し
か
し
、
実
際
に
は
、
川
で
の
遊
泳
と
プ
ー
ル
の
利
用
は
同
時
並

行
的
で
進
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
す

な
わ
ち
、
プ
ー
ル
の
利
用
は
広
が
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
川
で
の
遊

泳
が
直
ち
に
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、武
庫
川
の
場
合
、

水
質
汚
濁
が
進
ま
な
か
っ
た
こ
と
が
直
接
的
な
原
因
と
し
て
あ
る
と

思
い
ま
す
が
、
同
時
に
、
大
都
市
近
郊
に
お
け
る
高
度
成
長
期
の
人

口
増
加
と
い
う
こ
と
も
、
非
常
に
大
き
く
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
こ
の
時
期
、
水
辺
の
利
用
と
い
う
も
の
が
、

な
お
高
度
成
長
期
で
す
と
、
都
市
部
で
は
続
い
て
い
く
場
合
も
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

　

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
例
え
ば
地
理
学
の
研
究
に
お
い
て
、
森

瀧
健
一
郎
氏
が
、
高
度
成
長
期
に
水
資
源
の
利
用
と
い
う
も
の
は
水

道
を
通
し
て
だ
ん
だ
ん
と
近
く
の
水
か
ら
遠
く
の
水
へ
と
変
化
し
て

い
く
と
い
う
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
ま
す
が
（
森
瀧
健
一
郎
『
河
川

水
利
秩
序
と
水
資
源
開
発
』
大
明
堂
、
二
〇
〇
三
年
）、
他
方
、
水4

辺
利
用

4

4

4

と
い
う
こ
と
で
検
討
し
て
い
き
ま
す
と
、
高
度
成
長
期
を

さ
ら
に
丁
寧
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
武
庫
川
の
よ
う
に
、
水
質
汚
濁
が
直
ち
に
進
ま
な
い
場
合
、

一
九
七
〇
年
代
以
降
に
検
討
時
期
を
延
ば
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。

　

ま
た
、
水
辺
あ
る
い
は
プ
ー
ル
の
パ
ト
ロ
ー
ル
の
担
い
手
の
変
化

と
い
う
側
面
も
、
と
て
も
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
一
方

で
、
夏
場
の
水
難
事
故
防
止
と
い
う
面
か
ら
、
警
察
と
か
防
犯
協
会

が
推
進
役
を
担
っ
て
い
て
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
非
常
に
官
治
的
で

あ
る
わ
け
で
す
が
、
他
方
で
、
自
主
的
に
地
域
の
住
民
が
パ
ト
ロ
ー

ル
を
担
っ
て
い
る
部
分
も
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
も
非
常
に
多
様
で
あ

り
ま
し
て
、
男
性
が
や
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
次
第
に
女
性
が
「
お
母

さ
ん
パ
ト
ロ
ー
ル
」と
い
う
よ
う
な
形
で
動
員
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

そ
う
考
え
る
と
、
水
辺
利
用
の
担
い
手
は
、
自
主
的
な
の
か
「
上
か

ら
」
動
員
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
か
、
さ
ら
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点

か
ら
み
た
場
合
に
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
け
ば
よ
い
の
か
。
問
題

が
絡
ま
り
合
っ
て
い
て
難
し
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
を
さ
ら

に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
六
〇
年
代
後
半
に
お
け
る
パ

ト
ロ
ー
ル
の
外
部
化
傾
向
と
い
う
事
実
に
注
目
す
れ
ば
、
水
利
用
が

住
民
で
は
な
い
外
部
に
委
託
さ
れ
て
い
く
側
面
も
か
い
ま
見
る
こ
と

が
で
き
る
わ
け
で
す
。

　

さ
ら
に
付
け
加
え
て
述
べ
れ
ば
、
プ
ー
ル
の
中
で
も
学
校
の
プ
ー

ル
や
市
営
プ
ー
ル
以
外
に
、
阪
神
パ
ー
ク
の
よ
う
な
、
企
業
が
運
営

す
る
プ
ー
ル
も
こ
の
時
期
で
き
て
き
ま
す
。つ
ま
り
企
業
に
よ
る“
レ

ジ
ャ
ー
施
設
と
し
て
の
水
辺
”
の
創
出
も
、
こ
の
時
期
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
う
な
る
と
、
同
じ
プ
ー
ル
で

も
、
レ
ジ
ャ
ー
施
設
に
行
っ
て
、
消
費
者
と
し
て
遊
ぶ
と
い
う
よ
う

な
プ
ー
ル
も
あ
れ
ば
、保
護
者
（
こ
こ
の
性
別
も
重
要
な
の
で
す
が
）

が
い
ろ
い
ろ
な
団
体
に
動
員
さ
れ
る
側
面
を
も
ち
つ
つ
自
ら
監
督
す
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る
プ
ー
ル
も
あ
る
。
水
利
用
を
維
持
し
て
い
く
担
い
手
を
念
頭
に
置

い
て
考
え
れ
ば
、
そ
う
い
う
点
も
見
て
い
か
ね
ば
い
け
な
い
と
思
い

ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、き
ょ
う
の
報
告
の
中
で
、余
り
き
ち
ん
と
言
え
な
か
っ

た
の
で
す
け
れ
ど
も
、「
衛
生
」
問
題
や
河
川
敷
自
体
の
再
開
発
の

問
題
を
通
し
て
、
住
民
が
立
退
き
を
迫
ら
れ
る
問
題
、
す
な
わ
ち
差

別
と
貧
困
の
視
点
か
ら
、
都
市
の
な
か
の
水
辺
の
歴
史
を
考
察
す
る

こ
と
も
、欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
課
題
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

本
日
の
報
告
は
、
ま
だ
研
究
の
途
中
経
過
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
戦
前

の
歴
史
と
の
関
連
な
ど
も
、
こ
れ
か
ら
考
え
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
。
と
も
あ
れ
、
都
市
史
研
究
と
い
う
も
の
は
、「
環
境
史
」
的
に

見
れ
ば
、
水
辺
や
雑
木
林
な
ど
、
都
市
の
身
近
な
環
境
の
所
有
と
利

用
に
関
す
る
実
証
研
究
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
を
維
持
す
る
、
あ
る
い

は
破
壊
す
る
、
そ
し
て
従
来
の
水
辺
の
機
能
を
代
替
し
て
い
く
主
体

を
踏
ま
え
た
実
証
研
究
が
、
今
後
必
要
と
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い

か
。
そ
う
い
う
研
究
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
の
環
境
問

題
を
、
身
近
な
社
会
の
問
題
と
し
て
歴
史
的
に
位
置
づ
け
て
い
く
こ

と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
本
日
の
報
告

を
踏
ま
え
れ
ば
、
高
度
成
長
期
に
水
辺
利
用
が
直
ち
に
変
わ
っ
た
わ

け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
高
度
成
長
期
の

み
な
ら
ず
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
の
研
究
と
い
う
も
の
も

必
要
に
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
研
究
を
踏
ま
え

て
、
現
状
の
我
々
の
地
域
を
歴
史
的
に
理
解
す
る
一
つ
の
道
筋
が
見

え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
問
題
提
起
を
最
後
に
述
べ

て
、
報
告
を
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
本
学
文
学
部
教
授
）




