










「
ど
う
す
る
沖
縄
の
ま
ち
と
む
ら
」
―
平
和

と
自
治
の
足
固
め
ー
を
テ
ー
マ
に
第
一
回
お
き

な
わ
地
方
自
治
の
学
校
が
さ
る
八
月
二
七
（
土
）
・

二
八
日
（
日
）
の
二
日
間
に
わ
た
っ
て
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

講
師
と
テ
ー
マ
は
、
池
上
洋
通
氏
（
自
治
体

問
題
研
究
所
理
事
）
「
ど
う
す
る
自
治
体
の
政

策
」
、
保
母
武
彦
氏
（
島
根
大
学
名
誉
教
授
）

「
ど
う
す
る
『
地
方
創
生
』
、
高
田
清
恵
氏

（
琉
球
大
学
法
文
学
部
教
授
）
「
ど
う
す
る
社

会
保
障
政
策
」
、
大
和
田
一
紘
（
財
政
デ
ザ
イ

ン
研
究
所
代
表
理
事
）
「
ど
う
す
る
自
治
体
の

財
政
」
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
地
方
自
治
の
課
題
を

テ
ー
マ
に
講
演
を
行
い
ま
し
た
。

今
回
の
「
地
方
自
治
の
学
校
」
の
趣
旨
は
、

辺
野
古
訴
訟
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
政
府
と
沖
縄

県
が
地
方
自
治
権
を
め
ぐ
っ
て
争
う
状
況
の
中

で
、
自
治
体
が
主
体
的
に
自
分
の
ま
ち
や
村
の

自
治
の
基
盤
を
ど
う
形
成
を
し
て
い
く
の
か
、

沖
縄
の
自
治
権
を
憲
法
と
地
方
自
治
の
本
旨
に

立
っ
て
考
え
、
沖
縄
の
未
来
と
自
ら
の
手
で
希

望
に
満
ち
た
ま
ち
や
村
を
つ
く
る
こ
と
を
学
び

合
う
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
。

「
ど
う
す
る
自
治
体
の
政
策
」
で
、
池
上
洋

通
氏
は
「
憲
法
と
地
方
自
治
法
の
原
則
の
上
に
、

実
践
的
な
政
策
の
あ
り
方
を
学
ぶ
こ
と
が
必
要

で
、
国
家
・
政
府
の
基
本
的
任
務
は
二
つ
で
、
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①
恒
久
平
和
の
実
現

②
基
本
的
人
権
の
保
障
・

実
現
で
あ
る
。
と
の
べ
、
沖
縄
に
も
自
治
の

「
研
究
所
が
必
要
だ
と
」
訴
え
ま
し
た
。

保
母
武
彦
氏
は
『
地
方
創
生
』
は
国
が
画
一

的
な
指
導
や
「
選
択
と
集
中
」
に
よ
っ
て
、
二

段
階
で
自
治
体
を
選
別
、
国
家
統
制
下
に
置
こ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
対
策
と
し
て
自

治
体
の
自
主
性
を
重
ん
じ
た
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
。

「
草
の
根
の
自
治
」
が
ま
ち
や
村
の
活
性
化
に

つ
な
が
っ
て
い
る
事
例
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
重
要

と
語
り
、
「
オ
ー
ル
沖
縄
」
を
支
え
る
自
治
の

基
盤
形
成
の
う
え
で
、
自
前
の
自
治
研
究
所
を

持
つ
こ
と
が
未
来
の
展
望
に
つ
な
が
る
と
語
り

ま
し
た
。

琉
球
大
学
の
高
田
清
恵
氏
は
、[

憲
法
二
五

条
の
生
存
権
は
総
て
の
も
の
に
「
権
利
」
と
し

て
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
―

沖
縄

の
貧
困
は
憲
法
が
適
用
さ
れ
ず
、
ア
メ
リ
カ
占

領
下
で
人
権
が
保
障
さ
れ
な
い
歴
史
的
視
点
も

欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
指
摘
し
ま
し
た
。

最
後
の
大
和
田
一
紘
氏
は
、
「
自
治
体
財
政

の
現
実
を
自
分
自
身
の
目
で
理
解
す
る
」
こ
と

を
強
調
。
決
算
の
あ
ら
ま
し
を
町
の
広
報
で
考

え
る
時
、
一
方
通
行
の
お
知
ら
せ
型
で
は
市
民

の
関
心
は
薄
く
、
「
住
民
に
考
え
て
も
ら
う
」

要
素
が
必
要
と
指
摘
。
那
覇
市
の
広
報
と
ニ
セ

コ
町
の
事
例
等
を
比
較
検
討
。
ま
た
住
民
に
よ

る
「
財
政
白
書
」
づ
く
り
が
拡
が
っ
て
お
り
、

予
算
分
析
を
具
体
的
に
実
践
す
る
方
法
を
に
つ

い
て
解
説
し
ま
し
た
。

四
名
の
講
師
の
講
義
は
、
参
加
者
か
ら
も

好
評
で
、
「
憲
法
の
こ
と
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。

絶
望
の
中
で
な
す
べ
き
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

地
域
の
中
で
民
主
主
義
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
」

「
集
落
・
コ
ミ
ュ
二
テ
ィ
重
視
の
〝
重
層
的
自

治
〟
の
ご
指
摘
を
重
く
受
け
止
め
ま
し
た
」

「
今
後
、
も
っ
と
学
ん
で
い
き
た
い
」
な
ど
、

多
く
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

辺
野
古
新
基
地
建
設
や
高
江
ヘ
リ
パ
ッ
ド
建

設
に
お
け
る
政
府
の
対
応
は
、
地
方
自
治
や
沖

縄
の
自
立
を
蹂
躙
す
る
も
の
で
、
日
本
の
民
主

主
義
や
法
治
主
義
が
危
機
に
陥
っ
て
い
る
こ
と

を
示
し
て
お
り
、
沖
縄
と
日
本
の
地
方
自
治
が

そ
の
分
水
嶺
に
立
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

お
き
な
わ
に
「
自
治
研
究
所
」
を
必
要
と
す

る
理
由
も
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。
お
き
な
わ
地
方

自
治
の
学
校
は
、
「
研
究
所
」
づ
く
り
の
一
環

と
位
置
づ
け
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
が
、
参
加

者
が
五
〇
人
を
超
え
、
初
め
て
の
取
り
組
み
と

し
て
は
一
定
の
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

こ
れ
か
ら
の
「
お
き
な
わ
の
研
究
所
」
づ
く

り
に
一
歩
を
踏
み
出
せ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。

一
一
月
に
は
、
研
究
所
設
立
の
た
め
の
準
備

会
を
発
足
し
、
来
年
の
設
立
を
目
指
し
て
取
り

組
み
を
す
す
め
て
行
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

多
摩
住
民
自
治
研
究
所
の
皆
様
の
ご
支
援
・
ご

鞭
撻
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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辺
野
古
「
和
解
」
を
解
き
ほ
ぐ
す

神
子
島

健

（緑
の
風
編
集
委
員
）

よ
い
入
門
書
と
は
ど
う
い
う
も
の
で

し
ょ
う
か
？

少
し
考
え
て
み
る
に

「
そ
の
テ
ー
マ
の
重
要
性
を
よ
く
わ
か
っ

て
い
な
い
読
者
に
、
重
要
性
を
理
解
し

て
も
ら
う
本
」
と
い
っ
た
こ
と
が
思
い

浮
か
び
ま
す
。

た
だ
、
こ
の
「
よ
く
わ
か
っ
て
い
な

い
読
者
」
と
い
う
書
き
方
も
、
案
外
厄

介
な
も
の
で
す
。
こ
の
「
辺
野
古
」
の

例
で
考
え
れ
ば
、
「
辺
野
古
で
の
戦
い

が
重
要
だ
」
と
思
っ
て
い
る
人
は
、
少

な
く
と
も
『
緑
の
風
』
の
読
者
に
は
多

い
は
ず
で
す
。
で
は
、
そ
う
い
う
人
は

本
書
を
読
む
必
要
が
な
い
の
か
と
い
え

ば
、
そ
う
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ

は
本
書
が
、
辺
野
古
に
関
し
て
起
き
て

い
る
こ
と
、
と
り
わ
け
今
年
三
月
の
、

政
府
と
沖
縄
県
の
「
和
解
」
と
そ
れ
に

先
行
す
る
裁
判
が
、
現
在
の
日
本
の
地

方
自
治
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
っ

て
い
る
こ
と
を
、
わ
か
り
や
す
く
説
明

し
て
い
る
か
ら
で
す
。
（
※
本
稿
執
筆

後
、
高
裁
判
決
が
出
ま
し
た
が
、
根
本

的
な
状
況
は
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
）

裁
判
と
い
う
も
の
が
既
に
一
種
の
専

門
知
識
を
前
提
に
行
わ
れ
る
も
の
で
す

が
、
辺
野
古
の
場
合
は
、
市
民
に
と
っ

て
特
に
な
じ
み
の
薄
い
行
政
訴
訟
で
あ

り
、
し
か
も
訴
訟
が
三
つ
重
な
っ
て
争

わ
れ
、
そ
の
上
で
和
解
が
あ
り
ま
し
た
。

辺
野
古
に
関
心
が
あ
る
人
に
と
っ
て
も

理
解
し
に
く
い
わ
け
で
す
。
そ
の
説
明

が
本
書
の
「
ミ
ソ
」
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。そ

の
「
ミ
ソ
」
を
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー

ス
で
書
く
の
は
困
難
な
の
で
、
要
点
を

か
い
つ
ま
ん
で
書
き
ま
す
。
本
件
に
関

し
、
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
地
方
自
治

を
考
え
る
上
で
重
要
な
こ
と
は
、
次
の

点
で
す
。
立
憲
主
義
の
目
的
の
一
つ
に
、

法
律
を
通
し
た
公
権
力
の
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
（
抑
制
）
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
を
、
無
視
・
逸
脱
す
る
よ
う

な
面
が
、
一
連
の
政
府
の
動
き
の
中
に

は
見
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
（
１
）

沖
縄
の
自
治
を
踏
み
に
じ
り
、
（
２
）

安
全
保
障
を
大
義
名
分
と
し
て
ふ
り
か

ざ
し
て
こ
の
国
の
地
方
自
治
そ
の
も
の

を
危
う
く
し
、
（
３
）
そ
も
そ
も
の
立

憲
主
義
を
掘
り
崩
し
か
ね
な
い
、
と
い

辺
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和
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う
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

具
体
的
に
は
次
の
こ
と
が
問
題
に
な
っ

て
い
ま
す
。
二
〇
一
三
年
一
二
月
、
仲

井
真
前
知
事
が
、
辺
野
古
で
の
埋
め
立

て
を
承
認
し
ま
し
た
。
翌
年
の
選
挙
で

圧
勝
し
た
翁
長
知
事
が
、
二
〇
一
五
年

十
月
、
そ
の
承
認
を
取
り
消
し
ま
し
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
工
事
の
実
行
主
体
で

あ
る
沖
縄
防
衛
局
が
、
翁
長
知
事
に
よ

る
処
分
の
取
り
消
し
を
求
め
る
審
査
請

求
と
、
そ
の
採
決
ま
で
の
間
、
承
認
取

り
消
し
の
効
力
を
止
め
る
（
＝
埋
め
立

て
工
事
を
可
能
に
す
る
）
執
行
停
止
を

申
し
立
て
ま
し
た
。

法
律
上
、
こ
の
申
し
立
て
に
対
す
る

決
定
権
限
は
、
同
じ
く
政
府
に
属
す
る

国
土
交
通
大
臣
に
あ
り
ま
す
。
や
は
り
、

と
い
う
べ
き
か
、
国
交
相
は
防
衛
局
の

言
い
分
を
認
め
て
一
時
的
に
埋
め
立
て

が
再
開
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
「
県
に
よ

る
埋
め
立
て
承
認
取
り
消
し
」
の
取
り

消
し
を
確
定
さ
せ
る
た
め
、
国
交
相
は

翁
長
知
事
を
被
告
に
代
執
行
訴
訟
を
起

こ
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
訴
訟
の
発
端
で

す
。ち

な
み
に
代
執
行
は
、
地
方
公
共
団

体
の
行
為
が
法
令
違
反
で
あ
っ
た
り
、

事
務
を
怠
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
と
き
に
、

政
府
機
関
が
代
わ
り
に
行
う
も
の
で
す
。

地
方
自
治
法
二
四
五
条
に
詳
し
く
規
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

辺
野
古
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
防
衛

局
が
最
初
に
取
っ
た
不
服
申
し
立
て
と

は
、
そ
も
そ
も
行
政
不
服
審
査
法
に
も

と
づ
い
て
、
行
政
と
い
う
権
力
の
側
の

決
定
に
対
し
て
、
私
人
が
自
ら
の
権
利

を
守
る
た
め
に
保
証
さ
れ
た
手
続
で
す
。

本
書
で
は
政
府
が
こ
の
制
度
を
用
い
る

こ
と
を
「
私
人
な
り
す
ま
し
」
と
呼
ん

で
、
厳
し
く
批
判
し
て
い
ま
す
。

公
権
力
の
暴
走
を
抑
止
す
る
観
点
か

ら
私
人
に
対
し
て
設
け
ら
れ
た
制
度
を
、

権
力
が
自
ら
の
主
張
を
実
現
す
る
た
め

に
用
い
る
こ
と
は
本
末
転
倒
で
す
。
お

ま
け
に
政
府
は
こ
の
よ
う
に
、
「
埋
め

立
て
の
工
事
を
行
う
の
は
一
私
人
と
同

じ
立
場
」
と
い
う
論
法
を
前
提
に
埋
め

立
て
を
再
開
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
と
セ
ッ
ト
で
代
執
行
訴
訟
と
い
う
、

政
府
が
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
行
う
、

私
人
と
相
い
れ
な
い
立
場
か
ら
の
訴
訟

を
利
用
し
た
わ
け
で
す
。
公
権
力
の
暴

走
を
抑
え
る
趣
旨
の
制
度
を
、
逆
に
公

権
力
が
有
利
に
行
動
で
き
る
よ
う
に
悪

用
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
現
政
府
が
立

憲
主
義
を
理
解
し
て
い
な
い
の
か
、
あ

る
い
は
わ
か
っ
て
い
て
や
っ
て
い
る
の

か
、
恐
ろ
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

最
後
に
、
本
書
の
中
で
「
安
保
法
体

系
が
本
来
の
憲
法
体
系
を
飲
み
込
ん
で

し
ま
う
」
と
い
う
懸
念
が
述
べ
ら
れ
て

い
ま
す
。
東
村
高
江
で
起
き
て
い
る
、

ヘ
リ
パ
ッ
ド
建
設
の
強
行
を
合
わ
せ
て

考
え
る
に
つ
れ
、
沖
縄
を
突
破
口
に
、

「
安
保
」
の
旗
印
の
下
に
憲
法
を
骨
抜

き
に
す
る
政
府
の
行
動
が
浮
き
彫
り
に

な
っ
て
き
ま
す
。
こ
う
し
た
動
き
を
改

め
て
具
体
的
に
批
判
し
な
が
ら
、
沖
縄

の
動
き
を
自
分
た
ち
の
問
題
と
し
て
捉

え
、
行
動
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
状

況
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。

う
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

具
体
的
に
は
次
の
こ
と
が
問
題
に
な
っ

て
い
ま
す
。
二
〇
一
三
年
一
二
月
、
仲

井
真
前
知
事
が
、
辺
野
古
で
の
埋
め
立

て
を
承
認
し
ま
し
た
。
翌
年
の
選
挙
で

圧
勝
し
た
翁
長
知
事
が
、
二
〇
一
五
年

十
月
、
そ
の
承
認
を
取
り
消
し
ま
し
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
工
事
の
実
行
主
体
で

あ
る
沖
縄
防
衛
局
が
、
翁
長
知
事
に
よ

る
処
分
の
取
り
消
し
を
求
め
る
審
査
請

求
と
、
そ
の
採
決
ま
で
の
間
、
承
認
取

り
消
し
の
効
力
を
止
め
る
（
＝
埋
め
立

て
工
事
を
可
能
に
す
る
）
執
行
停
止
を

申
し
立
て
ま
し
た
。

法
律
上
、
こ
の
申
し
立
て
に
対
す
る

決
定
権
限
は
、
同
じ
く
政
府
に
属
す
る

国
土
交
通
大
臣
に
あ
り
ま
す
。
や
は
り
、

と
い
う
べ
き
か
、
国
交
相
は
防
衛
局
の

言
い
分
を
認
め
て
一
時
的
に
埋
め
立
て

が
再
開
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
「
県
に
よ

る
埋
め
立
て
承
認
取
り
消
し
」
の
取
り

消
し
を
確
定
さ
せ
る
た
め
、
国
交
相
は

翁
長
知
事
を
被
告
に
代
執
行
訴
訟
を
起

こ
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
訴
訟
の
発
端
で

す
。ち

な
み
に
代
執
行
は
、
地
方
公
共
団

体
の
行
為
が
法
令
違
反
で
あ
っ
た
り
、

事
務
を
怠
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
と
き
に
、

政
府
機
関
が
代
わ
り
に
行
う
も
の
で
す
。

地
方
自
治
法
二
四
五
条
に
詳
し
く
規
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

辺
野
古
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
防
衛

局
が
最
初
に
取
っ
た
不
服
申
し
立
て
と

は
、
そ
も
そ
も
行
政
不
服
審
査
法
に
も

と
づ
い
て
、
行
政
と
い
う
権
力
の
側
の

決
定
に
対
し
て
、
私
人
が
自
ら
の
権
利

を
守
る
た
め
に
保
証
さ
れ
た
手
続
で
す
。

本
書
で
は
政
府
が
こ
の
制
度
を
用
い
る

こ
と
を
「
私
人
な
り
す
ま
し
」
と
呼
ん

で
、
厳
し
く
批
判
し
て
い
ま
す
。

公
権
力
の
暴
走
を
抑
止
す
る
観
点
か

ら
私
人
に
対
し
て
設
け
ら
れ
た
制
度
を
、

権
力
が
自
ら
の
主
張
を
実
現
す
る
た
め

に
用
い
る
こ
と
は
本
末
転
倒
で
す
。
お

ま
け
に
政
府
は
こ
の
よ
う
に
、
「
埋
め

立
て
の
工
事
を
行
う
の
は
一
私
人
と
同

じ
立
場
」
と
い
う
論
法
を
前
提
に
埋
め

立
て
を
再
開
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
と
セ
ッ
ト
で
代
執
行
訴
訟
と
い
う
、

政
府
が
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
行
う
、

私
人
と
相
い
れ
な
い
立
場
か
ら
の
訴
訟

を
利
用
し
た
わ
け
で
す
。
公
権
力
の
暴

走
を
抑
え
る
趣
旨
の
制
度
を
、
逆
に
公

権
力
が
有
利
に
行
動
で
き
る
よ
う
に
悪

用
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
現
政
府
が
立

憲
主
義
を
理
解
し
て
い
な
い
の
か
、
あ

る
い
は
わ
か
っ
て
い
て
や
っ
て
い
る
の

か
、
恐
ろ
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

最
後
に
、
本
書
の
中
で
「
安
保
法
体

系
が
本
来
の
憲
法
体
系
を
飲
み
込
ん
で

し
ま
う
」
と
い
う
懸
念
が
述
べ
ら
れ
て

い
ま
す
。
東
村
高
江
で
起
き
て
い
る
、

ヘ
リ
パ
ッ
ド
建
設
の
強
行
を
合
わ
せ
て

考
え
る
に
つ
れ
、
沖
縄
を
突
破
口
に
、

「
安
保
」
の
旗
印
の
下
に
憲
法
を
骨
抜

き
に
す
る
政
府
の
行
動
が
浮
き
彫
り
に

な
っ
て
き
ま
す
。
こ
う
し
た
動
き
を
改

め
て
具
体
的
に
批
判
し
な
が
ら
、
沖
縄

の
動
き
を
自
分
た
ち
の
問
題
と
し
て
捉

え
、
行
動
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
状

況
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
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正
確
に
物
事
を
と
ら
え

討
論
を
し
て
い
く
こ
と

茨
城
県
阿
見
町
議
会

川
畑

秀
慈
さ
ん

二
〇
一
六
年

八
月
一
九
日
・
二
〇
日
に
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人

多
摩
住
民
自
冶
研
究
所
主
催
に
よ
る
第

一
回
地
方
自
冶
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
参
加
し
ま
し
た
。

前
回
ま
で
は
、
議
員
の
学
校
と
し
て
開
催
さ
れ
て

い
た
の
が
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
方
式
で
の
開
催
と
な
り

ま
し
た
。

私
は
、
六
年
前
の
三
・
一
一
東
日
本
大
震
災
直

後
の
議
員
の
学
校
か
ら
度
々
受
講
を
し
て
い
ま
す
。

こ
の
学
び
舎
に
は
、
一
年
以
上
の
期
間
を
開
け
て

の
久
々
の
参
加
と
な
り
ま
し
た
。

今
回
は
、
「
日
本
国
憲
法
と
地
方
自
冶
と
そ
の

実
現
へ
の
道
」
と
題
し
て
、
す
べ
て
の
講
義
を
池

上
先
生
が
行
い
ま
し
た
。

は
じ
め
に
「
大
切
な
こ
と
は
、
議
員
と
し
て
、

議
会
と
し
て
議
論
を
深
め
て
い
く
こ
と
で
あ
る
」

と
話
さ
れ
ま
し
た
。
私
自
身
も
そ
の
こ
と
の
重
要

性
は
痛
感
し
て
い
ま
す
。

な
ぜ
議
論
が
深
ま
ら
な
い
の
か
。
そ
れ
は
、
議

員
が
、
実
証
性
と
客
観
性
を
軽
視
ま
た
は
無
視
を

し
て
個
人
の
思
い
や
感
情
を
も
と
に
議
論
を
し
て

い
る
こ
と
が
原
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
を
打
ち
破
る
に
は
、
合
理
的
・
客
観
的
・

実
証
的
に
物
事
を
と
ら
え
討
論
を
し
て
い
く
こ
と

以
外
に
あ
り
ま
せ
ん
。
物
事
を
正
確
に
認
識
せ
ず
、

し
か
も
わ
か
っ
た
つ
も
り
で
議
論
を
す
べ
き
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
度
も
、
こ
の
学
び
舎
に
参
加
を
す
る
の
は

池
上
先
生
の
合
理
的
・
客
観
的
・
実
証
的
な
物
事

の
と
ら
え
方
や
考
え
方
を
学
び
、
自
分
自
身
の
考

え
や
物
事
の
概
念
を
深
め
る
た
め
に
参
加
し
て
い

ま
す
。

特
に
、
憲
法
と
地
方
自
冶
そ
し
て
人
権
に
関
し

て
は
、
毎
回
そ
の
概
念
を
深
め
新
し
い
発
見
を
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
今
回
は
神
奈
川
県
の

障
が
い
者
施
設
や
ま
ゆ
り
園
の
事
件
を
通
し
こ
の

問
題
を
ど
う
と
ら
え
る
べ
き
な
の
か
。
池
上
先
生

が
「
一
人
一
人
に
責
任
が
あ
る
」
と
言
わ
れ
た
こ

と
を
真
剣
に
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
と
感
じ
ま

し
た
。

私
は
、
こ
こ
で
学
ん
だ
こ
と
を
地
域
社
会
の
中
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で
生
か
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
、
五
年
前

か
ら
地
域
に
お
い
て
月
に
一
回
の
勉
強
会
を
重
ね

て
き
ま
し
た
。

多
摩
研
で
学
ん
だ
日
本
国
憲
法
と
地
方
自
冶
・

歴
史
・
経
済
・
外
交
・
人
権
問
題
、
町
の
財
政
や

様
々
な
施
策
や
そ
の
時
々
の
政
治
の
課
題
等
一
〇

人
く
ら
い
の
メ
ン
バ
ー
で
、
毎
回
時
が
経
つ
の
を

忘
れ
る
ほ
ど
で
す
。
ま
た
議
会
の
中
で
の
有
志
に

よ
る
勉
強
会
の
開
催
、
ま
た
先
日
は
、
広
域
の
議

員
の
勉
強
会
も
行
い
ま
し
た
。

「
一
人
を
大
切
に
す
る
こ
と
が
政
治
で
あ
る
」

こ
の
こ
と
も
池
上
先
生
は
講
義
の
中
で
熱
く
語
ら

れ
ま
し
た
。
私
も
目
の
前
の
一
人
を
大
切
に
し
、

悩
み
苦
し
ん
で
い
る
人
の
側
に
立
っ
た
政
治
が
大

事
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
政
治
を
目

指
し
、
議
員
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

ま
だ
ま
だ
猛
暑
が
続
く
中
、
第
一
回
地
方
自
冶

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
参
加
で
き
充
実
し
た
楽
し
い
思
い

出
を
刻
む
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
学

び
舎
に
参
加
で
き
る
日
を
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま

す
。池

上
先
生
、
そ
し
て
多
摩
研
事
務
局
の
ス
タ
ッ

フ
の
皆
様
に
改
め
て
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

「事
実
か
ら
出
発
す
る
」こ
と

福
岡
県
福
津
市
議
会

戸
田
進
一
さ
ん

多
摩
住
民
自
治
研
研
修
会
の
最
初
の
参
加
は
、

二
〇
一
四
年
二
月
開
催
の
「
第
一
六
回
議
員
の
学

校
」
で
し
た
。
一
期
目
、
最
後
の
年
で
し
た
。
学

校
で
は
、
地
方
自
治
法
に
も
と
づ
い
た
基
本
を
学

び
ま
し
た
。
余
談
で
す
が
、
行
き
は
大
変
な
大
雪

の
た
め
、
や
っ
と
の
思
い
で
、
研
修
会
場
（
日
野

市
の
富
士
電
気
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー
）
に
着
い
た

こ
と
を
今
で
も
は
っ
き
り
覚
え
て
い
ま
す
。

さ
て
、
そ
の
後
の
選
挙
で
二
期
目
と
な
り
一
年
一

〇
ケ
月
が
経
ち
ま
し
た
。

地
方
議
員
と
し
て
、
自
治
体
と
ど
う
向
か
い
合

い
そ
し
て
住
民
福
祉
増
進
の
た
め
に
ど
う
奮
闘
す

る
の
か
と
思
い
な
が
ら
も
、
定
例
議
会
の
た
び
に
、

自
治
体
財
政
の
厳
し
さ
の
強
調
と
そ
の
こ
と
を
理

由
と
し
た
住
民
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
削
減
等
が
進
め

ら
れ
、
条
例
改
定
の
多
く
は
国
の
法
令
が
変
わ
っ

た
こ
と
が
主
な
理
由
と
し
て
提
案
さ
れ
可
決
さ
れ

て
い
く
現
実
で
す
。

そ
ん
な
流
れ
の
中
で
、
①
「
地
方
自
治
体
は
住

民
の
福
祉
の
増
進
を
は
か
る
こ
と
」
が
基
本
的
な

責
務
で
あ
る
こ
と
②
条
例
改
定
は
法
令
改
定
ま
で

さ
か
の
ぼ
り
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
③
先

進
自
治
体
の
事
例
を
自
治
体
に
政
策
提
案
と
し
て

示
す
こ
と
等
を
最
低
限
の
視
点
と
し
て
取
り
組
ん

で
き
て
い
ま
し
た
。

そ
ん
な
中
、
今
回
の
「
日
本
国
憲
法
の
地
方
自

治
と
そ
の
実
現
」
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
案
内
を
頂
い
て
、

私
は
、
①
地
方
自
治
の
あ
り
方
等
を
も
っ
と
深
め

た
い
と
思
っ
て
い
た
こ
と
②
「
国
勢
調
査
結
果
か

ら
見
る
人
口
問
題
と
地
域
社
会
」
の
文
字
が
目
に

と
ま
り
、
迷
わ
ず
受
講
申
し
込
み
を
し
ま
し
た
。

講
義
を
受
け
て
、
特
に
印
象
に
残
っ
た
点
を
挙

げ
る
と
、
①
地
方
自
治
体
は
、
憲
法
で
中
央
政
府

と
同
等
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
二
つ
の
政
府
に
よ
る

統
治
を
規
定
し
て
お
り
、
憲
法
第
八
章
で
明
示
さ

れ
て
い
る
こ
と
②
安
保
法
制
と
自
治
体
の
関
連
は
、

地
方
自
治
機
能
を
制
約
す
る
も
の
③
現
実
を
み
る

こ
と
の
重
要
性
。
産
業
別
・
年
齢
別
・
都
道
府
県

別
賃
金
の
実
態
や
国
民
の
意
識
調
査
や
国
勢
調
査

な
ど
の
人
口
統
計
な
ど
を
分
析
し
、
地
域
特
性
を

と
ら
え
政
策
立
案
す
る
こ
と
⑤
（
日
々
起
こ
っ
て

い
る
事
件
・
事
故
）
の
本
質
を
正
し
く
と
ら
え
る

こ
と
。
等
で
し
た
。
私
に
と
っ
て
は
、
き
わ
め
て

地方自治ゼミナール 受講生の声
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戸田進一(とだ しんいち)

現日本共産党福津市議会議員

１９５２年生まれ。大分県佐伯

市出身。元生活協同組合職員。

２０１０年初当選、２０１４年

再選され、現在二期目。家族は

妻、三男一女。



刺
激
的
な
研
修
会
で
し
た
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
今
回
の
講
座
に
参
加
し

て
、
最
大
の
収
穫
は
、
地
方
自
治
体
の
憲
法
上
の

位
置
づ
け
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
、
地
域

の
特
性
を
正
確
に
把
握
し
政
策
立
案
を
す
る
こ
と
、

そ
の
力
を
磨
く
こ
と
で
し
た
。
そ
の
こ
と
を
目
標

に
、
二
期
目
の
残
り
を
駆
け
抜
け
よ
う
と
決
意
し

て
い
ま
す
。

研
修
会
の
企
画
を
感
謝
し
て
い
ま
す
。

地
方
自
治
体
と
は
な
に
か
？

東
京
都
八
王
子
市
議
会

鳴
海
有
理
さ
ん

「
地
方
自
治
体
と
は
な
に
か
？
」
と
問
わ
れ
て

ド
キ
ッ
と
し
ま
し
た
。
自
分
は
市
議
会
議
員
な
の

に
こ
ん
な
基
本
的
な
こ
と
も
答
え
ら
れ
な
い
。
地

方
自
治
政
府
の
任
務
は
、
基
本
的
人
権
を
個
人
の

日
常
生
活
に
実
現
す
る
こ
と
。
憲
法
が
保
障
す
る

地
方
自
治
の
本
旨
は
、
住
民
一
人
ひ
と
り
の
、
個

人
の
人
権
を
実
現
す
る
た
め
に
、
住
民
の
手
で
、

住
民
の
団
体
が
主
体
と
な
っ
て
処
理
す
る
政
治
形

態
（
行
政
形
態
で
は
な
く
）
を
保
障
せ
ん
と
す
る

こ
と
。
こ
の
こ
と
を
確
認
で
き
た
と
き
、
私
は
こ

れ
ま
で
議
会
内
や
行
政
と
の
や
り
と
り
の
中
で
も

や
も
や
感
じ
て
い
た
も
の
が
晴
れ
た
気
が
し
ま
し

た
。

国
が
決
め
た
こ
と
だ
か
ら
…
都
の
事
業
だ

か
ら
…
と
言
わ
れ
て
き
た
沢
山
の
こ
と
や
、
公
平

公
正
な
観
点
で
…
と
言
い
な
が
ら
個
人
一
人
ひ
と

り
を
見
て
い
な
い
こ
と
な
ど
、
ま
ち
づ
く
り
か
ら

福
祉
ま
で
、
住
民
の
意
思
が
す
っ
ぽ
り
と
抜
け
て

い
る
こ
と
ば
か
り
。
そ
の
こ
と
を
議
員
も
行
政
マ

ン
も
市
長
も
気
付
か
ず
に
、
た
だ
の
中
央
政
府
の

出
先
機
関
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
中

央
政
府
に
た
だ
従
っ
て
腹
を
立
て
て
い
る
の
で
は

な
く
、
住
民
が
主
体
と
な
っ
て
決
定
を
し
て
い
く

こ
と
が
で
き
る
、
そ
れ
が
地
方
自
治
な
の
だ
と
思

い
ま
し
た
。
憲
法
制
定
当
時
、
地
方
自
治
を
憲
法

に
規
定
し
て
い
た
の
は
日
本
だ
け
だ
っ
た
そ
う
で

す
。
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
第
八
章
に
私
は
あ
ま
り
目

を
向
け
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
自
身
、
国
が
決

め
た
こ
と
だ
し
言
っ
て
も
し
ょ
う
が
な
い
か
、
と

諦
め
た
気
持
ち
に
な
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
た

の
で
す
が
、
勇
気
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
他
、
選
挙
結
果
や
国
政
調
査
な
ど
様
々
な

デ
ー
タ
の
見
方
、
活
用
の
仕
方
、
そ
こ
か
ら
見
え

た
新
た
な
発
見
な
ど
多
く
の
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
も
日
本
は
憲
法
違
反
の
こ
と
を
ど
れ
だ

け
や
っ
て
き
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
や
、
数
字

か
ら
み
る
日
本
の
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
現
状
を
突
き

付
け
ら
れ
ま
し
た
。
私
が
日
本
の
若
者
の
投
票
率

の
低
さ
と
右
傾
化
の
問
題
に
つ
い
て
質
問
す
る
と
、

池
上
先
生
は
こ
の
よ
う
に
答
え
ま
し
た
。
「
何
故

棄
権
を
す
る
の
か
、
民
主
的
な
議
論
を
し
て
い
る

の
か
、
右
傾
化
よ
り
も
若
者
た
ち
が
大
切
に
さ
れ

て
い
な
い
、
そ
の
こ
と
が
よ
っ
ぽ
ど
問
題
な
の
だ
。
」

私
は
若
者
が
投
票
に
行
っ
て
も
右
傾
化
し
て
お
り

危
険
だ
と
感
じ
て
い
ま
し
た
。
い
つ
の
ま
に
か
自

分
が
上
か
ら
目
線
で
し
か
見
て
い
な
か
っ
た
こ
と

に
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
も
っ
と
池
上
先

生
に
聞
き
た
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
を
転
換
し
て

い
け
る
希
望
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
と
言
う
こ
と

で
す
。
戦
争
を
す
る
た
め
の
こ
の
巨
大
な
構
造
を

転
換
し
て
い
く
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
、

そ
の
現
実
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
描
け
る
の
か
ど
う

か
。
そ
し
て
、
ま
ず
私
に
で
き
る
こ
と
は
…
？
そ

う
考
え
な
が
ら
帰
り
ま
し
た
。

二
日
間
の
池
上
洋
通
先
生
の
お
話
を
通
し
、
地

方
自
治
の
一
番
基
本
と
な
る
と
こ
ろ
か
ら
教
え
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
来
な
ら
議
員
に
な
る
前
に

ち
ゃ
ん
と
分
か
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

こ
と
。
今
さ
ら
恥
ず
か
し
い
で
す
が
、
本
当
に
勉

強
に
な
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
了
）
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鳴海有理(なるみ ゆり)

八王子市議会議員。
和歌山県和歌山市生まれ。
元生活支援員。2011年４

月初当選。現在２期目。八
王子・生活者ネットワーク
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財政研究会 次回学習会は―

2016年11月5日（土）
14：00～

場所 ：多摩住民自治研究所

「平成27年度決算に見る

多摩の財政状況」
（多摩市と国立市）

報告者 :新国 信 下平孟功

多摩住民自治研究所
8月の活動

・ 1日(月)第58回自治体学校in神戸

・ 4日(木)Excelで学ぶ財政分析講座

メールチラシ発送

『緑の風』編集委員会
・ 9日(火)事務局会議

・11日(木)から15日(月)夏季休暇

・19日(金)20日(土)

第一回地方自治ゼミナール
・24日(水)25日(木)

Excelで学ぶ財政分析講座歳入編
・26日(金)『緑の風』印刷帳合
・29日(月)『緑の風』発送

よくわかる市町村財政分析
財政危機。いまやどの自治体でも決り文句です。財政が分からずに残念な思いをしていませんか。

財政分析が苦手な人のために、２日間で財政分析の基礎が学べる集中講座を用意しました。

◇講 師 大和田一紘 石山 雄貴

◇期 日 第１回―2016年10月14日（金）15日（土）

第２回―2016年10月31日（月）11月1日（火）＊内容は２回とも同じです。

◇時 間 １日目午後1時～午後７時30分、２日目午前９時15分～午後３時

◇会 場 第１回（10／14，15）立川RISURUホール （℡ 042-526-1311）

第２回（10／31，11/1）富士電機能力開発センター（℡ 042-585-6334）

◇受講料 27,000円（割引あり、消費税込）

当講座の再受講者25,000円、町村議員は24,000円、当研究所会員は22,000円

◇宿泊と朝食 第１回（10/14,15） 宿泊は、各自ご自分でお手配ください。

第２回（10/31,11/1）のみ 同じ施設で宿泊できます。朝食付き6,200円。

第26回議員の学校 『貧困・差別の課題と地方自治』
―いま、自治体は何をなすべきか―

◎イギリスのEU 離脱から始まる経済の変動と現在の世界と日本の情勢について、把握します。

◎貧困研究の第一人者・唐鎌直義先生が講義します

◎相模原障害者殺傷事件の本質と誰もがともに生きる地域社会をどうつくるかを学びます。

◇講 師 唐鎌 直義（立命館大学教授） 石川 満（元日本福祉大学教授）
本田 浩邦 （獨協大学教授） 池上 洋通 （「議員の学校」学校長）

◇日 時 2016年10月3日（月）午後１時～4日（火）午後4時00分
◇会 場 たましんＲＩＳＵＲＵホール JR中央線立川駅南口徒歩13分
◇受講料 28,000円 （割引あり、消費税込）


