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表紙写真ひとこと
　紫陽花はさまざまな色に変化し、私たちの目を楽しませてくれます。根から吸う成分によっ

て花の色が変わることから、『移り気』『浮気』『変節』が花言葉のようです。その一方で『和

気あいあい』『家族』『団欒』など、ポジティブな花言葉もあり、小さな花が集まって咲いてい

るようにみえることが由来と言われています。紫陽花の色のもとはアントシアニンという色素で、

真っ白な紫陽花にはこの色素がないため、土壌の影響を受けず白く咲くそうです。そんな白

い紫陽花の花言葉は『寛容』だそうです。

　さて、『移り気・浮気・変節』という言葉から連想するのは、「復興」から「コロナに打ち勝っ

た証」に、そして、いつの間にやら「世界の団結の象徴」となり、直近では「人々の間に絆

を取り戻す」へと変貌する怪しき五輪の華でしょうか。あっ、でも、「こんな時期に」を「この

時期だから」と国民の不安に乗じて改憲議論に一途な姿は、『和気あいあい・家族・団欒』か。

いや、近づいて見ると、「1ミクロンも関与してない」と言い合い、せっかくのシステムエラー

の発見に逆ギレしたりと訳がわからん。私たちの『寛容』にも程があります。（文責・妹尾）
参考：https://www.creema.jp/blog/532/detail
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私
は
、
町
田
市
と
福
生
市
の
図
書
館
協
議
会
委
員

と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
図
書
館
の
評
価
に
関
わ
っ
て

き
ま
し
た
。
本
日
は
、
そ
の
経
験
を
お
話
し
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

お
お
ま
か
に
い
っ
て
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
、
図
書

館
行
政
に
対
す
る
評
価
の
考
え
方
が
導
入
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
図
書
館
評
価
を
規
定
し
た
り
、

提
唱
し
た
り
し
て
い
る
法
や
主
な
文
献
を
紹
介
し
ま

す
と
、

・
公
立
図
書
館
の
設
置
及
び
運
営
上
の
望
ま
し
い

基
準
／
文
部
科
学
省
（
平
成
一
三
（
二
〇
〇
一
）

年
七
月
一
八
日
告
示
）

・
公
立
図
書
館
の
任
務
と
目
標
／
日
本
図
書
館
協

会
（
二
〇
〇
四
（
平
成
一
六
）
年
三
月
改
訂
）

・
こ
れ
か
ら
の
図
書
館
像
／
文
部
科
学
省
（
平
成

一
八
（
二
〇
〇
六
）
年
）

・
図
書
館
法
（
平
成
二
〇
（
二
〇
〇
八
）
年
六
月

一
一
日
改
正
）

・
図
書
館
の
設
置
及
び
運
営
上
の
望
ま
し
い
基
準

／
文
部
科
学
省
（
平
成
二
四
（
二
〇
一
二
）
年

一
二
月
一
九
日
告
示
）

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

○
図
書
館
評
価
と
は

こ
こ
で
は
、
図
書
館
法
と
図
書
館
の
設
置
及
び
運

営
上
の
望
ま
し
い
基
準
と
に
つ
い
て
、
図
書
館
評
価

の
概
要
を
説
明
し
ま
す
。

図
書
館
法
は
二
〇
〇
八
年
に
改
正
さ
れ
、
以
下
の

よ
う
に
図
書
館
評
価
の
規
定
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

図
書
館
の
運
営
の
状
況
に
つ
い
て
評
価
を
行
い
、

そ
の
結
果
に
基
づ
き
図
書
館
の
運
営
の
改
善
を
図
る

こ
と
が
努
力
義
務
と
し
て
課
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

運
営
状
況
に
関
す
る
情
報
を
地
域
住
民
等
に
積
極
的

に
公
表
す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
図
書
館
の
設
置
及
び
運
営
上
の
望
ま
し
い

基
準
は
、
図
書
館
法
（
第
七
条
の
二
）
に
基
づ
き
、

文
部
科
学
省
が
二
〇
一
二
年
一
二
月
に
告
示
し
た
も

の
で
、
図
書
館
評
価
の
概
要
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。

市
町
村
立
図
書
館
は
、
社
会
の
変
化
や
地
域
の
実

情
に
応
じ
、
図
書
館
事
業
の
実
施
等
に
関
す
る
基
本

的
運
営
方
針
を
策
定
し
、
こ
の
方
針
に
基
づ
き
運
営
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（
運
営
の
状
況
に
関
す
る
評
価
等
）

第
七
条
の
三

図
書
館
は
、
当
該
図
書
館
の
運
営

の
状
況
に
つ
い
て
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の

結
果
に
基
づ
き
図
書
館
の
運
営
の
改
善
を
図
る
た

め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
運
営
の
状
況
に
関
す
る
情
報
の
提
供
）

第
七
条
の
四

図
書
館
は
、
当
該
図
書
館
の
図
書

館
奉
仕
に
関
す
る
地
域
住
民
そ
の
他
の
関
係
者
の

理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
者
と
の
連

携
及
び
協
力
の
推
進
に
資
す
る
た
め
、
当
該
図
書

館
の
運
営
の
状
況
に
関
す
る
情
報
を
積
極
的
に
提

供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



に
関
す
る
指
標
や
目
標
を
設
定
し
、
事
業
年
度
ご
と

に
事
業
計
画
を
策
定
し
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
目
標

や
事
業
計
画
の
達
成
状
況
等
に
関
し
て
自
己
点
検
及

び
評
価
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
図
書

館
の
自
己
評
価
に
加
え
、
図
書
館
協
議
会
等
が
第
三

者
評
価
を
す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
結
果
に
基
づ
き
、
図
書
館
の
運
営
の
改

善
を
図
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ

サ
イ
ク
ル
に
よ
っ
て
評
価
す
る
仕
組
み
が
作
ら
れ
て

い
ま
す
。
当
然
こ
れ
ら
の
結
果
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

上
に
公
表
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
ま
す
。

図
１
は
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
に
よ
る
図
書
館
評

価
を
図
示
し
た
も
の
で
す
。
評
価
の
初
年
度
は
、
事

業
計
画
・
目
標
の
策
定
に
な
り
ま
す
が
、
年
度
ご
と

に
評
価
に
関
わ
る
作
業
が
多
く
な
り
、
四
年
後
の
二

〇
Ｘ
四
年
度
に
完
成
年
度
に
達
し
、
以
降
は
Ｐ
Ｄ
Ｃ

Ａ
サ
イ
ク
ル
の
す
べ
て
を
同
一
年
度
に
実
施
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
の
で
、
評
価
に
関
わ
る
関
係
者
の
負

担
も
大
き
く
、
大
変
な
作
業
が
続
く
こ
と
が
見
て
と

れ
ま
す
。

○
町
田
市
と
福
生
市
の

図
書
館
評
価
の
経
験
か
ら

１
．
町
田
市
の
図
書
館
評
価

町
田
市
立
図
書
館
で
は
、
図
書
館
法
改
正
の
翌
年

に
『
町
田
市
の
図
書
館
評
価
：
図
書
館
評
価
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム
検
討
報
告
書
』
（
二
〇
〇
九
年
三
月
）

を
ま
と
め
あ
げ
、
図
書
館
評
価
の
取
り
組
み
を
は
じ

め
ま
し
た
。
町
田
市
立
図
書
館
の
基
本
方
針
を
も
と

に
、Ⅰ

適
正
か
つ
効
率
的
な
運
営
を
め
ざ
す
図
書
館

Ⅱ

基
本
を
大
切
に
し
た
図
書
館

Ⅲ

誰
も
が
利
用
で
き
る
図
書
館

Ⅳ

市
民
と
と
も
に
歩
み
図
書
館

Ⅴ

公
共
施
設
と
し
て
果
た
す
べ
き
機
能
を
有
し

た
図
書
館

以
上
五
つ
の
大
項
目
を
設
定
し
、
中
項
目
（
一
七

項
目
）
、
小
項
目
（
四
三
項
目
）
か
ら
な
る
「
町
田

市
の
図
書
館
評
価
」
（
二
〇
〇
九
年
度
事
業
の
評
価
）

の
取
り
組
み
を
は
じ
め
ま
し
た
。

二
〇
〇
九
年
度
が
終
了
し
、
二
〇
一
〇
年
度
は
評

価
を
実
施
す
る
年
度
と
な
り
ま
す
。
ま
ず
は
図
書
館

内
で
自
己
評
価
を
行
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
小
項
目

の
取
組
結
果
に
対
し
て
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
三
段
階
評

価
を
行
う
も
の
で
す
。
そ
の
後
、
図
書
館
協
議
会
が

第
三
者
評
価
者
と
し
て
、
館
長
よ
り
外
部
評
価
の
依

頼
を
受
け
て
客
観
的
な
立
場
か
ら
同
じ
く
三
段
階
評

価
と
評
価
コ
メ
ン
ト
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

私
は
、
図
書
館
協
議
会
の
委
員
長
（
二
〇
一
三
年
ま

で
）
と
し
て
こ
の
評
価
に
関
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
の
で
、
ど
の
よ
う
に
検
討
を
し
た
か
を
述
べ
た
い

と
思
い
ま
す
。

図
書
館
協
議
会
内
に
「
図
書
館
評
価
会
議
」
（
仮

称
）
を
設
置
し
、
四
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
一
次
評

価
の
検
討
を
行
い
、
そ
の
後
、
委
員
全
員
で
グ
ル
ー

プ
で
検
討
し
た
評
価
及
び
コ
メ
ン
ト
の
最
終
確
認
を

す
る
こ
と
に
致
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
グ
ル
ー
プ

会
議
を
四
回
、
全
員
会
議
を
四
回
開
催
し
評
価
の
報

告
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
夏
休
み
の

期
間
に
相
当
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
費
や
し
た
こ
と
を
記

憶
し
て
お
り
ま
す
。
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図1 PDCAサイクルによる図書館評価



町
田
市
で
は
、
第
一
期
図
書
館
評
価
を
二
〇
一
〇

年
か
ら
二
〇
一
五
年
ま
で
実
施
し
、
「
第
一
期
図
書

館
評
価
総
括
」
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。
第
二
期
図
書

館
評
価
は
、
二
〇
一
三
年
四
月
に
決
定
し
た
「
図
書

館
事
業
計
画
：
二
〇
一
三
年
度
～
二
〇
一
七
年
度
」

に
基
づ
き
、
評
価
項
目
と
評
価
方
法
を
見
直
し
て
、

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
「
町
田
市
の
図
書
館
評
価
：
二

〇
一
四
年
度
か
ら
二
〇
一
八
年
度
」
に
よ
り
図
書
館

評
価
が
実
施
さ
れ
、
第
二
期
は
二
〇
二
〇
年
度
に
終

了
し
て
い
ま
す
。

二
〇
一
九
年
二
月
に
は
、
町
田
市
教
育
委
員
会
か

ら
「
町
田
市
立
図
書
館
の
あ
り
方
見
直
し
方
針
」
が

公
表
さ
れ
、
二
〇
二
二
年
度
を
目
途
に
図
書
館
に
指

定
管
理
者
制
度
を
導
入
す
る
動
き
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
に
対
し
て
住
民
か
ら
の
反
対
運
動
が
展
開
さ
れ
て

い
ま
す
。

２
．
福
生
市
の
図
書
館
評
価

福
生
市
図
書
館
協
議
会
が
二
〇
一
三
年
四
月
、
館

長
に
「
福
生
市
立
図
書
館
の
今
後
の
あ
り
方
に
つ
い

て
」
と
い
う
答
申
を
行
っ
た
の
を
機
に
、
福
生
市
教

育
委
員
会
は
「
福
生
市
立
図
書
館
基
本
計
画
」
を
二

〇
一
四
年
三
月
に
作
成
し
ま
し
た
。
そ
の
中
に
、
基

本
理
念
と
基
本
目
標
に
沿
っ
た
運
営
方
針
が
あ
り
、

次
の
よ
う
に
定
め
て
い
ま
す
。

基
本
目
標

１

市
民
１
人
ひ
と
り
の
個
性
を
大
切
に
し
、
生

涯
に
わ
た
る
自
主
的
な
学
習
を
支
え
る
図
書

館

２

市
民
が
利
用
し
や
す
く
快
適
な
空
間
の
あ
る

図
書
館

３

市
民
の
課
題
解
決
に
役
立
つ
図
書
館

４

家
庭
・
地
域
・
学
校
の
教
育
力
の
向
上
を
支

え
、
読
書
の
大
切
さ
を
発
信
す
る
図
書
館

５

地
域
資
料
の
充
実
を
図
り
、
地
域
文
化
の
継

承
と
創
造
に
寄
与
す
る
図
書
館

６

長
期
的
な
視
点
に
立
っ
た
図
書
館
運
営
を
行

い
成
長
す
る
図
書
館

こ
の
基
本
目
標
（
大
項
目
）
に
合
わ
せ
て
、
中
項

目
（
一
七
項
目
）
、
小
項
目
（
五
八
項
目
）
を
設
定

し
、
「
福
生
市
立
図
書
館
基
本
計
画
点
検
評
価
表
」

二
〇
一
五
年
度
か
ら
二
〇
一
九
年
度
の
五
年
間
の
評

価
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
私
は
図
書
館
協
議
議
会
の
会

長
（
二
〇
一
八
年
ま
で
）
と
し
て
関
わ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
が
、
評
価
の
方
法
と
内
容
に
つ
い
て
は
、

町
田
市
と
類
似
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
福
生
市
で
は

町
田
市
の
経
験
を
活
か
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
協

議
会
の
評
価
方
法
と
し
て
町
田
市
と
異
な
る
点
は
、

①
評
価
の
討
議
は
委
員
全
員
で
行
う
こ
と
、
②
評
価

は
中
項
目
で
行
う
こ
と
、
③
討
議
の
中
で
さ
れ
た
意

見
は
評
価
コ
メ
ン
ト
の
中
に
盛
り
込
む
こ
と
な
ど
に

な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
確
認
の
も
と
で
第
三
者
評
価

を
行
い
ま
し
た
。
と
く
に
、
評
価
を
中
項
目
と
し
た

こ
と
で
、
検
討
会
議
等
の
負
担
が
大
幅
に
減
っ
た
こ

と
を
記
憶
し
て
お
り
ま
す
。

○
ま
と
め

図
書
館
評
価
は
、
図
書
館
法
の
規
定
に
あ
る
よ
う

に
、
図
書
館
の
基
本
計
画
や
基
本
方
針
を
し
っ
か
り

と
定
め
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
運
営
さ
れ
た
結
果
を
自

己
評
価
す
る
と
と
も
に
、
客
観
性
を
担
保
す
る
た
め
、

図
書
館
協
議
会
等
に
第
三
者
評
価
を
求
め
る
も
の
で

す
。
図
に
示
し
た
よ
う
に
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
に

よ
り
一
連
の
活
動
・
評
価
を
行
う
も
の
で
す
が
、
四

年
の
完
成
年
度
を
過
ぎ
る
と
、
〝
年
度
の
違
う
〟
Ｐ

Ｄ
Ｃ
Ａ
を
同
時
に
運
用
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
困
難
さ
が
伴
い
ま
す
。
評
価
を
始
め
る
前

に
、
十
分
な
準
備
期
間
を
設
け
る
と
と
も
に
、
評
価

項
目
は
過
大
と
な
ら
な
い
よ
う
に
設
定
し
、
職
員
の

負
担
も
考
慮
し
、
継
続
・
維
持
し
て
い
け
る
こ
と
が

重
要
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
第
三
者
評
価
を
行
う
図

書
館
協
議
会
は
、
非
常
勤
も
で
あ
り
開
催
回
数
が
限

ら
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
評
価
作
業
に
は
一
定
の
限
界

が
あ
る
も
の
と
考
え
ま
す
。

な
お
、
時
間
の
関
係
か
ら
、
図
書
館
の
評
価
項
目

の
説
明
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
図
書

館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
評
価
表
等
が
掲
載
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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規
模
が
で
か
い
ん
で
元
か
ら
印
象
に

残
っ
て
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
二
〇
一

七
年
の
時
は
震
災
の
語
り
部
ガ
イ
ド

の
方
に
案
内
し
て
も
ら
っ
た
ん
で
す

よ
」「
な
る
ほ
ど
、
ど
う
で
し
た
？
」

「
ま
だ
新
し
い
災
害
公
営
住
宅
を

見
せ
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
ね
。
ち
な

み
に
陸
前
高
田
で
は
や
っ
ぱ
り
こ
の

建
設
も
U
R
に
委
託
し
て
い
ま
す
。

高
齢
者
に
優
先
的
に
入
居
し
て
も
ら

う
結
果
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
作
り
に

く
い
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
り
、
他

の
と
こ
ろ
で
建
て
て
い
る
集
合
住
宅

を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
の
で
、
ハ
ー

ド
面
で
も
高
齢
者
が
多
い
実
態
に

合
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ

た
み
た
い
で
す
ね
」

白
ヒ
ゲ
の
研
究
室
長
が
話
を
始

め
る
。「
災
害
公
営
住
宅
の
問
題
点

は
既
に
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
時

か
ら
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
仮
設

住
宅
に
比
べ
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形

成
が
難
し
い
点
、
入
居
の
制
度
上
高

齢
者
の
割
合
が
高
く
な
る
点
は
3
・

都
市
部
で
ネ
コ
が
ま
ず
気
遣
う
の
は

人
間
に
見
つ
か
ら
ず
安
心
し
て
眠
れ

る
ス
ペ
ー
ス
を
探
す
の
だ
に
ゃ
。
ち

な
み
に
こ
れ
は
本
能
み
た
い
な
も
の

だ
か
ら
、
人
間
と
一
緒
に
暮
ら
し
て

い
て
も
、
眠
る
と
き
は
ジ
ャ
マ
さ
れ

な
い
ス
ペ
ー
ス
を
好
む
同
胞
が
多
い
。

「
ど
う
し
た
ん
ヤ
ヨ
、
え
え
寝
床

見
つ
か
ら
へ
ん
の
？
」
と
チ
ー
子
が

言
う
。「
う
う
ん
。
そ
う
じ
ゃ
な
く

て
ね
、
ふ
み
と
シ
ロ
が
大
き
く
な
っ

て
来
た
で
し
ょ
。
ち
っ
ち
ゃ
い
頃
は

私
の
す
ぐ
そ
ば
で
、
そ
れ
こ
そ
く
っ

つ
い
て
寝
て
た
け
ど
、
こ
れ
だ
け
大

き
く
な
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
場
所

で
眠
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
ん
だ
よ

ね
」
と
、
少
し
寂
し
げ
で
あ
る
に
ゃ
。

寝
床
と
い
う
か
、
家
の
問
題
は
人

間
諸
君
に
と
っ
て
は
シ
ビ
ア
な
問
題

で
あ
る
。
住
宅
は
セ
ー
フ
テ
ィ
ー

ネ
ッ
ト
の
最
重
要
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

某
日
、
多
摩
研
事
務
所
で
の
お
話
。

今
日
は
会
議
に
ゃ
の
で
、
吾
輩
は
人

に
踏
み
つ
け
ら
れ
ぬ
よ
う
、
本
棚
の

上
の
ス
ペ
ー
ス
に
ご
ろ
に
ゃ
ん
と
陣

取
っ
て
高
み
の
見
物
で
あ
る
。

「
掃
除
し
て
た
ら
こ
ん
な
資
料
が

出
て
き
ま
し
て
ね
」
と
坊
主
頭
が

U
R
（
都
市
再
生
機
構
）
の
情
報
誌

を
見
せ
る
。
二
〇
一
七
年
夏
の
も
の

で
あ
る
。
坊
主
頭
と
同
じ
多
摩
市
に

住
ん
で
い
る
編
集
長
が
言
う
。「
多

摩
セ
ン
タ
ー
の
U
R
で
も
ら
っ
た

の
？
」「
い
え
、
そ
れ
だ
っ
た
ら
見

た
後
す
ぐ
に
捨
て
て
た
と
思
う
ん
で

す
よ
ね
。
こ
れ
は
陸
前
高
田
に
行
っ

た
時
に
も
ら
っ
た
の
で
、
他
の
資
料

と
一
緒
に
保
管
し
て
あ
っ
た
ん
で
す

よ
」陸

前
高
田
と
い
え
ば
東
日
本
大
震

災
の
被
災
地
の
中
で
も
最
大
規
模
の

復
興
事
業
が
行
わ
れ
た
場
所
で
、
中

心
市
街
地
の
か
さ
上
げ
だ
け
で
も
約

千
六
百
億
円
と
い
う
（『
読
売
』
二

〇
二
一
年
一
月
一
〇
日
）。「
U
R
が

開
発
し
た
街
（
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ

ン
）
で
暮
ら
し
て
い
る
身
と
し
て
は
、

陸
前
高
田
の
市
街
地
の
復
興
に
U
R

11
以
前
か
ら
わ
か
っ
て
い
た
こ
と
な

ん
で
す
。
対
処
を
し
よ
う
と
し
て
い

る
面
は
あ
り
ま
す
が
多
く
は
い
わ
ゆ

る
対
症
療
法
で
、
抜
本
的
な
対
策
を

で
き
て
い
る
と
こ
ろ
は
ま
だ
多
く
な

い
わ
け
で
す
」「
仮
設
住
宅
と
の
違

い
は
な
ん
な
ん
で
し
ょ
う
か
」

「
仮
設
は
、
狭
く
て
不
便
な
面
が

問
題
で
は
あ
り
ま
す
が
、
い
わ
ゆ
る

長
屋
み
た
い
な
形
で
、
隣
近
所
と
の

交
流
が
し
や
す
い
ん
で
す
。
ま
た
、

住
宅
を
失
っ
た
人
み
ん
な
が
入
る
の

で
、
地
域
の
様
々
な
人
が
入
居
し
ま

す
。
実
は
阪
神
淡
路
の
時
は
、
こ
こ

で
も
高
齢
者
を
優
先
さ
せ
た
結
果
地

域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
バ
ラ
バ
ラ
に

な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
教
訓
を
活
か

し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ご
と
に
仮
設

に
入
る
こ
と
が
、
東
日
本
大
震
災
で

は
あ
る
て
い
ど
で
き
た
ん
で
す
」

「
そ
こ
は
教
訓
が
生
か
さ
れ
た
ん
で

す
ね
」

「
し
か
し
仮
設
か
ら
先
は
、
自
分

で
住
宅
を
建
て
る
に
せ
よ
、
引
っ
越

3・11から十年 ⑥
主体としての被災者

神子島 健
（かごしま・たけし）

vol.96

す
に
せ
よ
、
若
い
世
代
が
先
に
抜
け

て
い
き
ま
す
。
自
力
再
建
が
で
き
な

い
人
が
残
り
、
災
害
公
営
住
宅
に
入

る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

仮
設
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
分
断
さ
れ

ま
す
。
そ
の
上
に
、
U
R
の
建
て
た

団
地
型
の
災
害
公
営
住
宅
は
、
造
り

が
し
っ
か
り
し
て
い
る
反
面
、
規
模

が
大
き
い
し
高
層
に
な
り
が
ち
で
、

生
活
の
中
で
人
が
出
会
う
場
が
限
ら

れ
て
い
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
作
り

づ
ら
い
わ
け
で
す
。
神
戸
で
は
、
建

設
か
ら
十
年
く
ら
い
経
っ
た
頃
に
は

住
民
の
高
齢
化
が
問
題
に
な
り
、

N
P
O
な
ど
の
見
回
り
活
動
を
や
っ

た
り
し
て
い
ま
す
が
、
抜
本
的
な
解

決
に
は
な
り
ま
せ
ん
」
と
、
悔
し
さ

を
に
じ
ま
せ
な
が
ら
言
っ
て
い
る

に
ゃ
。

「
元
か
ら
高
齢
化
率
の
高
か
っ
た

東
北
で
は
、
入
居
直
後
か
ら
問
題
に

な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
」
と
、

編
集
長
も
暗
澹
た
る
思
い
の
よ
う
で

あ
る
。

「
こ
の
U
R
の
情
報
誌
を
見
る
と
」

と
坊
主
頭
が
冊
子
を
広
げ
る
。「
気

仙
沼
駅
前
に
U
R
が
一
二
階
建
て
と

一
三
階
建
て
の
災
害
公
営
住
宅
を
建

設
し
て
い
て
、
多
様
な
世
帯
が
入
れ

る
よ
う
に
間
取
り
を
六
種
類
作
る
と

い
う
工
夫
を
し
て
は
い
ま
す
。
ほ
か

に
も
、
こ
こ
に
は
書
い
て
い
ま
せ
ん

が
、
団
地
型
で
は
な
く
戸
建
て
や
長

屋
型
の
よ
う
な
公
営
住
宅
を
作
っ
て

い
る
自
治
体
も
あ
り
ま
す
。
多
様
な

メ
ニ
ュ
ー
を
提
示
で
き
る
こ
と
自
体

は
悪
く
な
い
の
で
す
が
、
や
は
り

「
公
営
」
住
宅
で
す
か
ら
、
根
本
は
、

設
営
の
時
点
で
住
民
の
自
治
に
よ
っ

て
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、

と
い
う
と
こ
ろ
の
問
題
だ
と
思
い
ま

す
」。「
う
ー
ん
、
こ
う
い
う
場
合
は

ど
う
い
う
形
の
自
治
が
あ
り
得
る
ん

で
し
ょ
う
か
」

「
津
波
の
被
害
に
よ
る
集
団
移
転

で
一
番
早
く
移
転
で
き
た
と
言
わ
れ

て
い
る
の
が
、
宮
城
県
岩
沼
市
の
玉

浦
西
地
区
で
す
。「
農
地
を
造
成
し

た
約
二
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
、
災
害
公

営
住
宅
を
含
む
三
二
五
戸
約
千
人
が

暮
ら
す
」（『
朝
日
』
二
〇
二
〇
年
一

一
月
二
〇
日
）
と
い
う
場
所
で
す
。

そ
こ
で
は
、
時
間
が
か

か
っ
て
も
い
い
か
ら
、

移
転
後
の
町
を
ど
の
よ

う
な
形
に
す
る
か
、
住

民
参
加
で
一
か
ら
議
論

し
て
決
め
て
い
ま
す
。

そ
れ
が
結
果
的
に
早
い

決
着
に
つ
な
が
り
ま
し

た
」「
そ
ん
な
こ
と
が

可
能
な
ん
で
す
ね
！
」

み
た
い
な
巨
大
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
が

関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
複
雑
な
思
い

が
し
て
、
こ
の
パ
ン
フ
を
持
っ
て

帰
っ
て
き
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し

た
」「

K
さ
ん
（
坊
主
頭
）
は
、
陸
前

高
田
に
も
結
構
行
っ
て
る
ん
で
し

た
っ
け
？
」
と
ノ
ゾ
ミ
さ
ん
が
話
に

入
っ
て
き
た
。「
通
り
す
が
り
程
度
の

こ
と
が
多
い
ん
で
す
が
、
盛
り
土
を

運
ぶ
巨
大
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
と
か
、

「
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
ト
も
で
き
る
建

築
の
専
門
家
が
中
に
入
っ
て
、
出
て

き
た
意
見
を
実
現
可
能
な
形
に
設
計

す
る
こ
と
は
や
っ
て
い
ま
す
。
仙
台

平
野
に
広
が
る
岩
沼
市
は
、
規
模
に

合
っ
た
平
地
の
移
転
先
が
早
く
見
つ

か
っ
た
こ
と
（
平
地
の
少
な
い
三
陸

で
は
造
成
工
事
の
適
地
を
探
し
、
そ

れ
か
ら
造
成
工
事
を
し
て
よ
う
や
く

住
宅
建
設
に
移
る
）
と
い
っ
た
、
前

提
部
分
の
好
条
件
は
あ
り
ま
す
。
し

か
し
条
件
の
い
い
地
域
で
み
ん
な
住

民
の
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
議
論
を
や
っ

て
い
る
か
と
い
え
ば
全
く
そ
ん
な
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
地
域
は
、

地
域
住
民
の
議
論
、
専
門
家
の
仲
介
、

行
政
の
協
力
が
う
ま
く
い
っ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
」（
以
上
の
経
緯
は
主

に
N
H
K
ス
ペ
シ
ャ
ル
『
私
た
ち
の

町
が
生
ま
れ
た
〜
集
団
移
転
・
３

年
半
の
記
録
〜
』
二
〇
一
四
年
九
月

二
七
日
に
よ
る
）

「
集
落
の
移
転
や
、
災
害
公
営
住

宅
の
建
設
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、

行
政
や
、
委
託
を
受
け
た
デ
ィ
ベ

ロ
ッ
パ
ー
は
、「
お
客
様
」
へ
の
意

向
調
査
に
近
い
よ
う
な
こ
と
は
し
て

い
る
で
し
ょ
う
が
、
住
宅
を
失
っ
た

被
災
者
を
、
住
民
と
い
う
自
治
の
主

体
と
し
て
ち
ゃ
ん
と
捉
え
て
い
る
か

ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
表
面
的
に
き
れ

い
な
復
興
で
あ
っ
て
も
絵
に
か
い
た

モ
チ
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
」
と
、
編

集
長
が
ま
と
め
る
。

本
来
は
、
災
害
に
よ
っ
て
住
宅
と

い
う
最
大
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト

を
失
っ
た
地
域
の
住
民
が
、
こ
の
問

題
の
主
体
に
ゃ
の
で
あ
る
。
住
宅
を

失
っ
た
た
め
と
て
も
厳
し
い
状
況
の

中
で
動
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

で
は
あ
る
が
、
だ
か
ら
こ
そ
自
治
の

主
体
と
し
て
の
権
利
を
尊
重
さ
れ
て

当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
む
ろ
ん
、

今
後
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
災
害
の

復
興
の
基
本
と
し
て
ふ
ま
え
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
ニ
ャ
い
。

マ
ち
ゃ
ん
は
、
寝
る
時
ど
こ

で
寝
て
る
の
？
」
と
ヤ
ヨ
が

い
き
な
り
聞
い
て
き
た
。
話
は
前
回

の
続
き
。
い
つ
も
の
公
園
に
ヤ
ヨ
が

子
ど
も
２
匹
（
ふ
み
と
シ
ロ
）
を
連

れ
て
き
た
と
こ
ろ
。
人
間
が
い
な
い

の
を
い
い
こ
と
に
、
２
匹
は
は
し
ゃ

ぎ
ま
わ
っ
て
い
る
。

突
然
の
質
問
に
吾
輩
は
面
食
ら
う
。

「
え
え
と
…
、
そ
う
だ
に
ゃ
あ
。
吾

輩
が
厄
介
に
な
っ
て
い
る
多
摩
研
の

事
務
所
は
、
作
業
用
の
机
が
い
く
つ

も
あ
る
し
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
も
多
い
の

で
、
狭
く
て
隠
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が

一
杯
あ
る
。
部
屋
の
カ
ベ
と
ダ
ン

ボ
ー
ル
の
隙
間
に
身
を
潜
め
た
り
、

机
の
下
の
ス
ペ
ー
ス
で
寝
た
り
、
状

況
に
よ
っ
て
変
え
る
の
だ
に
ゃ
あ
」

吾
々
ネ
コ
は
狭
い
ス
ペ
ー
ス
が
大

好
き
な
の
だ
に
ゃ
。
人
間
か
ら
見
た

ら
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
ネ
コ
の
身
体
で

入
れ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
と

こ
ろ
も
、
柔
ら
か
い
身
体
で
ス
ル
ッ

と
入
り
込
ん
で
い
く
。
基
本
は
外
敵
、

「タ
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規
模
が
で
か
い
ん
で
元
か
ら
印
象
に

残
っ
て
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
二
〇
一

七
年
の
時
は
震
災
の
語
り
部
ガ
イ
ド

の
方
に
案
内
し
て
も
ら
っ
た
ん
で
す

よ
」「
な
る
ほ
ど
、
ど
う
で
し
た
？
」

「
ま
だ
新
し
い
災
害
公
営
住
宅
を

見
せ
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
ね
。
ち
な

み
に
陸
前
高
田
で
は
や
っ
ぱ
り
こ
の

建
設
も
U
R
に
委
託
し
て
い
ま
す
。

高
齢
者
に
優
先
的
に
入
居
し
て
も
ら

う
結
果
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
作
り
に

く
い
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
り
、
他

の
と
こ
ろ
で
建
て
て
い
る
集
合
住
宅

を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
の
で
、
ハ
ー

ド
面
で
も
高
齢
者
が
多
い
実
態
に

合
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ

た
み
た
い
で
す
ね
」

白
ヒ
ゲ
の
研
究
室
長
が
話
を
始

め
る
。「
災
害
公
営
住
宅
の
問
題
点

は
既
に
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
時

か
ら
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
仮
設

住
宅
に
比
べ
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形

成
が
難
し
い
点
、
入
居
の
制
度
上
高

齢
者
の
割
合
が
高
く
な
る
点
は
3
・

都
市
部
で
ネ
コ
が
ま
ず
気
遣
う
の
は

人
間
に
見
つ
か
ら
ず
安
心
し
て
眠
れ

る
ス
ペ
ー
ス
を
探
す
の
だ
に
ゃ
。
ち

な
み
に
こ
れ
は
本
能
み
た
い
な
も
の

だ
か
ら
、
人
間
と
一
緒
に
暮
ら
し
て

い
て
も
、
眠
る
と
き
は
ジ
ャ
マ
さ
れ

な
い
ス
ペ
ー
ス
を
好
む
同
胞
が
多
い
。

「
ど
う
し
た
ん
ヤ
ヨ
、
え
え
寝
床

見
つ
か
ら
へ
ん
の
？
」
と
チ
ー
子
が

言
う
。「
う
う
ん
。
そ
う
じ
ゃ
な
く

て
ね
、
ふ
み
と
シ
ロ
が
大
き
く
な
っ

て
来
た
で
し
ょ
。
ち
っ
ち
ゃ
い
頃
は

私
の
す
ぐ
そ
ば
で
、
そ
れ
こ
そ
く
っ

つ
い
て
寝
て
た
け
ど
、
こ
れ
だ
け
大

き
く
な
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
場
所

で
眠
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
ん
だ
よ

ね
」
と
、
少
し
寂
し
げ
で
あ
る
に
ゃ
。

寝
床
と
い
う
か
、
家
の
問
題
は
人

間
諸
君
に
と
っ
て
は
シ
ビ
ア
な
問
題

で
あ
る
。
住
宅
は
セ
ー
フ
テ
ィ
ー

ネ
ッ
ト
の
最
重
要
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

某
日
、
多
摩
研
事
務
所
で
の
お
話
。

今
日
は
会
議
に
ゃ
の
で
、
吾
輩
は
人

に
踏
み
つ
け
ら
れ
ぬ
よ
う
、
本
棚
の

上
の
ス
ペ
ー
ス
に
ご
ろ
に
ゃ
ん
と
陣

取
っ
て
高
み
の
見
物
で
あ
る
。

「
掃
除
し
て
た
ら
こ
ん
な
資
料
が

出
て
き
ま
し
て
ね
」
と
坊
主
頭
が

U
R
（
都
市
再
生
機
構
）
の
情
報
誌

を
見
せ
る
。
二
〇
一
七
年
夏
の
も
の

で
あ
る
。
坊
主
頭
と
同
じ
多
摩
市
に

住
ん
で
い
る
編
集
長
が
言
う
。「
多

摩
セ
ン
タ
ー
の
U
R
で
も
ら
っ
た

の
？
」「
い
え
、
そ
れ
だ
っ
た
ら
見

た
後
す
ぐ
に
捨
て
て
た
と
思
う
ん
で

す
よ
ね
。
こ
れ
は
陸
前
高
田
に
行
っ

た
時
に
も
ら
っ
た
の
で
、
他
の
資
料

と
一
緒
に
保
管
し
て
あ
っ
た
ん
で
す

よ
」陸

前
高
田
と
い
え
ば
東
日
本
大
震

災
の
被
災
地
の
中
で
も
最
大
規
模
の

復
興
事
業
が
行
わ
れ
た
場
所
で
、
中

心
市
街
地
の
か
さ
上
げ
だ
け
で
も
約

千
六
百
億
円
と
い
う
（『
読
売
』
二

〇
二
一
年
一
月
一
〇
日
）。「
U
R
が

開
発
し
た
街
（
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ

ン
）
で
暮
ら
し
て
い
る
身
と
し
て
は
、

陸
前
高
田
の
市
街
地
の
復
興
に
U
R

11
以
前
か
ら
わ
か
っ
て
い
た
こ
と
な

ん
で
す
。
対
処
を
し
よ
う
と
し
て
い

る
面
は
あ
り
ま
す
が
多
く
は
い
わ
ゆ

る
対
症
療
法
で
、
抜
本
的
な
対
策
を

で
き
て
い
る
と
こ
ろ
は
ま
だ
多
く
な

い
わ
け
で
す
」「
仮
設
住
宅
と
の
違

い
は
な
ん
な
ん
で
し
ょ
う
か
」

「
仮
設
は
、
狭
く
て
不
便
な
面
が

問
題
で
は
あ
り
ま
す
が
、
い
わ
ゆ
る

長
屋
み
た
い
な
形
で
、
隣
近
所
と
の

交
流
が
し
や
す
い
ん
で
す
。
ま
た
、

住
宅
を
失
っ
た
人
み
ん
な
が
入
る
の

で
、
地
域
の
様
々
な
人
が
入
居
し
ま

す
。
実
は
阪
神
淡
路
の
時
は
、
こ
こ

で
も
高
齢
者
を
優
先
さ
せ
た
結
果
地

域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
バ
ラ
バ
ラ
に

な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
教
訓
を
活
か

し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ご
と
に
仮
設

に
入
る
こ
と
が
、
東
日
本
大
震
災
で

は
あ
る
て
い
ど
で
き
た
ん
で
す
」

「
そ
こ
は
教
訓
が
生
か
さ
れ
た
ん
で

す
ね
」

「
し
か
し
仮
設
か
ら
先
は
、
自
分

で
住
宅
を
建
て
る
に
せ
よ
、
引
っ
越

す
に
せ
よ
、
若
い
世
代
が
先
に
抜
け

て
い
き
ま
す
。
自
力
再
建
が
で
き
な

い
人
が
残
り
、
災
害
公
営
住
宅
に
入

る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

仮
設
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
分
断
さ
れ

ま
す
。
そ
の
上
に
、
U
R
の
建
て
た

団
地
型
の
災
害
公
営
住
宅
は
、
造
り

が
し
っ
か
り
し
て
い
る
反
面
、
規
模

が
大
き
い
し
高
層
に
な
り
が
ち
で
、

生
活
の
中
で
人
が
出
会
う
場
が
限
ら

れ
て
い
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
作
り

づ
ら
い
わ
け
で
す
。
神
戸
で
は
、
建

設
か
ら
十
年
く
ら
い
経
っ
た
頃
に
は

住
民
の
高
齢
化
が
問
題
に
な
り
、

N
P
O
な
ど
の
見
回
り
活
動
を
や
っ

た
り
し
て
い
ま
す
が
、
抜
本
的
な
解

決
に
は
な
り
ま
せ
ん
」
と
、
悔
し
さ

を
に
じ
ま
せ
な
が
ら
言
っ
て
い
る

に
ゃ
。

「
元
か
ら
高
齢
化
率
の
高
か
っ
た

東
北
で
は
、
入
居
直
後
か
ら
問
題
に

な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
」
と
、

編
集
長
も
暗
澹
た
る
思
い
の
よ
う
で

あ
る
。

「
こ
の
U
R
の
情
報
誌
を
見
る
と
」

と
坊
主
頭
が
冊
子
を
広
げ
る
。「
気

仙
沼
駅
前
に
U
R
が
一
二
階
建
て
と

一
三
階
建
て
の
災
害
公
営
住
宅
を
建

設
し
て
い
て
、
多
様
な
世
帯
が
入
れ

る
よ
う
に
間
取
り
を
六
種
類
作
る
と

い
う
工
夫
を
し
て
は
い
ま
す
。
ほ
か

に
も
、
こ
こ
に
は
書
い
て
い
ま
せ
ん

が
、
団
地
型
で
は
な
く
戸
建
て
や
長

屋
型
の
よ
う
な
公
営
住
宅
を
作
っ
て

い
る
自
治
体
も
あ
り
ま
す
。
多
様
な

メ
ニ
ュ
ー
を
提
示
で
き
る
こ
と
自
体

は
悪
く
な
い
の
で
す
が
、
や
は
り

「
公
営
」
住
宅
で
す
か
ら
、
根
本
は
、

設
営
の
時
点
で
住
民
の
自
治
に
よ
っ

て
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、

と
い
う
と
こ
ろ
の
問
題
だ
と
思
い
ま

す
」。「
う
ー
ん
、
こ
う
い
う
場
合
は

ど
う
い
う
形
の
自
治
が
あ
り
得
る
ん

で
し
ょ
う
か
」

「
津
波
の
被
害
に
よ
る
集
団
移
転

で
一
番
早
く
移
転
で
き
た
と
言
わ
れ

て
い
る
の
が
、
宮
城
県
岩
沼
市
の
玉

浦
西
地
区
で
す
。「
農
地
を
造
成
し

た
約
二
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
、
災
害
公

営
住
宅
を
含
む
三
二
五
戸
約
千
人
が

暮
ら
す
」（『
朝
日
』
二
〇
二
〇
年
一

一
月
二
〇
日
）
と
い
う
場
所
で
す
。

そ
こ
で
は
、
時
間
が
か

か
っ
て
も
い
い
か
ら
、

移
転
後
の
町
を
ど
の
よ

う
な
形
に
す
る
か
、
住

民
参
加
で
一
か
ら
議
論

し
て
決
め
て
い
ま
す
。

そ
れ
が
結
果
的
に
早
い

決
着
に
つ
な
が
り
ま
し

た
」「
そ
ん
な
こ
と
が

可
能
な
ん
で
す
ね
！
」

み
た
い
な
巨
大
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
が

関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
複
雑
な
思
い

が
し
て
、
こ
の
パ
ン
フ
を
持
っ
て

帰
っ
て
き
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し

た
」「

K
さ
ん
（
坊
主
頭
）
は
、
陸
前

高
田
に
も
結
構
行
っ
て
る
ん
で
し

た
っ
け
？
」
と
ノ
ゾ
ミ
さ
ん
が
話
に

入
っ
て
き
た
。「
通
り
す
が
り
程
度
の

こ
と
が
多
い
ん
で
す
が
、
盛
り
土
を

運
ぶ
巨
大
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
と
か
、

「
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
ト
も
で
き
る
建

築
の
専
門
家
が
中
に
入
っ
て
、
出
て

き
た
意
見
を
実
現
可
能
な
形
に
設
計

す
る
こ
と
は
や
っ
て
い
ま
す
。
仙
台

平
野
に
広
が
る
岩
沼
市
は
、
規
模
に

合
っ
た
平
地
の
移
転
先
が
早
く
見
つ

か
っ
た
こ
と
（
平
地
の
少
な
い
三
陸

で
は
造
成
工
事
の
適
地
を
探
し
、
そ

れ
か
ら
造
成
工
事
を
し
て
よ
う
や
く

住
宅
建
設
に
移
る
）
と
い
っ
た
、
前

提
部
分
の
好
条
件
は
あ
り
ま
す
。
し

か
し
条
件
の
い
い
地
域
で
み
ん
な
住

民
の
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
議
論
を
や
っ

て
い
る
か
と
い
え
ば
全
く
そ
ん
な
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
地
域
は
、

地
域
住
民
の
議
論
、
専
門
家
の
仲
介
、

行
政
の
協
力
が
う
ま
く
い
っ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
」（
以
上
の
経
緯
は
主

に
N
H
K
ス
ペ
シ
ャ
ル
『
私
た
ち
の

町
が
生
ま
れ
た
〜
集
団
移
転
・
３

年
半
の
記
録
〜
』
二
〇
一
四
年
九
月

二
七
日
に
よ
る
）

「
集
落
の
移
転
や
、
災
害
公
営
住

宅
の
建
設
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、

行
政
や
、
委
託
を
受
け
た
デ
ィ
ベ

ロ
ッ
パ
ー
は
、「
お
客
様
」
へ
の
意

向
調
査
に
近
い
よ
う
な
こ
と
は
し
て

い
る
で
し
ょ
う
が
、
住
宅
を
失
っ
た

被
災
者
を
、
住
民
と
い
う
自
治
の
主

体
と
し
て
ち
ゃ
ん
と
捉
え
て
い
る
か

ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
表
面
的
に
き
れ

い
な
復
興
で
あ
っ
て
も
絵
に
か
い
た

モ
チ
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
」
と
、
編

集
長
が
ま
と
め
る
。

本
来
は
、
災
害
に
よ
っ
て
住
宅
と

い
う
最
大
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト

を
失
っ
た
地
域
の
住
民
が
、
こ
の
問

題
の
主
体
に
ゃ
の
で
あ
る
。
住
宅
を

失
っ
た
た
め
と
て
も
厳
し
い
状
況
の

中
で
動
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

で
は
あ
る
が
、
だ
か
ら
こ
そ
自
治
の

主
体
と
し
て
の
権
利
を
尊
重
さ
れ
て

当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
む
ろ
ん
、

今
後
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
災
害
の

復
興
の
基
本
と
し
て
ふ
ま
え
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
ニ
ャ
い
。

マ
ち
ゃ
ん
は
、
寝
る
時
ど
こ

で
寝
て
る
の
？
」
と
ヤ
ヨ
が

い
き
な
り
聞
い
て
き
た
。
話
は
前
回

の
続
き
。
い
つ
も
の
公
園
に
ヤ
ヨ
が

子
ど
も
２
匹
（
ふ
み
と
シ
ロ
）
を
連

れ
て
き
た
と
こ
ろ
。
人
間
が
い
な
い

の
を
い
い
こ
と
に
、
２
匹
は
は
し
ゃ

ぎ
ま
わ
っ
て
い
る
。

突
然
の
質
問
に
吾
輩
は
面
食
ら
う
。

「
え
え
と
…
、
そ
う
だ
に
ゃ
あ
。
吾

輩
が
厄
介
に
な
っ
て
い
る
多
摩
研
の

事
務
所
は
、
作
業
用
の
机
が
い
く
つ

も
あ
る
し
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
も
多
い
の

で
、
狭
く
て
隠
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が

一
杯
あ
る
。
部
屋
の
カ
ベ
と
ダ
ン

ボ
ー
ル
の
隙
間
に
身
を
潜
め
た
り
、

机
の
下
の
ス
ペ
ー
ス
で
寝
た
り
、
状

況
に
よ
っ
て
変
え
る
の
だ
に
ゃ
あ
」

吾
々
ネ
コ
は
狭
い
ス
ペ
ー
ス
が
大

好
き
な
の
だ
に
ゃ
。
人
間
か
ら
見
た

ら
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
ネ
コ
の
身
体
で

入
れ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
と

こ
ろ
も
、
柔
ら
か
い
身
体
で
ス
ル
ッ

と
入
り
込
ん
で
い
く
。
基
本
は
外
敵
、

2017年10月　陸前高田の某災害公営住宅より。右奥はできて間もな
いショッピングセンター。今ではだいぶ整備が進んでいるはずだにゃ。
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規
模
が
で
か
い
ん
で
元
か
ら
印
象
に

残
っ
て
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
二
〇
一

七
年
の
時
は
震
災
の
語
り
部
ガ
イ
ド

の
方
に
案
内
し
て
も
ら
っ
た
ん
で
す

よ
」「
な
る
ほ
ど
、
ど
う
で
し
た
？
」

「
ま
だ
新
し
い
災
害
公
営
住
宅
を

見
せ
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
ね
。
ち
な

み
に
陸
前
高
田
で
は
や
っ
ぱ
り
こ
の

建
設
も
U
R
に
委
託
し
て
い
ま
す
。

高
齢
者
に
優
先
的
に
入
居
し
て
も
ら

う
結
果
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
作
り
に

く
い
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
り
、
他

の
と
こ
ろ
で
建
て
て
い
る
集
合
住
宅

を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
の
で
、
ハ
ー

ド
面
で
も
高
齢
者
が
多
い
実
態
に

合
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ

た
み
た
い
で
す
ね
」

白
ヒ
ゲ
の
研
究
室
長
が
話
を
始

め
る
。「
災
害
公
営
住
宅
の
問
題
点

は
既
に
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
時

か
ら
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
仮
設

住
宅
に
比
べ
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形

成
が
難
し
い
点
、
入
居
の
制
度
上
高

齢
者
の
割
合
が
高
く
な
る
点
は
3
・

都
市
部
で
ネ
コ
が
ま
ず
気
遣
う
の
は

人
間
に
見
つ
か
ら
ず
安
心
し
て
眠
れ

る
ス
ペ
ー
ス
を
探
す
の
だ
に
ゃ
。
ち

な
み
に
こ
れ
は
本
能
み
た
い
な
も
の

だ
か
ら
、
人
間
と
一
緒
に
暮
ら
し
て

い
て
も
、
眠
る
と
き
は
ジ
ャ
マ
さ
れ

な
い
ス
ペ
ー
ス
を
好
む
同
胞
が
多
い
。

「
ど
う
し
た
ん
ヤ
ヨ
、
え
え
寝
床

見
つ
か
ら
へ
ん
の
？
」
と
チ
ー
子
が

言
う
。「
う
う
ん
。
そ
う
じ
ゃ
な
く

て
ね
、
ふ
み
と
シ
ロ
が
大
き
く
な
っ

て
来
た
で
し
ょ
。
ち
っ
ち
ゃ
い
頃
は

私
の
す
ぐ
そ
ば
で
、
そ
れ
こ
そ
く
っ

つ
い
て
寝
て
た
け
ど
、
こ
れ
だ
け
大

き
く
な
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
場
所

で
眠
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
ん
だ
よ

ね
」
と
、
少
し
寂
し
げ
で
あ
る
に
ゃ
。

寝
床
と
い
う
か
、
家
の
問
題
は
人

間
諸
君
に
と
っ
て
は
シ
ビ
ア
な
問
題

で
あ
る
。
住
宅
は
セ
ー
フ
テ
ィ
ー

ネ
ッ
ト
の
最
重
要
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

某
日
、
多
摩
研
事
務
所
で
の
お
話
。

今
日
は
会
議
に
ゃ
の
で
、
吾
輩
は
人

に
踏
み
つ
け
ら
れ
ぬ
よ
う
、
本
棚
の

上
の
ス
ペ
ー
ス
に
ご
ろ
に
ゃ
ん
と
陣

取
っ
て
高
み
の
見
物
で
あ
る
。

「
掃
除
し
て
た
ら
こ
ん
な
資
料
が

出
て
き
ま
し
て
ね
」
と
坊
主
頭
が

U
R
（
都
市
再
生
機
構
）
の
情
報
誌

を
見
せ
る
。
二
〇
一
七
年
夏
の
も
の

で
あ
る
。
坊
主
頭
と
同
じ
多
摩
市
に

住
ん
で
い
る
編
集
長
が
言
う
。「
多

摩
セ
ン
タ
ー
の
U
R
で
も
ら
っ
た

の
？
」「
い
え
、
そ
れ
だ
っ
た
ら
見

た
後
す
ぐ
に
捨
て
て
た
と
思
う
ん
で

す
よ
ね
。
こ
れ
は
陸
前
高
田
に
行
っ

た
時
に
も
ら
っ
た
の
で
、
他
の
資
料

と
一
緒
に
保
管
し
て
あ
っ
た
ん
で
す

よ
」陸

前
高
田
と
い
え
ば
東
日
本
大
震

災
の
被
災
地
の
中
で
も
最
大
規
模
の

復
興
事
業
が
行
わ
れ
た
場
所
で
、
中

心
市
街
地
の
か
さ
上
げ
だ
け
で
も
約

千
六
百
億
円
と
い
う
（『
読
売
』
二

〇
二
一
年
一
月
一
〇
日
）。「
U
R
が

開
発
し
た
街
（
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ

ン
）
で
暮
ら
し
て
い
る
身
と
し
て
は
、

陸
前
高
田
の
市
街
地
の
復
興
に
U
R

11
以
前
か
ら
わ
か
っ
て
い
た
こ
と
な

ん
で
す
。
対
処
を
し
よ
う
と
し
て
い

る
面
は
あ
り
ま
す
が
多
く
は
い
わ
ゆ

る
対
症
療
法
で
、
抜
本
的
な
対
策
を

で
き
て
い
る
と
こ
ろ
は
ま
だ
多
く
な

い
わ
け
で
す
」「
仮
設
住
宅
と
の
違

い
は
な
ん
な
ん
で
し
ょ
う
か
」

「
仮
設
は
、
狭
く
て
不
便
な
面
が

問
題
で
は
あ
り
ま
す
が
、
い
わ
ゆ
る

長
屋
み
た
い
な
形
で
、
隣
近
所
と
の

交
流
が
し
や
す
い
ん
で
す
。
ま
た
、

住
宅
を
失
っ
た
人
み
ん
な
が
入
る
の

で
、
地
域
の
様
々
な
人
が
入
居
し
ま

す
。
実
は
阪
神
淡
路
の
時
は
、
こ
こ

で
も
高
齢
者
を
優
先
さ
せ
た
結
果
地

域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
バ
ラ
バ
ラ
に

な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
教
訓
を
活
か

し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ご
と
に
仮
設

に
入
る
こ
と
が
、
東
日
本
大
震
災
で

は
あ
る
て
い
ど
で
き
た
ん
で
す
」

「
そ
こ
は
教
訓
が
生
か
さ
れ
た
ん
で

す
ね
」

「
し
か
し
仮
設
か
ら
先
は
、
自
分

で
住
宅
を
建
て
る
に
せ
よ
、
引
っ
越

す
に
せ
よ
、
若
い
世
代
が
先
に
抜
け

て
い
き
ま
す
。
自
力
再
建
が
で
き
な

い
人
が
残
り
、
災
害
公
営
住
宅
に
入

る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

仮
設
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
分
断
さ
れ

ま
す
。
そ
の
上
に
、
U
R
の
建
て
た

団
地
型
の
災
害
公
営
住
宅
は
、
造
り

が
し
っ
か
り
し
て
い
る
反
面
、
規
模

が
大
き
い
し
高
層
に
な
り
が
ち
で
、

生
活
の
中
で
人
が
出
会
う
場
が
限
ら

れ
て
い
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
作
り

づ
ら
い
わ
け
で
す
。
神
戸
で
は
、
建

設
か
ら
十
年
く
ら
い
経
っ
た
頃
に
は

住
民
の
高
齢
化
が
問
題
に
な
り
、

N
P
O
な
ど
の
見
回
り
活
動
を
や
っ

た
り
し
て
い
ま
す
が
、
抜
本
的
な
解

決
に
は
な
り
ま
せ
ん
」
と
、
悔
し
さ

を
に
じ
ま
せ
な
が
ら
言
っ
て
い
る

に
ゃ
。

「
元
か
ら
高
齢
化
率
の
高
か
っ
た

東
北
で
は
、
入
居
直
後
か
ら
問
題
に

な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
」
と
、

編
集
長
も
暗
澹
た
る
思
い
の
よ
う
で

あ
る
。

「
こ
の
U
R
の
情
報
誌
を
見
る
と
」

と
坊
主
頭
が
冊
子
を
広
げ
る
。「
気

仙
沼
駅
前
に
U
R
が
一
二
階
建
て
と

一
三
階
建
て
の
災
害
公
営
住
宅
を
建

設
し
て
い
て
、
多
様
な
世
帯
が
入
れ

る
よ
う
に
間
取
り
を
六
種
類
作
る
と

い
う
工
夫
を
し
て
は
い
ま
す
。
ほ
か

に
も
、
こ
こ
に
は
書
い
て
い
ま
せ
ん

が
、
団
地
型
で
は
な
く
戸
建
て
や
長

屋
型
の
よ
う
な
公
営
住
宅
を
作
っ
て

い
る
自
治
体
も
あ
り
ま
す
。
多
様
な

メ
ニ
ュ
ー
を
提
示
で
き
る
こ
と
自
体

は
悪
く
な
い
の
で
す
が
、
や
は
り

「
公
営
」
住
宅
で
す
か
ら
、
根
本
は
、

設
営
の
時
点
で
住
民
の
自
治
に
よ
っ

て
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、

と
い
う
と
こ
ろ
の
問
題
だ
と
思
い
ま

す
」。「
う
ー
ん
、
こ
う
い
う
場
合
は

ど
う
い
う
形
の
自
治
が
あ
り
得
る
ん

で
し
ょ
う
か
」

「
津
波
の
被
害
に
よ
る
集
団
移
転

で
一
番
早
く
移
転
で
き
た
と
言
わ
れ

て
い
る
の
が
、
宮
城
県
岩
沼
市
の
玉

浦
西
地
区
で
す
。「
農
地
を
造
成
し

た
約
二
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
、
災
害
公

営
住
宅
を
含
む
三
二
五
戸
約
千
人
が

暮
ら
す
」（『
朝
日
』
二
〇
二
〇
年
一

一
月
二
〇
日
）
と
い
う
場
所
で
す
。

そ
こ
で
は
、
時
間
が
か

か
っ
て
も
い
い
か
ら
、

移
転
後
の
町
を
ど
の
よ

う
な
形
に
す
る
か
、
住

民
参
加
で
一
か
ら
議
論

し
て
決
め
て
い
ま
す
。

そ
れ
が
結
果
的
に
早
い

決
着
に
つ
な
が
り
ま
し

た
」「
そ
ん
な
こ
と
が

可
能
な
ん
で
す
ね
！
」

み
た
い
な
巨
大
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
が

関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
複
雑
な
思
い

が
し
て
、
こ
の
パ
ン
フ
を
持
っ
て

帰
っ
て
き
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し

た
」「

K
さ
ん
（
坊
主
頭
）
は
、
陸
前

高
田
に
も
結
構
行
っ
て
る
ん
で
し

た
っ
け
？
」
と
ノ
ゾ
ミ
さ
ん
が
話
に

入
っ
て
き
た
。「
通
り
す
が
り
程
度
の

こ
と
が
多
い
ん
で
す
が
、
盛
り
土
を

運
ぶ
巨
大
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
と
か
、

「
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
ト
も
で
き
る
建

築
の
専
門
家
が
中
に
入
っ
て
、
出
て

き
た
意
見
を
実
現
可
能
な
形
に
設
計

す
る
こ
と
は
や
っ
て
い
ま
す
。
仙
台

平
野
に
広
が
る
岩
沼
市
は
、
規
模
に

合
っ
た
平
地
の
移
転
先
が
早
く
見
つ

か
っ
た
こ
と
（
平
地
の
少
な
い
三
陸

で
は
造
成
工
事
の
適
地
を
探
し
、
そ

れ
か
ら
造
成
工
事
を
し
て
よ
う
や
く

住
宅
建
設
に
移
る
）
と
い
っ
た
、
前

提
部
分
の
好
条
件
は
あ
り
ま
す
。
し

か
し
条
件
の
い
い
地
域
で
み
ん
な
住

民
の
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
議
論
を
や
っ

て
い
る
か
と
い
え
ば
全
く
そ
ん
な
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
地
域
は
、

地
域
住
民
の
議
論
、
専
門
家
の
仲
介
、

行
政
の
協
力
が
う
ま
く
い
っ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
」（
以
上
の
経
緯
は
主

に
N
H
K
ス
ペ
シ
ャ
ル
『
私
た
ち
の

町
が
生
ま
れ
た
〜
集
団
移
転
・
３

年
半
の
記
録
〜
』
二
〇
一
四
年
九
月

二
七
日
に
よ
る
）

「
集
落
の
移
転
や
、
災
害
公
営
住

宅
の
建
設
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、

行
政
や
、
委
託
を
受
け
た
デ
ィ
ベ

ロ
ッ
パ
ー
は
、「
お
客
様
」
へ
の
意

向
調
査
に
近
い
よ
う
な
こ
と
は
し
て

い
る
で
し
ょ
う
が
、
住
宅
を
失
っ
た

被
災
者
を
、
住
民
と
い
う
自
治
の
主

体
と
し
て
ち
ゃ
ん
と
捉
え
て
い
る
か

ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
表
面
的
に
き
れ

い
な
復
興
で
あ
っ
て
も
絵
に
か
い
た

モ
チ
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
」
と
、
編

集
長
が
ま
と
め
る
。

本
来
は
、
災
害
に
よ
っ
て
住
宅
と

い
う
最
大
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト

を
失
っ
た
地
域
の
住
民
が
、
こ
の
問

題
の
主
体
に
ゃ
の
で
あ
る
。
住
宅
を

失
っ
た
た
め
と
て
も
厳
し
い
状
況
の

中
で
動
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

で
は
あ
る
が
、
だ
か
ら
こ
そ
自
治
の

主
体
と
し
て
の
権
利
を
尊
重
さ
れ
て

当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
む
ろ
ん
、

今
後
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
災
害
の

復
興
の
基
本
と
し
て
ふ
ま
え
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
ニ
ャ
い
。

マ
ち
ゃ
ん
は
、
寝
る
時
ど
こ

で
寝
て
る
の
？
」
と
ヤ
ヨ
が

い
き
な
り
聞
い
て
き
た
。
話
は
前
回

の
続
き
。
い
つ
も
の
公
園
に
ヤ
ヨ
が

子
ど
も
２
匹
（
ふ
み
と
シ
ロ
）
を
連

れ
て
き
た
と
こ
ろ
。
人
間
が
い
な
い

の
を
い
い
こ
と
に
、
２
匹
は
は
し
ゃ

ぎ
ま
わ
っ
て
い
る
。

突
然
の
質
問
に
吾
輩
は
面
食
ら
う
。

「
え
え
と
…
、
そ
う
だ
に
ゃ
あ
。
吾

輩
が
厄
介
に
な
っ
て
い
る
多
摩
研
の

事
務
所
は
、
作
業
用
の
机
が
い
く
つ

も
あ
る
し
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
も
多
い
の

で
、
狭
く
て
隠
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が

一
杯
あ
る
。
部
屋
の
カ
ベ
と
ダ
ン

ボ
ー
ル
の
隙
間
に
身
を
潜
め
た
り
、

机
の
下
の
ス
ペ
ー
ス
で
寝
た
り
、
状

況
に
よ
っ
て
変
え
る
の
だ
に
ゃ
あ
」

吾
々
ネ
コ
は
狭
い
ス
ペ
ー
ス
が
大

好
き
な
の
だ
に
ゃ
。
人
間
か
ら
見
た

ら
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
ネ
コ
の
身
体
で

入
れ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
と

こ
ろ
も
、
柔
ら
か
い
身
体
で
ス
ル
ッ

と
入
り
込
ん
で
い
く
。
基
本
は
外
敵
、

6つの集落が集まって玉浦西住宅ができたこと
を伝える碑。6つの集落が旧玉浦村にあったこ
とからこの名がついた。
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動きや話を聞いてみると、新たに変化する

部分があり、このような気流が保守、進歩

の境界を崩しているようです。それが中道

層やスウィングヴォーターを捕まえるため

の政治工学的行動であるかも知れませんが、

私は肯定的な変化だと思います。特に、

「国民の力」がキャンドル革命、弾劾、総

選挙敗北などを通じて、過去の極右性向や

イメージから少しずつ脱皮しようとする動

きが非常に興味深いです。「国民の力」の

このような姿に20・30世代が高い点数をあ

げたのではないかと推測してみます。

＃政争になってしまった補欠選挙

先述した補欠選挙の雰囲気とは別に、私

は今回の補欠選挙が苦々しく感じる部分も

あります。補欠選挙とは本来、いろいろな

理由により空席となった基礎自治体の首長、

議員、教育監などを再選出するための選挙

です。つまり地域で、地域のために、地域

を代表する地方自治の重要な役割を果たす

人を選ぶ重要な選挙です。ところが、今回

の選挙を見ると、地域のための公約や候補

者の能力、人となりなどよりも「ムン・ジェ

イン政権に撤退を下さなければならない」

とか「来年の大統領選挙の前哨戦であるた

め、勝たなければならない」というなど政

党同士の戦いになってしまったように見え

ます。

人々が政治に関心を持って積極的に表現

することは良いことですが、このように政

争の場になったり政治的イシューばかり話

題になるのは何か物足りなく、特にそれが

中央集権政治の形と現れるのはどうかと思

います。政治の問題に埋もれ本当に助けが

必要な人や地域の課題には、疎かになった

のではないか心配です。

4.7補欠選挙が終わって一ヶ月経った今も

韓国社会では、政治イシューが話題です。

「国民の力」と「共に民主党」は新たに院

内代表（注：韓国の国会内で活動する役職。党所属の国

会議員の中から選出される。）と党代表を選出して

いき、来年の大統領選挙に出馬を表明する

政治家が一人二人現れ、ムン・ジェイン政

権最後の内閣改組が進行中です。そんな中、

政治家、ニュース、時事雑誌等あちこちで

最も多く出てくる言葉は「民心」です。国

民の目線で国民の心を考えることが重要だ

と言うことです。与野両党はこの「民心」

を反映して改革を推進することを決意して、

新しい声を出し始めました。このような変

化がどのような結果を作り出すのかはまだ

わからないですが私は、「国民の力」と

「共に民主党」の今後の歩みに少しは肯定

的な期待が出来そうです。

具 本景
(グ・ボンギョン)

1995年韓国生まれ。

地域では、海江(ヘガ

ン)とも呼ばれます。

プル厶農業高等技術学

校・韓国放送通信大学

経済学科を卒業し、地

域の 「若い協業農場」

で2年間働きながら農業・ 農村を体験。現在

地域でプルム学生や若者のための実験農場に努

めています。
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り高かったのです。20・30世代のこのよう

な傾向について、多くの人々が驚き、私も

興味深く感じました。このようなスウィン

グヴォーター現象が20・30世代に多く起こ

る理由は何でしょうか。その理由として、

私は三つを考えています。

まず最初に、現在の20・30世代には、今

までとは異なる時代的特徴があります。私

が見たところ、現在の20・30世代は多様な

価値を追求する傾向があり、従って“こう

ではないか”と簡単に規定しにくい世代で

す。政治的にも以前の歴史から自由な部分

もあります。このような表現が適切である

か分かりませんが、現在の20・30世代は、

韓国の現代史における独裁政権や軍事クー

デター、民主化抗争、学生運動、三豐百貨

店の崩壞事故、IMF金融危機等々、過渡期の

出来事について心の重荷や負債感と言うも

のが少ないです。言い換えれば、当時の出

来事を経験した40・50世代は、良くも悪く

もその影響を大きく受けた有権者という事

です。しかし、それは決して現在の20・30

世代に対して“経験が少ない”とか“物事

をよく知らない”という評価をするわけで

はありません。ただ、多くの20・30世代が

特定の政党や政治家の岩盤支持層にはなら

なかったと指摘したいのです。

二番目に、与党である「共に民主党」の

政策失敗や傲慢が、20・30世代に強い不信

と不満、怒りを起こしました。過去10年間、

ほとんどの選挙において、20・30世代層で

は大きく勝ってきた「共に民主党」は、今

回の選挙に対しても軽い心を持っていたよ

うです。様々な不正や特恵の疑惑、暴言騒

ぎ、セクハラ事件などが与党側から次々見

つかりました。特に、今回の補欠選挙のきっ

かけとなったセクハラ事件は大きな影響を

与えました。そこに加えて、ムン・ジェイ

ン政権の不動産政策が引き続き失敗してき

たところにあいにく起きた土地住宅公社（L

H）職員の土地投機事件は20・30世代に“一

生を働いても、ソウルでは住宅一軒用意で

きない”という深い絶望感を感じさせまし

た。このような点から見ると、今回の補欠

選挙で、「国民の力」が大きな格差で勝っ

たのは、「国民の力」を多くの国民が支持

するというよりも、期待した与党に失望し

た結果としての選択であったと言えます。

いわば「共に民主党」には当選する資格が

なかったと言えるかも知れません。

最後に、私は、「国民の力」と「共に民

主党」がそれぞれかかげる保守、進歩の色

が少しずつ薄くなっていくと感じました。

元々のイメージとは異なり、最近の各党の
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共に民主党(与党)候補 国民の力(野党)候補 得票率の差

ソウル パク·ヨンソン 39.18% オ・セフン 57.50% 18.32 ポイント

釜山 キム・ヨンチュン 34.42% パク・ヒョンジュン 62.67% 28.25 ポイント

表1 2021年4月7日補欠選挙 候補者毎の得票率



先月の4月7日、韓国では国民全体の関心

を集中させた補欠選挙が行われました。当

初軽く行われると予想された補欠選挙はソ

ウルと釜山、二つの大都市の市長がセクハ

ラ事件で自殺、辞退することになり国民の4

分の1が直接関係する巨大な選挙戦に変わり

ました。私は、今回の補欠選挙が行われる

一連の過程とその結果を見ながら、今の韓

国の政治が以前とは違う変化の流れが始ま

ろうとしているのではないかと感じました。

まず、簡単に補欠選挙の結果を見ると、

ソウルと釜山、またそれ以外の多くの地域

で、野党である「国民の力」(基未来統合党)

の候補が圧倒的な得票率で当選しました。

この結果は、昨年行われた21代国会議員選

挙の結果を考えると、さらに驚く結果でし

た。21代国会議員選挙の当時は、多くの地

域において「共に民主党」が国民の支持を

受けて300席のうち180席を占める結果になっ

たのにも関わらず、1年後に行われた今回の

補欠選挙では、その時とは全く逆の結果が

起こったのです（表１参照）。

この結果を見ると、多くの国民が「共に

民主党」から背を向けたと考えられます。

しかし、もう少し詳しく分析してみると、

少し複雑な理由と原因が見えてきます。今

回の「韓国からの手紙」は、補欠選挙の結

果と過程において、私が注目した韓国の政

治状況や雰囲気について、「緑の風」の読

者の皆さんに伝えたいと思います。

＃スウィングヴォーター(swing voter)

になった20・30世代

スウィングヴォーターとは、選挙などの

投票行為で誰に投票するかを決定していな

い人達を指す政治用語です。「岩盤支持層」

に対する概念であり、最近の韓国において

は、支持する政党や政治家がなく、その時々

の政治状況やイシュー（issue/課題・論点）、

雰囲気などを見ながら投票する有権者を指

しています。このスウィングヴォーターが、

今回の補欠選挙で大きな得票率の差を作り

出しました。特にスウィングヴォーターの

大半を占めた20・30世代の選択が目に入り

ます。普段は、年齢が高いほど保守性向が

強く、若い世代ほど進歩性向が強いと言わ

れており、それに基づいて保守党(国民の力)

と進歩党(共に民主党)を支持する傾向も世

代によって分かれた場合が多くありました。

しかし、今回の補欠選挙においては、保守

党候補に投票した20・30世代が10％程度よ
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４.７補欠選挙を通じて見た
２０・３０世代

具 本景（グ・ボンギョン)

韓国からの手紙
vol.５
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財政研究会のお知らせ

第66回 学習会

「檜原村から見た多摩26市」
「多摩26市から見た檜原村」

報告者：松村 哲郎氏 (檜原村議）

日 時：2021年
5月22日(土) 14：00～

場 所：多摩住民自治研究所
参加費：300円

アマビエＴシャツ
在庫は残り少数となっております。

詳しくは事務局までお問い合わせください。

多摩研会員のみなさま、ｅ-ｍａｉｌアドレスをお教えください！

多摩研では50周年に向けて、『緑の風』以外にも様々な情報をｅ-ｍａｉｌにて発信したいと考えております。つきましては、
会員のみなさまのｅ-ｍａｉｌアドレスをお教えください。ご自分のｅ-ｍａｉｌから下記のアドレスに以下の内容を入力の上、ご送
信お願いいたします。
※添付でＰＤＦファイルやＷｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌファイル等も送信する可能性が高い
ため、ＰＣのｅ-ｍａｉｌアドレス（携帯のｅ-ｍａｉｌアドレスは不可）をお送りください。
既にｅ-ｍａｉｌで多摩研からのお知らせ等が届いている方は、お送りいただかな
くて結構です。

◆宛先：tamajitiken1972@space.ocn.ne.jp

◆件名：多摩研メールアドレス登録

◆内容：ご自分のお名前（フルネーム）

こちらのQRコードから「多
摩研お問合せフォー
ム」にアクセスしてい
ただき、ご自分のお名
前とｅ-ｍａｉｌアドレスを
お送りいただくこともで
きます。

2021年度NPO法人多摩住民自治研究所総会の開催および変更について
初夏の候、皆様におかれましてはお元気でご活躍のことと存じます。日頃より当研究所の活動にご

参加、ご協力、ご支援を賜りまして、厚く御礼申し上げます。

さて、2021年度多摩住民自治研究所の総会を開催いたしますので、ご案内いたします。特に今年は、

多摩住民自治研究所創立50周年の年でございます。コロナ禍ではございますが、ぜひとも多くの方に

ご出席いただきたく、お願い申し上げます。また、緊急事態宣言に伴い、当初予定していた会場が使

用できなくなり、会場が変更になりました。詳細は下記をご覧ください。感染対策のため、オンライ

ン（Zoom）でのご参加も可能です。

総会を必ず成立させるために、ご都合によりご欠席される場合や未定の場合には、委任状（同封）を

ご提出いただきますようお願いいたします。ご出席が可能となった場合は、委任状を破棄し、議決に

ご参加いただけます。

ＮＰＯ法人 多摩住民自治研究所総会
（１）日時 ２０２１年５月２９日（土）午後１時～午後５時

（２）会場 北多摩西教育会館 ３階ホール（中央線国立駅北口より徒歩３分）

（３）内容 ◇第1部 学習会(午後1時～午後２時45分) ※内容は同封のチラシをご覧ください。

◇第2部 総会（午後３時～午後５時まで）


