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便
利
な
世
の
中
に
なった
は
ず
な
のに
、な
ん
だ
か
生
き
づ
ら
い
。コ
ス
パ
や
タ
イ

パ
を
重
視
し
て
、効
率・生
産
性
ば
か
り
を
追
い
求
め
る
今
の
社
会
。そ
の
流
れ

につい
て
いこ
う
と
、だ
れ
も
が
お
金
を
稼
ぐ
こ
と
に
必
死
に
なって
、時
間
に

も
心
に
も
余
裕
が
な
い
。そ
ん
な
窮
屈
な
世
の
中
に
う
ん
ざ
り
し
た
り
、つい

てい
け
な
い
と
感
じ
た
こ
と
の
あ
る
人
も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。子

育
て
、介
護
、病
気
、心
の
病
、ひ
き
こ
も
り
な
ど
、社
会
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
事
情
を
抱
え
、余
白
の
な
い
社
会
で
助
け
を
求
め
て
い
る
人
た
ち
が

い
る
。彼
ら
の
居
場
所
は
、一体
ど
こに
あ
る
の
だ
ろ
う
。そ
し
て
、誰
が

そ
の
居
場
所
を
つ
く
る
の
だ
ろ
う
か
。そ
ん
な
窮
屈
な
社
会

に
、自
分
た
ち
でyohaku
をつ
く
ろ
う
と
奮
闘
す
る
人
た
ち

が
、こ
こ
い
わ
き
に
い
る
。い
わ
き
の
福
祉
の
今
、

「yohaku

」を
追
い
か
け
た
。

〜
社
会
の
余
白
のつ
く
り
か
た
〜
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余
白
の
定
義
に
余
白
が
あ
る

本
題
に
入
る
前
に
ま
ず
、
余
白
そ
の
も
の
の
意
味

を
皆
さ
ん
と
一
緒
に
考
え
て
い
き
た
い
。

辞
書
を
引
い
て
み
る
と
、
余
白
と
は
文
字
が
印
し

て
な
く
て
白
く
残
っ
て
い
る
部
分
の
こ
と
。
こ
れ
は
、

空
間
や
ス
ペ
ー
ス
と
い
う
物
質
的
な
意
味
を
示
し
て

い
る
。

次
に
私
は
、
余
白
が
ど
の
よ
う
に
世
の
中
で
使
わ

れ
て
い
る
の
か
余
白
に
関
す
る
記
事
や
書
籍
を
ひ
た

す
ら
読
ん
で
み
た
。
と
に
か
く
幅
広
い
ジ
ャ
ン
ル
で

余
白
ワ
ー
ド
は
引
っ
張
り
だ
こ
。
戦
略
的
余
白
、
人

間
関
係
の
余
白
、
時
間
の
余
白
、
心
の
余
白
…
…
。

ど
う
や
ら
余
白
は
時
間
や
思
考
、
ゆ
と
り
な
ど
目
に

見
え
な
い
非
物
質
的
な
意
味
も
含
ん
で
い
る
よ
う
だ
。

そ
の
定
義
は
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
異
な
っ
て
い
て
、

余
白
の
定
義
そ
の
も
の
に
「
余
白
」
が
あ
る
ん
だ
と

い
う
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
ひ
と
つ
共
通
し
て
い
た

こ
と
は
、
ぎ
ゅ
う
ぎ
ゅ
う
詰
め
な
場
所
に
余
白
は
な

く
て
は
な
ら
な
い
存
在
だ
と
い
う
こ
と
。

当
事
者
は
自
分
だ
っ
た

こ
こ
で
私
は
、
自
分
自
身
が
ま
さ
に
余
白
の
当
事

者
だ
と
気
づ
い
た
。

一
児
の
母
で
あ
る
私
は
、
今
年
の
春
か
ら
2
年
ぶ

り
に
社
会
復
帰
。
編
集
・
ラ
イ
タ
ー
と
し
て
勤
め
た

会
社
を
出
産
・
育
児
の
た
め
退
職
し
、
今
は
い
ご
く

編
集
部
・
小
松
の
も
と
で
働
い
て
い
る
。
ブ
ラ
ン
ク

が
あ
り
な
が
ら
も
運
良
く
編
集
・
ラ
イ
タ
ー
の
職
に

復
帰
で
き
た
が
、
慣
れ
な
い
仕
事
と
初
め
て
の
育
児

の
両
立
は
想
像
以
上
に
ハ
ー
ド
モ
ー
ド
。

子
育
て
中
の
方
な
ら
お
分
か
り
だ
と
思
う
が
、
子

育
て
を
し
な
が
ら
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
通
り
に
仕
事
を
こ

な
す
の
は
超
難
関
。
子
ど
も
が
体
調
不
良
に
な
れ
ば
、

保
育
園
か
ら
急
な
呼
び
出
し
が
あ
り
、
否
応
な
し
に

迎
え
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
流
行

り
の
病
に
か
か
れ
ば
、
数
日
さ
ら
に
は
1
週
間
ま
る

ま
る
休
ま
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
仕
事
は
溜
ま
っ
て

い
く
一
方
な
の
に
、
余
暇
に
使
い
た
い
有
給
は
ど
ん

ど
ん
減
っ
て
い
く
。

同
じ
子
育
て
中
の
先
輩
パ
パ
で
あ
る
小
松
の
理
解

も
あ
り
、
私
は
サ
ポ
ー
ト
し
て
も
ら
い
な
が
ら
、
子

ど
も
の
お
迎
え
に
合
わ
せ
て
定
時
を
変
更
す
る
な
ど

柔
軟
な
働
き
方
を
し
て
い
る
。「
働
き
方
の
余
白
」

が
で
き
た
お
か
げ
で
、
新
た
な
キ
ャ
リ
ア
を
築
く
こ

と
が
で
き
て
い
る
の
だ
。

私
の
周
り
に
も
子
育
て
と
仕
事
の
両
立
に
悩
む
マ

マ
＆
パ
パ
は
多
い
。
時
短
勤
務
や
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ

ム
制
な
ど
を
取
り
入
れ
て
い
る
企
業
も
あ
り
、
社
会

や
企
業
で
の
柔
軟
な
働
き
方
へ
の
理
解
は
進
ん
で
い

る
よ
う
に
見
え
る
が
、
個
人
が
望
む
キ
ャ
リ
ア
を
形

成
し
て
い
く
た
め
の
そ
も
そ
も
の
時
間
的
・
精
神
的

余
白
は
な
い
の
が
現
状
だ
。
子
育
て
世
代
に
限
ら
ず
、

介
護
や
病
気
・
疾
患
な
ど
で
固
定
さ
れ
た
働
き
方
が

で
き
な
い
人
は
世
の
中
に
た
く
さ
ん
い
る
。
も
し
、

柔
軟
に
働
け
る
企
業
が
増
え
「
働
き
方
の
余
白
」
が

で
き
た
ら
、
ど
れ
だ
け
の
人
が
救
わ
れ
る
だ
ろ
う
か
。

い
わ
き
の
余
白
が
「
い
ご
く
」

私
が
当
事
者
で
あ
る
よ
う
に
、
余
白
を
求
め
る
声

は
あ
ち
こ
ち
で
聞
こ
え
て
く
る
。
不
登
校
や
い
じ
め
、

ホ
ー
ム
レ
ス
、
Ｄ
Ｖ
被
害
、
病
気
や
障
が
い
な
ど
、

な
に
か
し
ら
の
生
き
づ
ら
さ
を
感
じ
て
い
る
人
は
多

い
。
そ
ん
な
生
き
づ
ら
い
世
の
中
だ
か
ら
こ
そ
、
社

会
に
余
白
を
つ
く
る
こ
と
の
で
き
る
福
祉
が
必
要
と

さ
れ
て
い
る
。

福
祉
と
い
う
と
国
や
市
が
ど
う
に
か
す
る
も
の
だ

と
思
う
も
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
十
分
と

は
い
え
な
い
。
実
は
、
私
た
ち
自
身
も
福
祉
の
担
い

手
な
の
だ
。
一
人
ひ
と
り
の
心
が
け
が
、
誰
も
が
生

き
や
す
い
社
会
へ
と
導
い
て
い
く
。

そ
し
て
、
こ
こ
い
わ
き
に
「
自
分
た
ち
で
社
会
に

余
白
を
つ
く
ろ
う
！
」
と
す
で
に
「
い
ご
き
」
出
し

て
い
る
人
た
ち
が
い
る
。
柔
軟
な
働
き
方
、
多
様
な

人
が
生
き
ら
れ
る
場
、
国
・
市
の
制
度
で
す
く
い
き

れ
な
い
人
た
ち
の
受
け
皿
…
…
い
ろ
ん
な
形
の
余
白

が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
の
余
白
が
支
援
す
る
側
・

さ
れ
る
側
と
い
う
枠
を
超
え
、
関
わ
り
し
ろ
と
な
り
、

彩
り
豊
か
な
社
会
へ
と
確
実
に
歩
み
を
進
め
て
い
た
。

今
回
の
特
集
で
は
、
い
ご
き
出
し
た
福
祉
の
最
先

端
「
い
わ
き
のyohaku

」
の
片
鱗
を
紹
介
し
な
が
ら
、

み
な
さ
ん
と
一
緒
に
新
た
なyohaku

を
つ
く
り
上

げ
て
い
き
た
い
。

　
便
利
な
世
の
中
に
な
っ
た
は
ず
な
の
に
、
な
ん
だ
か
生
き
づ
ら
い
。
コ
ス
パ
や

タ
イ
パ
を
重
視
し
て
、
効
率
・
生
産
性
ば
か
り
を
追
い
求
め
る
今
の
社
会
。
そ
の

流
れ
に
つ
い
て
い
こ
う
と
、
だ
れ
も
が
お
金
を
稼
ぐ
こ
と
に
必
死
に
な
っ
て
、
時

間
に
も
心
に
も
余
裕
が
な
い
。
そ
ん
な
窮
屈
な
世
の
中
に
う
ん
ざ
り
し
た
り
、
つ

い
て
い
け
な
い
と
感
じ
た
こ
と
の
あ
る
人
も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。子
育
て
、

介
護
、
病
気
、
心
の
病
、
ひ
き
こ
も
り
な
ど
、
社
会
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
を
抱
え
、

余
白
の
な
い
社
会
で
助
け
を
求
め
て
い
る
人
た
ち
が
い
る
。
彼
ら
の
居
場
所
は
、

一
体
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、誰
が
そ
の
居
場
所
を
つ
く
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ
ん
な
窮
屈
な
社
会
に
、
自
分
た
ち
でyohaku

を
つ
く
ろ
う
と
奮
闘
す
る
人
た

ち
が
、
こ
こ
い
わ
き
に
い
る
。
い
わ
き
の
福
祉
の
今
、「yohaku

」
を
追
い
か
け
た
。

余
　
白
〜
社
会
の
余
白
の
つ
く
り
方
〜

特
　
集

埼玉県・所沢市出身。2021 年に福島
県いわき市へ移住。旅行ガイドブック
の編集・ライターを経て、現在はフリー
で活動中。看護師の母親の影響もあり、
福祉への興味・関心が強い。一児の母。

染矢優香（そめやゆか）

取
材
・
執
筆
：
染
矢
優
香
　
　
撮
影
：
渡
辺
陽
一
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余白の実践 2

y o h a k u   n o  j i s s e n  1

y o h a k u   n o  j i s s e n  2

安
心
で
き
る
居
場
所
づ
く
り

い
わ
き
駅
か
ら
ほ
ど
近
い
、
隙
間
な
く
ビ
ル
や

商
店
が
連
立
す
る
こ
こ
に
、
若
者
の
居
場
所
と
い

う
名
のyohaku

が
あ
る
。
通
称
あ
す
び
に
や
っ

て
く
る
の
は
、
ひ
き
こ
も
り
や
不
登
校
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
理
由
で
悩
む
若
者
た
ち
。
ゲ
ー
ム
を
す
る
、

絵
を
描
く
、
だ
れ
か
と
話
す
な
ど
皆
自
由
に
過
ご

す
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
こ
こ
は
学
校
や
家
で
も
な

い
、
安
心
で
き
る
大
切
な
居
場
所
だ
。

あ
す
び
の
始
ま
り
は
、
代
表
の
清
水
国
明
さ
ん

が
自
然
に
触
れ
合
う
機
会
の
少
な
い
子
ど
も
た
ち

の
た
め
に
始
め
た
鮫
川
村
で
の
山
村
留
学
だ
っ
た
。

「
あ
る
時
、
人
の
物
を
盗
ん
だ
り
暴
力
を
振
る
う

よ
う
な
子
が
来
て
、
ど
う
し
た
ら
い
い
か
分
か
ら

な
く
て
。
ふ
た
り
き
り
で
話
し
た
時
に
初
め
て
、

親
か
ら
虐
待
を
受
け
て
い
た
と
教
え
て
く
れ
ま
し

た
」。
こ
の
出
会
い
を
き
っ
か
け
に
カ
ウ
ン
セ
リ

ン
グ
を
学
び
、
不
登
校
の
子
ど
も
た
ち
を
対
象
と

し
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
を
立
ち
上
げ
た
。
現
在
は
、
就

労
支
援
や
自
立
支
援
、
学
習
支
援
を
通
し
て
、
若

者
た
ち
の
受
け
皿
を
作
っ
て
い
る
。

あ
す
び
に
来
る
若
者
は
、
ひ
き
こ
も
り
状
態
の

人
も
多
く
、
人
と
話
す
こ
と
が
苦
手
だ
と
い
う
。

「
こ
こ
で
は
、
信
頼
で
き
る
大
人
、
時
間
、
場

所
、仲
間
、や
る
こ
と
を
整
え
て
い
ま
す
。
あ
と
は
、

と
に
か
く
話
を
聴
く
だ
け
」
と
清
水
さ
ん
は
語
る
。

話
を
聴
き
な
が
ら
、「
す
ご
い
」「
偉
い
」
と
自
信

を
持
っ
て
も
ら
え
る
声
か
け
を
し
つ
つ
、
あ
り
の

ま
ま
の
自
分
で
い
い
ん
だ
と
気
付
い
て
も
ら
え
る

命
を
支
え
る
住
居

「
居
は
気
を
移
す
」
と
い
う
孟
子
の
言
葉
が
あ

る
。
生
活
を
営
む
場
所
や
環
境
が
人
の
心
や
体
に

影
響
を
与
え
る
と
い
う
意
味
だ
。
雨
風
か
ら
身
を

守
る
、
心
と
身
体
を
休
め
る
、
自
分
だ
け
の
空
間

…
…
住
居
が
あ
る
か
ら
私
た
ち
は
安
心
し
て
生
活

で
き
る
。
し
か
し
、
な
か
に
は
住
居
を
確
保
で
き

な
い
人
た
ち
が
い
る
。
そ
ん
な
彼
ら
を
救
う
の
が
、

セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
住
宅
制
度
だ
。
所
得
な
ど

の
条
件
を
ク
リ
ア
す
る
と
、
国
と
い
わ
き
市
か
ら

最
大
各
1
万
円
ず
つ
、
合
計
2
万
円
の
家
賃
補
助

を
受
け
ら
れ
る
。

こ
の
制
度
は
、
空
き
家
問
題
を
解
決
す
る
狙
い

も
あ
り
、
入
居
者
を
必
要
と
す
る
賃
貸
人
と
、
住

宅
確
保
困
難
者
を
マ
ッ
チ
ン
グ
さ
せ
る
。
入
居
後
、

希
望
し
な
い
限
り
特
別
な
支
援
は
な
い
。
し
か
し
、

代
表
の
田た

ご子
一は

じ
めさ

ん
が
運
営
す
る
共
生
の
杜
青
山

は
一
味
違
う
。
県
内
で
も
数
少
な
い
シ
ェ
ア
ハ
ウ

ス
型
で
、
全
15
室
の
個
室
が
あ
り
、
ト
イ
レ
や
お

風
呂
な
ど
は
共
有
。
さ
ら
に
田
子
さ
ん
の
手
料
理

の
提
供
や
相
談
ご
と
に
の
る
な
ど
、
居
住
者
を
手

厚
く
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
。

自
ら
受
け
皿
を
つ
く
る

「
市
内
の
病
院
に
勤
め
て
い
た
頃
、
東
日
本
大

震
災
が
起
き
て
被
災
者
支
援
を
経
験
し
ま
し
た
。

そ
の
時
に
、
住
む
場
所
を
失
っ
た
人
が
支
援
に
よ

っ
て
自
立
し
て
い
く
姿
を
み
て
、
自
然
災
害
だ
け

よ
う
サ
ポ
ー
ト
す
る
。
理
事
の
神
永
い
つ
か
さ
ん

は
「
言
葉
に
詰
ま
っ
て
沈
黙
が
あ
っ
て
も
、
一
緒

に
次
の
言
葉
を
待
ち
ま
す
」
と
話
す
。
ス
タ
ッ
フ

の
寄
り
添
う
姿
勢
が
、
若
者
た
ち
の
心
を
開
く
。

自
分
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
場
所
が
で
き
た
若
者

た
ち
は
、
そ
の
安
心
感
か
ら
社
会
へ
飛
び
立
つ
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
。

自
立
す
る
ま
で
全
力
サ
ポ
ー
ト

自
立
支
援
と
い
っ
て
も
、
就
職
す
る
こ
と
が
ゴ

ー
ル
で
は
な
い
。
あ
す
び
が
掲
げ
る
自
立
と
は
、

自
分
の
こ
と
を
知
り
、
決
断
し
、
責
任
が
取
れ
る

こ
と
。
心
理
学
を
取
り
入
れ
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

を
は
じ
め
、
炊
事
や
掃
除
な
ど
生
活
の
基
本
も
レ

ク
チ
ャ
ー
す
る
。

で
な
く
、
な
ん
ら
か
の
理
由
で
住
宅
確
保
に
困

っ
て
い
る
人
が
い
る
の
で
は
と
思
っ
た
ん
で
す
」。

こ
う
し
て
、
田
子
さ
ん
は
老
朽
化
し
た
ビ
ル
を
借

り
上
げ
、
自
ら
リ
フ
ォ
ー
ム
を
行
い
、
２
０
２
２

年
か
ら
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
住
宅
の
受
け
入
れ
を

始
め
た
。

し
か
し
、
蓋
を
開
け
て
み
る
と
、
家
賃
補
助
を

受
け
て
も
な
お
家
賃
を
払
え
な
い
ほ
ど
生
活
に
困

窮
し
た
人
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
。

「
行
政
の
力
だ
け
で
は
支
援
を
必
要
と
す
る
人

た
ち
を
救
う
の
は
限
界
が
あ
る
。
私
の
よ
う
な
民

間
が
動
き
出
す
必
要
が
あ
る
と
痛
感
し
ま
し
た
」。

厳
し
い
現
実
を
知
っ
た
田
子
さ
ん
は
、
生
活
保
護

受
給
者
や
税
金
の
滞
納
が
あ
る
人
な
ど
、
行
政
の

制
度
で
は
救
え
な
い
人
た
ち
も
引
き
受
け
る
こ
と

に
し
た
。ま
さ
に
自
らyohaku

を
つ
く
っ
た
の
だ
。

だ
が
、
無
事
に
就
職
で
き
て
も
、
3
日
で
戻
っ

て
く
る
若
者
が
多
い
と
話
す
。

「
仕
事
で
問
題
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
皆

怖
く
て
し
か
た
が
な
い
と
言
う
ん
で
す
。
本
当
は

職
場
ま
で
行
っ
て
そ
ば
に
い
て
あ
げ
た
い
」。
そ

う
考
え
た
清
水
さ
ん
は
、
法
人
独
自
の
事
業
を
始

め
、
彼
ら
の
た
め
の
働
く
場
を
作
っ
た
。
フ
ー
ド

ト
ラ
ッ
ク
で
弁
当
を
販
売
・
接
客
を
経
験
し
、
働

く
こ
と
の
自
信
を
つ
け
て
も
ら
う
た
め
だ
。

こ
こ
を
飛
び
立
っ
た
若
者
は
た
く
さ
ん
い
る
。

一
度
の
面
談
で
数
十
年
抱
え
て
い
た
悩
み
が
解
決

し
た
り
、
人
と
話
せ
な
か
っ
た
子
が
接
客
の
仕
事

に
就
い
た
り
。
若
者
の
可
能
性
は
無
限
大
だ
。「
い

ろ
ん
な
奇
跡
に
立
ち
会
え
る
か
ら
、
お
も
し
ろ
く

て
や
め
ら
れ
な
い
ん
で
す
」。
そ
う
語
る
清
水
さ

ん
の
目
は
キ
ラ
キ
ラ
と
輝
い
て
い
た
。

こ
こ
に
や
っ
て
く
る
人
た
ち
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
、

車
上
生
活
者
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
を
抱
え
て
い

る
。
田
子
さ
ん
は
、
彼
ら
の
命
を
守
る
た
め
、
セ

ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
住
宅
の
枠
を
越
え
た
支
援
を
精

力
的
に
行
う
。
苦
労
す
る
こ
と
も
多
い
と
い
う
が
、

田
子
さ
ん
は
「
自
立
し
て
い
く
姿
を
み
る
と
頑
張

っ
て
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
大
き
な
心
の
支
え

で
す
ね
」
と
語
る
。

利
用
者
と
関
わ
る
な
か
で
、
深
刻
な
問
題
も
見

え
て
き
た
。

「
親
の
手
料
理
を
食
べ
た
こ
と
の
な
い
若
者
や
、

高
齢
者
の
就
職
先
が
警
備
か
清
掃
し
か
な
い
と
か
、

い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
見
え
て
き
て
。
今
後
は
子
ど

も
た
ち
の
支
援
も
や
り
た
い
で
す
」。
田
子
さ
ん

が
つ
く
るyohaku

は
こ
れ
か
ら
も
広
が
っ
て
い

く
。

み
ん
な
の
居
場
所

あ
す
び
ん
ち

共
生
の
杜 

青せ
い
ざ
ん山

い
わ
き
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
み
ん
な
の
居
場
所
づ
く
り
、
学
習
支
援
な
ど
の

行
政
受
託
事
業
を
通
し
、
自
立
や
就
労
に
悩
む
若
者
へ
の
サ
ポ
ー
ト
を
行
う
。
法
人
独
自
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
「
あ
す
び
・
お
む
す
び
・
え
ん
む
す
び
」
事
業
で
は
、
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
に
よ
る
ソ
フ

ト
ク
リ
ー
ム
の
販
売
な
ど
、
就
労
へ
の
一
歩
を
導
い
て
い
る
。

住
宅
確
保
が
困
難
な
人
た
ち
を
対
象
と
し
た
県
内
で
も
例
の
少
な
い
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
型
セ
ー

フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
住
宅
。
住
居
だ
け
で
な
く
、
食
事
の
提
供
や
困
り
ご
と
の
相
談
な
ど
手
厚

い
サ
ポ
ー
ト
も
行
う
。
ほ
か
に
も
、
災
害
時
や
子
ど
も
た
ち
の
緊
急
避
難
場
所
な
ど
「
命
を
守

る
」
施
設
と
し
て
運
営
す
る
。

住所：いわき市平五町目 17-5
TEL：090-4313-4392
Email：ibasyo@asubi.jp
URL：asubi.jp

住所：いわき市植田町南町一丁目 5-2
TEL：0246-38-6671、080-7732-3436
Email：willmencat@gmail.com
URL：kyouseinomori-seizan.com

みんなの居場所　あすびんち共生の杜青山
NPO法人 明日飛子ども自立の里特定非営利活動法人

魔法のような言葉で若者たちの心を紐解く代表の清水さん

支援することが楽しいと語る神永さん無農薬有機野菜をふんだんに使用した食事。

自家製ジャムや味噌を作るほど田子さんは大の料理好き。
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データ 市内の不登校件数

出典：令和５年度第２回総合教育会議（令和４年）

127
346

生徒 1000人あたり 8.1 人

生徒 1000人あたり 43.0 人

　実際いわきには、どれだけ余白を必要とする人がいるのだろう。おおまかな例とし

て、３つのデータを見ていこう。まず、データ１が示すのは小中学校の不登校件数。文部

科学省の調査によれば、2023年度の全国の小中学校における不登校児童生徒数は34

万6482人で、過去最多を記録。いわきでも年々その数は増加傾向にある。不登校にな

ると、家族以外の人と交流する機会や社会との関わりが減り、家で過ごす時間が増えて

いく。そして、それをきっかけにデータ２のひきこもりになるケースが多いという。

　次に、データ２を見ると、市内のひきこもりは推計で約3500人以上いることがわか

る。家から出られない人や外出できる人など程度はさまざま。ひきこもりは、仕事や学

校に行かず、家族以外の人との交流をほとんどせずに6か月以上続けて自宅にひきこ

もっている状態をいう。長期化すると、本人だけでなく家族も孤立し、やがて近年社会

問題となっている8050問題へと発展してしまう。

　最後のデータ３が示す生活困窮相談件数とは、生活保護の受給には至らないものの、

経済的・社会的に自立して生活するのが困難な人たちからの相談件数のこと。おもに、

ひとり親、障がい者、退職後の高齢者などが該当するが、コロナ禍の時期には職や住居

を失い一時的に生活困窮となった人も多かったという。データ３の件数は、いわき市生

活・就労センターに相談に訪れた件数を表しており、実際の数はさらに多いと予想さ

れている。彼らをすくい取るために、生活困窮者自立支援制度が整備されているもの

の、実際は世の中にその名が知られてないことや、自身が当事者だと気付いてないとい

うのが現状だ。

　このデータから見ると、実は余白を必要とする人たちは私たちの身近にいる。そし

て、私たちだって、いつかなにかのきっかけでこのデータのひとりになることもあり得

るだろう。だからこそ、身近な誰かのためにも、私たちのためにも余白は必要ではない

だろうか。

市内のひきこもり件数 3,563

1,405人

1,759人
283人

116人
趣味の用事だけ外出する

準ひきこもり

狭義のひきこもり

近所のコンビニ等には
外出する

自室からは出るが
家からは出ない

自室から出ない

49%

8%

3%

40%

生活困窮相談件数

出典：令和 5年度いわき市保健福祉課調べ

いわき市生活・就労センターへの相談件数

332
91

いわき市の年齢人口分布

DATE

1

データ2

データ3

小学校

中学校

人

人

人

新規相談

支援ケース

件

件

出典：令和４年 内閣府「こども・若者の意識と生活に関する調査報告書」より推計

（令和 5年 10月 1日現在）

9,389 人
25,147 人
175,920 人
103,110 人

0～4歳
5～14歳
15～64歳
65～歳

基礎参考データ

新
た
な
働
き
方
、
始
ま
る

子
育
て
や
介
護
、
病
気
、
障
が
い
な
ど
の
事
情

を
抱
え
る
人
た
ち
は
、
柔
軟
に
働
け
る
場
を
求
め

て
い
る
一
方
で
、
企
業
側
は
年
々
人
材
不
足
が
深

刻
化
し
、
雇
用
に
苦
し
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
誕
生

し
た
新
た
な
働
き
方
が
「
超
短
時
間
雇
用
」。
最

大
の
特
徴
は
、
1
日
15
分
、
週
1
日
か
ら
働
け
る

点
だ
。
労
働
時
間
の
条
件
が
あ
る「
短
時
間
労
働
」

と
違
い
、
労
働
時
間
が
短
く
よ
り
柔
軟
な
働
き
方

が
で
き
る
。
全
国
で
始
ま
っ
た
こ
の
取
り
組
み
を
、

い
わ
き
で
は
市
を
挙
げ
て
力
を
入
れ
て
い
る
。

こ
の
働
き
方
を
い
ち
早
く
導
入
し
た
の
が
坂
本

紙
店
だ
。
代
表
の
坂
本
匡
蔵
さ
ん
は
こ
こ
数
年
、

慢
性
的
な
人
手
不
足
に
悩
ん
で
い
た
。「
超
短
時

間
雇
用
を
知
り
、
こ
れ
な
ら
障
が
い
者
な
ど
働
く

場
を
必
要
と
す
る
人
の
助
け
に
な
る
し
、
企
業
は

人
手
不
足
の
解
消
に
な
る
と
思
い
ま
し
た
」。
坂

本
さ
ん
は
、
す
ぐ
に
導
入
を
決
め
た
の
だ
が
、
一

部
の
社
員
か
ら
は
戸
惑
い
の
声
が
あ
が
っ
た
。

「
従
業
員
か
ら
お
客
さ
ん
や
取
引
先
の
印
象
に

影
響
す
る
の
で
は
？
と
か
、
社
長
は
楽
観
的
に
考

え
す
ぎ
と
言
わ
れ
て
し
ま
っ
て
。
担
当
の
方
を
お

呼
び
し
て
、
従
業
員
に
納
得
し
て
も
ら
え
る
よ
う

に
説
明
会
を
開
き
ま
し
た
」。

余
白
が
も
た
ら
し
た
変
化

こ
う
し
て
坂
本
紙
店
に
ヤ
マ
キ
さ
ん
が
仲
間
入

り
し
た
。
任
さ
れ
た
仕
事
は
、
検
品
作
業
。
人
と

話
す
こ
と
が
苦
手
な
ヤ
マ
キ
さ
ん
の
た
め
、
ひ
と

り
に
な
れ
る
ス
ペ
ー
ス
も
確
保
し
、
週
1
日
2
時

間
と
い
う
契
約
で
働
き
始
め
た
。

「
初
め
は
不
安
と
緊
張
で
い
っ
ぱ
い
で
し
た
。

社
長
や
店
長
に
ゆ
っ
く
り
で
い
い
よ
と
声
を
か
け

て
も
ら
い
、
も
っ
と
で
き
る
よ
う
に
な
り
た
い
と

い
う
気
持
ち
が
強
く
な
り
ま
し
た
」
と
ヤ
マ
キ
さ

ん
。最

初
は
人
目
に
つ
か
な
い
店
舗
裏
の
倉
庫
で
作

業
を
し
て
い
た
が
、
徐
々
に
慣
れ
て
い
き
店
舗
の

片
隅
で
作
業
で
き
る
ま
で
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
自

信
の
つ
い
た
ヤ
マ
キ
さ
ん
は
、
自
ら
棚
の
補
充
を

や
り
た
い
と
申
し
出
て
、
店
舗
に
も
出
る
よ
う
に

な
っ
た
。

「
自
分
か
ら
働
く
時
間
も
増
や
し
た
い
と
言
っ

て
く
れ
て
、
今
は
週
3
日
2
時
間
以
上
働
い
て
い

ま
す
」
と
代
表
の
坂
本
さ
ん
も
う
れ
し
そ
う
に
語

る
。店

長
の
佐
藤
栄
子
さ
ん
は
「
作
業
が
早
い
と
ベ

テ
ラ
ン
の
ス
タ
ッ
フ
も
太
鼓
判
を
押
す
ほ
ど
。
店

で
お
客
さ
ん
に
話
し
か
け
ら
れ
て
も
対
応
で
き
る

く
ら
い
成
長
し
ま
し
た
」
と
ヤ
マ
キ
さ
ん
の
仕
事

ぶ
り
を
評
価
す
る
。

変
わ
っ
た
の
は
、
ヤ
マ
キ
さ
ん
だ
け
で
は
な
い
。

「
人
手
不
足
の
時
は
、
皆
殺
伐
と
し
た
雰
囲
気

で
し
た
。
ヤ
マ
キ
さ
ん
が
来
て
く
れ
て
社
員
も
優

し
く
な
り
、
社
内
の
雰
囲
気
が
よ
く
な
っ
た
ん
で

す
」
と
代
表
の
坂
本
さ
ん
に
と
っ
て
も
予
想
外
の

社
内
の
変
化
に
驚
い
た
と
い
う
。
働
き
方
の
余
白

が
生
ま
れ
た
こ
と
で
、
当
事
者
だ
け
で
な
く
、
周

り
の
人
の
心
に
も
余
白
が
生
ま
れ
た
。yohaku

の
連
鎖
は
こ
れ
か
ら
も
続
い
て
い
く
。

坂
本
紙
店

い
わ
き
市
平
に
あ
る
文
房
具
店
。
勉
強
や
仕
事
に
欠
か
せ
な
い
文
房
具
や
和
洋
紙
を
バ
ラ

エ
テ
ィ
豊
か
に
揃
え
て
お
り
、
こ
だ
わ
り
の
一
品
を
探
し
求
め
る
客
の
心
を
射
止
め
て
い

る
。
慢
性
的
な
人
手
不
足
を
解
消
す
る
た
め
創
業
１
０
０
年
を
超
え
る
老
舗
企
業
が
、
市

内
で
い
ち
早
く
超
短
時
間
雇
用
を
取
り
入
れ
た
。

住所：いわき市平字一町目 15
TEL：0246-24-1123
URL：www.sakamotokami10.com

坂本紙店

超時短雇用は双方にとってメリットだと語る坂本さん

取材中もヤマキさん（左）に優しく寄り添う店長の佐藤さん（右）
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y o h a k u   t a i d a n

ワタシ

若者の居場所、制度で掬いきれない人の受け皿、柔軟な働き方……いろんな
yohakuがいわきでいごいているが、果たして余白の当事者や余白に関わる人た
ちは、yohakuをどう感じているのだろう。Ｐ4で紹介したあすびに通う方に「ワ
タシのyohaku（私の余白）」、そして、社会・福祉に関わる方々に「シャカイの
yohaku（社会の余白）」をテーマにお話しいただき、新たなyohakuを探ってみた。

1

シャカイ
2

余白の存在が心をひらかせた

編集部　今日はお忙しいところありがとうございます。まず、あすびと出会っ
たきっかけを教えてください。

うさぎ　小学生の頃から人付き合いが苦手で、いじめもあって5年ぐらいひき
こもりをしていました。ある時、知人があすびを紹介してくれて、最初は登録

だけして、そのあとは行かなかったんです。１年ぐらい経って、ふと、今なら

遊びに行ける、人と話せるかも、と思ってそこから通い始めました。

編集部　１年経ってから通い出したんですね！　それはなにかきっかけがあっ
たとか？

うさぎ　それが全然思い出せない……。でも、家ではない自分の居場所がほし
いと思った気がします。あすびに登録してから、時間をかけて気持ちの整理を

つけて、外に出かけてみようと思ったんです。

編集部　居場所、まさに今回の特集である余白を探していたんですね。通って
からなにか変化はありましたか？

うさぎ　行ってみたら雰囲気が良くて、また来てみようと思ったんです。それ
を繰り返しているうちに、スタッフの方がたくさん話しかけてくれるので話せ

るようになって。そして、今度は利用者と話せるようになって、徐々に人と話

すことへの苦手意識がなくなっていきました。

編集部　今こうして話してる様子を見ても、話すことが苦手だったと思えない
です。

うさぎ　それよく言われるんです！ひきこもりだったと言っても信じてもらえ
なくて（笑）。昔はボソボソと話していたんですけど、今は声が大きすぎるっ

て言われます。性格も前向きになって、今はなんでもしてみようかな、と思え

るようになりました！

編集部　それは大きな変化ですね。うさぎさんにとって、あすびはどんな存在
ですか？

うさぎ　「帰る場所」かな。安心できる場所があるから、失敗したとしても大
丈夫って思えます。あすびに通ってから、少しずつ小さな段差を乗り越えて、

気づいたら大きな壁を乗り越えてたんですよね。だいぶ視野が広くなって、物

事に対する考え方もずいぶん変わりました。

yohakuの心得

編集部　最後に、余白当事者として世の中にこうあってほしいと思うことはあ
りますか？

うさぎ　世間一般のルートから外れた話をするとハレモノに触れるみたいに
なってしまうので、他の人と変わらないように接してほしいなと私は思います。

あすびのスタッフの方々は、フィルターとか偏見がまったくなくて、フラット

に接してくれるんですよ。それに、ひきこもりといっても、いろんなタイプが

ありますし。

編集部　いろんなタイプのひきこもりがあるんですか？
うさぎ　ひきこもりって一括りにされがちなんですけど、いじめや家庭問題な
ど原因が明確なものや、いろんな問題が複雑に絡んでいて本人も原因がよくわ

かっていないこともあるんです。家族の献身的な支えがある人もいれば、ない

人もいる。状況はそれぞれ違います。ひきこもりの原因は本人だけでなく、家

族や学校のような周りも丸ごとみてほしいですね。

編集部　それは知りませんでした……。
うさぎ　あとは、違う意見や考え方を「聞く」姿勢も大事だと思います。具体
的な内容も知らずに聞く前から否定するのではなく、話を聞いた上でこの人の

考えは理解できない、でもいいと思うんです。

編集部　それこそ、心にも受け入れる余白が大切だということですね。今日は、
うさぎさんのお話を伺って、新たなyohakuが生まれるヒントがたくさん見え

てきました。今日はありがとうございました。

行き場のない人たちを救うには

編集部　本日は、お時間いただきありがとうございます。福祉や社会に携わる
皆さんにお集まりいただき、ふだん感じている課題を挙げていただきながら、

問題を解決する手段としてどんな社会的余白がどんな場面で必要とされている

のか教えてください。

蛭田　近年さまざまな社会福祉制度が充実して助かっています。でもその反面、
以前は制度が整っていなかったからこそ、柔軟に対応できていたことが、制度

ができたことによって対応できなくなって、その制度に当てはまらない行き場

のない人がでてきてしまいました。例えば、障がい者が65歳の定年を迎える

と年齢が壁になって、それまでできていた支援ができなくなったりするんで

す。

橋本　それが最近問題になっているんですよね。社会福祉制度は「児童福祉」「生
活困窮」「障がい福祉」「高齢福祉」の4つの分野に分かれているんですけど、

どの対象にも当てはまらない「制度の狭間」にいる人たちの行き場がないんで

す。

編集部　制度の狭間にいる人は、一体どうしたら救えるのでしょう？
蛭田　その狭間にいる人を助けるためには、他の分野の方たちと連携すること
が大切なんです。センターでは障がい者同士の結婚や育児の支援も行っている

のですが、子育てや介護などの支援は専門外。障がいの分野のみでサポートす

るには限度があるので、分野を越えて連帯する必要性があると常々思っていま

す。

橋本　実は、国や市町村では今まさに重層的支援体制整備事業といって、狭間
が生じないよう分野を越えて包括的に支援する新たな制度が動き出していま

す。

編集部　そうだったんですね！近い将来、福祉が大きく変わる予感がします。

人に頼ることは悪いこと？

編集部　重層的支援の成り立ちには、いろんな背景があるのですが、個人や世
帯が抱える生きづらさやリスクが複雑化しているんですよね。

相馬　そうなんです。例えば、ケアラー支援というのも最近出てきた言葉です
が、ケアの当事者だけでなく、ケアする人にもサポートが必要だといわれてい

ます。なぜかというと、人間はだれもが脆弱性と依存性をもっているのです。

でも、日本はなんでも自己責任を問われますよね。

蛭田　わかります！私も支援を通して、誰かに頼ることが苦手な人が多いとい
つも思ってます。自分でやってしまおうと思っている人が多いですよね。第三

者の立場から見れば、助けを求めたらいいのにと思うんですけど。

相馬　人に迷惑をかけてはいけないという日本特有の文化が強いんでしょう

ね。でも、そもそも人間は誰かに頼らないと生きていけない。だからこそ、余裕・

ゆとりのような余白は大切だと感じます。

編集部　頼ることは悪いことだという考え自体、変えていく必要がありますね。
橋本　私はよく支援を受ける側から、いつも助けてもらって申し訳ないという
声を聞きます。支援される側も、自分自身が誰かを助ける側に立てるような支

援があればいいですよね。

蛭田　最近は人手不足というのもあって、企業側から障がい者を雇用したいと
いう要望は増えているんですよ。でも車を運転できないと通えない場所だった

り、職務内容が一般求人とさほど変わらなかったり。求職中の障がい者の方も、

苦手な作業をするような仕事を第一希望に選ぶみたいな、自己理解の不足を感

じています。

編集部　なるほど、企業側、求職者それぞれにお互いの理解が不足していると。
企業側は、それこそ働き方の余白のような柔軟な対応が必要ですね。

yohakuを生み出すヒント

編集部　理解不足という話がでましたが、どうすれば社会にもっと余白が増え
るようになると思いますか？

相馬　やはり知ることが大事なのではないでしょうか。人の暮らしがどのよう
に成り立ち、自分の命がどのように支えられているのか。学びの場に足を運び、

世代、ジェンダー、人種を越えた想像力を養う必要があると思います。シティ

ズンシップ教育（社会の構成員としての市民が備えるべき市民性を育成するた

めに行われる教育）の必要性を感じますね。

蛭田　たしかに、大人だけでなく、子どものうちからいろんな人と関わること
が大事ですよね。そういう機会を私たちも作っていくべきだと思います。

相馬　でも今の子どもたちの暮らしをみると、欧米諸国と比べて子どもたちの
余暇が少ない。勉強や習いごとで予定がいっぱいで、放課後の自由な時間もな

い。子どもにとって暮らしやすい社会が、ゆとり・余白のある社会に繋がると

思います。

橋本　たしかに、子どものうちから視野を広げることで、次世代の余白へとつ
ながっていきますよね。やはり個々の理解や心がけは欠かせないと思います。

相馬　私はケアや政策を研究する社会学者として、余白がないということは社
会のあり方や制度に問題があると捉えています。ケアは、資本主義社会のなか

ではどうしても社会的価値が低くなりがちですが、私はその価値を高めて、育

児や介護などのケアの関わりを履歴書に書けるような社会にしたいんです。そ

れは制度をもってして公平な社会、余白のある社会でもあると思っています。

もちろん制度だけでなく個人の心がけも大切です。

編集部　福祉、社会的な視点から紐解いていくことで、いろんな姿のyohaku
が見えてきました。みなさん、本日はありがとうございました！

「あすび」に通う

介護と育児を同時進行す
る状態を示す「ダブルケ
ア」研究の第一人者。専
門は福祉社会学、社会政
策、ケア研究。オンライ
ンで参加。

相馬直子さん

横浜国立大学大学院
国際社会科学研究院教授

障がい者の就労と生活を
一体的に支援する、いわ
き障害者就業・生活支援
センターで、約20年障
がい者に寄り添う。

蛭田由香里さん

いわき障害者就業
・生活支援センター

igoku編集部のひとり。
地域包括ケア推進課を経
て、現在は保健福祉課で
重層的支援体制整備事業
について企画を行う。

橋本沙由里さん

いわき市保健福祉課
地域福祉推進係　主査y o h a k u

y o h a k u
うさぎさん 編集部

専門職のみなさん 編集部

の

の



試合前にはキッズサポーターも一緒に啓発活動

ワークショップで学びを深める選手たち

認知症サポーターに認定されました！

『
デ
ザ
イ
ン
に
は
余
白
が
大
事
！
』
と
い
う
こ
と
は
、

デ
ザ
イ
ン
に
な
に
か
し
ら
関
わ
っ
て
い
る
方
な
ら
聞
い
た

こ
と
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
数
年
前
に
、
余
白
に
関

す
る
デ
ザ
イ
ン
本
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り
ま
し
た
。
そ

の
く
ら
い
余
白
が
デ
ザ
イ
ン
に
と
っ
て
重
要
な
要
素
だ
と

い
う
こ
と
が
、
世
間
に
認
識
さ
れ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
し
、
僕
も
ま
っ
た
く
同
感
で
す
。

さ
て
、
そ
ん
な
余
白
で
す
が
、
僕
は
こ
の
「
余
白
」
と

い
う
呼
び
方
は
あ
ま
り
良
く
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ

て
い
ま
す
。
で
き
る
こ
と
な
ら
ば
「
余
白
」
と
呼
び
た
く

な
い
。
な
ぜ
「
余
白
」
と
呼
び
た
く
な
い
の
か
。
そ
の
理

由
は
こ
う
で
す
。
余
白
っ
て
「
余
っ
て
い
る
白
」
と
書
き

ま
す
よ
ね
。
余
っ
て
い
る=

余
分
な
も
の
、
余
計
な
も
の
。

と
い
う
意
味
だ
と
思
う
ん
で
す
。
で
も
実
際
は
余
分
な
も

の
で
も
余
計
な
も
の
で
も
な
く
、
余
白
は
デ
ザ
イ
ン
す
る

上
で
無
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
す
。
デ
ザ
イ
ン
し
て
い

２
０
４
０
年
に
は
高
齢
者
の
６
～
７
人
に
１
人
が
認

知
症
に
な
る
時
代
だ
と
言
わ
れ
、「
認
知
症
と
い
う
言

葉
は
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
人
は
増
え
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
認
知
症
の
人
の
心
理
症
状
や
行
動
に
対
す
る
理

解
は
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
。

「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
」
と
は
、
認
知
症
に
対
す
る

正
し
い
知
識
と
理
解
を
持
ち
、
地
域
で
認
知
症
の
人
や

そ
の
家
族
に
対
し
て
で
き
る
範
囲
で
手
助
け
す
る
人
の

こ
と
。

90
分
の
講
座
を
受
講
す
る
こ
と
で
、
小
学
生
か
ら
高

齢
者
ま
で
、
誰
で
も
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
に
な
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

い
わ
き
市
で
は
、
こ
れ
ま
で
約
３
万
人
の
認
知
症
サ

ポ
ー
タ
ー
が
誕
生
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
は
、
い
わ

き
市
と
双
葉
郡
を
ホ
ー
ム
タ
ウ
ン
と
す
る
サ
ッ
カ
ー

ク
ラ
ブ
、
い
わ
き
Ｆ
Ｃ
の
選
手
と
ク
ラ
ブ
チ
ー
ム
ス

タ
ッ
フ
の
皆
さ
ん
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
背
景
に

は
、「
ク
ラ
ブ
が
根
ざ
す
地
域
を
よ
り
よ
く
し
て
い
き

た
い
。」
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。

ク
ラ
ブ
に
対
し
て
、
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

を
初
め
て
開
催
し
た
の
は
、
２
０
２
３
年
11
月
の
こ
と
。

選
手
、
ス
タ
ッ
フ
合
わ
せ
て
12
名
が
認
知
症
サ
ポ
ー

タ
ー
と
し
て
認
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
Ｊ
リ
ー
グ

る
と
、「
こ
こ
の
余
白
は
余
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
ん

だ
け
ど
な
あ
」
と
思
う
こ
と
も
度
々
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
そ
の
話
は
い
っ
た
ん
置
い
て
お
い
て
、
余
白
の

必
要
性
に
移
り
ま
す
。
デ
ザ
イ
ン
に
お
い
て
、
余
白
は
ど

ん
な
役
割
を
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
少
し
極
端
で
す

が
、
ス
ー
パ
ー
に
買
い
物
に
行
っ
て
図
１
（
上
）
の
よ
う

な
ポ
ッ
プ
が
あ
っ
た
と
し
ま
す
。
ぱ
っ
と
見
た
と
き
、
受

け
手
側
は
混
乱
し
て
し
ま
い
ま
す
。
よ
く
見
れ
ば
「
あ
あ
、

こ
れ
は
二
つ
の
商
品
の
情
報
な
ん
だ
な
」
と
理
解
し
て
も

ら
え
る
で
し
ょ
う
が
、
能
動
的
に
見
る
場
合
を
除
く
と
、

ひ
と
が
情
報
に
触
れ
る
時
間
は
一
瞬
で
す
。
そ
の
一
瞬
で

伝
え
た
い
情
報
を
受
け
取
っ
て
も
ら
う
。
そ
れ
を
実
現
す

る
た
め
に
デ
ザ
イ
ン
を
工
夫
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
図

１
（
上
）
に
は
余
白
が
適
度
に
設
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、

情
報
が
ひ
と
か
た
ま
り
に
見
え
て
し
ま
う
と
い
う
例
で
す
。

少
し
具
体
的
に
、
チ
ラ
シ
の
デ
ザ
イ
ン
を
例
に
し
ま
す
。

チ
ラ
シ
の
レ
イ
ア
ウ
ト
を
構
成
し
て
い
る
要
素
を
ひ
と
つ

ひ
と
つ
見
て
み
る
と
、
主
に
次
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。
メ

イ
ン
と
な
る
イ
ラ
ス
ト
や
写
真
な
ど
の
ビ
ジ
ュ
ア
ル
、
タ

イ
ト
ル
や
見
出
し
、
文
章
、
ロ
ゴ
や
マ
ー
ク
、
他
に
も
、

要
素
を
目
立
た
せ
た
り
す
る
た
め
の
枠
や
罫
線
、
図
形
や

挿
絵
な
ど
。
こ
の
よ
う
に
要
素
を
分
類
し
て
み
る
と
、
意

外
と
多
く
の
要
素
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
さ
て
、
そ
れ
ら
を
隙
間
な
く
配
置
し
た
ら
ど
う
で

し
ょ
う
。
図
１
と
同
じ
く
、
お
そ
ら
く
読
み
に
く
い
デ
ザ

イ
ン
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
余
白
が
登
場
し
ま

す
。
読
み
や
す
い
デ
ザ
イ
ン
に
す
る
に
は
、
要
素
同
士
に

あ
る
程
度
の
距
離
が
必
要
。
余
白
に
は
、
距
離
を
設
け
る

と
い
う
重
要
な
役
割
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
決
し
て
「
余

分
な
も
の
、
余
計
な
も
の
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
音
楽
の

休
符
に
似
て
い
ま
す
。
休
符
は
、た
だ
「
音
を
出
さ
な
い
」

と
い
う
印
で
は
な
く
、
リ
ズ
ム
を
作
る
と
い
う
大
事
な
役

割
が
あ
り
ま
す
。

「
余
白
の
特
集
号
」
な
の
に
、余
白
の
な
い
ぎ
ゅ

う
ぎ
ゅ
う
詰
め
の
表
紙
。
し
か
も
読
み
に
く
い
。

な
ん
だ
か
文
字
も
多
い
し
、
見
た
目
が
う
る
さ
い
。

そ
ん
な
感
じ
で
、
読
み
飛
ば
し
て
ペ
ー
ジ
を
め

く
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？　

毎
回
『
紙
の
い
ご
く
』
の
表
紙
を
デ
ザ
イ
ン
す

る
と
き
は
悩
み
ま
す
。
特
集
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
た

デ
ザ
イ
ン
を
考
え
る
の
で
す
が
、
あ
り
き
た
り
で

も
イ
ン
パ
ク
ト
は
な
い
し
、
か
と
言
っ
て
奇
を
衒

ら
い
す
ぎ
て
も
い
け
な
い
。
今
回
も
悩
み
ま
し
た
。

当
初
は
、
余
白
を
メ
イ
ン
と
し
た
ビ
ジ
ュ
ア
ル
案

で
考
え
て
い
ま
し
た
。
で
も
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
は

い
る
け
ど
、
な
ん
だ
か
「
い
ご
く
」
ら
し
く
な
い

の
で
は
な
い
か
。
も
う
一
歩
、
個
性
を
出
し
て
、

本
質
的
表
現
に
一
歩
踏
み
込
み
た
い
。

そ
う
し
て
悩
ん
で
い
ろ
い
ろ
な
ア
イ
デ
ィ
ア
を

ト
ラ
イ
し
て
い
く
な
か
で
閃
い
た
の
が
、
こ
の
余

白
の
な
い
表
紙
で
す
。
今
回
の
号
の
内
容
を
要
約

す
る
と
「
余
白
の
な
い
社
会
の
中
に
、
余
白
を
つ

く
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。
な
ら

ば
、
現
時
点
で
余
白
の
な
さ
が
課
題
な
の
で
、
そ

こ
を
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
と
す
る
な
ら
、
表
紙

は
「
余
白
が
な
い
」
が
コ
ン
セ
プ
ト
に
な
る
の
で

は
な
い
か
。
そ
う
だ
！　

こ
れ
だ
！　

と
い
う
こ

と
で
、
２
ペ
ー
ジ
目
の
リ
ー
ド
部
分
の
要
素
を
そ

の
ま
ま
用
い
て
、
そ
の
要
素
を
余
白
な
く
詰
め
込

ん
だ
ビ
ジ
ュ
ア
ル
を
作
り
ま
し
た
。
文
字
と
文
字

の
間
、
行
と
行
の
間
も
徹
底
的
に
排
除
し
て
ぎ
ゅ

う
ぎ
ゅ
う
に
詰
め
て
文
字
を
組
み
ま
し
た
。
ま
あ

読
み
に
く
い
っ
た
ら
あ
り
ゃ
し
な
い
。

繰
り
返
し
ま
す
が
、
要
素
は
２
ペ
ー
ジ
と
同
じ

で
す
。
表
紙
と
見
比
べ
て
み
る
と
、
読
み
や
す
さ

は
段
違
い
。
余
白
っ
て
大
事
で
す
ね
。

ク
ラ
ブ
と
し
て
は
比
較
的
新
し
い
取
り
組
み
で
、「
シ
ャ

レ
ン
！
ア
ウ
ォ
ー
ズ
２
０
２
４
」
で
パ
ブ
リ
ッ
ク
賞
を

受
賞
す
る
快
挙
を
成
し
遂
げ
ま
し
た
。
こ
の
受
賞
に
よ

り
、
市
と
ク
ラ
ブ
の
認
知
症
に
関
す
る
取
り
組
み
へ
の

注
目
度
は
、
一
気
に
上
が
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

シ
ャ
レ
ン
！
と
は
、
Ｊ
リ
ー
グ
が
掲
げ
る
「
地
域
密

着
型
ク
ラ
ブ
運
営
」
に
お
け
る
、
ク
ラ
ブ
チ
ー
ム
の
地

域
貢
献
、
地
域
と
ク
ラ
ブ
が
取
り
組
む
「
社
会
連
携

活
動
」（
＝
シ
ャ
レ
ン
）
の
こ
と
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
賞
は
、

国
や
自
治
体
が
掲
げ
る
政
策
を
活
用
し
、
地
域
の
課
題

解
決
に
向
け
て
、
多
様
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
連
携

し
、
持
続
可
能
な
取
り
組
み
と
な
る
こ
と
が
選
考
基
準

で
す
。

受
賞
し
た
こ
と
で
終
わ
り
で
は
な
く
、
活
動
に
繋
げ

て
い
く
こ
と
を
目
標
に
、
ク
ラ
ブ
と
ア
イ
デ
ア
を
出
し

合
う
中
で
、
ま
ず
、
一
緒
に
取
り
組
ん
だ
の
が
、
認

知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
の
輪
を
広
げ
て
い
く
こ
と
で
し
た
。

２
０
２
４
年
９
月
、
新
人
選
手
５
名
と
サ
ポ
ー
タ
ー

１
２
０
名
を
対
象
と
し
た
、
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成

講
座
を
開
催
し
ま
し
た
。

あ
ら
ゆ
る
年
代
の
方
１
２
５
名
が
同
時
受
講
。
こ
れ

は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
も
初
め
て
の
経
験
で
し
た
。
応

募
者
多
数
に
よ
り
抽
選
と
な
る
ほ
ど
の
盛
況
ぶ
り
で
、

ク
ラ
ブ
の
取
り
組
み
に
対
し
て
サ
ポ
ー
タ
ー
の
中
で
も

「
距
離
を
作
る
」と
い
う
役
割
の
ほ
か
に
、余
白
に
は「
情

報
量
を
抑
え
、
伝
え
た
い
情
報
を
シ
ン
プ
ル
に
伝
え
る
」

と
い
う
役
割
も
あ
り
ま
す
。
真
っ
白
い
壁
に
見
せ
た
い
絵

を
一
点
だ
け
飾
る
の
と
、
装
飾
的
な
壁
紙
の
壁
に
あ
れ
も

こ
れ
も
と
複
数
の
絵
が
飾
っ
て
あ
る
の
と
で
は
、
受
け

手
の
印
象
は
全
く
違
い
ま
す
。
余
白
が
た
く
さ
ん
あ
る
か

ら
と
言
っ
て
、
余
白
を
埋
め
る
よ
う
に
情
報
を
追
加
し
て

い
く
と
、
読
み
手
が
受
け
取
る
情
報
量
が
増
え
て
し
ま
い

ま
す
。
情
報
に
も
食
事
と
同
じ
よ
う
に
適
度
な
量
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。
ス
ー
パ
ー
の
試
食
で
山
盛
り
を
出
さ
れ
て

も
食
べ
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
外
出
先
の
ま
ち
な
か
で
ふ
と

見
か
け
た
ポ
ス
タ
ー
が
文
字
だ
ら
け
だ
っ
た
ら
「
よ
し
！　

読
も
う
！
」
と
あ
ま
り
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
受
け
手

の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
適
し
た
情
報
量
で
デ
ザ
イ
ン
す

る
の
も
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

日
本
に
は
余
白
的
な
文
化
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
茶

室
な
ん
か
は
ま
さ
に
余
白
の
美
学
。
そ
こ
に
余
計
な
モ
ノ

は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。
空
間
が
余
っ
て
い
る
か
ら
と
言
っ

て
テ
レ
ビ
や
ら
ち
ゃ
ぶ
台
や
ら
置
い
て
ゲ
ー
ム
機
な
ん
か

を
持
ち
込
ん
だ
り
し
た
ら
、
茶
室
の
役
割
が
ま
る
で
変

わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
（
そ
れ
は
そ
れ
で
楽
し
そ
う
な
部
屋

で
す
が
）。

余
白
に
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
、
役
割
を
与
え

ら
れ
た
「
意
図
的
な
余
白
」
と
、本
当
に
余
っ
て
い
る
「
余

白
」
が
あ
り
ま
す
。「
余
白
」
と
い
う
呼
び
方
は
、
こ
の

２
つ
を
混
在
さ
せ
て
し
ま
い
ま
す
。
実
際
に
、前
者
を「
ホ

ワ
イ
ト
ス
ペ
ー
ス
」
や
「
白
場
」
と
呼
ん
で
い
る
ベ
テ
ラ

ン
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
い
ま
し
た
。
必
要
な
余
白
と
、
そ
う

で
な
い
余
白
を
分
け
て
話
し
て
い
て
、
な
る
ほ
ど
な
あ
！　

と
思
っ
た
経
験
が
あ
り
ま
す
。

意
図
的
な
「
余
白
」
も
、
そ
う
で
な
い
「
余
白
」
も
見

た
目
は
同
じ
。
そ
の
「
余
白
」、
一
見
余
っ
て
い
る
よ
う

に
見
え
て
も
、
実
は
役
割
が
あ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
活
動
は
次
の
ス
テ
ッ
プ
へ
。
世
界

ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
月
間
で
も
あ
る
９
月
最
後
の
ホ
ー
ム

戦
で
は
、
い
わ
き
Ｆ
Ｃ
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
と
な
っ
た

皆
さ
ん
と
、
ス
タ
ジ
ア
ム
で
テ
ィ
ッ
シ
ュ
を
配
布
し
な

が
ら
啓
発
活
動
を
行
い
ま
し
た
。
受
講
後
、
実
際
に
ス

タ
ジ
ア
ム
で
活
動
を
行
え
た
こ
と
に
、
よ
り
身
近
に
、

よ
り
実
り
あ
る
活
動
に
繋
が
っ
た
と
感
じ
ま
し
た
。
こ

れ
か
ら
も
、
ク
ラ
ブ
や
い
わ
き
Ｆ
Ｃ
認
知
症
サ
ポ
ー

タ
ー
と
対
話
を
重
ね
な
が
ら
、
活
動
を
共
に
続
け
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

い
わ
き
Ｆ
Ｃ
と
の
活
動
は
、「
認
知
症
に
関
心
を
持
っ

て
も
ら
う
こ
と
」「
身
近
に
感
じ
て
も
ら
う
こ
と
」「
正

し
く
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
」
と
い
う
、「
認
知
症
に
な
っ

て
も
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
自
分
ら
し
く
暮
ら
し
続
け

ら
れ
る
ま
ち
」
の
実
現
に
向
け
た
、
大
切
な
一
歩
と
な

り
ま
し
た
。
こ
の
一
歩
は
、
私
た
ち
だ
け
で
歩
み
だ
そ

う
と
す
る
と
、
決
し
て
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
わ

き
Ｆ
Ｃ
の
持
つ
大
き
な
影
響
力
・
発
信
力
、サ
ポ
ー
タ
ー

同
士
の
新
た
な
繋
が
り
、
仲
間
が
増
え
る
こ
と
の
心
強

さ
に
よ
っ
て
、
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
の
輪
は
広
が
り
、

い
ま
、
新
し
い
風
が
吹
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

—

行
政
と
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
―

一
見
、
つ
な
が
り
の
な
い
よ
う
に
見
え
る
私
た
ち
で

す
が
、
同
じ
ま
ち
で
生
き
、
よ
り
よ
い
ま
ち
を
作
ろ
う

と
す
る
仲
間
で
す
。
こ
の
仲
間
も
、
そ
し
て
、
よ
り
よ

く
生
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
人
も
、
き
っ
と
、
も
っ
と
、

た
く
さ
ん
い
る
は
ず
。
こ
の
多
く
の
人
と
手
を
つ
な
ぎ
、

共
に
考
え
、
歩
む
こ
と
で
、
ま
ち
づ
く
り
は
一
歩
も
二

歩
も
進
ん
で
い
く
で
し
ょ
う
。

目
指
す
ま
ち
づ
く
り
は
、
理
想
で
終
わ
ら
せ
る
の
で

は
な
く
、
み
ん
な
で
共
有
し
叶
え
て
い
く
も
の
で
す
。

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
の
輪
を
広
げ
て
い
く
こ
と
、
こ
れ

が
実
現
に
向
け
た
原
動
力
に
な
っ
て
い
く
は
ず
。
こ
れ

か
ら
も
一
緒
に
、
ワ
ク
ワ
ク
す
る
取
り
組
み
を
積
み
重

ね
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
実
現
し
て
い
き
ま
す
。

広がる認知症サポーターの輪
～いわきFCとの取り組みから～

表
紙
の
は
な
し

デ
ザ
イ
ン
と
余
白

高
木 

市
之
助
／
い
ご
く
編
集
部
デ
ザ
イ
ナ
ー

高
木 

市
之
助

図１
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き
受
け
、
生
活
の
ほ
ぼ
す
べ
て
を
仕
事
に
捧
げ

る
状
態
を
指
し
ま
す
。
一
方
、「
半
身
」
と
は

さ
ま
ざ
ま
な
文
脈
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
で
す
。

仕
事
や
趣
味
や
家
事
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
に

居
場
所
を
つ
く
る
こ
と
で
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
文

脈
の
中
に
生
き
て
い
る
自
分
を
自
覚
し
、
他
者

の
文
脈
を
取
り
入
れ
て
、
柔
軟
に
生
き
て
い
く

こ
と
。

こ
の
「
全
身
Ｖ
Ｓ
半
身
」
社
会
は
、
紙
の

igoku

今
号
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
余
白
」
と
通

底
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
全
身

社
会
は
「
余
白
」
の
な
い
社
会
で
す
。「
コ
ス

パ
／
タ
イ
パ
」
と
い
っ
て
徹
底
的
に
無
駄
を
省

き
、
最
短
距
離
で
ゴ
ー
ル
に
向
か
い
ま
す
。
読

書
も
「
推
し
活
」
も
あ
な
た
ら
し
い
時
間
の
過

ご
し
方
も
無
駄
と
い
っ
て
排
除
す
る
社
会
。
道

を
間
違
え
た
結
果
、
知
ら
な
か
っ
た
お
店
に
出

会
え
た
な
ん
て
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、

道
を
間
違
え
た
（
＝
ノ
イ
ズ
）
か
ら
、
出
会
う

は
ず
の
な
い
お
店
（
＝
新
た
な
情
報
）
に
出
会

え
た
ん
で
す
よ
ね
。

そ
う
考
え
る
と
、
一
見
効
率
の
極
み
の
よ
う

に
見
え
る
全
身
社
会
っ
て
、
私
た
ち
一
人
ひ
と

り
の
暮
ら
し
や
社
会
全
体
を
豊
か
に
し
て
い
る

ん
だ
ろ
う
か
。
本
書
内
の
一
節
を
引
用
し
て
、

こ
の
コ
ー
ナ
ー
を
締
め
く
く
り
ま
す
。

「
半
身
で
働
こ
う
。
そ
し
て
残
り
の
半
身
を

ほ
か
の
こ
と
に
使
お
う
。
全
身
で
働
け
な
い
人

は
、
半
身
で
い
い
よ
、
と
い
う
言
い
方
を
す
る

の
で
は
な
く
、
み
ん
な
が
半
身
で
働
け
る
社
会

こ
そ
が
、
働
き
な
が
ら
本
を
読
め
る
社
会
に
つ

な
が
る
。（
中
略
）
同
じ
仕
事
を
こ
な
す
に
し

て
も
、
全
身
の
男
性
雇
用
者
５
人
の
仕
事
量
よ

り
、
半
身
の
人
種
も
年
齢
も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
も
多

様
な
10
人
の
仕
事
量
を
求
め
た
方
が
、
ド
ロ
ッ

プ
ア
ウ
ト
＝
過
労
に
よ
る
鬱
や
退
職
を
防
げ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
、
全
身
は
過

去
の
も
の
だ
。
半
身
社
会
こ
そ
が
、
働
き
な
が

ら
本
を
読
め
る
社
会
を
つ
く
る
、
私
た
ち
が
望

む
べ
き
新
し
い
生
き
方
な
の
で
あ
る
。」猪

狩　

僚

「
働
き
だ
し
た
ら
本
が
読
め
な
く
な
っ
た
」

「
本
を
読
み
た
い
の
に
ス
マ
ホ
ば
か
り
見
て
し

ま
う
」。
こ
の
問
い
に
気
鋭
の
文
芸
評
論
家
が

挑
ん
だ
の
が
本
書
で
す
。
日
本
人
の
労
働
と
読

書
の
歴
史
を
た
ど
り
な
が
ら
、
本
が
読
め
な
い

ほ
ど
全
身
全
霊
で
頑
張
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ

て
い
る
現
代
の
社
会
構
造
を
浮
き
彫
り
に
し
て

い
き
ま
す
。

本
書
の
結
論
は
「
全
身
全
霊
の
社
会
」
か
ら

「
半
身
の
社
会
」
へ
の
転
換
で
す
。「
全
身
全
霊

の
社
会
」
と
は
、
仕
事
や
責
任
を
全
力
で
引

私
が
生
ま
れ
た
の
は
、
新
潟
県
東ひ

が
し
く
び
き
ぐ
ん

頸
城
郡
松

之
山
町
大
字
浦
田
字
月
池
と
い
う
と
こ
ろ
で
し

た
。今

そ
こ
は
合
併
さ
れ
て
新
潟
県
十
日
町
市
浦

田
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
何
だ
か
ツ
ル
リ
と
し

た
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
の
よ
う
で
す
。
ど
こ
に
も

引
っ
掛
か
り
が
な
く
、
私
が
育
っ
た
場
所
で
は

な
い
よ
う
な
気
さ
え
し
ま
す
。
冬
は
5
メ
ー
ト

ル
以
上
の
雪
が
降
る
こ
と
も
あ
る
、
陸
の
孤
島

と
呼
ば
れ
た
豪
雪
地
帯
で
、
平
地
が
少
な
い
山

村
で
は
、
小
さ
な
段
々
田
ん
ぼ
は
山
の
斜
面
に

ま
で
点
在
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
米
作
り

し
か
収
入
源
の
な
い
農
家
に
と
っ
て
は
、
例
え

一
枚
で
も
耕
作
地
を
広
げ
る
こ
と
が
必
須
で
し

た
。朝

早
く
か
ら
本
当
に
真
っ
暗
に
な
る
ま
で
働

い
て
、
冬
に
な
る
と
都
会
に
出
稼
ぎ
に
行
く
と

い
う
生
活
が
当
た
り
前
の
時
代
で
し
た
。

け
れ
ど
も
、
私
が
育
つ
頃
に
は
ま
だ
機
能
し

て
い
た
集
落
と
い
う
形
態
も
、
国
に
よ
る
減
反

政
策
が
打
ち
出
さ
れ
た
こ
ろ
か
ら
衰
退
の
一
途

を
た
ど
り
ま
し
た
。

仏
壇
の
前
で
、
早
々
と
逝
っ
た
父
に
手
を
合

わ
せ
な
が
ら
「
お
前
は
い
い
時
に
逝
っ
た
よ
…
。

田
を
荒
ら
せ
ば
金
を
く
れ
る
な
ん
て
馬
鹿
な
話

が
あ
る
か
！
」
と
男
泣
き
し
て
い
た
父
の
友
人

た
ち
の
姿
を
今
で
も
覚
え
て
い
ま
す
。
米
さ
え

作
っ
て
い
れ
ば
何
と
か
な
る
と
信
じ
て
、
競
い

あ
っ
て
う
ま
い
米
づ
く
り
に
励
ん
で
い
た
仲
間

で
し
た
。

30
軒
以
上
あ
っ
た
家
々
は
あ
っ
と
い
う
間
に

減
っ
て
い
き
ま
し
た
。
私
も
10
代
で
そ
の
故
郷

を
捨
て
る
と
い
う
選
択
を
し
た
の
で
す
が
、
今

で
も
私
の
根
っ
こ
は
あ
の
田
舎
の
「
字
」
や
「
大

字
」
に
埋
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま

す
。決

し
て
新
潟
県
十
日
町
市
と
い
う
字
面
の
よ

う
な
、
何
の
と
っ
か
っ
か
り
も
な
い
つ
る
ん
と

し
た
も
の
で
は
な
い
、
も
っ
と
も
っ
と
複
雑
で

雑
多
な
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

家
の
造
作
を
含
め
た
生
活
様
式
そ
の
も
の
が

雑
多
で
し
た
。
そ
し
て
な
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い

も
の
が
吹
き
溜
ま
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
隠
れ

場
所
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。

か
く
れ
ん
ぼ
で
姿
を
隠
し
て
息
を
ひ
そ
め
、

わ
く
わ
く
す
る
よ
う
な
場
所
を
子
供
か
ら
奪
う

生
活
様
式
と
、
目
的
の
定
ま
ら
な
い
場
所
を
無

駄
と
言
っ
て
し
ま
う
美
し
い
家
の
普
及
で
、
人

の
暮
ら
し
か
ら
「
字
」
や
「
大
字
」
は
消
え
て

い
っ
た
気
が
し
ま
す
。

思
え
ば
、
不
自
由
な
貧
し
い
暮
ら
し
は
、
何

よ
り
も
想
像
す
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

な
い
も
の
ば
か
り
の
生
活
は
、
工
夫
す
る
こ
と
、

考
え
る
こ
と
、
我
慢
す
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ

ま
し
た
。

縁
あ
っ
て
夫
の
故
郷
で
あ
る
い
わ
き
に
住
み

始
め
た
頃
、
い
わ
き
駅
は
平
駅
で
し
た
。

そ
し
て
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
も
う
駅
前
再
開
発

と
い
う
言
葉
は
盛
ん
に
聞
か
れ
て
い
ま
し
た
。

平
駅
は
い
わ
き
駅
に
な
り
、
こ
こ
数
年
再
開

発
な
る
も
の
が
ゆ
る
ゆ
る
と
進
ん
で
い
ま
す
。

い
わ
き
に
住
む
誰
が
望
ん
で
こ
の
ビ
ル
は
作

ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
…
。

個
性
や
多
様
性
と
い
う
言
葉
が
氾
濫
し
て
い

る
中
で
、
日
本
中
ど
こ
に
行
っ
て
も
同
じ
よ
う

な
よ
そ
よ
そ
し
い
駅
に
な
っ
て
い
く
の
か
と
思

う
と
、
そ
れ
が
駅
だ
け
の
景
観
で
あ
っ
て
ほ
し

い
と
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

知
人
に
こ
ん
な
話
を
し
な
が
ら
、「
も
う
私

た
ち
は
絶
滅
危
惧
種
だ
ね
」
と
同
意
を
求
め
た

ら
、「
誰
も
危
惧
な
ん
て
し
て
な
い
よ
」
と
返

さ
れ
、
私
は
絶
滅
種
に
な
っ
た
こ
と
を
悟
っ
た

の
で
し
た
。

2016 年、いわき市の地域包括ケア「つながる・いわき」
として産声をあげた igoku。老・病・死を中心に、そこ
に関わる人や動き、社会のありようを取り上げ発信してき
ました。時は流れ、2025 年。地域包括ケアシステム構築
のターゲットイヤーを迎えました。この間、少子高齢化の
進行や人材不足以外にも、ひきこもりや 8050、ダブルケ
アなど複雑・複合化する社会課題が表出。そこで本市では、
令和７年度から高齢・障がい・こども等、世代や分野、属
性を問わない一体的な支援の仕組み「重層的支援体制整備
事業」をスタートさせ、地域共生社会の実現という新たな
ステージを目指します。本号では、熟度を増した制度のタ
テ軸と、専門性を高めた関係者のヨコ軸が綿々と織られて
もなお “掬われない・満たされない何か” を、“掬う・満た
すモノ” を「余白＝yohaku」として取り上げました。「余
白」には、身近な誰かを大切に思う「心」、やり直しやチ
ャレンジを見守る「間」、多様性を受け入れるゆるやかで
柔軟な「あそび」が宿り、その中に居場所を見付け安堵し
次の一歩を踏み出す人々がありました。「誰もがその人ら
しく生きていく」という、あたりまえの日々の暮らしに、「地
域共生社会」というお題目？タイトル？を付け、改めて取
組むこの国には、余白を生みうる「余白」がまだあるのか
もしれません。

本号を手に取られた方がこの世のさまざまな「余白」に
ついて、想いを馳せてくだされば、発行の喜びに堪えません。

『なぜ働いていると本が読めなく
なるのか』　
三宅 香帆・著　集英社新書

後藤美穂／地域包括ケア推進課 企画係長
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