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●「
人
類
学
的
」へ
の
期
待

　

近
年
、
開
発
援
助
と
人
類
学
研
究
双
方
の
議
論

に
お
い
て
、「
開
発
援
助
に
人
類
学
的
知
見
を
取

り
入
れ
る
必
要
が
あ
る
」、「
人
類
学
者
は
開
発
・

援
助
に
積
極
的
に
関
与
す
る
べ
き
」
な
ど
、
両
者

の
緊
密
な
関
係
を
築
く
こ
と
の
必
要
性
に
言
及
し

た
語
り
を
聞
く
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、

一
九
八
〇
年
代
後
半
以
降
に
社
会
開
発
や
人
間
開

発
が
開
発
援
助
の
主
流
に
な
っ
た
一
般
状
況
と
無

縁
で
は
な
い
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
途
上
国
開

発
は
基
本
的
に
は
経
済
学
を
中
心
と
す
る
「
経
済

開
発
」
の
文
脈
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
き
た
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
人
び
と
の
暮
ら
し
や
生
活
レ
ベ
ル

の
現
実
に
十
分
に
対
応
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
と

い
う
認
識
が
、
そ
の
状
況
を
後
押
し
し
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
社
会
開
発
や
人
間
開
発
な
ど
の
文

脈
に
人
類
学
や
人
類
学
者
が
「
関
わ
る
」（「
介
入

す
る
」）
と
は
（「
人
類
学
的
」
ふ
る
ま
い
と
は
）

ど
の
よ
う
な
行
為
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
人

類
学
者
が
「
人
類
学
者
と
し
て
」
開
発
援
助
の
案

件
や
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
応
用
的
に
関
わ
る
こ
と
の

「
要
件
」
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う

な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
人
類
学
者
は
こ
れ
ま
で

自
ら
の
学
問
分
野
を
実
社
会
に
応
用
さ
せ
る
経
験

の
蓄
積
が
乏
し
い
だ
け
に
、
そ
の
言
葉
の
指
し
示

す
内
容
は
極
め
て
曖
昧
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
人

類
学
的
」
と
い
う
言
葉
や
そ
れ
と
同
義
の
表
現
が

担
う
意
味
に
つ
い
て
、
一
人
類
学
研
究
者
の
視
点

か
ら
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

●「
人
類
学
的
」で
あ
る
こ
と
の
要
件

　

一
九
八
〇
年
代
以
降
の
人
類
学
は
、
学
問
分
野

と
し
て
の
あ
り
方
に
お
い
て
、
そ
れ
以
前
の
も
の

と
は
少
々
性
格
を
異
に
す
る
。
近
代
人
類
学
は
、

一
九
二
〇
年
代
の
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
に
よ
る
研
究

ス
タ
イ
ル
を
ひ
と
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
成
立
し
た
。

マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
、
人
類
学
者
自
身
が
現
地
に

赴
い
て
現
地
の
人
び
と
と
可
能
な
限
り
接
触
し
、

現
地
の
人
び
と
の
生
活
の
中
に
身
を
お
く
こ
と
を

重
要
視
す
る
。
彼
は
、
現
地
社
会
に
身
を
投
じ
つ

つ
当
該
社
会
を
観
察
す
る
方
法
を
「
参
与
観
察
」

と
よ
ぶ
。
そ
の
際
、
調
査
者
（
人
類
学
者
）
は
現

地
の
人
び
と
と
の
間
に
お
け
る
「
信
頼
関
係
」
を

構
築
す
る
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
個
人
的
経
験
を
通
し
て
は
じ
め
て
、

現
地
の
人
び
と
の
「
文
化
を
知
る
」
こ
と
が
で
き

る
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
い
う
「
文
化
を
知
る
」

行
為
と
は
、
あ
る
社
会
の
人
び
と
に
よ
っ
て
共
有

さ
れ
て
い
る
慣
習
、
言
語
、
社
会
組
織
、
親
族
組

織
、
政
治
、
経
済
、
規
範
な
ど
か
ら
な
る
生
活
様

式
の
「
全
体
」
を
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
（
現
地
調

査
）
を
通
じ
て
経
験
的
に
感
得
す
る
と
共
に
、
文

化
的
事
象
の
も
つ
意
味
を
、
そ
の
文
化
を
実
践
し

て
い
る
人
び
と
の
行
動
の
動
機
や
価
値
、
意
図
な

ど
と
関
係
づ
け
て
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
る
。
実
は

マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
以
前
に
も
、
す
で
に
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
を
伴
う
研
究
の
萌
芽
は
み
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
、定
式
化
さ
れ
た「
科

学
的
手
法
」
と
し
て
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
広
め

た
点
で
、
彼
以
前
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
と
の

違
い
を
み
せ
た
。
彼
の
時
代
以
来
、
人
類
学
は

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
じ
た
「
経
験
科
学
」
と

し
て
あ
り
、
人
類
学
者
は
「
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

→
民
族
誌
」
と
い
う
連
続
し
た
行
為
を
研
究
上
の

定
式
と
し
て
保
持
し
続
け
、
そ
れ
を
人
類
学
研
究

の
独
自
性
を
担
保
す
る
要
素
と
し
て
認
識
し
続
け

て
き
た
。
人
類
学
が
経
験
科
学
と
し
て
の
性
格
を

も
ち
続
け
る
限
り
、
人
類
学
者
が
調
査
地
の
人
び

と
の
日
常
の
中
に
身
を
お
き
（
あ
る
い
は
、
近
づ

き
）、
彼
ら
と
の
「
信
頼
関
係
」（
ラ
ポ
ー
ル
）
を

構
築
す
る
こ
と
は
、
人
類
学
研
究
に
お
い
て
不
可

「
人
類
学
的
」、そ
の
意
味
す
る
も
の

関
根
久
雄
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欠
な
要
素
と
し
て
あ
る
。

　

し
か
し
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
政
治
経
済
学

的
な
意
味
に
お
け
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
批
判
の

中
で
、
比
較
的
長
期
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ

る
一
次
資
料
の
収
集
と
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
当
該

社
会
の
「
文
化
」
を
民
族
誌
と
し
て
記
述
す
る
方

法
や
記
述
の
行
為
に
対
し
て
、
人
類
学
者
自
身
か

ら
も
多
く
の
問
題
が
提
起
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
の

人
類
学
研
究
で
は
、
観
察
す
る
人
類
学
者
は
調
査

対
象
の
人
び
と
か
ら
距
離
を
と
っ
て「
客
観
的
に
」

現
実
世
界
を
眺
め
、
人
び
と
の
「
文
化
」
を
モ
デ

ル
化
し
よ
う
と
す
る
特
権
的
視
座
に
立
つ
も
の
で

あ
っ
た
。
民
族
誌
に
お
い
て
「
書
か
れ
る
」
現
地

の
人
び
と
と
「
書
く
」
人
類
学
者
と
い
う
、
権
力

的
か
つ
固
定
的
、
非
対
称
的
な
関
係
の
図
式
で

あ
っ
た
。

　

こ
の
図
式
を
打
ち
破
る
た
め
に
人
類
学
者
が
考

え
た
こ
と
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
け
る
現
地
の
人

び
と
と
人
類
学
者
と
の
同
時
間
性
や
人
類
学
者
の

「
主
観
」
の
実
在
を
再
認
識
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

調
査
者
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
い
て
必
ず
し
も
客

観
的
で
特
権
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
類
学

者
と
現
地
の
人
び
と
と
の
実
際
の
や
り
と
り
の
中

に
は
、
日
常
の
何
気
な
い
会
話
や
活
動
だ
け
で
な

く
、
特
定
の
状
況
や
個
人
、
団
体
な
ど
に
対
し
て
、

怒
り
や
憎
し
み
、
不
満
、
不
快
、
あ
る
い
は
好
意

や
賛
同
、
愛
情
な
ど
、
必
ず
し
も
理
性
的
と
は
い

え
な
い
感
情
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
も
、
当
然
あ
り

う
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
の
民
族
誌
で
は
、
そ

の
よ
う
な
相
互
的
な
主
観
の
交
錯
は
排
除
さ
れ
、

現
地
の
人
び
と
が
人
類
学
者
と
は
別
の
時
間
の
流

れ
の
中
に
い
る
か
の
よ
う
に
「
客
観
的
に
」
表
現

さ
れ
て
き
た
。

　

こ
の
よ
う
な
同
時
間
性
と
間
主
観（
相
互
主
観
）

性
の
強
調
は
、
そ
れ
ま
で
の
人
類
学
の
基
盤
を
揺

る
が
し
、
そ
の
存
立
を
脅
か
す
程
の
イ
ン
パ
ク
ト

を
も
っ
て
い
た
。
だ
が
そ
の
議
論
の
多
く
は
、
対

象
と
な
る
社
会
や
そ
こ
の
人
び
と
に
起
こ
る
様
々

な
社
会
文
化
的
事
象
の
動
向
を
全
体
論
的
な
視
点

か
ら
捉
え
、
文
化
を
「
精
緻
に
」
書
く
た
め
の
技

法
の
話
に
帰
結
し
が
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
近
年
、

「
書
く
」
こ
と
（
民
族
誌
）
へ
の
収
斂
を
人
類
学

研
究
に
お
け
る
「
当
た
り
前
」
の
こ
と
と
す
る
の

で
は
な
く
、
現
地
の
人
び
と
と
の
同
時
間
性
や
間

主
観
性
に
立
脚
し
て
対
象
と
な
る
事
象
の
動
向
を

把
握
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
現
地
の
人
び
と
の
た

め
の
「
行
動
」
を
指
向
す
る
よ
う
な
人
類
学
の
あ

り
方
も
、
人
類
学
者
の
中
で
受
容
さ
れ
つ
つ
あ
る

（
例
え
ば
参
考
文
献
②
、
③
）。

　

客
観
的
・
超
越
論
的
視
座
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す

る
上
記
の
議
論
を
踏
ま
え
た
上
で
、「
人
類
学
的
」

で
あ
る
こ
と
の
究
極
の
要
件
を
考
え
る
と
、「
対

象
と
な
る
社
会
の
人
び
と
の
目
線
に
可
能
な
限
り

寄
り
添
う
」（
あ
る
い
は
信
頼
関
係
を
構
築
す
る
）

こ
と
で
あ
る
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
そ
の

意
味
に
お
い
て
人
類
学
研
究
は
、
決
し
て
価
値
中

立
で
は
な
い
。
開
発
援
助
の
文
脈
に
お
い
て
「
人

類
学
的
」で
あ
る
こ
と
は
、「
学
問
」あ
る
い
は「
学

術
」
と
い
う
言
葉
に
内
在
し
て
き
た
「
客
観
」、

権
力
性
や
権
威
を
中
和
し
、
現
地
の
人
び
と
の
視

座
に
「
偏
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
そ
の

扉
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。

●�

変
化
す
る
現
実
を
線
的
に
把
握
す
る

―

「
人
類
学
的
」の
特
性

　

人
類
学
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
対

象
と
な
る
事
象
の
動
向
を
時
間
的
な
「
線
」
に
お

い
て
把
握
す
る
。
そ
れ
は
様
々
な
時
間
的
「
点
」

に
お
け
る
出
来
事
（
結
果
）
の
連
鎖
と
言
い
換
え

る
こ
と
も
で
き
る
。
開
発
援
助
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

場
合
、
そ
の
時
間
的
「
点
」
に
現
れ
る
「
場
」
は

必
ず
し
も
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
地
域
に
限
定
さ

れ
る
の
で
は
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
開
発
援
助

機
関
や
受
入
国
の
関
係
機
関
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
あ
る
い

は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
進
行
過
程
に
登
場
す
る
様
々

な
ア
ク
タ
ー
た
ち
を
含
む
現
象
全
体
に
及
ぶ
こ
と

も
あ
り
う
る
。
こ
の
よ
う
な
「
出
来
事
」（
結
果
）

に
注
目
す
る
行
為
は
、
開
発
援
助
の
文
脈
に
お
い

て
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
評
価
と
結
び
つ
き
や
す
い
。

　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
評
価
は
、
ロ
グ
フ
レ
ー
ム
と
呼

ば
れ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
概
要
表
（「
成
績
表
」）

を
用
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
、
活

動
、指
標
、投
入
の
内
容
、外
部
条
件
な
ど
を
「
原

因
と
結
果
」
の
因
果
関
係
の
連
鎖
で
整
理
し
、
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
内
容
や
目
標
を
明
示
す
る
た
め
の

ツ
ー
ル
で
あ
る
。
ロ
グ
フ
レ
ー
ム
は
あ
く
ま
で
も

「
概
要
表
」（
成
績
表
）
で
あ
る
た
め
、
情
報
量
に

お
い
て
著
し
く
限
定
的
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
当

該
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
ど
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
た
の

か
、
実
施
期
間
中
に
ど
の
よ
う
な
問
題
や
課
題
が

ど
の
よ
う
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
間
で
生
じ
て
い

た
の
か
等
、
プ
ロ
セ
ス
の
把
握
が
困
難
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
れ
が
外
部
条
件
や
前
提
条
件
が
変
化
し
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な
い
こ
と
を
前
提
と
す
る
単
な
る
仮
定
に
す
ぎ
な

い
と
し
て
、「
変
化
す
る
現
実
」
に
対
す
る
脆
弱

性
を
指
摘
す
る
声
も
聞
か
れ
る
（
参
考
文
献
⑤
参

照
）。
現
地
の
政
治
的
、
経
済
的
、
文
化
的
諸
事

情
は
、
現
実
的
に
み
て
「
不
変
」
で
あ
る
と
は
考

え
に
く
い
。
フ
ィ
ー
ル
ド
や
そ
れ
を
と
り
ま
く
隣

接
的
環
境
は
、
常
に
外
部
社
会
と
の
相
互
関
係
に

お
い
て
社
会
的
変
化
の
過
程
に
あ
る
と
も
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
開
発
援
助
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
そ
の
も
の

や
そ
の
評
価
を
実
体
的
視
野
か
ら
捉
え
る
見
方
は
、

「
質
」
を
重
視
す
る
途
上
国
開
発
の
今
日
の
一
般

的
動
向
に
照
ら
し
て
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、
外
部
条
件
に
関
わ
る
事
態
の
変
化

や
予
期
せ
ぬ
出
来
事
を
評
価
の
た
め
の
デ
ー
タ
と

し
て
す
く
い
上
げ
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
方

法
が
考
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
変
化
す
る
現
実

が
時
間
的
に
線
的
な
連
続
性
を
も
ち
、
そ
れ
に
関

係
す
る
様
々
な
人
び
と
や
組
織
が
空
間
的
な
拡
が

り
を
も
つ
と
す
れ
ば
、
時
間
と
空
間
双
方
の
連
続

性
を
評
価
デ
ー
タ
の
獲
得
に
取
り
込
む
こ
と
は
考

え
ら
れ
る
方
法
の
ひ
と
つ
で
は
あ
る
。
具
体
的
に

は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
プ
ロ
セ
ス
に
注
目
し
、

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
内
部
お
よ
び
隣
接
す
る
環
境
や
外

部
的
環
境
を
含
む
現
象
全
体
を
把
握
し
、
評
価
す

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ロ
グ
フ
レ
ー
ム
を
用

い
た
評
価
が
「
成
果
」
や
「
結
果
」
と
い
っ
た
比

較
的
「
点
的
」
な
現
状
把
握
に
主
眼
を
お
い
て
い

る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

　
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
（
国
際
協
力
機
構
）
の
よ
う
な
援
助

実
施
機
関
は
、
実
施
プ
ロ
セ
ス
の
把
握
を
評
価
の

重
要
な
一
部
分
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
Ｊ
Ｉ

Ｃ
Ａ
に
よ
る
と
、「
実
施
プ
ロ
セ
ス
の
情
報
と
は
、

活
動
の
状
況
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
現
場
で
起
き
て

い
る
事
柄
に
関
す
る
も
の
で
、
た
と
え
ば
、
専
門

家
と
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
受
益
者
と
の
関
わ
り
、
本

部
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
の
関
わ
り
な
ど
、
定
性
的

な
情
報
が
多
い
。（
中
略
）
実
施
プ
ロ
セ
ス
の
情

報
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
阻
害
・
貢
献
要
因
を
分

析
す
る
と
き
に
活
用
で
き
る
」（
参
考
文
献
①
参

照
）
と
い
う
。
実
際
に
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
評
価
報
告
書

に
は
、必
ず
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
プ
ロ
セ
ス
」

と
い
う
項
目
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
評

価
報
告
書
に
述
べ
ら
れ
る
そ
の
内
容
は
、
一
般
に

要
約
的
で
あ
り
、「
プ
ロ
セ
ス
」
と
い
う
線
的
な

特
性
を
十
分
に
表
現
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

実
施
プ
ロ
セ
ス
（
出
来
事
や
結
果
の
連
鎖
）
の
把

握
が
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
内
部
環
境
を
中
心
と
す

る
現
象
全
体
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム（
変
化
す
る
現
実
）

を
映
し
出
す
行
為
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
プ
ロ
セ
ス

全
体
の
詳
細
な
記
述
は
、
調
査
者
の
フ
ィ
ー
ル
ド

ノ
ー
ト
や
関
係
文
書
に
と
ど
め
る
の
で
は
な
く
、

「
報
告
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
報
告
と
し
て
記
述

で
き
な
い
ナ
イ
ー
ブ
な
事
象
に
つ
い
て
は
何
ら
か

の
「
行
為
」
を
通
じ
て
明
示
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
プ
ロ
セ
ス
（
変
化

す
る
現
実
）
を
詳
述
す
る
（
あ
る
い
は
追
い
求
め

る
）
行
為
は
、
従
来
人
類
学
者
が
親
族
や
儀
礼
な

ど
を
社
会
に
お
け
る
「
制
度
」
と
し
て
分
析
対
象

と
し
て
き
た
こ
と
と
基
本
的
に
変
わ
り
な
い
。
開

発
援
助
の
実
施
者
や
技
術
専
門
家
、
開
発
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
会
社
等
と
は
異
な
る
「
人
類
学
的
」
評

価
に
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
全
体

論
的
視
点
か
ら
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
そ
の
も
の
や
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
巡
っ
て
生
起
さ
れ
る
ス
テ
ー
ク
ホ
ル

ダ
ー
間
の
相
互
行
為
に
関
わ
る
変
化
の
プ
ロ
セ
ス

と
そ
れ
の
も
つ
意
味（
意
味
の
コ
ー
ド
の
枠
組
み
）

を
さ
ぐ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
政
策
立
案
や
実
務
に
関
わ
る
人
び
と

が
信
じ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
意
義
や
有
効
性
、
妥

当
性
等
や
住
民
参
加
の
姿
、
彼
ら
を
含
む
ス
テ
ー

ク
ホ
ル
ダ
ー
間
の
関
係
等
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関

わ
る
諸
活
動
を
相
対
化
す
る
視
点
で
あ
る
。
開
発

援
助
関
係
者
は
、自
ら
の
存
在
理
由
に
関
わ
る「
援

助
の
枠
組
み
」
を
決
し
て
は
ず
さ
な
い
。
そ
れ
を

取
り
外
し
可
能
な
も
の
と
し
て
柔
軟
に
イ
メ
ー
ジ

し
う
る
人
類
学
者
と
の
視
点
の
違
い
は
明
ら
か
で

あ
る
。
変
化
す
る
現
実
を
現
地
住
民
に
近
い
と
こ

ろ
か
ら
線
的
に
把
握
し
、
な
お
か
つ
援
助
の
枠
組

み
を
自
明
視
し
な
い
柔
軟
性
は
、「
人
類
学
的
」

で
あ
る
こ
と
の
特
性
（
強
み
）
で
あ
る
。

　

開
発
援
助
に
お
け
る
「
人
類
学
的
」
実
践
は
、

地
域
住
民
の
視
点
に
寄
り
添
い
、
社
会
文
化
的
視

点
か
ら
の
解
釈
を
交
え
な
が
ら
関
与
す
る
こ
と
を

前
提
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
こ
と
以
外
に
「
ツ
ー

ル
」
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
単
な
る
対
話
や
雑

談
に
と
ど
ま
る
場
合
も
あ
れ
ば
、そ
こ
か
ら（
様
々

な
過
程
を
経
な
が
ら
も
）、
具
体
的
な
支
援
活
動

に
発
展
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。

●�「
利
用
者
」主
権
の
原
則�

―

「
人
類
学
的
」の
制
約

　

し
か
し
、
人
類
学
者
に
よ
る
開
発
援
助
へ
の
関
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与
は
、
単
に
人
類
学
者
が
「
人
類
学
的
」
実
践
を

行
な
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
開
発

援
助
に
関
わ
る
人
類
学
が
「
応
用
科
学
」
で
あ
る

以
上
、
常
に
「
利
用
者
主
権
の
原
則
」
が
あ
る
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
い
う
「
利
用

者
」
と
は
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
実
施
機
関
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
、

支
援
す
る
側
の
組
織
や
個
人
を
意
味
し
て
い
る
。

「
人
類
学
的
」
で
あ
る
人
類
学
者
の
知
見
や
行
為

が
開
発
援
助
の
評
価
や
実
施
段
階
の
ど
こ
か
で

「
利
用
者
」
の
関
心
に
「
貢
献
す
る
」
可
能
性
を

も
た
な
け
れ
ば
（「
使
っ
て
も
ら
え
る
も
の
」
で

な
け
れ
ば
）、
意
味
を
な
さ
な
い
。
開
発
の
文
脈

に
お
い
て
、
対
象
と
な
る
人
び
と
の
目
線
に
寄
り

添
う
性
質
を
も
つ
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
そ
れ
に

基
づ
く
記
述
（
民
族
誌
）
や
応
用
的
活
動
を
「
人

類
学
的
」
で
あ
る
こ
と
の
基
本
的
要
件
と
し
て
維

持
し
つ
つ
も
、「
利
用
者
」
と
の
関
係
に
お
け
る

そ
の
よ
う
な
原
則
を
除
外
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

そ
の
た
め
に
、
人
類
学
者
は
、
開
発
援
助
の
業

界
で
「
常
識
化
」
し
て
い
る
事
柄
に
も
一
定
の
親

和
性
を
も
つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
（
参
考
文
献

④
）。例
え
ば
、前
に
述
べ
た
よ
う
に
、ロ
グ
フ
レ
ー

ム
を
用
い
た
諸
活
動
に
対
し
て
、「
変
化
す
る
現

実
」
と
い
う
観
点
か
ら
そ
の
有
効
性
に
疑
問
を
抱

い
た
と
し
て
も
、
現
実
に
そ
れ
が
「
利
用
者
」
の

間
で
常
識
化
し
て
い
る
手
法
で
あ
る
な
ら
ば
、
ひ

と
ま
ず
そ
の
「
常
識
」
を
受
け
入
れ
、「
利
用
者
」

と
の
対
話
の
機
会
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
開
発
援
助
に
介
入
す
る
人
類
学
は
、
開
発
援

助
の
文
脈
に
お
い
て
大
き
な
期
待
で
あ
る
と
同
時

に
、
利
用
者
主
権
の
原
則
に
よ
る
制
約
を
常
に
受

け
続
け
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

●「
人
類
学
的
」の
第
一
歩

　

開
発
援
助
の
文
脈
に
お
い
て
、
特
定
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
案
件
の
た
め
に
見
知
ら
ぬ
国
や
地
域
を

訪
れ
、
短
期
間
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
（
一
般
に

「
現
地
視
察
」や「
調
査
」の
名
で
呼
ば
れ
る
）
の
み

で
「
人
類
学
的
」
と
名
の
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

地
元
の
人
び
と
と
の
間
で
信
頼
関
係
を
構
築
し
う

る
程
の
フ
ィ
ー
ル
ド
滞
在
と
、
現
地
の
社
会
や
文

化
に
関
す
る
洞
察
、
そ
し
て
現
地
の
人
び
と
に
近

い
と
こ
ろ
か
ら
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
ど
の
事
象

を
捉
え
る
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
現

地
の
人
び
と
」
は
、
内
的
に
分
裂
や
対
立
、
格
差

や
ジ
ェ
ラ
シ
ー
な
ど
を
通
じ
て
、
必
ず
し
も
統
合

的
状
態
に
あ
る
と
は
限
ら
な
い
（
む
し
ろ
、
そ
れ

は
稀
で
あ
る
）。
人
類
学
者
が
、
実
際
に
ど
の
よ

う
な
人
び
と
に
目
線
を
近
づ
け
る
か
、
そ
の
対
象

と
な
る
人
び
と
の
概
略
的
な
特
定
は
、
通
常
の
人

類
学
研
究
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
じ

て
得
ら
れ
る
デ
ー
タ
や
そ
れ
に
基
づ
く
人
類
学
者

自
身
の
解
釈
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

デ
ー
タ
収
集
や
解
釈
の
方
法
と
プ
ロ
セ
ス
、
開

発
援
助
の
枠
組
み
を
固
定
し
な
い
こ
と
に
人
類
学

者
の
特
性
が
あ
ら
わ
れ
る
が
、「
人
類
学
的
」
で

あ
る
こ
と
の
最
も
基
本
的
な
要
素
で
あ
る
「
現
地

の
人
び
と
の
目
線
に
近
づ
く
」
行
為
や
態
度
自
体

は
、
実
は
人
類
学
者
の
特
権
で
も
人
類
学
者
に
だ

け
可
能
な
振
る
舞
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
Ｎ

Ｇ
Ｏ
や
Ｏ
Ｄ
Ａ
に
関
わ
る
開
発
援
助
実
務
者
や
行

政
官
に
も
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、

Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
実
務
者
は
そ
の
よ
う
な
振
る
舞
い
を
通

じ
て
現
地
の
社
会
や
人
び
と
を
理
解
し
よ
う
と
努

め
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。

　

一
般
に
、
開
発
援
助
の
実
務
に
携
わ
る
人
び
と

も
人
類
学
者
も
、
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て

「
人
類
学
的
」
で
あ
る
こ
と
の
固
有
性
と
優
位
性

を
了
解
し
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
が
両
者
の
意
味

の
あ
る
相
互
関
係
の
実
現
を
阻
む
一
因
に
も
な
っ

て
い
る
。「
人
類
学
的
」
で
あ
る
こ
と
の
要
件
を

無
視
し
て
「
開
発
援
助
と
人
類
学
」
を
語
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
を
満
た
す
こ
と
は
実
は
そ

う
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。「
利
用
者
」
と
い
う

言
葉
の
中
心
に
「
現
地
の
人
び
と
」
を
据
え
る
だ

け
で
、
ま
ず
は
そ
の
第
一
歩
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
せ
き
ね　

ひ
さ
お
／
筑
波
大
学
大
学
院
人

文
社
会
科
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研
究
科
准
教
授
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