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平
成
十
六
年
八
月
二
十
三
日
、
深
紅
の
大
優
勝
旗
が
史
上
初
め
て
白
河
の
関
を
越
え
た
。
し
か
も
、
津
軽

海
峡
を
も
。

　
八
十
六
回
目
の
夏
の
甲
子
園
、
駒
澤
大
学
附
属
苫
小
牧
高
等
学
校（
駒
大
苫
小
牧
）の
初
優
勝
は
、
東
北
・

北
海
道
勢
で
悲
願
の
初
優
勝
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
翌
平
成
十
七
年
、大
会
史
上
五
十
七
年
ぶ
り
の
夏
連
覇
。

さ
ら
に
翌
平
成
十
八
年
、
決
勝
引
き
分
け
再
試
合
の
末
の
準
優
勝
。
そ
れ
が
駒
大
苫
小
牧
の
エ
ー
ス
田
中
将

大（
現
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ヤ
ン
キ
ー
ス
）
と
早
稲
田
実
業
の
エ
ー
ス
斎
藤
佑
樹
（
現
北
海
道
日
本
ハ
ム
フ
ァ

イ
タ
ー
ズ
）の
投
げ
合
い
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
駒
大
苫
小
牧
を
こ
こ
ま
で
導
い
た
の
が
、
香
田
誉
士
史
監
督
だ
。
本
書
は
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
ラ
イ
タ
ー

で
あ
る
著
者
が
、
香
田
監
督
の
「
二
・
九
連
覇
」
ま
で
の
道
の
り
と
、
そ
の
後
を
追
っ
た
作
品
で
あ
る
。

　
平
成
七
年
春
、
駒
澤
大
学
出
身
の
香
田
は
、
大
学
野
球
部
監
督
の
〝
鶴
の
一
声
〞
で
、
駒
大
苫
小
牧
に
赴

任
す
る
。「
一
度
で
い
い
か
ら
全
道
大
会
に
出
て
ほ
し
い
」
と
校
長
か
ら
懇
願
さ
れ
る
ほ
ど
、
当
時
の
駒
大

苫
小
牧
は
勝
ち
に
飢
え
て
い
た
。

　
香
田
は
嘘
や
偽
り
な
く
、
常
に
全
力
で
部
員
と
対
峙
す
る
。「
必
勝 

行
く
ぞ
!! 

甲
子
園
」の
横
断
幕
を「
勝

利
へ
の
執
念 

全
国
制
覇
」
と
改
め
た
。
今
や
全
国
区
と
な
っ
た
「
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
ポ
ー
ズ
」
も
そ
の
頃
に

生
ま
れ
た
。
そ
し
て
、
香
田
は
あ
る
社
会
人
野
球
関
係
者
と
出
会
い
、
従
来
の
「
北
海
道
の
野
球
」
の
常
識

を
覆
す
着
想
を
得
る
。
そ
の
成
果
は
、
徐
々
に
結
果
と
な
っ
て
現
れ
る―

。

　
平
成
十
六
年
夏
、
遂
に
果
た
し
た
全
国
制
覇
。
当
然
の
ご
と
く
、
香
田
は
一
躍
ヒ
ー
ロ
ー
と
な
っ
た
。
北

海
道
は
沸
い
た
。
凱
旋
し
た
新
千
歳
空
港
に
は
、
約
一
七
〇
〇
人
の
道
民
が
出
迎
え
た
と
新
聞
は
伝
え
た
。

そ
の
後
も
駒
大
苫
小
牧
に
は
連
日
マ
ス
コ
ミ
が
押
し
寄
せ
、
大
勢
の
フ
ァ
ン
が
詰
め
か
け
た
。
香
田
の
元
に

は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
講
演
依
頼
が
殺
到
し
、手
紙
や
差
し
入
れ
が
全
国
各
地
か
ら
次
々
と
届
い
た
。
し
か
し
、

沸
き
起
こ
る
駒
苫
フ
ィ
ー
バ
ー
を
よ
そ
に
、
香
田
の
心
は
病
ん
で
ゆ
く
。「
勝
っ
て
自
惚
れ
ら
れ
る
性
格
な

ら
ま
だ
よ
か
っ
た
。
だ
が
香
田
は
剥
き
出
し
に
な
っ
た
神
経
の
よ
う
に
過
敏
な
男
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
極
度
の

心
配
性
だ
っ
た
」

　
本
書
の
読
み
ど
こ
ろ
は
こ
こ
か
ら
だ
。
単
な
る
サ
ク
セ
ス
・
ス
ト
ー
リ
ー
で
は
な
い
。
前
半
の
「
明
」
と

後
半
の
「
暗
」
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
印
象
的
だ
。
勝
ち
へ
の
重
圧
。
次
々
と
明
る
み
に
な
る
不
祥
事
。
掌
を

返
す
マ
ス
コ
ミ
。
周
り
の
人
間
が
次
々
と
自
分
の
元
を
去
っ
て
ゆ
き
、
部
員
と
の
関
係
も
瞬
く
間
に
壊
れ
て

ゆ
く
。
あ
れ
だ
け
勝
ち
に
飢
え
て
い
た
学
校
も
、
今
や
勝
つ
の
が
当
然
と
、
感
覚
が
麻
痺
し
て
ゆ
く―

。

　
「
数
年
、
あ
る
い
は
数
十
年
に
一
度
し
か
花
を
つ
け
な
い
植
物
が
あ
る
。
体
内
に
極
限
ま
で
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
蓄
積
し
、
時
期
が
く
る
と
一
気
に
咲
き
誇
る
の
だ
」

　
香
田
は
一
気
に
咲
き
誇
っ
た
。
満
開
に
。
そ
し
て
、刹
那
に
散
っ
た
。
人
知
れ
ず
。「
暗
」が
あ
る
か
ら「
明
」

が
際
立
つ
。
平
成
が
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
今
、
あ
の
熱
狂
が
〝
あ
の
時
よ
り
も
鮮
や
か
に
〞
蘇
っ
た
。
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図書館だより　1

─
平
成
の
後
半
で
「
Ａ
Ｉ
」（
人
工
知
能
）
と
い
う
言
葉

を
よ
く
見
聞
き
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。Ａ
Ｉ
と
は
何

か
、
改
め
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

「
人
間
と
同
じ
知
的
な
処
理
能
力
を
も
つ
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
シ
ス
テ
ム
」と
い
う
説
明
が
一
般
的
で
し
ょ
う
か
…
実

は
こ
の
質
問
に
答
え
る
こ
と
は
と
て
も
難
し
い
ん
で
す
。

な
ぜ
な
ら
、Ａ
Ｉ
の
定
義
は
人
に
よ
っ
て
違
う
か
ら
で
す
。

現
在
の
Ａ
Ｉ
は
、あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
問
題
だ
け

を
解
決
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
て
、別
の
問
題
で
は

全
然
役
に
立
ち
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
将
棋
Ａ
Ｉ
は
ク
イ
ズ

に
答
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
Ａ
Ｉ
を

「
特
化
型
人
工
知
能
」と
言
い
ま
す
。
一
方
、
こ
れ
で
は
知

的
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、と
考
え
る
人
も
い
ま

す
。人
間
と
同
じ
よ
う
に
様
々
な
課
題
を
解
決
す
る
こ
と

が
で
き
る
「
汎
用

�
�
�
�

人
工
知
能
」
こ
そ
が
本
物
だ
と
い
う
考

え
方
で
す
ね
。

さ
ら
に
、
人
工
知
能
技
術
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て

「
強
い
Ａ
Ｉ
」「
弱
い
Ａ
Ｉ
」
と
い
う
２
つ
の
立
場
が
あ
り

ま
す
。
強
い
Ａ
Ｉ
は
、
人
間
の
脳
の
仕
組
み
を
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
上
で
再
現
し
、人
間
の
知
能
そ
の
も
の
を
作
ろ
う
と

い
う
考
え
方
で
す
。
弱
い
Ａ
Ｉ
は
、
人
間
と
同
じ
よ
う
に

考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、結
果
的
に
人
間
と

同
じ
処
理
が
で
き
れ
ば
良
い
と
い
う
考
え
方
で
す
。
今
、

人
工
知
能
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
す
べ
て
弱
い
Ａ
Ｉ

で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
統
一
さ
れ
た
定
義
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

最
近
は
人
間
の
知
的
な
活
動
の
一
部
を
実
現
す
る
特
化

型
人
工
知
能
を
Ａ
Ｉ
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

―
Ａ
Ｉ
の
発
達
に
よ
り
、
平
成
の
社
会
は
ど
の
よ
う
に

変
容
し
ま
し
た
か
。

今
は
、
人
々
の
生
活
に
Ａ
Ｉ
が
溶
け
込
ん
で
い
ま
す
。

30
年
前
か
ら
比
べ
る
と
こ
れ
は
大
き
な
変
化
だ
と
思
い

ま
す
。

平
成
が
始
ま
っ
た
こ
ろ
、
Ａ
Ｉ
は
冬
の
時
代
で
し
た
。

１
９
９
０
年
代
半
ば
か
ら
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
性
能
向

上
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
も
あ
り
、Ａ
Ｉ
の
技
術
が

い
ろ
い
ろ
な
成
果
を
上
げ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。し
か

し
、
こ
の
頃
は
「
人
工
知
能
」
や
「
Ａ
Ｉ
」
と
い
う
名
前

は
使
わ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
印
象
が
残
っ

て
い
た
か
ら
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
で
は
毎
日
の
よ
う

に
「
人
工
知
能
」
と
い
う
単
語
を
目
に
し
ま
す
。
Ａ
Ｉ
技

術
の
発
展
が
世
間
の
人
に
も
認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
。

―
Ａ
Ｉ
に
関
連
し
て
、「
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
」
と
い
う

概
念
が
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
語
ら
れ
て
い
ま
す
。シ
ン

ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
と
は
何
か
、
改
め
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
も
色
々
な
定
義
が
あ
る
言
葉
で

す
。
も
し
、
人
工
知
能
が
自
分
よ
り
も
優
れ
た
人
工
知
能

を
作
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
そ
れ
を
繰
り
返
す
こ
と

で
、い
ず
れ
は
人
間
の
理
解
を
超
え
る
圧
倒
的
な
知
能
を

生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
が
基
本
的
な
考
え

方
で
す
。こ
の
言
葉
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、未
来
学
者
の
レ
イ
・
カ
ー
ツ
ワ
イ
ル
氏
の
影
響
で
し

ょ
う
。彼
は
、テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
急
速
に
進
歩
す
る
と
、病

平成が終わり、新しい時代が始まります。

時代の終点と起点が交差する現在
� �

だからこ

そ、過去と未来の両方向に目を向けてみる

のもよいのではないでしょうか。

今回は、昨今、社会を大きく変容させつつあ

るＡＩ（Artificial Intelligence：人工知能）に

焦点を当て、工学部電子情報工学科の内田

ゆず准教授にお話を伺いました。

特集「平成から新しい時代へ」　巻頭インタビュー

新井 紀子 著
『AI vs．教科書が読めない子どもたち』

（東洋経済新報社 2018年）

内田先生オススメの本

工学部准教授 内田 ゆず
聞き手：図書館職員　柏尾 文太

ＡＩ〈人工知能〉と社会
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気
や
貧
困
な
ど
の
人
類
の
問
題
は
解
決
さ
れ
る
と
言
っ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
は
２
０
４
５

年
に
訪
れ
る
と
予
言
し
ま
し
た
。

そ
ん
な
明
る
い
未
来
は
来
な
い
と
考
え
て
い
る
人
も

い
ま
す
。「
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ホ
ー
キ
ン
グ
博
士
が『
完
全

な
人
工
知
能
の
開
発
は
人
類
の
終
わ
り
を
も
た
ら
す
可

能
性
が
あ
る
』と
語
っ
た
」と
か
、「
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

大
学
が『
あ
と
10
年
で
な
く
な
る
仕
事
』を
認
定
し
た
」と

い
っ
た
ニ
ュ
ー
ス
が
話
題
に
な
り
ま
し
た
よ
ね
。そ
の
頃

か
ら
「
人
工
知
能
が
人
類
を
滅
ぼ
す
」
な
ど
と
い
っ
た
刺

激
的
な
表
現
が
多
く
な
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

―
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
が
到
来
す
る
か
ど
う
か
を
含

め
、新
し
い
時
代
で
Ａ
Ｉ
は
社
会
を
ど
う
変
容
さ
せ
て
い

く
と
思
わ
れ
ま
す
か
。

ひ
と
つ
前
の
質
問
で
お
話
し
し
た
２
つ
の
考
え
方
は
、

ど
ち
ら
も
少
し
極
端
だ
と
思
い
ま
す
。
今
の
と
こ
ろ
、
私

は
人
工
知
能
が
人
類
を
滅
ぼ
し
た
り
す
る
と
は
考
え
て

い
ま
せ
ん
。
人
工
知
能
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
す
し
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
は
計
算
し
か
で
き
ま
せ
ん
。ど
ち
ら
か
と
い
う

と
、
人
間
と
共
存
し
、
人
間
の
能
力
を
補
う
存
在
に
な
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。単
純
作
業
を
Ａ
Ｉ
に
担
当
し

て
も
ら
え
ば
、人
間
は
も
っ
と
効
率
的
に
働
け
る
で
し
ょ

う
し
、も
っ
と
付
加
価
値
の
高
い
仕
事
に
時
間
を
割
け
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
自
由
な
時
間
が
増
え
て

趣
味
に
打
ち
込
め
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。楽

観
的
す
ぎ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
希
望
も
込
め
て
…
。

―
Ａ
Ｉ
が
人
間
の
仕
事
を
奪
う
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

Ａ
Ｉ
に
代
替
さ
れ
や
す
い
仕
事
と
そ
う
で
な
い
仕
事
の

違
い
は
何
で
す
か
。

Ａ
Ｉ
に
も
苦
手
な
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。私
の

専
門
分
野
（
自�

然
言
語
処
理
）
で
も
、
解
決
で
き
て
い
な

い
こ
と
だ
ら
け
で
す
。
今
の
Ａ
Ｉ
技
術
で
は
、
人
間
の
言

葉
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。言
葉
に
は
あ
い
ま

い
な
部
分
が
多
く
あ
っ
て
、コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
の
処
理
が

難
し
い
の
で
す
。
ま
た
、
人
間
の
感
情
を
理
解
す
る
こ
と

も
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
深
い

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
必
要
な
仕
事
は
人
間
向
き
で

す
ね
。

た
だ
し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
記
憶
力
は
抜
群
で
す
し
、

大
量
の
デ
ー
タ
を
疲
れ
ず
に
処
理
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。
文
書
を
た
く
さ
ん
読
ん
で（
覚
え
て
）、
そ
の
中
か
ら

答
え
を
見
つ
け
る
よ
う
な
仕
事
は
Ａ
Ｉ
の
方
が
得
意
で

し
ょ
う
。こ
う
い
う
仕
事
は
言
葉
の
意
味
を
理
解
し
て
い

な
く
て
も
で
き
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、過
去
に
例
が
な
い
よ
う
な
仕
事
は
人
間
に

勝
ち
目
が
あ
り
そ
う
で
す
。現
在
の
Ａ
Ｉ
の
基
本
的
な
能

力
は
、過
去
の
膨
大
な
デ
ー
タ
か
ら
何
ら
か
の
規
則
性
を

見
つ
け
る
と
い
う
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
新
し
い
問
題
は

苦
手
な
の
で
す
。新
し
い
問
題
を
見
つ
け
る
こ
と
も
今
の

と
こ
ろ
は
で
き
ま
せ
ん
。

―
人
間
の
仕
事
が
Ａ
Ｉ
に
代
替
さ
れ
る
現
実
を
目
の
当

た
り
に
し
て
、「
科
学
の
発
展
が
必
ず
し
も
人
間
を
幸
福

に
す
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
」と
思
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
。そ
の
あ
た
り
、先
生
は
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
。

人
間
の
代
わ
り
に
Ａ
Ｉ
が
仕
事
を
し
て
く
れ
る
の
な

ら
、そ
れ
は
不
幸
な
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
い
か

が
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
仕
事
が
な
く
な
っ
て
生
活
で

き
な
い
状
態
に
な
る
と
困
り
ま
す
か
ら
、そ
う
な
ら
な
い

社
会
を
作
る
必
要
は
あ
り
ま
す
。特
に
教
育
は
重
要
だ
と

思
い
ま
す
。

ど
ん
な
科
学
技
術
も
悪
用
し
て
し
ま
え
ば
人
を
不
幸

に
し
ま
す
。開
発
す
る
人
、利
用
す
る
人
が
モ
ラ
ル
を
守
ら

な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。人
工
知
能
学
会
で
も
倫
理
委
員

会
が
設
置
さ
れ
、人
工
知
能
研
究
あ
る
い
は
人
工
知
能
技

術
と
社
会
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。

―
Ａ
Ｉ
と
上
手
く
共
存
し
て
い
く
た
め
に
、
大
学
で
ど

の
よ
う
に
学
び
、ど
の
よ
う
な
能
力
を
身
に
付
け
る
必
要

が
あ
り
ま
す
か
。

Ａ
Ｉ
技
術
が
発
展
す
る
と
、「
人
間
ら
し
さ
」と
か「
人

間
と
し
て
の
魅
力
」の
価
値
が
増
す
で
し
ょ
う
。人
間
は
、

論
理
で
は
な
く
感
情
や
感
覚
で
動
く
こ
と
が
よ
く
あ
り

ま
す
。「
な
ん
と
な
く
良
い
感
じ
」な
ん
て
言
っ
た
り
し
ま

す
よ
ね
。あ
と
は
、倫
理
観
や
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
み
た
い
な

も
の
も
人
間
ら
し
い
能
力
で
す
。こ
の
よ
う
に
、感
性
や
美

的
感
覚
、対
人
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
数
値
化

で
き
な
い
能
力
は
機
械
で
は
置
き
換
え
に
く
い
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
人
工
知
能
は
「
現
実
世
界
」
を
知
り
ま
せ

ん
。
写
真
に
写
っ
て
い
る
物
体
を
認
識
し
て
く
れ
た
り
、

天
気
を
答
え
て
く
れ
た
り
し
て
も
、そ
れ
は
あ
く
ま
で
も

記
号
を
処
理
し
て
い
る
だ
け
で
、リ
ア
ル
な
世
界
と
は
何

の
か
か
わ
り
も
あ
り
ま
せ
ん
。人
間
は
現
実
世
界
で
の
体

験
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
学
習
し
て
い
ま
す
。グ
グ
っ

て
わ
か
っ
た
つ
も
り
に
な
る
の
は
簡
単
で
す
が
、自
分
の

身
体
を
使
っ
て
た
く
さ
ん
の
体
験
を
し
て
も
ら
い
た
い

で
す
。

―
最
後
に
、読
者
の
本
学
学
生
に
向
け
て
、一
言
メ
ッ
セ

ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

最
近
は
人
工
知
能
関
連
の
本
が
次
々
と
出
版
さ
れ
て

い
ま
す
。中
に
は
い
た
ず
ら
に
不
安
を
煽
る
よ
う
な
も
の

も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。同
じ
論
調
の
文
章
ば
か
り
を

読
む
の
で
は
な
く
、様
々
な
著
者
の
本
を
読
ん
で
自
分
の

考
え
を
整
理
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。こ
れ
は
人
工
知
能
の

話
題
に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。

※自然言語処理：人間が日常的に使っている言葉をコンピュータで処理する技術。

Yuzu Uchida
2010 年北海道大学大学院情報科学研究科メデ
ィアネットワーク専攻博士後期課程修了。博士

（情報科学・北海道大学）。青山学院大学理工学
部電気電子工学科助手･助教を経て、2014 年か
ら現職。専門は自然言語処理。主に、日本語オノ
マトペを対象とした言語処理を研究している。
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平
成
の
約
30
年
を
通
じ
、
日
本
の
地
方
都

市
構
造
が
大
き
く
変
化
し
た
。都
市
の
諸
機
能

や
そ
れ
に
伴
う
経
済
活
動
が
外
縁
部
に
移
動

す
る
「
郊
外
化
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
進
展
し
た

理
由
の
一
つ
に
、「
ク
ル
マ
依
存
」が
あ
げ
ら
れ

る
。ち
ょ
う
ど
平
成
に
入
る
頃
、国
内
自
動
車

市
場
は
空
前
の
活
況
で
、年
間
７
０
０
万
台
超

の
新
車
が
売
れ
て
い
た
。
地
方
圏
で
は「
セ
カ

ン
ド
カ
ー
」の
保
有
が
一
般
的
と
な
り
、平
成

の
半
ば
に
は
自
動
車
の「
分
担
率
」が

８
割
を
超
え
る
状
態
と
な
っ
た
。
さ

ら
に
、
商
業
施
設
の
立
地
に
関
す
る

規
制
緩
和
に
よ
り
、
１
９
９
０
年
代

半
ば
以
降
、
郊
外
型
の
大
型
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
、そ
の
後
、巨
大
シ

ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
も
み
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。平
成
前
半
に
は
、自
動

車
保
有
を
前
提
と
し
た
地
方
都
市
の

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
完
成
し
た
が
、

そ
れ
と
引
き
換
え
に
地
方
の
「
疲
弊
」

が
進
ん
だ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
脱
「
ク

ル
マ
依
存
」を
提
示
し
た
の
が
藤
井
聡
（
２
０

１
７
）『
ク
ル
マ
を
捨
て
て
こ
そ
地
方
は
甦
る
』

（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
）で
あ
る
。

同
書
は
、従
来
、鉄
道
駅
や
お
城
を
中
心
と

し
て
形
成
さ
れ
た
都
市
が「
広
く
薄
く
溶
け
だ

し
て
」様
々
な
問
題
を
生
み
出
し
た
こ
と
を
指

摘
す
る
。①
公
共
交
通
の
弱
体
化
、②
地
方
都

市
中
心
部
か
ら
の
資
本
の
撤
退
、③
魅
力
と
仕

事
の
減
少
に
よ
る
人
の
流
出
、④
大
型
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
マ
ネ
ー
の
流
出
、⑤

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
崩
壊
・
自
治
の
劣
化
、

⑥（
イ
ン
フ
ラ
等
の
）行
政
サ
ー
ビ
ス
需
要
の

高
ま
り
、
等
で
あ
る
。
①
に
関
し
て
は
、
平
成

前
半
、た
っ
た
15
年
間
で
、地
方
圏
の
乗
合
バ

ス
利
用
者
が
半
減
（『
国
土
交
通
白
書
』
に
よ

る
）
す
る
ほ
ど
劇
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
地
方
を
「
活
性
化
」
す
る
手

法
の
一
つ
と
し
て
、「
Ｌ
Ｒ
Ｔ
」（
こ
こ
で
は「
路

面
電
車
」と
理
解
し
て
い
た
だ
い
て
よ
い
）の

導
入
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
事
例
と
さ
れ
た

富
山
市
で
は
、２
０
０
０
年
代
半
ば
か
ら
、上

記
問
題
へ
の
対
処
と
し
て
、コ
ン
パ
ク
ト
な
市

街
地
を
目
指
し
、都
心
部
や
、都
心
と
郊
外
を

結
ぶ
Ｌ
Ｒ
Ｔ
の
整
備
を
進
め
た
。
結
果
と
し

て
、年
間
28
万
人
が
ク
ル
マ
か
ら
Ｌ
Ｒ
Ｔ
に
乗

り
換
え
、
さ
ら
に
新
し
く
50
万
人
分
も
の
交

通
需
要
を
生
み
出
し
た
。こ
れ
に
連
動
し
て
、

新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
が
生
み
出
さ
れ
、Ｌ
Ｒ
Ｔ
沿

線
で
の
地
価
上
昇
傾
向
が
観
察
さ
れ
て
い
る
。

「
た
っ
た
」90
億
円
の
投
資
が
、市
街
地
に
大
き

な
民
間
投
資
を
呼
び
込
ん
だ
の
で
あ
る（
ち
な

み
に
、著
者
は
国
内
自
動
車
産
業
の
広
告
費
が

年
間
１
兆
２
０
０
０
億
円
に
及
ぶ
こ
と
を
強

調
し
て
い
る
）。

実
は
、同
書
が
主
張
す
る
こ
の
よ
う
な
方
向

性
は
、欧
州
都
市
で
は
１
９
８
０
年
代
か
ら
見

ら
れ
て
お
り
、日
本
は
大
き
く
立
ち
遅
れ
て
い

た
。
２
０
０
５
年
、
40
万
人
「
も
」
人
口
を
有

す
る
岐
阜
市
で
、
路
面
電
車
が
廃
止

さ
れ
た
際
に
は
、
海
外
の
交
通
専
門

誌
で
、「
世
界
の
潮
流
に
逆
行
し
た

日
本
の
路
面
電
車
廃
止
」
と
い
う
不

名
誉
な
記
事
が
掲
載
さ
れ
る
ほ
ど

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
平
成
末
期
の

今
、
潮
目
は
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
地

方
都
市
の
鉄
道
や
バ
ス
の
利
用
者

数
の
下
げ
止
ま
り
傾
向
、
あ
る
い
は

増
加
傾
向
が
一
部
に
み
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
札
幌
市
で
は
２
０
１

５
年
に
市
電
が
ル
ー
プ
化
し
、
42
年

ぶ
り
に
駅
前
通
り
に
電
車
が
戻
っ
て
き
た
。宇

都
宮
市
で
は
Ｌ
Ｒ
Ｔ
の
新
設
に
向
け
た
工
事

が
始
ま
っ
て
い
る
。人
口
構
造
の
変
化
や
そ
れ

に
伴
う
大
型
店
舗
の
撤
退
、カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン

グ
な
ど
ク
ル
マ
の
賢
い
使
い
方
が
広
ま
っ
て

き
た
こ
と
も
背
景
に
あ
り
、同
書
が
主
張
す
る

よ
う
な
Ｌ
Ｒ
Ｔ
等
、公
共
交
通
を
軸
に
し
た
都

市
づ
く
り
へ
の
理
解
が
広
ま
り
つ
つ
あ
る
。

課
題
は
山
積
で
は
あ
る
が
今
後
の
地
方
都
市

の
姿
に
期
待
し
た
い
。

藤井　聡 著
『クルマを捨ててこそ地方は甦る』

（PHP新書 2017年）

Yutaka Asazuma
2002年一橋大学大学院経済学研究科応用経済
専攻博士課程単位取得退学。専門は経済政策論、
環境経済学。主な研究テーマは、北東アジア経済
圏の資源循環と静脈産業の立地に関する研究。

経済学部経済学科  教授 浅妻　裕

交通を軸にした都市づくりへの期待

特集「平成から新しい時代へ」  時代の交差点にこの一冊  
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昨
年
は
、ス
ポ
ー
ツ
の
不
祥
事
が
相
次
ぎ
、

テ
レ
ビ
の
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
に
お
け
る
格
好
の

話
題
と
な
っ
た
。
そ
の
主
要
な
テ
ー
マ
の
一

つ
は
、各
種
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
で
、社
会
の
中
で

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
の
ス
キ
ー
ム
が
定
着
し

て
い
く
一
方
、
ス
ポ
ー
ツ
の
世
界
は
遅
れ
て

い
る
と
い
う
印
象
を
与
え
た
。

昭
和
の
時
代
を
象
徴
す
る
東
京
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
。そ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
、女
子
バ
レ

ー
ボ
ー
ル
の
決
勝
、
日
本
対
ソ
連
。

そ
し
て
、人
気
の
的
は
、「
東
洋
の
魔

女
」
つ
ま
り
、
日
本
代
表
チ
ー
ム
で

あ
っ
た
。
こ
の
決
勝
戦
の
テ
レ
ビ
視

聴
率
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
66
・
８
％
（
史

上
２
位
）、
さ
ら
に
民
放
も
ほ
と
ん

ど
が
同
じ
番
組
を
流
し
た
の
で
、
コ

ン
テ
ン
ツ
と
し
て
は
90
％
を
越
え

て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
国
民
的
熱
狂
の
焦
点
に
い

た
の
が
、
大
松
博
文
監
督
で
あ
っ

た
。
大
松
は
、
日
紡
貝
塚
工
場
庶
務

課
長
と
し
て
勤
務
し
な
が
ら
、
選
手
た
ち
に

ハ
ー
ド
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
課
し
た
。
選
手
た

ち
は
、
朝
８
時
か
ら
３
時
半
ま
で
女
工
と
し

て
働
い
た
後
、毎
晩
12
時
ま
で
練
習
し
た
。睡

眠
時
間
は
４
時
間
以
下
だ
っ
た
と
い
う
。
さ

ら
に
、
試
合
の
時
に
生
理
に
な
っ
た
と
い
っ

て
休
む
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
か
ら
と
、
生

理
の
時
も
、
練
習
を
休
む
こ
と
を
認
め
な
か

っ
た
と
い
う
。こ
の
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
も
、

師
弟
の
揺
る
ぎ
な
い
信
頼
関
係
と
し
て
、
テ

レ
ビ
で
繰
り
返
し
放
送
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ

そ
、
国
民
は
感
情
移
入
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
大
松
の
行
為
は
、
現
在
な
ら
セ
ク

ハ
ラ
・
パ
ワ
ハ
ラ
と
見
做
さ
れ
る
。い
や
、当

時
で
も
問
題
に
す
る
人
は
い
た
。
加
賀
ま
り

こ
が
、
婦
人
公
論
の
対
談
で
セ
ク
ハ
ラ
を
問

題
に
し
て
糾
弾
し
た
と
い
う
。し
か
し
、当
時

の
一
般
大
衆
に
は
、
美
談
と
し
て
受
け
取
ら

れ
、
大
松
の
著
書
「
俺
に
つ
い
て
こ
い
」「
な

せ
ば
成
る
」は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
。そ

し
て
、
そ
の
後
の
日
本
ス
ポ
ー
ツ
に
お
け
る

指
導
モ
デ
ル
の
一
つ
に
な
っ
た
こ
と
は
疑
い

も
な
い
。

平
成
の
時
代
を
通
じ
て
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

の
基
準
は
、ど
ん
ど
ん
厳
し
く
な
り
、隔
世
の

感
が
あ
る
。筆
者
自
身
、昭
和
の
終
わ
り
頃
ス

ポ
ー
ツ
指
導
を
行
っ
た
経
験
を
持
つ
。
相
当

に「
ユ
ル
い
」指
導
だ
っ
た
は
ず
だ
が
、今
の

基
準
だ
と
、
筆
者
の
行
動
や
言
動
の
か
な
り

の
部
分
が
、パ
ワ
ハ
ラ
に
あ
た
る
。そ
う
な
る

と
、
ど
う
指
導
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
と
迷

っ
て
し
ま
う
。

ス
ポ
ー
ツ
の
現
場
か
ら
「
俺
に
つ
い
て
こ

い
」「
な
せ
ば
成
る
」
世
代
は
、
か
な
り
減
っ

て
い
る
は
ず
だ
が
、
こ
の
世
代
か
ら
指
導
を

受
け
た
人
た
ち
が
、
今
ス
ポ
ー
ツ
指
導
の
中

心
を
成
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
こ
の

ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
ギ
ャ
ッ
プ
が
、

課
題
を
複
雑
に
し
て
い
る
よ
う
に

思
え
る
。

ス
ポ
ー
ツ
の
指
導
法
は
日
進
月

歩
で
あ
る
。
次
々
に
新
し
い
技
法
が

開
発
さ
れ
る
。
さ
ら
に
イ
メ
ー
ジ
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
な
ど
も
定
着
し
た
。
し

か
し
、
倫
理
的
側
面
も
含
め
た
総
合

的
な
ノ
ウ
ハ
ウ
ま
で
、
十
分
に
普
及

し
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。

平
成
が
終
わ
り
、
新
し
い
時
代

が
、
ふ
た
た
び
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
と
も

に
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

を
き
っ
か
け
に
、ま
た
、多
く
の
子
供
達
が
ス

ポ
ー
ツ
に
親
し
む
よ
う
に
な
れ
ば
い
い
な
と

思
う
。そ
の
指
導
者
が
、ど
ん
な
指
導
を
す
る

か
で
、子
供
達
の
そ
の
後
が
決
ま
る
。だ
か
ら

こ
そ
、
長
く
ス
ポ
ー
ツ
を
続
け
る
気
持
ち
に

な
る
よ
う
な
指
導
法
の
確
立
と
、
指
導
者
の

育
成
が
大
切
で
あ
ろ
う
。

新　雅史 著
『「東洋の魔女」論』
（イースト新書 2013年）

Masahiko Sawano
1979年大阪大学大学院経済学研究科経営学専
攻博士課程単位取得満期退学。専門は経営学、労
務管理論、経営人類学。主な研究テーマは、企業
の中の人間行動に関する人類学的研究。その一
つに、企業スポーツについての研究がある。

経営学部経営学科  教授 澤野 雅彦

新しいスポーツ指導をめざして
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平
成
と
い
う
時
代
を
、
政
治
の
面
か
ら
振

り
返
る
と
、「
思
え
ば
遠
く
に
来
た
も
ん
だ
」

と
の
感
を
禁
じ
え
な
い
。と
い
っ
て
も
、本
稿

の
筆
者
は
平
成
元
年
に
は
11
歳
で
、
当
時
の

政
治
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
十
分
に
理
解
し
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
。だ
か
ら
、こ
の
感
慨
は

バ
ー
チ
ャ
ル
と
い
う
か
、
半
分
作
ら
れ
た
記

憶
に
基
づ
い
た
も
の
で
も
あ
る
。

平
成
の
始
ま
り
に
ま
だ
幼
か
っ
た
筆
者

が
、
な
ぜ
平
成
の
始
ま
り
と
終
わ
り

の
政
治
を
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
か
。そ
の
答
え
は
単
純
で
、た
ま
た

ま
平
成
の
初
期
は
、
日
本
政
治
を
学

ぶ
も
の
な
ら
誰
も
が
通
る
こ
と
に
な

る
重
要
な
時
期
だ
か
ら
で
あ
る
。
ず

っ
と
後
（
と
い
っ
て
も
平
成
の
半
ば

ご
ろ
）、政
治
学
を
学
ぶ
大
学
院
生
に

な
っ
て
か
ら
、
平
成
の
始
ま
り
の
政

治
状
況
に
つ
い
て
詳
し
く
知
る
機
会

を
得
た
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
平
成
を
生
き
抜
い
た
30
歳
以
上

の
人
で
な
く
て
も
、
時
代
の
激
動
を
追
体
験

し
、
筆
者
と
同
じ
よ
う
な
感
慨
を
持
つ
こ
と

は
、今
か
ら
で
も
可
能
で
あ
る
。と
り
わ
け
本

書
を
手
に
取
れ
ば
、
平
成
の
始
ま
り
か
ら
終

わ
り
ま
で
を
効
率
よ
く
学
ぶ
こ
と
が
で
き

る
。実

は
、
平
成
と
い
う
時
代
に
政
治
に
起
こ

っ
た
変
化
を
知
る
こ
と
は
、
日
本
政
治
そ
の

も
の
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
学
ぶ
の
に
適
し
て
い

る
。政
治
に
と
っ
て
の
平
成
は
、ト
ッ
プ
リ
ー

ダ
ー
の
は
ず
な
の
に
「
弱
か
っ
た
」
首
相
が
、

「
一
強
」
と
呼
ば
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
時
代

を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。

平
成
が
始
ま
っ
た
１
９
８
９
年
は
、
自
民

党
の
長
期
に
わ
た
る
単
独
政
権
の
真
っ
只
中

だ
っ
た
。「
55
年
体
制
」
と
呼
ば
れ
る
自
民
党

の
長
期
政
権
は
、
平
成
５
年
に
一
旦
終
わ
る

ま
で
38
年
間
続
い
た
が
、与
党
の
自
民
党（
と

議
員
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
派
閥
）が
強
く
、首
相

は
十
分
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
の

が
難
し
い
体
制
だ
っ
た
。つ
ま
り
、平
成
元
年

時
点
で
は
、
自
民
党
は
強
い
が
首
相
は
弱
い

政
治
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
、
平
成
の
終
わ
り
に
は
「
安
倍
一

強
」
の
政
治
へ
と
変
貌
を
遂
げ
た
。
こ
の
間
、

一
体
何
が
あ
っ
た
の
か
。
安
倍
首
相
個
人
に

卓
越
し
た
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
あ
り
、
平
成

初
期
の
首
相（
ち
な
み
に
、平
成
最
初
の
首
相

は
、
タ
レ
ン
ト
Ｄ
Ａ
Ｉ
Ｇ
Ｏ
の
祖
父
に
あ
た

る
竹
下
登
で
あ
る
）に
は
な
か
っ
た
か
ら
、首

相
が
強
い
政
治
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

本
書
の
著
者
の
答
え
は
イ
エ
ス
で
あ
り
、

ノ
ー
で
あ
る
。指
導
者
の
個
性
も
重
要
だ
が
、

そ
れ
以
上
に
注
目
す
べ
き
は
平
成
の
時
代
に

施
さ
れ
た
諸
改
革
で
あ
る
と
筆
者
は
主
張
す

る
。こ
れ
に
よ
り
、首
相
が
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
を
発
揮
で
き
る
環
境
が
整
っ
た
こ
と

が
、
よ
り
重
要
だ
と
い
う
の
で
あ

る
。だ

が
同
時
に
、諸
改
革
は
意
図
と

は
逆
の
結
果
を
も
作
り
出
し
た
。首

相
の
権
力
を
強
め
る
反
面
、政
権
交

代
の
可
能
性
を
担
保
し
て
緊
張
感

を
作
り
出
す
は
ず
が
、「
安
倍
一
強
」

下
の
野
党
は
多
弱
状
態
で
分
立
し

て
お
り
、政
権
交
代
の
現
実
的
可
能

性
は
乏
し
い
。
そ
の
様
子
は
、
あ
た

か
も
自
民
党
が
衆
参
の
過
半
数
を

悠
然
と
確
保
し
続
け
て
い
た
平
成
の
始
ま
り

の
政
治
と
も
重
な
っ
て
み
え
る
。

か
く
し
て
、
平
成
の
始
ま
り
と
様
変
わ
り

し
た
景
色
と
、
よ
く
似
た
光
景
が
同
居
し
て

い
る
の
が
平
成
の
終
わ
り
の
政
治
状
況
な
の

で
あ
る
。後
者
に
思
い
を
馳
せ
れ
ば
、本
書
で

平
成
を
振
り
返
っ
た
と
き
、「
大
山
鳴
動
し
て

鼠
一
匹
」
と
の
感
慨
を
覚
え
る
読
者
も
い
る

だ
ろ
う
。誠
に
、30
年
は
短
く
も
長
く
、長
く

も
短
い
。

法学部政治学科  教授 山本 健太郎

清水 真人 著
『平成デモクラシー史』

（ちくま新書 2018年）

Kentaro Yamamoto
2009年東京大学大学院総合文化研究科国際社
会科学専攻博士課程修了。専門は政治学、現代日
本政治。主な研究テーマは、政治家の政党間移動
と政党システムの変化。

特集「平成から新しい時代へ」  時代の交差点にこの一冊  
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平
成
時
代
の
方
言
の
記
録
と
し
て
、
国
立

国
語
研
究
所
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
方

言
の
形
成
過
程
解
明
の
た
め
の
全
国
方
言
調

査
」（
２
０
１
０
～
２
０
１
５
年
度
、
略
称
Ｆ

Ｐ
Ｊ
Ｄ
、
本
稿
で
は
以
下
「
平
成
調
査
」）
が

あ
る
。
全
国
５
５
４
地
点
の
70
歳
以
上
の
男

女
を
対
象
に
行
わ
れ
た
。
そ
の
成
果
の
一
つ

が
、今
回
紹
介
す
る『
新
日
本
言
語
地
図
』で

あ
る
。国
立
国
語
研
究
所
で
は
、過
去

に
大
規
模
な
全
国
調
査
を
行
っ
て
い

る
。『
日
本
言
語
地
図
』（
１
９
５
７
年

か
ら
１
９
６
５
年
調
査
、
略
称
Ｌ
Ａ

Ｊ
）、『
方
言
文
法
全
国
地
図
』（
１
９

７
９
年
か
ら
１
９
８
２
年
調
査
、
略

称
Ｇ
Ａ
Ｊ
）
と
し
て
公
刊
さ
れ
て
い

る
が
、そ
れ
ら
と
比
較
し
、そ
の
後
の

変
化
を
探
る
た
め
で
あ
る
。

北
海
道
地
区
の
平
成
調
査
に
関
わ

っ
た
経
験
か
ら
、
平
成
時
代
の
北
海

道
方
言
を
少
し
ば
か
り
振
り
返
っ
て

み
よ
う
。

「
あ
さ
っ
て
の
次
の
日
」は
、東
日

本
の「
や
の
あ
さ
っ
て
」と
西
日
本
の「
し
あ

さ
っ
て
」
が
東
西
対
立
し
て
い
る
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
。共
通
語
の「
し
あ
さ
っ
て
」は
、

関
西
由
来
の
言
葉
で
あ
る
。平
成
調
査
で
は
、

道
内
25
地
点
の
う
ち
、「
し
あ
さ
っ
て
（
明
明

後
日
）」
12
地
点
に
対
し
、「
や
の
あ
さ
っ
て
」

は
、
稚
内
・
網
走
・
標
津
・
上
富
良
野
・
音

更
・
釧
路
町
・
島
牧
・
登
別
・
静
内
・
広

尾
・
奥
尻
・
福
島
・
松
前
の
13
地
点
で
あ

る
。ま

た「
そ
の
次
の
日（
明
明
明
後
日
）」は
、

東
日
本「
し
あ
さ
っ
て
」に
対
し
、西
日
本「
や

の
あ
さ
っ
て
」で
あ
る
。北
海
道
で「
し
あ
さ

っ
て
」と
い
う
地
点
は
右
記
13
地
点
の
う
ち
、

稚
内
・
標
津
・
音
更
・
釧
路
町
・
広
尾
・
松

前
の
６
地
点
で
あ
る
。
昭
和
の
調
査
で
あ
る

Ｌ
Ａ
Ｊ
と
比
べ
る
と
、
か
な
り
共
通
語
化
が

進
ん
で
い
る
が
、
東
北
地
方
由
来
の
言
い
方

が
海
岸
地
方
を
中
心
に
結
構
根
強
く
残
っ
て

い
る
。も
ち
ろ
ん
、こ
れ
は
高
齢
層
の
場
合
で

あ
っ
て
、
道
内
出
身
者
が
多
い
本
学
の
学
生

に
対
す
る
調
査
で
は
共
通
語
を
使
っ
て
い

る
。次

に
、
代
表
的
北
海
道
方
言
と
さ
れ
る

「（
手
袋
を
）ハ
ク
」に
つ
い
て
見
る
と
、「
ハ

ク
」23
地
点
、「
ハ
メ
ル
」２
地
点
で
あ
っ
た
。

こ
の「
ハ
ク
」は
、平
成
調
査
で
は
福
井
・
三

重
・
京
都
・
兵
庫
・
徳
島
・
香
川
・
沖
縄
の

そ
れ
ぞ
れ
一
部
地
域
に
も
見
ら
れ
る
。
北
海

道
方
言
と
し
て
の「
ハ
ク
」の
出
所
が
う
か
が

え
る
。
ち
な
み
に
平
成
生
ま
れ
の
本
学
学
生

で
も
、「
ハ
ク
」
は
優
勢
で
、「
ス
ル
」
が
そ
れ

に
続
く
。

最
後
に
、「
み
か
ん
を
皮
ご
と（
食

べ
た
）」の「
皮
ご
と
」の
言
い
方
を

取
り
上
げ
る
。「
皮
ご
と
」（
10
地

点
）、「
皮
ま
ん
ま
」（
９
地
点
）の
他

に
、
東
北
地
方
由
来
の
「
む
ず
ら
類

（
む
つ
け
ら
・
む
ず
ぃ
ら
・
む
ず

ら
・
む
ン
じ
ら
等
」
が
、
釧
路
町
・

え
り
も
・
江
差
・
福
島
・
松
前
の

５
地
点
に
見
ら
れ
る
。高
齢
化
時
代

で
あ
る
か
ら
、こ
の
語
は
し
ば
ら
く

は
残
る
で
は
あ
ろ
う
が
、や
が
て
消

え
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

最
近
、
自
発
の
「
～
さ
る
」
に
つ

い
て
の
新
た
な
変
化
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

「
書
か
さ
る
・
書
か
さ
ら
さ
る
・
見
ら
さ

る
・
登
録
し
ら
さ
る
（
登
録
さ
さ
る
）」
な
ど

と
い
っ
た
従
来
の
形
の
他
に
、「
書
か
さ
さ

る
・
見
さ
さ
る
・
登
録
し
さ
さ
る
」
と
い
う

よ
う
な
新
語
形
が
生
ま
れ
て
い
る
と
の
こ
と

で
あ
る
。「
～
さ
る
」
の
多
様
な
言
い
方
の
今

後
が
注
目
し
さ
さ
る
。

Yasuo Suga
1982年北海道大学大学院文学研究科国文学専
攻博士後期課程満期退学。専門は日本語学。主な
研究テーマは、現代日本語の変容について（地域
差・言語接触を中心に）。

人文学部日本文化学科 教授 菅　泰雄

大西 拓一郎 編
『新日本言語地図

─分布図で見渡す方言の世界─』
（朝倉書店 2016年）
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平
成
十
六
年
八
月
二
十
三
日
、
深
紅
の
大
優
勝
旗
が
史
上
初
め
て
白
河
の
関
を
越
え
た
。
し
か
も
、
津
軽

海
峡
を
も
。

　
八
十
六
回
目
の
夏
の
甲
子
園
、
駒
澤
大
学
附
属
苫
小
牧
高
等
学
校（
駒
大
苫
小
牧
）の
初
優
勝
は
、
東
北
・

北
海
道
勢
で
悲
願
の
初
優
勝
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
翌
平
成
十
七
年
、大
会
史
上
五
十
七
年
ぶ
り
の
夏
連
覇
。

さ
ら
に
翌
平
成
十
八
年
、
決
勝
引
き
分
け
再
試
合
の
末
の
準
優
勝
。
そ
れ
が
駒
大
苫
小
牧
の
エ
ー
ス
田
中
将

大（
現
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ヤ
ン
キ
ー
ス
）
と
早
稲
田
実
業
の
エ
ー
ス
斎
藤
佑
樹
（
現
北
海
道
日
本
ハ
ム
フ
ァ

イ
タ
ー
ズ
）の
投
げ
合
い
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
駒
大
苫
小
牧
を
こ
こ
ま
で
導
い
た
の
が
、
香
田
誉
士
史
監
督
だ
。
本
書
は
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
ラ
イ
タ
ー

で
あ
る
著
者
が
、
香
田
監
督
の
「
二
・
九
連
覇
」
ま
で
の
道
の
り
と
、
そ
の
後
を
追
っ
た
作
品
で
あ
る
。

　
平
成
七
年
春
、
駒
澤
大
学
出
身
の
香
田
は
、
大
学
野
球
部
監
督
の
〝
鶴
の
一
声
〞
で
、
駒
大
苫
小
牧
に
赴

任
す
る
。「
一
度
で
い
い
か
ら
全
道
大
会
に
出
て
ほ
し
い
」
と
校
長
か
ら
懇
願
さ
れ
る
ほ
ど
、
当
時
の
駒
大

苫
小
牧
は
勝
ち
に
飢
え
て
い
た
。

　
香
田
は
嘘
や
偽
り
な
く
、
常
に
全
力
で
部
員
と
対
峙
す
る
。「
必
勝 

行
く
ぞ
!! 

甲
子
園
」の
横
断
幕
を「
勝

利
へ
の
執
念 

全
国
制
覇
」
と
改
め
た
。
今
や
全
国
区
と
な
っ
た
「
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
ポ
ー
ズ
」
も
そ
の
頃
に

生
ま
れ
た
。
そ
し
て
、
香
田
は
あ
る
社
会
人
野
球
関
係
者
と
出
会
い
、
従
来
の
「
北
海
道
の
野
球
」
の
常
識

を
覆
す
着
想
を
得
る
。
そ
の
成
果
は
、
徐
々
に
結
果
と
な
っ
て
現
れ
る―

。

　
平
成
十
六
年
夏
、
遂
に
果
た
し
た
全
国
制
覇
。
当
然
の
ご
と
く
、
香
田
は
一
躍
ヒ
ー
ロ
ー
と
な
っ
た
。
北

海
道
は
沸
い
た
。
凱
旋
し
た
新
千
歳
空
港
に
は
、
約
一
七
〇
〇
人
の
道
民
が
出
迎
え
た
と
新
聞
は
伝
え
た
。

そ
の
後
も
駒
大
苫
小
牧
に
は
連
日
マ
ス
コ
ミ
が
押
し
寄
せ
、
大
勢
の
フ
ァ
ン
が
詰
め
か
け
た
。
香
田
の
元
に

は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
講
演
依
頼
が
殺
到
し
、手
紙
や
差
し
入
れ
が
全
国
各
地
か
ら
次
々
と
届
い
た
。
し
か
し
、

沸
き
起
こ
る
駒
苫
フ
ィ
ー
バ
ー
を
よ
そ
に
、
香
田
の
心
は
病
ん
で
ゆ
く
。「
勝
っ
て
自
惚
れ
ら
れ
る
性
格
な

ら
ま
だ
よ
か
っ
た
。
だ
が
香
田
は
剥
き
出
し
に
な
っ
た
神
経
の
よ
う
に
過
敏
な
男
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
極
度
の

心
配
性
だ
っ
た
」

　
本
書
の
読
み
ど
こ
ろ
は
こ
こ
か
ら
だ
。
単
な
る
サ
ク
セ
ス
・
ス
ト
ー
リ
ー
で
は
な
い
。
前
半
の
「
明
」
と

後
半
の
「
暗
」
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
印
象
的
だ
。
勝
ち
へ
の
重
圧
。
次
々
と
明
る
み
に
な
る
不
祥
事
。
掌
を

返
す
マ
ス
コ
ミ
。
周
り
の
人
間
が
次
々
と
自
分
の
元
を
去
っ
て
ゆ
き
、
部
員
と
の
関
係
も
瞬
く
間
に
壊
れ
て

ゆ
く
。
あ
れ
だ
け
勝
ち
に
飢
え
て
い
た
学
校
も
、
今
や
勝
つ
の
が
当
然
と
、
感
覚
が
麻
痺
し
て
ゆ
く―

。

　
「
数
年
、
あ
る
い
は
数
十
年
に
一
度
し
か
花
を
つ
け
な
い
植
物
が
あ
る
。
体
内
に
極
限
ま
で
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
蓄
積
し
、
時
期
が
く
る
と
一
気
に
咲
き
誇
る
の
だ
」

　
香
田
は
一
気
に
咲
き
誇
っ
た
。
満
開
に
。
そ
し
て
、刹
那
に
散
っ
た
。
人
知
れ
ず
。「
暗
」が
あ
る
か
ら「
明
」

が
際
立
つ
。
平
成
が
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
今
、
あ
の
熱
狂
が
〝
あ
の
時
よ
り
も
鮮
や
か
に
〞
蘇
っ
た
。
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中村　計 著

『勝ち過ぎた監督 ― 駒大苫小牧　幻の三連覇』
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