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２
０
２
２
年
４
月
か
ら
成
年
年
齢
が
引
き
下
げ
ら
れ

ま
し
た
。
大
学
に
入
学
し
た
ば
か
り
の
学
生
の
皆
さ
ん

も
、
成
人
、
つ
ま
り
は
大
人
の
一
員
に
な
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
大
人
と
い
っ
て
も
お
酒
を
飲
ん
で
よ
い
わ
け
で

も
な
く
、
タ
バ
コ
が
喫
え
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

で
は
、
大
人
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
も
、
何
が
変
わ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

成
人
に
な
る
こ
と
の
法
律
上
の
意
味

　

成
人
に
な
る
と
い
う
こ
と
の
法
律
上
の
意
味
は
、
多

く
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
ひ
と
つ
は
、
自
分
ひ
と
り
で
取

引
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
未
成

年
者
は
、
様
々
な
制
約
が
課
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の

一
方
で
保
護
も
さ
れ
て
い
ま
す
。
民
法
で
は
、
未
成
年

者
が
法
定
代
理
人
（
親
や
未
成
年
後
見
人
）
の
同
意
な

く
契
約
を
締
結
し
た
場
合
、
法
定
代
理
人
ら
は
、
こ
の

契
約
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
民

法
５
条
）。
た
と
え
ば
、
高
校
に
入
っ
て
バ
イ
ト
を
始
め

た
16
歳
の
男
子
が
親
の
同
意
を
得
ず
に
分
割
払
い
で
バ

イ
ク
を
購
入
し
た
と
し
ま
し
ょ
う
。
バ
イ
ク
の
購
入
を

知
っ
た
親
は
、
こ
の
購
入
契
約
を
取
り
消
す
こ
と
が
で

き
ま
す
。
こ
れ
は
、「
高
校
生
に
は
バ
イ
ク
は
早
い
」
と

い
う
教
育
方
針
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
バ

イ
ク
の
購
入
額
が
バ
イ
ト
の
給
料
に
見
合
わ
な
い
高
額

だ
と
考
え
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
も
か
く
、
理
由

の
如
何
を
問
わ
ず
、
契
約
の
取
消
し
が
で
き
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
な
ん
て
横
暴
な
と
思
う
人
も
い
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
に
も
理
由
が
あ
り
ま
す
。
そ
も
そ

も
、若
い
と
い
う
こ
と
は
、取
引
の
経
験
も
浅
い
で
す
し
、

将
来
の
見
通
し
に
つ
い
て
も
甘
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

一
時
的
な
そ
の
場
の
盛
り
上
が
り
で
購
入
を
決
意
す
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
先
々
の
支
払
の
負
担
を
十
分
に

判
断
で
き
て
い
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な

事
情
か
ら
未
成
年
者
が
行
う
契
約
が
本
人
に
と
っ
て
望

ま
し
い
も
の
か
を
法
定
代
理
人
が
本
人
に
代
わ
っ
て
判

断
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
そ
の
点
で
は
、

余
計
な
お
節
介
に
映
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
未
成
年

者
の
保
護
の
た
め
の
制
度
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

と
す
る
と
、
成
年
年
齢
が
18
歳
に
な
る
こ
と
は
、
18

歳
か
ら
の
２
年
間
は
、
こ
う
い
っ
た
保
護
が
得
ら
れ
な

く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
り
わ
け
、
新

成
人
は
、
高
校
卒
業
を
契
機
に
自
由
に
使
え
る
お
金
や

時
間
が
増
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
若
者
を
狙
っ
た
悪
徳

商
法
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
な
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
し
ま

う
の
は
、
容
易
に
想
像
で
き
る
で
し
ょ
う
。
消
費
者
契

約
法
で
は
、
成
年
年
齢
引
き
下
げ
に
伴
っ
て
、
新
た
に

進
学
や
結
婚
、
容
姿
や
体
型
等
の
不
安
を
煽
る
不
当
な

勧
誘
及
び
い
わ
ゆ
る
デ
ー
ト
商
法
を
対
象
と
し
た
取
消

権
を
導
入
し
、
若
者
の
消
費
者
被
害
の
救
済
を
図
っ
て

い
ま
す
（
消
費
者
契
約
法
４
条
３
項
３
号
及
び
４
号
）。

ま
た
、
こ
れ
は
若
者
に
限
定
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
い
わ
ゆ

る
霊
感
商
法
に
よ
る
契
約
の
取
消
権
が
認
め
ら
れ
ま
し

た
（
同
項
６
号
）。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
法
改
正
だ

け
で
、
若
者
を
狙
っ
た
消
費
者
被
害
が
な
く
な
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
消
費
者
教
育
に
よ
っ
て
賢
い
消
費

者
と
な
る
こ
と
も
必
要
で
す
。
特
に
新
入
生
の
皆
さ
ん

は
、
マ
ル
チ
商
法
や
カ
ル
ト
宗
教
の
格
好
の
的
で
も
あ

り
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
の
せ
い
で
人
付
き
合
い
が
希
薄
に

な
り
、
孤
立
し
が
ち
な
不
安
な
心
に
付
け
入
っ
た
ト
ラ

ブ
ル
に
は
十
分
に
気
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。
特
に
、
勧

誘
目
的
を
隠
し
て
近
づ
い
て
く
る
グ
ル
ー
プ
は
、
ま
と

も
な
活
動
で
は
な
い
こ
と
の
一
つ
の
指
標
と
な
り
ま
す

の
で
、
友
人
や
家
族
に
相
談
を
す
る
な
ど
し
て
慎
重
に

民
法
か
ら
み
る
「
大
人
に
な
る
と
い
う
こ
と
」

法
学
部
法
律
学
科
教
授
　
　
　
　
内
山 

敏
和
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対
応
し
て
く
だ
さ
い
。

な
ぜ

歳
で
成
人
だ
っ
た
の
か
？

　

そ
も
そ
も
、
成
年
年
齢
が
20
歳
と
い
う
の
は
、
国
際

的
に
み
る
と
、
や
や
高
い
ほ
う
に
属
し
て
い
ま
し
た
。

欧
米
を
中
心
と
し
た
多
く
の
国
は
、
す
で
に
成
年
年
齢

を
18
歳
に
引
き
下
げ
て
い
ま
し
た
。
も
と
も
と
日
本
に

お
い
て
成
人
＝
20
歳
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
の
民
法
典

制
定
の
時
で
し
た
。
当
時
、
西
洋
諸
国
が
21
歳
を
成
年

年
齢
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
江
戸
時
代
の
元
服
の

年
齢
が
十
代
半
ば
だ
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
て
（
つ
ま
り
、

日
本
人
は
早
く
大
人
に
な
る
か
ら
！
）、
キ
リ
の
良
い
数

字
を
選
ん
だ
と
い
う
の
が
実
態
の
よ
う
で
す
。
成
人
式

な
ど
で
日
本
人
が
慣
れ
親
し
ん
だ
「
成
人
＝
20
歳
」
も
、

伝
統
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
何
ら
か
の
必

然
性
が
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
の
で
す
。

　

大
人
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
大

人
か
ら
の
保
護
が
な
く
な
り
自
分
の
責
任
で
社
会
に
参

加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

そ
の
一
方
で
、
大
人
に
な
れ
ば
、
自
分
の
生
き
方
や
価

値
観
を
自
由
に
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
も
意
味
し

て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
例
で
も
、
未
成
年
の
間
で
は
、

契
約
自
体
に
特
に
問
題
が
な
く
と
も
、「
お
前
に
は
バ
イ

ク
は
早
い
」
と
い
う
理
由
で
親
が
介
入
す
る
こ
と
が
で

き
た
わ
け
で
す
が
、
成
人
に
な
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
理

由
で
バ
イ
ク
の
購
入
を
諦
め
る
こ
と
は
な
く
な
り
ま
す
。

社
会
経
験
の
不
足
や
軽
率
さ
か
ら
の
保
護
は
、
引
き
続

き
必
要
な
場
面
が
残
り
ま
す
が
、
自
分
が
良
い
と
思
う

契
約
を
締
結
す
る
自
由
が
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
そ

う
で
あ
る
以
上
は
、
自
分
が
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
く

の
か
、
何
に
価
値
を
お
い
て
社
会
に
参
加
す
る
の
か
と

い
う
こ
と
に
責
任
を
持
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

お
わ
り
に

　
「
大
人
の
自
覚
を
も
っ
て
行
動
せ
よ
」
と
い
わ
れ
る

と
、
身
構
え
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
人
間
は
、

一
夜
に
し
て
大
人
に
な
る
わ
け
で
な
く
、
日
々
成
長
し

結
果
と
し
て
後
か
ら
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
自
分
が
大
人

に
な
っ
た
よ
う
な
気
が
し
て
く
る
も
の
で
す
。
古
代
ロ
ー

マ
で
も
、
年
齢
を
重
ね
て
徐
々
に
で
き
る
こ
と
が
増
え

て
い
き
、
一
人
前
に
取
引
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

25
歳
か
ら
で
し
た
。
多
く
の
学
生
に
と
っ
て
は
、
大
学

の
４
年
間
は
、
そ
の
た
め
の
ス
テ
ッ
プ
の
中
の
数
歩
で

あ
る
と
い
え
ま
す
。
学
生
の
皆
さ
ん
も
、
大
学
で
の
日
々

の
学
び
、
ア
ル
バ
イ
ト
や
課
外
活
動
な
ど
の
中
で
、
の

び
の
び
と
大
人
の
階
段
を
昇
っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
。

　

最
後
に
、
お
す
す
め
の
図
書
は
、
大
村
敦
志
『
市
民

社
会
と
︿
私
﹀
と
法
Ⅰ
、
Ⅱ
：
高
校
生
の
た
め
の
民
法
入

門
』（
商
事
法
務
、
２
０
０
８
年
、
２
０
１
０
年
）
で
す
。

少
し
前
の
本
で
、
高
校
生
向
け
の
も
の
で
す
が
、
我
が

国
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
民
法
学
者
に
よ
る
１
冊
で
す
。
こ

の
ほ
か
に
、『
社
会
の
発
展
と
民
法
学
（
上
巻
）
︱
近
江

幸
治
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
』（
成
文
堂
）
に
お
け
る
「
未

成
年
者
取
消
権
の
基
礎
と
若
年
成
人
保
護
の
理
論
」
で

は
、
成
年
年
齢
の
引
き
下
げ
と
若
年
消
費
者
保
護
の
在

り
方
に
つ
い
て
、
私
の
見
解
を
述
べ
て
い
ま
す
。

18 歳からの大人

20

『市民社会と〈私〉と法Ⅱ
―高校生のための民法入門』

大村 敦志 著
（商事法務 2010 年 ）

『社会の発展と民法学 上巻
―近江幸治先生古稀記念論文集』

道垣内 弘人・ 片山 直也・山口 斉昭 ・ 青木 則幸 編集委員　
（成文堂 2019 年 ）

『市民社会と〈私〉と法Ⅰ
―高校生のための民法入門』

大村 敦志 著
（商事法務 2008 年 ）

お す す め の 本お す す め の 本
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２
０
２
２
年
４
月
か
ら
の
成
年
年
齢
引
下
げ
に
よ
り
、

18
歳
か
ら
、
親
の
同
意
が
な
く
て
も
、
様
々
な
契
約
が

可
能
と
な
り
ま
す
。
一
方
で
、
18
歳
に
な
っ
て
か
ら
結

ん
だ
契
約
は
、
後
日
、
親
の
同
意
が
な
か
っ
た
と
い
う

理
由
で
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
ず
、
結
ん
だ
契
約
を
守

る
義
務
が
生
じ
る
た
め
、
深
刻
な
問
題
に
つ
な
が
る
可

能
性
も
あ
り
ま
す
。

　

特
に
騙
さ
れ
や
す
い
の
が
、
儲
け
話
。
そ
の
た
め
、

不
用
意
に
騙
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
資
産
運
用

に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

※
本
稿
は
２
０
２
２
年
７
月
時
点
の
情
報
に
基
づ
き
、
投
資
に
対

す
る
考
え
方
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
個
別
の
金
融
商
品
を
推
奨

す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
金
融
商
品
の
価
値
は
状
況
に
よ
っ

て
変
動
し
ま
す
の
で
、
購
入
の
可
否
を
含
む
投
資
の
判
断
は
ご
自

身
の
責
任
で
行
う
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

儲
け
話
へ
の
対
応

　

資
産
運
用
に
は
色
々
な
や
り
方
が
あ
り
ま
す
が
、
基

本
的
な
考
え
方
と
し
て
、『
こ
の
や
り
方
に
従
え
ば
儲
け

ら
れ
る
』
と
い
う
話
を
信
じ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
本
当

に
儲
け
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
他
人
に
教
え
る
は
ず
が

あ
り
ま
せ
ん
。「〝
確
実
”
に
儲
け
ら
れ
る
」
と
い
う
話

が
本
当
で
あ
れ
ば
、
リ
ス
ク
を
取
ら
な
い
銀
行
も
お
金

を
貸
し
て
く
れ
、
無
尽
蔵
に
お
金
を
儲
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
そ
も
そ
も
あ
な
た
に
頼
る
必
要
は
な
い
の
で

す
。

一
般
的
な
利
回
り

　

年
あ
た
り
、
ど
れ
く
ら
い
の
利
益
が
得
ら
れ
る
か
を

表
す
指
標
が
利
回
り
で
す
。
金
利
と
か
利
息
と
考
え
て

も
よ
い
で
し
ょ
う
。
世
の
中
の
一
般
的
な
金
融
商
品
の

利
回
り
を
知
っ
て
お
く
だ
け
で
、
詐
欺
被
害
に
あ
う
可

能
性
を
大
き
く
引
き
下
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
正
し

い
相
場
観
を
持
っ
て
い
れ
ば
異
常
に
高
い
利
回
り
は
、

第
一
印
象
で
違
和
感
を
覚
え
る
か
ら
で
す
。

リ
ス
ク
の
な
い
金
融
商
品
の
利
回
り
│
銀
行
預
金
・
国
債　

２
０
２
２
年
７
月
現
在
、
銀
行
預
金
が
最
も
高
い
と
こ

ろ
で
０
・
１
％
、
日
本
国
債
の
10
年
利
回
り
で
０
・
２
％

で
す
。
銀
行
預
金
や
国
債
は
リ
ス
ク
の
な
い
金
融
商
品

と
な
り
ま
す
か
ら
、「
確
実
に
儲
け
ら
れ
る
」
場
合
の
リ

タ
ー
ン
は
、
０
・
１
～
０
・
２
％
と
な
り
ま
す
。
こ
こ
か

ら
考
え
る
と
、「
１
０
０
万
円
預
け
て
も
ら
え
れ
ば
毎
年

10
万
円
を
分
配
し
ま
す
（
元
金
保
証
で
10
％
の
利
回
り
）」

と
い
っ
た
話
が
明
ら
か
に
お
か
し
い
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。

　

ま
た
、
海
外
に
目
を
向
け
る
と
、
為
替
リ
ス
ク
は
あ

り
ま
す
が
、
ア
メ
リ
カ
国
債
の
10
年
利
回
り
で
２
・
８
％
。

こ
の
あ
た
り
が
リ
ス
ク
を
取
ら
ず
に
得
ら
れ
る
利
回
り

の
限
度
と
な
る
で
し
ょ
う
。

リ
ス
ク
の
あ
る
金
融
商
品
の
利
回
り
│
株
式

　

リ
ス
ク
の
あ
る
金
融
商
品
の
代
表
が
株
式
で
す
。
株

式
の
利
回
り
は
、
個
々
の
株
式
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す

が
、
平
均
で
年
６
～
７
％
。
リ
ス
ク
と
し
て
は
、
平
均

か
ら
20
％
程
度
乖
離
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
デ
ー
タ
か

ら
は
３
分
の
２
の
確
率
で
マ
イ
ナ
ス
12
％
～
プ
ラ
ス

30
％
の
年
利
回
り
を
取
る
と
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
１
・

５
倍
に
な
る
可
能
性
、
半
分
に
な
る
可
能
性
が
３
分
の

１
ほ
ど
あ
り
ま
す
。

　

年
あ
た
り
７
～
８
％
の
利
回
り
を
目
指
し
つ
つ
も
、

単
年
で
み
れ
ば
10
％
ほ
ど
損
を
し
、
30
％
ほ
ど
得
を
す

る
可
能
性
も
あ
る
と
い
う
の
が
、
株
式
で
す
。Apple

やGoogle

に
対
す
る
投
資
で
も
こ
ん
な
感
じ
。「
ど
こ

資
産
運
用
に
関
す
る
基
本
的
な
知
識

経
営
学
部
経
営
学
科
教
授
　
　
　
　
赤
石 

篤
紀

AKAISHI Atsunori
神戸商科大学大学院経営学研究科経営
学専攻博士後期課程単位取得退学。専
門はファイナンス。研究テーマはベン
チャー・新興企業の財務構造。
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か
の
団
体
に
お
金
を
預
け
て
、
確
実
に
10
％
の
利
益
」

と
い
う
の
は
明
ら
か
に
お
か
し
い
こ
と
が
わ
か
る
で

し
ょ
う
。

複
利
運
用

　

資
産
運
用
に
関
す
る
相
場
観
が
わ
か
っ
た
と
こ
ろ
で
、

次
は
複
利
運
用
の
話
。
複
利
と
は「
利
子
が
利
子
を
生
む
」

こ
と
を
い
い
、
こ
の
複
利
が
、
資
産
運
用
で
は
大
き
な

力
を
発
揮
し
ま
す
。

　

複
利
運
用
を
行
っ
た
場
合
、
現
在
の
お
金
は
、
下
記

の
式
で
増
え
て
い
き
ま
す
。

将
来
の
口
座
残
高
＝
現
在
の
お
金
×
（

運
用
年
数

１
＋
利
回
り
）

　

先
に
、
株
式
の
平
均
的
な
利
回
り
が
７
％
と
い
う
話

を
し
ま
し
た
が
、株
式
に
投
資
を
す
る
と
、10
年
お
き
に
、

投
資
額
が
倍
増
す
る
計
算
に
な
り
ま
す
。
今
20
歳
の
人

が
老
後
の
た
め
に
、
株
式
に
投
資
し
て
お
け
ば
、
30
歳

で
２
倍
、
40
歳
で
４
倍
、
50
歳
で
８
倍
、
60
歳
で
16
倍
、

70
歳
で
32
倍
に
な
る
計
算
で
す
。
資
産
運
用
の
世
界
で

は
、
時
間
を
味
方
に
つ
け
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
、

資
産
を
加
速
度
的
に
増
や
し
て
い
く
の
で
す
。

分
散
投
資

　

長
期
的
に
か
つ
安
定
的
に
運
用
し
て
い
く
場
合
、
個

別
の
株
式
へ
の
投
資
は
あ
ま
り
お
勧
め
で
き
ま
せ
ん
。

投
資
の
プ
ロ
も
８
割
が
負
け
て
い
る
と
い
わ
れ
る
世
界

で
す
。
一
発
当
て
る
と
い
う
夢
を
捨
て
て
、
イ
ン
デ
ッ

ク
ス
フ
ァ
ン
ド
を
中
心
に
考
え
る
の
が
一
般
的
と
な
り

ま
す
。

　

イ
ン
デ
ッ
ク
ス
フ
ァ
ン
ド
は
、
特
定
の
株
価
指
数
と

連
動
す
る
よ
う
に
作
ら
れ
た
投
資
信
託
で
、
日
経
平
均

や
Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｘ
、
ダ
ウ
、
Ｓ
＆
Ｐ
５
０
０
な
ど
に
連
動

し
ま
す
。
日
経
平
均
は
、
日
本
を
代
表
す
る
２
２
５

社
の
株
価
指
数
で
す
。
日
経
平
均
に
連
動
す
る
イ
ン

デ
ッ
ク
ス
フ
ァ
ン
ド
で
あ
れ
ば
、
自
分
の
お
金
を
広
く

２
２
５
社
に
投
資
を
し
て
い
る
の
と
同
じ
効
果
が
得
ら

れ
ま
す
。
Ｓ
＆
Ｐ
５
０
０
は
ア
メ
リ
カ
の
代
表
的
な
企

業
５
０
０
社
の
株
価
指
数
で
す
。
通
常
、
業
績
が
悪
化

し
た
企
業
は
、
株
価
指
数
か
ら
外
さ
れ
る
の
で
、
常
に

勝
ち
組
の
企
業
し
か
残
り
ま
せ
ん
。
い
わ
ば
勝
ち
組
の

企
業
集
団
に
投
資
し
続
け
る
よ
う
な
も
の
、
安
定
的
で

個
別
の
株
式
よ
り
も
手
堅
い
運
用
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

積
立
投
資

　

ま
た
、
初
め
て
投
資
を
行
う
方
の
多
く
が
一
度
に
多

額
の
投
資
を
し
て
失
敗
し
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
少
額
か

ら
は
じ
め
て
投
資
商
品
の
値
動
き
に
慣
れ
て
み
ま
し
ょ

う
。

　

毎
月
一
定
金
額
を
投
資
す
る
積
立
投
資
は
、
一
度
設

定
す
れ
ば
自
分
の
意
思
と
は
関
係
な
く
自
動
的
に
、
株

価
が
高
い
時
は
少
し
だ
け
、
株
価
が
安
い
時
は
た
く
さ

ん
の
株
を
買
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
株
価
は
絶
え
間
な

く
動
き
続
け
て
い
ま
す
が
、
長
期
的
に
積
立
投
資
を
し

て
い
け
ば
、
ス
ト
レ
ス
な
く
時
間
分
散
が
で
き
る
の
で

す
。
で
す
か
ら
買
い
時
を
心
配
せ
ず
に
、
今
す
ぐ
に
は

じ
め
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
う
ま
い
話
に
騙
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

人
生
を
送
る
た
め
に
は
、
必
要
最
低
限
の
知
識
や
ス
キ

ル
、
リ
テ
ラ
シ
ー
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
大
学
で
は
、

講
義
だ
け
で
な
く
、
図
書
館
な
ど
を
活
用
し
て
、
生
き

て
い
く
た
め
の
リ
テ
ラ
シ
ー
を
身
に
付
け
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

18 歳からの大人

お す す め の 本お す す め の 本

『本当の自由を手に入れる
お金の大学』

両＠リベ大学長 著
（朝日新聞出版 2020 年 ）

『全面改訂 第 3 版
ほったらかし投資術』

山崎  元・水瀬 ケンイチ 著
（朝日新聞出版 2022 年 ）
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18
歳
。
政
治
や
行
政
に
関
連
す
る
分
野
で
真
っ
先
に
思

い
浮
か
べ
る
こ
と
は
「
18
歳
選
挙
権
」
で
し
ょ
う
。
国
会

議
員
や
自
治
体
（
都
道
府
県
や
市
区
町
村
）
の
議
員
や
長

（
知
事
・
市
区
町
村
長
）
の
選
挙
で
投
票
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

学
校
中
心
の
生
活
で
、
社
会
と
の
関
わ
り
が
少
な
い
な

か
で
、
票
を
投
じ
る
こ
と
に
難
し
さ
を
感
じ
る
（
た
）
こ

と
で
し
ょ
う
。
自
治
体
と
の
関
わ
り
は
、
信
託
す
る
代
表

者
を
選
ぶ
選
挙
以
外
で
も
多
く
あ
り
ま
す
。

■　
　
　
　

■　
　
　
　

■

　

私
た
ち
は
、
自
治
体
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
い
く
つ
か

の
顔
を
も
っ
て
い
ま
す
。

　

自
治
体
の
区
域
に
居
住
し
生
活
し
て
い
る
住
民
と
し
て

の
顔
。
そ
し
て
18
歳
に
な
る
と
、
自
治
体
の
活
動
に
参
加

す
る
有
権
者
と
し
て
の
顔
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
サ
ー
ビ

ス
受
給
者
（
顧
客
）
と
し
て
の
顔
を
も
ち
、
自
治
体
が
活

動
し
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
は
財
源
が
必
要
で
す

の
で
、
こ
れ
を
負
担
す
る
納
税
者
と
し
て
の
顔
も
あ
り
ま

す
。

　

私
た
ち
の
一
部
は
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
担
い
、

利
害
関
係
者
と
し
て
の
顔
を
も
ち
ま
す
。
自
治
体
は
、
そ

の
活
動
の
す
べ
て
を
直
接
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
公
共
工
事
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
民
間
に
委
ね
、

民
間
か
ら
物
品
も
購
入
し
て
い
ま
す
。

　

自
治
体
職
員
に
な
る
と
職
場
と
な
り
ま
す
。
一
部
の
業

務
や
公
共
施
設
の
管
理
を
民
間
も
担
っ
て
い
ま
す
の
で
、

公
務
員
で
な
く
て
も
職
場
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

自
治
体
が
提
供
す
る
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
は
、
意
識
し
な

い
ほ
ど
に
、
私
た
ち
の
日
常
に
溶
け
込
ん
で
い
ま
す
。
と

く
に
市
町
村
は
、
日
常
生
活
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
の
窓
口

で
あ
り
提
供
す
る
身
近
な
存
在
で
す
。

　

日
々
利
用
し
て
い
る
道
路
、
上
下
水
道
や
ご
み
収
集
、

利
用
し
た
こ
と
の
あ
る
図
書
館
や
ス
ポ
ー
ツ
施
設
、
こ
れ

ま
で
過
ご
し
て
き
た
公
立
の
保
育
所
や
学
校
。
と
き
に
は

公
立
病
院
・
診
療
所
で
治
療
を
受
け
、
近
隣
の
公
園
で
遊

ん
だ
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

住
民
福
祉
の
増
進
と
そ
の
実
現
の
な
か
で
、
自
治
体
が

担
う
役
割
や
領
域
が
広
が
っ
て
き
ま
し
た
。
利
用
頻
度
の

違
い
は
あ
り
ま
す
が
、
福
祉
・
ま
ち
づ
く
り
・
安
心
安
全

な
ど
の
ほ
か
、
母
子
手
帳
交
付
や
乳
幼
児
健
診
か
ら
火
葬

場
や
墓
地
ま
で
私
た
ち
の
一
生
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■　
　
　
　

■　
　
　
　

■

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
へ
の
対
応
に
つ
い
て
、
自
治
体

と
国
と
の
間
で
役
割
の
問
題
が
露
呈
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。

　

市
町
村
│
都
道
府
県
│
国
と
の
間
の
役
割
分
担
は
、

１
９
９
０
年
代
以
降
、
地
方
分
権
改
革
と
し
て
見
直
し
の

議
論
を
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
日
常
生
活
に
お
い
て

こ
の
成
果
を
実
感
す
る
場
面
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
ら
の
間
の
関
係
や
役
割
を
見
直
し
た
段
階
に
過

ぎ
な
い
か
ら
で
す
。

　
「
未
完
の
分
権
改
革
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
改
革
は
ま

だ
途
上
で
す
。
社
会
環
境
の
変
化
や
要
望
な
ど
に
対
応
し

て
常
に
見
直
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

役
割
分
担
の
見
直
し
は
、
自
治
体
と
民
間
（
事
業
者
）

と
の
間
で
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

民
間
は
、
利
用
料
を
値
上
げ
し
て
も
利
用
者
が
少
な
く

利
益
が
で
な
い
よ
う
な
と
き
に
事
業
か
ら
撤
退
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
住
民
生
活
を
維
持
で
き
る
よ
う
、
市
町
村

が
交
通
を
担
い
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
や
学
習
塾
を
公

設
民
営
で
運
営
す
る
よ
う
な
例
も
出
て
き
ま
し
た
。

SHIKATANI Yuichi
大東文化大学大学院法学研究科政治学
専攻博士後期課程修了。博士（政治学）

（大東文化大学）。専門は地方自治論。
研究テーマは住民投票をめぐる行政・
議会・住民の関係の変容。

自
治
体
と
の
関
わ
り
を
み
つ
け
、

未
来
を
イ
メ
ー
ジ
し
よ
う法

学
部
政
治
学
科
准
教
授
　
　
鹿
谷 

雄
一
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他
方
で
、
自
治
体
が
担
っ
て
い
る
事
業
の
簡
素
化
と
見

直
し
の
な
か
で
、
民
間
が
参
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
民
営
化
や
民
間
委
託
の
ほ
か
に
、
指
定

管
理
者
と
い
う
し
く
み
が
導
入
さ
れ
、
公
共
施
設
の
管
理

を
民
間
の
職
員
が
担
っ
て
い
る
例
も
多
く
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
自
治
体
と
住
民
と
の
間
の
役
割
分
担
の
見
直
し

も
あ
り
ま
す
。

　

私
た
ち
も
自
治
体
の
活
動
の
一
部
を
担
う
必
要
性
が
高

ま
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
自
治
体
は
共
同
体
と
し
て

の
性
格
も
有
し
て
い
ま
す
。
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
と
な
っ
た

り
受
け
身
的
と
な
っ
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
地
域
の
課

題
解
決
に
向
け
て
、
対
等
な
立
場
で
取
り
組
む
「
協
働
」

が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

住
民
そ
れ
ぞ
れ
の
顔
（
立
場
）
か
ら
参
加
を
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。
例
え
ば
、
有
権
者
は
、
自
治
体
の
取
組
み

に
対
し
て
意
見
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
）
を
出
す
こ

と
が
で
き
、
政
策
分
野
ご
と
の
重
要
な
議
論
を
す
る
審
議

会
の
公
募
委
員
に
も
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
う
し
た

案
内
は
自
治
体
発
行
の
広
報
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

■　
　
　
　

■　
　
　
　

■

　

世
代
間
の
投
票
率
に
差
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

私
た
ち
の
関
心
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
ま
す
。
メ

デ
ィ
ア
が
挙
げ
る
関
心
と
は
一
致
し
ま
せ
ん
。
世
代
間
で

も
異
な
り
ま
す
。
今
は
関
心
が
な
く
て
も
、
親
に
な
る
と

育
児
環
境
の
充
実
、
教
育
な
ど
へ
と
移
っ
て
い
き
ま
す
。

　

戦
後
一
貫
し
て
若
年
者
の
投
票
率
が
低
い
状
況
に
あ
り

ま
す
が
、
こ
れ
を
単
に
高
く
す
べ
き
と
い
う
議
論
は
あ
ま

り
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
親
や
祖
父
母
な
ど
の
年
配
者
も

同
じ
経
験
を
し
て
い
ま
す
の
で
、
当
時
か
ら
の
関
心
や
意

識
の
変
化
に
つ
い
て
尋
ね
て
み
る
と
い
い
で
し
ょ
う
。

　

よ
り
よ
い
自
治
体
を
つ
く
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
、
そ

れ
は
私
た
ち
住
民
自
身
で
す
。

　

自
治
体
の
資
源
（
財
政
・
人
材
・
組
織
・
物
な
ど
）
は

有
限
で
す
。
高
福
祉
（
高
サ
ー
ビ
ス
）
で
低
負
担
を
求
め

る
声
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
実
現
は
理
想
で
あ
る
も
の

の
、
反
対
の
立
場
で
考
え
る
と
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
財
源

が
少
な
く
な
る
こ
と
で
、
非
常
勤
職
員
に
頼
っ
た
り
、
他

の
分
野
の
実
施
に
影
響
が
出
た
り
と
新
た
な
問
題
が
生
じ

ま
す
。

　

防
災
で
い
わ
れ
る
自
助
・
共
助
・
公
助
の
考
え
を
参
考

に
、
自
分
自
身
あ
る
い
は
地
域
で
何
を
ど
こ
ま
で
で
き
る

の
か
の
認
識
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

裁
判
員
裁
判
制
度
の
よ
う
に
有
権
者
か
ら
無
作
為
抽
出

に
よ
っ
て
社
会
の
縮
図
を
つ
く
り
、
集
中
的
に
議
論
し
提

案
す
る
「
ミ
ニ
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま

す
。
単
に
提
案
に
と
ど
ま
ら
ず
決
定
す
る
「
く
じ
引
き
民

主
主
義
」
も
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
私
た

ち
が
自
治
体
に
お
い
て
担
う
べ
き
役
割
を
高
め
る
方
法
と

い
っ
て
い
い
も
の
で
す
。

　

あ
ら
ゆ
る
分
野
に
関
心
を
も
つ
こ
と
は
現
実
的
で
は
な

く
難
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
他
方
で
、
あ
る
一
つ
の
こ

と
の
み
を
も
っ
て
判
断
す
る
こ
と
は
望
ま
し
い
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
自
身
に
関
わ
る
問
題
を
中
心
に
複
数

挙
げ
て
、社
会
全
体
の
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
「
自
分
事
」

と
し
て
考
え
る
と
い
い
で
し
ょ
う
。

■　
　
　
　

■　
　
　
　

■

　

自
治
体
と
の
関
わ
り
や
こ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ま

ず
は
、
外
に
出
て
ゆ
っ
く
り
と
周
囲
を
見
渡
し
な
が
ら
歩

い
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
目
に
留
ま
っ
た
こ
と
そ
れ

ぞ
れ
に
つ
い
て
、
未
来
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
考
え
る
こ

と
か
ら
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
。

18 歳からの大人

月刊誌『都市問題』
（公益財団法人後藤・安田記念

東京都市研究所 ）

『テキストブック 地方自治の論点』
宇野 二朗・長野 基・山崎 幹根 編著

（ミネルヴァ書房 2022 年）

『自治・分権再考
―地方自治を志す人たちへ』

西尾 勝 著
自治体学会 編集協力

（ぎょうせい 2013 年）

『討議デモクラシーの挑戦
―ミニ・パブリックスが拓く新しい政治 』

篠原 一  編
（岩波書店 2012 年）

『くじ引き民主主義 
―政治にイノヴェーションを起こす 』

吉田 徹 著
（光文社新書 2021 年）

お す す め の 本お す す め の 本
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『となりの野生ヒグマ 
　いま何が起きているのか』

文 ＝ 前田 将司　図書館職員

　

三
年
前
に
川
魚
を
釣
る
渓
流
釣
り
を
教
え
て
も
ら
い
、
現
在
も
没
頭
す
る
趣
味
と
な
っ
た
。
渓
流
を
歩
け
ば
、

底
ま
で
透
き
通
っ
た
川
と
周
り
を
囲
む
山
々
が
一
瞬
で
日
常
か
ら
非
日
常
へ
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
る
し
、
大
き
く

て
も
小
さ
く
て
も
、
実
力
な
の
か
、
ま
ぐ
れ
な
の
か
、
ど
ん
な
形
で
あ
れ
釣
れ
た
魚
は
な
に
よ
り
綺
麗
で
、
癒
し

と
興
奮
を
与
え
て
く
れ
る
。

　

渓
流
釣
り
は
健
康
的
で
非
日
常
に
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
る
文
句
の
な
い
趣
味
だ
が
、
避
け
て
は
通
れ
な
い
最
大

の
注
意
点
は〝
熊
”だ
。
大
物
や
魚
が
多
く
い
る
場
所
は
山
奥
や
人
が
立
ち
入
ら
な
い
川
に
な
る
た
め
、
釣
り
た
け

れ
ば
必
然
的
に
熊
の
生
活
圏
に
近
付
く
こ
と
に
な
る
。
普
段
の
釣
行
時
も
爆
竹
や
熊
鈴
を
鳴
ら
し
た
り
、
定
期
的

に
絶
叫
し
た
り
し
て
い
る
が
、
熊
に
対
す
る
知
識
は
、
こ
れ
か
ら
も
趣
味
を
楽
し
む
た
め
の
大
事
な
マ
ナ
ー
と
い

う
こ
と
で
、
本
書
を
手
に
と
っ
た
。

　

本
書
は
、
日
本
で
は
北
海
道
の
み
に
生
息
し
て
い
る
ヒ
グ
マ
に
つ
い
て
の
基
礎
知
識
と
雑
誌
で
特
集
掲
載
し
た

原
稿
を
そ
れ
ぞ
れ
の
著
者
が
加
筆
修
正
し
た
パ
ー
ト
で
構
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、
生
態
か
ら
近
年
の
ヒ
グ
マ
問
題
、

文
学
作
品
に
登
場
す
る
熊
に
つ
い
て
ま
で
と
、
ヒ
グ
マ
に
つ
い
て
一
通
り
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

近
年
、
あ
ま
り
に
も
ヒ
グ
マ
と
人
間
の
距
離
が
近
く
な
っ
て
い
る
札
幌
市
の
ヒ
グ
マ
問
題
に
つ
い
て
の
記
事
で

は
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
現
在
ま
で
の
ヒ
グ
マ
と
の
関
わ
り
が
書
か
れ
て
い
る
。
一
九
九
〇
年
に
廃
止
さ
れ
た
春

グ
マ
駆
除
制
度
以
降
、
人
を
警
戒
し
な
く
な
っ
た
世
代
の
ヒ
グ
マ
が
森
と
人
間
の
居
住
地
の
境
界
線
ま
で
生
活
圏

を
広
げ
て
い
る
こ
と
が
問
題
の
理
由
の
一
つ
だ
が
、
た
だ
単
に
駆
除
す
る
の
で
は
な
く
、
ゴ
ミ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の

見
直
し
や
市
か
ら
補
助
が
あ
る
電
気
柵
の
設
置
、
ヒ
グ
マ
が
隠
れ
ら
れ
な
い
よ
う
、
森
林
と
住
宅
地
の
間
に
低

草
地
帯
を
設
け
た
り
す
る
な
ど
、
ヒ
グ
マ
の
警
戒
を
促
し
、
未
然
に
出
没
を
防
ぐ
取
り
組
み
を
続
け
る
こ
と
が
、

二
〇
〇
万
人
近
い
人
口
を
抱
え
る
都
市
と
自
然
が
共
存
し
て
い
く
た
め
に
は
重
要
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
ヒ
グ
マ
に

学
ん
で
も
ら
い
つ
つ
、
人
間
側
も
単
に
ヒ
グ
マ
は
恐
れ
る
存
在
と
し
て
捉
え
ず
に
、
行
政
等
の
取
り
組
み
か
ら
ヒ

グ
マ
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
が
よ
り
良
い
共
存
関
係
を
築
く
近
道
に
な
る
と
感
じ
た
。

　

ヒ
グ
マ
の
生
態
の
記
事
で
は
、
途
方
も
な
く
広
い
森
林
で
熊
同
士
が
出
会
う
謎
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
繁

殖
期
の
オ
ス
は
、
背
中
の
脂
腺
か
ら
出
さ
れ
る
分
泌
物
を
樹
木
に
擦
り
つ
け
て
匂
い
を
残
し
、
他
の
個
体
は
残
さ

れ
た
匂
い
を
嗅
ぎ
、
オ
ス
同
士
は
遭
遇
・
対
立
を
避
け
る
参
考
に
、
メ
ス
は
痕
跡
に
込
め
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

も
と
に
広
い
森
林
の
中
で
出
会
っ
て
い
た
。
パ
ン
ダ
な
ど
そ
の
ほ
か
の
熊
類
も
様
々
な
体
の
部
位
か
ら
匂
い
の
痕

跡
を
残
し
て
情
報
を
伝
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
全
く
の
別
世
界
が
あ
っ

た
。
自
分
は
ム
ス
ク
の
香
り
が
す
る
と
色
々
思
い
出
し
て
し
ま
う
が
、
匂
い
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
ほ

ど
で
あ
れ
ば
、
熊
た
ち
に
も
淡
い
思
い
出
が
蘇
る
匂
い
が
あ
り
そ
う
だ
。

　

今
は
以
前
よ
り
、
川
の
ま
わ
り
も
注
意
深
く
観
察
し
、
耳
を
澄
ま
す
よ
う
に
な
っ
た
。
木
の
実
や
草
類
を
雑
に

食
べ
た
跡
が
あ
り
、
藪
が
不
自
然
に
折
れ
て
い
な
い
か
。
木
に
刻
ま
れ
て
い
る
傷
の
位
置
は
低
い
の
か
高
い
の
か
。

集
中
す
る
意
識
を
高
め
た
こ
と
が
釣
り
に
も
影
響
し
た
の
か
、
珍
し
く
大
物
が
掛
か
っ
た
。
友
人
も
手
伝
わ
せ
、

手
に
伝
わ
る
振
動
と
重
み
に
興
奮
し
な
が
ら
釣
り
上
げ
た
が
、
水
面
か
ら
出
て
き
た
の
は
大
き
な
木
の
枝
だ
っ
た
。

下
手
過
ぎ
て
笑
っ
て
し
ま
っ
た
。


