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報
告
三

地
域
に
根
差
し
た
地
方
大
学
の
社
会
人
教
育
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

旦　

ま
ゆ
み

　

私
は
慶
應
法
学
会
に
は
所
属
し
て
い
な
い
の
で
す
が
、
今
日

は
特
別
に
仲
間
に
入
れ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
常
磐
大
学
の
菅
田
浩
一
郎
先
生
が
い
ろ
い
ろ
事
務
的

な
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
く
だ
さ
り
、
今
日
は
報
告
さ
せ
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

私
が
お
話
し
す
る
タ
イ
ト
ル
は
「
地
域
に
根
差
し
た
地
方
大

学
の
社
会
人
教
育
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
」
で
す
。
私
は
四

年
前
に
常
磐
大
学
に
着
任
し
た
の
で
す
が
、
そ
こ
で
は
地
域
の

社
会
人
教
育
と
い
い
ま
す
か
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
く
っ
て
い

こ
う
と
い
う
形
で
小
さ
な
取
り
組
み
を
し
て
お
り
ま
す
。
今
日

は
そ
れ
に
つ
い
て
ご
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

1
．
少
子
高
齢
化
が
急
速
に
進
む
日
本

　

ま
ず
最
初
に
今
日
の
テ
ー
マ
で
あ
る
少
子
高
齢
化
に
お
け
る

大
学
教
育
の
あ
り
方
と
い
う
こ
と
で
、
皆
さ
ん
ご
存
じ
だ
と
は

思
う
の
で
す
が
、
少
子
高
齢
化
が
急
速
に
進
む
日
本
の
現
状
の

確
認
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

人
口
減
少
と
高
齢
化
の
進
行
に
つ
い
て
見
る
と
、
高
齢
化
率

は
、
一
九
六
〇
年
ぐ
ら
い
か
ら
ず
っ
と
、
二
〇
六
〇
年
に
向
け

て
ど
ん
ど
ん
上
が
っ
て
い
き
ま
す
（
図
1
）。
六
五
歳
以
上
の

高
齢
者
が
占
め
る
人
口
の
割
合
が
、
一
九
六
〇
年
は
四
・
九

だ
っ
た
の
が
、
今
は
二
〇
％
を
過
ぎ
て
三
〇
％
に
迫
る
形
に

な
っ
て
い
ま
す
。
七
％
を
過
ぎ
た
と
こ
ろ
で
高
齢
化
社
会
、
一

四
％
を
過
ぎ
ま
す
と
高
齢
社
会
と
言
っ
て
い
て
、
日
本
は
超
高

齢
社
会
に
突
入
す
る
形
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

そ
う
し
た
中
で
、
生
産
年
齢
人
口
、
つ
ま
り
一
五
歳
か
ら
六

四
歳
ま
で
の
人
口
の
割
合
が
六
〇
％
を
切
っ
て
ど
ん
ど
ん
下
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が
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
が
一
番
心
配
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
に
な
り
ま
す
。
定
年
の
延
長
な
ど

い
ろ
い
ろ
な
方
策
は
あ
る
の
で
す
が
、
ま
だ
現

在
六
〇
歳
か
ら
六
五
歳
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
い

る
途
中
で
す
し
、
そ
れ
が
七
〇
歳
ま
で
と
な
る

に
は
い
つ
ぐ
ら
い
ま
で
か
か
る
の
か
と
い
う
こ

と
も
懸
念
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

続
い
て
、
〇
歳
か
ら
一
〇
〇
歳
に
向
か
っ
て

人
口
が
ど
の
ぐ
ら
い
分
布
し
て
い
る
か
の
男
女

比
を
表
し
て
い
る
人
口
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
（
図
2
）

を
見
て
み
る
と
、
一
九
五
〇
年
に
は
年
齢
が
低

い
ほ
ど
裾
野
が
広
が
る
富
士
山
型
だ
っ
た
の
が
、

裾
野
が
狭
ま
っ
て
き
て
、
二
〇
一
四
年
に
は
釣

鐘
状
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
二
〇
六

〇
年
に
な
り
ま
す
と
、
さ
ら
に
壺
型
の
よ
う
に

す
ご
く
細
長
く
な
り
、
八
〇
歳
の
人
口
が
一
番

多
い
形
に
な
る
と
予
想
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。

　

日
本
は
今
ま
で
高
齢
化
の
ス
ピ
ー
ド
が
最
も

速
い
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
主
要
国
の
高
齢

化
率
が
七
％
か
ら
一
四
％
に
な
る
ま
で
の
期
間

図 1　年齢 3区分別人口及び高齢化率の推移

資料：201（ 年以前：総務省統計局「国勢調査」及び「人口推計」（年齢不詳の人口を按分して含めた）
2020 年以降：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 2（ 年 1 月推計）」（出生中
位・死亡中位推計）

（注）　1．�201（ 年は、総務省統計局「人口推計」（平成 27 年国勢調査人口速報集計による人口を基準とした平
成 27 年 10 月 1 日現在確定値）

2．1970 年までは沖縄県を含まない。
出典：厚生労働省『平成 28 年版　厚生労働白書―人口高齢化を乗り越える社会モデルを考える』p（
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を
表
し
て
い
る
国
際
比
較
（
図
3
）
を
見
る
と
、
例
え

ば
フ
ラ
ン
ス
は
一
一
五
年
か
か
っ
て
、
高
齢
化
率
が

七
％
か
ら
一
四
％
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

は
八
五
年
、
ア
メ
リ
カ
は
七
二
年
、
イ
ギ
リ
ス
は
四
六

年
、
ド
イ
ツ
は
四
〇
年
、
そ
れ
に
対
し
て
日
本
が
二
四

年
と
い
う
こ
と
で
、
一
九
七
〇
年
か
ら
一
九
九
四
年
ま

で
の
二
四
年
間
で
高
齢
化
率
が
倍
化
し
た
形
で
す
。
今

ま
で
は
日
本
の
高
齢
化
の
ス
ピ
ー
ド
は
世
界
的
に
速
い

と
言
わ
れ
て
き
た
の
で
す
が
、
実
は
よ
く
見
て
み
る
と
、

中
国
が
二
三
年
、
韓
国
が
一
八
年
と
い
う
こ
と
で
、
日

本
よ
り
も
高
齢
化
の
ス
ピ
ー
ド
が
非
常
に
速
い
国
も
出

て
き
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
何
を
表
し
て
い
る
か
と
言
い
ま
す
と
、
や
は

り
日
本
は
高
齢
化
の
進
展
が
速
い
国
と
し
て
、
他
国
の

モ
デ
ル
に
な
る
と
い
い
ま
す
か
、
一
つ
の
新
し
い
モ
デ

ル
を
示
せ
る
よ
う
な
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
も

な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

2
．
大
学
教
育
の
未
来

　

大
学
進
学
者
、
入
学
者
の
割
合
（
図
4
）
を
見
て
い

き
ま
し
ょ
う
。
今
、
平
成
三
一
年
の
大
学
進
学
率
は
だ

図 2　人口ピラミッドの比較

資料：19（0 年及び 201（ 年：総務省統計局「国勢調査」及び「人口推計」（年齢不詳の人口を按分して含めた）
20（0 年：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 2（ 年 1 月推計）」（出生中位・死
亡中位推計）

（注）　19（0 年の 8（ 歳人口には、8（ 歳以上人口も含まれている。
出典：厚生労働省『平成 28 年版　厚生労働白書―人口高齢化を乗り越える社会モデルを考える』p7
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い
た
い
五
二
・
六
％
（
六
三
万
人
）
で
す
。
ず
っ

と
今
ま
で
上
が
っ
て
き
て
は
い
る
の
で
す
が
、
最

近
横
ば
い
に
な
っ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
玉
井
先
生

の
ご
報
告
で
も
あ
り
ま
し
た
と
お
り
、
高
齢
者
の

人
口
が
こ
れ
を
補
完
し
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
全
体
的
に
一
八

歳
の
人
口
が
減
っ
て
き
て
い
る
の
で
、
こ
れ
が
伸

び
て
い
く
よ
う
な
方
策
は
い
ろ
い
ろ
と
れ
た
と
し

て
も
、
や
は
り
大
学
の
入
学
者
数
は
減
る
傾
向
に

あ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
が
見
通
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
大
学
の
進
学
率
に
つ
い
て
国
際
比
較
を

し
て
み
た
と
こ
ろ
（
図
5
）、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国

の
平
均
は
五
七
％
で
す
が
、
日
本
は
五
〇
％
と
い

う
こ
と
で
、
平
均
以
下
で
す
。
よ
く
見
ま
す
と
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
大
学
進
学
率
は
九
五
％
、
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
は
八
〇
％
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は

七
七
％
で
す
。
大
学
進
学
率
が
す
ご
く
高
い
国
も

あ
り
ま
す
し
、
先
ほ
ど
の
話
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、

今
他
国
で
は
大
学
生
の
多
様
化
が
あ
り
ま
す
の
で
、

社
会
人
の
入
学
や
、
中
高
年
の
方
が
ま
た
大
学
に

入
る
と
い
っ
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
と
は
思
い

図 3　主要国の倍加年数（高齢化率 7％から 14％へ要した期間）

資料：国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」（2016 年）
（注）　 1950 年 以 前 は UN, The Aging of Population and Its Economic and Social  Implications（Population 

Studies, No.26, 1956）および Demographic Yearbook, 1950 年以降は UN, World Population Prospects：
The 2015 Revision（中位推計）による。ただし、日本は総務省統計局「国勢調査」、「人口推計」によ
る。1950 年以前は既知年次のデータを基に補間推計したものによる。

出典：厚生労働省『平成 28 年版　厚生労働白書―人口高齢化を乗り越える社会モデルを考える』p9
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1（1

ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
や
は
り
日
本
は
ま
だ
こ
れ
を
伸

ば
せ
る
余
地
が
あ
る
と
い
う
の
が
、
一
つ
の
見
方
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

今
日
は
大
学
教
育
の
未
来
と
い
う
こ
と
で
考
え
た
い

の
で
す
が
、
三
つ
挙
げ
る
と
、
ま
ず
グ
ロ
ー
バ
ル
化
へ

の
対
応
で
す
。
国
際
的
に
活
躍
で
き
る
人
材
を
育
成
す

る
の
が
日
本
の
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
グ

ロ
ー
バ
ル
化
を
地
域
に
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
人
材
で

す
。
先
ほ
ど
の
草
薙
先
生
の
ご
報
告
で
も
あ
っ
た
よ
う

に
、
ま
ち
づ
く
り
と
い
っ
た
地
方
の
問
題
が
今
非
常
に

深
刻
で
す
の
で
、
地
域
に
活
か
す
こ
と
の
で
き
る
グ

ロ
ー
バ
ル
的
な
視
点
を
持
っ
た
人
材
を
育
て
る
こ
と
も
、

一
つ
の
役
割
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

二
つ
目
は
、
情
報
・
技
術
の
進
展
へ
の
対
応
で
す
。

専
門
性
を
磨
き
続
け
る
教
育
を
推
進
す
る
。
こ
れ
は
一

八
歳
～
二
二
歳
ま
で
の
年
齢
層
だ
け
で
は
な
く
、
学
び

直
し
と
か
、
先
ほ
ど
の
話
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
中
高

年
層
の
方
た
ち
な
ど
も
含
め
た
も
の
で
す
。
そ
れ
か
ら

実
践
的
な
職
業
教
育
や
研
修
を
進
め
る
と
い
う
形
で
、

教
員
の
学
び
直
し
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
や
は

り
今
の
時
代
に
つ
い
て
い
く
た
め
に
は
、
私
達
教
員
も

図 4　18 歳人口と高等教育機関への進学率等の推移

（注）　�進学率、現役志願率については、少数点以下第 2 位を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致し
ない場合がある。

資料：�文部科学省「学校基本統計」、平成 （2 年～ （2 年度については国立社会保障・人口問題研究所「日本の
将来推計人口（平成 29 年推計）（出生中位・死亡中位）」を元に作成

出典：文部科学省（2017）『平成 29 年度　文部科学白書』p219
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（注）　1．このデータには定義上、留学生の入学者が含まれている。
2．EAG201（ から、医歯薬獣等の （ 年制課程を含まない数値となっている。

資料：OECD「Education�at�a�Glance�2017」
出典：文部科学省（2017）『平成 29 年度　文部科学白書』p220

図 5　大学進学率の国際比較
（％）
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常
に
学
び
直
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ

う
い
っ
た
意
味
に
お
い
て
は
、
ど
の
ぐ
ら
い
の
期
間

で
あ
れ
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
研
修
や
職
業
教
育
と
い

う
の
は
非
常
に
求
め
ら
れ
て
い
く
分
野
な
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
三
つ
目
は
少
子
高
齢
化
へ
の
対
応
と
い

う
こ
と
で
、
学
び
直
し
の
場
、
そ
れ
か
ら
地
域
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
の
場
を
提
供
す
る
と
い
う
の

が
大
学
の
役
割
の
大
き
な
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
ま
す
。
今
日
は
こ
の
三
つ
目
の
少
子
高
齢
化
へ

の
対
応
に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

3
．
少
子
高
齢
化
へ
の
対
応

―
―
学
び
直
し
、
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
の

場
の
提
供
―
―

　

常
磐
大
学
は
水
戸
に
あ
る
歴
史
の
長
い
私
立
大
学

で
す
。
常
磐
大
学
の
卒
業
生
は
八
割
以
上
が
茨
城
県

内
で
就
職
し
て
い
ま
す
。
少
子
高
齢
化
と
い
う
日
本

全
体
の
問
題
の
中
で
、
特
に
人
口
減
少
と
い
う
の
は
、

東
京
を
除
く
あ
ら
ゆ
る
地
域
の
問
題
で
す
。
専
門
性



特別記事：令和元年度慶應法学会シンポジウム　少子高齢化時代における大学教育の展望

1（3

を
磨
く
場
を
提
供
す
る
と
い
う
形
で
、
一
八
歳
～
二
二
歳
ま
で

の
年
齢
層
だ
け
で
な
く
、
専
門
性
を
常
に
磨
き
直
す
場
の
提
供
。

そ
れ
か
ら
過
疎
化
が
あ
り
ま
す
の
で
、
地
域
に
出
て
い
く
卒
業

生
の
人
た
ち
は
、
否
応
な
く
ま
ち
づ
く
り
を
担
う
人
材
に
な
っ

て
い
き
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
ま
ち
づ
く
り
の
人
材
を

育
成
す
る
と
い
う
の
が
地
方
大
学
の
使
命
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

そ
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
崩
壊
も
起
き
て
い
ま
す
。
消
滅
と

か
限
界
集
落
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
口
減
少
で
高
齢
化

が
進
ん
で
地
域
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
み
ん
な
空
き
家
に

な
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
出
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
中

で
魅
力
あ
る
地
域
づ
く
り
を
ど
う
や
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
非

常
に
難
し
い
課
題
を
担
っ
て
い
く
人
材
を
育
て
る
と
い
う
の
も
、

地
方
大
学
の
一
つ
の
役
割
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

常
磐
大
学
の
取
り
組
み
と
し
て
、
や
は
り
卒
業
生
の
八
割
以

上
が
茨
城
県
内
で
就
職
し
て
い
る
の
で
、
地
域
活
性
化
の
た
め

に
は
地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
強
く
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
な

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
、
社
会
人
た
ち
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ

く
り
に
大
学
が
一
役
買
え
な
い
か
と
い
う
の
が
ま
ず
一
つ
の
構

想
と
し
て
挙
が
っ
た
わ
け
で
す
。

　

そ
の
中
で
、
地
域
の
中
に
は
い
ろ
い
ろ
な
業
種
の
人
た
ち
が

い
ま
す
の
で
、
自
治
体
職
員
も
含
め
て
情
報
交
換
や
仲
間
づ
く

り
を
し
て
、
一
緒
に
ま
ち
づ
く
り
を
し
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な

活
躍
を
す
る
社
会
人
を
支
援
す
る
と
い
う
一
つ
の
役
割
を
大
学

も
担
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
が
あ
り
ま

す
。⑴　

就
職
後
三
年
目
ま
で
の
離
職
率

　
「
七
五
三
現
象
」
を
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
就
職
後
三
年

目
ま
で
の
離
職
率
（
図
6
）
を
見
ま
す
と
、
中
学
卒
業
で
七
割
、

高
校
卒
業
で
五
割
、
大
学
卒
業
で
三
割
の
人
が
、
就
職
後
三
年

以
内
に
離
職
す
る
と
い
う
こ
と
を
「
七
五
三
現
象
」
と
言
っ
て

い
ま
す
。
大
学
卒
業
後
三
年
以
内
に
辞
め
て
し
ま
う
人
が
三
割

い
る
。
そ
こ
に
着
目
し
て
、
こ
の
三
割
を
何
と
か
し
た
ほ
う
が

い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
も
う
少
し
詳

し
く
見
る
と
、
三
年
の
中
で
も
、
や
は
り
就
職
後
一
年
目
の
離

職
率
が
最
も
高
い
。
大
卒
の
ほ
か
に
も
、
短
大
卒
、
高
卒
、
中

卒
で
も
一
年
目
で
辞
め
る
人
た
ち
が
一
番
高
い
割
合
で
い
る
の

で
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
理
由
が
あ
る
の
か
、
少
し
見
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

⑵　

現
在
の
職
場
で
の
満
足
度

　

平
成
二
六
年
度
と
少
し
古
い
も
の
で
す
が
、
厚
生
労
働
省
が

正
社
員
と
非
正
社
員
の
職
場
満
足
度
調
査
を
し
た
結
果
が
あ
り

ま
す
（
図
7
）。
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
満
足
を
感
じ
る
の
か
。
正
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資料：厚生労働省平成 29 年 9 月発表
（注）　雇用保険加入の平成 2（ 年 （ 月入職者に関するデータ

図 6　新規学卒就職者の在籍期間別離職率（％）
（％）
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図 7　現在の職場での満足
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社
員
は
、
ま
ず
雇
用
の
安
定
性
が
満
足
度
に
一
番
大
き
く
関
わ

る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
で
は
五
九
・
六
％
が
雇
用
の
安
定
性

を
最
も
求
め
て
い
る
。
二
番
目
が
仕
事
の
内
容
・
や
り
が
い
で

五
九
・
〇
％
、
三
番
目
が
正
社
員
と
の
人
間
関
係
・
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
で
五
〇
・
〇
％
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
三
つ
を
満

足
度
に
関
わ
る
大
事
な
要
素
と
考
え
ま
す
。
ほ
か
に
も
い
ろ
い

ろ
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
労
働
時
間
・
休
日
等
の
労
働
条
件
な
ど

に
つ
い
て
は
、
非
正
社
員
の
人
た
ち
が
四
三
・
一
％
と
わ
り
と

高
い
で
す
。
そ
れ
か
ら
非
正
社
員
の
人
た
ち
に
と
っ
て
み
る
と
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
（
五
三
・
七
％
）
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
正
社
員
に
つ
い
て
は
福
利
厚
生
（
三
三
・
六
％
）
や

職
場
の
環
境
（
照
明
、
空
調
、
騒
音
等
）（
三
九
・
九
％
）
と

い
っ
た
と
こ
ろ
も
満
足
度
に
関
わ
っ
て
き
て
い
る
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

し
か
し
何
と
い
っ
て
も
や
は
り
雇
用
の
安
定
性
が
一
番
高
い

で
す
。
そ
れ
か
ら
仕
事
の
内
容
・
や
り
が
い
、
そ
し
て
人
間
関

係
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
三
つ
が
や

は
り
重
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
は
見
て
と
れ
ま

す
。⑶　

満
足
度
の
高
い
職
場
と
は
？

　

そ
れ
で
は
こ
の
三
つ
の
内
容
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
雇
用
の

安
定
性
と
は
何
か
と
言
い
ま
す
と
、
失
業
の
心
配
が
な
い
こ
と

で
す
。
つ
ま
り
ず
っ
と
継
続
し
て
こ
こ
で
雇
っ
て
も
ら
え
る
ん

だ
、
給
料
を
も
ら
え
る
ん
だ
と
い
っ
た
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら

正
社
員
の
場
合
に
は
、
こ
れ
は
当
然
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
が
、

小
さ
な
事
業
所
な
ど
の
場
合
で
す
と
、
も
し
か
す
る
と
倒
産
す

る
か
も
し
れ
な
い
と
か
、
吸
収
合
併
さ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ

な
い
と
い
っ
た
心
配
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
っ

た
も
の
が
な
い
と
い
う
の
が
最
も
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

二
番
目
が
仕
事
の
内
容
・
や
り
が
い
で
す
。
仕
事
の
内
容
を

理
解
し
て
、
や
り
が
い
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
な
い
と
、
人
は

仕
事
を
継
続
す
る
意
欲
が
出
ま
せ
ん
の
で
、
や
は
り
仕
事
の
や

り
が
い
と
い
う
の
は
、
仕
事
の
内
容
を
含
め
て
満
足
度
に
関
わ

る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

三
つ
目
の
人
間
関
係
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
職
場
内

で
の
つ
な
が
り
、
会
話
が
豊
富
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
つ

ま
り
職
場
で
み
ん
な
パ
ソ
コ
ン
に
向
か
っ
て
い
て
、
シ
ー
ン
と

し
て
い
て
、
隣
の
人
と
の
間
で
話
も
し
な
い
。
社
内
の
や
り
と

り
も
全
部
メ
ー
ル
で
済
ま
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
職
場
も
あ
る
と

聞
い
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
会
話
が
で
き

る
よ
う
な
雰
囲
気
と
か
、
お
互
い
の
人
間
関
係
の
中
で
温
か
い

気
持
ち
に
な
れ
る
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
や
は
り
大



1（（

法学研究�92�巻�12�号（2019：12）

事
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

4
．
地
域
に
根
差
し
た
地
方
大
学
の
教
育

―
―
常
磐
大
学
の
取
り
組
み
―
―

　

常
磐
大
学
の
取
り
組
み
と
し
て
私
た
ち
が
考
え
た
の
は
、
仕

事
内
容
を
理
解
す
る
、
や
り
が
い
を
持
つ
、
そ
れ
か
ら
人
間
関

係
を
よ
く
す
る
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
活
発
に
す
る
、
と

い
っ
た
こ
と
で
す
。
こ
の
た
め
に
は
セ
ミ
ナ
ー
を
や
っ
て
み
よ

う
と
い
う
こ
と
で
、
若
手
社
員
研
修
「
石
の
上
に
も
三
年
！
」

セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
昔
か
ら
「
三
年
ぐ

ら
い
は
頑
張
っ
て
や
っ
て
み
な
い
と
、
仕
事
な
ん
て
わ
か
ら
な

い
よ
」
と
言
わ
れ
て
き
た
の
で
す
が
、
実
際
に
そ
う
い
っ
た
セ

ミ
ナ
ー
を
開
い
て
啓
発
も
含
め
て
や
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

今
ま
で
で
三
年
間
の
蓄
積
に
な
っ
て
い
ま
す
。

⑴　

二
〇
一
八
「
石
の
上
に
も
三
年
！
」
セ
ミ
ナ
ー

　

今
日
は
、
去
年
の
九
月
に
行
っ
た
三
回
目
の
模
様
を
紹
介
し

ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
大
学
学
内
で
小
規
模
に
や
っ
て
い
た
の
で

す
が
、
去
年
は
三
年
目
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
て
、
茨
城
県

の
中
小
企
業
家
同
友
会
と
常
磐
大
学
同
窓
会
の
協
力
も
得
て
、

外
部
の
ホ
テ
ル
で
開
催
し
ま
し
た
。

　

セ
ミ
ナ
ー
は
、
平
日
の
午
後
、
半
日
を
使
っ
て
や
り
ま
し
た
。

ど
ん
な
内
容
か
と
言
い
ま
す
と
、
中
心
は
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
で
す
。
三
〇
代
の
経
験
一
〇
年
ぐ
ら
い
の
先
輩
社

員
が
司
会
役
に
な
っ
て
、
あ
と
は
二
〇
代
の
若
手
社
員
た
ち
四

～
五
人
が
同
じ
グ
ル
ー
プ
に
な
り
、
こ
の
テ
ー
マ
で
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
し
て
い
く
の
で
す
。
い
ろ
い
ろ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
し
た
あ
と
、
最
後
に
こ
の
先
輩
社
員
の
三
〇
代
の
Ａ
さ
ん
が

ま
と
め
と
い
う
形
で
発
表
し
て
い
き
ま
す
。

　

グ
ル
ー
プ
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
形
式
と
し
て
は
ワ
ー
ル

ド
カ
フ
ェ
方
式
と
い
う
や
り
方
で
す
。
五
～
六
人
で
一
つ
の
グ

ル
ー
プ
に
な
っ
て
テ
ー
ブ
ル
に
わ
か
れ
て
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

し
ま
す
。
次
の
テ
ー
マ
に
な
り
ま
す
と
、
そ
の
先
輩
社
員
一
人

を
除
い
て
、
ほ
か
の
人
た
ち
が
違
う
テ
ー
ブ
ル
に
移
る
の
で
す
。

「
好
き
な
テ
ー
ブ
ル
に
行
っ
て
い
い
で
す
よ
」
と
言
い
ま
す
。

そ
れ
で
ま
た
新
し
い
メ
ン
バ
ー
で
二
つ
目
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て

話
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
異
な
る
テ
ー
マ
で
三
セ
ッ
シ
ョ

ン
行
い
ま
し
た
。

　

そ
う
し
ま
す
と
、
ま
っ
た
く
話
を
し
な
い
人
た
ち
も
い
ま
す

け
れ
ど
も
、
あ
る
程
度
い
ろ
い
ろ
な
人
と
話
を
す
る
形
に
な
り

ま
す
。
セ
ッ
シ
ョ
ン
ご
と
に
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
し
て
、
ま
た
違
う

人
た
ち
同
士
で
自
己
紹
介
を
し
な
が
ら
自
分
の
意
見
を
述
べ
て

い
く
。
こ
の
よ
う
な
簡
単
な
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
や
っ
て
い
ま
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す
。

　

セ
ミ
ナ
ー
の
最
後
に
は
先
輩
社
員
が
自
分
の
ま
と
め
を
発
表

す
る
の
で
す
。
先
輩
社
員
も
や
は
り
日
々
の
業
務
の
中
で
、
忙

し
い
と
か
、
後
輩
に
い
ろ
い
ろ
声
を
か
け
て
き
た
つ
も
り
だ
っ

た
け
れ
ど
も
、
こ
う
や
っ
て
実
際
に
他
社
の
若
手
社
員
の
人
た

ち
に
接
し
て
み
る
と
、
今
ま
で
自
分
が
忘
れ
て
い
た
こ
と
を
ま

た
思
い
出
せ
た
と
か
、
こ
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
の
だ
か
ら
こ

の
よ
う
に
し
て
あ
げ
た
ほ
う
が
い
い
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
気
づ

き
を
得
ら
れ
る
の
で
、
そ
こ
で
ま
た
先
輩
社
員
も
リ
フ
レ
ッ

シ
ュ
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

若
手
社
員
の
ほ
う
も
業
種
を
超
え
た
つ
な
が
り
が
で
き
ま
す

の
で
、
自
分
だ
け
が
悩
ん
で
い
た
の
で
は
な
く
て
、
業
種
は

ま
っ
た
く
違
う
け
れ
ど
も
同
じ
よ
う
な
悩
み
が
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
わ
か
っ
た
り
し
ま
す
。
も
の
す
ご
く
活
発
に
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
が
で
き
て
、
最
後
は
こ
れ
か
ら
自
分
が
や
り
た
い

こ
と
の
宣
言
な
ど
も
す
る
の
で
す
が
、
非
常
に
熱
の
こ
も
っ
た

宣
言
を
し
て
い
ま
し
た
。

⑵　

マ
ズ
ロ
ー
の
「
欲
求
五
段
階
説
」

　

と
こ
ろ
で
、
心
理
学
者
の
マ
ズ
ロ
ー
の
「
欲
求
五
段
階
説
」

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
（
図
8
）。
人
間
の
欲
求
に
は
五
段

階
あ
っ
て
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
に
な
っ
て
い
ま
す
。

図 8　マズローの欲求 5段階説

高次の欲求
（内的に充たされたい）

自己実現欲求Self-Actualization

Esteem

Social

Safety

Physiological

尊厳欲求

社会的欲求

安全欲求

生理的欲求

低次の欲求
（外的に充たされたい）

先輩社員

若手社員
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最
初
に
生
理
的
欲
求
（Physiological

）
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
私
達
が
眠
っ
た
り
食
べ
た
り
と
い
っ
た
生
理
的
な
欲
求
が

ま
ず
充
た
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の

上
に
安
全
欲
求
（Safety

）
と
い
っ
て
、
安
心
し
て
生
活
で
き

る
、
安
心
し
て
休
め
る
と
い
っ
た
環
境
が
整
う
、Safety

が

大
事
で
す
。
そ
の
次
の
社
会
的
欲
求
（Social

）
は
、
例
え
ば

職
場
の
中
で
の
人
間
的
な
つ
な
が
り
と
か
、
家
族
を
形
成
し
て

家
族
の
中
で
の
役
割
を
持
つ
こ
と
で
満
た
さ
れ
ま
す
。
こ
こ
ま

で
が
低
次
の
欲
求
と
言
わ
れ
て
い
て
、
外
的
に
充
た
さ
れ
た
い

と
い
う
欲
求
の
段
階
で
す
。

　

そ
の
次
に
、
も
う
少
し
行
き
ま
す
と
今
度
は
尊
厳
欲
求

（Esteem

）
と
言
い
ま
す
が
、
自
分
の
内
的
な
満
足
度
に
関
わ

る
、
尊
厳
が
充
た
さ
れ
る
と
非
常
に
満
足
す
る
と
い
う
形
で
す
。

最
終
的
に
は
自
己
実
現
（Self-A

ctualization
）
が
で
き
る
と
、

高
次
の
欲
求
が
充
た
さ
れ
る
、
と
心
理
学
の
中
で
は
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
れ
を
私
た
ち
が
当
て
は
め
て
み
ま
す
と
、
先
輩
社
員
と
い

う
の
は
尊
厳
欲
求
、
会
社
の
中
で
の
役
割
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
の

で
す
が
、
そ
の
中
で
徐
々
に
後
輩
や
部
下
も
で
き
て
、
自
分
の

尊
厳
が
充
た
さ
れ
る
こ
と
が
非
常
に
大
事
に
な
っ
て
き
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
若
手
社
員
は
、
ま
だ
そ
こ
ま
で
は
行
っ
て
い
な

い
の
で
す
が
、
生
理
的
欲
求
、
安
全
欲
求
も
満
た
さ
れ
て
、
社

会
的
に
職
場
の
中
で
満
た
さ
れ
る
と
い
う
の
が
非
常
に
大
事
と

い
う
段
階
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の
社
員
の
人
た

ち
が
、
一
緒
に
な
っ
て
一
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
話
し
合
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
相
互
作
用
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
見

受
け
ら
れ
ま
し
た
。

⑶　

セ
ッ
シ
ョ
ン
の
テ
ー
マ

　

さ
て
、
今
回
は
異
な
る
テ
ー
マ
で
三
セ
ッ
シ
ョ
ン
行
い
ま
し

た
が
、
そ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
一
つ
目
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
は

「
仕
事
の
中
で
、
や
り
が
い
や
難
し
さ
を
感
じ
る
の
は
、
ど
の

よ
う
な
時
か
？
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
仕
事
の
中
で
の
難
し
さ

と
か
、
ど
う
や
っ
て
自
分
が
そ
れ
を
乗
り
越
え
た
の
か
と
い
っ

た
こ
と
を
共
有
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
こ
の
よ
う
に
悩
ん
で
い

た
の
は
自
分
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
わ
か
っ
て
い
く

の
で
す
。

　

二
つ
目
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
テ
ー
マ
は
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
と
し
て
の
『
報
告
・
連
絡
・
相
談
』
を
実
行
す
る
た
め

に
気
を
つ
け
て
い
る
こ
と
は
？
」
と
い
う
こ
と
で
話
し
合
っ
て

も
ら
い
ま
し
た
。
よ
く
「
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
」
と
言
わ
れ
る
も
の

で
す
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
非
常
に
日
常
的
に
業

務
の
中
で
や
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
、
誰
で
も
話
が
で
き
る
内



特別記事：令和元年度慶應法学会シンポジウム　少子高齢化時代における大学教育の展望

1（9

容
で
す
が
、
失
敗
し
た
事
例
が
出
て
き
た
り
、
先
輩
と
し
て
部

下
に
対
し
て
何
か
ジ
レ
ン
マ
を
感
じ
て
い
た
り
、
フ
ラ
ス
ト

レ
ー
シ
ョ
ン
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
の
話
が
出
て
く
る

と
、「
そ
う
な
ん
だ
、
先
輩
は
そ
の
よ
う
に
見
て
い
る
ん
だ
、

や
は
り
こ
の
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
だ
」
と
い
っ
た

こ
と
が
少
し
ず
つ
わ
か
っ
て
き
ま
す
。

　

最
後
の
三
つ
目
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
話
し
た
テ
ー
マ
は
、「
明

日
か
ら
自
分
が
取
り
組
み
た
い
こ
と
、
そ
の
理
由
は
？
」
と
い

う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
実
際
に
宣
言
と
い
う
形
で
、
自
分
が
こ

こ
で
の
気
づ
き
と
し
て
、
明
日
か
ら
は
も
う
少
し
こ
の
よ
う
に

し
て
い
こ
う
と
思
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
各
自
一
人
一
人

が
述
べ
る
と
い
う
形
で
進
み
ま
し
た
。

⑷　

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
様
子

　

各
テ
ー
ブ
ル
の
様
子
は
こ
ん
な
感
じ
で
す
。
二
人
の
先
輩
社

員
と
、
五
人
の
後
輩
社
員
が
テ
ー
ブ
ル
を
囲
み
、
落
ち
着
い
た

中
で
一
五
分
～
二
〇
分
ぐ
ら
い
の
時
間
で
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

し
て
い
き
ま
す
。
み
ん
な
お
互
い
に
メ
モ
を
取
り
合
っ
た
り
し

な
が
ら
、
け
っ
こ
う
活
発
に
話
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

先
輩
社
員
の
声
と
し
て
は
、「
普
段
聞
く
こ
と
の
で
き
な
い

若
手
社
員
の
悩
み
と
か
、
思
っ
て
い
る
こ
と
を
聞
け
て
よ
か
っ

た
」、「
先
輩
社
員
が
若
手
社
員
に
対
し
て
や
る
べ
き
こ
と
が
明

確
に
な
っ
て
よ
か
っ
た
」
と
い
う
声
も
あ
り
ま
し
た
。
若
手
社

員
の
ほ
う
か
ら
は
、「
同
じ
悩
み
を
ほ
か
の
人
た
ち
と
共
有
で

き
て
、
ア
ド
バ
イ
ス
も
も
ら
え
た
」
と
い
う
こ
と
で
喜
ん
で
い

る
声
も
出
て
き
た
り
し
て
い
ま
す
。

　

あ
と
は
通
常
接
点
の
な
い
、
い
ろ
い
ろ
な
業
種
の
方
が
い

ら
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
自
治
体
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
い

ま
し
た
し
、
例
え
ば
漬
物
屋
さ
ん
や
電
器
屋
さ
ん
、
そ
れ
か
ら

自
動
車
販
売
会
社
の
人
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
の
業
種
の

方
た
ち
が
い
る
の
で
、「
全
然
違
う
業
種
、
世
代
だ
け
れ
ど
も
、

日
常
業
務
で
は
得
ら
れ
な
い
よ
う
な
気
づ
き
が
あ
っ
た
」
と
か

「
悩
み
の
共
有
が
で
き
た
」、「
い
ろ
い
ろ
な
幅
広
い
意
見
が
聞

け
た
の
で
参
考
に
な
り
ま
し
た
」
と
い
う
話
が
出
て
い
ま
し
た
。

⑸　

地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
の
大
切
さ

　

私
達
も
こ
う
い
っ
た
経
験
を
踏
ま
え
て
、
地
域
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
づ
く
り
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
と
き
に
、
や
は
り
地
域

の
社
員
と
社
員
が
結
び
つ
く
こ
と
が
非
常
に
大
事
な
の
で
は
な

い
か
と
考
え
た
わ
け
で
す
。
皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
が
日
常
業
務
、

職
場
の
中
で
頑
張
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
結
び
つ
き
が
な
か
な

か
得
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
地
域

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
も
う
少
し
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
く

と
い
い
の
で
は
な
い
か
。
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図 9　地域で働く人たちを結びつける役割

　

そ
の
中
で
は
学
び
合
い
と
か
励
ま
し
合
い
と
い
っ
た
相
互
作

用
が
非
常
に
大
事
で
す
。
や
は
り
み
ん
な
頑
張
っ
て
い
る
の
だ

け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
誰
か
に
ほ
め
て
も
ら
っ
た
り
、「
よ
く

や
っ
て
い
る
ね
」、「
そ
れ
、
い
い
ね
」
と
言
っ
て
も
ら
え
る
と
、

も
う
少
し
頑
張
れ
る
。
し
か
し
何
も
言
っ
て
も
ら
え
な
い
と
、

「
こ
れ
で
い
い
の
か
な
」、「
何
か
う
ま
く
い
か
な
く
て
心
が
折

れ
て
し
ま
っ
た
」、「
も
う
駄
目
か
も
し
れ
な
い
」、「
や
は
り
こ

の
仕
事
は
自
分
に
合
っ
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
。

誰
に
も
相
談
で
き
ず
に
辞
め
て
し
ま
う
よ
う
な
人
た
ち
も
い
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
地
方
大
学
と
し
て
、
こ
う

い
っ
た
地
域
で
働
く
人
た
ち
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
役
割
も

担
っ
て
い
く
こ
と
が
大
事
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
（
図
9
）。

　

そ
れ
が
地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
が
ま
ち
づ
く
り
と
い

う
形
で
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
か
し
て
、
地
域
で
働
い
て
い
る

卒
業
生
や
、
ほ
か
の
社
会
人
の
人
た
ち
が
一
緒
に
な
っ
て
、
業

務
を
超
え
た
ま
ち
づ
く
り
が
で
き
て
い
く
と
、
ま
た
そ
の
地
域

の
魅
力
づ
く
り
と
い
う
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

や
は
り
一
人
で
は
で
き
な
い
、
で
も
仲
間
が
い
れ
ば
、
こ
の

地
域
の
た
め
に
と
か
、
こ
の
ま
ち
の
た
め
に
一
緒
に
や
っ
て
い

地域の社員
＋社員

地域のネットワーク

学び合い
励まし合い

ネットワークづくり

地域で働く人たちを結びつける役割
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図 10　地域の魅力を創り出していく役割

こ
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

地
域
の
魅
力
を
創
り
出
し
て
い
く
と
い
う
役
割
が
大
学
に
も
求

め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
時
代
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま

す
（
図
10
）。

5
．
ま
と
め

　

地
域
に
根
差
し
た
地
方
大
学
と
し
て
常
磐
大
学
も
あ
る
わ
け

で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
地
域
の
魅
力
づ
く
り
が
で
き
る
人
材
を

育
て
る
と
い
う
の
が
、
私
た
ち
の
大
き
な
役
割
に
な
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
を
持
っ
て
、

ロ
ー
カ
ル
に
動
け
る
多
様
な
人
材
を
育
て
る
。
こ
れ
は
若
い
人

た
ち
だ
け
で
は
な
く
、
先
ほ
ど
の
話
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、

中
高
年
の
方
た
ち
も
含
め
て
、
い
ろ
い
ろ
な
人
た
ち
が
交
流
す

る
場
と
し
て
、
地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
く
っ
て
、
人
材
の

つ
な
ぎ
役
に
な
る
よ
う
な
役
割
と
し
て
の
大
学
と
い
う
の
も
、

こ
れ
か
ら
考
え
て
い
っ
た
ら
い
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
私

た
ち
の
本
当
に
小
さ
な
試
み
の
中
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た

こ
と
で
す
。

　

今
日
本
が
抱
え
て
い
る
一
番
大
き
な
問
題
は
、
地
域
の
問
題

で
す
。
東
京
と
地
方
の
違
い
で
す
。
東
京
に
は
若
い
人
た
ち
の

人
口
の
流
入
が
あ
り
ま
す
。
仕
事
も
あ
り
、
給
料
も
高
い
。
そ

地域の
ネットワーク

づくり
まちづくり 地域の

魅力づくり

前に踏み出せる人材を育成する

地域の魅力を創り出していく役割
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こ
で
は
や
は
り
消
費
生
活
が
中
心
に
な
っ
て
い
ま
す
。
高
い
給

料
を
も
ら
っ
て
、
い
い
生
活
を
す
る
、
消
費
も
た
く
さ
ん
す
る

と
い
う
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
の
生
活
を
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
地
方
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
給
料
は
高
く
な
い
か

も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
人
と
人
と
の
間
の
温
か
い
つ
な
が
り

や
、
ま
ち
づ
く
り
を
し
て
い
く
こ
と
の
可
能
性
な
ど
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
で
地
方
大
学
は
、
拠
点
を
つ

く
っ
て
人
材
を
育
て
る
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
強
化
す
る
よ
う
な

試
み
を
ど
ん
ど
ん
実
行
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
魅
力
を
発
信

す
る
と
い
う
こ
と
が
、
役
割
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
の
が
、
今
日
の
結
論
で
す
。

　

常
磐
大
学
も
こ
う
い
っ
た
小
さ
な
試
み
を
や
っ
て
い
ま
す
が
、

ほ
か
の
大
学
で
も
ぜ
ひ
や
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
こ
う
し
た
試
み
が
、
ほ
か
の
大
学
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で

さ
ら
に
情
報
共
有
を
し
て
、
こ
ち
ら
で
は
こ
う
い
う
こ
と
を

や
っ
て
い
る
、
あ
ち
ら
で
は
こ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
る
、

で
は
ち
ょ
っ
と
見
に
行
っ
て
み
ま
し
ょ
う
、
一
緒
に
や
っ
て
み

ま
し
ょ
う
と
い
う
よ
う
な
形
で
全
国
的
に
手
を
つ
な
い
で
い
け

た
ら
、
さ
ら
に
充
実
し
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。




