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企
業
や
公
務
員
と
は
違
う
、「
非
営
利
」
で

働
く
と
い
う
選
択
、生
き
方

　

２
０
１
７
年
１
月
31
日
、
浜
松
Ｎ
Ｐ
Ｏ

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
主
催
に
よ
る
、「〝
Ｎ

Ｐ
Ｏ
で
働
く
〟
座
談
会
」
が
開
催
さ
れ
た
。

登
壇
し
た
の
は
20
代
後
半

～
30
代
前
半
の
４
人
の

Ｎ
Ｐ
Ｏ
ス
タ
ッ
フ
。
創
業

者
や
現
役
経
営
者
で
は
な

い
。
新
卒
、
転
職
を
含

め
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
に
就
職
す
る

道
を
選
ん
だ
、
ま
さ
に
Ｎ

Ｐ
Ｏ
で
働
く
人
た
ち
だ
。

　
「
も
と
も
と
自
分
も
当

事
者
と
し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
に
関
わ
っ
て
い
て
、

学
校
を
卒
業
し
て
、
そ
の

ま
ま
Ｎ
Ｐ
Ｏ
に
就
職
し
ま

し
た
」

　
「
大
学
時
代
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ

で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
や
っ
て

い
ま
し
た
。
普
通
に
就
職

活
動
し
て
就
職
し
た
も
の

の
、
職
場
環
境
が
思
っ
て

い
た
の
と
違
い
ま
し
た
。

結
局
会
社
を
辞
め
て
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
（
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
）
の
道
に
入
り
ま
し
た
」

　
「
自
分
も
い
つ
か
は
何
か
の
分
野
で
社
会
的

企
業
を
起
業
し
た
い
か
ら
Ｎ
Ｐ
Ｏ
に
就
職
し

ま
し
た
」

　

就
職
の
動
機
も
思
い
も
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、

特 集

気
に
な
る
こ
と
は
、
そ
こ
で
生
活
が
で
き
る
の

か
ど
う
か
。

　
「
一
般
企
業
で
働
く
よ
り
も
労
務
環
境
は

安
定
し
て
い
る
」「
も
ち
ろ
ん
一
般
企
業
の
方

が
給
料
は
高
い
。
人
並
み
の
生
活
を
希
望
す

る
な
ら
そ
っ
ち
の
方
が
い
い
」「
い
っ
た
ん
企

業
に
就
職
し
た
も
の
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で

や
り
た
い
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
人
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ

に
来
れ
ば
い
い
」

　

こ
の
ま
ま
ず
っ
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
働
き
続
け
た
い

か
、
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
、「
ず
っ
と
こ
こ

に
い
て
、
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
図
っ
て
い
き
た
い
」

と
い
う
答
え
も
あ
れ
ば
、「
転
職
も
考
え
て
い

る
が
今
す
ぐ
で
は
な
い
」
と
い
う
回
答
も
。

　

し
か
し
、
い
ず
れ
も
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
仕
事
自
体
に

対
し
て
は
、「
誠
実
だ
」「
成
果
が
出
る
」「
キ
ャ

リ
ア
と
し
て
認
知
さ
れ
る
」「
多
様
な
人
材
と

交
流
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
お
お
む
ね
高

評
価
だ
っ
た
。 

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
働
く
こ
と
に
関
わ
る
課
題
に
つ
い

て
、
浜
松
Ｎ
Ｐ
Ｏ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
代

表
理
事
の
井
ノ
上
美
津
恵
さ
ん
は
こ
う
語
る
。

　
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
働
く
と
い
っ
て
も
、
い
ろ
い
ろ

な
形
態
が
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
『
有
償
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
』（
注
１
）
に
つ
い
て
も
、
そ
の
捉
え

方
が
曖
昧
な
の
が
現
状
で
す
。
会
計
に
『
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
受
入
評
価
益
』（
注
２
）
を
う
ま
く

取
り
入
れ
る
な
ど
、
活
動
の
価
値
の
可
視
化

も
大
切
で
す
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
無
償
が
基

本
で
、
組
織
と
も
雇
用
関
係
が
な
い
た
め
、

有
給
の
労
働
と
同
じ
扱
い
に
で
き
る
か
と
い

う
問
題
も
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
有
給
職
員
の

場
合
は
、
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
労
働
し
て
も
ら
っ

て
い
る
の
だ
か
ら
、
一
層
法
的
な
整
合
性
が

必
要
に
な
り
ま
す
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ

ス
な
ど
も
あ
り
ま
す
し
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
も
稼
げ
る

時
代
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
確
か
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
で

働
く
こ
と
に
対
し
『
好
き
で
や
っ
て
い
る
だ

け
で
い
い
の
か
』
と
い
う
投
げ
か
け
は
必
要
で

す
。
し
か
し
、
活
動
者
の
目
線
も
忘
れ
て
は

い
け
ま
せ
ん
。
労
働
者
目
線
だ
け
で
捉
え
て

し
ま
う
と
、
お
金
あ
り
き
に
な
り
、
本
来
の

Ｎ
Ｐ
Ｏ
じ
ゃ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う

い
う
矛
盾
も
含
め
て
、
私
た
ち
は
も
っ
と
Ｎ

Ｐ
Ｏ
の
経
営
に
つ
い
て
勉
強
し
て
い
か
ね
ば
な

り
ま
せ
ん
」

Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
人
が
ど
う
生
き
て
い
く
か
に

繋
が
る
キ
ャ
リ
ア
形
成

　

東
海
地
域
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
の
民

間
非
営
利
組
織
の
ス
タ
ッ
フ
・
役
員
で
作
る

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
東
大
手
の
会
（
愛
知

（
注
１
）「
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
と
称
し
賃
金
以
外
の
名
称
で
報
酬
が
支
払
わ
れ
て
い
て
も
、
労
働
者
性
が
存
在
す
る
と
み
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
従
事
者
が
時
間
を
指
定
さ
れ
て
働
い
て
い
る
場
合
は
、
使
用
者
の
指
揮
命

令
の
下
に
あ
る
と
し
て
労
働
基
準
法
上
の
「
労
働
者
」
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
該
当
す
る
と
、
最
低
賃
金
額
以
上
の
賃
金
を
支
払
う
必
要
が
あ
る
（
参
考
：
「
雇
用
創
出
企
画
会
議
第
二
次
報
告
書
～
コ
ミ
ュニ

テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
の
多
様
な
展
開
を
通
じ
た
地
域
社
会
の
再
生
に
向
け
て
～
」
２
０
１
４
年
６
月
18
日
、
厚
生
労
働
省
）。

（
注
２
）
２
０
１
０
年
に
作
成
さ
れ
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
会
計
基
準
に
よ
る
と
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
現
金
や
資
産
の
寄
付
と
同
じ
く
非
営
利
組
織
が
獲
得
す
る
寄
付
の
一
類
型
で
あ
る
と
捉
え
、
無
償
又
は
著
し
く
低
い
対
価
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
受
け
入
れ
を
し
た
場
合
で
、「
客
観
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
」
に
は
、
財
務
諸
表
の
注
記
に
加
え
て
、
活
動
計
算
書
へ
計
上
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
活
動
計
算
書
に
計
上
す
る
こ
と
を
選
択
し
た
場
合
に
は
、

活
動
計
算
書
の
経
常
収
益
の
部
に
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
受
入
評
価
益
」、
経
常
費
用
の
部
に
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
評
価
費
用
」
の
科
目
を
設
け
て
表
示
す
る
。
借
方
か
ら
み
れ
ば
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
有
給
の
労
働
と
同
じ
く
事

業
費
や
管
理
費
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
り
、
資
産
の
増
加
に
つ
な
が
っ
た
り
す
る
。
一
方
貸
方
の
収
益
面
で
み
れ
ば
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
含
め
た
、
当
該
団
体
が
受
け
入
れ
た
寄
付
の
全
容
を
活
動
計
算
書
上
で
把
握
で
き
る
。

働く現場の「今」
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２
０
１
５
年
４
月
に
介
護
保
険
制
度
が
改

定
さ
れ
、
今
年
度
は
３
年
間
の
実
施
猶

予
期
間
の
最
終
年
度
と
な
る
。
介
護
サ
ー
ビ
ス

の
効
率
化
・
重
点
化
と
い
っ
た
方
針
の
も
と
、

要
介
護
度
の
高
い
人
に
対
し
て
は
、
専
門
職
間

の
連
携
強
化
で
支
え
、
軽
度
の
人
は
従
来
の
画

一
的
な
サ
ー
ビ
ス
で
は
な
く
、
多
様
な
生
活
支

援
サ
ー
ビ
ス
を
地
域
で
創
出
す
る
必
要
性
が
言

わ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
後
者
の
推
進
の
た
め

に
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
民
間
企
業
、
協
同
組
合
な
ど
が

参
画
し
連
携
を
図
る
「
協
議
体
」
と
と
も
に
市

町
村
に
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
た
の
が
「
生
活

支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
」
で
あ
る
。

　

生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
、
①
市
町
村

区
域
、
②
日
常
生
活
圏
域
（
概
ね
中
学
校
区
）、

③
サ
ー
ビ
ス
供
給
主
体
レ
ベ
ル
の
三
つ
の
エ
リ
ア
で

活
動
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
生
活
支
援
サ
ー

ビ
ス
の
充
実
と
介
護
予
防
（
高
齢
者
の
社
会
参

加
）
の
推
進
の
二
つ
の
視
点
か
ら
、
㋐
生
活
支

援
の
担
い
手
の
養
成
、
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
、
㋑
関

係
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
、
㋒
ニ
ー
ズ
と
サ
ー
ビ

ス
の
マ
ッ
チ
ン
グ
の
三
つ
の
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
地
域
福
祉
の
推
進
の
た
め

の
人
材
が
初
め
て
制
度
と
し
て
保
障
さ
れ
た
と

い
う
意
味
で
も
注
目
し
た
い
。

　

本
改
正
は
、「
要
支
援
切
り
」
と
の
批
判
も
あ

る
が
、
利
用
者
が
受
動
的
に
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

こ
と
で
生
活
を
成
り
立
た
せ
て
い
く
と
い
う
発
想

か
ら
の
転
換
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。

単
に
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
だ
け
で
な
く
、
地
域
づ
く

り
の
視
点
か
ら
福
祉
に
関
わ
る
こ
と
が
生
活
支

援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
役
割
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
言
え
る
。

編
集
委
員
　
竹
内 

友
章

※ あ
れ
は
、
介
護
送
迎
の
車
を

運
転
中
に
流
れ
て
き
た
Ｎ

Ｈ
Ｋ
の
ラ
ジ
オ
ニ
ュ
ー
ス
だ
っ
た
。

「
昨
日
、
三
重
県
名
張
市
で
市
民

活
動
を
し
て
い
る
人
た
ち
の
集
ま

り
が
あ
り
、
３
０
０
人
で
交
流
会

が
行
わ
れ
ま
し
た
」
と
い
う
も
の
。

　

そ
の
日
は
１
９
９
８
年
９
月
13

日
。
市
民
活
動
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
に
取
り
組
ん
で
い
る
仲
間
（
行

政
も
）
で
集
ま
ろ
う
と
企
画
し
た

の
が「
伊
賀
の
国　
市
民
活
動
交
流

会
」。
そ
れ
は
、
施
行
を
12
月
に
待

つ
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
」（
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
）を
祝
っ
て
の
出
来
事
だ
っ

た
。
伊
賀
を
中
心
に
津
や
四
日
市
、

伊
勢
と
い
っ
た
三
重
県
内
か
ら
の

参
加
者
に
、
滋
賀
県
も
加
え
て
揃そ

ろ

い
も
揃
っ
た
り
３
０
０
人
。
当
時
の

「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
熱
」に
罹か
か

っ
た
人
た
ち
の

交
流
は
夜
が
更
け
る
ま
で
続
い
た
。

　

こ
の
一
大
イ
ベ
ン
ト
に
は
、
幾
つ

か
の
伏
線
が
あ
っ
た
。
大
き
か
っ
た

の
は
、
当
時
の
三
重
県
政
。
北
川

正
恭
知
事
の
も
と
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
準
備

室
を
設
置
。
あ
の
名
物
室
長
、
出

丸
朝
代
さ
ん
と
森
西
宏
巳
さ
ん
が

い
た
。
１
９
９
７
年
の
春
、
２
人

は
わ
ざ
わ
ざ
赤
目
の
森
を
訪
ね
て

き
て
、「
協
力
し
て
ほ
し
い
」
と
私

に
頭
を
下
げ
た
（
拙
著
「
里
山
の

伝
道
師
」
に
詳
し
い
）。

　

そ
の
努
力
で
、
市
民
活
動
に
取

り
組
ん
で
い
る
人
た
ち
が
集
ま
っ

た
。
今
で
は
嘘う
そ

の
よ
う
な
話
だ

が
、
隣
の
町
々
で
活
躍
し
て
い
る
人

た
ち
が
初
め
て
対
面
し
た
。
そ
れ

ほ
ど
、
当
時
の
市
民
活
動
は
視
野

が
狭
か
っ
た
。
そ
ん
な
中
で
、
彼
女

た
ち
は
私
た
ち
に
「
福
井
・
滋
賀
・

三
重　

市
民
活
動
フ
ォ
ー
ラ
ム
」

の
実
行
委
員
を
や
っ
て
ほ
し
い
と

依
頼
す
る
。
当
時
の
私
た
ち
は
、

凄す
ご

く
と
げ
と
げ
し
て
い
た
の
で
い
ろ

い
ろ
あ
っ
た
が
、
滋
賀
を
皮
切
り

に
三
重
、
福
井
各
県
で
開
催
（
３

年
間
）
で
き
て
、
大
い
に
育
て
ら

れ
、
自
立
で
き
た
。
こ
の
時
に
出

会
っ
た
多
く
の
同
志
た
ち
と
は
、

今
で
も
固
い
絆
で
結
ば
れ
て
い
る
。

　

98
年
に
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
の
施
行

条
例
を
設
置
す
る
た
め
三
重
県
Ｎ

Ｐ
Ｏ
研
究
会
を
立
ち
上
げ
、
公
開

討
論
も
行
っ
た
。
春
か
ら
始
ま
っ

た
公
開
討
論
は
、
県
庁
講
堂
で
ロ

の
字
に
座
っ
た
委
員
26
人
を
県
民

３
０
０
人
で
取
り
囲
む
と
い
う
、

県
政
史
上
初
め
て
の
手
法
。
そ
の

条
例
づ
く
り
は
大
き
な
関
心
を
呼

び
、
８
回
の
審
議
を
経
て
議
会
で

承
認
さ
れ
、
役
目
を
終
え
た
。「
こ

の
条
例
は
…
…
特
定
非
営
利
活
動

法
人
制
度
の
『
公
正
な
運
営
の
確

保
』
を
図
る
た
め
…
…
云
々
」。

行
政
に
も
市
民
団
体
に
も
「
公
正

な
運
営
の
確
保
」
を
求
め
た
全
国

で
も
例
の
な
い
施
行
条
例
が
公
布

さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
ま
ち
づ
く

り
の
主
役
は
「
私
た
ち
自
身
な
の

だ
」
と
い
う
意
識
形
成
に
果
た
し

た
役
割
は
大
き
か
っ
た
。

　

本
当
に
す
ご
い
時
代
だ
っ
た
と

思
う
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
に
関
す
る
講
座
で

は
、
多
く
の
人
々
が
熱
に
浮
か
さ

れ
る
よ
う
に
集
ま
り
、
語
り
、
共

感
し
た
。
そ
し
て
、
本
当
に
み
ん

な
、
社
会
が
変
わ
っ
て
ゆ
く
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
た
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
い
う

役
割
に
は
、「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」

「
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
」「
ア
ド

ボ
カ
シ
ー
」
の
三
つ
が
大
切
と
呪
文

の
よ
う
に
覚
え
さ
せ
ら
れ
て
き
た
。

　

特
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た

の
は
、「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」
だ

と
今
で
も
思
う
。
一
人
一
人
の
生

活
上
で
培
わ
れ
た
信
条
は
み
ん
な

違
う
。
同
じ
よ
う
な
思
い
の
人
た

ち
は
固
ま
り
や
す
い
が
、
ま
ち
づ
く

り
に
必
要
な
能
力
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
は
、
そ
の
信
条
を
は
る
か
に
超

え
て
思
い
も
つ
か
な
い
人
々
を
結
び

付
け
て
く
れ
る
。
そ
れ
を
み
ん
な

が
体
感
し
た
。
こ
れ
ま
で
に
付
き

合
っ
た
こ
と
が
無
い
人
た
ち
と
肩

を
組
み
、
歌
を
唄う

た
い
、
杯
を
重
ね
て

交
流
し
た
あ
の
「
伊
賀
の
国　

市

民
活
動
交
流
会
」
は
、
確
か
に
私

た
ち
す
べ
て
に
と
っ
て
「
い
ち
ば
ん

長
い
日
」
に
な
っ
た
と
思
う
。

１
９
５
４
年
生
ま
れ
、鳥
取
県
出
身
。生
後
半
年
で
ポ
リ
オ
に
罹
患
。

日
本
福
祉
大
学
を
卒
業
し
、三
重
県
の
小
さ
な
診
療
所
の
事
務
長
兼

ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
勤
務
。バ
ブ
ル
期
に
ゴ
ル
フ
場
反
対
運
動
の
中
で
、環
境

保
全
型
施
設
エ
コ
リ
ゾ
ー
ト
赤
目
の
森
を
建
設（
現
社
長
）。コ
モ
ン
ズ
刊

『
里
山
の
伝
道
師
』著
者
。

伊
い い の

井 野  雄
ゆ う じ

二
ＮＰＯ法人赤目の里山を
育てる会　理事長

　
　
「
あ
の
と
き
は
、
本
当
に
困
っ
た
…
…
」
「
あ
の
一
言
で
、
救
わ
れ
た
…
…
」

　
　
「
あ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
、
出
発
点
だ
っ
た
…
…
」

　
　
市
民
活
動
を
続
け
て
い
く
中
に
は
、
曲
が
り
角
や
分
岐
点
も
あ
れ
ば
、

　
　
大
き
く
飛
躍
し
た
記
念
す
べ
き
一
日
も
…
…
。

　
　
市
民
活
動
家
た
ち
の
忘
れ
ら
れ
な
い
【
私
の
い
ち
ば
ん
長
い
日
】
と
は
!?

第18回

Ｎ
Ｐ
Ｏ
病
に
罹り

か

ん患
し
て
、明
る
い
明
日
が
見
え
た
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取材中に開かれていた「はがき絵教室」

「さたけ教室」の様子

「さたけん家」の店内。右側にはハンドメイド
商品の販売スペースも

大
阪
・
千
里
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
、

立
ち
並
ぶ
マ
ン
シ
ョ
ン
に
囲
ま

れ
た
商
業
エ
リ
ア
。
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
カ
フ
ェ

「
さ
た
け
ん
家ち

」
は
、
本
屋
さ
ん
の

中
に
併
設
さ
れ
て
ス
タ
ー
ト
し
た
。
昔

か
ら
の
建
物
を
丁
寧
に
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
し
た
イ
ン
テ
リ
ア
の
温
か
さ
は
、
幅

広
い
支
援
事
業
を
介
し
て
集
ま
っ
た
、

多
世
代
の
ス
タ
ッ
フ
と
お
客
さ
ん
が
育
む

〝
地
域
の
居
場
所
〟
に
ぴ
っ
た
り
と
は

ま
っ
て
い
る
。

　

開
店
は
２
０
１
１
年
９
月
。
Ｐ
Ｔ
Ａ

や
地
域
の
活
動
を
し
て
い
た
代
表
の

水
木
千
代
美
さ
ん
は
じ
め
、
自
治
会

や
書
店
オ
ー
ナ
ー
な
ど
が
協
力
し
て
、

出
会
い
の
場
の
重
要
性
を
形
に
し
た

の
だ
。
所
在
地
か
ら
名
称
を
付
け
た

カ
フ
ェ
は
、
日
ご
と
に
シ
ェ
フ
が
変
わ
る

「
１ワ

ン
デ
イ日
ス
タ
ッ
フ
」
の
形
式
を
と
っ
て

お
り
、
個
々
の
繋つ

な

が
り
で
集
ま
っ
た
地

域
の
女
性
15
～
20
人
を
中
心
に
運
営

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
日
を
担
当
す
る
ス

タ
ッ
フ
は
、
日
替
わ
り
ラ
ン
チ
（
５
０
０

円
）
の
内
容
を
予
算
内
に
収
ま
る
よ

う
自
由
に
決
め
る
。
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な

雰
囲
気
で
、
ス
タ
ッ
フ
と
お
客
さ
ん
同

士
の
距
離
も
近
い
。
取
材
日
に
も
、
カ

フ
ェ
で
知
り
合
っ
た
高
齢
の
方
々
が
親

し
げ
に
は
が
き
絵
教
室
を
開
い
て
い
る

場
面
に
出
合
え
た
。

　

カ
フ
ェ
は
食
事
を
提
供
す
る
だ
け
で

な
く
、「
人
が
繋
が
る
入
口
」
で
あ
り
、

居
場
所
を
維
持
す
る
手
段
で
あ
る
と

水
木
さ
ん
は
話
す
。「
地
域
の
困
り
ご

と
が
解
決
で
き
る
と
こ
ろ
に
し
た
い
」

と
子
育
て
サ
ー
ク
ル
（
お
ひ
さ
ま
ク
ラ

ブ
）や
福
祉
事
業
所
と
の
連
携
な
ど
、

い
く
つ
か
の
支
援
事
業
を
行
っ
て
い
る

が
、
毎
週
金
曜
日
の
晩
に
開
く
学
習

支
援
「
さ
た
け
教
室
」
も
そ
の
一
つ
で

あ
る
。
さ
た
け
ん
家
で
夕
食
を
と
っ
て

か
ら
、
隣
の
市
民
ホ
ー
ル
に
移
動
し
、

生
徒
２
人
に
対
し
て
先
生
が
１
人
つ
い

て
勉
強
を
教
え
る
。
小
学
生
の
先
生

は
高
校
生
と
大
学
生
、
中
高
生
の
先

生
は
大
学
生
だ
。
ま
た
、
夕
食
の
時

間
は
「
み
ん
な
の
食
堂
」
と
し
て
、
教

室
の
生
徒
に
限
ら
ず
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
（
小
学
生
３
０
０
円
、
中
学
生

４
０
０
円
、
大
人
５
０
０
円
）。

　
「
さ
た
け
ん
家
が
、
一
人
で
寂
し
い

と
き
に
誰
で
も
来
ら
れ
る
居
場
所
に

な
れ
ば
」
と
願
う
。

編
集
委
員
　
稲
田 

千
紘

「
さ
た
け
ん
家ち

」

さたけん家
大阪府吹田市佐竹台2-5-5
阪急千里線南千里より徒歩9分
営業時間／11:00～16:00
　　　　　（定休日：毎週水・日曜日）
電話06-6871-7557

ア ゴ ラ

第49回
シ ネ マ

～市民視点のドキュメンタリー映画を紹介する

第41回

今
月
の
作
品
「
息
の
跡
」

監督・撮影・編集：小森はるか　編集：秦岳志　
整音：川上拓也　特別協力：瀬尾夏美　プロデューサー：長倉徳生、秦岳志

製作：カサマフィルム＋小森はるか　配給・宣伝：東風
2016年／93分／日本／ドキュメンタリー
上映日程等はwww.ikinoato.comをご覧ください

2 016年 7月 26日未明、

神奈川県相模原市にある

障害者入所施設「津久井やまゆ

り園」で、死者 19人、重軽傷

者 27人を出した相模原障害者

殺傷事件が発生した。事件の衝

撃は特に当事者とその支援者に

とって大きく、本書に記された当

事者、支援者の生の声がそれを

まざまざと感じさせる。

　本書の目的は、様々な切り口

が事件を検証することで、障害

1970年代に始まったとされ

る障害者運動が転機を迎

えている。少子高齢化社会と言

われて久しいが、当事者団体も

例に漏れず高齢化している。ま

た、先人たちが行ってきた運動

の結果、十分とは言えないまで

も、当時と比較すると利用でき

る制度やサービスが増えてき

た。その一方で、新たに当事者

団体に入るメンバーはそれほど

多くなく、いずれの団体も世代

交代が喫緊の課題となっている

のではないか。

　本書は2014年3月2日に京

都市で行われた、第 28回国際

障害者年連続シンポジウム「障

害者運動のバトンを次世代にど

者の基本的人権の実現を目指

すことにある。日本障害者協議

会代表・きょうされん専務理事

の藤井克徳氏をはじめ、東京大

学教授の福島智氏、精神科医・

立教大学教授の香山リカ氏な

ど、支援者、精神科医、障害・人

権分野の研究者ら様々な分野

の専門家が、この事件が発する

「問いかけ」に回答する。障害

者差別および差別を理由とす

る犯罪であるヘイトクライム。

人間の命に優劣をつける考え

方である優生思想。精神科医療

と司法の役割、福祉専門職の

確保と社会保障制度のあり方。

多岐にわたる課題について整

理し、提起している。

うつなぐか？　障害者と社会の

これからを考える」の内容を基

に書かれたもの。本誌 510号

の特集でインタビューに登場し

た、DPI日本会議副議長の尾上

浩二氏も執筆している。

　本書が書かれた目的は、今ま

で障害者運動を牽引してきた

人たちが相次いで亡くなってい

る中で、障害者運動を次の世代

にどう引き継いでいくのかを考

察することである。当事者、介

助者、健常者それぞれの視点

で、障害者運動の歴史と現在直

面している課題、そしてこれか

らの課題が整理されている。さ

らには、各章の著者に、難病を

テーマに研究している社会学

障害者運動のバトンをつ
なぐ　
いま、あらためて地域で生きて
いくために

尾上浩二・熊谷晋一郎・大野更紗・
小泉浩子・矢吹文敏・渡邉琢／著、
生活書院、2016年、2200円＋税

生きたかった　
相模原障害者殺傷事件が問い
かけるもの

藤井克徳・池上洋通・石川満・井
上英夫／編、大月書店、2016年、
1400円＋税

　事件発生から半年以上が経

過した今となっては、事件につ

いて議論を交わすことも減って

きているのではないかと思う。

この事件で提起された課題に

ついては、当事者やその支援

者だけではなく、私たちが社会

全体として継続的に考え続けな

ければならない。本書は事件を

風化させないため、また、事件

が起こった時に当事者や支援

者はどう感じ何を考え、そこか

ら何をくみ取るか考え続けるた

めに大事な役割を果たすと思

う。

編集委員　山中 大輔

者の大野氏を加えた座談会も

収録されている。

　全体を通して記されている課

題について一例を挙げると、抱

えている障害が異なる人同士

の間では、いまだに理解し合え

ていなかったり、排除したりして

しまう場面がある。また、障害

者の運動と難病患者の運動で

は、スタンスが異なることなど

が挙げられている。

　どの地域でもおおむね冒頭

に述べたのと同様な状況で、今

後なすべきことは何かを検討す

ることは急務だと思われる。そ

の検討に当たって、本書は、当

事者・支援者などの立場や年

代、障害者運動への関わり方の

強弱といった差異を超えて、歴

史や論点について共通認識を

持ち、議論を深める一助となる

と感じた。

ラ イ ブ ラ リ ー

第19回

東
日
本
大
震
災
の
津
波
で

流
さ
れ
た
店
舗
（
種
屋
）

を
自
力
で
復
活
さ
せ
た
佐
藤
貞

一
さ
ん
は
、
外
国
語
で
書
い
た
手

記
を
出
版
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ

の
映
画
は
、
そ
ん
な
佐
藤
さ
ん
の

店
で
の
様
子
と
、
日
々
、
手
記

を
独
唱
し
て
い
る
様
子
を
捉
え

た
も
の
で
あ
る
。
佐
藤
さ
ん
は
、

芯
の
あ
る
強
い
口
調
で
手
記
を
読

み
上
げ
、
監
督
に
語
り
掛
け
る
。

「
こ
の
意
味
が
分
か
る
か
？
」
と

い
う
監
督
へ
の
問
い
か
け
は
、
カ
メ

ラ
を
通
し
て
観
客
で
あ
る
私
た

ち
に
突
き
刺
さ
っ
て
く
る
。
押
し

つ
け
が
ま
し
く
は
な
い
の
だ
け
れ

ど
、
力
強
い
言
葉
で
あ
る
。

　

佐
藤
さ
ん
は
ま
た
、
独
学
で
震

災
に
つ
い
て
、
町
の
歴
史
に
つ
い
て

調
べ
て
い
る
。
新
た
に
得
た
知
識

を
小
森
監
督
と
共
有
し
、
監
督

に
意
見
を
求
め
る
。
そ
の

反
復
に
、
映
画
を
観み

て
い
る
私
た
ち
も

そ
の
土
地
の
こ
と
、
震
災
に
つ
い
て
考

え
を
巡
ら
せ
て
い
く
。

　

小
説
家
の
保
坂
和
志
氏
は
『
こ
の
人

の
閾い
き

』
と
い
う
著
書
の
中
で
、
主
人
公

が
友
人
の
真
紀
さ
ん
に
つ
い
て
語
っ
た
文

章
で
こ
ん
な
一
節
を
書
い
て
い
る
。

　
「
真
紀
さ
ん
が
一
人
で
本
を
読
ん
で

い
る
あ
い
だ
に
感
じ
て
い
る
こ
と
は
、
結

局
誰
も
知
る
こ
と
な
く
真
紀
さ
ん
と
一

緒
に
消
え
て
い
く
」。
そ
し
て
そ
の
こ

と
を
主
人
公
は
「
も
っ
た
い
な
い
」
と
言

う
。

　

き
っ
と
小
森
監
督
も
同
じ
よ
う
に
、

佐
藤
貞
一
さ
ん
を
記
録
し
な
け
れ
ば

「
も
っ
た
い
な
い
」
と
思
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
時
代
に
、
こ
の
場

所
で
、
こ
の
よ
う
な
人
が
い
た
の
だ
、
そ

の
こ
と
を
丸
ご
と
私
た
ち
に
伝
え
る
た

め
に
小
森
監
督
は
カ
メ
ラ
を
ま
わ
し
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

や
や
も
す
れ
ば
主
人
公
で
あ
る
佐
藤

さ
ん
の
魅
力
に
押
さ
れ
が
ち
な
監
督
の

存
在
で
は
あ
る
が
、
小
森
監
督
は
映
画

に
お
け
る
シ
ョ
ッ
ト
に
よ
っ
て
そ
れ
に
応

え
て
い
る
。
佐
藤
さ
ん
と
の
や
り
取
り

の
合
間
に
、
ふ
と
映
さ
れ
る
店
内
。
埃ほ
こ
り

が
舞
い
、
日
が
差
し
た
一
瞬
の
時
間
。

こ
の
時
間
と
空
間
が
、
佐
藤
さ
ん
が
生

き
て
い
る
場
所
に
は
あ
る
の
だ
。
そ
し

て
小
森
監
督
は
、
そ
の
一
瞬
に
立
ち

会
っ
て
い
る
の
だ
。
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

映
画
『
息
の
跡
』
は
、
ま
さ
に
佐
藤
貞

一
さ
ん
と
小
森
監
督
の
〝
閾
の
跡
〟
で

も
あ
る
の
だ
。

　

私
は
小
森
監
督
に
語
り
続
け
る
佐
藤

さ
ん
の
言
葉
を
聞
き
な
が
ら
、「
我
々
は

後
ず
さ
り
し
な
が
ら
未
来
に
入
っ
て
い

く
の
で
す
」
と
い
う
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー

の
言
葉
を
思
い
出
し
て
い
た
。

　

震
災
後
、
多
く
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

映
画
が
作
ら
れ
た
。
そ
の
中
で
も
『
息

の
跡
』
は
、
後
ず
さ
り
し
な
が
ら
未
来

へ
と
入
っ
て
い
く
〝
現
代
に
生
き
る
人
〟

を
映
し
撮
っ
た
稀
有
な
作
品
で
あ
る
。

後ずさりしながら未来に入っていく人を描く『息の跡』

2012年、映画『ドコニモイケナイ』を監督。本作で2012
年度日本映画監督協会新人賞受賞。その他、『いわきノー
ト』（2014年／編集）。『桜の樹の下』（2016年／プロ
デューサー）。現在、日本映画大学非常勤講師。「ドキュメン
タリー映画って、 観るよりも作る方が数十倍面白いよ！」とい
つも思います。

●今月の館主

島
し ま だ

田 隆
りゅういち

一 イラスト：杉浦 健
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伊井野 雄二（ＮＰＯ法人赤目の里山を育てる会　理事長）

《うぉろ君の気にな〜るゼミナール》⑭
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《市民活動の暦（こよみ）〜 4月、5月にあったこと 》  �
20年前……「湘南ふくしネットワーク」結成

《U35 》  �
教育を考えることは、どう生きるかを考えること
武田 緑さん（一般社団法人コアプラス　代表理事） 

《この人に》 � 

だるま森＋えりこさん（総合工作芸術家）   

《アゴラ／シネマ／ライブラリー》  �
「さたけん家」／『息の跡』／書籍紹介

《アートで市民活動－マチ・ヒト・ココロを元気にする Community Art》  �
「平和の願いを水にたくして」プロジェクト
高嶋 敏展（写真家、アートプランナー）

市民活動総合情報誌／ボランティア・NPOをもっと一歩深く

　

島
根
県
松
江
市
の
市
民
団
体
「
松

江
キ
ネ
マ
倶く

ら

ぶ

楽
部
」。
地
方
か
ら
映
画

館
が
消
え
て
し
ま
う
な
か
で
良
質
な
映

画
を
見
た
い
と
の
思
い
か
ら
結
成
さ
れ

た
団
体
で
、
当
初
は
市

民
上
映
会
を
主
催
し
て

い
た
。
今
は
活
動
の
幅

を
広
げ
、
映
画
を
上
映

し
た
い
市
民
団
体
や
個

人
の
上
映
会
を
サ
ポ
ー

ト
す
る
事
業
を
行
っ
て
い

る
。
映
画
と
は
な
じ
み

が
薄
い
医
療
、
福
祉
、
環

境
分
野
な
ど
の
市
民
団

体
が
キ
ネ
マ
倶
楽
部
の
サ

ポ
ー
ト
を
受
け
、
松
江
市

で
は
上
映
会
が
活
発
に

行
わ
れ
て
い
る
。

　

戦
後
70
年
に
あ
た
る
２
０
１
５
年
の

夏
、
キ
ネ
マ
倶
楽
部
は
「
ア
オ
ギ
リ
に
た

く
し
て
」
と
い
う
作
品
の
上
映
会
を
企

画
し
た
。
広
島
原
爆
の
語
り
部
で
被
爆

者
の
故
・
沼
田
鈴
子
さ
ん
の
実
話
を
元

に
作
ら
れ
た
映
画
で
、
主
人
公
は
被
爆

し
た
自
分
と
被
爆
ア
オ
ギ
リ
の
木
を
重

ね
な
が
ら
生
き
て
い
く
。
ま
た
、
沼
田
さ

ん
た
ち
が
残
し
た
取
り
組
み
に
よ
り
、
実

際
に
今
も
全
国
で
被
爆
ア
オ
ギ
リ
の
２

世
、
３
世
の
植
樹
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。

　

キ
ネ
マ
倶
楽
部
は
映
画
上
映
に
合
わ

せ
、
松
江
市
に
植
樹
さ
れ
た
被
爆
ア
オ

ギ
リ
２
世
の
木
を
使
っ
て
イ
ベ
ン
ト
を
考

え
た
。
そ
れ
は
映
画
を
通
じ
て
繋つ
な

が
っ
て

い
る
全
国
の
団
体
に
呼
び
か
け
、
日
本

中
か
ら
平
和
の
願
い
を
宿
し
た
水
を
集

め
て
松
江
の
ア
オ
ギ
リ
の
木
に
献
水
し

よ
う
と
い
う
も
の
だ
。
広
島
、
長
崎
の

平
和
記
念
公
園
、
沖
縄
の
基
地
建
設
予

定
地
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
な
ど

の
水
や
、
地
元
島
根
県
か
ら
は
戦
没
者

慰
霊
碑
が
建
つ
農
園
の
地
下
水
な
ど
が

集
め
ら
れ
、
木
に
捧
げ
ら
れ
た
。
そ
し

て
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
は
新
聞
等
で
大
き
く
取

り
上
げ
ら
れ
る
。

　

こ
の
取
り
組
み
は
さ
ら
に
広
が
り
、
集

め
ら
れ
た
水
は
映
画
で
繋
が
る
全
国
の

仲
間
に
贈
ら
れ
た
。
例
え
ば
８
月
６
日

の
同
時
刻
に
、
山
形
県
で
は
山
形
学
院

高
校
で
植
樹
さ
れ
る
被
爆
ア
オ
ギ
リ
３

世
の
木
に
、
新
潟
県
長
岡
市
で
は
平
和

の
森
公
園
の
平
和
像
と
ア
オ
ギ
リ
２
世

の
木
に
捧
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
平
和
の

水
に
は
イ
ベ
ン
ト
開
催
地
の
水
も
つ
ぎ
足

さ
れ
た
。
水
は
平
和
の
願
い
を
つ
ぎ
足

し
続
け
、
バ
ト
ン
と
な
っ
て
次
の
誰
か
に

受
け
継
が
れ
て
い
く
。

　

こ
ん
な
キ
ネ
マ
倶
楽
部
の
取
り
組
み

を
知
っ
た
同
じ
島
根
県
雲
南
市
の
市
民

団
体
も
「
ア
オ
ギ
リ
に
た
く
し
て
」
の

上
映
会
を
企
画
し
た
。
献
水
式
に
使
わ

れ
た
水
に
雲
南
市
出
身
の
永
井
隆
博
士

（「
長
崎
の
鐘
」「
こ
の
子
を
残
し
て
」

な
ど
の
作
者
）
ゆ
か
り
の
水
が
含
ま
れ
て

い
た
事
が
開
催
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
。

雲
南
市
の
上
映
の
話
を
聞
い
た
「
ア
オ

ギ
リ
に
た
く
し
て
」
の
制
作
プ
ロ
デ
ュ
ー

サ
ー
の
中
村
里
美
さ
ん
は
永
井
博
士
に

つ
い
て
勉
強
し
、
今
ま
さ
に
次
回
作
と

し
て
永
井
博
士
と
雲
南
市
を
テ
ー
マ
に

し
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
作
品
を
製

作
中
だ
。
こ
の
作
品
は
永
井
博
士
の
母

校
、
飯
石
小
学
校
が
廃
校
に
な
っ
た
こ
と

か
ら
、
永
井
博
士
が
残
し
た
も
の
を
地

域
で
ど
う
や
っ
て
受
け
継
い
で
い
く
か
を

追
い
か
け
て
い
る
。

　

も
ろ
も
ろ
の
動
き
か
ら
「
ア
オ
ギ
リ
に

た
く
し
て
」
を
上
映
し
た
雲
南
市
の
市

民
団
体
は
「
雲
南
ア
オ
ギ
リ
会
」
と
い
う

サ
ポ
ー
ト
団
体
ま
で
に
な
っ
た
。
一
滴
の

水
は
広
が
り
、
繋
が
っ
て
、
さ
ら
に
広
が

り
を
み
せ
て
い
る
。

ア ー ト で
市 民 活 動

「平和の願いを水にたくして」
プロジェクト

（島根県松江市）

マチ・ヒト・ココロを元気にする
Community Art

＊本誌の発行費用の一部は大阪府共同募金会の
　助成を受けています。

高
たかしま

嶋 敏
としのぶ

展
写真家、アートプランナー。「街にアー
トの種を蒔

ま

く」が活動テーマの「どこで
もミュージアム研究所」代表。１９７２
年島根県生まれ。９６年大阪芸術大
学卒。大学３年の時、阪神・淡路大震
災の被災地を見たことで、故郷で芸
術活動をする事を決めた。当時企画し
た被災者自身がレンズ付きフィルムで
被災地を撮影する「被災者がみた阪
神淡路大震災写真展（９５年～）」は
現在も続いている。街や歴史的建物
と人々の思い出とを絡めたアートプロ
ジェクトや作品展が得意技。活動が
多岐にわたるため「たしか本業は写真
家？！」とよく紹介される。

最終回


