
10

松
尾
芭
蕉
と
私
の
勤
務
地
大
津

一
六
九
〇
年
（
元
禄
三
年
）
三
月
、芭
蕉
は
、

大
津
の
門
人
と
琵
琶
湖
に
舟
を
浮
か
べ

｢

行
く
春
を   

近
江
の
人
と    

惜
し
み
け
る｣

と
詠
ん
だ
。　

こ
の
句
に
つ
い
て
、
大
津
の
最
古
参
の
門
人

尚
白
が
「『
近
江
の
人
』
を
『
丹
波
の
人
』
に

し
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
」
と
問
う
と
、
芭

蕉
は
、「
昔
か
ら
近
江
の
春
を
風
雅
な
歌
人
が

愛
し
て
多
く
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
そ
の
こ
と

を
考
え
て
詠
ん
で
い
る
の
で
『
近
江
の
春
』
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
答
え
た
。

い
に
し
え
の
歌
人
の
心
を
受
け
継
ご
う
と
し

て
い
た
芭
蕉
は
、
大
津
を
愛
し
、
珍
石
、
曲
水
、

智
月
、
千
那
と
い
っ
た
数
多
く
の
大
津
の
門
人

と
の
深
い
交
流
か
ら
新
し
い
俳
句
の
境
地
を
切

り
開
い
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、「
骸
（
遺
体
）
は
、

え
よ
う
と
、
月
二
回
発
行
し
て
い
る
「
広
報
お

お
つ
」
の
一
面
で
芭
蕉
の
句
を
紹
介
。
ま
た
、

毎
年
発
行
し
て
い
た
「
発
信
大
津
」
と
い
う

冊
子
の
特
集
を
没
後
三
百
年
記
念
誌
「
芭
蕉

の
眠
る
地
・
大
津
」
と
し
た
。「
行
く
春
を
」

の
句
や
芭
蕉
の
遺
言
も
記
念
誌
を
作
成
す
る

過
程
で
知
っ
た
。

私
は
、
記
念
誌
作
成
に
向
け
、
手
当
た
り

次
第
に
「
芭
蕉
」
と
書
か
れ
た
本
を
読
み
、

専
門
家
に
話
を
聞
い
て
ま
わ
っ
た
。
し
か
し
、

何
も
知
ら
な
い
者
が
、
記
念
誌
を
担
当
す
る
と

い
う
チ
ャ
ン
ス
を
生
か
す
こ
と
が
出
来
る
の
か
、

芭
蕉
を
愛
す
る
人
た
ち
に「
生
前
の
契
り
深
き
」

ま
ち
で
あ
る
大
津
市
が
作
っ
た
冊
子
と
し
て
評

価
し
て
頂
け
る
の
か
、
本
当
に
不
安
で
あ
っ
た
。

熱
意
が
チ
ャ
ン
ス
を
生
む

色
々
な
方
に
話
を
伺
い
、
必
死
で
本
を
何

大
津
市
職
員
と
し
て
二
十
八
年

│
現
場
に
学
び
人
と
つ
な
が
る
こ
と
の
大
切
さ
│
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木
曽
塚
（
義
仲
寺
）
に
送
る
べ
し
。
こ
こ
は

東
西
の
巷
、
さ
ざ
な
み
き
よ
き
渚
な
れ
ば
、
生

前
の
契
り
深
か
り
し
所
な
り
」
と
の
遺
言
に
従

い
、
大
津
市
膳
所
に
あ
る
義
仲
寺
に
木
曽
義

仲
と
並
ん
で
葬
ら
れ
た
。

今
も
芭
蕉
は
、
穏
や
か
な
日
差
し
の
中
、
び

わ
湖
に
舟
を
浮
か
べ
門
人
た
ち
と
句
会
を
開
い

て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

真
っ
白
な
ペ
ー
ジ
を
埋
め
る
苦
し
み

さ
て
、
私
は
三
十
歳
代
の
十
年
間
、
広
報

課
で
勤
務
し
た
。
そ
の
十
年
目
が
幸
運
に
も

一
九
九
四
年
（
平
成
六
年
）、「
芭
蕉
没
後

三
百
年
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
チ
ャ
ン
ス
を
形
に

し
よ
う
と
広
報
課
の
ス
タ
ッ
フ
と
力
を
合
わ
せ

て
様
々
な
企
画
を
行
っ
た
。

ま
ず
、
芭
蕉
の
俳
句
を
通
し
て
大
津
の
歴

史
と
琵
琶
湖
の
美
し
さ
、
文
化
の
深
さ
を
伝



11 Vol .87

度
も
読
み
返
し
な
が
ら
三
〜
四
十
冊
を
読
み
終

え
た
こ
ろ
、
芭
蕉
の
俳
句
の
世
界
と
大
津
の
門

人
の
姿
が
お
ぼ
ろ
げ
に
見
え
て
き
た
。
そ
し
て
、

こ
ぼ
れ
る
ほ
ど
知
識
を
詰
め
込
み
、
真
っ
白
な

ペ
ー
ジ
を
埋
め
る
作
業
に
と
り
か
か
っ
た
。

ま
ず
、
冊
子
の
構
成
を
考
え
、
芭
蕉
真
筆

の
短
冊
や
大
津
で
作
っ
た
俳
文
な
ど
の
資
料
を

探
し
、
様
々
な
資
料
に
当
た
る
う
ち
に
司
馬
遼

太
郎
さ
ん
が
大
津
の
門
人
に
つ
い
て
書
か
れ
た

文
章
を
「
発
見
」
し
た
り
、
小
沢
昭
一
さ
ん

が
芭
蕉
を
演
じ
て
お
ら
れ
る
こ
と
も
知
っ
た
。

お
二
人
の
文
章
を
記
念
誌
に
載
せ
た
ら
深

み
が
出
る
と
考
え
、
緊
張
し
な
が
ら
ご
連
絡
を

入
れ
た
。
お
二
人
か
ら
は
、
新
た
に
文
章
を

書
く
の
は
無
理
だ
が
こ
れ

ま
で
書
い
て
い
る
も
の
な

ら
使
っ
て
も
良
い
、
と
い

う
嬉
し
い
お
返
事
を
頂
い

た
。
ま
た
、
芭
蕉
が
生
き

た
近
代
の
大
津
に
つ
い
て

林
屋
辰
三
郎
京
都
大
学

名
誉
教
授
か
ら
寄
稿
文
を

頂
く
こ
と
が
で
き
た
。

作
業
に
か
か
っ
て
三
ヶ

月
余
り
。
よ
う
や
く
原
稿

が
完
成
し
、
平
成
六
年

九
月
末
に
五
千
部
が
刷
り

上
っ
た
。
無
料
で
配
布
し

た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
市

内
だ
け
で
な
く
全
国
か
ら

郵
送
希
望
が
あ
り
、
あ
っ

と
い
う
間
に
増
刷
と
な
っ
た
。

当
時
、「
な
ぜ
、
芭
蕉
に
こ
だ
わ
る
の
か
」

と
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
問
い
に
、

「
大
津
の
自
然
の
美
し
さ
、
文
化
の
高
さ
、
大

津
京
以
来
の
歴
史
、
そ
れ
ら
の
全
て
が
芭
蕉
の

句
と
大
津
の
門
人
と
の
交
流
に
凝
集
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
事
実
を
知
り
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
う

る
わ
し
い
大
津
の
姿
を
見
つ
け
て
頂
き
た
い
か

ら
だ
」
と
、
答
え
た
。

現
場
が
見
え
な
か
っ
た
広
報
課
の

駆
け
出
し
時
代

広
報
課
の
担
当
に
な
っ
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど

三
十
歳
。
大
学
院
を
出
て
、五
年
目
で
あ
っ
た
。

大
学
院
の
研
究
室
は
、
世
界
規
模
の
植
物
調

査
の
一
翼
を
担
い
、
時
折
、
海
外
か
ら
の
研

究
者
も
訪
れ
て
い
た
。
ま
た
、
大
学
院
生
が

毎
夜
、研
究
室
で
日
本
酒
片
手
に
「
生
物
と
は
」

「
研
究
と
は
」
と
、
青
臭
い
議
論
を
し
て
い
た
。

し
か
し
、
私
の
研
究
は
全
く
進
ま
ず
、
才

能
の
無
さ
を
感
じ
、
研
究
者
に
な
る
夢
を
断
念

し
て
、
大
津
市
を
受
験
。
理
科
系
な
の
に
運

よ
く
大
津
市
に
事
務
職
で
合
格
し
て
、
農
林

課
に
配
属
さ
れ
た
。

就
職
し
て
先
ず
、
面
食
ら
っ
た
の
は
、
大
学

で
は
「
変
わ
っ
た
発
想
を
す
る
。
独
創
的
で
あ

る
」
と
い
う
の
が
最
大
の
賛
辞
で
あ
っ
た
の
に
、

「
変
わ
っ
て
い
る
」
は
、
余
り
良
い
評
価
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
大
学
で

は
、
自
分
の
考
え
を
ハ
ッ
キ
リ
と
主
張
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
よ
う
な
振
る

舞
い
は
、
な
か
な
か
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
農
林
課
で
は
、
現
場
の
方
々
か
ら
あ
れ

こ
れ
教
え
て
い
た
だ
く
こ
と
が
多
く
、
や
り
が

い
を
感
じ
な
が
ら
仕
事
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
し
て
異
動
し
た
広
報
課
。
始
め
は
、
各

課
か
ら
出
さ
れ
る
原
稿
を
書
き
直
し
て
、
広
報

紙
を
作
る
作
業
に
や
り
が
い
を
感
じ
る
こ
と
が

で
き
ず
、
味
気
な
い
も
の
に
感
じ
ら
れ
た
。
し

か
も
任
さ
れ
た
特
集
は
、
上
手
く
ま
と
め
ら
れ

ず
二
年
ほ
ど
は
落
ち
込
む
毎
日
で
あ
っ
た
。

取
材
で
見
つ
け
た
大
切
な
も
の

そ
ん
な
と
き
、
広
報
職
員
の
研
修
会
に
参

加
さ
せ
て
い
た
だ
き「
取
材
の
大
切
さ
」を
知
っ

た
。
取
材
を
通
し
て
素
晴
ら
し
い
人
と
出
会
い
、

豊
か
な
歴
史
を
学
び
、
美
し
い
風
景
を
多
く
の

人
に
紹
介
す
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
可
能
に
す
る

「
取
材
」
こ
そ
が
広
報
職
員
の
「
現
場
」
で
あ

る
こ
と
を
学
ん
だ
。

取
材
と
広
報
紙
面
と
い
う
現
場
に
気
づ
い
て

か
ら
は
、
琵
琶
湖
に
流
れ
込
む
川
と
そ
こ
に
暮

ら
す
市
民
と
の
関
わ
り
を
シ
リ
ー
ズ
に
し
た
り
、

身
近
な
草
花
や
鳥
に
つ
い
て
専
門
の
先
生
に
書

い
て
い
た
だ
い
た
り
と
、
様
々
な
企
画
を
紙
面

に
載
せ
た
。
そ
の
と
き
の
基
本
は
、
取
材
を
通

じ
て
、
読
者
で
あ
る
市
民
の
皆
さ
ん
に
も
っ
と

大
津
を
知
り
、
愛
し
て
頂
き
た
い
と
言
う
思
い

で
あ
っ
た
。

そ
の
集
大
成
が
芭
蕉
シ
リ
ー
ズ
で
あ
り
、
没

後
三
百
年
記
念
誌
で
あ
っ
た
。
こ
の
企
画
を
や

り
終
え
た
年
に
偶
然
、
異
動
と
な
っ
た
。

芭蕉の眠る地、大津で没後300年を
記念して作成した冊子
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介
護
保
険
担
当
に　

そ
し
て
現
場
へ

そ
し
て
企
画
調
整
課
、
市
制
百
周
年
事
業

準
備
室
を
経
験
し
、
平
成
十
一
年
一
月
に
介

護
保
険
準
備
室
へ
異
動
し
た
。

私
は
、
福
祉
関
係
の
職
場
は
初
め
て
で
あ
っ

た
。
職
員
を
知
ら
な
い
、関
係
者
も
知
ら
な
い
、

制
度
も
知
ら
な
い
と
い
う
状
況
で
座
り
心
地
の

悪
い
準
備
室
の
席
に
着
い
た
。

ま
た
、
異
動
し
た
こ
ろ
は
、
制
度
へ
の
厳
し

い
批
判
が
毎
日
の
よ
う
に
新
聞
紙
上
に
載
せ
ら

れ
て
い
た
。

私
は
、
色
々
な
人
と
出
会
い
、
制
度
が
不

十
分
な
点
、
市
と
し
て
改
善
で
き
る
内
容
が
あ

れ
ば
、
教
え
て
い
た
だ
こ
う
と
、
広
報
課
の
と

き
と
同
じ
よ
う
に
積
極
的
に
色
々
な
方
の
お
話

を
伺
っ
た
。

ま
た
、
現
場
に
行
か
な
け
れ
ば
何
も
判
ら

な
い
と
考
え
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
で
は
、

入
浴
や
オ
ム
ツ
交
換
な
ど
を
体
験
さ
せ
て
頂
い

た
。
次
に
ヘ
ル
パ
ー
、
そ
し
て
訪
問
看
護
の
方

に
同
行
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
介
護
を
受
け
な
が

ら
家
で
暮
ら
す
方
々
の
暮
ら
し
を
見
た
。
高
齢

に
な
り
、
心
な
ら
ず
も
障
害
を
持
っ
て
し
ま
い
、

他
人
に
迷
惑
ば
か
り
か
け
て
い
て
、
生
き
る
価

値
な
ど
な
い
の
だ
と
話
す
人
、
生
き
る
意
欲
を

失
い
、
う
つ
ろ
な
目
を
し
て
一
日
中
車
椅
子
に

座
っ
て
い
る
人
、
人
形
を
我
が
子
と
思
い
、
片

時
も
離
さ
な
い
人
、
人
生
の
最
終
末
の
姿
を
目

の
当
り
に
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
体
験
が
、
私

を
介
護
の
世
界
に
の
め
り
込
ま
せ
て
い
っ
た
。

介
護
保
険
制
度
開
始
と
い
う
チ
ャ
ン
ス
を
生

か
し
、「
死
に
た
い
」
と
い
う
お
年
寄
り
の
心

の
叫
び
を
受
け
止
め
、
障
害
を
も
っ
て
も
、
認

知
症
を
患
っ
て
も
「
生
き
て
い
て
良
か
っ
た
」

と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
大
津
市
の
ま
ち
を

創
っ
て
い
き
た
い
、
そ
ん
な
願
い
が
こ
み
上
げ

て
き
た
。

保
険
あ
っ
て
サ
ー
ビ
ス
な
し

当
時
、
介
護
保
険
制
度
へ
の
批
判
と
し
て

「
保
険
あ
っ
て
サ
ー
ビ
ス
な
し
」
と
い
う
言
葉

を
何
度
も
伺
っ
た
。

制
度
の
理
念
で
あ
る
「
利
用
者
に
よ
る
サ
ー

ビ
ス
選
択
」
を
現
実
の
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、

介
護
事
業
所
に
市
内
で
新
た
に
事
業
を
始
め

て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
、
と
考
え
て
動
き
出
し

た
。当

時
、
私
た
ち
は
介
護
事
業
所
へ
「
営
業

を
か
け
る
」
と
言
っ
て
い
た
が
、
大
津
市
の
小

学
校
区
別
の
六
十
五
歳
以
上
の
年
齢
別
人
口
、

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
や
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
位

置
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
の
利
用
者
数
、
公
示
さ
れ

て
い
る
地
価
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
講
座
の
修
了

者
数
な
ど
の
資
料
を
持
っ
て
、「
出
店
し
ま
せ

ん
か
、
も
う
か
り
ま
っ
せ
」
と
事
業
所
を
口
説

い
て
回
っ
た
。

市
民
の
手
に
よ
る

介
護
事
業
所
立
ち
上
げ

介
護
事
業
所
へ
の
「
営
業
」
の
お
陰
で
事

業
所
に
動
き
が
出
て
き
た
こ
と
と
併
せ
、
介
護

現
場
の
方
々
と
も
、
人
間
関
係
が
築
か
れ
て
来

た
。
大
津
市
の
窓
口
に
行
け
ば
何
か
情
報
が

も
ら
え
る
と
い
う
認
識
も
広
が
り
、
私
に
「
介

護
職
と
し
て
永
年
働
い
て
き
た
が
、
思
う
よ
う

な
介
護
を
さ
せ
て
も
ら
え
な
い
」
と
言
う
人
や

「
大
き
な
家
が
空
い
て
い
る
」、「
ま
と
ま
っ
た

お
金
が
あ
り
、
こ
れ
を
介
護
事
業
に
使
え
な
い

か
」
と
相
談
を
持
ち
か
け
る
方
が
出
て
き
た
。

一
人
で
は
な
か
な
か
介
護
事
業
所
を
立
ち

上
げ
ら
れ
な
い
が
、
介
護
技
術
を
持
っ
て
い
る

人
、
場
所
を
持
っ
て
い
る
人
、
お
金
を
持
っ
て

い
る
人
が
集
ま
れ
ば
、
思
い
の
こ
も
っ
た
介
護

事
業
所
が
立
ち
上
が
る
。
思
い
を
持
つ
人
が
一

堂
に
会
す
る
た
め
研
修
会
を
開
催
す
れ
ば
い
い

の
だ
、
と
思
い
付
い
た
。

「
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
・
宅
老
所
開
設
講
座
」

と
名
づ
け
た
研
修
会
は
、
広
報
お
お
つ
と
新
聞

の
地
方
版
に
小
さ
く
報
じ
ら
れ
た
だ
け
だ
が
、

予
想
を
は
る
か
に
超
え
、
二
百
人
も
の
受
講
者

が
集
ま
っ
た
。

そ
し
て
講
座
が
終
了
し
た
後
も
、
三
十
人

ほ
ど
の
受
講
者
が
勉
強
会
を
続
け
ら
れ
、
意
気

投
合
し
た
方
々
が
、
力
を
合
わ
せ
て
民
家
を
改

修
し
た
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
や
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
な

ど
を
次
々
と
立
ち
上
げ
て
い
か
れ
た
。

現
場
が
作
り
上
げ
た
マ
ニ
ュ
ア
ル

次
に
、
熱
心
な
介
護
職
か
ら
「
介
護
サ
ー

ビ
ス
に
は
基
準
が
な
く
、
経
験
と
カ
ン
で
や
っ

て
い
る
。
介
護
の
レ
ベ
ル
を
上
げ
る
に
は
サ
ー

ビ
ス
提
供
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
必
要
」
と
提
案
す
る
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人
が
出
て
き
た
。

私
に
は
、
介
護
に
つ
い
て
の
知
識
も
経
験
も

無
い
。
そ
れ
で
は
と
芭
蕉
没
後
三
百
年
記
念

誌
を
作
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
専
門
家
に
お

話
を
聞
き
、介
護
の
本
を
片
っ
端
か
ら
読
ん
だ
。

し
か
し
、
い
く
ら
あ
が
い
て
も
、
思
う
よ
う
な

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
。

あ
れ
こ
れ
悩
ん
で
い
る
と
、
あ
る
方
か
ら
「
マ

ニ
ュ
ア
ル
は
、
作
っ
た
人
し
か
使
え
な
い
。
多

く
の
人
に
参
加
し
て
頂
い
て
み
ん
な
の
知
恵
を

集
め
て
作
れ
ば
良
い
」
と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス
を

頂
い
た
。

私
の
目
か
ら
鱗
が
落
ち
た
。
広
報
課
の
と
き

の
よ
う
に
自
分
の
力
だ

け
で
作
ろ
う
と
せ
ず
、

み
ん
な
の
知
恵
と
力
で

サ
ー
ビ
ス
基
準
と
し
て

の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
れ

ば
良
い
と
気
付
か
さ
れ

た
。そ

れ
で
は
と
、
信
頼

し
て
い
る
介
護
職
に
声

を
掛
け
、
参
加
を
募
っ

た
。
そ
し
て
約
八
十
人

が
、
半
年
間
に
延
べ

五
十
回
ほ
ど
の
検
討
会

に
参
加
さ
れ
、
二
百

ペ
ー
ジ
を
超
え
る
介
護

サ
ー
ビ
ス
提
供
マ
ニ
ュ

ア
ル
が
完
成
し
た
。

サ
ー
ビ
ス
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
と

質
の
確
保

介
護
保
険
で
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
は
、
情

報
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
お
年
寄
り
に
、
情
報

を
持
っ
て
い
る
介
護
事
業
所
が
提
供
し
て
い

る
。
こ
の
格
差
を
埋
め
、
利
用
者
で
あ
る
お
年

寄
り
が
、
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を
選
択
し
て
利
用

で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
が
、
市
町
村
の

責
任
で
あ
る
と
考
え
た
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成

は
、
そ
の
一
環
で
あ
っ
た
。

マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
た
次
に
、
マ
ニ
ュ
ア

ル
の
内
容
を
分
か
り
や
す
く
解
説
し
た
利
用
者

向
け
の
冊
子
を
作
成
し
た
。
例
え
ば
車
い
す
を

押
す
と
き
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
異
な
る
介
護
が
提

供
さ
れ
る
と
、
利
用
者
が
「
な
ぜ
、
そ
の
よ
う

な
介
護
を
す
る
の
か
」
と
い
う
質
問
が
で
き
る

よ
う
に
し
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

行
政
の
仕
事
が
次
々
と
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ

さ
れ
、
民
間
企
業
が
そ
れ
を
担
っ
て
い
く
が
、

サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
さ
せ
る
た
め
に
は
、
市

民
の
皆
さ
ん
に
必
要
な
情
報
を
分
か
り
や
す
く

伝
え
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
維
持
す
る
必
要
が
あ

る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
の
自
治
体
職
員

「
国
が
こ
う
決
め
て
い
ま
す
の
で
仕
方
あ
り

ま
せ
ん
」
と
言
わ
な
い
こ
と
が
自
治
体
職
員
の

証
だ
と
思
っ
て
い
る
。
法
律
や
政
省
令
、
通

達
に
書
か
れ
た
こ
と
を
読
み
取
り
、
運
営
す
る

中
で
障
害
を
持
っ
た
り
、
認
知
症
を
患
う
な
ど

様
々
な
生
き
辛
さ
を
抱
え
な
が
ら
、
懸
命
に
暮

ら
し
て
お
ら
れ
る
市
民
の
方
々
の
悩
み
や
苦
し

み
に
応
え
て
い
く
こ
と
が
私
た
ち
自
治
体
職
員

の
使
命
で
あ
る
。

現
場
の
方
々
か
ら
学
び
、
現
場
の
課
題
を

整
理
し
、
み
ん
な
の
力
を
集
め
て
課
題
解
決
の

た
め
の
制
度
を
作
る
。
そ
し
て
制
度
運
営
の

な
か
で
課
題
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
さ
ら
に
み

ん
な
の
知
恵
を
集
め
る
。
そ
ん
な
作
業
こ
そ
が

私
た
ち
自
治
体
職
員
の
役
割
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。ま

ち
の
自
然
、
歴
史
、
文
化
、
暮
ら
す
人
、

働
く
人
、
一
つ
ひ
と
つ
の
「
宝
」
を
「
取
材
」

を
通
じ
て
掘
り
起
こ
し
、上
手
く
組
み
合
わ
せ
、

そ
の
力
が
し
っ
か
り
と
発
揮
で
き
る
よ
う
に
す

る
こ
と
こ
そ
が
自
治
体
職
員
に
求
め
ら
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

広
報
課
時
代
の
記
念
誌
、
介
護
保
険
担
当

課
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
り
な
ど
を
通
じ
て
、
現
場

に
学
ぶ
こ
と
、
現
場
を
つ
な
ぐ
こ
と
、
現
場
の

知
恵
を
生
か
す
こ
と
が
こ
れ
か
ら
の
自
治
体
職

員
の
仕
事
で
あ
り
、
自
治
体
の
仕
事
の
中
心

に
な
っ
て
く
る
と
実
感
し
て
い
る
。
様
々
な
知

恵
や
力
を
生
か
す
た
め
、
専
門
的
な
知
識
は
も

ち
ろ
ん
、
信
頼
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
大
切
で
あ

り
、
信
頼
関
係
こ
そ
が
現
場
の
人
た
ち
や
市
民

の
皆
さ
ん
と
仕
事
を
創
っ
て
い
く
大
切
な
ポ
イ

ン
ト
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

ぜ
ひ
、
こ
れ
か
ら
も
多
く
の
人
と
出
会
い
、

お
話
を
伺
い
、
教
え
て
い
た
だ
き
な
が
ら
仕
事

を
続
け
て
い
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

介護サービスの質の向上を目指して
現場職員と作成したマニュアル


