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それぞれの思いを込めて
～退職を控えた教授 最終講義～

日　付
西宮上ケ原キャンパス

大学院Ⅱ号館３階模擬法廷
時　間

２月14日
川崎英明・司法研究科教授 15：00〜16：00

永田秀樹・司法研究科教授 16：00〜17：00

神戸三田キャンパス
Ⅶ号館103号教室

２月21日 加藤直樹・理工学部教授 13：30〜15：00

25日 水木純一郎・理工学部教授 15：00〜16：30

３月９日 海老原史樹文・理工学部教授 14：00〜15：00

西宮聖和キャンパス
１号館２階会議室１

３月７日
井上久夫・教育学部教授 10：00〜11：00

田淵結・教育学部教授 11：15〜12：15

２月以降開催予定の最終講義

Innovation concept
〜ワタシの発想が社会を変える〜

熱心に講義をする浜野教授

思いを語る山崎氏

和泉出版印刷株式会社

パンフレット，記念誌，報告書
制作・編集，デザイン

［本　社］
〒540-0026  大阪市中央区内本町 1-1-6  本町カノヤビル
TEL: 06-6946-1073 ㈹　FAX: 06-6946-7684
E-mail: info@izumi-syuppan.co.jp
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［和泉営業所］
〒594-0083  和泉市池上町 4 丁目 2 番 21 号
TEL: 0725-45-2360 ㈹　FAX: 0725-45-6398

登壇者の話に聞きいる参加者

　
「
風
に
思
う
空
の
翼
、
輝
く
自

由M
astery for service

」

１
９
３
３
年
に
前
年
の
大
学
昇

格
を
記
念
し
て
作
ら
れ
た
、
北

原
白
秋
作
詞
、
山
田
耕
筰
作
曲

の
関
西
学
院
大
学
校
歌
「
空
の

翼
」
の
歌
い
だ
し
で
あ
る

こ

の
二
人
の
人
生
を
描
い
た
映
画

「
こ
の
道
」
が
、
日
本
の
童
謡

誕
生
１
０
０
周
年
を
記
念
し

て
、
今
年
１
月
11
日
に
公
開
さ

れ
た
。
童
謡
と
は
、
子
ど
も
に

歌
わ
れ
る
こ
と
を
目
的
に
作
ら

れ
た
創
作
歌
曲
の
こ
と
だ

作

中
で
は
、
福
岡
県
柳
川
か
ら
文

学
を
志
し
上
京
し
た
、
破
天
荒

で
自
由
奔
放
だ
が
、
奇
抜
な
詩

で
名
を
は
せ
て
い
た
北
原
白
秋

と
、
ド
イ
ツ
留
学
を
経
て
日
本

で
初
め
て
交
響
楽
団
を
結
成
し

た
山
田
耕
筰
の
二
人
が
出
会

い
、
ぶ
つ
か
り
合
う
中
で
多
く

の
い
ま
だ
歌
い
継
が
れ
る
童
謡

を
世
に
出
し
て
い
く
姿
が
描
か

れ
て
い
る

こ
の
時
代
の
子
ど

も
た
ち
は
、
彼
ら
の
作
る
童
謡

で
大
変
元
気
付
け
ら
れ
て
い

た
。
今
日
に
至
る
ま
で
、
彼
ら

の
童
謡
は
歌
い
継
が
れ
て
お

り
、
現
代
の
子
ど
も
た
ち
が

歌
っ
て
い
る
姿
を
見
る
こ
と
も

あ
る

歌
に
は
、
人
の
心
に
寄

り
添
っ
て
癒
す
力
が
あ
る
。
時

に
は
過
去
の
思
い
出
を
歌
に

よ
っ
て
思
い
出
し
笑
顔
に
な
っ

た
り
、
涙
す
る
こ
と
も
あ
る
。

今
、
二
人
が
生
き
て
い
た
ら
ど

ん
な
歌
が
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
。

ど
れ
だ
け
の
人
の
心
が
癒
さ
れ

る
だ
ろ
う
。
ど
ん
な
思
い
出
を

思
い
出
さ
せ
る
だ
ろ
う
。「
空

の
翼
」
も
、
い
つ
か
私
達
の
心

を
癒
し
、
学
生
時
代
の
こ
と
を

思
い
出
さ
せ
る
、
そ
ん
な
歌
に

な
る
の
だ
ろ
う
。

　
１
月
の
初
旬
か
ら
２
、３
月
に

か
け
て
、
２
０
１
８
年
度
を
も
っ

て
本
学
を
退
職
す
る
教
授
ら
の
最

終
講
義
が
行
わ
れ
て
い
る
。
１

月
中
に
、
西
宮
上
ケ
原
キ
ャ
ン
パ

ス
で
は
８
名
、
神
戸
三
田
キ
ャ
ン

パ
ス
で
は
４
名
の
教
授
ら
が
講
義

を
お
こ
な
っ
た
。
２
月
以
降
も
各

キ
ャ
ン
パ
ス
で
計
７
名
の
教
授
ら

が
最
終
講
義
に
臨
む
予
定
だ
。

　
非
常
勤
講
師
と
し
て
今
後
本
学

で
講
義
を
行
う
教
授
も
い
る
が
、

最
終
講
義
は
研
究
に
お
け
る
一
つ

の
節
目
で
あ
る
。
自
身
の
遍
歴
を

語
る
教
授
。
自
身
が
研
究
で
目
指

し
て
き
た
こ
と
や
、
こ
れ
ま
で
の

研
究
か
ら
得
た
結
果
や
見
解
を
語

る
教
授
。
学
生
に
対
し
て
ア
ド
バ

イ
ス
や
メ
ッ
セ
ー
ジ
残
す
教
授
。

そ
れ
ぞ
れ
に
思
い
を
込
め
た
講
義

の
内
容
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
学
生
時
代
に
お
世
話
に

な
っ
た
教
授
の
最
終
講
義
で
あ

る
。
中
に
は
聴
講
す
る
た
め
に
遠

方
か
ら
駆
け
付
け
た
人
も
い
た
。

教
授
自
身
に
と
っ
て
も
、
聴
講
し

た
学
生
や
卒
業
生
に
と
っ
て
も
印

象
に
残
る
90
分
間
と
な
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
長
年
本
学
で
教
鞭
を
と
っ
て
き

た
教
授
の
最
終
講
義
、
時
間
を
つ

く
っ
て
訪
れ
て
み
て
ほ
し
い
。
何

か
得
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
は
ず
だ
。

　
１
月
26
日
に
、
企
業
家
や
企
業

を
志
す
人
を
対
象
に
、
大
阪
市
女

性
起
業
家
情
報
交
流
協
会
主
催

の
「W

e‘s 

フ
ォ
ー
ラ
ム 2019 

Innovation concept

」
が
開
催

さ
れ
た
。
会
場
で
は
、
２
名
の

ゲ
ス
ト
講
演
者
の
話
を
通
し
て
、

１
５
０
名
の
参
加
者
が
意
見
交

換
や
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
を 

行
な
っ
た
。

　
ゲ
ス
ト
講
演
者
と
し
て
、
株
式

会
社
マ
ザ
ー
ハ
ウ
ス
副
社
長
の
山

崎
大
輔
氏
と
、
本
学
の
経
営
戦
略

研
究
科
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
准
教

授
の
大
内
章
子
氏
が
登
壇
し
た
。

　
山
崎
氏
は
、
２
０
０
７
年
に

ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
・
サ
ッ
ク
ス
証
券

を
退
社
。
そ
の
後
、
大
学
時
代
の

ゼ
ミ
の
１
年
後
輩
で
あ
っ
た
山
口

絵
理
子
氏
（
株
式
会
社
マ
ザ
ー
ハ

ウ
ス
代
表
取
締
役
兼
チ
ー
フ
デ
ザ

イ
ナ
ー
）
が
始
め
た
マ
ザ
ー
ハ
ウ

ス
を
経
営
面
か
ら
サ
ポ
ー
ト
す
る

た
め
に
参
加
を
決
意
し
、
同
年
に

マ
ザ
ー
ハ
ウ
ス
の
副
社
長
に
就
任
。

現
在
、
マ
ザ
ー
ハ
ウ
ス
は
国
内
31

店
舗
に
加
え
、
香
港
お
よ
び
台
湾

の
55
店
舗
で
販
売
を
行
っ
て
い
る
。

マ
ザ
ー
ハ
ウ
ス
の
特
徴
は
、
バ
ッ

グ
や
ジ
ュ
エ
リ
ー
の
生
産
を
途
上

国
で
行
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
途

上
国
の
人
々
と
も
対
等
な
立
場
を

築
き
、
途
上
国
の
良
さ
を
商
品
を

通
し
て
、
顧
客
に
伝
え
て
い
る
。

　
大
内
氏
は
、
総
合
商
社
勤
務
を

経
て
、
働
き
方
へ
の
疑
問
か
ら
慶

應
義
塾
大
学
大
学
院
商
学
研
究
科

に
入
学
し
、
博
士
課
程
を
修
了
。

そ
の
経
験
を
活
か
し
、
本
学
に
て

ハ
ッ
ピ
ー
キ
ャ
リ
ア
プ
ロ
グ
ラ
ム

「
女
性
の
仕
事
復
帰
・
起
業
コ
ー
ス
」

と
そ
の
姉
妹
コ
ー
ス
「
女
性
リ
ー

ダ
ー
育
成
コ
ー
ス
」
の
企
画
運
営

を
行
な
っ
た
。

　
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
３
部
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
沿
っ
て
進
行
さ
れ
た
。

　
第
１
部
の
「
過
去
を
振
り
返
っ

て
」
で
、
山
崎
氏
は
「
自
分
を
変

え
た
の
は
、
当
時
、
僕
の
周
り
に

い
た
人
と
環
境
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、

誰
と
ど
ん
な
環
境
に
い
る
か
が
と

て
も
大
切
だ
」
と
語
っ
た
。
山
崎

氏
に
と
っ
て
の
成
功
の
鍵
は
、
企

業
か
ら
共
に
戦
っ
て
き
た
山
口
氏

で
あ
っ
た
そ
う
だ
。
ま
た
「
や
り

た
い
こ
と
を
口
に
し
て
、
周
り
の

人
に
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
か
ら
挑

戦
は
始
ま
る
。
時
に
は
、
そ
こ
か

ら
チ
ャ
ン
ス
が
生
ま
れ
る
」
と
も

語
っ
た
。
恥
ず
か
し
が
っ
た
り
た

め
ら
っ
た
り
せ
ず
、
ま
ず
は
口
に

出
し
て
発
信
す
る
こ
と
の
大
切
さ

を
伝
え
た
。

　
第
２
部
の
「
経
営
者
に
な
っ
た

今
」
で
は
、
経
営
者
と
し
て
の
山

崎
氏
の
苦
悩
が
語
ら
れ
た
。
現
在
、

マ
ザ
ー
ハ
ウ
ス
は
日
本
国
内
だ
け

で
約
２
０
０
人
の
社
員
を
抱
え
て

い
る
。
そ
の
中
で
山
崎
氏
は
、
社

員
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
、
プ
レ
イ

ヤ
ー
と
し
て
の
自
分
の
仕
事
を
両

立
さ
せ
る
働
き
方
を
模
索
し
続
け

て
き
た
。
そ
の
為
に
必
要
と
な
る

人
材
の
育
成
に
は
、
信
じ
て
任
せ

る
こ
と
が
何
よ
り
も
重
要
で
あ
っ

た
と
、自
身
の
経
験
を
通
じ
て
語
っ

た
。

　
第
３
部
の
「
10
年
後
未
来
に
向

け
て
」
で
は
、
参
加
者
そ
れ
ぞ
れ

が
10
年
後
へ
の
希
望
を
示
し
、デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
な
っ
た
。様
々

な
意
見
が
出
た
中
で
、
山
崎
氏
は

「
人
材
を
育
て
あ
え
る
会
社
が
増
え

る
未
来
」
を
望
ん
だ
。
会
社
で
新

た
な
人
材
を
育
成
し
、
気
持
ち
良

く
送
り
出
す
。
そ
の
繰
り
返
し
が
、

日
本
を
よ
り
発
展
さ
せ
る
鍵
な
の

で
は
な
い
か
と
彼
は
述
べ
た
。

　
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
テ
ー
マ
で

あ
る
「
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
コ
ン
セ

プ
ト
」
は
、参
加
者
が
こ
の
フ
ォ
ー

ラ
ム
を
通
し
て
、
一
度
個
々
の
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
コ
ン
セ
プ
ト
に
立

ち
返
る
こ
と
で
、
今
後
の
自
己
実

現
と
事
業
発
展
の
一
助
と
な
る
こ

と
を
願
っ
て
考
え
ら
れ
た
。

　
10
年
後
、
今
回
の
参
加
者
そ
れ

ぞ
れ
が
描
い
た
未
来
が
実
現
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
、
願
う
ば
か
り
で

あ
る
。
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☆基本情報☆

◦営業時間
　　11：00～15：00
　　17：00～22：00

◦住所
　　西宮市松籟荘7−21 
　　　ニューコーベビル101

◦TEL
　　0798−61−1555

◦営業日
　　月～土曜日
　　一部の日曜日（不定）

人
間
本
来
の
良
い
傾
向
を
発
揮
で
き
ず
、
い
じ
め
や
差
別
と
い
っ
た

社
会
問
題
が
後
を
絶
た
な
い
。
こ
の
良
い
傾
向
を
ゆ
が
め
て
い
る
も

の
を
正
す
こ
と
が
広
い
意
味
で
の
政
治
の
役
割
だ
と
教
授
は
言
う
。

　
そ
こ
で
考
え
る
べ
き
が
、
道
徳
哲
学
を
基
に
し
た
政
治
哲
学
だ
。

「
今
の
日
本
の
よ
う
な
、
投
票
や
多
数
決
だ
け
の
曖
昧
な
民
主
主
義

で
は
な
い
。
人
間
と
人
間
の
正
し
い
関
係
の
あ
り
方
、
平
等
な
あ
り

方
を
実
現
し
う
る
民
主
主
義
を
目
指
す
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
の

ビ
ジ
ョ
ン
を
作
り
た
い
。そ
う
い
っ
た
こ
と
に
貢
献
し
て
ゆ
き
た
い
」

と
教
授
は
力
強
く
語
っ
た
。

　
最
後
に
、学
生
に
向
け
て
教
授
は
２
つ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
残
し
た
。

一
つ
は
「
Ｉ
．
Ｆ
ス
ト
ー
ン
の
『
す
べ
て
の
政
府
は
う
そ
を
つ
く
』

と
い
う
言
葉
を
覚
え
て
い
て
ほ
し
い
。
自
分
の
生
き
た
い
よ
う
に
生

き
ら
れ
る
自
由
な
、
開
か
れ
た
社
会
を
つ
く
る
た
め
に
、
勉
強
し
て

ほ
し
い
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
。
ま
た
「
能
力
の
差
と
い
う
不
平

等
は
、
確
か
に
存
在
す
る
。
し
か
し
、
我
々
は
人
間
で
あ
る
時
点
で

基
本
的
に
平
等
な
の
だ
。
そ
の
こ
と
を
忘
れ
ず
に
誇
り
を
も
っ
て
生

き
て
ほ
し
い
。
そ
の
誇
り
を
傷
つ
け
る
も
の
に
対
し
て
怒
る
こ
と
が

で
き
る
気
概
を
持
っ
た
人
間
と
し
て
生
き
て
ほ
し
い
」
と
二
つ
目
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
語
っ
た
。

　
浜
野
教
授
は
今
年
度
の
3
月
末
で
退
職
。
来
年
度
か
ら
は
非
常
勤

講
師
と
し
て
本
学
で
講
義
を
行
う
。

　
文
学
部
の
浜
野
教
授
は
、
哲
学
・
倫
理
学
を
専
門
と
し
て
い
る
。

人
間
に
つ
い
て
、
そ
し
て
人
間
の
生
き
る
社
会
に
つ
い
て
、
自
身
の

道
徳
哲
学
を
基
礎
に
研
究
を
続
け
て
い
る
。

　
幼
い
こ
ろ
か
ら
本
が
好
き
だ
っ
た
と
い
う
教
授
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス

キ
ー
を
小
学
生
の
頃
に
読
み
、
中
学
生
の
頃
に
は
す
で
に
哲
学
を
志

す
こ
と
を
決
め
て
い
た
そ
う
だ
。

　
学
生
時
代
は
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ル
ネ
・
デ
カ
ル
ト
の
研
究
を
行

な
っ
て
い
た
。
デ
カ
ル
ト
の
生
き
た
時
代
は
科
学
革
命
の
最
中
。
教

授
は
新
た
に
生
ま
れ
た
自
然
科
学
的
な
人
間
観
と
伝
統
的
な
人
間
観

と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
、
人
間
の
心
と
体
の
関
係
を
理
解
し
よ
う

と
し
た
。
そ
の
後
、
人
間
へ
の
さ
ら
な
る
深
い
理
解
を
求
め
、
英
米

の
分
析
哲
学
に
興
味
を
持
ち
、
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
大
学
に
大
学
院
生

と
し
て
留
学
。
現
代
の
進
ん
だ
科
学
を
正
面
か
ら
受
け
止
め
る
必
要

性
を
感
じ
、
そ
の
上
で
哲
学
の
探
求
を
行
お
う
と
考
え
た
。
現
在
教

授
は
「
人
間
全
体
を
理
解
す
る
た
め
に
は
自
然
科
学
へ
の
理
解
、
そ

れ
と
同
程
度
に
文
学
、
社
会
科
学
へ
の
理
解
が
必
要
だ
」
と
語
る
。

　
教
授
の
道
徳
哲
学
の
根
本
に
は
、
人
間
は
社
会
的
な
動
物
で
あ
る

と
い
う
考
え
が
あ
る
。

　
人
間
に
は
本
来
、
お
互
い
に
助
け
合
い
、
協
力
し
合
お
う
と
す
る

傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
し
、
育
て
ら
れ
方
や
社
会
の
慣

習
、制
度
の
も
と
で
そ
の
傾
向
が
ゆ
が
め
ら
れ
る
場
合
が
多
々
あ
る
。

はまの　けんぞう

1974年　京都大学文学部卒業
1980年　京都大学大学院　修了
1986年　ペンシルベニア大学大学院　修了
1987年　京都大学文学部　助教授
1995年　名古屋工業大学　助教授
2000年　関西学院大学文学部文化歴史学科教授

人間本来の誇りが守られる社会を目指して
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の
相
性
は
抜
群
。
だ
が
こ
っ
て
り

な
だ
け
で
は
な
い
。
時
折
鼻
を
通

る
ゆ
ず
の
香
り
が
、
山
の
幸
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
か
あ

の
サ
ン
ゴ
や
星
砂
を
思
い
出
さ
せ

る
。

　
お
し
ゃ
れ
と
が
っ
つ
り
。
対
極

に
も
思
え
る
二
つ
の
要
素
を
組
み

合
わ
せ
た
こ
の
お
店
の
オ
ー
ナ
ー

は
、
上
原
沙
織
さ
ん
。「
学
生
を

は
じ
め
、
幅
広
い
層
の
お
客
さ
ん

に
来
て
ほ
し
い
」
と
語
る
。
確
か

に
店
内
を
見
渡
せ
ば
、
体
育
会
系

の
学
生
で
あ
ろ
う
、
本
学
の
ス

ウ
ェ
ッ
ト
を
着
た
大
柄
な
男
性
た

ち
の
グ
ル
ー
プ
や
、
小
学
生
ら
し

き
女
の
子
も
い
る
家
族
連
れ
、
老

夫
婦
、
学
ラ
ン
を
崩
し
て
着
て
い

る
男
子
高
校
生
、
女
性
の
一
人
客

な
ど
、
偏
り
が
な
い
。
並
サ
イ
ズ

の
価
格
は
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
で
あ
り

な
が
ら
、
大
盛
り
（
１
０
０
円
）、

特
盛
（
２
０
０
円
）
と
、
量
の
調

節
が
利
き
や
す
い
と
い
う
点
も
、

客
層
の
広
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
。

　
が
っ
つ
り
と
食
べ
た
い
若
者
を

狙
っ
た
ラ
ー
メ
ン
屋
と
し
て
で

も
、
お
し
ゃ
れ
に
心
地
よ
い
時
間

を
過
ご
す
カ
フ
ェ
と
し
て
で
も
な

い
。
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
で
な

る
戸
は
、
早
く
も
激
戦
区
で
異
彩

を
放
っ
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
誰
に

で
も
お
す
す
め
で
き
る
お
店
は
、

な
か
な
か
見
ら
れ
な
い
。

に
近
い
。
イ
ン
テ
リ
ア
と
し
て
飾

ら
れ
る
の
は
、
沖
縄
に
行
っ
た
こ

と
が
あ
る
人
な
ら
だ
れ
も
が
懐
か

し
む
サ
ン
ゴ
や
星
砂
、
表
面
の
イ

ン
ク
が
照
明
の
光
を
艶
や
か
に
跳

ね
返
す
ミ
ニ
カ
ー
、
何
か
を
探
し

に
冒
険
を
し
た
く
な
る
セ
ピ
ア
色

の
地
球
儀
な
ど
。
床
の
タ
イ
ル
は

原
色
で
カ
ラ
フ
ル
に
彩
ら
れ
、
店

内
は
座
っ
て
い
る
だ
け
で
心
地
よ

い
。

　
し
か
し
つ
け
麺
（
税
込
み
７
８ 

０
円
）
の
ス
ー
プ
は
、
そ
ん
な
内

装
か
ら
は
想
像
で
き
な
い
ほ
ど

こ
っ
て
り
の
魚
介
と
ん
こ
つ
ベ
ー

ス
。
昆
布
や
野
菜
の
だ
し
も
効
い

て
い
る
。
麺
は
太
め
の
胚は

い

芽が

麺
を

採
用
し
て
い
る
。
こ
の
麺
は
小
麦

の
風
味
が
通
常
の
麺
よ
り
も
強
く

感
じ
ら
れ
、
ス
ー
プ
と
対
等
に
主

張
し
つ
つ
け
ん
か
し
な
い
。
そ
し

て
こ
れ
ら
二
つ
の
主
役
を
、
手
作

り
の
メ
ン
マ
と
チ
ャ
ー
シ
ュ
ー
が

引
き
立
て
る
。
油
そ
ば
（
税
込
み

６
８
０
円
）
に
も
同
じ
胚
芽
麺
を

使
用
し
て
お
り
、
濃
厚
な
た
れ
と

　
本
学
の
学
生
を
は
じ
め
、
多
く

の
学
生
が
行
き
交
う
阪
急
甲
東
園

駅
。
学
生
の
胃
袋
を
つ
か
も
う
と

多
く
の
飲
食
店
が
軒
を
連
ね
る
そ

の
線
路
沿
い
に
、
新
た
な
風
が
吹

い
た
。

　
「
麵
屋
　
な
る
戸
」
は
今
年
の

1
月
7
日
に
オ
ー
プ
ン
し
た
ば
か

り
の
、
油
そ
ば
と
つ
け
麺
の
お
店

だ
。
周
辺
に
は
多
く
の
ラ
ー
メ
ン

屋
が
あ
る
が
、
な
る
戸
の
雰
囲
気

は
そ
れ
ら
よ
り
も
む
し
ろ
カ
フ
ェ

の
組
織
た
ち
、
免
疫
系
に
感
謝
の

気
持
ち
を
持
ち
た
い
。
下
宿
先
で

転
が
っ
て
ば
か
り
の
堕
落
し
た
私

の
身
体
の
中
に
も
出
精
な
面
々
が

い
る
と
思
う
と
恥
ず
か
し
い
気
持

ち
に
さ
え
な
る
。

　
こ
の
こ
と
わ
ざ
と
出
会
っ
た

時
、
真
っ
先
に
思
い
浮
か
ん
だ
の

は
関
西
学
院
中
学
部
Ｏ
Ｂ
で
、
一

昨
年
１
０
５
歳
で
亡
く
な
っ
た

医
師
の
日
野
原
重
明
さ
ん
の
こ
と

だ
。
早
く
か
ら
予
防
医
学
の
重
要

性
を
説
き
、
成
人
病
と
呼
ば
れ
た

病
気
の
名
称
を
生
活
習
慣
病
と
改

め
た
。
身
体
に
気
を
配
る
大
切
さ

を
伝
え
て
い
た
日
野
原
さ
ん
、
若

い
頃
は
闘
病
や
療
養
を
繰
り
返

し
、
死
の
淵ふ

ち

も
さ
ま
よ
っ
た
。
そ

の
よ
う
な
苦
境
の
な
か
、
百
寿
を

過
ぎ
て
も
医
師
と
し
て
精
力
的
に

活
動
し
、
長
命
な
一
生
を
送
っ
た

　
素
直
に
訳
す
る
と
「
き
し
む
門

は
長
持
ち
す
る
」
と
い
っ
た
と
こ

ろ
。
病
気
も
な
く
健
康
な
人
よ
り

も
、
一
つ
く
ら
い
持
病
が
あ
る
方

が
健
康
に
気
を
配
り
、
か
え
っ
て

長
生
き
を
す
る
と
い
う
英
語
の
こ

と
わ
ざ
だ
。
同
義
の
四
字
熟
語
に

一
病
息
災
が
あ
る
が
、
こ
う
ス
ト

レ
ー
ト
な
表
現
は
好
き
に
な
れ
な

い
。

　
身
体
が
満
足
に
機
能
し
て
い
る

と
、
そ
の
あ
り
が
た
み
を
忘
れ
が

ち
だ
。足
の
小
指
を
怪
我
す
る
と
、

存
在
感
を
消
し
て
い
た
小
指
の
大

切
さ
に
気
付
く
。
立
っ
て
歩
く
の

に
小
指
も
使
っ
て
い
た
の
か
と
。

長
生
き
す
る
よ
う
な
人
は
、
存
在

感
を
消
し
て
い
よ
う
と
も
、
頭
の

先
か
ら
つ
ま
先
ま
で
気
を
配
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
。
私
も
せ
め
て
、

年
中
休
ま
ず
働
く
脳
み
そ
に
身
体

こ
と
は
有
名
で
あ
る
。

　
人
間
も
生
き
物
で
あ
る
以
上
、

不
具
合
の
一
つ
や
二
つ
、
あ
っ
て

当
た
り
前
だ
。
出
来
の
悪
い
道
具

も
調
整
し
て
う
ま
く
持
た
せ
、
大

切
に
使
え
ば
愛
着
も
湧
く
も
の
だ

が
、
私
た
ち
の
身
体
も
同
じ
な
の

か
も
し
れ
な
い
。
愛
着
を
持
っ
て

大
切
に
扱
え
ば
長
持
ち
す
る
の
は

道
具
も
人
間
の
身
体
も
同
じ
だ
と

言
わ
れ
る
と
妙
に
納
得
が
ゆ
く
。

　
こ
の
こ
と
わ
ざ
を
、
自
分
の
身

体
に
不
安
が
あ
る
人
は
拠
り
所

に
、
自
分
の
身
体
に
過
信
の
あ
る

人
は
戒
め
と
し
て
常
に
持
っ
て
お

き
た
い
。
私
も
今
日
は
身
体
を
労

わ
り
、
身
体
に
優
し
く
し
て
み
よ

う
。
野
菜
を
食
べ
て
、腹
八
分
目
。

適
度
な
睡
眠
に
適
度
な
運
動
。
お

酒
は
飲
ま
な
い
。
こ
れ
で
身
体
は

私
を
許
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。

『A creaking gate
　　　　　hangs longest』

雰囲気漂う店内
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あ
っ
た
。
し
か
し
、
多
く
の
人
が

大
学
に
来
る
こ
と
が
で
き
ず
、
通

信
機
能
も
麻
痺
し
て
い
る
状
況
下

で
、
入
学
試
験
や
定
期
試
験
を
控

え
て
お
り
、
様
々
な
情
報
を
敏
速

に
受
験
生
や
学
生
に
伝
え
る
必
要

が
あ
っ
た
。
ま
ず
利
用
さ
れ
た
の

は
新
聞
広
告
だ
。
１
月
中
だ
け
で

も
５
紙
に
４
回
掲
載
さ
れ
、
次
々

と
決
定
さ
れ
る
情
報
を
伝
え
た
。

受
験
生
向
け
に
は
入
学
願
書
受
付

の
締
め
切
り
延
長
や
入
試
日
程
な

ど
、
在
学
生
向
け
に
は
休
講
、
定

期
試
験
、
追
試
、
リ
ポ
ー
ト
締
切

日
に
つ
い
て
な
ど
で
あ
る
。
ま

た
、
新
聞
が
配
送
さ
れ
て
い
な
い

被
災
地
の
受
験
生
や
学
生
に
配
慮

し
て
ラ
ジ
オ
の
ス
ポ
ッ
ト
広
告
も

計
１
１
０
回
放
送
し
た
。

　
受
験
生
や
学
生
に
対
す
る
情
報

伝
達
に
加
え
て
、
報
道
機
関
に
対

す
る
正
確
な
情
報
発
信
も
課
題
と

な
っ
た
。
震
災
直
後
は
情
報
が
錯

綜
し
、「
関
西
学
院
大
学
も
倒
壊

し
」
と
い
っ
た
誤
っ
た
報
道
が
全

国
紙
に
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
電
話
回
線
の
集
中
が
解
消

さ
れ
る
に
つ
れ
、
全
国
か
ら
の
問

い
合
わ
せ
が
殺
到
し
た
。

　
こ
れ
ら
は
本
学
の
対
応
の
ご
く

一
部
に
過
ぎ
な
い
が
、
災
害
に
対

応
す
る
危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
が

無
か
っ
た
こ
と
か
ら
試
行
錯
誤
の

対
応
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
。
こ

の
震
災
を
教
訓
に
日
本
の
防
災
意

識
は
高
ま
り
、
日
本
全
国
の
大
学

で
も
防
災
意
識
は
高
ま
っ
た
。
各

地
の
大
学
が
危
機
管
理
を
検
討
す

る
に
あ
た
り
、
本
学
が
被
災
地
の

大
学
と
し
て
し
た
経
験
は
、
は
か

り
知
れ
な
い
価
値
の
あ
る
も
の
と

し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　
１
９
９
５
年
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

元
年
と
評
価
さ
れ
る
が
、
本
学

で
も
震
災
に
際
し
、
多
く
の
学

生
が
自
発
的
な
活
動
を
行
な
っ

た
。
本
学
の
学
生
や
高
等
部
の
生

徒
２
５
０
０
人
余
り
が
マ
ス
タ

リ
ー
・
フ
ォ
ア
・
サ
ー
ビ
ス
の
精

神
を
発
揮
し
、
肉
体
的
・
精
神
的

な
サ
ポ
ー
ト
に
買
っ
て

出
て
い
る
。
そ
の
年
に

は
本
学
で
「
関
西
学
院

ヒ
ュ
ー
マ
ン
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
」が
発
足
し
、

組
織
的
な
学
生
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
に
関
し
て

も
、
震
災
の
教
訓
を
経

て
、
今
日
で
は
学
生
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
が
本
学
の

特
徴
の
一
つ
と
捉
え
ら

れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い

る
。

情
報
提
供
を
し
て
い
る
。
ま
た
、

災
害
時
に
は
被
災
地
へ
の
乗
り
合

い
バ
ス
を
運
行
す
る
な
ど
の
活
動

も
し
て
い
る
。

　
本
学
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
被

災
地
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て

い
る
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
受
け
た

被
災
者
か
ら
は
「
心
が
あ
っ
た

ま
っ
た
よ
」「
安
心
し
て
眠
れ
た

よ
」な
ど
と
好
評
だ
。ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
を
行
っ
た
学
生
も
「
充
実
感
を

得
ら
れ
た
」
と
話
し
て
い
る
。

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
は
人
の
生
活

を
助
け
る
だ
け
で
な
く
、
人
の
心

を
癒
す
力
も
存
在
す
る
。
行
政
の

公
助
だ
け
で
は
、
心
を
癒
す
余
裕

は
な
い
。
そ
の
中
で
大
学
が
、
先

陣
を
き
っ
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

を
支
援
し
続
け
る
こ
と
は
可
能
で

あ
る
。
こ
れ
か
ら
も
思
い
や
り
の

あ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
育
て
る
仕

組
み
を
充
実
さ
せ
て
ほ
し
い
。

き
て
い
る
と
い
う
自
責
の
念
に
駆

ら
れ
、
精
神
状
態
が
ひ
ど
く
不
安

定
に
な
る
。
そ
れ
が
原
因
で
、
病

を
患
う
人
や
自
死
を
望
む
人
も
少

な
く
な
い
。

　
こ
の
事
象
は
東
日
本
大
地
震
だ

け
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
戦

争
の
悲
劇
や
多
く
の
災
害
に
見
舞

わ
れ
、
哀
惜
の
記
憶
に
苦
し
む
人

は
無
数
に
存
在
す
る
。
そ
の
ま
ま

記
憶
を
抱
え
て
い
る
と
、
人
の
心

と
体
は
悲
鳴
を
あ
げ
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
大
切
な
の
は
、
心
の
復
興

だ
。
記
憶
に
ふ
た
を
す
る
こ
と
で

は
な
い
。
被
災
者
が
、
自
分
を
形

づ
く
る
大
切
な
一
部
と
し
て
、
過

去
を
振
り
返
れ
る
よ
う
に
な
る
こ

と
だ
。
そ
の
た
め
に
は
、
支
え
や

見
守
り
が
必
要
だ
。
被
災
者
一
人

ひ
と
り
の
心
の
そ
ば
に
い
て
、
支

え
る
こ
と
が
で
き
る
そ
う
い
う
存

在
が
求
め
ら
れ
る
。

　
１
９
９
５
年
1
月
17
日
午
前
５
時
46
分
、
兵
庫
県
南
部
地
方
で
地

震
が
発
生
し
た
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
だ
。
我
が
国
の
人
口
密
集
地

に
発
生
し
た
こ
の
震
災
は
、
多
数
の
死
者
、
家
屋
の
倒
壊
・
焼
失
を

も
た
ら
し
た
。

　
ま
た
、
本
学
に
も
被
害
を
も
た
ら
し
、
学
生
15
人
、
教
職
員
８
名

の
命
を
奪
っ
た
。
物
的
に
も
被
害
総
額
は
10
億
3
千
万
円
に
の
ぼ
り
、

構
内
に
は
半
壊
し
た
建
物
も
あ
っ
て
復
旧
費
の
負
担
も
多
大
な
も
の

で
あ
っ
た
。

　
入
学
試
験
、
定
期
試
験
な
ど
大
学
運
営
の
最
重
要
期
に
起
こ
っ
た

震
災
は
、
本
学
に
様
々
な
難
題
を
突
き
つ
け
た
が
、
本
学
の
各
部
局

は
見
事
に
尽
力
し
、
後
世
に
教
訓
も
残
し
た
。
今
回
は
そ
の
軌
跡
を

追
い
か
け
る
。（
Ｔ
・
Ｍ
）

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
継
承
を

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
災
害
時
に

救
援
の
第
一
線
に
立
っ
て
い
る
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
発
端
は
阪
神
・

淡
路
大
震
災
で
あ
っ
た
。災
害
時
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
息
の
長
い
活
動

が
求
め
ら
れ
る
。

　
近
年
、
大
学
が
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
支
援
室
」
と
い
っ
た
窓
口
を
設

置
す
る
事
例
が
増
え
て
い
る
。
本

学
は
そ
の
先
駆
け
だ
。支
援
室
は
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
た
い
学
生
に

対
し
て
紹
介
活
動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
を
行
っ
て
い
る
学
生
や
団
体
の

心
の
復
興

　
東
日
本
大
地
震
か
ら
8
年
が
経

と
う
と
し
て
い
る
。
被
災
地
で

は
、
区
画
整
理
さ
れ
た
道
路
や
新

し
い
住
宅
が
見
ら
れ
る
。
整
備
は

整
っ
て
き
て
い
る
よ
う
だ
が
、
被

災
者
は
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
被
災
者
は
震
災
後
に
比
べ
、
良

い
暮
ら
し
に
な
っ
た
と
語
っ
た
。

だ
が
、
も
う
以
前
と
同
じ
暮
ら
し

に
は
戻
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い

う
。

　
現
地
は
今
も
深
刻
な
問
題
が
あ

る
。
そ
れ
は
恐
怖
や
喪
失
感
に
さ

い
な
ま
れ
、
心
身
の
不
調
を
訴
え

る
人
が
後
を
絶
た
な
い
こ
と
だ
。

　
抗
う
こ
と
の
で
き
な
い
突
然
の

地
震
や
津
波
は
、
大
切
な
人
や
財

産
す
べ
て
を
根
こ
そ
ぎ
奪
っ
た
。

助
か
っ
た
人
は
、
自
分
だ
け
が
生

　
本
学
で
の
建
物
の
倒
壊
は

免
れ
た
。
し
か
し
、
中
学
部

矢
内
会
館
と
心
理
学
研
究
館

ハ
ミ
ル
館
は
半
壊
し
、
理
学

部
研
究
室
で
出
火
し
た
。
壁

面
の
剥
落
や
亀
裂
、
屋
根
瓦

の
脱
落
、窓
ガ
ラ
ス
の
破
砕
、

建
物
内
部
で
は
実
験
機
器
や

書
架
、
書
類
棚
の
崩
壊
な
ど

も
相
次
い
だ
。

　
入
試
の
実
施
に
際
し
、
最

大
の
障
壁
は
交
通
機
関
の
寸

断
で
あ
っ
た
。
特
に
、
阪
急

今
津
線
は
門
戸
厄
神
駅
と
仁

川
駅
の
間
で
不
通
と
な
っ
て

お
り
、
本
学
最
寄
り
の
甲
東

園
駅
に
は
通
じ
て
い
な
か
っ

た
。
阪
急
電
鉄
の
協
力
に
よ

り
宝
塚
回
り
で
受
験
生
を
誘

導
し
た
り
、
教
職
員
・
学
生

が
門
戸
厄
神
駅
か
ら
誘
導
し

た
り
し
て
混
乱
を
最
低
限
に

抑
え
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
れ
で

も
、
門
戸
厄
神
駅
で
下
車
し
た
受

験
生
は
約
30
分
、
倒
壊
し
た
家
屋

の
多
い
道
を
通
っ
て
試
験
場
に
向

か
う
こ
と
と
な
っ
た
。
混
乱
の
中

で
行
わ
れ
る
入
試
と
あ
っ
て
、
相

当
数
の
欠
席
を
見
込
ん
だ
が
、
例

年
よ
り
１
％
多
い
程
度
で
あ
っ

た
。
震
災
直
後
で
あ
っ
て
も
受
験

生
の
努
力
が
い
か
ほ
ど
で
あ
っ
た

か
見
て
取
れ
る
。

　
ま
た
、出
願
で
き
な
か
っ
た
り
、

受
験
で
き
な
か
っ
た
り
し
た
受
験

生
に
対
し
て
３
月
に
救
済
の
特
別

入
試
も
実
施
し
た
。
こ
う
し
て
、

震
災
直
後
の
一
大
課
題
は
完
璧
と

は
言
え
な
い
ま
で
も
、
受
験
生
に

対
す
る
不
利
を
最
大
限
に
抑
え
て

実
施
さ
れ
た
。

　
も
う
一
つ
、
大
き
な
課
題
と

な
っ
た
の
は
広
報
だ
。
当
時
、
情

報
伝
達
は
学
内
掲
示
が
主
体
で

受験生向け新聞広告＝関西学院広報室提供

出火した理学部研究室＝関西学院広報室提供

　
幸
い
試
験
場
と
な
る
校

舎
は
入
試
ま
で
に
修
復
可

能
な
程
度
の
損
傷
で
あ
っ

た
。当
時
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
な
ど
は
無
く
、
試
験
日

を
変
更
し
て
も
全
受
験
生

に
周
知
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。
大
学
当
局
は
ひ

と
ま
ず
２
月
１
日
の
入
試

実
施
に
動
く
こ
と
と
な
る
。

　
「
傍
観
者
」
は
し
ば
し
ば
外
の
何
か
を
見
つ
め
て
い
る
。
そ
れ
は
食

事
の
た
め
に
立
ち
寄
っ
た
フ
ァ
ミ
レ
ス
で
の
客
の
や
り
取
り
だ
っ
た
り

す
る
。
虚
ろ
な
目
で
見
な
が
ら
、
た
ま
に
や
り
取
り
の
内
容
も
探
っ
て

み
る
。
フ
ァ
ミ
レ
ス
で
特
に
目
立
つ
の
は
、
声
も
行
動
も
大
き
く
目
立

つ
子
供
や
人
数
の
多
い
学
生
の
集
団
だ
か
ら
、
自
然
と
そ
ち
ら
に
意
識

が
向
か
う
。
見
ら
れ
る
側
と
目
が
合
う
こ
と
は
稀
だ
。
彼
ら
に
と
っ
て 

「
傍
観
者
」
は
背
景
、
ま
た
は
不
在
も
同
然
だ
か
ら
だ
ろ
う
。

　
「
傍
観
者
」
は
し
ば
し
ば
外
の
何
か
を
見
つ
め
て
い
る
。
そ
れ
は
行

き
交
う
学
生
だ
っ
た
り
す
る
。「
久
し
ぶ
り
」
な
ど
と
い
っ
て
妙
に
テ
ン

シ
ョ
ン
の
上
が
る
人
々
を
ご
く
ご
く
た
ま
に
見
て
は
、
い
つ
も
理
解
不

能
だ
と
感
じ
る
。「
傍
観
者
」
に
と
っ
て
、
久
々
に
出
会
っ
て
は
し
ゃ
い

で
し
ま
う
ほ
ど
の
知
り
合
い
は
思
い
当
た
ら
な
い
。
表
出
す
る
ほ
ど
心

が
高
揚
し
た
記
憶
も
な
い
。
彼
ら
を
見
る
と
、
自
身
に
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
感
じ
つ
つ
も
、
異
質
で
相
容
れ
な
い
も
の
に
思
え
て
し
ま
う
の
だ
。

　
「
傍
観
者
」
は
し
ば
し
ば
外
の
何
か
を
見
つ
め
て
い
る
。
そ
れ
は
ス

マ
ー
ト
ホ
ン
だ
っ
た
り
す
る
。
そ
の
内
部
に
は
「
傍
観
者
」
が
傍
観
者

で
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
情
報
も
あ
れ
ど
、
大
抵
の
こ
と
は
「
傍
観
者
」

抜
き
で
事
が
運
ぶ
。「
傍
観
者
」
は
時
に
、
ラ
イ
ン
グ
ル
ー
プ
上
の
自
分

の
い
な
い
や
り
取
り
や
、
自
分
の
参
加
し
な
か
っ
た
成
人
式
の
写
真
な

ど
を
見
る
。
自
分
の
い
な
い
会
話
や
画
像
を
さ
っ
と
見
て
は
流
す
よ
う

に
別
の
も
の
に
移
る
。
そ
れ
は
ニ
ュ
ー
ス
ア
プ
リ
で
記
事
の
見
出
し
の

み
を
さ
っ
と
見
る
の
と
変
わ
ら
な
い
。
情
報
通
信
機
器
に
お
い
て
も
、「
傍

観
者
」
は
他
人
を
傍
観
す
る
。

　
「
傍
観
者
」
は
し
ば
し
ば
外
の
何
か
を
見
つ
め
て
い
る
。
そ
れ
は
自

身
の
周
囲
に
存
在
す
る
情
報
を
消
費
し
て
い
る
と
換
言
で
き
る
。
あ
ら

ゆ
る
人
間
は
意
識
的
に
せ
よ
無
意
識
に
せ
よ
情
報
の
生
産
者
と
い
え
る
。

「
傍
観
者
」
も
そ
う
と
い
え
る
が
、
そ
の
こ
と
を
「
傍
観
者
」
自
身
が
実

感
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
ろ
う
。「
傍
観
者
」
に
と
っ
て
、
自
身
は
ほ
ぼ
一

方
的
な
消
費
者
な
の
だ
。
そ
し
て
、
消
費
さ
れ
た
情
報
は
い
つ
の
間
に

か
忘
れ
去
ら
れ
る
。

　
「
傍
観
者
」
は
少
な
く
と
も
眠
る
と
き
に
は
外
を
見
つ
め
な
い
。
目

に
映
る
の
は
真
っ
暗
な
部
屋
と
瞼
、
そ
し
て
直
前
の
光
景
の
名
残
な
ど

が
つ
く
る
不
完
全
な
暗
闇
。「
傍
観
者
」
は
そ
の
暗
闇
の
中
で
、
感
覚
、

特
に
視
覚
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
身
に
関
係
あ
る
こ
と
な
い
こ

と
を
思
い
出
し
た
り
想
像
し
た
り
す
る
。
そ
し
て
い
つ
の
間
に
か
、
思

考
が
止
ん
で
い
る
。

　
「
傍
観
者
」
は
大
抵
夢
を
覚
え
て
い
な
い
。
そ
れ
が
他
人
に
も
当
て

は
ま
る
こ
と
か
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
し
て
興
味
も
な
い
。
夢
を
覚
え
て

い
な
い
の
は
、「
傍
観
者
」
が
自
身
の
過
去
を
見
つ
め
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。

た
と
え
起
床
時
に
夢
を
覚
え
て
い
て
も
、「
傍
観
者
」
は
夢
を
消
費
し
て

は
忘
れ
去
っ
て
い
く
。
目
の
前
の
他
の
情
報
と
同
じ
よ
う
に
。

　
「
傍
観
者
」
は
し
ば
し
ば
外
の
何
か
を
見
つ
め
て
い
る
。
そ
の
何
か

は
今
現
在
の
こ
と
で
あ
り
、
今
現
在
で
完
結
す
る
。「
傍
観
者
」
は
過
去

に
お
い
て
も
、お
そ
ら
く
未
来
に
お
い
て
も
、今
現
在
を
見
て
は
捨
て
る
。

『
傍
観
者
』

螺
郡
沙
寧

阪神・淡路大震災、あの時関学は…

門戸厄神駅から歩く受験生＝関西学院広報室提供

連載記事



2019年2月15日関 西 学 院 大 学 新 聞

2019年2月15日 関 西 学 院 大 学 新 聞

3

あ
っ
た
。
し
か
し
、
多
く
の
人
が

大
学
に
来
る
こ
と
が
で
き
ず
、
通

信
機
能
も
麻
痺
し
て
い
る
状
況
下

で
、
入
学
試
験
や
定
期
試
験
を
控

え
て
お
り
、
様
々
な
情
報
を
敏
速

に
受
験
生
や
学
生
に
伝
え
る
必
要

が
あ
っ
た
。
ま
ず
利
用
さ
れ
た
の

は
新
聞
広
告
だ
。
１
月
中
だ
け
で

も
５
紙
に
４
回
掲
載
さ
れ
、
次
々

と
決
定
さ
れ
る
情
報
を
伝
え
た
。

受
験
生
向
け
に
は
入
学
願
書
受
付

の
締
め
切
り
延
長
や
入
試
日
程
な

ど
、
在
学
生
向
け
に
は
休
講
、
定

期
試
験
、
追
試
、
リ
ポ
ー
ト
締
切

日
に
つ
い
て
な
ど
で
あ
る
。
ま

た
、
新
聞
が
配
送
さ
れ
て
い
な
い

被
災
地
の
受
験
生
や
学
生
に
配
慮

し
て
ラ
ジ
オ
の
ス
ポ
ッ
ト
広
告
も

計
１
１
０
回
放
送
し
た
。

　
受
験
生
や
学
生
に
対
す
る
情
報

伝
達
に
加
え
て
、
報
道
機
関
に
対

す
る
正
確
な
情
報
発
信
も
課
題
と

な
っ
た
。
震
災
直
後
は
情
報
が
錯

綜
し
、「
関
西
学
院
大
学
も
倒
壊

し
」
と
い
っ
た
誤
っ
た
報
道
が
全

国
紙
に
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
電
話
回
線
の
集
中
が
解
消

さ
れ
る
に
つ
れ
、
全
国
か
ら
の
問

い
合
わ
せ
が
殺
到
し
た
。

　
こ
れ
ら
は
本
学
の
対
応
の
ご
く

一
部
に
過
ぎ
な
い
が
、
災
害
に
対

応
す
る
危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
が

無
か
っ
た
こ
と
か
ら
試
行
錯
誤
の

対
応
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
。
こ

の
震
災
を
教
訓
に
日
本
の
防
災
意

識
は
高
ま
り
、
日
本
全
国
の
大
学

で
も
防
災
意
識
は
高
ま
っ
た
。
各

地
の
大
学
が
危
機
管
理
を
検
討
す

る
に
あ
た
り
、
本
学
が
被
災
地
の

大
学
と
し
て
し
た
経
験
は
、
は
か

り
知
れ
な
い
価
値
の
あ
る
も
の
と

し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　
１
９
９
５
年
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

元
年
と
評
価
さ
れ
る
が
、
本
学

で
も
震
災
に
際
し
、
多
く
の
学

生
が
自
発
的
な
活
動
を
行
な
っ

た
。
本
学
の
学
生
や
高
等
部
の
生

徒
２
５
０
０
人
余
り
が
マ
ス
タ

リ
ー
・
フ
ォ
ア
・
サ
ー
ビ
ス
の
精

神
を
発
揮
し
、
肉
体
的
・
精
神
的

な
サ
ポ
ー
ト
に
買
っ
て

出
て
い
る
。
そ
の
年
に

は
本
学
で
「
関
西
学
院

ヒ
ュ
ー
マ
ン
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
」が
発
足
し
、

組
織
的
な
学
生
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
に
関
し
て

も
、
震
災
の
教
訓
を
経

て
、
今
日
で
は
学
生
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
が
本
学
の

特
徴
の
一
つ
と
捉
え
ら

れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い

る
。

情
報
提
供
を
し
て
い
る
。
ま
た
、

災
害
時
に
は
被
災
地
へ
の
乗
り
合

い
バ
ス
を
運
行
す
る
な
ど
の
活
動

も
し
て
い
る
。

　
本
学
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
被

災
地
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て

い
る
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
受
け
た

被
災
者
か
ら
は
「
心
が
あ
っ
た

ま
っ
た
よ
」「
安
心
し
て
眠
れ
た

よ
」な
ど
と
好
評
だ
。ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
を
行
っ
た
学
生
も
「
充
実
感
を

得
ら
れ
た
」
と
話
し
て
い
る
。

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
は
人
の
生
活

を
助
け
る
だ
け
で
な
く
、
人
の
心

を
癒
す
力
も
存
在
す
る
。
行
政
の

公
助
だ
け
で
は
、
心
を
癒
す
余
裕

は
な
い
。
そ
の
中
で
大
学
が
、
先

陣
を
き
っ
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

を
支
援
し
続
け
る
こ
と
は
可
能
で

あ
る
。
こ
れ
か
ら
も
思
い
や
り
の

あ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
育
て
る
仕

組
み
を
充
実
さ
せ
て
ほ
し
い
。

き
て
い
る
と
い
う
自
責
の
念
に
駆

ら
れ
、
精
神
状
態
が
ひ
ど
く
不
安

定
に
な
る
。
そ
れ
が
原
因
で
、
病

を
患
う
人
や
自
死
を
望
む
人
も
少

な
く
な
い
。

　
こ
の
事
象
は
東
日
本
大
地
震
だ

け
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
戦

争
の
悲
劇
や
多
く
の
災
害
に
見
舞

わ
れ
、
哀
惜
の
記
憶
に
苦
し
む
人

は
無
数
に
存
在
す
る
。
そ
の
ま
ま

記
憶
を
抱
え
て
い
る
と
、
人
の
心

と
体
は
悲
鳴
を
あ
げ
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
大
切
な
の
は
、
心
の
復
興

だ
。
記
憶
に
ふ
た
を
す
る
こ
と
で

は
な
い
。
被
災
者
が
、
自
分
を
形

づ
く
る
大
切
な
一
部
と
し
て
、
過

去
を
振
り
返
れ
る
よ
う
に
な
る
こ

と
だ
。
そ
の
た
め
に
は
、
支
え
や

見
守
り
が
必
要
だ
。
被
災
者
一
人

ひ
と
り
の
心
の
そ
ば
に
い
て
、
支

え
る
こ
と
が
で
き
る
そ
う
い
う
存

在
が
求
め
ら
れ
る
。

　
１
９
９
５
年
1
月
17
日
午
前
５
時
46
分
、
兵
庫
県
南
部
地
方
で
地

震
が
発
生
し
た
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
だ
。
我
が
国
の
人
口
密
集
地

に
発
生
し
た
こ
の
震
災
は
、
多
数
の
死
者
、
家
屋
の
倒
壊
・
焼
失
を

も
た
ら
し
た
。

　
ま
た
、
本
学
に
も
被
害
を
も
た
ら
し
、
学
生
15
人
、
教
職
員
８
名

の
命
を
奪
っ
た
。
物
的
に
も
被
害
総
額
は
10
億
3
千
万
円
に
の
ぼ
り
、

構
内
に
は
半
壊
し
た
建
物
も
あ
っ
て
復
旧
費
の
負
担
も
多
大
な
も
の

で
あ
っ
た
。

　
入
学
試
験
、
定
期
試
験
な
ど
大
学
運
営
の
最
重
要
期
に
起
こ
っ
た

震
災
は
、
本
学
に
様
々
な
難
題
を
突
き
つ
け
た
が
、
本
学
の
各
部
局

は
見
事
に
尽
力
し
、
後
世
に
教
訓
も
残
し
た
。
今
回
は
そ
の
軌
跡
を

追
い
か
け
る
。（
Ｔ
・
Ｍ
）

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
継
承
を

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
災
害
時
に

救
援
の
第
一
線
に
立
っ
て
い
る
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
発
端
は
阪
神
・

淡
路
大
震
災
で
あ
っ
た
。災
害
時
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
息
の
長
い
活
動

が
求
め
ら
れ
る
。

　
近
年
、
大
学
が
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
支
援
室
」
と
い
っ
た
窓
口
を
設

置
す
る
事
例
が
増
え
て
い
る
。
本

学
は
そ
の
先
駆
け
だ
。支
援
室
は
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
た
い
学
生
に

対
し
て
紹
介
活
動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
を
行
っ
て
い
る
学
生
や
団
体
の

心
の
復
興

　
東
日
本
大
地
震
か
ら
8
年
が
経

と
う
と
し
て
い
る
。
被
災
地
で

は
、
区
画
整
理
さ
れ
た
道
路
や
新

し
い
住
宅
が
見
ら
れ
る
。
整
備
は

整
っ
て
き
て
い
る
よ
う
だ
が
、
被

災
者
は
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
被
災
者
は
震
災
後
に
比
べ
、
良

い
暮
ら
し
に
な
っ
た
と
語
っ
た
。

だ
が
、
も
う
以
前
と
同
じ
暮
ら
し

に
は
戻
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い

う
。

　
現
地
は
今
も
深
刻
な
問
題
が
あ

る
。
そ
れ
は
恐
怖
や
喪
失
感
に
さ

い
な
ま
れ
、
心
身
の
不
調
を
訴
え

る
人
が
後
を
絶
た
な
い
こ
と
だ
。

　
抗
う
こ
と
の
で
き
な
い
突
然
の

地
震
や
津
波
は
、
大
切
な
人
や
財

産
す
べ
て
を
根
こ
そ
ぎ
奪
っ
た
。

助
か
っ
た
人
は
、
自
分
だ
け
が
生

　
本
学
で
の
建
物
の
倒
壊
は

免
れ
た
。
し
か
し
、
中
学
部

矢
内
会
館
と
心
理
学
研
究
館

ハ
ミ
ル
館
は
半
壊
し
、
理
学

部
研
究
室
で
出
火
し
た
。
壁

面
の
剥
落
や
亀
裂
、
屋
根
瓦

の
脱
落
、窓
ガ
ラ
ス
の
破
砕
、

建
物
内
部
で
は
実
験
機
器
や

書
架
、
書
類
棚
の
崩
壊
な
ど

も
相
次
い
だ
。

　
入
試
の
実
施
に
際
し
、
最

大
の
障
壁
は
交
通
機
関
の
寸

断
で
あ
っ
た
。
特
に
、
阪
急

今
津
線
は
門
戸
厄
神
駅
と
仁

川
駅
の
間
で
不
通
と
な
っ
て

お
り
、
本
学
最
寄
り
の
甲
東

園
駅
に
は
通
じ
て
い
な
か
っ

た
。
阪
急
電
鉄
の
協
力
に
よ

り
宝
塚
回
り
で
受
験
生
を
誘

導
し
た
り
、
教
職
員
・
学
生

が
門
戸
厄
神
駅
か
ら
誘
導
し

た
り
し
て
混
乱
を
最
低
限
に

抑
え
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
れ
で

も
、
門
戸
厄
神
駅
で
下
車
し
た
受

験
生
は
約
30
分
、
倒
壊
し
た
家
屋

の
多
い
道
を
通
っ
て
試
験
場
に
向

か
う
こ
と
と
な
っ
た
。
混
乱
の
中

で
行
わ
れ
る
入
試
と
あ
っ
て
、
相

当
数
の
欠
席
を
見
込
ん
だ
が
、
例

年
よ
り
１
％
多
い
程
度
で
あ
っ

た
。
震
災
直
後
で
あ
っ
て
も
受
験

生
の
努
力
が
い
か
ほ
ど
で
あ
っ
た

か
見
て
取
れ
る
。

　
ま
た
、出
願
で
き
な
か
っ
た
り
、

受
験
で
き
な
か
っ
た
り
し
た
受
験

生
に
対
し
て
３
月
に
救
済
の
特
別

入
試
も
実
施
し
た
。
こ
う
し
て
、

震
災
直
後
の
一
大
課
題
は
完
璧
と

は
言
え
な
い
ま
で
も
、
受
験
生
に

対
す
る
不
利
を
最
大
限
に
抑
え
て

実
施
さ
れ
た
。

　
も
う
一
つ
、
大
き
な
課
題
と

な
っ
た
の
は
広
報
だ
。
当
時
、
情

報
伝
達
は
学
内
掲
示
が
主
体
で

受験生向け新聞広告＝関西学院広報室提供

出火した理学部研究室＝関西学院広報室提供

　
幸
い
試
験
場
と
な
る
校

舎
は
入
試
ま
で
に
修
復
可

能
な
程
度
の
損
傷
で
あ
っ

た
。当
時
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
な
ど
は
無
く
、
試
験
日

を
変
更
し
て
も
全
受
験
生

に
周
知
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。
大
学
当
局
は
ひ

と
ま
ず
２
月
１
日
の
入
試

実
施
に
動
く
こ
と
と
な
る
。

　
「
傍
観
者
」
は
し
ば
し
ば
外
の
何
か
を
見
つ
め
て
い
る
。
そ
れ
は
食

事
の
た
め
に
立
ち
寄
っ
た
フ
ァ
ミ
レ
ス
で
の
客
の
や
り
取
り
だ
っ
た
り

す
る
。
虚
ろ
な
目
で
見
な
が
ら
、
た
ま
に
や
り
取
り
の
内
容
も
探
っ
て

み
る
。
フ
ァ
ミ
レ
ス
で
特
に
目
立
つ
の
は
、
声
も
行
動
も
大
き
く
目
立

つ
子
供
や
人
数
の
多
い
学
生
の
集
団
だ
か
ら
、
自
然
と
そ
ち
ら
に
意
識

が
向
か
う
。
見
ら
れ
る
側
と
目
が
合
う
こ
と
は
稀
だ
。
彼
ら
に
と
っ
て 

「
傍
観
者
」
は
背
景
、
ま
た
は
不
在
も
同
然
だ
か
ら
だ
ろ
う
。

　
「
傍
観
者
」
は
し
ば
し
ば
外
の
何
か
を
見
つ
め
て
い
る
。
そ
れ
は
行

き
交
う
学
生
だ
っ
た
り
す
る
。「
久
し
ぶ
り
」
な
ど
と
い
っ
て
妙
に
テ
ン

シ
ョ
ン
の
上
が
る
人
々
を
ご
く
ご
く
た
ま
に
見
て
は
、
い
つ
も
理
解
不

能
だ
と
感
じ
る
。「
傍
観
者
」
に
と
っ
て
、
久
々
に
出
会
っ
て
は
し
ゃ
い

で
し
ま
う
ほ
ど
の
知
り
合
い
は
思
い
当
た
ら
な
い
。
表
出
す
る
ほ
ど
心

が
高
揚
し
た
記
憶
も
な
い
。
彼
ら
を
見
る
と
、
自
身
に
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
感
じ
つ
つ
も
、
異
質
で
相
容
れ
な
い
も
の
に
思
え
て
し
ま
う
の
だ
。

　
「
傍
観
者
」
は
し
ば
し
ば
外
の
何
か
を
見
つ
め
て
い
る
。
そ
れ
は
ス

マ
ー
ト
ホ
ン
だ
っ
た
り
す
る
。
そ
の
内
部
に
は
「
傍
観
者
」
が
傍
観
者

で
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
情
報
も
あ
れ
ど
、
大
抵
の
こ
と
は
「
傍
観
者
」

抜
き
で
事
が
運
ぶ
。「
傍
観
者
」
は
時
に
、
ラ
イ
ン
グ
ル
ー
プ
上
の
自
分

の
い
な
い
や
り
取
り
や
、
自
分
の
参
加
し
な
か
っ
た
成
人
式
の
写
真
な

ど
を
見
る
。
自
分
の
い
な
い
会
話
や
画
像
を
さ
っ
と
見
て
は
流
す
よ
う

に
別
の
も
の
に
移
る
。
そ
れ
は
ニ
ュ
ー
ス
ア
プ
リ
で
記
事
の
見
出
し
の

み
を
さ
っ
と
見
る
の
と
変
わ
ら
な
い
。
情
報
通
信
機
器
に
お
い
て
も
、「
傍

観
者
」
は
他
人
を
傍
観
す
る
。

　
「
傍
観
者
」
は
し
ば
し
ば
外
の
何
か
を
見
つ
め
て
い
る
。
そ
れ
は
自

身
の
周
囲
に
存
在
す
る
情
報
を
消
費
し
て
い
る
と
換
言
で
き
る
。
あ
ら

ゆ
る
人
間
は
意
識
的
に
せ
よ
無
意
識
に
せ
よ
情
報
の
生
産
者
と
い
え
る
。

「
傍
観
者
」
も
そ
う
と
い
え
る
が
、
そ
の
こ
と
を
「
傍
観
者
」
自
身
が
実

感
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
ろ
う
。「
傍
観
者
」
に
と
っ
て
、
自
身
は
ほ
ぼ
一

方
的
な
消
費
者
な
の
だ
。
そ
し
て
、
消
費
さ
れ
た
情
報
は
い
つ
の
間
に

か
忘
れ
去
ら
れ
る
。

　
「
傍
観
者
」
は
少
な
く
と
も
眠
る
と
き
に
は
外
を
見
つ
め
な
い
。
目

に
映
る
の
は
真
っ
暗
な
部
屋
と
瞼
、
そ
し
て
直
前
の
光
景
の
名
残
な
ど

が
つ
く
る
不
完
全
な
暗
闇
。「
傍
観
者
」
は
そ
の
暗
闇
の
中
で
、
感
覚
、

特
に
視
覚
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
身
に
関
係
あ
る
こ
と
な
い
こ

と
を
思
い
出
し
た
り
想
像
し
た
り
す
る
。
そ
し
て
い
つ
の
間
に
か
、
思

考
が
止
ん
で
い
る
。

　
「
傍
観
者
」
は
大
抵
夢
を
覚
え
て
い
な
い
。
そ
れ
が
他
人
に
も
当
て

は
ま
る
こ
と
か
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
し
て
興
味
も
な
い
。
夢
を
覚
え
て

い
な
い
の
は
、「
傍
観
者
」
が
自
身
の
過
去
を
見
つ
め
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。

た
と
え
起
床
時
に
夢
を
覚
え
て
い
て
も
、「
傍
観
者
」
は
夢
を
消
費
し
て

は
忘
れ
去
っ
て
い
く
。
目
の
前
の
他
の
情
報
と
同
じ
よ
う
に
。

　
「
傍
観
者
」
は
し
ば
し
ば
外
の
何
か
を
見
つ
め
て
い
る
。
そ
の
何
か

は
今
現
在
の
こ
と
で
あ
り
、
今
現
在
で
完
結
す
る
。「
傍
観
者
」
は
過
去

に
お
い
て
も
、お
そ
ら
く
未
来
に
お
い
て
も
、今
現
在
を
見
て
は
捨
て
る
。

『
傍
観
者
』

螺
郡
沙
寧

阪神・淡路大震災、あの時関学は…

門戸厄神駅から歩く受験生＝関西学院広報室提供

連載記事
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震災に備える〜「1.17」「3.11」
を受けて〜

〜避難先の想定〜

〜日頃の備え〜

〜「1.17」「3.11」の教訓〜
　避難先は「高いところに」が基本だ。阪神・淡路大
震災においては大きな津波被害はなかったものの、阪
神地域は瀬戸内海に面している。津波への警戒も怠っ
てはならない。
　ただし、高所であっても山肌がむき出しのところや、
急斜面上、その直下などは避難先としてふさわしくな
い。土砂災害が発生する危険があるからだ
　耐震性も重要である。公共の大きな建築物は耐震工
事が行われていることも多く、揺れが落ち着いてから
の避難先として適している。また、そのような施設は
駐車場やグラウンドなど、屋外に広いスペースを確保
していることが多い。このようなスペースは、地震発
生直後の建築物倒壊から逃れる場所として最適だ。
　これらを踏まえて、本学の学生が頭に入れておくべ
き避難所は、本学のキャンパスである。下宿先がキャ
ンパスに近い学生などは、特に覚えておいてほしい。

　災害時に命を落とさないために、必ずすべき日頃の
備えがある。
　一つは、普段から飲料水や保存の効く食料などを備
蓄しておくことだ。この際のポイントは、防災のため
に特別なものを用意するのではなく、できるだけ普段
の生活の中で利用されている食品等を備えるよう、心
がけることだ。
　もう一つは、地震が発生した際には「家具は必ず倒
れるもの」と考えて、転倒防止対策を講じておくこと
だ。特に、寝室や子ども部屋には、できるだけ家具を
置かないように心がける必要がある。
　災害とは、いつ訪れるかわからないからこそ、私た
ちにとってどこか遠い存在である。しかし、日本が外
国に比べて台風、大雨、大雪、洪水、土砂災害、地震、
津波、火山噴火などの自然災害が発生しやすい国土で
あるのは紛れも無い事実だ。だからこそ私たちは、日
頃から危機感を持ち、災害に備えることを忘れてはな
らない。

　都市直下型地震の脅威が明らかになった、阪神・淡路大震災か
ら24年。津波の危険性を再認識させられた東日本大震災から、
８年が経過した。
　これらの震災では、自治体などの防災体制が脆弱であることが
示された。
　また、市民生活にも震災は大きな影響を及ぼした。阪神・淡路
大震災の後では「自助・互助・公助」の精神から、食料の備蓄や
避難所の設定などが盛んに行われている。東日本大震災では、緊
急連絡の手段として、TwitteやFacebookなどのSNSサービス
が大きな役割を果たした。
　震災から長い年月が経ち、「被災者」より震災を経験していな
い「未災者」が増加の一途をたどっている。そうなると、震災の
教訓も100年もたてば、雲散霧消してしまうことになる可能性
がある。だが２つの震災を乗り越えた現在、これらの「教訓」を
繋ぐ主役として、「未災者」が未来の防災の中心に立たなければ
ならない。

〜避難所生活の心得〜
　避難所生活では、様々な場面で不自由を余儀なくされる。
　避難所生活者にとってプライバシーの確保が難しい。ダンボー
ルで仕切りを作ってプライベートな空間を作るというような工夫
もなされている。しかし、区切られていない空間で多くの人間が
生活するため、喫煙やペットに関する問題が原因のトラブルはよ
く起こる。
　また、栄養失調からの感染症や体調不良とも常に隣合わせであ
る。避難所の物資は限られている。普段から非常食を備蓄してお
くことが大切だ。非常食は約２～５年持つものが多いが、消費期
限切れには注意しなければならない。
　避難所生活で一番大切なことは、譲り合うということ。避難所
では高齢者や障がいを持った人達とも生活を共にする。自分の普
通を押し付けないことが、少しでも快適な避難所生活を送る大き
な鍵となる。

あなたが　　　今すべきことは……？

いざ地震が

起きたら……？
避難所生活を　　　余儀なくされたら……？


