
「高齢社会２０３０を考える会」第３回（2019年8月20日開催）
で講演する著者

う
研
究
も
あ
る
［
＊
5
］。
し
か
し
、
Ｆ
Ｂ
上
の
友
達
が
多

け
れ
ば
長
生
き
す
る
と
い
う
単
純
な
話
で
は
な
く
、
現
実

世
界
で
友
達
と
の
関
係
が
深
く
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
友
達

も
適
度
に
多
い
グ
ル
ー
プ
が
最
も
長
生
き
と
い
う
結
果
で

あ
っ
た
。

Ｆ
Ｂ
に
限
ら
ず
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
通
じ
た
バ
ー
チ
ャ
ル
な
人

間
関
係
は
、
現
実
の
つ
な
が
り
を
補
完
す
る
、
あ
る
い
は

す
で
に
あ
る
実
際
の
つ
な
が
り
を
強
化
す
る
働
き
は
あ
れ

ど
、
取
っ
て
代
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
依
存
し
過
ぎ
な
い

方
が
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
一
連
の
研
究
は
、
S
N
S

に
は
良
い
面
も
悪
い
面
も
、
そ
し
て
限
界
も
あ
る
と
い
う

こ
と
を
覚
え
て
お
い
た
方
が
よ
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

弱
い
つ
な
が
り
が
大
事

こ
こ
ま
で
、
つ
な
が
り
と
健
康
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ

て
き
た
が
、「
結
局
、
ど
う
い
う
つ
な
が
り
を
持
て
ば
よ

い
の
か
？
」
と
い
う
疑
問
を
持
つ
人
は
多
い
だ
ろ
う
。
こ

の
質
問
へ
の
回
答
は
簡
単
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
つ

な
が
り
が
及
ぼ
す
健
康
へ
の
影
響
は
各
人
の
状
況
や
特
性

に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
り
、
そ
の
た
め
、
飲
酒
量
や
運
動

量
の
よ
う
に
、「
こ
の
く
ら
い
な
ら
Ｏ
Ｋ
」
と
結
論
付
け

に
く
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
も
い
え
る
こ
と
が
な
い

わ
け
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
、
多
様
な
つ
な
が
り
の
選

択
肢
を
持
ち
、
そ
の
時
の
自
分
に
と
っ
て
居
心
地
の
よ
い

関
係
を
大
切
に
す
る
こ
と
が
重
要
な
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

加
え
て
、「
弱
い
つ
な
が
り
」
を
持
つ
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。

私
た
ち
が
持
つ
つ
な
が
り
の
構
造
を
見
え
る
化
す
る
方

法
の
一
つ
に
、「
社
会
的
コ
ン
ボ
イ
モ
デ
ル
」
と
い
う
も

の
が
あ
る
（
図
2
）。
中
心
に
近
い
ほ
ど
身
近
で
あ
っ
た
り

考
え
方
が
似
て
い
た
り
と
、
長
期
に
わ
た
り
安
定
し
た
関

係
に
あ
る
存
在
が
置
か
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
人
と
の
関
係

は
、「
強
い
つ
な
が
り
」
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の

つ
な
が
り
が
私
た
ち
の
健
康
を
左
右
す
る

私
た
ち
の
健
康
は
、
運
動
や
食
事
な
ど
、
日
常
の
行
動

に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。
し
か
し
、
実
は
そ
れ
ら
の
行
動

は
、
人
や
社
会
と
の
つ
な
が
り
を
通
し
、
知
ら
ず
知
ら
ず

の
う
ち
に
周
囲
の
人
々
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
。

２
０
１
０
年
に
発
表
さ
れ
た
メ
タ
分
析
［
＊
1
］（
同
じ
テ
ー

マ
を
扱
っ
て
い
る
研
究
を
集
め
、
そ
れ
ら
の
結
果
を
統
合
し
て

結
論
を
出
す
方
法
）
で
は
、
禁
煙
、
適
度
な
飲
酒
、
運
動

な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
健
康
的
な
生
活
習
慣
」
よ
り
も
、
社

会
と
の
つ
な
が
り
が
多
い
こ
と
の
方
が
死
亡
リ
ス
ク
が
低

い
と
報
告
さ
れ
て
い
る
（
図
1
）。

人
間
は
「
社
会
的
生
き
物
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
私

た
ち
は
多
か
れ
少
な
か
れ
誰
か
と
何
か
し
ら
の
つ
な
が
り

を
持
っ
て
生
き
て
い
る
。
最
近
の
健
康
づ
く
り
の
現
場
で

は
、
そ
う
い
っ
た
つ
な
が
り
を
う
ま
く
活
か
し
た
り
補
っ

た
り
し
な
が
ら
、
結
果
的
に
健
康
に
な
れ
る
よ
う
な
仕
組

み
づ
く
り
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
現
代
の
日
本
人
は
決
し
て
つ
な
が
り
に
恵

ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（
経
済
協
力
開

発
機
構
）
の
調
査
［
＊
2
］
で
は
、
対
象
と
な
っ
た
21
加
盟

国
中
、
日
本
は
２
番
目
に
社
会
的
孤
立
者
の
割
合
が
高

か
っ
た
。
日
本
人
の
近
所
付
き
合
い
の
程
度
の
変
遷
を
み

て
み
る
と
、
今
か
ら
50
年
ほ
ど
前
は
多
く
の
人
が
密
な
付

き
合
い
を
し
て
い
た
。
し
か
し
、
近
年
で
は
そ
う
い
っ
た

人
は
ご
く
少
数
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
か
つ
て
は
豊
か

だ
っ
た
日
本
人
の
つ
な
が
り
は
、
時
代
と
と
も
に
徐
々
に

希
薄
に
な
っ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
は
、
つ
な
が
り
が
少
な
い
日
本
人
は
つ
な
が
り
に
対

し
て
ど
う
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る

調
査
［
＊
3
］
で
は
、「
多
く
の
人
か
ら
理
解
さ
れ
て
い
な

く
て
も
、
気
の
合
っ
た
仲
間
さ
え
わ
か
っ
て
く
れ
れ
ば
よ

い
」
と
い
う
質
問
に
「
そ
う
思
う
」
と
回
答
し
た
者
の
割

合
は
、
10
代
、
20
代
の
若
年
層
で
約
８
割
、
50
代
、
60
代

で
も
６
〜
７
割
に
の
ぼ
っ
た
。
こ
の
割
合
は
、
性
別
や
年

代
を
問
わ
ず
、
２
０
０
０
年
以
降
増
加
傾
向
に
あ
る
。

こ
れ
は
人
間
関
係
の
内
輪
志
向
を
表
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
内
輪
志
向
が
日
本
人
の
社
会
的
な
つ
な
が

り
の
少
な
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
日
本

人
は
、
絆
や
つ
な
が
り
を
大
切
に
し
た
い
と
い
う
意
識
は

強
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、「
声
を
掛
け
る
と
迷
惑
じ
ゃ

な
い
だ
ろ
う
か
」「
事
情
は
わ
か
ら
な
い
け
ど
、
そ
っ
と

２
０
０
０
人
を
対
象
に
し
た
調
査
［
＊
4
］
で
は
、
Ｆ
Ｂ
上

の
友
達
の
平
均
は
１
５
０
人
ほ
ど
で
、
そ
の
う
ち
親
し
い

間
柄
の
友
人
は
13
・
６
人
、
す
ご
く
落
ち
込
ん
だ
時
に
ア

ド
バ
イ
ス
や
同
情
を
し
て
く
れ
そ
う
な
人
は
４
・
６
人

だ
っ
た
。
し
か
し
面
白
い
こ
と
に
、
Ｆ
Ｂ
上
の
友
達
が

１
０
０
０
人
以
上
の
と
て
も
多
い
人
で
あ
っ
て
も
、
親
し

い
友
人
や
ア
ド
バ
イ
ス
・
同
情
を
し
て
く
れ
る
人
の
数
は
、

全
体
の
平
均
と
あ
ま
り
変
わ
り
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

相
手
を
十
分
に
理
解
し
、
関
係
を
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
す
る

に
は
、
あ
る
程
度
の
時
間
と
コ
ス
ト
が
必
要
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
た
と
え
Ｆ
Ｂ
友
達
が
多
く
て
も
、
全
て
の
関
係

を
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
果
と
し
て
実

際
に
機
能
す
る
相
手
は
一
部
に
限
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。

Ｆ
Ｂ
で
の
友
達
数
が
多
い
人
ほ
ど
死
亡
率
が
低
い
と
い

し
て
お
い
て
あ
げ
た
方
が
よ
さ
そ
う
」
な
ど
、
相
手
の
こ

と
を
推
し
量
る
あ
ま
り
、
い
ざ
つ
な
が
り
を
つ
く
る
と
な

る
と
遠
慮
し
が
ち
な
傾
向
が
あ
る
。
日
本
人
の
良
さ
で
は

あ
る
も
の
の
、
そ
れ
が
社
会
的
孤
立
を
増
や
し
た
り
、
サ

ポ
ー
ト
を
得
る
機
会
を
少
な
く
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は

残
念
で
も
あ
る
。

S
N
S
で
の
つ
な
が
り

現
代
の
つ
な
が
り
を
語
る
上
で
、
い
ま
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
存

在
を
外
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
よ
る
「
バ
ー

チ
ャ
ル
つ
な
が
り
」
は
ど
う
い
っ
た
影
響
を
持
つ
の
だ
ろ

う
か
。

例
え
ば
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
（
以
下
、
Ｆ
Ｂ
）。
イ
ギ
リ

ス
の
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
よ
く
利
用
す
る

█図1：ライフスタイル別での長寿への影響の比較

数字は、死亡率の低さに与える影響の大きさを表す。
ゼロの場合、影響がないことを意味する。

「本人」が様々な人と関わりながら人生を乗り切っていく様を
コンボイ（母艦と護衛艦からなる護送船団）になぞらえている。

出典／ Holt-Lunstad J, Smith TB, Layton JB. Social relationships and mortality risk: A 
meta-analytic review. PLoS Medicine 2010; 7(7) : e1000316.（論文より著者がグラフを作成）
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█図2：社会的コンボイモデル

本人

長期にわたり安定し、
もはや役割に依存しない

コンボイの成員

役割関係に直接結びついており、役割の変化に
最も影響を受けやすいコンボイの成員

やや役割に関連しており、時間の経過に伴って
変化する可能性のあるコンボイの成員
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（職場や近所の
親しい友人など）

社
会
と
の
紐
帯（
つ
な
が
り
）は
、
高
齢
期
に
お
い
て
こ
そ
重
要
な
意
味
を
持
ち
、

そ
の
有
無
が
、
心
身
の
健
康
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
す
―
―
。

「
高
齢
社
会
２
０
３
０
を
考
え
る
会
」
第
３
回
で
も
解
説
さ
れ
た

東
京
大
学
高
齢
社
会
総
合
研
究
機
構
の
村
山
洋
史
特
任
講
師
の
提
言
が
、

高
齢
社
会
を
変
え
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
。

弱
い
紐ち

ゆ

う

帯た

い

の
強
み

―
―
こ
れ
か
ら
の
つ
な
が
り
づ
く
り
を
考
え
る

村
山
洋
史 

M
urayam

a H
iroshi

む
ら
や
ま
・
ひ
ろ
し

東
京
大
学
高
齢
社
会
総
合
研
究
機
構
特
任
講
師
。
１
９
７
９
年
、
三
重
県
生

ま
れ
。
専
門
は
、
公
衆
衛
生
学
、
老
年
学
。
２
０
１
５
年
に
公
益
財
団
法
人

長
寿
科
学
振
興
財
団
長
寿
科
学
賞
を
受
賞
。
著
書
に
﹃「
つ
な
が
り
」
と
健

康
格
差
―
―
な
ぜ
夫
と
別
れ
て
も
妻
は
変
わ
ら
ず
健
康
な
の
か
﹄︵
ポ
プ
ラ
新

書
︶
が
あ
る
。
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し
か
し
、
移
住
ま
で
は
踏
み
切
れ
な
い
人
が
多
い
現
実
を

踏
ま
え
る
と
、
何
か
の
形
で
地
域
に
関
心
や
関
わ
り
を

持
っ
て
く
れ
る
人
を
集
め
る
と
い
う
試
み
は
、
地
域
活
性

化
の
た
め
の
大
事
な
選
択
肢
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
述
の
白
川
郷
の
取
り
組
み
は
関
係
人
口
拡
大
の
取
り
組

み
と
い
え
る
。
ま
た
、
つ
な
が
り
の
文
脈
で
考
え
る
と
、

関
係
人
口
は
ま
さ
に
地
域
に
お
け
る
弱
い
つ
な
が
り
を
増

や
す
取
り
組
み
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

関
係
人
口
を
増
や
す
取
り
組
み
と
と
も
に
重
要
に
な
る

の
が
、
も
と
か
ら
そ
の
地
域
に
住
ん
で
い
る
地
元
住
民
と

の
調
和
だ
ろ
う
。
同
じ
地
域
で
生
活
や
活
動
を
し
て
い
る

の
で
あ
れ
ば
、
大
な
り
小
な
り
交
わ
り
は
起
こ
る
も
の
で

あ
る
。
そ
の
時
に
、
相
手
の
こ
と
を
受
け
入
れ
、
理
解
し

合
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
交
わ
り
の
質
に
影
響
し
て
く

る
。
こ
の
互
い
の
受
け
入
れ
や
理
解
を
促
す
た
め
に
は
ど

う
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

地
元
住
民
は
、
多
く
の
場
合
そ
こ
に
家
や
土
地
が
あ
る

か
ら
そ
の
地
域
に
住
ん
で
い
る
（
例
え
ば
、
そ
の
地
域
に
生

ま
れ
た
か
ら
、
あ
る
い
は
嫁
い
だ
か
ら
、
そ
こ
で
生
活
を
続
け

て
い
る
）。
一
方
の
関
係
人
口
は
、
そ
の
地
域
に
関
心
や

ゆ
か
り
が
あ
り
、
関
わ
る
こ
と
へ
の
明
確
な
動
機
を
持
っ

て
い
る
。
同
じ
地
域
に
関
与
し
て
い
る
に
し
て
も
そ
の
動

機
が
全
く
異
な
る
こ
の
二
者
が
互
い
に
受
け
入
れ
や
理
解

を
す
る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
「
理
由
」
が
必
要
に
な
る
。

逆
を
い
え
ば
、「
理
由
」
が
あ
れ
ば
、
人
は
つ
な
が
る

き
っ
か
け
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
弱
い
つ
な
が
り
は
役

割
や
状
況
に
依
存
す
る
と
述
べ
た
が
、
そ
の
役
割
や
状
況

を
作
り
出
せ
ば
弱
い
つ
な
が
り
は
構
築
で
き
る
の
で
あ
る
。

再
び
白
川
郷
の
例
に
戻
る
。
世
界
遺
産
で
あ
る
白
川
郷

は
、
テ
レ
ビ
や
雑
誌
な
ど
世
界
中
の
様
々
な
媒
体
で
紹
介

さ
れ
、
国
内
外
問
わ
ず
毎
年
た
く
さ
ん
の
観
光
客
が
訪
れ

る
。
そ
の
中
に
は
、「
茅
葺
き
の
作
業
を
や
っ
て
み
た
い
」

「
白
川
郷
の
歴
史
を
体
感
し
て
み
た
い
」
と
い
っ
た
思
い

つ
な
が
り
を
通
し
て
様
々
な
サ
ポ
ー
ト
が
授
受
さ
れ
る
と

い
わ
れ
て
い
る
。
一
方
、
中
心
か
ら
遠
い
人
、
例
え
ば
形

式
的
な
関
係
性
の
人
や
か
か
り
つ
け
医
と
い
っ
た
専
門
家

な
ど
と
の
つ
な
が
り
は
、
中
心
に
近
い
存
在
の
人
と
の
つ

な
が
り
に
比
べ
る
と
安
定
し
て
お
ら
ず
、
役
割
や
状
況
に

依
存
し
や
す
い
。
こ
れ
ら
の
人
と
の
つ
な
が
り
は
、
強
い

つ
な
が
り
と
対
比
さ
せ
て
「
弱
い
つ
な
が
り
」
と
表
現
で

き
る
。

ア
メ
リ
カ
の
社
会
学
者
の
マ
ー
ク
・
グ
ラ
ノ
ベ
ッ
タ
ー

が
提
唱
し
た
「
弱
い
紐
帯
の
強
み
」（The strength of 

w
eak ties

）
理
論
［
＊
6
］
は
、
こ
の
弱
い
つ
な
が
り
の
重

要
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
理
論
に
よ
る
と
、「
配

偶
者
や
親
友
な
ど
の
強
い
つ
な
が
り
で
は
な
く
、
普
段
関

わ
り
が
少
な
く
関
係
性
が
薄
い
人
と
の
弱
い
つ
な
が
り
の

方
が
、
有
益
で
新
規
性
の
高
い
情
報
を
も
た
ら
す
」
と
い

う
。
例
え
ば
、
家
族
や
親
友
な
ど
の
近
し
い
存
在
の
人
は
、

置
か
れ
た
環
境
が
似
て
お
り
、
同
じ
よ
う
な
生
活
ス
タ
イ

ル
、
価
値
観
、
思
想
を
持
つ
こ
と
が
多
い
。
そ
う
な
る
と
、

そ
の
つ
な
が
り
の
中
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
で
や
り
と
り
さ

れ
る
情
報
は
、
入
手
経
路
も
内
容
も
似
た
よ
う
な
も
の
に

な
る
こ
と
が
多
く
、
実
は
自
分
が
持
っ
て
い
る
情
報
と
代

わ
り
映
え
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
往
々
に
起
こ
り
得
る
。

対
し
て
、
つ
な
が
り
が
弱
い
人
、
例
え
ば
職
場
で
ち
ょ
っ

と
し
た
会
話
を
す
る
だ
け
の
人
や
昔
の
友
達
な
ど
は
、
自

分
と
は
異
な
る
環
境
に
身
を
置
い
て
い
る
た
め
、
自
分
が

普
段
あ
ま
り
触
れ
る
こ
と
が
な
い
情
報
を
持
ち
、
そ
れ
を

与
え
て
く
れ
る
可
能
性
が
高
い
（
図
3
）。

健
康
と
の
関
連
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
高
齢
者
を
対
象

に
し
た
研
究
［
＊
7
］
で
は
、
自
分
と
は
異
な
る
背
景
を
持

つ
人
と
の
付
き
合
い
、
つ
ま
り
弱
い
つ
な
が
り
が
多
い
ほ

ど
、
抑
う
つ
に
な
り
に
く
く
、
認
知
機
能
低
下
が
起
こ
り

に
く
い
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
自
分
と
背
景
が
違
う
人
と

関
わ
る
こ
と
で
、
日
常
生
活
に
い
つ
も
と
違
う
風
が
通
り
、

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
が
改
善
し
、
そ
う
い
っ
た
関
わ
り
の
中

で
脳
が
刺
激
さ
れ
、
認
知
機
能
低
下
が
抑
制
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

つ
な
が
り
を
つ
く
る
、
強
め
る
と
い
う
と
、
往
々
に
し

て
近
い
人
ど
う
し
で
固
め
が
ち
に
な
る
が
、
逆
に
近
く
な

い
人
と
の
弱
い
つ
な
が
り
も
決
し
て
無
視
で
き
な
い
、
む

し
ろ
大
事
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
関
係
が
内
輪
傾

向
の
日
本
人
に
は
、
こ
の
弱
い
つ
な
が
り
が
も
っ
と
必
要

で
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
。

こ
れ
か
ら
の
つ
な
が
り
づ
く
り                                            

―
―
「
高た

か

島し
ま

縁え
ん

人じ
ん

」
を
例
に
し
て

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
人
が
持
つ
つ
な
が
り
は
、

時
代
と
と
も
に
徐
々
に
希
薄
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

人
々
の
つ
な
が
り
が
緊
密
だ
っ
た
過
去
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ

プ
し
て
、
か
つ
て
の
つ
な
が
り
を
取
り
戻
す
こ
と
は
で
き

な
い
。
今
の
時
代
に
合
わ
せ
た
つ
な
が
り
の
仕
組
み
づ
く

り
が
必
要
に
な
る
。

例
え
ば
、
世
界
遺
産
と
し
て
有
名
な
白
川
郷
で
は
、
高

齢
化
に
よ
る
労
働
力
不
足
や
過
疎
化
に
よ
る
人
口
減
少
に

よ
っ
て
、
合
掌
造
り
の
茅
葺
き
作
業
を
担
う
人
材
が
不
足

し
て
い
る
と
い
う
。
そ
う
い
っ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
、

地
域
の
若
者
に
重
労
働
を
担
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
管
理

会
社
を
設
立
し
た
り
、
茅
葺
き
作
業
に
関
心
を
持
つ
外
の

人
を
巻
き
込
む
よ
う
な
取
り
組
み
を
積
極
的
に
行
っ
て
い

る
そ
う
で
あ
る
。
世
界
遺
産
の
白
川
郷
で
さ
え
、
積
極
的

に
時
代
に
合
わ
せ
た
仕
組
み
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
る

わ
け
で
あ
り
、
他
の
地
域
で
も
や
っ
て
や
れ
な
い
こ
と
は

な
い
は
ず
で
あ
る
。

２
０
１
９
年
12
月
、
ご
縁
を
い
た
だ
き
、
滋
賀
県
高
島

市
（
人
口
約
４
・
8
万
人
）
の
視
察
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

高
島
市
は
、
地
域
活
性
化
に
向
け
て
「
高
島
縁
人
」
を
増

や
す
取
り
組
み
を
推
進
し
て
い
る
（
詳
し
く
は
『
Ｃ
Ｅ
Ｌ
』

１
２
１
号
51
頁
参
照
）。
高
島
縁
人
と
は
、
観
光
者
と
定
住

者
の
中
間
の
層
で
あ
り
、
高
島
市
に
何
ら
か
の
縁
や
ゆ
か

り
を
持
つ
人
た
ち
の
総
称
で
あ
る
。

こ
の
中
間
の
層
は
、
一
般
に
は
関
係
人
口
（
移
住
し
た

「
定
住
人
口
」
で
も
な
く
、
観
光
に
来
た
「
交
流
人
口
」
で
も
な

い
、
地
域
や
地
域
の
人
々
と
多
様
に
関
わ
る
人
々
の
こ
と
：
総

務
省
「
関
係
人
口
」
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
よ
り
）
と
呼
ば
れ
る
。

地
方
都
市
は
人
口
減
少
や
高
齢
化
の
歯
止
め
が
き
か
な
い

中
、
移
住
し
て
く
れ
る
人
を
募
集
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
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（
ニ
ー
ズ
）
を
持
つ
人
が
一
定
数
い
る
は
ず
で
あ
る
。
一
方

の
地
元
住
民
に
は
、「
茅
葺
き
作
業
を
手
伝
っ
て
く
れ
る

マ
ン
パ
ワ
ー
が
必
要
」
と
い
う
ニ
ー
ズ
が
存
在
し
て
い
る
。

両
者
の
ニ
ー
ズ
の
合
致
が
関
わ
る
理
由
に
な
り
、
う
ま
い

交
わ
り
が
で
き
て
い
る
。

で
は
、
高
島
市
の
よ
う
な
、
顕
著
な
特
徴
が
あ
る
わ
け

で
も
な
い
“
普
通
の
”
地
域
で
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

一
つ
に
は
、
そ
の
地
域
の
文
化
や
歴
史
を
通
じ
た
共
同
作

業
の
機
会
が
重
要
と
考
え
る
。
例
え
ば
、
祭
り
で
あ
る
。

欧
米
諸
国
の
祭
り
と
は
異
な
り
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
祭

り
は
、
そ
の
土
地
土
地
に
根
差
す
も
の
が
多
い
と
い
う
特

徴
を
持
つ
。
古
来
か
ら
人
々
は
祭
り
を
通
し
て
そ
の
地
域

の
文
化
や
歴
史
を
知
り
、
地
域
に
対
す
る
帰
属
意
識
を
養

い
、
地
域
全
体
の
結
束
力
を
維
持
し
て
き
た
。
例
え
ば
、

有
名
な
大
阪
・
岸
和
田
の
だ
ん
じ
り
祭
で
は
、
地
域
の
老

若
男
女
が
分
け
隔
て
な
く
祭
り
と
い
う
目
的
に
対
し
て
没

頭
し
、
祭
り
を
通
し
て
そ
の
土
地
の
文
化
や
伝
統
、
し
き

た
り
な
ど
の
世
代
間
継
承
が
行
わ
れ
て
き
た
と
い
う
。

祭
り
と
い
っ
て
も
、
長
い
歴
史
が
あ
る
も
の
か
ら
そ
う

で
な
い
も
の
、
大
規
模
な
も
の
か
ら
小
規
模
な
も
の
ま
で

色
々
あ
る
。
だ
が
、
重
要
な
の
は
、
共
同
で
作
業
す
る
と

い
う
過
程
で
あ
り
、
祭
り
の
特
性
自
体
で
は
な
い
。
ど
ん

な
祭
り
で
あ
っ
て
も
、
地
域
住
民
と
関
係
人
口
が
交
わ
る

「
理
由
」
に
な
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

関
係
人
口
を
増
や
す
こ
と
の
先
に
、
地
元
住
民
と
関
係

人
口
と
の
調
和
が
う
ま
く
な
さ
れ
て
く
れ
ば
、
つ
な
が
り

づ
く
り
、
あ
る
い
は
地
域
活
性
化
の
ヒ
ン
ト
や
あ
る
べ
き

姿
が
見
え
て
く
る
気
が
す
る
。

ま
と
め

本
稿
の
前
半
で
は
、
つ
な
が
り
と
健
康
に
関
す
る
知
見

を
概
観
し
、
弱
い
つ
な
が
り
の
重
要
性
に
つ
い
て
述
べ
た
。

関
係
性
に
、
０
か
１
０
０
か
の
極
端
を
求
め
る
の
で
は
な

く
、
そ
の
中
間
く
ら
い
の
お
互
い
に
い
い
意
味
で
探
り
合

う
よ
う
な
距
離
感
も
大
事
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
弱
い
つ

な
が
り
は
、
そ
の
時
々
の
役
割
や
状
況
に
依
存
し
、
あ
る

意
味
で
不
安
定
で
緊
張
感
の
あ
る
関
係
性
と
も
い
え
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
弱
い
つ
な
が
り
を
築
く
際
に
は
、
細
心
の

配
慮
が
必
要
で
あ
る
。
後
半
で
紹
介
し
た
高
島
縁
人
の
取

り
組
み
は
、
ま
さ
に
地
域
で
の
弱
い
つ
な
が
り
を
増
や
す

試
み
で
あ
る
が
、
成
り
行
き
を
自
然
に
任
せ
る
の
で
は
な

く
、
綿
密
な
仕
掛
け
が
必
要
だ
と
考
え
る
。

「
地
元
住
民
と
関
係
人
口
と
が
ど
う
や
っ
て
融
合
し
て
い

け
る
の
か
」「
そ
の
融
合
が
住
む
人
の
健
康
や
幸
福
感
、

生
活
の
質
（
Ｑ
Ｏ
Ｌ
：Q

uality of Life

）
に
ど
う
い
う
影

響
を
及
ぼ
す
の
か
」
な
ど
、
高
島
縁
人
を
め
ぐ
っ
て
起
こ

り
得
る
現
象
へ
の
興
味
は
尽
き
な
い
。
ま
た
、
い
い
意
味

で
“
普
通
の
”
地
域
で
あ
る
高
島
市
の
取
り
組
み
は
、
人

口
減
少
や
高
齢
化
に
直
面
し
頭
を
悩
ま
せ
て
い
る
他
の
地

域
の
問
題
解
決
に
も
直
結
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
高
島
縁

人
の
今
後
に
注
目
し
た
い
。

█図3：「弱い紐帯の強み」理論のイメージ

自分が属するコミュニティと
別のコミュニティを結ぶ

自分が普段接しないような
人が集まっている
普段はあまり触れない
情報がやりとりされている

自分と似たような
人が集まっている
同じような情報が
やりとりされている

4243 C E L   M a r c h   2 0 2 0C E L   M a r c h   2 0 2 0


