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公
共
施
設
再
編
問
題
と
社
会
教
育
施
設
を
め
ぐ
る

住
民
運
動

・
市
民
運
動

１
　
「公
共
施
設
再
編
」
問
題
の
登
場

社
会
教
育
施
設
の
整
備
は
教
育
基
本
法
、
社
会
教
育
法
に
国
、

地
方
公
共
団
体
の
任
務
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
る
。
法
規
定
は
国

民
の
合
意
に
よ
る
も
の
な
の
だ
か
ら
、
国
、
地
方
自
治
体
は
こ
れ

に
こ
た
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
地
方
自
治
体
が
公
共
施
設
と
し

て
社
会
教
育
施
設
を
設
置
し
た
り
、
廃
止
し
た
り
す
る
場
合
、
教

育
委
員
会
は
こ
う
し
た
法
規
定
や
住
民
の
要
求
を
踏
ま
え
て
施
策

を
進
め
る
と
い
う
の
が
本
来
の
あ
り
方
で
あ
ろ
う
。
１
９
７
０
年

前
後
か
ら
の
社
会
教
育
施
設
づ
く
り
運
動
の
経
験
は
さ
ら
に
、
要

荒
井
容
子

求
を
自
治
体
の
総
合
計
画

（長
期
計
画
）
に
位
置
づ
け
て
整
備
を

す
す
め
る
手
法
も
教
え
て
く
れ
た
。

と
こ
ろ
が
今
、
社
会
教
育
施
設
の
存
廃
問
題
が
、
こ
の
分
野
で

蓄
積
さ
れ
た
判
断
で
は
収
ま
ら
な
い
枠
組
み
で
議
論
さ
れ
は
じ
め

て
い
る
。
こ
れ
が

「公
共
施
設
再
編
問
題
」
だ
。

ま
ず
、
自
治
体
所
有
の
す
べ
て
の
公
共
施
設
の
床
面
積
、
建
設

年
、
さ
ら
に
修
繕
時
期
、
更
新
時
期
と
そ
の
費
用
が

「公
共
施
設

（
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）
白
書
」
な
る
も
の
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
そ
し

て
今
後
予
想
さ
れ
る

「更
新
費
用
」
の
膨
大
な
総
計
額
が
、
当
該

自
治
体
の
人
口
見
通
し
と
財
政
逼
迫
と
い
う
言
葉
と
共
に
提
示
さ

れ
、
個
々
の
施
設
の
存
廃
案
が
若
千
の
コ
メ
ン
ト
と
と
も
に
列
記
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さ
れ
る
。
そ
の
な
か
で
社
会
教
育
施
設
の
統
廃
合
も
提
案
さ
れ
て

い
ど
。ヽ

２
　
国
主
導
で
の
推
進
と
、

先
取
り
す
る
指
南
書
と
し
て
の
『朽
ち
る
イ
ン
フ
ラ
』

政
府

（総
務
省
）
は
２
０
１
４
年
４
月
２２
日
に

「公
共
施
設
等

総
合
計
画
の
策
定
に
あ
た

っ
て
の
指
針
」
を
ま
と
め
、
地
方
公
共

団
体
に

「計
画
」
策
定
を
要
請
し
た
。
こ
の

「指
針
」
で
は
、
「公

共
施
設
の
老
朽
化
」
「厳
し
い
財
政
状
況
」
「人
口
減
少
」
等
を
根

拠
に
、
「
イ
ン
フ
ラ
長
寿
命
化
計
画
」
（
２
０
１
３
年
Ｈ
月
）
に

も
触
れ
な
が
ら
、
「公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
の
策
定
」
を
促

し
て
い
る
。
「
計
画
」
は
全
自
治
体
が
策
定
予
定
で
、
都
道
府
県
、

指
定
都
市
は

１
０
０
％
が
、
そ
の
他
の
市
町
村
は
９９

ｏ
４
％
が
、

２
０
１
６
年
度
ま
で
に
策
定
す
る
予
定
と
い
う

（総
務
省

「公
共

施
設
等
総
合
管
理
計
画
策
定
取
組
状
況
等
に
関
す
る
調
査

（結
果
の

概
要
と

２
０
１
６
年
４
月
１
日
。
同
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
）。

と
こ
ろ
で
、
こ
の

「指
針
」
を
先
取
り
す
る
指
南
書
と
も
い
え

る
の
が

『朽
ち
る
イ
ン
フ
ラ
』
（２
０
１
１
年
５
月
日
本
経
済
新
聞

社
）
だ
ろ
う
。
著
者
の
根
本
祐
二

（東
洋
大
学

Ｐ
Ｐ
Ｐ
研
究
セ
ン

タ
ー
長
）
は
、
「
デ
ー
タ
さ
え
入
手
で
き
れ
ば
ど
の
地
域
で
も
通

用
す
る
」
、
「自
治
体
別
に
更
新
投
資
を
推
計
す
る
ソ
フ
ト
」
３
東

洋
大
学
版
簡
略
ソ
フ
ト
し

を
２
０
１
０
年
１０
月
に

「
開
発
し
て
発

表
し
た
」
と
い
う
が
、
２
０
１
４
年

「指
針
」
で
は
、
総
務
省
も

同
種
の

「更
新
費
用
試
算
ソ
フ
ト
」
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し

た
と
し
、
そ
の
活
用
を
促
し
て
い
る
。
「指
針
」
で
は
ま
た

「計

画
策
定
に
あ
た

つ
て
の
留
意
事
項
」
と
し
て
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の

「民
間
代
替
可
能
性
」
の
追
求
、
「計
画
の
策
定
段
階
に
お
い
て
も
、

議
会
や
住
民

へ
の
十
分
な
情
報
提
供
等
を
行
い
つ
つ
策
定
す
る
こ

と
」
、
「
Ｐ
Ｐ
Ｐ
／

Ｐ
Ｆ
Ｉ

の
積
極
的
な
活
用
を
検
討
」
な
ど
も

提
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
も
ま
さ
に

『朽
ち
る
イ
ン
フ
ラ
』
で

提
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。

３
　
『朽
ち
る
イ
ン
フ
ラ
』
が
提
示
す
る

「公
共
施
設
再
編
」
の
論
理
と
シ
ナ
リ
オ

根
本
は

『朽
ち
る
イ
ン
フ
ラ
』
で
公
共
施
設

・
イ
ン
フ
ラ
老
朽

化
の

「危
機
」
と
い
う
切
迫
感
を
全
面
に
出
し
、
ま
ず
、
行
政
が

こ
れ
ま
で
こ
れ
ら
の
更
新
費
用
を

「更
新
投
資
」
と
し
て
想
定
し

て
こ
な
か

っ
た
と
批
判
す
る
。
そ
し
て
こ
の

「危
機
」
を
行
政
に

認
識
さ
せ
る
た
め
に
は
数
値
化
が
必
要
だ
と
し
、
自
ら
試
算
し
た

結
果
、
今
後
５０
年
間
で
３
３
０
兆
円
必
要
だ
と
提
示
し
、
さ
ら
に

前
述
の
よ
う
に
、
個
々
の
自
治
体
が
簡
易
に
試
算
で
き
る
簡
易
試

算
ソ
フ
ト
を
開
発

・
公
開
し
た
と
い
う
。

根
本
は
、
こ
れ
で
試
算
す
れ
ば
自
治
体
の
多
く
が
更
新
費
用
を

賄
え
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、
公
共
施
設
の
削
減
に
向
か
わ
ね
ば
な

ら
な
く
な
る
と
、
自
身
が
関
わ

つ
た
自
治
体
事
例
で
例
示
す
る
。

そ
し
て
公
共
施
設
に
つ
い
て
の

「優
先
劣
後
」
の
判
断
と

「施
設

仕
分
け

（統
廃
合
と

の
必
要
を
力
説
す
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
判
断
を
下
す
た
め
に
は
、
試
算
段
階
か
ら
、

行
政
側
で
は

「
一
元
的
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
」
を
整
え
る
必
要
が

あ
る
と
す
る
。
従
来
の
行
政
組
織
体
制
で
は

「各
部
署
が
全
体
最

適
を
無
視
し
て
、
ひ
た
す
ら
部
分
の
利
益
代
弁
者
に
な
る
お
そ

れ
が
強
い
」
か
ら
、
「
公
共
施
設
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
担
当
部
署

を
置
く
こ
と
」
「
了
不
ジ
メ
ン
ト
を
首
長
権
限
と
す
る
と
と
も
に
、

教
育
長
や
各
部
長
を
含
む
庁
議
に
お
い
て
決
定
す
る
体
制
を
取
る

こ
と
」
（前
掲

『朽
ち
る
イ
ン
フ
｝こ

ｐ
２
５
５
）
が
必
要
だ
と
い
う
。

根
本
は
ま
た
、
「施
設
仕
分
け

（統
廃
合
と

の
実
施
に
は

「住

民
の
参
加
と
協
力
」
が
不
可
欠
と
し
、
「情
報
公
開
と
市
民
参
加
」

の
重
要
性
を
強
調
し
、
「
デ
ー
タ
把
握
の
段
階
か
ら
」
の
公
開

翁
知

る
権
利
」
と
い
う
言
葉
も
用
い
て
い
る
）
や
、
市
民
が
積
極
的
に

「議
論
に
参
加
す
る
」
こ
と
、
「仕
分
け
」
後
も

「参
加
」
（協
力
）

す
る
こ
と
の
必
要
も
説
く

（
ｐ
２
５
９
）
。
加
え
て
、
「数
値
化
」

に
よ
る
デ
ー
タ
提
供
は
、
市
民
の
了
解
を
得
る
う
え
で
も
有
効
だ

と
、自
身
の
講
演
で
用
い
て
き
た
手
法

（後
述
）
を
も
と
に
論
ず
る
。

根
本
は
ま
た
、
従
来
の
自
治
体
の
会
計
手
法

（「公
会
計
し

は

企
業
会
計
に
準
ず
る
方
向
で
展
開
す
べ
き
だ
と
し
、自
治
体
が
「資

産
」
運
用
と
い
う
発
想
を
も

つ
て

「更
新
投
資
」
を
行
な

つ
て
い

く
こ
と
を
推
奨
す
る

（
ｐ
ｌ
ｌ
６
）
。
さ
ら
に

Ｐ
Ｆ
Ｉ

の
手
法
と

指
定
管
理
者
制
度
の
活
用
を
、
財
政
削
減
目
的
は
も
と
よ
り
、
民

間
経
営
手
法
の
有
効
性
と
い
う
発
想
か
ら
、
当
為
の
こ
と
と
し
て

推
奨
し
て
い
る
。

す
で
に
各
地
で
は
じ
ま

つ
て
い
る
「公
共
施
設
再
編
計
画
策
定
」

過
程
で
聞
く
、
耳
慣
れ
な
い
諸
施
策
の
源
は
こ
こ
に
あ

つ
た
の
か

と
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

４
　
「
一
元
的

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
」
に
よ
る
、

「優
先
劣
後
」
論
の
中
で
の
社
会
教
育
の
取
り
扱

い

田

「施
設
仕
分
け

（統
廃
合
と

で
披
露
さ
れ
る

安
易
な

「社
会
教
育
」
認
識

前
述
の
２
０
１
４
年
の
総
務
省

「方
針
」
で
は
、
公
共
施
設
存

廃
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
、
「当
該
サ
ー
ビ
ス
が
公
共
施
設
等
を
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維
持
し
な
け
れ
ば
提
供
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
か

（民
間
代
替
可

能
性
）
な
ど
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
根
本
は
こ
の
判
断
を

「優
先

劣
後
」
に
よ
る

「施
設
仕
分
け

（統
廃
合
と

と
述
べ
、
先
行
事

例
を
も
と
に
そ
の
考
え
を
披
露
し
て
い
る
。

ま
ず
、自
身
が
「公
共
施
設
再
編
方
針
策
定
委
員
会
〓
２
０
０
８

年
設
置
）
の
委
員
長
と
し
て
関
わ

っ
た
東
京
都
狛
江
市
の
事
例
を

取
り
上
げ
る
。
根
本
に
よ
れ
ば
、
同
委
員
会
で
は
、
「
選
択
と
集

中
が
不
可
避
」
、
「市
民
の
安
全
を
守
る
耐
震
化
は
最
優
先
」
、
「現

在
流
出
が
続
い
て
い
る
子
育
て
世
代
の
確
保
の
た
め
の
機
能
は
優

先
す
べ
き
」
、
「
そ
れ
以
外
の
機
能
、
た
と
え
ば
図
書
館

・
公
民
館

等
は
劣
後
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
議
論
し
て
報
告
書
を
ま
と
め

た
が
、
原
案
策
定
過
程
で
「図
書
館

・
公
民
館
を
重
要
と
す
る
Ｌ
多

数
」
の

「反
対
意
見
」
に
直
面
し
た
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
根
本

は

「図
書
館

・
公
民
館
が
重
要
だ
と
い
う
人
た
ち
は
、
自
分
が
支

持
す
る
領
域
に
予
算
を
配
分
さ
せ
て
、
そ
の
結
果
、
学
校
の
耐
震

化
が
遅
れ
、
万

一
子
ど
も
た
ち
の
命
に
か
か
わ
る
事
故
が
お
き
た

ら
、
い
つ
た
い
ど
の
よ
う
に
責
任
を
と
る
つ
も
り
な
の
だ
ろ
う
か
」

（ｐ
ｌ
２
８
）
と

『朽
ち
る
イ
ン
フ
ラ
』
の
中
で
も
反
論
し
て
い
る
。

根
本
は
続
い
て
２
０
０
９
年
に

「公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
白

書
」
を
作
成
し
た
神
奈
川
県
藤
沢
市
の
事
例
を
紹
介
す
る
。
そ
し

て
、
こ
の

「白
書
」
か
ら

「公
民
館
の
無
駄
」
が

「明
白
に
な

っ
た
」

と
し
、
「
全
体
の
７４
％
が
特
定
の
人
た
ち
の
サ
ー
ク
ル
利
用
活
動

の
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
施
設
の
費
用
の
９６
％
は
、　
一
般
の
人
た

ち
の
税
金
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
Ｌ

と

「無
駄
」
の
意
味
を
説

明
す
る
。
さ
ら
に

「地
域
と
し
て
推
奨
し
た
い
活
動
で
あ
る
と
か
、

所
得
が
低
く
て
民
間
の
会
議
室
を
借
り
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
情

が
あ
る
な
ら
、
借
料
に
対
し
て
補
助
金
を
出
せ
ば
済
む
。
／
地
域

利
用

（自
治
会
等
）
は
本
来
の
目
的
に
沿

っ
た
利
用
と
い
え
る
が
、

わ
ず
か
４
％
し
か
な
い
」
（
ｐ
ｌ
３
５
）
と
も
述
べ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
狛
江
の
例
に
つ
い
て
い
え
ば
、
図
書
館

・
公
民
館

の
存
続
が
な
ぜ

「子
育
て
支
援
」
と
対
立
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の

か
。
図
書
館
で
の
「読
み
聞
か
せ
」
や
公
民
館
で
の
子
ど
も
や
「子

育
て
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
事
業
の
存
在
は
も
と
よ
り
、
そ
れ
ら
の

施
設
に
よ
っ
て
育
ま
れ
る
地
域
の
文
化
は
、
子
育
て
環
境
を
豊
か

に
す
る
の
で
は
な
い
か
。
図
書
館
や
公
民
館
の
存
在
を
期
待
し
て

移
住
す
る
予
育
て
Ｌ
代
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
「耐
震
化
」
と
「図

書
館

・
公
民
館
」
存
続
の
施
策
は
予
算
を
奪
い
合
う
構
造
に
な

っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
根
本
は
、
「
反
対
」
意
見
の

「
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
」
は

「
い
わ
ゆ
る
公
民
館
族
や
図
書
館
族
が
団
体
で

書
い
た
も
の
」
と
い
う
あ
る

「市
民
委
員
」
の
言
葉
を
、
共
感
を

も

っ
て
同
書
で
紹
介
し
て
い
る
。

つ
ま
り
根
本
は
、
「
図
書
館

・

公
民
館
が
重
要
と
す
る
」
人
た
ち
を
自
分
勝
手
な
エ
ゴ
イ
ス
ト
と

し
て
と
ら
え
、
「重
要
」
だ
と
主
張
す
る
そ
の
深
い
意
味
に
考
え

及
ん
で
い
な
い
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
藤
沢
市
の
例
で
み
れ
ば
ま
た
、

「
サ
ー
ク
ル
利
用
」
が
、
何
故
か

「地
域
と
し
て
推
奨
し
た
い
活
動
」

と
対
立
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

「地
域
利
用

（自
治
会
等
）

は
本
来
の
目
的
に
沿

っ
た
利
用
と
い
え
る
」
と
い
う
そ
の

「公
民

館
」
理
解
も
ず
い
ぶ
ん
雑
で
恣
意
的
だ
。

個
々
の
自
治
体
で
の

「公
共
施
設
再
編
」
計
画
策
定
過
程
で
も
、

今
後
、
お
そ
ら
く
、
〓

元
的

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
の
担
当
者
か
ら

類
似
の
浅
薄
な

「優
先
劣
後
」
論
を
聞
か
さ
れ
る
恐
れ
が
大
き
い
。

そ
し
て
こ
の
程
度
の

「優
先
劣
後
」
論
が
、
無
作
為
抽
出
で
参
加

者
を
選
ぶ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
と
い
う
、
統
計
調
査
と
教
育
的

手
法
を
混
同
し
た
よ
う
な
形
式
的

「市
民
参
加
」
手
法
を
通
じ
て
、

市
民
意
識
の
誘
導
に
使
わ
れ
る
恐
れ
も
あ
る
。

０

「施
設
仕
分
け

（統
廃
合
と

受
け
入
れ
の

説
得
に
使
わ
れ
る
数
字
の
ご
ま
か
し
な
ど

根
本
は

「施
設
仕
分
け

（統
廃
合
と

を
住
民
に
受
け
入
れ
て

も
ら
う
た
め
に
は

「公
共
施
設
の
費
用
」
を
実
感
し
て
も
ら
う
必

要
が
あ
る
と
、
た
と
え
ば
図
書
館
運
営
費
の
総
額
を
図
書
の
貸
出

者
１
人
あ
た
り
の
費
用
に
換
算
す
る
手
法
を
、
そ
の
講
演
等
で
活

用
し
て
い
る
と
い
う
。
ま
ず
参
加
者
に
費
用
を
予
想
さ
せ
、
次
に

自
ら
が
試
算
し
た
と
い
う
全
国
平
均
値
、
１
人
あ
た
り
１
０
０
０

円
を
提
示
す
る
。
そ
う
す
る
と

「聴
衆
の
意
識
が
変
わ
り
」
、
費

用
が
か
か

っ
て
い
る
の
だ
と
認
識
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
。

し
か
し
、
こ
の
試
算
方
法
な
ら
、
貸
出
者
数
が
増
え
れ
ば
増
え

る
だ
け
、
１
人
に
関
わ
る
費
用
は
安
く
な
る
。
こ
の
点
に
も
注
意

を
喚
起
す
る
べ
き
だ
。
つ
ま
り
施
設
の
有
効
活
用
と
い
う
発
想
に

立
て
ば
、
当
面
の
費
用
額
は

「施
設
仕
分
け
」
の
動
機
づ
け
に
は

な
ら
な
い
の
だ
。

根
本
は
ま
た

「少
イ
ン
フ
ラ
」
を
掲
げ
、
身
近
に
公
民
館
や
図

書
館
を
求
め
る
の
は
贅
沢
な
時
代
に
な

っ
た
と
講
演
で
語
り
、
統

廃
合
で
損
わ
れ
る

「利
便
性
」
（遠
隔
化
）
に
対
し
て
は
、
「足
の

悪
い
高
齢
者
に
は
公
共
交
通
機
関
を
配
慮
」
す
れ
ば
よ
い
と
つ
け

加
え
る

（千
葉
県
習
志
野
市
で
の
２
０
１
４
年
１
月
１５
日
講
演
ビ
デ

オ
よ
り
）。
さ
ら
に

「省
イ
ン
フ
ラ
」
の
典
型
が

「寺
子
屋
」
（複

合
施
設
と
し
て
の

「寺
」
の
評
価
と
と
も
に
）
だ
と
し
、
海
外
で

も
ユ
ネ
ス
コ
活
動
を
通
じ
て
賞
賛
さ
れ
て
い
る
と
ま
で
話
す

（多

摩
市
で
の
２
０
１
３
年
７
月
１３
日
の
講
演
時
の
ス
ラ
イ
ド
よ
り
）。
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し
か
し
、
「
不
便
」
を
補
う
新
た
な
公
共
交
通
機
関
の
設
置
は
「不

便
」
を
増
す

「増
イ
ン
フ
ラ
」
に
な
り
か
ね
な
い
。
盲
目
的
な

「複

合
施
設
化
」
信
仰
は
ま
た
、
既
存
の
施
設
を
無
駄
に
統
廃
合
し
、

新
た
な
大
規
模
施
設
を

つ
く
る
と
い
う
、
「更
新
費
用
」
削
減
目

的
か
ら
み
て
も
本
末
転
倒
な
結
果
に
な
り
か
ね
な
い
。

４
　
社
会
教
育
施
設
を
ま
も
る
住
民
運
動

・

市
民
運
動
の
発
展

（１
）
社
会
教
育
施
設
を
め
ぐ
る
住
民
運
動
の
継
承

１
９
７
０
年
代
、
社
会
教
育
施
設
づ
く
り
が
活
発
に
展
開
さ
れ
、

社
会
教
育
施
設
に
関
心
を
払
う
多
数
の
住
民
団
体
が
生
ま
れ
、
そ

の
後
も
関
心
を
も

っ
て
運
動
を
継
続
す
る
団
体
が
少
な
く
な
か

っ

た
。
そ
し
て
１
９
８
０
年
代
に
加
速
化
す
る
財
団

・
公
社

へ
の
運

営
委
託
や
、
施
設
使
用
料

「有
料
化
」
な
ど
、
整
備
を
後
退
す
る

施
策
を
押
し
と
ど
め
る
力
に
な

っ
て
き
た

。

そ
の
後
１
９
９
０
年
代
後
半
以
降
の

「地
方
分
権
」
政
策
に
よ

る

「規
制
緩
和
」
施
策
の
下
、
公
民
館
運
営
審
議
会
等
の
住
民
参

加
制
度
の
軽
視
、
社
会
教
育
事
業
の
誘
導

・
変
質
や
事
業
費
の
大

幅
削
減
、
「教
育
機
関
」
と
し
て
の
位
置
づ
け
の
軽
視

（首
長
部

局

へ
の
補
助
執
行
や
別
名
称
施
設

へ
の
転
換
）
、
施
設
使
用
料
の

有
料
化

（減
免
措
置
対
象
の
限
定

・
縮
小
）
や
値
上
げ
、
運
営
の

外
部
委
託
等
、
社
会
教
育
施
設
の
整
備
推
進
と
は
逆
行
す
る
施
策

の
流
れ
が
強
く
な

っ
て
い
く
。

こ
う
し
た
な
か
、
す
で
に
整
備
さ
れ
て
き
た
社
会
教
育
施
設
と

そ
こ
で
の
社
会
教
育
実
践
の
恩
恵
を
受
け
て
き
た
世
代
が
、
改
め

て
社
会
教
育
施
設
の
価
値
を
自
覚
し
、
新
た
に
、
あ
る
い
は
従
来

か
ら
の
運
動
の
担
い
手
と
結
び
な
が
ら
、
社
会
教
育
施
設
を
ま
も

る
運
動
の
担

い
手
と
し
て
登
場
し
て
く
る
。
１
９
８
０
年
代
末

以
来
の
公
民
館
職
員
正
規
化
運
動
を
成
果
に
結
び

つ
け
た
あ
と
、

２
０
１
０
年
、
公
民
館
を
首
長
部
局
に
補
助
執
行
さ
せ
る
施
策
に

直
面
し
て
大
き
な
運
動
を
展
開
し
た
岡
山
市
の
住
民
、
職
員
の

運
動

（「公
民
館
を
教
育
委
員
会
に
残
す
会
」
等
）
は
記
憶
に
新

し
い

（第
５２
回
社
会
教
育
研
究
全
国
集
会
資
料
集
参
照
）。
こ
の
他

１
９
９
０
年
代
後
半
か
ら
、
東
京
に
限

つ
て
み
て
も

「公
民
館
の

学
び
を
考
え
る
会
」
（町
田
市
）
、
「
Ｉ
）

（ラ
ブ
）
公
民
館
」
（小

平
市
）、
「
Ｗ

ｃ
ラ
ブ
公
民
館
」
（稲
城
市
）
、
「
国
立
公
民
館
を
守

る
〈
至

（日
立
市
）
、本
誌
４
月
号
に
実
践
報
告
が
掲
載
さ
れ
た

「千

葉
市
公
民
館
を
考
え
る
会
」
、
三
鷹
市
市
民
大
学

「
総
合

コ
ー
ス

を
考
え
る
会
有
志
の
会
」
等
々
、
新
し
い
団
体
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
生

ま
れ
て
き
た
。

（２
）
公
共
施
設
再
編
問
題
に
直
面
し
た
運
動
の
新
た
な
展
開

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
数
年
の
公
共
施
設
再
編
問
題
は
さ
ら
に
、
社

会
教
育
施
設
を
守
る
運
動
の
新
た
な
担
い
手
を
生
み
出
し
、
運
動

展
開
の
新
た
な
の
課
題
と
可
能
性
を
切
り
拓
い
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

「危
機
」
に
直
面
し
て
改
め
て
価
値
に
気
づ
か
さ
れ
、
こ
れ
を

守
る
べ
く
立
ち
上
が
る
と
い
う
流
れ
は
同
様
だ
。
し
か
し
、
自
治

体
の
公
共
施
設
の
な
か
で

「無
駄
」
、
「劣
後
」
、
「
エ
ゴ
」
と
社
会

教
育
施
設
を
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
、
容
易
に
は
納
得
で
き
な

い

「感
覚
」
が
、
社
会
教
育
施
設
の
歴
史
や
理
念
の
学
び
直
し
を

つ
う
じ
て
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
て
き
て
い
る
。
教
育
委
員
会
制
度
や
運

営
審
議
会
等
の
法
規
定
に
あ
る
従
来
の

「住
民
参
加
」
制
度
の
意

義
も
見
直
さ
れ
て
い
る
。

運
動
の
射
程
は
施
設
の
存
廃
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
再
編
」
を
す

す
め
る
論
理
と
方
法
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
公
開
が
進
む
財
政
、

意
識
調
査
等
の
統
計
デ
ー
タ
が
住
民
側
か
ら
分
析
し
直
さ
れ
、
説

得
に
使
わ
れ
る

「数
値
」
に
対
抗
す
る
論
理
が
、
新
た
な
数
値
と

と
も
に
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
議
論
は
、
都
市
計
画
全
体
の
あ
り

方
、
自
治
体
施
策
の
進
め
方
、　
一
見
多
彩
に
多
用
さ
れ
る

「住
民

参
加
」
技
法
の
矛
盾
に
ま
で
及
ぶ
。
企
業
経
営
に
模
し
た
自
治
体

運
営
が
本
当
に
有
効
な
の
か
、　
一
元
的
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
い
う
経

営
論
は
住
民
の
さ
ま
ざ
ま
な
権
利
を
保
障
す
る
自
治
体
の
あ
り
方

と
符
合
す
る
の
か
、
国
と
自
治
体
と
の
関
係
の
実
態
と
本
来
の
あ

り
方
等
々
。
そ
し
て
ま
た
、
自
治
体
内
外
で
相
互
に
地
域
の
施
設

を
訪
問
し
合
い
、
見
学
し
合
い
、
単
純
な
数
値
を
超
え
て
、
利
用

の
実
態
や
歴
史
が
交
流
さ
れ
、
住
民
同
士
の
相
互
の
厳
し
い
意
見

交
換
の
下
で
、
課
題
が
突
き
詰
め
ら
れ
て
い
く
。

「
地
域

エ
ゴ
」
と

い
う
椰
楡
や
、
財
政
難
な
ら

「
仕
方
な
い
」

と
い
う
あ
き
ら
め
は
、
ナ
イ
ー
ブ
な
市
民
意
識
を
誘
導
し
、
市
民

間
の
対
立
を
誘
発
し
や
す
い
。
し
か
し
、
今
、
継
続
さ
れ
て
展
開

し
て
い
る
運
動
は
、
そ
う
し
た

「分
断
」

へ
の
誘
導
を
乗
り
越
え
、

佃
々
の
社
会
教
育
施
設
、
個
別
の
地
域
を
超
え
て
連
帯
し
、
単

一

の
自
治
体
内
で
も

「
市
民
運
動
」
的
様
相
を
帯
び
て
き
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
自
党
は
、
運
動
の
中
で
の
学
習
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ

る
可
能
性
を
高
め
て
い
る
。

根
本
は
別
の
著
書
で
、
今
は

「地
球
規
模
の
地
域
間
競
争
の
時

代
」
だ
と
豪
語
し
、
こ
れ
は

「あ
る
べ
き
姿
や
望
ま
し
い
姿
を
記

述
し
た
表
現
」
で
は
な
く
、
「
現
実
を
客
観
的
に
記
述
し
た
も
の
」

で
、
「受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
た
た
み
か
け
る

（
「
豊
か

な
地
域
」
は
ど
こ
が
ち
が
う
の
か
―
地
域
間
競
争
の
時
代
』
ち
く
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ま
新
書
２
０
１
３
年
１
月

ｐ
ｌ６

ｏ
ｐ
２‐
）。
し
か
し
そ
の
「
現
実
」

は
ど
こ
ま
で
本
当
か
。
人
々
を
分
断
す
る

「競
争
」
を
是
と
す
る

こ
と
で
、
現
代
の
間
を
乗
り
越
え
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
。
支
え

合
う

「連
帯
」
は
地
域
内
で
完
結
す
る
の
で
は
な
く
、
地
域
を
超

え
、
国
を
超
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
共
通
基
盤
は
こ
の
地

域
で
生
き
て
い
て
よ
か

っ
た
と
思
え
る
文
化
を
、
あ
き
ら
め
ず
に

求
め
続
け
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
に
、
今
、
私
た
ち
は

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
、
ま
さ
に

「科
学
」
を
わ
が
も
の
と
し
、
「分

断
」
策
を
見
抜
き
、
「連
帯
」
し
て
運
動
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

社
会
教
育
施
設
が
廃
止
さ
れ
て
し
ま

っ
た
地
域
で
も
、
廃
止
反

対
の
住
民
運
動
の
な
か
か
ら

「社
会
教
育
」
事
業
を
継
続
さ
せ
る

取
り
組
み
が
生
ま
れ
て
き
て
い
る
。
社
会
教
育
施
設
の
運
営
が
外

部
委
託
化
さ
れ
て
し
ま

っ
た
地
域
で
も
、
改
め
て
運
営
の
あ
り
方

を
問
い
直
し
、
今
度
は
も

っ
と
し
っ
か
り
と
し
た
体
制
を
整
え
て

直
営
に
戻
す
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
使
用
料
の
廃
止

（無
料

化
）
は
空
想
だ
ろ
う
か
。
失
わ
れ
た
も
の
を
取
り
戻
す
こ
と
も
射

程
に
い
れ
て
、
し
た
た
か
な
運
動
を
、
自
治
体
を
超
え
、
国
を
超

え
て
、
支
え
合
い
な
が
ら
展
開
さ
せ
て
い
き
た
い
。

＊
”
「
「
一
”
⊆
げ
一一ｏ
”
ユ
く
”
け①
「
”
けヽｏ
①
『∽Ｆ
一Ｕ

「
『
Ｈ
一
「
ユ
く
”
け①
『
一●
”
●
ｏ①
Ｈい
〓
一”
Ｌ
く
①

〔特
集
〕
社
会
教
育
施
設
を
守
る

同

「指
針
」
に
合
わ
せ
て
、
「計
画
に
基
づ
く
公
共
施
設
等
の
除
却
に

つ
い
て
、地
方
債
の
特
例
措
置
を
創
設

（地
方
財
政
法
改
正
と
さ
れ
、
「統

廃
合
」
の
誘
導
策
に
な
っ
て
い
る
。

（２
）
自
身
も
メ
ン
バ
ー
の

「
Ｐ
Ｆ
Ｉ
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
委
員
会
」

で
発
表
し
た
と
い
う
。
Ｐ
Ｆ
Ｉ
法
は
１
９
９
９
年
制
定
。

（３
）

根
本
に
よ
る
と
、
２
０
０
３
年
か
ら

「
再
編
」
に
と
り
く
ん
だ

「
最

も
早

い
部
類
」
の
自
治
体
と
の
こ
と

（前
掲

『朽
ち
る
イ
ン
フ
ラ
』

ｐ
ｌ
２
３
）。

（４
）
総
務
省
が
公
開
し
て
い
る
ソ
フ
ト
の
仕
様
書
で
も
、
社
会
教
育
施
設
理

解
の
未
熟
さ
が
露
呈
さ
れ
、公
民
館
は
「社
会
教
育
系
施
設
」
で
は
な
く
、

「市
民
文
化
系
施
設
」
の

「集
会
施
設
」
に
割
り
振
ら
れ
て
い
る
。

（５
）
「公
共
施
設
」
全
体
を
射
程
に
し
た
使
用
料

「有
料
化
」
施
策
に
対
抗
す

る
運
動
に
も
同
種
の
特
徴
が
あ
る
。
２
０
１
６
年
２
月
２８
日
に
国
分
寺

市
の

「公
共
施
設
有
料
化
に
反
対
す
る
会
」
の
学
習
会
に
招
か
れ
、
多

彩
な
施
設
の
関
係
者
と
出
会
い
、
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
。

（６
）
ユ
ネ
ス
コ
学
習
権
宣
言

（１
９
８
５
年
）
に
は

「学
習
権
は
未
来
に
予

定
さ
れ
た
文
化
的
ぜ
い
た
く
品
で
は
な
い
」
と
い
う

一
節
が
あ
る
。
国

際
的
な
教
育
運
動

・
成
人
教
育
運
動
は
す
べ
て
の
人
々
に
と
っ
て
の
質

の
高
い
教
育
の
保
障
を
求
め
て
き
た
。
豊
か
さ
や
強
さ
を
求
め
る

「競

争
」
で
は
す
べ
て
の
人
々
の
学
習
権
を
保
障
す
る
と
い
う
思
想
は
共
有

さ
れ
ず
、
そ
の
実
現
も
む
ず
か
い
。
ま
た

「費
用
対
効
果
」
論
に
縛
ら

れ
る

「教
育
投
資
」
論
で
は
貧
宮
の
壁
を
乗
り
越
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
ま
た

「子
ど
も
の
貧
困
」
問
題
は
子
ど
も
の
教
育
機
会
喪
失
問
題

か
ら
、
す
ぐ
に

「お
と
な
の
学
び
」
問
題
に
展
開
し
て
い
く
だ
ろ
う
。

あ
ら
い
・
よ
う
こ
＝
法
政
大
学

1注

市
民
セ
ン
タ
ー
（公
民
館
図
圭
日館
）
の
改
築
に
挑
む
狛
江
市
民

―
―
市
民
主
導
に
よ
る
ヽ
市
と
市
民
の
協
同
を
め
ざ
し
て平

井
里
美
／
小
島
喜
孝
／
重
国
毅

１
　
１
年
余
の
議
論
を
へ
て
「市
民
提
案
書
」提
出

狛
江

「市
民
セ
ン
タ
ー
を
考
え
る
市
民
の
会
」
（以
下
、「市
民
の
会
」。

会
員
２
２
０
人
）
は
、
２
０
１
６
年
４
月
６
日
、
狛
江
市
長
に
、
中

央
公
民
館
お
よ
び
中
央
図
書
館
の
入

っ
た

「市
民
セ
ン
タ
ー
」
の

改
修
計
画
に
つ
い
て
、
増
改
築
を
求
め
る

「市
民
提
案
書
」
を
提

出
し
ま
し
た
。
「市
民
提
案
書
」
は
、
「市
民
の
会
」
が
市
と
協
定

を
結
び
、
１
年
２
カ
月
に
わ
た
る
幅
広
い
市
民
に
よ
る
議
論

（打
ち

合
わ
せ
を
含
め
２
０
０
回
を
超
え
る
会
合
）
を
経
て
ま
と
め
ら
れ
た
も

の

（Ａ
４
判
６６
ぺ
‐
ジ
）
で
す

（全
文
お
よ
び
ダ
イ
ジ
エ
ス
小
版
は
「市

民
の
会
」
ホ
ー
ム
ベ
ー
ジ
に
掲
載
）。
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