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私
は
、
高
校
時
代
に
「
平
和
の
た
め
の
埼
玉
の

戦
争
展
」
と
出
会
っ
て
以
来
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を

つ
づ
け
て
き
ま
し
た
。「
戦
争
展
」
で
の
活
動
を
し

て
い
く
な
か
で
、
多
く
の
仲
間
が
で
き
て
い
き
ま

し
た
。
し
か
し
、「
戦
争
展
」
は
年
１
回
。
合
間
に

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
や
学
習
会
な
ど
は
あ
る
け
れ

ど
、
毎
年
会
場
で
の
再
会
が
ど
う
し
て
も
同
窓
会

の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、

高
校
時
代
に
活
動
し
て
い
た
と
き
ほ
ど
、〝
若
も
の
〞

も
多
く
な
く
、
引
き
継
い
で
く
れ
る
人
が
い
な
い

と
い
う
こ
と
へ
の
焦
り
や
、
活
動
へ
の
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
き
て
い
ま
し

た
。

　

そ
ん
な
な
か
、
２
０
１
５
年
末
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

仲
間
た
ち
と
忘
年
会
を
ひ
ら
い
た
と
き
の
こ
と
で

す
。「
来
年
（
２
０
１
６
年
）
の
戦
争
展
で
、
な
に

か
や
ら
な
い
か
？
」
と
い
う
話
し
が
持
ち
上
が
り

ま
し
た
。
こ
の
時
は
そ
の
「
な
に
か
」
な
ん
て
な

に
も
見
え
て
い
な
い
状
態
で
し
た
が
、
み
ん
な
忙

し
い
合
間
を
縫
い
、
月
１
度
な
が
ら
会
議
を
重
ね
、

２
０
１
６
年
の
戦
争
展
で
は
「
わ
か
ば
ト
ー
ク
」

と
い
う
し
ゃ
べ
り
場
的
企
画
を
開
催
す
る
に
い
た

り
ま
し
た
。「
わ
か
ば
ト
ー
ク
」
は
６
人
一
組
の
グ

ル
ー
プ
に
わ
か
れ
、
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
会
話
す
る

と
い
う
も
の
。
色
々
な
考
え
が
あ
っ
て
い
い
。
ま

ず
は
「
戦
争
」
だ
と
か
「
平
和
」
だ
と
か
、そ
う
い
っ

た
問
題
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
を

大
切
に
し
な
が
ら
進
め
た
企
画
で
し
た
。

　

そ
し
て
、
そ
れ
は
さ
ら
に
発
展
し
、「
戦
争
展
期

間
以
外
で
も
継
続
し
て
集
ま
れ
る
場
所
を
つ
く
ろ

う
」
と
い
う
メ
ン
バ
ー
た
ち
の
想
い
か
ら
、「
Ｐ
ｅ

ａ
ｃ
ｅ 

Ｆ
ｌ
ａ
ｔ
」
と
い
う
チ
ー
ム
を
立
ち
上
げ

ま
し
た
。「
フ
ラ
ッ
ト（
平
ら
）な
関
係
性
」、「
ふ
ら
っ

と
気
軽
に
立
ち
寄
れ
る
」、
そ
し
て
Ｆ
ｕ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ
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Ｆ
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の
頭
文
字
を
と
り
、
名
付

け
ま
し
た
。
メ
ン
バ
ー
の
想
い
の
こ
も
っ
た
名
前

で
す
。

　

「
Ｐ
ｅ
ａ
ｃ
ｅ 

Ｆ
ｌ
ａ
ｔ
」
に
な
っ
て
も
、
平

和
の
学
び
場
・
コ
ラ
ボ
21
を
会
場
に
月
に
１
度
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
を
開
催
し
、
今
年
の
戦
争
展
で
の
「
わ

か
ば
ト
ー
ク
」
に
向
け
話
し
合
っ
て
い
ま
す
。
フ

リ
ー
ト
ー
ク
や
各
自
持
ち
寄
っ
た
テ
ー
マ
を
元
に

「
わ
か
ば
ト
ー
ク
」
本
番
を
想
定
し
な
が
ら
グ
ル
ー

プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
練
習
な
ど
を
お
こ
な
っ

て
い
ま
す
。

　

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
企
画
し
た
り
、
時
に
は

み
ん
な
で
鍋
を
作
っ
て
食
べ
た
り
、
遊
び
に
行
っ

た
り
…
。
平
和
活
動
を
も
っ
と
気
軽
に
、
身
近
に
、

楽
し
く
で
き
た
ら
い
い
な
と
考
え
な
が
ら
活
動
を

し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、「
若
も
の
若
も
の
」
と
い
い
な
が
ら
、

主
要
な
メ
ン
バ
ー
の
多
く
は
オ
ー
バ
ー
25
歳
。
若

も
の
の
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
状
態
で
す
…
。
こ

れ
か
ら
存
在
を
ど
ん
ど
ん
ア
ピ
ー
ル
し
て
、
若
い

仲
間
を
増
や
し
て
、
戦
争
展
を
、
平
和
活
動
全
体

を
盛
り
上
げ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

平
和
の
た
め
の
埼
玉
の
戦
争
展

若
も
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア　

「
Ｐ
ｅ
ａ
ｃ
ｅ 

Ｆ
ｌ
ａ
ｔ
」

太
田　

一
輝

学
校
だ
け
で
は
な
い
学
び
の
場

い
ま
、
大
人
の
「
学
習
権
」
が
問
わ
れ
て
い
る

東京大学名誉教授

佐藤　一子さん

　

第
九
回
口
頭
弁
論
の
補
佐
人
陳
述
で
述
べ
ま

し
た
が
、
教
育
に
か
か
わ
る
問
題
で
は
、
こ
れ

ま
で
教
科
書
問
題
や
学
力
テ
ス
ト
な
ど
が
裁
判

で
争
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
１
９
７
６
年
の
「
旭

川
学
テ
」
の
最
高
裁
判
決
で
「
学
習
権
」
に
言

及
さ
れ
た
の
は
、
裁
判
史
上
で
は
画
期
的
で
し

た
。
今
回
の
裁
判
で
は
、
堀
尾
輝
久
さ
ん
（
東

京
大
学
名
誉
教
授
）
の
「
学
習
権
」
論
を
ふ
ま

え
な
が
ら
、「
子
ど
も
の
学
習
権
」に
対
し
て「
大

人
の
学
習
権
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
ま
し

た
。

　

と
く
に
今
回
の
問
題
は
俳
句
で
す
。
俳
句
と

い
う
の
は
文
芸
創
造
で
す
か
ら
、
表
現
の
自
由

が
な
け
れ
ば
い
い
作
品
は
で
き
ま
せ
ん
。
俳
句

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル　

（
さ
と
う　

か
つ
こ
）
１
９
４
４
年
生
ま
れ
。
東
京
大
学
教
育
学
部
（
教
育
行
政
学
科
・
社
会

教
育
専
攻
）
同
大
学
院
教
育
学
研
究
科
修
士
課
程
・
博
士
課
程
修
了
。
埼
玉
大
学
教
育
学
部
教
授
、
東
京
大
学
大

学
院
教
育
学
研
究
科
教
授
、
法
政
大
学
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
学
部
教
授
な
ど
を
歴
任
。
元
日
本
社
会
教
育
学
会
会

長
。
現
在
、
国
分
寺
市
公
民
館
運
営
審
議
会
委
員
長
。「
九
条
俳
句
」
市
民
応
援
団
世
話
人
。
さ
い
た
ま
市
在
住
。

「
学
習
権
」

問
わ
れ
る
裁
判

　「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」。この句がさ

いたま市の公民館「公民館だより」への掲載を拒否

され、俳句サークルに所属する作者がさいたま市を

訴えた「九条俳句訴訟」。１月 20 日にさいたま地

裁で第９回口頭弁論がおこなわれました。意見陳述

した東京大学名誉教授の佐藤一子さんにお話をお聞

きしました。

大森宗次　絵
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主
体
的
な
学
び

尊
重
す
る
社
会
教
育

公
民
館
だ
よ
り
は

公
共
の
手
段
の
利
用

教
育
現
場
で
の

「
忖
度
」
の
空
気

　

公
民
館
と
い
う
の
は
、
単
に
場
所
を
借
り
る

と
い
う
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
公
民
館
は
、

講
座
か
ら
サ
ー
ク
ル
が
生
ま
れ
た
り
、
サ
ー
ク

ル
同
士
が
連
携
し
て
行
事
を
お
こ
な
っ
た
り
、

学
校
と
の
連
携
も
や
っ
て
い
ま
す
。
地
域
が
必

要
と
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
、
住
民
の
意
向
を
受

け
な
が
ら
職
員
が
働
き
か
け
て
一
緒
に
つ
く
っ

て
い
く
の
が
公
民
館
で
す
。

　

今
回
、「
公
民
館
だ
よ
り
」
へ
の
「
九
条
俳

句
」
掲
載
を
問
題
視
し
た
公
民
館
の
職
員
や
館

長
は
、
そ
の
こ
と
が
社
会
教
育
で
ど
う
い
う
意

味
を
持
つ
か
考
え
な
い
で
や
っ
て
い
ま
し
た
。

「
政
治
に
触
れ
る
話
題
は
難
し
い
」
と
い
う
言

葉
が
、
先
日
の
証
人
尋
問
で
出
て
き
ま
し
た
。

　

館
長
は
、
学
校
の
な
か
で
「
日
の
丸
・
君
が

代
問
題
」
で
、
組
合
と
校
長
と
の
対
立
が
激
し

か
っ
た
時
期
を
体
験
し
て
い
た
そ
う
で
す
。「
そ

う
い
う
対
立
は
避
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と

い
う
発
想
で
、
政
治
的
な
問
題
は
受
け
と
る
側

に
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
観
が
あ
る
の
で
対
立
が
生

じ
る
か
ら
、
そ
れ
は
ま
ず
い
と
判
断
し
た
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

「
国
会
で
意
見
を
二
分
し
て
い
る
よ
う
な
問

題
で
、
一
方
の
意
見
を
公
民
館
の
主
張
の
よ
う

に
述
べ
る
の
は
ま
ず
い
」
と
い
う
言
い
方
は
、

単
純
に
「
国
会
で
の
議
論
に
触
れ
る
な
」
と
い

う
だ
け
で
は
な
く
て
、
や
は
り
体
制
側
を
批
判

３月 10日の証人尋問（写真：九条俳句市民応援団ホームページより）

会
の
指
導
者
の
方
に
聞
い
て
も
、
政
治
的
な
問

題
を
俳
句
で
取
り
上
げ
た
っ
て
全
然
か
ま
わ
な

い
と
い
う
空
気
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ

が
自
由
に
見
た
り
聞
い
た
り
考
え
た
り
し
た
こ

と
を
俳
句
に
詠
み
、
そ
の
表
現
が
優
れ
て
い
る

か
ど
う
か
を
お
互
い
に
切
磋
琢
磨
し
て
い
た
わ

け
で
す
。

　

今
回
の
事
件
は
、
学
習
集
団
と
し
て
の
文
芸

サ
ー
ク
ル
活
動
の
中
で
会
員
が
評
価
し
、
学
習

成
果
を
発
表
す
る
過
程
で
、
作
品
の
一
定
の
表

現
を
公
民
館
側
の
判
断
で
ダ
メ
だ
と
言
っ
た
の

で
す
か
ら
、
表
現
の
自
由
へ
の
介
入
に
な
り
ま

す
。
憲
法
学
の
石
崎
正
博
さ
ん
（
獨
協
大
学
法

科
大
学
院
教
授
）
は
「
表
現
の
自
由
」
と
い
う
、

憲
法
的
人
権
の
問
題
と
し
て
問
う
て
お
ら
れ
ま

す
。
そ
の
う
え
で
私
た
ち
社
会
教
育
の
研
究
者

は
、「
学
習
権
」
が
真
正
面
か
ら
問
わ
れ
て
い

る
裁
判
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

公
民
館
は
社
会
教
育
施
設
で
、
教
育
機
関
と

し
て
行
政
か
ら
も
自
立
的
な
施
設
で
す
。
裁
判

の
な
か
で
も
、公
民
館
も
地
方
自
治
法
上
の「
公

の
施
設
」
で
あ
り
、
非
常
に
限
定
さ
れ
た
理
由

以
外
で
「
住
民
が
公
の
施
設
を
利
用
す
る
こ
と

を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
」（
地
方
自
治
法
２
４

４
条
２
項
）
と
い
う
こ
と
を
、
弁
護
士
さ
ん
た

ち
は
強
く
主
張
し
て
い
ま
す
。
最
高
裁
で
も
判

決
が
出
て
い
ま
す
が
、
住
民
が
公
共
施
設
の
使

用
を
拒
否
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
当
に
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
す
ね
。

　

私
た
ち
は
今
ま
で
、
地
方
自
治
法
を
論
拠
に

し
た
公
民
館
の
利
用
に
つ
い
て
あ
ま
り
考
え
て

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
け
れ
ど
も
今
回
の
事
件
を

通
じ
て
「
公
民
館
は
地
方
自
治
法
上
の
公
の
施

設
の
問
題
で
あ
る
」、
つ
ま
り
社
会
教
育
以
前

に
行
政
が
運
営
す
る
公
共
施
設
の
公
平
・
公
共

性
の
問
題
が
前
提
と
し
て
あ
っ
て
、
そ
の
う
え

に
社
会
教
育
法
が
掲
げ
て
い
る
教
育
理
念
が
問

わ
れ
て
い
る
。
そ
の
あ
た
り
が
深
め
ら
れ
た
と

感
じ
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
事
件
は
、「
公
民
館
だ
よ
り
」
へ
の

掲
載
が
問
題
に
な
り
ま
し
た
。「
た
よ
り
」
が

〝
公
共
の
手
段
の
使
用
〞
と
い
う
か
た
ち
で
立

論
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
例
え
ば
、
公
民
館

の
ロ
ビ
ー
の
展
示
や
公
民
館
祭
り
の
イ
ベ
ン
ト

の
展
示
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、「
公
民
館
だ
よ

り
」
を
捉
え
る
議
論
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回

の
事
件
は
、
そ
の
〝
公
共
施
設
の
利
用
〞
を
拒

否
さ
れ
た
と
い
う
論
理
に
な
る
わ
け
で
す
。
こ

　

自
治
体
は
専
門
職
員
の
配
置
の
努
力
は
し
て

い
ま
す
が
、
学
校
か
ら
の
出
向
や
社
会
教
育
を

知
ら
な
い
一
般
行
政
か
ら
の
異
動
が
頻
繁
で

す
。
教
員
の
学
校
管
理
職
へ
の
ス
テ
ッ
プ
で
、

地
域
と
の
お
つ
き
合
い
を
経
験
す
る
た
め
の
出

向
と
い
う
人
事
も
多
い
で
す
ね
。

　

学
校
の
先
生
は
、
教
育
委
員
会
の
上
意
下
達

の
組
織
の
な
か
で
、
住
民
の
方
々
と
の
協
力
・

協
同
や
、
住
民
が
主
体
者
と
い
う
考
え
が
な
い

ま
ま
出
向
し
て
く
る
人
も
い
る
の
で
、
せ
っ
か

く
の
社
会
教
育
を
学
校
的
秩
序
と
か
、
せ
ま
い

教
育
観
で
と
ら
え
て
し
ま
っ
て
い
る
と
感
じ
ま

す
。
住
民
が
と
も
に
学
び
合
い
、
教
え
る
側
と

学
ぶ
側
が
入
れ
替
わ
る
循
環
型
の
学
び
が
社
会

教
育
で
す
。
学
習
者
の
主
体
性
を
尊
重
し
た
学

習
活
動
の
意
義
を
分
か
っ
て
い
る
人
で
な
い

と
、
社
会
教
育
本
来
の
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
、
発
展

性
が
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

今
は
、
公
民
館
の
民
間
委
託
が
す
す
め
ら
れ

た
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
や
ま
ち
づ
く

り
セ
ン
タ
ー
、
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
よ
う
に
、
教

育
委
員
会
か
ら
首
長
部
局
へ
移
管
し
て
、
社
会

教
育
課
が
所
管
す
る
公
民
館
は
実
数
が
か
な
り

減
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
10
年
前
に
は
約
１

万
８
０
０
０
館
あ
り
ま
し
た
が
、
今
は
、
１
万

４
０
０
０
館
く
ら
い
ま
で
減
っ
て
き
て
い
ま

す
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
は
、
単
純
に
登

れ
は
非
常
に
新
し
い
論
理
で
、い
ま
ま
で
「『
公

民
館
だ
よ
り
』
と
は
何
か
」
を
内
容
か
ら
み
る

こ
と
は
あ
っ
て
も
「
公
共
施
設
の
利
用
」
と
い

う
観
点
か
ら
は
捉
え
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

行
政
は
「『
公
民
館
だ
よ
り
』
は
単
な
る
市

か
ら
の
お
知
ら
せ
だ
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
で

も
、
裁
判
で
意
見
書
を
出
さ
れ
た
千
葉
大
学
教

授
の
長
澤
成
次
さ
ん
（
社
会
教
育
学
）
は
、「
公

民
館
だ
よ
り
」
は
住
民
が
編
集
委
員
に
な
っ
て

い
る
館
も
あ
り
、
お
知
ら
せ
だ
け
で
は
な
く
学

級
や
講
座
に
参
加
し
た
感
想
や
学
習
成
果
を
住

民
に
向
け
て
発
信
し
、
公
民
館
活
動
を
地
域
で

共
有
す
る
媒
体
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
ま
す
。

録
し
た
団
体
が
使
用
し
て
終
わ
る
も
の
な
の

で
、
職
員
は
受
付
と
管
理
業
務
だ
け
で
す
。

す
る
意
見
や
価
値
観
を
排
除
す
る
一
定
の
思
想

的
な
統
制
と
い
う
も
の
が
大
き
い
と
思
い
ま

す
。
安
保
関
連
法
で
す
と
か
、
日
本
全
体
が
ア

ジ
ア
の
緊
張
に
対
し
て
軍
国
主
義
的
な
方
向
性

に
動
い
て
い
く
な
か
で
、
自
治
体
や
公
共
施
設
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主
体
的
な
学
び

尊
重
す
る
社
会
教
育

公
民
館
だ
よ
り
は

公
共
の
手
段
の
利
用

教
育
現
場
で
の

「
忖
度
」
の
空
気

　

公
民
館
と
い
う
の
は
、
単
に
場
所
を
借
り
る

と
い
う
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
公
民
館
は
、

講
座
か
ら
サ
ー
ク
ル
が
生
ま
れ
た
り
、
サ
ー
ク

ル
同
士
が
連
携
し
て
行
事
を
お
こ
な
っ
た
り
、

学
校
と
の
連
携
も
や
っ
て
い
ま
す
。
地
域
が
必

要
と
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
、
住
民
の
意
向
を
受

け
な
が
ら
職
員
が
働
き
か
け
て
一
緒
に
つ
く
っ

て
い
く
の
が
公
民
館
で
す
。

　

今
回
、「
公
民
館
だ
よ
り
」
へ
の
「
九
条
俳

句
」
掲
載
を
問
題
視
し
た
公
民
館
の
職
員
や
館

長
は
、
そ
の
こ
と
が
社
会
教
育
で
ど
う
い
う
意

味
を
持
つ
か
考
え
な
い
で
や
っ
て
い
ま
し
た
。

「
政
治
に
触
れ
る
話
題
は
難
し
い
」
と
い
う
言

葉
が
、
先
日
の
証
人
尋
問
で
出
て
き
ま
し
た
。

　

館
長
は
、
学
校
の
な
か
で
「
日
の
丸
・
君
が

代
問
題
」
で
、
組
合
と
校
長
と
の
対
立
が
激
し

か
っ
た
時
期
を
体
験
し
て
い
た
そ
う
で
す
。「
そ

う
い
う
対
立
は
避
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と

い
う
発
想
で
、
政
治
的
な
問
題
は
受
け
と
る
側

に
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
観
が
あ
る
の
で
対
立
が
生

じ
る
か
ら
、
そ
れ
は
ま
ず
い
と
判
断
し
た
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

「
国
会
で
意
見
を
二
分
し
て
い
る
よ
う
な
問

題
で
、
一
方
の
意
見
を
公
民
館
の
主
張
の
よ
う

に
述
べ
る
の
は
ま
ず
い
」
と
い
う
言
い
方
は
、

単
純
に
「
国
会
で
の
議
論
に
触
れ
る
な
」
と
い

う
だ
け
で
は
な
く
て
、
や
は
り
体
制
側
を
批
判

３月 10日の証人尋問（写真：九条俳句市民応援団ホームページより）

会
の
指
導
者
の
方
に
聞
い
て
も
、
政
治
的
な
問

題
を
俳
句
で
取
り
上
げ
た
っ
て
全
然
か
ま
わ
な

い
と
い
う
空
気
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ

が
自
由
に
見
た
り
聞
い
た
り
考
え
た
り
し
た
こ

と
を
俳
句
に
詠
み
、
そ
の
表
現
が
優
れ
て
い
る

か
ど
う
か
を
お
互
い
に
切
磋
琢
磨
し
て
い
た
わ

け
で
す
。

　

今
回
の
事
件
は
、
学
習
集
団
と
し
て
の
文
芸

サ
ー
ク
ル
活
動
の
中
で
会
員
が
評
価
し
、
学
習

成
果
を
発
表
す
る
過
程
で
、
作
品
の
一
定
の
表

現
を
公
民
館
側
の
判
断
で
ダ
メ
だ
と
言
っ
た
の

で
す
か
ら
、
表
現
の
自
由
へ
の
介
入
に
な
り
ま

す
。
憲
法
学
の
石
崎
正
博
さ
ん
（
獨
協
大
学
法

科
大
学
院
教
授
）
は
「
表
現
の
自
由
」
と
い
う
、

憲
法
的
人
権
の
問
題
と
し
て
問
う
て
お
ら
れ
ま

す
。
そ
の
う
え
で
私
た
ち
社
会
教
育
の
研
究
者

は
、「
学
習
権
」
が
真
正
面
か
ら
問
わ
れ
て
い

る
裁
判
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

公
民
館
は
社
会
教
育
施
設
で
、
教
育
機
関
と

し
て
行
政
か
ら
も
自
立
的
な
施
設
で
す
。
裁
判

の
な
か
で
も
、公
民
館
も
地
方
自
治
法
上
の「
公

の
施
設
」
で
あ
り
、
非
常
に
限
定
さ
れ
た
理
由

以
外
で
「
住
民
が
公
の
施
設
を
利
用
す
る
こ
と

を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
」（
地
方
自
治
法
２
４

４
条
２
項
）
と
い
う
こ
と
を
、
弁
護
士
さ
ん
た

ち
は
強
く
主
張
し
て
い
ま
す
。
最
高
裁
で
も
判

決
が
出
て
い
ま
す
が
、
住
民
が
公
共
施
設
の
使

用
を
拒
否
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
当
に
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
す
ね
。

　

私
た
ち
は
今
ま
で
、
地
方
自
治
法
を
論
拠
に

し
た
公
民
館
の
利
用
に
つ
い
て
あ
ま
り
考
え
て

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
け
れ
ど
も
今
回
の
事
件
を

通
じ
て
「
公
民
館
は
地
方
自
治
法
上
の
公
の
施

設
の
問
題
で
あ
る
」、
つ
ま
り
社
会
教
育
以
前

に
行
政
が
運
営
す
る
公
共
施
設
の
公
平
・
公
共

性
の
問
題
が
前
提
と
し
て
あ
っ
て
、
そ
の
う
え

に
社
会
教
育
法
が
掲
げ
て
い
る
教
育
理
念
が
問

わ
れ
て
い
る
。
そ
の
あ
た
り
が
深
め
ら
れ
た
と

感
じ
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
事
件
は
、「
公
民
館
だ
よ
り
」
へ
の

掲
載
が
問
題
に
な
り
ま
し
た
。「
た
よ
り
」
が

〝
公
共
の
手
段
の
使
用
〞
と
い
う
か
た
ち
で
立

論
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
例
え
ば
、
公
民
館

の
ロ
ビ
ー
の
展
示
や
公
民
館
祭
り
の
イ
ベ
ン
ト

の
展
示
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、「
公
民
館
だ
よ

り
」
を
捉
え
る
議
論
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回

の
事
件
は
、
そ
の
〝
公
共
施
設
の
利
用
〞
を
拒

否
さ
れ
た
と
い
う
論
理
に
な
る
わ
け
で
す
。
こ

　

自
治
体
は
専
門
職
員
の
配
置
の
努
力
は
し
て

い
ま
す
が
、
学
校
か
ら
の
出
向
や
社
会
教
育
を

知
ら
な
い
一
般
行
政
か
ら
の
異
動
が
頻
繁
で

す
。
教
員
の
学
校
管
理
職
へ
の
ス
テ
ッ
プ
で
、

地
域
と
の
お
つ
き
合
い
を
経
験
す
る
た
め
の
出

向
と
い
う
人
事
も
多
い
で
す
ね
。

　

学
校
の
先
生
は
、
教
育
委
員
会
の
上
意
下
達

の
組
織
の
な
か
で
、
住
民
の
方
々
と
の
協
力
・

協
同
や
、
住
民
が
主
体
者
と
い
う
考
え
が
な
い

ま
ま
出
向
し
て
く
る
人
も
い
る
の
で
、
せ
っ
か

く
の
社
会
教
育
を
学
校
的
秩
序
と
か
、
せ
ま
い

教
育
観
で
と
ら
え
て
し
ま
っ
て
い
る
と
感
じ
ま

す
。
住
民
が
と
も
に
学
び
合
い
、
教
え
る
側
と

学
ぶ
側
が
入
れ
替
わ
る
循
環
型
の
学
び
が
社
会

教
育
で
す
。
学
習
者
の
主
体
性
を
尊
重
し
た
学

習
活
動
の
意
義
を
分
か
っ
て
い
る
人
で
な
い

と
、
社
会
教
育
本
来
の
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
、
発
展

性
が
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

今
は
、
公
民
館
の
民
間
委
託
が
す
す
め
ら
れ

た
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
や
ま
ち
づ
く

り
セ
ン
タ
ー
、
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
よ
う
に
、
教

育
委
員
会
か
ら
首
長
部
局
へ
移
管
し
て
、
社
会

教
育
課
が
所
管
す
る
公
民
館
は
実
数
が
か
な
り

減
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
10
年
前
に
は
約
１

万
８
０
０
０
館
あ
り
ま
し
た
が
、
今
は
、
１
万

４
０
０
０
館
く
ら
い
ま
で
減
っ
て
き
て
い
ま

す
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
は
、
単
純
に
登

れ
は
非
常
に
新
し
い
論
理
で
、い
ま
ま
で
「『
公

民
館
だ
よ
り
』
と
は
何
か
」
を
内
容
か
ら
み
る

こ
と
は
あ
っ
て
も
「
公
共
施
設
の
利
用
」
と
い

う
観
点
か
ら
は
捉
え
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

行
政
は
「『
公
民
館
だ
よ
り
』
は
単
な
る
市

か
ら
の
お
知
ら
せ
だ
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
で

も
、
裁
判
で
意
見
書
を
出
さ
れ
た
千
葉
大
学
教

授
の
長
澤
成
次
さ
ん
（
社
会
教
育
学
）
は
、「
公

民
館
だ
よ
り
」
は
住
民
が
編
集
委
員
に
な
っ
て

い
る
館
も
あ
り
、
お
知
ら
せ
だ
け
で
は
な
く
学

級
や
講
座
に
参
加
し
た
感
想
や
学
習
成
果
を
住

民
に
向
け
て
発
信
し
、
公
民
館
活
動
を
地
域
で

共
有
す
る
媒
体
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
ま
す
。

録
し
た
団
体
が
使
用
し
て
終
わ
る
も
の
な
の

で
、
職
員
は
受
付
と
管
理
業
務
だ
け
で
す
。

す
る
意
見
や
価
値
観
を
排
除
す
る
一
定
の
思
想

的
な
統
制
と
い
う
も
の
が
大
き
い
と
思
い
ま

す
。
安
保
関
連
法
で
す
と
か
、
日
本
全
体
が
ア

ジ
ア
の
緊
張
に
対
し
て
軍
国
主
義
的
な
方
向
性

に
動
い
て
い
く
な
か
で
、
自
治
体
や
公
共
施
設
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新たに教職員になったみなさんへ特 集

新
た
に
教
職
員
に
な
っ
た
み
な
さ
ん
へ

自
分
の
思
い
ば
か
り
が
空
回
り
し
て
、
子
ど
も
と

の
関
係
が
上
手
く
作
れ
な
か
っ
た
り
、
子
ど
も
同

士
の
仲
が
悪
か
っ
た
り
。
毎
日
喧
嘩
が
起
き
て
い

ま
し
た
。

　

「
何
が
い
け
な
い
ん
だ
ろ
う
。
ど
う
す
れ
ば
い

い
ん
だ
ろ
う
。」
そ
ん
な
思
い
が
渦
巻
く
中
で
、

私
は
日
々
の
悩
み
、
喧
嘩
対
応
、
先
輩
教
員
と
の

相
談
の
記
録
、
指
導
の
反
省
等
を
必
死
で
書
き
と

め
ま
し
た
。
そ
れ
を
続
け
て
い
く
中
で
、
少
し
ず

つ
次
年
度
に
改
善
し
て
い
き
た
い
こ
と
が
見
え
て

き
ま
し
た
。
１
年
間
で
メ
モ
し
た
ノ
ー
ト
は
12
冊

以
上
。

　

こ
う
し
て
行
き
詰
ま
り
、
苦
し
ん
で
身
に
刻
ま

れ
た
も
の
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
今
年
は
さ
ら
な
る

前
進
の
年
に
な
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。

　

臨
時
採
用
で
経
験
が
あ
る
方
も
、
新
卒
で
採
用

さ
れ
た
方
も
、
こ
れ
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
直

面
す
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
全
て
が
成
長
の
チ
ャ

ン
ス
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
か
ら
、

先
輩
教
員
か
ら
、
あ
る
い
は
研
修
か
ら
学
ぶ
様
々

な
こ
と
を
、
成
長
の
糧
に
し
て
い
け
る
よ
う
、
一

緒
に
頑
張
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

―
―
「
皆
さ
ん
に
は
、
早
く
行
き
詰
ま
っ
て
ほ
し

い
。」

　

本
年
度
採
用
さ
れ
た
皆
さ
ん
、
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
子
ど
も
達
と
の
出
会
い
か
ら
２
か
月

ほ
ど
経
ち
、ど
の
よ
う
に
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

冒
頭
の
言
葉
は
、
私
が
初
任
者
の
時
に
指
導
教
官

に
言
わ
れ
た
も
の
で
す
。
こ
の
言
葉
を
聞
い
た

時
、戸
惑
い
ま
し
た
。「
え
っ
？
」と
思
い
ま
し
た
。

が
む
し
ゃ
ら
に
頑
張
っ
た
１
学
期
の
授
業
と
学
級

経
営
の
、
実
践
や
反
省
点
を
踏
ま
え
、
２
学
期
か

ら
の
展
望
を
発
表
し
た
直
後
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

「
思
い
通
り
に
い
か
な
い
自
分
の
ク
ラ
ス
と
、
上

手
く
い
っ
て
い
る
ク
ラ
ス
と
の
違
い
は
何
だ
ろ

う
？
と
い
う
思
考
が
始
ま
る
か
ら
で
す
。
早
く
行

き
詰
ま
っ
て
、
成
長
し
て
ほ
し
い
。」
そ
れ
が
そ

の
方
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
し
た
。

　

「
な
る
ほ
ど
。」
と
思
い
な
が
ら
、
そ
の
言
葉
を

ノ
ー
ト
に
メ
モ
し
た
こ
と
は
、
時
間
と
共
に
す
っ

か
り
忘
れ
去
り
、
２
年
目
が
終
わ
り
ま
し
た
。
そ

し
て
私
に
と
っ
て
３
年
目
と
な
っ
た
４
月
当
初
、

資
料
を
漁
っ
て
い
た
時
に
こ
の
言
葉
と
再
び
出
会

い
ま
し
た
。

「
あ
ぁ
、行
き
詰
ま
っ
た
。
学
び
の
年
だ
っ
た
な
。」

　

心
か
ら
そ
う
思
い
ま
し
た
。
学
級
経
営
で
苦
し

い
思
い
を
し
た
か
ら
で
す
。

　

２
年
目
の
私
は
、
意
気
込
ん
で
い
ま
し
た
。
根

拠
の
な
い
自
信
。「
自
分
が
こ
の
子
た
ち
を
変
え

て
や
る
」
と
、「
笑
顔
の
ク
ラ
ス
に
し
よ
う
」
と
、

熱
意
の
か
た
ま
り
で
し
た
。
あ
る
い
は
、「
自
分

な
ら
こ
の
子
た
ち
を
変
え
て
あ
げ
ら
れ
る
」
と

い
っ
た
驕
り
も
、
思
い
返
せ
ば
多
分
に
あ
り
ま
し

た
。

　

１
学
期
が
始
ま
っ
て
み
る
と
、
初
任
者
の
ク
ラ

ス
で
出
来
た
こ
と
が
通
用
せ
ず
裏
目
に
出
た
り
、

え
た
り
す
る
き
っ
か
け
を
自
由
に
討
論
し
て
つ
く

る
と
こ
ろ
ま
で
は
な
か
な
か
踏
み
込
め
ま
せ
ん
。

本
当
に
い
い
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
型
の
授
業
実
践

も
、
若
干
は
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま

し
た
が
、「
投
票
に
行
き
ま
し
ょ
う
」
と
啓
蒙
で

終
わ
る
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

こ
う
い
う
問
題
に
触
れ
て
は
い
け
な
い
、
自
分

の
責
任
で
一
定
の
方
向
で
の
政
治
教
育
を
し
て
い

る
と
に
ら
ま
れ
は
し
な
い
か
と
い
う
恐
れ
…
。
先

生
自
身
が
自
由
に
い
ろ
ん
な
意
見
を
交
わ
し
て
、

生
徒
の
疑
問
や
批
判
の
力
を
育
て
る
よ
う
な
政
治

的
な
学
習
、
民
主
主
義
的
な
教
育
が
必
要
な
ん
だ

け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
実
現
し
た
ら
い

い
の
か
わ
か
ら
な
い
、
あ
る
い
は
で
き
る
だ
け
そ

れ
は
や
り
た
く
な
い
と
い
う
空
気
が
現
場
に
は
強

い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
社
会
教
育
で
も
同
じ
で
す
。

差
別
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
な
ど
の
人
権
教
育
が
強
く
要

請
さ
れ
て
い
る
部
分
も
あ
る
一
方
で
、
圧
倒
的
に

趣
味
や
教
養
的
な
自
己
完
結
型
の
活
動
が
多
い
で

す
。
住
民
に
は
い
ろ
ん
な
意
見
の
ひ
と
が
い
る
の

で
、
政
治
問
題
や
人
権
問
題
の
講
座
に
は
関
心
が

低
い
と
い
う
空
気
も
あ
る
一
方
で
、
原
発
問
題
と

か
ア
ジ
ア
や
国
際
交
流
の
問
題
を
学
び
た
い
と
い

う
問
題
意
識
を
持
っ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で

す
。
問
題
意
識
を
持
っ
た
住
民
が
自
分
た
ち
で
企

画
す
る
と
き
に
、
最
大
限
受
け
入
れ
て
い
く
こ
と

主
権
者
と
し
て
の

政
治
学
習
を

早
く
行
き
詰
ま
る
こ
と
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昨
年
、「
18
歳
選
挙
権
」
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。

学
校
教
育
の
な
か
で
も
「
選
挙
に
行
こ
う
」
と
い

う
方
向
付
け
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
雰

囲
気
は
あ
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
、
本
当
に
子
ど
も

た
ち
の
政
治
的
関
心
を
高
め
た
り
自
分
の
頭
で
考

だ
け
で
な
く
、
メ
デ
ィ
ア
や
教
育
を
め
ぐ
っ
て

も
、
そ
う
し
た
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
最
近
、「
道

徳
教
育
」
の
教
科
書
で
も
そ
う
い
う
面
が
出
て

き
て
い
ま
す
。
２
０
０
６
年
の
教
育
基
本
法
の

改
正
の
影
響
も
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

　

住
民
の
学
習
の
自
律
性
と
か
、「
い
ろ
ん
な

意
見
を
交
流
す
る
こ
と
が
社
会
教
育
な
ん
だ
」

と
い
う
価
値
観
を
し
っ
か
り
持
っ
て
い
る
職
員

で
な
い
と
、
大
き
な
流
れ
に
逆
ら
わ
な
い
で
無

難
に
対
処
し
よ
う
、
と
考
え
る
傾
向
は
ど
こ
の

公
民
館
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
脱
原
発
の
よ

う
な
市
民
の
要
求
に
応
え
る
よ
う
な
問
題
を
、

ス
ト
レ
ー
ト
に
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
社
会
教
育

の
現
場
の
問
題
が
あ
り
ま
す
し
、
政
治
的
な
問

題
を
避
け
た
い
と
い
う
空
気
は
あ
る
と
思
い
ま

す
。

が
本
来
の
社
会
教
育
な
ん
で
す
が
、
な
か
な
か
そ

こ
は
で
き
て
い
ま
せ
ん
。

　

地
域
に
よ
っ
て
は
、
住
民
が
企
画
委
員
会
を
つ

く
っ
て
平
和
問
題
の
学
習
を
す
る
と
か
、
映
画
を

み
る
と
い
う
と
り
く
み
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
先
進
的
な
実
践
を

お
互
い
に
共
有
し
な
が
ら
、
歴
史
的
な
問
題
や
政

治
問
題
に
対
し
て
は
多
様
な
見
方
が
あ
る
こ
と
、

な
ぜ
そ
う
い
う
見
方
に
な
る
の
か
ま
で
突
っ
込
ん

で
、
深
い
学
習
が
で
き
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

先
生
方
も
生
徒
を
単
に
教
え
る
対
象
と
し
て
み

る
の
で
は
な
く
て
、
学
習
の
主
体
・
主
権
者
と
し

て
子
ど
も
た
ち
を
育
て
て
い
く
と
い
う
教
育
の
す

ば
ら
し
さ
を
取
り
戻
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

中
学
・
高
校
生
は
自
分
た
ち
で
考
え
た
り
、
体
験

か
ら
主
体
的
に
疑
問
を
も
っ
た
り
す
る
の
で
す
か

ら
。

　

教
育
基
本
法
の
改
正
が
も
た
ら
し
た
ひ
と
つ
の

枠
付
け
だ
と
思
い
ま
す
が
、
教
育
と
は
国
家
的

な
価
値
観
の
教
え
込
み
だ
と
い
う
空
気
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
今
回
の
裁
判
は
、
根
本
的

に
疑
問
を
な
げ
か
け
る
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
の

で
、
関
心
を
も
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

公
民
館
だ
け
で
な
く
、
社
会
教
育
施
設
と
い
う
も

の
の
役
割
、
学
校
だ
け
で
な
い
学
び
の
場
が
あ
る

と
い
う
こ
と
を
発
信
で
き
れ
ば
、
裁
判
の
意
義
も

大
き
く
な
る
と
思
い
ま
す
。




