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「地域の中の学校」

〈解脱〉 軒戦！A.二十年代的

中頃において．わが悶何段育
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速鋤」が起勺た．そllはやが

て下大とな勺たが．先般の臨
教事町線蛤町中で． rインテ
リジュント ;;z.？ールz:;，があ

り答申にもIi!被された．いず
れも． r地域町中町学校J町

役割に注目さ九た考え方であ
る．学佼的地位Ii.現代的情

緑化時代においては．ど町11 : 
度か、についてはE斜面がある．：

しかし．学校I！‘地滅的中町
学校であり．教育．文化的面

での役割I！大昼、‘・

地
域
に
お
け
る
学
校
の
役
割
と
課
題

特

文
＼／ 

ー
地
域
と
学
校
の
新
た
な
関
係
創
造
の
た
め
に
｜

問
題
は
学
校
な
の
か

本
誌
編
集
部
の
私
へ
の
依
頼
は
、
特
集
テ
1
7
「地
域
の
中
の
学
校
」
に
基
づ
き
社
会

教
育
の
側
面
か
ら
「
地
撲
に
お
け
る
学
校
の
役
割
と
課
題
」
を
論
じ
て
欲
し
い
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
の
窓
図
は
、
地
犠
の
子
供
述
が
学
ぶ
た
め
に

「
地
域
の
中
」
に
建
て
ら

れ
た
伸
施
設
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
地
同
棋
の
生
活
や
慣
習
に
関
心
を
払
わ
な
い
学
校
。
そ

の
怠
味
で
「
地
核
の
外
」
に
あ
る
学
校
を
「
地
域
の
中
」
の
教
育
綾
関
に
変
え
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
に
必
要
な
筏
点
が
社
会
教
育
と
の
関
係
。
ぷ
子
一夜
よ
、
地
域

と
社
会
教
育
へ
の
目
を
聞
け
H

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
視
点
は
、
地
核
で
苦
労
さ
れ
て
い
る
社
会
教
育
関
係
者
の
切
実

な
願
い
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
私
も
ま
た
そ
の
思
い
を
共
有
す
る
。
静
岡
県
や
県

内
市
町
村
に
よ
る
池
袋
学
習
や
生
涯
学
習
推
進
計
画
に
多
加
し
、
柏
崎
級
住
民
の
学
習
行

動

・
意
識
調
査
を
実
施
し
て
き
た
生
涯
教
育

・
学
習
の
研
究
者
の
一
人
と
し
て
。

だ
が
、
本
当
に
学
校
の
教
育
は
地
域
と
関
係
な
く
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

私
が
静
岡
大
学
教
育
学
部
で
担
当
す
る
続
座
は
社
会
教
育
で
は
な
く
社
会
科
教
育
。
社

会
科
と
い
う
教
科
の
教
背
を
研
究
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
主
に
義
務
教
育
を
担
う
教
師
を
育

て
る
の
が
課
題
。
そ
の
た
め
小
・
中
学
校
を
訪
れ
先
生
方
と
語
ら
う
機
会
も
多
い
。
そ
の

際
に
よ
く
話
題
に
な
る
テ
！

？
が
、
実
は
「
地
峡
」
で
あ
る
。
社
会
科
と
い
う
教
科
は
、

特
に
小
学
校
の
湯
合
、
地
援
を
無
視
し
て
は
成
立
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

＜：童文〉 地娘における学校の役割と課題
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も
っ
と
も
、
私
の
経
験
す
る
限
り
、
小

・
中
学
校
の
先
生
方
は
自
分
途
が
構
想
し
集
め

た
地
域
の
教
材
に
つ
い
て
は
多
弁
だ
が
、
学
校
の
周
り
で
生
活
し
て
い
る
人
途
の
活
動
や

学
習
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。

と
い
う
よ
り
も
何
も
知
ら
な
い
。
あ
る
い
は
関

心
を
示
す
必
要
性
す
ら
感
じ
て
い
な
い
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
り
正
確
か
も
し
れ
な
い。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
社
会
教
育
関
係
者
も
含
め
地
繊
の
側
に
も
い
え
る
の
で
は
な
い

か
。
や
は
り
私
の
知
る
限
り
だ
が
、
子
供
述
の
制
服
の
乱
れ
や
先
生
の
地
紙
行
事
不
谷
加

に
不
満
を
の
べ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
学
校
の
中
で
ど
の
よ
う
な
地
域
学
習
が
行
わ
れ
て

い
る
か
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
地
滋
の
リ
ー
ダ
ー
や
社
会
教
育
関
係
者
は
少
な
い
。
ち
な

み
に
、
本
誌
の
読
者
の
中
で
、

本
年
三
月
に
告
示
さ
れ
た
新
学
習
指
導
要
領
を
読
ま
れ
た

方
が
ど
れ
ほ
ど
お
ら
れ
る
か
。
あ
る
い
は
、
指
導
要
領
改
訂
を
地
域
活
動
と
結
び
つ
け
て

考
え
る
視
点
を
も
っ
地
域
リ
ー
ダ
ー
を
知
っ
て
い
る
方
が
ど
れ
だ
け
お
ら
れ
る
か
。

た
と
え
地
同
慣
が
関
心
を
示
し
て
も
学
校
は
「
地
域
の
外
」
に
あ
う
て
受
け
入
れ
よ
う
と

し
な
い
の
か
。
逆
に
学
校
が
地
域
に
関
心
を
向
け
て
も
「
地
織
の
外
」
に
あ
る
と
見
ら
れ

地
織
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
の
か
。
あ
る
い
は
、
学
校
の
地
緩
へ
の
関
心
と
地
域
の
学
校

へ
の
関
心
が
異
な
り
、
結
果
と
し
て
学
校
は
「
地
域
の
外
」
に
あ
る
と
さ
れ
る
の
か
。

い
ず
れ
が
（
い
ず
れ
も
？
〉
正
し
い
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
問
題
が
学
校
の
側
に
の

み
あ
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
考
え
る
。

さ
ら
に
、
も
う

一
つ
の
問
題
は

「地
域
」
と
「
学
校
」
の
質
の
相
違
で
あ
る
。

「
学
校
」
は
意
図
的
、
計
画
的
な
教
育
の
専
門
機
関
で
あ
る
。
特
に
日
本
の
場
合
、
そ
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の
基
憎
が
画
一
的
か
つ
厳
格
に
法
律
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
か
な
り
共
通
し
た

学
校
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
こ
と
が
で
き
、
身
近
な
生
活
空
間
の
中
で
直
接
的
に
確
認
で
き

る
制
度
と
し
て
学
校
は
存
在
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
「
地
域
」
の
場
合
は
ど
う
か
。
学
区
な
の
か
。
行
政
区
画
な
の
か
。
町

内
会
な
ど
の
各
種
地
域
組
織
な
の
か
。
伝
統
的
な
ム
ラ
や
郷
土
な
の
か
。

も
ち
ろ
ん
辞
典
を
見
れ
ば
そ
れ
な
り
の
定
義
が
書
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
『
地
理
学
辞

典
』
〈
二
宮
書
店
）
に
は
、
「
一
般
に
は
地
表
の
広
狭
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
を
地
壊
と
称

し
」
そ
の
地
理
上
の
特
質
の
類
似
性
に
よ
り
「
等
質
地
域
〈
同
じ
よ
う
な
地
理
的
特
質
を

も
っ
区
域
）
」
と
「
結
節
地
域
（
対
照
的
な
多
く
の
部
分
が
中
心
的
存
在
に
よ
り
統
一
さ

れ
て
い
る
区
域
ど
に
分
か
れ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
社
会
学
辞
典
』
〈
弘
文

堂
）
に
は
、
「
全
体
社
会
の
一
部
分
を
構
成
す
る
、
政
治
、
経
済
、
文
化
上
の
諸
特
徴
を

も
っ
空
間
上
の
一
定
の
範
囲
を
示
す
」
と
あ
る
。

だ
が
、
い
ず
れ
も
地
理
学
者
や
社
会
学
者
に
と
っ
て
の
厳
密
さ
を
基
準
に
し
た
定
義
。

「
学
校
」
が
そ
の
役
割
と
課
題
を
問
う
際
に
必
要
な
多
く
の
人
逮
に
共
通
す
る
「
地
域
」

の
イ
メ
ー
ジ
、
と
い
う
こ
こ
で
の
問
題
の
解
明
に
ど
れ
ほ
ど
寄
与
す
る
も
の
か
疑
問
で
は

な
い
か
。
逆
に
、
こ
の
よ
う
な
学
問
的
な
定
義
を
用
い
な
く
て
も
、
少
な
く
と
も
、
「
学

校
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
「
対
象
」
に
比
較
し
て
、
「
地
域
」
と
い
争
言
葉
が
示
す
「
対

象
」
が
非
常
に
暖
昧
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
考
え
る
。

と
す
れ
ば
、
学
校
は
い
っ
た
い
何
に
向
か
っ
て
聞
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
こ
こ
で
も

問
題
が
「
学
校
い
だ
け
で
は
な
く
「
地
域
」
に
も
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
地
犠
に
お
け
る
学
校
の
役
割
と
課
題
」
を
問
う
前
提
と
し
て
、

次
の
ニ
つ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

①
「
学
校
」
の
中
陪
お
け
る
「
地
域
」
の
位
置
づ
け

＠
「
地
域
」
と
い
う
言
葉
に
よ
り
意
味
さ
れ
る
「
対
象
」
の
実
態

2

「
学
校
」
の
中
の
「
地
犠
」

「
聞
か
れ
た
学
校
」
、
こ
れ
が
今
回
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
を
み
る
醸
の
キ
ー
ワ
ー
ド

の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
い
か
に
「
地
域
に
聞
く
」
か
と
い
う
課
題
が
今
日
の
小
・

中
・
高
等
学
校
を
巡
る
教
育
状
況
の
潮
流
と
言
え
る
。
そ
し
て
こ
の
流
れ
の
源
が
臨
教
審

の
第
三
次
答
申
〈
昭
和
六
十
二
年
四
月
〉
に
示
さ
れ
た
「
聞
か
れ
た
学
校
と
管
理
・
運
営

の
確
立
」
と
い
う
提
宮
で
あ
る
こ
と
は
あ
え
て
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
答
申
で
は
、
「
学
校
の
活
性
化
」
に
は
『
学
校
を
地
域
社
会
の
共
有
財
産
と
し
て
の

観
点
か
ら
見
直
し
、
学
校
・
家
庭
・
地
域
社
会
の
協
力
関
係
を
確
立
」
す
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
観
点
か
ら
「
学
校
が
聞
く
」
方
向
を
提
示
す
る
。

①
学
校
施
設
や
機
能
の
社
会
教
育
事
業
等
へ
の
開
放
に
よ
る
有
効
活
用

②
保
護
者
・
地
境
住
民
へ
の
教
育
方
針
等
に
つ
い
て
の
積
極
的
な
情
報
の
提
供
と
そ

の
建
設
的
意
見
の
学
校
経
営
へ
の
反
映

③
地
様
内
の
他
の
教
育
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
施
設
等
の
教
育
機
関
全
体
と
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
形
成

＠
地
域
に
お
・
け
る
生
渥
学
習
、
情
報
活
動
の
拠
点
と
し
て
学
校
の
施
設
・
機
能
の
向

上
と
そ
の
有
効
活
用

＠
圏
内
・
国
際
間
の
流
動
化
に
対
応
し
異
な
る
も
の
へ
の
関
心
・
理
解
と
そ
の
受
容

「
学
校
の
活
性
化
」
に
は
「
地
域
に
よ
る
学
校
の
活
用
」
と
「
学
校
に
よ
る
地
埠
の
活

用
」
と
い
う
こ
方
向
か
ら
の
改
善
が
必
要
で
あ
り
、
学
校
が
聞
く
「
対
象
」
が
「
地
域
」

の
「
住
民
や
保
護
者
」
で
あ
る
こ
と
と
、
帰
国
子
女
や
外
国
人
子
女
の
増
加
に
対
応
し
た

「
異
な
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

さ
ら
に
こ
の
流
れ
は
「
教
育
課
程
審
議
会
答
申
」
（
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
〉
に
引
き

継
が
れ
、
「
教
育
課
程
の
基
準
の
改
善
の
ね
ら
い
」
を
速
成
す
る
た
め
に
「
特
に
改
善
を

要
す
る
と
こ
ろ
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
た
。
〈
①
＠
＠
は
筆
者
〉

「
学
校
は
ハ
＠
地
被
の
施
投
を
積
極
的
に
活
用
し
た
り
、
＠
学
校
教
育
活
動
に
つ
い
て

地
域
の
人
々
の
理
解
や
協
力
を
求
め
た
り
す
る
ほ
か
、
＠
家
庭
や
地
域
社
会
の
建
設
的
な

意
見
に
耳
を
か
た
む
け
る
な
ど
、
地
域
に
聞
か
れ
た
も
の
と
な
る
よ
う
学
校
運
営
の
一
屈

の
改
善
充
実
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
」

学
校
は
地
域
の
人
々
や
施
設
と
連
携
な
し
に
は
そ
の
教
育
活
動
を
進
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
こ
れ
が
今
回
の
教
育
課
程
改
善
の
方
向
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
こ
に
は
臨
教
審
答
申
に
み
ら
れ
た
地
域
と
学
校
の
相
互
性
と
い
う
視
点

は
み
ら
れ
な
い
。
あ
く
ま
で
「
学
校
教
育
に
と
っ
て
」
で
あ
っ
て
「
地
域
に
と
っ
て
」
で
・

は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
教
課
審
が
地
蟻
を
学
校
教
育
の
手
段
と
し
て
の
み
位
置

づ
け
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
答
申
の
目
的
が
学
習
指
導
要
領
改
訂
と
い
う
学
校
の
教

育
内
容
の
基
単
の
提
示
に
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

-6ー

で
は
本
年
三
月
に
告
示
さ
れ
た
新
し
い
「
学
習
指
導
要
領
」
は
地
域
と
学
校
の
関
係
を
「
具
体
的
な
活
動
や
体
験
を
適
し
て
、
自
分
と
身
近
な
社
会
や
自
然
と
の
か
か
わ
り
に

ど
の
よ
う
に
位
置
づ
げ
て
い
る
の
か
。
地
域
住
民
に
と
っ
て
最
も
身
近
な
小
学
校
の
教
育
関
心
を
も
ち
、
自
分
自
身
や
自
分
の
生
活
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
の
過
程

基
準
と
な
る
『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
』
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。
に
お
い
て
生
活
上
必
要
な
習
慣
や
技
能
を
身
に
付
け
さ
せ
、
自
立
へ
の
基
礎
を
養
う
。
」

‘
周
知
の
よ
う
に
、
「
学
習
指
導
要
領
」
は
「
総
則
」
「
各
教
科
」
「
道
徳
」
「
特
別
活
こ
れ
が
学
習
指
導
要
領
に
記
さ
れ
た
生
活
科
の
「
目
標
」
で
あ
る
。
生
活
科
が
従
来
の

動
」
と
い
う
四
つ
の
章
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
学
校
の
教
育
活
動
を
構
成
教
科
と
異
な
り
、
学
習
の
「
対
象
」
と
「
揖
」
が
、
「
教
室
の
中
」
で
は
な
く
「
学
校
の

す
る
教
科
・
道
徳
・
特
別
活
動
と
い
う
領
域
に
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
外
」
宝
供
述
の
「
生
活
の
場
」
と
い
う
意
味
で
の
「
地
域
」
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き

ま
ず
「
第
一
章
総
則
」
で
は
、
「
第
4

指
導
計
画
の
作
成
等
に
当
た
っ
て
配
慮
す
よ
う
。
さ
ら
に
、
具
体
的
に
「
地
域
」
に
あ
る
「
身
近
な
自
然
や
社
会
」
と
い
う
学
習
の

べ
き
事
項
」
の
中
に
新
た
に
次
の
項
目
が
加
え
ら
れ
た
。
「
対
象
」
を
二
学
年
合
わ
せ
て
十
二
項
目
上
げ
ら
れ
て
い
る
「
学
習
内
容
」
の
中
か
ら

．
「
地
域
や
学
校
の
実
態
に
応
じ
、
家
庭
や
地
域
社
会
と
の
連
携
を
深
め
る
と
と
も
に
、
拾
っ
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

学
校
相
互
の
連
携
や
交
流
を
図
る
こ
と
に
も
努
め
る
こ
と
。
」
適
学
路
〈
安
全
な
畳
下
校
）
。
家
践
の
仕
事
（
家
庭
生
活
を
支
え
る
）
。
近
所
の
公
園

先
の
教
課
審
答
申
を
受
け
た
内
容
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
う
。
〈
身
近
な
社
会
と
自
然
と
の
関
わ
り
）
。
近
所
の
店
（
日
常
生
活
に
必
要
な
買
い
物
）
。

「
総
則
」
は
小
・
中
・
高
の
各
学
習
指
導
要
碩
に
共
通
す
る
も
の
。
従
っ
て
、
日
本
の
乗
り
物
や
駅
（
公
共
物
の
働
き
や
働
く
人
々
の
様
子
と
安
全
）
。
季
節
に
応
じ
た
地
域
の

初
等
中
等
教
育
の
「
指
導
計
画
」
は
、
教
課
審
答
申
の
三
つ
の
方
向
を
前
提
と
す
る
「
家
行
事
（
四
季
の
変
化
の
中
で
の
生
活
の
工
夫
）
。

庭
や
地
域
社
会
と
の
連
鈍
」
を
踏
ま
え
て
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
生
活
科
が
子
供
述
が
生
活
す
る
中
で
交
わ
る
多
く
の
人
逮
と
い
う
窓
味
で
の
地
域
住
民

で
は
具
体
的
に
各
教
科
・
道
徳
・
特
別
活
動
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
の
か
。
の
協
力
に
よ
り
初
め
て
成
立
す
る
教
科
で
あ
る
こ
と
も
理
解
で
き
よ
う
。

ま
ず
、
「
道
徳
」
で
は
「
家
庭
や
地
域
社
会
と
の
連
携
の
方
法
を
示
す
必
要
が
あ
る
」
さ
ら
に
、
地
域
と
の
連
携
な
く
し
て
は
成
立
し
え
な
い
も
う
一
つ
の
教
科
が
社
会
科
で

と
い
う
記
述
が
、
ま
た
「
特
別
活
動
」
で
は
「
学
校
行
事
に
つ
い
て
は
、
学
校
や
地
域
の
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
生
活
科
を
受
け
た
最
初
の
単
元
と
な
る
第
三
学
年
の
内
容
と
し
て

実
態
に
応
じ
て
、
各
種
類
ご
と
に
、
行
事
及
び
そ
の
内
容
を
精
選
し
て
実
施
す
る
こ
と
」
今
回
の
改
訂
で
加
え
ら
れ
た
次
に
示
す
項
目
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
記
述
が
、
と
も
に
「
指
導
計
画
の
作
成
と
各
学
年
に
わ
た
る
内
容
の
取
扱
い
」
の
「
自
分
た
ち
の
地
域
の
人
々
が
、
公
民
館
、
図
書
館
な
ど
の
公
共
施
設
を
利
用
し
て
い

中

に

新

た

に

加

え

ら

れ

て

い

る

。

る

様

子

及

び

地

域

の

清

掃

や

交

通

安

全

な

ど

の

活

動

に

番

加

し

て

い

る

様

子

を

観

察

し

た

学
習
指
導
要
領
は
あ
く
ま
で
原
則
を
示
す
も
の
。
そ
の
意
味
で
、
い
ず
れ
も
記
載
さ
れ
り
調
べ
た
り
し
て
、
地
域
の
人
々
は
協
力
し
て
生
活
の
向
上
や
住
み
よ
い
環
境
づ
く
り
に

て
い
る
量
は
僅
か
だ
が
、
新
た
に
上
記
の
内
容
が
加
わ
っ
た
と
い
う
重
み
は
無
視
で
き
な
努
力
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
自
分
も
地
域
社
会
の
一
員
と
し

い
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
現
行
の
学
習
指
導
要
領
よ
り
も
、
「
地
域
の
中
」
に
あ
る
て
協
力
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
」

も
の
と
し
て
学
校
を
よ
り
鮮
明
に
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
言
え
る
。
日
本
の
子
供
逮
が
初
め
て
「
社
会
」
の
仕
組
み
ゃ
そ
こ
で
の
人
聞
の
あ
り
方
を
学
ぷ
対

で
は
、
教
育
内
容
と
し
て
最
も
多
く
の
時
聞
を
占
め
る
「
各
教
科
」
は
ど
う
か
。
象
が
「
公
民
館
、
図
書
館
」
な
ど
の

n
社
会
教
育
施
設
a

あ
る
い
は
、
「
清
掃
や
交
通
安

小
学
校
の
教
科
は
従
来
八
種
。
そ
れ
が
こ
の
度
の
改
訂
に
よ
り
九
教
科
に
な
る
。
一
、
全
」
な
ど
の
，
地
域
活
動
H

と
い
う
社
会
教
育
に
書
加
す
る
人
遣
の
様
子
な
の
で
あ
る
。

ニ
学
年
の
社
会
科
と
理
科
に
代
わ
っ
て
生
活
科
が
新
設
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
ま
さ
に
地
域
を
舞
台
に
活
臨
す
る
社
会
教
育
関
係
者
の
出
番
で
あ
る
。

の
生
活
科
こ
そ
地
場
と
の
連
携
な
く
し
て
は
成
立
し
え
な
い
教
科
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
さ
ら
に
、
第
三
学
年
と
第
四
学
年
は
「
地
域
社
会
」
を
構
成
す
る
「
人
々
の
営
み
」
と

ば
、
生
活
科
の
新
設
こ
そ
「
地
域
」
に
「
聞
か
れ
た
学
校
」
と
い
う
学
校
活
性
化
の
流
れ
し
て
の
社
会
事
象
が
学
習
の
対
象
。
第
五
学
年
〈
産
業
学
習
）
と
第
六
学
年
（
歴
史
・
政

を

象

徴

す

る

改

訂

で

あ

る

と

考

え

る

。

治

・

国

際

社

会

の

学

習

）

に

お

い

て

も

、

「

学

習

対

象

」

は

日

本

全

体

や

世

界

に

、

あ

る
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い
は
過
去
へ
と
拡
大
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
「
学
習
方
法
」
に
お
い
て
子
供
の
「
生
活
世
界

と
し
て
の
地
域
」
と
の
関
わ
り
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

こ
の
よ
う
に
改
訂
さ
れ
た
学
習
指
導
要
領
を
見
る
限
り
、
「
学
校
」
は
自
己
の
教
育
活

動
を
全
う
す
る
た
め
に
「
地
域
」
と
「
社
会
教
育
」
に
目
を
聞
か
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て

い
る
と
言
え
る
。
但
し
、
学
習
指
導
要
領
は
法
的
拘
束
力
を
持
つ
と
は
い
え
一
種
の
原
則

を
提
示
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
実
際
に
全
国
の
「
地
場
」
に
お
い
て
「
学
校
」
と
「
社

会
教
育
」
が
協
力
し
て
双
方
の
教
育
力
を
高
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
別
の
問
題
で
あ
る
。

だ
が
少
な
く
と
も
そ
の
具
体
化
へ
の
課
題
は
、
「
学
校
」
の
み
で
な
く
「
地
域
」
と
「
社

会
教
育
」
の
側
に
も
向
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
認
で
き
よ
う
。

そ
こ
で
次
に
学
校
が
聞
こ
う
と
し
て
い
る
地
境
の
実
態
に
つ
い
て
目
を
向
け
た
い
。

3

「
地
境
」
が
意
味
す
る
「
対
象
」
の
実
態

こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
「
学
校
」
に
と
っ
て
「
地
域
」
は
学
習
主
体
で
あ
る
子
供
遣

が
「
生
活
す
る
場
」
あ
る
い
は
そ
の
「
生
活
世
界
」
を
構
成
す
る
「
人
々
の
交
わ
り
」
や

「
営
み
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
そ
の
具
体
的
な
『
場
」
が
学
区
か
ら

市
町
村
の
聞
の
範
囲
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
で
は
、
そ
の
「
場
」
で
「
交

わ

る

」

人

述

の

実

態

は

ど

の

よ

う

な

も

の

か

。

，

図
1
1
は
静
岡
県
の
浜
岡
町
で
実
施
し
た
教
育
課
題
調
査
に
よ
り
明
ら
か
に
し
た
学
習

行
動
を
も
と
に
し
た
地
域
住
民
の
類
型
で
あ
る
。

浜
岡
町
は
人
口
約
二
万
の
小
さ
な
町
。
中
部
電
力
に
よ
る
原
子
力
発
電
所
の
建
設
を
契

機
に
岡
和
四
十
年
代
後
半
か
ら
急
散
に
都
市
化
。
現
在
は
、
旧
来
の
農
業
を
基
盤
と
す
る

地
域
組
織
や
生
活
様
式
と
、
新
住
民
や
若
者
に
よ
る
都
市
的
文
化
が
混
在
す
る
町
と
な
っ

て
い
る
。
調
査
は
そ
の
こ
と
を
町
内
の
成
人
が
八
種
に
分
か
れ
る
と
い
う
結
果
に
よ
り
証

明
し
た
と
い
え
る
。
従
っ
て
、
浜
岡
町
の
場
合
、
「
地
域
住
民
」
と
い
っ
て
も
、
ど
の
類

型
の
人
遥
を
意
味
す
る
か
に
よ
り
、
そ
の
特
種
は
か
な
り
異
な
る
わ
け
で
あ
る
。

例
え
ば
、
先
に
示
し
た
学
習
指
導
要
領
の
社
会
科
第
三
学
年
の
最
初
の
単
元
に
対
応
す

る
「
地
域
の
人
々
」
に
は
、
浜
岡
町
の
場
合
は
「
新
住
の
若
い
専
門
家
」
「
る
ん
る
ん

ギ
ャ
ル
・
マ
マ
」
「
土
地
勺
こ
若
い
衆
」
合
わ
せ
て
約
四
割
以
上
の
大
人
が
入
ら
な
い
こ

と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
人
速
が
「
地
域
の
清
掃
や
交
通
安
全
の
活
動
」
に
書
加
す

る
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
そ
の
意
味
で
「
協
力
し
て
生
活
の
向
上
や
住
み
よ
い
環
境

国
1
4

特
咽
司
回
耳
打
先
制
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亙
旦
8
陪
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溜
陣
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づ
く
り
に
努
力
し
て
い
る
」
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
浜
岡
町
の
み
の
問
題
で
な
い
こ
と
は
あ
え
て
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

む
し
ろ
急
敢
に
都
市
化
し
た
と
は
い
え
浜
聞
は
ま
だ
旧
来
の
地
揖
構
造
が
生
き
て
い
る
町

で
あ
る
。
そ
の
浜
岡
で
さ
え
住
民
は
多
様
化
し
て
い
る
と
考
え
た
方
が
、
全
国
の
小
学
校

を
囲
む
地
域
の
実
態
を
捉
え
る
上
で
有
効
と
考
え
る
。

さ
ら
に
、
学
校
が
「
聞
く
」
相
手
と
し
て
協
力
を
期
待
で
き
る
条
件
は
「
地
境
活
動
」

に
積
極
的
な
だ
け
で
は
な
い
。
学
校
が
聞
か
れ
て
い
る
昼
間
の
時
聞
に
活
動
に
書
加
で
き

る
こ
と
が
も
う
一
つ
の
条
件
。
浜
岡
町
の
場
合
こ
の
条
件
に
適
う
の
は
「
活
動
す
る
役
犠

お
じ
さ
ん
」
と
「
活
臨
す
る
中
年
婦
人
」
の
み
。
合
わ
せ
て
二
十
五
%
。
そ
れ
に
「
が
ん

ば
る
母
さ
ん
」
の
一
部
が
加
わ
る
か
ど
う
か
。
要
事
＆
に
学
校
の
基
準
で
見
る
限
り
、

「
地
域
」
と
は
浜
岡
町
の
場
合
は
大
人
の
四
人
に
一
人
だ
け
の
問
題
に
な
る
。

こ
の
点
も
、
浜
岡
を
特
別
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
地
域
活
動
へ
の
意
欲
と
拳
加
率

は
、
と
も
に
都
市
化
が
進
む
に
し
た
が
っ
て
低
く
な
る
こ
と
は
静
岡
県
全
体
を
対
象
と
す

る
「
県
民
学
習
調
査
」
〈
『
県
民
の
学
習
行
動
と
意
織
』
昭
和
白
年
3
月
静
岡
県
教
育

要
員
会
〉
に
よ
り
磁
恕
さ
れ
て
い
る
。

と
す
れ
ば
、
東
京
を
代
表
に
大
都
市
の
場
合
、
学
校
が
期
待
す
る
地
域
住
民
を
父
母
も

含
め
て
ど
の
程
度
の
「
実
像
」
と
し
て
描
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
年
齢
、
一
貫
喰
業
、
・
：
：
・
、

そ
の
像
と
数
は
か
な
り
限
定
さ
れ
た
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
し
て
、
こ
こ
に
あ
げ
た
「
学
校
の
基
惜
」
と
し
て
の
「
地
域
と
そ
の
住
民
像
」
は
、

浜
岡
町
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
「
社
会
教
育
」
が
前
提
と
す
る
「
地
域
と
住
民
像
」
で

も
あ
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
学
校
も
社
会
教
育
も
相
互
に
知
ら
な
い
わ
り
に
は
、
そ

の
抱
く
「
地
域
像
」
に
は
さ
ほ
ど
ズ
レ
は
な
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
に
実
際

に
生
活
す
る
人
々
の
「
地
域
像
」
か
ら
み
れ
ば
少
数
派
に
す
ぎ
な
い
こ
と
も
含
め
て
。

4

「
地
域
」
と
「
学
校
」
の
新
た
な
関
係
創
造
の
た
め
に

図
1
2
は
産
業
構
造
の
相
違
に
よ
る
人
間
関
係
や
個
人
と
集
団
と
の
関
係
の
特
色
を
私

な
り
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
良
識
を
代
表
に
第
一
次
産
業
中
心
の
社
会
で
は
生
ま
れ

住
む
「
土
地
（
地
縁
〉
」
と
「
家
〈
血
縁
〉
」
が
そ
の
ま
ま
人
間
関
係
の
粋
を
形
成
し
個

人
に
よ
る
選
択
の
余
地
は
な
い
。
そ
れ
が
社
会
の
工
業
化
に
伴
い
、
「
学
校
」
に
よ
る
社

会
移
動
を
介
し
「
会
社
」
を
代
表
に
「
選
択
」
さ
れ
た
「
職
場
組
織
」
の
中
で
人
間
関
係
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が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
は
従
来
の
地
縁
や
血
縁
か
ら
は
自
由
に
自
分
の
所

属
す
る
集
団
を
決
定
で
き
る
。
だ
が
日
本
で
は
、
義
務
教
育
段
階
で
の
学
校
選
択
は
私
立

学
校
に
進
む
少
数
者
に
し
か
許
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
高
校
・
大
学
の
選
択
も
義
務
教
育

段
階
で
進
む
コ

l
ス
が
決
定
さ
れ
る
（
ト
ラ
ッ
キ
ィ
ン
グ
〉
と
す
れ
ば
、
実
質
的
に
そ
の

幅
は
狭
い
と
い
え
る
。
加
え
て
、
学
歴
と
リ
ン
ク
し
た
企
業
選
択
、
更
に
は
昇
進
や
給
与

の
シ
ス
テ
ム
に
規
定
さ
れ
た
鞍
場
と
い
う
集
団
の
鮮
は
益
々
選
択
の
幅
を
狭
く
す
る
。

他
方
、
第
三
次
産
業
の
中
で
の
人
間
関
係
の
「
機
器
」
は
「
情
報
・
知
識
」
。
特
性
は

常
に
選
択
の
契
機
を
内
在
し
た
可
変
的
な
関
係
。
そ
の
象
徴
が
キ
l
操
作
の
み
で
世
界
中

と
コ
ミ
a
－
－
・
デ
ー
ト
す
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
。
ま
た
日
常
生
活
の

中
で
の
典
型
を
、
住
む
場
は
離
れ
て
い
る
が
電
話
や
車
を
用
い
て
子
育
て
の
た
め
の
情
報

を
交
換
し
た
り
相
互
の
必
要
に
応
じ
て
子
供
の
面
倒
を
見
合
う
若
い
母
親
速
の
共
同
保
育

の
グ
ル
ー
プ
に
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
な
に
よ
り
も
「
社
会
教
育
」
が
本
来
志

向
し
て
い
る
世
界
、
ま
た
「
生
涯
学
習
」
と
い
う
教
育
の
あ
り
方
が
前
提
と
す
る
社
会
の

人
間
関
係
こ
そ
、
情
報
・
知
識
を
縁
と
す
る
人
の
結
び
付
き
に
よ
り
創
造
さ
れ
る
と
考
え

る
。
「
い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
・
だ
れ
で
も
」
は
情
報
・
知
録
の
特
性
で
も
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
三
種
の
人
間
関
係
の
パ
タ
ー
ン
を
い
ず
れ
か
一
つ
に
統
合
す
る
の
で
は

な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
性
を
生
か
し
つ
つ
相
互
に
結
ぷ
ハ
ネ
ッ
ト
ワ
l
キ
ィ
ン
グ
〉
こ

と
が
「
情
報
・
知
縁
」
の
最
も
重
要
な
働
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
学
校
も
社
会
教
育
も
一
次
産
識
的
人
間
関
係
の
み
で
地
域
住
民
像
を
描
い
て
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い
な
い
か
。
あ
る
い
は
非
選
択
的
な
地
縁

・
血
縁
で
の
み
結
び
つ
こ
う
と
す
る

「
地
綾
」

を
全
国

一
体
の
基
噂
で
統
御
す
る
「
学
校
縁
」
で
再
統
合
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
か
。

こ
の
よ
う
な
地
援
助
協
で
あ
る
限
り
浜
岡
町
の
線
題
を
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ

う。

必
要
な
の
は
築
質
な
人
逮
が

H

た
ま
た
ま
共
に
住
む
地
H

を
相
互
に

w
知
り
合
う

縁
M

す
な
わ
ち

「情
報

・
知
縁
」

的
な
鮮
に
転
換
す
る
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
土
地
」

と

「
学
校
」
の
「
縁
」
の
否
定
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
縁
に
よ
り
結
び
つ
い
た
人
達
が

相
互
に
交
流
す
る
こ
と
に
よ
り
、
い
ず
れ
か
一
方
だ
け
で
は
で
き
な
い
新
た
な
人
と
人
の

聞
の
関
係
を
創
造
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、
多
様
に
分
化
し
開
明
確
な
鎗

郭
を
持
て
な
い
「
地
減
」
に
対
し
、
一
義
的
に
制
度
化
さ
れ
た
組
織
で
あ
る
「
学
校
」
が

泉
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
代
の
役
別
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
方
向
に
「
地
滋
」
と

「
学
校
」
を
主
導
す
る
の
が
、
双
方
の
問
題
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
愈
味
で
「
情

報

・
知
絞
」
を
内
在
し
て
い
る
は
ず
の
「
社
会
教
育
」
に
課
せ
ら
れ
た
役
割
で
あ
る
と
考

え
る
。
以
下
そ
の
た
め
の
課
題
を
考
え
る
た
め
の
観
点
を
略
述
し
て
お
き
た
い
。

川

「学
校
」

は
役
割
や
謀
題
を
具
体
化
す
る
前
に

「
池
織
」
の
実
態
を
知
る
努
力
を
。

教
師
は
地
H

唱
に
住
む
子
供
逮
や
父
母
に
学
ぶ
立
場
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
ず
に
。

多
く
の
教
駁
長
は
学
区
外
か
ら
の
市
中
活
動
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
自
体
は
問
題
で
は
な

い
が
、
速
転
席
か
ら
見
る
学
区
と
子
供
と
そ
の
父
母
が
生
活
し
て
い
b
喝
は
、
空
間
的
に

は
盟
な
っ
て
も
全
く

d
刊
な
る
怠
味
の
世
間
グ
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ

れ
放
に
、
そ
の
地
で
生
活
を
営
む
子
供
や
そ
の
父
母
に
学
ぶ
こ
と
か
ら
地
域
を
知
る
努
力

は
始
ま
る
。
従
っ
て
、
児
蛍
や
生
徒
と
し
て
教
師
が
捉
え
る
前
の
子
供
途
の
視
線
か
ら
彼

ら
の
H

生
活
の
旧
制
と
し
て
の
地
域
ω

を
歩
き
見
つ
め
る
こ
と
を
最
も
重
視
す
べ
き
で
あ

る
。
父
母
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
等
は
そ
の
あ
と
の
問
題
。
い
か
に
厳
密
な
調
査
手

順
を
踏
ん
だ
と
し
て
も
、
調
査
者
の
対
象
に
対
す
る
深
い
理
解
が
あ
っ

て
初
め
て
そ
の

デ
ー
タ
は
価
値
が
生
じ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

ω
柚崎日曜を
践
む
基
準
は
多
元
的
に
、
学
校
の
役
割
は
個
別
的
に
。

浜
岡
町
の
例
を
上
げ
る
ま
で
も
な
く
、
今
、
住
む
場
と
い
う
怠
味
で
の
地
犠
に
は
機
々

な
人
途
が
生
活
し
て
い
る
。
あ
る
な
味
で
は
、
全
く
異
な
る
文
化
に
生
き
る
者
が
相
互
に

無
視
し
つ
つ
窓
な
っ
て
生
活
し
て
い
る
場
が
地
減
と
い
う
空
間
で
あ
ろ
う
。

そ
の
怠
味
で
、
ど
れ
か

一
つ
の
生
き
方
を
基
準
に
地悼引
を
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
多

微
な
人
達
を
多
様
な
ま
ま
に
い
か
に
相
互
に
関
係
づ
け
る
か
が
今
日
の
地
域
再
構
成
の
基

－ ヨ 雇撤誼翰開園羽田原画．

山 林白岡
本音II石本

包
治

克
己一一一

恒
夫

琴 習 内容

本
原
理
で
あ
る
。
学
佼
は
そ
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
全

て
の
地
繊
の
人
述
に
形
式
的
に
平
等
に
あ
た
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し

ろ
逆
で
あ
る
。
形
式
的
な
平
等
は
対
象
が
質
的
に
異
な
る
旧
制
合
に
は
実
質
的
に
不
平
等
に

な
る
。

対
象
の
異
質
性
は
関
係
の
異
質
性
と
セ
ッ
ト
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
地
紙
の
人

逮
に
対
す
る
学
校
の
働
き
か
け
や
そ
の
妥
求
の
受
容
は
個
別
的
に
構
成
す
べ
き
で
あ
る
。

ω
地
織
の
人
逮
と
の
関
わ
り
は
管
理
由明
や
校
務
分
掌
の
問
題
で
は
な
く
教
職
員

一
人

一

人
の
銀
題
と
し
て
。

従
来
の
学
校
と
地
同
棋
の
関
係
に
お
い
て
も
P
T
A
の
地
獄
活
動
に
始
ま
り
地
級
協
議
会

や
懇
談
会
、
地
同
執
行
少
年
健
全
育
成
会
銭
な
ど
織
々
な
栂
が
制
度
化
さ
れ
て
い
る
。

し
か

し、

い
ず
れ
も
学
校
は
管
理
職
も
し
く
は
公
的
な
仕
取
の
一
環
と
し
て
容
加
す
る
湯
合
が

ほ
と
ん
ど
で
は
な
い
か
。
地
同
引
の
方
も
地
元
に
目
白
く
住
む
人
述
が
名
答
般
的
性
格
の
強
い

役
職
に
従
っ
て
並
び
会
合
を
速
営
す
る
。

こ
こ
に
は
池
峨
組
織
と
そ
の
活
動
は
あ
っ
て
も

異
質
な
人
が
交
わ
っ
て
新
た
な
関
係
を
創
造
す
る
湯
と
し
て
の
「
地
域
」
は
な
い
。

「地
犠
」
は
私
的
な
場
と
し
て
の
「
家
庭
」

と
公
的
な
窃
と
し
て
の

「学
校
」

や
「
社

会
」
を
結
ぶ
「
半
公
半
私
的
」
な
場
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
子
供
に

と
っ

て
は
人
間
と
し
て
生
き
る
た
め
の
憎
備
と
な
る
鍛
え
の
局
、
大
人
に
と
っ

て
は
微
々

な
人
が
共
に
生
き
る
た
め
の
知
恵
を
学
ぶ
協
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
地
域
は
そ
の
よ
う
な

人
間
関
係
が
創
造
さ
れ
て
い
る

「溺
」
の
み
、
す
な
わ
ち

w
人
と
人
の
間
H

の
み
に
存
在

す
る
と
考
え
た
い
。
地
同
棋
は

「地
減
づ
く
り
」
の
中
に
し
か
存
在
し
え
な
い
と
い
え
る
。

そ
の
怠
味
で、

教
師
は
共
に
生
き
る
一
人
の
人
間
と
し
て
自
己
を
顕
現
す
る
こ
と
か
ら

地
域
と
の
つ
き
あ
い
は
始
ま
る
。
地
域
学
習
の
た
め
の
教
材
も
そ
の
よ
う
な
人
間
関
係
を

蕊
鍍
と
し
て
初
め
て
子
供
逮
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
根
ざ
す
も
の
と
な
ろ
う
。

逆
に
、
地
域
の
人
達
に
よ
る
学
校
設
備
の
利
用
も
、
自
分
述
の
趣
味
や
ス
ポ
ー
ツ
の
た

め
だ
け
で
は
な
く
、
子
供
述
を
育
て
自
己
を
高
め
る
悶
帽
を
創
造
す
る
契
機
に
結
び
つ
く

「地
域
づ
く
り
」
の

一
環
と
し
て
の
学
校
利
用
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

川開

会

て
社
会
教
育
の
銀
短
で
も
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

以
上
の
学
校
と
地
授
の
関
係
は
、
そ
の
ま
ま
社
会
教
育
関
係
者
と
地
域
と
の
凶
係
の
あ

り
方
で
あ
る
と
と
も
に、

学
校
と
地
同引
を
そ
の
よ
う
な
関
係
に
持
っ
て
い
く
線
開
姐
も
ま
た

学
校
教
育
か
ら
社
会
教
育
に
投
げ
か
え
さ
れ
た
玉
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
ほ
し
い。

（
静
岡
大
学
助
教
綬
）

第
I
単一冗
／
生
涯
学
習
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

第
日
単
元
／
生
涯
学
習
の
方
法

第

m単一
π／
学
習
メ
ニ
ュ
ー
と
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム

第
W
単
元
／
生
涯
各
織
の
教
育

第
V
単
元
／
成
人
教
育
の
理
解

第
mn
単
元
／
生
涯
学
習
と
生
涯
教
育

園
生
涯
学
習
指
導
者
養
成
講
座

i通
信
教
育
講
座
《
6
か
月
修
了
》

生
涯
学
習
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
コ
i
ス

－壇
場

｜

｜
生
涯
学
習
体
系
に
移
行
す
る
学
習
社
会
に
あ
っ
て
、
生
涯
学
習
ポ

立
教
大
学
教
授

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
育
成
・
活
用
は
急
務
。
自
己
書
発
を
基
盤
と
す
る
通
信

玉
川
大
学
助
教
授

教
育
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
講
座
が
完
成
／
杏
方
面
で
注
目
さ
れ
て
い
る
待

帝
京
大
学
教
授

望
の
集
大
成
決
定
版
。
い
ま
、

印
年
度
受
講
生
募
集
が
ス
タ
ー
ト
／

筑
波
大
学
教
授

一
一広

．．．．
 
、
し

か

執
筆
・
絹
集
協
力
／川問
弁
鋭
干
｛
淑
徳
短
州
大
学
助
教
段
）
新
引
飢
労
（
上
沼
教
育
大
学
教
授
｝
生
住
附
人

（
広
島
県
教
養
）池
田
秀
羽（
広
崎
大
学
教
段
）
縮
生
勤
主
回
｛
mH
山
学
院
大
学
教
同
日
）
井
上
訴
悶

（国
立
紋
育
会

館
祉
会
教
育
研
修
所
）
後
問
逸
烏
〈鹿
児
島
市
教
袋
〉大田明留
（国
立
科
学
問
物
館
）
緒
方
良
総
（
熊
本
県
教
委
『

関
本
包
治
｛立
教
大
学
教
授
｝上
位同秀一万（
千
葉
県
総
合
数
育
セ
ン
タ
ー
）北
h
M
武
彦
｛
大
正
大
学
教
授
）
櫛
悶

相官
（
日
本
ル
l
テ
ル
神
学
大
学
教
綬
）
県
河
内
敏
正
（
前
東
京
侃
港
区
数
袋
）小
林
克
（北
海
道
骨
組
袋
｝小
山
忠

弘
（北
海
道
教
妥
）
坂
井
知
志｛
国
立
数
育
会
館
社
会
教
育
研
修
所
｝
坂
本
笠
（
国
立
教
育
会
館
社
会
教
育
研

修
所
）迫
田
信
郎
（
神
戸
女
子
短
期
大
学
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