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市
民
カ
レ
ッ
ジ
の
ま
ち
づ
く
り

活
動
で
、
私
は
目
的
を
福
祉
関
係

に
絞
り
、
学
童
保
育
所
で
絵
本
と

紙
芝
居
の
読
み
聞
か
せ
を
す
る
グ

ル
ー
プ
に
入
り
ま
し
た
。
図
書
館

司
書
の
方
か
ら
絵
本
の
選
び
方
と

読
み
方
に
つ
い
て
お
話
を
聞
き
、

絵
本
を
借
り
て
、
読
み
聞
か
せ
を

行
い
ま
し
た
。
私
の
班
は
Ａ
さ
ん

と
Ｓ
さ
ん
の
３
人
で
す
。
建
物
は

意
外
と
広
く
、
中
に
入
る
と
床
が

ピ
カ
ピ
カ
で
し
た
。
児
童
は
１
、

２

年

生

が

多

く

40

人

程

度

で

し

た

。

児

童

は

と

て

も

礼

儀

正

し

く
、
元
気
で
目
が
輝
い
て
い
た
こ

と
が
印
象
に
残
り
ま
し
た
。 

正
直
自
信
の
な
い
初
心
者
の
私

で
よ
か
っ
た
の
か
と
胸
が
ド
キ
ド

キ
し
ま
し
た
。
ト
ッ
プ
バ
ッ
タ
ー

は
私
で
す
。
題
は
『
あ
り
と
す
い

か
』
物
語
は
家
族
が
ピ
ク
ニ
ッ
ク

に
出
か
け
ス
イ
カ
一
切
れ
を
残
し

て
帰
り
ま
す
。
そ
れ
を
見
つ
け
た

ア
リ
が
試
食
し
て
「
こ
れ
は
う
ま

い
ぞ
、
巣
に
運
ぼ
う
」
と
言
う
と

こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
楽
し
く
一
生

懸
命
巣
に
運
ん
で
終
わ
る
物
語
で

す
。
ア
リ
が
巣
の
中
で
様
々
な
仕

事
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
や
、
た
く

さ
ん
の
ア
リ
が
一
斉
に
立
っ
て
走

っ
て
い
く
場
面
は
ワ
ク
ワ
ク
し
ま

す
。
ま
た
大
型
絵
本
に
「
お
ー
」

と
声
を
上
げ
る
子
も
い
て
そ
れ
だ

け
で
わ
け
も
な
く
嬉
し
く
な
り
ま

し
た
。
終
わ
る
と
拍
手
を
し
て
く

れ
た
の
で
、
少
し
恥
ず
か
し
い
気

持
ち
と
、
ほ
っ
と
し
た
気
持
ち
で

い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
し
た
。 

次
は
Ａ
さ
ん
の
紙
芝
居
『
と
う

ち
ゃ
ん
あ
り
が
と
う
』
で
す
。
自

動
車
が
家
庭
に
入
り
始
め
た
昭
和

の
高
度
経
済
成
長
期
、
お
父
さ
ん

が
子
供
に
自
動
車
に
乗
せ
て
あ
げ

る
と
い
う
約
束
を
し
ま
す
。
子
供

は
辛
抱
強
く
待
っ
て
、
つ
い
に
マ

イ
カ
ー
で
ド
ラ
イ
ブ
に
行
く
物
語

で
す
。
家
庭
の
温
か
さ
や
、
お
父

さ
ん
へ
の
尊
敬
が
伝
わ
っ
て
き
ま

す
。
こ
の
紙
芝
居
を
選
ん
だ
Ａ
さ

ん
の
気
持
ち
が
子
供
た
ち
に
届
く

と
い
い
な
と
思
い
ま
し
た
。 

最

後

に

Ｓ

さ

ん

の

大

型

絵

本

『
か
わ
い
そ
う
な
ぞ
う
』
で
す
。

こ
れ
は
戦
時
中
の
上
野
動
物
園
の

物
語
で
、
も
し
空
襲
が
あ
っ
て
猛

獣
が
市
内
に
逃
げ
出
し
た
ら
危
険

だ
と
の
理
由
で
、
職
員
が
大
切
に

し
て
き
た
動
物
た
ち
を
殺
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
歴
史
を
描
い

た
も
の
で
す
。
３
頭
の
象
と
動
物

園
の
職
員
と
の
悲
し
い
別
れ
の
中

に
、
戦
争
は
も
う
二
度
と
し
て
は

い
け
な
い
と
い
う
強
い
思
い
が
伝

わ
る
作
品
で
す
。
皆
と
て
も
静
か

に
真
剣
に
聞
い
て
く
れ
ま
し
た
。 

以
上
で
私
た
ち
３
人
の
最
初
の

活
動
が
終
わ
り
ま
し
た
。
チ
ー
ム

ワ
ー
ク
よ
く
活
動
で
き
た
こ
と
、

市
役
所
職
員
の
対
応
、
図
書
館
司

書
の
経
験
豊
か
な
ア
ド
バ
イ
ス
、

学
童
保
育
所
職
員
の
親
切
な
対
応

と
、
今
回
の
活
動
は
多
く
の
方
々

の
協
力
な
く
し
て
は
出
来
な
か
っ

た
こ
と
を
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。 

（
編
集
委
員
） 

     

初
め
て
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ま
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お
向
い
の
五
坪
程
の
庭
に
は
、

四
季
折
々
の
花
が
咲
き
、
我
が
家

か
ら
の
眺
め
は
格
別
。
六
月
の
今
、

白
つ
つ
じ
、
矢
車
草
、
マ
ー
ガ
レ

ッ
ト
、
フ
ラ
ン
ネ
ル
草
、
そ
し
て

馬
鈴
薯
迄
も
咲
く
。
こ
の
庭
を
み

て
い
る
と
、
石
川
啄
木
の
う
た
が

浮
か
ん
で
く
る
。 

馬
鈴
薯
の
う
す
紫
の
花
に
降
る

雨
を
思
へ
り
都
の
雨
に 

馬
鈴
薯
の
花
咲
く
頃
と
な
れ
り

け
り
君
も
こ
の
花
を
好
き
た
ま 

ふ
ら
む 

函
館
の
青
柳
町
こ
そ
か
な
し
け 

れ
友
の
恋
歌
矢
ぐ
る
ま
の
花 

ま
た
八
幡
台
の
住
宅
地
の
ア
カ

シ
ア
の
街
路
樹
、
続
く
印
旛
沼
の

土
手
の
数
本
の
ポ
プ
ラ
、
草
ぶ
え

の
丘
の
バ
ラ
園
に
咲
く
浜は
ま

薔
薇

な

す

と

身
近
か
な
と
こ
ろ
で
思
い
出
さ
れ

て
く
る
。 

 

ア
カ
シ
ア
の
な
み
き
に
ポ
プ
ラ

に
秋
の
風
吹
く
が
か
な
し
と
日

記
に
残
れ
り 

 

潮
か
を
る
北
の
浜
辺
の
砂
山
の 

か
の
浜
薔
薇
よ
今
年
も
咲
け
る

や ま
た
家
の
近
く
の
公
園
の
柳 

が
芽
吹
い
て
く
る
と 

 

や
わ
ら
か
に
柳
青
め
る
北
上
の 

岸
辺
目
に
見
ゆ
泣
け
と
ご
と
く 

 
 

 
 

 

に 五
十
数
年
前
函
館
に
住
ん
で
い 

た
頃
、
母
と
一
緒
に
、
金
田
一
先 

生
の
「
啄
木
研
究
講
座
」
に
参
加 

し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。 

石
川
啄
木
は
、
明
治

19

年
岩

手
県
の
寺
に
生
ま
れ
、
明
治

45

年

4
月

13
日
、
家
族
、
若
山
牧

水
ら
に
み
と
ら
れ
、

27
才
の
若

さ
で
永
眠
。
浅
草
等
光
寺
で
葬
儀
。

函
館
で
の

4
ヶ
月
と
言
う
短
い

生
活
の
中
で
数
々
の
う
た
を
詠
み
、

立
待
岬
に
は
一
族
の
墓
が
あ
る
。

墓
に
は
、 

東
海
の
小
島
の
磯
の
白
砂
に
わ

れ
泣
き
ぬ
れ
て
蟹
と
た
は
む
る 

と
刻
ま
れ
、
見
お
ろ
す
大
森
浜
の

啄
木
の
像
の
台
座
に
は
、
浜
薔
薇

の
う
た
が
刻
ま
れ
、
花
も
植
え
ら

れ
て
い
る
。
生
誕
１
２
６
年
の
今

も
、
数
々
の
う
た
は
色
褪
せ
る
こ

と
な
く
私
の
心
の
中
で
生
き
続
け

て
い
る
。 

 
 

 

（
井
野 

清
澤 

瞳
子
） 

    

私
は
気
が
向
い
た
時
に
、
佐
倉

城
址
公
園
か
ら
周
辺
を
よ
く
散
歩

す
る
。
こ
の
公
園
は
地
形
的
に
起

伏
に
富
ん
で
お
り
、
運
動
面
に
お

い
て
も
格
好
の
場
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
に
、
付
近
の
中
学
生
や
高
校

生
、
ア
ス
リ
ー
ト
の
人
た
ち
が
、

汗
を
流
し
て
階
段
を
昇
り
降
り
す

る
姿
を
よ
く
目
の
当
た
り
に
す
る
。

そ
し
て
、
嬉
し
い
こ
と
に
そ
の
姿

が
私
に
元
気
を
与
え
て
く
れ
る
。

一
方
、
最
近
、
目
立
つ
の
が
歴
史

の
研
究
や
観
光
で
遠
方
か
ら
訪
れ

る
人
た
ち
で
あ
る
。
ま
た
、
身
体

の
リ
ハ
ビ
リ
、
犬
の
散
歩
、
ピ
ク

ニ
ッ
ク
な
ど
で
大
勢
の
人
た
ち
に

愛
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
分
か

っ
た
。 

そ
れ
か
ら
、
天
気
の
良
い
日
に

散
歩
す
る
と
思
わ
ぬ
観
察
が
出
来

る
。
以
前
よ
り
背
丈
が
伸
び
て
、

首
を
傾
げ
て
く
る
樹
木
が
あ
り
、

蕾
の
と
き
は
赤
だ
っ
た
の
に
、
花

が
咲
い
て
白
く
な
る
変
化
を
見
つ

け
て
驚
く
。
そ
し
て
、
野
鳥
の
さ

え
ず
る
中
、
眩
し
い
ほ
ど
に
木
々

の
間
か
ら
差
し
込
む
木
漏
れ
日
の

行
き
つ
く
場
所
を
確
か
め
、
又
、

ク
モ
の
巣
の
巧
妙
さ
に
驚
か
さ
れ

る
。
し
か
も
、
雑
草
の
花
畑
に
足

を
踏
み
止
め
て
ば
か
り
で
、
一
向

に
前
に
進
ん
で
歩
け
な
い
こ
と
が

多
い
。 

散
歩
は
、
自
分
の
本
能
が
示
し

た
方
向
に
自
然
と
歩
き
出
す
事
と

の
運
命
的
な
私
的
体
験
で
あ
る
。 

だ
か
ら
、
あ
ち
こ
ち
と
自
ら
進
ん

で
道
に
迷
っ
て
行
く
方
が
楽
し
く

て
刺
激
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
見

知
ら
ぬ
人
た
ち
と
会
話
で
き
た
時

な
ど
は
、
何
や
ら
心
が
和
む
も
の

で
あ
る
。 

こ
れ
か
ら
の
私
は
、
新
し
い
発

見
を
見
い
出
す
た
め
に
、
目
を
輝

か
せ
な
が
ら
、
気
の
向
く
ま
ま
に

散
歩
し
た
い
。 

家
の
周
り
か
ら
町
に
出
て
、
野

で
あ
ろ
う
と
、
山
や
海
で
あ
ろ
う

と
、
自
由
奔
放
に
…
。 

（
鏑
木
町 

 

伊
藤 

稔
子
） 

馬
鈴
薯
の
花
咲
く
頃 

散 

歩 
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亀
を
飼
っ
て
い
る
。
娘
が
子
ど

も
の
頃
に
飼
っ
て
い
た
も
の
で
、

大
学
生
の
頃
は
連
れ
歩
い
て
い
た

が
、
就
職
し
て
実
家
預
か
り
と
な

っ
た
。
冬
の
間
は
冬
眠
で
動
か
な

い
が
、
春
に
な
る
と
目
を
さ
ま
す
。 

今
年
は
４
月
９
日
、
も
う
い
い

か
な
と
思
っ
て
イ
ト
ミ
ミ
ズ
を
や

る
と
、
食
べ
た
。
今
年
の
お
食
い

初
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
エ
ビ
を
や

る
と
、
も
っ
と
よ
こ
せ
と
ば
か
り

に
口
を
開
い
て
せ
び
る
。 

 
 

 

例
年
だ
と
４
月
後
半
か
ら
少
し

ず
つ
食
べ
始
め
る
の
だ
が
、
今
年

は
早
い
。
そ
う
言
え
ば
、
今
年
は

桜
の
開
花
も
早
か
っ
た
が
。 

 

亀
の
餌
や
り
は
面
白
い
。
箸
で

与
え
る
の
を
食
べ
る
の
が
好
き
で
、

始
め
は
水
面
に
落
ち
た
の
に
は
見

向
き
も
し
な
い
で
、
箸
や
り
を
せ

が
む
。
可
愛
い
も
の
だ
。 

 

暑
く
な
る
に
つ
け
食
欲
が
盛
ん

に
な
り
、
９
月
の
末
頃
か
ら
食
べ

な
く
な
る
。
晩
秋
か
ら
春
ま
で
、

冬
眠
期
間
は
長
い
。 

 

以
下
、
私
が
書
い
た
詩
で
す
。 

  
 

亀 
 

人
影
が
見
え
る
と 

急
い
で
近
寄
っ
て
来
て
口
を
あ
け 

餌
を
ね
だ
る 

片
手
で
相
手
を
払
い 

 

自
分
に
先
に
寄
こ
せ
と
ア
ピ
ー
ル

し
あ
う 

 

好
物
の
乾
燥
イ
ト
ミ
ミ
ズ
を
与
え

る
と 

 

両
手
両
足
を
バ
タ
バ
タ
さ
せ
て
喜

ぶ 
 

 
 

捨
て
ら
れ
た
犬
、
捨
て
ら
れ
た
鶏
、

捨
て
ら
れ
て
わ
が
家
に
辿
り
着
き
、

庭
の
段
差
を
這
い
登
ろ
う
と
し
て

い
た
子
犬
、 

も
ら
わ
れ
て
き
た
子
猫
、
な
ど 

 

様
々
な
生
き
物
と
付
き
合
っ
て
き

た
が 

 

亀
も
な
か
な
か
の
愛
嬌
者
で
あ
る 

 

二
十
二
歳
に
な
る 

お
正
月 

お
せ
ち
の
エ
ビ
で
も 

お
裾
分
け
し
て
や
り
た
い
が 

亀
は
今 

冬
眠
中
で
あ
る 

 

（
上
志
津
原 

宮
武 

孝
吉
） 

   

「
あ
っ
、
光
っ
て
る
」
「
あ
そ

こ
に
も
」
子
供
達
の
は
し
ゃ
ぐ
声

の
方
を
見
る
と
、
三
、
四
十
糎
に

の
び
た
稲
の
中
に
、
う
す
青
い
光

が
点
滅
し
て
い
る
。
ほ
ん
の
わ
ず

か
な
光
な
の
に
、
何
と
美
し
い
の

で
し
ょ
う
か
。
い
つ
も
明
る
い
電

灯
の
中
で
暮
ら
し
て
い
る
私
達
の

眼
に
は
青
白
く
儚
な
い
よ
う
な
光

は
、
こ
の
世
の
わ
ず
ら
わ
し
さ
を

忘
れ
さ
せ
、
遠
い
世
界
を
思
わ
せ

る
光
で
す
。
す
う
っ
と
頭
の
中
を

光
り
な
が
ら
飛
ん
で
消
え
て
い
っ

た
。
高
い
木
の
中
に
も
い
く
つ
か

光
っ
て
い
る
。
飛
ん
で
い
る
の
は

雄
の
蛍
で
、
い
い
相
手
を
見
つ
け

る
の
で
し
ょ
う
か
。 

私
の
子
供
の
頃
は
、
町
を
は
ず

れ
れ
ば
、
ど
こ
に
も
蛍
が
見
ら
れ
、

小
さ
な
蛍
籠
と
う
ち
わ
を
持
っ
て

夏
の
夜
を
家
族
で
楽
し
ん
だ
も
の

で
し
た
。
籠
の
中
に
二
、
三
匹
の

蛍
を
入
れ
て
帰
り
、
部
屋
に
張
っ

た
蚊
帳
の
中
に
放
す
と
、
青
白
い

光
を
ぴ
か
り
ぴ
か
り
さ
せ
て
、
蚊

帳
の
中
で
は
大
さ
わ
ぎ
す
る
子
供

達
も
、
じ
っ
と
光
を
追
っ
て
静
か

に
し
て
い
ま
し
た
。
五
十
年
位
前

の
日
本
の
家
で
は
、
今
の
よ
う
な

殺
虫
剤
な
ど
な
く
て
、
夏
に
な
る

と
、
ど
の
家
で
も
蚊
帳
を
つ
っ
て

寝
た
も
の
で
し
た
。
今
で
は
見
た

く
て
も
見
ら
れ
な
い
光
景
で
す
。 

今
は
蛍
の
棲
む
川
や
田
ん
ぼ
は

農
薬
を
使
う
の
で
蛍
も
少
な
く
な

り
ま
し
た
が
、
こ
の
田
ん
ぼ
は
持

ち
主
が
農
薬
を
ま
か
ず
、
蛍
を
守

っ
て
く
だ
さ
る
と
か
、
そ
の
お
蔭

で
暑
い
夏
の
夜
の
一
時
を
優
雅
に

過
ご
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。 

万
葉
集
の
中
に
、
「
蛍
な
す
」

と
言
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
「
ほ
の
か
に
」
に
か
か
る
枕
詞

だ
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
万
葉
人

は
蛍
を
ど
ん
な
思
い
で
愛
し
た
の

で
し
ょ
う
か
。
私
は
月
の
光
が
蛍

に
移
っ
た
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま

す
。 

（
稲
荷
台 

林 

久
子
） 

   

 

お
食
い
初
め 

 

蛍 



－４－ 

編
集
委
員
を
拝
命
し
て
、
あ
っ

と
言
う
間
に
３
年
が
過
ぎ
去
っ
た
。

最
後
の
年
を
迎
え
、
気
持
ち
も
新

た
に
有
終
の
美
を
飾
り
た
い
と
思

う
。 さ

て
編
集
会
議
で
は
、
投
稿
者

の
意
図
や
書
き
ぶ
り
を
出
来
る
だ

け
尊
重
し
、「
て
に
を
は
」
や
表
記

上
の
ル
ー
ル
と
い
っ
た
必
要
最
小

限
の
修
正
に
留
め
る
よ
う
し
て
い

る
。 一

番
頭
を
し
ぼ
る
の
は
、
作
者

に
は
判
っ
て
い
る
が
表
現
が
曖
昧

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さ
く
ら
道 

 

 

30
年
前
の
３
月
に
佐
倉
に
越
し

て
き
た
時
、
家
の
す
ぐ
前
で
鶯
が

鳴
く
の
を
聞
い
て
感
動
し
た
覚
え

が
あ
る
。
ま
た
５
年
程
前
の
夏
の

夕
方
、
犬
の
散
歩
の
途
中
時

ほ
と
と

鳥ぎ
す

の

鳴
き
声
を
聞
い
た
。 

「
ト
ッ
キ
ョ

キ
ョ
カ
キ
ョ
ク
」
と
聞
こ
え
た
か

ら
確
か
に
時
鳥
だ
っ
た
と
思
う
。 

 
 

『
枕
草
子
』
で
は
「
鶯
は
声
も

姿
も
上
品
で
か
わ
い
ら
し
い
が
、

夏
秋
の
末
ま
で
鳴
い
て
聞
き
苦
し

い
点
が
あ
る
の
が
気
に
く
わ
な
い
。

も
っ
と
も
、
す
ば
ら
し
い
鳥
だ
と

思
う
か
ら
こ
そ
お
こ
る
不
満
で
は

あ
る
が
。
時
鳥
は
初
夏
し
か
鳴
か

ず
、
卯
の
花
や
橘
な
ど
に
半
ば
隠

れ
て
い
る
の
も
、
六
月
に
鳴
か
な

く
な
る
の
も
全
て
す
ば
ら
し
い
」 

（
要
約
）
と
評
し
て
い
る
。 

 

鶯
と
時
鳥
に
対
す
る
作
者
の
見

解
と
私
の
そ
れ
と
は
少
し
違
う
が
、

平
安
朝
の
宮
廷
社
会
で
の
会
話
を

想
像
し
な
が
ら
、
両
方
の
鳥
の
鳴

き
声
を
聞
き
比
べ
る
の
も
楽
し
い
。 

（
猪
俣 

民
子
） 

な
た
め
読
む
者
に
と
っ
て
意
味
が

取
り
に
く
い
文
章
で
あ
る
。
結
局

書
い
た
本
人
に
真
意
を
確
か
め
る

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
避
け
る
た

め
に
は
第
三
者
に
読
ん
で
も
ら

い
、
疑
義
を
生
じ
さ
せ
る
部
分
が

な
い
こ
と
を
確
認
し
て
か
ら
脱
稿

す
る
の
が
良
い
。 

次
に
「
で
す
、
ま
す
」
と
「
で

あ
る
」
が
混
在
し
た
文
章
が
目
立

つ
。
日
本
語
は
話
し
言
葉
と
書
き

言
葉
が
違
う
厄
介
な
言
語
で
あ
る

が
、
そ
こ
に
編
集
会
議
の
存
在
意

義
が
あ
る
。 

 
 

 

（
田
村 

孝
則
） 

６月の黒板 
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あ
と
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