
書
会
・
学
習
会
」
は
地
域
よ
り
も
職
場
の
人
と
、
「
宗
教
・
政
治
関

係
」
は
職
場
よ
り
地
域
の
人
々
を
相
手
に
活
動
し
て
い
る
人
が
多
い
。

い
ち
ば
ん
活
動
者
の
多
い
「
趣
味
・
ス
ポ
ー
ツ
」
を
誰
と
よ
く
す
る

か
を
み
る
と
、
女
性
は
「
地
域
の
人
と
」
男
性
は
「
職
場
の
人
と
」

に
は
っ
き
り
分
れ
る
が
、
男
性
は
年
齢
が
高
く
な
る
ほ
ど
「
地
域
の

人
と
」
が
増
え
て
「
職
場
の
人
と
」
が
減
る
傾
向
が
あ
る
。

●
「
地
域
よ
り
職
場
」
の
男
性
の
今
後
は
？

　
そ
の
背
景
と
し
て
、
日
頃
の
人
間
関
係
を
み
て
み
た
い
。
図
表
は

省
略
す
る
が
、
日
頃
親
し
く
つ
き
あ
っ
て
い
る
人
の
順
位
は
、
①
職

場
等
の
友
人
＝
四
六
％
、
②
隣
近
所
の
人
＝
四
三
％
、
③
親
せ
き
＝

四
一
％
で
、
と
く
に
親
し
い
人
は
、
①
職
場
等
の
友
人
＝
二
四
％
、

②
親
せ
き
＝
一
六
％
、
③
隣
近
所
の
人
＝
一
四
％
の
順
だ
。
そ
の
う

ち
、
隣
近
所
の
人
、
職
場
の
友
人
、
子
供
の
友
達
の
親
の
三
つ
を
性

・
年
齢
別
に
み
る
と
（
図
３
－
1
9
）
、
男
性
は
職
場
の
友
人
、
女
性

は
隣
近
所
の
人
が
多
い
が
、
こ
こ
で
も
男
性
は
、
年
齢
が
高
い
人
ほ

ど
隣
近
所
の
人
と
親
し
く
す
る
人
が
多
く
な
る
。
こ
の
傾
向
は
、
は

じ
め
に
み
た
近
所
づ
き
あ
い
の
傾
向
と
似
て
い
る
。

　
昼
間
は
地
域
に
い
な
い
こ
と
が
多
い
「
定
時
制
市
民
」
の
男
性
は
、

地
域
と
の
か
か
わ
り
や
活
動
に
は
女
性
ほ
ど
活
発
で
は
な
い
が
、
さ

5
6
　
行
政
へ
の
意
識

き
に
み
た
よ
う
に
「
地
域
へ
の
関
心
」
は
女
性
よ
り
あ
り
、
人
間
関

係
や
グ
ル
ー
プ
活
動
、
自
治
会
の
役
員
経
験
者
な
ど
は
年
齢
が
高
く

な
る
ほ
ど
増
大
す
る
傾
向
に
あ
る
。
今
後
、
市
民
の
定
住
化
か
す
す

み
、
週
休
二
日
制
が
普
及
す
る
に
つ
れ
て
、
地
域
に
縁
ど
お
い
と
み

ら
れ
が
ち
の
男
性
が
、
地
域
へ
の
か
か
わ
り
を
深
め
て
い
く
こ
と
に

な
る
か
ど
う
か
が
、
横
浜
の
地
域
社
会
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
育
っ
て

い
く
か
ど
う
か
の
、
ひ
と
つ
の
カ
ギ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

行
政
へ
の
意
識

●
「
住
民
が
や
る
」
人
ほ
ど
参
加
意
欲
が
大
き
い

　
「
市
長
へ
の
手
紙
」
や
市
役
所
・
区
役
所
の
相
談
室
、
陳
情
等
々
、

さ
ま
ざ
ま
の
広
聴
手
段
を
通
し
て
寄
せ
ら
れ
市
民
の
市
政
へ
の
発
言

は
、
毎
年
数
万
件
に
の
ぼ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
広
聴
手
段
を
利
用
し

た
こ
と
が
あ
る
市
民
は
、
こ
の
数
年
の
市
民
意
識
調
査
で
み
る
と
、

い
つ
も
全
市
民
の
二
～
三
割
で
あ
る
（
表
３
－
1
1
）
。
横
浜
の
よ
う

な
大
都
市
で
は
、
こ
れ
は
け
っ
し
て
少
な
い
数
で
は
な
い
と
考
え
ら

れ
る
が
、
多
様
な
広
聴
手
段
が
あ
っ
て
も
そ
れ
を
利
用
し
て
い
る
市

民
が
二
～
三
割
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。
ま
た
、
不
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表3－11　広聴手段の利用者

％表3－12　対話集会への参加意識

満
を
も
ち
な
が
ら
広
聴
手
段
を
利
用
し
な
い
市
民
も
四
割
近
く
存
在

す
る
こ
と
も
見
落
せ
な
い
。

　
広
聴
手
段
の
よ
う
な
、
個
々
の
市
民
が
個
別
に
市
に
発
言
し
個
別

に
問
題
が
処
理
さ
れ
る
の
で
は
な
い
、
市
民
相
互
や
市
民
と
の
対
話

集
会
が
あ
れ
ば
、
「
進
ん
で
参
加
し
た
い
」
市
民
が
二
割
前
後
、
「
都

合
が
つ
け
ば
参
加
」
の
人
が
五
～
六
割
と
い
う
意
識
傾
向
も
、
こ
の

四
年
の
間
に
あ
ま
り
変
化
し
て
い
な
い
（
表
3
l
1
2
）
。
そ
の
具
体

的
表
わ
れ
で
あ
る
各
区
の
「
区
民
会
議
」
を
知
っ
て
い
る
人
が
約
二

割
で
あ
る
点
も
変
化
し
て
い
な
い
（
表
3
l
1
3
）
。

表3－13　区民会議への関心と周知度　　％

　
さ
き
に
み
た
「
地
域
の
環
境
を
よ
く
す
る
た
め
の
活
動
」
と
広
聴

手
段
の
利
用
と
の
関
係
は
、
「
積
極
的
に
活
動
す
る
」
人
ほ
ど
広
聴

手
段
を
よ
く
利
用
し
て
い
る
（
図
３
－
2
0
）
。
ま
た
道
路
の
清
掃
や

施
設
の
運
営
等
を
「
住
民
が
や
る
べ
き
だ
」
と
い
う
考
え
方
の
人
ほ

ど
、
対
話
集
会
へ
の
参
加
意
欲
が
強
い
。
逆
に
「
参
加
し
な
い
」
人

ほ
ど
「
市
役
所
が
や
る
」
と
い
う
考
え
方
の
人
が
多
い
（
図
３
－
2
1
）
。

　
広
聴
手
段
を
「
利
用
し
た
人
」
と
対
話
集
会
に
「
進
ん
で
参
加
」

と
答
え
る
人
は
、
諸
属
性
で
も
似
か
よ
っ
て
い
る
。
性
・
年
齢
別
で

は
男
性
中
年
層
、
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
で
は
「
第
一
子
高
・
大
学
生
の



図3－21　対話集会への参加者と住民の

　　　　　役割への意識
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親
」
「
第
一
子
独
立
の
親
」
「
老
齢
期
」
の
人
に
多
い
。
一
戸
建
の

居
住
者
で
定
住
意
志
も
強
く
、
居
住
環
境
の
満
足
点
・
不
満
点
を
き

わ
め
て
多
く
あ
げ
た
人
で
も
あ
る
。
ま
た
、
地
域
の
環
境
を
よ
く
す

る
た
め
に
「
積
極
的
に
活
動
す
る
」
人
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

生
活
環
境
に
対
す
る
意
識
や
関
心
が
高
く
、
地
域
活
動
も
よ
く
や
り
、

行
政
へ
の
接
触
も
多
い
と
い
う
一
定
の
市
民
層
が
存
在
し
て
い
る
こ

と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
市
民
層
を
抜
き
に
は
住
民
に
よ
る
地
域
社
会
づ
く
り

や
市
民
参
加
の
市
政
も
す
す
ま
な
い
と
同
時
に
、
発
言
し
な
い
市
民
、

参
加
し
な
い
市
民
の
意
見
を
く
み
あ
げ
て
市
政
に
反
映
し
て
い
く
努

力
も
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
と
い
え

よ
う
。

●
公
共
事
業
へ
の
意
識
に
変
化

　
事
業
の
実
施
段
階
の
考
え
方
と
し
て
、
公
共
用
地
の
買
収
と
街
づ

く
り
の
進
め
方
へ
の
意
識
が
、
四
八
年
か
ら
五
三
年
に
か
け
て
五
年

間
に
ど
う
変
っ
た
か
を
み
る
。
公
共
用
地
買
収
に
対
し
て
は
八
割
近

く
の
人
が
条
件
つ
き
協
力
の
考
え
だ
が
、
「
み
ん
な
が
納
得
す
れ
ば

協
力
」
と
い
う
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
ゆ
る
や
か
な
条
件
の
人
が
二

一
％
か
ら
二
六
％
に
増
え
、
「
代
替
物
が
な
け
れ
ば
協
力
し
な
い
」

図3－20　地域の環境をよくする気持と

　　　　　広聴手段の利用者



表3－14　公共用地買収への協力

と
い
う
厳
し
い
考
え
の
人
が
三
一
％
か
ら
二
四
％
に
減
っ
て
い
る

　
（
表
3
l
1
4
）
。

　
街
づ
く
り
の
進
め
方
に
つ
い
て
も
、
「
納
得
で
き
る
ま
で
待
つ
」

が
四
六
％
か
ら
四
〇
％
に
減
り
、
「
い
ち
が
い
に
言
え
な
い
」
が
三

一
％
か
ら
四
〇
％
に
増
え
て
い
る
（
表
3
l
1
5
）
。
市
民
の
意
識
も

少
し
ず
つ
変
り
か
け
て
い
る
よ
う
だ
。
た
だ
し
性
・
年
齢
別
に
み
る

図3－22　街づくりの手続
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と
「
用
地
買
収
」
で
は
年
齢
が
高
い
人
ほ
ど
協
力
派
が
増
え
る
の
に

対
し
て
、
「
街
づ
く
り
」
で
は
高
年
齢
者
ほ
ど
「
納
得
で
き
る
ま
で

待
つ
」
が
増
え
る
。

　
街
づ
く
り
を
進
め
る
場
合
、
ど
の
段
階
で
内
容
を
知
り
た
い
か
と

い
う
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
「
知
ら
せ
な
く
て
よ
い
」
が
一
％
、
「
実

施
の
計
画
決
定
後
に
」
が
六
％
と
少
い
の
に
対
し
、
「
計
画
決
定
前

に
大
よ
そ
」
が
三
六
％
、
「
計
画
決
定
前
は
も
ち
ろ
ん
、
あ
ら
ゆ
る

段
階
で
知
ら
せ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
意
見
が
五
五
％
を
占
め
て
い
る

　
（
図
３
－
2
2
）
。
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