
　

２
月
３
日
午
後
、
城
東
地
区
人

権
啓
発
推
進
協
議
会
主
催
・
城
東

公
民
館
共
催
で
、
16
名
の
知
的
障

害
者
の
プ
ロ
集
団
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

ケ
・
セ
ラ
に
よ
る
演
奏
会
が
城
東

公
民
館
で
催
さ
れ
た
。
北
部
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
か
ら
も
12
名

の
利
用
者
が
足
を
運
ば
れ
、
総
勢

88
名
が
一
体
と
な
る
素
晴
ら
し
い

演
奏
会
で
あ
っ
た
。

　

楽
団
ケ
・
セ
ラ
は
、
団
員
が
地

域
で
自
立
生
活
で
き
る
社
会
の
実

現
を
目
指
し
て
お
り
、
自
ら
の
音

楽
活
動
や
芸
術
活
動
を
通
じ
て
、

障
害
者
自
立
支
援
事
業
や
障
害
者

が
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
に

寄
与
す
る
事
を
目
的
に
活
動
し
て

い
る
。

　

熱
気
あ
る
楽
器
の
演
奏
に
踊
り

も
加
え
た
、
獅
子
奮
迅
と
も
い
え

る
姿
に
、
会
場
か
ら
は
拍
手
が
鳴

り
止
ま
な
か
っ
た
。
こ
の
拍
手
は
、

社
会
的
に
も
自
立
を
望
む
会
場
の

心
か
ら
の
大
き
な
声
援
に
違
い
な

い
と
感
じ
た
。�

（
矢
島
）　

　

２
月
７
日
、
城
東
公
民
館
で
第

４
回
歴
史
講
座
が
開
か
れ
た
。

　

今
回
は
、
城
郭
、
城
下
町
発
展
、

歴
史
や
文
化
に
詳
し
く
多
方
面
で

講
演
し
活
躍
さ
れ
て
お
ら
れ
る
、

松
本
城
管
理
事
務
所
研
究
専
門
員

後
藤
芳
孝
氏
を
招
き
、
水
野
家
に

よ
る
松
本
城
歴
代
藩
主
（
寛
永
15

年
～
享
保
10
年
統
治
）
の
八
十
三

年
間
に
わ
た
る
業
績
に
対
し
て
の

講
演
が
行
わ
れ
た
。

　

松
本
城
主
は
石
川
家
、
小
笠
原

家
、
松
平
家
、
堀
田
家
の
後
に
徳

川
家
康
生
母
於
大
方
（
伝
通
院
）

の
実
家
筋
で
家
康
の
従
弟
に
当
た

る
譜
代
の
名
門
水
野
家
の
忠た
だ
き
よ清
が

三
河
吉
田
藩
（
愛
知
県
豊
橋
市
）

か
ら
７
万
石
で
入
封
し
た
。
忠
清

は
「
大
坂
の
陣
」
で
先
陣
争
い

を
し
て
戦
功
を
立
て
た
古
強
者
で

あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
在
任
５
年
で

死
去
し
て
い
る
。
以
後
５
代
に
わ

た
っ
て
水
野
家
が
松
本
を
治
め
る

礎
を
作
っ
た
人
物
で
、
特
に
家
臣

団
の
編
制
を
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

因
み
に
正
室
は
前
田
利
家
の
養

女
で
、
父
水
野
忠
重
は
、
戦
国
時

代
か
ら
安
土
桃
山
時
代
に
か
け
て

の
武
将
。

　

二
代
目
藩
主
忠た
だ
も
と職
は
藩
政
の
基

礎
を
固
め
る
為
に
松
本
藩
領
内
の

検
地
を
し
た
。

　

三
代
目
藩
主
忠た
だ
な
お直
は
苛
酷
な
年

貢
米
の
増
徴
策
を
と
っ
た
こ
と
か

ら
、
貞
享
３
年
に
安
曇
野
長
尾
組

中
萱
村
の
庄
屋
「
中
萱
嘉
助
」
を

指
導
者
と
し
、
参
加
村
は
２
７
４

カ
村
の
大
規
模
な
百
姓
一
揆
が

起
き
た
。
嘉
助
は
処
刑
さ
れ
た
が
、

明
治
時
代
に
入
っ
て
義
民
と
し
て

祀
ら
れ
た
の
は
有
名
で
あ
る
。
そ

の
反
面
、
忠
直
は
岡
宮
神
社
の
神

輿
を
造
り
、
現
在
県
の
指
定
文
化

財
に
な
っ
て
い
る
。

　

四
代
目
忠た
だ
ち
か周
は
５
年
間
城
主
を

務
め
46
歳
で
他
界
。

　

五
代
目
忠た
だ
も
と幹
は
25
歳
で
死
去
す

る
と
い
う
短
期
の
城
主
だ
っ
た
が

『
信
府
統
記
』
の
編
纂
を
企
画
し
た
。

　

弟
・
六
代
目
忠た
だ
つ
ね恒
は
享
保
９
年

12
月
に
『
信
府
統
記
』
を
完
成

さ
せ
た
。
内
容
は
松
本
城
の
開

基
、
町
割
り
か
ら
、
安
曇
・
筑
摩

両
郡
の
地
誌
、
社
寺
沿
革
、
名
所

記
、
近
国
へ
の
道
筋
、
方
角
道
程
、

領
地
境
な
ど
が
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
ほ
か
、
信
濃
国
七
藩
の
城
の
歴

史
が
略
述
さ
れ
て
い
る
全
三
十
二

巻
で
あ
り
水
野
氏
が
残
し
た
歴
史

的
な
大
き
な
業
績
で
あ
る
。

　

ま
た
別
の
史
料
に
、
北
馬
場
・

鷹
匠
町
・
西
堀
に
士
屋
敷
を
建
て

た
と
あ
り
、
水
野
氏
統
治
の
時
代

に
城
下
町
の
姿
が
完
成
し
た
と
い

わ
れ
て
い
る
。

　

忠
恒
は
「
江
戸
城
松
の
廊
下
」

で
毛
利
師
就
へ
の
刃
傷
事
件
を
起

こ
し
、「
松
本
大
変
」
と
か
「
水

野
大
変
」
と
か
呼
ば
れ
、
松
本
藩

領
地
を
没
収
さ
れ
、
忠
恒
は
祖
先

が
家
康
の
実
家
筋
の
為
、
赤
穂
浪

士
で
有
名
な
浅
野
内
匠
頭
の
切
腹

と
は
異
な
り
川
越
藩
（
武
蔵
国
入

間
軍
）
に
蟄
居
に
至
り
松
本
水
野

藩
は
終
結
。

　

松
本
城
は
戸
田
藩
が
入
封
す
る

ま
で
の
間
、
幕
府
直
轄
領
と
し
て

松
代
の
真
田
藩
が
携
わ
っ
た
。

　

そ
の
後
に
於
け
る
水
野
家
の
系

図
や
廟
所
の
詳
し
い
説
明
が
あ
り

大
変
参
考
に
な
っ
た
。
同
時
に
安

楽
寺
（
現
大
安
楽
寺
）
に
関
し
て

も
松
本
城
の
丑
寅
の
鎮
護
地
（
鬼

門
）
に
当
た
る
為
、
代
々
城
主
に

よ
り
補
修
が
見
ら
れ
た
よ
う
で
あ

る
。
こ
の
後
藤
氏
の
講
演
に
約
50

名
の
受
講
者
が
見
ら
れ
、
中
に
は

松
本
検
定
１
級
を
持
っ
て
い
る
人

も
お
り
、
大
変
有
意
義
な
企
画
力
、

講
義
内
容
で
あ
っ
た
。�

（
矢
島
）　

　

こ
れ
ま
で
岡
田
松
岡
に
あ
っ
た

乳
児
院
が
、
本
年
３
月
30
日
に
竣

工
式
を
迎
え
、
城
東
公
民
館
の
近

く
に
引
っ
越
し
て
き
ま
す
。

　

乳
児
院
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情

が
あ
っ
て
家
庭
で
は
育
て
ら
れ
な

い
子
ど
も
を
保
護
者
に
代
わ
っ
て

預
か
り
育
成
す
る
施
設
で
す
。
ま

た
、
地
域
の
子
ど
も
育
成
支
援
と

共
に
講
座
を
開
い
た
り
、
訪
問
し

て
指
導
を
行
っ
た
り
し
ま
す
。

ケ・セラ演奏会の様子

講演する後藤芳孝氏

（イメージ図）

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ケ・セ
ラ　
　

演
奏
会
の
開
催

水
野
忠
恒
～
松
本
大
変
を
読
む
～

城
東
公
民
館
歴
史
講
座

♬♪

♫

松
本
赤
十
字
乳
児
院
が

　
　
移
転
し
て
き
ま
す
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や
状
態
を
い
い
、
更
に
進
行
す
る

と
、
だ
ん
だ
ん
と
理
解
す
る
力
や

判
断
す
る
力
が
な
く
な
り
、
社
会

生
活
や
日
常
生
活
に
支
障
が
出
て

く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
認
知
症

を
引
き
起
こ
す
病
気
は
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
多
い

病
気
は
①
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
②

脳
血
管
性
③
レ
ビ
ー
小
体
型
で
、

こ
の
３
つ
で
認
知
症
全
体
の
85
％

を
占
め
る
そ
う
で
す
。

　

認
知
症
を
確
実
に
予
防
す
る
方

法
は
な
い
が
、
リ
ス
ク
を
減
ら
す

に
は
次
の
こ
と
に
留
意
し
て
生
活

し
て
く
だ
さ
い
と
の
こ
と
で
し

た
。

①
適
度
の
運
動
を
生
活
に
取
り
入

　
れ
る

②
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
食
生
活
を

　
す
る

③
な
る
べ
く
ス
ト
レ
ス
の
少
な
い

　
生
活
を
心
掛
け
る

④
過
度
の
飲
酒
を
し
な
い

⑤
喫
煙
し
な
い

⑥
囲
碁
・
将
棋
・
麻
雀
な
ど
で
頭

　
を
使
う

⑦
何
事
に
も
好
奇
心
を
持
つ
よ
う

　
に
心
掛
け
る

⑧
社
会
や
家
族
の
中
で
一
定
の
役

　
割
を
持
っ
て
生
活
す
る

　

認
知
症
が
社
会
の
中
で
大
き
な

問
題
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
こ
こ

10
年
位
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

特
に
印
象
的
な
事
件
は
、

２
０
０
７
年
愛
知
県
で
認
知
症
患

者
の
男
性
が
徘
徊
し
、
線
路
内
に

立
ち
入
っ
て
電
車
に
は
ね
ら
れ

て
死
亡
す
る
事
故
が
あ
り
ま
し

た
。
Ｊ
Ｒ
東
海
は
男
性
遺
族
に
損

害
賠
償
と
し
て
７
２
０
万
円
を

請
求
し
て
裁
判
と
な
り
、
一
審

で
は
７
２
０
万
円
、
二
審
で
も

３
６
０
万
円
を
Ｊ
Ｒ
東
海
に
遺
族

側
が
支
払
え
と
い
う
判
決
で
し

た
。
し
か
し
、
最
高
裁
で
遺
族
側

に
責
任
は
な
い
と
い
う
逆
転
判
決

が
下
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
判
決
は
介
護
し
て
い
た
妻

が
81
歳
の
高
齢
で
「
要
介
護
１
」

で
介
護
責
任
を
問
え
な
い
と
い
う

理
由
で
し
た
。
も
し
遺
族
に
介
護

責
任
が
あ
る
と
認
定
さ
れ
れ
ば
損

害
賠
償
を
遺
族
側
が
支
払
う
責
任

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

２
０
２
５
年
に
は
認
知
症
患
者

が
７
０
０
万
人
に
も
達
す
る
と
い

う
推
計
も
あ
り
ま
す
。
厚
労
省
は

認
知
症
患
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域

で
生
活
を
続
け
て
い
く
た
め
の
整

備
を
す
る
と
し
て
動
い
て
い
ま

す
。
そ
う
い
う
中
で
特
に
症
状
が

進
ん
で
し
ま
っ
た
認
知
症
患
者
の

在
り
方
、
地
域
社
会
の
対
応
の
在

り
方
を
国
、
地
方
行
政
も
社
会
も

真
剣
に
考
え
、
対
応
策
を
練
り
上

げ
、
そ
れ
に
応
じ
て
着
実
に
実
行

に
移
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
前
記
の
事
柄
を
踏
ま
え

私
が
住
む
城
東
地
区　

北
上
横
田

町
会
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
い

ま
す
。
我
が
町
会
は
城
東
地
区
で

も
最
も
高
齢
者
の
比
率
が
高
い
町

会
の
一
つ
で
す
。
平
成
元
年
に
は
、

町
会
員
戸
数
が
１
２
８
戸
、
組
数

も
23
組
あ
っ
た
が
、
平
成
30
年

に
は
町
会
員
戸
数
は
62
戸
と
半
減

し
、
町
会
組
織
も
８
組
に
編
成
し

直
し
ま
し
た
。
ま
た
75
歳
以
上
の

高
齢
者
は
40
人
も
お
り
、
そ
の
内

一
人
住
ま
い
の
会
員
は
14
人
も
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
70
歳
以
上
の

ご
夫
婦
で
暮
ら
し
て
い
る
会
員
が

７
戸
と
い
う
の
が
当
町
会
の
現
状

で
す
。

　

10
年
程
前
に
は
、
私
た
ち
の
町

会
に
も
「
長
生
会
」
と
い
う
組
織

が
あ
り
活
動
し
て
い
ま
し
た
が
、

リ
ー
ダ
ー
が
亡
く
な
る
と
活
動

も
弱
ま
り
「
長
生
会
」
は
解
散
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
は
毎
朝
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
の
車
が
高
齢
者
の
方

を
迎
え
に
来
て
、
夕
方
に
は
各
家

ま
で
送
っ
て
来
て
く
れ
ま
す
。
高

齢
者
の
方
々
が
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
孤
独
に
な
ら

ず
社
会
生
活
を
送
れ
る
こ
と
は
大

変
喜
ば
し
い
事
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
す
る
高
齢
者
の
方
は
益
々
増
え

て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

当
町
会
で
も
認
知
症
に
な
ら
れ

た
高
齢
者
を
介
護
な
さ
れ
た
家
庭

が
あ
り
ま
し
た
。
傍
か
ら
見
て
も

そ
の
大
変
さ
が
分
か
り
頭
が
下
が

る
思
い
で
、
決
し
て
私
に
は
出
来

な
い
と
感
心
す
る
ば
か
り
で
し

た
。
そ
の
ご
家
庭
で
は
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
自

宅
で
最
後
ま
で
介
護
を
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
一
人
暮
ら
し
の
方
や

高
齢
の
ご
夫
婦
の
み
の
家
庭
で
認

知
症
に
な
ら
れ
た
ら
ど
う
す
れ
ば

い
い
の
か
考
え
る
と
肌
寒
さ
を
感

じ
る
の
み
で
す
。
現
在
、
松
本
市

で
は
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の

構
築
を
目
指
し
一
生
懸
命
に
運
動

し
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
町
会
自

体
が
高
齢
化
、
人
口
減
少
に
直
面

し
て
お
り
地
域
力
が
落
ち
た
現
状

で
は
出
来
る
事
も
限
ら
れ
て
い
ま

す
。
特
に
、
認
知
症
の
問
題
は
町

会
に
は
荷
が
重
す
ぎ
る
と
言
わ
ざ

る
を
得
ま
せ
ん
。

　

結
局
は
共
助
（
介
護
保
険
な
ど

の
制
度
化
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
）・

公
助
（
行
政
に
よ
る
支
援
）
に
負

担
し
て
い
た
だ
く
部
分
が
多
い
と

思
わ
れ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
清
澤
）

　

昨
年
11
月
24
日
、
城
東
公
民
館

で
城
東
地
区
地
域
ケ
ア
会
議
に
参

加
し
ま
し
た
。
こ
の
会
議
の
メ
イ

ン
テ
ー
マ
は
「
認
知
症
」
に
つ
い

て
で
し
た
。

　

内
容
と
し
て
は
、
城
東
地
区
は
、

松
本
市
の
中
で
高
齢
者
率
が
高
く

認
知
機
能
の
低
下
者
は
少
な
い

が
、
認
知
症
の
リ
ス
ク
が
高
い
者

の
割
合
が
高
い
と
い
う
説
明
が
印

象
に
残
り
、
私
な
り
に
少
し
調
べ

て
み
ま
し
た
。

　

認
知
症
と
は
、
何
か
の
病
気
に

よ
っ
て
起
こ
る
症
状
や
状
態
の
総

称
で
あ
り
、
つ
ま
り
老
化
に
よ
る

物
忘
れ
と
は
違
う
と
い
う
こ
と
で

す
。
誰
で
も
年
齢
と
と
も
に
、
物

覚
え
が
悪
く
な
っ
た
り
、
人
の
名

前
が
思
い
出
せ
な
く
な
っ
た
り
し

ま
す
。
こ
う
し
た
物
忘
れ
は
脳
の

老
化
に
よ
る
も
の
で
、
認
知
症
は

何
か
の
病
気
に
よ
っ
て
脳
の
神
経

細
胞
が
壊
れ
る
こ
と
に
よ
る
症
状

高
齢
化
社
会
と
認
知
症
に
思
う

地域ケア会議の様子
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