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地 域 で 育 てる「 未 来 の 大 人 」た ち

今
の
子
ど
も
は
未
来
の
大
人
で

す
。
地
域
の
将
来
を
担
う
若
者
た

ち
を
地
域
で
見
守
り
育
て
、
地
域

で
活
躍
で
き
る
よ
う
な
環
境
を
整

え
る
こ
と
が
、
大
人
の
責
務
で
あ

る
と
思
い
ま
す
。

若
者
の
自
己
効
力
感
を
高
め
る

私
は
市
職
員
と
し
て
の
業
務
の

傍
ら
、
東
北
公
益
文
科
大
学
大
学

院
に
在
籍
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
自

治
体
が
主
催
す
る「
子
ど
も
議
会
・

若
者
議
会
」
の
調
査
研
究
に
取
り

組
み
、
自
治
体
が
予
算
の
使
い
道

や
提
案
内
容
に
つ
い
て
若
者
た
ち

に
委
ね
尊
重
す
る
こ
と
、「
ま
ち

づ
く
り
」
と
し
て
結
果
を
出
す
こ

と
以
上
に
「
ひ
と
づ
く
り
」
と
し

て
考
え
、「
若
者
に
対
す
る
差
別

や
偏
見
」
を
取
り
除
く
こ
と
、
の

2
つ
の
要
素
が
重
要
で
あ
る
と
考

察
し
ま
し
た
。

　

例
え
ば
、
山
形
県
遊
佐
町
で
は

「
少
年
議
会
」
が
、
愛
知
県
新
城

市
で
は
「
若
者
議
会
」
が
行
わ
れ

て
お
り
、
前
者
で
は
町
か
ら
あ
て

が
わ
れ
た
予
算
を
も
と
に
政
策
を

実
行
で
き
、
後
者
で
は
市
に
若
者

政
策
に
か
か
わ
る
予
算
を
提
案
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ど
ち
ら
の

事
例
で
も
、
行
政
が
予
算
の
使
い

道
や
提
案
内
容
に
つ
い
て
若
者
に

委
ね
尊
重
す
る
こ
と
、「
ま
ち
づ

く
り
」
と
し
て
結
果
を
出
す
こ
と

以
上
に
「
ひ
と
づ
く
り
」
と
し
て

考
え
、「
最
近
の
若
者
は
…
」「
若

者
は
大
人
よ
り
未
熟
だ
」
と
い
っ

た「
若
者
に
対
す
る
差
別
や
偏
見
」

を
取
り
除
い
て
取
り
組
ん
で
い
る

こ
と
、
が
共
通
し
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
、
少
年
議
会
や
若
者
議
会
に

参
加
し
た
若
者
が
、
活
動
の
中
で

考
え
方
が
変
わ
り
、
地
元
に
貢
献

し
た
い
と
い
う
思
い
が
強
く
な
っ

た
、
と
い
う
意
見
も
多
く
あ
っ
た

の
で
す
。

　

大
人
が
若
者
に
対
し
て
差
別
や

偏
見
が
あ
る
状
態
だ
と
、
若
者
は

徐
々
に
「
大
人
は
自
分
た
ち
の
こ

と
を
信
じ
て
く
れ
な
い
」「
自
分

に
は
何
も
で
き
な
い
」
と
考
え
、

大
人
に
対
し
て
不
信
感
を
募
ら
せ

て
い
き
、
ま
ち
づ
く
り
に
か
か
わ

る
意
欲
を
失
っ
て
い
き
ま
す
。
若

者
と
大
人
の
信
頼
関
係
が
構
築
さ

れ
、
若
者
の
提
案
や
提
言
が
形
に

な
る
経
験
を
す
る
こ
と
で
、
自
己

効
力
感
や
地
域
へ
の
愛
着
が
高
ま

り
、
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
に
対
す

る
意
欲
が
高
ま
っ
て
い
く
こ
と
が

考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
私
は
大
学
院
在
籍
中
に

「
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い

う
、
会
議
や
話
し
合
い
の
場
で
多

様
な
参
加
者
の
対
話
を
引
き
出
す

こ
と
が
で
き
る
ス
キ
ル
を
身
に
つ

け
た
「
地
域
共
創
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
」
の
認
定
を
受
け
、
活
動
し

て
い
ま
す
。
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
の
考
え
方
に
基
づ
い
た
対
話
の

場
で
は
、
大
人
も
子
ど
も
も
、
年

齢
や
立
場
な
ど
に
関
係
な
く
、
お

互
い
の
意
見
を
尊
重
し
合
い
な
が

ら
話
し
合
い
を
進
め
て
い
き
ま

す
。
地
域
の
様
々
な
話
し
合
い
の

場
に
子
ど
も
や
若
者
が
参
加
し
、

意
見
を
言
え
る
環
境
が
あ
る
こ
と

も
、
自
己
効
力
感
や
地
域
へ
の
愛

着
が
高
ま
る
要
素
に
な
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

大
人
に
な
っ
て
も
暮
ら
し
た
い
ま
ち
に

私
は
現
在
、
鶴
岡
市
役
所
の
若

手
職
員
有
志
で
構
成
す
る
「
鶴
岡

Ｗ
Ｂ
Ｃ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
参
加

し
て
い
ま
す
。若
者
の
視
点
か
ら
、

既
存
の
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
な
い

政
策
提
言
や
立
案
を
行
う
こ
と
が

目
的
で
す
（
奇
し
く
も
昨
年
度
は

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
か
ら
「
こ
ど

も
会
議
」
が
提
案
さ
れ
、
事
業
化

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
）。

大
学
院
で
学
ん
で
き
た
経
験
を
存

分
に
活
か
し
、
若
者
が
大
人
と
同

じ
立
場
で
意
見
交
換
を
し
た
り
行

政
に
関
わ
っ
た
り
で
き
る
、
そ
し

て
大
人
に
な
っ
て
も
鶴
岡
で
暮
ら

し
た
い
と
思
え
る
、
安
心
し
て
暮

ら
す
こ
と
が
で
き
る
ま
ち
の
実
現

に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
き
ま

す
。
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