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教
育
は
福
祉
と
の
関
係
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
。
本
書
は
こ
の
問
い
に
、
近
代
日
本
に
お
け
る
子
ど
も
福
祉
施
設

の
男
性
指
導
者
た
ち
が
持
つ
教
育
思
想
の
展
開
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
答
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

日
本
で
は
一
八
七
〇
年
代
以
降
、
育
児
院
や
養
育
院
、
孤
児
院
、
感
化
院
、
保
育
所
、
夜
間
小
学
校
と
い
っ
た
、
子
ど
も
た
ち
に

特
別
な
養
育
を
す
る
福
祉
施
設
が
創
出
さ
れ
た
。
こ
の
過
程
を
通
じ
て
、
施
設
で
暮
ら
す
子
ど
も
が
ど
の
よ
う
な
養
育
と
教
育
を
受

け
る
か
に
つ
い
て
の
異
な
る
考
え
が
示
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
子
ど
も
福
祉
施
設
と
教
育
の
意
義
が
問
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
変

遷
に
つ
い
て
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
子
ど
も
の
福
祉
と
教
育
機
会
を
保
障
す
る
制
度
（
施
設
と
法
令
）
へ
と
発
展
し
て
い
く
前

段
階
で
あ
る
と
い
う
分
析
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
近
代
日
本
の
子
ど
も
福
祉
施
設
と
教
育
は
、
必
ず
し
も
戦

後
か
ら
遅
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
近
代
の
公
教
育
制
度
や
そ
の
根
底
に
あ
る
家
族
と
子
ど
も
に
関
す
る
規
範
と
理
想
を
実
現
す
る
た

め
に
模
索
さ
れ
続
け
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
歴
史
か
ら
、
現
在
の
教
育
と
福
祉
の
関
係
や
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
問
い
が
浮
上
す
る
。

日
本
で
二
一
世
紀
初
頭
に
再
発
見
さ
れ
た
「
子
ど
も
の
貧
困
」
の
問
題
は
、
適
切
な
福
祉
と
教
育
を
子
ど
も
た
ち
に
保
障
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
解
決
で
き
る
か
の
よ
う
に
見
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
近
代
日
本
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。
し
か
し
実
際
に
は
福
祉
と
教
育
の
制

度
も
ま
た
、
社
会
や
政
治
に
埋
め
込
ま
れ
て
お
り
、
不
平
等
な
社
会
や
秩
序
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
再
生
産
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
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本
書
は
、
そ
う
し
た
「
福
祉
と
教
育
の
保
障
」
と
い
う
認
識
の
下
で
は
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
子
ど
も
福
祉
施
設
と
教
育
思

想
の
展
開
に
新
た
な
光
を
あ
て
る
。
そ
の
た
め
に
石
井
十
次
か
ら
冨
田
象
吉
、
高
田
慎
吾
へ
と
至
る
系
譜
に
注
目
す
る
。
こ
の
三
人

は
、
一
八
八
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
三
〇
年
代
半
ば
ま
で
の
日
本
で
、
貧
困
家
族
と
子
ど
も
の
問
題
に
最
も
取
り
組
ん
だ
民
間
事
業

家
で
あ
る
。
彼
ら
の
事
業
と
論
考
で
は
、
近
代
教
育
を
構
成
す
る
家
族
と
学
校
、
国
家
と
の
関
連
と
、
母
親
を
子
育
て
の
担
い
手
と

す
る
規
範
は
再
編
さ
れ
つ
つ
も
一
貫
し
て
い
た
。
石
井
に
よ
る
孤
児
院
と
保
育
所
、
夜
間
小
学
校
の
設
立
と
冨
田
に
よ
る
施
設
の
継

承
も
そ
の
一
環
で
あ
り
、
高
田
は
他
者
を
支
配
せ
ず
に
助
け
合
う
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
に
接
近
し
、
母
親
の
自
己
修
養
の
た
め
の
託
児
所

を
提
案
し
た
。
本
書
は
彼
ら
の
実
践
と
思
想
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
福
祉
施
設
と
教
育
の
あ
り
方
が
繰
り
返
し
問
い

直
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。

　

本
書
は
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
こ
の
三
人
の
系
譜
を
、
彼
ら
自
身
の
事
業
と
論
考
に
即
し
て
検
討
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
背
後
に
あ
る
歴
史
的
社
会
的
な
文
脈
を
掘
り
さ
げ
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
近
代
家
族
と
近
代
学
校
、
国
民
国
家

と
の
関
連
や
、
都
市
下
層
家
族
、
福
祉
国
家
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
、
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
と
い
っ
た
、
今
日
、
家
族
史
や
教
育
史
、
社
会

史
、
経
済
史
、
歴
史
学
、
哲
学
の
領
域
で
広
く
議
論
さ
れ
て
い
る
諸
側
面
と
の
接
点
に
光
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

　

本
書
の
研
究
を
通
じ
て
、
福
祉
と
教
育
の
保
障
と
い
う
認
識
を
見
直
し
、
教
育
と
福
祉
の
関
係
を
と
ら
え
直
す
視
座
を
得
た
い
。

私
た
ち
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
を
抱
え
る
家
族
の
子
ど
も
が
通
う
公
教
育
の
役
割
が
何
で
あ
る
か
を
根
本
的
に
問
い
直
し
、
そ
の
地

点
か
ら
こ
の
問
題
を
探
究
し
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


