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財
団
主
催
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

多
元
的
共
生
社
会
に
お
け
る
生
涯
学
習
を
考
え
る 

■ 

第
15
回 

レ
ポ
ー
ト

「
多
元
的
共
生
社
会
を
教
育
か
ら
考
え
る
」

　

異
文
化
や
様
々
な
格
差
が
混
在
せ
ざ
る
を
得
な

い
多
元
的
共
生
社
会
を
ど
う
生
き
る
か
。
苅
宿
俊

文
教
授
が
投
げ
か
け
た
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
第
１

回
か
ら
継
続
す
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。
多
文
化
共
生

は
Ｅ
Ｕ
の
挑
戦
で
も
あ
っ
た
が
、
あ
ま
り
に
も
大

量
の
難
民
・
移
民
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
や
ド
イ

ツ
で
も
シ
ス
テ
ム
不
全
に
陥
っ
た
と
の
ニ
ュ
ー
ス

が
伝
え
ら
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
ト
ラ
ン
プ
大
統
領

は
、
メ
キ
シ
コ
と
の
国
境
封
鎖
や
イ
ス
ラ
ム
教
徒

の
入
国
制
限
を
公
約
に
掲
げ
て
当
選
し
た
。
多
元

的
共
生
社
会
は
完
全
に
挫
折
し
た
の
か
、
そ
れ
と

も
道
半
ば
な
の
か
。
多
元
社
会
の
不
可
避
性
と
共

生
社
会
の
不
可
能
性
を
、
今
回
は
教
育
の
視
点
か

ら
、
社
会
に
と
っ
て
教
育
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
を

議
論
・
検
討
し
て
も
ら
う
機
会
と
な
っ
た
。

　
「
知
ら
ず
に
悩
む
よ
り
知
っ
て
考
え
よ
う
。
知

る
た
め
に
は
、
い
ろ
ん
な
人
と
ア
ン
テ
ナ
を
共
有

し
合
っ
た
ほ
う
が
知
識
が
深
ま
る
」
と
。

■
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
得
る
こ
と
が
教
育
の
目
的
か

　

議
論
の
資
料
と
し
て
２
つ
映
像
が
流
さ
れ
た
。

イ
ギ
リ
ス
で
、
イ
ス
ラ
ム
圏
か
ら
の
移
民
・
難
民

が
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
や
文
化
を
学
び
、
難
し
い
試

験
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
市
民
権
を
得
よ
う
と
し
て

い
る
映
像
。
移
民
タ
ウ
ン
を
抑
制
し
、
イ
ギ
リ
ス

の
良
き
市
民
に
な
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
市
民
教

育
だ
。
も
う
一
つ
は
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
で
、
進
学
校

で
は
な
い
高
校
に
赴
任
し
た
教
師
が
、「
君
た
ち

が
社
会
や
企
業
に
必
要
と
さ
れ
る
に
は
、
人
間
力

任
で
判
断
し
、
た
っ
た
一
人
の
力
で
社
会
に
立
ち

向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
裸
の
個
人
で
も
あ
っ

た
の
で
あ
る
。」
と
す
る
。
人
間
は
自
由
の
獲
得

と
放
棄
を
繰
り
返
し
て
き
て
い
る
。
共
生
社
会
の

不
可
能
解
決
を
、
あ
き
ら
め
る
こ
と
な
く
教
育
が

引
き
受
け
て
ほ
し
い
が
、
教
育
は
時
間
が
か
か
る

こ
と
も
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

元
々
教
育
は
社
会
の
問
題
を
考
え
て
解
決
し
よ

う
と
す
る
も
の
。
学
校
制
度
の
元
を
作
っ
た
の
は

コ
メ
ニ
ウ
ス
と
い
う
17
世
紀
の
教
育
者
で
、
世
界

初
の
絵
入
り
教
科
書
に
は
、
絵
の
下
に
３
つ
の
言

語
で
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
入
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
言
葉
で
共
通
の
知
識
を
習
っ
た
ら
、
戦
争
を
少

な
く
す
る
共
通
言
語
が
増
え
る
だ
ろ
う
と
、
世
界

平
和
の
た
め
の
教
育
だ
っ
た
の
だ
。
近
代
教
育
で

有
名
な
ル
ソ
ー
は
著
書
『
エ
ミ
ー
ル
』
で
、
自
然

人(

自
分
の
た
め)

と
社
会
人(

皆
の
た
め)

を
矛
盾

さ
せ
な
い
。
自
分
の
こ
と
も
皆
の
こ
と
も
大
事

で
、
滅
私
奉
公
で
は
だ
め
と
言
っ
て
い
る
。

■
生
涯
学
習
が
大
学
を
活
性
化
さ
せ
る

　

お
金
を
払
っ
て
い
る
人
以
外
の
人
が
恩
恵
を

受
け
る
の
が
「
正
の
外
部
性
」。
学
生
以
外
の
一

般
の
人
が
生
涯
学
習
な
ど
で
大
学
に
た
く
さ
ん

来
て
く
れ
れ
ば
、
大
学
が
活
性
化
さ
れ
、
正
の

外
部
性
と
し
て
の
価
値
が
生
ま
れ
て
く
る
。

　

最
後
に
苅
宿
氏
は
「
自
律
性
と
は
一
人
で
完

結
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に

頼
れ
る
人
が
た
く
さ
ん
い
る
こ
と
。
誰
か
と
何

か
を
一
緒
に
行
う
関
係
性
的
の
あ
る
時
間
を
持

ち
、
で
き
れ
ば
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に

参
加
す
る
こ
と
を
自
分
に
課
し
た
ほ
う
が
い
い

と
思
い
ま
す
」
と
締
め
た
。

が
広
が
っ
て
い
る
の
は
、
共
生
社
会
の
限
界
、
挫

折
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

■
教
育
に
は
時
間
が
か
か
る

　

内
山
節
著
『
時
間
に
つ
い
て
の
十
二
章 

―
哲

学
に
お
け
る
時
間
の
問
題
―
』、
そ
の
第
十
章
「
近

代
社
会
の
時
間
」
が
紹
介
さ
れ
た
。
世
界
で
一
番

民
主
的
だ
と
言
わ
れ
た
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
を
持
っ

た
ド
イ
ツ
が
、
な
ぜ
ナ
チ
ズ
ム
に
走
っ
た
の
か
。

「
近
代
的
個
人
は
、
一
面
で
は
独
立
し
、
自
律
し
た

自
由
な
個
人
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
も
う
ひ
と
つ

の
面
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
事
柄
を
自
分
の
責

を
育
む
し
か
な
い
』
と
諭

す
シ
ー
ン
。

　

映
像
を
踏
ま
え
て
苅
宿

氏
は
問
う
。「
良
き
市
民

と
し
て
社
会
に
ポ
ジ
シ
ョ

ン
を
得
る
こ
と
、
生
き
て

い
く
た
め
に
人
に
必
要
と

さ
れ
る
人
間
に
な
る
こ
と

は
、
本
音
の
部
分
と
し
て

は
あ
る
け
れ
ど
も
、
教
育

の
目
的
が
そ
れ
で
あ
っ
て

い
い
の
か
」

■ 

情
報
社
会
と
自
己
責
任

　

現
代
の
よ
う
な
情
報
社

会
で
は
、
個
別
化
さ
れ
た

便
利
な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

ら
れ
る
一
方
で
、
個
人
が

自
己
責
任
で
判
断
し
な
く
て
は
い
け
な
い
局
面
が

増
え
て
い
る
。
そ
れ
は
個
人
が
持
つ
自
由
の
一
面

と
も
い
え
る
。
職
業
や
働
き
方
の
自
由
度
が
高
ま

っ
た
か
ら
こ
そ
、
非
正
規
雇
用
や
歩
合
制
の
個
人

請
負
な
ど
の
不
安
定
な
仕
事
が
増
え
、
若
者
が
希

望
を
持
て
な
い
と
い
う
よ
う
な
問
題
が
起
き
て
い

る
。
し
か
し
、
自
己
責
任
を
完
全
に
否
定
す
る
こ

と
は
、
個
人
の
自
由
を
放
棄
し
、
他
人
の
い
い
な

り
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

自
己
責
任
社
会
で
生
じ
た
格
差
や
、
自
分
と
違

う
文
化
や
価
値
観
の
人
を
排
除
す
る
よ
う
な
考
え
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