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下
野
市
教
育
委
員
会　

生
涯
学
習
文
化
課

情
報
収
集
や
観
察
に
優
れ
、
も
の
ご
と
に
精
通
し
て

い
る
こ
と
の
例
え
と
し
て
使
わ
れ
る
言
葉
で
、
書
物
を

指
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
を
大
切
に
し
た
歴

史
上
の
人
物
に
吉よ
し

田だ

松し
ょ
う
い
ん陰
が
い
ま
す
。
彼
が
長ち
ょ
う
し
ゅ
う州
（
現

在
の
山
口
県
萩
市
）
に
開
い
た
松し
ょ
う
か下

村そ
ん
じ
ゅ
く塾

の
塾
生
に
は
、

幕
末
に
活
躍
し
た
高た
か

杉す
ぎ

晋し
ん

作さ
く

や
久く

坂さ
か

玄げ
ん

瑞ず
い

の
ほ
か
、
明

治
と
い
う
新
し
い
時
代
を
拓
い
て
い
っ
た
伊い

藤と
う

博ひ
ろ
ぶ
み文

や

山や
ま

形が
た

有あ
り

朋と
も

が
い
ま
す
。
松
陰
は
塾
生
に
「
流
れ
が
速
く

な
っ
た
時
代
に
正
確
な
判
断
を
下
す
た
め
、
常
に
情
報

を
収
集
し
物
事
を
鋭
敏
に
観
察
す
る
こ
と
」
を
説
き
ま

し
た
。
鎖
国
中
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
薩さ
つ

摩ま

藩
（
現
在

の
鹿
児
島
県
）
や
長
州
藩
な
ど
の
革
新
的
な
藩
は
、
諸

外
国
の
動
静
や
江
戸
で
の
出
来
事
な
ど
の
情
報
を
独
自

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
集
め
て
い
ま
し
た
。

少
し
唐
突
で
す
が
、
一
三
〇
〇
年
前
の
律
令
時
代
は

ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
時
代
、
国
内
外
の
す

べ
て
の
情
報
が
集
め
ら
れ
た
の
は
平
城
・
平
安
京
（
宮
）

で
す
。
国
外
の
情
報
は
遣け
ん

唐と
う

使し

に
よ
り
、
現
在
の
外
務
省

的
機
能
を
有
し
て
い
た
大だ

宰ざ
い

府ふ

（
福
岡
県
）
を
経
由
し

て
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、東
北
の
情
報
は
多た

賀が

城じ
ょ
う（

宮

城
県
）に
集
め
ら
れ
ま
し
た
。
八
世
紀
前
半
頃
に
は
東
山
・

東
海
・
北
陸
・
山
陽
・
山
陰
・
西
海
・
南
海
道
な
ど
七

つ
の
全
国
道
路
網
が
整
備
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
道
路

に
は
三
〇
里
（
約
一
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
毎
に
駅う
ま

家や

が

設
置
さ
れ
、
東
山
道
の
各
駅
に
は
一
〇
疋
の
馬
が
配
置

さ
れ
ま
し
た
。
馬
を
乗
り
継
ぎ
郡ぐ
ん

衙が

や
国
府
に
情
報
が

集
め
ら
れ
、
さ
ら
に
平
城
京
や
平
安
京
ま
で
数
日
掛
っ

て
情
報
が
届
け
ら
れ
ま
し
た
。

日
本
の
古
代
に
お
い
て
、
宝ほ
う

亀き

五
年
（
七
七
四
）
か

ら
弘こ
う

仁に
ん

二
年
（
八
一
一
）、
蝦え
み
し夷

に
対
し
て
朝
廷
が
行
っ

た
征
討
を
三
十
八
年
戦
争
と
呼
び
ま
す
。
こ
の
間
、
玉た
ま

造つ
く
り

柵さ
く

・
色し

麻か
ま

柵
・
新に
っ
た田
柵
・
牡お

鹿じ
か

柵
（
い
ず
れ
も
宮
城

県
内
）や
胆い

沢さ
わ

城じ
ょ
う（

岩
手
県
奥
州
市
）・
志し

波わ

城じ
ょ
う（

盛
岡
市
）・

徳と
く

丹た
ん

城じ
ょ
う

（
紫
波
郡
矢
巾
町
）
な
ど
の
城
柵
に
二
十
万
人

以
上
の
人
員
が
前
線
に
送
り
込
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
人
員
や
物
資
の
運
搬
に
も
東
山
道

な
ど
の
主
要
道
路
網
が
使
わ
れ
ま
し
た
。
国
分
寺
中
学
校

の
南
西
部
の
住
宅
地
に
は
発
掘
調
査
で
発
見
さ
れ
た
東

山
道
跡
が
久
保
公
園
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。
道

路
の
幅
が
約
十
二
㍍
で
、
両
側
に
幅
と
深
さ
が
１
㍍
の
側

溝
を
持
つ
広
い
道
路
で
す
。
坂さ
か
の
う
え
の上
田た
む
ら村
麻ま

ろ呂
な
ど
の
征せ
い

夷い

大た
い

将し
ょ
う

軍ぐ
ん

や
東
国
各
地
か
ら
集
め
ら
れ
た
兵
士
が
往
来

し
た
の
で
し
ょ
う
。
県
内
で
は
、
こ
の
他
の
古
代
の
通

信
手
段
も
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
国
指
定
史
跡
飛と
び

山や
ま

城じ
ょ
う

跡
（
宇
都
宮
市
竹
下
町
）
で
す
。
城
そ
の
も
の
は
鎌
倉

時
代
後
期
の
宇
都
宮
氏
に
関
す
る
城
館
で
す
が
、
発
掘

調
査
で
城
跡
の
下
層
か
ら
九
世
紀
後
半
の
竪
穴
建
物
が

発
見
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
は
「
烽と
ぶ
ひ
の
い
え家

」
と
記
さ
れ

た
墨ぼ

く

書し
ょ

土
器
が
出
土
し
ま
し
た
。
こ
こ
に
烽の
ろ
し火

台だ
い

が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
朝
廷
側
に
危
機
が
迫
る
と
烽
火
が

上
が
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
九
州
か
ら
瀬
戸
内
海

を
経
由
し
て
大
阪
・
奈
良
付
近
に
も
烽
火
台
を
伴
う
防

衛
拠
点
が
あ
り
、
対
外
政
策
の
危
機
の
際
に
も
烽
火
が

あ
げ
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
烽の
ろ
し火
は
狼の
ろ
し煙
と
も
書
き
ま
す
。

煙
や
炎
を
通
信
手
段
に
し
た
訳
で
す
が
、
良
い
煙
を
出

す
た
め
に
乾
燥
さ
せ
た
狼
の
糞ふ
ん

を
混
ぜ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
古
代
に
お
け
る
光
通
信
で
す
。

飛ひ 
耳じ 
長ち

ょ
う 

目も
く

中
国
の
春
秋
時
代
、
斉さ

い

の
管か

ん
ち
ゅ
う仲（

〜
前
６
４
５
、
法

家
の
祖
）
が
、「
遠
く
の
こ
と
を
よ
く
聞
き
知
る
こ
と

の
で
き
る
耳
と
、
遠
く
の
こ
と
を
よ
く
見
る
こ
と
の
で

き
る
目
を
持
つ
、 

耳
を
飛
ば
し
、
目
を
長
く
す
る
」
と

い
う
意
味
か
ら
転
じ
て
「
飛
耳
長
目
」
と
い
い
ま
し
た
。
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