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1寄稿

こ
ど
も
食
堂
か
ら
考
え
る

こ
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
と
行
政
支
援
の
在
り
方

認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
全
国
こ
ど
も
食
堂
支
援
セ
ン
タ
ー
・
む
す
び
え
理
事
長　

湯ゆ
あ
さ浅　

誠ま
こ
と

　
増
え
続
け
る
こ
ど
も
食
堂

　

こ
ど
も
食
堂
は
「
食
べ
ら
れ
な
い
子
が
行
く
と
こ
ろ
」

だ
と
思
っ
て
い
る
人
は
、
依
然
と
し
て
多
い
。
し
か
し

そ
の
認
識
は
実
態
と
ず
れ
て
い
る
。
こ
ど
も
食
堂
の

78
・
４
％
は
参
加
に
条
件
な
く
誰
で
も
受
け
入
れ
て
お

り
、
62
・
７
％
に
は
実
際
に
高
齢
者
が
参
加
し
て
い
て
、

57
・
８
％
は
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
を
目
的
に
活

動
し
て
い
る
。
困
窮
者
限
定
は
５
％
、
こ
ど
も
限
定
は

４
％
に
過
ぎ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
場
所
が
、
２
０
１
２
年
の
誕
生
以
来
、
毎

年
１
０
０
０
カ
所
以
上
増
え
続
け
、
２
０
２
３
年
末
に
は

９
１
３
１
カ
所
ま
で
確
認
さ
れ
た
。
全
国
の
中
学
校
数
と

ほ
ぼ
並
ぶ
数
に
な
り
、
こ
ど
も
食
堂
の
あ
る
小
学
校
区

（
校
区
実
施
率
）は
３
割
を
超
え
た
。
参
加
延
べ
人
数
は
年

間
推
計
で
１
５
８
４
万
人
、
う
ち
こ
ど
も
が
１
０
９
１
万

人
に
達
す
る
。
日
本
は
急
速
に
、
地
域
に
こ
ど
も
食
堂

が
あ
っ
て
当
た
り
前
の
社
会
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

　

制
度
化
も
さ
れ
て
い
な
い
、
政
府
も
大
企
業
も
旗
振

り
し
て
い
な
い
民
間
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
、
こ
の

よ
う
に
急
速
に
増
え
続
け
る
の
は
、
そ
れ
自
体
が
興
味

深
い
現
象
だ
。
自
治
会
役
員
で
も
民
生
委
員
で
も
な
い

市
井
の
人
々
が
、
お
互
い
全
く
見
ず
知
ら
ず
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
な
に
ゆ
え
全
国
津
々
浦
々
で
、
同
時
多
発
的

に
、
こ
ど
も
食
堂
を
立
ち
上
げ
て
い
る
の
か
。

　
「
つ
な
が
り
」
を
求
め
る
住
民
自
治
活
動

　

背
景
に
あ
る
の
は
、
つ
な
が
り
の
希
薄
化
、
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
衰
退
で
あ
る
。
私
た
ち
は
今
、
大
都
市

だ
ろ
う
が
離
島
だ
ろ
う
が
、
以
前
よ
り
は
つ
な
が
り
が

薄
く
な
っ
た
と
感
じ
て
暮
ら
し
て
い
る
。
高
齢
者
が
増

え
、
こ
ど
も
が
減
り
、
何
で
も
便
利
に
な
っ
た
が
故
に

か
つ
て
の
ち
ょ
っ
と
し
た
助
け
合
い
が
な
く
な
り
、
人

間
関
係
が
デ
リ
ケ
ー
ト
で
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
に
な
っ
た
が

故
に
つ
な
が
る
こ
と
の
負
荷
が
高
ま
っ
た
。
一
人
暮
ら

し
が
増
え
、
商
店
街
が
シ
ャ
ッ
タ
ー
通
り
と
な
り
、
駄

菓
子
屋
も
ス
ナ
ッ
ク
も
減
り
、
町
内
会
も
か
つ
て
の
よ

う
に
活
動
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
に
、
出
会
い
、
た
ま

る
居
場
所
が
減
っ
た
。「
つ
な
が
る
」と
い
う
言
葉
は
、
携

帯
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
専
売
特
許
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
携
帯
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
「
つ
な
が
る
」
が
連
呼
さ
れ
る

の
は
、
や
は
り
人
々
の
心
の
中
に
つ
な
が
り
を
求
め
て

い
る
気
持
ち
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。

　

た
し
か
に
「
し
が
ら
み
」
は
嫌
だ
が
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
だ
け
で

は
五
感
が
満
た
さ
れ
な
い
。「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
以
上
し
が
ら
み
未

満
の
つ
な
が
り
」を
求
め
る
気
持
ち
は
人
々
の
中
に
く
す

ぶ
り
続
け
て
い
る
。
そ
こ
に
「
こ
ど
も
食
堂
」
と
い
う
着

火
剤
が
提
供
さ
れ
た
。「
そ
の
手
が
あ
っ
た
か
」「
そ
れ
な

ら
自
分
で
も
で
き
る
」と
感
じ
た
人
（々
主
に
女
性
た
ち
）

が
全
国
で
続
々
と
立
ち
上
げ
た
―
―
そ
れ
が
普
及
の
主

た
る
背
景
だ
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

　

人
々
が
つ
な
が
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
場
で
あ
る
が

故
に
、
実
は
食
べ
る
こ
と
以
上
に
重
要
視
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
居
場
所
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と

だ
。
故
に
こ
ど
も
食
堂
の
よ
う
な
取
り
組
み
は
総
称
し

て
「
居
場
所
づ
く
り
」
と
言
わ
れ
る
。
食
べ
る
こ
と
は
、

人
々
が
集
う
き
っ
か
け
・
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
は
極
め
て

重
要
だ
が
、「
つ
な
が
る
」
こ
と
に
比
べ
れ
ば
副
次
的
な

目
的
だ
と
言
っ
て
い
い
。
多
く
の
こ
ど
も
食
堂
運
営
者

が
口
に
す
る
目
標
は
、「
地
域
み
ん
な
の
居
場
所
に
な
る

こ
と
」「
気
軽
に
立
ち
寄
れ
る
場
所
に
な
る
こ
と
」と
い
っ

た
も
の
だ
。「
お
い
し
い
料
理
を
提
供
す
る
こ
と
」
と
い
っ

た
目
標
を
掲
げ
る
こ
ど
も
食
堂
は
、
あ
っ
て
も
少
数
だ
。

　
「
こ
ど
も
」も
同
様
だ
。
あ
る
運
営
者
は「
実
態
は
誰
も

が
来
ら
れ
る
地
域
食
堂
だ
が
、『
こ
ど
も
の
た
め
』と
い
う

大
義
名
分
が
あ
る
と
、
一
肌
脱
い
で
く
れ
る
地
域
の
人
た

ち
が
増
え
る
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
ど
も
の
笑
顔
の
た
め

の
活
動
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
こ
ど
も
に
限
定

し
よ
う
と
す
る
意
向
を
持
つ
運
営
者
は
少
な
い
。
こ
ど
も

の
健
全
育
成
の
た
め
に
は
多
様
な
大
人（
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
）

と
の
出
会
い
が
有
効
な
の
で
、
こ
ど
も
だ
け
に
限
定
し
な

い
こ
と
が
こ
ど
も
の
た
め
に
な
っ
て
い
る
面
も
あ
る
。
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特集　地域でこどもを守り育てる

　

そ
の
た
め
、
こ
ど
も
食
堂
は
地
域
の
つ
な
が
り
を
生

み
出
そ
う
と
す
る
、
住
民
の
、
住
民
に
よ
る
、
住
民
の

た
め
の
住
民
自
治
活
動
だ
、
と
言
っ
て
き
た
。
元
総
務

省
事
務
次
官
の
佐
藤
文
俊
氏
（
現
む
す
び
え
顧
問
）
も
、

こ
ど
も
食
堂
を
「
自
治
の
原
点
に
立
ち
返
る
も
の
」（「
こ

れ
か
ら
の
10
年　

～
地
方
分
権
と
地
方
創
生
～
」『
地
方

自
治
』
８
６
９
号
）
と
評
価
し
て
い
る
。
こ
ど
も
食
堂
が

捉
え
て
い
る
社
会
課
題
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
つ
な
が

り
の
希
薄
化
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
衰
退
だ
。

　

�

行
政
の
視
野
に
入
っ
て
き
た�

民
間
の
居
場
所
づ
く
り

　

こ
う
し
た
取
り
組
み
は
、
総
称
し
て
「
居
場
所
づ
く

り
」と
言
わ
れ
る
。
高
齢
者
の
居
場
所
づ
く
り
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
が
、
近
年
で
は
こ
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り

も
注
目
さ
れ
て
い
る
。
こ
ど
も
家
庭
庁
の
発
足
に
よ
っ

て
「
こ
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
指
針
」
が
閣
議
決
定
さ
れ

た
の
は
そ
の
象
徴
だ
ろ
う（
指
針
策
定
に
際
し
て
は
筆
者

も
委
員
と
し
て
参
画
）。
こ
ど
も
食
堂
は
、
こ
ど
も
の
居

場
所
づ
く
り
の
一
類
型
だ
。

　

筆
者
は
、
こ
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
を
通
じ
て
住
民

自
治
活
動
が
活
発
に
な
る
地
域
を
思
い
描
い
て
い
る
。

す
で
に
行
政
は
、
行
政
だ
け
で
は
地
域
課
題
に
対
応
し

き
れ
な
い
こ
と
を
自
認
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、

住
民
が
自
発
的
に
地
域
づ
く
り
に
立
ち
上
が
る
ス
イ
ッ

チ
を
見
つ
け
き
れ
ず
に
い
る
。
他
方
で
こ
ど
も
食
堂
な

ど
の
民
間
に
よ
る
こ
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
は
住
民
の

自
発
的
発
意
で
増
え
続
け
、
地
域
住
民
を
相
互
に
つ
な

ぎ
続
け
て
い
る
。「
居
場
所
」を
求
め
る
人
々
の
気
持
ち
は

衰
え
ず
、
ス
イ
ッ
チ
は
入
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
よ
う
や

く
行
政
の
視
野
に
も
入
り
始
め
て
き
た
の
が
、
今
と
い

う
時
期
だ
。
そ
の
住
民
の
思
い
を
受
け
止
め
て
、
上
手

に
支
援
す
る
こ
と
が
行
政
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
ど
も
食
堂
支
援
の
基
本
３
原
則

　

で
は
、
行
政
は
こ
ど
も
食
堂
を
は
じ
め
と
し
た
民
間

の
居
場
所
づ
く
り
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
べ
き
か
。
型

に
は
め
な
い
、
予
算
を
か
け
な
い（
民
間
の
資
金
循
環
促

進
）、「
み
ん
な
ま
ん
な
か
」の
包
摂
的
な
地
域
づ
く
り
に

つ
な
げ
て
い
く
、
が
基
本
３
原
則
だ
と
思
う
。

⑴
型
に
は
め
な
い

　

筆
者
の
実
家
で
は
現
在
、
82
歳
に
な
っ
た
要
介
護
１

の
母
親
と
57
歳
の
身
体
障
害
１
級
の
兄
が
同
居
し
て
い

る
が
、
高
齢
者
の
居
場
所
に
は
兄
は
行
け
ず
、
障
害
者

の
居
場
所
に
は
母
は
行
け
ず
、
共
に
入
れ
る
施
設
は
な

い
。
し
か
し
現
に
同
居
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
世
帯
は

も
は
や
珍
し
く
な
い
。
高
齢
者
と
障
害
者
が
同
居
し
、

日
本
人
の
隣
に
外
国
人
が
住
み
、
０
歳
と
１
０
０
歳
が

同
居
す
る
の
が
地
域
で
あ
る
。
だ
か
ら
地
域
住
民
が
そ

の
生
活
感
覚
の
ま
ま
居
場
所
を
つ
く
ろ
う
と
す
れ
ば
、

対
象
を
限
定
し
な
い
、
地
域
み
ん
な
を
受
け
入
れ
る
場

所
に
な
る
。
地
域
住
民
は
地
域
に
線
引
き
を
持
ち
込
み

た
く
な
い
。

　

ま
た
、
誰
か
の
居
場
所
に
な
ろ
う
と
す
る
場
を
つ
く

る
「
居
場
所
づ
く
り
」
は
、
参
加
者
に
そ
の
場
を
大
切
な

場
と
思
っ
て
も
ら
う
こ
と
こ
そ
が
最
優
先
事
項
な
の
で
、

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
者
を
沿
わ
せ
る
こ
と
を
し
な
い
。

逆
に
、
参
加
者
が
意
義
を
感
じ
て
く
れ
れ
ば
、
射
的
だ

ろ
う
と
食
育
だ
ろ
う
と
、
融
通
無む

げ碍
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

変
え
る
。参
加
者
フ
ァ
ー
ス
ト
の
場
だ
か
ら
だ
。よ
っ
て
、

決
ま
っ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
多
い
。

　

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
発
想
は
真
逆
だ
。
特
定
の
対
象
者

に
特
定
の
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
こ
と
で
、
行
政
サ
ー
ビ
ス

は
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
委
託
事
業
は
言
う
ま

で
も
な
く
、
補
助
で
あ
っ
て
も
行
政
が
関
与
す
る
と「
補

助
条
件
」
を
設
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、

65
歳
の
参
加
者
が
連
れ
て
き
た
友
人
が
64
歳
だ
っ
た
ら
、

そ
の
友
人
を
断
る
と
い
う
「
踏
み
絵
」
を
主
催
者
に
踏
ま

せ
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
参
加
者
が
喜
ん
で
い
な

い
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
強
行
す
る
と
い
う
「
踏
み
絵
」
を
踏
ま

せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
主
催
者
た
る
地
域
住
民
か

ら
初
心
の
意
欲
を
そ
ぎ
、
参
加
者
よ
り
も
行
政
を
見
て

活
動
す
る
変
質
を
招
来
し
か
ね
な
い
。

　

地
域
住
民
の
自
発
性
は
多
様
性
と
な
っ
て
表
れ
る
。

そ
れ
を
型
に
は
め
よ
う
と
し
な
い
こ
と
が
重
要
だ
。

⑵
予
算
を
か
け
な
い（
民
間
の
資
金
循
環
促
進
）

　

し
か
し
同
時
に
、
行
政
に
は
議
会
や
住
民
に
対
す
る

説
明
責
任
が
あ
る
。「
い
ろ
ん
な
人
に
い
ろ
ん
な
こ
と
を

し
ま
す
」
で
は
理
解
は
得
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
行
政
は

ノ
ー
タ
ッ
チ
が
よ
い
、
と
従
来
は
言
わ
れ
て
い
た
。
し

か
し
民
間
の
居
場
所
づ
く
り
は
、
受
益
者
負
担
で
は
成

り
立
た
な
い
し
、
自
治
会
の
よ
う
な
事
実
上
の
会
費
徴

収
権
限
も
な
い
。
だ
か
ら
民
間
資
金
で
回
る
よ
う
な
行

政
に
よ
る
後
方
支
援
が
望
ま
し
い
。

　

全
国
の
多
く
の
こ
ど
も
食
堂
は
、
発
足
以
来
ず
っ
と

民
間
資
金
で
運
営
さ
れ
て
い
る
。「
ウ
チ
の
地
域
に
こ
ん

な
に
他
人
の
こ
と
を
応
援
し
て
く
れ
る
人
が
い
る
な
ん

て
、
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
」と
は
、
こ
ど
も
食
堂
の
運

営
者
か
ら
頻
繁
に
聞
く
セ
リ
フ
だ
。
こ
ど
も
食
堂
に
は
、

人
々
の
共
感
を
呼
び
起
こ
し
、
応
援
し
た
い
気
持
ち
を

引
き
出
す
求
心
力
が
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
こ
ど
も
食

堂
や
こ
ど
も
の
居
場
所
の
強
み
で
あ
る
。
誤
解
を
恐
れ

ず
に
言
え
ば
、
税
の
投
入
は
そ
の
強
み
を
減
殺
し
て
し

ま
う
。
か
と
い
っ
て
、
個
々
の
こ
ど
も
食
堂
の
自
助
努

力
の
み
で
は
運
営
は
安
定
し
な
い
。

　

民
間
の
資
金
循
環
促
進
の
た
め
の
行
政
に
よ
る
後
方

支
援
が
必
要
だ
。
こ
ど
も
食
堂
や
こ
ど
も
の
居
場
所
を

自
治
会
や
商
工
会
と
つ
な
ぐ
だ
け
で
も
、
新
た
な
支
援

者
の
掘
り
起
こ
し
に
な
る
だ
ろ
う
。
市
報
に
載
せ
、
自
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治
体
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
っ
と
目
立
た
せ
る
の
は
ど

う
か
。
学
校
だ
よ
り
で
紹
介
し
て
も
ら
え
ば
認
知
度
は

格
段
に
ア
ッ
プ
す
る
だ
ろ
う
。
ふ
る
さ
と
納
税
を
活
用

す
る
の
も
よ
い
。
遺
贈
寄
付
は
、
ま
だ
ほ
と
ん
ど
の
自

治
体
が
相
談
窓
口
を
作
っ
て
い
な
い
が
、
地
域
の
未
来

を
体
現
す
る
こ
ど
も
の
た
め
に
、
自
身
の
財
産
を
活
用

し
た
い
と
願
う
高
齢
者
は
多
い
。

　

筆
者
は
、
住
民
自
治
活
動
と
し
て
の
地
域
交
流
活
動

は
、
基
本
的
に
民
間
の
重
層
的
な
支
え
合
い
で
賄
わ
れ

る
べ
き
と
考
え
て
い
る
。
重
層
的
と
は
、
農
家
が
野
菜

を
持
っ
て
き
て
く
れ
る
と
い
っ
た
個
人
的
な
支
援
や
、
県

大
手
の
ス
ー
パ
ー
チ
ェ
ー
ン
に
よ
る
食
材
支
援
、
グ
ロ
ー

バ
ル
企
業
か
ら
の
寄
付
な
ど
、
小
学
校
区
レ
ベ
ル
、
市

区
町
村
レ
ベ
ル
、
都
道
府
県
レ
ベ
ル
、
全
国
レ
ベ
ル
各

層
の
資
金
・
食
材
支
援
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
を
言
う
。

　

こ
ど
も
食
堂
の
強
み
は
、
人
々
の
共
感
を
呼
び
起
こ

す
強
い
求
心
力
に
あ
る
。
昨
年
度
、
私
の
主
宰
す
る「
む

す
び
え
」
か
ら
全
国
の
こ
ど
も
食
堂
に
お
渡
し
し
た
資

金
・
物
資
は
10
億
円
を
超
え
る
（
物
資
は
売
価
換
算
）。

重
層
的
な
支
え
合
い
が
十
分
に
機
能
す
れ
ば
、
仮
に

個
々
の
こ
ど
も
食
堂
が
周
辺
住
民
か
ら
得
ら
れ
る
支
援

が
必
要
経
費
の
１
割
だ
と
し
て
も
、
経
費
全
体
を
賄
う

こ
と
が
可
能
と
な
る（
図
１
）。

　

市
区
町
村
や
都
道
府
県
に
は
、
こ
ど
も
食
堂
の
強
み

を
伸
ば
す
支
援
を
お
願
い
し
た
い
。

⑶�「
み
ん
な
ま
ん
な
か
」の
包
摂
的
な
地
域
づ
く
り
に

つ
な
げ
る

　

こ
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
は
「
こ
ど
も
ま
ん
な
か
」
を

標ひ
ょ
う
ぼ
う

榜
し
て
推
進
さ
れ
る
。
同
時
に
、
多
く
の
こ
ど
も
食

堂
は
こ
ど
も
に
限
定
せ
ず
、
み
ん
な
の
居
場
所
を
標
榜

し
て
い
る
。
こ
ど
も
だ
け
よ
け
れ
ば
高
齢
者
は
端
っ
こ

で
い
い
、
と
は
考
え
て
い
な
い
。
い
わ
ば「
み
ん
な
ま
ん

な
か
」だ
。
そ
し
て
両
者
の
境
界
は
明
確
で
は
な
い
。
こ

ど
も
の
た
め
に
多
く
の
大
人
が
関
わ
る
と
言
え
ば「
こ
ど

も
ま
ん
な
か
」、
み
ん
な
が
交
流
す
る
元
気
な
地
域
だ
か

ら
こ
ど
も
が
健
全
に
育
つ
と
言
え
ば
「
み
ん
な
ま
ん
な

か
」だ
が
、
地
域
住
民
が
多
世
代
で
交
流
し
て
い
る
と
い

う
現
場
の
風
景
は
同
じ
だ
。

　

こ
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
に
は
、
こ
ど
も
に
限
定
し

た
取
り
組
み
も
数
多
く
あ
る
が
、
こ
ど
も
食
堂
は
そ
う

で
は
な
い
。
こ
ど
も
食
堂
を
適
切
に
位
置
付
け
る
と
、

こ
ど
も
ま
ん
な
か
を
推
進
し
つ
つ
、
み
ん
な
ま
ん
な
か

の
地
域
を
実
現
す
る
、
そ
の
媒
介
項
に
こ
ど
も
食
堂
が

あ
る
と
い
う
構
図
が
見
え
て
く
る（
図
２
）。

　

こ
ど
も
と
高
齢
者
な
ど
を
対
立
さ
せ
る
こ
と
な
く
、

こ
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
が
地
域
み
ん
な
の
居
場
所
づ

く
り
へ
と
つ
な
が
る
回
路
を
構
想
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

図2   こども食堂は「こどもまんなか」と「みんなまんなか」
を媒介する

図1  こども食堂の財源構成イメージ
・ボランタリーな民間活動として
のこども食堂は、自発性と多様
性が生命線

・交流機能（住民自治）は、基本
的に民間の支え合い（共助）で
自由度高く行う。

・ただし、個々のこども食堂の自
助努力には限界があるので、ナ
ショナルレベルも含めた民間の
重層的な支え合いでまかなう。

・行政の役割は以下。
①民間の重層的な支え合いの後方
支援

②民間の共助だけでは足りない部
分への補助

③支援機能（公助の一翼を担う）
活動への公費の投入




