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い
た
ス
イ
ス
の
社
会
そ
の
も
の
を
見
ろ
、
学
校
そ
の
も
の
に
接
す
る

機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
Ｐ

そ
れ
か
ら
約
５
年
後
の
一
九
一
八
一
一
一
年
に
、
た
ま
た
ま
、
東
京
の
研

究
所
時
代
に
お
知
り
合
い
に
な
っ
て
い
た
方
で
、
今
日
の
お
話
の
中

心
に
な
る
欧
州
協
議
会
の
教
育
部
長
を
な
さ
っ
て
い
る
方
の
お
取
り

は
か
ら
い
で
、
ウ
ィ
ー
ン
で
開
か
れ
た
「
西
欧
諸
国
の
学
校
に
お
け

る
人
権
教
育
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
』
に
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し

て
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

一
方
、
５
年
程
前
か
ら
奈
良
教
育
大
学
に
奉
職
す
る
こ
と
に
な

り
、
一
度
、
同
和
教
育
の
総
合
コ
ー
ス
で
三
コ
マ
分
で
す
が
講
義
を

す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
経
過
が
あ
り
、
今
日
は
、
西
欧
諸
国
の
、
特
に
学
校

に
お
い
て
人
権
教
育
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
の
か
、
で
き
る

だ
け
具
体
例
に
即
し
て
、
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

実
は
、
’
九
七
八
年
に
、
世
界
人
権
宣
言
は
釦
周
年
を
迎
え
ま
し

た
。
こ
れ
を
境
に
、
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
い
て
、
人
権
教
育

を
め
ぐ
る
動
き
が
活
発
化
し
て
き
た
の
で
す
。

こ
の
背
景
と
し
て
三
点
ば
か
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
ず

第
一
に
、
不
況
に
伴
う
失
業
者
の
激
増
が
あ
り
ま
す
。
や
や
古
い
資

そ
し
て
第
三
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
そ
の
も
の
の
変
質
が
あ
げ
ら

れ
ま
す
。
旧
植
民
地
や
安
い
労
働
力
を
と
い
う
こ
と
で
様
々
な
国
か

た
｡ 

す
。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
に
は
、
四
○
○
万
人
も
の
ト
ル
コ
人
を
中
心

と
す
る
ガ
ス
ト
ァ
ル
バ
イ
タ
ー
と
呼
ば
れ
る
移
民
が
お
り
、
安
い
賃

金
で
ド
イ
ツ
人
が
嫌
が
る
仕
事
も
や
っ
て
き
ま
し
た
。
西
ド
イ
ツ
の

戦
後
の
経
済
復
興
は
、
彼
ら
に
拠
る
所
が
大
き
い
の
で
す
が
、
彼
ら

は
不
況
に
な
る
と
、
ま
ず
最
初
に
首
を
切
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
祖

国
へ
帰
っ
て
も
生
き
て
い
け
な
い
為
に
、
そ
の
ま
ま
定
住
す
る
ケ
ー

ス
が
増
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
ド
イ
ツ
人
の
問
に
ネ
オ
・
ナ
チ
的

な
反
感
が
生
じ
始
め
、
「
俺
達
が
就
職
で
き
な
い
の
は
あ
い
つ
ら
の

せ
い
だ
」
と
い
う
わ
け
で
、
実
際
に
、
暴
力
事
件
や
迫
害
が
起
こ
っ

て
い
ま
す
。
’
九
七
八
年
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、
ア
メ
リ
カ
の
テ

レ
ビ
映
画
『
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
」
が
あ
ち
こ
ち
で
放
映
さ
れ
た
の
で
す

が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
潜
在
化
し
て
い
た
ネ
オ
・
ナ
チ
的
、
フ
ァ
ッ

シ
ョ
的
動
き
が
顕
在
化
し
て
き
ま
し
た
。
「
ル
ポ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
Ｎ

Ｏ
Ｗ
』
に
よ
る
と
、
ネ
オ
・
ナ
チ
は
、
数
年
前
に
汎
団
体
、
約
２
万

人
が
ア
ク
テ
ィ
ブ
、
一
九
八
一
一
年
に
は
殺
人
・
爆
弾
事
件
ｎ
件
、
四

○
○
万
人
（
全
体
人
口
の
約
六
・
五
％
）
の
外
国
人
労
働
者
に
対
す

る
ム
ー
ド
が
険
悪
化
し
て
き
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。

世
界
人
権
宣
言
加
周
年
Ｉ
本
当
は
中
味
を
充
実
す
る
意
味
で
持
た

れ
た
の
が
、
逆
に
そ
う
い
う
も
の
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
い
ま
し

一
、
世
界
人
権
宣
一
一
一
一
三
一
一
○
周
年
と
人
権
教
育
の
活
発
化

料
で
す
が
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
失
業
者
数
は
、
一
九
八
一
年
に

一
一
四
二
万
人
、
今
日
で
は
一
一
一
○
○
万
人
を
越
え
て
い
ま
す
。
『
エ
コ

ノ
ミ
ス
ト
」
７
月
９
日
号
で
、
さ
か
の
ぼ
っ
た
数
字
を
見
ろ
と
、
一

九
七
五
年
に
九
○
万
人
（
三
・
九
％
）
、
一
九
七
八
年
に
一
一
一
九
・

九
万
人
（
五
・
五
％
）
、
そ
し
て
一
九
八
二
年
に
は
倍
増
以
上
の
一
一

七
九
万
人
（
二
・
六
％
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
別
な
観
点

か
ら
見
ろ
と
、
一
九
八
一
一
一
年
五
月
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
で
失
業
者

は
一
七
○
○
万
人
、
し
か
も
そ
の
う
ち
側
％
が
妬
歳
以
下
の
青
少
年

層
で
あ
り
、
若
年
労
働
者
が
就
職
で
き
ず
に
い
る
の
で
す
。
だ
か

ら
、
高
校
生
や
大
学
生
に
と
っ
て
、
「
大
学
は
出
た
け
れ
ど
．
：
』
と

い
う
状
況
が
目
の
前
に
あ
り
、
「
い
く
ら
勉
強
し
て
も
ダ
メ
だ
』
と

い
う
不
安
や
不
満
が
、
ス
ト
レ
ス
と
な
っ
て
た
ま
っ
て
い
ま
す
。
沼

年
当
時
に
訪
れ
た
チ
ュ
ー
リ
ヒ
は
、
非
常
に
治
安
が
良
か
っ
た
の
で

す
が
、
５
年
後
に
再
び
訪
れ
ろ
と
、
駅
の
地
下
で
中
学
生
ぐ
ら
い
の

子
供
が
、
タ
バ
コ
を
吸
っ
た
り
、
奇
声
を
あ
げ
た
り
し
て
い
る
の
を

見
て
驚
き
ま
し
た
。
友
人
の
話
で
は
、
中
学
生
た
ち
の
間
に
ま
で
、

麻
薬
が
は
び
こ
り
、
麻
薬
を
買
う
お
金
が
欲
し
い
為
に
、
ひ
っ
た
く

り
を
す
る
子
供
が
増
え
て
い
ろ
と
い
う
こ
と
で
す
。
失
業
と
か
、
将

来
夢
が
持
て
な
い
状
況
が
、
青
少
年
の
心
の
荒
廃
を
招
い
て
い
ろ
と

い
う
こ
と
に
、
胸
が
痛
む
思
い
が
し
ま
す
。

第
二
は
、
非
寛
容
・
人
種
差
別
・
テ
ロ
の
激
増
で
す
。
先
に
述
べ

た
失
業
者
の
激
増
か
ら
、
人
種
差
別
問
題
も
起
こ
っ
て
い
る
の
で

ら
様
々
な
人
々
が
入
っ
て
き
て
、
多
文
化
的
性
格
を
濃
厚
に
持
つ
よ

う
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。
こ
れ
ま
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
道
徳
教

育
と
い
う
の
は
、
ほ
と
ん
ど
宗
教
教
育
で
十
分
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト

教
教
育
即
宗
教
教
育
で
し
た
。
そ
れ
が
、
ト
ル
コ
人
、
イ
ン
ド
人
、

パ
キ
ス
タ
ン
人
、
ア
フ
リ
カ
人
が
大
量
に
入
っ
て
き
た
こ
と
で
、
宗

教
が
一
本
化
で
き
な
い
こ
と
や
、
宗
教
の
時
間
が
あ
っ
て
も
受
け
な

い
子
供
が
増
え
て
き
て
、
宗
教
教
育
だ
け
で
は
不
十
分
に
な
っ
て
き

ま
し
た
。
自
分
と
違
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
宗
教
思
想
を
持
つ
人
々

に
対
し
て
、
敵
意
を
抱
い
た
り
ア
グ
レ
ッ
シ
ブ
に
な
っ
た
り
、
青
少

年
の
中
に
も
非
寛
容
・
差
別
・
テ
ロ
に
通
ず
ろ
も
の
が
、
か
も
し
出

さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
政
治
家
達
は
、
非
常

に
危
険
視
し
て
い
ま
す
。
政
治
家
自
体
が
気
付
く
と
い
う
こ
と
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
民
主
主
義
の
健
全
さ
の
一
面
を
示
し
て
い
ろ
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。
’
九
八
三
年
に
私
が
帰
国
し
た
当
日
の
日
本
の
新
聞

に
は
、
学
校
教
科
書
の
中
か
ら
『
人
権
」
や
『
権
利
』
と
い
う
言
葉

が
減
ら
さ
れ
、
「
義
務
」
や
『
責
任
』
と
い
う
言
葉
が
強
調
さ
れ
よ

う
と
し
て
い
る
こ
と
が
書
か
れ
て
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
あ
ま
り

の
違
い
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ま
し
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
今
の
時
点
で
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
い
う
状
況
に
対
す
る
危
機
感
、
民
主
主
義
擁

護
の
立
場
か
ら
、
そ
の
基
本
と
な
る
人
権
の
擁
護
が
重
要
で
あ
る
と

｜
■
」
Ｙ
土
■
『
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い
う
認
識
の
も
と
に
、
世
論
と
し
て
、
ま
た
、
政
府
主
導
の
形
で

学
校
に
お
け
る
人
権
教
育
の
組
織
化
・
強
化
が
な
さ
れ
て
き
た
の
で

す
。で
は
、
こ
う
い
う
危
機
認
識
の
中
で
、
学
校
に
お
け
る
人
権
教
育

が
、
ど
の
よ
う
な
組
織
・
図
式
の
中
で
進
め
ら
れ
て
い
る
か
を
、
お

話
し
し
ま
す
。

そ
こ
で
、
ま
ず
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
欧
州
協
議
会
で

す
。
こ
れ
は
、
今
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
学
校
段
階
で
人
権
教
育
を

活
発
に
進
め
て
い
る
も
の
で
す
が
、
ど
ん
な
経
過
を
経
て
成
立
し
、

ど
ん
な
活
動
を
し
て
い
る
の
か
、
少
し
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。
皆

さ
ん
も
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
一
九
四
五
年
に
第
二
次
世
界
大
戦
が
終

わ
っ
た
時
、
非
常
に
短
い
期
間
に
二
つ
の
大
き
な
戦
争
を
経
験
し
た

こ
と
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
圧
政
・
独
裁
に
対
す
る
警
戒
心
が
強

ま
り
ま
し
た
。
こ
の
年
、
国
連
憲
章
が
成
立
し
、
基
本
的
人
権
を
再

認
識
し
ま
し
た
が
、
し
か
し
こ
の
時
点
で
は
、
こ
れ
は
理
想
に
過
ぎ

ず
、
違
反
し
た
国
に
対
す
る
制
裁
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
ん
な

時
、
イ
ギ
リ
ス
の
チ
ャ
ー
チ
ル
を
中
心
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
が
叫

ば
れ
ま
し
た
。
彼
は
一
九
四
六
年
に
チ
ュ
ー
リ
ヒ
で
、
新
た
に
あ
る

種
の
欧
州
合
衆
国
を
建
設
し
た
い
云
々
と
い
う
演
説
を
行
っ
て
お
り

破
っ
た
場
合
に
は
制
裁
が
あ
り
ま
す
。
内
容
は
、
市
民
的
政
治
的
権

利
や
自
由
、
例
え
ば
、
生
存
権
、
自
由
権
、
人
身
の
安
全
権
、
公
正

な
司
法
を
受
け
る
権
利
、
思
想
・
良
心
・
信
仰
の
自
由
、
表
現
の
自

由
、
平
和
的
集
会
の
自
由
、
結
婚
の
自
由
、
個
人
的
家
族
生
活
の
自

由
等
が
尊
重
さ
れ
、
保
障
さ
れ
ろ
と
い
う
も
の
で
す
。
旅
行
者
で
あ

っ
て
も
こ
の
協
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
第
一
条
に
、

「
国
は
、
そ
の
司
法
権
の
及
ぶ
全
て
の
者
に
へ
協
定
で
定
め
る
権
利

と
自
由
を
保
障
す
る
」
と
護
っ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
司
法
権

の
も
と
に
あ
る
個
人
、
集
団
の
人
権
を
保
障
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て

有
効
に
人
権
保
障
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
、
欧
州
人
権
委
員
会
、
欧
州

人
権
裁
判
所
、
欧
州
協
議
会
外
相
会
議
の
三
つ
の
大
き
な
機
構
が
あ

り
ま
す
。
各
国
間
、
個
人
間
ど
ち
ら
も
の
人
権
侵
害
問
題
が
こ
れ
の

対
象
と
な
っ
て
お
り
、
’
九
五
三
年
か
ら
七
八
年
ま
で
の
妬
年
間

に
、
八
、
二
一
一
一
件
の
申
請
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
、
人
権
委
員
会
が

協
議
し
た
結
果
、
重
大
と
認
め
ら
れ
た
も
の
が
一
七
四
件
で
、
そ
れ

が
裁
判
所
で
扱
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
確
実
に
効
力
を
発
揮

し
て
い
ま
す
。
解
決
方
法
と
し
て
は
、
提
訴
が
と
り
あ
げ
ら
れ
ろ

と
、
ま
ず
和
解
が
勧
め
ら
れ
、
そ
れ
が
ダ
メ
な
場
合
に
は
、
人
権
裁

判
所
で
判
決
が
下
さ
れ
る
か
、
欧
州
協
議
会
大
臣
会
議
で
判
決
が
下

さ
れ
、
こ
れ
で
最
終
的
な
結
論
が
出
さ
れ
ろ
と
い
う
よ
う
に
、
三
段

構
え
で
人
権
が
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

一
一
、
西
欧
の
学
校
に
お
け
る
人
権
教
育
の
体
制

、
勺
心
、
』
『
１
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０
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４
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ま
す
。
こ
の
流
れ
の
中
て
、
一
九
四
八
年
に
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ハ
ー
グ

に
お
い
て
、
経
済
的
政
治
的
同
盟
に
基
づ
い
て
、
固
有
の
欧
州
総
会

を
持
つ
欧
州
協
議
会
を
設
立
し
よ
う
と
い
う
こ
と
が
決
定
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
同
年
に
世
界
人
権
宣
言
が
国
連
で
成
立
し
ま
し
た
。
こ
う

し
て
一
九
四
九
年
、
フ
ラ
ン
ス
の
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
に
本
部
を
置

く
、
欧
州
協
議
会
が
成
立
し
た
の
で
す
。
こ
れ
は
初
め
か
ら
、
世
界

平
和
・
一
つ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
、
二
度
と
戦
争
・
独
裁
・
フ
ァ

シ
ズ
ム
的
な
も
の
を
許
さ
な
い
と
い
う
決
意
の
も
と
に
、
人
権
と
基

本
的
自
由
の
維
持
を
大
き
な
目
的
と
し
て
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
経

済
的
政
治
的
結
合
体
で
は
な
く
、
そ
の
理
念
に
、
「
共
有
財
産
で

あ
る
理
想
と
原
則
を
維
持
し
、
実
現
し
、
か
つ
社
会
的
経
済
的
進

歩
を
促
進
さ
せ
る
目
的
で
、
加
盟
諸
国
の
相
互
間
の
一
致
を
達
成

す
る
」
、
そ
れ
を
目
的
と
す
る
組
織
で
あ
る
こ
と
が
謡
わ
れ
て
い
ま

す
。
た
だ
、
欧
州
協
議
会
は
政
治
的
に
は
権
限
が
弱
い
つ
ま
り
、

決
議
は
す
る
が
、
そ
れ
を
実
際
に
や
ら
せ
る
ま
で
の
力
が
弱
い
と
い

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
欧
州
協
議
会
は
、
一
定
の
基
本
的

権
利
と
自
由
の
集
団
的
国
際
的
保
障
を
目
的
と
し
て
、
早
速
、
「
欧

州
人
権
協
定
」
を
つ
く
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
協
議
会
発
足
と
同
時

に
着
手
さ
れ
、
一
九
五
○
年
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
応
か
国
の
首
相
が
調

印
、
一
九
五
三
年
か
ら
効
力
を
発
揮
し
、
一
九
八
五
年
現
在
で
皿
か

国
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ほ
と
ん
ど
全
て
の
国
が
批
准
し
て
い
ま
す
。

世
界
で
初
め
て
の
人
権
に
関
す
る
協
定
で
、
国
際
協
定
で
す
か
ら
、

欧
州
協
議
会
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
持
っ
て
い

る
わ
け
で
す
が
、
特
に
、
人
権
教
育
に
積
極
的
な
関
わ
り
を
持
っ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、
現
在
、
四
つ
の
主
題
を
抱
え
て
、
人
権
教
育
プ

ロ
グ
ラ
ム
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

｜
つ
は
、
協
議
会
の
人
権
保
障
範
囲
の
拡
大
、
つ
ま
り
、
こ
う
い

う
権
利
も
こ
う
い
う
自
由
も
こ
れ
に
含
め
て
い
こ
う
と
い
う
努
力
、

特
に
公
民
権
、
政
治
的
権
利
な
ど
を
充
実
さ
せ
た
い
、
と
い
う
も
の

で
す
。二
つ
め
は
、
人
権
協
定
の
機
構
改
善
、
特
に
、
個
人
の
位
置
を
強

化
す
る
方
向
で
機
構
を
改
善
し
た
い
、
と
い
う
こ
と
が
謡
わ
れ
て
い

ま
す
。
三
つ
め
は
、
人
権
に
関
す
る
論
争
的
諸
問
題
の
研
究
討
議

で
、
国
連
や
他
の
国
際
的
組
織
で
提
起
さ
れ
る
人
権
に
関
す
る
問
題

を
、
欧
州
協
議
会
で
も
と
り
あ
げ
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
四

つ
め
は
、
人
権
に
関
す
る
教
育
及
び
情
報
の
増
進
で
す
。
こ
こ
で
、

特
に
問
題
に
な
る
の
は
、
初
等
学
校
・
中
等
学
校
以
外
の
学
校
、
教

育
機
関
に
お
け
る
人
権
教
育
で
、
例
え
ば
、
大
学
で
警
察
官
、
弁
護

士
等
、
人
権
に
と
り
わ
け
関
わ
る
よ
う
な
職
業
に
就
こ
う
と
す
る
学

生
に
は
、
特
別
コ
ー
ス
を
設
け
て
、
人
権
の
教
育
を
行
っ
た
り
し
て

い
ま
す
。

そ
し
て
、
一
九
七
八
年
に
は
、
人
権
教
育
に
関
す
る
政
策
宣
言
に

’
一
一
、
欧
州
協
議
会
の
人
権
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
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次
に
、
様
々
な
会
議
で
討
論
さ
れ
て
き
た
問
題
の
ポ
イ
ン
ト
を
、

私
な
り
に
ま
と
め
て
、
い
く
つ
か
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

育
ま
ず
、
人
権
教
育
の
目
的
・
内
容
・
方
法
等
に
つ
い
て
の
一
般
的

鰍
論
議
に
関
し
て
で
す
。
一
つ
は
、
人
権
教
育
の
目
的
と
本
質
に
つ
い

肌
て
で
す
が
、
こ
れ
は
、
『
世
界
人
権
宣
一
一
一
一
口
」
、
『
欧
州
人
権
協
定
』

け
の
主
旨
、
即
ち
、
「
人
権
の
承
認
、
理
解
及
び
遵
守
は
、
平
和
へ
の

峨
道
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
世
界
の
自
由
、
公
正
及
び
平
和
の
基
礎

報
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
鑑
み
、
公
正
と
平
和
の
為
の
継
続
的
な
貢

即
献
を
な
す
こ
と
、
こ
れ
が
一
番
大
き
な
意
味
で
の
人
権
教
育
の
目
的

艫
と
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
具
体
化
し
て

西
く
る
と
、
「
人
権
が
共
存
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
よ
う
な
共
同
社
会

印
（
例
え
ば
、
家
庭
、
学
級
、
学
校
、
町
、
国
、
世
界
な
ど
）
へ
向
け

よ
っ
て
、
「
人
権
教
育
を
、
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
の
学
校
教
育
及
び
職

業
教
育
に
お
い
て
、
適
切
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う

こ
と
を
、
初
め
て
政
策
と
し
て
う
ち
出
し
て
い
ま
す
。
恐
ら
く
先
に

述
べ
た
背
景
や
、
あ
る
い
は
、
妬
年
た
っ
た
け
れ
ど
も
ま
だ
ま
だ
現

実
化
し
て
い
な
い
、
と
い
う
意
識
の
も
と
に
、
こ
う
い
う
政
策
が
出

さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

さ
ら
に
、
人
権
研
究
を
奨
励
し
た
り
、
欧
州
人
権
賞
を
設
け
て
、

人
権
促
進
の
う
え
で
貢
献
の
あ
っ
た
個
人
や
団
体
に
与
え
た
り
、
人

権
保
障
の
公
衆
向
け
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

欧
州
協
議
会
は
、
こ
の
よ
う
な
活
動
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
す

が
、
実
は
、
初
等
・
中
等
教
育
に
お
け
る
人
権
教
育
に
は
、
文
化
協

力
協
議
会
と
い
う
担
当
す
る
専
門
部
局
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
専

門
家
委
員
会
と
協
力
し
な
が
ら
、
学
校
教
育
及
び
職
業
教
育
に
お
け

る
人
権
教
育
の
推
進
に
力
を
入
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、
一
九
七
八
年

か
ら
一
八
一
一
一
年
に
か
け
て
、
様
々
な
一
委
員
会
、
セ
ミ
ナ
ー
、
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
開
い
て
い
ま
す
。
特
に
、
中
等
学
校
（
中
学
校
・
高
校
）
レ

ベ
ル
に
お
け
る
人
権
教
育
に
ま
ず
取
り
組
み
、
一
九
七
八
年
一
二
月

に
は
、
中
等
学
校
に
お
け
る
人
権
教
育
専
門
家
一
委
員
会
と
い
う
も
の

を
開
い
て
、
こ
こ
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
学
校
で
は
、
人
権
教
育
は

ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
か
、
そ
こ
で
ど
う
い
う
問
題
が
あ
る
か

と
い
う
よ
う
な
調
査
に
基
づ
き
、
中
等
学
校
教
員
用
に
何
か
手
引
書

を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
勧
告
し
て
い
ま
す
。

七
八
年
の
欧
州
協
議
会
大
臣
会
議
が
一
つ
の
決
議
を
し
て
い
る
わ
け

で
す
が
、
そ
の
決
議
の
見
解
を
補
充
す
る
よ
う
な
文
書
を
出
す
こ

と
、
三
つ
め
は
、
’
九
八
四
年
か
ら
八
六
年
に
か
け
て
の
期
間
に
文

化
協
力
協
議
会
が
、
ど
ん
な
こ
と
を
や
れ
ば
い
い
か
に
つ
い
て
の
勧

告
を
出
す
こ
と
で
し
た
。

｜
応
、
欧
州
協
議
会
が
、
ど
ん
な
性
格
の
も
の
で
、
ど
ん
な
活
動

を
し
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
お
分
り
頂
け
た
と
思
い
ま
す
。

四
、
人
権
教
育
を
め
ぐ
る
論
議 ｒ
Ｎ
Ｐ
Ｐ
凸
。
●
－
－
９
－
曰

已

そ
し
て
、
八
○
年
五
月
に
は
、
後
期
中
等
教
育
段
階
の
人
権
教
育
に

関
す
る
教
員
セ
ミ
ナ
ー
、
つ
ま
り
、
高
等
学
校
段
階
の
人
権
教
育
に

関
わ
る
教
師
達
の
為
の
セ
ミ
ナ
ー
を
開
い
て
い
ま
す
。
八
一
年
六
月

に
は
、
初
等
学
校
に
お
け
る
人
権
教
育
専
門
家
委
員
会
を
開
き
、
そ

も
そ
も
人
権
教
育
と
は
何
な
の
か
、
ど
う
い
う
範
囲
の
も
の
で
あ
る

べ
き
か
、
小
学
校
に
お
け
る
人
権
教
育
で
有
効
な
教
授
方
法
は
何
な

の
か
、
ま
た
、
教
師
が
や
ろ
う
と
思
っ
て
も
材
料
が
な
く
、
や
れ

ば
、
親
や
上
司
か
ら
文
句
を
言
わ
れ
る
等
、
色
々
な
問
題
が
あ
り
、

さ
し
あ
た
り
、
初
等
教
師
用
の
手
引
書
を
何
か
作
ら
ね
ば
な
ら
な
い

が
、
そ
の
内
容
を
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
事
が
検
討

さ
れ
て
い
ま
す
。
同
じ
く
八
一
年
八
月
に
、
前
期
中
等
教
育
段
階
の

人
権
教
育
に
関
す
る
教
員
セ
ミ
ナ
ー
が
開
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
他
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ユ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
で
、
非
寛
容
に
関

す
る
協
議
セ
ミ
ナ
ー
が
開
か
れ
て
お
り
、
そ
う
い
う
様
々
な
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
、
セ
ミ
ナ
ー
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
総
括
の
意
味
で
、
一
八
三

年
五
月
に
「
西
欧
の
学
校
に
お
け
る
人
権
教
育
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
」
が
開
か
れ
た
わ
け
で
す
。
こ
こ
で
は
、
一
九
七
八
年
か
ら
八

二
年
に
か
け
て
、
文
化
協
力
協
議
会
が
や
っ
て
き
た
諸
活
動
の
中

で
、
様
々
な
一
委
員
会
、
セ
ミ
ナ
ー
の
中
で
出
さ
れ
た
、
様
々
な
見
解

に
照
ら
し
な
が
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
初
等
・
中
等
教
育
で
の
人

権
教
育
に
関
す
る
広
範
な
討
論
の
締
め
括
り
を
行
う
、
こ
れ
が
一
つ

の
目
的
で
し
た
。
二
つ
め
は
、
そ
の
討
論
に
基
づ
い
て
、
既
に
一
九

さ
て
、
こ
う
い
う
目
的
を
持
っ
た
人
権
教
育
で
、
｜
体
ど
ん
な
内

容
を
扱
い
、
教
え
て
い
く
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
お
話
し
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

｜
つ
は
、
公
正
、
正
義
、
全
て
の
人
の
平
等
な
処
遇
な
ど
に
つ
い

て
の
知
識
と
経
験
を
与
え
ろ
、
こ
れ
が
直
接
的
な
内
容
で
す
が
、
こ

れ
と
共
に
、
次
の
よ
う
な
も
の
を
含
み
ま
す
。
「
他
人
と
共
に
活
動

て
の
教
育
」
が
、
一
つ
の
定
義
的
な
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
ま

す
。
要
す
る
に
、
お
互
い
に
共
存
す
る
、
共
に
生
き
て
い
く
共
同
社

会
の
中
で
、
い
か
に
し
て
一
人
一
人
が
準
備
さ
れ
て
い
く
か
と
い
う

レ
ベ
ル
で
の
人
権
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
こ
れ

は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
す
が
、
人
権
が
濫
用
さ
れ
躁
寵
さ
れ

て
い
る
よ
う
な
状
況
に
、
照
明
を
与
え
る
よ
う
な
教
育
、
ま
た
、
公

正
、
平
和
、
自
由
、
尊
厳
、
平
等
、
諸
権
利
、
効
果
的
な
政
治
的
認

識
な
ど
の
概
念
の
逼
解
及
び
そ
れ
ら
へ
の
共
感
の
育
成
を
援
助
す
る

よ
う
な
教
育
、
即
ち
、
民
主
主
義
だ
と
か
人
権
と
か
い
う
基
礎
概
念

を
理
解
さ
せ
、
子
供
達
の
中
に
、
そ
れ
は
大
事
な
ん
だ
な
と
い
う
感

覚
を
生
ま
れ
さ
せ
育
て
さ
せ
る
よ
う
な
教
育
、
そ
し
て
、
若
い
人
達

に
、
民
主
的
で
多
文
化
的
社
会
に
お
け
る
生
活
の
為
に
準
備
し
て
や

る
教
育
、
こ
う
い
う
教
育
も
人
権
教
育
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

五
、
人
権
教
育
の
具
体
的
内
容

０
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し
た
り
討
論
し
た
り
す
る
経
験
、
民
主
的
な
手
続
き
に
よ
り
変
革
の

為
に
活
動
す
る
実
践
的
練
習
、
社
会
に
お
け
る
集
団
や
施
設
の
運
営

に
自
信
を
持
っ
て
参
加
で
き
る
よ
う
に
生
徒
を
準
備
さ
せ
る
経
験
学

習
」
な
ど
で
す
。
日
本
の
道
徳
教
育
だ
と
か
人
権
教
育
だ
と
か
い
う

も
の
の
内
容
は
、
例
え
ば
、
道
徳
教
育
を
と
っ
て
み
ろ
と
、
こ
の
時

間
は
思
い
や
り
を
、
こ
の
時
間
は
正
直
を
、
こ
の
時
間
は
整
理
整
頓

を
、
と
い
う
よ
う
に
、
内
容
項
目
を
あ
げ
て
、
そ
れ
を
教
え
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
思
い
や
り
と

正
直
は
対
立
す
る
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
、
内
容
だ
け
で
い
こ
う
と
す

る
と
、
色
々
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
と
絡
め
て
考
え
て
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
非
常
に
面
白
い
発
想
だ
と
思
う
の
は
、
ス
キ
ル
（
技
能
）

で
す
。
内
容
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
の
で
し
ょ
う
が
、
獲
得
を
目
指

す
べ
き
ス
キ
ル
と
し
て
、
次
の
四
つ
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
｜
つ

め
は
、
文
章
表
現
及
び
□
頭
表
現
（
例
え
ば
、
討
論
す
る
能
力
を
含

む
）
の
よ
う
な
言
語
発
達
と
結
び
つ
い
た
ス
キ
ル
で
す
。
一
一
つ
め

は
、
種
々
の
ソ
ー
ス
か
ら
の
資
料
を
収
集
し
て
分
析
し
、
公
平
で
均

衡
の
と
れ
た
結
論
に
到
達
す
る
能
力
、
あ
る
い
は
偏
見
、
ス
テ
レ
オ

タ
イ
プ
、
差
別
を
見
極
め
た
り
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
判
別
的
に
理
解

す
る
ス
キ
ル
で
す
。
三
つ
め
は
、
差
異
を
認
識
し
受
容
す
る
こ
と
、

肯
定
的
で
圧
制
的
で
な
い
人
間
関
係
を
う
ち
た
て
る
よ
う
な
社
会
的

ス
キ
ル
で
す
。
日
本
人
と
い
う
の
は
、
集
団
埋
没
的
で
、
他
人
と
違

っ
て
い
る
こ
と
を
避
け
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
、
い
じ
め

的
な
呼
び
名
を
捨
て
ろ
、
異
な
る
背
景
を
持
つ
人
々
に
自
信
を
持
っ

て
、
し
か
も
尊
大
に
な
る
こ
と
な
く
近
づ
け
る
能
力
を
発
達
さ
せ
る

こ
と
で
す
。
三
つ
め
は
、
不
公
正
、
不
公
平
（
性
差
別
、
人
種
差
別

を
含
む
）
を
知
覚
す
る
こ
と
、
四
つ
め
は
、
人
権
の
為
の
継
続
的
普

遍
的
闘
争
に
お
け
る
重
要
な
人
物
、
事
件
、
運
動
な
ど
を
基
礎
認
識

と
し
て
与
え
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
五
つ
め
は
、
欧
州
及
び
世
界
に

お
け
る
歴
史
上
の
、
あ
る
い
は
今
日
の
主
な
人
権
侵
害
の
例
、
人
権

が
躁
溺
さ
れ
て
い
る
状
況
に
照
明
を
あ
て
て
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
気
持
ち
を
抱
か
せ
る
と
同
時
に
、
い
か
に

し
て
防
い
だ
ら
よ
い
か
を
学
習
さ
せ
る
こ
と
で
す
。

で
は
、
方
法
上
の
留
意
点
と
し
て
し
ば
し
ば
議
論
さ
れ
る
も
の

を
、
い
く
つ
か
ま
と
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
、
特
設
教
科
と
し

て
人
権
を
や
る
方
法
は
と
ら
な
い
の
が
原
則
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

全
教
科
を
貫
く
原
理
と
し
て
の
人
権
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
、
ど
ん

な
教
科
を
扱
う
場
合
に
も
、
人
権
が
最
も
重
要
で
あ
り
尊
重
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
ど
の
教
師
も
意
識
し
て
や
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
二
つ
め
は
、
十
分
な
情
報
と
選
択
の
機
会
の
保
障
で
す
。

い
わ
ゆ
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
い
っ
て
、
フ
ァ
シ
ス
ト
や
ネ
オ
・
ナ
チ

ス
ト
は
、
年
端
も
い
か
な
い
子
供
達
に
、
『
ユ
ダ
ヤ
人
は
こ
う
い
う

連
中
だ
」
と
い
う
よ
う
な
宣
伝
攻
勢
を
盛
ん
に
か
け
ま
す
。
こ
れ
に

対
し
て
、
教
育
者
達
は
、
そ
う
い
う
宣
伝
が
間
違
っ
て
い
ろ
と
い
う

こ
と
を
見
抜
く
力
を
与
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
技

可
凹
‐
干
当
・
吻
以
１
１
。
？
‐
＃
動
型
□
ロ
軋
浬
０
：
Ｊ
２
Ｊ
１
己
削
。
ご
ロ
国
司
司
叫
引
月
粉
切
屯
田
示
剣
日
凹
缶
釦
■
ヨ
ゲ
乱
削
■
日
Ｑ
蝿
呵
３
心
Ｔ
■
却
砠
□
ぐ
９
３
，
日
■
３
１
■
和
材
■
り
Ⅱ
判
Ⅲ
卍
月
剖
科
可
司
同
」
ず
０
判
旬
日
守
乃
Ｕ
刊
曰
。
Ａ
ｊ
寺
『
可
剤
鉗
８
円
ｕ
冊
剋
切
堀
蒟
知
遮
司
俎
佃
呵
則
勺
笛
ヨ
コ
月
刊
斗
口
則
勺
刊
矧
８
■
■
Ｎ
判
ｑ
４
勾
勾
０
８
冊
４
１
ロ
ー
＃
的
Ⅲ
Ⅵ
ｑ
刊
２
打
り
り
勺
０
０
Ｄ
８
Ｉ
３
ｆ
ｑ
ｑ
１
９
３
０
ｊ
ｉ
Ｉ
４
２
０
１
河
己
四
勺
Ｑ
２
■
ｑ
り
ぐ
「
も
凹
日
ロ
ョ
ヨ
刈
田
△
可
。
■
矼
一
■
５
４
６
０
．
句
？
二
千
９
］
ｑ
弓
屯
？
勺
。
。
■
１
１
色
匁
■
二
■

の
原
因
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
特
に
、
言
葉

が
違
う
、
皮
膚
の
色
が
違
う
、
宗
教
が
違
う
、
こ
の
違
う
と
い
う
こ

と
を
受
け
と
め
ら
れ
な
い
為
に
迫
害
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ

の
こ
と
、
つ
ま
り
差
異
を
受
容
す
る
こ
と
を
非
常
に
重
視
し
て
い
る

わ
け
で
す
。
人
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
性
が
あ
り
、
ひ
と
り
ひ
と
り
違

う
の
だ
か
ら
、
お
互
い
、
そ
の
違
っ
た
人
間
を
尊
重
し
あ
お
う
じ
ゃ

な
い
か
と
い
う
発
想
で
す
。
そ
し
て
四
つ
め
は
、
非
暴
力
的
方
法

で
、
葛
藤
を
解
決
し
た
り
、
責
任
を
取
っ
た
り
、
集
団
的
決
定
に
参

加
し
た
り
、
地
域
、
国
家
、
欧
州
、
世
界
と
い
っ
た
各
レ
ベ
ル
で
の

人
権
擁
護
の
為
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
理
解
し
、
活
用
す
る
な
ど
の
ア
ク

シ
ョ
ン
ス
キ
ル
で
す
。
つ
ま
り
、
た
だ
講
義
を
聞
い
て
い
る
だ
け
で

な
く
、
自
分
で
行
為
者
と
し
て
加
わ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
非
暴
力
的
方
法
で
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
を
学
ば
せ
る
為

に
、
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
や
劇
と
い
う
手
法
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。

次
に
、
日
本
で
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
の
内
容
領
域

を
五
つ
あ
げ
ま
す
。

一
つ
め
は
、
他
の
人
々
や
集
団
に
つ
い
て
知
る
こ
と
で
す
。
皮
膚

の
色
の
違
う
人
々
と
会
う
、
言
葉
の
違
う
人
々
と
会
う
と
い
う
よ
う

に
、
実
際
に
見
聞
す
る
こ
と
で
、
あ
る
い
は
、
言
語
を
知
る
こ
と

で
、
別
の
考
え
方
や
生
ま
れ
の
人
々
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
二
つ
め
は
、
学
級
、
学
校
、
近
隣
社
会
に
お
い
て
、
他
人
と
折

り
合
い
よ
く
生
き
る
こ
と
で
す
。
偏
見
、
紋
切
り
型
の
態
度
、
軽
蔑

術
的
な
問
題
に
な
り
ま
す
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
「
ド
ラ
マ
化
」

が
教
育
技
術
と
し
て
、
非
常
に
高
く
買
わ
れ
て
い
ま
す
。
子
供
達
に

脚
本
を
害
か
せ
配
役
を
や
ら
せ
て
、
実
際
に
や
っ
て
み
ろ
、
ま
た
、

そ
れ
を
見
て
、
討
論
す
る
こ
と
で
、
他
人
の
身
に
な
る
と
い
う
こ
と

を
文
字
通
り
や
っ
て
み
る
の
で
す
。
こ
れ
は
、
子
供
達
の
内
面
に
訴

え
か
け
る
の
に
有
効
で
す
。
そ
の
他
、
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
や
、
こ
う
い

う
こ
と
を
や
っ
た
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
場
面
設
定

し
て
や
ら
せ
る
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
よ
う
な
ア
ク
シ
ョ
ン
ス

キ
ル
に
つ
な
が
る
も
の
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
視
聴
覚
教

材
に
も
力
が
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
私
が
見
た
オ
ー
ス
ト
リ
ー
の
高
等

学
校
で
は
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
劇
の
ビ
デ
オ
化
さ
れ
た
も
の
を
見

て
、
極
め
て
活
発
に
生
徒
が
討
論
し
、
人
権
の
問
題
に
焦
点
を
あ
わ

せ
て
考
え
る
授
業
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
学
級
、
学

校
自
体
の
民
主
的
社
会
の
モ
デ
ル
化
で
す
。
教
師
が
や
た
ら
威
張
っ

て
い
た
り
、
校
長
が
管
理
主
義
的
で
子
供
の
こ
と
を
考
え
な
い
、
民

主
的
運
営
が
な
さ
れ
て
い
な
い
学
校
で
、
い
か
に
し
て
民
主
的
教
育

が
で
き
る
か
、
人
権
教
育
が
で
き
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
問
題
を
発

見
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
間
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
も
、
学
校
の

雰
囲
気
が
、
一
つ
の
大
き
な
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
学
校
そ

の
も
の
が
、
人
権
を
大
事
に
す
る
よ
う
な
空
気
に
な
っ
て
い
る
時

に
、
人
権
教
育
は
う
ま
く
い
く
と
い
う
発
想
で
す
。
今
日
の
心
理
学

や
教
育
学
で
も
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
れ
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は
ヒ
ド
ゥ
ン
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
（
｝
］
一
丘
①
ロ
自
己
２
］
二
目
）
と
呼
ば

れ
て
お
り
、
学
級
、
学
校
の
雰
囲
気
、
先
生
の
生
き
ざ
ま
な
ど
が
、

知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
生
徒
に
は
大
き
く
影
響
す
る
と
い
う
こ
と

へ
の
注
目
で
す
。

他
に
、
発
達
段
階
に
応
じ
た
子
供
中
心
の
教
授
方
法
が
、
し
き
り

に
強
調
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、
ｎ
歳
以
下
の
子
供
に
難
し
い

言
葉
で
教
え
て
る
あ
ま
り
効
果
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
あ
る
グ
ル

ー
プ
が
発
表
し
て
い
ま
す
。

で
は
最
後
に
、
人
権
教
育
を
め
ぐ
っ
て
、
今
日
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

学
校
で
は
、
ど
ん
な
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
取

り
組
ま
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
触
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。

一
つ
は
、
教
師
教
育
が
不
十
分
で
あ
る
、
つ
ま
り
、
教
員
養
成
の

学
部
の
学
生
や
現
職
教
師
に
対
す
る
人
権
教
育
が
不
十
分
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
七
八
年
の
段
階
で
、
あ
ら
ゆ
る
学
校
レ
ベ
ル
で
人

権
教
育
に
力
を
入
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て

い
る
け
れ
ど
も
、
い
ざ
や
ろ
と
な
る
と
、
教
師
の
方
が
困
っ
て
し
ま

う
の
で
す
。
だ
か
ら
、
今
、
盛
ん
に
、
現
職
教
育
で
講
習
会
、
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
い
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。
二

つ
め
は
、
担
当
教
師
に
対
す
る
親
や
上
司
の
批
判
、
三
つ
め
は
、
内

て
子
ど
も
時
代
に
教
育
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
人
々
が
、
読
ん
で
も

よ
く
分
る
テ
キ
ス
ト
を
作
り
、
普
及
さ
せ
る
こ
と
が
、
こ
の
時
点
で

何
と
し
て
も
や
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う

認
識
の
も
と
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
日
常
語
の
約
卯

％
を
カ
バ
ー
す
る
僅
か
二
、
四
四
○
語
で
、
あ
の
難
し
い
「
世
界
人

権
宣
一
一
一
一
こ
を
書
き
か
え
、
そ
れ
に
絵
と
原
文
を
添
え
た
も
の
を
、
実

験
的
に
子
供
達
に
与
え
て
み
て
、
実
験
グ
ル
ー
プ
と
非
実
験
グ
ル
ー

プ
の
理
解
の
程
度
を
調
査
す
る
、
そ
う
い
う
仕
事
が
進
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
例
え
ば
、
第
七
条
「
全
て
の
人
は
、
法
の
前
に
平
等
で
あ

り
、
ま
た
、
い
か
な
る
差
別
も
受
け
る
こ
と
も
な
く
、
法
の
平
等
な

保
護
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。
全
て
の
人
は
、
こ
の
宣
一
一
一
一
口
に
関
す

る
い
か
な
る
差
別
に
対
し
て
も
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
差
別
の
い
か

な
る
教
唆
に
対
し
て
も
、
平
等
の
保
護
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
」

と
い
う
正
文
を
、
「
法
は
全
て
の
人
に
対
し
て
同
じ
も
の
で
す
。
法

は
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
対
し
て
同
じ
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
す
」

と
書
き
か
え
、
そ
れ
に
、
人
間
だ
と
は
分
る
が
、
ど
の
民
族
、
種
族

だ
と
は
分
ら
な
い
独
特
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
絵
を
添
え
て
、
中
学
生

ぐ
ら
い
に
も
、
直
観
的
に
分
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
順
序
を
入
れ
か
え
て
、
こ
れ
は
あ
な
た
に
関
わ
る
事
柄
、
こ
れ

は
社
会
に
関
わ
る
事
柄
、
こ
れ
は
国
の
レ
ベ
ル
の
問
題
と
い
う
よ
う

に
、
分
類
し
て
あ
る
の
で
す
。

次
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
中
学
校
で
、
実
際
に
使
わ
れ
て
い
る
「
ラ
イ

六
、
西
欧
の
学
校
に
お
け
る
人
権
教
育
の
課
題

Ｊ
別
．
．
？
》
『
』
。
］
ぜ
。
皿
Ⅱ
へ
可
‐
■
’
ご
・
Ⅱ
。
▲
・
Ｆ
Ａ
・
Ｏ
ｏ
・
●
い
‐
４
０
ｊ
ｊ
６
Ｕ
■
・
‐
Ｐ
Ｈ
０
中
咋
Ｗ
Ｊ
、
・
・
川
・
ひ
□
Ⅶ
■
『
ｑ
４
列
・
‐
ぐ
■
副
■
、
ひ
●
～
■
ｑ
Ｊ
■
■
：
句
剋
，
■
ぜ
■
■
「
色
⑪
■
コ
ム
ョ
、
■
。
『
口
『
｜
■
工
『
■
□
■
二
■
々
Ｊ
へ
ｕ
ロ
ャ
ュ
ー
■
■
■
』
『
■
四
口
■
、
札
ロ
ロ
コ
暉
囚
■
』
『
日
△
■
４
■
■
■
３
ｕ
『
叩
呵
何
■
ロ
列
Ⅵ
門
，
『
ｌ
■
可
０
勺
Ｕ
２
■
■
Ｏ
５
ｑ
０
１

容
や
方
法
に
対
す
る
親
の
抵
抗
、
そ
し
て
四
つ
め
は
、
今
あ
る
教
科

を
教
え
る
だ
け
で
手
一
杯
な
の
に
、
こ
れ
に
人
権
教
育
が
入
れ
ら
れ

た
ら
、
と
い
う
教
師
自
身
の
抵
抗
感
で
す
。
こ
の
他
、
教
材
や
資
料

が
不
足
し
て
い
る
と
か
、
児
童
が
あ
ま
り
関
心
を
持
た
な
い
と
か
、

非
民
主
的
な
学
校
の
実
態
を
い
か
に
変
え
る
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ

と
が
話
題
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

さ
て
、
次
に
実
際
に
は
、
ど
の
よ
う
な
教
材
を
使
っ
て
、
ど
の
よ

う
な
形
態
の
授
業
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
例
を
お
話
し

し
ま
し
ょ
う
。

西
ド
イ
ツ
の
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
ァ
ル
ッ
で
は
、
新
聞
の
切
り
抜

き
で
、
生
の
時
事
問
題
を
教
材
化
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
中
学
校
段

階
の
人
権
教
育
の
教
材
が
開
発
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
オ
ー
ス

ト
リ
ー
の
田
舎
の
高
等
学
校
で
は
、
母
国
語
は
ド
イ
ツ
語
で
す
が
、

英
語
の
授
業
で
人
権
侵
害
の
起
こ
っ
て
い
る
南
ア
の
首
相
あ
て
に
、

英
語
で
手
紙
を
書
い
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
押
し
つ
け
や
先
生

が
言
う
か
ら
で
は
な
く
、
生
の
問
題
に
子
ど
も
達
が
関
わ
っ
て
、
本

当
の
憤
り
や
同
情
を
憶
え
る
よ
う
な
授
業
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
教
材
と
い
っ
て
も
今
の
と
趣
き
を
異
に

し
て
い
ま
す
が
、
ジ
ー
ー
ネ
ー
ブ
大
学
の
マ
サ
ラ
ン
テ
ィ
教
授
中
心

に
、
『
平
和
の
手
段
と
し
て
の
学
校
の
為
の
世
界
協
会
」
と
協
力
し

て
進
め
ら
れ
て
い
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
「
世

界
人
権
三
一
一
一
一
こ
の
硬
く
難
し
い
文
章
を
、
子
ど
も
達
や
、
不
幸
に
し

フ
ラ
イ
ン
計
画
』
と
よ
ば
れ
る
道
徳
教
育
の
教
材
に
つ
い
て
、
少
し

お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
、
一
つ
の
考
え
方
と
し
て
、

我
々
が
非
常
に
示
唆
さ
れ
る
の
は
、
一
つ
一
つ
の
内
容
を
教
え
る
よ

り
も
、
ど
ん
な
場
面
に
あ
っ
て
も
、
こ
う
い
う
考
え
方
を
し
た
ら
、

道
徳
の
問
題
も
人
権
の
問
題
も
片
付
く
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
も

の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
他
人
の
身
に
な
っ
て
考
え
る
習
慣
、
つ

ま
り
、
思
い
や
り
の
あ
る
生
き
方
で
す
。
思
い
や
り
の
あ
る
生
き
方

と
い
う
の
は
、
他
人
の
欲
求
と
か
、
利
害
関
心
と
か
、
感
情
と
か

を
、
考
察
し
た
上
で
自
分
の
行
為
を
決
定
す
る
よ
う
な
生
き
方
の
こ

と
で
す
。
こ
の
時
、
大
事
な
事
は
、
自
分
が
こ
う
い
う
こ
と
を
し
た

ら
こ
の
人
は
ど
う
思
う
だ
ろ
う
か
、
こ
の
人
は
今
、
本
当
に
何
を
欲

し
て
い
る
の
か
、
を
理
解
す
る
為
に
、
感
受
性
を
磨
く
こ
と
、
行
為

を
選
択
す
る
前
に
、
も
し
自
分
が
こ
う
し
た
ら
何
が
起
こ
る
だ
ろ
う

か
、
と
い
う
結
果
を
予
測
す
る
力
を
育
て
る
こ
と
で
す
。

こ
の
二
つ
の
こ
と
を
、
学
校
で
、
し
っ
か
り
と
や
っ
て
い
く
な
ら

ば
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
に
あ
た
っ
た
時
も
解
決
で
き
ろ
、
こ
れ
を

狙
い
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
以
上
の
感
受

性
、
結
果
の
予
測
能
力
、
そ
し
て
関
わ
る
人
々
の
福
祉
、
環
境
と
い

う
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
全
体
を
貫
く
柱
の
概
念
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
で
中
学
生
に
、
こ
れ
を
鍛
え
て
い
る
の
で
す
が
、
例
え

ば
、
感
受
性
を
鍛
え
る
為
に
、
「
あ
な
た
は
あ
る
男
（
女
）
の
子
に

心
引
か
れ
て
い
ま
す
が
、
見
向
い
て
も
く
れ
ま
せ
ん
。
あ
な
た
は
ど






