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第
一
章
同
和
対
策
の
基
本
理
念

一
、
解
放
へ
の
道
す
じ

⑩
同
和
問
題
は
今

②
同
和
問
題
と
は

③
解
放
へ
の
見
通
し

二
、
人
権
の
ま
ち
芦
屋

⑪
国
際
文
化
都
市

②
と
も
に
生
き
る
ま
ち

三
、
行
政
の
な
す
べ
き
こ
と

⑪
行
政
の
目
標

②
目
標
達
成
の
た
め
に

（
以
上
掲
載
。
以
下
目
次
の
み
）

第
二
章
同
和
対
策
事
業
の
経
緯

一
、
法
以
前
の
同
和
対
策

四
、
人
権
意
識
の
状
況

仙
人
権
意
識
の
前
進
と
後
退

②
特
別
対
策
の
理
解

⑧
啓
発
を
め
ぐ
る
状
況

第
四
章
今
後
の
同
和
対
策
と
課
題

一
、
基
本
方
針

仙
課
題

②
施
策

③
基
準

ニ
ー
ー
、
く
ら
し
づ
く
り

Ｕ
心
身
の
健
康

②
生
活
の
安
定

ニ
ー
ニ
、
人
づ
く
り

山
学
校
教
育

②
社
会
教
育

一
一
’
三
、
ま
ち
づ
く
り

Ⅲ
都
市
計
画
の
な
か
に

②
い
き
い
き
と
し
た
ま
ち

③
住
民
の
組
織
と
活
動

二
、
と
も
に
生
き
る
ま
ち
（
生
涯
学
習
都
市
）

仙
人
権
の
擁
護

②
啓
発
の
内
容

⑧
啓
発
の
方
法

資
料
２
・
芦
屋
市
の
同
和
行
政
の
あ
り
方
に
つ
い
て
（
基
本
答
申
）

基
本
答
申
目
次

昭
和
六
十
一
年
十
二
月
五
日

芦
屋
市
同
和
対
策
審
議
会

側
同
和
問
題
は
今
．
…
・
・

「
い
わ
ゆ
る
同
和
問
題
は
今
、
重
大
な
局
面
を
迎

え
て
い
る
。
昭
和
四
十
四
年
Ｃ
九
六
九
）
以
来
、

同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
、
地
域
改
善
対
策
特

別
措
置
法
を
法
的
根
拠
に
、
国
民
的
課
題
と
し
て

同
和
地
区
住
民
の
人
権
回
復
対
策
が
推
進
さ
れ
て

き
た
。
だ
が
全
国
的
に
見
て
、
地
区
の
環
境
改
善

は
進
ん
だ
も
の
の
、
人
権
を
侵
す
差
別
の
状
況
は
、

基
本
的
に
は
解
決
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
今
、

法
期
限
が
目
前
に
迫
り
な
が
ら
、
そ
の
後
の
国
の

見
通
し
は
、
明
確
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
う

し
た
中
で
、
「
同
和
地
区
の
生
活
実
態
が
著
し
く

改
善
さ
れ
て
き
た
」
の
で
、
特
別
対
策
の
縮
小
と

近
い
将
来
の
打
切
り
と
い
う
考
え
方
が
伝
え
ら
れ

て
も
い
る
。

た
と
え
特
別
措
置
法
の
期
限
が
切
れ
た
と
し
て

も
、
法
の
精
神
は
変
わ
ら
な
い
。
日
本
国
憲
法
の

精
神
に
も
と
づ
き
、
問
題
の
真
の
解
決
に
向
け
て

同
和
行
政
を
推
進
す
る
こ
と
は
、
共
生
す
る
市
民

社
会
と
し
て
当
然
の
姿
で
あ
る
。
万
が
一
に
も
、
具

⑪
い
く
つ
か
の
動
き

②
当
時
の
地
区
の
状
況

⑧
改
善
へ
の
動
き

側
同
和
対
策
の
見
直
し
に
つ
い
て

二
、
福
祉
と
労
働

⑪
当
面
の
生
活
を
支
え
る
対
策

②
心
身
の
健
康

③
職
業
の
安
定

三
、
教
育

仙
保
青

②
学
校
教
育

③
就
業
促
進

側
地
区
内
教
育
事
業

四
、
地
区
環
境

山
住
宅
地
区
改
良
事
業

②
環
境
改
善
諸
事
業

③
地
区
セ
ン
タ
ー
建
設

例
市
営
住
宅
入
居
制
度

⑤
戸
籍

⑥
同
和
問
題
相
談
員
委
託

一
、
解
放
へ
の
道
す
じ

第
一
章
同
和
対
策
の
基
本
理
念

五
、
啓
発

⑪
行
政
機
関
に
よ
る
啓
発

②
市
民
の
協
力
に
よ
る
啓
発

⑧
地
区
内
啓
発

第
三
章
同
和
問
題
の
実
態

一
、
生
活

仙
保
健

回
生
活
内
容

③
職
業

二
、
教
育

⑩
住
民
の
教
育
状
況

②
就
学
前
教
育

③
義
務
教
育

四
後
期
中
等
教
育

⑤
高
等
教
育

⑥
社
会
教
育

三
、
地
区
を
と
り
ま
く
環
境

仙
住
環
境

②
社
会
環
境

⑧
文
化
環
境

②
同
和
問
題
と
は

「
い
う
ま
で
も
な
く
同
和
問
題
は
、
人
類
普
遍

の
原
理
で
あ
る
人
間
の
自
由
と
平
等
に
関
す
る
こ

と
で
あ
り
、
日
本
国
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た

基
本
的
人
権
に
か
か
わ
る
課
題
で
あ
る
」
国
の
同

対
審
答
申
は
こ
う
述
べ
た
あ
と
、
「
そ
の
早
急
な

体
的
な
現
実
か
ら
目
を
そ
ら
す
こ
と
に
な
れ
ば
、

特
別
措
置
法
以
来
の
改
善
へ
の
歩
み
が
一
挙
に
崩

壊
す
る
ば
か
り
か
、
差
別
を
温
存
し
て
き
た
法
以

前
の
社
会
状
況
へ
逆
戻
り
し
か
ね
な
い
。
そ
う
し

た
〃
曲
が
り
角
〃
に
立
っ
て
今
、
芦
屋
市
と
芦
屋

市
民
が
な
す
べ
き
こ
と
は
、
人
間
尊
重
の
基
本
理

念
を
維
持
し
、
全
国
的
、
平
均
的
な
解
析
よ
り
も
、

日
常
的
、
具
体
的
な
事
実
を
直
視
し
て
、
今
後
の

道
す
じ
の
選
択
を
あ
や
ま
ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ

う
。
次
の
特
別
立
法
措
置
が
手
間
ど
る
こ
と
に
な

ろ
う
と
も
「
同
和
問
題
の
解
決
は
、
自
ら
も
他
人

も
人
と
し
て
権
利
を
尊
重
す
る
、
す
ぐ
れ
て
人
間

的
な
課
題
で
あ
る
」
こ
と
を
し
っ
か
り
踏
ま
え
、

市
民
の
実
態
に
即
し
た
問
題
解
決
へ
、
着
実
な
歩

み
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
ひ
い
て

は
、
国
の
行
政
方
針
に
肯
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
く
た
め
の
国
民
的
課
題
で
あ
る
。
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め
、
個
の
尊
重
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
風
潮
も
顕
著

に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
に

拘
わ
ら
ず
、
前
近
代
的
な
身
分
意
識
を
受
け
入
れ

る
素
地
と
な
る
。
差
別
意
識
が
目
に
見
え
な
い
水

面
下
で
広
が
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
の
も
、
身
分

的
な
上
昇
志
向
が
大
き
く
作
用
し
て
お
り
、
低
位

の
生
活
を
抱
え
た
地
区
住
民
が
歴
史
的
に
人
権
を

靭
浸
害
さ
れ
続
け
て
き
た
本
当
の
姿
を
、
見
よ
う
と

鱒
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
社
会
状
況
だ
か

基
ら
こ
そ
、
特
別
施
策
が
、
よ
り
必
要
に
な
っ
て
く

くて
る
。
施
策
を
行
う
中
で
、
な
ぜ
特
別
措
置
が
必
要

、訓
な
の
か
を
明
確
に
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
の
所

に
在
と
根
を
明
ら
か
に
し
、
市
民
の
心
情
理
解
と
協

肪
力
を
求
め
る
こ
と
が
啓
発
に
大
き
な
プ
ラ
ス
を
も

肱
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。

政
中
間
答
申
で
も
「
現
在
で
は
、
一
部
の
市
民
の

柿
人
権
侵
害
を
見
逃
す
こ
と
が
、
一
人
ひ
と
り
の
市

胴
民
の
人
権
を
粗
末
に
し
、
不
利
益
を
も
た
ら
す
と

鄙
い
う
関
係
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

芦
え
、
同
和
行
政
の
成
果
が
、
す
べ
て
社
会
問
題
の

卯
解
決
に
生
か
さ
れ
、
市
民
に
還
元
さ
れ
る
と
い
う

料
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
が
大
切
だ
」
と
指

資
摘
さ
れ
て
い
る
。
同
和
地
区
の
低
位
性
を
引
き
上

５
 

通
げ
る
こ
と
が
、
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
の
優
先
課

154 
● 

解
決
こ
そ
国
の
責
務
で
あ
り
、
同
時
に
国
民
的
課

題
で
あ
る
」
と
、
問
題
の
性
格
と
責
任
を
明
ら
か

に
し
た
。
こ
れ
は
二
○
年
を
経
た
今
日
も
揺
る
ぎ

の
な
い
基
本
命
題
で
あ
る
。
日
本
の
歴
史
過
程
で

つ
く
ら
れ
た
身
分
階
層
構
造
に
由
来
す
る
差
別
に

よ
っ
て
、
現
在
な
お
一
部
国
民
が
経
済
的
・
社
会

的
・
文
化
的
に
低
位
の
状
態
に
お
か
れ
、
基
本
的

人
権
を
侵
害
さ
れ
て
い
る
事
実
は
誰
に
も
否
定
で

き
な
い
。
そ
の
同
和
地
区
住
民
の
生
活
実
態
が
さ

し
示
す
〃
実
態
的
差
別
〃
が
、
地
区
外
住
民
に
誤

解
や
偏
見
を
植
え
つ
け
、
〃
心
理
的
差
別
〃
と
な

っ
て
、
地
区
住
民
を
疎
外
し
て
き
た
。
人
々
の
観

念
や
意
識
の
う
ち
に
潜
在
す
る
偏
見
が
、
実
態
的

差
別
の
改
善
を
遅
ら
せ
、
時
に
は
阻
害
し
た
こ
と

も
否
め
な
い
。
こ
の
不
幸
な
悪
循
環
は
今
日
な
お

〃
ね
た
み
差
別
〃
の
形
で
続
い
て
お
り
、
実
態
的

差
別
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

就
労
保
障
や
学
力
保
障
な
ど
同
和
地
区
住
民
の
生

き
る
道
が
不
安
定
な
現
況
を
目
の
前
に
し
な
が

ら
、
実
態
的
差
別
は
改
善
さ
れ
た
と
し
、
心
理
的

差
別
の
み
が
残
る
課
題
だ
と
す
る
現
実
切
り
捨
て

的
な
考
え
が
、
も
し
、
あ
る
と
す
れ
ば
、
著
し
く

基
本
的
認
識
に
欠
け
る
と
い
う
ほ
か
な
い
。

こ
れ
ま
で
の
同
和
対
策
は
、
ま
ず
同
和
地
区
の

題
と
さ
れ
る
の
も
、
そ
れ
が
人
間
尊
重
の
基
本
理

念
に
根
ざ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
同
和
対
策
の

目
標
は
、
特
別
施
策
が
必
要
な
く
な
る
日
を
も
っ

て
達
成
さ
れ
る
。
そ
の
日
を
一
日
も
早
く
招
来
さ

せ
る
た
め
に
は
、
住
居
・
就
職
・
教
育
な
ど
厳
然

と
存
在
す
る
低
位
性
を
早
急
に
回
復
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
か
し
、
い
か
に
優
先
課
題
と
は
い

え
、
同
和
対
策
の
み
を
取
り
上
げ
、
同
和
問
題
だ

け
が
解
決
さ
れ
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
。
同
和
問

題
の
深
刻
さ
に
気
づ
き
、
性
急
な
解
決
を
願
う
あ

ま
り
に
着
手
が
遅
れ
て
山
積
し
て
い
た
課
題
と
集

中
的
に
取
り
組
ん
だ
時
期
も
あ
っ
た
。
そ
れ
が
な

ぜ
必
要
で
あ
る
か
、
実
態
に
即
し
た
具
体
的
な
説

明
が
十
分
な
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
市
民
意
識

に
、
誤
解
か
ら
来
る
〃
ね
た
み
〃
を
植
え
つ
け
た

不
幸
な
体
験
は
、
今
後
、
繰
り
返
さ
れ
て
は
な
ら

な
い
。

多
く
の
社
会
問
題
に
対
す
る
行
政
課
題
の
中

に
、
同
和
問
題
解
決
へ
の
道
が
適
切
に
位
置
づ
け

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も

な
い
が
、
身
体
障
害
者
や
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
問

題
な
ど
深
刻
な
社
会
問
題
が
山
積
す
る
中
で
、
同

和
問
題
だ
け
が
、
ひ
と
り
完
全
解
決
す
る
こ
と
は

あ
り
得
な
い
。
こ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
権
問
題
の

実
態
的
差
別
解
消
を
め
ざ
し
て
続
け
ら
れ
て
き

た
。
長
い
歴
史
的
時
間
を
差
別
に
よ
る
低
位
性
社

会
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
同
和
地
区
住
民
の
人
権
を

回
復
し
、
自
立
へ
の
条
件
を
満
た
す
た
め
こ
れ
ま

で
行
政
が
払
っ
て
き
た
努
力
に
も
一
定
の
評
価
は

与
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
住
居

・
労
働
・
福
祉
・
教
育
等
、
科
学
的
な
調
査
研
究

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
生
活
実
態
は
、

な
お
か
つ
厳
し
い
。
こ
う
し
た
歴
史
的
経
緯
と
現

況
を
あ
え
て
無
視
し
、
同
和
地
区
へ
の
特
別
施
策

を
非
難
、
中
傷
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ね
た
み
を

煽
動
し
組
織
化
す
る
動
き
が
万
一
あ
る
と
す
れ

ば
、
厳
正
に
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
無
理
解
な
人
た
ち
に
潜
在
す

る
差
別
意
識
に
つ
け
込
み
、
差
別
を
増
幅
す
る
反

社
会
的
・
非
人
道
的
な
言
動
だ
か
ら
で
あ
る
。

③
解
決
へ
の
見
通
し

先
の
中
間
答
申
に
「
同
和
問
題
は
、
市
民
、
同

和
地
区
住
民
お
よ
び
行
政
が
、
問
題
の
原
因
と
責

任
を
あ
き
ら
か
に
し
、
人
権
尊
重
の
理
念
に
沿
っ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て

解
決
さ
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
同
和
地
区

住
民
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
市
民
で
あ
る
に
も
か
か

皿
国
際
文
化
都
市

芦
屋
市
は
「
国
際
文
化
都
市
」
を
う
た
っ
て

い
る
。
地
球
市
民
と
し
て
、
世
界
の
人
々
と
友

情
を
深
め
、
平
和
で
豊
か
な
日
々
を
つ
む
ぎ
出
そ

う
と
し
て
い
る
。
ア
ジ
ア
・
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
都

市
と
日
常
的
な
友
好
関
係
を
保
っ
て
き
た
の
も
、

人
種
や
民
族
の
違
い
を
越
え
て
、
｜
市
民
、
一
個

の
人
間
と
し
て
、
人
々
の
幸
せ
を
願
う
か
ら
で
あ

る
。
世
界
人
権
宣
言
を
自
ら
の
も
の
と
し
、
人
権

尊
重
を
土
台
と
す
る
ま
ち
づ
く
り
を
め
ざ
す
の

も
、
市
議
会
が
、
人
種
差
別
撤
廃
条
約
の
早
期
批

准
に
関
す
る
意
見
書
を
国
に
提
出
し
た
の
も
、
「

平
和
と
人
権
を
尊
重
す
る
た
め
、
全
世
界
的
な
規

模
で
効
果
的
努
力
を
払
う
」
と
い
う
誓
い
で
あ

る
。
市
議
会
の
意
見
書
は
「
わ
が
国
に
お
い
て
い

ま
な
お
存
在
す
る
基
本
的
人
権
の
侵
害
を
直
視
す

根
に
同
和
問
題
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
四

○
年
答
申
以
来
、
つ
ね
に
確
認
さ
れ
て
き
た
こ
と

で
、
ひ
ろ
く
市
民
の
生
活
が
安
定
す
る
道
す
じ

で
、
は
じ
め
て
同
和
問
題
の
解
決
も
軌
道
に
乗
る

の
で
あ
る
。

わ
ら
ず
、
あ
え
て
「
市
民
」
「
地
区
住
民
」
の
表

現
を
用
い
た
の
は
、
｜
つ
の
市
民
社
会
を
構
成
す

る
人
間
で
あ
り
な
が
ら
一
定
地
区
の
居
住
者
が
、

市
民
的
権
利
を
十
分
に
保
障
さ
れ
て
い
な
い
現
実

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

時
に
よ
っ
て
は
「
地
区
」
と
「
地
区
外
」
と
い

っ
た
、
こ
と
さ
ら
対
立
的
な
図
式
で
〃
同
和
地
区

だ
け
が
優
遇
さ
れ
て
い
る
〃
と
喧
伝
し
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
と
し
て
の
連
帯
を
阻
む
動
き
も
一
部
に
あ

っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
れ
は
、
同
和
地
区

が
、
な
ぜ
こ
れ
ま
で
社
会
的
・
経
済
的
に
著
し
く

低
位
に
置
か
れ
て
き
た
か
、
「
問
題
の
（
歴
史
的

・
社
会
的
な
）
原
因
と
責
任
」
か
ら
目
を
そ
ら

し
、
人
権
の
回
復
措
置
だ
け
を
取
り
出
し
て
「
逆

差
別
」
を
言
い
立
て
る
歪
ん
だ
見
方
で
し
か
な

い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
差
別
を
口
実
に
し
て
同

和
対
策
の
取
り
組
み
を
緩
め
る
と
す
れ
ば
、
近
代

市
民
社
会
の
原
理
と
し
て
何
び
と
に
も
保
障
さ
れ

て
い
る
市
民
的
権
利
と
自
由
を
否
定
す
る
こ
と
に

な
る
。

今
や
、
市
民
一
般
に
中
流
意
識
が
浸
透
し
、
保

身
・
保
守
の
志
向
が
強
ま
る
傾
向
に
あ
る
。
事
の

理
非
を
問
わ
ず
、
み
ん
な
が
そ
う
だ
か
ら
、
と
い

う
多
数
派
の
論
理
で
少
数
派
の
発
言
を
封
じ
込

二
、
人
権
の
ま
ち
芦
屋

●
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ま
ち
づ
く
り
の
課
題
は
地
区
外
に
共
通
す
る
も
の

で
あ
り
、
全
市
民
の
協
力
が
な
け
れ
ば
解
決
へ
の

道
も
困
難
を
伴
う
。
地
区
に
お
け
る
学
び
の
場
「

上
宮
川
文
化
セ
ン
タ
ー
」
と
と
も
に
、
あ
ら
ゆ
る

機
会
を
通
し
て
地
区
内
外
の
交
流
を
重
ね
、
開
か

れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
実
現
を
図
り
た
い
。
そ
こ

に
、
共
に
生
き
る
ま
ち
の
出
発
点
が
あ
る
。

，
 

申糖
三
、
行
政
の
な
す
べ
き
こ
と

基くて
⑩
行
政
の
目
標

、訓
同
和
問
題
の
解
決
に
至
る
行
政
の
課
題
は
重

倣馴脚川肌ⅢⅦⅢ蝋燗峨即纈町鮎川鯏川川机
肪
る
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
問
題
解
決
へ
の

撒
基
本
理
念
を
根
底
に
据
え
、
一
層
努
力
す
る
こ
と

和
が
強
く
望
ま
れ
る
。

胴
同
和
問
題
の
解
決
は
、
「
国
民
的
課
題
」
で
あ

節
る
こ
と
に
違
い
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
経
過
を
見

芦
る
時
、
行
政
が
負
う
先
導
的
役
割
は
大
き
い
。
行

か
政
姿
勢
の
健
全
・
公
正
な
自
治
体
ほ
ど
、
行
政
課

酬墹雌ⅧⅧⅨ纈縣乱脈綱Ⅷ鏑肋驍Ⅶ
〃
の
積
み
重
ね
を
進
め
て
い
る
。
市
民
個
々
の
主
体
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る
と
き
人
種
差
別
撤
廃
条
約
の
批
准
が
強
く
求
め

ら
れ
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
人
権
侵
害
の
実
態

を
身
近
に
直
視
し
、
そ
の
不
合
理
追
及
の
目
を
世

界
に
広
げ
た
見
識
は
誇
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
、
国

連
を
中
心
と
し
た
差
別
撤
廃
の
国
際
的
な
流
れ
に

沿
っ
て
あ
ら
ゆ
る
国
、
さ
ま
ざ
ま
な
都
市
の
市
民

福
祉
・
人
権
擁
護
の
試
み
か
ら
謙
虚
に
学
ぶ
姿
勢

を
示
し
て
い
る
。
市
民
も
ま
た
、
国
際
理
解
と
協

力
の
軸
に
、
人
権
を
据
え
直
す
に
違
い
な
い
。
国

際
文
化
都
市
を
標
傍
す
る
意
義
は
、
こ
こ
に
あ

る
。文
化
と
は
、
人
間
の
心
を
豊
か
に
す
る
営
み
で

あ
る
。
い
か
に
自
然
環
境
に
恵
ま
れ
て
い
よ
う
と

も
、
い
か
に
生
活
科
学
が
進
ん
で
い
よ
う
と
も
、

人
と
人
と
の
ふ
れ
あ
い
の
温
も
り
が
な
け
れ
ば
、

文
化
的
な
ま
ち
と
は
い
え
な
い
。
ま
し
て
、
う
わ

く
の
見
聞
だ
け
で
人
を
わ
け
へ
だ
て
し
た
り
、
言

動
の
奥
に
隠
さ
れ
た
心
の
痛
み
に
気
づ
か
ず
に
人

を
遠
ざ
け
た
り
す
る
よ
う
な
、
心
な
い
仕
打
ち
が

あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
文
化
以
前
の
、
人
間

自
ら
を
粗
末
に
す
る
行
為
と
い
う
ほ
か
な
い
。
人

間
は
、
生
来
わ
が
ま
ま
に
出
来
て
い
る
。
人
と
の

つ
き
あ
い
も
、
心
を
ひ
ら
く
こ
と
が
難
し
く
、
自

分
の
殻
に
こ
も
り
が
ち
な
の
も
、
自
分
を
守
る
本

能
の
働
き
で
あ
る
。
人
を
中
傷
、
非
難
す
る
こ
と

は
簡
単
だ
が
、
人
を
大
切
に
す
る
こ
と
は
難
し

い
。
そ
の
難
し
さ
を
越
え
て
、
ひ
ら
か
れ
た
地
域

社
会
を
つ
く
り
出
す
こ
と
こ
そ
文
化
と
呼
ぶ
べ
き

で
あ
ろ
う
。
文
化
都
市
を
う
た
う
芦
屋
市
は
、
そ

ん
な
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
る
。

②
と
も
に
生
き
る
ま
ち

「
国
際
文
化
都
市
」
芦
屋
は
、
住
宅
の
ま
ち
で

も
あ
る
。
人
間
が
生
き
る
根
拠
と
し
て
住
宅
の
確

保
は
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
家
は
、
仕
事
で

疲
れ
た
人
が
体
を
休
め
て
明
日
に
備
え
る
ホ
ー
ム

で
あ
り
、
ベ
ー
ス
で
あ
る
。
高
齢
の
た
め
身
動
き

で
き
な
い
人
、
病
気
や
障
害
で
外
出
で
き
な
い
ひ

と
た
ち
が
、
身
を
横
た
え
心
を
憩
わ
せ
る
唯
一
の

空
間
で
あ
る
。

し
か
し
、
も
し
砂
漠
の
一
軒
家
だ
っ
た
ら
、
生

き
が
い
を
み
つ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
の

住
む
町
は
、
ま
ず
安
全
で
快
適
な
居
住
空
間
が
い

る
。
そ
の
空
間
を
近
所
同
士
の
助
け
あ
い
で
結
ぶ

人
の
ぬ
く
も
り
も
欠
か
せ
な
い
。
日
常
生
活
に
必

要
な
都
市
施
設
、
公
共
施
設
、
産
業
施
設
も
そ
な

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
芦
屋
市
の
目
指
す
住
宅

都
市
と
は
、
職
業
、
性
別
、
年
齢
、
国
籍
な
ど
一

切
を
超
え
て
自
分
の
住
む
地
区
を
自
ら
の
手
で
守

性
を
尊
重
し
、
自
立
を
援
助
す
る
こ
と
は
行
政
の

当
然
の
役
割
だ
が
、
そ
の
集
約
的
な
課
題
と
し

て
、
同
和
地
区
の
生
活
・
環
境
の
改
善
、
市
民
の

人
権
意
識
向
上
が
あ
る
の
で
あ
る
。

芦
屋
市
は
「
生
活
環
境
と
都
市
機
能
の
整
備
」

「
人
権
尊
重
の
人
づ
く
り
と
教
育
文
化
の
向
上
」

「
健
康
と
暮
ら
し
を
高
め
る
市
民
生
活
の
充
実
」

と
い
う
三
つ
の
目
標
を
掲
げ
て
い
る
。
そ
の
目
標

を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
三
項
目
す
べ
て
に
お
い

て
同
和
地
区
へ
の
優
先
的
な
施
策
を
抜
き
に
で
き

な
い
。
こ
の
こ
と
は
自
明
の
理
で
あ
る
。

第
一
の
「
生
活
環
境
と
都
市
整
備
」
に
つ
い
て

見
る
と
き
、
よ
う
や
く
住
宅
地
区
改
良
事
業
が
軌

道
に
乗
っ
た
と
は
い
え
、
多
く
の
老
朽
住
宅
を
今

日
ま
で
放
置
し
て
き
た
事
実
は
、
事
情
の
い
か
ん

を
問
わ
ず
、
行
政
の
怠
慢
を
指
摘
せ
ず
に
お
か
れ

な
い
。
ま
し
て
、
国
際
文
化
都
市
を
う
た
う
市

の
、
玄
関
□
と
も
い
う
べ
き
国
鉄
芦
屋
駅
周
辺

の
整
備
を
遅
ら
せ
た
こ
と
は
、
市
全
体
が
住
み
よ

い
ま
ち
と
し
て
の
機
能
を
＋
全
に
果
た
さ
な
い
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
劣
悪
な
環
境
条
件
を
存
置
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
地
区
の
住
民
と
、
地
区

外
の
住
民
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
阻
害

し
、
市
民
一
体
と
し
て
の
成
熟
社
会
を
つ
く
り
上

げ
る
本
来
の
方
向
を
大
き
く
は
ず
れ
た
。
そ
れ
に

よ
っ
て
地
区
住
民
の
誇
り
を
奪
っ
た
ば
か
り
か
、

一
部
市
民
に
最
も
人
間
ら
し
い
人
権
感
覚
を
に
ぷ

ら
せ
る
結
果
を
招
い
た
こ
と
の
反
省
か
ら
も
、
こ

の
問
題
は
最
優
先
課
題
で
あ
る
こ
と
を
重
ね
て
強

調
し
て
お
き
た
い
。

第
二
の
「
人
間
尊
重
の
人
づ
く
り
と
教
育
文
化

の
向
上
」
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
基
本
と
し
て
同
和

教
育
の
徹
底
が
求
め
ら
れ
る
。
学
校
、
企
業
、
地

域
な
ど
教
育
の
場
は
さ
ま
ざ
ま
で
も
、
一
人
一
人

を
尊
重
す
る
と
い
う
人
間
尊
重
の
基
本
理
念
は
変

ら
な
い
。
「
わ
れ
ら
は
、
個
人
の
尊
厳
を
重
ん

じ
、
真
理
と
平
和
を
希
求
す
る
人
間
の
育
成
を
期

す
る
と
と
も
に
、
普
遍
的
に
し
て
し
か
も
個
性
ゆ

た
か
な
文
化
の
創
造
を
め
ざ
す
教
育
を
普
及
徹
底

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
は
、
教
育
基
本
法
の

前
文
に
明
示
さ
れ
た
人
間
的
命
題
で
あ
る
。
だ

が
、
差
別
に
起
因
す
る
経
済
的
、
社
会
的
な
悪
条

件
の
た
め
教
育
機
会
を
保
障
さ
れ
な
か
っ
た
人
、

学
ぶ
機
会
は
あ
っ
て
も
心
身
の
不
安
定
か
ら
、
生

き
る
力
を
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
人
が
現
に
存
在
し

て
い
る
。
そ
の
人
々
の
人
間
と
し
て
の
権
利
を
回

復
す
る
と
同
時
に
、
権
利
回
復
が
人
間
尊
重
の
当

然
の
道
す
じ
で
あ
る
こ
と
を
国
民
が
理
解
し
、
自

り
育
て
る
中
か
ら
、
ふ
れ
あ
い
を
生
み
出
す
ま
ち

を
意
味
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
ま
ち
を
つ
く
る
た

め
に
は
、
環
境
整
備
の
最
も
遅
れ
て
い
る
地
域
の

改
善
を
中
心
に
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の

地
域
を
底
上
げ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
市
全
体
の

環
境
バ
ラ
ン
ス
が
整
い
、
次
々
と
他
地
域
を
整
備

し
て
全
市
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
図
る
と
い
う
方
向

づ
け
に
も
な
る
か
ら
で
あ
る
。

と
り
わ
け
同
和
地
区
で
は
、
歴
史
の
流
れ
の
中

で
部
落
差
別
の
堆
積
に
よ
っ
て
今
日
の
環
境
が
形

づ
く
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
改
善
事
業
は
、
他
都
市

に
比
べ
て
大
き
く
立
ち
遅
れ
、
地
区
住
民
に
長
年

の
忍
苦
を
強
い
る
結
果
と
な
っ
た
が
、
よ
う
や
く

改
良
住
宅
第
一
棟
が
完
成
し
、
す
で
に
芦
屋
市
改

良
住
宅
調
査
会
に
よ
る
使
用
料
及
び
入
居
関
係
に

つ
い
て
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
も

「
住
宅
地
区
改
良
事
業
が
早
期
に
完
了
し
、
改
良

住
宅
家
賃
等
の
特
別
施
策
の
実
施
に
つ
い
て
、
地

域
住
民
は
も
ち
ろ
ん
地
域
外
住
民
に
も
十
分
の
理

解
と
協
力
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
地
域
住
民
と
の
協

議
や
市
民
啓
発
を
は
じ
め
と
し
た
行
政
の
特
段
の

努
力
を
要
望
す
る
」
と
特
記
さ
れ
て
い
る
。

地
区
の
再
生
は
、
地
区
住
民
が
希
望
と
勇
気
を

持
っ
て
自
立
を
達
成
す
る
舞
台
づ
く
り
で
あ
る
。



159資料》芦屋市の同和行政のあり方について（基本答申） 158 
■ 

で
あ
る
。
同
和
地
区
住
民
に
基
礎
を
お
く
こ
と

も
な
い
、
同
和
の
名
を
か
た
る
団
体
に
よ
っ

て
、
反
社
会
的
な
言
動
が
な
さ
れ
た
事
実
が
あ

っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
人
間

解
放
を
め
ざ
す
地
区
住
民
の
願
い
と
全
く
正
反

対
の
、
エ
セ
同
和
行
為
で
あ
る
。
い
ま
行
政
に

求
め
ら
れ
る
主
体
性
と
は
、
そ
う
し
た
非
合
法

行
為
を
許
さ
な
い
厳
正
な
姿
勢
を
貫
く
こ
と
を

も
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

ウ
、
行
政
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
差
別
事
象
が
起

き
た
時
の
適
切
な
対
応
で
あ
る
。
す
べ
て
国
民

は
法
の
下
に
平
等
で
あ
っ
て
差
別
さ
れ
な
い
、

と
憲
法
第
一
四
条
で
明
記
さ
れ
て
い
な
が
ら
、

差
別
事
象
は
後
を
絶
っ
て
い
な
い
。
だ
が
、
差

別
す
る
側
の
残
酷
な
犯
罪
性
を
問
う
に
は
現
行

法
上
、
罰
則
規
定
も
な
い
に
等
し
く
、
差
別
を

受
け
た
側
に
も
、
侵
さ
れ
た
人
権
を
回
復
す
る

法
的
救
済
措
置
は
事
実
と
し
て
な
い
。
人
権
擁

護
機
関
は
あ
っ
て
も
機
能
し
て
い
る
と
は
言
い

難
い
。
そ
の
こ
と
は
判
例
の
中
で
も
「
差
別
と

い
う
も
の
に
対
す
る
法
的
救
済
に
は
実
際
上
限

界
が
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ

ら
を
高
め
る
の
が
同
和
教
育
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
芦
屋
市
の
教
育
が
、
基
本
目
標
と
し

て
掲
げ
て
き
た
「
人
間
を
大
切
に
す
る
」
と
い
う

こ
と
は
、
す
べ
て
の
子
供
た
ち
に
生
き
る
力
を
つ

け
、
進
路
を
保
障
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
も

し
、
そ
の
目
標
を
踏
み
外
し
、
受
験
本
位
の
社
会

風
潮
に
お
も
ね
て
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
負
う
子

供
た
ち
を
切
り
捨
て
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
公
教
育

の
否
定
ど
こ
ろ
か
、
教
育
そ
の
も
の
を
放
棄
す
る

に
等
し
い
。
そ
う
し
た
誤
ま
っ
た
立
場
か
ら
「
同

和
教
育
」
を
否
定
し
て
か
か
る
傾
向
が
見
ら
れ
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
正
し
い
同
和
教
育
が
な
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
こ
と
の
証
明
と
な
ろ
う
。

同
和
教
育
は
、
同
和
地
区
を
対
象
と
し
た
差
別

教
育
で
は
な
く
、
全
市
民
が
豊
か
な
人
間
性
を
確

立
す
る
た
め
の
人
権
教
育
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

一
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形
成
す
る
人
間
一
人
ひ

と
り
が
、
同
和
教
育
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
を
血
肉
化

し
、
共
に
生
き
る
心
の
糧
と
し
な
け
れ
ば
、
精
神

文
化
の
高
い
ま
ち
は
生
ま
れ
な
い
。
人
づ
く
り
と

は
、
ま
さ
に
、
芦
屋
の
人
権
教
育
を
、
さ
ら
に
継

承
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
学
校
、
社
会

に
お
け
る
教
育
行
政
の
根
本
課
題
達
成
に
は
、
全

市
民
の
理
解
と
実
践
を
欠
か
し
て
は
な
ら
な
い
。

る
。差
別
さ
れ
て
も
法
的
に
救
済
さ
れ
な
い
と
い
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第
三
の
「
健
康
と
暮
ら
し
を
高
め
る
市
民
生
活

の
充
実
」
に
つ
い
て
は
、
事
実
と
し
て
、
同
和
地

区
に
お
け
る
罹
病
率
が
全
市
平
均
よ
り
き
わ
め
て

高
い
、
と
い
う
実
態
が
あ
る
。
生
活
条
件
、
労
働

条
件
の
低
位
に
伴
い
、
身
体
的
な
疾
患
は
も
と
よ

り
、
差
別
に
も
と
づ
く
精
神
生
活
の
不
安
定
と
痛

み
は
、
外
見
に
定
か
で
な
い
だ
け
に
一
一
重
・
三
重

の
苦
し
み
を
強
い
て
い
る
。
健
全
な
市
民
生
活
と

は
、
市
民
の
一
人
ひ
と
り
が
心
身
共
に
健
康
で
あ

り
、
同
時
に
健
康
を
そ
こ
な
っ
た
人
の
苦
痛
を
思

い
や
る
精
神
の
豊
か
さ
を
指
す
。
人
を
も
自
ら
も

お
と
し
め
な
い
生
活
が
確
保
さ
れ
て
こ
そ
、
生
活

の
充
実
と
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
心
理
的
な
圧
迫

が
残
存
す
る
限
り
、
健
康
も
市
民
生
活
の
充
実
も

望
む
こ
と
は
出
来
な
い
。
健
康
の
維
持
、
回
復
に

つ
い
て
の
医
療
面
、
福
祉
面
で
の
十
全
な
対
応
は

も
ち
ろ
ん
、
市
民
全
体
の
精
神
的
な
向
上
へ
、
積

極
的
な
啓
発
を
行
う
こ
と
も
、
き
わ
め
て
重
要
な

行
政
課
題
で
あ
る
。

②
目
標
達
成
の
た
め
に

ア
同
和
問
題
に
対
す
る
特
別
施
策
は
、
あ
く
ま

で
完
全
解
決
の
た
め
一
般
施
策
を
補
完
す
る
も

の
で
あ
る
。
｜
般
施
策
だ
け
で
は
地
区
住
民
の

う
事
実
が
あ
る
現
在
、
差
別
さ
れ
た
側
は
ど
う

す
れ
ば
よ
い
の
か
。
真
実
、
人
間
解
放
を
求
め

る
地
区
住
民
は
、
こ
れ
ま
で
も
差
別
意
識
は
社

会
全
般
に
根
強
く
、
差
別
者
個
人
を
責
め
る
べ

き
で
は
な
い
、
と
い
う
考
え
に
も
と
づ
い
て
、

個
人
を
責
め
ず
、
教
育
す
る
こ
と
に
目
的
を
置

い
た
活
動
を
進
め
て
き
た
。
な
ぜ
歪
め
ら
れ
た

差
別
意
識
が
つ
く
ら
れ
た
か
、
の
筋
道
を
説

き
、
差
別
す
る
側
の
関
係
者
に
、
よ
り
広
く
理

解
を
求
め
る
活
動
を
重
ね
て
い
た
。
〃
糾
弾
〃

と
い
う
名
で
呼
ば
れ
る
そ
の
話
し
合
い
は
、
そ

う
し
た
差
別
意
識
を
生
み
出
し
た
同
和
地
区
の

実
態
を
踏
ま
え
て
行
政
へ
の
改
善
要
求
と
な

り
、
地
区
内
で
は
人
間
的
自
覚
を
う
な
が
す
学

習
と
な
っ
た
。

行
政
は
、
こ
う
し
た
経
過
と
実
態
を
正
確
に

把
握
し
、
正
当
な
人
権
回
復
の
動
き
に
対
し
て

は
、
そ
れ
を
対
市
民
の
啓
発
活
動
に
つ
な
げ
る

よ
う
謙
虚
に
受
け
と
め
、
施
策
に
も
反
映
さ
せ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

自
立
を
援
助
す
る
こ
と
も
部
落
差
別
を
解
消
す

る
こ
と
も
果
た
せ
な
い
実
態
を
見
据
え
、
着
実

に
実
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
直
面

す
る
数
々
の
行
政
課
題
の
早
期
着
手
、
早
期
推

進
、
早
期
完
結
を
目
指
し
、
一
日
も
早
く
特
別

施
策
の
必
要
を
な
く
す
る
よ
う
、
行
政
の
強
い

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
望
ま
れ
る
。

長
年
に
わ
た
る
誤
解
と
偏
見
に
よ
っ
て
、
同

和
地
区
に
対
す
る
地
区
外
市
民
の
理
解
は
必
ず

し
も
高
い
と
は
い
え
な
い
。
行
政
と
し
て
は
事

業
遂
行
に
困
難
な
条
件
は
あ
ろ
う
が
、
同
和
地

区
に
格
段
の
優
遇
措
置
を
す
る
の
で
は
な
い
。

憲
法
に
保
障
さ
れ
た
人
権
を
回
復
す
る
た
め

の
、
き
わ
め
て
当
然
な
施
策
で
あ
る
こ
と
を
忘

れ
る
こ
と
な
く
、
モ
デ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ

く
り
に
徹
し
ら
れ
た
い
。

イ
、
地
区
外
住
民
の
偏
見
や
誤
解
に
便
乗
し
、
差

別
意
識
を
利
用
し
て
、
ゆ
す
り
、
た
か
り
ま
が

い
に
利
権
を
求
め
る
、
エ
セ
同
和
団
体
に
対
し

て
厳
し
く
対
処
す
る
問
題
に
も
ふ
れ
て
お
く
必

要
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
全
国
的
に
地
区
外
市
民

の
意
識
的
・
感
情
的
な
理
解
を
阻
み
、
ね
じ
曲

げ
て
、
差
別
意
識
や
感
情
を
助
長
し
増
幅
し
た

事
象
の
一
つ
と
し
て
、
こ
の
こ
と
が
あ
る
か
ら




