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れ
が
、
「
同
和
」
保
育
の
運
動
を
行
っ
て
き
て
、
現
在
、
ど
う
し
て

も
部
落
の
子
ど
も
の
学
力
が
充
分
に
向
上
し
な
い
。
ど
う
し
て
も
一

定
の
格
差
を
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ
、
「
同

和
」
保
育
の
や
り
方
の
中
で
、
ヘ
ッ
ド
・
ス
タ
ー
ト
か
ら
学
ぶ
も
の

は
何
か
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
も
し
あ
る
の
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
ワ

ラ
を
も
つ
か
む
思
い
で
、
学
ん
で
帰
り
、
そ
れ
を
有
効
に
生
か
し
て

い
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
あ
り
行
っ
て
み
た
わ
け
で
あ
る
。

も
う
一
つ
、
今
回
の
ア
メ
リ
カ
行
き
の
動
機
の
一
つ
は
、
ア
メ
リ

カ
の
人
種
差
別
、
そ
し
て
、
そ
の
差
別
を
乗
り
越
え
る
た
め
、
い
ろ

い
ろ
な
さ
れ
て
い
る
保
育
や
教
育
の
仕
事
の
中
で
、
た
と
え
ば
バ
イ

リ
ン
ガ
ル
の
教
育
、
二
カ
国
語
を
同
時
に
使
い
な
が
ら
教
育
す
る
と

い
う
学
校
教
育
の
実
際
も
見
た
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

今
、
多
く
の
ア
ジ
ア
の
国
々
か
ら
子
ど
も
達
が
や
っ
て
来
て
お
り
、

ど
の
保
育
所
・
幼
稚
園
・
学
校
に
も
言
語
の
違
う
子
ど
も
た
ち
が
入

っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
が
ど
ん
ど
ん
顕
著
に
な
っ
て
き

て
い
る
の
で
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
そ
の
辺
り
を
少
し
学
ん
で
み
た
い
と

い
う
気
持
ち
も
あ
っ
た
。

で
教
育
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
曰
本
の
よ
う
に
文
部
省
中
央
集
権
と

い
う
も
の
は
な
い
。
で
あ
る
か
ら
連
邦
政
府
が
方
針
を
出
し
予
算
を

つ
け
て
各
州
に
実
行
を
促
す
の
だ
が
、
州
に
よ
っ
て
は
実
施
し
な
い

州
も
で
て
く
る
。
こ
れ
は
強
制
力
を
持
た
な
い
。
憲
法
の
関
係
で
こ

う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
九
六
五
年
か
ら
私
も
一
九
六
六
年
ま
で
イ
ギ
リ
ス
に
行
く
用
事

が
あ
っ
た
時
に
、
ア
メ
リ
カ
に
立
ち
寄
り
そ
の
こ
と
を
聞
い
て
み
た

い
と
思
い
ピ
ザ
を
申
請
し
た
が
断
わ
ら
れ
、
ピ
ザ
が
お
り
て
こ
な
か

っ
た
。
あ
の
頃
は
冷
戦
状
態
が
厳
し
く
、
私
は
ソ
ビ
エ
ト
で
三
年
一
一
一

ヵ
月
捕
虜
と
し
て
伐
採
作
業
を
し
て
い
た
。
曰
本
に
上
陸
し
、
舞
鶴

で
ア
メ
リ
カ
の
査
問
を
う
け
た
の
で
あ
る
。
反
米
闘
争
を
行
う
主
義

者
の
よ
う
に
見
ら
れ
、
他
の
人
は
皆
帰
さ
れ
た
が
、
私
だ
け
が
一
週

間
程
舞
鶴
で
残
さ
れ
た
。
そ
し
て
東
京
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
本
部
へ
呼
び
出

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
事
が
あ
り
、
当
時
、
私
は
ア
メ
リ

カ
に
入
れ
な
か
っ
た
。

一
九
四
九
年
か
ら
一
九
五
二
年
頃
、
私
は
京
都
に
住
ん
で
い
た
の

だ
が
、
郷
里
か
ら
手
紙
が
く
る
と
開
封
さ
れ
て
い
た
、
そ
れ
は
、
Ｇ

Ｈ
Ｑ
の
検
閲
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
状
態
が
一
九
五
二
年
ま
で

続
き
、
私
は
ず
っ
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
に
ら
ま
れ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
要
注

意
人
物
リ
ス
ト
に
の
っ
て
い
て
ピ
ザ
が
お
り
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
ん
な
こ
と
か
ら
嫌
気
が
さ
し
ア
メ
リ
カ
に
行
こ
う
と
は
思
わ
な
か

っ
た
。
が
、
皆
さ
ん
も
ご
存
知
の
よ
う
に
、
Ｊ
・
Ｓ
・
プ
ル
ー
ナ
ー

ｚ
４
も
ア 二
、
ア
メ
リ
カ
社
会
の
多
重
構
造
に
つ
い
て

駐
く
感
じ
た
拾
宗
一
の
｛
則
（
家
は
一
双
一
顔
の
鷲

四
一
写
．
７

も
う
一
つ
の
頭
が
ワ
シ
ン
ト
ン
な
の
で
あ
る
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
い
う
大
都
市
は
、
世
界
中
の
ド
ル
が
集
ま
っ
て

き
て
お
り
、
も
の
す
ご
く
活
発
な
マ
ネ
ー
・
ウ
ォ
ー
「
金
銭
の
戦
争
」

が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
へ
行
く
と
曰
本
の
企
業
の
買

っ
た
ピ
ル
、
イ
ギ
リ
ス
資
本
の
買
っ
た
ピ
ル
、
フ
ラ
ン
ス
資
本
の
買

っ
た
ピ
ル
な
ど
が
並
ん
で
い
る
。
各
国
の
財
閥
が
皆
、
根
拠
を
お
い

て
い
る
。
そ
し
て
五
番
街
の
一
番
目
ぬ
き
の
場
所
の
テ
レ
ビ
と
照
明

が
つ
い
た
広
告
塔
、
こ
れ
は
先
日
か
ら
ソ
ニ
ー
が
買
い
取
り
使
用
し

て
い
る
。
「
金
銭
の
戦
争
」
が
象
徴
的
に
あ
り
、
そ
し
て
、
各
国
の

エ
ン
タ
ー
テ
イ
ナ
ー
達
が
や
っ
て
来
て
、
そ
こ
で
シ
ョ
ー
・
音
楽
会
・

ラ
イ
ブ
を
行
い
、
夜
の
世
界
を
展
開
し
て
い
ろ
。

街
頭
に
は
、
ホ
ー
ム
・
レ
ス
の
人
が
大
勢
い
る
。
ホ
テ
ル
で
サ
ー

ビ
ス
を
す
る
人
達
は
ほ
と
ん
ど
が
黒
人
や
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
で
あ
る
。

そ
う
い
っ
た
多
人
種
、
多
民
族
の
複
雑
な
生
活
が
目
の
前
に
展
開
さ

れ
て
い
る
。
現
象
面
を
み
て
み
る
と
ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
は
が
特
に

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
が
正
に
世
界
中
の
資
本
主
義
の
典
型
と
し
て
表
現
さ

れ
て
い
る
。

ｆ
４
十
一
パ
ー
一
戸
》
Ⅲ
三
帳
．
》
・

一
方
、
ワ
シ
ン
ト
ン
に
行
っ
て
み
る
と
、
道
路
は
一
幅
が
広
蕊
、
〈
周

り
の
植
え
込
み
な
ど
全
く
典
型
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
蕊
の
鵜
野
壁
⑩
姦
思
わ

と
い
う
人
が
ア
メ
リ
カ
の
学
校
教
育
の
あ
り
方
を
大
き
く
変
革
さ
せ

る
重
要
な
文
献
の
一
つ
で
あ
る
『
教
育
の
過
程
』
と
い
う
本
を
一
九

六
一
年
に
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
非
常
に
ブ
ー
ム
を
起
こ
し
た

が
、
そ
の
翻
訳
を
佐
藤
三
郎
さ
ん
と
二
人
で
行
っ
た
。
そ
の
本
が
ヘ

ッ
ド
・
ス
タ
ー
ト
に
非
常
に
影
響
を
与
え
て
い
た
の
で
、
是
非
行
っ

て
み
た
い
と
思
っ
た
が
機
会
が
な
く
、
そ
れ
で
今
回
、
「
同
和
」
保

育
を
実
践
し
て
い
る
仲
間
の
皆
さ
ん
に
呼
び
か
け
を
し
、
一
○
日
間

程
ア
メ
リ
カ
へ
行
っ
て
み
た
。
そ
れ
が
今
回
の
ア
メ
リ
カ
行
き
の
動

機
の
一
つ
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
動
機
は
、
一
九
七
六
年
の
時
点
で
ア
メ
リ
カ
は
「
全

障
害
児
教
育
法
」
と
い
う
も
の
を
出
し
た
。
大
阪
で
も
特
に
そ
う
だ

が
、
地
域
に
障
害
を
持
つ
子
ど
も
を
受
け
入
れ
て
健
常
児
と
共
に
教

育
す
る
の
は
当
然
だ
と
考
え
た
運
動
が
起
こ
り
、
実
践
も
進
ん
で
い

た
頃
で
、
そ
の
運
動
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
く
れ
る
有
力
な
武
器
が

ア
メ
リ
カ
の
「
全
障
害
児
教
育
法
」
で
あ
る
。
こ
れ
も
連
邦
政
府
が

金
を
だ
し
「
障
害
者
」
を
地
域
の
学
校
に
受
け
入
れ
な
い
、
そ
う
い

っ
た
方
針
を
と
っ
た
州
に
対
し
て
は
、
そ
の
他
の
連
邦
予
算
を
大
巾

に
削
減
す
る
な
ど
の
し
め
つ
け
政
策
を
同
時
に
方
針
と
し
て
出
し
て

い
る
の
で
、
こ
れ
は
割
合
浸
透
し
は
じ
め
て
い
る
。
そ
れ
と
併
行
し

て
こ
の
ヘ
ッ
ド
・
ス
タ
ー
ト
の
試
み
と
い
う
も
の
は
ど
の
よ
う
な
内

容
で
、
そ
れ
が
現
に
ど
の
よ
う
な
状
況
で
進
ん
で
い
る
の
か
と
い
う

こ
と
を
少
し
調
べ
て
み
た
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
わ
れ
わ

い
あ
る
の
で
ピ
ル
の
高
さ
が
大
体
同
心
位
幅
（
鍾
鴎
鰯
鑓
溌
蕊
鵜
翻

議
会
の
建
物
の
一
晨
さ
よ
り
一
層

鷹
凸
斗
・
詞
は
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ド
ン
の
一
角
と
も
同
じ
だ
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
大
通
り
で
も
見
た
風
景

で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
人
は
今
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
向
い
て
政
治
を
行

っ
て
き
て
お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
も
っ
て
き
た
文
化
を
保
持
し
、

む
し
ろ
そ
れ
を
凌
駕
し
よ
う
と
努
力
し
続
け
て
い
る
。
建
国
以
来
の

ス
タ
イ
ル
が
ワ
シ
ン
ト
ン
に
象
徴
的
に
表
わ
れ
て
い
る
。
や
は
り
あ

そ
こ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
思
わ
れ
る
程
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
の
人
達
の
イ
メ

ー
ジ
で
作
ら
れ
た
街
で
、
白
人
支
配
を
象
徴
し
た
建
物
の
作
り
で
あ

り
、
そ
こ
が
ア
メ
リ
カ
の
政
治
の
中
心
と
な
っ
て
い
ろ
。

ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
は
複
雑
な
階
層
構
造
が
あ
る
。
そ
の
階
層
構

造
が
ま
た
多
民
族
の
重
層
構
造
と
か
ら
み
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

資
本
の
所
有
者
、
つ
ま
り
資
本
家
は
人
口
か
ら
い
う
と
四
％
の
人
び

と
で
あ
る
。
こ
の
四
％
の
国
民
が
国
民
総
生
産
の
五
○
％
を
掌
握
し

て
い
ろ
、
と
一
言
わ
れ
て
い
る
。
資
本
を
持
っ
て
い
る
四
％
の
人
た
ち

が
国
民
総
生
産
の
半
分
を
所
有
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
、
厳
然

と
し
て
階
級
対
立
が
存
在
す
る
と
み
る
以
外
方
法
は
な
い
の
で
あ

る
。表
１
を
見
て
い
た
だ
く
と
わ
か
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
全
国
世

論
調
査
セ
ン
タ
ー
の
調
査
に
よ
る
と
上
流
階
級
は
一
一
・
三
％
、
こ
れ

は
自
分
を
上
流
だ
と
意
識
し
て
申
告
し
た
人
で
あ
る
か
ら
実
際
に
は

少
し
多
い
。
だ
か
ら
四
％
と
言
わ
れ
て
い
る
。
中
流
階
級
と
申
告
す
る

人
は
四
九
・
三
％
、
勤
労
階
級
は
四
三
％
、
そ
し
て
、
下
層
階
級
だ
と

申
告
す
る
人
は
五
・
三
％
で
あ
る
。
日
本
の
表
と
比
較
し
て
み
ろ

１人当りの年間失業率大学卒業平均所得

人'約1,730万人(57%）｜＄49,000’5.5％白 25.4％ 

ヒスパニツク系’770万人(25％）｜＄３４，０００ 4％ 7.1％ 10 

アジア系’280万人(９％）｜＄48,000 5.6％ 34.0％ 

(Ｎ,Ａ） 220万人(７％）｜＄33,000’11.9％黒人 14.8％ 

Ｔｌ 
は
ゃ
は
り
一
段
と
所
得
が
低
い
。
白

人
と
ア
ジ
ア
系
の
収
入
が
む
し
ろ
近

づ
い
て
い
る
。
ま
た
、
失
業
率
を
み

て
み
る
と
、
こ
れ
が
今
、
非
常
に
高

ま
っ
て
き
て
お
り
、
現
在
一
九
九
二

年
五
月
の
段
階
で
失
業
者
は
九
○
○

万
人
、
解
雇
者
を
含
め
て
パ
ー
ト
タ

イ
マ
ー
が
約
六
○
○
万
人
存
在
し
て

い
る
の
で
、
潜
在
的
失
業
者
を
入
れ

て
、
失
業
率
は
一
二
％
で
あ
る
。
こ

の
失
業
者
の
比
率
を
み
て
み
る
と
、

白
人
が
五
・
五
％
、
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク

系
が
一
○
・
四
％
、
ア
ジ
ア
系
が

五
・
六
％
、
黒
人
・
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ア

メ
リ
カ
ン
が
一
一
・
九
％
存
在
し
て

そ
の
大
学
卒
業
者
の
比
率
は
ど
う

か
と
比
べ
て
み
る
と
、
白
人
が
二
五

・
四
％
、
ヒ
ス
パ
ー
ー
ッ
ク
系
が
七
・

｜
％
、
ア
ジ
ア
系
が
一
番
高
く
三
四

・
○
％
、
黒
人
・
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ア
メ

リ
カ
ン
が
一
四
・
八
％
で
あ
る
。
こ

い
る
。

表１

の
よ
う
に
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
系
が
一
番
進
学
率
が
悪
く
、
そ
の
次
に
ネ

イ
テ
ィ
ブ
ア
メ
リ
カ
ン
、
そ
の
次
が
白
人
、
そ
し
て
進
学
率
が
一
番

高
い
の
は
ア
ジ
ア
系
で
あ
る
。
そ
の
あ
た
り
の
矛
盾
が
今
、
顕
著
に

な
っ
て
き
て
、
下
の
方
か
ら
噴
出
し
て
く
る
ば
か
り
に
な
っ
て
い
た

の
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
ロ
ス
ァ
ン
ゼ
ル
ス
で
の
暴
動
の
背
景
に
あ
る

階
層
、
階
級
構
造
が
あ
る
と
知
ら
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
行
っ
た
の

は
ロ
ス
ァ
ン
ゼ
ル
ス
暴
動
の
直
後
で
あ
っ
た
の
で
、
ど
こ
へ
行
っ
て

も
そ
の
話
を
持
ち
出
す
人
が
多
か
っ
た
。

韓
国
系
ア
メ
リ
カ
人
は
こ
う
言
っ
た
。
「
数
年
前
か
ら
私
達
は
ロ

ス
ァ
ン
ゼ
ル
ス
の
黒
人
街
に
入
っ
て
き
た
韓
国
系
の
商
店
主
達
に
警

告
を
し
て
い
た
の
だ
。
ユ
ダ
ヤ
系
の
商
人
達
が
そ
こ
で
黒
人
を
相
手

に
商
売
を
し
て
い
た
の
だ
が
、
地
域
還
元
を
行
わ
な
い
の
で
、
大
変

人
気
が
悪
く
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
さ
れ
、
い
ろ
い
ろ
な
迫
害
を
う
け
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
追
い
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

あ
と
に
韓
国
系
ア
メ
リ
カ
人
が
入
っ
て
い
き
、
ユ
ダ
ヤ
系
の
商
人
の

商
売
の
仕
方
を
と
っ
た
の
で
、
必
ず
問
題
が
起
こ
る
ぞ
と
警
告
し
て

い
た
の
だ
。
そ
の
警
告
を
聞
き
入
れ
て
く
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
問

題
だ
」
。

ア
メ
リ
カ
で
黒
人
街
を
根
拠
に
悪
ど
い
商
売
を
し
て
金
を
儲
け
た

商
人
が
地
元
に
利
益
を
還
元
し
て
い
な
い
と
、
ユ
ダ
ヤ
人
だ
と
い
う

レ
ッ
テ
ル
を
は
る
。
つ
ま
り
ア
メ
リ
カ
の
社
会
で
も
、
ユ
ダ
ヤ
人
に

対
す
る
偏
見
と
差
別
が
い
ま
だ
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
一
九
九
○
年
の
人
□
、
約
三
、
○
○
○
万
人
の
構

成
比
を
出
し
て
み
る
と
、
白
人
が
一
、
七
三
○
万
人
、
五
七
％
、
ヒ

ス
パ
ー
ー
ッ
ク
系
（
ス
ペ
イ
ン
語
を
中
心
と
し
て
曰
常
会
話
に
使
っ
て

い
る
ア
メ
リ
カ
の
市
民
で
あ
る
）
が
七
七
○
万
人
、
二
五
％
、
そ
し

て
ア
ジ
ア
系
が
二
八
○
万
人
、
九
％
、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
、

つ
ま
り
黒
人
と
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ア
メ
リ
カ
ン
一
三
○
万
人
、
七
％
で
あ

る
。
そ
の
一
年
間
の
平
均
所
得
は
白
人
は
四
万
九
千
ド
ル
、
ヒ
ス
パ

ニ
ッ
ク
系
は
三
万
四
千
ド
ル
、
ア
ジ
ア
系
は
四
万
八
千
ド
ル
、
黒
人

は
一
一
一
万
三
千
ド
ル
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
系
と
ブ

ラ
ッ
ク
・
ア
メ
リ
カ
ン
、
（
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ア
メ
リ
カ
ン
を
ふ
く
む
）

階層意識 (1988年）

アメリカ
米国全国世論調Ｃ

上流階級2.3％

掲鍋
上流 0.7％ 

中流階級49.3％

勤労階級43.0％

中流の上8.2％

中流の中53.1％

中流の下27.7％

礪楜 7.2％ 
3.1％ 

下層階級5.3％

平均460万円（35,352ドル）

際
は
表
２
を
み
ろ
と

と
、
や
は
り
中
流
階

級
・
勤
労
階
級
だ
と
、

自
分
が
や
や
安
定
し

た
生
活
を
し
て
い
ろ

と
考
え
て
い
る
人
が

多
い
。
こ
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
が
、
実

わ
か
る
よ
う
に
、
こ

の
間
、
ロ
ス
ア
ン
ゼ

ル
ス
で
暴
動
の
あ
っ

た
地
域
を
含
む
カ
リ
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り
二
つ
の
中
心
課
題
で
あ
る
。
な
ん
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

ア
メ
リ
カ
人
は
皆
そ
う
考
え
て
い
ろ
。
と
い
う
の
は
、
ア
メ
リ
カ
と

い
う
国
は
、
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
が
高
い
人
権
意
識
を
持
っ
て
お
り
、

政
府
機
関
で
は
な
い
民
間
の
自
発
的
な
運
動
団
体
Ⅱ
Ｎ
Ｇ
Ｏ
運
動
が

大
変
盛
ん
で
あ
り
、
私
達
が
案
内
さ
れ
た
ハ
ー
レ
ム
の
一
角
に
小
地

山
さ
ん
と
い
う
曰
系
三
世
が
い
る
の
だ
が
、
こ
の
人
が
中
心
に
な
っ

て
被
抑
圧
者
解
放
運
動
を
す
す
め
て
い
る
。

そ
こ
に
は
曰
本
人
や
、
日
本
の
留
学
生
が
来
て
お
り
、
大
学
の
教

授
も
黒
人
も
、
そ
し
て
韓
国
系
の
ア
メ
リ
カ
人
も
来
て
い
た
。
そ

う
い
っ
た
人
達
が
集
ま
り
、
私
達
を
一
晩
歓
迎
し
て
く
れ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
人
達
と
話
し
て
い
る
と
き
り
が
な
い
程
た
く
さ
ん
の
こ
と

が
あ
る
が
、
そ
こ
に
来
て
い
た
黒
人
の
一
人
が
「
曰
本
で
あ
な
た
方

が
黒
人
の
暴
動
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
」

そ
ん
な
質
問
を
し
な
が
ら
「
私
は
『
お
そ
ろ
し
い
で
す
か
』
『
こ
わ

い
で
す
か
』
と
聞
い
た
。
『
い
え
、
全
然
こ
わ
く
な
い
』
と
こ
た
え

る
と
、
「
ぜ
ん
ぜ
ん
こ
わ
く
な
い
私
達
の
仲
間
が
な
ぜ
あ
の
よ
う
な

暴
動
に
立
ち
上
が
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
か
、
そ
こ
を
わ
か
っ
て
欲
し

い
」
と
私
達
に
訴
え
た
。
ア
メ
リ
カ
社
会
の
中
で
み
な
一
生
懸
命
人

権
を
求
め
て
い
る
の
だ
が
、
な
か
な
か
う
ま
く
見
通
し
が
た
た
な
い
。

そ
う
い
っ
た
状
態
で
白
人
は
黒
人
に
対
し
て
偏
見
を
持
ち
、
ヒ
ス
パ

ニ
ッ
ク
系
に
対
し
て
偏
見
を
持
っ
て
い
る
。
そ
う
か
と
思
う
と
白
人

の
中
で
も
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
や
イ
タ
リ
ア
人
に
対
す
る
偏
見
を
持
っ
て

ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人
に
対
す
る
偏
見
が
こ
れ
に
重
ね
ら
れ
て
暴
動

の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
選
ば
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ア
ジ
ア
系
の
ア
メ
リ
カ
人
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
モ
デ
ル
・
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
と
呼
ば
れ
て
い
ろ
。
模
範
的
少
数
者
で
あ
る
。
勤
勉
で
学
校

で
の
成
績
も
抜
群
だ
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
て
い
る
様
で
あ
る
。
ア
ジ
ア

系
の
ア
メ
リ
カ
人
の
う
ち
一
番
初
め
に
入
っ
た
の
は
中
国
人
で
あ
っ

た
。
こ
の
人
た
ち
は
一
八
○
○
年
代
の
後
半
に
ア
メ
リ
カ
の
鉄
道
建

設
に
使
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
人
達
が
そ
の
後
定
着
し
、
多
く
残

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
明
治
以
後
は
曰
本
人
が
経
済
的
な
理
由

で
多
く
入
っ
て
い
き
、
第
二
次
大
戦
後
、
韓
国
の
人
達
が
多
く
入
っ

て
い
っ
た
。

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
統
計
表
２
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ア
ジ

ア
系
の
ア
メ
リ
カ
人
の
大
学
進
学
率
は
三
四
％
で
一
番
高
く
、
白
人

で
も
二
五
田
四
％
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
こ
れ
だ
け
の
差
が
出
る
と

い
う
こ
と
は
、
ア
ジ
ア
系
の
人
達
が
モ
デ
ル
と
し
て
も
よ
い
程
、
勤

勉
で
、
学
業
に
秀
れ
て
お
り
、
商
売
熱
心
で
、
非
常
に
安
定
し
た
生

活
を
自
ら
の
手
で
確
保
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
う
い
っ
た
意
味
か
ら
モ
デ
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
呼
ば
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
の
モ
デ
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
韓
国
系
の
人
達
に

対
す
る
黒
人
の
大
変
強
い
反
感
、
そ
れ
は
、
様
々
な
い
き
さ
つ
が
あ

る
。
昨
年
一
六
歳
に
な
る
少
女
を
あ
る
商
店
主
が
殺
害
し
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
無
罪
放
免
に
な
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
り
、
そ
れ
が
原

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
民
族
同
士
の
偏
見
が
邪
魔
を
し
て
、
下
積
み

の
人
び
と
の
く
ら
し
が
よ
く
な
ら
な
い
。
そ
こ
が
や
は
り
い
ま
問
題

と
な
っ
て
い
る
。
教
育
の
問
題
を
考
え
る
人
は
当
然
、
偏
見
を
な
く

し
て
い
く
た
め
に
ど
う
す
る
の
か
、
を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
。

今
、
一
生
懸
命
行
っ
て
い
る
。
そ
の
気
持
ち
が
ひ
し
ひ
し
と
伝

わ
っ
て
く
る
。
「
私
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
全
て
人
権
を
侵
さ
れ
、
人
権

の
中
で
一
番
大
事
な
自
由
を
求
め
て
ア
メ
リ
カ
に
移
民
し
て
き
た
の

だ
、
そ
の
移
民
が
作
っ
た
多
重
層
の
こ
の
国
家
が
こ
の
よ
う
に
い
が

み
合
い
、
相
手
を
傷
つ
け
合
う
と
い
っ
た
状
態
は
、
や
は
り
私
た
ち

の
も
と
も
と
の
考
え
と
違
う
、
だ
か
ら
一
生
懸
命
頑
張
る
の
だ
が
、

な
か
な
か
そ
の
問
題
が
解
決
で
き
な
い
」
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
あ

る
。
そ
し
て
徐
々
に
そ
こ
で
世
論
が
定
ま
り
は
じ
め
て
き
た
の
は
、

や
は
り
子
ど
も
た
ち
が
も
の
心
つ
く
頃
の
子
育
て
の
仕
方
、
生
活
の

立
て
直
し
、
そ
の
辺
り
か
ら
や
り
直
さ
な
い
と
い
け
な
い
、
と
考
え

る
人
達
が
多
く
な
っ
て
き
た
。

ヘ
ッ
ド
・
ス
タ
ー
ト
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
一
九
六
五
年
に
ア
メ
リ

カ
の
連
邦
政
府
の
事
業
と
し
て
は
じ
め
ら
れ
た
事
業
で
、
貧
困
層
（
ア

フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
、
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
系
ア
メ
リ
カ
人
、
そ
れ
に

下
層
の
白
人
な
ど
）
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
子
ど
も
た
ち
に
就
学
時

因
の
一
つ
と
も
な
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ろ
。
そ
の
よ
う
な
事
を

含
め
て
も
大
変
生
活
が
安
定
し
て
き
て
お
り
、
そ
れ
こ
そ
ニ
ュ
ー
ヵ

マ
ー
で
あ
る
ア
ジ
ア
系
の
ア
メ
リ
カ
人
が
も
と
も
と
奴
隷
と
し
て
連

れ
て
こ
ら
れ
た
ブ
ラ
ッ
ク
ア
メ
リ
カ
ン
を
ど
ん
ど
ん
追
い
抜
き
裕
福

に
な
り
、
中
産
階
級
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
上
に
立
っ
て
、
わ
れ
わ
れ

を
搾
取
し
は
じ
め
た
と
受
け
と
め
る
人
達
が
強
い
反
感
を
持
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
反
感
が
わ
き
起
こ
っ
て
く
る
よ
う
な
、

つ
ま
り
、
貧
困
と
ど
う
に
も
な
ら
な
い
生
活
の
荒
れ
た
状
況
が
解
決

さ
れ
な
い
で
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

黒
人
や
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
系
の
人
々
の
中
に
は
上
流
や
中
流
の
階
層

に
編
入
さ
れ
た
人
も
多
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
大
多
数
の
人
々
は
依

然
と
し
て
下
層
に
位
置
し
て
い
ろ
。
わ
れ
わ
れ
が
案
内
さ
れ
た
ハ
ー

レ
ム
の
一
角
は
今
や
も
う
無
人
化
し
て
い
ろ
。
ガ
ラ
ス
は
全
て
破
書
わ

れ
誰
も
そ
こ
に
住
ん
で
い
な
い
。
ゴ
ー
ス
ト
タ
ウ
ン
に
な
っ
て
し
ま

っ
て
い
た
。
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
の
時
も
一
九
六
五
年
に
暴
動
が
あ

り
、
そ
の
あ
と
国
家
が
黒
人
の
貧
困
者
層
対
策
と
し
て
住
宅
建
設
を

行
っ
た
が
、
そ
こ
は
狭
く
小
さ
く
、
生
活
す
る
に
は
あ
ま
り
よ
く
な

い
所
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
麻
薬
が
浸
透
し
、
誰
も
住
め
な
い
状
況

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
犯
罪
が
多
発
す
る
地
域
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
、
皆
、
逃
げ
出
し
て
い
き
別
な
所
に
移
っ
て
し
ま
っ

た
。
そ
の
後
に
入
る
入
居
者
も
い
な
い
。
そ
う
い
っ
た
状
況
が
ア
メ

リ
カ
に
あ
る
。
こ
の
貧
困
は
ア
メ
リ
カ
社
会
の
未
解
決
の
問
題
で
あ

三
、
ヘ
ッ
ド
・
ス
タ
ー
ト
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
出
発

’
１
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た
が
っ
て
勤
め
て
は
や
め
、
ま
た
勤
め
を
探
し
て
働
く
と
い
う
不
安

定
就
労
者
が
多
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
貧
困
か
ら
の
脱
出
を
困
難
に

に
達
す
る
前
に
「
発
達
」
を
保
障
し
、
就
学
時
に
は
学
校
教
育
が
受

け
ら
れ
る
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
の
で
あ
っ
て
、
そ

こ
に
予
算
を
つ
け
ろ
と
い
う
計
画
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
従
来
か
ら

教
育
は
各
州
毎
の
自
治
事
業
で
進
め
ら
れ
て
き
て
い
る
か
ら
、
連
邦

政
府
が
中
央
か
ら
こ
の
方
針
に
従
え
と
各
自
治
州
を
し
ば
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
し
か
し
、
州
に
問
題
が
存
在
し
な
い
わ
け
で
な
く
、
し

か
も
各
州
毎
に
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
自
覚
や
、
下

か
ら
の
つ
き
上
げ
が
高
ま
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
連
邦
政
府
の
方
針
と

し
て
事
業
化
さ
れ
た
と
の
ヘ
ッ
ド
・
ス
タ
ー
ト
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
む

し
ろ
ス
ム
ー
ズ
に
各
州
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
今
曰
ま
で
二
七
年
間
、

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
含
み
な
が
ら
発
展
の
一
途
を
た
ど
っ
て
今
日
に

至
っ
て
い
る
。
こ
の
間
、
民
主
党
の
大
統
領
か
ら
、
共
和
党
の
レ
ー

ガ
ン
、
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
へ
と
ト
ッ
プ
が
交
替
し
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
特
に
レ
ー
ガ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
と
呼
ば
れ
る
レ
ー
ガ
ン
の
大
統
領
と

し
て
の
政
策
が
福
祉
切
り
捨
て
、
金
持
ち
優
遇
の
税
制
を
実
施
し
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
ヘ
ッ
ド
・
ス
タ
ー
ト
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
予

算
は
毎
年
少
し
ず
つ
増
額
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

そ
れ
ほ
ど
に
、
ア
メ
リ
カ
の
富
者
と
貧
者
と
の
対
立
矛
盾
の
パ
ッ

ク
に
あ
る
人
種
差
別
は
深
刻
で
あ
っ
て
、
冷
戦
下
の
社
会
主
義
と
の

対
抗
上
か
ら
も
、
足
元
の
下
層
人
民
に
一
定
の
政
策
を
ほ
ど
こ
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
内
外
に
示
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
ア
メ
リ
カ

の
事
情
が
ヘ
ッ
ド
・
ス
タ
ー
ト
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
支
持
と
継
続
と
に

０
’
Ｅ
」

保
一
冠

祭比較
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８
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８
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し
て
い
る
原
因
の
一
つ
で
あ
る
。

ま
た
ア
メ
リ
カ
の
人
口
減
が
一
九
八
○
年
代
に
入
っ
て
顕
著
に
な

っ
て
き
た
。
や
が
て
若
年
労
働
者
の
不
足
も
問
題
と
な
っ
て
き
て
い

る
。
そ
の
圧
力
が
母
性
の
労
働
に
か
か
っ
て
き
て
い
て
、
子
育
て
中

の
母
親
の
就
労
が
何
と
か
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
来
て
い

る
。次
の
表
４
．
を
見
て
い
た
だ
く
と
わ
か
る
よ
う
に
、
一
九
七
○
年
代

に
な
る
と
子
持
ち
の
女
性
の
職
場
進
出
が
急
速
に
増
加
し
、
そ
の
傾

向
は
今
曰
ま
で
一
貫
し
て
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
政
府

と
し
て
は
、
女
性
の
社
会
的
地
位
向
上
の
下
か
ら
の
運
動
に
お
さ
れ
、

一
方
で
、
冷
戦
下
に
あ
る
ソ
ビ
エ
ト
の
社
会
権
の
保
障
の
優
位
性
の

宣
伝
を
か
わ
す
た
め
に
も
「
子
持
ち
の
母
」
た
ち
の
労
働
と
育
児
の

両
方
を
同
時
に
保
障
す
る
政
策
の
具
体
化
を
は
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い

と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

一
方
、
ア
メ
リ
カ
に
一
九
五
七
年
の
ス
プ
ー
ト
ニ
ク
・
シ
ョ
ッ
ク

が
走
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
科
学
技
術
の
優
位
性
の
誇
り
が
シ
ョ
ッ
ク

を
受
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
ア
メ
リ
カ
の
教
育
の
問
題
が
、

ソ
ビ
エ
ト
に
比
較
し
て
劣
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ア
メ
リ

カ
保
守
層
か
ら
の
批
判
が
ふ
き
出
し
て
き
た
。
そ
の
批
判
は
ア
メ
リ

カ
の
「
自
由
教
育
」
「
子
ど
も
の
選
択
重
視
」
に
向
け
ら
れ
た
。
こ
れ

は
大
き
な
論
争
と
な
っ
た
。
一
方
の
人
た
ち
は
、
ア
メ
リ
カ
の
教
育
に

欠
陥
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
教
育
に
お
け
る
差
別
」
が
主
要

ア
メ
リ
カ
の
支
配
者
は
白
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
白
人
た
ち
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
か
ら
移
っ
て
来
て
新
天
地
の
開
拓
以
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対

し
て
郷
愁
と
対
抗
の
一
一
つ
の
意
識
を
持
ち
つ
づ
け
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
よ

り
も
自
由
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
よ
り
も
豊
か
な
生
活
を
と
求
め
て
き
た
せ

い
も
あ
っ
て
、
そ
の
意
識
の
中
心
部
に
「
家
庭
」
を
位
置
づ
け
、
「
家

庭
」
の
機
能
の
中
心
に
「
子
育
て
」
が
あ
る
、
と
考
え
て
き
て
い
ろ
。

し
た
が
っ
て
、
子
育
て
は
家
庭
で
行
う
の
で
あ
っ
て
、
母
で
あ
り
主

婦
で
あ
る
の
に
家
庭
で
育
児
に
時
間
を
か
け
ら
れ
な
い
場
合
は
ベ
ビ

ー
シ
ッ
タ
ー
を
雇
っ
て
子
育
て
を
や
る
の
が
い
い
と
考
え
て
い
ろ
。

次
の
表
３
を
見
て
も
ら
う
と
わ
か
る
の
だ
が
、
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー

に
た
よ
っ
て
育
児
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
い
う
傾
向
は
フ
ラ
ン
ス

と
ア
メ
リ
カ
が
一
番
多
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
両
国
と
も
に
、
保
育

所
と
託
児
所
の
制
度
が
未
発
達
な
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
中
産
階
級
と
自
負
し
て
い
る
人
た
ち
の
主
婦
層
も
今

や
女
性
の
自
立
志
向
の
方
向
に
動
き
つ
つ
あ
り
、
キ
ャ
リ
ア
ウ
ー
マ

ン
も
多
数
派
を
形
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
も
下
層
の
階
層
の

人
び
と
の
共
働
き
は
あ
る
種
の
強
制
的
社
会
的
圧
力
を
う
け
つ
つ
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
人
た
ち
の
中
の
女
性
は
一
般
に
学
歴
が
低
く
、

労
働
市
場
で
も
比
較
的
不
利
な
労
働
職
場
し
か
与
え
ら
れ
な
い
。
し

な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

１
、
ア
メ
リ
カ
の
従
来
の
保
育
事
情

イギリス 西ドイツ

1.2 1５．１ 

1.9 

7.4 

８．５ 

1７．０ 

３．７ 

26.5 

4.9 

10.5 

５．６ 

5.6 

1.2 

２．８ 

41.5 

3.8 

8.5 

1.9 

2.8 

1.9 

表３母
青
親が
方法

就業し、５歳以下の子をもつ家庭の子どもの保（国際比較）

寡
総理府１青少年と家庭に関する国際比較調査」1982年
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を
こ
れ
に
あ
て
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
み
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
貧
困
階
層
の
子
ど
も
と
そ
の
親
に
一
定
期
間
だ
け
あ
る

種
の
刺
激
を
与
え
て
、
そ
の
後
の
育
児
に
何
ら
か
の
効
果
を
期
待
す

る
と
い
っ
た
程
度
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
不
充
分
さ
は
す
ぐ
に
気

づ
か
れ
修
正
さ
れ
た
。
現
在
で
は
主
と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
と
し

て
発
展
し
て
い
る
。

①
デ
イ
・
ケ
ア
・
セ
ン
タ
ー

こ
れ
は
通
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
八
カ
月
間
は
保
障
さ
れ
る
。
ど
ち
ら

か
と
い
う
と
日
本
の
幼
稚
園
と
保
育
所
の
合
体
し
た
よ
う
な
制
度

で
、
子
ど
も
の
年
齢
は
、
四
・
五
歳
児
で
（
と
の
点
が
幼
稚
園
）
、

朝
八
時
か
ら
午
後
四
時
半
ま
で
が
保
育
時
間
で
あ
っ
て
（
こ
の
点
は

保
育
所
）
、
日
本
と
違
う
の
は
朝
か
ら
食
事
の
提
供
が
あ
る
点
で
あ

る
。日
本
の
同
和
保
育
所
で
も
、
開
所
以
来
し
ば
し
ば
食
事
を
と
っ
て

来
な
い
、
つ
ま
り
朝
食
を
食
べ
て
来
な
い
子
ど
も
の
こ
と
が
話
題
に

な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
の
子
ど
も
た
ち
は
揃
っ
て
朝
食
の

提
供
を
受
け
る
と
こ
ろ
か
ら
朝
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
は
じ
ま
る
の
で
あ

る
。子
ど
も
の
時
期
の
栄
養
が
そ
の
子
の
将
来
の
大
脳
の
発
達
に
大
き

な
影
響
を
与
え
ろ
。
○
・
一
歳
児
の
頃
の
蛋
白
質
の
摂
取
が
大
脳
皮

質
の
ミ
ェ
リ
ン
化
の
完
成
に
極
め
て
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う

こ
と
は
周
知
の
事
実
な
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
ア
メ
リ
カ
は
さ
す

表４ 就労する母親と子ども雑
な
要
因
が
か
ら
み
あ
っ
て
政
策
化
さ
れ
た
の
が
、
ヘ
ッ
ド
・
ス

タ
ー
ト
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
出
発
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
政
府
が
提
出
し
た
ヘ
ッ
ド
・
ス
タ
ー
ト
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
だ

け
を
見
ろ
と
、
「
今
ま
で
ほ
と
ん
ど
手
を
つ
け
て
こ
な
か
っ
た
保
育

事
業
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
の
抱
え
て
い
る
貧
困
層
の
子
育
て
を
何

と
か
各
自
治
州
の
や
り
方
で
や
っ
て
い
い
か
ら
、
予
算
を
つ
け
ま
す

か
ら
や
っ
て
下
さ
い
」
と
い
う
上
か
ら
の
融
和
事
業
の
一
つ
な
の
で

あ
る
。

･18歳未満の子がいる母親（夫あり）の就労率

１８％（1950)→65％（1988） 

●６歳未満の子がいる母親（夫あり）の就労率

１２％（1950)→30％（1970)→57％（1988） 
Ｊ 

●１歳未満の子がいる母親（夫あり）の就労率

３３％（1979)→51％（1987） 

●出産後１年以内に職場復帰する母親の率

３Ｗ（1976)→51％（1987） 

●就労している母親の2/3がフルタイム

Statistics） （資料）労働統計局（BLSBureauofLabor
等によるものより

きいる教ぱ上つ題のる
こたうこ育全げてが乳マ
のの主と効体さ、あ幼イ
よで張は果とれそる児ノ
うあがながしなれの期リ
なる出い上てけがでにテ
複・てとがのれ底あ問イ

な
原
因
で
あ
り
、

特
に
下
層
の
被
差

別
の
側
に
お
か
れ

が
だ
と
私
た
ち
は
感
心
し
た
の
で
あ
っ
た
。

保
育
内
容
は
、
’
五
分
き
ざ
み
の
デ
イ
リ
ー
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
従

っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
保
育
室
は
三
一
種
類
ほ
ど
の
あ
そ
び
の
コ

ー
ナ
ー
が
準
備
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
砂
と
水
の
コ
ー
ナ
ー
、

科
学
あ
そ
び
の
コ
ー
ナ
ー
、
ブ
ロ
ッ
ク
あ
そ
び
の
コ
ー
ナ
ー
、
ホ
ー

ム
タ
ス
ク
の
コ
ー
ナ
ー
な
ど
な
ど
で
あ
る
。
子
ど
も
は
朝
食
を
食
べ

終
っ
て
自
分
た
ち
の
ク
ラ
ス
（
グ
ル
ー
プ
）
に
集
合
す
る
と
す
ぐ
、

今
日
の
あ
そ
び
を
ど
の
コ
ー
ナ
ー
で
や
る
の
か
を
選
択
し
て
一
つ
の

ボ
ー
ド
に
登
録
す
る
。
そ
れ
を
保
母
さ
ん
が
点
検
し
て
子
ど
も
た
ち

と
共
に
確
認
し
て
お
く
、
そ
し
て
そ
の
曰
一
日
の
予
定
と
か
注
意
事

項
な
ど
に
つ
い
て
子
ど
も
に
伝
え
ろ
と
、
や
が
て
子
ど
も
た
ち
は
コ

ー
ナ
ー
に
散
っ
て
あ
そ
び
は
じ
め
る
。

一
五
分
の
あ
そ
び
時
間
は
短
か
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
質
問
し

て
み
た
が
、
教
師
た
ち
は
、
「
こ
の
年
齢
の
子
ど
も
に
と
っ
て
一
五

分
の
集
中
し
た
あ
そ
び
は
大
変
貴
重
で
、
永
す
ぎ
る
の
は
ダ
ラ
ダ
ラ

し
て
あ
ま
り
結
果
は
よ
く
な
い
の
で
す
」
と
答
え
て
い
た
。
あ
と
か

た
づ
け
、
オ
ャ
ッ
、
そ
し
て
あ
そ
び
の
結
果
に
つ
い
て
の
確
認
と
反

省
（
こ
れ
を
靴
①
８
］
宮
旨
①
と
呼
ん
で
い
ろ
）
を
子
ど
も
に
保
母

が
対
話
と
い
う
形
式
で
保
障
す
る
。
そ
れ
か
ら
子
ど
も
た
ち
は
、
戸

外
へ
出
て
一
五
分
の
あ
そ
び
を
し
、
昼
食
へ
と
午
前
中
が
終
る
。

午
後
ま
た
戸
外
あ
そ
び
か
ら
は
じ
ま
り
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
時
間
、

休
息
と
い
う
時
間
を
与
え
ら
れ
自
由
あ
そ
び
が
そ
の
後
三
○
分
、
一
一
一

２
、
ヘ
ッ
ド
・
ス
タ
ー
ト
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
際

一
九
六
四
年
、
ア
メ
リ
カ
は
経
済
機
会
法
（
因
８
口
・
目
。
○
弓
。
（
１

口
己
ｑ
シ
ｏ
〔
）
と
初
等
・
中
等
教
育
法
（
因
］
の
日
の
ロ
国
ご
目
旦

の
①
８
口
冒
昌
両
目
ｏ
畳
。
□
シ
○
斤
）
を
一
九
六
五
年
に
引
き
続
き
採
択

し
て
、
社
会
政
策
的
立
法
が
措
置
さ
れ
た
。
前
者
は
職
業
訓
練
を
通

じ
て
貧
困
者
の
社
会
的
地
位
の
向
上
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
後
者
は
貧
困
階
層
の
子
ど
も
た
ち
の
発
達
遅
滞
児
（
＆
”
＆
ぐ
ロ
ー

ロ
宮
ｍ
ａ
ｏ
匡
己
Ｈ
①
ロ
）
を
対
象
と
し
た
補
償
教
育
に
重
点
を
お
い
た

法
で
あ
っ
た
。

ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
は
経
済
機
会
法
（
Ｅ
・
ｏ
．
Ａ
）
の
一
環
と
し

て
の
「
地
域
社
会
貧
窮
対
策
事
業
」
（
○
・
日
目
区
昌
旦
鈩
昌
・
口

弓
円
品
日
日
）
の
一
つ
の
事
業
と
位
置
づ
け
て
、
ヘ
ッ
ド
・
ス
タ
ー

ト
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
に
踏
み
切
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
当
初
、

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
所
管
は
経
済
機
会
局
で
あ
っ
た
。
や
が
て
そ
の

所
管
が
保
健
・
教
育
・
福
祉
省
に
移
さ
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

ま
た
一
九
六
五
年
の
ヘ
ッ
ド
・
ス
タ
ー
ト
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
始

時
は
、
子
ど
も
た
ち
を
集
め
て
保
育
を
す
る
場
合
に
夏
期
の
八
週
間

そ
の
背
景
に
は
も
ち
ろ
ん
各
地
の
黒
人
運
動
が
活
発
と
な
っ
て
、

キ
ン
グ
牧
師
の
非
暴
力
運
動
が
急
速
に
拡
が
り
つ
つ
あ
っ
た
し
、
黒

人
指
導
者
た
ち
の
教
育
へ
の
要
求
と
発
言
も
高
ま
っ
て
き
て
い
た
こ

と
が
あ
る
。

』’■己ｒｊ０ＩＱ０○・０川一脈ロロⅢｍロ日日□旬日コロロロロロ□ロロ００－
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障
害
児
を
ふ
く
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
こ
の
数
字
は
か
な
ら
ず
し
も
充
足
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い

と
言
っ
て
い
た
が
、
こ
の
点
で
も
ア
メ
リ
カ
の
運
動
は
前
進
し
つ
つ

あ
る
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

⑤
パ
イ
・
リ
ン
ガ
ル
ー
多
言
語
教
育

ア
メ
リ
カ
は
白
人
が
支
配
権
を
掌
握
し
て
き
た
国
で
あ
る
。
だ
か

ら
公
用
語
は
英
語
（
ア
メ
リ
カ
ン
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
）
で
、
保
育

も
教
育
も
す
べ
て
英
語
で
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
一
方
で
ア
メ
リ

る
つ
ぼ

ヵ
は
多
民
族
の
「
垳
渦
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
ざ
る
を
得
な

い
状
況
で
あ
っ
た
。
「
る
つ
ぼ
」
と
い
う
の
は
一
切
を
ど
ろ
ど
ろ
に

と
か
し
て
し
ま
う
場
所
（
装
置
）
で
あ
る
か
ら
、
多
言
語
を
使
用
す

る
多
民
族
を
英
語
を
話
す
一
つ
の
民
族
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
意
味

で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
多
民
族
を
白
人
に
同
化
し
て
し

ま
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
民
主
主
義
に
反
す
る
。
ア
メ
リ
カ
の

実
際
は
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
、
ア
ジ
ア
系
ア

メ
リ
カ
人
（
そ
の
中
に
も
多
民
族
が
い
る
）
が
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の

文
化
を
持
っ
て
共
存
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
肯
定
し
、
共

通
語
と
し
て
の
英
語
を
話
し
理
解
す
る
と
同
時
に
、
各
民
族
が
独
自

の
言
語
と
文
化
を
保
持
し
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
持
し
、
共
存

す
る
道
を
さ
ぐ
ろ
う
と
い
う
考
え
方
に
次
第
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
。

そ
れ
が
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
（
一
一
言
語
）
保
育
・
教
育
と
し
て
追
求
さ
れ

は
じ
め
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
「
堵
渦
」
論
は
後
退
し
、
「
サ
ラ
ダ
。

時
に
は
そ
の
曰
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
全
部
終
り
、
下
校
の
時
間
を
待

つ
の
で
あ
る
。

②
親
子
セ
ン
タ
ー
方
式

子
ど
も
だ
け
を
集
め
て
保
育
す
る
方
式
が
確
立
す
る
前
に
、
一
九

六
七
年
か
ら
ヘ
ッ
ド
・
ス
タ
ー
ト
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
む
し
ろ
親
子

セ
ン
タ
ー
と
い
う
方
式
を
と
っ
た
。
そ
の
際
に
は
誕
生
か
ら
三
歳
ま

で
の
子
を
も
つ
親
を
一
定
の
場
所
に
集
め
て
、
子
ど
も
の
世
話
に
関

す
る
技
術
と
た
の
し
み
の
方
法
な
ど
を
親
子
一
緒
に
学
習
す
る
方
式

が
そ
れ
で
あ
る
。
デ
イ
・
ケ
ア
・
セ
ン
タ
ー
の
試
み
と
併
行
し
て
今

日
ま
で
こ
の
親
子
セ
ン
タ
ー
方
式
は
継
続
し
て
い
る
。

③
児
童
発
達
協
会
プ
ロ
グ
ラ
ム

ヘ
ッ
ド
・
ス
タ
ー
ト
・
ズ
ロ
グ
ラ
ム
の
非
常
に
重
要
な
事
業
の
一

つ
は
、
教
師
・
保
母
の
養
成
と
訓
練
の
仕
事
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
貧

困
家
庭
の
子
ど
も
た
ち
の
問
題
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
な
ぜ
そ
の
子

ど
も
た
ち
に
ヘ
ッ
ド
・
ス
タ
ー
ト
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
必
要
で
あ
る
の

か
、
そ
の
子
ど
も
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
援
助
が
必
要
な
の
か
を
理
解

し
、
積
極
的
に
人
種
・
民
族
に
ま
つ
わ
る
差
別
を
克
服
す
る
た
め
の

人
権
の
意
識
を
ど
の
よ
う
に
高
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
な
ど
に
つ
い

て
教
育
・
訓
練
を
ほ
ど
こ
し
、
保
育
者
と
し
て
の
心
理
学
・
教
育
学
・

社
会
学
な
ど
の
専
門
的
知
識
を
更
に
積
み
上
げ
る
機
会
を
与
え
る
プ

ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
こ
れ
も
こ
の
ヘ
ッ
ド
・
ス
タ
ー
ト
・
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
重
要
な
任
務
で
あ
り
、
そ
の
予
算
が
相
当
に
見
と
ま
れ
て
い
ろ

曰
本
に
は
一
時
、
ヘ
ッ
ド
・
ス
タ
ー
ト
は
失
敗
で
あ
っ
た
と
い
う

一
ニ
ー
ス
が
伝
え
ら
れ
て
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
話
題
が
消
え
た
格

好
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
事
業
は
ア
メ
リ
カ
で
は
一
定
の

評
価
が
定
着
し
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
レ
ー
ガ
ン
に
し
る
ブ
ッ

シ
ュ
大
統
領
に
し
ろ
、
そ
の
予
算
を
増
額
し
つ
づ
け
て
い
る
。
そ
し

て
そ
の
予
算
が
更
に
大
巾
に
増
額
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
主
張

が
む
し
ろ
強
い
の
で
あ
る
。

ヘ
ッ
ド
・
ス
タ
ー
ト
の
出
発
時
に
は
、
貧
困
階
層
の
子
ど
も
た
ち

に
、
早
期
の
知
的
教
育
を
与
え
る
こ
と
が
、
入
学
時
に
頭
を
揃
え
ざ

ポ
ー
ル
」
論
が
強
く
な
り
、
七
色
の
色
を
そ
の
ま
ま
に
と
い
う
意
味

で
「
レ
ィ
ン
ポ
ー
作
戦
」
と
い
う
こ
と
ば
が
つ
か
わ
れ
て
い
る
。

ヘ
ッ
ド
・
ス
タ
ー
ト
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
の
保
母
・
教
師
は
、
ス

ペ
イ
ン
語
と
英
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
と
英
語
の
で
き
る
人
を
と
要
求

さ
れ
て
き
て
い
る
。

こ
の
問
題
は
、
日
本
が
こ
れ
か
ら
是
非
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
課
題
な
の
で
あ
る
。
日
本
の
保
育
・
教
育
は
い
ま
だ
に
「
同
化
」

保
育
・
教
育
の
域
を
出
て
い
な
い
。
こ
れ
で
は
「
人
権
赤
字
国
」
の

汚
名
を
返
上
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
訪
問
し
た
ワ
シ
ン
ト
ン
の
デ
イ
・
ケ
ア
・

セ
ン
タ
ー
の
有
資
格
の
教
師
は
大
学
院
で
心
理
学
を
専
攻
し
た
の
も

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
資
金
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
た
。

④
障
害
児
の
保
育
と
サ
ー
ビ
ス

ア
メ
リ
カ
で
は
、
一
九
七
一
年
に
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
最
高
裁
判

決
が
「
知
恵
お
く
れ
の
子
の
教
育
」
に
関
し
て
出
さ
れ
て
い
ろ
。
こ

れ
は
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
の
障
害
児
を
持
つ
親
た
ち
が
州
の
教
育
委

員
会
を
訴
え
た
の
に
対
し
て
判
決
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
す
べ

て
の
子
ど
も
は
ど
ん
な
重
症
の
障
害
が
あ
っ
て
も
教
育
へ
の
権
利

（
Ｈ
】
晋
二
・
①
含
日
践
・
ロ
）
が
あ
り
、
公
教
育
は
そ
れ
を
用
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
が
引
金
に
な
っ
て
七
二
年
に
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
地
区
連
邦
裁
判

所
の
ウ
ッ
デ
ィ
判
事
の
判
決
が
出
、
大
体
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
最
高
裁

判
決
と
同
主
旨
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
全
米
各
地
の

障
害
児
を
持
つ
親
た
ち
の
運
動
が
あ
っ
て
、
そ
の
運
動
は
議
会
を
動

か
し
、
連
邦
政
府
も
動
か
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
き
て
、
一
九
七
五
年

に
は
「
全
障
害
児
教
育
法
」
が
上
程
さ
れ
、
上
院
で
は
四
○
四
対
七
、

下
院
で
は
八
七
対
七
と
い
う
圧
倒
的
支
持
で
こ
の
法
案
が
可
決
さ
れ

た
。
こ
れ
は
画
期
的
な
法
案
で
あ
っ
た
。

ヘ
ッ
ド
・
ス
タ
ー
ト
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
こ
の
法
律
前
か
ら
実
施
さ

れ
て
き
た
の
で
、
こ
の
法
律
を
キ
ッ
カ
ヶ
と
し
て
、
ヘ
ッ
ド
・
ス
タ

ー
ト
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
に
際
し
て
は
対
象
児
の
中
の
一
○
％
は

四
、
ヘ
ッ
ド
・
ス
タ
ー
ト
・
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
問
題
点






