


２１保育・教育に何が必要とされているのか 2０ 

込
む
よ
う
に
な
り
、
部
落
問
題
に
限
ら
な
い
「
反
差
別
の
教
育
」

に
近
い
広
範
囲
な
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本

稿
で
と
り
あ
げ
る
解
放
教
育
計
画
第
一
次
検
討
委
員
会
の
こ
ろ
、

一
九
七
○
年
代
な
か
ば
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
境
目
だ
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
第
一
次
検
討
委
員
会
自
身
が
し

て
い
る
よ
う
に
、
「
解
放
教
育
」
と
い
う
概
念
の
も
と
に
部
落
解
放

を
め
ざ
す
教
育
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
。

本
稿
で
検
討
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
主
と
し
て
大
阪
に

お
け
る
実
態
で
あ
り
実
践
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
提
起
と
し
て

は
他
の
地
域
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
他
の
地

域
の
実
態
に
も
照
ら
し
て
批
判
的
に
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

私
は
、
保
育
に
つ
い
て
研
究
し
て
き
た
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、

保
育
の
現
場
に
詳
し
い
わ
け
で
も
な
い
。
以
下
に
述
べ
る
問
題
意

識
も
、
も
と
も
と
解
放
教
育
全
般
に
向
け
ら
れ
た
問
題
意
識
を
保

育
に
対
す
る
問
題
提
起
と
い
う
か
た
ち
で
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

保
育
を
テ
ー
マ
と
し
た
結
果
、
問
題
意
識
を
表
現
し
や
す
く
な
っ

た
面
も
あ
り
、
こ
の
点
は
あ
り
が
た
か
っ
た
。
ま
た
、
報
告
の
当

曰
は
、
私
の
報
告
に
対
し
て
多
く
の
方
か
ら
意
見
が
返
っ
て
き
た
。

そ
の
お
か
げ
で
自
分
の
考
え
が
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
し
た
点
も
少

な
く
な
い
。
報
告
の
機
会
を
設
け
て
く
だ
さ
っ
た
保
育
部
会
の
み

な
さ
ん
に
感
謝
し
た
い
。

わ
っ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

②
こ
れ
ま
で
の
同
和
対
策
事
業
や
そ
れ
を
生
か
し
た
と
り
く
み

が
あ
る
程
度
の
効
果
を
あ
げ
て
い
る
も
の
の
、
全
体
と
し
て

み
た
と
き
、
そ
の
効
果
は
差
別
の
影
響
を
克
服
す
る
ほ
ど
大

き
な
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

③
受
ｊ
年
が
あ
が
る
に
つ
れ
て
学
習
理
解
度
の
格
差
は
広
が
っ
て

お
り
、
こ
の
格
差
を
克
服
す
る
に
は
自
学
自
習
を
基
本
と
す

る
こ
と
を
含
め
た
教
育
改
革
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④
部
落
の
子
ど
も
た
ち
は
大
学
進
学
な
ど
の
意
欲
が
弱
く
、
こ

の
こ
と
が
学
力
問
題
に
も
関
係
し
て
い
る
。
生
活
全
般
に
意

欲
的
に
立
ち
向
か
え
る
よ
う
に
す
る
、
つ
ま
り
自
尊
感
情
や

セ
ル
フ
・
イ
メ
ー
ジ
を
高
め
る
活
動
が
必
要
で
あ
る
。

⑤
ま
た
、
学
習
内
容
を
定
着
さ
せ
る
た
め
に
、
同
和
事
業
の
成

果
を
生
か
し
て
家
庭
で
学
習
で
き
る
よ
う
な
客
体
的
・
主
体

的
条
件
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
る
。

⑥
学
校
に
お
い
て
も
、
つ
ま
づ
か
な
い
よ
う
に
分
か
り
や
す
く

教
え
る
と
い
う
指
導
ス
タ
イ
ル
だ
け
で
な
く
、
自
学
自
習
の

力
を
目
的
意
識
的
に
育
て
る
指
導
ス
タ
イ
ル
を
創
造
す
る
必

要
が
あ
る
。

⑦
生
活
が
厳
し
い
状
況
に
あ
る
子
ど
も
に
対
し
て
は
、
教
師
や

学
校
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
広
範
で
抜
本
的
な
対
策
が
不
可

欠
で
あ
る
。

調
査
を
通
し
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
れ
ら
の
こ
と
を
、

二
つ
の
視
点
か
ら
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
｜
っ
は
、
家
庭
生

活
の
あ
り
か
た
に
対
し
て
問
題
提
起
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ

る
。
従
来
、
家
庭
や
親
に
対
し
て
安
易
に
責
任
を
返
そ
う
と
す
る

姿
勢
は
問
題
視
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
一
面
的
に

受
け
取
ら
れ
、
す
べ
て
を
学
校
や
保
育
所
で
保
障
す
る
こ
と
が
善

で
、
親
に
注
文
を
つ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
そ
の
も
の
が
間
違
い
で

あ
る
か
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
節
が
あ
る
。
こ
の
点
に

批
判
が
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

い
ま
一
つ
は
、
従
来
子
ど
も
に
育
て
る
べ
き
意
識
を
「
解
放
の

自
覚
」
や
「
社
会
的
立
場
の
自
覚
」
と
と
ら
え
て
き
た
の
に
対
し

て
、
よ
り
幅
広
く
「
自
尊
感
情
」
や
「
セ
ル
フ
・
イ
メ
ー
ジ
」
な

ど
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
「
自
覚
」
さ
え
育
て
れ
ば
学
力
も
身
に
付
い
て
、
す
べ
て
が
解

決
す
る
か
の
よ
う
な
「
自
覚
万
能
」
論
に
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ

た
の
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
角
度
か
ら
の
指
摘
が
一
つ
に
な
っ
て
自
学
自
習
の

力
を
育
て
る
と
い
う
目
標
に
つ
な
が
る
。
そ
し
て
、
自
学
自
習
の

力
を
育
て
る
た
め
に
は
家
庭
に
も
ま
し
て
、
実
は
学
校
の
役
割
や

あ
り
か
た
を
大
き
く
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
わ
ば
「
て
い

ね
い
に
教
え
る
」
こ
と
か
ら
「
自
立
的
学
習
を
援
助
す
る
」
と
い

一
九
八
五
年
に
大
阪
府
下
で
実
施
さ
れ
た
「
被
差
別
部
落
の
子

ど
も
の
学
力
総
合
実
態
調
査
」
を
皮
切
り
に
、
各
地
で
子
ど
も
た

ち
の
学
力
と
生
活
実
態
や
意
識
と
の
関
係
を
分
析
し
よ
う
と
す
る

大
規
模
な
調
査
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
府
県

単
位
で
調
査
が
実
施
さ
れ
た
の
は
、
徳
島
県
二
九
八
七
年
）
、
大

阪
府
二
九
八
九
年
）
、
福
岡
県
（
一
九
九
○
年
）
、
広
島
県
（
一

九
九
一
年
）
な
ど
で
あ
る
。
一
方
、
大
阪
府
下
で
は
、
高
槻
市
（
一

九
八
七
年
）
、
八
尾
市
二
九
八
七
年
）
、
茨
木
市
（
一
九
八
八
年
）
、

泉
佐
野
市
（
一
九
八
九
年
）
、
箕
面
市
二
九
八
九
年
）
と
い
っ
た

（
３
）
 

自
治
体
で
独
自
に
調
査
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
調
査
は
そ
れ
ぞ
れ
仮
説
も
枠
組
み
も
異
な
っ
て
お

り
、
い
ろ
い
ろ
な
調
査
を
比
較
検
討
す
る
だ
け
で
も
た
い
へ
ん
な

作
業
に
な
る
。
た
だ
、
調
査
結
果
か
ら
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

ら
に
は
共
通
点
も
少
な
く
な
い
。
本
稿
と
の
関
連
で
重
要
な
調
査

結
果
お
よ
び
結
果
か
ら
導
か
れ
た
提
言
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
私
な
り

に
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

２
、
学
力
調
査
に
も
と
づ
く
問
題
意
識

①
被
差
別
部
落
の
子
ど
も
た
ち
の
学
習
理
解
度
は
相
対
的
に
低

く
、
そ
の
原
因
に
は
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
部
落
差
別
が
関



2２ ２３保育・教育に何が必要とされているのか

う
ふ
う
に
基
本
的
な
姿
勢
を
変
え
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
見
に
対
し
て
は
、
「
い
ま
の
子
ど
も
た
ち
の
実
態

で
は
た
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
可
能
な
の
か
」
と
い
っ
た
疑
問
が
出

さ
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
「
従
来
か
ら
解
放
教
育

の
原
則
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
と
こ
う
し
た
考
え
方
が
ど
の
よ
う
な

関
係
に
な
る
の
か
を
整
理
す
べ
き
だ
」
と
い
う
声
も
聞
か
れ
る
。

新
し
い
方
向
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
批
判
に

答
え
て
、
従
来
の
原
則
と
の
関
係
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
新
た

な
方
向
を
よ
り
具
体
化
す
る
必
要
が
あ
る
。

本
稿
で
は
、
調
査
な
ど
を
通
し
て
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
新

し
い
考
え
方
と
従
来
の
原
則
と
の
関
係
を
整
理
す
る
こ
と
に
集
中

す
る
こ
と
と
し
、
新
し
い
考
え
方
の
具
体
化
に
つ
い
て
は
、
他
曰

を
期
し
た
い
ｐ
調
査
を
通
し
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が

ら
の
う
ち
、
こ
こ
で
は
と
く
に
、
「
家
庭
保
育
（
教
育
）
第
一
主
義

批
判
」
を
再
検
討
す
る
と
と
も
に
、
「
自
覚
」
と
「
自
尊
感
情
」
と

の
関
係
を
整
理
す
る
こ
と
を
主
な
課
題
と
す
る
。

簡
単
な
要
約
だ
け
で
申
し
訳
な
い
が
、
人
権
と
は
何
か
、
人
権

教
育
の
目
標
は
何
か
、
ど
ん
な
視
点
や
制
度
・
内
容
が
必
要
か
と

い
っ
た
点
が
こ
こ
に
は
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
十
原
則
の
あ
と
に

付
属
文
書
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
「
教
材
」
「
手
段
」

「
機
構
」
と
い
っ
た
項
が
設
け
ら
れ
、
展
開
さ
れ
る
べ
き
人
権
教

育
が
よ
り
具
体
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
れ
に
対
し
て
私
た
ち
は
「
解
放
教
育
の
原
則
」
と
い

う
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
一
九
七
五
年
に
出
さ
れ
た
「
解
放
教
育

計
画
検
討
委
員
会
第
一
次
報
告
」
（
以
下
、
原
則
と
し
て
第
一
次
報

告
と
略
）
に
こ
れ
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ま
、
そ
の
項

（
５
）
 

目
だ
け
を
あ
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

８ 
， 

１０ 
、

９ 
， 

７６５ 
、、、 解

放
教
育
の
原
則
を
再
検
討
す
る
う
え
で
、
学
力
調
査
と
並
ん

で
参
考
に
な
る
い
ま
一
つ
の
も
の
は
、
ユ
ネ
ス
コ
を
は
じ
め
世
界

各
地
で
展
開
さ
れ
て
い
る
人
権
教
育
で
あ
る
。
と
く
に
ユ
ネ
ス
コ

３
、
手
掛
か
り
と
し
て
の
ユ
ネ
ス
コ
人
権
教
育

人
権
・
開
発
・
平
和
の
三
つ
は
相
互
関
連
し
て
い
る
。

人
権
は
、
専
門
的
・
倫
理
的
・
社
会
的
責
任
の
一
部
だ
。

人
権
に
と
っ
て
新
国
際
経
済
・
社
会
・
文
化
秩
序
実
現
は
重

要
だ
。

人
権
教
育
は
あ
ら
ゆ
る
教
育
段
階
で
行
な
わ
れ
る
必
要
が
あ

る
。

教
育
が
人
権
の
理
念
に
の
っ
と
っ
て
行
な
わ
れ
る
だ
け
で
な

く
、
人
権
を
教
え
る
独
自
の
教
科
が
設
け
ら
れ
る
べ
き
だ
。

教
師
の
人
格
の
尊
厳
・
表
現
の
自
由
を
尊
重
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
ろ
。

は
、
こ
の
一
一
○
年
ほ
ど
の
問
に
数
度
に
わ
た
っ
て
人
権
教
育
に
関

す
る
国
際
会
議
を
開
い
て
い
る
。
と
り
わ
け
一
九
七
八
年
に
ウ
ィ

ー
ン
で
開
か
れ
た
国
際
会
議
で
は
、
「
最
終
文
書
」
の
中
で
「
人
権

それを要約しておくことにしよう。（４）
教
育
十
原
則
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
ま
と
め
て
い
る
。
こ
こ
に

人
権
教
育
十
原
則
（
か
ん
た
ん
な
要
約
の
み
）

１
、
国
際
人
権
文
書
に
基
づ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
の
相
互
不

可
分
性
を
強
調
す
べ
き
だ
。

２
、
人
権
に
は
、
古
典
的
概
念
だ
け
で
な
く
、
今
曰
的
な
諸
人
民

の
経
験
を
含
む
。

３
、
人
権
教
育
の
目
標
は
次
の
と
お
り
。

Ⅲ
人
権
に
つ
き
も
の
の
寛
容
や
尊
敬
お
よ
び
連
帯
の
態
度
を

育
て
る
。

伽
国
内
的
・
国
際
的
次
元
で
の
人
権
に
関
す
る
知
識
、
お
よ

び
人
権
を
現
実
の
も
の
と
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
制
度

に
つ
い
て
の
知
識
を
提
供
す
る
。

伽
国
内
・
国
際
レ
ベ
ル
の
政
治
・
社
会
的
現
実
に
人
権
を
具

体
化
す
る
た
め
の
手
段
や
方
法
に
つ
い
て
、
一
人
ひ
と
り

が
認
識
を
深
め
て
い
け
る
よ
う
に
す
る
。

４
、
自
分
の
権
利
だ
け
で
な
く
他
人
の
権
利
も
尊
重
す
る
こ
と
を

教
え
る
べ
き
だ
。

一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
「
人
権
教
育
十
原
則
」
と
「
解
放
教

育
の
原
則
」
の
共
通
点
は
意
外
に
少
な
い
。
す
な
お
に
読
ん
で
共

通
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
平
和
教
育
と
人
権
教
育
や
解
放

教
育
は
一
体
の
も
の
と
し
て
進
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
点
ぐ
ら

い
で
あ
る
。

最
近
、
国
際
的
な
人
権
教
育
の
流
れ
に
合
流
し
て
い
く
べ
き
だ

と
い
う
意
見
を
し
ば
し
ば
聞
く
。
た
し
か
に
国
際
的
な
動
向
か
ら

孤
立
し
て
、
部
落
解
放
教
育
だ
け
の
発
展
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。

し
か
し
、
ユ
ネ
ス
コ
「
人
権
教
育
十
原
則
」
と
「
解
放
教
育
の
原

則
」
は
、
こ
の
よ
う
に
か
な
り
異
な
る
。
み
の
り
あ
る
か
た
ち
で

解
放
教
育
の
原
則
と
は
ｌ
融
和
主
義
と
対
決
す
る
た
め
に
Ｉ

８７６５４３２１ 
、、、、、、、、

部
落
解
放
運
動
と
の
結
合

政
治
と
の
結
合

生
活
・
労
働
と
の
結
合

自
己
の
社
会
的
立
場
の
自
覚

基
本
的
人
権
、
と
く
に
そ
の
社
会
権
と
し
て
の
学
習
権

集
団
主
義

平
和
教
育
と
の
結
合

民
主
主
義
教
育
と
の
同
一
性
と
独
自
性



２５保育・教育に何が必要とされているのか 2４ 

従
来
の
保
育
所
や
学
校
が
家
庭
に
責
任
を
押
し
つ
け
て
き
た
こ

と
に
対
す
る
批
判
が
こ
こ
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
批
判
を
皮

相
に
受
け
取
る
と
、
「
親
に
対
し
て
注
文
を
つ
け
る
こ
と
そ
の
も
の

が
問
題
だ
」
と
な
っ
た
り
、
「
注
文
す
る
以
前
に
ま
ず
親
の
現
実
か

ら
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
親
の
意
見
を
な
ん
で
も
受

け
入
れ
た
り
す
る
傾
向
が
生
ま
れ
て
し
ま
う
。

し
か
し
、
そ
れ
は
第
一
次
報
告
が
唱
え
る
「
家
庭
保
育
第
一
主

義
批
判
」
の
本
意
で
は
な
い
。
第
一
次
報
告
は
、
次
の
よ
う
に
述

な
い
し
「
家
庭
」
に
求
め
、
家
庭
教
育
こ
そ
教
育
の
原
基
で
あ
る

と
し
た
。
た
と
え
ば
、
国
連
の
児
童
の
権
利
宣
言
に
は
、
「
児
童
は

で
き
る
か
ぎ
り
、
そ
の
両
親
の
愛
護
と
責
任
の
も
と
で
、
ま
た
、

い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
愛
情
と
道
徳
的
お
よ
び
物
質
的
保

障
と
の
あ
る
環
境
の
も
と
で
育
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

…
…
」
と
う
た
わ
れ
、
わ
が
国
の
児
童
憲
章
に
も
「
家
庭
で
正
し

い
愛
情
と
知
識
と
技
術
を
も
っ
て
育
て
ら
れ
」
る
こ
と
が
児
童
の

幸
福
の
要
件
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
部
落
差
別
の
も
と
で
家
庭
の
教
育
〈
保
護
・

養
育
）
機
能
を
破
壊
さ
れ
、
喪
失
せ
し
め
ら
れ
て
き
た
部
落
の
乳

幼
児
は
、
こ
の
「
家
庭
保
育
」
第
一
主
義
の
理
念
に
よ
っ
て
、
発

達
の
疎
外
状
態
の
ま
ま
放
置
さ
れ
、
就
学
前
に
お
け
る
教
育
の
機

（
６
）
 

今
云
を
実
質
的
に
奪
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

起
す
る
所
以
で
あ
る
。

連
携
を
進
め
る
た
め
に
、
両
者
の
共
通
性
ば
か
り
で
な
く
異
質
性

に
つ
い
て
も
慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

違
い
は
、
一
つ
に
は
、
「
人
権
教
育
十
原
則
」
が
幅
広
く
人
権
全

般
を
扱
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
解
放
教
育
の
原
則
」
は
部
落
問

題
に
焦
点
を
あ
て
て
論
じ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
解
放
教
育
の
原
則
」
は
、
明
ら
か
に
領
域
が
狭
い
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
違
い
だ
け
な
ら
ば
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
問

題
で
は
な
い
。
領
域
が
狭
く
て
も
、
性
格
が
あ
い
通
ず
る
の
な
ら

ば
、
簡
単
に
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

重
要
な
の
は
、
次
に
あ
げ
る
両
者
の
視
点
の
違
い
に
あ
る
。
端

的
に
い
っ
て
、
ユ
ネ
ス
コ
人
権
教
育
に
は
、
反
差
別
の
社
会
運
動

的
視
点
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ユ
ネ
ス

コ
「
人
権
教
育
の
原
則
」
に
は
、
「
解
放
運
動
と
の
結
合
」
や
「
社

会
的
立
場
の
自
覚
」
と
い
っ
た
観
点
が
弱
い
。
ま
た
「
寛
容
」
と

い
う
こ
と
ば
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
目
標
」
に
は
「
差
別
を
見

抜
き
差
別
を
許
さ
ず
差
別
と
闘
う
子
ど
も
を
育
て
る
」
と
い
う
発

想
が
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
違
い
を
無
視
し
て
両
者
を
結
び

付
け
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
木
に
竹
を
継
ぐ
に
近
い
も
の
と
な
ら

ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
両
者
の
比
較
検
討
を
提

欧
米
と
第
三
世
界
で
人
権
教
育
の
あ
り
か
た
は
相
当
違
う
よ
う

に
思
え
る
。
「
人
権
教
育
十
原
則
」
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ど
ち

こ
の
よ
う
な
指
摘
は
報
告
の
中
で
何
度
も
く
り
か
え
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
ま
ず
「
家
庭
保
育
第
一
主
義
」
を
批
判
し
、
返
す

刀
で
「
保
育
所
請
負
主
義
」
が
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
両

者
を
統
一
す
る
拠
所
は
、
親
と
保
育
労
働
者
共
同
の
解
放
保
育
運

こ
の
子
に
○
○
を
し
て
や
っ
て
下
さ
い
、
×
×
を
し
な
い
よ
う

に
し
て
下
さ
い
、
な
ど
と
い
う
一
方
的
な
指
示
で
す
ま
す
の
で
は

な
く
、
生
活
指
導
や
遊
び
、
お
も
ち
ゃ
や
絵
本
な
ど
に
つ
い
て
、

ど
の
よ
う
な
指
導
の
手
だ
て
が
講
じ
ら
れ
る
べ
き
か
、
そ
の
具
体

的
な
あ
り
方
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
親
と
保
育
労
働
者
と
の
共

同
研
究
体
制
が
、
万
難
を
克
服
し
て
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
る
必
要
が

（
８
）
 

あ
る
。

親
の
側
に
あ
る
「
保
育
所
に
預
け
て
お
け
ば
何
と
か
や
っ
て
く

れ
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
保
育
所
な
い
し
保
母
へ
の
依
存
主
義
（
依

託
主
義
）
を
克
服
し
、
他
方
、
保
育
所
側
も
「
何
と
か
保
育
所
内

で
」
と
意
気
込
み
つ
つ
も
、
保
育
効
果
の
上
が
ら
な
い
弱
さ
を
「
や

っ
ぱ
り
家
庭
で
の
配
慮
が
足
り
な
い
か
ら
」
と
突
き
放
し
て
（
親

に
責
任
を
転
嫁
し
て
）
す
ま
し
て
し
ま
う
傾
向
を
克
服
し
て
い
く

（
７
）
 

た
め
に
は
、
保
育
者
集
団
の
形
成
が
は
か
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

①
「
家
庭
保
育
第
一
主
義
批
判
」
と
は
何
か

解
放
教
育
計
画
検
討
委
員
会
第
一
次
報
告
で
は
、
従
来
の
保
育

を
支
え
て
き
た
考
え
方
の
最
初
に
「
家
庭
保
育
第
一
主
義
」
を
あ

げ
て
、
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

ら
か
と
い
え
ば
欧
米
型
で
白
人
の
た
め
の
人
権
教
育
な
の
で
は
な

い
か
。
私
の
知
る
か
ぎ
り
、
第
三
世
界
で
の
人
権
教
育
は
、
民
衆

教
育
運
動
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
「
解
放
教
育
の
原
則
」
と
重
な
る

面
が
多
い
。
か
な
ら
ず
し
も
欧
米
の
人
権
教
育
が
古
い
歴
史
を
も

つ
わ
け
で
も
、
成
功
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
世
界
の

状
況
を
ふ
ま
え
て
、
世
界
か
ら
何
を
取
り
入
れ
曰
本
か
ら
何
を
発

信
す
る
べ
き
か
、
・
積
極
的
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
き
に
あ
げ
た
二
つ
の
テ
ー
マ
、
家
庭
保
育
（
教
育
）
第
一
主

義
批
判
や
、
「
自
覚
」
と
「
自
尊
感
情
」
と
の
関
係
も
、
「
人
権
教

育
十
原
則
」
と
「
解
放
教
育
の
原
則
」
の
比
較
を
手
掛
か
り
に
検

討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

べ
て
い
る
。

近
代
（
現
代
）
に
お
け
る
教
育
（
保
育
）
の
原
則
は
、
子
ど
も

の
保
護
・
養
育
の
責
務
を
ま
ず
何
よ
り
も
（
第
一
義
的
に
）
「
両
親
」

４
、
「
家
庭
保
育
（
教
育
）
第
一
主
義
批
判
」
の
再
検
討
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２
動
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

第
一
の
生
活
実
態
の
厳
し
さ
は
今
も
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く

と
も
住
環
境
に
限
れ
ば
お
お
い
に
前
進
し
た
は
ず
で
あ
る
。
仕
事

の
不
安
定
さ
も
ま
だ
ま
だ
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
点
で
も

か
っ
て
に
比
べ
れ
ば
公
務
員
を
は
じ
め
安
定
し
た
仕
事
に
つ
い
て

い
る
人
が
増
え
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
、
公
務
員
へ
の
採
用
は

こ
の
一
○
年
間
ほ
ど
横
這
い
か
あ
る
い
は
減
少
し
て
お
り
、
親
の

世
代
に
公
務
員
が
占
め
る
比
率
は
現
在
が
最
高
に
な
る
か
も
し
れ

な
い
の
で
あ
る
。
学
歴
主
義
や
部
落
差
別
の
構
造
が
こ
の
ま
ま
だ

と
す
れ
ば
、
就
労
実
態
の
厳
し
さ
が
急
に
好
転
す
る
可
能
性
は
小

さ
い
。
同
和
対
策
事
業
も
数
年
後
に
打
ち
切
ら
れ
て
い
く
も
の
と

予
想
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
時
期
に
親
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
す
れ
ば
、
物
的
・
制
度
的
条
件
が
悪
く
な
る
で
あ
ろ
う

今
後
は
、
も
っ
と
で
き
な
く
な
る
こ
と
に
な
る
。

第
二
に
、
以
前
の
よ
う
な
意
味
で
の
母
親
の
力
強
さ
は
、
減
少

し
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
し
か
に
現
在
で
も
か
っ
て
の
「
部

落
の
お
母
ち
ゃ
ん
」
や
「
ム
ラ
の
お
ば
ち
ゃ
ん
」
と
い
っ
た
イ
メ

ー
ジ
を
受
け
継
い
だ
母
親
が
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、

産
業
や
就
労
形
態
が
変
化
し
た
結
果
、
そ
の
よ
う
な
母
親
の
人
数

は
明
ら
か
に
減
少
し
て
い
る
。
し
か
も
、
以
前
の
よ
う
に
地
域
に

子
ど
も
が
開
け
放
た
れ
て
育
つ
の
で
は
な
く
、
団
地
の
中
で
家
庭

に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
育
つ
傾
向
が
強
い
た
め
、
親
の
方
も
子
育
て

を
通
じ
て
成
長
す
る
機
会
が
失
わ
れ
や
す
い
の
で
は
な
い
か
。
同

②
「
請
負
主
義
」
の
原
因
は
何
か

第
一
次
報
告
を
正
確
に
読
み
取
る
か
ぎ
り
、
さ
き
に
あ
げ
た
よ

う
な
「
請
負
主
義
」
は
起
こ
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
実

際
に
は
そ
れ
が
し
ば
し
ば
起
こ
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
な
ぜ
そ
う
な
っ
て
き
た
の
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
原
因

に
は
、
い
く
つ
か
あ
る
と
思
う
。

第
一
に
、
当
時
の
生
活
実
態
の
厳
し
さ
で
あ
る
。
’
九
七
五
年

と
い
え
ば
、
ま
だ
大
阪
府
下
で
も
団
地
が
現
在
の
半
分
ほ
ど
も
建

っ
て
い
な
い
時
期
で
あ
る
。
も
っ
と
も
改
善
が
進
ん
だ
と
い
わ
れ

る
住
環
境
を
も
の
さ
し
に
し
て
も
、
同
和
対
策
事
業
以
前
の
実
態

が
数
多
く
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
い
く
ら
基

本
的
な
考
え
方
が
示
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
も
っ
て
地
域
で

す
ぐ
に
保
護
者
に
よ
る
共
同
子
育
て
運
動
が
展
開
さ
れ
る
に
至
ら

な
か
っ
た
と
し
て
も
や
む
を
え
な
い
面
が
あ
ろ
う
。
保
母
の
側
か

ら
す
れ
ば
、
実
態
の
厳
し
さ
を
知
る
が
ゆ
え
に
、
親
に
言
っ
て
い

け
な
い
と
実
感
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、
当
時
の
親
、
と
り
わ
け
母
親
の
力
強
さ
が
あ
げ
ら
れ

る
。
父
親
が
安
定
し
た
仕
事
に
つ
け
ず
、
と
き
に
は
そ
の
不
満
を

母
親
に
ぶ
つ
け
る
中
で
、
母
親
は
仕
事
と
家
庭
の
両
方
を
引
き
受

け
な
が
ら
生
活
を
切
り
開
い
て
き
た
。
厳
し
い
中
で
生
き
抜
い
て

和
保
育
所
に
勤
め
る
あ
る
ベ
テ
ラ
ン
の
保
母
が
、
「
以
前
は
家
庭
訪

問
し
て
も
〈
人
生
の
先
輩
〉
と
い
う
感
じ
の
母
親
が
多
か
っ
た
け

ど
、
い
ま
で
は
そ
ん
な
親
が
あ
ま
り
い
な
く
な
っ
た
」
と
一
一
一
一
口
っ
て

い
た
の
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
。
こ
う
言
っ
て
い
る
保
母
自
身
の

成
長
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、
背
景
と
し
て
、
母
親
層
に
変
化
が
生

じ
て
い
る
点
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

母
親
層
の
変
化
は
、
一
一
重
、
三
重
の
意
味
で
生
じ
て
い
る
。
｜

っ
に
は
、
地
区
外
か
ら
の
流
入
で
あ
る
。
大
阪
の
同
和
地
区
で
一

九
九
○
年
に
実
施
さ
れ
た
実
態
調
査
に
よ
れ
ば
、
地
区
住
民
の
う

ち
一
九
八
五
年
以
後
の
結
婚
で
は
同
和
地
区
出
身
者
と
地
区
外
出

身
者
の
結
婚
が
五
五
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
過
半
数
を
占
め
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
。
し
か
も
、
そ
の
う
ち
三
分
の
一
一
は
、
妻
が
地
区

（
９
）
 

外
出
身
者
で
あ
る
。
差
別
を
乗
り
越
え
て
の
結
婚
の
数
が
増
え
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
に
は
、
就
労
実
態
の
変
化
で
あ

る
。
同
じ
調
査
に
よ
る
と
、
女
性
で
仕
事
を
し
て
い
る
人
の
占
め

る
比
率
は
同
和
地
区
で
は
四
五
・
｜
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
の
に
対

（
汕
）

し
て
大
阪
府
民
で
は
四
一
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
地
区
内
外

で
女
性
の
就
労
率
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
と
は
い
い
に
く
く
な
っ

て
い
る
。
三
つ
め
に
は
、
同
和
事
業
の
存
在
が
あ
る
。
か
っ
て
母

親
た
ち
は
厳
し
い
状
況
を
も
っ
ぱ
ら
自
分
達
自
身
の
力
で
は
ね
か

え
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
が
、
現
在
で
は
そ
の
う
ち
少
な
く
と
も

い
く
つ
か
の
部
分
を
同
和
事
業
が
引
き
受
け
て
く
れ
て
い
る
。
第

き
た
母
親
は
、
し
ば
し
ば
自
分
な
り
の
人
生
哲
学
を
身
に
付
け
て

い
た
。
そ
の
た
め
、
家
庭
訪
問
し
た
保
母
が
、
逆
に
人
生
を
教
え

て
も
ら
う
結
果
に
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
親
と
話
し
て
い
て
、
自

分
の
方
こ
そ
も
っ
と
し
っ
か
り
し
な
け
れ
ば
と
保
母
が
思
う
。
そ

ん
な
と
き
、
保
母
の
あ
い
だ
で
「
親
か
ら
学
ぶ
」
と
い
う
原
則
が
素

直
な
実
感
と
し
て
肯
定
し
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
三
に
、
親
の
学
歴
に
象
徴
さ
れ
る
教
育
力
、
と
り
わ
け
文
字

に
関
わ
る
教
育
力
の
問
題
が
あ
る
。
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
－
つ
を

と
っ
て
み
て
も
、
七
五
年
当
時
な
ら
親
自
身
が
子
ど
も
の
こ
ろ
に

読
み
聞
か
せ
て
も
ら
っ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
小
学
校
に
も
じ
ゅ

う
ぶ
ん
行
け
て
い
な
い
場
合
が
多
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
原
則
的
に

は
、
そ
う
い
う
親
に
も
識
字
学
級
に
通
っ
て
文
字
の
読
み
書
き
を

身
に
付
け
、
子
ど
も
に
読
み
聞
か
せ
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
容
易
な
こ
と

で
は
な
い
。
家
庭
教
育
に
期
待
す
る
の
で
は
な
く
、
保
育
所
で
何

と
か
し
よ
う
と
い
う
傾
向
が
生
ま
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
一
概

に
非
難
ば
か
り
は
で
き
な
い
。

③
「
請
負
主
義
」
克
服
の
必
要
性
と
可
能
性

保
育
所
や
学
校
が
「
請
負
主
義
」
に
陥
っ
て
き
た
原
因
は
他
に

も
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
三
つ
に
限
れ
ば
、
こ
の
一
一
○
年
間

に
大
き
く
状
況
は
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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四
に
、
運
動
に
よ
っ
て
鍛
え
ら
れ
て
き
た
母
親
層
の
存
在
を
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。
以
前
で
あ
れ
ば
厳
し
い
生
活
が
女
性
を
鍛
え

た
と
い
う
面
が
強
か
っ
た
が
、
現
在
で
は
運
動
が
女
性
を
鍛
え
た

と
い
う
面
の
方
が
強
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最

後
に
第
五
と
し
て
、
以
上
を
要
す
る
に
、
多
様
な
母
親
層
が
生
ま

れ
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。

保
育
所
や
学
校
か
ら
家
庭
に
注
文
を
つ
け
に
く
か
っ
た
原
因
の

第
三
に
あ
げ
た
学
歴
な
ど
文
字
文
化
に
関
わ
る
親
の
教
育
力
も
、

そ
の
よ
う
な
変
化
の
う
ち
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

現
在
で
は
保
育
所
に
子
ど
も
を
預
け
る
親
の
六
割
か
ら
七
割
が
高

校
を
卒
業
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
ま
だ
文
字
の

読
み
書
き
を
十
分
し
き
れ
な
い
親
の
姿
は
消
え
去
っ
て
は
い
な

い
。
け
れ
ど
も
、
か
っ
て
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
こ
の
状

況
を
ふ
ま
え
ず
に
、
以
前
と
同
じ
論
調
を
続
け
る
べ
き
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
親
に
た
い
し
て
積
極
的
に
働
き
か
け
、

親
と
と
も
に
子
育
て
運
動
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
も
っ

と
追
求
さ
れ
て
よ
い
よ
う
に
思
え
る
。

こ
こ
で
指
摘
し
た
よ
う
な
こ
と
は
、
保
母
や
教
師
の
多
く
も
気

づ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
も
し
も
、
気
づ
い
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
「
請
負
主
義
」
を
克
服
で
き
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
「
こ
と
な
か
れ
主
義
」
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
「
こ
と
な
か
れ
主
義
」
を
助
長
す
る
原
因
に
も
い
ろ
い
ろ

教
育
が
解
放
運
動
と
の
結
合
を
大
切
に
す
る
の
に
対
し
て
、
ユ
ネ

ス
コ
人
権
教
育
に
そ
の
よ
う
な
観
点
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
こ

の
違
い
は
教
育
目
標
に
も
表
れ
て
い
る
。
解
放
教
育
で
は
「
社
会

的
立
場
の
自
覚
」
が
重
視
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ユ
ネ
ス

コ
人
権
教
育
で
は
「
寛
容
」
が
第
一
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
「
寛
容
」
は
ど
う
考
え
て
も
「
差
別
を

許
さ
ず
、
差
別
を
見
抜
き
、
差
別
と
闘
う
子
ど
も
」
の
イ
メ
ー
ジ

か
ら
ほ
ど
遠
い
。
「
寛
容
」
は
、
人
に
思
い
を
ぶ
つ
け
る
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
人
が
何
を
し
よ
う
と
我
関
せ
ず
の
冷
淡
や
無

関
心
に
も
結
び
つ
く
。
も
し
も
被
差
別
の
立
場
に
あ
る
子
ど
も
に

対
し
て
「
寛
容
」
を
説
く
と
す
れ
ば
、
「
差
別
さ
れ
て
も
す
ぐ
に
腹

を
立
て
た
り
せ
ず
、
我
慢
し
て
い
な
さ
い
」
と
な
っ
て
、
「
寝
た
子

を
起
こ
す
な
」
論
の
イ
メ
ー
ジ
に
近
く
な
る
。
同
じ
よ
う
に
人
権

を
大
切
に
し
よ
う
と
す
る
教
育
が
、
な
ぜ
目
標
で
こ
ん
な
に
違
っ

て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
を
考
え
る
と
き
、
両
者
が
想
定
し
て
い
る
お
も
な
学
習

主
体
の
違
い
を
ぬ
き
に
で
き
な
い
。
結
論
か
ら
言
っ
て
し
ま
え
ば
、

ユ
ネ
ス
コ
人
権
教
育
が
想
定
し
て
い
る
お
も
な
学
習
者
は
、
差
別

す
る
側
に
い
る
人
間
で
あ
る
。
差
別
す
る
側
に
い
る
人
間
が
差
別

し
な
い
た
め
に
は
何
が
必
要
か
と
い
う
発
想
で
考
え
た
と
き
、
人

を
排
除
し
な
い
「
寛
容
」
が
前
面
に
出
る
の
で
は
な
い
か
。

’ 
①
加
差
別
性
へ
の
着
目

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
人
権
教
育
十
原
則
」
と
「
解
放
教
育

の
原
則
」
と
の
大
き
な
違
い
は
、
運
動
と
の
関
係
に
あ
る
。
解
放

あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
中
に
部
落
解
放
運
動
自
身
を
入
れ

て
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

よ
う
や
く
第
一
次
報
告
が
提
案
し
た
意
味
で
の
「
家
庭
保
育
第

一
主
義
批
判
」
を
実
践
で
き
る
条
件
が
整
い
つ
つ
あ
る
。
こ
の
条

件
を
生
か
す
方
向
で
地
域
の
解
放
運
動
が
動
く
の
か
。
一
一
一
一
口
い
換
え

れ
ば
、
保
育
所
や
学
校
が
親
に
た
い
し
て
率
直
に
ア
ド
バ
イ
ス
す

る
こ
と
を
歓
迎
し
て
肯
定
的
に
と
ら
え
る
の
か
。
そ
れ
と
も
、
こ

れ
を
否
定
的
に
と
ら
え
、
「
保
母
（
教
師
）
は
差
別
の
実
態
を
分
か

っ
て
い
な
い
」
と
い
う
側
面
を
強
調
し
て
、
新
し
い
条
件
を
生
か

し
き
れ
な
い
ま
ま
終
わ
る
の
か
。
こ
れ
が
大
き
な
別
れ
目
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
一
方
的
に
家
庭
に
責
任
を
押
し
つ
け
る
よ
う
な
発

想
が
許
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
家
庭
教
育
第
一
主
義
と
本
当
の
意

味
で
の
そ
の
批
判
と
を
峻
別
す
る
こ
と
が
、
今
ほ
ど
求
め
ら
れ
て

い
る
と
き
は
な
い
。

５
、
「
自
覚
」
と
「
自
尊
感
情
」
の
関
係

そ
れ
に
対
し
て
解
放
教
育
が
お
も
な
学
習
者
と
し
て
想
定
し
て

い
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
被
抑
圧
者
・
被
差
別
者
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
差
別
を
受
け
て
展
望
を
失
っ
て
い
る
子
ど
も
た
ち

が
立
ち
上
が
り
、
自
ら
に
誇
り
を
持
つ
た
め
に
何
が
必
要
か
と
い

う
の
が
基
本
的
な
問
題
意
識
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
「
社
会
的
立
場

の
自
覚
」
が
重
視
さ
れ
る
原
因
が
あ
る
。

正
確
に
言
う
と
、
人
権
教
育
が
注
目
し
て
い
る
の
は
、
人
間
の

加
差
別
性
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
解
放
教
育
が
注
目
し
て
い
る
の

、

は
人
間
の
被
差
別
性
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ど
ち
ら
か
一
面
だ

け
で
で
き
あ
が
っ
て
い
る
人
間
な
ど
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
部
落
の

子
ど
も
た
ち
も
、
他
の
人
を
差
別
す
る
可
能
性
が
な
い
と
は
い
え

な
い
。

こ
れ
ま
で
の
解
放
教
育
は
、
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は
被
差
別

性
に
依
拠
し
た
論
理
展
開
を
し
て
い
た
。
部
落
外
の
子
ど
も
た
ち

へ
の
教
育
に
当
た
っ
て
も
、
そ
の
論
理
が
あ
て
は
め
ら
れ
て
き
た
。

部
落
外
の
子
ど
も
た
ち
も
部
落
の
子
ど
も
と
同
じ
よ
う
な
生
活
の

厳
し
さ
を
抱
え
て
い
る
場
合
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
、
部
落

差
別
に
よ
っ
て
で
は
な
く
て
も
、
多
か
れ
少
な
か
れ
社
会
の
矛
盾

や
差
別
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
部

落
外
の
子
ど
も
た
ち
に
つ
い
て
も
被
差
別
性
に
注
目
す
る
。
そ
し

て
、
お
互
い
の
抱
え
る
生
活
の
厳
し
さ
を
交
流
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
両
者
の
連
帯
関
係
を
築
こ
う
と
し
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
生
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こ
の
よ
う
に
、
彼
に
よ
れ
ば
「
寛
容
な
人
」
と
い
う
の
は
、
「
違

う
こ
と
こ
そ
す
ば
ら
し
い
」
と
実
感
し
て
い
る
人
の
こ
と
で
あ
る
。

新
し
い
人
や
も
の
に
出
会
っ
た
ら
、
「
ど
ん
な
人
（
も
の
）
だ
ろ
う

か
」
と
好
奇
心
い
っ
ぱ
い
で
付
き
合
お
う
と
す
る
人
の
こ
と
な
の

で
あ
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
な
ら
、
障
害
児
教
育
や
民
族
教
育
の
中

で
追
求
さ
れ
て
き
た
目
標
に
か
な
り
近
い
と
い
う
こ
と
が
で
き

で
あ
っ
て
も
じ
っ
と
が
ま
ん
す
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
自
分
た

ち
の
集
団
に
新
し
く
入
っ
て
き
た
人
を
ト
ラ
レ
イ
ト
す
る
（
１
追

い
出
そ
う
と
し
な
い
）
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
最
低
限
度
の
礼
儀
作

法
で
し
か
な
い
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
こ
と
ば
に
は
も
っ
と
力
強
い
意
味
も
あ
る
。

ど
ん
な
種
類
の
人
と
も
親
し
く
し
て
い
る
人
を
さ
し
て
、
私
た
ち

は
ト
レ
ラ
ン
ト
な
人
と
呼
ぶ
。
そ
う
い
う
人
は
、
人
種
や
膚
の
色

や
信
条
で
差
別
し
な
い
。
た
ん
に
が
ま
ん
す
る
だ
け
で
な
く
、
た

い
て
い
な
か
ま
の
人
た
ち
の
よ
さ
を
認
め
て
い
る
も
の
だ
。
私
た

ち
が
論
じ
た
い
の
は
、
ト
レ
ラ
ン
ス
の
こ
の
よ
う
な
暖
か
い
面
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
お
互
い
が
ど
ん
な
集
団
に
属
し
て
い

よ
う
と
、
他
の
人
に
対
し
て
親
し
み
と
信
頼
に
満
ち
た
態
度
を
と

ろ
う
と
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
残
念

な
こ
と
に
、
英
語
に
は
こ
の
よ
う
な
親
し
み
と
信
頼
に
満
ち
た
態

（
ｕ
）
 

度
を
も
っ
と
う
ま
く
示
す
こ
と
ば
が
見
当
た
ら
な
い
。

活
を
通
し
た
仲
間
づ
く
り
が
大
切
に
さ
れ
て
き
た
。
悩
み
を
交
流

し
あ
う
こ
と
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
「
し
ん
ど
い
子
ど
も
を
中
心

に
」
と
叫
ば
れ
て
き
た
。

そ
の
結
果
、
一
方
で
大
き
な
成
果
を
生
ん
で
き
た
の
も
事
実
で

あ
る
。
し
か
し
、
悪
く
す
る
と
、
家
に
も
め
ご
と
の
な
い
子
ど
も

が
肩
身
の
狭
い
思
い
を
す
る
場
合
が
出
て
く
る
。
「
差
別
さ
れ
た
者

の
気
持
ち
は
差
別
さ
れ
た
者
に
し
か
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
正
し

い
は
ず
の
テ
ー
ゼ
も
、
「
差
別
さ
れ
て
い
な
い
者
に
は
差
別
さ
れ
た

者
の
気
持
ち
が
分
か
ら
な
い
ん
だ
か
ら
、
そ
ん
な
自
分
が
運
動
に

関
わ
る
の
は
偽
善
だ
」
と
、
部
落
外
の
子
ど
も
に
狙
い
と
ま
っ
た

く
逆
の
思
い
を
抱
か
せ
て
し
ま
う
場
合
も
出
て
く
る
。
た
し
か
に

こ
れ
ら
は
テ
ー
ゼ
へ
の
誤
解
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
従
来
の
解
放

教
育
の
論
理
で
は
、
自
分
の
生
い
た
ち
を
探
っ
て
も
被
差
別
性
を

見
出
せ
な
い
子
ど
も
や
教
師
が
生
き
生
き
で
き
る
筋
道
は
な
か
な

か
見
え
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
「
社
会
的
立
場
の
自
覚
」
の
中
に
は
「
加
差
別
性
の

自
覚
」
と
い
う
一
面
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
自
覚

す
れ
ば
す
る
ほ
ど
苦
し
く
な
る
も
の
に
留
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
加
害
性
を
自
覚
し
て
苦
し
く
な
っ
た
人
が
、
あ
る

と
き
は
自
分
の
中
に
被
害
性
を
見
出
し
て
ほ
っ
と
し
、
あ
る
と
き

は
自
分
の
加
害
性
そ
の
も
の
の
中
に
あ
る
被
害
性
（
Ⅱ
差
別
さ
せ

ら
れ
る
と
い
う
被
害
性
）
を
発
見
し
て
、
息
を
吹
き
返
す
と
い
う

人
権
に
関
わ
る
態
度
が
形
成
さ
れ
は
じ
め
る
の
は
、
ひ
じ
ょ
う

に
幼
い
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
人
権
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
考

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

慮
す
べ
き
だ
。
自
分
を
尊
ぶ
心
（
セ
ル
フ
・
エ
ス
テ
ィ
ー
ム
）
や

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

他
の
人
び
と
を
尊
重
す
る
精
神
と
い
う
、
ま
さ
に
人
権
の
基
礎
を

、
、
、
、

な
す
も
の
は
、
ま
ず
家
庭
の
な
か
で
伝
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
家

庭
生
活
に
関
す
る
教
育
を
提
供
し
て
、
両
親
や
家
族
み
ん
な
が
た

が
い
に
人
間
的
で
公
平
な
関
係
を
育
て
ら
れ
る
よ
う
に
援
助
す
る

こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
家
族
の
な
か
で
女
性
の
権
利
や
人
間
と

し
て
の
尊
厳
が
保
た
れ
る
こ
と
は
、
人
権
を
肯
定
す
る
態
度
を
育

て
る
家
族
の
ふ
ん
い
き
の
な
か
で
も
と
く
に
欠
く
こ
と
が
で
き
な

い
。
家
庭
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
こ
の
点
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く

る
。
つ
ま
り
、
直
接
「
差
別
と
闘
う
子
ど
も
」
を
育
て
る
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
に
は
重
な
り
に
く
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
解
放
教
育
の
実

践
の
中
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
教
育
目
標
に
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん

重
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ユ
ネ
ス
コ
人
権
教
育
の
な
か
で
、
「
寛
容
」
と
い
う

こ
と
ば
と
同
じ
ぐ
ら
い
の
比
重
で
大
切
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
ば
が

あ
る
。
そ
れ
は
、
「
自
尊
感
情
」
１
セ
ル
フ
・
エ
ス
テ
ィ
ー
ム
で
あ

る
。
セ
ル
フ
・
エ
ス
テ
ィ
ー
ム
と
関
連
し
て
、
さ
き
に
紹
介
し
た

「
人
権
教
育
十
原
則
」
の
付
属
文
書
の
中
で
は
、
次
の
よ
う
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

筋
道
だ
け
が
開
か
れ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
要
す
る

に
、
加
害
性
の
自
覚
そ
の
も
の
を
発
展
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
そ

れ
を
被
害
性
の
自
覚
に
転
換
す
る
こ
と
に
よ
ら
な
け
れ
ば
加
害
者

の
心
理
的
解
放
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

②
「
寛
容
」
と
「
自
尊
感
情
」
を
手
掛
か
り
に

被
差
別
性
で
は
な
く
加
差
別
性
を
出
発
点
と
し
た
教
育
を
考
え

る
と
、
こ
の
点
が
違
っ
て
く
る
。
そ
の
手
掛
か
り
が
ユ
ネ
ス
コ
人

権
教
育
に
あ
る
よ
う
に
思
う
。
た
と
え
ば
、
融
和
主
義
的
に
思
わ

れ
た
「
寛
容
」
と
い
う
こ
と
ば
も
、
加
害
性
を
出
発
点
に
と
ら
え

な
お
す
と
イ
メ
ー
ジ
が
違
っ
て
く
る
。
こ
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
、

偏
見
研
究
で
有
名
な
オ
ル
ポ
ー
ト
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

彼
は
、
戦
後
間
も
な
い
こ
ろ
の
ユ
ネ
ス
コ
に
関
わ
っ
た
人
で
あ
り
、

ユ
ネ
ス
コ
が
「
寛
容
」
と
い
う
こ
と
ば
を
大
切
に
す
る
よ
う
に
な

っ
た
原
因
の
少
な
く
と
も
一
端
は
彼
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
ト
レ
ラ
ン
ス
（
Ⅱ
寛
容
）
」
は
、
弱
々
し
い
こ
と
ば
に
思
え
る

か
も
し
れ
な
い
。
頭
痛
を
ト
ラ
レ
イ
ト
す
る
（
Ⅱ
し
ん
ぼ
う
す
る
）

と
か
、
み
す
ぼ
ら
し
い
家
に
住
む
の
を
ト
ラ
レ
イ
ト
す
る
（
－
耐

え
る
）
、
あ
る
い
は
隣
の
人
を
ト
ラ
レ
イ
ト
す
る
（
Ⅱ
し
か
た
な
く

受
け
入
れ
る
）
と
い
う
場
合
、
確
か
に
そ
れ
ら
の
人
や
も
の
を
好

き
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
嫌
い



３３保育・教育に何が必要とされているのか

２
 

（
皿
）

３
認
識
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
計
画
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

感
じ
と
る
子
ど
も
だ
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。

こ
ん
な
子
ど
も
が
「
問
題
行
動
」
を
起
こ
し
て
い
る
場
合
、
そ

の
子
ど
も
や
家
族
に
対
す
る
ま
わ
り
の
決
め
つ
け
が
そ
の
原
因
と

し
て
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
る
例
が
多
い
。
家
族
と
の
関
係
で

見
て
も
、
た
と
え
ば
父
親
を
嫌
っ
て
い
て
も
母
親
は
大
好
き
だ
と

い
う
ふ
う
に
、
家
族
の
誰
か
が
精
神
的
支
え
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
子
ど
も
の
場
合
、
ま
わ
り
か
ら
の
決
め
つ
け
が
取
れ
れ

ば
、
そ
れ
だ
け
で
そ
の
子
の
よ
さ
が
ど
ん
ど
ん
と
見
え
る
よ
う
に

な
り
や
す
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
集
団
の
変
革
が
本
人
の
力
を
育
て
る
こ
と
に
つ

な
が
り
に
く
い
の
は
、
抵
抗
感
が
弱
い
子
ど
も
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
な
に
ご
と
に
も
無
気
力
で
あ
っ
た
り
、
生
活
規
律
が
土
台
か

ら
崩
れ
て
い
る
よ
う
な
子
ど
も
で
あ
る
。
親
子
の
つ
な
が
り
や
子

ど
も
ど
う
し
の
ぶ
つ
か
り
あ
い
が
減
少
し
て
い
る
今
曰
、
ど
ち
ら

か
と
い
え
ば
こ
の
タ
イ
プ
の
子
ど
も
が
増
え
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。こ
の
場
合
も
、
前
の
場
合
と
同
じ
く
ま
わ
り
の
決
め
つ
け
が
そ

の
子
の
や
る
気
を
奪
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
決
め

つ
け
を
解
く
活
動
は
こ
の
よ
う
な
子
ど
も
に
関
わ
っ
て
も
重
要
で

あ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
、
た
と
え
決
め
つ
け
が
解
か
れ
た
と
し

て
も
、
そ
れ
だ
け
で
必
ず
し
も
子
ど
も
が
生
き
生
き
す
る
よ
う
に

な
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
子
ど

こ
こ
で
は
、
自
分
を
尊
ぶ
心
（
セ
ル
フ
・
エ
ス
テ
ィ
ー
ム
）
が
、

「
人
権
の
基
礎
を
な
す
も
の
」
だ
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
セ
ル
フ
・

エ
ス
テ
ィ
ー
ム
が
高
く
な
い
と
、
「
寛
容
」
で
あ
り
に
く
く
、
「
偏

見
が
か
っ
た
」
人
格
を
も
ち
や
す
く
な
っ
て
人
権
意
識
が
な
か
な

か
順
調
に
伸
び
て
い
か
な
い
と
い
う
わ
け
だ
。
し
か
も
、
セ
ル
フ
・

エ
ス
テ
ィ
ー
ム
は
ま
ず
家
庭
の
中
で
育
つ
と
い
う
。
も
し
こ
の
通

り
だ
と
す
る
と
、
家
庭
が
落
ち
着
い
て
い
る
子
ど
も
の
方
が
ど
ち

ら
か
と
い
え
ば
人
権
意
識
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
で
に

述
べ
た
よ
う
に
家
庭
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
こ
と
と
家
庭
教
育
第

一
主
義
は
異
な
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
家
庭
の
重
要
性
ば
か
り
が
強
調

さ
れ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

解
放
教
育
が
主
張
し
て
き
た
の
は
、
む
し
ろ
こ
の
逆
で
は
な
か

っ
た
か
。
「
な
ん
で
こ
ん
な
家
に
生
ま
れ
て
き
た
ん
だ
ろ
う
」
と
思

っ
て
い
る
厳
し
い
状
況
に
あ
る
子
ど
も
の
中
に
こ
そ
、
人
権
意
識

の
根
っ
子
や
社
会
変
革
の
原
動
力
が
あ
る
。
「
非
行
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
解
放
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
や
、
「
底
辺
の
子
ど
も

を
中
心
に
」
と
い
っ
た
テ
ー
ゼ
は
、
そ
の
こ
と
を
表
し
て
い
た
は

ず
で
あ
る
。
こ
の
点
で
も
、
私
が
解
放
教
育
の
よ
さ
と
感
じ
て
き

た
こ
と
が
否
定
さ
れ
て
お
り
、
ユ
ネ
ス
コ
人
権
教
育
に
対
す
る
違

和
感
を
ぬ
ぐ
え
な
か
っ
た
。

Ｉ 
も
に
っ
い
て
中
村
氏
は
、
生
活
そ
の
も
の
の
組
み
替
え
が
必
要
で

あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
生
活
規
律
や
労
働
を
生
活
に
組
み
込
み
、

そ
の
生
活
を
曰
記
な
ど
に
よ
っ
て
振
り
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
確

か
な
抵
抗
感
が
育
っ
て
く
る
と
い
う
。

子
ど
も
集
団
の
変
革
と
そ
の
子
の
変
革
が
結
び
つ
き
に
く
い
も

う
一
つ
の
タ
イ
プ
は
、
心
に
深
い
傷
を
負
っ
た
子
ど
も
で
あ
る
。

あ
る
程
度
の
悩
み
や
心
の
傷
は
、
抵
抗
感
を
強
め
る
こ
と
に
つ
な

が
り
や
す
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
深
す
ぎ
る
と
、
か
え
っ
て
生
き

る
意
欲
を
損
ね
る
こ
と
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
わ
り
の
子
ど

も
に
も
、
そ
の
子
の
心
の
傷
が
理
解
し
が
た
い
場
合
が
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
子
ど
も
に
対
し
て
、
い
き
な
り
生
活
を
語
ら
せ
よ
う
と

す
る
よ
う
な
指
導
は
控
え
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
被
差
別
・
「
底
辺
」
の
子
ど
も
と
い
っ
て
も
い
ろ

い
ろ
な
子
ど
も
が
い
る
。
こ
こ
で
は
、
子
ど
も
の
と
ら
え
方
が
整

理
さ
れ
な
い
ま
ま
一
般
論
と
し
て
の
「
底
辺
」
の
子
ど
も
に
ぱ
か

り
着
目
し
て
実
践
が
行
わ
れ
る
場
合
に
生
じ
る
で
あ
ろ
う
問
題
を

乗
り
越
え
る
手
掛
か
り
を
示
し
て
お
き
た
い
。

問
題
点
の
第
一
は
、
抵
抗
感
が
弱
く
て
集
団
づ
く
り
に
結
び
つ

き
に
く
い
子
ど
も
を
請
負
主
義
的
に
学
校
や
保
育
所
だ
け
で
何
と

か
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
、
そ
の
子
ど
も
自
身
の
人
間
的
成
長
を

保
障
し
き
れ
な
い
例
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

生
活
そ
の
も
の
へ
の
と
り
く
み
を
抜
き
に
子
ど
も
の
集
団
づ
く

し
か
し
、
こ
こ
数
年
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
再
検
討
が
必
要
で
は

な
い
か
と
感
じ
は
じ
め
た
。
被
差
別
の
子
ど
も
た
ち
を
中
心
に
据

え
た
実
践
が
誤
り
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
被
差
別
・
「
底
辺
」
の

子
ど
も
を
中
心
に
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
子
ど
も
集
団
全
体
が
生

き
生
き
と
し
は
じ
め
た
と
い
う
実
践
報
告
は
現
在
も
少
な
か
ら
ず

出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
実
践
報
告
の
も
つ
魅
力
は

け
っ
し
て
薄
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
再
検
討
が

必
要
だ
と
い
う
理
由
の
一
つ
は
、
そ
う
し
た
実
践
報
告
に
登
場
す

る
被
差
別
・
「
底
辺
」
の
子
ど
も
の
な
か
に
、
い
ろ
い
ろ
な
子
ど
も
が

含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
は
じ
め
た
か
ら
で
あ
る
。
子
ど
も
集

団
の
変
革
と
本
人
の
成
長
が
結
び
つ
き
や
す
い
子
ど
も
と
、
そ
う

で
は
な
い
子
ど
も
が
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

子
ど
も
集
団
の
変
革
に
結
び
つ
き
や
す
く
、
集
団
の
変
革
が
本

人
に
と
っ
て
の
力
に
も
つ
な
が
り
や
す
い
の
は
、
中
村
拡
三
氏
の

言
う
抵
抗
感
を
強
く
も
っ
た
子
ど
も
で
あ
る
。
中
村
拡
一
一
一
氏
の
言

う
抵
抗
感
と
は
、
生
活
の
矛
盾
を
は
ね
か
え
そ
う
と
す
る
素
地
の

こ
と
で
あ
り
、
曰
々
出
会
う
苦
し
い
こ
と
や
悔
し
い
こ
と
、
悲
し

い
こ
と
や
嬉
し
い
こ
と
を
感
じ
取
る
感
性
、
つ
ま
り
心
に
響
く
は

（
旧
）

ず
の
抵
抗
を
抵
抗
と
し
て
感
じ
る
力
の
こ
と
で
あ
る
。
人
を
求
め

る
気
持
ち
が
強
く
、
ま
わ
り
の
で
き
ご
と
の
不
条
理
さ
を
敏
感
に

③
求
め
ら
れ
る
子
ど
も
の
と
ら
え
な
お
し



を
徹
底
し
て
追
求
し
な
い
ま
ま
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
ユ
ネ
ス
コ

の
文
書
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
自
尊
感
情
が
人
権
意
識
の
基

礎
と
な
る
な
ら
ば
、
家
庭
の
落
ち
着
い
た
子
ど
も
に
も
立
ち
上
が

る
大
き
な
内
発
的
可
能
性
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
家
庭
の
落
ち
着

い
た
子
ど
も
が
自
分
自
身
の
内
発
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
と
に
成
長

し
て
い
く
論
理
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
被
差
別
・
「
底
辺
」
の
子

ど
も
を
中
心
と
す
る
教
育
実
践
の
論
理
と
結
合
す
る
必
要
が
あ

る
。実
は
、
実
践
報
告
の
な
か
で
は
こ
う
し
た
問
題
点
を
乗
り
越
え

て
い
る
例
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
乗
り
越
え
ら
れ

る
か
ど
う
か
は
、
も
っ
ぱ
ら
教
師
個
々
人
の
人
間
的
力
量
に
任
さ

か
れ
て
き
た
。
基
本
的
な
問
題
点
は
、
教
育
現
場
に
あ
る
の
で
は
な

の
・

る
く
解
放
教
育
の
理
論
面
で
の
末
整
理
に
こ
そ
あ
る
と
一
言
わ
な
け
れ

、
ぱ
な
ら
な
い
。

帥
抵
抗
感
の
弱
い
無
気
力
な
子
ど
も
、
心
に
傷
を
負
っ
た
子
ど
も
、

駐
家
庭
の
落
ち
着
い
た
子
ど
も
と
い
う
一
一
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
つ
い

泌
て
そ
れ
ぞ
れ
の
成
長
の
論
理
を
考
え
る
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
た
。

力何
こ
れ
ら
一
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
成
長
の
論
理
を
深
め
る
た
め
に
、
私

に育
た
ち
は
貧
欲
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
加
害
性
に

蝋
着
目
し
た
論
理
展
開
は
、
ア
ジ
ア
な
ど
へ
の
加
害
の
歴
史
を
持
つ

儒
曰
本
に
と
っ
て
、
世
界
的
な
貢
献
が
期
待
さ
れ
る
重
要
な
課
題
で

５
あ
る
。

３
 

3４ 

り
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
と
、
二
つ
の
面
で
問
題
が
生
じ
う
る
。

一
つ
に
は
、
決
め
つ
け
を
解
い
た
子
ど
も
集
団
が
一
生
懸
命
働
き

か
け
て
も
、
目
に
見
え
る
成
果
が
上
が
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
う
な
る
と
、
と
り
く
ん
だ
集
団
自
身
が
疲
れ
て
し
ま
う
可

能
性
が
あ
る
。
二
つ
に
は
、
集
団
の
支
え
で
そ
の
子
が
生
き
生
き

し
は
じ
め
た
と
し
て
も
、
生
活
の
土
台
が
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と

な
ど
に
よ
り
そ
の
子
に
確
か
な
力
が
育
た
ず
、
組
が
え
や
卒
業
な

ど
で
集
団
が
な
く
な
っ
た
時
点
で
再
び
問
題
が
生
ま
れ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

そ
ん
な
子
ど
も
を
集
団
に
位
置
づ
け
、
確
か
な
力
を
育
て
る
に

は
、
決
め
つ
け
を
解
く
活
動
と
並
行
し
て
、
生
活
を
建
て
直
す
た

め
の
特
別
な
と
り
く
み
が
必
要
な
こ
と
に
お
お
か
た
の
異
論
は
あ

る
ま
い
。
問
題
は
、
そ
の
と
り
く
み
を
も
っ
ぱ
ら
学
校
や
保
育
所

だ
け
で
担
う
べ
き
な
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
学
校
を
他

の
機
関
か
ら
区
別
す
る
特
徴
は
、
授
業
に
あ
る
。
授
業
を
最
大
限

効
果
あ
ら
し
め
る
方
向
こ
そ
、
学
校
教
育
の
と
る
べ
き
方
向
で
は

な
い
か
。
担
任
や
同
級
生
の
働
き
掛
け
に
よ
っ
て
も
事
態
が
好
転

し
そ
う
に
な
い
な
ら
、
生
活
全
般
の
建
て
直
し
を
め
ざ
し
て
、
学

校
や
保
育
所
だ
け
で
は
な
く
、
地
域
を
あ
げ
た
取
り
組
み
、
と
り

わ
け
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
生
か
し
た
福
祉
的
な
ケ

ア
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
曰
本
で
は
こ
の
方
面
の
福
祉
活

動
が
大
幅
に
立
ち
遅
れ
て
い
る
。’ 

Ｉ 

保
育
部
会
に
お
け
る
報
告
で
は
、
以
上
の
他
に
も
触
れ
た
点
が

あ
っ
た
。
絵
本
や
読
書
に
関
わ
る
指
導
や
活
動
を
保
育
所
内
外
で

ど
の
よ
う
に
す
す
め
て
い
る
か
。
文
字
の
読
み
書
き
に
関
わ
る
指

導
は
ど
の
よ
う
に
取
り
く
ま
れ
て
い
る
か
。
女
性
差
別
の
問
題
が

同
和
保
育
の
な
か
に
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
。
部
落
内
に

お
け
る
共
同
保
育
の
可
能
性
を
追
求
す
る
な
ど
制
度
的
な
発
想
転

換
を
ど
の
よ
う
に
す
す
め
て
い
る
か
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
疑

問
を
投
げ
か
け
、
い
ろ
い
ろ
な
ご
意
見
を
返
し
て
い
た
だ
い
た
の

で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
す
で
に
紙
数
が
尽
き
て
い
る
の
で
、
こ

れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
別
な
機
会
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と

思
う
。

解
放
教
育
は
世
界
的
に
見
て
も
誇
り
う
る
実
践
と
理
論
を
も
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
理
論
は
、
本
稿
で
紹
介
し
た
検
討
委
員

会
の
第
一
次
報
告
か
ら
の
ち
、
あ
ま
り
発
展
し
て
こ
な
か
っ
た
よ

う
に
思
う
。
第
一
次
報
告
か
ら
二
○
年
近
く
た
っ
て
、
理
論
の
基

礎
と
な
っ
て
い
た
子
ど
も
た
ち
を
め
ぐ
る
状
況
は
大
き
く
変
化
し

た
。
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
実
践
や
理
論
か
ら
学
ん
で
理
論
を
組
み

立
て
な
お
す
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は

学
力
実
態
調
査
や
ユ
ネ
ス
コ
な
ど
の
人
権
教
育
を
お
も
な
参
考
と

６
、
ま
と
め
に
か
え
て

第
二
に
、
心
に
深
い
傷
を
負
っ
て
い
る
子
ど
も
に
自
分
の
生
活

を
語
る
よ
う
迫
る
あ
ま
り
、
か
え
っ
て
そ
の
子
ど
も
の
傷
を
深
め

て
し
ま
う
場
合
が
あ
る
。
そ
ん
な
子
ど
も
に
対
し
て
は
、
そ
の
傷
を

癒
す
た
め
の
と
り
く
み
方
法
を
も
っ
と
練
り
上
げ
る
べ
き
で
あ
る
。

た
し
か
に
自
分
の
心
の
傷
を
語
る
こ
と
は
、
結
果
と
し
て
信
頼

関
係
を
強
め
、
そ
れ
を
癒
す
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
し
か
し
多
く

の
場
合
、
語
る
の
は
信
頼
関
係
が
育
っ
た
結
果
で
あ
っ
て
、
傷
を
語

る
こ
と
が
信
頼
関
係
を
育
て
る
出
発
点
に
な
る
例
は
多
く
な
い
。

ま
た
、
一
定
の
条
件
が
な
け
れ
ば
語
っ
て
も
信
頼
関
係
が
深
ま
る

と
は
限
ら
な
い
。
児
童
虐
待
に
つ
い
て
の
研
究
な
ど
か
ら
、
傷
つ
い

た
子
ど
も
へ
の
見
方
や
対
し
方
も
か
な
り
整
理
が
進
ん
で
い
る
。

（
Ｍ
）
 

そ
の
よ
う
な
知
見
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。

第
三
に
、
被
差
別
・
「
底
辺
」
で
は
な
い
子
ど
も
た
ち
の
成
長
の

論
理
が
示
さ
れ
な
い
た
め
に
、
そ
の
よ
う
な
子
ど
も
が
「
自
分
は

主
役
に
な
れ
な
い
」
と
い
う
実
感
を
抱
い
た
ま
ま
に
な
り
や
す
い

と
い
う
問
題
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
「
や
む
を
え
な
い
」
と
受
け
と
め
ら

れ
て
き
た
面
が
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
わ
く
、
「
抑
圧
者
の
解
放
は
、

被
抑
圧
者
の
解
放
に
従
属
す
る
。
」
主
役
に
な
り
た
け
れ
ば
、
被
差

別
者
に
連
帯
し
て
立
ち
上
が
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
被

差
別
の
立
場
に
あ
る
子
ど
も
に
対
し
て
は
内
発
的
立
ち
上
が
り
を

求
め
て
お
き
な
が
ら
、
そ
れ
以
外
の
子
ど
も
が
立
ち
上
が
る
論
理
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注

（
１
）
森
実
「
国
際
人
権
教
育
と
同
和
教
育
」
、
雑
誌
『
解
放
教
育
」

第
二
七
三
号
、
一
九
九
一
年
五
月
号
、
一
一
一
二
～
一
一
一
一
一
頁
。

（
２
）
学
力
調
査
に
か
か
わ
る
本
稿
の
問
題
意
識
を
整
理
す
る
う
え
で
、

次
に
あ
げ
る
雑
誌
『
解
放
教
育
』
誌
上
で
行
わ
れ
た
一
連
の
座
談
会

に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
は
、
非
常
に
有
益
で
あ
っ
た
。
本

稿
と
あ
わ
せ
て
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
、
問
題
意
識
は
よ
り
分
か

り
や
す
く
な
る
も
の
と
思
う
。
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
解
放
教
育
の
課

題
を
ど
う
設
定
す
る
か
」
、
雑
誌
『
解
放
教
育
」
第
二
七
一
号
、
一

九
九
一
年
三
月
号
、
八
～
四
一
一
頁
、
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
学
力
の
土

台
に
は
何
が
あ
る
の
か
」
お
よ
び
「
資
料
・
社
会
意
識
と
基
礎
学
力

に
つ
い
て
」
、
雑
誌
「
解
放
教
育
」
第
二
七
九
号
、
一
九
九
一
年
十

月
号
、
八
～
四
五
頁
、
「
特
集
。
い
ま
学
力
問
題
で
何
が
大
切
か
」
、

雑
誌
『
解
放
教
育
」
第
二
九
一
号
、
一
九
九
二
年
九
月
号
、
八
～
七

七
頁
。

（
３
）
学
力
総
合
実
態
調
査
実
行
委
員
会
編
「
学
力
と
生
活
の
向
上
を
め

ざ
し
て
’
一
九
八
五
年
被
差
別
部
落
の
子
ど
も
の
学
力
総
合
実
態

調
査
Ｉ
」
二
九
八
六
年
）
、
部
落
解
放
研
究
所
編
「
学
力
保
障
と
解

し
た
が
、
手
掛
か
り
は
こ
れ
以
外
に
も
数
多
く
あ
る
。
い
ま
は
、

い
ろ
い
ろ
な
人
び
と
か
ら
学
び
な
が
ら
、
解
放
教
育
の
理
論
を
殿

（
巧
）

え
発
展
さ
せ
て
い
く
べ
き
と
き
だ
と
思
う
。

一
五
～
一
一
三
頁
所
収
。

（
６
）
保
育
部
会
「
部
落
解
放
保
育
の
課
題
と
計
画
化
」
（
同
前
所
収
、

四
六
頁
）

（
７
）
同
前
、
五
○
頁
。

（
８
）
同
前
、
五
一
頁
。

（
９
）
部
落
解
放
研
究
所
編
「
お
お
さ
か
部
落
の
実
態
一
九
九
一
年
」
、

一
九
九
一
年
、
解
放
出
版
社
、
八
四
～
八
五
頁
。

（
Ⅲ
）
同
上
、
一
一
一
六
～
三
七
頁
。

（
ｕ
）
Ｇ
・
Ｗ
・
オ
ル
ポ
ー
ト
箸
、
原
谷
達
夫
・
野
村
昭
共
訳
「
偏
見
の

心
理
』
、
一
九
六
八
年
、
培
風
館
、
三
四
五
頁
。
た
だ
し
訳
は
森
に

よ
る
。

（
、
）
小
西
辰
郎
訳
「
人
権
教
育
に
関
す
る
国
際
会
議
最
終
文
書
」
二

九
七
八
年
）
部
落
解
放
研
究
所
編
「
社
会
啓
発
双
書
④
ユ
ネ
ス
コ
資

近
代
と

被
差
別
部
落

秋
定
嘉
和
著

'ＩＩ 
Ｊ.； 

■壜J１
料
集
人
種
差
別
と
教
育
』
、
解
放
出
版
社
、
一
九
八
九
年
、
一
○

○
頁
。
引
用
に
当
た
り
、
部
分
的
に
森
が
訳
を
変
え
て
い
る
。

（
Ⅲ
）
中
村
拡
三
『
解
放
教
育
著
作
集
第
一
巻
』
明
治
図
書
、
一
九
七

三
年
、
五
九
頁
。

（
ｕ
）
□
の
己
の
三
・
Ｃ
・
口
・
ぐ
四
口
ロ
己
己
の
す
。
『
巴
】
二
、
自
昌
］
『
の
量
困
①
四
一
】
后

弓
の
四
口
耳
Ｏ
三
Ｑ
亜
囚
□
の
ぐ
の
］
。
ご
己
の
三
巴
１
８
三
①
×
冒
凹
－
９
℃
１

『
○
四
ｓ
弓
三
・
三
・
ｚ
・
耳
・
己
隊
０
．
日
ロ
巴
ご
】
宅
Ｐ
ｚ
の
三
Ｋ
・
『
宍
・

な
ど
を
参
照
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
の
知
見
は
、
西
澤
哲
氏
に
負

う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。

（
巧
）
筆
者
自
身
に
よ
る
そ
の
よ
う
な
試
み
と
し
て
、
次
の
著
作
が
あ
る

の
で
参
照
い
た
だ
け
る
と
あ
り
が
た
い
。
森
実
著
「
教
室
の
人
権

教
育
Ｉ
何
が
実
践
課
題
か
ｌ
』
、
一
九
九
三
年
、
明
治
図
書
。

放
教
育
」
、
解
放
出
版
社
、
一
九
八
七
年
、
徳
島
県
教
育
委
員
会
「
徳

島
県
総
合
教
育
実
態
調
査
結
果
報
告
書
」
二
九
九
○
年
罠
福
岡

県
教
育
委
員
会
同
和
教
育
実
態
調
査
実
行
委
員
会
「
同
和
教
育
実

態
調
査
報
告
書
貢
一
九
九
二
年
）
、
学
力
・
生
活
総
合
研
究
委
員
会

「
学
力
・
生
活
総
合
研
究
委
員
会
調
査
報
告
ｌ
同
和
地
区
児
童
・
生

徒
等
の
学
習
理
解
度
及
び
家
庭
学
習
状
況
等
に
つ
い
て
Ｉ
貢
大
阪

府
、
一
九
九
一
年
）
、
広
島
県
・
広
島
県
教
育
委
員
会
「
同
和
地
区

児
童
・
生
徒
の
生
活
と
教
育
に
関
す
る
実
態
調
査
報
告
書
」
二
九

九
一
年
）
。
大
阪
府
下
で
は
、
学
力
保
障
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
編
「
高
槻

富
田
地
区
の
子
ど
も
の
学
力
・
生
活
総
合
実
態
調
査
報
告
書
」
二

九
八
八
年
）
、
学
力
・
生
活
総
合
実
態
調
査
分
析
委
員
会
「
学
力
・

生
活
総
合
実
態
調
査
結
果
報
告
書
』
（
茨
木
市
教
育
委
員
会
、
一
九

八
九
年
）
、
学
力
・
生
活
総
合
実
態
調
査
実
施
委
員
会
「
学
力
・
生

活
総
合
実
態
調
査
結
果
報
告
書
』
（
泉
佐
野
市
教
育
委
員
会
、
一
九

九
○
年
）
、
箕
面
市
教
育
委
員
会
「
同
和
教
育
に
関
す
る
箕
面
市
教

育
総
合
実
態
調
査
結
果
報
告
書
』
二
九
九
○
年
）
。

（
４
）
小
西
辰
郎
訳
「
人
権
教
育
に
関
す
る
国
際
会
議
最
終
文
書
」
二

九
七
八
年
）
、
部
落
解
放
研
究
所
編
「
社
会
啓
発
双
書
④
ユ
ネ
ス
コ

資
料
集
人
種
差
別
と
教
育
』
、
解
放
出
版
社
、
一
九
八
九
年
、
九

七
～
一
○
九
頁
、
所
収
。
た
だ
し
、
部
分
的
に
森
が
訳
を
変
え
た
。

（
５
）
総
論
部
会
「
解
放
教
育
の
原
則
と
は
ｌ
融
和
主
義
と
対
決
す
る
た

め
に
ｌ
」
、
雑
誌
『
部
落
解
放
』
第
七
九
号
、
一
九
七
五
年
臨
時
号
、
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