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か
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
と
く
に
部
落
問
題
を
中
心
と
す
る

人
権
啓
発
の
分
野
を
取
り
上
げ
、
こ
の
よ
う
な
手
法
を
導
入
す
る

こ
と
の
意
義
と
問
題
点
、
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

「
同
和
問
題
」
学
習
の
分
野
に
お
け
る
「
参
加
型
学
習
」
導
入

に
つ
い
て
の
検
討
を
行
う
こ
と
は
、
人
権
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な

分
野
の
教
育
に
と
っ
て
も
、
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
筆
者
は

確
信
し
て
い
る
。
戦
後
、
部
落
の
長
欠
・
不
就
学
児
童
・
生
徒
の

学
習
権
保
障
か
ら
始
ま
っ
た
同
和
教
育
運
動
は
、
被
差
別
の
立
場

に
置
か
れ
た
子
ど
も
た
ち
の
教
育
と
同
時
に
、
そ
の
周
囲
の
子
ど

も
た
ち
の
問
題
に
対
す
る
理
解
と
共
感
を
育
む
こ
と
に
取
り
組
ん

で
き
た
。
他
方
、
市
民
を
対
象
と
す
る
啓
発
に
つ
い
て
は
、
一
九

七
三
年
に
総
務
庁
が
国
レ
ベ
ル
で
初
め
て
予
算
を
計
上
し
て
か

ら
、
す
で
に
二
○
余
年
が
経
過
し
た
が
、
近
畿
以
西
の
自
治
体
で

は
そ
れ
以
前
か
ら
啓
発
事
業
を
実
施
し
て
お
り
、
「
同
和
問
題
」
学

習
は
、
曰
本
に
お
け
る
人
権
教
育
の
主
導
的
役
割
を
果
た
し
て
き

た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
比
べ
て
環
境
教
育
や
開

発
教
育
な
ど
は
、
比
較
的
「
新
し
い
」
分
野
で
あ
り
、
一
部
の
自

治
体
な
ど
に
よ
っ
て
は
啓
発
な
ど
も
取
り
組
ま
れ
て
い
る
が
、
問

題
関
心
の
高
い
限
ら
れ
た
市
民
の
参
加
を
得
る
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
時
間
的
・
空
間
的
に
も
幅
広
く

取
り
組
ま
れ
て
き
た
「
同
和
問
題
」
学
習
の
分
野
か
ら
検
討
を
始

め
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
人
権
教
育
・
啓
発
の
成
果
や
そ
の
問

今
、
「
参
加
型
学
習
」
と
呼
ば
れ
る
学
習
ス
タ
イ
ル
へ
の
期
待
が

高
ま
っ
て
い
る
。
「
参
加
型
学
習
」
と
は
、
｜
方
的
な
知
識
の
伝
授

で
は
な
く
、
学
習
者
が
身
体
や
感
性
を
フ
ル
に
働
か
せ
、
体
験
か

ら
主
体
的
に
学
ぶ
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
ロ
ー
ル
・
プ
レ

イ
や
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
を
取
り
入

れ
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
型
の
学
習
を
指
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多

い
よ
う
で
あ
る
が
、
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
、
フ
ィ
ー
ル
ド
・
サ

ー
ベ
イ
、
ス
タ
デ
ィ
・
ツ
ア
ー
な
ど
、
教
室
を
離
れ
て
、
「
現
場
」

を
訪
れ
る
学
習
な
ど
も
含
め
、
多
種
多
様
な
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー

ニ
ン
グ
・
メ
ソ
ッ
ド
（
能
動
的
学
習
方
法
）
を
包
括
す
る
も
の
と

い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
学
習
ス
タ
イ
ル
は
、
第
二
次
世
界
大
戦

後
、
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
の
指
導
下
に
あ
っ
て
、
民
主
主
義
教
育
の

人
権
啓
発
に
お
け
る
「
参
加
型
学
習
」
導
入
が
提
起
す
る
も
の

は
じ
め
に

題
点
を
整
理
す
る
た
め
に
も
、
ま
た
、
他
の
分
野
に
と
っ
て
今
後

の
示
唆
と
な
る
べ
き
も
の
を
得
る
た
め
に
も
重
要
な
作
業
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
筆
者
自
身
も
近
年
、
主
と
し
て
人
権
啓
発
を
担
当
す
る

自
治
体
職
員
な
ど
を
対
象
と
し
た
「
同
和
問
題
」
研
修
会
に
お
い

て
、
「
参
加
型
学
習
」
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
を
務
め
る
機
会
が
増

え
た
た
め
、
参
加
者
を
対
象
に
、
こ
れ
ま
で
の
人
権
啓
発
に
対
す

る
問
題
意
識
や
「
参
加
型
学
習
」
導
入
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て

の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
て
き
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
そ
の

結
果
も
含
め
て
、
「
同
和
問
題
」
を
中
心
と
す
る
人
権
啓
発
へ
の
「
参

加
型
学
習
」
導
入
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

二
「
同
和
問
題
」
学
習
へ
の
「
参
加
型
学
習
」
導
入

の
背
景

曰
本
に
お
け
る
人
権
啓
発
へ
の
「
参
加
型
学
習
」
導
入
は
、
グ

ロ
ー
バ
ル
な
視
点
か
ら
見
た
人
権
教
育
の
動
向
と
無
関
係
で
は
な

い
。
そ
こ
で
国
内
の
状
況
を
検
討
す
る
前
に
、
ま
ず
国
際
社
会
の

動
向
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
に
概
観
し
て
お
き
た
い
。

国
際
連
合
は
一
九
九
五
年
よ
り
二
○
○
四
年
ま
で
を
「
国
連
人

権
教
育
の
一
○
年
』
と
定
め
、
今
年
は
そ
の
三
年
目
に
あ
た
る
。

観
点
か
ら
わ
が
国
の
社
会
教
育
に
も
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
と
い
っ
た
用
語
は
す
で
に
定
着
し
て
い
る
も
の
で
あ

（
１
）
 

る
が
、
最
近
は
人
権
教
育
と
い
う
新
た
な
文
脈
ｌ
国
際
理
解
教

育
、
環
境
教
育
、
開
発
教
育
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
つ
い
て
の
教
育
、

そ
し
て
「
同
和
問
題
」
学
習
な
ど
ｌ
の
な
か
で
急
速
な
ひ
ろ

が
り
を
見
せ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
事
例
を
紹
介
し
た
海
外

の
書
籍
の
翻
訳
や
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
型
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
な
ど
、

あ
る
種
「
ブ
ー
ム
」
の
観
す
ら
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら

の
す
べ
て
が
そ
の
目
的
や
理
念
を
明
確
に
し
た
上
で
行
わ
れ
て
い

る
、
と
ば
か
り
も
一
一
一
一
口
え
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
今
ま
で
の
方

法
で
は
う
ま
く
い
か
な
い
、
あ
る
い
は
単
に
飽
き
た
か
ら
、
そ
し

て
「
参
加
型
学
習
」
は
楽
し
い
か
ら
、
と
い
う
理
由
だ
け
で
新
た

な
手
法
に
飛
び
つ
い
て
い
る
場
合
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
ま
た
、

こ
れ
ま
で
の
知
識
注
入
型
の
学
習
方
法
に
慣
れ
て
き
た
現
場
の
人

権
啓
発
担
当
者
か
ら
は
、
実
施
に
あ
た
っ
て
と
ま
ど
い
の
声
も
間

１
国
際
的
な
人
権
教
育
の
動
向 阿
久
澤
麻
理
子
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国
連
自
体
も
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
い
て
行
わ
れ
た
最
た
る
人

権
侵
害
Ⅱ
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
（
大
量
殺
裁
）
へ
の
反
省
か
ら
設
立
さ

れ
、
『
世
界
人
権
宣
一
一
一
一
旦
採
択
以
降
一
一
一
一
一
の
人
権
条
約
を
生
み
出
し

て
き
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
社

会
の
実
現
を
目
指
し
て
機
能
し
て
き
た
組
織
で
あ
る
。
し
か
し
そ

の
上
で
、
な
ぜ
今
、
「
人
権
」
が
国
際
社
会
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て

重
視
さ
れ
、
そ
の
た
め
の
教
育
が
不
可
欠
な
も
の
と
認
識
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
地
球
規
模
で
の
環
境
悪
化
、
経

済
格
差
の
拡
大
、
民
族
紛
争
、
労
働
力
あ
る
い
は
難
民
と
し
て
国

境
を
越
え
る
人
び
と
の
増
加
な
ど
、
人
権
問
題
は
増
加
・
複
雑
化

し
つ
つ
あ
る
一
方
で
、
相
互
依
存
関
係
の
強
ま
る
国
際
社
会
で
は
、

誰
も
が
そ
れ
ら
の
問
題
を
「
他
人
ご
と
」
と
し
て
済
ま
す
こ
と
が

で
き
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
例
に
と
っ
て
み
る
と
、
旧
植
民
地
国

か
ら
の
外
国
人
労
働
者
を
は
じ
め
、
移
民
・
難
民
の
受
け
入
れ
が

増
加
し
、
比
較
的
同
質
で
あ
っ
た
社
会
か
ら
、
多
様
な
価
値
や
文

化
が
並
存
す
る
社
会
へ
の
変
容
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
、
そ
こ
に

衝
突
や
対
立
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
く
に
七
○
年
代
後
半

か
ら
、
不
況
が
深
刻
化
し
失
業
率
が
上
昇
す
る
と
、
将
来
へ
の
展

望
を
失
っ
た
若
者
に
よ
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
や
暴
力
が
増
加
し
、
そ
の

矛
先
が
外
国
人
に
向
け
ら
れ
る
事
態
（
ゼ
ノ
フ
ォ
ピ
ア
Ⅱ
外
国
人

排
斥
）
も
深
刻
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ

集
約
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
二
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
人
権
教
育
の
目
標
で
あ
る
。
行
動

で
き
る
人
材
を
育
て
る
に
は
、
人
権
に
関
す
る
法
律
・
制
度
、
歴

史
の
学
習
な
ど
、
知
識
（
百
・
弓
］
の
月
①
）
の
面
か
ら
の
学
習
も
大
切

だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
問
題
解
決
に
取
り
組
も
う
と
す
る
姿
勢
は

育
た
な
い
。
そ
こ
で
、
人
権
問
題
に
対
し
て
積
極
的
関
心
を
抱
き
、

解
決
の
た
め
の
実
践
を
促
す
「
態
度
（
呉
三
＆
の
）
」
と
「
技
能

（
の
二
］
）
」
の
獲
得
が
重
要
な
目
標
と
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
評
議
会
の
宣
一
一
一
一
頁
勧
告
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
イ
ギ

リ
ス
の
「
ワ
ー
ル
ド
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
具
体
的
獲
得
目
標
を
図
１
の
よ
う
な
形
で

具
体
的
に
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
目
標
は
ま
た
、
急
速
な
変

化
を
現
代
社
会
の
一
つ
の
特
質
と
と
ら
え
、
教
育
は
学
習
者
が
未

知
な
る
将
来
に
適
切
に
対
応
し
て
い
け
る
た
め
の
「
準
備
」
で
あ

る
、
と
の
考
え
方
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
未
来
に
必
要
と
さ
れ

る
す
べ
て
の
知
識
を
現
時
点
で
予
測
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
そ
れ
な
ら
ば
む
し
ろ
、
固
定
さ
れ
た
知
識
の
注
入
よ
り
も
、

多
様
な
問
題
を
と
ら
え
る
た
め
に
必
要
な
基
本
的
概
念
や
問
題
の

「
考
え
方
」
、
「
責
任
あ
る
か
か
わ
り
方
」
を
学
ぶ
こ
と
が
重
要
で

あ
る
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
目
標
は
、
い
ず
れ
も
学
習
者
の
主
体

性
な
く
し
て
は
学
び
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
経
験
や
対

パ
で
は
、
異
な
る
価
値
観
や
文
化
的
背
景
を
持
つ
人
び
と
が
互
い

に
、
非
暴
力
か
つ
民
主
主
義
的
な
手
段
に
よ
っ
て
問
題
を
解
決
し
、

平
和
に
共
存
す
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
教
育
が
重
視
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
七
四
年
に
ユ
ネ
ス
コ
が
『
国
際

理
解
、
国
際
協
力
、
国
際
平
和
の
た
め
の
教
育
な
ら
び
に
人
権
お

よ
び
基
本
的
自
由
に
つ
い
て
の
教
育
勧
告
（
い
わ
ゆ
る
「
七
四
年

勧
告
』
）
』
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
教
育
を
尊
重
す
る
基
本
的
姿

勢
を
打
ち
出
す
と
、
こ
れ
を
受
け
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
で
も
七

八
年
に
『
人
権
教
育
に
関
す
る
政
策
宣
言
』
、
八
五
年
に
『
学
校
に

お
け
る
人
権
に
関
す
る
教
授
と
学
習
に
関
す
る
勧
告
』
を
相
次
い

で
採
択
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ユ
ネ
ス
コ
で
は
九
四
年
、
第
四
四
回

国
際
教
育
会
議
に
お
い
て
『
七
四
年
勧
告
』
に
再
検
討
を
加
え
、

「
平
和
・
人
権
・
民
主
主
義
の
教
育
」
を
提
唱
し
た
宣
一
一
一
一
口
と
行
動

計
画
案
を
採
択
し
た
。
こ
の
な
か
で
ユ
ネ
ス
コ
は
、
「
国
際
社
会
は

最
近
、
現
代
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
挑
戦
に
対
し
て
、
効
果
的
か
つ

一
致
し
た
方
法
で
行
動
す
る
た
め
、
そ
の
挑
戦
に
見
合
う
手
段
を

持
つ
こ
と
を
決
意
し
た
」
と
述
べ
、
そ
の
た
め
に
「
教
育
は
、
人

権
の
尊
重
お
よ
び
、
人
権
を
擁
護
し
、
平
和
の
文
化
と
民
主
主
義

を
築
く
積
極
的
な
行
動
を
引
き
出
す
た
め
の
知
識
、
価
値
観
、
態

度
お
よ
び
技
能
を
促
進
す
る
べ
き
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、

こ
の
よ
う
な
人
権
問
題
に
対
す
る
積
極
的
行
動
重
視
の
姿
勢
は
、

一
連
の
人
権
教
育
に
関
わ
る
決
議
や
勧
告
等
に
共
通
す
る
精
神
を

話
、
学
習
者
相
互
の
学
び
合
い
を
重
視
し
た
「
参
加
型
学
習
」
が

中
心
的
な
手
法
と
し
て
導
入
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な

「
参
加
型
」
の
方
法
論
は
人
権
教
育
の
分
野
に
限
っ
た
も
の
で
は

な
い
。
Ｊ
・
デ
ュ
ー
イ
ら
に
よ
る
新
教
育
運
動
を
振
り
返
る
ま
で

図１「ワールド・スタディーズ」の目標

参考／サイモン・フィッシャー＆デイヴィッド・ヒックス

『ワールド・スタディーズ』めこん社、一九九一年。

Ｉ 
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放
運
動
の
高
揚
に
促
さ
れ
、
部
落
の
人
び
と
が
自
ら
の
立
場
を
認

識
し
、
声
を
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
、
行
政
が
啓
発
事
業

（
Ｊ
〉

に
本
格
的
に
取
り
組
む
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
。
一
九
七
○
年
代

半
ば
に
相
次
い
だ
マ
ス
コ
ミ
の
「
差
別
語
」
・
差
別
表
現
に
対
す
る

告
発
や
、
七
六
年
の
「
部
落
地
名
総
鑑
」
事
件
な
ど
は
、
い
ず
れ

も
被
差
別
の
当
事
者
か
ら
の
問
題
提
起
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
受
け

て
ス
タ
ー
ト
し
た
啓
発
事
業
は
、
実
施
主
体
で
あ
る
行
政
に
と
っ

て
は
、
「
受
け
身
」
か
つ
「
問
題
の
後
追
い
」
と
い
う
性
格
の
強
い

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
の
た
め
、
方
法
や
内
容
、

実
施
の
た
め
の
人
材
養
成
に
つ
い
て
、
系
統
的
な
検
討
を
欠
い
た

ま
ま
、
と
り
あ
え
ず
差
し
迫
っ
た
課
題
と
し
て
の
「
同
和
問
題
」

だ
け
に
限
定
し
て
、
実
施
が
先
行
し
た
こ
と
が
、
今
曰
、
啓
発
が

行
き
詰
ま
り
に
直
面
し
た
一
因
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
ま
で
自
治
体
が
実
施
し
て
き
た
啓
発
事
業
の
内
容
を
み
る

と
、
講
座
・
研
修
会
、
地
域
で
の
小
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
懇
談
会
の

開
催
、
イ
ベ
ン
ト
、
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
な
ど
の
ス
ポ
ッ
ト
放
送
、

広
告
、
人
権
問
題
を
テ
ー
マ
と
し
た
作
文
や
シ
ナ
リ
オ
の
募
集
や

そ
の
上
演
、
ビ
デ
オ
や
映
画
、
啓
発
冊
子
の
作
成
、
啓
発
ス
ロ
ー

ガ
ン
入
り
物
品
配
布
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
る
限
り
の
手
法

が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
少
な
く
と
も
市
民
の
な
か
に
タ

テ
マ
エ
と
し
て
、
差
別
は
い
け
な
い
、
と
い
う
意
識
を
浸
透
さ
せ

た
こ
と
も
、
一
定
評
価
さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

も
な
く
、
知
識
偏
重
型
の
伝
統
的
学
校
教
育
の
批
判
と
、
新
た
な

学
習
方
法
の
提
起
は
、
す
で
に
教
育
全
体
の
流
れ
の
な
か
で
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
全
体
的
な
教
育
観

の
転
換
が
、
当
然
、
人
権
教
育
に
対
し
て
も
影
響
を
与
え
た
も
の

と
い
え
る
。

こ
う
し
て
人
権
を
学
ぶ
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
「
参
加
型
学
習
」

案
が
、
各
国
の
教
師
や
実
践
家
た
ち
の
手
で
生
み
出
さ
れ
て
き
た
。

曰
本
で
も
一
九
九
○
年
以
降
、
ユ
ニ
セ
フ
の
「
開
発
の
た
め
の
教

育
」
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
ワ
ー
ル
ド
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
」
を
は
じ
め
、

多
く
の
活
動
事
例
集
が
翻
訳
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
「
参
加
型
学

習
」
へ
の
関
心
の
高
ま
り
を
反
映
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

２
「
同
和
問
題
」
に
つ
い
て
の
市
民
啓
発
と
「
参
加
型

学
習
」

そ
れ
で
は
次
に
曰
本
国
内
に
視
点
を
向
け
、
「
同
和
問
題
」
を
中

心
に
実
施
さ
れ
て
き
た
人
権
啓
発
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
す
で
に

認
識
さ
れ
て
き
た
問
題
点
を
整
理
し
、
「
参
加
型
学
習
」
導
入
の
背

景
に
つ
い
て
概
述
し
た
い
。

一
九
六
五
年
の
「
同
和
対
策
審
議
会
答
申
」
で
は
、
「
同
和
問
題
」

の
解
決
は
「
国
民
的
課
題
」
で
あ
り
「
国
の
責
務
」
で
あ
る
こ
と

が
明
記
さ
れ
、
ま
た
、
部
落
差
別
を
言
語
や
文
字
を
媒
介
と
し
て

顕
在
化
す
る
「
心
理
的
差
別
」
と
、
同
和
地
区
の
生
活
実
態
に
具

現
さ
れ
る
「
実
態
的
差
別
」
と
に
区
分
し
、
こ
の
双
方
が
因
果
関

係
を
も
っ
て
悪
循
環
を
繰
り
返
す
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
一
九
六

九
年
の
「
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
」
（
以
下
「
特
措
法
」
と
す

る
）
は
、
こ
の
よ
う
な
悪
循
環
を
断
ち
切
る
た
め
の
同
和
対
策
事

業
に
対
し
て
、
国
の
予
算
措
置
を
裏
付
け
る
た
め
に
制
定
・
施
行

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
実
施
さ
れ
た
総
合
的
事
業
が
、

住
宅
対
策
や
道
路
整
備
を
は
じ
め
と
す
る
生
活
環
境
の
改
善
、
進

学
率
の
向
上
に
、
一
定
の
成
果
を
あ
げ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で

あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
物
的
な
環
境
改
善
だ
け
で
は
、
「
答

申
」
の
指
摘
す
る
悪
循
環
を
断
ち
切
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
も
顕

著
と
な
っ
た
。
結
婚
や
就
職
を
め
ぐ
っ
て
、
あ
る
い
は
教
育
現
場

で
の
差
別
事
象
は
跡
を
絶
た
ず
、
さ
ら
に
「
ね
た
み
意
識
」
と
い

う
あ
ら
た
な
問
題
も
起
こ
っ
て
き
た
こ
と
は
、
後
に
一
九
八
四
年

の
地
域
改
善
対
策
協
議
会
に
よ
る
意
見
具
申
「
今
後
に
お
け
る
啓

発
活
動
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ

も
「
特
措
法
」
は
、
そ
の
名
称
の
示
す
通
り
、
基
本
的
に
は
事
業

実
施
の
た
め
の
法
律
で
あ
り
、
啓
発
活
動
は
「
原
則
的
に
は
「
法
」

（
２
）
 

に
よ
る
同
和
対
策
事
業
か
ら
除
外
さ
れ
て
」
い
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
問
題
状
況
を
背
景
に
、
心
理
的
差
別
の
解
消
が
重
大

な
課
題
と
さ
れ
、
啓
発
の
必
要
性
が
改
め
て
認
識
さ
れ
る
に
至
っ

た
。
ま
た
一
方
で
、
「
答
申
」
か
ら
「
特
措
法
」
、
同
和
対
策
事
業

実
施
と
い
っ
た
当
時
の
一
連
の
社
会
的
動
き
の
な
か
で
、
部
落
解

（
４
）
 

こ
れ
ま
で
の
市
民
意
識
調
査
の
結
果
←
て
み
る
と
、
行
政
の
実
施
す

る
啓
発
事
業
に
対
す
る
批
判
的
意
見
も
か
な
り
多
い
。
最
も
多
い

批
判
の
第
一
は
、
「
内
容
や
形
式
が
画
一
的
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘

で
あ
る
。
特
に
講
義
型
の
研
修
は
、
同
和
地
区
の
歴
史
や
具
体
的

差
別
事
件
を
テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
、
講
演
や
解
説
を
行
う
こ
と
が

多
く
、
こ
れ
が
市
民
の
受
け
身
の
姿
勢
を
固
定
化
し
、
と
同
時
に

「
ま
た
か
」
と
い
う
意
識
を
生
じ
さ
せ
る
一
つ
の
要
因
と
な
っ
て

い
る
。
第
二
に
は
、
「
話
が
一
方
的
・
タ
テ
マ
エ
で
押
し
つ
け
が
ま

し
い
」
「
徳
目
の
強
制
で
は
、
自
分
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
姿
勢

が
育
た
な
い
」
と
い
っ
た
意
見
も
比
較
的
ま
と
ま
っ
て
い
る
。
さ

ら
に
こ
れ
と
関
連
し
「
い
つ
も
同
じ
顔
ぶ
れ
で
あ
る
、
参
加
が
強

制
的
で
あ
る
」
と
い
う
批
判
も
少
な
く
な
い
。
行
政
主
導
型
の
啓

発
が
、
市
民
の
主
体
的
学
習
意
欲
を
尊
重
す
る
よ
り
、
む
し
ろ
「
差

別
は
い
け
な
い
」
と
い
う
こ
と
の
繰
り
返
し
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ

ら
に
自
主
的
な
参
加
を
促
す
よ
り
、
町
内
会
や
各
種
社
会
教
育
団

体
な
ど
、
既
存
の
住
民
団
体
を
通
じ
て
参
加
者
を
確
保
し
よ
う
と

し
て
き
た
こ
と
に
要
因
が
あ
る
。
と
く
に
町
村
な
ど
の
レ
ベ
ル
で

は
、
過
去
一
年
間
に
研
修
や
懇
談
会
へ
参
加
し
た
経
験
を
持
つ
も

の
が
六
～
八
割
に
の
ぼ
る
地
域
も
あ
り
、
地
域
共
同
体
の
地
縁
的

し
が
ら
み
の
な
か
で
「
義
務
的
」
に
参
加
し
て
い
る
者
も
少
な
く

な
い
状
況
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
環
境
で
は
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
「
自
由
に
意
見
を
言
い
づ
ら
い
」
、
「
同
和
問
題
ば
か
り
を
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取
り
上
げ
す
ぎ
、
騒
ぎ
す
ぎ
」
と
い
っ
た
意
見
も
増
え
ざ
る
を
え

な
い
。

さ
ら
に
、
自
由
な
意
見
交
換
が
な
さ
れ
が
た
い
要
因
に
は
、
啓

発
事
業
の
実
施
上
の
問
題
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
同
和
対
策
事
業

の
実
施
に
お
け
る
行
政
の
主
体
性
の
欠
如
が
、
市
民
の
不
信
感
を

招
来
し
て
い
る
こ
と
と
と
も
に
、
市
民
の
側
に
「
同
和
問
題
」
Ⅱ
「
こ

わ
い
」
と
い
う
差
別
意
識
が
存
在
す
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
地
対
協
意
見
具
申
）
。
学
習
者
に
、
自
ら
の
差
別
意
識
に
対
す
る

自
覚
が
な
く
て
は
、
タ
テ
マ
エ
・
画
一
的
な
啓
発
を
い
く
ら
強
制

さ
れ
て
も
、
反
発
こ
そ
す
れ
、
真
の
意
識
変
革
を
経
験
す
る
こ
と

は
期
待
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
人
権
啓
発
へ
の
「
参
加
型
学
習
」
導
入
の
背
景

に
は
、
一
方
的
、
画
一
的
、
一
斉
型
、
知
識
注
入
型
で
行
わ
れ
て

き
た
こ
れ
ま
で
の
啓
発
が
、
学
習
者
を
知
識
の
「
受
け
手
」
に
と

ど
め
、
そ
こ
か
ら
主
体
的
、
創
造
的
取
り
組
み
が
生
ま
れ
て
こ
な

か
っ
た
状
況
を
打
破
し
た
い
、
と
の
期
待
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ

れ
ま
で
の
問
題
が
、
単
に
方
法
論
を
差
し
替
え
た
だ
け
で
解
決
さ

れ
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
し
、
ま
た
「
参
加
型
学
習
」
は
、

単
な
る
「
行
き
詰
ま
り
」
打
破
の
た
め
の
方
法
論
で
も
な
い
。
筆

者
は
む
し
ろ
、
自
治
体
職
員
の
研
修
で
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
を
務

め
る
た
び
に
、
「
参
加
型
学
習
」
本
来
の
理
念
や
目
的
へ
の
理
解
が

不
十
分
な
ま
ま
、
安
易
に
実
施
が
先
行
さ
れ
る
こ
と
へ
の
危
機
感

の
は
、
現
場
の
啓
発
担
当
者
が
「
参
加
型
学
習
」
の
ど
の
よ
う
な

側
面
に
共
感
し
、
ま
た
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
活
用
す
る
こ
と
で

こ
れ
ま
で
の
「
行
き
詰
ま
り
」
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
調
査
の
結
果
か
ら
は
、
啓

発
担
当
者
自
身
が
問
題
解
決
へ
の
積
極
的
姿
勢
を
欠
い
て
お
り
、

む
し
ろ
「
同
和
問
題
」
を
避
け
て
通
り
た
い
、
と
い
う
姿
勢
が
強

く
感
じ
ら
れ
た
。

ま
ず
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
画
一
的
な
啓
発
が
、
市

民
の
な
か
に
「
ま
た
か
」
と
い
う
意
識
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と

を
あ
げ
、
今
後
の
望
ま
し
い
啓
発
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
き
い
た

と
こ
ろ
、
弓
同
和
問
題
」
へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
は
、
た
と

え
内
容
や
形
式
が
重
複
し
て
も
、
繰
り
返
し
啓
発
す
る
こ
と
が
必

要
」
と
し
た
も
の
は
五
・
○
％
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
ま
で
の
啓
発
に

何
ら
か
の
改
善
が
必
要
だ
と
感
じ
て
い
る
者
は
か
な
り
多
い
。
し

か
し
改
善
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
「
同
和
問
題
」
の
取
り
上
げ
方
を

見
直
し
た
り
、
啓
発
の
形
式
を
多
様
化
さ
せ
る
こ
と
を
あ
げ
た
も

の
は
三
割
程
度
に
と
ど
ま
り
、
六
割
以
上
が
「
『
同
和
問
題
』
だ
け

に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
他
の
人
権
問
題
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
」

こ
と
を
提
案
し
て
い
る
（
図
２
）
。
ま
た
、
さ
ら
に
別
の
設
問
で
、

人
権
教
育
・
啓
発
の
な
か
に
、
「
同
和
問
題
」
を
ど
の
よ
う
に
位
置

づ
け
る
べ
き
か
を
き
い
た
と
こ
ろ
、
二
同
和
問
題
』
の
正
し
い
理

解
こ
そ
が
普
遍
的
人
権
の
理
念
を
理
解
す
る
基
本
と
な
る
か
ら
、

三
人
権
啓
発
担
当
者
の
「
参
加
型
学
習
」
に
対
す
る

認
識
、
お
よ
び
問
題
点

「
同
和
問
題
」
に
つ
い
て
の
啓
発
に
、
「
参
加
型
学
習
」
が
導
入

さ
れ
始
め
た
の
は
九
三
年
前
後
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
だ
曰
の
浅
い

（
５
）
 

こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
地
域
的
な
ば
ら
つ
き
は
あ
る
も

の
の
、
こ
こ
数
年
で
都
道
府
県
レ
ベ
ル
の
職
員
研
修
に
こ
れ
を
導

入
す
る
自
治
体
も
増
え
、
確
実
な
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
。
筆
者

自
身
も
九
六
年
度
の
研
修
会
計
七
回
の
場
に
お
い
て
、
「
参
加
型
学

習
」
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
役
を
務
め
る
機
会
が
あ
り
、
以
下
は

そ
の
受
講
者
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
で
あ
る
。
こ
れ

ら
研
修
会
の
主
催
者
は
、
東
京
か
ら
九
州
ま
で
の
都
府
県
自
治
体

（
６
）
 

な
ど
で
、
回
答
者
一
二
四
○
名
の
内
訳
に
は
、
人
権
啓
発
の
担
当
者

で
あ
る
行
政
職
員
八
割
の
ほ
か
、
教
員
・
企
業
の
啓
発
担
当
者
が

各
一
割
前
後
含
ま
れ
る
。

を
抱
か
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
人
権
啓
発
の
現
場

に
お
い
て
、
「
参
加
型
学
習
」
が
ど
の
よ
う
な
期
待
・
評
価
と
と
も

に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
を
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
を
中

心
に
分
析
し
た
い
。

（１）他０９

V決は行政0
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同和問題

他の人権

の正しい理解こそ&

問題を理解す‘基本

和問題を中心に

4.4 
１
「
同
和
問
題
」
回
避
の
姿
勢

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
と
し
て
筆
者
が
も
っ
と
も
関
心
を
持
っ
た

同和問題の＃

責務で机同ギ

中心に扱うOＩＩ
２． 

的
の
初
値
詑

鼠
彊
忌
に
凧

回答ｉＬ０３繰り返し啓発
その他１．５オ5Ⅶ必要画

布
〃

１
．
Ｄ
 

収
整

」

人権教育・啓発の中に、「同和問題」
をどのように位置づけるべきか

（単位％）

図３

図２ 今後の望ましい啓発の

ありかたについて

（単位％）



２
「
価
値
な
き
」
方
法
論
へ
の
期
待

こ
の
よ
う
に
、
自
ら
の
課
題
に
つ
い
て
の
認
識
が
な
い
ま
ま
「
参

加
型
学
習
」
を
導
入
し
て
も
、
そ
れ
は
「
価
値
な
き
」
方
法
論
に

飛
び
つ
く
だ
け
の
結
果
と
な
り
か
ね
な
い
。
ア
ン
ケ
ー
ト
の
自
由

棚
回
答
欄
を
み
る
と
、
「
参
加
型
学
習
」
を
「
自
分
で
も
今
後
、
実
際

潟
に
や
っ
て
み
た
い
」
と
い
う
意
見
も
か
な
り
ま
と
ま
っ
て
お
り
、

雛
担
当
者
の
導
入
に
対
す
る
意
欲
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
一
体
こ
の

Ｍ
方
法
論
を
、
人
権
啓
発
に
ど
の
よ
う
に
役
立
て
た
い
と
望
ん
で
い

導
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

剛
そ
こ
で
、
「
参
加
型
学
習
」
の
導
入
が
人
権
教
育
・
啓
発
に
ど
う

畔
役
立
つ
と
考
え
て
い
る
か
を
重
複
回
答
方
式
で
き
い
た
結
果
が
図

釧
４
で
あ
る
。
「
受
け
身
で
な
く
主
体
的
姿
勢
が
生
ま
れ
る
」
が
七
割

肌
程
度
、
「
明
る
く
楽
し
い
雰
囲
気
が
生
ま
れ
、
積
極
的
態
度
を
も
つ

け
て
学
習
で
き
る
」
や
「
実
際
に
体
を
動
か
す
の
で
頭
だ
け
で
な

噸
く
具
体
的
に
考
え
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
な
る
」
も
そ
れ
ぞ
れ
四

醜
～
五
割
の
者
に
よ
っ
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
な
ど
、
参
加
者
の
主
体

（
８
）
 

雌
性
・
積
極
性
、
楽
し
さ
な
ど
に
対
す
る
評
価
が
圧
倒
的
に
多
い
。

３
し
か
し
、
方
法
論
と
し
て
の
側
面
を
い
く
ら
評
価
し
て
も
、
そ
の

８
 

8２ 

ろ
観
が
強
い
。
こ
れ
は
ま
た
、
人
権
啓
発
の
担
当
者
が
、
「
同
和
問

題
」
を
ど
の
よ
う
に
学
ぶ
の
か
、
と
い
う
課
題
に
直
面
す
る
こ
と

を
回
避
す
る
姿
勢
に
そ
も
そ
も
の
要
因
が
あ
ろ
う
。

啓
発
や
研
修
は
や
は
り
「
同
和
問
題
』
を
中
心
に
行
う
こ
と
が
よ

い
」
と
し
た
も
の
は
四
・
四
％
に
す
ぎ
ず
、
「
具
体
的
・
個
別
的
な

問
題
だ
け
を
学
習
し
て
も
自
分
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
意
識
は
育

ち
に
く
い
の
で
、
普
遍
的
な
人
権
の
理
念
に
つ
い
て
最
初
に
学
び
、

そ
の
後
に
「
同
和
問
題
』
を
は
じ
め
と
す
る
個
別
の
テ
ー
マ
を
扱

う
こ
と
が
よ
い
」
も
三
割
程
度
に
と
ど
ま
り
、
「
『
同
和
問
題
』
だ

け
で
な
く
、
他
の
人
権
問
題
（
女
性
、
高
齢
者
、
在
日
外
国
人
に

関
わ
る
問
題
等
）
も
で
き
る
だ
け
多
く
と
り
あ
げ
、
啓
発
の
テ
ー

マ
を
多
様
化
さ
せ
る
こ
と
が
よ
い
」
と
の
意
見
が
六
割
近
く
あ
る

こ
と
が
注
意
を
ひ
く
（
図
３
）
。
い
ず
れ
の
質
問
に
お
い
て
も
、
こ

れ
ま
で
の
啓
発
の
問
題
に
向
き
合
い
、
「
同
和
問
題
」
の
取
り
上
げ

方
を
改
め
て
検
討
し
よ
う
、
と
す
る
よ
り
、
別
の
テ
ー
マ
を
取
り

上
げ
る
こ
と
で
問
題
を
回
避
し
よ
う
、
と
の
傾
向
が
強
い
。
こ
の

よ
う
な
意
識
の
も
と
で
は
、
「
参
加
型
学
習
」
は
単
な
る
「
同
和
問

題
」
以
外
の
学
習
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
に
よ
る
八
五
年
勧
告
が
三
人
権
』
に
つ
い

て
の
理
解
と
体
験
は
…
民
主
主
義
社
会
に
お
い
て
、
ま
た
、
多
文

化
化
し
つ
つ
あ
る
社
会
に
お
い
て
生
活
す
る
た
め
の
レ
デ
ィ
ネ
ス

と
し
て
大
切
な
要
素
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
筆
者
自

身
も
「
参
加
型
学
習
」
と
は
、
個
別
具
体
的
な
人
権
問
題
を
学
習

す
る
以
前
に
、
そ
れ
ら
の
問
題
を
受
け
と
め
ら
れ
る
素
地
を
つ
く

“テーマに限定Ｗ幅広い視点舵

L6i8ok役立つ

実際に体を動lﾘｵ,で．頭KII枕〈

具体的に考i8ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞと#６

受け身でh<,主体的姿勢が生t1t8

る
学
習
Ⅱ
人
権
に
つ
い
て
の
レ
デ
ィ
ネ
ス
の
教
育
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
の
「
ワ
ー
ル
ド
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
」

が
生
ま
れ
た
背
景
に
も
、
子
ど
も
た
ち
に
南
北
の
格
差
、
南
の
国

の
貧
困
を
直
接
に
教
え
よ
う
と
す
る
ほ
ど
に
、
子
ど
も
た
ち
が
問

題
に
目
を
向
け
る
こ
と
を
回
避
し
た
り
、
学
ん
だ
た
め
に
絶
望
し

て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
教
師
た
ち
の
経
験
が
あ
る
。
こ
う
し
た
経

験
が
も
と
に
な
っ
て
、
問
題
を
自
ら
の
も
の
と
と
ら
え
、
解
決
に

積
極
的
に
行
動
す
る
主
体
の
育
成
が
教
育
の
大
き
な
課
題
と
な
っ

た
。
「
姿
勢
や
技
能
、
気
持
ち
や
価
値
観
は
伝
達
さ
れ
る
だ
け
で
は

自
分
の
も
の
は
育
た
な
い
。
知
識
は
伝
達
は
可
能
だ
が
、
関
心
が

（
７
）
 

持
て
る
時
と
持
て
な
い
時
で
は
残
る
も
の
が
違
う
」
。
こ
う
し
て
、

学
習
者
の
関
心
を
高
め
、
経
験
と
結
び
つ
い
た
理
解
を
促
す
手
法

と
し
て
「
参
加
型
学
習
」
が
導
入
さ
れ
た
。
ま
た
、
「
参
加
型
学
習
」

で
は
学
習
者
の
「
セ
ル
フ
・
エ
ス
テ
ィ
ｊ
ム
」
（
自
尊
感
情
）
を
高

め
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
自
分
を
大
切
に
思
う
気
持

ち
が
基
本
に
あ
れ
ば
こ
そ
、
他
者
と
の
身
近
な
人
間
関
係
づ
く
り

が
可
能
と
な
り
、
相
互
の
関
係
性
を
通
じ
て
適
切
な
問
題
解
決
を

行
う
こ
と
も
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

曰
本
に
お
け
る
人
権
啓
発
の
現
場
で
は
残
念
な
が
ら
「
参
加
型

学
習
」
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
と
向
き
合
う
た
め
の
感
性
、
い

わ
ば
人
権
感
覚
を
培
う
た
め
の
方
法
論
と
し
て
、
そ
の
本
来
の
理

念
や
目
的
を
十
分
理
解
さ
れ
な
い
ま
ま
、
実
施
が
先
行
さ
れ
て
い

69.4 

42.1 

6８８ 

明8<楽しい雰囲気が生幼，積極的

態度｛Ｍ学習でき８

心理的抵抗が強く,こう１１つＡ活動Iｉ

日本にl伽鈍り

非現実的設定で，現実の社会
問題LIj桔巾鮒い

51.5 

心理的抵抗が強いうＭ活動Ｉｉ圏3.5
日本にl伽鈍り

非現実的設定で,現実の社会鰯５０
問題LIj桔巾鮒い

人権問題を学ぶ方法として1j鮒８露3Ｂ

疑似体験的なｱｸﾃｲﾋﾞﾃ(Ⅱ,被差別慶麹９１
の立場Mi8人への配慮を欠く

その他 鬮２６

回答なし 、1８

「参加型学習」の導入が人権教育・

啓発にどう役立つと考えるか

（重複回答／単位％）

図４



8４ ８５人権啓発における「参加型学習」導入が提起するもの

方
法
論
を
通
し
て
伝
え
た
い
「
価
値
」
が
な
く
て
は
中
身
な
き
教

育
と
な
り
か
ね
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
少
数
で
は
あ
る
が
、
消
極
的
評
価
の
方
が
重

要
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
同
質
問
に
対
し
て
は
、
「
疑
似
体
験

的
な
ア
ク
テ
ィ
ピ
テ
ィ
は
、
実
際
に
被
差
別
の
立
場
に
あ
る
人
へ

の
配
慮
を
欠
く
お
そ
れ
が
あ
る
」
が
約
一
割
に
よ
っ
て
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、
「
参
加
型
学
習
」
の
感
想
を
た
ず
ね
た
自
由
回
答

欄
で
は
、
「
参
加
型
学
習
は
ゲ
ー
ム
で
あ
る
、
人
権
問
題
を
学
ぶ
に

は
軽
す
ぎ
る
」
二
同
和
問
題
」
が
薄
ま
る
、
『
部
抜
き
差
抜
き
』
で

は
な
い
か
」
と
い
っ
た
意
見
も
目
立
つ
。

疑
似
体
験
、
楽
し
い
だ
け
の
ゲ
ー
ム
と
し
て
「
参
加
型
学
習
」

が
と
ら
え
ら
れ
る
の
は
、
そ
こ
に
獲
得
す
る
べ
き
目
標
が
見
え
て

い
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
筆
者
は
考
え
る
。
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ

で
、
た
っ
た
一
人
の
教
師
が
一
九
六
八
年
に
始
め
た
「
青
い
目
。

（
９
）
 

茶
色
い
目
」
の
実
践
も
、
そ
の
形
式
は
単
な
る
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
、
あ
る
い
は
「
疑
似
」
体
験
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
目
の
色
で

差
別
し
、
差
別
さ
れ
る
と
い
う
体
験
は
、
参
加
者
に
と
っ
て
は
決

し
て
「
楽
し
い
」
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

あ
え
て
傷
つ
く
よ
う
な
経
験
を
経
て
、
人
種
的
差
別
や
偏
見
の
誤

り
を
感
じ
取
り
、
そ
の
不
当
性
を
社
会
の
な
か
で
指
摘
し
て
い
く

こ
と
の
大
切
さ
を
子
ど
も
た
ち
が
学
ん
だ
の
は
、
実
践
者
が
伝
え

た
い
大
切
な
「
価
値
」
を
持
ち
、
そ
れ
を
伝
え
る
た
め
の
綿
密
な

５
 

図

施
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
企
画
者
に
参
加
者
の
意
見
や
デ
ィ
ス
カ

ッ
シ
ョ
ン
を
引
き
出
し
、
ま
と
め
る
よ
う
な
役
割
を
求
め
ら
れ
る

場
面
は
限
ら
れ
て
い
た
。
講
師
や
テ
ー
マ
の
選
択
に
一
定
の
裁
量

は
あ
っ
て
も
、
言
葉
は
悪
い
が
「
受
け
売
り
」
で
成
立
し
て
き
た

こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
参
加
型
学
習
」
を
評
価
し
つ
つ

も
、
一
方
で
は
、
「
自
由
な
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
も
、
差

別
発
言
が
で
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
た
い
」
「
一
一
一
一
口
葉
尻
を
と
ら
え
た

糾
弾
が
さ
れ
な
い
か
心
配
」
「
差
別
的
な
発
言
が
万
が
一
出
て
も
、

そ
れ
を
取
り
上
げ
、
話
し
あ
え
な
け
れ
ば
差
別
の
拡
散
に
な
る
の

で
は
」
な
ど
、
企
画
者
自
ら
が
自
由
度
の
高
い
活
動
を
不
安
、
あ

回答《し1.5

尖

５
 

Ⅱ
０
・

鋤
一
一
一
一
□
田

啓発に「参加型学習」を導入する上

で一番問題だと思うこと（単位％）

計
画
と
手
段
の
選
択
を
行
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
参
加

型
学
習
」
は
ヨ
意
味
の
あ
る
」
体
験
を
作
り
出
す
た
め
の
…
構
造

（
、
）

化
さ
れ
た
体
験
学
習
の
機
今
云
」
で
あ
る
と
い
う
。
意
味
す
な
わ
ち

「
価
値
」
の
明
確
な
把
握
の
上
で
、
活
用
す
る
べ
き
方
法
論
な
の

で
あ
る
。

な
お
、
「
参
加
型
学
習
」
導
入
か
ら
す
で
に
数
年
を
経
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ら
た
な
活
動
事
例
づ
く
り
を
行
お
う
と
す
る

取
り
組
み
が
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
見
ら
れ
な
い
の
も
、
実
は
こ
の
よ

う
な
「
価
値
」
の
欠
如
に
起
因
す
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、

と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

３
学
習
の
自
由
・
発
展
的
な
展
開
に
対
す
る
不
安

さ
て
、
こ
れ
ま
で
に
「
同
和
問
題
」
を
中
心
と
す
る
人
権
啓
発

事
業
を
企
画
し
た
経
験
を
有
す
る
一
三
一
一
一
名
の
み
を
対
象
に
、
「
参

加
型
学
習
」
を
導
入
す
る
上
で
い
ち
ば
ん
問
題
だ
と
思
う
こ
と
は

何
か
、
を
き
い
た
結
果
は
図
５
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
過
半
数
（
五

四
・
一
％
）
が
、
「
参
加
型
学
習
は
学
習
者
自
身
が
答
え
を
見
つ
け

る
学
習
、
と
い
う
が
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
を
ま
と
め
る
方

向
が
見
え
な
く
て
は
、
ま
と
ま
り
が
つ
か
な
い
」
を
あ
げ
て
お
り
、

こ
の
こ
と
も
同
様
に
、
何
を
伝
え
た
い
か
、
と
の
「
価
値
」
が
明

確
で
は
な
い
こ
と
が
要
因
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で

の
研
修
や
学
習
会
な
ど
は
、
講
師
を
招
い
て
講
演
会
の
形
式
で
実

ろ
は
「
面
倒
」
と
す
る
意
見
も
、
ま
と
ま
っ
て
見
ら
れ
る
こ
と
と

な
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
ま
さ
に
Ｅ
・
フ
ロ
ム
の
い
う
と
こ

ろ
の
「
自
由
か
ら
の
逃
走
」
、
あ
る
い
は
Ｊ
・
デ
ュ
ー
イ
が
、
人
び

と
は
「
自
由
に
飽
き
、
政
治
的
自
由
に
飽
き
、
そ
の
政
治
的
自
由

を
受
け
い
れ
る
こ
と
の
意
味
す
る
諸
種
の
義
務
・
負
担
に
飽
き
て

い
る
」
と
表
現
し
た
こ
と
を
思
い
お
こ
さ
せ
る
。

自
由
な
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
も
ち
ろ
ん
発
言
者
の
責
任
と

義
務
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
さ
ら
に
そ
こ
か

ら
有
意
義
な
方
向
性
や
結
論
を
導
き
だ
し
て
い
く
た
め
に
は
、
担

当
者
に
さ
ま
ざ
ま
な
異
な
る
意
見
を
受
け
と
め
、
価
値
相
対
主
義

に
陥
る
こ
と
な
く
ま
と
め
て
い
く
た
め
の
力
量
と
、
そ
の
核
と
な

る
「
価
値
」
が
必
要
と
さ
れ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
発
言
に
一
定

の
基
準
や
制
約
を
も
う
け
、
外
れ
た
発
言
を
排
す
る
し
か
「
危
険
」

回
避
の
方
法
は
な
い
。
な
お
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
ア
メ
リ
カ
の

道
徳
教
育
研
究
者
で
あ
る
Ｌ
・
Ｅ
・
ラ
ス
ら
が
興
味
深
い
指
摘
を

行
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
価
値
」
教
育
の
伝
統
的

ア
プ
ロ
ー
チ
の
特
徴
と
し
て
、
⑪
例
を
示
す
、
②
説
得
し
た
り
確

信
さ
せ
る
、
③
選
択
を
限
定
す
る
、
側
情
緒
に
訴
え
る
、
⑤
罰
と

報
酬
を
用
い
て
一
定
の
行
動
を
強
化
す
る
、
と
い
っ
た
こ
と
を
あ

（
、
）

げ
、
こ
れ
を
批
判
し
て
い
る
。
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参
加
者
の
主
体
性
を
尊
重
し
、
自
由
に
学
習
が
発
展
す
る
こ
と

へ
の
不
安
は
、
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
の
力
量
の
問
題
で
あ
る
と
同

時
に
、
人
権
啓
発
を
担
当
す
る
自
治
体
職
員
（
教
員
、
あ
る
い
は

企
業
の
啓
発
担
当
者
も
含
め
て
）
の
市
民
に
対
す
る
信
頼
感
の
問

題
で
も
あ
る
。
「
参
加
型
学
習
」
は
、
あ
ら
か
じ
め
価
値
的
な
答
え

を
与
え
る
の
で
は
な
く
、
学
習
者
が
自
ら
答
え
を
発
見
し
て
い
く

過
程
Ⅱ
プ
ロ
セ
ス
重
視
の
学
習
で
あ
る
、
と
い
い
な
が
ら
、
自
由

な
意
見
を
市
民
に
求
め
れ
ば
、
何
が
起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
ｌ

市
民
エ
ゴ
に
翻
弄
さ
れ
ろ
Ｉ
と
い
っ
た
お
そ
れ
も
、
自
治
体
職

員
に
は
根
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
お
い
て
は
、
「
参
加
型
学
習
」
の
楽
し
さ
や

体
を
動
か
す
方
法
論
へ
の
評
価
が
多
数
を
占
め
て
い
た
が
、
「
参

加
」
を
単
に
、
わ
き
あ
い
あ
い
と
楽
し
く
活
動
す
る
こ
と
や
、
市

民
が
体
を
動
か
す
と
い
う
こ
と
の
レ
ベ
ル
か
ら
と
ら
え
て
は
い
ま

い
か
。
「
参
加
型
学
習
」
の
「
参
加
」
と
は
、
市
民
が
主
体
的
意
見

を
形
成
し
、
そ
れ
を
正
当
な
手
段
で
表
現
し
、
自
由
な
デ
ィ
ス
カ

ッ
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
結
論
を
導
き
だ
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
決
定
」

に
参
加
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

単
な
る
学
習
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
ら
ず
、
現
実
の
社
会
参
加
の
た
め

と
が
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
始
め
た
き
っ
か
け
で
あ
る
。
「
同
和
問

題
」
に
関
す
る
人
権
啓
発
の
問
題
点
は
指
摘
さ
れ
て
久
し
い
が
、

筆
者
と
し
て
は
、
タ
テ
マ
エ
、
マ
ン
ネ
リ
、
一
方
的
と
批
判
さ
れ

る
従
来
の
啓
発
を
、
参
加
者
主
体
の
方
法
論
へ
と
転
換
し
、
市
民

の
関
心
や
解
決
へ
の
意
欲
を
高
め
、
さ
ら
に
「
同
和
問
題
」
だ
け

で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
に
向
き
合
う
た
め
の
感
性
を
育

て
た
い
、
と
い
っ
た
意
欲
が
人
権
啓
発
の
担
当
者
に
か
な
り
浸
透

し
て
い
る
も
の
と
期
待
し
て
い
た
。
し
か
し
注
意
す
べ
き
こ
と
は

調
査
か
ら
、
「
参
加
型
学
習
」
を
「
同
和
問
題
」
以
外
の
学
習
と
と

ら
え
、
こ
の
よ
う
な
別
の
テ
ー
マ
を
扱
う
こ
と
で
問
題
を
避
け
た

い
、
と
い
う
意
識
が
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
国
際
的
な

人
権
教
育
の
潮
流
に
お
け
る
「
参
加
型
学
習
」
の
理
念
や
目
的
を

十
分
理
解
せ
ず
、
安
易
な
「
突
破
口
」
と
し
て
実
施
を
先
行
さ
せ
、

再
び
行
き
詰
ま
る
こ
と
が
憂
慮
さ
れ
る
。
「
参
加
型
学
習
」
の
導
入

に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
、
人
権
啓
発
の
担
当
者
自
身
が
、
こ
れ
ま

で
の
啓
発
の
成
果
と
問
題
点
を
把
握
し
、
啓
発
に
お
い
て
何
を
伝

え
る
か
の
「
価
値
」
を
明
確
に
し
た
上
で
、
新
た
な
学
習
方
法
を

人
権
啓
発
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

ア
メ
リ
カ
、
シ
カ
ゴ
学
派
の
社
会
学
者
で
あ
る
ジ
ャ
ノ
ヴ
ィ
ッ

ッ
は
、
心
理
学
者
で
あ
る
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
と
と
も
に
、
偏
見
が

い
か
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
の
興
味
深
い
指
摘
を

４ 
「
参
加
」
の
価
値
ｌ
何
の
た
め
の
「
参
加
」
な
の

か

筆
者
自
身
、
人
権
啓
発
の
担
当
者
を
は
じ
め
と
す
る
自
治
体
職

員
を
対
象
に
、
「
参
加
型
学
習
」
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
を
務
め
る

機
会
が
増
え
、
新
た
な
方
法
論
に
対
す
る
期
待
が
、
ど
の
よ
う
な

意
識
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
関
心
を
抱
い
た
こ

の
も
の
で
あ
る
。
先
の
人
権
教
育
に
関
す
る
一
連
の
宣
言
や
決
議

に
お
い
て
、
「
参
加
」
と
同
時
に
「
民
主
主
義
」
が
強
調
さ
れ
て
い

る
の
は
、
「
参
加
」
が
民
主
主
義
を
象
徴
す
る
重
要
な
概
念
で
あ
る

か
ら
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
「
参
加
型
学
習
」
は
、
民
主
主
義

社
会
の
健
全
な
後
継
者
の
育
成
を
意
図
し
た
学
習
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
日
本
国
内
の
人
権
啓
発
の
現
場
で
、
「
参
加
」
を
こ
の

よ
う
な
社
会
的
観
点
か
ら
と
ら
え
る
ほ
ど
の
理
解
が
、
ど
こ
ま
で

進
ん
で
い
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
人
権
啓
発
の
担
当
者
は
、
人
権

問
題
の
解
決
に
市
民
「
参
加
」
を
促
す
役
割
を
担
う
存
在
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
「
参
加
型
学
習
」
を
実
施

し
て
い
く
の
で
あ
れ
ば
、
今
後
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
と
し
て
の
役

割
を
担
う
こ
と
の
で
き
る
人
材
が
、
自
治
体
職
員
だ
け
で
な
く
、

市
民
の
な
か
か
ら
も
多
数
生
ま
れ
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

行
っ
て
い
る
。
二
人
は
、
偏
見
の
社
会
的
表
出
に
影
響
を
与
え
る

要
因
に
は
、
「
社
会
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
と
「
個
人
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」

の
二
つ
が
あ
る
が
、
た
と
え
ば
ユ
ダ
ヤ
人
と
黒
人
に
対
す
る
白
人

の
露
骨
な
差
別
が
減
っ
た
の
は
、
主
と
し
て
「
社
会
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
」
の
た
め
で
あ
る
、
と
い
う
。
「
社
会
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
に
は
、

た
と
え
ば
差
別
を
禁
じ
る
法
律
・
条
例
の
制
定
や
、
教
育
・
啓
発

な
ど
が
含
ま
れ
る
が
、
曰
本
に
お
い
て
も
二
○
余
年
の
啓
発
事
業

の
実
施
に
よ
っ
て
、
タ
テ
マ
エ
で
あ
っ
て
も
「
差
別
は
い
け
な
い
」

と
い
う
社
会
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
築
か
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
ジ
ャ
ノ
ヴ
ィ
ッ
ッ
ら
は
、
一
時
的
で
は
な
く
、

偏
見
の
減
少
を
持
続
さ
せ
る
た
め
に
は
、
強
力
な
「
個
人
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
」
が
不
可
欠
で
あ
る
、
と
も
指
摘
す
る
。
「
社
会
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
」
に
よ
る
解
決
に
は
、
つ
ね
に
政
策
や
制
度
、
そ
の
手
続
き

上
の
矛
盾
も
つ
き
ま
と
い
、
ま
た
、
人
び
と
の
内
発
的
な
意
志
が

伴
わ
な
く
て
は
、
問
題
解
決
が
行
き
詰
ま
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
「
参
加
型
学
習
」
は
、
「
社
会

的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
か
ら
「
個
人
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
へ
の
移
行
す

る
立
場
に
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
個
人
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
は
自
己
認
識
、
お
よ
び
自
分
に
と
っ

て
の
価
値
観
を
明
確
化
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
偏
見
を
単
に
自
己
の
意
識
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
積
極
的
に
問
題
解
決
の
た
め
の

四
今
後
の
課
題
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行
動
を
起
こ
す
に
は
、
自
己
の
意
見
を
他
者
に
向
け
て
表
現
し
、

話
し
合
い
を
経
て
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ

ら
は
ま
た
、
「
参
加
」
を
基
本
と
す
る
民
主
主
義
社
会
に
必
要
と
さ

れ
る
プ
ロ
セ
ス
、
ま
た
は
基
礎
的
技
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
プ

ロ
セ
ス
を
価
値
と
し
て
も
尊
重
す
る
な
ら
ば
、
た
と
え
極
端
な
、

も
し
く
は
差
別
的
な
意
見
が
提
起
さ
れ
て
も
、
相
互
の
話
し
合
い

の
な
か
で
、
発
言
者
は
自
己
の
意
見
を
修
正
し
た
り
、
よ
り
普
遍

的
な
結
論
へ
と
至
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

の
よ
う
な
意
味
で
、
「
参
加
型
学
習
」
は
民
主
主
義
へ
の
信
頼
に
裏

付
け
ら
れ
た
活
動
で
あ
る
、
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ

な
ら
ば
、
学
習
者
の
自
由
で
発
展
的
な
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
危

倶
す
る
曰
本
の
人
権
啓
発
現
場
の
土
壌
は
、
民
主
主
義
に
対
す
る

理
解
や
信
頼
の
未
成
熟
に
起
因
す
る
、
と
ま
で
言
う
の
は
過
一
一
一
一
口
で

あ
ろ
う
か
。

同
時
に
、
あ
え
て
今
、
「
民
主
主
義
」
と
い
う
概
念
が
国
際
的
に

人
権
教
育
の
な
か
で
強
調
さ
れ
る
状
況
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て

問
い
直
す
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
「
民
主
主
義
」
を
め
ぐ
る
危
機
感

は
、
何
も
暴
力
や
テ
ロ
だ
け
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ジ
ャ

ノ
ヴ
ィ
ッ
ッ
は
、
偏
見
が
表
面
的
に
は
か
な
り
減
少
し
た
よ
う
に

見
え
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
人
び
と
が
寛
容
に
な
っ
た
か
ら
で
は

な
く
、
単
に
無
関
心
と
な
っ
た
た
め
で
も
あ
る
、
と
指
摘
す
る
。

今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
、
自
由
な
意
見
交
換
を
行
う
環
境
を
っ

（
３
）
中
川
喜
代
子
「
人
権
学
習
を
創
る
ｌ
偏
見
と
差
別
の
社
会
心
理

学
」
明
石
書
店
、
一
九
八
九
年
、
六
五
頁
。

（
４
）
例
え
ば
、
以
下
の
意
識
調
査
を
参
照
し
た
。

島
根
県
「
同
和
問
題
に
つ
い
て
の
意
識
調
査
報
告
書
」
一
九
八
四

年
。

広
島
県
木
江
町
「
木
江
町
民
の
「
同
和
問
題
』
に
つ
い
て
の
意
識
調

査
報
告
書
一
九
八
四
年
。

大
阪
府
「
大
阪
府
民
の
『
人
権
問
題
に
関
す
る
』
意
識
調
査
報
告
書

一
九
八
六
年
、
一
九
九
五
年
。

大
阪
市
「
大
阪
市
民
の
一
人
権
問
題
に
関
す
る
』
意
識
調
査
報
告
書

一
九
八
六
年
、
一
九
九
五
年
。

広
島
県
御
所
町
「
町
民
の
同
和
問
題
に
つ
い
て
の
意
識
調
査
報
告

書
」
一
九
八
七
年
。

滋
賀
県
「
滋
賀
県
民
の
「
同
和
問
題
」
に
つ
い
て
の
意
識
調
査
報
告

書
・
分
析
編
」
’
九
九
二
年
。

（
５
）
人
権
啓
発
に
関
し
て
「
参
加
型
学
習
」
が
導
入
さ
れ
議
論
さ
れ
た
例

と
し
て
、
た
と
え
ば
九
三
年
二
月
に
横
浜
で
実
施
さ
れ
た
第
七
回

人
権
啓
発
研
究
集
会
（
部
落
解
放
研
究
所
主
催
）
な
ど
が
あ
る
。

（
６
）
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
研
修
と
そ
の
日
程
は
以
下
の
通

り
。

尼
崎
市
職
員
研
修
（
四
月
一
九
日
、
二
六
日
）
、
大
阪
府
同
和
問
題

啓
発
指
導
者
養
成
研
修
（
五
月
一
六
日
）
、
東
京
都
社
会
教
育
主
事

注（
１
）
坂
口
順
治
「
体
験
的
参
加
型
学
習
の
意
義
と
展
開
」
「
社
会
教
育
一

九
九
四
一
○
月
号
」
全
日
本
社
会
教
育
連
合
会
、
一
九
九
四
年
、

六
～
七
頁
。

（
２
）
大
阪
市
同
和
対
策
推
進
協
議
会
意
見
書
『
同
和
問
題
に
関
す
る
市

民
啓
発
活
動
に
つ
い
て
の
意
見
』
二
九
八
○
年
一
○
月
四
日
）
よ

り

く
る
に
あ
た
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
課
題
が
あ
る
か
を
自
由
回
答
方

式
で
き
い
た
と
こ
ろ
、
「
自
由
な
意
見
交
換
、
と
い
う
前
に
、
参
加

者
に
は
意
見
す
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
問
題
に
対
す
る
無
関

心
が
問
題
で
は
な
い
か
」
と
い
う
意
見
が
か
な
り
ま
と
ま
っ
て
示

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
は
注
意
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
問
題
に
対
す

る
無
関
心
が
、
人
び
と
の
「
参
加
」
意
識
を
低
下
さ
せ
、
さ
ま
ざ

ま
な
問
題
の
解
決
を
遅
ら
せ
て
い
る
、
と
い
う
危
機
感
は
世
界
的

に
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。
「
参
加
型
学
習
」
が
人
権
問

題
の
解
決
に
必
要
な
「
態
度
」
「
技
能
」
の
獲
得
を
目
標
に
す
え
て

い
る
こ
と
の
意
味
を
、
国
内
の
人
権
啓
発
の
現
場
は
、
こ
の
あ
た

り
か
ら
共
有
し
て
い
く
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、
最
後
に
な
る
が
、
本
稿
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
ご
指

導
を
い
た
だ
い
た
、
中
川
喜
代
子
奈
良
教
育
大
学
教
授
に
心
か
ら

の
感
謝
を
の
べ
た
い
。

研
修
会
（
七
月
一
六
日
）
、
淡
路
中
学
校
自
主
研
修
（
七
月
二
七
日
）
、

呉
市
同
和
問
題
研
修
（
九
月
二
日
）
、
宮
崎
県
同
和
問
題
啓
発
指
導

者
養
成
研
修
（
九
月
五
日
）
、
熊
本
県
同
和
問
題
指
導
者
養
成
講
座

（
九
月
六
日
）

（
７
）
関
典
子
「
グ
ロ
ー
バ
ル
教
育
の
流
れ
に
学
ん
で
」
「
解
放
教
育

Ｚ
・
・
缶
昌
㈱
解
放
教
育
研
究
所
、
一
九
九
五
年
、
一
一
一
九
頁
。

（
８
）
こ
の
質
問
に
対
す
る
回
答
肢
は
、
前
年
度
の
予
備
調
査
に
お
い
て
、

同
質
問
を
自
由
回
答
方
式
で
き
い
た
結
果
を
参
照
し
、
積
極
的
／

消
極
的
評
価
と
も
、
そ
の
上
位
か
ら
単
純
に
取
り
上
げ
て
構
成
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
限
界
も
あ
る
。

（
９
）
イ
リ
ノ
イ
州
ラ
イ
ス
ビ
ル
の
小
学
校
教
師
ジ
ェ
ー
ン
・
エ
リ
オ
ッ

ト
が
、
当
時
、
町
の
人
口
が
す
べ
て
白
人
と
い
う
環
境
の
な
か
で
、

子
ど
も
た
ち
に
人
種
的
偏
見
の
誤
り
を
教
え
る
た
め
に
開
始
し
た

実
践
で
あ
る
。
教
室
を
子
ど
も
た
ち
の
目
の
色
（
青
・
茶
）
で
二
つ

の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
優
れ
て
い
る
」
「
劣
っ
て
い

る
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
は
り
、
教
室
の
中
に
差
別
・
被
差
別
の
関

係
を
つ
く
り
だ
し
、
子
ど
も
た
ち
に
そ
の
双
方
の
立
場
を
体
験
さ

せ
た
。

（
、
）
山
岸
み
ど
り
「
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ゲ
ー
ム
と
異
文
化
理
解
ｌ

大
学
教
育
に
お
け
る
「
模
擬
社
会
ゲ
ー
ム
（
四
二
の
○
○
』
導
入
の

試
み
か
ら
」
異
文
化
間
教
育
学
会
第
一
六
回
大
会
自
由
研
究
発

表
要
旨
よ
り






