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八
大
阪
に
お
け
る
解
放
教
育
の
あ
り
方

研
究
会
Ｖ

☆
’
九
九
九
年
九
月
一
日

「
日
米
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
教
育
の
現
状
と
課

題
」

］
・
言
・
口
・
○
㈹
宮
さ
ん
は
現
在
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
人
類
学
部
の
教

授
。
八
○
年
代
の
数
多
く
の
論
文
の
理
論
的

な
精
繊
さ
は
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
ア
メ
リ

カ
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
教
育
を
リ
ー
ド
し
て
い

る
彼
の
研
究
は
、
世
界
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
教

育
の
研
究
の
中
で
も
、
曰
本
の
同
和
教
育
に

一
番
近
い
と
思
わ
れ
る
。

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
教
育
の
研
究
を
三
○
年
間

し
て
き
た
。
自
分
は
人
類
学
者
で
あ
る
の
で
、

教
育
を
変
え
よ
う
、
社
会
を
変
え
よ
う
と
い

ニ
オ
グ
ブ
さ
ん
よ
り

オ
グ
ブ
さ
ん
の
紹
介

う
研
究
関
心
で
は
な
く
て
、
何
が
起
こ
っ
て

い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
ま
ず
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
ど
う
い
う
被

差
別
的
な
状
況
に
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に

し
、
学
力
へ
の
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ

の
研
究
を
通
じ
て
、
差
別
的
な
体
験
が
子
ど

も
に
ど
う
い
う
影
響
を
与
え
る
の
か
、
と
く

に
子
ど
も
た
ち
の
学
力
へ
の
影
響
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
ア
メ
リ
カ
だ
け
で

は
な
く
、
曰
本
の
状
況
、
部
落
の
状
況
な
ど

興
味
を
持
っ
た
。
一
九
七
八
年
の
本

宗
］
冨
冒
○
国
ご
同
Ｑ
口
０
回
は
。
ご
ｍ
ｐ
Ｑ
Ｏ
ｍ
の
（
の
ど
に

部
落
に
つ
い
て
書
い
た
一
章
が
あ
る
。
そ
の

本
で
は
、
ほ
か
の
国
の
こ
と
に
も
ふ
れ
て
い

る
。

一
九
八
○
年
代
に
は
違
っ
た
関
心
が
生
ま

れ
た
。
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
中
で
も
、
社
会
に

お
い
て
う
ま
く
い
く
グ
ル
ー
プ
、
う
ま
く
い

か
な
い
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
、
そ
れ
は
な
ぜ
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
に
は
、
「
自
発
的
」
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
グ
ル

ー
プ
と
「
非
自
発
的
」
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
グ
ル

ー
プ
、
「
移
民
」
グ
ル
ー
プ
と
「
非
移
民
」
グ

ル
ー
プ
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
被
差
別

部
落
の
場
合
は
後
者
で
あ
る
。

そ
の
研
究
の
た
め
に
は
歴
史
的
な
位
置
づ

け
や
相
違
を
み
て
い
く
必
要
が
あ
る
し
、
さ

ま
ざ
ま
な
情
報
源
か
ら
デ
ー
タ
を
入
手
す
る

必
要
が
あ
る
。
’
九
八
八
年
か
ら
移
民
グ
ル

ー
プ
の
例
と
し
て
中
国
人
系
、
非
移
民
グ
ル

ー
プ
の
例
と
し
て
黒
人
、
中
間
の
例
と
し
て

ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
を
対
象
に
有
名
な
財
団
の
援

助
を
得
て
、
大
規
模
調
査
を
行
っ
て
い
る
。

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
学
校
で
の
状
況
を
知
る

た
め
に
は
、
そ
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
「
自
発

的
」
か
「
非
自
発
的
」
か
を
知
る
こ
と
が
大

切
。
一
一
～
三
年
観
察
す
る
。
人
間
を
観
察
す

る
こ
と
で
考
え
や
行
動
を
理
解
し
よ
う
と
し

て
い
る
。

「
移
民
型
」
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
も
問
題
は

あ
る
。
し
か
し
両
者
で
は
問
題
の
質
が
違
う
。

そ
の
違
い
を
し
っ
か
り
認
識
す
る
必
要
が
あ

る
。
望
ん
で
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
な
っ
た
の
で

は
な
い
。
そ
こ
が
部
落
問
題
な
ど
で
は
ほ
か

の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
問
題
と
異
な
っ
て
い

る
。
ほ
か
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
は
あ
る
が
、

自
分
は
比
較
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と

し
て
い
る
。

研究部
テキストボックス
| Back | Home |

../kiyou_0131.htm
../../../../index.php


9２ 

問
自
発
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
非
自
発
的
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
の
違
い
は
。

オ
グ
ブ
例
え
ば
、
一
九
七
○
年
代
以
降
難

民
が
増
え
、
曰
本
で
は
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
の
人

た
ち
が
増
え
て
い
る
が
、
周
囲
の
対
応
は
部

落
の
人
へ
の
扱
い
と
全
く
違
う
。
ま
た
、
た

と
え
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
と
部
落
の
両
者
が
社
会

に
お
い
て
同
じ
扱
い
を
受
け
た
と
し
て
も
、

ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
の
人
た
ち
は
「
観
光
客
的
な
」

対
応
を
す
る
。
旅
行
者
と
し
て
の
見
方
と
は
、

自
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
文
化
を
も
っ

て
い
て
、
そ
の
国
の
文
化
や
言
葉
を
学
び
適

応
し
よ
う
と
す
る
宮
そ
の
こ
と
が
自
国
の
文

化
を
破
壊
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

だ
が
部
落
の
場
合
、
自
分
の
文
化
を
固
持
し

よ
う
と
す
る
。
移
民
集
団
に
し
て
も
非
移
民

集
団
に
し
て
も
主
流
社
会
の
言
葉
を
大
切
だ

と
思
っ
て
い
る
が
、
後
者
は
主
流
社
会
の
言

葉
を
話
す
こ
と
で
自
分
の
価
値
が
消
え
て
い

く
よ
う
な
、
マ
イ
ナ
ス
な
見
方
を
し
て
い
る

と
こ
ろ
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

問
オ
グ
ブ
さ
ん
の
対
抗
的
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル

三
討
論

モ
デ
ル
は
あ
る
種
の
悲
劇
的
シ
ナ
リ
オ
と
な

る
要
素
を
は
ら
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
を
変
え

る
要
素
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

オ
グ
ブ
ま
ず
明
ら
か
に
し
た
い
の
は
、
文

化
と
い
う
言
葉
を
使
う
の
は
多
く
の
人
の
パ

タ
ー
ン
を
表
し
て
お
り
、
す
べ
て
の
人
が
同

じ
行
動
を
と
る
わ
け
で
は
な
い
。
中
に
は
、

グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
を
ひ
と
ま
と
ま
り
に

し
て
考
え
て
い
る
と
い
う
批
判
を
う
け
る

が
、
集
団
の
中
に
は
個
人
差
が
あ
る
。
す
べ

て
同
じ
行
動
を
と
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、
多
く
を
調
べ
る
こ
と
で
パ
タ
ー
ン
化
が

で
き
る
。
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
考
え
る
上
で

パ
タ
ー
ン
を
考
え
、
集
団
を
考
え
る
の
で
あ

る
。ど
の
言
語
に
も
価
値
が
あ
る
が
、
曰
本
人

が
ア
メ
リ
カ
に
い
っ
た
ら
英
語
、
中
国
に
い

っ
た
ら
中
国
語
を
身
に
つ
け
る
必
要
に
迫
ら

れ
る
。
そ
れ
は
優
劣
の
問
題
で
な
く
、
そ
の

社
会
で
生
き
て
い
く
手
段
。
日
本
の
ニ
ュ
ー

カ
マ
ー
の
場
合
も
同
じ
。
曰
本
語
を
身
に
つ

け
る
の
は
曰
本
で
生
き
て
い
く
た
め
で
あ

り
、
曰
本
語
を
身
に
つ
け
る
と
き
、
対
抗
的

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
形
成
さ
れ
な
い
。
し

か
し
、
非
移
民
集
団
に
と
っ
て
は
、
言
葉
を

学
ぶ
こ
と
で
、
自
分
自
身
の
行
動
や
言
葉
を

あ
き
ら
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
恐
怖

感
す
ら
抱
く
。

問
大
阪
の
部
落
で
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
を

研
究
し
て
い
る
観
点
か
ら
。
部
落
自
身
が
カ

ー
ス
ト
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
い
う
の
は
そ
の

通
り
だ
と
思
う
。
文
化
的
違
い
と
い
う
の
は

何
ら
か
の
形
で
感
じ
て
い
る
が
、
文
化
的
違

い
は
イ
コ
ー
ル
対
抗
的
文
化
に
な
っ
て
し
ま

う
の
か
ど
う
か
。
そ
れ
と
関
連
す
る
が
、
反

差
別
の
立
場
で
対
抗
的
な
文
化
は
当
然
生
ま

れ
て
く
る
が
、
反
差
別
で
あ
り
な
が
ら
市
民

の
主
流
に
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
意

識
が
部
落
問
題
の
場
合
は
強
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
感
じ
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の

あ
た
り
は
ど
う
み
て
お
ら
れ
る
の
か
。

オ
グ
ブ
ア
メ
リ
カ
の
差
別
の
状
況
は
さ
ま

ざ
ま
な
対
策
に
よ
っ
て
変
化
し
、
中
に
は
人

種
差
別
は
な
く
な
り
、
あ
と
は
社
会
階
層
の

問
題
だ
と
い
う
も
の
も
い
る
。
し
か
し
、
ア

フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
ア
ク
シ
ョ
ン
が
あ
っ
て
も

会
社
は
い
や
い
や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
採
用
す

る
状
況
。
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
も
主
流
社
会
に
受
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け
入
れ
て
ほ
し
い
気
持
ち
が
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
た
め
に
自
分
の
行
動
パ
タ
ー
ン
を
あ
き

ら
め
て
し
ま
う
の
は
問
題
が
あ
る
。

被
差
別
部
落
で
は
社
会
的
に
成
功
を
求
め

る
人
び
と
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
で
て
し
ま

う
と
い
う
話
を
聞
い
た
。
そ
の
点
を
も
っ
と

知
り
た
い
。
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
人
た
ち
が
主

流
に
な
り
た
い
と
思
う
気
持
ち
の
根
底
に
は

平
等
に
受
け
止
め
て
ほ
し
い
と
い
う
気
持
ち

が
あ
る
。
「
私
た
ち
は
白
人
の
ま
ね
を
し
た
い

の
で
は
な
く
、
黒
人
と
し
て
認
め
て
ほ
し
い

の
だ
」
と
い
う
こ
と
。
主
流
集
団
と
自
分
た

ち
の
一
一
一
一
口
語
の
狭
間
に
あ
っ
て
揺
れ
動
い
て
い

る
人
た
ち
も
い
る
。
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
よ
っ

て
言
葉
、
文
化
を
身
に
つ
け
る
と
い
う
こ
と

の
意
味
は
違
う
。
重
要
な
の
は
そ
の
た
め
に

何
を
代
償
と
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
。
大
切

な
こ
と
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
人
が
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
。
そ
の

た
め
に
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
成
功
者
を
生
み

出
す
こ
と
が
大
切
。
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
中
か

ら
成
功
者
が
ど
ん
ど
ん
で
る
の
を
み
れ
ば
、

自
分
た
ち
の
文
化
を
あ
き
ら
め
る
必
要
が
な

い
こ
と
が
わ
か
る
し
、
主
流
社
会
か
ら
も
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
見
方
が
か
わ
っ
て
く

る
。
ど
の
よ
う
に
自
分
た
ち
を
社
会
に
映
し

出
し
て
い
く
か
。

自
分
は
研
究
者
で
あ
る
。
自
分
の
研
究
の

中
で
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集

団
が
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
心
が

け
て
い
る
。
自
発
的
か
否
か
で
抱
え
る
問
題

は
別
。
そ
れ
ぞ
れ
の
抱
え
る
問
題
を
認
識
す

る
こ
と
が
大
切
。
学
校
に
関
心
を
も
っ
て
い

る
が
、
歴
史
を
は
じ
め
広
く
社
会
を
研
究
の

射
程
に
入
れ
て
い
る
。
今
研
究
し
て
い
る
こ

と
を
論
文
に
ま
と
め
て
い
る
が
、
状
況
を
変

え
て
い
け
る
と
自
分
は
信
じ
て
い
る
。
第
一

に
そ
の
た
め
に
は
問
題
の
認
識
を
す
る
こ
と

で
あ
る
。
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
は
平
等
を
求

め
て
い
る
。

そ
の
た
め
の
方
法
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は

差
別
と
闘
い
続
け
る
こ
と
。
同
和
対
策
事
業

な
ど
の
措
置
だ
け
で
差
別
は
な
く
な
ら
な

い
。
も
う
一
つ
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ

の
中
で
ど
う
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
。
自

分
自
身
の
も
っ
て
い
る
も
の
に
誇
り
を
も
ち

な
が
ら
社
会
に
で
て
い
く
。
方
言
や
文
化
や

価
値
観
を
う
ま
く
利
用
し
て
社
会
の
中
に
で

①
学
校
の
再
生
（
人
権
教
育
や
学
力
保
障
も

含
め
て
）
、
家
庭
の
安
定
化
の
た
め
に
も
、
豊

か
な
地
域
の
教
育
力
の
創
造
は
不
可
欠
で
あ

る
。
こ
れ
は
今
日
の
解
放
教
育
の
前
進
に
と

っ
て
も
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。

て
い
く
方
法
を
獲
得
す
る
。

部
落
で
成
功
し
た
人
に
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

か
ら
消
え
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
考
え
て
も

ら
う
。
主
流
集
団
の
よ
う
に
振
る
舞
う
必
要

は
な
い
こ
と
を
示
す
。
主
流
集
団
の
基
準
に

あ
わ
せ
ず
、
自
分
た
ち
の
力
を
発
揮
し
て
社

会
に
で
て
い
く
の
だ
。
成
功
し
た
人
に
地
域

に
か
え
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
、
モ
デ
ル
の
役

割
を
は
た
し
て
も
ら
う
。
そ
の
中
で
主
流
集

団
の
見
方
も
か
え
ら
れ
る
。
（
Ｎ
・
Ｔ
）

☆
’
九
九
九
年
九
月
五
日

「
二
Ｃ
ｏ
ｏ
～
二
○
○
一
年
度
の
実
施
予

定
の
地
域
教
育
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
関

す
る
調
査
研
究
事
業
の
構
築
」
（
案
）

池
田
覧
（
大
阪
大
学
）

意
義
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②
九
八
年
九
月
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
で

は
「
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
育
成
」
「
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
拠
点
と
し
て
の
学
校
」
が
、

七
月
の
青
少
年
問
題
審
議
会
（
首
相
の
諮
問

機
関
）
で
は
「
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
の
形

成
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
に
も
、
そ
の
認
識

の
重
要
性
が
現
れ
て
い
る
。

③
し
か
し
、
い
か
な
る
「
地
域
」
で
い
か
な

る
教
育
力
を
ど
の
よ
う
に
形
成
し
て
い
く
の

か
、
と
い
う
具
体
的
な
構
想
は
全
く
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
を
少
し
で
も
明

ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
大
き
な
目
的
で
あ

る
。地
域
と
は
、
子
ど
も
と
お
と
な
の
関
係
づ

く
り
の
場
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
同
和
教
育

で
は
教
育
に
お
け
る
家
庭
の
役
割
に
つ
い
て

重
要
性
は
い
わ
れ
な
が
ら
も
追
求
さ
れ
て
は

こ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
学
校
と
地
域
と
の

関
係
が
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
て
き
た
の
か
、

あ
る
い
は
、
壊
れ
て
き
た
の
か
。
地
域
の
重

点
施
策
、
重
点
課
題
、
そ
れ
ら
を
取
り
組
む

に
あ
た
っ
て
そ
れ
を
ブ
ロ
ッ
ク
し
て
い
る
問

一
一
具
体
的
内
容
に
つ
い
て

題
は
何
か
。
学
校
と
地
域
の
間
に
相
互
不
信

の
関
係
の
あ
る
と
こ
ろ
と
信
頼
関
係
の
あ
る

と
こ
ろ
、
そ
れ
ら
の
差
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を

踏
ま
え
て
み
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

地
域
教
育
の
新
機
軸
に
は
従
来
な
い
も

の
、
新
た
な
機
関
・
組
織
が
必
要
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
ヘ
ッ
ド
ク
ォ
ー
タ
ー
に
つ
い
て

具
体
的
に
構
想
を
進
め
る
。
す
な
わ
ち
誰
が
、

あ
る
い
は
ど
こ
が
ヘ
ッ
ド
ク
ォ
ー
タ
ー
の
担

い
手
に
な
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
が
明
確
に

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ヘ
ッ
ド
ク
ォ

ー
タ
ー
の
組
織
化
に
対
し
て
は
行
政
の
支
援

も
い
る
。
ま
た
、
「
開
か
れ
た
学
校
づ
く
り
」

に
つ
い
て
も
青
少
年
会
館
と
学
校
と
の
関
係

の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
中
で
総
合
学

習
の
時
間
を
具
体
的
に
ど
う
進
め
よ
う
と
し

て
い
る
の
か
を
見
て
い
く
。

さ
ら
に
は
、
支
部
は
ど
ん
な
方
針
を
も
っ

て
い
る
の
か
、
青
少
年
会
館
の
改
革
の
経
緯
、

解
放
子
ど
も
会
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
、
周

辺
地
区
と
の
つ
な
が
り
な
ど
、
明
ら
か
に
せ

ね
ば
な
ら
な
い
課
題
は
沢
山
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
先
進
的
な
取
り
組
み
を
し

①
就
学
前
の
子
育
て
の
支
援
体
制
。
内
容

を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
必
要
性
、
高
齢
者
の
教
育

へ
の
関
わ
り
②
「
子
育
て
」
「
学
力
」
と
い

っ
た
テ
ー
マ
性
、
「
部
落
問
題
だ
け
で
な
く
障

害
者
問
題
へ
の
取
り
組
み
を
軸
と
し
た
地

域
」
と
い
っ
た
調
査
の
前
提
と
な
る
理
論
的

枠
組
み
を
明
確
に
③
し
ん
ど
い
地
域
も
対

象
に
で
き
な
い
か
、
と
い
っ
た
意
見
が
出
さ

れ
た
。

（
Ｎ
⑨
Ｔ
）
 

て
い
る
、
部
落
を
含
む
中
学
校
区
二
カ
所
、

部
落
を
含
ま
な
い
中
学
校
区
一
カ
所
、
の
三

カ
所
を
選
定
し
、
学
校
の
み
な
ら
ず
、
地
域

住
民
や
企
業
、
民
間
団
体
な
ど
の
具
体
的
な

取
り
組
み
に
つ
い
て
調
査
し
、
分
析
す
る
。

学
校
と
地
域
と
の
つ
な
が
り
を
も
ち
な
が

ら
、
一
二
世
紀
型
の
教
育
の
す
が
た
を
模
索

す
る
も
の
に
し
た
い
。

八
法
律
部
会
Ｖ

☆
一
九
九
九
年
九
月
一
七
日

三
質
疑
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企
業
は
消
費
者
情
報
以
上
に
「
労
働
者
」

の
個
人
情
報
を
大
量
に
処
理
し
て
い
る
が
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
急

速
な
発
展
に
伴
う
、
情
報
収
集
方
法
、
情
報

処
理
シ
ス
テ
ム
の
高
度
化
に
よ
り
紛
争
事
例

が
多
発
化
し
て
い
る
。
遺
伝
子
情
報
の
問
題

も
今
後
、
大
き
な
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

曰
本
の
場
合
、
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
の
個

人
情
報
保
護
指
令
二
九
九
五
年
採
択
、
九

八
年
発
効
）
の
第
二
五
条
ｌ
個
人
情
報
保
護

の
水
準
が
十
分
で
は
な
い
国
へ
の
個
人
情
報

の
移
転
禁
止
規
定
ｌ
と
労
働
分
野
に
お
け
る

国
際
基
準
で
あ
る
国
際
労
働
機
関
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）

の
「
労
働
者
の
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
行

動
準
則
」
二
九
九
六
年
）
も
あ
り
、
一
九
九

八
年
六
月
、
労
働
省
の
「
労
働
者
の
個
人
情

報
保
護
に
関
す
る
研
究
会
」
報
告
書
が
出
さ

れ
、
将
来
的
に
法
的
措
置
を
も
視
野
に
入
れ

た
検
討
の
必
要
を
示
し
た
。
そ
の
た
め
に
一

九
九
七
年
に
は
企
業
に
お
け
る
労
働
者
の
個

「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
時
代
に
お
け
る
労
働
者

の
個
人
情
報
保
護
」

竹
地
潔
（
宮
崎
大
学
）

人
情
報
管
理
実
態
調
査
も
実
施
さ
れ
、
①
幅

広
い
分
野
の
個
人
情
報
が
収
集
、
管
理
さ
れ

て
い
る
が
本
人
の
事
前
同
意
を
得
る
割
合
は

極
め
て
少
な
い
こ
と
、
②
身
体
検
査
、
心
理

テ
ス
ト
、
適
性
検
査
は
六
～
七
割
の
企
業
で

実
施
さ
れ
、
労
働
者
の
同
意
を
得
る
割
合
は

労
使
で
乖
離
が
あ
る
こ
と
（
企
業
調
査
で
約

七
割
、
労
働
者
調
査
で
は
約
三
割
）
、
③
個
人

情
報
に
か
か
わ
る
平
均
電
算
化
率
は
約
四

割
、
④
企
業
外
部
に
労
働
者
の
個
人
情
報
を

伝
達
す
る
場
合
、
労
働
者
本
人
の
同
意
を
得

る
企
業
は
少
数
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
（
企
業

調
査
で
五
二
・
三
％
、
労
働
者
調
査
で
は
○
・

四
％
『
⑤
個
人
情
報
保
護
の
た
め
の
情
報
管

理
規
定
を
定
め
て
い
る
企
業
は
約
三
割
だ

が
、
収
集
目
的
外
利
用
の
禁
止
を
定
め
て
い

る
割
合
は
半
数
未
満
、
⑥
閲
覧
請
求
権
を
認

め
て
い
る
企
業
は
、
全
て
の
情
報
を
認
め
て

い
る
割
合
は
僅
少
（
企
業
調
査
約
二
割
、
労

働
者
調
査
一
割
未
満
）
で
あ
り
、
全
部
ま
た

は
一
部
の
情
報
を
認
め
て
い
る
割
合
は
企
業

調
査
で
約
七
割
、
労
働
者
調
査
で
約
三
割
で

あ
る
こ
と
、
な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

研
究
会
報
告
で
は
、
部
落
問
題
に
関
し
て

も
、
い
わ
ゆ
る
「
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
（
と
く
に

機
微
な
）
情
報
」
と
し
て
基
本
的
に
個
人
情

報
の
収
集
・
利
用
が
国
際
的
に
は
禁
止
さ
れ

て
い
る
と
し
、
大
阪
の
身
元
調
査
禁
止
条
例

に
も
言
及
し
て
い
る
。

今
後
の
展
望
と
し
て
は
、
Ｅ
Ｕ
と
ア
メ
リ

カ
が
個
人
情
報
保
護
を
め
ぐ
っ
て
ど
う
い
う

合
意
を
作
る
の
か
や
、
大
蔵
・
通
産
・
郵
政

省
が
金
融
・
通
信
な
ど
の
特
定
分
野
で
の
個

人
情
報
保
護
法
を
ど
う
し
て
い
く
の
か
、
な

ど
な
ど
に
よ
り
粁
余
曲
折
が
予
想
さ
れ
る

が
、
国
際
基
準
を
ふ
ま
え
た
取
り
組
み
が
い

ず
れ
に
し
て
も
迫
ら
れ
る
こ
と
は
必
至
で
あ

る
。
会
季
刊
労
働
法
』
一
八
七
号
、
一
九
九

八
年
一
二
月
参
照
）

』
（
中
村
清
二
）




