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国
連
人
権
高
等
弁
務
官
事
務
所
で
は
一
九
九
九
年
に
「
人
権
教

育
の
た
め
の
国
連
一
○
年
（
以
下
「
国
連
一
○
年
」
と
記
す
）
に

つ
い
て
世
界
規
模
で
の
中
間
評
価
を
行
っ
て
以
後
、
各
国
の
取
り

特
集

‐
 

「
人
権
教
育
の
た
め
の
国
連
一
○
年
」
の
間
、
日
本
で
は
「
人
権
教
育
・
啓
発
推
進
法
」
の
施
行
、
基
本
計
画
の
策
定
な
ど
、
人
権
教
育
・
啓
発
の
実
施
体
制

が
整
っ
た
。
今
後
は
こ
う
し
た
体
制
の
も
と
で
何
を
実
施
し
て
い
く
の
か
、
と
い
う
教
育
の
内
容
に
つ
い
て
議
論
を
深
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
現
在
の
日
本
の
教

育
・
啓
発
は
「
思
い
や
り
」
「
や
さ
し
さ
」
な
ど
の
心
情
主
義
的
価
値
を
強
調
し
、
私
人
間
の
配
慮
に
よ
っ
て
「
差
別
」
を
な
く
す
こ
と
を
強
調
す
る
一
方
で
、

市
民
が
自
ら
の
権
利
に
つ
い
て
学
び
、
社
会
を
問
い
直
す
力
を
つ
け
る
こ
と
を
促
す
、
い
わ
ば
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
や
主
体
形
成
の
側
面
が
弱
い
。
ま
た
、
地
方
自

治
体
や
公
教
育
だ
け
で
な
く
、
市
民
社
会
自
ら
が
、
市
民
に
と
っ
て
必
要
な
人
権
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
創
造
し
、
提
起
す
る
力
を
つ
け
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

「
人
権
教
育
の
た
め
の
国
連
一
○
年
」
か
ら
見
た
日
本
の
人
権
教
育

国
連
に
よ
る
「
中
間
評
価
」
の
な
か
の
日
本

「
エ
ン
バ
ワ
メ
ン
ト
」
「
主
体
形
成
」
「
参
加
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
Ｉ

組
み
の
進
捗
状
況
を
遂
次
更
新
し
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
公
開
し

て
き
た
。
し
か
し
、
二
○
○
一
年
一
二
月
現
在
で
、
「
国
連
一
○

年
」
に
関
す
る
報
告
が
あ
っ
た
の
は
八
六
カ
国
に
と
ど
ま
っ
て
お

り
、
一
○
○
以
上
の
国
連
加
盟
国
か
ら
は
報
告
が
な
か
っ
た
こ
と

に
な
る
。
「
国
連
一
○
年
」
に
呼
応
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
展
開
す

る
に
は
予
算
が
な
い
、
と
か
、
政
府
自
身
が
人
権
教
育
を
積
極
的

阿
久
澤
麻
理
子
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1４ 

い
う
こ
と
ｌ
に
つ
い
て
の
議
論
が
低
調
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

「
人
権
教
育
・
啓
発
法
」
第
二
条
で
は
、
「
人
権
教
育
と
は
、

人
権
尊
重
の
精
神
の
酒
養
を
目
的
と
す
る
教
育
活
動
を
い
い
、
人

権
啓
発
と
は
、
国
民
の
間
に
人
権
尊
重
の
理
念
を
普
及
さ
せ
、
及

び
そ
れ
に
対
す
る
国
民
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
広

報
そ
の
他
啓
発
活
動
を
い
う
」
と
、
人
権
教
育
・
啓
発
の
定
義
を

示
し
て
い
る
が
、
あ
え
て
本
法
が
こ
れ
ほ
ど
「
幅
広
い
」
（
あ
る

に
推
進
し
た
が
ら
な
い
、
と
い
っ
た
国
も
多
数
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
な
か
で
、
日
本
は
、
国
内
行
動
計
画
を
策
定
し
た

ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
二
カ
国
の
一
つ
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
地

（
ｌ
一

方
自
治
体
レ
ベ
ル
で
も
行
動
計
画
が
多
数
策
定
さ
れ
、
ま
た
一
一
○

○
○
年
一
二
月
に
は
「
人
権
教
育
及
び
人
権
啓
発
の
推
進
に
関
す

る
法
律
（
以
下
、
「
人
権
教
育
・
啓
発
法
」
と
記
す
）
が
施
行
さ
れ

る
な
ど
、
こ
の
間
の
取
り
組
み
は
、
国
際
的
に
み
て
も
評
価
す
べ

き
も
の
が
あ
る
。
と
り
わ
け
「
人
権
教
育
・
啓
発
法
」
は
日
本
に

（
２
）
 

お
け
る
人
権
擁
護
法
体
系
の
整
備
の
一
環
と
し
て
評
価
さ
れ
る
と

同
時
に
、
「
国
連
一
○
年
」
後
も
、
人
権
教
育
を
持
続
し
て
実
施

す
る
こ
と
に
法
的
根
拠
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
た
。
日
本
に
お
い

て
、
こ
の
よ
う
な
人
権
教
育
・
啓
発
の
実
施
を
裏
づ
け
る
「
体
制
」

が
で
き
た
こ
と
は
、
評
価
・
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
一
方
で
、
そ
の
中
身
、
す
な
わ
ち
人
権
教
育
・
啓
発
と
は
、

一
体
ど
の
よ
う
な
理
念
の
も
と
で
、
何
を
行
う
べ
き
な
の
か
、
と

１
公
権
力
に
対
す
る
視
座
の
欠
如

人
権
擁
護
推
進
審
議
会
の
議
論
の
な
か
で
、
あ
る
委
員
が
「
教

育
者
が
感
謝
を
、
で
は
な
く
、
権
利
を
教
え
た
の
で
社
会
は
寒
々

と
し
た
も
の
に
な
っ
た
」
と
発
一
一
一
一
口
し
た
が
、
こ
の
よ
う
に
、
人
権

を
主
張
す
る
こ
と
は
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
行
為
で
あ
る
、
と
い

っ
た
否
定
的
な
人
権
観
は
実
は
多
く
の
市
民
に
よ
っ
て
も
共
有
ざ

い
は
暖
昧
な
）
定
義
を
示
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
実
施
を
担
う

地
方
自
治
体
や
教
育
機
関
、
そ
の
他
の
組
織
や
市
民
は
、
内
容
を

具
体
的
に
議
論
し
、
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
人

権
の
主
体
で
あ
る
市
民
は
、
自
ら
の
権
利
と
基
本
的
自
由
が
守
ら

れ
る
よ
う
、
地
方
自
治
体
や
学
校
な
ど
の
行
う
人
権
教
育
・
啓
発

事
業
を
モ
ニ
タ
ー
し
、
内
容
の
充
実
や
改
善
を
求
め
て
い
く
立
場

に
あ
る
。
市
民
こ
そ
、
人
権
教
育
・
啓
発
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
、

明
確
な
視
点
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ

で
本
稿
で
は
、
主
と
し
て
「
人
権
教
育
の
た
め
の
国
連
一
○
年
」

と
い
う
世
界
的
な
動
き
の
な
か
で
提
示
さ
れ
た
、
人
権
教
育
の
基

本
的
理
念
に
照
ら
し
つ
つ
今
後
の
日
本
に
お
け
る
人
権
教
育
・
啓

発
に
必
要
な
視
点
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

二
曰
本
の
人
権
教
育
に
対
す
る
問
題
提
起
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れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
人
権
教
育
・
啓
発
で
は
、
「
お
も
い
や
り
」

や
「
や
さ
し
さ
」
の
心
を
育
む
、
と
い
っ
た
心
情
主
義
的
な
価
値

の
側
面
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
人
間
と
し
て
、

他
者
を
大
切
に
思
う
「
心
の
教
育
」
が
、
人
権
を
理
解
す
る
た
め

の
土
台
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
国
で

は
、
法
を
司
る
省
ま
で
が
、
人
権
啓
発
の
重
点
目
標
に
「
思
い
や

り
の
心
」
を
掲
げ
る
こ
と
に
、
違
和
感
を
覚
え
る
の
は
筆
者
だ
け

で
あ
ろ
う
か
（
二
○
○
｜
年
度
法
務
省
人
権
啓
発
活
動
重
点
目
標
は

「
育
て
よ
う
一
人
一
人
の
人
権
意
識
ｌ
思
い
や
る
心
が
築
く
新
世

紀
ｌ
」
で
あ
っ
た
）
。

こ
の
よ
う
な
抽
象
的
、
心
情
主
義
的
な
人
権
観
の
強
調
が
、
日

本
の
歴
史
的
・
文
化
的
背
景
に
起
因
す
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
に

つ
い
て
は
別
稿
に
譲
る
と
し
て
、
こ
う
し
た
人
権
観
を
強
調
す
る

教
育
・
啓
発
は
、
市
民
に
人
権
の
重
要
な
側
面
を
伝
え
な
い
こ
と

と
な
る
。
第
一
に
、
市
民
は
人
権
を
お
互
い
の
配
慮
に
よ
っ
て
解

決
す
べ
き
「
私
人
間
」
の
こ
と
が
ら
と
理
解
し
、
公
権
力
に
よ
る

人
権
侵
害
に
は
、
無
自
覚
・
無
関
心
と
な
る
。
最
近
、
刑
務
官
に

（
３
）
 

よ
る
受
刑
者
へ
の
暴
行
が
事
件
と
し
て
報
道
さ
れ
、
認
識
は
若
干

変
わ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
多
く
の
市
民
は
こ
れ
ま
で
、
国
家

や
行
政
機
関
と
は
、
市
民
の
人
権
を
充
足
し
て
く
れ
る
存
在
と
し

て
信
頼
こ
そ
す
れ
、
市
民
の
権
利
を
侵
害
す
る
可
能
性
を
も
つ
、

と
い
っ
た
認
識
を
あ
え
て
避
け
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
二
に
、
人
権
へ
の
理
解
を
抽
象
的
な
価
値
の
レ
ベ
ル
で
受
け

止
め
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
市
民
は
具
体
的
な
人
権
基
準
に

対
し
て
関
心
を
持
ち
、
学
ぶ
機
会
を
逸
し
て
い
る
。
国
連
や
そ
の

専
門
機
関
等
で
は
こ
れ
ま
で
数
々
の
人
権
条
約
を
採
択
し
て
き
た

が
、
ど
れ
だ
け
の
市
民
が
こ
の
よ
う
な
人
権
諸
条
約
を
学
び
、
理

解
す
る
機
会
を
持
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
諸
条
約
に
書
か
れ

て
い
る
の
は
、
人
権
侵
害
を
繰
り
返
し
て
き
た
人
類
の
歴
史
に
対

す
る
反
省
と
、
人
権
侵
害
に
対
し
て
声
を
あ
げ
、
尊
厳
の
回
復
を

求
め
た
勇
気
あ
る
人
々
の
行
動
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
世
界
中
で

共
通
に
確
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
、
「
す
べ
て
の
人
に
保
障
さ
れ
る

べ
き
具
体
的
権
利
」
の
数
々
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
国
連
一
○

年
」
の
目
的
の
一
つ
に
は
「
世
界
人
権
宣
言
の
普
及
」
が
あ
げ
ら

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
文
書
が
、
世
界
で
初
め
て
、
世
界
中

の
す
べ
て
の
人
が
持
つ
べ
き
諸
権
利
に
つ
い
て
国
際
的
に
合
意
を

形
成
し
、
リ
ス
ト
化
し
た
文
書
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人

権
基
準
に
無
関
心
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
自
分
が
ど
の
よ
う
な
権

利
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
無
関
心
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
実
際
、
筆
者
は
こ
れ
ま
で
市
民
啓
発
や
自
治
体
職
員
研

修
の
場
で
、
「
人
権
と
は
何
か
、
あ
な
た
自
身
の
一
一
一
一
口
葉
で
定
義
し

て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
問
い
か
け
を
行
っ
て
き
た
が
、
「
思
い
や

２
人
権
基
準
、
法
に
対
す
る
関
心
の
欠
如
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り
」
や
「
や
さ
し
さ
」
と
い
っ
た
抽
象
的
回
答
が
多
く
、
「
自
分

が
ど
ん
な
権
利
を
持
っ
て
い
る
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
も
、

具
体
的
に
答
え
ら
れ
な
い
回
答
者
が
あ
ま
り
に
も
多
い
こ
と
に
驚

か
さ
れ
て
き
た
。

ま
た
、
「
だ
れ
も
が
こ
う
い
う
権
利
を
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
、

そ
の
諸
権
利
の
内
容
は
、
そ
の
社
会
で
共
有
す
べ
き
基
準
と
し
て
、

法
や
条
約
の
な
か
に
記
さ
れ
て
き
た
。
実
際
、
ド
イ
ツ
語
や
オ
ラ

ン
ダ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
な
ど
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
で
は
、
「
権

利
」
を
あ
ら
わ
す
言
葉
（
英
語
で
【
一
ｍ
耳
⑫
に
あ
た
る
単
語
。
幻
の
：
〔
》

荒
の
巴
・
号
○
一
〔
な
ど
）
に
は
、
「
法
」
と
い
う
意
味
も
含
ま
れ
る
。
法

は
市
民
が
こ
う
あ
っ
て
欲
し
い
、
と
考
え
る
社
会
を
実
現
す
る
た

め
の
有
効
な
手
段
で
あ
る
か
ら
、
法
や
条
約
に
無
関
心
で
あ
る
と

い
う
の
は
、
自
ら
が
社
会
を
つ
く
る
主
体
で
あ
る
、
と
い
う
市
民

意
識
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
逆
に
、
市
民
に

具
体
的
な
諸
権
利
を
学
ぶ
場
を
保
障
せ
ず
、
心
情
主
義
的
な
価
値

だ
け
を
強
調
す
る
人
権
教
育
は
、
市
民
を
社
会
に
関
わ
る
機
会
か

ら
遠
ざ
け
、
市
民
の
目
を
公
共
的
事
項
よ
り
私
的
な
領
域
に
向
け

さ
せ
よ
う
と
す
る
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
。

第
三
に
、
人
間
の
諸
権
利
が
法
の
な
か
に
記
さ
れ
る
の
は
、
こ

３
問
題
解
決
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
「
心
が
け
」
か
、
社

会
的
・
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
解
決
か

れ
が
社
会
の
な
か
で
生
起
す
る
具
体
的
な
問
題
を
解
決
す
る
際
に

参
照
す
べ
き
基
準
と
な
り
、
道
具
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
人
権
問

題
は
、
心
が
け
だ
け
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
実
態
を

と
も
な
う
問
題
の
解
決
を
必
要
と
す
る
。
市
民
が
法
や
条
約
に
記

さ
れ
た
権
利
を
知
る
こ
と
は
、
社
会
に
生
起
す
る
で
き
ご
と
を

「
人
権
」
と
い
う
枠
組
み
か
ら
捉
え
直
し
、
人
権
侵
害
の
事
実
を

読
み
取
り
、
解
決
へ
の
一
歩
を
踏
み
出
す
た
め
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
心
情
主
義
的
な
教
育
は
、
人
権
を
「
心
が
け
」

の
問
題
と
し
て
し
ま
い
、
具
体
的
な
問
題
解
決
を
志
向
し
な
い
危

険
性
を
持
つ
。
日
本
で
は
、
同
和
対
策
事
業
の
終
了
に
よ
り
、

「
実
態
的
差
別
」
は
解
決
し
た
の
で
「
心
理
的
差
別
」
が
残
さ
れ

た
行
政
課
題
で
あ
る
、
と
の
認
識
が
強
ま
り
、
「
心
理
的
差
別
」

だ
け
を
切
り
離
し
て
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
人
権
教
育
・
啓
発
が

先
行
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
「
国
連
一
○
年
」
で
は
、
人
権
教
育
と
実
態
的
な

解
決
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
国
連

は
戦
後
、
世
界
平
和
の
た
め
に
は
差
別
を
な
く
し
、
す
べ
て
の
人

の
人
権
が
保
障
さ
れ
る
体
制
を
築
く
必
要
が
あ
る
と
の
認
識
か

ら
、
各
種
人
権
条
約
を
採
択
し
人
権
基
準
の
設
定
に
力
を
入
れ
て

き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
東
西
冷
戦
の
影
響
に
よ
っ
て
、
各
国
の

条
約
の
解
釈
や
、
そ
の
実
施
状
況
も
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
１
の
影
響
を

強
く
受
け
る
時
代
が
長
く
続
い
た
。
一
九
八
九
年
の
冷
戦
終
結
後
、
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よ
う
や
く
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
枠
を
越
え
て
、
市
民
一
人
ひ
と
り
の

人
権
に
つ
い
て
、
世
界
中
が
語
り
合
え
る
環
境
が
整
っ
た
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
人
権
教
育
の
重
要
な
タ
ー
ゲ
ッ
ト
の
一
つ
は
、

旧
社
会
主
義
国
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
後
の
民
主
化
の
進
展
に
よ

っ
て
、
多
く
の
発
展
途
上
国
で
は
、
草
の
根
の
市
民
が
自
ら
の
生

活
に
関
わ
る
重
要
な
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
に
参
加
す
る
「
余
地
」
も

拡
大
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
は
差
別
や
抑
圧
に
よ
っ
て
、
こ

う
し
た
社
会
的
・
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
へ
の
参
加
の
権
利
を
奪
わ
れ

て
き
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
、
零
細
農
民
や
漁
民
、
工
場
労
働
者

や
都
市
の
貧
困
層
な
ど
が
、
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
に
参
加
し
、
さ

ま
ざ
ま
な
決
定
に
効
果
的
に
影
響
を
与
え
て
い
け
る
よ
う
、
自
ら

の
権
利
の
内
容
と
、
そ
れ
を
実
現
す
る
方
法
を
学
ぶ
人
権
教
育
が
、

重
視
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
背
景
の
ゆ
え
に
、
「
国
連
一
○
年
」
は
「
旧
社
会
主

義
国
寄
り
」
「
途
上
国
寄
り
」
だ
と
い
う
批
判
も
受
け
て
い
る
。

た
と
え
ば
吉
田
智
弥
は
、
「
国
連
一
○
年
」
行
動
計
画
の
な
か
の

い
く
つ
か
の
表
現
は
、
明
ら
か
に
途
上
国
を
想
定
し
て
お
り
、
日

本
な
ど
先
進
諸
国
の
市
民
社
会
の
人
権
問
題
を
課
題
に
あ
げ
て
い

（
４
）
 

な
い
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
正
し
い
が
、
｜
方
で
筆

者
は
、
被
差
別
・
被
抑
圧
の
当
事
者
の
社
会
的
・
政
治
的
プ
ロ
セ

ス
へ
の
参
加
を
重
視
す
る
途
上
国
の
視
点
の
な
か
に
こ
そ
、
日
本

に
と
っ
て
重
要
な
人
権
教
育
の
視
点
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
考
え

て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
欧
米
先
進
国
も
、
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
に
無
関
係

で
は
な
い
。
国
連
の
中
間
評
価
に
は
、
欧
米
各
国
か
ら
の
報
告
も

寄
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
人
権
教
育
の

一
環
と
し
て
、
学
校
教
育
に
新
し
く
「
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
」

を
導
入
し
た
と
報
告
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は
、
経
済
不
況
の
深
刻
化
に
よ
り
、
将
来
へ
の
展
望
を
失
っ

た
若
者
の
暴
力
、
外
国
人
排
斥
行
動
な
ど
が
社
会
問
題
化
し
て
久

し
い
が
、
不
満
を
暴
力
で
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、
問
題
を
社
会

的
・
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
解
決
で
き
る
力
を
若
者
に
身
に

つ
け
さ
せ
る
こ
と
が
、
「
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
」
導
入
の
重
要

な
目
的
の
一
つ
と
な
っ
た
。
「
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
」
で
は
、

青
少
年
に
地
域
社
会
に
関
わ
る
機
会
を
与
え
、
そ
こ
で
自
ら
「
発

見
」
し
た
課
題
を
、
学
校
外
の
人
々
や
組
織
な
ど
に
働
き
か
け
、

解
決
す
る
能
力
を
高
め
よ
う
と
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
実
践
さ
れ
て

（
５
）
 

い
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
日
本
に
お
け
る
人
権
教
育
は
、
再
び

吉
田
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
「
主
要
な
問
題
意
識
は
、
学
校
教

育
、
社
会
教
育
の
分
野
で
〈
人
権
〉
を
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
一
つ
と

し
て
か
か
げ
る
た
め
に
問
題
を
整
理
す
る
、
と
い
う
方
向
に
大
き

く
傾
い
て
い
る
」
か
の
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
権
に
関
わ
る

課
題
の
学
習
機
会
は
提
供
す
る
が
、
そ
れ
が
具
体
的
な
問
題
解
決

部落解放研究No1502008 ２ 



1８ 

筆
者
は
「
国
連
一
○
年
」
の
最
も
重
要
な
視
座
は
、
こ
の
市
民

の
社
会
的
・
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
へ
の
関
与
を
促
す
こ
と
に
あ
る
、

と
考
え
て
い
る
。

人
権
教
育
と
は
、
単
に
数
多
く
の
「
○
○
問
題
」
の
知
識
を
増

や
す
た
め
で
は
な
く
、
誰
も
が
問
題
解
決
の
主
体
に
な
れ
る
こ
と

を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
自
ら
の
問
題
を
自
ら
の
手
で
解
決
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
こ
そ
、
人
は
、
自
分
の
生
き
方
を
自
己
決
定
し
、

自
己
実
現
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
。

国
連
行
動
計
画
の
「
一
般
指
導
原
則
」
に
は
、
人
権
教
育
は

「
学
習
者
の
日
常
生
活
に
関
連
づ
け
た
方
法
で
行
わ
れ
」
、
人
権
を

「
抽
象
的
規
範
の
表
現
と
し
て
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
の
社
会
的
、

経
済
的
、
文
化
的
及
び
政
治
的
な
状
況
と
い
う
現
実
の
問
題
と
し

て
捉
え
る
」
た
め
の
方
法
・
手
段
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
人
々

の
「
効
果
的
で
民
主
的
な
参
加
を
目
指
す
」
も
の
で
あ
る
、
と
記

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
々
が
現
実
に
起
き
て
い
る
問
題
を
、

の
た
め
に
、
市
民
の
社
会
的
・
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
ヘ
の
関
与
を
促

す
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

１
社
会
的
・
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
へ
の
市
民
の
関
わ
り

三
国
連
行
動
計
画
の
な
か
の
重
要
な
視
座

ま
た
、
国
連
行
動
計
画
が
あ
げ
て
い
る
人
権
教
育
の
「
対
象
と

な
る
集
団
」
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
可
能
な

限
り
多
く
の
人
々
」
と
い
っ
た
抽
象
的
表
現
に
と
ど
ま
ら
ず
、

「
あ
ら
ゆ
る
識
字
レ
ベ
ル
の
人
々
」
、
「
障
害
を
持
つ
人
々
」
、
「
女

性
、
子
ど
も
、
高
齢
者
、
少
数
者
、
難
民
、
先
住
民
、
最
貧
層
の

人
々
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
お
よ
び
Ａ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
患
者
、
他
の
社
会
的
弱

者
」
に
特
に
重
点
を
置
く
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
最
も

人
権
侵
害
の
対
象
と
さ
れ
や
す
い
諸
集
団
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
人
々
が
、
自
ら
の
権
利
に
つ
い
て
学
び
、
問
題
を
意

識
化
し
、
そ
の
解
決
を
求
め
て
議
会
や
行
政
機
関
、
そ
の
他
の
組

織
な
ど
（
発
展
途
上
国
で
あ
れ
ば
、
多
国
籍
企
業
、
外
国
政
府
、
国

際
機
関
な
ど
も
、
重
要
な
対
象
で
あ
る
）
に
働
き
か
け
て
い
く
力
を

つ
け
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
公
的
機
関
（
日
本
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
ば
人
権

教
育
・
啓
発
の
主
要
な
担
い
手
で
あ
っ
た
地
方
自
治
体
を
想
定
し
て
ほ

し
い
）
が
、
自
ら
組
織
や
施
策
に
対
し
て
「
モ
ノ
申
す
」
市
民
を

育
て
る
人
権
教
育
を
歓
迎
し
、
積
極
的
に
推
進
す
る
と
は
実
際
考

ま
ず
問
題
と
し
て
認
識
し
、
政
治
・
経
済
・
社
会
・
文
化
的
側
面

か
ら
要
因
を
分
析
し
、
社
会
に
対
し
て
効
果
的
に
解
決
を
働
き
か

け
て
い
け
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
、
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

２
草
の
根
の
主
体
形
成
と
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト



｢人権教育のための国連10年」から見た日本の人権教育1９ 

《草の根からの人権教育モデル》

画 人権委員会など etc 
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え
に
く
い
。
そ
こ
で
、
各
国
で
も
、

Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
が
こ
う
し
た
役
割
を

担
う
こ
と
に
な
る
。

筆
者
が
こ
れ
ま
で
調
査
を
実
施

し
て
き
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
例
に
と

る
と
、
人
権
Ｎ
Ｇ
Ｏ
だ
け
で
な
く
、

労
働
組
合
や
キ
リ
ス
ト
教
教
会
、

住
民
組
織
な
ど
も
こ
う
し
た
役
割

を
果
た
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
組

織
は
農
民
、
漁
民
、
労
働
者
や
都

市
の
貧
困
層
な
ど
を
対
象
に
、

「
権
利
」
を
学
ぶ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

実
施
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
プ
ロ

グ
ラ
ム
は
、
人
々
が
権
利
意
識
に

目
ざ
め
、
差
別
と
闘
う
主
体
を
形

成
し
て
い
く
、
ま
さ
に
エ
ン
パ
ワ

メ
ン
ト
の
プ
ロ
セ
ス
と
な
っ
て
い

る
。さ
ら
に
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
は
、
学
習

機
会
の
提
供
に
と
ど
ま
ら
ず
、
具

体
的
問
題
解
決
行
動
に
む
け
た
住

民
の
組
織
化
を
行
い
、
住
民
組
織

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
公
的
機
関
の
役
割
を
軽
視
す
る
も
の

で
は
な
い
。
政
府
が
人
権
教
育
を
認
知
し
な
け
れ
ば
、
学
校
や
行

政
機
関
が
人
権
教
育
を
実
施
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
公
的
機
関
は

ま
ず
第
一
に
、
人
権
教
育
を
公
教
育
の
な
か
で
制
度
化
し
た
り
、

市
民
社
会
に
と
っ
て
人
権
教
育
を
実
施
し
や
す
い
環
境
を
醸
成
す

る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

第
二
に
、
政
府
や
地
方
自
治
体
を
は
じ
め
と
す
る
公
的
機
関
は
、

人
権
に
関
わ
る
国
内
の
法
や
制
度
、
さ
ら
に
は
日
本
政
府
が
批

准
・
加
入
し
て
い
る
よ
う
な
国
際
人
権
条
約
な
ど
に
つ
い
て
も
、

そ
の
内
容
を
周
知
す
る
「
広
報
努
力
」
を
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
は
市
民
に
と
っ
て
は
自
ら
の
権
利
に
関
わ
る
重
要
な
情
報

で
あ
り
、
人
権
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
道
具
と
な
る
か
ら
で
あ

と
共
に
行
動
計
画
を
策
定
し
、
こ
れ
を
実
施
す
る
ま
で
の
支
援
も

行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
人
権
教
育
は
、
上
の
図
の

よ
う
な
〈
草
の
根
か
ら
の
人
権
教
育
モ
デ
ル
》
に
あ
ら
わ
す
こ
と

が
で
き
よ
う
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
、
実
に
多
数
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
こ
の

よ
う
な
人
権
教
育
を
展
開
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
取
り
組
み
は
、

そ
の
性
質
か
ら
し
て
、
公
的
機
関
で
は
実
施
し
づ
ら
い
。
人
権
教

育
に
お
い
て
、
公
的
機
関
と
市
民
社
会
の
果
た
す
役
割
の
違
い
を

認
識
し
て
こ
そ
、
初
め
て
成
立
す
る
モ
デ
ル
と
い
え
よ
う
。

３
公
的
機
関
の
役
割

部落解放研究Ｎ01502008.2
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余
談
に
な
る
が
、
あ
る
研
修
会
の
席
で
、
「
ブ
ラ
ジ
ル
人
宝
石

店
入
店
拒
否
訴
訟
二
九
九
九
年
一
○
月
）
」
の
判
決
に
つ
い
て
紹

介
し
た
折
の
こ
と
で
あ
る
。
外
国
人
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
自

分
の
経
営
す
る
宝
石
店
に
ブ
ラ
ジ
ル
人
女
性
が
入
店
す
る
こ
と
を

拒
否
し
、
退
去
を
求
め
た
店
主
に
対
し
て
、
判
決
は
こ
れ
が
人
種

差
別
撤
廃
条
約
で
禁
じ
る
人
種
差
別
行
為
で
あ
る
と
し
て
、
不
法

行
為
に
も
と
づ
く
損
害
賠
償
の
支
払
い
を
命
じ
た
。
こ
の
判
決
に

つ
い
て
、
研
修
会
に
参
加
し
て
い
た
あ
る
行
政
職
員
か
ら
は
「
店

主
が
人
種
差
別
撤
廃
条
約
を
知
ら
な
か
っ
た
た
め
に
こ
う
し
た
行

為
を
は
た
ら
き
、
結
果
と
し
て
損
害
賠
償
を
命
じ
ら
れ
た
の
だ
と

し
た
ら
、
こ
の
条
約
を
周
知
し
な
か
っ
た
行
政
が
悪
い
、
な
ど
と

逆
に
市
民
か
ら
言
わ
れ
た
り
、
訴
え
ら
れ
た
り
し
な
い
だ
ろ
う
か
」

と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。
ま
さ
に
行
政
の
役
割
と
は
何
か
、
と
考

え
さ
せ
ら
れ
る
話
で
あ
る
。

第
三
に
重
要
な
の
は
、
公
的
機
関
に
働
く
、
自
ら
の
職
員
に
対

す
る
人
権
教
育
を
実
施
す
る
こ
と
で
あ
る
。
警
察
や
刑
務
所
職
員
、

そ
の
他
の
公
務
員
な
ど
、
公
権
力
を
持
つ
職
務
に
つ
く
者
は
、
市

民
の
人
権
を
充
足
し
た
り
保
護
す
る
役
割
を
果
た
す
だ
け
で
な

く
、
侵
害
す
る
可
能
性
を
持
つ
。
「
特
定
職
業
従
事
者
」
の
研
修

は
、
こ
う
し
た
公
権
力
を
持
つ
者
を
主
な
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
公
教
育
に
お
い
て
人
権
教
育
を
計
画
し
た
り
、
実
施

る
｡ 

《行政からみた人権教育モデル》

研修

画 教育・研修機関など 公権力を持つ者（公務員等）－Ｐ 

鰯:臘鴬…曇｜
而頁、了戻、１面耐

市民の人権を侵害しえる立場の認識

市民の人権を擁護する職責意識

す
る
立
場
に
あ
る
者
な
ど
も
、
こ

｛
６
一

一
」
に
含
ま
れ
る
。

そ
の
ほ
か
、
市
民
か
ら
寄
せ
ら

れ
る
相
談
や
行
政
に
対
す
る
問
題

提
起
の
声
な
ど
に
対
し
て
真
塾
に

対
応
し
、
こ
れ
ら
を
問
題
解
決
の

ル
ー
ト
に
乗
せ
る
こ
と
も
、
人
権

教
育
の
成
果
と
し
て
起
こ
る
市
民

の
行
動
に
対
す
る
、
公
的
機
関
の

重
要
な
役
割
で
あ
ろ
う
宍
行
政

か
ら
み
た
人
権
教
育
モ
デ
ル
》
参

昭》）ｏこ
う
し
て
み
る
と
、
日
本
に
お

い
て
は
、
人
権
の
主
体
で
あ
る
市

民
と
、
公
的
機
関
の
果
た
す
役
割

の
ち
が
い
に
対
す
る
認
識
が
、
弱

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
役
割
が
違

う
か
ら
こ
そ
、
教
育
や
研
修
の
内

容
も
、
市
民
と
公
的
機
関
の
職
員

の
い
ず
れ
を
対
象
と
す
る
か
に
応

じ
て
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
自
治
体
が
行
う
職
員
研
修
と
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市
民
啓
発
と
が
、
し
ば
し
ば
同
じ
内
容
で
実
施
さ
れ
て
い
る
現
状

も
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
筆
者
は
市
民
ど
う
し
の
間
で
起
こ
る
人
権
侵
害
に
つ
い

て
、
決
し
て
軽
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
付
記
し
て
お

き
た
い
。
こ
こ
で
は
、
「
公
的
機
関
」
「
市
民
」
と
い
う
区
分
を
強

調
し
た
の
で
、
筆
者
が
公
権
力
に
よ
る
人
権
侵
害
ば
か
り
に
目
を

向
け
て
い
る
か
の
よ
う
な
誤
解
を
与
え
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
日
本
で
は
、
私
人
間
の
人
権
侵
害
だ
け
を
強
調
し
、
こ
れ
を

「
思
い
や
り
」
や
「
や
さ
し
さ
」
、
相
互
の
配
慮
に
よ
っ
て
解
決
し

よ
う
と
す
る
志
向
性
が
あ
ま
り
に
も
強
い
。
私
人
間
の
人
権
侵
害

も
、
実
は
政
治
的
・
経
済
的
・
社
会
的
・
文
化
的
文
脈
の
な
か
で

捉
え
る
な
ら
、
こ
う
し
た
諸
側
面
の
な
か
に
、
そ
の
要
因
が
あ
る

こ
と
が
多
い
。
市
民
相
互
の
間
で
起
こ
る
問
題
で
あ
っ
て
も
、
社

会
的
・
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
解
決
す
べ
き
こ
と
は
、
決
し

て
少
な
く
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
市
民
の
側
も
、
人
権
問
題
の
解

決
を
心
が
け
の
問
題
と
し
て
の
み
済
ま
せ
る
の
で
は
な
く
、
公
的

機
関
の
果
た
す
役
割
な
ど
に
つ
い
て
、
も
っ
と
敏
感
と
な
る
必
要

が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
日
本
国
内
の
自
治
体
が
策
定
し
た

四
自
治
体
の
「
国
連
一
○
年
」
行
動
計
画
を
み
て

性
自
身
が
知
り
、

行
動
計
画
を
み
る
と
、
今
後
の
課
題
と
な
る
べ
き
こ
と
が
見
え
て

く
る
。
多
く
の
自
治
体
の
行
動
計
画
は
、
政
府
の
国
内
行
動
計
画

と
同
様
の
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
お
り
、
「
あ
ら
ゆ
る
場
を
通
じ
た

人
権
教
育
」
と
「
重
要
課
題
へ
の
対
応
」
な
ど
を
柱
と
し
て
、
課

題
や
方
向
性
を
整
理
し
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
筆
者
が
注
目
す
る

の
は
「
重
要
課
題
へ
の
対
応
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
通
常
、
女
性
、

子
ど
も
、
高
齢
者
、
障
害
者
、
同
和
問
題
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
、
外

国
人
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
等
、
刑
を
終
え
て
出
所
し
た
人
、
な
ど
の

項
目
が
あ
が
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
国
連
行
動
計
画
の
よ
う
に
、

明
確
に
人
権
教
育
の
「
対
象
と
な
る
集
団
」
と
は
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
な
い
。
読
み
進
め
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
集
団
が
人
権
侵
害

を
受
け
や
す
い
集
団
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
行
政
と
し
て
、

こ
う
し
た
人
々
の
社
会
参
加
の
機
会
を
拡
大
し
、
権
利
保
障
に
努

め
る
、
と
い
う
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
人
権
教
育
・
啓
発
に

つ
い
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
当
事
者
で
は
な
い
人
々
が
、
こ
れ
ら
の

人
々
の
問
題
を
理
解
す
る
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
よ
う
な

印
象
を
強
く
受
け
る
。
当
事
者
で
あ
る
人
々
が
自
ら
の
権
利
に
つ

い
て
学
び
、
そ
の
実
現
を
は
か
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
主
体
形
成

や
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
の
側
面
は
、
き
わ
め
て
希
薄
で
あ
る
と
感
じ

る
。た
と
え
ば
女
性
は
こ
う
い
う
権
利
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
女

自
身
が
知
り
、
意
識
化
し
て
こ
そ
、
長
い
間
の
習
慣
や
し
き
た

部落解放研究Ｎｏｌ５０２００ａ２
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し
か
し
、
先
に
も
指
摘
し
た
と
お
り
、
当
事
者
の
主
体
形
成
や

エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
の
人
権
教
育
・
啓
発
が
重
要
で
あ
る
と
し
て

も
、
こ
の
よ
う
な
内
容
は
、
行
政
機
関
の
実
施
す
る
事
業
に
な
じ

み
に
く
い
側
面
も
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
日
本
の
市

民
社
会
は
、
行
政
に
過
大
な
期
待
を
抱
く
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

自
ら
の
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
、
主
体
形
成
の
た
め
の
人
権
教
育
の
場

を
積
極
的
に
創
造
し
て
い
か
ね
ば
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
い
く
つ
も

の
当
事
者
団
体
が
、
す
で
に
こ
う
し
た
実
践
を
積
み
重
ね
て
き
た

実
績
も
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
輪
を
さ
ら
に
広
げ
る
よ

う
、
行
政
機
関
な
ど
も
積
極
的
に
支
援
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
ま

た
、
私
た
ち
は
同
和
教
育
の
実
践
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
び
直
す

べ
き
で
あ
る
。

り
の
な
か
で
見
過
ご
し
て
き
た
差
別
を
見
抜
き
問
題
を
提
起
す
る

力
を
つ
け
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は
子
ど
も
、
高
齢
者
、

障
害
者
、
外
国
人
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
当
事
者
に
と
っ
て
も
同
様

の
は
ず
で
あ
る
。
相
互
理
解
や
ふ
れ
あ
い
．
交
流
と
い
っ
た
文
言

が
目
立
つ
行
動
計
画
の
構
成
は
、
当
事
者
以
外
の
人
々
の
理
解
を

促
す
こ
と
に
重
点
を
置
き
、
最
も
重
要
な
人
権
教
育
の
要
素
を

「
薄
め
て
」
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

五
市
民
と
し
て
の
役
割
は
何
か

注（
１
）
部
落
解
放
・
人
権
研
究
所
が
二
○
○
二
年
九
月
に
実
施
し
た
調

査
で
は
、
三
九
の
都
府
県
・
政
令
市
、
五
二
四
の
市
町
村
で
「
国

連
一
○
年
」
行
動
計
画
、
お
よ
び
こ
れ
に
か
わ
る
人
権
教
育
・
啓

発
の
基
本
計
画
等
を
策
定
し
て
い
る
こ
と
が
把
握
さ
れ
た
。
そ
の

一
覧
は
、
『
部
落
解
放
・
人
権
年
鑑
』
二
○
○
二
年
度
版
を
参
照

さ
れ
た
い
。

さ
ら
に
、
最
後
に
記
し
た
い
の
は
、
市
民
こ
そ
、
人
権
基
準
の

つ
く
り
手
で
あ
る
、
と
い
う
自
覚
を
持
つ
こ
と
の
重
要
性
で
あ
る
。

法
に
記
さ
れ
た
諸
権
利
は
「
お
カ
ミ
」
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で

は
な
い
。
自
ら
の
権
利
を
守
る
た
め
に
、
市
民
は
社
会
の
変
化
に

応
じ
て
、
必
要
な
人
権
の
リ
ス
ト
を
創
造
し
、
社
会
の
共
通
基
準

に
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
環
境
Ｉ
Ｓ
Ｏ
や
Ｓ
Ａ

８
０
０
０
な
ど
、
企
業
な
ど
が
環
境
や
人
権
に
配
慮
し
て
い
る
こ

と
を
表
す
「
認
証
」
は
今
日
か
な
り
普
及
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
、
市
民
組
織
が
つ
く
り
だ
し
た
も
の
で
あ
る
。
市
民

の
環
境
意
識
、
人
権
意
識
か
ら
生
ま
れ
た
認
証
の
基
準
な
の
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
私
た
ち
市
民
は
人
権
に
積
極
的
に
取
り
組
む

「
行
政
」
や
「
学
校
」
を
評
価
で
き
る
基
準
を
つ
く
り
だ
し
、
市

民
の
側
か
ら
そ
の
実
現
を
求
め
る
運
動
を
生
み
だ
し
て
い
け
る
で

あ
ろ
う
か
？
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
こ
の
ご
ろ
で
あ
る
。
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（
６
）
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
関
係
者
も
、
人
権
の
促
進
や
伸
長
に
大
き
な
役

割
を
果
た
す
。
そ
こ
で
、
国
連
行
動
計
画
・
国
内
行
動
計
画
と
も
、

（
５
）
ｐ
Ｑ
Ｅ
８
【
」
Ｃ
ｐ
さ
【
Ｃ
旨
Ｎ
の
ロ
⑫
三
℃
ｍ
ｐ
Ｑ
ｓ
の
〔
８
，
亘
口
、
。
〔
Ｑ
の
Ｂ
ｏ
ｎ
『
ｍ
１

ｎ
巨
日
の
ｎ
ｐ
Ｃ
Ｃ
－
ｍ
亜
｛
一
口
四
一
局
□
。
【
［
。
（
［
す
の
シ
ｇ
く
一
の
。
『
竜
の
『
Ｃ
Ｅ
ｐ
Ｃ
ｐ
ｏ
－
（
一
‐

Ｎ
の
ロ
⑪
宮
Ｐ
Ｃ
匡
四
一
氏
ｎ
回
〔
一
○
口
四
口
Ｑ
Ｏ
Ｅ
【
【
一
Ｃ
Ｐ
－
Ｅ
Ｂ
シ
巨
呂
。
［
｝
ご
》
」
や
ｃ
、
．

（
４
）
た
と
え
ば
「
警
察
機
関
で
の
暴
力
に
つ
い
て
調
査
し
た
最
近
の

報
告
に
よ
る
と
、
（
中
略
）
警
察
は
取
り
調
べ
の
方
法
や
技
術
に

つ
い
て
の
理
解
が
不
足
し
て
お
り
、
時
代
遅
れ
の
方
法
に
よ
っ
て

取
調
べ
を
行
っ
て
い
た
」
禿
ｅ
）
や
「
さ
ま
ざ
ま
な
識
字
レ
ベ

ル
の
人
々
、
及
び
奥
ま
っ
た
地
域
で
生
活
や
仕
事
を
し
て
い
る

人
々
」
（
わ
）
と
い
っ
た
表
現
を
例
に
あ
げ
て
い
る
（
布
ｅ
お
よ

び
刃
は
、
国
連
行
動
計
画
中
の
段
落
番
号
）
。
吉
田
智
弥
「
『
行
動

計
画
』
は
実
質
化
さ
れ
た
か
『
奈
良
県
行
動
計
画
』
に
も
の
申
す
」

（
３
）
名
古
屋
刑
務
所
で
は
刑
務
官
に
よ
る
受
刑
者
へ
の
集
団
暴
行
に

よ
っ
て
、
傷
者
が
で
た
こ
と
が
報
道
さ
れ
、
二
○
○
二
年
一
一
月
、

（
２
）
前
川
実
「
分
権
時
代
の
自
治
体
人
権
教
育
・
行
政
地
対
財
特

◆
 

法
失
効
後
の
人
権
行
政
創
造
に
向
け
て
」
「
月
刊
自
治
研
』
川
⑬
、

Ｎ
の
ロ
⑪
宮
Ｐ
Ｃ
匡
四
一
国
Ｒ

幻
凰
函
Ｃ
Ｏ
シ
へ
①
函
へ
、
一
ｍ
。

計
画
」
は
実
質
化
さ
れ
た
か
「
奈
良
県
行
動
計
一

『
月
刊
自
治
研
」
Ⅷ
⑬
、
二
○
○
一
年
二
月
。

刑
務
官
五
人
が
逮
捕
さ
れ
た
。

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
関
係
者
の
人
権
教
育
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る

二
○
○
一
年
二
月
。

が
、
こ
れ
は
公
的
機
関
に
よ
る
よ
り
、
自
主
的
な
取
り
組
み
が
期

待
さ
れ
る
領
域
で
あ
る
。
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