
放
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さ

れ

た

子

ど

も
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田

栄

作

(1}

今

日
、

子

ど
も

を

め
ぐ
る
問

題
は
異
常

の
恒
常
化
、

全

般
化

と
し

て
あ
ら
わ

れ

て

い
る
。

紙
上
を

に
ぎ

わ
せ
た
、

ベ
ビ
ー

・
ホ
テ

ル
の
問
題
か

ら
、

子
ど
も

の
心
身

の

　

　

　

　

　

 

異

常
、

「
落
ち

こ
ぼ
れ
」

の
問

題
、
校
内

暴
力
、

家
庭
内

暴
力

、
「
非

行
」
、

自

殺
、

シ
ン
ナ
ー

の
問

題

に
至
る
ま

で
、

子
ど
も

の
す
が

た
が
異
質

の
人

間
と
し

て
あ

ら
わ

れ

て

い
る
よ
う

で
さ

え
あ

る
。

こ
の
異
質

な

人
間

と
し

て
あ

ら
わ
れ

て

い
る
子
ど
も

の

す
が

た
は
、
教
育

に
お
け

る
今

日

の
状

況

と

深
く

関
わ

っ
て

い
る
。

戦
後
、
幾

度

と
な
く
、

教
育

の
問
題

が
危
機

的
状

況
と

し

て
論
議

さ

れ

て
き

た
。
任
命

制

教
委
、

勤

評
、

学
力

テ

ス
ト
、
高

校
増
設
、

過
疎

・
過
密
問

題
、

更

に
は
教

科

書
問

題
等

々
と
そ

の
都

度
論

議
さ
れ

る
問

題
は
数
多
く

あ

っ
た
が
、

そ
れ

ら
は
主

と
し

て
、

教
育

の
実

態
そ

の
も

の
が

問
題

と
な

っ
た
と

い
う

よ
り
も

、

む
し

ろ
教
育

諸

条
件

を
め
ぐ

る
問
題

が
論
ぜ

ら
れ
た

の
で
あ
り
、

わ
ず

か

に
教
科

書
検
定

を
契

機

に
教
師

の
教
育

の
自

由
が
姐

上

に
の
ぼ
せ

ら
れ
た

に
す

ぎ
ず

、
教
育

そ

の
も

の

の
あ

り
方

、

ま
た

そ
の
中

で
の
子
ど
も

の
状

況
が

論
ぜ

ら
れ
る

こ
と
は

な
か

っ
た
。

換
言

す
れ
ば
、

従

来

の
教
育

問
題

は
、

教
育

諸
条

件

の
整
備

に
関
わ

る
問

題
、
す

な
わ

ち
、

教
育

行
政

レ
ベ

ル
で

の
対

立

・
緊
張

の
な
か

で
の
問

題

で
あ

っ
た
の

に
対

し
、
今

日

に
お
け

る
そ

れ

は
、
授
業

に

つ
い
て

い
け
な

い
子
ど
も

が
過
半

を

し
め

る
と

い

う
、

「
落

ち

こ
ぼ
れ
」
現

象
、

い
じ
め

っ
子
、

し
ご
き

な

ど

に
あ
ら

わ
れ
る
、

自
己
中

心
的

で
リ

ン
チ
的

色
彩

の
濃

い
暴

力
事
件

や
、
教

師

の
体

罰
禁

止
を

見
込
し

て
の

教

師

へ
の
暴
力
も
、

女
教

師

や
教
育

的

配
慮

に
よ
り
、
適

切

で
瞬
時
的
判

断

を
た
め

ら

っ
て

い
る
教

師

に
対
す

る
教
師

を
ね
ら

い
う
ち

に
す

る
こ
と
が
多

い
と

い
う
、

現

実

逃
避

的
、
快
楽

追
求

的
、
自

己
中

心
的

な
校
内

暴

力
、

更

に
は
、

す
な
お

で
、
勉

強
も

で
き

て
、

い

い
子
だ

と
思
わ

れ

て
い
た
子
ど
も

が
、
何

ら

か
の
形

で

の
挫

折
経

放
置
さ
れ
た
子
ど
も

(2
)
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放
置
さ
れ
た
子
ど
も

(2
)

験
を
機
に
、
登
校
拒
否

へ
と
、
更
に
昂
じ
て
は
、
自
分
を
最
も
尊
重
し
て
く
れ
る
人

へ
の
破
滅
を
お
よ
ぼ
す
ほ
ど
に
ま
で
の
暴
力

へ
と
進
む
家
庭
内
暴
力
、
万
引
き
ば
か

り
で
な
く
、
自
殺
、
殺
人
、
家
出
、
シ
ー
ナ
ー
お
よ
び
他
の

「
薬
物
」
の
摂
取
、
暴
力
行
為
等

々
を
含
む
、
低
年
令
化
し
、
性
別
を
問
わ
な
い
、

騨
非
行
」
の
激
増
、
そ

れ
は
目
的
意
識
を
欠
き
、
ア
ナ
ー
キ
ー
な
行
為
と
し
て
行
な
わ
れ
、
極
め
て
現
実
逃
避
的
色
彩

の
濃

い
、
衝
動
的
な
、

ヤ
ケ

ッ
パ
チ
な
気
晴
ら
し
の
行
為
で
あ
り
、
自
己

に
対
す
る
抑
制
心
を
欠
い
た
行
為
と
し
て
し
か
現
出
し
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
す

べ
て
の
階
層

の
子
ど
も
に
、
学
力
の
あ
る
子
ど
も
も
学
力
の
な
い
子
ど
も
と
同
様
に
、

更
に
は
入
間
と
し
て
の
あ
り
方
さ
え
も
見
失

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
よ
う
な
行
為
に
ま
で
至
る
、
発
展
性
を
欠
い
た
行
為
と
し
て
現
わ
れ
、
快
楽
を
む
さ
ぼ
る
た
め
に
、
自

分
自
身
が
蝕
ば
れ
る
こ
と
さ
え
意
識
さ
れ
な
い
も

の
と
し
て
現
わ
れ
、
ま
さ
に
主
体
性
を
欠
い
た
行
為
な
の
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
は
見
通
し
を
見
出
せ
ず
、
自
律

が
全
く
出
来
な
い
と
こ
ろ
で
行
な
わ
れ
て
い
る
も

の
と
い
え
る
行
為
で
あ
る
こ
と
に
そ
の

今
日
的
特
色

が
あ
る
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
さ
え
あ
る

一
非
行
」
、
幼

児
か
ら
青
年
に
至
る
ま
で
、
入
類
が
歴
史
的
所
産
と
し

て
獲
得
し

て
き
た
、

土
踏
ま
ず
の
未
形
成
、

人
間
ら
し
さ
の
体
力
的
象
徴
と
さ
え
い
え
る

「
背
筋
力
の
低
下
」
、

筋
力

の
低
下

の
端
的
な
表
現
と
し
て
の

「
懸
垂
ゼ

ロ
」
、

更
に
は
生
物
的
な
無
条
件
反
射
の
欠
如
と
し
て
し
か
考
え
ら
れ
な

い
よ
う
な
、

転
ん
で
も
と

っ
さ
に
手
が
で
ず

頭
や
顔
に
ケ
ガ
を
し
た
り
、
ボ
ー

ル
な
ど
が
目
に
あ
た
る
と
い
う
現
象
か
ら
、
朝
か
ら
あ
く
び
、
授
業
中
に
目
が
ト

ロ
ン
と
い
う
、
大
脳

の
活
動
の
興
奮
水
準

の
低
下
、

あ
る

い
は
、
大
脳
活
動
の
興
奮

・
抑
制
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
や
全
体
と
し
て
の
活
動
水
準

の
低
下
、

そ
れ
が
高
学
年
、

と
り
わ
け
高
校
に
至

っ
て
は
貧
血
、

腰
痛
、

高
血

圧
、
肩
こ
り
、
神
経
性
胃
か
い
よ
う
、
脊
柱
異
常
等

々
の
症
候

へ
と
固
定
し
て
ゆ
く
傾
向
さ
え
見
出
さ
れ
る
、

子
ど
も
の
か
ら
だ

の
異
常
、

(表
1
、
2
、
3
参
照
)
と

し
て
、
子
ど
も
と
青
年

の
問
題
が
中

心
的
な
問
題
で
あ
り
、
子
ど
も

の
心
と
か
ら
だ

の
発
達
や
、
人
格
形
成

の
歪
み
そ
の
も

の
が
、

「
青
少
年
の
病
理
現
象
」
が
問
題
の

核
心
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
そ
の
第

一
の
特
徴
が
あ
る
と

い
え
る
。
そ
れ
は
子
ど
も
を
教
育
問
題

の
主
役
と
し
て
位
置
づ
け
る
が
、
子
ど
も
を
主
役
に
仕
立
て
あ

げ
る
背
景
に
は
、
学
習
に
か
か
わ

っ
て
、
子
ど
も
の
わ
か
る
権
利
が
十
全
に
保
障
さ
れ
ず
、

「
能
力

・
適
性
」

の
名
目
で
選
別
さ
れ
、
子
ど
も
を
定
位
さ
せ
、
子
ど
も
自

身
の
意
欲
を
奪

っ
て
し
ま
う
、
教
育

の
あ
り
方
の
反
映
で
も
あ
り
、
ま
た
、
子
ど
も

の
世
界
そ
の
も

の
を
市
場
と
化
す

ほ
ど

に
至

っ
て
い
る
、
第
三
次
産
業
の
拡
充
等
社

会
的
な
状
況

に
依

っ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
福
祉

・
教
育

の
対
象
と
さ
れ
る
べ
き
、
子
ど
も

の
学
習
、
遊
び
、
健
康
が
資
本
投
下
の
対
象
と
さ
れ
、
ベ
ビ

ー

・
ホ
テ
ル
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
公
的
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
行
為
が
、
私
的
に
、
営
利
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
子
ど
も

へ
の

「
配

慮
」

を
商
品
化
し
、

生
活
そ
の
も

の
ま
で
を
、

ま
る
ご
と
に
営
利

の
対
象
と
す
る
ベ
ビ
ー

・
ホ
テ

ル
に
及
ば
な
い
に
し
ろ
、

子
ど
も

へ
の
サ
ー
ビ
ス
を
商
品
化
し
て
い

る
産
業
は
、
人
格
の
発
達
を
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
、
断
片
的
な
事
象
を
商
品
化
し
、
親

の
意
志
や
子
ど
も

の
意
欲

に
乗

っ
か
か

っ
て
特
定

の
能
力
の
形
成
を
対
象
と
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第1表 か らだ の お か しさ ワー ス ト10(全 国 学 校 種 別)(1978年)

1
順倒 騨 校)(°o)1(中 学校)(卿(高 校)

i

l∴ 警1;1∫ 二llll繋

劃朗轍∵ 藩 ∵ll}鮮
〔議 郷 翻 膿 論 時骨折:15)75)7:隣マび

9.1駆 ゼ ・(20)74懸 垂 ゼ ゜ ⑳76【 ネ申観 胃 か い よ う

1ユ0.1ボ ー ル が 目 に あ た る(3)72心 臓 病(40)76脊 柱 異 常
iI

佐)こ の%は,

物 を 参 照 の こ と。

(/〉

(38)92

(36)91

(39)91

(40)89

(21)88

圃86

(43)86

働84

(42)79

(16)72

そういう子がいる,最 近そう子がめだつの合計。個々の項目の内容は,注1の 書

順位i

}
1【 指吸い

12虫 歯

13鼻 血

14潮 からあくび ⑳

f

51す ぐ 「疲れた」 という

6ア レ騨 燃 患(43)

7背 中 ぐにや ㈲

8転 んでとっさに手がでない(1)

9つ まずいてよく転ぶ ⑩

1

-° 陣 膚がかさかさ

1

第2表 か らだ の ミお か しさ。 ワ ー ス ト20全 国保 育 協議 会(1979年)

題_.目 レ 」鯉 項_旦 一一L五

95

95

92

88

85

83

82

81

8ユ

78

1一 保育醐 帽 がト。ン

12

ユ3

14

15

16

17

1i
18

ユ9

20

i

(23}

肥 満

休 み時 間 ボ ー ッX24)

ヌル ヌ ル い やが る ⑫7)

奇 声 を発 す る(33)

ゼ ン ソ ク

腹 の 出 っぱ り ⑭

ま っす ぐ走 れ な い(32」

ブ ラ ン コす ぐ落 ち る

ち ょ っ と した こ とで骨 折 ㈲

ぞ うき ん しぼ れ な い(29)

1

77

77

75

73

73

70

66

64

54

53

53
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放
置
さ
れ
た
子
ど
も

(2
)

第
三
表

「子
ど
も
の
か
ら
だ
」
ア
ン
ケ
ー
ト
項
目

12345678252423222ユ20191817161514131211109

つ
ま
ず
い
た
時
な
ど
、
と

っ
さ
に
手
が
出
な
い
で
頭
や
顔
か
ら
ぶ
つ
か

っ
て
、
頭
や
顔
に
ケ
ガ
を
す
る
子
が
い
る
。

ま
ば
た
き
が
に
ぶ
く
、
目
に
虫
や
ゴ
ミ
、
あ
る
い
は
ラ
イ
ン
引
き
の
石
灰
な
ど
が
入

っ
た
子
が
い
る
。

頭
が
よ
け
ら
れ
な
か

っ
た
た
め
に
、
ボ
ー
ル
が
目
に
あ
た
っ
た
子
が
い
る
。

腹
を
ポ

ン
と
た
た
い
た
り
し
た
時
、
ぶ
よ
ん
と
し
た
感
じ
で
、
反
射
的
に
腹
筋
が
緊
張
し
な
い
子
が
い
る
。

な
ん
で
も
な
い
よ
う
な
時
に
骨
折
す
る
子
が

い
る
。

い
つ
骨
折
し
た
か
わ
か
ら
な
い
う
ち
に
骨
折

し
て
い
て
、
特
に
痛
み
を
訴
え
な
い
子
が
い
る
。

夜
寝
て
い
る
時
、
膝
や
肘
や
足
首
な
ど
の
関
節
が
痛
く
て
ね
む
れ
な
い
と
訴
え
る
子
が
い
る
。

オ
ス
グ
ー
ト

・
シ
ュ
ラ
ッ
テ
ル
病

(膝
の
骨

の
異
常
発
育
で
痛
む
)
の
子
が
い
る
。

土
ふ
ま
ず
の
形
成
が
お
く
れ
て
扇
平
の
た
め
に
遠
足
で
長
く
歩
け
な
い
子
が
い
る
。

立
ち
な
お
り
反
射
が
鈍
く
、
ち
ょ
っ
と
し
た
で
っ
ば
り
に
も
つ
ま
ず
い
て
、
よ
く
転
ぶ
子
が
い
る
。

内
ま
た
の
た
め
に
、
な
わ
跳
び
で
足
が
ひ

っ
か
か

っ
た
り
、
ド

ッ
チ
ボ
ー
ル
な
ど
で
転
ぶ
子
が
い
る
。

い
つ
も

つ
ま
先
立
ち
で
歩
き
、
立

っ
て
い
る
時
も
踵
が
下
に
つ
か
な
い
子
が
い
る
。

骨
盤

の
発
達
が
悪
く
、
ト
レ
パ
ン
が
ず
れ
お
ち
子
が
い
る
。

「気
を
つ
け
」
の
姿
勢
の
時
、
腹
が
前
に
で

っ
ぱ

っ
て
い
る
子
が
い
る
。

椅
子
に
す
わ

っ
て
い
る
時
、
背
も
た
れ
に
よ
り
か
か

っ
た
り
、
ほ
お
杖
を
つ
い
た
り
、
じ

っ
と
し

て
お
れ
ず
、
ぐ
に
ゃ
ぐ
に
ゃ
に
な
る
子
が
い
る
。

脊
柱
異
常
の
子
が
い
る
。

そ
の
な
か
に
側
轡
症
の
子
が
い
る
。

脊
柱
異
常
と
ま
で
は
い
か
な
く
て
も
、
背
す

じ
が
お
か
し
な
子
が
い
る
。

肩
甲
骨
の
発
育
が
悪
く
、
左
右
の
大
き
さ
が
違

っ
た
り
、
左
右
の
高
さ
が
対
称
で
な
い
子
が
い
る
。

懸
垂
が

一
回
も
で
き
な
い
子
が
い
る
。
斜
懸

垂
が

一
回
も
で
き
な
い
子
が
い
る
。

朝
礼
の
時
な
ど
に
う
ず
く
ま

っ
た
り
、
倒
れ
る
子
が
い
る
。

朝
か
ら
あ
く
び
を
す
る
子
が
い
る
。

大
脳
の
興
奮
水
準
が
低
く
、
授
業
中
、
目
が

ト
ロ
ン
と
し
て
い
る
子
が
い
る
。

休
み
時
間
、
ポ
ー

ッ
と
し
て
い
て
、
な
に
も

し
な
い
子
が
い
る
。

こ
ど
も
の
身
体
に
さ
わ
る
と
、
こ
ど
も
ら
し
い
温
か
さ
が
な
く
、
体
温
の
低
い
子
が
い
る
。
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あ
ま
り
汗
を
か
か
ず
、
こ
ど
も
ら
し
い
汗
く
さ
さ
の
な
い
子
い
る
。

手
で
も
足
で
も
、
ヌ
ル
ヌ
ル
、
グ
ニ
ャ
グ

ニ
ャ
し
た
も
の
に
さ
わ
る
の
を
い
や
が
る
子
が
い
る
。

は
だ
し
に
な

っ
て
歩
く
こ
と
が
で
き
な
い
子
が
い
る
。

手
指
が
不
器
用
で
ぞ
う
き
ん
を
し
ぼ
れ
な

い
子
が
い
る
。

手
指
の
不
器
用
さ
に
続
い
て
、
腕
の
不
器
用
さ
が
目
に
つ
く
。
例
え
ば
、
弱
い
力
で
近
く
の
目
標

に
物
を
投
げ
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
子
が
い
る
。

棒
の
ぼ
り
を
し
て
も
足
う
ら
を
使
え
な
い
子
が
い
る
。

ま

っ
す
ぐ
に
走
れ
な
い
で
、
蛇
行
し
て
し
ま
う
子
が
い
る
。

遊
ん
で
い
る
時
、
キ
ー

ッ
と
い
っ
た
意
味

の
な
い
奇
声
を
発
す
る
子
が
い
る
。

首
す
じ
が
は

っ
た
り
、
肩
こ
り
を
訴
え
る
子
が
い
る
。

腕
の
し
び
れ
を
訴
え
る
子
が
い
る
。

腰
痛
を
訴
え
る
子
が
い
る
。

脚
気
の
子
が
い
る
。

貧
血
の
子
が
い
る
。

高
血
圧
や
動
脈
硬
化

の
子
が

い
る
。

心
臓
病
の
子
が
い
る
。

糖
尿
病
の
子
が
い
る
。

神
経
性

の
胃
か
い
よ
う
や
十

二
指
腸
か
い
よ
う
の
子
が
い
る
。

ア
ト
ピ
性
皮
ふ
炎
や
じ
ん
ま
し
ん
な
ど
の
ア
レ
ル
ギ
ー
性
疾
患
の
子
が
い
る
。
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表
1
お
よ
び
表
2
の
調
査
項
目
は
こ
の
表
3
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
表
1
の
小
学
校
第

1
位

の

「
朝
か
ら
あ
く
び
」

の
項
目
は
こ
の
表
の
22
の
項
目
の

「朝
か

ら
あ
く
び
を
す
る
子
が
い
る
」
の
で

(22
)
と
記
す
。
表
2
は
い
く
つ
か
調
査
項
目
を
増
や
し
て
あ
る

の
で

(

)
内

の
数
字
が
な
い
も
の
も
あ
る
。

放
置
さ
れ
た
子
ど
も

(2
)

の



放
置
さ
れ
た
子
ど
も

(2
)

し
、
遊
び
に
ま
で
、
そ
の
触
手
を
延
ば
そ
う
と
し
て
い
る
。

遊
び
の
商
品
化
は
、

子
ど
も
の
好
奇
心
を
固
定
し
、

そ
の
好
奇
心
に
依
存
し

つ
つ
、

そ
れ
を
限
定
的
に
固

定
し
、
子
ど
も

の
能
力
を
歪
め
る
も

の
と
さ
え
な

っ
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
。
今
日
、
子
ど
も
の
間
で
極
め
て
入
気
の
あ
る
、
各
種
の
T
V
ゲ
ー
ム
は
そ
の

一
つ
の
代
表

で
あ
る
が
、
遊
び
を
固
定
的
に
し
、
遊
び

の
も

つ
創
造
性
を
剥
奪
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
固
定
的
な
状
況
の
下
で
の

「
適
切
な
反
応
」
を
要
求
す
る
こ
と
で
あ
り
、
自
主

的
に
何
ら
か

の
打
開
策
を
模
策
す
る
行
為
と
は
無
関
係

で
あ
り
、
行
為
そ
の
も
の
の
う
ち
に

一
見
え
ざ
る
糸
」
に
よ
る
統
制
を
内
蔵
す
る
も
の
と
さ
え

い
え
る
。
ま
た
、

種
々
の
形
態
を
と
る
、
遊
び
の
商
品
化
は
、
遊
び
そ
の
も
の
を
衝
動
的
に
す
る
ば
か
り
で
な
る
、
遊
び
の
集
団
性
を
奪

い
、
道
具
を
通
じ
て
の
人
間
的
結
合
を
不
可
能
に

も
し

て
い
る
。
そ
う
し
た
こ
と
を
通
じ
て
、
子
ど
も

の
環
境
の

「
貧
困
」
が
、
子
ど
も
の
遊
び
の

「
貧
困
」
と
し
て
現
出
し
て
い
る
し
、
子
ど
も

の
学
力
や
体
力
と
結
び

つ
い
て
い
る
、
塾
や
ス
ポ
ー
ツ

・
ク
ラ
ブ

の
隆
盛
と
表
裏

一
体
と
な
り
、
能
力

の
形
成
そ
の
も
の
が
商
品
化
さ
れ
う
る
と

い
う
状
況
を
産
み
出
し
て
い
る
と
い
え
る
。
塾

に
お
け
る
、
断
片
的
知
識
の
注
入
や
、
人
格
的
な
営
為
を
無
視
し
た
教
授
行
為
は
、
偏
差
値
の

「
物
神
化
」
現
象
と
な
り
、
体
力
が
商
行
為
の
対
象
と
さ
れ
、
人
類
と
し

て
の
種
の
所
産
よ
り
も
、
断
片
的
行
為
が
よ
り
重
視
さ
れ
る
と
い
う
、
本
未
転
倒
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
容
認
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
今
日
の
教
育
問

題
の
第

二
の
特
徴
は
、
教
育
、
子
ど
も
の
世
界
、
子
ど
も
を
と
り
ま
く
文
化
や
環
境
に

「
商
品
化
」
が
浸
透
し
、
ま
た
、
そ
れ
が
媒
介
と
な

っ
て
、
教
育
と
子
ど
も

の
精

神
生
活
に
退
廃
的
傾
向
が
強
ま
る
中
で
産
み
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
う
る
。

第
三
の
特
徴
と
し
て
、
家
族
関
係
、
地
域

の
共
同
体
的
関
係
の
急
激
な
変
化
の
な
か
で
、
入
間
関
係
が
稀
薄
化
し
、
そ
れ
に
と
も
な

っ
て
、
子
ど
も

の
成
長
過
程

で
の

人
間
的
関
係
が
貧
困
に
な
り
、
子
ど
も
の
心
身
の
発
達
を
生
活
基
盤
か
ら
ゆ
が
め
る
要
因
と
な

っ
て
お
り
、

「
悩
み
」
を
表
現
で
き
な
い
人
間
、
要
求
を
表
出
し
え
な
い

子
ど
も
が
う
ま
れ
、
家
庭
の
崩
壊
な
い
し
は
家
庭

の
教
育
力

の
喪
失
の
中

で
進
行
し
て
い
る
現
象
で
あ
る
と

い
う
点
で
あ
る
。
古
典
的
な

【
社
会
的
貧
困
」
が
、
文
化
的

状
況
の
中

で
、
文
化
的
形
成
物
と
し
て
の

「
子
育
て
の
智
恵
」

の
伝
承
を
困
難
に
し
、
核
家
族
化
の
進
行
の
中
で
の
、
個
々
人
の
生
活
空
間
の
確
保
が
人
間
的
結
合

の
機

会
の
喪
失
現
象
を
か
も
し
出
し
、
共
同
し

て
生
活
を
創
出
す
る
可
能
性
を
低
下
さ
せ
、
親

の
労
働
権

の
保
障

の
問
題
と
深
く
関
わ

っ
て
、
子
ど
も

の
発
達
の
問
題
が
焦
眉

の
問
題
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

・ ・

(2)

 

今
日
の
教
育
問
題
の
特
徴
を
、
子
ど
も
、
青
年
の
人
格
形
成
上
に
お
け
る
歪
み
、
子
ど
も
、
青
年
に
か
か
わ
る
諸
側
面

で
の

「
商
品
化
」

の
進
行
の
中
で
の
退
廃
的
文



化
の
反
映
と
し
て
の
子
ど
も
、
青
年

の
精
神
生
活
の
退
廃
化
現
象
、
家
庭
の
教
育
力

の
低
下
を
伴
う
、
家
庭
の
核
家
族
化
、
共
同
体
的
紐
帯
の
喪
失
と

い
う
、
子
ど
も

の

成
長

の
過
程

の
中
で
人
間
的
関
係

の
稀
薄
化
の
進
行
の
中
に
見
出
し
た
。

今
年
に
な
っ
て
、
学
童
保
育
を
め
ぐ
る
、

二
つ
の
対
称
的
な
ト
ピ
ッ
ク
が
報
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

一
つ
は
豊
中
市
で
の
公
立
学
習
館
の
開
設
で
あ
り
、
他
は
大
阪
府
堺
市

の

幽
堺
市
学
童
保
育
問
題
協
議
会
」

の

『
堺
市
に
お
け
る
留
守
家
庭
児
童
に
関
す
る
基
本
的
方
策
に
つ
い
て
』
と
題
す
る
答
申
で
あ
る
。
も
と
よ
り
学
童
保
育
問
題
も
今

日
の
教
育
問
題
の

一
面
と
し
て
現
出
し
、
そ
の
社
会
的
な
影
響
は
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
を
で
き
な
い
。

朝
日
新
聞
に
よ
れ
ば
、
豊
中
の
公
立
児
童
館
の
開
設
は
、
非
行
防
止
対
策

の
討
議

の
中
で
、
児
童
数
減
の
小
学
校
の
空
き
教
室
を
改
造
し
、
家

に
帰

っ
て
も
遊
び
場
も

な
い
小

・
中
学
生
の
た
め
の

一
遊
び
、
い
こ
い
、

鍛
え
、
学
ぶ
」
場
と
し

て
、

退
職
校
長
を
館
長
と
し
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
指
導
員
を
中
心
に
運
営
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
小
学
校
四
年
生
以
上
と
中
学
生
を
対
象

に
、
学
習
と
遊
び
を
放
課
後
の
時
間
に
行
な
う
も
の
で
あ
り
、

印
留
守
家
庭

の
子
ど
も
」
を
主
た
る
対
象
に
地
域

の
第
四
の

教
育
機
関
と
し

て
、
共
に
遊
び
、
共

に
学
ぶ
機
関
と
し
て
注
目
さ
れ

て
い
る
と
い
う
。

こ
こ
に
は
、
学
習
を

一
つ
の
契
機
と
し
て
は

い
る
が
、
地
域
共
同
体

の
教
育
力
の

低
下
を
回
復
し
、
子
ど
も

の
成
長
、
発
達
過
程
を
、
市
の
援
助
を
得

て
、
地
域
共
同
体

の
子
育
て
の
課
題
と
し
て
、
地
域
土
ハ同
体
が
見
守
り
、
成
熟
し
た
世
代
が
子
ど
も

の
成
長
、
発
達
を
援
助
し
て
い
こ
う
と
す
る
姿
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
試
み
は
、
す
べ
て
の
小
学
校
区
で
学
童
保
育
が
実
施
さ
れ
、
小
学
校

の
六
年
間
が
学
童
保
育
の
対
象

㈹

と
さ
れ
て
い
る
豊
中
市

の
試
み
で
あ
る
こ
と
は
特
筆
す

べ
き
事
項

で
あ
ろ
う
。

他
方
、
堺
市
に
お
け
る
答
申
は
、
自
治
体

の
補
助
に
よ
る
学
童
保
育
は
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
と
の
結
論
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
堺
市
に
お

け
る
学
童
保
育
の
実
施
状
況
は
、
小
学
校
数
七
十
六
に
対
し
て
、
公
立
の
学
童
保
育
所
は
わ
ず
か
に
十
四
ケ
所
し
か
な
く

(
そ
の
た
め
に
、
対
象
と
な
る
児
童
は

一
、

二

年
生
に
限
定
さ
れ
、
学
童
保
育
所

へ
の

「
措
置
」
は
今
年

の
場
合

で
は
、

母
子

・
父
子

・
生
保
家
庭

に
限
ら
れ
て
い
る
)
、

父
母
が
自
主
的
に
共
同
運
営

の
形
態
で
重

い

負
担

(月
額

一
人

一
万
二
千
円
の
保
育
料
、

二
千
円
の
お
や
つ
代

・
教
材
費
、

一
万
円

の
入
所
金
、

一
口
五
千
円
の
学
童
債
、
更
に
年
に
数
回
の
バ
ザ
ー

へ
の
協
力
が
要

求
さ
れ
る
)
に
も
か
か
わ
ら
ず

二
十
九
ケ
所
の
学
童
保
育
所
が
存
続
さ
れ
て
い
る
。
異
様
と
も

い
え
る
こ
の
状
況
は
、
堺
市
が

一
九
七
三
年
以
降
、
公
立
学
童
保
育
を
全
く

増
設
し
て
こ
な
か

っ
た
こ
と
に
依
る
も

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中

で

一
九
七
九
年
十

二
月
の
市
議
会
で
、

一
学
童
保
育
等
に
関
す
る
要
望
決
議
L
が
採
択
さ
れ
、
こ
れ
を

受
け

て

「
堺
市
学
童
保
育
問
題
協
議
会
」
が
組
織
さ
れ
、
市
長
か
ら
の
諮
問
を
う
け
、
協
議
を
重
ね
た
上
で
の
答
申
が
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
答
申
は
、
ω
堺
市

の
子
ど
も
は
、
す
べ
て
健
全
に
育

っ
て
い
く

こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
全
児
童
を
対
象
と
し
た
施
策
が
好
ま
し
い
が
、
留
守
家
庭
の
こ
ど
も
だ
け
を
対
象

に

放
置
さ
れ
た
子
ど
も

(2
)
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放
置
さ
れ
た
子
ど
も

(2
)

し
て
い
る
現
在

の
留
守
家
庭
児
童
会

に
は
問
題
が
あ
る
。
㈲
親

の
ニ
ー
ズ
や
要
求
だ
け
で
子
ど
も
を
預
け
子
ど
も

の
幸
せ
や
健
全
な
成
長
に
と

っ
て
ど
う
か
と
い
う
視
点

に
欠
け
る
き
ら
い
が
あ
る
の
は
問
題
で
あ
る
。
㈹
実
施
場
所
に
つ
い
て
は
、
社
会
性
を
身
に

つ
け

て
い
く
小
学
校
低
学
年
期
を
、
限
ら
れ
た
場
所
で
長
時
間
拘
束
す
る
こ

と
は
、
児
童

の
成
長
、
発
達
段
階
か
ら
し
て
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
児
童
と
と
も

に
、
近
隣
社
会

の
中
で
健
や
か
に
育
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
④
子
ど

も

の
健
全
育
成
の
教
育
的
見
地
か
ら
は
、

子
ど
も
が
自
主
的
に
生
活

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル
を
考
え
、
危
険
か
ら
身
を
守
り
、
た
く
ま
し
く
生
活
を
き
り
ひ
ら
い
て
い
け
る
よ
う

な
子
ど
も
づ
く
り
を
め
ざ
す

べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は

「
社
会
に
お
け
る
集
団
」

(
子
ど
も
会
等
)

へ
の
参
加
に
よ

っ
て
可
能
と
な
る
。
㈲
元
来
、
子
ど
も
は
家
庭

で
育

て

ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
地
域
で
の
生
活
を
体
験
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
成
長
す
る
。
し
た
が

っ
て
、
保
育
所
保
育
は
必
要
悪
で
あ
り
、
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
学
童
保
育
は

無
用
で
あ
る
。
㈹
経
費
に
つ
い
て
は
、
受
益
者
負
担

の
原
則
か
ら
し

て
、
行
政
に
依
存
す

べ
き
で
は
な
く
、
近
隣
の
留
守
家
庭
相
互
扶
助
及
び
会
員
制
に
よ
る
自
主
運
営

が
望
ま
し

い
と
し
て
、
す
べ
て
の
子
ど
も
を
対
象
と
し
た
子
ど
も
会
活
動
等
、
地
域
福
祉
活
動
や
社
会
教
育
活
動
を
実
施
、
充
実
す
る
こ
と
こ
そ
が
必
要
で
あ
り
、
既
存

の
子
ど
も
会
の
指
導
者
や
婦
人
、
高
齢
者
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
教
員
、
看
護
婦
、
保
母
な
ど

の
資
格
者
を
発
掘
し
て
協
力
を
得
る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、

こ
う
し
た
活
動

の
場
所
と
し
て
児
童
館
が
考
え
ら
れ
る
が
、
市
の
財
政
か
ら
し
て
児
童
館
を
早
急

に
建
設
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
公
民
館
の
利
用
や
神
社
、
仏
閣
の
協
力
を
得
る

べ

③

き
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。

こ
の
答
申
は
、
学
童
保
育

に
対
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
姿
勢
を
と
る
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
施
策
を
正
当
化
す
る
た
め
に
依
拠
す
る
論
理
を
ほ
ぼ
網
羅
し
、
学
童
保
育
に

対
す
る
公
的
責
任
を
否
定
し
、
子
ど
も
の
健
全
育
成
を
地
域
住
民
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ァ
活
動
に
期
待
し
、
財
政
負
担
を
最
小
限
に
抑
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ω
に
つ

い
て
は
、

[
学
童
保
育
過
保
護
論
L

に
立
脚
し
、

同
質

の
児
童
施
策
を
実
現

せ
よ
と
要
求
し
、

家
庭
的
保
護
の
必
要
性
さ
え

否
定
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
と
と
も

に
、
社
会

に
お
け
る
子
ど
も
を
歪
曲
し
、
ω

で
、
学
童
保
育

の
必
要
性
を
、
共
働
き

の

「
特
殊
性
」

に
位
置
づ
け
、
そ
れ
を

一
方
的
に
、
親

の
理
不
尽
な
要
求
と
し
て
拒

け
よ
う
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
極
論
す
れ
ば
、
社
会
的
状
況
の
変
化
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
社
会
的
位
相
を
私
有
財
産
制
の
大
枠
の
中
で
反
映
さ

せ
よ
う
と
す
る

「
現
代
法
」

の
立
場
か
ら
、

児
童
政
策
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、

逆

に
、

子
ど
も

一
般
、

抽
象
化
さ
れ
た
子
ど
も
像
を
描
き
、
そ
の
上

で
、
親
の
自
由
を

「
子
ど
も
」

へ
の
保
護
に
も
認
め
る

「
近
代
法
」

へ
の
復
帰
を
望
む
も
の
で
あ
る
。

堺
市

の
学
童
保
育

へ
の
姿
勢
か
ら
考
え
れ
ば
、
学
童
保
育
が
な
け
れ
ば
、
自
己
の
労
働
権
、
更
に
は
自
己
の
生
存
そ
の
も

の
が
保
障
さ
れ
え
な
い
、
欠
損
家
庭
お
よ
び

生
活
保
護
受
給
家
庭
に
さ
え
適
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
学
童
保
育
そ
の
も
の
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ

っ
て
、

「
学
童
保
育
11
必
要
悪
論
」
以
下
の
暴
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論
で
あ
ろ
う
。

㈹
は
二
重

の
問
題
点
を
含
ん
で
い
る
。

一
つ
は
、
限
ら
れ
た
場
所

で
長
時
間
拘
束
す
る
と

い
う
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
児
童

の
社
会
性
の
発
達
に

マ

イ
ナ
ス
の
影
響
を
与
え
る
も

の
だ
と
断
言
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
学
童
保
育
は
、
保
育
内
容

の
中
で
学
童
保
育
の
児
童
が
自
閉
的
社
会
に
陥
ら
な
い
よ
う
、
対
象

児
童
以
外
の
児
童
と
の
接
触
を
積
極
的

に
求
め
て
い
る
し
、
保
育
時
間
外
に
も
、

罰
学
童
ま

つ
り
」
等
々
の
行
事
を
通
じ
て
、
児
童

の
多
様
な
接
触
を
求
め
、
そ
の
中

で

学
童
保
育

の
社
会
的
な
承
認
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
極
め
て
貧
困
な
学
童
保
育
像
に
基
づ
い
て
、
学
童
保
育

の
ネ
ガ
テ
ィ
ビ
ズ

ム
を
立
論
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
他
は
、
社
会
の
中
で
の
健
全
育
成
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
前
者

の
社
会
性
の
発
達
に
対
す
る

マ
イ
ナ
ス
の
影
響
、
と
り
わ
け
、
自
閉
的
社
会

と
い
う
批
判
が
当
を
得
な

い
こ
と
と
同
じ
理
由
に
よ
り
、
的
を
外
れ
た
批
判
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
学
童
保
育
が
限
定
的
な
が
ら
も
異
年
令
集
団
を
形
成
し
、
学
童
保

育

の
非
対
象
児
童
の
形
成
し
て
い
る
社
会
集
団

の
閉
鎖
性
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
日
、
子
ど
も
の
集
団
が
、
縮
少
さ
れ
、
同
質
化
し
、
年
令
が
長
じ
て
も
、
同
心

円
的
性
格
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
の
に
比
し
て
、
学
童
保
育

の
集
団
が
異
年
令
集
団
で
あ
り
、
異
質
性
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
親
の
社
会

的

位
相
に
お
け
る

一
つ
の
同
質
性
が
、
異
年
令

を
含
む
、
異
質
性
を
包
含
し
て
い
る
の
が
、
学
童
保
育
集
団
の
特
質

で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
意
識
的
な
い
し
は
無
意
的
に
看

過
し
、
子
ど
も

の
家
庭
的
同
質
性
の
み
を
過
大
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ω
の
批
判
は
、

管
理
さ
れ
た
集
団
と
し

て
、

学
童
保
育
集
団
像
を
描
く
こ
と
で
あ
る
。

こ
の

論
は
、
学
童
保
育
が
児
童

の
保
護
を
そ
の
レ
ゾ

ン

・
デ
ー
ト

ル
と
す
る
こ
と
を
批
判
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を

「
管
理
さ
れ
た
生
活
」
と
兇
倣
し
、
そ
れ
故

に
、

自
主
性
、
自
律
性
が
欠
如
す
る
生
活
に
陥
る
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
学
童
保
育
の
保
護
は
、
児
童
の
生
活
拠
点

の
確
保

で
あ
り
、
そ
の
上
で
の
、
児
童

の
実

状
に
見
合

っ
た
保
護
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
放
課
後

の

一
定
時
間
が
管
理
さ
れ
た
生
活
と
し
て
送
ら
れ
る
の
で
な
く
、
逆
に
そ
の
姿
こ
そ
が
、
自
己
の
主
体
的
活
動
と
集
団

の
活
動

へ
の
出
発
点
と
な
る
の
で
あ
り
、
非
対
象
児
童

の
多
数
性
か
ら
、
そ
の
集
団
に
包
摂
す
る
こ
と
に

一
般
化
し
え
な
い
。

そ
の
こ
と
が
、

「
現
実
性
」
を
認
め
、
限

定
的
な
が
ら
も

コ

般
性

・
抽
象
性
」

を
捨
象
す
る

r
現
代
的
施
策
」

に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
⑤
に
至

っ
て
は
、
保
育

の
あ
り
方
に
対
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
評
価

で
あ
り
、
地
方
公
土
ハ団
体

の
首
長

(具
体
的

に
は
市

町
村
長
)

の
責
務
と
さ
れ

て
い
る
、

唄
保
育
に
欠
け
る
児
童
」

に
対
す
る
措
置
義
務
を
最
小
限
に
抑
え
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
社
会
的
承
認
を
得
て
い
る
集
団
保
育
す
ら
も
否
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
幼
稚
園
も
含
め
た
就
学
前
保
育
は
ほ
ぼ
百
%
の
子
ど
も
に
達
し

て
い
る

こ
と
は
、
少
な
く
と
も
集
団
保
育
が
、
家
庭
保
育
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
り
、
家
庭
保
育
だ
け

で
は
不
十
分

で
あ
る
と
い
う
、
保
育
観
が
社
会
的
に
受
容
さ
れ
、
常
識
化

し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
保
育
所
等

で
の
保
育
は
地
域
会
社
の
中
で
行
な
わ
れ
、
生
活
体
験
が
地
域
を
離
れ
て
成
立
し
て
は
い
な

い
こ
と
を
故
意
に
無
視
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
、
堺
市
に
お
け
る
保
育
施
策
が
遅
れ
、
保
育
所
が
偏
在
し
、
保
育
所
で
の
集
団
保
育
が
、
児
童
の
住
居
と
切
り
離
さ
れ
て
行
な
わ
れ
、
地
域
で

放
置
さ
れ
た
子
ど
も

(
2
)
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放
置
さ
れ
た
子
ど
も

(2
)

の
生
活
体
験
が
貧
困
と
な

っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
施
策
の
失
敗
で
あ

っ
て
、
集
団
保
育
が
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
保
育
所
保
育
を

必
要
悪
と
断
定
で
き
る
も

の
で
は
な
い
。
そ
し
て
学
童
保
育
も
無
用
と
は
断
定
で
き
な

い
。
更
に
㈲
で
は
ω

「
受
益
者
負
担
論
」
と
@
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
地
域
福
祉

活
動
や
社
会
教
育
活
動
の
実
施

・
充
実
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し

て
の
財
政
上
の
負
担
の
軽
減
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
論
点
は
、
の
の
財
政
負
担
の
軽
減

化
と
い
う
目
的
を
、
ω
、
㈲
と
い
う
理
由
で
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ω
は
、
学
童
保
育
が
親
の
労
働
権
を
保
障
し
、
家
族
の
生
活
権
を
保
障
す
る
も
の
で
あ

り
、
国
民
が
勤
労
の
権
利
を
も
ち
義
務
を
負
い

(憲
法
第

二
十
七
条
)
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度

の
生
活
を
営
む
権
利
を
有
し

(憲
法
第

二
十
五
条
第

一
項
)
ま
た
国

は
、
す

べ
て
の
生
活
部
面
に

つ
い
て
、
社
会
福
祉
の
向
上
及
び
増
進

の
責
務
を
負

い
(憲
法
第
二
十
五
条
第

二
項
)
、
国
民
が
個
人
と
し

て
尊
重
さ
れ
、
幸
福
追
求
権
を
有
す

る
(憲
法
第
十

三
条
)
等

々
の
憲
法
の
描
く
理
念
を
積
極
的
に
実
的
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
受
益
者
は
、
学
童
保
育
を
受
け
る
児
童

で
あ
り
、
そ
の
親

で

あ
り
、
家
族

で
あ
る
と
見
え
よ
う
と
も
、
憲
法
理
念
の
実
現
を
求
め
る
国
民
全
体
で
あ
り
、
こ
の
憲
法
を
い
た
だ
く
国
民
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

「
受
益
者
」
は
、
国
民

全
体

で
あ

っ
て
、

個
別
的
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
人
間
だ
と
は
断
言

で
き
ず
、

一
種
の
社
会

の
土
ハ
同
事
務
と
し
て
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

だ
か
ら
、

学
童
保
育

の

「
受
益

者
」
を
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
も
の
に
限
定
す
る
こ
と
に
無
理
が
あ
り
、
そ
の
過
半
が
社
会

に
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
理
の
導
く
所
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
学
童
保
育
、
更
に

は
保
育
の

「
受
益
者
」
を
限
定
す
る
論
そ
の
も
の
が
、
憲
法
理
念
に
抵
触
す
る
も
の
で
あ
り
、
不
当
な
も

の
と

い
え
よ
う
。
@
に
つ
い
て
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ァ
で
あ
る
限
り
、
余
暇
の
活
用
が
優
先
さ
れ
、
そ
の
技
能
が
極
め
て
優
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
も
、
同

一
人

に
よ
る
恒
常
的
活
動
は
画
餅

に
等
し
い
。
学
童
保
育
が
児

童
の
生
活
拠
点
の
確
保
を
そ
の
レ
ゾ

ン

・
デ
ー
ト

ル
と
す
る
以
上
、
恒
常
性
が
そ
の
指
導
者
に
要
求
さ
れ
、
財
政
上
の
負
担
は
さ
て
お
き
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
個

々
人
が
恒
常

性
を
確
保
し
え
ず
、
多
数
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

「
共
同
的
活
動
」
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
子
ど
も
は
、
発
達
的
観
点
か
ら
、
情
緒
的
安
定
を
要
求
し
、
指
導
者

の
交
代
を
許
容
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
近
隣
社
会

の
人
と
い
え
ど
も
、
特
定
個
人
に
よ
る
指
導

で
な
け
れ
ば
、
生
活
拠
点
の
指
導
者
と
し
て
不
適
と
な
り
、

そ
の
技
能
の
優

秀
性
以
上
に
、
子
ど
も
を
理
解
し
、
子
ど
も
の
指
導
に
全
力
を
つ
く
そ
う
と
す
る
指
導
員
の
姿
勢
を
問
い
、
そ
の
事
が
子
ど
も
に
と

っ
て
ふ
さ
わ
し
い
指
導
員

で
あ
る
か

否
か
の
指
標
と
さ
え
な
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
自
発
的
協
力
と

い
う
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
根
本
が
問
わ
れ
、
恒
常
的
姿
勢
が
児
童
の
指
導
者
に
要
求
さ
れ
、
共
同
し

て
決
定
さ
れ
る
保
育
方
針
が
存
在
し
て
も
、
子
ど
も
は
同

一
人
に
よ
る
指
導
に
よ

っ
て
、
情
緒
的
安
定
を
確
保
す
る
の
で
あ
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
指
導
は
恒
常
的

指
導
者
の
補
足
的
指
導
以
上
の
意
味
は
求
め
ら
れ
ず
、
特
殊
技
能
の
教
授

・
指
導
以
外
に
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
は
求
め
ら
れ
得
な

い
。
す
な
わ
ち
、
ω
の

「
受
益
者
」
負

担
の
原
則
に
し
ろ
、
㈲

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
用
に
せ
よ
、
の
の
財
政
上
の
負
担
の
軽
減
化
の
論
理
を
正
当
化
す

る
為
の
論
拠
で
あ
り
、
そ
の
現
実
遊
離
と
も
い
う
べ
き
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性
質
は
否
定
で
き
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
、
堺
市
の

「
学
童
保
育
問
題
協
議
会
」

の
答
申
は
、

薄
な
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

財
政
上
の
負
担
の
軽
減
化
の
た
め
の
論

で
あ
り
、

そ
の
論
拠
は
極
め
て
稀

(3)

 

堺
市
の

「
学
童
保
育
問
題
協
議
会
」
の
答
申
に
対
す
る
批
判
的
検
討
の
中
で
私
は
、
憲
法
理
念
の
関
わ
り
で
、
学
童
保
育
、
社
会

の
共
同
事
務
と
な
る
べ
き
も
の
と
位

置
づ
け
た
。
学
童
保
育
は
、
留
守
家
庭
児
童
の
放
課
後

の
生
活
拠
点
の
保
障
で
あ
り
、
そ
の
効
果
と
し
て
、
ω
留
守
家
庭
の
生
活
権
、
と
り
わ
け
親
の
労
働
権

の
保
障
②

留
守
家
庭
児
童

の
放
課
後
の
生
活
で
の
安
全
の
確
保
、
㈲
異
年
令
児
童
集
団
の
場
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
、
子
ど
も

の
発
達
権

の
保
障
を
も
ち
、
更

に
ω
子
ど
も

の
幸
せ
を

実
現
す
る
地
域

の
運
動

の
組
織
と
な
り
、
㈲
異
年
令
集
団
を
構
成
す
る
こ
と
、

そ
の
集
団
生
活
の
教
育
的
効
果
を
実
現
し
、
地
域

の
子
ど
も
の
幸
せ
を
実
現
す
る
こ
と
を

通
じ
て
、
失
な
わ
れ
た
、
地
域

の
教
育
力
の
回
復
を
実
現
し
う
る
と
い
う
効
果
も
期
待
で
き
る
。
と

こ
ろ
が
、
国
や
多
く
の
地
方
公
共
団
体
は
、
ω
児
竜
の
保
育
は
基
本

的
に
は
家
庭
が
担
う
べ
き
で
あ
り
、
保
育
事
業
が
救
貧
対
策
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
こ
と
を
考
え
、
そ
の
対
象
を
生
活
困
窮
者
の
子
ど
も
に
限
定
す

べ
き
で
あ
り
、
ω
留

守
家
庭
は
通
常

の
家
庭
で
は
な
く
、
そ
の
実
態
は
、
よ
り
豊
か
な
生
活
を
し
た

い
と

い
う
親

の
要
求
が
先
行
す
る
家
庭
で
あ

っ
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
生
活
困
窮
者
と
は

認
め
ら
れ
ず
、
㈲
学
令
に
達
し
た
児
童
は
通
常
の
生
活
に
お
い
て
自
己
の
安
全
が
確
保
で
き
る
し
、
特
定
の
場
所
に
拘
束
し
て
保
育
す
る
の
は
有
益

で
は
な
く
、
地
域
社

会
と
の
交
わ
り
に
よ

っ
て
社
会
性
を
獲
得
で
き
る
の
で
あ
り
、
社
会
的
交
流
が
可
能
に
な
る
よ
う
に
し
て
い
く
の
は
親
の
子
ど
も
に
対
す
る
義
務
で
あ
り
、

こ
れ
を
公
的

に
保
障
す

べ
き
だ
と
す
る
の
は
、
親

の
保
育
義
務
を
放
棄
し
て
、
保
育
義
務
を
社
会

に
求
あ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
ω
そ
れ
故
に
、
学
童
保
育

の
公
的
保
障
の
要
求

は
不
当
な
も

の
で
あ
り
、
そ
の
負
担
は
公
的
団
体
が
行
う
べ
き
で
は
な

い
と
の
学
童
保
育

に
対
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な

姿
勢

を
根
拠
づ
け
る
。

そ
の
主
張
は
、

ほ
と
ん
ど

朔
堺
市
学
童
保
育
問
題
協
議
会
」
の
答
申
に
採
用
さ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
保
育
を
社
会

の
共
同
事
務
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
正
当
で
は
な

い
こ
と

を
主
張
す
る
も

の
で
あ
り
、
福
祉
事
業
を
生
活
困
窮
者
対
策
11
救
貧
対
策
と
限
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

私
は
、
学
童
保
育
が
社
会

の
共
同
事
務
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
し
、
そ
れ
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
見
解
は
、
す
べ
て
の
人
間
を
、
商
品
所
有
者
た
る

市
民
と
し
て

一
律
平
等
に
扱
う
、
形
式
性
抽
象
性
に
そ
の
特
徴
を
見
出
し
う
る
市
民
法
」
的
論
理
に
固
執
す
る
も

の
で
あ
り
、

「
市
民
法
」

の
修
正
と
し
て
の
国
民
各
層

の
社
会
経
済
上

の
利
益
を
、
法
の
世
界
に
取
り
こ
み
、
国
民
各
層
の
具
体
的
利
益
の
調
整
と
統
合
の
法
と
し

て
現
わ
れ
て
い
る

「
現
代
法
」

の
論
理
を
最
大
限

に
回
避
し

放
置
さ
れ
た
子
ど
も

(2
)
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放
置
さ
れ
た
子
ど
も

(2
)

具
体
的
利
益
の
評
価
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
論
理
と
し
て
考
察
し
た
。
換
言
す
れ
ば
、
学
童
保
育

に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
見
解
が
依
拠
す
る
論
拠
は
、
抽
象
性
を
重
ん
ず
る

網
市

民
法
」
的
論
理
で
あ

っ
て
、

「
市
民
法
」

の
背
景
で
あ
る

●
市
民
社
会
」
に
お
け
る
理
応
と
し
て
の
自
由
放
任
を
学
童
保
育
に
つ
い
て
も
適
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
と
も
あ
れ
、
学
童
保
育

に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
見
解
は
、
留
守
家
庭
を
例
外
的
存
在
と
位
置
づ
け
る
こ
と
を
最
大
の
論
拠
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
、
形
式
性
抽

象
性
に
依
拠
す
る

「
市
民
法
」

の
再
現
を
理
想
と
し
て
い
る
よ
う
に
す
ら
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、

「
市
民
社
会
」
に
お
け
る
、
ウ
ィ
ー
ク

・
カ
ヴ

ァ
メ
ン
ト
の
再
現
ロ

ウ
ィ
ー
ク

・
ガ
ヴ

ァ
メ
ン
ト
を
理
想
的
な
も
の
と
し
、
社
会
の
共
同
事
務

の
拡
張
の
抑
制
、
更
に
は
縮
少
を
目
標
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
で
は
、

「
市
民
法
」

の
描
く
社
会

の
共
同
事
務
と
は
何
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ア
ダ

ム

・
ス
ミ
ス
が
描
い
た
、
国
家
の
任
務
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
し

て
考
察
す
れ
ば
、
ω
そ
の
社
会
を
、

ほ

か
の
独
立
社
会
の
暴
力
と
侵
略
か
ら
守
る
、
軍
事
力

に
よ

っ
て
の
み
可
能
な
防
衛
、
ω
そ
の
社
会

の
ど

の
成
員
を
も
、
他
の
成
員
の
不
正
や
抑
圧
か
ら
、
で
き
る
限
り
保

護
す
る

こ
と
、
あ
る
い
は
、
裁
判

の
厳
正
な
実
施
を
確
立
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
司
法
、
㈹
ω
社
会

の
商
業
を
便
利

に
す
る
た
め
の
公
共
施
設
の
設
置
お
よ
び
公
共
事

業

の
維
持
、
⑭
人
民
の
教
育
を
振
興
す
る
た
め
の
公
共
施
設
の
設
置
お
よ
び
公
共
事
業
の
維
持
㈲
主
権
者

(
11
君
主
)
の
威
厳
を
保

つ
こ
と
の
四
つ
の
み
を
挙
げ
、
そ
れ

ら
に
要
す
る
経
費
に

つ
い
て
は
、
ω
の
防
衛
と
ω
の
主
権
者
の
威
厳

の
保
持
に
つ
い
て
は
、
社
会
全
体

の

一
般
的
利
益
の
た
あ
の
支
出

で
あ

っ
て
、
社
会
全
体
の

一
般
的

醸
出
に
よ

っ
て
賄
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
が
、
ω

の
司
法
に
つ
い
て
は
、
司
法
に
よ
り
社
会
全
体
の
利
益
が
保
全
さ
れ
る
と
は
い
え
、
個
人
の
権
益
が
回
復
さ
れ

保
全
さ
れ
う
る
の
で
あ

っ
て
、

社
会
全
体
の

一
般
的
拠
出
の
み
に
拠
る
こ
と
は
不
当
で
あ
り
、

㈲
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
に
よ

っ
て
の
直
接
の

一
受
益
者
」
の
負
担
が
可

能
で
あ
り
、
そ
の
便
益
の
享
受
者
が
負
担
す
べ
き

で
あ
る
と
す
る
。
㈲
の
ω
に
つ
い
て
は
、
産
業
上

(と
り
わ
け
商
業
上
)
の
便
益
は
、
そ
の
消
費
者

の
便
益

に
通
じ
、

便
益

の
直
接
的
負
担
は
考
慮
す
れ
ば
消
費
者
の
便
益
が
よ
り
多
大

で
あ

っ
て
、
そ
の
負
担
に
よ
る
損
失
は
微
弱
と
さ
れ
る
と
し
、
更
に
㈲

の
教
育
の
振
興
に
関
す
る
も

の

に
つ
い
て
は
、
教
育

の
社
会
的
効
率
お
よ
び
教
育

の
社
会
秩
序

の
維
持
に
対
す
る
影
響
を
顧
れ
ば
、
社
会
秩
序
の
維
持
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
、
下
層
民
に
対
す
る
教

育

の
み
を
公
的
維
持

の
対
象
に
し
よ
う
と
す
る
。

A

・
ス
ミ
ス
は
、

「
市
民
社
会
」

に
お
け
る
教
育
を
把
え
て
、
ω
被
教
育
者
が
そ
の
経
費
を
負
担
し
得
、
ω
特
定
技
能

(例
え
ば
、
フ

ェ
ン
シ
ン
グ
や
ダ

ン
ス
)
の
教
授
の
よ
う
な
、
教
授
の
た
め
の
公
共
施
設
を
欠
く
場
合
が
、
総
じ
て
最
も
う
ま
く
い
っ
て
い
る
こ
と
、
㈲
更
に
、
リ
ベ
ラ

ル

・
エ
デ

ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
最
も
根
源
的
な
三
つ
の
部
分

(読
み
、
書
、
計
算
)

で
あ
る
、
3
R
S
の
教
授
は
、

い
ま
で
も
ひ
き

つ
づ
き
、
公
的
学
校

(宮
藍

o
ω9
0
9

で
よ
り
も
私
的

「
学
校
」

(買
ぞ
碧
①
ω9
0
9

で
よ
り
効
果
的
に
な
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
通
常
的
で
あ
り
、
是
非
と
も
身

に
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
程
度

に
ま
で
は
、
身

に
つ

け
そ
こ
な
う
者
が
出
現
す
る
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
対
比
さ
れ
う
る
、
大
学
で
の
教
育
は
、
期
待
さ
れ
る
成
果
を
あ
げ

て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
国
家
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は
、

一
定
水
準
以
上
の
地
位
に
あ
り
、
財
産
を
保
有
し
て
い
る
家
庭

の
子
ど
も
の
教
育
に
対
す
る
よ
り
も
、
地
位
や
財
産
と
は
無
縁

の
家
庭
の
子
ど
も
に
対
し

て
、
よ
り

配
慮
を
す
べ
き
で
あ
り
、
人
間
の
知
的
能
力
を
適
切
に
使
え
な
い
こ
と
は
、
臆
病
以
上
に
軽
蔑
す

べ
き

こ
と
で
あ
り
、
人
間
性

に
お
け
る
い

っ
そ
う
深
刻
な
不
具
で
あ
る

と
し
、

こ
う
し
た
地
位
と
財
産
に
無
縁

の
下
層
民
の
子
ど
も

へ
の
教
育
に
よ
り
、
無
秩
序
を
ひ
き
お
こ
す
熱
狂
や
迷
信

に
と
ら
わ
れ
な
く
な
り
、
反
乱
や
扇
動
の
う
ら
に

あ
る
利
己
的
不
平
を
見
抜
く

こ
と
も

で
き
、
政
府

の
施
策
に
無
用
な
反
抗
を
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
る
こ
と
が
期
待
で
き
、
国
家
に
と

っ
て
有
益
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の

公
共
維
持
を
承
認
す
る
。

ス
ミ
ス
は
、
社
会
の
秩
序

を
維
持
す
る
た
め
の
公
土
ハ事
業
は
公
的
維
持
が
必
要
で
あ
る
が
、
商
業
社
会

(
1ー
産
業
社
会
)

に
お
い
て
の
、
便
益

や
個
人
の
権
益
の
取
得
や
保
持
の
た
め

の
諸
費
用
は
そ
の
便
益
や
権
益
に
与
ろ
う
と
す
る
個
人
の
支
弁
に
依
る

べ
き
も
の
と
す
る
。
産
業
革
命
の
前
夜
の
人
で
あ
る
、

ス

ミ
ス
は
、
人
間
本
有

の
利
己
心
な
い
し
自
愛
心
が
自
由
に
放
任
さ
れ
、
何
も
の
に
よ
っ
て
も
妨
げ
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
神
の

罰
見
え
ざ
る
手
」
の
配
慮
を
通

じ
て
、

公
共

の
福
祉
が
実
現
さ
れ
る
と
考
え
、

商
品
生
産
社
会
」
に
お
け
る
経
済
の

[
自
然
的
秩
序
」
と

翻
経
済
的
人
間
」

(げ
O
口
ρO
O
①
∩O
コ
O
コP
一〇
ω
)
を
前
提
と
し
、
産

業
革
命
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
社
会
ー

{
商
業
的
社
会
」

(8
ヨ
ヨ
①
a
巴

。゚
o
∩
圃①
蔓
)

を
も

っ
て
人
間
性
に

一
致
し
た
唯

一
の
社
会
と
し
、

一
夜
警
国
家
L
を
理
想
的

国
家
と
し
て
描
く
。
市
民
革
命
に
よ

っ
て
成
立
し
た
社
会
は
、
第
三
階
級
に
政
治
的
自
由
ば
か
り

で
な
く
経
済
的
自
由
を
も
保
障
し
た
社
会
で
あ
り
、

ス
ミ
ス
が
人
間
性

に

一
致
す
る
唯

一
の
社
会
と
し
て
描
い
た
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
十
八
世
紀
の
六
十
年
代
か
ら
始
ま
り
十
九
世
紀

の
三
十
年
代
に
完
結
を
見
た
と
さ
れ
る
、

イ
ギ
リ

ス
の
産
業
革
命
は
、
十
八
世
紀

の
八
十
年
代
以
降
に
は
明
確

に
そ
の
社
会
的
弊
害
を
あ
ら
わ
に
し
は
じ
め
た
。
産
業
革
命

に
よ
る
新
し
い
機
械

の
登
場
は
、

一
方
で
は
失

業
者
を
大
量
に
産
出
し
、
他
方

で
は
就
労
を
維
持
で
き
た
と
し
て
も
そ
の
腕
前
以
下
の
極
度

の
低
賃
金
を
甘
受
せ
ざ
る
を
え
な
い
労
働
者
の
状
況
を
固
定
化
し
た
。
こ
う

し
た
社
会
的
弊
害
は
、
ラ

ッ
ダ
イ
ト
運
動
を
産

み
出
し
た
が
、
そ
れ
は
機
械

へ
の
う
ら
み
を
は
ら
そ
う
と
す
る
も
の
で
し
か
な
く
、
逆
に

「
救
貧
法
」

に
よ
る
教
会
か
ら

児
童
、
年
少
者

で
あ
る
不
熟
練

工
の
工
場

へ
の
ひ
き
入
れ
と
な
り
、
長
時
間
労
働
、
低
賃
金
が
こ
う
し
た
年
少
者
を
肉
体
的
、
精
神
的
破
滅

へ
と
導
く
の
で
あ
る
。

こ
れ

ら
は
、
契
約

の
自
由
、
私
的
自
治
、
個
人
意
思
自
由
と

い
う
、
市
民
法
の
法
秩
序

の
も
た
ら
す
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。

一
八
二
四
年

の

「
団
結
禁
止
法
」
の
廃
止
は
、
労
働

力

の
取
引
に
お
け
る
、
契
約

の
自
由
お
よ
び
個

人
意

思
の
臼
由
基
礎
に
す
る
、
個
別
的
契
約

に
制
限
を
加
え
た
の
で
あ
り
、
十
九
世
紀
三
十
年
代
か
ら
五
十
年
代
に
成
立

し
た
、
諸
々
の
工
場
立
法
は
、
法
に
よ

っ
て
契
約
に
制
限
を
加
え
る
も
の
で
あ

っ
て
私
的
自
治

へ
の
制
約
と
し

て
機
能
す
る
。

そ
れ
は
、
労
働
者
の
特
性
に
応
じ
て
法
的

な
保
護
を
認
め
る
も
の
で
あ

っ
て
、
阪
民
法
を

一
商
品
生
産

の
社
会
」
を
存
続
さ
せ
る
と
い
う
前
提

で
修
正
を
加
え
る
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
、
拡
大
さ
れ
て
今
日
に

お
い
て
は
、
ω
集
団
的
交
渉

の
容
認
、
②
契
約

の
内
容
に
対
す
る
国
家
の
介
入
、
㈹
行
政
権

の
行
使

に
よ
る
規
制
、
ω
付
合
契
約

へ
の
規
制
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
こ

放
置
さ
れ
た
子
ど
も

(2
)
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放
置
さ
れ
た
子
ど
も

(2
)

れ
ら
は
、
そ
の
ま
ま
国
家

の
機
能
、
と
り
わ
け
行
政
府
の
守
備
範
囲
の
拡
大
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
国
家
は
次
の
五
つ
の
機
能
を
は
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ω

保
護
者
と
し
て
の
役
割
の
ほ
か
に
、
②
社
会
奉
仕
の
実
施
者
、
㈲
産
業

の
管
理
者
、
ω
経
済
の
統
制
人
、
㈲
仲
裁
人
た
る
役
割
を
演
じ
ね
ば
な
ら
な
い
。
近
代
社
会
か
ら

現
代
社
会

へ
の
移
行
は
、

「
夜
警
国
家
」
か
ら

一
福
祉
国
家
」

へ
の
移
行
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
行
政
権

の
拡
大
が
著
し
く
顕
著
に
な
る
。

{4}

他
方
、
教
育
に
つ
い
て
考
察
す
れ
ば
、
近
代
社
会
に
お
い
て
は
、
ω
子
ど
も
の
権
利
の
確
認
、
子
ど
も
の
学
習
権

の
承
認
、
ω
子
ど
も
の
権
利
の
実
現
の
た
め
の
第

一

　

　

　

　

次
的

で
、
現
実
的
な
配
慮
を
義
務
と
す
る
、
親
権
観
の
成
立
、
㈲
教
育
の
目
的
と
し

て
の
、
公
民
の
育
成
で
は
な
い
人
間
の
形
成
の
確
立
、
ω
教
育
の
私
事
性
の
確
認
、
㈲

国
家

の
教
育

へ
の
関
与
の
否
定
、
㈲
子
ど
も
の
自
発
性
の
尊
重
と
つ
め
込
み
主
義
の
否
定
、
㈲
家
庭

で
の
、
親
ま
た
は
そ
の
委
託
者
に
よ
る
個
人
指
導
が
原
則
と
し
て
描

フ

　

か

れ
た
。

こ
れ
ら

の
諸
原
則

は
、

市
民
革

命

の
思
想
的
結

実
と
し

て

の
人
権
宣

言

の
論
理

を
教
育

に
適
用

す

る
も

の
で
あ

っ
て
、

「
第

三
階
級

こ

そ
は
す

べ
て
で
あ
轍
」

と
主
張

す

る
、

ブ

ル
ジ

ョ
ワ
ジ
ー

の
論

理

に
導
か

れ

る
も

の
で
あ

っ
て
、

そ
れ
は
、

そ
れ

ま
で

i
無
」

で
あ

っ
た
第

三
階
級

が
、

特
権
階

級

に
対
し

て
、

自
分
達

こ
そ
は

翻
す

べ
て
」

で
あ

る
と

の
自

己
主
張

で
あ
る
と
と
も

に
、

自

己

の
対

立
物

で
あ

る
第

四
階

級

の
非
存
在

と

し

て
位
置
づ
け

る
も

の
で
あ
り

、
第

四
階
級
も

入
権

の
主
体

と

し

て
把

え
る
も

の
の
、
第

三
階
級

に
対
立
す

る
限

り

で
は

人
権

の
主
体

か
ら
除
外

す

る
と

い
う

二
重

の
意

味

を
も

の
も

の

で
あ

る
。

こ
の

こ
と
が
、

ロ
ッ
ク
を
し

て
当

時

の
グ

ラ

マ
ー

・
ス
ク
ー

ル
で
の
教
育

を
批
判

さ
せ
、

更

に

は

「
家
庭

で
、

家
庭
教

師

の
費

用
を

ま
か

な
え

る
人

は
、

息

子
に
学
校

で
で
き

る
よ
り

は
も

っ
と
上
品

な
身

の

こ
な
し
、
も

っ
と
男
ら
し

い
考

え
、

立
派

な
、
相
応

し

い
も

の
に
対
す

る
感
覚

え
与
え
、

そ
れ

と
同

時

に

そ

の
上

に
、
学
問

を
大

い
に
進

ま
せ
、
ま

た
子
ど
も

を

一
そ
う

早
く

一
人
前

に
成

熟
さ

せ
る

こ
と

が

で
き

る
」

と
見
徹

し

、
学
校

に
よ

る
集
団
教
育

に
対

し

て
も
、

子
ど

も

の
個
性

に
応
じ

た
教
育

が
不
可
能

で
あ

り
、

子
ど
も

が
集

団

⑩

 の
中

で
放
任
さ
れ
、
あ
る

い
は
、
仲
間
の
支
配
的
な
影
響

に
さ
ら
さ
れ
る
の
で
子
ど
も
の
精
神
と
作
法
を
形
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
家
庭
で

の
教
育
こ
そ
が
、
子
ど
も
の
教
育

の
最
適
の
形
態
と
し
て
位
置
づ
け
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
理
想
的
形
態
と
描
か
れ
る
、
家
庭
教
育
は
十
全
な
形
態
で
実
り
あ

る
も
の
と
な
る
の
は
、
家
庭
の
経
済
的
能
力
ば
か
り
で
な
く
、
子
ど
も
の
教
育
に
対
す
る
親
権
者
の
良
識
を
前
提
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
家
庭
で
十
全
な
家
庭

教
育
が
な
さ
れ
る
現
実
性
は
極
あ
て
乏
し
い
。
と
り
わ
け
、
産
業
革
命

の
進
行
に
伴
う
、
失
業
者
の
大
量
発
生
と
就
労
状
況
の
低
劣
化
は
、
必
然
的
に
家
庭
の
崩
壊
を
招

く
の
で
あ

っ
て
、
家
庭
で
の
教
育
は
、
か
か
る
崩
壊
し
た
家
庭
に
あ

っ
て
は
、
不
毛
な
絵
空
事
に
帰
し
て
し
ま
う
。

ス
ミ
ス
に
あ

っ
て
は
か
か
る
事
態
を
予
測
し
て
、
社
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会

的
秩
序

の
保
持

の
た

め
に
、

下

層
民

に
対
す

る
、
公
費

負
担

に
よ
る
学
校

教
育

が
構

想
さ
れ

た
が
、

フ
ラ

ン
ス
革
命

の
指
導

者

の

一
入

で
あ

っ
た
、

コ
ン
ド

ル
セ
は
、

自

己

の
要
求

を

満
足
し
、

福
祉

を
確

保
し
、

権
利

を
認
識

し
か

つ
こ
れ
を
行

使

し
、

義

務
を
理

解
し
か

つ
こ
れ

を
履
行

す

る
手

段
が

提
供
さ

れ
る

こ
と
、
各

人

が
容
易

く

そ

の
技
能

を
完
成

し
、

そ

の
参

加

す
る
権

利

の
あ

る
社
会

的
職
務

に
就
く

こ
と

が
で
き
、
自

然

か
ら
受

け

て
き

た
才
能

を
十
分

に
発

達
せ
し

め
得

る

こ
と

、
か

く

て
市

民

の
問

に
真

の
平
等

を
確
立

し
、

法
律

に
よ

っ
て
承

認
さ

れ

て
い
る
政
治
上

の
平
等

を
実

現
す

る

こ
と
が

国

民
教
育

の
第

一
目
的

で
あ

る
と
し

、
国

民
教

育

は
政
府

に
と

っ

て
当
然

の
義

務

と
見
倣
し
、

次

の
よ
う

な
公
教
育

の
原
則

を
導
き

出
す
。

ω
学
校

は
家

庭

の
延

長

で
あ

り

、

そ

の
機
能

の
代
替

で
あ

り
、

別

の
側

面

で

い
え
ば

私
事

の
組

織

化

で
あ

り
、
親

義
務

の
共
同

化

(集
団

化
)

で
あ

っ
た
。

②
公
肱
学
校

は
、

「
権
利

と
し

て

の
教
育

」

の
思
想
を
、

普
遍
的

に
現

実
化
す

る
た

め

の
も

っ
と
も

有
効

な

手

段

で
あ

っ
た
。

㈹
教
育

(徳

育
)

と
知
育

の
区
別

の
視

点
が
提

出
さ
れ
、

ω

そ
れ
は

さ
ら

に
教
育
と

学

校
教
育

を
範

疇
的

に
区
別
す

る
考

え
を
成

蹉
さ

せ
た
。

㈲
そ

れ

と
同
じ
根

拠
か

ら
、

公
立
学
校

に
お
け

る

世
俗
主

義

の
原

則

が
提
示

さ
れ
、

さ

ら

に
、

権
利

と
し

て
の

公
費

観

は
、

⑥
無
償

教
育

と
就
学

非
強
制

の
原

則
を

生
み
出

し

た
。

コ
ン
ド

ル
セ
の
導
き

出
し
た

公
教
育

の
原
則

で
特
筆

す

べ
き

は
、
学
校

を
家

庭

の
機

能

の
代
替

と
し

て
把

え
、

親
義

務

の

土
ハ同

化
と
し

て

把

え

て

い
る

こ
と

で
あ

る
。

と

こ
ろ
が
、

近
代
社
会

に
お

い
て
現

実

に
行

な
わ

れ

た
教
育

は
、

ω
第

三
階
級
以

上

の
自

己
教
育

と

ω
下
層

民

(ー
労
働

者
大

衆
)

の
教
育

の

二
種

で
あ

り
、

ス
ミ

ス
が
把

え

て
い
た
よ
う

に
ω

の
下

層
民

の
教

育

は
、

社
会

秩
序

の
維
持
な

い
し

は
防
衛

の
た
め

の
、
ま

た

経
済

活
動

の
円
滑

な
、

更

に
は
活

発
な
展

開

の
た

め

の
も

の

で

あ

っ
て
、

そ

の
限

り

に
お

い
て
公
費

教
育

を
必
要

と
す

る

も

の
で
あ

っ
た
。

そ
れ
は
、

チ

ャ
ー

テ
ィ
ズ

ム
運
動

の
中

で
、

コ
ベ
ッ
ト
に
よ

っ
て
ω

そ

の
制

度

は
あ
ら
ゆ

る

公

共
施
設

と
同
様

に
、

匹
永
久

性

の
観
応
」

を
含

ん

で
お

り
、
保
守

性

を
本
来

的
に
も

っ
て
い
る
。

そ
れ

は

進
歩
し

て
や

ま
な

い
人

問

の
知

性

や
道
徳

を
固
定

さ
せ
、

人

間
精

神

の
進
歩

を
さ
ま
た
げ

る
。

ω
そ

の
観
応

は
、

精
神

の
法
則

に
反
し

て

い
る
。

な
ぜ

な
ら

、
自
分

の
興
味

に
し

た
が

っ
て
、
白

分

の
た

あ

に
お

こ
な
う
も

の
は
な

ん

で
も

う
ま
く

い
く

が
、
国
家

や
他

人
に
お

し

つ
け

ら
れ
た

も

の
は
う
ま
く

い
か

な

い
も

の
で
あ

る
。
㈲

そ

れ

は
、

占
国

の
政
治

と
大

っ
ぴ
ら

に
手

を
握

っ
て
い
る
も

の
だ

と

い
う
理
由

で
、
否

認
さ
れ

ね
ば

な
ら
な

い
。
」
と

し

て
、

国
家

の
ド
層
民

に
対
す

る
教
育

へ
の
関
与
が

否

定
さ

れ
、
下

層
民

(
ー
労
働

者
大

衆
)

の
自

己
教
育

が
主
張

さ

れ

る
。

こ
の

こ
と

は
、
国
家

に
よ

る
慈
善

と
し

て

の
教
育

を
否
定

し
、
権
利

と

し
て

の
教
育

を

労
働
者

大

衆

の
自

己
教

育
と
し

て
、

市
民
革

命

で
定

立

さ
れ
た

理
念
を

継

承

し
よ
う
と

す
る
も

の
で
あ

っ
た
。

こ
の
k
張
は

㈹
か
ら

、

国
家

に
よ
る

カ

テ
キ
ズ

ム
排
除

を

導
き
出

し

、
教
育

の
世

俗
性
を

要
請
す

る
も

の
で
あ

っ
た
。

そ
し

て
、

労

働
者

大
衆

の
臼
己
教
育

の
豆
張

は
、

ω
権
利

と
し

て

の
教

育
、

ω
教

育

の
私
事
性

の
主
張
、

㈹

公
費
教
育

と
し

て
国
民

教
育
制
度

へ
と
発
展

し

て
い
く
。

と

こ
ろ
が

一
九

世
紀
後
半

以
降
、

市

民
社
会
は

構
造
転

換
し
、

国
家

も
社

会

の
構
造
転

換

に
応
じ

て
、

「
警

察

国
家
」

か

ら

「
福

祉
国
家
」

へ
と
転
化
し

、

国
家

が
国

民

生
活

の
広

い
領

放
置
さ
れ
た
子
ど
も

(2
)
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放
置
さ
れ
た
子
ど
も

(
2
)

域
に
わ
た

っ
て
介
入
す
る
よ
う
に
な
り
、
市
民
法

の
修
正
と
し
て
現
代
法
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た

「
福
祉
国
家
」
の
下

で
成
立
す
る
国
民
教
育
は
、
以
下
の

原
則
を
も

つ
と
さ
れ
る
。
ω

「
教
育
の
私
事
性
」

の
否
定

に
よ
る
、
国
家
の
内
面
的
指
導
者
と
し
て
の
登
場
、

「
国
家
に
よ
る
教
育
」
②
教
育
目
的
と
し
て
順
良
な
公
民

の
育
成
、
㈹
教
育
行
政
の
中
央
集
権
化
と
教
育
の
自
律
性

の
否
定
な
い
し
は
空
洞
化
、
ω
真
理
の
守
護
者
と
し
て
の
国
家

の
登
場
に
よ
る
、
国
家
の
主
に
よ
る
政
治
的
不

偏
性
の
貫
徹
、
㈲
学
校
制
度
に
お
け
る
、
公
立
学
校
の
主
要
な
位
置

の
獲
得
お
よ
び
学
校
の
階
梯
的

一
元
化
、
㈲
教
育
の
義
務
性
の
転
化

に
よ
る
、
国
家
成
員
の
義
務
と

し
て
の
教
育
、
ω
義
務
履
行
の
代
償
と
し
て
の
無
償
性
、
㈹

「
道
徳

の
指
導
者
」
た
る
国
家
に
よ
る
政
治
的

カ
テ
キ
ズ
ム
の
実
施
と
そ
れ
に
伴
う
知
育
の
軽
視
、
㈲
国
家

ω

に
よ
る
教
育
と

マ
ス
コ
ミ
の
操
作

・
指
導
を
通
し
て
の

「
真
実
か
ら
の
疎
外
」
と

「
政
治
的
文
盲
」
状
況
の
産
出
、
⑩
教
育

の
政
治

へ
の
新
た
な
形
態
で
の
従
属
化
。
こ

れ
ら
の
諸
原
則
は

「
国
家
主
導
の
教
育
」
に
集
約
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
現
代
国
家
の
教
育

へ
の
主
要
な
関
心
が
、
社
会
秩
序
を
保
持
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し

い
、
順
良
な
る

公
民
の
育
成
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
現
代
国
家
に
お
け
る
教
育
の
諸
原
則
は
、
教
育
が
人
間
形
成
で
な
く
、
順
序
な
る
公
民

の
育
成
を
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
根
本
的
な
問
題
を
抱
か
せ

る
の
で
あ
り
、
人
間
的
発
達
の
権
利
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
文
化
の
担
い
手
の
育
成

の
根
源
的
権
利
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
る
、
教
育
を
受
け
る
権
利
が
、
個
々
人
の

状
況
を
前
進
的
に
変
容
す
る
能
力
の
保
障
の
た
め
の
も

の
と
さ
れ
る
時
に
よ
り
重
要
な
意
味
を
も
ち
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(5)

 

異
質
な
人
間
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
子
ど
も

の
す
が
た
は
、
今
日
の
教
育
の
危
機
的
状
況
を
示
す
も

の
で
あ
る
。
今
日
の
日
本
で
の
教
育

の
危
機
的
状
況
の
特
徴
は

ω
青
少
年
の

「
病
理
現
象
」
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
⑧
子
ど
も
を
と
り
ま
く
環
境

・
文
化
の
中

で
の

「
商
品
化
」
現
象
の
浸
透
が
教
育
と
子
ど
も

の
精
神
生
活
と

に
退
廃
的
傾
向
を
強
あ
、
そ
れ
が
原
因
と
な

っ
て
い
る
こ
と
、
㈹
家
庭
の
崩
壊
、
地
域

・
家
庭
の
教
育
力

の
著
し

い
低
下
の
中
で
の
現
象
で
あ
る
こ
と
に
認
め
ら
れ
る
。

学
童
保
育
は
、
留
守
家
庭
児
童
の
生
活
拠
点
の
確
保
を
第

一
義
的
目
的
と
す
る
。

こ
の
こ
と
は
、
父
母
の
労
働

・
疾
病
等

に
よ
る
、
親
の
子
に
対
す
る
監
護
上
の
義
務

の
遂
行
の
困
難
性
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
個
別
的
保
障

で
な
く
、
共
同
的
課
題
と
し

て
、
あ
る
い
は
社
会
的
保
障
と
し
て
、
す
な
わ
ち
社
会
的
共
同
事
務

と
し
て
追
求
さ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
学
童
期
に
求
め
ら
れ
る
監
護
上
の
必
要
を
、
留
守
家
庭
と

い
う
特
殊
性

の
下
で
充
足
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

そ
れ
は
学
童
期
の
児
童

の
発
達
に
ふ
さ
わ
し
い
生
活
拠
点
を
保
障
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
上
に

「
知
識
の
計
画
的
教
授

の
社
会
的
施
設
」
と
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し
て
の
学
校
が
積
極
的
に
追
求
し
え
な
い
、
自
己
の
生
活

の
社
会
的
状
況

(す
な
わ
ち
、
留
守
家
庭
児
童
と
し

て
の
)

に
適
合
す
る
、
生
活
習
慣
を
形
成
し
、
生
活
技
術

を
習
得
す
る
と
と
も
に
、
異
年
令
集
団
の
中

で
の
共
同
生
活
の
場
を
提
供
す
る
も

の
で
あ
る
。

学
童
保
育
は
、
放
課
後

の
生
活
を
充
実
さ
せ
る
も

の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
生
活
拠
点
を
確
保
し
て
、
は
じ
あ
て
可
能
で
あ
り
、
学
童
保
育
は
、
児
童
の

生
活
上
の
安
全
を
、
放
課
後
の
時
間
と
い
う
枠
の
中

で
保
障
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
単
に
、
交
通
事
故
、
通
り
魔
等
に
よ
る
事
故
な
ど
の
身
辺
上
の

自
立

の
欠
如
に
よ

っ
て
生
じ
る
事
故
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
現
今
の
教
育

の
危
機
状
況
を
特
色
づ
け
る
、
青
少
年
の

「
病
理
現
象
」
か
ら
児
童
を
守

る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

「
知
識
の
計
画
的
教
授

の
社
会
施
設
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
学
校

の
本
来
的
機
能
を
否
定
し
な
い
範
囲

で
な
さ
れ
ね
ば
な
ら

な

い
。

つ
ま
り
、

「
病
理
現
象
」
と
し
て
表
出
す
る

「
非
行
」
を
、
そ
の
原
因
と
な
る
、
自
己
に
対
す
る
抑
制

心
の
欠
如
、
自
律
性

の
欠
如
を
克
服
し
、
神
経
系
統
の
異

常
に
ま
で
至

っ
た
身
体
上

の
異
常
を
、
生
活
規
律
の
確
立
を
通
し
て
、
更
に
は
児
童
の
欲
求
の
自
然
的
発
現
と
し
て
の

「
遊
び
」
を
通
し

て
解
決
す
る

こ
と
が
学
童
保
育

の
活
動
内
容
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
学
童
保
育

の
留
守
家
庭
児
童

の
生
活
拠
点
の
保
障
と
い
う
性
格
か
ら
直
接
的
に
導
き
出
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、
留
守
家
庭
児
童
の
生
活
拠
点
の
保
障
は
、
学
童
保
育
に
あ

っ
て
は
、
個
別
的
な
形
態
で
は
な
く
て
、
集
団
的
な
い
し
は
社
会
的
形
態
を
と

っ
て
な
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
二
重
の
意
味
を
も

つ
。

一
つ
は
、
子
ど
も
に
と

っ
て
は
集
団
的
保
育
の
形
態
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
か

つ
そ
の
集
団
が
今
日
、
子
ど
も

の
通
常
的
交
友
圏
を
質
的

に
越
え
て
い
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
今
日
の
子
ど
も
の
交
友
圏
は
極
め
て
小
さ

い
、
同
級
な
い
し
は
、
同
学
年

に
と
ど

ま
り
、
近
隣
社
会
で
の
極
く
制
限
さ
れ
た
交
友
を
含

め
て
も
、
同
年
令
層
を
越
え
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
制
限
さ
れ
た
交
友
圏
の
中
で
は
、
技
能
を
必
要
と
す
る

遊
び
は
導
入
さ
れ
え
ず
、
危
険
を
防
止
し
た
り
、
生
活
圏
を
拡
大
さ
せ
る
リ
ー
ダ
ー
は
育

っ
て
こ
な
い
。
現
在

の
子
ど
も
の
交
友
範
囲
の
制
約
性
が
、
遊
び
の
単
純
化
と
も

「
遊
具
」
の
画

一
化
と
も

い
え
る
、
「
そ
の
商
品
化
」
と
深

い
関
連
を
も

つ
の
で
あ
る
。
学
童
保
育
は
、
児
童
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
、
そ
の
対
象
と
な
る
児
童
の
居
住

地
域
を
限
定
す
る
。
そ
し

て
対
象
そ
の
も

の
が
留
守
家
庭
児
童
で
あ
る
の
で
、

一
定
の
同
質
性
の
下
で
、
通
常

の
交
友
圏
を
越
え
た
集
団

の
輸
保
育
」
と
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
そ
の
現
実
は
対
象
学
年
を
限
定
す
る
、
地
方
公
共
団
体
も
多
く
、
限
定
さ
れ
た
も

の
で
は
あ
る
が
、
指
導
員
の
指
導
と
援
助
を
得
て
、
技
能
を
必
要
と
す
る
遊
び
が

可
能
と
な
り
、

遊
び
の
ひ
ろ
が
り
の
中
で
の
危
険
防
止
が
年
長
者
に
よ

っ
て
企
て
ら
れ
う
る

の
で
あ
る
。

更
に
、
異
年
令
集
団
を
形
成
す
る
こ
と
か
ら
、
発
達
段
階
の
異

な
る
者
の
間
の
融
和
と
親
和
が
必
要
と
な
り
、
年
長
者
に
は
年
少
者

へ
の
配
慮
と
指
導
が
、
年
少
者
に
と

っ
て
は
卑
近
な
モ
デ

ル
と
し
て
の
年
長
者

へ
の
尊
敬

の
念
が
形

成
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
ほ
と
ん
ど
す

べ
て
の
構
成
員
が
年
長
者
と
な

っ
た
際
に
は
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
資
質
を
要
求
さ
れ
、
具
体
的
課
題

の
解
決
の
た
め
の

放
置
さ
れ
た
子
ど
も

(
2
)
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放
置
さ
れ
た
子
ど
も

(2
)

集
団
的
解
決
策
を
民
主
的
に
求
め
る
、
主
導
性
も
自
然
に
要
求
さ
れ
、
自
治
と
い
う
民
主
主
義
の
訓
練

の
場
を
保
障
す
る
こ
と
と
な
る
。

他
の

一
つ
は
、
留
守
家
庭

の
父
母
に
と

っ
て
の
意
味

で
あ
る
。

そ
れ
は
共
同
し
て
子
育
て
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
監
護
義
務
を
委
託
に
よ

っ
て
し
か
遂
行
し
え

な
い
者
の
、
委
託
を
通
じ
て
の
共
同
性
の
発
揮
で
あ
り
、
昨
今
問
題
と
さ
れ
た
ベ
ビ
ー

・
ホ
テ
ル
と
無
認
可
保
育
所
の
差
異
と
し
て
端
的
に
描
出
し
う
る
、
親
権
に
関
わ

る
問
題
で
あ
る
。

ベ
ビ
ー

・
ホ
テ
ル
は
、
子
ど
も
の
介
護
を

「
商
品
化
」
す
る
も

の
で
あ
り
、
親
権
の
放
棄

な
い
し
は
全
面
委
任

で
あ
り
、
ホ
テ
ル
の
経
営
者

へ
の
当
該

時
間
内
で
の
親
の
監
護
権
の
白
紙
譲
渡
な
い
し
は
白
紙
委
任
を
前
提
と
し

て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
、
無
認
可

(共
同
)
保
育
所
は
子
ど
も
の
介
護
の
共
同
化
に
よ

っ
て
運

営
さ
れ
る
の
を
常
と
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
多
く
の
場
合
、
保
育
所
の
存
続
の
た
め
に
、
多
大
な
負
担
が
父
母
に
課
せ
ら
れ
、
共
同
運
営
者

の

一
員
と
し
て
運
営

へ
の

参
加
が
要
求
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
父
母
は
、
常
に
委
託

の
内
容
を
吟
味
せ
ざ
る
を
得
ず
、
子
育
て
の
社
会
的
意
味
と
子
育
て
の
改
善

の
条
件
を
追
求
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

つ
ま
り
、
父
母
の
共
同
事
務
と
し
て
評
価
さ
れ
る
、

「
共
同
に
よ
る
子
育
て
」
が
、
父
母
に
社
会
的
課
題
と
し
て
の
子
育
て
に
関
わ
る
認
識
を
要
求
し
、
子
育
て
の
社
会

環
境
を
理
解
さ
せ
、
そ
の
改
善

の
条
件
を
追
求
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
共
同
事
務
の
遂
行
の
運
営
者
の

一
員
と
な
る
こ
と
は
、
留
守
家
庭
の
大
半
が
労
働
者

の
家
庭

で
あ
り
、
平
常
と
は
異
な
り
経
営
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
経
営
上

の
識
員
を
欠
く
、
母
親
ば
か
り
で
な
く
、
父
親

の
自
覚
的
参
加
を
要
求
す
る
。

あ
る
学
童
保
育
所
で
は
、
小
学
校

の
学
区
を
対
象
に

「
子
ど
も
ま

つ
り
」
を
催
し
た
が
、
そ
の
経
験
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

昨
年
、
第

一
回
の
子
ど
も
ま

つ
り
に
取
り
組
ん
だ
時
に
は
、
母
親
だ
け
で
は
手
が
足
り
な
い
た
め
、
父
親
の
応
援
が
必
要
に
な
り
ま
し
た
。
お
と
う
ち

ゃ
ん
達
は
さ
す

が
に
て
き
ぱ
き
と
仕
事
を
進
め
て
く
れ
ま
し
た
。
私
達

(ー
母
親
達
)
が
嬉
し
か

っ
た
の
は
、
こ
の
時
、
お
と
う
ち

ゃ
ん
達
が
私
達
の
企
画
を
見
て
、

「
お
か
あ
ち

ゃ

ん
達
は
大
し
た
も
ん
だ
。
見
直
し
た
。
」
と
い

っ
て
く
れ
た
こ
と
で
し
た
。
こ
の
こ
と
が
あ

っ
て
以
後
、

ど
の
家
庭

の
父
親
も
、

共
同
保
育
所
の
運
動
と
運
営
に
協
力

胴

し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
、

一
つ
の
学
童
保
育
所
に
限
ら
れ
た
経
験
で
は
な
く
、
父
親
の
労
働
に
関
わ
る
技
術
と
知
恵
が
学
童
保
育
所
を
存
続
さ
せ
て
き
た
例
も
少
な
く
な

い
。
そ
の

一

端
を
紹
介
す
れ
ば
、
あ
る
新
興
団
地
で
共
同
し
て
学
童
保
育
を
し
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
学
童
保
育
が
で
き
る
場
所
が
確
保
で
き
な
い
。
さ
ん
ざ
ん
頭
を
悩
し
た
が
適

当
な
解
決
策
が
見
当
ら
な
い
。

そ
こ

へ
自
動
車
整
備
工
で
あ
る
父
親
や
廃
車
予
定

の
バ
ス
が
あ
る
の
で
廃
車
に
し
な
い
で
払

い
下
げ
を
受
け
よ
う
と
提
案
す
る
。
共
同
保

育
を
し
よ
う
と
す
る
会

は
切
羽
詰

っ
て
い
た
の
で
、
こ
の
父
親

の
提
案
を
採
択
し
基
金
を
募

っ
て
、
払

い
下
げ
を
受
け
る
。
そ
し
て
、

バ
ス
を
利
用
し
た
学
童
保
育
が
開

始
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
団
地
内
は
駐
車
禁
止
で
あ
り
、
住
民
の
通
報
で
バ
ス
は
駐
車
禁
止
の
車
輌
と
さ
れ
る
が
、
警
官
が
そ
の
現
場

へ
行
く
と
、
安
全
を
期
し
て
、
車
輪
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は
取
ら
れ
、
バ

ス
の
本
性
が
移
動
し
な
い
よ
う
固
定
し
て
あ
り
、
駐
車
違
反
と
し
て
取
り
締
れ
な
い
。
道
路
の
不
法
占
拠
の
通
報
を
受
け
る
と
、

い
つ
の
間
に
か
車
輌
と

し
て
整
備
さ
れ
、
利
用
者
の
少
な
い
、

団
地
内
の
端
の
公
園
に
移
動
し

て
お
り
、

何
時
で
も
運
行
し
う
る
よ
う
運
転
手
さ
え
同
乗
し
て
お
り
、

違
法
行
為
と
し
て
、

そ

の
撤
去
を
求
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
間
に
、
共
同
し
て
学
童
保
育
を
進
め
よ
う
と
し
て
き
た
会
は
市
に
こ
の
団
地
で
学
童
保
育

の
必
要
性
を
認
め
さ
せ
、
学
童
保
育

の
場
所

が
確
保
さ
れ
た
と
い
う
。

こ
れ
ら
の
例
は
、
学
童
保
育
と
の
関
わ
り
を
父
親
が
も

つ
中

で
、
父
親
が
職
業
上
の
技
能

・
技
術
を
発
揮
し
た
例
で
あ
り
、

父
親

の
自
覚
的
参

加
が
、
市

の
姿
勢
す
ら
変
え
て
し
ま
う
こ
と
す
ら
あ
る
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
る
。
だ
が
よ
り
重
要
な
事
は
、
河
合
隼
雄
教
授
が
指
摘
す
る
よ
う
に

鼎
母
性
社
会
」

で
あ

る
日
本
に
お
い
て
、
父
親
が
子
の
養
育

に
対
し
て
、
真
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
事
で
あ
り
、
河
合
教
授
が
カ
ウ
ン
セ
リ

ン
グ
を
通
じ
て
、

一
病
理
現
象
」

の
解
決

に
、
子

と
父
親

の
対
峙
が
有
効

で
あ
る
と
し
た
こ
と
を
、

社
会
的

「
病
理
現
象
」

の
中
で

行
な

っ
て

い
る
も
の
と
し
て
類
似
的
に
図
式
化

で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ

は
、
部
分
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
子
の
養
育
に
対
す
る
、
親
権

の
放
棄
者
と
さ
え
い
え
る
ほ
ど

の
、
影
響
力
を
欠

い
た
、
父
親
の
復
権
を
特
殊
な
状
況
の
中

で
成
立
さ
せ

た
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
更
に
学
童
保
育

の
認
知
を
求
め
て
、
地
域
社
会

へ
の
父
親
を
ま
じ
え
た
行
動
と
し
て
継
承
さ
れ
、
地
域
の
問
題
と
し
て
、

一
留
守
家
庭
児
童
L

の

保
育

の
必
要
性
を
求
め
る
も
の
と
な
る
。

こ
れ
は
ま
さ
に
、
教
育

の
危
機
的
状
況
の
打
開
を
は
か
る

一
つ
の
方
向
性
を
示
す
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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主
と
し
て
高
浜
介
二

「構
造
的
危
機
の
な
か
の
教
育
問
題
」

(「経
済
」

一
九
八

一
年
九
月
号
所
収
)
を
参
照
し
た
。

こ
う
し
た
子
ど
も
の
状
況
を
遊
び
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
子
ど
も
の

遊
び
空
間
の
減
少
、
遊
び
の
時
間
の
短
縮
、
遊
び
仲
間

の
量
的

・
質
的

(す
な
わ
ち
、
仲
問
の
数
の
減
少
と
仲
間

の
構
成
の
同
学
年
な
い
し
は
同
級
と

い
う
単

一
化
と

い
う
)
変
化
、
更
に

は
遊
び
の
間

(な
い
し
は
ゆ
と
り
)
が
な
く
な

っ
て
い
る
と

の
報
告
が
な
さ
れ
て
お
り

(「
子
ど
も
と
つ
く
る
生
活
文
化
研
究
会
」
全
国
大
会
朝
日
新
聞

一
九
八

一
年
九
月
三
日
ま
た

「
屋

外
遊
び
の
調
査
」
を
し
た
丹
羽
勘
昭
氏
ら
は
、
子
ど
も
の
遊
び

へ
の
欲
求
が
、
塾
、
け
い
こ
ご
と
な
ど
の
た
め
に
抑
制
さ
れ
、
そ
の
こ
と
が
遊
び
仲
間
の
集
団
を
縮
小
、単

一
化

へ
向
わ
せ
、

遊
び
そ
の
も
の
の
多
様
性
、
複
合
性
を
稀
薄

に
し
、
遊
び
の
教
育
力
を
弱
め
、
奪
お
う
と
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

(朝
日
新
聞

一
九
八

一
年
九
月
十

一
日
)

ω

朝
日
新
聞
、

一
九
八

一
年
七
月
二
十
四
日
夕
刊

e
t
C
…

に
よ
る
。

㈲

朝

日
新
聞
、

一
九
八

一
年
七
月
二
日
夕
刊
、
五
月
十
三
日
夕

刊
、
鷲
谷
善
教

「
堺
市
の
学
童
保
育
解
消
論
に
つ
い
て
」

な
ら
び
に
、
大
阪
学
童
保
育
連
絡
協
議
会

「堺
市
の
答
申
に
対
す

る
私
た
ち
の
見
解
)
(
い
ず
れ
も

「
日
本
の
学
童
ほ
い
く
」

　
九
八

一
年
八
月
号
所
収
)

ω

「
現
代
法
の
展
開
」
所
収
の
小
林
直
樹

「
現
代
法
の
問
題
状
況
」
、

渡
辺
洋
三

「近
代
市
民
法
の
変
動
と

問
題
」
、

片
岡
舜

「社
会
法
の
展
開
と
現
代
法
」
の
三
論
文
お
よ
び

渡
辺
洋
三

「
法
と
は
何
か
」
参
照
。

放
置
さ
れ
た
子
ど
も

(2
)

憐



放
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①
僧
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Z
⇔
二
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°。、
<
。
だ
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唱

゜
曽

ω

ζ
①
島

器

P

ぴ
。
巳

。
P

(但

し

訳
文

は

『
世
界

の

名

著

」

第

31
巻

ア
ダ

ム

・
ス
ミ

ス

添

京

二
、

大

河

内

暁

男

の
も

の

を
参

照

し

た
)

⑥

渡

辺
洋

三

「
法

と

は
何

か

」

参

照

。

ω

堀

尾
輝

久

・
前

掲

書

℃
。
c。
～
⑩

㈲

シ

ェ
イ

エ
ス

「
第

三
階

級

と

は

何

か
」

娼
』
c。

㈲

ロ

ッ
ク

「
教

育

に
関

す

る

考

察

」
戸

Φ
ω

⑩

ロ

ッ
ク

前

掲

書

℃
』

ω
～
㊤
㎝
参

照
。

ω

コ

ン
ド

ル
セ

「
革

命

議

会

に
お

け

る
教

育

計

画
℃
°
=

⑱

堀

尾

輝

久

前

掲

書
℃
」

蔭

⑬

堀

尾

輝

久

前

掲

書
℃
°
ω
ω
～

°。
腿

⑭

堀

尾

輝

久

前

掲

書
戸

辰

α
～

参

照

。

㈲

0
8
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Ω
Φ
巨

Φ
♪

U
凶①
ω
謬
ζ
巴

8

畠
臼

ω
島

三
①

ぎ

α
臼

O
①
ひq
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壽

a

、
(冒

.↓
冨

巳

①

島
臼

ω
9

巳
①
、
葺

=
①
§

き

幻
爵

邑

㈹

青

山

悦

子

・
谷

口
章

子

・
和

田
千

恵

子

「
光
徳

学

童

保

育

所

を

つ
く

る

運

動

の
経

過

と
ま

と

め
」

(
「
仲

間
」

所

収

)

⑰

河

合
隼

雄

「
新

し

い
教

育

と
文

化

の
探

究

」

「
母
性

社

会

日
本

の
病

理

」

参

照
。

「
国
富
論
」
の
玉
野
井
芳
郎
、
田
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