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八

六

(

三
四
八)

料戦後
の教育
労働運
動につ
いての
一素描

資 

—

日
本
教
職
員
組
合
編

「

日
教
組
ニ
〇
年
史

J

の 

.‘

批
判
的
考
察
を

通

じ

て

——

,
は
し
が
き

ニ
、
教
育
労
働
と
国
家
権
力——

マ
ル
ク
ス
、H

シ
ゲ
ル
ス
の
教
育 

n:
心
^
を

■心
と
し
て

三
、「

ニ
〇
ハ
牛
史j

に
お
け
る
問
題
点

最
近
、
準
組
お
よ
び
単
產
の
組
合
運
動
史
の
編
篑
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お 

り
、

H
本
労
働
組
合
巡
動
の
支
柱
と
も
い
ぅ
べ
き
大
'
#
.歴
労
糾
が
、
戦
後
ニ
〇 

年
の
労
働
組
合
運
S

歴
史
の
な
か
で
f

た
S

を

麗

す

ベ
く
、
き

わ

め
 

て
精
力
的
に
、
ニ
〇
平
史
編
凝
に
と
リ
ぐ
ん
で
い
る
、こ
と
は
喜
ば
し
い
し
、
高 

く
剖
仙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
書
も
、
こ
の
よ
ぅ
な
一
速
の
成
果
の
ひ
と 

つ
で4

^

る
が
.

ロ
本
労
倾
.対
合
運
動
の
な
か
で
特
與
な
地
位
を
し
め
る
2
2本
教 

職
員
机
合
が
、

一
九
五
七
年
の「

ー
〇
年
史」

に

つ
づ
い
て「

ニ
〇
年
史
_

」

を 

ま
と
め
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
意
義
深
い
も
の
が
あ
る
。

筆
者
は
す
で
に
、

r

み 

い

け

ニ

〇

年

史

」

を

通

じ

へ

て，'
.
戦
後
の
炭
鉱
労
働
運
動
史
に
つ
い
て
の
簡
単
な 

考
察
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
こ

の

「
：：n

教
組
ニ
〇
年
史」

も
ま
た
戦
後
日
本

r

田 

0

の
労
働
組
合
運
動
の
前
進
と
後
退
、
矛
盾
と
苦
悶
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
 

労
働
運
動
研
究
者
に
と
っ
て
、
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
価
値
を
も
っ
て
い 

る
。
そ
こ
で
誰
者
は
、
優
に
一
〇
〇
〇
頁
を
超
え
る
こ
の
尨
大
な
著
作
に
ょ
っ 

て
、
ま

ず
第一

に
、
ニ
〇
年
間
に
わ
た
る
日
教
組
の
運
動
の
跡
を
迎
り
、
そ
こ 

で
の
問
題
を
え
ぐ
り
出
す
こ
と
、
第
二
に
、
日
教
組
が
、
日
本
労
働
組
合
総
評 

議
会
ひ

b
て
は
£
本
旁
働
姐
合
運
動
の
う
え
で
、
ど
の
ょ
う
な
^

^
を
^
じ
て 

き
た
か
、
そ
し
て
最
後
に
、
五
〇
万
を
超
え
る
日
本
の
小
、
中
学
校
教
師
諸
酋 

の

「

血
と
涙」

の
歴
史
と
も
い
う
べ
き
本
書「

P
教
組
ニ
〇
年
史」

に
た
い 

し
、

一
個
の
学
問
的
労
作
と
し
て
、

一
労
働
運
動
史
研
究
者
の
立
場
か
ら
、
史 

农
批
羽
を
行
い
た
い
と
思
う
。
そ
の
ま
え
に
、
裁
本
的
に
道
要
な
こ
と
が
あ 

る
ま
ず
労
撖
若
と
し
て
の
教
師
、
あ
る
い
は
、
教
師
の
労
働
と
し
て
の
い
わ 

ゆ

る

「
教
育
労
働」

S

義
に
つ
い
て
考
察
し
、
と
く
に
国
家
権
力
と
教
育
と 

の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら>
5

、

•

(

1)
「

戦
後
炭
鉱
労
働
運
動
史
の
一
齣—

『

み
い
け
一
5

年』

を
読
ん
で」

(

三
田
学
会
雑
誌
、
四
ニ
年
十
月
号)

*

「

教
育
労
働
港」

と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
一
般
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ 

た
の
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
民
主
化
過
程
の
な
か
で
あ
っ
た
。
か

っ

て

は「

聖 

職」

と
し
て
一
般
の
労
働
渚
と
は
区
別
さ
れ
、
戦
前
の
絶
対
主
義
的
天
皇
制
の 

ィ
デ
ォ
ロ
ギ
ー
の
国
民
へ
の
伝
達
者
と
し
て
、
軍
国
主
義
教
育
を
無
条
件
に
強 

制
さ
れ
、
そ
の
結
染
、
あ
の
侵
略
戦
争
へ
の
協
力
、
そ
し
て
そ
の
結
泶
と
し
て 

教
え
子
は
戦
場
に
駆
り
た
て
ら
れ
る
と
い
う
慘
ま
し
い
体
験
を
通
じ
て
、
偽
瞞 

的
な
聖
職
渚
意
識
を
か
な
ぐ
り
捨
て
、

「

働
く
労
働
者」

と
し
て
の
诌
覚
に
め 

ざ
め
た
時
に
は
じ
ま
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
と
は
い
う
も
の
の
、
わ
れ
わ
れ
は 

一
般
に
、
教
育
と
い
う
も
の
の「

労
働」

と
し
て
の
特
殊
性
か
ら
必
然
的
に
伴 

わ
ざ
る
を
え
な
い
教
育
労
働
者
の
一
般
の
労
働
者
と
の
共
通
性
と
同
時
に
ま
た 

そ
の
興
質
性
を
も
没
却
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ 

ん
、
上
か
ら
の
国
家
権
力
に
よ
っ
て
権
威
づ
け
ら
れ
た
聖
職
者
意
識
は
問
題
で 

は
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
を
労
働
と
し
て
考
察
し
た 

場
合
に
、
他
の
労
働
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
何
か
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な 

か
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
、
そ

の

「

何
か」

と
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。

い
ま
経
済
学
的
に
考
え
る
と
し
て
、

教
育
と
い
う
も
の
を
、

「

一
定
の
児
童 

な
い
し
学
生
を
対
象
と
し
て
教
師
が
行
う
と
こ
ろ
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス」

と
い
う
よ 

う
に
、
き
わ
め
て
狭
義
に
且
っ
具
体
的
に
把
握
し
た
場
合
、
そ
れ
を
鹿
業
上
の 

分
類
か
ら
す
れ
ば
、
教
育
と
い
う
事
業
は
あ
た
か
も
第
三
次
産
業
部
門
に
相
当 

す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
教
育
辦
業
が
、
厳
密
に
い
っ 

て
第
一
一
一
次
産
業
に
属
す
る
と
考
え
る
の
ば
正
し
く
な
.い
•
何
故
な
ら
ば
、
い
や

戦
後
の
教
育
労
働
運
動
に
つ
い
て
の
一
素
描

し
く
も
そ
れ
は
営
利
事
業
で
は
な
く 

(

但
し
、
そ
の
意
味
は
、
学
校
経
営
を
営
利 

事
業
と
考
え
、
教
育
事
業
を
私
物
化
し
て
い
る
学
校
経
常
^-
が
い
な
い
と
い
う
こ
と 

で
は
な
い
。
現
実
は
む
し
ろ
そ
の
反
対
！

で
あ
る)
、
教
育
と
は
本
来
、

営
利
の 

対
象
と
は
な
り
え
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
っ
て
、
真
の
意
味
で
の
教
育
と
い
う 

も

の

は

V
わ
ゆ
る
採
算
の
と
れ
な
V
も
の
で
あ
り
、
利
、潤
概
念
を
前
提
と
す 

る
産
業
の
な
か
に
含
め
.る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。
教
育
事
業
を
そ
う
し
た
も 

の
と
考
え
る
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
.そ
こ
で
働
く
労
働
^

"
教
師
は
、
並E
通
一 

般
の
労
働
者
と
生
活
条
件
を
同
じ
く
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
と
は
別
の
興
な

っ
 

た
諸
条
件
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る6

い
わ
ゆ
る
労
働
者 

は
、
み
ず
か
ら
の
労
働
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
る
価
値
の
一
部
を
、
労
働
力 

の
価
格=

賃
金
と
し
て
支
払
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
規
定
す
る
も
の
は
、
 

労
働
者
の
生
活
に
必
要
な
生
活
資
料
の
価
格
で
あ
る
。
こ
の
点
は
教
師
と
い
え 

ど
も
同
じ
で
あ
る
が
、
し
か
し
教
育
労
働
の
他
の
労
働
と
の
決
定
的
な
相
違
点 

は

r
者
の
労
働
対
象
ガ
人
間
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
。
教

育

〈
education, 

d
i<T
>

W
を

^

g
OQ〉

と
は
、

そ
の
言
葉
の
語
源
が
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
よ
う 

に
、「

子
供
の
も
つ
才
能
を
ひ
き
出
す
こ
と」

で

あ

っ

て

、
外
部
か
ら
強
制 

し
、
お
し
つ
け
授
け
与
え
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
と
も
か
く
教 

育
労
働
の
対
象
は
、
物
で
は
な
く
人
問
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
当
然
、

つ
ぎ
の 

よ
う
な
注
目
す
べ
き
結
果
が
う
み
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
第
一
に
普
通 

一
般
の
労
働
者
自
身
が
、
そ
の
知
的
•
技
術
的
水
準
に
お
い
て
、
そ
の
国
民
の 

教
育
程
度
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
。
そ
し
て
第
二
に
は
、
，労
働
の
体
化
と
し
て 

の
坐
産
物
は
、
ひ
と
た
び
労
働
者
の
.手
を
離
れ
る
や
、
商
品
市
場
を
媒
介
に
し 

て
消
費
の
場
に
入
り
、
労
働
者
と
の
関
係
は
完
全
に
断
絶
し
て
し
ま
う
.
の
だ

八

七
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'

が
、
教
育
労
働
の
場
合
に
は
そ
の
効
果
は
永
続
的
で
あ
る
。
そ
の
対
象
.と
し
て 

の
人
間
が
、
経
済
社
会
に
お
け
る
必
要
な
労
働
力
な
い
し
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門 

的
.
•技
術
的
労
働
力
の
担
い
手
と
な
り
う
る
潜
在
的
可
能
性
の
た
め
、

一
方
に 

お
い
て
、
労
働
力
の
質
的
侧
而
に
大
き
く
か
か
わ
っ
て
く
る
と
同
時
に
、
そ
の 

労
働
力
の
担
い
手
と
し
て
の
人
問=

=

労
働
渚
の
意
識
の
成
熟
に
も
深
い
か
か
わ 

り
を
も
た
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
近
代
資
本
制
国 

家
は
、
そ
の
資
本
主
義
的
W
生
産
構
造
の
維
持
の
た
め
に
、
教
育
に
た
い
し
て
、
 

つ
ぎ
の
ニ
つ
の
而
で
M
大
な
関
心
を
も
た
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
し
、
た
え
ず
強 

く
耍
求
し
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
方
に
お
い
て
、
豊
富
、
低
廉
で 

あ
っ
て
、
し
か
も
良
質
の
労
働
力
の
供
給
を
可
能
に
す
る
手
段
と
し
て
の
教 

育
、
そ
し
て
、
他
面
、
被
教
育
対
象
を
資
本
制
国
家
の
政
策
に
容
易
に
順
応
さ 

せ
、
反
体
制
的
•
反
国
家
的
な
思
想
や
行
動
を
抑
制
す
る
た
め
の
教
育
。
こ
の 

二
つ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
離
れ
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ 

れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、資
本
制
国
家
は
、初
等
教
育
を
義
務
と
す
る
こ
と
を 

興
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
く
に
資
本
主
義
が
お
く
れ
て
発
展
し
、
上
，か
ら
の 

近
代
化
が
、
文
明
開
化
の
名
の
も
と
に
急
速
に
行
わ
れ
た
わ
が
国
の
場
合
、
小 

学
校
設
置
を
府
県
に
す
す
め
て
、
廃
藩
置
県
の
,

の
な
が
で
開
化
へ
の
動
き 

を
示
そ
う
と
し
、
文
部
翁
が
こ
.れ
を
統
轄
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
一
而
と
、.
国 

家
神
道
的
な
動
き
と
の
間
に
、
混

乱

•
混
沌
、
と
き
と
し
て
は
動
揺
さ
え
起
き 

た
の
で
あ
っ
て
、
結
局
、

フ
ラ
ン
ス
の
整
然
と
し
た
教
育
体
系
に
範
を
と
っ
た 

と
い
わ
れ
る
、「

学
制」

'が
出
来
上
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
最
初
か
ら
強
い 

国
家
的
な
統
制
の
も
と
に
お
か
れ
、

「

小
学
校
ノ
教
科
書〈

文
部
大
il
l
ノ
検
定 

シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
限
ル
ベ
シ」

(
一

八
八
六
年「

小
学
校
令」

第
十
三
条)

の
方
針

. 

八
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の
も
と
に
、
天
皇
制
絶
対
主
義
擁
護
の
た
め
の
教
育
が
は
じ
め
ら
れ
た
。

し
か
し
教
育
が
、
わ
が
国
の
よ
う
に
、
最
初
か
ら
国
家
の
統
制
の
%•
と
に
は 

じ
め
ら
れ
る
場
合
と
ち
が
っ
て
、

ョ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
任
意
な
由
主
的 

な
市
民
教
育
、
大
衆
の
啓
蒙
運
動
の
発
展
の
な
か
で
、
初
等
教
育
の
蜇
耍
性
が 

認
識
さ
れ
、
そ
う
し
て
あ
る
程
度
成
長
し
た
教
育
運
動
に
た
い
し
て
、
国
家
権 

力
が
' 
教
育
を
国
家
的
事
業
と
し
て
、
.そ
の
政
策
の
内
部
に
包
摂
し
.よ
う
と
す 

る
意
図
の
強
化
、
す
な
わ
ち
、
国
家
的
統
制
を
加
え
よ
う
と
す
る
動
き
を
示
す 

と
き
、
こ
こ
に
こ
の
よ
う
な
政
策
に
反
対
し
、
市
民
と
し
て
の
人
間
の
完
成
、
 

つ
ま
り
、
国
家
権
力=

政
府
お
よ
び
教
会
か
ら
独
立
し
た
教
育
を
要
求
す
る
人 

々
と
の
間
に
、
闘
い
が
は
じ
ま
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
労
働
者
階 

級
の
幅
広
い
運
動
の
目
標
と
も
一
致
し
て
い
た
。
わ
が
国
の
場
合
に
は
、
さ
き 

に
の
ベ
た
よ
う
な
事
の
た
め
に
，
こ
の
闘
い
は
表
面
か
ら
か
く
さ
れ
、
国
家 

権
力
に
よ
る
は
げ
し
い
弾
圧
の
た
め
に
お
し
つ
ぶ
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た 

が
、

ョ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、

一
九
世
紀
以
来
、
主
と
し
て
社
会
主
義
者
に
よ 

っ
て
、
注
3
す
べ
き
理
論
的
•
実
践
的
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
て
き
た
こ
と
を 

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、

マ
ル
ク
ス
と 

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
教
育
論
に
つ
い
て
简
単
な
考
察
を
試
み
、
現
代
に
つ
な
が
る
觅 

要
性
を
も
つ
問
題
と
し
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

.
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
の「

共
産
党
宣
言J

は
、

一

八
四
八
年
、

フ
ラ
ン 

ス
一
一
月
^
命
の
r
夜
フ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
解
放
を
高
ら
か
に
宣
言
し
た
歴
史 

的
文
書
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
彼
ら
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
"

1
だ
が
、

と
諸
君
は
言
5
。

君
た
ち
共
産
主
義
者
が
家
庭
教
育
を
廃
止
し 

て
社
会
教
育
と
代
え
る
の
は
、
も
っ
と
も
親
密
な
関
係
を
廃
止
す
.る
も
の
で

誠

あ
る
、
と
。

で
も
、
そ
う
い
う
諸
君
の
教
育
も
、
や
は
り
社
会
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て 

は
い
な
い
だ
ろ
う
か
？

諸
群
が
教
育
を
施
す
そ
の
社
会
的
諸
関
係
に
よ
っ 

て
、
学
枝
な
ど
を
つ
う
じ
て
お
こ
な
わ
れ
る
社
会
の
直
接
、
間
接
の
干
渉
に 

よ
っ
て
、
決
定
さ
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
？

社
会
が
教
育
に
は
た
ら
き 

か
け
る
の
は
、
な
に
も
共
産
主
義
渚
が
発
明
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
共
産
主 

義
者
は
、
た
だ
こ
の
は
た
ら
き
か
け
の
性
格
を
変
え
る
だ
け
で
あ
石
。
た
だ 

教
育
を
支
配
階
級
の
影
響
か
ら
ひ
き
は
な
す
だ
け
で
あ
る)

。」

資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
は
、
教
育
が
支
配
階
級
の
道
具
と
化
し
て
.い
る
21
?
実 

と

共

産

主

義

^

の
仟
務
は
、
教
育
を
支
配
階
級
の
影
響
か
ら
；

6

き
は
な
す
こ 

と
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
の
ち
、

「

共
産
主
義
革
命
は
、

伝
来
の
所
有
諸
関 

係
と
の
も
っ
と
も
徹
底
的
な
絶
縁
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
革
命
の
発
展
過
程 

で
伝
来
の
思
想
と
も
っ
と

も

徹
庇
的
に
絶
縁
す
る

ご
と
は
不
思
談
で
は
な
い」 

と
し
て
、
そ
の
一
〇
項
卩
に
わ
た
る
諸
方
策
の
#
後
に
、

1

〇
、
す
べ
て
の
^
帝
！に
た
■い

す

る

公

共

の

無

料

教

育

。

今
；！
：

お

こ

な

わ
 

れ
て
い
る
形
態
で
の
児
宽
の
エ
場
労
働
の
撤
廃
。
教
育
と
物
質
的
生
産
と
の 

結
合
、
そ
の
他
。

を
掲
げ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
共
産
主
義
者
と
し
て
の 

マ
ル
ク
ス
と
ユ
ン
ゲ
ル
ス
の
教
W
に
た
い
す
る
菽
本
的
な
観
点
は
、
㈠
教
育
を 

支
配
階
級(

H
国
家
権
力)

の
影
#
か
ら
ひ
き
離
す
こ
と
と
，
⑶
公
共
の
無
料
教 

育
と
い
う
ニ
つ
の
面
が
不
可
分
の
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
ニ
つ 

の
而
を
補
う
形
で
、
尚
工
場
に
お
け
る
児
宽
労
働
の
禁
IL
.、

抖

教

育

と

物

質

的
 

生
産
と
の
結
合
が
、
よ
り
高
い
次
元
の
問
題
と
し
て
出
て
く
る
の
で
あ
る
.。
す

戦
後
の
教
育
労
働
運
動
に
つ
い
て
の
一
素
描

な
わ
ち
、
㈠
と
㈡
と
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
.社
会
の
枠
内
で
も
獲
得
し
う
る
も 

の
で
あ
る
が
、
㈢
お
よ
び
㈣
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
解
放
と
い
う
社
会
革 

命
を
！：

n

標
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
り
立
ち
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ 

ゆ
え
マ
ル
ク
ス
は
ノ
そ
の
ゴ
ー
タ
綱
領
批
判
に
お
い
て
、

「

ド
イ
ッ
労
働
者
党 

は
、
国
家
の
精
神
的
•

道
徳
的
^
#
と
し
て
つ
ぎ
の
こ
と
を
要
求
す
る」

。r

一
国 

家
に
よ
る
一
般
的
な
平
等
な
国
民
教
育
、

一
般
的
義
務
教
育
、
無
料
教
育」

と 

い
う
綱
領
に
た
い
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
の
で 

あ
る
。

「

平
等
な
国
民
教
育」

？
.

.こ
の
言
葉
で
な
に
を
考
え
て
い
る
の
か
？

今 

日
の
社
会
で(

ま
た
今
日
の
社
会
だ
け
が
問
題
な
の
だ
が)

教
育
が
す
べ
て
の 

階
級
に
と
っ
て
平
等
で
あ
り
う
る
と
信
じ
て
い
る
の
か
？

そ
れ
と
も
、
賃 

金
労
働
者
だ
け
で
な
く
農
民
の
経
済
事
情
か
ら
い
っ
て
も
負
担
で
き
る
最
小 

限
度
の
教
育——

国

民

〔

小〕

学
校——

へ
、
上
層
階
級
も
強
制
的
に
引
き 

下
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
悪
求
す
る
の
か
？

「

一
般
的
義
務
教
育
、
無
料
教
育」

、
前
者
は
ド
イ
ッ
に
さ
え
あ
る
し
、
後 

者
は
国
民
学
校
に
つ
い
て
は
ス
イ
ス
、
ア
メ
リ
ヵ
に
あ
る
。
ア
メ
リ
ヵ
合
衆 

国
の
ニ
、
三
の
州
で
は
高
等
の
諸
学
校
も「

無
料」

に
な
っ
て
い
る
が
、
そ 

れ
は
実
際
に
は
、
上
層
階
級
が
自
分
た
ち
の
教
育
費
を
一
般
の
税
金
か
ら
支

弁
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

.

学
校
に
か
ん
す
る
節
で
は
、
■す
く
な
く
と
も
、
国
民
学
校
と
む
す
び
つ
け 

て
の
工
業
学
校(

理
論
的
お
よ
び
莢
際
的
な)

を
要
求
す
べ
き
だ
っ
た
ろ
う
。
 

「

国
{#;
'
に
よ
る
国
民
教
育」

は
ま
っ
た
く
不
適
当
で
あ

る

。

一
般
的
な
法 

"
律
に
よ
っ
て
国
民
学
校
の
財
源
、
教
員
の
資
格
や
教
授
課
R
な
ど
を
規
矩
す

八

九

(

三
五
一)



る
こ
と
、
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
州
の 

監
督
官
が
こ
れ
ら
の
法
律
的
規
矩
の
実
行
を
監
督
す
る
こ
と
と
、
国
家
を
国 

民
教
育
者
に
任
命
す
る
こ
と
と
は
、.
ま
っ
た
く
別
の
こ
と
で
あ
る
！

逆 

に

政

府

と

教

会

の

ど
ち
ら
も
、
学
校
に
た
い
し
て
い
か
な
る
影
響
も
お
よ 

甘
し
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い…

…

。
反
対
に
、
国
家
が
国
民 

か
ら
は
な
は
だ
手
あ
ら
な
教
育
を
あ
た
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。」 

さ
ら
に
、「

児
童
労
働
の
禁
止」
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

「

児
萤
労
働
の
禁
止
！」

こ
こ
で
は
年
齢
の
制
限
を
明
記
す
る
こ
と
が
絶 

対
に
必
要
で
あ
っ
た
。
児
童
労
働
の
全
般
.

は
、
t

A
务
か
を
办
と
両 

立
で
き
な
い
。
だ
か
ら
そ
れ
は
、
空
疎
な
、
か
な
わ
ぬ
望
み
で
あ
る
。
そ
れ 

を
実
施
す
る
こ
と
は
、——

よ
し
ん
ば
で
き
る
と
し
て
も——

反
動
的
で
あ
.
 

ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
種
々
な
年
齢
の
段
階
に
応
じ
て
労
働
時
間
を
厳
格
に
規 

制
し
、
ま
た
そ
の
他
の
児
童
保
護
の
予
防
手
段
を
実
行
し
さ
え
す
れ
ば
.、
少 

年
時
代
か
ら
也
産
的
労
働
と
教
育
と
を
結
合
す
る
こ
と
は
、
今
日
の
社
会
を 

変
取
す
る
も
っ
と
も
有
力
な
手
段
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る」

。

こ
こ
に
は
、「

共
産
党
宣
言」

に
お
い
て
、
明
自
に
規
定
さ
れ
た
教
育
と
国
民
、
 

そ
し
て
国
家
権
カ
>
の
関
係
が
、

一
層
発
展
さ
.せ
ら
れ
た
形
で
、
し
か
も
詳
細 

に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ラ
ッ
サ
ー
ル
主
義
の
影
響
の
根
強
い
こ
の 

ゴ
ー
タ
綱
領
の
教
育
論
に
た
い
す
る
マ
ル
ク
ス
の
批
判
の
要
点
は
、
教
育
と
い 

う
も
の
が
、
国
家
拖
力
と
宗
教
の
い
ず
れ
か
ら
も
独
立
で
な
け
れ
一
は
な
ら
な
い 

と
い
う
観
点
を
遊
抵
と
し
て
、
少
年
時
代
か
ら
生
産
的
労
働
と
教
育
と
を
結
合 

す
る
こ
と
の
茁
耍
他
、
そ
し
て
そ
れ
が
社
会
変

革

の

も
っ
と

も

有
力
な
手

段

の
 

ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

九
0
 

(

三
五
ニ)

.
ま
た
一
八
九
一
年
、
社
会
主
義
鎮
圧
法
の
試
練
を
経
た
の
ち
ド
ィ
ッ
社
会
民 

主
党
は
エ
ル
フ
ル
ト
綱
領
に
お
い
て
、
教
育
に
か
ん
し
て
、
七
条
に
一
項
を
設 

け
て
い
る
。

七
、
学
校
の
非
宗
教
性
、
公
立
国
民
学
校
へ
の
義
務
就
学
。
公
立
国
民
学
校 

に
お
け
る
無
料
の
授
業
と
学
用
品
お
よ
び
食
事
の
無
料
支
給
、
ま
た
学
力 

優
秀
で
学
業
継
続
に
適
当
す
る
と
み
と
め
ら
れ
る
高
等
教
育
施
設
の
^
女 

学
生
に
つ
い
て
も
同
じ
。

こ
れ
に
た
い
しH

ン
ゲ
ル
ス
は
、
修
正
草
案
と
し
て
、

-

学
校
の
非
宗
教
性
。
公
立
国
民
学
校
へ
の
義
務
就
学
。
い
っ
さ
い
の
公
立 

教
育
施
設
に
お
け
る
無
料
の
授
業
と
学
用
品
の
無
料 

を
掲
げ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
マ
ル

ク

ス

と

エ

ン
ゲ
ル
ス
の
教
育
論
は
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ 

に
も
示
唆
す
る
と
こ
ろ
き
わ
め
て
多
い
の
で
あ
る
が
、
と
く
に
国
家
権
力
と
教 

育
と
の
関
係
は
、
き
わ
め
て
印
象
的
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
資 

本
制
国
家
は
何
故
に
教
育
を
国
家=

政
府
の
政
策
に
従
厲
さ
せ
よ
う
と
し
て
全 

力
を
つ
く
す
の
か
、
こ
こ
に
前
毁
な
問
題
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
国
家
権
力 

か
ら
独
立
し
た
本
来
の
教
育
が
.、
社
会
批
判
か
ら
進
ん
で
国
家
の
政
策
に
た
い 

す
る
批
判
、
そ
し
て
や
が
て
は
社
会
変
革
へ
の
途
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ

と

、 

ま
さ
し
く
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
教
育
論
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
社
会 

変
革
の
担
い
手
と
し
て
の
労
働
渚
の
教
育
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
、
本
能
的 

に
感
じ
と
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、

当
然
に
、

国
家
権
力 

は
、
教
育
.に
重
大
な
関
心
を
も
ち
、
そ
れ
を
政
府
の
自
@

支
配
と
干
渉
の
も 

と
に
お
く
た
め
に
、
教
育
労
働
者
の
運
動
に
た
い
し
て
は
、
他
の
一
般
の
労
働

求
と
け
比
較
に
な
ら
な
I
ほ
ど
の
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
駆
使
し
て
対
抗
し
よ

う

と
 

す
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
戦
後
の
日
本
教
職
員
組
合
の
運
動
の
歴
史
が
、
 

ま
こ
と
に
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
ぅ
。

(

1」

マ
ル
ク
ス
、
資
本
論
、
第
一
巻
第
一
一
分
冊(

沿
波
文
庫
版)

(

2)

於
波
諮
座
22
、(

別
巻
1)

ニ
三
九
莨
、「

歴
史
教
靑
の
歴
史」

参
照
。

(

3)

第
一一

次
火
戦
前
に
お
け
る
注E

す
べ
き
運
動
と
し
て
ア
メ
リ
カ
の
プ

ラ

グ
 

マ
テ
ィ
.ズ
A
の
影
棚
¥

ぅ
け
た
I

緩
り
方
運
動
が
あ
る
。
し
t

こ
れ
は
ま 

こ
と
に
伢
外
的
と
も
い
え
る
ユ

ニ 

I
ク

な

運
動
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

久
野
収
.
鶴
兑
俊
輔
共
著「

现
代
日
本
の
思
想——

そ
の
五
つ
の
渦
_

_」(

岩

波
穷
!|
,)

Jr
-
収

「

n
本
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
-

生
活
旗
り
方
！
動」

、5'
^

味
深
，い
。
 

.

(

4)

マ
ル
ク
ス
.H

ン
ゲ
ル
ス
全
集(

大
月
版)

第

四

卷

四

九

一

ー

四

九

一

一

-I
'
 

(「

兆
産
党
宜
言」

r

(

5)

マ
ル
ク
ス「

ゴ
ー
タ
綱
領
批
判
.h

ル
フ
ル
ト
綱
領
批
判」

(

国
圾
文
$ 

版)

五
八
丨
五
九
贳
。

(

6)

前
描
、
六
〇
丨
六
一
頁
。

(

7
、

T
h
e

 

G
e
n
e
r
a
l

 

Council 

of 

the 

First 

International, 

1
8
6
4

丨

1866, 

T
h
e

 

L
o
n
d
o
n

 

conference, 

1865. 

Minu
te
s
, 

M
o
s
c
o
w
,

 

1964. 

pp. 

3
4

3
1
. 

346.一
八
六
六
年
、「

個
々

の
問
题
に
関
す
る
臨
時
中
央
委
員
会
代
表
に
対
す
る
指 

示」

の
な
か
に
は
つ
ぎ
の
よ
ぅ
に
の
ベ
ら
れ
て
い
る
。

「

见
女
の
児
遛
と
少
年
と
を
社
会
的
生
産
の
大
市
業
に
参
加
さ
せ
る
近
代
エ 

業
の
傾
句
は
、
資
本
の
も
と
で
は
、
い
と
わ
し
い
も
の
に
歪
め
ら
れ
て
い
る
と 

は
V
え

進

渉

的

な

、
健
全
な
且
つ
合
法
則
的
な
も
の
で
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
は 

考
え
る
。
合
理
的
な
社
会
状
態
の
も
と
で
は
、
九
歳
に
達
し
た
す
べ
て
の
児
-
g

戦
後
の
教
W
労
働
運
動
に
つ
い
て
の
！
素
描

は
誰
ヵ
れ
の
差
划
な
く
、

.
生
産
的
労
働
^
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
V'
。…

 

…

し
か
し
、
現
在
の
と
こ
ろ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
が
労
働
渚
に
厲
す
る
男
女
の
见

•Ja
た
け
を
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

.
。
わ
れ
わ
れ
は
、
教
育
と
い
う

も
の
を
、
つ
ぎ
の
三
つ
に
理
解
し
て
い
る
*

第
一
に
、
知
的
教
育(

M
e
n
t
a
l

 

Education)

第
二
に
、
体

育

(Bodily 

E
d
u
c
a
t
i
o
n
)
、

体
背
学
校
や
軍
事
教
練
で
乍
え

ら
れ
て
い
る
ょ
う
な
も
の
。

良
三
に
技
#-
学

的

,1
|
|練

(Technological 

T
r
a
i
n
i
n
g
)

-

こ
れ
は
あ
ら
少

る
生
産
過
程
の
迤
本
的
諸
原
則
を
伝
え
' 

同
時
に
、
児
童
と
少
年
に
あ
ら
ゆ
る 

職
^
の
■初
歩
的
な
道
具
の
実
際
的
使
川
と
取
り
扱
い
を
手
ほ

ど

き

す

る

も

の

。

知
的
教
育
、
体
育
、
技
術
的
訓
練
の
段
階
的
•
漸
進
的
な
課
程
が

「

少
年

労 

働
者
の
ク
ラ
ス
別
分
類
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
ね
ば
な

ら

.な
い

。

技
術
学
校
の
費
用
の
一
部
は
、
そ
の
製
品
吵
販
売
に
ょ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
ね 

ば
な
ら
な
い
。
有
給
の
坐
座
的
労
働
、
知
的
教
育
、
肉
体
的
訓
練
、
綜
合
的
技 

術
的
訓
練
の
結
合
は
、
労
働
渚
階
級
を
上
流
階
級
や
中
流
階
級
ょ
り
も
は
る
か 

に
高
い
水
準
に
ま
で
引
き
あ
げ
る
で
あ
ろ
う…

…

。」

(

8)

前
掲
、「

ゴ
ー
タ
綱
領
批
判.

ユ
ル
フ
ル
ト
綱
領
批
判」

、

一
一
〇
M
。

?

)

前
掲
、

一
〇
一j

頁
.。

三

教
育
に
た
ず
さ
わ
る
労
働
者
の
運
動
も
、s

i

本
の
労
働
運
動
の 

一
M

を
孩
成 

し
、
全
体
と
し
て
の
労
働
組
合
運
動
の
な
か
で
、
，!?
!
己
の
課
題
を
S
出
し
、
そ 

の
解
決
の
た
め
に
全
勿
を
振
っ
て
き
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
日 

教
組
の
運
動
に
は
、
他
の
い
ず
れ
の
举
産
に
も
み
ら
れ
な

い
、
い
わ
ば
日
教
組

九

一

(

三
五
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の
特
殊
な
体
質
が
実
に
色
濃
く
に
じ
み
出
て
い
る
点
が
実
に
特
徴
的
で
あ
る
？ 

こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ま
た
読
者
の
便
宜
の
た
め
に
も
、
こ
の 

「

ニ
〇
年
史」
の
内
容
を2

=

次
に
つ
い
て
知
っ
て
お
く
必
嬰
が
あ
る
。

第
一
部
敗
戦
か
ら
日
.教
組
結
成
一
〇
年
ま
で 

第
一
章
敗
戦
か
ら
日
教
組
結
成
に
い
た
る
^
み 

第
二
章
占
領
政
策
の
転
換
と
！

II

教

組

■

第
三
章
文
教
政
策
の
反
動
化
と2!

教
机 

m

二

部

勤

評

_
今

か

ら

安

保

關

争

へ

の

^

揚 

第
四
章
勤
務
評
定
反
対
闘
争 

第

五

章

地

方

財
政

確
立

と
賃

金
•
権
利
の
た
た
か
い 

第

六

章

常

理

規

則

•
専
従
制
限
と
の
た
た
か
い 

第
七
章
教
育
労
働
戦
線
統
一
へ
の
廣
^J
と
組
織
問
題 

第
八
章
教
育
の
国
家
統
制
に
杭
し
て 

第
九
章
安
保
条
約
破
棄
の
た
た
か
い
を
中
心
に 

第

三

部

貨

金

»
権

利

‘
教
育
な
ど
諸
關
爭
の
発
展 

第
一
〇
章
新
し
い
運
動
路
線
の
確
立 

第
一
一
章
賃
金
闘
争
の
前
進
と
現
状 

第
一
一
一
章
I

L

O闘
争
を
中
心
と
す
る
権
利
拡
大
闘
#

第
一
三
章
教
育
条
件
整
備
の
關
争
の
前
進
と
現
状 

第
一
四
窣
教
育
關
争
の
前
進
と
现
状 

第
一
五
章
日
教
組
の
組
織
と
現
状 

第
一
六
章
平
和
闘
争
の
前
進
と
現
状 

こ
のE

I

次
を
み
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、E

沐
教
職
員
組
合
は
、
た
ん
な
る

. 

九
ニ 

(

三
五
四)

労
働
組
合
で
は
な
い
。
賃
金
労
働
者
の
労
働
条
件
を
維
持
し
改
善
す
る
永
続
的 

な
団
体
と
し
て
の
•労
働
組
合
の
一
類
型
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
上
に
、
 

国
民
の
教
育
を
擁
護
す
る
結
社
と
し
て
の
か
か
咖
.

1
を
根
強
く
も
っ
て
い
る 

こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
最
大
の
理
由
は
、
戦
前
の
わ
が
国
に
お
け
る 

教
育
に
た
い
す
る
国
家
権
力
の
き
び
し
い
統
制
、
教
育
の
f
tri
l
を
奪
わ
れ
、
ひ 

た
す
ら
、
天
皇
制
軍
国
主
義
の
教
育
を
強
制
さ
れ
た
こ
と
の
結
果
に
た
い
す
る 

熾
烈
な
反
省
が
そ
れ
を
支
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
戦
後
平
和
憲
法 

と
こ
の
精
神
に
基
づ
く
教
育
基
本
法
の
も
と
で
、
民
主
的
な
教
育
が
保
障
さ
れ 

て
以
来
、
敗
戦
の
結
果
と
は
い
え
ひ
と
た
び
獲
得
さ
れ
た
基
本
的
な
権
利
が
、
 

.国
家
権
力
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
、
再
び
奪
い
か
え
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い 

う
警
戒
心
が
、
日
教
組
の
運
動
の
な
か
に
流
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
事
実 

政
府
は
、
そ
の
よ
う
な
野
望
を
一
時
も
忘
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
書
物 

の
内
容
は
、
こ
の
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

日
教
組
の
運
動
が
、
日
本
労
働
組
合
運
動
の
な
か
で
特
異
な
地
位
を
鮮
明
な 

ら
し
め
た
の
は
、
占
領
政
策
の
転
換
を
決
定
的
な
ら
し
め
た
一
九
五
〇
年
、
朝 

鮮
動
乱
の
勃
発
を
契
機
と
し
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
は
、
総
評
の
結
成
に
み
ら 

れ
る
よ
う
に
、
日
本
の
労
働
運
動
史
上
、
画
期
的
な
意
義
を
担
っ
て
い
る
。
日 

教
組
は
、

す
で
に
こ
の
年
の
二
月
、

「

早
期
全
面
講
和
•
永
世
中
立」

を
根
幹 

と

す

る
「

講
和
に
関
す
る
声
明」

を
発
表
し
、

朝
鮮
動
乱
の
勃
発
に
際
し
て 

は
、
非
武
装
中
立
の
新
憲
法
の
精
神
の
支
持
を
表
明
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
朝 

鮮
動
乱
は
、
ア
メ
リ
ヵ
の
ア
ジ
ア
政
策
の
転
換
を
も
た
ら
す
と
同
時
に
、
対

.0 

政
策
の
転
換
を
決
定
的
に
し
た
。
こ
の
変
化
は
、
日

教

組

の「

全
而
講
和
•
中 

立

堅
持•

¥

_
基
地
提
供
反
対」

を
内
容
と
す
る
講
和
声
叨
の
迤
木
方
針
を
范

調
と
す
る
政
策
と
照
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
の
文
教
政
策
の
反
動
化
に
対 

す
る
抵
抗
の
姿
勢
を
必
然
的
に
し
た
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
こ
の
朝
鮮
動
乱
を 

契
機
と
し
て
、
政
府
の
文
教
政
策
に
お
け
る
反
動
化
は
、
急
速
な
テ
ン
ポ
を
も 

っ
て
進
み
、
従
っ
て
日
教
組
に
た
い
す
る
政
府
の
圧
力
は
は
げ
し
く
な
り
、
日 

教
組
の
抵
抗
の
姿
勢
は
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
国
{

S
力
の
教
育
政
策
と
W
教 

組
と
の
対
立
点
は
、
H
教
育
の
中
立
性
の
問
題
、3

勤
務
評
定
の
問
題
、
白
組 

織
問
題
、
料
学
力
テ
ス
ト
の
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な 

対
立
^
は
あ
っ
た
が
、
以
上
の
四
つ
の
問
題
こ
そ
、
日
教
組
が
、
そ
の
全
組
織 

を
あ
げ
て
■關
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
。
で
は
そ
の
意

 ̂

は
一
体
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
ぅ
か
。

こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
論
ず
る
場
合
に
、
P
教
組
の
組
合
員
の
大
多
数
を 

し
め
る
公
立
小•

中
学
校
の
教
職
員
は
地
方
公
務
員
で
あ
り
、

一
方
に
お
い
て 

こ
れ
ら
の
人
ノ<
の
給
与
は
都
道
府
県
の
地
方
公
共
団
体
の
財
政
に
依
存
す
る
と 

と

も

に

方

地

方

公

-^
団
体
も
ま
た
、
例
の
シ
ャ
ゥ
プ
勧
告
以
後
、
平
 ̂

交
付
金
に
よ
っ
て
財
政
的
に
国
家
権
力
の
強
い
統
制
と
干
渉
の
も
と
に
お
か
れ 

て
L
る
こ
と
で
あ
る
。
政
府
は
し
ば
し
ば
、
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
1
じ
て
、
地 

ブ
財
政
を
C
Hil
し
そ
れ
に
よ
っ
て
主
と
し
て
地
方
公
務
員
と
し
て
の
公
立
学 

校
教
職
員
の
組
織
、
す
な
わ
ち
日
教
組
に
た
い
す
る
弾
压
を
強
化
し
て
い
る 

こ
と
で
あ
り
、
い

わ

ゆ

る「

教
育
の
中
立
性」

な
る
問
題
も
こ
れ
と
密
接
に
か 

か
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
五
三
年
、
中
央
教
育
審
議
会 

(

冲
教i

#
)

が
、
文
部
翁
の
助
言
機
関
と
し
.て
設
置
さ
れ
、
教
育
に
た
い
す
る

国 

家
の
統
制
を
強
化
し
よ
ぅ
と
し
た
が
、
岡
野
文
相
は

一
月
一
七
日
の

閣
議
に
、
 

「

義
務
教
育
学
校
法
案
の
骨
子」

を
提
出
し
、

議
会
の
了
承
を
え
た
。

そ
の
根 

戦
後
の
教
育
労
働
運
動
に
つ
い
て
の
一
素
描

本
的
な
和
い
.は
、
教
職
員
の
給
与
を
全
額
国
庫
負
担
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
教 

員
の
身
分
を
従
来
の
地
方
公
務
員
か
ら
国
家
公
務
員
に
変
更
し
、
そ
れ
に
よ
っ 

て
組
合
活
動
も
大
幅
に
制
限
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
ま
た
ま
、
こ 

の
年
の
総
選
挙
と
、
d

ft
l
党
政
府
に
た
い
す
る
日
教
組
の
は
げ
し
い
反
対
運
動 

に
よ
っ
て
義
務
教
育
学
校
職
員
法
案
は
成
立
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
が
、
政 

府
の
日
数
組
対
策
の
中
心
が
、
教
育
の
国
家
的
統
制
と
そ
の
た
め
の
日
教
組
の 

組
織
破
壊
に
.
 ̂0

た
こ
と
は
V

ま
で
も
な
い
。I

!

家
権
力
に
よ0
て
教
育
の 

中

立

他

の

簾

の

名

の

.も
と
に
、

，そ

の

中
立
性
を
侵
す
行
為
が
公
然
と
行
わ
れ 

る
の
は
、
S

そ
の
も
の
の
本
質
と
し
て
す
ベ
て
の
権
威
に
た
い
す
る
容
赦
な 

.

I
批
判
と
分
析
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
う
し
た
立
場
に
.立
つ
教 

師
に
た
い
す
る
国
家
権
力
の
対
策
は
、
学
莆
の
こ
の
上
う
な
教
師
の
影
響
か
ら 

の
ホ
除
=
日
教
組
の
弾
压
に
よ
っ
て
、
そ
の
い
わ
ゆ
る

「

中
立
性

」

を
確
保
し 

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
教
育
ニ
法
案
、
す

な

わ

ち「

教
育
公 

務
員
特
令
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案」

、

「

義
務
教
育
諸
学
校
に
お
け
る 

教
育
の
政
治
的
中
立
の
確
保
に
関
す
る
法
律
案」

は
、
そ
の
よ
う
な
意

図

を

も

.
 

つ
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
教
職
員
の
政
治
沾
動
を
讓
公
務
員
と
同
じ
く
禁
止 

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、
児

童

•
坐
徒
に
対
し
、
特
定
の
政
党 

を
支
持
も
し
く
は
反
対
さ
せ
る
教
育
を
行
う
こ
と
を
教
唆
、

煽
動
し
た
場
合
、
 

あ
る
い
は
、
支
持
ま
た
は
反
対
す
る
に
至
ら
し
む
る
に
足
り
る
た
め
の
教
育
を 

含
む
と
さ
れ
、
特
例
法
に
お
い
て
は
懲
役
一
年
罰
金
三
万
円
以
下
、
中
立
法
で 

は
懲
役
三
年
罰
金
一
〇
万
円
以
下
の
刑
事
罰
が
規
定
さ
れ
、
学
校
教
育
I

察 

や
裁
半
所
が
介
入
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
ひ
ど
い

も

の

で

b

っ 

.た
。
こ
の
よ
う
な
教
育
ニ
法
案
が
、
強
引
に
上
提
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
背
景
と
し

九

三

(

三
五
五)



て
は
、
い
わ
ゆ
る
M

s

A協
定
に
ょ
っ
て
日
本
の
苒
軍
備
の
強
化
を
、

ァ
メ
リ 

力
の
経
济
援
助
を
代
俊
と
し
て
、
と
り

.き
め
た
池
田
.
ロ
バ
I
ト

ソ

ン

会
談
が 

あ

る

の

で

あ

る

が

、
日
教
組
の
平
和
憲
法
擁
護
.
非
武
装
中
立
の
公
式
声
明 

は
、
こ
れ
と
真
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
平
和
教
育== 

偏
向
教
育
と
い
う
論
理
を
も
っ
て
、
真
の
意
味
で
の「

教
育
の
中
立
性」

を
侵 

犯
す
る
政
府
の
行
為
は
、
束
都
市
旭
ヶ
rr
中
学
校
事
件
を
は
じ
め
と
す
る「

ニ 

‘四
の
偏
向
教
育
の
事
例

」

と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
も
っ 

て
、
政
府
は
、
教
育
ニ
法
案
の
必
要
性
を
世
論
に
訴
え
る
恰
好
の
宣
伝
材
料
と 

.し
た
の
で
あ
っ
た
。
教
育
ニ
法
案
は
、

一
九
五
八
年
五
月
、

一
部
修
正
の
の
ち 

可
決
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
を
契
機
と
し
て
、
政
府
の
教
育
政
策
の 

反
勋
化
は
急
速
に
す
す
む
。
岛
民
党
が
発
表
し
た「
う
れ
う
べ
き
教
科
書
の
問 

題」

に
ょ
る
码
主
主
義
的
な
教
科
書
の
排
撃
、

教
育
委
員
任
命
制
の
問
題
な 

ど
、
教
育
ニ
法
の
反
動
的
内
容
を
実
質
的
に
完
成
す
る
た
め
の
方
策
が
着
々
と 

と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
 

政
府
の
教
育
政
策
は
教
育
財
政
政
策
と
密
接
不
離
な
関
係
に
お
い
て
あ
ら
わ 

れ
、
地
方
財
政
へ
の
官
僚
的
統
制
と
支
配
と
を
通
じ
て
、
日
教
組
へ
の
圧
迫
を 

次
第
に
強
化
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
は
、
こ
の
後
に
お
こ
っ
た
勤
 ̂

^

/1
£
反
対S

S

今
の
^
板
で
、
も
っ
と
も
明
自
に
發
露
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ょ
り
先
、
日
教
組
は
、

一
九
五
一
年
.五
月
、■
第

八
回
大
会
に
お
い
て
、
 

世
界
教
職
员
団
体
総
速
合(

W
C

O

T

P)

へ
の
加
盟
を
決
定
し
、
七
月
、
マ
ル 

タ
岛
で
開
か
れ
る
第
艽
问
総
会
の
中
心
議
題
が「

教
師
の
倫
理」

で
あ
る
と
こ 

ろ
か
ら
、

こ
の
討
論
に
参
加
す
る
た
め
に
、
日
教
組
は
、
日
本
の
教
師
の
倫
理 

観
を
ま
と
め
る
必
要
に
迫
ら
れ
、
柬

大

助

教

授(

当
時)

宮
原
誠
一
、

お
茶
の

九

四

(

三
五
六)

水
大
教
授
、
周
郷
博
、
元
京
大
教
授
、

柳
田
謙
十
郎
の
諸
氏
を
招
き
，

「

教
師 

.の
倫
理」

に
つ
い
て
の
意
見
の
交
換
を
行
い
、
倫
理
綱
領
の
内
容
と
し
て
、
① 

教
師
は
労
働
者
で
あ
る
、
②
労
働
階
級
の
果
す
べ
き
民
族
的
役
割
、
③
教
師
と 

使
命
、
④
教
師
と
政
治
、
⑤
子
ど
.も
の
人
格
の
尊
重
、
⑥
教
師
と
平
和
の
六
頃 

E
n

を
基
本
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
前
記
の
方
々
を
中
心
に
、
さ
ら
に
多
く 

の
学
識
経
験
者
を
加
え
て
、

「

教
師
の
倫
理
綱
領」

草
案
を
作
成
し
、
広
島
で 

ひ
ら
か
れ
た
第
二
〇
回
中
央
委
員
会
に
提
案
さ
れ
、

一
九
五
ニ
年
六
月
の
新
潟 

で
開
か
れ
た
第
九
回
大
会
に
決
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
ま
こ
と
に
日
教
組
の
签
本 

的
な
姿
勢
と
教
育
者
の
集
ま
り
と
し
て
の
理
念
を
象
徴
す
る
と
思
う
の
で
、
'e 

の

「

前
が
きj

と
項E

の
全
文
を
左
に
掲
げ
て
み
よ
う
*

「

こ
れ
ま
で
の
日
本
の
教
師
は
、

半
封
建
的
な
超
国
家
主
義
的
体
制
の
も 

と
で
、
屈
従
の
倫
理
を
強
い
ら
れ
て
き
た
•

日
本
の
社
会
体
制
が
、
ま

っ
た
く
違
っ
た
観
点
か
ら
再
建
さ
れ
な
け
れ
，i
 

な

-l
b

W

A日
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
因
習
を
た
ち
き
り
、
新
た
な
倫
现
を 

も
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
倫
理
は
た
ん
に
普
遍
的
な
永
遠
な
も
の
で
は
な 

く
、
具
体
的
な
、
特
定
な
時
代
と
民
族
に
あ
た
え
ら
れ
た
•歴
史
的
課
題
を
か 

ち
と
る
た
め
の
た
た
か
い
を
通
じ
て
つ
か
み
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か 

る
に
今i

n
、

わ
れ
わ
れ
の
社
会
は
、
ま
す
ま
す
贫
乏
と
失
業
を
一

般

化

さ

 

せ
、
K
族
の
独
立
さ
え
も
危
機
に
お
と
し
い
れ
ら
れ
て
い
る
。

破
壊
的
近
代
戦
争
の
# .
威
が
、
内
か
ら
も
外
か
ら
も
、
こ
の
歴
史
的
な
課 

題
に
つ
い
.て
の
認
識
と
そ
の
課
題
解
決
へ
の
意
志
を
ゆ
が
め
て
き
て
い 

る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
の
な
か
で
、
人
権
を
尊
茁
し
、
生
産
を
高
め
、
人
問 

に
よ
る
人
間
の
搾
取
を
断
っ
た
平
和
な
社
会
を
も
と
め
よ
う
と
す
る
わ
れ
わ

れ
人
民
の
念
願
は
、
労
働
者
階
級
の
高
い
自
主
的
成
長
な
し
に
は
達
成
さ
れ 

な
V

教
'r
!
f
lは
い
う
ま
で
も
な
く
^

働
者
で
あ
る
*

日
本
の
教
師
は
、
全
労 

側
者
と
と
も
に
、
祺
態
が
困
難
を
加
え
れ
ば
加
え
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
そ

の
 

団
結
を
固
め
て
、
靑
少
年
を
ま
も
り
、
男
気
と
知
性
を
も
っ
て
、
こ
の
嵌
史 

的
_
题
の
前
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
右
の
認
識
に
も
と
づ
い
て
、
わ
れ
わ
れ 

は
つ
ぎ
の
倫
现
綱
領
を
き
め
る
。

一
、
教
師
は
口
本
社
会
の
課
題
に
こ
た
え
て
、
靑
少
年
と
と
も
に
生
き
る
。

ニ
、
教
師
は
教
育
の
機
会
均
等
の
た
め
に
た
た
か
う
。

三
、
教
師
は
平
和
を
ま
も
る
。

四
、
教
師
は
科
学
的
贳
理
に
立
っ
て
行
動
す
る
。

五
、
教
師
は
教
育
の
，|?
|

山
の
侵
害
を
ゆ
る
さ
な
い
。

1

ノ
教
作
は
正
し
レ
政

^
を
も
と
め
る
。

七
、
教
師
は
親
た
ち
と
と
も
に
社
会
の
類
廃
と
た
た
か
い
、
新
し
い
文
化
を

つ
く
る
。

八
、
教
師
は
労
働
若
で
あ
る
。

九
、
教
師
は
生
活
権
を
ま
も
る
。

1

〇
、
教
師
は
団
結
す
る
。

1

こ

の

「

倫
理
綱
領」

の
な
か
で
も
っ
と
も
注
.因
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
な
か 

'に
流
れ
て
い
る
つ
ぎ
の
三
つ
の
精
神
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
は
、
教
育 

の
政
府
n
国
家
拖
力
か
ら
の
排
除
n
教
育
の
中
立
性
と
い
う
根
本
思
想
か
ら
発 

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
.
ま
ず
第
一
に
民
族
の
歴
史
的
課
題
の
解
決
の
た
め
の
教 

育
倫
則
、
第
二
に
、
平
和
教
育
の
倫
理
そ
し
て
第
三
に
、
露

者

階
級
の|

員 

と
し
て
の
向
党
の
倫
理
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
倫
理
綱
領
が
制
定
さ
れ
た
背
贵

戦
後
の
教
育
労
働
運
動
に
つ
い
て
の
一
素
描

に
は
日
米
安
保
条
約
以
後
の
日
木
の
政
治
の
反
動
化
、
こ
.れ
に
た
い
す
る
広

は
ん
な
国
民
的
抵
抗
-

-
た
と
え
ば
内
潍
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
^
地
反
対
闘
争

や
文
教
政
策
の
反
動
化
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、

と
く
に
こ
の
倫
理
綱
領 

に
た
い
し
て
は
、
政

府.

自
民
党
か
ら
の
は
げ
し
い
反
擊
が
加
え
ら
れ
た
の
で 

あ
っ
て
、
そ
こ
に
も
ら
れ
た
、
民
族
の
歴
史
的
課
題
の
た
め
の
教
育
、
平
和
の 

た
め
の
教
育
、
そ
し
て
労
働
渚
階
級
と
の
速
带
の
た
め
の
教
育
が
、
い
か
に
.お 

そ
れ
ら
れ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。
勤
務
評
矩
問
題
が
、
突
如
と
し
て
あ
ら
わ 

れ
た
の
.は

、
•

こ

の

こ

と

と

無

関

係

で

は

あ
り
え
な
い
。

す
で
に
し
ば
し
ば
指
摘
し
た
よ
う
に
、
政
府
の
文
教
政
策
は
、
教
育
の
中
立 

の
名
の
も
と
に
、
実
赞
的
に
教
育
そ
の
も
の
を
時
の
政
治
権
力
の
意
の
ま
ま
と 

し
そ
の
支
配
の
も
と
に
お
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
^

の
^
,

U

 

的
教
育
と
は
こ
れ
に
反
対
し
、
政
府=

国
家
権
力
の
支
配
や
介
入
か
ら
独
立 

し
て
む
し
ろ
こ
れ
を
尚
由
に
批
判
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
も 

の
と
し
て
、
は
じ
め
て
正
し
い
教
育
理
念
も
し
く
は
教
育
思
想
が
存
在
し
う
る 

の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
筆
者
が
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
ま
ひ
と
つ
、
 

政
府
の
文
教
政
策
の
他
の
側
面
と
し
て
、
地
方
財
政
へ
の
压
迫
、
地
方
公
共
面 

体
に
お
け
る
教
育
哚
係
予
箅
の
削
減
、
そ
れ
を
通
じ
て
の
日
教
組
に
た
い
す
る 

压
力
の
強
化
す
な
わ
ち
地
方
公
務
員
た
る
資
格
か
ら
国
家
公
務
員
に
編
入 

し

教

，
を
国
家
的
統
制
の
も
と
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、一
切
の
政
治
诉
^

の 

M
L

 

の
^
奪
め
企
図
が
露
骨
に
--
'
.小
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
1
未
で
、
良
：叫 

昇
給
と
勤
務
評
定
の
強
行
と
は
、
' ま
こ
と
に
象
徴
的
で
あ
っ
た
。

昭
和
三
一
年
、
地
方
財
政
再
建
法
の
適
法
を
.う
け
、
そ
れ
を
理
由
と
し
て
、
 

教
職
員
の
一
〇
割
の
定
期
昇
給
を
七
割
し
か
予
算
し
な
か
っ
た
愛
媛
県
は
、
三

九

五

(

三
五
七)



割
の
界
給
ス
ト
ッ
プ
と
い
う
差
別
昇
給
の
方
針
を
う
ち
出
し
、
十
月
一
日
か
ら 

任
命
制
の
新
教
育
委
員
が
発
足
す
る
や
、
新
教
育
委
員
会
法
第
四
六
条「

県
負 

祖
教
職
.員
の
勤
務
成
績
の
評
定
'は
、
地
方
公
務
員
法
第
四
〇
条
第
一
項
の
規
定 

に
か
か
ね
ら
ず
、
都
道
府
県
委
員
会
の
計
画
の
：下
に
、
市
町
村
教
育
委
員
会
が 

行
う
も
の
と
す
る」

と
い
う
条
項
に
よ
っ
て
、
教
職
員
の
勤
務
評
定
を
行
う
こ 

と
を
決
定
し
た
。

. 

、
 

愛
媛
県
で
の
闘
争
に
端
を
発
し
て
、
全
国
的
問
題
に
発
展
し
、
愛
媛
、高
知
、
 

ー
如
岡
、
钷
尼
島
、
和
歌
山
な
ど
に
お
い
て
も
っ
と
も
は
好
し
く
闘
わ
れ
た
勤
務 

評
定
反
対
關
爭
は
、
日
教
組
の
運
動
の
歴
史
の
な
か
で
も
、
も
っ
と
も
も
り
上 

っ
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
実
に
日
教
組
の
組
織
の
も
つ
強
さ
と
弱
さ
長 

所
と
欠
点
と
を
も
っ
と
%■
よ
く
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
闘
今
の
こ

.の
荀
/刀
に 

か
ん
す
る
本
書
の
叙
述
は
、
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か 

か
わ
ら
ず
、
日
教
組
の
こ
の
閼
孕
は
、
何
故
に
勝
利
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ 

う
か
。
 

ゝ

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
学
童
の
父
兄
に
た
い
し
、
勤
評
阻
止
闘
争 

の
意
義
を
十
分
に
理
解
さ
せ
え
な
か
っ
た
こ
と
、
た

と

え

は

「

勤
務
評
定
は 

戦
争
へ
の
途」

と
い
う
よ
う
な
単
純
な
論
理
で
は
、
差
別
が
職
場
に
お
け
る
日 

常
的
な
事
実
と
な
っ
て
い
て
、
む
し
ろ
そ
れ
に
馴
ら
さ
れ
て
い
る
労
働
者
の
場 

合
、
完
全
に
日
教
組
の
側
に
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な 

事
実
と
、
P

T

Aが
一
部
の
有
力
者
の
父
兄
に
-J
：

っ
て
牛
耳
ら
れ
て
お
り
、
そ
の 

た
め
に
日
教
組
に
た
い
す
る
压
カ
団
体
と
し
て
作
用
す
る
と
い
う
よ
う
な
客
観 

的
な
状
勢
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
.闘

^

の

場 

に
お
け
る
主
体
杓
な
と
り
く
み
方
に
大
き
な
問
題
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

九

六

(

三
五
八)

か
。
第

1

八
回
臨
時
大
会
に
お
い
て
、
福
岡
県
代
表
が
，い
み
じ
く
も
の
べ
た
ょ 

う
に
、

「

労
組
の
た
た
_か
.い
の
中
心
は
賃
金
闘
^
や
筒
切
り
反
対
闘
€
だ

こ 

れ
ら
の
闘
争
で
実
力
行
使
を
し
な
か
っ
た
日
教
組
が
、
権
力
と
の
た
た
か
い
に 

実
力
行
使
を
す
る
と
こ
ろ
に
悩
み
が
あ
る
。
福
岡
が
実
力
行
使
で
き
た
の
は 

ま
え
に
賃
金
闘
争
で
実
力
行
使
し
て
い
る
か
ら
だ」

と
い
う
意
見
は
、

0

1 

執
行
部
に
と
っ
て
は
千
鈞
の
vff
l
'み
を

も
.つ

教
訓
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
ち 

ろ
ん
、
こ
の
關
爭
の
過
程
で
、
た
と
え
ば
神
奈
川
方
式
の
評
価
、
す
な
わ
ち
、

「

©
勤
評
は
実
施
.で
き
な
い
し
、

や
れ
ば
教
育
効
果
が
低
下
す
る
。

©
教
育
 ̂

果
を
あ
げ
る
に
は
ま
ず
条
件
整
備
が
必
要
で
あ
る
。
©
教
育
行
政
者
は
校
長
を 

評
定
で
き
な
い
し
、
校
長
は
教
師
を
評
定
で
き
な
い
。
@
勤
評
の
規
則
制
定
は 

行
わ
な
い
。
以
と
の
四
点
を
も
っ
て
し
て
も
、
こ
の
岡
#
で

わ

れ

わ

れ

は
一
 

応
の
権
力
攻
勢
を
く
い
と
め
、
平
和
と
段
主
主
義
を
守
る
こ
と
が
で
き
た」

と 

す
る
評
価
は
、
甘
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
労 

資
協
調
の
思
想
に
つ
.な
が
る
も
の
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
第
二
〇 

.
回
臨
時
大
会
に
お
い
て
可
決
さ
れ
た
岩
手
修
正
案
の
結
論
、

「

し
か
し
、

利
奈 

川
県
教
組
が
県
教
委
と
の
間
に
教
育
効
果
を
あ
げ
る
た
め
の
人
事
行
政
措
置
と 

し
て
反
省
録
の
問
題
に
ま
で
話
し
合
い
を
発
展
さ
せ
、
そ
の
成
案
を
う
る
た
め 

の
贤
格
に
つ
い
て
と
り
き
め
を
行
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
新
し
い
人
事
管 

理
の
方
式
こ
•陥
る
危
険
を
も
ふ
く
ん
で
お
り
、
警
戒
と
今
後
さ
ら
に
深
い
换
討 

yi
必
要
.で
あ
る」
と
い
う
一
節
は
、
そ
の
後
の
日
教
組
の
■運
動
に
と
っ
て
き
わ 

め
て
示
唆
%
で
あ
っ
.た
。
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
管
班
規
則
の
制
定
、
専
従
制 

限
の
問
題
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
ど
う
し
て
も
闘
争
の
過
程
に
お
い
て
.明
ら
か
に
さ
れ

た
日
教
組
の
組
織
上
の
問
題
に
つ
い
て
ふ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の「

ニ 

〇
年
史」

に
お
い
て
は
、
組
織
問
題
は
、

第
七
章
に
お
い
て
、

「

教
育
労
働
戦 

線
統
一
へ
の
努
力
と
組
織
問
題」

と
し
て
、
も
.っ
ば
ら
戦
術
的
な
問
題
と
し
て 

と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
日
教
組
の
組
織
の
体
質
は
、
闘
爭
の
面 

で
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
日
教
組
の
組
織
は
、
15
1 

府
県
单
位
に
な
っ
て
お
り
、
執
行
部
は
、
各
都
道
府
県
代
表
と
し
て
一
名
あ
て 

選
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
各
都
道
府
県
の
教
職
員
組
合
の
集
合
体
と
し
て
日 

教
組
が
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
経
済
闘
争
に
お
け
る
日 

教
組
の
困
難
な
問
題
が
存
在
す
る
。
給
与
の
而
に
お
い
て
、
都
道
府
県
相
互
間 

に
は
、
か
な
り
の
格
差
が
存
在
し
、
そ
れ
は
ま
た
各
地
方
自
治
体
の
財
政
状
態 

に
も
関
連
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
条
件
の
問
題
は
、
全
体
と
し
て
国
家 

公
務
員
の
諸
規
定
が
準
用
さ
れ
る
以
上
、
賃
金
闘
争
に
お
い
て
、
公
労
協
と
統 

1

闘
争
を
組
む
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
ま
た
琪
実
、
経
済
閼
學
は
、
そ
う
し
ヒ 

方
式
が
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ま
た
教
職
員
が
地
^
公
務
員
で
あ
り
、
 

そ
の
給
与
ガ
地
方
財
政
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
る
以
上
、
そ
の
地
方
財
政
の
状 

態
に
よ
っ
て
、
給
与
の
而
で
の
地
域
間
格
差
が
必
然
的
に
生
ず
る

こ
と
と
な 

る

す

な

わ

ち

、
概
し
て
、
東
京
、
大
阪
な
ど
の
大
都
市
に
お
い
て
は
、
生
計 

#
も
高
い
が
、
他
方
、
地
方
の
県
に
比
較
し
て
勤
務
地
手
当
を
中
心
と
し
て
給 

与
も
高
く
な
る
よ
う
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
格 

差
の
存
在
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
反
面
、
教
育
的
. 

効
來
の
而
で
、
大
き
な
マ
ィ
ナ
ス
に
な
っ
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
b
。
本
来
、

生
活
し
恳
い
便
利
な
環
境
に
入
れ
ば
入
る
ほ
ど
労
働
条
件
が
よ

く

な

り

、

後
'1 

地
や
い
わ
ゆ
る
お
く
れ
た
県
に
行
け
ば
行
く
ほ

ど
格
差
が
拡
大
す
る
と
い

う

よ
 

戦
後
の
教
育
労
働
運
動
に
つ
い
て
の
一
素
描

う
な
事
実
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
事
情
が
存
在
す
る
と
す
'1
1
*

±
、
 

優
秀
な
教
員
は
大
都
会
や
そ
の
周
辺
に
集
め
ら
れ
、
' そ
の
他
の
地
域
は
、
い
わ 

ゆ
る
日
の
当
ら
ぬ
場
所
と
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
日
教
組
は
こ
の
問
題
に
つ 

い
て
ど
の
よ
う
な
対
策
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
書
に
は
、
ま
っ
た
く
ふ 

れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
、
組
織
上
の
ー
大
問
1! 

と
も
な
り
、
分
裂
の
危
機
を
は
ら
む
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
あ 

え
て
こ
の
問
題
を
提
起
し
て
こ
れ
に
立
ち
向
い
、
こ
れ
を
解
決
す
る
方
向
を
う 

ち
出
す
こ
と
な
く
し
て
、
日
教
組
の
組
織
強
化
を
は
か
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ 

う
に
思
わ
れ
る
。
日
教
組
に
と
っ
て
重
大
な
勤
評
反
対
闘
争
に
し
て
も
、
差
別 

に
た
.
し̂
て
徹
底
的
に
闘
う
姿
勢
を
示
し
な
が
ら
、
し
か
も
完
全
な
勝
利
を
し 

め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
教
職
員
が
、
全
体
と
し
て
極
端
な
低
賃
金 

水
準
で
あ
る
上
に
、
す
で
.に
日
教
組
内
部
に
お
け
る
賃
金
格
差
を
は
じ
め
と
し 

て、
生
活
上
の
日
常
的
要
求
に
た
い
す
る
と
り
く
み
方
に
不
足
が
あ
っ
.た
の
で 

は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、
学
力
テ
ス
ト
反
対
闘
争
と
も
密
接
に
関
連
し
て 

く
る
問
題
で
あ
る
。

文
部
省
は
、

一

九
五
六
年
九
月
、
初
め
て
全
国
的
な
抽
出
労
力
調
査
を
小
•
 

中
学
校
の
最
高
学
年
に
つ
い
て
実
施
し
、
そ
し
て
翌
年
の
九
月
に
は
小
.
中
の 

ほ
が
、
高
校
最
高
学
年
を
も
対
象
に
加
え
て
行
っ
た
。
そ
し
て

一
九

六

一
年
に 

な
る
と
一
〇
月
七
日
に
全
国
の
中
学
ニ
、
三
年
生
全
員
を
対
象
に
一
斉
調
态
の 

方
針
を
決
定
し
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
日
教
組
執
行
部
は
、

「

今
年
度
よ
り
強
行
実
施
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
中
学
校
生
徒
の
当
局
に 

よ
る
.

一

斉
学
力
チ
ス
ド

に

つ
い
て
は
そ
の
意
図
が
教
育
内
容
の
国
家
統
制
、
 

改
悪
教
育
課
程
の
押
し
つ
け
の
手
段
で
あ
り
、
人
材
発
掘
に
名
を
か
り
て
一

九

七

(

三
五
九)



研 究 ノ ー  卜

消費部分

の

分離

に

ょ

.る 

高等教育投資の

過

少

性

林

英

明

教
育
の
需
獎
行
動
を
経
済
的
な
而
か
ら
分
析
す
る
場
合
に
、
教
育
需
要
は

 ̂

II
J
丨
収
益
関
係
に
も
と
づ
く
投
資
と
し
て
の
侧
而
と
、
文
化
教
養
の
よ
ぅ
な
い 

わ
け
る
■ p

s
y
c
h
i
c

 

g
a
i
n

を
得
る
消
費
と
し
て
の
側
面
を
同
時
に
持
っ
て
い
る 

た
め
に
、
教
育
費
の
投
資
部
分
と
消
費
部
分
へ
の
ふ
り
分
け
の
問
題
が
常
に
存 

在
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
問
題
が
明
確
に
な
ら
な
い
か
ぎ
り
、
収
益
率
や
過 

少
投
資
額
の
推
定
、
他
の
投
資
機
会
に
対
す
る
有
利
性
の
比
較
な
ど
は
正
確
な 

意
味
を
持
た
な
い
。

こ
の
問
題
は
も
っ
と
も
投
資
的
性
質
が

強
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
に
、
通 

為
で
は
教
育
費
が
全
額
投
資
と
前
提
し
て
収
益
率
な
ど
が
計
算
さ
れ
る
高
等
教 

育

(

大
学
と
短
期
大
学)

に
お
い
て
も
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

す
な
わ
ち
高
等
教
育
の
場
合
に
お
い
て
.も
、そ
の
需
要
の
.か
な
り
の
部
分
W
、
 

赁
金
-

?=：

場
に
お
け
る
収
益
変
化
に
影
響
さ
れ
な
い
消
費
と
し
て
の
需
要
で
あ
る 

こ
と
‘が
、
統
計
的
に
も
認
め
ら
れ
て
き
た
。

た
と
え
ば
、

も
し
高
等
教
育
の
需
要
が
完
全
に
投
資
^
1 |
で
あ
る
と
考
え
ら 

消
費
部
分
の
分
離
に
よ
る
高
等
教
育
投
資
の
過
少
性

れ
る
な
ら
は
タ
教
育
需
要
量
の
戦
略
変
数
で
あ
る
大
学
入
学
者
数
ま
た
は
卒
業 

..者
数
の
変
化
率
と
収
益
の
一
つ
の
指
標
で
あ
る
大
学
卒
平
均
賃
金
と

高
校
卒 

の
そ
れ
と
の
格
差
の
変
化
率
と
の
間
に
は
、
正
の
相
関
が
あ
る
と
考
え
ら
れ 

る

そ
し
て
こ
の
考
え
か
た
に
し
た
が
つ
て
、
^l
s.
a
ョ
f»
p
^
 K

u
z
n
e
t
s

は
、
 

1.

九
三
三
年
と
一
九
四
八
年
と
の
間
に
お
け
る
米
国
の
大
学
の
各
学
部
の
卒
業 

者
数
変
化
率
と
各
学
部
に
対
応
す
る
職
業
別
賃
金
変
化
率
と
の
間
に
は
、
ま
っ 

た
く
順

位

相

関

が

^
:
在

し

な
い
，こ
と
を
計
測
し
て

い
る
。

D
、

21)

わ
が
国
に
お
い
て
も
た
と
え

.ば
、
大
学
卒
男
子
製
造
業
平
均
賃
金
と
総
平
均 

賃
金
と
の
格
差
の
一
九
五
八
年
価
格
に
ょ
る
実
質
額
と
、
高
等
学
校
新
卒
者
数 

と
短
大
を
含
む
大
学
進
学
志
願
者
数
と
の
比
で
あ
る
進
学
志
願
率
の
、

一
九
五 

八
年
を
基
準
と
し
た
各
年
度
の
•変

化

率

と
の
間
に
は
表
1
の
ょ
ぅ
な
順
位
$
あ 

る
。そ

し
て
こ
の
順
位
で
は
、
5

%
水
準
に
お
い
て
も
順
位
.相

関

は

存

在

し

な

、
• 

0
 I

た
だ
し
こ
れ
ら
の
場
合
は
、
高
等
教
育
を
需
要
す
る
時
点
に
お
け
る
行

動

の 

動
機
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
と
、
大
学
を
卒
業
し
て
就
業

九
九

(

三六一

)

部
の
資
本
家
I

仕
す
る
人
間
形
成
を
め
ざ
す
も
の
で

t
、

民
主
教
育
と 

逆
行
し
国
民
に
背
を
向
け
る
教
育
政
策
で
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
労 

働

者

民

主

団

体

、
父
母
大
衆
に
，J

、
広
範
な
反
対
運
動
を
展
開
す
る
こ 

と
が
必
耍
で
あ
る」

と
の
基
本
的
立
場
を
表
明
し
た
。

肇

的

な

立

場

と

し
て
は
正
し
い
が
、
こ

の

よ
う
な
抽
象
的
な
表
現
で
果
し 

て
、
現
場
の
教
師
や
父
兄
に
充
分
に
説
得
力
の
あ
る
説
明
を
な
し
う
る
で
あ
ろ 

う

か

^ f

p
代
表
が
大
会
に
お
い
て
の
ベ
た
よ
う
に
、
.「

学
力

テ
ス
ト
は
、
教 

師
に
文
す
る
勤
評
の
ム
チ」

で
あ
り
、
神
奈
川

お
よ
び
東
京
代
表
も
同
様
の
こ 

と
を

の
べ
て
い
る
が
、
学
力

テ
ス
ト
"
勤
評=

反
動
的
な
文
教
政
策
と
い
う
関 

述

を

ど
の
よ
う
に
勒
合
内
部
で
把
握
し
、
麗

一

般

に

も

訴
え
る
か
が
問
置

.
 

で
あ
っ
た
と
思
う
。
罵

大

衆

に

は

、
事
の
本
質
が
十
分
に
把
握
さ
れ
ず
、
そ 

の
た
め
に
ま
た
父
兄
の
十
分
な
支
持
を
う
け
る
と
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
f
 

祺
庚
は
重
耍
で
あ
る
と
思
う
。

限
ら
れ
た
ス
ぺ
丨
ス
で
.一，
、
〇
〇
0
頁
を

こ
え
る「

ニ
〇
年
史」
の
秘
め
て 

い
る
問
題
を
十
分
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
た
と
は
.
決
し
て
思
匕
な(

が
、
 

出
題
の
指
摘
は
以
上
で
終
り
、
つ
ぎ
に
' 

史
料
と
し
て
の「

日
教
組
ニ
〇
年
史」 

に
つ
い
て
、
気
が
つ
い
た

こ
と
を
寧
の
ベ
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
す
る
。

B

ど

の

組

合

の「

年
史」

に
も
共
通
し
て
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た 

あ

る

慶

や

む

を

I

い
こ
と
か
も
し
れ
な

い

が
、
年
次
大
会
の
記
録
を
中
心 

と
し
て
碧

な

事

件

、
關
中
の
経
過
の
叙
述
が
主
：要
な
内
容
を
な
し
て
い
る

結 

果
、
現
場
の
労
働
者
と
し
て
の
教
師
の
発
言
や
苦
悶
が
ほ
と
ん
ど
記

さ

れ

て

、
 

な
い
。

(r
)

運
動
を
す
す
め
る
に
あ
た
つ
て
、
地
域
の
労
働
者
、
と
く
に
父
兄
？

•

九

八

(

三
六
〇)

T

 

A

)

；対
策
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
書
か
れ
て
い
な
い
。

®

政
治
闘
争
と
経
済
闘
争
と
の
関
連
を
ど
の
ょ
う
に
理
解
し
、
'そ
i

ど 

の
ょ
う
に
下
部
の
教
職
員
大
衆
に
宣
伝
し
た
か
、
理
論
的
に
少
し
も
明
ら
か
に

H

荷
道
府
最
位
の
組
織
と
本
部
執
行
部
と
の
矛
盾
や
葛
藤
あ
る
、
太
組 

織
上
の
矛
盾
な
ど
が
、
正
し
く
評
価
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
皇

の

穿
 

点
を
暴
露
す
る
の
.に
も
っ
と
勇
敢
で
あ
っ
て

±

し

、。

以
上
、
勝
手
な
妄
評
を
列
ね
た
が
、
こ
れ
ら
が
、
今
後
、
わ

た

く

し

た

ち

の 

例

間
、
五
〇
万
教
師
の
代
表
と
し
て
の
！

II

教
組
の
来
る
べ
き
輝

か

し

い

「

三
〇 

年
史J

の
な
か
に
生
か
さ
れ
る
こ
と
を
切
に
望
む
。
'

I

1

九
六
七

.1

ニ
ニ
ご
一一

〈

追

記

〉

本
稿
の
作
成
に
あ
た
.っ
て
、
今
年一

1
月
*
.

早
稲£

大
学
で
.〒
わ
れ
，.こ 

.

経
済
学
史
学
会
に
お
け
る
研
究
報
告
の
う
ち
、
札
幌
短
期
大
学
の
中
野
徹
三
e 

の
徒
報
告「

マ
ル
ク
ス
、

H

ン
ゲ
ル
ス
の
教
育
思
想
と
児
萤
労
働
論

と

の

関

連

」

に
示
唆
さ
れ
る
と
こ
ろ
多
く
、「

参
考
資
料」

を
利
用
さ
せ
て
い
た
ビ
い
た

。
可

,
 

め
て
御
礼
中
上
げ
る
次
第
で
す
。


