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社
会
統
合
と
コ
ミ
ユ

ニ
ケ

l

シ
ョ
ン
政
策

ー
l
言
語
と
サ
ブ
・
カ
ル
チ
ャ
ー
ー
ー

定息

木

員

付

一
九
五
0
年
代
と
一
九
六
0
年
代
に
多
く
の
新
興
国
が
誕
生
し
た
。
こ
の
期
間
の
国
際
連
合
へ
の
新
加
盟
国
数
は
六
九
カ
国
の
多
き

に
達
し
て
い
る
。
た
し
か
に
こ
の
中
に
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア

ハ
ン
ガ
リ
ア

イ
タ
リ
ア
、
日
本
な
ど
の
諸
国
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
大

部
分
（
五
九
カ
国
）
は
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
に
位
置
す
る
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
独
立
し
た
新
興
国
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
国
の
指
導
者

た
ち
が
独
立
達
成
後
、
た
だ
ち
に
直
面
し
た
こ
と
は
国
民
国
家
を
形
成
す
る
た
め
の
社
会
統
合
の
問
題
で
あ
っ
た
。

カ
ー
ル
・
ド
イ
ツ
チ
は
、
新
興
国
の
人
民
の
聞
に
「
国
民
意
識
」
が
分
か
ち
持
た
れ
る
こ
と
が
、
社
会
統
合
を
達
成
す
る
う
え
で
不

フ
ァ
シ
リ
テ
イ
ズ

可
欠
の
要
素
と
考
え
た
。
彼
は
、
国
民
意
識
の
形
成
を
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
諸
施
設
（
甘
口
口
E
g

）
と
関
連
づ
け
て
、
次

の
様
に
述
べ
て
い
る
。

社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
諸
施
設
と
は
、
具
体
的
に
は
社
会
的
に
標
準
化
（
m
g
昆
P
E
広
島
）
さ
れ
た
言
語
、
文
字
、
符
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号
、
計
算
の
仕
方
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
施
設
が
存
在
す
れ
ば
、
社
会
の
成
員
や
集
団
の
聞
に
共
通
の
情
報
蓄
積
（
習



慣
、
記
憶
、
噌
好
な
ど
）
や
、
新
し
い
情
報
へ
の
共
通
し
た
対
処
の
仕
方
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
国
民
や
国
家
は
現
在
の

自
分
達
と
、
過
去
の
歴
史
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
り
、
或
は
将
来
へ
の
予
測
を
過
去
の
体
験
と
の
対
比
の
中
で
行
な
う
こ
と
が
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で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
諸
施
設
と
ド
イ
ツ
チ
が
呼
ん
だ
も
の
は
、

一
般
に
文
化
人
類
学
で
は
「
文
化
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、

ド
イ
ツ
チ
は
こ
の
様
な
文
化
が
共
有
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
形
成
さ
れ
る
と
し
た
。
国
民

意
識
の
形
成
は
、
国
家
的
規
模
に
拡
大
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
基
盤
に
し
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
l
シ

ョ
ン
の
諸
施
設
が
ど
れ
ほ
ど
構
造
的
に
、
機
能
的
に
標
準
化
さ
れ
て
い
る
か
に
依
存
す
る
と
し
た
。

と
こ
ろ
が
現
実
に
は
、
多
く
の
新
興
国
で
は
標
準
化
さ
れ
た
言
語
、
文
字
、
符
号
、
計
算
の
し
か
た
な
ど
は
容
易
に
達
成
さ
れ
な
か

っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
大
よ
そ
次
の
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。

第
一
に
、
新
興
国
の
国
境
が
し
ば
し
ば
旧
植
民
地
宗
主
国
聞
の
勢
力
均
衡
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
人
工
的
境
界
で
あ
る
た
め
、
一
言
語
や

民
族
あ
る
い
は
自
然
条
件
に
よ
る
境
界
と
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
。

第
二
に
、
新
興
国
の
大
部
分
は
国
内
に
複
数
の
言
語
集
団
を
も
っ
て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
さ
ら
に
共
通
語
が
複
数
競
合

し
て
い
る
場
合
（
イ
ン
ド
に
お
け
る
ヒ
ン
デ
ィ
l

語
と
英
語
、
マ
レ
ー
シ
ア
に
お
け
る
マ
ラ
イ
語
、
中
国
語
、
英
語
の
よ
う
に
）
が
多
い
こ
と
。

第
三
に
、
新
興
国
の
政
府
に
と
っ
て
乏
し
い
国
家
予
算
を
、
地
味
で
一
応
の
成
果
を
得
る
迄
に
時
間
が
か
か
る
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

(2
) 

l

シ
ョ
ン
諸
施
設
の
整
備
や
形
成
に
投
下
す
る
意
欲
の
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

そ
こ
で
拙
稿
に
お
い
て
は
、

一
九
六
0
年
代
に
さ
か
ん
に
論
じ
ら
れ
た
新
興
国
の
近
代
化
の
諸
問
題
と
、

一
九
七
0
年
代
に
論
じ
ら

れ
た
欧
米
先
進
国
で
の
サ
ブ
・
カ
ル
チ
ャ
ー
の
衝
突
・
対
立
の
諸
問
題
か
ら
、
社
会
統
合
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
諸
施
設
の
標
準
化



の
関
係
を
再
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

（1
）
関
伊
ユ
ロ
2

仲
間
ロy
w
z
p
t
o
g－日
目
白g
仏
m
o
n
E
g
g
s
g
山s
t
o
p
z
g
J
円2
w
・
4弓
ロ
ミL
c
m
ω・

（2
）
不
必
要
と
も
思
わ
れ
る
近
代
兵
器
の
購
入
や
自
動
車
の
め
っ
た
に
と
お
ら
な
い
ハ
イ
ウ
ェ
イ
の
建
設
や
収
支
を
度
外
視
し
た
国
際
航
空
路
線
へ
の
参
加
な
ど
へ
国

家
予
算
を
投
下
す
る
割
合
と
比
べ
て
僅
か
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
シ
ン
ボ
ル
」
が
、
国
家
統
合
と
国
民
意
識
の
形
成
に
役
立

っ
た
側
面
も
た
し
か
に
あ
る
。
シ
ン
ボ
ル
を
と
お
し
て
、
国
家
へ
の
一
体
感
を
形
成
し
た
新
興
国
の
一
般
庶
民
も
決
し
て
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
シ
ン
ボ
ル
と

し
て
の
軍
隊
は
、
兵
員
の
教
育
機
関
と
し
て
の
役
割
も
備
え
て
い
た
。
火
器
を
分
解
整
備
す
る
に
し
て
も
、
車
朝
を
動
か
す
に
し
て
も
、
通
信
機
械
を
操
作
す
る
に
し

て
も
、
字
が
読
め
る
こ
と
や
標
準
化
さ
れ
た
言
語
が
し
ゃ
べ
れ
る
こ
と
な
ど
が
要
求
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
軍
隊
を
と
お
し
て
識
字
率
が
高
ま
っ
た
こ

と
も
事
実
で
あ
る
。

近
代
化
に
果
た
す
シ
ン
ボ
ル
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
同
内
己
目
仏

O
F
F
4
4
0訂
正
N
・
p
・
－6
2
4
司
手
口
2
m
H
8
g
g
f
g仏
旬
。
宮
山
口
丘
一
宮
色
白
吋
E
N
p
t
8
1
4司
2
5

3
5

山
口m
w
g

－
－M
M門
戸
匂
何
回
一
々
巴
討
は
き
わ
め
て
適
切
な
指
摘
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

社会統合とコミュニケーション政策（鶴木）

。

多
く
の
新
興
国
が
、
社
会
統
合
を
め
ざ
し
て
権
力
を
集
中
し
た
政
府
や
指
導
者
の
下
で
様
々
な
試
み
を
実
施
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

独
立
当
時
に
高
ま
り
を
見
せ
た
社
会
的
「
期
待
」
が
急
速
に
し
ぼ
ん
で
、
「
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
の
増
大
」
に
よ
る
第
二
革
命
あ
る

い
は
社
会
不
安
に
移
行
し
て
し
ま
っ
た
原
因
は
、し
ば
し
ば
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

新
興
国
に
と
っ
て
、
先
進
国
を
ま
ね
し
て
作
っ
た
政
治
制
度
、
産
業
構
造
、
法
律
体
系
な
ど
が
、
そ
れ
ら
を
支
え
る
に
足
る
十
分
成

熟
し
た
国
民
意
識
、
知
識
水
準
、
企
業
家
精
神
な
ど
を
伴
わ
な
い
ま
ま
、
国
民
一
般
の
欲
求
や
期
待
感
ば
か
り
を
時
間
的
経
過
と
と
も

に
高
め
て
し
ま
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。

一
九
六
0
年
代
に
論
じ
ら
れ
た
近
代
化
の
諸
問
題
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
悪
循
環
が
新
興
国
の
国
民
の
聞
に
も
た
ら
さ
れ
な
い
た
め

171 

に
は
、
ど
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
政
策
（
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
導
入
、
教
育
制
度
の
創
設
、
運
輸
動
員
手
段
の
整
備
な
ど
）
が
採
択
さ
れ



(2
) 

る
べ
き
か
が
中
心
的
な
議
論
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

新
興
国
は
、
望
ま
し
い
社
会
的
統
合
と
そ
れ
に
よ
る
国
民
国
家
の
達
成
の
た
め
の
手
本
を
、
先
進
国
か
ら
得
ょ
う
と
し
た
。
先
進
国
172 

は
既
に
社
会
的
統
合
を
次
の
二
つ
の
点
に
お
い
て
達
成
し
た
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
、
付
地
域
的
、
階
層
的
に
分
節

化
さ
れ
て
い
た
社
会
を
相
互
依
存
さ
せ
る
た
め
に
、
社
会
的
諸
役
割
の
特
殊
化
、
専
門
化
を
高
度
化
し
、
同
国
家
的
な
規
模
で
国
民
の

行
為
に
共
通
の
枠
組
を
確
立
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
国
民
国
家
を
形
成
す
る
た
め
に
は
、
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
の
諸
施
設
の
整
備
こ
そ
、
不
可
欠
の
要
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
先
進
国
に
手
本
を
求
め
た
新
興
国
の
結
論
で
あ
っ
た
。

新
興
国
に
と
っ
て
発
展
や
成
長
が
停
滞
す
る
と
、
新
興
国
の
援
助
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
先
進
国
の
官
僚
や
学
者
や
ジ
ャ
l

ナ
リ
ス

ト
達
は
、
そ
の
原
因
が
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
諸
施
設
を
整
備
し
て
い
な
い
新
興
国
の
「
病
理
現
象
」
に
あ
る
と
判
断
す
る
の

が
常
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
先
進
国
を
発
展
や
成
長
の
普
遍
的
モ
デ
ル
と
考
え
た
処
方
築
を
新
興
国
に
提
示
し
つ
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、

イ
ン
ド
の
近
代
化
を
阻
害
し
て
い
る
主
要
な
原
因
の
一
つ
が
言
語
問
題
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
書

い
た
文
章
の
一
部
を
引
用
し
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
は
、
イ
ン
ド
の
言
語
的
多
様
性
が
社
会
的
病
理
現
象
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
姿
が

明
瞭
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
イ
ン
ド
に
み
る
横
の
面
で
の
多
様
性
と
縦
の
線
で
の
多
層
性
は
、
一
言
語
問
題
を
真
剣
に
考
え
る
人
達
を
時
と
し
て
絶
望
的

に
す
る
。

運
の
悪
い
場
所
に
生
ま
れ
て
き
た
イ
ン
ド
人
は
全
国
的
な
水
準
で
一
人
前
に
な
ろ
う
と
す
る
と
少
な
く
と
も
四
つ
の
言
葉

を
マ
ス
タ
ー
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
生
ま
れ
た
部
族
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
小
学
校
の
段
階
で
も
う
頼
り
に

な
ら
な
く
な
り
、
初
等
教
育
を
終
わ
ら
せ
る
た
め
に
は
そ
の
州
の
公
用
語
を
習
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
中
央
政
府

の
役
人
に
な
っ
た
り
、
全
国
に
支
店
の
あ
る
大
企
業
に
就
職
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
国
の
公
用
語
で
あ
る
ヒ
ン
デ
ィ
語
を
マ
ス



タ
ー
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
政
府
の
高
官
や
一
流
企
業
の
重
役
に
な
ろ
う
と
す
れ
ば
、
大
学
を
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
大
学
教
育
の
大
部
分
が
英
語
で
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
、
英
語
を
人
並
み
以
上
に
身
に
つ
け
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
言
葉
の
多
様
性
と
多
層
性
が
、

カ
i
ス
ト
な
ど
の
伝
統
的
な
社
会
制
度
と
か
ら
み
あ
っ
て
、

あ（エ
る三リ

と
大
衆
の
ギ
ャ

ッ

フ

を
拡
げ

一
つ
の
国
と
し
て
の
発
展
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で

歴
史
的
に
見
て
、
短
期
日
の
う
ち
に
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
諸
施
設
の
整
備
や
標
準
化
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
政
治

権
力
を
背
景
と
し
た
強
制
を
伴
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ト
ル
コ
に
お
け
る
ケ
マ
ル
・
ア
タ
チ
ュ
ル
ク
の
改
革
や
、

現
在
の
ソ
連
や
中
国
に
お
け
る
共
通
語
と
し
て
の
ロ
シ
ア
語
や
中
国
語
（
普
通
話
）
の
普
及
や
育
成
の
過
程
は
こ
の
こ
と
を
明
瞭
に
示
し

て
い
る
。
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
諸
施
設
の
先
進
国
並
み
標
準
化
を
達
成
し
よ
う
と
試
み
た
新
興
国
は
、
ご
く
僅
か
の
例
外

社会統合とコミュニケーション政策（鶴木）

を
の
ぞ
い
て
、
圏
内
の
社
会
的
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
増
大
さ
せ
る
原
因
の
一
つ
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

サ
ハ
ラ
以
南
に
位
置
す
る
新
興
国
が
旧
植
民
地
宗
主
国
の
言
語
ば
か
り
で
な
く
、

た
と
え
ば
、

ア
フ
リ
カ
の
言
語
も
公
用
語
と
し
ょ

う
と
す
る
試
み
は
、
こ
の
地
域
が
非
常
な
多
言
語
地
域
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
国
境
が
民
族
や
言
語
の
地
理
的
分
布
を
無
視
し
て
引

か
れ
て
い
る
た
め
に
、
き
わ
め
て
む
づ
か
し
い
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
具
体
例
を
あ
げ
れ
ば
、
ギ
ニ
ア
で
は
共
通
語
制
定
の
政
策
が
う

ち
出
さ
れ
て
久
し
い
が
、

ス
l

ス
l

族
、
ナ
ル
！
族
、
パ
ガ
族
、
プ
l
ル
族
、
ラ
ン
ド
マ
l
ク
族
な
ど
の
、
ど
の
言
語
を
共
通
語
に
す

る
か
が
決
定
せ
ず
、
結
局
フ
ラ
ン
ス
語
を
共
通
語
と
し
て
用
い
て
い
る
。
ま
た
、
ザ
イ
l

ル
で
は
モ
ブ
ツ
大
統
領
時
代
の
一
九
七
二
年

に
「
ア
フ
リ
カ
の
正
統
性
の
回
復
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
か
か
げ
た
が
、
そ
れ
を
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
逸
話

(5
) 

が
残
さ
れ
て
い
る
。
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ま
た
、
も
し
ブ
ラ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
ア
フ
リ
カ
の
言
語
の
公
用
語
化
へ
と
む
か
う
な
ら
ば
、
政
治
権
力
を
握
っ
た
民
族
あ



る
い
は
比
較
的
に
多
く
の
構
成
員
を
も
っ
た
部
族
が
、
自
分
た
ち
の
言
語
に
特
別
な
地
位
を
与
え
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
多
様
な
言

語
の
な
か
か
ら
一
つ
な
い
し
い
く
つ
か
を
公
用
語
と
す
る
こ
と
は
、
残
り
の
言
語
集
団
を
一
つ
の
国
の
中
で
従
属
的
地
位
に
お
く
こ
と

174 

に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
言
語
に
よ
っ
て
民
族
的
あ
る
い
は
部
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
っ
て
い
る
非
公
用
語
集
団
の
人
々
に

第
二
級
の
市
民
と
し
て
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
国
内
に
お
け
る
政
治
紛
争
の
主
要
な
原
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、一
九
六
七
年
六
月
の
南
ア

フ
リ
カ
共
和
国
の
首
都
ヨ
ハ
ネ
ス
プ
ル
グ
の
黒
人
居
住
区
で
お
き
た
暴
動
で
あ
る
。
こ
の
事
件
の
発
端
は
、
当
時
の
フ
ォ
ル
ス
テ
ル
政

権
が
黒
人
に
た
い
し
、
中
等
教
育
に
ア
フ
リ
カ
l

ン
語
を
強
制
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
黒
人
た
ち
は
、ア
フ
リ
カ

I

ン
語
を
少
数
白
人

支
配
の
象
徴
と
見
な
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
教
育
政
策
に
強
く
反
発
し
た
の
で
あ
っ
た
。

言
う
迄
も
な
く
、
共
通
語
と
し
て
特
定
の
言
語
が
普
及
し
て
い
る
国
で
は
、
事
情
は
大
き
く
異
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
セ
ネ
ガ
ル
は

そ
の
良
い
例
で
あ
る
。
こ
の
国
で
は
ウ
ォ
ロ
フ
語
が
、
国
民
の
八
O
パ
ー
セ
ン
ト
に
共
通
語
と
し
て
普
及
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
公

用
語
を
フ
ラ
ン
ス
語
か
ら
ウ
ォ
ロ
フ
語
に
替
え
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
事
実
上
の
支
持
を
容
易
に
ひ
き
だ
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る
国
語
と
し
て
の
へ
ブ
ラ
イ
語
の
復
活
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
ユ
ダ
ヤ
人
も
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
系
ユ
ダ
ヤ

人
も
、
ユ
ダ
ヤ
的
伝
統
へ
の
回
帰
と
い
う
点
で
、
共
に
支
持
し
た
の
で
あ
る
。へ
ブ
ラ
イ
語
は
現
在
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
い
て
第
一
世

代
に
は
共
通
語
と
し
て
、
第
二
世
代
以
降
（
サ
プ
ラ
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
に
は
国
語
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。

（1
）
た
と
え
ば
、
デ
ィ
ヴ
イ
エ
ス
の
革
命
を
説
明
す
る
J

・
カ
l

プ
も
こ
の
よ
う
な
基
本
的
認
識
に
立
っ
て
い
る
。

十
『
胆
g
g
c
・
ロ
P
4
H拍
子

J
A
S仏
∞
h
H
H
山
田F
Z
Z
ロ

P
ロ
円
目
別
冊
〈
。
】
ロ
丘
。
ロ
＼
〉

5
0
江
口
R
H
m
s
z
g
m
U
色
刷
w
o
i
o
J
3
4
0
r
N

、

F
Z
。
．
ゲ
吋
四
百
）

w
s
s
・

（2
）
ド
ロ
ロ
ぽ
ロM
U
M
－
m
y
m
p
w。。5
5

ロ
回
目
ロ
笹
神
山
。
ロ
胆
ロ
円
四
旬
。
ロ
江
口
包
ロ

0
4
0
Z
O
H
出
品
ロ
グZ
o
a喝
旬
。
『
凹3
J
H
U
ユ
ロ
ロ
伯
仲
。
ロ
ロ
E
4
・
M
M
Z曲
目u
H
ω
O
A
F

－

ロ
伊
巳
冊
目
ピ
5
2
h
v

当
5
5
m

ロ
可
g
p
a

田
4
p
g
g
g
g
z
S
P
E
C
v
g
m
o
E
U
0
4
0
Z
E
m
P
E
E冊目
切
F
E
Z

－P
F

回
ヤ
巧
患
の

g
g
P
8
9

5
2

・
な
ど
。

（3
）
増
田
純
男
編
『
言
語
戦
争
』
大
修
館
書
店

一
九
七
八
年
。
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（4
）
ソ
連
に
お
い
て
は
、
約
一
一
一
一0種
類
の
言
語
が
存
在
し
て
い
る
。
主
要
な
言
語
は
、
東
ス
ラ
プ
語
族
に
属
す
る
ロ

シ
ア
語
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
語
、
由
ロ
シ
ア
語
で
あ
る
。
ソ
連
邦
を
構
成
す
る
各
共
和
国
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
要
構
成
民

族
の
言
語
を
公
用
語
と
し
て
使
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ロ
シ
ア
語
は
ソ
連
全
体
の
共
通
語
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

中
国
に
お
い
て
は
、
共
産
党
政
権
の
樹
立
後
、
「
普
通
話
」
の
育
成
と
普
及
が
計
ら
れ
て
い
る
。
一
九
五
六
年
二
月

の
国
務
院
指
示
の
中
で
、
普
通
話
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

「
漢
語
統
一
的
基
礎
己
経
存
在
了
、
逮
就
是
以
北
京
語
音
方
杯
准
音
、
以
北
方
話
方
基
礎
方
言
、
以
典
活

的
現
代
白
話
文
著
作
方
語
法
規
活
的
普
通
話
。
在
文
化
教
育
系
統
中
和
人
民
生
活
各
方
面
推
贋
逮
科
普
通

話
、
是
促
進
漢
語
述
到
完
全
統
一
的
主
要
方
法
。
」
（
人
民
日
報
一
九
五
六
年
二
月
十
二
日
）
。

こ
れ
に
よ
り
、
持
通
話
は
、
G
語
音
は
北
京
語
系
に
よ
る
、
。
語
裳
は
北
方
語
を
基
礎
と
す
る
、
⑤
語
法
は
現
代
の

模
範
的
な
口
語
文
に
よ
る
、
と
定
め
ら
れ
た
こ
と
が
判
る
。

（5
）
月
刊
「
ア
フ
リ
カ
」
昭
和
五
三
年
五
月
号
。

日
ロ

「
あ
る
言
語
を
他
の
言
語
で
置
き
替
え
よ
う
と
す
る
と
、
必
然
的
に
そ
の
文
化
全
体
を
抹
殺
し
よ
う
と
い
う
努
力
（
も
ち
ろ
ん

一
口
語
学
者
ト
ラ
ッ
ド
ギ
ル
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

善
意
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
）
を
伴
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
は
、
筋
の
通
ら
な
い
民
族
的
偏
見
（
た
と
え
ば
『
ウ
ェ

l

ル
ズ

ま
ず
新
し
い
言
語
を
習

人
は
英
国
人
よ
り
劣
っ
て
い
る
』
な
ど
）
と
な
っ
て
表
わ
れ
る
し
、
ま
た
読
み
書
き
だ
け
に
限
っ
て
も
、

わ
な
け
れ
ば
先
生
の
言
う
こ
と
が
分
ら
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
、
子
供
の
教
育
上
の
発
達
を
大
い
に
損
う
こ
と
に
も
な
り
か

ね
な
い
の
で
あ
る
。
」

ト
ラ
ッ
ド
ギ
ル
の
こ
の
指
摘
は
、
先
進
国
が
国
民
国
家
を
形
成
す
る
際
に
、
如
何
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
諸
施
設
と
く
に
言
語
の
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標
準
化
を
強
権
的
に
達
成
し
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。
日
本
の
よ
う
に
単
一
民
族
、
単
一
文
化
に
見
え
る
よ
う
な
国
で
さ
え
、
明
治
政



府
は
か
な
り
な
強
権
を
も
っ
て
言
語
の
標
準
化
を
達
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。
沖
縄
の
事
例
は
、
そ
れ
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
語
っ
て
い
る
。

「
試
み
に
、
日
本
語
が
い
か
に
し
て
奨
励
さ
れ
て
い
る
の
か
の
一
例
を
あ
げ
て
見
ょ
う
。
十
年
前
沖
縄
の
一
中
で
、
方
言
の

176 

使
用
を
厳
禁
し
て
、
そ
の
取
締
り
に
い
わ
ゆ
る
制
札
法
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
制
札
法
と
は
、
農
村
の
内
法
の
一

で
、
砂
糖
黍
を
取
っ
て
喰
っ
た
者
を
制
裁
す
る
た
め
に
、
罰
札
を
渡
す
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
渡
さ
れ
た
者
は
、
次
の
違
反

者
を
自
分
で
見
付
け
る
ま
で
は
、
毎
日
罰
金
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
を
そ
の
中
学
が
ま
ね

た
の
だ
。
あ
る
特
待
生
が
方
言
を
使
っ
た
の
で
さ
っ
そ
く
例
の
札
を
渡
さ
れ
た
が
、
彼
は
次
の
罪
人
を
見
付
け
て
、
こ
れ
を

渡
す
に
は
、
あ
ま
り
好
人
物
で
、
ま
た
そ
う
す
る
隙
も
な
か
っ
た
の
で
、

い
つ
ま
で
も
自
分
一
人
で
持
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ

が
、
彼
の
操
行
点
は
毎
日
ひ
か
れ
て
、
ゼ
ロ
と
な
り
、
彼
は
と
う
と
う
落
第
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
て
、
彼
自

(2
) 

身
は
も
ち
ろ
ん
、
同
級
生
ら
も
事
の
意
外
な
る
に
驚
い
た
」

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
、
社
会
統
合
を
達
成
す
る
過
程
で
言
語
問
題
は
、

し
ば
し
ば
人
々
の
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
抹

殺
し
よ
う
と
す
る
側
面
を
持
っ
て
い
た
。
ド
！
デ
！
の
『
月
曜
物
語
』
の
い
ち
ば
ん
初
め
の
短
編
「
最
後
の
授
業
」
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
お
い
て
強
制
的
に
日
常
言
語
の
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
人
々
の
悲
劇
を
え
が
い
て
い
る
。

「
ア
メ
ル
先
生
は
教
壇
に
上
り
、
私
を
迎
え
た
と
同
じ
優
し
い
重
味
の
あ
る
声
で
私
た
ち
に
話
し
た
。

『
み
な
さ
ん
、
私
が
授
業
を
す
る
の
は
こ
れ
が
最
後
で
す
。
ア
ル
ザ
ス
と
ロ
レi
ヌ
の
学
校
で
は
、
ド
イ
ツ
語
し
か
教
え
て

は
い
け
な
い
と
い
う
命
令
が
ベ
ル
リ
ン
か
ら
来
ま
し
た
：
：
：
新
し
い
先
生
が
明
日
見
え
ま
す
。
今
日
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
最
後

の
お
け
い
こ
で
す
、
ど
う
か
よ
く
注
意
し
て
く
だ
さ
い
』

そ
れ
か
ら
ア
メ
ル
先
生
は
、

フ
ラ
ン
ス
語
山
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
か
ら
つ
ぎ
へ
と
話
を
始
め
た
。
フ
ラ
ン
ス
語
は
世
界
じ
ゅ
う
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で
い
ち
ば
ん
美
し
い
、
い
ち
ば
ん
は

っ
き
り
し
た

い
ち
ば
ん
力
強
い
一
吉

葉
で
あ
る
こ
と
や
、
あ
る
民
族
が
ど

れ
い
に
な
っ
て
も
、
そ
の
国
語
を
保

のつ
か、て

ぎ、い
をる
握か
つぎ
てり
し、 tま

る
よそ
うの
なろ
もう
の獄

だ
か
ら
、
私
た
ち
の
あ
い
だ
で
フ
ラ

れン
てス
は語
なを
らょ
なく
い守
こつ

とて
を
話決
し（し
た三て
」。 τど

，，与、

先
進
国
に
お
い
て
も
新
興
国
と
同
様
、
標
準

語
や
公
用
語
を
ど
の
よ
う
に
定
め
る
か
と
い
う

こ
と
は
、
歴
史
的
に
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
し
、

今
日
で
も
依
然
と
し
て
完
全
に
解
決
さ
れ
た
わ

け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ヨ
l

ロ
ッ

ハ
統
合
を
め
ざ
す
E
C

本
部
の
所
在
す
る
園
、

ベ
ル
ギ
ー
で
は

フ
ラ
マ
ン
語
系
住
民
（
五

五
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
ワ
ロ
ン
語
系
住
民
（
四
五
パ

177 

1

セ
ン
ト
）
の
対
立
が
あ
り

し
ば
し
ば
政
治
危



機
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
ベ
ル
ギ
ー
は
一
九
七

O
年
十
二
月
の
憲
法
改
正
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
両
言
語
集
団
に
対
等
な
権

限
を
与
え
る
こ
と
で
不
必
要
な
衝
突
を
で
き
る
だ
け
回
避
し
よ
う
と
し
て
き
た
（
図

1

参
照
）
。
今
日
で
は
、
こ
の
二
つ
の
言
語
地
域
に

は
大
幅
な
自
治
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
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東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
複
数
言
語
を
公
用
語
と
し
て
い
る
国
が
多
い
。
た
と
え
ば
、

ル
ー
マ
ニ
ア
で
は
公
用
語
は
ル
ー
マ
ニ
ア
語
で
あ

る
が
、
マ
ジ
ャ
i

ル
自
治
州
で
は
マ
ジ
ャ
l
ル
語
も
公
用
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
で
は
、

チ
ェ
コ
と
ス
ロ

パ
キ
ア
の
両
共
和
国
で
そ
れ
ぞ
れ
チ
ェ
コ
語
と
ス
ロ
パ
キ
ア
語
が
公
用
語
に
な
っ
て
い
る
。

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
で
は

セ
ル
ピ
ア
・
ク

ロ
ア
チ
ア
一
語
、ス
ロ
ベ
ニ
ア
諸
山
、マ
ケ
ド
ニ
ア
語
が
公
用
語
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
文
字
も
セ
ル
ピ
ア
語
・
マ
ケ
ド
ニ
ア
語
は
キ
リ
ル

文
字
、
そ
の
他
は
ロ
ー
マ
字
を
用
い
て
い
る
（
図

2

参
照
）
。

ま
た
北
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
お
い
て
は
、

カ
ナ
ダ
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
も
、
言
語
問
題
を
か
か
え
て
い
る
。
カ
ナ
ダ
で
は
、
ケ
ベ
ッ

グ
州
を
中
心
と
し
た
フ
ラ
ン
ス
語
系
住
民
が
、

フ
ラ
ン
ス
語
の
公
用
語
化
を
要
求
し
て
き
た
。
現
在
で
は
こ
の
要
求
は
カ
ナ
ダ
政
府
に

よ
り
採
択
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

フ
ラ
ン
ス
語
の
公
用
語
化
は
、
英
語
系
住
民
か
ら
反
感
を
も
っ
て
う
け
と
ら
れ
た
。
ト
ル

i

ド
首

相
ヵ：

一
九
七
六
年
九
月
に
お
こ
な
っ
た
大
幅
な
内
閣
改
造
は
、
二
言
語
公
用
語
化
政
策
の
採
択
が
、
内
閣
支
持
率
の
大
幅
な
低
下
に

つ
な
が
っ
た
為
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
カ
ナ
ダ
の
ウ
ォ
ー
タ
ー
ル
l

大
学
で
当
時
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
新
保
満
は
、
こ
の
間
の
状

況
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
カ
ナ
ダ
全
国
で
政
府
は
仏
語
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
テ
レ
ビ
に
登
場
さ
せ
た
。
チ
ャ
ン
ネ
ル
数
の
少
な
い
平
原
州
は
と
も
か
く
、

B
C

州
や
オ
ン
タ
リ
オ
で
は
水
準
の
高
い
ア
メ
リ
カ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
ど
し
ど
し
切
っ
て
仏
語
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
流
す
の
で
あ

る
。
ケ
ベ
ッ
グ
以
外
で
仏
語
を
解
す
る
人
の
数
は
き
わ
め
て
少
な
い
の
で
視
聴
率
は
低
い
。
こ
れ
は
『
政
治
』
の
産
物
な
の

で
あ
る
。
こ
と
に
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
は
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
押
し
つ
け
が
ま
し
い
と
感
じ
て
い
る
。
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図 2

Minority are描

1 Scots 
2 Welsh 
3 Scotch-Irish (Pro加tant)

4 Northern Irish (Catholic) 

5 Flemings 

6 Walloons 
78四tons

8 Alsatians 
9 Occitani町田

lOCo悶icans

11 B田明暗
12 Catalans 

12 Galicians 

13 Franco-Swiss 

14 Germano-Swiss 
15 Italian-Swiss 
16 South Tyroleans 

17 Sloven国
18 Croats 

19 Serbs 
20 Montenegrins 
21 Macedonians 
22 Magyars 

23 Albanians 

24 s訂dini叩S

25 Sicilians 

。
. . 

・

Selected ethnic homelands. 

（出典） M. Esman ed. “Ethnic Conflict in the Western World" Cornell Univ. Press Ithca and 

London, 1977. 
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Bilingual Programs-Special Education-Libraries 

Public Elementary and Secondary School Enrollment and Enrollment in 

Bilingual Programs, by Region and Race: 1980 

(In thousands, except percent. Bilingual enrollment refers to pupils enrolled in a 
bilingual program, High Intensity Language Training, and English-as-a-secondｭ
language program or any non-language class taught in a language other than 
English. Based on sample and subject to sampling variability. 

表 1

ENROLLMENT ENROLLMENT 

DIVISION ！~~R~~~＼ RACE e~~~1~!i~~~ 
Total Total 

…Ip吋 Number I F町田nt
of total of total 

Total 39,832 830 2.1 White1 29,180 50 .2 

New England 2,023 33 1. 6 Black1 6,418 7 .1 

Middle Atlantic 5,805 53 .9 Hispanic 3,179 643 20.2 

East North Central 7,439 74 1. 0 Asian American 749 116 15.5 
West North Central 2,968 7 .2 American Indian 306 16 5.2 
South Atlantic 6,634 50 .8 

East Sou th Central 2,738 2 .1 

West South Central 4,555 223 4,9 

Mountain 2,249 68 3.0 

Pacific 5,421 320 5.9 

1 Non-Hispanic. 
Source; U.S. Department of Education. Office of Ci vii Rights, 1980 Elen附ita1・y αnd

Secondαry Schools, 0印il Rights Siげ官ey, National-Stαte Sum怖αries, 1982. 

近
年
、
連
邦
政
府
職
員
は
、

180 

英
仏
両
語
に
通
じ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。

政
府
は
職
員
に
交
替
で
半
年
か

一
年
の
有
給
教
育
出
張
を
命
じ

る
。
こ
の
間
、
彼
ら
は
仕
事
を

休
ん
で
仏
語
の
講
習
を
受
け
る

の
で
あ
る
。
年
と
っ
て
の
語
学

学
習
は
成
果
が
上
が
ら
な
い
う

え
に
職
場
に
帰
っ
て
も
使
う
機

会
の
な
い
人
が
ほ
と
ん
ど
だ
か

ら
す
ぐ
忘
れ
て
し
ま
う
。
こ
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
た
め
政
府
は
一

人
当
り
平
均
九
、
一
五
0
ド
ル

支
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
そ

う
で
あ
る
。
こ
れ
は
税
金
の
大

無
駄
使
い
で
あ
る
：
：
：
と
多
く

の
人
は
い
う
。



近
年
ケ
ベ
ッ
グ
の
航
空
管
制
塔
は
用
語
を
英
仏
両
語
に
せ
よ
と
要
求
し
て
い
る
。
こ
れ
に
抗
議
し
て
一
九
七
六
年
六
月
、

つ
ま
り
観
光
シ
ー
ズ
ン
の
最
中
、
そ
し
て
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
直
前
に
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
が
一
週
間
余
の
ス
ト
を
打
っ
た
。
こ
の

(5
) 

と
き
カ
ナ
ダ
の
世
論
は
湧
き
立
っ
た
。
仏
系
に
非
難
が
集
中
し
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
」

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
主
と
し
て
ヒ
ス
パ
ニ
ア
系
住
民
の
要
求
を
入
れ
て
ス
ペ
イ
ン
語
を
公
用
語
と
し
て
い
る
州
や
、
英
語
以
外

の
言
語
を
初
等
・
中
等
教
育
で
用
い
て
い
る
学
校
も
全
国
的
に
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
る
（
表1
参
照
）
。
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（1
）
p

・
ト
ラ
ッ
ド
ギ
ル
土
田
滋
訳
『
言
語
と
社
会
』
岩
波
新
書
一
九
七
五
年
。

（2
）
外
間
守
善
w

伊
波
池
田
猷
お
も
ろ
研
究
H
『
日
本
民
俗
文
化
大
系
十
一
一
』
講
談
社

（3
）
ド
l

デ
l

桜
田
佐
訳
『
月
曜
物
語
』
岩
波
文
庫
一
九
八
二
年
（
第
四
五
刷
）
。

（4
）
全
国
政
党
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
社
会
党
で
は
ワ
ロ
ン
派
がp
s
c

、
フ
ラ
マ
ン
派
が
C
V
P

、
ま
た
社
会
党
で
は
ワ
ロ
ン
派
がP
S
B

、
フ
ラ
マ
ン
派
が
B
S
P

さ
ら
に
自
由
党
で
は
ワ
ロ
ン
派
がP
L
P

、
フ
ラ
マ
ン
派
が
P
V
V

と
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
略
称
を
持
っ
て
い
る
。
他
方
、
言
語
地
域
別
政
党
組
織
で
は
ブ
ラ
ン
ド
ル
人

民
同
盟
（
フ
ラ
マ
ン
語
系
）
、
フ
ラ
ン
ス
語
民
主
戦
線
（
F
D
F

プ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
フ
ラ
ン
ス
語
政
党
）
、
ヮ
ロ
ン
党
が
あ
る
。

（5
）
新
保
満
v

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
民
族
・
人
種
関
係
H
「
国
際
問
題
」Z
。
・
ぉ
一
九
七
七
年
十
二
月
号
。

昭
和
五
三
年
。

ω 

こ
の
よ
う
な
現
実
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
進
国
が
言
語
問
題
に
つ
い
て
あ
た
か
も
解
決
済
み
で
あ
る
か
の
よ
う
な
外
観
を
呈
し
て
き

た
の
は
、
「
少
数
民
族
が
少
数
で
あ
っ
た
り
、
他
に
及
ぼ
す
影
響
が
少
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
言
語
が
公
用
語
に
な
る
こ
と
は
あ
ま
り

(l
) 

な
く
、
彼
ら
は
そ
の
か
わ
り
に
多
く
の
場
合
必
要
に
迫
ら
れ
て
、
二
言
語
使
用
者
と
な
り
や
す
」
か
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
言
語
問
題

に
関
し
、
自
ら
の
社
会
に
も
病
理
現
象
を
宿
し
て
い
る
先
進
国
が
、
普
遍
的
な
手
本
を
新
興
国
に
提
示
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

今
日
、
多
く
の
先
進
国
で
は
次
の
事
実
に
気
づ
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
新
興
国
が
目
指
す
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
l

シ
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ョ
ン
の
諸
施
設
の
標
準
化
と
は
、
社
会
的
多
様
性
の
抹
殺
で
は
な
く
、
そ
の
存
在
を
前
提
と
し
た
社
会
統
合
の
達
成
を
如
何
に
す
す
め



る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
認
識
は
、
言
語
に
し
ろ
、
人
種
・
民
族
に
し
ろ
少
数
派
を
か
か
え
て
い
る
先
進
国
で
、
少
数
派
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
高
揚
の
182 

結
果
、
社
会
統
合
の
あ
り
方
に
つ
い
て
盛
ん
な
論
議
が
な
さ
れ
た
こ
と
と
深
い
関
連
を
も
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、ア
メ
リ
カ
で
一
九

六
0
年
代
後
半
か
ら
七
0
年
代
に
か
け
て
黒
人
を
中
心
と
す
る
少
数
派
集
団
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
問
題
は
、
社
会
の
基
本
理
念
を

「
る
つ
ぼ
論
」
に
よ
る
同
化
の
強
調
か
ら
、
「
多
元
主
義
」
に
よ
る
異
る
価
値
体
系
の
共
存
へ
と
移
行
さ
せ
る
こ
と
へ
の
要
求
で
あ
っ
記
。

し
た
が
っ
て
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
諸
施
設
の
標
準
化
の
過
程
は
先
進
国
か
ら
新
興
国
ヘ
一
方
的
に
手
本
が
示
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
と
は
考
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
新
興
国
で
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
諸
施
設
の
多
様
性
の
存
在
を
前
提
と
し
な
が
ら
社
会

統
合
を
す
す
め
て
行
く
問
題
と
、
先
進
国
で
既
に
達
成
し
た
社
会
統
合
を
前
提
と
し
な
が
ら
社
会
的
価
値
の
多
様
化
を
容
認
し
て
行
く

問
題
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
解
決
に
あ
た
っ
て
先
進
国
と
新
興
国
の
間
で
手
本
を
交
換
し
合
う
事
柄
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

近
代
化
論
を
一
般
的
に
と
り
あ
げ
て
、
鶴
見
和
子
は
、
こ
の
手
本
の
互
換
性
に
つ
い
て
次
の
様
に
論
じ
て
い
る
。

「
近
代
化
の
手
本
は
、
後
発
国
が
先
発
国
か
ら
一
方
的
に
借
用
す
る
、
と
い
う
の
が
パ
i

ソ
ン
ズ
、

リ

l
ヴ
ィ
、

モ
ア
の
西

欧
理
論
に
共
通
し
た
考
え
方
で
あ
る
。
外
か
ら
の
刺
戟
と
、
手
本
の
模
倣
を
し
な
け
れ
ば
、
後
発
国
近
代
化
は
お
こ
な
わ
れ

な
い
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
：
：
：
こ
れ
に
対
し
て
柳
田
（
国
男
）
の
日
本
近
代
化
に
対
す
る
考
え
方
は
、
内
発
性
の
重
視
で
あ

る
。
：
：
：
柳
田
の
見
解
を
採
用
す
れ
ば
、
近
代
化
と
は
、
先
発
国
か
ら
後
発
国
ヘ
、一方
的
に
手
本
が
貸
与
さ
れ
る
過
程
で

は
な
く
な
る
。
そ
れ
は
、
先
発
国
も
後
発
国
も
ふ
く
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
の
伝
統
を
、
民
衆
の
貧
し
さ
と
苦
し
み
と
を

な
く
す
方
向
ヘ
む
か
つ
て
作
り
か
え
て
ゆ
く
過
程
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
手
本
は
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
、
フ
一
フ
ン

ス
等
に
限
定
さ
れ
な
い
。
地
球
上
に
あ
る
社
会
の
数
ほ
ど
の
お
び
た
だ
し
く
多
様
な
手
本
が
提
供
さ
れ
、
西
欧
お
よ
び
非
西
欧

の
諸
社
会
の
手
本
交
換
が
、
さ
ま
ざ
ま
の
分
野
に
つ
い
て
活
発
に
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
を
展
望
す
る
理
論
と
な
る
だ
ろ
う
。



そ
の
よ
う
に
手
本
交
換
の
原
理
に
よ
っ
て
社
会
変
動
の
国
際
比
較
を
お
こ
な
う
と
す
れ
ば
、
先
発
国
が
後
発
国
か
ら
、
な

(3
) 

に
を
学
ん
だ
か
、
学
び
え
な
か
っ
た
か
の
プ
ロ
セ
ス
を
も
分
析
の
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

先
進
国
と
新
興
国
の
間
で
の
手
本
交
換
に
と
っ
て
、
情
報
の
流
れ
の
世
界
的
な
不
均
衡
の
問
題
は
、
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
イ
ン
ド
の
首
相
イ
ン
デ
ィ
ラ
・
ガ
ン
ジ
ー
は

ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
で
聞
か
れ
た
「
情
報
の
植
民
地
化
」
を
打
破
し
よ
う
と
す

る
非
同
盟
諸
国
の
担
当
閣
僚
会
議
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
わ
れ
わ
れ
は
大
国
の
通
信
社
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
る
情
報
を
無
防
備
に
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
お
互
い
に
知
り
合
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
ア
フ
リ
カ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
ア
フ
リ
カ
人
か
ら
聞
き
た
い
し
、
イ
ン
ド
の
で
き
ご
と
を
イ
ン
ド

(4
) 

人
の
手
で
世
界
に
知
ら
せ
た
い
。
」

こ
の
よ
う
な
世
界
新
情
報
秩
序
に
つ
い
て
の
要
求
は
、
新
興
国
、
第
三
世
界
の
聞
か
ら
七0
年
代
前
半
に
強
く
出
さ
れ
た
。
ュ
、
ネ
ス
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コ
は
、
こ
の
動
き
を
う
け
て
一
九
七
六
年
に
ナ
イ
ロ
ビ
で
情
報
の
流
れ
を
均
衡
の
あ
る
も
の
に
し
よ
う
と
試
み
て
総
会
を
聞
い
た
。
し

か
し
、
こ
の
総
会
は
情
報
主
権
確
立
の
た
め
の
国
家
の
は
た
す
役
割
を
め
ぐ
り
、
新
興
国
・
第
三
世
界
・
社
会
主
義
国
と
、
欧
米
先
進

固
と
の
考
え
が
対
立
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
ユ
ネ
ス
コ
は
、

シ
ョ
i

ン
・
マ
ク
ブ
ラ
イ
ド
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
元
外
相
）
を
委
員
長
と
す
る

委
員
会
を
つ
く
り
情
報
秩
序
に
つ
い
て
の
国
際
的
研
究
会
を
発
足
さ
せ
た
。
こ
の
委
員
会
の
努
力
で
、

一
九
七
八
年
に
パ
リ
で
聞
か
れ

た
ユ
ネ
ス
コ
総
会
で
は
、
参
加
諸
国
は
満
場
一
致
で
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
宣
言
案
を
可
決
し
た
。

ナ
イ
ロ
ビ
で
の
決
裂
か
ら
パ
リ
の
合
意
に

い
た
る
過
程
で
、
情
報
の
流
れ
の
不
均
衡
や
情
報
ギ
ャ
ッ
プ
を
是
正
し
よ
う
と
す
る
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
も
様
々
な
形
で
な
さ
れ
た
。
・マ

ク

ブ
ラ
イ
ド
委
員
会
報
告
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
十
分
に
確
立
さ
れ
た
大
規
模
な
通
信
社
は
、
彼
ら
が
自
由
に
使
え
る
通
信
施
設
の
広
範
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
ち
、

コー
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そ
の
サ
ー
ビ
ス
の
送
、
受
信
を
日
常
茶
飯
事
の
よ
う
に

ー
ス
の
収
集
、
処
理
、
配
布
の
長
期
に
わ
た
る
経
験
と
あ
わ
せ
て
、



し
て
い
る
。
し
か
し
、
小
規
模
な
国
家
的
通
信
社
か
ら
大
規
模
な
通
信
社
へ
記
事
の
送
信
や
、
国
家
的
通
信
社
聞
の
一
一
ュ
i

ス
の
流
れ
｜
｜
特
に
発
展
途
上
国
の
相
互
交
換
ー
ー
は
持
続
的
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
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こ
れ
ら
の
困
難
を
克
服
す
る
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
は
種
々
な
形
を
と
っ
て
い
る
。
地
域
的
ま
た
は
準
地
域
的
な
通
信
社
は
す
で

に
始
め
ら
れ
て
い
る
。
カ
リ
プ
海
地
域
の
英
語
系
二
ニ
カ
国
で
は
、
国
連
開
発
計
画
（
U
N
D
P

）
と
ユ
ネ
ス
コ
の
組
織
と
企

画
の
援
助
を
得
て
、

ロ
イ
タ
ー
通
信
社
と
提
携
し
て
、
一
九
七
五
年
に
カ
リ
ブ
地
域
通
信
社
（C
A
N
A

）
の
運
営
を
開
始
し

た
。
そ
れ
は
一
九
七
六
年
に
独
立
し
た
地
域
通
信
社
と
な
り
、
現
在
で
は
一
部
は
公
的
、

機
関
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
：
：
：
」

一
部
は
民
間
の
一
七
の
メ
デ
ィ
ア

確
か
に
、
今
日
で
は
情
報
の
流
れ
に
つ
い
て
の
世
界
的
な
不
均
衡
の
問
題
は
解
消
さ
れ
る
べ
く
様
々
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。ーー

ュ
！
メ
デ
ィ
ア
の
開
発
（
通
信
衛
星
や
放
送
衛
星
な
ど
）
は
、
技
術
面
に
お
け
る
障
害
を
と
り
除
く
う
え
で
大
い
に
寄
与
す
る
も
の
と
期
待

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
自
分
達
の
主
張
を
明
確
化
す
る
た
め
に
支
払
い
う
る
コ
ス
ト
の
負
担
能
力
は
、
経
済
的
に
圧
倒
的
に
優
勢
な

立
場
に
あ
る
先
進
国
が
新
興
国
に
比
し
て
大
き
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
情
報
の
流
れ
を
バ
ラ
ン
ス
さ
せ
よ
う
と
す

る
試
み
は
、
他
の
文
化
へ
の
尊
重
が
基
本
的
前
提
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。マ
ク
プ
ラ
イ
ド
委
員
会
報
告
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
（
他
の
文
化
と
の
）
自
由
な
交
流
は
ま
た
相
互
の
尊
重
に
基
づ
く
平
等
な
交
流
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
確
実

に
す
る
た
め
に
は
、
脅
威
を
受
け
て
い
る
文
化
を
保
護
、
強
化
し
、
地
方
レ
ベ
ル
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
発
達
さ
せ
、

巨
大
な
メ
デ
ィ
ア
の
圧
力
に
対
す
る
解
毒
剤
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
代
替
形
式
を
開
発
す
る
こ
と
が
、

し
ば
し
ば

必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
問
題
が
単
に
一
つ
の
国
と
も
う
一
つ
の
国
と
の
聞
の
関
係
の
な
か
で
の
み
起
る
も
の
で
な
い
こ
と
も

ま
た
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
最
も
尖
鋭
な
形
を
と
っ
て
、
文
化
的
少
数
派
を
か
か
え
て
い
る
国
々
の
内
部
で



(6
) 

最
も
切
迫
し
た
危
険
を
提
起
し
て
い
る
。
」

（1
）
ト
ラ
ッ
ド
ギ
ル
前
掲
書
。

（2
）
鶴
木
県
『
日
系
ア
メ
リ
カ
人
』
講
談
社
現
代
新
書
一
九
七
六
年
。

（3
）
鶴
見
和
子
『
漂
泊
と
定
住
と
』
筑
摩
書
房
一
九
七
七
年
。

（4
）
読
売
新
聞
一
九
七
六
年
七
月
九
日
朝
刊
。

（5
）
永
井
道
雄
監
訳
『
多
く
の
声
、
一
つ
の
世
界
』
日
本
放
送
出
版
協
会

（6
）
前
掲
書
。

昭
和
五
五
年
．

的

先
進
国
と
新
興
国
の
間
で
、
手
本
を
交
換
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
で
ど
の
よ
う
な
サ
プ
・
カ
ル
チ
ャ
ー
聞
の
緊
張

社会統合とコミュニケーション政策（鶴木）

や
対
立
が
あ
る
の
か
、
そ
の
調
整
や
処
理
に
あ
た
り
ど
の
よ
う
な
政
策
が
採
択
さ
れ
た
の
か
、
サ
ブ
・
カ
ル
チ
ャ
ー
の
相
違
に
由
来
す

る
多
様
な
主
張
を
公
的
に
表
明
さ
せ
る
際
の
「
公
平
の
原
則
」
を
ど
う
解
釈
し
て
い
る
か
等
の
情
報
が
交
換
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

サ
ブ
・
カ
ル
チ
ャ
ー
聞
の
緊
張
や
対
立
を
作
り
だ
し
て
い
る
要
因
が
、
人
種
・
民
族
・
言
語
・
宗
教
な
ど
の
よ
う
に
容
易
に
動
か
し

得
な
い
生
得
的
、
あ
る
い
は
物
理
的
基
準
と
重
複
し
て
い
る
場
合
に
、
新
興
国
で
の
紛
争
処
理
は
零
｜
和
ゲ
l
ム
的
（
一
方
の
全
面
勝
利

と
他
方
の
全
面
敗
北
）
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
他
方
、
先
進
国
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
サ
ブ
・
カ
ル
チ
ャ
ー
聞
の
対
立
は
社

会
的
統
合
の
根
幹
を
ゆ
る
が
す
こ
と
な
く
、
現
存
の
政
治
過
程
に
よ
っ
て
一
応
処
理
さ
れ
て
き
た
。
ア
メ
リ
カ
や
西
欧
諸
国
で
こ
の
種

の
紛
争
が
お
き
な
が
ら
も
一
応
処
理
さ
れ
て
き
た
理
由
は
、
サ
プ
・
カ
ル
チ
ャ
ー
聞
の
相
違
を
政
党
組
織
や
圧
力
団
体
の
中
に
横
断
的

に
分
断
し
た
り
、
あ
る
い
は
政
策
決
定
者
の
価
値
や
利
益
に
対
す
る
潜
在
的
、
顕
在
的
挑
戦
を
あ
ら
か
じ
め
調
整
・
抑
圧
・
先
取
す
る

な
ど
し
て
、
政
治
過
程
が
動
か
さ
れ
て
き
た
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
進
国
の
こ
の
政
治
過
程
は
今
日
で
は
、
社
会
的
統
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合
を
維
持
す
る
有
効
性
に
影
が
さ
し
は
じ
め
て
い
る
。

た
と
え
ば

一
九
六
0
年
代
か
ら
七
0
年
代
は
じ
め
に
か
け
て
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
が
ま
ぎ
れ
も
な
い
最
先
進
国
の
市
民
で
あ
り
な
が
186 

ら
、
黒
人
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
第
三
世
界
の
人
々
と
の
連
帯
を
主
張
し
た
事
実
や
、

イ
ギ
リ
ス
に

お
け
る
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
問
題
や
、
カ
ナ
ダ
の
ケ
ベ
ッ
ク
問
題
な
ど
は
、

サ
ブ
・
カ
ル
チ
ャ
ー
の
相
違
の
ラ
イ
ン
に
そ
っ
て
組
織
や
集

団
が
形
成
さ
れ
た
場
合
、
先
進
国
の
社
会
統
合
に
は
脆
弱
な
面
が
あ
る
こ
と
を
表
面
化
さ
せ
た
。

先
進
国
と
新
興
国
と
を
問
わ
ず
、
多
様
な
サ
プ
・
カ
ル
チ
ャ
ー
を
そ
の
中
に
ふ
く
ま
ざ
る
を
得
な
い
現
代
社
会
は
、
政
治
権
力
を
握

っ
て
い
る
側
か
ら
の
試
み
と
し
て
社
会
統
合
を
維
持
す
る
た
め
の
シ
ン
ボ
ル
操
作
が
一
層
強
調
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
他
方
、
カ
ウ

ン
タ
l
・
エ
リ
ー
ト
側
や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
側
か
ら
は
、
人
々
が
基
本
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
置
か
ざ
る
を
得
な
い
各
々
の
集
団
の
「
集

団
と
し
て
の
平
等
性
」
の
要
求
が
一
層
強
調
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
諸
施
設
に
関
し
て
い
え
ば
、
上
か
ら
の
シ
ン
ボ
ル
操
作
と
下
か
ら
の
集
団
的
平
等
性
の
要
求
と
の

均
衡
点
と
し
て
、
先
進
国
に
お
い
て
は
二
（
多
）
言
語
主
義
、
国
旗
や
国
歌
の
変
更
（
た
と
え
ば
カ
ナ
ダ
の
例
）
、
二
（
多
）
文
化
主
義
の
下
で

の
教
育
制
度
な
ど
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
国
内
の
サ
ブ
・
カ
ル
チ
ャ
ー
の
相
違
に
も
と
や
つ
い
た
異
る
意
見
の
表
明
や
紹
介
は
、

終
局
的
に
異
る
意
見
を
収
飲
さ
せ
る
方
向
に
む
か
わ
せ
る
の
か
、
或
は
意
見
の
相
違
を
よ
り
一
層
き
わ
だ
た
せ
る
こ
と
に
な
る
の
か
等

が
研
究
さ
れ
、
ま
た
ア
ク
セ
ス
権
、
知
る
権
利
、
情
報
の
公
開
性
等
が
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
、
新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
政
策
が

(2
) 

検
討
さ
れ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
先
進
国
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
政
策
に
つ
い
て
の
議
論
が
盛
ん
で
あ
る
最
も
大
き
な
理
由

は

ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
の
出
現
で
あ
る
。

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
寡
占
状
態
は
、
大
き
く
変
貌
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
将
来
、
そ
れ
ぞ
れ
の

サ
ブ
・
カ
ル
チ
ャ
ー
集
団
が
独
自
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
メ
デ
ィ
ア
（
メ
デ
ィ
ア
ム
）
を
持
て
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
社
会
的
統
合

を
維
持
す
る
上
で
有
効
に
作
用
す
る
で
あ
ろ
う
か
。



先
進
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
諸
事
例
や
論
議
は
、
新
興
国
に
と
っ
て
重
要
な
情
報
で
あ
る
。
他
方
、
新
興
国
の
提
示
し
て
い
る
「
情

報
主
権
」
の
問
題
と
、
世
界
的
な
規
模
で
の
情
報
の
流
れ
の
中
で
自
国
の
言
論
の
自
由
を
守
る
た
め
の
国
家
の
役
割
な
ど
の
問
題
は
、

と
く
に
西
側
の
先
進
国
に
と
っ
て
重
要
な
情
報
で
あ
る
。
先
進
国
に
お
い
て
も
、
新
興
国
に
お
い
て
も
、
国
内
に
お
け
る
サ
ブ
・
カ
ル

チ
ャ
！
の
相
違
を
前
提
と
し
た
各
集
団
関
の
相
互
依
存
形
態
の
模
索
は
、
国
際
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
異
る
世
界
の
望
ま
し
い
相
互
依
存

関
係
を
模
索
す
る
上
で
重
要
な
情
報
と
な
ろ
う
し
、
ま
た
世
界
の
望
ま
し
い
相
互
関
係
の
模
索
か
ら
国
内
の
各
集
団
関
の
望
ま
し
い
相

玄
関
係
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で
あ
ろ
う
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
諸
施
設
の
標
準
化
に
関
し
て
言
え
ば
、
最
も
基
本
的
な
も
の
は
言
語
政
策
で
あ
っ
た
。
内
村
直
也
は
、
先
進

国
に
は
二
種
類
の
言
語
政
策
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
標
準
語
選
定
政
策
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
共
通

語
選
定
政
策
で
あ
る
。

社会統合とコミュニケーション政策（鶴木）

「
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
：
：
：
円
標
準
語
H
S
E
E
R
－
凹
認
ロm
F
m
g
E
9
E
8
8

ロ
『
）
と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ
て
い
る
が
、フ
一
フ
ン

ス
や
ド
イ
ツ
で
は
、
H

共
通
語
υ
（F
8
2
0
C
E
E
g
o－
冨
。
吉
田
胃s
y
o
）
と
呼
ん
で
い
る
。
標
準
語
と
い
う
と
、
各
地
の
方
言

の
上
に
君
臨
す
る
意
味
に
な
る
。
：
：
：
共
通
語
と
い
う
表
現
は
、
各
地
方
の
方
言
の
最
大
公
約
数
的
な
も
の
で
、
方
言
の
上

に
君
臨
す
る
と
い
う
意
味
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
」

日
本
で
は
、
明
治
三
五
年
七
月
四
日
付
の
官
報
で
標
準
語
を
選
定
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

「
国
語
調
査
委
員
会
決
議
事
項

国
語
調
査
委
員
会
ハ
本
年
四
月
ヨ
リ
同
六
月
ニ
渉
リ
テ
九
回
委
員
会
ヲ
開
キ
其
調
査
方
針

ニ
就
キ
テ
左
ノ
如
ク
決
議
セ
リ

（
文
部
省
）

文
字
ハ
音
韻
文
字
（
フ
ォ
ノ
グ
ラ
ム
）
を
採
用
ス
ル
コ
ト
、
シ
仮
名
羅
馬
字
等
ノ
得
失
ア
調
査
ス
ル
コ
ト
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文
章
は
言
文
一
致
体
ヲ
採
用
ス
ル
コ
ト
、
シ
是
一
一
関
ス
ル
調
査
ヲ
為
ス
ル
コ
ト



国
語
ノ
音
韻
組
織
ヲ
調
査
ス
ル
コ
ト

188 

四

(4
) 

方
言
ア
調
査
シ
テ
標
準
語
ヲ
選
定
ス
ル
コ
ト
」

明
治
政
府
が
ど
の
よ
う
に
方
言
を
調
査
し
、
ど
の
よ
う
な
経
過
を
へ
て
東
京
山
の
手
の
中
産
階
級
の
日
常
会
話
を
標
準
語
と
し
て
選

定
し
た
の
か
定
か
で
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
は
沖
縄
や
東
北
地
方
で
典
形
的
に
見
ら
れ
た
方
言
撲
滅
運
動
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
方

一
一
＝
口
を
野
部
な
も
の
と
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
地
方
の
文
化
全
体
を
遅
れ
た
も
の
と
し
て
否
定
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
日

本
は
ほ
ぼ
同
一
の
民
族
集
団
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
同
質
性
の
高
い
社
会
で
あ
り
な
が
ら
、
標
準
語
選
定
政
策
は
多
く
の
国
民
に
ネ

ガ
テ
ィ
ブ
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
植
え
つ
け
て
し
ま
っ
た
。
ま
し
て
、
多
様
な
言
語
集
団
の
存
在
す
る
社
会
（
た
と
え
ば
イ
ン
ド
の
よ
う

に
）
で
は
、
標
準
語
選
定
政
策
そ
の
も
の
が
社
会
的
統
合
に
寄
与
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
国
内
に
お
け
る
政
治
紛
争
（
社
会
的
分
裂
）

の
主
要
な
原
因
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

イ
ン
ド
で
英
語
が
、
ギ
ニ
ア
で
フ
ラ
ン
ス
語
が
共
通
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
は
、
植
民
地
宗
主
国
の
言
語
で
あ
っ
た
と
い
う
悪
い
イ
メ
ー
ジ
は
残
る
も
の
の
、
異
る
土
着
言
語
を
平
等
の
立
場
に
お
く
た

め
に
、
む
し
ろ
社
会
統
合
に
と
っ
て
は
望
ま
し
い
状
況
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

新
興
国
と
先
進
国
の
社
会
統
合
に
と
っ
て
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
諸
施
設
の
標
準
化
で
は
な
く
、
共
通
化
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
i

シ
ョ

ン
政
策
の
目
標
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（1
）
同
∞
p
o
y
g
b
y
m
w
ロ
仏
冨
・
切
M
H
H
－E
N
－
R
M
M
O
需
品
吋
笹
口
仏
句
。4
2
q
E。
岡
崎O
E
d
E
4
・
M
M『g
p
S

斗
（
）
・

（2
）
内
川
芳
美
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
提
起
に
つ
い
て
、
そ
の
背
景
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
伝
統
的
な
古
典
的
言
論
の
自
由
の
観
念
が
、
今
世
紀
に
入
っ
て
、
受
け
手
が
多
様
な
情
報
や
思
想
に
接
触
す
る
自
由
と
い
う
側
面
を
強
調
す
る
考
え
方
に
ま

ず
変
り
、
そ
れ
が
さ
ら
に
今
度
は
受
け
手
の
発
言
す
る
積
極
的
な
自
由
を
強
調
す
る
方
向
に
新
た
に
変
っ
て
き
つ
つ
あ
る
。
そ
こ
に
言
論
の
自
由
史
に
み
た
ア

ク
セ
ス
権
の
今
日
的
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
う
」
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
九
七
六
年
十
月
三

（3
）
内
村
直
也
『
日
本
語
と
話
し
こ
と
ば
』
昭
和
五
十
一
年
北
洋
社
。

（4
）
官
報
第
五
六
九
九
号
明
治
三
五
年
七
月
四
日
。


