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は
じ
め
に 

 

以
前
、
政
府
広
報
と
し
て
次
の
文
章
が
各
新
聞
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。 

「
子
ど
も
た
ち
へ
。
君
た
ち
は
決
し
て
一
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一

人
で
苦
し
ま
ず
、
誰
か
に
話
す
勇
気
を
持
っ
て
く
だ
さ
い
。
悩
み
を
受

け
と
め
て
く
れ
る
人
は
必
ず
い
ま
す
。
ど
う
か
、
た
っ
た
一
つ
し
か
な

い
命
を
大
切
に
し
て
く
だ
さ
い
」 

 

一
方
、
教
育
再
生
会
議
が
招
集
さ
れ
、
「
ゆ
と
り
教
育
」
の
見
直
し

が
大
き
な
動
き
と
し
て
具
体
的
に
問
わ
れ
出
し
ま
し
た
。
授
業
時
間
数

の
増
加
、
ま
た
教
育
三
法
の
改
正
が
大
き
く
動
い
て
い
ま
し
た
。 

 
教
育
の
課
題
が
、
社
会
の
課
題
と
し
て
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

今
が
、
一
つ
の
時
代
の
大
き
な
変
わ
り
目
で
あ
る
と
同
時
に
、
社
会

の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
時
代
に
厳
し
く
問
わ
れ
て
い
る
時
な
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。 

 

関
西
学
院
は
、
な
ぜ
今
、 

新
た
に
小
学
校
を
世
に
問
う
の
か 

磯 
 

貝 
 

曉 
 

成

（
関
西
学
院
初
等
部 

部
長
（
予
定
者
））

▲ 初等部 玄関 
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そ
の
よ
う
な
中
、
既
存
の
小
学
校
の
改
革
に
そ
の
解
決
を
求
め
得
ず
、

新
し
い
小
学
校
の
確
立
を
め
ざ
し
、
関
西
に
同
志
社
大
学
付
属
小
学
校

と
立
命
館
大
学
付
属
小
学
校
の
二
校
が
開
校
し
ま
し
た
。 

 

そ
の
二
年
後
、
関
西
学
院
は
、
そ
の
大
き
な
流
れ
を
受
け
止
め
、
二
校

を
踏
ま
え
て
新
た
な
小
学
校
「
関
西
学
院
初
等
部
」
を
開
校
さ
せ
ま
す
。 

                   

『
関
西
学
院
は
、
な
ぜ
今
、
新
た
に
小
学
校
を
世
に
問
う
の
か
』
と

題
し
て
、
こ
こ
に
そ
の
趣
意
を
説
明
で
き
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。 

 

１ 

関
西
学
院
初
等
部
が
め
ざ
す
も
の 

― 

小
学
校
の
六
年
間
に
、
見
え
な
い
心
は
育
っ
て
い
た 

― 

 

■
「
私
」
と
「
あ
な
た
」
と
の
直
接
的
な
出
会
い
か
ら
始
ま
る
教
育 

教
育
に
特
別
な
方
法
は
本
来
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
方
が

喧
伝
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
教
育
の
本
質
は
永
遠
に
変
わ
ら
ず
、
「
私
」

と
「
あ
な
た
」
と
の
直
接
的
な
出
会
い
か
ら
始
ま
り
ま
す
。 

こ
の
「
私
」
と
「
あ
な
た
」
と
の
出
会
い
を
と
お
し
て
、
学
校
は
何

を
め
ざ
す
の
か
が
新
た
に
問
わ
れ
出
し
ま
し
た
。 

そ
の
よ
う
な
中
、
関
西
に
新
た
に
設
立
さ
れ
た
、
立
命
館
小
学
校
は

「
寺
小
屋
教
育
」
す
な
わ
ち
「
確
か
な
学
力
」
を
標
榜
し
て
、
同
志
社

小
学
校
は
「
道
草
教
育
」
す
な
わ
ち
「
こ
こ
ろ
の
教
育
」
を
訴
え
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
が
付
属
小
学
校
を
開
校
し
ま
し
た
。 

今
、
心
の
教
育
が
声
高
く
叫
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
人
々
は
心
に
何
が

育
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
ゆ
と
り
教

育
の
ね
じ
れ
か
ら
確
か
な
学
力
の
確
立
を
多
く
の
人
が
求
め
て
い
ま

す
が
、
確
か
な
学
力
は
何
の
た
め
に
身
に
付
け
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

関
西
学
院
は
、
こ
の
「
何
」
の
中
身
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
重
要
だ

と
考
え
ま
し
た
。 

命
を
与
え
ら
れ
た
「
私
」
と
は
何
者
な
の
か
を
考
え
、
何
の
た
め
に

学
ぶ
の
か
を
知
っ
て
、
初
め
て
人
は
自
分
自
身
を
歩
み
出
し
ま
す
。 

▲ 初等部 中庭 
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関
西
学
院
が
新
た
に
小
学
校
を
世
に
問
う
理
由
を
、
こ
の
「
何
」
に

絞
っ
て
説
明
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

こ
の
「
何
」
に
属
す
る
こ
と
と
は
、
知
識
で
分
か
る
も
の
で
は
な
く
、

「
私
」
と
「
あ
な
た
」
の
関
係
の
中
か
ら
感
得
さ
れ
て
く
る
も
の
で
す
。 

 

現
代
、
子
ど
も
た
ち
の
保
護
者
は
、
自
分
の
子
ど
も
と
き
ち
ん
と
向

き
合
い
、
会
話
や
交
わ
り
に
ど
れ
だ
け
の
時
間
を
取
る
こ
と
が
で
き
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
直
接
的
な
か
か
わ
り
が
家
庭
か
ら
さ
え
も

失
わ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
、
地
域
の
目
、
地
域
の
声
が
消
え
て
久
し
い
こ

と
も
現
実
で
す
。
こ
こ
に
今
日
的
な
教
育
の
課
題
が
潜
ん
で
い
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

学
校
に
お
い
て
も
知
識
を
教
え
る
と
同
時
に
、
ま
た
そ
れ
以
上
に
私

た
ち
教
師
は
、
教
科
や
学
校
行
事
を
と
お
し
て
、
子
ど
も
た
ち
自
身
が

ど
の
よ
う
な
逆
境
に
お
か
れ
た
と
し
て
も
、
希
望
を
持
っ
て
歩
む
大
切

さ
を
語
り
続
け
て
き
た
か
ど
う
か
。
教
師
は
教
師
自
身
の
生
き
方
を
、

「
私
」
と
「
あ
な
た
」
の
関
係
の
中
で
語
り
続
け
て
き
た
か
ど
う
か
は

重
要
で
す
。 

 

■ 

見
え
な
い
心
、
「
た
ま
し
い
」 

 

一
人
ひ
と
り
の
生
き
方
を
考
え
る
た
め
に
、
キ
リ
ス
ト
教
学
校
で
は
、

「
礼
拝
」
の
時
間
が
毎
日
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
語
ら
れ
る
こ
と
と
は
、

「
あ
な
た
は
そ
れ
で
良
い
と
思
っ
て
い
る
が
、
本
当
に
そ
れ
で
良
い
の

で
し
ょ
う
か
。
本
当
の
自
分
を
生
き
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う

か
。
苦
し
み
や
悲
し
み
は
、
生
き
る
う
え
で
決
し
て
マ
イ
ナ
ス
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
新
し
い
世
界
に
飛
躍
す
る
き
っ
か
け
と
な
る
も
の

な
の
で
す
。
ぬ
く
ぬ
く
と
育
つ
世
界
だ
け
に
い
る
と
、
小
さ
な
自
分
で

終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
逆
境
に
あ
る
と
き
が
新
し
い
自
分
を
造
る
入

口
な
の
で
す
。」
と
い
う
問
い
か
け
で
し
た
。 

 

こ
の
自
分
を
考
え
る
者
の
「
た
ま
し
い
」
に
問
い
か
け
る
の
は
、
中

学
・
高
校
の
時
代
で
は
す
で
に
遅
す
ぎ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
む
し

ろ
一
人
ひ
と
り
の
「
た
ま
し
い
」
は
、
静
か
に
小
学
校
の
時
代
に
こ
そ

育
っ
て
い
た
の
で
し
た
。 

 

今
は
余
り
に
も
結
論
を
急
ぎ
過
ぎ
ま
す
。
自
分
の
「
た
ま
し
い
」
の

叫
び
を
自
分
自
身
で
受
け
と
め
る
時
間
が
足
り
な
く
て
、
子
ど
も
た
ち

は
た
だ
急
が
さ
れ
る
苛
立
ち
に
翻
弄
さ
れ
て
い
る
時
代
な
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
ら
ば
、
な
お
さ
ら
一
人
ひ
と
り
の
「
た
ま
し
い
」

が
静
か
に
育
ち
出
す
小
学
生
の
時
代
に
立
ち
返
っ
て
、
「
た
ま
し
い
」

の
育
つ
歩
み
に
添
う
こ
と
を
め
ざ
し
て
、
関
西
学
院
は
小
学
校
を
開
校

す
る
に
到
っ
た
の
で
す
。 

 

２ 

夢
を
失
っ
た
時
代
に
、
夢
を
育
む
教
育
を 

 
 

― 

子
ど
も
を
取
り
巻
く
危
機
を
乗
り
越
え
て 

― 

 

■
「
私
」
は
誰 

 
「
私
は
何
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
か
」、
短
い
フ
レ
ー
ズ
で
す
が
、

こ
の
言
葉
を
自
分
自
身
に
問
い
か
け
た
こ
と
が
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ

の
問
い
は
性
別
も
年
齢
も
関
係
な
く
、
小
さ
な
子
ど
も
ま
で
も
時
に
自

分
に
問
い
か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

関
西
学
院
が
今
、
新
た
に
小
学
校
を
世
に
問
う
の
は
、
一
人
ひ
と
り
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に
与
え
ら
れ
て
い
る
「
た
ま
し
い
」
の
育
つ
歩
み
を
取
り
戻
そ
う
と
願

っ
た
か
ら
で
し
た
。 

「
た
ま
し
い
」
に
耳
を
傾
け
る
に
は
、
一
人
ひ
と
り
の
「
た
ま
し
い
」

の
育
つ
、
長
さ
の
違
う
時
間
、
そ
し
て
見
え
な
い
世
界
に
気
づ
く
こ
と
が

必
要
で
す
。 

 

子
ど
も
を
取
り
巻
く
危
機
、
自
分
の
夢
を
失
っ
た
子
ど
も
た
ち
が
多

く
い
ま
す
。
い
じ
め
や
不
登
校
は
誰
に
で
も
起
こ
り
え
る
こ
と
で
す
。

「
わ
た
し
は
、
こ
こ
に
い
て
も
良
い
の
」
と
呟
く
子
ど
も
が
い
た
と
し

た
な
ら
、
皆
さ
ん
は
何
と
応
え
る
で
し
ょ
う
か
。 

 

現
実
に
、
そ
の
者
の
周
り
に
は
越
え
ら
れ
な
い
障
害
が
横
た
わ
っ
て

い
た
と
し
て
も
、
そ
し
て
そ
の
障
害
が
明
ら
か
に
越
え
ら
れ
な
い
も
の

だ
っ
た
と
し
て
も
、
目
に
見
え
る
こ
と
だ
け
で
す
べ
て
を
判
断
し
て
し

ま
う
と
、
厳
し
い
現
実
に
出
会
っ
た
途
端
に
自
分
の
夢
を
失
っ
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。 

 

現
実
の
厳
し
さ
を
知
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
世
界
の

あ
る
こ
と
を
信
じ
る
、
た
く
ま
し
い
「
た
ま
し
い
」
の
育
ち
に
、
次
の

世
界
を
期
待
し
た
い
も
の
で
す
。
現
実
の
苦
し
い
状
況
を
背
中
に
背
負

い
つ
つ
歩
い
て
い
く
勇
気
の
育
つ
こ
と
を
願
う
の
が
教
育
だ
と
考
え

ま
す
。 

 

■ 

自
分
の
夢
を
生
き
る 

 

見
え
な
い
も
の
に
心
を
傾
け
、
夢
を
育
む
学
校
、
そ
れ
が
関
西
学
院

初
等
部
な
の
で
す
。 
 

で
は
、
人
は
ど
う
す
れ
ば
自
分
の
抱
く
夢
を
諦
め
ず
に
生
き
ら
れ
る

の
で
し
ょ
う
か
。
自
分
の
抱
い
た
夢
を
諦
め
ず
に
持
ち
続
け
る
力
は
ど

こ
か
ら
得
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

夢
を
実
現
す
る
に
は
、
そ
の
夢
を
実
現
さ
せ
る
に
足
る
確
か
な
学
力

が
必
要
な
の
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
現
実
の
困
難
を

乗
り
越
え
て
い
く
前
向
き
な
姿
勢
を
突
き
動
か
し
て
い
る
力
は
ど
こ

か
ら
得
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
で
も
な
お
自
身
の
夢
を
生
き
て
い
く

の
だ
と
い
う
、
そ
の
者
を
突
き
動
か
す
勇
気
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く

る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

見
え
る
も
の
だ
け
で
判
断
せ
ず
、
見
え
な
い
が
着
実
に
来
る
で
あ
ろ

う
こ
れ
か
ら
の
世
界
を
信
じ
る
感
性
を
大
切
に
す
る
こ
と
か
ら
自
分

を
信
じ
る
力
が
育
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

夢
を
抱
く
た
め
に
は
、
未
来
に
開
か
れ
た
心
が
必
要
で
す
。
自
分
の

心
が
遥
か
彼
方
に
開
か
れ
て
い
な
い
と
夢
を
持
ち
続
け
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。 

 

逆
境
に
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
夢
を
抱
き
続
け
る
こ
と
は
難
し
い
も
の

で
す
。
自
分
す
ら
信
じ
ら
れ
な
く
な
る
か
ら
で
す
。
見
え
る
も
の
だ
け

の
世
界
で
結
論
を
だ
す
か
、
見
え
る
世
界
を
超
え
た
そ
の
先
の
世
界
を

信
じ
る
か
に
よ
っ
て
、
自
分
の
生
き
る
世
界
の
広
が
り
が
違
っ
て
く
る

の
で
す
。 

 
夢
を
育
む
の
が
学
校
で
す
。
夢
に
生
き
る
子
ど
も
た
ち
は
、
自
ら
動

き
出
し
ま
す
。 

 

３ 

ハ
ン
ド
メ
ー
ド
教
育
と
テ
ー
ラ
ー
メ
ー
ド
教
育
と
の
二
方
向

教
育
が
必
要 
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― 

そ
の
者
に
合
っ
た
手
立
て
が
、
人
の
温
も
り
を
通
し
て
行

わ
れ
た
な
ら 

― 

 
■ 
ハ
ン
ド
メ
ー
ド
と
テ
ー
ラ
ー
メ
ー
ド 

ハ
ン
ド
メ
ー
ド
と
テ
ー
ラ
ー
メ
ー
ド
と
い
う
姿
勢
は
、
学
校
だ
け
に
限

ら
ず
、
家
庭
に
お
い
て
も
、
人
が
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
っ
て

い
く
際
に
と
て
も
重
要
な
こ
と
で
す
。
そ
の
人
に
合
っ
た
手
立
て
が
、
人

の
温
も
り
を
と
お
し
て
行
な
わ
れ
る
か
ど
う
か
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。 

皆
さ
ん
は
、
相
手
の
こ
と
を
思
っ
て
一
所
懸
命
に
や
っ
て
い
る
の
に
、

相
手
が
そ
れ
に
応
え
て
く
れ
な
い
と
、
相
手
を
思
う
気
持
ち
が
揺
ら
ぎ
、

心
の
中
に
相
手
に
対
す
る
不
信
感
や
苛
立
ち
を
覚
え
た
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。
「
こ
れ
だ
け
手
間
暇
か
け
て
し
て
あ
げ
た
の
に
、
ど
う
し

て
感
謝
し
な
い
の
か
」
「
こ
ん
な
に
愛
お
し
く
思
っ
て
い
る
の
に
、
ど

う
し
て
分
か
っ
て
く
れ
な
い
の
か
」
な
ど
な
ど
で
す
。 

 

確
か
に
、
ハ
ン
ド
メ
ー
ド
に
は
、
そ
の
人
の
温
か
さ
が
あ
り
ま
す
。 

人
の
心
に
つ
い
て
言
え
ば
、
便
利
だ
か
ら
と
、
合
理
的
な
方
法
や
効

率
的
な
機
器
を
と
お
し
て
行
な
う
の
で
は
な
く
、
自
ら
が
「
私
」
と
「
あ

な
た
」
の
関
係
の
中
で
か
か
わ
る
、
そ
の
ハ
ン
ド
メ
ー
ド
が
人
の
心
を

育
ん
で
い
く
こ
と
は
事
実
で
す
。 

 

ハ
ン
ド
メ
ー
ド
と
は
手
作
り
の
こ
と
で
す
が
、
た
だ
ハ
ン
ド
メ
ー
ド

だ
け
で
は
問
題
で
す
。
そ
こ
に
は
テ
ー
ラ
ー
メ
ー
ド
の
視
点
が
必
要
で

す
。
テ
ー
ラ
ー
メ
ー
ド
と
は
、
お
仕
着
せ
で
は
な
く
、
そ
の
人
に
合
っ

た
寸
法
で
一
人
ひ
と
り
に
服
を
誂
え
る
こ
と
で
す
。 
 

手
作
り
は
必
要
で
す
が
、
誰
の
た
め
に
手
作
り
な
の
か
、
単
に
自
分

の
満
足
の
た
め
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
誰
も
が
知
っ
て
い
ま
す
が
、

気
づ
か
な
い
う
ち
に
そ
う
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

誰
も
が
良
か
れ
と
思
っ
て
教
育
を
行
な
い
ま
す
が
、
そ
の
人
に
合
っ

た
手
作
り
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
行
為
自
体
が
逆
の
結
果
を
生
み
出
す
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。 
 

手
作
り
は
誰
の
た
め
に
、
何
の
た
め
に
必
要
な
の
か
が
き
ち
ん
と
押

え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
互
い
の
関
係
は
修
復
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
ま

で
至
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

 

学
校
が
最
も
願
っ
て
い
る
こ
と
を
し
よ
う
と
す
る
行
為
そ
の
も
の

が
、
学
校
の
最
も
願
っ
て
い
な
い
も
の
を
生
み
出
し
て
い
る
の
が
現
代

の
学
校
の
姿
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

  

■ 

そ
の
人
「
ら
し
さ
」 

 

学
校
で
何
を
身
に
つ
け
た
の
か
、
高
度
な
知
識
と
同
時
に
、
自
分
ら

し
さ
を
悩
み
確
か
め
な
が
ら
身
に
つ
け
て
い
た
か
ど
う
か
は
と
て
も

重
要
で
す
。 

 

そ
の
人
「
ら
し
さ
」
と
は
、
言
葉
で
は
表
現
で
き
ま
せ
ん
が
、
そ
こ

で
生
活
し
た
人
が
自
然
に
身
に
つ
け
て
い
く
も
の
で
す
。 

で
は
、「
ら
し
さ
」
と
は
ど
う
や
っ
て
分
か
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

 
そ
れ
は
そ
の
場
を
一
歩
外
へ
出
れ
ば
分
か
っ
て
き
ま
す
。
年
を
経
て

し
み
じ
み
と
理
解
さ
れ
て
く
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
あ
の
時
あ
の
場
所

で
過
ご
し
た
時
間
が
、
今
の
自
分
を
培
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
こ
と

が
あ
る
は
ず
で
す
。 

 

人
と
は
、
人
が
人
と
出
会
い
、
そ
の
者
と
か
か
わ
り
を
持
つ
中
で
、
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互
い
が
育
っ
て
い
く
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。 

 

相
手
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
な
く
、
自
分
も
ま
た
仮
面
を
か
ぶ
っ
て

生
活
し
て
い
る
と
、
そ
れ
は
自
分
の
時
間
が
止
ま
っ
て
い
る
に
等
し
い
。 

 

必
要
な
こ
と
を
教
え
る
こ
と
と
同
時
に
、
そ
の
こ
と
が
そ
の
者
に
と

っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
を
も
知
る
時
間
が
必
要
で
す
。 

 

４ 

た
く
ま
し
い
心
と
確
か
な
学
力
を
取
り
戻
す
に
は 

 
 

― 

高
い
知
識
を
、
深
い
心
が
活
か
し
て
い
く
新
し
い
学
校 

 

■ 

何
の
た
め
の
知
識 

 

心
の
教
育
と
確
か
な
学
力
、
こ
の
二
つ
は
こ
れ
ま
で
も
学
校
教
育
に

強
く
求
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
す
。
そ
の
指
摘
は
、
特
に
新
し
い
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
は
、
な
ぜ
今
こ
と
さ
ら
叫
ば
れ
る
の
で
し
ょ
う

か
。
誰
も
が
、
そ
の
二
つ
が
今
疎
か
に
な
っ
て
い
る
と
感
じ
出
し
て
い

る
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

一
人
ひ
と
り
の
「
た
ま
し
い
」
が
育
つ
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
子

ど
も
の
「
た
ま
し
い
」
の
育
ち
に
合
っ
た
時
間
が
必
要
で
し
た
。
そ
し

て
そ
の
時
間
に
寄
り
添
う
者
が
い
る
空
間
が
必
要
で
し
た
。 

 

そ
の
上
で
、
確
か
な
学
力
を
考
え
る
時
間
が
必
要
な
の
で
す
。 

  

■ 

教
科
教
育
と
し
て
の
縦
糸
と
、
そ
れ
を
織
り
成
す
「横
糸
」
教
育 

 

今
、
教
育
界
で
は
確
か
な
学
力
を
ど
の
よ
う
に
定
着
さ
せ
て
い
く
か

が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ゆ
と
り
教
育
か
ら
起
こ
っ
て
き
た

問
題
を
授
業
時
間
数
の
増
加
で
克
服
す
る
動
き
も
あ
り
ま
す
が
、
単
純

に
時
間
数
を
増
や
す
だ
け
で
解
決
す
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

増
加
し
た
時
間
数
を
ど
の
よ
う
に
使
用
す
る
か
は
重
要
で
す
。
関
西

学
院
初
等
部
で
は
、
こ
の
増
加
さ
せ
た
時
間
を
「
関
学
タ
イ
ム
60
」

と
し
て
設
定
し
ま
し
た
。 

 

布
が
ど
の
よ
う
に
織
り
成
さ
れ
て
い
く
か
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

布
は
縦
糸
と
横
糸
か
ら
で
き
て
い
ま
す
。
美
し
い
図
柄
や
絵
は
横
糸
に

よ
っ
て
織
り
成
さ
れ
て
い
き
ま
す
。 

 

確
か
な
学
力
、
深
い
思
考
力
を
定
着
さ
せ
て
い
く
上
で
、
こ
の
こ
と

は
非
常
に
示
唆
に
富
ん
で
い
ま
す
。
一
本
一
本
の
糸
が
張
ら
れ
て
い
て

も
そ
れ
だ
け
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
単
な
る
糸
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
縦
糸
が

横
糸
で
織
り
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
布
に
な
り
ま
す
。
線
だ
け
で
は

弱
い
が
、
横
糸
に
よ
っ
て
初
め
て
線
が
面
と
な
る
の
で
す
。 

 

私
た
ち
が
こ
れ
ま
で
教
え
て
き
た
教
科
・
科
目
が
縦
糸
だ
と
考
え
て

く
だ
さ
い
。
ど
の
教
科
・
科
目
も
入
門
か
ら
徐
々
に
高
度
な
レ
ベ
ル
に

達
し
て
い
き
ま
す
。
算
数
で
は
、
足
し
算
と
引
き
算
を
覚
え
て
、
掛
け

算
・
割
り
算
へ
と
進
み
ま
す
。
中
学
で
方
程
式
を
学
び
、
高
校
で
は
因

数
分
解
か
ら
始
ま
り
、
微
分
・
積
分
へ
と
進
ん
で
い
き
ま
す
。
さ
ら
に

高
等
数
学
へ
と
思
索
の
世
界
は
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
言
う
な
れ
ば
一

つ
の
縦
糸
を
下
か
ら
辿
っ
て
行
く
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
他
の
教
科
も

ま
た
同
様
で
す
。
ど
こ
ま
で
辿
っ
て
い
け
る
か
は
一
人
ひ
と
り
に
違
い

が
出
て
き
ま
す
。 

 

こ
の
辿
っ
た
知
識
の
量
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
こ
と
を
土
台
と
し
て

生
み
出
さ
れ
て
く
る
推
論
や
思
索
の
方
法
を
育
む
こ
と
が
重
要
な
こ

と
で
す
。 
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■ 

心
の
時
間
、
理
数
系
の
時
間
、
国
語
系
の
時
間
、
国
際
系
英
語

活
動
の
時
間
の
そ
れ
ぞ
れ
毎
日
一
五
分 

 
「
た
ま
し
い
」
に
問
い
か
け
る
『
心
の
時
間
』
、
心
に
は
自
分
の
意

識
で
き
る
部
分
と
意
識
化
さ
れ
な
い
部
分
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
心
の
全

体
と
で
も
言
う
べ
き
「
た
ま
し
い
」
に
一
人
ひ
と
り
が
毎
日
向
き
合
い
、

「
生
き
る
と
は
」
と
考
え
る
時
間
で
す
。 

 

理
数
系
の
時
間
『
力
の
時
間
』
と
は
、
一
つ
の
公
式
が
使
え
る
か
否

か
、
化
学
式
が
解
け
る
か
ど
う
か
の
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
そ
の
公
式
、

そ
の
化
学
式
に
ど
ん
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
、
ど
ん
な
課
題
が

潜
ん
で
い
る
の
か
を
考
え
て
い
く
も
の
で
す
。
力
と
は
分
析
し
推
論
、

仮
説
を
立
て
ら
れ
る
力
の
こ
と
で
す
。 

 

国
語
系
の
時
間
『
風
の
時
間
』
と
は
、
文
字
を
読
む
こ
と
、
漢
字
が

書
け
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
、
文
字
が
文
章
と
な
り
、
論
理
的
な
文
章
、

感
受
性
豊
か
な
文
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
に
出
会
っ
て
も
、
そ
の
行
間

さ
え
も
読
み
取
る
思
考
と
感
性
を
育
み
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

国
際
を
考
え
る
『
光
の
時
間
』
と
は
、
自
分
を
知
り
自
分
を
き
ち
ん

と
伝
え
ら
れ
る
こ
と
、
同
時
に
相
手
を
知
り
相
手
を
き
ち
ん
と
認
め
ら

れ
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
英
語
教
育
で
は
な
く
英
語
活
動
を
通
し

て
、
六
年
生
で
実
施
す
る
小
学
校
六
年
間
の
集
大
成
と
し
て
の
「
カ
ナ

ダ
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ツ
ア
ー
」
の
達
成
を
め
ざ
し
ま
す
。 

 

「
横
糸
教
育
」
の
時
間
が
、
こ
れ
ま
で
の
教
科
教
育
の
時
間
に
新
し

い
展
開
を
与
え
る
の
で
は
と
期
待
し
ま
す
。 

  

お
わ
り
に 

 

 

こ
れ
ら
の
こ
と
が
、
綿
密
な
シ
ラ
バ
ス
（
学
習
の
時
期
「
い
つ
」
、

学
習
の
内
容
「
何
を
」
、
学
習
の
ね
ら
い
「
何
の
た
め
に
」
、
学
習
の
方

法
「
何
を
使
っ
て
ど
の
よ
う
に
学
ぶ
の
か
」
を
明
記
し
た
も
の
）
と
な

り
、
す
べ
て
の
教
員
は
む
ろ
ん
の
こ
と
保
護
者
に
も
シ
ラ
バ
ス
が
提
示

さ
れ
、
理
解
さ
れ
て
初
め
て
教
育
の
理
念
が
具
体
化
さ
れ
た
と
言
え
ま

す
。 

 

最
後
は
、
や
は
り
教
員
一
人
ひ
と
り
が
ど
れ
だ
け
学
校
の
教
育
理
念

を
自
分
の
も
の
と
し
て
い
る
か
に
つ
き
ま
す
。 

 

学
校
に
、
「
建
学
の
精
神
」
が
生
き
て
働
い
て
い
る
こ
と
が
大
切
だ

と
す
れ
ば
、
新
し
い
学
校
は
ま
さ
に
そ
れ
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
が
ゆ

え
に
、
そ
の
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。
教
員
も
ま
た
そ
の
た
め
に
自
分
の

力
を
発
揮
し
よ
う
と
試
み
る
の
で
し
た
。 

 

私
た
ち
は
、
新
し
い
時
代
に
応
え
て
い
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。 

 


